
琉

球

の

「
組

踊

」
と

か

ぶ

き

の

「
仕

組

踊

」

郡

司

正

勝

い

っ
た

い
東
洋

の
演

劇

は
、

一
種

の
歌
舞

劇

・
楽
劇

で
あ

る

の
を

特
色

と
す

る

が
、

琉

球

の

「組

踊
」

も

「
演
劇

」
(
「
中
山

傳
信

録
」
「
琉
球

国
志

略
」
)

と
書

か
れ

て

い
る
が
、

や

は
り

そ

の
例

か

ら
漏

れ
る
も

の
で
は

な

い
。

「
組

踊

」

が
、

中
国

の
戯

曲

や
、

日
本

の
能

あ

る

い

は
歌
舞

伎

の
影
響

を
受

け

て

い
る

こ
と
は
、

従
来

か

ら

い
わ
れ

て
い
る
が
、

こ

ゝ
で
は
、

「
組

踊
」

と

い
う

名

称
と
、

そ

の
構
造

に

つ
い
て
問

題
を

提
示

し

て
み

た

い
。

「
組

踊

」

の
称

が
意

味
す

る

と

こ
ろ

に

つ
い
て
は
、

す

で

に
、

沖

縄

・
本

土

の
先

覚

た
ち

の
説

が
あ

る
。

伊

波
普

猷

は

「
組

踊
は

即
ち

総
合

芸
術

の
義

で
あ

ら
う

」
(
伊
波
普

猷

全
集

第

九
巻

「
琉
球

国
劇

の
発

生
」
)
と

い

ゝ
、
折

口
信
夫

は

「
組

唄

に
よ
る
劇

」
(
折

口
全
集
第

三

巻

)

本

田
安

次

は

「
端

踊

に
対

し
、

そ
れ

ら
を
組

み
合

わ

せ

て

つ
く

っ
た
意

味

で

い
う

」
(
演
劇

百

科
大

事
典

)

