
跡
見
学
園
女
子
大
学
国
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学
科
報

第
二
十
三
号

(平
成
七
年
三
月
十
八
日
)

役
者
絵
を
読
む

(三
)

岩

田

秀

行

小

池

章

太

郎

似
顔
の
表
現
と
そ
の
解
読

文

学
研

究

で
は
作

者

の
表
現

意
図

を
推

し
量

る

こ
と

の
非

が

よ
く
説

か

れ

る
が
、

逆

に
役
者

絵

に
お

い
て

は
、
画

師

の
表

現

意
図

を
読

み
取

る

こ

と

こ
そ

が
最
重

要
な

課
題

で
あ

ろ
う

と
思

わ
れ

る
。

た
だ
、

表

現
意
図

に

も
様

々
な

レ
ヴ

ェ
ル
が
あ

る
。

い
ま

問
題

に
し

た

い
の

は
、

そ

の
も

っ
と

も
基

本
的

な

レ
ヴ

ェ
ル
に
お
け

る
も

の
、

つ
ま

り
、

「何

と

い
う
役

者

」
が

「
何

を
演
じ

て

い
る

と

こ
ろ

」
を
表

現

し
よ

う
と

し

て

い
る

か
、

と

い
う

こ

と

で
あ

る
。

従
来

か
ら
、

「何

を
演

じ

て

い
る
と

こ

ろ
か
」

(演
目

)

は
、

注

意

さ
れ

て
き

た
が
、

「
何

と

い
う

役
者

が
」

(演

者
)

は
、

比
較

的

お
座

成

り

で
あ

っ
た

よ
う

に
思

わ
れ

る
。

ひ
と

つ
に
は
、
似
顔

に
よ

る
表

現

へ

の
認
識

が
充

分

で
な

か

っ
た
点

と

、
も

う

ひ
と

つ
に

は
、

似
顔

だ

と
わ

か

っ
た

と
し

て
も
、

そ
れ

が
誰

か
を
特

定

す

る
こ
と

に
あ

ま
り
意

義

を
認

め

な

か

っ
た
た

め

で
あ

ろ
う
。

こ
れ

は
あ

る

い
は
、
近

代

の
演
劇

研
究

が
戯

曲

の
ド

ラ

マ
ト

ゥ
ル
ギ

ー

を
特

に
重

要
視

し

て
き
た

一
面

と
関

わ

っ
て

い
る

か
も
知

れ
な

い
。

し

か

し
、

こ
と

歌
舞
伎

に
お

い
て
は

、
観
客

は
戯

曲

の
内
容

も

さ

る
こ
と

な
が

ら
、
む
し

ろ
贔
屓

役
者

の
演

技
を

観

に
行
く

の
も

ま

た
確

か
な

の
で
あ

る
。

つ
ま

り
、

現
代

の
例

で
言

え
ば
、

「
鏡
獅

子

」

の
場
合

、
誰

の

「鏡

獅

子
」

で
も

よ

い
わ
け

で
は

な
く
、

玉

三
郎

の

「
鏡

獅

子
」

な

の
か
、
勘

九
郎

の

「鏡

獅

子
」
な

の
か
、
あ

る

い
は
菊

五
郎

か
、
富

十

郎

か
、

そ

の
演

者

こ
そ

が

観
客

の
最

大
関

心
事

と
な

る
。

従

っ
て
、
役

者
絵

に
お
け

る

「似

顔

」
表

現

は
、

「何

と

い
う
役

者
が

」

と

い
う

、
も

っ
と

も
基
本

的

な
部

分
を
担

う

も

の
で
あ

り
、

こ

の
似

顔

を

画
師

の
表

現
意

図

ど

お
り

に
読

み
取

る

こ
と

が
、
役

者
絵

理
解

の
第

一
歩

と

な
る

わ
け

で
あ

る
。

し

か
し
、

「
言
う

は
易

く
行

な
う

は
難

し
」
で
、
江

戸

の

一
人

の
役

者

を
自
信

を
持

っ
て
認
識

で
き
る

ま

で
に
は
、

か

な
り

の

時
間

と
努

力
が

必
要

で
あ

る
。

し

か
し

ま
た
、

そ

れ
を
認

識

で
き

る
よ
う

一
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に
な

っ
た
と

き

の
喜
び

は
格

別

で
あ

る
。

こ

れ
は

む
し

ろ

「
理
論

」

よ
り

は

「
実
技

」

に
近

い
も

の
で
、
例

え
ば

難

読

の
く
ず

し
字

が
読

み
解

け
た

と

き
と
類
似

の
感
動

で
あ

ろ
う
。

古
文

書
解

読

が
、

読

み
解

け

る
文
字

の

数
を

ひ

と

つ
ひ
と

つ
増

や

し

て
ゆ
く

以
外

に
方
法

が

な

い
の
と
同

様

に
、

似

顔

の
解
読

も

、
認
識

で
き
る
役

者

の
数

を

一
人

一
人
増

や
し

て
ゆ
く

以

外

に
方
法

は
な

い
。

従
来

、

こ

の
似

顔

の
解
読

は
、

む

し
ろ
趣

味

の

レ
ヴ

ェ
ル
の
問

題

と
し

て
軽
視

さ
れ

て
き
た
傾

向

が
あ

る
。

が
、
古

文
書

解
読

が
文

学
研

究

・
歴

史

研
究

の
基

礎

と
な

る
大
切

な
分

野

で
あ

る

の
と
ま

っ
た
く

同
様

に
、

似

顔

の
解

読

は
演
劇

研
究

・
役

者
絵

研
究

の
基

礎

と
な

る
大
切

な
分

野
な

の

で
あ

る
。

浪士左母次郎図O

五
代
目
松
本
幸
四
郎

ど

の
役
者

を
最

初

に
認
識

で
き
る

よ
う

に
な

る

か
は
、

そ

の
人

の
関

心

の
持

ち
方

に
よ

っ
て
様

々
で
あ

ろ
う
が

、
多

く

の
人

に
と

っ
て
比

較
的

判

り
易

い
役
者

は
、
五
代

目
松
本

幸

四
郎

と
五
代

目
岩

井
半

四
郎

で
あ

ろ
う
。

「鼻

高

幸

四
郎

」
の
異
名

を
持

つ
五
代
目

幸

四
郎

は
、
そ

の
鼻

の
高

さ

か
ら
、

ま
た

「
目
千

両
」

の
愛

称

の
あ

る
五
代

目
半

四
郎

は
、

そ

の
パ

ッ
チ

リ
と

し
た
目

元

か
ら
、

殊

に
特
徴

的

に
描

か
れ

て
認
識

し
易

い
役

者
だ

か

ら

で

あ

る
。

た
だ

、
比

較
的

判

り
易

い
と
思

っ
て

い
て
も
、

時
折

見
間
違

い
を

犯

す
場

合

も
あ

る
。

例

え
ぼ
、

「
八

犬
伝
犬

の
草

紙

」
シ
リ

ー
ズ
中

の
「
浪
士

左
母

次
郎

」

(図

0
)

は
、

一
見
五

代
目

幸

四
郎

の
よ
う

に
見

え

て
し

ま

っ
た
り
す

る
。

し

か
し
、
本

シ
リ
ー
ズ

で

は
、
五
代

目
幸

四
郎

は

「
馬
加
大

記
常

武

」
(図

P
)

で
あ

る
。
両
者

を

比
較

し

て
み

れ
ば

、

な

る
ほ
ど
左

母

次
郎

は
五

代
目
幸

四
郎

で
は
な

い
と
判

る
が
、

左
母
次

郎
単

独

で
見

せ
ら

れ
た

場
合

に
、

見

誤

る

こ
と

は
充

分

あ
り

う

る
と
言

え
よ

う
。

『
俳
優

素
顔

夏

の
富

士

』

(
文
政
十

)

に
も
、

ひ
と

い

つ
ぞ

や
名
古

屋

へ
お
の
ぼ

り

の
時

、
名

古

屋
人

の
句

に

日
本

の
鼻
柱

な

り
富

士

の
山

と

ほ
め

け
る

よ
し

と
あ

る

ほ
ど

に
、

五
代
目

幸

四
郎

の
鼻

は
著
名

で
あ

る

が
、

こ

の
左

母
次

郎
役

者

は
、

そ

の
鼻

の
高

さ

と

い

い
、
引

っ
込

ん
だ

口
元
と

い
い
、

顔
全

体

の
輪
郭

ま

で
、

五
代
目

幸

四
郎

に
そ

っ
く

り

で
あ

る
。

そ

れ
も

そ

の
は
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馬加大記常武図P

 

ず

で
、

こ
の
左
母

次
郎

は
五
代

目
幸

四
郎

の
子
供

、
松
本

錦
升

(
六
代

目

幸

四
郎

)

で
あ

る
。

特

に
、

三
代

目
歌

川
豊
国

画

「
誠
忠

義
士

伝
」

シ
リ

ー
ズ
中

の

「近

松
勘

六
重

行
」

(図
Q

)

な
ど

は
、
図

中

に

「松

本
錦

升
」

の
名

前

が
な

け
れ
ば

、

五
代
目

幸

四
郎

で
通
り

そ
う

な

ほ
ど

ソ

ッ
ク
リ

に

描

か
れ

て

い
る
。
親

子

で
あ

る
か
ら

晩
年

に
至

る
ほ

ど
似

て
く

る

の
は
当

然

で
あ

る
が
、

画
師

と
し

て
は
、

似

て

い
な
が

ら
も

や
は

り
微
妙

に
違

う

点
を
表

現

す

る
の
が
腕

の
見

せ

ど

こ
ろ

で
あ

ろ
う

。

で
は
、

五
代
目

幸

四
郎

と
錦
升

と

の
描

か
れ
方

の
違

い
は
ど

こ
か

と

い

う
と
、

そ

れ
は

五
代
目

幸

四
郎

の
ほ
う

に
、

先
号

二
代

目
沢
村

訥
升

の
所

で
問
題

に
し
た
眼

の
凹
み

の
線

が
描

か
れ

る
こ
と

で
あ

る
。

そ

の
線

は
、

訥

升

よ
り
も

上
方

に
、

ほ
と

ん
ど

眉

に
か

か
る
ほ

ど

の
位

置

に
大

き
く
弧

「誠忠 義士 伝」 近松 勘六 重行

(早稲田大学演劇博物館蔵)
作品番号100-1435

図Q

 

を
描

く
。

ま

た
、

一
般
的

に
は
五
代

目
幸

四
郎

の

ほ
う
が

眼
が

大
き

く
、

勿
論

、
鼻

も
五

代
目

幸

四
郎

の
ほ
う

が
高

さ
を
強

調

さ

れ
、

ま

た
、

口
も

五
代

目
幸

四
郎

の
ほ

う
が
幅

広

に
描

か
れ

る
が
、

こ
れ
ら

は
絵

に
よ

っ
て

違

い
、

必
ず

し

も
区
別

の
基

準

に
は

な
り
難

い
よ
う

で
あ

る
。

ま

た
、

五
代
目

幸

四
郎

は
左

の
眉

の
上

に
ホ

ク

ロ
が
あ

っ
た

と
さ
れ

、

現

在

ま

で
も

仁
木

弾
正

や

い
が

み
の
権

太
を
演

ず

る
役
者

が

五
代

目
幸

四

郎

に
敬
意

を
表

し

て

ホ
ク

ロ
を
描

く

こ
と

で
有

名

だ
が
、

五
代

目
幸

四
郎

の
生

存
中

の
役

者
絵

に
は
、

こ

の
眉

の
上

の
ホ
ク

ロ
を
描

い
た
も

の
は

ど

う

も
見
当

ら

な

い
。

た

だ
、

死
後
描

か

れ
た
大

首
絵

に
は
何
点

か

ホ
ク

ロ

が
描

か

れ

て
い
る
。

管
見

の
範

囲

で
は
、

い
ず

れ
も

三
代

目
豊

国
画

で
、

「
見
立

三
十

六
歌

撰
」
シ
リ
ー
ズ

中

の

「
素
性

法
師

石

川

五
右
衛

門
」

(嘉
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永

五
年

九
月

改
)
、
「
江

戸
名

所
図

会
」
シ
リ

ー
ズ
中

の
「丸

山

犬
山

道
節

」

(同
年

同
月

改
)
、

丸
清

板

の
忠
臣

蔵
各

段

の
三
枚
続

大
首

絵

シ
リ

ー
ズ
中

の

「大

序
其

二

高

武
蔵

守
師

直
」

(嘉

永
五
年

十

月
改

)
、

「木

曾

六
十
九

駅
」

シ
リ

ー
ズ
中

の

「
高
宮

佐

々
木
源

太
左

衛
門

」

(嘉

永

五
年
十

一
月

改
)
、
錦

昇

堂
板

の
大
首

絵

シ
リ

ー
ズ
中

の
「仁

木
弾

正
左

衛
門

直
則

」
(文

久

三
年

七
月

改
)
、

「誠

忠
義

士
伝

」

シ
リ

ー
ズ
中

の

「
好

田
忠

左
衛

門
兼

亮
」

(元
治

元
年

七
月

改
)
に
ホ

ク

ロ
が
描

か
れ

る
。

む
し

ろ
、

こ
れ
ら

の

図
柄

の
ほ

う
が
珍

し

く
、
従

っ
て
ホ

ク

ロ
の
有
無

も
判

断

の
基
準

と
す

る

こ

と
は
無

理

で
あ
ろ

う
。

五
代

目

幸

四
郎

は
、

享
和

元
年

(
]
八
〇

一
)

