
歴
史
を
受
け
継
ぎ

文
化
を
生
み
出
す

地
域
は
舞
台

伝
統
を
創
造
的
に

革
新
し
な
が
ら
受
け
継
ぐ

町
ぐ
る
み
の
浄
瑠
璃
の
里
づ
く
り
。

目
指
す
は
日
本
一
の
ア
マ
チ
ュ
ア
！

能
勢
　
浄
瑠
璃
の
里

（
大
阪
府
豊
能
郡
能
勢
町
）

能勢　浄瑠璃の里
語りだけの素浄瑠璃の伝統が息づく能勢町。
独特の「おやじ」制度のもと、人口１万人あ
まりの町に、200人を超える太夫が暮らす。
平成になって新たに人形遣いが加わり、町
立の「淨るりシアター」の座付き劇団として 
人形浄瑠璃を上演する「鹿角座（ろっかく
ざ）」を結成。子どもから中高年の住民まで
参加するまちぐるみの浄瑠璃の里づくり。
2007年サントリー地域文化賞受賞。

淨るりシアター
〒563-0341　大阪府豊能郡能勢町宿野30
TEL：072-734-3241 
E-mail：jyoruri@town.nose.osaka.jp
http://jyoruri.jp/
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能の

勢せ

町
は
全
国
に
類
を
観
な
い
浄
瑠
璃
の

里
で
あ
る
。
人
口
一
万
一
千
五
百
人
の
町
内

に
は
四
つ
の
浄
瑠
璃
の
流
派
が
あ
り
、
二
百

名
も
の
太
夫
を
抱
え
る
。
多
く
の
人
々
が
オ

ー
デ
ィ
エ
ン
ス
と
し
て
浄
瑠
璃
を
楽
し
む
に

と
ど
ま
ら
ず
、
自
ら
が
演
じ
る
側
に
立
ち
芸

を
磨
く
。「
浄
瑠
璃
の
ひ
と
つ
も
語
れ
ん
よ

う
な
や
つ
に
は
嫁
に
は
や
れ
ん
」そ
ん
な
会

話
す
ら
交
わ
さ
れ
て
い
た
と
い
う
ほ
ど
、
こ

の
地
域
社
会
に
は
浄
瑠
璃
が
浸
透
し
て
い
る
。

大
阪
最
北
端
の
町
、
地
図
で
見
る
と
大
阪

府
の
て
っ
ぺ
ん
や
や
左
寄
り
に
ボ
コ
ッ
と
突

き
出
た
部
分
が
、
豊と

よ

能の

郡
能
勢
町
だ
。
ア
ク

セ
ス
は
伊
丹
空
港
か
ら
車
で
北
へ
四
十
分
。

な
だ
ら
か
な
山
々
の
斜
面
に
棚
田
が
広
が
る

美
し
い
里
山
で
あ
る
。
古
く
は
丹
波
と
大
坂

と
を
結
ぶ
街
道
筋
の
集
落
で
あ
っ
た
。

今
か
ら
お
よ
そ
二
百
年
前
、
江
戸
時
代
・

文
化
年
間
の
こ
と
、
杉
村
量
輔
と
い
う
村
人

が
、
大
坂
で
当
時
流
行
し
て
い
た
浄
瑠
璃
の

竹
本
弥
太
夫
の
元
に

弟
子
入
り
し
た
。
修

行
を
積
ん
だ
杉
村
が

能
勢
へ
戻
り
竹
本
文

太
夫
の
名
で
活
動
を

始
め
る
と
、
彼
に
弟

子
入
り
し
た
り
、
同

じ
よ
う
に
大
坂
で
修

行
を
積
む
者
が
次
々

に
現
れ
、
地
域
に
浄

瑠
璃
を
楽
し
む
文
化

が
広
ま
っ
た
。
当
時

の
能
勢
で
は
住
民
の

多
く
が
農
民
で
あ
っ

た
た
め
、
農
閑
期
や

雨
天
の
日
に
は
、
皆

集
ま
っ
て
浄
瑠
璃
の
芸
を
競
い
合
っ
た
と
い

う
。
こ
れ
が
現
代
ま
で
脈
々
と
続
く
、
能
勢

の
浄
瑠
璃
文
化
の
始
ま
り
で
あ
る
。

能
勢
の
浄
瑠
璃
界
に
は
江
戸
時
代
か
ら
続

く〝
お
や
じ
制
度
〟と
呼
