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再
び
連
盟
の
使
命
に
つ
い
て

〈〓
長

新
堀
　
由豆
彦

横
浜
能
楽
連
盟
は
、
昭
和
二
十
三

年
七
月
十

一
日
、
「
横
浜
能
楽
謡
曲

連
盟
」
の
名
称
で
発
足
し
て
か
ら
、

明

・
平
成
十
年
で
五
十
周
年
を
迎
え

る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

戦
後
の
混
乱
期
に
お
い
て
、
い
ち

早
く
同
好
の
士
が
集
い
、
横
浜
に
お

け
る
明
治

。
大
正

・
昭
和
を
通
じ
て

こ
の
能
楽
謡
曲
の
伝
統
を
継
承
し
、

今
日
ま
で
ゆ
る
ぎ
な
い
発
展
の
道
程

を
創
り
上
げ
ら
れ
た
先
達
に
対
し
て

深
く
敬
意
と
感
謝
の
気
持
ち
を
捧
げ

る
と
共
に
、
現
在
も
御
協
力
を
賜
わ

り
、
横
浜
能
楽
堂
を
中
心
と
す
る
五

流
の
結
東
が
、
ま
さ
に
全
国

一
の
組

織
力
を
も

っ
た
連
盟
に
成
長
し

つ
つ

あ
る
こ
と
を
、
心
か
ら
こ
の
機
会
に

御
礼
申
し
上
げ
た
い
と
存
じ
ま
す
。

本
連
盟
は
、
能
楽
謡
曲
愛
好
者
の

総
合
的
な
団
体

（面
う
ち
の
方
々
ま

で
包
含
す
る
）
と
し
て
活
動
し
て
い

る
ユ
ニ
ー
ク
な
存
在
で
あ
り
ま
す
。

「能
」
そ
の
も
の
が
、
現
在
、
空
前

の
ブ
ー
ム
状
態
に
あ
り
、
「
能
」
を

見
る
方
の
数
は
大
変
多
く
な

っ
て
い

る
こ
と
は
間
違
い
あ
り
ま
せ
ん
し
、

関
心
と
理
解
が
広
が
り

つ
つ
あ
る
こ

と
も
確
か
で
す
が
、
自
ら
謡
い
舞
う

こ
と
を
楽
し
む
層
は
、
前
号
で
も
指

摘
し
た
通
り
、
そ
れ
程
普
及
し
て
い

る
と
は
思
わ
れ
ま
せ
ん
。
む
し
ろ
、

若
い
方
々
の
入
門
は
減
少
気
味
で
あ

る
こ
と
を
憂
う
る
も
の
で
す
。

連
盟

へ
の
個
人
加
盟
者
は
、
ま
ず

そ
の
問
題
に
取
り
組
み
、
二
十

一
世

紀

へ
む
け
て
後
継
者
づ
く
り
に
取
り

組
む
義
務
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。

そ
し
て
、
連
盟

へ
の
加
盟
者
が

一

人
で
も
多
く
な
り
、
真
の
愛
好
者
が

増
え
る
こ
と
に
よ
り
、
日
本

一
の
能

楽
堂
が
、
日
本

一
の
利
用
率
を
誇
る

こ
と
に
な
る
よ
う
に
協
力
し
て
い
く

こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
考
え
ま
す
。

し
か
し
ヽ
能
楽
堂
の
舞
台
を
活
用

す
る
た
め
に
は
、　
一
愛
好
者
、　
一
社

中
の
メ
ン
バ
ー
だ
け
で
は
な
か
な
か

使
い
き
れ
な
い
は
ず
で
あ
り
ま
す
。

各
流
が
グ
ル
ー
プ
化
し
、
組
織
を

つ
く
り
、
能
楽
堂
を
自
己
研
修
と
発

表
の
場
と
し
て
利
用
す
る
こ
と
が
求

め
ら
れ
る
わ
け
で
、
連
盟
は
ま
さ
に

そ
の
タ
バ
ネ
の
役
割
を
果
し
て
い
る

の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

五
十
周
年
を
期
し
て
、
従
来
の
五

流
大
会
に
加
え
て
、
新
人

・
入
門
者

を
中
心
に
五
流
交
流
会
を
開
催
す
る

こ
と
に
し
た
の
も
、
桧
舞
台
で
謡
い

舞
う
こ
と
の
門
戸
を
、
少
し
で
も
広

げ
よ
う
と
す
る
た
め
の
前
進
だ
と
考

え
ま
す
。

連
盟
に
加
盟
し
て
頂
く
方
が
多
く

な
れ
ば
な
る
ほ
ど
、
横
浜
能
楽
堂
と

の
共
存
共
栄
が
は
か
ら
れ
、
私
た
ち

自
身

へ
の
、
目
に
見
え
な
い
大
き
な

利
益
が
帰

っ
て
来
る
こ
と
を
期
待
し

た
い
の
で
す
。

何
流
で
も
結
構
で
す
。　
一
人
で
も

多
く
の
入
門
者
を
増
や
し
、
そ
の
方

々
が
将
来
、
舞
台
で
演
ず
る
こ
と
の

チ
ャ
ン
ス
を
、
少
し
で
も
多
く
す
る

こ
と
、
そ
れ
は
又
、
私
た
ち
自
身
の

舞
台

へ
の
欲
求
を
満
足
さ
せ
る
こ
と

に
も
な
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

謡
曲
や
仕
舞
に
親
し
み
、
稽
古
を

い
と
わ
な
く
な
れ
ば
、
そ
れ
は
直
ち

に
舞
台
で
の
発
表
に
つ
な
が
る
わ
け

で
あ
り
ま
す
。
舞
台
を

つ
と
め
る
回

数
が
増
え
れ
ば
増
え
る
ほ
ど
、
技
価

は
あ
が
り
、
面
白
さ
も
深
ま

っ
て
い

く
こ
と
は
、
経
験
者
は
誰
し
も
知

っ

て
い
る
こ
と
で
す
。

連
盟
は
、
ま
さ
に
五
流
全
体
の
そ

う
し
た
窓
口
と
し
て
機
能
し
、
そ
の

参
加
者
に
広
く
能
楽

・
謡
曲

へ
の
よ

り
深
い
つ
な
が
り
を

つ
け
る
媒
体
と

し
て
の
存
在
に
、
大
き
な
価
値
を
求

め
る
も
の
で
す
。

現
在
、
稽
古
は
し
て
い
な
く
て
も

能
楽
に
関
心
の
あ
る

一
般
の
方
の
ご

入
会
も
心
か
ら
歓
迎
い
た
し
ま
す
。

第
十
三
回
五
流
合
同

横
浜
謡
曲
大
会
を
終
え
て

常
務
理
事

鈴
木
　
力
雄

去
る
六
月
七
日
、
能
楽
連
盟
の
定

例
主
催
事
業
で
あ
る

「
五
流
大
会
」

が
、
昨
年
に
引
き
続
き
今
年
も
能
楽

堂
本
舞
台
で
開
催
さ
れ
ま
し
た
。
素

謡

・
連
吟

・
独
吟
計
二
十
二
番
、
仕

舞

・
舞
囃
子
計
十
七
番
、　
一
調

。
独

鼓
計
三
番
と
各
流
派
盛
り
沢
山
の
出

演
で
、
（観
）
梅
若
会
を
除
く

各
流
派
と
も
予
定
時
間
を
超

え
る
状
況
で
し
た
。

能
楽
堂
で
の
大
会
は
今
年

で
二
回
目
で
す
。
昨
年
、
当

番
で
あ

っ
た
宝
生
流
幹
事
か

ら
説
明
の
あ

っ
た
反
省

・
教

訓
を
踏
ま
え
て
、
当
番
幹
事

で
あ
る
観
世
流
と
し
て
は
大

会
に
臨
ん
だ
の
で
す
が
、
次

回
に
備
え
て
の
積
み
重
ね
と

し
て
、
主
な
反
省
点
を
述
べ

さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

一
、

「
お
稽
古
を
共
有
す

る
素
人
衆
」
と
し
て
、

出
演
者
は
お
互
い
に
演

者
で
あ
る
と
同
時
に
、

観
客
で
あ

っ
て
欲
し
い
。
自
分

の
出
番
が
終

っ
て
も
、
流
派
を

越
え
て
、
見
所
に
い
く
余
裕
が

あ

っ
て
よ
い
の
で
は
な
い
で
し

ょ
う
か
。

二
、
楽
屋
を
各
流
派
着
替
え
の
間

と
し
た
ほ
か
、
婦
人
更
衣
室
と

し
て
三
階
の
研
修
室
二
部
屋
用

意
し
ま
し
た
。
し
か
し
、
楽
屋

は
男
性
の
間
と
な

っ
て
し
ま
う

傾
向
な
の
で
、
研
修
室
四
部
屋

を
各
流
派
婦
人
更
衣
室
と
し
た

ほ
う
が
よ
い
と
思
わ
れ
ま
す
。

三
、
鏡
の
間
、
切
戸
お
よ
び
そ
の

間
の
通
路
で
、
待
機
あ
る
い
は

練
習
中
の
雑
談
は
、
舞
台
に
ま

で
聞
こ
え
ま
す
の
で

「静
粛
」

の
張
り
紙
を
し
た
の
で
す
が
、熱演の 1コ マ
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十
分
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

