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は
じ
め
に 

 

『
内
陣
の
鏡
』（以
下
、『
内
陣
』と
す
る
。
）は
自
邸
に
芝
居
小
屋
を
建
て
、
自
ら
も
役
者
と
し
て

舞
台
に
立
つ
ほ
ど
の
芝
居
好
き
で
知
ら
れ
る
高
松
藩
八
代
藩
主
松
平
頼
儀
の
長
子
松
平
頼
該
画

作
に
よ
る
写
本
で
、
弘
化
年
間
に
作
成
さ
れ
た
半
紙
本
三
巻
三
冊
の
滑
稽
本
風
の
読
み
物
で
あ
る

1)

。
前
稿
に
述
べ
た
よ
う
に
、
写
本
と
し
て
作
り
込
ま
れ
て
お
り
、
公
刊
し
よ
う
と
し
た
も
の
で
は
な

さ
そ
う
で
、
そ
の
読
者
は
頼
該
と
そ
の
周
辺
の
人
と
想
定
さ
れ
る

2)

。
概
略
も
前
稿
に
述
べ
た
の
で

簡
単
に
記
す
に
と
ど
め
る
が
、
構
成
は
上
巻
二
十
四
丁
・
中
巻
二
十
二
丁
・下
巻
二
十
二
丁
。
上

巻
冒
頭
（弐
丁
表
か
ら
十
丁
裏
）に
芝
居
作
り
の
過
程
や
幕
内
資
料
を
紹
介
す
る
劇
書
風
の
部
分

が
置
か
れ
、
以
下
、
滑
稽
本
風
の
読
み
物
が
展
開
す
る
。
内
容
は
芝
居
の
上
演
の
進
行
に
合
わ
せ
、

そ
の
舞
台
裏
に
お
け
る
ド
タ
バ
タ
を
描
く
も
の
で
、
滑
稽
本
風
の
読
み
物
部
分
に
は
十
五
図
の
挿
絵

が
あ
る
。『
内
陣
』に
は
頼
該
が
実
際
に
行
っ
た
上
演
に
基
づ
い
た
現
実
の
世
界
で
の
楽
し
み
と
、
創

作
で
描
い
た
空
想
の
世
界
で
の
楽
し
み
が
入
り
交
じ
っ
て
描
か
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
が
、
以
下
、

前
稿
に
な
ら
っ
て『
内
陣
』の
紙
上
に
お
い
て
展
開
さ
れ
る
歌
舞
伎
を《
頼
該
の
芝
居
》と
呼
ぶ
こ
と

と
す
る
。 

 
前
稿
で
は
滑
稽
本
風
の
読
み
物
の
部
分
に
つ
い
て
取
り
上
げ
た
が
、
今
回
は
冒
頭
に
お
か
れ
た
芝

居
作
り
の
過
程
や
幕
内
資
料
を
紹
介
す
る
劇
書
風
の
部
分
に
つ
い
て
ま
ず
取
り
上
げ
、
先
行
す
る

劇
書
と
の
関
係
を
検
討
す
る
。
次
に
、
滑
稽
本
風
の
読
み
物
部
分
の
挿
絵
に
お
け
る
劇
書
の
影
響

に
つ
い
て
も
検
討
し
、
頼
該
の『
内
陣
』に
お
け
る
劇
書
の
利
用
態
度
、
そ
し
て
、《
頼
該
の
芝
居
》を

対
象
に
し
た
劇
書
と
し
て
の『
内
陣
』が
意
図
し
た
と
こ
ろ
を
明
ら
か
に
し
た
い
。 

 

要旨 

高松藩八代藩主松平頼儀の長子松平頼該は、歌舞伎を愛好した。本稿では、その

著作『内陣の鏡』と劇書の関係について考察した。『内陣の鏡』冒頭には芝居作りの過

程や幕内資料を紹介する劇書風の部分が置かれるが、『内陣』は先行劇書にならいつ

つ、先行劇書には見られなかった芝居の作り手側の視点を盛り込むなど、独自の劇書

として作り上げていることを指摘した。芝居作りの楽しみを劇書として描くこと自体も、頼

該の歌舞伎文化の享受のかたちであった。 

abstract abstract 

Yorikane Matsudaira, the eldest son of the 8th lord of the Takamatsu 
Domain, Yorinori Matsudaira, was a Kabuki enthusiast. This paper examines 
the relationship between his book Naijin no Kagami (The Mirror of the Inner 
Temple) and geki-sho (Kabuki books) literature. At the beginning of Naijin no 
Kagami, there is a "geki-sho style" section that describes the process of creating 
and performing the play and what takes place both backstage and on stage. 
While Naijin no Kagami does follow the format of earlier geki-sho literature, it 
also incorporates a distinctive theater-side ("behind the curtain") perspective 
not seen in other material, marking it as a somewhat unique representative of 
the genre. Depicting the pleasure of producing Kabuki in the form of a geki-sho 
was itself one of the ways in which Yorikane was able to enjoy Kabuki culture. 
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（一
）先
行
劇
書
の
利
用 

 

『
内
陣
』序
文
に
は「
狂
言
袋
。
戯
場
虫
眼
鏡
等
の
例
に
依
て
。
此
度
は
珍
し
く
。
楽
屋
内
の
光
景

を
。
具
に
一
書
に
写
出
な
ば
。
」と
あ
り
、
先
行
劇
書
に
な
ら
っ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
い
う
。『
戯

場
虫
眼
鏡
』は『
劇
場
一
観
顕
微
鏡
』（天
保
二
年
刊
）の
こ
と
で
あ
ろ
う
が
、
作
者
木
村
黙
老
は
高

松
藩
の
家
老
で
あ
り
、『
金
岳
公
子
小
伝 

金
岳
公
子
著
書
集
』（以
下
、『
小
伝
』と
す
る
。
）に
よ

る
と

3)

、
両
者
は
天
保
七
年
、
有
馬
で
出
会
い
の
機
会
を
得
た
と
い
う
。
ま
た
、
拙
稿
で
述
べ
た
よ
う

に
、
頼
該
が
半
俗
退
士
の
名
前
で
書
い
た
合
巻『
拍
掌
奇
譚
品
玉
匣
』（弘
化
二
年
刊
）の
刊
行
に
つ

い
て
も
黙
老
の
協
力
が
あ
っ
た
と
い
う

4)

。 

黙
老
は『
戯
作
者
考
補
遺
』（弘
化
二
年
）の
中
で
、
頼
該
に
つ
い
て
以
下
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。 

半
俗
退
士 

<

又
号
無
三
公
子> 

金
岳
公
子
と
い
ふ
や
ん
ご
と
無
き
御
人
の
戯
号
也
譃
言
八
百
三
虫
伝<

よ
み
本
十
冊>

此
書

は
刊
行
せ
ず
其
画
も
自
画
に
て
精
妙
な
り 
又
拍
掌
奇
譚
品
玉
匣<

半
紙
形
草
双
紙
六
冊

物> 

画
は
英
泉
序
は
馬
琴
の
代
作
に
て
弘
化
二
年
書
賈
甘
泉
堂
刊
行
ス 

此
余
に
も
論
御
。

箋
注
盲
牛 

又
は
雑
劇
正
本
の
作
あ
り
て
最
妙
な
り 

 

こ
れ
に
よ
る
と
黙
老
が
頼
該
の
こ
れ
ら
戯
れ
の
著
作
を
手
に
す
る
機
会
が
あ
っ
た
こ
と
が
う
か
が

え
る
が
、
頼
該
と
黙
老
の
具
体
的
な
交
流
に
つ
い
て
は
確
か
め
ら
れ
な
い
。「
雑
劇
正
本
の
作
」と
あ

る
の
も
気
に
な
る
が
、
該
当
す
る
も
の
は
見
出
せ
て
い
な
い
。
結
局
、
現
時
点
で
、
頼
該
が
直
接
に
黙

老
を
介
し
て
芝
居
の
知
識
を
得
る
こ
と
が
あ
っ
た
か
ど
う
か
は
わ
か
ら
な
い
の
だ
が
、
芝
居
好
き
の

頼
該
で
あ
る
か
ら
、『
劇
場
一
観
顕
微
鏡
』を
手
に
す
る
こ
と
は
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
実

は『
劇
場
一
観
顕
微
鏡
』は『
内
陣
』の
典
拠
と
な
る
劇
書
で
は
な
い
。 

 

も
う
一
点
、『
内
陣
』序
文
に
名
前
の
あ
げ
ら
れ
た『
狂
言
袋
』も
出
版
広
告
が
出
た
も
の
の
未
刊

に
終
わ
っ
た
劇
書
で
あ
り

5)

、
や
は
り『
内
陣
』の
典
拠
と
な
る
劇
書
で
は
な
い
。『
内
陣
』序
文
で
藩

の
家
老
の
作
と
未
刊
の
作
を
示
し
た
の
は
、
劇
書
に
対
す
る
情
報
通
を
気
取
っ
た
頼
該
の
遊
び
心
で

あ
ろ
う
か
。
あ
る
い
は
、『
劇
場
一
観
顕
微
鏡
』や
『
狂
言
袋
』の
名
前
を
あ
げ
て
、
実
際
の
情
報
源

を
ご
ま
か
そ
う
と
し
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
典
拠
と
し
て
書
名
を
示
さ
な
い
が
、
実
際
の
直
接
的
な

