
能
楽
に

お
け
る

技
能
継
承
と

人
材
育
成
に

つ
い
て

組
織
を
構
成
す
る
の
は
ひ
と
り
ひ
と
り
の

個
人
で
あ
り
、
個
人
の
知
識
・
ス
キ
ル
を

継
続
的
に
獲
得
・
発
揮
さ
せ
る
こ
と
は
、

ど
の
組
織
に
も
共
通
す
る
課
題
で
あ
る
。

し
か
し
、
人
材
育
成
は
個
人
だ
け
で
完
結

す
る
も
の
で
は
な
く
、
組
織
が
キ
ャ
リ
ア

育
成
の
仕
組
み
を
ど
の
よ
う
に
整
え
る
か

も
重
要
で
あ
る
。
6
0
0
年
超
の
歴
史
の

な
か
で
、
個
人
の
キ
ャ
リ
ア
の
成
長
と
、

流
儀
の
技
能
を
引
き
継
ぐ
仕
組
み
を
確
立

さ
せ
て
き
た
能
楽
か
ら
、
現
代
の
組
織
が

学
ぶ
べ
き
、
人
材
育
成
と
技
能
継
承
の
あ

り
方
を
見
る
。

特
集
／
昔
の
暮
ら
し
力
／
そ
の
２能

楽

か
ら
学
ぶ

N
ishio Kum

iko

西
尾 

久
美
子

見
せ
場
が
多
く
、

２
０
０
を
超
え
る

能
の
曲
目
の
な
か
で
も
、

大
曲
と
し
て
知
ら
れ
る

『
道
成
寺
』。

友
枝
雄
人（
写
真
左
端
）

撮
影
／
石
田 

裕
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属
す
る
能
楽
師
の
た
め
の
技
能
形
成
の
場
を

