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歌
舞
伎
の
見
得
と
風
流

赤
間

亮

か
ぶ
き
は
絵
に
書
く
べ
し

歌
舞
伎
の
舞
台
を
初
め
て
観
た
と
き
、
最
も
印
象
に
残
る
の
が

そ
の
色
彩
の
鮮
や
か
さ
で
あ
る
。
音
楽
や
戯
曲
と
し
て
の
面
白
さ

は
勿
論
あ
る
の
だ
が
、
歌
舞
伎
が
視
覚
に
訴
え
る
魅
力
は
、
観
る

者
の
観
劇
経
験
の
有
無
を
問
わ
な
い
。

『
花
江
都
歌
舞
妓
年
代
記
』
正
徳
三
年
の
条
に
、
「
近
松
門
左

衛
門
が
曰
、
浄
る
り
の
作
は
文
字
に
書
、
狂
言
か
ぶ
き
は
絵
に
書

べ
し
と
い
ふ
事
、
宜
哉
。
末
の
世
に
至
り
て
も
、
此
狂
言
市
川
代

図1 文政11年3月市村座
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々
の
亀
鑑
と
な
れ
り
。
」
と
あ
る
よ
う
に
、
作
者
も
絵
を
描
く
よ

う
に
作
劇
し
た
。
明
和
九
年
（1772

）
の
刊
行
で
あ
る
『
古
今
役

者
論
語
魁
』
に
は
「
中
村
伝
七
曰
。
狂
言
は
絵
の
ご
と
く
作
る
が

よ
し
。
文
字
の
や
う
に
作
て
は
。
女
子
ど
も
よ
め
ず
。
見
物
は
内

の
苦
労
を
忘
れ
に
来
な
り
。
」
と
も
あ
る
。

歌
舞
伎
は
絵
画
性
が
き
わ
め
て
強
い
演
劇
で
あ
る
。
『
歌
舞
妓

年
代
記
』
に
い
う
「
此
狂
言
」
と
は
「
助
六
」
の
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
助
六
の
出
端
の
踊
り
も
、
「
踊
り
と
い
う
よ
り
も
語
り
」
（
注

）
で
あ
る
と
い
う
が
、
そ
の
語
り
の
句
読
点
に
あ
た
る
、
極
め

1の
ポ
ー
ズ
は
す
べ
て
、
絵
に
描
か
れ
る
か
の
よ
う
に
静
止
す
る
。

現
在
、
残
っ
て
い
る
「
助
六
」
の
役
者
絵
に
お
い
て
も
こ
の
出
端

を
描
い
た
作
品
が
い
く
つ
か
あ
っ
て
、
そ
の
ま
さ
に
絵
に
な
っ
た

一
瞬
を
描
い
た
も
の
で
あ
る
（
図

）
。
歌
舞
伎
の
演
技
に
お
い

1

て
は
、
一
瞬
の
静
止
状
態
を
至
る
と
こ
ろ
に
作
っ
て
、
そ
こ
に
ク

ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
に
似
た
効
果
を
醸
し
出
し
て
い
る
。

絵
面
に
な
る

歌
舞
伎
に
は
、
「
絵
面
に
な
る
」
と
い
う
言
葉
が
あ
る
。
三
次
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元
（
あ
る
い
は
四
次
元
）
で
あ
る
は
ず
の
舞
台
空
間
の
時
間
を
一

瞬
止
め
る
こ
と
で
、
い
か
に
も
観
客
に
と
っ
て
二
次
元
の
絵
画
を

そ
こ
に
見
て
い
る
か
の
よ
う
な
効
果
を
生
む
こ
と
で
あ
る
。
幕
切

れ
に
舞
台
上
の
人
物
が
全
体
で
一
枚
の
絵
画
的
な
構
成
と
な
り
、

幕
が
閉
る
ま
で
人
形
の
よ
う
に
静
止
し
て
い
る
の
を
「
絵
面
の
見

得
」
と
呼
ん
で
、
一
般
的
な
解
説
で
は
、
歌
舞
伎
の
見
得
の
一
つ

と
し
て
位
置
づ
け
て
い
る
。
「
曽
我
の
対
面
」
の
幕
切
れ
な
ど
が

代
表
的
な
も
の
と
し
て
知
ら
れ
る
が
、
激
し
い
動
き
の
あ
る
立
回

り
の
途
中
や
、
せ
り
上
が
っ
た
後
の
静
止
し
た
場
面
も
絵
面
の
見

得
で
あ
る
。

ま
た
、
「
ひ
っ
ぱ
り
の
見
得
」
は
、
人
物
の
互
い
の
心
持
ち
が

関
連
し
合
っ
て
い
る
こ
と
を
表
現
し
て
い
る
と
い
う
だ
け
で
、
基

本
は
絵
面
の
見
得
で
あ
り
、
「
天
地
」
あ
る
い
は
「
天
地
人
」
の

見
得
と
い
う
の
も
、
上
下
の
関
係
に
な
る
だ
け
で
、
こ
れ
も
絵
面

に
な
る
見
得
で
あ
る
。
「
石
投
げ
の
見
得
」
、
「
元
禄
見
得
」
、
「
柱

巻
き
の
見
得
」
、
「
束
に
立
つ
見
得
」
な
ど
は
、
演
じ
る
一
人
の
役

者
自
体
が
ナ
ン
バ
の
形
に
な
っ
て
止
ま
り
、
絵
に
な
る
も
の
で
あ

る
。
ま
た
、
「
不
動
の
見
得
」
の
よ
う
に
、
姿
を
象
る
も
の
も
あ

る
。
こ
の
よ
う
に
見
得
と
は
、
単
に
静
止
す
る
こ
と
を
言
う
の
で

は
な
く
、
絵
に
な
る
、
あ
る
い
は
、
舞
台
上
で
「
作
り
物
」
を
造

型
す
る
も
の
で
あ
る
。

「
見
へ
る
」
演
技
術

享
保
か
ら
宝
暦
期
に
活
躍
し
た
初
代
沢
村
宗
十
郎
を
中
心
と
し

て
、
二
代
目
市
川
団
十
郎
、
初
代
瀬
川
菊
之
丞
ら
の
芸
談
を
ま
と

め
た
『
古
今
役
者
論
語
魁
』(

明
和
９
年(1772

)

）
に
は
、「
見
へ
」

る
よ
う
に
演
じ
る
と
い
う
表
現
が
多
数
見
ら
れ
る
。

「
元
祖
姉
川
新
四
郎
曰
。
立
を
仕
組
に
小
兵
な
れ
ば
随
分
敵

役
に
負
や
う
に
立
を
仕
組
。
最
早
負
と
思
と
こ
ろ
に
て
。
勝

て
は
強
く
見
へ
る
な
り
」

「
長
高
（
せ
ゐ
た
か
）
き
人
は
。
竪
島
。
短
人
は
横
じ
ま
。

鈍
に
見
へ
る
な
り
」

「
女
の
虚
に
惚
て
抱
付
と
き
は
。
男
の
両
の
手
の
上
よ
り
抱

付
。
顔
を
横
へ
む
け
る
な
り
。
身
実
惚
と
き
は
。
片
々
左
の

片
の
下
へ
さ
し
込
。
抱
付
は
真
の
や
う
に
身
へ
る
な
り
」

「
眉
毛
濃
ば
墨
に
て
作
ら
ぬ
が
よ
し
。
作
て
は
こ
わ
く
見
へ

る
な
り
。
」

「
真
直
に
正
面
を
む
け
ば
弱
見
へ
。
三
角
に
踊
居
れ
ば
つ
よ

く
見
へ
る
」

「
荒
事
は
上
下
に
て
も
。
徒
跣
が
強
見
へ
る
な
り
。

「
顔
の
色
青
醒
に
は
。
唇
に
白
粉
を
付
れ
ば
。
青
く
み
へ
藍

色
は
艶
に
見
へ
る
な
り
。
口
を
窄
ほ
ど
色
は
青
く
見
へ
る
も

の
な
り
。
」

「
縄
付
の
儘
出
る
狂
言
。
是
に
て
私
縄
を
取
で
し
が
。
ゐ
か
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に
も
小
兵
に
て
柔
弱
（
ひ
よ
わ
き
）
生
れ
故
。
如
何
し
て
強

