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寄
席
の
誕
生

吉
　
田
　
伸
　
之

　
た
だ
今
真
打
ち
の
師
匠
（
福
井
憲
彦
氏
）
が
ト
リ
を
と
ら
れ
た
後
、
お
客
さ

ん
が
も
う
誰
も
居
な
く
な
っ
た
寄
席
の
舞
台
で
、
こ
れ
か
ら
弟
子
が
一
人
で
練

習
を
し
よ
う
か
と
い
う
気
分
で
す
。
人
一
倍
口
下
手
な
人
間
が
寄
席
の
問
題
を

扱
お
う
と
い
う
事
自
体
笑
え
る
訳
で
す
け
れ
ど
も
、
し
ば
ら
く
お
つ
き
あ
い
い

た
だ
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。

　
今
日
の
話
の
大
筋
は
、
文
春
文
庫
で
杉
本
章
子
氏
が
再
刊
さ
れ
た
『
爆
弾
可

楽
』
と
い
う
本
に
書
か
せ
て
い
た
だ
い
た
拙
な
い
解
説
を
み
て
い
た
だ
け
れ
ば

お
わ
か
り
の
よ
う
に
ほ
ぼ
そ
れ
に
即
し
た
も
の
で
す
。
今
日
の
テ
ー
マ
は
寄
席

の
誕
生
と
い
う
事
で
す
が
、
寄
席
と
い
う
場
と
、
寄
席
を
経
営
す
る
席
亭
、
さ

ら
に
は
寄
席
と
い
う
場
で
芸
能
を
行
う
芸
人
、
こ
れ
ら
そ
れ
ぞ
れ
の
様
相
を
簡

単
に
ス
ケ
ッ
チ
し
、
最
後
に
コ
ピ
i
文
化
・
コ
ピ
i
演
芸
の
問
題
に
つ
い
て
考

え
た
い
と
思
い
ま
す
。
そ
し
て
近
世
後
期
か
ら
幕
末
に
か
け
て
、
浅
草
猿
若
町

の
歌
舞
伎
三
座
を
発
信
源
と
す
る
歌
舞
伎
文
化
が
ど
の
よ
う
に
民
衆
に
共
有
さ

れ
て
い
っ
た
か
と
い
う
、
い
わ
ば
文
化
の
流
路
に
つ
い
て
触
れ
て
み
よ
う
と
思

い
ま
す
。

寄
席

（
1
）
　
寄
席
の
形
成

　
寄
席
・
落
語
の
研
究
に
つ
い
て
は
国
文
学
の
分
野
で
多
く
の
蓄
積
が
あ
り
ま

す
。
（
暉
峻
康
隆
『
落
語
の
年
輪
』
講
談
社
一
九
七
八
年
、
延
広
真
治
『
落
語

は
い
か
に
し
て
形
成
さ
れ
た
か
』
平
凡
社
一
九
八
六
年
、
な
ど
）
こ
れ
ら
に
学

び
な
が
ら
、
ま
ず
寄
席
の
形
成
を
辿
っ
て
み
ま
し
ょ
う
。
『
守
貞
漫
稿
』
「
雑

劇
」
に
は
寄
席
の
来
歴
が
簡
潔
に
述
べ
ら
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
江

戸
で
寄
席
が
本
格
的
に
設
け
ら
れ
る
の
は
古
く
み
て
も
寛
政
期
、
た
い
て
い
文

化
～
天
保
、
就
中
文
政
以
降
か
ら
天
保
期
前
半
に
か
け
て
つ
く
ら
れ
て
い
っ
た

事
が
う
か
が
え
ま
す
。
そ
こ
で
は
京
坂
と
対
比
し
な
が
ら
江
戸
の
寄
席
の
構
造

を
述
べ
て
い
ま
す
。
そ
れ
に
よ
る
と
江
戸
市
中
の
寄
席
は
下
を
住
居
と
し
、
上

（
二
階
）
を
寄
席
に
使
っ
て
い
る
も
の
が
多
い
と
あ
り
ま
す
。
こ
こ
に
は
後
で

み
て
ゆ
く
よ
う
な
、
町
屋
に
お
け
る
寄
席
が
ど
う
い
う
場
で
営
ま
れ
て
い
っ
た

の
か
と
い
う
事
が
端
的
に
示
さ
れ
て
い
る
思
い
ま
す
。
そ
れ
か
ら
さ
ら
に
詳
細

な
の
は
、
有
名
な
『
落
話
会
刷
画
帖
』
と
い
う
史
料
（
『
日
本
庶
民
文
化
史
料
集
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成
』
八
巻
、
三
一
書
房
、
所
収
）
で
す
。
こ
れ
は
式
亭
三
馬
が
文
化
年
間
の
末

に
、
落
話
会
が
ひ
ら
か
れ
る
度
に
挨
拶
と
し
て
送
ら
れ
て
き
た
摺
物
を
は
り
つ

け
、
こ
れ
に
解
説
を
付
し
た
も
の
で
す
。
こ
こ
に
は
鳥
亭
焉
馬
や
山
笑
亭
可
楽

に
つ
い
て
の
記
述
が
み
ら
れ
、
ま
た
寄
席
を
初
め
て
江
戸
に
伝
え
た
と
い
う
大

坂
下
り
の
岡
本
万
作
が
江
戸
の
寄
席
で
初
め
て
興
行
的
に
や
っ
た
と
い
う
こ
と

等
が
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
文
化
年
間
の
寄
席
の
勃
興
期
の
記
録
で
も
あ

り
、
当
初
の
寄
席
の
有
様
や
特
質
が
よ
く
示
さ
れ
て
い
る
と
思
い
ま
す
。
因
み

に
岡
本
万
作
の
演
芸
と
可
楽
の
興
行
を
宣
伝
す
る
ビ
ラ
は
『
浮
世
床
』
の
播
図

に
あ
る
髪
結
床
の
壁
に
類
似
の
も
の
が
貼
っ
て
あ
る
の
が
見
え
ま
す
。
こ
う
し

た
ビ
ラ
は
湯
屋
に
も
張
ら
れ
る
と
い
う
事
か
ら
、
「
寄
席
」
と
「
髪
結
床
」
と

「
湯
屋
」
と
が
江
戸
の
庶
民
を
担
い
手
と
す
る
、
民
衆
文
化
の
中
心
を
担
う
三

角
形
を
形
成
し
て
い
る
様
相
が
み
て
と
れ
ま
す
。
こ
れ
を
民
衆
文
化
の
ト
ラ
イ

ア
ン
グ
ル
と
で
も
呼
べ
る
と
お
も
い
ま
す
。

　
こ
の
よ
う
に
文
化
年
間
く
ら
い
か
ら
急
速
に
勃
興
し
て
い
っ
た
寄
席
で
す
が
、

数
量
的
に
把
握
す
る
と
ど
う
で
し
ょ
う
か
。
『
天
保
撰
要
類
集
』
（
国
立
国
会
図

書
館
蔵
・
「
旧
幕
府
引
継
書
」
）
の
中
に
天
保
改
革
の
最
中
の
天
保
一
三
年
三
月

に
遠
山
左
衛
門
尉
が
老
中
水
野
忠
邦
に
出
し
た
伺
書
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
、

