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「
飛
躍
の
年
」

．
４
苺
■
■
■
Ｉ
氏

横
浜
能
楽
堂

（仮
称
）
の
オ
ー
プ

ン

（舞
台
披
き
）
は
、
平
成
八
年
六

月
と
決
定
い
た
し
て
お
り
ま
す
。
い

よ
い
よ
私
た
ち
横
浜
の
能
楽
愛
好
者

に
と

っ
て
歴
史
的
な
新
時
代
の
到
来

を
迎
え
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

し
た
が

っ
て
、
本
年

（
平
成
七

年
）
は
ま
さ
に
そ
の
重
要
な
準
備
期

と
し
て
、
大
変
大
き
な
意
義
を
も

つ

一
年
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
は
申
す

ま
で
も
な
い
所
で
す
。
開
設
準
備
に

つ
き
ま
し
て
も
、
当
連
盟
が
総
力
を

あ
げ
て
協
力
し
て
行
か
な
け
れ
ば
な

り
ま
せ
ん
が
、
同
時
に
愛
好
者
の
中

核
団
体
と
し
て
、
自
ら
の
組
織
体
制

を
も
う

一
度
見
な
お
し
、
能
楽
堂
が

ス
タ
ー
ト
し
た
あ
と
、
実
質
的
な
後

新
堀
　
曲夏
彦

援
組
織
、
利
用
者
組
織
と
し
て
活
動

し
得
る
よ
う
に
努
力
す
る
必
要
が
あ

る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

私
自
身
も
横
浜
市
内
は
も
と
よ
り
、

神
奈
川
県
内
で
の
同
好
の
士
を
出
来

る
だ
け
鳩
合
し
、
当
連
盟
の
仲
間
と

し
て
参
加
し
て
頂
く
よ
う
に
、
積
極

的
に
取
り
組
ん
で
お
り
ま
す
が
、
会

員
の
皆
様
も
、
そ
れ
ぞ
れ
の
お
立
場

で
是
非
と
も
御
協
力
し
て
頂
き
た
い

の
で
あ
り
ま
す
。

本
年
も
、
本
国
開
催
さ
れ
ま
す

「
五
流
」
の
謡
曲
大
会
、
及
び
秋
の

「第
四
十
三
回
横
浜
能

（十

一
月
十

一
日
と

の
二

つ
の
事
業
を
軸
と
し

て
、
「
飛
躍
の
年
」

に
備
え
て
参
り

ま
す
。

何
卒
御
支
援
の
程
お
願
い
申
し
上

げ
ま
す
。

組
織
の
充
実
強
化
、
謡
曲
人
口
の

発
掘
に
よ
り
、
会
員
の
増
加
を
め
ざ

す
こ
と
が
、
本
年
最
大
の
課
題
で
あ

る
こ
と
を
認
識
し
、
前
進
を
は
か
り

た
い
と
存
じ
ま
す
。

し

を
目
指
し
て

△
〓
　
　
長

平
成
六
年
度
　
第
四
十
二
回
横
浜
能

「
六
浦
」
と

「
土
蜘
蛛
」

当
連
盟
主
催
の
平
成
六
年
度
横
浜

能
は
、
十

一
月
二
十
九
日
横
浜
市
民

会
館
関
内
ホ
ー
ル
に
千
二
百
席
の
見

所
が
満
席
と
な
る
お
客
様
を
迎
え
て

開
催
さ
れ
ま
し
た
。
二
週
間
前
に
す

べ
て
の
観
覧
券
が
完
売
と
な
り
、
そ

の
後
の
お
申
込
み
に
お
応
え
で
き
ず

多
く
の
方
々
に
ご
迷
惑
を
お
掛
け
し

ま
し
た
が
、
主
催
者
と
し
て
は
大
変

嬉
し
い
悲
鳴
で
あ
り
ま
し
た
。

今
回
の
演
目
は
宝
生
流
若
宗
家
英

照
師
の
六
浦
と
金
剛
流
若
宗
家
永
謹

師
の
土
蜘
蛛
の
能
二
番
と
他
四
流
の

仕
舞
に
狂
言
二
人
袴
の
番
組
と
し
ま

し
た
。

六
浦
は
横
浜
市
に
現
在
も
地
名
が

残
り
、
ま
た
金
沢
の
名
刹
称
名
寺
が

物
語
の
舞
台
で
あ
り
な
が
ら
横
浜
で

の
演
能
記
録
が
な
い
ば
か
り
か
、
各

流
共
あ
ま
り
演
じ
て
い
な
い
曲
柄
の

よ
う
で
す
。
横
浜
ゆ
か
り
の
こ
の
曲

を
伝
統
あ
る
横
浜
能
で
是
非
と
も
上

ヽ

演
し
て
市
民
の
皆
様
に
観
て
い
た
だ

き
た
い
も
の
と
新
堀
会
長
が
宝
生
家

に
熱
心
に
お
願
い
し
て
実
現
し
た
も

の
で
す
。

鎌
倉
が
政
治
の
中
心
で
あ

っ
た
時

代
に
中
納
言
為
相
卿
が
詠
ん
だ
歌

「
い
か
に
し
て
こ
の

一
本
に
し
ぐ
れ

け
ん
山
に
先
立

つ
庭
の
も
み
じ
葉
」

に
取
材
し
た
こ
の
曲
の
シ
テ
は
女
性

で
楓
の
精
で
あ
り
地
味
な
が
ら
し

っ

と
り
と
し
た
二
番
目
物
で
、
英
照
師

の
序
之
舞
は
見
所
を
幽
玄
の
境
地

へ

誘

っ
て
く
れ
ま
し
た
。

こ
れ
に
取
合
せ
た
五
番
目
物
の
金

剛
流
土
蜘
蛛
は
全
く
対
象
的
な
馴
染

み
の
曲
で
、

千
筋
の
伝

Ｊ
　
の
小
書
に

聞　漱詢に聞

期
　
り
の虹
の

設　輝践蹴岡

れ
な
ど
大

き
な
型
で

見
所
を
沸
せ
て
く
れ
ま
し
た
。
舞
台

か
ら
橋
掛
り

へ
の
飛
び
返
る
欄
干
越

え
が
、
仮
設
舞
台
の
せ
い
か
見
せ
て

貰
え
な
か

っ
た
の
は
心
残
り
で
あ
り

ま
し
た
。

能
二
番
の
演
者
は
宗
家
と
あ

っ
て
、

日
程
の
厳
し
い
所
を
お
願
い
し
た
た

め
、
横
浜
能
と
し
て
は
久
し
ぶ
り
に

週
日

（火
曜
日
）
で
、
し
か
も
夜
能

と
な
り
当
初
は
切
符
の
売
行
き
が
心

配
さ
れ
ま
し
た
が
、
新
聞
に
も
取
上

げ
ら
れ
前
述
の
よ
う
に
大
成
功
を
納

め
て
、
杞
憂
に
過
ぎ
ず
誠
に
幸
い
で

あ
り
ま
し
た
。

当
日
ご
来
場
の
皆
様
お
よ
び
共
催

の
市
当
局
を
は
じ
め
後
援
し
て
く
だ

さ

っ
た
関
係
者
に
厚
く
御
礼
申
し
上

げ
ま
す
。

（連
盟
常
務
理
事
　
望
月
　
悦
夫
）

「第
四
十
二
回
横
浜
能
決
ま
る
」

平
成
七
年
十

一
月
十

一
日
０
、
市

民
文
化
会
館
関
内
ホ
ー
ル

（中
区
馬

車
道
）
に
お
い
て
、
第
四
十
三
回
の

横
浜
能
が
行
わ
れ
る
こ
と
が
決
定
し

た
。こ

の
所
四
十
回
記
念
能
を
別
と
し

て
、
ほ
ぼ
定
着
し
て
い
た
、
能

（
二

流
二
番
）
、
狂
言
、
各
流
仕
舞

で

一

回
の
上
演
の
形
で
行
わ
れ
る
の
は
こ

れ
で
最
後
と
な
る

（
四
十
四
回
か
ら

は
新
し
い
本
舞
台
で
開
催
さ
れ
る
こ

と
に
な
る
）
。
今
回
は
観
世

「
土
蜘

蛛
」
（
シ
テ
観
世
宗
家
清
和
師
）
、
喜

多

「花
筐
」
（
シ
テ
友
枝
昭
世
師
）
の

二
番
。
昨
年
金
剛
流
若
宗
家
の

「土

蜘
蛛
」
を
拝
見
し
た
ば
か
り
で
あ
る

が
、
観
世
の
宗
家

の

「
土
蜘
蛛
」
も

ま
た
大
い
に
期
待
さ
れ
る
。

「花
筐
」
の
友
枝
師
の
油
の
の
っ
た

演
技
も
注
目
さ
れ
る
所
。
狂
言
及
び

各
流
仕
舞
は
例
年
通
り
。
御
協
力
を

お
願
い
し
ま
す
。
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「謡
曲
と
仕
舞
の
つ
ど
い
」
の
記

能
楽
連
盟
理
事

高

橋

　