設
定
し
て
い
る
の
だ
。

　第
３
期
（
35
歳
前
後
か
ら
の
約
10
年
）

　
こ
の
時
期
に
な
る
と
、
弟
子
に
演
目
の
解

釈
に
つ
い
て
少
し
で
も
考
え
さ
せ
、
そ
の
解

釈
に
対
し
て
師
匠
が
指
導
す
る
よ
う
に
な
る
。

芸
術
性
の
伝
承
に
、
よ
り
注
力
す
る
指
導
方

法
を
行
う
。
そ
し
て
、
作
品
の
中
に
あ
る
多

様
な
世
界
観
を
師
匠
と
弟
子
が
一
緒
に
な
っ

て
追
い
か
け
て
い
く
、
と
い
う
こ
れ
ま
で
積

み
上
げ
て
き
た
技
能
と
、
作
品
の
持
つ
芸
術

性
の
両
方
を
探
求
す
る
指
導
が
行
わ
れ
る
。

　
こ
の
時
期
以
降
に
演
じ
ら
れ
る
、
キ
ャ
リ

ア
の
節
目
と
な
る
特
別
な
楽
曲
も
あ
る
。
流

儀
に
よ
っ
て
楽
曲
は
異
な
る
が
、
例
え
ば

『
あ安 

た
か宅
』（
＊
８
）の
勧
進
帳
や『
も
ち望 

づ
き月
』（
＊
９
）

の
獅
子
な
ど
で
あ
る
。

　
ま
た
、
こ
の
時
期
は
、
内
弟
子
時
代
を
終

え
独
立
を
果
た
す
頃
で
も
あ
り
、
一
門
だ
け

で
な
く
、
同
世
代
で
同
人
の
会
を
作
る
こ
と

も
あ
る
。

　
あ
る
中
堅
の
能
楽
師
は
、
技
能
を
発
揮
し

磨
く
場
を
同
世
代
の
仲
間
と
協
力
し
て
設
定

す
る
こ
と
に
つ
い
て
、「
完
全
に
自
分
た
ち

で
企
画
し
て
い
ま
す
。
二
番
立
て
の
能
を
年

に
２
回
や
っ
て
、
１
年
の
う
ち
に
一
人
一
番

ず
つ
は
舞
台
に
立
て
る
よ
う
に
し
て
、
定
期

的
に
開
催
し
て
い
ま
す
」
と
、
技
能
を
磨
く

工
夫
を
語
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
の
理
由

と
し
て
、「
個
人
で
や
る
よ
り
は
集
ま
っ
て

や
っ
た
方
が
経
済
的
に
も
助
け
合
え
る
し
、

同
世
代
で
や
る
と
い
う
こ
と
が
良
い
意
味
で

の
お
互
い
の
刺
激
に
な
る
」
と
、
経
済
的
な

こ
と
だ
け
で
は
な
く
、
同
世
代
な
ら
で
は
の

切
磋
琢
磨
が
で
き
る
点
を
挙
げ
て
い
る
。

　
師
匠
の
存
在
は
非
常
に
大
切
で
あ
る
が
、

キ
ャ
リ
ア
形
成
の
中
期
以
降
は
同
期
等
と
の

関
係
性
も
重
視
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
目
標

と
す
る
師
匠
や
高
い
レ
ベ
ル
の
技
能
を
有
す

る
ベ
テ
ラ
ン
の
能
楽
師
と
の
関
係
性
だ
け
で

な
く
、
切
磋
琢
磨
す
る
仲

間
と
の
関
係
性
の
中
で
長

期
的
な
ス
キ
ル
を
磨
い
て

い
く
と
い
う
、
自
律
的
な

技
能
育
成
の
歩
み
が
実
践

さ
れ
て
い
る
。

第
４
期
（
45
歳
前
後
か
ら

の
約
10
年
）

　
弟
子
が
何
か
聞
き
に
き

た
と
き
の
み
教
え
る
、
あ

る
い
は
違
っ
て
い
た
ら
ど

う
も
違
う
、
と
い
っ
た
程

度
の
ア
ド
バ
イ
ス
に
と
ど

め
る
な
ど
、
師
匠
側
か
ら

の
特
別
な
指
導
は
控
え
る

時
期
で
あ
る
。

　
こ
の
時
期
に
な
る
と
演
者
の
「
人
間
性
」

が
大
事
と
な
る
。
そ
の
「
人
間
性
」
を
舞
台

上
で
伝
え
る
に
は
、「
立
っ
て
い
る
存
在
感
、

座
っ
て
い
る
存
在
感
」
が
必
要
と
な
る
。
こ

れ
は
師
匠
が
教
え
て
で
き
る
わ
け
で
な
く
、

ま
た
自
分
で
そ
う
思
っ
て
も
で
き
る
も
の
で

も
な
く
、
弟
子
が
経
験
と
稽
古
を
積
み
重
ね

る
中
で
自
然
に
で
き
あ
が
っ
て
い
く
も
の
で

あ
る
と
、
師
匠
側
に
認
識
さ
れ
て
い
る
。

　
ま
た
、
経
験
を
経
て
き
た
こ
の
時
期
だ
か

ら
こ
そ
挑
戦
で
き
る
老
女
物
（
＊
10
）
な
ど

の
難
し
い
楽
曲
も
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
身

体
と
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
の
進
歩
に
応
じ
て
演

じ
る
こ
と
を
期
待
さ
れ
る
楽
曲
が
能
楽
に
は

複
数
あ
り
、
そ
れ
ら
の
楽
曲
に
取
り
組
み
技

能
を
磨
く
過
程
を
通
し
て
、
長
期
的
な
キ
ャ

リ
ア
が
形
成
さ
れ
て
い
く
。

　
能
楽
師
の
育
成
は
、
家
元
制
度
や
徒
弟
関

係
な
ど
封
建
的
と
も
受
け
取
ら
れ
る
仕
組
み

に
よ
っ
て
可
能
に
な
っ
て
い
る
と
一
般
的
に

は
思
わ
れ
が
ち
で
あ
る
。
し
か
し
、
節
目
の

楽
曲
を
披
く
と
い
う
行
為
に
よ
り
、
長
期
継

続
的
な
技
能
形
成
の
流
れ
が
あ
る
こ
と
、
さ

ら
に
、
現
場
で
の
能
力
発
揮
の
場
の
設
定
と

と
も
に
技
能
育
成
を
計
画
的
に
実
践
し
て
い

く
と
い
う
特
徴
が
能
楽
に
は
あ
る
。

　
技
能
を
磨
く
こ
と
は
終
わ
り
が
な
い
道
だ

と
言
わ
れ
る
。
だ
か
ら
と
い
っ
て
人
材
育
成

に
関
し
て
、
効
率
性
や
有
効
性
を
見
逃
し
て

よ
い
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
能
楽
は
、
こ

の
難
し
い
課
題
に
取
り
組
み
、
所
与
の
仕
組

み
を
大
切
に
し
な
が
ら
、
内
外
の
環
境
の
変

化
に
適
応
し
て
き
た
。
以
下
で
は
、
本
事
例

か
ら
現
代
の
人
材
育
成
に
活
用
で
き
る
点
を

考
察
し
て
い
こ
う
。

　
ま
ず
は
段
階
に
応
じ
た
指
導
育
成
方
法
の

明
確
化
、
次
に
必
要
と
さ
れ
る
技
能
と
そ
れ

を
発
揮
す
る
た
め
の
場
の
設
定
、
そ
し
て
切

磋
琢
磨
す
る
仲
間
の
存
在
、
最
後
に
、
教
え

る
側
が
自
ら
技
能
を
磨
き
続
け
る
こ
と
、
こ

れ
ら
４
点
が
重
要
で
あ
る
。

　
こ
こ
か
ら
、
私
た
ち
が
人
材
育
成
の
う
え

で
学
ぶ
ポ
イ
ン
ト
と
し
て
は
、
指
導
す
る
側

が
技
能
育
成
の
プ
ロ
セ
ス
（
段
階
）
を
明
確

に
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
段
階
に
応
じ
た
関
わ
り

方
を
す
る
こ
と
、
獲
得
し
た
あ
る
い
は
獲
得

す
べ
き
技
能
を
発
揮
で
き
る
機
会
を
創
出
す

る
組
織
（
チ
ー
ム
）
を
工
夫
す
る
こ
と
、
そ

し
て
、
能
力
の
進
捗
を
共
有
し
つ
つ
自
己
を

客
観
視
で
き
る
環
境
を
整
備
す
る
こ
と
が
挙

げ
ら
れ
る
。

　
ま
た
、
指
導
育
成
を
担
う
側
が
、
プ
ロ
フ

ェ
ッ
シ
ョ
ナ
ル
と
し
て
課
題
に
挑
戦
し
、
技

能
を
磨
き
続
け
て
い
く
こ
と
も
重
要
で
あ
る
。

企
業
組
織
で
は
、
教
え
る
責
任
を
担
う
管
理

者
（
教
え
る
側
）
が
、
被
育
成
者
（
学
ぶ
側
）

と
技
能
を
共
有
し
て
い
る
と
は
限
ら
（
↑）

な
い
。
し
か
し
、
管
理
者
が
現
状
に
満
足
し

な
い
姿
勢
を
も
ち
つ
つ
努
力
し
続
け
る
こ
と

は
、
若
手
や
中
堅
に
長
期
的
な
目
標
を
示
唆

す
る
た
め
に
重
要
で
あ
る
。
教
え
る
側
と
学

ぶ
側
で
、
能
力
を
磨
く
と
い
う
姿
勢
を
共
有

す
る
こ
と
は
、
組
織
の
一
体
感
を
生
み
出
し
、

変
化
に
対
応
し
、
変
革
を
促
す
こ
と
に
も
つ

な
が
る
。

　
つ
ま
り
、
能
楽
と
い
う
伝
統
文
化
の
事
例

か
ら
、
技
能
継
承
・
育
成
の
た
め
に
私
た
ち

が
学
ぶ
べ
き
も
っ
と
も
大
切
な
視
点
は
、
人

材
育
成
に
対
す
る
、
育
成
す
る
側
や
組
織
の

関
わ
り
方
で
あ
る
。
若
手
に
努
力
す
る
姿
勢

を
問
う
前
に
、
必
要
と
す
る
能
力
を
的
確
に

規
定
し
、
そ
れ
を
仕
事
の
場
を
通
じ
て
効
率

的
か
つ
継
続
的
に
育
成
す
る
仕
組
み
を
作
る

こ
と
が
重
要
な
の
で
あ
る
。

　
　
末
筆
な
が
ら
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
の
ご
協
力

を
い
た
だ
い
た
能
楽
師
の
皆
様
や
関
係
者
の

皆
様
に
深
く
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。
ま
た
、

貴
重
な
写
真
の
ご
提
供
を
賜
り
ま
し
た
、
大

槻
文
藏
様
、大
槻
裕
一
様
、友
枝
た
け雄 

ひ
と人

様（
順

不
同
）
に
心
か
ら
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

　
で
は
、
現
代
の
能
楽
師
は
、
技
能
継
承
や

人
材
育
成
に
つ
い
て
、
ど
の
よ
う
に
考
え
て

い
る
の
だ
ろ
う
か
。
プ
ロ
フ
ェ
ッ
シ
ョ
ナ
ル

と
し
て
舞
台
に
立
つ
こ
と
を
本
分
と
し
、
一

門
を
率
い
て
伝
統
芸
能
を
継
承
す
る
こ
と
に

責
任
を
有
す
る
立
場
に
あ
る
シ
テ
方（
＊
４
）

の
能
楽
師
に
お
話
を
伺
っ
て
み
る
と
、
現
代

の
能
楽
師
の
指
導
に
は
年
齢
に
応
じ
て
５
つ

の
段
階
（
こ子 

か
た方
、
第
１
期
、
第
２
期
、
第
３
期
、

第
４
期
）
が
あ
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。

　
世
阿
弥
の
７
つ
と
現
代
の
５
つ
、
能
楽
の

人
材
育
成
に
関
す
る
段
階
の
区
分
の
違
い
は
、

世
阿
弥
の
第
１
と
第
２
の
段
階
が
現
代
で
は

子
方
の
時
期
に
な
っ
て
