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歌
舞
伎
劇
が
、
今
日
、
我
が
国
劇
の
主
流
を
形
造
つ
て
ゐ
る
こ
と
は
、
如
何
な
る
点
か
ら
見
て
も
不
合

理
で
あ
り
、
不
自
然
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
特
異
な
ス
ペ
ク
タ
ク
ル
的
興
味
と
、
ア
カ
デ
ミ
ッ
ク
な
文

学
的
平
俗
さ
と
、
世
襲
俳
優
の
職
業
的
素
質
と
に
よ
つ
て
、
資
本
家
の
寛
大
な
庇
護
を
受
け
、
民
衆
の
伝

統
的
嗜
好
に
投
じ
つ
つ
あ
る
こ
と
は
、
誰
の
罪
で
も
な
い
の
で
あ
る
。

　
私
は
、
決
し
て
、
歌
舞
伎
劇
に
代
る
も
の
が
、
所
謂
「
新
劇
」
で
あ
る
と
は
思
は
な
い
。
そ
れ
は
、
や

は
り
、
新
鮮
な
ス
ペ
ク
タ
ク
ル
で
あ
り
、
刺
激
的
で
、
同
時
に
解
り
易
き
物
語
で
あ
り
、
美
し
く
、
勇
し

く
、
意
気
で
、
聡
明
な
俳
優
に
よ
つ
て
演
ぜ
ら
れ
る
と
こ
ろ
の
、
「
現
代
通
俗
劇
」
に
外
な
ら
ぬ
と
思
つ

て
ゐ
る
。

　
あ
る
時
代
の
「
新
派
」
は
、
た
し
か
に
、
こ
の
要
素
を
備
へ
て
ゐ
た
や
う
に
思
は
れ
る
。
し
か
し
、
か

れ
「
新
派
」
は
、
「
現
代
」
の
何
者
た
る
か
を
解
し
な
か
つ
た
。
そ
の
証
拠
に
、
今
日
の
「
新
派
」
は

「
現
代
」
そ
の
も
の
の
如
き
ア
メ
リ
カ
ニ
ズ
ム
に
さ
へ
没
交
渉
で
は
な
い
か
！

　
こ
れ
は
戯
談
だ
が
、
わ
れ
わ
れ
、
演
劇
研
究
者
と
し
て
考
へ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
こ
と
は
、
わ
が
国
に
於

け
る
新
劇
運
動
な
る
も
の
が
、
常
に
歌
舞
伎
劇
に
対
抗
す
る
気
勢
を
示
し
な
が
ら
、
実
は
歌
舞
伎
の
勢
力

を
助
長
す
る
こ
と
に
し
か
役
立
た
な
い
結
果
を
齎
し
た
と
い
ふ
一
事
で
あ
る
。
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そ
の
理
由
は
、
第
叫
に
、
外
国
の
高
級
な
作
品
並
に
、
わ
が
国
の
新
し
い
文
学
的
戯
曲
が
、
歌
舞
伎
俳

優
に
よ
つ
て
演
ぜ
ら
れ
、
当
時
、
相
当
の
芸
術
的
効
果
を
挙
げ
た
の
に
反
し
、
新
劇
俳
優
の
手
に
か
か
つ

た
場
合
、
多
く
は
見
る
に
堪
へ
な
い
事
実
を
暴
露
し
た
た
め
、
頓
に
歌
舞
伎
俳
優
の
信
用
を
高
め
、
引
い

て
、
「
新
劇
」
ぐ
ら
ゐ
歌
舞
伎
俳
優
に
で
も
や
れ
る
が
、
た
だ
、
や
つ
て
も
客
が
来
な
い
し
、
ま
た
、
そ

れ
が
本
職
で
も
な
い
か
ら
、
や
つ
ぱ
り
歌
舞
伎
だ
け
や
つ
て
ゐ
れ
ば
文
句
は
な
い
と
い
ふ
口
実
を
成
立
せ

し
め
た
の
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
今
か
ら
考
へ
て
み
る
と
、
歌
舞
伎
俳
優
の
演
じ
た
「
新
劇
」
な
る
も
の
は
、
日
本
作
家
の

