
豊竹英大夫の「人間詞長者気質・持余屋の段」
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「珍 しい演目をやれるのは幸
せ。自分のレパー トリーとして
語 り続けたい」と話す英大夫
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あ
す
、大
阪
ｏ国
立
文
楽
劇
場

文
楽
太
夫
の
中
堅
実
力
派
、豊
竹
英
大
夫
が
、

７
日
午
後
２
時
か
ら
大
阪
・
日
本
橋
の
国
立
文

楽
劇
場
で
開
か
れ
る

「文
楽
素
浄
瑠
璃
の
会
」

諄

款

欝

雖

誨

靱

輪

型

饉

い
の
多
い
楽
し
い
曲
で
す
。
こ
う
い
う
も
の
も

時
に
上
演
し
て
、浄
瑠
璃
の
間
口
を
広
け
た
い
」

と
英
大
夫
は
話
し
て
い
る
。

タ
イ
ト
ル
の

「入
間
詞
」
と
は
、
意
味
を
反

対
に
言
う
言
葉
使
い
の
こ
と
で
、
狂
言
に
も
同

じ
入
間
詞
を
使
っ
た

「入
間
川
」
と
い
う
演
目

が
あ
る
。
そ
の
入
間
詞
を
使
う
持
余
屋
の
主
人

が
主
人
公
の
喜
劇
味
あ
ふ
れ
る
作
品
だ
。

持
余
屋
は
商
売
が
軌
道
に
乗
り
、
財
産
が
増

え
る
ば
か
り
。
商
人
と
し
て
は
倹
約
す
べ
き
と

にお祝いぼ注臥わは鯖豫［融貯断̈
麟酢

い
を
さ
せ
る
始
末
。
と
こ
ろ
が
あ
る
夜
、
盗
賊

が
店
に
押
し
込
ん
で
き
て
…
と
い
う
展
開
。

「全
編
、　
″笑
わ
し
た
ろ
精
神
″
で
作
ら
れ

た
曲
や
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
で
す
か
ら
普
は

お
座
敷
芸
と
い
う
か
、
い
ろ
ん
な
古
典
の
浄
瑠

璃
を
聞
き
飽
き
た
お
客
さ
ん
の
前
で
語
っ
て
楽

し
ん
だ
浄
瑠
璃
で
し
ょ
う
ね
」
と
英
大
夫
。

も
ち
ろ
ん
今
回
が
初
役
。

３０
年
ほ
ど
前
に
Ｎ

Ｈ
Ｋ
の
ラ
ジ
オ
用
に
演
奏
し
た
こ
と
が
あ
る
豊

竹
嶋
大
夫
の
稽
古
を
受
け
、
鶴
澤
清
介
の
三
味

線
で
挑
む
。

落
語
の

「明
烏
」
や

「高
津
の
富
」
を
思
わ

せ
る
展
開
が
あ
っ
た
り
、
文
楽
の

「新
版
歌
祭

文
」
の
お
染
の
サ
ワ
リ
の
パ
ロ
デ
ィ
ー
が
あ
っ

た
り
と
、
古
典
芸
能
通
な
ら
思
わ
ず
ニ
ヤ
リ
と

す
る
場
面
も
。

「こ
う
い
う
作
品
に
は
、
大
ま
じ
め
に
古
典

の
チ
ャ
リ

（滑
稽
な
場
面
）
を
や
る
難
し
さ
が

あ
り
ま
す
。
町
人
の
世
界
を
舞
台
に
し
た
世
話

物
で
す
の
で
、
お
客
さ
ん
に
、
当
時
の
大
阪
の

町
に
タ
イ
ム
ス
リ
ッ
プ
し
た
み
た
い
な
感
覚
に

陥
っ
て
も
ら
え
れ
ば
う
れ
し
い
で
す
ね
」

「素
浄
瑠
璃
の
会
」
で
は
、
ほ
か
に
、
竹
本

の 弥ゃ住
贔

⑬
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予

演
す
る
。
国
立
劇
場
チ
ケ
ッ
ト
セ
ン
タ
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浄
瑠
璃
で
〃笑
わ
し
た
ろ
〃