い
る
こ
と
、
ま
た
第

７
段
階
が
現
代
で
は
な
く
な
っ
て
い
る
こ
と
、

こ
れ
ら
２
点
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
違
い
が
生

じ
た
理
由
と
し
て
、
子
方
時
代
は
義
務
教
育

と
修
業
の
両
立
の
時
期
と
し
て
ま
と
め
ら
れ
、

ま
た
50
有
余
を
老
年
期
と
す
る
こ
と
は
現
代

の
平
均
寿
命
を
考
慮
す
る
と
妥
当
性
が
乏
し

い
か
ら
と
考
え
ら
れ
る
。

　
も
ち
ろ
ん
、
世
阿
弥
が
記
し
た
の
と
同
様

に
、
現
代
の
能
楽
の
人
材
育
成
も
、
そ
れ
ぞ

れ
の
時
期
に
応
じ
た
課
題
を
指
導
育
成
者
が

理
解
し
た
う
え
で
、
能
楽
と
い
う
歌
舞
劇
の

特
色
を
活
か
し
た
指
導
方
法
が
と
ら
れ
て
い

る
。
こ
れ
を
可
能
に
し
て
い
る
の
は
、
能
楽

の
師
匠
自
ら
が
、
演
じ
る
プ
ロ
フ
ェ
ッ
シ
ョ

ナ
ル
で
あ
る
か
ら
だ
。
弟
子
が
技
能
的
に
上

手
く
演
じ
る
だ
け
で
な
く
、
演
じ
な
が
ら
何

　
能
楽
（
＊
１
）
は
、
14
世
紀
に
か
ん観 

あ阿 

み弥
や

ぜ世 
あ阿 
み弥

に
よ
っ
て
確
立
さ
れ
た
歌
舞
劇
で
あ

る
。
２
０
０
８
年
に
ユ
ネ
ス
コ
の
無
形
文
化

遺
産
に
も
指
定
さ
れ
、
日
本
の
伝
統
文
化
を

代
表
す
る
も
の
と
し
て
広
く
知
ら
れ
て
い
る
。

　
能
楽
の
舞
台
で
は
、
若
手
か
ら
ベ
テ
ラ
ン

ま
で
の
能
楽
師
（
＊
２
）
が
一
堂
に
会
し
て

い
る
。
本
稿
で
は
、
能
楽
に
お
け
る
人
材
育

成
の
仕
組
み
に
注
目
し
、
伝
統
技
能
を
現
代

に
い
た
る
ま
で
い
か
に
継
承
し
て
き
た
か
、

そ
の
特
色
を
考
え
て
い
く
。

　　
ま
ず
、
能
楽
の
人
材
育
成
に
つ
い
て
、
歴

史
を
ひ
も
解
い
て
み
よ
う
。
能
楽
の
礎
を
父

観
阿
弥
（
１
３
３
３
〜
84
）
と
と
も
に
作
っ

た
世
阿
弥（
１
３
６
３
？
〜
１
４
４
３
？
）は
、

『
ふ
う風 

し姿 

か花 

で
ん伝
』（
＊
３
）
と
い
う
有
名
な
書
物

の
中
に
「
ね
ん年 

ら
い来 

け
い稽 

こ古 

じ
よ
う条 

じ
よ
う

　々
」（
生
涯
に
わ

た
る
能
の
稽
古
の
心
得
）
と
い
う
技
能
育
成

に
関
す
る
項
目
を
記
述
し
て
い
る
。

　
こ
の
中
で
世
阿
弥
は
、
生
涯
に
わ
た
っ
て

能
楽
に
携
わ
る
人
間
の
道
の
り
を
年
齢
に
応

じ
て
７
つ
の
段
階
（
第
１
段
階
：
７
歳
﹇
幼

年
期
﹈
よ
り
、
第
２
段
階
：
12
、
3
歳
よ
り

﹇
少
年
期
﹈、
第
３
段
階
：
17
、
8
歳
よ
り

﹇
変
声
期
﹈、
第
４
段
階
：
24
、
5
歳
よ
り

﹇
青
年
期
﹈、
第
５
段
階
：
34
、
5
歳
よ
り

﹇
壮
年
期
﹈、
第
６
段
階
：
44
、
5
歳
よ
り

﹇
初
老
期
﹈、
第
７
段
階
：
50
有
余
﹇
老
年

期
﹈）
に
区
分
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
時
期
に
育

成
者
や
被
育
成
者
が
気
を
付
け
る
べ
き
点
を

次
の
よ
う
に
ま
と
め
て
い
る
。

　
初
期
の
第
１
と
第
２
の
段
階
で
は
、
本
人

の
意
欲
を
大
切
に
し
て
、
無
理
に
教
え
こ
ま

な
い
よ
う
に
す
る
な
ど
育
成
す
る
側
の
関
わ

り
が
重
要
で
あ
る
こ
と
。
第
３
段
階
で
は
、

変
声
期
と
い
う
身
体
の
変
化
に
直
面
し
て
モ

チ
ベ
ー
シ
ョ
ン
が
低
下
す
る
が
、
キ
ャ
リ
ア

形
成
に
お
い
て
こ
の
節
目
で
の
対
応
が
一
生

を
決
め
る
こ
と
に
な
る
の
で
心
し
て
稽
古
に

励
む
こ
と
。
さ
ら
に
、
大
人
と
し
て
技
能
を

身
に
付
け
た
第
４
段
階
で
は
、
自
分
の
獲
得

し
た
技
能
を
評
価
す
る
視
点
を
能
楽
師
自
身

が
持
つ
こ
と
。
第
５
段
階
で
は
、
こ
の
時
期

を
絶
頂
期
と
し
つ
つ
も
、
一
方
で
冷
静
に
自

ら
の
能
力
発
揮
を
振
り
返
り
見
極
め
る
こ
と
。

そ
し
て
、
第
６
段
階
か
ら
第
７
段
階
に
か
け

て
は
、
技
能
が
年
齢
と
と
も
に
変
化
し
て
い

く
こ
と
を
自
覚
す
る
こ
と
、
な
ど
の
重
要
性

を
指
摘
し
て
い
る
。

　
つ
ま
り
、
世
阿
弥
は
能
楽
師
の
技
能
や
育

成
方
法
に
つ
い
て
段
階
ご
と
に
区
分
し
て
考

え
て
い
た
。
ま
ず
、
キ
ャ
リ
ア
形
成
の
初
期

の
段
階
で
は
、
指
導
育
成
者
（
教
え
る
側
）

が
被
育
成
者
（
学
ぶ
側
）
の
モ
チ
ベ
ー
シ
ョ

ン
を
維
持
し
、
年
齢
と
と
も
に
指
導
育
成
方

法
を
変
え
る
。
キ
ャ
リ
ア
形
成
中
期
以
降
は
、

学
ぶ
側
が
自
ら
の
技
能
を
見
極
め
る
能
力
を

身
に
付
け
さ
せ
る
。
そ
し
て
、
キ
ャ
リ
ア
形

成
後
期
で
は
、
学
ぶ
側
が
自
ら
の
能
力
の
変

化
を
自
覚
し
て
技
能
を
発
揮
し
て
い
く
。
こ

の
よ
う
に
、キ
ャ
リ
ア
形
成
の
プ
ロ
セ
ス（
段

階
）
に
応
じ
た
育
成
と
い
う
視
点
を
持
っ
て

い
た
と
い
え
る
。

「
能
に
は
、
子
方
が
必
要
な
曲
が
あ
り
ま
す
。

子
方
が
い
な
い
と
出
せ
な
い
曲
が
あ
る
わ
け

で
す
。
そ
う
す
る
と
、
外
孫
で
あ
ろ
う
が
と

に
か
く
身
内
に
子
方
に
な
れ
る
子
が
い
る
と
、

『
あ
の
曲
が
出
せ
る
』
っ
て
な
り
ま
す
よ
ね
。

そ
の
よ
う
な
流
れ
で
、
普
通
に
こ
の
世
界
に

入
っ
て
い
っ
た
感
じ
だ
と
思
い
ま
す
」
と
、

祖
父
が
能
楽
師
だ
っ
た
と
い
う
経
緯
で
舞
台

に
立
つ
こ
と
に
な
っ
た
経
験
を
話
し
て
い
る
。

　
子
方
は
い
く
つ
か
舞
台
に
出
る
と
、
本
番

の
舞
台
の
雰
囲
気
が
わ
か
る
よ
う
に
な
る
と

い
う
。
子
方
で
の
経
験
を
経
て
、
客
席
か
ら

注
目
さ
れ
る
舞
台
と
い
う
能
力
発
揮
の
場
の

特
色
を
、
自
然
に
理
解
し
て
い
く
。

　
子
方
の
時
期
の
人
材
育
成
の
特
色
は
、
予

定
の
期
日
ま
で
に
特
定
演
目
の
役
を
演
じ
る

こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
稽
古
を
す
る
こ
と
で

あ
る
。
基
礎
技
能
だ
け
を
抜
き
出
し
て
稽
古

を
す
る
と
い
う
方
法
で
は
な
く
、
舞
台
に
出

る
稽
古
を
通
じ
て
、
必
要
な
基
礎
を
身
に
付

け
さ
せ
て
い
く
と
い
う
指
導
方
法
が
と
ら
れ

て
い
る
。

第
１
期
（
15
歳
頃
か
ら
の
約
10
年
）　

　
子
方
を
卒
業
す
る
声
変
わ
り
の
時
期
を
迎

え
る
と
、
稽
古
の
方
法
も
変
化
す
る
。

　
声
が
落
ち
着
い
て
か
ら
、
能
楽
の
３
つ
の

基
礎
技
能
、「
構
エ
」（
基
本
的
な
立
ち
姿
）・

「
運
ビ
」（
擦
り
足
を
基
本
と
す
る
歩
き
方
）・

「
う
た
い謡

」（
体
を
使
っ
た
発
声
方
法
）
の
稽
古

を
す
る
。
能
楽
舞
台
に
あ
ま
り
立
て
な
く
な

る
こ
の
時
期
に
、
将
来
に
つ
な
が
る
基
礎
の

稽
古
が
本
格
的
に
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
る
。

「
将
来
の
た
め
の
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
の
よ
う
な

稽
古
で
す
。『
運
ビ
』
と
『
構
エ
』
と
『
謡
』
が
、

き
っ
ち
り
で
き
る
か
で
き
な
い
か
で
将
来
は

大
き
く
変
わ
っ
て
き
ま
す
」
と
、
こ
の
時
期

の
大
切
さ
は
、
能
楽
師
に
も
自
覚
さ
れ
て
い

る
。

　
こ
の
基
礎
的
な
技
能
育
成
の
た
め
に
は

「
体
の
筋
肉
に
覚
え
さ
せ
る
。
頭
が
覚
え
る

ん
じ
ゃ
な
く
て
で
す
ね
、
体
に
覚
え
さ
せ
て

い
く
わ
け
で
す
」「
体
が
覚
え
る
の
に
３
年

か
か
っ
た
り
５
年
か
か
っ
た
り
10
年
か
か
っ

た
り
す
る
わ
け
で
す
」
と
、
ベ
テ
ラ
ン
の
能

楽
師
は
語
る
。
基
礎
技
能
の
育
成
に
は
時
間

が
か
か
り
、
し
か
も
進
捗
は
人
そ
れ
ぞ
れ
で

あ
る
の
で
、
目
途
は
人
に
よ
っ
て
異
な
っ
て

く
る
。
こ
う
し
た
お
話
か
ら
、
こ
の
時
期
は

指
導
育
成
に
と
っ
て
目
が
離
せ
な
い
時
期
で

も
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

　
こ
の
時
期
は
体
型
が
大
人
へ
と
変
化
す
る

時
期
で
も
あ
る
。
体
型
の
変
化
に
伴
っ
て
体

の
使
い
方
も
変
化
す
る
。
師
匠
は
弟
子
の
体

の
変
化
も
見
な
が
ら
、
基
礎
を
粘
り
強
く
教

え
、
時
間
を
か
け
て
伸
ば
し
て
い
く
指
導
方

法
を
行
う
。

　
声
変
わ
り
が
落
ち
着
き
、
体
も
大
人
に
近

づ
く
と
、
課
題
と
な

る
楽
曲
を
ひ
ら披
く
こ
と

に
な
る
。
披
く
と
い

う
言
葉
は
能
楽
で
は

初
め
て
の
楽
曲
を
演

じ
る
、
あ
る
い
は
演

奏
す
る
と
い
う
意
味

で
用
い
ら
れ
る
。

　
シ
テ
方
の
流
儀

（
流
派
）
に
よ
っ
て

披
く
順
序
に
差
異
が

あ
る
が
、『
し
や
つ石 

き
よ
う橋
』

（
＊
５
）『（
し
よ
う猩 

じ
よ
う　々
）

み
だ
れ乱

』（
＊
６
）『

ど
う道

 

