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は

し

が

き

本
書

は
、
歌
舞
伎
研
究
史
上
欠
か
せ
な
い
資
料
と
し
て
知
ら
れ
て
お
り
、

一

九
五

一

(
昭
和
二
六
)
年
本
学
附
属
図
書
館

に
お
い
て
複
製
本
が
作
成
さ
れ
ま

し
た
。
当
時

の
諸
条
件
か
ら

モ
ノ
ク
ロ
版

の
地
味
な
も

の
で
あ
り
ま
し
た
が
、

職
員

の
手
に
よ
る
解
説
と
と
も
に
、
学
界

に
お
い
て
も
高

い
評
価
を
得
て
今
日

に
い
た

っ
て
お
り
ま
す
。

近
年
、
本
館

で
は
本
書
以
外
に
も
館
蔵

の
重
要
文
化
財
等
、
古
典
籍

・
資
料

保
存

の
た
め
、

マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
に
よ
る
保
存
計
画
を
進

め
で
き
ま
し
た
。

た
ま
た
ま
昨
年
、
歌
舞
伎
に
ゆ
か
り

の
深

い
京
都
南
座

の
大
規
模
な
改
修
が
な

さ
れ
た
の
を
機

に
、
本
書

の
資
料
価
値
が
再
認
識
さ
れ
、
閲
覧
申
し
込

み
が
増

加
す
る
事
態
が
生
じ
ま
し
た
。

し
か
し
、

原
本

の
保
存
状
態

は
予
断

を
許

さ

な

い
も

の
が
あ
り
ま
す
。
奈
良
絵
本
は
利
用

の
た
び
に
岩
絵
具
が
剥
離
し
、
摩

耗

・
朽
損

の
進
行
も
避
け
る
こ
と
が

で
き
ま
せ
ん
。
こ
う
し
た
観
点

か
ら
、

こ

の
た
び

で
き
る
だ
け
複
製
本

に
近

い
形
で
本
書
を
再
版
す

る
こ
と
に
い
た
し
ま

し
た
。

貴
重
な
文
化
遺
産
で
あ
る
古
典
籍

の
利
用
と
保
存
と
い
う
、
あ

い
反
す
る
機

能
を
両
立
さ
せ
て
い
く
と

こ
ろ
に
こ
そ
、
図
書
館

の
大
き
な
責
務
が
あ
る
と
考

え
て
お
り
ま
す
。
今
後
と
も
、
各
位

の
ご
支
援
と
こ
鞭
錘
を
お
願

い
し
ま
す
。

な
お
、
今
回

の
再
版

に
さ

い
し
、
以
下

の
諸
点

の
改
善
を

は
か

っ
た
こ
と
を

申
し
添
え
ま
す
。

(
一
)
・
本
文

の
絵

の
部
分

は
、

一
九
八
四

(
昭
和

五
九
)
年

に
撮
影
し
た
カ

一1一
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ラ
ー
の
ポ
ジ
フ
ィ
ル
ム
を
用

い
、
平
版
オ

フ
セ
ッ
ト
印
刷

に
し
た
。

(
二
)

詞
書

の
傍
注
等
説
明

の
部
分

は
、
通
用

の
字
体
を
用

い
、

一
九
五

一

年
版

の
誤
字

・
誤
植
を
訂
正
し
て
復
刻
し
た
『
そ
れ
以
外

の
部
分
は
、

旧
版

の
ま
ま
と
し
た
。

(
三
)

袋

の
裏
書
と
表
見
返
し
貼
紙

の
文
字

は
、
新
た
に
釈
文

を
ほ
ど

こ
し

た
。

一
九
九
三

(平
成
五
)
年
四
月

京
都
大
学
附
属
図
書
館
長

朝

尾

直

弘

一2
一
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嘉
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三

年

き
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累
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も
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す

め

る

近

佐

な

る

も

の

古

き

反

故

あ

ま

た

持

來
.
り

ぬ
、
そ

か

中

よ

り

数

百

年

を

経

し

古

券

の

類

ひ

種

く

撰

出

し

て

留

め

置

ぬ
、

ふ

る

き

事

の

慕

は

し

き

わ

さ

に

こ

そ
、
こ

の

歌

舞

妓

の

ふ

み

も

そ

か

中

な

り

け

り

帰

府

後

按

國

朝

旧

章

録
、

載

慶

長

十

二

年

・
於

江

城

中

興

行

國

女

歌

舞

妓

云

く
、
蓋

是

也
、

此

本

亦

當

時

所

画

欲
誘

ゼ

リ
護

二
至
九
二
夏

+
年
二
及
フ
」

(朱
筆
)

「正
親
町
院
御
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灘
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(表
見
返
し
貼
紙
)

