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江
戸
の
大
ス
タ
ー
は
歌
舞
伎
役
者
だ
け
で
は
な
か
っ
た
。
十
八
世
紀
に
は

香や

し
具
師
の
松
井
源
水
が
曲
芸
で
評
判
と
な
り
、
将
軍
の
前
で
披
露
す
る
機
会

さ
え
得
た
。
こ
の
十
八
世
紀
の
前
半
に
は
、
乞ご
う

胸む
ね

（
大
道
芸
を
生
業
と
す
る

集
団
）
の
松
川
鶴
一
が
歌
舞
伎
役
者
の
物
真
似
な
ど
で
人
気
を
集
め
、
そ
の

後
継
も
代
々
江
戸
の
盛
り
場
を
賑
や
か
し
つ
づ
け
た
。
そ
こ
ま
で
有
名
に
な

る
の
は
稀
だ
っ
た
に
し
て
も
、
江
戸
に
は
彼
ら
の
芸
能
を
培
う
生
き
生
き
と

し
た
大
道
芸
文
化
が
存
在
し
、
上
手
下
手
を
問
わ
ず
無
数
の
芸
人
が
次
々
と

新
し
い
芸
を
生
み
出
し
、
歌
を
作
り
、
大
道
や
広
場
、
寺
社
の
境
内
、
門
口

の
前
で
江
戸
の
武
士
や
町
人
な
ど
を
楽
し
ま
せ
た
。
こ
う
し
た
文
化
を
詳
細

に
描
き
出
し
、
江
戸
の
社
会
に
位
置
づ
け
る
の
が
本
書
の
狙
い
で
あ
る
。

　
著
者
で
あ
る
民
族
音
楽
学
者
ジ
ェ
ラ
ル
ド
・
グ
ロ
ー
マ
ー
氏
（
山
梨
大
学
）

は
、
こ
の
テ
ー
マ
を
社
会
史
的
な
視
点
か
ら
取
り
上
げ
て
い
る
。
大
道
芸
に

ジ
ェ
ラ
ル
ド
・
グ
ロ
ー
マ
ー

『
大
道
芸
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日
本
の
都
市
社
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日
本
の
文
化
的
本
質
を
見
出
そ
う
と
す
る
一
部
の
民
俗
学
者
に
異
議
を
唱
え

る
の
み
な
ら
ず
、
そ
の
大
道
芸
を
美
化
し
た
り
、
洗
練
さ
れ
た
日
本
の
古
典

文
化
と
し
て
評
価
し
た
り
す
る
こ
と
に
も
否
定
的
で
あ
る
。
大
道
芸
人
の
多

く
は
江
戸
の
下
層
階
級
に
属
し
、
卑
し
い
身
分
で
貧
し
く
、
大
衆
の
好
み
に

応
え
る
こ
と
で
そ
の
日
の
糧
を
得
よ
う
と
し
て
い
た
。
著
者
は
、
芸
能
の
腕

を
下
層
民
に
と
っ
て
の
一
つ
の
社
会
保
証
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
と
捉
え

て
お
り
、
大
道
芸
と
貧
困
の
関
係
を
明
確
に
し
て
い
る
。
だ
が
、
こ
う
し
た

貧
し
い
芸
人
た
ち
は
勧
進
元
や
大
道
具
の
所
有
な
ど
に
束
縛
さ
れ
て
い
な

か
っ
た
が
ゆ
え
に
流
行
の
変
化
に
は
敏
感
で
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
や
想
像
力
に
溢

れ
、
江
戸
文
化
の
原
動
力
と
な
っ
て
い
た
。
彼
ら
は
幕
末
期
に
来
日
す
る
外

国
人
さ
え
も
魅
了
し
、
八
代
目
の
松
井
源
水
な
ど
は
一
八
六
六
年
に
海
外
に

渡
り
、
明
治
期
に
西
洋
諸
国
を
巡
業
す
る
手
品
師
や
曲
芸
師
な
ど
の
先
駆
者
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と
な
っ
て
い
る
。