じ
よ
う成 

じ寺
』（
＊
７
）
と
い
う
３
つ
の
曲
目
が
、

特
別
な
披
き
も
の
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
。

　
例
え
ば
、
２
０
１
３
年
に
大
槻
ぶ
ん文 

ぞ
う藏
氏
の

芸
養
子
と
し
て
披
露
さ
れ
た
大
槻
裕
一
氏
は
、

２
０
１
１
年
に
『
石
橋
』
を
披
き
、
２
０
１

５
年
の
年
末
に
『
乱
』
を
披
い
て
い
る
。

　
能
楽
師
が
ど
の
楽
曲
を
演
じ
る
の
か
は
公

子
方
は
、

能
楽
師
の
縁
者
が

務
め
る
こ
と
が
多
い
。

能
楽
師
・

友
枝
雄
人
氏
の

子
息
の
雄
太
郎
く
ん
。

を
ど
の
よ
う
に
伝
え
る
の
か
と
い
う
こ
と
ま

で
、
師
匠
は
自
ら
の
経
験
を
踏
ま
え
つ
つ
、

深
く
掘
り
下
げ
て
教
え
る
。
教
え
る
側
が
、

演
じ
る
プ
ロ
で
あ
る
の
で
、
伝
統
文
化
の
よ

り
深
い
意
味
で
の
継
承
・
育
成
が
成
り
立
っ

て
い
る
の
で
あ
る
。

　
ま
た
、
能
楽
に
は
「
芸
養
子
」
と
い
う
言

葉
が
あ
る
よ
う
に
、
後
継
者
が
血
縁
に
限
定

さ
れ
て
は
い
な
い
。
一
門
の
長
が
、
伝
統
文

化
を
担
う
意
欲
と
覚
悟
を
持
つ
若
者
を
技
能

継
承
の
担
い
手
と
し
て
招
き
入
れ
、
指
導
育

成
の
プ
ロ
セ
ス
に
深
く
関
わ
っ
て
い
く
こ
と

も
あ
る
。

　
で
は
、
能
楽
師
は
こ
の
キ
ャ
リ
ア
パ
ス
に

沿
っ
て
、
ど
の
よ
う
に
プ
ロ
フ
ェ
ッ
シ
ョ
ナ

ル
と
し
て
育
っ
て
い
く
の
だ
ろ
う
か
。
現
代

の
５
段
階
の
育
成
内
容
に
つ
い
て
、
複
数
の

シ
テ
方
の
能
楽
師
の
方
の
お
話
を
参
考
に
し

て
ま
と
め
て
い
こ
う
。

　「
子
方
」

　
３
歳
や
５
歳
な
ど
幼
い
時
期
か
ら
変
声
期

を
迎
え
る
お
お
よ
そ
15
歳
ま
で
の
時
期
を
子

方
と
呼
ぶ
。
子
方
の
と
き
は
、「
お
も
て面

」
を
付

け
ず
、
子
供
ら
し
く
の
び
の
び
と
舞
台
で
演

じ
る
こ
と
を
主
眼
に
、
そ
の
後
の
基
礎
に
な

る
「
体
全
体
を
使
っ
て
声
を
出
す
こ
と
」
と

「
辛
抱
（
舞
台
上
で
じ
っ
と
し
て
い
る
こ
と

な
ど
）
を
覚
え
る
こ
と
」
を
教
え
る
こ
と
が

育
成
の
目
的
で
あ
る
。

　
中
堅
能
楽
師
の
方
は
、
キ
ャ
リ
ア
の
ス
タ

ー
ト
に
つ
い
て
、「
気
が
つ
い
た
ら
舞
台
に

立
っ
て
、祖
父
の
子
方
を
務
め
て
い
ま
し
た
」

演
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
明
記
さ
れ
る
。
こ
の
た

め
、
一
緒
に
舞
台
に
立
つ
能
楽
師
だ
け
で
な

く
、
能
楽
に
詳
し
い
観
客
に
対
し
て
も
、
キ

ャ
リ
ア
形
成
の
ど
の
段
階
に
そ
の
能
楽
師
が

位
置
し
て
い
る
の
か
が
明
示
さ
れ
る
こ
と
に

な
る
。

第
２
期
（
25
歳
前
後
か
ら
の
約
10
年
）

　
よ
り
難
し
い
演
目
の
経
験
を
踏
ま
せ
て
い

く
こ
と
が
、
師
匠
の
役
割
と
な
る
時
期
で
あ

る
。

　
曲
目
が
持
っ
て
い
る
テ
ー
マ
は
何
か
、
そ

れ
は
ど
う
い
う
事
を
言
っ
て
い
る
の
か
、
さ

ら
に
ど
の
よ
う
に
表
現
し
な
い
と
い
け
な
い

の
か
な
ど
、
演
目
の
芸
術
性
を
解
釈
し
表
現

す
る
こ
と
に
師
匠
が
関
与
し
、
指
導
育
成
を

し
て
い
く
。
そ
の
た
め
に
は
、
技
能
発
揮
の

場
で
あ
る
能
舞
台
に
立
つ
こ
と
が
必
須
で
あ

る
。

　
そ
こ
で
は
技
能
に
応
じ
た
楽
曲
を
披
露
す

る
こ
と
が
重
要
に
な
る
。
一
方
で
、
公
演
は

興
行
で
も
あ
る
と
い
う
点
を
考
慮
す
る
と
、

鑑
賞
す
る
観
客
に
と
っ
て
親
し
み
の
あ
る
楽

曲
を
選
定
す
る
こ
と
も
必
要
で
あ
る
。
つ
ま

り
、
技
能
育
成
と
い
う
事
情
だ
け
で
楽
曲
を

決
め
る
こ
と
は
難
し
い
の
だ
。

「
同
門
会
を
、
今
は
１
年
に
４
回
や
っ
て
い

ま
す
。
１
年
ぐ
ら
い
前
に
日
取
り
を
決
め
て
、

半
年
ぐ
ら
い
前
に
次
の
１
年
後
の
曲
目
を
決

め
て
い
ま
す
」
と
、
一
門
の
長
の
能
楽
師
は

か
な
り
前
か
ら
準
備
し
て
い
る
と
話
し
て
い

る
。
月
一
度
程
度
開
催
す
る
自
主
公
演
と
は

別
に
公
演
を
企
画
し
、
計
画
的
に
一
門
に
所

現
代
の
能
楽
の
指
導
方
法

「
年
来
稽
古
条
々
」
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属
す
る
能
楽
師
の
た
め
の
技
能
形
成
の
場
を

