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川
崎
能
楽
堂
の
第
一
〇
〇
回
川
崎
市
定
期
能
に
よ
う
こ
そ
お
越
し
く
だ
さ
い
ま
し
た
。

　
こ
の
定
期
能
は
、
一
九
八
六（
昭
和
六
十
一
）年
の
川
崎
能
楽
堂
開
館
か
ら
二
十
七
年
に
わ
た
っ
て
続
け
ら
れ
て
い
る
歴
史

あ
る
公
演
で
あ
り
、
様
々
な
流
派
に
よ
り
開
催
さ
れ
、
同
じ
演
目
で
も
そ
れ
ぞ
れ
が
醸
し
出
す
雰
囲
気
を
感
じ
る
こ
と
が

で
き
る
な
ど
、
他
都
市
に
は
な
い
川
崎
市
が
誇
る
公
演
で
す
。

　
定
期
能
で
は
、
人
間
国
宝
級
の
演
者
に
よ
る
上
質
で
優
れ
た
公
演
が
行
な
わ
れ
、
伝
統
文
化
の
普
及
の
た
め
に
、
多
く
の

市
民
の
皆
様
に
広
く
鑑
賞
機
会
が
提
供
さ
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
最
近
は
、
公
演
に
先
立
ち
、
演
者
に
よ
る
見
ど
こ
ろ
等
の

解
説
が
あ
り
、
演
目
の
内
容
や
能
楽
そ
の
も
の
の
理
解
に
繋
が
る
事
前
講
座
が
開
講
さ
れ
る
な
ど
、
観
客
の
皆
様
に
、
公
演

を
一
層
楽
し
ん
で
い
た
だ
く
た
め
の
取
組
も
行
わ
れ
て
い
ま
す
。

　
今
後
も
定
期
能
の
継
続
に
よ
り
、
魅
力
あ
る
公
演
等
の
鑑
賞
機
会
が
提
供
さ
れ
、
多
く
の
方
に
足
を
運
ん
で
い
た
だ
け
る

こ
と
を
期
待
し
て
い
ま
す
。

　
川
崎
能
楽
堂
は
、
観
客
席
か
ら
演
者
ま
で
の
距
離
が
近
い
こ
と
が
特
徴
の
一
つ
で
す
。
六
百
年
以
上
の
歳
月
を
経
て
な
お
、

演
目
や
様
式
等
が
大
き
く
変
わ
る
こ
と
な
く
、
現
代
ま
で
受
け
継
が
れ
て
い
る
能
の
世
界
を
、
演
者
の
息
づ
か
い
を
感
じ

な
が
ら
存
分
に
お
楽
し
み
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

第
一
〇
〇
回
川
崎
市
定
期
能
の
開
催
に
あ
た
っ
て

川
崎
市
長
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こ
の
度
、第
一
〇
〇
回
の
記
念
と
な
る
川
崎
市
定
期
能
を
開
催
す
る
運
び
と
な
り
ま
し
た
。こ
れ
も
ひ
と
え
に
、今
ま
で
ご

出
演
い
た
だ
い
た
能
楽
師
の
皆
様
の
熱
演
と
、そ
し
て
川
崎
市
定
期
能
フ
ァ
ン
の
皆
様
の
温
か
い
ご
声
援
の
お
蔭
と
心
よ
り

感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。

　
川
崎
能
楽
堂
は
一
九
八
六
年
、能「
翁
」で
杮
落
と
し
と
な
り
ま
し
た
。開
館
記
念
公
演
と
な
っ
た「
船
弁
慶
」は
、発
売
後
数
分

で
完
売
す
る
ほ
ど
の
人
気
ぶ
り
で
、翌
年
よ
り
年
に
三
回
か
ら
四
回
の
公
演
を
重
ね
な
が
ら
、開
館
二
十
七
年
の
歳
月
を
か
け

本
日
第
一
〇
〇
回
の
公
演
を
迎
え
ま
す
。

　
ま
た
、こ
の
度
の
公
演
は
、第
一
〇
〇
回
の
記
念
に
相
応
し
く
、華
や
か
で
お
め
で
た
い
曲
ば
か
り
を
集
め
て
お
り
、ご
出
演

に
は
、能
楽
界
を
代
表
す
る
演
者
の
お
ひ
と
り
で
あ
る
梅
若
玄
祥
師
を
は
じ
め
、角
当
行
雄
師
、三
宅
右
近
師
、人
間
国
宝
の

宝
生
閑
師
他
、一
流
の
演
者
を
お
迎
え
し
て
お
届
け
い
た
し
ま
す
。

　
川
崎
能
楽
堂
は
、大
変
小
規
模
で
は
あ
り
ま
す
が
、舞
台
を
間
近
で
鑑
賞
で
き
る
と
い
う
利
点
に
よ
り
演
者
の
息
づ
か
い
、

所
作
や
装
束
の
美
し
さ
、ま
た
能
面
の
表
情
ま
で
も
が
手
に
取
る
よ
う
に
伝
わ
り
、地
謡
や
お
囃
子
の
響
き
も
臨
場
感
た
っ
ぷ
り

に
味
わ
っ
て
い
た
だ
け
ま
す
。い
わ
ば
一
四
八
の
特
等
席
と
で
も
い
う
べ
き
空
間
で
能
楽
鑑
賞
が
で
き
る
こ
と
は
、他
の
能
楽
堂

に
は
な
い
川
崎
能
楽
堂
の
特
徴
で
す
。

　
私
共
川
崎
市
文
化
財
団
で
は
、今
後
も
川
崎
市
定
期
能
を
継
続
し
て
い
く
ば
か
り
で
は
な
く
、川
崎
能
楽
堂
の
特
性
を

生
か
し
た
企
画
を
提
供
す
る
こ
と
で
、能
楽
の
普
及
を
は
じ
め
、文
化
振
興
に
寄
与
し
な
が
ら
川
崎
で
行
わ
れ
る
豊
か
な
芸
術

活
動
を
市
内
外
に
発
信
し
て
ま
い
る
所
存
で
ご
ざ
い
ま
す
。今
後
と
も
ご
理
解
と
ご
協
力
を
賜
り
ま
す
よ
う
、よ
ろ
し
く

お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

　
ま
た
、こ
の
度
の
記
念
誌
発
行
に
際
し
、大
変
お
忙
し
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、歌
人
で
あ
る
馬
場
あ
き
子
先
生
を
は
じ
め

川
崎
市
定
期
能
に
ゆ
か
り
の
深
い
能
楽
師
の
皆
様
に
心
温
ま
る
お
言
葉
を
寄
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
こ
と
、誌
面
を
借
り
て

御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

　
本
日
は
ご
来
場
い
た
だ
き
、誠
に
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。ど
う
ぞ
ご
ゆ
っ
く
り
と
ご
鑑
賞
く
だ
さ
い
。

第
一
〇
〇
回
川
崎
市
定
期
能
開
催
に
あ
た
っ
て

川
崎
市
文
化
財
団 

理
事
長
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衛
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川
崎
に
能
楽
堂
が
建
つ
と
い
う
の
で
興
奮
し