女
浄
瑠
璃
と
り
し
ま
り
の
直
後
に
寄
席
弾
圧
の
方
策
を
相
談
し
て
い
る
も
の
で

す
。
こ
れ
に
よ
る
と
、
当
時
江
戸
市
中
に
二
一
一
カ
所
も
存
在
し
た
町
方
の
寄

席
を
幕
府
は
大
幅
に
減
ら
そ
う
と
し
て
い
ま
す
。
廃
業
さ
せ
る
上
で
の
基
準
と

し
て
、
ま
ず
軍
書
講
談
な
ど
、
教
訓
話
的
な
も
の
を
中
心
に
興
行
し
て
い
る
寄

席
を
選
択
し
て
存
続
さ
せ
、
そ
れ
以
外
は
廃
止
し
よ
う
と
し
ま
す
。
し
か
し
実

際
に
は
太
平
記
な
ど
の
講
釈
場
で
も
、
落
し
話
や
、
後
で
出
て
く
る
多
様
な
演

芸
等
が
頻
々
と
興
行
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
芸
の
種
類
で
は
寄
席
を
区
別
で
き

な
い
の
で
、
こ
れ
を
諦
め
て
、
演
芸
の
内
容
で
は
な
く
、
年
歴
で
選
択
し
て
残

そ
う
と
し
ま
す
。
そ
し
て
、
当
時
二
一
一
カ
所
の
う
ち
延
享
・
享
和
（
一
八
世

紀
半
ば
～
一
九
世
紀
初
）
以
来
の
年
歴
を
も
つ
も
の
は
僅
か
に
一
〇
カ
所
で
、

文
化
年
間
か
ら
の
も
の
も
一
四
カ
所
、
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
結
局
、
文
化
年
間

の
も
の
か
ら
五
カ
所
を
選
ん
で
、
合
計
一
五
カ
所
だ
け
を
残
し
て
あ
と
は
取
り

払
う
と
い
う
事
に
決
着
し
て
い
ま
す
。
こ
の
時
江
戸
町
方
全
体
の
寄
席
渡
世
の

も
の
の
名
前
が
調
査
さ
れ
老
中
に
提
出
さ
れ
た
よ
う
で
す
が
、
残
念
な
が
ら
そ

の
史
料
は
残
っ
て
い
ま
せ
ん
。

　
『
藤
岡
屋
日
記
』
第
三
巻
（
三
一
書
房
版
）
、
嘉
永
元
年
九
月
十
六
日
の
項
の

記
述
に
よ
る
と
、
天
保
＝
二
年
に
ほ
と
ん
ど
の
寄
席
が
つ
ぶ
さ
れ
て
五
年
余
り

後
の
弘
化
元
年
一
二
月
二
四
日
に
、
寄
席
は
「
勝
手
次
第
御
免
」
と
な
り
ま
す
。

そ
し
て
そ
の
年
の
内
に
六
〇
軒
が
復
活
、
翌
年
正
月
に
は
七
〇
〇
軒
に
も
な
っ

た
と
あ
り
ま
す
。
そ
の
多
く
は
バ
ブ
ル
の
よ
う
で
「
百
日
せ
き
（
席
）
」
と
皮

肉
ら
れ
て
い
ま
す
が
、
幕
末
期
の
江
戸
市
中
に
一
七
〇
軒
前
後
、
明
治
三
年
で

は
一
二
〇
軒
と
い
う
数
が
確
認
で
き
、
い
か
に
寄
席
文
化
の
基
盤
が
広
か
っ
た

か
、
と
い
う
事
が
こ
れ
ら
の
数
字
か
ら
も
う
か
が
え
る
と
思
い
ま
す
。

（
2
）
席
亭

　
以
下
、
寄
席
の
問
題
を
「
席
亭
」
と
「
芸
人
」
の
二
つ
に
分
け
て
考
え
て
み

た
い
と
思
い
ま
す
。
表
1
は
、
天
保
改
革
の
弾
圧
後
に
も
存
続
を
許
さ
れ
た
十

五
カ
所
の
町
方
の
寄
席
を
示
す
も
の
で
す
。
こ
れ
を
見
な
が
ら
寄
席
の
特
徴
を

み
て
お
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

　
ま
ず
場
所
の
問
題
が
あ
り
ま
す
。

　
表
の
④
⑤
⑥
の
も
の
が
営
む
寄
席
は
両
国
の
広
小
路
に
あ
り
ま
す
。
こ
の
内
、

⑤
は
怪
談
話
で
有
名
な
林
家
正
蔵
で
す
。
彼
は
自
分
で
寄
席
を
経
営
し
て
お
り
、
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表1　天保14年，残された寄席15ケ所の席亭

