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昔
々
、
市
ヶ
谷
左
内
町
の
中
島
家
に
は
、
そ
れ
は

そ
れ
は
沢
山
の
人
間
が
家
元
を
訪
ね
て
来
た
と
い
う
。

あ
る
日
の
こ
と
。「
自
分
は
忍
者
だ
」
と
名
乗
り
出
る

者
が
登
場
、
一
同
、
唖
然
と
し
た
。
し
か
し
、
そ
こ

は
さ
す
が
家
元
。「
で
は
、
お
前
が
忍
者
で
あ
る
証
拠

を
示
し
て
み
ろ
」。
す
る
と
そ
の
忍
者
、
わ
か
り
ま
し

た
と
言
っ
て
サ
サ
ッ
と
天
井
を
歩
い
て
み
せ
た
。
と

い
う
、
嘘
み
た
い
な
本
当
の
話
。

　

宮
城
道
雄
が
若
い
頃
、
伝
説
の
名
人
・
長
谷
幸
輝

（
な
が
た
に
ゆ
き
て
る
）
に
、
い
わ
く
の
名
曲
「
青

葉
」
を
弾
い
て
聴
か
せ
て
も
ら
え
な
い
か
と
願
い
出

た
。「
で
も
、
あ
の
曲
を
聴
い
た
ら
、
貴
方
は
気
が
変

に
な
っ
て
し
ま
う
か
も
し
れ
な
い
か
ら
」
と
忠
告
さ

れ
た
宮
城
は
、「
こ
の
際
、
自
分
の
気
が
変
に
な
っ
て

し
ま
っ
て
も
構
わ
な
い
」
と
言
っ
て
、
長
谷
に
「
青

葉
」
を
奏
し
て
も
ら
っ
た
の
だ
と
い
う
。
後
年
、
宮

城
は
ラ
ジ
オ
番
組
で
「
あ
の
時
は
、
本
当
に
気
が
変

に
な
っ
て
し
ま
い
そ
う
に
な
っ
た
」
と
語
っ
た
と
い

う
、
嘘
み
た
い
な
本
当
の
話
。

 　

大
昔
、
日
本
か
ら
イ
ン
ド
へ
物
資
を
運
ぶ
こ
と
が
あ
っ
た
。
イ
ン
ド

で
物
資
を
積
み
降
ろ
し
、
や
れ
や
れ
ぼ
ち
ぼ
ち
日
本
へ
戻
ろ
う
か
と
思

っ
た
が
、
そ
の
ま
ま
の
空
っ
ぽ
の
船
で
再
び
海
に
出
る
と
転
覆
し
て
し

ま
う
危
険
が
あ
っ
た
の
で
、
間
に
合
わ
せ
で
積
み
込
ん
だ
物
が
、
当
時

イ
ン
ド
に
生
息
し
て
い
た
大
量
の
カ
リ
ン
の
木
で
あ
っ
た
。
今
日
、
三

味
線
の
材
料
に
カ
リ
ン
が
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
、
そ
も
そ
も
の
ル

ー
ツ
が
こ
こ
に
あ
る
と
い
う
、
嘘
み
た
い
な
本
当
の
話
。

 　

