
能
が
総
合
芸
術
た
る
こ
と
は
あ
ら
た
め
て
言
う
ま
で
も
な
い
が
、
テ
ク
ス

ト
、
面
・
装
束
、
音
楽
、
演
出
、
そ
し
て
そ
れ
ら
が
拠
っ
て
立
つ
理
念
的
・

歴
史
的
背
景
に
い
た
る
ま
で
、
総
合
的
な
視
野
で
も
っ
て
能
を
研
究
す
る
人

は
稀
で
あ
る
。
そ
れ
だ
け
能
の
研
究
対
象
が
多
岐
に
わ
た
っ
て
い
る
と
い
う

こ
と
だ
が
、
総
合
芸
術
と
し
て
の
能
の
全
て
を
知
り
尽
く
し
て
、
文
芸
・
演

技
の
諸
問
題
に
自
在
に
切
り
込
み
、
豊
穣
な
能
の
世
界
を
語
る
こ
と
に
か
け

て
、
味
方
氏
の
右
に
出
る
者
は
お
そ
ら
く
い
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
の
味
方
氏

が
最
近
、
最
初
の
単
著
と
な
る
『
能
の
理
念
と
作
品
』
を
公
に
さ
れ
た
。
な

お
、
本
書
は
氏
の
学
位
論
文
を
も
と
に
し
、
同
論
文
に
よ
り
、
平
成
十
年
、

氏
は
法
政
大
学
か
ら
博
士
（
文
学
）
の
学
位
を
授
与
さ
れ
て
い
る
。

全
体
の
構
成
は
、
第
一
部
「
能
の
理
念
と
そ
の
変
貌
ｌ
神
楽
よ
り
遊
楽
へ

ｌ
」
、
第
二
部
「
能
作
の
展
開
」
、
第
三
部
「
作
書
の
世
界
」
の
三
部
か
ら
成

る
。
そ
の
全
て
が
研
究
紀
要
や
雑
誌
等
に
既
発
表
の
論
文
で
あ
り
、
う
ち
、

も
っ
と
も
発
表
年
時
の
早
い
も
の
は
昭
和
四
十
二
年
の
「
「
神
楽
」
よ
り
「
遊

楽
」
へ
」
、
も
っ
と
も
最
近
の
も
の
が
平
成
八
年
の
「
禅
竹
用
語
考
」
「
能
本

〔
書
評
〕

味
方
健
著
『
能
の
理
念
と
作
品
』

「
田
村
」
の
構
造
」
で
あ
っ
て
、
こ
の
間
、
実
に
三
十
年
に
及
ん
で
い
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
全
体
を
通
読
し
て
、
年
代
の
開
き
か
ら
来
る
違
和
感
を
覚

え
る
こ
と
の
ほ
と
ん
ど
な
い
の
は
、
そ
こ
に
一
貫
し
た
テ
ー
マ
が
貫
い
て
い

る
か
ら
で
あ
る
。

例
え
ば
、
氏
の
出
世
作
と
い
っ
て
よ
い
「
「
神
楽
」
よ
り
「
遊
楽
」
へ
」

で
提
示
さ
れ
た
、
能
の
祝
言
性
・
寿
歌
性
か
ら
幽
玄
性
・
情
趣
性
へ
の
展
開

は
、
そ
の
後
に
発
表
さ
れ
た
「
幽
玄
序
説
」
「
幽
玄
再
説
」
「
幽
玄
補
説
」
の

各
章
で
さ
ら
に
考
察
が
深
め
ら
れ
る
。
ま
た
、
第
二
部
「
能
作
の
展
開
」
所

収
の
、
平
成
三
年
か
ら
七
年
に
か
け
て
雑
誌
『
観
世
』
に
連
載
さ
れ
た
各
論

は
、
本
書
に
は
未
収
な
が
ら
、
氏
が
三
十
年
以
前
、
本
誌
『
論
究
日
本
文
学
』

に
発
表
さ
れ
た
「
大
和
申
楽
の
芸
質
」
「
鬼
か
ら
公
家
へ
」
の
論
文
を
土
台

に
し
て
書
き
下
ろ
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
本
書
で
取
り
上
げ
ら
れ
た
問
題

