
第

1
章

初
心
者
の
た
め
の
、歌
舞
伎
っ
て
何
だ
？

歌
舞
伎
は
高
尚
な
芸
術
と
思
う
な
か
れ
。

庶
民
が
ワ
ク
ワ
ク
す
る
古
典
芸
能
な
の
だ
。



16

慶
長
八
年
（
一
六
〇
三
）
春
。
天
下
分

け
目
の
関
ヶ
原
の
合
戦
か
ら
三
年
後
、
政

治
と
芸
能
の
ま
っ
た
く
異
な
る
分
野
で
歴

史
上
特
筆
す
べ
き
こ
と
が
起
こ
っ
た
。

一
つ
は
戦
国
時
代
の
覇
権
争
い
の
勝
利

者
・
天
下
一
の
男
と
な
っ
た
徳
川
家
康
が

征
夷
大
将
軍
の
宣
下
を
受
け
、
江
戸
幕
府

を
開
い
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
に
徳
川
氏

に
よ
る
幕
藩
体
制
の
礎
が
築
か
れ
、
以
後

二
六
〇
年
に
及
ぶ
太
平
の
世
が
続
く
こ
と

に
な
る
。
も
う
一
つ
は
出
雲
大
社
の
巫
女

歌
舞
伎
の
原
点
は
異
風
・
異
相

倒
錯
し
た
エ
ロ
テ
ィ
シ
ズ
ム

を
名
乗
る
お
国
な
る
女
性
が
、
京
の
都
で

男
装
し
て
「
傾か
ぶ

き
者も
の

」
に
扮
し
、
女
装
し

た
狂
言
師
が
演
じ
る
茶
屋
の
女
と
戯
れ
る

さ
ま
を
歌
と
踊
を
交
え
て
演
じ
る
と
い
う

ま
っ
た
く
新
し
い
芸
能
を
創
始
し
、
こ
れ

が
今
日
ま
で
続
く
歌
舞
伎
の
原
点
と
な
っ

た
こ
と
で
あ
る
。
人
々
は
お
国
の
演
ず
る

さ
ま
を
「
傾か
ぶ

き
踊
」
と
呼
び
、
天
下
一
と

讃
え
た
。「
傾か
ぶ

く
」
と
い
う
言
葉
に
は
常

軌
を
逸
す
る
と
か
、
自
由
奔
放
に
ふ
る
ま

う
、
異
様
な
身
な
り
を
す
る
と
い
う
意
味

が
あ
り
、
伝
統
や
権
威
、
常
識
と
い
っ
た

社
会
の
秩
序
に
縛
ら
れ
る
こ
と
な
く
、
勝

手
気
ま
ま
に
ふ
る
ま
っ
た
り
、
生
き
る
こ

と
を
表
し
て
い
る
。

お
国
が
真
似
た
当
時
の
「
傾
き
者
」
は

関
ヶ
原
の
合
戦
以
後
、
都
大
路
に
急
速
に

目
立
ち
始
め
た
異
様
な
出
で
立
ち
を
し
た

放
蕩
無
頼
の
徒
の
装
い
だ
っ
た
。
彼
ら
は

南
蛮
風
俗
の
水
晶
の
ロ
ザ
リ
オ
や
黄
金
の

ネ
ッ
ク
レ
ス
で
身
を
飾
り
た
て
、
覆
面
を

し
た
り
、
革
製
の
帯
や
羽
織
を
ま
と
っ
た

り
、
一
㍍
を
超
す
よ
う
な
長
い
刀
を
差
し

た
り
と
、
そ
の
異
彩
ぶ
り
は
目
を
見
張
る

も
の
だ
っ
た
。
都
の
人
た
ち
は
憧
れ
に
も

似
た
気
分
で
彼
ら
を
眺
め
て
い
た
の
だ
ろ

う
。
や
っ
と
訪
れ
た
安
定
と
自
由
の
気
分
、

新
奇
な
物
を
求
め
る
気
風
が
町
全
体
に
漂

こ

の

章

が

わ

か

る

ポ

イ

ン

ト

家
康
と
お
国
。と
も
に
慶
長
八
年
が

天
下
一
へ
の
出
発
点
と
な
っ
た
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っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