と
す

る
。

そ
れ

ら
は
、

唄

・
踊

・
劇

の
総
合

の
意

と
み

る
か
、

唄

が
主

体

と
考

え

る
か
、

踊

を
主
体

と
す

る

か

に
よ

っ
て
、

多

少

の
見
解

の
相

違

が

み
ら
れ

る

の
だ

が
、

要

す

る
に
概

念

か
ら
規

定

さ
れ

た
も

の
で
、

少

く
と

も
歴
史

的

実
情

は
無

視
さ

れ

て

い
る
説

と

お
も
わ

れ
る
。

「
組

踊

」

と

い
う

名

称
は
、

玉

城
朝
薫

が
は
じ

め

て

い

ゝ
出
し

た

こ
と

で
、

享

保

四
年

の

尚

敬
王

の
と

き
冊

封
使

を
迎

え

て
、

宴
席

の
興
を

添
え

る

た
め

に
作
ら

れ

た
も

の
と

さ
れ

る

が
、

中

国
側

の
、

冊
封

使

た
ち

が

こ
れ
を
観

た
徐

藻
光

の
観

劇
記

『
中

山

伝

信

録

』

で
は
、

「
演

劇

」

と

い

っ
て

お
り

「
組
踊

」

と
は

い
っ
て

い
な

い
。

ま

た

こ
れ
を

「
狂

言
」

と

い

っ

た
か

ど
う

か

に

つ

い
て
は
、

伊

波
普

猷

の

『
琉
球
戯

曲
集

』
の
解
説

で
、
「
思

ふ
に
、
最

初

は

狂

言

と

い

っ
て

ゐ
た
も

の
が
、

琉

球
語

で

は

こ
れ
が
滑

稽

の
義

に
も

用
ゐ

ら
れ

た
為

に
、
」
後

に
、

専

ら

「
組

踊
」

と
称
し

て
、

狂

言
と

は
区
別

し

た

の
だ

と
も

い
う
。

与
論
島

や
八
重

山

諸

島
、

竹
富

島

で
は
、

い
ま
も

「
狂

言
」

と

こ
れ

に
当

る
も

の
を

い
う

が
、

し

か
し

ど
う

し

て

「
組
踊

」

と
命

名

し

た
意

は
、

も
う

一
つ
あ

き
ら

か

で
は
な

い
。

し

か
も

『
中

山
伝

信
録

』

は
、

す

べ
て

「
舞

」

の
字
を

用

い
て

い
て

「
踊
」

の
字

は

一
切

用

い
て

い
な

い
。

と

こ
ろ
が
、

琉
球

王
宮

で
は
、
「
組
踊

」
以
前

か

ら
、
「
踊
奉

行
」
と

い
う

役

目

が
あ

っ
た
。

ま

た
玉

城
朝

薫
以

前

に
も
、

こ

の
役

目

に
任
命

さ

れ
る
者

が
あ

っ
た

こ
と

を
、

嘉

手
納

宗
徳

の

「
踊
奉

行
」
(
「
組

踊
研

究
」
5
号

)