十

一
月

に
市

川

高
麗
蔵

か
ら
松

本

幸

四
郎

に
改
め

る
が
、

こ
の
幸

四
郎
襲

名

の
少

し
前

、

大
体
寛

政
末
年

頃

(三
十

歳
代

末
頃

)

か
ら

眼

の
凹

み
の
線

が
描

か
れ

る
よ
う

に

な

る
。
そ

し

て
天
保
初

期
頃

ま

で
は
瞼

も

一
重

で
あ

る
。

二
重
瞼

に
描

か

れ

る

の
は
そ

の
最

晩
年

に
至

っ
た
頃

で
あ

ろ
う
。

錦
升

の
場

合

は
、

そ

の

高
麗

蔵
時

代
天
保

初

期

(三
十
歳

代
前

半

)
は

一
重
瞼

で
あ
る

が
、

天
保

後
期

(
三
十
歳

代
後
半

)

に
は

二
重

瞼

で
描

か
れ

る
よ
う

に
な

る
。
全

体

的

な
印
象

で
言

え
ば

、
五
代

目

幸

四
郎

の
ほ
う

が
強

く
鋭

い
の
に
対

し
、

錦
升

は
弱

く
甘

い
感

じ

で
あ

る
。
も

っ
と
も
典

型
的

な
描

か
れ
方

は
、

五

代

目
幸

四
郎

は

一
重

瞼

で
眼

の
凹

み

の
線

が
あ

り

(図

R
)
、
錦
升

は

二
重

瞼

で
眼

の
凹

み
が

な

い

(図

S
)

と

い
う

も

の
で
あ

ろ
う

。
図

R
は

、
初

代

国
貞
画

の

「
当
世

押
絵

羽

子
板
」

シ
リ
ー
ズ

中

の
五
代

目
幸

四
郎

の
武

智

光
秀

(文
政

六
年

頃
)

で
あ

る
。

図

S
は
、

同

じ
く
国

貞
画

「
新

板
千

本

桜
見
立

役
者

」
(
天
保
十

年
頃

)
中

の

一
コ

マ
で
、

錦
升

(高
麗

蔵
時

代

)

図R

図S「 新板千本桜見立役者」
権太 高麗蔵

図R「 当世押絵羽子板」武智光秀
(新藤茂氏蔵)
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の

「
権
太

」

で
あ

る
。
な

お
、

五
代

目
幸

四
郎

が

二
重
瞼

で
描

か
れ

る
場

合

は
、

そ

の
最
晩

年

で
、
多

く

の
皺

と
と

も

に
描

か

れ
る

か
ら
、

ま

さ
か

錦

升

と
見
誤

る

こ
と

も
あ

り
え

な

い
と
思

わ
れ

る
。
し

か
し
、
今
度

は

「鼻

の
三
十

郎
」

と
呼
ば

れ

た

三
代
目
関

三

十
郎

の
晩
年

と
見

誤

り
易

く
な

る

こ
と
も

あ
る

の

で
注

意

を
要

す
る
。

さ

て
そ
れ

で
は
図

T

の
死
絵

を
見

て

み
た

い
。
ド

ロ
ド

ロ
と

と
も

に

ス

ッ
ポ

ン
か
ら
迫

り
あ

が
り

、
印

を
結

ぶ
仁
木

弾

正
が
、

印

な
ら

ぬ
合
掌

の

て
い

態

と

な

っ
て

い
る
。
賛

は
、

「
ち

り

て
後

経

に
は

さ
ま

る
銀
杏

か
な

応

需

輝

松
書

(蛙
水

亭
)
」
と
あ

る
。

下
方

に

は
そ

の
散

り

銀
杏

(銀

杏

は
松
本

家

に
ち
な

む
文

様

)
が
描

か
れ
、

こ
れ

が
高
麗

屋

の
死
絵

で
あ

る

こ
と

は

す

ぐ

に
判

る
。

高
麗

屋

の
仁
木

弾
正

と
く

れ
ば

、
そ

の
顔
立

と

い
い
、

つ弾正直則図T

い
五
代

目
幸

四
郎

と
思

い
た

く

な
る
が

、

こ

の
絵

に
は
眼

の
凹

み
が
描

か

れ
て

い
な

い
。

つ
ま
り

、

こ
れ

は
五
代

目
幸

四
郎

で
は

な
く
、

錦
升

の
死

絵

な

の
で
あ

る
。

も

っ
と
も
、

名
主

双
印

、

「豊

国

画
」
の
落
款

形
態

か
ら

し

て
も
、

こ

の
絵

の
出

版

が
、

五
代

目
幸

四
郎

没
時

の
天
保

九
年

で
は
な

く
、
錦

升
没

時

の
嘉
永

二
年

で
あ

る

こ
と

は
明
白

な

の
だ

が
、

眼
を

つ
む

っ
た

り
し

て

い
る

の
で

一
瞬

と

ま
ど
う

タ

イ
プ

の
絵

で
あ

る
。

五
代
目
岩
井
半
四
郎

五
代

目
岩

井

半

四
郎

の
場

合

も
間

違

い
易

い
役
者

が

い
る
。

「
八
犬

伝

犬

の
草
紙

」

シ
リ

ー
ズ
中

で

は
、
、
尺

八
女
房

ひ
と
よ
L
(図

U
)

が
そ

れ

で

あ

る
。

パ

ッ
チ

リ
と

し
た
眼

と
受

け

口

に
、

つ
い
五
代

目
半

四
郎

と
見

誤尺八女房ひとよ図u
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り
暴

い
が
、

こ

れ
は
五
代

目
半

四
郎

の
子
供

の
岩
井

紫
若

(
七
代

目
半

四

郎

)
で
あ

る
。

役
者

絵

に
慣

れ
た
人

に
と

っ
て
は
何

で
も

な

い

こ
と
だ
が

、

五
代

目
半

四
郎

の
印
象

が
あ

ま
り

に
も
強

烈

な
た

め
、

そ

の
子
供

の
紫

若

に

つ
い
て

の
認
識

が
薄

い
と
、
紫
若

に
ま

で
半

四
郎

の
印

象
を

及

ぼ
し

て
、

つ
い
紫

若
を

五
代

目
半

四
郎

と
見

て
し

ま
う

。
図
録

類

に
も

時
折

こ

の
誤

り
を
見

受

け
る
。

『俳
優

素
顔

夏

の
富

士
』
で
は
、

五
代

目
半

四
郎

の
二
人

の
子
供

、
兄

の

岩

井
粂

三
郎

と
弟

の
岩

井
紫

若

と
を
並

べ
て
、

な

ら

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

岩

井

に
井

ぶ
筒
井

筒
、
お

ふ
た
り

の
紫
帽

子

、
似

た
り

や
似

た
り
花

あ

ヘ

へ

お
ほ
た
ゆ

ふ

や
め

(「
白

石
噺
」

の
文

句
取

り
)
。
大

太
夫

に
瓜

を
三

ッ
な

り

と
記

し

て

い
る
。

し

か
し
絵

で
は
粂

三
郎

は

二
重

瞼

で
、

口
元

も
違

い
、

五
代

目
半

四
郎

と
見

誤
る

よ
う

な

こ
と
は

な

い
。

「
八
犬
伝

犬

の
草
紙

」
シ

リ

ー
ズ

で
は
、

「
力

二
郎
妻

引
手

」

(図

V
)
が

そ
れ

で
あ

る
。

し
か
し

、
紫

若

は
そ

の
印
象

が
五

代
目
半

四
郎

に
と

て
も
よ

く
似

て

い

る
。

が
、

両
者

を
並

べ
て
比
較

す

る
と
違

い
は
明
確

で
あ

る
。

対
照

し
易

い
も

の
を

掲
げ

て

み
る
。

図

W
は

二
代
目
豊

国

画

「役

者

花
合

」

シ
リ

ー

ズ
中

の
五
代
目

半

四
郎

(こ

こ

の

「
杜
若

」

は
俳
名

)

で
文
政

末
頃

の
も

の
、

図

X
は
同

じ

く

二
代

目
豊

国

で

「
東

都
名

所
」

シ
リ

ー
ズ

(
バ

ッ
ク

あ
い

の
風

景

は
藍
慴

り

)
中

の
紫
若

で
あ

る

(天
保
初

め

頃
)
。

ま

た
、
図

Y
は

先
掲

初
代

国
貞

画

「
新
板

千
本

桜
見

立
役

者
」

中

の
も

の

で
、

Y

l

a
は

五

代
目
半

四
郎

(杜

若

と
改
名

後

)
の

「
お
里
」
、

Y
l

b
は
紫

若

の

「
し

つ

か
」

で
あ

る
。

こ

れ
ら
を

見
比

べ
て
も
判

る
が
、

二
人

の
受
け

口

は
そ

っ
く

り
で
あ

る
。

し

か
し
、

も

っ
と
も

大

き
な
違

い
は
こ

こ
で
も

ま

た
眼

図V力 二郎妻引手図W「 役者花合」岩井杜若(新藤茂氏蔵)
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で
あ

ろ
う

。

五
代
目

半

四
郎

の
眼

は
丸

く

つ
ぶ
ら
だ

が
、

紫
若

は
切

れ
長

で
あ

る
。

そ

し

て
唇

は

五
代

目
半

四
郎

の
ほ
う

が
薄

く
、
紫

若

の
ほ

う
が
厚

い

(特

に
上

唇
)
。
ま
た
顔

立

ち
も
紫

若

の
ほ
う

が
面

長

で
あ

る
。
そ

れ
か
ら

、
も

う

一
つ
紫
若

の
特

徴

を
考

え
る

の

に
参

考

に
な

る
記
述

が

『
大
晦

日
曙

草

紙

』

二
編
下

(天

保
十

)

「第

七

大

晦

日

の
と

ん
死
」

に
あ

る
。

「
…
…

は
や

お
け

を

か
は
せ
、

ま

よ
け

に

の
せ
た
を

と
り

わ

き
ざ
し

、

た

こ

の
ゑ

の
ぐ

の
す
は

う
を
あ

び

て
、

き
ら

れ
た

ま
ね
を

ま

こ
と

〉

お
も

ひ

「
そ

の
は

つ
よ

、

お
の
し

は
し

じ
や

く

(
ー
紫

若

)
の
お
も

い
れ

ゆ
ゑ
、

お

れ
も

お
と

わ
や

(11
音

羽
屋
。

三

代
目

尾
上
菊

五
郎

)

で
や

ら
か

し

た

お里 杜若図Y-a

図Y-bし つか 紫 若

図Y厂 新板千本桜見立役者」

若紫井岩島佃

醐融講凍
伊

X図

図X
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「
う

け

と
り

に
く

い
お

と
わ
や

だ

の

「
て
め

へ
も

し
じ

や
く

に
は

は
な
が

ひ
く

い

つ
ま
り

、
紫
若

の
鼻

の
高

さ

は
彼

の
特
徴

の

一
つ
で
あ

っ
た

と
読

み
取

る

こ
と
が

で
き

る
。
実

際
絵

で
見

て
も

、

五
代
目

半

四
郎

の
鼻
梁

は

ほ
と
ん

ど
直

線

に
描

か
れ

る
が
、

紫
若

の
鼻

梁

の
線

は
や

や
曲
線

に
、

そ

し
て
鼻

先

を
五
代

目
半

四
郎

よ

り
も
下

に
下
げ

た
形

で
描

か
れ
、

鼻

の
高

さ
を
強

調

し
た
描

き
方

に
な

っ
て

い
る

こ
と
が

わ
か

る
。

さ
ら

に
、

五
代

目
半

四
郎

は
杜
若

と
改

名

す
る
天

保

三
年

(
一
八

三

二
)