　
本
書
が
取
り
上
げ
て
い
る
芸
能
は
非
常
に
幅
広
い
。
節せ

季き

候ぞ
ろ

や
鳥
追
い
、

大
黒
舞
、
猿
曳
、
念
仏
踊
、
歌
比
丘
尼
、
虚
無
僧
、
住
吉
踊
、
か
っ
ぽ
れ
、

歌う
た

祭ざ
い

文も
ん

、
太
神
楽
、
三
河
万
歳
、
越
後
獅
子
、
放
下
、
居
合
抜
き
、
か
ら

く
り
人
形
、
独
楽
回
し
、
物
真
似
、
講
釈
、
読
売
、
蛇
遣
い
な
ど
、
そ
の
内

容
は
多
種
多
様
で
あ
る
。
し
か
も
著
者
の
関
心
は
決
し
て
こ
れ
ら
の
み
に
尽

き
る
わ
け
で
は
な
い
。
す
で
に
こ
れ
ま
で
に
も
、
辻
能
や
寄よ

席せ

、
弾
左
衛
門

（
関
八
州
の
エ
タ
・
非
人
身
分
の
頭
領
）、
願が
ん

人に
ん

（
乞
食
坊
主
の
集
団
）
な
ど
に

つ
い
て
も
そ
れ
ぞ
れ
論
文
を
英
語
で
発
表
し
て
お
り
、
瞽ご

女ぜ

に
つ
い
て
も
日

本
語
と
英
語
の
両
方
で
出
版
し
、
江
戸
の
大
道
芸
や
芸
能
文
化
の
専
門
家
と

し
て
つ
と
に
著
名
で
あ
る
。
今
回
の
著
書
は
こ
れ
ま
で
の
研
究
成
果
の
上
に

成
り
立
っ
て
執
筆
さ
れ
て
い
る
箇
所
も
あ
り
は
す
る
が
、
江
戸
大
道
芸
の
全

体
像
を
示
す
と
い
う
独
自
の
論
旨
を
持
っ
て
い
る
。
著
者
は
、
も
と
も
と
は

乞
胸
に
関
心
が
あ
り
、
そ
の
周
辺
を
調
べ
て
い
く
う
ち
に
次
第
に
研
究
対
象

が
江
戸
全
体
の
芸
能
文
化
に
広
が
っ
た
と
い
う
こ
と
だ
が
、
こ
れ
ほ
ど
に
詳

細
で
幅
広
い
江
戸
の
大
道
芸
研
究
が
西
洋
言
語
で
出
版
さ
れ
た
例
は
他
に
類

を
み
な
い
。
な
お
、
英
語
で
出
版
す
る
こ
と
の
都
合
上
タ
イ
ト
ル
に
は
表
れ

て
い
な
い
も
の
の
、
本
書
は
江
戸
に
焦
点
を
絞
っ
て
お
り
、
江
戸
と
い
う
街

を
、
諸
集
団
や
流
行
が
影
響
し
合
い
競
い
合
っ
た
マ
イ
ク
ロ
コ
ス
モ
ス
と
捉

え
て
い
る
。

　
本
書
は
、
よ
っ
て
立
つ
史
料
基
盤
の
広
さ
に
お
い
て
も
際
立
つ
。
英
語
圏

の
江
戸
文
化
研
究
は
文
学
作
品
や
知
識
人
の
記
録
な
ど
に
依
拠
し
が
ち
だ
が
、

著
者
は
「
江
戸
繁
盛
記
」、「
守
貞
謾
稿
」、「
宴
遊
日
記
」
な
ど
知
識
人
の
視

点
か
ら
書
か
れ
た
文
献
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
江
戸
町
触
集
成
や
浅
草
寺
日

