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一
時
期
は「
長
い
」「
難
し
い
」と
敬
遠
さ
れ
て
い
た
能
の
世
界
。

だ
が
い
っ
た
ん
入
っ
て
み
れ
ば
、
修
練
を
経
た
能
楽
師
や
囃は

や

子し

方か
た

の
人
々
が
織
り
な
す
、

美
し
い
伝
統
美
の
世
界
が
広
が
っ
て
い
る
。

長
い
時
間
を
か
け
て
熟
成
さ
れ
て
き
た
、
文
学
、
音
楽
、
民
俗
、
宗
教
、
美
術
が
溶
け
合
う

芸
能
を
知
ら
な
い
の
は
あ
ま
り
に
も
も
っ
た
い
な
い
。

初
心
者
で
も
分
か
り
や
す
い
能
を
心
掛
け
て
「
の
う
の
う
能
」
な
ど
の
イ
ベ
ン
ト
を
主
宰
し
て
き
た

観
世
流
能
楽
師
の
観
世
喜
正
氏
に
、
能
の
入
り
方
、
楽
し
み
方
を
指
南
し
て
い
た
だ
い
た
。

能
楽
師
・
観
世
流
シ
テ
方
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っ
た
世
代
で
す
。
そ
の
た
め
か
、「
君

た
ち
の
時
代
は
大
学
ぐ
ら
い
行
っ
た
方

が
い
い
よ
。
自
分
は
こ
の
世
界
以
外
に

な
か
な
か
友
人
や
知
り
合
い
を
つ
く
る

こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
今
は
そ
う
い

う
時
代
で
は
な
い
か
ら
、
大
学
で
見
聞

を
広
げ
た
方
が
い
い
」
と
言
っ
て
く
れ

て
、
私
は
大
学
に
進
め
た
の
で
す
。
学

生
時
代
は
あ
ま
り
ま
じ
め
に
芸
も
や
ら

ず
、
遊
ん
で
暮
ら
し
て
い
ま
し
た
。
し

か
し
能
を
広
め
て
い
く
に
は
ど
う
し
た

ら
い
い
か
と
い
う
自
分
な
り
の
課
題
を

見
つ
け
ら
れ
た
の
で
、
そ
れ
な
り
に
必

要
な
時
間
だ
っ
た
と
思
っ
て
い
ま
す
。

―
―
伝
統
芸
能
の
世
界
は
世
襲
で
受

け
継
が
れ
る
ケ
ー
ス
が
多
い
と
聞
い

て
い
ま
す
が
、
能
楽
界
で
は
そ
う
と

も
限
ら
な
い
よ
う
で
す
ね
。

観
世　

能
楽
の
世
界
で
も
世
襲
と
い
う

形
は
一
つ
の
大
き
な
流
れ
と
し
て
残
っ

て
い
ま
す
。
し
か
し
世
阿
弥
は
「
能
は

継
ぐ
を
も
っ
て
家
と
す
る
」
と
し
て
い

て
、
別
に
血
統
に
こ
だ
わ
っ
て
い
ま
せ

ん
。
能
は
素
晴
ら
し
い
芸
能
と
な
っ
た

の
で
き
っ
と
将
来
も
続
い
て
い
く
だ
ろ

う
し
、
続
い
て
い
っ
て
ほ
し
い
と
世
阿

弥
は
考
え
て
お
り
、
そ
の
家
の
者
が
継

ぐ
べ
き
だ
と
は
考
え
て
い
な
か
っ
た
の

で
す
。
実
際
う
ち
で
も
一
般
の
家
庭
で

育
っ
た
お
弟
子
さ
ん
が
修
業
を
し
て
、

プ
ロ
の
能
楽
師
と
な
っ
た
ケ
ー
ス
が
ず

い
ぶ
ん
あ
り
ま
す
。

　

