
演
目

徳
川
家
康「
鯉
の
御
意
見
」

　�

天
下
取
り
は
、殿
に
意
見
す
る
家
臣
が
　

あ
っ
た
れ
ば
こ
そ

演
目

太
閤
記
よ
り「
明
智
左
馬
之
介
　
湖
水
渡
り
」

　�

山
崎
合
戦
の
敗
軍
の
将
、武
士
の
散
り
　

際
と
は
い
か
に

演
目

謡
曲
よ
り「
義
経
佐
藤
館
」

　�

源
義
経
の
一
行
は
奥
州
へ
の
道
中
、佐
藤

館
に
て
忠
臣
の
老
婆
に
接
待
を
受
け
る

演
目

加
賀
騒
動
よ
り「
服
部
と
稲
垣
の
武
士
気
質
」�

　�

加
賀
前
田
六
代
目
藩
主
の
頃
、お
家
横
　

領
を
企
む
大
槻
伝
蔵
が
暗
躍
す
る
…

　

今
回「
初
め
て
講
談
を
観
た
」と
い
う
方
が
結

構
い
て
、張
り
扇
の
迫
力
に
驚
い
た
方
も
い
た
よ
う

で
す
。琴
鶴
さ
ん
に
講
談
の
小
道
具
に
つい
て
伺
い

ま
し
た
。

ー
講
談
で
は
落
語
と
は
違
う
小
道
具
を
お
使
い

で
す
。ど
の
よ
う
な
も
の
な
の
で
し
ょ
う
か
？

　

張は
り
お
う
ぎ

り
扇
と
い
う
小
道
具
を
打
ち
な
が
ら
語
る

の
が
一
般
的
で
す
。代
わ
り
に
拍
子
木
と
い
う
小

さ
な
木
片
を
用
い
る
人
も
い
ま
す
。話
に
よ
って
使

い
分
け
る
場
合
も
。反
対
側
に
は
白
扇
を
置
き
、

合
い
の
手
と
し
て
叩
い
た
り
、所
作
な
ど
に
用
い

ま
す
。

ー
ど
の
よ
う
な
タ
イ
ミ
ン
グ
で
お
使
い
に
な
る

の
で
し
ょ
う
か
？

　

話
に
緩
急
を
つ
け
る
効
果
的
な
演
出
と
し
て
、

ま
た
は
場
面
転
換
に
用
い
ま
す
。「
呼
吸
」「
間
」と

いっ
た
感
覚
を
重
視
し
、同
じ
演
目
で
も
、そ
の
日

の
お
客
様
と
の
呼
吸
、場
の
空
気
感
に
よ
り
、叩
き

方
は
変
化
し
ま
す
。即
興
性
の
あ
る
ジ
ャ
ズ
に
通

じ
る
感
覚
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

ー
講
談
師
の
方
は
そ
れ
ぞ
れ
ご
自
身
の
も
の
を

お
持
ち
に
な
ら
れ
て
い
る
の
で
す
か
？

　

各
講
談
師
が
手
作
り
し
ま
す
。芯
は
、日
舞
用

の
扇
子
を
割
っ
た
も
の
や
、竹
を
細
く
切
っ
た
も
の

と
厚
紙
を
用
い
ま
す
。周
り
の
和
紙
は
西
ノ
内
と

い
う
銘
柄
が
多
い
。宝
井
梅
湯
さ
ん
の
Ｙｏｕ
Ｔｕ
ｂ

ｅ
チ
ャ
ン
ネ
ル
で
も
、張
り
扇
の
制
作
を
公
開
し
て

い
ま
す
。

ー
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。最
後
に
読
者
に

一言
お
願
い
し
ま
す
。

　

