








【
講
演
録(

抄
録)

】 
 

 

 
吉
田
東
伍
の
「
世
阿
弥
発
見
」 

 

吉
田
東
伍
記
念
博
物
館
の
渡
辺
史
生

ふ

み

お

で
す
。
世
阿
弥

ぜ

あ

み

ゆ
か
り
の
佐
渡

正
法
寺

し
ょ
う
ぼ
う
じ

で
話
を
し
ろ
と
い
う
こ
と
で
、
い
さ
さ
か
緊
張
し
て
い
ま
す
が
、

こ
れ
か
ら
『
吉
田
東
伍

 
の
「
世
阿
弥
発
見
」
』
と
い
う
話
を
さ
せ
て
い

た
だ
き
ま
す

 

。 

 ◎
「
世
阿
弥
」
が
世
間
に
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
明
治
の
終
わ
り 

 

 

広
辞

こ

う

じ

苑 え
ん

で
「
世
阿
弥
」
の
項
を
引
き
ま
す
と
「
室
町
初
期
の
能
役
者
・

能
作
者
。
…
」
と
あ
り
ま
し
て
、
そ
の
隣
に
【
世
阿
弥
十
六
部
集

じ
ゅ
う
ろ
く
ぶ
し
ゅ
う

】
と
い

う
項
目

 

が
あ
り
ま
す
。
読
ん
で
み
ま
し
ょ
う
。 

【
世
阿
弥
十
六
部
集
】
「
世
阿
弥
の
能
楽
伝
書
集

で
ん
し
ょ
し
ゅ
う

。
一
九
〇
九
年
（
明

治
四
二
年
）
吉
田
東
伍
が
集
成

し
ゅ
う
せ
い

。
そ
の
後
も
遺
稿
が
発
見
さ
れ
、
二
〇
部

を
超
え
た
。
能
楽
の
基
本
的
文
献
。
し
ば
し
ば
世
阿
弥

 

著
作
集
の
意
に
用

い
る
。
…
」
と

 

あ
り
ま
す
。 

吉
田
東
伍
と
い
う
名
前
が
出
て
き
ま
し
た
が
、「
誰

 

だ
そ
れ
」
と
言
わ
れ

る
と
困
る
の
で
、
つ
い
で
に
同
じ
広
辞
苑
で
「
吉
田
東
伍
」
を
引

 

き
ま
し

ょ
う

 

。 

【
吉
田
東
伍
】「
歴
史
地
理
学
者
。
越
後
生
ま
れ
。
筆
名
、
落
後
生

ら
く
ご
せ
い

。
独

学
で
学
者
と
な
り
、
早
大
教
授
。
編
著
「
大
日
本
地
名
辞
書
」「
倒
叙

と
う
じ
ょ

日
本

史
」「
世
阿
弥
十
六

 

部
集
」
な
ど
（
一
八
六
四
‐
一
九
一
八
）」
と
書
い
て
あ
り

 

ま
す  

。 
 

今
で
は
、
世
阿
弥

 

の
名
前
は
日
本
を
代
表
す
る
芸
術
家
、
芸
術
思
想
家

と
し
て
、
国
の
内
外
に
知
れ
わ
た
っ
て
い
る
わ
け
で
す
が
、
実
は

 

今
か
ら

百
年
前

 

、
明
治
四
十
二
年
（
一
九
〇
九
）
以
前
に
こ
の
人
物
の
名
前
を
知

っ
て
い
る
と
い
う
人
は
、
一
般

 

人
の
中
に
は
ほ
と
ん
ど
い
ま
せ
ん
で
し
た
。

つ
ま
り
、
明
治
四
十
二
年
の
二
月
に
吉
田
東
伍
が
『
能
楽

の
う
が
く

古
典

こ

て

ん 

世
阿
弥

ぜ

あ

み

十
六
部
集

じ
ゅ
う
ろ
く
ぶ
し
ゅ
う

』
と
い
う
本
を
刊
行
し
て
は
じ
め
て
世  

に
知
ら
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
ん

 

で
す
。 

 

吉
田
東
伍
は
、
元
治

げ

ん

じ

元
年
（
一
八
六
四
）、
今
の
阿
賀
野
市
保
田
で
生
ま

れ
ま
し
た
。
十
三
歳
の
時

 

か
ら
「
学
校
は
わ
か
り
き
っ
た
こ
と
し
か
教
え

て
く
れ
な
い
か
ら
行
く
気
が
し
な
い
」
と
言
っ
て
、
系
統

 

教
育
を
自
ら
拒

否
し
て
、
ま
っ
た
く
の
独
学

 

で
歴
史
地
理
学
の
研
究
に
入
っ
て
い
っ
た
人

物

 

で
す
。 

三
十
一
歳
の
時
か
ら
四
十
三
歳
に
な
る
ま
で
、
足
掛

あ

し

か

け
十
三
年
、
た
っ

た
一
人
で
、
部
屋
に
籠 こ

も

っ
て
、
日
本
全
国
の
地
名
、
約
四
万
一
千
か
所
を

収
録
し
た
『
大
日
本

だ
い
に
ほ
ん

地
名

ち

め

い

辞
書

じ

し

ょ

』
を
編
さ
ん
し
ま
す
。
こ
れ
は
、
わ
が
国

初
の
地
名
の
デ
ー

 