の
多
く
は
、
こ
の
よ
う
に
味
方
氏
が
す
で
に
三
十
年
来
暖
め
て
こ
ら
れ
た
も

の
な
の
で
あ
っ
て
、
そ
う
し
た
長
年
に
わ
た
る
思
索
の
成
果
が
、
こ
う
し
て

一
書
に
ま
と
め
ら
れ
、
手
軽
に
見
る
こ
と
が
出
来
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
何

宮
本
圭
造
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よ
り
喜
ば
し
い
こ
と
で
あ
る
。

さ
て
、
第
一
部
「
能
の
理
念
と
そ
の
変
貌
ｌ
神
楽
よ
り
遊
楽
へ
ｌ
」
は
、

そ
の
副
題
の
通
り
、
神
楽
と
し
て
出
発
し
た
能
が
遊
楽
へ
と
変
貌
・
展
開
し

て
い
く
諸
相
を
明
ら
か
に
し
た
も
の
で
、
そ
の
う
ち
第
一
章
「
幽
玄
序
説
」
、

第
二
章
「
幽
玄
再
説
」
、
第
三
章
「
幽
玄
補
説
」
は
、
す
べ
て
「
幽
玄
」
に

つ
い
て
の
論
で
あ
る
。
従
来
、
能
の
「
幽
玄
」
が
和
歌
・
連
歌
論
に
お
け
る

幽
玄
説
の
延
長
と
し
て
考
え
ら
れ
て
き
た
の
に
対
し
、
味
方
氏
は
こ
こ
で
世

阿
弥
の
伝
書
に
立
ち
戻
っ
て
、
す
な
わ
ち
「
そ
の
提
唱
者
の
姿
勢
に
立
っ
て
」

「
情
趣
的
．
唯
美
的
な
把
握
を
い
わ
ば
横
軸
と
し
」
「
祭
祀
的
・
礼
楽
的
な

把
握
を
縦
軸
と
し
て
」
（
５
～
６
ペ
ー
ジ
）
幽
玄
を
理
解
す
べ
き
こ
と
を
説

か
れ
る
。
ま
ず
、
世
阿
弥
が
伝
書
で
度
々
語
っ
て
い
る
よ
う
に
、
能
の
根
本

は
神
楽
で
あ
る
と
い
う
意
識
が
彼
ら
の
間
に
厳
然
と
し
て
あ
っ
た
こ
と
に
氏

は
注
目
さ
れ
、
さ
ら
に
、
『
五
音
曲
条
々
』
に
「
祝
言
ハ
性
ナ
ル
ベ
シ
。
此

性
ヲ
和
シ
テ
カ
、
リ
ト
ナ
ス
体
ヲ
、
幽
玄
ト
云
」
と
あ
る
こ
と
、
そ
し
て
『
音

曲
口
伝
』
に
「
幽
曲
ノ
音
曲
」
の
用
例
と
し
て
引
か
れ
て
い
る
「
右
近
」
の

曲
風
を
も
踏
ま
え
て
、
幽
玄
が
祝
言
の
展
開
と
し
て
把
握
さ
る
べ
き
こ
と
を

指
摘
す
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
味
方
氏
自
身
、
「
す
く
な
く
と
も
、
意
識
的
に
理
論
だ

て
ら
れ
た
幽
玄
は
、
音
曲
面
で
は
『
五
音
曲
』
に
お
い
て
、
祝
言
の
展
開
と

し
て
確
立
さ
れ
て
い
る
」
（
Ｂ
ペ
ー
ジ
）
と
述
べ
ら
れ
る
よ
う
に
、
『
五
音
曲

条
々
』
に
お
け
る
幽
玄
の
把
握
が
、
世
阿
弥
の
理
念
上
の
把
握
を
出
る
も
の

で
は
な
く
、
そ
し
て
音
曲
面
に
お
け
る
理
解
に
と
ど
ま
る
疑
念
は
や
は
り
消

え
な
い
。
さ
ら
に
、
幽
玄
を
祝
言
の
展
開
と
し
て
把
握
し
た
場
合
、
第
三
章

「
幽
玄
補
説
」
で
論
じ
ら
れ
る
「
児
姿
幽
風
」
と
の
関
係
性
が
、
今
一
つ
明

確
で
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
『
至
花
道
』
の
「
幽
風
」
、
そ
し
て

