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横
浜
に
は
横
浜
能
楽
堂
と
い
う
立

派
な
能
楽
専
門
施
設
が
あ
る
。
横
浜

の

「能

・
狂
言
の
殿
堂
」
で
あ
る
。

掲
げ
て
い
る
コ
ン
セ
プ
ト
は

「古
典

芸
能
の
継
承
と
再
創
造
」
「多
角
的

な
視
点
か
ら
能

・
狂
言
を
問
い
直

す
」
「能

・
狂
言
の
敷
居
を
低
く
す

る
」
「国
際
交
流
」
の
４
つ
。

能

・
狂
言
の
公
演
を
積
極
的
に
行

う

一
方
で
、
子
供
を
対
象
と
し
た

能

・
狂
言
の
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
や
、

手
話
通
訳
等
を
導
入
し
て
障
害
を
持

つ
方
を
対
象
と
し
た

「
バ
リ
ア
フ
リ

ー
能
」
、
舞
台
の
裏
側
を
見
る
こ
と

が
で
き
る
施
設
見
学
会
な
ど
、
能
楽

愛
好
者
を
増
や
す
た
め
の
様
々
な
企

画
を
積
極
的
に
行
っ
て
い
る
。
「高

い
企
画

・
制
作
力
に
よ
っ
て
知
ら
れ

会
長

馬

場

　