設
定
し
て
い
る
の
だ
。

　第
３
期
（
35
歳
前
後
か
ら
の
約
10
年
）

　
こ
の
時
期
に
な
る
と
、
弟
子
に
演
目
の
解

釈
に
つ
い
て
少
し
で
も
考
え
さ
せ
、
そ
の
解

釈
に
対
し
て
師
匠
が
指
導
す
る
よ
う
に
な
る
。

芸
術
性
の
伝
承
に
、
よ
り
注
力
す
る
指
導
方

法
を
行
う
。
そ
し
て
、
作
品
の
中
に
あ
る
多

様
な
世
界
観
を
師
匠
と
弟
子
が
一
緒
に
な
っ

て
追
い
か
け
て
い
く
、
と
い
う
こ
れ
ま
で
積

み
上
げ
て
き
た
技
能
と
、
作
品
の
持
つ
芸
術

性
の
両
方
を
探
求
す
る
指
導
が
行
わ
れ
る
。

　
こ
の
時
期
以
降
に
演
じ
ら
れ
る
、
キ
ャ
リ

ア
の
節
目
と
な
る
特
別
な
楽
曲
も
あ
る
。
流

儀
に
よ
っ
て
楽
曲
は
異
な
る
が
、
例
え
ば

『
あ安 

た
か宅
』（
＊
８
）の
勧
進
帳
や『
も
ち望 

づ
き月
』（
＊
９
）

の
獅
子
な
ど
で
あ
る
。

　
ま
た
、
こ
の
時
期
は
、
内
弟
子
時
代
を
終

え
独
立
を
果
た
す
頃
で
も
あ
り
、
一
門
だ
け

で
な
く
、
同
世
代
で
同
人
の
会
を
作
る
こ
と

も
あ
る
。

　
あ
る
中
堅
の
能
楽
師
は
、
技
能
を
発
揮
し

磨
く
場
を
同
世
代
の
仲
間
と
協
力
し
て
設
定

す
る
こ
と
に
つ
い
て
、「
完
全
に
自
分
た
ち

で
企
画
し
て
い
ま
す
。
二
番
立
て
の
能
を
年

に
２
回
や
っ
て
、
１
年
の
う
ち
に
一
人
一
番

ず
つ
は
舞
台
に
立
て
る
よ
う
に
し
て
、
定
期

的
に
開
催
し
て
い
ま
す
」
と
、
技
能
を
磨
く

工
夫
を
語
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
の
理
由

と
し
て
、「
個
人
で
や
る
よ
り
は
集
ま
っ
て

や
っ
た
方
が
経
済
的
に
も
助
け
合
え
る
し
、

同
世
代
で
や
る
と
い
う
こ
と
が
良
い
意
味
で

の
お
互
い
の
刺
激
に
な
る
」
と
、
経
済
的
な

こ
と
だ
け
で
は
な
く
、
同
世
代
な
ら
で
は
の

切
磋
琢
磨
が
で
き
る
点
を
挙
げ
て
い
る
。

　
師
匠
の
存
在
は
非
常
に
大
切
で
あ
る
が
、

キ
ャ
リ
ア
形
成
の
中
期
以
降
は
同
期
等
と
の

関
係
性
も
重
視
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
目
標

と
す
る
師
匠
や
高
い
レ
ベ
ル
の
技
能
を
有
す

る
ベ
テ
ラ
ン
の
能
楽
師
と
の
関
係
性
だ
け
で

な
く
、
切
磋
琢
磨
す
る
仲

間
と
の
関
係
性
の
中
で
長

期
的
な
ス
キ
ル
を
磨
い
て

い
く
と
い
う
、
自
律
的
な

技
能
育
成
の
歩
み
が
実
践

さ
れ
て
い
る
。

第
４
期
（
45
歳
前
後
か
ら

の
約
10
年
）

　
弟
子
が
何
か
聞
き
に
き

た
と
き
の
み
教
え
る
、
あ

る
い
は
違
っ
て
い
た
ら
ど

う
も
違
う
、
と
い
っ
た
程

度
の
ア
ド
バ
イ
ス
に
と
ど

め
る
な
ど
、
師
匠
側
か
ら

の
特
別
な
指
導
は
控
え
る

時
期
で
あ
る
。

　
こ
の
時
期
に
な
る
と
演
者
の
「
人
間
性
」

が
大
事
と
な
る
。
そ
の
「
人
間
性
」
を
舞
台

上
で
伝
え
る
に
は
、「
立
っ
て
い
る
存
在
感
、

座
っ
て
い
る
存
在
感
」
が
必
要
と
な
る
。
こ

れ
は
師
匠
が
教
え
て
で
き
る
わ
け
で
な
く
、

ま
た
自
分
で
そ
う
思
っ
て
も
で
き
る
も
の
で

も
な
く
、
弟
子
が
経
験
と
稽
古
を
積
み
重
ね

る
中
で
自
然
に
で
き
あ
が
っ
て
い
く
も
の
で

あ
る
と
、
師
匠
側
に
認
識
さ
れ
て
い
る
。

　
ま
た
、
経
験
を
経
て
き
た
こ
の
時
期
だ
か

ら
こ
そ
挑
戦
で
き
る
老
女
物
（
＊
10
）
な
ど

の
難
し
い
楽
曲
も
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
身

体
と
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
の
進
歩
に
応
じ
て
演

じ
る
こ
と
を
期
待
さ
れ
る
楽
曲
が
能
楽
に
は

複
数
あ
り
、
そ
れ
ら
の
楽
曲
に
取
り
組
み
技

能
を
磨
く
過
程
を
通
し
て
、
長
期
的
な
キ
ャ

リ
ア
が
形
成
さ
れ
て
い
く
。

　
能
楽
師
の
育
成
は
、
家
元
制
度
や
徒
弟
関

係
な
ど
封
建
的
と
も
受
け
取
ら
れ
る
仕
組
み

に
よ
っ
て
可
能
に
な
っ
て
い
る
と
一
般
的
に

は
思
わ
れ
が
ち
で
あ
る
。
し
か
し
、
節
目
の

楽
曲
を
披
く
と
い
う
行
為
に
よ
り
、
長
期
継

続
的
な
技
能
形
成
の
流
れ
が
あ
る
こ
と
、
さ

ら
に
、
現
場
で
の
能
力
発
揮
の
場
の
設
定
と

と
も
に
技
能
育
成
を
計
画
的
に
実
践
し
て
い

く
と
い
う
特
徴
が
能
楽
に
は
あ
る
。

　
技
能
を
磨
く
こ
と
は
終
わ
り
が
な
い
道
だ

と
言
わ
れ
る
。
だ
か
ら
と
い
っ
て
人
材
育
成

に
関
し
て
、
効
率
性
や
有
効
性
を
見
逃
し
て

よ
い
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
能
楽
は
、
こ

の
難
し
い
課
題
に
取
り
組
み
、
所
与
の
仕
組

み
を
大
切
に
し
な
が
ら
、
内
外
の
環
境
の
変

化
に
適
応
し
て
き
た
。
以
下
で
は
、
本
事
例

か
ら
現
代
の
人
材
育
成
に
活
用
で
き
る
点
を

考
察
し
て
い
こ
う
。

　
ま
ず
は
段
階
に
応
じ
た
指
導
育
成
方
法
の

明
確
化
、
次
に
必
要
と
さ
れ
る
技
能
と
そ
れ

を
発
揮
す
る
た
め
の
場
の
設
定
、
そ
し
て
切

磋
琢
磨
す
る
仲
間
の
存
在
、
最
後
に
、
教
え

る
側
が
自
ら
技
能
を
磨
き
続
け
る
こ
と
、
こ

れ
ら
４
点
が
重
要
で
あ
る
。

　
こ
こ
か
ら
、
私
た
ち
が
人
材
育
成
の
う
え

で
学
ぶ
ポ
イ
ン
ト
と
し
て
は
、
指
導
す
る
側

が
技
能
育
成
の
プ
ロ
セ
ス
（
段
階
）
を
明
確

に
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
段
階
に
応
じ
た
関
わ
り

方
を
す
る
こ
と
、
獲
得
し
た
あ
る
い
は
獲
得

す
べ
き
技
能
を
発
揮
で
き
る
機
会
を
創
出
す

る
組
織
（
チ