典
拠
と
し
て
指
摘
で
き
る
の
は『
楽
屋
図
会
拾
遺
』（享
和
四
年
刊
）な
の
で
あ
る

6)

。 

  

次
に『
楽
屋
図
会
拾
遺
』（以
下
、『
拾
遺
』と
す
る
。
）と
の
関
係
を
見
て
い
き
た
い
。『
内
陣
』の
中

で
、『
拾
遺
』を
利
用
し
た
と
明
示
す
る
こ
と
は
な
い
が
、「
せ
ん
ぼ
う
」と
呼
ば
れ
る
楽
屋
内
の
隠
語

の
利
用
や
挿
絵
等
に
そ
の
影
響
関
係
が
指
摘
で
き
る
。 

 

『
拾
遺
』で
は「
楽
屋
之
占
傍 

多
く
は
操
の
楽
屋
よ
り
い
で
し
も
の
な
り
」と
し
て
せ
ん
ぼ
う
が
紹

介
さ
れ
る
が
、『
内
陣
』で
も「
以
上
七
八
枚
之
間
に
。
き
ゝ
な
れ
ぬ
詞
折
〳
〵
あ
る
は
。
是
は
楽
屋

占
傍
と
て
。
合
詞
の
様
な
物
也 

元
は
あ
や
つ
り
の
楽
屋
よ
り
。
は
や
り
出
し
と
ぞ
。
」と
す
る
。
そ

し
て
、
下
巻
二
丁
表
か
ら
十
丁
裏
に
集
中
し
て
、「
子
供

ゑ

ご

衆し

ゆ

の
事
な
ら
了
見
し
て
遣
り
な
さ
れ
」、

「
芸
が
済
迄
は

御
酒

あ

か

む

ま

は
禁
制
」
な
ど
と
ふ
り
が
な
を
付
し
て
せ
ん
ぼ
う
を
使
っ
た
会
話
が
続
く
。

「
金
太
郎
め
。〔
阿
房
の
事
〕」「
新
田

し

ん

で

ん〔
男
と
い
ふ
事
〕」と
説
明
を
加
え
る
こ
と
も
あ
る
。『
拾
遺
』を

見
る
と
、「
男
を
し
ん
て
ん 

女
を
わ
こ
す 

子
供
を
ゑ
ご 

(

略) 

愚
人

あ

ほ

う

を
き
ん
太
郎 

(

略) 

善
事

を
助
右
衛
門
」な
ど
と
、『
内
陣
』が
記
す
せ
ん
ぼ
う
全
て
が
確
認
で
き
る
。
ま
た
、『
拾
遺
』に
は「
こ

れ
は
左
の
こ
と
く
用
ゆ
る 

た
と
へは
み
め
よ
き
女
な
れ
は
助
右
衛
門
ナ
ひ
と
ト
云
」と
あ
る
が
、
こ

れ
に
な
ら
っ
て
、『
内
陣
』で
は「
助
衛
わ
こ
す
〔
よ
い
女
を
助
右
衛
門
わ
こ
す
と
い
ふ
〕
」
と
す
る
な

ど
、『
拾
遺
』で
示
さ
れ
た
よ
う
に
、
せ
ん
ぼ
う
を
実
践
し
て
み
せ
る
。『
内
陣
』は『
拾
遺
』に
記
さ
れ

た
せ
ん
ぼ
う
を
使
う
こ
と
を
楽
し
ん
で
い
る
よ
う
で
あ
る
。 

 

せ
ん
ぼ
う
は『
拾
遺
』以
外
の
ほ
か
の
劇
書
に
も
記
さ
れ
る
。『
三
座
例
遺
誌
』（享
和
三
年
刊
）に

は「
せ
ん
ぼ
う
」と
し
て
十
五
種
、『
絵
本
戯
場
年
中
鑑
』（享
和
三
年
刊
）に
は「
三
芝
居
の
通
り
言

葉
」と
し
て
三
十
余
の
せ
ん
ぼ
う
が
載
る
が
、『
内
陣
』
への
利
用
は
見
ら
れ
な
い
。『
戯
場
節
用
集
』

（
享
和
元
年
刊
）
に
は「
せ
ん
ほ
隠
語
」
と
し
て
三
十
八
種
が
載
り
、『
内
陣
』
と
三
つ
が
共
通
す
る

が
、「
金
太
郎
と
は 

よ
い
男
の
事
」と
あ
り
、「
金
太
郎
め
。〔
阿
房
の
事
〕」と
あ
る『
内
陣
』と
は
意

味
が
相
違
す
る
。
以
上
の
こ
と
か
ら
、『
内
陣
』が
拠
っ
た
も
の
は『
拾
遺
』と
考
え
て
問
題
は
な
い
。 

 

ま
た
、
拍
子
木
の
説
明
に
も『
拾
遺
』の
利
用
が
認
め
ら
れ
る
。『
内
陣
』で
は
以
下
の
よ
う
に
示
さ

れ
る
。 先

ツ
最
初
二
つ
の
拍
子
木
鳴
る
は
聞
合
せ
の
木
と
い
ふ 

道
具
立
出
来
た
り
と
部
屋
へ知
ら

す
る
相
図
也 

其
後
三
つ
鳴
は
知
ら
せ
の
木
と
い
ふ 

役
者
衆
中
は
や
し
方
舞
台
に
出
る
也 

夫
レ
よ
り
打
明
ケ
の
木
と
い
ふ
て
キ
ザ
ミ
う
つ 

す
な
は
ち
幕
明
キ
の
木
也 

 
『
拾
遺
』
で
は
「
附
言
」
の
中
で
、
拍
子
木
の
来
由
を
語
る
部
分
が
あ
り
、
以
下
の
よ
う
に

出
て
く
る
。 

楽
屋
に
チ
ヨ
ン
〳
〵
二
つ
の
拍
子
木
は
是
聞
合
の
木
と
そ
い
ふ 

道
具
立
て
出
来
た
り

と
部
家
に
知
ら
す
る
相
図
な
り 

其
後
知
木
い
ふ
て
是
も
同
し
く
二
つ
に
し
て
役
者
衆
中
囃

子
方
い
づ
れ
も
舞
台
へ出
る
な
り 

打
あ
け
の
木
い
ふ
て
舞
台
へい
て
ゝ
三
つ
打(

略)

ま
た
幕
明

に
三
つ
打
跡
に
て
数
を
う
つ
事
を
刻
に
打
と
申
と
そ 

 
(16)
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ほ
か
の
劇
書
に
も
拍
子
木
に
つ
い
て
触
れ
る
こ
と
は
あ
る
が
、
比
較
的
近
い
表
現
の
見
ら
れ
る『
三

