
観

世

寿

夫

の

仕

舞

田

口

、

和

夫

近
機
麓
役
者

の
旗
手
と
謳
わ
燦
距
襯
世
寿

夫

(一㊤
b。α
ー

一㊤
刈
o。
)
が
能
勢
朝
次
氏
の
能
楽
論
講
義
を
聴
講
す
る
た
め
に
〉

東
京
文
理
科
大
学
に
通

っ
た
の
は
、

}
九
西
九
年
の
こ
ど
で
あ

っ

た
。
寿
夫
が
そ
の
縁
で
教
え
始
め
た
東
京
教
育
大
学
の
大
塚
能

・

彗

.璽

会
に
私
が
入
会
し
、
涛
廃

謡
曲
と
壮
舞

、
野
村

方
之
丞

(硯
入
間
国
宝
の
万
蔵
)
北
狂
言
を
習
か
始
め
た
の
億

.

一
九
五
四
年
の
こ
と
で
あ

っ
た
。
寿
夫
に
は
大
学
吋
で
の
団
体

な
ら
び
に
個
人
稽
古
を
受
け
て
い
た
が
、
後
に
は
青
山
の
舞
台

ま
で
出
か
け
て
、
素
人
弟
子
の
仲
間
入
り
を
し
て
い
た
。'

そ
の

い
さ
さ
寿
の
体
験
を
含
め
て
肉
寿
夫
の
習
道
論
か
ら
ぞ
0
仕
舞

の
印
象
に
触
れ
て
お
き
た
い
。

・能
楽
の
修
行
過
程
に

つ
い
て
、
年
齢
で
区
分
し
な
が
ら
体
系

的
に
説
い
た
最
初
の
論
は
、
世
阿
弥

の

『
風
姿
花
伝
』
第

一

「年
来
稽
古
条
々
」

の
項
で
あ
る
。
応
永
七
年

(一
戯
O
O
)
成
立

,
あ
奥
書

を
持

つ
こ
の
書
は
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
世
阿
弥
周
辺

に
お
け
る
秘
伝
と
さ
れ
、

一
般
の
人
の
知
る
と
こ
ろ
で
は
な
か
っ

た
。
近
世
初
期

に
な

っ
て
、
古
活
字
版
と
し

て
出
版
さ
れ
た

『
八
帖
花
伝
書
』
の
]
部
と
し
て

「年
来
稽
古
条
々
」
が
収
め

疹
れ
、
そ
の
影
響
が
あ
ち
わ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
し
か
し
な
が

・
ら
近
世
の
能
役
者
た
ち
に
と

っ
て
は
、
能
と
は
直
緩
に
身
体

で

伝
え
ら
れ
る
も
の
で
あ
り
、
そ
こ
に
口
伝
と
し
て
の
秘
伝

の
類

は
あ
る
も
の
の
、馳
稽
古
の
段
階

で
世
阿
弥
の
能
楽
論
が
顧
み
ら

凱
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
か

窕

と
言

っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

事
情
は
近
代
に
至

っ
て
も
あ
ま
り
変
わ
り
は
し
な
か

っ
た
。
明

治
四
十
二
年
、
吉
田
東
伍
氏
に
よ

っ
て

『世
阿
弥
十
六
部
集
』

が
刊
行
さ
れ
、
世
阿
弥
能
楽
論
の
全
貌
が
.一
般
に
知
ら
れ
る
よ
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う
に
な
り
、
学
問
と
し
て
の
能
楽
論
研
究
は
急
速
に
進
展
し
た

