
日
本
人の
記
憶
の
物
語

　
能
、そ
の
深
い
知
恵
を
世
界
へ
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能
は「
日
本
人
の
記
憶
」の
集
積

で
す
。こ
れ
ま
で
に
３
０
０
０
曲
以

上
が
つ
く
ら
れ
た
と
言
わ
れ
ま
す

が
、現
行
曲
は
約
２
４
０
曲
。１
曲

１
曲
に
人
間
の
ド
ラ
マ
が
あ
り
、見

方
を
変
え
る
と
一
大
叙
事
詩
と
も

言
え
る
膨
大
な
ソ
フ
ト
が
継
承
さ

れ
て
き
ま
し
た
。し
か
し
、オ
ペ
ラ

や
バ
レ
エ
の
タ
イ
ト
ル
を
相
当
言
え

る
方
で
も
、能
の
タ
イ
ト
ル
を
ど
れ

だ
け
挙
げ
ら
れ
る
で
し
ょ
う
か
？ 

能
楽
の
価
値
を
正
式
に
分
か
っ
て

い
た
だ
き
た
い
と
願
っ
て
、公
演
や

レ
ク
チ
ャ
ー
を
重
ね
て
い
ま
す
。今

年
は『
大
倉
源
次
郎
の
能
楽
談
義
』

（
淡
交
社
）と
い
う
本
も
出
版
し
ま

し
た
。

　

能
楽
小
鼓
方
大
倉
流
の
発
祥
は

奈
良
・
大
和
盆
地
、現
在
の
桜
井
市

の
あ
た
り
で
す
。初
代
は
１
４
５
０

年
ご
ろ
に
生
ま
れ
、90
歳
過
ぎ
ま

で
生
き
た
と
伝
わ
っ
て
い
ま
す
。足

利
将
軍
、武
田
信
玄
、織
田
信
長
、

豊
臣
秀
吉
な
ど
の
庇
護
を
受
け
、

徳
川
幕
府
で
は
江
戸
に
住
ま
い
を

頂
き
ま
し
た
。祖
父
の
代
に
関
東

大
震
災
で
被
災
し
、関
西
に
戻
り

ま
し
た
が
、大
阪
で
も
空
襲
が
あ

り
、伝
来
の
道
具
や
書
物
の
多
く

を
焼
失
し
、祖
父
は
そ
の
こ
と
を
非

常
に
苦
に
し
て
い
ま
し
た
。

　

僕
は
大
阪
市
内
で
生
ま
れ
、小

学
校
の
途
中
で
夙
川（
西
宮
市
）に

引
っ
越
し
ま
し
た
。「
源
次
郎
君
に

は
甲
南
が
ぴ
っ
た
り
だ
」と
知
人
に

勧
め
ら
れ
、中
学
校
か
ら
甲
南
で
学

び
ま
し
た
。能
が
忙
し
く
な
っ
て
２

年
で
退
部
し
ま
し
た
が
、馬
術
部
に

所
属
し
、飼
葉
を
刈
っ
た
り
、馬
の

寝
床
に
藁
を
蓄
え
た
り
す
る
の
も

得
難
い
体
験
で
、今
で
も
た
ま
に
馬

に
は
乗
り
ま
す
。

　

僕
ら
の
年
代
は
、ギ
タ
ー
弾
き

や
、哲
学
書
を
読
み
耽
る
も
の
、後

に
ホ
ト
ト
ギ
ス
を
主
宰
す
る
俳
人

も
い
て
、個
性
派
揃
い
で
し
た
。「
学

校
で
は
理
想
を
追
求
す
る
こ
と
が

社
会
に
出
た
後
で
役
に
立
つ
」と
教

わ
り
ま
し
た
。僕
も
学
生
時
代
か

ら
、東
京
ま
で
能
や
芝
居
を
夜
行

列
車
で
度
々
観
に
行
き
ま
し
た
。大

学
で
は
文
学
部
に
進
み
、ゼ
ミ
で

「
定
家
と
西
行
」や「
古
事
記
」に
も

触
れ
る
機
会
が
あ
り
ま
し
た
。

　