利
雄

平
成
六
年
度
宝
生
流
の
謡
曲
と
仕

舞
の
つ
ど
い
が
左
記
に
よ
り
開
催
さ

れ
ま
し
た
。
詳
細
は
当
日
の
番
組
表

に
よ
る
も
、
五
十
余
人
の
出
演
者
に

よ
る
熱
演
で
、
晴
天
に
も
恵
ま
れ
熱

心
な
観
客
共
々
に
、
延
べ
百
六
十
余

人
と
い
う
大
盛
会
裡
に
終
了
す
る
こ

と
が
で
き
ま
し
た
。
尚
、
進
行
よ
ろ

し
き
を
得
て
終
了
時
間
も
予
定
よ
り

早
目
に
十
五
時
三
十
分
に
は
終
演
、

次
に
記
す
。

日
時
　
平
成
七
年
二
月
十

一
日
０
、

十
二
時
二
十
分
よ
り
十
五
時
三
十
分

場
所
　
横
浜
市
磯
子
区
宮
越
記
念
久

良
岐
能
舞
台

主
催
　
横
浜
市
久
良
岐
能
舞
台
運
営

委
員
会

後
援
　
横
浜
市

・
横
浜
能
楽
連
盟

内
容
　
先
ず
二
番
目
物
の
能
に
つ
い

て
の
解
説
に
始
ま
り
、
各
曲
毎
に
概

説
入
り
の
番
組
表
に
よ
り
素
謡
五
番

立
て

（弓
八
幡
、
俊
成
忠
度
、
胡
蝶
、

富
士
太
鼓
、
小
鍛
冶
）
と
仕
舞
四
番

（班
女
、
野
宮
、
善
知
鳥
、
敦
盛
）

と
、
終
り
に
草
紙
洗
の
舞
囃
子
と
い

う
番
組
に
よ
り
行
わ
れ
た
。

こ
の

「
つ
ど
い
」
は
ご
存
知
の
方

も
多
い
こ
と
と
思
い
ま
す
が
、
五
流

の
各
流
儀
が
毎
年
年
間
を
通
し
て
夫

々
が
各
月
々
に
開
催
さ
れ
て
い
る
も

の
で
、
磯
子
区
が
主
体
と
な

っ
て
い

る
も
の
で
す
。
尚
、
宝
生
流
は
毎
年

年
度
末
前
の
二
月
に
当

っ
て
い
る
も

の
で
、
昨
年
な
ど
は
大
雪
に
見
舞
わ

れ
て
の
開
催
と
な
り
、
そ
の
折
は
流

石
に
観
客
は
二
十
数
人
と
い
う
も
の

で
、
延
べ
八
十
人
弱
で
し
た
。
こ
の

「
つ
ど
い
」
も
平
成
元
年
よ
り
始
め

ら
れ
て
、
益
々
盛
会
の
度
を
増
し
て

お
り
、
種
々
の
面
よ
り
斯
道

へ
の
志

向
す
る
人
々
も
多
く
な

っ
て
お
り
、

そ
の
伸
展
に
大
き
く
期
待
さ
れ
る
も

の
で
す
。

久
良
岐
能
舞
台
と
私

観
世
流
梅
若
会

水

野

　
　
力

私
が
初
め
て
宮
越
舞
台

（当
時
）

に
出
さ
せ
て
戴
い
た
頃
は
宮
越
様
御

夫
妻
も
御
健
在
で
、
深
山
幽
谷
の
趣

が
あ
る
庭
を
散
策
し
て
い
る
と
、
時

折
奥
の
お
部
屋
か
ら
笛
や
太
鼓
の
音

が
洩
れ
て
来
て
忽
ち
雅
び
の
世
界
に

誘
わ
れ
た
り
、
又
、
御
夫
妻
の
舞
台

姿
も
拝
見
で
き
た
の
で
あ

っ
た
。

あ
れ
か
ら
何
年
経

っ
た
で
あ
ろ
う
、

舞
台
は
横
浜
市
に
寄
贈
さ
れ
、
建
物

や
庭
園
の
整
備
が
施
さ
れ
て
、
今
は

「宮
越
記
念
久
良
岐
能
舞
台
」
と
し

て
心
地
良
い
環
境
の
も
と
で
数
々
の

催
し
を
楽
し
ま
せ
て
戴
い
て
い
る
。

去
る
二
月
五
日
、
同
舞
台
に
於
て

「観
世
流
梅
若
会
謡
曲
と
仕
舞
の
つ

ど
い
」
が
催
さ
れ
、
私
は
素
謡

「
善

知
鳥
」
の
シ
テ
を
務
め
さ
せ
て
戴
い

た
。私

の
師
杉
山
淑
朗
先
生
は
当
梅
若

Ｌ

会
の
役
員
で
あ
り
、
そ
の
師
土
田
晏

士
師
は
斯
界
に
於
け
る
梅
若
の
重
鎮

で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
環
境
の
中
で

稽
古
を
さ
せ
て
戴
い
て
い
る
の
で

「梅
若
」
に
は
特
に
愛
着
と
親
し
み

を
感
じ
て
い
る
の
で
あ
る
。

今
回
の
番
組
の
筆
頭
に
は
当
舞
台

の
教
室
で
高
橋
則
子
先
生

・
水
野
潔

先
生
方
の
稽
古
を
受
け
ら
れ
た
生
徒

さ
ん
達
の
日
頃
の
練
習
成
果
の
御
披

露
が
あ
り
、
ほ
ほ
え
ま
し
く
又
、
頼

も
し
い
限
り
で
あ
っ
た
。
し
か
も
横

浜
市
の
お
招
き
に
お
集
ま
り
に
な
ら

れ
た
方
々
は
九
十
数
名
に
及
ん
だ
由
、

御
同
慶
の