座
例
遺
誌
』を
次
に
あ
げ
る
。

幕
毎
に
楽
屋
に
て
う
つ
を
し
ら
せ
と
い
ふ
。
初
て
二
つ
う
つ
は
舞
た
い
の
道
具
か
さ
り
出
来
た

る
を
二
か
い
へし
ら
す
る
也
。
二
度
目
の
し
ら
せ
に
て
幕
明
に
出
る
役
は
し
ご
を
お
り
て
舞
台

揚
幕
と
へま
わ
る
。
三
度
目
の
し
ら
せ
は
舞
台
の
出
口
に
て
打
。
（略
）是
よ
り
幕
明
き
の
拍
子

木
な
り
、
き
つ
か
け
と
い
ふ
。

三
点
を
比
較
す
る
と
、『
内
陣
』は『
拾
遺
』を
利
用
し
た
も
の
と
認
め
ら
れ
よ
う
。

『
拾
遺
』か
ら
は
挿
絵
の
利
用
も
認
め
ら
れ
る
。『
内
陣
』の「
大
な
ら
し
の
図
」に
つ
い
て
、
画
面
左

上
と
画
面
右
下
の
人
物
や
そ
の
周
辺
に
置
か
れ
た
道
具
類
を『
拾
遺
』「
内
稽
古
」
の
図
と
比
べ
る

と
、
そ
の
影
響
関
係
が
見
て
取
れ
る
（図
１
）
。
画
面
左
上
に
は
太
夫
と
三
味
線
弾
き
が
並
ん
で
座

り
、
太
夫
の
膝
元
に
は
同
じ
よ
う
に
湯
呑
み
と
茶
瓶
と
大
ぶ
り
の
火
入
れ
が
置
か
れ
て
い
る
。
画
面

右
下
に
は
煙
草
入
れ
を
膝
に
広
げ
、
煙
管
の
雁
首
を
下
に
向
け
て
持
つ
人
物
と
、
大
ぶ
り
の
火
入

れ
の
前
で
煙
管
を
持
つ
人
物
が
同
じ
よ
う
に
描
か
れ
て
い
る
。
し
か
し
、『
拾
遺
』か
ら
の
利
用
は
以

上
に
と
ど
ま
り
、
そ
の
ほ
か
の
画
面
を
見
て
も
積
極
的
に
利
用
し
た
痕
跡
は
見
ら
れ
な
い
。『
内
陣
』

の「
内
読
の
図
」や「
衣
装
付
け
の
図
」ほ
か
、
同
じ
よ
う
な
局
面
を
描
い
た
挿
絵
は
似
通
っ
た
表
現
に

な
る
も
の
の
、「
大
な
ら
し
の
図
」
の
よ
う
に『
拾
遺
』
を
直
接
、
具
体
的
に
写
し
て
い
る
図
柄
は
な

い
。以

上
、『
拾
遺
』の
利
用
は
認
め
ら
れ
る
も
の
の
、
ご
く
わ
ず
か
な
利
用
に
過
ぎ
な
か
っ
た
。
す
な

わ
ち
、『
内
陣
』は
劇
書
を
書
く
た
め
の
典
拠
と
し
て『
拾
遺
』を
必
要
と
し
た
わ
け
で
は
な
く
、
せ
ん

ぼ
う
を
使
っ
て
み
た
り
、
挿
絵
の
さ
さ
い
な
局
面
を
模
し
て
み
る
な
ど
、
自
作
の
中
に『
拾
遺
』を
利

用
す
る
こ
と
を
楽
し
ん
で
い
た
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
、『
内
陣
』と
劇
書
の
関
係
は
こ
れ
だ
け
で
は

な
い
。

（二
）『
内
陣
』と
劇
書
の
関
係

次
に
、『
内
陣
』
に
お
け
る
先
行
劇
書
の
利
用
態
度
に
つ
い
て
検
討
を
進
め
、
先
行
劇
書
と
は
異

な
る『
内
陣
』の
劇
書
と
し
て
意
図
し
た
と
こ
ろ
に
つ
い
て
も
明
ら
か
に
し
た
い
。

『
内
陣
』が
先
行
劇
書
の
形
式
に
な
ら
っ
て
作
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
、
そ
の
版
面
か
ら
も
理
解
さ
れ

る
と
こ
ろ
で
あ
る
（図
２
、
３
、
４
）。
見
開
き
の
画
面
を
分
割
し
て
挿
絵
を
示
す
形
式
や「
内
読
」や

「
内
稽
古
」な
ど
、
芸
能
用
語
の
類
を
見
出
し
に
示
し
説
明
を
加
え
る
形
式
は『
拾
遺
』や『
戯
場
楽

屋
図
会
』（寛
政
十
三
年
刊
）な
ど
の
劇
書
に
な
ら
っ
た
形
式
で
あ
る
。
で
は
、
内
容
に
つ
い
て
は
ど
う

か
。
以
下
、『
内
陣
』冒
頭
の
劇
書
風
の
部
分
に
つ
い
て
、
劇
書
と
の
関
係
を
具
体
的
に
検
討
し
て
い

き
た
い
。

『
内
陣
』上
巻
二
丁
表
か
ら
十
丁
裏
に
わ
た
る
九
丁
に
芝
居
作
り
の
過
程
に
関
わ
る
項
目
が
あ
げ

ら
れ
る
が
、
見
出
し
に
示
さ
れ
た
項
目
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

寄
初
／
衣
裳
定
／
大
道
具
定
／
連
中
触
／
内
読

な

い
よ

み

／
手
板
渡
し
／
読
合

よ

み

あ

ひ

／
内
稽
古

う

ち

け

い

こ

／
小

道
具
定
／
惣
稽
古
／
大
習

お

ほ

な

ら

し
／
衣
裳
割
／
道
具
割
／
鬘
割
／
衣
裳
渡
／
道
具
渡
／

衣
裳

い

し

ょ

う

着つ

け

ま
ず
、
傍
線
を
付
し
た
役
者
に
関
わ
る
項
目
を
取
り
上
げ
る
。
寛
政
か
ら
享
和
年
間
に
か
け
て
、

幕
内
紹
介
の
劇
書
が
続
々
と
刊
行
さ
れ
る
が

7)

、
こ
の
う
ち
芝
居
作
り
の
過
程
が
あ
る
程
度
詳
し

く
記
さ
れ
る
の
が
、『
戯
場
楽
屋
図
会
』、『
絵
本
戯
場
年
中
鑑
』、『
三
座
例
遺
誌
』、『
拾
遺
』で
あ

る
8)

。
こ
れ
ら
四
点
と『
内
陣
』を
比
較
の
た
め
、
（表
１
）に
そ
れ
ぞ
れ
に
記
さ
れ
た
役
者
に
関
わ
る

芝
居
作
り
の
過
程
を
簡
単
に
ま
と
め
た
。
比
べ
て
み
る
と
、「
寄
初
」
や
「
内
読
」「
内
稽
古
」「
惣
稽

古
」な
ど
見
出
し
と
な
る
用
語
に
共
通
す
る
と
こ
ろ
は
あ
る
も
の
の
、
そ
の
内
容
は
異
な
っ
て
い
る
。

た
と
え
ば
、
通
し
稽
古
で
あ
る「
惣
稽
古
」
に
つ
い
て
は
、
先
行
劇
書
四
点
と
も
初
日
前
日
に
行
う

と
す
る
が
、『
内
陣
』に
お
け
る「
惣
稽
古
」は
通
し
稽
古
で
は
な
く
、
初
日
前
日
に
行
う
も
の
で
も

な
い
。『
内
陣
』で
は「
日
に
一
段
二
段
づ
ゝ
堅
め
て
す
る
ゆ
ゑ
。
段
稽
古
共
云
な
り
。
」と
し
て
、
段

ご
と
に
日
を
重
ね
て
仕
上
げ
て
い
く
通
し
稽
古
の
前
段
階
の
一
手
順
と
な
っ
て
い
る
。『
内
陣
』で
は

「
大
習
し
」が
通
し
稽
古
で
あ
り
、「
見
功
者
株
見
物
し
て
。
い
ろ
〳
〵
批
判
を
入
る
ゝ
な
り
」と
あ
る

よ
う
に
、
特
定
の
見
物
に
披
露
す
る
場
と
な
っ
て
い
た
。『
戯
場
楽
屋
図
会
』『
三
座
例
遺
誌
』『
拾

遺
』で
も「
惣
稽
古
」
に
見
物
を
入
れ
る
こ
と
は
記
さ
れ
て
い
る
が
、
特
定
の
見
物
に
限
っ
た
も
の
で

は
な
い
。
ま
た
、『
内
陣
』に
は
外
題
お
よ
び
役
割
を
披
露
し
、
番
付
を
張
り
出
す
「
連
中
触
」や
書

抜
を
そ
れ
ぞ
れ
の
役
者
に
渡
し
、
役
者
に
よ
る
通
し
読
み
を
行
う
「
手
板
渡
し
」
の
よ
う
に
、
先
行

劇
書
に
は
見
ら
れ
な
い
項
目
立
て
も
行
わ
れ
て
い
る
。

以
上
の
よ
う
に
、『
内
陣
』で
は
先
行
劇
書
と
共
通
す
る
項
目
名
も
使
い
な
が
ら
、
そ
の
内
容
を

《
頼
該
の
芝
居
》に
合
わ
せ
て
変
更
し
、
ま
た
、《
頼
該
の
芝
居
》の
説
明
に
必
要
な
新
た
な
項
目
を

設
け
て
い
る
。『
内
陣
』は
先
行
劇
書
に
な
ら
い
つ
つ
も
、《
頼
該
の
芝
居
》独
自
の
芝
居
作
り
の
過
程

を
描
い
て
い
る
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
特
徴
的
な
こ
と
は『
内
陣
』で
は
芝
居
作
り
に
関
わ
る
裏
方
の
芝
居
準
備
の
過
程
に
つ
い

(17)
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松
平
頼
該
作
『
内
陣
の
鏡
』
と
劇
書 

