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（特集━七）　中世日本の芸能と源氏物語、そして現代での価値

　

本
日
は
〈
能
楽
〉
も
ま
た
広
く
中
世
日
本
の
〈
芸
能
〉
に
含
ま
れ

る
と
い
う
意
味
で
、
あ
え
て
〈
芸
能
〉
と
い
う
言
葉
を
タ
イ
ト
ル

に
入
れ
ま
し
た
。
そ
こ
に
『
源
氏
物
語
』
が
ど
の
よ
う
に
関
わ
っ

て
く
る
か
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
、
説
明
し
て
い
き
た
い
と
思

い
ま
す
。

　

私
の
本
職
は
宝
生
流
能
楽
師
、
分
か
る
方
に
は
「
シ
テ
方
と
い

う
主
役
を
演
じ
る
役
職
だ
よ
」
と
紹
介
さ
せ
て
頂
い
て
お
り
ま

す
。
そ
し
て
私
は
家
元
な
の
で
す
が
、
家
元
と
い
う
仕
事
、
実

は
複
雑
な
の
で
す
。
家
元
に
課
せ
ら
れ
た
任
務
と
い
え
ば
、
普

通
は
舞
台
役
者
、
舞
台
監
督
、
指
導
者
の
三
つ
な
の
で
す
が
、

実
際
は
、
そ
れ
だ
け
で
は
足
り
な
い
こ
と
が
あ
る
の
で
す
。

　

例
え
ば
〈
マ
ネ
ッ
ジ
メ
ン
ト
〉。
実
は
、
こ
れ
が
一
番
大
事
な

の
で
す
ね
。
あ
る
意
味
、
外
交
官
と
も
言
い
ま
す
か
。
時
代
、

時
代
の
能
楽
、
我
々
の
世
界
で
よ
く
言
う
〈
能
楽
の
価
値
〉
と
い

う
も
の
を
明
確
に
す
る
こ
と
、
こ
れ
が
我
々
家
元
の
任
務
と
な

り
ま
す
。
で
す
か
ら
、
た
だ「
こ
う
い
う
演
目
や
り
ま
し
た
」「
こ

う
い
う
風
に
伝
わ
っ
て
い
ま
す
よ
」
と
い
う
情
報
を
流
す
だ
け
で

な
く
、
そ
れ
を
「
現
代
に
ど
う
活
か
し
て
い
く
の
か
」
を
常
に
考

え
、
提
案
し
続
け
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
す
。
で
は

何
故
、
こ
う
い
う
こ
と
を
や
る
よ
う
に
な
っ
た
の
か
、
そ
の
問

二
〇
一
九
年
度
文
芸
資
料
研
究
所
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「
源
氏
物
語
、
伝
統
と
未
来
」

中
世
日
本
の
芸
能
と
源
氏
物
語
、
そ
し
て
現
代
で
の
価
値

宝
生
　
和
英
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題
が
芸
能
の
成
立
に
関
係
し
て
く
る
と
思
っ
て
く
だ
さ
い
。

　

普
通
、
能
楽
の
成
立
は
室
町
時
代
と
言
わ
れ
ま
す
が
、
実
は

そ
う
で
は
な
く
て
、
既
に
飛
鳥
時
代
に
そ
の
種
が
あ
り
ま
し
た
。

秦ハ
タ
ノ

河カ
ワ

勝カ
ツ

、
渡
来
人
と
も
日
本
人
と
も
い
わ
れ
て
い
る
人
物
で
す

が
、
大
変
な
偉
業
を
成
し
た
方
で
、
聖
徳
太
子
に
大
陸
か
ら
の

最
先
端
の
文
化
を
齎
し
た
人
で
す
。
こ
の
時
代
、
我
々
、
宝
生

流
の
人
た
ち
は
何
を
し
て
い
た
か
と
い
う
と
、
機ハ
タ

織オ
リ

部ベ

と
い
う

役
職
を
貰
い
、
機
織
り
の
職
業
を
司
っ
て
い
た
よ
う
で
す
。
当

時
の
機
織
り
は
、
た
だ
布
地
を
織
っ
て
い
た
の
で
は
な
く
〈
文
化

の
窓
口
〉
と
言
わ
れ
て
い
ま
し
た
。
大
陸
で
誕
生
し
た
最
先
端
の

デ
ザ
イ
ン
や
、
そ
れ
を
支
え
る
技
術
を
い
ち
早
く
採
り
入
れ
る

部
署
で
あ
り
、
情
報
伝
達
者
と
し
て
文
化
全
般
を
担
っ
て
い
た

役
職
だ
っ
た
か
ら
で
す
。
そ
し
て
室
町
時
代
、
有
名
な
観
阿
弥
・

世
阿
弥
親
子
が
登
場
し
、
猿
楽
と
い
う
も
の
を
作
り
ま
し
た
。
彼

ら
は
観
世
流
の
基
礎
を
築
く
こ
と
に
な
る
の
で
す
が
、
我
々
宝

生
流
は
連
阿
弥
と
い
う
方
を
祖
と
し
て
お
り
ま
し
て
、
義
理
の

兄
弟
と
も
呼
ば
れ
て
い
ま
す
。
さ
て
こ
の
飛
鳥
時
代
と
室
町
時

代
の
中
間
地
点
に
あ
る
の
が
、
本
日
の
主
題
の
『
源
氏
物
語
』
で

す
。
紫
式
部
と
い
う
人
が
、
能
楽
の
文
化
に
大
き
な
影
響
を
与

え
た
話
を
し
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
宝
生
流
の
演
目
で
『
源

氏
物
語
』に
関
連
し
た
作
品
は「
葵
上
」「
空
蝉
」「
夕
顔
」「
住
吉

詣
」「
花
争
」。
他
の
流
儀
に
も
源
氏
に
関
連
し
た
演
目
は
沢
山

あ
る
の
で
す
が
、
意
外
に
宝
生
流
に
は
残
っ
て
い
な
い
の
で
す
。

成
立
時
期
と
し
て
は
「
葵
上
」
が
非
常
に
古
く
、
そ
れ
以
外
は
世

阿
弥
以
降
で
は
な
い
か
と
言
わ
れ
て
お
り
ま
し
て
、
非
常
に
大

事
な
演
目
と
し
て
残
っ
て
い
る
も
の
が
多
く
あ
り
ま
す
。
以
上

が
能
楽
史
の
ご
く
大
ま
か
な
流
れ
で
す
。

　