至
り
で
あ
る
。

近
頃
頓
に
薪
能
に
人
気
が
あ
り
、

盛
況
と
聞
く
が
、
通
り

一
遍
の
興
味

だ
け
で
な
く
、
じ
っ
く
り
と
取
り
組

ん
で
古
典
芸
能
の
素
晴
ら
し
さ
を
知

っ
て
も
ら
い
た
い
と
思
う
。
そ
れ
は

や
が
て
底
辺
の
拡
大
に
繋
が
り
、
斯

道
の
隆
盛
を
も
た
す
と
信
ず
る
か
ら

で
あ
る
。

第
八
十
回
海
謡
会
報
告

静
」
響
幹

中
島
秀
次
郎

海
謡
会
は
久
良
岐
能
舞
台
の
寄
贈

者
宮
越
賢
治
翁
が
昭
和
三
十
年
に
第

一
回
を
開
催
さ
れ
て
以
来
、
去
る
四

月
九
日
の
会
を
以

っ
て
丁
度
第
八
十

回
と
な
り
ま
し
た
。

始
め
は
盛
大
に
記
念
行
事
を
や
ろ

う
と
い
う
案
も
出
て
い
た
の
で
す
が
、

御
子
息
の
太
郎
様
が
病
気
御
療
養
中

と
の
こ
と
で
自
粛
ム
ー
ド
と
な
り
、

会
の
テ
ー
マ
を

「宮
越
賢
治
翁
を
偲

ぶ
会
」
と
し
て
追
悼
の
意
を
表
す
る

こ
と
に
切
り
替
え
ま
し
た
。

宮
越
翁
の
御
遺
徳
を
讃
え
る
浦
部

会
長
の
挨
拶
、
特
に
翁
と
親
し
く
お

つ
き
合
い
し
、　
一
緒
に
芸
を
磨
か
れ

た
女
性
グ
ル
ー
プ
の
素
謡

「
江
口
」
、

井
実
名
誉
師
範
と
広
井
長
老
に
よ
る

独
鼓

「高
砂
」
の
追
悼
演
目
を
中
心

に
所
属
各
会
の
番
組
が
展
開
さ
れ
、

出
演
者
は
重
複
を
除
き
、
正
味
百
十

名
の
多
数
に
の
ぼ
る
盛
会
と
な
り
ま

し
た
。

御
遺
族
と
し
て
は
御
子
息
の
奥
様

と
お
嬢
様
が
遠
路
千
葉
よ
り
お
越
し

に
な
り
、
立
派
な
生
花
を
御
寄
付
下

さ

っ
た
上
、
翁
の
後
継
者
を
目
指
す

私
共
の
演
技
を
長
時
間
に
わ
た

っ
て

御
覧
下
さ
い
ま
し
た
。

同
好
の
後
輩
で
あ
る
私
達
に
道
を

用
意
し
て
下
さ

っ
た
宮
越
翁
の
御
遺

徳
を
偲
び
、
海
謡
会
の
限
り
な
い
発

展
を
願
い
つ
つ
報
告
さ
せ
て
い
た
だ

き
ま
す
。ｔ

洋
子

花
の
季
が
過
ぎ
て
ゆ
く
。
横
浜
に

能
楽
堂
が
生
ま
れ
る
日
も
近
い
。
神

戸
に
震
災
が
あ
り
、
東
京
に
サ
リ
ン

事
件
が
あ
り
、
そ
し
て
知
事
選
も
終

っ
た
。
様
々
の
事
が
あ

っ
て
、
そ
し

て
い
つ
も
心
は
美
し
い
も
の
へ
歓
び

へ
と
、
花
が
陽
に
開
く
様
に
展
け
て

ゆ
く
。
こ
の
四
月
の
始
め
に
法
隆
寺

で

「夢
殿
」
を
友
枝
昭
世
師
が
舞
わ

れ
、
お
供
出
来
た
小
笠
原
さ
ん
の
帰

浜
の

〓
戸
、
「
あ
、
先
生
、
若
々
し

か

っ
た
／
」
の
言
葉
に
、
先
代
宗
家

実
師
の

「夢
殿
」
を
演
じ
る
師
の
精

力
が
想
わ
れ
、
遥
か
に
偲
ぶ
こ
と
も

亦
至
福
な
る
か
な
と
卿
か
の
負
け
惜

し
み
乍
ら
、
土
岐
善
麿
の

「花
を
御

法
の
旅

の
空
…
」
に
始
ま
る
春
の
讃

歌
、
仏
法
を
説
く
調
べ
の
快
さ
に
浸

る
。
お
謡
と
は
ど
う
し
て
こ
う
も
名

文
な
の
か
と
常
々
憫
れ
て
い
る
も
の

だ
か
ら
ギ
薮
文
を
弄
す
る
の
が
辛
い
。

新
年
の
祝
扇
の
小
謡
が
喜
多
流
で
は

土
岐
善
麿
か
ら
馬
場
あ
き
子
に
な
り
、

物
書
く
人
も
歌
詠
む
人
も
能
の
世
界

へ
の
思
い
入
れ
は
深
く
、
数
多
の
大

家
の
名
を
愛
好
者
の
中
に
見
る
。
殊

に
嬉
し
い
の
は
上
村
松
園
の
き
び
し

い
お
稽
古
ぶ
り
を
知
る
こ
と
で
、
こ

よ
な
く
憧
れ
る
あ
の
浄
ら
か
な
画
面

に
そ
の
跡
が
見
え
る
様
な
気
が
す
る
。

健
康
上
の
理
由
で
能
楽
か
ら
俳
句
ヘ

転
じ
た

「松
本
た
か
し
」
は
眼
前
に

春

の

主

2日
流

竹
に

村

御遺族と浦部会長
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在
す
如
く
に
敬
慕
し
て
や
ま
な
い
俳

