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近
松
の
世
話
浄
瑠
璃
『

お
ま
ん

源
五
兵
衛

薩
摩
歌1

』
は
、「
評
価
の
む
ず
か
し
い
作
品
」
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
る
ら
し
い
。
た
だ
し
、
そ
の
へ
ん

に
関
心
を
抱
く
研
究
者
も
少
な
く
な
く
、
い
く
つ
か
の
興
味
深
い
観
点
は
示
さ
れ
て
い
る
。

い
ず
れ
も
き
に
な
る
こ
と
は
、『
曾
根
崎
心
中
』
の
完
成
度
の
高
さ
に
比
し
て
、
こ
の
『
薩
摩
歌
』
が
良
い
出
来
で
は
な
い
、
と
一
読
し

て
感
じ
ら
れ
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
完
成
度
の
高
さ
、
芸
術
性
と
は
何
だ
ろ
う
か
。
近
代
的
〈
作
家
〉
論
に
あ
ま
り
引
き
寄
せ
す
ぎ
て
、
深
読

み
す
る
こ
と
は
、
つ
つ
し
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
近
代
的
モ
デ
ル
に
置
き
直
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
わ
か
り
や
す
く
な
る
と
い
う

側
面
も
な
き
に
し
も
あ
ら
ず
。
私
た
ち
は
、
近
松
の
置
か
れ
て
い
た
「
作
者
」
と
し
て
の
状
況
を
可
能
な
限
り
理
解
し
つ
つ
、
近
現
代
的
理

解
の
〈
モ
デ
ル
〉
に
翻
訳
す
る
こ
と
を
求
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

『
曾
根
崎
心
中
』
は
、
ど
の
よ
う
な
発
想
で
書
か
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
う
い
う
意
味
で
参
考
に
な
る
の
は
菊
池
聡
子
氏2

の
論
考
で
あ

る
。「
や
つ
し
の
開
山
」
と
も
称
さ
れ
た
坂
田
藤
十
郎
の
成
功
の
裏
に
は
、
極
め
て
初
期
か
ら
の
近
松
の
介
在
が
「
可
能
性
」
と
し
て
示
唆

さ
れ
、
ま
さ
に
そ
の
「
坂
田
藤
十
郎
」
と
の
深
い
関
わ
り
が
、
歌
舞
伎
に
お
け
る
近
松
作
〈
心
中
も
の
〉
の
成
功
を
む
ず
か
し
く
し
て
い
た

と
い
う
の
だ
。
紙
子
姿
に
や
つ
し
、
市
井
を
徘
徊
し
て
、
た
と
え
ば
大
名
屋
敷
に
ま
ぎ
れ
込
ん
で
女
中
た
ち
の
「
ひ
ま
つ
ぶ
し
」
の
お
相
手
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な
が
ら

に
さ
れ
て
も
存
え
て
世
を
忍
ぶ
。
そ
し
て
、
浮
浪
者
同
然
の
身
の
上
と
実
は
「
若
殿
さ
ま
」「
若
旦
那
さ
ま
」
で
あ
る
こ
と
の
対
比
。
そ
の

二
重
性
で
観
客
に
楽
し
ま
れ
て
き
た
、
坂
田
藤
十
郎
の
芸
は
、
こ
の
世
を
耐
え
忍
び
か
ね
て
、
命
を
捨
て
一
瞬
の
花
火
と
な
る
、「
心
中
」

に
は
似
合
わ
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
な
の
か
も
し
れ
な
い
。
失
敗
の
原
因
は
そ
の
よ
う
に
か
ん
た
ん
に
特
定
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
が
、
失
敗

し
た
こ
と
自
体
が
「
次
作
」
を
世
に
問
う
こ
と
を
難
し
く
す
る
。
当
時
は
歌
舞
伎
の
「
心
中
も
の
」
上
演
は
十
数
種
を
数
え
る
と
い
う
諏
訪

春
雄
氏
の
指
摘
を
う
け
、
菊
池
氏
は
歌
舞
伎
の
世
界
で
は
「
心
中
も
の
」
は
大
流
行
り
だ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
近
松
作
の
歌
舞
伎
に
そ

れ
が
め
だ
た
な
い
の
は
、
た
ま
た
ま
失
敗
作
を
も
っ
た
か
ら
だ
、
と
い
う
。
た
ま
た
ま
成
功
し
た
場
合
、『
曾
根
崎
心
中
』
は
続
々
と
後
継

作
を
持
つ
こ
と
に
な
っ
た
。
た
ま
た
ま
失
敗
し
た
場
合
、
歌
舞
伎
の
心
中
も
の
を
近
松
が
世
に
問
う
こ
と
は
、
難
し
く
な
っ
た
。
当
た
る
・

当
た
ら
な
い
は
あ
る
程
度
偶
然
が
作
用
す
る
と
し
て
も
、
そ
れ
以
降
の
作
品
の
展
開
を
決
定
的
に
変
化
さ
せ
る
の
で
あ
る
。

菊
池
氏
の
提
示
す
る
こ
と
が
ら
に
つ
い
て
興
味
深
い
の
は
、
こ
の
歌
舞
伎
の
心
中
も
の
で
あ
る
元
禄
十
六
年
五
月
中
旬
以
前
と
い
う
時
期

に
『
か
ら
さ
き
八
景
屏
風
』
と
い
う
歌
舞
伎
の
作
が
近
松
に
は
あ
り
、
そ
の
「
道
行
」
が
「
曾
根
崎
心
中
」
に
酷
似
し
て
い
る
と
い
う
指
摘

で
あ
る
。
そ
の
「
酷
似
」
は
ほ
と
ん
ど
再
利
用
と
い
っ
て
も
い
い
ほ
ど
で
あ
る
。
同
じ
時
期
に
歌
舞
伎
で
心
中
も
の
が
同
時
進
行
で
作
成
さ

れ
つ
つ
あ
り
、
そ
の
作
成
と
途
次
に
近
松
が
訪
れ
た
大
坂
で
、
近
松
は
そ
の
心
中
事
件
が
大
評
判
と
な
る
の
を
目
前
に
し
た
の
で
あ
る
。
そ

れ
が
『
曾
根
崎
心
中
』
成
立
前
の
状
況
で
あ
っ
た
と
す
る
と
、『
曾
根
崎
心
中
』
と
い
う
作
品
の
「
核
心
部
分
」
は
前
も
っ
て
す
で
に
で
き

て
い
た
と
も
言
え
る
わ
け
で
、
事
件
か
ら
作
品
化
の
期
間
が
短
か
っ
た
こ
と
を
も
よ
く
説
明
し
て
く
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

こ
の
『
薩
摩
歌
』
に
つ
い
て
は
、
小
西
准
子
氏3

以
降
の
諸
説
の
展
開
が
興
味
深
い
。
詳
し
く
は
い
ま
ど
き
同
志
社
学
術
リ
ポ
ジ
ト
リ
な
ど

で
全
文
が
読
め
る
時
代
な
の
で
、
そ
ち
ら
に
譲
り
た
い
が
、
氏
が
紹
介
す
る
高
野
辰
之
に
ま
で
溯
る
評
価
と
分
類
の
「
流
れ
」
を
み
た
だ
で

