
　

文
政
七
年（
一
八
二
四
）、江
戸
・
市
村
座
に
お
け
る
三
代
目
坂
東
三
津
五
郎
が

舞
踊『
大
山
参
り
』の
鳶
の
者
に
扮
し
、梵
天
を
担
い
で
踊
る
場
面
で
す
。

　

役
者
浮
世
絵
は
ブ
ロ
マ
イ
ド
の
よ
う
な
役
割
を
果
た
し
て
い
ま
し
た
が
、そ

れ
だ
け
で
な
く
、さ
ま
ざ
ま
な
情
報
が
描
か
れ
た
、歴
史
の
記
録
資
料
で
も
あ
り

ま
す
。
浮
世
絵
右
上
に「
三
つ
人
形
の
内
」と
あ
り
、こ
の
時
は『
初
雁
の
傾
城
』

『
大
山
参
り
』『
傀
儡
師
』と
三
変
化
の
舞
踊
だ
っ
た
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
画
面

外
か
ら
伸
び
る
柄
の
先
に
角
形
の
燭
台
が
つ
い
た「
差
出
し
」と
呼
ば
れ
る
照
明

具
が
描
か
れ
て
い
ま
す
が
、こ
れ
は
当
時
、舞
台
で
役
者
の
顔
を
照
ら
す
た
め
に

用
い
ら
れ
た
も
の
で
し
た
。

　

ま
た
、三
代
目
の
後
ろ
に
座
っ
て

い
る
二
代
目
坂
東
三
田
八
は
三
代
目

の
次
男（
一
説
に
三
男
）で
す
。
三
田

八
改
坂
東
三
八
と
あ
る
通
り
、本
舞

台
で
三
代
目
坂
東
三
八
を
襲
名
し
ま

し
た
。
生
年
は
未
詳
で
す
が
、文
政

四
年（
一
八
二
一
）に
二
歳
で
初
舞
台

を
踏
ん
だ
と
の
記
録
が
あ
り
、三
八

襲
名
時
は
五
歳
く
ら
い
で
し
ょ
う

か
。
の
ち
に
十
代
目
森
田
勘
弥
と
な

る
三
八
の
幼
き
日
の
姿
で
す
。

（
根
岸
美
佳
・
角
川
武
蔵
野
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム

学
芸
員
）

＊
八
代
目
家
元
が
国
立
劇
場
へ
寄
贈
し
た

浮
世
絵
は
約
一
七
〇
点
以
上
に
の
ぼ
り
、

そ
の
中
か
ら
主
に
踊
り
に
関
す
る
も
の
を

取
り
上
げ
鑑
賞
し
ま
す
。

「
大
山
」
に
つ
い
て
は
６
〜
７
ペ
ー
ジ
で
も
紹
介
し
て
い
ま
す
。

「
大
山
参
り
」

五
渡
亭
国
貞
画
（
三
代
歌
川
豊
国
）

八
代
目
所
蔵
の

浮
世
絵
鑑
賞

令和3年5月1日号
No.135題字：十代目坂東三津五郎
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テ
レ
ビ
を
つ
け
て
も
新
聞
を
読
ん
で
も
イ
ン
タ
ー

ネ
ッ
ト
を
見
て
も
、ど
こ
も
か
し
こ
も
コ
ロ
ナ
コ
ロ
ナ

の
世
の
中
で
も
う
コ
ロ
ナ
の
話
題
を
見
た
く
な
い
と

い
う
方
も
い
ら
っ
し
ゃ
る
で
あ
ろ
う
事
を
思
う
と
、大

変
心
苦
し
い
思
い
で
お
り
ま
す
が
、私
自
身
に
新
型
コ

ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
大
き
な
影
響
が
降
り
掛
か

る
事
態
と
な
り
、こ
の
お
話
は
皆
さ
ま
に
お
伝
え
せ
ね

ば
な
る
ま
い
と
意
を
決
し
て
筆
を
と
っ
て
お
り
ま
す
。

　

