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平
成
一
五
年
三
月
二

0
日
付
中
央
教
育
審
議
会
の
答
申
「
新
し
い

時
代
に
ふ
さ
わ
し
い
教
育
基
本
法
と
教
育
振
興
基
本
計
画
の
在
り
方

に
つ
い
て
」
に
は
、
そ
の
冒
頭
に
「
こ
れ
か
ら
の
教
育
は
「
二
十
一

世
紀
を
切
り
拓
く
心
豊
か
で
た
く
ま
し
い
日
本
人
の
育
成
」
を
目

指
し
、
次
の
五
つ
の
目
標
の
実
現
に
取
り
組
む
べ
き
と
考
え
ま
す
。
」

と
明
記
さ
れ
、
そ
の
「
こ
れ
か
ら
の
教
育
目
標
」
の
第
二
に
「
日

本
の
伝
統
・
文
化
を
基
盤
と
し
て
国
際
社
会
を
生
き
る
日
本
人
の
育

成
」
が
掲
げ
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
基
づ
い
て
、
平
成
一
八
年
―
ニ

月
二
二
日
に
公
布
・
施
行
さ
れ
た
新
し
い
教
育
基
本
法
に
お
い
て
は
、

そ
の
重
要
な
核
の
一
っ
と
し
て
「
伝
統
」
が
提
示
さ
れ
た
。
前
文
に

は
「
伝
統
を
継
承
し
」
と
あ
り
、
第
一
章
教
育
の
目
的
及
び
理
念
、

第
二
条
（
教
育
の
目
標
）
五
項
に
は
「
伝
統
と
文
化
を
尊
重
し
」
と
明

記
さ
れ
て
い
る
。
も
と
よ
り
、
わ
が
国
に
は
優
れ
た
伝
統
と
文
化
が

は
じ
め
に

存
在
し
て
お
り
、
こ
の
条
文
は
す
で
に
内
在
化
さ
れ
て
い
る
と
考
え

ら
れ
も
し
よ
う
が
、
戦
後
半
世
紀
を
超
え
た
現
在
に
お
い
て
、
取
り

立
て
て
明
文
化
さ
れ
る
に
至
っ
た
と
い
う
と
こ
ろ
に
、
わ
が
国
の
「
伝

統
」
を
め
ぐ
る
今
日
的
課
題
が
存
在
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

平
成
一
五
年
―
一
月
七
日
、
国
連
教
育
科
学
文
化
機
関
（
ユ
ネ
ス
コ
）

は
、
伝
統
芸
能
な
ど
無
形
文
化
遺
産
の
継
承
発
展
を
目
的
と
す
る
第

二
回
「
人
類
の
口
承
及
び
無
形
遺
産
の
傑
作
の
宣
言
」
を
発
表
し
、

人
形
浄
瑠
璃
文
楽
が
そ
の
中
の
―
つ
に
選
ば
れ
た
。
そ
の
認
定
以
降
、

人
形
浄
瑠
璃
文
楽
へ
の
社
会
的
関
心
は
一
気
に
高
ま
り
、
教
育
の
場

に
お
い
て
も
芸
術
鑑
賞
会
等
の
形
で
特
別
活
動
の
一
環
と
し
て
、
あ

る
い
は
、
国
語
科
教
科
害
の
古
典
分
野
収
録
教
材
と
し
て
、
取
り
上

げ
ら
れ
る
こ
と
が
多
く
な
っ
た
の
は
事
実
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
前
者
は
視
覚
的
興
味
と
聞
き
慣
れ
ぬ
奏
演
へ
の

関
心
か
ら
の
、
稀
少
価
値
を
持
つ
文
化
遺
産
の
確
認
と
い
う
一
過
性

の
体
験
に
と
ど
ま
り
、
後
者
は
テ
キ
ス
ト
解
釈
に
終
始
し
た
、
日
常

的
な
座
学
授
業
の
中
に
埋
没
し
て
し
ま
う
と
い
う
現
状
が
あ
っ
た
。

ー
浄
瑠
璃
義
太
夫
節
の
現
代
青
少
年
に
よ
る
受
容
の
実
態
か
ら
1

人
形
浄
瑠
璃
文
楽
の
方
向
性
を
考
え
る

多

田

英

俊
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も
ち
ろ
ん
、
鑑
賞
会
の
場
合
に
は
適
宜
解
説
が
組
み
入
れ
ら
れ
る
し
、

事
前
学
習
も
設
定
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
授
業
で
取
り
上
げ
る
場
合

も
、
学
習
指
導
案
に
基
づ
い
た
綿
密
な
計
画
が
立
て
ら
れ
る
は
ず
で

あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
れ
ら
は
す
べ
て
既
存
の
教
育
体
制
に
よ

り
「
与
え
ら
れ
た
も
の
」
に
過
ぎ
ず
、
結
局
の
と
こ
ろ
、
現
代
日
本

の
青
少
年
に
と
っ
て
「
伝
統
」
と
は
内
在
す
る
も
の
で
は
な
く
、
日

常
の
外
側
に
存
在
す
る
も
の
と
な
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

伝
統
芸
能
も
含
め
て
の
演
劇
教
育
、
あ
る
い
は
伝
統
音
楽
の
教
育

現
場
に
お
け
る
取
り
扱
い
に
関
し
て
は
、
近
年
優
れ
た
論
考
が
な
さ

(
l
)
 

れ
て
い
る
。
ま
た
、
地
域
に
残
る
民
俗
芸
能
の
積
極
的
継
承
や
義
務

教
育
に
お
け
る
和
楽
器
の
必
須
化
等
、
周
辺
環
境
も
一
定
改
善
し
つ

つ
あ
る
。
そ
の
中
に
あ
っ
て
、
人
形
浄
瑠
璃
文
楽
が
＂
ロ
ー
カ
ル
な

見
世
物
“
と
し
て
面
白
が
ら
れ
る
の
で
は
な
く
、
ま
た
、
”
活
字
の

羅
列
と
い
う
死
に
体
“
と
し
て
訓
古
・
解
剖
さ
れ
る
の
で
も
な
く
、

若
い
知
性
と
感
性
に
訴
え
掛
け
る
に
は
ど
の
よ
う
な
方
向
性
が
必
要

な
の
で
あ
ろ
う
か
。

明
治
以
来
の
西
洋
文
明
指
向
は
、
西
洋
音
楽
の
み
を
芸
術
と
し
て

認
め
る
傾
向
を
顕
著
に
し
た
。
と
は
い
え
、
日
本
の
伝
統
音
楽
が
、

習
い
事
や
趣
味
の
惟
界
に
あ
っ
て
、
日
々
の
生
活
の
中
に
根
強
く
息

づ
い
て
い
た
こ
と
も
ま
た
事
実
で
あ
る
。
し
か
し
、
戦
後
五
十
年
を

経
過
す
る
間
に
、
周
辺
的
な
音
楽
環
境
を
含
め
て
、
日
本
の
伝
統
音

楽
に
触
れ
る
機
会
は
、
よ
ほ
ど
意
識
的
に
な
ら
な
い
限
り
、
無
に
等

し
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
、
昨
今
の
和
風
の
流
行
や
津
軽

三
味
線
・
和
太
鼓
の
ブ
ー
ム
は
、
日
本
の
伝
統
文
化
に
対
す
る
見
直

し
と
考
え
ら
れ
な
く
も
な
い
。
が
、
そ
の
実
そ
れ
は
、
西
洋
文
化
の

中
に
あ
っ
て
の
一
ア
ク
セ
ン
ト
に
過
ぎ
ず
、
西
洋
音
楽
へ
の
和
楽
器

の
順
応
に
他
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
ま
た
、
能
楽
や
人
形
浄
瑠
璃
文

楽
が
舞
台
芸
術
と
し
て
評
価
さ
れ
る
一
方
、
謡
曲
や
義
太
夫
節
は
日

本
音
楽
と
し
て
認
識
さ
れ
る
よ
り
も
、
腰
を
据
え
て
腹
か
ら
声
を
出

す
と
い
う
、
健
康
法
の
一
環
と
し
て
認
知
さ
れ
て
い
る
と
い
う
現
実

が
あ
る
。
西
洋
の
オ
ペ
ラ
が
西
洋
音
楽
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
て
い

る
こ
と
と
は
、
ま
っ
た
く
対
照
的
で
あ
る
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。

ド
ナ
ル
ド
・
キ
ー
ン
氏
は
「
四
十
二
年
前
の
近
松
」
と
題
す
る
文

章
（
岩
波
書
店
「
図
書
」
二
0
0
四
年
―
二
月
号
巻
頭
）
の
中
で
、
「
時
々
、

三
、
四
年
を
近
松
の
英
訳
に
捧
げ
た
意
味
が
あ
っ
た
の
か
、
と
自
問

す
る
こ
と
が
あ
る
」
と
述
べ
、
近
松
が
世
界
的
に
は
知
ら
れ
る
に
至
っ

て
い
な
い
現
状
を
、
「
私
が
浄
瑠
璃
の
音
楽
性
を
無
視
し
た
た
め
で

あ
る
か
も
知
れ
な
い
」
と
記
し
て
い
る
。
近
松
の
国
の
民
と
し
て
は

何
と
も
恥
じ
入
る
ば
か
り
で
あ
る
が
、
ま
さ
に
至
言
で
あ
ろ
う
。

よ
く
、
人
間
の
「
情
」
は
時
代
や
国
境
を
越
え
て
訴
え
か
け
る
も

の
だ
と
言
わ
れ
る
。
確
か
に
、
人
形
浄
瑠
璃
文
楽
に
お
け
る
「
曽
根

崎
心
中
』
を
例
に
と
っ
て
も
、
欧
米
公
演
の
盛
況
ぶ
り
は
そ
の
物
言

い
が
正
し
い
こ
と
を
示
し
て
い
よ
う
。
し
か
し
、
そ
れ
ゆ
え
に
こ
そ
、

キ
ー
ン
氏
の
言
葉
が
重
み
を
持
っ
て
迫
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。
人
間
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の
感
覚
と
し
て
真
っ
先
に
飛
び
込
ん
で
く
る
視
覚
刺
激
が
、
そ
の
国

の
言
語
に
翻
訳
さ
れ
た
テ
ク
ス
ト
内
容
と
合
致
し
て
意
味
を
持
ち
理

解
さ
れ
る
。
そ
し
て
そ
こ
に
は
分
厚
さ
と
激
し
さ
を
兼
ね
備
え
た
語

り
と
弦
楽
器
に
よ
る
伴
奏
が
あ
っ
た
。
現
代
西
欧
人
の
心
を
つ
か
ん

だ
極
東
の
写
実
的
な
古
典
人
形
劇
と
は
、
し
か
し
そ
の
レ
ベ
ル
で
と

ど
ま
っ
て
い
る
限
り
、
珍
し
い
体
験
で
は
あ
っ
て
も
、
新
た
な
価
値

観
を
築
き
上
げ
る
経
験
と
は
な
ら
な
い
。
「
情
」
が
通
じ
る
と
い
う

点
で
言
え
ば
、
日
本
映
画
で
も
東
南
ア
ジ
ア
の
仮
面
劇
で
も
か
ま
わ

な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
例
え
ば
浮
世
絵
が
フ
ラ
ン
ス
印
象
派
の