も
、
こ
う
し
た
も
の
は
混
乱
と
妥
協
の
産
物
だ
な
ぁ
、
と
思
わ
な
い
わ
け
に
は
行
か
な
い
。「
ハ
ッ
ピ
ー
エ
ン
ド
の
結
末
は
古
伝
承
に
取
材
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し
た
作
品
に
共
通
し
て
み
ら
れ
る
こ
と
で
、
近
松
の
浄
瑠
璃
作
法
上
重
要
な
重
要
な
手
法
の
一
つ
で
あ
る
」
と
の
小
西
氏
が
引
か
れ
る
高
野

の
文
章
も
、
で
は
『
大
経
師
昔
暦
』
は
「
古
伝
承
に
よ
る
」
と
い
え
る
の
か
、
と
問
い
返
さ
ざ
る
を
得
な
い
。『
薩
摩
歌
』
も
『
大
経
師
昔

暦
』
も
『
夕
霧
阿
波
鳴
門
』
も
等
し
並
み
に
〈
古
伝
承
〉
と
い
っ
て
し
ま
っ
て
は
、
も
は
や
何
を
ど
う
い
っ
て
も
意
味
を
な
さ
な
い
の
で
は

な
い
か
。『
夕
霧
阿
波
鳴
門
』
や
『
大
経
師
昔
暦
』
の
ハ
ッ
ピ
ー
エ
ン
ド
に
は
、
近
松
作
劇
上
の
作
品
内
の
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
に
お
い
て
、
説

明
さ
れ
る
と
、
筆
者
は
考
え
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
作
品
内
の
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
と
は
観
客
を
意
識
す
る
、
と
い
う
こ
と
も
含
む
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム

で
あ
る
。『
夕
霧
阿
波
鳴
門
』
は
、
先
行
作
『
三
世
相
』
を
経
由
し
た
〈
結
論
〉
を
踏
ま
え
つ
つ
、
夕
霧
に
無
上
の
幸
運
と
幸
福
を
与
え
る

べ
く
、
す
べ
て
が
ひ
れ
伏
す
よ
う
な
構
造
を
持
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
夕
霧
が
廓
の
苦
患
を
免
れ
る
こ
と
な
く
、
死
ん
だ
史
実
に
由
来
し
、
そ

の
こ
と
へ
の
思
い
を
共
有
す
る
、
坂
田
藤
十
郎
へ
の
追
悼
の
思
い
と
坂
田
藤
十
郎
の
夕
霧
へ
の
思
い
へ
の
共
鳴
か
ら
来
て
い
る
。
だ
か
ら
、

あ
の
結
末
し
か
な
か
っ
た
の
だ
。
主
人
公
で
あ
る
「
お
さ
ん
」
を
共
感
可
能
な
人
間
性
に
描
い
た
結
果
、「
姦
通
」
の
責
任
を
負
わ
せ
ら
れ

な
く
な
り
、
そ
の
結
果
「
東
岸
和
尚
」
が
「
助
け
た
、
助
け
た
」
と
連
呼
し
て
終
わ
る
フ
ァ
ジ
ー
な
結
末
も
、
同
様
に
「
そ
れ
以
外
あ
り
得

な
い
」
と
い
え
る
。
そ
れ
が
気
に
入
ら
な
い
と
い
う
の
な
ら
、
ネ
ロ
も
パ
ト
ラ
ッ
シ
ュ
も
死
な
な
い
、
欧
米
版
『
フ
ラ
ン
ダ
ー
ス
の
犬
』
を

〈
焚
書
〉
に
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
出
来
る
な
ら
や
っ
て
れ
ば
よ
い
が
、
現
代
の
世
界
的
嗜
好
に
お
い
て
、
死
な
な
い
方
が
優
位
に
あ

る
と
聞
い
て
い
る
。

要
す
る
に
、「
死
な
な
い
結
末
と
ハ
ッ
ピ
ー
エ
ン
ド
」は
、
む
し
ろ
あ
る
い
み〈
世
界
標
準
〉と
も
い
え
る
。
お
そ
ら
く
、『
曾
根
崎
心
中
』

な
ど
の
標
準
的
〈
心
中
も
の
〉
の
ほ
う
が
、
特
異
な
の
で
は
な
い
か
。
さ
き
に
菊
池
氏
が
そ
の
所
論
で
も
言
及
さ
れ
た
『
か
ら
さ
き
八
景
屏

風4

』
は
、
実
に
興
味
深
い
作
品
で
あ
る
。
心
中
道
行
の
文
章
は
「
瓜
二
つ
」
と
い
っ
て
善
い
ほ
ど
『
曾
根
崎
心
中
』
の
「
お
は
つ
徳
兵
衛
道

行
」
に
似
て
い
る
。
菊
池
氏
の
指
摘
の
通
り
で
あ
る
。
し
か
し
、
興
味
は
そ
こ
で
は
終
わ
ら
な
い
。
劇
中
劇
と
し
て
「
心
中
の
切
狂
言
」
が

仕
組
ま
れ
、
屛
風
屋
久
右
衛
門
が
こ
の
芝
居
で
「
心
中
」
を
企
て
る
「
清
兵
衛
実
は
姉
川
右
近
」
に
娘
の
「
お
あ
さ
」
が
心
中
狂
言
を
見
た
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が
っ
て
い
る
か
ら
連
れ
に
行
っ
て
見
せ
る
よ
う
に
、
と
い
い
つ
け
る
場
面
が
あ
る
。
絵
入
り
狂
言
本
は
い
わ
ゆ
る
「
ダ
イ
ジ
ェ
ス
ト
版
」
の

よ
う
な
と
こ
ろ
が
あ
り
、
実
に
把
握
し
に
く
い
。
と
に
か
く
娘
は
清
兵
衛
と
の
心
中
を
望
ん
で
お
り
、
心
中
の
芝
居
を
見
て
誉
め
ら
れ
る
よ

う
な
心
中
を
す
る
「
手
本
」
に
し
よ
う
と
表
明
し
て
い
る
。
劇
中
の
心
中
場
面
は
「
蘇
芳
」
を
使
っ
て
血
汐
を
表
現
し
て
い
る
、
な
ど
興
味

深
い
ト
リ
ビ
ア
が
満
載
で
あ
る
。
そ
の
表
現
は
、
ベ
ク
ト
ル
が
あ
っ
ち
こ
っ
ち
向
い
て
い
る
と
い
え
ば
い
い
だ
ろ
う
か
、
ま
と
ま
っ
た
理
解

を
得
る
の
が
非
常
に
困
難
な
と
こ
ろ
が
あ
る
。
お
そ
ら
く
芝
居
そ
の
も
の
も
「
趣
向
」
が
前
面
に
出
た
け
た
た
ま
し
い
も
の
で
あ
ろ
う
と
察

せ
ら
れ
る
が
、
こ
の
近
松
全
集
所
収
の
絵
入
り
狂
言
本
は
、「
ダ
イ
ジ
ェ
ス
ト
版
」
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
ま
す
ま
す
け
た
た
ま
し
い
読
み
味

に
な
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
。

結
論
か
ら
い
え
ば
『
曾
根
崎
心
中
』
が
大
成
功
し
、
新
た
な
標
準
と
な
る
ま
で
は
「
死
な
な
い
方
が
標
準
」
と
い
え
た
は
ず
だ
、
と
私
は