「
慶
長
十

二
年

の
末
、
江
戸
御
城
御
本
丸

と
西
丸
と

の
間
に
て
、
観
世
金
春
勧
進

能
を
興
行
す
、
其
後
右

の
跡
に
て

お
國
と
云
女
、
歌
舞
妓
を
興
行
す

右
見
國
朝
旧
章
録

巻
十

嘉
永
三
九
月
十
六
目

記
」

し

し

し
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序

「
國
女
歌
舞
妓
檜
詞
」
は
京
都
大
學
附
屑
圖
書
館
が
牧
藏
す

る
稀
観
書

の

一

つ
で
あ

る
。
大
正
三
年
當
館

の
有

に
蹄
し
て
以
來
、
諸
學
者

の
注
目
喧
傳
す
る

と
こ
ろ
と
な
り
、

こ
れ

に
關
す

る
論
考
も
す
で
に
相
當

の
敷

に
上

つ
て
い
る
。

本
書
が
我
國
演
劇
史
上
に
も

つ
資
料
的
債
値

に
つ
い
て
は
あ
ら
た
め
て
い
う
ま

で
も
な
い
。

そ
の
間

の
説
明

は
解
説

に
お

い
て
詳

で
あ
る
。

諸
般

の
研
究

に
封
し
多
大

の
債
値
を
有
す
る
稀
観

の
文
献
を
正
確
な
複
製

に

よ
つ
て
公
刊
し
、

よ
り
廣
き
利
用

に
供
す
る
こ
と
も
ま
た
有
力
な
圖
書
館

の
責

務

の

一
つ
で
な
く

て
は
な
ら
な

い
。
當
館
所
藏

の
稀
書
を
影
印
に
附
し
、
逐
次

複
製
頒
布
し
て
廣
く
學
界

の
利
用

に
供
す
る
こ
と
は
從
來

よ
り
わ
れ
わ
れ
の
大

き
い
念
願
で
あ

つ
て
、
す
で
に
そ
の
燧
行
を
見

た
も
の
も
あ

つ
た
が
、
戦
後

こ

と
に
多
大

の
経
費

を
伴
う
事
な
ど

に
よ

つ
て
、
そ

の
計
書

は
常

に
中
断

し
勝
ち

と
な
り
、
從

つ
て
限
ら
れ
た
研
究
者

の
み
が
そ
の
恩
恵
に
浴

し
得

る
に
す
ぎ
な

か

つ
た
こ
と
は
、

わ
れ
わ
れ
の
常

に
遣
憾
と
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
こ
と
に
朝

近
に
お
い
て
は
海
外
諸
國

に
お
い
て
も
こ
の
種

の
文
献

の
利
用
を
要
望
す
る
聲

が
高
く
、

こ
れ
ら
の
要
請
を
満
た
し
、
互

に
貴
重

と
す
る
文
書

の
利
用
を
は
か

る
方
途
に

つ
い
て
は
將
來
更

に

一
層

の
眞
摯
な
考
慮
が
佛
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
と
信
ず

る
。
今
回
こ
の
種

の
出
版
物

に
は
從
來
と
か
く
考
慮
さ
れ
る
事

の

少
な
か

つ
た
英
文

に
依
る
解
説
を
併

せ
附
し
た

の
も
、
學
術
資
料

の
國
際
的
利

用
を
考
慮

に
入
れ
た
結
果

で
あ

り
、
同
時

に
當
館
が
海
外
諸
國

の
大
學

・
研
究

所

・
有
識

の
個
人
等

よ
り
受
け

つ
つ
あ
る
好
意

に
慮
え
る

一
つ
の
方
法
た
ら
し

/

「
5

一



め
よ
う
と
し
た
た
め
で
あ

る
。

和
丈
に
依

る
解
読
は
當
館
和
漢
書
掛
の
水
梨
彌
久

・
鈴
鹿
藏
雨
君
が
之
を
憺

當

し
、
英
丈
の
解
説
は
事
務
長
小
倉
親
雄
君

の
執
筆

に
か
玉
る
も

の
で
あ
る
。

こ
れ
ら
三
君
が
日
常
劇
務

の
傍
、
こ
れ
が
刊
行

の

一
切
を
極
め
て
短
時
日
の
間

に
、
而
も
満
足
す
べ
ぎ
成
果
を
も

つ
て
途
行
し
た
事

に
つ
い
て
は
、
ま
こ
と
に

感
侃
に
堪
え
な

い
と
共

に
、
圖
書
館
員
は
軍

に
司
書
事
務

に
封
す
る
專
門
技
術

者

た
ゐ
に
止
ら
ず
、
同
時
に
研
究
者
と
し
て
の
重
大
な
責
務
を
果
し
得
る
も

の

で
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
す
る
我

々
の
持
説
を
十
分

に
充
た
し
て
呉
れ
た
事
に

樹

し
て
も
心

か
ら

の
欣
び
を
感
ず
る
も

の
で
あ
る
。

昭
和
二
十
六
年
三
月
三
日

京
都
大
學
附
扇
圖
書
館
長

泉

井

久

之

助

一6一
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O

O

O

0

詞

書

一
オ

一
ウ

ニ
オ

ニ
ウ

几

例

一
、
仮
字

は
す

べ
て
現

行
字
体

に
改

め
、
濁
点
、
句
読
点
を
施

し
、
右
傍

に

漢
字

を
当

て
n
通
読

の
便
宜

を
は
か

つ
た
。

二
、
行
数

は
原
本

の
ま

玉
と
し
、
対
照

に
備

え
て
そ
の
丁
数

を
頭
書

し
た
。

三
、
挿
絵

の
箇
処

に
は
絵

の
内
容

を
衷
示
し
た
。

.〔
お
国
歌
舞
妓
鼠
木
戸

の
図
〕

み
や

こ

の
は
る

の
花

ざ

