
道
成
寺
に
お
け
る
舞
踊
美
の
追
求

1

引
抜
き
と
後
見
の
相
関
関
係
に
つ
い
て
i

塚

原

明

江

序

こ
う
け
ん

舞
踊

の
美
し
さ
を
構
成
す

る
要
素

は
、
衣
裳

・
身

体

・
鬘

・
後
見

.
小
道
具

。
大
道

具
な
ど
が
、
考
え
ら
れ

る
。
し

か
し
、
私

は
、

こ
こ
で
は
衣
裳

と
後
見

に
お
け
る
舞
踊
美

を
追
求

し
た
い
o

舞
踊
美

を
構
成
す

る
も

の
に
は
、

ま
ず
衣
裳
が
あ

る
。

た
と

え
ば
、
バ

レ

エ
が
衣
裳

を
で
き

る
だ
け
脱

し
て
、
肉
体

の
美

・
裸

の
美

を
強
調
す

る
の
に
対

し
、
歌
舞
伎

は
、
舞
踊

の
曲
線
美

を
構
成
し

て
い
る
衣
裳

に
重
点

を
置
く
。

こ
れ
は
、
す

な
わ
ち
、

で
き

る
だ
け
肉
体

の
線

を
消

し
て
し

ま
お
う

と
い
う
目
的

か
ら
で
あ

る
。
そ

の
た
め
、
歌
舞
伎
舞
踊

は
、

コ
ス
チ

ュ

ー

ム

・
プ

レ
ー
と
言
わ
れ
る
く
ら
い
に
、
衣
裳

に
気
を
配

っ
て
い
る
。

そ
し
て

こ
れ
ら

の
衣
裳

に
見

た
め

の
変

化
を
与

え
る
た
め
、
舞
台

で
衣
裳

を

替

え

る
と

い
う
、

バ

レ
エ
に
は
見

ら
れ
な
い

"
引
抜
き

"
と

い
う

日
本
独
自

の

技

法
が
生
ま
れ

て
く

る
の
で
あ

る
。

私
が

"
引
抜
き
"
と

い
う
特

殊
な
技
法

に
興
味
を
持

っ
た

の

は
、
『
娘
道
成

寺
』

の
あ

の
め
ま
ぐ

る
し

い

"
引
抜
き
"
を
ま

の
あ

た
り

に
し
た
時
か
ら
で
あ

っ
た
。
そ
れ

は
ま
さ
し
く

"
引
抜
き
"

の
醍
醐
味
を
十
分

に
発
揮
し

て
い
る
も

の
と
言

え
よ
う
Q

あ

ま
り

の
素
晴
し
さ

に
、
云
う
べ
き
言
葉
も
な
く
、
唯

々
驚

き
、
そ
し

て
感

激

し
た
も

の
で
あ

っ
た
。
と
言
う

の
は
、
そ

の
時

は
ま
だ
、
"
引
抜

き
"
な

ど

と
言
う

名
称

す
ら
知

ら
な
か

っ
た
の
で
あ

る
。

そ
こ
で
こ
の

"
引
抜
き
"
と

い
う
特
殊

な
技
法
が
、
如
何
な

る
方
法

で
、
ま

た
、
ど

の
よ
う
な
衣
裳

で
な
さ
れ

る
か
、
『
娘
道
成
寺
』

を
通

し
て
考
察

し

た

い
と
思
う
。

前
述
し
た
よ
う

に
、
舞

踊

の
美
を
構

成
す
る
ひ
と

つ
の
要
素

は
、
視
覚
的
な

面
か
ら
み

る
と
、
衣
裳

で
あ

る
。
し
か
し
、
舞

踊
美

の
極
地
を
構

成
す
る
場
合

は
、
ど
う
し

て
も
、
影

の
構
成
者

で
あ

る

"
後
見
"
と
い
う
も

の
を
な
い
が
し

ろ
に
す

る
こ
と

は
で
き
な

い
。
舞
踊
を

か
た
ち
つ

く

る
う
え
で
、
た
と
え
ば
、

引
抜
き

を
す

る
場
合

や
人
形
振
り

を
す

る
場
合
な
ど

は
、
後
見
な
く
し

て
は
舞

踊
美

を
構
成
す

る
こ
と

は
不

可
能

で
あ

る
。

し
か
し
、
そ
れ

に
も

か

か

わ

ら

ず
、
後
見

は
、
今

日
に
お
い
て
も

な
お
、
そ

の
立
場
が
ま

っ
た
く
無
視
さ
れ
続

け

て
い
る
と
思
わ
れ
る
Q

さ
て
、
明
治
初
年

、
演
劇
改
良

運
動

の
条

項

の

一
つ
に
も
、
後
見

・
黒
衣

は

廃
す
べ
し
と

い
う
説
が
唱
え
ら
れ
、
大
き

な
問

題
を
巻
き
起

こ
し
て
い
る
。

後
見
と
い
う
も

の
は
、
西
欧

の
演
劇
概

念
か
ら
言
え
ば
、
舞

台
で
存

在
す
る

は
ず
が
な

い
。
し
か
し
、
日
本

の
歌
舞

伎
や
歌
舞
伎
舞
踊

は
、
役
者
が
舞

台
で

動
く
負
担
が
非
常

に
多

い
た
め
、
役
者

一
人

で
は
手

の
廻
り
き
れ

ぬ
動
作
が
あ

り
、
そ

こ
で
、
後
見

な
く

し
て
は
、
成
り
立

た
な
い
の
で
あ

る
。

そ
れ

に
も

か
か
わ
ら
ず
、

な
ぜ
、

こ
れ

ほ
ど
大
事

な
影

の
人
物

で
あ

る
後
見
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が
、
無

視
さ
れ

て
い
る
か
と
い
う
点

に
、
私

は
、
大
変

興
味

を
持

っ
た
Q
そ

こ

で
さ
ら

に
、
舞

踊

に
お
け
る

"
後

見
μ

の
重
要
性
と
い
う
こ
と

か
ら
、
役
者
と

後

見

の
関

係

に
つ
い
て
考
察

し
て
い
き

た
い
と
思

う
。

第

一
章

衣

裳

に

つ
い

て

て

歌
舞
伎

の
衣
裳

歌
舞

伎

の
衣
裳

で
特
筆

す
べ
き
も

の
と
し
て
、
そ

の
形
態

、
色
彩

の
美

し
さ

と
、
あ

の
大
胆
な
模
様
が
あ
げ
ら
れ

る
。

歌
舞

伎
衣
裳

の
色
彩

の
美

し
さ
は
、
他

に
類

が
な
い
も

の
で

は

な

か

ろ

う

か
。
歌
舞
伎

を
初

め
て
見
た
時

に
私
は
、

衣
裳

の
色

彩
感
覚

に
圧

倒
さ
れ
た
。

そ
れ
は
、
こ
れ
ら

の
色

の
配

合
が
、
大
胆

奇
抜

で
あ

っ
た
か
ら
で
あ

る
。
そ

し

て
そ
れ

は
、

日
本
的
感
覚

で
最
も
素
晴

し
い
と

さ
れ

て
い
る

"
渋

い
"
と

い

っ

た
色

だ
け
が
、

日
本
人

の
美
的
趣
味

の
全

て
で
は
な
い
と
い
う

こ
と

の
証

で
も

あ

る
よ
う

に
思

わ
れ

た
。
そ
し

て
、

こ
の
配
合

は
、
今

日
我

々
が
身

に
つ
け

て

い
る
衣
服

に
も
、
相
通

じ
る
も

の
が
あ

る
の
で
は
な

か
ろ
う

か
。

大
胆

に
し

て
精
緻
な
効
果

の
根
源

は
、
江
戸
時
代
-
元
禄
期
i

に
讃
美
さ
れ

た
感
覚

で
あ

る
と
思
わ
れ

る
。
な
ぜ
な
ら
、
町
人
文
化
が
隆
盛
を
き
わ

め
た
江

戸
時
代

に
、
民
衆

の
嫉
楽
と
し

て
発
達
し

た
歌
舞
伎

で
あ

っ
た
か
ら

で
あ

る
。

し
か
し
、
そ

の
源
流
が
、
江
戸
時
代

で
あ

っ
た
と
し

て
も
、
現
在

に
継
承
さ
れ

る
ま

で
に
は
、
数
多

く

の
人

々
の
感
覚

ぶ
歌
舞

伎
衣
裳

に
取
り
入
れ
ら
れ
、
積

み
重
ね
ら
れ
た

の
で
あ

る
こ
と

は
明
確
な
事
実

で
あ

る
。

歌
舞

伎

の
衣
裳

が
現
在

に
継
承
さ
れ
る
ま
で

に
は
い

ろ
い
ろ
な
変

遷
が
あ

っ

た
。
そ

の
大
き

な
理
由
は
、

た
と
え
ば
、
能

の
装
束

が
、

そ

の
ま
ま
明
治
維

新

以
後
歌
舞
便

に
取

り
入
れ

ら
江

惹
よ
う

に
な

ッ
た
こ
と

で
み

る
い

こ
江

は
レ
灘

劇
改
良
会

i
天
覧
劇
ー

に
よ
り
ヤ
そ
れ
ま

で
演
者

は
賤
民
と
し

て
河
原
者
と
呼

ば
れ

て
来
た
が
、
そ
れ

に
よ

っ
て
役

者
と
改

名
さ
れ
身
分

が
向

上
し
た
。

こ
れ

は
画
期
的

な
事
実
で
あ

り
た
。

歌
舞
伎

の
衣
裳

・
模

様
は
、
昔

か
ら
の
伝
統

を
受
け
継
ぎ
そ
れ

を
活

か
し

た

物
と
、
豊

か
な
独
創

性
に
と

ん
だ
物
と
、
ど

の
模
様
を
み

て
も
す
ば
ら
し

い
も

の
ば

か
り

で
あ

る
。

こ
れ
ら

の
模
様

は
、
現
在

で
は
歌
舞

伎

の
衣
裳

ば
か
り

で

な
く
、
我

々
の
日
常
生
活

の
な
か

に
も
、
さ
ま
ざ
ま
な
形
-
着
物

・
美

術

・
装

飾

な
ど
ー

で
使
用

し
て

い
る
。

・

こ
れ
ら

の
模
様

は
、
概
し

て
、
"
地
書
き
"
が
多

い
。
地
書
き

と

は
、
模
様

を
飛
び
飛
び

に
書

い
て
地
を
沢
山
出
す
方
法

で
あ

る
。
そ
れ

は
、
遠

く
で
な
が

め
て
丁
度

よ
い
よ
う

に
な

っ
て
い
る
描
ぎ
方
で
あ

る
。
あ
ま
り
繊

細
だ
と
、
遠

く

で
な
が

め
た
と
き

に
、
無
地

に
み
え
る

の
で
普
通
、

我

々
が
身

に
つ
け
て
い

る
着
物

よ
り
も
地
書
き
を
う
ま
く
活
用
す
る

の
で
あ
る
。

そ

の
模
様

の
大
き

さ

は
、
今
も
昔
も
あ

ま
り
変
化

は
な

い
。

ま
た
、
素
顔

の
役
者
は
、
大
柄

で
は
な
く
、
む

し
ろ
、
小
柄

と
言

っ
た
方
が

適

切

で
あ

ろ
う

(
現
在

の
役
者

は
、
平
均
的

に
大

き
く
な

っ
て

は

い

る

が
…

…
)
。
し
か
し
、
舞
台

に
立

つ
と
実
際

よ
り
も
ず

っ
と
大
き

く
見
え

る
。

こ

れ

は
、
芸

の
し
ぐ

さ

の
素
晴

し
さ
に
よ
る
と
こ
ろ
大

で
は
あ

る
が
、

ま
た
半
面
、

衣
裳

の
模
様

の
大
き

さ
に
よ

っ
て
、
左
右

さ
れ

て
る
場
合
が
少

な
く
な

い
。
そ

れ

ら

の
衣
裳

は
、
役
者

の
身
体

の

一
部
と
な

っ
て
舞

い
、
身
体

の
小
さ
な
動
き

を
優
美

に
、
動
的

に
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

歌
舞
伎

の
舞
台

で
、
役
者
が
衣
裳

を
効
果
的

に
活
用
す

る
例
と
し

て
は
、
古

典
的

な
演

目
の

「
見
得
」

で
あ

る
。

こ
れ

は
、
後
見
が
後

ろ
か
ら
袖

を
大
き
く

広

げ
、
そ

の
姿

を
引
き
立

て
よ
う
と
す

る
手
法

で

あ

る
。
『
娘
道
成
寺
』

の
白
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拍

子
花

子
が
鐘

の
上
で

「
見
得
」

を
き

る
時
が
、

こ
れ

で
あ

る
。

こ

の
衣
裳

に
お
け
る
大
き

な
特

徴
は
、
色
彩

に
よ

っ
て

「
役
」

の
性
格

.
階

級

・
職
業

・
年

令

・
環
境
ま
で
を
表
現
し
う
る
と
こ
ろ
に
あ
る
と
い
、兄
よ
う
。

た
と
え
ば
、
年

増

の
役

で
は
ー

こ
こ
で
言
う
年

増
は
、

二
十

代

の
女
性
を
言

う
1

浅
黄
、
紫
、
紫
紺

の
衣
裳

を
着

て
演

じ
た
。
世
話
物

に
な
る
と
、
も

っ

と

は

っ
き
り
わ
か
れ

て
く
る
。
娘

・
女
房

・
芸

者

・
女
廊
と
、
そ
れ
ぞ

れ
役
割

に
ょ

っ
て
模
様
、
色
と
も
、
変
化
が
あ

っ
た
。

ま

た
、
昔

は
、
手
衣
裳

に
贅
を
尽
し
、
様

々
な
趣
向
を
凝
ら
す

こ
と
が
、
役

者
自
身

の
美
意
識

の
評
価

に
つ
な
が

る
も

の
で
あ

っ
た
。
ま
た
、
江

戸
時
代

の

歌
舞
伎

の
衣
裳

は
、
現
在

に
お
け

る
流
行
歌
手

の
衣
裳

が
流
行

の
発
端
と
な

っ

て
い
る
と
同
じ

よ
う

に
、

一
般
民
衆

に
と

っ
て
は
、
流
行

の
源

に
な

っ
た
場
合

が
少
な
く

な
か

っ
た
よ
う

で
あ
る
。

こ
の
よ
う

に
、
歌
舞
伎

の
衣
裳

は
、
日
本

に
お
け

る
芸
術
的
な
伝
統
遺
産

で

あ

る
か
ら
、
後
世

ま
で
正

し
く
、
継
承

し
て
ほ
し
い
と
思
う
。

二
、

『京
鹿

子
娘

道
成
寺

』
の
衣
裳

に
つ
い
て

先
ず
、

『
娘
道

成
寺
』

に
お
け
る
、
道
行

か
ら
後

ジ
テ
ま

で

の
、
現
在
、

一

般

に
使
用
さ
れ
て
い
る
衣
裳

と
六
代
目
尾
上
菊

五
郎

と
七
世

(現
)
尾
上
梅
幸

と

の
衣
裳
を
比
較
し
、
思
考
し
た

い
と
思
う
。

な
お
、
六
代
目
菊

五
郎

の
衣
裳

は
、
昭
和
十
三
年

十

二
月
、
十

四
年

一
月

に

所
演
し

た
時

の
も

の
で
あ

る
。

○
道
行

一
般

・
梅
幸

(着
付
)

