
平成30（2018）年12月文楽公演『鎌倉三代記』より
写真提供／国立劇場　協力／国立劇場、人形浄瑠璃文楽座

神
棚
の
お
は
ぎ
を

ち
ゃ
ぶ
台
に
降
ろ
す

を
つ
か
む
場
で
あ
り
、
学
び
の
場
で
あ
り
、

当
時
は
決
し
て
高
尚
な
も
の
で
は
な
か
っ

た
の
で
す
よ
ね
。

織
太
夫　

今
か
ら
3
3
5
年
前
、
貞
享

元
（
1
6
8
4
）
年
に
、
初
代
竹
本
義
太

夫
が
道
頓
堀
に
竹
本
座
を
興
し
、
活
況
を

呈
し
ま
し
た
。
従
来
の
人
形
浄
瑠
璃
は
、

歴
史
上
の
人
物
を
主
人
公
と
し
た
「
時
代

物
」
の
作
品
ば
か
り
だ
っ
た
の
で
す
が
、

初
代
義
太
夫
は
当
時
の
市
井
の
人
物
、
江

戸
時
代
の
現
代
人
を
主
人
公
と
し
た
「
世

話
物
」
と
い
う
も
の
を
つ
く
っ
た
の
で
す
。

今
の
ワ
イ
ド
シ
ョ
ー
ネ
タ
で
す
よ
ね
。

そ
の
最
初
の
作
品
が
、『
曽
根
崎
心
中
』

で
す
。
時
代
物
の
歴
史
上
の
人
物
で
な
く
、

お
初
と
い
う
19
歳
の
若
い
女
の
子
が
主
人

公
。
そ
の
お
か
げ
で
「
19
歳
の
女
の
子
が

主
役
な
ん
や
て
。
こ
の
間
、
曽
根
崎
で

あ
っ
た
心
中
事
件
の
話
を
や
る
み
た
い

よ
」
と
、
噂
を
聞
き
つ
け
た
若
い
女
の
子

た
ち
が
こ
ぞ
っ
て
観
に
く
る
よ
う
に
な
っ

た
ん
で
す
。
実
は
料
金
設
定
も
工
夫
し
て

い
て
、
当
時
手
に
職
を
も
っ
て
い
る
女
の

子
と
い
っ
た
ら
髪
結
い
ぐ
ら
い
で
し
た
が
、

彼
女
た
ち
が
1
日
働
い
て
も
ら
え
る
金
額

に
し
て
い
た
そ
う
で
す
。

池
永　

ま
さ
に
人
形
浄
瑠
璃
を
再
定
義
し
、

枠
組
み
を
変
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
新
た

な
価
値
を
創
造
し
、
客
層
を
劇
的
に
変
え

た
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。

織
太
夫　

そ
う
で
す
。
私
は
文
楽
を
、
神

棚
や
仏
壇
に
供
え
ら
れ
て
い
る
お
は
ぎ
に

見
立
て
て
い
る
ん
で
す
が
、
神
棚
か
ら
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池
永　

大
阪
ガ
ス
㈱
エ
ネ
ル
ギ
ー
・
文
化

研
究
所
は
、「
ル
ネ
ッ
セ
（R

enesse

）」

を
テ
ー
マ
に
掲
げ
、
活
動
を
展
開
し
て
い

ま
す
。「
ル
ネ
ッ
セ
」
と
は
、「
再
び
・
循

環
（ren

）」
と
「
実
在
す
る
（esse

）」
を

組
み
合
わ
せ
た
造
語
で
す
。
都
市
や
地
域

に
埋
没
す
る
本
質
を
掘
り
起
こ
し
、
新
た

な
こ
と
と
融
合
し
て
方
法
論
（
モ
ー
ド
）

を
再
構
築
し
、
再
起
動
さ
せ
よ
う
と
い
う

試
み
で
す
。
こ
れ
ま
で
情
報
誌
『
C
E
L
』

で
5
回
に
わ
た
っ
て
さ
ま
ざ
ま
な
観
点
か

ら
発
信
し
て
き
ま
し
た
が
、
今
回
は
今
一

度
大
阪
に
立
ち
返
り
、
大
阪
の
象
徴
と
で

も
い
う
べ
き
文
楽
を
テ
ー
マ
に
、
ま
ち
の

再
起
動
の
あ
り
方
と
方
法
論
を
考
え
て
い

き
た
い
と
思
い
ま
す
。

織
太
夫　

文
楽
は
3
3
0
年
以
上
か
け

て
、
あ
る
意
味
芸
術
と
い
う
も
の
に
な
り
、

今
で
は
ユ
ネ
ス
コ
の
無
形
文
化
遺
産
に
な

る
ま
で
に
成
長
し
ま
し
た
。
先
人
た
ち
に

は
感
謝
し
て
い
ま
す
し
、
先
人
た
ち
が
携

わ
り
大
事
に
し
て
き
た
も
の
に
対
し
、
私

が
承
継
し
後
世
に
伝
え
て
い
く
と
い
う
自

覚
も
も
ち
ろ
ん
あ
り
ま
す
。
で
す
が
、
今

の
ま
ま
で
十
分
で
あ
る
と
は
思
っ
て
い
ま

せ
ん
。

池
永　

テ
レ
ビ
も
映
画
も
ス
マ
ホ
も
な
い

江
戸
時
代
、
人
形
浄
瑠
璃
は
大
坂
商
人
た

ち
に
熱
狂
的
に
支
持
さ
れ
ま
し
た
。
人
形

浄
瑠
璃
は
商
人
に
と
っ
て
多
面
的
に
情
報

「
文
楽
」で

大
阪
を

再
起
動
す
る

増
田
智
泰
＝
撮
影

そ
の
都
市
な
ら
で
は
の
価
値
を
掘
り
起
こ
し
、
再
起
動
へ
つ
な
げ
る
連
続

特
集
企
画
「
ル
ネ
ッ
セ
」。
今
号
で
は
、
六
代
目
竹
本
織
太
夫
氏
に
、
江

戸
時
代
の
大
坂
で
花
開
き
今
も
な
お
進
化
し
続
け
て
い
る
「
文
楽
」
の
本

質
を
余
す
と
こ
ろ
な
く
抽
出
し
て
い
た
だ
き
、
そ
こ
か
ら
見
え
て
く
る
こ

れ
か
ら
の
大
阪
の
再
起
動
の
方
法
論
に
つ
い
て
語
り
合
う
。
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平成30（2018）年12月文楽公演『鎌倉三代記』
「高綱物語の段」を演じる竹本織太夫氏。
写真提供／国立劇場　協力／国立劇場、人形浄
瑠璃文楽座