①三田実相寺t’，1前家主　甚助伜鋼次郎

②麹町龍眼寺門前伝兵衛店　吉兵衛

③青物町五人組持店　藤兵衛

④南本所元町喜兵衛店　五郎兵衛

⑤本所相生町5丁目五郎兵衛店　正蔵

⑥両国橋際役船小頭共出水之節小屋番人　忠七

⑦湯嶋天神社地門前文蔵店　七右衛門伜小太郎

⑧深川永代寺門前町五人組持店　藤蔵

⑨江戸橋蔵麗鋪佐太郎店　とり後見栄次郎

⑩麹町5丁目元善国寺谷火除明地拝借地地守　嘉兵衛

⑪桜木町家持　栄助

⑫麹町平川町3丁目弥吉店　長兵衛

，⑬神田小柳町1丁目七郎右衛門店　此右衛門

⑭二葉町伊兵衛店　幸次郎

⑮下谷金杉上町久兵衛店　与助

・当時，寄渡世一方二而外稼方不仕

・此もの，　　〃

・室町1丁目家主相勤，元四日市町二而寄渡世

・両国橋東広小路助成地役船之もの湯呑所番人二而寄渡世

・両国橋西広小路助成地江出稼，寄渡世

・湯呑所番人二切寄渡世

・寄せ渡世一方

●　　　　　　　〃

●　　　　　　〃

・火除明地地守二而，寄渡世

・蒸風呂屋二而寄渡世

・町火消之内五番組頭取二而寄渡也

・寄渡世一方

　　〃

・町火消11番組，下谷坂本町2丁目抱鳶人足二而寄渡世

（『天保撰要類集』による）

所
有
と
経
営
の
一
致
と
い
う
「
寄
席
渡
世
」
の
も
の
で
す
。
こ
の
他
、
深
川
永

代
寺
の
門
前
、
江
戸
橋
の
広
小
路
や
広
場
な
ど
で
も
寄
席
が
営
ま
れ
て
い
る
こ

と
が
窺
え
ま
す
。

　
も
う
一
つ
は
、
広
小
路
・
広
場
以
外
の
部
分
と
い
う
こ
と
で
、
町
屋
の
部
分
、

す
な
わ
ち
町
方
域
で
町
人
が
居
住
す
る
町
内
に
寄
席
が
営
ま
れ
る
場
合
で
す
。

表
1
に
は
ご
く
僅
か
だ
け
れ
ど
も
町
域
に
も
残
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

こ
う
し
て
寄
席
が
営
ま
れ
る
場
は
大
き
く
二
つ
に
区
分
で
き
る
の
で
は
な
い
か

と
思
い
ま
す
。
ま
た
、
寄
席
を
営
む
寄
席
渡
世
の
者
、
す
な
わ
ち
席
亭
と
呼
ば

れ
る
人
々
（
寄
席
の
経
営
者
）
は
ど
う
い
う
人
達
な
の
か
、
と
い
う
事
が
こ
の

表
1
か
ら
窺
え
ま
す
。
表
の
右
側
に
あ
る
記
載
で
八
人
が
専
業
の
寄
席
渡
世

（「

�
ﾈ
渡
世
一
方
」
）
と
あ
り
ま
す
が
、
こ
の
ほ
か
、
両
国
広
小
路
で
寄
席
渡

世
を
営
ん
で
い
る
者
の
内
二
人
が
「
湯
呑
所
番
人
」
で
、
ま
た
注
目
す
べ
き
は

「
蒸
風
呂
屋
」
と
「
鳶
」
で
す
。
ど
う
も
、
経
営
者
が
風
呂
屋
の
経
営
者
・
町

火
消
の
鳶
・
抱
鳶
人
足
の
兼
業
で
あ
る
場
合
、
寄
席
は
町
方
の
町
屋
の
中
に
あ

る
場
合
が
多
い
よ
う
で
す
。

　
こ
れ
ら
席
亭
の
具
体
例
を
『
藤
岡
屋
日
記
』
か
ら
少
し
拾
っ
て
み
る
と
、
嘉

永
三
年
五
月
二
十
二
日
の
項
に
は
、
外
神
田
の
「
若
松
席
」
は
も
と
も
と
「
矢

師
」
安
右
衛
門
の
二
階
に
持
え
て
い
た
の
を
、
瓦
屋
の
又
次
郎
が
ひ
き
つ
い
で

い
る
と
あ
り
、
同
四
年
一
〇
月
一
五
日
の
項
に
は
今
川
橋
の
「
湯
が
原
亭
」
で

風
呂
屋
の
二
階
で
寄
席
を
や
っ
て
い
る
、
と
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
同
四
年
五
月

六
日
の
項
に
は
神
田
永
富
町
の
「
皆
川
と
云
寄
」
で
「
歌
舞
伎
浄
る
り
」
を
し

て
い
て
「
二
階
張
り
出
し
」
が
落
ち
て
大
勢
け
が
を
し
た
と
あ
り
、
こ
の
席
亭

は
「
大
工
藤
助
」
と
あ
り
ま
す
。

　
次
に
同
年
六
月
二
一
日
の
記
事
に
あ
る
神
田
の
寄
席
「
藤
本
」
は
「
毛
徳
」



寄席の誕生171

の
席
と
あ
り
ま
す
。
こ
の
と
き
鳶
の
者
が
大
勢
現
れ
て
喧
嘩
を
し
て
い
る
こ
と

か
ら
、
席
亭
の
「
毛
徳
」
と
は
鳶
の
親
分
で
、
同
時
に
通
り
者
で
も
あ
る
よ
う

な
も
の
と
推
定
さ
れ
ま
す
。

　
『
守
貞
漫
稿
』
に
「
今
ハ
壱
町
内
二
＝
一
ケ
所
モ
寄
ト
号
シ
…
…
」
と
あ
り
、

特
に
町
屋
に
お
い
て
寄
席
を
経
営
す
る
者
に
は
鳶
、
香
具
師
、
職
人
の
親
方
な

ど
が
兼
業
す
る
例
を
多
く
含
む
の
で
は
な
い
か
、
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
ま
だ
検

