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1 　浄瑠璃正本と周縁芸能

一　
浄
瑠
璃
正
本
『
小
袖
そ
か
』
の
二
人
舞

　
「
寛
永
二
十
年
版
」
と
伝
え
ら
れ
る
天
下
無
双
薩
摩
太
夫
正
本
『
小
袖
そ
か
』

は
、
西
洞
院
通
長
者
町
の
草
子
屋
長
兵
衛
か
ら
刊
行
さ
れ
た
六
段
構
成
の
浄
瑠
璃

本
で
あ
る
。
し
か
し
、「
そ
の
詞
章
は
、
幸
若
の
『
小
袖
曾
我
』
と
同
文
に
し
て
、

段
切
れ
の
箇
所
の
み
、
僅
か
に
字
句
を
添
加
し
た
る
も
の
に
て
、
し
か
も
誤
字
脱

字
頗
る
多（

１
）」

い
も
の
で
、
そ
の
依
拠
本
に
つ
い
て
は
、
次
の
よ
う
な
理
解
が
妥
当

で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
浄
瑠
璃
正
本
『
小
袖
そ
か
』
本
文
は
、
舞

曲
の
幸
若
系
諸
本
で
は
な
く
、
大
頭
系
諸
本
に
拠
っ
て
い
る
こ
と
、
そ
の
う
ち
、

そ
の
誤
り
の
踏
襲
や
、
目
移
り
に
よ
る
脱
落
、
漢
字
表
記
の
読
み
間
違
い
の
例
か

ら
、
舞
の
本
『
小
袖
曾
我
』
と
書
承
関
係
に
あ
る
こ
と
は
ほ
ぼ
間
違
い
な
い
、
と

い
う
も（

２
）の

で
あ
る
。

　

さ
ら
に
、
挿
絵
も
各
段
に
一
図
ず
つ
、
都
合
六
図
の
片
面
図
が
配
さ
れ
る

が
、
こ
れ
ら
も
「
画
風
は
異
な
る
も
の
の
、
構
図
的
に
は
ほ
ぼ
古
浄
瑠
璃
の
挿
絵

が
「
舞
の
本
」
の
挿
絵
に
拠
っ
て
い
る
こ
と
」
が
指
摘
さ
れ
て
い（

３
）る

。
そ
の
中
で
、

浄
瑠
璃
正
本
『
小
袖
そ
か
』
の
第
四
図
で
兄
弟
の
二
人
舞
が
描
か
れ
る
こ
と
が
注

目
さ
れ
て
き
た
。

　

本
稿
も
、
こ
の
第
四
図
を
通
し
て
浄
瑠
璃
正
本
制
作
の
様
相
の
一
端
を
窺
お
う

と
い
う
も
の
で
は
あ
る
。
し
か
し
、
学
恩
を
蒙
っ
た
先
行
研
究
が
そ
れ
ぞ
れ
の
問

題
意
識
に
基
づ
い
て
広
範
な
事
例
へ
の
目
配
り
を
さ
れ
る
中
で
、
当
該
図
へ
も
論

及
さ
れ
て
い
る
の
に
対
し
て
、
本
稿
で
は
、『
小
袖
そ
か
』
一
例
の
み
を
取
り
あ

げ
た
に
す
ぎ
な
い
こ
と
を
あ
ら
か
じ
め
お
断
り
し
て
お
き
た
い
。

二　
先
行
研
究

　

浄
瑠
璃
正
本
『
小
袖
そ
か
』
の
第
四
図
の
兄
弟
が
二
人
で
舞
う
図
柄
に
着
目
さ

れ
た
の
は
小
林
健
二
氏
で
、
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ（

４
）た

。

「
舞
の
本
」
の
第
④
図
【
図
版
Ｊ
】
で
は
、
母
の
前
で
五
郎
時
宗
が
一
人
で

舞
っ
て
、
兄
の
十
郎
助
成
は
そ
れ
を
見
て
い
る
の
に
、
古
浄
瑠
璃
の
第
４
図

【
図
版
Ｋ
】
で
は
兄
弟
が
二
人
で
舞
う
図
柄
と
な
っ
て
お
り
、
そ
の
違
い
が

眼
を
引
く
。
…
…

…
…
本
文
に
よ
る
と
、
五
郎
時
宗
が
一
人
で
母
の
前
で
舞
を
ま
う
こ
と
に

浄
瑠
璃
正
本
と
周
縁
芸
能

井
　
上
　
勝
　
志

（『文学史研究』62号　2022. 3）
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な
っ
て
お
り
、「
舞
の
本
」
の
挿
絵
の
方
が
物
語
内
容
を
正
し
く
写
し
て
い

る
こ
と
が
分
か
る
の
で
あ
る
。

　

