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三
歳
の
こ
ろ

天
然
痘
に
か
か
り 名

前
は

半
三
郎

※地歌…江戸時代はじめ以降、目の見えない三味線演奏家・作曲家が伝えてきた三味線歌曲。
しゃみせんえんそうか かきょく

て
ん
ね
ん
と
う

そ
れ
が
原
因
で

失
明
し
て
し
ま
う

じうた

天
保
十
三
年

（
熊
本
に
生
ま
れ
る

1

4
2
年
）

8

て
ん
ぽ
う

九
州
系
地
歌
を

日
本
中
に
広
め

じ

け
い

う
た

長
谷
幸
輝

な
が
た
に
ゆ
き
て
る

三
味
線
の
改
良

人
材
育
成
な
ど

し
ゃ

み
せ
ん

地
歌
の
演
奏
家
で

三
味
線
の
名
人
と

い
わ
れ
た
人
物
だ

え
ん
そ
う

か

じ

う
た

※

し
ゃ

み
せ
ん

日
本
の
古
典
音
楽
を
今
に
伝
え
る

取
り
組
み
を
行
っ
た

こ
て
ん



芸
を
人
生
の
友
に

と
い
う
母
の
薦
め
で

す
す

近
所
の
三
味
線
演
奏
家

雪
之
都
に
五
歳
で
入
門

ゆ
き

の

え
ん
そ
う

さ
い

様
々
な
歌
と

出
会
う
こ
と
と
な
る

入
門
当
初
を

知
る
人
に

よ
れ
ば

ま
た

た
い
へ
ん

耳
も
良
く

名
手
と

呼
ば
れ
る

師
の
も
と
で

よ

一
度
覚
え
る
と

忘
れ
る
こ
と
が
な
い

と
い
う
ほ
ど
記
憶
力
が

優
れ
て
い
て

わ
す

き

お
く

す
ぐ

母
が
調
整
し
た
三
味
線
の

音
の
狂
い
に

気
づ
い
た
こ
と
も
あ
っ
た

く
る

し
ゃ

み
せ
ん

い
ち

地
歌
を
広
め
る
た
め
に

重
要
で
あ
っ
た

こ
れ
は
後
に

じ

う
た



さ
ら
に
は

夏
の
暑
い
中
の

け
い
こ
や

冬
の
冷
水
で

冷
や
し
た
手
で
の

け
い
こ
な
ど
を

通
し
て

そ
の
実
力
を

の
ば
し
て
い
っ
た

特
に
演
奏
中
の
姿
勢
が

重
要
な
た
め
訓
練
と
し
て

え
ん
そ
う

し

満
水
の
タ
ラ
イ
を

頭
に
乗
せ
た
ま
ま

家
々
の
軒
先
で

演
奏
を
行
い

え
ん
そ
う

の
き
さ
き

そ
の
技
術
を

磨
い
て
ゆ
き

み
が

入
門
か
ら
二
年
で

「
輝
香
」
の
芸
名
を

ゆ
る
さ
れ
た

せ
い

石
の
上
に
正
座
し
て

三
味
線
を
弾
い
た
り

ひ せ
い

し
ゃ

み
せ
ん

ざ



遺
言
に
よ
り

須
美
之
都
勾
当
に
転
門

ゆ
い
ご
ん

す

み

の

い
ち
こ
う
と
う

※

ど
う
だ
ろ
う

美
須
之
都
く
ん

み

す

の

い
ち

と
の
宮
崎
勾
当
の
奨
め
で

目
の
見
え
な
い
人
で

こ
う
と
う

組
織
す
る
当
道
座
に
入
り

す
す

の
ち
に
幸
輝
は

勾
当
受
官
に
つ
い
て

こ
う
と
う
じ
ゅ
か
んと

語
っ
た

と
い
う

い
や
ァ

あ
ん
な
に
嬉
し
か
っ
た

う
れ

こ
と
は
な
か
タ
イ
！

実
力
を
認
め
ら
れ

先
生
の
代
わ
り
に

け
い
こ
を
行
い

み
と

二
十
三
歳
の
頃

熊
本
に
出
張
し
て
い
た

久
留
米
の
宮
崎
勾
当
に
教
え
を
受
け

こ
ろ

さ
ら
に
修
行
を
積
み

こ
う
と
う

さ
い

ゆ
き
て