天
才
お
国
は
こ
れ
を
素
早
く
キ
ャ
ッ
チ

し
た
。
ま
ず
黒
の
僧
衣
を
ま
と
っ
て
念
仏

踊
を
踊
り
、
そ
し
て
男
装
し
て
茶
屋
の
女

に
戯
れ
、
最
後
は
客
席
ま
で
を
も
巻
き
込

ん
で
の
総
踊

そ
う
お
ど
り

。
官
能
的
倒
錯
感
、
身
も
心

も
跳
び
上
が
る
よ
う
な
躍
動
感
は
た
ち
ま

ち
の
う
ち
に
人
々
の
心
を
と
ろ
け
さ
せ
て

し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。

お
国
の
登
場
は
わ
が
国
の
演
劇
史
上
画

期
的
な
こ
と
で
あ
る
。
女
性
の
先
行
芸
能

者
に
は
傀
儡
女

く
ぐ
つ
め

や
白
拍
子
な
ど
が
い
た
し
、

同
時
期
に
は
女
猿
楽
や
女
房
狂
言
に
携
わ

る
女
性
た
ち
が
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い

る
。
お
国
の
凄
さ
は
漂
泊
の
遊
芸
人
が
、

北
野
神
社
に
定
舞
台

じ
ょ
う
ぶ
た
い

を
持
っ
た
こ
と
で
あ

る
。
そ
の
時
期
は
慶
長
九
年
頃
か
ら
十
二

お
国
の
革
新
性
が
、歌
舞
伎
の

基
礎
を
作
っ
た

年
頃
ま
で
と
い
う
が
、
新
興
芸
能
が
不
安

定
な
勧
進
興
行
や
掛
け
小
屋
と
違
っ
て
定

舞
台
を
有
し
た
と
い
う
こ
と
は
、
放
浪
芸

か
ら
新
た
な
局
面
へ
の
転
換
と
も
い
え
る
。

ま
た
最
先
端
の
風
俗
、
い
う
な
ら
ば
生

身
の
人
間
を
舞
台
に
上
げ
た
こ
と
の
意
義

も
大
き
い
。
こ
れ
は
従
来
、
彼
方
か
ら

「
ま
れ
び
と
」
と
し
て
立
ち
現
れ
る
神
霊

の
み
が
立
つ
こ
と
が
許
さ
れ
て
い
た
舞
台

に
、
生
身
の
人
間
が
立
つ
こ
と
へ
の
端
緒

が
開
か
れ
た
、
ま
さ
に
エ
ポ
ッ
ク
メ
イ
キ

ン
グ
と
い
っ
て
も
い
い
瞬
間
だ
っ
た
。
そ

し
て
官
能
的
な
好
色
性
は
、
上
方
歌
舞
伎

の
重
要
な
レ
パ
ー
ト
リ
ー
で
あ
る
傾
城
買

け
い
せ
い
が
い

狂
言
へ
と
つ
な
が
っ
て
い
く
し
、
異
風
・

異
相
の
出
で
立
ち
は
、
江
戸
歌
舞
伎
の
極

端
に
デ
フ
ォ
ル
メ
さ
れ
た
荒
事
へ
と
つ
な

が
っ
て
い
く
。
そ
れ
ゆ
え
、
お
国
は
歌
舞

伎
の
始
祖
と
い
わ
れ
る
。

お
国
は
実
に
微
妙
な
タ
イ
ミ
ン
グ
、
奇

跡
と
い
っ
て
も
い
い
時
代
の
谷
間
に
「
傾

き
者
」
を
舞
台
に
上
げ
た
。
秩
序
を
無
視

し
、
異
風
・
異
相
に
美
意
識
を
感
じ
る
よ

う
な
人
間
は
、
家
康
の
考
え
る
、
が
っ
ち

り
と
身
分
制
度
を
固
め
て
主
従
の
関
係
を

重
ん
じ
る
幕
府
の
方
針
と
は
合
わ
な
い
。

胸
元
で
エ
キ
ゾ
チ
ッ
ク
な
輝
き
を
発
し
て

人
々
を
幻
惑
し
た
ク
ル
ス
に
し
て
も
慶
長

十
七
年
（
一
六
一
二
）
の
キ
リ
シ
タ
ン
禁

令
以
降
は
掛
け
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た

だ
ろ
う
し
、
ま
た
お
国
を
幼
い
頃
か
ら
贔

屓
に
し
て
く
れ
た
宮
中
の
人
た
ち
も
元
和

元
年
（
一
六
一
五
）
に
発
せ
ら
れ
た
禁
中

並
公
家
書
