
に
意
識
さ
れ
て
〈
る
。
そ
し
て
、
「
発
心
集
」
を
書
き
終
え
た
時
か

黙
阿
弥
・

そ
の
作
品
に
関
す
る

f
i
j
j
j
 

考
宛
l』、

全
期
を
通
し
て
み
た
特
色

日

次

序本
論第

一
章
黙
阿
弥
と
そ
の
時
代

第
一
節
黙
阿
弥
の
生
涯
と
史
的
位
置

第
二
節
黙
阿
弥
の
活
躍
す
る
時
代
の
世
相
と
歌
舞
伎
の
性

格

第
二
章
黙
阿
弥
作
品
の
特
色

第
一
節
時
代
区
分
の
根
拠
と
全
期
の
概
観

第
二
節
明
治
以
前
の
黙
阿
弥

第
三
節
明
治
以
後
の
黙
阿
弥

第
四
節
黙
阿
弥
作
品
の
特
色
（
全
期
を
通
し
て
み
た
特
色
）

結
び

序

河
竹
黙
阿
弥
の
手

K
よ
っ
て
作
り
出
さ
れ
た
歌
舞
伎
脚
本
は
、
現

在
も
な
台
第
一
一
線
で
上
演
さ
れ
、
命
脈
を
保
ち
続
け
て
い
る
も
の
が

二
十
六
回
生

上

田

真

由

美

少
念
〈
左
い
。
河
竹
黙
阿
弥
の
名
前
を
耳
に
し
た
事
が
左
い
人
で

も
、
「
月
も
hv
ほ
ろ

K
白
魚
の
、
か
が
り
も
か
す
む
春
の
空
：
・
」
と

続
く
名
七
五
調
の
台
詞
ゃ
、
「
白
浪
五
人
男
」
「
三
人
吉
三
」
と
い

う
外
題
左
ら
ば
、
ど
こ
か
で
聞
い
た
こ
と
が
あ
る
人
が
殆
ど
で
あ
る

と
思
う
。
そ
し
て
今
、
河
竹
黙
阿
弥
を
「
江
戸
歌
舞
伎
の
集
大
成
」

と
す
る
の
は
、
衆
自
の
一
致
す
る
と
と
ろ
で
あ
る
。
黙
阿
弥
が
歌
舞

伎
脚
本
家
と
し
て
デ
ビ
ュ
ー
し
た
の
は
三
十
五
歳
の
時
で
、
爾
来
没

す
る
直
前
ま
で
四
十
数
年
間
に
わ
た
っ
て
、
数
多
く
の
作
品
を
手
が

け
て
い
る
。
そ
し
て
黙
阿
弥
の
作
劇
生
活
は
、
江
戸
末
期
l
江
戸
文

化
最
後
の
隆
盛
ー
か
ら
、
明
治
中
期
l
文
明
開
花
、
欧
化
主
義
l
k

至
つ
て
な
り
、
い
わ
ば
こ
の
特
殊
左
時
代
背
景
の
も
と
に
黙
阿
弥
は

作
劇
家
と
し
て
存
在
し
た
訳
で
あ
る
。

そ
こ
で
私
は
、
黙
阿
弥
の
作
劇
生
活
を
四
期
に
分
け
て
そ
れ
ぞ
れ

の
時
期
を
考
察
し
た
上
で
、
黙
阿
弥
作
品
の
特
色
を
把
握
し
た
い
。

そ
の
際
特

κ明
治
以
後
の
黙
阿
弥
作
品
を
軽
視
せ
ず

K
進
め
て
ゆ
き

た
い
。
そ
れ
は
、
と
れ
ま
で

K
成
さ
れ
て
来
た
黙
阿
弥
研
究
は
、
ど

ち
ら
か
と
い
え
ば
、
明
治
以
前
の
黙
阿
弥

K
価
値
を
認
め
て
い
る
事

-39ー



を分 での以が
第 第 を け さ 、内方上多
二ーと、て第第第 黙容法をい
期 期め さ、 ー第 二一第 阿、と占が

るら黙節二節節一 弥時しめ
とに阿 章 章本作代てて明

安五天 そ弥時 黙黙 論品世、 b 治
り以
決後
しの
て黙
軽阿
視弥

ナ作
べ品
き数
数は
でそ
はの
左全
いイ乍
か品
ら数
での
あ七
る割

－
第
三
期
：
：
：
慶

市f¥割のと － L去 を が左 第
JV>占表る 四
言えめ 1 0 期
－~まるで＠と
量、 179あ1の
J江編 る時八明

作品数からみてみると、明治以後K書かれた数がはるかに

下。代杢治）匹黙堅）保 れ の 代 黙 阿 ｜判然 巳J 寸日 ’'et 

明 と区一十（黙 二阿ニ（五 ぞ作区阿弥弥阿 特、時

治の分）五 年弥 年黙年 れ劇分弥のの 弥 色役期

i括k以表 vc，－－....黙 年阿（四（阿（ を生の作活生と を者の

後 K従 （ 弥 一 十一弥一 二活根品躍涯 そ 考と作

K ょっ阿一五八一八十八 つは拠のすとの えの品

し書るて弥八十六歳五九三 に 、と特る史時 て関数

た作~ かと、 六八二七か六歳回 分明全色時的代 ゆ連
、

れ、黙 十二歳）ら ） か ） け治期 代位 く念時

た 全阿七）か t五 tら末 る維の の置 とど期

と作弥 歳 tら明十慶四 t ζ 新 概 世（ とに vc 
いと品のか明六治一応十安 とを観 相略 Kつ関

わが（作ら治十十歳二歳政 が境 と ） すいす

れわ 257品七二 六固 ま年ま二 でと 歌 るてる

てか轡を十 士 歳 年 さ（さ年 きし 舞 。考統

位、る 分八ノ、ま（ ー （ るて 佼 察言十

る 。の類歳年 で ー 八 一 。ーー し
、

一 ／’、、
が黙約しま（）八 --'-- 八 とつ 略 たイ乍ノ、
、阿七たでー 八 --'-- 玉 れ vc 、、J

上品ノ＼
、、J '--' 

表1 黙阿弥の作品分類 （単位・編）

＼＼＼  時代・御家物 世話物 浄瑠璃・所作事 計

第 期 4 5 。 9 

第 期 1 6 3 5 1 8 6 9 
一

第 期 5 1 48 1 5 11 4 

第 四 期 1 9 2 1 25 65 

計 90 1 0 9 5 8 2 5 7 

図1全作品に対する時期比率

。 20 40 60 80 100 9百

I k I n2；ぅ｜ JI[ 期
I 2N5~ I 44% 
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害
右
」
L
M
M－

