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歌
舞
伎
に
関
係
の
あ
る
話
は
、
御
祭
り
の
芝
の
舞
台
の
話
で
し
ま
っ
て
お
き
、
こ
の
章
で
は
話
を
変
え

て
、
人
形
の
話
を
簡
単
に
し
て
お
き
た
い
と
思
う
。
前
に
人
形
の
舞
台
と
歌
舞
伎
芝
居
の
舞
台
と
の
関
係

に
つ
い
て
、
ご
く
お
お
ざ
っ
ぱ
な
話
を
し
て
お
い
た
が
、
今
日
は
そ
れ
か
ら
も
う
少
し
路
を
開
い
て
い
き

た
い
と
思
う
。

　
人
形
は
室
町
に
な
り
突
如
と
し
て
あ
る
興
行
団
体
の
手
に
よ
っ
て
興
行
さ
れ
だ
し
た
。
と
い
う
こ
と
は

い
っ
た
い
ど
う
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
か
。
こ
れ
は
室
町
に
な
っ
て
、
世
間
か
ら
認
め
ら
れ
て
、
座

を
構
え
る
だ
け
の
パ
ト
ロ
ン
が
で
き
て
き
た
と
い
う
こ
と
に
す
ぎ
な
い
。
そ
れ
以
前
は
ど
う
い
う
団
体
で

あ
っ
た
か
。
室
町
時
代
の
記
録
を
み
れ
ば
よ
く
わ
か
る
。
人
形
廻
し
（
「
く
ぐ
つ
廻
し
」
と
い
う
と
少
し

古
典
的
に
な
る
）
あ
る
い
は
「
ひ
ひ
な
（
雛
）
使
ひ
」
と
い
う
も
の
が
、
室
町
に
な
り
、
は
じ
め
て
物
語

を
伴
う
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
は
、
そ
れ
以
前
は
人
形
廻
し
自
身
が
人
形
に
台
辞
を
つ
け
て
い
た
、

そ
れ
が
、
台
辞
も
地
の
文
も
一
緒
に
語
る
浄
瑠
璃
語
り
の
よ
う
な
も
の
が
出
て
き
て
、
人
形
廻
し
は
台
辞

を
つ
け
ぬ
こ
と
に
な
っ
た
。
非
常
な
違
い
で
あ
る
。

　
だ
か
ら
、
そ
の
前
の
「
ひ
ひ
な
使
ひ
」
は
、
「
ひ
ひ
な
」
に
関
す
る
叙
事
詩
を
語
っ
て
い
た
に
ち
が
い

な
い
。
そ
れ
が
抒
情
詩
に
な
っ
て
き
た
。
昔
男
が
あ
っ
て
、
長
者
の
女
に
通
う
た
と
い
う
こ
と
を
歌
い
な
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が
ら
人
形
を
使
う
。
す
る
と
世
間
の
人
は
「
ひ
ひ
な
」
自
身
が
物
語
を
し
て
い
る
と
い
う
ふ
う
に
理
解
す