考
え
る
。
そ
の
根
拠
は
、
そ
の
作
品
内
に
ち
り
ば
め
ら
れ
た
、
あ
ら
ゆ
る
不
謹
慎
で
け
た
た
ま
し
い
要
素
に
あ
る
。「
お
あ
さ
」
は
「
誉
め

ら
れ
る
心
中
」
し
た
さ
に
、
心
中
狂
言
を
見
た
が
る
。
そ
の
心
中
の
際
「
お
あ
さ
」
は
脇
指
が
と
ら
れ
て
無
い
と
い
う
「
清
兵
衛
」
に
「
心

中
狂
言
見
た
が
、
ち
し
ほ
に
成
て
見
ぐ
る
し
い
。」
刃
物
が
な
け
れ
ば
死
な
れ
な
い
わ
け
で
は
な
い
と
、「
か
ら
さ
き
」
で
の
身
投
げ
を
提
案

す
る
な
ど
、
心
中
し
て
「
血
汐
に
な
っ
て
」
死
ん
だ
「
お
初
徳
兵
衛
」
が
き
い
た
ら
、
作
者
近
松
門
左
衛
門
を
祟
っ
て
殺
し
か
ね
な
い
作
文

が
つ
づ
く
。
ま
た
、
心
中
の
局
面
で
火
の
玉
が
で
て
、
こ
れ
も
や
は
り
『
曾
根
崎
心
中
』
を
彷
彿
と
さ
せ
る
。
問
題
な
の
は
、
こ
の
「
火
の

玉
」
が
死
ん
で
い
く
二
人
の
魂
な
ど
で
は
な
く
、
こ
の
「
清
兵
衛
」
こ
と
「
姉
川
右
近
」
に
執
心
を
残
し
て
死
ん
だ
「
に
ほ
の
前
」
の
怨
霊

で
あ
っ
て
、
こ
の
心
中
を
阻
止
し
よ
う
と
あ
ら
わ
れ
つ
つ
、
悪
漢
の
邪
魔
立
て
を
防
い
で
「
お
あ
さ
清
兵
衛
」
の
カ
ッ
プ
ル
を
守
っ
て
も
く

れ
る
。
言
う
ま
で
も
な
く
こ
の
複
雑
な
設
定
は
「
複
雑
」
と
い
う
よ
り
は
混
乱
に
近
い
。

『
曾
根
崎
心
中
』
初
演
の
際
の
、
辰
松
八
郎
兵
衛
に
よ
る
「
口
上
・
番
付
」
は
、
二
代
目
瀨
川
如
皐
の
『
牟
芸
古
雅
志5

』
に
貼
り
付
け
ら

れ
て
残
り
、
貴
重
な
資
料
と
し
て
普
く
知
れ
渡
っ
て
い
る
。
こ
の
『
か
ら
さ
き
八
景
屛
風
』
に
も
、
劇
中
劇
と
し
て
「
口
上
」
が
あ
る
の
で
、
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次
に
引
用
し
て
み
た
い
。

座
元
大
和
屋
藤
吉
ぶ
た
い
へ
出
。「
狂
言
の
儀
に
付
皆
様
へ
お
こ
と
は
り
申
上
ま
す
る
。
此
度
狂
言
を
替
ま
す
る
に
つ
き
ま
し
て
。
町

の
御
ひ
い
き
の
御
方
様
の
仰
ら
れ
ま
す
は
。
切
の
心
中
の
狂
言
は
間
も
な
い
事
じ
ゃ
ほ
ど
に
。
や
は
り
い
た
し
た
ら
ば
よ
か
ら
ふ
と
ご
ざ

り
ま
す
。
切
に
つ
か
ま
つ
り
ま
し
て
は
め
づ
ら
し
う
も
ご
ざ
り
ま
せ
ぬ
ゆ
へ
甚
兵
衛
門
左
衛
門
と
相
談
い
た
し
ま
し
て
。
中
へ
入
つ
か
ま

つ
り
ま
す
。
し
ぐ
み
は
替
り
ま
せ
ね
共
。
上
の
狂
言
よ
り
う
つ
り
ま
し
て
。
切
へ
つ
ゞ
き
ま
す
や
う
に
し
ぐ
み
ま
し
た
が
お
な
ぐ
さ
み
に

成
り
ま
せ
ふ
か
と
存
い
た
し
ま
し
た
。
左
様
思
召
御
け
ん
ぶ
つ
を
頼
上
ま
す
る6

。

『
曾
根
崎
心
中
』
の
「
番
付
・
口
上
」
は
、
幸
運
に
よ
っ
て
た
ま
た
ま
好
事
家
の
手
に
残
り
、
現
代
に
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ

れ
と
は
ま
っ
た
く
切
り
離
さ
れ
た
、
美
し
い
結
晶
の
よ
う
な
作
品
の
姿
で
、「
読
み
物
」
と
し
て
私
た
ち
の
手
も
と
に
残
っ
た
。
こ
の
珠
玉

の
よ
う
な
作
品
に
つ
い
て
、
私
た
ち
は
何
か
勘
違
い
を
し
て
は
ゐ
な
い
か
。
作
品
内
と
作
品
外
が
混
沌
と
地
続
き
に
な
っ
た
、
こ
の
『
八
景

屏
風
』
の
猥
雑
を
極
め
た
〈
俗
〉
な
世
界
に
、
置
き
戻
し
て
み
る
の
が
本
来
の
姿
で
は
な
い
の
か
。『
か
ら
さ
き
八
景
屛
風
』
は
、
右
の
劇

中
劇
的
「
口
上
」
に
見
る
限
り
、
あ
ま
り
評
判
が
良
く
な
か
っ
た
た
め
、「
町
の
御
ひ
い
き
の
御
方
様
」
に
相
談
し
た
の
は
、
芝
居
の
構
成

の
変
更
ば
か
り
で
な
く
、「
こ
の
心
中
」の
上
演
を
取
り
や
め
る
こ
と
も
含
め
て
で
は
な
か
っ
た
の
か
。「
か
ら
さ
き
の
身
投
げ
の
心
中
事
件
」

は
起
こ
っ
て
ま
だ
ま
も
な
く
、「
新
奇
」
さ
が
関
心
を
引
く
だ
ろ
う
か
ら
、
も
う
ち
ょ
っ
と
工
夫
を
加
え
て
、
辛
抱
し
て
つ
づ
け
て
み
て
は

ど
う
か
、
と
い
う
の
が
、
彼
ら
が
相
談
し
た
「
御
方
様
」
の
ア
ド
バ
イ
ス
で
あ
っ
た
。
菊
池
氏
は
、
坂
田
藤
十
郎
の
芸
の
質
が
心
中
も
の
に

似
合
わ
な
か
っ
た
と
見
て
お
ら
れ
る
よ
う
だ
が
、
実
は
近
松
一
流
の
凝
り
に
凝
っ
た
趣
向
こ
そ
が
、「
心
中
も
の
」
と
し
て
観
客
に
好
ま
れ
、

評
判
を
得
る
こ
と
を
さ
ま
た
げ
て
い
た
可
能
性
が
む
し
ろ
浮
上
し
て
く
る
の
だ
。
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こ
こ
で
の
近
松
は
「
心
中
ば
や
り
」
の
風
潮
に
対
し
て
冷
笑
を
隠
さ
な
い
。「
誉
め
ら
れ
る
心
中
」
を
し
た
い
と
望
み
、
そ
の
「
手
本
」