と

い
う

論
文

が
教

え

て
く

れ
る
。

す

な

わ

ち
、

与

儀
親

雲
上

の
年
譜

に
よ

っ
て
、

康

キ

三

十
九
年

(
一
七

〇
〇

)
五
月

五

日

に
、

尚

質
王

の
三

十
三

年
年

忌

に
踊
奉

行

に
任
命

さ

れ
て
以

来
、

同

五
十

二
年

ま

で
、

六

回

同

人

が
任
命

さ

れ
、

同

五
十

四
年

(
一
七

一
五

)
に
至

っ
て
、

は
じ

め
て
、

玉
城

朝
薫

が
、

踊
奉
行

を
拝

命
し

て

い
る
。

嘉
手

納
氏

に
よ
れ
ば

「
踊
奉
行

は
中

山
官

制

で
示

さ
れ

た

=
疋
の
官

職

で
は

な
く
、

行
事

を

催
す

た

め

の
臨

時
的

な
も

の
で
、

奉

行

と

い
う

い
か
め
し

い
名

前

で
あ

る
が
、

行
事

の
た

め

の
世

話
頭

ぐ
ら

い
で
あ

る
。

そ

の
行

事

が
終

る
と
御

役
御

免

と
な

る
。」
と
あ

る
。

ま

た
、

踊
奉

行

が
、

そ
れ
ら

よ
り

先

に
行
わ

れ

て

い
た
例

と
し

て
、

康

キ

十

一
年

六
月

に
任

命

さ
れ

た
湛

水
親

方
や
、

同

十
四

年
七

月

の
例
を

挙
げ

て

い
る
。

こ
れ
ら

の
踊
奉
行

の
臨

時
性

は
な

に

か
と

い
う

と
、

す

べ
て
、

王

族

の
三
年

忌

・
七
年
忌

・

三

十
三
年

忌

な
ど

の
年
忌

の
法

要

の
た

め

で
あ

っ
て
、

期

日
も
、

早

い
頃

は

七
月
、

の
ち

に

は

五
月
、

六
月

に
集

中
し

て

い
る
。

玉
城

朝
薫

が
、

初

め

て
踊
奉
行

に
任
命

さ

れ
た
同

五
十

四
年

五
月

八

日
も
、

先
王

尚
貞

の
七
年

の
回

忌

の
た
め

で
あ

っ
て
、

ふ

つ
う

は
、

三
、
二
箇

月

ほ

ど
前

に
任
命

さ
れ

た

の
で
あ

る
。

踊
奉

行

の
意

義

が

ど

の
よ
う

な

も

の

で
あ

っ
た
か
が
、

実

は

「
組
踊

」

の
意

味

に
大

事
な
要

因

が
あ

る

の
だ

と
お
も
う
。

つ
ま

り
踊

奉
行

の

「
踊
」

が
、

「
舞
」

で
な

く
、

踊

で
あ

っ
た

の
は
、

そ

の
意

味

に
お

い
て

盆

踊

の
踊

で
あ
り
、

踊

念
仏

の
踊

で
あ

り
、

歓
喜

踊
躍

の
仏

事
供

養

の
踊

で
あ

っ
た

こ
と
が

わ
か

る
。

「
踊
」
と

い
う

文
字

は
、
舞

踊

の
意

味

で
、
中

国

で
用

い
ら

れ
る

こ
と
は
管

見

に
よ

る
と
あ

ま
り

例

を
知

ら
ず
、

大
方

は

「爪臼是
」
「
躍

」
「
踏

」
の
字

を
用

い
て
お
り
、

現

在

で
も

「
舞

蹟

」

と
は

い
う

が
、

「舞

踊

」

と
は

い
わ
な

い
。

し

た

が

っ
て
本

来

の
踊
奉

行

は
、

冊
封
使

の
た

め
に
設

け
ら

れ

た
も

の

で
な

く
、

そ

の
意

義

を

転
じ

た

の
で
あ

る
。

朝

薫

が
、

冊
封

使

の
宴
席

の
た
め

に
踊
奉

行

に
任
命

さ

れ

た

の
は

-I-



康

キ

五
十

七
年

(
一
七

一
八

)
閏

八
月

二
十

六

日
で
、

そ

れ
は
、

翌
年
、

中

国

の
天
使

を

迎

え

て
、

中

秋

の
宴

に
踊
を

な

し
、

重

陽

の
宴

で

「
組

踊
」
を

演
ず

る

た
め

で
あ

っ
た
。

し

た

が

っ
て
、

こ
の
年

に
限

っ
て
、

一
年
前

に
任

ぜ
ら

れ

て

い
る
。

し

か
し
、

琉

球
側

で
は
、

ど

こ
ま

で
も

「
踊
」

の
伝

承

の
上

に
立

っ
て

い
る

が
、

中

国

側

の
記

録
、

「
伝

信

録

」

で
は
、

す

べ

て

「
舞

」
な

の
も
、

受

け
取

り
方

が
ち

が
う

両
国

の
立

場

の
違

い
が
う

か

が
わ

れ
る

よ
う

に

お
も
う
。

『
中

山

伝

信

録

』

に
よ
れ

ば
、

中
秋

の
宴

の
と
き

の
演
目

は
、

「
神

歌

・
笠
舞

・
花

索
舞

・

監
舞

・
拍
舞

・
武
舞

・
毬

舞

・
桿
舞

・
竿
舞

」

と
な

っ
て
お
り
、
重
陽

の
宴

で
は
、
「
老
人

為
二

祝
聖

事
」
「
鶴
亀

二

児
復

父
仇

」
「
鐘
魔

事

」
「
天
孫
折

為
太

平
歌

」

が
演

ぜ
ら

れ
、

は
じ

め

て

い

一
 

二
 

一

わ

ゆ
る

「
組

踊
」

の
記

録

が
み
ら

れ

る
。

そ

の
た
め

に
、

朝

薫

は
、

康

キ

五

十
七
年

二

七

一
八

)
、日
本

流

で
云

え

ば
、

享

保
三

年

の
閏
八

月

二
十
六

日

に
、

踊

奉
行

に
任

命

さ
れ

て

い
る

の
で
あ

る
。

し

か
も
、

一
年

前

と

い

う

こ
と
も
、

こ
の
た

び

の
踊

奉
行

は
、

王
族

の
年

忌

の
た
め

で
は
な

く
、

あ
き

ら

か
に
、

冊

封

使

の
、

饗

応

の
た

め

の
踊
奉
行

で
あ

り
、

お

な
じ

く
名

称

は
踊
奉

行

で
あ

っ
て
も
、

そ

の

実

は
ま

っ
た
く
ち

が
う

意
味

を
も

っ
て

い
た

こ
と

に
な

る
。

し

か
も
中

秋
宴

の
と
き

は
、

い
わ

ゆ

る
端

踊

に
当

る
も

の
だ
け

だ

っ
た

の
が
、

重

陽

の
宴

で
は
、

中
国

側

の
記
録

で
は
、
「
演
劇

六
折

」
と
あ

る
よ
う

に

「
組
踊

」

が
出

現
し

て

い
る

の

だ
が
、

ど
う

し

て
、

そ
れ

を

「
狂
言

」

と

い
わ
ず
、

「
組

踊
」
と

い

っ
た

の
か
。

私

の
疑

問
は
、

も

っ
ぱ
ら

そ

こ
に
あ

る
。

当

間

一
郎

が
解

説

し

た

「
長
者

の
大
・王
」
(
日
本
庶

民
文

化
史

料
集

成
、

第

十

一
巻

)

