
前
や
舞
を
披
露
し
て
い
く
。
京
の
都
で
遊ゆ

芸げ
い

の
最
高
峰
を
担

っ
て
き
た
太
夫
の
、
教
養
と
力
量
の
見
せ
ど
こ
ろ
で
あ
る
。

そ
の
後
簡
単
な
食
事
を
は
さ
ん
で
さ
か
ず
き
の
や
り
と
り
が

あ
り
、
投と

う

扇せ
ん

興き
ょ
う

（
台
の
上
に
的
を
立
て
て
１
メ
ー
ト
ル
ほ
ど

離
れ
た
と
こ
ろ
か
ら
開
い
た
扇
を
投
げ
て
落
と
す
。
的
と
扇

の
落
ち
た
形
を
「
源
氏
物
語
五
十
四
帖
」
に
な
ぞ
ら
え
た
図

式
に
照
ら
し
て
採
点
す
る
江
戸
時
代
の
遊
び
。
花
柳
界
で
か

ろ
う
じ
て
受
け
継
が
れ
て
い
る
）
な
ど
、
昔
か
ら
伝
わ
る
お

座
敷
遊
び
を
楽
し
む
時
も
あ
る
。

月
２
日
。
新
暦
の
「
重
陽
の
節
句
」
を
1
週
間
後
に

控
え
た
京
都
・
島
原
に
、
20
代
か
ら
60
代
と
お
ぼ
し

き
男
女
が
思
い
思
い
の
装
い
で
集
ま
っ
て
き
た
。
島
原
の
揚あ
げ

屋や

「
輪わ

違
ち
が
い

屋や

」
に
お
い
て
、
島
原
に
４
人
残
る
太
夫
の
ひ
と

り
、
司
太
夫
さ
ん
（
以
下
司
さ
ん
）
が
主
催
す
る
「
こ
っ
た

い
の
会
」
が
開
か
れ
た
の
だ
。
幕
末
に
は
佐
幕
派
・
尊
皇
攘

夷
派
双
方
が
会
合
を
開
い
た
と
い
わ
れ
る
花
街
・
島
原
の
歴

史
は
長
い
が
、
現
在
営
業
さ
れ
て
い
る
揚
屋
（
現
在
の
料
亭

に
近
い
、
高
級
な
も
て
な
し
の
場
）
は
輪
違
屋
1
軒
だ
け
に

な
っ
て
し
ま
っ
た
。
し
か
し
今
で
も
祇
園
で
遊
ぶ
よ
り
数
段

高
い
金
額
を
払
い
、
お
座
敷
遊
び
を
楽
し
む
客
が
足
を
運
ぶ
。

毎
回
司
さ
ん
が
趣
向
を
凝
ら
し
て
客
を
楽
し
ま
せ
る
「
こ

っ
た
い
の
会
」
は
気
軽
に
参
加
で
き
る
会
費
制
。
島
原
や
太

夫
に
興
味
の
あ
る
人
々
、
司
さ
ん
の
ひ
い
き
の
人
々
が
参
加

し
、
２
時
間
ほ
ど
共
に
過
ご
し
た
。
太
夫
を
呼
ん
で
宴
会
を

開
く
の
は
大
変
で
尻
込
み
し
そ
う
だ
が
、
こ
う
い
う
会
で
島

原
に
親
し
ん
で
ほ
し
い
と
い
う
の
が
司
さ
ん
の
願
い
だ
。

会
は
ま
ず
禿

か
む
ろ

を
従
え
た
太
夫
道
中
に
始
ま
り
、
お
茶
の
点

会
の
参
加
者
は
単
に
遊
ぶ
だ
け
で
な
く
、
伝
統
的
な
日
本

文
化
を
楽
し
み
、
支
援
す
る
意
欲
の
あ
る
人
た
ち
ば
か
り
だ

と
い
う
。
太
夫
の
衣
装
や
簪

か
ん
ざ
しな

ど
に
興
味
を
示
す
女
性
客
も

多
く
、
太
夫
道
中
で
は
桔
梗
だ
っ
た
簪
が
宴
席
で
は
菊
に
変

わ
っ
て
い
る
こ
と
に
気
づ
き
、
喜
ぶ
姿
が
あ
っ
た
。

島
原
の
「
太
夫
」
と
は
ど
の
よ
う
な
お
も
て
な
し
を
提
供

す
る
人
た
ち
な
の
だ
ろ
う
か
。「
遊
芸
で
も
て
な
し
を
す
る
、

芸
妓
の
最
高
峰
だ
と
考
え
れ
ば
わ
か
り
や
す
い
」
と
司
さ
ん

は
説
明
す
る
。
か
つ
て
島
原
は
太
夫
が
中
心
と
な
り
さ
ま
ざ

ま
な
遊
芸
に
よ
っ
て
も
て
な
す
宴
席
が
楽
し
め
る
だ
け
で
な

く
、
詩
歌
や
俳
句
な
ど
の
文
芸
サ
ロ
ン
と
し
て
の
役
割
も
果

た
し
て
い
た
。
な
か
で
も
俳
諧
に
関
し
て
は
「
島
原
俳
壇
」

が
作
ら
れ
る
ほ
ど
で
あ
っ
た
。
俳
句
愛
好
者
が
盛
ん
に
出
入

り
し
、
太
夫
た
ち
も
す
ぐ
れ
た
句
を
作
っ
て
い
た
と
い
う
。

太
夫
た
ち
は
ど
れ
ほ
ど
身
分
や
教
養
の
高
い
客
が
や
っ
て
き

て
も
、
自
分
の
芸
や
会
話
術
で
相
手
を
楽
し
ま
せ
る
力
が
な