黒
縮
緬
、
霞

に
枝
垂
れ
桜
、
糸
巻
繍
取

(帯
)

白
地
織
物
、
流
れ
水
に
扇
面
模
様
の
振
下
げ
帯

菊
五
郎

(着
付
)

黒
地
友
禅
、
枝
垂
れ
桜
、
糸
巻
散
ら
し

(帯
)

白
地
織
物
、
四
季
の
狂
言
模
様
の
扇
ち
ら
し

○
居
直
り

一
般

・
梅
幸

(着
付
の
か
ぶ
せ
)

緋
縮
緬
、
霞
に
枝
垂
れ
桜
繍
取

(帯
)

黒
繻
子
、
狂
言
模
様
繍
取
の
振
下
げ
帯

菊
五
郎

(着
付
の
か
ぶ
せ
)

赤
地
紋
綸
子
、
枝
垂
れ
桜

(帯
)

黒
繻
子
、
狂
言
模
様
の
振
下
げ
帯

○
蓮
葉
な
も
の
じ
や
え

一
般

・
梅
幸

(着
付
)

浅
葱
縮
緬
、
霞
に
枝
垂
れ
桜
繍
取
、
白
地
に
桜
模
様
二
枚
付

○
梅
と
さ
ん
さ
ん

一
般
・
梅
幸

(差
込
の
丸
襦
袢
)

鴇
色
縮
緬
、
枝
垂
れ
桜
繍
取

菊
五
郎

(差
込
の
丸
襦
袢
)

鴇
色
縮
緬
、
桜
の
襦
袢

○
恋
の
手
習
い

一
般
、
梅
幸

(着
付
)

藤
色
縮
緬
、
霞
に
枝
垂
れ
桜
繍
取
、
自
地
に
桜
二
枚
付

菊
五
郎

(着
付
)

藤
色
縮
緬
、
霞
に
枝
垂
れ
桜

○
山
尽
し
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一
般

(
差
込

の
丸
襦
袢
)

白
縮
緬
、
紅
葉

に
火
烙

太
鼓
"
幌
幕
繍
取

菊

五
郎

・
梅
幸

(
差
込

の
丸
襦
袢
)

黄
色
縮
緬

に
慢
幕
、
火
焔

太
鼓
、
紅

葉
ち
ら
し

の
襦
袢

○
た
だ
頼

め

一
般

(
着
付

の
か
ぶ
せ
)

納
戸
縮
緬
、
桜
散
ら
し
友
禅
縁
繍

菊

五
郎

(
着
付

の
か
ぶ
せ
)

浅
黄
縮
緬

、
菊

の
花
を
麻

の
葉

の
形

に
散

ら
す

(
帯
)

八
重
桜

の
模
様

の
振
下
げ
帯

梅
幸

(着

付

の
か
ぶ
せ
)

藍
色
縮
緬

、
桜
散

ら
し

○
花

に
心
を

一
般

・
梅
幸

(着

付
)

白
綸

子
、

流
れ
水

に
枝

垂
れ
桜
墨
絵
、
銀
縁
繍
、
白

地
に
桜
模
様

二
枚
付

(裾

よ
け
)

緋
縮
緬

、
桜
散

ら
し

菊

五
郎

(着
付
)

白
縮
緬
、
薄

墨
桜

○
鐘

入
り
後

ジ
テ

一
般

(着
付
)

白
綸

子
の
振
袖
、
半
着
付

(
胴
着
)

白
羽

二
重
、
銀
箔
置
鱗
模
様

(
襦
袢
)

白
羽

二
重
衿
振
袖

(
大

口
)

褪
紅
色
精
好
長
袴

(被

衣
)

赤

地
唐
織

菊

五
郎

(着
付
)

自

小
袖

を
肌

ぬ
ぎ

(襦
袢
)

赤

地

(
又
は
自

地
)

に
金
鱗
箔

(大

口
)

緋

の
長
袴

(被

衣
)

唐
織

梅
幸

(着
付
)

銀
と
自

の
鱗
模
様

を
肌

ぬ
ぎ

(襦
袢
)

赤
と
銀

の
鱗
模
様

(
大

口
)

緋

の
長
袴

(
被
衣
)

唐
織

○
鐘

入
り

の
な
い
場
合

一
般

(
差
込

の
丸
襦
袢
)

緋
縮
緬
、
枝
垂
れ
桜
繍
取
、白

羽

二
重
、銀
箔

置
鱗

模
様

梅
幸

(
着
付
)

白
綸
子
、
流
れ
水

に
枝
垂
れ
桜
墨
絵

の
ま
ま
鐘

に
あ
が
る

以
上
が
、
そ
れ
ぞ

れ

に
お
け
る
白
拍

子
花
子

の
衣
裳

で
あ
る
。

つ
ぎ

に
、

こ
の
踊
り
が
道

成
寺

の
満
開

の
桜

の
中

で
踊

る

の
で
、
背
景

に
も

花

、
上
か
ら
釣

り
お
ろ
す

「
釣

り
枝
」
も
花
、
そ

し
て
白
拍
子
花
子
と

い
う
主

人

公
の
全

て
の
衣
裳
も
花

で
あ

る
。
造
形
化

さ
れ

た

"
枝
垂
れ
桜
"

で
あ

る
こ

と

を
念
頭

に
置

い
て
い
た
だ
き

た
い
。

先
ず
第

一
に
道
行

の
衣
裳

で
あ

る
。

こ
こ
で
は
全
員
が
黒

を
使

用

し

て

い

る
。

だ
が
、
黒

を
使
用

し
た
の
は
、
じ

つ
は
こ
の
六
代
目

・
菊

五
郎
が
最
初

で

あ

っ
た
。
そ
れ
ま

で
は
赤
地

に
霞
と
枝
垂
れ
桜

の
着
付
、
黒
地

に
狂
言
模
様

の
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丸
づ
く
し

の
帯

で
あ

っ
た

(
な
お
、

こ
の
衣
裳

の
デ

ザ
イ

ン
は
、
能

の
観
世
流

の
も

の
か
ら

ヒ
ン
ト
を
得

た
と
い
わ
れ
て

い
る
)
。

そ
れ
な

の
に
、

な

ぜ

六
代

目

・
菊

五
郎

は
黒

の
衣
裳

に
替
え
た

の
で
あ

ろ
う
か
。
こ
れ

に
は

二
説
あ
る
.、

一
説

は
色
彩

の
問
題

で
あ

る
。
前
述
し
た
ご
と
く
道
行

の
次

の
居
直

り

に
は
緋

を
用

い
て
い
る
。
道
行
が
緋
を
用

い
た
場
合

に
は
色
彩
的

に
変

化
が
な
い
。
そ

の
た
め
六
代
目

・
菊

五
郎

は
、
日
頃
か
ら

つ
ね

に
色
彩

の
変

化
を
考

え

て
い
た

と

い
う
。
そ

の
時

た
ま

た
ま
京
都

で
黒

の
友
禅
染

の
良

い
柄

(
糸
巻
と
桜
)
を

見
出

し
、
そ
れ

を
買

い
求

め
た
の
が
黒

に
な

っ
た
き

っ
か
け

で

あ

っ
た

と

い

う
。

し
か
し
、
友
禅

で
あ

る
た
め
ペ
ラ
ペ
ラ
し

て
お
り
、
良
質

の
帯
を
締

め
る

と
着
物
が
映

え
て
こ
な
い
。
そ
れ

で
糸
巻

の
縁
を
繍
取
り
さ

せ
た

の
で
あ

る
。

こ
れ
が
と

て
も
見
映
え
が

し
た
た
め
に
現
在
ま

で
ず

っ
と
継
承
さ
れ

て
い
る
の

で
あ

る
。

ま
た
こ
の
時

の
使
用

し
た
帯

は
、

は
く

い

っ
ち
ょ
う
と

い

っ
て
、

い
ち
ば

ん

簡
単

な
織
物

で
あ

っ
た
。
色
も
模
様
も
な

い
物
を
捜
し
出
し
、
そ

こ
に
白
粉
彫

り
と

い

っ
て
、
同
系
色

で
模
様
を
わ
か
ら
な

い
よ
う

に
つ
け
た
縁

に
繍
取
り
を

さ
せ
た
も

の
を
締

め
て
い
た
。

こ
の
帯

の
模
様

は
扇
面
模
様

で
、

こ
の
由
来

は

確

か
で
は
な

い
が
、

六
代
目

の
家
紋

の
扇
を
取
り
入
れ
た
も

の
で
あ

ろ
う
と
推

測

さ
れ
る
。

第

二
の
説

は
、

六
代
目

・
菊

五
郎
が
、
先

々
代

の
坂
東
三
津
五
郎
か
ら
、
錦

絵

に
道
行

の
出

に
黒

の
衣
裳
を
用

い
て
い
る
の
が
あ

る
と
言
う

こ
と
を
聞

い
た

か
ら

で
あ

る
。
そ

こ
で
、
赤

の
衣
裳

か
ら
黒

の
衣
裳

に
替
え
た
と

い
う
説
も
あ

る
が
、
定
か
で

は
な

い
。
た
だ
言
え
る

こ
と
は
、
六
代

目
が
こ

こ
の
衣
裳

を
赤

か
ら
黒

に
替

え
た
と
い
う
事
実

で
あ
る
。
(
図
1
、

2
参
照
)

つ
ぎ

の

"
居
直

り
"
"
蓮
葉

な
も

の
じ

ゃ
え
"
"
梅

と
さ
ん

さ

ん
"

の
場

面

献
、
色
も
、
桜

を
基
調
と
し
た
模
様
も
、
今
昔

の
差

は
な
い
。

た
だ
全
佑

を
樋

図1道 行図2居 直 り

54



し
て
言
え

る
こ
と

は
、
色
が
な
ぜ
各

々
こ
の
よ
う

に
な

っ
た

か
が
、

こ
れ
ま

で

誰

の
手
に
よ

っ
て
も

明
確

に
は
さ
れ

て
い
な

い
の
で
あ

る
。

"
恋

の
手
習

い
"

の
場
面

は
、
色

・
模
様
と
も
変
化
が

な
い
。

た
だ
、

こ
こ
の

場
面

は
、

く
ど
き

で
あ
る
た
め
相
当
色

っ
ぼ
く
踊
ら

な
く

て
は
な

ら

な

い

か

ら
、
年

増
が
用
い
る

"
紫

"
を
も

っ
て
来

た

の
で
あ

ろ
う

と
推
測

さ
れ

る
。

"
山
尽

し
"

の
場
面

の
模
様
で
興
味

ぶ
か
い
の
は
、
そ

の
ほ
か
の
所
が
全

て
桜

を
基
調
と
し
て
い
る

の
に
対

し
、
黄
、
或

は
、
自

の
地
に
火
焔
太
鼓
と
紅
葉

の

模
様
が
描
か
れ
て
い
る
こ
と
で
あ

る
。

な
ぜ

こ
こ
だ
け

こ
の
様

な
模
様

に
な

っ

た

の
か
。

こ
れ
か
ら

の
私

の
研
究

テ
ー

マ
で
も

あ
る
。

か
つ
こ

こ
の

"
山
尽

し
"

の
所

の
羯
鼓

の
舞

は
、
初
代
瀬
川
菊
之
丞

の
主
演

に
よ
る

延
享
元
年

(
一
七
四
四
)
二
月
中
村

座

の
二
番
狂
言

『
駒
鳥
恋
関
札
』
の
大
詰
と

し

て
で
た

『
百
千
鳥

娘
道
成
寺
』
の
第

三
段

に
初
演
さ
れ

て
い
る
が
、
こ
の
場
面

の
衣
裳

に
、
火
焔

太
鼓

と
紅
葉

の
模
様

を
使
用

し
た
か
否
か
は
定

か
で
は
な
い
。

図3羯 鼓の舞

し

か
し
、
火
焔
と

は
燃
え
立

つ
炎
、
心

の
中

に
燃
え
た

つ
情

、
激
情

と
い
う

意
味

で
あ

る
。
太
鼓

に
し

て
も
、
心

の
中

に
あ

る
激
情

を
太
鼓

の
音

で

現

わ

し
、
ま
た
紅

葉
と

い
う
も

の
は
、

よ
く
言
わ
れ
て
い
る
燃
え

る
よ
う

な
紅

に
な

る
の
で
あ
る
。
従

っ
て
火
焔
太
鼓
も
紅
葉
も
嫉
妬
、
怒

り
を
表
現
す

る
た
め
に

用

い
ら
れ
た

の
で
は
な
か
ろ
う
か
と
考

え
ら
れ
る
。

な
ぜ
な

ら

ば
、
「
道
成
寺

物

」
は
、
嫉

妬
物

で
あ

る
の
だ
か
ら
…
…

(
図
3
参
照
)
。

"
た
だ
頼

め
"

に
つ
い

て
の
考

察
を

の
べ
る
と
、

こ
こ
は
、
他
が
色

・
模
様
と

も
あ
ま
り
変

化
し
て
い
な
い

の
に
比
べ
て
、

こ
れ
と
い

っ
た
衣
裳

は
な
い
。

こ

こ
は
役
者

に
よ

っ
て
自
分

で
自
由

に
考
案

で
き
る

の
で
あ
る
。

歌
詞
は
以
前

か
ら
あ

っ
た
が
関
東
大
震
災
前

は
踊

ら
れ
て
い
な
か

っ
た
。
震

災

後
現
在

の
藤

間
勘
十
郎

の
御

母
君
が

"
た
だ
頼

め
"
と

い
う
場
面
が
あ

る
と

い
わ
れ
た

の
が
き

っ
か
け
で
六
代

目
が

再
演

し
た
の
で
あ

る
。
そ

の
時

の
衣
裳

の
色

は
、
濃

い
紺
ー
歌
舞
伎

で
は
、

お
納
戸
と
も

い
う
ー

で

あ

っ
た
。
"
花

に

心
を
"

の
場
面

は
昔

か
ら
継
承

さ
れ

た
も

の
で
あ

り
役
者

に
よ

っ
て
変
化

は
な

い
。最

後

の

"
後

ジ
テ
"