か
り

く

、

出

か
ぶ
き
お
ど
り
に
い
で
ふ
よ
、
そ
も
く

出

雲

社

こ
れ

は

い
つ

も

の
國
大

や
し

ろ

に

つ
か

へ
申

社

人

し

や

に
ん

に
て
候
、

そ
れ

が

し
が
む

す

め

に

、
国

く

に
と
申

み

こ

の
候

を
、

か

ぶ
き

お
ど
り

、天

下

と
申

こ
と

を
な

ら

は
し
、

て

ん
か
大

へ
い

の
御
代

な
れ

ば

、
み

や

こ
に
ま

か
り

の
ぼ

り
候

て
、

お
ど

ら

せ
ば

や

と
存
候
。

〔出
雲
社
頭
の
図
〕

出

雲

ふ
る
さ

と
や

い
つ
も

の
國
を
あ

と

に
見

長

て
、

す
ゑ

は

か
す

み
て

は
る

の
日

の
、
な

が

/
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三

オ

,

三

ウ

門

国

府

と

の
こ
う

を
す
ぎ

ぬ
れ
ば

、

か

」
る
御
代

,
大

野

宿

広

に
も
あ

ふ

の
し
ゆ

く
、

道

せ
ば

か
ら

ぬ
ひ

ろ

島

厳

島

し

ま
や
、

と

ひ
よ

る
み
や

は

い

つ
く

し
ま
、

浜

舟

の
と
ま
り

に
な

ら
た

の
は
ま
、

つ
り
す

る

牛

窓

明

石

浦

わ
ざ

は
う

し

ま
ど

の
、
月

に
あ

か

し

の
う

ら
浪

つ

た

ひ
、

な

を
ゆ
く

す

ゑ

は
世

の
中

の
、

な

に

速は

の
こ
と
も

よ
し
あ

し

の
、
若

葉

に
風

福

島

の
ふ
く

し

ま

の
、

み

な
と

の
波

の
お
さ
ま
れ

大

坂

る
、
御

代

に

は

い
ま
ぞ

あ

ふ
さ

か
や
、

い
そ
ぐ

着

心

の
ほ
ど

も
な
く

み
や

こ

に
は
や
く
付

に
け
り
。

〔お
酎
旅
中
の
図
〕

こ
れ

は
は
や

み
や

こ
に

つ
い
て
候

ほ
ど

洛

陽

に
、

こ

瓦
う

し
つ

か

に
ら
く

や
う

の
花

を

な
が

め
ば

や

と
お
も

ひ
候

、

お
り

し
も

は

る

の
事

な
れ
ば

、

な

に
し
あ

ふ

た
る
花

の

み
や

こ
、

こ

玉
や

か
し

こ

の
花

見

の
あ

そ
び

一8一
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四
オ

四
ウ

五
オ

花

の
た
も

と
を

か
さ

ね

つ
玉
、

い
ろ
く

」

の
も

す
そ

を
そ

め
て
、
木

の
本

ご
と

に

円

居

ま
ど

ひ

し

て
、

う

た
ふ
も

い
と

父
お
も

し
ろ

し
。〔花

見

の

図
〕

〔同
〕

そ
も
く

み
や
こ
ほ
と
り

の
花

の
め
い
所
、

地

主

権

現

鷲

ぢ

し
ゆ

ご

ん
げ

ん

の
花

の
い
ろ
、

わ

し

の

山

霊

鷲

山

お
や

ま

に
さ

く
花

は
、

り

や
う

じ
ゆ

せ
ん

春

原

小

の
は

る
か
と

う

た
が

は
れ
、
大

は
ら
や

を

塩

山

御

幸

し
ほ

の
や

ま

の
花
ざ

か
り
、

い
ま

も

み
ゆ

仰

き

や
あ

ふ
ぐ

ら

ん
、
さ

て
ま

た

か

へ
り

な
が
む

内

近

れ

ば
、

大
う

ち

山

の
花

ざ

か
り
、

こ

の

衛

殿

千

本

へ
ど

の
玉

い
と
ざ

く
ら

、

せ
ん
ぼ

ん

の
は
な

天

満

に
し
く

は
な

し
と

う

ち
な
が

め
、
あ

ま
み

つ

肺
に
ぞ
ま
い
り
け
る
く

。

い
か
に
申

貴

賎

群

集

候
、
今

日
は
正
月
廿
五
日
き

せ
ん
ぐ
ん
し
ゆ

「

/
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五
ウ

六
オ

社

参

・の
し
や

さ

ん

の
お
り

か
ら
な
れ

ば
、

か
ぶ

き

お
ど

り

を

は
じ
め
ば

や
と

お
も

ひ

'

念

仏

踊

、
ま
つ
く

ね
ん
ぶ
つ
お
ど
り
を

候

光

明

遍

は
じ
め
申

さ
う
、
く
う
み
や
う

へ
ん

照
じ
や
う

方

世

界

十
ば
う
せ
か
ひ

念

仏

衆

ね
ん
ぶ
つ
し
ゆ生

摂

じ
や
う
せ

つ取
し
ゆ

不

捨

ふ
し
や
、

な
む
あ
み
だぶ

つ

な
む
あ
み
だ
、

な
む
あ
み
だ
佛

な
む
あ
み
だ
。

は
か
な
し
や

鈎
か
ぎ
に
か
け
て
は

[10一
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.
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0

●

●

0

六
ウ

七
オ

な

に
か

せ
ん
、

こ

二
う

に
か
け

よ
魏

の

,
み
野

鶴

・

な
む

あ

み
だ
佛

な
む
あ

み

だ
。.