あ
る
少
数
の
作
品
を
除
け
ば
、
別
に
大
し
た
出
来
で
も
な
く
、
寧
ろ
、
滑
稽
な
猿
真
似
に
す
ぎ
な
い
の
で

あ
つ
て
、
そ
の
点
、
あ
ん
な
こ
と
を
い
つ
ま
で
も
や
つ
て
ゐ
な
い
方
が
結
構
な
の
で
あ
る
。

　
私
の
考
へ
で
は
、
一
時
、
歌
舞
伎
劇
凋
落
の
き
ざ
し
が
見
え
た
頃
、
外
国
の
ブ
ウ
ル
ヴ
ァ
ア
ル
作
家
に

匹
敵
す
る
優
秀
な
通
俗
劇
作
家
が
現
は
れ
て
、
ど
し
ど
し
面
白
い
脚
本
を
書
い
て
ゐ
た
な
ら
、
歌
舞
伎
俳

優
の
あ
る
も
の
、
又
は
、
新
派
の
連
中
が
競
つ
て
こ
れ
を
舞
台
に
か
け
、
今
頃
は
も
う
、
立
派
に
「
現
代

通
俗
劇
」
が
、
歌
舞
伎
劇
に
代
つ
て
巾
を
き
か
し
て
ゐ
た
だ
ら
う
と
思
ふ
。
そ
し
て
、
こ
の
「
現
代
通
俗

劇
」
を
向
う
に
廻
し
て
、
先
駆
的
な
、
高
蹈
的
な
、
純
芸
術
的
な
立
場
か
ら
、
ほ
ん
た
う
の
「
新
劇
運
動
」

が
起
り
得
る
の
で
あ
る
。
築
地
小
劇
場
な
ど
も
、
さ
う
い
ふ
場
合
に
こ
そ
、
あ
の
仕
事
に
一
層
の
意
義
が
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生
じ
る
筈
で
あ
る
。

　
今
日
ま
で
、
わ
が
国
の
「
新
劇
運
動
」
は
、
あ
ま
り
に
先
走
り
を
し
す
ぎ
て
ゐ
た
。
「
運
動
」
の
発
生

に
必
然
性
を
欠
き
、
そ
の
方
法
に
結
果
の
予
測
が
含
ま
れ
て
ゐ
な
か
つ
た
。
そ
れ
は
、
「
運
動
の
た
め
の

運
動
」
に
す
ぎ
な
か
つ
た
。
被
治
者
の
な
い
政
治
で
あ
り
、
本
隊
の
な
い
前
衛
で
あ
り
、
そ
し
て
、
空
腹

に
ヂ
ア
ス
タ
ア
ゼ
で
あ
る
。

　
歌
舞
伎
劇
は
、
将
来
、
恐
ら
く
、
現
代
大
衆
劇
の
勃
興
と
倶
に
、
現
在
の
地
位
を
こ
れ
に
譲
ら
な
け
れ

ば
な
る
ま
い
が
、
さ
う
な
つ
て
も
、
歌
舞
伎
劇
の
優
れ
た
伝
統
を
受
け
継
ぐ
俳
優
の
絶
え
な
い
限
り
、
か

の
能
楽
や
、
文
楽
の
存
続
す
る
如
く
、
何
等
か
の
形
式
で
、
そ
の
特
殊
な
生
命
を
保
ち
続
け
る
で
あ
ら
う
。

そ
の
時
こ
そ
、
歌
舞
伎
劇
は
、
世
界
に
誇
る
べ
き
古
典
劇
と
し
て
、
今
日
以
上
の
芸
術
的
地
位
が
与
へ
ら

れ
る
で
あ
ら
う
。
現
在
の
歌
舞
伎
劇
は
、
そ
の
偶
然
な
る
世
間
的
人
気
を
繋
ぐ
た
め
、
却
つ
て
本
来
の
芸

術
的
純
粋
さ
を
失
ひ
、
そ
の
上
、
一
部
劇
壇
の
少
数
党
か
ら
、
嫉
妬
を
交
へ
た
反
動
的
蔑
視
を
受
け
て
ゐ

る
観
が
な
い
で
も
な
い
。

　
わ
が
国
の
現
代
劇
は
、
西
洋
近
代
劇
の
流
を
汲
ん
で
今
日
に
至
つ
た
も
の
と
見
る
べ
き
で
あ
る
が
、
そ
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れ
な
ら
、
歌
舞
伎
劇
は
、
将
来
、
新
し
き
国
劇
に
何
等
の
影
響
を
も
与
へ
な
い
で
あ
ら
う
か
。
こ
の
問
題

