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果
て
な
き
三
味
線
の
道
を
求
め
て

朗
読
劇
と
邦
楽
演
奏
が
融
合
し
た
新
し
い
ス
タ
イ
ル
の
舞
台
「
邦
楽
ド
ラ

マ
」。
来
た
る
三
月
、
山
本
周
五
郎
の
小
説
『
虚
空
遍
歴
』
を
も
と
に
ド
ラ

マ
化
し
た
「
松
廼
家
お
け
い
」
が
上
演
さ
れ
る
。
二
〇
〇
九
年
初
演
時
に
も

音
楽
・
演
奏
を
務
め
た
本
條
秀
太
郎
さ
ん
に
、
再
演
の
意
気
込
み
を
伺
っ
た
。

こ
ら
れ
た
と
思
い
ま
す
。
長
唄
も
清

元
も
常と
き
わ磐
津づ

も
、
音
色
や
弾
き
方
は

違
っ
て
も
楽
器
は
三
味
線
。「
三
味

線
」
と
い
う
ジ
ャ
ン
ル
の
音
楽
と
考

え
れ
ば
い
い
。
こ
ん
な
音
も
出
せ
る

ん
じ
ゃ
な
い
？ 

こ
ん
な
弾
き
方
も
で

き
る
ん
じ
ゃ
な
い
？ 

と
い
う
意
欲
が

次
々
と
湧
き
出
て
き
ま
し
た
。

―
純
粋
に
三
味
線
に
向
き
合
う
姿

は
、
や
は
り
冲
也
に
重
な
り
ま
す
。

「
虚
空
遍
歴
」
と
い
う
タ
イ
ト
ル
で
思

い
浮
か
ぶ
の
が
、
仏
教
の
「
空く
う

」
の
心

で
す
。
冲
也
は
い
つ
も
「
い
や
、
ま

だ
」
と
模
索
し
、
終
わ
り
の
な
い
苦
し

み
と
向
か
い
合
っ
て
き
ま
し
た
。
人

生
は
有
限
で
す
が
、
求
め
る
も
の
は

永
遠
で
終
わ
り
の
な
い
も
の
。
冲
也

の
「
死
ん
だ
時
に
初
め
て
完
成
す
る
」

と
い
う
思
い
に
は
共
感
で
き
ま
す
。

―
初
演
と
再
演
、
そ
れ
ぞ
れ
ど
の

よ
う
な
思
い
で
す
か
。

　

初
演
の
時
は
大
変
な
プ
レ
ッ

シ
ャ
ー
で
し
た
。
冲
也
が
作
っ
た
端

唄
の
歌
詞
に
、
公
演
の
た
め
に
オ
リ

ジ
ナ
ル
で
節
回
し
を
つ
け
て
作
曲
し

た
の
で
す
。
今
回
は
そ
れ
ら
を
ブ

ラ
ッ
シ
ュ
ア
ッ
プ
し
て
、
も
っ
と
深

い
世
界
に
行
き
た
い
で
す
ね
。

―
ご
自
身
も
日
頃
か
ら
端は

唄う
た

に
力

を
入
れ
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

僕
は
も
と
も
と
長
唄
を
や
っ
て
き
た

ん
で
す
が
、
端
唄
は
邦
楽
の
入
門
編
と

し
て
お
す
す
め
で
す
。
端
唄
を
聴
い
て

三
味
線
っ
て
い
い
な
と
思
っ
た
方
が
、

今
度
は
長
唄
っ
て
ど
ん
な
だ
ろ
う
と
興

味
を
持
っ
て
く
れ
た
ら
い
い
で
す
ね
。

　

端
唄
は
恋
の
歌
が
多
く
、
古
い
に
し
えよ

り

変
わ
ら
な
い
感
情
を
歌
い
上
げ
て
い

ま
す
。
特
に
花
柳
界
で
歌
わ
れ
て
き

た
の
で
、
新
し
い
流
行
を
取
り
入
れ

て
き
た
。
端
唄
の
「
端
」
は
、
僕
は

「
端
っ
こ
」
で
は
な
く
「
端
緒
」
の

端
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。
流
行
の
最

先
端
の
音
楽
な
ん
だ
と
。

―
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
で
演
奏
さ
れ

る
『
雪
の
山
中
』
は
、
一
九
六
九
年

に
作
曲
さ
れ
た
ん
で
す
ね
。

　