洋

一

る
日
本
の
古
典
芸
能
の
ア
ー
ツ
セ
ン

タ
ー
」
を
目
指
す
活
動

（横
浜
能
楽

堂
Ｈ
Ｐ
）
に
よ
り
、
こ
れ
ま
で
に
催

花
賞
、
芸
術
祭
賞
優
秀
賞
な
ど
を
受

賞
し
て
い
る
。
山
崎
有

一
郎
名
誉
館

長
、
中
村
雅
之
館
長
を
は
じ
め
、
ス

タ
ッ
フ
の

「古
典
芸
能
の
継
承

・
発

展
」
へ
の
熱
意
の
賜
物
で
あ
る
。

一
方
、
横
浜
市
の
各
区
に
は
区
民

文
化
セ
ン
タ
ー
が
あ
り
、
地
域
に
根

差
し
た
文
化
の
発
信
施
設
を
目
指
し

て
様
々
な
活
動
を
し
て
い
る
。
そ
の

一
つ
神
奈
川
区
民
文
化
セ
ン
タ
ー

・

か
な
っ
く
ホ
ー
ル
で
は
、
「温
故
知

新
塾
」
と
題
し
た
伝
統
芸
能
に
親
し

む
市
民
講
座
を
主
催
し
て
い
る
。
今

年
２
月
、
「能
の
Ｉ
Ｒ
Ｏ
Ｈ
Ａ
」
と

い
う
講
座
が
開
催
さ
れ
た
の
で
見
学

し
て
み
た
。
喜
多
流
の
若
手
能
楽
師
、

友
枝
真
也
師

・
佐
々
木
多
門
師

・
大

島
輝
久
師
の
３
人
で
作
る
「燦
ノ
会
」

と
ホ
ー
ル
と
の
共
同
企
画
で
あ
る
。

３。
人
の
参
加
者
の
う
ち
観
能
経
験
者

は
６
人
。
「
お
能
の

『
決
ま
り
事
』

を
理
解
し
て
観
る
と
楽
し
み
が
倍
増

し
ま
す
よ
」
と
観
能
の
基
本
を
懇
切

丁
寧
に
解
説
し
て
く
れ
た
。
装
束
を

着
け
、
登
を
結
い
、
面
を
付
け
て
見

せ
る
。
装
束
の
着
方
や
色
に
よ
っ
て

シ
テ
の
女
性
の
年
齢
が
表
現
さ
れ
る

と
の
解
説
に
身
を
乗
り
出
し
て
聞
き

入
り
、
初
め
て
間
近
に
見
る
紅
白
段

唐
織
や
縫
箔
、
長
絹
の
豪
華
さ
に
、

会
場
の
あ
ち
こ
ち
か
ら
た
め
息
が
漏

れ
た
。

燦
ノ
会
は
、
日
本
各
地
で
能
の
普

及
の
た
め
に
こ
の
よ
う
な
活
動
を
し

て
い
る
そ
う
で
あ
る
。

参
加
者
の
女
性
に
話
を
聞
い
た
。

「能
楽
に
初
め
て
触
れ
た
の
は
去
年

の
横
浜
五
流
能
楽
大
会
。
五
流
競
演

の

『羽
衣
』
を
聴
き
、
お
能
に
興
味

を
持
っ
た
。
今
日
の
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ

プ
で
も
っ
と
ハ
マ
リ
そ
う
。
次
は
何

を
観
よ
う
か
な
」
彼
女
の
知
的
好
奇

心
が
頭
を
も
た
げ
た
よ
う
だ
。

か
な
っ
く
ホ
ー
ル
宇
山
友
思
館
長

の
思
い
は

「横
浜
能
楽
堂
へ
の
橋
渡

し
が
で
き
れ
ば
よ
い
」
と
の
こ
と
。

横
浜
能
楽
堂
、
か
な
っ
く
ホ
ー
ル
、

燦
ノ
会
、
横
浜
能
楽
連
盟
の
目
論
見

は
的
中
し
、
図
ら
ず
も
連
携
の
構
図

が
成
立
し
て
い
た
。
横
浜
に
能
楽
が

よ
り
定
着
す
る
た
め
に
、
各
区
の
区

民
文
化
セ
ン
タ
ー
で

「横
浜
能
楽
堂

へ
の
橋
渡
し
」
の
企
画
が
多
く
実
施

さ
れ
る
こ
と
を
願
い
た
い
。
「能
の

敷
居
」
は

一
層
低
く
な
り
、
理
解
は

よ
り
深
ま
る
だ
ろ
う
。
「趣
味
と
し

て
自
分
も
や
り
た
い
」
と
い
う
人
が

増
え
れ
ば
、
希
望
の
光
が
射
し
て
く

る
。

連
盟
報
告

２
年
度
ユ削翌

企
画
事
業
担
当
　
青
山
　
土土
佑

一
、
「第
６２
回
横
浜
能
」
に
つ
い
て

平
成
２６
年
６
月
１４
日

（土
）、
横

浜
能
楽
堂
に
お
い
て
、
能

「頼
政
」

（喜
多
流

・
シ
テ
栗
谷
能
夫
）
狂
言

「寝
音
曲
」
（和
泉
流

，
野
村
万
作
）

に
よ
り
開
催
さ
れ
ま
し
た
。
チ
ケ
ッ

ト
は
完
売
、
来
場
者
４
４
４
名
、
来

場
率
９‐
．
３
％
で
し
た
。

二
、
「第
３。
回
記
念
五
流
能
楽
大
会
」

に
つ
い
て

平
成
％
年
９
月
２７
日

（土
）
、
当

番
幹
事
喜
多
流
及
び
海
謡
会
に
よ
り

開
催
さ
れ
ま
し
た

（別
稿
大
会
報
告

参
照
）。

三
、
平
成
２６
年
度
総
会

・
役
員
改
選

に
つ
い
て

第
４８
号
に
て
報
告
の
通
り
平
成
２６

年
４
月
２２
日

（火
）
に
総
会
が
開
催

さ
れ
、
改
選
さ
れ
た
新
役
員
に
よ
っ

て
現
在
事
業
を
展
開
し
て
お
り
ま
す
。

四
、
今
後
の
活
動
に
つ
い
て

「第
１８
回
五
流
交
流
の
つ
ど
い
」

は
、
平
成
２７
年
３
月
１４
日

（土
）
開

催
予
定
で
、
担
当
幹
事
金
春
流
に
よ

り
準
備
が
進
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
ま

た
能
楽
堂
主
催
の
「第
６３
回
横
浜
能
」

は
平
成
２７
年
６
月
２。
日

（土
）
観
世

流

「西
王
母
」
及
び
狂
言
に
て
開
催

予
定
で
す
。

な
お
、
会
員
の
動
向
に
つ
い
て
は

平
成
２７
年
度
総
会
時
点
に
お
い
て
把

握
し
、
次
号
に
て
報
告
い
た
し
ま
す
。

し

第
３。
回
記
念

「横
浜
五
流

能
楽
大
会
」
を
終
え
て

喜
多
流

大
舘
　
愕
雄

平
成
２６
年
９
月
２７
日

（土
）、
横

浜
能
楽
堂
に
お
い
て
開
催
さ
れ
ま
し

た
。
番
組
総
数
は
４。
番

（素
謡
１４
・

仕
舞
１７
・
連
吟
６

・
独
鼓
３
）
で
、

出
演
者
数
は
延
べ
２
７
５
人
で
し

た
。各

流
派
に
お
願
い
し
た
番
組
の
出

演
申
込
書
は
締
切
日
ま
で
に
全
て
届

き
、
お
か
げ
で
ス
ム
ー
ス
に
番
組
編

成
作
業
に
取
り
か
か
る
こ
と
が
で
き

ま
し
た
。
番
組
の
初
番
と
キ
リ
は
当

番
流
派
の
喜
多
流
出
雲
会
と
海
謡
会

が
務
め
、
各
団
体
の
出
演
希
望
時
間

を
優
先
し
て
組
み
立
て
ま
し
た
。

目
玉
の
五
流
競
演
は
、
喜
多
流

・

観
世
流
の
連
吟
を
始
め
と
終
わ
り
に

置
き
、
４
番
の
仕
舞
を
間
に
入
れ
て

切
れ
目
な
く

「競
演
」
を
鑑
賞
で
き

る
よ
う
に
し
、
馬
場
新
会
長
の
挨
拶

は
競
演
後
に
お
願
い
し
ま
し
た
。

今
回
の
競
演
曲

「羽
衣
」
は
、
三

保
の
松
原
を
含
む
富
士
山
が
世
界
遺

産
に
登
録
さ
れ
た
こ
と
も
あ
り
、

３。

回
記
念
の
祝
賀
の
曲
と
し
て
取
り
上

げ
た
も
の
で
す
。
「競
演
」
と
い
う

と
ワ
ザ
の
競
い
合
い
の
よ
う
な
印
象

を
受
け
ま
す
が
、
そ
れ
だ
け
で
は
な

く
同

一
曲
を
五
流
並
べ
て
聴
く
と
、

同
じ
曲
で
も
詞
章
の
違
い
や
フ
シ
の

違
い
、
仕
舞
の
所
作
の
違
い
が
あ
る

こ
と
が
理
解
で
き
ま
す
。
こ
の
こ
と

か
ら
も

「五
流
競
演
」
は
能
楽
の
奥
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の
深
さ
を
体
験
で
き
る
、
意
義
の
あ