記
、
南
伝
馬
町
名
主
高
野
家
日
記
な
ど
、
芸
人
や
下
層
民
の
法
的
・
社
会
的

状
況
を
浮
き
彫
り
に
す
る
よ
う
な
行
政
史
料
に
も
目
配
り
を
し
、
頻
繁
に
引

用
し
て
い
る
。
加
え
て
脚
注
も
精せ
い

緻ち

で
、
日
本
語
や
諸
外
国
語
で
の
幅
広
い

先
行
研
究
を
踏
ま
え
て
い
る
。

　
本
書
が
取
り
上
げ
て
い
る
多
種
多
様
な
芸
能
が
ど
の
よ
う
に
整
理
さ
れ
て

い
る
か
が
気
に
な
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
ま
ず
は
章
立
て
か
ら
見
て
み
よ

う
。
第
一
章
「
可
能
性
の
条
件
」
で
は
大
道
芸
の
社
会
的
条
件
（
主
に
経
済

的
背
景
や
身
分
制
）
が
説
明
さ
れ
、
第
二
章
で
は
賤
民
（
特
に
非
人
や
猿
曳
と

弾
左
衛
門
支
配
）、
第
三
章
で
は
宗
教
者
の
諸
集
団
、
第
四
章
で
は
乞
胸
、
第

五
章
で
は
香
具
師
と
、
諸
芸
能
を
そ
の
支
配
系
列
に
よ
っ
て
分
類
し
て
い
る
。

第
六
章
で
は
、
明
治
時
代
に
入
り
、
そ
れ
ま
で
の
江
戸
時
代
の
大
道
芸
秩
序

を
解
体
さ
せ
た
「
不
可
能
性
の
条
件
」
を
探
っ
て
い
る
。
江
戸
時
代
の
都
市

大
道
芸
を
、
中
世
と
も
近
代
と
も
違
う
固
有
の
文
化
と
し
て
捉
え
て
い
る
が
、

そ
の
要
因
を
江
戸
時
代
の
政
治
社
会
構
造
＝
身
分
制
に
見
出
し
て
い
る
。

　
江
戸
時
代
の
身
分
制
は
本
書
の
第
二
の
テ
ー
マ
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な

い
。
そ
れ
ぞ
れ
の
章
が
賤
民
ま
た
は
宗
教
者
、
乞
胸
、
香
具
師
な
ど
の
身
分

的
位
置
付
け
を
明
ら
か
に
し
、
集
団
同
士
の
争
論
な
ど
に
も
か
な
り
の
紙
数

を
割
い
て
い
る
。
芸
能
以
外
の
渡
世
（
例
え
ば
乞
胸
に
よ
る
木
賃
宿
経
営
）
や
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御
用
に
も
あ
る
程
度
触
れ
て
い
る
。
賤
民
や
乞
胸
の
章
で
は
、
幕
府
に
提
出

