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本
稿
で
は
、
当
館
所
蔵
資
料
の
浄
瑠
璃
本
の
中
か
ら
、
稽
古
本
（
抜

き
本
）
の
分
析
を
通
し
て
、
近
世
か
ら
近
代
に
お
け
る
山
口
県
内
の
浄

瑠
璃
、
主
に
素
人
の
浄
瑠
璃
の
あ
り
よ
う
に
つ
い
て
考
察
す
る
。 

浄
瑠
璃
と
は
本
来
、
三
味
線
等
に
よ
る
伴
奏
が
付
い
た
語
り
物
の

一
形
式
を
指
す
こ
と
ば
で
あ
っ
た
が
、
近
世
前
期
、
そ
の
一
流
派
で
あ

る
義
太
夫
節
が
人
形
芝
居
と
結
び
つ
い
て
、
人
形
浄
瑠
璃
と
し
て
人

気
を
博
し
、
席
巻
し
た
こ
と
で
、
浄
瑠
璃
と
い
え
ば
義
太
夫
節
を
指
す

ほ
ど
に
な
っ
た(1)

。
本
稿
で
も
こ
れ
に
倣
い
、
特
に
断
り
の
な
い
限
り

浄
瑠
璃
を
義
太
夫
節
の
意
で
用
い
る
。
ま
た
、
現
在
人
形
浄
瑠
璃
と
い

う
と
文
楽
座
の
三
人
遣
い
の
人
形
に
よ
る
芝
居
が
一
般
的
だ
が
、
各

地
に
の
こ
っ
て
い
る
浄
瑠
璃
系
の
芸
能
は
必
ず
し
も
三
人
遣
い
の
人

形
を
使
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
の
た
め
、
「
人
形
芝
居
」
等
と

称
し
て
い
る
も
の
も
み
ら
れ
る
が
、
今
回
は
便
宜
的
に
「
人
形
浄
瑠
璃
」

で
統
一
し
て
お
く
。 

人
形
浄
瑠
璃
発
祥
地
の
大
坂
（
大
阪
）
は
も
と
よ
り
、
そ
れ
と
結
び

つ
い
た
淡
路
、
阿
波
の
座
を
中
心
に
お
こ
な
わ
れ
た
旅
興
行
に
よ
っ

て
、
人
形
浄
瑠
璃
は
ほ
ぼ
全
国
に
広
ま
っ
て
い
き
、
一
八
世
紀
半
ば
か

ら
板
行
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
稽
古
用
の
本
や
独
習
本
も
広
く
流
布

し
た
。
大
坂
の
芝
居
小
屋
は
、
竹
本
義
太
夫
他
、
主
立
っ
た
脚
本
家
・

演
者
の
没
後
や
、
演
目
に
制
約
を
受
け
た
天
保
改
革
期
以
降
、
芝
居
小

屋
が
定
ま
る
明
治
初
期
ま
で
、
低
調
に
な
っ
た
こ
と
も
あ
っ
た
が
、
そ

の
よ
う
な
時
期
に
は
畿
内
の
み
な
ら
ず
地
方
へ
も
出
稽
古
が
積
極
的

山
口
県
内
浄
瑠
璃
関
係
資
料
の
分
布
に
つ
い
て 

―
当
館
所
蔵
資
料
に
よ
る
見
通
し
― 
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に
お
こ
な
わ
れ
、
む
し
ろ
趣
味

と
し
て
普
及
し
た
。
そ
の
結
果
、

人
形
浄
瑠
璃
を
専
業
と
し
て
い

る
わ
け
で
は
な
い
、
趣
味
と
し

て
家
業
の
傍
ら
浄
瑠
璃
を
楽
し

む
人
々
＝
素
人
は
、
一
八
世
紀

末
に
は
相
当
数
い
た
と
考
え
ら

れ
て
い
る
。
彼
等
が
各
地
で

「
連
」
等
と
呼
ば
れ
る
団
体
を

作
り
、
折
々
に
活
動
し
て
い
た(2)

。 

こ
れ
は
現
在
の
山
口
県
域
で
あ
る
防
長
二
国
も
例
外
で
は
な
く
、

一
八
世
紀
後
半
か
ら
一
九
世
紀
に
か
け
て
、
県
内
各
地
で
人
形
浄
瑠

璃
が
お
こ
な
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
も
の
と
み
ら
れ
て
い
る
。

こ
れ
ら
に
つ
い
て
は
、
山
口
県
教
育
委
員
会
が
平
成
十
二
年
（
二
〇
〇

〇
）
に
実
施
し
た
民
俗
芸
能
調
査
に
お
い
て
、
断
絶
に
近
い
状
態
の
も

の
も
含
め
、
当
時
の
時
点
で
確
認
可
能
な
も
の
を
ま
と
め
て
お
り
、
概

要
は
図
・
表
１
の
と
お
り
で
あ
る(3)

。
大
半
が
海
沿
い
に
伝
存
、
活
動

し
て
い
る
。
成
立
時
期
は
江
戸
後
期
か
ら
明
治
ま
で
様
々
だ
が
、
わ
か

る
限
り
の
由
来
と
併
せ
て
み
る
と
、
お
お
よ
そ
の
傾
向
と
し
て
、
江
戸

時
代
起
源
は
旅
の
興
行
者
等
に
習
い
、
明
治
時
代
に
入
る
と
大
阪
文

楽
座
の
出
稽
古
等
で
教
わ
っ
て
い
る
と
い
え
る
。
こ
れ
は
先
に
述
べ

た
浄
瑠
璃
の
広
が
り
方
と
も
矛
盾
し
な
い
。
こ
れ
ら
の
多
く
は
昭
和

四
十
年
前
後
に
消
え
、
同
五
十
年
代
以
降
に
地
元
有
志
に
よ
り
復
活

し
、
守
ら
れ
る
べ
き
「
伝
統
文
化
」
へ
と
性
格
を
変
え
て
い
っ
た
。
そ

れ
ま
で
は
庶
民
の
娯
楽
と
し
て
、
ま
た
趣
味
と
し
て
、
祭
り
に
奉
納
さ

れ
る
だ
け
で
な
く
、
県
内
の
素
人
の
大
会
が
開
か
れ
た
り
、
慰
問
活
動

が
お
こ
な
わ
れ
た
り
と
、
広
く
根
付
い
て
い
た
よ
う
で
あ
る(4)

。 
当
館
所
蔵
資
料
中
、
浄
瑠
璃
の
広
が
り
、
在
り
方
を
知
る
こ
と
の

で
き
る
資
料
は
、
大
き
く
次
の
四
種
に
分
類
で
き
る
。
①
芝
居
興
行
の

図・表１ 山口県の人形浄瑠璃  
地域 名称 種類 創始年代 由来

① 柳井市 豊笑座の糸操り人形 糸操り 明治初期
伊陸糸あやつり人形芝居（浪花節系）
に関わった永田増次郎等が地元の浄
瑠璃連と一緒に始めた。

② 周南市熊毛 安田の糸あやつり人形芝居 糸操り 江戸後期 阿波の商人が伝えた。
③ 周南市熊毛 勝間浄瑠璃 明治中期 大阪文楽の師匠を呼びならった。

④ 光市 島田人形浄瑠璃芝居 三人遣い 江戸後期
室町時代起源といわれる人形芝居を、
旅の芸能者等に教わって洗練した。

⑤ 山口市徳地 徳地人形浄瑠璃 串人形 明治中期
義太夫節が流行し始めたところで、大
阪から来た文楽の師匠にならった。

⑥ 防府市 大道人形浄瑠璃 串人形 江戸末期
⑦ 美祢市美東 綾木人形芝居 串人形
⑧ 山陽小野田市 埴生人形浄瑠璃 三人遣い
⑨ 下関市豊田 秋葉新楽座人形芝居 三人遣い 江戸末期 近在にならった。
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実
施
、
運
営
に
関
わ
る
資
料
。
藩
及
び
県
か
ら
の
各
種
法
令
・
布
達
の

他
、
諸
家
文
書
中
の
興
行
開
催
に
関
わ
る
文
書
群(5)

。
②
興
行
の
観
覧

に
関
わ
る
資
料
。
諸
家
文
書
中
に
含
ま
れ
る
興
行
の
チ
ラ
シ
や
番
組
、

パ
ン
フ
レ
ッ
ト
等(6)

。
③
浄
瑠
璃
の
実
演
・
習
得
に
関
わ
る
資
料
。
稽

古
本
や
村
芝
居
関
連
資
料
等(7)

。
④
二
次
、
三
次
受
容
に
関
す
る
資
料
。

抜
文
句
や
手
習
本
等
、
実
際
に
観
る
の
で
も
演
ず
る
の
で
も
な
い
が
、

浄
瑠
璃
で
語
ら
れ
る
こ
と
（
コ
ン
テ
ン
ツ
）
に
触
れ
て
い
る
、
触
れ
て

い
た
こ
と
が
知
れ
る
資
料(8)
。 

本
稿
が
分
析
対
象
と
す
る
の
は
③
だ
が
、
当
館
所
蔵
資
料
中
に
村

芝
居
関
係
資
料
は
さ
ほ
ど
多
く
な
い
。
た
だ
、
村
芝
居
の
運
営
方
法
等

に
つ
い
て
は
、
他
地
域
に
お
い
て
豊
富
な
資
料
を
も
と
に
し
た
研
究

が
多
く
な
さ
れ
て
お
り
、
当
館
所
蔵
資
料
も
他
事
例
か
ら
大
き
く
逸

脱
す
る
こ
と
は
な
い
で
あ
ろ
う(9)

。
し
か
し
、
稽
古
本
を
含
む
浄
瑠
璃

本
は
、
そ
の
多
様
さ
と
厖
大
さ
ゆ
え
に
、
こ
れ
ま
で
手
の
着
け
に
く
い

分
野
で
あ
っ
た
ら
し
く
、
事
例
の
蓄
積
も
多
い
と
は
い
え
な
い
。
そ
の

よ
う
な
中
、
近
年
神
津
武
男
氏
に
よ
っ
て
ほ
ぼ
全
国
的
な
浄
瑠
璃
本

の
流
布
が
明
ら
か
に
さ
れ
、
本
及
び
板
元
の
体
系
的
な
分
析
と
整
理

が
お
こ
な
わ
れ
た(10)

。
氏
の
仕
事
に
導
か
れ
つ
つ
考
察
し
て
い
き
た

い
。 尚

、
本
論
に
入
る
前
に
、
い
く
つ
か
断
っ
て
お
く
。
ま
ず
術
語
に
つ

い
て
。
浄
瑠
璃
本
の
呼
称
と
種
類
に
つ
い
て
も
神
津
氏
が
整
理
さ
れ

て
い
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
現
在
稽
古
本
と
い
う
と
、
作
品
の
一
部
（
段