見
へ
ん
と
お
も
ひ
。
」

「
平
九
郎
大
福
帳
へ
手
を
か
け
る
時
。
私
し
ば
ら
く
と
出
る
。

狂
言
な
る
に
。
平
九
郎
手
を
か
け
ず
。
夫
故
私
も
声
を
か
け

ず
。
幕
の
内
に
居
け
れ
ば
。
（
略
）
声
か
け
て
は
弱
見
へ
る
故

待
間
半
時
ば
か
り
に
て
狂
言
つ
ま
ら
ね
ば
致
事
（
し
や
う
こ

と
）
も
な
い
と
平
九
郎
額
に
手
を
か
け
し
と
き
し
ば
ら
く
と

出
た
り
。
是
に
て
強
見
へ
し
。
」

「
座
頭
は
裄
丈
裾
の
ひ
ら
か
ぬ
や
う
に
心
に
か
け
出
入
す
れ

ば
座
頭
と
見
へ
る
な
り
」

「
駆
跛
は
腰
を
か
ゞ
め
て
う
そ
／
＼
見

片
膝
を
ふ
み
延
し

た
る
方
へ
力
を
入
。
片
足
を
力
な
く
歩
行
ば
。
真
の
駆
跛
に

見
へ
る
な
り
。
」

「
長
の
高
き
人
は
爪
立
て
は
鈍
に
見
へ
る
間
。
踵
に
て
歩
行

て
も
同
じ
や
う
に
見
へ
る
な
り
」

こ
の
よ
う
に
、
享
保
か
ら
宝
暦
に
か
け
て
活
躍
し
た
役
者
た
ち

は
、
い
か
に
し
て
よ
く
「
見
へ
」
る
よ
う
に
す
る
か
の
演
技
術
を

磨
い
た
よ
う
で
あ
る
。
元
禄
期
の
上
方
の
役
者
の
芸
談
を
集
め
た

「
役
者
論
語
」
と
は
際
だ
っ
た
相
違
で
あ
る
が
、
江
戸
歌
舞
伎
が
、

写
実
的
、
心
理
的
な
表
現
よ
り
も
、
形
態
的
、
悪
く
言
え
ば
見
た

目
を
重
視
し
た
模
る
演
技
に
傾
倒
し
て
い
く
こ
と
を
象
徴
し
て
い

る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

な
か
で
も
二
代
目
団
十
郎
が
遺
し
た
演
目
の
中
に
は
、
歌
舞
伎

十
八
番
に
も
採
用
さ
れ
た
、
「
形
象
の
芸
」
と
も
言
え
る
演
目
、

不
動
、
関
羽
、
さ
ら
に
は
七
ツ
面
が
あ
る
。

二
代
目
団
十
郎
以
降
の
役
者
の
逸
話
や
芸
談
を
集
め
た
『
中
古

戯
場
説
』
（
文
化
二
年(1805)

頃
）
（
注

）
に
は
、
こ
の
七
ツ
面

2

に
つ
い
て
（
こ
の
引
用
で
は
五
つ
面
）
、

東
の
方
に
面
箱
五
つ
な
ら
べ
あ
り
先
始
の
箱
を
ひ
ら
く
と

尉
の
面
、
実
の
面
と
見
へ
み
な
／
＼
我
を
折
た
り
。
又
し

ば
し
し
て
桜
姫
に
滝
中
歌
川
に
面
を
見
せ
ん
と
明
し
所
、

今
度
は
塩
吹
、
別
し
て
よ
く
似
た
り
し
也
。
其
次
に
は
ん

女
、
桜
姫
し
つ
と
故
互
に
し
つ
と
ふ
か
き
般
若
の
こ
と
く
、

異
見
の
為
に
般
若
の
面
を
み
せ
ん
と
開
き
し
に
、
凄
い
程

よ
く
似
た
り
し
。
其
次
は
姥
の
面
、
仕
舞
は
ふ
あ
く
の
面

也
。
是
は
す
ゝ
け
色
に
て
口
を
く
は
つ
と
開
き
し
五
つ
の

面
ど
れ
／
＼
も
、
眉
毛
唇
な
ど
動
し
故
、
栢
莚
な
り
と
知

ら
れ
た
り

と
あ
っ
て
、
二
代
目
団
十
郎
の
形
象
の
芸
、
つ
ま
り
物
真
似
の
演

技
の
臨
場
感
が
伝
わ
っ
て
く
る
。

同
書
に
は
、
さ
ら
に

都
て
栢
莚
は
神
霊
事
、
化
身
事
の
名
人
也
、
我
見
し
計
も
、

不
動

三
度

達
磨

豊
干
禅
師

毘
沙
門

韋
駄
天

庚
申
抔

何
も
奇
と
い
ふ
べ
し

と
も
言
う
。
い
ず
れ
も
形
象
の
芸
で
あ
る
。
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「
見
へ
」
に
な
る

役
者
評
判
記
に
も
「
見
へ
」
と
い
う
言
葉
が
よ
く
使
わ
れ
て
い

る
。
い
ま
、
江
戸
中
期
の
事
例
か
ら
い
く
つ
か
挙
げ
て
み
る
。

「
大
詰

仁
王
の
押
出
し
の
見
へ
よ
い
ぞ
／
＼
」

(

安
永
二
年(1773

)

「
役
者
一
陽
来
」
中
村
助
五
郎
）

「
当

顔
見
世

菊
慈
童
酒
宴
☆

第
一
番
目
四
立
め
中
ま
く

美
女
丸
の
役

頼
信
に
れ
ん
ぼ
し

中
山
寺
を
下
山
し
市

原
野
に
来
り

菊
童
丸
と
名
を
改
め

女
酒
呑
童
子
の
見
へ

に
て
押
出
し
の
出
」

（
安
永
五
年(1776

)

「
役
者
通
利
句
」
瀬
川
菊
之
丞
）

「
後
に
猫
の
す
が
た
を
顕
は
し

八
百
蔵
と
石
橋
の
見
へ
に

て
せ
り
上
に
て
所
作
の
あ
し
ら
ひ
ま
で
」

（
安
永
六
年(1777)

「
役
者
世
鳳
」
尾
上
松
助
）

「
二
番
目
は
女
房
役
の
石
ふ
み
の
お
筆
に
て
夫
婦
喧
嘩
の
お

か
し
み

あ
し
ら
ひ
よ
り
二
人
の
夫
に
津
の
国
い
く
さ
の
な

ぞ
を
か
け
兄
こ
た
ま
次
郎
が
夫
へ
の
取
縄
を
あ
づ
か
り
二
人

の
夫
の
本
名
の
あ
ら
は
る
ゝ
詰
合
迄

お
顔
ば
か
り
で
一
統

見
物
が
う
れ
し
が
り
升

扨
浄
る
り
斎
宮
太
夫
に
て
壬
生
狂

言
桶
取
の
見
へ
に
て
花
は
な
／"