〔お
国
念
仏
踊
の
図
〕

念
佛
の
こ
ゑ
に
ひ
か
れ
つ
玉
く

愚
い
撫

う
の
里
を
出
ふ
柔

な
ふ
ぐ

お
噛

に

玉
物
申

さ

ん
、
我

を
ば

み
し
り

た

ま
は

ず

や
、
其

い

に
し

へ
の
床

し
さ

に
、

こ

れ

ま

で
ま

い
り
候

て
そ

や
。

お
も

ひ

よ
ら

,

貴

賎

.ず

や
き

せ
ん

の
中

に
わ
き

て
た
れ

と

か
し
る

べ
き

、

い
か
な

る
人

に

て
ま
し

ま

名

す

そ
や

、
御

な

を
な

の
り

を

は
し

問

ま

せ
。

い
か

な
る
物

と

と
ひ

た
ま

ふ
、
我

ノ

「11一



七
ウ

八
オ

八
ウ

友

馴

も
む

か

し

の
御

身

の
と
も

、
な

れ

し

か
ぶ
き

を

い
ま
と

て
も

わ
す

る

玉
こ

狂

言

と

の
あ

ら
ざ

れ
ば
、

こ
れ
も
き

や
う
げ

ん

綺

語

讃

仏

転

法

き

父
よ
を
も

つ
て
、
三

ぶ

つ
て

ん
ぼ

う

輪
り

ん

の
ま

こ
と

の
道

に
も

入
な
れ
ば

か
や
う

に
あ

ら

は
れ

い
で

し
な
り
。

〔名
古
屋
山
三
郎
霊
来
訪
の
桜
庭
の
図
〕

〔同
つ
父
き

舞
台
前
の
図
〕

さ

て

は
此

世

に
な
き

人

の
う

つ
二
に
ま

み
岩

噛へ
た
ま

ふ

か
や
、

さ

し
て
そ
れ

と
も

い
は

代

言

葉

し
ろ
の
松

の
こ
と

の
は
か
ず
く

に
、
袖

を

北

野

右

近

つ
ら
ね

て
き

た

の
な

る
、
う

こ
ん

の
こ
と

玉

夕

顔

玉

鷺

い
ふ
が

ほ

の
、
花

の
な
ご
り

の
た
ま

か
づ

ら

、

言

葉

て
も

お
も

ひ
出
さ

る
や

、

こ
と
ば

の
す

ゑ

に

得

て
心

へ
た

り
、
さ

て

は
む

か
し

の

か
ぶ
き

人

名
古

屋

な
ご

や
ど

の
に
て
ま

し
ま
す

か
。

い
や
饗

催
と
は
は
つ
か
し
や
・
奪

」
や
か

か
け

「
12

一

0

0
.
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0

0

O

O

九
オ

交

な
ら

ぬ
世

の
ま

じ

は
り
、
人

の
心

は
む

ら

た

喧

嘩

け

の
ふ

し
ぎ

の
け

ん
く

わ

を
し

い
だ

し

て
、

た
が

ひ

に
い
ま

は
此
世

に
も

な
ご

や

池

泡

が

い
け

の
水

の
あ

は
と

、

は

て
に
し

無

念

こ
と

の
む
ね

ん
さ

よ
、

よ
し
何

事
も

節

う

ち
す

て

x
、

あ

り
し
む

か

し

の

一
ふ

し
を

う
た
ひ
て
い
ざ
や
か
ぶ
か
ん
く

。

生

銘

あ

た

父
う

き
世

は

な
ま
木

に
な

た
じ

や
毒

と

な

ふ
、

お
も

ひ

ま
は

せ
ぽ
き

の
ど
く

や

な

ふ
。

国

柚

木

猫

あ

た

野
お
く

に
は
ゆ

の
き

に
ね

こ
じ
や薬

と

な

ふ
、
お
も

ひ
ま

は
せ
ば
き

の
く

す

り
。

淀

瀬

よ
ど

の
川

せ

の
水

ぐ

る
ま
、

た
れ

を

ま

つ
や
ら
く

る

く

と
。

茶

曝

末

代

添

ち
や
屋

の
お
か

x
に
ま

つ
だ

ひ
そ

は

父
、

伊
勢

熊

野

愛

宕

い
せ

へ
七
度
く

ま

の

へ
十

三
度

、
あ

た
ご

さ
ま

へ
は
月
ま

い
り
。

/

一
13

一



九

ウ

一
〇
オ

一
〇

ウ

嗅

恋

慕

茶

や

の
お

か

x
に
七

つ
の
れ

ん
ぽ

よ

痴

話

召

な

ふ
、

一
つ
二

つ
は
ち

は
に
も

め
さ
れ

よ
な

ふ
、

恋

慕

の
こ
り
五

つ
み

な
れ

ん
ぽ

じ
や
な

ふ
。

戸

風

も

ふ
か

ぬ

に
は
や
と

を
さ

い
た

夙

な

ふ
、

さ

x
ぽ

さ
す

と

て
と
く

に
も

お

じ

や
ら

ひ

で
、

あ

た

ゴ

つ
れ
な

の
き

み
門

さ

ま
や
な

ふ
、

そ
な

た

お
も

へ
ば

か
ど

に

た

つ
、
さ

む
き
あ

ら

し
も
身

に
し
ま

ぬ
。

〔桜
下
歌
舞
を
見
る
図
〕

〔前
の
つ
父
き

山
三
郎
お
国
ら
歌
舞
の
図
〕

国

い
か
に

お
く

に

X
申
候

、

こ
れ

は

は
や
ふ

る
く

さ
き
う

た

に

て
候

ほ
ど

に
、

め
づ

ら

し
き

か
ぶ
き

を

ち
と
見

申

さ
う
、

い
ま

の
ほ
ど

浄

瑠
璃

は
じ

や
う

る
り
も

ど
き

と

い
ふ
う

た

を
う

た
ひ

聞

鼓

申

候

、
さ

ら
ば
う

た

ひ
き

か

せ
申

さ

ん
と
、

つ
父

拍

子

調

子

み

の
ひ
や
う

し
う

ち
そ

ろ

へ
、

て
う

し
を

こ
そ

一14「
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0

○

O

O

一

一
オ

ニ

ウ

う

か

父
ひ
け
る
。

我

が
恋

は
月

に
む

ら
く

も
花

に

駒

か
ぜ

と
よ
、

ほ
そ
道

の
こ
ま
か
け

て

お
も

ふ
ぞ
く

る

し
き
、

〔枝

垂

柳

の
図
〕

〔前
の
つ
父
き

歌
舞
の
図
〕

越

や

ま
を

こ

へ
里
を

へ
だ

て

x
、

人
を
も

身
を
も
し
の
ば
れ
申
さ
ん
、
中
く

節

に
う

た

に
ふ

し
と

は
お
も

ひ
候

へ
ど
、

そ

吹

笛

宵

慰

小

唄

れ

ふ
く

ふ

へ
は
よ

ひ

の
な
ぐ

さ

み
、

こ
う

た

ロ

は
夜
中

の
く

ち
ず

さ

み
と

よ
、
あ

か
吹

尺

つ
き

が

た

に
お
も

ひ

ご
が

れ

て

ふ
く

し

や

八

.