の
半
分
）
を
掲
載
し
た
四
行
か
ら
六
行
の
版
式
の
本
を
指
す
が
、
現
在

で
い
う
丸
本
（
作
品
全
体
を
掲
載
し
た
本
）
も
、
「
稽
古
本
」
と
称
し

た
時
期
が
あ
っ
た
と
い
う
。
そ
の
た
め
、
「
稽
古
本
」
を
術
語
と
し
て

用
い
る
の
は
適
切
で
は
な
い
と
し
て
、
当
時
の
用
語
に
拠
っ
て
、
氏
は

丸
本
を
「
通
し
本
」
、
稽
古
本
を
「
抜
き
本
」
と
し
て
お
ら
れ
る(11)

。

本
稿
も
こ
の
見
解
に
従
い
、
以
下
、
抜
き
本
で
統
一
し
て
い
く
。 

次
に
当
館
所
蔵
資
料
群
に
よ
る
分
析
の
限
界
に
つ
い
て
。
当
然
な

が
ら
、
当
館
の
所
蔵
資
料
が
県
内
全
域
の
当
時
の
状
況
を
欠
く
こ
と

な
く
伝
え
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
特
に
、
下
関
市
域
の
諸
家
文
書
は

他
地
域
に
比
べ
て
少
な
い
等
、
地
域
的
な
偏
り
が
あ
る
。
ま
た
、
収
蔵

さ
れ
た
資
料
（
本
稿
の
場
合
は
主
に
書
籍
）
が
、
そ
の
家
の
資
料
群
の

全
て
で
あ
る
わ
け
で
も
な
い
。
更
に
い
う
と
、
当
館
に
所
蔵
さ
れ
る
も

の
は
、
そ
の
家
で
の
役
割
を
あ
る
程
度
終
え
て
い
る
場
合
が
ほ
と
ん

ど
で
、
現
在
も
使
わ
れ
、
読
ま
れ
て
い
る
も
の
は
、
当
然
な
が
ら
当
館

に
は
入
ら
な
い
。 

そ
の
よ
う
な
母
集
団
か
ら
抽
出
さ
れ
る
デ
ー
タ
の
精
度
・
確
度
に

は
疑
問
が
向
け
ら
れ
て
然
る
べ
き
で
あ
る
。
し
か
し
、
県
内
関
連
資
料

を
最
も
広
範
囲
に
、
ま
と
ま
っ
た
点
数
で
所
蔵
し
て
い
る
の
は
お
そ

山
口
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ら
く
当
館
で
あ
る
。
こ
こ
で
得
ら
れ
た
結
果
は
、
関
連
資
料
に
よ
り
検

証
さ
れ
て
初
め
て
使
え
る
も
の
と
い
え
る
。
本
稿
は
抜
き
本
の
広
が

り
か
ら
知
ら
れ
る
浄
瑠
璃
受
容
の
あ
り
方
を
探
る
叩
き
台
と
い
う
べ

き
も
の
で
あ
る
こ
と
を
断
っ
て
お
く
。 

 

一 

関
連
資
料
の
分
布
と
特
徴 

 

（
１
）
抜
き
本 

当
館
所
蔵
文
書
の
内
、
抜
き
本
を
包
含
す
る
文
書
群
を
整
理
し
た

も
の
が
本
文
末
の
別
表
の
A
部
分
で
あ
る(12)
。
今
回
の
調
査
対
象
は

諸
家
文
書
で(13)

、
分
析
項
目
は
各
家
の
身
分
、
関
連
地
域
、
年
代
の

三
つ
、
デ
ー
タ
採
録
方
針
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。 

家
名
に
つ
い
て
は
、
原
則
と
し
て
当
館
諸
家
文
書
の
文
書
群
名
か

ら
「
文
書
」
の
文
言
を
除
い
た
も
の
と
し
た
。
文
書
群
名
で
は
、
同
一

苗
字
の
家
に
つ
い
て
は
所
在
地
を
括
弧
付
き
で
加
え
る
こ
と
で
区
別

し
て
い
る
が
、
本
表
で
は
別
に
所
在
地
の
項
目
が
あ
る
の
で
除
い
て

あ
る
。
ま
た
、
当
館
文
書
群
名
、
つ
ま
り
最
終
的
に
当
該
資
料
を
所
有

し
て
い
た
家
と
、
そ
の
資
料
を
実
際
に
利
用
し
て
い
た
家
が
異
な
る

場
合
は
、
後
者
の
名
を
採
っ
た
。
例
え
ば
、
津
田
家
文
書
（
千
葉
市
）

は
現
在
の
美
祢
市
厚
保
本
郷
で
畔
頭
を
務
め
た
藤
本
家
文
書
を
包
含

し
て
お
り
、
今
回
の
調
査
対
象
の
浄
瑠
璃
本
も
、
書
込
み
か
ら
藤
本
家

の
も
の
と
判
断
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
場
合
に
は
藤
本
家
の
名
を
出

す
よ
う
に
し
て
い
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
別
表
欄
外
の
注
記
を
参
照

い
た
だ
き
た
い
。 

身
分
に
つ
い
て
は
、
ま
ず
武
士
・
農
漁
民
・
商
人
・
そ
の
他
に
分
類

し(14)

、
そ
の
下
の
分
類
と
し
て
寄
組
・
大
組
、
庄
屋
・
畔
頭
等
、
身
分

ご
と
の
階
層
を
設
け
た
。
原
則
と
し
て
当
館
文
書
目
録
に
記
さ
れ
て

い
る
関
連
記
述
の
中
で
、
最
も
上
位
の
身
分
の
も
の
を
採
っ
た
。
江
戸

時
代
の
活
動
の
様
子
が
資
料
上
窺
え
ず
、
近
代
以
降
の
文
書
で
構
成

さ
れ
て
い
る
文
書
群
は
「
そ
の
他
」
の
「
近
代
」
に
分
類
し
た
。
研
究

者
や
趣
味
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
系
の
文
書
群
も
「
そ
の
他
」
の
「
コ
レ
ク

シ
ョ
ン
」
に
分
類
し
て
あ
る
。 

関
連
地
域
は
ほ
ぼ
居
住
地
域
の
こ
と
で
あ
る
が
、
資
料
入
手
も
し

く
は
利
用
時
点
の
居
住
地
と
当
館
寄
贈
時
の
居
住
地
が
異
な
る
こ
と

が
往
々
に
し
て
あ
る(15)

。
そ
の
場
合
に
は
資
料
入
手
時
点
の
居
住
地

を
取
っ
て
あ
る
。
武
士
に
関
し
て
は
主
な
活
動
地
域
が
萩
の
場
合
は

萩
と
し
て
い
る(16)

。 
年
代
に
つ
い
て
は
、
今
回
は
大
ま
か
な
分
布
を
知
る
こ
と
が
目
的

な
こ
と
も
あ
り
、
江
戸
時
代
、
幕
末
か
ら
明
治
に
か
け
て
、
明
治
以
降
、

の
三
つ
に
大
別
し
て
把
握
す
る
に
と
ど
め
た
。
判
断
の
根
拠
と
し
て

山
口
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資
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は
、
刊
記
（
こ
の
場
合
は
板
に
つ
い
て
の
記
述
）
が
あ
る
も
の
は
そ
れ

に
従
っ
て
い
る
。
但
し
、
抜
き
本
の
場
合
、
そ
も
そ
も
の
装
丁
が
仮
綴

じ
と
い
う
こ
と
も
あ
り
、
館
蔵
資
料
も
多
く
が
破
損
し
た
り
、
各
家
で

表
紙
が
付
け
ら
れ
た
り
し
て
、
該
当
す
る
記
述
が
な
い
、
も
し
く
は
見

ら
れ
な
い
も
の
も
多
い
。
そ
の
場
合
は
板
元
の
名
称
、
持
ち
主
の
署
名

及
び
そ
の
他
書
込
み
か
ら
判
断
し
た(17)

。
そ
の
た
め
、
書
込
み
か
ら

年
代
を
採
っ
た
場
合
は
、
刊
年
で
は
な
く
そ
の
頃
に
そ
の
家
に
あ
っ

た
、
も
し
く
は
そ
れ
以
後
に
そ
の
家
に
入
っ
て
き
た
こ
と
を
表
す
に

過
ぎ
な
い
場
合
も
あ
る
が
、
そ
れ
で
も
今
回
の
調
査
の
目
的
は
あ
る

程
度
達
せ
ら
れ
る
も
の
と
考
え
る
。
尚
、
加
嶋
屋
清
助
板
や
大
津
屋

（
佐
々
井
）
久
兵
衛
板
の
よ
う
に
江
戸
時
代
か
明
治
時
代
か
、
は
っ
き

り
と
分
け
ら
れ
な
い
も
の
は
「
幕
末
明
治
」
に
分
類
し
た
。 

刊
記
、
板
元
名
称
、
書
込
み
の
い
ず
れ
も
な
い
も
の
に
つ
い
て
は

年
代
未
詳
と
し
て
あ
る
。
ま
た
、
刊
記
と
実
際
の
刊
行
年
代
が
異
な
っ

て
い
た
り
、
修
訂
が
表
に
出
な
か
っ
た
り
と
い
っ
た
、
所
謂
板
と
刷
の

問
題
も
勿
論
考
慮
さ
れ
る
べ
き
だ
が
、
あ
る
年
以
前
ま
た
は
以
降
に

存
在
し
て
い
た
こ
と
を
表
す
だ
け
で
事
足
り
る
今
回
の
調
査
の
性
格

上
、
情
報
と
し
て
は
捨
象
し
た
。
伝
来
に
よ
っ
て
生
じ
る
刊
行
年
代
と

資
料
入
手
年
代
（
時
代
）
の
ズ
レ
に
つ
い
て
は
わ
か
る
範
囲
で
考
慮
し
、

表
中
の
数
字
に
反
映
さ
せ
た
。
特
に
注
意
の
必
要
な
も
の
に
つ
い
て

は
次
章
に
て
詳
述
す
る
。 

別
表
の
A
部
分
を
地
図
に
落
と
し
た
も
の
が
図
２
・
３
で
あ
る
。

江
戸
時
代
と
明
治
時
代
の
違
い
を
み
る
た
め
に
、
年
代
に
関
し
て
明

確
に
線
を
引
く
こ
と
の
で
き
な
い
「
未
詳
」
は
除
い
て
あ
る
。
武
士
・

農
漁
民
・
商
人
・
そ
の
他
で
形
を
分
け
、
農
漁
民
・
商
人
に
つ
い
て
は

役
付
を
黒
、
そ
れ
以
外
を
グ
レ
ー
に
し
た
。
資
料
点
数
の
多
寡
は
反
映

し
て
い
な
い
の
で
、
別
表
を
参
照
い
た
だ
き
た
い
。 

地
域
的
に
は
、
県
内
に
満
遍
な
く
分
布
し
て
い
る
。
海
沿
い
は
西

廻
り
航
路
沿
い
、
内
陸
部
は
お
お
よ
そ
山
陽
道
や
山
代
街
道
、
中
往
還
、

石
州
街
道
沿
い
と
み
ら
れ
、
基
本
的
に
は
人
の
流
れ
に
従
っ
て
広

が
っ
て
い
っ
た
と
い
う
こ
と
で
問
題
な
か
ろ
う
。
図
・
表
１
の
現
在
辿

れ
る
人
形
浄
瑠
璃
の
分
布
は
県
の
南
半
分
に
集
中
し
て
い
た
が
、
そ

れ
に
加
え
て
、
日
本
海
側
で
も
お
こ
な
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
窺
え
る
。