＼
し
く
も
花
道
よ
り
の
出
端
」

（
寛
政
五
年(1793

)

「
役
者
当
振
舞
」
瀬
川
菊
之
丞
）

「
当
顔
み
せ
は
平
井
保
助
に
て

き
を
ん
の
火
と
も
し
の
見

へ
に
て
四
声
丈
と
の
出
合
よ
し

後
渡
部
の
や
し
き
へ
お
ば

と
姿
を
や
つ
し
入
込

鬼
の
か
い
な
を
見
た
し
と
願
ひ

後

保
助
と
見
あ
ら
は
さ
れ
る
迄
」

（
寛
政
七
年(1795

)

「
役
者
人
相
鏡
」
山
村
儀
右
衛
門
）

「
三
立
目
逆
目
の
入
道
時
門
ほ
て
い
の
見
へ
に
て
の
出

し

ば
ら
く
の
引
た
て
迄
き
つ
い
も
の
／
＼

酒
と
す
り
か
へ
し

水
を
の
ん
で
の
お
か
し
み
大
出
来
／
＼
／
＼
」

（
寛
政
七
年(1795

)

「
役
者
恵
方
参
」
市
川
和
歌
蔵
）

「
此
度
曽
我
の
う
つ
し
絵
に

曽
我
五
郎
時
む
ね
に
て
の
出

は
し
弁
け
い
の
見
へ
に
て
の
趣
向

殊
之
外
見
へ
よ
く

夫
よ
り
対
面
迄
大
出
来
／
＼
」

（
寛
政
八
年(1796

)

「
役
者
大
雛
形
」
佐
野
川
市
松
）

「
扨
四
段
目
葛
の
葉
親
子
な
ん
ぎ
の
場
へ
や
か
ん
兵
へ
に
て

の
出
賑
で
よ
し

大
ぜ
い
を
お
い
ち
ら
し
十
町
丈
二
人
の
見

へ
に
て
駕
を
持
上
て
の
仕
内
大
出
来
／
＼
」

（
寛
政
八
年(1796

)

「
顔
見
世
当
役
者
大
評
判
」
）

任
意
に
引
用
し
た
だ
け
で
も
、
仁
王
、
女
酒
呑
童
子
、
石
橋
、
壬

生
狂
言
桶
取
、
祗
園
の
火
燈
し
（
油
坊
主
）
、
布
袋
、
橋
弁
慶
、

与
勘
平
野
干
平
の
駕
籠
（
鳥
居
見
立
）
な
ど
と
い
う
様
々
な
「
見

へ
」
を
示
す
こ
と
が
で
き
る
。
舞
台
上
に
こ
う
し
た
、
よ
く
知
ら

れ
た
造
型
を
作
り
立
て
て
見
せ
、
そ
れ
が
動
き
だ
し
、
あ
る
い
は

動
い
て
い
た
も
の
が
造
型
（
作
り
物
）
と
な
っ
て
納
ま
る
と
こ
ろ

を
見
せ
る
と
こ
ろ
に
眼
目
が
あ
っ
た
。
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対
面
の
趣
向

「
絵
面
の
見
得
」
で
述
べ
た
曽
我
の
対
面
に
つ
い
て
は
、
様
々

な
趣
向
が
凝
ら
さ
れ
た
。
曽
我
狂
言
が
江
戸
の
初
春
狂
言
と
し
て

式
例
化
さ
れ
て
以
降
、
儀
式
化
さ
れ
、
さ
ま
ざ
ま
な
約
束
事
が
成

立
す
る
と
同
時
に
、
こ
の
場
面
に
は
、
そ
の
都
度
、
新
た
な
趣
向

を
加
え
変
化
を
持
た
せ
る
必
要
が
あ
っ
た
。
渥
美
清
太
郎
は
、「
曽

我
の
対
面
」
の
解
説
に
、
多
く
の
趣
向
を
列
挙
し
て
い
る
（
注

）
。

3

明
和
六
年
市
村
座

七
福
神
の
対
面

明
和
七
年
中
村
座

釣
狐
の
対
面

天
明
二
年
中
村
座

邯
鄲
の
対
面

文
化
二
年
中
村
座

汐
汲
の
対
面

文
化
十
三
年
河
原
崎
座

羽
衣
の
対
面

文
政
元
年
都
座

玉
川
の
対
面

文
政
五
年
河
原
崎
座

舞
楽
の
対
面

天
保
九
年
市
村
座

釣
狐
の
対
面

安
政
三
年
市
村

地
震
の
対
面

文
久
元
年
市
村
座

弓
始
の
対
面

こ
れ
に
は
洩
れ
て
い
る
が
、
文
化
十
四
年
河
原
崎
座
「
木
挽
町

曽
我
賜
物
」
は
、
「
一
富
士
二
鷹
三
茄
子
」
の
対
面
（
図

）
と

2

な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
安
政
三
年
市
村
座
「
鶴
松
扇
曽
我
」
の
地

震
の
対
面
を
描
く
役
者
絵
も
あ
る
（
図

）
。
地
震
を
表
現
す
る

3

の
に
、
こ
こ
で
は
、
梶
原
景
高
（
鯰
坊
主
）
が
鯰
髭
を
両
側
か
ら

大
磯
の
虎
と

少
将
に
引
っ

張
ら
れ
、
工

藤
に
組
敷
か

れ
て
お
り
、

五
郎
が
鹿
島

の
こ
と
ぶ
れ

姿
、
梶
原
を

組
敷
く
工
藤

祐
経
が
要
石

と
し
て
絵
面

を
作
っ
て
い

る
わ
け
で
あ

る
。
こ
の
安

政
の
大
地
震

の
時
に
数
多

く
出
版
さ
れ

た
鯰
絵
（
注

）
を
思
い

4浮
べ
ら
れ
る

よ
う
な
絵
面

で
あ
る
。

対
面
の
例

図2 文化14年1月河原崎座「木挽町曽我賜物」早稲田大学演劇博物館蔵100-1726～1728
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図3 安政3年3月市村座「鶴松扇曽我」早稲田大学演劇博物館蔵 100-1869～1871

図4 安政4年11月改「五人若手大入ノ仕組」早稲田大学演劇博物館蔵101-0139～0141

図5 文久2年3月市村座「青砥稿花紅彩画」 早稲田大学演劇博物館蔵101-1017～1019
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か
ら
も
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
絵
面
化
す
る
傾
向
は
お
そ
ら
く
、
役

者
絵
が
興
行
に
合
わ
せ
て
恒
常
的
に
出
版
さ
れ
る
こ
と
で
、
よ
り

顕
著
化
し
た
も
の
か
も
知
れ
な
い
。

絵
画
か
ら
歌
舞
伎
へ

歌
舞
伎
が
絵
面
に
な
ろ
う
と
す
る
働
き
を
持
つ
演
劇
で
あ
る
と

な
ら
ば
、
絵
画
が
歌
舞
伎
に
な
る
こ
と
も
容
易
で
あ
る
。
絵
画
を

題
材
に
し
て
仕
組
ま
れ
た
演
目
と
し
て
、
最
も
有
名
な
も
の
に
文

久
２
年(1862

)