双

調

く

は
ち

は
君

に

い

つ
も

そ

ふ
て

ふ
、

別

黄

鐘

て
後

は
ま

た
あ

ふ
じ
き
、

は
る
さ

め

の
し
だ

れ
や

な
ぎ

の
う

ち
し

ほ
り

た
る

を
、

見

る
に

つ
け

て
も
此

は
る
葉

に
と
。

契

薄

世

の
中

の
人

と

ち
ぎ

ら
ば

、
う

す
く

/
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一
ニ
オ

契

末

遂

紅

ち
ぎ

り

て
す

へ
ま

で
と
げ

よ
、

も

み
ち

葉

,

薄

散

濃

ぽ

を

み
よ
、

う
す

ひ
が

ち

る
か
、

こ
き
ぞ

散

散

訪

訪

ま
つ

ち
る
、

ち

り

て
の
後

は
と

は
ず

と

互

・

隔

は
れ
ず

、

た
が

ひ

に
ご
二

ろ

の

へ
だ

x

れ

ぬ
れ
ぽ
、

お
も

ふ
に
わ

か
れ

お
も

は
ぬ

添

に
そ

ふ
、
な

さ

け
は
大

事

の
も

の
か

の
。

一
ニ

ウ

か
ぶ
き

の
お
ど
り
も
時
す
ぎ
て
く

、

見

物

貴

賎

帰

け

ん
ぶ

つ
の
き

せ
ん
も

か

へ
り
け

れ

名
古

屋

惜

ば

、
な

ご
や

は
な

ご
り

の
お
し
さ

の
ま

玉
に
、

ま

て
し
ば

し
く

、
う

た

へ
や

ま

へ

拍

子

打

鼓

や

ひ
や
う

し

に
あ

は
せ

て
う

つ
x
づ

み

鳴

の
と

父
ろ
く

と
な
る
瀞
も
お
も

ふ
な

か

は
よ
も

さ
け

じ
と

い
ひ
し
も
、

い
た

別

づ

ら

に
わ

か
れ

に
な

れ
ば

、
お

國

は
な

惜

節

ご

り
を

お
し

み

つ
x
、

ま
た

一
ふ

し

こ
そ

お
ど

り
け

る
。

お

か

へ
り
あ

る

か

の

一
16

一

ず
〆

0

6

(
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∩

0

O

O

二
ニ
オ

一
三

ウ

一
四
オ

一
四
ウ

名
古

山

な
ご

さ

ん
さ

ま

は

送
お
く
り
申

さ

う

よ

木

幡

こ
は
た

ま

で
、

木

幡

こ
わ

た
山
路

に

行

暮

て

伏

見

ふ
た
り

ふ
し

み

の

草

ま
く

ら

、添

八
千

夜

そ

ふ
と
も

名
古

山

な
ご
さ
、ん

さ
ま

に

な

ご
り

を

し
き

は

か
ぎ

り
な

し
。

〔桜

庭

の

図
〕

〔前
の
つ
誓
き

歌
舞
を
見
る
図
〕

〔前
の
つ
ぼ
き

歌
舞
の
図
〕

案

国

よ
く
く

物

を
あ
ん
ず

る
に
、
此

お
く
に

恭

社

と
申
は
か
た
じ
け
な
く
も
大
や
し
ろ

/
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の
か
り

に
あ

ら

は
れ

い
で
た

ま
ひ
、

か
ぶ

き

衆

生

お
ど
り

を

は
じ

め

つ
x
、

し
ゆ

じ

や
う

の

悪

祓

あ

く

を

は
ら

は
ん
た

め
、

か

x
る

か
ぶ
き

の

節

一
ふ
し
を

あ
ら

は
し

た
ま

ふ
ば

か
り
な

り
、

次

第

あ
ら
あ
り
が
た
の
し
だ
ひ
か
な
く

。
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O

O

0

O

解

説

京
都
大
學
附
屡
圖
書
館
が
牧
藏
し
て
い
る

「
國
女
歌
舞
妓
給
詞
」

は
、
歌
舞

伎

の
前
身
で
あ
る
お
國
歌
舞
妓
研
究
上

の
貴
重
な
資
料
と
し
て
、
早
く
よ
り
學

界

に
珍
重
さ
れ

て
い
る
奈
良
絶
本

で
あ
る
。

本
書
は
本
丈
斐
紙
十
四
丁
、

内
極
彩
色
挿
給
十

五
面
、

他

に
表

と
裏
共
二

紙
、
縦
十
八
糎
、
横
二
十
七
糎
、
横
長
袋
綴

の
爲
本

一
珊
で
、
綴
直
し
と
前
小

口
折
目
切
れ
敷

丁
の
糊
付
補
修

の
あ
る
外

は
、
改
装

の
跡
を
見
な
い
も
と
か
ら

の
草
紙
仕
立
で
あ
る
。
題
簸

は
落
ち
て
内
題
も
無
く
、
原
題
名
を
知
る
便
が
な

い
た
め
、
從
來

「
阿
國
歌
舞
妓
草
紙
」
と
呼
び
慣
わ
し
て
い
る
者
も
あ
り
、
或

い
は
又
こ
れ
を
納
め
た
紙
袋
表
面

の
紙
片
に
題
署
し
て
あ
る

「
國
女
歌
舞
妓
給

詞
」
を
以

て
題
名
と
し
て
い
る
者
も
あ
る
。
今
回
の
複
製
に
際

し
て
は
後
者
を

選
ぶ
こ
と
と
し
た
が
、
こ
の
紙
袋

の
裏
面
に
は
複
製
醗
刻

の
通
り
、
蕾
藏
者
で

あ

つ
た
青

々
齋
が
本
書
獲
見
の
來
歴
を
傳
え
、
表
紙
見
返
に
小
紙
片
を
貼
付
し

て
記
し
て
い
る
識
語
も
亦
彼

の
自
筆
に
依
る
も

の
と
考
え
ら
れ
る
。

そ

の
記
す
る
と
こ
ろ
に
依

る
と
、
本
書
は
嘉
永
三
年
、
當
時
京
都
の
唖
小
路

に
住

ん
で
い
た
近
佐
と
云
う
者
が
青

々
齋

の
と

こ
ろ
に
も
た
ら
し
た
多
く
の
反

古

の
中
か
ら
、
敷

百
年
を
経
た
古
券
類
と
共
に
獲
見
さ
れ
た
。
そ

の
後
ど
の
様

な
経
緯
を
経
た
か
に
就
い
て
は
今
明
ら
か
で
な

い
が
、
大
正
三
年
當
館

の
有
に

蹄
し
、
同
年
七
月
丈
學
部
教
授
紫
影
藤
井
乙
男
博
士
に
依

つ
て
始
め
て
學
界
に

紹
介
さ
れ
て
以
來
、
識
者

の
注
目
す
る
と
こ
ろ
と
な
り
、
爾
後
歌
舞
伎

の
起
源

成
立
を
論
ず
る
に
當

つ
て
は
、
本
書

に
言
及
し
な

い
者
は
殆
ん
ど
な
い
と
云

つ

〆
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て
も
決
し
て
過
言
で
は
な
い
。

現
存

し
て
い
る
歌
舞
伎
古
図
中
、
特

に
詞
書
を
有

つ
て
い
る
も

の
と
し
て
は

本
書

の
外
に
土
屋
俊
彦
氏
藏

「
阿
國
歌
舞
妓
圖
」
、

中
村
幅
助
氏
藏

「
か
ぶ
き

の
さ
う
し
」
、
徳
川
黎
明
會
藏

「
歌
舞
妓
草
子
書
巻
」

の
三
つ
が
著
名
で
あ
り
、

そ

の
中
徳
川
黎
明
會
所
藏

の
も

の
は
長
さ
十
五
米
鯨
に
も
及
ぶ
長
巻

の
も

の
で

あ
る
が
、
た
黛
こ
れ
は
お
國
に
や

x
後
れ
、
そ

の
縫
承
者
で
あ
る
と
考
え
ら
れ

て
い
る
采
女

の
歌
舞
伎
を
描

い
た
も
の
と
さ
れ
て
い
る
た
め
に
、

お
國
歌
舞
妓

に
關
す
る
貴
観

の
資
料
と
し
て
直
接
本
書
と
比
較
考
究
さ
れ
る
も

の
は
僅
か
二

本

に
す
ぎ
な
い
。
而
し
て
骨
董
集
に
模
刻
さ
れ
た
土
屋
氏
藏

の
原
本
は
残
歓

で

あ
り
、
中
村
本
は
本
書
と
同
じ
く
奈
良
給
本
で
あ

つ
て
、

こ
れ
等

三
者

の
關
係

を
見
る
と
、
本
書
は
土
屋
本
と
は
挿
図
に
お
い
て
は
別
個

の
も

の
で
あ
る
が
詞

書

に
お
い
て
は

一
致
し
て
居
り
、
而
も
土
屋
本
が
僅
か

一
段

の
み
を
遺

し
て
い

る
巻
子
本

の
断
片

に
す
ぎ
な

い
の
に
樹
し
て
、
本
書

は
そ
の
全
丈
を
今
日
に
傳

え
、
ま
た
中
村
本

は
猫
特

の
書
面
を
持
ち
な
が
ら
、
他
面
そ

の
構
想
並
に
詞
章

に
お
い
て
は
本
書
と
共
通

の
も

の
を
有
し
て
い
る
瓢
な
ど
か
ら
、
本
書
は
稀
少

な
お
國
歌
舞
妓
研
究

の
根
本
資
料

に
新

し
く
貴
重
な
追
加
を
な
し
た
も

の
と
し

て
學
界
に
廣
く
喧
傳
さ
れ
る
に
至

つ
た
の
で
あ
る
。

か
く
て
本
書
が
世

に
現
れ
て
以
來
、
お
國
歌
舞
妓
に
關
す
る
論
考
は

一
段
と

多
き
を
加
え
る
に
至
る
と
共

に
、

一
方

こ

の
書

の
醗
刻
も
相
次

い
で
行
わ
れ

た
。
大
正
三
年
七
月
藤
井
乙
男
博
士
が
そ

の
詞
書
を

「
藝
文
」
誌
上
に
翻
刻
し

た
の
を
始
め
、
大
正
八
年
三
月
刊
行
さ
れ
た

「
大
日
本
史
料
」
は
詞
書

の
み
な

ら
ず
挿
図
を
も
爲
眞
版
に
附
し
て
挿

入
し
、
大
正
十
、
十

一
年

に
は
終

に
稀
書

複
製
會
が
原
寸
大

の
彩
色
木
版
を
以
て
複
製
刊
行
し
た
。
今
回
の
複
製
は
印

ち

軍
色
版

で
は
あ

る
が
、
破
璃
版

に
依

つ
て
原
本

の
全
貌
と
生
彩
と
を
精
密
に
再
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現
す
る
企
図
を
以
て
爲
さ
れ
、
か
く
新
た
に
別
途