討
し
て
い
ま
せ
ん
が
、
広
小
路
や
社
頭
、
寺
社
の
境
内
、
周
辺
の
空
き
地
等
で

開
か
れ
る
寄
席
の
席
亭
は
、
今
み
た
町
屋
の
も
の
と
は
あ
る
意
味
で
は
対
蹴
的

で
、
「
定
席
（
じ
ょ
う
せ
き
）
」
と
呼
ば
れ
た
り
し
、
プ
ロ
の
興
行
師
と
い
う
か
、

よ
り
専
業
的
な
感
じ
が
し
ま
す
。
こ
う
い
う
席
亭
、
或
い
は
寄
席
渡
世
と
い
わ

れ
る
者
の
数
は
、
明
治
三
年
の
史
料
に
よ
れ
ば
七
組
一
二
〇
軒
と
あ
り
い
つ
頃

か
ら
か
は
確
認
で
き
ま
せ
ん
が
寄
席
渡
世
仲
間
と
呼
ば
れ
る
共
同
組
織
を
形
成

し
て
い
た
事
も
確
認
で
き
ま
す
（
『
東
京
市
史
稿
』
市
街
篇
五
一
巻
四
四
七
～

四
四
八
頁
）
。

　
以
上
席
亭
が
営
ま
れ
る
寄
席
の
場
、
ま
た
経
営
の
主
体
は
、
空
間
或
い
は
兼

業
経
営
者
の
業
態
か
ら
み
て
も
、
江
戸
の
民
衆
世
界
と
極
め
て
親
密
な
関
係
に

あ
る
と
い
う
こ
と
が
確
認
で
き
ま
す
。

二
　
芸
人

（
1
）
芸
態

　
前
掲
の
『
落
話
会
刷
画
帖
』
に
は
、
寄
席
の
興
行
で
と
り
あ
げ
ら
れ
る
様
々

な
芸
態
が
出
て
き
ま
す
。
浄
瑠
璃
・
小
唄
・
軍
書
読
・
手
妻
・
八
人
芸
・
説

経
・
物
ま
ね
尽
く
し
等
で
す
。
そ
こ
で
以
下
、
こ
う
し
た
芸
態
の
問
題
に
つ
い

て
見
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。

　
『
噺
連
中
帳
』
と
い
う
史
料
に
は
当
時
の
寄
席
芸
人
二
＝
人
が
書
き
上
げ

ら
れ
、
そ
れ
ら
が
芸
態
と
席
亭
な
ど
に
よ
っ
て
区
分
さ
れ
て
い
ま
す
。
芸
態
を

み
る
と
、
は
な
し
・
う
つ
し
ゑ
・
八
人
芸
・
て
づ
ま
・
人
形
遣
・
百
眼
・
芸
居

　
　
　
　
　
　
マ
マ

噺
・
音
曲
噺
・
首
は
な
し
・
昔
噺
・
化
物
噺
な
ど
と
で
て
き
ま
す
。
こ
う
し
た

芸
態
か
ら
す
ぐ
思
い
浮
か
ぶ
の
は
、
乞
胸
や
香
具
師
と
呼
ば
れ
る
人
々
が
担
っ

て
い
た
家
業
・
職
分
と
の
親
近
性
で
す
。
例
え
ば
、
「
拾
三
香
具
之
沙
汰
」
と

よ
ば
れ
る
有
名
な
香
具
師
の
由
緒
に
は
「
愛
敬
芸
術
」
を
行
な
う
芸
能
者
が
い

く
つ
か
で
て
き
ま
す
。
こ
う
い
う
の
は
現
在
で
い
う
と
、
テ
レ
ビ
の
コ
マ
ー
シ

ャ
ル
だ
け
に
出
て
く
る
よ
う
な
俳
優
、
つ
ま
り
商
品
の
販
売
の
た
め
に
愛
敬
を

売
っ
て
演
ず
る
役
者
と
同
じ
で
、
売
る
た
め
に
演
ず
る
と
い
う
の
が
愛
敬
芸
術

の
内
容
だ
と
思
い
ま
す
。
ま
た
、
「
覗
」
「
軽
業
」
と
あ
る
の
も
、
「
薬
歯
磨
」

を
売
る
た
め
の
人
寄
せ
な
の
で
「
愛
敬
見
世
物
費
薬
商
人
」
と
い
っ
た
り
す
る

訳
で
す
。
実
際
こ
こ
に
で
て
く
る
人
も
ほ
と
ん
ど
芸
能
者
で
あ
る
と
考
え
ら
れ

ま
す
。
『
守
貞
漫
稿
』
に
は
東
両
国
の
垢
離
場
と
称
す
る
常
設
小
屋
で
行
な
わ

れ
て
い
た
「
お
で
で
こ
（
御
出
木
偶
）
芝
居
」
の
番
付
け
の
写
し
が
載
っ
て
い

ま
す
。
こ
の
番
付
け
に
は
「
あ
い
き
ゃ
う
手
踊
り
御
は
み
か
き
」
と
あ
り
ま
す
。

芝
居
は
本
来
、
「
お
上
」
か
ら
許
さ
れ
、
櫓
を
た
て
な
け
れ
ば
興
行
で
き
な
い

訳
で
す
け
れ
ど
、
こ
れ
は
猿
若
町
の
三
座
の
芝
居
と
は
別
で
あ
り
香
具
師
の
興

行
で
あ
る
こ
と
、
つ
ま
り
、
歯
磨
粉
を
売
る
た
め
の
人
寄
せ
に
芝
居
を
す
る
の

だ
と
い
う
こ
と
を
明
示
し
て
い
る
わ
け
で
、
実
際
に
芝
居
の
途
中
で
香
具
師
が

観
客
に
歯
磨
粉
を
売
り
歩
い
た
り
す
る
と
い
う
事
が
で
て
き
ま
す
。
こ
う
し
た

形
で
香
具
師
の
職
分
の
中
に
、
芝
居
が
含
ま
れ
て
い
る
と
い
う
事
が
確
認
で
き

ま
す
。

　
も
う
一
つ
は
乞
胸
で
す
。
こ
れ
に
つ
い
て
「
乞
胸
家
業
書
上
」
（
『
市
中
取
締
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類
集
』
乞
胸
取
締
之
部
）
と
い
う
史
料
を
み
て
み
る
と
、
下
谷
山
崎
町
二
丁
目

に
す
む
乞
胸
頭
の
仁
太
夫
の
傘
下
に
江
戸
市
中
に
は
多
く
の
乞
胸
が
い
る
の
で

す
が
、
そ
の
乞
胸
職
分
の
リ
ス
ト
が
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
を
み
る
と
、
乞

胸
と
は
多
様
な
芸
能
者
の
連
合
体
で
あ
り
、
そ
の
芸
態
は
寄
席
で
行
わ
れ
る
も

の
と
近
い
、
あ
る
い
は
ほ
と
ん
ど
同
一
で
あ
る
と
い
わ
ざ
る
を
得
ま
せ
ん
。
そ

こ
で
、
既
に
「
芸
能
と
身
分
的
周
縁
　
　
乞
胸
・
香
具
師
を
例
と
し
て
ー
」

（『

迫
事
竭
闌
､
究
』
1
3
2
輯
、
一
九
九
五
年
三
月
）
の
中
で
も
触
れ
ま
し
た

が
、
弘
化
年
間
に
二
代
目
船
遊
亭
扇
橋
が
ま
と
め
た
『
落
語
家
奇
奴
部
類
』

（『

坙
{
庶
民
文
化
史
料
集
成
』
八
巻
所
収
）
と
い
う
史
料
を
参
照
し
て
み
ま
し

ょ
う
。
こ
れ
に
は
合
計
七
〇
〇
名
に
の
ぼ
る
落
語
家
の
門
流
・
門
人
・
師
弟
関

係
、
そ
れ
ぞ
れ
の
芸
人
が
得
意
と
し
た
演
目
、
そ
れ
か
ら
全
員
で
は
あ
り
ま
せ

ん
が
、
出
身
地
が
ど
う
で
あ
っ
た
か
、
落
語
家
を
や
め
て
ど
う
な
っ
た
か
、
等

の
記
述
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
う
ち
六
二
例
を
表
2
に
示
し
て
み
ま
し
た
。
こ
れ