江
崎
や
仙
崎
等
は
、
江
戸
時
代
に
は
西
廻
り
航
路
の
港
町
で
あ
り
、
同

航
路
に
沿
っ
た
広
が
り
と
考
え
る
と
、
む
し
ろ
当
然
と
い
え
よ
う
。 

身
分
的
な
分
布
と
し
て
は
、
全
体
的
に
武
士
は
抜
き
本
を
持
っ
て

い
る
家
が
少
な
い
。
農
漁
民
と
商
人
で
は
農
漁
民
の
方
が
村
役
人
層

の
所
持
率
が
高
い
と
言
え
そ
う
で
あ
る
。 

ま
た
、
こ
れ
は
別
表
に
て
数
字
を
み
る
と
わ
か
る
よ
う
に
、
商
人
、

特
に
年
寄
役
を
務
め
る
上
層
町
人
の
所
持
点
数
が
他
を
圧
倒
し
て
い 
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図２ 稽古本の分布（江戸）※白抜きは幕末明治の本のみ有の家  

図３ 稽古本の分布（明治）※白抜きは幕末明治までの本のみ有の家  
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る
。
こ
れ
は
表
中
「
江
戸
」
と
「
幕
末
明
治
」
、
江
戸
時
代
か
ら
明
治 

前
期
く
ら
い
ま
で
の
本
に
顕
著
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
当
時
の

貸
本
文
化
も
視
野
に
入
れ
て
次
章
で
触
れ
る
。 

身
分
的
な
広
が
り
に
つ
い
て
更
に
見
る
と
、
図
２
か
ら
図
３
へ
、

グ
レ
ー
の
三
角
が
増
え
て
お
り
、
明
治
時
代
以
降
に
役
勤
め
の
な
い

商
家
で
の
本
の
所
持
が
増
え
た
こ
と
が
わ
か
る
。
一
方
、
農
漁
民
は
幕

末
明
治
期
ま
で
に
入
手
す
る
と
、
そ
の
後
の
買
い
足
し
が
あ
ま
り
お

こ
な
わ
れ
な
か
っ
た
ら
し
い
こ
と
が
図
３
の
白
抜
き
ひ
し
形
の
数
か

ら
わ
か
る
。 

こ
こ
で
、
図
２
・
３
の
両
方
で
白
抜
き
表
示
し
た
幕
末
明
治
期
の

本
の
分
布
を
別
表
で
確
認
す
る
と
、
点
数
の
ピ
ー
ク
が
こ
の
時
期
に

あ
る
家
や
、
こ
の
時
期
の
本
し
か
な
い
家
も
あ
る
。
ま
た
、
商
人
よ
り

農
漁
民
の
方
が
こ
の
時
期
の
本
を
所
持
す
る
家
が
多
い
。 

こ
れ
ら
の
違
い
を
考
え
る
上
で
参
考
に
な
る
と
思
う
の
が

徳
地
人
形
浄
瑠
璃
の
由
来
で
あ
る
。
も
と
も
と
人
形
芝
居
が
行
わ
れ

て
い
た
が
、
明
治
十
年
頃
か
ら
村
内
に
浄
瑠
璃
が
流
行
し
、
そ
こ
に
大

阪
文
楽
の
太
夫
等
が
来
て
教
え
た
こ
と
で
現
在
の
形
に
な
っ
た
と
い

わ
れ
る(18)

。 

こ
の
話
は
、
一
般
に
素
人
浄
瑠
璃
が
増
え
た
と
い
わ
れ
る
化
政
期

で
は
な
く
、
幕
末
辺
り
か
ら
明
治
初
期
く
ら
い
に
お
け
る
広
が
り
を

窺
わ
せ
る
。
農
村
部
へ
の
浸
透
に
は
多
少
時
間
差
が
あ
っ
た
と
考
え

て
も
よ
さ
そ
う
で
あ
る
。
ま
た
、
一
般
に
村
芝
居
は
村
ぐ
る
み
で
運
営

さ
れ(19)

、
そ
れ
は
山
口
県
域
も
例
外
で
は
な
か
っ
た
も
の
と
思
わ
れ

る(20)

。
そ
れ
を
踏
ま
え
る
と
、
抜
き
本
が
村
役
人
の
家
に
蓄
積
さ
れ

る
こ
と
が
多
い
の
も
、
経
済
力
的
に
も
納
得
で
き
よ
う
。
更
に
、
現
在

も
活
動
し
て
い
る
村
芝
居
を
見
る
と
、
上
演
演
目
が
決
ま
っ
て
い
る

こ
と
が
多
い
。
演
目
数
が
減
っ
た
と
い
う
現
在
よ
り
も
前
、
活
動
が
活

発
だ
っ
た
頃
に
上
演
し
て
い
た
演
目
数
を
み
て
も
、
幅
広
い
レ
パ
ー

ト
リ
ー
と
い
う
わ
け
で
は
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る(21)

。
次
か
ら
次
へ

と
新
し
い
も
の
に
手
を
出
す
の
で
は
な
く
、
定
番
演
目
の
習
熟
に
注

力
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
辺
り
か
ら
商
人
と
の
分
布
の
違
い
が
説

明
で
き
そ
う
で
あ
る
。 

以
上
か
ら
、
山
口
県
域
で
の
浄
瑠
璃
人
口
の
広
が
り
方
を
以
下
の

よ
う
に
捉
え
る
こ
と
が
可
能
と
考
え
る
。
ま
ず
は
上
方
で
素
人
の
浄

瑠
璃
が
増
え
始
め
た
一
八
世
紀
末
、
主
要
交
通
路
沿
い
の
町
年
寄
・
庄

屋
層
を
中
心
に
抜
き
本
所
有
が
増
え
て
い
き
、
天
保
～
明
治
前
期
に

周
辺
部
の
畔
頭
層
へ
も
広
が
っ
て
い
く
。
地
域
差
や
個
人
差
は
あ
る

だ
ろ
う
が
、
大
勢
と
し
て
町
（
富
裕
層
）
か
ら
周
辺
へ
、
点
か
ら
面
へ

の
広
が
り
を
想
定
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。 
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（
２
）
そ
の
他
素
人
関
係
資
料 

抜
き
本
の
他
で
素
人
の
活
動
が
窺
え
る
資

料
を
表
２
に
挙
げ
た
。
各
項
目
の
採
録
方
針
は

抜
き
本
と
同
じ
で
、文
書
名
、年
代
は
当
館
デ
ー

タ
ベ
ー
ス
の
記
載
に
従
っ
て
い
る(22)

。 

佐
川
家
や
山
根
家
、
吉
崎
家
の
文
書
は
そ
れ

ぞ
れ
の
村
芝
居
・
連
に
関
す
る
役
務
文
書
で
あ

る
。
ど
の
家
も
年
寄
格
の
家
で
、
多
く
は
芝
居

関
係
の
帳
簿
で
あ
る
。
山
根
家
文
書
193
「
し
よ

う
る
り
け
い
こ
れ
ん
は
ん
帳
」
（
写
真
）
は
、

現
在
の
岩
国
市
玖
珂
で
結
成
さ
れ
た
「
宝
珠
連
」

の
構
成
員
が
、
小
唄
、
三
味
線
、
浄
瑠
璃
等
に

つ
い
て
、
家
業
の
余
力
の
あ
る
と
き
に
嗜
む
程

度
に
や
る
べ
き
も
の
で
あ
る
旨
を
漢
文
と
和
文

で
記
し
た
も
の
に
署
名
し
た
も
の
で
あ
る
。
年

寄
が
、
出
納
だ
け
で
な
く
構
成
員
の
統
制
も
お

こ
な
っ
て
い
た
こ
と
が
窺
え
る
。 

木
津
屋
家
の
文
書
は
浄
瑠
璃
の
独
習
書
、
堀

江
静
子
家
の
文
書
は
同
家
が
呉
服
商
を
営
ん
で

い
た
こ
と
に
よ
る
と
思
わ
れ
る
も
の
で
、
同
家

写真 「しようるりけいこれんはん帳」（山根家文書 193） 

表２ 諸家文書中の素人浄瑠璃関係文書  
身分 関連地域 家名 番号 文書名 年代

1333
八幡宮ニて吊人形芸仕
節諸入目控帳

文政3年[1820]
8月15日

1334
八幡宮におゐて人形芝
居仕候節諸入目帳

文政4年[1821]
8月15日

1335
〔氏神ニおゐて人形しば
い市仕之分諸入目帳〕

文政4年[1821]
8月16日

浦年寄 上関町 室津 吉崎家
404-57
（20の19）

覚（人形代等付立） 1月23日

193
しようるりけいこれんはん
帳

卯．3．13
（安政2年[1855]）

194 芝居一途小遣ひ帳

岩国市 広瀬 堀江静子家 125 浄瑠璃肩衣見本帳

山口市 山口 木津屋家 245 浄瑠璃早合点 明治34年[1901]

商 市年寄 岩国市 玖珂本郷 山根家

農

庄屋 平生町 佐合島 佐川家
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の
活
動
と
い
う
よ
り
は
、
こ
の
文
書
の
存
在
に
よ
っ
て
、
浄
瑠
璃
関
係

の
モ
ノ
の
需
要
と
、
浄
瑠
璃
を
お
こ
な
う
集
団
の
存
在
が
窺
え
る
も

の
で
あ
る
。
こ
の
類
の
文
書
は
武
家
文
書
群
の
中
に
は
見
ら
れ
ず
、
抜

き
本
の
分
布
と
併
せ
て
、
浄
瑠
璃
に
対
し
、
武
士
が
嗜
む
・
や
る
も
の

と
い
う
意
識
は
希
薄
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
よ
う
。 

 

二 

蔵
書
の
動
き 

 

前
章
で
触
れ
た
と
お
り
、
当
然
な
が
ら
蔵
書
は
移
動
す
る
こ
と
も

あ
る
。
購
入
や
譲
渡
、
持
ち
込
み
等
、
理
由
は
様
々
だ
が
、
場
合
に
よ
っ

て
は
年
代
や
経
緯
を
推
定
で
き
る
。
今
回
の
調
査
対
象
中
に
も
、
持
ち

主
の
変
遷
を
経
た
も
の
も
あ
る
。
別
表
の
数
字
に
影
響
を
与
え
る
、
特

に
注
意
を
要
す
る
も
の
に
つ
い
て
以
下
に
検
討
す
る
。 

 

（
１
）
国
司
家 

国
司
家
は
萩
藩
寄
組
の
武
士
で
あ
る
。
近
代
文
書
と
和
漢
書
が
中

心
の
文
書
群
だ
が
、
少
な
く
と
も
今
回
検
討
し
た
抜
き
本
に
つ
い
て

は
、
表
３
の
と
お
り
、
ほ
と
ん
ど
に
同
筆
と
み
ら
れ
る
「
桑
原
」
の
書

き
込
み
が
あ
っ
た
。
「
年
月
日
」
は
基
本
的
に
書
込
み
由
来
の
情
報
で

あ
る
。
板
元
を
見
る
と
、
天
保
期
か
ら
板
行
を
開
始
し
た
加
嶋
屋
清
助

表３ 国司家文書中の稽古本と書込み  
文書名 年月日 種 板元 書込み

和漢 164 伊豆仇討餞別の段　十段目 写 「船路／桑原氏」
和漢 165 絵合太功記　五段目肩注進 板 玉水源次郎 「桑原姓」
和漢 166 花襷会稽掲布染　四冊目 文化11年[1814] 板
和漢 167 夕霧阿波の鳴門　揚屋の段 板 天満屋源次郎 「桑原氏」