人
で

「
た
か
し
」
と
平
仮
名
の
名
前

が
目
に
と
び
こ
ん
で
く
る
と
胸
が
と

き
め
く
。
実
、
得
三
の
兄
、
後
藤
夜

半
の
句
も
妙
に
好
き
で
大
好
き
。
花

に
狂
う
は

「桜
川
」
だ
が
、
好
き
こ

そ
物
の
上
手
な
れ
か
ら
、
下
手
の
横

好
き
の
私
ま
で
狂
う
幸
せ
を
終
生
大

事
に
し
て
い
る
人
は
多
い
。
俳
句
は

一
度
狂
う
と
う
ま
く
な
る
と
野
沢
節

子
は
言
う
。
〃上
手
は
困
る
″
と
言

っ

た
の
は
俳
画
の
飯
田
九

一
で
あ
っ
た
。

ど
ち
ら
も
金
科
玉
條
と
し
て
私
を
鞭

打

つ
。
愚
鈍
の
私
に
は
能
は
唯
仰
ぎ

見
る
高
嶺
の
月
で
、
余
生
の
久
し
か

ら
む
事
を
願
う
許
り
。
第
八
号
の
兵

頭
さ
ん
の

「六
浦
」
分
か
り
易
く
楽

し
く
拝
見
し
た
。
村
上
氏
の
お
話
も

っ
と
聞
か
せ
て
頂
き
た
く
、
先
輩
の

生
の
美
味
し
い
物
の
頂
け
る
折
が
欲

し
い
と
思
う
事
切
で
あ
る
。
八
十
二

才
の
岡
崎
益
雄
氏
が
、
謡
曲
私
考
シ

リ
ー
ズ
の
手
作
り
の
御
本
を
出
さ
れ

た
。
非
売
品
だ
が
関
心
の
あ
る
方
に

は
読
ん
で
頂
き
た
い
と
思
う
。
書
き

手
の
情
熱
と

一
途
な
気
持
ち
が
浴
々

と
此
方
へ
向
か
っ
て
来
る
。
御
面
倒

を
お
か
け
し
て
い
る
市
の
方
々
、
新

堀
会
長
を
は
じ
め
役
員

・
会
員
の
皆

様
、
花
冷
、
芽
木
の
嵐
、
花
粉
に
注

意
さ
れ
て
ど
う
ぞ
佳
い
日
々
を
。

し

守
屋
与
四
巳
先
生
の
思
い
出

統一岬
銭
鈍
識
西
田
太
二
郎

金
春
流
の
諸
先
生
方
の
最
高
齢
者

で
、
流
の
元
老
格
と
し
て
日
夜
芸
に

ご
精
励
な
さ
れ
、
諸
行
事
に
も
進
ん

で
参
加
さ
れ
、
門
弟

一
同

悲
嘆
の
極
み
で
あ
り
ま
す
。

思
い
起
こ
せ
ば
昭
和
二

十
年
代
、
例
会
の
場
に
寺

の
広
間
を
使

っ
た
り
、
会

に
は
桜
間
弓
川
先
生
や
、

本
田
先
生
、
高
瀬
先
生
、

梅
村
先
生
、
野
村
先
生
等
、

皆
様
守
屋
先
生
に
ご
協
力

出
演
下
さ
れ
た
も
の
で
す
。

当
時
、
東
芝
川
崎
の
堀
川
工
場
厚

生
課
よ
り
謡
の
講
師
と
し
て
毎
週
工

場

へ
お
見
え
に
な
り
、
小
生
達
の
ご

指
導
を
戴
き
ま
し
た
。

今
で
も
眼
前
に

一
番
強
く
残

っ
て

お
り
ま
す
の
は
、
先
生
の
仕
舞
で
嵐

山
の
勇
壮
な
お
姿
で
す
。
　

横
浜
能

も
桜
間
弓
川
先
生
よ
り
横
浜
は
守
屋

に
ま
か
す
か
ら
と
言
わ
れ
、
第

一
回

か
ら

一
度
も
休
ま
ず
お
勤
め
な
さ
れ

ま
し
た
。

小
生
舟
弁
慶
の
仕
舞
で
長
刀
が
天

井
に
仕
え
る
の
で
、
廊
下
で
お
稽
古

を
し
た
事
も
あ
り
ま
し
た
。
囃
子
の

練
習
も
大
変
細
か
く
な
さ
れ
、
高
砂

の
神
舞
等
二
生
の
思
い
出
と
な

っ
て

い
ま
す
。

先
生
還
暦
の
お
祝
い
と
し
て
計
画

さ
れ
ま
し
た
、
卒
都
婆
小
町
の
円
熟

さ
れ
ま
し
た
名
人
芸
は
、
今
で
も
心

の
灯
火
と
し
て
残

っ
て
お
り
ま
す
。

ま
た
四
十
二
年
度
に
は
重
要
無
形

文
化
財
総
合
指
定
を
受
け
、
平
成
三

年
四
月
に
勲
五
等
双
光
旭
日
章
を
受

賞
さ
れ
ま
し
た
。

今
日
こ
の
頃
在
り
し
日
の
先
生
の

思
い
出
が
次
か
ら
次

へ
と
浮
か
び
出

し
ま
し
て
、
胸
を
締
め
付
け
ら
れ
る

思
い
で

一
杯
で
ご
ざ
い
ま
す
。

こ
れ
か
ら
は
み
ん
な
で
ご
子
息
の

泰
利
先
生
を
も
り
立
て
な
が
ら
、
横

浜
の
金
春
流
の
益
々
の
発
展
を
め
ざ

し
た
い
と
願
う
次
第
で
あ
り
ま
す
。

横
浜
能
楽
堂
建
設
に
寄
せ
て

観
世
流

野
並
　
　
由豆

昭
和
二
十
六
年
、
今
は
亡
き
Ｓ
氏

か
ら
誘
わ
れ
た
の
を
機
に
、
観
世
流

の
謡
曲
を
習
い
始
め
た
の
が
今
に
し

て
数
え
れ
ば
既
に
四
十
数
年
前
、
そ

の
ま
ま
続
け
て
今
日
に
及
ん
で
お
れ

ば
、
少
な
く
と
も
年
数
の
上