と
は
い
え
、
能
の
家
に
生
ま
れ
た
方

が
入
り
や
す
い
こ
と
は
事
実
で
す
。
こ

の
世
界
で
は
い
ず
れ
子
供
に
継
が
せ
た

い
と
思
う
親
は
け
い
こ
も
付
け
ま
す

し
、「
子こ

方か
た

」
と
呼
ば
れ
る
子
供
が
演

じ
る
役
で
舞
台
に
立
つ
機
会
も
多
く
、

自
然
と
小
さ
な
こ
ろ
か
ら
親
し
め
る
環

境
に
あ
り
ま
す
。
私
も
プ
ロ
フ
ィ
ー
ル

で
は
一
応
、
二
歳
半
で
初
舞
台
と
い
う

こ
と
に
な
っ
て
お
り
ま
す
が
、
そ
の
年

齢
で
は
本
人
は
ま
っ
た
く
分
か
ら
な
い

わ
け
で
す
（
笑
）。
小
さ
い
こ
ろ
か
ら

や
る
こ
と
で
自
然
に
慣
れ
て
い
く
。
そ

ん
な
ア
ド
バ
ン
テ
ー
ジ
が
あ
る
た
め
世

襲
の
メ
リ
ッ
ト
も
確
か
に
あ
る
の
で
し

ょ
う
。
し
か
し
、
子
方
の
こ
ろ
は
一
生

懸
命
や
っ
て
い
た
と
い
う
人
で
も
学
校

が
忙
し
い
と
か
、
ク
ラ
ブ
活
動
の
方
が

楽
し
く
な
っ
た
と
い
う
理
由
で
や
め
て

し
ま
う
こ
と
も
多
い
ん
で
す
。

―
―
観
世
さ
ん
の
場
合
は
そ
う
な
り

ま
せ
ん
で
し
た
。

観
世　

う
ち
は
上
三
人
が
姉
な
ん
で

す
。
今
、
全
体
の
二
割
は
女
性
の
能
楽

師
が
占
め
て
お
り
ま
す
が
、
一
応
「
男

の
業
界
」
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
る

も
の
で
す
か
ら
、
私
が
生
ま
れ
た
と
き

は
も
う
「
跡
継
ぎ
が
で
き
た
！
」
と

（
笑
）。
こ
う
し
て
線
路
に
乗
せ
ら
れ
て

し
ま
い
ま
し
た
の
で
、
取
り
立
て
て
能

が
好
き
で
も
嫌
い
で
も
な
か
っ
た
け
れ

ど
、
毎
週
日
曜
日
に
公
演
が
あ
り
、
け

い
こ
を
付
け
て
も
ら
う
の
が
当
然
と
い

う
環
境
に
慣
れ
て
し
ま
い
ま
し
た
。

―
―
お
忙
し
か
っ
た
で
し
ょ
う
に
、

大
学
に
も
進
ま
れ
ま
し
た
。

観
世　

う
ち
の
父
は
「
学
校
な
ん
か
行

か
な
い
で
芸
を
や
れ
」
と
言
わ
れ
て
育

世
阿
弥
は
世
襲
に
こ
だ
わ
ら
な
か
っ
た

忙
し
い
現
代
こ
そ「
能
」に
親
し
も
う

「
和
へ
の
回
帰
」
が
追
い
風
に
な
る

―
―
最
近
は
国
立
能
楽
堂
で
も
座
席

ご
と
に
謡
う
た
い（
能
に
お
け
る
声
楽
の
部
分
）

の
字
幕
が
出
て
、
謡

う
た
い
ぼ
ん本や
詞

こ
と
ば
が
き書（
謡
曲

の
詞
が
演
目
ご
と
に
書
か
れ
た
冊
子
）

を
読
ま
な
く
て
も
あ
る
程
度
分
か
る

よ
う
に
な
っ
て
い
ま
す
。
観
世
さ
ん
ご

自
身
も
「
の
う
の
う
能
」
と
い
う
、
初

心
者
に
も
楽
し
め
る
会
を
主
宰
さ
れ
て

い
ま
す
。
作
品
の
成
り
立
ち
を
解
説
し

て
い
た
だ
け
ま
す
し
、
装
束
も
舞
台
の

上
で
着
け
て
見
せ
て
い
た
だ
け
る
。
ま

た
参
加
型
で
謡
曲
の
一
節
を
先
生
の
後
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伝
統
継
承
と
変
化
の
バ
ラ
ン
ス
が
大
切