け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
だ
。

た
と
え
ば
作
家
の
橋
本
治
氏
は
昔
の
遊
郭
や
花
街
に
は
必

ず
性
的
サ
ー
ビ
ス
が
伴
う
も
の
と
い
う
誤
解
を
戒
め
る
。
そ

れ
ら
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
「
遊
び
」
の
ご
く
一
部

分
に
過
ぎ
ず
、
性
的
サ
ー
ビ
ス
は
あ
っ
て
も
よ
く
、
な
く
て

も
よ
か
っ
た
と
し
た
上
で
、「
揚
屋
と
は
廓
の
中
に
あ
っ
て
、

遊
女
を
呼
ん
で
遊
ぶ
と
こ
ろ
で
あ
る
。『
遊
ぶ
と
こ
ろ
』
で
あ

花街第2回

サービス経済化が進展するなか、競争優位性の源泉として
顧客接点の強化を挙げる日本企業は多い。そこで注目されるのが
「おもてなしの心」の発揮だ。日本ならではともいわれるものだが、
どんな経緯で成立し、どんな要素で構成されているのか、
よく知られているとは言いがたい。この連載では
今ももてなしの心が息づく現場を歩くことで、
「おもてなし」とは何か、企業の競争優位性構築に
どう生かせるのかを明らかにしていく。
文 千葉望 企画編集 五嶋正風（本誌）

太
夫
道
中
。
揚
屋
へ
と「
内
八
文
字
」
を
踏
ん
で
ゆ
っ
く
り
と
歩
い
て
い
く
。
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遊
芸
サ
ロ
ン
の
女
主
人
は

い
か
に
育
て
ら
れ
る
の
か

9

、
、
、
、
、



っ
て
、『
セ
ッ
ク
ス
す
る
と
こ
ろ
』
で
は
な
い
。
こ
れ
が
矛
盾

で
な
い
の
は
、
揚
屋
へ
呼
ば
れ
て
来
る
遊
女
が
、『
一
流
の
遊

女
』
だ
か
ら
で
あ
る
。（
中
略
）
揚
屋
で
は
『
太
夫
』
と
呼
ば

れ
る
一
流
の
遊
女
を
招
い
て
、
宴
会
が
開
か
れ
る
―
―
と
言

う
よ
り
も
『
客
が
揚
屋
の
一
室
を
借
り
て
開
い
た
サ
ロ
ン
の

女
主
人
と
な
る
べ
く
し
て
や
っ
て
来
る
』
と
言
っ
た
ほ
う
が

正
確
か
も
し
れ
な
い
」
と
説
く
。（『
ひ
ら
が
な
日
本
美
術
史

６
』
新
潮
社
刊
）

今
で
は
文
芸
サ
ロ
ン
的
な
賑
わ
い
は
望
む
べ
く
も
な
い
も

の
の
、
か
ろ
う
じ
て
揚
屋
と
置お
き

屋や

を
兼
ね
る
輪
違
屋
が
当
時

の
文
化
を
伝
え
て
い
る
。

今
回
は
島
原
、
祇
園
に
代
表
さ
れ
る
京
都
・
花
街
の
も
て

な
し
に
つ
い
て
考
え
て
い
き
た
い
。
前
回
取
り
上
げ
た
「
茶

道
」
で
は
、
も
て
な
す
側
の
亭
主
、
も
て
な
さ
れ
る
側
の
客

に
お
け
る
「
主
客
」
の
間
、
関
係
性
が
重
要
だ
っ
た
と
書
い

た
が
、
そ
れ
は
花
街
に
お
い
て
も
同
様
で
あ
る
。
も
て
な
す

側
に
教
養
が
求
め
ら
れ
る
よ
う
に
、
客
に
も
そ
の
も
て
な
し

を
感
知
し
、
共
に
参
加
す
る
教
養
が
求
め
ら
れ
て
き
た
。
今

は
少
し
ず
つ
も
て
な
し
の
形
が
崩
れ
て
い
る
と
い
う
声
も
聞

く
が
、
そ
れ
で
も
花
街
の
文
化
は
日
本
が
大
切
に
守
っ
て
い

く
べ
き
さ
ま
ざ
ま
な
す
ぐ
れ
た
点
を
持
っ
て
い
る
。
も
て
な

す
太
夫
や
芸
妓
・
舞
妓
た
ち
は
毎
日
の
よ
う
に
さ
ま
ざ
ま
な

お
稽
古
事
に
通
い
、
芸
を
磨
い
て
い
る
。
若
い
舞
妓
で
あ
っ

て
も
社
会
的
地
位
の
高
い
人
々
の
宴
席
に
は
べ
る
た
め
、
若

さ
や
美
し
さ
だ
け
で
な
く
、
も
て
な
し
に
よ
っ
て
満
足
し
て

も
ら
う
た
め
の
努
力
が
欠
か
せ
な
い
。

花
街
に
お
け
る
も
て
な
し
と
は
、
そ
し
て
も
て
な
す
人
材

の
育
成
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
な
の
だ
ろ
う
か
。
そ
の
中
に