『
花
伝
』
「
年
来
稽
古
条
々
」
に
「
先
、
童
形
な
れ
ば
、
な
に
と
し
た
る
も

幽
玄
な
り
」
と
見
え
る
「
幽
玄
」
、
『
五
音
曲
条
々
』
な
ど
の
謡
伝
書
に
お
け

る
「
幽
玄
」
と
は
、
必
ず
し
も
同
質
と
言
え
な
い
だ
ろ
う
。
「
幽
玄
と
は
祝

言
を
本
と
し
た
」
（
肥
ペ
ー
ジ
）
と
す
る
氏
の
見
解
は
、
『
花
伝
』
や
『
至
花

道
』
に
見
え
る
幽
玄
観
を
も
包
み
こ
ん
だ
上
で
、
あ
ら
た
め
て
論
じ
ら
れ
る

必
要
性
を
感
じ
た
。

続
く
第
四
章
「
「
神
楽
」
よ
り
「
遊
楽
」
へ
ｌ
い
わ
ゆ
る
〈
中
之
舞
〉
の

位
相
に
つ
い
て
ｌ
」
は
す
で
に
古
典
的
論
文
と
し
て
の
評
価
を
得
て
い
る
が
、

〈
中
之
舞
〉
の
沿
革
を
鮮
や
か
に
叙
述
し
た
と
い
う
点
で
も
、
ま
た
演
出
史

と
能
の
作
品
解
釈
と
を
有
機
的
に
結
び
付
け
た
と
い
う
点
で
も
、
今
だ
に
少

し
も
色
槌
せ
る
こ
と
な
く
新
鮮
で
あ
る
。
本
書
の
序
で
表
章
氏
が
書
い
て
お

ら
れ
る
よ
う
に
、
江
戸
初
期
に
は
未
だ
〈
中
之
舞
〉
と
い
う
術
語
が
成
立
し

て
い
な
か
っ
た
こ
と
を
最
初
に
指
摘
し
た
の
が
本
論
文
で
あ
っ
て
、
こ
れ
に

よ
っ
て
、
「
能
楽
研
究
者
の
多
く
が
「
京
都
に
味
方
健
あ
り
」
と
感
じ
、
味

方
氏
の
研
究
者
と
し
て
の
評
価
を
確
立
し
た
」
の
で
あ
っ
た
。
本
論
の
中
心

は
、
一
般
に
〈
中
之
舞
〉
と
総
称
さ
れ
る
舞
事
に
、
大
別
し
て
大
小
中
之
舞

と
太
鼓
中
之
舞
の
二
つ
が
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
舞
の
拠
っ
て
立
つ
位
相
を
説

く
点
に
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
大
小
中
之
舞
は
「
熊
野
」
「
松
風
」
な
ど
に
見

ら
れ
る
の
が
本
式
で
あ
り
、
そ
れ
ら
は
「
本
来
的
芸
態
と
し
て
序
を
踏
む
べ

き
も
の
」
（
ね
ペ
ー
ジ
）
で
あ
っ
て
、
序
之
舞
の
略
儀
と
し
て
の
位
相
に
あ

る
の
に
対
し
、
一
方
の
太
鼓
中
之
舞
は
大
小
中
之
舞
と
は
位
相
を
異
に
し
、

六
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神
舞
の
系
譜
に
位
置
付
け
ら
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
と
す
る
。
そ
し
て
、
序
之

舞
・
神
舞
か
ら
中
之
舞
へ
、
と
い
う
流
れ
は
、
す
な
わ
ち
祝
言
性
・
寿
歌
性

を
本
義
と
し
て
い
た
能
が
、
次
第
に
情
趣
性
を
色
濃
く
し
、
神
楽
か
ら
遊
楽

へ
と
変
貌
を
遂
げ
る
の
と
呼
応
し
て
い
る
の
だ
、
と
い
う
の
が
本
論
の
結
論

で
あ
る
。

先
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
こ
の
論
文
は
本
書
所
収
論
文
の
う
ち
、
最
も
早