ば
れ
る
独
特
な
し

能勢町

兵庫県

大
阪
府

奈良県

京
　都
　　府

和歌山県

「日本の棚田百選」にも選
ばれた長谷（ながたに）の
棚田。 能勢町では米、栗、
菊炭、松茸・椎茸などが特
産品となっている。

お
や
じ
は
世
襲
制
で
は
な
い
。
門
人
の
中

か
ら
選
出
さ
れ
、
四
、
五
年
サ
イ
ク
ル
で
世

代
交
代
し
て
い
く
。
お
や
じ
に
選
ば
れ
る
資

格
条
件
と
し
て
、「
稽
古
上
げ
」と
い
っ
て
何

人
か
の
弟
子
を
育
て
上
げ
た
実
績
が
求
め
ら

れ
る
た
め
、
ひ
と
り
の
お
や
じ
が
誕
生
す
る

時
に
は
、
同
時
に
数
名
の
弟
子
が
育
っ
て
い

る
。
能
勢
の
浄
瑠
璃
文
化
が
永
き
に
渡
っ
て

続
い
た
背
景
に
は
、
必
然
的
に
後
継
者
が
増

え
る
、
お
や
じ
制
度
も
大
き
く
貢
献
し
て
い

る
は
ず
だ
。

　現
代
の
お
や
じ
の
ひ
と
り
、
第
四
十
四
代

竹
本
井
筒
太
夫
こ
と
岡
本
勲
さ
ん
は
、
薬
局

を
営
む
。
話
し
な
が
ら
自
然
に
浮
か
ぶ
穏
や

か
な
笑
顔
に
温
厚
な
お
人
柄
が
感
じ
ら
れ
る
。

浄
瑠
璃
を
始
め
た
き
っ
か
け
は「
一
度
行
け

ば
え
え
か
ら
」と
親
に
言
わ
れ
顔
を
出
し
た

浄
瑠
璃
の
会
。
場
の
流
れ
で
杯
を
交
わ
し
そ

の
ま
ま
弟
子
入
り
す
る
こ
と
に
。

「
今
は
好
き
で
や
っ
て
ま
す
が
、
は
じ
め
の

き
た
り
が
あ
る
。
地
域
に
は
現
在
、
竹
本
文

太
夫
派
、
竹
本
井
筒
太
夫
派
、
竹
本
中
美
太

夫
派
、
竹
本
東
寿
太
夫
派
の
四
つ
の
流
派
が

あ
る
が
、
各
派
の
家
元
を
門
人
達
は
敬
意
を

こ
め
て
お
や
じ
と
呼
ぶ
。

十
年
く
ら
い
は
嫌
で
嫌
で（
笑
）。
で
も
昔

の
お
や
じ
は
褒
め
上
手
だ
っ
た
の
で
す
。
や

め
よ
う
と
す
る
度
、
う
ま
い
こ
と
の
せ
ら
れ

て
、
結
局
続
け
て
き
ま
し
た
」と
懐
か
し
そ

う
に
話
す
。

こ
れ
だ
け
浄
瑠
璃
が
盛
ん
な
地
域
で
あ
る
。

当
然
の
よ
う
に
若
い
人
た
ち
は
皆
こ
の
世
界

に
憧
れ
て
入
っ
て
く
る
の
か
と
思
い
き
や
、

必
ず
し
も
そ
う
で
は
な
く
、
後
継
者
獲
得
に

は
若
干
苦
戦
し
て
い
る
。
と
は
い
え
、
岡
本

さ
ん
が
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
は
じ
め
は

あ
ま
り
積
極
的
な
参
加
で
な
か
っ
た
と
し
て

も
、
稽
古
を
続
け
る
う
ち
に
芸
の
魅
力
に
目

覚
め
、
熱
中
し
て
い
く
人
が
多
い
と
い
う
。

（左）現在のおやじ、第38代竹本文太夫こ
と大植元信さん（左）と第44代竹本井筒太
夫こと岡本勲さん。（右）「絵本太功記」の武
智光秀。

こども浄瑠璃「鹿角座バンビチ
ーム」の姉妹。三味線、語り、
人形、囃子まで子どもたちだけ
で構成されている。
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人
形
や
役
者
を
伴
わ
ず
、
語
り
だ
け
で
聞