る
催
し
だ
と
思
い
ま
す
。

会
は
予
定
時
間
を
少
々
オ
ー
バ
ー

し
て
‐８
時
過
ぎ
に
終
了
し
ま
し
た
。

今
回
、
企
画
段
階
か
ら
当
日
の
進

行

・
運
営
に
至
る
ま
で
、
実
に
多
く

の
方
々
の
ご
協
力
を
い
た
だ
き
ま
し

た
。
備
品
そ
の
他
の
用
意
に
ご
配
慮

い
た
だ
い
た
能
楽
堂
の
係
の
方
々
、

細
々
し
た
調
整
な
ど
に
ご
尽
力
い
た

だ
い
た
倉
藤
さ
ん
を
は
じ
め
と
す
る

連
盟
事
務
局
の
方
々
、
会
場
の
設
営

か
ら
当
日
の
進
行
運
営
に
至
る
ま
で

動
い
て
い
た
だ
い
た
海
謡
会

・
洋
謡

会

・
出
雲
会

・
浜
友
会
の
方
々
に
厚

く
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。
「力
を
合

わ
せ
た
」
と
い
う
気
持
ち
の
良
い
実

感
の
残
っ
た
大
会
で
し
た
。

古
典
芸
能
を
若
い
人
に

観
世
流

杉
浦
　
佳
子

能
楽
が
世
界
に
誇
る
我
が
国
の
宝

で
あ
る
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
で
す
が
、

そ
れ
が
将
来
も
き
ち
ん
と
伝
わ
っ
て

い
く
の
か
と
い
う
と
、
決
し
て
楽
観

は
で
き
な
い
の
が
現
状
だ
と
考
え
ま

す
。
と
は
言
え
、
伝
統
は
脈
々
と
継

承
さ
れ
、
多
く
の
能
楽
師
の
先
生
方

は
ま
す
ま
す
芸
を
磨
い
て
お
ら
れ
、

そ
の
点
は
何
の
問
題
も
あ
り
ま
せ

ん
。
問
題
は
、
そ
れ
を
鑑
賞
す
る
側

に
あ
る
と
思
う
の
で
す
。

私
は
高
校
の
教
員
を
し
て
い
ま
す

が
、同
僚
も

コ
局
砂
っ
て
何
で
す
か
？

お
め
で
た
い
の
で
す
か
？
」
程
度
の

意
識
で
す
し
、
生
徒
達
は

「
ノ
ウ
？

何
そ
れ
？
」
と
い
う
有
様
で
す
。
日

本
全
国
で
も

「能
」
と
い
う
言
葉
す

ら
知
ら
な
い
人
が
増
え
て
い
る
の
で

は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

ど
ん
な
に
素
晴
ら
し
い
芸
能
も
、

生
き
た
肉
体
で
表
現
す
る
限
り
、
鑑

賞
す
る
人
が
い
な
け
れ
ば
命
脈
を
保

つ
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
能
楽
が
代

々
受
け
継
が
れ
て
き
た
の
も
、
そ
の

時
代
ご
と
の
人
々
の
支
持
が
あ
っ
た

か
ら
で
し
ょ
う
。
具
体
的
に
は
、
自

ら
も
稽
古
を
積
ん
で
日
常
や
人
生
の

節
目
に
謡
い
舞
い
、
或
い
は
演
能
を

鑑
賞
し
、
能
楽
師
に
あ
こ
が
れ
、
場

合
に
よ
っ
て
は
後
援
し
続
け
て
き
た

か
ら
に
ほ
か
な
り
ま
せ
ん
。

急
激
な
時
代
の
変
化
の
中
で
も
、

大
事
な
も
の
を
若
い
人
達
に
伝
え
る

こ
と
を
忘
れ
て
は
い
け
な
い
と
思
い

ま
す
。

そ
こ
で
私
も
、
高
校
教
員
と
い
う

立
場
を
活
用
し
て
、
昨
年
の
秋
勤
務

校
で

「能
楽
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
」
を

開
催
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
私
の

所
属
す
る
和
謡
会
が
ご
指
導
を
仰
ぐ

坂
井
音
隆
先
生

・
音
晴
先
生
に
お
越

し
い
た
だ
き
、
１
年
生
全
員
が
体
育

館
に
集
ま
り
、
授
業
の
一
環
と
し
て

『高
砂
』
の
謡
等
の
指
導
を
受
け
、

代
表
者
が
簡
単
な
舞
の
所
作
を
体
験

し
て
み
る
と
い
う
内
容
で
す
。
両
先

生
の
仕
舞
の
実
演
で
は
、
初
め
て
見

る
所
作
の
美
し
さ

・
凛
々
し
さ
に
、

謡
の
ご
指
導
で
は
朗
々
た
る
声
の
迫

力
に
、
多
く
の
生
徒
が
衝
撃
と
感
銘

を
受
け
た
よ
う
で
し
た
。

ま
ず
は
若
い
人
達
に

「知
っ
て
」

ｔ

も
ら
う
こ
と
、
そ
し
て
そ
の
魅
力
を

「感
じ
て
」
も
ら
う
こ
と
…
。
祖
先

か
ら
受
け
継
い
だ

「能
楽
」
と
い
う

宝
物
を
未
来
に
届
け
る
た
め
に
、
で

き
る
こ
と
か
ら
始
め
て
い
き
た
い
と

思
っ
て
お
り
ま
す
。

花
は
心
、
種
は
態
な
る
べ
し

金
春
法郷
藤
平
　
紀
一
郎

世
阿
弥
の

「
花
は
心
、
種
は
態

（わ
