
〈
望
月
〉の
歴
史
と
ド
ラ
マ　

藤
田
　
隆
則

京
都
市
立
芸
術
大
学
教
授

　

五
代
将
軍
綱
吉
時
代
の
金
剛
座
の
大
夫（
宗
家
）、
又
兵
衛（
長
頼
）は
、
体
の

よ
く
利
く
役
者
で
あ
り
、
獅
子
舞
の
復
興
を
つ
よ
く
願
い
出
て
、
そ
の
渋
谷
に

習
っ
て
稽
古
を
重
ね
た
。
し
か
し〈
望
月
〉
は
、
ま
だ
金
剛
の
正
式
な
所
演
曲

に
は
数
え
上
げ
ら
れ
て
い
な
い
。
そ
の
又
兵
衛
は
、〈
内う
ち
と
も
う
で

外
詣
〉
を
新
作
し
た
。

獅
子
舞
を
中
心
に
す
え
た
、
金
剛
流
だ
け
に
あ
る
能
で
あ
る
。
新
作
の
存
在

か
ら
は
、又
兵
衛
の
、獅
子
舞
へ
の
強
い
思
い
が
想
像
さ
れ
る
。

　

又
兵
衛
の
後
を
つ
い
だ
金
剛
大
夫
、右
京（
久
明
）は
、パ
ト
ロ
ン
側
か
ら〈
望
月
〉

を
舞
っ
て
み
よ
、と
い
う
勧
め
を
う
け
る
。
と
こ
ろ
が
な
ん
と
、右
京
は
そ
れ
を

強
く
断
っ
た
の
で
あ
る
。「
私
は
父
ほ
ど
体
が
利
く
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

そ
れ
に
父
は
い
っ
た
ん
、
金
剛
座
に
は
伝
承
は
な
い
と
申
し
上
げ
ま
し
た
。

そ
う
で
あ
る
以
上
、私
は
獅
子
を
舞
う
つ
も
り
は
あ
り
ま
せ
ん
」と
。

　

以
上
、
江
戸
時
代
中
期
の
紀
州
藩
の
役
者
、
徳
田
隣
忠
に
よ
る『
御
世
話
筋

秘
曲
』（
わ
ん
や
書
店
）に
記
さ
れ
た
話
を
、
簡
略
に
ま
と
め
て
み
た
。
金
剛

大
夫
、
右
京（
久
明
）は
、
格
好
よ
く
筋
を
通
し
た
。
だ
が
そ
の
こ
と
で〈
石
橋
〉

〈
望
月
〉が
金
剛
流
の
正
式
な
所
演
曲
に
な
る
こ
と
が
遅
れ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

