
人
間
国
宝

吉
田
文
雀
氏

ー
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吉田 文雀 よしだ・ぶんじゃく
昭和20年、文楽座に入座。昭和25年に三代目吉田文五郎の門下
となり、吉田文雀を名乗る。主役級の女形だけでなく、幅広い役
を遣いこなし、作品・役に対する深い解釈から生まれる、格調あ
る演技は、高く評価されている。豊富な知識、経験により、昭和
38年から現在に至るまで公演に遣う人形のかしらを決める「か
しら割り委員」を務める。
昭和57年、国立文楽劇場第１回文楽賞大賞。平成 3年、紫綬褒
章（しじゅほうしょう）。同6年、重要無形文化財保持者（人間国
宝）。同11年、勲四等旭日小綬章（くんよんとうきょくじつしょ
うじゅしょう）など受賞歴多数。

嫗山姥（こもちやまんば）



近松への招待近松への招待

近
松
作
品
の
思
い
出

│
│
文
雀
先
生
が
、
人
形
遣つ

か

い
の
道
に
入
ら
れ
て
半
世
紀
以
上
た
つ
わ
け
で
す
が
、
そ
の
間
に
近
松
門
左
衛

門
の
作
品
の
な
か
で
い
ろ
ん
な
役
を
お
遣
い
に
な
っ
て
お
ら
れ
る
と
思
い
ま
す
。
先
生
が
心
に
残
っ
て
い
る
作

品
や
役
は
ご
ざ
い
ま
す
か
？

文
雀
●

も
う
、
い
ろ
い
ろ
な
役
を
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
ま
す
け
ど
も
…
。『
大
経

だ
い
き
ょ
う

師じ

昔
暦

む
か
し
ご
よ
み

』
の
お
さ

ん
、『
鑓や

り

の
権ご

ん

三ざ

重
か
さ
ね

帷
子

か
た
び
ら

』
の
お
さ
い
な
ど
が
、
印
象
に
残

っ
て
ま
す
ね
。
も
ち
ろ
ん
『
心
中
天

し
ん
じ
ゅ
う
て
ん

の
網
島

あ
み
じ
ま

』
は
、
人
気
の

あ
る
狂
言
で
、
よ
く
出
て
い
ま
す
。
お
さ
ん
、
治
兵
衛
、
小

は
る
、
孫
右
衛
門
な
ど
…
。

あ
と
好
き
な
役
柄
で
は
、『
長
町

な
が
ま
ち

女
お
ん
な

腹
切

は
ら
き
り

』
の
半
七
の
お

ば
。
自
分
と
し
て
は
、
随
分
思
い
を
込
め
て
遣
っ
た
ん
で
す

け
ど
ね
。
こ
れ
は
、
あ
ん
ま
り
作
品
そ
の
も
の
が
評
判
に
な

ら
な
か
っ
た
で
す
が
ね
（
笑
）

大経師昔暦（だいきょうじむかしごよみ）
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近
松
は
難
し
い
？

│
│
近
松
の
作
品
に
つ
い
て
は
、
演
じ
る
側
と
し
て
ど
の
よ
う
な
思
い
を
持
っ
て
お
ら
れ
る
で
し
ょ
う
か
？