る
。
従
来
日
本
の
民
間
に
行
な
わ
れ
て
い
る
唱
導
文
学
の
聞
き
方
か
ら
い
う
と
、
ど
う
し
て
も
あ
る
一
種

の
神
事
に
あ
ず
か
る
人
、
す
な
わ
ち
「
ほ
か
ひ
人
」
の
す
る
芸
能
は
、
神
が
い
う
て
い
る
と
聞
く
習
慣
が

あ
る
た
め
に
、
人
形
が
語
っ
て
い
る
よ
う
に
感
ず
る
。

　
わ
れ
わ
れ
か
ら
い
う
と
、
地
の
文
、
詞
の
部
分
、
さ﹅
わ﹅
り﹅
の
部
分
は
み
な
別
で
あ
る
が
、
昔
は
ほ
と
ん

ど
詞
の
部
分
が
な
く
、
地
の
文
ば
か
り
で
、
そ
れ
を
人
形
自
身
が
語
っ
て
い
る
と
感
ず
る
習
性
を
、
昔
の

人
は
も
っ
て
い
た
。

「
ひ
ひ
な
」
と
は
何
か
。
こ
れ
は
既
に
い
っ
て
あ
る
の
で
、
深
く
話
す
と
く
り
返
し
に
な
る
が
、
一
口
に

い
う
と
、
普
通
の
学
者
は
形
代
（
人
間
の
身
体
の
替
り
の
も
の
）
と
考
え
て
い
る
。
こ
の
形
式
が
、
い
ろ

ん
な
も
の
に
分
化
し
て
い
く
。
盆
暮
に
社
か
ら
人
間
の
形
に
切
っ
た
紙
を
出
す
。
そ
れ
に
米
な
ど
添
え
て

社
に
持
っ
て
行
く
。
こ
れ
も
形
代
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
種
々
に
分
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
江
戸
に
な
っ

て
非
常
に
盛
ん
に
行
な
わ
れ
る
語
、
書
物
に
出
は
じ
め
た
の
は
鎌
倉
で
あ
る
か
ら
、
武
士
か
ら
出
は
じ
め

た
語
で
あ
ろ
う
が
、
そ
れ
に
「
お
伽
」
と
い
う
語
が
あ
る
。

　
　
大
王
深
山
に
し
て
嶺
の
木
の
子み
を
ひ
ろ
ひ
、
沢
の
若
菜
を
摘
み
て
行
ひ
給
ひ
け
る
程
に
、
一
人
の
梵

　
　
士
出
で
来
て
、
大
王
の
か
く
て
行
ひ
給
ふ
こ
と
希
代
の
こ
と
な
り
。
御﹅
伽﹅
仕
る
べ
し
と
て
仕
へ
奉
る
。
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（
宝
物
集
第
五
）

　
　
あ
り
つ
る
人
の
う
つ
り
来
ん
ほ
ど
御﹅
伽﹅
せ
ん
は
い
か
が
。
」

　
　
お
ぼ
え
給
へ
ら
ん
所
々
に
て
も
の
た
ま
へ
、
こ
よ
ひ
誰
も
御﹅
伽﹅
せ
ん
。
」
　
　
（
増
鏡
）

　
　
い
や
一
人
居
や
ら
ば
伽﹅
を
し
て
や
ら
う
。
　
　
（
狂
言
　
節
分
）

「
御
伽
」
と
い
う
こ
と
の
意
味
は
わ
か
ら
な
い
。
寝
て
い
る
傍
に
つ
い
て
い
て
物
語
を
す
る
こ
と
ら
し
い
。

そ
れ
か
ら
宿
直
の
こ
と
ま
で
い
う
よ
う
に
な
る
。
私
は
、
こ
れ
に
は
ど
う
し
て
も
性
欲
的
な
意
味
が
あ
り

そ
う
に
思
う
。

　
い
わ
ゆ
る
、
御
伽
婢
子
（
は
ひ
こ
↓
は
う
こ
）
と
い
う
も
の
が
あ
る
。
（
本
の
名
に
も
な
っ
た
。
こ
の

書
を
江
戸
の
怪
談
小
説
の
は
じ
め
と
す
る
が
、
そ
う
で
は
な
い
。
）
貴
い
人
の
寝
て
い
る
傍
に
つ
い
て
い

る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
形
式
で
あ
る
。
も
と
「
あ
ま
が
つ
」
（
天
児
）
と
い
う
も
の
が
あ
っ
て
貴
い
人