織太夫氏が監修する『文楽のすゝめ』
（実業之日本社、2018年）は、文楽の
紹介だけでなく、近松門左衛門ゆかり
のパワースポットや織太夫氏が愛する名
店の案内など、大阪のガイドブックのよ
うにも楽しめる。

平成30（2018）年12月文楽公演『鎌倉三代記』より
写真提供／国立劇場　協力／国立劇場、人形浄瑠璃文楽座

今後の文楽公演
●2019年4月6 ～ 29日（18日除く）　国立文楽劇場開場35周年記念4月文楽公演

第一部『通し狂言仮名手本忠臣蔵（大序より四段目まで）』、第二部『祇園祭礼信仰記』『近頃
河原の達引』　大阪・国立文楽劇場

●2019年5月11 ～ 27日　5月文楽公演
『通し狂言　妹背山婦女庭訓』　東京・国立劇場

と
。
ま
じ
り
あ
う
に
は
ふ
た
つ
の
漢
字
が

あ
っ
て
、「
交
」
と
い
う
字
は
使
っ
た
食

材
が
分
か
る
よ
う
な
ま
ぜ
か
た
、「
混
」

と
い
う
字
は
元
の
食
材
を
見
え
な
く
す
る

よ
う
に
ま
ぜ
る
、
つ
ま
り
A
に
B
を
入

れ
た
ら
C
が
生
ま
れ
る
と
い
う
ま
ぜ
か

た
で
す
。
そ
し
て
私
は
、
大
阪
の
本
質
は

「
混
ぜ
る
」
の
方
じ
ゃ
な
い
か
と
思
っ
て

い
ま
す
。「
混
」
は
「
氵
（
水
）+
昆
（
丸
く

ま
と
ま
る
）」
で
、
水
が
流
れ
て
丸
く
ま
と

ま
っ
て
い
く
様
を
表
し
ま
す
が
、
そ
の
よ

う
に
多
様
な
も
の
、
新
旧
と
い
う
時
間
軸

を
混
じ
り
あ
わ
せ
て
新
た
な
も
の
を
生
み

出
し
て
き
た
の
が
大
阪
と
い
う
都
市
で
す
。

文
楽
も
伝
統
に
安
住
す
る
こ
と
な
く
、
常

に
新
し
い
価
値
を
生
み
出
そ
う
と
し
て
お

ら
れ
る
の
で
す
ね
。

ち
な
み
に
江
戸
時
代
の
大
坂
観
光
の
訪

問
先
ベ
ス
ト
3
は
、
四
天
王
寺
、
大
坂
城
、

阿あ

弥み

陀だ

池
な
ん
で
す
よ
。

織
太
夫　

明
和
年
間
に
竹
本
座
の
劇
団
が

分
裂
し
た
と
き
、
初
代
竹
本
綱
太
夫
が

「
竹
本
義
太
夫
座
再
興
座
本
」
を
名
乗
っ

ち
ゃ
ぶ
台
に
降
ろ
す
こ
と
が
大
事
だ
と

思
っ
て
い
ま
す
。
神
棚
や
仏
壇
に
置
い
て

あ
る
お
は
ぎ
に
は
手
を
出
せ
な
い
。
で
も

家
に
帰
っ
て
ち
ゃ
ぶ
台
に
置
か
れ
て
い
た

ら
勝
手
に
食
べ
ら
れ
ま
す
。
先
の
竹
本
座

が
や
っ
た
よ
う
に
、
こ
の
神
棚
か
ら
ち
ゃ

ぶ
台
に
降
ろ
す
作
業
は
今
も
必
要
で
す
。

池
永　

文
楽
は
高
尚
な
芸
・
教
養
と
い
う

イ
メ
ー
ジ
を
も
た
れ
が
ち
な
の
で
、
そ
れ

は
面
白
い
考
え
方
で
す
ね
。

織
太
夫　

重
要
無
形
文
化
財
保
持
者
（
人

間
国
宝
）
や
ユ
ネ
ス
コ
の
無
形
文
化
遺
産

と
い
っ
た
立
派
な
と
こ
ろ
ば
か
り
目
立
っ

て
し
ま
う
と
手
を
出
し
づ
ら
い
。
私
が
監

修
を
し
た
『
文
楽
の
す
ゝ
め
』
で
も
、
文

楽
を
堅
苦
し
く
語
る
よ
り
、
大
阪
に
は
美

味
し
い
も
の
や
大
阪
城
や
い
ろ
い
ろ
な
も

の
が
あ
る
け
れ
ど
も
、
大
阪
に
来
た
ら
文

楽
も
選
択
肢
に
入
れ
て
ほ
し
い
と
い
う
気

持
ち
で
、
パ
ッ
と
手
に
取
り
や
す
い
工
夫

を
し
て
い
ま
す
。
我
な
が
ら
大
阪
愛
に
あ

ふ
れ
た
本
で
す
（
笑
）。

池
永　

大
阪
愛
に
関
し
て
い
う
と
、
大
阪

は
、
昨
年
「
世
界
で
最
も
住
み
や
す
い
都

市
ラ
ン
キ
ン
グ
」（
英
誌
『
エ
コ
ノ
ミ
ス
ト
』）

で
ウ
ィ
ー
ン
、
メ
ル
ボ
ル
ン
に
次
ぐ
世
界

第
3
位
に
な
り
ま
し
た
。
そ
の
際
、
各
都

市
の
共
通
項
が
何
か
な
い
か
と
考
え
た
の

で
す
が
、
お
そ
ら
く
新
と
旧
が
「
ま
じ
り

あ
っ
て
い
る
」
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
か

て
興
行
し
た
の
が
阿
弥
陀
池
、
和
光
寺
門

前
の
芝
居
で
し
た
。
当
時
は
阿
弥
陀
池
界

隈
が
最
先
端
の
ま
ち
だ
っ
た
の
で
す
ね
。

ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
だ
っ
た
ら
ブ
ル
ッ
ク
リ
ン

み
た
い
な
感
じ
で
し
ょ
う
か
（
笑
）。

池
永　

そ
う
か
も
し
れ
ま
せ
ん
（
笑
）。
道

頓
堀
で
芝
居
も
観
る
ん
で
す
け
ど
、
順
位

は
阿
弥
陀
池
の
方
が
上
で
す
。
江
戸
時
代

の
大
坂
は
、
日
本
一
の
観
光
都
市
で
し
た
。

た
と
え
ば
「
天
下
の
台
所
」
の
天
満
の
青

物
市
場
や
雑ざ

喉こ

場ば

の
魚
市
場
を
見
に
行
っ

た
の
は
も
ち
ろ
ん
、
北
前
船
が
出
入
り
す

る
湊
、
大
丸
な
ど
の
呉
服
店
、
鴻こ

う
の

池い
け

と
か

三
井
と
か
の
大お

お

店だ
な

と
い
っ
た
大
坂
の
ダ
イ

ナ
ミ
ズ
ム
を
見
て
回
っ
た
の
で
し
ょ
う
が
、

で
も
や
っ
ぱ
り
人
気
は
人
形
浄
瑠
璃
と
日

本
一
美
味
し
い
と
い
わ
れ
た
大
坂
料
理
で

し
た
。
2
泊
3
日
で
大
坂
に
滞
在
し
、
楽

し
み
、
多
く
の
こ
と
を
学
ん
だ
と
思
い
ま

す
。
京
都
や
奈
良
観
光
と
の
違
い
の
本
質

は
、
ま
さ
に
こ
の
芝
居
や
大
坂
料
理
と
い

う
体
験
で
す
。
そ
れ
は
、
U
S
J
や
キ

タ
・
ミ
ナ
ミ
を
周
遊
す
る
現
代
の
観
光
と

同
じ
文
脈
で
す
。

織
太
夫　

鴻
池
と
い
え
ば
当
主
は
素
人
浄

瑠
璃
を
や
っ
て
お
り
、
う
ち
の
初
代
鶴
澤

道
八
は
、
11
代
鴻
池
善
右
衛
門
の
お
抱
え

の
三
味
線
弾
き
だ
っ
た
そ
う
で
す
。
昔
は

そ
う
い
う
交
流
が
た
く
さ
ん
あ
っ
て
。

池
永　

新
旧
だ
け
で
な
く
、
人
と
人
と
の

混
じ
り
あ
い
も
重
要
で
す
。
都
市
も
そ
う

で
す
け
ど
、
モ
ノ
づ
く
り
、
ビ
ジ
ネ
ス
も

そ
う
だ
と
思
う
ん
で
す
ね
。
新
旧
の
混
じ

り
あ
い
の
な
か
で
、
そ
れ
ら
を
つ
な
ぐ
の

は
何
だ
ろ
う
と
思
っ
た
と
き
に
、
そ
れ
は

ま
さ
に
「
文
化
」
で
あ
る
と
思
っ
て
い
ま

す
。
そ
う
い
う
意
味
で
も
、
大
阪
の
文
化

の
中
核
と
も
い
え
る
文
楽
の
役
割
は
大
き

い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

池
永　

私
は
大
学
で
「
大
阪
の
風
土
と
文

化
」
の
講
座
を
も
っ
て
い
ま
す
が
、
人
形

浄
瑠
璃
の
こ
と
を
話
し
た
と
こ
ろ
、
学
生

の
感
想
文
に
「
私
は
織
太
夫
さ
ん
に
文
楽

を
教
え
て
も
ら
い
ま
し
た
」
と
書
か
れ
て

い
た
の
で
ビ
ッ
ク
リ
し
ま
し
た
。
織
太
夫

さ
ん
は
、
長
年
地
元
の
小
学
校
で
文
楽
を

教
え
て
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
よ
ね
?