絵
画
に
決
定
的
な
影
響
を
与
え
た
こ
と
と
は
ま
っ
た
く
異
な
っ
て
い

る
。
極
東
の
島
国
か
ら
も
た
ら
さ
れ
た
平
面
的
彩
色
画
、
そ
こ
に
独

特
の
様
式
と
構
造
体
系
が
見
出
さ
れ
た
か
ら
こ
そ
、
浮
世
絵
は
歴
と

し
た
芸
術
作
品
と
し
て
西
欧
の
美
術
界
に
お
い
て
も
認
め
ら
れ
た
の

で
あ
る
。我

年
二
十
五
歳
の
時
、
あ
る
夜
、
狐
の
子
別
の
段
を
語
れ
と
申

さ
れ
し
ゅ
へ
、
我
う
れ
し
く
語
り
け
れ
ば
、
フ
ウ
と
ば
か
り
に

て
何
と
も
か
と
も
申
さ
れ
ぬ
ゆ
へ
、
我
も
ふ
し
ぎ
に
お
も
ひ
、

何
ゆ
へ
ま
た
此
子
わ
か
れ
を
御
語
ら
せ
な
さ
れ
候
や
と
問
し

か
ば
、
さ
れ
ば
と
よ
、
貴
さ
ま
去
年
惣
領
娘
を
も
ふ
け
ら
れ
し

に
、
そ
の
う
へ
当
春
京
都
東
山
高
台
寺
開
帳
へ
愚
妻
ま
い
り
し

時
に
、
貴
様
同
道
せ
ら
し
が
、
伏
見
街
道
に
て
雨
に
あ
ひ
、
し

ば
ら
く
休
み
居
ら
る
、
折
か
ら
、
歌
う
た
ふ
て
物
も
ら
ふ
子
比

丘
尼
、
雨
に
そ
ぽ
ぬ
れ
て
行
を
見
て
、
貴
様
申
さ
れ
し
に
は
、

去
年
娘
を
も
ふ
け
し
が
、
若
み
な
し
子
と
な
ら
ば
、
あ
の
ご

と
く
に
迷
ふ
ら
ん
と
い
ひ
な
が
ら
、
涙
を
こ
ぼ
し
申
さ
れ
し
よ

し
、
愚
妻
が
は
な
し
に
て
き
:
た
る
ゆ
へ
、
親
子
の
情
う
つ
る

べ
し
と
お
も
ひ
、
子
わ
か
れ
の
段
を
望
み
し
所
に
、
お
も
し
ろ

く
聞
へ
て
気
の
毒
と
申
さ
れ
し
よ
り
、
人
情
第
一
の
事
を
は
じ

め
て
口
伝
を
受
る
。

竹
本
播
磨
少
橡
（
二
代
義
太
夫
）
の
口
伝
で
あ
り
、
こ
こ
に
は
斯
界

の
第
一
義
的
原
則
が
明
示
さ
れ
て
い
る
。
中
で
も
こ
れ
は
、
三

0
0

年
に
わ
た
り
義
太
夫
節
の
真
髄
が
何
で
あ
る
か
を
揺
る
ぎ
な
い
も
の

と
し
た
一
節
と
い
え
よ
う
。
義
太
夫
節
は
「
語
る
」
も
の
で
あ
っ
て
「
歌

う
」
も
の
で
は
な
い
。
し
か
も
、
そ
の
語
る
と
は
「
情
」
を
第
一
と

す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
以
上
の
論
は
必
要
な
い
よ
う
に
見
え
る
が
、

実
は
「
情
を
語
る
」
以
前
に
、
見
逃
し
て
は
な
ら
な
い
重
大
な
事
柄

が
暗
示
さ
れ
て
い
た
の
だ
。
父
で
あ
る
播
磨
は
、
子
の
順
四
軒
が
語
っ

た
「
葛
の
葉
子
別
れ
」
（
『
芦
屋
道
満
大
内
鑑
」
）
を
、
「
お
も
し
ろ
く
聞

へ
て
気
の
毒
」
と
評
し
た
。
「
親
子
の
情
う
つ
る
べ
し
」
と
の
期
待

は
空
振
り
に
終
わ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
問
題
は
そ
の
「
お

も
し
ろ
く
」
と
い
う
と
こ
ろ
に
あ
る
。
名
人
で
あ
る
父
か
ら
大
曲
を

語
れ
と
望
ま
れ
た
順
四
軒
は
「
う
れ
し
く
」
つ
ま
り
喜
ん
で
語
っ
た
。
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と
あ
る
よ
う
に
、
妻
葛
の
葉
と
童
子
そ
し
て
夫
保
名
と
の
別
れ
は
誰

が
読
ん
で
も
悲
し
み
に
包
ま
れ
る
も
の
で
あ
る
。
順
四
軒
の
場
合
、

「
親
子
の
情
」
が
「
う
つ
る
」
ま
で
に
は
語
り
の
力
が
至
ら
な
か
っ

た
と
い
う
わ
け
な
の
だ
が
、
そ
れ
が
な
ぜ
「
お
も
し
ろ
く
聞
へ
」
た

の
か
。
つ
ま
り
、
「
お
も
し
ろ
く
聞
へ
て
気
の
毒
」
と
は
、
義
太
夫

節
と
い
う
も
の
が
そ
う
聞
こ
え
る
節
付
け
間
合
い
足
取
り
に
な
っ
て

い
る
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。
面
白
く
す
ら
語
れ
な
い
も
の
は
論

外
、
面
白
く
語
れ
て
も
情
が
届
か
な
か
っ
た
の
が
順
四
軒
で
あ
り
、

こ
の
両
者
を
不
可
分
な
く
一
体
と
な
っ
て
語
り
出
せ
た
太
夫
こ
そ
、

名
人
と
呼
ば
れ
る
に
ふ
さ
わ
し
い
、
と
の
謂
い
で
あ
っ
た
の
だ
。
こ

の
よ
う
に
、
「
人
情
第
一
の
事
」
と
は
、
と
ん
で
も
な
い
思
い
違
い

を
呼
び
起
こ
す
口
伝
で
も
あ
っ
た
。
「
情
」
だ
け
を
取
り
出
し
て
伝

え
る
の
で
あ
れ
ば
、
何
も
義
太
夫
節
で
語
る
必
要
は
な
く
、
素
読
で

も
か
ま
わ
な
い
の
で
あ
る
。
「
お
も
し
ろ
く
聞
へ
」
る
音
曲
を
、
「
人

情
第
一
」
と
し
て
語
る
こ
と
、
そ
こ
に
こ
そ
義
太
夫
節
の
難
し
さ
が

一
雫
づ
A

な
み
だ
を
ぬ
ぐ
ひ
て
は
名
残
を
い
ふ
心
な
り

そ
れ
は
当
然
で
あ
る
。
が
、
も
ち
ろ
ん
そ
の
こ
と
が
「
お
も
し
ろ
く

聞
へ
」
た
真
の
理
由
で
は
な
い
。
ま
た
、
詞
章
の
上
か
ら
も
、
こ
の
「
葛

の
葉
子
別
れ
」
に
「
お
も
し
ろ
く
聞
へ
」
る
と
こ
ろ
は
な
い
。
同
書

の
音
曲
口
伝
で
「
子
わ
か
れ
の
段
」
に
つ
い
て

あ
る
。か

つ
て
人
形
浄
瑠
璃
文
楽
は
「
見
に
行
く
も
の
で
は
な
く
、
聞
き

に
行
く
も
の
」
と
言
わ
れ
て
い
た
。
そ
れ
は
、
語
り
物
と
し
て
の
本

質
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
戒
め
で
あ
ろ
う
が
、
多
く
の
人
々

が
ご
く
普
通
に
義
太
夫
節
を
楽
し
ん
で
い
た
と
い
う
事
実
を
も
物

語
っ
て
い
る
。
そ
し
て
そ
の
当
時
、
「
音
楽
性
」
に
つ
い
て
は
、
日

常
生
活
に
溶
け
込
ん
で
い
た
ゆ
え
に
、
い
わ
ば
自
明
の
も
の
と
し
て

話
題
に
さ
れ
る
こ
と
も
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
戦
後
と

り
わ
け
こ
こ
数
十
年
間
は
と
言
え
ば
、
そ
れ
と
は
逆
に
そ
の
「
音
楽

性
」
が
顧
み
ら
れ
る
機
会
を
失
っ
て
い
っ
た
。
も
っ
ぱ
ら
古
典
芸
能

と
し
て
、
能
楽
や
歌
舞
伎
と
同
じ
文
脈
の
中
で
語
ら
れ
て
い
た
の
で

あ
る
。
こ
の
、
い
ず
れ
に
し
て
も
忘
れ
ら
れ
て
い
た
「
音
楽
性
」
と

い
う
側
面
に
光
を
当
て
る
こ
と
に
よ
り
、
人
形
浄
瑠
璃
文
楽
の
、
現

代
に
お
け
る
視
点
を
新
た
に
確
立
で
き
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ

れ
は
一
義
的
に
は
語
り
物
と
し
て
の
浄
瑠
璃
義
太
夫
節
を
そ
の
中
心

に
据
え
る
こ
と
で
あ
り
、
さ
ら
に
は
、
青
少
年
の
ほ
と
ん
ど
が
日
々

主
体
的
に
関
わ
っ
て
い
る
西
洋
音
楽
、
そ
の
音
楽
と
い
う
も
の
の
楽

し
み
、
心
地
よ
さ
、
そ
し
て
豊
か
な
表
現
が
義
太
夫
節
に
も
存
在
し
、

そ
こ
で
慣
れ
親
し
ん
だ
体
系
的
か
つ
構
造
的
な
「
音
楽
性
」
が
、
人

形
浄
瑠
璃
文
楽
の
中
核
を
な
す
も
の
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
こ
と
で
も

あ
る
。
「
人
情
第
こ
に
至
る
前
に
、
「
お
も
し
ろ
く
聞
へ
」
る
音
曲

と
し
て
の
興
味
•
関
心
を
引
き
出
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
。
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方
法

未
来
へ
の
指
針
は
過
去
の
中
に
こ
そ
存
在
す
る
、
そ
れ
こ
そ
が
外
在

化
に
陥
る
こ
と
な
く
内
在
化
へ
と
進
む
道
で
あ
ろ
う
。

「
文
楽
」
が
現
代
青
少
年
に
は
ど
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
受
け
と

ら
れ
て
い
る
か
。
そ
れ
だ
け
な
ら
ば
、
団
体
鑑
賞
後
の
感
想
文
を
見

れ
ば
済
む
こ
と
で
あ
る
。
と
は
い
え
、
「
音
楽
性
」
を
前
面
に
打
ち

出
せ
ば
、
そ
の
独
特
な
話
法
や
奏
法
に
の
み
注
意
が
集
中
し
、
日
本

の
伝
統
芸
能
で
あ
り
総
合
芸
術
で
あ
る
人
形
浄
瑠
璃
文
楽
と
い
う
も

の
を
見
失
う
お
そ
れ
が
あ
る
。
そ
こ
で
、
高
等
学
校
「
古
典
ー
」
の

講
座
に
お
い
て
、
教
材
の
一
っ
と
し
て
扱
い
受
講
す
る
こ
と
に
よ
り
、

日
本
の
古
典
一
千
年
の
流
れ
の
中
に
位
置
づ
け
、
単
発
的
な
投
げ
込

み
で
は
な
く
、
巨
視
的
に
と
ら
え
ら
れ
る
よ
う
に
し
た
。
恣
意
的
に

な
ら
ぬ
よ
う
、
ご
く
自
然
な
形
で
「
音
楽
性
」
に
触
れ
る
よ
う
に
エ

夫
を
巡
ら
し
た
。
と
は
い
え
、
当
該
教
科
書
に
は
浄
瑠
璃
文
学
は
収

録
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
こ
で
、
所
収
さ
れ
て
い
る
も
の
の
う
ち
『
平

家
物
語
」
「
宇
治
川
の
先
陣
」
に
焦
点
を
当
て
、
そ
こ
か
ら
人
形
浄

瑠
璃
文
楽
「
ひ
ら
か
な
盛
衰
記
j

―
一
段
目
「
先
陣
問
答
」
へ
と
つ
な
げ
、

さ
ら
に
は
四
段
目
「
神
崎
揚
屋
」
ま
で
を
対
象
と
す
る
こ
と
と
し
た
。

こ
の
「
神
崎
揚
屋
」
は
人
気
曲
で
あ
り
、
か
つ
義
太
夫
節
に
あ
っ
て

最
も
重
要
か
つ
難
し
い
「
風
」
が
残
さ
れ
て
お
り
、
ま
た
詞
が
多
く

な
る
と
い
う
歌
舞
伎
の
影
響
が
顕
著
と
な
る
以
前
の
作
品
で
も
あ
る

こ
と
か
ら
、
「
音
楽
性
」
に
焦
点
を
当
て
る
に
は
最
適
で
あ
る
と
判

断
し
た
た
め
で
あ
る
。
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
「
先
陣
問
答
」
「
神
崎