で
だ
け

は
結
構
古
手
の
中
に
入
れ
て
貰
え
る

の
で
あ
ろ
う
が
、
そ
こ
が
素
人
の
悲

Ｌ

し
さ
、
途
中
何
度
か
中
断
の
期
間
が

あ
り
、
結
局
習

っ
て
い
た
期
間
よ
り

中
断
の
期
間
の
方
が
遥
か
に
長
く
、

実
質
的
に
は
ご
く
数
年
と
い
う
事
で

あ

っ
て
は
、
同
好
者
の
中
に
あ

っ
て

も
、
あ
ま
り
威
張
れ
た
存
在
で
は
な
い
。

し
か
し
途
切
れ
途
切
れ
な
が
ら
謡

曲
に
親
し
み
、
時
に
は
舞
台
に
上

っ

て
、
シ
テ
と
か
ワ
キ
を
務
め
た
経
験

は
私
に
と

っ
て
は
貴
重
な
経
験
で
、

又
、
そ
の
間
に
得
た
先
輩
、
同
輩
の

顔
と
共
に
、
な

つ
か
し
く
思
い
出
さ

れ
て
来
る
の
で
あ
る
。

そ
ん
な
事
も
縁
と
な

っ
て
、
こ
の

度
の
横
浜
能
楽
堂
建
設
に
当

っ
て
は
建

設
促
進
会
発
足
の
当
初
か
ら
、
役
員
の

一
員
に
加
え
て
戴
き
、
横
浜
市

へ
の

働
き
か
け
に
、
又
、
立
地
が
決
ま

っ

て
か
ら
は
設
計
の
検
討
に
も
参
画
さ

せ
て
戴
き
、
更
に
開
館
の
見
通
し
が

つ
い
て
か
ら
は
、
開
館
準
備
委
員
と

し
て
、
そ
の
運
営
の
面
に
も
意
見
を

申
し
述
べ
る
機
会
を
戴
い
て
お
る
事

は
、
私
に
と

っ
て
無
上
の
光
栄
で
あ

る
と
共
に
大
き
な
喜
び
で
あ
り
ま
す
。

そ
れ
と
共
に
、
こ
の
長
い
期
間
の

間
に
、
坂
本
寿
さ
ん
を
は
じ
め
、
こ

の
能
楽
堂
建
設
に
大
変
熱
心
で
、
そ

の
完
成
を
夢
み
て
お
ら
れ
た
多
く
の

方
が
、
今
日
既
に
故
人
に
な

っ
て
お

ら
れ
る
事
を
思
う
と
、
そ
の
遺
さ
れ

た
意
志
実
現
の
為
に
も

一
層
努
力
し
、

協
力
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
痛
感
し
て
お

り
ま
す
。

時
に
は
そ
の
建
築
現
場
に
も
立
ち

寄
り
、
そ
の
進
捗
状
況
を
見
せ
て
貰

っ
て
お
り
ま
す
が
、
又
、
時
に
は
ラ

ン
ド
マ
ー
ク
タ
ワ
ー
の
最
上
階
の
部

屋
に
上
っ
て
市
街
地
を
見
下
ろ
し
た

時
な
ど
に
も
、
眼
下
に
先
ず
目
に
つ

く
の
が
緑
に
囲
ま
れ
た
掃
部
山
の
一

画
の
能
楽
堂
建
設
現
場
で
あ
っ
て
、

そ
れ
を
見
つ
め
て
い
る
だ
け
で
、
そ

の
槌
音
が
聞
こ
え
て
来
る
よ
う
な
気

持
ち
に
な
り
ま
す
。

明
平
成
八
年
六
月
竣
工
予
定
と
か
。

是
非
立
派
な
誇
る
べ
き
能
楽
堂
を
完

成
し
、
良
き
能
が
演
ぜ
ら
れ
る
事
を

期
待
す
る
と
共
に
、
文
化
都
市
、
国

際
都
市
を
任
ず
る
横
浜
が
こ
の
能
楽

堂
を
起
点
と
し
て
、
日
本
文
化
の
発

信
地
と
し
て
の
機
能
を
十
三
分
に
果

た
す
こ
と
を
祈
る
者
で
あ
り
ま
す
。

久
良
岐
能
舞
台

各
流
謡
曲
と
仕
舞
の
つ
ど
い

平
成
七
年
度
、
久
良
岐
謡
曲
と
仕

舞
の
つ
ど
い
の
日
程
が
決
定
し
た
。

そ
れ
は
市

（磯
子
区
）
と
久
良
岐
能

舞
台
運
営
委
員
会
主
催
、　
一
般
公
募

の
公
式
行
事
で
、
各
流
ア
マ
チ

ュ
ア

の
出
演
で
、
今
回
七
年
目
に
な
る
。

八
月
二
十
七
日
（
日
曜
）
金
剛

九
月
十
日
　
　
（
日
曜
）
喜
多

九
月
二
十
四
日
（
日
曜
）
金
春

十
月
二
十
九
日
（
日
曜
）
観
世

平
成
八
年

二
月
十

一
日
　
（最
誓
）

二
月
二
日
　
　
（
日
曜
）

「鉢木」 守屋与四巳

梅 宝
若 生
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皆
様
と
と
も
に

観
世
流
　
岡

つ
し
か
そ
の
手
に
力
が
入

っ
て
行
き

す
さ
ま
じ
い
早
さ
に
な

っ
た
時
、
手

を
離
し
、
呆
然
と
し
て
空
間
の

一
点

を
見

つ
め
る
。
糸
繰
車
は
彼
女
の
人

生
を
現
し
、
そ
の
手
に
入

っ
た
力
は

悔
恨
と
苦
悩
を
現
し
て
い
る
の
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
か
ら
当
麻
の

