
ザ
・
近
松
第
一
巻
近
松
を
味
わ
う

ち
か
ま
つ
う
る
る
読
本

ち
か
ま
つ
う
る
る
読
本

ザ
・
近
松
〜

江
発
〜

第
一
巻
近
松
を
味
わ
う



は
じ
め
に

さ
ば
え
近

松

ち
か
も
ん
く
ん

倶
楽
部
と
鯖
江
市
教
育
委
員
会
で
は
、『
ち
か
ま
つ
う
る
る
読
本

ザ
・
近
松
』
全
三
冊
を

発
行
い
た
し
ま
す
。

「
ち
か
ま
つ
う
る
る
」の「
う
る
る
」は
、各
巻
の
副
題
と
な
っ
て
い
ま
す
、第
一
巻「
近
松
を
味
わ
う
」、第

二
巻「
近
松
を
知
る
」、第
三
巻「
近
松
を
旅
す
る
」か
ら
、末
尾
の
文
字
を
取
っ
て
名
付
け
ま
し
た
。

近
松
の
浄
瑠
璃
を
見
る
、そ
の
生
涯
・
人
と
な
り
を
学
ぶ
、ゆ
か
り
の
土
地
を
め
ぐ
る
…
そ
う
い
っ
た
折

に
、ポ
ケ
ッ
ト
に
入
れ
た
り
、カ
バ
ン
に
し
の
ば
せ
た
り
し
て
、気
軽
に
利
用
で
き
る
手
の
ひ
ら
サ
イ
ズ
の
か

わ
い
い
冊
子
で
す
。末
永
く
愛
用
く
だ
さ
い
ま
す
よ
う
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

さ
て
、近
年
、文
章
を
声
に
出
し
て
読
む「
音
読
・
朗
読
」が
ひ
そ
か
な
ブ
ー
ム
を
よ
ん
で
い
ま
す
。音
読
用

に
、古
典
作
品
や
詩
歌
、物
売
り
の
口
上
な
ど
、歴
史
の
な
か
で
吟
味
さ
れ
生
き
抜
い
て
き
た
名
文
・
名
文
句

を
選
び
出
し
、一
冊
に
ま
と
め
た
本
が
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
に
も
な
り
ま
し
た
。そ
の
中
に
、近
松
門
左
衛
門
の
代

表
作
で
あ
る『
曾
根
崎
心
中
』の
お
初は

つ

・
徳
兵
衛

と

く

べ

え

の
道
行

み
ち
ゆ
き

部
分
が
選
ば
れ
て
い
ま
す
。



こ
の
世よ

の
な
ご
り
。夜よ

も
な
ご
り
。

死
に
に
行
く
身
を
た
と
ふ
れ
ば

あ
だ
し
が
原
の
道
の
霜し

も

。

一
足
づ
つ
に
消
え
て
行
く
。

夢
の
夢
こ
そ
あ
は
れ
な
れ
・
・
・

こ
れ
は
、古
来
、名
文
と
し
て
知
ら
れ
て
き
た
文
章
で
す
が
、あ
ら
た
め
て
声
に
出
し
て
読
ん
で
み
る
こ
と

で
、多
く
の
人
が
近
松
作
品
の
魅
力
を
し
み
じ
み
味
わ
う
き
っ
か
け
に
な
っ
た
と
思
い
ま
す
。

近
松
の
作
品
、名
文
句
は
、ほ
か
に
も
た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
。こ
の
巻
で
は
、近
松
作
品
の
中
か
ら
代
表
的

な
も
の
を
選
び
出
し
、や
さ
し
い
言
葉
で
解
説
を
つ
け
ま
し
た
。劇
場
で
鑑
賞
し
た
り
、そ
の
作
品
に
つ
い
て

知
り
た
い
と
思
っ
た
と
き
に
、ま
ず
最
初
に
開
く
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
と
し
て
役
立
て
ば
幸
い
で
す
。

最
後
に
な
り
ま
し
た
が
、冊
子
の
編
集
に
ご
協
力
い
た
だ
き
ま
し
た
関
係
者
の
皆
様
に
感
謝
申
し
上
げ

ま
す
。
同
時
に
、『
ち
か
ま
つ
う
る
る
読
本

ザ
・
近
松
』を
通
し
て
、近
松
愛
好
の
輪
が
一
層
広
ま
る
こ
と
を

祈
念
し
、巻
頭
の
ご
あ
い
さ
つ
と
し
ま
す
。

さ
ば
え
近
松
倶
楽
部
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人間国宝
三代目中村鴈治郎 なかむら・がんじろう
［屋号］成駒屋（なりこまや）
昭和16年、二代目中村扇雀（せんじゃく）を襲名して初舞
台。平成2年、三代目中村鴈治郎を襲名。平成17年には、
上方歌舞伎の大名跡である坂田藤十郎を、231年ぶりに
襲名（四代目）することが決まった。昭和56年に自ら結成
した近松座では、近松の残した作品を、原作の精神を尊重
しながら歌舞伎として上演し続け、大きな成果を挙げて
いる。平成2年、紫綬褒章（しじゅほうしょう）。同6年、
重要無形文化財保持者（人間国宝）。同7年、紺綬褒章
（こんじゅほうしょう）など受賞歴多数。
※右ページの直筆揮毫（きごう）は、今回、当読本第1巻の発
行にあたり、中村鴈治郎氏からお寄せいただいたものです。

近松への招待近松への招待



人
間
国
宝

吉
田
文
雀
氏

ー

8

吉田 文雀 よしだ・ぶんじゃく
昭和20年、文楽座に入座。昭和25年に三代目吉田文五郎の門下
となり、吉田文雀を名乗る。主役級の女形だけでなく、幅広い役
を遣いこなし、作品・役に対する深い解釈から生まれる、格調あ
る演技は、高く評価されている。豊富な知識、経験により、昭和
38年から現在に至るまで公演に遣う人形のかしらを決める「か
しら割り委員」を務める。
昭和57年、国立文楽劇場第１回文楽賞大賞。平成 3年、紫綬褒
章（しじゅほうしょう）。同6年、重要無形文化財保持者（人間国
宝）。同11年、勲四等旭日小綬章（くんよんとうきょくじつしょ
うじゅしょう）など受賞歴多数。

嫗山姥（こもちやまんば）



近松への招待近松への招待

近
松
作
品
の
思
い
出

│
│
文
雀
先
生
が
、
人
形
遣つ

か

い
の
道
に
入
ら
れ
て
半
世
紀
以
上
た
つ
わ
け
で
す
が
、
そ
の
間
に
近
松
門
左
衛

門
の
作
品
の
な
か
で
い
ろ
ん
な
役
を
お
遣
い
に
な
っ
て
お
ら
れ
る
と
思
い
ま
す
。
先
生
が
心
に
残
っ
て
い
る
作

品
や
役
は
ご
ざ
い
ま
す
か
？

文
雀
●

も
う
、
い
ろ
い
ろ
な
役
を
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
ま
す
け
ど
も
…
。『
大
経

だ
い
き
ょ
う

師じ

昔
暦

む
か
し
ご
よ
み

』
の
お
さ

ん
、『
鑓や

り

の
権ご

ん

三ざ

重
か
さ
ね

帷
子

か
た
び
ら

』
の
お
さ
い
な
ど
が
、
印
象
に
残

っ
て
ま
す
ね
。
も
ち
ろ
ん
『
心
中
天

し
ん
じ
ゅ
う
て
ん

の
網
島

あ
み
じ
ま

』
は
、
人
気
の

あ
る
狂
言
で
、
よ
く
出
て
い
ま
す
。
お
さ
ん
、
治
兵
衛
、
小

は
る
、
孫
右
衛
門
な
ど
…
。

あ
と
好
き
な
役
柄
で
は
、『
長
町

な
が
ま
ち

女
お
ん
な

腹
切

は
ら
き
り

』
の
半
七
の
お

ば
。
自
分
と
し
て
は
、
随
分
思
い
を
込
め
て
遣
っ
た
ん
で
す

け
ど
ね
。
こ
れ
は
、
あ
ん
ま
り
作
品
そ
の
も
の
が
評
判
に
な

ら
な
か
っ
た
で
す
が
ね
（
笑
）

大経師昔暦（だいきょうじむかしごよみ）

9
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近
松
は
難
し
い
？

│
│
近
松
の
作
品
に
つ
い
て
は
、
演
じ
る
側
と
し
て
ど
の
よ
う
な
思
い
を
持
っ
て
お
ら
れ
る
で
し
ょ
う
か
？

文
雀
●

人
形
浄
瑠
璃
を
創
生
期
に
確
立
し
た
の
は
近
松
で
す
し
、
そ
の
意
味
で
偉
大
な
人
で
す

が
、
実
は
近
松
の
作
品
は
、
我
々
に
と
っ
て
は
、
舞
台
に
か
け
る
こ
と
が
や
り
に
く
い
。
一
番
難

し
い
作
者
で
す
（
笑
）。

ま
ず
は
、
人
形
が
今
と
違
い
ま
す
。
近
松
が
死
ん
で
か
ら
三
十
年
く
ら
い
た
っ
て
、
や
っ
と
今

の
「
三
人
遣
い
」
が
始
ま
っ
た
わ
け
で
、
現
代
の
舞
台
と
、
人
形
の
遣
い
方
や
構
造
そ
の
も
の

が
、
全
然
違
う
か
ら
ね
。

ま
た
当
時
は
「
一
人
遣
い
」
だ
け
じ
ゃ
な
く
、
糸
あ
や
つ
り
な
ん
か
も
併
用
し
て
い
た
に
違
い

な
い
。『
百
合
若
大
臣

ゆ

り

わ

か

だ

い

じ

ん

野の

守
鏡

も
り
の
か
が
み

』
の
鷹
の
精
や
、『
用
明
天
王

よ
う
め
い
て
ん
の
う

職
人
鑑

し
ょ
く
に
ん
か
が
み

』
の
高
砂
の
松
の
と
こ
ろ

な
ど
が
そ
う
で
す
よ
ね
。

│
│
「
か
ら
く
り
」
な
ど
も
使
っ
て
い
た
…
。



文
雀
●

そ
う
そ
う
。
当
時
は
狭
い
限
ら
れ
た
舞
台
だ
か
ら
で
き
る
。
現
代
の
大
き
な
舞
台
で
上
演

す
る
に
は
、
原
作
ど
お
り
で
き
な
い
部
分
が
あ
る
。

ま
た
、
近
松
は
ん
は
芝
居
の
台
本
に
し
て
も
、
筆
に
ま
か
せ
て
書
い
て
い
る
と
こ
ろ
が
あ
っ
て
、

文
章
も
「
字
余
り
、
字
足
ら
ず
」
の
と
こ
ろ
が
結
構
あ
る
ん
で
す
。
そ
の
ま
ま
の
文
章
で
は
語
り

に
く
い
と
思
い
ま
す
。

近
松
当
時
の
浄
瑠
璃
は
、「
語
り
」
が
主
体
で
し
ょ
。
目
で
見
る
人
形
は
、
お
添
え
も
の
に
な

る
わ
け
で
し
ょ
う
。

│
│
私
た
ち
は
ど
う
し
て
も
、
文
学
と
し
て
、
読
み
物
と
し
て
近
松
を
と
ら
え
る
こ
と
の
ほ
う
が
多
い
わ
け
で

す
が
、
舞
台
芸
術
と
し
て
の
近
松
は
、
ま
た
違
う
部
分
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
か
？

文
雀
●

近
松
は
ん
の
作
品
は
、
文
章
的
に
は
大
変
な
も
の
と
お
っ
し
ゃ
る
で
し
ょ
う
け
ど
、
演
じ

る
ほ
う
は
、
よ
っ
ぽ
ど
心
理
描
写
な
ど
考
え
て
や
ら
な
い
と
舞
台
に
な
ら
な
い
。『
女
殺

お
ん
な
こ
ろ
し

油
あ
ぶ
ら

地
獄

の
じ
ご
く

』
で
も
、
与
兵
衛
が
、
お
吉
に
甘
え
て
「
金
貸
し
て
く
れ
」
と
い
う
の
が
、
途
中
で
、
は
っ

と
「
殺
そ
う
」
と
い
う
風
に
変
わ
る
と
こ
ろ
な
ど
、
同
じ
人
形
の
顔
で
変
わ
ら
な
い
の
に
、
殺
意

11
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を
見
せ
る
と
い
う
の
は
、
よ
っ
ぽ
ど
技
術
が
非
凡
で
な
か
っ
た
ら
で
き
な
い
こ
と
で
す
わ
な
。

『
曾そ

根そ
ね

崎
心

ざ
き
し
ん

中じ
ゅ
う

』
の
堂
島
新
地
天
満
屋
の
段
で
、
辰
松

た
つ
ま
つ

八は
ち

郎
兵
衛

ろ

べ

え

は
ど
ん
な
女
形
遣
う
て
た

の
か
。
お
は
つ
が
縁
の
下
に
徳
兵
衛
を
隠
し
て
、
足
で
合
図
す
る
と
こ
ろ
な
ん
か
、
昔
は
ど
ん
な

こ
と
し
て
た
の
や
ろ
か
と
思
い
ま
す
け
ど
ね
。
裾す

そ

か
ら
手
を
入
れ
て
人
形
遣
っ
て
る
の
に
…
。
こ

の
あ
た
り
、
人
形
と
語
り
の
関
係
が
ど
う
だ
っ
た
の
か
、
非
常
に
興
味
の
あ
る
と
こ
ろ
で
す
が
、

具
体
的
な
人
形
の
遣
い
方
に
つ
い
て
は
全
然
残
っ
て
な
い
で
す
か
ら
ね
。

現
代
に
生
き
る
者
が
共
感
で
き
る
舞
台
を

│
│
そ
う
で
す
ね
。
実
際
、
江
戸
時
代
に
あ
っ
て
も
近
松
が
亡
く
な
っ
て
か
ら
は
、
彼
の
作
品
も
原
作
ど
お
り

は
あ
ま
り
上
演
さ
れ
ず
、
改
作
で
上
演
さ
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
と
い
う
事
情
が
あ
り
ま
す
。
そ
う
い
う
わ
け

で
す
か
ら
、
現
代
、
近
松
作
品
を
演
じ
る
と
き
に
は
、
作
り
手
側
と
し
て
ご
苦
労
が
あ
る
と
思
う
ん
で
す
が
…
。

文
雀
●

私
ど
も
は
お
客
様
あ
っ
て
の
舞
台
で
す
か
ら
ね
。
今
の
時
代
に
ど
う
表
現
し
た
ら
、
お
客

様
に
理
解
し
て
い
た
だ
け
る
か
、
納
得
し
て
い
た
だ
け
る
か
、
そ
れ
が
大
切
な
ん
で
す
。
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原
作
が
基
本
と
な
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
で
す
が
、
や
は
り
い
ろ
い
ろ
の
作
品
に
つ
い
て
、
現

代
の
若
い
人
や
京
都
・
大
阪
以
外
の
全
国
の
お
客
様
が
見
て
下
さ
っ
て
、
何
を
言
っ
て
い
る
の
か

わ
か
る
よ
う
に
、
文
章
を
抜
き
差
し
し
た
り
、
書
き
か
え
た
り
す
る
こ
と
も
必
要
と
な
っ
て
き
ま

す
。
近
松
作
品
に
は
、
言
葉
遊
び
の
部
分
が
多
い
で
し
ょ
う
？
『
曾
根
崎
心
中
』
の
「
観
音
巡

り
」
と
か
。
そ
う
い
う
筋
と
は
あ
ま
り
関
係
な
い
と
こ
ろ
を
カ
ッ
ト
す
る
と
か
ね
。

で
、『
曾
根
崎
心
中
』
も
文
章
を
わ
か
り
や
す
く
し
て
大
成
功
し
、
そ
の
後
、
国
内
だ
け
で
な

く
、
海
外
公
演
で
も
必
ず
ヒ
ッ
ト
す
る
作
品
に
な
っ
た
ん
で
す
。
そ
れ
を
学
者
先
生
な
ど
は
、「
に

せ
近
松
」
と
か
お
書
き
に
な
る
場
合
も
あ
る
ん
で
す
が
（
笑
）。

近
松
だ
っ
て
こ
し
ら
え
た
と
き
は
、
お
客
様
が
あ
っ
て
こ
し
ら
え
た
わ
け
で
し
ょ
う
？
お
客
様

を
喜
ば
せ
る
娯
楽
な
ん
で
す
か
ら
ね
。
現
代
の
生
活
を
し
て
い
る
お
客
様
が
見
て
、
共
感
を
得
ら

れ
る
よ
う
な
舞
台
を
作
ら
な
く
ち
ゃ
い
け
な
い
ん
で
す
。

お
芝
居
を
見
に
こ
ら
れ
る
お
客
様
は
、
高
い
入
場
料
払
っ
て
、
持
っ
て
帰
ら
れ
る
の
は
切
符
の

半
分
だ
け
で
す
よ
。
芝
居
見
て
「
あ
あ
、
お
も
し
ろ
か
っ
た
」
と
か
、「
悲
し
か
っ
た
」
と
か
、

近松への招待近松への招待



近松への招待近松への招待

「
あ
そ
こ
で
心
打
た
れ
た
」
と
か
、
そ
の
と
き
は
そ
う
思
わ
れ
て
満
足
し
て
お
帰
り
に
な
っ
て
、
そ

れ
が
忘
れ
ら
れ
て
も
な
ん
か
の
と
き
に
、「
そ
う
！
あ
の
と
き
の
あ
れ
、
よ
か
っ
た
な
あ
」
と
思
う

て
も
ら
え
る
よ
う
な
舞
台
を
作
ら
ん
な
ら
ん
、
私
ど
も
は
。
そ
う
思
う
て
、
一
生
懸
命
に
務
め
さ

せ
て
い
た
だ
い
て
る
ん
で
す
が
…
。

│
│
こ
れ
か
ら
も

江
の
近
松
フ
ァ
ン
と
一
緒
に
、
素
晴
ら
し
い
舞
台
を

期
待
し
て
お
り
ま
す
。
今
日
は
貴
重
な
お
話
を
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し

た
。

◎
対
談
日：

平
成
13
年
８
年
28
日

◎
聞
き
手：

福
井
大
学
教
育
地
域
科
学
部
教
授

三
好
修
一
郎
（
さ
ば
え
近
松
倶
楽
部
顧
問
）
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「
こ
の
世
の
名
残
り
、夜
も
名
残
り
…
」

浄
瑠
璃
・
世
話
物
「
曾
根

そ

ね

崎
心

ざ

き

し

ん

中
じ
ゅ
う

」
◎
初
演
元
禄

げ
ん
ろ
く

十
六（
一
七
〇
三
）年
五
月
七
日
竹
本
座

上
之
巻
（
観
音
巡

か
ん
の
ん
め
ぐ

り
〜
生
玉
社

い
く
だ
ま
し
ゃ

の
場
）

天
満
屋

て

ん

ま

や

の
遊
女
お
初
が
大
坂

お
お
ざ
か

三
十
三
番
の

観
音
巡
り
を
終
え
、
生
玉
の
社
に
着
い
た
。
お
初は

つ

は
こ
こ
で
恋
人
の
醤

し
ょ
う

油
屋

ゆ

や

平ひ
ら

野
屋

の

や

の
手
代

徳
兵
衛

と

く

べ

え

を
久
し
ぶ
り
に
見
か
け
、
そ
の
出
会
い
を
喜
ぶ
。
実
は
、
徳
兵
衛
に
お
じ
で
あ
る
平
野
屋

久
右

き

ゅ

う

衛え

門も
ん

の
女
房
の
姪
と
の
結
婚
話
が
進
ん
で
い
た
が
、
お
初
の
こ
と
が
あ
り
断
る
。
こ
の
た
め
、

お
じ
か
ら
持
参
金
の
返
却
を
迫
ら
れ
る
。
徳
兵
衛
は
こ
の
持
参
金
を
、
継
母
か
ら
取
り
返
す
こ
と

は
で
き
た
が
、
こ
れ
を
友
人
の
油

あ
ぶ
ら

屋
九

や

く

平
次

へ

い

じ

に
貸
し
て
し
ま
う
。「
必
ず
取
り
返
す
」
と
徳
兵
衛

は
語
る
。
そ
こ
へ
九
平
次
が
町
衆
と
一
緒
に
通
り
か
か
っ
た
の
で
、
九
平
次
の
実
印
の
押
さ
れ
た

証
文
を
見
せ
、
そ
の
返
済
を
迫
る
と
、「
借
り
た
覚
え
は
な
い
。
証
拠
の
証
文
も
偽
物
だ
」
な
ど

と
汚
名
を
着
せ
た
上
、
徳
兵
衛
を
散
々
な
目
に
あ
わ
せ
る
。
心
身
と
も
に
傷
つ
い
た
徳
兵
衛
は
、

そ
の
場
を
立
ち
去
る
。

あ
ら
す
じ



17

中
之
巻
（
蜆
川

し
じ
み
が
わ

新
地
天
満
屋
の
場
）

そ
の
夜
、
天
満
屋
で
は

お
初
が
昼
の
事
件
を
案
じ
て
い
る
と
、
徳
兵
衛
が
来
る
。
お
初

は
縁え

ん

の
下
に
隠
し
た
。
そ
こ
へ
九
平
次
が
現
れ
、
徳
兵
衛
の
悪

口
を
い
う
。
お
初
は
縁
の
下
の
徳
兵
衛
を
足
で
押
さ
え
、
ひ
と

り
言
に
な
ぞ
ら
え
て
、
そ
れ
と
な
く
死
の
覚
悟
を
伝
え
合
う
。
深

夜
、
二
人
は
手
を
取
り
合
っ
て
天
満
屋
を
忍
び
出
る
。

下
之
巻
（
道
行

み
ち
ゆ
き

〜
曾
根
崎
天
神
の
森
の
場
）

曾
根
崎
天
神
の
森
に
つ
い
た
二
人
は
、
永
遠
の
愛

を
誓
い
な
が
ら
、「
松
、
棕
櫚

し

ゅ

ろ

の
一
木

ひ

と

き

の
相
生

あ
い
お
い

」
に
か
ら
だ
を
結
び
つ
け
、こ
の
世
に
別
れ
を
つ
げ
る
。

近
松
最
初
の
世
話
浄
瑠
璃
で
す
。
女
形
の
人
形
遣
い
の
名
手
辰
松

た
つ
ま
つ

八
郎
兵
衛

は

ち

ろ

べ

え

が
お
初
を
遣
っ
た
こ
と

で
も
評
判
に
な
り
ま
し
た
。
天
満
屋
の
見
世
先
、
縁
の
下
に
潜
ん
だ
徳
兵
衛
が
お
初
の
素
足
に
頬
を
寄
せ
、
互
い