揚
屋
」
に
つ
い
て
は
、
テ
キ
ス
ト
も
含
め
教
材
を
自
主
制
作
す
る
こ

と
と
な
っ
た
。

実
際
の
受
講
は
、
以
下
の
通
り
五
時
間
を
配
当
し
て
実
施
し
た
。

第
一
時
…
五
時
間
全
体
の
実
施
計
画
を
提
示
。

教
科
書
所
収
「
宇
治
川
の
先
陣
」
前
半
の
学
習
。

『
平
家
物
語
』
特
有
の
文
体
に
つ
い
て
の
理
解
。

第
二
時
…
同
「
宇
治
川
の
先
陣
」
後
半
の
学
習
。

平
曲
か
ら
浄
瑠
璃
へ
と
「
語
り
物
」
の
系
譜
を
辿
る
。

第
三
時
：
ビ
デ
オ
「
文
楽
」
視
聴
（
約
―
―
1
0
分間）。

人
形
浄
瑠
璃
文
楽
に
つ
い
て
補
足
説
明
。

「
ひ
ら
か
な
盛
衰
記
』
の
作
品
解
説
、
お
よ
び
人
物
関

係
図
の
提
示
。
次
時
「
先
陣
問
答
」
の
テ
キ
ス
ト
配
布
。

第
四
時
：
ビ
デ
オ
「
先
陣
問
答
」
視
聴
（
約
二
0
分間）。

感
想
レ
ポ
ー
ト
1
の
記
入
提
出
。

次
時
「
神
崎
揚
屋
」
の
テ
キ
ス
ト
配
布
、
補
足
説
明
。

第
五
時
…
ビ
デ
オ
「
神
崎
揚
屋
」
視
聴
（
約
三
0
分間）。

感
想
レ
ポ
ー
ト
2
の
記
入
提
出
。

全
体
の
ま
と
め
。
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ま
ず
、
教
科
書
所
収
『
平
家
物
語
」
「
宇
治
川
の
先
陣
」
に
つ
い

て
で
あ
る
が
、
収
録
さ
れ
て
る
箇
所
の
最
後
の
部
分
、
畠
山
重
忠
主

従
の
件
に
つ
い
て
は
カ
ッ
ト
し
た
。
あ
く
ま
で
も
人
形
浄
瑠
璃
文
楽

『
ひ
ら
か
な
盛
衰
記
』
の
導
入
と
し
て
扱
い
た
い
と
い
う
意
図
に
よ

る
。
ま
た
、
本
文
の
解
釈
に
あ
た
っ
て
は
、
梶
原
源
太
漿
季
と
佐
々

木
四
郎
高
綱
と
の
先
陣
争
い
に
焦
点
を
絞
り
、
現
場
の
状
況
を
図
示

す
る
こ
と
に
よ
り
、
臨
場
感
を
持
っ
て
読
解
で
き
る
よ
う
に
し
た
。

「
先
陣
問
答
」
に
お
い
て
、
こ
の
部
分
が
源
太
景
季
の
回
想
と
し
て

語
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
た
だ
し
、
冒
頭
の
情
景
描
写

の
部
分
に
関
し
て
は
、
七
五
調
や
掛
詞
に
も
注
意
し
て
丁
寧
に
読
み

進
め
た
。
語
り
物
と
し
て
の
「
平
曲
」
の
特
徴
を
読
み
と
る
こ
と
が
、

と
り
も
な
お
さ
ず
、
本
題
で
あ
る
浄
瑠
璃
文
学
の
理
解
に
直
結
し
て

い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
り
、
そ
こ
に
は
ま
た
、
「
語
り
物
」
の

系
譜
に
お
け
る
受
容
と
変
容
と
い
う
視
点
が
自
ず
と
生
ま
れ
る
こ
と

に
な
ろ
う
。
な
お
、
詳
細
な
文
学
史
的
言
及
は
避
け
、
単
な
る
知
識

の
獲
得
に
終
わ
ら
な
い
よ
う
に
配
慮
し
た
。

次
に
、
ビ
デ
オ
「
文
楽
」
の
視
聴
に
つ
い
て
。
実
は
、
こ
の
作
品

は
市
販
さ
れ
て
い
る
も
の
で
は
な
い
。
国
立
劇
場
が
開
場
し
、
復
曲

や
通
し
狂
言
等
意
欲
的
な
取
り
組
み
を
行
っ
て
い
た
、
そ
の
一
環
と

し
て
企
画
監
修
さ
れ
た
も
の
で
、
カ
ラ
ー
フ
ィ
ル
ム
全
三
巻
約
三
〇

内
容

分
と
い
う
、
当
時
と
し
て
は
画
期
的
な
作
品
で
あ
る
（
製
作
は
日
映
科

学
映
画
製
作
所
。
今
回
は
個
人
的
に
ピ
デ
オ
テ
ー
プ
ヘ
変
換
し
て
い
た
だ
い
た

も
の
を
使
用
）
。
出
演
者
も
人
間
国
宝
を
初
め
と
し
て
、
昭
和
四
0
年

代
の
黄
金
期
を
作
り
出
し
た
名
人
上
手
た
ち
が
積
極
的
に
買
っ
て
出

て
、
そ
の
至
芸
の
一
端
を
聞
か
せ
見
せ
て
く
れ
て
い
る
。
紹
介
・
入

門
ビ
デ
オ
と
い
う
こ
と
だ
け
な
ら
ば
、
現
在
の
最
新
技
術
で
製
作
さ

れ
た
も
の
が
他
に
あ
る
。
入
手
も
容
易
で
あ
り
、
映
像
・
音
声
と
も

に
鮮
明
で
も
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
ら
は
い
わ
ゆ
る
入
門
用
と
し
て

の
ス
テ
レ
オ
タ
イ
プ
で
散
漫
な
印
象
を
抱
か
せ
る
も
の
が
多
い
。
そ

の
点
こ
の
作
品
は
、
「
極
力
講
義
調
を
避
け
て
映
画
を
見
て
い
る
う

ち
に
本
質
を
肌
で
感
じ
と
れ
る
よ
う
に
配
慮
し
ま
し
た
。
」
（
同
フ
ィ

ル
ム
紹
介
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
掲
載
「
文
楽
に
つ
い
て
」
国
立
劇
場
制
作
室
山
田

庄
一
）
と
あ
る
よ
う
に
、
全
体
と
し
て
人
形
浄
瑠
璃
文
楽
の
世
界
、

そ
の
長
い
伝
統
と
芸
の
力
が
醸
し
出
す
雰
囲
気
を
、
見
事
に
浮
か
び

上
が
ら
せ
て
い
る
。
し
か
も
、
「
従
来
も
い
く
つ
か
文
楽
を
テ
ー
マ

に
し
た
映
画
が
作
ら
れ
ま
し
た
が
、
視
覚
に
訴
え
る
映
画
の
性
質
上
、

ど
う
し
て
も
人
形
に
重
点
が
置
か
れ
た
結
果
、
文
楽
そ
の
も
の
を
理

解
さ
せ
る
に
は
不
十
分
な
点
が
少
な
く
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
こ

で
、
こ
の
映
画
で
は
と
く
に
義
太
夫
節
の
説
明
に
相
当
な
比
重
を
掛

け
、
そ
の
発
生
の
歴
史
か
ら
修
行
の
実
態
、
音
楽
的
な
特
性
ま
で
を

わ
か
り
や
す
く
説
明
し
て
あ
り
ま
す
。
」
（
同
）
と
い
う
特
徴
こ
そ
が
、

今
回
教
材
化
に
あ
た
っ
て
留
意
し
た
「
音
楽
性
」
と
見
事
な
ま
で
に
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合
致
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
実
際
、
視
聴
し
た
受
講
生
の
談
（
こ
れ

に
つ
い
て
は
感
想
レ
ポ
ー
ト
の
記
入
は
求
め
て
い
な
い
の
で
、
資
料
と
し
て
は

提
示
で
き
な
い
）
に
も
、
そ
の
独
特
の
世
界
が
強
く
印
象
に
残
っ
た
と

い
う
も
の
が
多
か
っ
た
し
、
視
聴
後
の
感
想
が
人
形
の
動
き
に
集
中

す
る
こ
と
も
な
か
っ
た
。

続
い
て
『
ひ
ら
か
な
盛
衰
記
』
で
あ
る
。
作
品
解
説
に
つ
い
て
は
、

人
物
関
係
図
を
提
示
し
て
梗
概
を
整
理
す
る
に
留
め
、
時
代
物
浄
瑠

璃
に
見
ら
れ
る
筋
の
複
雑
さ
に
煩
わ
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
よ
う
に
配

慮
し
た
。
梶
原
一
家
に
つ
い
て
は
、
源
太
景
季
を
中
心
に
、
母
延
寿
、

弟
景
高
、
恋
人
千
鳥
、
そ
し
て
父
景
時
を
押
さ
え
た
。
そ
の
際
、
今

回
取
り
上
げ
る
部
分
が
、
二
段
目
ー
四
段
目
と
つ
な
が
る
と
こ
ろ
（
角

書
に
あ
る
「
矢
簸
梅
」
）
で
あ
る
こ
と
を
示
し
、
時
代
物
浄
瑠
璃
の
五
段

構
成
に
つ
い
て
も
、
そ
の
音
曲
的
特
性
と
関
連
付
け
て
確
認
を
行
っ

た
。
ち
な
み
に
、
初
段
ー
三
段
目
（
角
書
「
逆
櫓
松
」
）
の
方
に
つ
い
て
は
、

上
記
梗
概
の
整
理
で
触
れ
る
以
上
の
こ
と
は
避
け
た
。

二
段
目
「
先
陣
問
答
」
は
、
『
平
家
物
語
」
「
宇
治
川
の
先
陣
」
と

直
接
関
わ
る
部
分
で
あ
る
。
一
段
の
構
成
上
は
切
場
「
源
太
勘
当
」

の
前
、
「
梶
原
館
」
か
ら
続
く
場
面
で
、
節
付
よ
く
変
化
も
あ
り
、

聞
き
所
で
あ
る
。
人
形
も
ま
た
個
性
が
明
確
で
面
白
く
、
各
々
の
人

物
像
と
そ
の
関
係
を
把
握
す
る
た
め
に
も
適
所
で
あ
る
。
テ
キ
ス
ト

は
、
「
床
本
集
」
（
国
立
文
楽
劇
場
公
演
プ
ロ
グ
ラ
ム
所
収
）
か
ら
転
載
し

た
も
の
を
、
一
部
教
育
上
の
配
慮
か
ら
句
読
点
や
漢
字
等
を
読
み
や

す
く
改
め
て
作
成
し
た
。
詞
章
の
点
検
・
照
合
と
し
て
、
岩
波
古
典

文
学
大
系
「
浄
瑠
璃
集
上
」
を
用
い
た
。
さ
ら
に
、
「
宇
治
川
の
先
陣
」

本
文
に
相
当
す
る
部
分
を
罫
線
囲
み
と
し
、
『
平
家
物
語
』
と
の
比

較
検
討
が
容
易
に
で
き
る
よ
う
に
し
た
。
そ
れ
を
前
時
の
終
わ
り
に

配
布
し
、
事
前
に
目
を
通
し
て
お
く
よ
う
指
示
し
た
。
視
聴
し
た
ビ

デ
オ
は
、
昭
和
六
三
年
十
一
月
大
阪
国
立
文
楽
劇
場
に
お
い
て
通
し

狂
言
が
行
わ
れ
た
際
に
、

N
H
K
が
中
継
録
画
し
た
も
の
。
視
聴
後

の
感
想
レ
ポ
ー
ト
ー
に
つ
い
て
は
、
あ
ら
か
じ
め
用
紙
を
配
布
し
、

鑑
賞
の
ポ
イ
ン
ト
を
押
さ
え
ら
れ
る
よ
う
に
し
た
。
ま
た
、
視
聴
後

に
こ
ち
ら
か
ら
鑑
賞
に
か
か
わ
る
発
言
を
す
る
こ
と
は
避
け
、
む
し

ろ
、
何
で
も
各
自
が
思
っ
た
こ
と
感
じ
た
こ
と
を
そ
の
ま
ま
書
け
ば

よ
い
と
い
う
旨
を
伝
え
た
。
な
お
、
こ
の
感
想
レ
ポ
ー
ト
は
出
席
（
提

出
）
の
有
無
を
確
認
す
る
た
め
に
記
名
式
で
あ
る
。
ま
た
、
次
回
予

告
と
合
わ
せ
、
母
延
寿
の
慈
悲
に
よ
り
腰
元
千
鳥
を
連
れ
て
の
源
太

勘
当
に
至
る
経
緯
を
略
説
し
て
お
い
た
。

最
後
に
、
四
段
目
「
神
崎
揚
屋
」
の
ビ
デ
オ
を
視
聴
し
、
感
想
レ

ポ
ー
ト
2
の
記
入
提
出
を
求
め
た
。
こ
の
一
段
は
「
宇
治
川
の
先
陣
」

と
は
直
接
の
関
係
が
な
く
、
「
平
家
物
語
』
中
に
も
記
載
の
な
い
箇

所
で
あ
る
が
、
そ
れ
ゆ
え
に
こ
そ
、
近
世
浄
瑠
璃
文
学
、
人
形
浄
瑠

璃
文
楽
の
特
徴
、
独
自
性
を
考
え
る
に
ふ
さ
わ
し
い
。
が
、
切
場
ゆ

え
に
丸
々
一
時
間
と
い
う
大
場
で
あ
る
の
で
、
五

0
分
を
基
本
単
位

と
す
る
受
講
現
場
に
対
応
さ
せ
る
べ
く
、
次
の
よ
う
な
処
置
を
行
っ
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た
。
感
想
レ
ポ
ー
ト
の
記
入
を
考
え
て
、
ビ
デ
オ
視
聴
の
時
間
は

