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継
い
で
、
舞
台
の
上
に
残
し
て
い
る
芸
能
で
あ
る
こ
と
を
理
解
し
て
い
っ
て
も
ら
い
た
い
と

考
え
て
い
ま
す
。

狂
言
は
暴
力
を
ど
う
描
く
か

現
代
と
古
典
で
は
、
作
り
手
の
表
現
方
法
が
大
き
く
違
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
た
め
、
な
じ

み
に
く
い
こ
と
も
あ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
例
え
ば
、
今
の
テ
レ
ビ
や
映
画
の
暴
力
シ
ー
ン

は
、
た
い
へ
ん
迫
力
が
あ
り
ま
す
。
殴
ら
れ
た
人
が
吹
っ
飛
び
、
顔
は
腫は

れ
、
唇
が
切
れ
て

血
が
流
れ
る
、
ほ
ん
と
う
ら
し
く
見
え
る
こ
と
が
大
事
な
の
で
す
。

狂
言
は
、
そ
れ
と
は
正
反
対
の
考
え
で
作
ら
れ
て
い
ま
す
。「
末す

え

広
ひ
ろ
が
り」
と
い
う
曲
で
は
、
太た

郎ろ
う

冠か

者じ
ゃ

の
失
敗
に
激
怒
し
た
主
人
は
、「
あ
っ
ち
へ
失
し
ょ
う
！
」
と
声
を
張
り
上
げ
な
が
ら

扇
を
幾
度
も
振
り
下
ろ
し
、
最
後
に
、
ド
ン
と
一
つ
足
拍
子
を
踏
み
ま
す
。
す
る
と
、
太
郎

冠
者
は
橋
掛
り
に
逃
げ
て
行
っ
て
、
ト
ン
と
片
膝
を
着
き
ま
す
。

い
っ
た
い
ど
う
い
う
意
味
な
の
か
、
お
わ
か
り
に
な
る
で
し
ょ
う
か
。
こ
れ
は
、
主
人
が

太
郎
冠
者
を
さ
ん
ざ
ん
に
叩
き
の
め
し
、
最
後
に
は
家
か
ら
蹴け

り
出
し
た
、
そ
し
て
太
郎
冠

者
は
地
べ
た
に
倒
れ
込
ん
だ
、
と
い
う
こ
と
な
の
で
す
。
し
か
も
こ
の
と
き
、
二
人
は
三
メ

ー
ト
ル
も
距
離
を
お
い
て
演
じ
て
い
ま
す
。
殴
ら
れ
る
ど
こ
ろ
か
、
か
ら
だ
に
触
れ
も
し
ま

せ
ん
。
リ
ア
ル
な
暴
力
シ
ー
ン
に
馴な

染じ

ん
で
し
ま
っ
た
人
た
ち
の
目
に
は
、
ひ
ど
く
つ
ま
ら

な
い
も
の
に
映
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

こ
れ
が
昔
の
人
と
現
代
人
の
考
え
方
の
違
い
で
す
。
暴
力
は
醜
い
も
の
、
汚
ら
し
い
も
の

で
す
。
で
き
る
こ
と
な
ら
、
そ
の
よ
う
な
も
の
は
人
様
の
お
目
に
掛
け
た
く
は
な
い
。
し
か

し
、
狂
言
で
は
人
間
の
愚
か
し
さ
を
テ
ー
マ
に
据
え
て
い
ま
す
。
当
然
、
暴
力
の
場
面
も
必

人間の愚かしさを描く

大
おお

蔵
くら

流
りゅう

狂言
きょうげん

方
かた

山
やま

本
もと

東
とう

次
じ

郎
ろう

人と出会う、本と出会う

八
年
に
わ
た
り
、
横
浜
能
楽
堂
主
催
「
こ
ど
も
狂
言
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
」
の
講
師
を
務

め
、
子
ど
も
た
ち
に
狂
言
の
魅
力
を
教
え
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
、
大
蔵
流
狂
言
方
の
山
本
東

次
郎
さ
ん
に
お
話
を
伺
い
ま
し
た
。

「
こ
ど
も
狂
言
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
」
に
は
毎
年
大
勢
の
子
ど
も
た
ち
が
応
募
し
て
く
だ
さ
い

ま
す
。
大
人
は
、
狂
言
は
子
ど
も
に
は
難
し
い
と
思
っ
て
い
ま
す
が
、
そ
れ
は
大
人
の
思
い

込
み
に
過
ぎ
な
い
よ
う
で
す
。
狂
言
は
室
町
時
代
か
ら
江
戸
時
代
に
か
け
て
の
話
し
言
葉

で
作
ら
れ
て
い
ま
す
か
ら
、
大
人
で
も
耳
慣
れ
な
い
言
葉
が
た
く
さ
ん
あ
る
で
し
ょ
う
。

け
れ
ど
、
わ
か
ら
な
い
言
葉
に
対
し
て
、
小
さ
い
お
子
さ
ん
ほ
ど
柔
軟
に
反
応
し
て
く
れ

る
の
で
す
。

「
最
初
は
何
を
言
っ
て
い
る
の
か
わ
か
ら
な
か
っ
た
け
れ
ど
、
動
作
を
見
て
い
る
と
、
だ
ん

だ
ん
わ
か
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
。
き
っ
と
こ
ん
な
こ
と
を
言
っ
て
い
る
ん
だ
ろ
う
と
想
像