の
古

い
口
上

に
は
、

あ

き

ら

か
に

「
踊
狂

言
」

と

い

っ
て
お

り
、
「
組
踊

」
は
、
「
踊

狂
言

」
の
別

名

で
も
あ

っ
た

の
だ

と

い
う

こ
と
が
わ

か

る
。

本

土

の
例

で
も
、

た

と
え
ば
、
『
隔
萱
ハ記

』
(第

二
)

慶

安

三
年

五
月

十

一
日

の
条

に
、
「
於

仙
洞
、

而
躍
狂

言
被

仰
付

」

と
あ

り
、

ま
た

地
芝
居

な

ど

で
も
、

利
根

郡
赤

城
根

村

や
、

安

乗
神

社

の
人

形

で
も
そ
う

い

っ
て

い
る
。

か
ぶ
き

の
こ

と
を

「
仕

形
踊

」

と

い
う

こ
と
も
あ

る

が
、

地
芝
居

で
は
、

か

ぶ
き
を

「
踊

る
」

と

い
っ
た

の
で
あ

る
。

し

た

が

っ
て
、

ま
ず

「
狂

言
」

の
こ
と
を

踊

と

い

っ
た

の
も
ま
ず

念

頭

に
入

れ

て
お
く

必
要

が
あ

る
。

し
か

も
、

盆

踊

の
、
「
踊
」

と

い
う

こ
と

に
よ

っ
て
狂

言

の
陰
語

と
し

て

い
る
例

か
ら

す

る

と
、

琉

球

の

「
踊
奉

行
」

の
踊
は
、

ま

さ
し

く
も

と
供
養

の
た

め

の
盆

踊
、

あ

る

い
は
念
仏

踊

の

「
踊
」

を
意

味
し

て

い
る
も

の
で
あ

っ
て
、

朝

薫

が
、

冊
封

使

饗

応

の
た

め
に
作

っ
た
、

重

陽

の
宴

の

「
組

踊
」

は
、

ま
さ

し
く
、

仲

秋

の
宴

の
盆

踊
を
享

け

た
も

の

で
あ

り
、

踊
狂

言

に

ほ
か
な

ら

ぬ
も

の
と

い

っ
て

い
い
。

し

た

が

っ
て

「
組

踊
」

は
、

本

土

の

「
仕
組

踊

」

に
当

る
も

の
で
あ

ろ
う

と

い
っ
て
よ

か
ろ
う

と

お
も
う
。

朝

薫

が
本

土

に
渡

っ
た
享
保

頃

は
、

町

々
に
盆

の
踊
が

さ
か

ん

で
あ

っ
た
。
『浪

花
青

櫻

志
』

お
ゝ
よ
せ

に
よ
る

と
、

秋

の
新

町

の
遊

里

に
は
、

大
會

踊
な

る
も

の
が
あ
り
、

そ
れ

に
は
、

「
地
踊
」
と

「
仕

組
踊

」
が
あ

っ
た

と
あ

る
。

今

日

で
も
、

岡
山

や
高

梁

の
踊
や
、

松

山

踊
ま

た
は

国
東

の

姫
島

の
盆

踊

な

ど
に

は
、

こ

の

「
し
ぐ

み
踊

」

が
あ

っ
た
。

小
寺

融
吉

の

『
郷
土
舞

踊

と
盆

踊
』

に
、

こ
の
岡

山

の
高

梁

の
盆

踊

に

つ
い
て
次

の
よ
う

に
述

べ
る

と

こ
ろ

が
あ

る
。

岡

山
県

上
房

郡
高

梁
町

に

は
仕
組

踊

と
地

踊
と
あ

り
、

仕
組

踊

は
幾

人
か

の
団

体

が
新

し

い
趣

向
を

仕
組

ん

で
踊

り
、

こ
れ

が
年

々
の
呼

物

に
な

る

の
だ

が
、

町

の
商

工
会

は

仕

組
踊

に
奨

励
金

を
出

し

た
。

と
あ

る
。

お
な
じ

く
備

中

の
松

山
踊

が
、

仕

組

踊
と

も

い
わ
れ

る

の
は
、

節

ま

わ
し

は
毎

年

お
な
じ