く
に
発
表
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
以
後
に
発
表
さ
れ
た
味
方
氏
の
論

文
の
エ
ッ
セ
ン
ス
は
、
す
で
に
こ
の
論
文
の
中
に
明
確
に
表
れ
て
い
る
。
す

な
わ
ち
、
一
つ
は
「
神
楽
か
ら
遊
楽
へ
」
と
い
う
テ
ー
ゼ
の
主
張
で
あ
り
、

こ
れ
は
「
幽
玄
序
説
」
な
ど
の
論
で
再
説
さ
れ
て
い
る
ほ
か
、
第
二
部
第
二
、

三
章
に
お
け
る
、
鬼
能
・
修
羅
能
の
幽
玄
化
と
い
う
指
摘
に
発
展
し
て
い
く
。

そ
し
て
、
今
一
つ
は
演
出
研
究
を
軸
に
、
そ
こ
か
ら
さ
ら
に
作
品
の
解
釈
史

・
享
受
史
に
深
く
踏
み
込
ん
で
い
る
点
で
あ
っ
て
、
そ
う
し
た
視
点
は
続
く

第
二
部
「
能
作
の
展
開
」
の
諸
諭
に
お
い
て
、
よ
り
一
層
顕
著
に
な
っ
て
く

つ
（
〕
Ｏ

そ
の
第
二
部
は
「
「
複
式
夢
幻
能
」
の
確
立
」
「
「
大
和
の
鬼
」
と
そ
の
展

開
」
「
修
羅
の
系
譜
」
の
三
章
か
ら
成
っ
て
い
る
。
第
一
章
「
「
複
式
夢
幻
能
」

の
確
立
」
で
は
、
古
作
能
「
護
法
」
の
検
討
に
は
じ
ま
り
、
そ
の
発
展
・
昇

華
形
と
し
て
「
木
曽
」
「
卒
都
婆
小
町
」
、
さ
ら
に
そ
の
延
長
線
上
に
あ
る
曲

と
し
て
「
通
小
町
」
に
言
及
し
、
複
式
夢
幻
能
が
確
立
す
る
ま
で
の
様
相
が

述
べ
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
世
阿
弥
が
関
わ
っ
た
複
式
夢
幻
能
と
し
て
「
海
士
」

「
江
口
」
に
つ
い
て
の
詳
論
に
続
い
て
、
複
式
能
が
祝
言
と
し
て
半
能
化
し

て
い
く
経
緯
を
述
べ
て
第
一
章
を
終
え
る
。
続
く
第
二
章
「
「
大
和
の
鬼
」

と
そ
の
展
開
」
で
は
、
「
恋
重
荷
」
「
船
橋
」
「
錦
木
」
な
ど
を
例
曲
に
、
霊

の
鬼
の
能
が
や
が
て
幽
玄
へ
の
志
向
を
強
め
て
い
く
こ
と
を
論
じ
、
そ
し
て

「
雲
林
院
」
の
改
作
過
程
に
顕
著
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
「
鬼
の
公
家
化
」