は
、
可
な
り
重
大
な
性
質
を
帯
び
て
ゐ
て
、
十
分
専
門
的
な
研
究
が
行
は
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
が
、
要
す

る
に
、
歌
舞
伎
劇
の
美
は
、
生
活
の
様
式
化
に
出
発
し
た
趣
味
と
習
慣
を
基
調
と
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、

遠
き
将
来
に
於
て
、
わ
が
国
民
生
活
の
様
式
的
統
一
が
完
成
し
た
暁
に
は
、
必
ず
、
歌
舞
伎
劇
の
舞
台
的

条
件
が
、
そ
の
時
代
の
演
劇
中
に
取
り
入
れ
ら
れ
る
で
あ
ら
う
。

　
尤
も
、
今
日
以
後
、
所
謂
新
作
史
劇
中
に
は
、
脚
本
、
演
出
、
演
技
を
通
じ
て
歌
舞
伎
的
手
法
が
、
い

ろ
い
ろ
の
形
で
現
は
れ
る
に
相
違
な
い
が
、
新
作
の
名
の
前
に
、
そ
こ
で
は
却
つ
て
意
識
的
な
旧
来
の
効

果
が
避
け
ら
れ
る
た
め
、
歌
舞
伎
劇
の
本
質
的
な
も
の
を
逸
す
る
結
果
に
な
る
だ
ら
う
。

　
兎
に
角
、
わ
れ
わ
れ
に
と
つ
て
、
歌
舞
伎
劇
は
、
あ
ま
り
に
横
暴
な
親
爺
で
あ
り
、
あ
ま
り
に
敏
腕
な

先
代
で
あ
る
。
息
子
た
る
も
の
、
一
度
は
、
家
を
去
つ
て
都
に
出
る
も
よ
い
で
は
な
い
か
。

　
歌
舞
伎
劇
の
問
題
は
こ
れ
く
ら
ゐ
に
し
て
、
歌
舞
伎
俳
優
の
問
題
に
移
ら
う
。
歌
舞
伎
俳
優
は
、
現
在
、

わ
が
国
の
俳
優
中
そ
の
職
業
的
訓
練
に
於
て
、
最
も
年
功
を
積
み
最
も
光
彩
を
放
つ
て
ゐ
る
人
々
で
あ
る
。

少
数
の
新
派
俳
優
、
二
三
の
新
劇
俳
優
を
除
い
て
は
、
現
在
「
芝
居
の
出
来
る
」
俳
優
と
い
へ
ば
、
大
部

分
歌
舞
伎
畑
に
育
つ
た
人
々
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
人
々
は
、
将
来
歌
舞
伎
劇
そ
の
も
の
と
運
命
を
倶
に
し
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な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ら
う
か
。
「
お
れ
が
生
き
て
ゐ
る
間
は
、
歌
舞
伎
の
天
下
だ
」
と
云
つ
て
安
心
し

て
を
ら
れ
る
人
も
あ
る
だ
ら
う
が
、
そ
の
人
た
ち
の
子
供
は
ど
う
な
る
の
だ
。
そ
の
人
た
ち
の
若
い
弟
子

は
ど
う
な
る
の
だ
。

　
私
は
、
前
に
、
歌
舞
伎
劇
は
滅
び
な
い
と
云
つ
た
。
し
か
し
、
こ
れ
か
ら
の
劇
場
は
、
歌
舞
伎
劇
の
た

め
に
、
座
席
の
総
て
を
与
へ
よ
う
と
は
し
な
い
。
二
つ
か
三
つ
の
劇
場
は
、
永
久
に
歌
舞
伎
の
家
と
し
て

残
さ
れ
る
だ
ら
う
。
或
は
、
こ
と
に
よ
る
と
、
た
つ
た
一
つ
の
劇
場
が
、
歌
舞
伎
の
守
る
べ
き
城
で
あ
る

か
も
わ
か
ら
な
い
。

　
さ
う
な
つ
た
時
、
歌
舞
伎
俳
優
は
ど
う
す
る
か
。

「
さ
う
し
た
ら
、
新
し
い
も
の
を
や
る
さ
。
腕
に
覚
え
は
あ
る
ん
だ
か
ら
…
…
」

　
し
か
し
、
そ
の
時
代
に
は
、
も
う
、
「
新
し
い
も
の
」
を
や
る
専
門
の
俳
優
が
生
れ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。