た
の
は
昭
和
も
五
十
年
代
の
終
わ
り
の
こ
ろ

だ
っ
た
と
思
う
。は
じ
め
は
何
で
も
上
演
で
き
る

演
芸
場
と
い
う
声
も
あ
っ
た
よ
う
だ
が
、能
楽
堂

を
持
っ
て
い
る
市
な
ど
め
っ
た
に
な
い
し
、個
性

的
で
い
い
と
い
う
意
見
も
強
か
っ
た
。能
楽
堂
で

落
語
を
や
っ
て
も
い
い
し
、日
本
舞
踊
、地
唄
舞
、

コ
ン
テ
ン
ポ
ラ
リ
ー
な
舞
踊
も
管
弦
楽
も
可
能

と
い
う
よ
う
な
意
外
な
場
面
の
広
さ
も
あ
っ
て
、

有
効
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
、日
本
的
で
独
自
性

の
強
い
能
楽
堂
建
設
が
決
定
に
な
っ
た
。と
て
も

素
晴
ら
し
い
決
断
で
あ
っ
た
。

　
出
来
上
が
っ
た
建
物
を
お
披
露
目
前
に
拝
見

す
る
場
面
が
あ
っ
て
、観
客
席
の
狭
さ
に
失
望
し

た
が
、営
利
目
的
で
は
な
い
、市
の
文
化
活
動
の
一

環
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
、大
い
に
自
負
し
た
も

の
だ
っ
た
。今
回
第
百
回
の
公
演
に
当
た
り
、梅

若
玄
祥
さ
ん
の「
石
橋―

大
獅
子
」が
出
る
と
い

う
の
で
、川
崎
能
楽
堂
の
活
動
も
い
よ
い
よ
佳
境

に
入
っ
た
と
喜
ば
し
い
。

　
私
は
第
十
五
回
の
友
枝
昭
世
さ
ん
の「
杜
若
」

と
香
川
靖
嗣
さ
ん
の「
葵
上
」が
上
演
さ
れ
る

時
、初
め
て
拝
見
に
上
が
っ
た
。そ
れ
以
後
は
、た

ま
た
ま
怠
け
て
い
て
、と
い
う
よ
り
、川
崎
の
北

部
に
住
む
私
ど
も
の
方
ま
で
は
宣
伝
が
ゆ
き
わ

た
ら
ず
、観
客
と
な
る
場
面
に
恵
ま
れ
な
か
っ
た

の
だ
。

　
し
か
し
、今
は
じ
め
て
第
百
回
の
番
組
を
拝

見
す
る
と
、当
代
屈
指
の
人
気
能
楽
師
と
狂
言

師
の
出
演
が
続
い
て
い
て
、よ
く
ぞ
こ
れ
ほ
ど
の

水
準
を
保
っ
て
き
た
も
の
だ
と
驚
く
ば
か
り
で

あ
る
。こ
れ
は
大
変
貴
重
な
文
化
活
動
で
あ
り
、

川
崎
が
こ
う
し
た
古
典
芸
能
に
深
い
理
解
を

も
っ
て
い
る
証
だ
と
思
っ
て
、感
銘
を
新
た
に
し

た
こ
と
で
あ
る
。幸
い
、能
狂
言
は
世
界
文
化
遺

産
に
登
録
さ
れ
た
。こ
れ
か
ら
も
広
い
宣
伝
効

果
を
あ
げ
つ
つ
、い
よ
い
よ
発
展
し
て
い
く
こ
と

を
期
待
し
て
や
ま
な
い
。

　
川
崎
市
定
期
能
の
第
一
〇
〇
回
記
念
、誠
に
お

め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

　
私
も
二
十
三
年
前
よ
り
出
演
さ
せ
て
頂
き
、こ

の
能
楽
堂
で
の
空
間
を
非
常
に
楽
し
み
に
、勤
め

さ
せ
て
頂
い
て
お
り
ま
す
。

　
ご
当
地
と
は
非
常
に
ご
縁
が
深
く
、私
も
若
い

頃
よ
り
祖
父
お
よ
び
、父
と
共
に
伺
っ
た
こ
と
を

よ
く
覚
え
て
お
り
ま
す
。

　
現
在
は
川
崎
市
定
期
能
を
中
心
に
勤
め
さ
せ

て
頂
い
て
お
り
ま
す
が
、一
流
一
派
に
留
ま
ら
ず
、能

を
ご
覧
頂
け
る
こ
と
は
、私
共
、能
役
者
に
と
り
ま

し
て
非
常
に
あ
り
が
た
い
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
す
。

　
是
非
と
も
こ
の
後
、二
〇
〇
回
、三
〇
〇
回
と

続
き
ま
す
こ
と
を
祈
念
し
、お
祝
い
申
し
上
げ
ま

す
。

　
本
日
は
ご
来
場
誠
に
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま

す
。
精
一
杯
の
舞
台
を
勤
め
さ
せ
て
頂
き
ま
す
。

　
百
回
記
念
お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。私
は

十
二
回
目
よ
り
出
演
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
お
り

ま
す
。ま
た
、川
崎
能
楽
堂
に
て
、謡
曲
・
仕
舞
の

教
室
も
受
け
持
っ
て
お
り
ま
す
が
、こ
の
教
室
で

は
、舞
の
稽
古
で
は
舞
台
を
使
用
す
る
な
ど
、こ

ん
な
贅
沢
な
稽
古
場
は
他
に
は
な
く
、生
徒
さ

ん
も
大
満
足
で
す
。演
能
の
時
は
、一
五
〇
席
ほ

ど
の
客
席
が
か
え
っ
て
舞
台
と
の
一
体
感
を
増

し
、演
者
の
息
づ
か
い
が
感
じ
ら
れ
る
の
も
大
き

な
特
徴
で
、他
の
能
楽
堂
で
は
味
わ
え
な
い
こ

と
で
す
。

　
財
団
の
方
と
は
、演
能
の
た
び
に
何
か
と
相

談
す
る
こ
と
で
、意
見
や
要
望
な
ど
も
率
直
に

伝
わ
り
や
す
い
の
も
助
か
り
ま
す
。日
本
文
化

に
対
す
る
財
団
の
熱
意
、こ
れ
も
ひ
と
え
に
市

長
の
理
解
が
あ
れ
ば
こ
そ
だ
と
思
い
ま
す
。

　
私
も
川
崎
に
在
住
し
、一
人
の
川
崎
市
民
と
し

て
川
崎
に
能
楽
堂
が
あ
る
こ
と
を
本
当
に
嬉
し

く
思
っ
て
お
り
ま
す
。今
後
ま
す
ま
す
能
楽
の
発

展
に
も
ご
尽
力
い
た
だ
き
ま
す
様
、切
に
祈
念
い

た
し
ま
す
と
共
に
、二
十
七
年
の
長
き
に
わ
た
っ

て
迎
え
ら
れ
た
百
回
目
の
記
念
公
演
を
、心
し

て
勤
め
た
く
思
っ
て
お
り
ま
す
。

伍
拾
六
世 

二
代
　
梅
若
六
郎
玄
祥

観
世
流
シ
テ
方
　
梅
若
家
当
主

馬
場
あ
き
子

歌
　
人

角
当 

行
雄

観
世
流
シ
テ
方

第
百
回
記
念
川
崎
市
定
期
能
を
祝
し
て

　
こ
の
度
、川
崎
市
定
期
能
が
第
百
回
を
迎
え

ら
れ
、誠
に
喜
ば
し
く
、お
祝
い
申
し
上
げ
ま
す
。

こ
の
記
念
す
べ
き
定
期
公
演
に
て
舞
台
を
勤
め

さ
せ
て
い
た
だ
く
こ
と
、有
難
く
存
じ
ま
す
。

　
川
崎
能
楽
堂
の
歴
史
と
共
に
歩
ん
で
こ
ら
れ

た
二
十
七
年
間
、川
崎
市
の
文
化
向
上
と
能
楽

普
及
に
お
き
ま
し
て
、優
れ
た
企
画
力
に
よ
っ
て

良
き
舞
台
を
提
供
し
て
こ
ら
れ
た
並
々
な
ら
ぬ

努
力
に
敬
意
を
表
す
る
次
第
で
ご
ざ
い
ま
す
。

　
能
楽
が
ユ
ネ
ス
コ
の
制
定
す
る
無
形
文
化
遺

産
と
し
て
、第
一
回
目
に
認
定
さ
れ
ま
し
た
が
、

ま
だ
ま
だ
広
く
能
楽
が
普
及
し
て
い
る
と
は

言
い
難
い
状
況
に
あ
り
、そ
の
中
に
あ
っ
て
川
崎

の
お
客
様
は
大
変
熱
心
に
舞
台
を
ご
覧
く
だ

さ
っ
て
お
り
ま
す
。こ
こ
川
崎
に
と
も
る
能
楽
の

と
も
し
び
が
、広
く
全
国
に
普
及
す
る
こ
と
を

願
っ
て
や
み
ま
せ
ん
。

　
第
百
回
の
記
念
公
演
を
契
機
と
し
て
、川
崎

能
楽
堂
の
今
後
益
々
の
発
展
を
心
よ
り
お
祈
り

申
し
上
げ
ま
す
。

三
宅
　
右
近

和
泉
流
狂
言
方

本
日
の
出
演
者
よ
り
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ま
す
。

　
昨
今
、世
の
不
況
に
よ
り
、自
治
体
や
企
業
が
主

催
す
る
能
の
会
、薪
能
が
次
々
と
な
く
な
っ
て
お
り

ま
す
。そ
の
中
に
あ
っ
て
、川
崎
市
定
期
能
百
回
は
、

大
変
素
晴
ら
し
く
、川
崎
市
文
化
財
団
の
ご
努
力

と
ご
理
解
に
頭
が
下
が
る
思
い
で
ご
ざ
い
ま
す
。

　
世
界
遺
産
に
も
登
録
さ
れ
、日
本
の
伝
承
芸
能
で

あ
る
能
を
、こ
れ
か
ら
も
市
民
の
皆
様
、ま
た
県
民

の
皆
様
、さ
ら
に
は
世
界
中
の
方
々
に
広
め
、守
っ
て

い
た
だ
き
た
い
と
願
う
と
共
に
、私
た
ち
能
楽
師
も

心
を
込
め
て
精
一
杯
勤
め
て
ま
い
り
ま
す
。

　
本
日
は
本
当
に
お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。そ
し

て
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

川
崎
市
定
期
能
百
回
記
念
公
演
を

　
　
　
　
　
　
　
　
迎
え
る
に
あ
た
っ
て

　
能
楽
堂
開
場
以
来
、公
演
を
続
け
て
い
た
だ

い
て
お
ら
れ
ま
す
川
崎
市
文
化
財
団
並
び
に
関

係
者
ご
一
同
に
演
者
の
一
人
