
伝統文化

　
演
者
が
黙
っ
て
、橋
掛
り
を
進
ん
で
き
ま
す
。

本
舞
台
に
入
り
正
面
を
向
き
前
進
、そ
し
て
止

ま
る
と
一
歩
下
が
っ
て
か
ら
、

「
こ
の
あ
た
り
の
も
の
で
ご
ざ
る
」

と
発
声
し
ま
す
。多
く
の
狂
言
が
こ
の
独
特
の

自
己
紹
介
か
ら
始
ま
り
ま
す
。

　
狂
言
は
、橋
掛
り
と
三
間（
約
5
．5
メ
ー
ト

ル
）四
方
の
舞
台
で
繰
り
広
げ
ら
れ
る
、演
者
の

声
と
身
体
だ
け
で
あ
ら
ゆ
る
物
事
を
表
現
す
る

古
典
芸
能
で
す
。能
も
同
じ
舞
台
で
行
わ
れ
ま

す
。狂
言
と
能
は（
舞
台
が
親
と
し
て
）、性
格
が

違
う
兄
弟
み
た
い
な
も
の
で
す
。能
は
謡
と
舞

で
、物
語
に
あ
る
よ
う
な
悲
劇
、恋
愛
に
ま
つ
わ

る
苦
悩
と
い
っ
た
も
の
が
演
じ
ら
れ
ま
す
。狂
言

６月12日（土）、めぐろパーシモンホール小ホールにて万作の会・石田幸雄氏ほか
２名を講師に招き、所作体験と鑑賞を含む、狂言の入門講座が開かれました。

　
鐘
の
音
の
鐘
を
突
く
所
作
と
鐘
の
擬
音
を
体

験
し
ま
し
た
。感
染
予
防
の
た
め
、着
席
の
ま
ま

行
い
ま
し
た
。両
手
を
左
右
に
ふ
り
、「
え
～
い
、

え
～
い
、え
～
い
っ
」と
鐘
を
突
く
動
作
を
し
、鐘

　
岡
聡
史
氏
、内
藤
連
氏
に
よ
り
狂
言「
鐘
の

音
」が
演
じ
ら
れ
ま
し
た
。

「狂言」に親しむ
講師 石田 幸雄氏 重要無形文化財総合指定者

は
、人
間
の
弱
さ
や
欲
を
、日
常
や
バ
カ
バ
カ
し
い

出
来
事
を
題
材
に
、様
式
的
に
演
じ
る
台
詞
劇
で

す
。音
が
欲
し
い
と
き
は
、演
者
が
声
で
擬
音
を

出
し
ま
す
。余
計
な
こ
と
は
一
切
し
な
い
、肝
心
な

表
現
だ
け
を
演
じ
て
み
せ
る
の
が
狂
言
で
す
。

　
ま
た
、演
者
が「
目
黒
を
出
発
し
た
」と
言
っ
て

か
ら
、舞
台
の
上
を
一
回
り
し「
い
や
、何
か
と
い

う
う
ち
に
札
幌
に
着
い
た
」と
言
う
と
、も
う
そ

こ
は
札
幌
な
の
で
す
。そ
し
て
舞
台
を
一
回
り
す

る
と
ま
た
目
黒
に
戻
っ
て
く
る
こ
と
も
で
き
ま

す
。観
客
は
想
像
し
感
じ
取
り
、一
体
感
で
舞
台
を

作
っ
て
い
く
こ
と
が
で
き
ま
す
。慣
れ
れ
ば
慣
れ

る
ほ
ど
癖
に
な
る
、楽
し
く
な
る
の
が
狂
言
で
す
。

の
音
を「
じ
ゃ
～
ん
、も
ん
、も
ん
、も
ん
、も
～
～

ん
」と
声
で
表
現
し
ま
す
。参
加
者
の
皆
さ
ん
は
、

最
初
は
恥
ず
か
し
が
っ
て
い
ま
し
た
が
、だ
ん
だ

ん
と
乗
っ
て
き
て
、良
い
ビ
ブ
ラ
ー
ト
が
か
か
る

よ
う
に
な
り
ま
し
た
。そ
の
後
、「
兎
」を
皆
で
舞

い
ま
し
た
。

　
主
人
は
息
子
の
元
服
に
、黄
金
作
り
の
太
刀

を