続
け
て
、「
そ
れ
で
は
、
ど
う
し
て
古
浄
瑠
璃
の
挿
絵
で
は
兄
弟
二
人
が
舞
を

ま
う
絵
柄
に
な
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。」
と
問
題
提
起
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
結

論
と
し
て
、
当
該
図
は
、
能
《
小
袖
曾
我
》
に
お
け
る
相
舞
の
趣
向
を
写
し
て
描

か
れ
た
も
の
で
あ
る
、
と
い
う
見
解
を
示
さ
れ
た
。
藤
井
奈
都
子
氏
は
、
こ
の
見

解
を
支
持
さ
れ
た
上
で
、
さ
ら
に
一
歩
進
め
ら
れ
て
、
古
浄
瑠
璃
に
お
い
て
も
相

舞
の
趣
向
を
取
り
入
れ
た
演
出
を
行
っ
た
と
い
う
こ
と
を
想
定
さ
れ
、
そ
の
演
出

が
二
人
舞
に
改
変
さ
れ
た
挿
絵
に
反
映
し
た
の
だ
と
さ
れ（

５
）た

。

　

こ
れ
ら
に
対
し
て
、
槇
記
代
美
氏
は
、
当
該
図
は
舞
の
本
の
挿
絵
を
そ
の
ま
ま

用
い
て
描
い
た
の
で
は
な
く
、
芸
能
の
舞
台
上
演
の
様
子
を
描
い
た
近
世
初
期
の

絵
画
を
粉
本
と
し
た
の
で
は
な
い
か
と
の
想
定
を
示
さ
れ（

６
）た

。
ま
た
、
古
浄
瑠
璃

が
能
操
り
を
摂
取
し
た
可
能
性
を
否
定
し
な
い
と
し
つ
つ
も
、
能
《
小
袖
曾
我
》

に
お
け
る
相
舞
の
演
出
が
寛
永
後
期
に
は
ま
だ
主
流
で
は
な
か
っ
た
こ
と
か
ら
、

「
版
本
の
挿
絵
の
絵
柄
を
変
え
て
し
ま
う
ほ
ど
、
能
の
影
響
力
が
強
か
っ
た
」
と

主
張
さ
れ
た
小
林
氏
の
見
解
に
対
し
て
い
さ
さ
か
の
疑
問
を
呈
さ
れ
て
、
別
の
可

能
性
を
指
摘
さ
れ
た
。
す
な
わ
ち
、
か
ぶ
き
踊
り
の
芸
態
か
ら
相
舞
の
構
図
が
考

案
さ
れ
た
可
能
性
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
同
時
代
の
人
形
芝
居
に
お
け
る
所
作
も
含

め
、
当
該
図
の
相
舞
を
能
《
小
袖
曾
我
》
か
ら
の
影
響
に
限
定
せ
ず
、
こ
れ
ら
の

影
響
も
想
定
す
る
べ
き
で
あ
ろ
う
、
と
提
言
さ
れ
た
。

　

槇
氏
は
、
当
該
図
の
特
徴
を
、
舞
の
本
の
そ
れ
よ
り
も
人
物
が
大
き
く
描
か
れ

て
い
る
点
に
認
め
ら
れ
た
。「
そ
の
た
め
、
邸
内
の
柱
か
ら
人
物
や
脇
息
等
が
は

み
出
し
て
お
り
、
絵
の
構
図
と
し
て
は
調
和
を
欠
き
、
不
自
然
さ
が
残
る
」
と
し

て
、
舞
の
本
以
外
の
粉
本
を
想
定
さ
れ
た
。
し
か
し
、
舞
の
本
の
人
物
と
比
べ
て
、

そ
の
大
き
さ
が
大
き
か
ろ
う
が
何
の
問
題
も
な
い
。
浄
瑠
璃
正
本
挿
絵
中
で
収
拾

す
れ
ば
よ
い
こ
と
で
あ
る
。
大
き
い
か
ら
「
は
み
出
し
て
」
い
る
の
で
は
な
い
が
、

そ
の
構
図
が
調
和
を
欠
き
、
不
自
然
で
あ
る
と
い
う
の
は
、
そ
の
通
り
で
あ
る
。

そ
う
で
あ
れ
ば
こ
そ
、
な
お
さ
ら
そ
こ
か
ら
舞
の
本
の
挿
絵
以
外
の
粉
本
を
想
定

す
る
と
い
う
展
開
は
頷
け
な
い
。
絵
手
本
に
拠
り
乍
ら
も
、
そ
れ
が
絵
画
と
し
て

成
立
し
な
い
と
い
う
の
は
皮
肉
な
こ
と
だ
と
思
う
か
ら
で
あ
る
。

　