和漢 168 蝶花形名歌嶋台　八冊目 板
佐々井治郎右衛門、
榎並屋喜久蔵

和漢 170 楠昔噺　三段目 板 「桑原氏」
和漢 171 奥州安達原 宝暦12年[1762] 板
和漢 172 伊達娘恋緋鹿子　四之巻 板 玉水源次郎 「桑原氏」
和漢 173 絵本太功記　本能寺の段 板 加嶋屋清助 「桑原姓」
和漢 174 傾城阿波の鳴門　八段目 板 「桑原姓」
和漢 175 奥州仙台女敵討（写） 寛政1年[1789] 板
和漢 176 仮名手本忠臣蔵　八段目 板 玉水源次郎 「桑原姓」
和漢 177 仮名手本忠臣蔵　三幕目 板 加嶋屋清助 「桑原姓」
和漢 178 菅原伝授手習鑑 延享3年[1746] 板 表
和漢 179 妹背山婦女庭訓　三の切 板
和漢 180 忠臣蔵二度目清書　寺岡切腹段 板 加嶋屋清助 「桑原姓」
和漢 181 玉藻前旭袂　三の切 板 加嶋屋清助、綿屋喜兵衛 「桑原姓」
和漢 182 菅原伝授手習鑑　四の切 板 加嶋屋清助 「桑原姓」
和漢 183 増補国性爺 板 阿波屋九兵衛 「桑原百三」

番号
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の
も
の
が
多
い
こ
と
か
ら
、
幕
末
明
治
期
く
ら
い
ま
で
に
桑
原
家
で

形
成
さ
れ
た
蔵
書
が
、
縁
組
等
に
よ
っ
て
国
司
家
に
入
っ
た
と
考
え

ら
れ
る
。 

こ
の
桑
原
氏
は
和
漢
164
の
書
込
み
に
よ
れ
ば
、
船
路
村
の
桑
原
氏

で
、
国
司
家
文
書
2
「
桑
原
家
先
祖
の
由
来
一
件
書
類
」
中
、
大
正

四
年
（
一
九
一
五
）
和
泉
国
泉
北
郡
郷
荘
村
長
宛
国
司
百
蔵
書
簡
に
、

「
私
出
産
地
は
、
周
防
国
佐
波
郡
「
徳
地
」
船
路
村
字
下
庄
菅
原
姓
桑

原
氏
ニ
生
ル
、
代
々
村
役
仕
候
、
…
」
と
あ
り(23)

、
江
戸
時
代
に
は
村

役
人
を
勤
め
て
い
た
家
で
、
差
出
の
国
司
百
蔵
は
同
氏
出
身
で
あ
る

こ
と
が
わ
か
る
。
と
な
る
と
、
少
な
く
と
も
「
桑
原
」
書
込
み
の
あ
る

書
籍
群
は
村
役
人
ク
ラ
ス
の
桑
原
家
で
形
成
さ
れ
、
百
蔵
の
国
司
家

入
り
に
伴
っ
て
持
ち
込
ま
れ
た
も
の
で
、
国
司
家
蔵
書
と
し
て
の
抜

き
本
群
は
近
代
以
降
に
形
成
さ
れ
た
も
の
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

つ
ま
り
、
国
司
家
抜
き
本
群
は
ほ
ぼ
農
民
由
来
の
蔵
書
群
と
い
え
る
。

尚
、
別
表
の
国
司
家
・
桑
原
家
の
記
述
は
以
上
の
見
通
し
に
よ
り
調
整

し
て
あ
る
。 

そ
う
な
る
と
、
武
士
の
家
で
抜
き
本
を
所
有
し
て
い
る
志
道
家
の

特
殊
性
が
際
立
っ
て
く
る
。
志
道
家
抜
き
本
群
に
は
他
者
の
所
有
痕

は
み
ら
れ
な
い
が
、
節
付
や
読
み
が
な
の
書
込
み
等
の
使
用
痕
も
あ

ま
り
み
ら
れ
な
い
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
現
時
点
で
十
分
な
材
料
が
な

く
、
見
通
し
も
立
っ
て
い
な
い
。
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。 

 
 （

２
）
小
野
家
他 

小
野
家
は
現
在
の
萩
市
江
崎
の
浦
年
寄
等
を
務
め
、
幕
末
に
は
江

崎
浦
の
越
荷
方
頭
取
も
務
め
た
家
で
、
多
数
の
和
書
を
所
持
し
て
い

た
。
抜
き
本
を
一
覧
す
る
と
表
４
の
と
お
り
で
あ
る
。
「
年
月
日
」
は

表
３
に
同
じ
く
、
書
込
み
由
来
で
あ
る
。 

同
家
も
他
家
か
ら
の
移
入
が
多
い
。
た
だ
、
専
ら
桑
原
家
旧
蔵
書

で
構
成
さ
れ
て
い
た
国
司
家
と
異
な
り
、
様
々
な
家
の
蔵
書
が
入
っ

て
い
る
。
し
か
も
、
他
家
の
書
込
み
等
は
江
戸
後
期
か
ら
明
治
前
期
く

ら
い
ま
で
の
も
の
で
、
そ
れ
以
後
の
も
の
は
み
ら
れ
な
い
。
そ
し
て
、

こ
れ
ら
他
家
の
旧
蔵
書
と
同
時
期
か
そ
れ
以
後
の
小
野
家
の
蔵
書
も

あ
る
。 

こ
の
こ
と
は
、
縁
組
等
に
よ
っ
て
あ
る
家
も
し
く
は
あ
る
人
物
の

蔵
書
群
が
そ
の
ま
ま
移
入
し
た
と
い
う
よ
り
は
、
小
野
家
の
旧
来
の

蔵
書
群
に
、
あ
る
一
時
期
、
も
し
く
は
段
階
的
に
、
様
々
な
家
か
ら
書

籍
が
移
入
さ
れ
た
こ
と
を
示
す
。
し
か
も
、
同
家
蔵
書
群
に
は
、
今
回

紹
介
し
た
本
に
み
ら
れ
る
も
の
と
同
じ
書
込
み
を
持
つ
別
分
野
の
本

も
あ
り(24)
、
抜
き
本
に
限
ら
な
い
書
籍
の
集
積
が
お
こ
な
わ
れ
て
い

た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
小
野
家
に
移
入
し
た
時
期
は
、
他
家
旧
蔵
書
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の
書
込
み
年
代
か
ら
、
明
治
に
入
っ
て
か
ら
と
考
え
て
よ
い
だ
ろ
う
。 

こ
れ
に
関
し
て
特
に
注
目
し
た
い
の
が
、
旧
所
有
者
の
中
に
、
小

野
家
と
同
じ
江
崎
の
家
が
散
見
さ
れ
る
こ
と
あ
る
。
表
４
の
書
込
み

欄
中
網
掛
部
分
が
そ
れ
に
あ
た
る
が
、
正
確
に
は
多
く
が
書
込
み
で

表４ 小野家文書中の稽古本と書込み  
番号 文書名 年月日 種 板元 書込み

983 烈女の鑑（浄瑠璃本） 板 佐々井治郎右衛門

1075
鎌倉三代記八ツ目ノ切・薫樹累物
語土橋の段

板
佐々井治郎右衛門、
榎並屋喜久蔵

「青木氏」

1076 傾城阿波の鳴門 明治 板 「明治乙のとし／青木姓」
1077 関取千両蔵 板 加嶋屋清助

1078 関取千両蔵 板 加嶋屋清助
「中／大谷氏」、「下玉／
大谷惣太郎用」、黒丸「長
陽／田万／大歯」

1079 八陣守護城 板 玉置清七 「小野」、「此主小野」

1080
勢州阿漕浦鈴鹿合戦　平治住家
段

板 加嶋屋清助 「藤井忠平」

1081 義経腰越状・心中紙屋治兵衛 板 玉水源次郎 「■■」
1082 妹脊山婦女庭訓 板 加嶋屋清助 「此主小野清昌」
1083 本朝廿四孝 板 加嶋屋清助 「江崎／小野」
1084 伊達娘恋緋鹿子 板 玉水源次郎
1085 国性爺合戦 板 「本主安埜翠」合綴

1086 妹脊山婦女庭訓 板 加嶋屋清助
「青木氏」、「万延元申神
無月／石田重都伝／横
田一泉」

1087 日吉丸稚桜 板
天満屋安兵衛、和多
屋喜兵衛

「中むら」

1089 忠臣蔵 明治 板
柏屋宗七、美濃屋嘉
兵衛

「明治辛秋下旬／青木頼
奥」

1090 蝶花形名歌嶋台 板 佐々井治郎右衛門
「青木氏」、黒丸「石州／
益田／岡崎屋」、「石州／
高角／生田屋」

1091 花襷会稽掲布染 天保13年[1842] 板 紙屋與右衛門 「青木」
1092 毛谷村の段 板 玉水源次郎 「花月」

1093 箱根霊験　十冊目口 板
柏屋宗七、美濃屋嘉
兵衛

「此本かすことおしくは…
／中村氏」

1094 一谷嫩軍記 明治4年[1871] 板 加嶋屋清助
「明治4年秋下旬」、「青木
はた」

1095 加賀見山旧錦絵 明治10年[1877] 板 本屋清七
「明治十年小春中旬／青
木はた／津田房女ゟもら
ひ」、「石井房」

1096 恋歌の意趣 板

菊屋七郎兵衛、菱屋
治兵衛、鶴屋喜右衛
門、吉野屋勘兵衛、
平野屋茂兵衛

黒丸「江崎／大福屋」

1097 仮名手本忠臣蔵　七ツ目 板
天満屋源次郎、和多
屋喜兵衛

1098 奥州安達原　三ノ切 元治元年[1864] 板 加嶋屋清助

「■（元ヵ）治元年」、「石
州久城村／野村姓」、「元
次元年子ノ四月吉日／七
拾六銭書之／塗師屋茂
兵衛」

1100 伊達娘恋緋鹿子 文政4年[1821] 板
天満屋源次郎、天満
屋安兵衛

「此主竹中氏／文政四年
己ノ正月吉日」

1101 妹脊山婦女庭訓　三の切 板 加嶋屋清助

1102
おちよ・半兵衛宵庚申　八百屋の
段

板 玉水源次郎 黒丸印、判読不能

1103 妹脊山婦女庭訓　三の切 板 加嶋屋清助
「戊辰春中旬／青木頼
□」

1104 彦山権現誓助剱　五ツ目 板 黒長方「今利屋」
1105 仮名手本忠臣蔵 板 加嶋屋清助 「此主／小野正器」

1106 新うすゆき物語　清水花見の段 板 紙屋與右衛門
黒丸「長州／江崎／美□
屋」

1107 一谷嫩軍記　三の切 文久2年[1862] 板 加嶋屋清助
「于時文久二年戌仲秋石
田重都伝／安甫翠」

1108 姻袖鏡　庵室の段 板 玉水源次郎 「此主／小野」
1109 花上野誉の石碑 板 佐々井久兵衛
1110 壇浦兜軍記 板

1111 仮名手本忠臣蔵　　四段目 板 玉水源次郎
「土井新宅／主花汀」黒
長丸「長陽／江崎／安江
改」

1112 妹脊山婦女庭訓　三の口 板 加嶋屋清助 「此ぬし小野白嶺」

1170 妹脊山婦女庭訓　三段目 板 玉水源次郎
「此本をかすことおしくは
…」

1171 妹脊山婦女庭訓　三の切 板 玉水源次郎 「青木氏」

1172 義経千本桜 板 加嶋屋清助
「つちのへ辰の春中旬／
青木／頼奥」
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は
な
く
蔵
書
印
で
あ
る
。
し
か
も
、
黒
印
で
所
在
地
と
屋
号
を
記
し
て