か
せ
る
最
も
シ
ン
プ
ル
な
ス
タ
イ
ル
の
浄
瑠

璃
を
素
浄
瑠
璃
と
い
う
。
文
化
年
間
の
初
代

竹
本
文
太
夫
の
時
代
か
ら
、
能
勢
の
人
々
の

間
で
受
け
継
が
れ
て
き
た
の
は
基
本
的
に
素

浄
瑠
璃
だ
が
、
十
五
年
前
こ
の
流
れ
に
新
た

な
展
開
が
加
わ
っ
た
。
地
域
住
民
に
よ
る
人

形
浄
瑠
璃
の
上
演
で
あ
る
。

そ
の
点
、
ビ
ジ
ュ
ア
ル
表
現
は
有
利
で
あ

る
。
現
代
日
本
人
は
も
ち
ろ
ん
、
外
国
人
に

も
言
語
を
超
え
た
感
動
が
伝
わ
る
。
観
る
者

と
演
じ
る
者
と
の
関
係
性
が
多
様
化
し
て
い

る
現
代
は
、
確
か
に
ビ
ジ
ュ
ア
ル
の
時
代
と

言
え
る
だ
ろ
う
。
私
た
ち
は
目
で
見
る
人
形

芝
居
の
面
白
さ
を
足
が
か
り
に
、
よ
り
容
易

に
浄
瑠
璃
に
親
し
む
事
が
出
来
る
。

を
徹
底
的
に
協
議
し
、
結
果
、
広
く
浅
く
何

に
で
も
対
応
で
き
る「
多
目
的
」と
い
う
無

難
な
コ
ン
セ
プ
ト
で
は
な
く
、
能
勢
の
文
化

的
風
土
に
根
ざ
し
た
浄
瑠
璃
に
的
を
絞
る
こ

と
を
選
ん
だ
。

「
何
で
も
あ
り
ま
す
何
で
も
出
来
ま
す
、
と

い
う
都
会
の
百
貨
店
方
式
を
中
途
半
端
に
真

似
て
も
ダ
メ
だ
。
他
所
と
同
じ
事
を
し
て
い

る
の
で
あ
れ
ば
、
ア
ク
セ
ス
の

悪
い
こ
の
土
地
へ
、
わ
ざ
わ
ざ

足
を
運
ん
で
く
れ
る
人
は
い
ま

せ
ん
」

公
務
員
と
い
う
よ
り
は
野
武

士
の
よ
う
な
ギ
ラ
リ
と
光
る
眼

差
し
で
、
松
田
館
長
は
語
る
。

「
田
舎
で
あ
る
が
ゆ
え
、
オ
リ

ジ
ナ
ル
に
こ
だ
わ
る
の
で
す
。

こ
こ
で
し
か
出
来
な
い
も
の
を

発
信
し
て
い
き
た
い
の
で
す
」

淨
る
り
シ
ア
タ
ー
の
運
営
方

針
は
、
地
域
内
で
の
活
性
化
と

地
域
文
化
の
振
興
を
担
う
施
設
と
し
て
、

一
九
九
三
年
、「
淨
る
り
シ
ア
タ
ー
」が
町
に

建
設
さ
れ
た
。
五
年
後
の
一
九
九
八
年
に
、

こ
の
施
設
の
運
営
企
画
と
し
て
住
民
参
加
型

の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
、「
ザ
・
能
勢
人
形
浄
瑠

璃
」が
ス
タ
ー
ト
し