三
月
市
村
座
で
初
演
さ
れ
た
「
青
砥
稿
花
紅
彩
画
」

が
あ
る
。
こ
れ
は
、
河
竹
黙
阿
弥
が
三
代
目
豊
国
の
「
豊
国
漫
画

図
絵
」
シ
リ
ー
ズ
の
数
枚
を
元
に
、
筋
を
立
て
て
仕
組
ん
だ
狂
言

で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
「
豊
国
漫
画
図
絵
」
は
、
河
竹
黙
阿
弥
が

見
た
、
女
装
し
た
若
衆
の
話
を
豊
国
に
話
し
た
の
が
元
と
な
っ
た

と
も
伝
え
ら
れ
る
。
二
人
の
イ
ン
ス
ピ
レ
ー
シ
ョ
ン
の
交
歓
に
よ

っ
て
生
れ
た
作
品
で
あ
る
。
こ
の
浮
世
絵
と
狂
言
の
関
係
に
つ
い

て
は
、
「
弁
天
小
僧
」
を
描
い
た
図
と
舞
台
を
描
い
た
役
者
絵
と

の
相
違
に
つ
い
て
し
ば
し
ば
言
及
さ
れ
て
き
た
が
、
近
年
は
網
羅

的
に
役
者
絵
を
調
査
し
た
詳
細
な
研
究
の
成
果
も
あ
が
っ
て
い
る

（
注

）
。

本
作
は
、
名
題
そ
の
も
の
に
「
紅
彩
画
」
（
に
し

5

き
え
）
と
あ
る
よ
う
に
極
め
て
絵
画
的
趣
向
が
豊
富
で
あ
る
。
絵

面
と
い
う
意
味
で
は
、
こ
の
「
豊
国
漫
画
図
絵
」
以
外
の
図
に
も

直
接
関
係
を
う
か
が
わ
せ
る
作
品
が
あ
る
。
や
は
り
三
代
豊
国
が

画
く

「
五
人
若
手
大
入
ノ
仕
組
」
（
図

）

は
、
当
時
売
出
し

4

の
若
手
役
者
を
五
人
男
に
見
立
て
、
閉
じ
た
傘
を
持
た
せ
た
上
で
、

そ
れ
を
組
合
せ
て
「
大
入
」
の
文
字
を
象
っ
た
。
一
方
、
「
青
砥

稿
花
紅
彩
画
」
の
勢
揃
を
描
い
た
役
者
絵
に
は
、
図
５
が
あ
り
、

こ
の
趣
向
に
よ
っ
て
「
大
入
」
の
文
字
を
絵
面
に
し
た
。
実
際
、

舞
台
上
で
こ
の
よ
う
な
演
出
（
見
得
）
が
さ
れ
た
か
ど
う
か
は
、

現
存
台
本
の
ど
れ
を
見
て
も
分
か
ら
な
い
。
も
ち
ろ
ん
現
在
の
演

出
に
は
な
い
。
近
代
の
舞
台
で
は
、
間
口
が
広
い
た
め
、
五
人
の

役
者
を
二
文
字
を
作
る
た
め
に
寄
せ
て
、
小
ぢ
ん
ま
り
と
さ
せ
る

よ
り
、
「
し
ら
な
み
」
の
文
字
を
大
書
し
た
傘
を
広
げ
て
、
舞
台

全
体
に
展
開
し
た
方
が
見
栄
え
が
よ
い
こ
と
に
よ
る
だ
ろ
う
。
し

か
し
、
お
そ
ら
く
、
初
演
時
に
は
、
勢
揃
い
の
場
の
幕
切
れ
の
絵

面
と
し
て
、
こ
の
見
得
が
演
じ
ら
れ
た
可
能
性
が
あ
っ
た
、
あ
る

い
は
演
じ
る
可
能
性
が
あ
る
と
い
う
言
い
方
は
で
き
る
か
も
し
れ

な
い
。

絵
画
・
歌
舞
伎
、
そ
し
て
祭
礼
へ

も
う
一
つ
、
絵
画
が
歌
舞
伎
に
な
っ
た
著
名
な
作
品
に
、
「
月

下
弄
笛
図
」
が
あ
る
（
注

）
。
芳
年
が
明
治
十
五
年(1882

)

に

6

絵
画
共
進
会
で
受
賞
し
た
作
品
で
、
そ
れ
を
翌
十
六
年
に
大
判
３

枚
続
で
出
版
し
た(

図

）
。
横
長
の
ワ
イ
ド
が
画
面
を
、
敢
え
て

6

中
央
に
の
み
保
昌
を
配
し
た
構
図
で
あ
る
が
、
現
在
で
も
人
気
の
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あ
る
作
品
で
あ

る
。
こ
の
大
判

作
品
の
評
判
が

高
か
っ
た
の
を

当
込
ん
で
、
新

富
座
で
は
、
四

月
に
「
柳
桜
東

錦
絵
」
が
上
演

さ
れ
た
。
も
ち

ろ
ん
、
こ
の
時

の
役
者
絵
も
存

在
す
る
。

こ
の
作
品
に

は
、
次
の
よ
う

な
逸
話
が
、
山

中
古
洞
の
「
芳

年
伝
備
考
（
第

九
稿
）
」
に
伝

え
ら
れ
る
。

Ｏ

山

王

祭

に

市

原
野秋

山

版
の
錦
絵
「
藤
原
保
昌
」
が
十
六
年
二
月
出
版
、
四
月
に

は
そ
れ
が
新
富
座
の
舞
台
に
上
り
、
続
い
て
此
六
月
日
枝

神
社
祭
礼
と
あ
る
。
（
略
）
京
橋
桶
町
に
知
ら
れ
た
芳
年
贔

屓
の
、
左
官
の
綿
芳
と
左
官
の
源
兵
衛
が
申
合
せ
て
お
手

の
物
の
鏝
細
工(

こ
て
ざ
い
く)

、
芳
年
の
市
原
野
、
そ
れ

を
飾
り
物
に
作
り
上
げ
た
。
大
き
さ
は
等
身
大
、
芳
年
が

又
顔
や
手
足
を
彩
つ
た
。
団
十
郎
九
代
目
も
屡
々
出
張
に

及
ん
で
、
舞
台
で
使
つ
た
衣
裳
、
烏
帽
子
、
髭
か
ら
共
他
、

悉
く
貸
し
て
呉
れ
る
。
町
内
最
も
見
よ
き
角
見
世
を
頼
ん

で
此
市
原
野
の
飾
り
物
が
人
氣
を
呼
ぶ
。
若
い
も
の
大
意

氣
込
み
縮
緬
の
浴
衣
を
揃
え
て
，
町
の
山
車
の
羽
衣
漁
夫

人
形
に
因
ん
で
、
芳
年
肉
筆
の
羽
衣
を
描
い
て
貰
ふ
。

芳
年
門
人
が
大
挙
し
て
其
彩
色
を
買
て
出
る
。
芳
年
と
て

も
引
込
ん
で
居
る
人
で
は
な
い
、
門
人
芳
宗
を
仲
間
に
同

じ
く
二
枚
の
縮
緬
浴
衣
、
若
い
衆
と
お
揃
ひ
で
練
り
出
す

山
車
の
真
先
駆
、
績
く
多
勢
に
引
添
て
大
団
扇
が
煽
き
立

て
る
。
中
に
眼
に
附
く
大
阪
役
者
の
右
団
次
も
大
団
扇
を

携
え
て
、
芳
宗
の
背
ろ
の
一
役
、
絵
入
自
由
の
三
面
記
事

が
、
芳
年
も
芳
年
、
芳
宗
も
芳
宗
だ
と
椰
楡
一
番
、
此
方

は
鏝
細
工
の
市
原
野
と
共
に
何
と
で
も
云
て
見
ろ
、
好
評

噴
々
た
る
に
有
頂
天
で
あ
つ
た
と
云
ふ
。
（
注

7

）

こ
う
し
た
事
例
を
見
る
と
、
絵
画
の
題
材
が
、
歌
舞
伎
を
生
み
、

そ
の
歌
舞
伎
が
祭
礼
の
日
の
作
り
物
と
し
て
鏝
細
工
が
制
作
さ

図6 明治16年2月届 「藤原保昌月下弄笛図」早稲田大学演劇博物館蔵 201-4543～4545
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れ
、
そ
れ
を
絵
画
の
芳
年
や
歌
舞
伎
の
九
代
目
団
十
郎
ま
で
が
参