法
度
以
降
は
、
大
っ
ぴ
ら
に
芸

能
者
を
宮
中
や
自
邸
に
招
き
に
く
い
幕
府

か
ら
の
締
め
つ
け
が
始
ま
っ
て
い
る
。

関
ヶ
原
の
合
戦
後
の
束
の
間
の
解
放
感

と
徳
川
政
権
の
成
立
期
で
あ
っ
た
か
ら
こ

そ
、
お
国
の
「
傾
き
踊
」
は
成
立
し
え
た

の
か
も
し
れ
な
い
。



歌
舞
伎
は
、
舞
楽
、
能
、
狂
言
、
文
楽
な
ど
と
並
ん
で
わ

が
国
が
世
界
に
誇
る
伝
統
芸
能
で
あ
る
。
そ
の
成
立
は
慶
長

八
年
（
一
六
〇
三
）、
京
都
四
条
河
原
や
北
野
神
社
社
地
の

仮
設
舞
台
と
い
う
。

以
来
四
百
年
も
の
長
き
に
わ
た
っ
て
数
多
く
の
名
作
と
名

優
を
生
み
続
け
、
脈
々
と
そ
の
伝
統
を
守
り
伝
え
て
き
た
。

こ
の
よ
う
に
言
う
と
、
い
か
に
も
高
尚
な
演
劇
で
敷
居
が
高

く
て
取
っ
つ
き
に
く
い
と
い
っ
た
感
じ
が
漂
っ
て
く
る
。

「
子
供
の
頃
か
ら
観
慣
れ
て
な
い
と
、
わ
か
ら
な
い
ん
だ
ろ

う
」「
セ
リ
フ
だ
っ
て
何
を
話
し
て
い
る
か
聞
き
取
れ
な
い

と
い
う
じ
ゃ
な
い
か
」
等
々
。

さ
に
あ
ら
ず
。
確
か
に
歌
舞
伎
は
一
度
も
舞
台
を
観
た
こ

と
の
な
い
人
に
と
っ
て
は
、
ち
ょ
っ
と
敬
遠
し
た
い
雰
囲
気

を
持
っ
て
い
る
。
だ
が
、
歌
舞
伎
は
あ
る
意
味
で
単
純
明
快
。

実
に
わ
か
り
や
す
い
大
衆
芸
能
で
あ
る
。

た
と
え
ば
舞
台
に
人
物
が
登
場
し
て
く
る
と
、
衣
装
を
見

た
だ
け
で
人
物
設
定
が
見
て
取
れ
る
。
豪
華
絢
爛
な
衣
装
に

身
を
包
み
、
気
品
を
漂
わ
せ
な
が
ら
楚
々
と
舞
台
に
登
場
す

る
高
貴
な
姫
君
。
無
骨
で
融
通
の
利
か
ぬ
威
圧
的
な
武
将
。

義
理
と
人
情
の
板
挟
み
の
中
で
揺
れ
動
く
町
人
。
世
の
中
広

し
と
い
え
ど
も
こ
れ
ほ
ど
の
悪
人
は
い
な
い
と
い
う
究
極
の

悪
の
匂
い
を
辺
り
に
発
散
さ
せ
る
男
、
と
い
っ
た
具
合
に
衣

装
と
化
粧
だ
け
で
、
ま
ず
人
物
設
定
が
理
解
で
き
る
。
そ
れ

は
、
多
く
の
役
者
た
ち
に
よ
っ
て
蓄
積
さ
れ
凝
縮
さ
れ
た
人

間
の
様
が
拵こ
し
らえ

に
映
し
出
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

で
は
な
ぜ
、
観
た
だ
け
で
わ
か
る
よ
う
な
単
純
な
も
の
が

時
代
を
超
越
す
る
魅
力
の
秘
密

単
純
明
快
で
わ
か
り
や
す
い
大
衆
芸
能
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歌
舞
伎
は
決
し
て
敷
居
の
高
い
古
典
芸
能
で
は
な
い
。
美

し
さ
に
酔
い
し
れ
、
と
も
に
怒
り
悲
し
み
、
面
白
け
れ
ば

大
笑
い
す
れ
ば
い
い
。

豪
華
絢
爛
、
融
通
無
碍
、

人
間
洞
察
の
伝
統
芸
能

●
歌
舞
伎
と
は
？



四
百
年
も
の
長
い
間
、
飽
き
ら
れ
る
こ
と
な
く
存
在
し
て
き

た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
こ
に
歌
舞
伎
の
歌
舞
伎
た
る
由
縁
が
あ