の
展
開
を
示
し
て
い
る
と
す
る
。
そ
し
て
後
半
で
は
、
女
体
の
霊
の
鬼
能
の

系
譜
に
触
れ
て
、
「
砧
」
「
求
塚
」
「
檜
垣
」
「
定
家
」
の
四
曲
を
取
り
上
げ
る

が
、
そ
こ
で
も
や
は
り
幽
玄
化
へ
の
脱
皮
が
試
み
ら
れ
て
い
る
と
す
る
。
第

三
章
「
修
羅
の
系
譜
」
で
は
、
ま
ず
、
「
武
文
」
な
ど
に
代
表
さ
れ
る
怨
霊

報
復
型
の
修
羅
に
つ
い
て
論
じ
、
『
花
伝
』
「
物
学
条
々
」
に
言
う
「
修
羅
闘

諄
・
鬼
神
な
ど
の
遍
く
事
」
は
、
こ
の
類
の
修
羅
能
を
指
し
示
し
て
い
る
の

で
は
な
い
か
と
の
見
解
を
示
し
た
上
で
、
応
永
世
阿
弥
型
の
修
羅
能
の
論
証

に
移
る
。
ま
ず
、
応
永
世
阿
弥
型
の
修
羅
能
の
早
い
例
と
し
て
「
通
盛
」
を

取
り
上
げ
、
そ
こ
か
ら
展
開
し
て
い
く
数
々
の
修
羅
能
を
味
方
氏
は
叙
事
系

列
と
叙
情
系
列
と
に
分
類
す
る
。
前
者
は
ク
セ
を
ヅ
ヨ
吟
で
謡
い
、
居
グ
セ
、

平
太
の
面
を
付
け
る
の
を
基
本
と
し
、
「
屋
島
」
「
兼
平
」
と
い
っ
た
曲
に
代

表
さ
れ
る
。
後
者
は
ク
セ
を
ヨ
ワ
吟
で
謡
い
、
舞
い
グ
セ
と
し
、
面
は
中
将

・
今
若
の
類
が
基
本
で
、
「
清
経
」
「
敦
盛
」
な
ど
の
曲
が
そ
の
代
表
で
あ
る

と
す
る
。
そ
し
て
、
後
者
の
叙
情
系
列
の
修
羅
能
は
、
「
武
人
の
幽
玄
化
、

軍
体
の
幽
玄
化
の
流
れ
」
（
郷
ペ
ー
ジ
）
に
あ
っ
て
、
こ
こ
に
お
い
て
も
幽

玄
へ
の
志
向
が
見
ら
れ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。

味
方
氏
は
、
こ
う
し
た
能
作
の
系
譜
を
、
文
学
資
料
・
演
出
資
料
を
自
在

に
駆
使
し
て
、
見
事
に
読
み
解
い
て
い
く
。
し
か
も
、
単
に
能
作
史
の
流
れ

を
な
ぞ
る
と
い
う
の
で
は
な
く
、
個
々
の
作
品
に
対
す
る
読
み
の
深
さ
に
も

慧
眼
す
べ
き
も
の
が
あ
っ
て
、
例
え
ば
、
「
江
口
」
や
「
雲
林
院
」
に
つ
い
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て
言
及
し
た
箇
所
な
ど
は
、
一
編
の
作
品
論
と
い
っ
て
も
よ
い
分
量
と
内
容