を
み
る
と
、
「
講
釈
師
」
、
「
男
芸
者
」
、
「
講
談
師
」
、
「
定
火
消
」
、
願
人
と
思
わ

れ
る
「
盲
人
に
て
う
か
れ
ふ
し
」
、
「
田
舎
役
者
」
、
ま
た
「
宮
地
役
者
」
は
先

程
み
た
湯
島
天
神
の
境
内
や
両
国
広
小
路
な
ど
の
小
屋
で
演
じ
る
役
者
、
「
は

み
か
き
売
り
」
（
香
具
師
）
な
ど
が
み
え
ま
す
。
こ
れ
か
ら
も
、
落
語
家
の
芸

態
と
、
今
見
た
よ
う
な
乞
胸
・
香
具
師
の
職
分
と
が
、
ほ
と
ん
ど
同
類
と
み
て

よ
い
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

　
先
程
の
べ
た
よ
う
に
文
化
末
年
以
降
か
ら
文
政
・
天
保
に
か
け
て
、
雨
後
の

た
け
の
こ
の
よ
う
に
で
て
く
る
寄
席
と
い
う
場
を
借
り
な
が
ら
、
乞
胸
で
あ
る

と
か
、
或
い
は
香
具
師
に
属
す
る
芸
能
者
が
、
演
芸
の
場
を
画
期
的
に
拡
げ
た

の
で
は
な
い
か
、
と
推
定
す
る
事
が
で
き
ま
す
。
こ
こ
は
別
に
ア
ナ
ー
キ
ー
な

世
界
で
は
な
く
て
、
一
方
で
は
噺
家
の
「
連
中
」
と
か
「
門
流
」
と
い
っ
た
共

表2　落語家の出身とその後
1 田町二茶店ヲ開ク 23 木戸芸者トナリテ… 42 茶店ヲ開ク

2 竹村菓子職人也 24 後軍談師トナリ… 43 道具見世ヲ開
3 軍談北梅ノ門二入 25 芝居者トナル 44 田舎行

4 吉原男芸者勤ム 26 田町二而歯みかき売ニシテ 45 後二小間モノ売ニス
5 湯屋

’

業ス 46 手習師匠ト云
6 仏師トナル 27 後二宮地役者ト成，市川多 47 八百屋亭主ト云
7 講師 三郎ト名乗… 48 経師ナリ

8 定御火消部屋頭 28 絵師 49 仕立屋↑卒ナリ

9 新宿茶屋悼 29 後二見勢モノロ上トナル 50 始メ宮地役者芝の助門人芝
10 盲人二而うかれふしを好クシ 30 かさり師ニナル 助ト云
11 後二魚売ニナル 31 一ト年芝居モノナル 51 定火消人，彫モノ

12 家主ノ悼 32 後二山崎町ニテ病死ス 52 田舎歩行

13 当時田舎役者 33 後二花かんさし売ニス 53 魚売ヲス
14 後二宮地役者ト成ル 34 後二常盤津升太夫トいふ 54 油薬ヲ売ニシテ業トス

15 後二田舎へ歩行ス 35 始メ講師 55 寒キク茶店
16 道具屋悼 36 今，上総木更津二住シ手跡 56 田舎歩行

17 田舎ヲ歩行 ヲ業トス 57 寒キク茶店ヲ開ク
18 あんまヲ以テ業ス 37 後二木戸芸者 58 軍談師ト成ル

19 後二はみかき売二成ル 38 ふか川二茶めしヲ売ニス 59 すし店ヲ開ク

20 木戸芸者 39 後二砂糖屋番頭トナリ… 60 俗蒔絵師ナリ

21 後二すしや見世開ク 40 田安表坊主 61 円満寺前家主ナリ

22 後二中橋へかん菊茶店ヲ開ク 41 後二唐好見世ヲ開ク 62 人形見勢ヲ開ク

（r落語家奇奴部類』による。）
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同
組
織
が
家
元
制
的
に
形
成
さ
れ
ゆ
く
、
と
い
う
事
に
な
る
と
お
も
い
ま
す
。

（
2
）
身
分

　
次
に
寄
席
の
芸
人
の
身
分
的
な
状
況
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。

　
「
乞
胸
家
業
書
上
」
に
は
、
ま
ず
綾
取
・
猿
若
・
辻
放
下
・
浄
瑠
璃
・
物

語
・
江
戸
万
歳
・
操
り
・
説
教
・
仕
方
能
・
講
釈
・
辻
乞
胸
と
い
う
］
二
種
類

の
家
業
1
1
職
分
が
記
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
以
外
に
乞
胸
の
傘
下
に
入
る
も
の
と

し
て
、
「
所
々
寺
社
境
内
井
明
地
、
広
間
、
葭
賓
張
、
水
茶
屋
」
で
見
世
物
や

芸
を
し
て
見
物
人
か
ら
金
銭
を
と
る
芸
能
者
が
あ
り
ま
す
。
注
目
さ
れ
る
の
は

「
三
芝
居
狂
言
座
、
湯
島
天
神
社
内
狂
言
座
」
に
で
る
役
者
は
乞
胸
の
支
配
下

で
は
な
い
と
あ
る
て
ん
で
す
。
ま
た
「
三
河
万
歳
大
神
楽
越
後
獅
子
」
や
「
仏

法
二
抱
り
候
も
の
共
」
1
こ
れ
は
願
人
坊
主
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
が

　
　
、
「
繊
多
非
人
分
」
は
乞
胸
の
支
配
の
外
に
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
私

が
調
べ
た
い
と
思
っ
て
い
る
の
は
、
湯
島
天
神
社
内
の
芝
居
、
こ
れ
は
ま
さ
に

宮
地
芝
居
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
が
、
乞
胸
頭
の
支
配
外
に
あ
る
宮
地
の
狂

言
座
は
湯
島
天
神
の
も
の
だ
け
な
の
か
、
と
い
う
問
題
で
す
。
最
近
扱
っ
た
事

例
で
は
、
浅
草
寺
境
内
で
芸
能
に
従
事
す
る
役
者
は
乞
胸
頭
の
支
配
の
外
に
い

る
よ
う
な
の
で
、
外
に
も
い
く
つ
か
の
例
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