る
。
一
言
で
言
う
な
ら
、
歌
舞
伎
は
人
間
の
美
し
さ
、
悲
し

さ
、
辛
さ
、
強
欲
さ
、
真
っ
正
直
さ
、
嫉
妬
心
等
々
を
あ
ま

す
こ
と
な
く
描
き
切
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
人
間
の
本
質

は
時
代
が
ど
の
よ
う
に
移
り
変
わ
ろ
う
と
そ
ん
な
に
変
わ
る

も
の
で
は
な
く
、
人
の
心
を
揺
り
動
か
す
の
で
あ
ろ
う
。

ま
た
、
襲
名
と
世
襲
制
に
よ
っ
て
伝
え
ら
れ
る
家
の
芸
は
、

役
者
の
力
量
と
工
夫
を
い
や
が
上
に
も
磨
か
せ
る
。
木
戸
銭

を
払
う
の
は
観
客
で
あ
る
以
上
、
つ
ま
ら
な
い
役
者
の
芝
居

に
わ
ざ
わ
ざ
出
掛
け
る
者
は
い
な
い
か
ら
だ
。

史
実
を
ベ
ー
ス
に
し
な
が
ら
、
荒
唐
無
稽
、
破
天
荒
な
筋

書
き
が
展
開
し
た
り
、
ま
た
あ
り
も
し
な
い
動
物
が
登
場
し

て
場
内
を
湧
か
せ
た
り
、
宙
乗
り
に
ワ
ク
ワ
ク
し
た
り
。

歌
舞
伎
は
決
し
て
あ
り
が
た
が
っ
て
拝
見
す
る
も
の
で
は

な
い
。
華
や
か
な
衣
装
を
「
綺
麗
だ
な
ぁ
」
と
感
嘆
し
、
気

の
毒
な
人
物
を
「
な
ん
て
可
哀
相
な
」
と
涙
を
流
し
、
早
替

り
に
度
肝
を
抜
か
れ
、
面
白
け
れ
ば
や
ん
や
の
喝
采
を
送
る
。

そ
し
て
家
の
芸
と
役
者
の
力
を
堪
能
す
る
。

そ
れ
が
歌
舞
伎
で
あ
る
。
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第1章●初心者のための、歌舞伎って何だ？

慶長８年(1603)を、お国の傾き踊による歌舞伎元年とする根拠は、実
はたった一つしかない。それは徳川幕府の創世記の出来事を編年体で
記した『当代記』で、４月16日の家康に関する記述の後にある。

はみだし

歌舞伎の歴史�

1603年�
�
1624年�
1629年�
1652年�
1673年�
�
1682年�
�
1703年�
�
�
1720年�
�
1722年�
1736年頃�
�
1747年�
�
1748年�
�
1758年�
1765年�
1813年�
�
1814年�
1825年�
�
1840年�
�
1842年�
1853年�
�
1862年�
�
1872年�
1889年�

出雲のお国が、傾き踊を始め
る。�
江戸に猿若座ができる。�
遊女歌舞伎の禁止令が出る。�
若衆歌舞伎の禁止令が出る。�
市川團十郎によって荒事が
始められる。�
井原西鶴が『好色一代男』を
発表。�
近松門左衛門の人形浄瑠璃�
『曾根崎心中』が大坂・竹本
座で上演される。�
『心中天網島』が大坂・竹本
座で上演される。�
心中物が禁止される。�
舞台装置として花道が確立
する。�
人形浄瑠璃『義経千本桜』が
大阪・竹本座で上演される。�
『仮名手本忠臣蔵』が上演さ
れる。�
廻り舞台が完成する。�
鈴木春信が錦絵を発表。�
『於染久松色読販』が江戸・
森田座で上演される。�
清元が創始される。�
『東海道四谷怪談』が江戸・
中村座で上演される。�
『勧進帳』が江戸・河原崎座
で上演される。�
江戸三座が浅草に移転する。�
『与話情浮名横櫛』が江戸・
中村座で上演される。�
『青砥稿花紅彩画』が江戸・
市村座で上演される。�
守田座が新富町に移転する。�
歌舞伎座ができる。�



歌
舞
伎
の
創
始
者
・
出
雲
の
お
国
は
出
雲
大
社
の
巫
女
で

絶
世
の
美
女
で
あ
っ
た
、
い
や
そ
ん
な
に
美
人
で
も
な
か
っ

た
と
さ
ま
ざ
ま
な
逸
話
に
彩
ら
れ
て
い
る
が
、
実
際
の
と
こ

ろ
は
よ
く
わ
か
ら
な
い
。
だ
が
、
今
日
ま
で
脈
々
と
民
衆
の

エ
ネ
ル
ギ
ー
を
吸
い
上
げ
な
が
ら
伝
え
ら
れ
て
き
た
歌
舞
伎

の
元
祖
で
あ
る
か
ら
に
は
、
一
目
見
た
だ
け
で
身
も
心
も
と

ろ
け
さ
せ
て
し
ま
う
ほ
ど
の
美
女
で
あ
っ
た
、
と
思
っ
て
お

こ
う
。

こ
の
お
国
が
宮
中
の
紫
宸
し
し
ん

殿
前
庭
に
、「
や
や
こ
踊
」
で

デ
ビ
ュ
ー
す
る
の
は
天
正
九
年
（
一
五
八
一
）
と
い
わ
れ
る

が
、
四
条
河
原
の
掛
小
屋
舞
台
に
男
装
の
麗
人
と
し
て
颯
爽

と
現
れ
、
た
ち
ま
ち
の
う
ち
に
京
雀
を
熱
狂
の
坩
堝
に
た
た

き
込
ん
だ
の
は
慶
長
八
年
（
一
六
〇
三
）
の
こ
と
で
あ
る
。

た
だ
し
四
条
河
原
と
い
う
場
所
に
関
し
て
は
資
料
に
よ
っ
て

ま
ち
ま
ち
で
、
五
条
橋
の
た
も
と
と
し
て
あ
る
も
の
や
、
北

野
神
社
の
境
内
と
い
う
説
を
取
っ
て
い
る
の
も
あ
る
。

お
国
が
傾
き
踊
で
歴
史
の
舞
台
に
登
場
す
る
の
は
、
豊
臣

秀
吉
に
よ
っ
て
天
下
統
一
が
な
っ
た
と
思
う
間
も
な
く
、
文

禄
・
慶
長
の
役
に
よ
る
朝
鮮
出
兵
、
秀
吉
の
死
去
、
関
ヶ
原

の
合
戦
、
豊
臣
氏
の
衰
退
、
そ
し
て
徳
川
家
康
が
征
夷
大
将

軍
に
任
ぜ
ら
れ
徳
川
幕
府
が
成
立
と
い
う
、
実
に
血
な
ま
ぐ

さ
い
覇
権
争
い
と
そ
の
終
焉
の
時
代
で
あ
る
。
思
え
ば
公
家

社
会
の
崩
壊
以
来
、
武
家
が
国
取
り
を
争
っ
た
約
四
百
年
間

は
常
に
戦
乱
の
時
代
で
あ
っ
た
。
そ
ん
な
血
で
血
を
洗
う
戦

乱
の
世
の
終
焉
期
か
ら
安
定
の
時
代
の
幕
開
け
に
向
け
て
、

民
衆
の
解
放
的
な
エ
ネ
ル
ギ
ー
が
爆
発
し
た
で
あ
ろ
う
こ
と

風
流
の
う
ね
り
か
ら
誕
生
し
た
天
才
プ
リ
マ

京
雀
を
興
奮
の
坩
堝
る
つ
ぼ

に

た
た
き
込
ん
だ
お
国
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血
な
ま
ぐ
さ
い
戦
乱
の
世
か
ら
天
下
統
一
へ
。
安
定
の
世

の
到
来
で
民
衆
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
は
一
気
に
爆
発
。
そ
こ
へ