正
派
邦
楽
会
館
の
玄
関
に
展
示
し
て
あ
る
筝
の
名
器
「
富
士
」。
こ

れ
は
、
職
人
が
一
か
八
か
の
大
博
打
で
購
入
し
た
大
木
の
中
か
ら
取
ら

れ
た
楽
器
で
あ
っ
た
。
随
分
後
に
な
っ
て
、
同
じ
大
木
か
ら
「
富
士
」

と
向
か
い
合
わ
せ
で
切
り
取
ら
れ
た
も
う
一
面
の
筝
が
あ
る
こ
と
が
判

っ
た
。 

片
方
は
家
元
に
。
も
う
片
方
は
別
の
人
の
手
に
渡
る
筈
で
あ

っ
た
が
、
納
品
の
日
の
朝
に
な
っ
て
、
一
本
の
電
話
が
入
る
。
そ
の
受

取
人
が
、
急
逝
し
た
と
い
う
。「
呪
い
な
の
か
、
た
だ
の
偶
然
な
の
か
」

職
人
は
一
晩
思
い
詰
め
て
、
行
き
場
を
失
っ
た
筝
を
時
が
来
る
ま
で
封

印
し
た
の
だ
と
い
う
。
そ
の
筝
は
、「
富
士
」
を
鏡
で
映
し
た
よ
う
に

木
目
が
対
（
つ
い
）
に
な
っ
て
い
て
、
今
も
、
某
楽
器
店
の
蔵
に
眠
っ

て
い
る
と
い
う
、
嘘
み
た
い
な
本
当
の
話
。

奥
田
雅
楽
之
一

第
二
号

「
伝
説
」

　
メ
ル
マ
ガ
《noich

i

》
第
二
号
は
、
煙
に
巻

か
れ
た
不
思
議
な
お
話
に
焦
点
を
当
て
ま
す
。

　
人
か
ら
人
へ
脈
々
と
伝
え
ら
れ
て
き
た
芸
事

の
世
界
に
は
、
時
に
、
嘘
み
た
い
な
本
当
の
、

で
も
嘘
か
も
し
れ
な
い
話
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ

を
人
は
『
伝
説
』
と
称
し
、
代
々
、
何
十
年
、

何
百
年
に
も
亘
っ
て
語
り
継
が
れ
て
き
た
こ
と

に
、
一
つ
の
真
実
を
見
出
し
て
い
ま
す
。

名器「富士」



「
七
月
」「
京
都
」
と
言
え
ば

滋
賀
大
学
非
常
勤
講
師  

井
口
は
る
菜  

　

七
月
の
京
都
は
祗
園
祭
一
色
に
染
ま
る
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な

い
。
実
際
は
、
七
月
一
日
か
ら
一
ヶ
月
に
わ
た
っ
て
ほ
と
ん
ど
連
日
、

様
々
な
行
事
が
行
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
や
は
り
十
七
日
の
山

鉾
巡
行
が
最
も
有
名
で
あ
ろ
う
。
こ
の
日
、
京
の
町
は
平
安
絵
巻
を

一
目
見
よ
う
と
集
ま
る
多
く
の
観
光
客
で
い
っ
ぱ
い
に
な
る
。
も
と

も
と
、
こ
の
山
鉾
巡
行
は
、
京
都
に
疫え

き
び
ょ
う

病
が
流
行
し
た
際
に
、
そ
の

疫え
き
じ
ん神

を
集
め
て
生
活
圏
か
ら
追
い
出
す
こ
と
を
目
的
と
し
て
行
わ
れ

た
も
の
で
、
山
や
鉾
が
賑
や
か
で
美
し
く
飾
ら
れ
る
の
は
、
疫
神
を

寄
せ
集
め
る
た
め
の
最
上
の
趣
向
で
あ
る
と
い
う
。

　

現
在
の
祗
園
祭
で
は
、
全
三
十
二
基
の
山
鉾
が
京
の
町
を
彩
る
が
、

そ
の
中
に
、
十
三
弦
の
琴
（
本
当
は
「
箏
」
で
あ
る
べ
き
だ
が
、
こ

こ
で
は
「
琴
」
と
表
記
し
て
お
く
）
を
主
題
と
し
て
い
る
山
が
一
基

あ
る
。
ご
存
知
の
方
も
多
い
だ
ろ
う
が
、そ
れ
は
「
伯は

く
が
や
ま

牙
山
」
で
あ
る
。

こ
の
山
は
、
琴
を
割
る
伝
説
に
基
づ
い
て
い
る
た
め
に
、
も
と
は
「
琴

割
り
山
」
と
呼
ば
れ
て
い
た
も
の
で
、
以
前
の
名
の
ほ
う
が
知
名
度

が
高
い
と
も
言
わ
れ
て
い
る
。

　

実
は
、
中
国
の
琴
割
り
の
伝
説
に
は
二
つ
あ
る
。
一
つ
は
、
こ
の

山
の
現
在
の
呼
称
と
な
っ
た
伯
牙
に
ま
つ
わ
る
断
弦
の
伝
説
で
あ
る
。

伯
牙
は
春
秋
時
代
の
琴
の
名
手
で
、
そ
の
友
人
で
琴
を
聴
く
名
人
で

あ
っ
た
鐘し

ょ
う
し
き

子
期
の
死
去
を
悲
し
み
、
弦
を
絶
っ
て
以
後
二
度
と
琴

を
奏
す
る
こ
と
は
無
か
っ
た
と
い
う
。
も
う
一
つ
は
、
東
晋
時
代
の

戴た
い
き逵

（
戴た

い
あ
ん
ど
う

安
道
と
も
）
に
ま
つ
わ
る
伝
説
で
あ
る
。
戴
逵
は
琴
に
限

ら
ず
書
画
そ
の
他
の
芸
に
も
通
じ
て
い
た
多
才
な
人
物
で
あ
っ
た
が
、

武ぶ
り
ょ
う
お
う

陵
王
が
伶れ

い
じ
ん人

と
し
て
彼
を
召
し
抱
え
よ
う
と
す
る
と
、
使
者
の
目

前
で
琴
を
叩
き
割
り
応
じ
な
か
っ
た
、つ
ま
り「
琴
割
っ
た
＝
断
っ
た
」

と
い
う
の
で
あ
る
。

　