　
次
に
、
右
の
「
乞
胸
家
業
書
上
」
に
続
く
史
料
、
こ
れ
も
乞
胸
頭
の
仁
太
夫

の
作
成
に
よ
る
も
の
で
、
町
奉
行
の
尋
問
へ
の
返
答
で
す
が
、
こ
れ
を
見
ま
す

と
、
仁
太
夫
の
空
間
認
識
は
大
き
く
分
け
る
と
二
つ
に
分
か
れ
て
い
る
よ
う
で

す
。　

一
つ
は
先
程
か
ら
述
べ
て
い
る
「
境
内
」
や
「
広
間
」
で
す
。
こ
こ
で
は
芸

人
か
ら
乞
胸
頭
ら
が
直
接
札
銭
を
と
る
（
鑑
札
を
渡
し
て
銭
を
と
る
）
と
い
う

こ
と
で
す
。
た
だ
し
例
外
は
先
程
述
べ
た
通
り
で
す
。

　
も
う
一
つ
は
、
境
内
・
広
間
と
対
比
さ
れ
る
場
と
し
て
の
「
町
屋
」
の
部
分

で
す
。
こ
の
町
屋
の
部
分
も
仁
太
夫
に
よ
る
と
大
き
く
次
の
二
つ
に
分
か
れ
て

い
ま
す
。

　
一
つ
は
「
座
敷
」
「
私
宅
」
で
す
。
こ
う
し
た
所
で
浄
瑠
璃
や
三
味
線
を
演

ず
る
と
い
う
芸
能
者
に
は
乞
胸
頭
は
関
与
し
な
い
、
と
あ
り
ま
す
。

　
も
う
一
つ
が
、
「
寄
席
」
で
す
。
こ
の
「
寄
席
」
で
は
、
乞
胸
の
頭
が
世
話

人
か
ら
相
応
の
心
付
け
を
集
め
て
い
る
と
読
め
る
の
で
す
が
、
そ
の
内
容
は
二

通
り
に
解
釈
で
き
ま
す
。
一
つ
は
、
世
話
人
か
ら
お
金
を
と
る
、
今
一
つ
は
世

話
人
を
通
じ
て
芸
人
か
ら
乞
胸
頭
へ
の
お
金
を
と
る
、
と
い
う
こ
と
で
す
。
こ

の
世
話
人
を
席
亭
で
あ
る
と
考
え
、
こ
こ
で
は
後
者
の
意
味
で
あ
る
と
し
て
お

き
た
い
と
思
い
ま
す
。
つ
ま
り
、
乞
胸
頭
配
下
の
芸
人
か
ら
乞
胸
頭
へ
の
「
心

付
け
」
を
、
席
亭
が
か
わ
り
に
集
め
る
、
と
い
う
こ
と
で
す
。
乞
胸
は
身
分
と

し
て
は
町
人
で
あ
る
が
、
芸
能
と
い
う
職
分
に
つ
い
て
は
卑
賎
視
さ
れ
、
非
人

頭
の
系
列
で
統
括
を
受
け
て
い
る
の
で
す
が
、
少
な
く
と
も
町
屋
の
寄
席
と
い

う
場
所
で
芸
能
を
行
う
場
合
に
は
、
広
場
や
境
内
で
演
ず
る
よ
り
も
相
対
的
に

乞
胸
頭
の
支
配
が
稀
薄
に
な
り
、
及
ば
な
く
な
る
事
も
あ
る
の
で
は
な
い
か
、

と
こ
れ
ら
の
史
料
か
ら
は
う
か
が
え
ま
す
。
こ
う
し
た
こ
と
は
、
職
分
の
面
に

お
い
て
も
乞
胸
頭
配
下
の
芸
能
者
が
、
卑
賎
視
さ
れ
た
り
賎
民
扱
い
を
う
け
る

状
況
か
ら
の
が
れ
よ
う
と
「
脱
賎
化
」
の
道
を
寄
席
と
い
う
場
に
求
め
た
の
で

は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

　
ま
た
香
具
師
に
つ
い
て
考
え
て
み
る
と
、
香
具
師
に
包
摂
さ
れ
る
芸
能
者
は
、

先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
い
わ
ば
コ
マ
ー
シ
ャ
ル
専
属
俳
優
l
l
売
る
た
め
に
演

ず
る
ー
で
あ
り
、
寄
席
の
よ
う
に
新
た
な
芸
能
の
場
が
広
が
る
事
に
よ
っ
て
、

こ
う
し
た
芸
能
者
に
と
っ
て
売
る
た
め
の
愛
敬
か
ら
解
放
さ
れ
、
芸
自
体
を
売
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る
こ
と
が
可
能
と
な
る
条
件
が
生
ま
れ
た
、
の
で
は
な
い
か
。
そ
う
し
た
意
味

で
「
脱
愛
敬
」
と
い
う
こ
と
を
考
え
て
い
ま
す
。
従
っ
て
旧
来
の
乞
胸
配
下
の

芸
人
達
、
或
い
は
香
具
師
の
芸
人
達
に
と
っ
て
、
前
者
に
と
っ
て
は
「
脱
賎

化
」
、
後
者
に
は
「
脱
愛
敬
」
と
い
う
条
件
を
付
与
す
る
場
を
広
範
に
提
供
す

る
事
に
な
っ
た
の
が
、
「
寄
席
の
誕
生
」
の
歴
史
的
意
義
で
あ
る
と
考
え
ま
す
。

　
以
上
一
で
は
寄
席
の
経
営
主
体
の
問
題
、
二
で
は
寄
席
の
場
が
旧
来
の
芸
人

に
と
っ
て
は
ど
の
よ
う
な
意
味
を
も
っ
た
の
か
、
或
い
は
そ
こ
で
行
わ
れ
る
芸

の
内
容
に
つ
い
て
み
た
訳
で
す
け
れ
ど
も
、
最
後
に
そ
う
し
た
所
で
演
じ
ら
れ

る
、
演
目
の
中
で
歌
舞
伎
文
化
が
も
っ
て
い
る
意
味
合
い
に
つ
い
て
考
え
て
み

た
い
と
思
い
ま
す
。

三
　
コ
ピ
ー
文
化

　
『
藤
岡
屋
日
記
』
（
一
一
＝
書
房
版
）
天
保
一
二
年
一
一
月
の
項
に
、
そ
れ
ま
で

江
戸
の
中
心
部
（
堺
町
・
葺
屋
町
・
木
挽
町
五
丁
目
）
に
あ
っ
た
歌
舞
伎
三
座

を
、
葺
屋
町
一
帯
の
大
火
を
契
機
に
老
中
水
野
忠
邦
が
つ
ぶ
そ
う
と
し
、
町
奉

行
所
と
の
政
策
的
対
立
の
経
過
を
へ
て
－
藤
田
覚
氏
が
『
天
保
の
改
革
』

（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
八
九
年
）
等
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
論
点
で
す
が
ー
、

浅
草
の
猿
若
町
に
移
転
さ
せ
る
、
そ
し
て
悪
所
と
し
て
封
じ
込
め
る
と
い
う
、

芝
居
の
弾
圧
が
行
わ
れ
た
時
の
町
触
が
掲
載
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
に
は
「
流