加
し
な
が
ら
、
風
流
と
し
て
飾
ら
れ
る
。
そ
う
し
て
役
者
や
絵
師

た
ち
も
山
王
祭
の
山
車
を
飾
っ
て
盛
り
立
て
い
る
。

絵
、
演
劇
、
作
り
物
、
祭
礼
と
そ
の
表
現
さ
れ
る
場
を
変
え
て

も
、
同
じ
題
材
が
共
通
の
テ
ー
マ
と
し
て
、
「
風
流
」
の
趣
向
と

な
っ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

山
車
の
作
り
物

絵
画
の
場
合
は
、
こ
の
風
流
（
造
型
）
の
題
材
は
、
画
題
と
い

う
こ
と
に
な
ろ
う
し
、
歌
舞
伎
の
場
合
は
狭
義
の
世
界
に
あ
た
る

も
の
で
あ
ろ
う
（
注

）
8

全
国
各
地
に
残
る
祭
礼
の
山
車
に
は
、
こ
う
し
た
絵
画
や
歌
舞

伎
と
題
材
が
通
底
し
て
い
る
。

山
王
祭
と
隔
年
に
行
わ
れ
る
神
田
祭
の
山
車
の
例
を
あ
げ
る

と
、

四
番

和
布
苅
龍
神
、
八
番

関
羽
人
形
、
十
二
番

菊

慈
童
人
形
、
十
三
番

二
見
が
浦
、
十
四
番

乙
姫
人
形
、

十
六
番

素
戔
嗚
尊
、
猩
々
、
十
九
番

鐘
馗
大
臣
、
二

十
番

龍
神
、
二
十
三
番

大
黒
天
、
二
十
四
番

鶴
ヶ

岡
放
生
会
、
二
十
七
番

小
鍛
治
宗
近
人
形
、
三
十
五
番

蛭
子
神
人
形
、
三
十
六
番

源
頼
義
人
形
（
「
江
戸
名
所

図
会
」
）

な
ど
と
見
え
、
ま
さ
し
く
武
者
絵
や
歴
史
絵
、
神
仏
絵
な
ど
の
画

題
と
重
な
る
し
、
歌
舞
伎
の
「
見
へ
」
と
し
て
舞
台
に
押
出
さ
れ

て
く
る
世
界
で
あ
る
。

吉
原
灯
籠

祭
礼
の
山
車
だ
け
で
な
い
。
廓
の
作
り
物
と
灯
籠
に
も
こ
の
造

型
の
世
界
が
交
差
す
る
。
柳
沢
信
鴻
「
宴
遊
日
記
」
に
は
次
の
よ

う
な
記
述
が
見
え
る
。

七
ツ
過
ぎ
よ
り
他
行
。(

中
略
）
黄
昏
に
白
玉
や
へ
至
る
。

小
（
す
こ
し
）
休
み
、
主
の
婆
を
連
れ
、
暮
れ
過
ぎ
よ
り

灯
籠
を
見
る
。
仲
の
町
へ
入
る
。
江
戸
町
の
辻
々
、
両
庇

（
ひ
さ
し
）
よ
り
舞
台
を
出
し
、
石
橋
の
作
物
、
面
蝋
人

形
の
か
ら
く
り
。
江
戸
町
一
丁
目
の
左
は
、
庇
の
上
を
皆

大
橋
の
欄
干
に
作
り
、
下
に
舟
を
掛
け
し
風
情
、
右
は
淡

雪
暖
簾
掛
式
は
見
物
有
り
。
堺
町
角
よ
り
、
軒
に
松
に
蔦

の
紋
提
灯
、
下
は
一
丁
溝
に
堀
水
を
湛
へ
、
一
店
／
＼
小

橋
を
懸
け
、
鴛
鴦
の
灯
籠
に
火
を
点
し
水
に
浮
か
ぶ
。
揚

や
町
よ
り
、
両
方

松
の
作
物
、
松
の
提
灯
。
水
道
尻
に

冨
士
を
つ
く
り
、
曽
我
祐
成
、
時
宗
の
提
灯
籠
を
設
く
。

京
町
一
丁
目
を
見
、
又
揚
や
町
へ
入
る
。
庇
の
上
に
笠
の

橋
、
下
に
白
鷺
を
立
つ
。
夫
よ
り
又
仲
の
町
へ
か
か
り
、

二
丁
目
へ
で
、
伏
見
町
を
見
る
。
通
ふ
神
の
万
灯
、
子
供
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中
の
額
、
入
り
口
に
御
旅
所
有
り
。

仲
の
町
口
に
華
表
（
と
り
い
）
。
夫
よ

り
石
橋
人
行
の
か
ら
く
り
を
見
る
。

（
安
永
四
年
七
月
八
日
）

山
車
に
は
機
関
人
形
が
乗
る
こ
と
が
多
い
こ

と
も
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
も
風
流

を
凝
ら
し
た
作
り
物
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

仙
台
の
風
流
絵

文
政
期
と
思
わ
れ
る
仙
台
の
祭
礼
に
出
る

風
流
（
山
車
）
を
記
録
し
た
ビ
ラ
絵
に
も
、

や
は
り
同
様
な
題
材
が
取
上
げ
ら
れ
て
い

る
。

「
（
峨
々
た
る
山
＝
霊
鷲
山
）
」
（
図

）
「
毘
沙
門
天
霊
鷲

7

山
出
現
之
体
」
（
図

）
8

「
神
功
皇
后
三
韓
え
出
陣
之
体
」

「
う
ら
島
太
郎

り
や
う
し
ん
（
龍
神
）
」

「
源
氏
若
菜
之
巻
」
「
源
氏
匂
宮
の
体
」

「
八
幡
太
郎
よ
し
家
香
安
部
貞
任
桂
中
納
言
と
成
し
を
見

あ
ら
わ
す
体
」

「
源
満
仲
朝
臣
於
住
吉
神
前
ニ
響
矢
射
給
フ
体
」
「
た
ゝ
の

満
仲
頼
信
た
い
め
ん
の
体
」

「
色
有
川
詠
歌
の
体
」「
加
藤
景
道
」「
山
姥
金
時
渡
辺
綱
」

「
錦
襄
計
趙
雲
救
主
体
」
「
漢
楚
軍
談
」

（
以
上
、
立
命
館
大
学

A
R
C

所
蔵
品
に
よ
る
）
（
注

）
9

図
８
の
毘
沙
門
天
と
霊
鷲
山
は
、
ま
さ
に
二
代
目
団
十
郎
が
舞

台
で
演
じ
た
毘
沙
門
天
の
形
象
と
重
な
る
。
山
だ
け
が
描
か
れ
る

図
７
も
、
風
流
が
霊
鷲
山
や
須
弥
山
や
蓬
莱
山
な
ど
の
山
を
象
る

こ
と
か
ら
来
て
い
る
こ
と
を
明
瞭
に
し
て
い
る
。

風
流
と
趣
向

図8 文政頃「毘沙門霊鷲山出現之体」」
立命館アート・リサーチセンター蔵
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日
本
を
代
表
す
る
風
流
祭
は
、
祇
園
祭
で
あ
る
が
、
狂
言
に
は
、