タ
ベ
ー
ス
と
言
え
る
辞
典
で
、
シ
リ
ー
ズ
で
刊
行
さ
れ

て
、
完
結

 

ま
で
に
七
年
も
か
か
り
ま
し
た
が
、
明
治
四
十
年(

一
九
〇
七)



の
秋
に
完
成
さ
せ
て
人
々
を
仰
天

ぎ
ょ
う
て
ん

さ
せ
ま
す
。 

そ
の
翌
年

 

、
明
治
四
十
一
年
（
一
九
〇
八
）
の
こ
と
で
す
。
四
十
四
歳

に
な
っ
た
彼
は
ま
た
し
て
も
日
本
の
文
化

 

史
の
上
で
、
と
て
つ
も
な
く
大

き
な
発
見
を
し
ま
す

 

。
こ
れ
が
「
世
阿
弥
発
見
」
で
す
。 

 

東
京
の
銀
行
財
閥
、
安
田
家
の
書
庫
「
松
廼
舎

ま

つ

の

や

文
庫

ぶ

ん

こ

」
の
中
か
ら
、
世

阿
弥
の
芸
術
論
が
記
さ
れ
た
秘
伝
書

ひ
で
ん
し
ょ

（
―
こ
れ
自
体
は
江
戸
時
代
の
寛
永

か
ん
え
い

の
頃
の
写
本

し
ゃ
ほ
ん

で
す
け
れ
ど
も
―
）
を
見
つ
け
出
し
て
、
半
年
ば
か
り
で
読

み
下 く

だ

し
、
解
読
し
ま
し
て
、
明
治
四
十
二
年
（
一
九
〇
九
）
の
二
月
に
『
能
楽

の
う
が
く

古
典

こ

て

ん 

世
阿
弥
十
六
部
集

み
じ
ゅ
う
ろ
く
ぶ
し
ゅ
う

』
と
い
う
活
字
本
に
し
て
発
表
し
、
能
楽
界

に
衝
撃
を
与

 

え
た
の
で
す
。 

つ
ま
り
、
世
阿
弥
と
い
う
人
物
が
、
大
変
質

 
の
高
い
芸
術
論
を
も
っ
た

役
者
、
舞
台
作
家
、
演
出

 

家
、
で
あ
っ
た
こ
と
、
そ
の
芸
術
思
想
家
の
能

楽
論
の
骨
組

 

が
こ
の
本
の
出
現
に
よ
っ
て
一
挙
に
明
ら
か
に
な
っ
た
。
と
、

こ
う
い
う
こ
と
に
な
る

 

わ
け
で
す
。 

こ
の
秘
伝
書
群

ひ
で
ん
し
ょ
ぐ
ん

の
発
見
は
、
そ
の
後
の
能
楽
の
研
究
に
大
き
な
進
歩
を

も
た
ら
し
た
ば
か
り
で
な
く
、
ジ

 

ャ
ン
ル
を
こ
え
て
各
方
面
に
大
変
大
き

な
影
響
を
与
え
ま
し
た
。
芸

 

術
論
、
文
学
、
哲
学
、
教
育
学
な
ど
な
ど
、
新

 

し
い
研
究
が
国
内
外
の
人
々
に
よ
っ
て
、
次
々
と

 

生
み
出
さ
れ
た
、
と
い

う
こ
と
を
み
て
も
、
ま
さ
に
日
本
の
文
化

 

史
上
に
残
る
画
期
的
貢
献
、
と
言

 

え
る
と
思
い
ま
す

 

。 

◎
原
本
焼
失
し
「
吉
田
本
」（
世
阿
弥
十
六
部
集
）
残
さ
れ
る 

 

吉
田
東
伍

 

は
大
正
七
年
（
一
九
一
八
）、
五
十
三
歳
で
亡
く
な
り
ま
す
が
、

そ
の
五
年
後
、
思
い
も
よ
ら
な
い
こ
と
が
起
り
ま

 

す
。 

大
正
十
二
年
（
一
九
二
三
）
の  

九
月
、
彼
が
発
見
し
た
安
田
家
の
文
書

の
原
本

 

が
関
東
大
震
災

 

で
全
部
、
一
つ
残
ら
ず
燃
え
て
し
ま
っ
た
の
で
す
。 

し
た
が
っ
て
、
原
本
が
焼
失
し
て
し
ま
っ
た
が
ゆ
え
に
、
吉

 

田
東
伍
が

活
字
に
し
た
『
世
阿
弥
十
六
部

 

集
』
だ
け
が
残
さ
れ
た
こ
と
に
な
り
、
こ

の
活
字
本
が
能
楽

 

関
係
者
や
研
究
者
の
間
で
、
特
別
に
「
吉
田
本
」
と
呼

ば
れ
て
〝
宝
典

ほ
う
て
ん

〟
扱
い
さ
れ
て
い
た
と
い
う
話
は
有
名
な
伝
説

 