の
寝
間
に
あ
っ
て
守
っ
て
い
る
と
考
え
て
い
る
が
、
こ
れ
は
寝
て
い
る
人
の
形
代
な
の
で
あ
る
。
だ
ん
だ

ん
子
供
の
寝
間
に
つ
く
よ
う
に
な
る
。
子
供
は
寝
て
い
る
間
も
、
起
き
て
い
る
間
も
同
じ
で
あ
る
。
そ
れ

が
だ
ん
だ
ん
変
化
し
て
蓋
の
あ
る
も
の
に
な
る
。
つ
ま
り
天
児
か
ら
御
伽
婢
子
と
い
う
も
の
に
な
る
。
御

伽
婢
子
は
寝
間
に
お
く
連
想
か
ら
、
汚
な
い
も
の
を
入
れ
る
よ
う
に
な
る
。
天
児
に
は
何
を
入
れ
た
か
、

た
ぶ
ん
最
初
は
何
も
入
れ
た
の
で
も
な
か
ろ
う
。
寝
間
の
傍
に
獅
子
、
狛
犬
が
つ
く
。
獅
子
と
狛
犬
と
は
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区
別
が
な
い
の
だ
ろ
う
が
、
獅
子
、
狛
犬
と
い
う
の
で
二
つ
に
な
る
。
宮
廷
か
ら
出
て
、
社
で
も
貴
族
の

家
で
も
い
ち
ば
ん
奥
の
と
こ
ろ
、
寝
所
と
み
ら
れ
る
と
こ
ろ
に
お
い
て
あ
る
。
畢
竟
雛
な
の
で
あ
る
が
、

で
き
る
経
路
は
わ
か
ら
ぬ
。
し
か
し
、
寝
間
で
番
す
る
根
拠
は
わ
か
る
。
仕
事
が
変
わ
っ
た
だ
け
で
あ
る
。

「
ひ
ひ
な
」
は
普
通
は
人
間
の
形
代
で
あ
り
、
人
間
の
雛
型
だ
か
ら
、
そ
れ
が
け
が
れ
を
吸
収
す
る
。
だ

か
ら
そ
れ
を
棄
て
れ
ば
よ
い
の
だ
と
考
え
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
「
ひ
ひ
な
」
は
古
く
か
ら
日
本
の
家
庭
で

は
玩
具
に
な
っ
て
い
る
。
わ
れ
わ
れ
は
何
と
も
な
く
思
う
が
、
「
ひ
ひ
な
」
は
け
が
れ
を
吸
収
し
た
も
の

だ
か
ら
、
身
辺
に
あ
る
が
恐
し
い
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
玩
具
と
な
る
の
は
飛
躍
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。

日
本
で
は
何
か
事
情
が
あ
っ
て
、
こ
れ
に
親
し
み
を
感
じ
て
き
た
の
だ
と
思
わ
れ
る
。

　
一
方
、
他
の
「
ひ
ひ
な
」
を
み
る
と
、
こ
の
こ
と
は
既
に
述
べ
た
が
、
日
本
の
雛
の
歴
史
を
調
べ
る
の

に
閑
却
で
き
な
い
の
は
、
奥
州
一
円
に
み
ら
れ
る
「
お
し
ら
さ
ま
」
の
存
在
で
あ
る
。
こ
ち
ら
に
く
る
と

観
音
さ
ま
や
天
照
大
神
ま
た
は
蚕
玉
こ
だ
ま
さ
ま
（
蚕
の
守
護
神
）
の
画
像
（
掛
図
）
に
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
は

大
き
な
変
化
で
あ
る
。
金
田
一
先
生
は
「
お
し
ら
さ
ま
」
は
「
お
ひ
ら
さ
ま
」
の
訛
り
で
、
結
局
雛
と
同

じ
に
な
る
。
折
口
の
い
う
こ
と
と
同
じ
だ
と
い
わ
れ
た
。

　
わ
れ
わ
れ
は
め﹅
お﹅
と﹅
雛
を
考
え
る
が
、
雛
は
か
な
ら
ず
し
も
二
体
な
く
て
も
よ
い
。
子
供
が
雛
の
御
殿

を
作
っ
て
二
体
飾
る
か
ら
二
体
な
く
て
は
な
ら
ぬ
と
考
え
た
の
で
あ
る
。
子
供
が
家
庭
の
な
か
で
小
さ
い
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家
庭
を
作
り
、
人
形
で
小
さ
い
夫
婦
の
生
活
を
や
っ
て
み
る
。
そ
の
た
め
に
内
裏
雛
が
で
き
た
の
で
あ
る
。