で
は
元
々
、
芸
能
と
い
う
も
の
は
人
々
に
ど
の
よ
う
な
影
響

を
与
え
て
い
た
の
で
し
ょ
う
。
古
代
に
お
け
る
芸
能
の
役
割
は
、

非
常
に
シ
ン
プ
ル
な
も
の
で
し
た
。
聖
徳
太
子
の
頃
に
は
、
笑

い
や
驚
き
を
得
る
た
め
の
、
原
始
的
欲
求
を
満
た
す
も
の
だ
っ

た
の
で
す
。
正
倉
院
に
あ
る
図
案
な
ど
に
も
残
っ
て
い
ま
す
が
、

中
国
か
ら
入
っ
て
き
た
奇
術
や
物
真
似
、
軽
業
と
い
っ
た
、
人
々

を
驚
か
せ
笑
わ
せ
よ
う
と
い
う
滑
稽
な
芸
を
総
括
し
て
〈
散
楽
〉
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と
呼
ん
で
い
ま
し
た
。
昔
か
ら
日
本
は
災
害
が
多
い
で
し
ょ
う
。

こ
ん
な
全
て
の
災
害
を
揃
え
た
よ
う
な
国
土
は
他
に
な
い
で
す
。

だ
か
ら
こ
そ
、
そ
う
い
っ
た
原
始
的
欲
求
に
よ
っ
て
、
災
害
へ

の
不
安
を
取
り
除
こ
う
と
し
た
、
芸
能
は
そ
の
た
め
の
一
つ
の

ア
ク
シ
ョ
ン
だ
っ
た
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

　

し
か
も
芸
能
者
た
ち
は
全
員
、
公
務
員
。
朝
廷
に
抱
え
ら
れ

て
い
た
人
間
だ
っ
た
の
で
す
。
今
で
す
と
、
フ
ラ
ン
ス
が
そ
れ

に
近
い
シ
ス
テ
ム
に
な
っ
て
い
る
よ
う
で
、〈
ア
ー
ト
マ
ネ
ッ
ジ

メ
ン
ト
〉
と
し
て
、
国
民
の
た
め
に
芸
能
を
如
何
に
活
用
し
て
い

く
の
か
と
い
う
点
に
重
き
を
置
い
て
い
る
よ
う
で
す
。

　

で
も
芸
能
は
第
一
次
産
業
で
は
あ
り
ま
せ
ん
の
で
、
案
の
定

と
申
し
ま
す
か
、
や
が
て
破
綻
し
て
し
ま
い
ま
す
。
抱
え
過
ぎ

て
あ
ぶ
れ
た
人
々
が
出
て
し
ま
っ
た
の
で
す
ね
。
そ
う
い
う
人
々

を
見
か
ね
て
、
と
あ
る
と
こ
ろ
が
彼
ら
を
再
雇
用
し
ま
す
。
そ

れ
が
神
社
仏
閣
な
の
で
す
。
た
だ
し
彼
ら
は
た
だ
善
意
で
再
雇

用
し
た
わ
け
じ
ゃ
な
い
。
こ
こ
か
ら
先
が
平
安
以
降
の
芸
能
史

に
繋
が
っ
て
い
く
の
で
す
け
ど
も
、
大
衆
相
手
に
漢
文
で
記
さ

れ
た
経
典
を
読
み
聞
か
せ
て
も
、
人
々
は
有
り
難
が
る
だ
け
で

内
容
は
ち
ん
ぷ
ん
か
ん
ぷ
ん
な
の
で
す
。
そ
こ
で
芸
能
化
し
て
、

も
っ
と
分
か
り
や
す
く
伝
え
ま
し
ょ
う
と
い
う
こ
と
に
な
っ
た
。

布
教
の
た
め
に
芸
能
者
の
能
力
が
使
わ
れ
た
時
代
に
な
る
の
で

す
。
イ
タ
リ
ア
な
ど
で
も
〈
ラ
ウ
ラ
ー
レ
〉
と
い
っ
て
、
お
祭
り

の
時
に
神
父
さ
ん
が
演
劇
を
し
た
り
し
て
い
る
よ
う
で
す
が
、
こ

れ
な
ど
も
同
様
で
し
ょ
う
。
一
般
大
衆
に
教
え
を
浸
透
さ
せ
る

た
め
に
、
身
近
な
演
劇
を
採
り
入
れ
て
判
り
や
す
く
伝
え
て
い
っ

た
わ
け
な
の
で
す
。　
　
　

　

ま
た
能
楽
と
い
う
の
は
、
本
来
は
仮
面
を
付
け
て
目
に
見
え

な
い
鬼
や
亡
霊
の
話
を
伝
え
ま
す
が
、「
そ
れ
だ
け
だ
と
眠
く
な

る
よ
ね
」、
と
い
う
こ
と
で
生
ま
れ
た
の
が
狂
言
だ
と
言
わ
れ
て

い
ま
す
。
一
種
の
眠
気
覚
ま
し
と
し
て
、
狂
言
の
元
が
生
ま
れ

ま
し
た
。

　

平
安
時
代
に
全
盛
だ
っ
た
芸
能
と
い
う
の
は
、
や
は
り
神
様

の
持
つ
力
と
い
う
も
の
を
、
広
く
伝
え
る
た
め
に
あ
っ
た
わ
け

で
す
。
だ
か
ら
ま
だ
ま
だ
黎
明
期
。『
源
氏
物
語
』
が
誕
生
し
た

の
は
、
芸
能
史
の
側
か
ら
み
る
と
、
こ
う
し
た
時
代
だ
っ
た
の
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で
す
。『
源
氏
物
語
』
は
現
実
の
話
で
は
な
い
。
現
実
を
下
敷
き

に
し
て
い
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
で
す
。
当
時
、

神
様
の
話
が
本
当
に
あ
っ
た
こ
と
〈
歴
史
的
事
実
〉
と
し
て
伝
え

ら
れ
て
い
た
の
に
対
し
て
、
物
語
は
虚
構
で
あ
っ
て
、
し
か
も

非
常
に
セ
ン
セ
ー
シ
ョ
ナ
ル
な
内
容
で
し
た
。
仏
教
で
は
こ
う

し
た
作
り
話
は
〈
狂
言
綺
語
〉
と
し
て
排
斥
さ
れ
る
風
潮
も
あ
っ

た
わ
け
で
す
。

　