当
山
の
上
で
今
に
も
叩
き
割
ろ
う
と
、
置
か
れ
た
琴
を
凝
視
す
る

御
神
体
は
、
そ
の
装
束
や
「
琴
割
り
山
」
と
い
う
前
名
な
ど
か
ら
考

え
て
戴
逵
で
あ
っ
て
も
お
か
し
く
な
い
の
だ
が
、
何
故
か
明
治
四
年

の
改
名
の
際
に
は
「
伯
牙
」
が
山
名
と
し
て
選
ば
れ
、
御
神
体
も
伯

牙
で
あ
る
と
言
わ
れ
て
い
る
。

　

い
ず
れ
に
し
て
も
、
伝
統
あ
る
祭
礼
の
中
で
、
琴
（
箏
）
を
主
題

と
す
る
山
が
毎
年
大
き
な
役
割
を
果
た
す
た
め
に
京
の
町
に
出
現
し

て
い
る
こ
と
は
、
こ
の
楽
器
に
携
わ
る
者
に
と
っ
て
な
ん
と
な
く
嬉

し
い
。
こ
の
山
の
裾
幕
や
粽
に
、
琴
柱
を
散
ら
し
た
デ
ザ
イ
ン
が
施

さ
れ
て
い
る
こ
と
に
も
、
親
近
感
を
覚
え
る
の
で
あ
る
。

　

今
年
も
ま
も
な
く
、　

伯
牙
山
が
都
大
路
を
巡
行
す
る
。

「
後パ

ト

ロ

ン

援
者
」　
｜
徳
川
宗
春
と
豊
後
掾
｜

　
重
要
無
形
文
化
財
常
磐
津
節
太
夫
方　

常
磐
津
小こ

ぶ
ん
だ
ゆ
う

文
太
夫

　
「
常
磐
津
節
」
は
「
唄
う
」
と
い
う
よ
り
も
「
語
り
」
を
主
と
す
る

邦
楽
で
、
い
わ
ゆ
る
「
浄
瑠
璃
」
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
浄
瑠
璃
は

関
西
で
は
義
太
夫
節
、
関
東
は
豊
後
節
と
な
り
、
こ
の
豊
後
節
の
一

番
の
流
れ
を
汲
む
の
が
常
磐
津
節
で
す
。ま
た
、常
磐
津
か
ら
富
本
節
、

富
本
か
ら
清
元
節
と
生
じ
る
こ
と
か
ら
常
磐
津
、
富
本
、
清
元
を
豊

後
三
流
と
呼
び
、
豊
後
節
を
語
っ
た
宮み

や
こ
じ
ぶ
ん
ご
の
じ
ょ
う

古
路
豊
後
掾
の
一
番
の
高
弟

が
初
代
常と

き
わ
づ
も
じ
た
ゆ
う

磐
津
文
字
太
夫
と
い
う
わ
け
で
す
。

　

さ
て
、
題
名
に
あ
る
後パ

ト

ロ

ン

援
者
の
話
に
な
り
ま
す
が
、
茶
道
や
能
楽

が
将
軍
家
や
諸
武
家
か
ら
パ
ト
ロ
ネ
ー
ジ
ュ
さ
れ
て
い
た
よ
う
に
、

常
磐
津
節
に
も
後
援
者
が
い
ま
し
た
。
と
言
っ
て
も
常
磐
津
が
全
盛

と
な
る
時
代
の
後
援
者
は
、
い
わ
ゆ
る
資
本
金
が
ふ
ん
だ
ん
に
あ
る

「
商
人
」
で
す
。
当
時
の
歌
舞
伎
役
者
や
演
奏
者
は
、
よ
り
強
力
な
後

援
者
を
得
る
こ
と
で
そ
の
地
位
を
磐
石
な
も
の
に
し
て
き
ま
し
た
。

初
代
常
磐
津
文
字
太
夫
の
師
で
あ
る
宮
古
路
豊
後
掾
の
後
援
者
は「
徳

川
宗
春
」
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

　