で
も

手
振

り

が
毎
年
、

新

し
く

工
夫

を

こ
ら

さ
れ

て
替

る
も

の

で
あ

っ
て
、

享
保

期

の
浪
花

の
廓

の

「
仕
組

踊
」

と

お
な
じ

も

の
で
あ

っ
た
。

ゆ
か
た

仕

組

踊
は

十
四
、

五

人
二

十
人

ほ

ど
つ

つ
、
思

ひ
思

ひ

の
物

好

奇

の
明
衣

な
り
。

佐

渡

島

傳

八
、

金

澤

五
平
次

等
、

其
替

手

の
風

流
を

付
、

今
宵

は
何
屋

の
大
寄
、

翌

の
夜

は

何

屋

と
、

毎

夜

々
々
大

よ

せ

に
て

一
夜
も

闘
如

な
し

と
あ

る

「
替

手

の
風

流
」

を
付

け
る
、

い
わ
ゆ

る

工
夫
を

こ
ら
す

「
風
流

」

の
趣
向

で
あ
り
、

即
興

の

「
俄

」

で
あ

り
、

こ
と

に
、

当
時

の
か
ぶ
き

役
者

が
、

そ

の
振
付

け
を

し

て

い
る

こ

と

に
注
目

し

て

い
い
。

つ
ま
り
、

朝
薫

の

「
組

踊
」

も
、

地
踊

に
対

す

る

「
仕

組

踊
」

に
当

る
も

の
と

い

っ
て

い

い
の
で

は
な

い
か

と
お
も

わ

れ
る
。

吉
原

の
俄

は
、

享
保

期

に
、

上
方

の
廓

か
ら

ま
な

ん
だ

も

の
と
さ

れ
る

が
、

い
ず

れ

に
し

ろ
、

朝

薫

が
、

幾

度

か
本

土
を

踏
ん

だ
享
保

期

に

こ

の

「
仕
組

踊
」

の
全

盛
期

で
あ

っ
た

こ
と
は
、
「
組

踊
」
と
無
関

係

で
は

な

い

こ
と
を

お
も
わ

せ
る
。

そ

れ

で
は

「
仕
組

」

と
は
な

ん

だ
と

い
う

こ
と

に
な

る
が
、

か

ぶ
き

の
正
本

で
は

「
此
仕

組
よ

ろ
し

く

ひ
や
う

し
幕

」
(
「
正
本
製

」
三
編

)
な

ど
と

用

い
ら
れ
、

「
脚
色

」

に

「
し
ぐ

み
」

と

ル

ビ
を

打

っ
た
例

も
あ

り
、

迫
遙

の

『
小
説

神
髄

』

な
ど

も
、

構

想

・
構
成

の
意

に
用

い
、

一
種

の
演

出

と
も

い
え

る
。

ま

た
趣

向

の
意

で
も
あ

り
、
「
仕

組
踊

」
の
例

で
は
、

新

し

く
趣

向
を

発
想

し
、

構
成

す

る

こ
と

で
も

あ

っ
た
。

琉
球

の

「
組

踊
」

は
、

ま
さ

し
く

総
合

で
も

な
く
、

歌

の
組

で
も

踊

の
組

で
も
な

く
、

こ
の
仕

組

の
意

で
あ

ろ
う

と

お
も

わ
れ

る
。

「
風
流
」

は

「
か
ぶ
き
」

と
同
等

の
意

味
を

も
も

ち
、
「
か

ぶ
き
」
が
、

つ
ね
に

「
新
し

さ
」

を
意

味
す

る
も

の
で
あ

っ
た

よ
う

に
、

朝

薫

は
、

秋

の
宴

に
、
「
俄

」
の

「
風

流
」

を
仕

組

ん

で
興

に
添

え

る
と

い
う

意

を
含

ま

せ
た

も

の
で
あ

ろ
う

と

お
も
う
。

そ

れ
ら

の
構

想

は
、

す

で
に
元
緑

期

の

「大

踊
」

に

み
ら

れ
る

も

の
で
、

の
ち

に
は

「
都

風
流

大
踊
」

と
も

い

・
、

上
方

の
か

ぶ