織
太
夫　

授
業
で
の
「
子
ど
も
文
楽
」
は
、

今
年
で
18
年
目
に
な
り
ま
す
。
1
学
年
が

1
ク
ラ
ス
30
人
ほ
ど
の
少
人
数
で
、
ほ
と

ん
ど
が
黒
門
市
場
や
商
店
の
娘
息
子
た
ち
。

で
も
累
計
で
考
え
る
と
、
5
0
0
人
以

上
の
若
者
が
浄
瑠
璃
を
語
れ
て
、
三
味
線

も
弾
け
て
、
能
管
も
吹
け
て
、
太
鼓
も
叩

け
て
、
人
形
も
遣
え
る
よ
う
に
な
っ
た
。

奇
跡
的
な
こ
と
で
す
。
ち
な
み
に
文
楽
の

太
夫
だ
け
で
稼
い
で
い
る
人
間
は
19
人
、

あ
る
意
味
絶
滅
危
惧
種
で
す
。
今
は
「
文

楽
の
す
ゝ
め
計
画
」
と
い
う
の
を
や
っ
て

い
ま
す
。
大
阪
に
来
て
も
ら
う
た
め
の
展

示
会
を
し
た
り
、
義
太
夫
節
の
体
験
教
室

を
中
之
島
図
書
館
で
や
っ
た
り
。

こ
う
し
た
活
動
は
、
結
構
、
昔
か
ら
や

ら
れ
て
い
ま
し
た
。
明
治
期
の
廃は

い

仏ぶ
つ

毀き

釈し
や
く

の
時
代
に
、
そ
れ
こ
そ
「
ル
ネ
ッ
セ
」

で
す
け
ど
、
仏
教
を
再
興
さ
せ
よ
う
と

頼
っ
た
先
が
人
形
浄
瑠
璃
だ
っ
た
わ
け
で

す
。
た
と
え
ば
『
壺
坂
観
音
霊
験
記
』
は
、

盲
目
の
だ
ん
な
が
「
死
ぬ
」
と
言
っ
て
崖

か
ら
飛
び
降
り
、
奥
さ
ん
も
飛
び
降
り
て
、

普
通
だ
っ
た
ら
死
ぬ
と
こ
ろ
が
、
観
音
様

の
お
か
げ
で
目
が
見
え
る
よ
う
に
な
っ
て

ふ
た
り
と
も
生
き
の
び
る
。
文
楽
で
は
普

通
あ
り
得
な
い
ハ
ッ
ピ
ー
エ
ン
ド
で
す
。

こ
れ
は
仏
教
に
も
う
一
度
光
を
当
て
る
た

め
に
人
形
浄
瑠
璃
が
使
わ
れ
た
と
い
う
証

拠
で
す
。

池
永　

私
は
、
元
禄
の
と
き
に
つ
く
ら
れ

た
太
夫
、
三
味
線
、
人
形
遣
い
の
「
三さ

ん

業ぎ
よ
う

一い
つ

体た
い

」
こ
そ
が
、
商
業
都
市
大
坂
な
ら
で

は
の
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
だ
っ
た
ん
じ
ゃ
な

い
か
と
思
い
ま
す
。

織
太
夫　

竹
本
義
太
夫
の
登
場
に
よ
っ
て
、

そ
れ
以
前
の
浄
瑠
璃
が
「
古
浄
瑠
璃
時

代
」
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
り
、
新
し
い

時
代
の
幕
開
け
を
迎
え
た
ん
で
す
。
浄
瑠

璃
に
も
い
ろ
い
ろ
あ
り
ま
す
が
、
ベ
ー

大
阪
に
文
楽
が
残
っ
て
い
る
の
は

必
然
性
が
あ
る
か
ら
？

新
旧
混
じ
り
あ
う
大
阪
は

今
も
昔
も
人
気
の
地
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太夫の語りにおいて、床本、見台（写真下）、尻引、
オトシ、腹帯（写真上）などの道具類は欠かせな
い。特に腹帯は芯のある声を出すための必需品で、
長年使い続けているため、現在の名の下にうっす
ら「豊竹咲甫太夫」の文字も見える。

シ
ッ
ク
は
あ
く
ま
で
上
方
で
す
。
発
祥
地

と
し
て
は
京
都
だ
と
思
い
ま
す
が
、
大
坂

に
移
っ
た
ん
で
す
ね
。
こ
れ
は
や
っ
ぱ
り

経
済
が
大
坂
に
来
た
か
ら
。
今
、
東
京
に

い
ろ
い
ろ
な
も
の
が
集
ま
る
の
も
経
済
が

東
京
に
移
っ
た
か
ら
で
し
ょ
う
?　

で

も
ど
ん
な
状
況
に
し
ろ
、
人
形
浄
瑠
璃
と

い
う
芸
能
が
大
阪
を
離
れ
な
か
っ
た
の
は
、

大
阪
で
な
く
て
は
い
け
な
か
っ
た
か
ら
な

ん
で
す
。

池
永　

人
形
浄
瑠
璃
の
多
く
の
作
品
の
舞

台
が
大
坂
や
京
都
だ
っ
た
だ
け
で
な
く
、

本
質
が
「
商
い
」
で
あ
っ
た
か
ら
で
は
な

い
で
し
ょ
う
か
。
人
形
浄
瑠
璃
に
と
っ
て

大
坂
に
い
る
こ
と
の
必
然
性
が
あ
っ
た
わ

け
で
す
ね
。

織
太
夫　

演
目
や
こ
と
ば
、
訛
り
だ
け
で

な
く
、
楽
器
も
そ
う
で
す
。
三
味
線
は
日

本
の
楽
器
だ
と
思
わ
れ
が
ち
で
す
が
、

ル
ー
ツ
は
琉
球
の
三さ

ん

線し
ん

で
、
そ
の
元
は
中

世
ペ
ル
シ
ャ
の
楽
器
だ
そ
う
で
す
。
材
料

を
見
て
も
、
胴
は
花
梨
、
棹
は
紅こ

う

木き

で
イ

ン
ド
や
ミ
ャ
ン
マ
ー
産
、
撥ば

ち

は
象
牙
、
駒

は
水
牛
の
角
、
糸
は
シ
ル
ク
で
す
。
ま
さ

に
シ
ル
ク
ロ
ー
ド
の
終
着
地
点
で
あ
る
大

坂
が
生
ん
だ
芸
能
と
い
え
ま
す
。

天
下
泰
平
、
五
穀
豊
穣
を
祈
る
御
祝
儀

曲
の
『
寿

こ
と
ぶ
き

式し
き

三さ
ん

番ば

叟そ
う

』
に
し
て
も
、「
と

う
と
う
た
ら
り
た
ら
り
ら
、
た
ら
り
あ
が

り
ら
ら
り
と
う
、
ち
り
や
た
ら
り
た
ら
り

ら
、
た
ら
り
あ
が
り
ら
ら
り
と
う
」
と

…
…
何
を
言
っ
て
い
る
か
分
か
ら
な
い

（
笑
）。
こ
れ
は
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
で
、

「
穀
物
は
輝
き
、
輝
き
て
」
だ
そ
う
で
、

穀
物
と
は
米
や
小
麦
で
、
収
穫
の
喜
び
を

「
悦
び
あ
り
や
、
悦
び
あ
り
や
」
と
舞
っ

て
い
る
の
で
す
。

池
永　

古
代
よ
り
、
遣
隋
使
・
遣
唐
使
の

み
な
ら
ず
、
シ
ル
ク
ロ
ー
ド
を
通
り
、
世

界
最
先
端
の
大
陸
の
文
化
を
日
本
に
取
り

入
れ
、
日
本
的
に
翻
訳
・
編
集
し
て
き
ま

し
た
が
、
そ
の
方
法
論
は
江
戸
時
代
に
も

発
揮
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。
し
か

し
、
ど
う
し
て
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
の
ま

ま
演
じ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
し
ょ

う
か
?

織
太
夫　

そ
れ
は
声し

よ
う

明み
よ
う

か
ら
き
て
い
る
の

で
、
や
は
り
仏
教
の
影
響
で
す
ね
。

ま
た
、
人
形
の
髪
の
毛
は
チ
ベ
ッ
ト
の

ヤ
ク
と
い
う
動
物
の
毛
で
つ
く
ら
れ
て
い

る
の
で
す
が
、
チ
ベ
ッ
ト
か
ら
わ
ざ
わ
ざ

輸
入
し
て
い
た
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
当

時
、
唐か

ら

も
の
や
高こ

麗ま

も
の
と
い
っ
た
磁
器

や
陶
器
が
珍
重
さ
れ
て
お
り
、
船
で
そ
れ

ら
を
運
ぶ
際
に
ヤ
ク
の
毛
で
包
ん
で
い
た

ん
で
す
。
そ
れ
を
大
坂
は
、
上
手
に
再
利

用
し
た
と
い
う
わ
け
。
面
白
い
で
し
ょ

う
?