現
代
の
企
業
が
学
ぶ
べ
き
こ
と
は
存
在
し
て
い
る
の
だ
ろ
う

か
。
マ
ニ
ュ
ア
ル
化
、
レ
ベ
ル
の
平
準
化
が
進
み
、
長
期
に

わ
た
る
訓
練
の
裏
づ
け
の
な
い
接
客
に
私
た
ち
は
慣
れ
て
し

ま
っ
た
が
、
心
の
中
に
「
本
当
の
も
て
な
し
を
体
験
し
た
い
」

と
い
う
願
望
は
根
強
く
残
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

京
の
花
街
の
中
に
、
そ
の
姿
を
探
し
て
み
よ
う
と
思
う
。

舞
「
い
に
し
え
」
を
披
露
す
る
司
太
夫
。
宴
席
の

余
興
で
は
な
い
た
め
、
太
夫
が
舞
い
終
わ
る
ま

で
料
理
や
酒
に
手
を
つ
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

帯は前に、「心」の形に結ぶ。べっこう製の簪の重さは約3キロ。かつての高貴な人の
着物と同じで、十二単を簡略化したという衣装は約20キロある。
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ん
が
舞
妓
に
な
る
こ
ろ
に
は
き
ち
ん
と
し
た
紹
介
者
が
い
れ

ば
、
祇
園
の
外
か
ら
で
も
置
屋
に
入
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う