き

の
中

で
中

期

ま

で
そ

の
余

風

を
残

し

た
。
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「
長
者

の
大
主

」

の

口
上

に

い
う

と

こ
ろ

の

今

日

の
佳

か
る

日
、

今

日

の
勝

る

日
、

年

々
の
世
願
、

が
ら

め
か

ん
と
し

て
、

踊
狂

言
、

し

く

で
あ

や

べ
も

の

と
あ

る
、

こ
の

「
し

く

で
あ
や

べ
も

の
」

つ
ま

り
、

「
仕

組

み

」

で
あ

り
、

琉
球

に
も

正
し

く
、

こ
の

「
仕

組

み
」

の
精
神

を
伝

え

て

い
た
も

の

で
、

前

か
ら
あ

る
も

の
で
な

く
、
「今

日

の
佳

か

る
日
」

に
新

し
く
、

趣

向
し
、

作

り
上

げ

た
も

の

で
な
け

れ
ば
祝

い

の
呪

力

に
は
な

ら
な

か

っ
た

の

で
あ

る
。

そ

れ

で
こ
そ
国

使

を
尊
敬

す

る
饗

応

と
も
な

っ
た

の
で
あ

る
。

か
ぶ
き

の
脇
狂

言

は
、
祝

儀

と
し

て

の
「
ワ
キ
踊
」
で
も

あ

り
、
『劇

場
訓

蒙

図
彙

』
(
巻

三

)
の

三
座

共

に
大

踊
あ

り
。
「
梅

が
枝

」
「
早
咲

」
右

の
名

題

は
時

々
の
私

に
付

け

た
る
名

な

り

し

が
、

今

は
例

の
ご

と
く
な

り

ぬ

と

い
う

の
も
、

そ

の

「時

々

の
私

に
付

け

た
名
」

で
あ

っ
た
も

の
が
、

後

に
慣
例

に
な

っ
た

も

の
で
、

本

来

は
即
興

で
あ

る

の
が
祝

儀

の
意

に
叶
う

は
ず

で
あ

っ
た
。

か

ぶ
き

の
作
劇

法
を

述

べ
た

『
戯
財

録
』

に
、

「
趣

向
」

は
、

働

き

と
な

り

て
狂

言
を

新
し

く
見

せ

る
、

大

事

の
眼
目

な

り

と

い
う

ご
と
く
、

趣
向

は
新

し
く

な
け

れ

ば
、

働

き

と
し

て

の
感

動

は
あ

り
得

な

か

っ
た
。

こ
の

こ
と
に
就

い
て
は
、

す

で
に
小
論

に
述

べ
た

こ
と

が
あ

る

の
で
、

い
ま

は

「
組

踊
」

に

焦

点

を
追

っ
て
み
た

い
が
、

「
か

ぶ
き
」
と

は
、

本

来
、

新
作

で
ゆ
く

の
を
本

体

と
す

る

の
で
、

毎

年
同

じ
、

曽
我

の
世

界

に
題
材

を

と
り
な

が
ら
、

毎

年
、

趣

向
を
新

た
に
す

る

こ
と

が
、

「
仕

組

」

の
眼

目

で
あ

り
、

曽
我

兄
弟

の
敵

討

が
、

い
か
な

る
姿

に
や

つ
し

て
工
藤

の
館

に

入
り

込

む
か
、

「
対
面

の
場
」
は
、

こ
う

し

て
、

年

々

の
新

趣
向

を
生

ん

だ

の
で
、
「
踊

に
こ
と

よ

せ
打
取

ら

ん
と
」
(
宝
永

五
年

七
月

「
傾

情

一
張
弓

」
)
や

「
お
ど
り

姿

に
や

つ
し
親

の
敵

を

打

つ
」
(
延

享
元

年
七

月

「
幼
稚

子
敵

討
」
)
パ
タ
ー

ン
を
、
「
二
童

敵
討

」

が
承
け

継

い
だ
も

の

と