の
場
面

は
、
概

ね
鱗

の
箔

は
銀

で
あ

る
が
金

を
用

い
る

人
も
あ
る
。
蛇

の
姿
態

を
表
現

す
る
の
で
あ

る
か
ら
ど

ち
ら

で
も
良

い
と
思

わ

れ
る
。

先
ず

全
体

を
通
し
て
言

え
る
事

は
、
色
彩

を
も

ち
い
て
そ
れ
ぞ
れ
場
面

の
心

持

ち
を
現
わ
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

し
か
し
、
絶
対

に
こ
れ

ら
の
色

で
な
く

て
は
な
ら
な
い
と

い
う
こ
と
は
な
い
。

た
だ
、

こ
れ
ら
の
色

や
模
様
が
現
在
ま

で
継

承
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
は
、

そ
れ

ら
が
大
変
優
れ
、

こ
の
踊
り

に
適
し

て

い
た
ゆ
え
で
あ
ろ
う
。

そ
し
て
、

こ
の

『
娘
道

成
寺
』

を
踊

る
役
者

に
と

っ
て
大
切

な
こ
と

は
、
嫉

妬
物

で
あ

る
か
ら
、
気
持
ち
が
先

へ
先

へ
と
行

っ
て
い
る
よ
う

に
心
が
け

な
く
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て
ば
な
ら
な
い

こ
と
で
あ
る
。

だ
が
、

一
体

こ
う

し
た
物

は
、
そ

の
演
者
、
各

自

の
感
情

や
考

え
方

に
よ

っ
て
、
多

少
の
異
同

は
ま
ぬ
が
れ

な
い
が
、

や
は
り

女
性
と
し
て

の
種

々
の
嬌
態

・
心
理
を
う
ま
く
映
す

こ
と

に
重
点

を
置
く

べ
き

で
あ

ろ
う
。
だ
か
ら
最
後

の
蛇
身

を
現
わ
す
く
だ
り
も
、

女
ら
し
さ
を
忘
れ
て

は
な
ら
な

い
。

こ
の
様
な
嫉

妬
物

を
演
じ
る
場
合
は
、

女
ら
し
さ
を
忘
れ
る
こ

と
が
、
演
技
上

の
最
大

の
過
失

で
あ

る
と
思
わ
れ

る
Q

第

二
章

引

抜

き

一
、
引
抜
き
衣
裳

の
発
明

引
抜
き

の
事

を
説
明
す

る
に
は
、
ま
ず
、
引
抜
き

の
衣
裳

に
つ
い

て
述
べ
な

け
れ
ば

な
ら

な
い
Q

『
歌
舞
伎
年
代
記
』

の
享
保
十

六
年
春
、
中
村
座
初
演
、
『
傾
城
福
引
名
護

屋
』

(
傾
城
道
成
寺
)

の
条

に
、
"
引
抜
き
"

の
初

め
と
し

て
次

の
よ
う
な
記
載
が
あ

っ
た
。本

名
由
井
が
濱

の
忠
雪

に
廣
治
、

か
つ
ら
ぎ
と
兄
弟

の
名

の

り

合

い

の

所
、

や

つ
し

の
形

(
な
り
)

よ
り
時
代

の
華
や
か
な

る
菊
水

の
衣
裳

に
な
る

物
語
今

に
残

る
。
世
話
狂
言

よ
り
時
代

に
う

つ
る
衣
裳
廣

治

の
工
夫
は
、
竹

佃
か
ら
く
り
人
形

を
見

て
お
も

ひ
付
立
ま

は
り

の
内

に
、
は
だ
脱

に
な
る
今

の
引
き
抜
き
此

よ
り
始

ま
る
。

こ
こ
に
記
さ
れ

て
い
る
廣
治
と

は
、
元
祖

の
大
谷
廣

治

の
こ
と
で
あ
る
。
彼

は
享
保

か
ら
延
享

に
か
け

て
の
名
優
と
称
さ
れ
た
人

で
、
京
阪

で
修
業

し
た
た

め
、
京
阪
演
劇

や
人
形
浄
瑠
璃

の
演
出
法

を
江
戸

に
移

入
し

て
巧
績

を
あ
げ

て

い
た
。
「
セ
リ
出

し
」
な
ど

の
舞
台
装
置
も
、
享
保
十

二
年

に
、
彼

が

中
村
座

で
試

み
た
も

の
で
あ

っ
た
。
引
抜
き
衣
裳
も
、
前
述
し

た
よ
う

に
、
享
保
十

六

年
春

に
、
大
阪
竹

田
座

の
か
ら
く
り
人
形

の
演
出

に
示
唆
さ
れ

て
、
彼
が
新

し

く
試

み
た
も

の
で
あ

る
。

演
者
が
舞
台

に
い
た
ま
ま
で
衣
裳

を
替
え

る
と

い
う
演
出
様
式

は
、

目
本

に

お
い
て
古

い
歴
史

を
持

っ
て
い
る
。

た
と
え
ば
、
雅
楽

の
東
遊

で
は
、
装
束

の

も
の
ぎ

片
肌

を
脱
ぐ

こ
と
が
行

な
わ
れ

て
い
た
し
、
能
楽

で
は
、
物
着

と
い
う
も

の
が

あ

り
、
歌
舞
伎

に
も
古
く

か
ら
襲
用

さ
れ
て
い
た
。

ま
た
、
人
形
芝
居

の
糸
あ

や

つ
り
の
中

に
も
、
竹

田
の
か
ら
く

り
人
形

の
中

に
も
あ

っ
た
。

こ
の
竹

田
の

か
ら
く
り
人
形
は
、
糸

あ
や

つ
り

の
応
用

で
あ
り
、
舞
台
装
置

や
人
形

の
転
換

な
ど
も

幻
術
的

に
自

由
自

在

に
変

化
を
う

ん
だ
も

の
と
思

わ
れ

る
。

そ
し
て
、

大
谷
廣

治
は
そ
れ
を
見
学
し
、
享
保
十

六
年

に
江
戸

の
舞
台

に
応
用

し
成
功

し

た
も

の
と
考

え
ら
れ
る
Q

し
か
し
、
現
在

の
引
抜

き
は

「
玉
を
抜

く
」

と
い
う
形
式

で
あ
る
が
、

こ
の

時
-

享
保
十
六
年
1

に
果
し
て
そ
こ
ま
で
発
明
さ
れ
た
か
は
明
ら
か
で
は

な

い
。

だ
が
、
効
果

に
お
い
て
は
早
替

り
様
式

に
類

似
し
て
い
た
と
推
測

さ
れ

る
。
引
抜
き

の
技

法
が
発
達

し
、
能

力
を
発
揮

し
て
最
も
効
果
的

に
使
用

さ
れ

た

の
は
舞

踊

に
お

い
て
で
あ

る
。

二
、
引
抜
き

の
種
類

引
抜
き

の
用
途

は
、
妖

怪
が
そ

の
正
体

を
現
わ
し
た
り
、
謀
叛

人
な
ど
が
身

分

、
本

性
を
あ
か
し

て
、
役

の
性
格
が
変
わ
る
、
い
わ
ゆ
る

「
見
あ
ら
わ
し
」

の
場
面
や
、
或
は
、
舞

踊
で
単

に
目
先

の
変

化
を

つ
け
る
時

に
、
観
客

の
見

て
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い
る
前

で
瞬
間

に
衣
裳

を
替
え

る
演
出
上

の
技
巧

で
あ

る
Q

『道

成
寺
』

や

『
鷺
娘
』

な
ど

の
舞
踊

に
、

こ
れ
が
専

ら
用

い
ら
れ

て
き

た
。

引
抜
き

に
は
、
上

の
衣
裳

を
全
部
取

り
去

っ
て
、

下

に
着

た
衣
裳
が
現

わ
れ

る
と
い
う
普
通

の
引
抜
き
と
、
衣
裳

淋
仕
掛

け
で
裏
返

る
こ
と

に
よ

っ
て
内
側

の
模
様
が
現
わ
れ
る
ぶ

っ
返
り
と

の
二
種
類

が
あ
る
。

手
法
と
し

て
、
か
ぶ
せ

・
く
る
み

・
背

割

・
袖
落

し
な
ど
が
あ
る
が
、

こ
こ

で

は
道
成
寺

に
関

係

の
あ
る
、
か
ぶ
せ

・
ぶ

っ
返

り

に
つ
い
て
述

べ
た
い
と
思

う
○大

体
み
な
類
似
し

て
い
る
。
衣
裳

の
両
肩

・
袖

の
ほ
か
、
衿

の
部
分

を
大
白

(
黒
も
あ

る
)
と

い
う
絹

で

で

き

た
丈
夫
な
糸

で
荒
縫

い
を
し

て
止

め
て
お
き
、
そ

の
先
を
真
綿

の
玉

に
し
て
、
あ
ら

か
じ

め
手
が
か
り

を
作
ゲ
、
必
要
な
時

に
、
そ

の
玉

を
引
抜
く
と
上

の
衣
裳
が
取
り
去

ら
れ

て
、
全
く
違

っ
た
模
様
と
色

合

の
衣
裳

に
早
替
り
す

る
仕
掛
け

で
あ

る
。

〈
か
ぶ
せ
〉

『
娘
道
成
寺
』

の
白

拍

子

花

子

が
、
赤

の
衣
裳

の
手
踊
り

か
ら
鞠

唄

に
変

わ
る
場
面
、
或

は

「
た
だ

頼

め
」

の
手
踊

り

か

ら

「
鈴

太

鼓
」

の
踊
り

に
変
わ

る
場
面

で
、

引
抜
い
て
、
色
変

わ
り

の
衣
裳

を
見

せ
る
ひ

こ
れ

は
、
あ

ら
か
じ
め
下

の
着
付
け
と
同
じ
寸
法

の
も

の
を
上

か
ら

か
ぶ

せ

て
お
い
て
、
そ
れ

を
引
抜
く
仕
掛
け

で
あ
り
、
玉

の
位
置

は
、
袖

口
、
袖
下
、

振

り
下

に
あ

る
。

な

お
、
『
娘
道
成
寺
』

の

「
花
傘
」
、
「
山
尽
し
」
(
羯
鼓
)

の
衣
裳
な
ど

は
、

そ
れ
ぞ
れ
前

の
衣
裳

を
肌

ぬ
ぎ
し

て
、
襦
袢

の
上

に
上
半
身
だ
け

別

の

衣

裳

(
九
襦
袢
)

を
着

て
、
帯

の
所

に
差
込

ん
で
お
く
も

の
で
あ
り
、

こ

れ

を

"
差

込

み
"
と
呼

ん
で
い
る
Q

こ
れ

は
、
役

の
性
格
が
変
わ

る
事

よ
り
も
、
色
彩

の
変
化

に
よ
り
、
観
客

の

図4か ぶ せ

上 にな っている衣 裳は,帯 の所 で,上 下Y'分 かれて いる。

矢印の方 向へ玉 を引いて糸 を抜 く。
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目
先

を
楽
し

ま
せ
る
事
を
主
目
的
と
し

て
い
る
。
(
図
4
参
照
)

〈
袋

か
ぶ
せ
〉

こ

の
手
法

は

『
鷺

娘
』
が
良

い
例

で
あ

る
。
白
縮
緬

の
振
り
袖

に
黒
繻
子

の

帯

と
い
う
花
嫁

衣
裳

か
ら
、
赤
系
統

の
振

り
袖

の
町
娘
姿

に
う

つ
り
変

わ
る
場

面

に
使
わ
れ
る
。

こ
れ
は
普

通

の

"
か
ぶ
せ
"
と
違

っ
て
、

下

に
着
込

ん
だ
着
付

の
裾

一
袖

口

が
見
え
な

い
よ
う

に
裾

・
袖

口
の
部
分

ま
で
袋

の
よ
う

に
か
ぶ
せ
た
仕
掛
け

で

あ

る
。

こ
の
時
、
帯
も
無
地

の
黒
繻

子
か
ら
繍

の
あ
る
帯

に
変

え
る
が
、
袋
状

に
か
ぶ

せ
て
あ
り
、

こ
れ
を
取
り
去
る
と
、-
下

の
帯

が
現

わ
れ
る
よ
う
に
な

っ

て
い
る
。
袋

か
ぶ
せ

の
帯

の
引
抜
き

は
、

『
娘
道

成
寺
』

の

「
た
だ

頼

め
」

か

ら

「
鈴
太
鼓
」

に
変

わ

る
時

に
つ
か
わ
れ
る

こ
と
が
あ
る
。

(
図

5

・
6
参
照
)

〈
ぶ

っ
返
り
〉

ぶ

っ
返
り
は
引
抜
き

の

一
変

形
と
も

い
え
る
。

や
は
り
衣
裳

は
帯

の
所

で
上

・
下

に
分
か
れ

て
い

て
、
引
抜
く
と
肩
か
ら
袖

ロ
へ
着
物

の
上
半
身

だ
け
が
、

ば

っ
さ
り
と
裏
が
え
し

に
下

に
さ
が

っ
て
、
裏

の
模
様
と
表
面

に
現

わ
れ
た
上

半
身

の
衣
裳
が

一
致
し

て
、
あ
た
か
も

一
瞬

に
し
て
、
違

っ
た
色
合

や
模

様
の

衣
裳

に
着
替
え
た
印
象
を
与
え

る
効
果
的

な
技
巧
で
あ
る
。

こ
れ
は
胸
と
背

の

部
分

だ
け
を

二
重

に
折

っ
て
縫

っ
て
お

い
て
、
引
抜
い
て
前
後

に
落

ち
た
時
、

図5袋 か ぶ せ

上 の衣裳が袋 のよ うに下の衣裳にかぶ さっているので,前

の合せの部分が,一 本,普 通のかぶせ よ りも,玉 が多 くな

ってい る。左右 の前 の合せで,一 本ずつ増えてい る。

長

く
な
る
よ
う

に
し
て
あ
る
。

こ
れ
は
英
雄

の
性
格

と
か
、
妖
魔

が
正
体

を
現

わ
す
時
な
ど
に
用

い
ら

「.れ
る
。

そ

の
場

合
、
着
物

の
意

匠

の

艱
諏
ド驍
毅
靴
捩
籍
励

譜
護
ギ』
の琴

が
な
い時

鰭
駆
蠡

写

く
使
わ
れ

用
馨

蕪

鑾
慕
繰

こ
れ
ら
は
言
葉

や
図

だ
け
で
は
わ
か

り

に
く
い
。

や
は
り
こ

の

し

ぐ

さ

は
、
実
際

に
見
な
け
れ
ば
理
解

し
が

た

い
も

の
で
あ
る
。
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つまみ玉で糸を引き

肩を衿が離れる。

前身頃は前へ,後 身頃は後

ろへ裏を出 して下 がる。

図7ぶ っ返 り

上に引 く

図6袋 かぶせの帯
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三
、
『
京
鹿
子
娘
道
成
寺
』