ー
ム
）
を
工
夫
す
る
こ
と
、
そ

し
て
、
能
力
の
進
捗
を
共
有
し
つ
つ
自
己
を

客
観
視
で
き
る
環
境
を
整
備
す
る
こ
と
が
挙

げ
ら
れ
る
。

　
ま
た
、
指
導
育
成
を
担
う
側
が
、
プ
ロ
フ

ェ
ッ
シ
ョ
ナ
ル
と
し
て
課
題
に
挑
戦
し
、
技

能
を
磨
き
続
け
て
い
く
こ
と
も
重
要
で
あ
る
。

企
業
組
織
で
は
、
教
え
る
責
任
を
担
う
管
理

者
（
教
え
る
側
）
が
、
被
育
成
者
（
学
ぶ
側
）

と
技
能
を
共
有
し
て
い
る
と
は
限
ら
（
↑）

な
い
。
し
か
し
、
管
理
者
が
現
状
に
満
足
し

な
い
姿
勢
を
も
ち
つ
つ
努
力
し
続
け
る
こ
と

は
、
若
手
や
中
堅
に
長
期
的
な
目
標
を
示
唆

す
る
た
め
に
重
要
で
あ
る
。
教
え
る
側
と
学

ぶ
側
で
、
能
力
を
磨
く
と
い
う
姿
勢
を
共
有

す
る
こ
と
は
、
組
織
の
一
体
感
を
生
み
出
し
、

変
化
に
対
応
し
、
変
革
を
促
す
こ
と
に
も
つ

な
が
る
。

　
つ
ま
り
、
能
楽
と
い
う
伝
統
文
化
の
事
例

か
ら
、
技
能
継
承
・
育
成
の
た
め
に
私
た
ち

が
学
ぶ
べ
き
も
っ
と
も
大
切
な
視
点
は
、
人

材
育
成
に
対
す
る
、
育
成
す
る
側
や
組
織
の

関
わ
り
方
で
あ
る
。
若
手
に
努
力
す
る
姿
勢

を
問
う
前
に
、
必
要
と
す
る
能
力
を
的
確
に

規
定
し
、
そ
れ
を
仕
事
の
場
を
通
じ
て
効
率

的
か
つ
継
続
的
に
育
成
す
る
仕
組
み
を
作
る

こ
と
が
重
要
な
の
で
あ
る
。

　
　
末
筆
な
が
ら
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
の
ご
協
力

を
い
た
だ
い
た
能
楽
師
の
皆
様
や
関
係
者
の

皆
様
に
深
く
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。
ま
た
、

貴
重
な
写
真
の
ご
提
供
を
賜
り
ま
し
た
、
大

槻
文
藏
様
、大
槻
裕
一
様
、友
枝
た
け雄 

ひ
と人

様（
順

不
同
）
に
心
か
ら
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

　
で
は
、
現
代
の
能
楽
師
は
、
技
能
継
承
や

人
材
育
成
に
つ
い
て
、
ど
の
よ
う
に
考
え
て

い
る
の
だ
ろ
う
か
。
プ
ロ
フ
ェ
ッ
シ
ョ
ナ
ル

と
し
て
舞
台
に
立
つ
こ
と
を
本
分
と
し
、
一

門
を
率
い
て
伝
統
芸
能
を
継
承
す
る
こ
と
に

責
任
を
有
す
る
立
場
に
あ
る
シ
テ
方（
＊
４
）

の
能
楽
師
に
お
話
を
伺
っ
て
み
る
と
、
現
代

の
能
楽
師
の
指
導
に
は
年
齢
に
応
じ
て
５
つ

の
段
階
（
こ子 

か
た方
、
第
１
期
、
第
２
期
、
第
３
期
、

第
４
期
）
が
あ
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。

　
世
阿
弥
の
７
つ
と
現
代
の
５
つ
、
能
楽
の

人
材
育
成
に
関
す
る
段
階
の
区
分
の
違
い
は
、

世
阿
弥
の
第
１
と
第
２
の
段
階
が
現
代
で
は

子
方
の
時
期
に
な
っ
て
い
る
こ
と
、
ま
た
第

７
段
階
が
現
代
で
は
な
く
な
っ
て
い
る
こ
と
、

こ
れ
ら
２
点
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
違
い
が
生

じ
た
理
由
と
し
て
、
子
方
時
代
は
義
務
教
育

と
修
業
の
両
立
の
時
期
と
し
て
ま
と
め
ら
れ
、

ま
た
50
有
余
を
老
年
期
と
す
る
こ
と
は
現
代

の
平
均
寿
命
を
考
慮
す
る
と
妥
当
性
が
乏
し

い
か
ら
と
考
え
ら
れ
る
。

　
も
ち
ろ
ん
、
世
阿
弥
が
記
し
た
の
と
同
様

に
、
現
代
の
能
楽
の
人
材
育
成
も
、
そ
れ
ぞ

れ
の
時
期
に
応
じ
た
課
題
を
指
導
育
成
者
が

理
解
し
た
う
え
で
、
能
楽
と
い
う
歌
舞
劇
の

特
色
を
活
か
し
た
指
導
方
法
が
と
ら
れ
て
い

る
。
こ
れ
を
可
能
に
し
て
い
る
の
は
、
能
楽

の
師
匠
自
ら
が
、
演
じ
る
プ
ロ
フ
ェ
ッ
シ
ョ

ナ
ル
で
あ
る
か
ら
だ
。
弟
子
が
技
能
的
に
上

手
く
演
じ
る
だ
け
で
な
く
、
演
じ
な
が
ら
何

　
能
楽
（
＊
１
）
は
、
14
世
紀
に
か
ん観 

あ阿 

み弥
や

ぜ世 

あ阿 

み弥
に
よ
っ
て
確
立
さ
れ
た
歌
舞
劇
で
あ

る
。
２
０
０
８
年
に
ユ
ネ
ス
コ
の
無
形
文
化

遺
産
に
も
指
定
さ
れ
、
日
本
の
伝
統
文
化
を

代
表
す
る
も
の
と
し
て
広
く
知
ら
れ
て
い
る
。

　
能
楽
の
舞
台
で
は
、
若
手
か
ら
ベ
テ
ラ
ン

ま
で
の
能
楽
師
（
＊
２
）
が
一
堂
に
会
し
て

い
る
。
本
稿
で
は
、
能
楽
に
お
け
る
人
材
育

成
の
仕
組
み
に
注
目
し
、
伝
統
技
能
を
現
代

に
い
た
る
ま
で
い
か
に
継
承
し
て
き
た
か
、

そ
の
特
色
を
考
え
て
い
く
。

　　
ま
ず
、
能
楽
の
人
材
育
成
に
つ
い
て
、
歴

史
を
ひ
も
解
い
て
み
よ
う
。
能
楽
の
礎
を
父

観
阿
弥
（
１
３
３
３
〜
84
）
と
と
も
に
作
っ

た
世
阿
弥（
１
３
６
３
？
〜
１
４
４
３
？
）は
、

『
ふ
う風 

し姿 

か花 

で
ん伝
』（
＊
３
）
と
い
う
有
名
な
書
物

の
中
に
「
ね
ん年 

ら
い来 

け
い稽 

こ古 

じ
よ
う条 

じ
よ
う

　々
」（
生
涯
に
わ

た
る
能
の
稽
古
の
心
得
）
と
い
う
技
能
育
成

に
関
す
る
項
目
を
記
述
し
て
い
る
。

　
こ
の
中
で
世
阿
弥
は
、
生
涯
に
わ
た
っ
て

能
楽
に
携
わ
る
人
間
の
道
の
り
を
年
齢
に
応

じ
て
７
つ
の
段
階
（
第
１
段
階
：
７
歳
﹇
幼

年
期
﹈
よ
り
、
第
２
段
階
：
12
、
3
歳
よ
り

﹇
少
年
期
﹈、
第
３
段
階
：
17
、
8
歳
よ
り

﹇
変
声
期
﹈、
第
４
段
階
：
24
、
5
歳
よ
り

﹇
青
年
期
﹈、
第
５
段
階
：
34
、
5
歳
よ
り

﹇
壮
年
期
﹈、
第
６
段
階
：
44
、
5
歳
よ
り

﹇
初
老
期
﹈、
第
７
段
階
：
50
有
余
﹇
老
年

期
﹈）
に
区
分
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
時
期
に
育

成
者
や
被
育
成
者
が
気
を