い
っ
て

い

い
。
し

か
も
、

い
ず

れ
も
曽

我
狂

言

が
七
月

の
盆

狂
言

に
集

中

し

て

い
る

の
も
、

古

い
時
代

の
特

徴

で
あ

る
。

曽

我
狂

言

が
江
戸

三
座

と

も

に
春

狂

言
と

し

て
定

着
す

る
の
は
、

宝
永

六
年

正
月

か
ら

の
こ
と

で
あ

る
。

冠

船

踊

の
重

陽
宴

が
、

ま
ず
、

本

土

の

「翁

」

に
当

る

「
為
老

人
祝

聖
事

」
を

第

一
の
開

幕
劇

と
し
、

次

に

「
ワ
キ
踊
」

に
あ

た

る

「扇

曲

・
掌

節
曲

・一笛

舞
曲

・
藍

花
曲

」

の

「
太

平
歌

」
、
次

に
、
狂

言

に
移

る

の
も
、

古

か

ぶ
き

の
上
演

次
第

と
合

致
し
、

ま
ず
、

時
代

物

と
し

て

の

「
鶴
亀

二
児

復

父
仇

古
事

」
(
二
童

敵

討

)
が
あ

二
 

一

り
、

こ
ち
ら

の

「
曽

我

の
対
面

」

で
、
「
お
ど
り

姿

に
や

つ
し
親

の
敵

を

打

つ
」
趣

向

が
眼
目

で
あ

っ
た
。

次

に
、

か

ぶ
き

で
は
、

二
番

目

に
移

る

の
だ

が
、

そ

れ
は
第

三

の
「
為

鐘
魔

事
」

二
 

一

(
執

心
鐘

入

)
に
当

る
。

「
執
心

鐘

入
」

が
、

あ

き

ら

か
に
世
話

物

と
し

て
作

ら

れ
て

い
る

こ

と

は

「
農

家
陶

姓
有

見
名

松
寿

」

と
な

っ
て

い
て

「
猟
家

」

の
女

と

が
主

人

公

と
な

っ
て

い

レ

る

こ
と

で
云

え
る
。

し

か
も
本

土

の

「道

成
寺

」

と
ち

が

っ
て
、

踊

で
な

い
と

こ
ろ

が
異
色

で
あ

る
。

そ
し

て
、

最

後

の
第

四
折

の

「
天
孫
太

平
歌

」

の
六
層

に
も

な

る
入
組

踊

で
あ

り
、

古

か

ぶ
き

の
七
月

狂
言

の

「
大
踊

」

に
当

る
も

の
で
あ

る
。

た

"
し
、

琉
球

の
組

踊

は
、

士

族

の
名

門

の
子
弟

に
よ

っ
て
演

ぜ
ら
れ

る
王
宮

の
も

の
で

あ

っ
た

の
に
対

し

て
、

か

ぶ
き

は
庶

民
大

衆

の
も

の
で
あ

る

か
ら
、

品
格

が
ち

が
う

と

い
え

る
。

組
踊

が
、

よ
り
能

に
近

い
形
式

を
備

え

る

の
は
そ

の
故

で
あ

ろ
う
。

し

か
も
、

「
組

踊
」

と
称

し

た

の
に
は
、

も
う

一
つ
、
諸

大
名

や
将

軍
家

に

お
け

る
小
姓

踊

の
影
響

が
あ

っ
た

の

で
は
な

い
か
。

本

土

で
、

も

っ
と
も
有

名
な

の
は
、

家

光
不

例

の
際

に
、

尾

張
大

納
言

が
家

光

へ
踊
を

献

上
し

た

と
き

の
記
録

『寛

永

十
二
年

跳
記

』

で
あ

る
が
、

朝
薫

が
三
度

目

の
江
戸
上

り
を

し

た
宝

永

七
年

に
は
、

十

一
月

の
十

八

・
二
十

一
日
と
、

六
代

将
軍
家

宣

に
接

し

て

い
る
。

時

に
朝

薫
、

二

十
七
歳

で
あ

る
。

家