頃

か
ら
、

瞼

が
奥

二
重

に
描

か
れ

る
よ
う

に
な
り

(
こ
の
五
代

目
半

四
郎

の
二
重
瞼

に

つ
い
て
は
、

『
歌

舞
伎

研
究

と
批

評
』
4

〈
平
成

元
年

十

二

月
〉

の
座

談
会

「
新

し

い
歌
舞

伎
史

を
求

め

て

歌

舞
伎

と
役

者
絵

」

に
、
鈴
木

重

三

の
指

摘
が

あ

る
)
、
そ
う

な

っ
て
く

る
と
区

別

は
よ

り
容
易

で
あ

ろ
う

(図

Y

は

こ
の
ケ

ー

ス
)
。

ま

た
紫
若

の
場

合
、

家
紋

の

「
三

つ

扇
」
が
、

そ

の
ヴ

ァ
リ

エ
ー

シ

ョ
ン
で
あ

る

「追

い
掛

け

三

つ
扇

」

(三

つ

追

い
扇

)
を
付

け

て

い
る
場
合

が
多

い

(図

X

の
帽

子
針

お

よ
び
銀

煙
管

に
そ

の
文

様

が
見

え
る
)

の
で
、

こ
れ

も
区
別

を
客

観
的

に
す

る
根

拠

に

用

い
る
こ
と

が

で
き
る
。

そ
れ

で
最
後

に
図

Z

を
見

て

み
る
。

こ

の
絵

は
、

三
代

目
曲豆
国
画

「
今

昔
児

手
柏

」
シ
リ

ー
ズ
中

の

一
図

で
あ

る

(安
政

二
年

七
月

改

)
。
文

箱
を

持

っ
た

「
召
仕

お
は

つ
」

に
対

し
、

コ

マ
絵

の
中

に
は

「
尾

の

へ
」

が
取

り

あ
わ

さ
れ

て

い
る

の
で
、

こ

の
場

面

が
、

「鏡

山

」
の
鳥

啼

き
を
描

い
た

も

の
だ

と

い
う

こ
と
は

す
ぐ

に
判

る
。

そ
し

て
役
者

は
、

も
し

紫
若

の
こ

と
を
知

ら

ぬ
と
、

五
代
目

半

四
郎

の

二
役

か
と
思

わ
れ

か
ね
な

い
ほ
ど
顔

図Z「 今昔 児手柏 」 召仕 お はつ ・尾 の へ

(国立音楽大学附属図書館 ・竹内道敬寄託文庫蔵)

立
が
似

て

い
る
。

し

か
し

、
尾

上

は

つ
ぶ
ら
な
奥

二
重
、

お
初

は
切

れ
長

ち
よ
う
じ
ぐ
る
ま

な

一
重
瞼

(紋

は
尾

上
が

丁
字
車

、

お
初

は
追

い
扇

)

で
あ

る
こ
と

か
ら

明
ら

か
な

よ
う

に
、
お
初

は
紫

若
、
尾

上

は
五
代

目
半

四
郎

な

の
で
あ

る
。

つ
ま

り
、
こ

の
シ
リ

ー
ズ

は
、
若

い
世
代

と
前

の
世
代

と

の
二
人

(「
今
昔

」
)

で
、

同
じ

狂
言
中

の
対

に
な

る
役

を
、

と

て
も

よ
く
似

た
親

子
等

の
縁

者

こ
の
て
が
し
わ

ふ
た
お
も
て

 (「
児

手
柏

の
両

面
」

の
表

現

に
因

む
)
に
よ

っ
て
取

り
あ

わ

せ
た
趣
向

と

理
解

で
き

よ
う

。
ま

た

バ

ッ
ク

に
咲

く
花

は
岩
井

家

な
ら
杜

若
、

市

川
家

な
ら
牡

丹

、
市

村
家

は
橘

に
藤

な
ど

と
、

そ

の
家

に
因

む
植

物

を
取

り
あ

わ
せ

て

い
る
。
(な

お
、
こ

の
シ
リ

ー
ズ
は

タ
イ

ト

ル
の
下

の
番
号

部

分
が

空

白

に
な

っ
て

い
る
慴

り

が
あ

る
。
)
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似
顔
研
究
の
方
向

こ

の
よ
う

に

ま
さ

か
間

違

い
そ
う

に
な

い
と
思

わ
れ

る
有
名

な
役

者

で

も

、
特

に
親

子

の
場

合
、
漠

然

と
見

て

い
た

の
で
は
混

同
を
起

こ
し

て
し
ま

う

よ
う
な

場
合

も
あ

り
う

る
。

ま
し

て
や

、
あ

ま
り
有

名

で
な

い
役
者

と

な

る
と
、

さ
ら

に
区

別
が
難

し

く
な

る

で
あ

ろ
う

。
過

去

の
役
者

は

ほ
と

ん
ど
無

数

に
存
在

し

て

い
る
わ

け
で
あ

る

か
ら
、

一
人

一
人

の
役
者

の
顔

を
認
識

し

て
ゆ
く

こ

と
は
、
多

大

の
興
味

と

と
も

に
ま

た
多

く

の
困

難
を

も

伴
う

。
最
初

は

ど

の
役

者

も
同

じ

に
見

え
、

は

た
し

て
区
別

な

ど

で
き

る
の

で
あ

ろ
う

か

と
思

っ
た

り
さ

え
す

る
も

の
で
あ

る
。

が
、

画
師

は

一

人

一
人

の
役
者

を
区

別
し

て
描

こ
う

と
し

て

い
る

の
だ
と

い
う
意

図
を

も

う

一
度

よ
く
考

え
れ
ば

、
似

顔
絵

に
対

す

る

の
我

々

の
態
度

は
自

然

と
決

定

さ

れ

る
で
あ

ろ
う
。

つ
ま
り
、

似

て

い
る
こ

と

に
目

を
奪

わ

れ
る

の
で

は
な

く
、
必

ず

ど

こ
か
違

っ
て

い
る

は
ず

の
、
そ

の
相
違

点

に

こ
そ
着

目

し

な

け
れ
ば

な
ら

な

い
と

い
う

こ
と

で
あ

る
。

ま

た
、
先

号

に
述

べ
た

よ

う

に
、
似

顔

に
は

一
定

の
パ

タ
ー

ン
が
生

ま

れ
て
く

る

の
で
、

あ

る
特
定

の
役

者

の
表
現

パ

タ
ー

ン
を
掴

む
よ

う

に
す

る
こ

と
も
大
切

で
あ

る
。

従

来
、

こ
う

し
た

認
識

パ
タ

ー

ン
は
、
江

戸

通

の
人

の
頭

の
中

に
だ

け

存
在

し

て
き
た
。

そ

し

て
、

そ

の
結
果

だ

け
を
教

え

て
も
ら

え
ば

、
似

顔

絵

な

ど
と

い
う
も

の
は
そ

れ

で
充

分

に
事

足

り

る
と
考

え
ら

れ

て
き
た
嫌

い
が
あ

る
。

し

か
し
、

こ
れ

で
は

江
戸

通

の
人

の
死
と

と
も

に
そ

の
認
識

パ
タ

ー

ン
は
失

わ

れ

て
し
ま
う

。

そ
し

て
、
役

者
絵

を
研
究

し

よ
う

と
す

れ
ば

、

ま
た

一
か

ら
試
行

錯
誤

を
繰

り
返

さ
な

け
れ
ば

な

ら
な

い
。
従

っ

て
、

似
顔

絵
研

究

の
第

一
歩

は
、
江

戸

通

の
人

の
頭

の
中

の
常

識

を
誰

に

も
分

か

る
よ
う

に
客

観
的

に
記

述
す

る

こ
と
、

つ
ま
り
、

特
定

の
役
者

の

似
顔

表
現

パ
タ

ー

ン
を
整

理
記
述

す

る

こ
と
が

重
要

な
課

題
と

い
う

こ
と

に
な

る

で
あ

ろ

う
。

な

お
、
岩

田
秀

行

「黄

表
紙

『
明
矣

七
変

目
景

清
』
攷

」

(『
近
世

文
芸

』

52
、
平
成

二
年

六

月
)

に

は
、

四
代

目
団

十
郎

と

五
代

目
団
十

郎

の
表

現

パ

タ

ー
ン
が
、

同

「
黄
表

紙

『
明
矣

七
変

目
景

清
』

を

め
ぐ

っ
て
」

(
『国

文
学

研
究

』

m
、
平

成

五
年

六

月
)

に
は
、

四
代
目

松
本

幸

四
郎

の
表
現

パ

タ
ー

ン
が
記

さ
れ

て

い
る

の
で
参
照

さ

れ
た

い
。

*

*

*

以
下

、
後
半

部

は
恒
例

に
よ
り
、

「
八
犬
伝

犬

の
草
紙

」
か
ら
、
十

枚

の

絵

を
読

ん

で
み

る
こ
と

に
す

る
。

図
22

左
第
三
番

金
鞠
八
郎

(坂
東
三
津
五
郎
)

か
な
ま
り

た
か
よ
し

じ
ん

よ

金
碗
八
郎
孝
吉
は
安
房
の
国
滝
田
の
城
主
神
余
光
弘
の
家
臣
。
の
ち
に

ち
ゆ
だ
い

活
躍
す
る
金
碗
大
輔

(
・
大
法
師
)
の
父
に
あ
た
る
。

里
見
義
実
主
従
は
、
結
城
落
城
の
の
ち
、
祭
祀
に
備
え
る
鯉
を
釣
る
た

し
ら
は
し
が
わ

め
、
長
狭

の
白

箸
河

の
ほ
と

り
を

さ
ま

よ
う

が
、
獲

物

に
め

ぐ
り
あ

う

こ

か

た

い

と

が

で
き
な

い
。

そ
こ

へ

一
人

の
乞

児

が
現

れ
、
安

房

に
は
鯉
魚

の
棲

息

せ

ぬ
こ

と
を
説

く
。

こ

の
乞

食

こ
そ
神

余

の
旧

臣
金
碗

八
郎

の
世

を

忍

ぶ

ひつ
る

し

仮

の
姿

で
あ

っ
た
。

八
郎

は
皮
膚

を
漆

で
か

ぶ
れ
さ

せ
、
身

を

や

つ
し

て

日
ご

と

に
滝

田
を

徘
徊

し
、

敵
状

を
探

っ
て

い
た
。
里

見
主
従

の
人
品

世

「
39
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図22金 鞠八郎

の
常

な

ら
ず

と
見

て
、
鯉

に

こ
と
よ

せ
近

づ
き

と
な

り
、
逆

賊

討
伐

の
義

兵

の
旗
揚
げ

の
た

め
熱

弁

を

ふ
る
う

。
義
実

は
解

毒

剤

と
し

て
蟹

を

八
郎

に
与

え
、

快
癒

せ

し
め
た

。
そ

の
夜

の
う

ち

に
八
郎

は
義
実

主
従

を
嚮

導

し

て
小
湊

へ
赴

き
、

計
略

を
用

い
て
土
民

を
糾
合

、

滝

田

の
支

城
東
条

を

陥

し
、

一
気

に
滝

田

へ
押

し
寄

せ

る
。

本

図

の
金
碗

八
郎

は
乞

児
姿

で

は
あ

る
が
、

漆
毒

で
顔
貌

を
損

じ

た
態

う
ま
ざ
く

り

に
は
描

か
れ

て

い
な

い
。
奇
蹟

の
ご

と
く

肌
が

治
癒

し
、
「孝

吉

は
馬
蹄

迹

た
ま
り
み
ず

と
ぼ

の
溜

水
を
鏡
に
し
て
、
わ
が
面
影
を
つ
く
ぐ

と
、
見
マ

感
涙
を
禁
め

あ

へ
ず
」

(肇
集

巻

之

二
)
と
喜

び
勇

む
箇

所

に
設
定

さ

れ

て
い
る

(参

考

図

6
)
。た

て
が
み

 頭

は
立

髪

の
垂

れ
、
藁

で
結

ぶ
。

隈
は

二
本

隈
、
青

黛

で
顎
を

塗
り
、

白

参考図6『 犬の草紙』初編よ り
(早稲田大学演劇博物館蔵、ツ3-105)