の
だ
が
、
役
者
が
こ
れ
を
読
み
、
そ
の
舞
台
に
生
か
す
と
い
う

こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
か

っ
た
の
で
あ
る
。
幕
府
の
式
楽
と
し
て

固
定
し
て
し
ま

っ
た
能
楽
界
の
意
識
は
、
明
治
の
激
動
期
を
経

験
し
て
も
ほ
と
ん
ど
変
わ
る
こ
と
は
な
か

っ
た
。
第
二
次
世
界

大
戦
を
経
て
、
能
楽
界
侭
従
来
の
パ
ト
ロ
ン
を
失
い
、
若
い
役

者
の
中
に
は
民
衆
の
中
に
生
き
る
演
劇
と
し
て
の
能
楽
を
模
索

す
る
動
き
が
現
れ
た
。
そ
の
時
に
彼
ら
の
理
論
的
拠
り
所
と
な
っ

た
の
が
、
世
阿
弥
の
能
楽
論
で
あ
る
。
今
考
え
れ
ば
、
あ
の
こ

ろ
は
学
問
と
実
践
と
が
同
じ
土
俵

の
上

で
が
っ
ぷ
り
四
つ
に
組

も
う
と
し
て
い
た
時
代
と
言

っ
て
も
よ
い
だ
ろ
う
。
ど
も
あ
れ
、

若
い
役
者
た
ち
は
、
自
分
の
稽
古
の
中
で
経
験
的
に
た
た
き
こ

ま
れ
た
演
技
の
方
法
を
、
世
阿
弥
の
能
楽
論
に
よ

っ
て
裏
付
け

た
い
と
思
い
始
め
た
の
で
あ
る
。
も
と
も
と
世
阿
弥
の
論
は
、

南
北
朝
の
動
乱
期

の
中
で
、
ま
た
そ
の
後
の
安
定
に
向
か
う
社

会
の
中

で
、
他
の
有
力
芸
能
と
の
競
争
に
勝
ち
抜
く
た
め
に
構

築
さ
れ
た
実
践
的
理
論
で
あ
る
。
役
者
が
本
気
に
な

っ
て
こ
れ

を
読
め
ば
、
自
身
の
実
践
と
あ
い
照
ら
し
て
、
そ
の
価
値
を
実

感
す
る
の
は
当
然
と
言
う
べ
き
も
の
で
あ

っ
た
。

観
世
寿
夫
は
そ
の
若
い
役
者
た
ち
の
リ
ー
ダ
ー
で
あ
り
、
理

論
的
支
柱
と
言
う
べ
き
存
在
で
あ

っ
た
。
寿
夫
は
そ
の
著
作

の

中
で
、
し
ば
し
ば
世
阿
弥
の
論
に
触
れ
て
い
る
が
、
『
観
世
寿

夫
著
作
集
』
2

(平
凡
社
、
一〇
〇。
一
)

に
収
あ
ら
れ
た

「現
代

年
来
稽
古
論
」
が
世
阿
弥
論
を
意
識
し
な
が
ら
自
己
の
体
験
を

述
べ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は

一
九
七
二
年
十
二
月

『能
研
究

と
評
論
』
創
刊
号
に
載
せ
ら
れ
た
ア
ン
ケ

ー
ト

「各
年
代
に
お

け
る
自
己
の
稽
古
法
に
つ
い
て
」
に
答
え
た
も
の
で
あ
る
。
寿

夫
の
答
え
は
役
者
た
ち
の
答
え
の
中
で
も

っ
と
も
長
文

で
、
そ

れ
だ
け
で

一
つ
の
論
文
と
言

っ
て
も
よ
い
も
の
で
あ
る
。
年
代

を
追

っ
て
そ
の
要
点
を
引
こ
う
。

四
、
五
歳
こ
ろ
が
稽
古
は
じ
め
で

〈鶴
亀
〉
な
ど
の
仕
舞
。

五
、
六
歳

こ
ろ
子
方
と
し
て
舞
台
に
慣

れ
る
。

夙
、
九
歳
の
稽
古
は
基
本
中
心

(例
、
カ
マ
エ
、
ハ
コ
ビ
)。

十
二
、
三
歳
こ
ろ
ま
で
仕
舞
中
心

(サ
シ
コ
ミ
、
ヒ
ラ
キ
)
、

役
柄

.
曲
柄
は
教
え
て
は
い
け
な
い
。
半
分
遊
び
だ
が

好
き
に
な
る
こ
と
。

十
五
、.
六
歳
ま
で
子
方
、
基
本

(
カ

マ
エ
、

ハ
コ
ビ
)
、

か
ら
だ
で
声
。
変
声
期
は
舞
台
に
出
さ
ず
、
型
の
稽
古

を
充
分
に
。

十
七
、
八
歳
は
本
格
的
な
稽
古
。
基
礎
技
術
主
体
で
、
役
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作
り
重
視
。

二
十
代
は
役
作
り
の
技
術
を
磨
く
。
脇
能
か
ら
女
能

へ
。

修
羅

。
蒐
能
は
難
し
い
。

'
三
十
代
か
うわ
四
十
代
は
技
術
を
超
越
七
虎

「心
の
演
技
」

を
自
覚
し
て

一,曲

]、曲
を
練
り
上
げ
る
。
.