や
れ
る
と
思
つ
て
ゐ
た
こ
と
が
、
や
れ
な
く
な
つ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
私
は
、
現
在
の
歌
舞
伎
俳
優
が
、
「
こ
の
ま
ま
で
大
丈
夫
だ
」
と
い
ふ
迷
夢
を
醒
ま
す
こ

と
に
よ
つ
て
、
歌
舞
伎
劇
そ
の
も
の
の
生
命
を
永
く
さ
せ
る
と
同
時
に
、
別
に
、
一
層
広
い
仕
事
の
領
域

を
開
拓
し
、
次
の
時
代
に
悠
々
濶
歩
し
得
る
こ
と
に
気
づ
か
な
い
の
は
不
思
議
だ
と
思
つ
て
ゐ
る
。
（
こ
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こ
で
云
ふ
こ
と
は
少
数
の
新
派
俳
優
に
も
適
用
す
る
）
な
ぜ
な
ら
、
現
在
、
俳
優
と
い
ふ
職
業
に
あ
る
こ

と
、
及
び
、
真
の
「
現
代
大
衆
劇
」
な
る
も
の
が
、
ま
だ
生
れ
て
ゐ
な
い
こ
と
は
、
次
の
時
代
の
演
劇
を

「
人
手
」
に
渡
さ
ず
に
済
む
、
最
も
乗
ず
べ
き
機
会
を
与
へ
ら
れ
て
ゐ
る
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。

　
そ
こ
で
、
「
現
代
大
衆
劇
」
　
　
面
倒
だ
か
ら
単
に
「
現
代
劇
」
と
い
ふ
が
　
　
そ
の
「
現
代
劇
」
を

演
ず
る
た
め
に
、
歌
舞
伎
俳
優
は
果
し
て
ど
う
い
ふ
資
格
に
欠
け
て
ゐ
る
か
。

　
こ
の
解
答
は
至
極
簡
単
で
あ
る
。
曰
く
、
「
彼
等
は
あ
ま
り
に
現
代
を
知
ら
な
さ
す
ぎ
る
！
」

　
例
を
挙
げ
る
ま
で
も
な
い
。
し
か
し
、
私
は
、
今
、
こ
こ
で
、
あ
ま
り
大
き
な
註
文
は
出
す
ま
い
。
私

は
、
「
大
衆
劇
」
の
話
を
し
て
ゐ
る
の
だ
！

　
歌
舞
伎
俳
優
が
、
自
ら
自
分
た
ち
の
生
命
を
短
く
し
、
自
分
た
ち
の
前
途
を
暗
く
し
、
自
分
た
ち
の
領

域
を
狭
く
し
て
ゐ
る
原
因
が
一
つ
あ
る
。
そ
れ
は
い
ふ
ま
で
も
な
く
、
彼
等
の
「
生
活
」
で
あ
る
。
因
襲

に
囚
は
れ
た
非
現
代
的
な
「
生
活
」
で
あ
る
。

　
日
常
の
起
居
の
み
を
云
々
す
る
の
で
は
な
い
。
「
生
活
」
に
胚
胎
す
る
そ
の
因
襲
的
制
度
に
つ
い
て
云

ひ
た
い
の
で
あ
る
。

　
先
づ
、
彼
等
は
、
不
必
要
に
多
数
の
弟
子
を
も
つ
て
ゐ
る
。
そ
れ
ら
の
弟
子
た
ち
は
、
劇
場
か
ら
給
料

を
貰
ひ
、
し
か
も
、
師
匠
の
下
僕
を
勤
め
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
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給
料
を
貰
ひ
な
が
ら
、
舞
台
に
顔
を
出
す
こ
と
は
稀
で
あ
る
。
劇
場
は
幹
部
俳
優
の
背
中
流
し
に
余
分