三

0
分
程
度
と
な
る
の
で
、
冒
頭
か
ら
姉
お
筆
と
の
対
話
に
至
る
部

分
を
カ
ッ
ト
し
、
姉
が
退
場
し
て
源
太
景
季
が
登
場
す
る
と
こ
ろ
か

ら
段
切
ま
で
を
視
聴
す
る
。
千
鳥
が
梅
ヶ
枝
と
い
う
名
で
神
崎
揚
屋

に
勤
め
て
い
る
現
状
は
、
視
聴
前
に
簡
単
に
知
ら
せ
て
お
く
。
視
聴

し
た
ビ
デ
オ
は
昭
和
五
二
年
七
月
大
阪
朝
日
座
で
の
公
演
、
二
段
目

と
四
段
目
と
を
併
せ
た
半
通
し
狂
言
で
の
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
N

H
K
が
中
継
録
画
し
た
際
、
字
幕
ス
ー
パ
ー
入
り
で
放
映
さ
れ
た
も

の
を
使
用
し
、
詞
章
を
聞
き
と
る
こ
と
に
汲
々
と
す
る
こ
と
の
な
い

よ
う
配
慮
し
た
。
テ
キ
ス
ト
に
関
し
て
は
、
平
家
物
語
か
ら
離
れ
て

浄
瑠
璃
の
音
曲
的
特
性
に
つ
い
て
考
え
ら
れ
る
一
段
で
あ
る
の
で
、

岩
波
古
典
文
学
大
系
『
浄
瑠
璃
集
上
」
所
収
の
、
節
章
記
入
あ
る

も
の
を
そ
の
ま
ま
利
用
す
る
こ
と
に
し
た
。
配
布
に
つ
い
て
は
、
や

は
り
前
時
の
最
後
と
し
た
が
、
そ
の
際
に
フ
シ
ー
地
ー
色
ー
詞
と

い
う
音
曲
成
分
の
階
層
構
造
と
そ
の
意
味
に
つ
い
て
簡
単
に
触
れ
、

愁
嘆
を
表
現
す
る
ス
ヱ
テ
や
、
新
た
な
場
面
の
開
始
を
告
げ
る
ハ
ル

フ
シ
な
ど
、
特
徴
的
な
節
章
に
つ
い
て
も
注
意
を
喚
起
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
そ
の
「
音
楽
性
」
が
、
実
際
の
奏
演
を
視
聴
す
る
に
あ
た

り
、
意
識
的
に
受
け
取
ら
れ
る
こ
と
を
期
し
た
。
専
門
的
な
節
章
説

明
は
、
視
聴
後
に
よ
り
突
っ
込
ん
だ
質
問
等
が
あ
れ
ば
そ
れ
に
答
え

る
形
で
行
う
こ
と
に
し
た
。
受
講
者
側
の
理
解
お
よ
び
興
味
•
関
心

が
、
主
体
的
に
発
展
す
る
こ
と
は
最
も
望
ま
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

人
形
浄
瑠
璃
文
楽
が
総
合
芸
術
と
し
て
理
解
さ
れ
た
の
か
、
と
り

わ
け
、
そ
の
「
音
楽
性
」
に
関
し
て
の
認
識
は
ど
う
で
あ
っ
た
の
か
、

そ
れ
を
知
る
手
掛
か
り
は
受
講
者
の
生
の
声
、
つ
ま
り
視
聴
後
の
感

想
レ
ポ
ー
ト
に
あ
る
（
別
掲
資
料
1
お
よ
び
資
料
2
)
。
具
体
的
検
討
を

加
え
る
に
あ
た
っ
て
、
記
さ
れ
た
内
容
を
項
目
別
に
整
理
し
、
そ
れ

ぞ
れ
に
つ
い
て
特
徴
的
な
事
柄
を
ま
と
め
て
み
た
。
な
お
、
一
っ
の

指
標
と
し
て
、
講
座
受
講
者
の
う
ち
の
何
人
が
各
項
目
に
つ
い
て
言

及
し
て
い
た
の
か
を
、
（
）
に
数
字
で
掲
げ
て
お
い
た
。
ち
な
み
に
、

当
講
座
の
登
録
人
数
は
四

0
名
で
あ
る
（
京
都
教
育
大
学
附
属
高
等
学
校

三
七
期
生
第
三
学
年
時
）
。

①
感
想
レ
ポ
ー
ト
ー
「
先
陣
問
答
」
（
出
席
・
提
出
者
38
名）

a

「
宇
治
川
先
陣
」
（
『
平
家
物
語
」
）
を
ど
の
よ
う
に
脚
色
し
て

あ
る
か
。

(34)

b

そ
の
脚
色
を
活
か
す
た
め
に
ど
の
よ
う
な
演
出
上
の
エ

夫
が
な
さ
れ
て
い
る
か
。

ア
．
太
夫

(26)

イ
．
三
味
線

(25)

ウ
．
人
形

(28)

②
感
想
レ
ポ
ー
ト
2
「
神
崎
揚
屋
」
（
出
席
・
提
出
者
36
名）

分
析
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梅
ヶ
枝
（
千
鳥
）
の
心
情
お
よ
び
そ
の
変
化
を
ど
の
よ
う

に
描
出
し
て
い
る
か
。

ア
．
構
成
・
内
容
等

(15)

イ
．
太
夫
(
1
8
)

ウ
．
三
味
線

(25)

エ
．
人
形
(
3
1
)

ま
ず
、
①

a
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
中
世
の
語
り
物
で
あ
る
「
平
家

物
語
』
を
、
近
世
の
浄
瑠
璃
文
学
で
あ
る
『
ひ
ら
か
な
盛
衰
記
』
が

ど
の
よ
う
に
受
容
し
ど
う
変
容
さ
せ
た
か
、
に
関
わ
る
項
目
で
あ
る
。

今
回
の
主
題
で
あ
る
「
音
楽
性
」
と
は
直
接
関
係
は
な
い
が
、
前
述

の
通
り
、
人
形
浄
瑠
璃
文
楽
を
江
戸
期
の
孤
立
し
た
伝
統
芸
能
と
し

て
と
ら
え
る
こ
と
の
な
い
よ
う
に
と
の
配
慮
に
よ
る
。
受
講
者
の
う

ち
約
九
割
が
何
ら
か
の
形
で
言
及
し
て
お
り
、
意
識
し
や
す
い
項
目

で
あ
っ
た
よ
う
だ
。
平
家
物
語
に
比
し
て
登
場
人
物
が
増
え
て
い
る

と
い
う
指
摘
は
当
然
で
あ
る
が
、
そ
れ
が
単
に
人
数
の
問
題
で
は
な

く
、
梶
原
家
の
内
部
事
情
と
も
言
う
べ
き
兄
弟
の
争
い
と
し
て
と
ら

え
ら
れ
て
お
り
、
千
鳥
を
め
ぐ
る
色
恋
の
情
を
絡
ま
せ
た
と
す
る
的

確
な
指
摘
が
多
か
っ
た
。
ま
た
、
宇
治
川
の
情
景
が
平
家
物
語
で
は

地
の
文
に
お
け
る
描
写
で
あ
っ
た
も
の
が
、
ひ
ら
か
な
盛
衰
記
で
は

源
太
景
季
を
中
心
と
す
る
登
場
人
物
に
よ
っ
て
語
ら
れ
再
現
さ
れ
て

い
る
、
と
記
し
た
も
の
も
数
人
あ
り
、
「
先
陣
問
答
」
と
い
う
段
名

a
 

の
主
題
を
し
つ
か
り
つ
か
ん
で
い
た
こ
と
は
、
評
価
す
る
に
値
し
よ

う
。
ま
た
、
「
音
楽
と
演
劇
の
一
体
化
」
「
歌
の
歌
詞
の
よ
う
に
し
て

い
る
」
等
、
人
形
浄
瑠
璃
文
楽
と
い
う
形
式
の
本
質
を
突
い
た
も
の

も
あ
っ
た
（
な
お
、
受
講
者
の
感
想
を
そ
の
ま
ま
書
き
抜
い
た
も
の
は
、
引

用
括
弧
の
中
に
入
れ
て
区
別
し
て
あ
る
）
。

①
b
は
、
三
業
の
表
現
に
つ
い
て
尋
ね
た
も
の
で
あ
る
。
当
初
の

目
的
か
ら
す
れ
ば
、
太
夫
と
三
味
線
に
絞
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
よ
う

が
、
受
講
者
の
多
く
が
初
め
て
人
形
浄
瑠
璃
文
楽
に
接
す
る
の
で
あ

り
、
も
っ
と
も
印
象
に
残
り
や
す
い
人
形
の
動
き
に
つ
い
て
問
う
こ

と
を
し
な
け
れ
ば
、
か
え
っ
て
不
自
然
に
な
る
こ
と
を
危
惧
し
た
の

で
あ
る
。
蓋
を
開
け
て
み
る
と
、
舞
台
上
の
人
形
に
目
が
引
き
つ
け

ら
れ
て
し
ま
う
の
で
は
と
思
わ
れ
た
も
の
が
、
太
夫
・
三
味
線
・
人

形
に
対
す
る
コ
メ
ン
ト
が
ほ
ぼ
同
比
率
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
耳
も

目
も
と
も
に
よ
く
働
い
て
い
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
「
音
楽
性
」
に

対
し
て
自
然
に
意
識
さ
れ
て
い
た
と
と
ら
え
る
こ
と
も
可
能
で
あ

る
。
で
は
、
ま
ず
人
形
に
つ
い
て
分
析
し
、
そ
の
の
ち
に
主
眼
で
あ

る
太
夫
・
三
味
線
に
つ
い
て
見
て
い
く
こ
と
に
す
る
。

ウ
．
人
形
の
、
三
人
遣
い
や
出
遣
い
・
黒
衣
な
ど
に
つ
い
て
は
、

ビ
デ
オ
「
文
楽
」
で
既
知
で
あ
っ
た
た
め
か
、
直
接
的
な
言
及
は
少

な
か
っ
た
が
、
違
和
感
な
く
巧
み
に
操
っ
て
い
る
と
い
う
感
想
の
形

で
意
識
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
大
き
な
動
き
と
細
や

か
な
所
作
に
注
目
し
た
も
の
も
多
く
、
小
道
具
や
三
味
線
と
の
関
係
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に
触
れ
た
も
の
も
少
な
く
な
か
っ
た
。
人
形
の
性
根
で
あ
る
カ
シ
ラ

に
つ
い
て
も
、
「
源
太
は
男
前
」
「
良
い
役
は
い
つ
も
白
途
り
」
と
見

抜
い
て
い
る
も
の
や
、
衣
服
の
色
遣
い
等
の
相
違
に
注
意
し
た
も
の

が
散
見
し
た
。
ち
な
み
に
、
「
千
鳥
の
髪
型
が
江
戸
時
代
の
髪
型
だ
っ

た
」
と
の
指
摘
が
あ
っ
た
が
、
こ
れ
こ
そ
ま
さ
し
く
人
形
浄
瑠
璃
文

楽
の
「
時
代
物
」
と
は
何
か
を
的
確
に
言
い
当
て
て
お
り
、
こ
れ
に

つ
い
て
は
事
後
に
解
説
を
加
え
て
お
い
た
。
受
講
者
の
積
極
的
姿
勢

が
示
さ
れ
た
一
例
で
あ
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
床
の
太
夫
・
三
味