と
し
て
深
く
感
謝

申
し
上
げ
ま
す
。

　
川
崎
能
楽
堂
の
空
間
は
コ
ン
パ
ク
ト
で
す
が
、

お
客
様
の
呼
吸
が
直
に
感
じ
ら
れ
、演
者
の
そ

れ
と
相
俟
っ
て
得
も
言
わ
れ
ぬ
心
地
よ
さ
で
勤

め
る
こ
と
が
で
き
る
舞
台
で
す
。他
の
能
楽
堂
と

は
ひ
と
味
違
う
感
覚
で
楽
し
ま
せ
て
い
た
だ
い

て
お
り
ま
す
。そ
れ
が
故
に
選
曲
に
大
変
苦
心

い
た
し
ま
す
。も
ち
ろ
ん
登
場
人
物
が
少
な
い
曲

で
、何
よ
り
シ
テ
の
細
や
か
な
心
情
や
、面
づ
か

い
が
伝
え
ら
れ
る
、大
ホ
ー
ル
で
は
得
ら
れ
な
い

本
来
の
能
の
魅
力
を
伝
え
ら
れ
る
よ
う
な
曲
を

と
選
ん
で
お
り
ま
す
。

　
こ
れ
ま
で
一
番
一
番
気
を
込
め
て
勤
め
て
ま
い

り
ま
し
た
。今
後
も
川
崎
市
定
期
能
の
ご
継
続

と
ご
発
展
を
お
祈
り
申
し
上
げ
ま
す
。

川
崎
市
定
期
能
百
回
公
演
に
よ
せ
て

　
川
崎
市
定
期
能
が
記
念
す
べ
き
百
回
公
演
を

迎
え
ら
れ
ま
し
た
こ
と
、ま
こ
と
に
お
め
で
と
う

ご
ざ
い
ま
す
。主
催
の
公
益
財
団
法
人
川
崎
市

文
化
財
団
お
よ
び
関
係
者
の
皆
様
の
、多
大
な

る
ご
尽
力
に
深
く
敬
意
を
表
し
ま
す
。私
も

幾
度
と
な
く
こ
の
川
崎
市
定
期
能
に
出
演
さ
せ

て
い
た
だ
き
、数
々
の
狂
言
を
演
じ
ら
れ
ま
し
た

こ
と
を
大
変
う
れ
し
く
思
っ
て
お
り
ま
す
。

　
ま
た
、平
成
二
十
年
か
ら
は
、光
栄
な
こ
と

に
、「
野
村
万
蔵
に
よ
る
芸
能
サ
ロ
ン
」と
し
て
、

『
狂
言
を
楽
し
も
う
』と
銘
打
っ
た
公
演
を
継
続

的
に
開
催
し
て
い
た
だ
い
て
お
り
ま
す
。毎
回
た

く
さ
ん
の
方
が
お
運
び
く
だ
さ
り
、お
客
様
と

の
距
離
が
近
い
川
崎
能
楽
堂
な
ら
で
は
の
、隅
々

ま
で
演
技
が
届
く
上
に
、そ
の
表
情
が
手
に
取

る
よ
う
に
わ
か
る
貴
重
な
場
で
あ
る
と
感
じ
て

お
り
ま
す
。

　
是
非
今
後
も
末
永
く
発
展
さ
れ
る
こ
と
を
祈

念
致
し
て
お
り
ま
す
。

友
枝 

昭
世

喜
多
流
シ
テ
方 

人
間
国
宝

体
が
あ
っ
て
古
よ
り
現
在
に
至
り
、ま
た
未
来
へ

の
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。伝
統
の
途
切
れ
ぬ
線

は
平
成
の
今
、一
年
後
の
今
、十
年
後
の
、百
年
後

の
今
の
連
続
で
あ
り
、そ
の
伝
統
の
一
里
塚
が
崩

れ
た
と
き
、伝
統
の
危
機
を
感
じ
ま
す
。川
崎
市

文
化
財
団
の
企
画
さ
れ
る
定
期
能
は
三
本
の

柱
の
中
で
も
最
も
重
要
な
支
柱
で
あ
り
、百
回

の
存
続
の
意
義
は
誠
に
大
な
る
こ
と
で
ご
ざ
い

ま
す
。伝
統
は
誰
か
が
支
え
る
も
の
で
な
く
、今

の
自
分
が
支
え
る
も
の
で
あ
り
、演
者
の
使
命
、

そ
し
て
観
客
の
方
々
に
も
増
し
て
、プ
ロ
モ
ー
ト

の
大
変
な
る
努
力
、多
大
な
る
尽
力
に
よ
っ
て
動

い
て
お
り
ま
す
。

　
川
崎
市
文
化
財
団
の
古
典
舞
台
芸
術
、能
へ

の
深
い
理
解
と
行
動
に
心
よ
り
敬
意
を
表
し
ま

す
。　

　
平
成
の
能
の
一
里
塚
、そ
し
て
更
な
る
存
続
を

心
よ
り
祈
願
し
て
止
み
ま
せ
ん
。

第
百
回
川
崎
市
定
期
能
に
寄
せ
て

　
百
回
記
念
公
演
、誠
に
お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま

す
。私
共
の
流
儀
は
、川
崎
能
楽
堂
杮
落
と
し
の
会

よ
り
出
演
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
お
り
、有
難
い
こ
と

で
ご
ざ
い
ま
す
。当
初
、担
当
月
が
三
月
で
大
雪
が

二
、三
度
あ
り
、お
客
様
が
十
人
程
の
時
も
ご
ざ
い

ま
し
た
。二
年
前
の
震
災
の
時
に
は
、翌
日
が
公
演

日
で
し
た
が
、財
団
の
判
断
に
て
演
能
い
た
し
た

と
こ
ろ
、お
客
様
も
半
分
ほ
ど
お
見
え
に
な
り
、大

変
な
驚
き
と
共
に
、感
動
し
た
こ
と
を
覚
え
て
い

田
邉 

哲
久

観
世
流
シ
テ
方

九
世 

野
村 

万
蔵

和
泉
流
狂
言
方

　
こ
の
度
、川
崎
市
定
期
能
が
百
回
の
記
念
公

演
を
迎
え
ら
れ
ま
す
こ
と
、本
当
に
お
め
で
と

う
ご
ざ
い
ま
す
。

　
つ
い
こ
の
間
の
よ
う
に
思
っ
て
お
り
ま
し
た

が
、も
う
二
十
七
年
も
経
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
、

川
崎
と
い
う
土
地
を
こ
よ
な
く
愛
し
た
故
米
山

市
郎
氏
が
、川
崎
を
知
的
で
文
化
の
香
る
街
に

変
身
さ
せ
た
い
、そ
の
象
徴
と
し
て
是
非
と
も

能
楽
堂
を
造
り
た
い
と
の
お
話
を
伺
っ
た
時
、

そ
の
英
断
に
心
よ
り
エ
ー
ル
を
送
り
ま
し
た
。

　
川
崎
能
楽
堂
の
利
点
は
駅
に
近
い
こ
と
、

し
か
し
商
業
施
設
の
多
い
川
崎
駅
近
く
に
こ
れ

だ
け
の
用
地
を
確
保
す
る
こ
と
は
大
変
な
こ
と

だ
っ
た
と
存
じ
ま
す
。他
の
能
楽
堂
に
比
べ
て

小
さ
め
で
す
が
、私
ど
も
狂
言
方
に
と
り
ま
し

て
は
、そ
れ
に
あ
わ
せ
て
ち
ょ
う
ど
良
い
曲
が
多

数
ご
ざ
い
ま
す
。舞
台
と
見
所
が
一
体
と
な
る
、そ

れ
を
確
実
に
味
わ
わ
せ
て
く
れ
る
舞
台
で
す
。

　
見
所
の
座
席
数
が
少
な
い
た
め
、経
済
的
に

は
た
い
へ
ん
厳
し
い
状
況
だ
っ
た
と
存
じ
ま
す

が
、そ
れ
を
百
回
ま
で
続
け
て
こ
ら
れ
た
川
崎

市
文
化
財
団
の
皆
様
の
ご
尽
力
、衷
心
よ
り
有

難
く
存
じ
ま
す
。

　
文
化
を
継
承
し
、次
代
に
繋
げ
て
い
く
た
め

に
は
、多
く
の
時
間
と
皆
様
の
お
力
が
必
要
で

す
。「
継
続
は
力
な
り
」、こ
の
川
崎
能
楽
堂
と
川

崎
市
定
期
能
が
い
つ
ま
で
も
川
崎
市
民
に
愛
さ

れ
、日
本
文
化
の
普
及
・
啓
蒙
の
拠
点
と
し
て
、着

実
な
歩
み
を
続
け
ら
れ
る
こ
と
を
祈
念
し
て
、

心
か
ら
の
お
祝
い
を
申
し
上
げ
ま
す
。

四
世 

山
本 

東
次
郎

大
蔵
流
狂
言
方
　
人
間
国
宝

の
面
白
さ
を
周
囲
に
伝
え
、能
の
鑑
賞
者
が
増

え
て
い
く
こ
と
も
大
事
な
こ
と
で
す
。そ
し
て
少

し
大
げ
さ
で
す
が
、子
ど
も
た
ち
に
と
っ
て
、「
能
」

を
学
ぶ
こ
と
が
日
本
と
い
う
国
の
真
の
理
解
に

つ
な
が
り
、国
際
人
と
し
て
自
分
の
言
葉
で
日

本
を
語
れ
る
人
に
な
っ
て
く
れ
た
ら
と
願
っ
て
い

ま
す
。

　
こ
れ
か
ら
も
こ
の「
川
崎
市
定
期
能
」と
い
う

催
し
が
長
く
続
く
こ
と
を
願
う
と
と
も
に
、私

も
微
力
な
が
ら
出
来
る
限
り
の
助
力
を
惜
し

ま
ず
、「
能
」を
発
信
し
て
い
く
川
崎
市
文
化
財

団
の
お
手
伝
い
を
し
て
い
き
た
い
と
思
っ
て
お
り

ま
す
。

　
こ
の
度
は
、百
回
記
念
誠
に
お
め
で
と
う
ご
ざ

い
ま
す
。

第
百
回
川
崎
市
定
期
能
記
念
公
演
に
寄
せ
て

　
二
十
七
年
の
長
き
に
わ
た
り
、継
続
し
て
こ

ら
れ
た
貴
川
崎
市
定
期
能
が
、百
回
目
の
記
念

公
演
を
催
さ
れ
ま
す
事
、お
祝
い
申
し
上
げ
ま

す
と
共
に
、こ
れ
ま
で
の
ご
功
労
に
対
し
、畏
敬

の
念
を
禁
じ
得
ま
せ
ん
。私
が
初
め
て
貴
舞
台

で
勤
め
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
時
の
印
象
は
鮮
烈

で
、舞
台
と
見
所
と
の
感
覚
が
想
定
外
に
近
か
っ

た
こ
と
、能
を
勤
め
る
と
き
、我
々
シ
テ
方
が
一

番
頼
り
と
す
る
シ
テ
柱
等
の
丈
が
低
く
、面
の

内
か
ら
柱
を
確
認
し
難
く
、自
分
の
位
置
、方
向

が
掴
め
ず
、思
い
切
っ
て
勤
め
る
こ
と
が
出
来
ま

せ
ん
で
し
た
が
、数
年
前
に
柱
丈
を
改
善
し
て

く
だ
さ
り
以
後
、演
り
易
く
な
り
ま
し
た