に
死
の
覚
悟
を
伝
え
あ
う
「
肉
感
的
」
な
場
面
が
一
番
の
見
ど
こ
ろ
で
す
。
人
形
の
動
き
が
真
に
迫
っ
て
い
て
、
見

事
で
す
。
現
行
の
文
楽
の
『
曾
根
崎
心
中
』
は
、
昭
和
三
十
年
に
改
訂
復
活
さ
れ
た
も
の
で
す
。
歌
舞
伎
で
は
、

昭
和
二
十
八
年
に
宇
野

う

の

信
夫

の

ぶ

お

が
脚
色
し
た
も
の
が
演
じ
ら
れ
て
い
ま
す
。

見
ど
こ
ろ
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「
あ
あ
、生
き
ら
れ
る
だ
け
こ
の
世
で
添
お
う
…
」

浄
瑠
璃
・
世
話
物
「
冥
途

め

い

ど

の
飛
脚

ひ

き

ゃ

く

」
◎
初
演

正
徳

し
ょ
う
と
く

元（
一
七
一
一
）年
七
月
以
前

竹
本
座

上
之
巻
（
飛
脚
屋

ひ
き
ゃ
く
や

亀
屋

か

め

や

）
大
坂

お
お
ざ
か

淡
路

あ

わ

じ

町ま
ち

の
飛
脚
屋
亀
屋
の
養
子
忠
兵
衛

ち
ゅ
う
べ
え

は
、
丹
波
屋

八
右
衛
門

は

ち

え

も

ん

か
ら
の
預
か
り
金
五
十
両
を
、
以
前
か
ら
入
れ
込
ん
で
い
た
新
町
の
遊
女
梅
川

う
め
が
わ

の
身
請

け
金
の
一
部
に
流
用
す
る
。
同
情
し
た
八
右
衛
門
は
、
い
っ
た
ん
は
返
済
を
待
つ
。
そ
の
後
、
忠

兵
衛
は
、
侍
の
屋
敷
に
届
け
る
公
金
三
百
両
を
懐
に
出
か
け
る
が
、
そ
の
身
は
い
つ
の
ま
に
か
新

町
方
面
へ
と
向
か
う
。

中
之
巻
（
新
町
越

し
ん
ま
ち
え
ち

後
屋

ご

や

）

新
町
の
廓

く
る
わ

の
茶
屋
越
後
屋
の

二
階
。
八
右
衛
門
が
現
れ
、
忠
兵
衛
を
、
梅
川
に
寄
せ
つ

け
な
い
よ
う
遊
女
た
ち
に
頼
む
。
そ
こ
に
現
れ
た
忠
兵
衛

は
、
八
右
衛
門
と
口
論
に
な
り
、「
男
の
一
分
（
面
目
）

捨
て
さ
せ
た
」
と
懐
の
中
の
三
百
両
の
封
印

ふ
う
い
ん

を
切
り
、
八

あ
ら
す
じ
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右
衛
門
に
五
十
両
を
投
げ
つ
け
る
。
公
金
に
手
を
つ
け
る
こ
と
は
大
罪
。
残
り
の
金
で
梅
川
の
身

請
け
を
し
た
忠
兵
衛
は
、
梅
川
を
連
れ
て
逃
げ
る
よ
う
に
廓
を
立
ち
去
る
。

下
之
巻
（
大
和

や

ま

と

へ
の
道
行
〜
新
口
村

に
の
く
ち
む
ら

）
二
人
は
、
忠
兵
衛
の
実
父
孫
右
衛
門

ま

ご

え

も

ん

の
住
む
大
和
国
新

口
村
に
た
ど
り
つ
く
が
、
こ
こ
に
も
詮
索
の
手
は
の
び
て
い
る
様
子
。
隠
れ
見
し
て
い
る
二
人
の

目
に
、
時
雨

し

ぐ

れ

の
な
か
、
道
を
急
ぎ
、
泥
田
に
転
ぶ
孫
右
衛
門
の
姿
が
見
え
た
。
梅
川
は
思
わ
ず
飛

び
出
し
、
孫
右
衛
門
を
介
抱
す
る
。
す
べ
て
を
悟
っ
た
孫
右
衛
門
は
、
梅
川
に
お
金
を
渡
し
、
逃

げ
る
よ
う
に
促
す
。
二
人
は
父
親
と
の
名
乗
り
も
果
た
さ
ず
、
急
い
で
姿
を
消
す
が
…
。

非
常
に
上
演
回
数
の
多
い
作
品
で
す
が
、
初
演
後
は
長
く
『
傾
城

け
い
せ
い

恋こ
い
の

飛
脚

た

よ

り

』『
恋こ

い

飛
脚

ひ
き
ゃ
く

大
和

や

ま

と

往
来

お
う
ら
い

』
な

ど
改
作
物
で
上
演
さ
れ
て
き
ま
し
た
。
こ
れ
ら
の
改
作
で
は
、
八
右
衛
門
が
忠
兵
衛
の
「
封
印
切
」
を
さ
か
ん
に
挑

発
す
る
な
ど
、
典
型
的
な
敵か

た
き

役や
く

と
し
て
描
か
れ
ま
す
。
ま
た
下
之
巻
「
新
口
村
の
段
」
で
も
、
雪
が
舞
い
散
る
中
、

親
子
が
目
隠
し
を
し
た
ま
ま
対
面
す
る
場
面
を
作
る
な
ど
、
原
作
に
は
な
い
通
俗
的
な
趣
向
が
目
立
ち
ま
す
。
一

方
、
こ
の
作
品
で
は
、
何
と
い
っ
て
も
、
ヒ
ロ
イ
ン
梅
川
が
忠
兵
衛
に
注
ぐ
心
情
の
美
し
さ
に
胸
を
打
た
れ
ず
に
は

い
ら
れ
ま
せ
ん
。
彼
女
が
忠
兵
衛
と
連
れ
立
っ
て
破
滅
へ
の
道
を
た
ど
る
と
き
、
そ
こ
に
私
た
ち
は
、
時
代
を
超
え

た
究
極
の
愛
の
か
た
ち
を
見
る
こ
と
で
し
ょ
う
。

見
ど
こ
ろ



「
ナ
ン
バ
ー
ワ
ン
遊
女
・
夕
霧
の
面
影
伝
え
て
三
十
五
年
」

浄
瑠
璃
・
世
話
物

「
夕
霧

ゆ

う

ぎ

り

阿
波

あ

わ

の

鳴
渡

な

る

と

」
◎
初
演

正
徳
二（
一
七
一
二
）年
初
春

竹
本
座

上
之
巻
（
新
町

し
ん
ま
ち

吉
田
屋
）

年
の
暮
れ
、
餅
つ
き
で
に
ぎ
わ
う
大
坂

お
お
ざ
か

新
町
の
揚
屋

あ

げ

や

吉
田

屋
で
、
阿
波

あ

わ

の
若
い
侍
に
呼
ば
れ
た
扇
屋
の
遊
女
夕
霧
と
、
夕
霧
に
入
れ
込
ん
で
勘
当

か
ん
ど
う

中
の
藤
屋

ふ

じ

や

伊
左
衛
門

い

ざ

え

も

ん

が
、
二
年
振
り
に
顔
を
合
わ
せ
る
。
夕
霧
は
、
阿
波
の
侍
平
岡

ひ
ら
お
か

左
近

さ

こ

ん

に
、
左
近
の
子

と
欺
い
て
預
け
た
伊
左
衛
門
と
の
子
ど
も
の
こ
と
を
話
し
、
二
人
で
案
じ
て
い
る
。
そ
こ
に
、
阿

波
の
若
い
侍
、
実
は
扮
装
し
た
左
近
の
妻
お
雪
が
現
れ
、「
子
ど
も
を
そ
の
ま
ま
私
た
ち
の
実
子

と
し
て
育
て
さ
せ
て
ほ
し
い
」
と
頼
む
。

中
之
巻
（
平
岡
左
近
借
屋
敷
）
大
坂
上
本
町

う
え
ほ
ん
ま
ち

の
平
岡
左
近
の
借
屋
敷
に
、お
雪
の
心
く
ば
り
で
乳

母
と
し
て
雇
わ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
夕
霧
が
到
着
。か
ご
か
き
姿
で
同
行
し
た
伊
左
衛
門
と
と
も

に
、
立
派
に
成
長
し
た
平
岡
家
の
跡
取
り
で
あ
る
我
が
子
源
之
介

げ
ん
の
す
け

と
対
面
、す
が
り
つ
い
て
泣
く
。

そ
の
様
子
を
見
た
左
近
は
、お
雪
の
反
対
も
押
し
切
り
、源
之
介
を
両
親
と
も
ど
も
追
い
払
う
。

あ
ら
す
じ
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下
之
巻
（
新
町
扇
屋
）
再
び
扇
屋
に
引
き
取
ら
れ
た
夕
霧
は
、
病

が
悪
化
し
、
明
日
を
も
知
れ
ぬ
命
。
そ
こ
へ
、
伊
左
衛
門
親
子
が

あ
わ
れ
な
芸
人
姿
で
現
れ
、
主
人
の
温
情
で
夕
霧
と
対
面
す
る
。

お
雪
の
使
い
と
伊
左
衛
門
の
母
も
か
け
つ
け
、「
せ
め
て
廓

く
る
わ

の
外
で

往
生

お
う
じ
ょ
う

さ
せ
た
い
」
と
、
そ
れ
ぞ
れ
夕
霧
を
請
け
出
す
大
金
を
持
参

す
る
。
こ
れ
を
受
け
て
力
を
得
た
夕
霧
に
、
奇
跡
が
起
こ
る
。

夕
霧
は
大
坂
の
歓
楽
街
で
あ
る
新
町
で
、
絶
大
な
人
気
を
誇
っ
た
実
在
の
太
夫

た

ゆ

う

（
最
上
位
の
遊
女
）
で

す
。
延
宝

え
ん
ぽ
う

七
（
一
六
七
九
）
年
正
月
、
二
十
二
歳
（
一
説
に
は
二
十
七
歳
）
の
若
さ
で
病
没
し
た
後
、
そ
の
人
気

を
し
の
ん
で
、
夕
霧
を
主
人
公
と
し
た
劇
が
数
多
く
上
演
さ
れ
ま
し
た
。
近
松
と
名
コ
ン
ビ
を
組
む
こ
と
に
な
る
歌

舞
伎
役
者
坂
田

さ

か

た

藤
十
郎

と
う
じ
ゅ
う
ろ
う

は
、
伊
左
衛
門
役
で
一
躍
ス
タ
ー
と
な
り
、
生
涯
十
八
度
も
夕
霧
劇
に
出
演
し
た
と
言
わ

れ
て
い
ま
す
。
夕
霧
没
後
三
十
五
回
忌
を
記
念
し
て
書
か
れ
た
人
形
浄
瑠
璃
『
夕
霧
阿
波
鳴
渡
』
は
、
他
の
世
話

物
作
品
と
は
違
い
、
心
中
や
犯
罪
な
ど
の
事
件
は
起
こ
り
ま
せ
ん
が
、
近
松
が
自
慢
の
す
ば
ら
し
い
筆
さ
ば
き
で
書

き
上
げ
た
叙
情
的
な
作
品
で
す
。
近
松
は
こ
の
作
品
で
、
初
演
三
年
前
に
没
し
た
藤
十
郎
の
芸
を
し
の
ん
で
い
た

の
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。

見
ど
こ
ろ
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「
人
間
の
純
粋
な
愛
情
が
、悲
劇
に
つ
な
が
り
…
」

浄
瑠
璃
・
世
話
物
「
心
中

し

ん

じ

ゅ

う

天て

ん

の
網
島

あ

み

じ

ま

」
◎
初
演
享
保

き
ょ
う
ほ
う

五（
一
七
二
〇
）年
十
二
月
六
日

竹
本
座

上
之
巻
（
大
坂

お
お
ざ
か

曽
根
崎

そ

ね

ざ

き

新
地

し

ん

ち

河
庄

か
わ
し
ょ
う

）

茶
屋

ち

ゃ

や

河
庄
で
、
侍
の
客
に
呼
ば
れ
た
遊
女
小こ

は

る
は
、
侍
の
親
切
心
に
う
ち
と
け
、
妻
子
も
あ
る
恋
人
・
紙
屋
治
兵
衛

じ

へ

え

と
の
心
中
の
話
と
、
そ
の

約
束
を
ほ
ご
に
す
る
相
談
を
し
て
し
ま
う
。
外
で
話
を
聞
い
て
い
た
治
兵
衛
は
、
怒
っ
て
障
子
越

し
に
刀
を
突
き
刺
す
が
、
実
は
そ
の
侍
は
治
兵
衛
の
兄
孫
右
衛
門

ま

ご

え

も

ん

で
、
弟
が
入
れ
込
ん
で
い
る
相

手
を
見
届
け
る
た
め
に
来
た
の
で
あ
っ
た
。
治
兵
衛
は
小
は
る
の
心
変
わ
り
を
恨
み
、
別
れ
る
覚

悟
が
つ
く
。

中
之
巻
（
天
満
屋
紙
屋
治
兵
衛
内
）

小
は
る
が
請
け
出
さ
れ
る
と
の
う
わ
さ
を
聞
い
て
、
孫
右

衛
門
と
、
治
兵
衛
の
妻
お
さ
ん
の
実
母
（
治
兵
衛
の
お
ば
）
が
、
紙
屋
の
家
を
訪
れ
治
兵
衛
を

問
い
詰
め
る
。
治
兵
衛
は
、
そ
れ
は
恋
敵が

た
き

の
太
兵
衛

た

へ

え

の
仕
業

し

わ

ざ

と
否
定
す
る
の
で
、
二
人
は
帰
る
。

そ
の
後
、
小
は
る
の
裏
切
り
に
ふ
と
ん
の
下
で
悔く

や

し
涙
を
流
す
治
兵
衛
の
姿
に
、
お
さ
ん
は
小
は

あ
ら
す
じ
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る
が
自
分
に
義
理
立
て
し
、
ひ
と
り
で
死
ぬ
つ
も
り
と
悟
る
。
そ
こ
で
小
は

る
の
心
変
わ
り
は
「
別
れ
て
ほ
し
い
」
と
書
い
た
自
分
の
手
紙
の
せ
い
で
あ

る
こ
と
を
打
ち
明
け
、
自
ら
小
は
る
を
身
請

み

う

け
す
る
金
を
用
意
す
る
。
そ
こ

に
、
お
さ
ん
の
父
五
左
衛
門

ご

ざ

え

も

ん

が
現
れ
、
離
縁

り

え

ん

を
迫
っ
た
上
彼
女
を
連
れ
去
る
。

下
之
巻
（
蜆
川

し
じ
み
が
わ

新
地

し

ん

ち

大
和
屋

や

ま

と

や

〜
名
残

な

ご

り

の
橋
づ
く
し
〜
網
島
樋

あ
み
じ
ま
ひ

の
口く

ち

）

丑
三

う

し

み

つ
時
、
兄
孫
右
衛
門
ら
が
探
し
に
来
る
中
、
治
兵
衛
は
身
を
隠
し
、
示
し
あ
わ
せ
た
よ
う
に
小
は

る
を
連
れ
出
し
、
道
行

み
ち
ゆ
き

に
出
る
。
梅
田
橋

う
め
だ
ば
し

か
ら
緑
橋

み
ど
り
ば
し

…
蜆
橋

し
じ
み
ば
し

…
そ
し
て
天
満
橋
…
い
く
つ
も
の

橋
を
渡
っ
て
、
や
が
て
最
期

さ

い

ご

の
地
網
島
へ
と
二
人
は
た
ど
る
。

享
保
五
（
一
七
二
〇
）
年
の
冬
、
大
坂
曽
根
崎
新
地
の
遊
女
小
は
る
と
紙
屋
治
兵
衛
が
網
島
で
死
ん

だ
心
中
事
件
を
、
近
松
が
す
ぐ
筆
を
と
り
竹
本
座
で
上
演
し
た
作
品
で
す
（
三
日
後
に
は
早
く
も
舞
台
に
か
け
ら

れ
た
と
い
う
話
さ
え
伝
わ
っ
て
い
ま
す
）。
こ
の
作
で
は
、
各
登
場
人
物
の
個
性
豊
か
な
人
間
像
を
見
逃
す
こ
と
は

で
き
ま
せ
ん
。
中
で
も
、
小
は
る
と
お
さ
ん
の
女
同
士
の
義
理
の
描
き
方
は
、
胸
に
迫
る
も
の
が
あ
り
ま
す
。
人
間

の
純
粋
な
愛
情
が
、
世
の
中
の
制
約
に
よ
っ
て
悲
劇
へ
と
つ
な
が
っ
て
行
く
経
過
を
こ
ま
や
か
に
表
現
し
て
お
り
、

有
名
作
の
多
い
近
松
の
世
話
物
の
な
か
で
も
、
芸
術
性
の
高
い
最
高
傑
作
と
の
評
価
を
得
て
い
ま
す
。

見
ど
こ
ろ
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目
の
前
は
油
の
地
獄
「
諦

あ
き
ら

め
て
死
ん
で
下
さ
れ
」

浄
瑠
璃
・
世
話
物

「
女
殺

お
ん
な
こ
ろ
し

油
あ
ぶ
ら

地
獄

の

じ

ご

く

」
◎
初
演

享
保
六（
一
七
二
一
）年
七
月
十
五
日

竹
本
座

上
之
巻
（
道
行

み
ち
ゆ
き

水
馴
竿

み

な

れ

ざ

お

〜
寝
屋
川

ね

や

が

わ

徳
庵
堤

と
く
あ
ん
づ
つ
み

）

天
満

て

ん

ま

の
油
屋
河
内
屋

か

わ

ち

や

の
不
良
息
子

与
兵
衛

よ

へ

え

は
、
野
崎
参
り
の
道
中
、な
じ
み
の
遊
女
を
め
ぐ
っ
て
、
は
で
な
け
ん
か
騒
ぎ
を
起
こ
し
、

通
り
か
か
っ
た
高
槻
藩

た
か
つ
き
は
ん

の
侍
へ
無
礼

ぶ

れ

い

を
は
た
ら
く
。
が
、
そ
の
始
末
を
侍
の
お
供
を
し
て
い
た
伯
父

の
山
本
森
右
衛
門

も

り

え

も

ん

に
つ
け
て
も
ら
う
。そ
れ
を
見
か
け
た
、
河
内
屋
の
筋
向
い
に
店
を
構
え
る
油

屋
豊
島
屋

て

し

ま

や

の
女
房
お
吉き

ち

は
、
与
兵
衛
の
汚
れ
た
衣
服
を
洗
っ
て
や
る
な
ど
世
話
を
や
く
。

中
之
巻
（
河
内
屋
）

与
兵
衛
は
、
義
父
徳
兵
衛

と

く

べ

え

が
手
代
上
が
り
で
、
義
理
の
息
子
た
ち
に
甘
い

の
を
い
い
こ
と
に
、
今
日
も
野
崎
参
り
で
の
一
件
を
種
に
、
金
を
だ
ま
し
取
ろ
う
と
し
た
り
、
妹

お
か
ち
に
芝
居
を
さ
せ
、
自
分
を
あ
と
継
ぎ
に
し
よ
う
と
し
た
り
画
策

か
く
さ
く

す
る
。
が
、
そ
れ
が
通
じ

な
い
と
見
る
と
、
父
や
妹
を
足
で
け
っ
た
り
す
る
。
実
母
お
さ
わ
は
、
そ
ん
な
勝
手
き
ま
ま
な
息

子
に
、
勘
当

か
ん
ど
う

を
言
い
渡
す
。

あ
ら
す
じ



下
之
巻
（
豊
島
屋
〜
新
町

し
ん
ま
ち

備
前
屋

び

ぜ

ん

や

〜
曽
根
崎
新
地
花
屋
〜
豊

島
屋
）
勘
当
さ
れ
借
金
で
首
の
ま
わ
ら
な
い
与
兵
衛
は
、
豊
島

屋
を
訪
れ
、
お
吉
に
「
金
を
返
さ
な
い
と
親
に
迷
惑
が
か
か
る
」

と
借
金
を
頼
む
。
が
、「
夫
の
留
守
中
に
は
無
理
」
と
す
げ
な
く

断
ら
れ
た
与
兵
衛
は
、
隠
し
持
っ
て
い
た
脇
差
を
手
に
お
吉
に

迫
る
。油
ま
み
れ
で
逃
げ
惑
う
お
吉
、追
う
与
兵
衛
…
。
こ
の
お
吉
殺
し
は
五
月
四
日
の
夜
の
こ
と
。

け
ん
か
・
う
そ
・
家
庭
内
暴
力
・
衝
動
的
殺
人
・
盗
み
…
こ
の
作
品
の
主
人
公
与
兵
衛
が
次
々
と
し

で
か
す
事
件
を
、
テ
レ
ビ
番
組
の
評
論
家
な
ら
ば
、「
親
に
甘
や
か
さ
れ
て
育
っ
た
青
年
が
犯
す
、
場
当
た
り
的
な

犯
罪
」
と
コ
メ
ン
ト
す
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
実
際
そ
れ
ら
は
、
古
典
の
物
語
と
言
う
よ
り
、
現
代
の
新
聞
や
週
刊

誌
の
三
面
記
事
に
似
て
い
ま
す
。
そ
の
せ
い
か
初
演
後
、
長
く
再
演
は
な
く
、
明
治
に
な
っ
て
坪
内

つ
ぼ
う
ち

逍
遥

し
ょ
う
よ
う

や
研
究

者
な
ど
に
注
目
さ
れ
、
一
気
に
人
気
作
と
な
り
ま
し
た
。
近
年
、
歌
舞
伎
で
は
、
片
岡
孝
夫
（
現
仁
左
衛
門

に

ざ

え

も

ん

）
が
、

ワ
ル
な
が
ら
ど
こ
か
放
っ
て
は
お
け
な
い
繊
細
な
与
兵
衛
像
を
好
演
し
、
当
た
り
役
と
な
り
ま
し
た
。
ま
た
テ
レ
ビ

ド
ラ
マ
や
映
画
の
世
界
で
は
、
松
田
優
作
や
堤
真
一
な
ど
が
、
独
自
の
与
兵
衛
に
チ
ャ
レ
ン
ジ
。
三
百
年
近
く
た