て
も
項
目
を
立
て
て
説
明
す
る
こ
と
で
あ
る
。
先
に
波
線
を
付
し
た「
衣
裳
定
」「
大
道
具
定
」「
小

道
具
定
」「
衣
裳
割
」「
道
具
割
」「
鬘
割
」「
衣
裳
渡
」「
道
具
渡
」「
衣
裳
着
」の
九
つ
の
項
目
に
注
目
し

た
い
。
ま
ず
、「
衣
裳
定
」「
大
道
具
定
」「
小
道
具
定
」と
し
て
必
要
な
道
具
・衣
装
類
を
相
談
し
て
、

注
文
す
る
過
程
が
項
目
立
て
さ
れ
る
。
物
が
揃
う
と
、「
衣
裳
割
」「
道
具
割
」「
鬘
割
」を
し
て
、
場

あ
る
い
は
役
々
と
照
ら
し
合
わ
せ
て
道
具
・衣
装
・鬘
の
確
認
を
す
る
。
そ
の
後
、
道
具
方
・衣
装
方

への
受
け
渡
し
を
行
う
の
が「
衣
裳
渡
」「
道
具
渡
」で
あ
る
。「
道
具
渡
」の
項
に
は「
大
道
具
の
立
ま
へ

を
稽
古
す
る
也
」と
添
え
ら
れ
、
先
行
劇
書
に
は
見
ら
れ
な
い
道
具
の
組
み
立
て
の
稽
古
に
つ
い
て

触
れ
る
。
ま
た
、「
衣
裳
着
」と
し
て「
是
は
万
事
本
式
に
し
て
。
衣
紋
方
出
て
。
衣
裳
を
着
習
ふ
な

り
。
」と
あ
り
、
舞
台
で
の
本
番
を
前
に
し
た
着
付
け
の
稽
古
に
つ
い
て
説
明
す
る
。「
此
ノ
時
は
連

中
の
家
内
共
。
見
物
を
ゆ
る
す
。
」と
も
見
え
、「
衣
裳
」を
披
露
す
る
時
間
も
用
意
し
た
よ
う
で
あ

る
。 先

行
劇
書
で
も「
大
道
具
」「
小
道
具
」「
道
具
方
」「
衣
裳
方
」と
い
っ
た
項
目
は
立
て
ら
れ
て
い
る

が
、
記
さ
れ
る
の
は
裏
方
の
仕
事
内
容
の
紹
介
が
中
心
で
あ
る

 9)

。
た
と
え
ば
、『
劇
場
訓
蒙
図
彙
』

（享
和
三
年
刊
）を
み
る
と
挿
絵
に
道
具
方
や
衣
装
方
の
働
く
様
子
が
描
か
れ
て
い
る
が
、
芝
居
作

り
の
過
程
と
し
て
の
位
置
づ
け
は
見
ら
れ
ず
、
本
文
で
も
そ
れ
ぞ
れ
の
仕
事
内
容
が
記
さ
れ
る
の

み
で
あ
る
。「
道
具
方
」を
例
に
あ
げ
る
と
、「
大
道
具
は
ま
く
の
内
の
し
か
け
切
組
を
司
ど
る 

小

道
具
か
た
は
硯
ぶ
た
さ
か
づ
き
手
水
鉢
た
ば
こ
ぼ
ん
な
ど
の
類
ひ
司
と
る
」と
い
っ
た
具
合
で
あ
る
。

『
拾
遺
』で
も「
道
具
方
（略
）浪
幕 

一
面
に
浪
を
染
た
る
ま
く
な
り
（略
）せ
り
出
し 

初
の
道
具

立
を
ひ
く
か
又
は
黒
ま
く
浅
黄
幕
な
ど
を
落
し
奥
よ
り
道
具
立
を
つ
き
出
す
な
り
」と
い
っ
た
具
合

で
、
道
具
や
仕
事
に
つ
い
て
の
解
説
が
あ
る
の
み
で
あ
る
。
し
か
し
、『
内
陣
』で
は
仕
事
の
内
容
で
は

な
く
、
幕
を
開
け
る
ま
で
の
行
程
を
描
く
。
先
行
劇
書
が
芝
居
制
作
現
場
の
幕
内
紹
介
と
し
て
、

芝
居
好
き
の
見
物
への
知
識
提
供
を
目
的
と
し
た
解
説
が
な
さ
れ
る
の
に
対
し
、『
内
陣
』は
芝
居
の

作
り
手
と
し
て
の
立
場
か
ら
、
演
者
だ
け
で
は
な
く
、
裏
方
も
含
め
た
芝
居
作
り
の
過
程
を
劇
書
の

形
式
に
な
ら
っ
て
記
し
て
い
こ
う
と
す
る
態
度
が
み
ら
れ
る
。
こ
こ
に
先
行
劇
書
と『
内
陣
』の
大
き

な
違
い
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。 

先
行
劇
書
で
、
こ
の
よ
う
な
裏
方
の
芝
居
準
備
の
過
程
への
言
及
が
見
ら
れ
る
の
が『
絵
本
戯
場

年
中
鑑
』で
あ
る
。『
絵
本
戯
場
年
中
鑑
』で
も「
衣
装
蔵
」「
大
道
具
」「
小
道
具
」と
い
っ
た
項
目
で

は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
仕
事
内
容
に
つ
い
て
の
解
説
が
中
心
で
あ
る
が
、
た
と
え
ば
、「
道
具
方
」の
項
目

に「
狂
言
新
た
に
出
す
度
毎
に
一
幕
切
に
画
図
を
し
た
ゝ
め
狂
言
方
よ
り
わ
た
す 

是
を
見
て
大

道
具
を
こ
し
ら
ふ
」と
、
そ
の
準
備
段
階
に
つ
い
て
説
明
が
見
ら
れ
、
挿
絵
に
も「
大
道
具
の
絵
図
」

が
二
点
示
さ
れ
て
い
る
。『
絵
本
戯
場
年
中
鑑
』に
は「
正
本
」「
書
ぬ
き
」「
外
座
付
」も
図
と
と
も
に

示
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
よ
う
な
幕
内
資
料
を
示
す
例
は
ほ
か
の
劇
書
に
は
ほ
ぼ
見
ら
れ
な
い

10)

。

筆
禍
を
受
け
た
と
い
う
は
な
し
も
あ
り
、『
絵
本
戯
場
年
中
鑑
』の
行
き
方
は
例
外
的
な
も
の
ら
し

い
11)

。 

『
絵
本
戯
場
年
中
鑑
』を
除
く
と
、
幕
内
資
料
が
は
っ
き
り
劇
書
に
見
え
る
の
は
、
狂
言
作
者
三

升
屋
二
三
治
に
よ
る
写
本
で
伝
え
ら
れ
て
い
る
劇
書
の
み
で
、『
賀
久
屋
寿
々
免
』（弘
化
二
年
）や

『
作
者
年
中
行
事
』（嘉
永
元
年
）に
は
小
道
具
付
や
衣
装
付
な
ど
の
付
帳
も
図
入
り
で
描
か
れ
て

い
る
。
二
三
治
の
劇
書
も
単
な
る
幕
内
紹
介
に
と
ど
ま
ら
ず
、
芝
居
作
り
の
過
程
を
書
き
記
し
た

も
の
で
あ
る
。
先
に『
内
陣
』に
つ
い
て
、
芝
居
の
作
り
手
と
し
て
の
立
場
か
ら
、
芝
居
作
り
の
過
程
を

劇
書
の
形
式
に
な
ら
っ
て
記
し
て
い
こ
う
と
す
る
態
度
が
み
ら
れ
る
と
述
べ
た
が
、
そ
の
行
き
方
は

二
三
治
の
劇
書
に
通
じ
る
と
こ
ろ
が
あ
る
と
い
え
る
。 

で
は
次
に『
内
陣
』上
巻
十
丁
表
・十
丁
裏
に
描
か
れ
た
、
他
劇
書
が
描
か
な
か
っ
た
付
帳
の
類
に

つ
い
て
見
て
い
き
た
い
（図
５
）。
こ
こ
に
描
か
れ
た
項
目
は
以
下
の
通
り
。 

楽
屋
番
附
／
摺
出
し
番
附
／
舞
台
方
扣
へ帳
／
道
具
方
扣
へ帳
／
衣
裳
方
扣
へ帳
／
床
本
／

囃
子
方
扣
へ帳
／
拍
子
木 

舞
台
面
を
描
い
た「
舞
台
方
扣
へ帳
」は
大
本
あ
る
い
は
半
紙
本
の
よ
う
な
縦
本
の
体
裁
、
そ
の
他

は
横
本
型
の
付
帳
の
体
裁
に
描
か
れ
る
。「
舞
台
方
扣
へ帳
」（大
道
具
）、「
道
具
方
扣
へ帳
」（小
道

具
）
、「
衣
裳
方
扣
へ帳
」（衣
装
）、「
囃
子
方
扣
へ帳
」
（下
座
）と
い
っ
た
上
演
に
関
わ
る
基
本
的
な

付
帳
が
網
羅
さ
れ
て
い
る
。
付
帳
を
示
す
こ
と
も
本
格
的
な
芝
居
作
り
の
過
程
を
描
き
た
か
っ
た

『
内
陣
』の
選
択
で
あ
ろ
う
。
番
付
は
二
種
が
示
さ
れ
る
が
、「
楽
屋
番
付
」は
配
役
を
書
き
付
け
た

一
枚
で
、「
か
ゞ
み
の
間
」に
張
り
出
し
た
と
い
う《
頼
該
の
芝
居
》独
自
の
も
の
で
先
行
劇
書
に
は
見

ら
れ
な
い
。「
摺
出
し
番
付
」
は
配
布
物
と
し
て
複
数
製
作
し
た
と
い
う
設
定
で
、
大
坂
の
役
割
番

付
の
形
式
を
模
し
て
い
る
。
番
付
の
図
入
り
解
説
は『
内
陣
』序
文
に
名
前
の
あ
げ
ら
れ
た『
劇
場
一

観
顕
微
鏡
』や
利
用
が
確
認
さ
れ
る『
拾
遺
』に
も
見
ら
れ
る
が
、『
内
陣
』に
描
か
れ
た
番
付
の
直

接
の
典
拠
と
な
る
も
の
は
な
い
。『
内
陣
』に
は
朱
入
り
の「
床
本
」も
描
か
れ
る
が
、『
絵
本
戯
場
年

中
鑑
』
や
『
劇
場
訓
蒙
図
彙
』
に
見
ら
れ
た「
正
本
」
に
代
わ
る
も
の
で
あ
る

12)