ま
た
、
楽
屋
の
戸
は
出
入
り
以

外
、
常
に
閉
め
て
お
く
必
要
が

あ
る
と
思
い
ま
す
。

四
、
せ

っ
か
く
の
本
舞
台
出
演
で

す
か
ら
、
お
役
の
方
が
自
ら
見

台
を
持

っ
て
出
る
の
で
は
な
く

で
き
れ
ば
切
戸
担
当
者
が
見
台

を
舞
台
に
準
備
す
る
よ
う
に
し

て
は
如
何
で
し
ょ
う
か
。

こ
の
ほ
か
、
事
務
的
な
反
省
点
も

あ
り
ま
す
が
、
既
に
理
事
会
で
報
告

済
み
で
す
。

今
大
会
は
、
幹
事
の
手
違
い
な
ど

も
あ

っ
て
、
終
了
時
間
が
大
幅
に
遅

れ
ま
し
た
こ
と
を
お
詫
び
申
し
上
げ

ま
す
と
と
も
に
、
出
演
者
の
皆
様
方
、

能
楽
堂
職
員
の
方
々
の
ご
協
力
に
対

し
ま
し
て
厚
く
お
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

能
楽
連
盟
創
立
五
十
周
年

記
念
行
事
に
っ
い
て

常
務
理
事

望

月
　
悦
夫

科
学
の
進
歩
と
激
動
の
二
十
世
紀

も
、
残
り
八
百
日
余
り
で
暮
れ
よ
う

と
し
て
い
ま
す
。
横
浜
能
楽
連
盟
は
、

こ
の
時
代
の
半
世
紀
を
踏
み
越
え
て

着
々
と
発
展
し
、
明
年

（
一
九
九

八
）
五
十
周
年
を
迎
え
ま
す
。

当
連
盟
理
事
会
は
、
半
世
紀
の
節

目
に
当
り
記
念
事
業
を
企
画
し
、
そ

れ
ぞ
れ
準
備
委
員
会
を
発
足
さ
せ
ま

し
た
。

そ
の

一
…
…
横
浜
に
お
け
る
能
楽
に

関
す
る
実
績
を
調
査
し
記
録
と
し
て

編
集

。
発
行

文
明
開
化
の
最
先
端
を
行
く
横
浜

に
古
典
芸
能
の
能
楽
の
稽
古
が
始
ま

っ
た
の
は
、
明
治
十
六
年
と
の
記
録

が
あ
る
。
し
か
し
横
浜
は
大
震
災
と

戦
災
と
で
戦
前
の
資
料
は
殆
ど
皆
無

に
等
し
い
が
、
先
送
り
す
れ
ば

一
層

困
難
に
な
る
の
で
、
こ
の
機
会
に
調

べ
あ
げ
後
世
に
残
す
こ
と
が
、
現
在

能
楽
に
携
わ
る
者
の
つ
と
め
と
、
新

堀
会
長
は
思
い
を
深
く
し
て
い
る
。

そ
の
二
…
…
五
十
周
年
記
念
五
流
謡

曲
大
会

平
成
十
年
七
月
十

一
日
０
、
七
月

十
二
日
０
の
二
日
間
、
横
浜
能
楽
堂

本
舞
台
に
て
、
素
人
に
よ
る
能
四
番

と
舞
囃
子
数
番

（三
役
は
能
楽
師
）

を
加
え
て
、
例
年
通
り
謡
曲
と
仕
舞

の
会
を
盛
大
に
催
す
。

そ
の
三
…
…
第
四
十
六
回
横
浜
能

五
十
周
年
に
相
応
し
い
大
曲
、
宝

生
流
の

「安
宅
」
と
喜
多
流
の

「隅

田
川
」
に
、
他
各
流
の
仕
舞
又
は
舞

囃
子
の
記
念
番
組
を
組
ん
で
、
十

一

月
九
日
０

・
十

一
月
十
日
０
の
二
日

能
を
横
浜
能
楽
堂
で
催
す
。

そ
の
四
…
…
横
浜
五
流
交
流
大
会

別
掲
の
よ
う
に
五
十
周
年
を
機
に
、

能
楽
愛
好
者
の
基
盤
拡
大
を
期
待
し

て
、
毎
年
二
月
頃
開
催
す
る
。

以
上
の
五
十
周
年
記
念
行
事
は
連

盟
役
員
全
員
が
準
備
に
あ
た
っ
て
い

ま
す
が
、
会
員
の
皆
様
か
ら
も
、
多

く
の
ご
意
見
や
ご
助
言
を
頂
戴
し
て

反
映
し
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

ご
協
力
を
お
願
い
申
ｔ
上
げ
ま
す
。

第

一
回
五
流
交
流
大
会

開
催
準
備
進
む

常
務
理
事

鈴
木
　
力
雄

前
号
の
会
報

「
幽
玄
」
（第
十
三

号
）
で
ご
紹
介
し
ま
し
た
横
浜
能
楽

連
盟
の
新
事
業

「五
流
交
流
大
会
」

が
、
平
成
十
年
二
月
七
日
０
十
二
時

か
ら
十
七
時
の
間
予
定
通
り
開
催
さ

れ
ま
す
。

さ
る
七
月
十
日
開
催
さ
れ
た
連
盟

理
事
会
で
、
次
の
ス
ケ
ジ

ュ
ー
ル
が

幹
事
担
当
の
（観
）
梅
若
会
か
ら
示
さ

れ
、
第
１
回
大
会
の
実
施
に
向
け
て

着
々
と
準
備
を
進
め
る
こ
と
が
決
ま

り
ま
し
た
。

八
月
十
五
日
　
各
流
派
あ
て
大
会

案
内
状
送
付

九
月
十
五
日
　
各
流
派
出
演
曲
目

申