い
る
。
こ
の
よ
う
な
蔵
書
印
の
捺
さ
れ
た
も
の
は
、
貸
本
屋
と
い
う
ほ

ど
で
は
な
い
に
し
て
も
、
貸
本
に
さ
れ
て
い
た
可
能
性
が
高
い
と
い

う(25)

。
実
際
、
貸
本
に
供
さ
れ
て
い
た
と
思
し
き
書
込
み
を
も
つ
本

も
あ
り(26)

、
貸
本
と
み
て
大
過
な
い
で
あ
ろ
う
。 

こ
の
よ
う
な
性
格
の
小
野
家
抜
き
本
群
を
、
国
司
家
の
よ
う
に
処

理
す
る
の
は
妥
当
と
は
い
え
な
い
だ
ろ
う
。
複
数
の
家
が
同
時
に
似

た
よ
う
な
機
能
を
果
た
し
て
い
た
可
能
性
が
高
い
と
い
う
こ
と
で
、

別
表
で
は
「
小
野
家
他
」
と
し
て
一
括
で
群
扱
い
す
る
こ
と
と
し
た
。 

そ
う
な
る
と
気
に
な
る
の
が
借
り
手
は
誰
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。 

小
野
家
も
他
家
も
、
貸
出
目
録
の
よ
う
な
も
の
は
残
っ
て
い
な
い

の
で
確
言
は
で
き
な
い
が
、
重
複
す
る
タ
イ
ト
ル
も
あ
る
こ
と
か
ら
、

江
崎
内
、
ま
た
は
町
人
同
士
で
の
貸
借
の
可
能
性
は
あ
ま
り
高
く
な

い
と
考
え
る
。
ま
た
、
こ
れ
ら
の
本
に
小
野
家
の
所
有
を
表
す
書
込
み

な
り
、
同
様
の
蔵
書
印
な
り
は
み
ら
れ
な
い
。
小
野
家
に
入
っ
た
段
階

で
、
貸
本
と
し
て
の
役
割
を
終
え
て
い
た
可
能
性
が
高
い(27)

。 

前
章
に
お
い
て
、
江
戸
時
代
年
寄
・
庄
屋
格
中
心
だ
っ
た
抜
き
本

の
所
有
が
、
幕
末
明
治
期
以
降
農
村
部
や
役
の
な
い
町
人
へ
も
広

が
っ
て
い
く
こ
と
を
指
摘
し
た
。
そ
の
よ
う
な
動
き
と
、
町
人
所
有
の

抜
き
本
の
貸
本
流
通
と
そ
の
集
積
（
＝
終
焉
）
の
動
き
は
裏
表
と
い
え

る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。 

徳
地
人
形
浄
瑠
璃
や
島
田
人
形
浄
瑠
璃
芝
居
の
由
来
を
み
て
も
わ

か
る
よ
う
に
、
村
ぐ
る
み
で
お
こ
な
わ
れ
る
村
芝
居
に
お
い
て
は
、
浄

瑠
璃
本
が
村
役
人
等
に
よ
っ
て
用
意
さ
れ
た
時
か
ら
人
形
浄
瑠
璃
が

お
こ
な
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
村
人
が
浄
瑠
璃
語
り
等
を
や
り
だ
す
、

と
い
う
よ
り
は
、
浄
瑠
璃
な
り
人
形
芝
居
な
り
、
も
と
に
な
る
よ
う
な

も
の
が
何
ら
か
の
か
た
ち
で
お
こ
な
わ
れ
て
い
て
、
そ
こ
に
何
か
の

き
っ
か
け
（
徳
地
な
ら
ば
文
楽
座
の
稽
古
、
島
田
な
ら
ば
旅
の
芸
能
者
）

に
よ
っ
て
整
備
・
洗
練
さ
れ
て
い
く
。
つ
ま
り
、
村
ぐ
る
み
の
動
き
に

な
る
前
段
階
、
流
行
の
始
ま
り
の
段
階
が
必
ず
あ
る
は
ず
で
、
そ
の
時

点
か
ら
農
村
部
で
多
く
の
本
を
持
て
た
と
は
考
え
に
く
い
。
逆
に
、
人

形
浄
瑠
璃
を
す
る
と
な
れ
ば
、
本
も
買
お
う
と
い
う
こ
と
に
な
る
で

あ
ろ
う
し
、
買
え
ば
借
り
る
必
要
も
な
く
な
ろ
う
。
興
味
は
あ
る
が
本

格
的
な
投
資
は
で
き
な
い
段
階
、
「
点
か
ら
面
へ
」
の
「
点
」
の
時
代

を
支
え
た
の
が
こ
の
よ
う
な
本
だ
っ
た
と
い
え
る
の
で
は
な
い
か
。 

推
測
に
推
測
を
重
ね
る
形
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
が
、
小
野
家
他
抜

き
本
群
は
、
江
戸
時
代
と
明
治
時
代
を
つ
な
ぐ
も
の
で
あ
り
、
江
崎
浦

周
辺
の
文
化
的
な
関
係
を
窺
わ
せ
る
も
の
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
こ

の
よ
う
な
状
況
が
他
の
蔵
書
群
に
も
想
定
で
き
る
の
か
、
現
段
階
で

確
言
で
き
る
だ
け
の
準
備
は
な
い
。
た
だ
、
見
通
し
と
し
て
、
近
年
進
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展
し
て
い
る
蔵
書
群
研
究
に
お
い
て
、
村
役
人
、
町
役
人
層
は
地
域
の

文
化
の
向
上
・
充
実
に
意
を
用
い
て
お
り
、
蔵
書
群
も
あ
る
程
度
は
地

域
に
還
元
す
る
目
的
で
形
成
さ
れ
た
と
の
指
摘
が
あ
る
こ
と
を
紹
介

し
て
お
き
た
い(28)

。 
 

三 

庶
民
の
娯
楽
と
し
て
の
浄
瑠
璃 

 

こ
こ
で
、
抜
き
本
及
び
浄
瑠
璃
の
受
容
相
の
対
比
と
し
て
、
謡
本

の
分
布
に
目
を
向
け
た
い
。
能
・
狂
言
の
詞
章
に
節
を
つ
け
た
謡
（
謡

曲
）
は
、
室
町
時
代
後
半
に
は
素
人
も
嗜
む
よ
う
に
な
っ
て
お
り
、
江

戸
時
代
に
は
寺
子
屋
の
教
材
に
な
る
等
、
浄
瑠
璃
よ
り
も
早
く
か
ら
、

似
た
よ
う
に
広
く
社
会
に
浸
透
し
た
も
の
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る(29)

。

ま
た
、
詞
章
の
右
側
に
節
付
の
点
を
振
っ
て
い
く
記
譜
法
も
似
通
っ

て
お
り
、
浄
瑠
璃
そ
の
も
の
が
成
立
時
点
で
謡
の
影
響
を
大
き
く
受

け
て
い
た
こ
と
も
指
摘
さ
れ
て
い
る(30)

。
幸
い
、
当
館
諸
家
文
書
中

に
は
謡
本
も
多
数
あ
り
、
比
較
の
上
で
数
の
不
均
衡
が
問
題
に
な
る

こ
と
も
な
い
も
の
と
思
わ
れ
る
。
江
戸
時
代
に
お
い
て
似
た
よ
う
な

位
置
づ
け
に
あ
っ
た
と
さ
れ
る
両
者
の
分
布
の
比
較
を
通
し
て
、
差

異
も
明
ら
か
に
な
ろ
う
。 

こ
の
よ
う
な
わ
け
で
、
謡
本
に
関
し
て
も
抜
き
本
と
同
様
の
方
針

で
デ
ー
タ
を
採
取
し
た
も
の
が
本
文
末
の
別
表
B
部
分
で
あ
る
。
但

し
、
当
館
所
蔵
の
江
戸
時
代
の
謡
本
は
多
く
が
写
本
で
あ
る
。
そ
の
た

め
、
江
戸
時
代
書
写
と
思
わ
れ
る
が
「
未
詳
」
に
回
さ
ざ
る
を
得
な

か
っ
た
も
の
が
多
く
あ
る
こ
と
を
断
っ
て
お
く
。 

こ
れ
に
つ
い
て
も
、
第
一
章
の
抜
き
本
同
様
に
、
分
布
を
示
し
た

の
が
図
４
・
５
で
あ
る
。 

一
見
し
て
武
士
の
所
有
家
数
の
多
さ
が
わ
か
る
。
明
治
時
代
に
入

る
と
、
所
有
家
数
が
特
に
陪
臣
層
に
増
え
て
い
る
。
農
・
商
に
つ
い
て

も
、
江
戸
時
代
に
お
い
て
は
や
は
り
庄
屋
格
・
年
寄
格
の
家
、
特
に
大

年
寄
や
幕
末
の
越
荷
方
等
、
武
士
と
の
や
り
と
り
も
多
い
家
で
の
所

有
が
ほ
と
ん
ど
で
、
役
勤
め
の
な
い
層
の
所
有
は
明
治
時
代
以
降
と

な
っ
て
い
る
。 

そ
も
そ
も
、
謡
本
は
浄
瑠
璃
本
に
比
べ
る
と
板
本
・
刊
本
化
さ
れ 

た
も
の
が
限
ら
れ
て
い
た
。
江
戸
時
代
に
お
い
て
は
観
世
流
の
板
行

は
盛
ん
に
お
こ
な
わ
れ
た
が
他
流
は
遅
れ
気
味
で
、
謡
の
習
得
に
当

た
っ
て
は
師
匠
に
付
き
な
が
ら
、
自
ら
ま
た
は
師
匠
等
に
よ
っ
て
写

本
が
作
成
さ
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
よ
う
で
あ
る(31)

。
そ
れ
が
明
治

時
代
に
入
り
、
版
権
の
問
題
や
本
の
質
を
担
保
す
る
必
要
も
あ
っ
て
、

一
挙
に
板
行
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
。
明
治
時
代
末
、
大
正
時 
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図４ 謡本の分布（江戸）※白抜きは幕末明治のみ有の家  