Z
日
程
晴
元
号
、
羽
主
脅
か
量
一
医
J
A
t
・7
2
J
t
i
z
i
E別
F

弥
と
い
え
ば
、
江
戸
時
代
K
活
躍
し
た
作
家
と
い
わ
れ
て
い
る
が
、

多
い
の
で
あ
る
。
作
品
の
内
容
に
つ
い
て
は
後
に
考
察
し
て
ゆ
く
が
、

と
の
数
字
か
ら
少
左
く
と
も
黙
阿
弥
は
明
治
以
後
も
脚
本
家
と
し
て

執
筆
す
る
機
会
を
多
く
持
っ
て
い
た
と
と
が
わ
か
る
。
当
時
の
歌
舞

伎
界
k
b
h
て
、
作
者
は
、
座
元
・
役
者
・
観
客
の
三
者

K
受
け
入

れ
ら
れ
念
け
れ
ば
、
容
易

K
脚
本
家
と
し
て
存
在
し
え
念
か
っ
た
事

を
考
え
る
と
、
黙
阿
弥
は
、
明
治
以
後
も
第
一
線
で
活
躍
し
て
い
た

も
の
と
思
わ
れ
る
。

が
用nu 

nu 

唱

i

率

的

比ルンヤーy品作るナ対に品作全

司

図 E

璃
事
同

瑠
作
目

浄
所

60 

物

42% 

「
次
に
、
全
作
品
を
内
容
ジ
ャ
ン
ル
別

K
分
け

て
み
る
と
（
図

E
参
照
）
、
時
代
、
御
家
物
mw

編
（
全
体
の
お
%
）
、
世
話
物
川
編
（
同
U
M月）

浄
瑠
璃
・
所
作
事
同
編
（
同
日
必
）
と
念
っ
て

い
る
。
黙
阿
弥
は
世
話
物
を
得
意
と
し
て
b
夕、

そ
の
代
表
作
の
多
〈
も
世
話
物
が
占
め
て
い
る

の
で
あ
る
が
、
座
元
、
あ
る
い
は
、
役
者
左
ど

の
希
望
念
ど
を
受
け
入
れ
て
、
時
代
・
御
家
物
も

相
当
数
手
が
け
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。

統
計
の
上
か
ら
は
以
上
の
事
が
考
え
ら
れ
た

の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
次
節
で
は
、
黙
阿
弥
作

品
の
特
色

K
つ
い
て
、
明
治
以
前
（
第
一
期
・

第
二
期
）
と
明
治
以
後
（
第
三
期
・
第
四
期
）

K
分
け
て
、
統
計
の
結
果
を
加
味
し
念
が
ら
、

さ
ら
に
詳
し
く
考
察
し
て
ゆ
く
と
と

K
す
る
。

話

40 

世

35% 

第
二
節
明
治
以
前
の
黙
阿
弥

ω第
一
期

第
一
期
の
作
品
数
は
9
編
で
、
全
作
品
の

4
M月
K
す
ぎ
念
い
。
と

の
時
期
は
「
習
作
時
代
」
と
も
い
う
べ
き
時
代
で
、
一
一
編
の
ま
と
ま

20 

時代・御家物

。

q
－お怖

4

崎
長
じ
，
一
崎
市

J

、

A

衛
」
が
あ
る
程
度
で
あ
る
。
「
え
ん
ま
小
兵
衛
」
は
、
一
番
目
の
時

代
物
と
の
関
連
を
残
し
念
が
ら
、
や
は
h
y

一
編
の
世
話
物
と
し
て
の

b
も
し
ろ
さ
を
持
っ
た
作
品
で
あ
る
。
「
え
ん
ま
小
兵
衛
」
で
は
、

百
両
の
金
を
切
掛
と
し
て
、
駈
け
落
ち
し
た
二
人
が
双
子
で
あ
る
と

と
が
わ
か
り
、
さ
ら

K
実
の
父
親

K
で
あ
う
と
い
う
物
語
で
あ
る
。

二
人
が
双
生