天
才
プ
リ
マ
ド
ン
ナ
・
出
雲
の
お
国
が
登
場
し
た
。

男
装
の
麗
人
・
出
雲
の
お
国
の

念
仏
踊
か
ら
始
ま
っ
た
歌
舞
伎

天
才
プ
リ
マ
・
出
雲
の
お
国



は
想
像
に
難
く
な
い
。

京
や
大
坂
で
は
豪
華
な
衣
装
に
華
美
な
飾
り
を
着
け
て
町

に
飛
び
出
し
た
人
々
が
鉦か
ね

や
太
鼓
を
打
ち
鳴
ら
し
て
踊
り
狂

う
、「
風
流
ふ
り
ゅ
う

」
と
い
う
一
大
絵
巻
が
繰
り
広
げ
ら
れ
た
と
い

う
。
お
国
の
出
現
は
、
こ
の
よ
う
な
民
衆
自
身
の
歌
や
踊
り

に
対
す
る
熱
狂
的
な
高
ま
り
を
背
景
に
し
て
い
る
。

こ
の
時
期
、
風
流
の
嵐
が
巻
き
起
こ
る
京
の
都
を
目
指
し

て
多
く
の
女
芸
人
が
地
方
か
ら
上
っ
て
き
た
が
、
中
で
も
出

雲
の
お
国
は
出
色
の
存
在
だ
っ
た
。
お
国
は
黒
の
僧
衣
を
ま

と
い
、
首
に
長
い
数
珠
を
掛
け
、
胸
に
は
燃
え
る
よ
う
な
紅

色
の
紐ひ
も

で
吊
る
し
た
鉦
を
下
げ
、「
光
明
遍
照
、
十
方
世
界
、

念
仏
衆
生
、
摂
取

し
ょ
う
じ
ゅ

不
捨
、
南
無
阿
弥
陀
仏
、
南
無
阿
弥
陀

仏
」「
は
か
な
し
や
、
鉤か
ぎ

に
か
け
て
は
何
か
せ
ん
、
心
に
か

け
よ
弥
陀
の
称
号
」
と
唱
え
な
が
ら
、
河
原
の
掛
小
屋
の
舞

台
を
巡
っ
た
と
い
う
。
そ
し
て
男
装
で
あ

る
。
い
っ
た
ん
走
り
出
し
た
、
倒
錯
し
た

エ
ロ
テ
ィ
シ
ズ
ム
と
華
や
ぎ
の
世
界
は
と

ど
ま
る
と
こ
ろ
を
知
ら
な
い
。『
当
代
記
』

は
、
男
装
し
た
お
国
が
茶
屋
女
と
戯
れ
る

様
子
を
伝
え
て
い
る
し
、
そ
の
名
声
を
受

け
継
ぐ
二
代
目
お
国
の
豪
華
な
小
袖
に
大

脇
差
、
胸
に
は
ク
ル
ス
を
掛
け
た
男
装
姿

の
絵
も
残
っ
て
い
る
。

い
ず
れ
に
し
て
も
高
ま
る
解
放
感
の
う

ね
り
を
一
身
に
浴
び
て
天
才
プ
リ
マ
ド
ン

ナ
が
登
場
し
た
わ
け
で
あ
る
。

21

第1章●初心者のための、歌舞伎って何だ？

『当代記』は、お国を「但非好女」と、美人ではないと記している。
もしかしたらお国は絶世の美女ではなかった？　ただし「品行に問題
がある」と言ったのかもしれず、実態は不明。

はみだし

出雲のお国�

�（京都国立博物館蔵「阿国歌舞伎図」を参考に作成）�



「
歌
舞
伎
」
の
語
源
は
、
異
常
な
放
埒
さ
や
ふ
ざ
け
た
振
る

舞
い
、
常
軌
を
逸
し
た
行
い
な
ど
を
意
味
す
る
「
傾か
ぶ

く
」
の

連
用
形
に
あ
り
、
江
戸
時
代
は
「
歌
舞
妓
」
と
表
記
し
て
い

た
。「
歌
舞
伎
」
と
な
る
の
は
明
治
以
降
と
い
う
。

お
国
が
登
場
し
た
頃
は
、
派
手
で
人
目
を
引
く
髪
形
や
着

物
に
身
を
包
ん
だ
若
者
が
徒
党
を
組
ん
で
町
中
を
練
り
歩
き
、

乱
暴
狼
藉
を
働
い
た
り
、
男
色
に
耽
っ
た
り
と
い
う
光
景
が

京
や
大
坂
で
顕
著
だ
っ
た
。
人
々
は
彼
ら
を
「
傾か
ぶ

き
者も
の

」
と

呼
び
、
眉
を
ひ
そ
め
な
が
ら
も
無
頼
が
放
つ
放
埒
な
エ
ネ
ル

ギ
ー
に
あ
る
種
の
憧
れ
も
抱
い
て
い
た
。

お
国
の
傾
き
踊
が
こ
れ
ら
の
若
者
の
装
い
や
パ
ワ
ー
を
す

ば
や
く
取
り
入
れ
た
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
男
装
の
麗

人
・
お
国
は
こ
の
よ
う
な
社
会
情
勢
か
ら
生
ま
れ
た
も
の
で

あ
り
、
倒
錯
し
た
性
の
転
換
が
も
た
ら
す
官
能
的
な
踊
は
、

ま
さ
に
「
傾か
ぶ

き
」
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
頃
の
伴
奏
楽
器

は
能
と
同
じ
く
笛
、
小
鼓
、
大
鼓
、
太
鼓
で
あ
っ
た
。

妖
し
く
官
能
的
、
か
つ
華
麗
な
舞
台
に
飛
び
つ
い
た
の
は

観
客
だ
け
で
な
く
、
京
都
色
町
の
遊
女
屋
の
主
だ
っ
た
。
四

条
河
原
に
繰
り
出
し
て
舞
台
を
出
し
、
男
装
し
た
ス
タ
ー
扱

い
の
遊
女
を
中
心
に
歌
や
踊
を
繰
り
広
げ
、
大
人
気
を
獲
得

し
た
。
す
る
と
次
々
と
遊
女
屋
が
座
を
旗
揚
げ
し
て
京
の
都

は
歌
舞
伎
熱
一
色
に
染
ま
っ
た
か
の
よ
う
な
様
相
を
呈
し
た

と
い
う
。
渡
来
の
新
楽
器
、
三
味
線
が
加
わ
っ
た
の
は
こ
の

頃
で
あ
る
。

彼
女
た
ち
は
華
や
か
な
群
舞
に
よ
る
煽
情
的
な
シ
ョ
ー
を

展
開
し
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
売
春
も
伴
っ
た
た
め
、
幕
府