歴
史
的
に
神
戸
に
は
、外
国
へ
の

玄
関
口
で
あ
る
と
い
う
自
負
が
あ

り
、世
界
各
国
と
の
文
化
交
流
が

盛
ん
で
、能
も
盛
ん
に
上
演
さ
れ
た

時
期
が
あ
り
ま
し
た
。日
本
の
良

さ
を
発
信
す
る
と
い
う
気
風
を
取

り
戻
し
た
く
て
、「
神
戸
能
楽
の
集

い
」の
実
行
委
員
長
を
務
め
て
い
ま

す
。来
年
３
月
に
は
湊
川
神
社
神

能
殿
で「
安
宅
」を
上
演
し
ま
す

が
、２
月
の
そ
の
事
前
講
座
で
は
、

小
生
が
お
話
を
し
、鼓
を
打
た
せ
て

い
た
だ
き
ま
す
。

　

父
が
亡
く
な
っ
て
宗
家
を
継
承

し
た
の
は
28
歳
の
時
。若
い
頃
は
能

楽
堂
を
飛
び
出
し
、公
園
や
劇
場

で
も
能
を
上
演
し
ま
し
た
。海
外

公
演
も
二
十
数
カ
国
を
経
験
し
、

改
め
て
能
楽
堂
は
世
界
に
誇
れ
る

劇
場
建
築
だ
と
感
じ
た
の
で
す
。40

代
か
ら
は
能
楽
堂
で
の
能
を
、ま
た

は
能
そ
の
も
の
を
も
う
一
度
見
直

そ
う
と
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。

　

戦
国
の
世
か
ら
戦
な
き
世
に
転

換
す
る
た
め
に
、徳
川
家
康
が
示
し

た
二
つ
の
大
き
な
政
策
、参
勤
交
代

と
能
の
式
楽
化
が
実
行
さ
れ
ま
し

た
。全
国
の
武
家
に
能
が
広
が
り
、

「
候
文
」と
い
う
共
通
言
語
が
で
き
、

行
き
違
い
や
小
競
り
合
い
が
激
減

し
た
と
思
わ
れ
ま
す
。ま
た
、い
ろ

い
ろ
な
役
を
演
じ
る
こ
と
で
民
衆

の
心
を
知
る
統
治
者
を
育
て
ま
し

た
。学
校
の
教
科
書
に
参
勤
交
代
は

出
て
き
ま
す
が
、式
楽
と
し
て
の
能

は
解
説
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
。戦
国
時

代
を
終
わ
ら
せ
た
知
恵
を
日
本
人

が
受
け
継
い
で
い
な
い
と
す
れ
ば
、

大
変
な
損
失
で
す
。そ
れ
は
、地
球

全
体
が
荒
れ
て
い
る
時
代
に
、日
本

か
ら
世
界
に
発
信
す
る
べ
き「
知

恵
」で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　

能
楽
の
世
界
で
は
ま
だ
ま
だ
若

手
の
小
生
に
、重
要
無
形
文
化
財

保
持
者（
人
間
国
宝
）に
と
お
話
が

あ
っ
た
時
は
驚
き
、正
直
戸
惑
い
ま

し
た
が
、父
が
亡
く
な
っ
た
の
は

ち
ょ
う
ど
今
の
60
歳
で
し
た
の
で
、

周
囲
の
皆
様
に「
お
父
さ
ん
の
か
わ

り
に
」と
励
ま
さ
れ
ま
し
た
。ま
た

「
応
援
し
て
く
だ
さ
っ
た
方
々
の
期

待
に
応
え
よ
」と
も
言
っ
て
い
た
だ

き
ま
し
た
。

　

能
の
大
成
者
で
あ
る
観
阿
弥
と

世
阿
弥
、先
祖
た
ち
を
始
め
と
す
る

能
を
つ
く
り
、様
々
な
危
機
を
乗
り

越
え
て
後
世
に
伝
え
よ
う
と
努
力

を
続
け
た
先
人
た
ち
の
労
苦
が
あ

り
ま
す
。た
ま
た
ま
生
を
受
け
た

大
倉
源
次
郎
が
、小
鼓
方
と
し
て
育

つ
よ
う
皆
さ
ん
に
引
き
立
て
て
い
た

だ
い
た
お
陰
で
日
々
の
舞
台
を
勤
め

さ
せ
て
い
た
だ
い
て
い
ま
す
。能
の
持

つ
深
い「
知
恵
」を
伝
え
続
け
て
い
く

こ
と
が
僕
の
役
割
で
す
。

　