―
―
一
般
向
け
に
は
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ

ト
で
の
広
報
も
盛
ん
に
な
り
ま
し
た
。

観
世　

お
か
げ
さ
ま
で
「
ど
こ
で
や
っ

て
い
る
の
」「
誰
が
や
っ
て
い
る
の
」

と
い
う
ご
質
問
は
だ
い
ぶ
減
り
ま
し

た
。
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
が
普
及
し
て
一

番
得
を
し
た
の
は
、
わ
れ
わ
れ
伝
統
芸

能
の
世
界
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
こ
れ
ま

で
伝
統
芸
能
は
奥
が
深
く
、
素
人
に
は

入
り
づ
ら
い
と
言
わ
れ
が
ち
で
し
た

が
、
興
味
さ
え
持
っ
て
く
だ
さ
れ
ば
辿た

ど

り
着
く
こ
と
も
容
易
に
な
っ
て
い
ま

す
。
和
の
も
の
へ
の
嫌
悪
感
も
な
く
な

り
、
ま
だ
ま
だ
観
て
い
た
だ
け
る
余
地

が
出
て
き
ま
し
た
ね
。

―
―
若
い
世
代
も
ぜ
ひ
能
に
触
れ
て
ほ

し
い
と
思
い
ま
す
が
、
一
方
で
こ
れ
だ

け
グ
ロ
ー
バ
ル
化
が
進
ん
で
く
る
と
、

演
じ
る
方
の
ご
苦
労
も
大
き
く
な
っ
て

い
く
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

観
世　

そ
こ
は
実
に
難
し
い
と
こ
ろ
で

す
が
、
伝
統
を
押
し
付
け
る
の
で
は
な

く
、
観
て
く
だ
さ
る
お
客
様
や
習
お
う

と
い
う
お
弟
子
さ
ん
に
は
、
知
っ
て
い

る
能
は
お
教
え
し
ま
す
し
、
舞
台
で
も

観
て
い
た
だ
く
し
、
そ
こ
か
ら
何
事
か

を
感
じ
て
い
た
だ
け
れ
ば
い
い
と
思
っ

て
い
ま
す
。「
の
う
の
う
能
」
は
入
門

編
で
す
の
で
、
慣
れ
て
き
た
方
は
次
の

ス
テ
ッ
プ
へ
進
ん
で
静
か
に
能
を
ご
覧

い
た
だ
け
れ
ば
い
い
。
説
明
な
ん
か
い

ら
な
い
と
言
っ
て
い
た
だ
け
れ
ば
な
お

かんぜ・よしまさ●能楽師、観世流シテ方。1970年三世・観世
喜之の長男として東京に生まれる。2歳半にて初舞台。「のうの
う能」「喜正の会」を主宰し、能楽「神遊」同人として多くの公
演を手掛ける。本拠地の東京神楽坂の矢来能楽堂を中心に、全国
各地での公演に多数出演するほか、普及活動や講演も多く行う。
謡曲のCD化、能公演のDVD作成など能楽教材のソフト化にも
積極的に取り組み、全国にまたがる観世九

きゅう

皐
こうかい

会において、能の
普及事業・謡曲指導に務める。慶應義塾大学法学部卒。社団法人
観世九皐会理事。公益社団法人能楽協会理事。著書『演目別に見
る能装束』（淡交社）、DVD『鉄輪（かなわ）』『大般若』『道成寺』
（日本伝統文化振興財団）ほかの主演・作成・監修。