。
以
上
、
こ
こ
で
も

『
内
陣
』は
先
行
劇
書
に
な
ら
っ
た
よ
う
で
あ
り
つ
つ
も
、
そ
の
内
容
は《
頼
該
の
芝
居
》の
世
界
の
も

の
と
な
っ
て
い
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
よ
う
。 

も
う
一
つ
、
劇
書
と
の
関
係
に
お
い
て
注
目
さ
れ
る
の
は
、「
妹
背
山
婦
女
庭
訓
」の
道
具
立
の
ひ

 
(18)
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と
つ「
滝
車
」が
挿
絵
中
に
描
か
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
劇
書
を
確
認
す
る
と
、
滝
車
は
安
政
六
年

に
刊
行
さ
れ
た『
御
狂
言
楽
屋
本
説
』に
、
そ
の
仕
掛
け
の
種
明
か
し
と
と
も
に
描
か
れ
た
の
が
最

初
の
よ
う
で
あ
る
。
こ
れ
に
先
立
ち
、
仕
掛
け
を
見
せ
た
と
こ
ろ
に
、
芝
居
の
裏
側
に
通
じ
て
い
る

頼
該
の
得
意
に
思
う
気
持
ち
も
う
か
が
え
る
よ
う
で
あ
る
。
描
か
れ
た
の
は
八
角
柱
の
滝
車
で
、
上

方
で
使
わ
れ
て
い
た
も
の
と
い
う

13)

。『
小
伝
』に「
振
付
は
大
阪
よ
り
呼
寄
せ
」た
と
見
え
、
頼
該
は

上
方
の
芝
居
の
情
報
を
得
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
ろ
う
。
大
阪
か
ら
呼
び
寄
せ
た
振
付
師
の
素

性
等
は
わ
か
ら
な
い
が
、
頼
該
は
本
式
の
歌
舞
伎
の
あ
り
よ
う
に
熱
心
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
ま

た
、
楽
屋
の
客
同
士
の
会
話
の
な
か
で
、「
花
道
の
切
り
穴
へ。
ず
つ
と
お
は
い
り
な
さ
る
所
を
。
横

木
を
入
て

観
車

ろ

く

ろ

を
仕
か
け
。
是
に
取
り
付
て
さ
へご
ざ
れ
ば
。
労
せ
ず
し
て
。
く
る
り
〳
〵
と
水

車
の
如
く

転か

や

る
事
も
出
来
升
る
」と
、
仏
壇
返
し
の
よ
う
な
仕
掛
け
も
説
明
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
に

も
頼
該
の
仕
掛
け
に
対
す
る
熱
心
な
情
報
収
集
の
一
端
が
う
か
が
え
る
。 

な
お
、
楽
屋
の
客
同
士
の
会
話
の
体
で
、「
機
関
に
し
て
。
蝶
が
山
へ上
る
と
。
山
が
中
よ
り
ば
つ

と
開
い
て
。
下
か
ら
桜
の
せ
り
出
し
。
そ
こ
で
蝶
が
其
侭
花
の
梢
に
留
つ
て
居
る
」な
ど
と
、
大
掛
か

り
な
仕
掛
け
の
工
夫
も
披
露
す
る
。
舞
台
の
仕
掛
け
に
注
目
す
る
こ
と
に
加
え
、
新
た
な
演
出
を

夢
想
す
る
こ
と
も
芝
居
好
き
の
な
せ
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
夢
想
は
薄
花
火
や
藤
棚

を
始
め
、
大
山
桜
や
十
二
提
灯
と
い
っ
た
大
仕
掛
け
な
花
火
を
使
う
趣
向
に
ま
で
展
開
す
る
が

14)

、
趣
向
に
思
い
巡
ら
せ
る
こ
と
も
楽
し
い
時
間
で
あ
っ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。 

以
上
、『
内
陣
』と
先
行
劇
書
の
関
係
を
見
て
き
た
が
、
一
見
す
る
と
典
拠
と
な
る
劇
書
が
あ
る

よ
う
な
形
式
で
あ
り
な
が
ら
、
先
行
劇
書
を
直
接
の
典
拠
に
利
用
し
て『
内
陣
』を
作
成
し
た
わ
け

で
は
な
か
っ
た
。『
内
陣
』は
幕
内
紹
介
の
劇
書
と
い
う
に
と
ど
ま
ら
ず
、
先
行
劇
書
が
基
本
的
に
は

扱
わ
な
い
裏
方
も
含
め
た
芝
居
作
り
の
過
程
を
も
劇
書
の
中
に
描
き
込
み
、《
頼
該
の
芝
居
》を
対

象
に
し
た
新
た
な
劇
書
を
意
図
し
て
作
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。 

 

（三
）挿
絵
に
見
え
る
劇
書
の
影
響 

こ
こ
ま
で
、
冒
頭
に
置
か
れ
た
劇
書
風
の
部
分
に
つ
い
て
見
て
き
た
が
、
滑
稽
本
風
の
読
み
物
部

分
の
挿
絵
に
も
劇
書
の
影
響
が
見
ら
れ
る
。
挿
絵
は
十
五
図
あ
る
が
、
舞
台
機
構
や
道
具
な
ど
を

紹
介
す
る
劇
書
の
挿
絵
に
通
じ
る
趣
向
が
随
所
に
見
ら
れ
る
。
第
一
図
（上
巻
十
七
丁
裏
十
八
丁

表
）は「
是
は
芝
六
内
之
場
口
よ
り
切
ニ
う
つ
る
所
の
舞
台
う
ら
の
図
也
」と
し
て
、
出
番
に
そ
な
え

橋
懸
り
に
控
え
る
役
者
た
ち
の
雑
然
と
し
た
様
子
が
描
か
れ
て
い
る
が
、『
拾
遺
』の「
顔
見
世
座
附

橋
懸
り
よ
り
舞
台
へ出
端
の
図
」と
し
て
描
か
れ
た
、
橋
懸
か
り
に
控
え
る
役
者
た
ち
の
雑
然
と
し

た
様
子
に
近
し
い
（図
６
）。
ま
た
、『
拾
遺
』で
は「
橋
懸
の
内
」と
し
て
下
手
側
の
舞
台
袖
の
様
子
を

描
く
が
、『
内
陣
』で
も
第
三
図
（中
巻
弐
丁
表
）に
久
我
之
助
役
を
終
え
た
吾
妻
が
下
手
側
の
舞

台
袖
に
引
っ
込
ん
だ
と
こ
ろ
が
描
か
れ
る
。
第
五
図
（中
巻
十
一
丁
表
）で
は「
此
処
は
花
道
う
ら
の

図
な
り
」
と
し
て
、
第
十
三
図
（下
巻
十
七
丁
裏
十
八
丁
表
）で
は「
花
道
下
の
往
来
」「
此
図
は
与

五
郎
花
道
の
切
り
穴
へは
い
り
て
舞
台
の
切
り
穴
へ下
屋
を
ぬ
け
る
所
也
」と
し
て
、
花
道
下
の
様
子

や
「
廻
り
舞
台
の
下
」を
描
く
が
（図
７
(a)
）、『
戯
場
楽
屋
図
会
』の
花
道
下
の
通
路
を
描
い
た「
舞

台
下
」の
図
と
同
趣
向
で
あ
る
。
第
十
三
図
に
描
か
れ
た
通
路
の
隅
に
は
石
灯
籠
や
浪
板
、
船
な
ど

の
道
具
類
が
ま
と
め
て
置
か
れ
て
い
る
が
、『
戯
場
楽
屋
図
会
』の「
芝
居
裏 

楽
屋
口
」に
描
か
れ
た

楽
屋
口
の
脇
に
ま
と
め
て
置
か
れ
た
道
具
類
の
様
子
に
通
じ
る
。
こ
の
よ
う
に
挿
絵
の
場
面
や
描
く

素
材
の
選
び
方
も
先
行
劇
書
に
共
通
す
る
と
こ
ろ
が
指
摘
で
き
る
。 

先
行
劇
書
に
な
ら
っ
て
描
く
だ
け
で
は
な
く
、《
頼
該
の
芝
居
》が
優
先
さ
れ
る
箇
所
も
指
摘
で

き
る
。『
内
陣
』の
第
十
三
図「
廻
り
舞
台
の
下
」を
描
い
た
挿
絵
で
は「
此
棒
を
つ
か
ま
へて
ま
は
す

也
」と
説
明
を
添
え
て
舞
台
下
の
棒
を
描
き
、
廻
り
舞
台
の
構
造
も
描
く
。『
戯
場
楽
屋
図
会
』で

も「
廻
り
道
具
ろ
く
ろ
に
て
ま
く
図
」と
し
て
廻
り
舞
台
下
の
図
を
描
く
が

15)