宗
春
は
尾
張
徳
川
家
の
七
代
藩
主
で
す
が
、
浅
黄
の
頭
巾
に
べ
っ

甲
の
丸
笠
、
黒
い
衣
装
に
黒
足
袋
と
大
名
ら
し
か
ら
ぬ
、
い
わ
ゆ
る

奇
天
烈
な
「
傾か

ぶ
き
も
の

き
者
」
の
格
好
で
芝
居
見
物
な
ど
派
手
に
遊
興
し
、

享
保
の
改
革
を
行
っ
た
当
時
の
八
代
将
軍
「
徳
川
吉
宗
」
と
は
真
っ

向
か
ら
意
見
の
違
う
人
物
で
し
た
。

　

一
七
○
○
年
台
は
じ
め
に
豊
後
節
が
将
軍
徳
川
吉
宗
に
よ
り
禁
止

さ
れ
ま
す
。
作
品
内
容
の
多
く
が
「
心
中
も
の
」
で
あ
り
、
感
化
さ

れ
た
若
者
の
心
中
事
件
が
多
発
し
た
こ
と
が
原
因
と
言
わ
れ
て
い
ま

す
が
、
一
説
で
は
吉
宗
と
宗
春
と
の
衝
突
の
巻
き
添
え
を
食
っ
た
と

い
う
事
が
あ
り
ま
す
。「
将
軍
と
し
て
の
地
位
を
頑
な
に
し
た
い
」
と

い
う
吉
宗
と
、「
徳
川
御
三
家
の
格
は
す
べ
て
等
し
い
」
と
い
う
宗
春

と
で
は
ス
タ
イ
ル
も
意
見
も
全
て
が
異
な
っ
て
い
た
よ
う
で
す
。

　

た
し
か
に
宗
春
と
同
じ
く
、宮
古
路
豊
後
掾
の
出
立
ち
も
相
当
「
傾

い
て
」
い
ま
し
た
。
足
ま
で
届
く
長
羽
織
に
、「
文
金
島
田
」
の
元
と

な
る
く
ら
い
の
女
性
的
な
髷ま

げ

（
髪
型
）、
お
小
姓
に
先
を
持
た
せ
た
非

常
に
長
い
煙き

せ
る管

な
ど
は
流
麗
華
美
で
、
質
素
倹
約
に
相
反
す
る
姿
は

宮
みやこじぶんごのじょう

古路豊後掾 …………… 師匠 →初世　都
みやこいっちゅう

一中（一中節始祖）
 弟子 →宮古路文字太夫（常

と き わ づ

磐津節始祖）
  →宮古路加賀太夫（新

しんない

内節遠祖）
  →宮古路薗八（宮

みやぞの

薗節始祖）

初世常磐津文字太夫 …… 宮古路豊後掾の弟子。のちに常磐津と改名して創流。
 弟子に初世小文字太夫（富

とみもと

本節始祖・初世富本豊
ぶぜんのじょう

前掾）
 　　二世富本豊前の弟子斎

い つ き

宮太夫  →  清
きよもと

元節を創流
	 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（現家元は七世延

えんじゅ

寿太夫）
	 ※常磐津・富本・清元を総じて「豊後三流」

九世常磐津文字太夫 …… 常磐津節、現家元。

※現在では常磐津文字蔵が「十二世都一中」を、常磐津一寿郎が「富本豊前」を兼任。
　また、初世常磐津小文字太夫は「富本節」を創流した人物だが、
　二代目小文字太夫からは常磐津家元文字太夫の後継者であった事から、
　下記のように常磐津家元の前名として用いられている。
　例：小文太夫（家元幼名）→小文字太夫（家元前名）→文字太夫（家元）

↓次ページにつづく



表
作
：
フ
ァ
イ
ナ
ル
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
シ
リ
ー
ズ
）、菅
野
よ
う
子
氏
（
代

表
作
：
信
長
の
野
望
シ
リ
ー
ズ
）
等
々
。
ち
な
み
に
私
は
信
長
の
野

望
の
群
雄
Ｂ
Ｇ
Ｍ
「
時
の
調
べ
」
が
眠
れ
な
い
ほ
ど
脳
裏
を
駆
け
巡

っ
た
記
憶
が
あ
り
ま
す
・
・
・
。

　

任
天
堂
フ
ァ
ミ
リ
ー
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
（
通
称
：
フ
ァ
ミ
コ
ン
）
の