児
で
あ
る
と
と
を
知
タ
自
害
す
る
場
面
は
非
常

K
悲
劇

的
で
哀
れ
で
あ
る
と
思
う
。
ま
た
、
ト
書
き
の
描
写
が
的
確
で
わ
か

b
や
す
い
。
第
一
期
を
代
表
す
る
「
え
ん
ま
小
兵
衛
」
は
以
上
の
よ

う
念
特
色
を
持
っ
て
い
る
。
筋
も
そ
れ
ほ
ど
複
雑
で
念
〈
、
殺
し
の

場
面

K
も
残
忍
さ
は
さ
ほ
ど
み
ら
れ
念
い
。
第
一
期
の
他
の
作
品
は
、

純
粋
念
黙
阿
弥
の
創
作
で
は
な
く
、
内
容
も
特
色
が
左
い
と
み
た
の

で
、
「
え
ん
ま
小
兵
衛
」
の
特
色
を
、
第
一
期
の
特
色
と
し
て
み
て

よ
い
と
思
う
。

ω第
二
期

第
二
期
の
十
年
間
は
、
黙
阿
弥
の
全
盛
時
代
と
も
呼
ば
れ
、
黙
阿

弥
の
代
表
作
品
と
言
わ
れ
る
も
の
は
殆
ど
と
の
時
期

K
書
か
れ
て
い

る
。
と
の
時
期

K
忘
れ
て
は
念
ら
ま
い
事
は
、
第
二
期
が
、
黙
阿
弥

の
よ
き
理
解
者
で
あ
り
、
ま
た
表
現
者
で
も
あ
っ
た
名
優
市
川
小
団

次
と
共

K
形
成
さ
れ
た
と
い
う
事
で
あ
る
。
第
二
期
の
作
品
数
は
的

編
で
全
体
の
幻
必
で
あ
る
。
と
の
う
ち
、
当
時
好
評
を
博
し
再
演
の

機
会
が
多
か
っ
た
作
品

K
、
「
蔦
紅
葉
宇
都
谷
峠
」
「
鼠
小
紋
東
君

新
形
」
「
小
袖
曾
我
繭
色
縫
」
「
三
人
吉
三
廓
初
買
」
「
青
砥
稿
花

紅
彩
絵
」
「
勧
善
懲
悪
覗
機
関
」
「
慮
女
翫
浮
名
横
櫛
」
等
を
挙
げ

る
と
と
が
で
き
る
が
、
と
れ
ら
の
作
品
は
す
べ
て
世
話
物
で
あ
る
。

し
か
も
盗
賊
を
主
人
公
と
し
た
い
わ
ゆ
る
「
白
浪
物
」
が
九
編
中
六

唱
E

－－
凋
告



編
を
占
め
て
い
る
。
「
白
浪
物
」

K
人
気
が
あ
っ
た
理
由
は
、
幕
末

の
無
警
察
状
態
を
う
ま
く
反
映
さ
せ
た
物
語
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る

と
思
わ
れ
る
。
ま
た
小
団
次
も
「
白
浪
物
」
の
盗
賊
を
演
じ
る
と
と

に
よ
っ
て
、
役
者
と
し
て
の
肉
体
的
悪
条
件
を
克
服
し
た
の
で
あ
る
。

第
二
期
の
作
品
を
読
ん
で
み
る
と
、
登
場
人
物

K
非
常

K
個
性
が

あ
る
と
感
じ
ら
れ
る
。
殺
人
を
犯
し
た
り
、
金
を
取
る
設
定
K
念
っ

て
い
る
人
物
だ
け
見
て
み
て
も
、
そ
れ
ぞ
れ
独
自
の
性
格
で
あ
る
。

そ
し
て
彼
ら
を
取
り
ま
く
や
は
り
個
性
豊
か
友
人
々
が
一
緒

K
－なり、

そ
れ
ぞ
れ
の
話

K
、
そ
れ
ぞ
れ
の
人
間
ド
ラ
マ
を
形
作
っ
て
い
る
。

ま
た
、
作
品

K
登
場
す
る
の
は
江
戸
庶
民
が
多
く
、
結
果
的
K
当
時

の
風
俗
や
世
相
を
描
き
出
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
人
間
ド
ラ
マ
の
底