を
備
え
て
い
る
。
こ
と
に
、
改
作
「
雲
林
院
」
や
「
定
家
」
と
い
っ
た
、
禅

竹
作
品
に
つ
い
て
の
文
章
に
は
示
唆
を
受
け
る
所
が
多
か
っ
た
が
、
禅
竹
に

関
し
て
は
本
書
の
第
三
部
第
二
章
「
金
春
禅
竹
の
嗜
好
と
情
調
」
で
も
論
じ

ら
れ
て
い
る
も
の
の
、
そ
こ
で
は
禅
竹
の
用
語
の
問
題
が
メ
イ
ン
で
、
分
量

も
そ
う
多
く
な
い
の
で
、
是
非
ま
た
別
の
機
会
に
著
者
の
ま
と
ま
っ
た
禅
竹

諭
を
読
ん
で
み
た
い
と
思
っ
た
。

さ
て
、
第
二
部
の
う
ち
、
第
一
章
「
「
複
式
夢
幻
能
」
の
確
立
」
の
、
複

式
夢
幻
能
が
確
立
し
て
い
っ
た
過
程
や
要
因
が
今
一
つ
評
者
に
は
よ
く
理
解

出
来
な
か
っ
た
の
だ
が
、
第
二
章
の
「
鬼
の
公
家
化
」
、
第
三
章
の
修
羅
能

に
つ
い
て
の
論
は
、
い
ず
れ
も
興
味
深
く
、
と
り
わ
け
、
修
羅
能
の
系
譜
を

叙
事
系
列
と
叙
情
系
列
と
に
分
か
っ
て
論
じ
て
い
く
と
こ
ろ
な
ど
は
、
秀
抜

で
あ
る
。

ま
た
、
個
々
の
作
品
に
つ
い
て
、
面
・
装
束
な
ど
の
変
遷
か
ら
、
能
が
幽

玄
化
・
昇
華
し
て
い
く
様
を
明
快
に
描
出
す
る
と
こ
ろ
も
印
象
深
い
。
そ
こ

で
の
氏
の
能
の
見
方
は
、
著
者
が
第
二
部
の
中
で
何
度
か
用
い
て
お
ら
れ
る

「
能
の
自
己
運
動
」
と
い
う
言
葉
か
ら
も
顕
著
に
窺
わ
れ
る
が
、
例
え
ば
、

「
卒
都
婆
小
町
」
に
つ
い
て
触
れ
る
中
で
、
「
玉
津
島
へ
の
奉
幣
の
く
だ
り
、

そ
し
て
玉
津
島
の
ミ
サ
キ
の
出
現
の
く
だ
り
の
カ
ッ
ト
は
、
い
わ
ば
能
の
自

己
運
動
」
（
”
ペ
ー
ジ
）
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
「
「
卒
都
婆
小
町
」
を
手
が
け

る
役
者
た
ち
と
、
享
受
す
る
ひ
と
び
と
の
真
蟄
な
作
業
と
と
も
に
あ
っ
た
」

（
％
ペ
ー
ジ
）
と
述
べ
、
ま
た
、
第
三
章
「
修
羅
の
系
譜
」
で
は
、
叙
情
系

列
へ
の
修
羅
の
展
開
に
つ
い
て
、
「
能
作
品
そ
の
も
の
の
自
己
運
動
と
、
江

戸
の
泰
平
文
化
は
、
公
達
武
者
に
は
糯
子
地
な
ど
に
刺
繍
を
ほ
ど
こ
し
た
、

み
や
び
た
縫
箔
が
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
」
（
加
ペ
ー
ジ
）
と
記
す
。
す

な
わ
ち
、
「
能
の
自
己
運
動
」
と
は
、
「
役
者
た
ち
と
、
享
受
す
る
ひ
と
び
と

の
真
蟄
な
作
業
」
な
の
で
あ
っ
て
、
能
の
研
究
に
お
い
て
、
「
演
出
と
観
賞

の
か
か
わ
り
あ
う
能
作
享
受
の
意
識
史
を
た
ど
る
こ
と
」
（
麺
ペ
ー
ジ
）
の

重
要
性
を
味
方
氏
は
説
か
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
江
戸
後
期
の
能
役

者
に
よ
る
演
出
改
訂
に
対
し
て
も
、
単
に
芸
態
の
変
遷
と
の
み
片
付
け
る
の

で
は
な
く
、
「
曲
を
把
握
す
る
密
度
が
濃
厚
に
な
り
、
演
出
意
識
が
昇
華
し

て
ゆ
く
こ
と
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
芸
態
変
化
に
ほ
か
な
ら
な
い
」
（
鉦

ペ
ー
ジ
）
と
し
て
大
き
な
意
味
を
そ
こ
に
見
出
だ
し
、
「
世
阿
弥
・
禅
竹
の
、

あ
た
か
も
飛
翔
す
る
が
ご
と
き
理
念
的
記
述
を
け
っ
し
て
の
こ
し
て
い
な
い

近
世
の
先
人
た
ち
が
、
か
な
ら
ず
し
も
、
瓊
末
的
な
技
術
主
義
に
走
っ
て
、

理
念
的
に
は
低
空
旋
回
を
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
」
（
卸
ペ
ー
ジ
）
と
評

