
一
、
は
じ
め
に

歌
舞
伎
史
の
記
述
は
、
江
戸
や
京
都
、
大
坂
と
い
う
大
都
市
の
大
劇
場
で

演
じ
ら
れ
た
も
の
だ
け
が
対
象
と
さ
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
。

近
年
は
、
歌
舞
伎
と
い
う
芸
能
の
性
格
を
考
え
る
時
に
、
そ
の
周
辺
に
見

（
�
）

世
物
や
祭
礼
を
対
峙
さ
せ
る
こ
と
も
よ
く
行
わ
れ
る
が
、
歌
舞
伎
が
演
じ
ら

れ
る
場
は
、
大
劇
場
に
限
定
さ
れ
て
は
い
な
い
。
地
方
の
芝
居
小
屋
は
、
江

（
�
）

戸
中
期
以
降
に
、
盛
ん
に
作
ら
れ
た
。
農
村
の
舞
台
に
お
け
る
祭
礼
時
の
歌

（
�
）

舞
伎
、
大
名
な
ど
の
屋
敷
内
に
お
け
る
座
敷
歌
舞
伎
な
ど
も
視
野
に
入
っ
て

く
る
。
一
方
、
や
は
り
江
戸
中
期
に
盛
ん
に
な
り
、
大
道
や
座
敷
で
演
じ
ら

れ
た
俄
や
茶
番
は
、
歌
舞
伎
の
影
響
を
大
き
く
受
け
な
が
ら
も
、
歌
舞
伎
の

初
期
の
頃
の
独
立
し
た
大
歌
舞
伎
と
は
ひ
と
味
違
っ
た
一
幕
狂
言
を
生
ん
で

い
っ
た
。

こ
れ
ら
は
、
実
際
ど
の
よ
う
に
演
じ
ら
れ
て
い
た
の
か
。
本
稿
で
は
、
歌

舞
伎
の
源
流
と
な
っ
た
「
風
流
」
を
キ
ー
ワ
ー
ド
に
、
そ
う
し
た
劇
場
外
の

芸
能
が
大
劇
場
の
歌
舞
伎
と
ど
の
よ
う
に
違
う
の
か
を
み
る
こ
と
で
、
逆
に

江
戸
時
代
の
大
歌
舞
伎
が
い
か
な
る
演
劇
で
あ
る
の
か
、
そ
の
一
側
面
に
照

射
し
て
み
た
い
。

二
、
歌
舞
伎
の
源
流

風
流

歌
舞
伎
は
、
元
来
は
、
風
流
の
芸
能
が
舞
台
化
し
た
も
の
で
あ
る
と
言
わ

（
�
）

れ
て
い
る
。
風
流
の
芸
能
と
は
、
現
在
一
般
的
に
み
ら
れ
る
も
の
と
し
て

は
、
盆
踊
な
ど
の
風
流
踊
を
さ
す
が
、
た
と
え
ば
祇
園
祭
の
山
鉾
巡
行
に
代

表
さ
れ
る
山
や
鉾
、
屋
台
な
ど
の
練
物
も
風
流
の
祭
で
あ
る
。「
飾
り
立
て

た
造
り
物
」（
趣
向
）
を
中
心
に
音
曲
や
踊
り
を
伴
う
行
列
で
、
次
第
に
、

囃
子
を
伴
い
、
小
歌
を
う
た
う
集
団
で
の
踊
り
「
風
流
囃
子
物
」
を
指
す
よ

う
に
な
り
、
そ
れ
が
「
風
流
踊
」
と
よ
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
練
物
系
の

風
流
も
含
め
た
こ
の
「
風
流
」
が
歌
舞
伎
の
濫
觴
で
あ
る
出
雲
の
阿
国
の
劇

（
�
）

団
の
一
つ
の
源
泉
と
な
っ
て
い
る
。

歌
舞
伎
を
始
め
た
と
さ
れ
る
阿
国
も
、
も
と
も
と
大
道
で
芸
を
見
せ
る
芸

劇
場
の
外
の
「
風
流
」
か
ら
歌
舞
伎
を
考
え
る

赤

間

亮
一
七



能
者
の
一
人
で
あ
っ
て
、
少
女
ら
が
振
り
を
揃
え
て
踊
る
「
や
や
こ
踊
」
を

京
都
の
盛
り
場
で
演
じ
た
の
で
あ
る
。
阿
国
の
劇
団
で
は
、
や
が
て
、
男
装

し
た
阿
国
が
客
と
な
っ
て
茶
屋
遊
び
を
し
、
男
性
の
狂
言
師
の
演
じ
る
茶
屋

の
女
に
戯
れ
か
け
る
と
い
う
寸
劇
を
演
じ
、
そ
の
奇
抜
な
趣
向
に
よ
っ
て

「
か
ぶ
き
」
の
名
を
冠
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。「
阿
国
歌
舞
伎
草
紙
」
で
描
か