弾
圧
さ
れ
た
女
歌
舞
伎
、若
衆
歌
舞
伎

傾
き
者
が
放
つ
放
埒
ほ
う
ら
つ

さ
や
異
装
へ
の
憧
れ
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妖
し
く
頽
廃
的
な
遊
女
歌
舞
伎
は
禁
じ
ら
れ
、
次
に
登
場

し
た
若
衆
歌
舞
伎
も
風
俗
の
乱
れ
か
ら
弾
圧
の
憂
き
目
に
。

そ
し
て
成
人
男
性
の
み
の
野
郎
歌
舞
伎
が
誕
生
。

相
次
ぐ
弾
圧
を
逆
手
に
取
り
、

芸
を
磨
い
た
傾
き
者
の
系
譜

傾か
ぶ

き
者も
の



は
風
俗
の
乱
れ
に
手
を
焼
き
、
つ
い
に
寛
永
六
年
（
一
六
二

九
）、
女
歌
舞
伎
禁
止
令
を
出
す
こ
と
に
な
る
。
他
の
女
性

芸
能
も
こ
の
と
き
一
斉
に
禁
止
さ
れ
て
し
ま
っ
た
。

隆
盛
の
極
み
に
駆
け
上
り
つ
つ
あ
る
歌
舞
伎
に
と
っ
て
、

こ
れ
は
大
き
な
痛
手
と
な
っ
た
。
以
来
、
近
代
ま
で
日
本
に

女
優
が
育
た
な
か
っ
た
理
由
は
こ
こ
に
あ
る
。

次
に
登
場
す
る
の
は
若
衆
わ
か
し
ゅ

歌
舞
伎
で
あ
る
。
前
髪
立
ち
の

美
少
年
を
主
役
と
し
て
舞
台
に
上
げ
、
踊
や
軽
業
、
能
狂
言

な
ど
を
演
じ
さ
せ
た
。
美
少
女
と
見
ま
ご
う
ほ
ど
の
美
し
さ

を
男
色
の
対
象
と
し
て
寵
愛
す
る
衆
道
し
ゅ
ど
う

の
風
習
は
古
く
か
ら

あ
り
、
売
色
を
伴
う
こ
と
か
ら
こ
れ
ま
た
風
俗
の
乱
れ
を
引

き
起
こ
す
と
し
て
、
幕
府
は
承
応
元
年
（
一
六
五
二
）
ま
た

ま
た
禁
止
令
を
出
す
に
至
っ
た
。
四
条
河

原
の
お
国
の
念
仏
踊
や
、
傾
き
踊
か
ら
約

五
十
年
後
の
こ
と
で
あ
る
。

禁
止
令
に
よ
っ
て
弾
圧
さ
れ
た
歌
舞
伎

だ
が
、
民
衆
の
支
持
と
関
係
者
の
再
三
に

わ
た
る
嘆
願
に
よ
っ
て
翌
承
応
二
年
（
一

六
五
三
）、
再
び
興
行
を
許
さ
れ
る
。
だ

が
女
性
も
若
衆
も
だ
め
で
、
成
人
男
性
の

み
に
よ
っ
て
演
じ
る「
物
真
似

も
の
ま
ね

狂
言
尽

き
ょ
う
げ
ん
づ
く
し」

で
あ
る
こ
と
、
そ
し
て
好
色
性
を
除
く
こ

と
が
そ
の
許
可
条
件
で
あ
っ
た
。
こ
れ
が

今
日
の
男
性
の
み
に
よ
っ
て
演
じ
る
歌
舞

伎
に
続
く
、
野
郎
歌
舞
伎
の
誕
生
で
あ
る
。
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第1章●初心者のための、歌舞伎って何だ？

物真似狂言尽とは、女歌舞伎、若衆歌舞伎の色気を売り物にした時代
の芸よりも、演劇としての演技を本道とするという意味。野郎歌舞伎
は、1653年頃から初世團十郎初舞台までの約二十数年を指す。