例
え
ば
観
阿
弥
・
世
阿
弥
の
作
と
さ
れ
て
い
る「
源
氏
供
養
」と

い
う
演
目
が
あ
り
ま
す
。
物
語
の
登
場
人
物
を
シ
テ
に
し
た
作

品
が
多
い
中
で
、
こ
の
演
目
は
少
し
特
殊
で
、
作
者
で
あ
る
紫

式
部
が
シ
テ
な
の
で
す
。
あ
ら
す
じ
を
簡
単
に
説
明
し
ま
す
と
、

安
居
院
法
印
と
い
う
偉
い
僧
侶
が
、
石
山
寺（『
源
氏
物
語
』発
祥

の
地
と
い
う
伝
説
も
あ
り
ま
す
ね
）
に
参
詣
し
た
際
、
紫
式
部
の

亡
霊
が
出
て
き
た
。「
嘘
の
物
語
を
作
っ
た
こ
と
で
死
後
も
苦
し

ん
で
い
る
、
何
と
か
成
仏
で
き
る
よ
う
祈
っ
て
欲
し
い
」
と
式
部

に
頼
ま
れ
、
法
印
が
お
祈
り
を
し
た
。
す
る
と
式
部
は
成
仏
で

き
た
と
喜
び
の
舞
を
舞
い
、
最
後
は
「
自
分
は
実
は
菩
薩
だ
っ
た

の
だ
」と
い
っ
て
消
え
て
い
く
と
い
う
内
容
で
す
。

　

こ
の
安
居
院
法
印
と
い
う
人
が
、
実
は
肝
な
の
で
す
。
当
時

は〈
唱
導
〉と
い
っ
て
、
説
教（
言
葉
）に
抑
揚（
節
）を
付
け
た
り
、

手
振
り
身
振
り
を
交
え
た
り
し
な
が
ら
、
演
劇
効
果
を
利
用
し

て
衆
生
を
導
く
と
い
う
方
法
が
あ
り
ま
し
た
。
実
は
こ
れ
〈
唱
導

成
仏
〉と
言
い
ま
し
て
、「
源
氏
供
養
」で
は
紫
式
部
を
救
っ
た
プ

ロ
パ
ガ
ン
ダ
と
し
て
も
捉
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
ど
う
い
う
こ
と

か
と
言
い
ま
す
と
「
作
り
話
で
人
々
を
惑
わ
せ
た
の
は
悪
い
こ
と

だ
が
、
で
も
そ
う
い
っ
た
文
学
に
よ
っ
て
、
人
々
に
仏
の
教
え

を
伝
え
、
成
仏
さ
せ
る
こ
と
も
出
来
る
。
だ
か
ら
文
学
は
素
晴

ら
し
い
も
の
な
の
だ
」と
い
う
、
安
居
院
流〈
唱
導
〉の
マ
ー
ケ
ッ

ト
で
も
あ
っ
た
の
で
す
。「
源
氏
供
養
」を
観
た
人
々
は「
凄
い
！

こ
の
唱
導
っ
て
い
う
も
の
を
聞
い
て
、
あ
の
紫
式
部
も
成
仏
出

来
た
の
だ
」と
、
安
居
院
流〈
唱
導
〉に
人
気
が
集
ま
っ
た
わ
け
な

の
で
す
ね
。
能
楽
が
そ
の
演
目
に
よ
っ
て
安
居
院
流
の
力
を
宣

伝
し
た
と
い
う
こ
と
で
、
ビ
ジ
ネ
ス
事
例
と
し
て
も
捉
え
ら
れ

る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

　

さ
ら
に
い
い
ま
す
と
「
作
り
話
は
仏
教
的
に
は
良
く
な
い
け

ど
、
最
終
的
に
は
作
り
話
も
素
晴
ら
し
い
」
と
い
う
論
理
に
な
り
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ま
す
の
で
、
こ
う
し
た
見
方
っ
て
ダ
ブ
ル
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
な
の

で
す
。
そ
の
淵
源
に
は
、
仏
教
で
い
う
〈
方
便
〉
と
い
う
考
え
方

や
白
楽
天
の
願
文
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
て
い
ま
す
が
、
こ
の
よ
う

な
見
方
を
大
衆
に
浸
透
さ
せ
る
の
に
貢
献
し
た
の
は
「
源
氏
供

養
」
と
い
う
演
目
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
ま
で
「
こ
ん
な
こ

と
や
っ
ち
ゃ
駄
目
だ
よ
」
と
言
わ
れ
て
き
た
こ
と
を
正
当
化
さ
せ

て
い
く
、
一
つ
の
契
機
に
も
な
っ
た
と
思
い
ま
す
。

　

さ
て
、
神
様
の
力
を
示
す
演
目
が
多
か
っ
た
能
楽
で
す
が
、

室
町
時
代
あ
た
り
か
ら
、
人
々
の
関
心
は
神
様
か
ら
人
間
へ
と

移
り
変
わ
っ
て
い
っ
た
よ
う
で
、
そ
の
こ
と
は
能
楽
の
演
目
に

も
反
映
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
時
代
以
降
、
演
目
に
お
け
る
登

場
人
物
の
心
情
描
写
が
増
え
て
き
て
い
る
か
ら
で
す
。

　

例
え
ば
「
半
蔀
」「
葵
上
」。
こ
れ
等
は
夕
顔
や
六
条
御
息
所
と

い
っ
た
物
語
の
登
場
人
物
に
フ
ォ
ー
カ
ス
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の

苦
し
み
だ
っ
た
り
、〈
負
の
面
〉
を
紹
介
し
た
り
し
て
い
ま
す
。

ま
た
人
間
の
命
を
自
然
の
草
花
に
喩
え
た
り
も
し
て
い
ま
す
。

神
様
へ
の
興
味
か
ら
人
へ
の
興
味
へ
と
移
り
、
そ
の
ラ
ン
ド
マ
ー

ク
の
一
つ
が
、『
源
氏
物
語
』系
の
演
目
だ
っ
た
と
言
え
る
で
し
ょ

う
。
勿
論
、
世
阿
弥
さ
ん
は
神
様
を
扱
っ
た
曲
も
作
っ
て
い
ま

す
が
、
そ
れ
以
前
に
、
や
は
り
、
幽
玄
系
の
演
目（
代
表
曲
で
は
、

例
え
ば「
野
宮
」や「
半
蔀
」な
ど
）も
、
こ
う
い
っ
た
人
間
文
学
と

い
う
と
こ
ろ
が
契
機
に
な
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

　