た
。
太
夫
以
外
に
三
味

線
、
囃
子
、
人
形
遣
い
な
ど
、
一
般
公
募
で

集
め
ら
れ
た
出
演
者
は
、
ほ
と
ん
ど
全
員
が

未
経
験
者
。
さ
ら
に
二
〇
〇
六
年
に
は
、
住

民
に
よ
る
人
形
浄
瑠
璃
の
芝
居
一
座
、
鹿ろ

っ

角か
く

座ざ

の
旗
揚
げ
へ
と
発
展
す
る
。

鹿
角
座
は〝
日
本
一
の
ア
マ
チ
ュ
ア
〟を

め
ざ
し
、
多
く
の
能
勢
住
民
を
巻
き
込
ん
で

活
動
を
継
続
中
だ
。
最
近
で
は
、
町
内
外
の

イ
ベ
ン
ト
や
祭
り
に
も
呼
ば
れ
、
公
演
回
数

は
年
三
十
回
に
も
及
ぶ
。

な
ぜ
人
形
な
の
か
？
　
そ
の
問
い
に
シ
ア

タ
ー
館
長
の
松
田
正
弘
氏
は
こ
う
答
え
た
。

「
ビ
ジ
ュ
ア
ル
の
時
代
だ
か
ら
で
す
」

古
典
芸
能
を
よ
り
広
く
一
般
の
人
々
に
親

し
ん
で
も
ら
う
に
は
ど
う
す
れ
ば
良
い
か
？

淨
る
り
シ
ア
タ
ー
は
建
設
当
時
、
多
目
的

文
化
ホ
ー
ル
と
し
て
計
画
を
進
め
ら
れ
て
い

た
。
し
か
し
、
現
館
長
松
田
氏
ら
、
立
ち
上

げ
に
携
わ
っ
た
当
時
の
運
営
ス
タ
ッ
フ
は
、

「
ハ
コ
も
の
を
完
成
さ
せ
る
こ
と
が
目
的
で

な
く
、
そ
れ
を
ど
う
地
域
の
為
に
活
か
す
か

こ
そ
が
重
要
だ
」と
の
考
え
か
ら
運
営
内
容

語りと三味線は裃、囃子と主役級の人形の主遣いは紋付袴、それ
以外の人形遣いは黒衣姿に着替える。衣裳には鹿角座の紋が入っ
ている。

　
そ
の
ひ
と
つ
の
答
え
が
ビ
ジ
ュ
ア
ル
面
で

の
魅
力
を
強
化
す
る
こ
と
だ
っ
た
。

浄
瑠
璃
の
語
り
で
使
わ
れ
る
言
葉
は
現
代

人
に
は
と
っ
つ
き
に
く
い
。
あ
る
程
度
知
識

を
持
っ
た
人
で
あ
れ
ば
楽
し
め
る
舞
台
も
、

我
々
多
く
の
一
般
人
に
と
っ
て
は
話
の
流
れ

は
お
ろ
か
、
セ
リ
フ
の
意
味
さ
え
理
解
で
き

な
い
こ
と
が
ま
ま
あ
る
。

淨るりシアターの周辺で
はためく幟。

楽屋口の「着到板」。座員の出席
状態がひと目でわかる。

（上）オリジナル作品「閃光はなび　～刻の向こうがわ～」に登場す
る宇宙人ハセ。（下）6月能勢淨るり月間の定期公演は、いつもほ
ぼ満席の大盛況だ。
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同
時
に
、
外
へ
向
け
た
ア
ピ
ー
ル
の
意
識
も