池
永　

シ
ル
ク
ロ
ー
ド
の
終
着
地
点
で
あ

る
大
坂
で
、
世
界
の
「
技
術
」
が
日
本
的

な
も
の
と
融
合
し
た
形
が
、
現
代
の
文
楽

で
観
た
り
聴
い
た
り
で
き
る
の
は
と
て
も

興
味
深
い
で
す
ね
。

織
太
夫　

私
は
六
代
目
竹
本
織
太
夫
を
襲

名
し
た
際
に
『
摂せ

つ

州し
ゆ
う

合が
つ

邦ぽ
う
が

辻つ
じ

』
下
の
巻
の

切
「
合
邦
内
」
を
演
じ
ま
し
た
が
、
実
は

も
と
も
と
は
イ
ン
ド
の
王
子
様
の
物
語
な

の
で
す
。
物
語
の
中
で
「
俊し

ゆ
ん

徳と
く

丸ま
る

」
と
い

う
人
物
が
登
場
し
ま
す
が
、
本
来
は
「
信

徳
」
と
書
き
ま
す
。
こ
れ
は
中
国
に
お
け

る
イ
ン
ド
の
尊
称
で
す
。
そ
し
て
「
丸
」

と
つ
く
と
、
た
と
え
ば
牛
若
丸
や
梵
天
丸

な
ど
は
武
家
の
子
が
幼
名
と
し
て
後
を
継

ぐ
べ
き
嫡
男
に
も
使
用
さ
れ
る
。
い
わ
ば

王
子
で
す
よ
ね
。
と
い
う
こ
と
は
、
イ
ン

ド
の
王
子
様
の
親
殺
し
で
あ
る
と
か
、
継

母
の
恋
で
あ
る
と
か
、
放
浪
で
あ
る
と
か
、

そ
れ
ら
を
編
集
し
、
大
坂
版
の
物
語
に
変

え
て
し
ま
っ
た
と
い
う
こ
と
な
ん
で
す
。

池
永　

日
本
と
い
う
「
内
」
と
世
界
と
い

う
「
外
」
と
を
融
合
す
る
編
集
力
は
す
さ

ま
じ
い
で
す
ね
。
江
戸
時
代
は
鎖
国
し
て

い
た
と
い
わ
れ
ま
す
が
、
決
し
て
そ
う
で

は
な
く
、
む
し
ろ
グ
ロ
ー
バ
ル
な
時
代

だ
っ
た
と
言
え
る
の
で
す
ね
。

織
太
夫　

あ
る
意
味
、
今
日
の
ハ
リ
ウ
ッ

ド
の
よ
う
な
も
の
だ
っ
た
ん
で
し
ょ
う
。

海
外
か
ら
大
坂
に
入
っ
て
き
た
も
の
を
大

坂
人
用
に
全
部
つ
く
り
直
し
た
。

池
永　

全
て
編
集
さ
れ
た
も
の
で
す

か
?

織
太
夫　

そ
う
で
す
。
大
坂
人
の
編
集
力

に
は
驚
き
で
す
。
だ
か
ら
、
こ
う
し
た
こ

大
坂
人
の
編
集
力
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床本は、太夫が語ると
きに用いられる台本の
こと。浄瑠璃文字で書
かれ、「朱（しゅ）」と呼
ばれる語り方の指示も
記されている。太夫自
身が手書きをするため
太夫によって表現のし
かたも違ってくる。その
個性を楽しむのも文楽
の魅力のひとつだ。

池
永
寛
明

い
け
な
が
・
ひ
ろ
あ
き

大
阪
ガ
ス
㈱
エ
ネ
ル
ギ
ー
・
文
化
研

究
所
所
長
。
1
9
5
9
年
、
大
阪
市
生

ま
れ
。
82
年
大
阪
ガ
ス
入
社
後
、
天

然
ガ
ス
転
換
部
に
て
人
事
勤
労
、
営

業
部
門
に
て
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
に
携
わ
る
。
日
本
ガ
ス
協
会

に
て
企
画
部
長
と
し
て
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
・
環
境
制
度
設
計
対

応
を
担
務
。
大
阪
ガ
ス
帰
社
後
、
北
東
部
エ
ネ
ル
ギ
ー
営
業

部
長
、
近
畿
圏
部
長
を
経
て
2
0
1
6
年
よ
り
現
職
。

竹
本
織
太
夫

た
け
も
と
・
お
り
た
ゆ
う

1
9
7
5
年
、
大
阪
府
・
心
斎
橋
生

ま
れ
。
2
0
1
8
年
に
豊
竹
咲
甫
太

夫
改
め
六
代
目
竹
本
織
太
夫
を
襲
名
。

祖
父
は
文
楽
三
味
線
の
二
代
目
鶴
澤

道
八
、
伯
父
は
鶴
澤
清
治
、
実
弟
は
鶴
澤
清
馗
。
N
H
K
Ｅ

テ
レ
の
『
に
ほ
ん
ご
で
あ
そ
ぼ
』
に
レ
ギ
ュ
ラ
ー
出
演
す
る

な
ど
、
文
楽
の
魅
力
を
幅
広
く
発
信
す
る
。
11
年
、
第
28
回

咲
く
や
こ
の
花
賞
、
13
年
、
第
34
回
松
尾
芸
能
賞
新
人
賞
、

平
成
25
年
度
大
阪
文
化
祭
賞
グ
ラ
ン
プ
リ
受
賞
。

と
を
ち
ゃ
ん
と
語
り
聞
か
せ
る
人
が
出
て

こ
な
い
と
い
け
な
い
。
こ
れ
か
ら
の
時
代

は
語
り
の
時
代
だ
と
思
い
ま
す
。
テ
レ
ビ

が
面
白
く
な
く
な
っ
て
、
4
K
す
ら
ま

だ
み
ん
な
持
っ
て
い
な
い
に
も
か
か
わ
ら

ラ
ッ
ク
ボ
ッ
ク
ス
化
し
つ
つ
あ
る
。
以
前
、

対
談
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
松
岡
正
剛
さ
ん

が
、
ス
マ
ホ
に
よ
る
メ
リ
ッ
ト
も
あ
る
が
、

ス
マ
ホ
に
よ
っ
て
弱
く
な
る
時
間
軸
と
地

理
軸
を
取
り
戻
す
こ
と
が
重
要
だ
と
話
さ

れ
て
い
ま
し
た
。

織
太
夫　

時
間
軸
と
は
ど
う
い
う
こ
と
で

し
ょ
う
か
?