K
流
れ
て
い
る
も
の
が
、
勧
善
懲
悪
思
想
や
因
果
応
報
の
原
理
で
あ

る
。
悪
は
結
局
滅
び
て
し
ま
う
と
い
う
結
末
は
人
々
も
好
む
で
あ
ろ

う
し
、
ま
た
幕
府
か
ら
き
び
し
く
取

b
締
ま
り
を
受
け
る
こ
と
も
を

か
っ
た
の
で
は
念
い
か
と
思
う
。
第
二
期
の
黙
阿
弥
作
品
に
は
以
上

の
よ
う
念
特
色
が
見
ら
れ
た
。

第
三
節
明
治
以
後
の
黙
阿
弥

ω第
三
期

第
三
期
K
書
か
れ
た
作
品
は
川
編
に
の
ぼ
り

J

、
全
体
の

μ
M
を
占

め
て
い
る
。
特
K
こ
の
時
期
で
は
、
黙
阿
弥
が
あ
ま
り
得
意
と
し
て

い
左
か
っ
た
、
時
代
御
家
物
が
、
日
編
（
日
M

M

月
）
と
増
え
て
い
る
。

ま
た
、
と
の
時
期
、
黙
阿
弥
は
こ
れ
ま
で
に
左
い
性
格
の
二
種
類
の

脚
本
を
書
き
始
め
る
。
そ
の
一
つ
が
時
代
物

K
属
す
る
活
歴
物
で
あ

り
、
も
う
一
つ
が
明
治
の
世
の
中
を
舞
台
に
し
た
散
切
物
と
呼
ば
れ

る
作
品
群
で
世
話
物
の
ジ
ャ
ン
ル
に
入
る
。
活
歴
物
を
始
め
た
の
は
、

酌
団
汁
保
W
K
よ
る
と
に

ろ
が
大
き
い
。
散
切
物
は
、
明
治
時
代
を
舞
台
と
し
て
い
る
の
で
、

散
切
頭
の
人
物
が
登
場
す
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
散
切
物
は
、
そ
の