に
な
っ
て
い
た
。

子
ど
も
の
頃
か
ら
芸
事
が
好
き
で
、
さ
ま
ざ
ま
な
お
稽
古

事
に
通
っ
て
い
た
司
さ
ん
は
、
舞
妓
さ
ん
や
芸
妓
さ
ん
の
姿

に
憧
れ
て
祇
園
の
舞
妓
と
な
っ
た
。
７
年
間
の
年
季
が
明
け

る
と
き
、
祇
園
を
離
れ
よ
う
と
思
っ
て
い
た
司
さ
ん
に
島
原

の
花
街
の
も
て
な
し
や
人
材
育
成
に
つ
い
て
語
る
の

に
、
司
さ
ん
は
も
っ
と
も
ふ
さ
わ
し
い
人
だ
ろ
う
。

祇
園
で
舞
妓
と
し
て
過
ご
し
、
年
季
が
明
け
た
後
ス
カ
ウ
ト

さ
れ
て
島
原
の
太
夫
と
な
っ
た
。
祇
園
と
島
原
、
両
者
の
も

て
な
し
に
つ
い
て
語
る
こ
と
が
で
き
る
数
少
な
い
女
性
で
あ

る
。
以
前
は
祇
園
の
舞
妓
・
芸
妓
に
な
る
に
は
祇
園
で
育
っ

た
人
で
な
け
れ
ば
む
ず
か
し
い
と
い
わ
れ
て
い
た
が
、
司
さ

位
の
位
を
い
た
だ
い
た
ほ
ど
、
格
の
高
い
存
在
ど
し
た
。
お

公
家
さ
ん
の
お
も
て
な
し
も
す
る
太
夫
の
教
養
は
大
変
な
も

の
。
歌
舞
音
曲
、
茶
道
、
華
道
、
和
歌
、
俳
諧
な
ど
文
化
的

な
こ
と
を
幅
広
く
身
に
つ
け
た
ん
ど
す
。
島
原
の
太
夫
は
遊

芸
で
も
て
な
す
、
芸
妓
の
最
高
峰
だ
と
お
考
え
に
な
っ
た
ら

よ
ろ
し
お
す
ね
」

島
原
で
は
宴
席
を
設
け
る
た
め
の
揚
屋
や
お
茶
屋
と
、
太

夫
や
芸
妓
を
抱
え
る
置
屋
が
存
在
し
て
い
た
。
こ
れ
は
祇
園

や
先
斗
町
な
ど
の
花
街
と
同
じ
で
あ
る
。
お
茶
屋
や
揚
屋
で

は
客
の
指
名
に
応
じ
て
、
あ
る
い
は
宴
席
の
内
容
に
つ
い
て

お
お
ま
か
な
要
望
を
聞
い
た
女
将
ら
の
ア
レ
ン
ジ
に
よ
っ
て

太
夫
や
芸
妓
、
舞
妓
を
置
屋
か
ら
呼
ぶ
。
こ
う
し
た
分
業
は

ほ
か
の
花
街
に
も
見
ら
れ
る
シ
ス
テ
ム
だ
。

太
夫
は
文
化
サ
ロ
ン
の
〝
女
主
人
〞
で
も
あ
っ
た
。
自
分

の
持
て
る
芸
を
披
露
し
、
ま
た
お
客
を
魅
了
す
る
「
座
持
ち
」

の
力
を
発
揮
し
て
お
客
を
も
て
な
す
。
宴
席
に
は
客
自
ら
が

楽
し
む
た
め
揚
屋
や
茶
屋
を
利
用
す
る
場
合
と
、
接
待
な
ど

宴
席
の
主
催
者
が
招
い
た
客
と
共
に
利
用
す
る
場
合
が
あ
る

が
、
そ
の
宴
席
の
目
的
や
主
客
の
関
係
性
を
把
握
し
、
理
解

し
て
、
場
に
ふ
さ
わ
し
い
も
て
な
し
を
す
る
こ
と
が
大
切
に

な
る
。
こ
れ
は
芸
舞
妓
に
も
共
通
す
る
点
だ
。

「
座
持
ち
に
も
芸
で
楽
し
ま
せ
る
人
、
会
話
で
楽
し
ま
せ
る

か
ら
ス
カ
ウ
ト
が
か
か
る
。

「
島
原
と
ほ
か
の
花
街
と
の
違

い
ど
す
け
ど
、
島
原
は
公
許
に

よ
っ
て
４
２
０
年
前
に
作
ら
れ

た
も
の
ど
す
。
よ
く
吉
原
の

花
魁
お
い
ら
ん

と
ご
っ
ち
ゃ
に
し
は
る
人

が
お
い
や
す
け
ど
、
吉
原
は
遊

郭
。
基
本
的
に
は
町
人
を
対
象

と
し
た
遊
郭
ど
し
た
し
、
そ
れ

ほ
ど
芸
は
必
要
な
い
。
島
原
は

公
家
文
化
の
中
で
生
ま
れ
た
も

の
で
、
太
夫
は
朝
廷
か
ら
正
五

両
輪
を
な
す「
芸
」と「
座
持
ち
」

京

私
は
博
士
論
文
と
し
て
「
伝
統
文
化
産
業

に
お
け
る
キ
ャ
リ
ア
形
成
と
制
度
―
―
京
都

花
街
の
芸
舞
妓
の
事
例
」
を
ま
と
め
ま
し
た
。

京
都
の
五
花
街
（
祇
園
甲
部
、
先
斗
町
、

宮
川
町
、
上
七
軒
、
祇
園
東
）
の
舞
妓
さ

ん
・
芸
妓
さ
ん
、
置
屋
さ
ん
・
お
茶
屋
さ

ん
・
料
理
屋
さ
ん
な
ど
多
数
の
関
係
者
に
イ

ン
タ
ビ
ュ
ー
し
、「
参
与
観
察
」
と
し
て
実
際

に
お
座
敷
に
も
20
回
以
上
あ
が
っ
て
お
座
敷

遊
び
を
体
験
、「
衿
替
え
」
な
ど
の
お
祝
い
の

会
や
踊
り
の
会
に
も
参
加
し
て
き
ま
し
た
。

そ
の
結
果
見
え
て
き
た
の
は
、
芸
舞
妓
の

キ
ャ
リ
ア
形
成
に
は
実
に
さ
ま
ざ
ま
な
人
々

が
関
わ
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
し
た
。
舞

や
三
味
線
、
鳴
物
な
ど
基
本
的
技
能
を
教

え
る
学
校
の
お
師
匠
さ
ん
、
お
客
さ
ま
の
お

も
て
な
し
方
を
身
に
つ
け
る
模
範
と
な
る
先

輩
芸
舞
妓
さ
ん
、
さ
ら
に
言
葉
や
化
粧
、
花

人
の
間
を
取
り
持
ち
、
洗
練
さ
せ
る

プ
ロ
を
育
て
る〝
花
街
シ
ス
テ
ム
〞

西
尾
久
美
子
（
神
戸
大
学
大
学
院
経
営
学
研
究
科
助
手
）

つかさたゆう
大好きな芸事を生かせる職
業として舞妓を志し、中学3
年生で仕込みさんとして置
屋に入る。中学卒業後16
歳で祇園甲部の舞妓とな
る。年季が明けて舞妓をや
めた後、舞妓時代からお客
と一緒に行っていた島原
「輪違屋」にスカウトされ、
23歳で太夫に。現在日本に
4人しかいない太夫の1人。
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人
な
ど
い
ろ
い
ろ
あ
る
。
お
客
さ
ん
に
よ
っ
て
は
黙
っ
て
座