ま
た
、
操
り
舞
台
の
演
出
が
浄
瑠
璃
正
本
の
挿
絵
に
反
映
し
た
と
い
う
藤
井
氏

の
説
に
対
し
て
、
槇
氏
は
、
舞
の
本
の
挿
絵
に
描
か
れ
る
邸
内
の
柱
は
一
本
の
み

で
あ
る
の
に
対
し
て
、
当
該
図
の
邸
内
の
描
き
方
が
不
自
然
で
あ
る
こ
と
か
ら
、

舞
台
の
柱
が
描
か
れ
る
「
歌
舞
伎
図
巻
」
の
よ
う
な
舞
台
芸
能
の
絵
画
を
粉
本
と

し
た
こ
と
を
想
定
さ
れ
た
。
当
該
図
は
、
浄
瑠
璃
『
小
袖
そ
か
』
そ
の
も
の
の
操

り
舞
台
の
実
際
を
反
映
し
た
図
で
は
な
く
、
他
の
芸
能
の
舞
台
上
演
の
様
子
を
描

い
た
絵
画
を
粉
本
と
し
た
も
の
で
あ
る
、
と
い
う
立
場
だ
と
理
解
し
て
い
る
が
、

舞
台
図
だ
と
し
て
も
、
あ
る
い
は
、
舞
台
図
の
影
響
を
受
け
た
と
し
て
も
、
舞
台

装
置
で
あ
る
屋
敷
の
内
部
（
畳
と
落
縁
と
の
間
）
に
舞
台
の
柱
を
描
く
と
い
う
の
は
、

舞
台
構
造
上
お
か
し
い
。

　

当
該
図
（
図
版
Ⅰ
）
は
、
座
敷
に
座
っ
て
い
た
母
、
座
敷
に
置
か
れ
て
い
た

盃
・
重
箱
は
そ
の
ま
ま
に
、
画
面
奥
側
座
敷
部
分
に
板
敷
と
柱
を
書
き
足
し
た
よ

う
に
も
見
え
る
が
、
見
よ
う
に
よ
っ
て
は
、
舞
う
兄
弟
を
母
が
二
階
の
板
敷
か
ら

見
下
ろ
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
な
い
こ
と
も
な
い
。『
今
昔
操
年
代
記
』
に
描
か

れ
た
、
井
上
播
磨
掾
座
で
の
『
賴
光
跡
目
論
』「
し
ほ
が
ま
の
段
」
上
演
図
（
図
版

Ⅱ
）
に
お
い
て
、
脇
息
に
寄
り
か
か
っ
た
源
賴
光
（
本
手
摺
中
央
）
の
前
で
、
病
中

の
賴
光
を
慰
め
る
た
め
の
潮
汲
み
が
演
じ
ら
れ
て
い
る
図
柄
を
彷
彿
さ
せ
る
か
の

よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
、
時
代
的
に
見
て
、
そ
の
よ
う
な
舞
台
の
実
際
を
写
し
留
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め
た
も
の
だ
と
考
え
る
の
は
、

も
と
よ
り
無
理
が
あ
る
。

　

座
敷
の
奥
側
に
板
敷
が
あ
る

の
も
、
座
敷
の
上
部
に
立
体
的

に
板
敷
が
あ
る
の
も
、
浄
瑠
璃

正
本
中
の
他
の
挿
絵
と
比
べ
る

ま
で
も
な
く
、
不
自
然
で
あ
る
。

こ
の
板
敷
お
よ
び
柱
の
書
き
加

え
は
、
現
時
点
で
は
不
審
で
あ

る
と
し
か
言
い
よ
う
が
な
い
。

が
、
当
該
図
が
何
ら
か
の
操
作

を
経
た
も
の
で
は
な
い
か
と
思

わ
せ
る
。

　

ま
た
、
小
林
氏
も
そ
う
で
あ
る
が
、
槇
氏
も
本
文
と
の
整
合
性
に
つ
い
て
は
多

く
を
語
ら
れ
て
い
な
い
。
が
、
寛
永
期
以
前
に
、
兄
弟
二
人
が
舞
う
相
舞
で
演
じ

ら
れ
た
能
《
小
袖
曾
我
》
の
趣
向
を
写
し
留
め
た
絵
入
本
・
絵
巻
な
ど
が
存
在
し
、

そ
れ
を
粉
本
と
し
た
、
と
い
う
よ
う
な
場
合
で
あ
っ
て
も
、
や
は
り
本
文
と
の
関

係
は
説
明
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
の
前
後
の
挿
絵
は
舞
の

本
に
依
拠
し
た
に
も
拘
わ
ら
ず
、
当
該
図
の
み
そ
の
よ
う
な
も
の
を
参
照
す
る

と
い
う
の
も
、
説
明
が
必
要
で
あ
ろ
う
（
謡
曲
は
別
詞
章
な
の
で
、
す
べ
て
の
挿
絵
が
そ

の
よ
う
な
も
の
に
拠
っ
て
描
か
れ
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
）。
与
え
る
側
の
影
響
力
の
強
さ
、