シ
テ
の

一
声
、
「
一
念
弥
陀
仏
即
滅

無
量
罪
と
も
説
か
れ
た
り
。
」

ツ」
れ

は
何
と
言
う
深
い
仏
教
の
哲
理
で
あ

り
、
慰
め
な
の
で
あ
ろ
う
か
。

二
百
十
数
曲
の
中
に
謡
い
あ
げ
ら

れ
た
老
若
貴
賤
の
あ
ら
ゆ
る
人
間
模

様
、
そ
れ
は
人
間
の
喜
び
や
悲
し
み

に
対
す
る
優
し
い
共
感
で
あ
り
、
素

晴
ら
し
い
人
間
讃
歌
で
あ
る
。

誰
も
が
渉
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

人
生
の
山
や
河
を
、
私
も
歩
ん
で
来

た
中
で
、
謡
曲
と
言
う
慰
め
を
与
え

ら
れ
て
い
た
こ
と
は
本
当
に
幸
せ
な

こ
と
で
あ

っ
た
。
そ
れ
か
ら
、
そ
の

中
で
沢
山
の
人
達
と
の
出
会
い
が
私

の
生
活
を
豊
か
に
し
て
く
れ
た
こ
と

は
感
謝
に
た
え
な
い
。
約
四
十
年
間
、

懇
ろ
に
ご
指
導
下
さ

っ
た
観
世
鋏
之

丞
師
と
鋏
仙
会
の
方
々
、
横
浜
で
常

に
私
を
導
き
励
ま
し
て
下
さ

っ
た
大

先
達
の
広
井
さ
ん
、
海
謡
会
の
浦
部

会
長
や
竹
村
さ
ん
、
ま
た
相
鉄
謡
曲

部
の
仲
間
た
ち
…
。
み
ん
な
有
難
い

私
の
人
生
の
友
で
あ
る
。

そ
れ
等
の
方
々
を
こ
の
良
き
交
わ

り
の
中
で
、
生
あ
る
限
り
楽
し
み
を

共
に
し
て
行
き
た
い
と
思
う
の
で
あ

Ｚや
。

し

謡

曲

を

習

い
始

め

て

欽
良

噸
教

縫

田
中

　