宝
井一門
と
ひ
と
口
に
言
い
ま
し
て
も
、各
人
の

芸
風
の
違
い
、特
徴
も
感
じ
て
い
た
だ
け
た
か
と
思

い
ま
す
。難
し
く
感
じ
る
言
葉
遣
い
も
、聴
き
慣
れ

れ
ば
心
地
よ
く
な
る
こ
と
も
。今
回
を
入
口
と
し

て
、ど
う
ぞ
ま
た
、講
談
に
親
し
ん
で
頂
け
ま
し
た

ら
幸
い
で
す
。

（
出
所
：
文
化
庁 

文
化
デ
ジ
タ
ル
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
）

https://w
w

w
2.ntj.jac.go.jp/

dglib/

　
「
講
談
」「
落
語
」は
こ
と
あ
る
ご
と
に
比
較
さ

れ
て
い
ま
す
。そ
の
違
い
は
いっ
た
い
ど
こ
に
あ
る
の

で
し
ょ
う
か
。簡
単
に
言
って
し
ま
え
ば「
落
語
」が

会
話
に
よって
成
り
立
つ
芸
で
あ
る
の
に
対
し
、「
講

談
」は
話
を
読
む
芸
と
い
う
言
い
方
が
で
き
ま
す
。

も
ち
ろ
ん
、読
む
と
いって
も
単
な
る
朗
読
と
は
違

い
、独
特
の
調
子
と
小
道
具
の
使
い
方
で
展
開
さ

れ
る
わ
け
な
の
で
す
。よ
く
使
わ
れ
る
小
道
具
と

し
て
優
実
な
の
が
張
り
扇
と
釈
台
で
す
。張
り
扇

で
釈
台
を
パ
パ
ン
と
い
う
音
を
響
か
せ
て
調
子
よ

く
語
り
ま
す
。こ
の
小
道
具
を
巧
み
に
使
っ
た
芸
こ

そ「
講
談
」な
ら
で
は
の
も
の
で
す
。ま
た
、「
講
談
」

は「
落
語
」と
比
較
し
て
歴
史
が
古
く
、奈
良
、平

安
の
頃
に
そ
の
原
型
が
見
ら
れ
ま
す
。た
だ
し
、一

般
に
よ
く
知
ら
れ
る「
講
談
」の
は
じ
ま
り
は「
太

平
記
読
み
」と
さ
れ
て
い
ま
す
。食
に
困
っ
た
浪
人

が
老
若
男
女
を
集
め
て「
太
平
記
」を
読
ん
で
聞

か
せ
た
と
い
う
も
の
で
す
。こ
れ
が「
講
談
」の
ル
ー

ツ
で
す
。

　

張
り
扇
で
釈
台
を
た
た
き
、調
子
よ
く
メ
リ
ハ
リ

を
つ
け
て
語
り
ま
す
。「
講
談
」は
何
よ
り
も
そ
の
リ

ズ
ム
が
命
で
す
。リ
ズ
ミ
カ
ル
な
話
芸
の
妙
味
に
よっ

て
、ど
ん
な
荒
唐
無
稽
な
お
話
し
で
も
嘘
いつ
わ
り

の
な
い
本
当
の
出
来
事
の
よ
う
に
思
わ
せ
て
し
ま
い

ま
す
。「
講
釈
師
見
て
き
た
よ
う
な
嘘
を
つ
き
」「
講

釈
師
扇
で
嘘
を
た
た
き
出
し
」と
は
昔
か
ら
よ
く

使
わ
れ
る
言
葉
で
す
。嘘
の
こ
と
も
本
当
に
し
て
し

ま
う
話
芸
のマ
ジ
ッ
ク
。そ
こ
に
こ
そ
講
談
最
大
の

魅
力
が
あ
る
の
で
す
。

　
「
こ
の
紋
所
が
目
に
入
ら
ぬ
か
！
」今
で
も
ド
ラ

マ
で
人
気
者
の
水
戸
黄
門
。も
と
も
と
江
戸
時
代

に「
黄
門
漫
遊
記
」の
タ
イ
ト
ル
が
講
談
で
扱
わ
れ

た
こ
と
が
人
気
を
得
た
き
っ
か
け
で
す
。以
来
、実

際
に
は
旅
行
な
ど
めっ
た
に
し
な
かっ
た
黄
門
様
は

ス
ー
パ
ー
ス
タ
ー
の
道
を
歩
き
始
め
ま
し
た
。そ
の

他
、大
岡
越
前
、国
定
忠
治
、柳
生
十
兵
衛
、清
水

次
郎
長
な
ど
映
画
、テ
レ
ビ
の
ヒ
ー
ロ
ー
た
ち
の
活

躍
も
講
談
が
生
み
の
親
と
い
え
ま
す
。い
わ
ば
講

談
は
話
の
宝
庫
。一度
高
座
を
お
聞
き
に
な
れ
ば
話

の
収
集
家
に
な
れ
る
こ
と
間
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。

（
出
所
：
講
談
協
会

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
）

https://kodankyokai.jp/

　

講
談
は
お
も
に
武
将
や
偉
人
の
物
語
な
ど
、歴

史
に
ち
な
ん
だ
話
を
、座
って一人
で
読
み
聞
か
せ
る

芸
で
す
。釈
台
と
い
う
机
を
前
に
置
き
、戦
物
語
を

読
む
と
き
は
、そ
の
上
に
本
を
の
せ
て
読
み
進
み
ま

す
。和
紙
で
作
った
張
り
扇
と
い
う
も
の
で
釈
台
を

た
た
い
て
、読
む
調
子
を
助
け
た
り
も
し
ま
す
。特

に
戦
い
の
場
面
で
は「
修
羅
場
」と
い
う
、リ
ズ
ミ
カ
ル

な
読
み
方
を
す
る
の
が
特
徴
で
す
。現
在
で
は
観

客
の
好
み
に
合
わ
せ
て
、さ
ま
ざ
ま
な
演
目
が
加
え

ら
れ
、外
国
の
物
語
も
演
じ
ら
れ
て
い
ま
す
。ま
た
、

現
代
が
舞
台
と
な
る
な
ど
、新
し
い
演
目
も
生
ま

れ
て
い
ま
す
。

　