込
締
切

（以
後
幹
事
に
よ
る
番
組

編
成
作
業
、
番
組
下
刷
）

十
月
十
五
日
　
各
流
派
あ
て
番
組

下
刷
送
付

（各
流
派
毎
に
下
刷
校
正
）

十

一
月
十
五
日
　
各
流
派
か
ら
の

校
正
締
切

（番
組
印
刷
）

十
二
月
十
五
日
　
番
組
お
よ
び
大

会
運
営
上
の
注
意
事
項
な
ど
各
流
派

あ
て
送
付

こ
の
ス
ケ
ジ

ュ
ー
ル
で
は
、
準
備

が
早
す
ぎ
る
と
お
思
い
の
方
も
あ
ろ

か
と
思
い
ま
す
が
、
年
末
年
始

一
ケ

月
は
実
質
的
に
関
係
者
の
足
並
み
が

揃
わ
な
い
こ
と
を
考
慮
し
た
結
果
で

す
。
年
内
に
は
運
営
の
大
綱
を
終
了

し
、
年
明
け
後
は
手
直
し
程
度
で
済

ま
し
て
、
大
会
に
臨
も
う
と
い
う
わ

け
で
す
。

「第
１
回
五
流
交
流
大
会
開
催
準

備
進
む
」
と
は
申
し
ま
し
て
も
、
こ

の
原
稿
の
締
切
が
九
月
十
五
日
で
す

の
で
、
書
い
て
い
る
現
在
は
各
流
派

か
ら
、
ど
の
程
度
の
申
込
が
あ
る
の

か
、
出
演
メ
ン
バ
ー
は
、
曲
目
は
、

な
ど

一
切
分
か

っ
て
い
ま
せ
ん
。
そ

し
て
、

こ
の
原
稿
が
記
事
と
な
る

「幽
玄
」
十
四
号
が
皆
様
の
お
手
元

に
届
く
頃
に
は
、
大
会
の
番
組
が
ほ

ぼ
出
来
上
が

っ
て
し
ま
い
ま
す
の
で
、

広
報
記
事
と
し
て
は
間
に
合
わ
な
い

と
の
不
安
が
あ
り
ま
す
。
し
か
し
、

「五
流
交
流
大
会
」
が
新
メ
ン
バ
ー

参
加
の
場
と
し
て
、
十
分
に
そ
の
役

割
を
果
た
し
て
く
れ
る
こ
と
を
願

っ

て
書
い
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。

「
五
流
大
会
」
は
既
に
十
三
回
も

続
き
、
各
流
派
と
も
精
鋭
を
出
演
さ

せ
る
傾
向
に
あ
り
ま
す
が
、
「
五
流

交
流
大
会
」
は
、
連
盟
の
会
員

・
非

会
員
を
問
わ
ず
、

こ
れ
ま
で
五
流
大

会
に
出
演
し
た
こ
と
の
な
い
愛
好
者
、

昨
日
今
日
お
稽
古
を
始
め
ら
れ
た
方

を
含
め
て
、
横
浜
能
楽
堂
の
本
舞
台

を
体
験
さ
れ
る
場
で
あ
り
ま
す
。

さ
ら
に
、
そ
の
よ
う
な

「
場
」
の

あ
る
こ
と
が
、
多
く
の

「
見
る
」
だ

け
の
人
々
に
、
謡

っ
て
み
た
い
、
舞

っ
て
み
よ
う
と
踏
み
込
ま
せ
る
こ
と

に
な
れ
ば
と
期
待
し
て
行
わ
れ
る
連

盟
の
主
催
事
業
で
す
。

第
１
回

「五
流
交
流
大
会
」
か
ら
、

こ
の
期
待
が
実
る
こ
と
を
願
う
も
の

で
あ
り
ま
す
。

桜

紀

行

高
岡
　
幸
彦

私
達
は
昭
和
十
八
年
所
謂

「学
徒

動
員
」
で
応
召
し
た
者
で
あ
る
。
当

時
戦
争
が
激
し
く
な
り
、
特
に
下
級

将
校
の
不
足
で
、
そ
れ
ま
で
は
あ
っ

た
、
学
生
が
卒
業
す
る
ま
で
徴
兵
を

延
期
で
き
た

「徴
兵
延
期
」
の
制
度

が
文
化
系
の
学
校
で
は
な
く
な
り
、

急
遠
召
集
さ
れ
軍
務
に
服
し
た
の
で

あ
る
。
そ
し
て
私
は
海
兵
団
に
入
団

し
、
翌
十
九
年
春
に
第
四
期
予
備
学

生
と
な

っ
た
。
そ
し
て
昭
和
十
九
年

暮
れ
に
は
予
備
学
生
を
卒
業
し
夫
々

任
地
に
赴
い
た
の
で
あ
る
。
そ
の
同

期
生
に
京
都
仁
和
寺
の
隣
、
蓮
華
寺

の
住
職
桑
田
善
照
師
と
い
う
お
坊
さ

ん
が
い
た
。
戦
後
彼
の
尽
力
と
四
期

予
備
学
生
全
員
の
悲
願
で
蓮
華
寺
の

境
内
に
海
軍
四
期
予
備
学
生
の
記
念

碑
が
十
五
年
前
に
建
立
さ
れ
た
。
こ

の
記
念
碑
は
普
通
の
記
念
碑
と
は
趣

を
異
に
し
た
も
の
で
、
そ
の
上
に
は

ポ
ー
ル
が
あ
り
、
軍
艦
旗
が
掲
揚
出

来
る
様
に
な

っ
て
お
り
、
又
、
地
下

に
は
四
期
予
備
学
生
全
員
、
数
千
人

の
名
前
が
イ
ロ
ハ
順
に
生
死
の
別
な

く
刻
ま
れ
て
い
る
。
そ
し
て
毎
年
桜
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の
頃