一
吉

金
剛
流
の
久
良
岐
教
室
に
入
れ
て

頂
い
た
の
は
平
成
五
年
六
月
で
す
か

ら
、
未
だ

一
年
半
程
し
か
た

っ
て
お

り
ま
せ
ん
。
そ
ん
な
私
に
、
「幽
玄
」

へ
寄
稿
を
と
の
こ
と
。

そ
こ
で
、
ま
ず

「幽
玄
」
と
い
う

言
葉
の
意
味
を
、
広
辞
苑
で
調
べ
て

見
る
と
、
「奥
深
く
微
妙

で
、
容
易

に
は
か
り
知
る
こ
と
の
で
き
な
い
こ

と
」
と
出
て
お
り
ま
し
た
。
か
け
出

し
の
私
な
ど
、
ま
だ

「幽
玄
」
の
世

界
に
は
程
遠
い
と
判
り
、
何
か
ほ
っ

と
し
た
よ
う
な
気
持
ち
に
な
り
ま
し
た
。

私
は
こ
の
二
十
年
間
、
休
日
と
い

え
ば
近
く
の
体
育
館
に
出
か
け
、
ボ

ラ
ン
テ
ィ
ア
の
バ
レ
ー
ボ
ー
ル
指
導

に
汗
を
流
す
の
が
日
課
と
な

っ
て
お

り
ま
し
た
。
お
よ
そ

「幽
玄
」
と
は
か

け
は
な
れ
た
、
ス
ポ
ー
ツ
の
世
界
に
関

係
し
て
、
日
を
送

っ
て
い
た
わ
け
で
す
。

六
十
の
手
習
い
で
、
こ
れ
ま
で
と

全
く
違

っ
た
趣
味
を
選
ん
だ
私
が
、

謡
曲
の
稽
古
を
続
け
て
来
ら
れ
た
理

由
に
つ
い
て
考
え
て
見
ま
し
た
。

一
つ
は
、
久
良
岐
能
舞
台
の
素
晴

ら
し
い
環
境
で
す
。　
一
歩
門
を
く
ぐ

る
と
、
都
会
の
中
に
い
る
こ
と
を
忘

れ
て
し
ま
う
よ
う
な
、
静
け
さ
が
あ

り
ま
す
。
四
季
折
々
の
自
然
に
囲
ま

れ
た
由
緒
あ
る
能
舞
台
は
、
初
心
者

の
稽
古
場
と
し
て
は
過
ぎ
た
る
も
の

と
言

っ
て
良
い
で
し
ょ
う
。

も
う

一
つ
は
、
教
室
で
私
た
ち
を

ご
指
導
頂
い
て
い
る
熊
谷
先
生
の
こ

と
で
す
。
稽
古
の
時
に
、
先
生
の
謡

わ
れ
る
朗
々
と
し
た
お
声
を
拝
聴
し

て
い
る
だ
け
で
、
心
の
中
が
洗
わ
れ

て
行
く
よ
う
な
気
に
な
り
ま
す
。
海

外
出
張
の
多
い
忙
し
い
お
仕
事
を
抱

え
な
が
ら
、
我
々
初
心
者
に
対
し
て

も
、
物
語
の
背
景
や
能
と
の
関
わ
り

な
ど
丁
寧
に
判
り
や
す
く
教
え
て
頂
き
、

本
当
に
有
難
い
と
思

っ
て
お
り
ま
す
。

最
後
の

一
つ
は
、
教
室
の
皆
さ
ん

の
和
気
藷
々
と
し
た
雰
囲
気
、
チ
ー

ム
ワ
ー
ク
の
良
さ
が
挙
げ
ら
れ
ま
す
。

お
陰
様
で
、
こ
の
二
月
に
は
横
浜

金
剛
会
の
謡
初
会
で
、
久
良
岐
の
初

舞
台
を
踏
ま
せ
て
頂
き
ま
し
た
。
僅

か
な
時
間
の
舞
台
で
し
た
が
、
終
わ

っ
た
時
に
は
外
で
は
小
雪
が
舞
う
ほ

ど
の
寒
さ
に
も
拘
ら
ず
、
冷
汗
を
び

っ
し
ょ
り
か
い
て
お
り
ま
し
た
。

会
が
終
わ

っ
て
、
参
加
者
の
皆
さ

ん
と
ご

一
緒
に
飲
ん
だ
ビ
ー
ル
の
旨

か

っ
た
こ
と
、
こ
れ
ば
か
り
は
、
ス

ポ
ー
ツ
で
熱
い
汗
を
流
し
た
後
と
同

じ
よ
う
に
爽
や
か
な
も
の
で
し
た
。

「
平
成
七
年
度

定
期
総
会
開
か
る
」

四
月
二
十
八
日
り
開
港
記
念
会
館

に
お
い
て
、
定
期
総
会
が
開
催
さ
れ
た
。

新
堀
会
長
の
挨
拶
、
来
賓
の
佐
野

市
民
局
文
化
部
長
の
祝
辞
が
あ
り
、

浦
部