る

※勾当…目の見えない人で組織する団体（当道座）での役職名。最高位「検校」の次に高い位。
こうとう くらいとうどうざ けんぎょう

こ
う
と
う

高
い
官
位
で
あ
る

勾
当
を
も
ら
い

か
ん

い

「
長
谷
勾
当

幸
輝
都
」

と
改
名
し
た い

ち

こ
う
と
う

こ
う
と
う

十
六
の
頃
に
は
全
て
修
得
し

「
美
須
之
都
」
と
改
名
し
た

み

す

い
ち

こ
ろ

の

雪
之
都
の
死
去
後

ゆ
き

し

き
ょ

の

い
ち

※

当
道
座
の

と
う
ど
う

勾
当
の
位
に

進
ん
で
み
な
い
か

こ
う
と
う

く
ら
い

ざ

と
う
ど
う
ざ



明
治
に
入
り

当
道
座
が
解
散

と
う
ど
う
ざ

保
護
が
な
く
な
り

当
道
座
に
よ
る

と
う
ど
う
ざ

衰
え
る
こ
と
は
な
く

そ
の
名
声
が

お
と
ろ

大
検
校
と
ま
で

周
囲
か
ら
は

呼
ば
れ
て
い
た

だ
い
け
ん
ぎ
ょ
う

よ

京
都
柳
川
流
の
も
の
を

当
時
主
流
だ
っ
た

や
な
が
わ
り
ゅ
う

も
と
に
改
良
を
加
え

九
州
三
味
線
と
し
て

の
ち
に
弟
子
た
ち
の
手
で

し
ゃ
み

せ
ん

知
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た

そ
れ
に
つ
い
て
は

と
語
っ
て

い
た
と
い
う

長
谷
幸
輝
と

幸
輝
は

な
が
た
に
ゆ
き
て
る

名
乗
る
よ
う
に

な
る
が

ゆ
き
て
る

地
歌
三
味
線
の
改
良
で

特
に
力
を
入
れ
て
い
た
の
が

じ
う
た

し
ゃ
み

せ
ん

わ
し
だ
と
て

ま
だ
古
典
な
ど
の

研
究
も
足
り
ず

こ

て
ん

無
闇
に
曲
は

出
せ
る
も
の

で
は
な
い
よ

む
や
み

七
十
八
歳
で

一
方
で
幸
輝
は

死
去
す
る
ま
で

ひ
と
つ
も
作
曲
を

し
な
か
っ
た

ゆ
き
て
る

さ
い

し

き
ょ



箏
や
尺
八
と
い
う
楽
器
に
も

三
味
線
だ
け
で
な
く

し
ゃ
み
せ
ん

影
響
を
あ
た
え

和
楽
器
の
合
奏
が

盛
ん
に
な
っ
て
い
っ
た

こ
と

し
ゃ
く
は
ち

え
い
き
ょ
う

わ
が
っ
き

が
っ
そ
う

さ
か

今
も
発
展
を
続
け
て
い
る

大
切
に
受
け
継
が
れ

つ

は
っ
て
ん

い
た
と
か…

と
も
言
っ
て

ぜ
ひ
も
う
一
度

も
う
じ
ん

盲
人
に
生
ま
れ
て

今
度
こ
そ

箏
を
み
っ
ち
り

研
究
し
て
み
よ
う

と
思
う
！！

こ
と

九
州
系
地
歌
を
広
め
る

幸
輝
が
一
生
を
か
け
て

じ

活
動
を
し
た
結
果

ゆ
き
て
る

け
い

幸
輝
だ
っ
た
が

生
涯

三
味
線
一
筋
の

し
ょ
う
が
い

ひ
と
す
じ

ゆ
き
て
る

う
た

し
ゃ
み

せ
ん

広
め
ら
れ
た
数
々
の

長
谷
幸
輝
に
よ
っ
て

音
楽
は

な
が
た
に
ゆ
き
て
る

熊
本
を
中
心
に
活
動
し
た



長谷 幸輝

ながたに ゆきてる

（1842～1920年）

1842年、現在の熊本市中央区上鍛冶屋町に生まれた長谷幸輝は、

三味線歌曲（地歌）の名人で、芸術性を高め広く普及させました。

6歳で天然痘という病気で失明し、三味線演奏家の道を選びました。