の
給
料
を
払
ふ
た
め
に
、
観
客
か
ら
無
法
な
入
場
料
を
徴
収
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
の
で
あ
る
。

　
次
に
は
、
門
閥
及
び
階
級
制
度
の
固
執
で
あ
る
。
出
し
物
と
配
役
に
絶
え
ざ
る
揉
め
を
起
す
原
因
で
あ

る
。

　
大
幹
部
の
子
弟
を
、
所
謂
「
公
達
」
と
呼
び
、
才
能
の
如
何
に
拘
は
ら
ず
、
よ
い
地
位
を
与
へ
、
よ
い

役
を
振
り
、
然
ら
ざ
る
も
の
は
、
永
久
に
出
世
の
道
を
塞
が
れ
て
ゐ
る
の
が
常
で
あ
る
。
か
く
の
如
き
封

建
的
遺
習
は
、
新
時
代
の
大
衆
と
接
触
す
る
上
に
、
致
命
的
障
碍
で
あ
る
こ
と
を
知
ら
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

　
わ
か
り
易
い
例
は
、
か
の
映
画
の
人
気
で
あ
る
。
こ
の
時
代
的
興
行
界
の
覇
者
は
、
花
形
の
選
択
に
最

も
デ
モ
ク
ラ
チ
ッ
ク
な
方
法
を
採
用
し
て
ゐ
る
で
は
な
い
か
。

　
勿
論
、
舞
台
俳
優
の
資
格
は
、
映
画
俳
優
の
そ
れ
の
如
く
、
単
純
な
条
件
に
支
配
さ
れ
る
も
の
で
は
な

く
、
昨
日
の
タ
イ
ピ
ス
ト
、
今
日
の
ス
タ
ア
と
い
ふ
や
う
な
わ
け
に
は
行
か
ぬ
が
、
原
則
と
し
て
の
人
材

登
用
は
、
歌
舞
伎
劇
に
新
生
命
を
吹
き
込
む
も
の
で
あ
り
、
殊
に
、
明
日
の
運
命
を
約
束
す
る
重
大
な
動

機
と
な
る
で
あ
ら
う
。

　
俳
優
が
そ
れ
ぞ
れ
、
配
役
の
軽
重
に
つ
い
て
対
世
間
的
な
見
栄
を
張
り
た
が
る
結
果
、
相
当
の
地
位
に

あ
る
も
の
の
た
め
に
、
特
別
な
「
出
し
物
」
を
据
ゑ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
勢
ひ
、
興
行
時
間
の
延
長
を
来
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た
し
、
脚
本
の
選
択
に
無
理
を
生
じ
、
そ
れ
だ
け
な
ら
よ
い
が
、
「
俳
優
の
都
合
で
」
く
だ
ら
ぬ
脚
本
を

並
べ
る
と
い
ふ
不
体
裁
を
犯
す
の
で
あ
る
。

　
か
う
い
ふ
状
態
で
あ
る
か
ら
、
わ
れ
わ
れ
は
、
芝
居
見
物
に
半
日
を
費
さ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
そ
の
上
、