で
す
。 

東
伍
に
よ
る
こ
の
〝
発
見

 

〟
と
こ
の
「
吉
田
本
」
の
出
版
が
な
け
れ
ば
、

お
そ
ら
く
今
の
よ
う
な
能
楽
の
発
展

 

は
な
か
っ
た
だ
ろ
う
と
ま
で
言
わ
れ

て
い
ま

 

す
。 

吉
田
東
伍
が
発
見
し
た
十
六
部
の
伝

 

書
の
一
覧
表
を
プ
リ
ン
ト
し
て
お

き
ま
し
た
の
で
後
ほ
ど
ご
覧

 

下
さ
い
。 

 

と
こ
ろ
で
、
吉
田
東
伍
と
い
う
人
物
は
、
実

 

は
若
い
頃
、
今
で
い
う
芸

能
オ
タ
ク
み
た
い
な
所
が
あ
り
ま
し
て
、
歴
史
的
な
「
歌
舞

か

ぶ

音
曲

お
ん
ぎ
ょ
く

」
に
興

味
が
あ
っ
た
ら
し
く
、
二
十
代
前
半
の
頃
（
ま
だ
地
元
の
小
学
校
で
代
用

 

教

員
の
よ
う
な
こ
と
を
し
て
い
た
頃
で
す
が
）
、
身
近
に
あ
っ
た
常
磐
津

と

き

わ

ず

の

謡
う
た
い

本 ぼ
ん

を
読
み
込
ん
で
、
独
自
に
考
証
し
て
註
解

ち
ゅ
う
か
い

目
録
の
よ
う
な
ノ
ー
ト

ま
で
つ
く
っ
て
い
た
こ
と
が
最
近

 

わ
か
り
ま
し
た
。 



そ
ん
な
経
歴
も
あ
る
東
伍

 

で
す
が
、
大
日
本
地
名
辞
書
を
執
筆
中
の
四

十
歳
の
頃
か
ら
は
か
な
り
突
っ
込
ん

 

で
日
本
の
古
い
音
曲

お
ん
ぎ
ょ
く

、
歌
謡
の
歴
史
、

今
の
言
い
か
た
で
言
え
ば
「
芸
能

 

史
」
で
し
ょ
う
か
、
そ
う
い
っ
た
分
野

に
強
い
関
心
を
示
す
よ
う
に
な
り
、
本
格
的

 

に
研
究
し
だ
し
ま
す
。 

  

す
こ
し
目
を
転
じ
て
見
ま
す
と
、
明
治
維
新

 

以
後
、
明
治
の
初
め
は
能

楽
の
停
滞
期
で
し

 

た
。 

中
世
か
ら
江
戸
時
代
の
能
と
言
う
の
は
普
通
「
猿
楽

さ
る
が
く

（
申 さ

る

楽
）」
と
呼
ば

 

れ
て
い
ま
し
た
。
ご
存
知
の
と
お
り
将
軍
家
や
諸
大
名
が
優

 

遇
し
て
お
り

ま
し
て
、
そ
れ
が
い
つ
し
か
儀
礼

 

用
の
演
劇
に
な
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
座
、

流
派
、
家
元

い
え
も
と

制
度
で
管
理

 

さ
れ
て
い
ま
し

 

た
。 

サ
ム
ラ
イ
、
町
人
が
み
ん
な
謡

う
た
い

を
や
る
。
や
や
脱
線
し
ま
す
が
、
明
治

維
新
、
戊
辰

ぼ

し

ん

戦
争
の
時
な
ん
か
、
官
軍
の
侍
が
東
北
地
方
の
幕
府
軍
の
侍

と
交
渉
を
や
る
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
お
互
い
自
分
た
ち
の
方
言
で
怒

 

鳴
り

あ
う
も
ん
だ
か
ら
言
葉
が
通

 

じ
な
い
。
そ
う
い
う
時
は
「
何
々
何
々
に
て

候
」
と
い
っ
た
具
合

 

に
謡
の
要
領
で
や
る
ん
だ
そ
う
で
す
。
全
国
の
共
通

言
語
と
し
て
謡

 

が
用
い
ら
れ
て
い
た
。
謡
の
リ
ズ
ム
は
全
国
統
一
で
す
か

ら
。
そ
う
い
う
効
用

 

も
あ
っ
た
ら
し
い
で
す
。 

 

長
い
間
、
幕
府
の
式 し

き

楽 が
く

と
し
て
猿
楽
、
能
は
存
在
し
た
ん
で
す
け
れ
ど

も
明
治
維
新
に
な
っ
て
、
役
者
は
み
ん
な
俸
禄

ほ
う
ろ
く

を
失
っ
て
路
頭

ろ

と

う

に
迷
う
こ

と
に
な
り
ま
す
。
多

 

く
の
能
関
係
者
が
転
業
廃
業
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

と
い
う
大
打
撃
だ
っ

 

た
ん
で
す
ね
。 

そ
れ
で
、
何
と
か
能
を
復
活

 