差
さ
せ
て
や
ろ
う
と
考
え
、金
の
値
段
を
聞

き
に
太
郎
冠
者
を
鎌
倉
へ
遣
わ
し
ま
す
。と
こ

ろ
が
、「
金
の
値
」を
、寺
の「
鐘
の
音
」と
思
い

込
ん
だ
太
郎
冠
者
。寺
々
を
回
っ
て
帰
宅
す
る

と
、主
人
の
前
で
鐘
の
音
を
説
明
す
る
の
だ
が

…
…
と
い
う
の
が
あ
ら
す
じ
で
す
。

　
寿
福
寺
・
円
覚
寺
・
極
楽
寺
・
建
長
寺
の
寺
々

の
鐘
の
音
を
擬
音
で
説
明
し
た
り
、主
人
の
怒

り
を
解
く
た
め
、鐘
の
音
の
子
細
を
謡
い
舞
っ

た
り
す
る
の
が
見
ど
こ
ろ
の
狂
言
で
す
。演
者

自
身
の
声
で
鐘
の
音
を
表
現
す
る
、狂
言
独
自

の
趣
向
を
ラ
イ
ブ
な
ら
で
は
の
迫
力
と
感
動

で
堪
能
し
ま
し
た
。

太郎冠者（たろうかじゃ）の装束を着ける実演をいただきました。
まるで楽屋に居るようです。

こ
の
辺
り
の

も
の
で
ご
ざ
る

狂
言「
鐘
の
音
」　の

鑑
賞

「
鐘
の
音
」と
狂
言

小
舞「
兎
」を
体
験

装束付けとその構成などを解説いただきました。

鐘の音の上演

岡 聡史 氏が演じる「主」内藤 連 氏が演じる「太郎冠者」 

　
所
作
と
と
も
に
謡
う
の
で
す
が
、そ
こ
に
感

情
を
入
れ
た
、狂
言
の「
心
」を
体
験
し
ま
し
た
。

狂
言
の
深
さ
と
面
白
さ
を
知
る
こ
と
が
で
き
ま

し
た
。

　
今
回
の
講
演
会
最
後
に
笑
い
の
所
作
を
し
ま

し
た
。「
ま
ず
、ま
ず
、ま
ず
、わ
ー
は
っ
、は
っ
、

は
ー
」と
。な
ぜ
だ
か
す
き
っ
と
ほ
の
ぼ
の
と
し

た
気
持
ち
に
な
り
ま
し
た
。今
の
暗
い
世
の
中

に
、明
る
い
日
が
差
し
た
よ
う
な
ひ
と
時
を
過
ご

す
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。石
田
幸
雄
講
師
、万
作

の
会
の
皆
さ
ん
に
改
め
て
お
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

所作体験 客席にて え〜い、え〜い、え〜いっ（鐘を突く動作）

小
舞「
兎（
う
さ
ぎ
）」

あ（
ん
）の
山
か
ら
　
こ（
ん
）の
山
へ

跳
ん
で
き
た
る
は
何
じ
ゃ
る
ろ

頭（
か
し
ら
）に
二
つ
　
ふ
つ
ぷ
つ
と

細
う
て
　
長
う
て

ぴ
ん
と
跳
ね
た
を

ち
ゃ
っ
と
推
し
た

兎
ぢ
ゃ

　
次
回
以
降
も
伝
統
芸
能
・
狂
言
や
舞
台
芸
術

な
ど
で
皆
様
に
喜
ば
れ
る
よ
う
な
企
画
を
し
て

ま
い
り
ま
す
。

※
本
文
の
一
部
に
つ
い
て
、講
演
会
当
日
に
使
用
し
た

石
田
幸
雄
講
師
監
修
の
レ
ジ
ュ
メ
か
ら
引
用
し
て
い

ま
す
。

所作体験 ずか、ずかずかずか（のこぎりで垣根を切る様子）

所作体験 わーはっ、はっ、はー
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