ざ
）
な
る
べ
し
」
に
つ
い
て
、

「花
鏡
」
「風
姿
花
伝
」
に
関
す
る
書

『道
元
と
世
阿
弥
』
（西
尾
実
著
）
を

引
用
し
て
ひ
も
と
い
て
み
ま
す
。

―
―

「
花
は
稽
古
に
よ
つ
て
開
き
、

日
々
夜
々
、
行
住
坐
臥
に
こ
の
心
を

忘
れ
ず
し
て
、
一疋
心
に
つ
な
ぐ
べ
し
」

と
言
わ
れ
る
。
そ
う
い
う
花
を
開
く

種
は
態

（わ
ざ
）
、
謡
等
の
所
作
で

あ
る
。
そ
れ
を
反
復
稽
古
す
る
こ
と

が
根
底
に
な
っ
て
で
き
た
心
を

「花

は
心
」
と
言
う
。
そ
の
花
を
開
く
心

と
い
う
も
の
は
、
こ
つヽ
い
う
次
元
の

高
い
心
で
あ
る
。
世
阿
弥
は
、
身
に

す
る
わ
ざ
、
す
な
わ
ち

「舞
ひ

・
働

き
の
主
な
る
は
心
な
り
。
正
位
な
り
」

亀
花
鏡
Ｌ

と
書
い
て
い
る
。
「こ
の

心
を
忘
れ
ず
し
て
、
定
心
に
つ
な
ぐ

べ
し
」
と
い
う
こ
と
は
、
こ
れ
は
禅

の
修
行
だ
と
言
っ
て
も
よ
い
の
で
は

な
か
ろ
う
か
。
あ
る
い
は
正
念
持
続

と
言
っ
て
も
よ
い
の
で
は
な
い
か
と

思
う
。
そ
の

「正
位
」
は
、
涅
槃
と

い
う
意
味
も
あ
れ
ば
、
ま
た
相
対
を

超
え
た
絶
対
の
立
場
と
い
う
意
味
も

あ
る
。
そ
の
よ
う
に
考
え
て
き
て
、

世
阿
弥
の
稽
古
の
極
致
と
は
ど
う
い

う
も
の
で
あ
っ
た
か
と
い
う
と
、
私

は
、
そ
れ
は
禅
を
根
拠
に
し
た
も
の

で
あ
る
と
思
う
。

『風
姿
花
伝
』
第
三
問
答
条
条
の

「能
に
花
を
知
る
事
」
の
条
に
、
「さ

れ
ば
、
花
を
知
ら
ん
と
思
わ
ば
、
ま

ず
種
を
知
る
べ
し
。
花
は
心
、
種
は

態

（わ
ざ
）
な
る
べ
し
」
と
あ
る
。

こ
の
立
一言
に
お
い
て
注
目
し
な
く
て

は
な
ら
な
い
の
は
、
能
の
「花
」
は
、

舞
や
物
ま
ね
の
よ
う
な

「わ
ざ
」
で

あ
る
よ
り
も
、
そ
う
い
う
わ
ざ
の
稽

古
に
よ
っ
て
成
立
す
る

「心
」
で
あ

る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
さ
ら
に
言

う
と
、
そ
れ
は

「わ
ざ
」
の
稽
古
を

「種
」
と
し
て
展
開
し
て
く
る

「心
」

の

「花
」
で
あ
る
と
し
て
い
る
占
で̈

あ
る
。

一
方
、
さ
ら
に
付
け
加
え
る
と
、

『風
姿
花
伝
』
の

「花
は
心
、
種
は

態
な
る
べ
し
」
は
、
「古
人
云
わ
く
」

と
し
て
、
禅
宗
の
六
祖
慧
能
の
掲
、

心
地
に
諸
の
種
を
含
む

ｔ

普
き
雨
に
　
悉
く
皆
萌
す

頓
に
花
の
情
を
悟
り

巳
り
ぬ
れ
ば

菩
提
の
果
　
自
か
ら
成
ず

を
引
い
て
、
そ
の
註
に
し
て
い
る
。

起
句
と
承
句
が

「わ
ざ
」
の
稽
古
を

意
味
し
、
転
句
と
結
句
が

「菩
提
の

果
」
と
し
て
の

「花
」
で
あ
る
こ
と

を
示
す
引
用
で
あ
る
―

（註
）
『道
元
と
世
阿
弥
』
西
尾
稔
著

岩
波
書
店
。
昭
和
４。
年
１１
月
刊
行

古
稀
を
過
ぎ
て
の
手
習
い

「お
太
鼓
」

観
世
流
梅
蓑

本

中

戸

　

史

子

「七
十
歳
で
新
し
い
こ
と
を
始
め

る
と
良
い
」
と
の
、
聖
路
加
国
際
病

院
の
日
野
原
先
生
の
言
葉
に
影
響
さ

れ
、
平
成
２３
年
度
の
横
浜
能
楽
堂
ワ

ー
ク
シ
ョ
ツ
プ

「初
め
て
の
太
鼓
教

室
」
を
受
講
し
ま
し
た
。

お
太
鼓
は
、
他
の
お
囃
子
と
は
違

い
、
音
は
出
ま
す
が
、
考
え
る
暇
も

な
く
続
け
て
打
た
ね
ば
な
ら
ず
、
バ

チ
づ
か
い
も
、
時
々
か
け
る
カ
ケ
声

も
、
私
に
は
覚
え
ら
れ
ず
、
古
稀
を

過
ぎ
て
の
手
習
い
の
大
変
さ
を
感
じ

る
ば
か
り
で
し
た
。

そ
れ
で
も
、

１０
回
の
講
座
、
発
表

会
が
終
わ
つ
て
み
る
と
、
無
性
に
お

稽
古
を
続
け
た
く
な
り
、
数
か
月
後

に
は
右
足
、
そ
の
半
年
後
に
は
左
足

の
関
節
の
手
術
が
控
え
て
お
り
ま
し

た
の
に
、
梶
谷
先
生
に
入
門
を
お
願

い
い
た
し
ま
し
た
。

お
大
鼓
を
始
め
て
良
か
つ
た
こ
と
は
、
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１
、　
術
後
の
リ
ハ
ビ
リ
が
身
に
つ