を
求
め
て
芝
居
小
屋
を
訪
れ
る
小
娘
た
ち
は
、
戯
画
化
さ
れ
た
「
お
あ
さ
」
と
い
う
自
分
た
ち
の
似
姿
を
好
む
だ
ろ
う
か
。
良
識
あ
る
大
人

た
ち
の
「
困
っ
た
も
の
だ
」「
し
か
し
い
ま
ど
き
の
小
娘
は
こ
ん
な
も
の
だ
ろ
う
」
と
慨
嘆
し
共
感
し
て
く
れ
る
こ
と
に
よ
る
「
好
評
」
を

近
松
は
期
待
し
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
冷
笑
は
熱
狂
を
生
ま
な
い
。
当
然
。
こ
こ
に
見
る
近
松
の
「
リ
ア
ル
」
は
心
中
す
る
男
女

の
「
内
面
」
と
「
必
然
」
を
認
め
な
い
。
な
ぜ
か
。

『
曾
根
崎
心
中
』
の
作
者
は
こ
れ
と
は
対
照
的
で
あ
る
。「
い
ま
こ
の
娑
婆
に
示
現
し
て
」
と
う
た
う
観
音
め
ぐ
り
の
道
行
は
、
巧
み
に
言

質
を
与
え
ず
に
、
さ
り
げ
な
く
天
満
屋
遊
女
お
初
を
、
観
世
音
菩
薩
の
イ
メ
ー
ジ
に
重
ね
、
観
客
の
中
の
「
冷
笑
」
を
封
印
す
る
。
常
識
と

し
て
共
有
さ
れ
る
べ
き
「
冷
笑
」
は
、「
油
屋
九
平
次
」
と
い
う
か
た
き
役
の
中
に
閉
じ
込
め
ら
れ
、
棄
却
さ
れ
る
。

浄
瑠
璃
と
い
う
芸
能
の
源
流
を
た
ど
れ
ば
『
浄
瑠
璃
姫
物
語
』
つ
ま
り
、
矢
作
の
遊
女
た
ち
の
間
に
伝
承
さ
れ
た
悲
恋
の
物
語
に
い
き
つ

く
。
浄
瑠
璃
と
は
基
本
的
に
共
感
の
情
を
こ
め
て
綿
々
と
語
ら
れ
る
物
語
で
あ
る
。
岡
本
文
弥
の
「
泣
き
節
」
に
象
徴
さ
れ
る
よ
う
な
〈
共

感
〉
の
芸
能
な
の
だ
。
都
早
雲
座
で
座
頭
大
和
屋
藤
吉
ら
と
町
の
有
力
者
も
時
に
は
交
え
、
舞
台
作
り
の
〈
相
談
〉
が
行
わ
れ
た
よ
う
に
、

竹
本
座
で
義
太
夫
・
八
郎
兵
衛
・
近
松
ら
が
〈
相
談
〉
し
た
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
ど
の
よ
う
な
も
の
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
こ
の
二
作
が
実
際

ほ
ぼ
同
時
進
行
で
制
作
さ
れ
た
と
し
た
ら
、
近
松
は
こ
の
二
つ
の
〈
相
談
〉
の
場
で
、
一
体
ど
の
よ
う
な
こ
と
を
経
験
し
た
の
だ
ろ
う
か
。

そ
の
制
作
の
場
の
質
の
違
い
が
こ
の
二
作
の
本
質
的
な
違
い
と
な
っ
た
、
と
い
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

『
薩
摩
歌
』
は
『
曾
根
崎
心
中
』『
か
ら
さ
き
八
景
屛
風
』
の
八
ヶ
月
後
、
宝
永
元
年
正
月
の
初
演
と
さ
れ
る
。『
今
昔
操
年
代
記
』
な
ど

に
よ
れ
ば
、『
曾
根
崎
心
中
』
は
、
大
入
り
ロ
ン
グ
ラ
ン
、
た
ま
っ
た
借
金
も
完
済
し
蔵
が
建
つ
ほ
ど
の
大
ヒ
ッ
ト
で
あ
っ
た
と
い
う
。
大
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ヒ
ッ
ト
で
あ
っ
た
と
い
う
。
こ
の
こ
と
は
、
近
松
に
と
っ
て
ど
う
い
う
意
味
を
持
っ
た
だ
ろ
う
か
。

芝
居
が
ヒ
ッ
ト
す
る
こ
と
は
、
ポ
ジ
テ
ィ
ヴ
な
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
で
あ
り
、「
こ
れ
で
い
い
」「
こ
れ
が
い
い
」
と
い
う
観
客＝

世
間
か
ら

の
メ
ッ
セ
ー
ジ
で
あ
る
。『
か
ら
さ
き
八
景
屛
風
』
で
は
あ
ん
な
に
苦
労
し
、
芝
居
を
組
み
替
え
て
「
不
入
り
」
の
対
策
に
余
念
が
な
か
っ

た
。
そ
れ
が
『
曾
根
崎
心
中
』
と
き
た
ら
、
た
ま
た
ま
大
坂
に
居
合
わ
せ
て
事
件
に
遭
遇
し
、
聞
き
込
ん
だ
事
情
も
組
み
込
み
、『
か
ら
さ

き
八
景
屛
風
』
用
に
既
に
出
来
て
い
た
道
行
文
を
流
用
も
し
、
短
期
間
で
仕
上
げ
た
軽
い
作
品
で
あ
る
。
た
だ
、「
観
音
め
ぐ
り
」
は
、
重

要
な
テ
ー
マ
を
提
示
す
る
も
の
で
、
他
の
、
た
と
え
ば
『
卯
月
の
紅
葉
』
の
「
二
十
二
社
め
ぐ
り
」
同
様
、
軽
薄
な
世
間
の
流
行
の
あ
て
込

み
か
も
し
れ
ぬ
が
、
気
合
い
を
入
れ
て
作
文
を
し
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
こ
で
提
示
さ
れ
た
テ
ー
マ
「
恋
で
導
き
情
け
で
教
へ
恋
を
菩
提
の
橋

と
な
し
」
と
、
作
る
側
の
明
確
な
意
志
表
示
と
し
て
、「
純
愛
」「T

rue
Love

」
を
描
く
と
い
う
き
わ
だ
っ
た
特
徴
を
示
す
。
徳
兵
衛
も
お

初
も
互
い
に
誠
実
で
、
他
の
男
・
他
の
女
の
影
が
な
い
。
こ
れ
は
あ
ま
り
普
通
の
こ
と
で
は
な
い
。

た
と
え
ば
、『
け
い
せ
い
仏
の
原7

』
と
い
う
坂
田
藤
十
郎
の
当
た
り
狂
言
が
あ
る
。
坂
田
扮
す
る
梅
永
文
蔵
の
長
台
詞
の
あ
て
こ
す
り
に
、

屛
風
の
陰
の
奥
州
（
今
は
奥
方
様
）
が
つ
ら
い
思
い
で
聞
き
入
り
、
そ
の
心
の
中
を
観
客
に
思
い
や
ら
せ
る
、
そ
い
う
大
評
判
を
得
た
名
場