内
容
は
、
舞
台
を
江
戸
か
ら
東
京
に
置
き
換
え
た
と
い
う
だ
け
で
、

黙
阿
弥
の
書
い
て
ゆ
く
姿
勢
は
、
明
治
以
前
か
ら
急
激
K
変
化
し
た

訳
で
は
左
い
。

第
三
期
に
書
か
れ
た
作
品
で
当
時
好
評
を
博
し
再
演
さ
れ
た
も
の

は
日
編
を
数
え
、
時
代
物
と
世
話
物
が
半
々
で
、
浄
瑠
璃
・
所
作
事

が
l
編
で
あ
っ
た
。
元
来
黙
阿
弥
の
得
意
と
す
る
と
と
ろ
で
は
念
い

時
代
物
が
世
話
物
と
同
様
に
人
気
を
得
た
と
い
う
事
は
非
常
に
興
味

深
い
事
で
あ
る
。
自
分
か
ら
進
ん
で
書
い
た
の
で
は
念
〈
周
囲
の
要

求
K
よ
っ
て
書
く
事
が
多
か
っ
た
時
代
物
で
は
あ
る
が
、
第
三
期
に

か
い
て
世
話
物
と
肩
を
並
べ
る
だ
け
の
ジ
ャ
ン
ル
と
し
て
定
着
し
て

い
る
。
中
で
も
「
樟
紀
流
花
見
幕
張
」
「
太
鼓
音
知
勇
三
略
」
「
扇

昔
々
大
岡
政
談
」
等
は
大
好
評
で
あ
っ
た
。
「
西
南
征
記
」
「
島
衝

月
白
浪
」
は
散
切
物
で
あ
る
。
特
K
「
島
街
月
白
浪
」
を
読
ん
で
み

る
と
、
髪
の
毛
と
そ
短
〈
念
っ
て
い
る
も
の
の
、
前
期
の
白
浪
物

K

流
れ
て
い
た
「
因
果
応
報
」
の
テ
l
マ
は
変
わ
ら
念
い
。
一
方
、
明

治
時
代
に
念
っ
て
出
現
し
た
新
し
い
言
葉
（
単
語
）
が
至
る
所
K
登

場
し
、
明
治
の
風
俗
が
大
旨
理
解
で
き
る
程
で
あ
る
。
黙
阿
弥
が
新
．

時
代

K
取
り
残
さ
れ
ま
い
と
し
念
が
ら
筆
を
運
ん
で
い
た
事
が
う
か

が
え
る
と
思
う
。

ζ

の
時
期
K
書
か
れ
た
活
歴
物
に
、
「
桃
山
謹
」

「
荏
柄
の
平
太
」
ま
た
、
西
洋
の
脚
本
を
翻
案
し
た
も
の

K
「
人
間

万
事
金
世
中
」
が
あ
る
も
の
の
、
い
づ
れ
も
不
評

K
終
わ
っ
て
い
る
。

演
劇
改
良
の
影
響
で
書
く
よ
う
に
ま
っ
た
活
歴
物
は
、
き
ち
ん
と
し

た
歴
史
の
素
養
を
身
に
つ
け
て
い
－
な
か
っ
た
黙
阿
弥
に
と
っ
て
は
、

非
常
に
困
難
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
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る
作
品
群
で
世
話
物
の
ジ
ャ
ン
ル
に
入
る
。
活
歴
物
を
始
め
た
の
は
、

当
時
演
劇
改
良
に
熱
を
入
れ
て
い
た
九
世
市
川
団
十
郎
に
よ
る
と
こ

第
三
期
、
社
会
は
明
治
と
念
h
y
急
激
に
変
化
し
た
。
と
の
中
で
、

一
般
の
人
々
は
、
社
会
と
共
K
変
わ
っ
て
ゆ
〈
と
と
は
無
理
で
あ
っ

た
と
思
わ
れ
る
。
つ
ま

b
、
日
々
新
し
く
な
る
世
の
中
を
目
の
前
K

し
て
も
要
領
ょ
く
す
べ
て
の
人
が
江
戸
か
ら
東
京
へ
変
わ
っ
て
い
く

と
と
が
で
き
た
訳
で
は
左
い
。
そ
う
い
う
状
態
で
あ
る
か
ら
、
人
々

K
黙
阿
弥
の
書
〈
世
話
物
が
前
期
と
同
様
K
受
け
入
れ
ら
れ
た
こ
と

も
う
念
づ
け
る
。
ま
た
、
そ
の
反
面
、
前
時
代
の
踏
襲
だ
け
で
も
、

観
客
は
満
足
し
ま
い
の
で
は
念
い
か
。
新
し
く
左
っ
た
時
代
K
見
合

う
何
か
を
要
求
す
る
は
ず
で
あ
る
。
結
果
的
に
は
、
そ
れ
ほ
ど
人
気

を
呼
ぶ
ζ

と
の
で
き
‘
な
か
っ
た
活
歴
物
も
、
散
切
物
も
、
そ
れ
ぞ
れ

新
時
代
K
通
用
す
る
だ
け
の
脚
本
を
作
り
出
そ
う
と
す
る
意
識
の
も

と
K
生
ま
れ
た
も
の
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
黙
阿
弥
自
身
も
、
も
う