取
り
込
む
側
の
摂
取
の
貪
欲
さ
と
い
う
だ
け
で
は
、
浄
瑠
璃
正
本
全
体
と
し
て
の

あ
り
方
は
説
明
し
き
れ
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
も
そ
も
、
当
該
図
の
よ
う

に
同
じ
型
の
姿
で
あ
れ
ば
、
二
人
で
舞
う
姿
を
描
い
た
別
の
図
を
わ
ざ
わ
ざ
参
照

す
る
必
要
な
ど
な
い
筈
で
、
同
じ
姿
の
人
物
を
描
き
足
す
だ
け
で
済
む
。
そ
れ
く

ら
い
の
技
量
な
り
、
才
覚
を
、
当
該
図
を
描
い
た
絵
師
に
求
め
る
の
は
酷
な
こ
と

だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

　

藤
井
氏
は
、
舞
の
本
を
踏
襲
し
た
浄
瑠
璃
本
文
に
つ
い
て
、「
時
宗
の
一
人
舞

で
は
あ
る
。
が
、
兄
助
成
の
行
動
に
言
及
す
る
も
の
で
は
な
く
、
助
成
に
ツ
レ

舞
を
さ
せ
た
と
こ
ろ
で
、
決
定
的
な
破
綻
と
は
な
ら
な
い
と
思
わ
れ
る
。」
と
し

て
、「
特
に
本
文
の
改
変
を
行
わ
な
い
ま
ま
に
相
舞
の
趣
向
を
取
り
入
れ
た
演
出

を
行
っ
た
」
可
能
性
を
想
定
さ
れ
た
。

　

し
か
し
、「
祐
成
御
酌
に
立た

ち
て
と
り
ど
り
、
時
宗
と
共
に
祝
言
を
。〈
詠
〉
同

〽
謡う

た

ふ
声
」
と
は
あ
る
が
、「
地

〽
雪
を
廻め

ぐ

ら
す
、
舞
の
翳か

ざ

し
」
と
の
み
あ
っ

て
、
誰
が
舞
う
と
は
明
示
し
な
い
謡
曲
本（

７
）文

と
、「
と
き
む
ね
う
け
た
ま
は
り
て
、

…
…
い
つ
〳
〵
よ
り
の
ま
ひ
よ
り
も
、
心
ほ
そ
く
そ
ま
ふ
た
り
け
る
」
と
明
ら
か

に
五
郎
時
致
が
舞
う
と
語
る
浄
瑠
璃
本
文
と
は
同
日
の
論
で
は
な
い
筈
で
あ
る
。

図版Ⅰ　浄瑠璃正本『小袖そか』第四図
（国立国会図書館デジタルコレクションに拠る）

図版Ⅱ　『今昔操年代記』「しほがまの段」上演図
（国立国会図書館デジタルコレクションに拠る）
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決
定
的
な
破
綻
で
な
い
と
し
て
も
、
こ
の
詞
章
通
り
語
ら
れ
る
の
を
聞
き
乍
ら
、

五
郎
時
致
と
と
も
に
十
郎
祐
成
も
舞
う
人
形
演
出
を
見
る
の
は
、
や
は
り
大
き
な

違
和
感
を
抱
く
の
で
は
な
い
だ
ろ
う（

８
）か

。
本
文
と
挿
絵
の
い
ず
れ
か
を
上
演
の
実

際
が
反
映
さ
れ
た
も
の
と
見
做
す
の
で
あ
れ
ば
、
他
方
は
そ
う
で
は
な
い
、
と
言

う
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か
（
も
ち
ろ
ん
、
両
者
と
も
上
演
の
実
際
を
反
映
し
て
い
な
い
、
と

い
う
可
能
性
も
排
斥
さ
れ
な
い
で
あ
ろ
う
）。

三　
舞
の
本
『
小
袖
曾
我
』
の
兄
弟

　

こ
こ
で
、
舞
の
本
『
小
袖
曾
我
』
の
兄
弟
に
つ
い
て
確
認
し
て
お
か
ね
ば
な
ら

な
い
。
本
文
の
描
写
と
引
き
比
べ
乍
ら
、
そ
の
挿
絵
を
見
て
い
く
。

　