の
整
版
効
果

に
よ
る
複
製

一

本
を
加
え
る
事

に
よ

つ
て
既
刊
本
を
補
い
、
廣
く
内
外

の
研
究
と
清
鑑

に
供
し

て
、
新
知
見

へ
の
貢
献

を
期
待

し
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
る
。

本
書

の
成
立

に
つ
い
て
は
、
な
か
ん
ず
く
そ

の
著
者
並
に
筆
者
を
始
め
、
未

解
決

の
課
題
を
な
お
数
多
く
残
し
て
い
る
。

た
黛
成
立
年
代
に

つ
い
て
は
詞
書

に
見
ら
れ
る
事
件

の
史
實
、
作
垂

の
書
風
な
ど
に
關
す
る
諸
家

の
研
究
を
通
じ

て
、
慶
長
九
年
直
後

か
ら
寛
永
初
期
に
至
る
間
と
推
定
さ
れ
、
本
書
が
原
本
で

あ
る
と
轄
爲
本

で
あ
る
と
に
拘
ら
ず
、
そ
れ
以
降
に
下
る
事
は
な
か
ろ
う
と
す

ゐ

の
が
、
諸
家

の
ほ
黛

一
致
し
た
今
日
の
見
解

で
あ
る
。

一
方
書
面

の
背
景
を

な
し
て
い
る
時
代
を
考
え
、
詞
書
に
織
込
ま
れ

て
い
る
歌

の
攣
遷
を
辿

る
と
、

そ
こ
に
は
慶
長
九
年
を
遡
る
要
素
を
多
分
に
含
み
、
而
も
詞
書

の
全
体

に
は
、

獲
達
し
た
最
盛
時

の
劇
的
構
成
を
傳
え
て
い
る
か
と
も
思
わ
れ
る
謡
曲

ぶ
り
の

構
成
が
見
ら
れ
、

こ
の
鮎
に
お
い
て
は
或

い
は
上
演
當
時

の
脚
本
と
場
面
爲
生

で
は
な
い
か
と
の
考
え
方
も
行
わ
れ
得
る
で
あ
ろ
う
が
、
他
面
ま
た
僅

か
な
が

ら
も
現
存

し
て
い
る
資
料
と

の
間
に
、
そ
の
詞
章
部
分
に
お
け
る

一
致
や
書
面

の
類
似
が
見
ら
れ
る
こ
と
、
詞
書

の
構
成

に
幾
分
の
本
地
物
式
な
草
紙
風
を
交

え
て
い
る
こ
と
、
更

に
は
書
面

に
爲
實
以
外

の
表
現

の
工
夫
が
沸
わ
れ

て
い
る

こ
と
、
或
い
は
踊
を
圭
と
し
た
當
時
に
し
て
は
全
体
と
し
て
整

い
す
ぎ
た
劇
的

構
成
を
持

つ
て
い
る
こ
と
、
な
ど
よ
り
推
し
て
、
矢
張
り
當
時
讃
み
物
と
し
て

行
わ
れ
て
い
た
い
く

つ
か
の
同
類
草
紙
中

の

一
つ
と
す
る
考
え
方
が
穏
當
で
は

な
か
ろ
う
か
。

本
書

の
梗
概
を
辿
る
と
、
出
雲
大
肚

の
肚
人
が
、
そ

の
娘

の
國
に
か
ぶ
き
お

ど
り
を
召
わ
し
て
都

へ
の
ぼ
り
、
花

の
北
野
帥
肚

で
か
ぶ
き

の
踊
を
始
め
た
。

最
初
に
念
佛
踊
を
す
る
と
、
そ

の
念
佛

の
聲

に
ひ
か
れ
て
名
古
屋

の
亡
霊
が
、

/
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「
我
も
昔

の
御
身

の
友
」
即
ち
お
國

の
蕾
友
と
云
う
形
で
現
れ
、
お
國
に
自
分

を
思

い
出
さ
せ
る
と
共

に
、

「
ふ
し
ぎ

の
喧
華
」
を
し
て
早
世
し
た
無
念
を
述

べ
う
さ
晴
し
に
昔
歌

つ
た
歌
を
歌
う
。

「
あ
た
ゴ
う
き
世

は
」
か
ら

「
そ
な
た

お
も

へ
ぽ
」

の
歌
ま
で
が
そ
れ
で
あ
る
。
次

に
め
づ
ら
し
き
か
ぶ
き
と
し
て
浄

瑠
璃
も
ど
き

と
い
う
歌
を
歌
う
。

「
わ
が
懸

は
」
と

「
世

の
中

の
人
と
ち
ぎ
ら

ぽ
」

の
長

い
二

つ
の
歌
が
そ
れ
で
あ
り
、
や
が
て
か
ぶ
き

の
時
も
す
ぎ

て
名
残

を
惜
し
み

つ
x
、
歌
え
や
舞
え
や
と
再
び

「
お
か

へ
り
あ
る
か
」

「
こ
は
た
山

路
」

「
ま
く
ら
八
千
夜
も
」

の
歌
を
歌
う

の
で
あ
る
。

こ
N
で
筋
は
終
り
、
最

後

に
蹟
文

の
如
き
も

の
が
あ
り
、
本
地
物
式

に
、
お
國
を
神
格
化
し
て
こ
れ
を

出
雲
大
肚

の
灌
現
と
し
、
衆
生
の
悪
を
沸
う
た
め
に
こ
の
よ
う
な
か
ぶ
き

の

一

ふ
し
を
現
し
給
う
た
も

の
で
あ
る
と
結
ん
で
い
る
。

な
お
巻
頭
の
図

は
芝
居
小
屋
の
外
郭
、
鼠
木
戸
を
二

つ
設
け
た
竹
矢
來
を
描

い
た
も

の
で
あ

つ
て
、
こ
れ
に
樹
鷹
す
る
詞
書
を
見
出
し
得
な
い
貼

に
つ
い
て

は
、
最
初

か
ら
こ
れ
を
欠

い
て
い
た
も

の
か
、
或

い
は
後

に
失
わ
れ
た
も

の
で

あ
る
か
は
今
な
お
明
ら
か
で
な

い
。

本
書

の
主
題
と
な
り
、
ま
た
歌
舞
伎

の
租
と
言
い
傳
え
ら
れ
て
い
る
お
國
並

に
名
古
屋
山
三
の
詳
細
に

つ
い
て
も
、
未
だ
稀
少
な
資
料
を
め
ぐ

つ
て
の
論
孚

の
過
程
を
脱
す
る
域

に
は
到
達
し
て
い
な

い
。
過
去

の
記
録
が

こ
の
雨
人

に
就

い
て
余

り
に
も
種

々
に
傳
え
て
い
る
事

に
よ
る
も

の
で
あ
る
が
、
そ
れ
ら
の
中

に
於
い
て
本
書

は

「
お
く

に
」
を
以

て
出
雲
大
肚
に
仕
え
て
い
た
肚
人

の
娘
で

あ
る
と
し
、
お
國

の
父
が
出
雲
大
祉

の
杜
頭
に
お
い
て
描
か
れ
、

ふ
る
さ
と

の

出
雲
を
あ
と
に
し
て
都
に
上
る
お
國

「
道
行
」

に
つ
い
て
記
述
さ
れ
か

つ
描
鳥

さ
れ
て
い
る
。
名
古
屋
に

つ
い
て
も
、
お
國
に

「
な
ご
さ
ん
,様
」
と
呼
ば
し
め

て
お
り
、
お
國

の
奮
友
と
し
て
の
取
扱
を
以
て
記
述
さ
れ
、

「
ふ
し
ぎ

の
け
ん
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く
わ
を
し
い
だ
し
て
L
と
云
わ
し
め
て
い
る