、『
内
陣
』で
は「
ろ
く

ろ
」で
は
な
く
、
現
・金
丸
座
の
廻
り
舞
台
に
見
え
る「
力
棒
」の
よ
う
な
、
舞
台
下
に
つ
け
ら
れ
た
棒

が
描
か
れ
て
い
る
（図
７
）。 

『
内
陣
』第
十
三
図
で
は
通
路
の
隅
に
置
か
れ
た
道
具
類
も
描
か
れ
て
い
た
が
、
そ
の
ほ
か
の
挿
絵

を
見
て
い
て
も
道
具
や
衣
装
への
興
味
が
見
て
取
れ
る
。『
内
陣
』の
座
本
の
楽
屋
を
描
い
た
第
二
図

（
上
巻
廿
二
丁
裏
廿
三
丁
表
）
、
第
四
図
（中
巻
七
丁
裏
八
丁
表
）、
第
七
図
（下
巻
五
丁
裏
六
丁

表
）、
第
十
五
図
（下
巻
十
九
丁
裏
二
十
丁
表
）の
挿
絵
中
に
は
鬘
や
衣
装
、
履
き
物
と
い
っ
た
類
の

も
の
が
種
々
描
か
れ
、
鬘
箱
の
ほ
か
に
額
帽
子
や
付
け
髪
の「
い
と
じ
け
」ま
で
も
描
か
れ
て
い
る
。

ま
た
、
第
十
五
図
に
は
、
次
の
見
物
席
を
予
約
し
よ
う
と
集
ま
っ
た
客
に
、
席
を
記
し
た
通
り
札
を

配
り
、
奥
場
図
帳
に
客
の
決
ま
っ
た
席
を
書
き
留
め
る
様
子
が
描
か
れ
る
が
、『
戯
場
楽
屋
図
会
』

の「
東
西
奥
場
図
帳
之
写
」と
同
様
の
奥
場
図
帳
が
描
か
れ
て
い
る
。 

第
十
四
図
（
下
巻
十
八
丁
裏
十
九
丁
表
）で
は
、「
舞
台
裏
」「
惣
役
者
部
屋
打
出
し
跡
仕
舞
の

図
」と
し
て
、
終
演
後
の
道
具
を
片
付
け
る
場
面
が
描
か
れ
、「
妹
背
山
」で
使
っ
た
滝
車
や
浪
板
、

「
花
笠
の
立
廻
り
に
て
終
る
」と
記
さ
れ
た
新
作
所
作
事
で
用
い
た
と
思
わ
れ
る
花
笠
も
描
か
れ
て

い
る
。
片
付
け
の
場
面
に
は
、『
戯
場
楽
屋
図
会
』の「
楽
屋
番
附
湯
場
」の
ご
と
く
据
え
風
呂
も
描

 
(19)
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松
平
頼
該
作
『
内
陣
の
鏡
』
と
劇
書 

か
れ
、
ま
た
、『
戯
場
楽
屋
図
会
』の「
床
山
」の
ご
と
く
髷
を
結
う
床
山
の
姿
も
見
え
る
。『
戯
場
楽

屋
図
会
』を
直
接
に
写
し
た
も
の
で
は
な
い
が
、
同
じ
素
材
を『
内
陣
』に
盛
り
込
も
う
と
し
た
も
の

と
思
わ
れ
る
。
第
十
四
図
は
い
さ
さ
か
詰
め
込
み
過
ぎ
た
よ
う
で
あ
る
が
、
画
面
奥
が「
舞
台
裏
」

で
道
具
を
片
付
け
る
様
子
、
手
前
は「
惣
役
者
部
屋
打
出
し
跡
仕
舞
の
図
」と
し
て
衣
装
を
片
付
け

る
様
子
や
床
山
の
様
子
、
風
呂
の
様
子
な
ど
を
描
き
、
画
面
に
は
な
い
が「
是
よ
り
上
手
け
し
や
う

場
也
」と
し
て
化
粧
場
の
存
在
を
示
す
。
先
行
劇
書
に
描
か
れ
た
も
の
を
あ
れ
も
こ
れ
も
入
れ
込

み
た
く
な
っ
た
頼
該
の
姿
も
想
像
さ
れ
る
。 

こ
の
よ
う
に
読
み
物
部
分
の
挿
絵
に
お
い
て
も
劇
書
への
興
味
を
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
。
頼

該
が『
戯
場
楽
屋
図
会
』や
そ
の
他
劇
書
を
見
て
い
た
と
い
う
確
証
は
な
い
が
、『
拾
遺
』を
手
に
し

て
い
た
頼
該
で
あ
る
か
ら
、『
戯
場
楽
屋
図
会
』や
そ
の
他
劇
書
が
手
元
に
あ
っ
て
も
不
思
議
で
は
な

い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
ど
こ
ま
で
が
先
行
劇
書
を
真
似
た
も
の
で
あ
る
か
は
確
定
で
き
な
い
が
、『
内

陣
』の
挿
絵
に
は『
拾
遺
』
や
『
戯
場
楽
屋
図
会
』と
い
っ
た
劇
書
と
共
通
す
る
素
材
が
ふ
ん
だ
ん
に

盛
り
込
ま
れ
て
い
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
。
冒
頭
の
劇
書
風
の
部
分
の
み
な
ら
ず
、
滑
稽
本
風
の
読

み
物
部
分
に
お
け
る
挿
絵
に
お
い
て
も
、
劇
書
を
意
識
し
た
も
の
に
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。 

 

以
上
、『
内
陣
』と
劇
書
の
関
係
を
見
て
き
た
が
、
そ
の
利
用
態
度
は
先
行
劇
書
を
具
体
的
に
直

接
、
利
用
す
る
の
で
は
な
く
、
先
行
劇
書
に
な
ら
い
つ
つ
、
独
自
の
劇
書
に
仕
立
て
よ
う
と
す
る
も

の
で
あ
っ
た
。
頼
該
は
劇
書
の
世
界
を
享
受
し
、《
頼
該
の
芝
居
》を
先
行
劇
書
の
型
の
中
に
落
と
し

込
ん
で
い
き
な
が
ら
、
自
身
の
芝
居
世
界
を
劇
書
と
し
て
紙
上
に
展
開
す
る
こ
と
を
意
図
し
て
い
た

の
で
あ
る
。
前
稿
で
指
摘
し
た
よ
う
に
、『
内
陣
』は《
頼
該
の
芝
居
》を
通
し
て
、
頼
該
の
芝
居
作
り

の
楽
し
み
を
紙
上
に
展
開
し
た
も
の
で
あ
り
、
芝
居
作
り
の
過
程
へ
の
興
味
が
示
さ
れ
て
い
た
が
、

同
様
に
、
劇
書
と
の
関
係
に
お
い
て
も
芝
居
作
り
の
過
程
への
興
味
が
示
さ
れ
て
い
た
。
頼
該
は《
頼

該
の
芝
居
》を
作
り
上
げ
る
過
程
を
劇
書
の
か
た
ち
を
利
用
し
つ
つ
、『
内
陣
』に
描
き
出
し
の
で
あ

っ
た
。 

 

お
わ
り
に 

頼
該
は
劇
書
の
世
界
を
深
く
味
わ
い
、《
頼
該
の
芝
居
》を
扱
っ
た
新
作
劇
書
と
し
て『
内
陣
』を

作
成
し
た
。
劇
書
風
の
冒
頭
部
分
に
限
ら
ず
、
滑
稽
本
風
の
読
み
物
の
部
分
に
お
い
て
も
、
先
行
劇

書
の
世
界
を
随
所
に
融
合
さ
せ
た
こ
と
も
、
頼
該
が
深
く
劇
書
を
読
み
込
み
、
了
解
し
て
い
た
証

で
あ
る
。
そ
の
う
え
で
、
先
行
劇
書
に
な
ら
っ
た
世
界
を
繰
り
広
げ
、
先
行
劇
書
に
は
見
ら
れ
な
か

っ
た
作
り
手
側
の
視
点
を
盛
り
込
ん
だ
り
、
先
行
劇
書
に
先
ん
じ
て
新
情
報
を
披
露
し
た
り
、
実
に

自
由
に
劇
書
の
世
界
を
展
開
さ
せ
て
い
た
。
前
稿
で
述
べ
た
よ
う
に
、
滑
稽
本
の
ご
と
く
、
歌
舞
伎

を
素
材
に
し
た
読
み
物
を
書
く
こ
と
も
、
頼
該
の
歌
舞
伎
文
化
の
楽
し
み
の
一
つ
で
あ
っ
た
が
、
劇

書
を
作
成
す
る
こ
と
も
ま
た
、
歌
舞
伎
文
化
の
楽
し
み
で
あ
っ
た
。 

芝
居
を
見
物
す
る
楽
し
み
、
演
じ
る
楽
し
み
、
芝
居
を
作
る
楽
し
み
、
加
え
て
、
劇
書
と
し
て
、

滑
稽
本
風
の
読
み
物
と
し
て
歌
舞
伎
を
素
材
に
し
た
作
品
を
作
り
上
げ
る
楽
し
み
等
、
頼
該
は
さ

ま
ざ
ま
な
角
度
か
ら
歌
舞
伎
文
化
を
堪
能
し
た
。『
内
陣
』
は
歌
舞
伎
文
化
の
多
様
な
楽
し
み
方

を
示
し
て
く
れ
る
一
作
で
あ
っ
た
。 

 