線
を
踏
ま
え
な
が
ら
人
形
の
動
き
を
総
合
的
に
と
ら
え
て
お
り
、
人

形
芝
居
と
い
う
単
純
な
視
覚
優
位
の
判
断
を
下
し
て
い
な
い
と
こ
ろ

を
見
逃
し
て
は
な
ら
な
い
。

ア
．
太
夫
に
つ
い
て
は
、
ま
ず
一
人
四
役
の
語
り
分
け
を
指
摘
す

る
も
の
が
多
く
、
続
い
て
語
り
の
大
仰
さ
と
そ
れ
に
伴
う
豊
か
な
感

情
表
現
を
そ
の
特
徴
と
し
て
挙
げ
て
い
た
。
ま
た
、
人
形
の
動
き
と

の
合
致
に
感
心
す
る
記
述
も
一
定
数
み
ら
れ
た
。
や
は
り
古
典
劇
と

し
て
完
成
度
の
高
さ
を
認
識
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
声
の

高
さ
で
話
し
手
を
特
定
で
き
た
と
書
い
た
者
が
複
数
存
在
し
た
の
は

驚
嘆
に
値
す
る
が
、
中
で
も
特
筆
す
べ
き
な
の
は
、
「
母
の
声
は
決

し
て
女
声
で
は
な
か
っ
た
の
に
そ
れ
ら
し
く
聞
こ
え
た
」
と
い
う
指

摘
で
、
い
わ
ゆ
る
物
ま
ね
な
ど
で
は
な
い
、
浄
瑠
璃
義
太
夫
節
に
お

け
る
人
物
表
現
の
方
法
を
的
確
に
聞
き
取
っ
た
意
見
で
あ
る
。
ま
た
、

「
音
楽
＋
セ
リ
フ
」
「
セ
リ
フ
を
言
う
時
と
、
誦
ず
る
時
の
メ
リ
ハ
リ

を
、
三
味
線
と
共
に
つ
け
て
い
る
」
と
書
い
た
も
の
は
、
詞
ー
地
の

語
り
分
け
の
妙
か
ら
、
そ
の
音
曲
的
構
成
ま
で
示
唆
し
た
発
言
で
、

傾
聴
に
値
す
べ
き
も
の
で
あ
る
。
ち
な
み
に
、
こ
の
二
つ
は
床
（
豊

竹
呂
大
夫
・
野
沢
錦
弥
）
の
力
量
と
も
関
わ
っ
て
く
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、

昨
今
の
中
堅
や
若
手
の
床
を
聞
い
て
い
た
な
ら
ば
、
単
な
る
声
色
と

し
か
聞
こ
え
ず
、
語
り
分
け
も
巧
み
と
ま
で
は
言
及
さ
れ
な
か
っ
た

で
あ
ろ
う
。
人
形
浄
瑠
璃
文
楽
に
お
け
る
「
音
楽
性
」
は
、
そ
れ
を

体
現
で
き
る
演
者
の
存
在
如
何
に
関
わ
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
な
お
、

太
夫
の
声
質
等
に
よ
る
も
の
で
も
あ
ろ
う
か
、
わ
か
り
に
く
い
等
の

否
定
的
意
見
が
一
割
程
度
存
在
す
る
が
、
逆
に
九
割
が
よ
く
聞
き

取
っ
て
い
た
と
い
う
事
実
を
押
さ
え
て
お
く
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。

若
者
に
対
す
る
わ
か
り
や
す
さ
を
前
面
に
押
し
出
す
ば
か
り
に
、
浄

瑠
璃
義
太
夫
節
と
し
て
の
本
質
を
見
失
い
打
ち
消
す
よ
う
な
こ
と
に

で
も
な
れ
ば
、
そ
れ
が
い
か
に
現
実
離
れ
し
た
愚
行
と
な
る
か
は
、

こ
の
ア
ン
ケ
ー
ト
結
果
か
ら
見
て
も
明
ら
か
な
は
ず
で
あ
る
。

イ
．
三
味
線
は
、
そ
の
場
の
雰
囲
気
を
醸
し
出
し
て
い
る
こ
と
、

効
果
音
の
役
割
を
果
た
し
て
い
る
こ
と
が
、
数
多
く
記
さ
れ
て
い
た
。

メ
リ
ハ
リ
・
緊
迫
感
の
描
出
を
挙
げ
る
意
見
も
多
か
っ
た
。
ま
た
、

人
形
の
動
き
と
マ
ッ
チ
し
て
い
る
と
す
る
感
想
も
よ
く
見
受
け
ら
れ

た
。
い
ず
れ
も
的
確
な
指
摘
で
あ
り
、
そ
の
「
音
楽
性
」
は
確
か
に

把
握
さ
れ
て
い
る
と
し
て
よ
い
。
そ
の
中
に
あ
っ
て
、
「
注
目
す
る

セ
リ
フ
の
直
前
に
『
ジ
ャ
ン
ジ
ャ
ン
」
と
大
き
く
な
ら
し
て
」
や
「
人
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物
の
セ
リ
フ
が
代
わ
る
と
き
に
音
が
変
わ
る
」
と
い
っ
た
記
述
か
ら

は
、
浄
瑠
璃
義
太
夫
節
の
基
本
的
構
造
、
な
ら
び
に
、
そ
の
表
現
の

要
諦
で
あ
る
「
変
化
」
「
間
」
「
足
取
り
」
を
聞
き
取
っ
て
い
る
と

考
え
ら
れ
、
語
り
の
単
な
る
伴
奏
な
ど
で
は
な
い
主
体
的
積
極
的
な

意
味
を
認
識
し
て
い
た
も
の
と
い
え
よ
う
。
さ
ら
に
、
「
弦
楽
器
の

奏
法
の
多
様
さ
を
三
味
線
に
も
見
い
だ
す
こ
と
が
で
き
た
」
と
す
る

感
想
か
ら
は
、
日
本
音
楽
の
再
発
見
へ
と
繋
が
る
芽
も
見
出
せ
る
で

あ
ろ
う
。
西
洋
楽
器
に
当
然
の
ご
と
く
慣
れ
親
し
ん
で
い
る
世
代
に

と
っ
て
、
義
太
夫
浄
瑠
璃
節
の
主
奏
楽
器
で
あ
る
三
味
線
が
、
物
珍

し
い
の
で
は
な
く
む
し
ろ
魅
力
的
に
映
る
と
い
う
こ
と
は
、
大
き
く

評
価
さ
れ
る
べ
き
と
こ
ろ
だ
。
三
味
線
を
古
く
さ
く
地
味
な
楽
器
と

す
る
マ
イ
ナ
ス
イ
メ
ー
ジ
は
ど
こ
に
も
見
あ
た
ら
な
か
っ
た
の
で
あ

る。
次
に
②

a
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
こ
の
レ
ポ
ー
ト
で
は
そ
の
対
象

を
劇
中
の
ヒ
ロ
イ
ン
で
あ
る
「
梅
ヶ
枝
（
千
鳥
）
」
に
絞
っ
て
尋
ね
る

形
に
な
っ
て
い
る
。
感
想
が
①
と
重
複
し
な
い
よ
う
に
と
い
う
こ
と

も
も
ち
ろ
ん
だ
が
、
心
情
表
現
、
つ
ま
り
人
形
浄
瑠
璃
文
楽
に
と
っ

て
最
も
重
要
な
、
「
情
」
を
伝
え
る
と
い
う
こ
と
が
、
実
際
受
講
者

に
も
届
い
た
の
か
ど
う
か
を
確
か
め
た
い
と
考
え
た
か
ら
で
あ
る
。

項
目
を
、
構
成
・
内
容
等
、
太
夫
、
三
味
線
、
人
形
と
分
け
、
よ
り

一
層
深
い
所
で
の
考
察
を
求
め
、
『
平
家
物
語
』
と
は
完
全
に
独
立

し
た
部
分
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
人
形
浄
瑠
璃
の
独
自
性
•
特
徴
に
関

し
て
の
純
粋
な
感
想
が
記
さ
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
期
待
し
た
。
結

果
と
し
て
人
形
に
関
わ
る
記
述
が
最
も
多
く
、
次
に
三
味
線
に
関
す

る
も
の
で
あ
っ
た
が
、
こ
れ
は
、
「
先
陣
問
答
」
で
は
娘
カ
シ
ラ
で

あ
っ
た
千
鳥
が
、
傾
城
カ
シ
ラ
の
梅
ヶ
枝
と
な
っ
て
登
場
し
、
し
か

も
後
半
激
し
く
心
情
を
吐
露
し
、
狂
お
し
い
ま
で
の
行
動
に
出
る
、

と
い
う
一
段
の
ヤ
マ
場
を
考
え
る
と
、
む
し
ろ
当
然
の
こ
と
で
あ
る

し
、
そ
れ
だ
け
真
剣
に
鑑
賞
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
の
証
で
あ
る
。

太
夫
に
つ
い
て
記
し
た
も
の
が
半
数
あ
っ
た
こ
と
か
ら
見
て
も
、
目

や
耳
へ
の
直
接
的
刺
激
に
単
純
に
反
応
し
た
結
果
と
は
い
え
な
い
だ

ろ
う
。
詳
細
は
以
下
に
述
べ
る
が
、
受
講
者
は
実
に
よ
く
視
聴
し
て

い
た
の
で
あ
る
。
分
析
は
や
は
り
人
形
か
ら
始
め
る
。

エ
．
人
形
。
梅
ヶ
枝
の
美
し
さ
、
ま
た
千
鳥
の
激
し
さ
、
座
敷
の

内
と
外
で
の
変
化
は
、
所
作
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
カ
シ
ラ
（
傾
城
・

娘
）
、
衣
装
（
模
様
・
色
彩
）
、
小
道
具
、
背
景
、
そ
し
て
足
拍
子
に
至

る
ま
で
、
よ
く
観
察
し
て
感
想
に
書
き
記
さ
れ
て
い
る
。
首
の
角
度
、

肩
の
落
と
し
具
合
、
手
の
動
き
等
々
、
こ
れ
は
人
形
遣
い
の
力
量
に

も
よ
ろ
う
が
、
そ
の
心
情
表
現
と
し
て
確
実
に
見
る
側
へ
と
伝
わ
っ

て
い
る
。
照
明
効
果
を
指
摘
す
る
声
も
あ
っ
た
。
中
で
も
興
味
深
か
っ

た
の
は
、
「
帰
っ
て
き
た
夫
に
よ
ろ
い
を
返
せ
と
言
わ
れ
て
は
っ
と

す
る
。
立
場
の
上
下
が
人
形
の
背
の
高
さ
に
よ
っ
て
表
現
さ
れ
て
い

る
よ
う
な
気
が
し
た
」
「
よ
ろ
い
の
は
な
し
が
で
る
ま
で
；
千
鳥
の

高
さ
（
立
っ
た
り
す
わ
っ
た
り
す
る
と
き
の
）
が
高
い
。
景
季
の
前
で
よ
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ろ
い
の
は
な
し
を
す
る
と
き

i

景
季
の
方
を
あ
ま
り
見
な
い
で
（
背

に
し
て
）
背
を
低
め
に
し
て
い
る
」
と
書
い
て
き
た
こ
と
で
、
立
ち

居
振
る
舞
い
の
相
対
的
位
置
関
係
に
よ
っ
て
、
そ
の
場
の
状
況
や
人

物
の
心
情
を
表
現
す
る
と
い
う
、
高
度
な
技
法
ま
で
洞
察
し
て
い
る

の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
相
手
役
で
あ
る
恋
人
源
太
景
季
と
の
絶
妙
な

や
り
と
り
の
中
で
こ
そ
見
え
て
く
る
も
の
で
あ
り
、
操
り
パ
ペ
ッ
ト

の
人
形
劇
と
は
一
線
を
画
す
る
、
人
形
浄
瑠
璃
文
楽
の
芸
術
性
を
評

価
し
て
い
る
も
の
と
い
え
よ
う
。
人
形
そ
っ
く
り
に
動
く
人
間
と
い

う
次
元
で
の
捉
え
方
は
、
も
は
や
そ
こ
に
は
な
い
。

ア
構
成
・
内
容
等
。
ま
ず
目
に
付
い
た
の
が
千
鳥
と
源
太
と
の

関
係
に
つ
い
て
触
れ
た
記
述
で
あ
る
。
そ
の
す
べ
て
が
女
性
の
受
講

者
に
よ
っ
て
書
か
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
も
、
そ
の
感
想
を
特
徴