宣

は
、

と
く

に
か

ぶ
き
愛

好
者

で
、

お
濱

御
殿

で
は

た
び

た
び

か
ぶ
き

を
召

し

て
お
り
、

中
村

竹

三
郎

と
三
条

勘

太
郎

を

と
く

に
愛
し

て
、

旗
本

に
ま

で
取
り

立

て
よ
う

と
し

た

ほ
ど

で
あ

っ
た

と
さ

れ
る
。

お

そ
ら
く
、

琉

球

の

一
行

の
宝

永
七

年

の
江

戸
上

り

は
、

宝

永
六

年
五

月

に
、
将

軍

に
就
職

し

た
祝
賀

の
た
め

で
あ

っ
た
ろ
う

が
、

こ

の
家
宣

が
没
し

た

の
は
正

徳

二
年
十

月

で
、

そ

の
満

一
年

後

の
正
徳

四
年

に
起

き

た
絵
島

生
島

事

件

は
、

将

軍

の
死

に
よ

る
政
変

に
よ

る
事

件

で
あ

ろ
う

こ
と

は
、

こ

の
将

軍

の
か

ぶ

き

愛
好

に
並

々
な

ら

ぬ
も

の
が
あ

っ
た
か
ら

の
反

動

で
あ

る
。

朝
薫

は
、

こ
の
か

ぶ
き
熱

の
将

軍

の
御
代

に
接

し

た

の
で
あ

る
。

し
た

が

っ
て
、

江

戸
城

の

「
小

姓
踊

」
を

「
仕

組
踊

」

と
し

て
、

琉

球
王

宮

へ
持

ち
込

ん
だ

の
で
は
な

か
ろ
う

か
。

伊
波
普

献

の

『
琉
球

戯
曲

集

』

に
記

載

さ
れ

た
、

冊
封
使

と

と
も

に
来

琉
し

た
清
朝

の
詩

人
王
文

治

の
詩
集

「
海

天
遊

草
」

の
孫

引

に
よ

る
と
、

中

山
貴

戚

子
弟
。

皆
習

歌
舞
。

供

奉
王

廷
。

謂

之
若

秀
。

雲

髪
錦

衣

頗
極

繊
麗
。

四

公

二
 

一
 

二
 

一
 

二
 

一
 

二
 

一

子
其
尤

也
。

と
あ

る
文
中

の

「
若

秀
」

は
、

本

土

の

「
若
衆

」

の
音

が
移
さ

れ

て

い
よ
う
。

将
軍

献
上

の

「
小

姓

踊

」

の
風
流

か
ら
、

か

ぶ
き

若
衆

に
、

将
軍

の
興

味

が
移

っ
た

こ
と

が
、

か
ぶ
き

の

不
祥

事
件

と
な

っ
た
と

い
え
る

が
、

琉
球

で
は
、

「
や
ま
と
に
於

け

る
評
価

以
上

に
尊
重

し

て
、

本
格

の
芸

と
見

た

の

で
あ

ろ
う
。

く

み

の
踊
り

が
、

其
後

渡
来

す

る
と
、

や

は
り
珍

重
し

て
、

組
踊

り
を

最
高

の
踊

り

と
し

た
様
な

も

の

で
あ

る
」
(
「
組

踊
り

以
前

」
)
と
折

口
信
夫

が

い

っ

て

い
る

の
も
、

私

の
説

と
は

ニ
ュ
ア

ン
ス
が
ち

が
う

が
、

「
組
踊

」

が
、

若
衆

踊

に
止
ま

っ

て
、

民
間

の
も

の
で
は
な

か

っ
た

ゆ
え

に
、

格

高
く
、

今

日

に
伝
来

し
得

た

こ
と

は
疑

い
な

か

ろ
う

と
お
も
う
。

*
本

稿
は
、

昨
年
、

那
覇

に
お

け
る

沖
縄

芸
能
史

研

究
会

に
招

か

れ
て
講

演
し

た
も

の

を
補

綴
し

た
も

の
で
あ

る
。
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