い
た
こ
と
。

２
、　
一肩
こ
り
が
な
く
な
っ
た
こ
と
。

３
、
リ
ハ
ビ
リ
の
お
か
げ
で
腹
筋
が

つ
き
、
謡
の
声
が
出
る
よ
う
に
な

っ
た
こ
と
。

４
、
気
持
ち
が
前
向
き
に
な
れ
た
こ

レ
Ｃ
。

術
後
６
か
月
で
正
座
の
許
可
も
お

り
、
１
年
間
お
休
み
し
た
お
稽
古
を

再
開
い
た
し
ま
し
た
。
昨
年
３
月
の

桐
英
会
に
出
さ
せ
て
い
た
だ
け
た
の

は
、
本
当
に
嬉
し
い
こ
と
で
し
た
。

今
、
私
は
お
太
鼓
に
す
つ
か
り
は

ま
っ
て
お
り
ま
す
。
あ
せ
ら
ず
、
ユ

ッ
ク
リ
ユ
ッ
ク
リ
と
、
楽
し
み
な
が

ら
続
け
て
い
く
つ
も
り
で
す
。

豊
か
な
老
後
を
過
ご
せ
る
幸
せ
、

金
春
流
太
鼓
の
梶
谷
先
生
に
感
謝
で

す
。
そ
し
て
横
浜
能
楽
堂
の

「初
め

て
の
大
鼓
教
室
」
に
も
…
。

お
酒
が
登
場
す
る
謡
曲

宝
生
流

吉
田
　
澄
夫

喉
を
カ
ラ
カ
ラ
に
し
て
謡
い
終
え

た
後
ビ
ー
ル
を
グ
イ
ッ
ー
酒
好
き
に

は
た
ま
り
ま
せ
ん
ね
。
と
こ
ろ
で
謡

に
は
酒
好
き
の
霊
獣
が
孝
行
息
子
に

功
徳
を
施
す

「狸
々
」
と
い
う
曲
が

あ
り
ま
す
。
そ
こ
で
、
酔
狂
な
が
ら

酒
が
登
場
す
る
謡
を
宝
生
流
の
謡
本

か
ら
拾
っ
て
み
ま
し
ょ
う
。

「狸
々
」
と
同
じ
孝
行
息
子
の
諄

と
し
て
有
名
な
の
が

「養
老
」
で
す
。

謡
に
は
酒
と
い
う
言
葉
は

一
切
無
く

霊
水
の
扱
い
で
す
が
、
不
老
長
寿
の

霊
水
＝
酒
と
容
易
に
連
想
、
き
ま

す
。
同
じ
く
霊
水
が
出
て
く
る
曲
に

は
、
枕
に
書
か
れ
た
経
文
を
菊
の
葉

に
写
し
て
水
に
浮
か
べ
る
と
不
老
不

死
の
薬

（即
ち
酒
）
と
な
っ
た
と
い

う

「枕
慈
童
」
が
あ
り
ま
す
。

鬼
界
が
島
に
流
さ
れ
た
俊
寛
が
水

を
酒
と
偽
っ
て
酒
盛
り
を
す
る

「俊

寛
」
。
虚
生
が
天
の
濃
漿

（
こ
ん

ず
＝
仙
人
の
酒
）
を
飲
み
、
栄
耀
栄

華
を
極
め
た

一
炊
の
夢
が
描
か
れ
る

「部
郭
」
。
隠
棲
し
て
い
る
恵
遠
禅
師

を
陶
淵
明
と
陸
修
静
が
訪
れ
、
不
老

不
死
の
薬
の
水

（酒
）
を
酌
み
交
わ

す

「
三
笑
」
。
客
僧
に
酒
を
勧
め
て

か
ど
わ
か
さ
れ
た
我
が
子
の
舞
姿
を

偲
ぶ
「木
賊
」
も
忘
れ
難
い
曲
で
す
。

ま
た
武
人
に
関
わ
る
曲
で
は
、
め

で
た
い
酒
、
一羊
い
酒
、
悲
し
い
酒
と

様
々
な
酒
を
酌
み
交
わ
す
酒
席
が
、

重
要
な
場
面
に
使
わ
れ
て
い
ま
す
。

関
守
が
提
供
し
た
酒
を
弁
慶
が
快
く

受
け
て
酒
宴
を
な
し
、
延
年
の
舞
を

舞
う

「安
宅
」
。
母
に
勘
当
を
許
さ

れ
た
時
致
が
兄
と
母
と
の
親
子
水
入

ら
ず
で
酒
を
酌
み
交
わ
す

「小
袖
曽

我
」
。
頼
朝
が
船
で
西
国
へ
逃
れ
る

時
、
人
数
が
不
吉
だ
と
下
船
さ
せ
ら

れ
た
土
肥
実
平
の
子
遠
平
が
助
け
ら

れ
、
親
子
再
会
し
て
喜
び
の
酒
宴
を

張
る

「七
騎
落
」
。
宇
治
の
合
戦
で

捕
ら
え
ら
れ
た
春
栄
が
兄
種
直
ら
の

助
命
嘆
願
に
よ
り
赦
免
さ
れ
、
喜
び

の
酒
宴
を
催
す

「春
栄
」
。　
一
の
谷

の
合
戦
で
囚
わ
れ
の
身
と
な
っ
た
平

重
衡
の
無
馴
を
慰
め
る
た
め
、
琵
琶

琴
を
携
え
た
千
手
が
訪
れ
て
酒
を
勧

め
る

「千
手
」
。
領
地
を
横
領
し
た

藤
栄
が
浦
遊
び
の
酒
宴
に
興
じ
て
い

る
と
、
執
権
北
条
時
頼
が
現
れ
て

散
々
に
懲
ら
し
め
ら
れ
る

「藤
栄
」
。

西
国
へ
落
ち
行
く
義
経
が
催
し
た
静

御
前
と
の
惜
別
の
酒
宴
で
鳥
帽
子
を

着
し
た
静
が
舞
い
を
舞
う

「
船
弁

慶
」
。
現
代
人
に
は
理
解
し
に
く
い

心
境
で
す
が
、
主
君
満
仲
の
子
息
を

殺
せ
と
の
命
を
受
け
、
自
分
の
子
を

身
代
り
に
し
た
仲
光
が
、
主
君
が
子

息
を
許
し
て
酒
宴
と
な
る
も
、
そ
こ

に
我
が
子
の
い
な
い
悲
し
み
を
拭
い

切
れ
な
い

「満
仲
」
。
夫
を
殺
さ
れ

た
妻
と
子
が
仇
討
行
脚
の
途
中
で
仇

望
月
と
出
会
い
、
酒
を
勧
め
て
油
断

さ
せ
た
後
に
見
事
本
懐
を
遂
げ
る

「望
月
」
。
斬
首
さ
れ
る
前
夜
に
頼
朝

が
同
じ
霊
夢
を
見
た
た
め
に
命
を
助

け
ら
れ
た
盛
久
が
、
酒
宴
を
催
さ
れ

て
盃
を
賜
る
が
、