付
け
る
べ
き
点
を

次
の
よ
う
に
ま
と
め
て
い
る
。

　
初
期
の
第
１
と
第
２
の
段
階
で
は
、
本
人

の
意
欲
を
大
切
に
し
て
、
無
理
に
教
え
こ
ま

な
い
よ
う
に
す
る
な
ど
育
成
す
る
側
の
関
わ

り
が
重
要
で
あ
る
こ
と
。
第
３
段
階
で
は
、

変
声
期
と
い
う
身
体
の
変
化
に
直
面
し
て
モ

チ
ベ
ー
シ
ョ
ン
が
低
下
す
る
が
、
キ
ャ
リ
ア

形
成
に
お
い
て
こ
の
節
目
で
の
対
応
が
一
生

を
決
め
る
こ
と
に
な
る
の
で
心
し
て
稽
古
に

励
む
こ
と
。
さ
ら
に
、
大
人
と
し
て
技
能
を

身
に
付
け
た
第
４
段
階
で
は
、
自
分
の
獲
得

し
た
技
能
を
評
価
す
る
視
点
を
能
楽
師
自
身

が
持
つ
こ
と
。
第
５
段
階
で
は
、
こ
の
時
期

を
絶
頂
期
と
し
つ
つ
も
、
一
方
で
冷
静
に
自

ら
の
能
力
発
揮
を
振
り
返
り
見
極
め
る
こ
と
。

そ
し
て
、
第
６
段
階
か
ら
第
７
段
階
に
か
け

て
は
、
技
能
が
年
齢
と
と
も
に
変
化
し
て
い

く
こ
と
を
自
覚
す
る
こ
と
、
な
ど
の
重
要
性

を
指
摘
し
て
い
る
。

　
つ
ま
り
、
世
阿
弥
は
能
楽
師
の
技
能
や
育

成
方
法
に
つ
い
て
段
階
ご
と
に
区
分
し
て
考

え
て
い
た
。
ま
ず
、
キ
ャ
リ
ア
形
成
の
初
期

の
段
階
で
は
、
指
導
育
成
者
（
教
え
る
側
）

が
被
育
成
者
（
学
ぶ
側
）
の
モ
チ
ベ
ー
シ
ョ

ン
を
維
持
し
、
年
齢
と
と
も
に
指
導
育
成
方

法
を
変
え
る
。
キ
ャ
リ
ア
形
成
中
期
以
降
は
、

学
ぶ
側
が
自
ら
の
技
能
を
見
極
め
る
能
力
を

身
に
付
け
さ
せ
る
。
そ
し
て
、
キ
ャ
リ
ア
形

成
後
期
で
は
、
学
ぶ
側
が
自
ら
の
能
力
の
変

化
を
自
覚
し
て
技
能
を
発
揮
し
て
い
く
。
こ

の
よ
う
に
、キ
ャ
リ
ア
形
成
の
プ
ロ
セ
ス（
段

階
）
に
応
じ
た
育
成
と
い
う
視
点
を
持
っ
て

い
た
と
い
え
る
。

「
能
に
は
、
子
方
が
必
要
な
曲
が
あ
り
ま
す
。

子
方
が
い
な
い
と
出
せ
な
い
曲
が
あ
る
わ
け

で
す
。
そ
う
す
る
と
、
外
孫
で
あ
ろ
う
が
と

に
か
く
身
内
に
子
方
に
な
れ
る
子
が
い
る
と
、

『
あ
の
曲
が
出
せ
る
』
っ
て
な
り
ま
す
よ
ね
。

そ
の
よ
う
な
流
れ
で
、
普
通
に
こ
の
世
界
に

入
っ
て
い
っ
た
感
じ
だ
と
思
い
ま
す
」
と
、

祖
父
が
能
楽
師
だ
っ
た
と
い
う
経
緯
で
舞
台

に
立
つ
こ
と
に
な
っ
た
経
験
を
話
し
て
い
る
。

　
子
方
は
い
く
つ
か
舞
台
に
出
る
と
、
本
番

の
舞
台
の
雰
囲
気
が
わ
か
る
よ
う
に
な
る
と

い
う
。
子
方
で
の
経
験
を
経
て
、
客
席
か
ら

注
目
さ
れ
る
舞
台
と
い
う
能
力
発
揮
の
場
の

特
色
を
、
自
然
に
理
解
し
て
い
く
。

　
子
方
の
時
期
の
人
材
育
成
の
特
色
は
、
予

定
の
期
日
ま
で
に
特
定
演
目
の
役
を
演
じ
る

こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
稽
古
を
す
る
こ
と
で

あ
る
。
基
礎
技
能
だ
け
を
抜
き
出
し
て
稽
古

を
す
る
と
い
う
方
法
で
は
な
く
、
舞
台
に
出

る
稽
古
を
通
じ
て
、
必
要
な
基
礎
を
身
に
付

け
さ
せ
て
い
く
と
い
う
指
導
方
法
が
と
ら
れ

て
い
る
。

第
１
期
（
15
歳
頃
か
ら
の
約
10
年
）　

　
子
方
を
卒
業
す
る
声
変
わ
り
の
時
期
を
迎

え
る
と
、
稽
古
の
方
法
も
変
化
す
る
。

　
声
が
落
ち
着
い
て
か
ら
、
能
楽
の
３
つ
の

基
礎
技
能
、「
構
エ
」（
基
本
的
な
立
ち
姿
）・

「
運
ビ
」（
擦
り
足
を
基
本
と
す
る
歩
き
方
）・

「
う
た
い謡

」（
体
を
使
っ
た
発
声
方
法
）
の
稽
古

を
す
る
。
能
楽
舞
台
に
あ
ま
り
立
て
な
く
な

る
こ
の
時
期
に
、
将
来
に
つ
な
が
る
基
礎
の

稽
古
が
本
格
的
に
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
る
。

「
将
来
の
た
め
の
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
の
よ
う
な

稽
古
で
す
。『
運
ビ
』
と
『
構
エ
』
と
『
謡
』
が
、

き
っ
ち
り
で
き
る
か
で
き
な
い
か
で
将
来
は

大
き
く
変
わ
っ
て
き
ま
す
」
と
、
こ
の
時
期

の
大
切
さ
は
、
能
楽
師
に
も
自
覚
さ
れ
て
い

る
。

　
こ
の
基
礎
的
な
技
能
育
成
の
た
め
に
は

「
体
の
筋
肉
に
覚
え
さ
せ
る
。
頭
が
覚
え
る

ん
じ
ゃ
な
く
て
で
す
ね
、
体
に
覚
え
さ
せ
て

い
く
わ
け
で
す
」「
体
が
覚
え
る
の
に
３
年

か
か
っ
た
り
５
年
か
か
っ
た
り
10
年
か
か
っ

た
り
す
る
わ
け
で
す
」
と
、
ベ
テ
ラ
ン
の
能

楽
師
は
語
る
。
基
礎
技
能
の
育
成
に
は
時
間

が
か
か
り
、
し
か
も
進
捗
は
人
そ
れ
ぞ
れ
で

あ
る
の
で
、
目
途
は
人
に
よ
っ
て
異
な
っ
て

く
る
。
こ
う
し
た
お
話
か
ら
、
こ
の
時
期
は

指
導
育
成
に
と
っ
て
目
が
離
せ
な
い
時
期
で

も
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

　
こ
の
時
期
は
体
型
が
大
人
へ
と
変
化
す
る

時
期
で
も
あ
る
。
体
型
の
変
化
に
伴
っ
て
体

の
使
い
方
も
変
化
す
る
。
師
匠
は
弟
子
の
体

の
変
化
も
見
な
が
ら
、
基
礎
を
粘
り
強
く
教

え
、
時
間
を
か
け
て
伸
ば
し
て
い
く
指
導
方

法
を
行
う
。

　
声
変
わ
り
が
落
ち
着
き
、
体
も
大
人
に
近

づ
く
と
、
課
題
と
な

る
楽
曲
を
ひ
ら披
く
こ
と

に
な
る
。
披
く
と
い

う
言
葉
は
能
楽
で
は

初
め
て
の
楽
曲
を
演

じ
る
、
あ
る
い
は
演

奏
す
る
と
い
う
意
味

で
用
い
ら
れ
る
。

　
シ
テ
方
の
流
儀

（
流
派
）
に
よ
っ
て

披
く
順
序
に
差
異
が

あ
る
が
、『
し
や
つ石 

き
よ
う橋
』

（
＊
５
）『（
し
よ
う猩 

じ
よ
う　々
）

み
だ
れ乱

』（
＊
６
）『

ど
う道

 