っ
て
る
だ
け
で
い
い
と
お
っ
し
ゃ
る
方
も
お
い
や
す
。
座
っ

て
い
て
、
気
持
ち
の
い
い
雰
囲
気
を
か
も
し
出
せ
る
の
で
あ

れ
ば
、
そ
れ
も
座
持
ち
の
ひ
と
つ
。
空
気
を
読
む
能
力
が
基

本
や
と
思
い
ま
す
」

お
客
の
要
望
（
こ
れ
は
口
に
出
さ
れ
る
も
の
ば
か
り
と
は

限
ら
な
い
）
に
即
し
て
、
ふ
さ
わ
し
い
ふ
る
ま
い
が
で
き
る

こ
と
。
そ
れ
が
「
座
持
ち
」
と
い
え
そ
う
だ
。
最
近
は
レ
ス

ト
ラ
ン
や
料
亭
な
ど
で
、
お
客
同
士
の
会
話
が
弾
ん
で
い
る

の
に
平
気
で
話
に
割
っ
て
入
り
、
メ
ニ
ュ
ー
を
説
明
し
た
り

す
る
が
、
こ
れ
は
無
神
経
の
最
た
る
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
。「
座
持
ち
」
ど
こ
ろ
か
「
座
」
を
壊
す
ふ
る
ま
い
だ
ろ
う
。

「
空
気
を
読
む
能
力
」
が
き
ち
ん
と
育
っ
て
い
な
い
、
教
え
ら

れ
て
い
な
い
と
思
う
瞬
間
だ
。

司
さ
ん
も
、
い
ち
ど
手
痛
い
失
敗
を
し
た
こ
と
が
あ
る
。

新
世
紀
を
き
っ
か
け
に
、
昔
島
原
で
行
わ
れ
て
い
た
年
末
の

「
餅
つ
き
え
会え

」
を
復
活
さ
せ
た
の
は
司
さ
ん
だ
っ
た
。
な
じ

み
の
お
客
さ
ん
を
ホ
テ
ル
に
集
め
、
餅
つ
き
に
も
参
加
し
て

も
ら
っ
て
、
で
き
あ
が
っ
た
餅
は
太
夫
や
芸
妓
が
丸
め
、
参

加
者
に
食
べ
て
も
ら
う
。
餅
ま
き
な
ど
も
あ
り
、
１
年
の
区

切
り
と
し
て
楽
し
み
に
す
る
客
も
増
え
て
い
た
。

「
お
と
と
し
の
こ
と
ど
し
た
。
あ
る
イ
ベ
ン
ト
会
社
が
や
ら

せ
て
ほ
し
い
と
言
っ
て
き
た
ん
ど
す
。
う
ち
と
し
て
は
、『
プ

ロ
の
人
は
ど
ん
な
餅
つ
き
会
に
し
は
ん
の
や
ろ
』
と
い
う
興

味
も
あ
っ
て
、
お
任
せ
し
て
み
る
こ
と
に
し
た
ん
ど
す
け
ど
、

こ
れ
が
大
失
敗
。
餅
つ
き
タ
イ
ム
は
短
す
ぎ
、
お
客
さ
ん
は

見
て
る
だ
け
。
呼
ん
で
来
た
ゲ
ス
ト
は
場
違
い
。
お
ま
け
に

島
原
を
悲
惨
な
場
所
だ
と
思
い
込
ん
で
い
て
、
そ
う
い
う
説

明
を
さ
せ
た
が
る
。
極
め
つ
き
は
『
太
夫
道
中
の
音
楽
は
任

せ
て
く
だ
さ
い
！
』
と
言
う
ん
で
任
せ
た
ら
、
そ
の
音
楽
が

演
歌
だ
っ
た
ん
ど
す
（
笑
）。
結
局
、
お
客
さ
ん
が
何
を
望
ん

で
い
る
か
さ
っ
ぱ
り
わ
か
っ
て
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
ど
っ