当
時
は
電
子
音
の
３
和
音
の
み
で
し
た
が
、
今
と
な
っ
て
は
そ
の
音

楽
も
オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
の
演
奏
を
使
っ
た
り
し
て
い
る
も
の
も
あ
り
ま

す
。
し
か
し
、
当
時
の
電
子
３
和
音
の
単
純
さ
・
レ
ト
ロ
さ
が
耳
に

残
っ
て
記
憶
か
ら
離
れ
な
い
反
面
、
最
近
の
壮
大
な
も
の
は
素
晴
ら

し
い
の
だ
け
れ
ど
、
複
雑
化
し
て
い
て
記
憶
に
残
り
に
く
い
気
が
し

ま
す
。
こ
れ
は
古
典
・
現
代

を
含
め
た
三
曲
音
楽
に
つ
い

て
も
同
じ
こ
と
が
言
え
る
と

思
い
ま
す
。
複
雑
な
和
声
や

技
巧
的
な
旋
律
・
拍
子
も
い

い
で
す
が
、
砧
地
や
巣
篭
地

と
い
っ
た
音
型
な
ど
、
単
純

で
す
が
案
外
口
ず
さ
み
た
く

な
る
と
思
い
ま
す
。
仮
に
は

じ
め
て
で
も
ど
こ
か
な
つ
か

し
い
感
じ
が
、
耳
に
、
記
憶

に
、残
さ
せ
る
の
で
し
ょ
う
。

　

フ
ァ
ミ
コ
ン
が
や
り
た
く

な
っ
て
き
ま
し
た
。
フ
ァ
ミ

コ
ン
の
調
子
が
悪
い
時
、
本

体
と
カ
セ
ッ
ト
の
接
続
部
分

を
息
で
フ
ー
フ
ー
し
て
か
ら

差
込
む
と
す
ぐ
直
る
と
い

う
”
都
市
伝
説
”
が
あ
り

ま
す
。
信
じ
る
か
信
じ
な
い

か
は
あ
な
た
次
第
で
す
。

邦
楽
英
単
語
講
座
・
そ
の
二
…
こ
と
づ
め
（
琴
爪
）
は
英
語

でpick(s)

と
言
い
ま
す
。
ギ
タ
ー
の
ピ
ッ
ク
と
同
じ
で
す
。
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三
味
線
演
奏
家　

田
辺　

明

　

日
常
生
活
に
お
い
て
何
の
気
な
し
に
聞
こ
え
て
く
る
音
や
音
楽
に

気
を
留
め
て
み
る
と
、
音
楽
的
・
楽
典
的
に
さ
ま
ざ
ま
な
発
見
が
あ

っ
た
り
（
な
か
っ
た
り
）
し
ま
す
。

　

今
回
の
テ
ー
マ
「
伝
説
」
で
連
想
す
る
の
は
、「
ゼ
ル
ダ
の
伝
説
」、

「
餓
狼
伝
説
」、「
ド
ラ
ゴ
ン
ク
エ
ス
ト
Ⅲ
～
そ
し
て
伝
説
へ
～
」
と
い

う
こ
と
で
ゲ
ー
ム
音
楽
。
私
は
い
わ
ゆ
る
“
フ
ァ
ミ
コ
ン
世
代
”

に
入
る
の
で
し
ょ
う
か
、
ゲ
ー
ム
の
Ｂ
Ｇ
Ｍ
に
は
耳
に
残
っ
て
離
れ

な
い
も
の
も
あ
り
ま
す
。
有
名
な
の
は
「
ス
ー
パ
ー
マ
リ
オ
ブ
ラ
ザ

ー
ズ
」。
今
で
も
そ
の
イ
ン
ト
ロ
を
聞
け
ば
、
そ
の
世
代
の
人
は
誰
で

も
わ
か
る
と
い
う
く
ら
い
の
知
名
度
で
し
ょ
う
。
こ
う
し
た
ゲ
ー
ム

音
楽
か
ら
一
躍
有
名
に
な
っ
た
作
曲
者
も
い
ま
す
。
す
ぎ
や
ま
こ
う

い
ち
氏（
代
表
作
：
ド
ラ
ゴ
ン
ク
エ
ス
ト
シ
リ
ー
ズ
）、植
松
伸
夫
氏（
代

　

◎
あ
と
が
き
◎

　