れ
る
演
目
の
一
つ
に
名
古
屋
山
三
が
あ
る
が
、
こ
れ
は
、
阿
国
自
身
が
男
性

で
あ
る
山
三
を
演
じ
て
、
阿
国
を
男
性
が
演
じ
る
、
互
い
に
性
を
入
換
え
る

と
こ
ろ
に
風
流
の
趣
向
の
眼
目
が
あ
っ
た
。

京
都
の
祇
園
祭
に
出
る
山
車
は
、
山
と
鉾
に
分
か
れ
て
い
る
。
現
在
は
、

毎
年
同
じ
も
の
が
出
て
固
定
さ
れ
て
い
る
が
、
当
初
は
、
毎
年
作
り
替
え
ら

れ
た
も
の
だ
と
い
う
。
各
地
に
伝
え
ら
れ
た
祇
園
会
の
山
車
や
屋
台
に
は
、

現
在
も
毎
回
新
た
に
作
り
替
え
て
い
る
も
の
も
多
い
。

風
流
と
は
、
そ
の
新
し
い
趣
向
を
言
う
の
で
あ
り
、
風
流
の
芸
能
と
は
、

ど
の
様
な
新
し
い
趣
向
を
凝
ら
す
か
を
追
求
す
る
芸
能
と
い
え
る
。
し
た
が

っ
て
風
流
の
祭
で
は
、
御
輿
が
主
役
で
あ
る
は
ず
の
祭
で
、
山
車
や
造
り
物

が
附
け
祭
り
と
し
て
練
り
歩
き
、
主
役
と
な
る
。
造
り
物
そ
の
も
の
が
風
流

と
呼
ば
れ
、
そ
の
年
に
話
題
と
な
っ
た
世
相
を
写
す
造
形
も
あ
る
が
、
基
本

は
、
中
国
の
故
事
や
日
本
の
神
話
、
伝
説
や
武
勇
伝
が
題
材
と
な
る
。
た
と

え
ば
祇
園
祭
で
は
、
五
条
橋
の
「
橋
弁
慶
山
」、
龍
門
の
滝
の
「
鯉
山
」、
廿

四
孝
の
「
孟
宗
山
」
な
ど
、
日
中
の
故
事
、
伝
説
に
よ
る
造
り
物
が
使
わ
れ

る
。こ

う
し
た
風
流
の
題
は
、
絵
画
の
画
題
と
も
重
な
り
、
絵
馬
や
掛
け
幅
な

ど
の
絵
画
や
工
芸
品
の
デ
ザ
イ
ン
に
も
見
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
同
様
に
演

劇
の
世
界
、
能
や
浄
瑠
璃
の
題
材
と
も
重
な
る
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
も

ち
ろ
ん
歌
舞
伎
に
と
っ
て
も
、
重
要
な
材
料
と
な
っ
て
い
る
。

三
、
祭
礼
へ
入
り
込
ん
だ
歌
舞
伎

動
き
出
す
風
流

祇
園
祭
を
代
表
と
す
る
風
流
の
祭
は
、
全
国
各
地
に
広
が
っ
て
い
る
。
そ

の
う
ち
、
山
車
の
造
り
物
か
ら
屋
台
に
形
を
変
え
、
屋
台
の
上
で
演
じ
ら
れ

る
歌
舞
伎
に
と
っ
て
代
わ
ら
れ
る
事
例
が
出
て
来
る
。
こ
の
場
合
は
、
静
止

し
た
山
車
の
上
の
造
り
物
が
、
人
間
（
あ
る
い
は
人
形
）
が
演
じ
る
よ
う
に

な
り
、「
動
く
」
造
り
物
と
な
る
と
こ
ろ
に
眼
目
が
あ
る
わ
け
で
、
よ
り
風

流
と
し
て
の
魅
力
が
増
す
こ
と
に
な
る
。

例
え
ば
、
滋
賀
県
長
浜
の
曳
山
祭
で
は
、
現
在
残
る
記
録
か
ら
は
、
一
七

七
〇
年
頃
か
ら
、
山
車
の
構
造
が
変
わ
り
、
そ
の
山
車
の
屋
台
の
上
で
歌
舞

（
�
）

伎
が
上
演
さ
れ
始
め
た
こ
と
が
わ
か
る
。

栃
木
県
烏
山
町
の
山
あ
げ
祭
で
は
、
町
ご
と
の
囃
子
屋
台
に
作
り
物
が
飾

ら
れ
て
い
る
だ
け
で
な
く
、
地
車
と
呼
ぶ
台
車
に
、
前
山
、
中
山
、
大
山
と

呼
ば
れ
る
大
規
模
な
大
道
具
を
積
込
ん
で
曳
行
し
、
町
の
大
通
り
で
幅
一
〇

〇
メ
ー
ト
ル
に
も
及
ぶ
舞
台
を
あ
っ
と
い
う
間
に
組
立
て
、
そ
こ
で
「
将

門
」
や
「
戻
駕
」
な
ど
の
常
磐
津
の
舞
踊
劇
を
演
じ
る
。
ま
さ
に
歌
舞
伎
を

演
じ
る
動
く
風
流
な
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
も
、
元
禄
期
に
は
す
で
に
歌
舞
伎

（
�
）

が
演
じ
ら
れ
て
い
た
と
い
う
記
録
が
残
っ
て
い
る
。

さ
て
、
農
村
や
地
方
都
市
の
祭
礼
の
場
で
演
じ
ら
れ
る
歌
舞
伎
の
演
目
の

ほ
と
ん
ど
は
、
人
形
浄
瑠
璃
か
ら
と
っ
た
義
太
夫
狂
言
と
呼
ば
れ
る
ジ
ャ
ン

一
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ル
の
作
品
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
台
本
と
な
る
義
太
夫
の
脚
本
が
手
に
入
り
や

す
か
っ
た
と
い
う
こ
と
も
あ
る
が
、
演
技
指
導
を
す
る
の
が
義
太
夫
節
を
語

る
太
夫
が
多
か
っ
た
と
い
う
理
由
に
よ
る
。
し
か
も
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
有