「観
桜
会
」
を
催
し
全
国
か
ら

生
き
残
り
の
者
が
集
ま
り
、
ポ
ー
ル

に
軍
艦
旗
を
掲
げ
、
互
い
の
健
康
を

祝
し
、
逝
き
し
友
に
は
蓮
華
寺
本
堂

で
桑
田
善
照
師
を
導
師
と
し
て
、
全

員
で

「般
若
心
経
」
三
巻
唱

へ
供
養

す
る
事
に
な

っ
て
い
る
。

本
年
は
こ
の
会
は
四
月
八
日
に
催

さ
れ
た
。
京
都
は
全
市
桜

一
色
で
宛

ら

「熊
野
」
の

「
四
条
五
条
の
橋
の

上
」
を
思
わ
せ
る
光
景
で
あ

っ
た
。

齢
の
せ
い
か
、
最
近
は
奥
さ
ん
の
随

伴
が
多
く
な
り
、
私
も
女
房
を
連
れ

て
行

っ
た
。
そ
の
た
め
人
数
は
多
く

「般
若
心
経
」
を
読
経
す
る
に
堂
は

一
杯
で
入
り
き
れ
な
い
状
況
で
あ

っ

た
。夜

の
宴
会
も
終
り
、
翌
日
は
私
共

夫
婦
は
吉
野
を
訪
れ
た
。
吉
野
は
中

学
生
の
時
、
関
西
旅
行
で
訪
れ
た
事

が
あ
る
。
そ
れ
か
ら
六
十
年
も
た

っ

て
い
る
の
で
初
め
て
訪
れ
る
様
な
も

の
だ
が
、
そ
の
頃
の
記
憶
が
鮮
明
に

残

っ
て
お
り
、
も
う

一
度
訪
れ
た
い

と
思

っ
て
い
た
所
の

一
つ
で
あ

っ
た
。

そ
の
時
は
新
緑
の
頃
で
あ
り
、
静
か

な
雰
囲
気
の
中
で
、
如
意
輪
堂
や
京

都
に
向
か

っ
て
築
か
れ
た
後
醍
醐
天

皇
の
御
陵
等
案
内
の
人
に
説
明
さ
れ
、

遠
く
南
朝
の
音
を
思
い
浮
か
べ
た
の

で
あ

っ
た
。

京
都
か
ら
二
時
間
足
ら
ず
で
着
い

た
吉
野
の
駅
は
昔
と
は
思
い
も
よ
ら

ぬ
人
の
波
で
あ

っ
た
。
駅
で
タ
ク
シ
ー

に
宿
ま
で
頼
ん
だ
が
、
そ
れ
も
人
が

多
く
車
輛
通
行
止
め
で
行
け
ぬ
と
途

中
か
ら
歩
か
ね
ば
な
ら
な
か

っ
た
。

宿
に
着
き
、
近
い
蔵
王
堂
を
見
学
し
、

出
た
と
こ
ろ
に
吉
水
神
社
が
あ

っ
た
。

こ
こ
は
義
経
、
後
醍
醐
天
皇
、
秀
吉

等
の
訪
れ
た
部
屋
が
あ
り
、
よ
く
保

存
さ
れ
た
も
の
と
感
心
し
た
。
更
に

外
に
出
て
、
そ
の
境
内
か
ら
初
め
て

吉
野
の
中
千
本
の
桜
を
望
見
し
た
。

そ
の
規
模
の
大
き
い
の
に
唯
、
見
と

れ
て
し
ま

っ。た
。

翌
十
日
に
は
バ
ス
で
上
千
本
ま
で

登
り
、
そ
れ
か
ら
中
千
本
、
下
千
本

と
歩
い
て
下

っ
た
が
、
そ
の
素
晴
ら

し
さ
に
疲
れ
も
忘
れ
、
足
の
悪
い
女

一房
も
頑
張

っ
て
吉
野
の
駅
ま
で
約
七

キ

ロ
の
道
程
を
歩
き
終
え
た
。
桜
の

頃
の
吉
野
は
か
く
も
人
の
集
ま
る
の

は
宜
べ
な
る
か
な
と
思

っ
た
次
第

で

あ
る
。ぶ

し

ゴ

マ
節
勉
強
の
す
す
め

輔爵鈍
鮮　
中
島
秀
次
郎

芸
と
い
う
も
の
は
充
実
し
た
気
力

と
体
力
の
土
台
の
上
に
、
長
年
の
修

練
で
体
得
さ
れ
た
知
識
と
技
術
が
表

現
さ
れ
て
初
め
て
感
動
を
呼
ぶ
も
の

で
、
恐
ら
く

一
期

一
会
的
な
も
の
で

は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
去
る
二
月
、

日
黒
の
喜
多
能
楽
堂
で
演
じ
ら
れ
た

友
枝
昭
世
師
の
山
姥
を
拝
見
し
、
あ

ら
た
め
て
そ
の
感
を
深
く
し
ま
し
た
。

芸
道
は
厳
し
く
、
芸
術
家
に
不
断

の
努
力
を
要
求
す
る
も
の
で
、
人
間

国
宝
の
粟
谷
菊
生
師
が
使

っ
て
お
ら

れ
る

「
日
銭
を
稼
ぐ
」
と
い
う
ュ
ー

モ
ラ
ス
な
言
葉
は
こ
の
不
断
の
努
力

を
表
現
し
た
も
の
と
思
わ
れ
ま
す
。

素
人
の
我
々
は
幸
い
に
し
て
こ
の

よ
う
な
厳
し
さ
は
要
求
さ
れ
ま
せ
ん
。

「下
手
は
下
手
な
り
面
白
や
」
と
楽

し
む
こ
と
の
方
が
大
切
で
、
こ
れ
が

ま
た
人
生
に
豊
か
な
色
ど
り
を
添
え

て
く
れ
ま
す
。
し
か
し
な
が
ら
、
下

手
は
下
手
な
り
と
い
っ
て
も
少
し
で

も
う
ま
く
な

っ
た
方
が
よ
い
こ
と
は

自
明
の
理
で
、
私
が
提
唱
し
た
い
の

は
謡
本
に
つ
き
も
の
の
ゴ

マ
節
の
勉

強
を
積
極
的
に
や
ろ
う
で
は
な
い
か

と
い
う
こ
と
で
す
。

と
こ
ろ
で
プ

ロ
は
謡
本
の
符
号
の

こ
と
を
ど