頼
朝
の
心
変
わ
り

せ
ぬ
う
ち
に
と
酒
宴
半
ば
に
急
い
で

退
出
し
て
し
ま
う

「盛
久
」
等
々
が

あ
り
ま
す
。
（長
文
の
た
め
後
半
は

次
号
に
掲
載
）

謡
跡
を
巡
る

「湯
谷
」

喜
多
流

加
藤
　
圭
志

仕
舞
を
習
い
始
め
て
か
ら
１０
年
が

過
ぎ
、
稽
古
や
舞
台
で
観
た
曲
の
謡

跡
を
訪
ね
て
み
た
い
と
思
う
よ
う
に

な
り
ま
し
た
。
横
浜
に
は
六
浦
や
放

下
僧
の
瀬
戸
が
あ
り
ま
す
。
実
家

（静
岡
県
掛
川
市
）
に
帰
る
折
、
遠

州
の
片
田
舎
に
も
何
か
…
と
考
え
た

の
で
す
が
、
小
夜
の
中
山
の
旧
跡
く

Ｌ

ら
い
で
、
な
か
な
か
思
い
当
た
り
ま

せ
ん
。
片
や
お
隣
の
駿
河
国
に
は
日

本
屈
指
の
キ
ラ
ー
コ
ン
テ
ン
ツ
、
富

士
を
眺
め
る
三
保
の
松
原
に
羽
衣
の

松
が
あ
る
と
い
う
の
に
、
こ
れ
は
こ

れ
で
悔
し
い

（静
岡
で
は
西
側
と
東

側
で
仲
が
悪
い
と
さ
れ
て
い
ま
す
）。

そ
こ
で
、
記
憶
を
た
ど
り
謡
本
を

探
し
て
み
た
と
こ
ろ
、
「遠
江
の
國

池
田
の
宿
の
長
を
ば
湯
谷
と
申
し

候
」
と
い
う
湯
谷

（他
流
で
は
熊
野
）

の
記
述
を
見
つ
け
ま
し
た
。
曲
の
最

後
、
湯
谷
が
宗
盛
に
暇
を
も
ら
つ
て

東
に
下
っ
た
先
は
、
ど
う
や
ら
現
在

の
磐
田
市
池
田
の
あ
た
り
だ
っ
た
よ

う
で
す
。

帰
省
に
合
わ
せ
国
道
１
号
線
の
バ

イ
パ
ス
を
降
り
て
走
る
こ
と
５
分
ほ

ど
、
天
竜
川
の
ほ
と
り
の
住
宅
街
の

中
に
現
在
の
行
興
寺
が
あ
り
ま
す
。

入
り
口
に
は
熊
野
旧
跡
の
案
内
が
あ

り
、
門
を
く
ぐ
る
と
広
々
と
藤
棚
が

続
い
て
い
ま
し
た
。
こ
の
寺
は
、
謡

曲
に
も
出
て
く
る
湯
谷
の
母
が
亡
く

な
っ
た
後
に
、
そ
の
菩
提
を
弔
う
た

め
に
お
堂
を
建
て
た
の
が
始
ま
り
な

の
だ
そ
う
で
、
藤
棚
の
う
ち
の
１
本

は
湯
谷
お
手
植
え
と
の
言
い
伝
え
が

あ
り
、
樹
齢
数
百
年
の

「熊
野
の
長

藤
」
と
し
て
国
の
天
然
記
念
物
に
指

定
さ
れ
て
い
ま
す
。
藤
に
囲
ま
れ
た

廟
の
所
に
、
湯
谷
と
母
の
墓
が
仲
良

く
並
ん
で
い
ま
し
た
。
ど
ち
ら
も
７

０
０
年
ほ
ど
前
に
建
て
ら
れ
た
と
い

う
、
塔
の
よ
う
な
立
派
な
お
墓
で
し

た
。
母
を
想
い
な
が
ら
も
花
見
の
牛

車
に
乗
せ
ら
れ
て
い
く
場
面
で
は
思

わ
ず
涙
し
た
こ
と
も
あ
り
ま
す
が
、

果
た
し
て
母
娘
は
無
事
に
再
会
す
る

こ
と
が
で
き
た
の
で
し
ょ
う
か
。

お
寺
を
ぐ
る
り
と
回
る
と
反
対
側

に
も
広
々
と
し
た
藤
棚
と
、
立
派
な

能
楽
堂
が
建
っ
て
い
ま
す
。
湯
谷
の

命
日
で
あ
る
５
月
３
日
に
合
わ
せ
て

お
祭
り
が
あ
り
、
奉
納
薪
能
も
行
わ

れ
て
い
る
と
の
こ
と
で
し
た
。

学
生
の
頃
は
こ
う
い
っ
た
こ
と
に

あ
ま
り
興
味
を
持
た
な
い
ま
ま
地
元

を
離
れ
て
し
ま
つ
た
の
で
、
新
鮮
な

気
分
で
巡
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

磐
田
市
内
に
は
千
寿
の
旧
跡
な
ど
も

あ
る
よ
う
で
、
春
の
花
の
季
節
に
改

め
て
訪
ね
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。

謡
曲
「
ハ
浦
』と
コ
ロ
葉
の
楓
」

金
剛
流

豊
増
　
清
明

謡
曲

『六
浦
』
は
、
鎌
倉

・
室
町

時
代
の
武
蔵
国
六
浦
庄

（む
つ
ら
の

し
ょ
う
）
、
称
名
寺
を
舞
台
と
し
て

い
る
。
こ
こ
で
は
、
『六
浦
』
の
主

題
で
あ
る

「青
葉
の
楓
」
に
つ
い
て

少
し
ふ
れ
て
み
た
い
。

『六
浦
』
は
、
金
春
座
系
の
左
阿

弥
の
作
と
言
わ
れ
て
お
り
、
１
４
５

０
年
頃
の
作
品
と
思
わ
れ
る
。

都
か
ら
東
国
行
脚
の
僧
の
一
行
が

鎌
倉
を
経
て
安
房
に
渡
る
た
め
、
六

浦
に
至
り
称
名
寺
に
立
ち
寄
る
。
僧

は
、
山
々
の
紅
葉
が
今
を
盛
り
と
燃

え
て
い
る
の
に
、
本
堂
近
く
に
紅
葉

せ
ず
に
青
葉
の
ま
ま
の
楓
の
木
を
見

つ
け
、
不
審
に
思
う
。
来
合
わ
せ
た

里
女
に
尋
ね
る
と
、
女
は
僧
達
に
次
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の
よ
う
に
語
る
。
「そ
の
音