さ
れ
た
芸
能
の
書
上
（
弾
左
衛
門
の
河
原
巻
物
や
寛
政
年
間
の
乞
胸
家
業
書
上
）

を
取
り
上
げ
、
そ
れ
ぞ
れ
に
登
場
す
る
諸
芸
能
を
紹
介
す
る
端
緒
と
し
て
い

る
。
し
か
し
、
そ
れ
だ
け
で
な
く
、
書
上
の
内
容
を
文
面
通
り
に
は
捉
え
ず
、

争
論
の
武
器
と
し
て
評
価
し
、
そ
れ
を
身
分
制
の
文
脈
に
位
置
づ
け
て
い
る
。

　
本
研
究
に
お
い
て
大
道
芸
の
解
釈
に
身
分
的
な
視
点
を
取
り
入
れ
た
こ
と

の
意
義
は
大
き
い
。
著
者
は
、
芸
を
披
露
す
る
ロ
ジ
ッ
ク
が
支
配
系
列
に

よ
っ
て
異
な
っ
て
い
た
こ
と
を
指
摘
す
る
。
賤
民
の
場
合
は
、
下
賤
な
も
の

に
よ
る
厄
払
い
が
根
幹
に
あ
り
、
そ
れ
が
次
第
に
様
々
な
門
付
け
芸
に
発
展

し
た
と
い
う
。
宗
教
儀
礼
は
、
踊
り
や
歌
、
語
り
芸
な
ど
を
伴
う
も
の
が
多

く
、
そ
れ
ら
の
芸
能
は
儀
礼
の
力
を
高
め
、
江
戸
庶
民
の
信
仰
を
高
揚
さ
せ

る
一
助
と
な
っ
た
と
い
う
。
確
か
に
宗
教
を
も
っ
ぱ
ら
建
前
と
し
て
の
み
受

け
止
め
る
芸
能
者
は
い
た
よ
う
で
あ
る
が
、
宗
教
と
芸
能
が
絡
み
合
う
側
面

も
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
著
者
は
、
大
道
芸
の
宗
教
性
が
江
戸
時
代
に
薄
ら
い
だ

と
は
必
ず
し
も
い
え
な
い
と
い
う
大
事
な
論
点
を
提
示
し
て
い
る
。
乞
胸
は
、

当
初
は
門
口
や
大
道
な
ど
で
活
躍
し
て
い
た
。
彼
ら
は
、
ギ
フ
ト
交
換
の
互

酬
性
を
利
用
し
て
「
最
初
に
贈
っ
た
者
」
と
し
て
観
賞
者
に
恩
を
着
せ
そ
こ

か
ら
代
償
を
引
き
出
し
て
い
た
。
そ
れ
が
次
第
に
筵
む
し
ろ

張ば
り

や
芝
居
小
屋
で
も
披

露
し
、
入
場
料
を
取
る
よ
う
に
な
っ
た
。
本
書
の
副
題
と
も
な
っ
て
い
る

「the beggar’s gift

」
と
は
、
大
道
な
ど
で
披
露
し
た
場
合
に
発
生
す
る
交
換

行
為
を
指
し
て
い
る
。
香
具
師
の
芸
は
、
名
目
上
は
「
香
具
」（
実
際
に
は

楊
枝
や
薬
な
ど
）
を
売
る
た
め
の
人
寄
せ
に
過
ぎ
な
か
っ
た
が
、
や
が
て
香

具
師
の
事
実
上
の
本
業
と
な
っ
て
い
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
、
芸
を
め
ぐ
る
交

換
行
為
は
本
来
、
身
分
集
団
に
よ
っ
て
そ
の
論
理
が
異
な
っ
て
お
り
、
単
純

に
売
買
さ
れ
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
次
第
に
大
道
芸
の
商
品
化

が
進
む
こ
と
で
、
や
が
て
明
治
時
代
の
芸
能
市
場
を
準
備
す
る
こ
と
に
な
っ

た
。

　
本
書
の
中
で
著
者
は
、
芸
能
が
身
分
的
範
疇
に
収
ま
り
切
ら
な
い
性
格
を

持
っ
て
い
た
こ
と
も
強
調
し
て
い
る
。
例
え
ば
、
宗
教
的
芸
能
は
必
ず
し
も

す
べ
て
宗
教
関
係
者
に
よ
っ
て
披
露
さ
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な
く
、
逆
に

芸
を
披
露
す
る
宗
教
者
が
宗
教
儀
礼
の
名
目
で
様
々
な
ジ
ャ
ン
ル
に
進
出
し

て
も
い
た
。
非
人
や
乞
胸
、
香
具
師
な
ど
は
相
互
に
影
響
を
与
え
合
い
そ
の

縄
張
り
を
侵
食
し
合
っ
て
い
た
。
そ
し
て
、
利
権
を
め
ぐ
っ
て
争
う
よ
う
な

こ
と
に
な
っ
た
場
合
に
は
、
同
じ
芸
で
も
大
道
で
見
せ
る
か
、
寺
社
の
境
内

や
寄
席
、
門
口
な
ど
で
見
せ
る
か
で
興
行
権
が
分
割
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