さ
せ
よ
う
と
い
う
運
動
が
お
き
ま
し
て
、

華
族

か

ぞ

く

（
旧
大
名
や
公
家

く

げ

で
す
ね
）
や
財
閥

ざ
い
ば
つ

、
皇
室
、
新
政
府
も
能
楽
堂
や

能
楽
会
を
作
っ
た
り
し
て
能

 

を
見
直
そ
う
、
再
生
し
よ
う
と
い
う
機
運
が

出
て
き
ま
す
。
た
だ
や

 

は
り
、
能
を
支
え
る
シ
ス
テ
ム
、
体
制
と
い
う
の

は
江
戸
時
代
と
さ
ほ
ど
変
わ
っ
て
い

 

ま
せ
ん
で
、
問
題
も
多
か
っ
た
。 

こ
う
し
た
状
況
に
危
機
感
を
抱
い
た
人
に
池
内

い
け
の
う
ち

信 の
ぶ

嘉 よ
し

と
い
う
人
が
い

ま
す
。
俳
人
の
高
濱

た
か
は
ま

虚
子

き

ょ

し

の
お
兄
さ
ん
で
す
。
こ
の
人
が
中
心
に
な
っ
て

こ
れ
は
日
露
戦
争
の
最
中
に
な
り
ま
す
が
、
早
稲
田
大
学
の
高
田

た

か

だ

早
苗

さ

な

え

や

坪
内

つ
ぼ
う
ち

逍
遥

し
ょ
う
よ
う

な
ど
と
一
緒
に
「
能
楽
文
学
研
究
会
」
と
い
う
の
を
発
足
さ
せ

て
、
雑
誌
『
能
楽
』
と
い

 

う
の
を
出
し
ま
す
。 

 

吉
田
東
伍
は
こ
の
研
究
会
の
第
一
回
目
か
ら

 

の
熱
心
な
会
員
で
し
て
、

明
治
三
十
八
年
（
一
九
〇
五
）
に

 

は
、
能
が
歴
史
的
に
ど
う
い
う
ふ
う
に

形
成
さ
れ
て
き
た
か
と
い
っ
た
内
容
の
研
究
発
表
を
し

 

、
雑
誌
『
能
楽
』

に
も
盛
ん
に
投
稿
し
て
い
ま

 

す
。 

注
目
す
べ
き
は
、
こ

 

の
時
点
で
す
で
に
、
他
の
人
が
あ
ま
り
注
意
し
て

い
な
か
っ
た
観
阿
弥

か

ん

あ

み

・
世
阿
弥
親
子
に
注
目
し
て
研
究
を
は
じ
め
て
い
る

と
い
う
点
で

 

す
。 

  



◎
〝
発
見
〟
の

 

い
き
さ
つ 

 
吉
田
東
伍
が
世
阿
弥
の
伝
書
を
発
見
す
る
経
緯

け

い

い

を
す
こ
し
詳
し
く
み
ま

す
と
…
（
レ
ジ
ュ
メ
に

 

尐
し
ま
と
め
て
お
き
ま
し
た
の
で
ご
覧
く
だ
さ
い
） 

大
仕
事
の
大
日
本
地
名
辞
書
を
明
治
四
十
年
（
一
九
〇
七
）
の

 

秋
に
完

結
さ
せ
て
、
一
休
み
す
る
の
か
な
、
と
思
い
ま
し
た
ら

 

、
休
み
ま
せ
ん
。

翌
年
の
春
に
は
先
輩
歴
史
学
者
の
小
杉

こ

す

ぎ

榲
邨

す
ぎ
む
ら

さ
ん
が
持
っ
て
い
た

「
申
楽
談

さ
る
が
く
だ
ん

儀 ぎ

」（
世
阿
弥
の
二
男
の
元 も

と

能 よ
し

が
出
家
す
る
さ
い
に
父
親
の
世
阿

弥
の
芸
談
を
書
き
と
め
て
い
た
も
の
で
す
が
）
の
写
本
を

 

分
析
、
書
き
写

し
て
能
楽
文
学
研
究
会
で
発
表
し
ま

 

す
。 

東
伍
は
、
こ
の
本
は

 

終
り
の
方
が
尐
し
欠
け
て
い
る
ら
し
い
け
れ
ど
も

能
楽
の
歴
史
上
、
根
本
史
料
に
な
る
貴
重
な
も
の

 
だ
か
ら
、
埋
も
れ
た
ま

ま
で
は
も
っ
た
い
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
こ

 

れ
を
簡
単
な
テ
キ
ス
ト
、
パ

ン
フ
レ
ッ
ト
に
印
刷
し
よ
う
と
し

 

ま
す
。 

そ
う
し
ま
し
た
ら
、
そ
れ
と
同
じ
よ
う
な
内
容
の
文
書
が
安
田
財
閥

ざ
い
ば
つ

（
二

代
目
安
田

や

す

だ

善 ぜ
ん

次
郎

じ

ろ

う

）
の
蔵
書
…
「
松
廼
舎

ま

つ

の

や

文
庫
」
に
も
あ
る
、
と
い
う
情

報
が
も
た
ら
さ
れ
ま
し
た
も
の
で
す
か
ら

 