軍
談
な
ど
を
通
じ
て
、歴
史
か
ら
教
訓
を
学
ぶ

こ
と
を
目
的
と
し
て
い
た
も
の
が
話
芸
を
楽
し
む

も
のへ
と
変
化
し
て
いっ
た
の
は
、江
戸
時
代
半
ば
か

ら
後
期
に
か
け
て
の
こ
と
で
す
。軍
談
の
よ
う
な
堅

い
歴
史
も
の
だ
け
で
な
く
、世
相
風
俗
を
描
く
分

か
り
や
す
い
内
容
の
も
の
も
演
じ
ら
れ
る
よ
う
に

な
り
ま
し
た
。明
治
に
な
る
と
講
談
か
ら
歌
舞
伎

の
題
材
と
な
る
演
目
も
生
ま
れ
ま
す
。ま
た
、政

治
を
批
判
す
る
講
談
を
専
門
に
読
む
講
談
師
も

現
れ
ま
し
た
。

　

今
回
、当
財
団
と
し
て
初
め
て
講
談

会
を
単
独
で
開
催
し
ま
し
た
。お
客
様

も
初
め
て
ご
覧
に
な
っ
た
方
が
多
か
っ
た

よ
う
で
す
が
、ぜ
ひ
ま
た
観
た
い
、次
回
開

催
を
期
待
と
の
声
も
た
く
さ
ん
い
た
だ

き
ま
し
た
。今
後
も
歴
史
伝
承
の
観
点

か
ら
講
談
を
広
め
て
い
き
た
い
と
考
え
て

い
ま
す
。最
後
に
、ご
協
力
い
た
だ
い
た
目

黒
区
芸
術
文
化
振
興
財
団
、講
談
協
会

の
皆
さ
ん
に
お
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

９
月
16
日
㈯
、め
ぐ
ろ
パ
ー
シ
モ
ン
ホ
ー
ル
小
ホ
ー
ル

に
て
、講
談
協
会 

宝
井
琴
桜
、宝
井
琴
星
、宝
井
琴
鶴
、宝

井
梅
湯
、宝
井
小
琴
に
よ
る
講
談
会
を
開
催
し
ま
し
た
。

宝
井
派
で
聴
く

武
士
道

伝
承
講
演
会

講
談
と
は
？

講
談
を
楽
し
む

３
つ
の
ポ
イ
ン
ト

お
も
に
歴
史
に
ち
な
ん
だ
物
語
を

読
み
聞
か
せ
る
芸

宝
井
琴
桜

宝
井 

琴
星

宝
井
琴
鶴

宝
井 

梅
湯

其
の
壱

「
講
談
」と「
落
語
」は

ど
う
違
う
の
？

其
の
弐

講
釈
師
、見
て
き
た
よ
う
な
噓
を
つ
き

「
パ
パ
ン
、パ
ン
、パ
ン
、パ
ン
」

其
の
参

黄
門
様
も
講
談
が
本
家
本
元

出
演
者
と
演
目

神奈川県横浜市生まれ。講談
協会理事・事務局長。1985年
真打昇進。時代ものから現代の
世相を反映したものまで多くの
新作講談を創作し、その面白さ
には定評がある。

講談協会所属真打。神奈川県横
浜市生まれ。2019年10月14日、真
打昇進し、五代目宝井琴鶴を襲名。
持ちネタは、「塚原卜伝」「三方ヶ原軍
記」など約150席。各寄席や地域寄
席、演芸会、各種イベントに出演中。

琴
鶴
さ
ん
の

小
道
具
解
説

歴
史
に
学
ぶ
も
の
か
ら

話
芸
を
楽
し
む
も
の
へ
と
変
化

秋田県横手市生まれ。講談協会
常任理事。1975年女性初の真打
となる。「瓜生岩子伝」「日本女医
誕生記」「平塚らいてう伝」など、助
成の偉人伝を数多く創作し口演、
好評を得ている。

山形県生まれ。2010年2月宝井
琴梅に入門。古き良き読み物を現
代に甦らせ、後世に残すべく毎月
軍談読み、連続物の勉強会を開
催、年間250席近くの高座をこな
している。来春真打昇格予定。

宝井小琴
（前講）

釈台

小道具
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