若
く
念
い
時
期
に
新
時
代
を
迎
え
、
江
戸
人
か
ら
東
京
人
に
変
わ
る

事
は
容
易
左
ら
左
か
っ
た
は
ず
で
、
そ
の
黙
阿
弥
が
書
い
た
作
品
が

な
か
念
か
大
成
功
K
至
ら
念
か
っ
た
の
も
あ
ま
り
責
め
ら
れ
念
い
の

で
は
念
い
か
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

ω第
四
期

黙
阿
弥
は
、
第
三
期
の
終
わ
h
J
、
六
十
六
歳
を
以
て
引
退
す
る

K

至
っ
て
い
た
。
し
か
し
何
十
年
も
歌
舞
伎
作
者
の
第
一
人
者
で
あ
夕
、

今
な
沿
実
力
を
持
つ
黙
阿
弥
は
実
質
的
ま
引
退
を
認
め
ら
れ
ず
、
最

終
的

K
と
の
時
期
K
書
か
れ
た
の
は
日
編
で
、
全
体
の
お

%
K
あ
た

る
。
好
評
を
博
し
再
演
さ
れ
た
も
の
が
は
編
程
で
、
過
半
数
は
世
話

物
で
あ
る
。
特

K
、
「
新
皿
屋
敷
月
雨
量
」
「
四
千
両
小
判
梅
葉
」

「
盲
長
屋
梅
加
賀
鳶
」
の
三
本
の
世
話
物
は
非
常
K
人
気
が
高
か
っ

た
。
第
四
期
K
書
か
れ
た
活
麗
劇

K
「
北
条
九
代
名
家
功
」
と
い
う

作
品
が
あ
る
。
と
の
作
品
は
「
求
古
会
」
と
い
う
演
劇
改
良
を
進
め

た
歴
史
の
素
養
を
身
K
つ
け
て
い
－
な
か
っ
た
黙
阿
弥

K
と
っ
て
は
、

非
常
に
困
難
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

る
団
体
の
注
文

K
よ
っ
て
黙
阿
弥
が
書
い
た
も
の
で
あ
る
。
特
K
読

ん
で
い
て
詞
章
が
重
々
し
く
硬
い
と
感
じ
る
の
だ
が
「
黙
阿
弥
は
と

の
作
品
を
書
き
念
が
ら
『
ど
う
も
芝
居
K
左
ら
左
く
て
困
る
』
と
ζ

ほ
し
、
筆
が
あ
ま
b
進
ま
‘
な
か
っ
た
」
（
『
河
竹
黙
阿
弥
』
河
竹
繁

俊
）
そ
う
で
あ
る
か
ら
、
黙
阿
弥
も
か
左
h
y
苦
労
し
て
い
た
の
で
あ

る
と
思
わ
れ
る
。

こ
の
期
の
浄
瑠
璃
・
所
作
事
は
、
こ
れ
ま
で
と
違
い
、
活
歴
風
の

も
の
や
当
時
の
風
俗
を
扱
っ
た
も
の
が
多
く
左
っ
て
い
る
。
と
れ
も
、

何
か
工
夫
を
し
て
観
客
を
惹
き
つ
け
よ
う
と
す
る
黙
阿
弥
の
一
面
が

見
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
。

第
四
節
黙
阿
弥
作
品
の
特
色
（
全
期
を
通
し
て
み
た
特
色
）

第
一
期
か
ら
第
四
期
ま
で
、
統
計
や
作
品
内
容
を
考
察
し
な
が
ら

各
時
期
の
特
色
を
出
し
て
き
た
の
で
あ
る
が
と
と
で
全
期
を
通
し
て

ま
と
め
て
み
た
い
。

ま
ず
、
黙
阿
弥
の
作
劇
態
度
を
貫
い
て
い
る
の
は
、
役
者
K
対
し

て
も
、
座
元

K
対
し
て
も
、
観
客
K
対
し
て
も
誠
実
を
尽
〈
す
と
い

う
姿
勢
で
あ
る
。
と
の
姿
勢
は
、
黙
阿
弥
に
限
ら
ず
、
当
時
の
作
者

仲
間
た
ち
の
標
語
と
し
て
、
「
座
元
K
親
切
、
俳
優
K
親
切
、
見
物

K
親
切
？
一
が
唱
え
ら
れ
て
い
た
。
第
二
期
で
、
黙
阿
弥
は
小
団
次
の

た
め

K
、
第
三
、
四
期
で
は
、
団
十
郎
、
菊
五
郎
あ
る
い
は
友
団
次

の
た
め

K
、
そ
れ
ぞ
れ
の
芸
風
や
要
求
を
受
け
入
れ
念
が
ら
書
い
て

い
る
。
ま
た
、
観
客

K
対
し
て
は
見
ぜ
場
を
作
っ
た
り
、
新
傾
向
の

作
品
を
発
表
し
て
い
る
。
そ
し
て
観
客
K
喜
ば
れ
る
と
必
然
的
K
座

元
も
喜
ぶ
の
で
あ
る
。
と
の
よ
う
K
、
黙
阿
弥
は
あ
く
ま
で
も
、
三

者
の
要
求
を
取
り
入
れ
左
が
ら
、
黙
阿
弥
ら
し
さ
を
持
つ
作
品
を
次

次
K
手
が
け
た
の
で
あ
る
。
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黙
阿
弥
は
、
「
世
話
物
作
者
で
あ
る
」
と
か
、
「
白
浪
作
者
で
あ