（鎌
倉

時
代
後
期
、
１
３
２
０
年
頃
か
）
冷

泉
為
相
卿
が
称
名
寺
を
訪
れ
た
時
、

お
堂
前
の
楓
が
そ
の
一
本
だ
け
、
後

ろ
の
山
の
木
々
に
先
立
っ
て
紅
葉
し

て
い
た
。
こ
れ
を
見
た
為
相
卿
は

ク
如
何
に
し
て
こ
の
一
本
に
時
雨
け

ん
山
に
先
立
つ
庭
の
も
み
じ
葉
ク
と

一
首
の
歌
を
詠
じ
た
。
貴
人
の
称
賛

に
感
じ
入
っ
た
楓
は
ク
功
な
り
名
遂

げ
て
身
退
く
は
天
の
道
な
リ
ク
と
い

う
古
語
を
信
じ
、
以
後
は
紅
葉
す
る

の
を
止
め
、
常
盤
木
の
よ
う
に
青
葉

の
ま
ま
に
な
っ
た
」
と
。
女
は
、
本

当
は
自
分
は
こ
の
楓
の
精
だ
と
言
い

残
し
秋
草
の
中
に
消
え
る
。
和
歌
と

楓
、
仏
縁
と
回
向
に
ま
つ
わ
る
、
夢

幻
の
世
界
の
展
開
で
あ
る
。

僧
達
が
見
た
こ
の
楓
は

「青
葉
の

楓
」
と
呼
ば
れ
、
そ
の
後
の
文
献

・

地
誌
類
等
に
も
紹
介
さ
れ
て
、
江
戸

時
代
に
は

「金
沢
の
八
銘
木
」
の
一

つ
と
し
て
親
し
ま
れ
た
よ
う
だ
。

草
木
の
精
を
擬
人
化
す
る
能
の
幽

玄
な
世
界
に
、
浅
は
か
な
疑
間
を
差

し
挟
む
の
は
無
粋
だ
が
、
現
代
人
の

我
々
に
は
、
貴
人
の
褒
め
言
葉
で
楓

の
生
態
が
変
わ
る
と
は
考
え
難
い
。

ま
ず
、
早
め
の
紅
葉
化
で
あ
る
が
、

こ
れ
は
こ
の
本
だ
け
に
起
き
た
特
異

な
病
変
だ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

翌
年
か
ら
常
緑
の
楓
に
な
っ
て
し
ま

っ
た
と
い
う
の
も
、
や
は
り
こ
の
本

の
突
然
変
異
な
の
だ
ろ
う
か
。
そ
の

後
こ
の
楓
は
、
実
態
は
不
詳
だ
が
、

代
替
わ
り
し
な
が
ら
現
代
ま
で
親
し

ま
れ
て
き
た
。　
一
時
枯
失
し
た
時
期

も
あ
っ
た
が
、
最
近
で
は
平
成
１７
年
、

本
堂
右
前
の
阿
字
池
の
畔
に
、
文
献

等
を
参
考
に
常
盤
楓
が
植
樹
さ
れ
て

い
る
。
こ
の
楓
も
秋
に
黄
変
し
落
葉

す
る
種
類
で
あ
り
、
本
州

一
帯
に
生

息
す
る
楓
で
、
紅
変
か
黄
変
か
は
別

と
し
て
紅
葉
も
落
葉
も
し
な
い
種
類

は
現
存
し
な
い
よ
う
で
あ
る
。

二
人
の
師
に
学
ん
で

下
懸
宝
生
流

丼
上
　
祐
成

が
、
シ
テ
が
二
人
い
る
よ
う
で
シ
ッ

ク
リ
し
な
か
っ
た
』
と
書
か
れ
て
い

る
の
を
読
ん
だ
こ
と
が
あ
る
が
、
納

得
で
き
る
よ
う
な
気
が
す
る
。

私
が
弥

一
先
生
と
出
会
っ
た
の
は

昭
和
３７
年
の
夏
、
当
時
先
生
が
都
立

駒
込
病
院
に
出
稽
古
に
来
ら
れ
て
い

た
時
で
あ
る
。
一語
を
習
い
始
め
て
最

初
に
指
導
さ
れ
た
こ
と
は

「大
き
な

声
で
一諾
い
な
さ
い
」
と
い
う
こ
と
で

あ
っ
た
。
ま
た
、
先
生
か
ら

「早
稲

っ
て
い
る
が
、
そ
れ
も
既
に
３。
年
以

上
が
た
つ
。

今
、
閑
先
生
は
、
「
ワ
キ
の
謡
で
も

曲
の
登
場
人
物
を
よ
く
理
解
し
て
謡

い
分
け
よ
」
と
指
導
さ
れ
る
。
下
懸

宝
生
流
の
謡
は
ま
す
ま
す
難
し
い
。

ん
。
こ
ど
も
は
１８
歳
以
下
が
対
象
で

す
。
ご
希
望
の
方
は
電
話
か
窓
口
に

て
お
申
込
み
下
さ
い
）

「体
験
し
よ
う
！
」
午
前
ｌｏ
時
半
か
ら

（こ
ど
も
チ
ケ
ッ
ト
ご
購
入
の
方
対
象
）

能

・
狂
言
の
動
き
や
能
の
楽
器
が

体
験
で
き
ま
す
。

（定
員
８。
名
。
要
事
前
予
約
。
先
着
順
）

※
親
子
で
ご
来
場
下
さ
い
。

チ
ケ
ッ
ト
発
売
日

５
月
９
日

（土
）
正
午
か
ら

（初
日
は
電
話

・
Ｗ
ｅ
ｂ
の
み
）

講
座

「梅
若
玄
祥
の
ス
リ
ー
ス
テ
ッ

プ
で
学
ぶ
能
」

９
月
１９
日
（土
）
午
前
ｌｏ
時
３。
分
開
演

ス
テ
ッ
プ
ー
「源
氏
物
語

『夕
顔
巻
』

を
学
ぶ
」
三
田
村
雅
子

（上
智
大
学

特
任
教
授
）

ス
テ
ッ
プ
２

「能

『半
蔀
』
の
詞
章

を
読
む
」
馬
場
あ
き
子

（歌
人
）

ス
テ
ッ
プ
３

「能

『半
蔀
』
を
知
る

―
演
者
の
視
点
か
ら
―
」

梅
若
玄
祥

（シ
テ
方
観
世
流
）

能

「半
蔀
」
（観
世
流
）
梅
若
玄
祥

Ｓ
席
五
千
円
／
Ａ
席
四
千
五
百
円

／
Ｂ
席
四
千
円

チ
ケ
ッ
ト
発
売
日

６
月
１３
日

（土
）
正
午
か
ら

（初
日
は
電
話

。
Ｗ
ｅ
ｂ
の
み
）

横

浜
能
楽

連

盟
連
絡

先

◎
事
務
局
　
倉
藤

Ｔ
Ｅ
Ｌ
Ｏ
四
五
―
八
三
五
―
二
三
六
一

◎
横
浜
能
楽
堂

Ｔ

Ｅ

Ｌ

Ｏ
四

五
―
土

六
三
―

三

〇
五

〇

田
に
も
稽
古
に
行
っ
て
い
る
の
で
君
　
　
２７
年
４
月
～
９
月
の
横
浜
能
楽
堂

下
懸

宝

生

流

の
謡

は
非

常

に
力

強

　