手
拭

で
忍
び

冠

り

に
し

て

い
る
。

な
ん

ど

ね
ず

わ
ら
び

ぐ
る
ま

衣
裳

は
納
戸
鼠
地
に
蕨

車

あ
い
ね
ず

文

・
藍
鼠
地
に
薄
紅
藤
色
の
翁
格

窘

黒
布
の
継
当
着
仗

赤
地
催

勝
見
(三
津
五
郎
に
ち
な
む
文
様
)

唐
草
文
の
下
着
、紐
付
浅
葱
手
筒
。

背
に
は
糺
繧
を
負
い
胸
も
と
で
結

ぶ
。
張
り
指
で
右
腕
を
前
に
突
出

蝨
毅
撫
鎮

子
、
前

名

簔
助

、
寛
政

十

一
年

に

三
代
目

を
襲

名
、

文
化

・
文
政

期

を
代
表

す

る
大
立

者

の

一
人

と

な

っ
た
。

和

事

に
長

じ
ま

た
実
事

・
武

道
役

も
よ

く
し

、
世

話
物

・
所
作

事

の
名
手

で
も
あ

っ
た
。
当

り
役

に
足

利
頼
兼

、
宮

城

阿
曾

次
郎

、
白
藤

源

太
、
白

え
い

き

酒

売

り
、
山

姥
等

。
花

実

と
も

に
備

わ

っ
て
、
居
住

地

か
ら
永

木

の
親
方

と
通
称

さ

れ
た
。

天
保

二
年

没
、

五
十

七
歳

。

嘉
永

五
年

十

二
月
改

(改

印
、

「
子
十

二
」
)
。
絵

双
紙

掛

り
名

主

、
村

田

佐

兵
衛

・衣
笠

房
次

郎

(名

主
双

印
、

「
村

田
」
・
「
衣
笠

」
)
。

彫
師

、
津

下

庄

治
郎

(
「
彫
庄

治
」
)
。
な

お
、

こ

の
期

の

「
村

田
」
印

は
、

「
村

田
平
右

衛

門
」

で
は
な

く
、

「村

田
佐

兵
衛

」
が

正

し

い

(山

田
道
夫

「
研

堂

の
名

著

『
錦
絵

の
改

印

の
考

証

』
に
加
筆

を
」
・
続

・
続

々

『季

刊
浮

世
絵

』

94

・
95

・
㎜
、
昭

和

58
年

7
月

・
10
月

・
昭

和

60
年

3
月
)
。
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図
23

右
第
六
番

下
男
糠
助

(市
川
広
五
郎
)

図23下 男糖 助(服 部仁氏蔵)

糠

助

(本

図
中

に
糖

助
、

『雪
梅

芳

譚
犬

の
草
紙

』
に
は

ぬ
た
助

と

す
る
)

は
武

蔵
国

豊
島

郡
大

塚

の
小
百
姓

で
、

八
犬
士

の

一
人
、

犬
飼

現

八
の
実

父

に
あ

た
る
。

ま

た
信
乃

の
父

で
あ

る
大

塚
番
作

の
隣
人

で
、

番
作

の
飼

犬
与

四
郎

が
荘

官
蟇

六

の
愛
猫
紀

二
郎

を

噛

み
殺

し

た

ト
ラ
ブ

ル
に
ま
き

こ
ま
れ

る
。

本

図

に

「
下

男
」

と
す

る

の
は
、
糠

助

が
番
作

・
蟇

六
両

家

の
間

を
あ

た

か
も
下

僕

の
如

く
往

復

斡
旋

に

つ
と

め
る

と
こ

ろ
か
ら

の
誤
解

で
あ

ろ

せ

ど

む

か
ひ

ひ
や
く
し
や
う

 う

か
、

「番

作

が
背

門

の
前

面

な
る
荘

客

」

(第

二
輯

巻
之

四
、

ま

た
『
雪

梅
芳

譚
』

五
編

十
七

丁
表

に
も

原
作

と
同

文
)

と
あ

る
よ

う

に
、
小
農

な

が
ら

独
立

し
た
生

計

を
営

ん

で

い
る
善

意

の
隣
人

で
あ
る
。

こ
の
糠
助

は
多

場

面

で
働

い
て

い
る
た

め
、
特

定

し
難

い
が
、

こ
の
上

体

を
左

捻

り

に
見
返

っ
た

ポ
ー
ズ

か
ら
、

ま
た
村

雨
丸

を
手

に
し
た
番

作

と
対

に
な

し
た
画

面

の
構
成

か
ら
も
、

こ
こ
は
番

作

が
自
害

し

た
あ

と

に

お
ど
ろ

行

き

あ
わ

せ

「
思

ひ
か
け

な
き

あ
る

じ
が
自

殺

に
駭

き

お
そ
れ

て
舌

を
巻

み
の
け

た
ち
は
の

ね

き
、
毛

骨

い
よ
立

歯
根

は
合

ず

」
(第

二
輯
巻

之

五
)
飛

び
帰

っ
て
ゆ

く

シ

ー

ン
と
推
定

さ

れ
よ

う
。

じ

ぐ

頭

は
地
刳

り

(世
話

物

の
役

で
間

の

ぬ
け
た
性

格

を
表

す
生

え
際
)

の

す

っ
ぽ
り

(前

額

部

ま

で
台

金

で
作
り

、
青

黛

を
塗

る
)
、

の

の
こ
髷

(田

舎

者

の
髷

)
、

ぼ

っ
と

(鬢

の
上

部
生

え
ぎ

わ

の
短

い
毛

を

い
う
)
付
。

顔

は
砥

の
粉
地

で
額

を

や
や
白

く
塗

り
、

窪

ん
だ
顔

だ

ち
を
強

調
、

唇

の
上

辺

に
青

く
髭

あ

と
を
塗

り
滑

稽

な
役

ど

こ
ろ
と

し
て

い
る
。

あ
い
ね
ず

こ
く
も
ち

着
付

は
藍

鼠
色

の
石
持

(紋
所

を
丸

く
白

く
抜

く
)

浅
葱

裏
付

、
襦

袢

は
藍

の
絞

り
、
黒

襟
付

。
帯

は
刈

安
色

。
総

じ

て
田
舎

者

の
拵

え
。
背

景

に
は

八
房
梅

が
咲

く
。

市
川

広

五
郎

は
弘
化

・
嘉

永
期

に
活

躍

し
た

三
枚
目

。
嘉

永
六

年

六
月

没

(没

年

月
は
早

稲

田
大
学

演
劇

博
物

館
編

『江

戸
芝

居
番

付
朱

筆
書

入

れ
集
成

』

に
ょ

る
)
。

嘉
永

五
年

十

二
月
改

(改

印
、

「
子
十

二
」
)
。
絵

双
紙

掛

り
名
主

、
村

田

佐

兵
衛

・
衣
笠

房
次

郎

(名

主
双

印
、

「
村

田
」
・
「
衣
笠

」
)
。

彫
師

、
津

下

庄

治
郎

(「
彫
庄

治

」
)
。

な

お
、
落

款

は

』

寿

斎
国

貞
画

L
と
斎

号
を

付

し
た

も

の
と
な

っ
て

い
る
。
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図
24

右
第
七
番

蟇
六
妻
亀
笹

(中
山
文
五
郎
)

大

塚
匠

作

の
娘
、
番

作

の
異

母
姉
、
信

乃

に
と

っ
て
は
伯

母

に
当

た
る
。

な
ま

か
み
あ
げ

け

は
ひ

父
や
弟

に
似

ぬ
淫
奔

な
性
格

で
、
「
生

こ

》
う

つ
き
し

比
よ

り
、
結

髪
化

粧

お
も
ふ
を
と
こ

に
春

の
日

を
長

し
と

せ
ず
、
情

郎

と

し

の
び

あ

ふ
日

は
、
秋

の
日
を
短

し

お

こ

た
を
や
め

と
せ

る
鳴
呼

の
淫

婦
な

り
」

(第

二
輯
巻

之

三
)
。

男
狂

い
の
は

て
、
破
落む

ら

者

の
蟇

六
を

引

き
こ

み
夫

婦

と
な

っ
た

。
蟇

六
は

大
塚
姓

を
名

の

っ
て
村

お
さ

う
ま
ず
め

長

に
成

り
あ

が
り
、
亀
笹

が
石

女

の
た

め
養

女

を
迎

え

て
浜
路

と
名

づ
け

、

蝶

よ
花

よ
と
大

切

に
育

て
る
。

番
作

自
害

の
の
ち
、
信

乃

を
養

い
取

り
、
養

ひ
が
み

き
ゆ
う
ろ
く

子
合

せ

す
る

こ
と

と
し

て

い
た

。
し

か

る

に
、
陣

代

の
簸

上

宮

六
が

浜
路

ぬ
る

で

を
見
染
め
、
家
来
の
軍
木
五
倍
二
を
媒
妁
と
し
て
蟇
六
方

へ
縁
談
を
申
し図24蟇 六妻亀笹

込
む

。
陣

代

の
威

光

を
笠

に
着

た
権
柄

つ

く

の
結

納

で
あ

っ
た

が
、

金
銀

綾

羅

と
積

ん
だ
結

納
台

を

眺
め

、
蟇

六

の
気

が
変

る
。

こ
の
場

の
様

子
を

ふ
す

ま

か
の
く
さ

み
　

立

ち
聴

き

し

て

い
た
亀

笹

は
、
「
や
を

ら
紙
門

を
推

ひ
ら
き

て
、
彼

種

々

の

お
く
り
も
の

あ
ご

か
ぞ
え

あ
な

聘

物

を
顋

も

て
数

て
う

ち
微

笑

み
、
吁

め

で
た

の
結
納

や
、
と

い

へ
ば
蟇

あ
げ

六

手
を
抗

て
、
音

高

し
、
人

も

や
聞

ん
、
浜
路

と
信

乃

に
し
ら

れ
給

ふ
な

」

と
制

し

、
結
納

の
品

々
を

二
人

で
土

蔵

へ
こ

っ
そ

り
と

運
び
込

む

(第

三

輯
巻

之

二
)
。

亀

笹

が
両
袖

で

口
も

と
を
覆

っ
て

い
る

の
は
、

こ
み
あ
げ

る
笑

い
を
慌

て

て
お

し
隠

し

、

四
辺
を

見

ま
わ
し

、
し

す
ま

し
た

り

と
こ
な

し
あ

る
と

こ

ろ
。

レつ

し

ろ

頭
は
丸
髷
に
鼈
甲
の
櫛

・
中
差
と
銀
の
桐
紋

(中
山
家
の
紋
)
付
の
後

ざ
し

し
こ

め

ぐ

差

を
差

す
。

額

の
生

え
際

は
醜
女

の
表

現

で
あ

る

「
鳥

居
刳

り
」

と
称

す

る
特
殊

な
刳

り

か
た

と
な

っ
て

い
る
。
年

増
役

な

の
で
眉
を

潰
す
。

上

目

づ

か

い
は

こ
の
優

の
癖

で
あ

っ
た

ら
し

い
。

着

付

は
消
炭

色
地

に
灰
白
色

の
細

い
縞

と
花

桐

(桐

は
中
山

の
紋

)

の

小
紋

、
黒

襟
付

。
抜

き
衣

紋

に
着

る
。
下
着

は
蒲
茶

色
、

白
く

笹
文

様
。

襦
袢

は
赤

、
蒲

茶
色

襟
付

。
同

じ
く
蒲

茶
色

、

唐
花

文

の
帯
を
前

結

び

に

す

る
。

背
景

は

屋
内
、

黒
壁

に
柱

。
柱

の
左

方

に
暖
簾

が
懸

け

ら
れ

る
。
暖

簾

は
な
だ

は
上
部

か

ら
縹

・
白

・
黄
色

と

ぼ
か
し

の
段

染

め
、
白

と
鼠
色

で
六

ッ
丁

字

車
文

と

六
葉
唐

花
文

が
染

め
出

さ
れ

て

い
る
。

二
代

目
文

五
郎

は
三
代

目
中

山
文

七

の
門

人
、
京

の
宮

地
芝

居

の
出
身

。

初

め
中

山
百
蔵

を
名

乗

り
京
坂

で
敵

役

を
演

じ
た
。

文
政

八
年

十

一
月
、
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「東 海道 五十 三次 」の 内
、 厂府 中 喜多八 」・「江 尻 弥次 良兵衛 」

(東京都立 中央図書館蔵、N262-2・N262-1)