〈
望
月
〉
が
金
剛
流
の
正
式
な
所
演
曲
と
し
て
数
え
上
げ
ら
れ
た
こ
と
を
確
認

で
き
る
の
は
、
そ
の
百
年
以
上
後
、
お
か
み
に
提
出
さ
れ
た
書
類（『
天
保
九
年

書
上
』
）の
中
に
お
い
て
で
あ
る（
片
桐
登「
金
剛
流
の
書
上（
一
）
」『
金
剛
』

四
二
巻
二
号
、参
照
）。

・
コ
ト
バ
に
よ
る
ド
ラ
マ

　
〈
望
月
〉の
面
白
さ
は
ま
ず
、コ
ト
バ
の
や
り
取
り
の
中
で
表
現
さ
れ
る
ド
ラ
マ

に
あ
る
。〈
望
月
〉の
謡
本
を
み
る
と
、う
た
わ
れ
る
部
分
、つ
ま
り
節（
胡
麻
点
）

の
つ
い
て
い
る
部
分（
そ
の
大
部
分
が
七
五
調
を
基
本
に
し
た
韻
文
）の
ほ
か
に
、

コ
ト
バ（
詞
）の
部
分
、
す
な
わ
ち
節
の
つ
い
て
い
な
い
、
人
物
同
士
の
会
話
の

・
歴
史

　
〈
望
月
〉は
敵か
た
き
う
ち討の
ド
ラ
マ
で
あ
る
。
現
在
の
か
た
ち
に
な
る
ま
で
に
は
、次

の
よ
う
な
変
化
が
あ
っ
た
と
推
測
さ
れ
て
い
る
。
原
作
は
お
そ
ら
く
、近
江
の

一
座
で
誕
生
し
た
。
舞
台
が
近
江
の
守
山
で
あ
る
こ
と
も
、
そ
の
推
測
を

応
援
し
て
く
れ
そ
う
だ
。
原
作〈
望
月
〉
は
、
能〈
放ほ
う
か
ぞ
う

下
僧
〉
と
同
じ
よ
う
に
、

放
下
の
芸
、つ
ま
り
羯か
っ
こ鼓
を
打・
・つ
こ
と
に
よ
っ
て
、場
面
の
緊
張
を
高
め
な
が
ら
、

隙
を
ね
ら
っ
て
敵か
た
きを
討・
・つ
と
い
う
展
開
の
作
品
で
あ
っ
た
。
こ
れ
が
、
越
前
の

一
座
の
レ
パ
ー
ト
リ
ー
に
な
っ
た
。
そ
の
段
階
で
、羯
鼓
の
あ
と
に
、芸
と
し
て

の
ボ
ル
テ
ー
ジ
が
よ
り
高
い
獅
子
舞
が
付
加
さ
れ
た
。
獅
子
舞
が
付
く
こ
と

に
よ
っ
て
、
敵
を
ね
ら
う
場
面
の
緊
張
感
は
さ
ら
に
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ
れ
、

時
間
的
に
も
拡
大
さ
れ
た
。
こ
の
拡
大
版〈
望
月
〉
が
、
や
が
て
観
世
や
金
春

な
ど
の
大
和
の
座
に
移
入
さ
れ
て
い
っ
た
の
で
は
な
い
か（
田
口
和
夫「
作
品

研
究『
望
月
』」『
観
世
』平
成
元
年
一
一
月
号
参
照
）。

　

現
在
、観
世
、宝
生
、金
春
、金
剛
、喜
多
の
五
流
す
べ
て
が
、こ
れ
を
所
演
曲

と
す
る
が
、
所
演
曲
に
加
え
ら
れ
る
時
期
は
ま
ち
ま
ち
で
あ
っ
た
。
そ
の
現
象

の
背
景
に
あ
る
の
が
、獅
子
舞
と
い
う
舞
の
特
殊
性
、難
し
さ
で
あ
っ
た
。

　

獅
子
舞
の
舞
わ
れ
る
、
本
家
本
元
の
能
は〈
石
し
ゃ
っ
き
ょ
う
橋
〉
で
あ
る
。〈
石
橋
〉
の
獅

子
舞
は
、江
戸
時
代
の
は
じ
め
に
は
舞
わ
れ
な
く
な
っ
て
い
た
。
観
世
、宝
生
、

金
春
、
金
剛
い
ず
れ
の
座
も
、
と
き
の
パ
ト
ロ
ン（
幕
府
）に
対
し
て
、
伝
承
は

中
絶
し
て
い
る
と
報
告
し
た
。
だ
が
喜
多
流
だ
け
が
、
自
信
を
も
っ
て
手
を

あ
げ
た
。
パ
ト
ロ
ン
側
は
、
他
の
四
座
に
遠
慮
し
た
の
だ
ろ
う
か
、
喜
多
流
の

大
夫
に〈
石
橋
〉
で
は
な
く〈
望
月
〉
を
演
じ
さ
せ
、
そ
の〈
望
月
〉
を
、
喜
多
流

の
大
切
な
レ
パ
ー
ト
リ
ー
（
一
子
相
伝
）と
認
定
し
た
。
徳
川
御
三
家
の
紀
州
藩

の
お
殿
様
も
、喜
多
流
の
大
夫
か
ら
獅
子
舞
を
習
い
、こ
れ
を
お
抱
え
の
役
者
で

あ
る
渋し

ぶ
や谷
に
伝
え
た
。

8



よ
う
な
部
分
が
た
く
さ
ん
あ
る
。
ま
た
、
謡
本
で
は
省
略
さ
れ
て
い
る
が
、

間
狂
言
の
コ
ト
バ
も
た
く
さ
ん
あ
る
。

　