っ
た
今
も
、
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
た
ち
の
興
味
を
か
き
た
て
続
け
る
近
松
最
大
の
異
色
作
で
す
。

見
ど
こ
ろ
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「
水
の
中
火
の
中
で
も
先
の
世
ま
で
あ
な
た
と
夫
婦
に
…
」

浄
瑠
璃
・
世
話
物

「
心し

ん

中
じ
ゅ
う

宵
庚
申

よ

い

ご

う

し

ん

」
◎
初
演

享
保
七（
一
七
二
二
）年
四
月
二
十
二
日

竹
本
座

上
之
巻
（
坂
部

さ

か

べ

郷
左
衛
門

ご

う

ざ

え

も

ん

屋
敷
）

武
家
の
出
な
が
ら
五
歳
の
時
、
大
坂

お
お
ざ
か

の
八
百
屋
に

養
子
に
行
っ
た
半
兵
衛

は

ん

べ

え

は
、
亡
父
の
十
七
年
忌
の
墓
ま
い
り
の
た
め
、
実
家
の
あ
る
浜
松
に
戻

る
。
ち
ょ
う
ど
弟
小
七
郎

こ
し
ち
ろ
う

が
仕
え
る
坂
部
家
に
、
殿
様
の
お
成
り
が
あ
る
の
で
、
居
合
わ
せ
た
半

兵
衛
は
、
機
転
の
き
い
た
料
理
を
作
る
な
ど
、
立
派
に
大
役
を
果
た
し
男
を
上
げ
る
。

中
之
巻
（
上
田
村

う
え
だ
む
ら

島
田

し

ま

だ

平
右
衛
門

へ

い

え

も

ん

内
）半
兵
衛
の
妻
千
世

ち

よ

は
、

夫
の
留
守
中
に
姑

し
ゅ
う
と
め

か
ら
家
を
出
さ
れ
実
家
に
帰
っ
て
い
た
。

半
兵
衛
は
浜
松
か
ら
の
帰
り
に
妻
の
実
家
に
立
ち
寄
り
、
千

世
が
来
て
い
る
こ
と
に
驚
く
。
は
じ
め
は
半
兵
衛
の
不
義
理

を
責
め
て
い
た
千
世
の
姉
お
か
る
と
父
平
右
衛
門
だ
っ
た
が
、

や
が
て
「
い
っ
し
ょ
に
行
こ
う
。
た
と
え
死
ん
で
も
体
も
戻

あ
ら
す
じ
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さ
な
い
。
未
来
ま
で
夫
婦
」
と
家
に
帰
っ
て
い
く
二
人
を
、
水
盃
を
か
わ
し
て
見
送
る
。

下
之
巻
（
八
百
屋
伊
右
衛
門

い

え

も

ん

内
〜
八
百
屋
半
兵
衛
女
房
お
千
世
道
行

み
ち
ゆ
き

〜
生
玉

い
く
だ
ま

大
仏

だ
い
ぶ
つ

勧
進
所

か
ん
じ
ん
し
ょ

）

八
百
屋
に
ひ
と
り
戻
っ
た
半
兵
衛
は
、
姑
に
「
今
の
ま
ま
で
は
、
姑
に
悪
名
を
き
せ
る
こ
と
に

な
る
。
一
度
千
世
を
家
に
入
れ
て
か
ら
、
自
分
で
離
縁
す
る
」
と
い
い
、
納
得
さ
せ
る
。
半
兵
衛

は
家
に
戻
っ
た
千
世
に
事
情
を
伝
え
、
姑
の
目
の
前
で
再
度
家
か
ら
出
す
。
そ
の
後
、
家
人
の
目

を
盗
み
、
家
を
抜
け
出
し
た
半
兵
衛
は
、
千
世
と
手
を
と
っ
て
最
期
の
道
行
に
出
る
。

最
晩
年
、
七
十
歳
の
近
松
が
書
き
上
げ
た
、
最
後
の
世
話
浄
瑠
璃
で
す
。
享
保
七
年
、
大
坂
で
実
際

に
あ
っ
た
夫
婦
心
中
を
題
材
に
し
ま
し
た
。
離
縁
し
な
い
と
約
束
し
た
義
父
へ
の
義
理
と
、
養
い
親
（
姑
）
へ
の
孝

と
の
板
ば
さ
み
か
ら
、
死
を
選
ぶ
ほ
か
な
か
っ
た
二
人
の
悲
劇
が
胸
を
打
ち
ま
す
。
そ
の
姑
は
敵
役
と
は
い
え
、
寺

参
り
に
熱
中
し
て
い
る
夫
の
代
わ
り
に
、
一
家
の
切
り
盛
り
を
す
る
な
ど
、
男
勝
り
の
働
き
者
と
し
て
も
描
か
れ
て

い
ま
す
。
な
ぜ
彼
女
が
お
千
世
を
嫌
う
の
か
、
作
者
は
そ
の
理
由
を
書
い
て
い
ま
せ
ん
が
、
そ
の
こ
と
が
か
え
っ
て
、

話
を
単
純
化
す
る
こ
と
な
く
、
逆
に
姑
の
人
物
像
に
現
実
味
を
与
え
て
い
る
と
も
言
え
る
で
し
ょ
う
。
中
之
巻
「
上

田
村
」
の
場
面
は
、
娘
に
対
す
る
、
老
い
た
父
親
の
切
々
た
る
感
情
が
見
事
に
描
か
れ
て
お
り
、
見
る
者
の
心
を

う
つ
場
面
で
す
。

見
ど
こ
ろ



イ
ラ
ス
ト
ス
ト
ー
リ
ー
「
け
い
せ
い
仏

ほ
と
け

の
原は

ら

」

『
け
い
せ
い
仏
の
原
』
は
、
越
前

え
ち
ぜ
ん

三
国

み

く

に

の

遊
廓

ゆ
う
か
く

を
舞
台
に
し
た
お
家
騒
動

い
え
そ
う
ど
う

物も
の

で
、
近
松
の

書
い
た
歌
舞
伎
作
品
の
中
で
も
最
高
傑
作
の
ひ

と
つ
で
す
。

ス
ト
ー
リ
ー
を
、
絵
物
語
に
し
ま
し
た
。

●
第
一
（
北
国
街
道
筋

ほ
っ
こ
く
か
い
ど
う
す
じ

〜
梅
永
刑

う
め
な
が
ぎ
ょ
う

部ぶ

館
や
か
た

門
前

も
ん
ぜ
ん

〜

さ
る
大
名
の
下
屋
敷
）

越
前
・
三
国
の
遊
廓
玉
屋
の
傾
城

け
い
せ
い

（
遊
女
）

今
川

い
ま
が
わ

は
、
越
前
の
国
主
梅
永
刑
部
の
息
子
文
蔵

ぶ
ん
ぞ
う

を
愛
し
、
二
人
の
あ
い
だ
に
子
ど
も
藤
松

ふ
じ
ま
つ

ま
で
も

三国遊女町の図（『二十四輩順拝図会より』
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う
け
て
い
ま
し
た
。
今
川
の
父
乾

い
ぬ
い

介す
け

太
夫

だ

ゆ

う

は
、

北
国
街
道
で
偶
然
娘
と
再
会
し
、「
あ
る
大
名
家

に
召
し
抱
え
ら
れ
た
の
で
、
今
に
そ
な
た
を
身
請

け
す
る
」
と
約
束
を
し
ま
す
。

鷹
狩
か
ら
帰
っ
た
文
蔵
は
、
文
蔵
の
許
婚

い
い
な
ず
け

竹

姫
の
家
来
に
な
り
す
ま
し
た
介
太
夫
か
ら
、
文
蔵

の
弟
帯
刀

た
て
わ
き

に
、
米
二
千
石
の
借
り
が
あ
る
と
い
わ

れ
ま
す
。
し
か
も
こ
の
二
千
石
は
、
文
蔵
の
遊
廓

で
使
っ
た
費
用
だ
と
い
う
の
で
す
。
こ
の
た
め
文

蔵
は
、
父
刑
部
か
ら
「
阿
呆
払
い
」（
勘
当
）
に

さ
れ
ま
す
。
と
こ
ろ
が
、
実
は
帯
刀
が
兄
を
追
い

払
う
た
め
に
、
介
太
夫
を
使
っ
て
仕
組
ん
だ
こ
と

で
し
た
。
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追
い
出
さ
れ
た
文
蔵
は
、「
紙
衣

か

み

こ

」
と
い
う

粗
末
な
紙
の
着
物
姿
で
、
三
国
の
月
窓
寺

げ
っ
そ
う
じ

へ
向

か
い
ま
す
が
、
あ
る
大
名
屋
敷
の
前
ま
で
来
る

と
、
昔
好
き
だ
っ
た
遊
女
奥
州

お
う
し
ゅ
う

が
作
っ
た
歌
を

耳
に
し
ま
す
。
思
わ
ず
屋
敷
に
忍
び
込
ん
だ
文

蔵
は
、
二
人
の
遊
女
│
│
奥
州
と
今
川
に
ま
つ

わ
る
遊
郭
で
の
大
騒
動
や
、
遊
び
が
過
ぎ
て
落
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ち
ぶ
れ
た
い
き
さ
つ
を
、
お
も
し
ろ
お
か
し
く

腰
元
た
ち
に
聞
か
せ
ま
す
。
こ
の
長
い
身
の
上

話
の
あ
い
だ
、
座
敷
の
暗
が
り
で
、
涙
な
が
ら

に
話
を
聞
い
て
い
た
奥
州
が
姿
を
見
せ
、
文
蔵

と
酒
を
酌く

み
交
わ
し
ま
す
。
そ
こ
へ
文
蔵
の
許

婚
で
あ
る
竹
姫
が
や
っ
て
き
て
、
嫉
妬
心
か
ら
、

魂
が
火
の
玉
と
な
っ
て
舞
い
上
が
り
、
奥
州
に

乗
り
移
っ
た
と
み
る
や
、
そ
の
身
体
を
借
り
て
、

文
蔵
に
激
し
く
う
ら
み
ご
と
を
訴
え
ま
す
。
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帯
刀
と
介
太
夫
も
、
文
蔵
を
追
っ
て
き
て
切
り
あ
い
に
な
り
、
奥
州
の
機
転
で
、
文
蔵
は
難
を

逃
れ
ま
す
が
、
介
太
夫
ら
は
国
主
刑
部
を
そ
の
場
に
連
れ
込
み
殺
し
て
し
ま
い
ま
す
。
駆
け
つ
け

た
家
老
の
望
月
八
郎

も
ち
づ
き
は
ち
ろ
う

左
衛

ざ

え

門も
ん

は
、
竹
姫
ら
を
助
け
落
ち
の
び
ま
す
。

●
第
二
（
三
国
揚
屋

あ

げ

や

柏
か
し
わ

屋や

内
〜
介
太
夫
屋

敷
内
）

虚
無

こ

む

僧そ
う

姿
の
文
蔵
は
、
三
国
の
揚
屋
柏
屋

で
、
今
川
と
再
会
し
ま
す
。
今
川
が
遊
女
と

し
て
売
ら
れ
た
と
き
の
年
季
手
形

ね

ん

き

て

が

た

に
、「
乾
介

太
夫
」
の
名
が
書
か
れ
て
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、

父
を
惨
殺
し
た
敵

か
た
き

が
、
今
川
の
実
父
介
太
夫

で
あ
る
こ
と
を
知
っ
た
文
蔵
。
一
同
に
こ
と

の
な
り
ゆ
き
を
話
し
、「
今
川
に
は
ひ
ま
を
や
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っ
た
。
自
分
が
親
の
敵
介
太
夫
を
討
て
ば
、
う
れ
し
く
な
か
ろ
う
」
と
、
今
川
に
息
子
の
藤
松
を

預
け
、
月
窓
寺
を
頼
っ
て
い
く
よ
う
に
言
い
お
い
て
、
泣
く
泣
く
別
れ
ま
す
。

介
太
夫
の
住
居
に
、
何
者
か
が
「
火
付
け
を
す
る
」
と
書
い
た
札
を
張
り
ま
す
。
夜
に
な
り
、

介
太
夫
が
見
張
り
を
し
て
い
る
と
、
そ
こ
に
今
川
と
藤
松
が
訪
れ
ま
す
。
今
川
は
、
父
が
文
蔵
に

討
た
れ
な
い
よ
う
に
、
火
の
札
で
父
を
逃
が
そ

う
と
し
て
い
た
の
で
す
。
し
か
し
、
暗
闇
の
た

め
、
そ
れ
と
は
知
ら
ず
藤
松
に
切
り
つ
け
る
介

太
夫
。
そ
こ
へ
、
文
蔵
と
八
郎
左
衛
門
が
現
れ
、

切
り
合
い
に
な
り
ま
す
。
今
川
が
両
者
の
あ
い

だ
に
入
っ
て
、
介
太
夫
に
、
恋
人
が
文
蔵
で
あ

る
こ
と
を
話
す
と
、
介
太
夫
は
驚
き
、
こ
れ
ま

で
の
悪
事
の
数
々
を
わ
び
、
そ
の
場
に
姿
を
見

せ
た
帯
刀
を
だ
ま
し
て
討
ち
取
ら
せ
ま
す
。



そ
の
上
で
、
文
蔵
に
親
の
敵

と
し
て
討
た
れ
よ
う
と
す
る
介
太

夫
を
、
文
蔵
は
刀
で
切
り
つ
け

「
サ
ア
敵
は
討
っ
た
」
と
叫
び
ま

す
。
が
、
そ
れ
は
峰
打
ち
で
し
た
。

一
同
は
、
文
蔵
の
機
転
に
喜
び
の
声
を
あ
げ
ま
す
。

●
第
三
（
月
窓
寺
如
来

に
ょ
ら
い

東
山

ひ
が
し
や
ま

開
帳

か
い
ち
ょ
う

の
場
）

月
窓
寺
の
住
職
は
都
に
上
り
、
寺
の
宝
物
で
あ
る
沓く

つ

は
き
の
阿
弥
陀

あ

み

だ

如
来

に
ょ
ら
い

を
、
東

ひ
が
し

山や
ま

長
楽
寺

ち
ょ
う
ら
く
じ

で
公
開
し
ま

す
。
竹
姫
、
奥
州
、
今
川
が
供
養
の
音
楽
を
奏
で
る

と
、
大
勢
の
人
が
参
拝
に
訪
れ
、
め
で
た
く
治
ま
っ
た

世
を
祝
う
の
で
す
。
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元
禄
時
代
の
三
国
は
、北
前
船

き
た
ま
え
ぶ
ね

の
寄
港
地
と
し
て
、多
く
の
船
人
で
に
ぎ
わ
っ
て
い
ま
し
た
。こ
の
た
め

遊
廓

ゆ
う
か
く

な
ど
の
遊
び
場
も
栄
え
て
い
ま
し
た
。こ
の
作
品
は
、そ
の
三
国
の
遊
廓
を
主
な
舞
台
と
し
て
書
か
れ
た
歌
舞
伎

で
す
。初
演
当
時
、主
役
の
文
蔵
に
扮
し
た
名
優
坂
田

さ

か

た

藤
十
郎

と
う
じ
ゅ
う
ろ
う

が
、長
々
と
身
の
上
話
を
す
る
場
面
が
有
名
で
し
た

（
第
一「
さ
る
大
名
の
下
屋
敷
」）。
良
家
の
跡
取
り
息
子
が
、
遊
女
に
心
を
奪
わ
れ
、家
を
追
わ
れ
て
落
ち
ぶ
れ
ま
す
。

こ
の
後
、遊
女
の
と
こ
ろ
で
長
々
と
お
し
ゃ
べ
り
を
す
る
と
い
う
話
の
展
開
を
「
や
つ
し
」
と
呼
び
ま
す
。
こ
の
や
つ

し
の
芸
が
、当
時
の
上
方
歌
舞
伎
の
典
型
的

な
筋
書
き
で
し
た
。近
松
座

ち
か
ま
つ
ざ

を
主
宰
す
る
人
間

国
宝
の
歌
舞
伎
役
者
・
中
村

な
か
む
ら

鴈
治
郎

が
ん
じ
ろ
う

氏
が
、一

九
八
七
年
、こ
の
作
品
を
復
活
上
演
し
ま
し

た
。藤
十
郎
が
得
意
に
し
た
、
こ
の
や
つ
し
の

見
せ
場
を
、見
事
に
現
代
に
よ
み
が
え
ら
せ
ま

し
た
。

見
ど
こ
ろ

35

歌
舞
伎

「
け
い
せ
い
仏
の
原
」
◎
初
演

元
禄
十
二（
一
六
九
九
）
年
一
月
二
十
四
日

京
都
四
条
大
芝
居

し
じ
ょ
う
お
お
し
ば
い
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「
平
景
清
と
源
頼
朝
、両
雄
の
対
決
の
果
て
に
」

浄
瑠
璃
・
時
代
物

「
出
世

し

ゅ

っ

せ

景
清

か

げ

き

よ

」
◎
初
演

貞
享

じ
ょ
う
き
ょ
う

二（
一
六
八
五
）年

竹
本
座

平
家
滅
亡
後
、
平

た
い
ら
の

景
清

か
げ
き
よ

は
、
源

み
な
も
と
の

頼
朝

よ
り
と
も

を
討
っ
て
一
族
の
恨
み
を
晴
ら
す
機
会
を

ね
ら
っ
て
い
た
が
、
そ
の
前
に
頼
朝
の
臣
で
、
知
略
に
す
ぐ
れ
た
重
忠

し
げ
た
だ

を
討
つ
計
略
だ
っ
た
（
初

段
）。熱

田
あ

つ

た

大
神
宮

だ
い
じ
ん
ぐ
う

の
大
宮
司

だ
い
ぐ
う
じ

は
、
景
清
に
娘
の
小
野

お

の

の

姫ひ
め

を
嫁
が
せ
、
協
力
を
約
束
す
る
。
清
水
寺

き
よ
み
ず
で
ら

の
観
世
音

か
ん
ぜ
お
ん

を
信
仰
す
る
景
清
は
ま
た
、
京
都
清
水
坂
の
遊
女
阿
古
屋

あ

こ

や

と
の
あ
い
だ
に
、
二
人
の
子

ど
も
を
も
う
け
て
い
た
。
阿
古
屋
の
兄
、
伊
庭

い

ば

の

十
蔵

じ
ゅ
う
ぞ
う

は
景
清
を
捕
ら
え
、
恩
賞
を
得
よ
う
と
妹
を

そ
そ
の
か
す
。
阿
古
屋
は
景
清
に
あ
て
た
小
野
姫
の
手
紙
に
逆
上
し
、
景
清
の
い
る
と
こ
ろ
を
訴

え
る
。
景
清
は
危
う
く
難
を
逃
れ
る
（
二
段
）。

重
忠
は
、
景
清
を
お
び
き
よ
せ
る
た
め
に
、
熱
田
の
大
宮
司
や
小
野
姫
を
捕
ら
え
、
六
条
河
原

で
苦
し
い
目
に
あ
わ
せ
る
。
景
清
は
名
乗
り
出
て
、
縄
に
か
か
る
（
三
段
）。

あ
ら
す
じ
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二
人
の
子
ど
も
を
連
れ
た
阿
古
屋
は
、
景
清
の
も
と
へ
わ
び
に
来
る
が
、
許
し
て

も
ら
え
な
い
。
こ
の
た
め
、
阿
古
屋
は
景
清
の
面
前
で
、
子
ど
も
と
と
も
に
自
害
す

る
。
そ
れ
を
見
た
景
清
は
牢
を
破
り
、
通
り
か
か
っ
た
伊
庭
十
蔵
を
殺
し
、
再
び
牢

に
戻
る
（
四
段
）。

景
清
は
、
佐
々
木
四
郎
の
手
で
首
を
は
ね
ら
れ
る
が
、
そ
の
さ
ら
し
首
は
、
清
水

の
千
手
観
音
の
首
と
変
わ
っ
て
い
た
。
頼
朝
は
そ
の
仏
頭
を
袖
に
受
け
、
清
水
寺
に

参
詣
す
る
。
頼
朝
は
千
手
観
音
に
救
わ
れ
た
景
清
を
許
し
、
宮
崎
の
庄
を
与
え
る
。

景
清
は
、
頼
朝
を
ね
ら
い
続
け
た
こ
と
を
恥
じ
、
両
眼
を
え
ぐ
り
、
九
州
日
向

ひ
ゅ
う
が

に
下
る
（
五
段
）。

近
松
が
竹
本

た
け
も
と

義
太
夫

ぎ

だ

ゆ

う

の
た
め
に
書
き
下
ろ
し
た
最
初
の
作
品
で
す
。義
太
夫
の
前
途
を
祝
っ
て
、題
に

「
出
世
」と
い
う
文
字
を
用
い
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。主
人
公
の
景
清
は
、『
平
家
物
語
』に
も
登
場
す
る
実
在
の
人
物

で
す
。彼
が
平
家
復
興
を
願
い
、頼
朝
を
執
念
深
く
追
う
物
語
は
、後
に
謡
曲
や
幸
若
舞

こ
う
わ
か
ま
い

、あ
る
い
は
古
い
時
代
の
浄
瑠

璃
な
ど
に
語
り
継
が
れ
て
き
ま
し
た
。こ
の
作
品
で
は
、近
松
は
先
行
の
作
に
筋
を
借
り
な
が
ら
、阿
古
屋
、小
野
姫
な

ど
、景
清
を
め
ぐ
る
女
性
た
ち
の
心
理
を
深
く
追
求
す
る
な
ど
、こ
れ
を「
史
劇
」と
呼
ぶ
に
ふ
さ
わ
し
い
内
容
ま
で
に