面
で
知
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
あ
る
い
み
「T

rue
Love

」
な
の
で
は
あ
ろ
う
が
、
奥
州
は
玉
の
輿
に
乗
っ
て
い
ま
や
大
名
屋
敷
の
奥
方
様
。

だ
か
ら
何
な
の
だ
と
い
わ
れ
そ
う
だ
が
、
近
松
の
世
話
物
浄
瑠
璃
の
本
流
か
ら
い
え
ば
、「
異
質
」
で
あ
る
。
近
松
世
話
物
は
『
曾
根
崎
』

以
後
さ
ま
ざ
ま
な
試
み
を
し
て
作
品
世
界
を
広
げ
て
い
く
が
、
そ
れ
で
も
な
お
「
死
ん
で
も
越
え
な
い
一
線
」
を
も
っ
て
い
る
。「
小
春
」

は
死
ん
で
も
越
え
な
い
。
し
か
し
、
奥
州
な
ら
ひ
ら
り
と
越
え
て
み
せ
る
。

な
か
な
か
、
了
解
い
た
だ
け
る
よ
う
な
説
明
を
す
る
の
が
む
ず
か
し
く
て
困
っ
て
い
る
。『
薩
摩
歌
』
を
ど
う
位
置
づ
け
る
か
、
と
い
う

問
題
で
あ
る
。『
曾
根
崎
心
中
』
の
大
ヒ
ッ
ト
は
、
否
応
な
く
近
松
の
作
劇
に
方
向
転
換
を
迫
っ
た
。
そ
れ
は
一
面
で
は
京
の
歌
舞
伎
芝
居

に
あ
っ
た
軸
足
を
、
大
坂
竹
本
座
に
移
し
た
、
こ
と
に
よ
っ
て
せ
ま
ら
れ
た
方
向
転
換
で
も
あ
っ
た
だ
ろ
う
。
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『
曾
根
崎
心
中
』
が
ど
の
よ
う
な
「
方
向
転
換
」
を
迫
っ
た
の
か
、
と
い
う
点
を
特
定
し
た
い
の
だ
。
と
ん
で
も
な
い
と
こ
ろ
に
「
た
と

え
」
を
持
っ
て
い
く
よ
う
だ
が
、
一
九
五
〇
年
、
大
岡
昇
平
は
ラ
デ
ィ
ゲ
の
『
ド
ル
ジ
ェ
ル
伯
の
舞
踏
会
』
に
着
想
を
得
て
、『
武
蔵
野
夫

人
』
を
世
に
問
い
、
戦
後
初
の
大
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
と
な
っ
た
。
ま
も
な
く
映
画
化
も
さ
れ
た
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
作
品
の
主
要
登
場
人
物
の

一
人
は
ス
タ
ン
ダ
ー
ル
の
研
究
を
す
る
仏
文
学
者
で
あ
る
。
こ
の
小
説
の
特
色
は
「
中
産
階
級
の
凋
落
」
と
い
っ
た
社
会
状
況
も
さ
り
な
が

ら
、
そ
の
人
物
配
置
に
あ
っ
た
。
一
九
五
三
「
年
新
潮
文
庫
で
重
版
さ
れ
た
際
に
、
埴
谷
雄
高
が
寄
せ
た
解
説
の
「
恋
愛
の
平
行
四
辺
形
」

と
い
う
こ
と
ば
は
有
名
で
あ
る
。
ど
ろ
ど
ろ
の
不
倫
劇
。
と
は
い
え
、
男
性
の
側
に
も
女
性
の
側
に
も
複
数
の
異
性
が
ぶ
ら
下
が
っ
て
い
て
、

ど
こ
が
メ
イ
ン
の
カ
ッ
プ
ル
か
判
然
と
し
な
い
よ
う
な
あ
り
方
は
、
あ
る
い
み
自
然
だ
し
、
当
た
り
前
の
も
の
で
あ
る
。

『
か
ら
さ
き
』
も
含
む
元
禄
歌
舞
伎
に
は
、
戦
後
日
本
の
小
説
家
に
影
響
を
あ
た
え
た
よ
う
な
、
ラ
デ
ィ
ゲ
も
ス
タ
ン
ダ
ー
ル
も
、
ド
ス

ト
エ
フ
ス
キ
ー
な
ど
の
影
響
は
一
切
な
く
と
も
、「
恋
愛
の
平
行
四
辺
形
」
は
当
た
り
前
の
よ
う
に
存
在
し
た
。
複
数
の
立
役
、
複
数
の
立

女
方
・
若
女
方
が
そ
れ
ぞ
れ
個
性
を
も
っ
て
入
り
乱
れ
自
己
主
張
す
る
舞
台
の
上
に
は
、
そ
れ
が
自
然
で
あ
る
。
そ
こ
に
近
松
を
含
む
芝
居

関
係
者
の
「
大
人
の
シ
ニ
シ
ズ
ム
」
が
裏
打
ち
し
て
、
ど
く
と
く
な
猥
雑
な
世
界
が
現
出
す
る
。
そ
し
て
、
ど
ち
ら
か
と
い
う
と
普
通
で
も

自
然
で
も
な
い
の
が
、
む
し
ろ
『
曾
根
崎
心
中
』
へ
の
展
開
で
あ
り
、
近
松
が
そ
こ
で
迫
ら
れ
た
方
向
転
換
の
方
が
、
特
異
で
普
通
で
は
な

か
っ
た
、
と
い
う
べ
き
な
の
で
は
な
い
か
。

『
曾
根
崎
心
中
』
へ
の
た
だ
な
ら
ぬ
反
響
が
、
そ
の
大
成
功
が
も
た
ら
し
た
、
近
松
の
〈
転
換
〉
を
も
っ
と
も
そ
の
初
期
の
段
階
で
反
映

し
て
い
る
と
い
え
る
の
は
、
ど
の
作
品
だ
ろ
う
か
。『
曾
根
崎
心
中
』
に
直
接
言
及
し
、
お
島
を
「
お
初
の
跡
継
ぎ
か
く
れ
な
し
」
と
規
定

す
る
『
二
枚
絵
草
紙8

』
だ
ろ
う
か
。
で
は
、『
曾
根
崎
心
中
』
に
似
て
も
似
つ
か
な
い
『
薩
摩
歌
』
に
は
影
響
が
な
い
、
と
い
え
る
の
だ
ろ

う
か
。
小
西
氏
以
降
も
、
そ
の
後
を
受
け
た
「
再
評
価
」
の
試
み
は
あ
っ
た
。
佐
々
木
久
春
氏
の
所
論
で
あ
る
。
作
品
の
字
数
を
数
え
、『
曾
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根
崎
心
中
』
の
二
・
三
二
倍
の
達
し
、
他
の
ど
の
世
話
物
浄
瑠
璃
よ
り
も
長
い
こ
と
を
指
摘
し
、
そ
れ
な
り
に
力
を
入
れ
た
作
品
だ
と
し
、

そ
の
大
ヒ
ッ
ト
し
た
前
作
と
対
極
的
な
あ
り
方
、
ま
た
同
種
の
い
わ
ゆ
る
〈
仮
構
物
〉
と
し
て
『
夕
霧
阿
波
鳴
門
』
な
ど
も
存
在
す
る
こ
と

か
ら
、『
曾
根
崎
心
中
』
と
対
峙
さ
せ
う
る
ほ
ど
の
重
要
性
を
持
つ
、「
も
う
一
つ
の
原
型
」
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
の
だ
。
そ
の