行
之
事
等
多
く
ハ
芝
居
よ
り
起
候
議
二
付
…
…
」
と
あ
り
、
要
す
る
に
歌
舞
伎

文
化
と
い
う
の
は
、
庶
民
だ
け
で
な
く
大
奥
の
女
中
ま
で
を
も
魅
了
し
て
止
ま

な
い
よ
う
な
、
圧
倒
的
な
魅
力
を
も
つ
近
世
文
化
の
粋
の
一
つ
で
あ
る
こ
と
が

う
か
が
え
ま
す
が
、
そ
う
し
た
も
の
の
最
大
の
発
信
源
は
三
座
で
あ
る
、
と
い

う
こ
と
を
幕
府
権
力
は
認
識
し
て
い
た
と
い
う
事
で
す
。
こ
れ
は
も
ち
ろ
ん
民

衆
を
含
め
た
当
時
の
人
々
の
共
通
の
認
識
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
が
、

問
題
は
こ
う
し
た
非
常
に
魅
力
の
あ
る
歌
舞
伎
を
直
か
に
み
る
に
は
見
物
料
が

と
て
も
高
い
と
い
う
点
に
あ
り
ま
す
。
現
在
の
歌
舞
伎
座
に
は
学
生
諸
君
で
も

二
、
三
回
の
コ
ン
パ
代
を
節
約
す
れ
ば
、
桟
敷
席
は
む
り
で
し
ょ
う
が
、
充
分

入
れ
る
条
件
に
あ
る
わ
け
で
す
。
し
か
し
当
時
の
民
衆
に
と
っ
て
三
座
で
芝
居

を
み
る
の
は
ほ
と
ん
ど
手
の
と
ど
か
な
い
こ
と
で
あ
る
と
思
わ
れ
ま
す
。
と
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ひ
る
さ
が
り

う
が
、
式
亭
三
馬
の
『
浮
世
風
呂
』
の
「
午
後
の
風
景
」
で
、
子
供
達
が
わ
い

わ
い
と
遊
ん
で
い
る
よ
う
す
の
描
写
を
み
る
と
、
そ
の
当
時
の
歌
舞
伎
ス
タ
ー

の
ま
ね
を
し
て
遊
ん
で
い
る
の
で
す
。
「
自
分
は
こ
の
主
役
を
や
り
た
い
」
と

か
「
こ
ん
な
悪
役
は
い
や
だ
」
と
か
い
い
あ
っ
た
り
、
階
段
で
見
栄
を
き
っ
た

り
す
る
。
ろ
く
に
こ
づ
か
い
も
貰
え
な
い
子
供
た
ち
が
で
す
。
そ
の
父
母
も
き

っ
と
長
屋
の
住
人
で
、
三
座
に
芝
居
を
見
に
行
く
事
な
ど
と
て
も
考
え
ら
れ
ま

せ
ん
。
と
こ
ろ
が
流
行
の
歌
舞
伎
文
化
を
子
供
も
一
緒
に
共
有
し
て
い
る
。
こ

の
間
に
あ
る
ギ
ャ
ッ
プ
を
埋
め
る
の
は
何
か
が
注
目
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と

思
い
ま
す
。

　
例
え
ば
先
に
み
た
両
国
垢
離
場
の
場
合
、
嘉
永
年
間
に
、
中
村
座
で
「
青
砥

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ま
ね

仁
政
録
」
と
い
う
芝
居
が
流
行
る
と
、
そ
の
「
学
び
」
、
要
す
る
に
コ
ピ
ー
芝

居
を
い
ち
早
く
お
こ
な
っ
て
い
ま
す
。
し
か
も
『
藤
岡
屋
日
記
』
等
に
よ
る
と
、

そ
れ
ら
の
入
場
料
は
と
て
も
安
い
の
で
す
。
歌
舞
伎
座
に
比
べ
る
と
、
数
十
分

の
一
く
ら
い
の
安
い
値
段
で
し
か
も
よ
り
身
近
か
に
芸
能
に
接
す
る
事
が
で
き

る
わ
け
で
す
。
こ
こ
で
行
わ
れ
る
演
目
の
内
容
は
非
常
に
興
味
深
い
の
で
す
が
、

こ
う
し
た
歌
舞
伎
芝
居
の
コ
ピ
ー
の
状
況
を
劇
的
に
示
す
の
が
『
藤
岡
屋
日

記
』
嘉
永
四
年
七
月
二
九
日
の
項
に
み
え
る
一
件
で
す
。
こ
れ
は
三
代
目
瀬
川

如
皐
の
名
作
「
東
山
桜
荘
子
」
が
初
演
さ
れ
た
と
き
の
よ
う
す
を
記
す
も
の
で



寄席の誕生175

す
。
こ
の
作
品
は
、
佐
倉
宗
吾
の
義
民
伝
承
の
形
成
に
決
定
的
な
役
割
を
果
た

し
た
も
の
と
し
て
も
有
名
な
も
の
で
す
が
、
こ
れ
が
は
じ
め
に
中
村
座
で
上
演

さ
れ
て
大
当
た
り
し
、
江
戸
中
端
々
ま
で
こ
の
話
題
で
持
ち
き
り
に
な
る
わ
け

で
す
。
し
か
し
、
先
程
申
し
上
げ
た
よ
う
に
猿
若
町
一
丁
目
の
中
村
座
に
庶
民

が
容
易
に
入
れ
た
訳
は
な
く
、
中
村
座
を
発
信
源
と
す
る
歌
舞
伎
芝
居
を
つ
ぎ

か
ら
つ
ぎ
へ
と
コ
ピ
ー
し
、
こ
れ
を
安
価
な
見
物
料
で
提
供
す
る
構
造
が
成
立

し
て
い
た
の
で
す
。
采
女
が
原
と
い
う
広
場
の
芝
居
小
屋
で
は
、
ち
ょ
っ
と
も

じ
っ
て
、
「
鏡
山
桜
荘
子
」
と
い
う
外
題
で
、
全
然
違
う
役
者
が
中
村
座
の
も

の
と
同
じ
様
な
こ
と
を
演
じ
て
い
る
よ
う
な
の
で
す
が
、
こ
れ
も
大
入
り
で
大

繁
盛
し
ま
す
。

　
次
に
市
中
の
寄
席
で
も
佐
倉
義
民
伝
で
持
ち
き
り
に
な
り
ま
す
。
そ
れ
ま
で

は
、
「
河
原
者
」
な
ど
と
い
っ
て
歌
舞
伎
役
者
を
見
下
し
て
い
た
よ
う
な
講
釈

師
ま
で
「
宗
吾
物
語
」
を
や
り
、
寄
席
の
噺
家
も
も
ち
ろ
ん
と
り
あ
げ
て
ゆ
く
。

そ
し
て
お
そ
ら
く
、
こ
れ
ら
の
寄
席
で
は
、
宮
地
芝
居
よ
り
も
さ
ら
に
安
価
に

歌
舞
伎
の
コ
ピ
ー
を
楽
し
め
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
こ
う
し
た
コ
ピ
i