池
永　

先
ほ
ど
の
編
集
の
お
話
だ
と
思
い

ま
す
。
大
阪
の
人
は
古
代
か
ら
現
代
ま
で

の
一
気
通
貫
の
歴
史
、
同
じ
場
所
に
幾
重

も
積
層
さ
れ
た
物
事
を
混
じ
り
あ
わ
せ
な

が
ら
、
現
代
的
視
点
で
組
み
換
え
、
編
集

で
き
て
い
た
の
で
し
ょ
う
。
だ
か
ら
『
摂

州
合
邦
辻
』
と
い
っ
た
題
目
も
理
解
で
き

る
。
演
じ
る
人
、
観
客
の
双
方
に
編
集
能

力
が
あ
っ
た
。
し
か
し
、
今
そ
れ
が
か
な

り
薄
れ
て
い
て
、
瞬
間
瞬
間
の
も
の
し
か

分
か
ら
な
く
な
り
、
全
体
が
つ
な
が
っ
て

こ
な
い
。

織
太
夫　

だ
か
ら
編
集
能
力
に
長
け
た
人

が
重
要
視
さ
れ
る
時
代
な
ん
で
す
ね
。
今
、

感
度
の
高
い
人
、
携
帯
だ
っ
た
ら
ア
ン
テ

ナ
が
4
本
、
5
本
立
っ
て
い
る
よ
う
な
人

た
ち
は
、
す
ぐ
東
京
へ
行
っ
て
し
ま
い
、

大
阪
に
あ
ん
ま
り
い
な
い
の
で
す
。
そ
れ

は
や
っ
ぱ
り
経
済
が
大
事
だ
か
ら
な
の
で

し
ょ
う
け
ど
。

平
賀
源
内
の
こ
と
を
ご
存
知
で
す
よ
ね
。

エ
レ
キ
テ
ル
で
有
名
で
す
が
、
彼
は
広
告

業
界
だ
っ
た
ら
日
本
初
の
コ
ピ
ー
ラ
イ

タ
ー
と
も
言
わ
れ
て
い
ま
す
。「
土
用
の

丑
の
日
」
と
か
つ
く
っ
て
い
る
。
だ
け
ど

際
、
分
限
な
ど
と
使
わ
れ
、
自
分
が
な
す

べ
き
役
割
を
意
味
し
て
い
ま
す
が
、
そ
れ

が
織
太
夫
さ
ん
の
「
分
」
で
す
ね
。

織
太
夫　

そ
う
で
す
。
1
0
0
年
前
の

華
や
か
な
り
し
大
大
阪
時
代
の
、
文
楽
黄

金
時
代
再
興
に
向
け
、
種
を
植
え
、
毎
日

毎
日
水
を
あ
げ
、
肥
料
を
や
り
、
私
が
亡

く
な
る
頃
に
は
、
う
ち
の
子
ど
も
た
ち
や

ま
だ
見
ぬ
孫
た
ち
や
、
後
輩
た
ち
が
「
あ

の
人
が
い
た
か
ら
今
の
文
楽
が
あ
る
」
と
、

そ
う
言
っ
て
も
ら
え
る
よ
う
に
。

池
永　

先
ほ
ど
か
ら
お
話
を
聞
い
て
い
て
、

つ
く
づ
く
思
っ
た
こ
と
は
、
文
楽
は
A

と
B
を
引
っ
付
け
て
C
を
生
み
出
す
力

を
有
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
だ
か

ら
ビ
ジ
ネ
ス
マ
ン
と
し
て
観
て
も
、
江
戸

時
代
の
物
語
が
腹
落
ち
し
ま
す
。
商
い
の

原
理
原
則
や
人
間
関
係
や
義
理
、
お
も
て

な
し
と
い
っ
た
大
阪
ス
タ
イ
ル
の
本
質
を
、

文
楽
を
通
し
て
学
び
、
大
阪
人
と
し
て
の

五
感
を
磨
く
教
材
と
し
て
も
観
る
こ
と
が

で
き
ま
す
。
だ
か
ら
ビ
ジ
ネ
ス
マ
ン
必
見

必
聴
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。

織
太
夫　

岡
倉
天
心
が
「
芸
術
こ
そ
が
政

治
や
経
済
を
動
か
す
こ
と
が
で
き
る
。
ま

た
、
芸
術
と
職
人
の
技
芸
を
分
け
て
は
な

ら
な
い
」
と
い
う
言
葉
を
残
し
て
い
ま
す
。

ち
な
み
に
文
楽
の
太
夫
・
三
味
線
・
人
形

は
技
芸
員
と
呼
ば
れ
ま
す
か
ら
、
ま
さ
に

技
芸
の
人
で
あ
り
、
芸
術
家
で
も
あ
る
と
。

そ
し
て
、
大
阪
に
お
け
る
芸
術
と
い
う
の

は
人
形
浄
瑠
璃
な
ん
で
す
ね
。
文
楽
こ
そ

が
大
阪
の
経
済
と
文
化
。
大
阪
の
ま
ち
づ

く
り
の
将
来
に
も
つ
な
が
る
ん
で
す
。

私
の
長
年
の
知
り
合
い
の
話
で
す
が
、

ハ
ー
バ
ー
ド
・
ビ
ジ
ネ
ス
・
ス
ク
ー
ル
在

学
中
、
先
生
に
「
君
は
日
本
人
な
の
に
文

楽
を
観
た
こ
と
が
な
い
の
か
?　