能
囃
子
方（
は
や
し
か
た
）小
鼓
の
大
倉
源
次
郎
さ
ん（
60
）は
、今
年
10
月
、重

要
無
形
文
化
財
保
持
者（
人
間
国
宝
）に
認
定
さ
れ
た
。28
歳
で
大
倉
流
小
鼓
方

十
六
世
宗
家
と
な
り
、重
責
を
果
た
す
一
方
で
海
外
公
演
に
も
意
欲
的
に
取
り
組

ん
で
き
た
。卓
越
し
た
技
量
の
み
な
ら
ず
斯
界
発
展
へ
の
貢
献
も
認
定
理
由
。「
能

の
価
値
を
世
界
に
発
信
し
て
い
き
た
い
」と
語
る
。甲
南
学
園
の
自
由
な
校
風
の
中

で
過
ご
し
た
体
験
と
、培
っ
た
人
的
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
は
他
で
は
得
難
い
財
産
だ
と
い

う
。取
材
は
、12
月
末
で
閉
館
と
な
る
思
い
出
深
い
大
阪
能
楽
会
館
で
行
わ
れ
た
。

甲
南
学
園

阪神間モダニズムの薫りを
今に伝える

１
９
１
９
年
、教
育
者
・
実
業

家
で
あ
り
文
部
大
臣
を
務
め

た
平
生
釟
三
郎（
ひ
ら
お
・
は

ち
さ
ぶ
ろ
う
）ら
に
よ
り
旧
制

甲
南
中
学
校
が
開
校
。平
生
の

教
育
理
念
で
あ
る「
人
格
の
修

養
と
健
康
の
増
進
を
重
ん
じ
、

個
性
を
尊
重
し
て
各
人
の
天

賦
の
特
性
を
伸
張
さ
せ
る
」を

建
学
の
精
神
と
す
る
。甲
南
大

学
は
旧
制
七
年
制
高
等
学
校

を
母
体
に
１
９
５
１
年
開
学
。

現
在
、文
学
部
・
理
工
学
部
・
経

済
学
部
・
法
学
部
・
経
営
学
部
・

知
能
情
報
学
部
・マ
ネ
ジ
メ
ン

ト
創
造
学
部・フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
サ

イ
エ
ン
ス
学
部
の
８
学
部
、人

文
科
学
研
究
科
・
自
然
科
学
研

究
科
・
社
会
科
学
研
究
科
・
フ

ロ
ン
テ
ィ
ア
サ
イ
エ
ン
ス
研
究

科
の
４
研
究
科
、法
科
大
学
院

を
擁
す
る
総
合
大
学
に
発
展

し
て
い
る
。

大
倉
源
次
郎

大
倉
流
小
鼓
方
十
六
世
宗
家

P r o f i l e

G E N J I R O  O K U R A
　
１
９
５
７
年
、大
倉
流
十
五

世
宗
家
・
大
倉
長
十
郎
の
次
男

と
し
て
大
阪
に
生
ま
れ
る
。64

年
、独
鼓「
鮎
之
段
」に
て
初
舞

台
。81
年
、甲
南
大
学
卒
業
。85

年
、大
倉
流
小
鼓
方
十
六
世
宗

家
を
継
承（
同
時
に
大
鼓
方
大

倉
流
宗
家
預
か
り
）。２
０
１
７

年
、重
要
無
形
文
化
財
保
持
者

（
人
間
国
宝
）に
認
定
さ
れ
る
。

パ
リ
・ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
を
は
じ

め
、海
外
公
演
に
も
多
数
参

加
。子
供
向
け
の
能
楽
体
験
講

座
な
ど
も
各
地
で
開
催
。「
神

戸
能
楽
の
集
い
」「
風
の
能
」

「
談
山
能
」「
日
月
能
」な
ど
の

公
演
を
継
続
し
て
い
る
。公
益

社
団
法
人
能
楽
協
会
理
事
。一

般
社
団
法
人
東
京
能
楽
囃
子

科
協
議
会
理
事
。一
般
社
団
法

人
日
本
能
楽
会
会
員
。近
著
に

『
大
倉
源
次
郎
の
能
楽
談
義
』

（
淡
交
社
）が
あ
る
。

学
校
法
人
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