 

俚
奏
楽
と
し
て
初
め
て
作
っ
た
、

自
分
の
中
で
も
思
い
入
れ
の
強
い
曲

で
す
。
こ
の
曲
が
物
語
の
世
界
観
に

合
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
お
声
が

か
か
り
、
こ
の
ド
ラ
マ
の
構
成
が
作

ら
れ
ま
し
た
。

―
本
條
さ
ん
あ
っ
て
こ
そ
の
「
松

廼
家
お
け
い
」
で
す
ね
。
物
語
の
面

白
さ
と
、
舞
台
に
臨
む
心
持
ち
を
お

聞
か
せ
く
だ
さ
い
。

　

冲
也
を
め
ぐ
る
四
人
の
女
性
が
登

場
し
ま
す
。
お
け
い
は
冲
也
を
慕
う

柳
橋
の
元
芸
者
。
肝
心
の
冲
也
は
登

場
し
ま
せ
ん
。
不
思
議
な
舞
台
構
成

で
、
お
客
様
は
想
像
力
を
働
か
せ
る

楽
し
さ
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。
僕
は

演
奏
中
、
あ
る
時
は
冲
也
に
な
る
よ

う
に
、
あ
る
時
は
単
な
る
空
気
に
な

る
よ
う
に
心
が
け
て
い
ま
す
。

　

紀
尾
井
小
ホ
ー
ル
は
出
演
者
と
観

客
の
距
離
が
近
く
、
そ
の
世
界
に
入

り
込
み
や
す
い
空
間
で
す
ね
。
周
五

郎
の
小
説
を
読
ん
で
い
る
よ
う
な
感

覚
で
、
皆
さ
ん
が
自
分
な
り
の
冲
也

や
お
け
い
の
イ
メ
ー
ジ
を
作
り
上
げ

て
く
れ
た
ら
と
思
い
ま
す
。

自
分
の
道
は
三
味
線
し
か
な
い
と

思
っ
て
き
ま
し
た
。

―
そ
の
後
、
民
謡
を
再
創
造
す
る

「
俚り

奏そ
う

楽が
く

」
を
創
始
し
た
り
、
洋
楽
や

世
界
の
民
族
音
楽
と
の
コ
ラ
ボ
レ
ー

シ
ョ
ン
を
行
っ
た
り
す
る
な
ど
、
積
極

的
な
活
動
を
さ
れ

て
き
ま
し
た
ね
。

　

家
柄
や
流
派
の

し
が
ら
み
が
無
い

の
で
、
三
味
線
と

い
う
楽
器
の
魅
力

を
自
由
に
伝
え
て

― 

物
語
の
キ
ー
パ
ー
ソ
ン
・
中
藤

冲ち
ゅ
う
や也
は
真
の
三
味
線
音
楽
を
求
め
て

江
戸
、
上
方
、
そ
し
て
北ほ
っ
こ
く国
街
道
・
雪

の
山や
ま

中な
か

を
遍
歴
し
ま
す
。
そ
の
姿
が
本

條
さ
ん
に
重
な
る
よ
う
に
見
え
ま
す
。

　

そ
ん
な
に
か
っ
こ
い
い
も
の
で
は

な
い
で
す
よ
。子
ど
も
の
頃
は
ギ
タ
ー

を
や
り
た
か
っ
た
の
で
す
が
、
家
の

周
り
は
茨
城
県
の
潮い
た

来こ

の
花
街
で
、

い
つ
も
三
味
線
の
音
が
聴
こ
え
て
く

る
。
自
然
と
三
味
線
を
手
に
す
る
よ

う
に
な
り
ま
し
た
。
邦
楽
家
の
家
系

で
は
な
か
っ
た
の
で
、
中
学
で
上
京

し
て
弟
子
入
り
し
て
。
そ
の
頃
か
ら

ほんじょう ひでたろう●三味線演奏家、
作曲家。1971 年に本條流を創始。ラ
イフワークは消えゆく民謡を復元・継
承し、現代に蘇らせる「俚奏楽」。江
戸末期の端唄の発掘にも力を入れる。
2004 年文化庁芸術選奨文部科学大臣
賞を受賞。2007 年紫綬褒章を受章。
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