高
め
て
い
ま
す
。そ
の
こ
と
か
ら
、演
劇
史
の
上
で
は
、『
出
世
景
清
』
以
前
の
浄
瑠
璃
を「
古こ

浄
瑠
璃

じ
ょ
う
る
り

」、以
後
を「
当
流

と
う
り
ゅ
う

浄
瑠
璃

じ
ょ
う
る
り

」と
呼
ん
で
い
ま
す
。

見
ど
こ
ろ



「
し
っ
か
り
も
の
の
女
房
は
い
か
に
し
て
亭
主
を
助
け
る
か
」

浄
瑠
璃
・
時
代
物
「
け
い
せ
い
反
魂
香

は

ん

ご

ん

こ

う

」
◎
初
演

宝
永

ほ
う
え
い

五（
一
七
〇
八
）年

竹
本
座

絵
師
狩
野

か

の

う

元
信

も
と
の
ぶ

は
敦
賀

つ

る

が

に
下
り
、
遊
女
遠
山

と
お
や
ま

（
実
は
絵
師
土
佐

と

さ

の

将
し
ょ
う

監げ
ん

光
信

み
つ
の
ぶ

の
娘
）

と
出
会
い
、
夫
婦
の
約
束
を
す
る
。
元
信
は
、
近
江
国
の
六
角

ろ
っ
か
く

家
に
仕
え
る
が
、
姫
君
銀
杏

い
ち
ょ
う

の
前

と
祝
言
を
あ
げ
る
は
め
と
な
る
。
そ
れ
を
見
た
悪
臣
不
破

ふ

わ

伴
左
衛
門

ば

ん

ざ

え

も

ん

ら
が
難
癖
を
つ
け
、
元
信
を

捕
ら
え
る
。
元
信
は
自
分
の
肩
を
か
ん
で
、
血
を
襖
戸

ふ
す
ま
ど

に
吹
き
か
け
、
虎
を
描
く
。
こ
の
虎
は
生

き
て
暴
れ
だ
し
、
元
信
を
助
け
出
す
。
虎
は
京
都
山
科

や
ま
し
な

に
蟄
居

ち
っ
き
ょ

し
て
い
る
土
佐
将
監

光
信
の
住
ま
い
の
辺
り
に
現
れ
る
が
、
土
佐
の
名
字
が
許
さ
れ
た
光
信
の
弟
子
修
理
介

し
ゅ
り
の
す
け

は
、
筆
で
そ
の
虎
を
か
き
消
す
。
修
理
介
の
兄
弟
子
、
浮
世

う

き

よ

又
平

ま
た
へ
い

も
、
光
信
か
ら
土
佐

の
名
乗
り
を
許
し
て
も
ら
お
う
と
、
妻
と
師
匠
光
信
を
訪
ね
る
毎
日
だ
が
、
も
の
を
言

う
の
が
不
自
由
な
こ
と
も
あ
り
、
光
信
は
そ
れ
を
許
さ
な
い
。
絶
望
し
た
又
平
は
、
庭

の
手
水
鉢

ち
ょ
う
ず
ば
ち

に
自
分
の
姿
を
書
き
残
し
て
自
害
し
よ
う
と
す
る
が
、
手
水
鉢
の
裏
側
に

あ
ら
す
じ
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そ
の
絵
が
浮
き
出
る
。
そ
の
功
に
よ
り
名
を
許
さ
れ
、
土
佐
又
平
光
起

み
つ
お
き

と
名
乗
る（
上
之
巻
）。

京
六
条
の
廓

く
る
わ

で
、
六
角
家
の
名
古
屋

な

ご

や

山
三

さ

ん

ざ

は
、
元
信
の
た
め
伴
左
衛
門
を
討
つ
。
廓
に
現
れ

た
元
信
は
、
み
や
と
名
を
変
え
た
遠
山
と
再
会
す
る
が
、「
山
三
へ
の
義
理
の
た
め
、
銀
杏
の
前

と
の
結
婚
を
断
れ
な
い
」
と
言
う
。
元
信
を
思
い
切
れ
な
い
み
や
は
、
銀
杏
の
前
に
頼
み
、
元
信

と
し
ば
し
の
間
、
夫
婦
と
な
る
。
が
、
そ
れ
は
不
思
議
な
香
の
力
に
よ
っ
て
現
れ
た
み
や
の
亡
霊

だ
っ
た
。
み
や
は
元
信
に
別
れ
を
告
げ
、
消
え
入
る
（
中
之
巻
）。

出
世
し
た
元
信
は
、
光
信
に
蟄
居
が
解
か
れ
た
こ
と
を
知
ら
せ
に
来
る
。
銀
杏
の
前
に
遠
山
の

姿
を
さ
せ
、
将
監
光
信
の
娘
と
し
て
元
信
に
嫁
が
せ
る
（
下
之
巻
）。

題
名
に
採
ら
れ
た
「
反
魂
香

は
ん
ご
ん
こ
う

」
と
は
、
死
者
の
魂
を
呼
び
返
し
、
そ
の
姿
が
煙
の
中
に
現
れ
る
と
い
う

中
国
の
故
事
に
出
て
く
る
お
香
の
こ
と
で
す
。
死
ん
だ
後
も
、
元
信
を
思
う
み
や
の
ひ
た
む
き
な
愛
情
が
、
こ
の
作

の
最
大
の
テ
ー
マ
で
す
。
現
行
の
上
演
で
は
、
元
信
も
み
や
も
出
て
こ
な
い
上
之
巻
の
「
土
佐
将
監
閑
居
の
場
」
の

み
が
演
じ
ら
れ
ま
す
が
、
近
松
の
人
気
作
の
一
つ
で
す
。
後
輩
に
先
を
越
さ
れ
死
ま
で
覚
悟
す
る
又
平
の
悲
哀
と
、

幕
切
れ
の
ど
ん
で
ん
返
し
が
、
一
幕
の
舞
台
と
し
て
魅
力
的
だ
か
ら
で
し
ょ
う
。
と
り
わ
け
、
お
し
ゃ
べ
り
で
夫
を

助
け
る
し
っ
か
り
も
の
の
妻
が
示
す
深
い
情
愛
が
、
観
客
の
胸
を
打
ち
ま
す
。

見
ど
こ
ろ



「
八
重
桐
を
鬼
女
に
変
え
た
出
来
事
と
は
…
」

浄
瑠
璃
・
時
代
物

「
嫗

こ
も
ち

山
姥

や

ま

ん

ば

」
◎
初
演

正
徳
二
（
一
七
一
二
）年
九
月
以
前

竹
本
座

平
安
時
代
の
こ
と
。武
将
源
頼
光

み
な
も
と
の
ら
い
こ
う

は
、名
剣
を
求
め
て
、
渡
辺
綱

わ
た
な
べ
の
つ
な

を
連
れ
、小
夜
の
中

山
に
泊
ま
る
。
坂
田
忠
時

さ
か
た
の
た
だ
と
き

の
娘
糸
萩

い
と
は
ぎ

は
、宿
屋
の
料
理
人
喜
之
介

き

の

す

け

の
助
太
刀
を
得
て
、父
の
敵
を

討
つ
。敵
を
討
っ
た
そ
の
太
刀
を
頼
光
に
献
上
し
た
手
柄
で
、喜
之
介
は
頼
光
に
召
し
抱
え
ら
れ
、

碓
氷

う
す
い
の

定
光

さ
だ
み
つ

と
名
乗
る（
初
段
）。

頼
光
は
、権
勢
を
誇
る
右
大
将
清
原

き
よ
は
ら
の

高
藤

た
か
ふ
じ

の
企

た
く
ら

み
で
、行
方
知
れ
ず
の
身
。
岩
倉

い
わ
く
ら
の

大
納
言

だ
い
な
ご
ん

兼
冬

か
ね
ふ
ゆ

の
館

や
か
た

で
は
、頼
光
の
許
婚

い
い
な
ず
け

沢お
も

潟だ
か

姫ひ
め

の
心
を
慰
め
る
た
め
、
煙
草

た

ば

こ

売
り
の

源
七

げ
ん
し
ち

を
呼
び
入
れ
、小
唄
を
歌
わ
せ
る
。そ
こ
に
親
の
敵
を
討
つ
た
め
、家
を
出
た
夫

坂
田

さ
か
た
の

時
行

と
き
ゆ
き

の
行
方
を
訪
ね
歩
く
遊
女
八
重

や

え

桐ぎ
り

が
通
り
か
か
り
、夫
に
似
た
歌
声
を
聞

く
。館
に
入
る
と
、果
た
し
て
源
七
、
つ
ま
り
時
行
だ
っ
た
。館
の
局

つ
ぼ
ね

た
ち
に
問
わ
れ
る

ま
ま
、八
重
桐
は
廓

く
る
わ

で
の
騒
動
話
や
、帰
ら
な
い
夫
へ
の
あ
て
こ
す
り
を
面
白
お
か
し
く

あ
ら
す
じ
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語
る
。「
離
別
は
敵
討
ち
の
た
め
」と
怒
っ
た
時
行
に
、八
重
桐
は
、「
敵
は
そ
な
た
の
妹
糸
萩
が
先
月

討
っ
た
」
と
責
め
る
。時
行
は
恥
じ
て
、そ
の
場
で
切
腹
。
そ
の
無
念
の
思
い
が
、
八
重
桐
の
胎
内

に
宿
る
。鬼
女
と
な
っ
た
八
重
桐
は
、
押
し
寄
せ
た
高
藤
方
の
侍
達
を
追
い
散
ら
す（
二
段
）。

縁
の
あ
る
、
美
濃
国
の
能
勢

の

せ

の

判
官

は
ん
が
ん

に
か
く
ま
わ
れ
て
い
た
頼
光
を
狙
う
高
藤
。判
官
の
養
子
で
、

頼
光
の
異
母
弟
冠
者
丸

か
ん
じ
ゃ
ま
る

が
、頼
光
の
身
代
わ
り
と
な
り
討
た
れ
る
。山
中
に
逃
れ
た
頼
光
は
、山
を

巡
っ
て
い
る
う
ち
に
、
山
姥

や
ま
ん
ば

と
な
っ
た
八
重
桐
と
出
会
う
。八
重
桐
が
時
行
の
魂
を
身
ご
も
っ
て

産
ん
だ
怪
童
丸
は
、頼
光
の
家
来
と
な
り
坂
田

さ
か
た
の

金
時

き
ん
と
き

と
名
づ
け
ら
れ
る
。こ
こ
に
綱
・
定
光
・
卜
部

う
ら
べ
の

末
竹

す
え
た
け

・
金
時
の
四
天
王

し
て
ん
の
う

が
揃
い
、悪
鬼
を
討
つ
た
め
、近
江
の
国
高
懸
山

こ
う
か
け
や
ま

へ
向
か
う
。鬼
の
大
将
を

ね
じ
伏
せ
た
四
天
王
は
、都
に
入
り
高
藤
を
捕
ら
え
、国
は
め
で
た
く
治
ま
る（
三
〜
五
段
）。

今
日
で
は「
廓
話

く
る
わ
ば
な
し
」と
し
て
、主
に
二
段
目
の
み
が
演
じ
ら
れ
ま
す
。女
性
は
口
数
が
少
な
い
の
が
一
般

的
で
あ
っ
た
時
代
に
、長
ぜ
り
ふ
を
し
ゃ
べ
ら
せ
た
点
が
お
も
し
ろ
く
、こ
れ
は
、
歌
舞
伎
で
坂
田
藤
十
郎
が
得
意
と

し
た
見
せ
場
を
取
り
入
れ
た
も
の
で
す
。
実
際
、八
重
桐
の
名
は
、藤
十
郎
の
影
響
を
受
け
た
女
形
荻
野

お

ぎ

の

八
重
桐

や

え

ぎ

り

の

名
を
、そ
の
ま
ま
借
り
た
も
の
で
す
。人
形
浄
瑠
璃
と
歌
舞
伎
と
の
相
互
の
影
響
・
交
流
を
考
え
る
点
で
も
、興
味
深

い
作
品
で
す
。

見
ど
こ
ろ
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「
近
松
最
大
の
ヒ
ッ
ト
作
は
異
国
情
緒
た
っ
ぷ
り
」

浄
瑠
璃
・
時
代
物

「
国
性

こ

く

せ

ん

爺や

合
戦

か

っ

せ

ん

」
◎
初
演

正
徳
五（
一
七
一
五
）年
十
一
月
十
五
日

竹
本
座

舞
台
は
中
国
の
明
。思
宋
烈

し
そ
う
れ
つ

皇
帝
の
時
代
で
、栄
華
を
誇
っ
て
い
た
が
、李
蹈
天

り
と
う
て
ん

の
計
略

で
韃
靼

だ
っ
た
ん

兵（
蒙
古
軍
）に
攻
撃
さ
れ
る
。皇
帝
は
殺
さ
れ
、落
城
し
た（
初
段
）。

か
つ
て
皇
帝
の
怒
り
を
受
け
、
日
本
の
平
戸
に
渡
っ
て
い
た
鄭て

い

芝し

龍り
ゅ
う

は
、
老
一
官

ろ
う
い
っ
か
ん

と
名
乗
り
、

日
本
人
の
妻
と
の
間
に
、
和わ

藤
内

と
う
な
い

と
い
う
子
ど
も
を
も
う
け
て
い
た
。
和
藤
内
は
祖
国
の
危
機
を

知
り
、
明
国
を
復
活
さ
せ
よ
う
と
、
父
母
と
三
人
で
大
陸
に
渡
る
。
和
藤
内
ら
は
、
一
官
が
昔
、

こ
の
地
に
残
し
た
娘
で
、
今
は
甘
輝

か

ん

き

と
い
う
武
将
の
妻
に
な
っ
て
い
る

錦
祥
女

き
ん
し
ょ
う
じ
ょ

を
訪
ね
、
甘
輝
を
味
方
に
す
る
た
め
、
居
城
の
獅
子

し

し

が
城

じ
ょ
う

へ
と
向

か
う
。
そ
の
途
中
、
母
と
和
藤
内
は
、
千
里

せ

ん

り

が
竹た

け

に
迷
い
込
み
、
こ
こ
で

猛
虎
と
戦
う
。
日
本
か
ら
持
参
し
た
伊
勢
神
宮
の
お
札
で
、
激
し
く
抵
抗

し
て
い
た
猛
虎
を
従
わ
せ
、
敵
も
驚
く
活
躍
を
す
る
（
二
段
）。

あ
ら
す
じ
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和
藤
内
ら
は
獅
子
が
城
に
着
く
が
、
甘
輝
は
す
で
に
韃
靼
軍
の
将
軍
に
任
じ
ら
れ
て
い
て
、「
女

（
妻
）
に
ほ
だ
さ
れ
、
和
藤
内
の
味
方
に
な
っ
た
と
言
わ
れ
て
は
、
末
代
ま
で
の
恥
辱
」
と
断
る
。

し
か
し
、
妻
錦
祥
女
と
母
の
覚
悟
の
自
害
に
よ
り
、
勇
猛
な
甘
輝
を
味
方
に
つ
け
る
こ
と
が
で
き

る
。
甘
輝
は
和
藤
内
を
、
国
性

こ
く
せ
ん

爺や

鄭て
い

成
功

せ
い
こ
う

と
名
乗
ら
せ
る
（
三
段
）。

国
性
爺
と
韃
靼
兵
と
の
戦
い
は
五
年
が
過
ぎ
る
。
や
が
て
南
京
城

な
ん
き
ん
じ
ょ
う

で
、
決
戦
の
時
を
迎
え
た
。

国
性
爺
の
活
躍
で
李
蹈
天
を
討
ち
果
た
し
、
つ
い
に
勝
利
を
得
る
（
四
段
・
五
段
）。

題
材
は
父
が
明
の
人
、
母
が
日
本
人
と
い
う
、
明
代
末
に
活
躍
し
た
鄭
成
功
の
英
雄
伝
で
す
。
日
本

と
中
国
に
わ
た
る
ス
ケ
ー
ル
の
大
き
な
物
語
で
、
初
演
か
ら
三
年
越
し
、
十
七
ヵ
月
の
長
期
公
演
を
記
録
し
ま
し

た
。
近
世
末
ま
で
に
、
人
形
浄
瑠
璃
だ
け
で
も
お
よ
そ
三
十
回
繰
り
返
し
上
演
さ
れ
、
そ
の
回
数
は
、
近
松
作
品

の
な
か
で
も
断
然
ト
ッ
プ
で
す
。
歌
舞
伎
や
小
説
に
も
な
る
な
ど
、「
国
性
爺
ブ
ー
ム
」
が
お
こ
っ
た
ほ
ど
で
す
。
二

段
目
「
千
里
が
竹
」
は
、「
荒
事

あ
ら
ご
と

」
と
呼
ば
れ
る
勇
壮
な
演
技
の
中
に
、「
お
か
し
み
」
の
感
じ
ら
れ
る
場
面
で
す
。

何
と
い
っ
て
も
、
三
段
目
「
獅
子
が
城
」
の
段
が
見
せ
場
。
特
に
和
藤
内
の
母
と
腹
違
い
の
姉
の
命
を
か
け
た
働

き
に
よ
り
、
劇
的
な
転
換
が
行
わ
れ
る
場
面
が
圧
巻
で
す
。
か
ら
く
り
も
多
用
さ
れ
、
華
の
あ
る
作
品
で
す
。
な
お

「
国
性
爺
」
と
い
う
の
は
、
国
王
の
姓
を
賜
っ
た
人
物
の
敬
称
で
す
。

見
ど
こ
ろ
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「
俊
寛

し

ゅ

ん

か

ん

悲
劇
の
見
事
な
展
開
」

浄
瑠
璃
・
時
代
物
「
平へ

い

家け

女に

ょ

護
島

ご

の

し

ま

」
◎
初
演
享
保
四（
一
七
一
九
）年
八
月
十
二
日
竹
本
座

平
家
討
伐
の
秘
密
会
議
に
参
加
し
た
俊
寛

し
ゅ
ん
か
ん

僧
都

そ

う

ず

・
平

た
い
ら
の

康
頼

や
す
よ
り

・
少
将

し
ょ
う
し
ょ
う

成
経

な
り
つ
ね

の
三
人
は
、捕

ら
え
ら
れ
、九
州
南
端
の
小
島
鬼き

界か
い

ヶが

島し
ま

へ
流
罪

る

ざ

い

に
な
る
。俊
寛
の
妻
東

あ
ず
ま

屋や

も
捕
ら
え
ら
れ
る
。
平

た
い
ら
の

清
盛

き
よ
も
り

は
東
屋
に
引
か
れ
、側
室
に
し
よ
う
と
迫
る
。京
六
条
河
原
で
は
、大
仏
が
獄
門

ご
く
も
ん

に
か
け
ら
れ

た
が
、大
仏
の
首
か
ら
文
覚

も
ん
が
く

が
現
れ
、源
氏
の
大
将
で
あ
っ
た

源み
な
も
と
の

義
朝

よ
し
と
も

の
白
骨
を
奪
っ
て
立
ち
去
る（
初
段
）。

成
経
は
、隣
の
桐
島
の
海
女

あ

ま

千
鳥

ち

ど

り

と
恋
に
お
ち
、俊
寛
を
親
が

わ
り
に
婚
礼
を
あ
げ
る
。島
に
大
船（
赦
免
船

し
ゃ
め
ん
せ
ん

）が
来
て
、使
者

瀬
尾
太
郎

せ

の

お

た

ろ

う

は
、康
頼
・
成
経
の
赦
免
を
告
げ
る
。一
人
残
る
俊
寛

は
泣
き
悲
し
む
が
、
平

た
い
ら
の

重
盛

し
げ
も
り

ら
の
意
を
受
け
た
も
う
一
人
の
使
者
が
、俊
寛
を
本
州
ま
で
連
れ
戻

す
と
伝
え
る
。一
方
、瀬
尾
は
千
鳥
の
同
行
を
許
さ
な
い
。俊
寛
は
、成
経
と
千
鳥
を
あ
わ
れ
み
、そ

あ
ら
す
じ
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の
上
愛
妻
東
屋
の
死
を
告
げ
ら
れ
、帰
国
の
望
み
を
絶
つ
。そ
し
て
瀬
尾
を
切
り
殺
し
、そ
の
罪
を

一
身
に
背
負
い
、一
人
島
に
残
る
決
意
を
す
る
。俊
寛
は
、千
鳥
を
自
分
の
か
わ
り
に
船
に
乗
せ
、遠

ざ
か
る
船
を
、岩
上
で
、い
つ
ま
で
も
見
送
る（
二
段
）。

一
方
、国
内
で
は
、腰
元
笛
竹

ふ
え
た
け

と
姿
を
変
え
た
牛
若

う
し
わ
か

が
、源
氏
再
興
を
め
ざ
し
て
い
た
。
備
後

び

ん

ご

の
敷
浜

に
つ
い
た
千
鳥
は
、法
皇
を
救
う
。こ
の
た
め
平
清
盛
に
踏
み
殺
さ
れ
る
が
、死
骸
か
ら
出
た
猛
火
に
、清

盛
は
恐
れ
お
の
の
く
。清
盛
は
熱
病
に
苦
し
み
、東
屋
と
千
鳥
の
亡
霊
に
悩
ま
さ
れ
、つ
い
に
も
だ
え
死

ぬ
。平
家
追
討
の
命
を
受
け
た
文
覚
は
、源
頼
朝
が
挙
兵
す
る
夢
を
見
る（
三
段
・
四
段
・
五
段
）。

『
平
家
物
語
』を
題
材
に
し
た
作
品
。平
家
の
滅
亡
か
ら
源
氏
興
隆
ま
で
、虚
実
と
り
ま
ぜ
て
描
か
れ
て

い
ま
す
。二
段
目「
鬼
界
ケ
島
」は
、『
平
家
物
語
』や
能
で
も
取
り
上
げ
ら
れ
、「
足あ

し

摺ず

り
」の
名
で
有
名
。『
平
家
女
護

島
』で
は
、そ
れ
ら
を
ふ
ま
え
な
が
ら
も
島
の
娘
千
鳥
を
登
場
さ
せ
る
な
ど
、新
趣
向
を
加
え
て
い
ま
す
。一
度
は
許
さ

れ
た
俊
寛
が
、新
し
い
罪
に
よ
り
自
主
的
に
残
る
と
い
う
展
開
か
ら
、独
特
の
俊
寛
像
が
生
ま
れ
ま
し
た
。と
は
い
え
、

友
を
乗
せ
た
船
が
、い
よ
い
よ
島
を
離
れ
て
い
く
と
き
の
俊
寛
の
悲
し
み
は
、想
像
を
絶
す
る
も
の
が
あ
り
、極
限
状

況
に
置
か
れ
た
人
間
の
悲
劇
が
、多
く
の
感
動
を
呼
び
ま
す
。現
在
で
も
上
演
の
多
い
時
代
物
で
あ
り
、海
外
公
演
で