る
」
と
か
言
わ
れ
、
今
や
そ
の
呼
び
名
は
定
着
し
て
い
る
。
ま
た
、
副
…

阿
弥
は
江
戸
末
期
に
活
躍
し
た
歌
舞
伎
脚
本
家
で
あ
る
」
と
い
う
言
い

方
も
同
様

K
定
着
し
て
い
る
と
思
う
。
確
か
に
、
彼
の
代
表
作
品
と

言
わ
れ
る
も
の
の
殆
ど
は
江
戸
時
代
（
特
に
第
二
期
）

K
書
か
れ
て

い
る
し
、
代
表
作
と
言
わ
れ
る
も
の
の
多
く
は
、
世
話
物
そ
れ
も
盗

賊
を
主
人
公
と
し
た
白
浪
物
で
あ
る
。
し
か
し
、
統
計
を
み
る
と
、

全
作
品
の
七
割
近
く
が
明
治
以
後
に
書
か
れ
て
い
る
し
、
ま
た
、
時

代
物
左
ど
も
相
当
数
書
か
れ
て
い
る
。
特
に
明
治
以
後
の
第
三
期
は
、

好
評
を
博
し
た
時
代
物
が
世
話
物
と
同
じ
く
ら
い
る
る
。
黙
阿
弥
は

江
戸
の
生
ま
れ
で
あ
る
。
そ
し
て
明
治
維
新
を
迎
え
た
。
五
十
歳
を

過
ぎ
て
社
会
が
急
激
に
変
化
す
る
姿

K
出
会
っ
た
訳
で
る
る
。
江
戸

の
花
歌
舞
伎
の
作
者
と
し
て
第
一
人
者
の
地
位
に
あ
っ
た
黙
阿
弥
は
、

明
治
以
後
も
作
者
の
筆
頭
で
い
続
け
た
。
私
は
と
の
事
実
に
非
常

K

価
値
を
覚
え
る
の
で
あ
る
。
大
成
功
、
ま
で
は
達
せ
な
い
に
せ
よ
、
活

歴
物
ゃ
、
歌
切
物
と
い
う
新
傾
向
の
作
品
を
手
が
け
て
い
る
。
も
と

も
と
江
戸
の
人
で
あ
る
黙
阿
弥
が
明
治
の
人
に
一
な
り
き
っ
て
書
く
こ

と
は
不
可
能
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
新
時
代
に
友
っ
て
も
結
局
黙

阿
弥
自
身
は
江
戸
の
人

K
他
な
ら
な
い
の
で
は
な
か
っ
た
か
と
思
う
。

そ
の
黙
阿
弥
が
、
表
面
だ
け
で
も
新
し
い
時
代
の
産
物
を
書
く
こ
と

が
で
き
た
の
は
、
黙
阿
弥
の
柔
軟
さ
、
要
領
の
良
さ
に
依
る
と
こ
ろ

が
大
き
い
。
も
ち
ろ
ん
と
の
柔
軟
さ
は
、
明
治
以
後
だ
け
で
は
念
〈
、

黙
阿
弥
の
作
劇
生
活
を
通
じ
て
言
え
る
こ
と
で
あ
る
o

ま
た
黙
阿
弥

の
風
俗
描
写
の
確
か
さ
も
黙
阿
弥
を
新
時
代
か
ら
取
り
残
さ
れ
る
と

と
な
く
し
た
の
で
あ
る
。
似
か
よ
っ
た
世
話
物
を
、
一
つ
は
舞
台
を

江
戸

K
、
片
方
は
東
京
に
置
く
こ
と
が
、
黙
阿
弥

K
は
器
用
に
出
来

立
之
み
j
t、
1

・コ
l
C
A
i
F
3
二
、

7
旨
骨
士
、
土
ロ
コ
司
、
赴
ミ
ヨ
五
コ
P
に
ら
へ

ι土
え

た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
黙
阿
弥
は
、
そ
の
柔
軟
さ
や
表
現
力
の

確
か
さ

K
支
え
ら
れ
て
、
第
一
人
者
の
地
位
を
確
保
し
て
い
た
の
で

あ
る
。
江
戸
か
ら
東
京
に
変
わ
っ
て
も
厳
然
と
歌
舞
伎
作
者
と
し
て

存
在
し
た
黙
阿
弥
に
対
し
て
、
「
江
戸
末
期
に
最
も
活
躍
し
た
」
と

決
め
る
の
は
、
少
々
酷
だ
と
思
わ
れ
る
。
社
会
が
変
化
し
て
も
器
用

に
生
き
て
い
る
黙
阿
弥
は
、
む
し
ろ
貴
重
左
価
値
を
持
っ
と
私
は
考

え
る
の
で
あ
る
。
黙
阿
弥
は
、
そ
の
作
家
生
命
が
長
期
に
か
け
て
安

定
し
て
な
り
、
常
に
第
一
人
者
の
地
位
を
保
ち
得
た
と
と
ろ
に
も
大

き
左
価
値
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
た
め
、
私
は
白
浪
物
に

代
表
さ
れ
る
第
二
期
も
さ
る
こ
と
左
が
ら
、
明
治
以
後
、
特
に
第
三

期
の
黙
阿
弥
を
重
視
し
た
の
で
あ
る
。

市吉

び

河
竹
黙
阿
弥
の
作
劇
生
活
を
四
期
に
分
け
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
時
期

K
つ
い
て
特
色
を
考
察
し
た
上
で
、
黙
阿
弥
の
作
品
の
全
期
の
特
色

を
考
察
す
る
に
及
ん
だ
の
で
あ
る
が
、
や
は
り
明
治
以
後
の
黙
阿
弥

作
品

K
非
常
に
興
味
を
持
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
黙
阿
弥
作
品
の
中
で
最

も
大
き
く
取
り
上
げ
ら
れ
る
の
は
、
第
二
期
で
あ
る
。
名
七
五
調
の

台
詞
と
複
雑
念
人
間
ド
ラ
マ
、
そ
し
て
歌
舞
伎
の
様
式
美
を
最
大
に

生
か
し
た
白
浪
物
は
、
確
か
に
華
々
し
い
人
気
を
持
っ
て
い
た
。
黙

阿
弥
と
い
え
ば
、
白
浪
物
が
浮
か
ぶ
と
い
う
だ
け
の
価
値
も
あ
る
。

し
か
し
、
黙
阿
弥
が
江
戸
末
期
か
ら
明
治
中
期
に
か
け
て
常

K
歌
舞

伎
作
者
界
に
な
け
る
第
一
人
者
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
を
考
え
る
と
、