な
お
こ
の
時
代
に
人
間
に
対
す
る
興
味
が
増
え
て
き
た
こ
と

の
背
景
に
は
、
文
明
の
進
化
も
関
与
し
て
い
た
こ
と
で
し
ょ
う
。

具
体
的
に
は
中
国
・
朝
鮮
・
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
等
と
の
交
易
が
活

性
化
し
た
こ
と
も
挙
げ
ら
れ
る
と
思
い
ま
す
。
新
た
な
産
業
技

術
や
商
品
だ
け
で
な
く
、
も
の
の
考
え
方
等
ま
で
も
が
導
入
さ

れ
、
生
活
基
準
は
上
が
り
、
文
化
そ
の
も
の
が
飛
躍
的
に
発
展

し
た
か
ら
で
も
あ
る
の
で
し
ょ
う
。

　

当
時
の
交
易
が
、
能
楽
を
含
む
日
本
の
文
化
に
及
ぼ
し
た
影

響
の
ひ
と
つ
と
し
て
、
日
本
の
伝
統
的
な
模
様
と
は
異
な
る
、

海
外
の
模
様
の
流
入
を
挙
げ
た
い
と
思
い
ま
す
。
キ
リ
ス
ト
・

イ
ス
ラ
ム
文
化
か
ら
生
ま
れ
た
い
わ
ゆ
る
〈
渡
来
模
様
〉
が
、
中

国
を
経
由
し
て
日
本
に
齎
さ
れ
た
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
も
と
も

と
日
本
に
は
幾
何
学
的
な
模
様
が
少
な
か
っ
た
の
で
す
。
余
談
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に
な
り
ま
す
が
、
室
町
時
代
は
明
と
の
交
易
だ
っ
た
の
で
す
が
、

明
で
景
教
（
中
国
流
キ
リ
ス
ト
教
）
が
迫
害
さ
れ
た
た
め
に
、
多

く
の
信
者
が
日
本
に
逃
げ
て
来
た
、
そ
の
時
に
幾
何
学
的
な
文

様
も
も
た
ら
さ
れ
た
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
能
装
束
に
は
そ
う

し
た
メ
イ
ド
・
イ
ン
・
ワ
ー
ル
ド
の
柄
も
採
り
入
れ
ら
れ
て
い

ま
す
。

　

そ
の
一
方
で
、
日
本
オ
リ
ジ
ナ
ル
と
み
ら
れ
る
文
様
も
ご
ざ

い
ま
す
。
当
流
儀
の
装
束
写
真
を
持
っ
て
来
ま
し
た
。
こ
う
い
っ

た
も
の
は
、
実
は
、
日
本
オ
リ
ジ
ナ
ル
な
の
で
す
。
ど
れ
も
ア

シ
ン
メ
ト
リ
ー
な
の
が
特
徴
で
す
。
宝
生
流
が
所
蔵
し
て
い
る

の
は
こ
の
四
点
で
す
が
、
全
体
か
ら
見
れ
ば
も
っ
と
た
く
さ
ん

ご
ざ
い
ま
す
。
そ
し
て
こ
う
し
た
不
均
衡
な
模
様
は
『
源
氏
物
語

絵
巻
』関
係
か
ら
の
派
生
だ
と
言
わ
れ
て
お
り
ま
す
。

　

例
え
ば
、
こ
の
御
簾
。
御
簾
に
鉄
仙
が
入
っ
て
い
た
り
す
る
、

こ
れ
が
〈
源
氏
蝶
〉。
こ
れ
が
「
半
蔀
」
で
使
う
瓢
箪
模
様
。
そ
れ

ぞ
れ
、『
源
氏
物
語
』
の
ス
ト
ー
リ
ー
に
イ
ン
ス
パ
イ
ア
さ
れ
た

柄
な
の
で
す
。
こ
れ
が
、
夕
顔
が
シ
テ
に
な
る「
半
蔀
」の
蔀
戸
。

そ
し
て
こ
れ
は
「
葵
上
」
な
ど
で
『
源
氏
物
語
絵
巻
』
に
出
て
来
る

蝶
の
柄
で
す
ね
。
能
で
は
六
条
御
息
所
が
着
て
出
て
き
た
り
し

ま
す
。
そ
し
て
、
こ
れ
は
特
定
の
曲
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
の

で
す
が
、
そ
の
御
簾
を
使
っ
て
い
た
。
そ
れ
ぞ
れ
か
な
り
古
い

も
の
で
す
の
で
、
こ
う
い
っ
た
も
の
が
日
本
の
伝
統
模
様
と
し

て
継
承
さ
れ
て
き
た
の
も
、
ま
さ
に
『
源
氏
物
語
』
の
衣
装
こ
そ

が
、
あ
る
意
味
、
日
本
の
伝
統
柄
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な
い

か
も
知
れ
ま
せ
ん
。

　

そ
し
て
戦
国
時
代
、
こ
の
時
代
、
芸
能
と
『
源
氏
物
語
』
と
の

関
係
は
薄
い
よ
う
で
す
。
何
故
か
と
言
い
ま
す
と
、
当
時
は
一

種
の
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
期
で
、
例
え
ば
織
田
信
長
・
豊
臣
秀
吉
・

徳
川
家
康
、
こ
の
三
人
の
武
将
を
み
た
だ
け
で
も
、
能
楽
の
価

値
が
こ
ろ
こ
ろ
変
わ
っ
て
い
っ
た
時
代
な
の
で
す
。

　
「
今
は
戦
さ
が
多
く
て
不
安
だ
か
ら
、
修
羅
物
（
武
将
た
ち
の

物
語
）が
観
た
い
」と
言
う
信
長
さ
ん
。

　
「
い
や
い
や
、
俺
は
、
こ
れ
だ
け
強
い
力
を
持
っ
て
い
る
。
光

秀
も
討
っ
た
ん
だ
。
そ
う
い
っ
た
話
も
お
能
に
し
て
し
ま
お
う
」

と
、
能
楽
を
力
の
誇
示
に
使
っ
た
秀
吉
さ
ん
。
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そ
し
て「
い
や
い
や
、
戦
さ
は
懲
り
懲
り
で
し
ょ
う
。
じ
ゃ
あ
、

戦
争
の
代
わ
り
に
何
か
別
の
も
の
で
競
わ
せ
よ
う
よ
」
と
言
い
始

め
た
家
康
さ
ん
。

　

