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講
演
会
報
告
】竹

本
綱
大
夫
師
｢
浄
瑠
璃
(
義
太
夫
節
)
の
伝
承
｣
に
つ
い
て

平
成
十
五
年
二
月
十
八
日
(
火
)
'
二
十
一
世
紀
c
o
E
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
演
劇
博
物
館
演
劇
研

究
セ
ン
タ
ー
に
よ
る
｢
日
本
演
劇
の
復
元
的
研
究
｣
　
の
一
環
と
し
て
'
人
形
浄
瑠
璃
文
楽
太
夫

の
九
代
目
竹
本
綱
大
夫
師
に
お
い
で
い
た
だ
き
'
義
太
夫
節
の
伝
承
に
つ
い
て
の
お
話
を
う
か

が
っ
た
｡
講
演
の
性
質
上
､
一
般
に
は
公
開
で
き
な
か
っ
た
が
､
技
術
的
に
相
当
踏
み
込
ん
だ

内
容
で
､
日
本
演
劇
専
攻
の
博
士
後
期
課
程
在
学
者
を
中
心
に
二
十
三
名
の
来
聴
者
が
あ
-
､

充
実
し
た
二
時
間
と
な
っ
た
｡

今
回
お
話
を
う
か
が
っ
た
綱
大
夫
師
は
'
昭
和
七
年
生
ま
れ
｡
昭
和
二
十
一
年
に
十
五
歳
で

八
代
冒
竹
本
綱
大
夫
に
入
門
｡
織
の
大
夫
､
五
代
目
織
大
夫
を
経
て
平
成
八
年
に
師
の
名
跡
･

綱
大
夫
の
九
代
目
を
襲
名
し
た
｡
師
匠
譲
-
の
近
松
物
を
得
意
と
し
､
文
楽
の
切
場
語
り
と
し

て
重
責
を
担
う
が
'
稀
曲
の
伝
承
､
復
活
等
に
も
積
極
的
に
取
-
組
ん
で
お
ら
れ
る
｡

に

ち

れ

ん

し

ょ

う

に

ん

み

の

-

の

う

み

か

ん

さ

く

す

み

か

今
回
は
､
｢
日
蓮
聖
人
御
法
海
｣
(
宝
暦
元
年
･
豊
竹
座
初
演
)
勘
作
住
家
の
段
を
中
心
に
､
｢
芸

の
伝
承
が
心
細
-
な
っ
た
も
の
を
'
ど
の
よ
う
な
意
識
で
復
活
し
て
行
-
の
か
｣
と
い
う
テ
ー

マ
で
お
話
し
い
た
だ
い
た
｡
こ
の
曲
は
､
昭
和
三
十
七
年
以
降
文
楽
で
は
上
演
が
途
絶
え
て
い

た
の
を
､
ま
ず
平
成
十
一
年
五
月
､
国
立
文
楽
劇
場
の
｢
文
楽
素
浄
瑠
璃
の
会
｣
で
'
人
形
を

伴
わ
な
い
素
浄
瑠
璃
の
形
で
綱
大
夫
師
が
演
奏
さ
れ
た
(
三
味
線
は
鶴
揮
活
二
郎
)
｡
引
き
続
き

平
成
十
三
年
七
月
､
国
立
文
楽
劇
場
の
文
楽
公
演
で
は
人
形
入
-
で
上
演
さ
れ
　
(
演
奏
は
引
き

続
き
両
氏
)
､
文
楽
と
し
て
は
三
十
九
年
ぶ
-
の
上
演
と
な
っ
た
｡
人
形
(
吉
田
玉
男
の
日
蓮
､

吉
田
文
雀
の
お
伝
な
ど
)
　
の
演
技
と
共
に
'
伝
承
の
中
絶
の
危
機
を
か
ろ
う
じ
て
免
れ
た
演
目

で
あ
る
｡

綱
大
夫
師
は
十
代
の
頃
(
織
の
大
夫
時
代
)
､
十
代
日
豊
竹
若
大
夫
か
ら
直
接
こ
の
投
の
稽
古

を
受
け
て
お
-
'
ま
た
四
ツ
橋
文
楽
座
時
代
(
昭
和
二
十
四
年
二
月
)
　
に
豊
竹
山
城
少
捺
(
≡

さ

ゆ

く

味
線
は
四
代
目
鶴
滞
清
六
)
　
が
語
る
の
を
､
白
湯
汲
み
　
(
床
の
脇
に
座
-
､
万
が
一
太
夫
に
変

調
が
あ
っ
た
場
合
に
は
代
-
を
勤
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
役
)
を
し
な
が
ら
毎
日
舞
台
で
聴
い