民
俗
学
者
の
柳
田
國
男
は
「
日
本
の
伝
説
」
と
い
う
本
の
中
で
、「
例

え
る
な
ら
、伝
説
は
植
物
で
、昔
話
は
動
物
で
あ
る
」
と
書
い
て
い
る
。

そ
の
土
地
と
信
仰
に
根
付
き
、
広
く
生
息
す
る
伝
説
。
少
し
ず
つ
進

化
し
な
が
ら
土
地
を
自
由
に
動
き
回
る
昔
話
。
民
俗
学
と
い
う
学
問

で
あ
り
な
が
ら
、
植
物
と
動
物
を
ど
う
と
ら
え
る
か
と
い
う
問
題
も

含
め
、文
学
的
に
説
明
し
て
い
る
の
が
、い
か
に
も
柳
田
國
男
ら
し
い
。

　

今
回
、
奥
田
雅
楽
之
一
が
ご
紹
介
し
た
伝
説
は
、
今
は
市
ヶ
谷
あ

た
り
に
ひ
っ
そ
り
と
生
息
し
て
い
る
。
い
つ
か
時
代
を
超
え
て
伝
え

ら
れ
る
う
ち
に
、
表
紙
の
ヤ
マ
ブ
ド
ウ
の
よ
う
に
、
日
本
の
山
々
に

力
強
く
根
を
張
る
よ
う
に
な
る
の
だ
ろ
う
か
。

　

妖
美
な
音
を
響
か
せ
る
「
富
士
」
の
話
は
、
で
き
れ
ば
動
物
に
な

っ
て
ほ
し
い
。「
箏
富
士
」
と
い
う
妖
怪
と
な
っ
て
、
離
れ
ば
な
れ
に

な
っ
て
し
ま
っ
た
も
う
一
人
の
箏
富
士
を
探
し
て
さ
ま
よ
い
、
日
本

中
の
人
に
、
絹
糸
の
柔
ら
か
い
音
を
聞
か
せ
て
ほ
し
い
。

  

グ
ラ
フ
ィ
ッ
ク
デ
ザ
イ
ナ
ー(http://w

w
w

.1938.jp)  

み
や
は
ら
た
か
お

Pick(s)
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将
軍
吉
宗
に
と
っ
て
、
た
い
へ
ん
目
障
り
で
あ
っ
た
で
の
し
ょ
う
。

当
時
流
行
っ
た
狂
歌
に
、

「
河か

と
う
か
み
し
も

東
裃
、
外げ

き
は
か
ま

記
袴
、
半は

ん
た
は
お
り

太
羽
織
に
義ぎ

だ
も
も
ひ
き

太
股
引
、
豊
後
か
わ
い
や
丸
裸
」

と
い
う
も
の
が
あ
り
ま
す
。

　
「
河
東
節
は
裃
を
つ
け
て
い
る
か
の
よ
う
に
高
尚
で
、
外
記
節
は
準

じ
て
上
品
、
半
太
夫
節
は
羽
織
を
羽
織
っ
て
い
る
位
で
、
義
太
夫
節

は
ま
る
で
股
引
だ
。
豊
後
節
に
至
っ
て
は
何
も
身
に
纏
っ
て
い
な
い

ほ
ど
官
能
的
だ
」
と
い
う
意
味
で
す
が
、
現
在
の
評
論
家
が
詞
章
を

分
析
し
て
み
て
も
、
扇
情
的
だ
が
弾
圧
す
る
ほ
ど
で
も
な
く
、
ま
し

て
や
節
付
け
の
高
尚
さ
は
河
東
節
に
決
し
て
劣
ら
な
い
と
の
事
で
す
。

　

後
援
者
の
私
的
な
争
い
に
巻
き
込
ま
れ
た
弾
圧
で
す
が
、
こ
の
事

が
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
、宮
古
路
豊
後
掾
の
弟
子
、文
字
太
夫
が
独
立
し
、

現
在
の
「
常
磐
津
節
」
を
創
流
し
た
事
を
考
え
る
と
、
す
べ
て
物
事

は
「
塞
翁
が
馬
」
で
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
…
…
と
も
思
う
今
日

こ
の
頃
で
す
。

６日　　 全国学生邦楽フェスティバル　
 　http://www5e.biglobe.ne.jp/~gakufes/
６〜７日　　 平安神宮　坂東玉三郎　京の七夕歌舞伎　
 　http://www.tamasaburo.co.jp/
１３〜１６日　 稚魚の会・歌舞伎会　「戻駕」　
 　http://www.ntj.jac.go.jp/schedule/kokuritsu_s/2011/363.html?lan=j
２２日・２３日 京都創生座第６回公演　
 　http://www.city.kyoto.lg.jp/bunshi/page/0000103645.html