も

来

な

さ

い
」

と

言

わ

れ
、

翌
年

４

　

の
公
演

予
定

は
次

の
通
り

で
す
。

こ

く
謡

う

。
稽

古

を
始

め

る
と
き

に
は

　

月
大

学

２
年

の
時

に
稲
謡

会

に
入
会

　

の
ほ
か
、
毎

月
第

二
日
曜

日

に

「
横

ま

ず

「
大

き

な
声

を

出

し

て
」

と
指

　

し
、
卒
業

す

る
ま

で
ダ

ブ

ル
で
稽
古

　

浜
能
楽

堂
普

及
公
演
―

横
浜

狂

言
堂

導

さ

れ

る
。
従

っ
て
小

さ
な
声

で
謡

　

を

し

て

い
た
だ

い
た
。

そ

の
後
も

昭

　

―

」

を

開
催

い
た

し
ま
す

。

う

と

コ
戸
が
小

さ

い
」
と
叱

ら

れ

る
。
　

和

６。
年

３
月

に
先

生

が
亡

く

な

ら

れ

　

第

６３
回
横

浜
能

私

は
、

そ
れ

が

『
謡

』

と

い
う

も

の

　

る
ま

で

の

２。
数

年

間
、
無

我
夢

中

で

　

６
月

２。
日

（土
）
午

後

２
時

開
演

で
あ

る
と

思

っ
て

い
た

。

し
か

し
あ

　

教
え

て

い
た
だ

い
た
。
弥

一
先

生

に

　

狂
言

「
止

動
方
角
」

る
時

、

シ

テ
方

の
流

儀
を

習

っ
て

い
　
　
つ
い
て

の
思

い
出

は
数
え

切

れ
な

い
　

　

　

　

　

　

　

（和
泉

流
）

野
村

万
蔵

る
友

人

か

ら

「
ど
う

し

て
そ

ん
な

に

　

が
、

昭
和

５６
年

に
先

生

が
人

間
国
宝

　

能

「
西
王

母
」

（観

世
流
）

岡
本
房
雄

怒

っ
て

い
る
よ
う

に
大

き

な
声

で
謡

　

に
認
定

さ

れ
、

そ

の
記
念

と

し

て
開

　

　

Ｓ
席

四
千

円
／

Ａ
席

三
千

五
百
円

う

の
か
」

と
質

問

さ
れ
、
愕

然

と

し

　

か

れ
た
素
謡

会

で

『
隅

田
川
』

の
語

　

　

／

Ｂ
席

三
千
円

た
。

そ

こ

で
、
宝

生
弥

一
先

生

に
お

　

り
を
独

吟

で
す

る
よ
う

に
と

言

わ

れ

　

　

チ
ケ

ツ
ト
発
売

日

尋

ね

し

た

と

こ

ろ
、

「
シ

テ
方

の
謡

　

稽

古

を
始

め
た

が
、

最
初

の

「
さ

て

　

　

３
月

７
日

（土
）

正
午

か
ら

が

柔

ら

か

く

高

い
声

で
謡

う

の
は

、
　

も

。
去
年

三
月

一
五

日
。

や
。

し

か
　

　

　

（初

日
は
電
話

。
Ｗ

ｅ
ｂ

の
み
）

登

場
す

る
人
物

が
大

部

分
女

性

あ

る

　

も

今

日

に

て
候

よ
」

の

「
や
」

が

で

　

夏
休

み
親

子
能
楽

ワ
ン
ダ

ー
ラ

ン
ド

い
は
化

身

で
あ

る
か
ら

で
、

ワ
キ
方

　

き

な
く

て
何
度
も

ダ

メ
を

出

さ
れ

た

　

８
月

８
日

（土
）
午
後

２
時

開
演

は

登

場

人

物

が

現

実

の
人

間

で
あ

　

ゝ
」
と

が
、
今

で
も

懐

か

し
く

思

い
出

　

狂
言

「
柿
山

伏
」

り

、
ま

た
必
ず

男

で
あ

る
か
ら

、

男

　

さ

れ

る
。
　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

（大
蔵

流

）
山
本

則
重

ら

し
さ
を

強

調

し

て
強
く

低

い
声

で

　

　

そ

し

て
、
大

学

３
年

の
秋

、
学

生

　

能

「
殺

生

石
」

（観

世
流

）
武

田
文

志

謡

わ
な

け

れ
ば

な

ら
な

い
。

シ

テ

の

　

能

の
催

し

に

『
女
郎

花

』

の
ワ
キ

で

　

　

お
と

な

Ｓ
席

四
千
円
／

Ａ
席

三
千

柔

ら

か
く
高

い
声

と

ワ
キ

の
強

く
低

　

出
演

し
た
時

に
ご
指

導

を

い
た
だ

い
　

　

五
百

円
／

Ｂ
席

三
千
円

い
声

と

が
相

ま

っ
て
、
能

は
構
成

さ

　

た

の
が
、

現

。
第

１２
世
宗

家

、

人

間

　

　

こ
ど
も

／

千

五
百
円

れ

て

い
る
」

と

教
え

ら

れ
た

。
あ

る

　

国
宝

の
宝

生

閑
先

生

で
あ

る
。

弥

一　

　

※
保
護

者

は

こ
ど
も

と

同
数

ま

で
千

本

で

『
シ

テ
方

の
名

人
と

言

わ

れ
た

　

先

生

が
亡

く

な

ら

れ

て
か

ら
は
、

閑

　

円
引

（
お
子
様

の
お
席

を

お
求

め

に

二

人

が

シ

テ
と

ワ

キ

を

演

じ

た

能

　

先

生

の
ご
指

導

を
受

け

て
今

日

に
至

　

な

ら

な

い
場

合

は

適

用

さ

れ

ま

せ

◎
連
盟
後
援
事
業

「第
百
二
十
回
記
念
海
謡
会
州
剣
「
生
肝

‐‐‐
酬
劇
刊
「
刻
「
劃
生
流
連
合
会
第
２８
回
謡
曲
大
△

８
月
２２
日

（土
）

※
於

・
横
浜
能
楽
堂
、
入
場
無
料