、
あ
わ
て
て
安
田
さ
ん
の
本
（
こ

れ
は
も
と
も
と
戯
作
者

げ
さ
く
し
ゃ

の
柳
亭
種
彦

り
ゅ
う
て
い
た
ね
ひ
こ

氏
が
持
っ
て
い
た
物
と
言
う
事
で

す
が
）
も
借
り
出
し
て
、
小
杉
さ
ん
か
ら
借
り
た
本
と
照
合
し

 

て
、
照
合

表
の
よ
う
な
も
の
を
巻
末
に
つ
け
て
印
刷
、
関
係
者
に
配
布
し
ま
し

 

た
。

こ
れ
が
明
治
四
十
一
年
（
一
九
〇
八
）
七
月
の
中
頃
の
こ

 

と
で
す
。 

そ

 

う
こ
う
し
て
い
ま
し
た
ら
、
そ

 

の
前
後
に
、
そ
の
安
田
さ
ん
が
旧
大

名
家
の
堀
さ
ん
…
堀 ほ

り

子
爵

し
し
ゃ
く

（
信
州
飯
田

い

い

だ

の
堀
家
）
が
持
っ
て
い
た
能
楽
関

連
の
文
書
を
大
量
に
手
に
入
れ
た
ら
し

 

い
。
し
か
も
、
そ
の
中
に
は
先
に

東
伍
が
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
に
し
て
出
し
た
「
申
楽
談

さ
る
が
く
だ
ん

儀 ぎ

」
よ
り
も
っ
と
完
全

な
、
欠
け
て
い
る
と
こ
ろ
の
な
い
写
本
が
含
ま
れ
て
い
る

 

ら
し
い
、
と
い

う
ニ
ュ
ー
ス
が
入
り
ま

 

す
。 

 
 と

こ
ろ
が
あ
い
に
く
東
伍
は

 

そ
の
七
月
の
下
旬
か
ら
八
月
の
頭
に
か
け

て
、
早
稲
田
大
学
の
地
方
講
演
の
予
定
が
入
っ
て

 

い
た
。
一
刻
も
早
く
、

見
た
く
て
し
ょ
う
が
な
い
ん
だ
け
れ
ど
も

 

キ
ャ
ン
セ
ル
で
き
な
い
。
皮
肉

な
こ
と
に
そ
の
地
方
講
演
と

 

い
う
の
が
、
新
潟
県
で
、
新
発
田
、
中
条
、

新
潟
、
柏
崎
、
高
田
、
を

 

ほ
ぼ
三
日
置
き
に
講
演
し
て
回
る
と
い
う
も
の

で
す

 

。
さ
ら
に
、
お
盆
の
十
三
日
に
は
歴
史
地
理
学
会
の
講
演
で
鎌
倉
に

行
か
な
い
と
い

 

け
な
い
。 

吉
田
東
伍
は
こ
の

 

頃
、
ど
の
土
地
に
行
っ
て
も
、
そ
の
土
地
に
つ
い
て
、

大
変
解
り
や
す
く
格
調
の
高
い
講
演
を
や
る
、
と

 

い
う
こ
と
で
あ
ち
こ
ち

か
ら
指
名
が
か
か
り

 

、
引
っ
張
り
だ
こ
で
し
た
。 

東
伍
は
、
日
本
全
国
の

 

地
名
を
ま
と
め
た
『
大
日
本
地
名
辞
書
』
を
、

全
国
ど
こ
へ
も
出
か
け
る
こ
と
な
し
に
部
屋
に
籠 こ

も

っ
て
書
い
た
。
そ
れ
が

刊
行
さ
れ
た
と
た
ん
に
、
お
呼
び
が
か
か
り
、
全
国
行
脚

あ
ん
ぎ
ゃ

し
な
い
と
い
け

な
く
な
っ
た
訳
で
す
ね

 

。 



鎌
倉
へ
行
っ
た
後
、
ま

 

た
家
の
用
事
で
い
っ
た
ん
新
潟
へ
戻
っ
て
、
東

京
に
帰
っ
た
の
が
こ
の
月
（
八
月
）
の

 

下
旬
だ
っ
た
よ
う
で
す
。 

こ
の
間
、
た
ぶ
ん

 

、
い
て
も
た
っ
て
も
い
ら
れ
な
か
っ
た
だ
ろ
う
と
想

像
し
ま
す
が
、
や
っ
と
見
る
こ
と
が
で
き
た
ん
で
す

 

ね
。「
間
違
い
な
く
こ

れ
ま
で

 

未
発
見
の
秘
伝
書
だ
」
と
い
う
こ
と
を
確
認
し
て
、
読
み
下 く

だ

し
、

活
字
化
作
業
を

 

大
急
ぎ
で
や
っ
て
、
翌
年
、
明
治
四
十
二
年
（
一
九
〇
九
）

二
月
に
は
出
版
。
と
い
う
こ
と
に

 