奥
州
の
「
お
し
ら
さ
ま
」
は
、
一
体
、
二
体
、
と
き
に
は
三
体
の
こ
と
も
あ
る
。
近
代
で
は
主
に
蚕
の
守

り
神
に
な
っ
て
い
る
。
と
い
う
こ
と
は
、
農
村
で
い
ち
ば
ん
大
切
な
守
り
神
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
蚕
を

飼
う
ほ
ど
、
蚕
の
守
り
神
の
考
え
が
お
し
及
ぼ
し
て
き
て
、
か
き
も
の
を
守
り
神
と
す
る
よ
う
に
さ
え
な

っ
て
き
た
。
古
ぼ
け
る
と
ま
た
新
し
く
作
る
の
で
、
古
い
家
に
な
る
と
二
体
も
三
体
も
祀
っ
て
い
る
こ
と

が
あ
る
。

　
桑
の
木
の
二
股
の
枝
を
と
っ
て
こ
し
ら
え
る
。
だ
か
ら
先
の
ほ
う
を
頭
に
し
て
、
頭
だ
け
の
人
形
で
あ

る
。
こ
の
「
お
し
ら
さ
ま
」
に
毎
年
一
枚
ず
つ
着
物
を
着
せ
て
や
る
。
着
物
を
着
せ
る
と
い
う
の
は
、

「
お
し
ら
さ
ま
」
が
お
雛
さ
ま
だ
か
ら
だ
。
つ
ま
り
も
と
の
意
味
は
、
「
お
し
ら
さ
ま
」
が
そ
の
家
の
け

が
れ
を
背
負
っ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
だ
か
ら
古
い
「
お
し
ら
さ
ま
」
は
、
布
の
中
に
埋
も
れ

て
い
る
。
奥
州
で
は
、
「
い
た
こ
」
が
「
お
し
ら
さ
ま
」
を
使
い
に
く
る
。
こ
れ
を
お
し
ら
さ
ま
を
あ
そ

ば
せ
る
、
と
い
い
、
「
お
し
ら
あ
そ
び
」
と
い
う
。
「
あ
そ
ば
す
」
と
は
踊
ら
す
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
起

源
は
、
紀
州
の
熊
野
の
巫
女
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
が
定
住
し
て
一
派
を
開
い
た
の
で
あ
る
。
一
体
の
こ
と

も
あ
る
が
普
通
は
二
体
で
あ
る
。
「
お
し
ら
さ
ま
」
が
自
分
の
心
を
感
じ
さ
せ
る
。
こ
の
場
合
、
鈴
の
つ

い
て
い
る
の
は
、
鈴
の
鳴
り
方
で
判
断
す
る
こ
と
も
あ
る
。
ま
た
、
「
い
た
こ
」
が
勝
手
に
判
断
す
る
こ
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と
も
あ
る
。
そ
う
い
う
と
き
に
は
現
実
に
昔
の
雛
遊
び
の
様
子
が
わ
か
る
。
も
ち
ろ
ん
変
化
が
あ
る
。
わ

れ
わ
れ
が
み
た
だ
け
で
も
、
「
い
た
こ
」
が
房
主
の
よ
う
に
衣
を
着
て
や
る
の
も
、
平
服
で
や
る
の
も
あ

る
。

「
い
た
こ
」
は
条
件
的
に
目
が
悪
い
。
つ
ま
り
盲
目
が
感
じ
る
の
で
あ
る
。
そ
の
と
き
に
語
る
も
の
は
祭

文
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
祭
文
と
い
う
て
も
江
戸
、
上
方
の
と
は
異
な
り
、
つ
ま
り
一
種
の
叙
事
詩
で
あ