事
、

有
難
く
思
っ
て
い
ま
す
。

　
見
所
の
目
が
近
い
と
い
う
こ
と
は
、心
身
の
僅

か
な
乱
れ
や
隙
、更
に
は
自
分
の
心
の
内
ま
で

も
が
見
透
か
さ
れ
て
い
る
様
で
、常
と
は
違
っ
た

緊
張
感
で
以
っ
て
、舞
台
を
勤
め
さ
せ
て
い
た
だ

い
て
お
り
ま
す
。

　
然
し
乍
ら
見
所
側
か
ら
は「
あ
れ
程
の
近
距

離
か
ら
見
る
と
、演
者
達
の
息
づ
か
い
、気
迫
の

あ
り
方
迄
も
が
肌
で
感
じ
ら
れ
る
の
で
、川
崎

能
が
楽
し
み
」と
い
う
声
を
多
く
耳
に
い
た
し
ま

す
。

　
自
分
自
身
そ
う
し
た
厳
し
い
目
に
見
透
か
さ

れ
る
こ
と
の
無
き
様
、真
摯
な
気
持
ち
の
舞
台

を
今
後
も
勤
め
さ
せ
て
い
た
だ
け
れ
ば
と
願
っ

て
い
ま
す
。

　
貴
川
崎
市
文
化
財
団
の「
芸
術
文
化
の
発
展

振
興
」と
い
う
事
業
目
的
の
も
と
、今
後
の
更
な

る
ご
発
展
を
祈
念
致
し
、お
祝
い
の
詞
と
さ
せ
て

い
た
だ
き
ま
す
。

　
川
崎
市
定
期
能
が
第
一
〇
〇
回
を
迎
え
ら
れ

る
に
あ
た
り
、お
祝
い
を
申
し
述
べ
ま
す
。

　
先
ず
は
、誠
に
お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。川

崎
能
楽
堂
は
小
規
模
で
は
あ
り
ま
す
が
、他
の

公
共
の
能
楽
堂
に
は
な
い
熱
い
情
熱
あ
ふ
れ
る

ス
タ
ッ
フ
の
企
画
と
運
営
で
、内
容
の
濃
い
舞
台

を
上
演
し
、幅
広
い
能
楽
フ
ァ
ン
に
支
持
を
得
ら

れ
て
い
ま
す
。私
共
と
す
れ
ば
、関
係
の
皆
様
方

香
川 

靖
嗣

喜
多
流
シ
テ
方

　
川
崎
市
文
化
財
団
主
催
に
よ
る
能
楽
の
定

期
公
演
を
二
十
七
年
間
休
む
こ
と
な
く
続
け

て
こ
ら
れ
た
こ
と
、そ
し
て
今
年（
平
成
二
十
五

年
）百
回
を
迎
え
ら
れ
た
こ
と
に
、一
能
楽
師
と

し
て
心
よ
り
お
祝
い
と
感
謝
を
申
し
上
げ
た
く

思
い
ま
す
。

　
地
方
公
共
団
体
が
か
く
も
長
き
に
わ
た
り
、

年
三
〜
四
回
の
能
楽
公
演
を
定
期
的
に
催
し
、

継
続
し
て
い
く
こ
と
は
並
大
抵
の
こ
と
で
は
あ

り
ま
せ
ん
。川
崎
市
全
体
の
、そ
し
て
運
営
を
任

さ
れ
て
い
る
川
崎
市
文
化
財
団
の
歴
代
の
方
々

の
多
大
な
る
ご
努
力
の
賜
物
と
思
っ
て
お
り
ま

す
。

　
今
、日
本
の
伝
統
文
化
が
見
直
さ
れ
て
い
ま

す
。室
町
時
代
に
生
ま
れ
た「
能
」か
ら
今
の
日
本

人
が
学
ぶ
こ
と
は
沢
山
あ
る
と
思
い
ま
す
。

　
平
成
三
年
か
ら
、川
崎
能
楽
堂
で「
夏
休
み
能

楽
体
験
・
鑑
賞
教
室
」を
毎
年
開
催
さ
せ
て
い
た

だ
い
て
い
ま
す
。そ
の
中
で
、川
崎
市
内
・
市
外
の

子
ど
も
た
ち
が
世
界
に
誇
れ
る
日
本
の
古
典
演

劇
で
あ
る「
能
」を
子
ど
も
の
内
か
ら
親
し
み
、触

れ
て
、知
っ
て
い
く
と
い
う
機
会
を
提
供
し
て
く

だ
さ
っ
て
い
る
こ
と
に
も
深
く
感
謝
申
し
上
げ

た
く
存
じ
ま
す
。

　
ま
た
、開
館
当
時
か
ら
開
設
さ
れ
て
い
る「
能

楽
教
室
」も
能
の
謡
や
仕
舞
を
趣
味
・
教
養
と
し

て
楽
し
む
だ
け
で
な
く
、大
き
な
声
を
出
し
た

り
、身
体
を
動
か
す
こ
と
に
よ
っ
て
、健
康
に
も

大
い
に
役
立
つ
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。更
に
子
ど
も

た
ち
も
含
め
、「
能
」の
愛
好
者
の
方
た
ち
が「
能
」

鵜
澤 

　
久

観
世
流
シ
テ
方
・
川
崎
市
文
化
大
使

九
世 

観
世 

銕
之
丞

観
世
流
シ
テ
方
　
銕
之
丞
家
当
主

の
ご
努
力
に
感
謝
を
申
し
上
げ
る
次
第
で
す
。

ま
た
、能
楽
堂
の
環
境
も
ユ
ニ
ー
ク
で
、市
民
の

生
活
の
中
に
能
楽
堂
が
ぽ
ん
と
あ
る
感
じ
で
、

日
常
的
な
生
活
の
場
の
真
ん
中
に
全
く
日
常
生

活
と
は
異
な
る
能
狂
言
の
世
界
が
一
歩
建
物
の

中
に
踏
み
込
め
ば
存
在
す
る
と
い
う
の
も
と
て

も
魅
力
的
な
こ
と
で
す
。か
つ
て
在
っ
た
私
た
ち

の
曽
祖
父
や
祖
父
等
が
建
て
た
東
京
の
下
町
の

能
楽
堂
を
彷
彿
と
さ
せ
て
、何
か
と
て
も
懐
か

し
い
気
持
ち
に
な
り
ま
す
。そ
し
て
子
供
達
に
能

狂
言
を
普
及
さ
せ
る
と
い
う
お
仕
事
は
、ま
さ

に
こ
の
能
楽
堂
の
場
が
最
適
で
す
。子
供
達
に

と
っ
て
、人
生
体
験
の
場
で
あ
り
、遊
び
の
場
で

あ
り
、友
達
交
流
の
場
で
あ
り
、勉
強
の
場
で
も

あ
り
ま
す
。ど
ん
な
こ
と
を
し
て
も
こ
の
よ
う
な

お
仕
事
は
運
営
が
大
変
だ
と
思
い
ま
す
。で
も

ど
う
に
か
し
て
、こ
の
ユ
ニ
ー
ク
で
実
の
あ
る
企

画
を
続
け
て
い
っ
て
い
た
だ
け
た
な
ら
ば
と
、私

共
に
と
っ
て
は
大
変
有
難
く
、継
続
を
願
っ
て
お

り
ま
す
。

　
ま
だ
ま
だ
第
二
百
回
、第
三
百
回
と
続
い
て

い
か
れ
る
こ
と
を
お
祈
り
申
し
上
げ
ま
す
。

平
成
の
伝
統
の
一
里
塚

　
能
の
伝
統
と
申
し
ま
す
か
、作
品
の
継
承
と

申
し
ま
す
か
、す
べ
か
ら
く
伝
統
と
申
し
ま
す

と
、ま
ず
演
ず
る
者
の
技
芸
の
継
承
研
磨
と
そ

の
両
輪
と
し
て
の
観
客
、そ
の
両
者
を
プ
ロ
モ
ー

ト
す
る
体
制
が
必
要
と
な
り
ま
す
。そ
の
三
者
一

観
世 

恭
秀

観
世
流
シ
テ
方
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Interview

川
崎
能
楽
堂
で
1
9
8
7
年
か
ら
始
ま
っ
た
川
崎
定
期
能
が
、12
月
14
日（
土
）

に
記
念
す
べ
き
第
100
回
を
迎
え
ま
す
。第
二
部
に
出
演
さ
れ
る
梅
若
玄
祥

さ
ん
に「
謡
」の
心
得
、川
崎
市
定
期
能
へ
の
思
い
な
ど
を
語
っ
て
い
た
だ

き
ま
し
た
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

7
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インタビュー

梅若 玄祥さん

Interview

あ
り
ま
す
が
、そ
れ
ば
か
り
を
押
し
付
け
て

は
い
け
ま
せ
ん
。例
え
ば
、役
者
の
演
技
を
見

て
、感
じ
て
、ど
う
い
う
風
に
謡
う
か
と
い
う
こ

と
が
大
切
に
な
り
ま
す
。そ
れ
と
、地
謡
は
一

人
で
は
な
く
六
人
や
八
人
で
謡
い
ま
す
か

ら
、そ
の
人
た
ち
全
員
を
謡
わ
せ
る
こ
と
が

重
要
な
の
で
す
。父
か
ら
は「
自
分
勝
手
に
謡

を
謡
わ
な
い
よ
う
に
」と
よ
く
言
わ
れ
、今
も

そ
れ
を
心
が
け
て
い
ま
す
。

　
い
ず
れ
に
せ
よ
、能
の
根
底
に
謡
が
あ
る
わ

け
で
す
か
ら
、そ
れ
ぞ
れ
の
曲
目
を
地
謡
や

囃
子
方
が
理
解
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

の
で
す
。

　
川
崎
能
楽
堂
は
非
常
に
狭
い
空
間
で
す
。

私
た
ち
演
者
は
狭
い
空
間
が
一
番
怖
い
ん
で

す
よ
。観
客
の
視
線
が
近
い
の
で
、私
も
初
め

て
川
崎
能
楽
堂
の
舞
台
に
立
っ
た
時
は
、

ふ
だ
ん
と
は
違
う
緊
張
感
が
あ
り
ま
し
た
。

　
能
は
シ
テ
が
中
心
に
な
っ
て
演
じ
ま
す
が
、

私
は
父
と
祖
父
か
ら「
シ
テ
を
演
じ
さ
せ
る

の
は
地
謡
だ
」と
教
え
ら
れ
ま
し
た
。「
能
は

謡
の
台
本
か
ら
で
き
て
い
る
の
だ
か
ら
謡
を

基
本
に
考
え
な
さ
い
」「
謡
の
意
味
を
十
分
に

表
現
で
き
る
力
を
持
ち
な
さ
い
」と
い
う
こ
と

で
す
。

　
確
か
に
、演
じ
る
こ
と
は
稽
古
の
積
み
重

ね
で
で
き
る
け
れ
ど
も
、謡
は
稽
古
だ
け
で

は
で
き
な
い
と
こ
ろ
が
あ
る
の
で
す
。そ
の
た

め
に
は
、ふ
だ
ん
か
ら
考
え
る
習
慣
を
身
に
つ

け
、感
性
を
養
っ
て
い
く
こ
と
が
大
事
に
な
り

ま
す
。

　
私
に
は“

玄
祥
の
謡
い
方”