演奏だけでなく、三味線の改良を試み、現在使われている三味線には

長谷幸輝の改良の跡が残されています。

弟子の育成にも力を入れ、お正月によく耳にする有名な「春の海」を作曲した

宮城道雄も長谷幸輝に教えを受けました。

現在の熊本では、長谷幸輝の功績を多くの人に知ってもらおうと、

全国の邦楽演奏家が集う

「くまもと全国邦楽コンクール」を毎年開催しています。

2021年には26回目をむかえ、コンクール入賞者は国内外で活躍しています。

ながたに

じ うた

てんねんとう

あと

みやぎ みちお

か み か じ や ま ち

か きょく ふ きゅう

かつやく

しゃ み せん

ほうがくえんそう

ほうがく かいさい

しゃ み せんえんそう か

えんそう

さい

ゆきてる



【修行時代】

雪之都に入門しました。「最初は不器用だったが、いったん覚えるとなかなか忘れることがない」人だっ

たと記録が残っています。1855（安政2）年、長谷が13歳の時に師匠の雪之都が病気で亡くなりました

が、遺言により、当道座＊の地方長官に当たる須美之都勾当に入門しました。長谷はすぐに実力を発揮し、
とうどうざ す み のいちこうとう

＊当道座…目の見えない人で組織する団体。盲人が活躍できるよう保護を受けていた。

「衆分→座頭→勾当→検校」の順に高い位となる。

とうどうざ

しゅぶん ざとう こうとう けんぎょう

【長谷幸輝の逸話】

長谷の受けたプロ教育は厳しく、精神修行のために家々を回って、家の入口や庭で三味線の演奏をさせ

られたそうです。冬には吹きさらしの物干し台の上で、手が凍って感覚がなくなるまで弾き、横に置いて

ある冷水に手をつっこみ、また三味線を弾く、ということを繰り返していました。手がヒビ割れて血が

流れてきたら、そばに置いている塩をすりこんで弾き、三味線が血だらけになることも珍しくはなかった

そうです。その結果、長谷の指先や爪は、とても堅かったそうです。

＊橙…ミカン科のかんきつ系果物の一種。
だいだい

の上に橙＊をのせて弾き、時には水で満たしたタライを乗せて弾いたそうです。その結果、長谷の演奏
だいだい

【勾当の官位受官】

1863（文久3）年、長谷はたまたま久留米から故郷の熊本に来ていた宮崎勾当に出会い、その後は久留

となり、長谷勾当幸輝都と改名しました。後々、「あんな嬉しかったことはなかタイ」と頬を紅潮させて

語っていたそうです。

＊勾当…目の見えない人で組織する団体（当道座）での役職名。最高位「検校」の次に高い位。
こうとう

米にも出向いて教えを受けました。宮崎勾当の薦めで1866（慶応2）年、長谷が24歳の時に「勾当＊」
こうとう

長谷幸輝は1842（天保13）年、現在の熊本市中央区上鍛治屋町に誕生し、半三郎と名付けられました。
ながたにゆきてる かみか じ や まち

ししょう

もうじん かつやく

くらい

いつ わ

ふ こお ひ

ひ く

ひ めずら

つめ かた

ひ ひ

かん い じゅ かん

こうとう

こうとう すす

うれ ほほ こうちょう

とうどうざ けんぎょう くらい

な

わす

ゆいごん

きび えんそう

わ

幼児期に天然痘にかかり失明し、「芸を人生の伴侶に」という母のすすめで三味線を始めるため、近所の
てんねんとう はんりょ しゃみせんようじ

ゆきのいち

さい

はっき

1859（安政6）年、16歳の時にはすべて修得し、美須之都に改名しました。
み す の いちさい

ながたに ゆきてる

ほ

また、毎朝、石の上に正座し、頭上にお盆を乗せて落ちないように三味線を弾き、それが出来るとお盆
ぼん ぼんひせいざ

えんそう

姿勢はいつも良いと評判で、自身も「正しい芸は正しい姿勢からでないと生まれない」と言っていました。
しせい しせい

「意志の天才」とも言われています。

名声を得てからも奢ることなく、7日間土蔵にこもって寝食を忘れて曲を弾き通したと伝えられ、