図
版
Ⅲ
は
第
一
図
で
あ
る
が
、
対
応
す
る
本
文
で
は
、「
助す

け

な
り
仰お

ほ
せけ

る
や
う

は
い
か
に
五
郎
ど
の
御
身み

は
し
ば
ら
く
待ま

ち

給
へ
ま
づ
そ
れ
か
し
一
人
参
り
御
き
げ

ん
を
う
か
が
ひ
申
御
み
の
そ
せ
う
申
さ
ん
と
て
母は

ゝ

う
へ
に
参
り
ふ
じ
の
へ
の
い
と

ま
ご
ひ
を
ぞ
申
さ
れ
け
る
母は

ゝ

上う
へ

聞き
こ
し

召め
さ

れ
て
ふ
じ
の
と
は
お
と
に
聞き

こ

え
た
る
ゆ
き

の
有
所
な
れ
は
さ
だ
め
て
よ
さ
む
な
る
へ
し
と
て
御
こ
そ
で
を
下く

た

さ
る
ゝ
」
と
あ

り
、
母
の
前
に
一
人
で
参
上
し
て
、
小
袖
を
与
え
ら
れ
て
い
る
図
中
の
ⓐ
の
人
物

は
十
郎
祐
成
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　

図
版
Ⅳ
は
第
二
図
で
、
対
応
す
る
本
文
で
は
、「
時と

き

む
ね
物
ご
し
に
て
承
り

…
…
い
ま
申
さ
で
は
い
つ
の
世
に
申
べ
き
ぞ
と
お
も
ひ
し
や
う
じ
の
あ
ひ
を
は
ふ

る
ひ
〳
〵
た
ち
出
ふ
る
へ
る
声
を
さ
し
上あ

け　

落お
ち

ゑ
ん
に
手て

う
ち
か
け
お
つ
る
な
み

だ
を
お
し
と
ゝ
め
二ふ

た
と
き時

ば
か
り
く
と
く
に
ぞ
上
下
涙な

み
だを

な
が
し
け
る
」
と
あ
り
、

落
縁
に
手
を
つ
い
て
い
る
図
中
の
ⓑ
の
人
物
が
五
郎
時
致
と
い
う
こ
と
に
な
り
、

同
時
に
描
か
れ
る
ⓐ
の
人
物
は
、
第
一
図
に
描
か
れ
た
十
郎
祐
成
と
見
て
よ
い
。

図版Ⅲ　舞の本『小袖曾我』第一図
（国立国会図書館デジタルコレクションに拠る）

図版Ⅳ　舞の本『小袖曾我』第二図
（国立国会図書館デジタルコレクションに拠る）
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こ
こ
ま
で
は
、
本
文
と
挿
絵
の
対
応
に
つ
い
て
何
の
齟
齬
も
な
い
の
で
あ
る

が
、
図
版
Ⅴ
に
示
し
た
第
四
図
が
問
題
を
孕
ん
で
い
る
。
対
応
す
る
本
文
で
は
、

「
時と

き
む
ね宗

承
て
母
上
の
御
前
に
て
舞ま

ひ

ま
ふ
べ
き
事
共
も
こ
れ
を
さ
い
こ
と
思
ひ
け
れ

は　

い
つ
〳
〵
よ
り
の
ま
ひ
よ
り
も
心
ぼ
そ
く
そ
ま
ふ
た
り
け
る
」
と
あ
り
、
従

前
、
こ
の
本
文
に
拠
っ
て
、
舞
っ
て
い
る
図
中
の
ⓐ
の
人
物
は
五
郎
時
致
で
あ
る
、

と
見
ら
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
ⓐ
の
人
物
の
着
物
の
柄
を
見
る
と
、
四
つ
割
菱
で

あ
り
、
第
一
図
、
第
二
図
に
照
ら
せ
ば
、
舞
っ
て
い
る
の
は
十
郎
祐
成
と
い
う
こ

と
に
な
る
。
そ
し
て
、
三
つ
引
模
様
の
着
物
を
着
て
、
着
座
し
て
い
る
ⓑ
の
人
物

が
、
第
二
図
と
の
比
較
で
は
、
五
郎
時
致
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　

こ
れ
は
、
何
を
意
味
す
る
の
か
、
看
過
さ
れ
て
よ
い
筈
は
な
く
、
問
わ
れ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
単
な
る
誤
り
や
思
い
違
い
で
は
な
く
、
意
図
し
て
そ

う
描
か
れ
た
、
と
い
う
よ
う
な
こ
と
は
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。

四　
鎰
屋
新
板
『
小
袖
曾
我
』

　

七
日
分
を
七
冊
に
分
け
て
刊
行
さ
れ
た
浄
瑠
璃
正
本
「
曾
我
物
語
」
の
五
日

目
に
当
た
る
の
が
、
元
禄
五
年
正
月
、
通
塩
町
鎰
屋
新
板
『
小
袖
曾
我
』
で
あ

る
。
東
京
都
立
中
央
図
書
館
加
賀
文
庫
蔵
本
は
、
省
略
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
挿
絵