も
好
評
を
得
て
い
ま
す
。

見
ど
こ
ろ



「
近
松
の
名
作
あ
れ
こ
れ
」
機
会
が
あ
れ
ば
ぜ
ひ
見
た
い
作
品
紹
介

『
丹
波

た

ん

ば

与
作

よ

さ

く

待
夜

ま

つ

よ

の
こ
む
ろ
ぶ
し
』
は
、
生
き
別
れ
た
親
子
の
再
会
場
面
が
、『
恋
女
房

こ
い
に
ょ
う
ぼ
う

染
分

そ
め
わ
け

手
綱

た

づ

な

』

と
い
う
作
品
の
十
段
目
「
重
の
井
子
別
れ
」
に
改
作
さ
れ
有
名
で
す
。

『
堀
川

ほ
り
か
わ

波
鼓

な
み
の
つ
づ
み

』『
大
経

だ
い
き
ょ
う

師じ

昔
暦

む
か
し
ご
よ
み

』『
鑓や

り

の
権
三

ご

ん

ざ

重か
さ
ね

帷
子

か
た
び
ら

』
は
、
俗
に
三
大
姦
通
劇

か
ん
つ
う
げ
き

と
呼
ば
れ
ま
す
。
近

松
は
こ
れ
ら
の
不
倫
を
を
決
し
て
興
味
本
位
で
描
い
て
お
ら
ず
、
偶
然
の
重
な
り
に
よ
り
、
主
人
公
た
ち

が
追
い
詰
め
ら
れ
て
い
く
過
程
を
冷
静
に
見
つ
め
て
い
ま
す
。

歌
舞
伎
で
は
、
平
成
十
年
、
近
松
座
に
よ
っ
て
二
百
九
十
六
年
ぶ
り
に
復
活
上
演
さ
れ
た
『
け
い
せ
い

壬
生

み

ぶ

大だ
い

念
仏

ね
ん
ぶ
つ

』
が
傑
作
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
遊
女
に
お
ぼ
れ
て
落
ち
ぶ
れ
た
若
殿
の
「
や
つ
し
」、
一
人

芝
居
に
よ
る
長
ぜ
り
ふ
な
ど
、
元
禄
時
代
の
上
方
歌
舞
伎
の
集
大
成
と
も
い
え
る
超
大
作
で
す
。

コ
ラ
ム

宝
蔵
（
た
か
ら
ぐ
ら
）

１
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第

二
章

文
楽
を
楽
し
く
見
る
た
め
に



１
│

義
太
夫
（
ぎ
だ
ゆ
う
）
節
の
は
じ
ま
り

語
り
物
の
発
達

浄
瑠
璃
は
だ
い
た
い
室
町
時
代
の
中
期
（
15
世
紀
末
）
か

ら
始
ま
り
ま
し
た
が
、
江
戸
中
期
（
17
世
紀
後
半
）
に
、

竹
本
義
太
夫
が
現
れ
、
義
太
夫
節
を
お
こ
し
ま
し
た
。
こ

れ
が
人
気
を
集
め
、
こ
れ
以
後
は
浄
瑠
璃
と
い
え
ば
義
太
夫

節
を
意
味
す
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

人
形
浄
瑠
璃（
文
楽
）の
歴
史

文
楽
は
、
わ
が
国
に
お
け
る
伝
統
演
劇
の
一
つ
で

す
。
世
界
で
も
珍
し
い
人
形
劇
と
い
っ
て
も
よ
い

で
し
ょ
う
。「
文
楽
」
と
い
う
呼
称
は
、
幕
末
期

に
活
躍
し
た
人
形
浄
瑠
璃
芝
居
の
経
営
者
・

植
村

う
え
む
ら

文
楽
軒

ぶ
ん
ら
く
け
ん

に
関
係
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
人
形
芝

居
の
劇
場
が
「
文
楽
座
」
と
呼
ば
れ
、
い
つ
の
間

に
か
芸
能
そ
の
も
の
を
指
す
よ
う
に
な
っ
た
の
で

す
。

文
楽
は
、
物
語
に
節
を
つ
け
て
語
る
「
浄
瑠
璃

じ

ょ

う

る

り

」、

そ
れ
を
演
奏
す
る
「
三
味
線

し

ゃ

み

せ

ん

」、
そ
れ
ら
に
あ
わ

せ
て
操
ら
れ
る
「
人
形
」
の
、
三
つ
か
ら
成
っ
て

い
ま
す
。
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４
│

人
形
の
歴
史
三
人
遣
い
の
完
成

竹
本
義
太
夫
が
竹
本
座
を
お
こ
し
た
こ
ろ
は
、
ま
だ
人
形
も

小
さ
い
一
人
遣
い
の
形
で
し
た
が
、
次
第
に
改
良
が
加
え
ら

れ
、
や
が
て
三
人
で
一
体
の
人
形
を
操
る
三
人
遣
い
に
な
り

ま
し
た
。
人
形
の
大
き
さ
も
、
現
在
の
人
形
に
近
い
大
き
さ

に
な
り
ま
し
た
。

人
形
浄
瑠
璃
の
舞
台
も
、
三
人
遣
い
の
完
成
と
と
も
に
、

ほ
ぼ
現
在
の
形
式
に
固
定
し
た
と
思
わ
れ
ま
す
。

２
│

近
松
門
左
衛
門
の
登
場

近
松
門
左
衛
門
が
登
場
す
る
ま
で
は
、
浄
瑠
璃
の
内
容
は

古
め
か
し
い
縁
起
物
や
武
勇
伝
で
し
た
が
、
彼
は
そ
れ
ら
を

人
物
の
心
の
動
き
を
も
描
写
す
る
優
れ
た
劇
文
学
ま
で
高

め
、
元
禄
16
年
（
一
七
○
三
）
の
『
曾
根
崎
心
中
』
で
、

初
め
て
「
世
話
物
」
の
ジ
ャ
ン
ル
を
、
浄
瑠
璃
で
確
立
し

ま
し
た
。

３
│

竹
・
豊
（
ち
く
ほ
う
）
時
代
文
楽
の
黄
金
時
代

竹
本
義
太
夫
が
お
こ
し
た
竹
本
座
の
ほ
か
に
、
義
太
夫
の

弟
子
の
豊
竹
若
太
夫
が
豊
竹
座
を
始
め
ま
し
た
。
竹
本
座

は
、
人
物
の
心
理
描
写
を
重
ん
ず
る
地
味
で
重
厚
な
芸
風
、

豊
竹
座
は
、
は
で
で
技
巧
的
な
芸
風
と
、
そ
れ
ぞ
れ
が
人
気

を
呼
び
、
そ
れ
ぞ
れ
の
頭
文
字
を
と
っ
て
「
竹
豊
時
代
」
と

よ
ば
れ
る
文
楽
の
黄
金
時
代
が
あ
り
ま
し
た
。
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舞
台
の
構
成

人
間
の
演
じ
る
芝
居
と
違
っ
て
、
太
夫
、
三
味

線
弾
き
、
人
形
遣
い
の
三
者
が
、
役
割
を
分
担

し
て
作
品
を
上
演
し
ま
す
。
し
た
が
っ
て
文
楽

は
、
独
特
の
舞
台
構
造
を
も
っ
て
い
ま
す
。

舞
台
は
客
席
か
ら
見
て
、
右
側
に
床
が
あ
り
、
こ

こ
に
義
太
夫
を
語
る
太
夫
と
三
味
線
が
座
り
ま

す
。

床
は
回
転
式
と
な
っ
て
い
て
、「
文
楽

ぶ
ん
ら
く

回ま
わ

し
」
と

呼
び
ま
す
。
一
つ
の
場
を
語
り
終
え
る
と
、
文
楽

回
し
が
回
っ
て
、
担
当
し
た
太
夫
・
三
味
線
弾

き
が
消
え
ま
す
。
裏
側
か
ら
次
の
場
を
語
る
太

夫
・
三
味
線
が
現
れ
る
の
で
す
。

舞
台
は
本ほ

ん

手て

と
呼
ば
れ
る
通
常
の
高
さ
の
後
面

と
、
舟
底

ふ
な
ぞ
こ

と
呼
ば
れ
る
一
段
低
く
な
っ
て
い
る
前

面
と
に
分
か
れ
て
い
ま
す
。
本
手
に
屋
体
が
組
ま

れ
、
演
技
は
屋
体
の
中
と
外
で
行
わ
れ
ま
す
。

さ
ら
に
、
人
形
遣
い
の
持
っ
た
人
形
の
足
が
宙
に

浮
い
て
見
え
な
い
よ
う
に
、
横
一
面
に
さ
え
ぎ
る

板
「
手て

摺す
り

」
が
、
本
手
と
舟
底
の
前
部
分
に
作

ら
れ
て
い
ま
す
。

人
形
が
遣
い
手
と
一
緒
に
屋
体
か
ら
舟
底
へ
降
り

る
と
き
は
、
本
手
の
前
の
手
摺
を
横
に
引
い
て
出

入
り
口
に
し
ま
す
。
こ
の
装
置
を
「
オ
ト
シ
」
と

呼
び
ま
す
。



背景 
小幕 小幕 

下手 上手 

文楽回し 
客席 

舟底 

出語り大夫床 

一の手摺 

７間 
（約12.7m) 

 

文楽回し 

出語り太夫床 

御簾内 御簾内 

下
手 

小
幕 

文字幕 上
手 

小
幕 

一の手摺 

▲舞台略図（国立文楽劇場）

▲国立文楽劇場

▲ 舞台平面略図
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人
形

三
人
が
一
心
同
体
と
な
っ
て
、
一
体
の
人
形
を
遣

い
ま
す
。
こ
の
結
果
、
木
と
布
で
作
ら
れ
た
人
形

が
、
ま
る
で
人
間
の
よ
う
に
み
え
て

き
ま
す
。

黒衣
く ろ ご

主遣
おもづか

い

足遣
あしづか

い

舞台下駄
ぶ た い げ た

左遣
ひだりつか

い

人形の衣装は、主遣いが役を考え
ながら着せる。人形の大きさは、
丈　　120cm～150cm
重さ 5kg～10kg
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﹇
三
人
遣
い
﹈

「
足
10
年
、
左
15
年
」
人
形
遣
い
の
修
行
は
足
か

ら
始
ま
り
、
左
遣
い
、
主
遣
い
へ
と
進
み
ま
す
。

﹇
主
遣
い
﹈

胴
体
の
後
ろ
か
ら
左
手
を
さ
し
こ
み
、
人
形
の
か

し
ら
を
動
か
し
、
右
手
で
人
形
の
右
手
を
動
か
し

ま
す
。

人
形
の
か
し
ら
で
微
妙
な
サ
イ
ン
を
出
し
、
左
遣

い
と
足
遣
い
に
次
の
動
き
を
伝
え
ま
す
。

﹇
足
遣
い
﹈

両
手
で
人
形
の
両
足
を
操
作
し
、
足
拍
子
を
踏
ん

で
動
き
に
ア
ク
セ
ン
ト
を
つ
け
ま
す
。

﹇
左
遣
い
﹈

人
形
の
左
手
を
動
か
し
、
道
具
の
出
し
入
れ
を
行

い
ま
す
。

﹇
舞
台

ぶ

た

い

下
駄

げ

た

﹈

足
遣
い
と
の
高
さ
の
バ
ラ
ン
ス
を
と
る
た
め
に
、
主

遣
い
が
履
く
特
別
な
下
駄
。

﹇
黒
衣

く

ろ

ご

﹈

無
を
表
す
、
黒
色
の
衣
装
。

人
間
を
か
く
し
て
人
形
を
き
わ
だ
た
せ
ま
す
。
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太
夫

登
場
人
物
の
せ
り
ふ
の
ほ
か
、
心
理
・
情
景
・
事

件
の
背
景
を
す
べ
て
一
人
で
語
り
分
け
ま
す
。

肩衣（かたぎぬ）
太夫、三味線弾きが着
付の上に着ける袖なし
の胴着。

見台（けんだい）
太夫が床本をおく台。

床本（ゆかほん）
太夫が舞台で実際に
語る文章と節回しが
書かれた本。太夫の
自筆。

腹式呼吸を助けるヒミツ道具

腹帯（はらおび）
約７cm幅の帯。
下腹部をしめる。

オトシ
砂・小豆を入れた小袋。
身体のバランスをとるため、
懐に入れる。

尻（しり）ひき
これを敷くことにより、
かかとが立ち、腹に力が入る。
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三
味
線

太
夫
と
対
等
の
立
場
で
、
バ
チ
先
ひ
と
つ
で
、
登

場
人
物
の
さ
ま
ざ
ま
な
性
格
や
そ
の
場
の
情
景
を

表
現
し
ま
す
。

太棹三味線
（ふとざおしゃみせん）
絃は３本。
棹が太く、音も大きい。
棹は絃のあたる「ツボ」の所
がへこむため、時々カンナを
かける。

糸道（いとみち）
絃を押さえる爪に
できる溝。

撥（ばち）
たたきつけるように弾
くため、すりへると、
「ミミ」だけ取り替え
る。象牙製。

ミミ
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首（
か
し
ら
）い
ろ
い
ろ

人
形
浄
瑠
璃
の
人
形
は
、
美
し
く
精
巧

せ
い
こ
う

に
で
き
て

い
ま
す
。
特
に
、
か
し
ら
（
顔
の
部
分
）
は
、
年

齢
や
役
が
ら
を
表
す
大
切
な
働
き
を
し
ま
す
。
か

つ
ら
や
衣
装
を
か
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
い
ろ
い

ろ
な
役
に
使
い
わ
け
ら
れ
ま
す
。【娘（むすめ）】

14、15歳からの未婚の女性や若女房。

美しく可憐
か れ ん

なかしら。
『冥途の飛脚』梅川
『曾根崎心中』お初
『心中宵庚申』お千世

【傾城（けいせい）】
もっとも華麗

かれい

なかしら。
最高の位の遊女としての教養をそな
え、色気と意気地をもつ。

『壇浦
だんのうら

兜
かぶと

軍
ぐん

記
き

』阿古屋
『ひらがな盛衰記』梅ケ枝

【老女形（ふけおやま）】
20代から40代の中年の女性。
『心中天の網島』おさん
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【文七（ぶんしち）】
線の太い男性的な顔立ちで、じっと耐
える悲劇の主人公にふさわしい。

『菅原伝授
すがわらでんじゅ

手
て

習鑑
ならいかがみ

』松王丸
『絵

え

本太功
ほんたいこう

記
き

』光秀

【源太（げんた）】
20歳前後の色気ある二枚目。

『仮名
か な

手
て

本
ほん

忠
ちゅう

臣蔵
しんぐら

』若狭之助
『冥途の飛脚』忠兵衛
『曾根崎心中』徳兵衞

【陀羅助（だらすけ）】
下品で嫌味な敵役に使われる。
『冥途の飛脚』八右衞門
『心中天の網島』太兵衛

【又平（またへい）】
素朴で正直一途な役に使われる。
『傾城反魂香』又平



舞
踊
劇
や
心
中
物
の
道
行
な
ど
、舞
踊
の
要
素
の
つ
よ
い

も
の
を
い
う
。「
け
い
じ
」と
も
い
う
。

【
口
上
】こ
う
じ
ょ
う

場
面
の
変
り
目
ご
と
に
、そ
こ
を
語
る
太
夫
と
三
味
線
弾

き
の
紹
介
を
行
う
。こ
れ
は
人
形
遣
い
の
役
目
。黒
衣
に

身
を
包
ん
だ
ま
ま
舞
台
上
手
に
現
れ
、独
特
の
節
ま
わ
し

で
、太
夫
と
三
味
線
弾
き
の
名
前
を
告
げ
、人
形
の
出
遣

い
や
早
代
わ
り
が
あ
る
と
き
は
、そ
れ
も
併
せ
て
観
客
に

知
ら
せ
る
。

【
サ
ワ
リ
】

義
太
夫
節
以
外
の
他
流
の
曲
節
を
流
用
す
る（
障
る
）節
。

転
じ
て
一
段
中
の
も
っ
と
も
重
要
な
聞
か
せ
ど
こ
ろ
、と

く
に
女
性
の
心
情
を
吐
露
し
た
場
面
な
ど
を
さ
す
。「
く
ど

き
」と
も
い
う
。

【
素
浄
瑠
璃
】す
じ
ょ
う
る
り

人
形
を
い
れ
ず
、太
夫
と
三
味
線
だ
け
の
演
奏
を
さ
す
。

【
時
代
物
】じ
だ
い
も
の

浄
瑠
璃
全
体
の
時
代
設
定
が
、江
戸
時
代
よ
り
古
く
、原

則
と
し
て
公
家
や
武
士
の
社
会
で
の
出
来
事
を
扱
っ
た

作
品
の
こ
と
。

文
楽
豆
知
識

【
足
拍
子
】あ
し
び
ょ
う
し

人
形
で
、登
場
人
物
が
走
っ
た
り
歩
い
た
り
す
る
さ
ま
を

表
現
し
た
り
、何
か
の
型
を
す
る
と
き
に
、決
ま
り
の
形
を

強
調
す
る
た
め
に
踏
む
拍
子
の
こ
と
。足
遣
い
の
担
当
。

【
掛
け
合
い
】か
け
あ
い

義
太
夫
節
で
は
、原
則
と
し
て
一
人
の
太
夫
が
、
一
段
す

べ
て
を
語
る
が
、掛
け
合
い
は
、人
形
の
役
に
あ
わ
せ
て
数

人
の
太
夫
で
演
奏
す
る
方
式
。

【
切
り
場
】き
り
ば

一
段
の
浄
瑠
璃
の
う
ち
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
の
部
分
。各
段

の
最
後
に
あ
り
、そ
の
段
の
中
核
に
当
た
る
重
要
場
面
。

単
に
切
り
と
も
。

【
切
り
場
語
り
】き
り
ば
が
た
り

切
り
場
を
語
る
技
量
の
あ
る
者
で
、番
付
の
名
前
の
上
に
、

「
切
」の
字
を
許
さ
れ
た
太
夫
。同
じ
切
り
場
を
語
っ
て
も
、

「
切
」の
字
を
許
さ
れ
て
い
な
い
太
夫
は「
奥
」「
後
」な
ど

と
書
か
れ
る
。

【
景
事
】け
い
ご
と

58



59

【
世
話
物
】せ
わ
も
の

江
戸
時
代
の
町
人
の
生
活
や
風
俗
を
背
景
に
、庶
民
の
事

件
、恋
、人
情
の
も
つ
れ
・
争
い
を
描
い
た
作
品
の
こ
と
。

【
大
団
円
】だ
い
だ
ん
え
ん

五
段
組
織
で
出
来
て
い
る
時
代
物
の
最
終
五
段
目
で
、通

常
は
、ほ
と
ん
ど
上
演
さ
れ
る
こ
と
が
な
い
。

【
チ
ャ
リ
場
】

文
楽
の
演
目
の
中
で
、観
客
の
笑
い
を
誘
う
よ
う
な
滑
稽

な
場
面
を
さ
す
。

【
ツ
メ
人
形
】

捕
り
手
、家
来
、通
行
人
、腰
元
、官
女
な
ど
、そ
の
他
大
勢

の
役
に
使
わ
れ
る
一
人
遣
い
の
人
形
。番
付
で
は
遣
い
手

の
名
を
記
さ
ず
に
、「
大
ぜ
い
」と
書
か
れ
る
。

【
出
遣
い
】で
づ
か
い

文
楽
で
は
一
体
の
人
形
を
三
人
で
操
る
が
、そ
の
う
ち
の

中
心
と
な
る
主
遣
い
が
、頭
巾
を
か
ぶ
ら
ず
、顔
を
出
し
て

舞
台
へ
登
場
す
る
や
り
方
。現
在
で
は
、原
則
的
に
切
り

場
は
ほ
と
ん
ど
出
遣
い
で
あ
り
、主
遣
い
の
衣
装
は
紋
付

と
袴
に
な
る
。

【
通
し
狂
言
】

時
代
物
を
発
端
か
ら
大
詰
め
ま
で
、若
干
の
カ
ッ
ト
は
や

む
を
得
な
い
と
し
て
も
、通
し
て
上
演
す
る
こ
と
。

【
端
場
】は
ば

浄
瑠
璃
の
各
段
の
は
じ
め
の
部
分
。戯
曲
の
導
入
部
を
い

う
。切
り
場
で
展
開
さ
れ
る
ド
ラ
マ
の
仕
込
み
の
段
階
で
、

事
件
の
背
景
や
登
場
人
物
な
ど
を
、概
略
的
に
紹
介
す

る
。番
付
の
名
前
の
上
に
、口
、中
、次
と
書
か
れ
る
。

【
番
付
】ば
ん
づ
け

上
演
す
る
外
題
、出
演
者
、配
役
な
ど
が
書
か
れ
た
印
刷

物
。文
字
の
大
小
、書
か
れ
る
場
所
に
よ
り
、出
演
者
の
格

や
地
位
な
ど
が
示
さ
れ
る
。

【
道
行
】み
ち
ゆ
き

人
形
浄
瑠
璃
の
重
要
な
見
せ
場
の
一
つ
。登
場
人
物
が
目
的

地
へ
た
ど
り
着
く
ま
で
の
行
程
を
見
せ
る
場
面
で
、通
常
は

複
数
の
太
夫
と
三
味
線
弾
き
で
花
や
か
に
演
奏
さ
れ
る
。

【
床
】ゆ
か

文
楽
で
義
太
夫
節
を
演
奏
す
る
た
め
の
、客
席
右
手
前
方

に
張
り
出
し
た
舞
台
。回
転
式
の
盆
の
上
に
乗
っ
て
太
夫
、

三
味
線
弾
き
が
登
場
し
、口
上
の
後
、演
奏
を
は
じ
め
る
。



コ
ラ
ム

宝
蔵
（
た
か
ら
ぐ
ら
）

2

「
文
楽
に
行
こ
う
！
」
文
楽
観
劇
ガ
イ
ド

文
楽
の
ホ
ー
ム
グ
ラ
ウ
ン
ド
は
、
国
立
文
楽
劇
場
で
す
。
昭
和
五
十
九
年
に
、
大
阪
・
日
本
橋
に
文
楽

や
歌
舞
伎
な
ど
の
上
方
芸
能
の
殿
堂
と
し
て
オ
ー
プ
ン
し
ま
し
た
。
現
在
の
と
こ
ろ
、
一
、
四
、
六
、
七

〜
八
、
十
一
月
に
自
主
公
演
が
行
わ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
う
ち
六
月
は
、
鑑
賞
教
室
（
一
部
、
若
手
公