去
る
４
月
、私
が
主
演
を
務
め
さ
せ
て
い
た
だ
く
は

ず
だ
っ
た
梅
田
芸
術
劇
場
主
催
ミ
ュ
ー
ジ
カ
ル『
消
え

ち
ゃ
う
病
と
タ
イ
ム
バ
ン
カ
ー
』が
、関
係
者
に
陽
性

者
が
出
て
し
ま
っ
た
影
響
に
よ
り
、全
公
演
中
止
と
い

う
結
果
と
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。

　

こ
の
作
品
の
稽
古
場
で
は
、当
然
の
事
な
が
ら
最

大
限
の
感
染
対
策
を
講
じ
て
稽
古
に
臨
ん
で
お
り
ま

し
た
。
具
体
的
に
は
、稽
古
場
入
口
で
ま
ず
手
指
の
消

毒
、道
中
つ
け
て
き
た
マ
ス
ク
を
専
用
の
ゴ
ミ
箱
へ
破

棄
し
新
品
の
マ
ス
ク
へ
交
換
、検
温
、屋
内
専
用
の
履

物
に
履
き
替
え
て
消
毒
マ
ッ
ト
を
踏
ん
だ
上
で
入
室
。

稽
古
中
も
マ
ス
ク
を
外
す
事
は
決
し
て
な
く
、一
時
間

お
き
に
搬
入
口
を
含
め
た
全
て
の
ド
ア
を
開
放
し
て

換
気
。
加
え
て
、稽
古
休
み
に
お
い
て
は
ア
プ
リ
を
用

い
て
関
係
者
の
体
温
を
管
理
し
、一
週
間
に
一
度
Ｐ
Ｃ

Ｒ
検
査
を
行
っ
て
お
り
ま
し
た
。
そ
の
検
査
で
陽
性

者
が
発
覚
し
た
の
で
す
。

　

陽
性
者
の
感
染
経
路
に
つ
い
て
は
不
明
で
す
が
、感

染
対
策
を
徹
底
し
て
い
た
か
ら
ク
ラ
ス
タ
ー
に
は
至

ら
ず
に
済
ん
だ
と
い
う
見
方
も
出
来
ま
す
し
、そ
れ
だ

け
の
対
策
を
講
じ
て
も
感
染
す
る
時
は
し
て
し
ま
う

の
だ
と
い
う
見
方
も
で
き
ま
す
。
と
も
あ
れ
、稽
古
は

二
週
間
以
上
ス
ト
ッ
プ
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
り
、や
っ

と
の
事
で
再
開
し
た
稽
古
で
は
よ
り
一
層
徹
底
し
た

対
策
を
求
め
ら
れ
る
事
と
な
り
ま
し
た
。

　

歌
舞
伎
や
踊
り
と
違
い
、初
め
ま
し
て
の
方
ば
か

り
の
環
境
で
、演
者
や
ス
タ
ッ
フ
の
方
と
の
コ
ミ
ュ
ニ

ケ
ー
シ
ョ
ン
も
満
足
に
取
れ
ず
、自
分
が
出
て
い
な
い

場
面
の
稽
古
は
見
る
事
す
ら
難
し
い
。
深
夜
に
及
ぶ

よ
う
な
根
を
詰
め
た
稽
古
を
す
る
事
も
許
さ
れ
な
い
。

コ
ロ
ナ
禍
前
の
環
境
を
思
う
と
、大
変
に
不
自
由
な
稽

古
で
し
た
。

　

新
し
い
作
品
を
生
み
出
す
と
い
う
の
は
、次
か
ら
次

へ
と
現
れ
る
困
難
を
乗
り
越
え
て
い
く
作
業
の
繰
り

返
し
で
す
。
目
標
と
現
状
、理
想
と
現
実
の
折
り
合
い

を
つ
け
て
い
く
作
業
と
も
い
え
ま
す
。
こ
れ
に
は
膨

大
な
時
間
と
労
力
が
必
要
で
す
が
、そ
の
時
間
を
大
幅

に
奪
わ
れ
て
し
ま
っ
た
以
上
、作
品
を
成
立
さ
せ
る
た

め
に
は
こ
れ
ま
で
の
経
験
値
と
起
死
回
生
の
閃
き
に

賭
け
て
一
か
八
か
の
勝
負
に
出
る
ほ
か
あ
り
ま
せ
ん
。

　