文
楽

と
い
う
の
は
世
界
で
一
番
の
芸
能
だ
。
こ

ん
な
素
晴
ら
し
い
も
の
は
な
い
」
と
言
わ

れ
た
そ
う
で
す
。
そ
の
文
楽
が
右
肩
下
が

り
を
始
め
た
の
は
、
保
存
や
承
継
だ
け
を

目
的
と
し
、
思
い
切
っ
た
革
新
的
な
も
の

を
つ
く
ら
な
く
な
っ
た
か
ら
じ
ゃ
な
い
で

す
か
?　

だ
か
ら
、
い
ろ
い
ろ
な
実
験

が
あ
っ
て
い
い
ん
で
す
よ
。

池
永　

文
化
の
語
源
は
耕
す
・
栽
培
す

る
・
磨
く
（cultivate

）
こ
と
で
あ
り
、

繰
り
返
す
こ
と
に
本
質
が
あ
る
の
で
は
な

い
で
し
ょ
う
か
。
繰
り
返
し
な
が
ら
も
、

新
た
な
こ
と
を
加
え
て
、
進
化
・
洗
練
し

続
け
る
こ
と
が
重
要
だ
と
思
い
ま
す
。

最
後
に
、
織
太
夫
さ
ん
の
こ
れ
か
ら
の

目
標
を
教
え
て
く
だ
さ
い
。
文
楽
再
興
に

向
け
て
、
ど
の
よ
う
な
活
動
を
展
開
し
て

い
か
れ
ま
す
か
?

織
太
夫　

ま
ず
は
太
夫
の
数
を
倍
増
さ
せ

た
い
で
す
ね
。
特
に
大
阪
、
上
方
・
関
西

の
出
身
者
を
増
や
し
た
い
で
す
。
何
を
や

る
に
も
太
夫
が
い
な
い
と
始
ま
ら
な
い
。

そ
の
た
め
に
は
、
ま
ず
は
広
く
多
く
の
人

に
文
楽
と
い
う
素
晴
ら
し
い
芸
能
に
ふ
れ

て
も
ら
い
、
一
生
の
仕
事
に
し
て
も
ら
え

る
よ
う
に
、
私
自
身
が
素
晴
ら
し
い
舞
台

を
務
め
な
い
と
い
け
ま
せ
ん
。

池
永　

次
世
代
に
ど
う
承
継
し
て
い
か
れ

ま
す
か
?