に
つ
い
て
全
員
で
謡
う
試
み
も
面
白

い
で
す
ね
。

観
世　

初
め
て
の
方
ば
か
り
な
の
に
、

皆
さ
ん
上
手
に
謡
わ
れ
る
の
で
大
変
あ

り
が
た
い
で
す
ね
。
不
思
議
な
こ
と
に

皆
で
謡
う
と
う
ま
く
い
く
ん
で
す
。『
声

に
出
し
て
読
み
た
い
日
本
語
』
の
齋
藤

孝
先
生
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
日
本
語

も
外
国
語
も
声
に
出
し
て
み
な
い
と
な

か
な
か
身
に
付
か
な
い
。
古
文
も
同
じ

で
す
。
声
に
出
し
て
み
る
と
、
聴
き
取

れ
な
い
と
思
っ
て
い
た
こ
と
が
聴
き
取

れ
る
と
い
う
こ
と
が
よ
く
分
か
り
ま
す
。

―
―
た
だ
し
残
念
な
こ
と
に
、
会
場
で

は
ま
だ
年
配
の
方
が
目
に
付
き
ま
す
。

観
世　

実
は
「
ま
だ
」
と
お
っ
し
ゃ
っ

て
い
た
だ
い
た
の
は
あ
り
が
た
い
こ
と

な
ん
で
す
。
能
は
未
開
拓
の
マ
ー
ケ
ッ

ト
だ
と
い
う
こ
と
で
す
か
ら
。
日
本
の

人
口
を
一
億
三
〇
〇
〇
万
人
と
す
る

と
、
た
ぶ
ん
一
億
人
は
能
を
観
た
こ
と

が
な
い
と
思
う
の
で
す
。
一
億
人
の
市

場
だ
と
思
え
ば
い
ろ
い
ろ
な
ア
ピ
ー
ル

の
方
法
が
考
え
ら
れ
ま
す
ね
。

　

最
近
で
は
、
九
〇
年
代
と
は
風
向
き

も
変
わ
っ
て
き
ま
し
た
。
そ
の
こ
ろ
若

い
世
代
は
日
本
文
化
っ
て
ダ
サ
い
、
格

好
悪
い
、
伝
統
芸
能
な
ん
か
お
年
寄
り

が
観
に
行
く
も
の
だ
と
考
え
て
い
た
と

思
い
ま
す
。
着
物
、漢
字
、古
典
、和
歌
、

詩
、
誰
も
全
然
寄
り
付
き
ま
せ
ん
で
し

た
。
寄
り
付
く
の
は
古
く
か
ら
の
フ
ァ

ン
だ
け
。
と
こ
ろ
が
今
世
紀
に
入
っ
た

こ
ろ
か
ら
急
に
和
の
も
の
へ
の
回
帰
の

傾
向
が
見
ら
れ
ま
す
。「
古
典
芸
能
を

や
っ
て
い
ま
す
」
と
言
う
と
、「
ぜ
ひ

一
度
行
っ
て
み
た
い
」
と
お
っ
し
ゃ
っ

て
い
た
だ
く
こ
と
も
増
え
て
き
ま
し

た
。

　
「
の
う
の
う
能
」
の
会
場
で
ア
ン
ケ

ー
ト
を
取
り
ま
す
と
、
確
か
に
若
い
人

は
少
な
い
の
で
す
が
、
逆
に
言
え
ば
す

べ
て
の
世
代
が
満
遍
な
く
い
ら
っ
し
ゃ

る
と
も
言
え
ま
す
。
伝
統
芸
能
な
ら
急

に
若
い
人
に
入
れ
替
わ
ら
な
い
方
が
健

全
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
客
席
に
い
ろ
い

ろ
な
年
代
の
方
が
い
ら
っ
し
ゃ
っ
た
方

が
本
来
の
あ
り
方
に
近
い
と
思
い
ま
す

し
、「
若
い
人
」
で
は
な
く
「
新
し
い
人
」

が
入
っ
て
く
だ
さ
る
と
い
い
で
す
ね
。
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あ
り
が
た
い
こ
と
で
す
ね
。