名
な
義
太
夫
狂
言
の
あ
る
一
幕
を
演
じ
る
も
の
で
あ
る
点
に
注
目
す
る
必
要

が
あ
る
。

祭
礼
の
風
流
と
し
て
の
歌
舞
伎
は
、
も
と
も
と
、
山
車
の
造
り
物
で
あ
る

が
た
め
に
、
一
つ
の
趣
向
と
し
て
演
じ
ら
れ
れ
ば
よ
い
の
で
あ
り
、
ま
た
、

練
り
歩
く
も
の
で
あ
る
た
め
に
、
長
い
一
作
品
を
一
日
か
け
て
演
じ
る
こ
と

を
必
要
と
し
な
い
の
で
あ
る
。

四
、
俄
・
茶
番

演
じ
る
風
流

歌
舞
伎
や
人
形
浄
瑠
璃
な
ど
大
都
会
の
常
設
劇
場
に
よ
る
演
劇
が
成
立
し

た
あ
と
も
、
大
道
で
演
じ
る
辻
能
や
傀
儡
師
ら
の
雑
芸
は
、
盛
ん
に
行
な
わ

れ
て
い
た
。
浮
世
物
真
似
と
い
う
話
芸
や
物
真
似
芸
で
人
気
を
取
る
芸
能
者

も
活
躍
し
て
い
る
。
こ
の
浮
世
物
真
似
芸
の
発
展
型
の
演
劇
に
、
上
方
で
俄

と
呼
び
江
戸
で
は
茶
番
と
呼
ぶ
寸
劇
が
あ
る
。
も
と
も
と
、
そ
の
発
生
源
は

異
な
っ
て
お
り
、
芸
態
の
異
な
る
も
の
で
あ
る
が
、
幕
末
に
な
っ
て
そ
の
区

別
が
不
分
明
に
な
っ
た
。

（
�
）

俄
の
発
生
は
は
っ
き
り
し
な
い
が
、
浜
松
歌
国
の
「
南
水
漫
遊
」
に
よ
れ

ば
、
享
保
頃
か
ら
盛
ん
に
な
っ
た
と
い
い
、
祭
礼
の
仮
装
行
列
の
中
で
滑
稽

（
�
）

な
笑
い
を
と
る
練
物
が
発
達
し
た
も
の
と
い
う
。「
風
流
俄
天
狗
」（
天
保
三

年
（
一
八
三
二
））
に
よ
れ
ば
、
元
々
、
何
か
の
物
真
似
を
し
て
何
も
言
わ

ず
に
練
歩
く
も
の
か
ら
、
物
を
言
う
よ
う
に
な
り
、
さ
ら
に
リ
ク
エ
ス
ト
に

応
じ
て
立
止
ま
っ
て
演
技
を
す
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
。
ま
た
、
宝
暦
期

ま
で
に
は
、
最
後
は
口
合
で
「
ハ
ネ
」（
オ
チ
・
サ
ゲ
）
を
つ
け
る
基
本
の

形
式
が
出
来
上
り
、
そ
れ
が
安
永
期
頃
に
な
る
と
能
狂
言
や
歌
舞
伎
の
物
ま

ね
を
す
る
よ
う
に
な
る
。
ま
た
、
能
狂
言
の
形
式
を
と
っ
た
大
名
俄
の
芸
態

も
安
永
頃
（
一
七
七
二
〜
一
七
八
〇
）
ま
で
久
し
く
こ
の
上
方
の
俄
の
要
素

と
し
て
続
い
て
い
た
。

浮
世
絵
で
よ
く
描
か
れ
る
吉
原
俄
は
、
吉
原
で
八
月
に
行
な
わ
れ
る
も
の

で
、
上
方
の
祭
礼
の
練
物
か
ら
来
て
い
る
の
で
、
俄
と
呼
ぶ
。
明
和
年
間

（
一
七
六
五
年
頃
）
に
始
ま
り
、
明
治
時
代
中
期
（
一
九
〇
〇
年
頃
）
ま
で

続
い
た
。
江
戸
の
天
下
祭
で
あ
る
神
田
祭
や
山
王
祭
に
は
、
付
祭
と
い
っ

て
、
練
物
や
屋
台
が
出
て
仮
装
行
列
が
展
開
す
る
が
、
そ
れ
を
吉
原
の
中
で

縮
小
版
で
行
っ
た
も
の
で
あ
る
。
寸
劇
が
あ
ま
り
な
く
、
む
し
ろ
芸
者
た
ち

（

）

の
踊
り
を
見
せ
る
の
が
主
流
で
あ
っ
た
。

俄
は
、
大
坂
で
流
行
し
、
幕
末
に
は
玄
人
の
俄
師
が
出
て
、
明
治
後
期
に

は
衰
え
る
が
、
こ
こ
か
ら
現
在
の
新
喜
劇
に
ま
で
つ
な
が
っ
て
い
く
。
明
治

に
入
る
と
む
し
ろ
、
四
国
や
九
州
へ
の
広
が
り
を
見
せ
、
と
く
に
目
鬘
を
か

け
た
博
多
の
俄
は
大
い
に
流
行
し
た
。

俄
に
は
、
台
本
も
数
多
く
刊
行
さ
れ
て
い
る
が
、
ほ
と
ん
ど
一
場
の
み
で

（

）

で
き
あ
が
っ
て
い
る
。「
俄
自
慢
」（
弘
化
五
年
（
一
八
四
八
））
か
ら
一
つ

例
を
挙
げ
る
。「
無
茶
の
旅
」
と
い
う
芸
題
で
あ
る
。
旅
人
と
蕎
麦
屋
が
登

場
す
る
。

旅
人
は
、
無
官
の
太
夫
、
平
敦
盛
で
あ
る
。
旅
人
の
敦
盛
が
一
ノ
谷
に
や

劇
場
の
外
の
「
風
流
」
か
ら
歌
舞
伎
を
考
え
る

一
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っ
て
く
る
。
蕎
麦
屋
に
入
り
、
厚
盛
（
敦
盛
）
蕎
麦
を
注
文
し
、
腹
一
杯
食