な
る
ん
で
す
。 

先
に
も
言
い
ま
し
た
が
、
こ
の
本
の
出
版
が
転
機
に

 

な
っ
て
、
能
楽
、

能
楽
史
の
研
究
が
一
気
に
進
ん
で
、
そ
の
後
、
世
阿
弥
の
直
筆
本

じ
き
ひ
つ
ぼ
ん

や
ら
、

手
紙
、
別
系
統
の
伝
書

で
ん
し
ょ

な
ど
も 

あ
い
つ
い
で
発
見
さ
れ
ま
し
た
。 

 

だ
が
し
か
し
、
で
す
。
吉
田
本
「
世
阿
弥
十
六
部
集
」
の
最
後
の
伝
書
、

「
金
島
書

き
ん
と
う
し
ょ

」。
内
容
は
七
十
二
歳
で
佐
渡
に
流
さ
れ
た

 
世
阿
弥
が
、
都
を
出

て
か
ら
の
道
中
、
立
ち
寄
っ
た
所
を
〝
題
材
〟
に
し
て
作
っ
た
小
謡

こ
う
た
い

、
曲 く

せ

舞 ま
い

が
八
編
。
紀
行
の

 

よ
う
な
も
の
で
す
。
こ
の
伝
書
…
「
金
島
書
」
は
吉
田

東
伍
が
発
見
し
、
翻
字

ほ

ん

じ

し
た
こ
の

 

本
以
外
に
は
見
つ
か
っ
て
い
ま
せ
ん
。

し
か
も
、
原
本
は

 

燃
え
て
し
ま
っ
て
お
り
ま
す
。 

し
た
が
っ
て
、
世
阿
弥
の
絶
筆

ぜ
っ
ぴ
つ

と
も
言
え
る
「
金
島
書
」
は
今
日
、
吉

田
東
伍
の
こ
の
活
字
本
以
外
に
あ
り
ま
せ
ん
の

 

で
、
世
阿
弥
の
晩
年
を
知

る
に
は
、
こ
の
本
、
す
な
わ
ち 

吉
田
東
伍
に
頼
る 

以
外
に
な
い

 

の
で

あ
り
ま

 

す
。 

 

◎
現
代
佐
渡
に
と
っ
て
の
「
金
島
書

 

」 

 

瀬
戸
内
寂
聴

せ
と
う
ち
じ
ゃ
く
ち
ょ
う

さ
ん
が
三
年
前
に
世
阿
弥
・
佐
渡
を
テ
ー
マ
に
小
説
「
秘 ひ

花 か

」
と
い
う
大
作
を
書
き
上
げ
ら
れ
ま
し
た
。 

世
阿
弥
の

 

生
涯
、
特
に
佐
渡
に
流
さ
れ
た
あ
と
の
晩
年
の
世
阿
弥
に
光

を
当
て
て
、
四
年
か
け
て
書
き
上
げ
ら
れ
た
、
瀬
戸
内
文
学
の
金
字
塔

き
ん
じ
と
う

と

呼
ば
れ
て
い
る
小
説
で
す

 

。 

お
読
み
に
な
っ
た
方
は
ご

 

存
知
と
思
い
ま
す
が
、
こ
の
小
説
、
表
紙
を

め
く
っ
て
扉
の
次
に
「
磯
部
欢

い
そ
べ
き
ん

三 ぞ
う

氏
の
御
霊

み

た

ま

に
捧 さ

さ

ぐ
」
と
い
う
一
行
だ
け

印
刷
し
た
ペ
ー

 

ジ
が
あ
り
ま
す
。 

磯
部
欢

い
そ
べ
き
ん

三 ぞ
う

さ
ん
と
い
う
の
は
、
元
佐
渡
博
物
館
館
長
の
本
間

ほ

ん

ま

寅 と
ら

雄 お

先
生

の
ペ
ン
ネ
ー
ム
で
す

 

。 

本
間
先
生
が
お
ま
と
め
に
な
ら
れ
た
『
世
阿
弥

ぜ

あ

み

配
流

は

い

る

』（
平
成
四
年
に
恒 こ

う

文
社

ぶ
ん
し
ゃ

と
い
う
出
版
社
か
ら
磯
部
欢
三
の
名
で
出
版
さ
れ
て
お
り
ま
す
が
）

…
吉
田
本
の
「
金
島
書
」
を
も

 

と
に
、
佐
渡
島
内
を
つ
ぶ
さ
に
現
地
調
査

し
て
、
世
阿
弥
の
足
跡
を

 

丹
念
に
検
証
さ
れ
た
画
期
的
研
究
で
す
。
私
は

「
金
島
書
」
の
実
証
的
研
究
は
、
今
の

 

と
こ
ろ
磯
部
欢
三
氏
の
『
世
阿
弥

配
流
』
が
最
高
峰

さ
い
こ
う
ほ
う

だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。 

こ
の
研
究
成
果
が
寂

聴

じ
ゃ
く
ち
ょ
う

さ
ん
の
小
説
の
ベ
ー
ス
に
な
っ
て
い
ま
す
。

寂
聴
さ
ん
は
、
最
大
限
の
敬
意
を
表
し
、
御
霊

み

た

ま

に
捧 さ

さ

ぐ
と
い
う
一
ペ
ー
ジ

を
挿
入

そ
う
に
ゅ
う

し
た
ん
で
す
ね
。 



寂
聴
さ
ん

 