し
か
し
な
が
ら
、作
・
演
出
を
務
め
ら
れ
た
長
久
允

さ
ん
は
本
来
は
映
画
監
督
で
あ
り
、舞
台
を
手
が
け
る

の
は
本
作
が
二
作
目
で
し
た
。
ま
た
出
演
者
に
も
、ダ

ン
ス
や
音
楽
な
ど
の
ジ
ャ
ン
ル
で
活
躍
さ
れ
て
は
い

る
も
の
の
舞
台
演
劇
や
演
技
の
経
験
は
ほ
と
ん
ど
な

い
、と
い
う
方
が
大
勢
お
ら
れ
ま
し
た
。
時
間
不
足
を

補
う
だ
け
の
経
験
値
も
足
り
な
い
と
い
う
状
況
で
、わ

ざ
わ
ざ
劇
場
に
い
ら
し
て
下
さ
る
お
客
様
に
お
届
け

し
得
る
も
の
を
完
成
さ
せ
る
に
は
あ
ま
り
に
も
時
間

が
な
い
。
つ
い
に
は
止
む
を
得
ず
全
公
演
中
止
と
相

成
っ
た
次
第
で
す
。

　
「
純
粋
に
稽
古
に
励
み
公
演
を
し
、お
客
様
に
ご
覧

い
た
だ
く
」と
い
う
事
が
こ
ん
な
に
も
難
し
い
世
の
中

に
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
だ
と
い
う
事
を
、身
を
以
て
痛

感
す
る
出
来
事
で
あ
り
ま
し
た
。
楽
し
み
に
し
て
下

さ
っ
て
い
た
皆
さ
ま
に
は
大
変
申
し
訳
な
い
こ
と
と

思
っ
て
お
り
ま
す
。

　

願
わ
く
ば
、か
つ
て
の
よ
う
に
何
の
気
兼
ね
な
く
稽

古
や
公
演
が
出
来
る
世
の
中
に
還
っ
て
ほ
し
い
と
祈

ら
ず
に
は
い
ら
れ
ま
せ
ん
が
、祈
っ
て
ば
か
り
で
は
何

も
変
わ
り
ま
せ
ん
。
コ
ロ
ナ
禍
の
中
で
ど
う
し
た
ら

日
本
舞
踊
を
人
々
の
心
か
ら
消
え
な
い
よ
う
に
し
て

い
け
る
の
か
。
も
っ
と
も
っ
と
盛
り
立
て
て
い
く
に
は

ど
う
し
た
ら
よ
い
の
か
。
皆
さ
ま
の
お
力
、お
知
恵
も

拝
借
し
な
が
ら
、こ
の
時
代
を
共
に
踏
ん
張
っ
て
い
け

た
ら
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。

コ
ロ
ナ
禍
の
時
代
に
感
じ
る
こ
と　
家
元  

坂
東  

巳
之
助

さ
つ

あ
い
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新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症

の
収
束
は
ど
う
な
る
の
で
し
ょ
う

か
。
私
た
ち
も
三
月
か
ら
お
稽
古

が
出
来
な
く
な
り
、
ひ
き
こ
も
り

状
態
で
体
も
気
持
ち
も
何
や
ら

む
な
し
く
落
ち
込
ん
で
お
り
ま
し

た
。
そ
の
よ
う
な
折
、
家
元
さ
ま

が
博
多
座
公
演
に
ご
出
演
と
の

お
知
ら
せ
に
、
公
演
の
日
を
う
き

う
き
と
心
待
ち
に
し
て
お
り
ま
し

た
。
博
多
座
は
コ
ロ
ナ
対
策
で
の

観
客
整
理
は
さ
れ
て
い
ま
し
た
が
、

久
し
ぶ
り
に
華
や
か
な
舞
台
が
拝

見
で
き
る
高
揚
に
包
ま
れ
て
い
ま

し
た
。

　