の
衣
裳

の
着
付
け
方
と
引
抜
き

『
娘
道
成
寺
』
を
始

め
と
す

る
引
抜
き
を
行
な
う
歌
舞

伎
舞
踊

の
衣
裳

は
、
大

抵
、
上

・
下
、

二
つ
に
分
か
れ

て
い
る
。

い
わ
ゆ

る
現
在

で
い
う

ツ
ー
ピ

ー
ス

で
あ

る
。
(
図
8
参
照
)
。

こ
の
引
抜
き
衣
裳

は
、
下

に
な

る
衣
裳
ー
後

で
、
引
抜
か
れ

る
上

の
衣
裳

の

代
わ
り

に
、
表

に
出

る
衣
裳

の
こ
と
ー
と
上

に
な

る
衣
裳
ー
引
抜
か
れ

る
方

の

衣
裳
ー

が
、
"
む
だ
玉
"
と

い
う
玉

に
糸
を

つ
け

て
、

一
緒

に
縫

い
合
わ

さ

れ

て
い
る
。
む

だ
玉
と

は
、
着
付
け
が
す
む
ま

で
、
か
り

に
下

の
衣
裳

と
上

の
衣

裳
を
荒
縫

い
で
軽
く
留

め
て
お
く
も

の
で
あ

る
。
人

に
よ

っ
て
、
そ
れ
ぞ

れ
使

用
す

る
数
が
異
な

る
が
、
た
と
え
ば
む
だ
玉
を
用

い
る
所

で
も
、
仕
付

け
だ
け

で
留

め
て
お
く
人
も
あ

る
。

し
た
が

っ
て
、
結
局
、
数

は
決

っ
て
い
な

い
。

し
か
し
、
引
抜
き
衣
裳

の
場
合
、
衿

の
部
分
と
下

の
腰

に
あ
た

る
部
分

に

一

図9引 抜きの玉
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つ
ず

つ
付
げ

て
あ

る
の
が

一
般
的

で
あ

る
。

こ
れ

は
着
付
け
が
終

る
と
す
ぐ
楽

屋

で
引
抜

い
て
し
ま
う

か
ら
何
個

で
も

よ
い
。
ま
た

こ
の
玉

の
色

は
楽
屋
で
抜

い
て
し
ま
う

か
ら
、
何
色

で
も
支
障
を
き

た
さ
な

い
わ

け

で

あ

る

(
図
9
参

照
)
。

着

付
け
方

は
先
ず
、
肌

襦
袢

・
裾

よ
け

・
半
襦
袢

、
そ

の
上

に
二
枚

の
衣
裳

を
着
付

け

て
行
く
。
役
者
が
衣
裳

に
袖

を
通

す
と
、
後

見
と
衣
裳
方

が
、
前
者

は
必
ず

前
身
頃

を
、
後
者
は
後
身
頃

の
着
付

け
を
手
伝

う
こ

と

に

な

っ
て

い

る
。
な
ぜ
な
ら
引
抜
き

の
時
、
後
見

に
は
前

の
衣
裳
が
見

え
な
い

か

ら

で

あ

る
Q
し
か
し
役
者
自
身
も

必
ず
衿

や
前
身
頃

は
自

ら
合

わ
せ

る
。
と

い

う

の

は
、
自
分

で
合

わ
せ
て
み
な
け
れ
ば
衣
裳
が
き

つ
す
ぎ

た
り
、
ゆ

る
す
ぎ

た
り

と

い
う

こ
と
も
出

て
く
る
か
ら

で
あ

る
。

や
は
り
踊
り

や
す

い
よ
う

に
着
付
け

を
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

前
身
頃
を
合

わ
せ
る
場
合
、

こ
れ

は
お
ひ
き
ず
り
と

い

っ
て
裾
を
引
き
ず

っ

た
着
方

な
の
で
、
前
身
頃

の
内
側

(
裏
地
)

を
表

に
返
す
よ
う

に
、
斜

め
に
下

に
行
く

に
従

っ
て
、

や
や
上

よ
り
広
く
出
し
な
が
ら
合
わ
せ

て
行
く
。

こ
れ
が

終

る
と
帯

に
と
り

か
か
る
。
振
下
げ
帯

の
場
合
、
胴

の
部

分
と
振
下
げ
る
た
れ

の
部
分
が
分
か
れ

て
お
り
、
た
れ

の
部
分
を
胴

の
部

分

に
差
込
む
よ
う

に
出

来

て
い
る
。

こ
れ
が
す
む
と

い
よ

い
よ
む
だ
玉
を
引
抜
く

の
で
あ

る
が
、
こ
れ
を

一
本

で
も
抜

き
忘
れ

る
と
、
後

で
舞

台
で
引
抜

く
場
合

に
、

一
本

よ
け
い

に
引

抜
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
る
。

こ

の
場

合
は
踊

り
の

"
間

"
を

よ

く

考

え

て
、

そ

の
時
間

だ
け
少
し
早

め
に
抜

か
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
わ
け

で
あ

る
。

着
付

け
の
時
後

見
が
必
ず

手
伝
う

の
が
決

ま
り
で
あ

る
こ
と

は
前
述

し
た
よ

う

に
、
役
者

に
は
専
属

の
後
見
が

一
人

お
り
、
大
抵

こ
の
人
が
後
見
を
す

る
。

し
か
し
何

か
の
都
合

で
、
専
属

の
後
見
で
な

い
場
合

で
も
、
専
属

の
後
見

は
、

毎

日
必
ず
手
伝

い
に
こ
な
く

て
娵
い
哲
な

か
。

だ
が
、

こ
の
時

の
着
付
け
方
な
、
そ

の
日
後
見
を
す

る
人

の
抜
き
や
す
い
よ

う

に
、
心
が
け

て
着
付
け
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
引
抜
き
方

に
も

、
人

に

よ

っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
癖
が
あ

る
の
だ
か
ら
。

後

見
と

一
緒

に
着
付

け
を
手
伝

う
衣
裳
方
も

、
役
者

一
人

一
人

に
、
専
属
が

つ
い
て
い
る
。

だ
か
ら
そ
の
人

で
あ
れ
ば
、
そ

の
役
者

の
体
形
を

よ
く
呑

み
込

ん
で
お
り
、
ど
う

い
う

具
合

に
着
付
け

て
い

っ
た
ら

よ
い
か
が

わ
か
る
。
だ
が

専
属

の
衣
裳
方
が
休

ん
だ
り
す

る
と
、
他

の
衣
裳
方
が
着
付
け
を
手
伝

っ
て
は

く
れ

る
が
、
そ
れ

こ
そ
き

つ
か

っ
た
り
、
だ
ぶ

つ
い
た
り
、
着

物
が
踊

っ
て
し

ま

っ
た
り

で
踊
り

に
く

い
。
そ

の
為
、
衣
裳
方

は
、

か
な
ら
ず
役
者

一
人

に

一

入

の
専
属
が

つ
い
て
い
る
。

一
般

の
踊
り
手

は
、
自
分

で
衣
裳
を
着
付
け

る
こ
と
ぷ
出
来
な

い
の
で
、
人

形

の
よ
う

に
た
だ
立

っ
て
い
る
だ
け

で
、
衣
裳
方
が
全

て
や

っ
て
し
ま
う
。
だ

か
ら
衣
裳
方

は
、

お
さ
ら

い
会

の
着
付
け

で
は

一
苦
労
す

る
わ
け

で
あ

る
。

四
、
引
抜
き
方

『
娘
道
成
寺
』
と

『
鷺
娘
』

の
引
抜
き

の
相
違
点

『
娘
道
成
寺
』

の
鞠
唄

の
く
だ
り

で
、
赤
地
か
ら
浅

葱
地

の
衣
裳

に
引
抜
く
場

合
へ
本

来
は
、
「都

育
ち
は
」
で
引
抜

い
て
、
「蓮

葉
な
者
じ

ゃ
え
」

と
極
ま
る

の
で
あ
る
が

、
『
娘
道

成
寺
』

の
よ
う

に
、
何
回

も

上
演

さ
れ
て
い
る
も

の
な

ど
で
は
、
本
来
行

な
わ
れ
て
い
る
場
面

ば
か
り
で
は
へ
面
白
味

淤
な
い
。
鞠

を

つ
い
て
宀
ぐ

る
ぐ

る
回

っ
て
か
ら
引
抜

く
と

か
創
意

工
夫
が
さ
れ
て
く
る
。
昔

は
鞠

を

つ
い
て
ぐ

る
、っ
と
回
る
時
、
r後

見
も

一
緒

に
つ
い
て
回
り
、
役
者

が
鞠

を

つ
く

ま
ね

を
し
て
、
手

を
動

か
す
場
合

に
玉
を
引
抜

く
方

法
が
と
ら
れ
た
。

現
在

で
も

『
手
習
子
嫗

で
拡
こ
の
方
法

が
と

ら
熟

て
躯
ゐ
。
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ま
た
引
抜
き

の
方

法

に
、
先
き

手
廻
し
と
い

っ
て
、

い
く

ら
か
先

に
玉
を
抜

い
て
お
く
場
合
が
あ
る
。
こ
れ
は
普

通
、
踊

り
手
が
幼

か

っ
た
り
、
未
熟
な
場

合

に
用
心
を
重
ね
て
用
い
ら
れ
る
手
法
で
あ
る
。

し
か
し
慣

れ
れ
ば
、
定

め
ら

れ
た
場
所
で
定

め
ら
れ
た
通

り

に
抜

か
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

役

者
は
絶

対

に
そ

の
様
な
こ
と
は
し
な
い
。

そ
の
た
め
特

に
、

玉
抜
き

の
稽

古
ま
で
す
る
。

し
か
し
、

い
ず

れ

に
し
て
も
瞬
く
間

に
扮
装

を
変

え
て
見
せ
る

の
で
あ
る
か

ら
、
初

め
か
ら
下

に
浅

葱
地

の
衣
裳

を
着

込
ん
で
お
い
て
、
そ

の
上

に
赤

地
の

衣
裳

の
荒
縫

い
に
し
た
物
が
か
ぶ
せ
て
あ
る
。

そ

の
荒
縫

い
、
す
な
わ
ち
仮
縫

い

の
大
白

の
糸

の
先

に
、
絹

で
包
ん
だ
真
綿

製

の

『
玉
』
淋

つ
け

て
あ
り
、

こ
の
玉
を
引
抜
い
て
、
糸

を
抜
く
仕
組

み

に
な

っ
て
い
る
。
玉

の
大
き
さ
は
直
径

ニ
セ
ン
チ
く
ら

い
で
、
衣
裳

と
同
じ
素

地
を

用

い
た
り
、
同
系

色
を
用

い
た
り
す
る
。
糸

の
太
さ
は
、
絹

が
縒

っ
て
あ

る
も

の
で
直
径

ニ
ミ
リ
く
ら
い

で
、
色

は
黒
と
白

の
二
色

で
、
衣
裳

の
色

に
よ

っ
て

使

い
分
け
を
す

る
。

昔

は
、
人

に
よ

っ
て
抜
き
や
す
く
滑
り
や
す
く
す

る
為

に
、
糸

を

ろ
う
で
固

め
た
人
も

い
た
。
現
在

で
は
そ

の
よ
う
な
事
を
す

る
人

は
い
な
く
な

っ
た
。
な

ぜ

な
ら
糸

の
質
が
良
く
な
り
、
太
さ
も
そ

ろ

っ
て
お
り
、

ろ
う

で
固

め
な
く
と

も
す
む

よ
う

に
な

っ
た
か
ら

で
あ

る
。
し
か
し
今

の
糸

で
も
、
夏
、
汗
を
か
く

と
軋

ん
で
し
ま
い
、
抜
け

に
く
く
な

る
場
合
も
あ

る
。
ま

た
現
在

で
も

一
ケ
月

の
興
行

の
場
合

な
ど

は
、
中

日
あ

た
り

で

一
度
、
糸
を
取
り
替
え

る
と

い
う

こ

と
も
行

な
わ
れ

て
い
る
。

『
娘
道
成
寺
』

の
引
抜
き

の
玉

の
数

は
、
普
通
、
襟

の
中
央

に

一
ケ
所
、
両

の
袖

口
に

一
ケ
所
、

両
の
袂

の
先

に
ニ
ケ
所
、
腰

に

一
ケ
所
、
裾

に
ニ
ケ
所
と
、
全

部

で
十
個
使
用

し
て
い
る
。

だ
が
、
襟

の
玉
と
腰

の
玉

は
む

だ
玉

で

あ

る

か

ら
、
舞
台

で
引
抜
く
玉

は
八
個

で
あ

る
α

引
抜
き

の
名
人
と
言

わ
れ

る
中
村
翫
太
郎

は
、

五
代
目

・
中
村
歌
右
衛
門

の

晩
年

と
五
代

目

・
中
村
福
助
と

六
代
目

(現
)
・
中
村
歌
右
衛
門
が
福
助

の

時

に
後
見

を
勤
め
た
人

で
あ

る
。

こ
の
人

は
、
裾

の
所

に
玉
を
三

ケ
所

つ
け
た
。

裾

の
た
て
褄

に

一
本
ず

つ
、
裾

の
後

ろ
の
中
央

に

一
本
と
舞
台

で
抜
く
玉

ば
全

部

で
九
個

で
あ

っ
た
。

こ
の
付
け
方

は
、
全

て
の
玉
が
直
線
ー
角
度
が
な

い
ー

一
本

の
線

で
あ

る
か
ら
、

た
と
え
糸
が
軋

ん
で
も

お
そ
ら
く
切
れ

る
と

い
う

こ

と
は
な
か

っ
た
と

い
わ
れ

る
。

こ
の
抜
き
方

は
、
中
村
翫
太
郎
独
特

の
も

の
で

あ

り
、
他

に
類

を
み
な
い
。

(図

10
の
㈲
参
照
)

中
村
翫
太
郎

は
、
浴
衣
と
浴
衣

を
木
綿

の
太

い
糸

で
縫

っ
て
引
抜
き

の
稽
古

を
し
た
と

い
う
。

こ
の
や
り
方
が

一
番
抜
き

に
く
く
、
無
理
す

る
と
切
れ

る
場

合
も

あ
り
、
そ

の
為

こ
れ
を
練
習

に
用

い
た
ら

し
い
。

ま
た
お
さ
ら
い
会

で
は
、
袂

の
部
分

を
普
通

に
縫

っ
て
し
ま
う

場

合

が

あ

る
。

こ

の
時

は
上

の
衣
裳

と
下

の
衣
裳
と

が
ひ
と

つ
に
な

っ
て
い
な
い
。

こ
れ

は
袖

の
玉

が

一
ケ
所

で
、

そ
れ
を
後
見

が
引
抜

け
ば

よ
い
よ

う

に

な

っ
て

い

る
o普

通
な
さ
れ

て
い
る
方

法
だ
と
、
袖

ロ
の
玉

を
踊

り
手
が
抜

か
な
く

て
は
な

ら
な
い
が
、
素

人
で
抜

く
こ
と
が

で
き

な
い

の
で
、
後
見

の
負
担

を
軽

く
す

る

為

に
、
こ

の
方

法
を
用

い
て
い
る

の
だ
と
い
う

(
図
10

の
㈲
参
照
)
。

こ
の
衣
裳

の
抜

き
方

は
、
普
通

の
抜
き
方

と
は
反
対

に
、

下
に
引

っ
ぱ

る
よ

う

に
し

て
引
抜
か
な
け
れ
ば
抜
け
な
い
ゆ

だ
か
ら
万

一
、
踊

り
手
が
腕

を
上

げ

た
り
し
た
場
合
、
そ
れ
こ
そ
腕
が
折

れ
る
事
も
で
て
く
る
。

こ
の
抜
き
方

は
困

難

で
は
な

い
が
、
見

た
め
が
あ
ま
り
き
れ

い
で
は
な
い
。

さ

て
本
題

で
あ

る

『
娘
道
成
寺
』

の
引
抜
き

の
順
序

に
つ
い
て

の
べ
る
。
最

初

に
後
見
が
裾

の
玉
を
引
抜
き
、
次

に
袖

の
先

の
内
側

の
所

の
玉
を
後

ろ
癒

つ
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(a)・中村翫太郎の玉の付け方 (b)一 般に されてい る玉の付け方