参考図7

二
代

目
文

五
郎

を
襲
名

。

翌
九
年

十

一
月
江

戸

に
下

り
、

い
ら

い
九
年

間

江
戸

に
滞
留

、

天
保

五
年
帰

坂
、

道
化

方

と
し

て
勤

め
た
。

弘
化

四
年

ふ

た
た
び

江
戸

に
下
り
、
嘉
永

六
年

ま

た
上
方

に
帰

る
。
本

領

は
三
枚

目
敵

。

嘉

永

五
年
版

大
錦

「
東
海

道

五
十

三
次
」

(
三
代

目

豊
国

画
)
に
は

「
府

中

喜

多

八
」

(広

五
郎

)

と
並

ん

で

「
江

尻

弥

次
良

兵
衛

」

に
見
立

て
ら

れ

る
ほ
ど

の
人

気

が
あ

っ
た

(参

考

図

7
)
。
文

久

二
年
頃

没
。

嘉

永

五
年

十

二
月
改

(改
印

、

「
子
十

二
」
)
。
絵

双
紙

掛
り

名
主

、
村

田

佐

兵
衛

・
衣
笠

房
次

郎

(名
主

双
印

、

「村

田

」
・
「衣

笠

」
)
。

彫
師
、

津

下

庄

治
郎

(
「彫

庄
治

」
)
。

図
25

右
第
十
三
番

古
那
屋
文
五
兵
衛

(二
代
目
助
高
屋
高
助
)

下

総

国
行
徳

の
旅

籠

屋

の
主

人

で
、

八
犬

士

の

一
人

犬
田

小
文
吾

・
沼

藺
兄

妹

の
父
親

に
あ

た

る
。
文

五
兵

衛

は
那
古

七
郎

(
も
と
安

房
半

国

の

主

で
あ

っ
た
神

余
光

弘

の
近
習

)

の
弟

で
、
山

下
柵

左
衛

門

の
叛
逆

に
よ

っ
て
、
年

少

の

こ
ろ
行
徳

の
地

に
落

ち

ゆ
き
旅

籠
屋

と
な

り
、
屋
号

も
「
那

古
」

の
苗

字

を
転
倒

し

て
古

那

屋

と
名

の

っ
て

い
た
。

文

五
兵

衛

の

ハ
イ
ラ

イ
ト

シ
ー

ン
は
、

行
徳

の
入

江

に
釣

り
を
し

に
行

っ
た

お
り

、
川

上

か
ら
漂

っ
て
来

た
小
舟

の
中

に
悶

絶

し
て

い
た
見

八

・

信
乃

を
見

出

し
救

出

す

る
個
所

で
あ

る
。

し

か
し

こ

の
時

の
文

五
兵

衛

は

は
げ

か
う

べ

「
兀

た
る
頭

」

(第

四
輯
巻

之

二
)

の
老

け
役

で
あ

る
た

め
か
、

画
師

は

こ

れ
を
避

け

て
、

回
想
中

の
姿

と

設
定

し
た
。

頭

は
浮

き
根

の
髷

。
藍
地

に
白

の

三
筋

格

子

の
褞

袍

、
黒
襟

付
、
裏
赤

。

赤

の
襦

袢

、
同

じ
く

黒
襟
付

。
縹

色

の
絞

り

の
扱

帯

。
肩

に
白

の
置

き
手
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拭

(布

目
摺

り
あ

り
)
、

右

手

で
ヤ
ゾ

ウ
を

つ
く

る
。

や
や
侠

客
風

の
描

写

で
あ

る
。

本

図

は
既
掲

「
沼
藺

」

(前

号
図

13

)
と
対

。
手

負

い
と
な

っ
た
沼
藺

を

見
取

っ
た

あ
と

の
文

五
兵
衛

の
回
想
場

面

に
、
若

き

日

の
文

五
兵
衛

の
手

に
し

た
漁
網

か
ら
落

ち
た
霊

玉
を

、
幼

い
沼
藺

が

呑

み
こ
ん

で
し

ま
う
条

り
が

あ
り
、

そ

の
場
面

を
描

い
た

も

の
と
見

ら
れ

る

(原
本
第

四
輯

巻

之

四
。
参
考

図

8

『
雪
梅

芳
譚

犬

の
草
紙

』
十

三
編
十

七

丁
裏

・
十

八
丁
表

よ
り
)
。

前
掲

「沼

藺
」
と

は
時

間
的

に
は
離

れ

て

い
る
が
、

つ
か
ず

離

れ

ず

で
対

照

の
妙
を

示
し

た

と
こ

ろ
に
画
師

の
意

図

が
あ

り
、

こ

の
あ

た

り

に
な

る
ほ
ど

と
小
膝

を
打

た

せ

る
趣

向

の
巧

み
さ

が
感

じ
ら

れ

る
。

文

五

兵

衛

は

『雪
梅

芳

譚
犬

の
草
紙

』

に

お

い
て
も
高
助

の
似

顔

で
描

か
れ
、

参 考 図8『 犬 の 草紙 』十 三 編 よ り

(早稲 田大学演劇博物館蔵、 ツ3-105)

本
図

は
そ

れ
を
踏

襲

し
た

も

の
。

な
お
、

高
助

の
瞳

は

や
や
左

右

に

開
き
気

味

に
描

か
れ

る
が
、

こ
れ

も

一
つ
の
特

徴

と
な

っ
て

い
る
。

二
代

目
高

助

は
二
代

目
沢

村
宗

十
郎

の
長

男

と
し

て
延
享

四
年

に

生
ま
れ
、

幼
名

沢
村

金
平

、
宝

暦

十
年

春
、

初
舞

台
。

明
和

四
年

、

四
郎

五
郎

と
改

め
、

同

六
年
、

二

代
目

菊
之

丞

の
門

に
入

り
瀬
川

雄

次
郎

と
な

る
。
さ
ら

に
安
永

六
年

、

女
方

か
ら

立
役

に
転

じ

四
郎

五
郎

に
復
名

、
同

八
年

、
五

代
目

団
十
郎

の
門
下

と
な

り

三
代
目
市

川

八
百
蔵

を

襲
ぎ

、
文

化
元
年

、

二
代

目
助
高

屋
高

助

と
改

め

る
。
和
実

を
得

意

と

し

、
地

芸

・
所

作

に
す

ぐ
れ

た
。
当

り
役

に

「
忠
臣

蔵
」

の
勘

平

・
判

官

・

平

右
衛

門
、

「
菅
原

」

の
桜
丸

、

「
二
人
新

兵
衛

」

の
玉

屋
新
兵

衛
等

。
文

政

元
年

、
奥
州

福
島

で
興
行
中

に
没

し

た
。

七
十

二
歳
。

か

嘉

永

五
年
十

二
月

改

(改
印

、

「
子
十

二
」
)
。

絵

双
紙
掛

り
名

主
、

村

田

佐
兵

衛

・衣

笠

房
次
郎

(名

主

双
印

、
「
村

田
」
・
「
衣

笠
」
)
。
彫

師
、

津
下

庄
治

郎

(「
彫
庄

治
」
)
。
落

款

は

』

寿
斎

国
貞

画

L
。

図

26

左

第
十

五
番

十

条
力

二
郎

(中

村
福

助
)

か

に

わ

や
す

へ
い

信
乃

・
現
八
・
小
文
吾
の
三
犬
士
は
、
武
蔵
野
国
神
宮
河
原
で
務
平
と
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図26十 条 力二 郎(服 部仁氏蔵)

お
ば
ゆ
き

い
う

漁
夫

に
出
逢

う

。
措

平

と
は
犬

山
道
策

の
若
党
、

姨
雪

世

四
郎

が
世

を
忍

ぶ
仮

の
名

で
あ

る
。

三
犬

士
は

稽
平

か
ら
荘

助

(額
蔵

)

が
陣
代

簸

上
宮

六
を

討

っ
た
た

め
磔
刑

に
処

せ

ら
れ

る

こ
と

に
な

っ
た
と
聞

き
、

庚

申
塚

の
刑

場
を
襲

撃

し
、
役

人

ら
を
斬

り
倒

し
、

荘
助

を
奪

い
去

る
。

荘
助

を
中

に
挟

み
、
戸

田
川

を
渡

っ
て
隣

郡

へ
落

ち

の
び

よ

う
と

す

る

よ
う
ぼ
た
ま
ち
の
し
ん

が
、
急

を
聞

い
て
駈

け

つ
け
た
大

塚

の
陣
代

丁

田

町

進

の
鉄

砲
隊

に
は
ば

ま

れ
る
。

漫

々
た

る
河
水

と
飛
び

道

具

に
進

退

き
わ

ま

っ
た
と

き
、

]
隻

の
小
舟

に
乗

っ
た
老

翁
が

、
岸

辺
近

く

に
舟

を
漕

ぎ

よ
せ

四
犬
士

を
救

出

す

る
。

町
進

い
ら

っ
て
馬

を
水

に
乗

り
入

れ
急
流

を
押

し

き

っ
て
追

い
か

ひ

と
り

ま
す
ら
を

う
か
み

け

る
と

こ
ろ
を
、
「
忽

然

と
し

て

一
個

の
壮
夫

、
水

中

よ
り
浮

出

て
、
町
進

え
り
が
み

く

ま

で

し
か

か
け

の
け

 が
衿

上

へ
抓

子
手

を
楚

と

う

ち
被

て
、

仰
ざ

ま

に
引
落

と

し

つ

》
腰

な
る

刀
を

抜
出

し

て
、
押

へ
て
首
を

取

て
け

り
L

(第

五
輯

巻

之

二
)
。

こ
れ
な

ん
務

平

の
子
、

力

二
郎

・
尺

八
郎
兄
弟

の

一
人

。

こ

の
奮

戦

の
甲
斐

あ

っ

て

四
犬
士

は
対

岸

に
渡

る
こ

と
を
得

て
危

い
命

を
救

わ

れ
る
。

は
じ

頭

は
鬢

バ

ラ
の
弾

き
茶
筅

。
衣

裳

か
ら

は

八
方
割

れ

と
も
考

え
ら

れ

る

が
、
後

部

の
毛

先
が
揃

っ
て

い
る

の
で
茶
筅

が

躍

っ
た

さ
ま
を

誇
張

し

て

描

い
た
も

の
と

見

る
。

白
鉢

巻

を
左

に
結

ぶ
。さ

や

が
た

紫
地
金
糸
浪
に
竜
の
丸
織
物
、
裏
は
緑
地
紗
綾
形
に
牡
丹

・
宝
珠
文
、

ば

れ
ん

よ

て
ん

下
部
が
図
中
に
は
見
え
な
い
が
金
馬
簾
付
き
四
天

の
衣
裳
と
推
測
さ
れ

か
た
び
ら

る
。
帯

は
黒
天

鵞
絨
。

金
糸

丸
素

網

(鎖
帷

子

)
を

下

に
着

る
。
総

じ

て

い
で

た

勇
士

の
奮
戦

す

る
様

を
表

現
し

た
打
扮

ち
で
あ

る
。

折

か
ら

の
雷
雨

に
右

手

で
頭

上

に
竹

皮
笠

を

翳
し

、
左

手

で
朱

鞘

の
大

刀

の
反
り

を
打

つ
。
後

景

に
戸

田
川

の
急
流

、
水

馬
上

の
武

者
を

描

き
「
町

之
進

」
と

あ
る
。

力

二
郎

が

い
ま
し

も
水
中

に
飛
び

込

み
、

こ
れ
を
討

ち

取

ら

ん
も

の
と
気

組

ん
だ

一
瞬
。

初
代

中
村

福
助

は

天
保

元
年
生

れ
、

幼
名

玉

太
郎

、
九
歳

の
と
き

四
代

目
歌
右

衛
門

の
養

子

と
な

る
。

翌
年
福

助

と
改
名

、
嘉

永

元
年

に
は
評

判

記

中
、

立
役

の
部

で
上

々
吉

の
位

に
の
ぼ

る
。
嘉

永

三
年

に
は
養

父

に
伴

い
大
坂

へ
同

道

し
た

が
、

同
五
年

歌
右

衛

門

の
病

没

に
よ

り
、

再
び
江

戸

に
下

っ
て
人

気

を
得

た
。
嘉

永

五
年

は
福
助

二
十

三
歳

の
若
盛

り

で
、

所

作

事

を
得
意

と

し

て
変

化
物

を

踊

っ
て

い
る
。

の
ち

万
延

元
年
、

四
代

目

芝

翫

と
な

り
、
四
代

目
彦

三
郎

の
好
敵

手

と
し

て
活
躍

、
明

治

の
団

・菊

・

左

の
先

輩

と
し

て
重

き
を

な
し

た
。
調

子

が
金
切

り
声

で
上
背

が
な

い
に

も

か
か
わ

ら
ず
、

眼
鼻

だ

ち
が
立

派

で
、

い
わ

ゆ
る

見
だ

て

の
よ

い
役

者

45



図27十 条尺 八郎
(慶應義塾三田メディアセンター蔵)