同
じ
よ
う
に
お
能
を
楽
し
ん
で
も
、
活
用
の
仕
方
が
全
く
変

わ
っ
て
く
る
の
で
す
。
ま
た
当
時
は
王
朝
物
語
に
取
材
し
た
演

目
よ
り
は
『
平
家
物
語
』
な
ど
の
軍
記
物
に
基
づ
い
た
演
目
の
方

が
多
く
上
演
さ
れ
て
い
た
よ
う
で
す
。
戦
国
時
代
で
す
か
ら
、

戦
さ
が
多
か
っ
た
こ
と
も
影
響
し
た
の
か
な
と
思
い
ま
す
。

　

そ
し
て
、
此
の
方
、
細
川
幽
斎
で
す
。
僕
自
身
、
幽
斎
さ
ん

の
考
え
方
に
大
き
く
影
響
さ
れ
て
い
ま
す
。
彼
は『
能
楽
十
五
徳
』

と
い
う
著
著
の
な
か
で
「
能
楽
を
観
る
と
、
一
回
観
る
度
に
十
五

個
の
良
い
こ
と
が
あ
る
よ
」
と
い
っ
た
趣
旨
の
発
言
を
し
て
い
ま

す
。
具
体
的
に
言
え
ば
「
能
楽
を
観
れ
ば
、
わ
ざ
わ
ざ
出
か
け
な

く
と
も
そ
の
土
地
の
情
報
を
得
る
こ
と
が
出
来
る
し
、
勉
強
に
も

な
る
。
し
か
も
健
康
に
も
い
い
」
等
と
、
何
故
、
能
を
観
る
の
か

と
い
う
理
由
を
明
文
化
し
て
い
る
の
で
す
。
こ
れ
っ
て
、
簡
単

な
よ
う
で
、
実
は
す
ご
く
難
し
い
こ
と
な
の
で
す
。
こ
こ
か
ら

ネ
ガ
テ
ィ
ブ
な
話
に
入
っ
て
い
き
ま
す
の
で
、
こ
の
『
能
楽
十
五

徳
』
を
念
頭
に
入
れ
て
頂
き
な
が
ら
、
時
間
の
関
係
で
江
戸
時
代

は
飛
ば
し
ま
し
て
、
い
よ
い
よ
近
代
に
進
み
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

近
代
に
は
世
界
大
戦
と
い
う
大
事
件
が
あ
り
ま
す
ね
。
実
は

先
程
お
話
し
し
た
能
装
束
は
、
一
度
、
こ
こ
で
完
全
に
途
絶
え

て
お
り
ま
す
。
何
故
か
。
第
一
次
世
界
大
戦
の
時
に
、
全
て
の

機
織
り
機
が
没
収
さ
れ
、
壊
さ
れ
て
、
軍
需
物
と
し
て
再
利
用

さ
れ
て
し
ま
っ
た
か
ら
で
す
。
そ
の
た
め
戦
後
に
フ
ラ
ン
ス
か

ら
〈
ジ
ャ
ガ
ー
ド
〉
と
い
う
織
り
機
を
輸
入
し
ま
し
た
。
山
口
安

次
郎
と
い
う
方
が
、
こ
の
織
機
を
使
っ
て
現
代
に
復
刻
し
た
わ

け
な
の
で
す
。

　

と
い
う
わ
け
で
、
戦
争
に
よ
っ
て
能
楽
の
資
料
が
乏
し
く
な

り
ま
し
た
が
、
や
が
て
そ
の
反
動
か
ら
か
、
古
典
と
い
う
も
の

が
イ
ン
ス
パ
イ
ア
さ
れ
る
時
代
に
な
っ
て
き
ま
す
。
そ
の
急
先

鋒
は
白
洲
正
子
や
、黒
澤
明
と
い
っ
た
人
々
で
し
た
。
彼
ら
が「
い

や
、
古
典
に
は
こ
う
い
う
良
い
も
の
が
あ
る
か
ら
、
見
て
よ
！
」

と
い
う
こ
と
で
、
本
を
書
い
て
能
楽
を
紹
介
し
普
及
し
て
く
だ

さ
っ
た
の
で
す
。
ま
た
『
源
氏
物
語
』
と
の
関
係
で
言
え
ば
、
三
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島
由
紀
夫
。
こ
の
方
は『
近
代
能
楽
集
』を
著
し
、
能
楽
の「
葵
上
」

と
い
う
演
目
に
イ
ン
ス
パ
イ
ア
さ
れ
て
、
新
し
い
戯
曲
を
作
り

ま
し
た
。
基
本
的
に
は
「
葵
上
」
の
構
成
を
基
礎
に
、
時
代
の
嗜

好
に
合
う
よ
う
に
再
設
定
（
近
代
化
）
さ
れ
た
わ
け
で
す
。
彼
の

作
品
は
演
劇
に
新
し
い
ジ
ャ
ン
ル
を
切
り
開
い
た
と
高
い
評
価

を
う
け
、ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
等
で
も
絶
賛
さ
れ
た
と
い
い
ま
す
。『
近

代
能
楽
集
』
は
能
楽
の
演
目
の
普
及
に
大
き
く
貢
献
し
、
な
か
で

も
「
葵
上
」
と
い
う
演
目
に
関
す
る
人
々
の
関
心
を
呼
び
起
こ
し

た
と
い
え
る
で
し
ょ
う
。

　

以
上
の
流
れ
を
、簡
単
な
構
図
で
言
い
換
え
ま
す
と
、ま
ず〈
原

点
〉と
い
う
も
の
が
存
在
し
て
、
そ
れ
が〈
二
次
コ
ン
テ
ン
ツ
〉を

呼
び
、
そ
れ
が
さ
ら
に
〈
三
次
コ
ン
テ
ン
ツ
〉
を
生
ん
で
い
く
こ

と
に
な
り
ま
す
。
こ
の
事
例
で
言
い
ま
す
と
、〈
原
点
〉
と
い
う

の
は『
源
氏
物
語
』。
そ
れ
に
能
楽
が
イ
ン
ス
パ
イ
ア
さ
れ
て〈
芸

能
化
〉
さ
れ
、
更
に
そ
こ
か
ら
イ
ン
ス
パ
イ
ア
さ
れ
て
『
近
代
能

楽
集
』
の
よ
う
な
、
よ
り
メ
ッ
セ
ー
ジ
化
さ
れ
た
も
の
が
上
演
さ

れ
て
い
く
と
い
う
流
れ
で
す
。
し
か
も
こ
の〈
三
次
コ
ン
テ
ン
ツ
〉

が
普
及
す
る
こ
と
で
、〈
二
次
〉〈
原
点
〉に
も
良
い
影
響
を
与
え
、

全
て
が
利
益
を
共
有
す
る
関
係
が
作
ら
れ
る
と
い
っ
た
、
一
つ

の
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
ス
キ
ー
ム
を
作
り
上
げ
た
わ
け
な
の
で
す
。