文
雀
●

人
形
浄
瑠
璃
を
創
生
期
に
確
立
し
た
の
は
近
松
で
す
し
、
そ
の
意
味
で
偉
大
な
人
で
す

が
、
実
は
近
松
の
作
品
は
、
我
々
に
と
っ
て
は
、
舞
台
に
か
け
る
こ
と
が
や
り
に
く
い
。
一
番
難

し
い
作
者
で
す
（
笑
）。

ま
ず
は
、
人
形
が
今
と
違
い
ま
す
。
近
松
が
死
ん
で
か
ら
三
十
年
く
ら
い
た
っ
て
、
や
っ
と
今

の
「
三
人
遣
い
」
が
始
ま
っ
た
わ
け
で
、
現
代
の
舞
台
と
、
人
形
の
遣
い
方
や
構
造
そ
の
も
の

が
、
全
然
違
う
か
ら
ね
。

ま
た
当
時
は
「
一
人
遣
い
」
だ
け
じ
ゃ
な
く
、
糸
あ
や
つ
り
な
ん
か
も
併
用
し
て
い
た
に
違
い

な
い
。『
百
合
若
大
臣

ゆ

り

わ

か

だ

い

じ

ん

野の

守
鏡

も
り
の
か
が
み

』
の
鷹
の
精
や
、『
用
明
天
王

よ
う
め
い
て
ん
の
う

職
人
鑑

し
ょ
く
に
ん
か
が
み

』
の
高
砂
の
松
の
と
こ
ろ

な
ど
が
そ
う
で
す
よ
ね
。

│
│
「
か
ら
く
り
」
な
ど
も
使
っ
て
い
た
…
。



文
雀
●

そ
う
そ
う
。
当
時
は
狭
い
限
ら
れ
た
舞
台
だ
か
ら
で
き
る
。
現
代
の
大
き
な
舞
台
で
上
演

す
る
に
は
、
原
作
ど
お
り
で
き
な
い
部
分
が
あ
る
。

ま
た
、
近
松
は
ん
は
芝
居
の
台
本
に
し
て
も
、
筆
に
ま
か
せ
て
書
い
て
い
る
と
こ
ろ
が
あ
っ
て
、

文
章
も
「
字
余
り
、
字
足
ら
ず
」
の
と
こ
ろ
が
結
構
あ
る
ん
で
す
。
そ
の
ま
ま
の
文
章
で
は
語
り

に
く
い
と
思
い
ま
す
。

近
松
当
時
の
浄
瑠
璃
は
、「
語
り
」
が
主
体
で
し
ょ
。
目
で
見
る
人
形
は
、
お
添
え
も
の
に
な

る
わ
け
で
し
ょ
う
。

│
│
私
た
ち
は
ど
う
し
て
も
、
文
学
と
し
て
、
読
み
物
と
し
て
近
松
を
と
ら
え
る
こ
と
の
ほ
う
が
多
い
わ
け
で

す
が
、
舞
台
芸
術
と
し
て
の
近
松
は
、
ま
た
違
う
部
分
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
か
？

文
雀
●

近
松
は
ん
の
作
品
は
、
文
章
的
に
は
大
変
な
も
の
と
お
っ
し
ゃ
る
で
し
ょ
う
け
ど
、
演
じ

る
ほ
う
は
、
よ
っ
ぽ
ど
心
理
描
写
な
ど
考
え
て
や
ら
な
い
と
舞
台
に
な
ら
な
い
。『
女
殺

お
ん
な
こ
ろ
し

油
あ
ぶ
ら

地
獄

の
じ
ご
く

』
で
も
、
与
兵
衛
が
、
お
吉
に
甘
え
て
「
金
貸
し
て
く
れ
」
と
い
う
の
が
、
途
中
で
、
は
っ

と
「
殺
そ
う
」
と
い
う
風
に
変
わ
る
と
こ
ろ
な
ど
、
同
じ
人
形
の
顔
で
変
わ
ら
な
い
の
に
、
殺
意

11
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を
見
せ
る
と
い
う
の
は
、
よ
っ
ぽ
ど
技
術
が
非
凡
で
な
か
っ
た
ら
で
き
な
い
こ
と
で
す
わ
な
。

『
曾そ

根そ
ね

崎
心

ざ
き
し
ん

中じ
ゅ
う

』
の
堂
島
新
地
天
満
屋
の
段
で
、
辰
松

た
つ
ま
つ

八は
ち

郎
兵
衛

ろ

べ

え

は
ど
ん
な
女
形
遣
う
て
た

の
か
。
お
は
つ
が
縁
の
下
に
徳
兵
衛
を
隠
し
て
、
足
で
合
図
す
る
と
こ
ろ
な
ん
か
、
昔
は
ど
ん
な

こ
と
し
て
た
の
や
ろ
か
と
思
い
ま
す
け
ど
ね
。
裾す

そ

か
ら
手
を
入
れ
て
人
形
遣
っ
て
る
の
に
…
。
こ

の
あ
た
り
、
人
形
と
語
り
の
関
係
が
ど
う
だ
っ
た
の
か
、
非
常
に
興
味
の
あ
る
と
こ
ろ
で
す
が
、

具
体
的
な
人
形
の
遣
い
方
に
つ
い
て
は
全
然
残
っ
て
な
い
で
す
か
ら
ね
。

現
代
に
生
き
る
者
が
共
感
で
き
る
舞
台
を

│
│
そ
う
で
す
ね
。
実
際
、
江
戸
時
代
に
あ
っ
て
も
近
松
が
亡
く
な
っ
て
か
ら
は
、
彼
の
作
品
も
原
作
ど
お
り

は
あ
ま
り
上
演
さ
れ
ず
、
改
作
で
上
演
さ
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
と
い
う
事
情
が
あ
り
ま
す
。
そ
う
い
う
わ
け