そ
の
山
の
趣
向
を
題
材
に
し
た
「
鬮
罪
人
」
が
あ
る(

注

)

。

10

「
祭
礼
も
近
々
で
ご
ざ
る
に
よ
っ
て

今
日
は
い
ず
れ
も

お
い
で
下
さ
れ

山
の
ご
相
談
を
な
さ
れ
て
下
さ
れ
い

「
山
を
こ
し
ら
え
ま
し
て

こ
れ
へ
滝
を
落
し

鯉
の
滝

上
り
の
と
こ
ろ
を
致
し
ま
せ
う

「
こ
れ
は
毎
年
定
ま
つ
て
出
る
町
が
ご
ざ
つ
て

こ
れ
を

鯉
山
の
町
と
申
し
ま
す
る
。
こ
れ
は
な
り
ま
す
ま
い

「
山
は
山
で
ご
ざ
る
が

こ
れ
へ
橋
を
か
け
ま
し
て

牛

若
と
弁
慶
の
人
形
を
出
し
ま
し
て

五
条
の
橋
の
千
人
切

は
何
と
ご
ざ
ら
う
ぞ

「
こ
れ
も
毎
年
定
ま
つ
て
出
る
町
が
ご
ざ
つ
て

す
な
わ

ち
弁
慶
の
町
と
申
し
ま
す
る

「
峨
々
た
る
山
を
こ
し
ら
え
て

そ
の
下
に
河
原
を
こ
し

ら
え
ま
し
て

そ
れ
へ
い
か
に
も
弱
々
と
致
い
た
罪
人
と

い
か
め
な
鬼
を
出
い
て

彼
の
鬼
が
罪
人
を
山
へ
責
め

上
せ

責
め
下
す
と
こ
ろ

「
珍
し
く
て
い
い

「
い
か
に
珍
し
い
と
申
し
て

こ
の
め
で
た
い
祭
礼
に

何
と
罪
人
が
出
さ
る
る
も
の
か

今
で
こ
そ
山
鉾
は
固
定
化
し
て
い
る
も
の

の
、
祇
園
祭
に
お
い
て
も
風
流
の
作
り
物
は

毎
年
趣
向
を
凝
ら
す
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か

し
、
室
町
期
に
は
す
で
に
固
定
化
を
し
て
お

り
、
こ
こ
に
も
見
ら
れ
る
よ
う
に
鯉
山
や
橋

弁
慶
山
は
、
す
で
に
毎
年
定
ま
っ
て
出
る
も

の
で
あ
る
。
し
か
し
、
仙
台
の
ビ
ラ
絵
に
も

あ
る
よ
う
な
、
「
峨
々
た
る
山
」
を
作
る
の

は
い
い
が
、
罪
人
を
出
す
と
い
う
と
こ
ろ
は
、

「
過
差
」
に
す
ぎ
る
と
い
う
わ
け
だ
。

こ
こ
で
出
て
く
る
弁
慶
山
は
、
い
わ
ず
と

知
れ
た
五
条
橋
の
橋
弁
慶
で
あ
る
が
、
本
来
、

弁
慶
と
牛
若
の
説
話
に
は
、
五
条
橋
で
出
会

図7 文政頃（霊鷲山の体）
立命館アート・リサーチセンター蔵
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う
も
の
で
は
な
い
。

厳
島
神
社
の
絵
馬
集
で
あ
る
『
厳
島
絵
馬
鑑
』
（
天
保
３
年
）

に
は
、
天
文
二
十
一
年(1552

)

に
奉
納
さ
れ
た
二
枚
一
対
と
な
っ

た
橋
弁
慶
（
五
条
橋
）
の
絵
馬
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
謡
曲
「
橋

弁
慶
」
が
早
い
か
と
も
思
わ
れ
る
が
、
祇
園
祭
の
山
が
先
か
、
絵

画
が
先
か
は
俄
に
判
断
出
来
な
い
。
浮
世
絵
な
ど
の
武
者
絵
が
「
絵

馬
」
か
ら
生
れ
た
と
さ
れ
、
ま
た
、
「
松
平
大
和
守
日
記
」
元
禄

四
年
七
月
ニ
九
日
の
条
に
み
え
る
「
絵
馬
の
絵
を
見
て
物
ま
ね
」

（
の
ろ
ま
次
兵
衛
）
な
ど
を
み
る
と
、
演
劇
と
絵
画
、
そ
し
て
祭

礼
に
出
る
風
流
の
作
り
物
の
趣
向
は
、
ま
さ
に
同
根
と
い
え
る
も

の
な
の
で
あ
る
。

す
で
に
言
わ
れ
て
い
る
造
園
、
箱
庭
、
料
理
や
州
浜
、
着
物
の

意
匠
に
ま
で
及
ぶ
風
流
の
創
造
性
は
、
見
立
に
よ
る
ミ
ニ
チ
ュ
ア

化
と
い
う
意
味
で
は
、
根
付
に
ま
で
及
ぶ
テ
ー
マ
と
な
る
で
あ
ろ

う
。
も
ち
ろ
ん
そ
れ
ぞ
れ
の
表
現
媒
体
に
よ
っ
て
、
流
行
や
傾
向

に
ギ
ャ
ッ
プ
が
生
れ
る
こ
と
は
、
や
む
を
得
な
い
こ
と
で
あ
ろ
う
。

歌
舞
伎
の
源
流

郡
司
正
勝
は
、
次
の
よ
う
に
言
う
。

室
町
期
か
ら
慶
長
期
に
か
け
て
み
ら
れ
る
種
々
の
祭
礼
、

風
流
の
図
の
、
鷺
や
猩
々
や
、
大
黒
、
夷
な
ど
の
仮
装
・

扮
装
な
ど
は
、
み
な
風
流
で
あ
り
作
り
物
で
あ
っ
て
、
か

ぶ
き
の
「
女
方
（
形
）
」
の
源
流
は
、
女
装
に
見
立
て
た
風

流
の
作
り
物
の
一
種
の
伝
統
を
、
お
国
か
ぶ
き
が
継
い
だ

も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
と
い
え
る
。
「
か
ぶ
き
」
が
「
ば
さ

ら
」
の
精
神
を
承
け
継
い
だ
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
の
は
、