う
考
え
て
い
る
の
で
し
ょ

う
か
。

平
成
五
年
に
銀
座
の
松
屋
で
観
世

文
庫
の
展
覧
会
が
あ
り
ま
し
た
が
、

展
示
品
の
中
に
ご
く
初
期
の
観
世
宗

家
が
節
づ
け
を
し
た
謡
本
が
何
冊
か

出
て
い
た
こ
と
に
は
び

っ
く
り
し
ま

し
た
。
や
は
り
口
伝
だ
け
で
は
な
く

立
派
な
指
導
書
が
作
ら
れ
て
い
た
の

で
す
。
ま
た
、
私
の
手
元
に
は
家
内

の
大
伯
父
が
愛
用
し
た
も
の
で
、
大

二
十
年
に
廿
四
世
観
世
元
滋
師
が
発

行
さ
れ
た
観
世
流
謡
本
の
全
集
が
あ

り
ま
す
が
、
そ
の
別
冊
と
も
い
う
べ

き
解
説
書
に
は
節
の
こ
と
が
詳
細
に

説
明
さ
れ
て
い
ま
す
。
但
し
前
段
に

は
、
概
略
の
説
明
は
す
る
け
れ
ど
も

「
そ
の
極
緻
妙
締
に
至

っ
て
は
到
底

筆
紙
に
現
せ
ざ
る
も
の
多
々
あ
り
、

そ
は
各
自
、
師
に
依
り
て
博
授
を
侯

つ
べ
き
も
の
な
り
」
と
こ
と
わ
り
書

き
が

つ
い
て
い
ま
す
。

喜
多
流
で
は
昭
和
九
年
に
十
四
世

六
平
太
名
人
が
御
子
息
の
実
師
や
高

弟
の
方
に
節
の
解
説
を
取
り
ま
と
め

さ
せ
て
お
ら
れ
ま
す
が
、
そ
の
緒
言

の
要
旨
を
記
す
と

「近
年
、
謡
曲
学

習
者
の
研
究
が
大
分
科
学
的
と
な
り
、

人
に
よ

っ
て
謡
い
方
が
違
う
と
い
う

こ
と
は
受
け
入
れ
ら
れ
難
い
情
勢
に

あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
節

扱

を

一

定
不
易
の
も
の
と
す
る
こ
と
に
は
芸

そ

が
い

術
の
霊
動
を
阻
硬
す
る
と
い
う
心
配

も
あ
る
。
初
学
の
人
の
疑
惑
を
除
き
、

安
心
し
て
吟
謡
出
来
る
よ
う
に

一
つ

の
基
準
を
示
す
こ
と
に
止
め
た
い
」

と
述
べ
て
お
ら
れ
ま
す
。

こ
れ
を
私
流
に
解
釈
す
る
と
、
謡

曲
に
社
会
性
を
持
た
せ
る
た
め
に
、

一
般
的
な
原
理
を
定
め
て
、
こ
れ
を

個
々
の
実
際
の
ケ
ー
ス
に
適
用
さ
せ

る
、
い
わ
ゆ
る
演
繹
法
的
な
思
考
を

絶
え
ず
念
頭
に
置
き

つ
つ
も
、
芸
術

と
し
て
各
人
の
自
由
な
発
想
、
表
現

を
妨
げ
る
こ
と
の
な
い
よ
う
に
し
よ

う
と
配
慮
し
て
お
ら
れ
る
と
い
う
こ

と
だ
と
思
い
ま
す
。

し
か
し
な
が
ら
、
芸
術
云
々
の
話

は
プ

ロ
で
も

ハ
イ
レ
ベ
ル
の
方
の
話

で
あ

っ
て
、
通
常
は
殆
ど
節
づ
け
に

忠
実
に
謡
わ
れ
て
お
り
ま
す
。
こ
の

こ
と
は
宗
家
の
内
弟
子
の
方
達
の
謡

い
方
や
ラ
ジ
オ
の
Ｆ
Ｍ
放
送
の
素
謡

を
聞
け
ば
よ
く
分
か
り
ま
す
。

昔
と
違
い
、
現
在
で
は
テ
ー
プ
が

簡
単
に
使
え
ま
す
か
ら
、
先
生
の
お

稽
古
の
際
に
テ
ー
プ
を
と
ら
せ
て
い

た
だ
い
て
繰
り
返
し
聞
く
こ
と
、
観

能
の
機
会
を
ふ
や
し
て
経
験
を
積
む

こ
と
、
こ
の
二
つ
に
よ
っ
て
観
世
元

滋
師
の
御
要
請
を
満
た
す
と
共
に
、

ゴ
マ
節
の
勉
強
に
よ
り

一
般
的
な
謡

い
方
を
正
確
に
覚
え
る
こ
と
が
理
に

か
な
っ
た
謡
の
勉
強
法
で
、
練
習
時

間
の
少
な
い
私
共
ア
マ
に
と
っ
て
最

良
の
方
法
で
あ
る
と
お
奨
め
す
る
次

第
で
す
。

楠霧卒一　
中
村
　
泉
美

謡
人
生
五
十
年
、
永
い
道
の
り
を

顧
み
て
、
音
痴
に
近
い
私
が
よ
く
続

い
た
も
の
と
思
う
。
知
人
に
勧
め
ら

れ
て
の
出
会
い
は
中
国

・
青
島
か
ら

引
き
揚
げ
ら
れ
た
観
世
流

（梅
若
△
ｏ

黒
川
正
六
師
範
で
あ

っ
た
。
当
時
は

ま
だ
定
ま

っ
た
稽
古
場
所
も
な
く
、

神
社

・
寺
院
の

一
室
を
借
り
て
行
わ

れ
て
お
り
、
偶
に
無
断
欠
席
の
と
き

で
あ

っ
て
も
、
温
和
な
姿
で
あ

っ
た

こ
と
が
思
い
出
さ
れ
る
。

仄
聞
す
る
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
横

浜
能
楽
連
盟
が
創
立
さ
れ
て
か
ら
、
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早
く
も
五
十
年
を
迎
え
ら
れ
た
と
い