―
―
普
及
活
動
を
し
な
が
ら
、
ご
自
分

の
能
を
高
め
る
努
力
も
な
さ
ら
な
く

て
は
い
け
ま
せ
ん
。

観
世　

私
も
四
〇
代
に
入
り
ま
し
た
。

今
ま
で
本
番
の
前
に
解
説
を
す
る
な

ど
、
精
力
的
に
普
及
活
動
を
や
っ
て
き

ま
し
た
が
、
少
し
落
ち
着
い
て
そ
の
日

の
能
に
取
り
組
み
た
い
と
い
う
気
持
ち

も
非
常
に
大
き
く
な
っ
て
い
ま
す
。
次

の
世
代
に
も
普
及
に
頑
張
っ
て
ほ
し
い

と
思
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
か
ら
は
少
し

自
分
を
見
詰
め
直
し
て
、
自
分
の
芸
道

精
進
を
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ

ん
し
、
そ
れ
を
ま
た
舞
台
で
ご
披
露
し

て
、
評
価
し
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い

ま
す
。
能
の
持
っ
て
い
る
本
質
的
な
魅

力
を
自
分
な
り
に
よ
く
咀そ

嚼し
ゃ
くし
、
吟
味

し
、
感
じ
て
い
っ
て
、
自
分
が
会
得
し

た
も
の
を
次
の
世
代
に
伝
え
た
い
。
ま

た
上
の
世
代
は
ま
だ
ま
だ
元
気
で
す
か

ら
、
そ
う
い
う
先
輩
た
ち
の
お
っ
し
ゃ

る
こ
と
も
聞
き
な
が
ら
や
っ
て
い
こ
う

と
思
い
ま
す
。　

―
―
能
楽
師
の
レ
パ
ー
ト
リ
ー
の
多

さ
に
は
い
つ
も
感
心
し
ま
す
。
観
世
流

の
伝
統
を
継
承
す
る
だ
け
で
も
大
変

な
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。

観
世　

演
目
が
二
〇
〇
ち
ょ
っ
と
あ
り

ま
す
。
も
ち
ろ
ん
全
部
に
精
通
し
て
い

る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
し
、
演
じ
方

も
い
ろ
い
ろ
。
時
代
に
応
じ
た
演
じ
方

も
あ
り
ま
す
。
特
に
今
後
は
、
例
え
ば

小
学
生
に
対
し
て
あ
る
程
度
能
の
本
質

を
見
せ
た
い
け
れ
ど
、
時
間
の
制
約
が

あ
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
は
大
い
に
出

て
く
る
で
し
ょ
う
。
学
校
の
授
業
は

四
〇
分
と
か
五
〇
分
。
一
時
間
半
の
能

を
見
せ
た
っ
て
退
屈
し
て
し
ま
い
ま

す
。
そ
う
い
う
と
き
、
密
度
を
維
持
し

な
が
ら
シ
ョ
ー
ト
カ
ッ
ト
し
な
け
れ
ば

い
け
な
い
。
も
し
か
す
る
と
能
の
再
構

成
と
い
う
こ
と
も
必
要
に
な
っ
て
く
る

か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
い
つ
も
同
じ
や
り

方
で
し
か
で
き
な
い
と
敬
遠
さ
れ
る
可

能
性
も
あ
る
わ
け
で
す
。
か
と
い
っ
て

千
変
万
化
し
す
ぎ
る
と
能
で
は
な
く
な

り
ま
す
の
で
、
変
わ
ら
な
い
こ
と
の
重

要
性
と
変
わ
る
こ
と
の
必
要
性
の
バ
ラ

ン
ス
は
い
つ
も
気
に
し
て
い
ま
す
。

ゆ
っ
た
り
し
た
時
間
の
流
れ
を
楽
し
も
う

―
―
世
阿
弥
の
時
代
は
も
う
少
し
ア

ッ
プ
テ
ン
ポ
だ
っ
た
と
か
。

観
世　

昔
の
方
が
速
か
っ
た
と
い
う
話

は
よ
く
聞
き
ま
す
ね
。
特
に
戦
後
、
伝

統
芸
能
と
言
わ
れ
る
の
を
嫌
っ
た
人
た

ち
が
い
て
、
現
代
演
劇
と
し
て
ほ
か
の

演
劇
と
勝
負
し
よ
う
と
い
う
意
思
を
強

く
持
ち
、
突
き
詰
め
て
た
っ
ぷ
り
と
演

じ
る
風
潮
が
強
く
な
っ
た
時
代
が
あ
り

ま
し
た
。
今
は
ま
た
少
し
速
く
な
っ
て

き
ま
し
た
が
、
実
際
に
何
分
か
か
っ
た

か
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
密
度
の
濃

さ
で
勝
負
す
べ
き
と
思
い
ま
す
。
密
度

が
濃
け
れ
ば
長
く
し
て
も
短
く
し
て
も

い
い
は
ず
で
す
か
ら
。
も
っ
と
も
江
戸

時
代
に
は
日
が
暮
れ
て
し
ま
い
そ
う
な

の
で
後
半
の
演
目
は
半
分
に
し
た
と
か
、

お
殿
様
の
気
分
が
変
わ
っ
た
か
ら
短
く

し
た
と
い
う
話
が
続
出
し
て
い
ま
す
。

―
―
現
代
社
会
は
忙
し
す
ぎ
ま
す
し
、

日
本
の
場
合
は
何
事
も
効
率
的
に
動

く
こ
と
に
慣
れ
て
い
ま
す
。
能
に
流
れ

る
時
間
と
は
ち
ょ
っ
と
違
い
ま
す
が
、

ゆ
っ
た
り
し
た
時
間
を
楽
し
む
こ
と

も
必
要
か
と
思
い
ま
す
。

観
世　

最
近
お
客
様
の
ご
質
問
で
多
い
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の
は
「
何
時
に
終
わ
り
ま
す
か
」
と
い