た
こ
と
も
あ
る
｡
若
大
夫
の
浄
瑠
璃
は
熟
と
力
で
押
し
て
来
る
本
格
派
で
は
あ
る
が
い
さ
さ
か

泥
臭
-
も
感
じ
ら
れ
､
ま
た
山
城
少
操
の
そ
れ
は
'
と
-
わ
け
日
蓮
聖
人
が
出
て
か
ら
の
品
格

に
勝
れ
て
い
た
｡
節
も
三
味
線
の
手
数
も
同
じ
は
ず
な
の
に
色
合
い
が
ま
っ
た
く
違
う
二
人
の

芸
に
､
｢
お
も
し
ろ
い
な
､
芸
に
頂
点
は
な
い
ん
や
な
｣
と
感
じ
ら
れ
た
と
言
う
｡
ど
ち
ら
の
芸

風
も
覚
え
て
は
い
た
か
､
ご
自
身
で
こ
の
段
を
勤
め
る
に
あ
た
っ
て
は
'
山
城
少
操
の
や
-
方

の
比
重
を
重
-
し
て
い
る
､
と
の
こ
と
で
あ
る
｡

こ
と
ば

ま
ず
難
し
い
の
は
､
勘
作
の
幽
霊
が
女
房
お
伝
に
呼
び
か
け
る
｢
お
伝
､
お
伝
｣
と
い
う
詞
(
九

い

ろ

お

ん

本
で
は
色
)
　
で
'
普
通
の
人
間
に
は
聞
こ
え
な
い
よ
う
､
や
や
｢
音
｣
に
か
け
た
言
い
方
を
す

る
｡
と
-
に
ギ
ン
の
音
に
行
-
時
に
､
い
さ
さ
か
気
持
ち
の
悪
い
､
調
子
の
イ
ン
だ
　
(
絶
対
音

よ
-
も
低
-
外
れ
る
こ
と
)
　
所
に
寄
っ
て
行
-
よ
う
に
語
ら
な
い
と
う
　
幽
霊
ら
し
く
聞
こ
え
な

い
｡
昭
和
二
十
六
年
十
月
に
四
ツ
橋
文
楽
座
で
豊
竹
松
大
夫
(
後
の
三
代
目
竹
本
春
子
大
夫
)

以
下
の
掛
合
(
三
味
線
は
二
代
目
鶴
揮
清
人
)
　
で
こ
の
段
が
出
た
時
､
綱
大
夫
師
(
当
時
織
の

大
夫
)
　
は
後
輩
の
織
部
大
夫
と
共
に
交
替
で
勘
作
(
幽
霊
)
　
の
役
を
勤
め
､
こ
の
難
し
さ
は
ひ

と
し
お
身
に
沌
み
た
も
の
で
あ
っ
た
､
と
言
う
｡
音
階
だ
け
を
辿
っ
て
も
義
太
夫
節
に
は
な
ら

ず
､
登
場
人
物
の
心
'
情
景
'
そ
し
て
何
よ
-
も
文
章
を
語
り
'
｢
ら
し
-
｣
聞
か
せ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
と
こ
ろ
に
'
義
太
夫
節
の
難
し
さ
も
や
-
が
い
も
あ
る
'
と
力
説
さ
れ
た
｡

ま
た
､
｢
勘
作
住
家
の
段
｣
は
と
て
も
陰
惨
な
話
だ
が
'
勘
作
の
幽
霊
が
出
て
-
る
部
分
以
外

ひ
が
し
ふ
う

は
い
わ
ゆ
る
｢
東
風
｣
の
大
変
派
手
な
節
付
と
な
っ
て
い
る
｡
暗
い
話
だ
か
ら
地
味
な
節
付
で

は
な
-
､
あ
え
て
そ
の
道
を
行
-
所
に
先
人
達
の
偉
大
さ
を
感
じ
る
､
と
言
う
｡
初
演
は
豊
竹

筑
前
少
操
だ
が
'
現
在
の
節
付
は
さ
ら
に
手
数
が
多
い
よ
う
に
思
わ
れ
､
文
章
も
節
が
付
け
や

す
い
よ
う
に
全
編
に
わ
た
っ
て
細
か
-
改
め
ら
れ
て
い
る
｡
簡
略
形
な
が
ら
｢
大
落
シ
｣
　
に
似
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た
旋
律
も
あ
り
､
ど
ち
ら
か
と
言
え
ば
､
豊
竹
麓
太
夫
初
演
の
　
｢
絵
本
大
功
記
･
十
段
目
｣
な

ど
の
後
期
豊
竹
座
の
曲
風
に
や
や
近
い
も
の
に
な
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
､
と
の
こ
と
で
あ

る
｡初

演
､
そ
の
後
の
伝
承
過
程
､
そ
し
て
何
よ
り
も
若
い
頃
の
自
分
自
身
の
稽
古
と
先
輩
師
匠

方
の
舞
台
の
記
憶
を
も
と
に
'
場
合
に
よ
っ
て
は
録
音
等
の
資
料
も
参
考
に
し
な
が
ら
､
三
味

線
弾
き
と
共
に
曲
を
仕
上
げ
て
行
-
｡
伝
承
が
途
絶
え
そ
う
に
な
っ
た
曲
を
も
う
一
度
舞
台
に

か
け
て
次
の
世
代
に
遺
し
て
行
-
こ
と
は
､
先
人
達
か
ら
芸
を
伝
承
さ
れ
て
来
た
自
分
た
ち
の

最
大
の
使
命
で
あ
る
､
と
綱
大
夫
師
は
お
っ
し
ゃ
る
｡

次
回
は
'
同
様
の
作
業
を
進
行
す
る
中
で
'
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
点
に
考
慮
し
な
が
ら
作

こ
の
し
た
か
げ
は
ぎ
ま
が
っ
せ
ん
た
け
な
か
と
-
で

-
上
げ
て
行
-
の
か
を
､
｢
木
下
蔭
狭
間
合
戦
｣
竹
中
砦
の
段
を
中
心
に
､
お
話
し
し
て
い
た
だ

-
予
定
で
あ
る
｡

(
文
中
､
綱
大
夫
師
以
外
の
敬
称
は
省
略
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
｡
文
責
･
桜
井
弘
)