文
化
は
、
さ
ら
に
刷
物
、
読
売
と
い
う
一
枚
摺
り
の
瓦
版
で
あ
る
と
か
、
絵
草

子
で
あ
る
と
か
、
い
ろ
い
ろ
な
媒
体
に
も
ひ
ろ
が
っ
て
、
全
体
と
し
て
ブ
ー
ム

を
巻
き
起
こ
し
て
ゆ
き
ま
す
。

　
こ
う
し
て
歌
舞
伎
に
は
、
江
戸
を
越
え
て
周
辺
部
あ
る
い
は
全
国
の
地
域
社

会
の
人
々
を
と
ら
え
る
圧
倒
的
な
魅
力
が
あ
り
、
そ
の
発
信
源
は
三
座
で
あ
っ

て
、
そ
の
普
及
を
媒
介
す
る
も
の
が
宮
地
芝
居
で
あ
り
、
両
国
や
采
女
が
原
等

の
広
場
で
行
な
わ
れ
る
芝
居
で
あ
り
、
町
屋
域
に
広
汎
に
展
開
す
る
寄
席
で
の

芸
能
で
あ
っ
た
、
と
い
え
ま
す
。
寄
席
で
も
歌
舞
伎
が
い
ろ
い
ろ
と
演
じ
ら
れ

て
い
た
こ
と
は
、
例
え
ば
『
藤
岡
屋
日
記
』
に
も
三
座
で
は
な
い
が
、
中
島
春

五
郎
と
い
う
人
気
役
者
が
寄
席
で
「
歌
舞
妓
浄
る
り
」
を
演
じ
て
い
る
こ
と
等

か
ら
明
ら
か
で
す
（
嘉
永
四
年
五
月
六
日
の
項
）
。
つ
ま
り
、
寄
席
で
は
た
だ

噺
や
手
品
だ
け
を
や
っ
て
い
る
の
で
は
な
く
て
、
コ
ピ
ー
芝
居
と
し
て
の
歌
舞

伎
も
行
っ
て
い
る
の
で
す
。

　
一
つ
の
ア
ナ
ロ
ジ
ー
で
言
え
ば
、
力
道
山
の
空
手
チ
ョ
ッ
プ
を
街
頭
テ
レ
ビ

で
み
て
、
ま
る
で
本
物
を
見
た
こ
と
が
あ
る
か
の
よ
う
に
錯
覚
し
、
テ
レ
ビ
と

い
う
媒
体
を
つ
う
じ
て
あ
る
一
つ
の
文
化
現
象
を
共
有
す
る
と
い
う
よ
う
な
こ

と
と
似
た
よ
う
な
こ
と
が
見
出
せ
る
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
こ
と
で
す
。
本

物
の
歌
舞
伎
そ
れ
自
体
を
見
た
こ
と
の
な
い
↓
般
庶
民
や
子
供
達
ま
で
、
ま
た

江
戸
に
行
っ
た
こ
と
の
な
い
「
田
舎
」
の
人
々
に
ま
で
も
、
歌
舞
伎
の
文
化
は

何
人
も
の
ス
タ
ー
の
イ
メ
ー
ジ
を
伴
っ
て
広
く
共
有
さ
れ
て
ゆ
く
。
こ
う
し
た

こ
と
の
歴
史
的
意
味
あ
い
を
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
は
な
い
か
、
と
思

い
ま
す
。

　
歌
舞
伎
の
文
化
は
、
単
に
芝
居
の
ス
ト
ー
リ
ー
だ
け
で
は
な
く
、
髪
の
結
い

方
、
化
粧
の
仕
方
、
衣
装
、
歌
舞
伎
役
者
の
使
う
様
々
な
小
間
物
、
そ
れ
か
ら

所
作
、
言
葉
遣
い
な
ど
な
ど
、
非
常
に
総
合
的
な
文
化
と
し
て
、
し
か
も
一
定

の
文
化
の
型
を
伴
っ
て
江
戸
の
民
衆
や
周
辺
部
の
人
々
、
さ
ら
に
は
全
国
を
も

巻
き
込
ん
で
ゆ
く
も
の
と
思
わ
れ
、
そ
う
し
た
文
化
の
構
造
を
見
て
ゆ
く
必
要

が
あ
る
と
考
え
ま
す
。

　
最
後
に
今
後
の
課
題
と
い
う
こ
と
で
す
が
、
一
つ
は
民
衆
文
化
の
ト
ラ
イ
ア

ン
グ
ル
と
い
う
こ
と
で
、
寄
席
の
文
化
を
髪
結
床
と
か
風
呂
屋
な
ど
と
か
ら
め

て
、
民
衆
世
界
の
文
化
構
造
を
ク
リ
ア
に
し
て
ゆ
く
必
要
が
あ
る
と
い
う
点
で

す
。　

二
つ
目
に
歌
舞
伎
文
化
を
中
心
と
す
る
コ
ピ
i
文
化
が
普
及
し
拡
大
し
て
ゆ
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く
構
造
は
江
戸
の
内
部
で
だ
け
の
問
題
で
は
な
く
、
こ
れ
を
広
く
都
市
と
農
村

の
文
化
交
流
と
い
う
視
点
か
ら
検
討
し
た
い
と
い
う
こ
と
で
す
。

　
こ
の
よ
う
に
い
う
と
、
す
ぐ
近
代
化
の
民
衆
的
・
文
化
的
基
盤
で
あ
る
と
か
、

「
国
民
文
化
」
形
成
の
自
生
的
コ
！
ス
と
い
う
よ
う
に
、
近
代
に
ひ
き
つ
け
て

と
ら
え
返
さ
れ
そ
う
で
す
が
、
と
り
あ
え
ず
は
、
近
世
後
期
か
ら
幕
末
期
に
か

け
て
の
文
化
な
り
芸
能
と
い
う
も
の
が
ど
の
よ
う
に
内
在
的
に
形
成
さ
れ
て
い

っ
た
か
と
い
う
こ
と
を
、
事
実
に
即
し
て
き
ち
ん
と
歴
史
的
に
捉
え
る
必
要
が

あ
る
と
い
う
こ
と
を
強
調
し
て
、
拙
な
い
講
演
を
終
え
た
い
と
お
も
い
ま
す
。