男
性
が
女
装
し
、
女
性
が
男
装
し
た
発
想
に
よ
る
風
流
だ

っ
た
と
い
え
よ
う
。
（
注

）
11

お
国
歌
舞
伎
の
原
点
に
あ
る
男
女
の
性
の
交
換
こ
そ
が
、
風
流
の

仮
装
で
あ
り
、
ま
た
、

た
だ
の
作
り
物
で
な
く
、
趣
向
を
こ
ら
し
た
「
作
り
物
」

が
「
風
流
」
で
あ
っ
て
、
祭
礼
の
山
車
も
、
中
世
に
興
っ

た
延
年
の
「
風
流
」
も
、
松
拍
の
風
流
も
、
ま
た
風
流
能

と
い
わ
れ
る
能
の
「
作
り
物
」
も
、
や
が
て
た
だ
見
る
も

の
か
ら
、
こ
の
作
り
物
を
中
心
と
し
た
劇
が
出
来
上
が
っ

て
ゆ
く
の
で
あ
る
。
か
ぶ
き
で
も
、
伝
統
の
あ
る
上
方
で

は
、
そ
の
台
本
の
舞
台
書
き
を
「
造
り
物
」
と
書
き
出
す

習
性
を
残
し
て
き
た
の
で
、
大
道
具
す
な
わ
ち
造
り
物
と

い
う
よ
り
、
造
り
物
の
趣
向
に
よ
っ
て
、
文
学
に
「
場
」

が
与
え
ら
れ
、
設
定
さ
れ
る
心
意
を
残
し
た
の
で
あ
ろ
う

と
お
も
う
。
（
注

）
12

と
さ
え
言
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
本
論
に
寄
せ
て
言
え
ば
、
風
流
の

作
り
物
で
あ
る
歌
舞
伎
の
舞
台
ー
ー
大
道
具
を
含
め
た
絵
面
、
つ

ま
り
見
得
ー
ー
と
い
う
場
に
劇
が
展
開
す
る
の
が
歌
舞
伎
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。
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見
得
を
す
る

再
び
、
歌
舞
伎
の
見
得
に
戻
る
。
日
常
用
語
で
は
、
「
大
見
得

を
切
る
」
な
ど
と
い
う
が
、
役
者
の
世
界
で
は
見
得
は
「
き
め
る
」

も
の
、
「
す
る
」
も
の
だ
と
い
う
。
「
見
得
を
す
る
」
と
い
う
動
作

は
、
首
を
振
り
、
目
を
寄
せ
て
に
ら
み
付
け
て
極
ま
る
と
い
う
も

の
で
あ
り
、
現
代
で
は
む
し
ろ
、
こ
の
動
作
の
事
を
見
得
と
考
え

て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
服
部
幸
雄
は
、
十
七
代
目
市
村
羽
左

衛
門
と
二
代
目
中
村
吉
右
衛
門
と
の
対
談
の
中
で
、
荒
事
の
見
得

の
ル
ー
ツ
を
次
の
よ
う
に
言
う
。

元
禄
の
江
戸
歌
舞
伎
で
発
達
し
た
神
霊
事
、
荒
事
の
主

人
公
を
演
じ
て
い
る
初
代
団
十
郎
ら
が
、
神
像
や
仏
像
に

扮
し
て
立
ち
現
れ
る
こ
と
か
ら
の
線
は
確
実
と
し
な
く
て

は
な
ら
な
い
で
し
ょ
う
。
仁
王
様
、
と
か
お
不
動
様
、
と

か
鐘
馗
様
、
と
か
の
姿
で
出
現
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
儀
軌
や

図
像
で
き
ま
っ
た
形
に
な
っ
て
見
せ
る
わ
け
で
す
。
こ
れ

は
じ
っ
と
静
止
の
形
を
と
ら
な
い
わ
け
に
は
い
か
な
い
。

そ
れ
が
、
生
き
不
動
で
あ
っ
た
り
、
生
き
仁
王
で
あ
っ
た

り
す
る
わ
け
だ
か
ら
、
暴
れ
ま
わ
っ
て
、
鬼
を
食
っ
た
り
、

悪
者
を
殺
し
た
り
、
首
を
引
き
抜
い
た
り
す
る
ん
だ
け
ど
、

最
初
と
最
後
は
ぴ
た
っ
と
き
ま
っ
た
形
に
お
さ
ま
ら
な
け

れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
こ
の
辺
に
荒
事
の
見
得
の
一
つ
の
ル

ー
ツ
が
あ
り
そ
う
で
す
（
注

）
。

13

つ
ま
り
、
荒
事
の
見
得
は
、
神
仏
の
図
像
化
か
ら
発
生
し
た
と
い

う
。
つ
ま
り
、
絵
面
、
あ
る
い
は
舞
台
上
の
造
型
と
し
て
立
ち
現

れ
、
そ
れ
が
動
き
出
し
て
悪
事
を
挫
き
、
大
暴
れ
を
し
て
、
幕
切

れ
で
は
、
再
び
元
の
造
型
に
納
ま
る
と
説
明
し
て
い
る
。

と
こ
ろ
が
、
す
ぐ
そ
の
後
で
、

見
得
の
ル
ー
ツ
に
も
、
少
な
く
と
も
二
つ
の
筋
道･

･
･
･

荒

事
の
神
霊
事
か
ら
の
筋
と
、
日
常
風
俗
の
物
真
似
の
擬
勢

か
ら
の
筋･

･
･
･

が
あ
っ
て
、
そ
れ
ら
が
交
錯
し
合
い
な
が

ら
、
荒
事
の
大
見
得
、
時
代
物
の
見
得
、
世
話
物
の
見
得
、

生
世
話
物
の
ち
ょ
っ
と
し
た
気
味
合
い
、
さ
ら
に
は
人
形

浄
瑠
璃
の
演
出
の
影
響
を
受
け
て
い
る
丸
本
物
の
型
物
の

見
得
、
比
較
的
自
由
の
き
く
オ
リ
ジ
ナ
ル
な
狂
言
の
見
得

と
い
っ
た
、
実
に
さ
ま
ざ
ま
な
様
式
の
見
得
を
発
達
さ
せ

た
と
言
っ
て
い
い
と
思
い
ま
す
。
そ
う
や
っ
て
生
ま
れ
て

き
た
見
得
が
、
演
技
の
間
を
作
り
出
す
効
果
を
伴
っ
た
ん

で
す
ね
。
（
注

）
14

と
付
け
加
え
、
む
し
ろ
〈
役
者
の
見
得
の
演
技
そ
の
も
の
〉
を
見

得
と
考
え
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。

し
か
し
、
見
得
と
は
、
基
本
的
に
は
、
役
者
が
見
得
を
し
た
結

果
に
よ
っ
て
絵
面
に
な
る
こ
と
だ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

〈
見
得
を
す
る
〉
演
技
だ
け
を
見
得
と
考
え
る
と
、
武
井
協
三

の
次
の
よ
う
な
推
論
も
で
て
く
る
（
注

）
。
武
井
は
、
初
期
歌

15
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舞
伎
の
な
か
の
狂
言
「
仁
王
」
の
流
行
と
、
物
真
似
芸
の
「
ゆ
う

な
ん
」
の
活
動
を
述
べ
た
あ
と
、
見
得
の
発
生
に
つ
い
て
、
次
の

よ
う
に
結
論
づ
け
る
。

見
得
と
神
仏
像
の
関
係
を
述
べ
る
従
来
の
説
は
、
形
態

的
な
類
似
の
み
を
み
る
も
の
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
っ
た
。
し

か
し
、
も
し
こ
の
瞬
間
の
停
止
と
い
う
、
演
劇
の
時
間
の

方
向
か
ら
の
説
明
が
な
さ
れ
る
と
す
れ
ば
、
見
得
神
仏
像

発
生
説
は
、
空
間
と
時
間
の
説
明
を
備
え
、
今
一
歩
明
瞭

さ
を
加
え
る
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

神
仏
の
像
を
真
似
る
た
め
に
は
、
体
を
静
止
さ
せ
て
ポ

ー
ズ
を
と
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
特
に
仁
王
の
真
似
は
「
阿
」