が
揃
い
、
欠
丁
も
な
い
。
挿
絵
の
説
明
を
頼
り
に
そ
の
内
容
を
辿
る
と
、
初
段
は
、

北
条
時
政
を
烏
帽
子
親
と
し
て
の
五
郎
時
致
の
元
服
（「
す
け
な
り
よ
ろ
こ
ひ
」「
時
宗

ゑ
ぼ
し
き
る
」「
ほ
う
で
う
と
の
」
第
一
・
二
図
）、
五
郎
時
致
の
勘
当
（「
ど
う
三
郎
」「
お
に

わ
う
な
く
」「
と
き
宗
か
ん
ど
う
か
う
む
る
」「
母
上
ふ
け
う
の
と
こ
ろ
」「
十
郎
助
な
り
き
の
ど
く
」

第
三
・
四
図
）、
二
段
目
は
、
大
磯
よ
り
虎
を
伴
っ
て
帰
る
途
次
、
待
ち
受
け
て
い

た
工
藤
祐
経
の
下
人
と
戦
う
十
郎
祐
成
（「
鬼
王
」「
十
郎
大
い
そ
よ
り
帰
り
」「
す
け
つ
ね

下
人
共
」
第
五
・
六
図
）、
三
段
目
は
、
曾
我
の
里
で
名
残
を
惜
し
む
十
郎
祐
成
と
虎

（「
と
ら
ご
せ
ん
な
ご
り
の
き
や
ら
」
第
七
・
八
図
）、
平
塚
の
宿
で
行
き
合
い
、
追
っ
て
き

た
梶
原
源
太
を
追
い
散
ら
す
五
郎
時
致
（「
す
け
五
郎
と
き
む
ね
」「
か
ち
は
ら
け
ん
太
に

げ
る
」
第
九
・
十
図
）、
五
段
目
は
、
富
士
野
へ
の
門
出
の
酒
宴
に
お
け
る
喜
び
の
舞

（「
十
郎
よ
ろ
こ
ひ
の
ま
い
」
第
十
一
・
十
二
図
）、
六
段
目
は
、
箱
根
の
別
当
よ
り
門
出

に
太
刀
を
賜
わ
る
十
郎
祐
成
と
五
郎
時
致
（「
は
こ
ね
の
べ
つ
と
う
」「
す
け
な
り
」「
と

き
む
ね
」「
み
ぢ
ん
丸
」「
と
も
き
り
丸
」
第
十
三
・
十
四
図
）
を
主
と
し
て
展
開
す
る
。
挿

絵
の
な
い
四
段
目
は
、
小
袖
乞
か
ら
五
郎
時
致
の
勘
当
が
許
さ
れ
る
ま
で
が
語
ら

れ
る
。

　

香
姓
婆
羅
門
の
母
の
故
事
を
引
い
て
親
の
慈
悲
に
訴
え
つ
つ
、
五
郎
時
致
が

勘
当
の
許
し
を
嘆
願
す
る
場
面
の
多
く
を
省
略
し
て
は
い
る
が
、
四
段
目
と
五

段
目
が
舞
の
本
『
小
袖
曾
我
』
の
本
文
と
対
応
す
る
。
し
か
し
、
直
接
そ
れ
に

付
い
た
の
で
は
な
い
。「
つ
い
に
は
ふ
け
う
の
ゆ身

と

也

り
す
し
て
」・「
た
と
へ
ふ
け
う

図版Ⅴ　舞の本『小袖曾我』第四図
（国立国会図書館デジタルコレクションに拠る）
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は
ゆゆ

る
さ
れ
ず

り
す
共
」
と
い
っ
た
言
い
換
え
や
、「
お
と
こ
に
な
り
た
る
うゆ

へへ
」
と
い
う

程
度
の
小
異
（
ル
ビ
が
鎰
屋
新
板
）
は
あ
る
が
、
明
暦
頃
初
印
本
の
再
印
本
で
あ
る

『
釼
さ
ん
だ
ん
』（
大
阪
大
学
附
属
図
書
館
赤
木
文
庫
蔵
）
の
本
文
に
拠
っ
た
も
の
で
あ

る
。

　

挿
絵
に
つ
い
て
見
る
と
、『
釼
さ
ん
だ
ん
』
で
は
、
立
ち
去
ろ
う
と
す
る
五
郎

時
致
を
母
が
留
め
る
図
（
四
段
目
の
内
容
に
相
当
）
が
、
鎰
屋
新
板
『
小
袖
曾
我
』
で

は
、
五
段
目
に
位
置
す
る
、
酒
宴
で
の
喜
び
の
舞
の
図
と
な
っ
て
い
る
の
は
前
述

の
通
り
で
あ
る
（
第
十
一
・
十
二
図
）。
問
題
は
、
舞
っ
て
い
る
の
が
、
挿
絵
の
説
明

に
「
十
郎
よ
ろ
こ
ひ
の
ま
い
」
と
あ
る
よ
う
に
、
十
郎
祐
成
で
あ
る
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。
本
文
は
、
次
の
『
釼
さ
ん
だ
ん
』
と
同
文
で
あ
り
、
五
郎
時
致
が
舞
う
、