 

ぶ
り

で
あ

っ
た
。
義

太

夫
狂

言
や

所
作

事
を
得

手

と
し
、

実

悪

・
立

役

・

女

方

ま

で
こ
な
し

た
。

明
治

三
十

二
年

没
、

七
十
歳

。

嘉
永

五
年
十

月
改

(改

印
、

「
子
十

」
)
。

絵

双
紙
掛

り
名

主
、
福

島

三
郎

右
衛

門

.
村
松

源
六

(名

主
双
印

、

「
福
」
・
「
村
松

」
)
。

彫
師

、
横

川
竹

次

郎

(「
彫
竹

」
)
。
な

お
、

「福

」

印
も

、
先
号

ま

で

「福

島
和

十
郎

」

と
し

て
き
た
が

、

こ

の
期

の
名

主

は

「
福
島

三
郎

右
衛

門
」

が
正

し

い
。

図
27

右
第
十
五
番

十
条
尺
八
郎

(六
代
目
市
川
団
蔵
)

左
第

十

五
番

の

「
力

二
郎

」
と

対
を

な
す

。
力

二
郎

の
弟

尺
八
郎

も
、

兄

に
続

い
て
蘆

間

か
ら

現
れ
出

、

と
も

に
敵
中

に
斬

り

入

っ
て
縦
横

に
敵

勢

を
切

り
ま

く
り
追

い
散

ら

す
。

四
犬
士

を
落

す
た

め

に
兄
弟

は
奮

戦
す

る
が
、

大
塚

か
ら

の
援

兵

に
よ

っ
て
釣

瓶
打

ち

に
銃
撃

さ

れ
、

つ
い
に
戦

死
す

る
。

お
と

ね

ひ
く

て

ひ
と

よ

兄
弟

は

の
ち

に
荒
芽

山

に
住

む

母

の
音

音

や
嫁

の
曳

手

・
単
節

の
も

と

に
戻
り
、

合
戦

の
さ
ま

を
物
語

る

が
、
実

は

二
人

は
す

で

に
首

級

と
な

っ

て

い
て
、

そ

の
亡
魂

が
帰

郷

し
た

の

で
あ

っ
た
。

「戸

田

河
原

の
戦

ひ

に
、

う
た

て

つ
は
も
の

陣
番

丁

田
町
進

は
、

力

二
郎

に
撃

れ
た
り

。

さ
ば

れ
そ

の
隊

の
兵

は
東

の

た
す
け

は
ら

か

ら

あ
は

岸

に
踏

留

り

て
、
尺
八

と
戦

ふ
折
、
力

二
郎

が
援

来

て
、
胞
兄
弟

力

を
勠

ま
た
ン
く
ひ
ま

あ
ま
た
つ

か
つ

し
き
り

し
た
る
、
奮
戟
突
戦
瞬

間
に
、
雑
兵
夥
刺
き
伏
せ
て
、
頻
に
克
に
乗
る
も

の
か
ら
、町
進
が
属
役
に
偉
昧
雌
晋
詐
と
呼
る
〉
も
の
、四
五
十
名
の
鶴
尽

い

た
す
け

つ
る
べ
か
け

て
つ
ぽ
う

を
将

て
大
塚

よ
り

援

来

つ
、
連

放

た

る
鳥

銃

に
、
力

二
郎

と
尺

八
も
、
灸

た
ま
き
ず

つ
ひ

所

の
砲
瘡

竟

に
得
堪

ず

、
間

近
き
敵

と
引

組

で
、
刺

ち

が

へ
て
ぞ
伏

た

り

け

る
」

と
措
平

が

そ

の
戦

死

の
さ

ま
を
報

告

す
る

(第

五
輯
巻

之

五
)
。

か
ら

げ

頭

は
唐

毛

(ヤ

ク

の
毛

)
ズ
ゾ

ロ

(毛

先

の
揃

っ
て

い
な

い
状
態

)

の

そ
う
さ
ば

も

と
ど
り

惣

捌

き

(
髻

が
切

れ

て
ザ

ン
バ
ラ
髪

と

な
る
)
。
赤

地
金
糸

亀

甲

に
牡

丹

文

織
物

、
裏

赤

、
下
部

は

見
え

な

い
が
力

二
郎

と
同
様

、
金

馬
簾

付

き
四

天
で
あ
ろ
う
。
紫
色
の
馨

。
金
糸
丸
素
網
を
下
に
着
・
白
と
紫
の
媚
.鬻

う

て
き

を

す

る
。
抜

身
を

左
手

に
ひ

っ
さ
げ

、

蒼

々
た

る
蘆
荻

を
分

け

て
現
れ
出

た

と

こ
ろ
。

「
十
条

力

二
郎
」

と
同

じ

く
、

一
面

に
雨
脚

が
描

か

れ
る
。

六
代

目
団
蔵

は
寛

政
十

二
年

生

れ
。
文

化
十

年
、

七
代

目
団

十
郎

の
弟

子

と
な

り
三
蔵

を
名

の
り
、
同

十

三
年
、

百

々
太
郎

と
改

名
、

文
政

十

一

年
、

上
方

へ
上

り
、

天
保

二
年

、
白

蔵

と
改
名

、

さ
ら

に
天
保

六
年

、
九

蔵

と
改

め
江
戸
森

田
座

へ
下

っ
た
。

目
録

に

「
九
蔵

改
市

川
団
蔵

」

と
し

て

い
る

の
は
、

ち

ょ
う

ど

こ

の
絵

の
出

来

す
る
嘉

永

五
年
十

月
、

は

じ
め
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て
団
蔵

を
襲

い
だ

こ
と

に
よ

る
。
明

治

四
年
没

、
享

年

七
十

二
。

小
兵

・
小
音

が
特

徴

で
あ

っ
た
が

、
当

込

み

の
な

い
芸

風

で
、
地
芸

・

所
作

事

を
よ

く
し

た
。
敵

役
を

の
ぞ

く
立

役
、

和
事

・
武
道

を

兼

ね
、
女

方

ま

で
も

こ
な
し

た
。
当

り
役

に
俊
寛

・
鬼

一
・
実
盛

・
外

記

左
衛
門

・

八
百

屋
半

兵
衛

・
阿
古

屋

・
尾

上

・
お
初

・
滝
夜

叉

姫
等

が
あ

っ
た
。

嘉

永
五
年

十

月
改

(改
印

、

「
子
十
」
)
。
絵

双
紙

掛

り
名
主

、
福

島

三
郎

右
衛

門

・村

松
源

六

(名
主

双
印

、

「福

」
・
「
村
松

」
)
。

彫
師

、
須

川
千

之

助

(
「
彫
千

之
助

」
)
。

図

28

第
廿

二
番

泡

雪
奈

四
郎

(中

村
鶴

蔵
)

八
犬

士

の

一
人

犬
塚

信
乃

は
、

甲
州

巨
摩

郡
富

野

・
穴
山

に

い
た
り
、図28泡 雪奈 四郎

(慶應義塾三 田メディアセンター蔵)

お
ば
な
い

猟
を
し
て
い
た
武
田
の
家
臣
泡
雪
奈
四
郎
と
そ
の
僕
媼
内
が
賊
を
働
こ
う

よ

う

ぎ

む

く

と
す
る
の
を
懲
す
。
そ
の
縁
で
二
人
の
助
命
を
乞
う
た
村
長
四
六
城
木
工

さ
く作

の
家

に
逗
留

す

る
こ
と

と
な

る
。

な

び
き

い
さ

奈

四
郎

は
、
木

工
作

の
後

妻
夏

引

と
密
通

し
、

木

工
作

を
銃
殺

し
、

石

わ禾

の
指

月
院

で
夏

引

と
密
会

、
罪

を
信

乃

に
転
化

し

よ
う

と
た
く

ら

む
。

奈

四
郎

は
端
敵

な
が

ら

「
山
林
管

領

を
職

と
す

な
る
」
(第
七

輯
巻

之

四
)

と

し

れ

っ
き
と

し
た
武

士

で
あ

る
が
、

木

工
作

の
妻

夏

引

「
年
齢

は
三

十

四
五

ば
か
り

許

」

に
通
ず

る
色

敵

で
も
あ

る
。

こ

の
た
め
、

本

図

の
奈

四
郎

は

、
原
作

の
挿

絵

に
描

か
れ

る
よ

り
も

、
嫌

ら
し

さ
を
表

現
す

る

た
め
も

あ

っ
て
か
、

眼

張
り

や
唇

を
紅

で
彩

り
、
鬢

の
ほ

つ
れ
毛

を
見

せ
、
胸

元

も
は

だ
け

た

さ

ま

に
描

か
れ

て

い
る
。

ひ

な
み

お
り
し
も
信
乃
が
滞
留
す
る
頃
は

「
日
次
よ
か
ら
で
或
は
曇
り
或
は
風

ふ

き
、
雪

さ

へ
し
ば

く

降

り

に
け
れ
ば

」
(同

)

と

い
う

気
候

で
、

夏
引

お
も

や

が

「奈

四
郎

を

母
屋

に
引

入
れ

て
、

不
義

の
楽

み
を
取

ら
ざ

る

こ
と

な
く
、

さ

や
ま
が
り

か
こ
つ
け

然
ら

で
も

又
奈

四
郎

は
、

或

は
村

役

、
或

は
山

猟

に
仮
托

て
、

四
六
城

の

さ

と

宿

所

に
起

臥
す

れ
ど

も
、
木

工
作

は

こ
れ

を
曉
得

ら

ず
」
(同
)

奈

四
郎

は

今

し

も
情
事

の
余

韻

に

ひ
た
り

な
が

ら
、
傘

を

か
た
げ

て
立

ち
出

た

と

こ

ろ
と

見
ら

れ
る
。

く

い
ち

頭

は
刳

り
下
げ

の
鬢

、
髷

の
尻
を
控

え

た

(武

張

っ
た
性

格

の
表
現

と

し

て
、

元
結

の
後

ろ
を

下
げ

た
)
御
家

人
髷

。
衣

裳

は
鼠

地

に
縞

・
市
松

・

ど

て

ら

唐
菱
文
、
黒
襟
付
、
柿
渋
色
裏
付
き
の
褞
袍
、
下
着
赤
、
朱
色
地
に
黄
色

ど
う
が
ね

で
花
菱

繋
ぎ

文

の
帯
、

胴
金

造
り

朱
鞘

の
大

小
を

さ

す
。
雪

持

ち

の
蛇

の

目

傘
を

左
手

に
持

ち
、

右
手

は
袖

に
入

れ

て
ヤ
ゾ

ウ
を

作

る
。
絵

の
全

面
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に
胡

粉
を

散

ら
し
、

闇

に
散
ら

つ
く

淡
雪

を
表

し

て

い
る
。

初

代
中

村
鶴
蔵

(文
化

六
年

ー
明

治
十

九
年

)

は
十

一
代

目
志

賀

山
せ

い
の
子
、

文
化
十

三
年

、

八
歳

で
五
代

目
中

村
伝

九
郎

の
門

に
入
り
中

村

鶴

蔵

を
名

の

る
。

風
采

あ

し
く
巨

口
で
あ

っ
た

こ
と

は
先
号

に
述

べ
た
と

お
り
。

門
地

が

な

い
た
め
苦

労

し
た

が
、
芸

熱

心
と
腕

利

き

で
若

年

の
頃

か
ら
注

目

さ
れ

た
。
嘉

永

六
年

三
月
中

村
座

で
、

八
代

目
団

十
郎

の

「
切

ら
れ
与

三
」

に
蝙

蝠
安

を
勤

め

て
好
評

を
得

、
出

世
芸

と
な

っ
た

。
慶
応

元
年
十

月
、

三
代

目
中

村
仲

蔵
を

襲
名

、
老

け
役

・
敵

役
を
得

意

と
し
、

明
治
期

に
は
後
進

の
指
南

番

と
し

て
重

き
を

な
し

た
。
自

伝

『
手
前

味
噌

』

が
著
名

で
あ

る
。

嘉
永

五
年
十

二
月
改

(改
印

、

「
子
十

二
」
)
。
絵

双
紙
掛

り
名

主
、

村

田

佐

兵
衛

・
衣
笠

房
次

郎

(名
主

双
印

、

「村

田
」
・
「衣

笠

」
)
。
彫

師
、

津
下

庄

治
郎

(
「彫

庄
治

」
)
。

図
29

左
第
廿
三
番

石
亀
屋
治
団
太

(尾
上
多
見
蔵
)