近
代
ま
で
は
こ
の
よ
う
な
非
常
に
シ
ン
プ
ル
な
図
式
だ
っ
た
も

の
が
、
現
代
に
な
る
と
、
大
き
く
変
貌
し
て
い
き
ま
す
。

　

そ
う
な
っ
た
社
会
背
景
の
一
つ
と
し
て
、〈
情
報
の
コ
ン
ビ
ニ

エ
ン
ス
化
〉
が
挙
げ
ら
れ
る
で
し
ょ
う
。
今
の
時
代
、
あ
り
と
あ

ら
ゆ
る
情
報
が
清
濁
含
め
て
す
ぐ
に
手
に
入
っ
て
し
ま
う
。
そ

れ
ま
で
は
情
報
を
得
る
た
め
に
図
書
館
に
行
っ
た
り
、
先
生
に

話
を
聞
き
に
い
っ
た
り
し
て
き
た
わ
け
で
す
が
、
そ
う
い
っ
た

手
間
暇
が
一
切
省
け
て
し
ま
う
時
代
に
な
っ
た
わ
け
で
す
。

　

次
に
、
そ
れ
だ
け
情
報
が
あ
れ
ば
、
色
々
な
こ
と
を
生
み
出

せ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
先
程
お
話
し
た〈
原
点
〉

と
い
う
も
の
を
、
幾
つ
で
も
生
み
出
せ
る
よ
う
に
な
る
。
し
か

も
ネ
ッ
ト
上
で
配
信
で
き
ま
す
か
ら
、〈
原
点
〉
の
飽
和
状
態
に

入
る
わ
け
な
の
で
す
ね
。
で
、
こ
の
飽
和
状
態
の
中
か
ら
「
我
こ

そ
は
」
と
、
コ
ン
テ
ン
ツ
と
し
て
抜
け
出
す
必
要
が
あ
る
わ
け
な

の
で
す
。
更
に
言
い
ま
す
と
、
抜
け
出
た
コ
ン
テ
ン
ツ
は
あ
っ
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と
い
う
間
に
知
名
度
が
上
が
り
、
次
の
ビ
ジ
ネ
ス
に
繋
が
る
よ

う
な
結
果
を
求
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。

　

従
来
の
コ
ン
テ
ン
ツ
と
い
う
の
は
、
五
年
か
ら
六
年
…
、
十

年
ぐ
ら
い
の
猶
予
は
与
え
ら
れ
た
も
の
だ
っ
た
の
で
す
。
最
初

は
「
お
客
さ
ん
、
全
然
入
ら
な
い
よ
」
と
言
わ
れ
た
演
目
で
も
、

と
り
あ
え
ず
再
演
、
再
演
を
繰
り
返
し
て
、
や
っ
と
人
気
が
出

て
き
た
と
い
う
事
例
は
沢
山
あ
り
ま
す
。
オ
ペ
ラ
で
い
え
ば
有

名
な
プ
ッ
チ
ー
ニ
の
「
蝶
々
夫
人
」。
あ
の
作
品
だ
っ
て
最
初
は

ボ
ロ
ク
ソ
に
言
わ
れ
ま
し
た
が
、
繰
り
返
し
繰
り
返
し
、
試
行

錯
誤
し
て
い
っ
た
こ
と
で
、
一
つ
の
作
品
と
し
て
出
来
上
が
っ

て
い
っ
た
わ
け
で
す
。
以
前
は
そ
う
い
っ
た
こ
と
が
許
さ
れ
て

き
た
の
で
す
。

　

と
こ
ろ
が
現
代
は
、
あ
ら
ゆ
る
コ
ン
テ
ン
ツ
が
、
一
回
目
で

失
敗
す
る
と
も
う
二
度
と
チ
ャ
ン
ス
は
貰
え
な
い
、
そ
う
い
っ

た
状
況
に
な
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
た
め
皆
さ
ん
が
、
コ
ン
テ
ン

ツ
の
リ
ス
ク
ヘ
ッ
ジ
を
行
う
わ
け
で
す
ね
。
少
額
の
投
資
を
多

ジ
ャ
ン
ル
に
し
て
い
か
な
い
と
い
け
な
い
。
そ
の
中
で
、
コ
ン

テ
ン
ツ
が
顧
客
に
対
し
て
「
自
分
に
は
こ
う
い
っ
た
魅
力
が
あ
り

ま
す
よ
」
と
自
ら
の
価
値
を
明
確
に
し
な
く
ち
ゃ
い
け
な
く
な
っ

て
く
る
の
で
す
。

　

現
代
は
、
そ
れ
ま
で
の
よ
う
な
、
一
個
の
〈
原
点
〉
か
ら
数
珠

繋
が
り
の
よ
う
に
真
下
に
伸
び
て
い
っ
た
図
式
で
は
な
く
、
枝

葉
の
よ
う
に
横
に
伸
び
て
い
く
図
式
、
そ
う
い
っ
た
ビ
ジ
ネ
ス

が
好
ま
れ
る
傾
向
に
あ
り
ま
す
。
一
個
の
〈
原
点
〉
を
深
堀
り
す

る
の
で
は
な
く
、
ど
ん
ど
ん
生
ま
れ
て
く
る
新
し
い
も
の
を
、

二
次
産
業
と
し
て
、
例
え
ば
舞
台
化
、
ア
ニ
メ
化
、
映
画
化
等

な
ど
あ
ら
ゆ
る
こ
と
で
〈
二
次
コ
ン
テ
ン
ツ
〉
を
増
殖
さ
せ
、
当

た
っ
た
も
の
で
お
金
を
稼
ご
う
と
。
そ
し
て
そ
の
先
は
「
一
回
売

れ
た
ら
も
う
、
繋
が
な
く
て
良
い
よ
ね
。
次
の
新
し
い
コ
ン
テ

ン
ツ
は
な
い
か
な
」
と
い
う
よ
う
に
、
ど
ん
ど
ん
横
に
流
れ
て
い

く
ビ
ジ
ネ
ス
で
す
。
今
の
我
々
は
、
こ
の
〈
ブ
ル
ー
・
オ
ー
シ
ャ

ン
〉
と
呼
ば
れ
る
市
場
の
海
の
な
か
で
、
自
ら
の
立
場
を
明
確
化

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
す
。

　