図５ 謡本の分布（明治）※白抜きは幕末明治までのみ有の家  
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代
、
昭
和
前
期
と
、
定
期
的
に
全
集
的
な
刊
行
も
お
こ

な
わ
れ
、
そ
れ
に
合
わ
せ
て
ま
と
め
て
購
入
し
て
い
た

家
も
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る(32)

。
こ
の
た
め
、
謡
本
は
抜

き
本
以
上
に
江
戸
時
代
と
明
治
時
代
以
降
で
入
手
の

し
や
す
さ
に
大
き
な
差
の
あ
る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
も

分
布
に
影
響
し
て
い
る
だ
ろ
う
。 

と
は
い
え
、
全
体
的
に
武
士
と
そ
の
周
辺
の
所
有
家

数
の
多
さ
に
は
変
わ
り
は
な
い
。
こ
の
辺
り
の
こ
と
を

考
え
る
の
に
興
味
深
い
の
が
小
田
家
文
書
（
柳
井
市
金

屋
）
中
の
謡
本
群
で
あ
る
。
同
家
は
元
禄
年
間
に
柳
井

津
町
金
屋
に
移
り
住
ん
だ
商
人
で
、
町
年
寄
を
務
め
た

ほ
か
、
江
戸
時
代
後
期
に
は
勤
功
に
よ
り
岩
国
領(33)

の

士
格
に
取
り
立
て
ら
れ
、
幕
末
に
は
大
組
に
ま
で
な
っ

た(34)

。
別
表
に
あ
る
と
お
り
、
抜
き
本
も
多
数
残
っ
て

い
る
が
、
謡
本
も
か
な
り
の
点
数
が
あ
る(35)

。
こ
こ
で

は
謡
本
の
方
を
表
５
に
示
す
。
デ
ー
タ
採
録
方
針
は
こ

れ
ま
で
の
表
３
・
４
と
変
わ
ら
な
い
が
、
板
元
で
は
な

く
書
写
者
を
記
録
し
て
あ
る
。 

前
述
の
と
お
り
、
写
本
が
大
半
を
占
め
る
。
小
田
家

の
場
合
、
本
文
と
書
込
み
の
筆
跡
が
お
お
よ
そ
同
じ

番号 文書名 年代 刊写 書写者 備考
和漢 137 下懸噺謡大成 享和元年[1801] 板
和漢 138 下懸噺謡大成 享和元年[1801] 板 文政9に点、嘉永7に改訂
和漢 139 下懸噺謡 享和元年[1801] 板
和漢 140 ［下懸諷大成］ 貞享4年[1687] 板 「五冊ノ内」トアリ
和漢 141 小謡 写 [甲戌年」
和漢 142 舞附 写
和漢 143 龍田 写 後部白紙に「諸遣帳」ナド
和漢 144 雲林院月宮殿 宝暦13年[1763] 写 むろや政太郎
和漢 145 柏子附ケうたい本（船弁慶・山姥） 写 小田富太郎
和漢 146 ［謡本］（船弁慶・自然居士・東北ほか 写
和漢 147 ［謡本］（老松・三笑・頼政・項羽ほか） 写
和漢 148 謡（船弁慶） 写 朱「山に叶」
和漢 149 ［謡本］（序舞・出羽・神楽ほか） 写
和漢 150 噺（一角仙人ほか） 写
和漢 151 ［謡本］（高砂・誓願寺・呉服） 写
和漢 152 ［謡本］（高砂・羽衣ほか） 写
和漢 153 うたい本（羽衣・自然居士） 写
和漢 154 ［謡本］（高砂ほか） 写 室廼屋早梅
和漢 155 ［謡本］（竹生島・三輪） 写 「小田姓」
和漢 156 吉野山新撰 写 「む路や」
和漢 157 竜田・三輪・かつら城 写 「小田氏」
和漢 158 謡本（東北・湯屋ほか） 写 小田富太郎
和漢 159 野の宮 写 布や宗政
和漢 160 兼平 写 貞末新次郎
和漢 161 ［謡本］（雲雀山ほか） 写
和漢 162 ［謡本］（えびら） 写 室屋角次郎
和漢 164 俊成忠度 写 「小田氏」
和漢 165 杜若 写 堅めの紙
和漢 167 月宮殿・竹生島 写 小田井畝 「丙午五月十一日迄」
和漢 168 紅葉狩 写 小田井畝 「五月十一日迄写之」
和漢 172 北流謡（高砂ほか） 写
和漢 173 ［謡本］（しくれの松ほか） 嘉永5年[1852] 写 室廼屋早梅
和漢 185 白楽天　全 写
和漢 245 小謡集 写 小田孝十郎
和漢 246 北流　百番之外雑子謡 写

表５ 小田家文書（柳井市金屋）中の謡本と書
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で
、
使
う
本
は
自
ら
書
写
し
て
い
た
よ
う
あ
る
。
表
中
の
小
田
家
の
書

写
者
は
、
井
畝
以
外
は
他
資
料
等
よ
り
江
戸
後
期
以
後
の
活
動
が
確

認
さ
れ
て
い
る
。
抜
き
本
に
表
れ
る
名
や
共
通
す
る
書
込
み
も
あ
り
、

い
ず
れ
も
一
九
世
紀
前
半
を
中
心
に
形
成
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ

る
。 た

だ
、
抜
き
本
は
ち
ょ
う
ど
一
九
世
紀
初
頭
く
ら
い
か
ら
山
口
県

域
を
含
め
た
地
方
で
も
増
え
始
め
る
も
の
で
あ
る
の
に
対
し
、
謡
本

は
そ
れ
以
前
か
ら
あ
る
は
ず
の
も
の
で
あ
る
。
同
家
が
士
格
に
な
る

の
が
寛
政
七
年
（
一
七
九
五
）
か
ら
で
、
謡
本
の
ほ
と
ん
ど
が
そ
れ
以

後
の
書
写
、
も
し
く
は
そ
れ
以
後
に
入
手
し
て
朱
を
入
れ
る
等
手
を

加
え
た
（
使
っ
た
）
と
み
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
同
家
の
身
分
の
上
昇

に
伴
っ
て
謡
本
の
蔵
書
が
形
成
さ
れ
た
と
み
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

謡
は
や
は
り
武
士
と
、
そ
れ
に
直
接
連
な
る
者
達
の
嗜
み
だ
っ
た
の

で
あ
る
。 

ま
た
、
地
理
的
な
分
布
も
特
徴
的
で
あ
る
。
基
本
的
に
交
通
路
沿

い
だ
っ
た
抜
き
本
に
対
し
、
謡
本
の
分
布
は
城
下
や
給
領
地
等
、
各
拠

点
に
集
中
す
る
形
を
取
る
。
特
に
近
代
以
降
は
こ
の
傾
向
が
顕
著
で
、

山
口
近
辺
に
集
中
し
て
い
る(36)

。
山
口
に
関
し
て
は
近
世
の
身
分
を

問
わ
ず
所
有
し
て
お
り
、
県
庁
所
在
地
と
し
て
諸
施
設
が
充
実
し
て

い
く
中
、
所
謂
都
市
生
活
者
の
嗜
み
の
よ
う
な
側
面
を
持
っ
て
い
っ

た
可
能
性
も
考
え
ら
れ
よ
う
。 

こ
れ
に
関
し
て
は
、
近
代
に
お
い
て
県
下
随
一
の
商
業
都
市
で

あ
っ
た
下
関
が
、
図
４
・
５
で
空
白
と
な
っ
て
い
る
た
め
に
、
本
当
に

都
市
生
活
者
に
支
持
さ
れ
た
と
評
価
で
き
る
の
か
と
い
う
指
摘
も
あ

る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
下
関
が
空
白
な
の
は
当
館
所
蔵
資
料
群
の
問
題

で
あ
っ
て
他
で
も
同
じ
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
地
域
的
偏
り
が
あ
る

中
で
も
、
抜
き
本
の
分
布
や
江
戸
時
代
の
謡
本
の
分
布
に
比
べ
て
、
近

代
謡
本
の
分
布
は
明
ら
か
に
山
口
に
集
中
し
て
お
り
、
全
く
の
見
当

外
れ
と
は
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う(37)

。 

こ
の
よ
う
に
見
る
と
、
江
戸
時
代
以
降
、
武
士
や
町
人
に
流
行
し

た
と
い
わ
れ
て
い
る
謡
は
、
少
な
く
と
も
防
長
二
国
に
お
い
て
は
一

義
的
に
は
武
士
の
嗜
み
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
そ
れ
が
明
治
時
代
に

入
り
、
士
農
工
商
の
一
応
の
解
体
や
、
謡
本
の
出
板
行
の
盛
行
に
伴
い
、

都
市
民
も
し
く
は
富
裕
層
の
嗜
み
へ
と
趣
を
変
え
な
が
ら
、
そ
れ
以

外
に
も
浸
透
し
て
い
っ
た
と
い
え
そ
う
で
あ
る
。 

こ
れ
と
ほ
ぼ
逆
の
動
き
を
し
て
い
る
の
が
抜
き
本
で
あ
る
。
江
戸

時
代
に
お
い
て
も
、
武
士
が
浄
瑠
璃
に
全
く
触
れ
な
か
っ
た
と
い
う

こ
と
は
な
い(38)

。
し
か
し
自
ら
浄
瑠
璃
語
り
を
す
る
の
は
一
般
的
で

は
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
観
聴
き
は
す
る
が
や
る
ほ
ど
で
は
な
い

と
い
っ
た
と
こ
ろ
だ
ろ
う
か
。
浄
瑠
璃
が
庶
民
の
楽
し
み
と
さ
れ
る
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所
以
も
こ
の
辺
り
に
あ
る
の
だ
ろ
う
。 

 
お
わ
り
に 

 

以
上
、
先
学
の
業
績
に
拠
り
な
が
ら
、
多
少
乱
暴
な
が
ら
も
当
館

所
蔵
資
料
か
ら
山
口
県
域
の
抜
き
本
の
分
布
の
特
徴
を
考
え
て
き
た

わ
け
だ
が
、
お
お
よ
そ
次
の
よ
う
に
ま
と
め
ら
れ
よ
う
。 

①
十
八
世
紀
末
か
ら
十
九
世
紀
初
頭
に
か
け
て
、
海
沿
い
の
町
人

を
中
心
に
本
の
蓄
積
が
お
こ
な
わ
れ
、
幕
末
か
ら
明
治
初
期
に
か
け

て
内
陸
の
村
落
部
で
も
抜
き
本
の
所
有
が
進
ん
だ
。 

②
基
本
的
に
浄
瑠
璃
は
庶
民
の
楽
し
み
、
謡
は
武
士
の
嗜
み
で
あ

り
、
明
治
時
代
以
降
両
者
、
特
に
謡
へ
の
乗
り
入
れ
が
始
ま
っ
た
。 

近
代
以
降
、
手
習
い
等
で
は
な
く
、
謡
が
謡
と
し
て
、
う
た
う
も
の

と
し
て
庶
民
に
浸
透
し
て
い
く
の
は
、
物
心
両
面
の
制
約
が
な
く

な
っ
た
こ
と
、
教
養
と
し
て
の
ス
テ
イ
タ
ス
の
高
さ
が
都
市
居
住
者

に
支
持
さ
れ
た
こ
と
等
で
説
明
で
き
る
だ
ろ
う
。
で
は
そ
の
逆
、
浄
瑠

璃
が
士
族
層
に
そ
れ
な
り
に
受
容
さ
れ
る
背
景
に
は
何
が
あ
っ
た
の

で
あ
ろ
う
か
。 

ま
ず
は
謡
本
が
庶
民
へ
浸
透
し
た
の
と
同
様
、
国
司
家
の
よ
う
な

縁
組
や
、
明
治
時
代
以
降
地
福
村
の
村
会
議
員
等
を
務
め
た
小
沢
家

の
よ
う
に
、
近
代
以
降
の
旧
給
領
地
で
の
活
動
に
合
わ
せ
た
越
境
が

考
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
。 

こ
れ
と
は
別
に
、
大
き
な
影
響
力
を
持
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る