(c)お さらい会な どで,な されて

い る玉の付け方
(d)___.pTさ れ て い る玉 の付 け 方

図10
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か
ん
で
引
抜
く
。
次

に
、
踊
り
手
が
踊
り
な
が
ら
袖

口
の
玉
を
抜
き
、
そ

の
間

に
後
見

が
袖

の
外
側

の
玉
を
抜

い
て
行
く
。
袖

の
玉

を
抜
く
順
序

は
役
者

に
よ

っ
て
、
右
が
先
、
左
が
先
と
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
。

と

こ
ろ
で
こ
の
玉

の
抜
き
方

が
難

し

い
。

玉

の
抜
き
方

に
は
角
度
が

あ
る
。

誤

っ
た
角
度

か
ら
抜

い
た
り
、

い
ら
だ

っ
て
引
け
ば
、
抜
け
る
も

の
も

抜

け

ず
、

た

っ
て
引
け
ば
切
れ

る
場
合
も
あ

る
。
玉
を
抜
く

に
は
力
は

い
ら
ず

コ
ツ

で
抜

く

の
で
あ

る
。

糸
が
切

れ
る
と
い
う

こ
と

は
昔

は
よ
く
あ

っ
た
ら

し
い
が
、
現
在

で
は
め

っ

た

に
な
い
。
特

に
裾

の
玉
が

切
れ
る
こ
と
が
多

か

っ
た
。
切
れ

た
場
合

は
プ

ツ

ン
と
大
き
な
音
が
す
る
そ
う
で
あ
る
。

プ

ツ
ン
と
音
が

し
た
場
合

は
、

少
し
役

者

の
方

が
待

っ
て
や

る
。長

唄
囃
子
連
中

も
そ

の
音

が
聞

こ
え
た
な
ら
、
少
し
ゆ

っ
く
り
弾
く
よ
う

に
す

る
。
そ
う
し
な
け
れ
ば
切
れ
た
糸

を
取

り
出

さ
な
け
れ

ば

な
ら

な
い
の
で
、
"
問
"
が
ず
れ

て
し
ま
う
か
ら

で
あ

る
。

切
れ

た
糸

を
取
り
出
す
時
間

は
ほ
ん
の
数
秒

で
は
あ

る
が
、
踊
り

は
な

ん
と

い

っ
て
も

"
問
"
が
大
切

で
あ

る
か
ら
、
ち

ょ

っ
と
く

る

っ
て
も
そ

の
踊
り

は

価

値

の
低
い
も

の
と

な

っ
て
し
ま
う
。

だ
か
ら
、

引
抜
き

の
玉
は
、
普
通
役
者

の
専
属

で
あ

る
衣
裳
方
が

つ
け

る
こ

と

に
な

っ
て
い
る
。
し
か
し
初

日
だ
け
は
、
仕
立

屋
か
ら
直
接
出
来

て
く

る
の

で
玉

の
付

け
方

が
ち
が
う
。

ミ
シ
ソ
で
縫

う
よ
う

に
細

か
か

っ
た
り
、

こ
の
日

の
引
抜
き
が

一
番
役
者
や
後
見

に
と

っ
て
気
を

つ
か
う
と

こ
ろ
で
あ
る
。

こ

の

場
合
む
し

ろ
、
細
か
過
ぎ

る
よ
り

は
ち

ょ

っ
と
荒

い
く
ら

い
の
方

が
良

い
。
初

日
は
、
後
見
が

必
ず
指

を
入
れ

て
調
べ

る
こ
と

に
な

っ
て
お
り
、
細
か
過
ぎ

る

場
合

は
縫

い
直

し
た
り
、
糸

の
先

の
方
を

ほ
ど

い
た
り
し

て
お
く
。
も
し
細

か

く
縫

っ
た
ま
ま
、
引
抜
き

を
す

る
と
、

そ
れ

さ
そ
無
理

に
引

っ
ぱ

っ
て
抜

こ
う

と
す
る
か
ら
、
今

日
で
も
糸
が

切
れ
る
と
い
う

こ
と
が

し
ば

し
ば
起

こ

っ
て
く

る
↓さ

て
、
玉
を
引
抜

い
た
後

の
始

末
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
後

見
が
引
抜
い
た
玉

は
も
ち

ろ
ん
、
役
者
が
抜

い
た
玉
も
、
後
見
が
帯

の
間
や
袴

の
所

に
挿
ん

で
置

く
。
最
近

で
は
、

こ
の
方
法

は
手
柄
顔
を
示
す
も

の
と

の
見
解

か
ら
、
玉
を
引

抜
く
度

に

一
本
ず

つ
後

ろ

へ
投
げ
捨

て
る
の
を
副
後
見
と
言
う
者
が
、
片
付
け

る
手
順
も
行

な
わ
れ
て
は
い
る
。

引
抜

き

の
妙
は
、
と

っ
さ

の
間

に
さ

っ
と
引
抜

か
れ
て
、
下

に
着

た
衣
裳
が

表

に
現
わ
れ
、
が
ら
り
と
気
が
変
わ
る
と

こ
ろ

に
あ

る
。

そ
れ
で
な
け
れ
ば

引

抜
き

の
目
的
は
達

せ
ら
れ
な

い
。
だ
か
ら
玉
を
引
抜

い
て
か
ら
衣
裳

を
引
抜
く

ま

で
の
間
、
な

る
べ
く
下

の
衣
裳
を
見

せ
な

い
よ
う

に
す

る
こ
と
が
大
切
で
あ

る
。

『
娘
道
成
寺
』

の

「
蓮
葉

な
も

の
じ

ゃ
え
」

で
引
抜
く
場
合

は
、
見
、兄
に
く

い

の
で
あ
る
が
、
手
鞠

を

つ
く

ふ
り
を
し
て
い
て
玉
を
引
抜
く
場
合

は
、
多

少
見

え
て
し
ま
う
場
合
も
出

て
く

る
。

だ
か
ら
こ
の
時

は
、
袖

を

つ
か
ん
だ
り
、
押

え
た
り
し
て
ご
ま
か
し
て

(
と
い
う

と
支
障
が

あ
る
が
)
、
踊

る
の
で
醐あ

る
。

し
か
し

こ
れ
も
、
相

当
腕

の
た

つ
役
者

で
な
い
と
観

客

に
そ

の
し
ぐ

さ
が
悟

ら

れ

て
し
ま
う
。

い
よ

い
よ
衣
裳
を
引
抜
く
段

に
な

る
と
、
後

ろ
の
着
物

の
肩

に

"
ポ

ソ
"
と

後
見

ρ
手
が

か
か

る
。
そ
う
し

た
な
ら
役
者
も
帯

の
所

に
差
込
ん

で
あ

る
衣
裳

を
引
抜
く

の
で
あ

る
。
引
抜
き

は
後
見
が
衣
裳
を

つ
か
ま
な

い
と
脱
げ
な

い
の

い

き

で
、
後
見

か
ら
呼
吸
が

か
か
る
の
が
常

で
あ

る
。

後
見

は
、

一
遍

に
上

の
衣
裳
と
下

の
衣
裳

(
ツ
ー
ピ

ー
ス
の
上

・
下
)
を
引

抜

く
か
ら
、

役
者

と

の
呼
吸
と
い
う
も

の
が
大

切
で
あ
る
。

ま
た

『
娘
道
成
寺
』

の
よ
う
な
引
抜
き
は
、
衣
裳

を
引
抜
く
時
、
役

者
が
腕

を
上
げ

る
よ
う
な
感
じ

で
や
ら
な
け
れ
ば
後
見
が
苦
労
す

る
。
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後

見
と
い
う
も

の
は
、
役
者

に
よ

っ
て
決

ま

っ
て
い
る
も

の
で
あ

り
、

ま
た

そ
う

し
な
い
と
呼
吸

が
合

わ
ず
、
失
敗
す

る
場
合
も
出

て
く

る
。

だ
か
ら
誰

で

も

よ
い
と

い
う

わ
け

で
は
な
い
。
専
属

の
後
見
が
病
気

な
ど
、

や
む

を
え
な

い

事
情

で
休

ん
で
し
ま
う
と
、
役
者

は
非
常

に
困
惑
す

る
。
な
ぜ
な
ら
入

に
よ

っ

て
癖
が
あ

り
、
他

の
役
者

の
後
見
が

一
時
し

の
ぎ

に
勤

め
た
と
し

て
も
、
呼
吸

が
合

わ
ず
う
ま
く

い
か
な
か

っ
た
り
す

る
か
ら

で
あ

る
。

長

い
間

一
緒

に
や

っ
て
来
た
役
者
と
後
見
な
ら
、
呼
吸
を
か
け
合
わ
な
く

て

も
、
引
抜
く
所

に
く
れ
ば
、

サ

ッ
と
引
抜
け

る
そ
う

で
あ

る
。

ま

た
、
普
通

の
お
さ
ら

い
会

や
舞

踊
会

で
は
、

一
日
或

は
二
目
し
か
や
ら
な

い
の
で
、
踊

り
手
と
後
見

の
呼
吸
ボ
合
う
と
か
合
わ
な
い
と
か
、

そ
う
い
う
こ

と
は
問
題
外
で
あ
る
。
こ
の
時

は
完

全
に
後

見
に
頼

る
ほ
か
な
い
。

こ
う

い
う

場

合

に
は
、

た
い
て
い
後
見
が
声

を
か
け

る
こ
と

に
な

っ
て
い
る
。

引
抜

き
を
き

れ
い
に
見

せ
る
に
は
、
役
者

と
後
見

の
呼
吸
が
合
う

こ
と

は
も

ち
ろ
ん
、
衣
裳

の
抜
き
方

に
も

よ
る
の
で
あ

る
。
要
す

る
に
差
込

ん
で
あ

る
上

の
衣
裳

の
上

の
部
分

を
下

に
引

っ
ぱ

る
の
で
は
な
く
、
素
直

に
上

に
持
ち
あ
げ

る
よ
う

に
引
抜
く
と
、
観
客

か
ら
見

て
も
き
れ

い
に
見
え

る
。
演
者
た
ち
も
気

持

ち
が
良

い
の
で
あ

る
。

さ

て

『
娘
道
成
寺
』

の
引
抜
き
と
較

べ
る
為

に
、

『鷺

娘
』

に
つ
い
て

触

れ

て
お
き

た
い
。

『
鷺
娘
』
は

『
娘
道
成
寺
』

の
衣
裳
と
違

っ
て
、
下

の
衣
裳

が
上

の
衣
裳

に
す

っ
ぽ
り
と
包
ま
れ

て
し
ま
う

"袋

か
ぶ
せ
"
と

い
う
方

法
で
あ
る
。

こ
れ

は
全

く
下

の
衣
裳
が
見
え
な

い
。
裾
も
上

の
白

の
衣
裳

に
お
お
わ
れ

て
し
ま

っ
て
お

り
、
帯

の
黒
無
地
を
除

い
て
は
全

て
白

ず
く

め
で
あ
る
。
ま
た
こ
れ

に
使
用
さ

れ

て
い
る
玉

の
数

は
、
『
娘
道
成
寺
』

の
八
個

(舞

台

で
抜
く
玉
)

に
対

し

十

個

で
あ

る
。

こ
の
二
個
多

い
分

は
、
裾

が
上

の
衣
裳

に
す

っ
ぽ
り
と
く
る
ま

っ

て
い
る
の
で
、
前
身
頃

の
折
り
返
し

の
所

に

一
本
ず

つ
つ
い
て
い
る

(
図

5
参

照
)
。

む
だ
玉
を
入
れ

る
と
、
『
娘
道
成
寺
』

の
十
個

に
対
し
て
、

『鷺

娘
』

は
十

二

個
が
普
通

で
あ

る
。

ま
た

こ
の
場
合
、
帯
も

袋

に
な

っ
て
い
る
か
ら
帯

も

一
緒

に
引
抜

か
な
け
れ

ば
な
ら
な

い
。

帯

の
玉

の
数

は
、

両
方

の
振

下
げ
帯

の
た
れ

に
、

二
個
ず

つ
と
中
央

の
結
び

目

の
部
分

に
、

一
個

で
全
部

で
五
個
あ
る
。

こ
の
袋

か
ぶ
せ
の
帯

は
、
中

に
す

っ
ぽ
り
と
も
う

一
つ
の

帯

ボ

入

っ
て

い

る
。
ぶ
か
ぶ
か

に
な

る
可
能
性
が
あ
る
た

め
、
両
方

の
た
れ
が
縫

っ
て
あ

る
。

今
日

で
は
、

マ
ジ

ッ
ク
テ
ー
プ

で
ニ
ケ
所
を
留

め
て
お

い
て
、
引
抜
く
方

法
も

用

い
ら
れ

て
い
る
。
こ

の
方

法
は
、

七
世

(現
)

尾
上
梅
幸
氏

が
考
案

し
た
も

の
で
あ

る
と
聞

い
て
い
る
。

こ

の
帯
は
四

つ
に
分

か
れ
て
お
り
、

引
抜

く
場

合
ハ
両

の
振

下
げ
を
下

に
、

結

び
目
と
胴

の
所
を
上

に
、
そ
れ
ぞ
れ
引
抜
く

(
図

6
参
照
)
。

こ

の

『
鷺

娘
』

の
衣
裳

を
引
抜
く
時

は
、
役
者
が

必
ず
腕

を
お
ろ
さ
な
く
て

は
抜

け
な
く
な
る
。

ま
た
裾

の
玉
を
引
抜

く
際
、
内
側

の
か
ぶ
せ
た
部
分

に
も

玉

が

つ
い
て
い
る
か
ら
、
場
合

に
よ

っ
て
は
お
し
り
を
ま
く

り
あ
げ

て
し
ま
う

場

合
も
出

て
来
る
o

こ
の
よ
う

に
同
じ
引
抜
き

で
あ

っ
て
も
、
普
通

の
か
ぶ
せ

(
娘
道
成
寺
)
と

袋

か
ぶ
せ

(鷺

娘
)