じ
よ
う成 

じ寺
』（
＊
７
）
と
い
う
３
つ
の
曲
目
が
、

特
別
な
披
き
も
の
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
。

　
例
え
ば
、
２
０
１
３
年
に
大
槻
ぶ
ん文 

ぞ
う藏
氏
の

芸
養
子
と
し
て
披
露
さ
れ
た
大
槻
裕
一
氏
は
、

２
０
１
１
年
に
『
石
橋
』
を
披
き
、
２
０
１

５
年
の
年
末
に
『
乱
』
を
披
い
て
い
る
。

　
能
楽
師
が
ど
の
楽
曲
を
演
じ
る
の
か
は
公

２
０
１
４
年
に
、12
年
ぶ
り
に

『
道
成
寺
』を
演
じ
た
友
枝
雄
人
氏
。

２
時
間
近
い
舞
台
は
、技
術
の
み
な
ら
ず
、

体
力
、気
力
の
充
実
が
問
わ
れ
る
。

を
ど
の
よ
う
に
伝
え
る
の
か
と
い
う
こ
と
ま

で
、
師
匠
は
自
ら
の
経
験
を
踏
ま
え
つ
つ
、

深
く
掘
り
下
げ
て
教
え
る
。
教
え
る
側
が
、

演
じ
る
プ
ロ
で
あ
る
の
で
、
伝
統
文
化
の
よ

り
深
い
意
味
で
の
継
承
・
育
成
が
成
り
立
っ

て
い
る
の
で
あ
る
。

　
ま
た
、
能
楽
に
は
「
芸
養
子
」
と
い
う
言

葉
が
あ
る
よ
う
に
、
後
継
者
が
血
縁
に
限
定

さ
れ
て
は
い
な
い
。
一
門
の
長
が
、
伝
統
文

化
を
担
う
意
欲
と
覚
悟
を
持
つ
若
者
を
技
能

継
承
の
担
い
手
と
し
て
招
き
入
れ
、
指
導
育

成
の
プ
ロ
セ
ス
に
深
く
関
わ
っ
て
い
く
こ
と

も
あ
る
。

　
で
は
、
能
楽
師
は
こ
の
キ
ャ
リ
ア
パ
ス
に

沿
っ
て
、
ど
の
よ
う
に
プ
ロ
フ
ェ
ッ
シ
ョ
ナ

ル
と
し
て
育
っ
て
い
く
の
だ
ろ
う
か
。
現
代

の
５
段
階
の
育
成
内
容
に
つ
い
て
、
複
数
の

シ
テ
方
の
能
楽
師
の
方
の
お
話
を
参
考
に
し

て
ま
と
め
て
い
こ
う
。

　「
子
方
」

　
３
歳
や
５
歳
な
ど
幼
い
時
期
か
ら
変
声
期

を
迎
え
る
お
お
よ
そ
15
歳
ま
で
の
時
期
を
子

方
と
呼
ぶ
。
子
方
の
と
き
は
、「
お
も
て面

」
を
付

け
ず
、
子
供
ら
し
く
の
び
の
び
と
舞
台
で
演

じ
る
こ
と
を
主
眼
に
、
そ
の
後
の
基
礎
に
な

る
「
体
全
体
を
使
っ
て
声
を
出
す
こ
と
」
と

「
辛
抱
（
舞
台
上
で
じ
っ
と
し
て
い
る
こ
と

な
ど
）
を
覚
え
る
こ
と
」
を
教
え
る
こ
と
が

育
成
の
目
的
で
あ
る
。

　
中
堅
能
楽
師
の
方
は
、
キ
ャ
リ
ア
の
ス
タ

ー
ト
に
つ
い
て
、「
気
が
つ
い
た
ら
舞
台
に

立
っ
て
、祖
父
の
子
方
を
務
め
て
い
ま
し
た
」

演
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
明
記
さ
れ
る
。
こ
の
た

め
、
一
緒
に
舞
台
に
立
つ
能
楽
師
だ
け
で
な

く
、
能
楽
に
詳
し
い
観
客
に
対
し
て
も
、
キ

ャ
リ
ア
形
成
の
ど
の
段
階
に
そ
の
能
楽
師
が

位
置
し
て
い
る
の
か
が
明
示
さ
れ
る
こ
と
に

な
る
。

第
２
期
（
25
歳
前
後
か
ら
の
約
10
年
）

　
よ
り
難
し
い
演
目
の
経
験
を
踏
ま
せ
て
い

く
こ
と
が
、
師
匠
の
役
割
と
な
る
時
期
で
あ

る
。

　
曲
目
が
持
っ
て
い
る
テ
ー
マ
は
何
か
、
そ

れ
は
ど
う
い
う
事
を
言
っ
て
い
る
の
か
、
さ

ら
に
ど
の
よ
う
に
表
現
し
な
い
と
い
け
な
い

の
か
な
ど
、
演
目
の
芸
術
性
を
解
釈
し
表
現

す
る
こ
と
に
師
匠
が
関
与
し
、
指
導
育
成
を

し
て
い
く
。
そ
の
た
め
に
は
、
技
能
発
揮
の

場
で
あ
る
能
舞
台
に
立
つ
こ
と
が
必
須
で
あ

る
。

　
そ
こ
で
は
技
能
に
応
じ
た
楽
曲
を
披
露
す

る
こ
と
が
重
要
に
な
る
。
一
方
で
、
公
演
は

興
行
で
も
あ
る
と
い
う
点
を
考
慮
す
る
と
、

鑑
賞
す
る
観
客
に
と
っ
て
親
し
み
の
あ
る
楽

曲
を
選
定
す
る
こ
と
も
必
要
で
あ
る
。
つ
ま

り
、
技
能
育
成
と
い
う
事
情
だ
け
で
楽
曲
を

決
め
る
こ
と
は
難
し
い
の
だ
。

「
同
門
会
を
、
今
は
１
年
に
４
回
や
っ
て
い

ま
す
。
１
年
ぐ
ら
い
前
に
日
取
り
を
決
め
て
、

半
年
ぐ
ら
い
前
に
次
の
１
年
後
の
曲
目
を
決

め
て
い
ま
す
」
と
、
一
門
の
長
の
能
楽
師
は

か
な
り
前
か
ら
準
備
し
て
い
る
と
話
し
て
い

る
。
月
一
度
程
度
開
催
す
る
自
主
公
演
と
は

別
に
公
演
を
企
画
し
、
計
画
的
に
一
門
に
所

公
益
社
団
法
人

能
楽
協
会

N
ishio Kum

iko

（
＊
１
）能
と
狂
言
を
さ
す
総
称
。

（
＊
２
）能
楽
を
演
じ
る
こ
と
を
職
業
と
す
る
。

能
役
者
と
も
い
う
。

（
＊
３
）能
楽
の
芸
術
論
を
述
べ
た
書
。世
阿
弥
が

記
し
た
も
の
で
あ
る
が
、父
観
阿
弥
の
考
え
方

も
入
って
お
り
、親
子
二
代
の
能
楽
師
の
経
験
に

基
づ
く
考
え
方
が
ま
と
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。

（
＊
４
）能
の
主
役
を
演
じ
る
役
者
と
そ
の
集

団
。能
面
を
か
け
、あ
ら
ゆ
る
役
に
扮
す
る
。能

の
役
柄
に
は「
シ
テ
方
」の
他
に
、現
実
の
男
性
だ

け
に
扮
す
る「
ワ
キ
方
」、狂
言
の
演
目
を
演
じ

る「
狂
言
方
」、笛
・
小
鼓
・
大
鼓
・
太
鼓
を
演
奏

す
る「
囃
子
方
」が
あ
る
。

（
＊
５
）能
楽
の
演
目
の
ひ
と
つ
。文
殊
菩
薩
が
住

む
霊
山
を
訪
れ
た
法
師
が
石
橋
を
渡
ろ
う
と

す
る
と
、童
子
が
現
れ
、危
険
な
橋
な
の
で
奇
瑞

（
き
ず
い
、め
で
た
い
こ
と
の
前
兆
と
し
て
起
こ
る

不
思
議
な
現
象
）を
待
つ
よ
う
に
と
告
げ
る
。や

が
て
菩
薩
に
仕
え
る
獅
子
が
現
れ
、紅
白
の
牡

丹
に
戯
れ
つつ
舞
う
。前
半
の
重
厚
さ
と
後
半
の

華
麗
で
豪
快
な
舞
の
対
比
が
見
ど
こ
ろ
。

（
＊
６
）能
楽
の
演
目
の
ひ
と
つ
。中
国
の
伝
説
上

の
動
物
・
猩
々
が
、百
薬
の
長
と
い
わ
れ
る
酒
の

効
用
を
称
え
、舞
を
み
せ
る
。「
乱
」は
速
度
の
変

化
が
多
い
特
殊
な
リ
ズ
ム
の
曲
で
、演
者
の
技
能

が
必
要
と
さ
れ
る
。

（
＊
７
）能
楽
の
演
目
の
ひ
と
つ
。蛇
に
な
り
、鐘

に
隠
れ
た
男
を
巻
き
殺
し
た
娘
の
恋
の
執
念
を

描
く
。こ
の
演
目
に
の
み
用
い
ら
れ
る「
乱
拍
子
」

と
い
う
特
殊
な
舞
、激
し
い「
急
の
舞
」、重
い
鐘

へ
の
飛
び
入
り
な
ど
の
見
せ
場
が
続
き
、能
楽
師

に
と
って
技
術
取
得
認
定
の
曲
と
さ
れ
る
。

（
＊
８
）能
楽
の
演
目
の
ひ
と
つ
。兄
頼
朝
に
追
わ

れ
る
義
経
一
行
が
安
宅
の
関
所
で
不
審
が
ら
れ

た
と
こ
ろ
を
、弁
慶
の
機
転
で
難
を
逃
れ
る
。勧

進
帳
を
即
興
で
読
み
上
げ
る
弁
慶
と
応
対
す

る
関
守
富
樫
の
や
り
合
い
が
見
ど
こ
ろ
。

（
＊
９
）能
楽
の
演
目
の
ひ
と
つ
。望
月
秋
長
に
殺

さ
れ
た
安
田
友
治
の
妻
子
と
そ
の
家
来
が
、望

月
を
油
断
さ
せ
る
た
め
に
、謡
、鞨
鼓（
か
っ
こ
）

の
演
奏
、獅
子
舞
を
見
せ
、見
事
敵
討
ち
を
果

た
す
。謡
、鞨
鼓
、獅
子
舞
と
芸
づ
く
し
の
演

目
。

（
＊
10
）老
女
を
主
人
公
と
す
る
能
。能
で
は
女

性
を
描
く
こ
と
と
老
い
を
表
す
こ
と
を
重
く
み

る
。両
方
を
兼
ね
た
老
女
を
主
人
公
と
す
る
演

目
は
別
格
と
し
て
扱
わ
れ
、技
能
と
精
神
性
を

満
た
し
た
演
者
に
の
み
上
演
が
許
さ
れ
る
。

能
楽
の
事
例
か
ら
の
学
び

Sp
ecial  Feature  /  Th

e  Po
w

er  o
f  Traditio

nal  Life

特
集
／
昔
の
暮
ら
し
力

右
／

大
槻
文
藏
氏（
左
）の

芸
養
子
で
あ
る

裕
一
氏（
右
）。

『
石
橋
』の
赤
獅
子
の

稽
古
を
つ
け
て
も
ら
う
。

上
／『
石
橋
』の

舞
台
を
文
藏
氏
と

務
め
る
裕
一
氏（
左
）。
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写
真
提
供
／
読
売
新
聞
社

撮
影
／
石
田 

裕

•
小
林
責
・
西
哲
生
・
羽
田
昶（
2
0
1
2
）『
能
楽
大
事

典
』筑
摩
書
房
。

•
世
阿
弥
・
竹
本
幹
夫
訳
注（
2
0
0
9
）『
風
姿
花
伝
・
三

道
　
現
代
語
訳
付
き
』角
川
ソ
フ
ィ
ア
文
庫
。

•
西
尾
久
美
子（
2
0
1
4
）「
能
楽
の
先
生
」『
日
本
労
働

研
究
雑
誌
』第
6
4
5
号
、46
〜
49
頁
。

•
西
尾
久
美
子（
2
0
1
5
）「
能
楽
の
人
材
育
成

│
世
阿

弥
の「
年
来
稽
古
条
々
」を
キ
ャ
リ
ア
論
で
読
み
解
く

│
」『
現
代
社
会
研
究
』第
18
号
、75
〜
90
頁
。

•
西
野
春
雄
・
羽
田
昶
編（
2
0
1
1
）『
新
版
　
能
・
狂
言

事
典
』平
凡
社
。

•
野
村
四
郎（
2
0
1
5
）『
狂
言
の
家
に
生
ま
れ
た
能
役

者
』白
水
社
。

•
増
田
正
造（
2
0
1
5
）『
世
阿
弥
の
世
界
』集
英
社
新
書
。

•
山
中
玲
子
監
修（
2
0
1
４
）『
世
阿
弥
の
こ
と
ば
一
〇
〇

選
』檜
書
店
、24
〜
1
0
4
頁
。