〔
注
〕 

 

１
）拙
稿「
松
平
頼
該
と
芸
能
」（『
愛
文
』五
四
号
、
愛
媛
大
学
法
文
学
部
国
語
国
文
学
会
、
二
〇

一
九
年
三
月
）。 

２
）「『
内
陣
の
鏡
』に
描
か
れ
た《
頼
該
の
芝
居
》」（『
ア
ー
ト
・リ
サ
ー
チ
』二
三
―
三
号
、
立
命
館

大
学
ア
ー
ト
・リ
サ
ー
チ
セ
ン
タ
ー
、
二
〇
二
三
年
三
月
）。 

３
）
梶
原
竹
軒
編
著『
金
岳
公
子
小
伝 

金
岳
公
子
著
書
集
』
（香
川
新
報
社
、
大
正
四
年
）。
な

お
、
以
下
に
取
り
上
げ
る
頼
該
の
事
跡
は
お
も
に
本
書
に
拠
る
。 

４
）（注
１
）に
同
じ
。 

５
）『
狂
言
袋
』の
出
版
事
情
に
つ
い
て
は
、
本
田
康
雄『
式
亭
三
馬
の
文
芸
』（笠
間
書
院
、
一
九
七

三
年
）、
浜
田
啓
介「
滑
稽
本
と
し
て
の
劇
書
」（『
文
教
国
文
学
』二
十
四
号
、 

一
九
八
九
年

十
二
月
）に
詳
し
い
。
寛
政
十
三
年
刊
の『
役
者
三
階
興
』、
享
和
二
年
刊
の
黄
表
紙『
封
鎖

心
鑰
匙
』に「
三
戯
場
大
雑
書
／
俳
優
節
用
狂
言
袋
」の
広
告
が
載
る
が
、
同
企
画
の『
戯
場

節
用
集
』が
大
坂
で
先
に
出
版
さ
れ
た
た
め
に
、『
狂
言
袋
』の
出
版
は
実
現
し
な
か
っ
た
と
い

う
。 

 
 

 

な
お
、
享
和
二
年
刊
の
黄
表
紙『
武
茶
尽
混
雑
講
釈
』や
文
化
三
年
刊
『
酩
酊
気
質
』
に
も

『
狂
言
袋
』の
広
告
が
見
ら
れ
る
。『
酩
酊
気
質
』の
広
告
に
は「
〇
た
び
〳
〵
御
め
ん
ど
う
で

も
モ
ウ
一
度
聞
て
お
く
れ 

是
も
三
馬
作 

戯
場
実
語
教
狂
言
袋 

一
冊 

絵
入
よ
み
本
／

役
者
似
顔 

豊
国
画
」と
あ
る
。「
た
び
〳
〵
御
め
ん
ど
う
で
も
モ
ウ
一
度
聞
て
お
く
れ
」の

こ
と
ば
か
ら
想
像
す
る
に
、
馬
琴
が『
戯
子
卅
六
撰
櫓
色
紙
』を『
役
者
用
文
章
』と
し
て
再
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編
刊
行
に
い
た
っ
た
よ
う
に
（前
掲
浜
田
論
文
、
鈴
木
馨「
櫓
色
紙
の
刊
本
」（『
書
物
礼
讃
』

七
号
、
一
九
二
七
年
十
一
月
）参
照
）、『
狂
言
袋
』も
大
雑
書
か
ら
実
語
教
に
趣
向
を
ず
ら

し
て
刊
行
を
試
み
よ
う
と
し
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
た
だ
し
、『
戯
場
実
語
教
狂
言
袋
』も
現

在
の
と
こ
ろ
刊
行
は
確
認
さ
れ
な
い
。 

６
）『
楽
屋
図
会
拾
遺
』
の
刊
年
は
北
川
博
子
『
上
方
歌
舞
伎
と
浮
世
絵
』
（清
文
堂
、
二
〇
一
一

年
）参
照
。 

７
）劇
書
に
つ
い
て
は
、
赤
間
亮『
江
戸
の
演
劇
書
』（八
木
書
店
、
二
〇
〇
三
年
）参
照
。 

８
）そ
の
ほ
か
の
劇
書
で
は
、
芝
居
作
り
の
過
程
に
関
す
る
い
く
つ
か
の
用
語
が
取
り
上
げ
ら
れ
る

の
み
で
あ
る
。
例
え
ば
、『
役
者
百
人
一
衆
化
粧
鏡
』
（
寛
政
十
二
年
刊
）
、『
増
補
戯
場
一

覧
』（寛
政
十
三
年
刊
）に
は「
本
読
」「
足
揃
」の
二
項
目
の
み
が
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る(

『
役

者
百
人
一
衆
化
粧
鏡
』は『
戯
場
一
覧
』（寛
政
七
年
刊
）か
ら
の
流
用
。『
増
補
戯
場
一
覧
』

も
同
文
で
あ
る
。)

。『
劇
場
訓
蒙
図
彙
』（享
和
三
年
刊
）で
は「
戯
場
国
の
時
候
」の
中
で「
世

界
定
」「
寄
初
」「
は
な
し
初
」に
触
れ
、「
惣
稽
古
」を
挿
絵
に
描
く
。「
惣
稽
古
」の
挿
絵
に
は

「
〇
本
よ
み
〇
つ
け
た
て
〇
け
い
こ
〇
中
さ
ら
い 

右
四
箇
図
は
略
之
後
篇
を
ま
つ
べ
し
」と

記
さ
れ
て
い
る
。 

９
）『
三
座
例
遺
誌
』で
は「
歌
舞
妓
行
事
嘉
例
之
事
」の
中
で
、
あ
つ
ら
え
の
道
具
・鳴
り
物
の
準
備

や
道
具
・衣
装
を
確
認
す
る「
付
た
て
」に
つ
い
て
触
れ
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。『
三
座
例
遺
誌
』

は『
劇
場
新
話
』（享
和
頃
）に
拠
っ
た
も
の
で
あ
る
が
、『
劇
場
新
話
』は
狂
言
作
者
中
村
重

助
作
と
言
わ
れ
る『
芝
居
乗
合
話
』（寛
政
十
二
年
）に
基
づ
く
（『
日
本
庶
民
文
化
史
料
集

成 

第
六
巻 

歌
舞
伎
』（三
一
書
房
、
一
九
七
九
年
）収
載
の「
三
座
例
遺
誌
」解
題
（宗
政

五
十
雄
執
筆
）参
照
。
）。
後
述
の
よ
う
に
狂
言
作
者
に
よ
る
写
本
の
劇
書
に
お
い
て
は
裏
方

の
芝
居
準
備
に
関
す
る
記
述
も
見
ら
れ
る
。 

10
）そ
の
ほ
か
の
劇
書
で
は
、『
増
補
戯
場
一
覧
』に「
せ
り
ふ
帳
之
図
」と
し
て
台
帳
の
図
が
示
さ

れ
、『
劇
場
訓
蒙
図
彙
』に「
正
本
」、『
戯
場
楽
屋
図
会
』に「
東
西
奥
場
図
帳
之
写
」「
根
本

之
図
」と
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
が
図
と
と
も
に
示
さ
れ
る
の
み
で
あ
る
。 

11
）『
絵
本
戯
場
年
中
鑑
』に
つ
い
て
は
、
宮
武
外
骨『
筆
禍
史
』（雅
俗
文
庫
、
明
治
四
十
四
年
）で

は「
劇
道
の
秘
密
を
洩
ら
せ
し
と
て「
芝
居
太
夫
元
よ
り
擦
当
を
受
け
絶
版
と
な
り
し
も
の

と
伝
ふ
」と
浅
草
文
庫
蔵
本
の
添
書
に
あ
れ
ど
」と
浅
草
文
庫
蔵
本
に
触
れ
た
う
え
で
、
同

種
の
劇
書
が
多
く
刊
行
さ
れ
て
い
る
の
で
、
絶
版
の
真
否
は
判
定
し
が
た
い
と
記
さ
れ
て
い

る
。
ま
た
、
光
延
真
哉
は『
絵
本
戯
場
年
中
鑑
』に
描
か
れ
た「
正
本
の
う
わ
書
の
図
」に
着
目

し
、「
正
本
を
あ
り
の
ま
ま
に
掲
載
し
た
こ
と
に
問
題
が
あ
っ
た
」と
の
見
解
を
示
す
（『
江
戸

歌
舞
伎
作
者
の
研
究
―
金
井
三
笑
か
ら
鶴
屋
南
北
へ
』笠
間
書
院
、
二
〇
一
二
年
）。
し
か

し
、
正
本
以
外
に
、
付
帳
の
公
表
と
い
う
こ
と
も
ほ
か
の
公
刊
さ
れ
た
劇
書
に
は
見
ら
れ
な

い
。
筆
禍
を
う
け
た
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
正
本
の
問
題
だ
け
で
は
な
く
、
付
帳
も
含
め
た
幕