今
の
時
代
、
我
々
に
最
も
求
め
ら
れ
て
い
る
の
は
〈
パ
ラ
ダ
イ

ム
シ
フ
ト
〉
と
い
う
考
え
方
で
す
。
思
想
の
枠
組
み
の
変
動
、
簡
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単
に
い
え
ば
、
考
え
方
を
改
め
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
こ
れ
は
、

我
々
、
与
え
る
側
だ
け
で
は
な
く
て
、
受
け
手
側
に
も
当
て
は

ま
る
の
で
す
が
。
変
え
る
た
め
に
は
ま
ず
発
信
側
が
、
ど
う
変

わ
る
か
、
と
い
う
問
題
を
も
う
一
度
お
さ
え
て
お
く
必
要
が
あ

る
。

　

例
え
ば
、
我
々
が
古
典
や
伝
統
芸
能
を
の
こ
す
と
い
う
こ
と

で
い
え
ば
、「
僕
は
伝
統
芸
能
を
普
及
す
る
た
め
に
能
楽
を
や
っ

て
い
ま
す
」
と
い
っ
て
も
、「
そ
れ
、
今
の
私
と
何
の
関
係
が
あ

る
ん
で
す
か
。
何
で
、
私
が
そ
の
た
め
に
お
金
を
使
わ
な
き
ゃ

い
け
な
い
の
？
理
由
を
説
明
し
て
く
だ
さ
い
」
と
反
論
さ
れ
た
ら

ど
う
し
ま
す
か
。
実
際
、
伝
統
を
遺
す
、
古
典
を
遺
す
と
い
う

こ
と
は
、
あ
ら
ゆ
る
ジ
ャ
ン
ル
で
行
わ
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
中

に
あ
っ
て
「
こ
の
古
典
は
遺
さ
な
き
ゃ
」
と
い
う
意
識
を
伝
え
て

い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
が
で
き
る
か
ど
う
か
が
、
今
、

我
々
に
課
せ
ら
れ
た
問
題
な
の
で
す
。
能
楽
が
今
の
人
達
に
「
も

う
、
こ
れ
が
な
け
れ
ば
困
る
！
」
と
思
わ
れ
た
ら
、
あ
え
て
遺
そ

う
と
努
め
な
く
て
も
自
ず
と
遺
っ
て
し
ま
う
も
の
で
し
ょ
う
。

当
事
者
が「
遺
し
ま
し
ょ
う
！
」「
遺
し
ま
し
ょ
う
！
」と
言
う
の

は
、あ
る
意
味
、少
し
横
着
な
の
か
な
と
。
相
手
の
方
か
ら「
い
や
、

お
願
い
で
す
。
遺
っ
て
く
だ
さ
い
！
」と
言
わ
れ
る
た
め
に
、
今
、

我
々
は
何
を
す
べ
き
な
の
か
が
、
問
わ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い

か
と
思
い
ま
す
。

　

僕
が
一
番
大
事
に
し
て
い
る
の
が
、
ド
ラ
ッ
カ
ー
の「
我
々
は
、

ド
リ
ル
に
対
し
て
お
金
を
払
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
。
ド
リ
ル

の
開
け
た
穴
に
対
し
て
、
お
金
を
払
っ
て
い
る
の
だ
」
と
い
う
言

葉
で
す
。
こ
れ
は
〈
何
で
ド
リ
ル
を
買
う
か
〉
と
い
う
問
い
に
対

し
て
、〈
穴
を
開
け
る
と
い
う
行
為
〉
の
た
め
に
お
金
を
払
っ
て

い
る
の
だ
と
捉
え
直
す
こ
と
が
で
き
ま
す
。
我
々
の
場
合
に
あ

て
は
め
る
な
ら
ば
、
能
楽
を
や
る
こ
と
が
最
終
目
標
で
は
な
い

の
で
す
。
能
楽
を
や
っ
た
こ
と
で
、
受
け
手
や
社
会
が
ど
う
変

わ
る
の
か
。
そ
の
、〈
行
動
か
ら
生
ま
れ
る
何
か
〉
と
い
う
も
の

に〈
価
値
〉を
付
け
な
き
ゃ
い
け
な
い
。
こ
れ
が〈
マ
ネ
ッ
ジ
メ
ン

ト
〉の
考
え
方
な
の
で
す
。

　
『
源
氏
物
語
』
が
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
も
の
に
影
響
を
及
ば
し
た

こ
と
は
間
違
い
な
い
。
こ
れ
ま
で
申
し
上
げ
て
き
た
よ
う
に
、
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能
楽
に
影
響
を
及
ぼ
し
た
り
、
日
本
の
オ
リ
ジ
ナ
ル
デ
ザ
イ
ン

の
元
に
な
っ
た
り
、
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
で
あ
り
な
が
ら
心
情
描
写

や
思
想
を
作
り
上
げ
た
り
。
と
こ
ろ
が
皮
肉
な
こ
と
に
、
こ
う

し
た
〈
価
値
〉
が
積
み
重
な
り
魅
力
が
複
雑
化
し
た
こ
と
が
、
今

の
時
代
で
は
、
ち
ょ
っ
と
苦
し
い
こ
と
に
な
っ
て
い
る
の
で
す
。

我
々
で
も
「
貴
方
の
や
っ
て
い
る
こ
と
を
一
言
で
説
明
し
て
く
だ

さ
い
」
と
言
わ
れ
た
時
に
、
魅
力
が
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
、
一
言
で

は
説
明
出
来
な
く
て
、
結
局
、
相
手
に
は
届
か
な
か
っ
た
、
こ

う
い
う
こ
と
っ
て
結
構
多
い
の
で
す
。

　

実
際
、
多
様
な〈
価
値
〉を
一
つ
に
纏
め
る
こ
と
は
不
可
能
だ
と

思
い
ま
す
。
そ
こ
で
必
要
な
の
は
、も
う
ち
ょ
っ
と
シ
ン
プ
ル
に
、

明
文
化
す
る
こ
と
。
例
え
ば
そ
れ
ぞ
れ
の
顧
客
に
合
っ
た
も
の
、

例
え
ば
デ
ザ
イ
ン
求
め
て
い
る
人
に
は
デ
ザ
イ
ン
を
、
演
劇
や

文
化
・
思
想
に
興
味
の
あ
る
人
に
は
そ
の
部
分
を
、
と
い
う
よ

う
に
、
特
定
の
層
を
狙
っ
た
紹
介
の
仕
方
、
提
案
を
し
て
い
く

の
が
、
現
代
の
ビ
ジ
ネ
ス
モ
デ
ル
に
な
る
わ
け
な
の
で
す
。

　