で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
楽
し
く
な
っ
た
。」

小
・
中
学
校
の
狂
言
鑑
賞
教
室
で
は
、
し
ば
し
ば
こ
ん
な
感
想
文
が
寄
せ
ら
れ
ま
す
。
ま

た
、
狂
言
を
稽け

い

古こ

す
る
子
ど
も
た
ち
は
、
こ
の
難
し
い
言
葉
を
自
然
に
耳
で
覚
え
、
生
き
生

き
と
楽
し
そ
う
に
セ
リ
フ
を
口
に
し
ま
す
。
子
ど
も
に
は
大
人
の
よ
う
に
、
狂
言
は
古
典
だ

か
ら
と
い
う
意
識
は
な
い
の
で
し
ょ
う
。
す
べ
て
が
未
知
の
世
界
で
あ
る
子
ど
も
た
ち
に
と

っ
て
は
、
狂
言
も
他
の
演
劇
と
同
様
、
ひ
と
つ
の
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
に
過
ぎ
な
い
の
か
も
し

れ
ま
せ
ん
。
だ
か
ら
こ
そ
、
構
え
る
こ
と
な
く
、
見
た
ま
ま
聞
い
た
ま
ま
を
素
直
に
受
け
入

れ
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
し
ょ
う
。

入
り
口
は
そ
れ
で
い
い
と
思
い
ま
す
。
し
か
し
、
一
歩
踏
み
込
ん
だ
ら
、
狂
言
は
、
西
洋

や
現
代
の
芸
能
と
は
違
っ
て
、
古
く
か
ら
日
本
人
が
大
切
に
し
て
き
た
こ
と
を
大
事
に
受
け
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火
事
」、「
他
人
事
」
で
す
。
観
客
は
、
た
だ
傍
観
者
と
し
て
眺な

が

め
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

生
き
て
い
る
限
り
、
だ
れ
の
身
に
も
さ
ま
ざ
ま
な
問
題
が
起
こ
り
ま
す
。
対
処
の
し
か
た

は
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
で
し
ょ
う
。
欲
望
や
利
己
心
を
克
服
し
、
あ
る
い
は
上
手
に
立
ち
回
り
、

な
ん
と
か
う
ま
く
切
り
抜
け
る
人
も
い
れ
ば
、
判
断
を
誤
っ
て
し
ま
う
人
も
い
ま
す
。
し
か

し
、
人
間
と
は
一
な
る
も
の
で
す
。
困
難
が
生
じ
た
と
き
、
だ
れ
で
も
皆
、
最
初
に
考
え
る

の
は
同
じ
こ
と
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
狂
言
が
描
く
の
は
そ
の
芽
の
部
分
で
す
。
事
件
に

な
る
一
歩
手
前
、
お
お
よ
そ
人
間
だ
っ
た
ら
だ
れ
に
で
も
起
こ
り
得
る
こ
と
、
そ
れ
を
自
分

の
身
に
置
き
換
え
て
、
自
分
を
振
り
返
り
な
が
ら
、
ご
覧
い
た
だ
き
た
い
と
思
う
の
で
す
。

狂
言
は
決
し
て
人
間
を
糾
弾
し
た
り
、
追
い
詰
め
た
り
い
た
し
ま
せ
ん
。
こ
の
愚
か
し
い
人

間
を
あ
る
が
ま
ま
に
見
つ
め
、
温
か
く
見
守
っ
て
い
る
の
で
す
。

現
代
の
日
本
人
は
穏
や
か
な
も
の
を
好
ま
ず
、
過
激
な
も
の
、
強
烈
な
も
の
を
求
め
ま
す
。

し
か
し
、
そ
う
し
た
刺
激
は
必
ず
慣
れ
が
き
ま
す
。
初
め
は
非
常
に
刺
激
的
だ
と
思
わ
れ
て

い
た
も
の
が
、
い
つ
の
間
に
か
感
覚
が
麻ま

痺ひ

し
、
当
た
り
前
の
よ
う
に
な
っ
て
い
く
、
そ
し

て
さ
ら
に
強
い
刺
激
を
求
め
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
善
悪
の
判
断
も
で
き
な
い
幼
い
う
ち
か