強
い
。

町
を
あ
げ
て
の
浄
瑠
璃
公
演
自
体
も
独
特

だ
が
、
古
典
演
目
の
上
演
と
は
別
に
、
脚
本
、

人
形
、
衣
裳
に
至
る
ま
で
、
言
葉
ど
お
り
す

べ
て
オ
リ
ジ
ナ
ル
の
演
目
も
手
が
け
て
い
る
。

そ
の
こ
だ
わ
り
は
半
端
で
は
な
い
。
現
代
の

女
優
の
顔
を
モ
デ
ル
に
人
形
の
首
を
デ
ザ
イ

ン
し
た
か
と
思
え
ば
、
衣
裳
に
は
イ
ン
ド
の

更
紗
を
使
用
、
は
て
は
ス
ト
ー
リ
ー
に
宇
宙

人
が
登
場
す
る
な
ど
、
オ
リ
ジ
ナ
ル
の
度
合

い
も
突
き
抜
け
た
も
の
だ
。

淨
る
り
シ
ア
タ
ー
で
、
鹿
角
座
の
六
月
公

演
を
鑑
賞
し
た
。
そ
の
日
の
太
夫
の
ト
リ
は
、

前
日
に
話
を
伺
っ
た
井
筒
太
夫
の
岡
本
さ
ん

だ
っ
た
。
圧
倒
的
な
声
量
で
う
な
り
、
叫
び
、

激
し
く
謡
い
上
げ
る
表
情
に
、
イ
ン
タ
ビ
ュ

ー
の
時
の
温
厚
な
紳
士
の
面
影
は
な
い
。
想

像
力
を
刺
激
す
る
パ
ン
チ
の
き
い
た
ロ
ッ
ク

な
語
り
に
私
は
す
っ
か
り
魅
了
さ
れ
、
何
枚

も
シ
ャ
ッ
タ
ー
を
き
っ
た
。
二
百
年
に
及
ぶ

能
勢
浄
瑠
璃
の
歴
史
と
地
続
き
に
立
つ
、
第

四
十
四
代
竹
本
井
筒
太
夫
の
姿
が
そ
こ
に
は

あ
っ
た
。

二
十
一
世
紀
の
文
明
社
会
に
お
け
る
古
典

芸
能
の
存
在
意
義
は
、
け
し
て
伝
統
文
化
の

保
存
だ
け
で
は
な
い
と
松
田
館
長
は
考
え
る
。

舞
台
に
は
会
場
の
空
気
に
身
を
置
か
な
け

れ
ば
感
じ
得
な
い
ラ
イ
ブ
の
喜
び
が
あ
る
。

C
G
や
3
D
と
い
っ
た
最
新
の
映
像
技
術

は
、
ど
の
よ
う
な
イ
メ
ー
ジ
も
具
現
化
で
き

る
が
、
そ
れ
ら
は
目
に
見
え
る
も
の
が
表
現

の
全
て
で
あ
る
。

一
方
、
舞
台
芸
術

は
物
理
的
な
制
約

ゆ
え
、
描
き
出
す

イ
メ
ー
ジ
を
鑑
賞

者
の
想
像
力
に
ゆ

だ
ね
る
部
分
が
あ

る
が
、
観
る
者
の

内
面
で
世
界
観
は

無
限
に
広
が
る
。

浄
瑠
璃
の
里
を
訪
ね
て
私
が
出
会
っ
た
の

は
、
単
に
古
い
も
の
を
大
切
に
保
存
す
る

人
々
で
は
な
か
っ
た
。
先
人
達
の
遺
し
た
も

の
を
受
け
継
ぎ
な
が
ら
、
自
分
た
ち
も
ま
た

日
々
新
た
に
文
化
を
生
み
出
し
て
い
く
地
域

文
化
の
創
造
者
だ
。
二
百
年
前
の
太
夫
が
歴

史
と
し
て
今
日
語
ら
れ
て
い
る
こ
と
と
同
じ

よ
う
に
、
現
代
の
能
勢
の
人
々
も
ま
た
、
二

百
年
後
に
歴
史
の
中
で
語
ら
れ
る
の
だ
ろ
う

か
。

�

撮
影
・
文
　
桑
田
瑞
穂

（右）終演後、人形と
ともに鹿角座の座員
たちが観客を見送る。
（中）オリジナル作品
「能勢三番叟」。能勢
の風物が織り込まれ
ている。（左）「絵本
太功記　－尼が崎の
段」で太夫を務める
井筒太夫。

終演後の打ち上げ。鹿角
座の座員は現在60名（うち、
バンビチーム21名）。

こども浄瑠璃による「伊達娘恋
緋鹿子　－火の見櫓の段」。人
形も子ども用に特注した。

（上）人形浄瑠璃に用いる道具類を製作・販売す
る「伝統文化の黒衣隊」メンバー。能勢町商工会
青年部時代からの仲間同士だ。（下）地元の伝統
工芸である欄間や祭礼具製造の技術を活かした
見台。
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