高
い
入
場
料
を
払
つ
て
観
た
く
な
い
も
の
ま
で
見
せ
ら
れ
、
芝
居
は
懲
り
懲
り
だ
と
思
ふ
の
で
あ
る
。

　
今
日
、
自
発
的
に
切
符
を
買
つ
て
、
芝
居
に
行
く
も
の
は
意
外
に
少
い
だ
ら
う
。
そ
の
証
拠
に
、
劇
場

に
は
、
「
連
中
制
度
」
と
い
ふ
も
の
が
あ
る
。
俳
優
が
自
分
で
切
符
の
押
売
り
を
す
る
だ
け
で
は
足
り
な

い
の
で
、
劇
場
が
そ
の
手
伝
ひ
を
す
る
。
連
中
を
多
く
作
る
俳
優
は
、
巾
が
き
く
の
で
あ
る
。
現
在
の
劇

場
は
、
こ
の
制
度
な
し
に
存
在
し
得
ぬ
と
し
た
な
ら
ば
、
劇
場
は
、
芝
居
を
観
に
行
く
と
こ
ろ
で
は
な
く

て
、
俳
優
の
顔
を
立
て
に
行
く
と
こ
ろ
で
は
な
い
か
。
数
字
的
な
根
拠
が
な
い
か
ら
、
は
つ
き
り
し
た
こ

と
は
云
へ
な
い
が
、
「
連
中
制
度
」
を
廃
し
た
場
合
の
歌
舞
伎
劇
は
、
果
し
て
、
今
日
の
地
位
を
保
ち
得

る
か
ど
う
か
。
劇
場
当
事
者
及
び
歌
舞
伎
剣
俳
優
の
焦
慮
も
こ
こ
に
あ
ら
う
と
思
は
れ
る
。

　
さ
ら
に
、
歌
舞
伎
劇
俳
優
（
新
派
劇
を
含
む
）
が
「
現
代
を
知
ら
ぬ
」
著
し
い
例
と
し
て
、
現
代
人
の

諸
種
の
タ
イ
プ
に
対
し
、
全
く
観
察
を
怠
つ
て
ゐ
る
と
い
ふ
こ
と
が
あ
る
。

　
現
代
生
活
の
諸
相
に
盲
目
で
あ
る
結
果
は
、
総
て
の
類
型
か
ら
脱
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
あ
ら
ゆ
る
階

級
、
あ
ら
ゆ
る
職
業
、
あ
ら
ゆ
る
性
格
の
常
識
的
な
表
現
以
外
、
個
々
の
人
物
に
何
等
の
創
造
を
盛
る
こ
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と
が
で
き
な
い
の
で
あ
る
。

　
し
か
も
、
そ
れ
ば
か
り
で
は
な
い
。
彼
等
は
、
近
代
的
な
表
情
と
、
姿
態
と
、
語
調
と
、
雰
囲
気
と
に

鈍
感
で
あ
り
、
殊
に
そ
の
心
理
的
陰
翳
に
対
し
て
無
神
経
そ
の
も
の
で
あ
る
。
か
う
い
ふ
俳
優
が
、
近
代

的
色
彩
の
濃
い
作
品
を
演
じ
る
の
は
無
理
で
あ
る
し
、
「
多
少
で
も
近
代
的
教
養
を
も
つ
た
人
物
」
に
な

れ
よ
う
筈
は
な
い
の
で
あ
る
。
興
奮
す
れ
ば
粗
野
に
な
る
か
、
女
々
し
く
な
り
、
ユ
ウ
モ
ア
は
下
品
に
な

り
、
機
智
は
擽
り
に
な
り
、
ふ
わ
ッ
と
し
た
味
が
な
く
な
つ
た
、
ガ
サ
ガ
サ
し
た
も
の
に
な
り
、
余
韻
が

消
え
て
、
露
骨
さ
が
目
立
ち
、
詩
的
情
趣

リ
リ
シ
ズ
ム

が
変
じ
て
キ
ザ
な
詠
歎
と
な
り
、
理
窟
を
云
は
せ
れ
ば
三
百
代

言
の
如
く
、
恋
愛
を
さ
せ
れ
ば
…
…
あ
あ
、
も
う
こ
れ
く
ら
ゐ
で
よ
し
て
お
か
う
。

　
私
は
、
歌
舞
伎
俳
優
が
そ
の
伝
統
的
演
技
を
棄
て
る
こ
と
に
賛
成
は
し
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
現
代

の
観
客
は
、
如
何
な
る
作
品
の
如
何
な
る
人
物
を
通
し
て
も
、
こ
れ
に
扮
す
る
俳
優
の
「
現
代
人
」
た
る

資
格
を
要
求
し
、
そ
の
生
活
、
そ
の
教
養
、
そ
の
趣
味
の
一
切
を
、
演
技
の
風
格
と
し
て
鑑
賞
す
る
の
で

あ
る
。

　
例
へ
ば
、
花
川
戸
助
六
に
扮
す
る
俳
優
が
、
助
六
そ
の
も
の
の
如
き
生
活
、
教
養
、
趣
味
を
も
つ
て
を

れ
ば
よ
か
つ
た
時
代
　
　
さ
う
い
ふ
時
代
は
、
と
う
に
過
ぎ
去
つ
て
ゐ
る
筈
で
あ
る
。
少
く
と
も
、
そ
の
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昔
、
助
六
と
い
ふ
人
物
に
対
す
る
観
客
の
興
味
は
、
こ
の
人
物
に
扮
す
る
俳
優
の
そ
れ
と
大
差
は
な
か
つ