寿
夫
は
こ
の
稿
以
前
に

「演
戯
者
か
ら
み
た
世
阿
弥
の
習
道

論
」
(『
日
本
の
名
著
10
世
阿
弥
』
中
央
公
論
社
、
一㊤
①
㊤
)

と

い
う
文
章
を
書
い
て
い
る
の
で
、
当
然
こ
の
論
に
も
世
阿
弥
の

論
が
反
映
し
て
い
る
が
、
.
そ
れ
で
も
自
己
の
修
行
過
程
を
踏
ま

え
て
と
い
う
限
定
が
つ
い
て
い
る
の
で
、
寿
夫
自
身
の
体
験
に

よ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
確
か
な
の
で
あ
る
。

一
九
七
二
年
は

寿
夫
四
十
七
歳
、
世
阿
弥
の

「年
来
稽
古
条
々
」
の

最
後

「
五

十
有
余
」
に
は
ま
だ
間
の
あ
る
年
齢
で
あ

っ
た
。
こ
の
文
章
が

四
十
代
で
終
わ

っ
て
い
る
の
は
そ
の
故
で
あ
る
。

世
阿
弥

の
そ
れ
は
、
「七
歳

・
十
二
三
よ
り

・
十
七
八
よ
り

・

二
十
四
五

。
三
十
四
五

・
四
十
四
五

・
五
十
有
余
」
と
い
う
年

代
区
分
に
な

っ
て
い
る
が
、
寿
夫
の
区
分
は
そ
れ
よ
り
も
細
か

い
。
寿
夫
自
身
の
稽
古
過
程
は
現
代
の
能
役
者
の
稽
古
過
程
に

共
通
す
る
も
の
だ
が
、
役
者
と
し
て
の
あ
り
方
は
世
阿
弥
時
代

と
は
る
か
に
異
な

っ
て
い
る
ゆ
世
阿
弥

の
時
代
、
宀
四
十
四
五

・

五
十
有
余
」
の
年
代
は
身
体
的
衰
え
の
見
え
て
く
る
も
の
で
あ

っ

て
、
そ
の
中
で
い
か
に

「
花
」
を
持

つ
か
が
冊
わ
れ
て
い
た
。

現
代
の
役
者
は
四
十
代

で
よ
う
や
く
中
堅

で
あ
る
。
寿
夫
が
五

十
三
栽

で
早
世
七
な
け
れ
ば
、
ど
の
よ
う
な
習
道
論
が
展
開
す

る
こ
と
に
な

っ
た
の
か
、
世
阿
弥
を
超
え
る
論
が
見
ら
れ
た
か

も
知
れ
な
い
の
だ
が
、
そ
れ
は
還
ら
ぬ
繰

り
言
で
あ
る
。

さ
て
、
寿
夫
は
八
、
九
歳
の
段
階
か
ら
、
稽
古
の
基
本
と
し

て

「カ

マ
エ
」
と

「
ハ
コ
ビ
」
と
を
力
説
し
て
い
る
。
お
そ
ら

く
こ
れ
は
世
阿
弥
の
思
い
及
ば
な
か

っ
た
要
素
で
あ
る
。
言
い

換
え
れ
ば
、
近
世
以
降
近
代
に
至
る
能
の
変
質

の
中
で
獲
得
さ

れ
た
、
も

っ
と
も
能
的
な
も
の
と
意
識
さ
れ
る
も
の
が
こ
れ
な

の
で
あ
る
。

寿
夫
は
こ
れ
を

「能

の
演
技
」

(『
伝
統
と
現
代
3
能
と
狂
言
』

学
芸
書
林
、
一
Φ
刈
O
)
と
い
う
論

で
次

の
よ
う
に
説
明
し

て
い

る
。

能

の
舞
台
は
ご
承
知
の
よ
う
に
、
三
間
四
方

の
吹
き
抜
け

の
舞
台
で
あ
る
が
、
そ
の
上
に
立

っ
え
と
き
、
そ
の
立

っ

た
人
間
の
前
後
左
右
上
下
と
い
っ
た
あ
ら
ゆ
る
方
向
か
ら

目
に
見
え
な
、
力
で
無
限
に
引

っ
ぱ
ら
れ
て
い
て
、
そ
の

力

の
均

衡

の
中

に
立

つ
、i

。

こ

れ

が

カ

マ

エ
で
あ

る

。
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逆
に
い
え
ば
、
前
後
左
右
上
下
に
無
限
に
気
迫
を
発
し
て