る
。
い
ま
で
は
叙
事
詩
を
語
る
と
、
「
お
し
ら
さ
ま
」
が
昔
を
思
い
出
し
て
踊
り
だ
す
と
考
え
て
い
る
が
、

「
お
し
ら
さ
ま
」
自
身
が
語
る
の
で
あ
る
。
「
い
た
こ
」
は
や
っ
て
い
る
う
ち
に
放
心
状
態
に
は
い
る
。

「
い
た
こ
」
は
ほ
と
ん
ど
、
託
宣
を
し
な
い
。
神
が
つ
く
の
で
は
な
い
。
「
い
た
こ
」
が
神
を
つ
か
っ
て

い
る
と
、
「
お
し
ら
さ
ま
」
自
身
が
踊
り
だ
す
、
そ
ん
な
の
を
み
る
と
、
「
お
し
ら
さ
ま
」
が
家
の
生
活

と
近
く
な
る
。
家
の
中
の
納
戸
の
隅
な
ど
に
祀
っ
て
あ
っ
て
、
家
の
け
が
れ
を
し
じ
ゅ
う
吸
収
し
て
い
る
。

そ
の
し
る
し
に
、
年
ご
と
に
一
枚
ず
つ
着
物
を
着
せ
て
も
ら
い
、
「
い
た
こ
」
が
廻
っ
て
く
る
と
遊
ば
れ

る
。
し
て
み
る
と
、
こ
の
「
お
し
ら
さ
ま
」
と
い
う
も
の
は
非
常
に
怖
れ
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

「
お
し
ら
さ
ま
」
の
祀
っ
て
あ
る
家
は
旧
家
だ
と
い
う
が
、
ち
ょ
っ
と
の
こ
と
で
も
祟
り
が
あ
る
の
で
、

非
常
に
迷
惑
を
す
る
。

　
考
え
て
み
る
と
、
け
が
れ
て
い
る
か
ら
棄
て
て
し
ま
う
と
い
う
こ
と
と
、
雛
を
飾
り
子
供
が
弄
ぶ
と
い
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う
こ
と
の
過
渡
期
を
示
し
て
い
る
。
け
が
れ
を
も
っ
て
い
る
の
に
、
「
い
た
こ
」
が
「
お
し
ら
さ
ま
」
を

あ
そ
ば
せ
た
後
、
自
分
の
詞
で
い
う
。
霊
感
を
主
人
に
伝
え
る
。
こ
れ
で
形
代
か
ら
人
形
に
な
る
道
筋
が

わ
か
る
。
こ
の
雛
を
、
平
安
朝
の
物
語
で
み
る
と
、
家
庭
で
子
供
が
弄
ん
で
い
る
様
子
が
わ
か
る
。
お
そ

ら
く
踊
ら
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

　
室
町
に
な
る
と
、
「
ひ
ひ
な
廻
し
」
が
出
る
が
、
こ
れ
が
使
う
の
は
人
形
な
の
で
あ
る
。
私
は
「
く
ぐ

つ
ま
は
し
」
と
い
う
語
は
平
安
朝
あ
た
り
で
亡
び
て
い
て
、
室
町
で
は
既
に
古
典
で
あ
っ
た
と
考
え
る
。

「
ひ
ひ
な
廻
し
」
が
諸
国
を
歩
く
と
い
う
こ
と
は
、
ひ
ひ
な
を
踊
ら
せ
な
が
ら
、
祓
え
を
進
め
て
ま
わ
る

の
で
あ
る
。
け
が
れ
を
と
っ
て
廻
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
だ
ん
だ
ん
芸
術
的
に
変
化
し
て
き
た
。
そ
の
形