所
論
の
末
尾
に
は
こ
の
『
薩
摩
歌
』
の
特
異
な
点
を
箇
条
書
き
で
列
挙
し
て
お
ら
れ
る
。
字
数
は
意
味
の
あ
る
指
摘
だ
と
私
は
思
う
。
た
だ
、

氏
の
よ
う
に
他
の
作
と
比
較
し
て
の
特
異
性
を
、
列
挙
し
て
何
か
意
味
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
、
と
は
痛
烈
に
感
じ
る
。
こ
う
い
っ
た
列
挙
は

意
味
の
あ
る
〈
軸
〉
を
見
い
だ
せ
て
初
め
て
生
き
て
く
る
も
の
だ
。
字
数
は
あ
る
意
味
客
観
的
な
事
象
と
し
て
、
決
し
て
〈
手
抜
き
〉
だ
か

ら
駄
作
と
な
っ
た
と
い
う
こ
と
は
で
は
な
い
、
と
い
え
る
根
拠
に
、
そ
れ
も
客
観
的
な
根
拠
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
客
観
的
で

あ
る
こ
と
を
希
求
す
る
か
ら
と
い
っ
て
、
方
向
性
の
な
い
差
違
を
い
か
に
も
客
観
的
な
事
象
の
指
摘
で
あ
る
か
の
よ
う
に
提
示
す
る
の
は
、

疑
似
ア
カ
デ
ミ
ズ
ム
の
自
己
満
足
に
す
ぎ
な
い
。
氏
が
①
〜
⑥
の
項
目
に
列
挙
す
る
バ
ラ
バ
ラ
な
事
象
は
、
こ
の
作
品
の
〈
傾
向
〉
を
何
ら

示
す
こ
と
が
な
い
。
ど
ち
ら
か
と
い
う
と
、〈
傾
向
〉
な
ど
な
く
バ
ラ
バ
ラ
に
散
乱
し
た
あ
り
方
を
端
的
に
示
し
て
い
る
と
い
う
べ
き
な
の

だ
。〈

力
作
〉
で
あ
る
こ
と
と
、
あ
や
う
く
空
中
分
解
し
そ
う
な
で
き
ば
え
で
あ
る
こ
と
と
の
間
に
は
、
何
の
矛
盾
も
生
じ
な
い
。
洋
の
東
西

を
と
わ
ず
空
中
分
解
し
た
力
作
な
ど
、
掃
い
て
捨
て
る
ほ
ど
あ
る
。
ピ
カ
ソ
の
『
ア
ビ
ニ
ョ
ン
の
娘
た
ち
』
と
い
う
大
作
も
、
ピ
カ
ソ
は
あ

の
キ
ャ
ン
バ
ス
の
あ
っ
ち
側
で
首
を
く
く
る
は
め
に
な
る
だ
ろ
う
、
と
酷
評
さ
れ
た
と
い
う
で
は
な
い
か
。
一
見
バ
ラ
バ
ラ
に
空
中
分
解
し

そ
う
な
諸
要
素
も
、
遙
か
彼
方
に
む
す
ぶ
〈
焦
点
〉
に
見
る
者
の
意
識
を
向
け
さ
せ
る
な
ら
、
も
は
や
そ
れ
は
単
な
る
空
中
分
解
し
た
駄
作

で
は
な
く
な
る
。
た
だ
、
問
題
は
『
薩
摩
歌
』
に
関
し
て
、
そ
の
よ
う
に
い
う
こ
と
は
無
理
だ
、
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
。『
今
昔
操
年
代
記
』

の
筆
者
西
沢
一
風
も
、『
曾
根
崎
心
中
』
の
ロ
ン
グ
ラ
ン
ヒ
ッ
ト
に
よ
る
竹
本
座
の
借
金
完
済
は
か
た
っ
て
も
、
そ
の
間
に
こ
ん
な
作
品
が

あ
っ
た
こ
と
は
、
す
っ
か
り
忘
却
の
彼
方
に
あ
る
風
で
あ
る
。
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『
曾
根
崎
心
中
』
の
成
功
は
、
近
松
の
作
劇
に
影
響
を
あ
た
え
、
あ
る
方
向
に
向
か
わ
せ
た
。
そ
の
『
方
向
性
』
を
『
薩
摩
歌
』
も
示
し

て
は
い
る
の
だ
。
さ
き
に
ふ
れ
た
『
か
ら
さ
き
八
景
屛
風
』
に
し
て
も
、
心
中
の
当
事
者
の
二
人
か
ら
し
て
、
双
方
に
異
性
の
『
お
相
手
』

が
複
数
ぶ
ら
下
が
っ
て
お
り
、
そ
の
中
に
は
「
に
ほ
の
前
」
と
い
う
想
い
を
果
た
せ
ず
死
ん
だ
死
霊
ま
で
が
加
わ
る
賑
や
か
さ
。『
薩
摩
歌
』

の
「
小
万
・
三
五
兵
衛
」「
お
万
・
源
五
兵
衛
」
の
二
組
の
男
女
が
か
ら
む
、「
恋
愛
の
平
行
四
辺
形
」
は
、
同
質
な
も
の
を
感
じ
さ
せ
る
。

大
好
評
を
得
た
『
曾
根
崎
心
中
』。
町
の
御
ひ
い
き
筋
と
作
品
の
手
直
し
に
つ
い
て
相
談
す
る
ほ
ど
不
評
に
苦
し
ん
だ
節
が
作
品
内
の
「
口

上
」
に
見
て
取
れ
る
『
八
景
屛
風
』。
好
評
・
不
評
の
要
因
は
、
近
松
の
目
に
も
明
ら
か
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。

近
松
は
『
薩
摩
歌
』
の
構
成
に
お
い
て
、
身
替
わ
り
と
し
て
源
五
兵
衛
と
仮
の
契
り
を
結
び
、
果
て
は
と
ば
っ
ち
り
の
犠
牲
と
な
る
「
髪

上
げ
の
お
蘭＝

お
蘭
尼
」
を
必
要
な
狂
言
ま
わ
し
と
し
て
残
し
た
が
、
後
は
可
能
な
限
り
刈
り
込
ん
だ
。『
曾
根
崎
心
中
』
を
好
む
筋
の
観

客
の
嗜
好
に
合
わ
せ
た
の
で
あ
る
。
近
松
は
第
二
作
で
ま
っ
た
く
違
う
も
の
を
創
ろ
う
と
し
た
の
で
は
な
い
。
ま
だ
軸
足
を
歌
舞
伎
の
世
界

に
残
し
た
「
作
者
」
と
し
て
自
家
約
籠
中
の
手
慣
れ
た
も
の
を
、
新
し
く
獲
得
し
た
『
曾
根
崎
心
中
』
と
竹
本
座
の
御
ひ
い
き
筋
の
嗜
好
に

配
慮
し
つ
つ
、
つ
く
ろ
う
と
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
う
考
え
る
こ
と
で
、
こ
の
作
品
の
多
く
の
側
面
が
説
明
可
能
に
な
る
。

「
長
さ
」
も
、
で
あ
る
。
歌
舞
伎
の
舞
台
は
当
時
、
ど
の
程
度
細
か
く
「
台
本
」
あ
る
い
は
「
台
帳
」
に
縛
ら
れ
て
い
た
の
だ
ろ
う
。
自