内
資
料
の
暴
露
が
と
が
め
ら
れ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
ち
な
み
に
、
式
亭
三
馬
は『
戯
場

粋
言
幕
の
外
』（文
化
三
年
刊
）の
中
で『
劇
場
訓
蒙
図
彙
』に
つ
い
て
、「
あ
れ
も
ま
だ
た
つ
ぷ

り
穿
が
あ
る
け
れ
ど
芝
居
へさ
ゝ
は
る
を
遠
慮
し
て
大
略
し
た
物
さ
」と
記
し
て
い
る
。 

12
）床
本
が
地
芝
居
に
利
用
さ
れ
た
こ
と
は
、
安
田
徳
子「
地
芝
居
に
お
け
る
義
太
夫
狂
言
の
重

み
」（『
日
本
歌
謡
研
究
』五
十
号
、
二
〇
一
〇
十
二
月
）等
参
照
。 

13

）
滝

車

に

つ

い

て

、
「

梅

之

芝

居

日

記

」
（
中

村

梅

之

ブ

ロ
グ

https://blog.goo.ne.jp/takasagoum
eyuki

）、
二
〇
〇
七
年
六
月
九
日
の
記
事
に「
円
筒

形
が
も
っ
ぱ
ら
な
の
で
す
が
、
上
方
で
は
八
角
柱
が
使
わ
れ
て
い
た
よ
う
で
す
。
山
城
屋
さ
ん

が
京
都
や
国
立
劇
場
で
な
す
っ
た
と
き
の『
吉
野
川
』で
は
使
用
さ
れ
て
い
ま
し
た
ね
。
」と
記

さ
れ
て
い
る
。
（二
〇
二
三
年
三
月
十
五
日
確
認
） 

14
）花
火
に
つ
い
て
は『
す
み
だ
郷
土
文
化
資
料
館
特
別
展 

隅
田
川
花
火
の
三
九
〇
年
』（す
み

だ
郷
土
文
化
資
料
館
、
二
〇
一
八
年
五
月
）参
照
。 

15
）『
劇
場
訓
蒙
図
彙
』で
も「
ま
は
り
道
具(

略)

ろ
く
ろ
に
て
ま
く
也
」と
し
て
、
舞
台
下
の
図
に

は
ろ
く
ろ
が
描
か
れ
て
い
る
。 

 

〔
付
記
〕 

『
内
陣
の
鏡
』の
図
版
は
高
松
松
平
家
歴
史
資
料
（香
川
県
立
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
保
管
）、『
戯
場
楽
屋

図
会
』お
よ
び『
楽
屋
図
会
拾
遺
』の
図
版
は
立
命
館
大
学
ア
ー
ト･

リ
サ
ー
チ
セ
ン
タ
ー
所
蔵『
戯

場
楽
屋
図
会
』(

資
料
番
号

arcB
K

01-0098)

に
よ
る
。
資
料
の
掲
載
を
ご
許
可
下
さ
っ
た
公
益
財

団
法
人
松
平
公
益
会
な
ら
び
に
香
川
県
立
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
、
立
命
館
大
学
ア
ー
ト
・リ
サ
ー
チ
セ
ン

タ
ー
に
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。 
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図１（a） 『内陣の鏡』 上巻 <八丁表> 

図 1（b） 『楽屋図会拾遺』 立命館 ARC 蔵（arcBK01-0098-03） 

図２ （ａ） 『内陣の鏡』 上巻 <六丁裏七丁表> 

図２ （b） 『楽屋図会拾遺』  

立命館 ARC 蔵（arcBK01-0098-03） 

 図３ （ａ） 『内陣の鏡』 上巻 <九丁表九丁裏> 

図３ （b） 『戯場楽屋図会』  

立命館 ARC 蔵（arcBK01-0098-02） 

 図４ （a） 『内陣の鏡』 上巻 <五丁裏六丁表> 

図４ （ｂ） 『楽屋図会拾遺』  

立命館 ARC 蔵（arcBK01-0098-03） 
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 図５  『内陣の鏡』 上巻 <十丁表十丁裏> 

 図６ （ａ）  『内陣の鏡』 上巻 <十七丁裏十八丁表> 

 図６ （ｂ） 『楽屋図会拾遺』 

 立命館 ARC 蔵（arcBK01-0098-04） 

 図７ （ａ）  『内陣の鏡』 下巻<十七丁裏十八丁表> 

図７ （ｂ）  『戯場楽屋図会』 

立命館 ARC 蔵（arcBK01-0098-02） 
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※
太
字
は
見
出
し
と
し
て
項
目
が
立
て
ら
れ
て
い
る
も
の 
※
『
楽
屋
図
会
拾
遺
』
は
人
形
芝
居
の
芝
居
作
り
の
過
程 

惣
稽
古 

＝
足
揃(

初
日
前
日
／
見

物
を
入
れ
る
） 

本
読(

立
者
の
役
者
へ
の
読
み
聞
か
せ) 

 
↓

書
抜
を
渡
す 

   

楽
屋
の
稽
古 

本
よ
み
稽
古(

役
者
に
よ
る
せ
り
ふ

稽
古) 

↓

鳴
り
物
・
身
振
り
を
入
れ
る 

 寛
政
13 

『
戯
場
楽
屋
図
会
』 

表
１ 

惣
稽
古(

初
日
前
日) 

内
よ
み(
立
者
の
役
者
へ
の
読
み
聞
か

せ
） 

本
よ
み(

惣
役
者
へ
の
読
み
聞
か
せ
）   

↓

書
抜
を
渡
す 

 

稽
古 

     

世
界
定 

＝
は
な
し
初(

立
者
の
役

者
と
作
者
ら
に
よ
る
世
界
の
相
談) 

 

寄
ぞ
め(

惣
役
者
ら
の
顔
合
せ
） 

享
和
３ 

『
絵
本
戯
場
年
中
鑑
』 

惣
ざ
ら
ひ(

初
日
前
日
／
見
物
を
入
れ

る
） 

  

本
よ
み(

惣
役
者
へ
の
読
み
聞
か
せ
） 

↓

書
抜
を
渡
す 

 

稽
古(

役
者
に
よ
る
せ
り
ふ
稽
古) 

立
稽
古 

 

附
た
て 
＝
中
ざ
ら
ひ(

役
者
に
よ

る
稽
古
に
合
わ
せ
、
道
具
・
衣
装
等
の
確

認) 世
界
定 

(

契
約
済
み
の
立
者
の
役
者

と
作
者
ら
に
よ
る
座
組
と
出
し
物
の
相

談) 寄
初 

＝
は
な
し
初(

立
者
の
役
者

ら
の
顔
合
せ
／
大
名
題
・
役
割
を
よ
む 

※
昔
は
狂
言
の
筋
を
よ
む
） 

享
和
３ 

『
三
座
例
遺
誌
』 

惣
稽
古(

初
日
前
日
／
見
物
を
入
れ

る
） 

内
読(

銀
主
太
夫
役
者
へ
の
読
み
聞
か

せ) 惣
本
読(

銀
主
太
夫
役
者
表
方
へ
の
読

み
聞
か
せ
） 

 

荒
立(

一
人
遣
い
の
人
形
に
よ
る
稽
古) 

 

 

内
稽
古(

三
人
遣
い
の
人
形
に
よ
る
稽

古) 寄
初 

＝
顔
よ
せ(

全
体
の
顔
合
せ
） 

享
和
４ 
 
 
 

『
楽
屋
図
会
拾
遺
』 

惣
稽
古 

＝
段
稽
古
（
一
段
ご
と

の
稽
古
） 

 

大
習
し(

通
し
稽
古
／
見
物
を
入
れ

る
。
※
見
巧
者
の
見
物
に
よ
る
批
評
） 

内
読(

惣
役
者
へ
の
読
み
聞
か
せ) 

 

手
板
渡
し(

手
板(

書
抜
）
を
渡
す
／
役

者
に
よ
る
通
し
読
み
） 

 

読
合(

役
者
に
よ
る
せ
り
ふ
稽
古) 

 
↓

浄
瑠
璃
等
を
入
れ
る 

内
稽
古(

数
人
ご
と
の
立
稽
古
） 

寄
初(

座
頭
株
に
よ
る
外
題
披
露
・
役
割

相
談
） 

 

連
中
触(

連
中
一
統
へ
の
外
題
・
役
割

披
露
・
番
付
の
張
り
出
し
） 

弘
化 

『
内
陣
の
鏡
』 
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