べ
る
と
、
そ
の
ま
ま
出
て
い
く
。
蕎
麦
屋
が
追
い
か
け
、
代
金
を
払
わ
せ
よ

う
と
す
る
が
、
平
家
の
落
人
だ
か
ら
一
文
も
持
っ
て
い
な
い
。
蕎
麦
屋
は
見

逃
し
て
や
ろ
う
と
す
る
が
、
後
か
ら
追
っ
手
が
や
っ
て
く
る
の
で
、
や
む
な

く
取
っ
て
伏
せ
、
顔
を
見
る
と
余
り
に
も
貧
相
な
顔
つ
き
に
呆
れ
、
自
分
の

臍
く
り
で
払
っ
て
や
る
か
ら
と
逃
が
し
て
や
る
。
敦
盛
が
「
げ
に
旅
は
し
み

っ
た
れ
（
道
連
れ
）
蕎
麦
な
さ
け
（
世
は
情
け
）」
と
礼
を
言
う
と
、

蕎
麦
屋
〽
無
官
の
太
夫
の
首
で
は
な
く
て
、
敦
盛
〽
無
賃
（
無
官
）
の
財
布

（
太
夫
）
が
食
い
勝
ち
し
た
ん
じ
ゃ
、
と
い
う
口
合
の
「
ハ
ネ
」
で
終
る
。

途
中
に
「
平
気
（
平
家
）
の
旅
人

無
賃
（
無
官
）
の
財
布
（
太
夫
）
厚

盛
（
敦
盛
）
蕎
麦
の
食
逃
げ
」
と
い
う
口
合
も
入
る
。
能
の
「
敦
盛
」
や

浄
瑠
璃
「
一
谷
嫩
軍
記
」
の
三
段
目
を
下
敷
に
し
た
俄
狂
言
で
あ
る
。

一
方
、
茶
番
は
、
や
は
り
享
保
頃
に
始
ま
っ
た
ら
し
い
。
江
戸
歌
舞
伎
の

楽
屋
で
、
稲
荷
祭
や
曽
我
祭
の
時
に
酒
宴
を
開
き
、
下
級
役
者
が
声
色
を
使

っ
た
り
、
口
上
を
述
べ
て
酒
肴
を
出
し
て
こ
れ
を
酒
番
と
称
し
て
い
た
が
、

初
代
沢
村
宗
十
郎
が
座
頭
の
時
に
酒
を
茶
に
変
え
、
茶
番
と
称
す
る
よ
う
に

な
っ
た
と
い
う
。
こ
れ
が
、
遊
里
か
ら
さ
ら
に
一
般
に
も
広
が
り
、
景
物

（
引
出
物
）
に
口
上
を
つ
け
る
の
を
主
と
す
る
口
上
茶
番
や
芝
居
風
に
所
作

を
つ
け
る
立
茶
番
な
ど
が
生
ま
れ
た
。

俄
と
違
い
、
茶
番
は
、
景
物
を
出
す
の
を
主
に
し
て
い
る
の
で
、
必
ず
そ

れ
を
説
明
す
る
お
か
し
み
の
言
葉
が
つ
い
て
い
る
。
言
わ
ば
景
物
を
言
葉
の

風
流
で
飾
る
も
の
が
茶
番
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
茶
番
は
「
一
に
景
物
、
二