と
あ
る
の
は
舞
の
本
『
小
袖
曾
我
』
と
変
わ
り
な
い
。

母
上
す
け
な
り
の
さ
か
つ
き
取
あ
け
さ
せ
給
ひ
て
、
け
に
や
ら
ん
時
む
ね
は
、

ち
ゝ
に
お
と
ら
ぬ
ま
い
の
上
す
と
き
く
、
一
ひ
や
う
し
ま
へ
、
さ
か
な
に
せ

ん
と
仰
け
り
、
時
む
ね
承
り
、
母
の
御
前
に
て
ま
い
ま
ふ
べ
き
も
、
今
ば
か

り
と
そ
ん
す
れ
ば
、
い
つ
〳
〵
よ
り
も
心
ほ
そ
く
そ
ま
い
に
け
る
、

　

で
は
、
鎰
屋
新
板
『
小
袖
曾
我
』
は
、
舞
の
本
『
小
袖
曾
我
』
の
挿
絵
を
参
照

し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
し
か
し
、
人
物
の
数
や
構
図
は
、
ま
っ
た
く
異
な
っ
て
お

り
、
影
響
関
係
は
想
定
し
に
く
い
。

　

だ
と
す
れ
ば
、
十
郎
祐
成
一
人
が
舞
う
演
出
で
あ
っ
た
能
（
の
絵
入
本
・
絵
巻
）

の
影
響
か
否
か
ま
で
は
踏
み
込
め
な
い
が
、
絵
師
の
世
界
で
は
、「
小
袖
曾
我
」

の
舞
と
言
え
ば
、
十
郎
祐
成
に
よ
る
も
の
だ
、
と
い
う
「
常
識
」
が
、
あ
る
い
は

存
在
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
、
と
も
思
え
る
の
で
あ
る
。

五　
当
該
図
制
作
経
緯

　

も
し
、
仮
に
右
の
よ
う
な
「
常
識
」
が
あ
っ
た
の
で
あ
れ
ば
、
絵
師
は
、
そ
れ

に
則
っ
た
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
単
に
舞
の
本
『
小
袖
曾
我
』
の
挿
絵
に
忠
実
で
あ

ろ
う
と
し
た
場
合
で
も
、
絵
師
は
、
当
該
図
に
お
い
て
十
郎
祐
成
が
舞
う
姿
を
描

い
た
に
ち
が
い
な
い
（
依
拠
本
が
そ
う
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
）。
い
ず
れ
に
し
て

も
、
十
郎
祐
成
一
人

0

0

0

0

0

0

が
舞
う
図
柄
の
下
書
き
が
仕
上
が
っ
た
筈
で
あ
る
。
一
方
、

浄
瑠
璃
本
文
（
元
は
舞
の
本
『
小
袖
曾
我
』
の
本
文
）
と
の
対
応
を
考
え
る
と
、
五
郎
時

0

0

0

致
の
一
人
舞

0

0

0

0

0

で
な
け
れ
ば
、
両
者
に
齟
齬
が
生
じ
て
し
ま
う
。
そ
こ
で
、
舞
の
本

『
小
袖
曾
我
』
の
挿
絵
に
拠
っ
て
十
郎
祐
成
、
本
文
に
拠
っ
て
五
郎
時
致
、
合
わ

せ
て
二
人
が
舞
う
図
柄
と
す
る
斟
酌
が
、
浄
瑠
璃
正
本
制
作
統
括
者
の
よ
う
な
立

場
に
あ
っ
た
草
子
屋
の
も
と
で
行
わ
れ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
当
該
図
が
兄
弟

二
人
が
舞
う
図
柄
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
は
、
本
文
で
は
五
郎
時
致
が
、
挿
絵
で

は
十
郎
祐
成
が
舞
う
舞
の
本
『
小
袖
曾
我
』
の
み
に
依
拠
し
た
か
ら
こ
そ
で
は
な

か
っ
た
の
か
。

　

と
、
一
人
が
二
人
に
な
っ
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
憶
測
を
重
ね
て
み
て
も
な
お
、

当
該
図
に
お
け
る
、
板
敷
お
よ
び
柱
の
書
き
加
え
に
よ
る
、
絵
画
と
し
て
の
不
自

然
さ
は
説
明
で
き
て
い
な
い
。
浄
瑠
璃
正
本
『
小
袖
そ
か
』
の
挿
絵
全
体
を
通
し

て
見
た
時
の
不
統
一
も
問
題
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
よ
う
に
思
え
る
。
し
か
し
、