と
い
う
も
の
が

隅
か
ら
隅
ま
で
見
ら
れ
て
し
ま
い
、役
者
の
粗

が
目
立
っ
て
し
ま
い
ま
す
か
ら
ね
。

　
そ
う
で
す
ね
。橋
掛
か
り
は
ち
ょ
っ
と
短
い

で
す
け
れ
ど
も
舞
台
は
き
ち
ん
と
し
た
大
き

さ
が
あ
り
ま
す
し
、面
は
も
ち
ろ
ん
、装
束
の

美
し
さ
や
演
者
の
息
づ
か
い
ま
で
伝
わ
り
ま

す
か
ら
ね
。

　
も
と
も
と
能
は
、屋
外
で
演
じ
ら
れ
て
い

ま
し
た
。今
よ
り
も
も
っ
と
大
雑
把
に
演
じ

ら
れ
て
い
た
と
思
い
ま
す
。そ
れ
が
明
治
以

降
に
だ
ん
だ
ん
と
今
の
能
楽
堂
の
ス
タ
イ
ル

に
な
っ
て
、見
所
の
数
が
300
〜
700
に
な
り
ま
し

た
。
1000
席
を
超
す
と
能
面
の
表
情
は
見
え
ま

せ
ん
か
ら
、う
ち
の
梅
若
能
楽
学
院
会
館
の

舞
台
も
300
ち
ょ
っ
と
し
か
あ
り
ま
せ
ん
。私
の

父
親
が
能
面
の
表
情
が
見
え
な
い
の
は
嫌
だ

と
い
う
こ
と
で
、わ
ざ
わ
ざ
狭
く
し
た
ん
で
す

ね
。そ
れ
と
同
じ
で
川
崎
の
舞
台
は
手
の
上

げ
下
ろ
し
か
ら
面
の
表
情
な
ど
も
す
ご
く
良

く
は
っ
き
り
分
か
る
。気
の
抜
け
な
い
空
間
で

演
じ
る
こ
と
は
演
者
に
と
っ
て
必
要
で
す
し
、

お
客
様
に
と
っ
て
は
密
な
空
間
で
見
て
い
た

だ
け
る
の
で
、そ
れ
は
私
ど
も
に
と
っ
て
も
嬉

し
い
こ
と
な
の
で
す
。

　
ま
ず
は
第
100
回
お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

私
は「
石
橋 

大
獅
子
」に
出
演
す
る
わ
け
で

す
が
、石
橋
は
非
常
に
お
め
で
た
い
演
目
の

ひ
と
つ
で
あ
り
、能
の
持
つ
力
強
さ
の
中
で
は

最
高
の
も
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。文
殊
菩
薩
の

お
使
い
で
架
空
動
物
で
あ
る
獅
子
が
登
場

し
ま
す
が
、前
場
で
は
、苔
む
し
た
細
い
橋

（
石
橋
）を
修
行
者（
寂
昭
法
師
）が
渡
ろ
う

と
す
る
と
、そ
れ
を
止
め
ら
れ
ま
す
。生
半
可

な
修
行
で
は
渡
れ
な
い
と
。つ
ま
り
人
生
に

例
え
て
い
る
の
で
す
ね
。人
生
と
い
う
の
は
山

あ
り
、谷
あ
り
で
、そ
ん
な
簡
単
な
考
え
で

は
渡
れ
な
い
と
。

　
そ
れ
と
日
本
人
が
中
国
の
話
を
描
く
と
い

う
の
が
面
白
い
で
す
ね
。意
外
と
能
に
は
多
い

の
で
す
が
、そ
の
当
時
の
日
本
人
が
持
っ
て
い

た
中
国
に
対
す
る
イ
メ
ー
ジ
は
す
ご
く
壮
大

で
神
秘
的
だ
っ
た
と
想
像
で
き
ま
す
。も
ち

ろ
ん
、見
ど
こ
ろ
は
後
場
の
獅
子
の
舞
い
で
は

あ
り
ま
す
が
、前
半
の
お
話
は
、ご
自
分
の
人

生
と
照
ら
し
合
わ
せ
て
見
て
い
た
だ
く
と
結

構
面
白
い
ん
で
す
よ
。能
と
い
う
の
は
ス
ト
ー

リ
ー
的
に
は
決
し
て
複
雑
で
は
な
く
、非
常

に
単
純
に
で
き
て
い
る
。そ
し
て
そ
の
単
純
な

中
に
様
々
な
方
の
、色
々
な
思
い
を
重
ね
ら

れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
ん
で
す
。例
え
ば
恋

愛
も
の
な
ど
で
は
、「
あ
ぁ
若
い
時
に
こ
ん
な

恋
愛
を
し
た
な
あ
」と
か
、若
い
方
は「
今
後

こ
う
あ
り
た
い
な
あ
」と
思
っ
て
見
て
い
た
だ

け
る
の
で
す
ね
。

　
後
進
の
指
導
は
言
わ
ず
も
が
な
で
す
が
、

今
は
、私
を
含
め
て
団
塊
の
世
代
が
勢
い
を

持
た
な
く
て
は
い
け
な
い
時
代
だ
と
思
う
ん

で
す
よ
。そ
こ
で
、能
の
持
つ
良
さ
と
か
力
と

か
、あ
り
っ
た
け
の
も
の
を
出
し
て
い
き
、そ

れ
を
若
い
人
た
ち
に
見
て
ほ
し
い
し
、私
と

同
じ
世
代
の
人
に
も
見
て
ほ
し
い
と
思
っ
て

い
ま
す
。

　
と
い
う
の
は
、私
た
ち
団
塊
の
世
代
は
、こ

れ
ま
で
新
し
い
も
の
は
切
り
開
い
て
き
た
の

で
し
ょ
う
が
、最
近
は
ち
ょ
っ
と
視
野
が
狭
く

な
っ
て
い
る
と
思
う
の
で
す
ね
。私
も
そ
の
点

は
反
省
し
て
い
る
ん
で
す
が
、も
っ
と
横
を
見

て
ほ
し
い
と
い
う
か
、脇
を
み
て
ほ
し
い
。日
本

に
は
能
を
は
じ
め
、素
晴
ら
し
い
古
典
芸
術

が
た
く
さ
ん
あ
る
こ
と
を
も
っ
と
知
っ
て
ほ

し
い
の
で
す
。最
近
、友
人
に
謡
を
勧
め
て
み

た
ら「
や
っ
て
み
て
良
か
っ
た
。今
ま
で
自
分

が
知
っ
て
い
た
世
界
と
は
違
う
世
界
が
拓
け

た
」と
言
わ
れ
ま
し
た
。で
す
か
ら
私
の
同
世

代
や
五
十
代
以
降
の
方
に
、も
っ
と
も
っ
と
能

を
見
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

　
同
じ
土
俵
に
上
が
っ
て
し
ま
え
ば
上
も
下

も
な
い
世
界
│
│
そ
れ
が
芸
術
だ
と
思
い
ま

す
。つ
ま
り
舞
台
は
、先
輩
後
輩
、師
弟
が
遠

慮
な
く
戦
え
る
場
所
な
ん
で
す
。で
す
か
ら

最
近
、若
い
人
た
ち
か
ら「
僕
ら
の
能
を
謡
っ

て
い
た
だ
け
ま
す
か
」と
い
う
依
頼
が
あ
る

と
、「
も
ち
ろ
ん
出
ま
す
よ
」と
答
え
ま
す
。

そ
の
真
意
は
、私
が
挑
戦
を
受
け
る
の
で
は

な
く
私
が
挑
戦
を
挑
む
こ
と
な
の
で
す
。

そ
の
結
果
が
ど
う
で
あ
れ
、そ
れ
を
相
手
が

ど
う
感
じ
る
か
が
大
事
で
す
。も
し
仮
に
私

が
負
け
て
も
、す
ご
く
嬉
し
い
こ
と