に
趣
向
、
三
に
口
上
」
と
言
い
な
ら
わ
さ
れ
て
い
た
。

（

）

式
亭
三
馬
の
「
茶
番
狂
言
早
合
点
」
初
編
（
文
政
四
年
（
一
八
二
一
））

に
載
る
「
花
咲
祖
父
」
を
紹
介
し
よ
う
。

祖
父
（
爺
）
が
灰
を
入
れ
た
笊
を
持
っ
て
登
場
。
楽
屋
か
ら
の
花
を
咲
か

せ
て
く
れ
と
の
言
葉
に
応
え
て
灰
を
撒
く
と
、
客
席
に
予
め
配
ら
れ
て
い
た

籤
付
の
造
り
花
の
小
枝
を
観
客
達
が
頭
に
さ
し
て
花
盛
り
と
な
る
。
す
る

と
、
客
席
か
ら
、
侍
が
従
者
二
人
を
連
れ
て
、
白
木
の
台
を
二
つ
持
っ
て
出

る
。
侍
ら
は
、
爺
の
手
業
を
褒
め
、
紙
に
包
ま
れ
た
銀
を
数
多
載
せ
た
台
を

差
出
す
。
侍
の
主
人
が
爺
に
褒
美
を
と
ら
せ
た
も
の
と
い
う
。
礼
を
言
う
内

に
鳴
物
が
な
り
、
焼
酎
火
も
出
る
と
侍
ら
は
狐
の
鼻
面
を
咥
え
て
、
黙
っ
て

退
場
す
る
。
祖
父
は
気
づ
か
ず
礼
を
言
う
や
ら
喜
ぶ
内
、
ふ
と
一
人
残
さ
れ

た
こ
と
に
気
づ
い
て
、
我
に
返
り
、
茶
番
の
趣
向
で
花
を
咲
か
せ
て
い
た
こ

と
を
思
い
出
す
。
も
ら
っ
た
金
で
景
物
を
整
え
て
観
客
に
配
ろ
う
と
思
い
立

ち
、
紙
包
み
を
開
け
ば
、
す
べ
て
木
の
葉
で
あ
っ
た
。「
さ
て
は
今
の
は
狐

で
あ
っ
た
か
」
で
幕
と
な
る
。

こ
の
あ
と
、
景
物
と
し
て
白
木
の
台
へ
袋
詰
め
の
柏
餅
を
積
み
上
げ
、
小

枝
に
つ
け
た
籤
と
引
替
え
に
観
客
に
配
る
。

図
１
に
も
あ
る
よ
う
に
、
座
敷
で
の
茶
番
で
あ
る
が
、
楽
屋
も
あ
り
鳴
物

も
入
る
。
す
で
に
か
な
り
本
格
的
な
芝
居
と
な
っ
て
い
る
。
茶
番
は
、
も
と

も
と
役
者
の
遊
び
か
ら
出
た
も
の
で
あ
っ
た
の
で
、
芝
居
か
か
り
に
な
っ
て

い
く
。
ま
た
、
茶
番
は
座
敷
で
の
座
興
が
発
達
し
た
物
で
あ
り
、
も
と
も
と

は
外
に
出
な
い
が
、
同
時
期
に
流
行
す
る
滑
稽
を
旨
と
し
な
い
素
人
芝
居
と

合
流
し
て
、
こ
う
し
た
芝
居
風
の
茶
番
が
い
た
る
と
こ
ろ
で
演
じ
ら
れ
た
。

こ
れ
が
昂
じ
て
、「
か
つ
ぎ
茶
番
」
と
呼
ば
れ
る
、
大
道
で
茶
番
を
仕
掛
け
、

二
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人
を
騙
し
て
楽
し
む
こ
と
も
流
行
し
た
。
そ
の
実
際
を
文
芸
化
し
た
の
が
、

滝
亭
鯉
丈
の
「
花
暦
八
笑
人
」（
文
政
三
年
（
一
八
二
〇
）〜
）
で
あ
る
。

い
ず
れ
も
、
ハ
ネ
・
オ
チ
と
な
る
趣
向
を
立
て
て
、
一
つ
の
新
し
い
狂
言

を
つ
く
り
出
す
こ
と
眼
目
が
あ
る
と
い
う
点
で
、
次
第
に
、
俄
と
茶
番
、
素

人
狂
言
と
の
境
目
が
な
く
な
っ
て
い
く
。

（

）

五
柳
亭
徳
升
の
「
口
上
茶
番
早
合
点
」（
天
保
五
年
（
一
八
三
四
））
か
ら

も
う
一
つ
紹
介
す
る
。（
図
２
）「
一
の
谷
嫩
軍
記
」。
街
道
の
途
中
の
茶
屋

の
様
子
。
鳴
り
物
、
唄
に
て
幕
が
開
く
。
飛
脚
が
舞
台
に
出
て
茶
屋
に
腰
掛

け
、
亭
主
を
呼
出
す
。
酒
の
肴
に
と
、
こ
の
土
地
に
蕎
麦
屋
が
多
い
そ
の
い

わ
れ
を
聞
き
出
す
。
亭
主
の
先
祖
は
、
摂
州
の
石
屋
弥
陀
六
で
、
蓮
生
寺
を

開
い
た
熊
谷
次
郎
に
付
従
っ
て
こ
の
地
に
来
た
と
い
う
。
さ
ら
に
、
武
者
絵

が
好
き
で
、
国
貞
（
本
書
の
絵
師
）
に
も
、「
梶
原
が
二
度
の
か
け
箙
の
梅
」

の
絵
馬
を
書
い
て
も
ら
っ
た
と
い
う
。
飛
脚
が
蕎
麦
の
代
金
を
払
う
と
、
こ

の
店
だ
け
が
、
二
八
だ
と
い
い
、
そ
れ
は
敦
盛
の
よ
う
に
混
じ
り
気
の
な
い

蕎
麦
粉
を
使
っ
て
い
る
か
ら
で
、「
十
六
文
は
一
つ
盛

夢
の
浮
世
の
こ
な

か
ら
酒

無
明
の
酔
も
燗
冷
ま
し
・
・
・
」
と
一
人
芝
居
。
加
え
て
も
う
一

つ
の
長
噺
。
こ
の
春
、
公
家
の
浪
人
が
夕
刻
、
供
も
連
れ
ず
に
立
寄
っ
て
、

馬
を
借
り
た
い
と
い
う
。
蕎
麦
も
三
膳
食
べ
た
が
代
金
が
な
い
。
公
家
は
馬

に
乗
り
、
軒
端
の
桜
の
一
枝
に
短
冊
を
つ
け
て
差
出
し
た
の
で
、
亭
主
が
六

弥
太
小
紋
の
浴
衣
を
着
て
受
け
と
る
と
「
花
や
こ
よ
ひ
の
主
に
あ
ら
で
名
乗

り
か
け
て
あ
が
れ
�
�
と
熊
谷
の
打
て
出
た
る
厚
盛
（
敦
盛
）
の
そ
ば
」
と

あ
り
、
亭
主
、
ま
た
会
お
う
と
い
っ
て
馬
を
早
め
て
去
っ
て
し
ま
っ
た
と
い

う
。
亭
主
は
「
蕎
麦
お
錢
（
あ
し
）
が
な
い
ぐ
ら
い
で
は
馬
も
大
方
、
た
だ

図 1 『茶番狂言早合点』初編 立命館大学 ARC hayBK 03-0771

劇
場
の
外
の
「
風
流
」
か
ら
歌
舞
伎
を
考
え
る
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乗
（
忠
度
）
で
ご
ざ
い
ま
し
ょ
う
」