と
「
吽
」
の
二
種
の
型
を
、
一
人
の
役
者
が
、
「
動
き
→
静

止
→
動
き
→
静
止
」
と
い
う
流
れ
で
表
現
す
る
。
十
六
羅

漢
の
真
似
も
同
様
に
し
て
、
一
体
ず
つ
ポ
ー
ズ
を
と
っ
て

い
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
（
中
略
）
動
き
か
ら
静
止
へ
動
き

か
ら
静
止
へ
と
流
れ
る
の
が
仁
王
や
十
六
羅
漢
の
真
似
で

あ
っ
た
は
ず
だ
。
こ
の
一
連
の
演
技
の
流
れ
が
、
見
得
の

も
つ
特
殊
な
時
間
を
生
み
出
し
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

歌
舞
伎
独
特
の
演
技
で
あ
る
見
得
の
出
発
点
は
、
仁
王

の
物
真
似
と
い
う
演
技
に
あ
っ
た
。
そ
し
て
仁
王
に
は

「
阿
」
「
吽
」
の
二
体
が
あ
り
、
こ
れ
を
一
人
の
役
者
が
順

次
う
つ
し
た
こ
と
に
よ
り
、
動
き
の
中
の
静
止
と
い
う
演

技
が
生
み
出
さ
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
う
の
で
あ
る
。

歌
舞
伎
史
の
上
で
は
、
歌
舞
伎
は
、
物
真
似
や
狂
言
尽
と
い
う

名
目
に
よ
っ
て
再
開
す
る
こ
と
が
出
来
た
と
伝
え
ら
れ
る
。
こ
の

物
真
似
こ
そ
が
、
風
流
の
造
形
を
舞
台
上
で
行
う
こ
と
で
も
あ
っ

た
。
そ
う
い
う
意
味
で
、
見
得
の
出
発
点
は
物
真
似
に
あ
っ
た
と

い
う
の
は
正
し
い
。
し
か
し
、
ゆ
う
な
ん
と
い
う
一
芸
人
の
仁
王

の
物
真
似
、
し
か
も
阿
吽
の
二
体
の
順
次
の
物
真
似
が
歌
舞
伎
の

見
得
の
源
流
と
な
っ
た
と
い
う
の
は
、
い
さ
さ
か
木
を
見
て
森
を

見
ず
と
い
う
に
等
し
く
な
か
ろ
う
か
。

見
得
の
源
流

静
止
す
る
の
は
神
仏
の
像
だ
け
で
な
い
。
い
わ
ゆ
る
絵
面
と
な

る
た
め
に
は
、
風
流
の
造
形
と
な
っ
て
止
ま
る
必
要
が
あ
っ
た
。

静
止
し
て
い
る
の
は
、
風
流
の
作
り
物
を
舞
台
に
見
せ
る
た
め
で

あ
り
、
そ
れ
が
見
得
の
源
流
で
あ
る
は
ず
で
あ
る
。

歌
舞
伎
は
、
風
流
の
芸
能
の
流
れ
の
下
に
あ
る
こ
と
は
、
歌
舞

伎
史
の
常
識
と
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
の
風
流
の
痕
跡
が
ど

こ
に
受
け
継
が
れ
て
き
て
い
る
の
か
の
検
証
は
、
あ
ま
り
さ
れ
て

き
て
い
な
い
よ
う
に
思
う
。
す
で
に
郡
司
正
勝
が
何
度
も
言
及
し

て
い
る
よ
う
に
、
風
流
に
み
え
る
趣
向
の
「
絵
を
描
く
よ
う
に
作

ら
れ
て
い
る
」
と
い
う
歌
舞
伎
は
、
風
流
の
山
車
を
舞
台
に
表
現

す
る
と
い
う
意
味
で
、
ま
さ
に
風
流
の
芸
能
な
の
で
あ
っ
た
。
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注

十
五
世
市
村
羽
左
衛
門
「
私
の
助
六
」
『
演
芸
画
報
』
大

正

1
４
年
５
月

注

『
新
燕
石
十
種
』
第
四
巻
（
新
板
・
中
央
公
論
社
）

2
注

『
演
劇
百
科
大
辞
典
』
（
平
凡
社
）
「
曽
我
の
対
面
」

3
注

た
と
え
ば
国
会
図
書
館
蔵
の
鯰
絵
（
鯰
に
御
札
を
貼
る
要
石
）

4

http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1303379

注

藤
沢
茜
「
豊
国
と
黙
阿
弥
の
意
図

『
豊
国
漫
画
図
絵
』
か
ら
「
青

5砥
稿
花
紅
彩
画
」
へ
」
（
「
浮
世
絵
芸
術
」154

号,
2007

）
、
埋
忠
美

沙
『
正
本
写
合
巻
集7

青
砥
稿
花
紅
彩
画

解
題
』
（
国
立
劇
場
調

査
養
成
部,

2011

）

注

新
藤
茂
「
錦
絵
か
ら
芝
居
へ
」
（
「
歌
舞
伎
研
究
と
批
評
」

6

14

号,
1994

)

に
詳
し
い
。

注

浮
世
絵
誌

26

号
、
山
中
古
洞
（
昭
和
六
年
六
月
十
五
日

記
）

7
注

『
戯
財
録
』
に
い
う
と
こ
ろ
の
狂
言
全
体
を
成
立
た
せ
る
と
こ
ろ

8
の
「
世
界
」
と
い
う
よ
り
も
、
部
分
ご
と
に
も
世
界
と
趣
向
が
あ
り
、

入
れ
子
型
の
構
造
を
為
し
て
い
る
。

注

仙
台
の
山
車
絵
は
、
比
較
的
珍
し
い
も
の
で
、
残
存
数
は
限
定
さ

9
れ
る
と
予
想
さ
れ
る
。
筆
者
は
、
こ
の
他
に
「
大
舜
耕
稼
に
于
歴
山

之
麓
之
体
」
「
源
氏
若
紫
之
体
」
「
浦
島
太
郎
竜
宮
於
城
乙
姫
見
体
」

「
牛
若
丸
矢
矧
之
長
か
館
に
て
音
曲
之
体
」
「
中
納
言
行
平
郷
須
磨

之
浦
ニ
テ
和
歌
ヲ
詠
給
体
」
を
知
る
。

注

『
古
典
文
学
大
系

狂
言
（
大
蔵
流
山
本
東
写
本
）
』
（
岩

波

10
書
店
）

注

『
郡
司
正
勝
刪
定
集

第
六
巻
』
（
白
水
社
）
二
四
九
頁

11
注

同

二
四
八
頁

12
注

服
部
幸
雄
編
『
歌
舞
伎
の
表
現
を
さ
ぐ
る
』
（
演
劇
出
版

社,

13

2001

）

一
九
頁

注

同

二
〇
頁

14
注

武
井
協
三
「

狂
言
の
「
仁
王
」
、
ゆ
う
な
ん
の
物
真
似
、
荒
事
の

15
見
得
」
（
「
園
田
学
園
女
子
大
学
論
文
集
」

号
、1982

）
、
『
若
衆
歌

17

舞
伎
・
野
郎
歌
舞
伎
の
研
究
』
（
八
木
書
店,

2000

）
に
収
録
。

補
記

本
稿
は
、
「
国
文
学
論
考
」
（
都
留
文
科
大
学
国
文
学
会
、

号
、2013.3

）
に
掲
載
論
文
を
改
訂
し
た
も
の
で
あ
る
。
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