う
。
能
楽
五
流
各
会
派
に
属
す
る
方

々
が

一
致
結
東
、
連
盟
の
護
持
発
展

に
限
り
な
い
情
熱
を
持

っ
て
真
摯
な

活
動
を
続
け
ら
れ
、
加
う
る
に
市
民

各
界
各
層
の
支
援
と
が
相
侯

っ
て
今

日
の
姿
が
あ
る
も
の
と
思
い
ま
す
。

と
り
わ
け
平
成
八
年
に
は
待
望
久
し

い
横
浜
能
楽
堂
の
建
設
を
完
成
さ
れ
、

し
か
も
こ
の
能
楽
堂
は
明
治
八
年
、

元
加
賀
十
三
代
藩
主
前
田
斎
泰
公
に

よ
り
建
立
さ
れ
、
次
い
で
大
正
八
年

に
松
平
頼
寿
伯
邸
に
移
築
さ
れ
て
い

た
、
歴
史
的
に
も
大
変
貴
重
な
建
造

物
と
ｔ
て
市
の
誇
り
得
る
施
設
の

一

つ
と
い
え
る
。

終
り
に
、
梅
若
能
楽
学
院
会
館
控

の
間
の
謡
曲
十
五
徳
と
題
す
る
掲
額

の
文
言
こ
そ
、
斯
道
を
嗜
む
者
の
ま

さ
に
徳
義
そ
の
も
の
で
あ
ろ
う
。

不
行
而
知
名
所

不
習
而
識
歌
道

無
友
而
慰
閑
居

不
思
而
昇
座
上

無
旅
而
得
知
人

不
詠
而
望
花
月

無
薬
而
散
鬱
氣

不
悟
而
知
佛
道

不
望
而
交
高
位

不
老
而
知
古
事

不
馴
而
近
武
芸

不
祷
而
得
神
得

不
意
而
適
養
生

不
想
而
懐
美
人

不
行
而
知
戦
場

　