で
す
か
ら
、
現
代
、
近
松
作
品
を
演
じ
る
と
き
に
は
、
作
り
手
側
と
し
て
ご
苦
労
が
あ
る
と
思
う
ん
で
す
が
…
。

文
雀
●

私
ど
も
は
お
客
様
あ
っ
て
の
舞
台
で
す
か
ら
ね
。
今
の
時
代
に
ど
う
表
現
し
た
ら
、
お
客

様
に
理
解
し
て
い
た
だ
け
る
か
、
納
得
し
て
い
た
だ
け
る
か
、
そ
れ
が
大
切
な
ん
で
す
。



13

原
作
が
基
本
と
な
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
で
す
が
、
や
は
り
い
ろ
い
ろ
の
作
品
に
つ
い
て
、
現

代
の
若
い
人
や
京
都
・
大
阪
以
外
の
全
国
の
お
客
様
が
見
て
下
さ
っ
て
、
何
を
言
っ
て
い
る
の
か

わ
か
る
よ
う
に
、
文
章
を
抜
き
差
し
し
た
り
、
書
き
か
え
た
り
す
る
こ
と
も
必
要
と
な
っ
て
き
ま

す
。
近
松
作
品
に
は
、
言
葉
遊
び
の
部
分
が
多
い
で
し
ょ
う
？
『
曾
根
崎
心
中
』
の
「
観
音
巡

り
」
と
か
。
そ
う
い
う
筋
と
は
あ
ま
り
関
係
な
い
と
こ
ろ
を
カ
ッ
ト
す
る
と
か
ね
。

で
、『
曾
根
崎
心
中
』
も
文
章
を
わ
か
り
や
す
く
し
て
大
成
功
し
、
そ
の
後
、
国
内
だ
け
で
な

く
、
海
外
公
演
で
も
必
ず
ヒ
ッ
ト
す
る
作
品
に
な
っ
た
ん
で
す
。
そ
れ
を
学
者
先
生
な
ど
は
、「
に

せ
近
松
」
と
か
お
書
き
に
な
る
場
合
も
あ
る
ん
で
す
が
（
笑
）。

近
松
だ
っ
て
こ
し
ら
え
た
と
き
は
、
お
客
様
が
あ
っ
て
こ
し
ら
え
た
わ
け
で
し
ょ
う
？
お
客
様

を
喜
ば
せ
る
娯
楽
な
ん
で
す
か
ら
ね
。
現
代
の
生
活
を
し
て
い
る
お
客
様
が
見
て
、
共
感
を
得
ら

れ
る
よ
う
な
舞
台
を
作
ら
な
く
ち
ゃ
い
け
な
い
ん
で
す
。

お
芝
居
を
見
に
こ
ら
れ
る
お
客
様
は
、
高
い
入
場
料
払
っ
て
、
持
っ
て
帰
ら
れ
る
の
は
切
符
の

半
分
だ
け
で
す
よ
。
芝
居
見
て
「
あ
あ
、
お
も
し
ろ
か
っ
た
」
と
か
、「
悲
し
か
っ
た
」
と
か
、

近松への招待近松への招待
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「
あ
そ
こ
で
心
打
た
れ
た
」
と
か
、
そ
の
と
き
は
そ
う
思
わ
れ
て
満
足
し
て
お
帰
り
に
な
っ
て
、
そ

れ
が
忘
れ
ら
れ
て
も
な
ん
か
の
と
き
に
、「
そ
う
！
あ
の
と
き
の
あ
れ
、
よ
か
っ
た
な
あ
」
と
思
う

て
も
ら
え
る
よ
う
な
舞
台
を
作
ら
ん
な
ら
ん
、
私
ど
も
は
。
そ
う
思
う
て
、
一
生
懸
命
に
務
め
さ

せ
て
い
た
だ
い
て
る
ん
で
す
が
…
。

│
│
こ
れ
か
ら
も

江
の
近
松
フ
ァ
ン
と
一
緒
に
、
素
晴
ら
し
い
舞
台
を

期
待
し
て
お
り
ま
す
。
今
日
は
貴
重
な
お
話
を
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し

た
。

◎
対
談
日：

平
成
13
年
８
年
28
日

◎
聞
き
手：

福
井
大
学
教
育
地
域
科
学
部
教
授

三
好
修
一
郎
（
さ
ば
え
近
松
倶
楽
部
顧
問
）
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