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観
能
の
夕
べ 

平
成
二
十
九
年
七
月
十
五
日
（
土
曜
日
）
午
後
六
時
三
十
分
開
演 

演
目
解
説
（
金
沢
大
学
人
間
社
会
研
究
域
教
授 

西
村 

聡
） 

狂
言 

苞
山
伏
（
つ
と
や
ま
ぶ
し
） 

 

苞
は
弁
当
包
み
の
こ
と
で
す
。
持
ち
主
の
山
人
は
こ
れ
を
枕
元
に
置
い
て
山
中
で
昼
寝
を

し
て
い
ま
す
。
朝
の
早
い
仕
事
で
眠
い
の
で
す
。
長
旅
で
く
た
び
れ
た
山
伏
も
近
く
で
横
に

な
り
ま
し
た
。
そ
こ
へ
山
を
越
え
て
使
い
に
行
く
男
が
通
り
か
か
り
、
こ
の
男
も
主
人
に
酷

使
さ
れ
て
面
白
く
な
い
様
子
で
す
。
出
来
心
で
弁
当
に
手
を
つ
け
て
し
ま
い
ま
し
た
。
山
人

が
目
を
覚
ま
し
て
犯
人
の
詮
索
が
始
ま
り
ま
す
が
、
疑
わ
れ
た
山
伏
が
、
狂
言
の
山
伏
に
は

珍
し
く
言
う
こ
と
に
理
が
通
り
、
真
犯
人
を
見
事
に
祈
り
出
し
ま
す
。 

 
 能 

 

東
北
（
と
う
ぼ
く
） 

 

花
の
都
は
梅
の
花
の
盛
り
で
す
。
東
国
方
か
ら
出
た
僧
一
行
（
ワ
キ
・
ワ
キ
ツ
レ
）
が
王

城
東
北
の
と
あ
る
古
寺
で
和
泉
式
部
と
称
す
る
梅
を
眺
め
て
い
ま
す
と
、
一
人
の
女
（
前
シ

テ
）
が
声
を
掛
け
て
現
れ
ま
す
。
寺
は
上
東

し
ょ
う
と
う

門
院
の
旧
跡
で
あ
り
、
梅
の
木
は
和
泉
式
部
が

植う

え
軒の

き

端ば

の
梅
と
名
付
け
た
こ
と
を
教
え
て
、
女
は
僧
に
読
経
を
勧
め
ま
す
。
式
部
の
名
残

は
色
香
を
増
す
花
や
方
丈
の
臥
所

ふ
し 

ど

を
は
じ
め
院
内
の
優
雅
な
た
た
ず
ま
い
に
伝
わ
り
ま
す
。

い
に
し
え
を
偲
ぶ
女
は
自
分
こ
そ
こ
の
花
に
住
む
梅
の
主
と
言
い
、
木こ

隠
れ
ま
す
（
中
入
）
。

所
の
者
（
ア
イ
）
か
ら
東
北
院
の
子
細
や
軒
端
の
梅
の
由
来
を
聞
い
た
僧
は
、
花
の
下
で
終

夜
法
華
経
を
読
誦
し
て
弔
い
ま
す
。
そ
こ
へ
式
部
（
後
シ
テ
）
が
現
れ
、
か
つ
て
関
白
道
長

の
譬ひ

喩
品

ゆ

ぼ

ん

読
経
に
誘
わ
れ
て
火
宅
を
出
た
と
詠
ん
だ
歌
を
思
い
出
し
、
和
歌
の
功
徳
に
よ
っ

て
火
宅
を
逃
れ
歌
舞
の
菩
薩

ぼ 

さ
つ

と
な
っ
た
こ
と
に
感
謝
し
ま
す
。
し
ば
ら
く
霊
地
の
四
季
に
仏

縁
を
観
想
し
、
梅
香
る
春
の
夜
を
舞
う
式
部
は
、
懐
旧
の
涙
を
恥
じ
方
丈
の
室
を
蓮
台
と
し

て
僧
の
夢
か
ら
遠
ざ
か
り
ま
す
。
（
金
沢
大
学
人
間
社
会
研
究
域
教
授 

西
村 

聡
） 

 

装
束
附 

前
シ
テ
（
里
女
） 

 
 

鬘
を
つ
け
、
鬘
帯
を
し
め
、
増
又
は
小
面
の
面
を
か
け
る
。 

後
シ
テ
（
和
泉
式
部
） 

摺
箔
を
着
附
に
着
、
緋
大
口
を
は
き
、
腰
帯
を
し
め
上
に
長
絹

を
着
る
。 

 

終
了
予
定 

午
後
八
時
二
十
分
頃 