し
ゃ
ろ
な
あ
。
お
客
さ
ん
は
島
原
の
伝
統
を
味
わ
い
た
く
て
、

き
は
っ
て
る
の
に
。
結
局
コ
ス
ト
ば
か
り
か
か
っ
て
大
赤
字
。

街
の
習
慣
や
常
識
を
教
え
る
関
係
者
全
体

の
支
え
が
あ
っ
て
、
一
人
前
の
芸
舞
妓
さ
ん

へ
と
育
つ
の
で
す
。

芸
舞
妓
に
は
基
本
的
技
能
の
ほ
か
、
臨
機

応
変
に
提
供
す
る
技
能
を
変
化
さ
せ
る
即
興

性
が
求
め
ら
れ
ま
す
。
お
座
敷
に
行
っ
て
み

た
ら
舞
う
場
が
狭
い
、
お
客
さ
ま
の
唄
に
合

わ
せ
な
く
て
は
い
け
な
い
と
い
っ
た
こ
と
が

起
こ
り
得
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
リ
ハ
ー
サ
ル
な

ど
で
き
ま
せ
ん
。
場
数
を
踏
ん
だ
リ
ー
ダ
ー

格
の
芸
妓
の
下
、
短
時
間
の
打
ち
合
わ
せ
で

方
針
を
さ
っ
と
決
め
、
ど
ん
な
状
況
で
も
き

ち
ん
と
芸
を
披
露
し
ま
す
。
磨
き
上
げ
た
芸

を
即
興
性
を
発
揮
し
な
が
ら
披
露
し
、
さ
ら

に
場
の
空
気
を
読
み
お
客
さ
ま
の
気
持
ち
を

汲
ん
で
顧
客
満
足
度
を
高
め
る
。
こ
れ
が

「
座
持
ち
」
で
す
。

花
街
に
詳
し
い
あ
る
外
国
人
の
方
か
ら

「
芸
舞
妓
と
は
バ
レ
リ
ー
ナ
と
キ
ャ
ビ
ン
ア

テ
ン
ダ
ン
ト
と
ウ
ェ
イ
ト
レ
ス
を
一
緒
に
し

た
人
」
と
教
え
て
も
ら
い
ま
し
た
。
最
近
、

私
は
こ
れ
に
コ
ン
シ
ェ
ル
ジ
ュ
も
付
け
加
え

る
こ
と
に
し
て
い
ま
す
。
日
本
独
特
の
接
客

に
は
、
現
代
に
お
い
て
も
人
の
心
に
触
れ
る

何
か
が
あ
る
。
芸
舞
妓
と
は
人
と
人
と
の
間

を
う
ま
く
取
り
持
ち
、
も
て
な
し
の
場
を
洗

練
さ
せ
て
い
く
力
量
を
持
っ
た
プ
ロ
フ
ェ
ッ

シ
ョ
ナ
ル
な
の
で
す
。

芸
舞
妓
を
育
て
て
き
た
シ
ス
テ
ム
は
伝
統

的
で
あ
り
な
が
ら
柔
軟
性
も
持
っ
て
お
り
、

長
期
間
に
わ
た
り
花
街
全
体
の
ク
オ
リ
テ
ィ

も
維
持
さ
れ
て
き
ま
し
た
。
た
だ
、
近
年
の

問
題
と
し
て
は
舞
妓
さ
ん
を
育
て
る
置
屋
の

お
母
さ
ん
の
高
齢
化
や
芸
妓
さ
ん
を
支
え
る

お
客
さ
ま
の
減
少
が
挙
げ
ら
れ
ま
す
。
芸
舞

妓
さ
ん
の
人
材
育
成
に
は
花
街
関
係
者
の
評

価
と
サ
ポ
ー
ト
、
そ
れ
ら
の
情
報
共
有
が
深

く
関
わ
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
シ
ス
テ
ム
を
ど

の
よ
う
に
維
持
し
て
い
く
か
が
、
今
後
の
問

題
と
い
え
そ
う
で
す
。

芸舞妓のキャリア形成に関わる関係者の役割

関係者

広義の技能

狭義の技能

基本的技能 即興性 規範

評価・育成

手本・援助・競争

評価・育成

お客様（贔屓）

お母さん
（お茶屋）

お母さん
（見習い茶屋）

お母さん
（置屋）

お姉さん
（盃）

お姉さん

同輩

学校
（師匠）

評価・
援助・育成

手本・評価・
援助・育成

評価・
育成責任

評価・
援助・
育成責任
（やや重い）

手本・評価・
管理・援助・
育成責任
（やや重い）

援助・
育成責任

評価・
育成責任
（やや重い）

手本・評価・
管理・
育成責任
（やや重い）

手本・
育成責任
（重い）

手本・
援助・
育成責任
（重い）

手本・評価・
管理・援助・
育成責任
（重い）

手本・援助・育成・競争 手本・評価・
援助・育成

基礎教育
責任
（形の指導）

経験がない
ため指導
できない

手本・評価・
育成

擬
似
家
族

出典『伝統文化産業におけるキャリア形成と制度――京
都花街の芸舞妓の事例』

にしお・くみこ
神戸大学大学院
経営学研究科助手
1960年京都市生まれ。
大阪ガス（株）勤務を
経て神戸大学大学院
経営学研究科博士後
期課程修了、2006年
から現職。論文は「舞
妓・芸妓のキャリア」日
本労働研究雑誌no.54
9（2006年4月）。

、
、



し
て
笛
や
お
琴
、
長
唄
な
ど
も
習
え
ま
す
。
舞
妓
の
間
は
舞

が
中
心
。
ま
ず
舞
え
へ
ん
こ
と
に
は
話
に
な
ら
ん
の
ど
す
。

お
稽
古
代
は
置
屋
が
払
う
て
く
れ
ま
す
」

日
本
の
芸
能
は
、
茶
道
を
含
め
て
口く

伝で
ん

が
基
本
で
あ
る
。

師
匠
と
一
対
一
で
、
師
匠
の
言
う
通
り
、
あ
る
い
は
動
き
の

通
り
に
少
し
ず
つ
覚
え
て
い
く
。
そ
の
場
で
メ
モ
を
取
る
こ

と
は
許
さ
れ
ず
、
集
中
し
て
身
体
で
覚
え
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
司
さ
ん
も
置
屋
に
戻
っ
て
か
ら
、
舞
の
動
き
な
ど
を
必