が
ご
く
近
代
ま
で
残
っ
て
い
る
の
は
、
淡
島
願
人
で
あ
る
。
子
供
の
死
ん
だ
家
で
、
着
物
、
頭
巾
、
人
形

な
ど
、
子
供
の
持
っ
て
い
た
物
を
や
っ
た
り
す
る
特
殊
な
乞
食
で
あ
る
。
こ
れ
が
古
い
意
味
の
雛
の
信
仰

を
も
っ
て
廻
っ
た
最
後
の
者
で
あ
る
。
浅
草
に
も
淡
島
堂
が
あ
る
。
淡
島
堂
は
雛
を
祭
っ
て
い
る
と
い
う

が
、
そ
ん
な
証
拠
は
一
つ
も
な
い
。
雛
祭
り
に
、
淡
島
さ
ま
に
詣
る
江
戸
の
信
仰
で
は
、
雛
祭
り
と
淡
島

祭
り
と
は
一
つ
で
、
雛
祭
り
の
起
源
だ
と
い
う
て
い
る
。

　
淡
島
は
諾
冊
二
尊
の
間
に
生
ま
れ
た
二
番
目
の
子
で
、
性
が
わ
か
ら
な
い
。
こ
れ
を
流
し
た
と
い
う
こ

と
か
ら
形
代
の
起
源
と
考
え
て
い
る
の
だ
ろ
う
が
、
そ
ん
な
に
古
い
と
こ
ろ
で
な
く
と
も
、
摂
津
の
住
吉
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明
神
、
紀
州
加
太
の
淡
島
神
社
か
ら
出
て
い
る
と
思
う
。
住
吉
と
加
太
と
が
淡
島
願
人
の
中
心
地
で
あ
る
。

そ
こ
か
ら
出
て
、
諸
国
に
淡
島
信
仰
を
流
布
し
、
下
の
病
で
苦
し
む
女
を
救
う
て
歩
い
た
。
住
吉
明
神
の

妻
が 
白 
帯 

下 
し
ら
な
が
ち

に
か
か
っ
た
の
を
嫌
っ
て
、
扉
に
乗
せ
て
流
す
と
、
紀
州
の
加
太
に
流
れ
つ
き
、
そ
こ
に

鎮
座
し
た
と
い
う
。
だ
か
ら
年
に
一
度
加
太
か
ら
住
吉
に
戻
る
式
を
や
る
。
ち
ょ
う
ど
摂
津
の
堺
が
真
中

に
あ
た
り
、
こ
こ
に
き
て
、
来
よ
う
、
来
さ
せ
ま
い
と
争
う
式
が
あ
る
。

　
近
代
の
信
仰
で
は
淡
島
は
け
が
れ
て
流
さ
れ
た
神
で
あ
る
。
だ
か
ら
二
体
で
な
く
、
一
体
で
も
よ
い
の

だ
が
、
そ
れ
で
も
二
体
と
信
ぜ
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
淡
島
願
人
の
も
っ
て
歩
く
の
は
、
雛
で
は
な
い
。
淡

島
さ
ま
は
ど
こ
で
も
、
「
す
く
な
ひ
こ
な
の
神
」
だ
と
い
う
て
い
る
。
と
も
か
く
淡
島
さ
ま
は
海
の
中
の

島
に
い
る
神
で
あ
る
。
だ
か
ら
か
な
ら
ず
流
す
神
に
ち
が
い
な
い
。
そ
し
て
願
人
は
流
す
「
ひ
ひ
な
」
を

集
め
て
廻
る
者
で
あ
る
。
そ
れ
が
後
に
死
ん
だ
児
の
魂
の
　
　
行
き
ど
こ
ろ
が
な
い
　
　
遺
し
た
も
の
を

集
め
て
廻
る
よ
う
に
な
る
。
お
そ
ら
く
女
の
下
の
病
と
結
び
つ
い
て
い
る
の
だ
ろ
う
。
地
方
の
淡
島
さ
ま

は
、
子
供
の
こ
と
を
い
わ
な
い
。
女
ば
か
り
で
、
子
供
か
ら
年
寄
ま
で
詣
る
。
す
る
と
下
の
病
に
か
か
ら

ぬ
と
信
ぜ
ら
れ
て
い
る
。
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