じ
ゃ
な
い

で
す
か
。

　
そ
う
で
す
ね
。そ
う
い
う
切
磋
琢
磨
の
場

を
若
い
人
た
ち
に
提
供
し
て
い
き
た
い
で
す

ね
。そ
れ
が
私
の
こ
れ
か
ら
の
一
番
の
仕
事
か

も
し
れ
ま
せ
ん
。

●
玄
祥
先
生
が
地
頭
を
勤
め
る
と
謡

が
引
き
締
ま
り
、素
晴
ら
し
く
な
る

と
評
判
で
す
。

●
玄
祥
先
生
は
、川
崎
市
定
期
能
に
も

23
年
前
か
ら
ご
出
演
い
た
だ
い
て
い

ま
す
。

●
川
崎
能
楽
堂
は
148
席
で
す
か
ら
、お

客
様
に
と
っ
て
は
贅
沢
な
空
間
で

す
ね
。

●
そ
し
て
こ
の
度
、第
100
回
川
崎
市
定

期
能
に
ご
出
演
い
た
だ
く
こ
と
に

な
り
ま
し
た
。

●
今
後
の
活
動
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
に

　
お
考
え
で
す
か
？

●
若
い
世
代
に
つ
い
て
は
い
か
が
で

　
す
か
。

●
若
手
の
演
者
は
、そ
う
い
う
環
境
が

あ
る
こ
と
で
芸
が
磨
か
れ
ま
す
ね
。

●
舞
台
の
上
で
は
ど
う
い
う
こ
と
を

心
が
け
て
い
ま
す
か
？
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狂
言 「
舟
渡
聟
」

　
聟（
ア
ド
）は
舅
の
屋
敷
へ
聟
入
り
の
挨
拶
に
向
か
う
た
め
、渡
し
船
に

乗
る
こ
と
に
し
ま
し
た
。す
る
と
髭
面
の
船
頭（
シ
テ
）が
聟
の
持
っ
て
い

る
酒
樽
に
目
を
付
け
、一
口
欲
し
い
と
迫
り
ま
す
。進
物
用
だ
か
ら
と
聟
が

断
る
と
、船
頭
は
舟
を
漕
ぐ
の
を
や
め
て
し
ま
い
ま
す
。根
負
け
し
た
聟
は

仕
方
な
く
酒
を
飲
ま
せ
ま
す
が
、酒
は
あ
ら
か
た
飲
ま
れ
て
し
ま
い
ま
し

た
。ほ
と
ん
ど
空
に
な
っ
た
酒
樽
を
持
っ
て
舅
の
家
を
訪
ね
た
聟
で
す
が
、

さ
て
、そ
こ
に
現
れ
た
舅
と
は…

。

能 

　「
石
　橋
」  

大
獅
子

　
大
江
定
基
は
出
家
し
て
寂
昭
法
師
と
号
し
、中
国
、印
度
の
仏
教
関
係
の

遺
跡
を
巡
礼
し
、清
涼
山
へ
や
っ
て
き
ま
す
。そ
し
て
、石
橋
を
渡
ろ
う
と

す
る
と
一
人
の
童
子
が
現
れ
、こ
の
石
橋
は
人
間
が
容
易
に
渡
れ
る
も
の

で
は
な
い
と
戒
め
、石
橋
の
い
わ
れ
な
ど
を
語
っ
た
後
、橋
の
向
こ
う
は
文

珠
の
浄
土
で
あ
る
か
ら
、こ
こ
で
待
て
ば
や
が
て
菩
薩
の
来
現
が
あ
る
だ

ろ
う
と
告
げ
て
姿
を
消
し
ま
す
。〈
中
入
〉

　
文
珠
の
使
獣
で
あ
る
獅
子（
後
シ
テ
）が
石
橋
の
上
に
現
れ
、牡
丹
の
花

の
間
を
勇
壮
に
舞
い
戯
れ
、千
秋
万
歳
を
祝
い
舞
い
納
め
ま
す
。

　

※

小
書

　「
大
獅
子
」は
、白
赤
二
頭
の
獅
子
に
よ
り

　
　
　
　
　一
層
豪
快
・
壮
麗
な
舞
と
な
り
ま
す
。

狂
言 「
二
人
袴
」

　
聟
入
り
の
日
、恥
ず
か
し
が
っ
て
中
々
出
か
け
よ
う
と
し
な
い
聟（
ア
ド
）を
み
た
父
親

（
シ
テ
）は
、仕
方
な
く
途
中
ま
で
付
き
添
う
こ
と
に
し
ま
し
た
。舅（
ア
ド
）の
屋
敷
の
門

前
で
、父
は
聟
に
長
袴
を
穿
か
せ
て
送
り
出
そ
う
と
し
た
と
こ
ろ
、太
郎
冠
者（
ア
ド
）に

見
つ
か
っ
て
し
ま
い
、父
も
座
敷
に
招
か
れ
て
し
ま
い
ま
し
た
。袴
が
一
つ
し
か
な
い
二

人
が
と
っ
た
行
動
と
は…

。

能 

　「 

猩
々
乱 

」  

双
之
舞

　

　
中
国
の
金
山
の
麓
に
住
む
高
風（
ワ
キ
）は
、大
そ
う
親
孝
行
と
評
判
で
、夢
の
お
告
げ

に
従
っ
て
揚
子
の
市
で
酒
を
売
る
と
次
第
に
富
貴
の
身
と
な
り
ま
し
た
。

　
市
の
立
つ
ご
と
に
高
風
の
店
へ
来
て
酒
を
飲
む
者
が
い
ま
す
。そ
の
男
は
い
く
ら
飲
ん

で
も
顔
色
が
一
向
に
変
わ
ら
な
い
の
で
、あ
る
日
そ
の
名
を
尋
ね
る
と
、海
中
に
住
む

猩
々
だ
と
あ
か
し
て
帰
っ
て
行
き
ま
し
た
。そ
こ
で
高
風
は
、あ
る
月
の
美
し
い
晩
、今
度

は
潯
陽
の
江
の
ほ
と
り
に
出
、酒
を
壺
に
湛
え
て
猩
々
を
待
つ
こ
と
に
し
ま
す
。

（
能
は
こ
こ
か
ら
始
ま
り
ま
す
）や
が
て
猩
々
が
波
間
か
ら
浮
か
び
出
て
、高
風
と
酒
を
酌

み
交
わ
し
、酒
に
酔
い
舞
を
舞
い
、高
風
の
素
直
な
心
根
を
誉
め
、汲
め
ど
も
尽
き
ぬ
酒
壺

を
与
え
、消
え
て
い
き
ま
す
。

　

※

猩
々
乱
と
な
る
と
特
殊
な
舞
と
な
り
ま
す
。

第
一
部
　
　
午
後
1
時  

開
演
（
午
後
12
時
30
分
開
場
）

　
三
宅
　
右
近

狂

　言

二
人
袴

能

　猩
々
乱

　

       

ワ
キ

角
当
　
行
雄

小
鼓
　

曽
和
　
正
博
　

大
日
方
　
寛

大
鼓
　

安
福
　
光
雄

シ
テ

ツ
レ

地
謡
　 

川
口
　
晃
平
　
　
梅
若
　
紀
彰

坂
口
　
貴
信
　
　
鷹
尾
　
章
弘

河
本
　
　
望
　
　
馬
野
　
正
基

後
見

シ
テ

　
ア
ド  

高
澤
　
祐
介

山
中
　
迓
晶

松
山
　
隆
雄

　
ア
ド

三
宅
　
右
矩

舞
囃
子

高

　砂
　
梅
若
　
玄
祥

　
ア
ド  

三
宅
　
近
成

太
鼓
　

金
春
　
國
和

       

双
之
舞

大
鼓
　

安
福
　
光
雄

小
鼓
　

曽
和
　
正
博
　　

太
鼓
　

金
春
　
國
和

松
山
　
隆
雄

河
本
　
　
望
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Regularly scheduled performance list