能
の
人
物
同
士
が
、
コ
ト
バ
の
や
り
と
り
を
す
る
と
き
、
そ
の
コ
ト
バ
は
、

相
手
側
の
リ
ア
ル
タ
イ
ム
の
反
応
を
引
き
出
し
う
る
。
発
せ
ら
れ
た
そ
の

コ
ト
バ
は
、舞
台
上
の
も
う
一
人
の
人
物
に
も
、発
せ
ら
れ
た
と
同
時
に
聞
こ
え
て

い
る
の
だ（
謡
の
文
句
は
必
ず
し
も
そ
う
で
は
な
い
）。
わ
れ
わ
れ
観
客
は
、

コ
ト
バ
の
微
妙
な
ニ
ュ
ア
ン
ス
か
ら
、
人
物
同
士
が
、
相
手
を
ど
う
理
解
し
、

感
じ
て
い
る
の
か
を
、知
る
こ
と
に
な
る
。

　
〈
望
月
〉の
荒
筋
を
、場
面
ご
と
に
分
け
て
記
し
て
お
こ
う
。

一
、
舞
台
に
、
シ
テ（
小
沢
刑
部
友と
も
ふ
さ房
）が
登
場
す
る
。
主
君
を
失
い
、
故
郷
の

信
濃
に
帰
る
こ
と
が
で
き
ず
、近
江
の
守
山
で
旅
籠
を
営
ん
で
い
る
。

二
、そ
こ
に
、ツ
レ（
主
君
の
未
亡
人
）と
子
方（
そ
の
子
、花は
な
わ
か若
）が
登
場
す
る
。

主
人
を
討
た
れ
、
我
が
子
を
連
れ
て
身
を
隠
さ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
不
運
な