死
で
思
い
出
し
て
ノ
ー
ト
に
取
っ
た
そ
う
で
あ
る
。
身
体
で

型
を
覚
え
、
そ
こ
か
ら
心
を
発
見
し
て
い
く
の
で
あ
る
。
祇

園
に
入
っ
た
同
期
同
士
の
競
争
や
励
ま
し
合
い
も
あ
る
し
、

教
え
て
く
れ
る
師
匠
は
み
な
当
代
一
流
の
人
々
ば
か
り
。
や

る
気
に
な
れ
ば
い
く
ら
で
も
勉
強
で
き
る
環
境
に
あ
る
。

一
方
の
「
座
持
ち
」
は
、
先
輩
芸
妓
の
も
て
な
し
を
間
近

で
見
な
が
ら
学
ぶ
の
が
基
本
と
な
る
。
若
く
て
綺
麗
な
舞
妓

去
年
か
ら
は
う
ち
の
企
画
で
や
る
方
法
に
戻
し
ま
し
た
。
そ

の
ほ
う
が
お
客
さ
ん
も
喜
ん
で
く
れ
は
り
ま
し
た
」

事
前
の
勉
強
不
足
、
顧
客
ニ
ー
ズ
と
か
け
離
れ
た
企
画
、

場
の
空
気
を
読
め
な
い
運
営
。
ど
き
り
と
さ
せ
ら
れ
る
エ
ピ

ソ
ー
ド
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

と
こ
ろ
で
、
一
口
に
太
夫
や
舞
妓
、
芸
妓
の
「
芸
」
と
い

っ
て
も
そ
の
内
容
は
多
岐
に
わ
た
る
。
司
さ
ん
が
基
礎
を
叩

き
込
ま
れ
た
祇
園
の
場
合
、
芸
妓
や
舞
妓
に
必
要
な
技
能
と

は
ど
の
よ
う
な
も
の
だ
ろ
う
か
。

「
ま
ず
舞
、
茶
道
、
お
囃
子
（
三
味
線
、
鼓
、
太
鼓
）、
こ
れ

が
必
須
項
目
。
普
通
舞
妓
は
置
屋
に
入
っ
て
仕
込
み
の
時
期

を
経
て
か
ら
お
座
敷
に
出
ま
す
。
祇
園
に
は
『
都
を
ど
り
』

な
ど
を
披
露
す
る
歌か

舞ぶ

練れ
ん

場じ
ょ
う

、
女に

ょ

紅こ
う

場ば

と
い
う
技
芸
学
校
が

あ
っ
て
、
そ
こ
で
舞
妓
や
芸
妓
は
お
稽
古
事
に
励
む
ん
ど
す
。

基
本
の
お
稽
古
は
月
に
７
回
ず
つ
。
こ
の
ほ
か
選
択
科
目
と

や
芸
妓
の
売
り
上
げ
が
多
い
か
と
い
え
ば
決
し
て
そ
う
と
も

い
え
ず
、
座
敷
で
地ぢ

方か
た

（
お
囃
子
を
担
当
す
る
。
舞
を
受
け

持
つ
立
方

た
ち
か
た

に
比
べ
れ
ば
地
味
な
存
在
）
を
勤
め
る
ベ
テ
ラ
ン

芸
妓
の
ほ
う
が
花
代
を
た
く
さ
ん
稼
ぐ
こ
と
も
よ
く
あ
る
と

い
う
。
ど
ん
な
宴
席
で
も
座
持
ち
が
よ
く
、
お
客
を
気
持
ち

よ
く
楽
し
ま
せ
る
能
力
が
買
わ
れ
る
こ
と
の
現
わ
れ
だ
ろ
う
。

「
以
前
は
遅
い
時
間
に
ふ
ら
り
と
ひ
と
り
で
お
茶
屋
に
あ
が

り
、
ご
ひ
い
き
の
お
姉
さ
ん
を
呼
ば
は
っ
て
、
つ
い
で
の
よ

う
に
若
い
舞
妓
も
呼
ぶ
と
い
う
お
客
さ
ん
も
お
い
や
し
た
も

ん
ど
す
。
お
姉
さ
ん
と
の
会
話
を
そ
れ
と
な
く
若
い
舞
妓
た

ち
に
聞
か
せ
て
、
勉
強
さ
し
て
く
れ
は
っ
た
ん
ど
っ
し
ゃ
ろ

ね
。
昔
は
自
分
で
芸
事
を
習
わ
は
る
お
客
さ
ん
も
た
く
さ
ん

お
い
や
し
た
の
で
、
お
座
敷
に
き
は
る
と
『
今
日
は
お
稽
古

や
っ
た
か
ら
、
こ
こ
で
さ
ら
わ
し
て
』
と
、
お
姉
さ
ん
の
三

味
線
に
合
わ
せ
て
小
唄
を
唄
わ
は
っ
た
り
、
ご
自
分
で
三
味

線
を
弾
か
は
っ
た
り
す
る
こ
と
も
よ
く
あ
っ
た
も
ん
ど
す
け

ど
、
今
は
そ
う
い
う
お
客
さ
ん
は
少
の
う
な
り
ま
し
た
ね
え
。

芸
が
よ
く
わ
か
っ
て
、
舞
妓
や
芸
妓
を
育
て
て
く
だ
さ
る
よ

う
な
お
人
が
も
っ
と
増
え
る
と
え
え
の
ん
ど
す
け
ど
」
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客
も
も
て
な
し
の
育
成
・
評
価
に
参
加