で
は
、
玉

の
数
も
衣
裳
を
引
抜
く
場
合

の
引
抜
き
方
も
、

腕

の
あ

げ
お
ろ
し
も
、

ち
が

っ
た
立
振
舞

い
で
あ

る
こ
と
が
理
解
さ
れ
よ
う
。
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第
三
章

後
見

・
黒
衣

一
、
後
見

・
黒
衣

の
意
義
と
役
割
に

つ
い
て

歌
舞
伎

に
は
ま
た
、
重
要
な

「
後
見
」
「
黒
衣
」
と

い
う
影

で

動
く
存
在
が

必
要

で
あ

る
。

後
見

に
は
三
通

り
あ

る
。

ひ
と

つ
に
は
鬘

・
裃

・
袴
を
付
け
た
裃
後
見
、

二

つ
に
は
紋
付
き

・
袴
を
付
け

た
着
付
け
後
見
、

三
つ
に
は
黒

の
着
物
を
ま
と

っ

た
黒
衣

の
後
見

で
、
役
者

の
後
見

の
用
事
を
し

て
い
る
者
を

い
う

(
図
11
、
12

参
照
)
。

芝
居

の
習
慣

か
ら
、
「
後
見
」
「
黒
衣
」

は
、

一
切

"
見
え
な

い
存
在
"
と

い

う
約
束

に
な

っ
て
い
る
。

冨

い

3

驚
鏤

図12黒 衣

裃
後
見

・
着
付
け
後
見
と

は
、
大
時
代
な
狂
言
-

大
時
代
物

(対
面

・
暫

・
本
朝
甘

四
孝
な
ど
)
ー

や
、
舞

踊

の
場
合

に
出

て
来
る
後
見
で
あ
り
、

こ

 の
時

は
公
然
と
顔
を
表
わ
し

て
後
見
を
行
な
う
。
舞

踊

の
よ
う
な
形
式
芸

術
で
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は
、
後

見
が
い
て
も

邪
魔

に
は
な
ら
な
い

の
で
あ
る
。悔

た
と
え
ば
歌
舞
伎

十
八
番

や
新
歌
舞
伎
十

八
番

な
ど

に
出

て
く

る
場
合

は
、

十

八
番

と
い
え
ば
、
昔
は
市
川
家

の
お
家
芸

で
あ

っ
た
か
ら
、
市
川
家

の
柿
色

の
上

・
下

に
三
升

の
紋

を
付

け
る
。

そ
れ
が
後
見

を
す

る
上

で
の
原
則
と

な

っ

て
い
た
。

だ
か
ら
尾
上
菊

五
郎
が

『
鏡
獅

子
』

を
踊

っ
て
も
、
そ
れ

は
変

わ
ら

な
い
。
演
者

は
市
川
家

の
お
家
芸

に
対

し
て
敬
意

を
払
う
わ
け

で
あ

る
。

こ
れ

ら
の
後
見

の
場
合
、
舞
台

で
公
然
と
姿
や
顔
を
現
わ
し

て
い
る
の
だ
か

ら
、
本
来
、
観
客

の
目

か
ら

は
見
え
な

い
と

い
う
約
束

で
登
場
し

て
い
る
の
だ

と

い
う
説

は
当
ら
な

い
が
、
や

は
か
後
見

の
心
得
と
し

て

"
め
だ

た

な

い
存

在
"

で
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

た
と
え
ば
舞

台

に
座

っ
て
い
る
時

で
も
、
正
面
を
向

い
て
座

っ
て
は
い
け
な

い
。
む
し

ろ
観

客

の
方

に
背

を
向
け
る
ぐ
ら

い
に
し

て
、
踊
り
手

の
動
き
を
横

で
見

る
よ
う
な
位
置

に
座

る
の
が
良

い
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
万

一
、

扇
を
落

し

て
し
ま

っ
た
と
か

い
う
場
合

に
は
、
踊

り

の

"
問
"
を
よ
く
み
て
、
サ

ッ
と
渡

せ
る
よ
う

に
、
常

時
心
が
け
て
お
か
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

な
お
舞
踊

の
場

合
は
、
振

り
付

け
師

が
、
初

目
か
ら
三
日
間

ほ
ど
は
、
大
事

を
と

っ
て
後

見

に
出

る
定

め
に
な

っ
て
い
る
Q

黒
衣

に

つ
い
て
の
べ
る
。
歌
舞
伎

の
舞
台

で
は
、
登
場
入
物

の
ほ
か
に
、
全

身
黒
ず
く

め
の
着
物

を
ま
と

っ
た
介
添
役
が
盛

ん
に
出
没

し
、
進
行

を
助
け

て

い
る
Q

こ
の
介
添
役
並
び

に
そ
の
黒

い

着
物

を
、
「
黒
衣
」
「
黒
子
」
「
ク

ロ
ン

ボ
ウ
」
と

よ
ん
で
い
る
。

こ
の
黒
衣

の
着
物

は
、
黒
無
地

の
木
綿

で
胸
当

・
黒
衣
i

こ
の
場
合

は
狭

義

で
着
付
け

の
み
を
指
す
ー

・
紐
付
股

引

・
山
付

手
甲

・
そ
れ

に
同

じ
黒
無

地

の
頭
巾

を
か
ぶ

っ
て
お
り
、
顔

の
前

に
た
れ
て
い
る
紗
、

ま
た
は
絽

の
布

地

は
、
観
客

か
ら
顔
淤
見
え
な

い
よ
う

に
な

っ
て
お
り
、
付
け

て
い
る
側

か
ら

は

舞
台

や
観
客
が
見
え

る
よ
う

に
な

ウ
て

い
る
α

黒

は
、
歌
舞

伎
で

は
、
"
闇
μ
ま
た
は
、
"無

"
を
象
徴

す
る
色

で
あ

る
σ
黒

衣
を
着

て
舞

台
で
い
ろ
い
ろ
な
手
伝

い
を
す
る
場
合
、
全

て
客
席

か
ら

は
見
え

な

い
も

の
に
な

っ
て

い
る
。

し
か
し
同

じ
黒
衣

で
も
、
文
楽

(人
形
浄
瑠
璃
)

の
人
形
使

い
は
、
繻
子

の

け
い
ご
と

黒
衣
を
着
る
場
合
が
あ
る
。
特
に

『
八
百
屋
お
七
』
な
ど
の
景
事
-

舞
踊
的

演
目
i

で
、
娘
の
人
形
を
使
う
場
合
は
、
紅
絹
の
飾
り
紐
が
胸
と
腰
に
つ
い

て
い
る
。
ま
た
竹
田
頭
巾
、
亀
屋
頭
巾
ー

そ
の
名
の
由
来
は
人
形
浄
瑠
璃
の

昔
の
劇
場
名
か
ら
附
け
ら
れ
た
と
い
う
ー

と
呼
ば
れ
る
三
角
の
頭
巾
を
か
ぶ

る
場
合
も
あ

る
。

歌
舞
伎

に
お
い
て
も
、
『
日
高
川
』
『
櫓

の
お
七
』
な

ど

の
、
"
人
形
振
り
"

の
演
目

で
は
、
黒
衣
も
文
楽

の
そ
れ
を
反
映
さ

せ
て
人
形
使

い
に
扮
し
た
役
者

が
そ
れ
を
着

る
。

こ
れ

に
つ
い
て
は
後

で
詳
し
く
記
載
す

る
こ
と

に
す

る
。

ま
た
黒
衣
と
同
じ
様
式

で
、
衣
裳
が
全

て
白

で
あ

る
自
衣
と

い
う
も

の
が
あ

る
。
雪

の
舞

台
で
使
用
さ
れ
る

の
で
、
別
名
、
雪
衣
と
も
呼
ば
れ

て
い
る
。
た

と
え
ば

『
雪
女
郎
』

『
雪
傾

城
b

の
舞

踊

の
他

、
『
佐
倉
義
民
伝
』

の

「
渡

し
」

「
子
別
れ
」

に
も
出

て
く

る
。

こ
の
場
合
竜
観

客

に
は
見
え
な
い
と
い
う
約
束

は
変
わ
ら
な
い
。
ま
た
浪

衣

(浪

子
)

と
言
わ
れ

る
も

の
も
あ
り
、
や
は
り
黒
衣
や
白

衣

と

同
類

で
あ
る
Q

こ
れ
は

『
日
高

川
』

『
毛
剃
』

な
ど

の
海

や
川

の
場
面

に
出

て
く
る
。
浪
布
を

上
下

・
左

右

に
動

か
し
な
が
ら
浪
頭

な
ど
を
現

わ
す
場
合

に
、
着

る
衣
裳

に
浪

の
模
様
が

つ
い
て
い
る
。

歌
舞
伎

の
後

見

・
黒

衣

の
制
度
は
、
非
常

に
優

れ
て
い
る
演
出
方

法

の

一
部

で
あ
る
。
後
見
制
度

の
起
源

は
、
直
接

に
は
、
先
行
演
劇

で
あ

る
能
が

ら
学

ん

だ
も

の
で
あ

る
。
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歌
舞
伎
や
歌
舞
伎
舞
踊

は
、
役
者
が
舞
台

で
動
く
負
担
が
非
常

に
多
く
、
役

者

一
人

で
は
手

の
廻

り
兼
ね

る
動
作
が
あ

る
。

こ
れ

は
舞
踊

の
動
作
が
基
本
と

な

っ
て
い
る
演
劇

の
性
格

上
致

し
方
が

な
い
。
そ

の
た
め
に
後
見

・
黒
衣
と

い

う
制
度

を
導

入
し
た
の
で
あ

る
。

昔

は
歌
舞
伎
芝
居

に
お
い
て
も
、
後
見

は
裃

を
付
け

て
出

て
い
た
と

い
う
。

黒
衣
が
出
現

し
た
の
は
、
世
話
物
が
演

じ
ら
れ
る
よ
う

に
な

っ
て

か

ら

で

あ

る
。こ

の
後
見

・
黒
衣

の
制
度

は
、
現
在

で
は
目
本
ば

か
り
で
な
く
、

フ
ラ

ン
ス

で
も

盛
ん
に
行

な
わ
れ
て
い
る
。

ま
た
中
国

の
京
劇

に
は
、
古
く

か
ら
後
見

・

黒
衣

に
類

似
し
た
も

の
が

あ

っ
た
。

し
か
し
こ
れ
ら
は
、

目
本

の
後

見

・
黒
衣

と

そ

の
意

を
異
に
し
て
い
る
。

た
と

え
ば
舞

台

に
普
通

の
中

国
服

で
出

て
き

た

り
、
舞
台

を
堂

々
と
歩

い
た
り
と

い
う
具
合

で
あ

る
。

こ
の
場
合

は

"
見

え
な

い
存
在

"
な
ど
と
言

え
る
も

の
で
は
な
い
。

日
本

で
は
、
な
る
べ
く

わ
か
ら
な

い
よ
う

に
、

目
立

た
な
い
よ
う
努
力
す

る
の
が
第

一
条
件

な
の
で
あ

る
。

今

ま
で
何
度
と

な
く
、
後
見

・
黒
衣

は
、
"
見

え
な
い
存

在
"
"
目
立
た
な
い

存
在
μ

と
言

っ
て
き

た
。

し
か
し
、

ど
う
し
て
舞
台

に
存

在
す
る
者

を
、

は

っ

き

り
と
認
識

で
き

る
者
を
、
"
見

え
な
い
存
在

"、
"
目
立
た
な
い
存

在
"
と

す

る
の
か
。
そ

れ
は
非
常

に
興
味
深

い
も

の
で
あ
る
。

そ
こ
で
そ

の
事

例

に
つ
い

て
述
べ
て
み
た

い
と
思
う
。

後
見

・
黒

衣
が
も

し
役
者

と
同
じ
よ
う

に
観
客

に
目
立

つ
存
在

な
ら
、

そ
れ

は
表
と
裏
と

い
う
区
別
が
な
く
な

る
事

に
な

る
。
"
主
"