比
丘
尼
の
流
行
歌
や
願
人
の
住
吉
踊
な
ど
は
歌
舞
伎
の
舞
台
に
登
場
す
る
場

合
も
あ
り
、
逆
に
歌
舞
伎
の
台
詞
が
乞
胸
に
反
映
さ
れ
る
の
が
一
般
的
だ
っ

た
。
素
人
の
町
人
が
大
道
芸
を
習
い
、
趣
味
や
稼
ぎ
に
し
た
り
政
治
批
判
に

利
用
し
た
り
す
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
著
者
は
、
芸
で
稼
ぐ
非
人
や
乞
胸
の
女

性
に
も
着
目
し
、
女
太
夫
や
比
丘
尼
な
ど
の
活
動
を
詳
細
に
描
い
て
く
れ
て

い
る
。
流
動
的
で
多
様
な
諸
芸
能
が
江
戸
の
身
分
秩
序
の
中
で
ど
の
よ
う
な

仕
方
で
存
在
し
、
ど
の
よ
う
な
交
換
行
為
の
も
と
で
表
現
さ
れ
て
い
た
か
が
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明
快
に
整
理
さ
れ
て
い
る
。

　
著
者
は
、
と
も
す
れ
ば
幕
府
の
都
市
支
配
の
無
能
さ
や
庶
民
文
化
へ
の
無

理
解
を
揶や

揄ゆ

す
る
傾
向
が
あ
る
た
め
、
し
ば
し
ば
身
分
制
に
基
づ
く
支
配
構

造
に
は
無
関
心
で
あ
る
か
の
よ
う
に
誤
解
さ
れ
が
ち
だ
が
、
決
し
て
そ
う
で

は
な
い
。
江
戸
時
代
の
支
配
原
理
は
的
確
に
捉
え
ら
れ
て
お
り
、
特
権
や
支

配
を
め
ぐ
る
諸
集
団
の
鬩せ
め

ぎ
合
い
も
重
視
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
理
解
は
、
英

語
圏
の
江
戸
文
化
史
に
し
ば
し
ば
見
受
け
ら
れ
る
よ
う
な
固
定
し
た
身
分
理

解
を
は
る
か
に
越
え
て
い
る
。
た
だ
し
、
気
に
な
る
と
こ
ろ
が
な
い
わ
け
で

は
な
い
。
グ
ロ
ー
マ
ー
氏
の
問
題
意
識
は
、
こ
こ
三
十
年
日
本
で
盛
ん
に
行

わ
れ
て
き
た
身
分
的
周
縁
研
究
と
重
な
る
と
こ
ろ
が
多
く
、
に
も
か
か
わ
ら

ず
そ
れ
を
取
り
上
げ
た
り
、
立
ち
入
っ
て
言
及
し
た
り
し
て
い
な
い
点
は
疑

問
が
残
る
。
例
え
ば
、
吉
田
伸
之
氏
の
二
〇
〇
三
年
の
著
作
『
身
分
的
周
縁

と
社
会
＝
文
化
構
造
』（
部
落
問
題
研
究
所
）
で
あ
る
。
吉
田
氏
は
、
江
戸
の

願
人
坊
主
や
乞
胸
、
香
具
師
な
ど
を
分
析
し
、
第
三
章
の
「「
江
戸
」
の
普

及
」
で
は
芝
居
地
、
香
具
見
世
、
寄
席
か
ら
な
る
、
歌
舞
伎
芝
居
を
中
心
と

し
た
江
戸
の
芸
能
文
化
構
造
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
の
中
で

の
文
化
的
伝
播
を
た
ど
り
「
民
衆
文
化
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
」
と
い
う
概
念
を
提
示

し
て
い
る
。
そ
の
概
念
に
対
す
る
グ
ロ
ー
マ
ー
氏
の
反
応
を
ぜ
ひ
聞
い
て
み

た
い
と
こ
ろ
だ
が
、
筆
者
は
吉
田
氏
ら
の
研
究
を
表
面
的
に
引
用
し
て
は
い

る
も
の
の
、
本
格
的
に
そ
れ
ら
の
議
論
に
取
り
組
ん
で
は
い
な
い
。

　
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。
芸
能
の
社
会
構
造
だ
け
で
な
く
、
身
分
制
全
体
の