付
け
る
事
項
で
あ
る
が
、
要
す
る
に
、
千
鳥
の
献
身
的
な
愛
情
と
源

太
の
横
柄
さ
に
つ
い
て
、
驚
く
と
と
も
に
納
得
し
か
ね
る
と
い
う
も

の
で
あ
る
。
こ
れ
を
、
封
建
的
な
男
女
関
係
へ
の
反
発
で
あ
る
と
短

絡
さ
せ
る
の
は
容
易
で
あ
る
が
、
そ
の
中
身
を
よ
く
読
ん
で
み
る
と
、

「
源
太
は
わ
が
ま
ま
な
男
だ
と
思
っ
た
」
「
自
分
で
何
と
か
し
よ
う
と

い
う
気
は
な
い
の
か
」
と
の
感
想
は
、
そ
の
ま
ま
千
鳥
の
詞
「
夫
れ

其
様
に
浮
世
の
事
に
疎
い
の
が
大
名
の
懐
子
」
「
思
ひ
思
は
れ
た
女

房
を
ふ
り
捨
て
、
此
度
の
軍
に
誉
を
取
り
、
勘
当
が
赦
さ
れ
た
い
と

思
召
す
男
の
心
は
ぶ
ん
な
物
じ
ゃ
」
に
通
底
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ

れ
だ
け
千
鳥
の
心
情
が
伝
わ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
ま
た
、
源

太
景
季
の
性
根
が
見
事
に
演
じ
ら
れ
た
結
果
と
し
て
み
る
べ
き
で
あ

ろ
う
。
「
ほ
れ
た
方
が
負
け
っ
て
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
か
」
と
書
い

た
感
想
と
と
も
に
、
む
し
ろ
現
代
の
恋
愛
状
況
に
も
当
て
は
ま
る
も

の
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
て
い
る
と
考
え
た
方
が
よ
い
だ
ろ
う
。
あ
と
、

後
半
で
の
舞
台
転
換
、
照
明
効
果
等
の
鮮
や
か
さ
に
触
れ
た
も
の
も

多
い
が
、
段
切
り
で
の
延
寿
の
振
る
舞
い
に
興
味
を
示
し
た
も
の
も

散
見
し
た
。
浄
瑠
璃
お
得
意
の
ど
ん
で
ん
返
し
の
妙
が
有
効
だ
っ
た

の
で
あ
る
。
不
合
理
か
つ
不
自
然
な
展
開
は
受
け
入
れ
ら
れ
な
い
の

で
は
な
く
、
狂
言
綺
語
ゆ
え
に
逆
に
真
実
を
伝
え
る
こ
と
が
可
能
と

な
っ
た
の
だ
。

イ
．
太
夫
。
前
半
の
静
と
後
半
の
動
、
こ
の
変
化
を
と
ら
え
て
い

た
も
の
が
最
も
多
か
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
こ
れ
は
浄
瑠
璃
義
太
夫
節
の

基
本
構
造
と
も
一
致
す
る
。
心
情
の
変
化
が
太
夫
の
語
り
に
よ
っ
て

見
事
に
表
現
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
ま
た
、
多
く
が
指
摘
し
て
い
る
と

こ
ろ
で
あ
る
。
加
え
て
、
義
太
夫
の
技
法
に
ま
で
言
及
し
て
い
る
も

の
も
間
々
見
ら
れ
た
。
「
サ
ア
と
か
ヤ
ア
と
か
そ
う
い
う
言
葉
と
か

で
も
感
情
を
表
し
て
い
た
」
と
は
、
色
の
表
現
に
気
付
い
て
い
る
わ

け
だ
し
、
「
三
味
線
の
音
が
入
ら
な
い
所
も
あ
っ
た
」
「
三
味
線
の
音

の
な
い
語
り
だ
け
で
表
現
さ
れ
て
い
て
、
思
わ
ず
聞
き
入
っ
た
」
と

の
感
想
は
、
義
太
夫
節
の
要
で
あ
る
音
遣
い
の
巧
み
さ
に
反
応
し
て

い
る
の
で
あ
る
。
「
セ
リ
フ
と
ナ
レ
ー
シ
ョ
ン
の
違
い
が
よ
く
わ
か
っ

た
」
と
あ
る
も
の
は
、
浄
瑠
璃
の
詞
と
地
を
聞
き
分
け
て
お
り
、
「
歌
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う
よ
う
な
セ
リ
フ
回
し
が
多
か
っ
た
」
と
感
じ
た
の
は
、
四
段
目
風

で
大
和
風
で
も
あ
る
こ
の
一
段
の
特
徴
を
つ
か
ん
で
い
る
と
も
見
ら

れ
る
わ
け
で
、
や
は
り
名
人
上
手
が
語
る
と
き
、
そ
の
浄
瑠
璃
義
太

夫
節
は
情
を
語
る
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
そ
の
音
曲
的
構
成
や

技
巧
、
果
て
は
「
風
」
ま
で
も
広
く
深
く
、
聞
く
者
へ
と
伝
え
る
の

で
あ
る
。
ま
さ
に
驚
く
べ
き
演
者
の
力
量
で
あ
る
が
（
床
は
竹
本
越
路

大
夫
・
鶴
澤
清
治
。
人
形
は
源
太
景
季
吉
田
玉
男
、
梅
ヶ
枝
吉
田
簑
助
）
、
浄
~

瑠
璃
の
真
価
と
は
決
し
て
小
難
し
い
理
屈
で
は
な
く
、
そ
の
音
声

を
通
じ
て
正
し
く
認
識
さ
れ
る
も
の
だ
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。

も
っ
と
も
、
聞
く
者
に
は
素
直
な
耳
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
。
こ

れ
ほ
ど
「
音
楽
性
」
に
つ
い
て
的
確
に
捉
え
ら
れ
て
い
る
と
は
、
当

初
予
想
も
で
き
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
な
お
、
「
太
夫
は
人
形
を

動
か
す
の
が
上
手
い
」
と
の
感
想
は
、
人
形
浄
瑠
璃
の
主
導
権
は
太

夫
が
握
っ
て
い
る
と
い
う
大
前
提
を
、
あ
ら
た
め
て
認
識
さ
せ
て
く

れ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
「
見
に
行
く
も
の
で
は
な
く
、
聞
き
に
行
く

も
の
」
と
は
、
死
語
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

ウ
．
一
二
味
線
。
梅
ヶ
枝
の
心
情
と
の
合
致
を
指
摘
す
る
も
の
が
ほ

と
ん
ど
を
占
め
た
。
た
め
ら
い
、
悲
し
み
、
哀
感
、
そ
し
て
考
え
あ

ぐ
ね
る
姿
を
、
静
か
な
ゆ
っ
た
り
と
し
た
寂
し
い
音
色
と
テ
ン
ポ
で

表
現
す
る
。
決
意
、
嘆
き
、
高
ぶ
り
、
む
き
出
し
、
焦
り
な
ど
、
感

情
が
高
ぶ
る
と
激
し
く
強
く
早
く
勢
い
の
あ
る
三
味
線
に
な
る
。
太

夫
の
語
り
・
人
形
の
動
き
と
マ
ッ
チ
し
た
、
息
の
ピ
ッ
タ
リ
合
っ
た

三
味
線
に
感
嘆
の
声
を
上
げ
て
い
る
も
の
も
多
く
、
効
果
音
と
し
て

の
三
味
線
を
指
摘
す
る
も
の
も
見
ら
れ
た
。
さ
ら
に
、
「
そ
れ
ま
で

は
相
づ
ち
程
度
の
も
の
が
多
か
っ
た
」
と
の
感
想
は
、
前
半
の
地
色

な
ど
で
の
ア
シ
ラ
イ
の
三
味
線
を
的
確
に
聞
き
取
っ
て
い
る
鋭
い
指

摘
で
あ
る
が
、
究
極
は
、
「
三
味
線
の
調
子
が
千
鳥
が
一
人
に
な
っ

た
所
か
ら
あ
が
り
」
と
、
詞
章
「
跡
見
送
り
て
梅
ヶ
枝
が
」
の
ハ
ル

フ
シ
か
ら
全
一
音
上
が
る
こ
と
を
指
摘
し
た
記
述
が
複
数
あ
っ
た
こ

と
で
あ
る
。
劇
場
に
通
う
文
楽
愛
好
家
で
も
気
付
く
こ
と
は
ま
れ
で

あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
一
回
の
し
か
も
ビ
デ
オ
テ
ー
プ
で
の
視
聴

で
気
付
い
た
受
講
者
が
数
名
存
在
し
た
と
い
う
事
実
は
、
特
定
の
個

人
の
耳
の
良
さ
に
帰
す
べ
き
問
題
で
は
な
く
、
耳
を
澄
ま
す
傾
聴
す

る
と
い
う
こ
と
が
、
素
直
な
耳
で
行
わ
れ
た
と
い
う
こ
と
を
示
す
も

の
で
あ
ろ
う
。
段
切
に
お
い
て
愁
嘆
を
カ
タ
ル
シ
ス
ヘ
と
導
く
た
め
、

高
音
に
よ
っ
て
琴
線
を
響
か
せ
、
テ
ン
ポ
を
速
め
て
迫
る
と
い
う
、

こ
れ
も
ま
た
浄
瑠
璃
義
太
夫
節
の
音
曲
的
構
造
の
核
を
、
図
ら
ず
も

聴
き
取
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

「
音
楽
性
」
に
焦
点
を
当
て
た
こ
と
に
よ
り
、
浄
瑠
璃
義
太
夫
節

が
単
な
る
ナ
レ
ー
シ
ョ
ン
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
と

考
え
る
。
な
る
ほ
ど
、
人
形
に
目
が
行
っ
て
い
た
こ
と
は
否
定
で
き

ま
と
め
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な
い
事
実
で
は
あ
る
が
、
む
し
ろ
そ
れ
を
動
か
す
の
も
の
と
し
て
太

夫
の
語
り
が
位
置
づ
け
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
は
ま
た
、
総

合
芸
術
と
し
て
の
人
形
浄
瑠
璃
文
楽
を
支
え
る
重
要
な
要
素
が
、
「
音

楽
性
」
で
あ
っ
た
こ
と
を
も
意
味
し
て
い
る
。
三
業
の
う
ち
最
も
理

解
す
る
の
が
難
し
い
と
さ
れ
る
三
味
線
に
つ
い
て
も
、
専
門
的
な
事

項
は
措
く
と
し
て
、
い
か
に
表
情
豊
か
で
多
様
な
表
現
を
有
し
て
い

る
か
、
受
講
者
の
ほ
と
ん
ど
が
感
じ
取
っ
て
い
た
の
だ
。
今
や
幼
少

時
か
ら
そ
の
多
く
が
楽
譜
も
読
め
、
何
ら
か
の
楽
器
を
弾
く
こ
と
が

で
き
る
日
本
の
若
者
た
ち
で
あ
る
。
合
唱
コ
ン
ク
ー
ル
と
い
う
形
で
、

声
を
出
す
こ
と
に
も
臆
す
る
こ
と
は
な
い
。
「
音
楽
性
」
か
ら
迫
る

こ
と
は
、
実
は
最
も
有
効
な
方
法
で
は
な
か
っ
た
の
か
。
た
だ
し
、

そ
れ
が
体
系
的
・
構
造
的
な
も
の
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
感
動
が
も
た

ら
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
押
さ
え
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

今
回
の
試
み
は
、
そ
の
点
に
最
も
配
慮
し
た
も
の
で
あ
る
。

「
多
分
、
一
生
縁
の
な
い
物
だ
と
思
う
」
と
の
感
想
に
み
ら
れ
る

よ
う
な
、
消
極
的
・
否
定
的
傾
向
も
ご
く
わ
ず
か
で
は
あ
る
が
存
在

し
て
い
た
。
し
か
し
、
今
回
の
積
極
的
・
肯
定
的
感
想
の
中
に
も
形

式
的
な
美
辞
麗
句
が
な
か
っ
た
こ
と
は
、
受
講
生
の
偽
ら
ざ
る
本
音

が
書
き
記
さ
れ
た
確
か
な
証
拠
で
あ
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
加
え
て
、