（出
典
不
詳
）

第
十
回
横
浜
宝
生
流
連
合
会

大
会
開
催
に
つ
い
て

罐
屋
蓬
墓

石
渡
順
之
佐

去
る
八
月
二
十
三
日
、
新
装
の
横

浜
能
楽
堂
に
於
て
、
「
第
十
回
横
浜

宝
生
流
連
合
会
大
会
」
が
行
わ
れ
ま

し
た
。
そ
の
内
容
は
、
素
謡
二
十
二

番
、
仕
舞
十
二
番
、　
一
調
二
番
と
、

盛
り
沢
山
な
プ
ロ
グ
ラ
ム
で
し
た
。

参
加
者
は
、
二
十
社
中
、
及
び
個
人

で
参
加
の
連
合
会
々
員
四
十
九
名
、

会
員
以
外
の
嘱
託
会
の
方
々
、
更
に

は
職
分
の
高
橋
章
先
生
、
塚
田
光
太

郎
先
生
、
大
坪
喜
美
雄
先
生
、
前
田

親
子
先
生
の
四
師
を
お
願
い
致
し
ま

し
て
、
仕
舞
や
素
謡
の
地
頭
を
勤
め

て
頂
き
ま
し
た
。
各
番
組
共
余
り
の

熱
演
の
た
め
、
大
分
終
演
時
刻
が
遅

延
し
て
し
ま
い
ま
し
た
。
最
後
に
四

先
生
の
番
外
仕
舞
を
拝
見
し
、
プ
ロ

の
芸
に
大
い
に
堪
能
致
し
ま
し
た
。

終
了
後
の
懇
親
会
も
、
能
楽
堂
二
階

の
レ
ス
ト
ラ
ン

「舞
」
に
て
行
な
い
、

和
気
調
々
の
中
に
大
い
に
盛
り
上
が

り
、
明
年
を
期
し
た
次
第
で
す
。

そ
も
そ
も
横
浜
宝
生
流
連
合
会
は
、

ス
タ
ー
ト
が
戦
後
間
も
な
く
と
聞
い

て
お
り
ま
す
。
昭
和
二
十
七
年
十

一

月

「横
浜
宝
生
流
謡
曲
大
会
」
の
プ

ロ
グ
ラ
ム
を
お
持
ち
の
方
が
お
り
驚

き
ま
し
た
。
途
中
昭
和
三
十
年
代
か

ら
大
き
く
途
絶
え
て
い
た
も
の
と
伺

っ
て
お
り
ま
す
“
十
年
前
に
復
活
さ

れ
、
こ
こ
に
盛
大
な
大
会
を
催
す
こ

と
が
出
来
た
の
は
、
正
に
先
輩
各
位

の
ご
努
力
、
更
に
は
会
員
、
流
友
の

皆
様
の
お
陰
と
感
謝
申
し
上
げ
る
次

第
で
す
。

現
在
は
、
横
浜
市
及
び
周
辺
都
市

に
お
住
ま
い
の
、
同
好
の
方
々
に
よ

り
会
員
は
百
二
十
名
お
り
ま
す
。
初

心
者
か
ら
、
教
授
嘱
託
免
状
を
お
持

ち
の
方
ま
で
、
男
子
七
十
五
名
、
女

子
四
十
五
名
、
年
令
は
平
均
六
十
才

を
や
や
越
え
て
い
る
位
で
す
。
月
例

会
と
称
し
て
、
毎
月

一
回

（原
則
と

し
て
第
二
土
曜
日
午
後
）
横
浜
市
技

能
文
化
会
館
和
室
に
て
、
素
謡
四
番

の
お
習
会
を
し
て
お
り
ま
す
。
シ
テ

番
の
み
、
申
告
に
よ
り
予
め
決
め
て

お
き
、
他
の
お
役
は
当
日
抽
選
で
決

め
て
い
ま
す
。
地
頭
は
嘱
託
の
方
に

お
願
い
し
て
い
ま
す
。
毎
回
三
十
名

以
上
が
出
席
さ
れ
て
い
ま
す
。

時
節
柄
の
家
庭
事
情
で
、
家
で
は

余
り
大
声
を
出
す
わ
け
に
も
い
か
ず
、

月
例
会
で
四
番
謡
い
上
げ
、
ス
ト
レ

ス
を
排
除
し
、
健
康
保
持
に
大
い
に

効
果
が
上
が

っ
て
い
る
も
の
と
思
い

ま
す
。
こ
う
し
た
月
例
会
の
集
大
成

と
し
て
、
毎
年
八
月
大
会
を
行
う
わ

け
で
、
ま
た
来
年
に
向
け
て
大
い
に

楽
し
く
勉
強
を
続
け
て
行
き
た
い
と

思
い
ま
す
。

公
演
、
講
座
を
開
催
し
ま
す