の
は
、
慶
長
九
年
春
津
山
城
修
復

に
際

し
て
、
當
時
津
山

の
城
主
で
あ

つ
た
森
忠
政
に
仕
え

て
い
た
彼
が
、
同
僚

井
戸
宇
右
衛
門

と
孚

つ
て
終
に

一
命
を
落
す
に
至

つ
た
事
を
傳
え
る
記
録
と

一

致
す
る
内
容
を
有

つ
も

の
で
あ
る
。
從

つ
て
本
書

の
作
製
さ
れ
た
年
代

は
、

こ

う
し
た
内
容

に
基

い
て
お
の
ず
と
そ
こ
に

一
つ
の
限
界
が
設
け
ら
れ
る
。
部
ち

名
古
屋

の
亡
蜜
が
出
現
す
る
事
に
依

つ
て
彼

の
死
後

で
あ
る
事
、
ま
た
お
國
が

出
雲
大
肚

の
灌
現
と
し
て
敬
仰
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
お
國

の
在
世
中
と
し
て

は
不
自
然
で
あ
る
事

の
二

つ
で
あ
る
が
、

こ
の
爾
人

の
残
年
を
明
確
に
爲
し
得

な
い
現
在
に
お
い
て
は
、
本
書

の
製
作
年
代
は
こ
の
面

に
お
い
て
も
な
お
依
然

と
し
て
明
ら
か
に
し
難

い
。

お
國
歌
舞
妓

は
、
い
わ
ぽ
近
世
歌
舞
伎
劇
獲
展
の
第

一
段
階
を
爲
す
も
の
で

あ
り
、
歌
舞

を
主
要
素
と
す
る
歌
舞
伎
踊
で
あ
る
。
本
書
に
お
い
て
も

「
ま
つ

く

念
佛
踊
を
は
じ
め
申
さ
う
」
と
あ
る
様

に
、
舞
台
面

の
描
爲

は
お
國
が
塗

笠
を
冠
り
、
鉦
を
叩
き
な
が
ら
彌
陀

の
名
號
を
唱
え

つ
x
踊
る
念
佛
踊
を
以

て

始
ま
り
、
次

い
で
名
古
屋

の
亡
露
が
現
れ
、
二
人

の
間

に
綿

々
た
る
封
談
が
績

け
ら
れ
る
。

こ
の
樹
談
が
終
る
と
、
こ
x
に

一
轄
し
て
小
歌
六
首
を
歌

つ
て
踊

る
歌
舞
伎
踊
が
展
開
さ
れ
て
行
く

の
で
あ
る
。
而
し
て
こ
れ
に
封
す
る
図
面
も

ま
た

一
轄

し
て
、
お
國
は
も
は
や
念
佛
踊
の
衣
裳
で
は
な
く
、
男
装

し
て
銀

の

長
創
を
挾

み
、
右
手
に

「
茶
屋
の
お
か
N
」
印

ち
茶
屋

の
女
、
後

ろ
に
猿
若
を

控
え
、
最
後
に
以
上
四
人

の
総
踊
り

の
図
を
以
て
終

つ
て
い
る
。
即
ち
舞
台
面

の
描
寓
は
踊
を
も

つ
て
終
始
し
て
い
る
の
で
あ

る
。
而
し
て
こ
の
お
國
に
お
け

る
念
佛
踊

の
素
地
は
、
す

で
に
戦

國
時
代

に
お
い
て
も
見
ら
れ
た

一
乗
寺
念
佛

踊
な
ど
の
如
き
民
衆

の
娯
樂

に
求

め
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。

こ
の
お
國

の
念
佛
踊

も
初
め
は
信
衣
を
纏

つ
て
爲
さ
れ
た
も

の
で
あ
る
と
云
う
記
録

に
基
い
て
本
書

/
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を
考
察
す
る
と
き
、

こ
x
に
描
れ
て
い
る
お
國
の
衣
装
に
は
す

で
に
檜
衣
が
見

ら
れ
な
い
こ
と
か
ら
相
當
念
佛
踊
が
獲
達

を
途
げ
た
後
に
お
け
る
姿
を
描

い
た

も
の
で
あ
ろ
う
と
さ
れ
て
い
る
。
而
し
て
こ
の
様
な
念
佛
踊
に
出
獲
し
た
お
國

が
、
歌
舞
伎
踊

の
創
始
者
と
さ
れ
る
に
至

つ
た
ゆ
え
ん
は
、

「
か
ぶ
き
者
」
即

ち

「異
相
者
」
と
し
て

の
男
装
を
舞
台

に
現
し
た
事
に
基
く
も

の
で
あ

つ
て
、

本
書

に
お
い
て
は
念
佛
踊
と
歌
舞
伎
踊
の
お
國
が
共
に
描
寓
さ
れ
て
い
る
と
云

う
こ
と
が
出
來
る
。

ま
た
本
書
に
描
か
れ
て
い
る
歌
舞
伎
踊

の
舞
台

に
つ
い
て
も
、
お
國
に
お
け

る
歌
舞
伎
踊

の
舞
台
は
、
そ
の
先
行
藝
能
で
あ
る
能
式

の
舞
台
構
造
を
そ

の
ま

X
に
踏
襲
し
▽

こ
れ
を
簡
易
化
し
た
も

の
で
あ
る
と
云
う
通
説
か
ら
洩
れ
る
も

の
で
は
な

い
が
、
名
古
屋

の
亡
盤
が
観
客
席

か
ら
現
れ
て
來
る
図
面
に
樹
し
て

は
、
從
來
色
々
な
解
繹
が
行

わ
れ

て

い
る
。

こ

の
図

は
詞
書
に
お
い
て
お
國

が
、

「
お
も
ひ
よ
ら
ず
や
き

せ
ん

の
中
に
、
わ
き

て
た
れ
と
か
し
る
べ
き
」
と

驚
き
喜
ぶ
個
所

に
該
當
す
る
も

の
で
あ
る
が
、

か
く
貴
賎
さ
ま
ぐ

の
観
衆

の

中
に
名
古
屋
を
置

い
て

い
る
と
こ
ろ
に
、
役
者
と
観
客
と
の
融
合
延
い
て
歌
舞

伎
踊
が
歌
舞
伎
劇
に
移
行

し
て
ゆ
く
前
段
階
並
に
近
代
歌
舞
伎

に
お
け
る
親
爽

式

の
舞
台
を
も
看
取
し
よ
う
と
す
る
人

々
と
、
か
N
る
見
解
を
全
く
否
定
す
る

人

々
と

の
相
封
立
す
る
立
場
が
尚
現
在
に
お
い
て
も
見
ら
れ
る
。

本
書

の
解
説
に
は
な
お
言
及
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
多
く

の
問
題
が
残
さ
れ

て
い
る
で
あ

ろ
う
が
、
何
れ
に
せ
よ
本
書
が

お
國
に
は
じ
ま
る
歌
舞
伎
踊

の
舞

台
相
並
に
そ
の
演
出
方
法
な
ど
を
研
究
す
る
上
に
、
現
存
す
る
資
料

の
中
で
は

最
も
貴
重
な
も

の
x

一
つ
で
あ
る
と
云
う
点

に
お
い
て
、
本
書
複
製

の
有

つ
意

義

は
決
し
て
少
な
く
は
な

い
で
あ

ろ
う
。

「24一

/

0

(

(

{



I

KUNIJO KABUKI EKOTOBA 

          An 

 Illustrated Manuscript of Japanese 

 Classical Play Kabuki Owned by the 
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n

PREFACE

I

   The illustrated manuscript KUNIJO KAB UKI EKO TOBA owned 
by the Kyoto University Library is one of the rarest materials for the 
study of the classical play in Japan, KABUKI. 

    The Library now reproduces this manuscript in facsimile by col-
lotype process as limited edition this time. The reproduction of rare 
but important materials for the purpose of making them available for 
wider use might be, I think, one of the dutiful tasks of leading libraries, 
and we have already published several reproductions of this kind by 
now. I trust that the present reproduction, too, makes a contribution 
toward the clarification of the interesting problems concerning the 
history of our KAB UKI play. 

   Sending this new reproduction to all parts of the world, I am 
pleased to have this new opportunity to expect again our more and 
more intimate relationships between us. 

    The explanation in Japanese of this manuscript was made by Mr. 
Yakyu Mizunashi and Mr. Osamu Suzuka, Librarians of the Oriental 
Book Division and the explanatory notes in English by Mr. Chikao 
Ogura, Assistant Librarian of our University Library. 

                         HISANOSUKE IZUI, Director. 

   Kyoto University Library. 
   March 1951.
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EXPLANATORY NOTES

(.

c

I

   The original of this reproduced manuscript, 'Kunijo Kabuki Ekotoba' 