副
会
長
を
議
長
と
し
、
第

一
号

しヽ

横
浜
能
楽
連
盟
　
連
絡
先

◎
文
書

（輸
送
）
又
は
Ｆ
Ａ
Ｘ
の
場

〈
口
　
〒
２３３
横
浜
市
港
南
区
丸
山
台
二

―
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
市
役
所
　
〇
四
五
―
六
七

一

―
二

一
二

一

市
民
局
文
化
事
業
課
　
渡
辺

議
案
、
六
年
度
活
動
報
告
、
決
算
報

告
、
監
査
報
告
の
承
認
。
第
二
号
議

案
、
七
年
度
活
動
計
画
案
、
予
算
案

を
審
議
、
原
案
通
り
承
認
さ
れ
た
。

第
二
号
議
案
は
役
員
の

一
部
変
更

に
つ
い
て
で
、
渡
井
蘭
子
理
事

（宝

生
）
が
常
務
理
事
に
推
薦
さ
れ
了
承

さ
れ
た
。
そ
の
他
の
事
項
と
し
て
、

第
四
十
三
回
横
浜
能
の
実
行
詳
細
に

つ
い
て

（別
稿
）
。
会
報

「
幽
玄
」

の
原
稿
募
集
に
つ
い
て
。
ま
た
市
文

化
施
設
課
よ
り
、
横
浜
能
楽
堂
の
建

築
進
捗
状
況
に
つ
い
て
報
告
。
さ
ら

に
、
能
楽
堂
開
館
後
の
運
営
方
針
と

第
四
十
四
回
以
降
の
横
浜
能
開
催
方

針
等
に
つ
い
て
、
新
堀
会
長
よ
り
状

況
報
告
が
あ

っ
た
。
平
成
八
年
六
月

下
旬
の
舞
台
披
き
が
内
定
し
て
い
る

だ
け
に
、
八
年
度
後
半
に
予
定
さ
れ

る
、
第
十

一
回
五
流
合
同
横
浜
謡
曲

大
会
の
開
催
や
、
横
浜
能
の
段
ど
り

が
も
う
具
体
的
に
は
じ
ま
ら
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
の
で
、
今
後
益
々
当
連

盟
の
組
織
充
実
が
求
め
ら
れ
、
無
事

終
了
し
た
。

幸

男

私
が
中

学
五
年
の

あ
る
夏
の

夜
の
こ
と

で
あ

っ
た
。

父
が
謡
曲

を
謡

っ
て
い
る
傍
ら
で
何
と
な
く
聞

い
て
い
る
と
、
「
お
前
も
謡

っ
て
見

な
さ
い
」
と
言
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

「
い
や
だ
」
「
何
故

い
や
だ
」
「
足
が

痛
い
か
ら
い
や
だ
」
「
そ
れ
じ

ゃ
あ

ぐ
ら
で
い
い
か
ら
謡
い
な
さ
い
。
私

が

一
句
づ

つ
謡
う
か
ら
そ
の
通
り
や
っ

て
見
な
さ
い
」
と
言
う
様
な
わ
け
で
、

有
無
を
言
わ
せ
ず
や
ら
さ
れ
る
こ
と

と
な

っ
た
。
「
今
日
の
修
羅

の
仇
は

誰
そ
…
」
御
存
知
屋
島
の
キ
リ
で
あ

る
。
い
や
い
や
な
が
ら
謡
わ
さ
れ
た

の
で
あ
る
が
、
想
え
ば
そ
れ
が
父
か

ら
の
最
大
の
遺
産
と
な
り
、
五
十
年

を
超
え
る
私
の
謡
曲
生
活
の
始
ま
り

と
な

っ
た
の
で
あ
る
。

初
め
は
気
も
進
ま
ず
、
た
ど
た
ど

し
い
歩
み
で
あ

っ
た
が
、
何
曲
か
稽

古
を
す
る
中
に
私
は
い
つ
の
間
に
か

曲
の
中
に
あ
る
不
思
議
な
美
し
さ
と

魅
力
の
中
に
ひ
き
込
ま
れ
て
行

っ
た
。

例
え
ば

「
く
ら
べ
来
じ
振
分
け
髪

も
肩
す
ぎ
ぬ
。
君
な
ら
ず
し
て
誰
か

あ
ぐ
べ
き
…
」
と
言
う
優
し
い
恋
の

返
歌
。
お
能
の
安
達
ケ
原
で
シ
テ
が

客
僧
達
の
前
で
糸
繰
車
を
廻
す
。
い