う
こ
と
。
東
京
は
と
も
か
く
、
交
通
機

関
が
あ
ま
り
多
く
な
い
地
方
の
お
客
様

は
九
時
を
過
ぎ
る
と
不
安
に
思
わ
れ
る

の
で
し
ょ
う
。
今
ま
で
は
内
輪
で
「
そ

ん
な
こ
と
分
か
ら
な
い
よ
」
な
ん
て
言

っ
て
い
た
ん
で
す
。
能
の
公
演
は
一
回

き
り
の
こ
と
が
多
い
の
で
、
リ
ハ
ー
サ

ル
で
は
さ
ら
っ
と
済
ん
だ
の
に
、
本
番

で
は
び
っ
く
り
す
る
ほ
ど
時
間
が
か
か

る
こ
と
も
あ
っ
た
り
す
る
。で
す
か
ら
、

あ
く
ま
で
も
ア
バ
ウ
ト
で
は
あ
り
ま
す

が
、
終
演
時
間
を
き
ち
ん
と
書
く
こ
と

も
お
客
様
の
ニ
ー
ズ
に
応
え
る
こ
と
に

な
り
ま
す
ね
。
し
か
し
、
実
は
し
ば
し

ば
私
の
ト
ー
ク
が
延
び
、
終
演
時
間
を

延
ば
し
て
い
ま
す
（
笑
）。

―
―
初
心
者
は
何
を
観
れ
ば
よ
い
で

し
ょ
う
か
。

観
世　

こ
れ
ま
で
「
の
う
の
う
能
」
で

選
ん
で
き
た
も
の
は
、
間
違
い
な
く
初

心
者
の
方
で
も
大
丈
夫
で
す
。「
葵

あ
お
い

上の
う
え」

「
船
弁
慶
」「
安あ

達だ
ち

原が
は
ら」
の
よ
う
に
、
人

物
関
係
が
は
っ
き
り
し
た
も
の
が
分
か

り
や
す
い
で
し
ょ
う
。
あ
と
は
歴
史
上

よ
く
知
ら
れ
た
人
物
が
出
て
く
る
も

の
。
源
義
経
が
登
場
す
る
「
屋
島
」
な

ど
も
い
い
。

　