境
遇
を
な
げ
い
た
後
、守
山
の
旅
籠
の
宿
泊
客
に
な
る
。
シ
テ（
友
房
）は
、二
人

が
主
君
の
未
亡
人
と
そ
の
子
で
あ
る
こ
と
に
気
づ
き
、
自
ら
名
の
り
出
る
。

三
人
は
、偶
然
の
再
会
を
喜
び
合
う
。

三
、
さ
ら
な
る
偶
然
が
重
な
る
。
次
に
宿
を
乞
う
べ
く
登
場
す
る
の
は
、
笠
を

着
た
男（
ワ
キ
）と
一
人
の
従
者（
ア
イ
）。
会
話
の
末
に
、
こ
の
男（
ワ
キ
）が
、

主
君
を
討
っ
た
敵
、望も
ち
づ
き月
で
あ
る
こ
と
が
シ
テ（
友
房
）に
知
れ
る
。

四
、千
載
一
遇
の
チ
ャ
ン
ス
が
到
来
し
た
。
シ
テ（
友
房
）は
敵
討
の
相
談
を

す
る
。
ツ
レ（
主
君
の
未
亡
人
）を
盲
御
前
に
し
た
て
、そ
の
謡
を
ワ
キ（
望
月
）

に
聞
か
せ
る
。
そ
の
間
に
望
月
を
酒
に
酔
わ
せ
、
命
を
と
る
チ
ャ
ン
ス
を
う
か

が
お
う
、と
。

五
、
夜
に
な
る
。
シ
テ
は
ワ
キ（
望
月
）に
酒
を
す
す
め
、
盲
御
前
ら
の
謡

（
曲く

せ
ま
い舞
）を
聞
く
こ
と
を
す
す
め
る
。
盲
御
前
ら
が
選
ん
だ
の
は「
箱
王
が
親
の
敵

で
あ
る
工
藤
を
討
つ
場
面
」と
い
う
、
き
わ
ど
い
内
容
を
も
つ
謡
。
謡
の
途
中

で
、
子
方
は「
い
ざ
討
と
う
」と
望
月
に
襲
い
か
か
ろ
う
と
す
る
。
望
月
と
従

者
は
、
す
ぐ
さ
ま
身
構
え
る
。
と
っ
さ
に
場
面
を
と
り
つ
く
ろ
っ
た
の
は
シ
テ

（
友
房
）。「「
い
ざ
討
と
う
」と
い
う
の
は「
羯
鼓
を
打
と
う
」と
い
う
意
味
。

ど
う
ぞ
ご
安
心
を
！
」。
そ
し
て
子
方
は
羯
鼓
を
打
つ
こ
と
に
な
る
。
さ
ら
に

シ
テ
は
、自
ら
獅
子
舞
を
舞
う
こ
と
を
予
告
す
る
。

六
、子
方（
花
若
）が
羯
鼓
を
舞
い
お
え
る
と
、シ
テ（
友
房
）が
、獅
子
舞
の
舞
い

手
と
し
て
登
場
す
る
。
は
げ
し
い
獅
子
舞
も
お
わ
り
に
な
る
と
、ワ
キ（
望
月
）

は
、
ウ
ト
ウ
ト
す
る
。
そ
れ
を
見
た
シ
テ
と
子
方
は
、
望
月
を
羽
交
い
締
め
に

す
る
。
名
の
り
を
あ
げ
た
あ
と
、
二
人
は
望
月
の
命
を
と
る
。
こ
う
し
て
二
人

は
本
望
を
と
げ
た
。

　

傍
線
部
分
の
行
動
は
す
べ
て
、
人
物
自
身
の
コ
ト
バ
、
あ
る
い
は
相
手
の

発
し
た
コ
ト
バ
へ
の
反
応
に
よ
っ
て
、
表
現
さ
れ
る
。
金
剛
流
謡
本
に
は

「
母
子
の
旅
人
と
宿
の
主
、主
従
の
奇・
・遇
、主
君
の
忘
れ
形
見
に
仇
討
の
本
懐
を

遂
げ
さ
せ
る
た
め
の
画・
・策
、
敵
の
面
前
で
の
険
悪
な
空
気
を
沈
着
に
制
御
す
る

機・
・智
な
ど
、
そ
れ
ら
を
シ
テ
の
謡
で
巧
み
に
表
現
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」と

記
さ
れ
る
。〈
望
月
〉で
は
、能
楽
師
も
演
劇
俳
優
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

・
謡
と
舞
に
込
め
ら
れ
る
ド
ラ
マ

　

客
人
へ
の
も
て
な
し
と
し
て
演
じ
ら
れ
る
芸
能
は
、
盲
御
前
に
よ
る
謡
、

羯
鼓（
別
名
、
八や
つ
ば
ち撥
）、
獅
子
舞
。
こ
れ
ら
三
つ
の
芸
能
を
、
純
粋
な
も
て
な
し

と
う
け
と
っ
て
い
い
の
か
。
そ
れ
と
も
何
か
企
み
が
潜
ん
で
い
る
の
か
。
そ

ん
な
客
人
ら
の
サ
ス
ペ
ン
ス
感
覚
の
持
続
を
、
芸
能
尽
く
し
の
時
間
に
色
濃
く

か
ぶ
せ
る
演
出
も
可
能
で
あ
ろ
う
。

　

明
治
時
代
の
大
夫
、
金
剛
右
京
は
、
盲
御
前
に
よ
る
謡
に
か
ん
し
て
次
の

よ
う
に
述
べ
る
。「
盲
御
前
と
な
っ
て
ワ
キ
の
前
に
出
て
か
ら
は
、
盲
目
を

装
う
心
持
の
外
に
、終
始
ワ
キ
に
面
を
見
ら
れ
ま
い
と
す
る
心
持
ち
が
必
要
な
の

で
す
」（『
能
楽
藝
話
』檜
書
店
）。
う
た
い
な
が
ら
も
、
舞
台
上
の
聞
き
手
を

欺
く
演
技
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
だ
。

　

さ
ら
に
右
京
は
獅
子
舞
に
つ
い
て「
次
第
に
ワ
キ
に
近
づ
き
つ
つ
獅
子
を

舞
う
。
こ
れ
が
シ
テ
一
番
中
の
第
一
の
心
得
で
す
」（
同
書
）と
言
う
。
同
じ

獅
子
舞
で
も
、本
物
の
獅
子
が
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
に
舞
う〈
石
橋
〉と
は
ま
っ
た
く

ち
が
う
。〈
望
月
〉で
は
、舞
の
軌
跡
に
ま
で
も
、ド
ラ
マ
が
込
め
ら
れ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
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