少
な
く
と
も
、
舞
の
本
『
小
袖
曾
我
』
の
第
四
図
は
、「
母
の
前
で
五
郎
時
宗
が

一
人
で
舞
っ
て
、
兄
の
十
郎
助
成
は
そ
れ
を
見
て
い
る
」
も
の
で
、「
五
郎
時
宗

が
一
人
で
母
の
前
で
舞
を
ま
う
こ
と
に
な
っ
て
」
い
る
「
物
語
内
容
を
正
し
く
写

し
て
い
る
」
の
に
対
し
て
、「
古
浄
瑠
璃
の
挿
絵
で
は
兄
弟
二
人
が
舞
を
ま
う
絵

柄
に
な
っ
て
い
る
」
の
は
ど
う
し
て
か
、
と
い
う
議
論
（
前
掲
小
林
氏
論
考
）
は
成
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立
し
な
い
。
本
稿
に
お
い
て
は
、「「
舞
の
本
」
が
時
宗
の
一
人
舞
を
描
き
兄
助
成

は
そ
れ
を
見
て
い
る
形
で
あ
る（

９
）」

や
、「『
舞
の
本
』
第
四
図
の
挿
絵
（
図
Ａ
）
は
、

時
宗
の
一
人
舞

）
（1
（

」（
だ
か
ら
正
し
い
）
と
い
う
前
提
に
見
直
し
が
迫
ら
れ
た
。
浄

瑠
璃
正
本
『
小
袖
そ
か
』
の
第
四
図
を
取
り
あ
げ
る
に
は
、
舞
の
本
『
小
袖
曾

我
』
の
挿
絵
の
あ
り
方
に
立
ち
戻
っ
た
立
論
が
な
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

　

蒙
っ
た
多
大
な
学
恩
に
報
い
る
に
相
応
し
い
結
び
に
は
程
遠
い
が
、
他
日
を
期

す
る
こ
と
で
諒
と
さ
れ
た
い
。

本
稿
は
、
二
〇
二
一
年
度
大
阪
市
立
大
学
国
語
国
文
学
会
総
会
（
七
月
三
十
一

日
、
オ
ン
ラ
イ
ン
）
に
お
い
て
「
浄
瑠
璃
正
本
と
周
縁
芸
能
」
と
題
し
て
行
っ

た
講
演
を
も
と
に
成
稿
し
た
も
の
で
あ
る
。

注

（
１
）『
稀
書
解
説
』
第
七
編
上
、
一
九
三
二
年
九
月
、
米
山
堂
。

（
２
）
藤
井
奈
都
子
氏
「
幸
若
舞
曲
か
ら
近
世
劇
へ
―
―
古
浄
瑠
璃
「
小
袖
そ
か
」

の
場
合
」（「
国
文
学　

解
釈
と
鑑
賞
」
第
74
巻
10
号
、
二
〇
〇
九
年
十
月
）。

な
お
、
浄
瑠
璃
正
本
『
小
袖
そ
か
』
で
「
御
ち
か
い
」
と
あ
る
部
分
も
、
舞

の
本
『
小
袖
曾
我
』
の
「
御
ぢ
ひ
」
に
由
来
す
る
誤
り
と
見
て
よ
い
。

（
３
）
小
林
健
二
氏
「「
舞
の
本
」
の
挿
絵
の
展
開
」（『
中
世
劇
文
学
の
研
究
―
能

と
幸
若
舞
曲
―
』
二
〇
〇
一
年
二
月
、
三
弥
井
書
店
）。

（
４
）
注
（
３
）
所
掲
論
考
。

（
５
）
注
（
２
）
所
掲
論
考
。

（
６
）
槇
記
代
美
氏
「
寛
永
期
浄
瑠
璃
に
お
け
る
能
の
受
容
に
関
す
る
再
検
討
―

『
は
ら
た
』・『
き
よ
し
け
』・『
小
袖
そ
か
』
―
」（「
神
戸
女
子
大
学　

古
典
芸

能
研
究
セ
ン
タ
ー
紀
要
」
８
号
、
二
〇
一
四
年
六
月
）。

（
７
）
西
野
春
雄
氏
校
注
『
謡
曲
百
番
』（
新
日
本
古
典
文
学
大
系
、
一
九
九
八
年

三
月
）
に
拠
る
。

（
８
）
舞
の
前
後
に
は
、「
け
に
や
ら
ん
五
郎
は
、
ち
ゝ
に
お
と
ら
ぬ
ま
ひ
の
上
す

と
き
く
、
一
ひ
や
う
し
う
た
へ
」、「
け
に
〳
〵
ち
ゝ
に
も
お
と
ら
ぬ
、
ま
ひ

の
上
す
に
て
あ
り
け
る
そ
や
」
と
、
父
と
引
き
比
べ
て
五
郎
の
舞
の
上
手
さ

に
言
及
し
て
い
る
。

（
９
）
注
（
２
）
所
掲
藤
井
氏
論
考
。

（
10
）
注
（
６
）
所
掲
槇
氏
論
考
。

 

（
い
の
う
え　

か
つ
し
・
神
戸
女
子
大
学
文
学
部
教
授
）