八
犬

士

の

一
人

で
あ

る
犬

田
小
文

吾

は
、
旅

行

の
途
次

、
越

後
国

小
千

谷

の
旅
宿

に
滞

在

し
、

そ
こ

の
主
、

石
亀

屋
次

団
太

と
知

り
あ

い
、

土
地

こ
を
と
こ

の
名
物
闘
牛
の
神
事
を
見
物
す
る
。
次
団
太
は

「侏
儒
な
れ
ど
も
角
力
の

ほ

て

わ
ざ

や
め

　
マ
マ
　

最
手

な

り
、
今

は

さ
る
技

を
已

て
、
名

字

を
亀

石
屋

次
団

太
と

改

め
、

是

は
た
ご
や

な
り
は
ひ

し
か

と

こ
ろ

わ
か

よ

り
し

て
客
店

を
も

て
生

活

と
す
。
小

る
も
な

ほ
次

団
太

は
、
地

方

の
壮

う
ど
が

し
ら

も
の
あ
ら
そ
ひ

佼
頭

領

と
称
ら

れ

て
、
闘

諍

の
和
談

な
ど

に
は
、
立

入
ら
ず

と

い
ふ

こ
と

な
し

」
(第

七
輯
巻

之

七
)

と

い
う
存
在

で
あ

っ
た
。

あ

当

日
結
び

の

一
番

に
、

暴
れ
牛

が
出

る
が
、
小

文
吾

は

こ
れ

を
組

み
留

め

る
。
牛

が
暴
走

し

た
話

を
噂

に
聞

き
、
次

団
太

は
小

文
吾

の
身

を
案

じ
、

な
わ
て

夜

の
畷

道

を
提

灯

か
ざ

し

て
迎

え

に
ゆ
く
。
そ

の
道

す
が

ら

二
人
連

れ

の

賊

に
出

あ

い
、
提

灯

を
と

り
な

お
し
取

押

え
よ

う
と

す

る
が
、
賊

の
二
人

は
逃

れ

て
ゆ
く
。

こ
の

二
人

こ
そ
、
山

賊
酒

顛

二
と

そ
れ

に
連

れ
添
う

船

虫

で
あ

っ
た
。

次
団

太

は
左
手

に
提

灯
を

持

ち
、

そ

の
灯

影

に
ひ

る
む
酒

顛

二

の
背

負

う
包

み

に
猿

臂
を
伸

ば

し
、
引

き

戻
そ

う
と

す

る
さ

ま

に
描

か

れ
る
。

頭

は
浮
き
根

の
髷

、

お
祭

り

(両
鬢

の
上
部

に
付
け

る
形
容

で
、

役
柄

の
強
調

を
意
味

す

る
)
付

、
青

黛

で
顎
部

を

塗

る
。

た

み

着

付

は
黒
地

に

「
田

三
」
格

子
、

黒
襟

付
。

右
肩

を
脱

ぐ
。

襦
袢

は
多

見
蔵

に
因

む
梅

鶴
文

を

三

つ
組

み
あ

わ

せ
、
白

の
牡

丹
花

状

に
デ
ザ

イ

ン図29石 亀屋治団太
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び

ろ

う

ど

し
た
茜

染

の
絞

り

、
天
鵞

絨

の
黒
襟

。
脇

差

(鍔

は
牡
丹

文
様

)
を

差
し

、

首

に
豆
絞

り

の
手
拭

を
巻

く
。

惣

じ

て
侠

客
風

の
拵

え

と
な

っ
て
い
る
。

背
景

の
闇

に
は
生

い
茂

っ
た
藪

が
描

か

れ
る
。

二
代
目

尾
上

多
見
蔵

に

つ
い
て

は
前

号

に
も
述

べ
た

と
お
り

で
、
小

柄

で
肥

満

し
た
体

型
も

あ

っ
て

こ
の
役
柄

に
嵌

め
ら
れ

た
。
文

化
期

に
は
大

坂

の
宮

地
芝

居

で
瀬
川

和
市

の
名

で
子
役

と
し

て
活

躍
、

の
ち

三
代
目

歌

右

衛

門

の
門

に
入

っ
て
姓

を
中
村

と
変

え

た
。
文

政

三
年
、

泉
州

堺

で
三

代

目
菊

五
郎

と

一
座

し
た
縁

で
そ

の
門

人

と
な
り

、

そ

の
年

の
十

一
月

、

師

と

と
も

に
江
戸

河
原

崎
座

に
下

り
、
二
代
目

尾
上

多
見

蔵
を

名

の

っ
た
。

江

戸
滞

留

三
年

、

文
政

六
年

に
帰

坂
し

た
。

の
ち

天
保
十

三
年

と
弘

化

三

年

、
計

三
度

江
戸

に
下

っ
て

い
る
。

芸

風

は
派

手

で
俗
受

け

は
し

た
が
下

品

に
流

れ

る
と

の
評

を

受
け

た
。
和

事

・
実
事

・
敵

役

・
女
方

・
所

作
事

と

、
あ

ら
ゆ

る
役
を

こ

な
し

た
が
、

最

も
体

に
嵌

ま

っ
た

の
は
角

力

取
や

下
郎

・男
達

等

で
、

「
躄

の
仇
討

」

の
筆
助

、

「在

原
系

図
」

の
蘭

平
、

「
双

蝶

々
」
の
放

駒
、

「
出

入
湊

」
の
黒
船

、
石

川
五

右
衛

門
、

法
界
坊

な

ど
が

当

り
役

で
あ

っ
た
。

ま
た
怪

談

狂
言

や
早
替

り
、

宙
乗

り

も
得
意

と

し

て

演
じ

た
。

明
治
十

九
年

三
月

没
、

八
十

七
歳

。

な

お
、

多
見

蔵

に

つ
い

て

は
、
鈴

木

英

一

「
二
代

目
尾

上
多

見
蔵

の
所

作
事

」

(『
国
立

音
楽

大
学
音

楽

研
究

所
年

報
』

10
、

平
成

六
年

)

に
詳

し

い
。

嘉
永

五
年

十

二
月
改

(改
印

、

「
子
十

二
」
)
。
絵

双
紙

掛
り
名

主

、
村

田

佐

兵
衛

・
衣
笠

房
次

郎

(名
主

双
印

、

「村

田

」
・
「衣

笠

」
)
。
彫

師
、

津
下

庄

治
郎

(
「彫

庄
治

」
)
。

落
款

は

「
香
蝶

楼
国
貞

画

」

と
楼
号

を
付

す
。

図
30

右
第
廿
三
番

山
賊
酒
巓
次

(市
川
ゑ
び
十
郎
)

図30山 賊酒顛次

犬
田
小
文
吾
が
越
後
国
を
旅
す
る
途
次
、
旅
籠
屋
石
亀
屋
次
団
太
方
に

滞
留
、
土
地
の
名
物
牛
合
せ
を
見
物
し
、
暴
れ
牛
を
と
り
抑
え
勇
名
を
馳

せ
る
件
り

(第
七
輯
)
に
続
く
。
小
千
谷
と
塚
の
山
の
問
の
山
寺
を
す
み

ど
う

じ

こ
う

し

し
ゆ
て
ん

じ

か
と
す
る
山
賊
が
い
た
。
称
び
名
し
て
童
子
篇
子
酒
顛
二
。
流
浪
の
毒
婦

さ
め
の
も
り

船
虫

を
妻

と

し
、

こ

の
二
人

が
、
闘

牛
見

物
帰

り

の
鮫

守

磯

九
郎

(次
団

太

の
相
撲

の
弟

子
)

を
襲

い
、

銭
帛

を
奪

う
。

二
人
が
獲

物

を
肩

に
、
月

夜

の
千
隈

河

の
渡

り
を

さ
し

て
道
を

急
ぐ
途

中

、
提

灯
を

下
げ

た
次

団
太

ひ
と
す
じ

な
は
て
み
ち

さ
け
か
く
る
ニ

さ

に
出

逢
う

。
「
只

一
条

な
る
畷

路

の
、
避

躱

に
便

な

け
れ
ば

、
然

ら

ぬ

さ

ほ

か
げ

き
つ

 ま

に

て
船

虫
を

、
先

に
立

し

て
行

ち

が

ふ
を
、
次

団
太

灯
光

に
佶

と
見

て
、
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く
せ
も
の
ま
て

よ
び

「
癖
者

等
」
と
喚

か
け

て
提
灯

左

に
取

な
ほ

す
L

(第

八
輯

巻

之

一
)
、

と
ど

酒
顛

二
ら

は
う

ま
く
振

り

き
り
、

あ

と
白
波

と
立

ち
去

っ
て
ゆ
く

。

の
ち

に
石
亀

屋
を
襲

撃

し
、
犬

川
荘

介

に
殺

さ
れ

る
こ

と

に
な

る
酒
顛

く
さ
り
か
た
び
ら

こ

て

す
ね
あ
て

二

で
あ

る

が
、
襲

撃

す
る

シ
ー

ン

の
い
で
た

ち

は
「
鐐

短
衣
、
手

甲
脚
冑

、

び
や
う

は
ち
ま
き

な
ぎ
な
た

よ
こ
た

鋲

打
た
る
顱
巻
に
脩
刀
を
跨

へ
」
(第
八
輯
巻
之
二
)
と
物
々
し
く
、本
図

で
の
拵
え
は
忠
臣
蔵
五
段
目
の
定
九
郎
写
し
と
い
っ
た
態
で
あ
る
。

頭
は
袋
付
五
十
日
で
、
定
九
郎
よ
り
時
代
が
か
る
が
、
や
は
り
顎
は
青

黛
で
青
々
と
塗
り
、
黒
の
五
つ
紋
の
紋
付
着
付
、
紋
所
は
寿
の
字
海
老
(海そ

で

老

蔵

に
ち

な
む
文

様
、
こ

こ

で
は

一
門

の
鰕

十
郎

に
対

し

て
用

い
た
)
、
袖

ぶ
き枇

は
栗
皮
色

、
下

着

は
赤
、

前
を

は
だ

け

て
着

な
す
。

画
面

右
端

に

刀

の

柄

(紫

糸
)

が
、

左
端

に
浅

葱

(摺

り

に
よ
り
紫

)
献

上

の
帯

が

少
し

く

見
え

る
。
後

方

一
面

に
笹
藪

が
闇

に
浮

び
、

酒
巓

二
は
提
灯

の
灯

影

に
顔

を
そ

む
け
、

袖
屏

風

し
た

さ
ま

で
あ

る
。

.