はみだし

歌舞伎の変遷�

お国歌舞伎�

出雲の巫女・お国が、大社修復の勧進と称し、諸国で踊
を興行し、人気を博す。お国は、踊がうまく、男装をする
ことなどで話題をまいた。�

女歌舞伎�

お国歌舞伎の模倣として、全国に女歌舞伎が流行。ほと
んどが遊女の副業であったため、幕府は風俗の乱れを
理由に、禁止令を出す。�

若衆歌舞伎�

美少年を主役にした、踊りや狂言。女歌舞伎が禁止されると、
一躍注目を浴びるようになった。しかし、美少年が男色の対象
となることから、幕府はこれも風俗の乱れを理由に禁止。�

野郎歌舞伎�

前髪を剃り落とした成人男子の踊や狂言として、幕府が
許可。これが今日の歌舞伎に至る。�



歌
舞
伎
発
祥
の
地
を
、
資
料
に
よ
っ
て
は
北
野
神
社
境
内

あ
る
い
は
五
条
橋
の
た
も
と
と
記
し
て
あ
る
も
の
も
あ
る
が
、

大
半
は
四
条
河
原
の
掛
小
屋
と
い
う
説
を
採
っ
て
い
る
。
河

原
と
い
う
も
の
が
有
し
て
き
た
特
異
な
場
所
性
か
ら
推
察
す

る
と
、
あ
る
種
猥
雑
で
、
倒
錯
的
で
、
煽
情
的
で
、
暴
力
的

で
、
破
壊
的
で
、
な
お
か
つ
神
聖
な
世
界
へ
誘
う
「
傾か
ぶ

き
＝

歌
舞
伎
」
が
河
原
か
ら
誕
生
し
た
と
考
え
る
ほ
う
が
ま
っ
と

う
な
気
が
す
る
。

河
原
の
持
つ
特
異
性
、
そ
れ
は
生
と
死
、
聖
と
賤
の
は
ざ

ま
に
あ
っ
て
、「
無
主
の
地
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
古
代

社
会
に
お
い
て
国
家
と
い
う
も
の
が
誕
生
し
て
以
来
、
荘
園

領
主
も
戦
国
大
名
も
、
寸
分
あ
ま
す
と
こ
ろ
な
く
税
を
取
り

立
て
る
対
象
と
し
て
土
地
を
と
ら
え
て
き
た
。
そ
ん
な
中
で

唯
一
手
を
つ
け
る
こ
と
が
で
き
ず
、
徴
収
の
対
象
か
ら
外
れ

て
き
た
の
が
河
原
で
あ
る
。
ち
ょ
っ
と
し
た
野
菜
く
ら
い
は

栽
培
で
き
て
も
、
い
っ
た
ん
大
雨
で
洪
水
が
出
れ
ば
ひ
と
た

ま
り
も
な
く
流
さ
れ
て
し
ま
い
、
生
命
さ
え
失
い
か
ね
な
い
。

河
原
に
は
、
生
産
に
欠
か
す
こ
と
が
で
き
な
い
永
続
性
が
備

わ
っ
て
い
な
い
。

川
の
そ
ば
へ
一
人
で
行
く
も
の
で
は
な
い
と
か
、
夕
方
、

河
原
へ
行
っ
て
は
な
ら
な
い
と
、
子
供
の
頃
に
言
わ
れ
た
記

憶
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
川
の
流
れ
に
足
を
取
ら
れ
て
溺
れ
る

こ
と
を
恐
れ
た
も
の
で
も
あ
る
が
、
こ
こ
に
は
川
や
河
原
の

持
つ
「
死
の
穢
れ
」
に
触
れ
る
こ
と
を
忌
む
根
源
的
な
心
理

が
作
用
し
て
い
る
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。

川
は
流
し
雛
や
七
夕
の
笹
を
流
す
こ
と
に
象
徴
さ
れ
る
よ

河
原
は
死
の
穢
れ
と
浄
化
が
混
在
す
る
空
間

無
主
の
地
＝
河
原
の
持
つ
特
異
性
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河
原
は
処
刑
の
場
で
あ
り
、
同
時
に
聖
な
る
空
間
で
も
あ

っ
た
。
出
雲
大
社
は
黄
泉
よ

み

の
国
の
象
徴
。
そ
こ
の
巫
女
・

お
国
が
立
つ
べ
く
し
て
立
っ
た
不
思
議
な
空
間
だ
。

河
原
は
生
と
死
、光
と
闇
、

聖
と
賤
が
交
錯
す
る
特
異
な
空
間

河
原
考