価
し
て
お
ら
れ
る
の
は
、
安
易
な
原
典
主
義
に
対
す
る
批
判
と
し
て
、
大
い

に
刺
激
を
受
け
る
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
。

続
く
第
三
部
「
作
書
の
世
界
」
も
、
興
味
深
く
読
ん
だ
。
第
一
章
「
能
本

〈
次
第
〉
考
」
は
、
能
に
お
け
る
〈
次
第
〉
の
性
格
・
変
貌
に
つ
い
て
論
じ

た
も
の
で
、
も
と
も
と
曲
舞
の
序
歌
と
し
て
あ
っ
た
〈
次
第
〉
が
、
能
に
取

り
入
れ
ら
れ
る
に
及
ん
で
、
や
が
て
〈
ニ
ノ
句
〉
の
結
び
を
五
音
節
化
す
る

と
と
も
に
、
能
一
曲
の
主
題
に
深
く
関
わ
る
「
象
徴
詩
」
（
麺
ペ
ー
ジ
）
に

高
ま
っ
て
い
っ
た
経
緯
を
鮮
や
か
に
描
い
て
い
る
。
第
二
章
「
金
春
禅
竹
の

嗜
好
と
情
調
」
は
、
第
三
節
「
能
本
「
田
村
」
の
構
造
」
を
除
い
て
、
京
都

観
世
会
館
が
出
し
て
い
る
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
月
刊
『
能
』
の
短
い
ス
ペ
ー
ス
に

一
ハ
ー
ハ



発
表
さ
れ
た
短
編
を
集
め
た
も
の
で
あ
る
が
、
禅
竹
の
能
作
に
お
け
る
用
語

の
嗜
好
を
浮
か
び
上
が
ら
せ
た
第
一
節
「
禅
竹
用
語
考
」
を
は
じ
め
、
言
葉

に
対
す
る
味
方
氏
の
す
ぐ
れ
た
セ
ン
ス
を
存
分
に
示
し
て
、
教
え
ら
れ
る
と

こ
ろ
が
少
な
く
な
く
、
ま
た
、
禅
竹
が
好
ん
で
用
い
た
「
な
か
な
か
に
」
と

い
う
語
の
用
法
な
ど
か
ら
、
「
大
原
御
幸
」
の
作
者
に
禅
竹
を
比
定
す
る
な

ど
、
傾
聴
す
べ
き
新
見
に
も
満
ち
て
い
る
。
こ
の
第
三
部
「
作
書
の
世
界
」

の
各
論
は
、
全
体
の
分
量
こ
そ
多
く
な
い
も
の
の
、
そ
こ
に
見
ら
れ
る
着
眼

点
の
す
る
ど
さ
と
、
そ
こ
か
ら
能
の
作
品
の
持
っ
て
い
る
世
界
を
読
み
込
む

確
か
さ
は
、
味
方
学
の
真
骨
頂
と
言
っ
て
良
か
ろ
う
。

以
上
、
評
者
の
力
量
不
足
か
ら
、
内
容
の
簡
単
な
紹
介
に
終
わ
っ
た
と
こ

ろ
も
多
く
、
ま
た
十
分
に
著
者
の
意
図
を
理
解
し
え
て
い
な
い
箇
所
も
少
な

く
な
い
の
で
は
と
恐
れ
る
が
、
本
書
を
通
じ
て
と
り
わ
け
印
象
的
だ
っ
た
の

は
、
「
能
作
史
に
享
受
史
を
重
ね
て
行
く
作
業
を
通
じ
て
、
創
造
的
な
能
作

の
読
み
が
生
ま
れ
て
く
る
」
（
狸
ペ
ー
ジ
）
と
い
う
著
者
の
主
張
で
あ
る
。

テ
ク
ス
ト
研
究
と
解
釈
史
の
研
究
と
は
、
ひ
と
ま
ず
峻
別
し
て
行
う
の
が
文

学
研
究
の
王
道
で
あ
ろ
う
が
、
生
き
た
文
芸
で
あ
る
能
の
場
合
、
作
品
研
究

と
演
出
研
究
と
は
常
に
不
即
不
離
の
関
係
に
あ
る
の
で
あ
っ
て
、
味
方
氏
が

提
唱
さ
れ
る
「
能
作
享
受
史
」
（
麺
ペ
ー
ジ
）
の
研
究
は
、
ま
ず
御
自
身
の

著
書
に
よ
っ
て
見
事
に
実
践
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

（
み
や
も
と
・
け
い
ぞ
う
日
本
学
術
振
興
会
特
別
研
究
員
）

六
七