100回の歩み〈定期能公演一覧〉

観 世

宝 生

宝 生

観 世

観 世

観 世

宝 生

宝 生

観 世

宝 生

観 世

梅 若

宝 生

観 世

喜 多

銕 仙

宝 生

観 世

喜 多

梅 若

宝 生

観 世

宝 生

梅 若

銕 仙

観 世

銕 仙

喜 多

宝 生

観 世

梅 若

喜 多

宝 生

観 世

銕 仙

梅 若

宝 生

観 世

銕 仙

喜 多

宝 生

観 世

梅 若

喜 多

宝 生

観 世

梅 若

銕 仙

宝 生

羽　衣（高橋　勇）

忠　度（山本順之）

藤　戸（近藤乾之助）

黒　塚（三川淳雄）

杜若 恋之舞（観世清和）

海士 窕（坂井音重、観世元昭）

俊　寛（観世元昭）

千　手（小倉敏克）

花　月（本間英孝）

忠　度（観世元昭）

巴　　（田崎隆三）

鶴　亀（観世元昭）

百　萬（本間英孝）

高　砂（坂井音重）

杜　若（友枝昭世）

羽　衣 和合之舞（鵜澤久）

葛　城（前田晴啓）

田村 替装束（木原康夫、沖宗久）

巻　絹（香川靖嗣）

融 酌之舞（角当行雄）

経　政（本間英孝）

小袖曽我（田邉哲久）

杜　若（本間英孝）

葛城 大和舞（角当行雄）

鉢　木（鵜澤　雅）

経　正（田邉哲久）

阿　漕（鵜澤　雅）

羽　衣（友枝昭世）

班　女（近藤乾之助）

放下僧（田邉哲久）

杜若 恋之舞（梅若六郎）

弱法師（友枝昭世）

清　経（田崎隆三）

巴　　（観世芳宏）

通小町（鵜澤　雅）

自然居士（角当行雄）

井　筒（本間英孝）

橋弁慶（観世恭秀）

天鼓 弄鼓之楽（山本順之）

忠　度（香川靖嗣）

清　経（本間英孝）

花　月（田邉哲久）

頼　政（角当行雄）

夕顔 山之端出（友枝昭世）

東　北（寺井良雄）

高　砂（観世恭秀）

松虫 勧盃之舞（角当行雄）

半　蔀（鵜澤久）

井　筒（内田芳子）

三　輪（観世栄夫）

井　筒（本間英孝）

鉢　木（本間英孝）

百　萬（観世清和）

葵上 空之祈（観世元昭）

安達原 黒頭（藤波重和）

通小町（塚田光太郎）

乱　　（高橋　章）

山姥 白頭（野村四郎）

弱法師（本間英孝）

船弁慶 前後之替（関根祥六）

玉　葛（寺井良雄）

葛　城（関根祥六）

葵　上（香川靖嗣）

藤　戸（観世銕之丞）

羽　衣（本間英孝）

葵上 梓之出（藤波重満）

通小町（友枝昭世）

半　蔀（梅若六郎）

天　鼓（大坪喜美雄）

殺生石（藤波重和、藤波重孝）

阿　漕（三川淳雄）

紅葉狩 替之型（梅若六郎）

安達原（鵜澤久）

小鍛冶（観世恭秀）

楊貴妃（鵜澤久）

花　月（香川靖嗣）

箙　　（本間英孝）

葵上 梓之出（武田志房）

阿　漕（角当行雄）

玉　葛（香川靖嗣）

隅田川（本間英孝）

胡　蝶（田邉哲久）

鉄　輪（鵜澤久）

天鼓 弄鼓之楽（梅若六郎）

藤　戸（水上輝和）

吉野天人（田邉哲久）

巴　　（鵜澤久）

阿　漕（中村邦生）

杜若 沢辺之舞（前田晴啓）

羽衣 和合之舞（観世芳伸）

百　萬（梅若六郎）

葵　上（香川靖嗣）

熊　坂（本間英孝）

小袖曽我（高橋　弘）

殺生石 白頭（梅若六郎）

隅田川（浅見真州）

山　姥（後藤裕子）

昆布売（大蔵基嗣）

清　水（野村万之介）

仏　師（能村英丘）

素袍落（三宅右近）

千　鳥（山本則直）

寝音曲（山本則直）

文山立（山本則俊）

昆布売（野村万作）

文　蔵（山本東次郎）

伯母ヶ酒（山本則俊）

佐渡狐（山本東次郎）

隠　狸（三宅右近）

入間川（山本則直）

空　腕（山本東次郎）

鐘の音（野村武司）

伊文字（山本則直）

鐘の音（山本則直）

文　荷（野村良介）

膏薬煉（山本則直）

蟹山伏（野村武司）

文山立（山本泰太郎）

附　子（山本泰太郎）

栗　焼（野村万作）

千　鳥（山本東次郎）

磁　石（石田幸雄）

成上り（三宅右近）

痩　松（野村万作）

鐘の音（山本則直）

井　杭（三宅右近）

栗　焼（野村万作）

仏　師（野村良介）

柑　子（野村良介）

文相撲（三宅右近）

地蔵舞（山本東次郎）

佐渡狐（野村万之丞）

鐘の音（野村英丘）

寝音曲（小笠原匡）

清　水（野村万蔵）

雷　　（三宅右近）

鱸包丁（山本東次郎）

名取川（山本則直）

仏　師（野村万之丞）

素袍落（三宅右近）

昆布売（山本則直）

魚説法（石田幸雄）

鵺　　（木月孚行）

松　風（観世元昭）

花筐 狂（観世元昭）

羽衣 キリ（観世元昭）

梅　　（観世元昭）

花筐 狂（鵜澤　雅）

羽衣 キリ（田邉竹生）

素謡：竹生島（田邉竹生）
花筐 狂（観世元昭）

清　経（角当行雄）
通小町（佐藤恭司）

松虫 クセ（田邉竹生）

女郎花（山本順之）

田村 キリ（寺井栄） 東北 キリ（田邉竹生）

井筒（山崎英太郎） 女郎花（松山隆雄）

鶴亀（金森秀祥） 鞍馬天狗（水上輝和）

笠之段（角寛次朗）

松虫 キリ（鵜澤　雅）

雲林院（土田晏土） 女郎花（会田昇）

羽衣 キリ（佐野由於） 女郎花 キリ（中村孝太郎）

難波（武田宗和） 野守（高橋弘）

松　風（友枝昭世）

弓八幡（寺井栄） 敦盛 クセ（田邉竹生）

嵐山（井上和幸） 玉之段（森田宰永）

松風（森田宰永） 敦盛 キリ（梅若靖記）

盆　山（善竹十郎）

寝音曲（大蔵弥太郎）

成上り（野村万之介）

寝音曲（能村英丘）

墨　塗（三宅右近）

悪　坊（山本東次郎）

地蔵舞（山本則直）

清　水（山本則俊）

鐘の音（野村万作）

蝸　牛（山本則俊）

胸　突（山本則俊）

茫々頭（山本東次郎）

因幡堂（山本則直）

瓜盗人（三宅右近）

富士松（山本則直）

布施無経（山本東次郎）

樋の酒（野村万作）

文　蔵（山本則直）

附　子（山本則直）

鐘の音（野村万之丞）

柿山伏（山本則直）

鐘の音（野村万之介）

末　広（山本則直）

清　水（山本泰太郎）

呼　声（山本則直）

萩大名（野村万之介）

棒　縛（山本東次郎）

呂　蓮（野村万作）

佐渡狐（三宅右近）

雁大名（野村万之介）

因幡堂（山本則直）

呂　蓮（三宅右近）

伯母ケ酒（野村萬斎）

舟ふな（野村良介）

魚説法（野村良介）

磁　石（三宅右近）

八句連歌（山本東次郎）

昆布売（野村史高）

呼　声（野村万之丞）

富士松（野村史高）

舟ふな（野村万蔵）

井　杭（三宅右近）

千　鳥（山本則俊）

寝音曲（山本則直）

謀生種（野村万之丞）

文　荷（三宅右近）

伊文字（山本則俊）

柑　子（野村萬斎）

弱法師（観世恭秀）

野　宮（木原康夫）

花月 キリ（武田志房）

羽衣 クセ（坂井音重）

素謡：神歌（観世元昭）

笠の段（鵜澤雅）歌占 キリ（山本順之）

老　松（藤波重和）

素謡：神歌（観世元昭） 雲林院 クセ（木原康夫）
船弁慶 キリ（木原康之）

笠之段（角寛次朗）

嵐山（高橋弘） 巴（観世恭秀）

雲林院 クセ（角当行雄） 山姥 キリ（小山文彦）

国栖（朝倉俊樹） 猩 （々亀井保雄）

笹之段（田邉竹生） 山姥 キリ（寺井栄）

嵐　山（観世暁夫）

井筒（平井俊行） 田村 キリ（梅若靖記）

殺生石（朝倉俊樹） 唐船（前田晴啓）

放下僧 小歌（田邉竹生） 玉之段（寺井栄）

西行桜（鵜澤郁雄）

玉之段（友枝昭世）

兼平（高橋弘） 花筐 狂（観世恭秀）

松風（会田昇） 花月 キリ（角当直隆）

妥女 キリ（梅若晋矢） 鵜之段（角当直隆）

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

８６． ６． ７

８７． ３．２１

８７． ６．１３

８７． ９．１２

８７．１２． ５

８８． ３．１２

８８． ６．１１

８８． ９．１７

８８. 12．10

８９． ３．１１

８９． ６．１０

８９．１２． ２

９０． ２．１０

９０． ６．２３

９０．１２． １

９１． ２． ２

９１． ６．１５

９１． ９．２１

９１．１２． ７

９２． ２． １

９２． ６．１３

９２． ９．１９

９２．１２．１２

９３． ２． ６

９３． ５．２２

９３． ９．１８

９３．１２．１１

９４．  ２．１２

９４． ５．２８

９４．１０． １

９４．１２．１０

９５． ２．１８

９５． ７.  ８

９５． ９.３０

９５．１２. ２

９６． ２.１７

９６．　６.  ８

９６.  ９.１４

９６． １２.  ７

９７.  ３.２９

９７.   ６.  ７