演
）
に
充
て
ら
れ
て
お
り
、
太
夫
・
三
味
線
・
人
形
遣
い
の
技
芸
員

ぎ

げ

い

い

ん

が
、
実
演
を
交
え
て
わ
か
り
や
す
く

解
説
し
て
い
ま
す
。

昭
和
四
十
一
年
に
開
場
し
た
東
京
・
千
代
田
区
隼
町
の
国
立

劇
場
小
劇
場
で
も
、
文
楽
公
演
が
行
わ
れ
て
い
ま
す
（
歌
舞
伎

は
隣
の
大
劇
場
で
上
演
）。
こ
ち
ら
の
自
主
公
演
は
、
二
、
五
、

九
、
十
二
月
の
各
月
で
、
こ
の
う
ち
十
二
月
は
鑑
賞
教
室
と
若

手
公
演
に
な
っ
て
い
ま
す
。

[公演内容・チケットの問合先]
■国立文楽劇場(大阪)
電話06-6212-2531（代）
■国立劇場小劇場(東京)
電話03-3220-3000
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歌
舞
伎
の
歴
史

１
│

歌
舞
伎
の
発
祥

江
戸
初
期
の
慶
長

け
い
ち
ょ
う

八
（
一
六
〇
三
）
年
、
京
都
に
、
出
雲
大
社
の
巫
女

み

こ

と
い
わ
れ
る
阿お

国く
に

が
現
れ
、

念
仏
踊
り
を
踊
っ
て
評
判
と
な
り
、
出
雲
の
阿
国
の
名
前
が
広
ま
り
ま
し
た
。
や
が
て
阿
国
は
、
派
手
な

男
装
を
し
て
遊
女
の
と
こ
ろ
へ
通
う
「
か
ぶ
き
踊
り
」
を
始
め
ま
し
た
。
こ
れ
が
「
阿
国
か
ぶ
き
」
で
す
。

こ
れ
が
歌
舞
伎
の
誕
生
で
す
。

２
│

女（
遊
女
）歌
舞
伎
、
若
衆
歌
舞
伎
か
ら
野
郎
歌
舞
伎
へ

阿
国
か
ぶ
き
は
遊
女
た
ち
に
広
が
り
、
女
（
遊
女
）
歌
舞
伎
は
人
気
を
集
め
ま
し
た
が
、
風
紀
上
の
ト

ラ
ブ
ル
か
ら
禁
止
さ
れ
、
代
わ
っ
て
美
少
年
た
ち
の
若
衆
歌
舞
伎
が
脚
光
を
浴
び
ま
す
。
こ
れ
も
風
紀
問

題
で
禁
止
と
な
り
、
後
、
前
髪
を
剃
り
落
と
し
た
男
性
だ
け
の
野
郎
歌
舞
伎
が
上
演
さ
れ
る
よ
う
に
な
り

ま
す
。
承
応

じ
ょ
う
お
う

二
（
一
六
五
三
）
年
の
こ
と
で
す
。
こ
れ
が
現
在
の
歌
舞
伎
の
原
点
と
な
っ
た
も
の
で
す
。
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３
│

元
禄

げ

ん

ろ

く

歌
舞
伎
か
ら
宝
暦

ほ

う

れ

き

・
天
明

て

ん

め

い

の
歌
舞
伎
へ

江
戸
で
市
川
団
十
郎
の
荒
事

あ
ら
ご
と

、
京
都
で
坂
田
藤
十
郎
の
和わ

事ご
と

が
創
始
さ
れ
、
江
戸
と
上
方
の
芸
風
の

違
い
は
明
治
ま
で
続
い
て
い
き
ま
す
。
近
松
門
左
衛
門
が
大
坂

お
お
ざ
か

・
竹
本
座
の
座ざ

付つ
き

作
者
と
な
っ
て
か
ら
、

上
方
を
中
心
に
人
形
浄
瑠
璃
が
栄
え
、
一
時
、
歌
舞
伎
は
低
迷
し
ま
す
が
、
江
戸
中
期
の
宝
暦
ご
ろ
に

は
、
歌
舞
伎
独
特
の
機
構
と
し
て
回
り
舞
台
が
考
案
さ
れ
、
や
が
て
江
戸
歌
舞
伎
の
全
盛
期
が
到
来
し
ま

す
。

４
│

文
化

ぶ

ん

か

・
文
政

ぶ

ん

せ

い

、幕
末
の
歌
舞
伎
か
ら
近
代
・
現
代
へ

作
者
の
鶴つ

る

屋や

南
北

な
ん
ぼ
く

と
河
竹
黙

か
わ
た
け
も
く

阿
弥

あ

み

が
出
た
時
代
。
南
北
は
世
間
を
リ
ア
ル
に
描
く
生
世
話

き

ぜ

わ

狂
言
を
確

立
し
、
黙
阿
弥
は
幕
末
世
相
を
反
映
し
た
白
浪
物

し
ら
な
み
も
の

と
い
う
泥
棒
の
世
界
を
多
く
描
い
て
い
ま
す
。
明
治
に

入
る
と
、
役
者
の
地
位
向
上
が
図
ら
れ
、
ま
た
狂
言
作
者
以
外
の
作
家
に
よ
る
「
新
歌
舞
伎
」
も
盛
ん

に
な
り
ま
す
。
第
二
次
世
界
大
戦
後
に
は
「
新
作
歌
舞
伎
」、
現
代
は
市
川
猿
之
助
の
「
ス
ー
パ
ー
歌
舞

伎
」
も
登
場
し
て
い
ま
す
。



特
別
寄
稿

近
松
の
歌
舞
伎

園
田
学
園
女
子
大
学
近
松
研
究
所
　

近
松
門
左
衛
門
は
浄
瑠
璃
ば
か
り
で
な
く
、
歌
舞
伎
の
作
品
も
残
し
て
い
ま
す
。
近
松
は
、
四
十

代
の
約
十
年
間
（
正
確
に
は
数
え
年
で
四
十
一
歳
か
ら
五
十
三
歳
、
元
禄
六<

一
六
九
三>

年
〜
宝

永
二<

一
七
○
五>

年
）
を
、
京
都
で
主
に
歌
舞
伎
の
作
者
と
し
て
過
ご
し
ま
し
た
。
歌
舞
伎
作
品
の

こ
と
を
当
時
「
狂
言
」
と
言
い
ま
し
た
の
で
、
歌
舞
伎
作
者
は
「
狂
言

き
ょ
う
げ
ん

作
者

さ
く
し
ゃ

」
と
呼
ば
れ
て
い
ま
す
。

近
松
は
、
約
十
年
間
で
、
五
十
作
近
い
狂
言
を
書
い
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
当
時

の
歌
舞
伎
は
、
絵
入
り
筋
書

す
じ
が
き

本
と
し
て
出
版
さ
れ
た
「
絵え

入
狂
言
本

い
り
き
ょ
う
げ
ん
ぼ
ん

」
に
よ
っ
て
内
容
を
知
る
こ
と

が
で
き
る
の
で
す
が
、
こ
れ
も
、
狂
言
作
者
の
関
与
の
状
況
が
明
ら
か
で
な
く
、
近
松
の
文
章
が
ど

れ
ほ
ど
反
映
さ
れ
て
い
る
の
か
わ
か
り
ま
せ
ん
。
そ
こ
が
、
同
じ
く
近
松
作
と
あ
る
浄
瑠
璃
本
と
は
異

な
る
と
こ
ろ
で
す
。
そ
れ
で
も
、
絵
入
狂
言
本
は
彼
の
歌
舞
伎
を
知
る
た
め
の
貴
重
な
手
が
か
り
で

あ
り
、
署
名
な
ど
に
よ
っ
て
近
松
作
と
判
断
で
き
る
も
の
は
、
元
禄
六
年
（
一
六
九
三
）
の
『
仏ぶ

つ
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母
摩
耶

も

ま

や

山
開
帳

さ
ん
か
い
ち
ょ
う

』
を
は
じ
め
、
岩
波
書
店
刊
『
近
松
全
集
』
で
は
二
十
九
作
が
確
認
さ
れ
て
い
ま
す

（
巻
末
・
近
松
作
品
目
録
参
照
）。
そ
の
う
ち
、
元
禄
十
二
（
一
六
九
九
）
年
の
『
け
い
せ
い
仏

ほ
と
け

の

原は
ら

』、
同
十
五
（
一
七
○
二
）
年
の
『
け
い
せ
い
壬
生

み

ぶ

大
念
仏

だ
い
ね
ん
ぶ
つ

』
は
、
大
当
た
り
を
と
っ
て
続
編
も

作
ら
れ
た
こ
と
な
ど
か
ら
、
近
松
の
歌
舞
伎
の
代
表
作
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

当
時
、
上
方
の
歌
舞
伎
で
は
、
大
名
家
の
跡
継
ぎ
争
い
を
発
端
と
す
る
お
家
騒
動

い
え
そ
う
ど
う

狂
言

き
ょ
う
げ
ん

が
中
心
で

し
た
。
右
に
挙
げ
た
三
作
も
お
家
騒
動
狂
言
で
す
。
こ
れ
は
、
た
く
さ
ん
の
人
物
を
登
場
さ
せ
、
活

躍
さ
せ
る
の
に
適
し
た
枠
組
み
で
あ
り
、
作
者
に
は
、
役
者
の
見
せ
場
を
作
る
こ
と
、
も
っ
と
言
え

ば
、
そ
の
役
者
が
得
意
と
す
る
芸
や
演
技
を
生
か
し
て
は
め
込
む
こ
と
が
求
め
ら
れ
ま
し
た
。

こ
の
本
の
28
ペ
ー
ジ
で
紹
介
し
て
い
る
『
け
い
せ
い
仏
の
原
』
を
例
に
と
る
な
ら
ば
、
若
殿

梅
永
文
蔵

う
め
な
が
ぶ
ん
ぞ
う

役
の
坂
田
藤
十
郎
に
は
、
や
つ
し
事
の
見
せ
場
が
た
っ
ぷ
り
と
用
意
さ
れ
て
い
ま
す
。
高

貴
な
人
物
が
さ
ま
ざ
ま
な
事
情
に
よ
り
、
町
人
や
職
人
な
ど
に
身
を
落
と
し
た
姿
―
―
や
つ
し
た
姿

で
見
せ
る
演
技
を
や
つ
し
事
と
言
い
ま
す
。
藤
十
郎
は
、
紙
衣

か

み

こ

（
和
紙
で
作
ら
れ
た
着
物
）
姿
で
流

浪
し
な
が
ら
も
、
国
元
を
追
わ
れ
る
原
因
と
な
っ
た
遊
女
と
の
恋
愛
模
様
を
、
座
っ
た
ま
ま
手
振
り

よ
ろ
し
く
長
々
と
話
す
と
い
う
演
技
で
大
好
評
を
得
ま
し
た
。
こ
の
部
分
の
せ
り
ふ
は
、
絵
入
狂
言
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本
に
か
な
り
詳
し
く
書
か
れ
て
い
ま
す
。
ま
ず
、
男
女
間
の
愛
情
が
明
る
く
し
か
も
細
や
か
に
説

か
れ
、
次
い
で
遊
女
同
士
の
意
地
の
張
り
合
い
、
文
蔵
も
巻
き
込
ん
だ
言
い
争
い
か
ら
廓

く
る
わ

中
が
大

騒
動
に
な
る
ま
で
が
テ
ン
ポ
よ
く
展
開
し
、
最
後
に
誤
解
か
ら
別
れ
て
し
ま
っ
た
悲
し
み
と
、
勘

当
さ
れ
お
ち
ぶ
れ
て
も
変
わ
ら
な
い
遊
女
へ
の
愛
情
が
、
し
み
じ
み
と
語
ら
れ
ま
す
。
そ
こ
か
ら

う
か
が
え
る
、
登
場
人
物
の
人
間
像
に
真
実
味
を
与
え
、
生
き
生
き
と
見
せ
る
演
技
に
は
、
自
分

の
見
せ
場
だ
か
ら
と
言
う
の
で
は
な
く
、
「
人
間
の
真
実
を
写
す
こ
と
が
も
っ
と
も
大
切
」

（『
賢
外
集

け
ん
が
い
し
ゅ
う

』）
と
考
え
た
藤
十
郎
の
工
夫
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
作
者
近
松
の
人
間
へ
の
ま
な
ざ

し
も
感
じ
ら
れ
る
よ
う
で
す
。

藤
十
郎
は
ま
た
、「
狂
言
こ
そ
が
重
要
で
、
そ
れ
が
よ
け
れ
ば
自
分
の
見
せ
場
が
少
な
く
て
も

構
わ
な
い
」（『
耳に

塵
集

じ
ん
し
ゅ
う

』）
と
言
っ
て
、
作
者
を
重
用
し
た
た
め
、
近
松
と
の
提
携
を
導
く
こ
と

に
な
っ
た
の
で
し
ょ
う
。
近
松
の
歌
舞
伎
二
十
九
作
の
う
ち
二
十
作
が
、
藤
十
郎
出
演
の
一
座
に

よ
っ
て
上
演
さ
れ
て
い
ま
す
。

近
年
発
見
さ
れ
た
『
金
子

か

ね

こ

日
記

に

っ

き

』（
藤
十
郎
と
も
同
座
し
た
道
外

ど

う

け

役
者
兼
狂
言
作
者
で
、
右
の

芸
談
『
耳
塵
集
』
を
書
き
留
め
た
金
子

か

ね

こ

吉き
ち

左
衛

ざ

え

門も
ん

の
日
記
）
に
は
、
近
松
ら
作
者
の
新
作
原
案
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が
、
主
演
役
者
と
の
相
談
に
よ
っ
て
練
り
上
げ
ら
れ
、
改
変
さ
れ
な
が
ら
も
演
技
と
し
て
具
体
化
し

て
い
く
、「
仕
組

し

ぐ

み
」
の
様
子
が
記
録
さ
れ
て
い
ま
す
。
狂
言
本
と
し
て
読
む
こ
と
が
で
き
る
の
は
、

こ
う
し
て
作
者
と
役
者
が
一
緒
に
作
り
上
げ
た
内
容
な
の
で
す
。
い
わ
ば
、
狂
言
作
者
と
い
う
の
は
、

上
演
に
至
る
ま
で
、
役
者
な
ど
の
さ
ま
ざ
ま
な
要
求
に
応
え
て
、
作
品
を
書
き
替
え
て
い
く
骨
の
折

れ
る
仕
事
と
も
言
え
る
の
で
す
が
、
坂
田
藤
十
郎
と
い
う
「
狂
言
」
の
理
解
者
を
得
た
こ
と
が
、
近

松
を
長
く
歌
舞
伎
の
世
界
に
引
き
と
め
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
ま
す
。

当
時
上
演
さ
れ
た
歌
舞
伎
は
、
一
日
の
う
ち
、
お
家
騒
動
狂
言
を
主
演
目
と
し
て
、
そ
の
後
に
、

心
中
や
殺
人
な
ど
の
事
件
を
と
り
上
げ
た
世
話
狂
言
を
付
け
る
の
が
一
般
的
で
し
た
。
近
松
は
世
話

狂
言
に
も
関
わ
っ
た
わ
け
で
す
。
こ
の
よ
う
な
上
演
形
態
や
、
役
者
を
生
か
し
つ
つ
狂
言
に
命
を
与

え
る
と
い
う
歌
舞
伎
製
作
の
経
験
が
存
分
に
そ
そ
ぎ
こ
ま
れ
て
、
元
禄
十
六
（
一
七
〇
三
）
年
、
近

松
最
初
の
世
話
浄
瑠
璃
『
曾
根
崎
心
中
』
が
作
り
出
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
十
年
あ
ま
り
の
狂

言
作
者
時
代
の
経
験
は
、
そ
の
後
、
竹
本
座
の
座
付

ざ

つ

き

作
者
と
な
っ
て
大
坂
に
住
居
を
移
し
た
近
松
の

浄
瑠
璃
に
も
、
さ
ま
ざ
ま
な
影
響
を
与
え
て
い
く
と
言
っ
て
よ
い
で
し
ょ
う
。



「
平
成
の
藤
十
郎
・
中
村
鴈
治
郎
」
近
松
劇
の
復
活
を
目
指
し
て

歌
舞
伎
俳
優
で
人
間
国
宝
で
も
あ
る
三
代
目
中
村
鴈
治
郎
氏
が
、
新
し
い
時
代
の
近
松
劇
を
創
造
す

る
た
め
に
、
近
松
座
を
結
成
し
た
の
が
昭
和
五
十
六
年
。
以
来
、
原
作
の
精
神
を
生
か
し
た
舞
台
の
創

造
、
近
松
の
二
大
傑
作
歌
舞
伎
『
け
い
せ
い
仏ほ

と
け

の
原は

ら

』『
け
い
せ
い
壬
生

み

ぶ

大
念
仏

だ
い
ね
ん
ぶ
つ

』
の
復
活
上
演
な
ど
、

数
々
の
実
績
を
積
み
重
ね
て
、
歌
舞
伎
界
の
み
な
ら
ず
、
現
代
の
演
劇
界
に
も
大
き
な
影
響
を
与
え
て
き

ま
し
た
。
二
十
周
年
を
迎
え
た
平
成
十
三
年
に
は
、
近
松
座
に
よ
る
初
め
て
の
海
外
公
演
と
な
っ
た
イ
ギ

リ
ス
公
演
を
、
大
成
功
の
う
ち
に
終
え
、
シ
ェ
ー
ク
ス
ピ
ア
の
国
に
近
松
の
名
を
刻
み
ま
し
た
。

鴈
治
郎
氏
は
平
成
十
七
年
に
は
、
念
願
で
あ
っ
た
「
坂
田
藤
十
郎
」
の
襲
名
が
決
ま
っ
て
い
ま
す
。
藤

十
郎
は
、
近
松
の
盟
友
で
も
あ
り
、
上
方
歌
舞
伎
に
あ
っ
て
「
和わ

事ご
と

」
と
呼
ば
れ
る
、
男
女
関
係
を
中
心

に
し
た
柔
ら
か
な
物
腰
の
演
技
を
創
始
し
た
大
人
物
で
す
。
そ
の
名
を
二
百
三
十
一
年
ぶ
り
に
受
け
継
ぎ
、

今
後
一
層
の
活
躍
が
期
待
さ
れ
ま
す
。

コ
ラ
ム

宝
蔵
（
た
か
ら
ぐ
ら
）

3
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あ
み
だ
が
池
新
寺
町（
あ
み
だ
が
い
け
し
ん
て
ら
ま
ち
）
歌

元
禄
十
二（
一
六
九
九
）年
十
月

本
田
家
の
跡
取
り
を
め
ぐ
る
お
家
騒
動
物
。敦
賀
の
庄
も
舞
台
に

15

生
玉
心
中（
い
く
だ
ま
し
ん
じ
ゅ
う
）

世

正
徳
五（
一
七
一
五
）年
五
月
茶
碗
屋
の
息
子
嘉
平
次
と
遊
女
お
さ
が
が
生
玉
社
で
心
中

９

一
心
二
河
白
道（
い
っ
し
ん
に
が
び
ゃ
く
ど
う
）

歌

元
禄
十
一（
一
六
九
八
）年
盆
か

清
弦
・
桜
姫
の
物
語
を
ふ
ま
え
た
異
色
作
。お
家
騒
動
物

15

井
筒
業
平
河
内
通（
い
づ
つ
な
り
ひ
ら
か
わ
ち
が
よ
い
）

時

享
保
五（
一
七
二
〇
）年
三
月
文
徳
天
皇
の
後
継
争
い
に
、伊
達
男
在
原
業
平
の
伝
説
を
加
味

11

今
川
了
俊（
い
ま
が
わ
り
ょ
う
し
ゅ
ん
）

時

貞
享
四（
一
六
八
七
）年
正
月
南
北
朝
時
代
の
武
将
了
俊
の
後
継
を
め
ぐ
る
お
家
騒
動
物

１

今
源
氏
六
十
帖（
い
ま
げ
ん
じ
ろ
く
じ
ゅ
う
じ
ょ
う
）
歌

元
禄
八（
一
六
九
五
）年
一
月
美
貌
の
長
男
を
め
ぐ
る
お
家
騒
動
物
。妹
姫
の
猫
ま
ね
が
特
色

15

新
小
町
栄
花
車（
い
ま
こ
ま
ち
え
い
が
ぐ
る
ま
）

歌
元
禄
十
四（
一
七
〇
一
）年
十
一
月
か

京
の
春
永
家
に
嫁
ぐ
住
の
江
姫
を
め
ぐ
る
お
家
騒
動
物

16

今
宮
の
心
中（
い
ま
み
や
の
し
ん
じ
ゅ
う
）

世

正
徳
元（
一
七
一
一
）年
夏

手
代
二
郎
兵
衛
と
針
子
お
き
さ
が
今
宮
戎
の
森
で
心
中

７

以
呂
波
物
語（
い
ろ
は
も
の
が
た
り
）

○
時

貞
享
元（
一
六
八
四
）年
三
月
藤
原
光
照
と
い
ろ
は
姫
を
襲
う
幾
多
の
危
機
を
空
海
が
防
ぐ

13

卯
月
の
潤
色（
う
づ
き
の
い
ろ
あ
げ
）

世

宝
永
四（
一
七
〇
七
）年
四
月
『
卯
月
紅
葉
』で
助
か
っ
た
夫
と
、妻（
亡
霊
）と
の
交
流
を
描
く

４

卯
月
紅
葉（
う
づ
き
の
も
み
じ
）

世

宝
永
三（
一
七
〇
六
）年
夏

古
道
具
屋
お
か
め
・
与
兵
衛
の
珍
し
い
夫
婦
心
中
物

４

浦
島
年
代
記（
う
ら
し
ま
ね
ん
だ
い
き
）

時

享
保
七（
一
七
二
二
）年
三
月
浦
島
伝
説
と
安
康
天
皇
の
譲
位
騒
動
を
か
ら
め
た
物
語

12

悦
賀
楽
平
太（
え
が
ら
の
へ
い
た
）

○
時

元
禄
五（
一
六
九
二
）年
正
月
悦
賀
楽
平
太
は
姫
を
奪
わ
れ
た
足
立
景
盛
と
悪
人
を
討
つ

13

烏
帽
子
折（
え
ぼ
し
お
り
）

時

元
禄
三（
一
六
九
〇
）年
正
月
牛
若
丸
が
平
家
の
追
求
を
逃
れ
挙
兵
す
る
ま
で
の
物
語

２

大
磯
虎
稚
物
語
（
お
お
い
そ
の
と
ら
お
さ
な
も
の
が
た
り
）

時

元
禄
七（
一
六
九
四
）年
七
月
以
前

曾
我
物
の
一
つ
。虎
御
前
と
そ
の
兄
の
仇
討
ち
を
描
く

２

大
塔
宮
曦
鎧
（
お
お
と
う
の
み
や
あ
さ
ひ
の
よ
ろ
い
）
（

○
）
時

享
保
八（
一
七
二
三
）年
二
月

大
原
問
答（
お
お
は
ら
も
ん
ど
う
）

○
時

元
禄
初
年
頃

平
敦
盛
の
青
葉
の
笛
、法
然
の
大
原
問
答
の
逸
話
で
構
成

13

作
品
名
（
ふ
り
が
な
）

○
＝
存
疑
作

分
類

初
演
年

備
考

近
松
全
集
（
岩
波
書
店
刊
）
巻
数

時：時代物　世：世話物　歌：歌舞伎

近
松
作
品
目
録

竹
田
出
雲
ら
の
作
を
近
松
が
添
削
。
護
良
親
王
の
活
躍
を
描
く

14



音
曲
百
枚
笹（
お
ん
ぎ
ょ
く
ひ
ゃ
く
ま
い
ざ
さ
）

時

正
徳
四（
一
七
一
四
）年
九
月
以
後

竹
本
筑
後
掾
の
追
善
作
。浄
瑠
璃
の
題
を
本
文
に
織
り
込
む

９

御
曹
司
初
寅
詣（
お
ん
ぞ
う
し
は
つ
と
ら
も
う
で
）

歌

元
禄
十
四（
一
七
〇
一
）年
一
月
義
経
を
ね
ら
う
頼
朝
方
の
武
将
。静
御
前
は
義
経
の
身
代
わ
り
に

16

女
殺
油
地
獄（
お
ん
な
こ
ろ
し
あ
ぶ
ら
の
じ
ご
く
）

世

享
保
六（
一
七
二
一
）年
七
月
油
屋
の
息
子
与
兵
衛
が
、向
か
い
の
油
屋
の
女
房
を
殺
害
P.24
12

娥
歌
か
る
た（
か
お
よ
う
た
が
る
た
）

時

正
徳
四（
一
七
一
四
）年
九
月
以
前

中
宮
の
女
官
横
笛
と
滝
口
の
恋
物
語
。絵
島
事
件
の
当
込

８

賀
古
教
信
七
墓
廻
（
か
こ
の
き
ょ
う
し
ん
な
な
は
か
め
ぐ
り
）

時

未
詳（
盆
興
行
）

大
蜘
蛛
・
幽
霊
な
ど
が
登
場
。賀
古
兄
弟
を
め
ぐ
る
怪
異
譚

９

春
日
仏
師
枕
時
鶏
（
か
す
が
ぶ
っ
し
ま
く
ら
ど
け
い
）

歌
宝
永
元（
一
七
〇
四
）年
十
一
月
か
十
二
月
二
巻
途
中
ま
で
残
存
。唐
か
ら
来
た
夫
人
を
め
ぐ
る
お
家
騒
動
物