に
な
る
者
は
あ

く

ま

で
役
者
な

の
で
あ
る
か
ら
、
後

見

・
黒
衣
を

"
見
え
な

い
存

在
"
、
"
目
立
た
な

い
存
在
"
と
し
な
け
れ
ば
、
主
役
が
舞

台
か
ら
浮
び
上
が
ら
な

い
。
そ
れ
は
何

事

に
も
表
が
あ
り
、
裏
-

影
1

が
あ
る
よ
う

に
、
歌
舞

伎

も

ま

た

同
様

で
あ

る
。
だ
か
ら
も
し
、
後
見

・
黒
衣
淋
目
立
と
う
な
ど
と

い
う
気
配
を
見
せ
た
な

ら
、
そ

の
芝
居
や
踊
り

は
、
全
く
価
値

の
低

い
も

の
と
な

っ
て
し
ま
う
。

後
見

・
黒
衣
は
、
歌
舞

伎
や
歌
舞

伎
舞

踊
が
成
立
す

る
た

め
の

土

台

で

あ

る
。
た
と
え
ば
家
を
建
て
る
場
合
、
み
え
な
い
存

在
で
あ
る
基
礎

が
な
く
て
は

家

は
建
ち
は
し
な

い
。
後
見

・
黒
衣
と

て
同
様

で
あ
る
Q

だ
か
ら
後
見

・
黒

衣

は
、

い
つ
舞
台

に
現
わ
れ
、

い
つ
消
え
た

の
か
、
観

客

に
わ
か
ら
な

い
よ
う
に
す
る

こ
と
が
肝

要
で
あ

る
。
よ
う
す

る
に
、
後
見

・
黒

衣
は
、
風

の
よ
う

に
、
空
気

の
よ
う

に
出
没
す

る
、
そ
う

い
う
心
持
ち

で
い
な

く

て
は
な
ら
な

い
。

後
見
と
い
う
も

の
は
職
業

と
し

て
独
立
し

て
い
る
が
、
初

め
か
ら
後
見
と
し

て
入

っ
て
く
る
わ
け
で
は
な

い
。
や

は
り
役
者
と
し
て
入

っ
て
く
る
。

後

見

は
、
踊
り
、
三
味
線
、
唄
も
知
ら
な
く

て
は
な
ら
な

い
し
、
舞

台

に
も

気
を
配

っ
て

い
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
そ
れ
が
出
来
な

い
と
、
後
見
は
勤
ま
ら

な

い
。
ま
し

て
、
引
抜
き
を
す

る
後
見
な
ど

は
、
数
秒
と

い
う
ほ

ん
の
少
し

の

時
間

に
行
な
わ
な
く
て
は
な
ら
な

い
か
ら
、
相
当

の
力
量
が
要
求

さ

れ

て

く

る
。
ま
た
舞

台
全
体

に
も
気
を
配
る

こ
と
か
ら
も
、
舞
台

に
チ
リ

一
つ
落
ち

て

い
る
こ
と
も
後
見

の
責

任
と
な

る
。
あ
る

い
は
、
役
者
が

い
ま
何
を
要
求
し

て

い
る
の
か
、
そ
れ
が
す
ぐ
わ
か

る
よ
う
で
な
く

て
は
い
け
な

い
。
役
者
か
ら
は

片

時
も
目
を
離
す

こ
と

は
で
き
な

い
。
万

一
機
転

の
き
か
な

い
後
見
が

い
た
ら

舞

台
が
色
あ

せ
た
も

の
に
な

る
。
後
見
は
大
切
な
女
房
役
で
あ
り
、
舞

台
監
督

な

の
で
あ

る
。

一
人
前

の
後
見
と
し

て
あ

つ
か
わ
れ
る

に
は
三
十
年

は
か
か
る
と
い
う
。
だ

か
ら
役
者

に
な
り
た

て
の
者

に
は
、
ま
か
せ
ら
れ
な
い
。

役
者

は
、
後
見
を
信
頼
し

て
、
し
か
も
、

こ
れ
を
頼

っ
て
は
い
け
な

い
。

そ

の
存
在

を
忘
れ

て
踊
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

ま
た
後
見

の
力
が
す
ぐ
れ

て
い

る
場
合

は
、
自
ず

と
そ

の
後

ろ
向
き

の
姿

に
す

ら
風
格

を
感

じ
る

も

の

で

あ
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る
。
と
く

に
役
者
恭
ま
ず

い
場
合

は
、
な
お
さ
ら
後
見

が

引

ぎ

立

っ
て

見
え

る
。
し
か
し
、
後
見
が

こ
の
よ
う

に
目
立

っ
て
は
そ

の
踊
り
は
完
全

に
失
敗
で

あ

る
。
後
見

は
あ
く
ま

で
も

"
目
立
た
な

い
存
在
"
で
あ

る
こ
と
が
大
切
で
あ

る
Q後

見

は
、
言
う
ま
で
も
な
く
踊

る
者

に
全
て
を
捧

げ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

だ
か
ら
と
い

っ
て
、
後

見
沸
役
者

に
ぴ

っ
た
り
と
付
き
添

っ
て
い
て
は
か
え

っ

て
見

に
く
い
。
後

見
は
役
者
と

は
で
き

る
だ
け
離
れ

て
い
た
方
ボ

の

ぞ

ま

し

小

。

し
か
も

そ
こ
に

一
定

の
距
離
を
保

っ
て
、
役
者
と
後
見

の
呼
吸
が
ぴ

っ
た

り
と
合

っ
て
こ
そ
、
そ

の
踊
り

は
、
美
し

い
す
ぐ
れ

た
も

の
に
な

る
。

後
見

は
、

た
い
て
い
主
演
俳
優

の
身
内

か
弟
子
が
勤

め
る
の
が

一
般
的

で
あ

る
。と

こ
ろ
で
能

に
お
け

る
後
見

は
、
も
し

シ
テ
が
倒
れ
た
な
ら
ば
、
そ

の
場
で

さ

っ
と
演

じ
る
く
ら
い
で
な
け
れ
ば

勤
ま
ら
な
い
Q
能

で
は
、
後

見
は
き

ち
ん

す

と
扇

子

(中

啓
)

を
持

ち
、
素

(衣
裳

を
付

け
て
い
な
い
事
)

で
も

な
ん
で
も

よ
い
か
ら
、

シ
テ
の
代

わ
り
に
演
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
の
で
あ

る
。

後
見

・
黒
衣

は
、
役
者
な
ら
誰

で
も
出
来
な
く

て
は
な
ら
な

い
。
役
者

に
な

る
為

に
は
、
先
ず
見
習

い
と
し

て
黒
衣
を
着
、
舞
台

の
袖

に
座

っ
て
見

る
の
が

決
ま
り

で
あ

る
。

歌
舞

伎

の
技
芸

の
伝

承
は
、

全
て

口
伝

に
よ
る

の
が
原
則
で
あ
る
。
特

に
演

技

の
習
得

に
つ
い
て
は
、
定
後
見
と
称

し
、

こ

の
よ
う

に
舞

台

の
袖

に

座

っ

て
、
師
匠

で
あ

る
役
者

の
演
技

を
実
際

に
見
聞
き
す

る
こ
と

に
よ

っ
て
、
肌

で

覚
え

る
も

の
と
さ
れ

て
い
る
。
ま
た
舞
台

で
ご
ざ
が
ま
く
れ

て
し
ま
う
よ
う
な

場
合

に
は
、
定
後
見

の
中

で
も
責
任
者
が
、
直
接
そ
れ

に
当
た
る
。

こ
の
定
後

見
と
し

て
、
舞

台

の
袖

に
い
る
こ
と
が
役
者

に
な
る
為

の
第

一
歩

で
あ
る
。

だ

か
ら
、
役
者
と
し
て
舞

台

に
立

つ
に
は
、

必
ず
定
後
見
と

い
う
過
程

を
経

な
け

れ
ば
な
ら
な

い
。

・

だ
が
年

令
的

に
も
、
黒

衣

(定
後

見
)

を
や
ら
せ
ら
れ

る
時
期

が
あ
る
。

そ

れ
は
、
十

四

・
五
才

の
こ
ろ
で
、

そ

の
時
定
後

見
を
や
ら
せ
ら
れ

る
場
合
が
多

い
。

な
ぜ

な
ら
こ
の
時

期
は
、
子
役

に
も
大
人

に
も

使
う

こ
と
が

で
き

な
く

な

る
時

で
あ

り
、

こ
の
時
期

に
裏
方

の
勉
強

を
さ

せ
ら
れ

る
わ
け

で
あ

る
。

こ
の
時

こ
そ
真
剣

に
見

て
い
な

い
と
、
師
匠

や
先
輩

の
芸
を
取
り
入
れ

る
事

が

で
き
な
く
な

る
の
で
あ

る
。

踊
り

の
後
見
を
行
な
う
場
合
、
た
と
え
ば
踊

っ
て
い
て
衣
裳

に
ほ

こ
ろ
び
が

で
き

て
も
、
そ

の
ま
ま
放
置
し

て
お

い
て
は
い
け
な

い
。
そ

の
場
で
縫

わ
な
け

れ
ば
な
ら
な

い
。
そ

の
為

後
見
は
常

に
、
赤

・
黒

・
白

の
糸
を
針

に
通
し
て
紙

に
包
ん
で
持

っ
て
い
る
Q

ま
た
、
現
在
で
は
安
全
ピ

ン
も

使
用
し
て
い
る
ゆ

し

か
し
こ
れ
を
縫

う
場

合
も

、
踊

り
の

"
間
"

を
考

え
な
い
と
折
角

の
踊

り
も
、
・

仏
作

っ
て
魂

入
れ
ず

と
言
う

こ
と

に
な

っ
て
し
ま
う

か
ら

で
あ

る
。

後
見

・
黒
衣

の
仕
事

(
役
目
)

に
つ
い
て
記
載
し
た

い
と
思
う
。

後
見

の
仕
事

の

一
つ
に
、
〈
差
し
金
〉
を
使
う
場
合
が
あ

る
。
〈
差
し
金
〉
と

は
、
黒
塗
り

の
細
く
し
な

る
棹

(
女
竹
、
ま
た
は
、
グ

7ラ
ス
フ
ァ
イ
バ
」
)

の

先

に
、
小
動
物

を

つ
け
、
後

見
が
操

作
す
る
と
、
生

命
を
吹
き
込

ま
れ

た
よ
う

に
、
生

き
生
き
と
動
く
そ

の
仕
掛

け
を
い
う
。

『
鏡
獅

子
』

『保

名
』

の
蝶
、
『
関

の
扉
』

の
鷹
、
『
鳥

羽
絵
』

の
レ

ン
ギ
、

み

な

〈
差

し
金
〉

で
あ
る
。

小
道

具
を
手
渡
す

の
も
後
見

の
役

目
で
あ

る
。
小
道

具
を

渡

す

時
、
特

に

"
面
"
な
ど

は
よ
ほ
ど
気

を
付
け
な

い
と
、
う

っ
か
り
男
と
女

の
面
を
取

り

違

え

た
り
反
対

に
出

し
た
り
す

る
事
が
あ

る
。
あ

る
い
は
、
役
者
が
扇
を
落
と
し

た
時
な
ど

は
、
あ
わ

て
ず

に
速

や
か
に
ょ
く
踊
り
を
見

て
、
"
問
"
を
み

は

か
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ら

っ
て
替
え

の
扇

を
手
渡

さ
ね
ば
な
ら
な

い
。

ま
た
木
戸

の
出
し

入
れ
な
ど
も

後
見

σ
仕
事

で
あ

る
。
そ
れ

か
ら
、
幕
切
れ

の

"
見
得
"

の
時
、
衣
裳
を
持

ち

上

げ
て
見
せ
る

の
も
後

見

の
役
割
で
あ
る
。

黒
衣

の
仕
事

に
は
、
"
合
引
"
ー

舞

台

の
俳
優

が

腰

か
け
る
、
黒
塗
木
製

腰
掛
1

を
掛
け
さ
せ
た
り
、
花
道

で
の

"
面
明
り
"
1

昔

の
ス
ポ

ッ
ト

ラ

イ
ト
、
差
し
金

に
ろ
う
燭
を

つ
け
、
花
道

の
出

に
使
う
ー

が
あ
.る
。

こ
れ

は

役
者

の
演
技
と

の

つ
な
が
り

を
考
え

る
と
生
や
さ
し

い
役

で
は
な

い
。

こ
れ

は

後
見

の
役
目

に
お
い
て
も
言
え

る
こ
と

で
あ

る
。
ま

た
、
物
を
渡
し
た
り
、
片

付
け

た
り
す

る
こ
と
も
、
簡
単
な

こ
と

の
よ
う

で
あ

る
が
、

お
ろ
そ

か
に
出
き

な
い
役

割
で
あ
る
。

役
者

が
袂

か
ら
手
紙

を
出

し
た
り
す

る
時
、
本
当

は
後

ろ
に
控

え

た

黒

衣

が

、
そ

っ
と
渡

す
。
役
者

の
手
が
後

ろ
に
回

っ
た
時
、

ス
ー

ッ
と
物
が
出

る
よ

う

に
な

る
に
は
、
役

者
と
同
じ
芝

居
心
が
な
か

っ
た
ら
う

ま
く
行
く
も

の
で
は

な

い
。

狂
言
方

の
黒
衣

に
つ
い
て

の
べ
る
。

こ
れ
は
初

日
以
来

、
役
者

が

セ
リ

フ
を

頭

へ
入
れ

る
ま

で
、
後

ろ
で
脚
本
を
持

っ
て
控
え
、
役
者

に
セ
リ

フ
を
教
示
す

る
プ

ロ
ン
プ

タ
ー
の
役
目

で
あ

る
。

こ
れ

は
、
作
者
部
屋
i

作
者

の
氏
神

の

菅
公

(
天
神
様
)
を
祀

る
神
棚

を
飾

り
、
立
作
者
を
中
心

に
数
脚

の

机

淤

並

ぶ
。
作
者

は
こ
こ
で
台
本

の
書
き
抜
き
や
付
帳
を
作
成
し
、
興
行
中

は
役
者

・

裏
方
の
進
行
連
絡
を
司
り
、
舞
台
監
督
事
務
を
取
り
扱
う
ー

か
ら
出
る
こ
と

に
な

っ
て
い
る
。

こ
の
部
屋

に
は
、
舞
台

の
こ
と
、

セ
リ
フ
の
こ
と
、
全

て
わ

か
る
人
が
い
る
。

.フ
ロ
ン
.フ
タ
ー
は
幕

に
ょ

っ
て
各

々
分
担
さ
れ

て
お
り
、

一
幕
二

幕
決
ま

っ

流
入
が
、
後

ろ
に
控
え

て
い
て
役
者
が
忘
轟

て
し
ま

っ
た
所

の
セ
リ

フ
を
一…敬
・X

て
い
る
。
教
え
方

は

セ
リ

フ
の
出

だ
し

の
部
分

だ
け
を
言

う
こ
と

に
な

っ
て
い

る
。
現
在
で
は

こ
れ
は
黒

衣
を
着

て
行

な

っ
て
い
る
が
、
東
京

で
は
明
治
初
年

に
初

め
て
黒
衣
を
身

に
付

け
る
よ
う

に
な

っ
た
。

そ
れ
ま
で
は
紋
付
き

に
着

流

し

の
ス
タ
イ
ル
で
、
献
上

の
帯
を
締

め
観
客

に
目
立
た

ぬ
よ
う

に
行

な

っ
て
い

た
。
だ
が
京
阪

で
は
、
古
く
か
ら
黒
衣
を
身

に
つ
け

て
行
な

っ
て

い
た
よ
う
で

あ

る
。

文
楽

に
お
け

る
黒
衣

に
は
、
歌
舞
伎
以
上

に
様

々
な
仕
事
が
あ
り
、
観
客

の

眼

に
つ
く

こ
と
も
多

い
。
美

し
く
見

せ
る
た

め
、
前
述
し

た
よ
う

に
、
黒
繻

子

の
着
物

を
着

て
紅

の
紐

を
締

め
て
い
る
。

し
た
が

っ
て
、
歌
舞
伎

で

行

な

う

"
人
形
振
り
"
や
舞

台
面

を
人
形
芝
居
仕
立

に
す

る
時

の
黒
衣

は
、
同
じ
ヌ
黒
繻

子

の
着

物
を

つ
け
る
。

人
形
振
り

の
場
合

の
黒
衣
は
特

に
目
立

つ
。

た
と
え
ば
黒
衣
が
太
夫
方

を
紹

介
し
た
り
、
人
形
振
り
が
終

っ
て
演
者
が
人
間

に
も

ど
る
と
、
黒

衣
が

不
必
要

に
な

る
、
す

る
と
黒
衣

は
観
客

に
向

っ
て
会

釈
を
し
て
さ
が

っ
て
ゆ
く
。

ま
た

人
形
振
り
を
演
じ

て
い
る
役
者
が
歩
く
場
合
、
役
者
は
足
音
を
出

さ
な
い
。

そ

の
代
わ
り
舞
台

の
す
み

で
黒
衣
が
堂

々
と
表
わ
れ

て
足
を
な
ら
す
。
影

(舞

台

の
袖
)

で
隠
れ

て
や
ら
ず

に
わ
ざ
わ
ざ
舞

台

に
現
わ
れ

て
や

る
の
で
あ

る
。
な

ぜ

こ
の
場
合

に
限

っ
て
黒
衣

の
心
得

の
第

一
で
あ

る

"
見
え
な

い
存

在
"
"自

立

た
な
い
存
在
"
と

い
う

こ
と
が

な
さ
れ

て
い
な

い
の
か
。
そ
れ

は
そ

の
時

の

黒
衣
が
役
者

で
も
あ

る
か
ら

で
あ

る
。

こ
の
場
合
、
役
者
が
人
形

の
振
り
を
す

る
か
ら
、
文
楽

と
同

様
に
黒
衣
が
動

か
す
。

い
や
動

か
し

て
い
る
よ
う

に
見

せ

る

の
で
あ
る
か
ら
、

こ

の
時
黒
衣
も
役
者
と

一
緒

に
踊

っ
た
り
、
動

い
た
り
し

な
く
て
は
な
ら
な
い
。

し
た
が

っ
て
、

こ

の
時

の
黒
衣

は
、
り

っ
ぱ

に
演
技
を

す
る
黒

衣
な

の
で
あ
る
か
ら
、

目
立

っ
て
も

お
か
し
く

な
い
。

こ
の
黒
衣

は
、

普

通
の
黒

衣

ハ
定
緩

見
)