立

つ
、
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
。
こ
れ
を
こ
と
ば
だ
け
で

説
明
す
る
こ
と
は
至
難
で
あ
る
が
、
か
ら
だ
全
体
の
力
を

解
放
し
、
腰
な
ら
腰
と
い
う
た
だ

一
点
に
意
識
と
緊
張
を

集
あ
、
す
べ
て
の
動
き
や
発
声
の
も
と
に
な
る
呼
吸
を
調

整
し
て
、
舞
台
上
の
あ
ら
ゆ
る
行
動
に
お
け
る
存
在
感
と

い

っ
た
も
の
を
把
握
す
る
こ
と
で
あ
る
、
と
で
も
い
え
ば

よ
い
だ
ろ
う
か
。

つ
ま
り
目
に
見
え
な
い
糸
に
よ

っ
て
四

方
か
ら
引

っ
ぱ
ら
れ
て
い
る
そ
の
中
心
点
に
い
る
と
い
う

こ
と
で
あ
る
か
ら
、

一
方
の
糸
を
切
り
離
せ
ば
バ
ラ
ン
ス

が
崩
れ
て
倒
れ
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
バ
ラ
ン
ス

を
ぐ
い
と
持
ち
こ
た
え
る
強
さ
が
、
立

っ
て
い
る
と
い
う

だ
け
の
姿
に
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
か
ら
だ
の

中
で
こ
の
姿
勢
と
筋
肉
の
使
い
方
と
呼
吸
法
と
を
ま
ず
最

初
に
会
得
し
た
な
ら
、
そ
う
し
た
初
心
者
は
、
真
冬
の
さ

な
か
の
寒
い
稽
古
場

で
も
、
カ

マ
エ
た
だ
け
で
寒
さ
を
忘

れ
る
力
感
が
自
分
の
か
ら
だ
に
漲
る
の
を
感
じ
る
は
ず

で

あ
る
。

私
が
仕
舞
の
稽
古
の
た
め
に
、
初
め
て
青
山

の
舞
台
に
立

っ

た
と
き
、
寿
夫
は
ま
ず
私
を
舞
台
の
真
ん
中

(正
中
)
に
立
た

せ
、
深
く
腰
か
ら
前
厨
さ
せ
て
、
後
ろ
か
ら
両
手
で
腰
の
蝶
番

を
押
さ
え
、
出
来
る
だ
け
上
体
を
起

こ
す
よ
う
に
指
示
し
た
。

腰
の
所
に
反
り
が
あ
る
状
態

で
あ
る
。
そ
し
て
や
や
膝
を
曲
げ

て
、
姿
勢
を
安
定
さ
せ
る
よ
う
に
し
た
。
目

は
前
方
の
長
押
の

あ
た
り
に
付
け
る
。
こ
れ
で
胴
作
り
が
完
成

で
あ
る
。
相
当
に

窮
屈
だ

っ
た
こ
と
を
覚
え
て
い
る
。
こ
の
と
き
は
普
通
の
洋
服

姿
だ

っ
た
の
だ
が
、
後
に
袴
姿
に
な
う
た
と
き
、

こ
の
腰

の
反

り
が
袴
に
し

っ
く
り
と
合
う
こ
と
に
気
付
い
た
。
こ
の
よ
う
な

胴
作
り
が
あ

っ
て
、
は
じ
め
て
カ
マ
エ
が
成
立
す
る
の
で
あ
る
。

決
し
て
棒
立
ち
に
ま

っ
す
ぐ
立

っ
て
い
る
の
で
は
な
か

っ
た
。

こ
の
カ
マ
エ
か
ら
歩
く
こ
と
が
始
ま
る
。

ハ
コ
ビ
で
あ
る
。

こ
う
し
た
バ
ラ
ン
ス
を
崩
す

こ
と
な
く
、
舞
台
に

一
本

の

線
を
画
く
よ
う
に
歩
く
、
す
な
わ
ち
人
間
の
肉
体
が
歩
い

て
い
る
と
い
う
こ
と
を
忘
れ
さ
せ
る
ほ
ど
、
歩
く
姿
が

一

本
の
線
に
な
れ
る
よ
う
に
か
ら
だ
を
運
ぶ
、
こ
れ
が

ハ
コ

ビ
の
基
本
で
あ
る
。
能
の
舞
は
よ
く
歩
行
舞
踊
と
い
わ
れ

る
が
、
能

の
動
作
の
基
本
は
じ

つ
に
こ
の
ハ
コ
ビ
な
の
で

あ
る
。
(中
略
田
口
)
能
の
歩
き
方
と

い
え
ば
す
ぐ
、

ス

リ
足
、
.と
い
う
印
象
は

一
般
的
な
よ
う
だ
が
、
こ
れ
も
、

た
だ
単
に
足
を
摺

っ
て
歩
く
と
い
う
こ
と

で
は
な
く
、
か
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ら
だ
が
上
下
左
右
に
ふ
れ
動
く
こ
と
な
ぐ
、
持
続
す
る
流