ご
自
身
も
本
間
先
生
の
研
究
を
手
掛
か
り
に
「
金
島
書
」
に

沿
っ
て
資
料
を
集
め

 

、
佐
渡
で
取
材
さ
れ
て
お
り
ま
す
。 

残
念
な
が
ら
、
平
成
十
八
年
（
二
〇
〇
六
）
一
月
に

 

、
本
間
先
生
は
七

十
九
歳
で
ガ
ン
で
お
亡
く
な
り
に
な
り
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
翌
年
行
わ
れ

 

ま
し
た
本
間
先
生
の
追
悼
の
集
い
で
、
寂
聴
さ
ん
は

 

「
本
間
先
生
の
研
究

が
な
け
れ
ば
こ
の
小
説
は
書
け
な
か
っ
た
」
そ
う

 

お
っ
し
ゃ
い
ま
し
た
。 

一
〇
一
年
前
の
吉
田
東
伍
の

 

『
世
阿
弥
十
六
部
集
』「
金
島
書
」
の
発
見

が
な
け
れ
ば
、
本
間
先
生
の
研
究
も
な

 

か
っ
た
で
し
ょ
う
し
、
そ
れ
を
も

と
に
し
た
寂
聴
さ
ん
の

 

小
説
も
な
い
。 

世
阿
弥
の
佐
渡
配
流
自
体
、
た

 

ん
な
る
言
い
伝
え
、
も
し
か
し
た
ら
そ

の
言
い
伝
え
す
ら

 

《
お
ぼ
ろ
》
に
な
っ
て
い
た
可
能
性
が
あ
り
ま
す

 

。 

 

 

と
、
こ
こ
ま
で
お
話
を
し
て
き
て
、
今
、
正
法
寺

し
ょ
う
ぼ
う
じ

様
で
話
を
し
て
お
り

ま
す
の
で
、
ど

 

う
し
て
も
一
言
ふ
れ
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
が

あ
り
ま
す

 

。 

こ

 

の
こ
と
は
本
間
先
生
も
『
世
阿
弥

 

配
流
』
の
中
で
ふ
れ
ら
れ
て
お
ら

れ
る
の
で
す
が
、「
吉
田
本
」
が
明
治
四
十
二
年
に
発
行
さ
れ
る
遥 は

る

か
以
前

に
、
世
阿
弥
の
名
前
と
絡 か

ら

め
て
、
腰
掛

こ

し

か

け
石
伝
説
や
雨
乞

あ

ま

ご

い
の
鬼
の
面
が

伝
わ
っ
て
い
る
の
は
な
ぜ
だ
ろ
う

 

、
と
い
う
こ
と
で
す

 

。 

ま
た
、
以
前
か
ら
島
内
に
た
く
さ
ん
存
在
す
る
能 の

う

舞
台

ぶ

た

い

。
能
が
こ
の
島

で
こ
ん

 

な
に
盛
り
上
が
っ
て
い
る
の
は
な
ぜ
か
、
こ
れ
ま
で
は
単
純
に
世

阿
弥
と
は
直
接
関
係
の
な
い
発
展
の

 

仕
方
を
し
て
き
た
（
江
戸
時
代
以
後

の
導
入
、
発
展
）
と
い
う

 

見
方
で
解
釈
し
て
き
た
け
れ
ど
も
、
本
当
に
そ

れ
だ
け
で
よ
い
の

 

か
。
此
処

こ

こ

に
来
て
新
し
い
疑
問
が
提
起
さ
れ
て
い
ま
す
。 

世
阿
弥
は

 

「
金
島
書
」
の
最
後
に
「
こ
れ
を
見
ん
、
の
こ
す
こ
が
ね
の
、

島
ち
ど
り
、
跡
も
朽 く

ち
せ
ぬ
、
世
々
の
し
る
し
に
」
と
書
い
て
、
以
後
消

息
を
絶
っ
て
し
ま
い
ま

 

し
た
。 

本
当
に
赦 ゆ

る

さ
れ
て
都
に
帰
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
赦
さ
れ

 

た
と
し
て
も
佐

渡
で
生
涯
を
終
え
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か

 

。《
墓
》
は
ど
こ
か
。
こ
れ
は

百
年
前
か
ら
の
謎
で
す
が

 

、
未
だ
に
謎
の
ま
ま
で
す

 

。 

  

◎
受
け
継
が
れ
る
べ
き
〝
発
見
〟 

 

吉
田
東
伍
は

 

大
正
七
年
（
一
九
一
八
）
に
亡
く
な
り
ま
し
た
が
、
そ
の

九
年
前
の
〝
世
阿
弥
発
見
〟
が
そ

 