こ
れ
は
、
狂
言
「
薩
摩
守
」
を
と
っ
た
趣
向
で
、
こ
の
作
品
で
は
す
で
に

景
物
は
な
く
な
り
、
同
趣
向
の
俄
「
無
茶
の
旅
」
と
な
ん
ら
変
わ
ら
な
い
。

こ
う
し
て
、
俄
と
茶
番
、
さ
ら
に
は
素
人
狂
言
と
の
境
目
が
や
が
て
な
く

っ
て
い
く
が
、
い
ず
れ
も
一
場
の
構
成
で
あ
る
。

五
、
大
劇
場
の
歌
舞
伎

尽
さ
れ
る
風
流

歌
舞
伎
は
、
常
設
の
大
劇
場
で
の
演
劇
に
進
化
し
て
い
く
が
、
こ
の
過
程

で
重
要
な
タ
ー
ニ
ン
グ
ポ
イ
ン
ト
と
な
っ
た
の
が
、
承
応
元
年
（
一
六
五

二
）、
野
郎
歌
舞
伎
（
男
性
役
者
だ
け
の
演
劇
）
へ
と
転
じ
さ
せ
た
幕
府
か

ら
の
規
制
に
よ
る
「
物
真
似
尽
く
し
」（
似
せ
る
こ
と
）、「
狂
言
尽
く
し
」

（
嘘
を
つ
く
こ
と
）
化
で
あ
る
。

「
物
真
似
」
と
は
似
せ
る
こ
と
で
あ
り
、「
狂
言
」
と
は
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
で

あ
る
。
言
い
替
え
れ
ば
、
物
真
似
は
フ
リ
（
振
り
）
を
す
る
こ
と
、
狂
言

は
、
嘘
を
つ
く
こ
と
で
あ
り
、
日
本
語
と
し
て
の
意
味
は
ほ
と
ん
ど
一
致
し

て
く
る
。
そ
し
て
、
こ
の
「
振
り
を
し
て
」「
嘘
を
つ
い
て
」
一
つ
の
趣
向

を
完
成
さ
せ
る
の
が
、
歌
舞
伎
の
風
流
（
造
り
物
）
な
の
で
あ
る
。

造
り
物
と
し
て
物
真
似
を
前
面
に
出
し
た
の
が
、
京
都
や
大
坂
の
歌
舞
伎

で
あ
り
、
狂
言
を
下
地
に
視
覚
的
な
造
り
も
の
を
見
立
て
た
の
が
江
戸
の
歌

舞
伎
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
か
。

「
尽
く
し
」
と
は
、
そ
れ
ま
で
の
一
つ
一
つ
の
独
立
し
た
作
品
と
し
て
演

じ
ら
れ
る
演
目
・
趣
向
を
、
歴
史
的
・
文
学
的
な
ス
ト
ー
リ
ー
（
世
界
）
の

図 2 『口上茶番早合点』Ebi コレクション Ebi 0794
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中
に
お
い
て
続
け
て
見
せ
る
よ
う
に
し
た
こ
と
を
意
味
す
る
。
そ
れ
に
よ