れ
と
な

っ
て
舞
台
に
美
し
い
線
の
組
み
合
わ
せ
を
画
け
る

よ
う
に
歩
く
こ
と
が
目
的
で
あ
る
。
.

こ
の
カ

マ
エ
.
ハ
コ
ビ
の
訓
練
が
行
き
届
い
て
い
な
い
未
熟

な
演
者

の
場
合
、
そ
の
舞
台
上
の
動
き
は
上
下
動
の
あ
る
ひ
ょ

こ
ひ
ょ
こ
し
た
も
の
に
な
る
。
私
も
間
違
い
な
く
そ
う
で
あ

っ

た
。
先
代
万
蔵
が
こ
う
い
う
役
者
を
見
る
と

「金
魚
い
:
」
と

声
を
掛
け
た
く
な
る
と
言

っ
た
動
作
で
あ
る
。
さ
て
、
こ
の
カ

マ
エ
。
ハ
コ
ビ
を
用
い
て
の
動
作
の
稽
古
の
段
階
と
な
る
。
寿

夫
は
サ
シ
コ
ミ

・
ヒ
ラ
キ
と
い
う
基
本
動
作
を
例
と
し
て
述
べ

る
。

動
き
方
は
し
ご
く
簡
単
で
あ
る
。
サ
シ
コ
ミ
は
、
あ
る

一

点
か
ら
何
歩
か
前
進
し
、
停
止
す
る
。
前
進
す
る
間
に
右

手
は
し
だ
い
に
か
ら
だ
の
前
面
に
出

て
運
歩
の
止
ま
る
の

と
同
時
に
静
止
す
る
。

こ
の
と
き
左
手
も
そ
れ
に
伴

っ
て
、

い
く
ら
か
前
に
出
る
か
、
も
し
く
は
形
と
し
て
前
に
出
な

く
と
も
気
分
と
し
て
は
右
手
と
同
じ
く
前

へ
伸
び
る
。
ヒ

ラ
キ
は
、
原
則
と
し
て
左
足
、
右
足
、
左
足
と
三
歩
退
る
。

そ
の
間
に
左
右
の
手
は
平
均
し
た
高
さ
で
側
方
へ
広
げ
る
。

ー

こ
れ
だ
け
で
あ
る
。

寿
夫
の
説
明
は
眼
に
ほ
と
ん
ど
見
え
な

い
動
作
ま
で
解
説
し

て
お
り
、
仕
舞
を
稽
古
し
た
こ
と
の
な
い
人
.に
と

っ
て
も
分
か

り
や
す
い
も
の
と
な

っ
て
い
る
。
寿
夫
の
論
の
神
髄
は
こ
の
簡

単
な
動
作
に
籠
め
ら
れ
6

「息
の
つ
め
開
き
に
よ
る
目
に
見
え

な
い
気
力
の
透
徹

(サ
シ
コ
ミ
)
と
解
放

(
ヒ
ラ
キ
)
」

を
説

く
と
こ
ろ
に
あ
る
。
寿
夫
は
稽
古
中
に
こ
う
い
う
こ
と
を
説
明

は
し
な
い
。
説
明
し
た
か
ら
と
言

っ
て
で
き
る
も
の
で
は
な
く
、

舞
台

の
上

で
自
得
す
る
し
か
な
い
も
の
だ
か
ら
で
あ
ろ
う
。
私

は

つ
い
に
こ
の
境
地
を
体
得
す
る
こ
と
は
で
き
な
か

っ
た
。

サ
シ
コ
ミ
で
前
進
し
、
右
手
を
か
ら
だ

の
中
心
前
方
に
持

っ

て
い
く
こ
と
に
よ

っ
て
、
且
分
の
か
ら
だ
の
中
央
に
気
力

を
集
中
さ
せ
る
の
で
あ
る
。

こ
の
と
き
、
手
は
動
か
さ
ず

と
も
左
か
ら
も
同
じ
働
き
を
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
左
右

か
ら
か
ら
だ
の
中
心
に
精
神
を
集
中
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
、