９７.  ９.  ６

９７.  １２.１３

９８. ３.１４

９８.  ６.２０

９８.  ９.  ５

９８. １２. ５

９９.  ３.  ６

９９. ６.１９

９９.  ９.  ４

９９. １２.  ４

＜狂言づくし＞　解説：善竹十郎　仏師（大蔵吉次郎）、小舞：鐘の音（善竹圭五郎）　蝸牛（善竹十郎）

講演 ｢日本文化と能」（ドナルド･キーン） 講演 ｢日本文化と能」（ドナルド･キーン） 

流 派

観 世

春の能

舞台
披き

回 年 月 日
能

舞台披き記念　能「翁」（観世元昭） 船弁慶（前：藤波重和、後：坂井音重）

狂  言 仕  舞  他

第　　1　　部

能 狂  言 仕  舞  他

第　　2　　部

観 世

喜 多

銕 仙

宝 生

観 世

梅 若

喜 多

宝 生

観 世

梅 若

銕 仙

宝 生

観 世

喜 多

銕 仙

宝 生

観 世

梅 若

喜 多

宝 生

観 世

梅 若

銕 仙

宝 生

観 世

銕 仙

喜 多

宝 生

観 世

梅 若

喜 多

宝 生

観 世

梅 若

銕 仙

宝 生

観 世

喜 多

銕 仙

観 世

喜 多

梅 若

観 世

若 手
喜 多

梅 若

銕 仙

喜 多

観 世

銕 仙

喜 多

梅 若

清経 替之型（観世恭秀）

阿  漕（香川靖嗣）

三  輪（観世暁夫）

羽衣 盤渉（本間英孝）

田  村（観世芳伸）

弱法師 盲目之舞（角当行雄）

経　政（友枝昭世）

雲林院（小林与志郎）

放下僧（田邉哲久）

隅田川（角当行雄）

玉　鬘（鵜澤久）

杜若 沢辺之舞（内田芳子）

通小町（観世恭秀）

百　萬（香川靖嗣）

清　経（鵜澤久）

玉　葛（柏山聡子）

敦　盛（田邉哲久）

賀茂 素働（角当行雄）

東岸居士（友枝昭世）

藤　戸（今井泰行）

井筒 物著（観世恭秀）

藤戸（前：梅若六郎･後：角当直隆）

班　女（鵜澤久）

葵　上（寺井良雄）

小袖曽我（岡本房雄･田邉哲久）

胡蝶 物著（鵜澤久）

養　老（友枝昭世）

清　経（田崎隆三）

高　砂（田邉哲久）

羽衣 彩色（角当行雄）

六　浦（友枝昭世）

放下僧（本間英孝）

羽衣 和合之舞（田邉哲久）

三輪 二段神楽 彩色（角当行雄）

能と狂言それぞれの魅力
（三浦裕子、鵜澤久、三宅右近）

巻　絹（大友　順）

藤　戸（観世恭秀）

阿　漕（友枝昭世）

忠　度（鵜澤久）

巴　　（観世恭秀）

通小町（香川靖嗣）

俊　寛（角当行雄）

隅田川（観世恭秀）

半　蔀（友枝雄人）

熊野 読次之伝村雨留（角当行雄）

蝉丸　替之型
（蝉丸：鵜澤久、逆髪：鵜澤光）

班　女（香川靖嗣）

千手　郢曲之舞
（千手：岡本房雄、重衡：田邉哲久）

田村 替装束（鵜澤久）

巴　　（香川靖嗣）

猩々乱　双之舞
（角当行雄、角当直隆）

鉄　輪（坂井音重）

玉   葛（友枝昭世）

鵺 白頭（鵜澤久）

忠   度（水上輝和）

巻   絹（観世恭秀）

二人静（梅若六郎）

杜　若（香川靖嗣）

猩　 （々本間英孝）

野守 黒頭（観世恭秀）

藤　戸（山本順之）

経　政（波吉雅之）

小鍛冶（田邉哲久）

巻  絹（友枝昭世）

鵺　　（東川光夫）

天鼓 弄鼓之舞（観世恭秀）

千手 郢曲之舞（梅若六郎）

鵜　飼（香川靖嗣）

巻絹 総神楽（小林与志郎）

舎　利（田邉哲久）

雲林院（角当行雄）

井　筒（浅井文義）

殺生石（柏山聡子）

百　萬（観世恭秀）

阿　漕（山本順之）

経　政（香川靖嗣）

八　島（本間英孝）

田村 替装束（観世恭秀）

弱法師（香川靖嗣）

葛　城（前田晴啓）

鵺　　（観世恭秀）

通　盛（野村四郎）

猩　 （々本間英孝）

海　士（田邉哲久）

夕　顔（香川靖嗣）

鵺　白頭（野村四郎）

安達原（田邉哲久）

籠太鼓（友枝昭世）

一角仙人（梅若玄祥）

融　　（狩野了一）

春日龍神（観世銕之丞）

鵜　飼（友枝昭世）

葛　城　大和舞（観世恭秀）

弱法師 盲目之舞（山本順之）

黒　塚（友枝昭世）

石橋 大獅子（梅若玄祥、角当直隆）

鐘の音（小笠原匡）

墨   塗（三宅右近）

文相撲（三宅右近）

鎌   腹（山本則俊）

酢   薑（野村祐丞）

宗   八（三宅右近）

仏   師（野村万之介）

八句連歌（山本東次郎）

成上り（野村与十郎）

棒しばり（三宅右近）

水掛聟（山本則俊）

鱸庖丁（山本東次郎）

魚説法（野村与十郎）

布施無経（山本東次郎）

雷　　（三宅右近）

伊文字（山本泰太郎）

昆布売（三宅右近）

伯母ヶ酒（野村与十郎）

鬼　瓦（野村万之介）

樋の酒（山本則孝）

入間川（三宅右近）

呼　声（山本則直）

鎌　腹（山本則俊）

附　子（山本則孝）

鐘の音（野村万之介）

仏　師（野村万蔵）

昆布売（山本則俊）

清　水（山本泰太郎）

寝音曲（三宅右近）

樋の酒（野村万蔵）

墨   塗（三宅近成）

悪　坊（三宅右近）

秀句傘（三宅右近）

膏薬煉（三宅近成）

文山賊（野村万蔵）

福の神（山本則俊）

樋の酒（三宅右近）

鐘の音（野村万蔵）

宗　八（三宅右矩）

柑　子（野村万蔵）

鎌　腹（山本則秀）

太刀奪（三宅右矩）

成上り（三宅近成）

墨　塗（野村万蔵）

文　荷（三宅近成）

因幡堂（高野和憲）

蚊相撲（山本則孝）

舟渡聟（三宅右近） 

梟山伏（野村万禄）

蝸　牛（三宅右近）

狐　塚（三宅右近）

悪　坊（山本則俊）

柑　子（野村与十郎）

腰　祈（三宅右近）

昆布売（野村万之介）

茶　壺（山本東次郎）

梟山伏（野村万之丞）

呂　蓮（三宅右近）

佐渡狐（山本則俊）

柑　子（山本東次郎）

口真似（野村与十郎）

箕　被（山本東次郎）

佐渡狐（野村万作）

清　水（三宅右矩）

磁　石（山本則直）

素袍落（三宅右近）

舟ふな（野村与十郎）

痩　松（石田幸雄）

因幡堂（山本則直）

茶　壺（三宅右近）

清　水（山本則孝）

察　化（山本則秀）

蝸　牛（山本泰太郎）

魚説法（石田幸雄）

舟ふな（野村万蔵）

伯母ヶ酒（山本則直）

文　蔵（山本泰太郎）

佐渡狐（三宅右近）

苞山伏（野村万蔵）

講演「日本と私の半世紀あまり」（ドナルド･キーン）

鈍太郎（三宅右近） 

萩大名（三宅右近） 

数曲一部分（三宅右近） 

講演「日本と私の半世紀あまり」（ドナルド･キーン）

樋の酒（三宅右矩） 

鬼　瓦（野村万蔵） 

昆布売（山本泰太郎） 

悪　坊（三宅右近） 

蟹山伏（野村万蔵） 

福の神（三宅右近） 

苞山伏（野村万蔵） 

名取川（山本則重） 

萩大名（三宅右近） 

舟ふな（三宅右近） 

鐘の音（野村万蔵） 

蚊相撲（三宅右矩） 

 

千　鳥（山本則秀） 

二人袴（三宅右近）
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流 派 回 年 月 日
能 狂  言 仕  舞  他

第　　1　　部

能 狂  言 仕  舞  他

第　　2　　部

事前講座（3月17日）
講師：表きよし、鵜澤久、鵜澤光

事前講座（3月3日）
講師：三浦裕子、鵜澤久

事前講座（12月7日）
講師：角当直隆、松山隆之

清　水（深田博治）
シテ代勤：竹山悠樹

通小町 雨夜之伝
（梅若六郎・角当直隆）

通　盛（会田昇）
水無月祓（小山文彦）

土蜘蛛（田邉哲久）
シテ代勤：寺井榮

講演「日本と私の半世紀あまり」（ドナルド･キーン）

講演「日本と私の半世紀あまり」（ドナルド･キーン）

巴　　（井上和幸）
雲林院 クセ（梅若晋矢）
龍　虎（赤瀬雅則・森田宰永）

玉ノ段（本間英孝）

講演「能狂言について」（西　哲生）

阿　漕（本間英孝）

一調 春日龍神
（梅若六郎・助川治）

賀　茂（井上和幸）
大江山（梅若晋矢）

解説　法政大学能楽研究所
　教授　山中玲子

玉ノ段（本間英孝）

講演「能狂言について」（西　哲生）

阿　漕（本間英孝）

舞囃子　融 舞返（鵜澤久）

松　風（角当行雄）
土蜘蛛（梅若六郎）

高　砂（観世元昭）
屋　島（木月孚行）

舞囃子 高砂（梅若玄祥）

普及公演（於：高津市民館）

船弁慶 前後之替
（前：角当直隆・後：梅若六郎）

蝉丸 替之型
（蝉丸：梅若六郎・逆髪：角当直隆）

天鼓 弄鼓之楽
（前：角当直隆、後：梅若玄祥）
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