私
も
「
葵
上
」
を
演
じ
た
時
に
難
し
か
っ
た
の
が
、
そ
れ
ま
で

『
源
氏
物
語
』
を
殆
ど
読
ん
で
い
な
か
っ
た
の
で
、「
ど
う
し
て
六

条
御
息
所
さ
ん
は
こ
ん
な
風
に
怒
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
」
と
、
事

情
が
よ
く
解
ら
な
か
っ
た
の
で
す
。
能
楽
の
中
だ
と
、
ど
う
し

て
怒
っ
て
い
る
の
か
、
あ
ま
り
説
明
し
て
い
な
い
の
で
す
。
そ

こ
で
物
語
を
読
ん
で
み
る
と
「
あ
、〈
車
争
い
〉
と
い
う
事
件
が

あ
っ
た
の
ね
」「
こ
れ
は
辛
い
わ
。
そ
れ
に
こ
の
人
、
す
ご
く
い

い
人
じ
ゃ
な
い
の
」「
姐
さ
ん
女
房
で
、
甲
斐
甲
斐
し
く
光
源
氏

の
出
勤
の
お
手
伝
い
し
て
、
あ
れ
こ
れ
ア
ド
バ
イ
ス
し
て
あ
げ

て
、
う
ち
の
奥
さ
ん
み
た
い
だ
な
ぁ
」
と
思
い
、
結
局
彼
女
の
場

合
、
そ
う
し
た
深
い
愛
情
が
却
っ
て
仇
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
の

だ
ろ
う
と
理
解
で
き
た
の
で
す
ね
。

　
「
じ
ゃ
あ
、
こ
の
話
を
知
ら
な
い
で
、
能「
葵
上
」だ
け
観
て
も

面
白
く
な
い
じ
ゃ
な
い
か
」
と
思
っ
て
、
公
演
で
は
そ
こ
を
工
夫

し
て
み
ま
し
た
。
人
間
の
〈
負
の
面
〉
に
フ
ォ
ー
カ
ス
し
た
作
品

が
多
い
中
で
、
こ
の
シ
ン
プ
ル
な
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
伝
え
る
た
め

に
、
朗
読
の
形
で
物
語
を
紹
介
し
て
み
た
と
こ
ろ
、
今
の
時
代
、

六
条
御
息
所
さ
ん
に
近
い
感
情
に
晒
さ
れ
て
い
る
人
が
、
意
外

と
多
い
な
と
い
う
と
こ
ろ
が
見
え
て
き
た
の
で
す
。
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例
え
ば
、
Ｓ
Ｎ
Ｓ
等
で
発
信
さ
れ
た
他
人
の
生
活
を
覗
い
て
、

妬
み
や
嫉
妬
を
引
き
起
こ
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
で
も
そ
う
し

た
感
情
を
自
分
の
中
で
ど
う
や
っ
て
昇
華
さ
せ
る
か
が
分
か
ら

な
い
。
そ
の
た
め
つ
い
暴
力
的
に
な
っ
て
し
ま
う
…
と
い
っ
た

話
に
リ
ン
ク
さ
せ
て
い
っ
た
わ
け
で
す
。

　
「
葵
上
」
で
は
六
条
御
息
所
は
、
最
終
的
に
は
成
仏
す
る
、
浄

化
さ
れ
た
わ
け
な
の
で
す
が
、
あ
る
意
味
そ
れ
は
、
自
分
の
〈
負

の
面
〉
を
「
そ
れ
が
人
間
と
い
う
も
の
だ
か
ら
」
と
受
け
入
れ
た
。

こ
の
〈
寛
容
性
〉
と
い
う
こ
と
で
解
決
し
た
の
だ
、
と
い
う
捉
え

方
が
出
来
ま
す
よ
ね
。
こ
の
よ
う
に
公
演
で
は
、
訴
え
た
い
内

容
を
シ
ン
プ
ル
に
明
文
化
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
あ
ま
り
嫌
な

気
持
ち
を
外
に
表
せ
な
か
っ
た
人
た
ち
に
対
し
て
、
マ
イ
ン
ド

ケ
ア
の
た
め
に
は
自
分
の
気
持
ち
を
し
っ
か
り
と
発
信
し
て
、

他
人
に
話
せ
る
よ
う
な
環
境
作
り
が
大
事
で
す
よ
、
と
い
う
メ
ッ

セ
ー
ジ
を
お
伝
え
で
き
た
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。

　
『
源
氏
物
語
』
は
あ
る
意
味
、
現
代
人
た
ち
の
心
の
問
題
を
解

決
す
る
糸
口
に
も
な
っ
た
り
す
る
。
勿
論
、
昔
の
よ
う
な
一
夫

多
妻
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
一
人
一
人
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
は
、
あ

る
意
味
、
変
っ
て
い
な
い
と
こ
ろ
も
多
い
の
で
す
ね
。
紫
式
部

さ
ん
自
身
も
ね
、
当
時
ず
っ
と
キ
ャ
リ
ア
ウ
ー
マ
ン
で
、
文
筆

家
と
し
て
も
大
成
し
た
わ
け
で
す
か
ら
、
周
囲
か
ら
は
相
当
妬

ま
れ
た
こ
と
で
し
ょ
う
。
後
生
に
な
る
と
「
源
氏
供
養
」
の
よ
う

な
勝
手
な
演
目
ま
で
作
ら
れ
て
、
い
い
迷
惑
で
す
よ
ね
。
で
も

昔
の
人
に
も
同
じ
よ
う
な
悩
み
が
あ
っ
た
の
だ
な
と
共
感
す
る

こ
と
で
、
で
は
昔
の
人
は
そ
れ
を
ど
う
や
っ
て
解
決
し
た
の
か
、

私
は
ど
う
解
決
し
て
い
け
ば
い
い
の
か
、
そ
う
い
っ
た
思
い
に
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も
繋
げ
ら
れ
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　

以
上
は
あ
く
ま
で
も
一
事
例
で
す
が
、
古
典
を
使
っ
て
ど
う

い
う
風
に
社
会
の
問
題
を
解
決
し
て
い
く
の
か
を
、
提
案
し
て

い
く
こ
と
が
大
切
だ
と
し
て
、
今
日
の
話
の
締
め
に
し
た
い
と

思
い
ま
す
。