か
ら
だ
全
体
か
ら
発
散
し
て
い
た
エ
ネ
ル
ギ
ー
を

一
点

に

し
ぼ
る
結
果
に
な
る
。
こ
れ
は
水
道

の
水
を
細
い
蛇
口
か

ら
出
す
と
噴
射
力
が
強
く
な
る
ご
と
く
、
た
だ
立

っ
て
い

る
場
合
に
比
べ
る
と
、
そ
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
は
点
に
し
ぼ
ら

れ
る
こ
と
に
よ

っ
て
ひ
じ
ょ
う
に
強

い
力
と
な

っ
て
前
方

に
透
徹
す
る
わ
け
で
あ
る
。
そ
う
し
た
後
に
、
ヒ
ラ
キ
で
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そ
の
集
中
さ
せ
た
力
を
大
き
く
解
放
し
て
も
と
の
立

っ
た

カ
マ
エ
に
戻
る
。

つ
ま
り
サ
シ
コ
ミ

・
ヒ
ラ
キ
と
い

っ
た

一
連
の
動
作
は
、
目
に
見
え
な
い
力
の
つ
め
開
き
を
創
り

出
し
、
あ
た
り

一
帯
の
空
間
を

一
瞬
凝
結
さ
せ
、
ま
た
広
々

と
伸
ば
す
作
用
を
持
と
う
と
す
る
も
の
な
の
で
あ
る
。

確
か
に
、
客
席

で
観
る
寿
夫

の
仕
舞
に
は
舞
台
空
間
を
支
配

す
る
バ
ラ
ン
ス
感
が
存
在
し
て
い
た
。
サ
シ
コ
ミ
で
前
進
す
る

と
き
、
扇
を
か
ざ
し
て
舞
台
を
回
る
と
き
、
寿
夫
が
わ
ず
か
に

移
動
す
る
だ
け
で
新
し
い
バ
ラ
ン
ス
を
持

っ
た
空
間
が
生
ま
れ

て
い
た
。

一
瞬
の
動
作
で
生
起
し
て
は
変
化
し
て
ゆ
く
空
間
、

息
を
の
む
瞬
間

で
あ
り
、

そ
れ
は
も

っ
と
も
能
舞
台

の
構
造

」
ー
柱
と
天
井
に
よ

っ
て
区
画
さ
れ
て
い
る
ー

に
ふ
さ
わ
し

い
も
の
で
あ

っ
た
。
そ
れ
は
ま
た
、
観
客
と
し
て
の
私
に
と

っ

て
は
寿
夫
の
能
の
場
合
よ
り
、
仕
舞
の
と
き
に
ス
ト
レ
ー
ト
に

感
じ
取
れ
る
印
象
で
も
あ
っ
た
。
能
の
場
合
は
、
ワ
キ

・
地
謡

・

囃
子
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
人
物
が
舞
台
空
間
を
占
め
て
お
り
、
シ

テ

一
人
の
占
有
す
る
空
間
で
は
な
い
こ
と
が
お
そ
ら
く
問
題
な

の
で
あ
ろ
う
。
仕
舞
は
、
時
に
表
意
的
な
動
作
を
伴
う
こ
と
は

あ

っ
て
も
、
基
本
的

に
は
物
ま
ね
で
は
な
い
基
本
動
作
の
連
続

で
あ
る
。
し
か
も
、
地
謡
は
い
る
も
の
の
、
そ
れ
は
後
座
に
座

っ

て
い
る
の
で
あ

っ
て
、
舞
い
手
の
占
有
空
間
を
侵
す
ほ
ど
の
存

在
感
を
持
ち
得
て
は
い
な
い
。
他
の
演
者
を
顧
慮
す
る
必
要
も

な
く
、
た
だ

一
人
の
充
実
し
た
気
力
で
舞
台
を
占
有
し
て
い
た

の
が
寿
夫

の
仕
舞
で
あ
っ
た
。
そ
の
よ
う
な
仕
舞
に
出
会
う
こ

と
は
難
し
い
。
ど
こ
か
で
そ
う
い
う
舞
台

に
再
会
で
き
る
か
も

し
れ
な
い
。
国
立
能
楽
堂
の
主
催
公
演
な
ど
で
も
、
仕
舞
を
演

目
に
加
え
て
も
ら
え
る
よ
う
運
動
し
た
い
と
思

っ
て
い
る
。
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