己
主
張
の
強
い
役
者
た
ち
の
、
お
の
お
の
の
〈
好
み
〉
の
セ
リ
フ
は
作
者
と
の
共
同
作
業
で
あ
っ
て
、
作
者
が
一
字
一
句
〈
作
文
〉
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
わ
け
で
は
な
か
っ
た
だ
ろ
う
。「
絵
入
り
狂
言
本
」
は
見
ど
こ
ろ
や
評
判
の
セ
リ
フ
・
場
面
を
ダ
イ
ジ
ェ
ス
ト
し
て
見
せ
る

も
の
に
す
ぎ
な
い
。
役
者
た
ち
の
ア
ド
リ
ブ
も
含
め
て
す
べ
て
文
字
に
お
こ
し
た
ら
ど
れ
ほ
ど
長
い
も
の
に
な
っ
た
だ
ろ
う
か
。
近
松
は
そ

れ
ぞ
れ
の
登
場
人
物
を
役
者
と
し
て
想
定
し
、
そ
の
作
意
と
作
文
を
す
べ
て
引
き
受
け
る
こ
と
で
『
薩
摩
歌
』
を
つ
く
っ
た
の
で
あ
る
。
や

る
気
満
々
気
合
い
が
入
っ
て
い
た
と
い
う
べ
き
だ
ろ
う
。

「
不
評
」
で
あ
っ
た
と
想
定
さ
れ
る
部
分
を
挙
げ
て
い
く
と
、
さ
ら
に
い
ろ
い
ろ
見
え
て
く
る
。
上
之
巻
、
平
鹿
留
守
居
の
館
で
当
家
に
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奉
公
を
望
む
者
達
が
今
日
も
押
し
か
け
「
吟
味
」
を
受
け
て
い
る
。
採
用
の
面
接
試
験
と
い
っ
た
と
こ
ろ
だ
ろ
う
。
専
門
的
職
能
が
片
寄
っ

て
い
た
り
年
を
取
り
過
ぎ
て
い
た
り
、
難
の
あ
る
応
募
者
が
つ
づ
い
た
後
、「
真
打
ち
」
と
し
て
「
薩
摩
者＝

津
摩
蔵＝

源
五
兵
衛
」
が
登

場
す
る
。
こ
こ
で
長
々
と
演
じ
ら
れ
る
「
諸
国
馬
じ
る
し
」
の
節
事
な
ど
は
ど
う
だ
ろ
う
か
。
こ
の
『
薩
摩
歌
』
は
加
賀
掾
に
流
用
さ
れ
、

加
賀
掾
本
が
残
っ
て
い
る
。
そ
こ
で
は
、
こ
の
長
々
し
い
節
事
は
削
除
さ
れ
て
い
る
。
賢
明
な
改
作
だ
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
筋
の
展
開
上
何

の
意
味
も
無
い
「
無
駄
」
そ
の
も
の
の
節
事
だ
か
ら
だ
。
た
だ
、『
曾
根
崎
心
中
』
お
初
の
観
音
め
ぐ
り
の
道
行
は
ど
う
だ
っ
た
だ
ろ
う
。

テ
ー
マ
を
提
示
し
お
初
の
「
観
音
」
性
を
措
定
し
、
そ
の
美
貌
と
魅
力
を
振
り
ま
く
辰
松
の
技
量
を
見
せ
つ
け
て
観
客
の
喝
采
を
博
す
る
、

も
っ
と
も
「
お
い
し
い
」
部
分
だ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
こ
の
源
五
兵
衛
が
男
性
的
魅
力
を
見
せ
つ
け
な
が
ら
潑
剌
と
躍
る
こ
の
「
節
事
」
は
、

同
様
の
効
果
を
期
待
さ
れ
て
い
た
と
見
る
べ
き
だ
と
思
う
。
面
接
試
験
で
す
っ
か
り
女
性
達
に
気
に
入
ら
れ
、「
姉
姫
様＝

小
万
」
と
の
擬

似
的
「
密
通
」
に
展
開
し
て
い
く
き
っ
か
け
で
も
あ
る
か
ら
。
た
だ
し
、
あ
ま
り
効
果
的
で
な
く
不
評
だ
っ
た
こ
と
は
容
易
に
想
像
さ
れ
る
。

加
賀
掾
は
そ
れ
に
敏
感
に
反
応
し
た
の
で
あ
る
。
も
し
こ
れ
が
歌
舞
伎
の
舞
台
な
ら
、
源
五
兵
衛
を
演
じ
る
役
者
の
ひ
い
き
客
な
ら
、「
や
っ

ち
ゃ
っ
ち
ゃ
」
と
誉
め
に
出
て
く
る
「
見
せ
場
」
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。

井
口
洋
氏10

が
、
さ
ま
ざ
ま
に
「
心
理
的
」
読
み
解
き
を
試
み
る
、
上
之
巻
後
半
の
、
三
五
兵
衛
、
源
五
兵
衛
、
小
万
が
三
つ
巴
で
長
々
と

述
懐
す
る
場
面
が
あ
る
。
論
理
的
に
は
矛
盾
だ
ら
け
。
氏
の
よ
う
な
緻
密
な
読
み
で
掘
り
下
げ
る
に
適
し
た
部
分
と
は
い
え
な
い
。
こ
の
登

場
人
物
た
ち
は
、
大
向
こ
う
へ
向
け
て
ウ
ケ
を
狙
う
、
役
者
の
ガ
チ
ン
コ
勝
負
め
い
た
場
面
と
考
え
た
方
が
い
い
。
源
五
兵
衛
が
草
履
取
り

奉
公
を
し
て
い
る
が
、
出
自
を
い
え
ば
実
は
歴
と
し
た
侍
で
あ
る
と
明
か
す
源
五
兵
衛
に
つ
い
て
、
婚
約
者
を
寝
取
ら
れ
た
と
信
じ
て
屈
辱

に
ま
み
れ
て
い
る
三
五
兵
衛
に
は
な
ん
の
慰
め
に
も
な
ら
な
い
と
い
う
。
全
く
そ
の
通
り
な
の
だ
が
、
こ
の
「
勝
負
」
に
あ
た
っ
て
引
け
を

と
ら
な
い
こ
と
し
か
、
こ
の
場
面
の
源
五
兵
衛
も
考
え
て
い
な
い
と
み
た
方
が
い
い
。
役
者
が
受
け
る
こ
と
し
か
考
え
て
い
な
い
と
同
じ
で

あ
る
。
も
ち
ろ
ん
こ
こ
で
の
勝
者
は
、
三
五
兵
衛
の
不
実
と
薄
情
を
責
め
、
思
い
の
た
け
を
ぶ
ち
ま
け
る
ア
ッ
パ
レ
見
事
な
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
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ス
を
見
せ
た
「
小
万
」
で
あ
る
。
や
ん
や
や
ん
や
。

こ
れ
ら
の
「
歌
舞
伎
」
的
要
素
は
、
浄
瑠
璃
を
劇
的
に
変
革
し
て
い
く
立
ち
聞
き
な
ど
の
場
面
構
成
に
寄
与
す
る
〈
歌
舞
伎
的
な
も
の
〉