ら
、
子
ど
も
た
ち
が
そ
う
し
た
も
の
を
見
聞
き
し
て
育
っ
て
い
く
の
は
恐
ろ
し
い
こ
と
で
す
。

現
代
の
表
現
者
た
ち
は
、
受
け
取
る
側
の
知
性
、
感
性
、
教
養
、
美
意
識
、
そ
れ
ら
を
無

視
し
て
、
作
り
手
が
一
方
的
に
自
分
た
ち
の
自
己
主
張
を
押
し
つ
け
ま
す
。
そ
れ
に
対
し
て

日
本
の
古
典
は
、
受
け
手
に
向
か
っ
て
打
っ
て
出
る
こ
と
を
し
ま
せ
ん
。
想
像
力
を
働
か
せ
、

心
の
な
か
で
自
由
な
世
界
を
展
開
し
て
も
ら
う
こ
と
、
そ
の
た
め
に
余
白
を
残
し
、
簡
素
で

控
え
め
な
表
現
に
徹
し
ま
す
。
受
け
取
る
側
の
人
々
が
気
が
つ
い
て
、
近
づ
い
て
来
て
く
だ

さ
る
ま
で
じ
っ
と
待
っ
て
い
る
、
こ
れ
も
人
間
に
対
す
る
優
し
さ
、
思
い
や
り
に
ほ
か
な
ら

な
い
と
思
い
ま
す
。

要
に
な
り
ま
す
。
そ
れ
な
ら
ば
、
そ
れ
は
最
低
限
で
い
い
、
暴
力
が
ふ
る
わ
れ
た
と
い
う
こ

と
が
わ
か
れ
ば
い
い
、
そ
れ
を
舞
台
の
上
で
強
調
し
て
見
せ
る
必
要
は
な
い
、
と
い
う
こ
と

な
の
で
す
。

「
附ぶ

子す

」
と
い
う
曲
で
は
、
最
後
の
ほ
う
で
、
太
郎
冠
者
と
次
郎
冠
者
が
主
人
の
大
事
に
し

て
い
る
掛
け
物
を
引
き
裂
き
、
天て

ん

目も
く

茶ち
ゃ

碗わ
ん

を
叩
き
割
る
場
面
が
登
場
し
ま
す
。「
さ
ら
り
さ
ら

り
、
ば
っ
た
り
」「
が
ら
り
、
ち
ー
ん
」、
掛
け
物
が
破
れ
る
音
、
茶
碗
が
割
れ
る
音
、
た
い

へ
ん
楽
し
く
表
現
し
て
い
ま
す
。
こ
れ
を
「
笑
い
を
取
る
た
め
に
そ
う
し
て
い
る
の
だ
」
と

思
わ
れ
る
方
、「
子
ど
も
だ
ま
し
だ
」
と
思
わ
れ
る
方
も
少
な
く
あ
り
ま
せ
ん
。

し
か
し
、
そ
う
で
は
な
い
の
で
す
。
価
値
あ
る
物
が
壊
れ
る
こ
と
は
、
心
あ
る
人
に
と
っ

て
は
気
持
ち
の
い
い
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
不
快
な
思
い
を
与
え
ぬ
よ
う
、
そ
う
い
う
と

こ
ろ
は
遠
回
し
に
描
こ
う
、
と
い
う
配
慮
な
の
で
す
。
他
愛
な
く
見
せ
な
が
ら
、
深
い
と
こ

ろ
で
そ
う
し
た
心
く
ば
り
が
な
さ
れ
て
い
る
、
こ
れ
も
ま
た
昔
の
日
本
人
の
考
え
な
の
で
す
。

人
間
の
愚
か
し
さ
を
描
く

人
間
は
い
つ
の
時
代
に
も
変
わ
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
ど
れ
ほ
ど
科
学
技
術
が
発
達
し
、
快

適
で
便
利
な
生
活
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
も
、
人
間
が
賢
く
な
っ
た
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

欲
望
に
憑つ

か
れ
た
人
間
、
傲ご

う

慢ま
ん

な
人
間
、
憎
み
合
い
殺
し
合
う
人
々
も
あ
と
を
絶
ち
ま
せ
ん
。

狂
言
は
そ
ん
な
人
間
の
愚
か
し
さ
を
描
き
ま
す
。
し
か
し
、
そ
れ
を
決
し
て
「
事
件
」
に

し
て
演
じ
る
こ
と
を
し
ま
せ
ん
。
劇
的
な
事
件
に
仕
立
て
た
ほ
う
が
、
ハ
ラ
ハ
ラ
、
ド
キ
ド

キ
、
お
も
し
ろ
く
見
て
い
た
だ
け
る
の
で
し
ょ
う
が
、
あ
え
て
そ
れ
を
し
な
い
の
で
す
。「
事

件
」
と
は
、
あ
る
特
別
の
人
が
行
き
着
い
て
し
ま
っ
た
果
て
の
姿
で
す
。
そ
れ
は
「
対
岸
の
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