織
太
夫　

あ
る
方
に
子
ど
も
向
け
の
新
作

を
書
い
て
い
た
だ
き
、
今
曲
を
つ
け
て
い

ま
す
。
文
楽
版
の『
ト
イ
・
ス
ト
ー
リ
ー
』

で
す
ね
。
そ
れ
を
ま
だ
文
楽
を
観
劇
し
た

こ
と
の
な
い
子
ど
も
た
ち
に
見
せ
よ
う
と

企
て
て
い
る
わ
け
な
ん
で
す
。
た
と
え
ば
、

「
文
楽
公
演
の
終
演
後
の
舞
台
裏
で
人
形
た

ち
が
自
分
た
ち
の
意
志
を
持
っ
て
動
き
出

す
話
で
す
」
と
言
わ
れ
て
も
分
か
り
に
く

い
け
ど
、「
文
楽
版
の『
ト
イ
・
ス
ト
ー

リ
ー
』
と
で
も
申
し
ま
し
ょ
う
か
。
文
楽

フ
ァ
ン
お
馴
染
み
の
人
形
や
詞
章
も
出
て

き
て
、
大
人
も
楽
し
ん
で
い
た
だ
け
る
と

思
い
ま
す
」
っ
て
言
っ
た
ら
、
観
に
行
こ
う

か
な
と
思
う
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
？

そ
れ
か
ら
、
文
楽
は
い
わ
ゆ
る
ピ
ラ

ミ
ッ
ド
の
頂
点
で
、
昔
は
女
流
義
太
夫
か

ら
、
だ
ん
な
衆
や
素
人
の
愛
好
家
、
そ
れ

か
ら
小
・
中
学
生
の
子
ど
も
た
ち
ま
で
、

そ
れ
ぞ
れ
が
稽
古
に
励
ん
で
い
た
ん
で
す

よ
ね
。
リ
ト
ル
リ
ー
グ
や
シ
ニ
ア
リ
ー
グ
、

草
野
球
や
ノ
ン
プ
ロ
と
い
っ
た
野
球
の
よ

う
に
。
そ
う
し
た
ピ
ラ
ミ
ッ
ド
を
再
構
築

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
大
阪
の
ま
ち
は
変

わ
る
ん
で
す
。
も
と
も
と
文
楽
の
ま
ち
、

浄
瑠
璃
の
ま
ち
だ
っ
た
ん
で
す
か
ら
。

池
永　

文
楽
は
、
大
阪
と
い
う
ま
ち
、
大

阪
人
を
表
す
原
風
景
で
あ
り
、
大
阪
ス
タ

イ
ル
の
本
質
を
体
現
し
て
い
ま
す
。
文
化

を
承
継
す
る
の
は
ひ
と
り
の
天
才
的
な
ク

リ
エ
ー
タ
ー
だ
け
で
は
だ
め
で
、
そ
れ
を

理
解
し
、
支
持
す
る
人
々
が
必
要
で
す
。

そ
う
い
う
意
味
で
文
化
は
都
市
・
地
域
戦

略
で
す
。

織
太
夫　

私
の
大
師
匠
（
豊と

よ

竹た
け

山や
ま

城し
ろ
の

少し
よ
う

掾じ
よ
う）

も
「
石
に
か
じ
り
つ
い
て
で
も
大
阪
を
出

て
は
い
け
な
い
」
と
、
お
っ
し
ゃ
い
ま
し

た
。
文
楽
協
会
を
東
京
に
、
と
い
う
話
も

あ
り
ま
し
た
が
、
今
日
お
話
し
し
た
よ
う

な
文
楽
の
歴
史
を
考
え
ま
し
て
、
や
は
り

大
師
匠
の
お
っ
し
ゃ
る
よ
う
に
、
大
阪
の

土
地
を
離
れ
て
は
い
け
な
い
と
私
は
思
い

ま
し
た
。
そ
の
気
持
ち
を
大
阪
の
人
た
ち

に
ひ
と
り
で
も
共
有
し
て
い
た
だ
け
れ
ば
、

文
楽
を
長
く
愛
し
て
い
た
だ
け
る
と
確
信

し
て
い
ま
す
。

文
楽
再
興
で
大
阪
を
再
起
動

ず
、
さ
ら
に
8
K
と
か
言
わ
れ
て
も
興

味
が
も
て
ま
せ
ん
よ
ね
。
逆
に
今
、
地
下

鉄
な
ん
か
に
乗
っ
て
い
る
と
ラ
ジ
コ
（
ス

マ
ホ
で
ラ
ジ
オ
が
聴
け
る
ア
プ
リ
）
の
広
告

だ
ら
け
で
、
実
際
に
あ
ち
ら
こ
ち
ら
で
ラ

ジ
コ
を
聴
い
て
い
る
人
が
い
る
わ
け
で
す

よ
。
こ
れ
か
ら
は
ラ
ジ
オ
の
時
代
。
語
り

聞
か
せ
る
と
い
う
時
代
に
な
っ
て
き
て
い

る
ん
で
す
。「
プ
ロ
野
球
で
ス
タ
ー
が
出

な
く
な
っ
た
の