り
、
多
く
の
場
面
を
継
足
し
て
い
く
続
狂
言
が
成
立
す
る
。
続
狂
言
と
は
、

一
つ
の
一
つ
の
造
り
物
の
よ
う
な
趣
向
が
、
あ
る
構
想
（
ス
ト
ー
リ
ー
）
に

よ
っ
て
繋
ぎ
合
さ
れ
て
い
く
こ
と
で
あ
る
。
歌
舞
伎
の
狂
言
作
者
に
は
、
こ

う
し
た
戯
曲
の
構
成
方
法
を
「
世
界
」
と
「
趣
向
」
と
い
う
言
葉
で
言
い
表

し
た
。

こ
の
場
合
の
趣
向
は
、
戯
曲
の
一
段
全
体
を
構
成
す
る
趣
向
も
あ
れ
ば
、

一
役
者
の
得
意
の
演
技
を
趣
向
と
し
て
入
れ
る
こ
と
も
あ
り
、
台
詞
一
つ
で

実
現
す
る
趣
向
も
あ
り
う
る
だ
ろ
う
。
例
え
ば
、
元
禄
一
四
年
（
一
七
〇

（

）

一
）
三
月
江
戸
中
村
座
上
演
の
「
出
世
隅
田
川
」
で
は
、
義
経
記
・
敦
盛
の

劇
中
劇
か
ら
始
ま
り
、
不
動
明
王
、
猫
の
所
作
（
猫
又
）、
能
の
実
盛
と
盛

り
だ
く
さ
ん
の
趣
向
が
、
隅
田
川
物
の
世
界
で
「
尽
さ
れ
」
て
展
開
す
る
。

六
、
戯
曲
の
風
流
化

近
世
期
に
な
り
、
大
都
市
が
成
立
し
、
大
都
市
特
有
の
娯
楽
が
必
要
と
さ

れ
る
よ
う
に
な
る
。
そ
の
最
大
の
も
の
が
歌
舞
伎
で
あ
っ
た
。
歌
舞
伎
で

は
、
見
世
物
や
寄
席
と
は
違
う
、
商
業
的
な
魅
力
を
持
つ
長
編
の
作
品
を
作

り
上
げ
る
手
法
を
必
要
と
し
た
。
そ
の
一
つ
が
、
語
り
物
で
あ
る
人
形
浄
瑠

璃
の
戯
曲
の
導
入
で
あ
っ
た
が
、
さ
ら
に
上
述
の
よ
う
な
趣
向
（
風
流
）
を

並
べ
て
い
く
手
法
が
使
わ
れ
た
。
こ
れ
が
大
道
や
座
敷
、
寄
席
、
あ
る
い
は

地
方
の
劇
場
や
祭
礼
時
の
演
劇
上
演
方
法
と
の
根
本
的
な
違
い
な
の
で
あ

る
。

こ
の
手
法
に
よ
る
長
時
間
に
亙
る
エ
ン
タ
ー
テ
イ
ン
メ
ン
ト
の
導
入
は
、

近
世
期
に
は
ス
ト
ー
リ
ー
が
重
視
さ
れ
る
語
り
物
の
人
形
浄
瑠
璃
に
も
現
れ

（

）

る
。
例
え
ば
、
寛
文
元
年
の
刊
記
を
持
つ
浄
瑠
璃
「
義
経
地
獄
破
」
で
は
、

既
に
地
獄
に
落
ち
た
義
経
と
そ
の
部
下
達
、
さ
ら
に
は
平
家
一
門
も
一
丸
と

な
っ
て
、
地
獄
の
鬼
達
を
責
め
る
。
そ
の
中
で
は
、
義
経
物
と
何
ら
関
係
の

な
い
酒
呑
童
子
が
地
獄
側
で
対
抗
し
、
そ
の
手
下
で
あ
る
伊
吹
童
子
を
弁
慶

が
切
裂
く
。
鬼
達
が
地
獄
の
内
裏
に
引
籠
る
と
、
門
破
り
で
有
名
な
朝
比
奈

を
呼
び
出
し
、
弁
慶
や
河
津
三
郎
、
三
尾
野
谷
な
ど
勇
力
者
ら
と
一
緒
に
な

っ
て
地
獄
の
内
裏
の
門
を
破
る
。
三
途
の
川
で
は
、
宇
治
川
の
先
陣
争
い
で

後
れ
を
取
っ
た
梶
原
景
季
が
、
今
度
こ
そ
と
ば
か
り
に
先
陣
を
切
り
、
佐
々

木
四
郎
高
綱
、
佐
々
木
三
郎
盛
綱
が
後
に
続
く
。

こ
の
よ
う
に
、
全
く
世
界
の
異
な
る
義
経
物
の
中
に
、
風
流
の
山
車
に
も

使
わ
れ
る
よ
う
な
よ
く
知
ら
れ
た
趣
向
が
組
込
ま
れ
、
支
離
滅
裂
な
が
ら
も

娯
楽
性
に
富
ん
だ
物
語
が
展
開
す
る
。

人
形
浄
瑠
璃
で
は
、
こ
の
他
の
世
界
か
ら
の
趣
向
を
取
り
入
れ
、
数
珠
の

よ
う
に
繋
げ
て
い
く
必
要
は
そ
も
そ
も
な
い
。
本
来
の
歴
史
的
な
出
来
事
の

空
白
を
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
で
あ
る
戯
曲
で
埋
め
て
語
り
出
せ
ば
そ
れ
で
す
む
。

し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
人
形
浄
瑠
璃
に
あ
っ
て
も
、
極
め
て
近
世
的
な
作
品

の
場
合
、
ま
さ
に
歌
舞
伎
が
獲
得
し
た
趣
向
（
風
流
）
を
繋
ぎ
合
わ
せ
る
技

法
を
取
入
れ
る
こ
と
が
あ
り
、
そ
し
て
、
そ
れ
が
近
世
的
な
趣
向
と
し
て
人

気
を
得
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
戯
曲
作
り
が
歌
舞
伎
の
続
き
狂
言
の
性
格
な
の
で
あ
る
。

劇
場
の
外
の
「
風
流
」
か
ら
歌
舞
伎
を
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え
る
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七
、
む
す
び

大
歌
舞
伎
の
風
流

歌
舞
伎
で
は
、
風
流
の
趣
向
は
、
も
う
少
し
強
固
な
見
せ
場
を
作
っ
た
。

よ
く
知
ら
れ
て
い
る
風
流
の
題
材
が
、
幕
が
開
く
と
山
車
と
な
っ
て
舞
台
に

現
れ
、
そ
れ
が
舞
台
で
動
き
出
し
、
一
通
り
演
じ
た
後
に
、
再
び
山
車
に
戻

っ
て
い
く
と
い
う
か
た
ち
で
あ
る
。
と
く
に
舞
踊
劇
の
場
に
現
れ
た
。

た
と
え
ば
、
江
戸
中
期
の
役
者
評
判
記
か
ら
数
例
抜
出
す
と
、

「
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
（
一
七
七
七
）「
役
者
世
鳳
」
京
都
・
尾
上
松
助
評
）

「
二
番
目
は
（
中
略
）
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
（
一
七
九
三
）

（

）

「
役
者
当
振
舞
」
江
戸
・
瀬
川
菊
之
丞
評
）

「
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

（

）

（
一
七
九
五
）「
役
者
人
相
鏡
」
大
坂
・
山
村
儀
右
衛
門
評
）

こ
れ
ら
は
、
あ
た
か
も
祭
礼
の
山
車
行
列
に
伴
う
練
り
物
の
仮
装
行
列

が
、
観
客
か
ら
「
所
望
」
さ
れ
て
一
通
り
の
所
作
を
演
じ
る
の
と
同
じ
形
式

で
あ
り
、
ま
さ
に
大
歌
舞
伎
の
舞
台
に
祭
礼
行
列
が
出
現
し
て
い
る
感
覚
な

の
で
あ
る
。

文
化
二
年
（
一
八
〇
五
）
一
一
月
江
戸
中
村
座
の
二
番
目
大
切
に
上
演
さ

（

）

れ
た
「
母
育
雪
間
鶯
」
と
い
う
富
本
節
に
よ
る
舞
踊
劇
は
、
上
下
巻
に
分
か

れ
、
下
之
巻
が
山
姥
と
金
太
郎
を
描
い
て
い
る
。
足
柄
山
で
は
、
峨
々
た
る

山
の
岩
組
に
、
頼
光
四
天
王
の
一
人
で
坂
田
金
時
を
見
出
す
使
命
を
受
け
た

斧
蔵
実
は
卜
部
末
国
が
、
樵
夫
の
姿
で
舞
台
中
央
か
ら
セ
リ
出
す
。
花
道
か

ら
山
姥
と
金
太
郎
が
続
け
て
現
れ
、
馬
遊
び
や
松
の
根
引
や
力
比
べ
の
後
、

軍
兵
が
現
れ
立
回
り
が
あ
り
、
い
ま
や
坂
田
の
金
時
と
改
名
し
た
金
太
郎
が

鉞
を
担
ぎ
、
末
国
は
松
の
立
木
を
抱
え
て
中
央
の
山
台
に
乗
る
と
、
山
姥
が

木
の
葉
を
ま
と
い
、
雲
の
上
か
ら
現
れ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
を
見
上
げ
る
よ