で
臆
で
き
ゐ
も

の
で
臆
な
い
。

な
ぜ

な
ら
こ
池

献
、
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役
者
と

一
緒

に
演
技
を
し
な
く
て

は
な
ら
な

い
か
ら
で
あ

る
。
だ
か
ら
、
師

匠

が

い
ろ
い
ろ
と
吟
味
し
た
上

で
、
後
見

(
黒
衣
)

を
決
め
る

の
で
あ
る
。

だ
か

ら

こ
の
後
見

は
、
技

術

の

一
つ
で
あ
り
、
相
当

な
力
量
が
な
い
と
勤
ま
ら
な
い

も

の
で
あ

る
Q

こ
の
場
合
、
黒

衣

は
目
立

っ
て
も

よ
い
の
で
、

わ
ざ

と
紅

の
紐

を

付

け

た

り
、
黒

繻
子

の
着
物

を

つ
け

た
り
す

る
。
普
通
、

こ
の
後
見

の
こ
と
を
繻
子
後

見

と
呼

ん
で
お
り
、
全

て
文
楽

か
ら
由
来

し
て
い
る
。

人
形
振

り
が
上
演
さ
れ

て
い
る
場
合

は
、
誰

が

こ

の

後
見
を
勤

め
る
か
、

「
人
形
遣

い
」
と
し

て
、
プ

ロ
グ
ラ
ム
に
記
載
さ
れ

て
い
る
。
普
通
、
"無

"
と

い
う

こ
と
が
条
件

で
あ

る
後
見

・
黒
衣

の
場
合

は
、
プ

ロ
グ

ラ
ム
に
は
名
前

は

載
ら
な

い
。

こ
れ
が

一
般
的

で
あ
り
、
人
形
振
り

の
場
合
は
、
人
形

遣
い
と
し

て

一
役
者
と
し

て
扱
わ
れ
て
い
る

の
で
別

に
記

す
わ
け
で
あ
る
。

し
か
し
、

こ

、
の
場
合

の
黒
衣
も
、
後
見

・
黒
衣

の
中

に
類
す

る
も

の
で
あ

り
、
黒
衣

に
は
変

わ
り
な

い
。

と

こ
ろ
で
、
人
形
振
り

で
も
、
黒
繻
子

・
紅

の
紐
を

つ
け
た
繻
子
後
見
と
、

紋
付

・
袴

・
と
き

に
は
裃
を
付
け

た
後
見
が
出

る
場
合
が
あ
り
、
紋
付

・
袴

・

裃
を
付
け

た
場
合

は
、
文
楽

の
方

の
立
後
見
と
い

っ
て
、

一
人

こ
の
様
相

を
し

て
や

っ
て
い
る

の
を
象

っ
た
も

の
で
あ
る
Q
し
か
し
人
形
振

り
で
は
、

や
は
り

な
ん
と
い

っ
て
も

役
者

が
主
で
あ
る
か
ら
、
顔

を
現

わ
さ
な
い
方
が
良

い
と

い

う
見
解

か
ら
、
主

に
繻

子
後
見

を
出
す
。

だ
が
役
者

に
よ

っ
て
は
、
文
楽

の
型

を
と

っ
て
、
紋
付

・
袴

・
裃

を

つ
け
、
顔

を
現

わ
し

て
行
な
う
場
合
も
あ

る
。

文
楽

の
後
見

は
、
立
後
見

・
わ
き

・
足
と
三
人

必
要

で
あ

る
が
、
人
形
振
り

の
場
合

は
二
人

で
行
な
う
。
足

は
人
間
が
演
じ

て
い
る

の
で
必
要
が
な
い
。

し

か
し

こ
こ
で

は
足

は
な
い
も

の
と
し
て
演

じ
て
い
る

の
で
、
舞
台

の
す

み
で
、

役
者
が
歩

い
た
時
と
か
、
"
間
"

を
も

た
せ

る
時

に
足

を
な
ら
す
出
後
見

と

い
ヒ

う
も

の
が

い
て
、

こ
の
出
後
見

を
入
れ

る
と
や

は
り

三
人

必
要

で
あ

る
。

し
か
し

い
ず
れ

に
し

て
も
、
後
見

・
黒
衣
と

い
う
も

の
は
、
人
形
振
り

の
特

殊
な
後
見
を
除

い
て
は
、
"
見
え
な

い
存
在
"
"
目
立
た
な

い
存
在
"
で
あ
ら
ね

ば
な
ら
な

い
。

二
、
『娘

道
成
寺

』
の
後

見
と
引
抜

き
の
後
見

に
つ
い
て

『
娘
道
成
寺
』

の
後
見

に
は
、
本
後
見

(
主

の
後
見
)
と
助
後
見

(
副
後
見
)

の
他

に
、
着
付

け
後
見
と

い
う
者
が

二
人

お
り
、
全
部

で
四
人

必
要

で
あ

る
。

ま
た

『
娘
道
成
寺
』

に
は
、
黒
衣

は
出

て
こ
な

い
と

い
う
流
派
や
、
後
見
は

本
後
見
と
副
後
見

の
二
人
だ
け

で
あ
と

は
全

て
黒
衣
が
や

る
と

い
う
流
派
と

に

分

か
れ

て
い
る
。

本

後
見
と

は
主

に
な

る
後
見

で
、
引
抜

き

を

手
伝

っ
た

り
、
羯
鼓

∴
鈴
太

鼓

・
手
拭

い
な
ど
を
渡

し
た
り
す
る
後
見

で
あ

り
、
助

後

見

(
副

後

見
)
と

は
、

主

の
本
後
見

を
助

け
る
後
見

で
あ

り
、
本
後
見
が
引
抜

い
た
玉
を
受
け
と

る
役

目
で
あ

り
、
も

ち
ろ
ん
舞
台
全
体
も
見

て
い
る
。
舞
台

の
鐘
、
所
作
舞
台

に
異
常
が
な

い
か
ど
う

か
、
責
任
を
も

っ
て
調

べ
る
の
も
努

め
で
あ

る
。
本

当

は
本
後
見
が
す

る
事

で
あ

る
が
、
本
後
見

は
役
者

に
引
抜
き

の
衣
裳

を
着

せ
た

り
、
そ

の
日

の
意
見
を
聞

い
た
り
し

て
、
舞

台

に
出

る
ま
で
役
者

と
接
し
て
い

な
け
れ
ば
な
ら
な
い

の
で
、
舞
台

で
使
用
す

る
持

ち
物

は

一
応

目
を
通
す
が
、

全
部

一
人
で
は
や
れ

な
い

の
で
、
助
後

見
が
羯
鼓

・
鈴

太
鼓

・
手
拭

い
な
ど
の

小
道

具
を
責
任

を
も

っ
て
調

べ
る
こ
と

に
な

っ
て
い
る
。

着
付
け
後
見

(黒
衣

を
使
う
流
派
も
あ

る
)
と

は
、
所
化

の
座

る
毛

せ
ん
を

引

い
た
り
、
花
傘

を
点
検
し

た
り
、
脇
役

の
人

々
の
持

ち
物

や
身

の
回
り

の
世
話

を
す

る
。

ま
た
禾

戸

を
か
た

つ
け

た
り
、
鐘

を
お
ち
す
時

の
綱

凌
ゆ

る
め
た
り

71



し
て
事
故
を
防
ぐ
役
目
も
す
る
。
あ

る
い
は
、
鐘

の
上

に
役
者

が

の
ぼ

る
時

に

使
用
す

る
、

は
し
ご
を
持

っ
て
来
た
り
、
押
え
た
り
す

る
後
見

(
黒
衣
)

の
こ

と
を

い
う
。

こ
れ

は
ま
だ
入

っ
て
日

の
浅

い
人
が
や

る
こ
と

に
な

っ
て
い
る
。

さ
て
引
抜
き

に
お
け

る
後
見

で
あ

る
が
、

こ
れ

に
つ
い
て
は
、
引
抜
き

の
項

で
も

ふ
れ
た
の
で
簡
単

に
述

べ
て
お
く
。

『娘
道

成
寺
』

な
ど
の
引
抜
き

に
お
い
て
は
、
後
見
が
踊

り
を
よ
く
知

っ
て
い

る
上

に
、
余
程
手
慣
れ
た
者

で
な
け
れ
ば
、
な

か
な
か
綺
麗

に
は
行

か
な
い
。

し
か
し
ベ

テ
ラ
ン
で
も

引
抜
き

を
行

な
う

興
行

の
場
合

に
は
痩

せ
て
し
ま
う
と

い
う

こ
と

で
あ
る
。
あ
が

っ
た
り
、
気

を

つ
か
い
過
ぎ

た
り
で
痩

せ
る
わ
け
で
は

な

い
。
引
抜
き
と
は
時
間
と
争

う
も

の
で
あ
り
、
ほ
ん

の
数
秒

の
間

に
抜
く

の

で
あ
り
、
そ

の

"
間
"
を

の
が
し
た
ら
踊
り

に
支
障

を
き
た
す

の
で
、
も

し
ど

う
し

て
も

"
玉
"
を
抜
く

こ
と
が
出
来
な

い
場
合
は
、
衣
裳

を
引
抜
か
ね
ば

な

ら

ぬ
時
ま

で
に
、
ど

こ
で

"
玉
"
を
抜

い
た
ら
よ

い
か
そ

の
場
で
と

っ
さ

に
判

断
す

る
そ
う

で
あ

る
。

引
抜
き

は
こ
の
よ
う

に
時
間
と

の
争

い
で
あ
る
。
短

時
間

に
全
神
経
を
集
中

し
ぶ

つ
か

っ
て
ゆ
く
わ
け
だ
か
ら
、
神
経
が

つ
か
れ
そ
し

て
痩
せ

る
場
合
も

で

て
く

る
。
痩

せ
る
と

い

っ
て
も
外
観
上

で
は
わ
か
ら
な

い
が
、
鬘

が
ゆ
る
く
な

る
の
で
わ
か
る
そ
う

で
あ

る
。

引
抜
き

を
す

る
時

の
後
見

の
心
得
と
し

て
、
引
抜
き
が

一
つ

一
つ
ば
ら
ば
ら

に
な
ら
な

い
よ
う

に
、
両
袂

の
先

を

一
つ
に
集

め
て
、
役
者

の
お

尻

へ
当

て

て
、
膝

で
押
え

て
お
い
て
、
襟
を
取

っ
て

一
息

に
取
れ
ば
、
ば
ら
ば
ら

に
な
ら

な

い
の
で
後
見

は
そ
う

い

っ
た
気
転
を
利

か
せ
る
必
要
も
あ
り
、
そ

の

"
玉
"

を
抜
く
前
方

に
は
、

必
ず
そ

の

"
玉
"
を
左
右

に
動

か
し

て
置
く

こ
と
も
、
引

抜
き

を
容
易

に
す
る

一
つ
の
秘
訣

と
さ
れ
て
い
る
。

引
抜
き

に
お
い
て
は
、

必
ず
後
見
と

い
う
も

の
が

必
要

で
あ

り
、
後
見
な
く

し
て
は
成
り
立
た
な
い
も

の
で
あ
る

こ
と
を
あ
え
て
強
調

し
た
い
。

結

び

私

は
波
木
井
先
生

の
指
導

の
も
と
で
、
『道

成
寺

に
お
け
る
舞
踊
美

の

追
求

ー

引
抜
き
と
後
見
の
相
関
関
係
に
つ
い
て
ー

』
を
卒
業
論
文
の
テ
ー
マ
と

し

て
選

ん
だ
。

こ
れ
を
歌
舞

伎
舞
踊

の
美
を
構

成
す
る
衣
裳

・
引
抜
き

・
後
見

.
黒
衣

の
立

場

で
考
察
し

て
き

た
わ
け

で
あ

る
が
、

こ
れ
ら

に
つ
い
て
書
か
れ
た
文
献

は
皆

無
と

い

っ
て
よ
い
程

で
あ

っ
た
。

た
と
え
ば
、
衣
裳

に
つ
い
て
の
明
細
を
書
き

し
る
し
た
衣
裳
方

の
家
宝
と
も

い
う

べ
き
付
帳

は
、

一
般

に
は
眼

に
触
れ

る
機
会
淋
な

い
。
ま
た
、
一引
抜
き
や

後
見

な
ど

は
、
記
録

に
し
る
し
て
今

日
に
継
承

し
て
来

た
と

い
う

も

の

も

な

い
。
全

て
が

口
伝

に
よ
る
も

の
で
あ

る
か
ら
、

こ
れ
ら

の
事

に
関
係
し

て
い
る

方

々
に
直
接

お
話

を
う

か
が
う

ほ
か
す

べ
が
な
く
、
ご
多
忙
中
を
七
世

.
尾
上

梅
幸
、
七
世

・
中
村
芝
翫
、
尾
上
梅
祐

(七
世

・
尾
上
梅
幸
氏

の
後
見
を
主

に

つ
と

め
る
)
、
藤
間
紫
、
藤
間
香
寿
朗
諸
氏

の
御

五
方

に
、
衣
裳
、
引
抜
き
、
後

見
、
黒
衣

の
問
題

に

つ
い
て
お
教

え
を
乞
う
結
果
と

な

っ
た
。

と

こ
ろ
が
こ
れ

ら

の
こ
と

は
前
述

し
た
よ
う

に

口
伝

に
よ
る
た
め
、
混
同

し

て
い
て
多
種
多

様
な
意

見
が
き

か
れ
た
。

そ
れ
ゆ
え
に
、
素

人

の
私

な

ど

で

は
、
時
間

を
か
け
な
い
と
解

明
で
き

な
い
テ
ー

マ
が

で
て
き

た
の
は
誠

に
残
念

で
あ
る
。

な
お
本
論

文
を
本
紙

に
掲
載
す

る

に
あ
た

っ
て
は
、
紙
面

の
都

合

に
よ
り
原

本

を
半
分

に
要
約
し

た
も

の
で
あ

る
。

最

後

に
卒
業

論
文
を
ま
と

め
る
に
あ
た
り
、
お
世
話

に
な

っ
た
尾
上
梅
幸

・
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中
村
芝

翫

・
尾
上
梅
葹

・
藤
隅
紫

。
藤

間
香
寿
朗
諸
先

生

に
、
心
か
ら
感
謝

の

意
を
表
わ
す
次
第

で
あ

る
。
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