おご どぞう ひしんしょく わす

こうとう

けいおう さい

こうとう いち



【当道座の廃止と長谷「検校」】

明治維新という時代の変化で、当道座も1871（明治4）年、長谷が29歳のころに廃止され、一切の保護

を失った盲人音楽家たちは自立せざるを得なくなりました。長谷は名前末尾の「都」を外して、幸輝の名

で熊本にて独立し、以来、三味線の名手として全国的に知られるようになります。独立後も、実力を持つ

演奏家らに教えを受け、実力を付けていきました。

【長谷幸輝による門人の育成】

弟子の育成にも力を入れ、各地をめぐり、邦楽の振興に努めました。長谷の評判を聞いて、現在でも

お正月に必ず耳にする「春の海」を作曲した宮城道雄らも長谷の教えを受けました。

【長谷幸輝による三味線の改良】

長谷は普段から義太夫節＊を愛好し、熊本で公演のある時は、弟子にも勧めて耳の訓練をさせたそうで

す。ある時、大阪で二世豊沢団平の三味線を聴いて感動し、楽屋を尋ねて秘訣を聞いたところ、「一撥一

ば、人を動かすような音色は出ない」と言われたそうです。

弾くための道具）の改良や、独自の演奏法も考えました。長谷が手がけた三味線の改良は、東京の三味線

師鶴屋の協力で、長谷の弟子によって完成しました。これが現在一般に使われている地歌三味線で、三味

線誕生時の元祖に近い棹の細い小振りの柳川三味線（京三味線）に対して、長谷が改良に取り組んだ三味

線は九州三味線とも呼ばれています。

ぎ だ ゆうぶし

撥が真剣勝負で、その一撥は最初でもあれば最期でもあるから、一撥一撥に生命を打ちこんでかからね
ばち

ばち

その団平の義太夫三味線の音を理想として、従来の三味線の改良に取り組みます。また、撥（三味線を
ばち

＊義太夫節･･･1人が語り、1人の三味線弾きが伴奏する語りもの。語る人は1人で多くの人物を語り分ける。
ぎ だ ゆうぶし

【最晩年】

1900（明治33）年ごろから弟子の中山（後の川瀬）里子が東京に進出し、師匠である長谷を度々東京に

の弟弥之助の次男で旭硝子の創業者）邸に住まわせました。長谷は、その2年後の20（大正9）年4月11日、

同所で亡くなりました。なお、長谷の没後も熊本に留まっていた弟子らが次々と上京し、東京に九州の

三味線歌曲（地歌）が普及する結果となりました。

けんぎょうとうどうざ

すす

たず ひけつ

ばち さいご

き

しんけん

ぎ だ ゆう じゅうらい

ひ えんそう

いっぱん じうた

たんじょう さお こ ぶ やながわ

ひ ばんそう

かわせ さとこ ししょう

や のすけ あさひがらす てい

な ぼつご

じうた ふきゅう

はいし

いしん とうどうざ さい はいし

もうじん び ゆきてる

しゃみせん

えんそうか

当道座が廃止された時、長谷検校はまだ20歳代の青年で、組織での地位は「勾当」でした。その後、
とうどうざ はいし さい こうとう

明治末期に彼が上京した際、業績を高く評価され「検校」の称号を与えられました。さらに、大阪で発
けんぎょうかれ しょうごう あた

足した、箏や三味線演奏を職業とする全国レベルの団体「当道音楽会」から、日本一の三味線の名手とし
こと しゃみせんえんそう しゃみせん

て、1911（明治44）年、69歳で「名誉大検校」の称号も与えられました。以来、人々は敬意をこめて彼
めいよだいけんぎょう しょうごう あた けいい かれ

を長谷検校と呼んでいます。
ながたにけんぎょう よ

ながたにゆきてる

ながたに ゆきてる しゃ み せん

ほうがく しんこう

みやぎ みちお

ふ だん

しゃみせんとよざわだんぺい

つるや

よ

ばん

呼ぶことになります。そして、1918（大正7）年4月から、高輪の岩崎俊弥（三菱の創業者の岩崎弥太郎
たかなわ としや みつびし そうぎょう やたろうよ

かきょく

ばち