録
画
ビ
デ
オ
を
中
心
と
し
た
二
次
的
・
間
接
的
な
経
験
に
限
定
さ
れ

た
中
に
あ
っ
て
、
こ
れ
ほ
ど
真
摯
に
向
き
合
う
姿
勢
が
あ
っ
た
こ
と

も
ま
た
確
か
で
あ
る
。
と
は
い
え
、
劇
場
へ
連
れ
て
行
き
感
想
文
を

注 書
か
せ
れ
ば
よ
り
感
動
的
な
結
果
が
も
た
ら
さ
れ
た
か
と
い
う
と
、

決
し
て
そ
う
は
な
ら
な
か
っ
た
は
ず
だ
。
安
直
な
現
場
体
験
主
義
だ

け
で
は
、
総
合
芸
術
と
し
て
の
古
典
芸
能
人
形
浄
瑠
璃
文
楽
の
奥
座

敷
に
は
到
達
で
き
な
い
の
で
あ
り
、
浄
瑠
璃
義
太
夫
節
の
扉
を
開
け

る
「
音
楽
性
」
と
い
う
カ
ギ
も
手
に
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
っ
た

ろ
う
。
本
物
に
触
れ
る
と
は
、
ガ
ラ
ス
ケ
ー
ス
の
中
へ
手
を
入
れ
た

経
験
な
ど
で
は
な
い
。
日
本
の
伝
統
文
化
が
有
す
る
豊
穣
な
世
界
を

味
わ
い
、
そ
れ
を
生
み
出
し
継
承
し
て
き
た
時
空
間
に
自
ら
も
存
在

す
る
こ
と
の
喜
び
を
感
じ
取
り
、
他
者
と
の
関
係
の
中
に
生
き
る
人

間
と
し
て
の
意
味
を
問
い
直
し
、
究
極
は
自
ら
の
人
生
を
大
き
く
豊

か
な
も
の
と
す
る
こ
と
、
そ
れ
こ
そ
が
、
真
に
体
験
し
た
と
い
う
意

味
な
の
で
あ
る
。
内
在
化
と
は
ま
さ
に
そ
の
こ
と
の
謂
い
で
あ
ろ
う
。

三
百
年
以
上
の
歴
史
を
有
す
る
古
典
芸
能
を
、
確
か
な
手
ざ
わ
り

に
よ
っ
て
感
じ
さ
せ
た
も
の
、
そ
の
媒
体
は
「
音
楽
性
」
だ
っ
た
の

で
あ
る
。

(
1
)
「
特
集
東
洋
音
楽
学
会
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「
伝
統
音
楽
の
継
承
と
発
展

音
楽
教
育
の
現
場
か
ら
—
声
か
ら
は
じ
め
る
日
本
音
楽
の
指
導
ー
』
」
『
東

洋
音
楽
研
究
』
第
72
号
、
東
洋
音
楽
学
会
、
平
成
一
九
年
八
月

「
特
集
大
学
に
お
け
る
演
劇
教
育
ー
実
践
と
研
究
」
『
演
劇
学
論
集
』

日
本
演
劇
学
会
紀
要
44
ニ
0
0
六
年
―
一
月
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資料l

番 性
「宇治Ill先陣」（平家物謳）を その脚色を活かすためにどのような漬出上の工夫がなされているか。

どのように脚色してあるか。 太夫 三味線 人形

1 女 女をからませておもしろみ 感情を表現するために笑い ニ味線は効果音の役割を果

を出していた。 声とかを大げさにしてい たしていた。

た。

2 女 「宇治川の先陣」ではその 人が語るとき女なら高め ＝味線などで効果音が使わ 人形によりその時の様子

時の様子を琵琶法師が語る に、男なら低くと、人によっ れていた。 （宇治JIIの様子）を身ぶり

ようになっていたが、「先 て声をつかいわけていた。 手ぶりで行っていた。

陣問答」では梶原景季たち

がその時の様子について

語っている様になってい

た。

（平家物語の宇治）IIの先陣

ではでていない弟、母、干

鳥、など他の登場人物がい

なかった。）

3 女 宇治川の男の戦いを、恋人 感情を大切にするために笑 人形の動きがすばらしかっ

の千鳥をからませること い声が大げさにされてい た。

で、泥々した色恋沙汰に転 た。

換した。・

4 男 セリフがほとんどききとれ 何を言っているのかはわか 源太は男前。

ない。 らなかった。

「佐々木」ぐらいしかわか ん一多分、一生緑のない物

らない。 だと思う。

5 男 セリフが聞きとりにくく何

を言っているのか解らな

かった。

6 女 弟が兄の様子を批判。 各人の細かい動きがそれぞ

れ違っている。

千鳥、母は細やかで、兄弟

は豪胆に。

7 女 佐々木とか、そういう言葉 せりふがそれっぼくしてい 急に止めたり、いきなり大

が聞きとれたような気がし たと思った。 きな音を出したりして、緊

た．． 迫感を出していた 1

8 女 女を登場させ、男女の愛の

からみを入れた。， 女 兄と弟が語り合っていた。 途中で人形が歌っているよ 「ワイワイ」という音と太 人形と二味線がかけあって

他はわかりません。感情（弟 うに思った。でもわかりに 夫の声のかけあいがあっ いた。

の）が入っていたような。 くかった。 た。

佐々木が名乗っているのと 感情の高まりにあわせて三

かもわかった。 味線も盛りあがっていた。

10 女 恋人と母親が出てきた。 刀をぬくときの音や状況に 細かな動き、頭と手が状況

よって差がでてた。 に応じて動いていた。

11 男 個人個人の心のうごきに注 登場人物に合わせて、感情 いい音してた。 表現豊かな趣きある人形

目し、しっかり脚色して のこもった表現をしてい だった。

あった。 た。 動きもいきいきしていた。

12 男 先陣の風景を対立する兄弟 太夫ー1人3役。

が復元している。

13 女 声の高さがいろいろあっ ニ味線も、注目するセリフ 人形の扇を使ったしぐさが

て、何となくだけど、だれ の直前に「ジャンジャン」 大げさでとても印象に残る

のセリフかがわかった。 と大きくならして、その後 ようになっていた。そのし

小さくして注目をあつめて ぐさだけでなく、全ての動

いた。 作で大きく動いていた。し

かし、大きいけれども、優

雅（？）で、しなやかにも

動いていた。
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番 性
「宇治）II先陣」（平家物語）を その脚色を活かすためにどのような演出上の工夫がなされているか。

どのように脚色してあるか。 太夫 三味線 人形

14 女 本来出てこない人物（千烏 人物の立場を考えて少しず 兄弟がいがみ合う場面など

など）が出てきた。 つしゃべり方を変えてい 動きが大げさ→感情が読み

兄弟が激しくいがみ合って る。 とれる。

いた。

15 女 弟の人形が悪役面。（俗人っ

ぽい）

母親は少し弱々しげ。

兄は黄族的(?)

16 女 先陣の場面ではなく、その 一人で何人ものかけあい。 よくわかりません。 臨場感をだす。

あとの申しひらきの形にし

てある。と思った。多分。

17 女 千烏、延寿がその場にいて、 太夫は一人一人声色をかえ 人形の動きと二味線の音色

恋愛の話とからめてあっ ていた。 とが激しくなったり静まっ

た。 たりしていた。

18 男 一人の争い（川での競争） ニ味線で盛り上がりの場面 人形の動きは派手に大きく
が、家での争いに出され、 を表していた。 動かされていた。

他の人をまきこんでて、誇

張されていたような気がし

たけど、あまりよくわから

なかった。

19 男 音楽と演劇の一体化。 人形の動きと二味線の音が 人形を動かすことで迫力が

一体化していた。 出ていた。

後ろの黒い人があまり気に

ならないのが不思議だっ

た。

20 女 盛り上がる所では三味線の 人形一体一体の動きがオー

音も早くなっていって、言 バーで、千烏は女らしい動

葉がわかりにくい私にも緊 きでなよなよしていて、景

張感みたいなものを感じと 高はちゃかすみたいな動き

ることができた。 が多かった。

21 女 「宇治JI[先陣」の場面を家 太夫は 4人の登場人物の声 三味線は、普通に弾く時も 人形は、その登場人物の性

で回想し、負けた責任をと を微妙に、しかしはっきり あるけれど、雰囲気（動作 格、行動パターンを表すか

るかどうか、という物語に わかるようにかえてそれぞ を表すときなど）をかえて んじだった。（長男はきっ

脚色されていた。 れ出していた。母の声は決 弾いていた。 ちりした服装。次男は、威

また、主に次男が問いつめ して女声ではなかったのに 圧感があるようなかんじの

るという形で物語が進行し それらしく間こえたのです 髪形、化粧、黒服。干烏は

ていた。 ごいと思いました。 きれいでしとやかそうな

服。）

また小道具で、感清を表現

したり、刀のふり下ろし方、

投げすて方などに重みを感

じました。

22 女 宇治川の先陣での出来事を 1人で多彩に演じわけ。 太夫の語り、人形の動きに 細かい仕草や大きなたちい

家族の前で話している。 合った音楽。 ふるまいなど、動作がよく

考えられている。

23 女 女の人をからめてる。 3人の声の使いわけ。 3人それぞれがしゃべって わざと(・とも思える）大

擬音語を使って、分かりや いるときの音の違い。 げさな身ぶり。

すく。

24 男 ・・・わかりません。 三味線って、ただはじいて

音を出すだけだと思ってた

けど、弦をばちでこするよ

うな奏法があって、弦楽器

の奏法の多様さを三味線に

も見いだすことができた

（かな？）
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番 性
「宇治JII先陣」（平家物語）を その脚色を活かすためにどのような演出上の工夫がなされているか。

どのように11111色してあるか。 太夫 三味線 人形

25 女 ワイドショー的に脚色して 台詞が全くわかりませんで 唄と三味線のかけあいが面 良い役はいつも白塗り。

ある。 したが、一部はききとれま 白かったです。 母、足が変。

ただの先陣が泥沼の兄弟唯 した。

嘩に発展。 字幕があったらもっと分

かったかと思います。

26 女 弟が悪役。梶原家の当主に 女の人のセリフの時の声色 人物のセリフが代わるとき 三人一組。

なろうと兄をおとしめる。 が少し異なる。 に音が変わる。 セリフのとき以外は人形は

笑い声。 大セリフの時も三味線な 静止。

音楽＋セリフ。 し。

切 男 あまりよく理解できなかっ その状況にあわせた二味線

たが、女性（老人）が登場 の演奏がなされていた。

していた。

28 男 セリフがまったくききとれ わからん。 人形、顔ちっちゃい。

ない。 おもろい。

29 女 兄弟のいがみ合いとか干鳥 セリフを言う時と、誦ずる 登場人物が誦ずる時に、そ 3人ぐらいで 1体をうごか

のお母さんなど、本来平家 時のメリハリを、三味線と のメロデイーにあわせて弾 していた。→動きが大きい。

物語には出てこないものが 共につけている。 かれている。

あった。 声色を変えて 1人で4人の 登場人物の動きにメリハリ

日常にありそうなことを、 声を出している。 をつけている。（刀を使う

より大げさに表現している とき、人形同士がセリフを

のかなと思いました。 言うとき etc)

30 女 千鳥との恋（なんで千鳥は 音質をかえる。 それぞれのいちばん言い

あの場に居られるのか謎 たいことがでてくる部分
．） では、人形の動きもうた

兄と弟が兄は自分の体験を も激しくなっていた。（→

有利になるように、弟は 立ちあがっておどりだす

佐々木側に立って兄に不利 etc、.）

になるように語ってゆく形

式になっている。

31 女 三人でそれぞれの状況を説 登場人物の声色が微妙に変 馬は出さず、乗馬している

明（三人の観点）している。 えてあった。 様子を表現していた。

千烏が出てきた。延寿が出

てきた。

32 女 わからなかった。 太夫は、それぞれ四者四様 ニ味線や太鼓で効果音やそ 人形は、右手が人形を操る

の話し方でわかりやすかっ の雰囲気に合わせた音を出 人の手を使っていた。

た。 していた。 扇で川の流れをあらわして

抑揚で感情の起伏を表して いるようなところがあっ

いるのがすごかった。 て、人の手でやっているの

にわからなかったからすご

い。

33 女 千鳥などが登場していた。 効果音も工夫していた。刀 人形を三人であやつるのは

でぶったぎるところで効果 むずかしそうだった。→お

音が出ていた。 どっているふうにうごかし

たり扇を広げたり。

千鳥の髪型が江戸時代の髪

型だった。なぜかと思った。

途中で人形の表情が変わっ

た。

34 女 お家騒動と先陣の話がうま やっばり人形の動きだけで

く絡みあって話が続いてい は表すことには限界がある

く。 ので、太夫、三味線が加わ

ることによって、より臨場

感を出していた。

35 男 人情あふれるいい話だと思 ニ味線と人形がいい感じで 人形が本当の人間みたい

'.)。 マッチしている。 だった。
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番 性
「宇治JII先陣」（平家物匪）を その脚色を酒かすためにどのような演出上の工夫がなされているか。