16

加
増
曾
我（
か
ぞ
う
そ
が
）

時

宝
永
三（
一
七
〇
六
）年
四
月
以
前

前
作
の『
本
領
曾
我
』の
八
年
余
り
後
の
展
開
を
描
く

４

鎌
田
兵
衛
名
所
盃
（
か
ま
だ
ひ
ょ
う
え
め
い
し
ょ
の
さ
か
ず
き
）

時

正
徳
元（
一
七
一
一
）年
正
月
以
前

上
下
二
巻
。保
元
の
乱
で
の
源
義
朝
・
平
清
盛
の
確
執
を
描
く

６

上
京
の
謡
始（
か
み
ぎ
ょ
う
の
う
た
い
ぞ
め
）

歌

元
禄
十
一（
一
六
九
八
）年
一
月
上
巻
の
み
残
存
。百
合
若
大
臣
の
三
人
の
娘
が
登
場

15

か
ら
さ
き
八
景
屏
風（
か
ら
さ
き
は
っ
け
い
の
び
ょ
う
ぶ
）

歌

元
禄
十
六（
一
七
〇
三
）年
五
月
か
唐
崎
の
松
で
の
心
中
話
に
、劇
中
劇
の
心
中
物
を
は
さ
む

16

関
八
州
繋
馬（
か
ん
は
っ
し
ゅ
う
つ
な
ぎ
う
ま
）

時

享
保
九（
一
七
二
四
）年
正
月
近
松
の
絶
筆
。源
頼
光
と
四
天
王
が
平
将
門
の
子
ら
を
討
つ

12

木
曾
街
道
幽
霊
敵
討
（
き
そ
か
い
ど
う
ゆ
う
れ
い
か
た
き
う
ち
）

○
歌

宝
永
二
年（
一
七
〇
五
）五
月
か
其
二
途
中
ま
で
残
存
。作
者
名
は
な
し
。更
科
家
の
お
家
騒
動
物
16

吉
祥
天
女
子
産
玉（
き
っ
し
ょ
う
て
ん
に
ょ
こ
や
す
の
た
ま
）

歌

宝
永
元（
一
七
〇
四
）年
十
一
月
か
恋
の
争
い
、善
人
悪
人
が
だ
ま
し
合
う
賑
や
か
な
お
家
騒
動
物

16

け
い
せ
い
阿
波
の
な
る
と（
け
い
せ
い
あ
わ
の
な
る
と
）

歌

元
禄
八
（
一
六
九
五
）年
（
二
の
替
）
法
隆
寺
の
仏
舎
利
開
帳
を
当
て
込
ん
だ
お
家
騒
動
物

15

け
い
せ
い
ゑ
ど
ざ
く
ら（
け
い
せ
い
え
ど
ざ
く
ら
）

歌
元
禄
十
一（
一
六
九
八
）年
一
月
（
二
の
替
）
中
下
巻
の
み
残
存
。善
三
郎
と
け
い
せ
い
の
妹
の
敵
討
物

15

け
い
せ
い
懸
物
揃（
け
い
せ
い
か
け
も
の
ぞ
ろ
え
）

時

正
徳
二（
一
七
一
二
）年
三
月

藤
原
秀
郷
が
数
々
の
難
を
越
え
て
平
将
門
を
討
つ

７

傾
城
金
龍
橋（
け
い
せ
い
き
ん
り
ょ
う
の
は
し
）

歌

宝
永
二（
一
七
〇
五
）年

橋
立
家
の
お
家
騒
動
物
。水
・
雪
と
い
っ
た
か
ら
く
り
を
多
用

16

け
い
せ
い
ぐ
ぜ
い
の
舟（
け
い
せ
い
ぐ
ぜ
い
の
ふ
ね
）

○
歌

元
禄
十
三（
一
七
〇
〇
）年
（
二
の
替
）
作
者
名
は
な
し
。箱
崎
家
の
三
人
の
息
子
を
め
ぐ
る
お
家
騒
動
物
16

傾
城
島
原
蛙
合
戦（
け
い
せ
い
し
ま
ば
ら
か
い
る
が
っ
せ
ん
）

時

享
保
四（
一
七
一
九
）年
十
一
月
天
草
四
郎
の
島
原
の
乱
を
当
て
込
ん
だ
異
色
作

11



傾
城
酒
呑
童
子（
け
い
せ
い
し
ゅ
て
ん
ど
う
じ
）

時

享
保
三（
一
七
一
八
）年
十
月
『
酒
呑
童
子
枕
言
葉
』を
改
作
。遊
女
屋
の
処
罰
事
件
の
当
込

10

け
い
せ
い
反
魂
香（
け
い
せ
い
は
ん
ご
ん
こ
う
）

時

宝
永
五（
一
七
〇
八
）年

敦
賀
を
舞
台
に
開
幕
。上
巻
の
み「
吃
又
」と
し
て
人
気
p.38

５

け
い
せ
い
富
士
見
る
里（
け
い
せ
い
ふ
じ
み
る
さ
と
）
歌
元
禄
十
四（
一
七
〇
一
）年
春
（
二
の
替
）
小
野
篁
の
八
百
五
十
年
忌
に
因
ん
だ
、小
野
家
の
お
家
騒
動
物

16

け
い
せ
い
仏
の
原（
け
い
せ
い
ほ
と
け
の
は
ら
）

歌
元
禄
十
二（
一
六
九
九
）年
一
月
（
二
の
替
）

越
前
三
国
を
舞
台
。梅
永
文
蔵
の
廓
で
の
長
話
で
有
名
P.28

15

け
い
せ
い
三
の
車（
け
い
せ
い
み
つ
の
く
る
ま
）

歌

元
禄
十
六（
一
七
〇
三
）
年

お
家
騒
動
物
。傾
城
野
風
は
死
後
も
幽
霊
と
な
り
子
を
守
る
16

け
い
せ
い
壬
生
大
念
仏（
け
い
せ
い
み
ぶ
だ
い
ね
ん
ぶ
つ
）

歌
元
禄
十
五（
一
七
〇
二
）年
一
月（
二
の
替
）
劇
中
劇
で
の
壬
生
狂
言
、若
殿
の
廓
で
の
長
話
等
が
見
所

16

傾
城
吉
岡
染（
け
い
せ
い
よ
し
お
か
ぞ
め
）

時

宝
永
七
（
一
七
一
〇
）年
三
月
以
前

吉
岡
流
剣
法
の
祖
・
吉
岡
憲
法
と
石
川
五
右
衛
門
が
登
場

５

け
い
せ
い
若
む
ら
さ
き（
け
い
せ
い
わ
か
む
ら
さ
き
）

歌

不
詳

中
下
巻
の
み
残
存
。お
家
騒
動
物
で
藤
十
郎
の
一
人
狂
言
あ
り

16

兼
好
法
師
物
見
車（
け
ん
こ
う
ほ
う
し
も
の
み
ぐ
る
ま
）

時
宝
永
七
（
一
七
一
〇
）
年
『
碁
盤
太
平
記
』以
前

上
中
二
巻
。『
碁
盤
太
平
記
』に
続
く
が
、赤
穂
事
件
と
は
無
関
係
か
６

源
氏
れ
い
ぜ
い
ぶ
し（
け
ん
じ
れ
い
ぜ
い
ぶ
し
）

時

宝
永
七（
一
七
一
〇
）年

上
下
二
巻
。『
孕
常
盤
』の
後
編
か
。義
経
と
浄
瑠
璃
姫
の
悲
恋

６

弘
徽
殿
鵜
羽
産
家
（
こ
う
き
で
ん
う
の
は
の
う
ぶ
や
）

時

正
徳
四（
一
七
一
四
）年
九
月
以
前
花
山
院
の
后
懐
妊
に
か
ら
む
陰
謀
を
安
倍
清
明
ら
が
阻
む

９

国
性
爺
合
戦（
こ
く
せ
ん
や
か
っ
せ
ん
）

時

正
徳
五（
一
七
一
五
）
年
十
一
月
空
前
の
大
当
た
り
を
取
っ
た
傑
作
。英
雄
鄭
成
功
の
活
躍
p.42

９

国
性
爺
後
日
合
戦（
こ
く
せ
ん
や
ご
に
ち
か
っ
せ
ん
）

時

享
保
二（
一
七
一
七
）
年
二
月
『
国
性
爺
合
戦
』の
後
日
話
。前
作
と
は
違
い
不
当
た
り

10

五
十
年
忌
歌
念
仏
（
ご
じ
ゅ
う
ね
ん
き
う
た
ね
ん
ぶ
つ
）

世

宝
永
四（
一
七
〇
七
）
年
七
月
以
前

井
原
西
鶴
の「
好
色
五
人
女
」と
同
じ
密
通
事
件
に
取
材

４

碁
盤
太
平
記
（
ご
ば
ん
た
い
へ
い
き
）

時

宝
永
七（
一
七
一
〇
）年

『
兼
好
法
師
物
見
車
』の
下
巻
。忠
臣
蔵
物
と
し
て
注
目
さ
れ
る

６

嫗
山
姥
（
こ
も
ち
や
ま
ん
ば
）

時

正
徳
二（
一
七
一
二
）年
九
月
以
前

山
姥
に
育
て
ら
れ
た
坂
田
金
時
が
、源
頼
光
と
鬼
を
退
治
p.40

７

最
明
寺
殿
百
人
上
臈
（
さ
い
み
ょ
う
じ
ど
の
ひ
ゃ
く
に
ん
じ
ょ
う
ろ
う
）

時

元
禄
十
二（
一
六
九
九
）年
三
月
頃

上
下
二
巻
。北
条
時
頼
の
有
名
な
地
方
視
察
の
旅
に
取
材

３

嵯
峨
天
皇
甘
露
雨
（
さ
が
て
ん
の
う
か
ん
ろ
あ
め
）

時

正
徳
四（
一
七
一
四
）年
九
月
以
前

帝
位
を
ね
ら
う
大
海
原
の
王
子
を
、弘
法
大
師
が
打
ち
破
る

９

相
摸
入
道
千
疋
犬（
さ
が
み
に
ゅ
う
ど
う
せ
ん
び
き
の
い
ぬ
）

時

正
徳
四（
一
七
一
四
）年
秋
以
前

新
田
兄
弟
が
犬
の
白
石
と
、
犬
公
方
・
北
条
高
時
を
討
つ

８

時：時代物　世：世話物　歌：歌舞伎



佐
々
木
先
陣
（
さ
さ
き
せ
ん
じ
ん
）

時

貞
享
三（
一
六
八
六
）年
七
月
藤
戸
の
先
陣
争
い
の
後
日
譚
。作
者
名
を
初
め
て
記
し
た
作
１

薩
摩
歌
（
さ
つ
ま
う
た
）

世
未
詳
・
正
徳
元
（
一
七
一
一
）
年
正
月
以
前

流
行
歌
に
も
歌
わ
れ
た
お
ま
ん
・
源
五
兵
衛
の
心
中
を
取
材
６

薩
摩
守
忠
度
（
さ
つ
ま
の
か
み
た
だ
の
り
）

時

貞
享
三（
一
六
八
六
）年
十
月
歌
人
と
し
て
有
名
な
忠
度
と
岡
部
六
弥
太
を
め
ぐ
る
物
語

１

三
世
相
（
さ
ん
ぜ
そ
う
）

時

貞
享
三（
一
六
八
六
）年
五
月
新
町
の
有
名
な
遊
女
夕
霧
太
夫
の
九
年
忌
に
上
演

１

持
統
天
皇
歌
軍
法
（
じ
と
う
て
ん
の
う
う
た
ぐ
ん
ぽ
う
）

時

正
徳
四（
一
七
一
四
）年
夏
以
前
「
春
過
て
」の
歌
も
登
場
。持
統
天
皇
の
後
継
争
い
の
物
語

８

釈

如
来
誕
生
会
（
し
ゃ
か
に
ょ
ら
い
た
ん
じ
ょ
う
え
）

時

正
徳
四（
一
七
一
四
）年
秋
以
前

悟
り
を
開
き
、
後
に
釈
迦
如
来
と
な
る
悉
達

し
っ
た

太
子
の
生
涯

８

十
二
段
（
じ
ゅ
う
に
だ
ん
）

時
元
禄
十
一（
一
六
九
八
）年
正
月
以
前

源
義
経
＝
牛
若
丸
の
鞍
馬
山
出
奔
前
後
の
物
語

２

出
世
景
清
（
し
ゅ
っ
せ
か
げ
き
よ
）

時

貞
享
二（
一
六
八
五
）
年
（
二
の
替
）

竹
本
義
太
夫
に
書
い
た
初
作
。平
家
の
落
人
が
主
人
公
p.36

１

酒
呑
童
子
枕
言
葉
（
し
ゅ
て
ん
ど
う
じ
ま
く
ら
の
こ
と
の
は
）

時

宝
永
七（
一
七
一
〇
）年
五
月
以
前

鬼
退
治
物
。酒
呑
童
子
の
身
の
上
話
の
場
面
で
有
名

６

主
馬
判
官
盛
久（
し
ゅ
め
の
は
ん
が
ん
も
り
ひ
さ
）

時
貞
享
三（
一
六
八
六
）年
十
月
〜
貞
享
四（
一
六
八
七
）年
正
月
『
薩
摩
守
忠
度
』の
続
編
。平
家
の
侍
大
将
盛
久
が
主
人
公

１

聖
徳
太
子
絵
伝
記
（
し
ょ
う
と
く
た
い
し
え
で
ん
き
）

時

享
保
二（
一
七
一
七
）年
十
一
月

物
部
守
屋
を
梵
天
王
の
教
え
を
得
た
聖
徳
太
子
が
討
つ

10

女
郎
来
迎
柱
（
じ
ょ
ろ
う
ら
い
ご
う
ば
し
ら
）

歌

元
禄
十
五（
一
七
〇
二
）年

傑
作
歌
舞
伎
『
け
い
せ
い
壬
生
大
念
仏
』の
続
編

16

心
中
重
井
筒
（
し
ん
じ
ゅ
う
か
さ
ね
い
づ
つ
）

世
宝
永
四（
一
七
〇
七
）年
十
一
月
か
十
二
月

夫
思
い
の
妻
が
い
な
が
ら
、遊
女
お
房
と
心
中
す
る
徳
兵
衛

５

信
州
川
中
島
合
戦
（
し
ん
し
ゅ
う
か
わ
な
か
じ
ま
が
っ
せ
ん
）

時

享
保
六（
一
七
二
一
）年
八
月
武
田
・
上
杉
の
戦
い
を
自
由
に
脚
色
。山
本
勘
介
が
活
躍

12

心
中
天
の
網
島
（
し
ん
じ
ゅ
う
て
ん
の
あ
み
じ
ま
）

世

享
保
五（
一
七
二
〇
）年
十
二
月
妻
の
思
い
を
外
に
夫
治
兵
衛
と
遊
女
小
は
る
は
心
中
p.22

11

心
中
二
枚
絵
草
子
（
し
ん
じ
ゅ
う
に
ま
い
え
ぞ
う
し
）

世
宝
永
三（
一
七
〇
六
）年
二
月
以
前

遊
女
お
島
・
市
郎
右
衛
門
が
、別
々
の
場
所
で
同
時
に
心
中

４

心
中
万
年
草
（
し
ん
じ
ゅ
う
ま
ん
ね
ん
そ
う
）

世

宝
永
七（
一
七
一
〇
）年
四
月
高
野
山
女
人
堂
で
の
心
中
事
件
と
八
百
屋
お
七
譚
に
取
材

５

心
中
刃
は
氷
の
朔
日
（
し
ん
じ
ゅ
う
や
い
ば
は
こ
お
り
の
つ
い
た
ち
）

世

宝
永
六（
一
七
〇
九
）年
盆
以
前

郷
里
に
帰
る
遊
女
小
か
ん
と
平
兵
衛
が
別
離
を
苦
に
心
中

５

心
中
宵
庚
申（
し
ん
じ
ゅ
う
よ
い
ご
う
し
ん
）

世

享
保
七（
一
七
二
二
）年
四
月
八
百
屋
半
兵
衛
と
妻
千
世
が
姑
に
離
縁
を
迫
ら
れ
心
中
p.26
12



せ
み
丸（
せ
み
ま
る
）

時

元
禄
六（
一
六
九
三
）年
二
月
以
前
「
逢
阪
の
関
」の
歌
で
も
知
ら
れ
る
蝉
丸
の
数
奇
な
運
命

２

善
光
寺
御
堂
供
養（
ぜ
ん
こ
う
じ
み
ど
う
く
よ
う
）（
○
）時

享
保
三（
一
七
一
八
）年
十
二
月
「
添
削
」近
松
と
記
す
。善
光
寺
如
来
の
開
帳
時
に
上
演
か

14

千
載
集
（
せ
ん
ざ
い
し
ゅ
う
）

時

貞
享
三（
一
六
八
六
）年
頃

『
薩
摩
守
忠
度
』と
多
く
の
部
分
が
類
似
。先
行
作
か

１

曾
我
扇
八
景
（
そ
が
お
う
ぎ
は
っ
け
い
）

時

正
徳
元（
一
七
一
一
）年
正
月
以
前
敵
討
ち
場
面
で
な
く
、死
傷
者
の
行
列
で
見
せ
る
趣
向

７

曾
我
会
稽
山
（
そ
が
か
い
け
い
ざ
ん
）

時

享
保
三（
一
七
一
八
）年
七
月
最
後
の
曾
我
物
。出
来
事
が
一
日
の
間
に
終
わ
る

10

曾
我
五
人
兄
弟
（
そ
が
ご
に
ん
き
ょ
う
だ
い
）

時

元
禄
十
二（
一
六
九
九
）年

敵
討
ち
前
の
曾
我
兄
弟
と
そ
の
姉
兄
弟
ら
が
登
場

３

曾
我
虎
が
磨
（
そ
が
と
ら
が
い
し
う
す
）

時

正
徳
元（
一
七
一
一
）年
正
月
以
前

題
は
曾
我
の
五
郎
が
石
臼
を
引
く
老
母
を
見
る
場
面
に
よ
る

７

曾
我
七
以
呂
波
（
そ
が
な
な
つ
い
ろ
は
）

時
元
禄
十
一（
一
六
九
八
）年
正
月
以
前

曾
我
兄
弟
、遊
女
虎
御
前
ら
の
敵
討
ち
前
夜
の
活
躍
を
描
く

２

曾
根
崎
心
中
（
そ
ね
ざ
き
し
ん
じ
ゅ
う
）

世

元
禄
十
六（
一
七
〇
三
）年
五
月

最
初
の
世
話
物
。遊
女
お
は
つ
・
徳
兵
衛
の
心
中
物

p.16

４

大
覚
大
僧
正
御
伝
記（
女
人
即
身
成
仏
記
）
〔
だ
い
か
く
だ
い
そ
う
じ
ょ
う
ご
で
ん
き（
に
ょ
に
ん
そ
く
し
ん
じ
ょ
う
ぶ
つ
き
）〕