の
後
、
世
の
中
に
ど
う
影
響
を
も
た
ら

し
た
か
、
本
人
は
知
る
こ
と
な
し
に
逝 ゆ

き
ま
し
た
。
も
ち
ろ
ん
今
自
分
の

出
し
た
本
が
「
吉
田
本
」
な
ど

 

と
呼
ば
れ
て
い
る
こ
と
は
想
像
も
で
き
な

か
っ

 

た
訳
で
す

 

。 

『
世
阿
弥
十
六
部
集
』
の
初
版
本
は
五
〇
〇
部
刷
ら
れ
ま
し
た
が

 

、
最

初
は
全
然
売
れ

 

な
か
っ
た
そ
う
で
す
。 

東
伍
が
生
き
て
い
る
時
、
あ
る
場
所
で
古
本
の
売
り

 

立
て
会
が
開
か
れ

た
。
そ
う
し
た
ら
三
冊
、『
世
阿
弥
十
六
部
集
』
が
並
ん
で
い

 

て
、
誰
も
買



わ
な
い
。
た

 

ま
た
ま
東
伍
が
そ
こ
へ
来
て
、
「
こ
ん
な
と
こ
ろ
へ
出
し
て
、

も
っ
た
い
な
い
」
と

 

言
っ
て
、
自
分
で
三
冊
買
っ
て
帰
っ
た
と
言
う
ん
で

す
ね

 
。 

東
伍
が
死
ん
だ
時
に
、
再
版
本
が
出
さ
れ

 

た
の
で
す
が
、
こ
の
時
も
さ

ほ
ど
の
数
出
な
い

 

。
震
災
の
数
カ
月
前
に
第
三
版
が
出
て
い
ま
す
が
、
よ

う
や
く
こ
の
こ
ろ
に
な
っ
て
、
世
阿
弥
と
い

 

う
人
物
が
イ
ン
テ
リ
層
を
中

心
に
じ
わ
じ
わ
浸
透

し
ん
と
う

し
始
め
た
。 

そ
の
後

 

、
昭
和
二
年
（
一
九
二
七
）
に
岩
波
文
庫
の
シ
リ
ー
ズ
に
「
花 か

伝
書

で
ん
し
ょ

」（
風
姿

ふ

う

し

花
伝

か

で

ん

）
が
入
っ
て
、
急
に
、
世
間
が
「
世
阿
弥
」「
世
阿
弥
」

と
言
い
出
し
た
。
実
際
に
は
本
当
の
発
見
か
ら
二
〇
年
経 た

っ
て
る
ん
で
す
。 

 

今
で
こ
そ
、《『
世
阿
弥
発
見
』
百
周
年
》
な
ど
と
大
評
価
さ
れ
て
い
ま

 

す

が
、
吉
田
東
伍
の

 

〝
世
阿
弥
発
見
〟
と
い
う
の
は
こ
の
よ
う
に
、
何
か
一

撃
で
社
会
に
イ
ン
パ
ク
ト
を
与
え
て
消

 

え
る
「
打
ち
上
げ
花
火
」
の
よ
う

な
発
見
で
は
な
か
っ
た

 

の
で
す
。 

む
し
ろ
百
年
後
、
二
百
年
後
の

 

日
本
文
化
の
ク
オ
リ
テ
ィ
に
も
大
き
な

影
響
力
を
与
え
続
け
る
、「
燃
え
尽 つ

き
る
こ
と
の
な
い 

か
が
り
火
」
の
よ

う
な
発
見
で
し
た
。

 

 

世
界
文
化
の
視
点
か
ら
み
て
も
二
〇
〇
一
年
に

 

ユ
ネ
ス
コ
が
世
界
無
形

文
化
遺
産
に
「
能
」
を
登
録
指
定
し
た
こ
と
を
と
っ
て
み
て
も

 

、
実
に
イ

ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な

 

発
見
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
。 

で
す
か
ら
、
わ
た
し
た
ち
が
こ
の
発
見
の

 

意
義
を
さ
ら
に
高
め
る
よ
う

努
力
し
な
い
と
い
け
な
い
と

 

思
う
の
で
す
。 

 

特
に
「
金
島
書
」
の
地
元
の
私
達
が
、
研
究
の
掘
り

 

下
げ
を
行
う
必
要

が
あ
り
ま
す
。
謎
を
謎
の
ま
ま
に
し
て
お
い
た
ん

 

で
は
、
せ
っ
か
く
の
百

年
前
の

 

東
伍
の
『
世
阿
弥
発
見
』
に
申
し
わ
け
な
い
で
す
ね
。 

 

時
間
が
ま
い

 

り
ま
し
た
。
ど
う
も
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。 

                 

※
本
稿
は
、
二
〇
一
〇
年
六
月
二
十
六
日 

佐
渡
市
泉
正
法
寺
で
行
わ
れ
た
「
正
法
寺
ろ
う
そ
く
能
」

で
の
講
演
『
吉
田
東
伍
と
「
世
阿
弥
発
見
」』（
講
師
・
阿
賀
野
市
立
吉
田
東
伍
記
念
博
物
館 

館
長

渡
辺
史
生
）
の
講
演
録
で
す
。 