で
は
な
い
。
歌
舞
伎
作
者
で
も
あ
っ
た
近
松
の
、
歌
舞
伎
的
残
滓
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
近
松
は
意
図
的
に
そ
れ
を
選
び
取
っ
た
と
い
う

よ
り
も
、
さ
し
た
る
意
図
も
な
く
そ
う
な
っ
て
し
ま
っ
た
、
と
い
っ
た
も
の
で
あ
る
。
い
わ
ば
近
松
の
作
劇
意
図
に
お
い
て
は
〈
ノ
イ
ズ
〉

的
な
も
の
と
い
っ
て
良
い
。
し
か
し
、『
曾
根
崎
心
中
』
を
契
機
に
既
に
動
き
始
め
た
も
の
は
確
か
に
あ
り
、
そ
れ
は
、
愛
す
る
人
は
た
だ

一
人
で
あ
る
と
い
っ
た
、
ロ
マ
ン
テ
ィ
ッ
ク
・
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
そ
の
も
の
へ
向
か
う
〈
バ
イ
ア
ス
〉
が
か
か
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

「
私
た
ち
は
」
と
い
う
と
語
弊
が
あ
ろ
う
。
少
な
く
と
も
筆
者
自
身
は
、
近
松
の
〈
世
話
物
浄
瑠
璃
〉
を
全
体
と
し
て
把
握
し
よ
う
と
す

る
と
き
、『
曾
根
崎
心
中
』
を
一
つ
の
理
想
型
と
し
て
想
い
描
き
が
ち
で
あ
っ
た
。
登
場
人
物
が
増
え
、
心
中
す
る
二
人
だ
け
で
な
く
、
親

兄
弟
や
妻
ま
で
が
、「
お
も
い
お
も
い
の
想
い
唄
」」
と
い
う
思
い
の
た
け
を
吐
露
す
る
こ
と
で
、
あ
ら
ゆ
る
人
々
の
想
い
を
包
み
込
む
巨
大

な
ハ
ー
モ
ニ
ー
を
築
き
上
げ
た
『
心
中
天
網
島
』
に
い
た
る
、
書
き
か
え
・
書
き
か
さ
ね
の
試
行
錯
誤
の
営
為
と
し
て
理
解
し
よ
う
と
し
て

い
た
。
そ
れ
は
、
あ
る
い
は
完
全
な
勘
違
い
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。『
曾
根
崎
心
中
』
の
〈
理
想
型
〉
は
は
じ
め
か
ら
あ
っ
た
の
で
は

な
く
、『
今
昔
操
年
代
記
』
に
記
さ
れ
る
よ
う
な
、
空
前
の
大
ヒ
ッ
ト
に
よ
っ
て
、〈
理
想
型
〉
た
る
べ
く
方
向
付
け
ら
れ
た
に
す
ぎ
な
い
の

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

《
注
》

1
『
薩
摩
歌
』
は
、
宝
永
元
年
正
月
竹
本
座
初
演
。

2

白
百
合
女
子
大
学
言
語
・
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
『
言
語
・
文
学
研
究
論
集
』
10
号
所
収
の
「『
曾
根
崎
心
中
』
―
近
松
門
左
衛
門
の
歌
舞
伎
狂
言
か
ら
の
考
察
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―
」（
二
〇
一
〇
年
度
）

3
「『
薩
摩
歌
』
論
―
『
丹
波
与
作
手
綱
帯
』
と
の
関
係
を
め
ぐ
っ
て
―
」（
同
志
社
国
文
学
15
号

一
九
八
〇
年
1
月
）

4
『
近
松
全
集

第
十
六
巻
』（
岩
波
書
店

一
九
九
〇
年
刊
）
所
収
。

5
『
日
本
随
筆
大
成
』
第
二
期
の
四
。
ま
た
、『
曾
根
崎
心
中
』
の
本
文
を
も
つ
全
集
も
の
や
、
文
庫
に
採
録
さ
れ
て
い
る
。

6

先
掲
『
近
松
全
集
』
第
十
六
巻
。
2
1
8
頁
。
続
き
狂
言
「
か
ら
さ
き
八
景
屛
風
』
の
第
二
と
し
て
「

大
坂
の
三
か
つ

大
和
の
半
七

七
年
忌

是は

狂
言
の
狂
言
」
と
あ
る
。
ま
た
、
こ

の
劇
中
劇
の
内
容
は
、「
評
判
の
心
中
半
七
三
か
つ
七
ね
ん
き
」
と
い
う
本
に
出
て
い
る
の
で
、
こ
の
狂
言
本
で
紹
介
す
る
こ
と
は
し
な
い
、
と
の
断
り
書
き

ま
で
あ
る
。
作
品
の
内
外
が
「
地
続
き
」
に
な
っ
て
い
る
。

7

元
禄
十
二
年
一
月
二
十
四
日
初
演
、
京
四
条
大
芝
居
、
都
万
太
夫
座
二
の
替
り
、
座
元
坂
田
藤
十
郎
。『
近
松
全
集
』』第
十
五
巻
所
収
。『
役
者
口
三
味
線
』（
歌

舞
伎
評
判
記
集
成

2
）
に
詳
細
に
記
述
が
あ
る
。

8

宝
永
三
年
三
月
竹
本
座
初
演
。
た
だ
し
、
あ
か
ら
さ
ま
に
当
て
込
ま
れ
て
い
る
の
は
、『
用
明
天
皇
職
人
鑑
』
の
大
ヒ
ッ
ト
で
は
あ
ろ
う
が
。

9
「
近
松
世
話
物
も
う
一
つ
の
原
型
―
『
薩
摩
歌
』
を
め
ぐ
っ
て
―
（
秋
田
大
学
『
研
究
紀
要
』
一
九
九
五
年
十
二
月
）
の
ち
に
、『
近
世
文
芸
の
研
究
』（
和
泉

書
院
研
究
叢
書
2
3
4

一
九
九
九
年
刊
）
に
再
録
さ
れ
る
。

10
『
近
松
世
話
浄
瑠
璃
論
』（（
和
泉
書
院
研
究
叢
書
25

一
九
八
六
年
刊
）
所
収
、「『
薩
摩
歌
』
論
」。
初
出
は
一
九
八
一
年
一
月
『
芸
能
史
研
究
』
第
七
二
号
。
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近
松
世
話
浄
瑠
璃
『
薩
摩
歌
』
に
み
る
〈
ノ
イ
ズ
〉
と
〈
バ
イ
ア
ス
〉



‘Noise and Bias’ in “Satsumauta”, the second Sewamono
by Chikamatsu

─How he had got the right direction to go?─

Yukiko Tsuneyoshi

Bunraku-Joururi is one of the most popular Traditional Plays by
Puppets. Sewamono means Chikamatsu’s Contemporary play covering
gossips. This kind of works were totally dominated by Romantic Love
Ideology. But it was not Dominating trend of thought then. Chikamatsu
had ever belonged to Kabuki Theater, as a member of Creators’ team.
You can easily know his Kabuki Plays’ Summary recorded in “The
Complete Works of Chikamatsu Monzaemon”. And you will see how
different his Kabuki plays and Sewamono-Joururi plays are. It’s simply
because of “Sonezaki-sinjuu”. That first and sometimes said best Work
and its gigantic success determined the direction toward Romantic
Ideology. Second work of “Satsumauta” shows us that Chikamatsu was
groping his way to the Romantic Ideology, or True Love.
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