どのように脚色してあるか。 太夫 二味線 人形

36 女 教科書では干烏や母親はで ききなれていないせいか何 場面に緊ぱくかんをもたら 3人がかりであやつってい

てこなかったけど、三角関 をいっているのかわからな していたような気がしま て、馬にのっているシーン

係をからまして脚色してい かった。 す。 などはけっこうリアルです

るのかなと思いました。 ごいと思った。

37 女

38 男

39 女 千鳥が兄弟の横にいる。（な 話が盛り上がるにつれて、 三味線の音響効果は、よく

んで…？？） 人形の動きが激しくなっ 分かりませんでした......。

た。 （言葉を聞くので精一杯で

す・・。）

40 男 歌の歌詞のようにしてい ニ味線がリズムよくひか

る。 れ、人形の動きはそれに合

わせてテキバキと動いてい

た。

34 26 25 28 

資料2

番 性
樺ヶ枝（千鳥）の心情の変化をどのように構出しているか。太夫・：：朦線・人形それぞれについて記せ。

構成・内容等 太夫 ＝瞼纏 人形

1 女 夫のために金を準傭する決 帰ってきた夫によろいを返

意をするはげしい所や、決 せと言われてはっとする。

意をしたものの、身売りを 立場の上下が人形の背の高

することを少しためらう悲 さによって表されているよ

しそうな場面では三味線の うな気がした。

音がちがう。感情が高ぶっ

ている所ははげしくなって

いた。

タイコは足音。

2 女 三味線の調子が千鳥が一人 梅ヶ枝一人で語る時も人形

になった所からあがり、涙 を動かし、涙をながしたり

をながす所では早くなって とその様子をいろいろ動き

いた。 を作ってあらわしている。

3 女 難しくて分かりませんでし

た。

4 男

5 男 人形が物を扱う時は人間が

人形の着物の中から器用に

手を出していた。

普段はずっと横からのアン

グルだが時おり人形を横に

して上から見ている様なア

ングルがあった。

6 女

7 女 口調を速めたり遅めたりし やっばりテンポが大事なん 手のつかい方とかでも心情

て感情を表していた。感嘆 じゃないかと思った。 を表していたと思った。動

語というか、サァとかヤァ きの激しさとかでも、感情

とかそういう言葉とかでも の高ぶりを表せるけれど、

感情を表していたと思っ 手とか、首の傾きとかで微

た。声をふるわしたりとか 妙な心情が表せるんじゃな

もしていたように感じた。 いかと思った。

特に最後のところは、口調 人形の髪飾りもキラキラし

がすごく速くて、感じがで てきれいだった。首が動く

ていた。 たびにきらきらした。

8 女 テンポが速くなった。 動きがはげしくなった。
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番 性
梅ヶ枝（千鳥）の心情の変化をどのように描出しているか。太夫・一味線・人形それぞれについて記せ。

構成・内容等 太夫 三味線 人形

9 女 お金をまいたのは延寿で、 太夫の声とか泣いてるのが ニ味線と、太夫と、人形の すごい悲しみでした。かな

すごい母ちゃんやと思いま すごくわかった。 息がビッタリあっていて、 り必死にふり乱していまし

した。 字幕があったのもあるけ ふり乱れてた時も激しいの た、人形が。すごい悲しそ

ど、セリフとナレーション にすごかった。けっこうお うでした。

の違いがよくわかった。 もしろかった。 落物がきれいでした。

10 女 ゆっくりのところとか声を はやくひいたりゆっくり 顔のうごきが重要な気がし

大きくだすところとかに だったりで変化がでてたと た。

よって心情の変化がでてた 思う。

と思う。

11 男 絶望のふちに立たされてい 太夫の声の節回しや調子、 ニ味線の音の変化、 人形の静かな動作から激し

た主人公が希望をつかむま い動作への変化などで、如

での心の変化、 実に表現できていた。

12 男 金のエ面をするさいにどう

するか迷い悩んでいる際

に、狂気にかられていると

ころがとつぜんにおこる。

13 女 舞台の照明、 太夫の調子、全てががらっ 三味線のテンポ、激しさ、 梅ヶ枝の着物の「赤」が激

と変わった。 しい情を表現していたよう

だった。

人形の服装と動きの機敏

さ、

14 女

15 女 後に残された梅ヶ枝の悲し 源太が来てくれないのを悲 来世で（死後で？）苦しみ

み。←静かに。セリフもゆっ しむ。会いたい・い。←静か を受けようとも、無間の鐘

くりと。 な音。哀愁。 の力を借りたい I←衣服も

源太に疑われて嘆く。でも 髪をもふりみだす。最高潮。

男はいとおしい。激しい感

情。←激しい音楽。

16 女 よろいを売り払ったことで どんどん腹をくくり度胸も 人形の動きも激しくなる。

源太が困っているのを見 つき、激しくなる。太夫も

て自分が身を売る決意をす 三味線もどんどん激しく、

る。太夫は、だいぶ間をとっ 勢い強くなる。

て、長くもたせて、悲しみ

と困りはてた様子をあらわ

している。

17 女 それにのせて歌うような七 三味線の音色が寂しそうな 人形の着物をひらつかせた

リ7回しが多かった。 感じが多く、 り、いろいろな演出があっ

た。

18 男 三味線の音も大きくなって お金を求める場面では、人

感情の高まりが表していた 形の動きが大きくなり、お

と思う。 金を拾う動作などもあって

心情の細やかさがあらわれ

ていたと思う。

19 男 太夫の言い方に迫力があっ 音楽とアクションで激しさ

た。 をだすことで、千鳥の心情

がよく分かった。

20 女 景季がいるときの梅ヶ枝は

堂々として頼りがいのある

女を演じているが、一人で

金策について思案している

時は、優柔不断な女らしさ

がなよなよした人形の動き

や行ったり来たりを繰り返

す動作で表されていた。

背景や小道具（脇差、キセ

ル、小判）もこっているな一

と思った。
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番 性
梅ヶ枝（千鳥）の心情の変化をどのように措出しているか。太夫・＝味線・人形それぞれについて記せ。

構成・内容等 太夫 ＝昧線 人形

21 女 太夫は、千鳥の感情の変化 三味線も、千烏の感情がた 人形は、服をぬいだり、か

をあらわすために、千烏が かぶっていくにつれて、調 んざしをとったりして、千

興奮している時は歯切れよ 子が上がっていった。それ 烏の興奮の度合いをあらわ

く語ったりしていた。 までは相づち程度のものが していた。また、観客に背

多かった。 中を見せたりして、より、

千鳥の感情をあらわしてい

た。

22 女 鎧のための三百両をどう 後半は語り口が早く激しく

やって工面しようかとあれ なり、それに伴うように三

これ思い悩む場面では静か 味線の音、人形の動きも大

なゆっくりした語りで、三 きくなっていった。

味線の音が入らない所も

あった。

23 女 初めは、源太のために自分 人形の着物が長くなった

を自分で買うみたいなこ り、いろんなところに手が

とをして、鎧を売ってしま 加えてあって演出がすご

うようなけなげな千烏だっ かった。

たけど、源太がけっこうわ

がままで、自分の命を犠牲

にしてまで救おうとしたけ

ど、お金がふってきて、よ

かった、みたいな感じに

なった。

24 男 歌の調子が場面・気持ちの 人形の動きがすごく細か

高ぶりによってぜんぜん違 い。

つ。

25 女 二百両を投げるばあさんの 前半、太夫じっくり。 ニ味線ゆっくり。 人形オロオロ。

腕力はどんなもんだと思 後半、太夫激しい。 三味線 16ビート。 人形ガクガク。うしろの人

う。 も人形と同じ動き。よくか

らまないなあと思った。

26 女

切 男 人形のあやつり方がとても

うまいと思った。

人形の心情がよく表されて

いたと思う。

28 男 三味線と人形の動きがマッ

チしていた。

29 女 源太がよろいのことを問い お金がなくて途方にくれて きせるをもったり、源太に

つめた時、干鳥の声がとて いる時の三味線の音が主張 どなられたりしたとき etc
も上ずった感じが三味線の しすぎない感じで、悲しい の心の動きが、手とか首の

音のない語りだけで表現さ 雰囲気がした。 振り方で細かく演出されて

れていて、思わず聞き入っ その後の千烏の情の変化が いる。

た。 激しい所は三味線も早い。

早口とうたっているのとの

ちがいがはっきりしてい

た。

30 女 1人で悩むとき．背景の変 よろいのはなしがでるま 1人で悩むとき．音（三味 よろいのはなしがでるま

化。 で：話しかたもゆっくりめ。 線の）調子が高くなる。 で：千烏の高さ（立ったり

景季の前でよろいのはなし すわったりするときの）が

をするとき’泣くとき以外 高い。衣が豪華。

はちょっと早口。 景季の前でよろいのはなし

1人で悩むとき：話し方が をするとき 繋季の方をあ

とても早い。語調がころこ まり見ないで（背にして）

ろかわる。 背を低めにしている。

1人で悩むとき：衣を 1枚

ずつ脱いでいく。髪ふり乱

しおどる。
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番 性
梅ヶ枝（千鳥）の心情の変化をどのように描出しているか。太夫・三昧線・人形それぞれについて記せ。

構成・内容等 太夫 三味線 人形

31 女 それにしても源太はわがま 梅ヶ枝が悲しい時は三味線 人形の衣裳も部屋の内と外

まな男だと思った。やし のテンポがゆるやかにな とで変わっていて、工夫さ

なってもらっている身であ り、思いをめぐらし考えあ れているなと感心した。

りながら、よろいが無いと ぐね、感情をむきだしにし

いうだけで、千烏を怒った ている時は、三味線は激し

りするのは、あまりに身勝 くかきならされていた。

手だ。三百両も、千烏にど

うにかしてもらう前に、自

分で何とかしようという気

はないのか、と非常に腹立

たしく思った。

32 女 はじめは源太が来ないこと 語りも、早く、伸ばすみた ニ味線も激しくなり、 人形の動きがダイナミック

を恨んでいるようだった いなところが多くなってい になっていた。

が、最後の場面では源太へ たと思う。

の愛情をむき出しにして無

間の鐘を打とうとする千烏

の変わり様に驚いた。

動きがあっておもしろかっ

た。

33 女 千烏が激高した。そのとき 人形の衣装も髪形も変わっ

にいきなり照明とかテンポ た。

が変わったことで、強烈に あの激しい人形の動きを

アピールしていると思われ ぴったり合わせるのは相当

る。 大変だろうと思った。

34 女 話の内容よりも演出の方が 梅ヶ枝の心の高ぶりにあわ 人形の動きも激しくなって

気になった。 せて三味線と太夫が、あ いった。

せったような口調になり、

35 男 太夫は人形を動かすのが上 ニ味線はピンピン音して 人形はとても白くて、美し

手い。 た。 かった。

36 女 夫のために働いていたが、 最後のシーンの人形の動は

千烏がよろいを売ってし 頭を上下にして激しかっ

まっていたのが夫にばれる た。

と、夫が激怒して自害しよ

うとするのを千烏はとめ

る。そして、何としてもお

金を手に入れようとする。

千鳥は夫のことを愛しすぎ

ている。ほれた方が負けっ

ていうことでしょうか。

37 女 梅ヶ枝が途中で男みたいに 三味線がどんどんはやく 梅ヶ枝がとてもキレイだっ

なっておどろいた。 なって、梅ヶ枝の気持ちの た。

焦りをあらわしていた。

38 男 人形の衣装の早変えがすご

かった。

39 女 今回見た千鳥は動きが激し 不思議なのは、同じような こういう舞台は、照明など

くて、しかも字幕があった 動きでも、三味線の音響効 はあまり使用されないと

のでよく分かっておもしろ 果で怒っているとこや悲し 思っていたのに、最後のう

かった。 んでいるようすがはっきり すぐらい舞台は、千烏の動

違っていた。 きが際立って見えた。

三味線が驚きの効果音に

なっていたのがおもしろ

かった。

40 男 梅ヶ枝の感情が高まるにつ 人形の行動も大ぶりにな

れて三味線のリズムも早く る。

なり、音が大きくなってい

く。

15 18 25 31 
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