明
治
維
新
後
の
黙
阿
弥
が
非
常

K
重
要
に
な
っ
て
く
る
と
思
う
の
で

あ
る
。
江
戸
生
ま
れ
、
江
戸
育
ち
の
黙
阿
弥
が
、
江
戸
時
代
よ
り
も

む
し
ろ
明
治
以
後
に
七
割
近
く
の
脚
本
を
手
が
け
て
、
そ
れ
な
り
に

支
乍
者
で
あ
る
と
司
寺
亡
、
司
白
寺

t
ζ
t
r
E与
匡
〉

7
1
こ
ま
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7
〈

句

、
t

、

J

J

l

z

c

W

4

J

＋ι
量
日
仏
弔
h

J

f

－J
d

レM
H
晶
君
’

i
仁
J

包

江
戸
に
、
片
方
は
東
京
に
置
く
と
と
が
、
黙
阿
弥

K
は
器
用
に
出
来

受
け
入
れ
ら
れ
て
い
る
と
い
う
事
は
、
結
局
、
黙
阿
弥
の
柔
軟
性
が

影
響
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
ど
う
し
て
も
本
質
的

K
明
治
の
作
品

に
は
左
h
y
得
－
な
か
っ
た

K
せ
よ
、
そ
の
過
渡
的
立
場
を
有
す
る
、
活

歴
物
、
散
切
物
も
手
が
け
た
。
ま
た
、
あ
ま
り
得
意
と
す
る
と
こ
ろ

で
は
な
い
時
代
物
も
第
三
期
で
は
世
話
物
と
並
ぶ
程
好
評
を
博
す
作

品
を
書
い
て
い
る
。
そ
れ
故
、
黙
阿
弥
は
、
江
戸
時
代
最
後
の
歌
舞

中
島
敦

『
光
と
風
と
夢
』

た
び
だ
ち

あ
る
出
発
、

次

自序本
論第

一
章
我
の
意
識

第
二
章
創
作
方
法
論

第

一

節

構

成

第

二

節

描

写

法

第
三
節
表
現
技
巧
論
・
小
説
観

第
三
章

第
四
章

ス
テ
ィ
1
ヴ
ン
ス
ン
像

主

題

結
び

主
左

4
E
一F
生
ま
れ
、
江
一
F
育
tJ¢
黙
阿
弥
が
、
江
戸
時
代
よ
り
も

む
し
ろ
明
治
以
後
に
七
割
近
く
の
脚
本
を
手
が
け
て
、
そ
れ
な
り

K

伎
作
者
で
あ
る
と
同
時
に
、
明
治
時
代
に
ま
で
渡
る
事
の
で
き
た
貴

重
在
価
値
を
持
つ
作
者
で
あ
っ
た
と
い
え
る
の
で
あ
る
。

、王
注
－

ζ

の
統
計
の
作
品
数
は
、
黙
阿
弥
全
集
首
巻
（
春
陽
堂
刊
）

の
著
作
解
題

K
よ
る
も
の
で
あ
る
。

行
動
の
文
体
へ

二
十
六
回
生

原

田

純

子

45-

註参
考
文
献

第
二
章
創
作
方
法
論

一
、
構
成

「
光
と
風
と
夢
』
は
二
十
章
か
ら
成
る
長
編
小
説
で
、
第
一
立
早
か

ら
第
十
六
章
ま
で
は
三
人
称
記
述
体
と
日
記
体
と
が
交
互
に
繰
り
返

さ
れ
て
い
る
。
第
十
七
章
は
そ
の
リ
ズ
ム
を
破
り
前
章

K
続
い
て
日

記
体
で
、
続
く
第
十
人
章
か
ら
再
び
三
人
称
記
述
体
、
日
記
体
、
三

人
称
記
述
体
の
順

K
描
か
れ
て
い
る
。
『
光
と
風
と
夢
』
に
日
記
体

が
用
い
ら
れ
た
の
は
、

R
・
L
・
ス
テ
イ
｜
グ
ン
ス
ン
の
「
ぐ
恒
】
】
－

g
p
F
o

＝
3
・
由
」
を
素
材
と
し
た
為
で
あ
る
。
素
材
の
あ
る

作
品

k
b
い
て
中
島
は
殆
ど
素
材

K
忠
実

K
作
品
を
創
り
あ
げ
た
と

と
か
ら
、
本
作
品

k
b
い
て
日
記
体
が
使
用
さ
れ
た
の
に
不
思
議
は