。

「第
五
回
定
期
公
演
」
十
二
月
二

十
日
０
午
後
二
時
。
狂
言

「縄
絢
」

（大
蔵
）
山
本
則
直
、
能

「鉢
木
」

（金
剛
）
豊
嶋
訓
三
。
正
面
三
千
五

百
円
、
脇
正
面
三
千
円
、
中
正
面

。

二
階
二
千
五
百
円
。
十

一
月
十
六
日

０
か
ら
発
売
。

「第
二
回
特
別
公
演
」

一
月
二
十

四
日
０
午
後
二
時
。
能

「嵐
山
六
喜

多
）
塩
津
哲
生
、
狂
言

「素
抱
落
」

（大
蔵
）
茂
山
千
五
郎
、
能

「
巴
」

（喜
多
）
友
枝
昭
世
。
正
面
五
千
円
、

脇
正
面
三
千
五
百
円
、
中
正
面

。
二

階
三
千
円
。
十
二
月
十
四
日
０
か
ら

発
売
。「第

六
回
定
期
公
演
」
二
月
十
四

日
０
午
後
二
時
。
狂
言

「膏
薬
練
」

（和
泉
）
三
宅
右
近
、
能

「清
経
」

（観
世
）
梅
若
万
紀
夫
。
正
面
三
千

五
百
円
、
脇
正
面
三
千
円
、
中
正
面

。
二
階
二
千
五
百
円
。　
一
月
十
八
日

０
か
ら
発
売
。

「第
八
回
普
及
公
演
」
三
月
七
日

ω
午
後
二
時
。
狂
言

「佐
渡
狐
六
大

蔵
）
善
竹
十
郎
、
能

「千
手
大
宝
生
）

大
坪
喜
美
雄
。
正
面
三
千
五
百
円
、

脇
正
面
三
千
円
、
中
正
面

。
三
階
二

千
五
百
円
。
二
月

一
日
国
か
ら
発
売
。

「講
座

。
人
間
国
宝
に
聞
く
昭
和

能
楽
史
②
」
二
月
八
日
０
午
後
二
時
。

狂
言
方
大
蔵
流

・
茂
山
千
作
さ
ん
を

招
き
、
山
崎
有

一
郎
館
長
と
昭
和
能

楽
史
を
中
心
に
、
様
々
な
話
を
語
っ

て
も
ら
う
。
司
会
は
Ｎ
Ｈ
Ｋ
の
山
田

亜
樹
ア
ナ
ウ
ン
サ
ー
。
チ
ケ

ッ
ト
千

円
、
全
席
自
由
。
十
二
月
七
日
０
か

「り
錢冗
士冗
。

い
ず
れ
も
午
後
二
時
か
ら
会
場
で
。

電
話
予
約
は
午
後
二
時
三
十
分
か
ら
。

電
話
予
約

（
二
六
三
）
三
〇
五
五
、

問
い
合
わ
せ

（
二
六
三
）
三
〇
五
〇
。

＾

編

集

後

記

Ｙ

前
号

「幽
玄
」
に
能
楽
連
盟
初
期

の
資
料
や
情
報
の
提
供
を
呼
び
か
け

ま
し
た
。
連
盟
常
務
理
事
の
副
島
さ

ん
を
通
じ
て
、
金
春
流
々
友
の
塚
本

明
様
か
ら
連
盟
発
足
第

一
号

（昭
和

二
十
三
年
十

一
月
十
日
）
、
第
二
号

の
会
報
や

「謡
曲
コ
ン
ク
ー
ル
参
加

規
定
」
等
、
貴
重
な
資
料
の
ご
提
供

が
あ
り
深
甚
の
感
謝
と
共
に
、
当
時

の
会
報
の
見
事
な
記
事
に
感
心
さ
せ

ら
れ
ま
し
た
。
い
ず
れ
こ
れ
ら
の
貴

重
な
資
料
は
、
来
年
特
別
企
画
で
発

行
さ
れ
る

「横
浜
に
お
け
る
能
楽
の

歴
史

（仮
称
と

に
て
皆
様
に
お
届

け
す
る
こ
と
と
な
り
ま
す
。
（Ｍ
記
）

横
浜
能
楽
連
盟
　
連
絡
先

◎
文
書
郵
送
又
は
Ｆ
Ａ
Ｘ
の
場
合

〒
２３３
横
浜
市
港
南
区
丸
山
台
二
丁
目

二
九
―

一
七
　
新
堀
方

Ｆ
Ａ
Ｘ
　
Ｏ
四
五
―
八
四
四
―
二
九
〇
三

◎
電
話
の
場
合

横
浜
能
楽
堂
　
佐
藤
正
美

Ｔ
Ｅ
Ｌ
　
Ｏ
四
五
―
二
六
三
―
三
〇
五
〇

銹

能
楽
堂
だ
よ
り
鱚

横
浜
能
楽
堂
で
は
、
以
下
の
通
り