時

元
禄
四（
一
六
九
一
）年

宇
治
座
上
演
の『
女
人
即
身
成
仏
記
』を
竹
本
座
用
に
改
作
２

大
経
師
昔
暦
（
だ
い
き
ょ
う
じ
む
か
し
ご
よ
み
）

世

正
徳
五（
一
七
一
五
）年
春

大
経
師
の
妻
お
さ
ん
・
手
代
茂
兵
衛
は
偶
然
、姦
通
を
犯
す

９

大
職
冠
（
た
い
し
ょ
か
ん
）

時

正
徳
元（
一
七
一
一
）年
十
月
前
後

野
に
下
っ
た
大
職
冠
＝
藤
原
鎌
足
が
蘇
我
入
鹿
を
討
つ

７

大
名
な
ぐ
さ
み
曾
我
（
だ
い
み
ょ
う
な
ぐ
さ
み
そ
が
）

歌

元
禄
十（
一
六
九
七
）年
七
月
上
下
二
巻
。大
名
が『
世
継
曾
我
』の
パ
ロ
デ
ィ
を
演
じ
る

16

田
村
将
軍
初
観
音

○
時

元
禄
十
一（
一
六
九
八
）年
正
月
〜
正
徳
四（
一
七
一
四
）年
九
月

（
た
む
ら
し
ょ
う
ぐ
ん
は
つ
か
ん
の
ん
）

上
下
二
巻
。
坂
上
田
村
丸
が
観
音
の
加
勢
で
朝
敵
を
討
つ

14

他
力
本
願
記
（
た
り
き
ほ
ん
が
ん
き
）

○
時

延
宝
七（
一
六
七
九
）年
四
月
お
家
騒
動
を
悲
嘆
し
出
家
し
た
信
空
は
、法
然
と
出
会
う

13

団
扇
曾
我
（
だ
ん
せ
ん
そ
が
）

時

元
禄
十
三（
一
七
〇
〇
）年

『
百
日
曾
我
』と
初
〜
四
段
が
共
通
。宇
治
座
で
上
演

３

時：時代物　世：世話物　歌：歌舞伎



丹
波
与
作
待
夜
の
こ
む
ろ
ぶ
し

（
た
ん
ば
よ
さ
く
ま
つ
よ
の
こ
む
ろ
ぶ
し
）

世

宝
永
四（
一
七
〇
七
）年
末

武
家
の
乳
母
滋
野
井
が
生
き
別
れ
た
子
と
再
会
す
る
人
情
話

５

津
国
女
夫
池
（
つ
の
く
に
め
お
と
い
け
）

時

享
保
六（
一
七
二
一
）年
二
月
足
利
家
の
お
家
騒
動
に
、女
夫
池
で
の
心
中
が
か
ら
む

12

津
戸
三
郎
（
つ
の
と
の
さ
ぶ
ろ
う
）

時

元
禄
二（
一
六
八
九
）年
五
月
源
平
合
戦
時
の
武
者
達
と
そ
の
家
族
の
人
間
模
様
を
描
く

１

つ
る
が
の
津
三
階
蔵
（
つ
る
が
の
つ
さ
ん
が
い
ぐ
ら
）

歌

元
禄
十
二（
一
六
九
九
）年
七
月
『
け
い
せ
い
仏
の
原
』の
続
々
編
。越
前
敦
賀
が
舞
台

15

天
鼓（
丹
州
千
年
狐
）〔
て
ん
こ（
た
ん
し
ゅ
う
せ
ん
ね
ん
ぎ
つ
ね
）〕

時

元
禄
十
四（
一
七
〇
一
）年

『
丹
州
千
年
狐
』
の
改
作
。
宝
物
の
太
鼓
を
め
ぐ
る
話

３

天
智
天
皇
（
て
ん
じ
て
ん
の
う
）

時

元
禄
五（
一
六
九
二
）年
三
月
以
前

天
智
天
皇
の
即
位
を
め
ぐ
る
争
い
を
ス
ケ
ー
ル
豊
か
に
描
く
２

天
神
記
（
て
ん
じ
ん
き
）

時

正
徳
四（
一
七
一
四
）年
正
月

藤
原
時
平
の
陰
謀
で
大
宰
府
に
流
さ
れ
た
菅
原
道
真
の
復
讐

８

唐
船
噺
今
国
性
爺
（
と
う
せ
ん
ば
な
し
い
ま
こ
く
せ
ん
や
）

時

享
保
七（
一
七
二
二
）年
正
月

前
年
に
台
湾
で
起
こ
っ
た
朱
一
貴
の
乱
を
早
く
も
劇
化

12

当
流
小
栗
判
官
（
と
う
り
ゅ
う
お
ぐ
り
は
ん
が
ん
）

○
時
正
徳
四（
一
七
一
四
）年
九
月
以
前
か

説
経
浄
瑠
璃
で
知
ら
れ
る
小
栗
判
官
の
物
語
に
取
材

14

融
の
大
臣
（
と
お
る
の
お
と
ど
）

○
時

元
禄
六（
一
六
九
三
）年
正
月
以
前

古
今
集
の「
み
ち
の
く
の
」の
歌
で
有
名
な
源
融
が
主
人
公

13

長
町
女
腹
切（
な
が
ま
ち
お
ん
な
は
ら
き
り
）

世

正
徳
二（
一
七
一
二
）年
秋
刀
職
人
半
七
の
叔
母
は
甥
の
罪
を
償
う
た
め
腹
を
切
る

８

日
親
上
人
徳
行
記
（
に
っ
し
ん
し
ょ
う
に
ん
と
く
ぎ
ょ
う
き
）

○
時

元
禄
初
年
頃

菊
虎
丸
＝
日
蓮
宗
の
高
僧
日
親
上
人
の
伝
記
物

13

日
本
西
王
母（
南
大
門
秋
彼
岸
）

〔
に
っ
ぽ
ん
せ
い
お
う
ぼ（
な
ん
だ
い
も
ん
あ
き
の
ひ
が
ん
）〕

時

元
禄
末
年
頃

『
南
大
門
秋
彼
岸
』の
改
作
。西
王
母
の
桃
の
霊
験
譚

３

日
本
振
袖
始
（
に
っ
ぽ
ん
ふ
り
そ
で
の
は
じ
ま
り
）
時

享
保
三（
一
七
一
八
）年
二
月
宝
剣
を
探
す
素
戔
鳴
尊
が
八
岐
大
蛇
を
退
治
す
る

10

猫
魔
達
（
ね
こ
ま
た
）

（
○
）
時

元
禄
十（
一
六
九
七
）年
頃

博
多
小
女
郎
波
枕（
は
か
た
こ
じ
ょ
ろ
う
な
み
ま
く
ら
）

世

享
保
三（
一
七
一
八
）年
十
二
月
海
賊
が
登
場
す
る
異
色
作
。上
巻
は「
毛
剃
」の
名
で
有
名

10

孕
常
盤
（
は
ら
み
と
き
わ
）

時

宝
永
七（
一
七
一
〇
）年
閏
八
月
清
盛
の
子
を
宿
し
た
常
盤
の
悲
劇
。牛
若
丸
、弁
慶
が
活
躍

６

近
松「
添
削
」と
記
す
。猫
の
化
身
が
さ
よ
照
姫
を
悩
ま
す

14



姫
蔵
大
黒
柱（
ひ
め
ぐ
ら
だ
い
こ
く
ば
し
ら
）

歌

元
禄
八（
一
六
九
五
）年
十
一
月

姫
蔵
家
の
腹
違
い
の
姫
君
二
人
を
め
ぐ
る
お
家
騒
動
物

15

百
日
曾
我
（
ひ
ゃ
く
に
ち
そ
が
）

時

元
禄
十
三（
一
七
〇
〇
）年

『
団
扇
曾
我
』と
初
〜
四
段
が
共
通
。竹
本
座
で
上
演
か

３

福
寿
海（
ふ
く
じ
ゅ
か
い
）

歌

元
禄
十
二（
一
六
九
九
）年
十
一
月

竹
内
家
の
腹
違
い
の
二
人
の
姫
君
を
め
ぐ
る
お
家
騒
動
物

15

双
生
隅
田
川（
ふ
た
ご
す
み
だ
が
わ
）

時

享
保
五（
一
七
二
〇
）年
八
月
謡
曲「
隅
田
川
」を
改
変
。双
子
の
兄
弟
を
め
ぐ
る
お
家
騒
動
物

11

静
胎
内

（
ふ
た
り
し
ず
か
た
い
な
い
さ
ぐ
り
）

時

正
徳
三（
一
七
一
三
）年
閏
五
月

義
経
の
妻
・
静
が
生
ん
だ
若
君
を
頼
朝
の
追
っ
手
が
狙
う

８

仏
母
摩
耶
山
開
帳
（
ぶ
つ
も
ま
や
さ
ん
か
い
ち
ょ
う
）

歌

元
禄
六（
一
六
九
三
）年
春

知
ら
れ
る
う
ち
最
も
早
い
歌
舞
伎
作
品
。お
家
騒
動
物

15

文
武
五
人
男
（
ぶ
ん
ぶ
ご
に
ん
お
と
こ
）

○
時

元
禄
七（
一
六
九
四
）年
七
月
以
前

子
四
天
王
と
呼
ば
れ
る
源
氏
の
武
者
た
ち
が
活
躍

13

平
家
女
護
島
（
へ
い
け
に
ょ
ご
の
し
ま
）

時

享
保
四（
一
七
一
九
）年
八
月
平
家
物
語
に
取
材
。二
段
の
鬼
界
ヶ
島「
俊
寛
」で
有
名
p.44

11

豊
年
秋
の
田
（
ほ
う
ね
ん
あ
き
の
た
）

時

正
徳
五（
一
七
一
五
）年
九
月
『
天
智
天
皇
』の
増
補
改
作
。竹
本
筑
後
掾
一
周
忌
追
善
興
行

２

仏
御
前
扇
軍
（
ほ
と
け
ご
ぜ
ん
お
う
ぎ
い
く
さ
）
（
○
）
時

享
保
七（
一
七
二
二
）年
九
月

堀
川
波
鼓（
ほ
り
か
わ
な
み
の
つ
づ
み
）

世
宝
永
三（
一
七
〇
六
）年
六
月
〜
宝
永
四（
一
七
〇
七
）年
二
月

因
幡
藩
士
の
妻
お
た
ね
の
密
通
事
件
に
端
を
発
し
た
悲
劇

４

本
朝
三
国
志
（
ほ
ん
ち
ょ
う
さ
ん
ご
く
し
）

時

享
保
四（
一
七
一
九
）年
二
月

久
吉（
秀
吉
）が
光
秀
を
討
ち
、高
麗
征
伐
を
行
う
ま
で
の
物
語

11

本
朝
用
文
章
（
ほ
ん
ち
ょ
う
よ
う
ぶ
ん
し
ょ
う
）

時
未
詳（
元
禄
十
一（
一
六
九
八
）年
正
月
以
前
）
日
野
資
朝
家
を
襲
う
陰
謀
を
断
つ
た
め
一
子
阿
新
丸
が
活
躍

３

本
領
曾
我
（
ほ
ん
り
ょ
う
そ
が
）

時

宝
永
三（
一
七
○
六
）年
四
月
以
前
『
加
増
曾
我
』と
と
も
に
二
日
間
に
渡
り
上
演
さ
れ
た
曾
我
物

４

ま
つ
か
ぜ（
ま
つ
か
ぜ
）

○
歌

元
禄
十
三（
一
七
〇
〇
）年

作
者
名
は
な
し
。松
風
・
村
雨
の
物
語
を
か
ら
め
た
お
家
騒
動
物

16

松
風
村
雨
束
帯
鑑
（
ま
つ
か
ぜ
む
ら
さ
め
そ
く
た
い
か
が
み
）

時

宝
永
四（
一
七
〇
七
）年
暮
以
前

松
風
村
雨
の
物
語
に
浦
島
伝
説
を
絡
め
た
夢
幻
的
な
作
品

５

水
木
辰
之
助
餞
振
舞
（
み
ず
き
た
つ
の
す
け
た
ち
ぶ
る
ま
い
）

歌
元
禄
八（
一
六
九
五
）年
九
月
か
十
月

名
女
形
・
水
木
辰
之
助
の
暇
乞
い
興
行
。お
家
騒
動
物

15

源
義
経
将
棊
経
（
み
な
も
と
の
よ
し
つ
ね
し
ょ
う
ぎ
き
ょ
う
）

時

正
徳
元（
一
七
一
一
）年
正
月
以
前

北
に
落
ち
る
義
経
。将
棋
の
駒
で
戦
術
を
語
る
場
面
が
有
名
６

壬
生
秋
の
念
仏
（
み
ぶ
あ
き
の
ね
ん
ぶ
つ
）

○
歌

元
禄
十
五（
一
七
〇
二
）年
秋
作
者
名
は
な
し
。『
け
い
せ
い
壬
生
大
念
仏
』の
続
々
編

16

時：時代物　世：世話物　歌：歌舞伎

松
田
和
吉
作
を
近
松
が
添
削
。
仏
御
前
へ
横
恋
慕
す
る
清
盛

14



冥
途
の
飛
脚
（
め
い
ど
の
ひ
き
ゃ
く
）

世

正
徳
元（
一
七
一
一
）年
七
月
以
前

飛
脚
屋
の
忠
兵
衛
が
公
金
を
盗
み
遊
女
梅
川
と
逃
げ
る
p.18
７

狩
剣
本
地
（
も
み
じ
が
り
つ
る
ぎ
の
ほ
ん
じ
）

時

正
徳
四（
一
七
一
四
）年（
顔
見
世
）
平
惟
茂
が
天
皇
か
ら
賜
っ
た
平
国
の
剣
を
め
ぐ
る
物
語

９

百
夜
小
町
・
夕
ぎ
り
七
ね
ん
き

歌

元
禄
十（
一
六
九
七
）年
盆
興
行
の
次
の
上
演

（
も
も
よ
こ
ま
ち
・
ゆ
う
ぎ
り
し
ち
ね
ん
き
）

小
野
小
町
が
出
る『
百
夜
小
町
』に『
夕
ぎ
り
・
・
・
』が
続
く

15

盛
久
（
も
り
ひ
さ
）

時
『
主
馬
判
官
盛
久
』〔
貞
享
三（
一
六
八
六
）年
十
月
〜
貞
享
四（
一
六
八
七
）年
正
月
〕以
後

『
主
馬
判
官
盛
久
』と
多
く
の
部
分
が
類
似
。改
作
か

１

山
崎
与
次
兵
衛
寿
の
門
松

（
や
ま
ざ
き
よ
じ
べ
え
ね
び
き
の
か
ど
ま
つ
）

世

享
保
三（
一
七
一
八
）年
正
月
与
次
兵
衛
と
遊
女
あ
づ
ま
の
恋
愛
と
人
々
の
葛
藤
を
描
く

10

日
本
武
尊
吾
妻
鑑
（
や
ま
と
た
け
の
み
こ
と
あ
ず
ま
か
が
み
）

時

享
保
五（
一
七
二
〇
）年
十
一
月

日
本
武
尊
が
姫
と
し
て
登
場
？
武
勇
知
略
で
朝
敵
を
討
つ

11

鑓
の
権
三
重
帷
子
（
や
り
の
ご
ん
ざ
か
さ
ね
か
た
び
ら
）

世

享
保
二（
一
七
一
七
）年
八
月
上
下
二
巻
。
権
三
は
茶
の
師
匠
の
妻
と
の
不
義
を
疑
わ
れ
逃
亡

10

夕
霧
阿
波
鳴
渡
（
ゆ
う
ぎ
り
あ
わ
の
な
る
と
）

世

正
徳
二（
一
七
一
二
）年
初
春
夕
霧
の
三
十
五
年
忌
を
し
の
ぶ
作
。改
作
が「
廓
文
章
」
p.20

７

雪
女
五
枚
羽
子
板
（
ゆ
き
お
ん
な
ご
ま
い
は
ご
い
た
）

時

宝
永
五（
一
七
〇
八
）年
正
月
死
ん
だ
腰
元
が
雪
女
と
な
り
将
軍
暗
殺
の
陰
謀
を
あ
ば
く

５

百
合
若
大
臣
野
守
鏡
（
ゆ
り
わ
か
だ
い
じ
ん
の
も
り
の
か
が
み
）
時

正
徳
元（
一
七
一
一
）年
初
秋
以
前

孤
島
に
置
き
去
り
に
さ
れ
た
百
合
若
が
敵
を
打
ち
凱
旋
す
る

７

用
明
天
王
職
人
鑑
（
よ
う
め
い
て
ん
の
う
し
ょ
く
に
ん
か
が
み
）

時

宝
永
二（
一
七
〇
五
）年（
十
一
月
か
）

竹
本
座
新
体
制
初
の
興
行
作
。仏
教
と
外
道
の
争
い
を
描
く
４

吉
野
忠
信
（
よ
し
の
た
だ
の
ぶ
）

時

元
禄
十（
一
六
九
七
）年
七
月
以
前

平
家
滅
亡
後
の
義
経
の
悲
劇
と
忠
臣
佐
藤
忠
信
の
活
躍
を
描
く

２

吉
野
都
女
楠
（
よ
し
の
の
み
や
こ
お
ん
な
く
す
の
き
）

時

宝
永
七（
一
七
一
〇
）年

足
利
と
楠
・
新
田
の
戦
い
に
取
材
。武
将
の
妻
た
ち
が
活
躍

６

世
継
曾
我
（
よ
つ
ぎ
そ
が
）

時

天
和
三（
一
六
八
三
）年
九
月
曾
我
兄
弟
の
仇
討
ち
後
の
物
語
。最
初
の
確
実
な
近
松
作

１

淀
鯉
出
世
滝
徳（
よ
ど
ご
い
し
ゅ
っ
せ
の
た
き
の
ぼ
り
）

世

宝
永
五（
一
七
〇
八
）年
末
〜
六（
一
七
〇
九
）年
新
春

上
下
二
巻
。豪
商
淀
屋
の
財
産
没
収
・
追
放
事
件
に
取
材

５



頁

写
真
内
容

撮
影
者

提
供

７

中
村
鴈
治
郎
氏
写
真

株
式
会
社
ア
ロ
ー
プ
ロ
モ
ー
シ
ョ
ン

８

『
嫗
山
姥
』舞
台
写
真

三
宅
晟
介
氏

尼
崎
市

９

『
大
経
寺
昔
暦
』舞
台
写
真

三
宅
晟
介
氏

尼
崎
市

17

『
曽
根
崎
心
中
』舞
台
写
真

三
宅
晟
介
氏

尼
崎
市

18

『
冥
途
の
飛
脚
』舞
台
写
真

三
宅
晟
介
氏

尼
崎
市

21

『
夕
霧
阿
波
鳴
渡
』舞
台
写
真

三
宅
晟
介
氏

尼
崎
市

23

『
心
中
天
の
網
島
』舞
台
写
真

三
宅
晟
介
氏

尼
崎
市

25

『
女
殺
油
地
獄
』舞
台
写
真

三
宅
晟
介
氏

尼
崎
市

26

『
心
中
宵
庚
申
』舞
台
写
真

三
宅
晟
介
氏

尼
崎
市

28

『
二
十
四
輩
順
拝
図
会
』か
ら「
三
国
遊
女
町
の
図
」

三
国
町

35

『
け
い
せ
い
仏
の
原
』舞
台
写
真

岩
田
ア
キ
ラ
氏

株
式
会
社
ア
ロ
ー
プ
ロ
モ
ー
シ
ョ
ン

37

『
出
世
景
清
』舞
台
写
真

三
宅
晟
介
氏

尼
崎
市

38

『
け
い
せ
い
反
魂
香
』舞
台
写
真

三
宅
晟
介
氏

尼
崎
市

40

『
嫗
山
姥
』舞
台
写
真

三
宅
晟
介
氏

尼
崎
市

42

『
国
性
爺
合
戦
』舞
台
写
真

三
宅
晟
介
氏

尼
崎
市

44

『
平
家
女
護
島
』舞
台
写
真

三
宅
晟
介
氏

尼
崎
市

50-

51
『
七
福
神
宝
入
舩
』舞
台
全
景
写
真

国
立
文
楽
劇
場

60

国
立
文
楽
劇
場
外
観
写
真

国
立
文
楽
劇
場

資
料
提
供
一
覧



あ
と
が
き

「
ち
か
ま
つ
う
る
る
読
本
」
の
第
一
巻
「
近
松
を
味
わ
う
」
を
発
刊
い
た
し
ま
す
。
こ
の

「
近
松
を
味
わ
う
」
で
は
、
近
松
作
品
の
紹
介
を
中
心
と
し
、
文
楽
や
歌
舞
伎
に
つ
い
て
も

触
れ
ま
し
た
。
近
松
作
品
は
、
浄
瑠
璃
・
歌
舞
伎
を
合
わ
せ
る
と
百
五
十
点
余
に
も
上
る
た

め
、
ど
の
作
品
を
紹
介
す
べ
き
か
迷
い
ま
し
た
。
そ
こ
で
、
さ
ば
え
近
松
倶
楽
部
会
員
の

ア
ン
ケ
ー
ト
を
参
考
に
し
て
、
収
録
作
品
を
選
び
ま
し
た
。
何
分
、
ペ
ー
ジ
に
限
り
が
あ
り
、

こ
の
よ
う
な
形
に
な
り
ま
し
た
。
近
松
作
品
を
側
面
か
ら
理
解
す
る
に
は
、
な
ん
と
い
っ
て

も
直
接
文
楽
・
歌
舞
伎
を
見
る
こ
と
で
す
。
こ
の
本
で
は
、
文
楽
観
劇
の
手
引
き
も
記
し
ま

し
た
。
巻
末
に
は
、
作
品
一
覧
と
簡
単
な
紹
介
を
付
し
て
お
き
ま
し
た
の
で
、
ご
利
用
く
だ

さ
い
。

人
間
国
宝
中
村
鴈
治
郎
氏
に
は
、
揮
毫

き

ご

う

を
も
っ
て
本
書
を
飾
っ
て
い
た
だ
き
、
ま
た
人
間

国
宝
の
吉
田
文
雀
氏
に
は
、「
近
松
と
文
楽
」
に
つ
い
て
語
っ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
厚
く



お
礼
を
申
し
上
げ
ま
す
。

本
書
の
編
集
に
あ
た
り
、
園
田
学
園
女
子
大
学
近
松
研
究
所
の
佐
藤
彰
所
長
、
同
研
究

所
の
水
田
か
や
乃
、
井
上
勝
志
の
両
先
生
に
は
終
始
、
懇
切
な
ご
指
導
を
い
た
だ
き
、「
近

松
の
歌
舞
伎
」
に
つ
い
て
も
、
ご
執
筆
い
た
だ
き
ま
し
た
。
記
し
て
お
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

ま
た
、
福
井
大
学
教
授
三
好
修
一
郎
先
生
に
は
、
さ
ば
え
近
松
倶
楽
部
顧
問
と
し
て
、
献
身

的
な
ご
支
援
を
い
た
だ
い
て
お
り
ま
す
。
こ
こ
に
、
お
世
話
い
た
だ
き
ま
し
た
諸
先
生
方
に

重
ね
て
お
礼
申
し
上
げ
、
今
後
の
ご
指
導
を
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。さ

ば
え
近
松

ち
か
も
ん
く
ん

倶
楽
部

平
成
十
四
年
三
月
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