う
に
、
末
国
と
、
積
重
な
っ
た
軍
兵
の
上
に
乗
っ
た
金
太
郎
が
金
の
字
の
扇

を
広
げ
て
、
舞
台
一
面
、
山
車
の
造
り
物
の
よ
う
な
造
形
、
歌
舞
伎
の
用
語

で
「
絵
面
」
と
な
っ
て
幕
が
閉
る
。

こ
う
し
た
演
出
は
、
現
在
上
演
さ
れ
る
作
品
中
に
も
多
く
み
ら
れ
る
。

「
正
札
付
根
元
草
摺
」
で
は
、
最
初
、
台
の
上
に
乗
っ
た
五
郎
と
朝
比
奈
が
、

舞
台
中
央
か
ら
静
止
し
た
ま
ま
演
奏
者
の
間
か
ら
押
出
さ
れ
る
。
や
が
て
、

演
奏
に
合
わ
せ
て
動
き
始
め
、
台
か
ら
降
り
て
演
技
を
始
め
、
鎧
を
引
き
合

う
。
そ
し
て
、
最
後
に
も
う
一
度
中
央
の
台
に
戻
り
、
背
景
の
富
士
山
と
も

ど
も
、
静
止
し
た
「
絵
面
」
と
な
っ
て
幕
が
閉
る
。

以
上
、
俄
や
茶
番
な
ど
に
も
、
風
流
と
し
て
の
趣
向
が
ハ
ネ
・
オ
チ
と
し

て
あ
り
、
祭
礼
時
の
出
し
物
と
し
て
の
歌
舞
伎
も
、
風
流
と
し
て
の
性
格
が

色
濃
く
残
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
大
都
会
で
演
じ
ら
れ
る
大
歌
舞
伎
の
風
流

の
際
立
っ
た
趣
向
性
や
視
覚
性
、
そ
し
て
、
そ
れ
が
祭
礼
行
列
の
よ
う
に

次
々
と
舞
台
上
に
展
開
さ
れ
る
数
珠
つ
な
ぎ
の
性
格
に
つ
い
て
は
、
他
の
芸

能
の
比
で
は
な
い
。
こ
れ
が
、
大
歌
舞
伎
と
呼
ば
れ
る
演
劇
の
一
つ
の
性
格

な
の
で
あ
る
。

二
四



注（
�
）
守
屋
毅
『
近
世
芸
能
文
化
史
の
研
究
』（
弘
文
堂
、
一
九
九
二
）、

郡
司
正
勝
「
見
世
物
の
世
界
」（『
見
世
物
雑
志
』
三
一
書
房
、
一
九

九
一
）
な
ど

（
�
）
守
屋
毅
『
村
芝
居
』（
平
凡
社
、
一
九
八
八
）

（
�
）
武
井
協
三
『
若
衆
歌
舞
伎
・
野
郎
歌
舞
伎
の
研
究
』（
八
木
書
店
、

二
〇
〇
〇
）

（
�
）
郡
司
正
勝
『
郡
司
正
勝
刪
定
集

第
六
巻
』（
白
水
社
、
一
九
九

二
）

（
�
）
芸
能
史
の
上
で
の
「
風
流
」
の
解
釈
に
つ
い
て
は
、
守
屋
毅
「
三

つ
の
『
風
流
』」（
藝
能
史
研
究

、
一
九
八
五
）
参
照
。

（
�
）
植
木
行
宣
『
山
・
鉾
・
屋
台
の
祭
り
』（
白
水
社
、
二
〇
〇
一
）

（
�
）
植
木
行
宣
『
山
・
鉾
・
屋
台
の
祭
り
』（
白
水
社
、
二
〇
〇
一
）

（
�
）『
新
群
書
類
従

二
』
所
収
本
文
に
よ
る
。

（
	
）
大
英
博
物
館
蔵
本
に
よ
る
。

（

）
竹
内
道
敬
『
近
世
邦
楽
研
究
ノ
ー
ト
』（
名
著
刊
行
会
、
一
九
八

九
）、
同
『
続
近
世
邦
楽
考
』（
南
窓
社
、
二
〇
一
二
）

（

）
プ
ラ
ハ
国
立
美
術
館
蔵
本
に
よ
る
。

（

）
立
命
館
大
学A

R
C

蔵
本
に
よ
る
。

（

）Ebi

コ
レ
ク
シ
ョ
ン
本
に
よ
る
。

（

）
絵
入
狂
言
本
（
国
会
図
書
館
蔵

寄
別6-3-1-7

）
に
よ
る
。

（

）『
新
群
書
類
従

九
』
所
収
本
文
に
よ
る
。

（

）
東
京
芸
術
大
学
図
書
館
本
に
よ
る
。

（

）
立
命
館
大
学A

R
C

本
に
よ
る
。

（

）
立
命
館
大
学A

R
C

本
に
よ
る
。

（

）『
日
本
名
著
全
集

江
戸
文
芸
之
部

第

巻

歌
謡
音
曲
集
』
所

収
本
に
よ
る
。

（
あ
か
ま
・
り
ょ
う

本
学
教
授
）

劇
場
の
外
の
「
風
流
」
か
ら
歌
舞
伎
を
考
え
る

二
五