「こったいの会」メンバーと六地蔵めぐりをする司太夫。こうした京の伝統行
事を味わうイベントも多数催される。



司
さ
ん
の
話
を
聞
い
て
い
る
と
、
祇
園
な
ど
花
街
の
客
は

一
方
的
に
自
分
が
も
て
な
さ
れ
る
だ
け
で
は
な
く
、
将
来
あ

る
舞
妓
や
芸
妓
の
成
長
を
後
押
し
し
、
見
守
っ
て
い
く
度
量

が
要
求
さ
れ
て
い
た
と
い
え
そ
う
だ
。
も
と
も
と
舞
妓
を
預

か
る
置
屋
で
は
、
彼
女
た
ち
の
衣
食
住
か
ら
芸
事
ま
で
す
べ

て
の
育
成
を
担
っ
て
き
た
。
あ
る
種
の
擬
似
家
族
と
も
言
え

る
。
舞
妓
と
し
て
デ
ビ
ュ
ー
す
る
と
き
は
、
花
街
の
中
で
の

「
お
姉
さ
ん
」
が
選
ば
れ
る
。
ヤ
ク
ザ
映
画
で
は
よ
く
「
義
兄

弟
の
さ
か
ず
き
を
交
わ
す
」
と
い
う
シ
ー
ン
が
登
場
す
る
が
、

花
街
で
も
義
理
の
姉
妹
と
し
て
さ
か
ず
き
を
交
わ
す
。
置
屋

の
女
将
は
「
母
」
で
あ
る
。
義
理
の
母
と
姉
に
教
え
ら
れ
、

引
き
立
て
ら
れ
て
舞
妓
は
成
長
し
て
い
く
。
も
ち
ろ
ん
こ
こ

に
は
客
も
サ
ポ
ー
タ
ー
、
ス
ポ
ン
サ
ー
と
し
て
関
わ
っ
て
い

く
。
舞
妓
と
し
て
デ
ビ
ュ
ー
す
る
と
き
な
ど
、
挨
拶
に
引
き

回
す
の
は
「
お
姉
さ
ん
」
の
役
割
で
あ
る
。
口
上
は
「
お
姉

さ
ん
」
が
述
べ
、
本
人
は
「
よ
ろ
し
ゅ
う
お
た
の
も
う
し
ま

す
」
と
頭
を
下
げ
る
の
み
。「
お
姉
さ
ん
」
の
責
任
は
重
い
。

「
も
っ
と
も
最
近
は
舞
妓
も
現
代
っ
子
。
あ
ま
り
口
う
る
さ

く
注
意
す
る
と
ふ
く
れ
た
り
、
あ
げ
く
に
は
や
め
て
し
ま
う

子
も
お
る
そ
う
ど
す
」

企
業
に
新
卒
で
入
っ
た
社
員
が
あ
っ
さ
り
や
め
て
い
く
の

と
似
た
よ
う
な
現
象
が
花
街
で
も
起
き
て
い
る
ら
し
い
。
舞

妓
と
し
て
デ
ビ
ュ
ー
さ
せ
る
に
は
着
物
代
な
ど
大
変
な
お
金

が
か
か
る
。
置
屋
と
し
て
は
、
舞
妓
に
３
年
は
稼
い
で
も
ら

わ
な
い
と
元
が
取
れ
な
い
。
ま
た
舞
妓
自
身
、
置
屋
や
お
茶

屋
、
先
輩
た
ち
、
客
な
ど
す
べ
て
の
人
々
に
支
え
ら
れ
て
成

長
し
て
い
く
喜
び
を
得
ら
れ
な
い
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
。

日
本
の
花
街
で
は
、
茶
道
と
同
じ
く
相
互
関
係
に
よ
る
育

成
や
も
て
な
し
が
重
要
視
さ
れ
て
い
る
。「
芸
」
や
「
座
持
ち
」

の
技
術
を
育
て
る
た
め
に
長
い
年
月
を
か
け
て
確
立
さ
れ
た

シ
ス
テ
ム
と
、
そ
れ
ら
の
支
え
と
し
て
確
か
に
存
在
し
て
き

た
客
の
パ
ト
ロ
ネ
ー
ジ
精
神
。
こ
う
し
て
高
い
レ
ベ
ル
を
維

持
し
て
き
た
京
の
花
街
の
も
て
な
し
は
、
今
後
ど
れ
だ
け
受

け
継
が
れ
て
い
く
の
だ
ろ
う
か
。
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お
座
敷
で
お
酌
を
す
る
司
太
夫
。
場
の
空
気
を
読
む
こ
と
に
長
け
た『
も
て
な
し
の
心
』が
感
じ
ら
れ
た
。