ま
た
、
能
は
多
様
な
楽
し
み
方
が
で

き
る
芸
能
で
す
。
能
面
や
能
装
束
を
見

る
楽
し
み
、
囃
子
方
の
笛
、
小こ

鼓つ
づ
み、
大お

お

鼓つ
づ
み、
太た

い

鼓こ

な
ど
の
音
楽
に
耳
を
傾
け
る

楽
し
み
…
…
季
節
に
合
わ
せ
た
演
目
の

選
び
方
な
ど
に
も
注
目
さ
れ
る
と
よ
い

と
思
い
ま
す
。
慣
れ
て
く
る
と
、
演
目

の
中
で
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
物
語
や

和
歌
な
ど
の
文
学
面
に
も
関
心
が
及
ぶ

で
し
ょ
う
。「
源
氏
物
語
」「
平
家
物
語
」

や
白は

く
ら
く
て
ん

楽
天
な
ど
の
中
国
の
詩
、
和
泉
式

部
な
ど
の
和
歌
と
、
素
晴
ら
し
い
文
学

が
ふ
ん
だ
ん
に
取
り
入
れ
ら
れ
て
い
ま

す
か
ら
。

―
―
関
心
が
深
ま
っ
て
、
自
分
で
も

能
を
習
い
た
い
と
い
う
人
に
は
？

観
世　

謡
だ
け
を
け
い
こ
す
る
方
、
仕

舞
（
装
束
を
着
け
な
い
で
舞
う
）
の
け

い
こ
を
す
る
方
、
能
面
を
打
ち
た
い
と

い
う
方
、
楽
器
を
習
う
方
と
さ
ま
ざ
ま

で
す
。
白
足
袋
と
お
扇
子
が
あ
れ
ば
、

洋
服
で
も
け
い
こ
を
受
け
ら
れ
る
ん
で

す
よ
。
今
は
各
流
派
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

な
ど
で
い
く
ら
で
も
情
報
が
手
に
入
り

ま
す
。
私
ど
も
の
「
の
う
の
う
能
」
の

事
務
所
で
も
団
体
け
い
こ
な
ど
の
プ
ロ

デ
ュ
ー
ス
を
し
て
お
り
ま
し
て
、
半
年

に
一
回
募
集
が
あ
り
ま
す
。
試
し
に
体

験
し
た
い
と
い
う
方
も
歓
迎
で
す
。
昔

な
が
ら
の
一
対
一
の
け
い
こ
で
紹
介
の

人
し
か
受
け
入
れ
な
い
と
い
う
先
生
も

い
る
一
方
で
、
最
初
の
一
年
く
ら
い
は

体
験
と
し
て
や
っ
て
み
て
、
興
味
を
持

っ
た
ら
続
け
な
さ
い
と
い
う
先
生
も
増

え
て
い
ま
す
の
で
、
ご
自
分
に
合
っ
た

や
り
方
を
見
つ
け
ら
れ
る
と
よ
い
で
し

ょ
う
。

―
―
ビ
ジ
ネ
ス
の
最
前
線
で
働
く
方

に
も
、
も
っ
と
能
に
親
し
ん
で
い
た
だ

き
た
い
も
の
で
す
。

観
世　

私
の
友
人
も
海
外
駐
在
に
行
っ

た
り
し
ま
す
と
、「
能
の
こ
と
を
教
え

て
く
れ
な
い
か
」
と
電
話
し
て
き
ま
す

ね
。
外
国
の
方
と
の
会
話
の
中
で
必
ず

出
て
く
る
ら
し
い
の
で
す
。
学
校
の
試

験
じ
ゃ
な
い
か
ら
「
常と

き

磐わ

ず津
と
義
太
夫

の
違
い
は
」（
注
）
と
い
う
よ
う
な
や
や

専
門
的
な
質
問
に
答
え
る
必
要
は
あ
り

ま
せ
ん
が
、
能
・
文
楽
・
歌
舞
伎
の
三

つ
は
観
て
お
い
て
い
た
だ
き
た
い
。
そ

う
す
れ
ば
大
体
の
特
徴
が
分
か
り
ま

す
。
皆
さ
ん
お
忙
し
い
と
は
思
い
ま
す

が
、
一
度
何
か
の
き
っ
か
け
を
つ
か
ん

で
ア
ク
セ
ス
し
て
み
る
と
、
二
回
目
、

三
回
目
は
楽
に
入
っ
て
い
け
ま
す
。

　

た
だ
、
ど
ん
な
ふ
う
に
観
て
も
、
ど

ん
な
格
好
で
来
て
も
よ
い
の
で
す
が
、

舞
台
上
の
基
本
的
な
約
束
事
は
少
し
知

っ
て
お
か
れ
る
と
よ
い
で
し
ょ
う
ね
。

た
と
え
ば
能
舞
台
が
春
に
も
な
り
、
秋

に
も
な
り
、
時
に
は
海
の
上
に
も
、
山

に
も
な
り
、
お
寺
に
も
な
る
と
い
う
こ

と
。
今
は
映
像
の
時
代
で
す
か
ら
舞
台

の
設
定
が
何
も
変
わ
ら
な
い
こ
と
に
戸

惑
う
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
自
分
の
イ

メ
ー
ジ
の
中
で
場
面
ご
と
の
舞
台
を
作

り
上
げ
て
劇
を
観
て
み
る
楽
し
み
も
あ

り
ま
す
。
そ
う
す
る
こ
と
で
、
舞
台
と

の
一
体
感
が
よ
り
生
ま
れ
る
の
で
は
な

い
で
し
ょ
う
か
。

―
―
現
代
人
に
と
っ
て
、
近
く
て
遠

い
の
が
能
の
世
界
な
の
で
し
ょ
う
。
敬

遠
せ
ず
、
素
直
に
味
わ
っ
て
み
る
。
こ

れ
が
一
番
大
切
な
の
で
す
ね
。
本
日
は

ど
う
も
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

（
聞
き
手
／
情
報
サ
ー
ビ
ス
局
長
・
大
川
昌
利
）

（注）いずれも浄瑠璃の一種で、大阪で文楽と結び付いて発展したのが
「義太夫」。一方、江戸で歌舞伎と結び付いて発展したのが「常磐津」。