も
の
の
一
つ
が
新
聞
で
あ
る
。
山
口
県
で
は
明
治
三
十
三
年
（
一
九
〇

〇
）
、
『
防
長
新
聞
』
に
よ
る
県
下
の
素
人
義
太
夫
投
票
が
行
わ
れ
、

結
果
を
も
と
に
番
付
が
作
成
さ
れ
た(39)

。
こ
れ
は
紙
面
に
印
刷
さ
れ

た
投
票
用
紙
に
、
推
薦
す
る
素
人
の
名
を
書
い
て
投
票
し
、
そ
の
数
を

以
て
番
付
を
作
成
、
上
位
者
に
よ
る
義
太
夫
（
浄
瑠
璃
）
の
大
会
を
開

催
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た(40)

。
賛
否
両
論
の
あ
っ
た
企
画
だ
が
、

特
に
『
防
長
新
聞
』
の
独
創
で
は
な
い
。
一
年
前
に
『
都
新
聞
』
に
よ

り
同
様
の
企
画
が
お
こ
な
わ
れ
、『
大
阪
毎
日
新
聞
』
も
『
防
長
新
聞
』

と
同
じ
年
に
素
人
浄
瑠
璃
の
投
票
を
お
こ
な
い
、
か
な
り
広
範
囲
に

票
を
集
め
た
よ
う
で
あ
る(41)

。
『
防
長
新
聞
』
で
は
こ
の
企
画
に
つ

い
て
、
か
ね
て
か
ら
強
い
要
望
が
あ
っ
た
と
し
て
お
り(42)

、
ま
た
、

同
紙
面
で
は
浄
瑠
璃
・
人
形
浄
瑠
璃
に
限
ら
ず
、
各
種
演
劇
が
度
々
取

り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
芸
能
と
新
聞
と
が
密
接
に
結
び
つ
い

て
い
た
こ
と
が
窺
え
る
。 

こ
の
、
新
聞
と
い
う
一
定
以
上
の
層
が
見
る
メ
デ
ィ
ア
に
、
し
か

も
大
き
く
取
り
上
げ
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
相
応
の
影
響
力
を

持
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
実
際
、
大
阪
文
楽
座
を
観
に
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行
っ
た
と
み
ら
れ
る
資
料
が
武
士
の
家
の
文
書
群
に
も
み
ら
れ
る(43)

。

地
元
で
や
っ
て
い
る
身
近
な
も
の
と
い
う
よ
り
は
、
大
新
聞
に
載
る

よ
う
な
、
有
名
な
劇
場
に
わ
ざ
わ
ざ
行
っ
て
楽
し
む
も
の
と
し
て
、
人

形
浄
瑠
璃
も
受
け
止
め
ら
れ
て
い
っ
た
可
能
性
も
あ
る
と
現
時
点
で

は
考
え
て
い
る
。 

繰
り
返
し
に
な
る
が
、
抜
き
本
は
当
館
以
外
に
も
所
蔵
さ
れ
て
い

る(44)

。
そ
し
て
、
当
館
所
蔵
文
書
中
の
蔵
書
群
も
、
当
時
の
姿
を
そ

の
ま
ま
と
ど
め
て
い
る
わ
け
で
は
な
い(45)

。
し
か
も
、
こ
れ
ら
蔵
書

群
そ
の
も
の
に
つ
い
て
の
分
析
も
進
ん
で
い
る
と
は
い
え
ず
、
む
し

ろ
そ
ち
ら
を
先
に
や
る
べ
き
で
あ
っ
た
と
の
指
摘
を
受
け
て
も
仕
方

の
な
い
状
況
で
す
ら
あ
る
。
故
に
、
正
確
な
デ
ー
タ
が
取
れ
て
い
る
と

は
い
い
難
い
の
は
確
か
だ
が
、
サ
ン
プ
ル
数
等
か
ら
考
え
る
に
実
状

か
ら
大
き
く
乖
離
し
て
い
る
と
も
い
え
な
い
だ
ろ
う
。
一
つ
の
目
安

と
な
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。 
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 別表 諸家文書中抜き本及び謡本の分布  

江戸
幕末
明治

明治
以降

未詳 江戸
幕末
明治

明治
以降

未詳

寄組 周南市 安田 宍戸家※１ 5

萩市 萩 国司家 5 0 12 3 1 3

（農 山口市 船路 桑原家※２ 5 6 1 1 1 2 ）

大組 山陽小野田市 厚狭 志道家 10

手廻組 山口市 宮野 木梨家 24

無給通 田布施町 田布施上 佐藤家 2

山口市 蔵目喜 静間家 1 1

三十人通 山口市 秋穂二島 塩田家 11 4

陪臣 周南市 戸田 山田家 1

山口市 問田 佐田家 2 1

美祢市 於福 河野家 1 7

山口市 地福 小沢家 1 1 3

大庄屋 山口市 秋穂 山内家 1

美祢市 四郎ヶ原 河崎家 1 15 1

萩市 高佐 蔵田家 1

浦庄屋 長門市 仙崎 持山家 3 4 1 1

庄屋 岩国市 釜ケ原 藤本家 1

岩国市 長谷 柳原家 1

下松市 瀬戸・米川 内藤家 1 6 4 2

下関市 豊浦 山本家 1

畦頭 周防大島町 三蒲 佐川家 2 2

周防大島町 土居 武田家 4

山口市 徳地上 武永家 1 2 1 2

山口市 小鯖 小田家 3 1

山口市 上宇野令 河野家 1

山口市 江崎 原田家 1

美祢市 厚保本郷 藤本家※３ 1 1

給畦頭 山口市 深溝 徳田家 2 2

山口市 鋳銭司 松永家※４ 3 1

長門市 深川 武本家 1

大年寄 山口市 山口 安部家 1 2 2 3

浦年寄 萩市 江崎 小野家 19 18 1 3 1

町年寄※５ 柳井市 金屋 小田家 29 9 2 6 10 26

市年寄 周南市 鹿野 原田萬吉家 15 8 5 16

岩国市 広瀬 堀江静子家 2 1

山口市 山口 木津屋家 2 9 5 2

山口市 山口 藤井家 1

山口市 下郷 藤津家 1

萩市 萩 大庭家※６ 1 5

神職 周南市 鹿野 宮本家 1

近代 山口市 山口 池田家 1

山口市 小鯖 清川家 1

長門市 菱海 那須家 1 4

コレクション 山口市 石川卓美 1

山口市 長谷家 9

＊ 当館諸家文書中より抽出した。 ※１　宍戸家文書（山口市）。
＊ 三味線、鼓、笛等の本は除外してある。 ※２　国司家文書中にあり。
＊ 本の年代は刊記、板元、書き込み、蔵書印等から判断した。 ※３　津田家文書（千葉市）中にあり。
＊ 板元及び所有者の生年から、幕末から明治時代にかかる ※４　松永家文書（山陽小野田市）。

としか判断できないものを「幕末明治」欄に分類してある。 ※５　のち大組士に取り立て。
※６　高津家文書（山口市）中にあり。

関連地域 家名

A.稽古本 B.謡本

士

農
・
漁

商

他

身分
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註 

(1) 
義
太
夫
節
及
び
浄
瑠
璃
、
人
形
浄
瑠
璃
に
つ
い
て
は
多
様

か
つ
膨
大
な
研
究
が
あ
る
。
本
稿
で
は
鳥
越
文
三
・
内
山

美
樹
子
・
渡
辺
保
編
『
岩
波
講
座 

歌
舞
伎
・
文
楽
７ 

浄
瑠
璃
の
誕
生
と
古
浄
瑠
璃
』
『
同
８ 

近
松
の
時
代
』

『
同
９ 

黄
金
時
代
の
浄
瑠
璃
と
そ
の
後
』
（
い
ず
れ
も

岩
波
書
店
、
一
九
九
八
年
）
、
内
山
美
樹
子
『
浄
瑠
璃
史

の
十
八
世
紀
』
（
勉
誠
社
、
一
九
八
九
年
）
、
吉
田
伸
之

『
日
本
の
歴
史

17 

成
熟
す
る
江
戸
』
（
講
談
社
、
二
〇

〇
二
年
）
等
を
参
照
。 

(2) 

前
掲
註
（
１
）
の
他
、
神
田
由
築
「
都
市
文
化
と
芸
能
興

行
」
（
『
都
市
文
化
研
究
』
三
、
二
〇
〇
四
年
）
等
。 

(3) 

山
口
県
教
育
委
員
会
文
化
財
保
護
課
『
山
口
県
の
民
俗
芸

能
―
山
口
県
民
俗
芸
能
緊
急
調
査
報
告
書
―
』
（
二
〇
〇

〇
年
）
。
作
成
に
あ
た
っ
て
は
同
書
「
一
次
調
査
リ
ス

ト
」
を
基
礎
に
、
山
口
県
教
育
委
員
会
社
会
教
育
・
文
化

財
課
『
山
口
市
の
民
俗
芸
能
』
（
二
〇
〇
九
年
）
に
よ
り

補
足
し
た
。
尚
、
伊
陸
の
糸
あ
や
つ
り
人
形
芝
居
の
よ
う

に
、
語
り
が
義
太
夫
節
で
は
な
い
こ
と
が
は
っ
き
り
し
て

い
る
も
の
は
除
外
し
て
あ
る
。 

(4) 

細
田
明
宏
「
山
口
県
の
義
太
夫
師
匠
・
竹
本
住
寿
太
夫
氏
に
聞

く
」
（
『
帝
京
日
本
文
化
論
集
』
二
三
、
二
〇
一
六
年
）
。 

(5) 

内
田
家
文
書
（
防
府
市
）

2855
、

3855
、
部
坂
家
文
書

33
～
35
等
。 

(6) 

安
部
家
文
書

1323
、

1475
、
河
野
家
文
書
（
山
口
市
）

582
、
亘
理
家

文
書

603
等
。 

(7) 

稽
古
本
（
後
述
）
は
諸
家
文
書
中
に
多
く
含
ま
れ
、
確
認
し
得

た
限
り
で
二
四
〇
件
近
く
あ
る
。 

(8) 