初
代

市
川

鰕
十

郎

は
大
坂

の
子
ど
も

芝
居

の
出

身

で
、

四
代
目
市

川

団

蔵

の
弟

子
。

最
初

、
市

ノ
川

市
蔵

を
名

の
る
。
文

化
五

年
、

三
十

二
歳

の

と
き
、

中
座

「
八
陣
守

護
城

」

で
、
急

死

し
た
団
蔵

の
代
役

と
し

て
正
清

を
演

じ
注
目

さ

れ
た
。

文
化

七
年

正
月

、
江

戸
森

田
座

へ
下

り
、

翌

八
年

四
月
、

森

田
座

で

「
忠

臣
蔵

」

の
七
役

(師

直

・
勘

平

・
本

蔵

・
定

九
郎

・

義

平

・
由
良
助

・
与

一
兵
衛
)

を
勤

め

た
。
文

化

八
年
十

一
月
よ

り

「
ノ
」

を
取

っ
て
市

川
市

蔵

と
な

る
。
同

九
年

、
立

役

か
ら
実

悪

に
転

じ

、

の
ち

同
十

二
年

か
ら
七

代
目

団
十

郎

の
弟

子
と
な

り
鰕

十
郎

と
改
名

。

以
降
、

江
戸

・
京
坂

で
活

躍

し
た
。

立

回
り

や
早
替

り
を

巧

み

に
し
、
容

姿

・
体

格

・
音

調

と
も

に
す

ぐ
れ

て

い
た
。
文

政
十

年
七

月
、

大
坂

で
没

し

た
。

五

十

一
歳

。

嘉
永

五
年

十

二
月
改

(改
印

、

「
子
十

二
」
)
。

絵

双
紙
掛

り
名

主
、

村

田

佐

兵
衛

・
衣
笠

房
次

郎

(名
主

双
印

、

「村

田
」
・
「衣

笠
」
)
。
彫

師
、

津
下

庄

治
郎

(「
彫

庄
治

」
)
。

落
款

は

「
一
寿
斎

国

貞
画

」
。

図
31

右
第
廿
四
番

尼
妙
椿

(瀬
川
路
考
)

本
図
は
前
号
掲
出
の
図
21
「犬
江
親
兵
衛
」
(岩
井
杜
若
)
と
対
を
な
す
。

妖
尼
妙
椿
は
も
と
安
房
国
富
山
の
牝
狸
。
八
百
比
丘
尼
と
し
て
反
魂
の

ひ
き

た
こ
ん
の
か
み
も
と
ふ
じ

て
ん
じ
よ

に

術
を
も
っ
て
館
山
城
主
蟇
田
権

頭
素
藤
に
取
り
い
り
、
つ
い
に
は
天
助
尼

こ

りつ公
と
尊
称
せ
ら
れ
て
素
藤
の
幕
僚
に
迎
え
ら
れ
る
。

素
藤
は
い
ち
ど
は
里
見
義
成
の
軍
勢
に
城
を
囲
ま
れ
、
犬
江
親
兵
衛
の

ひ
と
い

ら

ず

手

に
よ

っ
て
生

捕

り
と

な
り
、

隅

田
河
畔

に
追

放

さ
れ

た
が
、

人
不

入
山

の
妙
椿

の
庵

に
伴

わ
れ
、

淫
楽

に
耽

る
。

が
、

や

が

て
妙

椿

の
計
略

に
よ

っ
て
再
び

館

山
を
陥

し

入
れ

て
復
活

す

る
。

と
し
ご
ろ
ご
と

た

か

ら

み

か
そ

妙

椿

は

「年

来
特

に
秘

蔵

の
宝

貝
あ

り
、
甕

襲

の
玉

と
名

づ
け

た
り
。

こ
の

に

わ
か

い
へ

這
玉
を
も
て
風
を
祈
れ
ば
、
猛
風
俄
頃
に
吹
暴
れ
て
、
屋
を
覆
し
樹
を
倒

た
が

す

、
効
験

一
た
び

も
差

ふ

こ
と
な

し
」
(第

九
輯

巻

之
十
)

と

い
う
幻

術

を

会
得

し
、

攻

め
手

を
さ

ん
ざ

ん

に
悩

ま

す
。

ま
さ
き
ぎ
つ
ね

親
兵
衛
は
政
木
狐
か
ら
妙
椿
の
正
体
と
親
兵
衛
の
所
持
な
す
仁
の
霊
玉

か
わ
こ
い
た
か
つ
ぐ

に
照
し

て
撃

つ
べ
き
法

と
を
教

え

ら
れ

る
。
親

兵
衛

は
河

鯉
孝

嗣
ら

と

と

も

に
上
総

に
渡
り
、

直

ち

に
館

山
城

内

へ
と
乱

入

す

る
。

前

夜
、

酔

っ
た
素

藤

は
高
楼

で
妙

椿

と
枕

を
並

べ
て
寝

に

つ
い
て

い
た

が

、
朝

ま
だ

き

に
急

襲

さ
れ
、

逃

が
れ

る
よ

り
さ

き

に
駈

け
登

っ
て
き

た
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図31尼 妙 椿(服 部仁氏蔵)

親

兵
衛

に
捕

え
ら

れ

る
。

親
兵

衛
が

霊

玉
を
妙
椿

に
翳

せ
ば
、

た

ち
ま

ち

そ

の
姿

は
陰
火

と

と
も

に
消
え
失

せ
、
如

是
畜
生

発
菩

提

心

の
八
字

を
背

に
現

し
た

狸

の
骸

と
な

っ
て
見
出

さ

れ
た
。

す
そ
い
と

人

不
入
山

の
く
だ

り

の
妙

椿

の
描
写

に
、
「
白
綸

子

の
小
袖

の
、
帽

最

長

き
を
襖
て
、
黒
繻
子
の
薦
ぽ

五
六
寸
な
る
帯
を
前
に
論
慰

結
び
た
り
・

つ
ぶ

り

び

ろ

う

ど

ご
と

:
・…
円

頂

の
毛

は
二
分

か
三
分

か
延
た

れ
ば
、
天
鵞
絨

の
似

く

黒

み
た

る
、

き
は
た
ち

け
は

エ

こ
ま

富
士
額
際
立
て
化
粧
ぬ
美
目
の
馨
や
か
に
」
(第
九
輯
巻
之
九
)
と
あ
っ
て
、

挿
絵
の
各
所
に
も
妙
椿
の
姿
は
単
な
る
毬
栗
の
坊
主
頭
に
描
か
れ
る
が
、

こ
こ
ろ

く
ろ
が
し
ら

よ
そ

ぢ
ば
か
り

本

図

で

は
百
日

心

の
耳
付

の
黒

頭

之
し

て

い
る
。
「
う

ち
見

は
四
十

許

な

み
そ
ち

 り
し

に
…

…
誰

に
見

せ

て
も
三
十

に
は

い
ま
だ
至

ら
じ

」

と

い
う

女
盛

り

を

素
藤

が
惜

し

ん

で

「妙

椿

に

は
亦

頭

を
剃

せ
ず
」

(第

九
輯

巻
之

九
)
と

参考 図9「 東海 道五 十三 次 」の うち、
「白須 賀 猫 塚」(早稲田大学演劇博物館蔵)

作品番一号100-8875

あ
る

原
文

を
補
足

し
、

化
生

の
者

の
最

期

に

ふ
さ
わ

し

い
荒

れ

の
姿
を

美

し
く
表

現
し

て
い
る
。

三
代

目
豊

国
画

「
東
海

道

五
十

三
次

」

の
白

須
賀

の
猫

(三
代

目
菊

五

郎

)

は
、

毛
割

の
美

事

さ

に
よ

っ
て
著
名

だ

が

(
石
井
研

堂

『
錦
絵

の
彫

と
褶

』
)
、

本
図

も

そ
れ

に
拮
抗

す

る
尤
物

で
あ

る
。
変

化

物

の
鬘

に
は
黒

が
し
ら

あ
か
が
し
ら

は
く
と
う

か
し
ら

頭

.
赤

頭

.
白

頭

.
茶

の
頭

等

の
種

類
が

あ
り

、
参
考

図

9

の
白

須
賀

の

場
合

は
耳
付

の
白

頭
。

ほ

か

に
も
岡
崎

の
猫

や
有

馬
騒

動

の
猫
等

が
あ

っ

た

 て
、

い
ず

れ
も
栓

を
引

く

と
耳
が

起

っ
た
り

寝

た
り
す

る
仕
掛

け

に
な

っ

て

い
る
。

白

綸

子

(紗

綾
形

の
空

摺

り
)

の
着
付

、
縹

色

の
下
着

、
赤

の
襦

袢
、

縹
色

襟
付

。
前

結
び

の
帯

は
白

(
シ
ボ
が

空
慴

り

さ
れ

て

い
る
)
だ

が
、

;

…
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齢

参考図10「 三芝居見立対面」大磯のとら

瀬川菊之丞(国 立劇場蔵)

上
部

が
栗
梅

色

(摺

り

に
よ

っ
て
藤
紫
色

)

に
濃

く
暈

さ

れ
て

い
る

の
は

光
線

に
よ

る
陰

翳

の
表

現

か
、

こ

の
あ

た

り

に
も

怪
奇

味
を

漂

わ
せ

る
技

巧
が
見

ら

れ
る
。

閨
房

の
う
ち

に
あ

っ
て
鋭

く
物

の
気

配
を

察
知

し

た
妙

椿

が
、

御
簾

を
掴

ん

で
隙
間

か
ら
顔

を
覗

か
せ

る
が
、

そ

の
翠
帳

越

し

に

う
か

は
魔
物

の
耳

・
前

脚

の
爪

・
獣
毛

が
泛

ぴ
あ

が

り
、

呪
術

で
呼

ん
だ
猛

風

へ
り

も
つ
こ
う

 に
よ

っ
て
桜
花

が
散

り
し

き

る
。

御
簾

の
縁

(木

瓜
文

の
ツ
ヤ
摺

り
あ

り
)

の
錆
納

戸
色

も

濃
淡

に
暈

し
、
画

面

が
平
板

に
流

れ

ぬ
よ

う
工
夫

が

な
さ

れ

て

い
る
。

五
代
目

瀬
川

菊
之

丞

に

つ
い
て

は
先
述

し
た

と

お
り

(前

号

図

16

「
毒

婦
船

虫
」
の
項
参

照
)
。
菊

之
丞

の
似

顔
絵

は
、

三
代

目
豊

国

の
描
く

マ
ス

ク

の
ほ
う

が

眼

つ
き
険

し
く
、

凄
艶

さ

に
お

い
て
勝

る
よ

う

に
看
取

さ

れ

る
が
如

何

で
あ

ろ
う

。
例

え
ば

、
参
考

図

10

「
三
芝

居
見

立
対

面
」

の
大

磯

の
と
ら

と
比
較

し

て

み
る

と
よ
く

わ

か
る
。

こ

の
「
三
芝

居

見
立
対

面
」

は
、

天
保

二
年
暮

の
制
作

と
考

え
ら

れ
、

天
保

三
年

正
月

に
は
亡
く

な

る

菊
之

丞

の
お

そ
ら
く

は
生

前
最

後

の
姿

で
あ

ろ
う
。

「
尼
妙

椿

」
に
、

こ

の

「
大
磯

の
と
ら

」
の
如

き
凄

み

が
あ

れ
ぼ

と
、
い
さ
さ

か
残
念

に
思
わ

れ

る
。

嘉

永
五

年
十

二
月

改

(
改
印
、

「
子
十

二
」
)
。

絵

双
紙
掛

り
名

主
、

村

田

佐
兵

衛

・衣

笠

房
次
郎

(名

主

双
印

、

「村

田
」
・
「衣

笠
」
)
。
彫

師
、

津
下

庄
治

郎

(「
彫
津

下
庄

治
」
)
。
落

款
、

「
一
寿

斎

国
貞

画
」
。

本
図

を
掲

載

し

た

図
録
類

は
、
先

々
号

に
記
し

て

お

い
た

が
、
そ

の
他

に
、
『浮

世
絵

-
後

期

歌
川

派

国

芳

・
国
貞

・
広

重

の
世

界

』
第

38
図

(平
成

2
年

、
ば

れ

ん

の
会

)
、

林
美

一

『秘

版

八
犬
伝

』
第

59
図

(
昭
和

40
年
、

緑

園
書
房

、
他

に

「
毒
婦

船
虫

」
・
目
録

・
役

者
見

立

て

一
覧

も
収

載

)
が
あ

る
。

ま

た
、

『
八
犬
伝

物
語

』

(展
示

図
録

踊
、
平
成

元
年

、
館
山

市
立

博
物

館
)
は
、
本

図

を
も
含

め
、

「
八
犬
伝

犬

の
草
紙

」

の
錦
絵

が

39
点
掲

載

さ
れ

て

い
る
。

付
記

今
号
は
、
服
部
仁
氏
よ
り
多
大

の
御
支
援
・御
協
力
を
た
ま
わ
り
、
「犬

の
草
紙
」
錦
絵

は
、
従
来
ど
お
り
す

べ
て
オ
リ
ジ
ナ
ル
を
手
許
に
置

い
て
記
述

を
進

め
る
こ
と
が
で
き
た
。
ま
た
鬘

に
関

し
て
は
谷
川
秀
雄
氏
、
『秘
版
八
犬
伝
』

『
八
犬
伝
物
語
』
に

つ
い
て
は
服
部
仁
氏
の
御
示
教
を
得

た
。
さ
ら
に
、
図
版
に

関
し
、
新
藤
茂
氏

・
伊
藤
清
則
氏

・
竹
内
道
敬
氏

・
慶
應
義
塾
三
田
メ
デ

ィ
ア

セ
ン
タ
ー

・
早
稲

田
大
学
演
劇
博
物
館

・
東
京
都
立
中
央
図
書
館
よ
り
、
そ
れ

ぞ
れ
御
所
蔵
資
料

の
掲
載
許
可
を

い
た
だ
き
、
ま
た
国
立
音
楽
大
学
附
属
図
書

館

・
江
戸
錦
絵
香
津
原

の
御
世
話

に
な

っ
た
。
各
位
お
よ
び
諸
機
関

に
心
よ
り

御
礼
申

し
上
げ

た
い
。
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