(Illustrated Manuscript of Kuni's Kabuki), property of the Kyoto University 
Library, is one of the most important and distinguished materials for the 

study of the Kabuki, a classical play in Japan, established at the opening 
of the Tokugawa period about 350 years ago. 

   In the third year of Kaei, 1850, the manuscript was found in Kinsa's 
house, Oshikoji Street in Kyoto, together with many other waste papers. 

Then the manuscript passed through many hands, without increasing its 
fame nor reputation, until it became, in the third year of Taisho, 1914, 

the property of the Kyoto University Library, where it soon became one 
of the most estimated sources of historical studies of the play in Japan. 

   The Japanese classical play, Kabuki, was founded by a maiden named 
Kuni, in service for Izumo Shrine, who became the first Kabuki actress. 

Her life and the dates of her birth and death are still uncertain. 

   Some Japanese scholars in this field are of the opinion that she lived 
the rest of her lonely life in a convent in her birthplace, Kizuki, Izumo 

Province, and died in 1607 or 1613, at the age of 87. As the founder 
of the Kabuki she won, in her lifetime, a great reputation throughout
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the country. 

   The No and the Kyogen plays which preceeded the Kabuki play were 

meant only for the upper and nobler classes of that time. The Kabuki 

found its own place in our dramaturgical history as the first popular type 
of stage entertainment in Japan given for the enjoyment of the commons. 

   Beside the manuscript reproduced here we have today only three 

illustrated manuscripts of same sort in existence. They are 'Okuni Kabuki 
Kozu' (Older Illustrations of Kuni's Kabuki), `Kabuki Soshi' (Story Book 

of Kabuki) and `Kabuki Soshi Emaki' (Illustrated Scroll of Kabuki), all 

from early ages of the Tokugawa period done by different artists, varying 
in their forms and contents. The original of our present reproduction 
excels these three others because of its earlier date and its excellent 

authorship with his exceptional skill in the composition of pictures and 

his well-trained penmanship describing the scenes of the play. 

 This type of manuscript is called Naraehon (Picture books edited 
in Nara), because they were produced by a group of painters, Edokoro, 

at the Kasuga and other shrines in the city of Nara. 

   The Naraehon is also called Tanakazaribon (Ornamental books for 
saloon shelves), and is a kind of books made for ornamental purposes; 

so the pictures are painted with gold, silver and other beautiful materials 
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which are made from colorful natural stones. 

   The manuscript begins with a picture showing the entrance of a 

Kabuki theatre shuttered with a bamboo fence. We have here, exception-

ally, no explanatory writing corresponding to this illustration and it is 

not certain whether it was omitted originally or not. 

   The second illustration shows a scene of Kuni's father praying for 

her peaceful journey up to Kyoto, the capital at the time, before the 

vermillion-lacquered gate of Izumo Shrine. 

   Following scenes are: Kuni en route to the capital; Kuni enjoying a 

spring day in Kyoto among the ' people singing and drinking joyously 

under cherry-blossoms; Kuni dancing and repeating in her song the name 

of Buddha before her crowded spectators, when suddenly appears the dead 

spirit of Sanza Nagoya, attracted by Kuni's song; Kuni singing and 

dancing with Sanza Nagoya, together with a restaurant maid and a clown, 

and the last is the scene of a round dance of all these four. 

   We find many spectators from all classes of people, high and low, 

young and old, especially in the last scene, enjoying Kuni's dance in a 

garden under full blown cherry-blossoms. 

   As to Sanza Nagoya, it is said that he was a joint actor to Kuni 

or her husband, but the details remain uncertain. We know, however, 
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from some materials he died in the nineth year of Keicho, 1605, in 

Tsuyama district. 

   One of the most interesting points this unique manuscript reveals 

is the mode of staging at that time. Kuni's Kabuki was called Kabuki 

Dance, not Kabuki Play. So the transition of Kabuki from dance to play 

is an interesting subject of dramaturgical study. We can find in this 

manuscript precisely the manner of staging of Kuni's Kabuki in its 

striking likeness to that of the No Play, its predecessor.
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