増
野
家
文
書

390
、
佐
川
家
文
書
（
大
島
）

76
等
。 

(9) 

神
谷
朋
衣
「
近
世
の
東
海
地
方
に
お
け
る
地
域
文
化
の
形
成
―

歌
舞
伎
浄
瑠
璃
の
受
容
と
村
芝
居
の
上
演
を
通
じ
て
」
（
『
早

稲
田
大
学
総
合
人
文
科
学
セ
ン
タ
ー
研
究
誌
』
一
、
二
〇
一
三

年
）
、
長
瀬
淑
子
「
阿
波
人
形
浄
瑠
璃
伝
承
へ
の
取
り
組
み
」

（
『
徳
島
地
域
文
化
研
究
』
創
刊
号
、
二
〇
〇
三
年
）
等
。 

(10) 

神
津
武
男
『
浄
瑠
璃
本
史
研
究
―
近
松
・
義
太
夫
か
ら
昭
和
の

文
楽
ま
で
―
』
（
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
九
年
） 

(11) 

同
右
書
第
一
部
第
一
章
。 

(12) 

隣
の
B
部
分
に
つ
い
て
は
第
三
章
に
て
詳
述
。 

(13) 

当
館
に
は
郷
土
史
研
究
者
の
蔵
書
や
調
査
ノ
ー
ト
か
ら
な
る
文

書
群
も
あ
る
（
石
川
卓
美
文
庫
、
近
藤
清
石
文
庫
、
御
園
生
翁

甫
文
庫
、
他
）
。
こ
れ
ら
の
中
に
は
旧
家
の
文
書
目
録
等
も
含

ま
れ
て
お
り
、
今
回
調
査
対
象
資
料
が
記
載
さ
れ
て
い
る
可
能
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性
も
あ
る
が
、
今
回
は
デ
ー
タ
の
精
度
と
再
現
性
に
お
い
て
バ

ラ
ン
ス
が
取
れ
な
い
と
判
断
し
、
検
討
対
象
か
ら
は
外
し
た
。 

(14) 

職
人
の
家
の
文
書
は
今
回
該
当
す
る
資
料
が
な
い
の
で
割
愛
。 

(15) 

松
永
家
文
書
（
山
陽
小
野
田
市
）
等
。
詳
し
く
は
当
館
諸
家
文

書
目
録
（
ウ
ェ
ブ
閲
覧
可
）
参
照
。 

(16) 

塩
田
家
に
つ
い
て
は
、
当
館
諸
家
文
書
目
録
で
は
「
関
連
地

域
」
が
萩
市
と
な
っ
て
い
る
が
、
同
家
は
小
郡
宰
判
二
島
村

（
現
在
の
山
口
市
秋
穂
二
島
）
の
在
郷
諸
士
で
あ
り
（
『
防
長

風
土
注
進
案
』
他
）
、
近
代
に
入
っ
て
か
ら
も
同
地
に
居
住
、

活
動
し
て
い
た
こ
と
か
ら
、
別
表
で
は
「
関
連
地
域
」
を
山
口

市
秋
穂
二
島
と
し
て
あ
る
。 

(17) 

板
元
の
変
遷
と
大
ま
か
な
年
代
に
関
し
て
は
、
前
掲
註
（

10
）

二
二
‐
二
三
頁
の
「
浄
瑠
璃
本
板
元
の
系
譜
と
板
木
移
譲
過

程
」
に
簡
潔
に
ま
と
ま
っ
て
い
る
。
詳
論
は
第
二
部
に
あ
り
。

以
下
、
板
元
に
関
し
て
は
こ
れ
を
参
照
し
た
。 

(18) 

前
掲
註
（
１
）
。 

(19) 

前
掲
註
（
９
）
。
長
瀬
論
文
で
は
、
稽
古
用
の
本
は
庄
屋
等
が

用
意
し
て
い
た
事
例
を
紹
介
し
て
い
る
。 

(20) 

次
項
に
て
紹
介
。 

(21) 

前
掲
註
（
３
）
。 

(22) 

今
回
本
文
で
は
「
資
料
」
の
語
を
使
う
が
、
表
２
～
５
の
資
料

の
名
称
を
記
入
し
た
欄
の
項
目
名
に
つ
い
て
は
、
検
索
の
便
を

考
慮
し
、
当
館
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
の
記
述
項
目
に
従
っ
て
「
文
書

名
」
と
し
て
あ
る
。 

(23) 

同
文
書
1
「
桑
原
家
系
譜
」
中
に
も
畔
頭
等
を
務
め
た
人
物
が
い
る
。 

(24) 

た
と
え
ば
同
家
文
書

1210
～

1212
「
真
田
三
代
実
記
」
は
天
保
期

の
青
木
家
関
係
の
書
込
み
を
持
つ
。
但
し
、
青
木
家
旧
蔵
書

（
表
４
「
書
込
み
」
欄
中
斜
字
）
に
関
し
て
は
、
他
家
の
蔵
書

に
比
べ
て
出
現
率
が
高
い
の
で
、
縁
組
等
に
よ
る
移
入
の
可
能

性
も
あ
る
。
各
家
の
詳
細
と
併
せ
、
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。 

(25) 

橋
口
侯
之
介
『
和
本
入
門
』
（
平
凡
社
、
二
〇
〇
五
年
）
他
。 

(26) 

小
野
家
文
書

1093
、

1170
。
そ
れ
ぞ
れ
の
裏
見
返
し
に
「
此
本

（
を
）
貸
す
こ
と
お
し
く
は
な
け
れ
ど
も
…
」
と
あ
る
。 

(27) 

当
時
の
小
野
家
の
人
が
蒐
集
し
た
の
か
、
移
入
し
た
蔵
書
群
に

含
ま
れ
て
い
た
だ
け
な
の
か
、
現
時
点
で
は
判
断
す
る
材
料
が

な
い
。
こ
れ
も
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。 

(28) 

横
田
冬
彦
『
近
世
書
物
文
化
史
の
研
究
』
（
岩
波
書
店
、
二
〇

一
八
年
）
工
藤
航
平
『
近
世
蔵
書
文
化
論
』
（
勉
誠
出
版
、
二

〇
一
七
年
）
等
。 

(29) 
表
章
「
〝
う
た
ひ
〟
（
謡
）
考
―
そ
の
発
達
史
を
中
心
に
―
」

（
『
文
学
』
二
五
‐
九
、
一
九
五
七
年
）
。 
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 (30) 
田
草
川
み
ず
き
『
浄
瑠
璃
と
謡
文
化
』
（
早
稲
田
大
学
出
版

部
、
二
〇
一
二
年
）
。 

(31) 

観
世
流
以
外
の
謡
本
の
出
版
が
始
ま
る
の
は
江
戸
時
代
後
期
か

ら
、
盛
行
す
る
の
は
明
治
時
代
以
降
で
あ
る
。
大
谷
節
子
「
謡

本
伝
授
と
謡
本
」
（
『
神
戸
女
子
大
学
古
典
芸
能
研
究
セ
ン

タ
ー
紀
要
』
三
、
二
〇
一
三
年
）
、
高
橋
葉
子
「
謡
本
か
ら
見

た
梅
若
家
と
観
世
喜
之
家
―
近
代
観
世
流
の
節
付
改
革
」

（
『
武
蔵
野
大
学
能
楽
資
料
セ
ン
タ
ー
紀
要
』
二
八
、
二
〇
一

六
年
）
等
。 

(32) 

筆
者
は
以
前
山
口
市
歴
史
民
俗
資
料
館
に
お
い
て
や
は
り
謡
本

の
分
布
を
調
べ
た
こ
と
が
あ
っ
た
が
、
刊
年
の
ま
と
ま
っ
た
、

三
十
冊
前
後
の
謡
本
を
持
っ
て
い
る
資
料
群
が
い
く
つ
か
あ
っ

た
（
山
口
市
歴
史
民
俗
資
料
館

0635
‐

061
～

085
、

1257
‐

001
～

027
、

3901
‐

001
～

035
）
。
中
に
は
専
用
の
桐
箱
ま
で
備
え
て
い
る

も
の
も
あ
り
（
同

1254
）
、
所
謂
全
集
刊
行
の
よ
う
な
雰
囲
気
が

窺
え
る
。 

(33) 

岩
国
が
正
式
に
藩
と
な
る
の
は
慶
応
四
年
（
一
八
六
八
）
。 

(34) 

小
山
良
昌
「
岩
国
領
に
お
け
る
町
人
勤
功
」
（
『
山
口
県
文
書

館
研
究
紀
要
』
三
、
一
九
七
四
） 

(35) 

更
に
言
う
と
三
味
線
譜
や
箏
曲
譜
も
あ
る
。 

(36) 

基
本
的
に
は
旧
山
口
町
。
近
代
以
降
、
高
等
教
育
機
関
の
教
員

や
官
公
庁
関
係
者
が
多
く
居
住
し
て
お
り
、
そ
の
よ
う
な
層
が

様
々
な
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
を
当
館
に
寄
贈
し
て
い
る
。 

(37) 

と
は
い
え
、
政
治
都
市
で
あ
る
山
口
と
商
業
都
市
で
あ
る
下
関
と
で
は

住
民
構
成
に
も
違
い
が
あ
る
は
ず
で
、
下
関
の
謡
本
所
有
状
況
が
わ
か

る
と
、
都
市
民
の
趣
味
と
し
て
の
謡
に
つ
い
て
、
ま
た
、
近
代
山
口
と

下
関
の
地
域
性
に
つ
い
て
、
踏
み
込
ん
だ
こ
と
が
い
え
そ
う
で
あ
る
。 

(38) 

増
野
家

390
「
若
殿
様
上
洛
の
節
聞
書
并
大
功
記
十
段
目
抜
文
句

書
上
」
。
徳
島
藩
で
は
藩
主
が
主
催
す
る
会
も
あ
っ
た
よ
う
で

あ
る
（
前
掲
註
（
９
）
長
瀬
論
文
）
。 

(39) 

河
野
家
文
書
（
山
口
市
）

583
。
同
新
聞
に
お
け
る
初
出
は
明
治

三
十
三
年
四
月
十
五
日
号
欄
外
社
告
。 

(40) 

但
し
大
会
は
北
清
事
変
の
影
響
で
延
期
、
実
施
は
不
明
。 

(41) 

前
掲
註
（
２
）
。 

(42) 

明
治
三
十
四
年
二
月
二
日
。 

(43) 

亘
理
家

603
「
大
坂
文
楽
座
番
付
」
。 

(44) 

前
掲
註
（

10
）
。 

(45) 

例
え
ば
、
明
治
時
代
後
期
以
降
、
県
内
で
図
書
館
の
開
館
が
相

次
ぐ
中
で
、
士
族
や
資
産
家
か
ら
蔵
書
の
寄
付
が
広
く
お
こ
な

わ
れ
た
（
木
梨
家
文
書

535
等
）
。
こ
の
よ
う
な
流
れ
の
中
で
、

流
出
し
た
蔵
書
も
多
い
。 

 

山
口
県
内
浄
瑠
璃
関
係
資
料
の
分
布
に
つ
い
て
　（
重
田
）

七
八