構
造
と
い
う
点
で
も
、
研
究
史
へ
の
位
置
付
け
が
十
分
に
な
さ
れ
て
い
る
と

は
お
よ
そ
言
い
難
い
。
一
九
九
〇
年
に
始
ま
っ
た
身
分
的
周
縁
研
究
は
、
芸

能
者
集
団
の
分
析
を
一
つ
の
出
発
点
と
し
、
そ
れ
を
元
に
身
分
制
に
関
す
る

通
説
を
問
い
直
し
、
近
世
社
会
研
究
の
理
論
的
枠
組
み
を
大
き
く
変
え
た
こ

と
で
知
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
本
書
に
は
そ
の
研
究
成
果
は
反
映
さ
れ
て

は
い
な
い
。
例
え
ば
、
第
一
章
で
は
、
身
分
制
を
「
身
分
」
と
「
支
配
」
と

い
う
概
念
で
説
明
し
、
そ
の
両
方
に
依
拠
し
な
が
ら
叙
述
を
進
め
て
い
る
が
、

本
テ
ー
マ
に
関
す
る
一
連
の
先
行
研
究
で
は
、
さ
ら
に
「
身
分
」
と
「
職

分
」
を
区
別
し
、
身
分
と
職
分
で
支
配
が
異
な
る
可
能
性
に
着
目
し
、
身

分
と
職
分
の
分
離
を
身
分
制
の
解
体
要
因
と
も
位
置
づ
け
て
も
い
る
。
そ
れ

に
対
し
て
本
書
は
、
乞
胸
に
つ
い
て
は
、
職
分
は
弾
左
衛
門
支
配
、
身
分
は

町
支
配
と
い
う
事
情
を
指
摘
し
て
い
る
も
の
の
、
身
分
制
全
体
の
動
向
と
結

び
つ
け
て
い
な
い
た
め
、
そ
の
意
味
は
い
さ
さ
か
は
か
り
が
た
い
。
も
う
一

例
を
挙
げ
れ
ば
、
身
分
と
空
間
の
関
係
、
特
に
寺
社
境
内
や
広
場
な
ど
の
空

間
構
造
や
特
権
の
株
化
が
身
分
制
研
究
の
眼
目
の
一
つ
だ
が
、
本
書
の
場
合
、

空
間
と
興
行
権
の
関
係
を
頻
繁
に
論
じ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
に

先
立
っ
て
こ
の
問
題
の
理
論
化
に
取
り
組
ん
で
い
る
先
行
研
究
に
触
れ
て
い

な
い
の
は
い
か
に
も
残
念
で
あ
る
。
非
人
の
芸
能
活
動
に
つ
い
て
の
紹
介
も

興
味
深
い
が
、
そ
れ
を
彼
ら
の
身
分
と
結
び
つ
け
つ
つ
論
じ
る
な
ら
、
先
行

研
究
を
踏
ま
え
た
上
で
非
人
の
社
会
関
係
（
特
に
勧
進
権
を
め
ぐ
る
関
係
）
全

体
に
説
得
力
あ
る
仕
方
で
位
置
づ
け
る
必
要
が
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
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こ
の
よ
う
に
、
身
分
制
理
解
の
点
で
は
い
さ
さ
か
先
行
研
究
に
遅
れ
を

取
っ
た
感
は
否
め
な
い
が
、
と
は
い
え
さ
ま
ざ
ま
な
芸
能
を
具
体
的
に
紹
介

し
、
ジ
ャ
ン
ル
や
集
団
の
束
縛
、
貧
困
と
の
関
係
を
強
調
し
つ
つ
、
諸
芸
能

の
創
造
性
を
際
立
た
せ
る
こ
と
に
成
功
し
て
い
る
と
い
う
意
味
で
は
極
め
て

魅
力
的
な
研
究
で
あ
る
と
言
え
る
。
楽
譜
や
歌
詞
、
絵
な
ど
も
挿
入
し
、
江

戸
文
化
の
一
角
を
見
事
に
蘇
ら
せ
て
く
れ
て
い
る
。