は
、
ラ
ジ
オ
の
中
継
が
な

く
な
っ
た
か
ら
だ
」
と
誰
か
が
言
っ
て
ま

し
た
け
ど
、
要
す
る
に
イ
マ
ジ
ネ
ー
シ
ョ

ン
、
想
像
力
を
働
か
せ
る
っ
て
い
う
こ
と

が
な
く
な
っ
た
ん
で
す
。
タ
ク
シ
ー
に

乗
っ
て
い
て
ラ
ジ
オ
で
相
撲
中
継
を
や
っ

て
い
て
も
、
う
ま
い
人
が
し
ゃ
べ
っ
た
ら

生
で
見
て
い
る
よ
り
よ
っ
ぽ
ど
頭
に
入
っ

て
く
る
。
ち
な
み
に
文
楽
も
、
今
は
「
観

る
」
で
す
が
、
昔
は
「
聴
く
」
と
言
わ
れ

て
い
た
ん
で
す
。

池
永　

お
っ
し
ゃ
る
通
り
想
像
力
は
大
事

で
す
よ
ね
。
災
害
の
と
き
も
ラ
ジ
オ
が
一

番
頼
れ
る
存
在
で
す
。

織
太
夫　

災
害
の
と
き
に
4
K
、
8
K

は
い
ら
な
い
。
情
報
を
き
っ
ち
り
正
確
に

語
れ
る
人
が
必
要
で
す
。
ス
マ
ホ
の
普
及

で
多
く
の
モ
ノ
が
な
く
な
り
ま
し
た
が
、

ラ
ジ
オ
は
復
活
し
て
い
ま
す
。

池
永　

今
、
ス
マ
ホ
な
ど
の
情
報
革
命
に

よ
っ
て
、
生
活
、
人
間
関
係
、
教
育
、
仕

事
の
進
め
方
な
ど
が
大
き
く
変
わ
り
ま
し

た
。
と
り
わ
け
、
イ
ン
プ
ッ
ト
と
ア
ウ
ト

プ
ッ
ト
し
か
見
え
ず
、
プ
ロ
セ
ス
が
ブ

一
番
社
会
に
影
響
を
与
え
た
の
は
、
浄
瑠

璃
作
者
「
福ふ

く

内ち

鬼き

外が
い

」
と
し
て
な
ん
で
す

よ
。
彼
の
初
作
『
神し

ん

霊れ
い

矢や

口ぐ
ち
の

渡わ
た
し

』
は
、
江

戸
で
初
演
さ
れ
た
浄
瑠
璃
本
の
な
か
で
最

も
良
く
売
れ
た
作
品
で
し
た
。
ア
ン
テ
ナ

が
4
本
、
5
本
立
っ
て
い
る
、
こ
う
し
た

人
を
東
京
に
流
出
さ
せ
て
は
い
け
な
い
。

池
永　

幕
末
の
大
坂
に
は
、
博
覧
強
記
で

有
名
な
木
村
蒹け

ん

葭か

堂ど
う

以
外
に
、
暁

あ
か
つ
き

鐘か
ね

成な
り

と
い
う
人
も
い
た
ん
で
す
。
商
人
で
あ
り
、

浮
世
絵
師
で
あ
り
、
劇
作
者
や
コ
ピ
ー
ラ

イ
タ
ー
で
も
あ
り
。
彼
の
ア
ン
テ
ナ
、
情

報
収
集
能
力
は
凄
か
っ
た
。
そ
し
て
、
そ

れ
を
編
集
し
て
つ
く
る
能
力
、
ス
ピ
ー

デ
ィ
ー
に
つ
く
る
能
力
も
高
か
っ
た
。
大

坂
に
は
そ
う
い
う
土
壌
が
あ
っ
た
。

織
太
夫　

大
阪
で
生
ま
れ
て
大
阪
で
育
て

ら
れ
た
私
に
と
っ
て
、
大
阪
へ
の
恩
返
し

は
浄
瑠
璃
し
か
な
い
と
思
っ
て
い
ま
す
が
、

文
楽
の
再
興
と
い
う
意
味
で
も
、
大
阪
に

多
様
な
人
が
数
多
く
来
る
こ
と
は
チ
ャ
ン

ス
だ
と
捉
え
て
い
ま
す
。
今
年
の
G
20

大
阪
サ
ミ
ッ
ト
、
ラ
グ
ビ
ー
ワ
ー
ル
ド

カ
ッ
プ
、
そ
の
先
の
万
博
も
そ
う
で
す
ね
。

大
阪
に
住
ん
で
い
る
人
だ
け
で
は
な
く
、

大
阪
に
来
る
世
界
中
の
人
た
ち
が
、
文
楽

を
さ
ら
に
成
熟
さ
せ
て
く
れ
る
と
思
い
ま

す
。
新
し
い
力
や
才
能
が
、
新
し
い
文
楽

を
つ
く
る
と
信
じ
て
い
ま
す
し
、
私
も
そ

の
た
め
の
努
力
を
続
け
て
い
か
な
い
と
い

け
ま
せ
ん
。

池
永　

ま
さ
に
「
分
」
で
す
ね
。「
分
」

と
は
、
自
分
、
分
別
、
本
分
、
存
分
、
分
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