た
。
し
か
る
に
、
今
日
で
は
、
そ
の
間
に
格
段
の
違
ひ
が
生
じ
て
ゐ
る
で
は
な
い
か
。
こ
の
相
違
は
、
や

が
て
、
歌
舞
伎
劇
の
運
命
を
物
語
る
も
の
で
あ
る
。

　
あ
る
者
は
か
う
云
ふ
か
も
し
れ
な
い
。
歌
舞
伎
劇
を
演
ず
る
俳
優
は
、
歌
舞
伎
劇
中
の
人
物
に
近
い
生

活
、
教
養
、
趣
味
を
も
つ
て
ゐ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
そ
れ
で
な
け
れ
ば
、
時
代
的
の
空
気
は
完
全
に
出
せ

な
い
と
。

　
こ
の
議
論
は
、
恐
ら
く
、
歌
舞
伎
俳
優
並
に
歌
舞
伎
劇
愛
好
家
の
大
部
に
よ
つ
て
信
ぜ
ら
れ
て
ゐ
る
も

の
で
あ
る
か
も
わ
か
ら
な
い
。
私
は
、
こ
の
考
へ
が
絶
対
的
に
誤
つ
て
ゐ
る
と
は
思
は
な
い
。
し
か
し
、

こ
れ
は
、
結
局
、
小
乗
的
芸
術
観
で
あ
り
、
作
者
が
殺
人
を
描
く
た
め
に
は
、
殺
人
の
罪
を
犯
さ
な
け
れ

ば
な
ら
ぬ
と
い
ふ
議
論
に
等
し
い
も
の
で
あ
る
と
い
ひ
た
い
。

　
余
人
は
知
ら
ず
、
私
が
歌
舞
伎
劇
を
観
て
、
一
番
厭
や
に
な
る
の
は
、
そ
の
脚
本
の
時
代
遅
れ
な
こ
と

で
も
な
く
、
演
技
そ
の
も
の
の
不
自
然
で
も
な
く
、
た
だ
、
諸
種
の
人
物
に
扮
す
る
俳
優
が
、
如
何
に
も

観
客
を
甘
く
見
て
ゐ
る
、
あ
の
態
度
で
あ
る
。
甘
く
見
て
ゐ
る
と
い
ふ
の
は
、
彼
等
が
、
旧
時
代
の
教
養

や
非
個
性
的
趣
味
か
ら
割
出
し
た
演
技
の
「
ト
オ
ン
」
を
、
さ
も
大
事
ら
し
く
見
せ
び
ら
か
す
こ
と
で
あ

る
。
舞
踊
劇
は
先
づ
よ
い
と
し
て
、
時
代
物
、
殊
に
世
話
物
な
ど
に
な
る
と
、
こ
の
傾
向
は
、
最
も
著
し
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く
現
は
れ
る
。
今
日
、
凡
そ
封
建
思
想
ほ
ど
滑
稽
で
、
不
愉
快
な
も
の
は
な
い
。
そ
の
思
想
は
、
せ
め
て

舞
台
上
の
俳
優
に
よ
つ
て
、
一
度
は
十
分
に
客
観
化
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
の
に
、
そ
れ
が
こ
の
ま
ま
、
俳
優

の
演
技
を
色
づ
け
て
ゐ
る
の
だ
か
ら
、
馬
鹿
馬
鹿
し
い
の
で
あ
る
。

　
現
在
の
歌
舞
伎
劇
は
、
観
客
と
し
て
、
知
識
階
級
を
失
つ
た
。
遠
か
ら
ず
民
衆
の
悉
く
を
失
ふ
だ
ら
う
。

（
一
九
二
九
・
四
）
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