さ
あ
、
幕
が
開
く
と
エ
ッ
…
…

び
っ
く
り
。
舞
台
の
地じ

方か
た

の
皆
さ

ま
、
コ
ロ
ナ
対
策
で
し
ょ
う
か
。

全
員
黒
い
の﹅

﹅

﹅
れ
ん
マ
ス
ク
で
鎮
座

さ
れ
異
様
な
雰
囲

気
で
し
た
が
、
曲

が
始
ま
る
と
違
和

感
な
く
観
る
こ
と
が

で
き
ま
し
た
。
家
元

さ
ま
の
『
流
星
』
を
拝
見
し
て
い

ま
す
と
、
十
代
目
の
お
姿
と
重
な

り
深
く
胸
に
響
き
、『
茶
壺
』
で

は
お
客
様
の
笑
い
が
マ
ス
ク
か
ら

こ
ぼ
れ
、『
お
祭
り
』
で
は
生
き

生
き
と
獅
子
頭
を
あ
や
つ
り
、
か

ぶ
り
を
取
っ
て
お
顔
を
出
し
て
き

ま
っ
た
時
に
は
、
つ
い
大
向
こ
う

を
か
け
そ
う
に
な
り
マ
ス
ク
を
押

え
ま
し
た
。
お
客
さ
ま
全
員
、
大

き
な
大
き
な
拍
手
で
あ
り
が
と
う

の
エ
ー
ル
を
送
っ
て
い
ま
し
た
。

　
「
や
っ
ぱ
り
歌
舞
伎
は
い
い
な
」

と
、
皆
さ
ま
思
わ
れ
た
と
思
い
ま

す
。
家
元
さ
ま
の
お
元
気
な
素
晴

ら
し
い
舞
台
を
拝
見
し
、
感
動
と

元
気
を
頂
戴
し
ま
し
た
。
あ
り
が

と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

二
０
二
０
年
十
一
月
の

博
多
座
特
別
公
演
を
拝
見
し
て

坂
東
信
知
寿

坂
東
映
司

　

こ
の
度
の
新
春
舞
踊
大
会
に
参
加

す
る
こ
と
を
決
め
た
時
は
、
以
前
か
ら

踊
っ
て
み
た
い
と
思
っ
て
い
た
『
半
田

稲
荷
』
を
迷
わ
ず
選
曲
し
ま
し
た
。

　

ト
キ
メ
キ
頼
り
に
選
曲
し
ま
し
た

が
、
い
ざ
稽
古
を
始
め
て
み
る
と
、
小

道
具
の
扱
い
が
特
に
難
所
。
稽
古
の
た

め
に
区
民
セ
ン
タ
ー
の
天
井
の
高
い
部

屋
を
お
借
り
し
た
の
で
す
が
、
何
度
も

幟の
ぼ
り
ば
た
旗
を
持
っ
て
現
れ
る
私
は
す
っ
か
り

有
名
人
で
す
。
受
付
で
は
毎
回
「
今
日

も
が
ん
ば
っ
て
」「
お
疲
れ
様
」
と
声

を
か
け
て
い
た
だ
き
、
お
掃
除
の
方
は

「
曲
が
流
れ
て
い
る
時
は
掃
除
機
止
め

て
お
い
た
よ
」
と
お
気
遣
い
く
だ
さ
る

な
ど
、
大
変
う
れ
し
か
っ
た
で
す
。
ま

た
、
半
田
と
い
う
苗
字
の
方
に
呼
び
止

め
ら
れ
日
本
舞
踊
を
説
明
す
る
と
い

う
エ
ピ
ソ
ー
ド
も
あ
り
ま
し
た
。
そ
し

て
何
よ
り
、
坂
東
流
で
伝
承
さ
れ
て
い

る
演
目
を
未
熟
な
が
ら
も
深
め
て
い

く
お
稽
古
は
、
大
変
に
魅
力
的
な
時
間

で
し
た
。

　

十
代
目
が
亡
く
な
ら
れ
た
年
の
新
春

舞
踊
大
会
は
強
く
記
憶
に
あ
り
ま
す
。

本
番
の
失
敗
に
肩
を
落
と
し
て
い
る
と

十
代
目
が
自
分
の
事
の
よ
う
に
悔
し

が
っ
て
下
さ
り
、「
そ
う
い
う
事
も
あ

る
」
と
励
ま
し
て
下
さ
い
ま
し
た
。
あ

た
た
か
い
笑
顔
が
忘
れ
ら
れ
ま
せ
ん
。

青
年
部
の
仲
間
と
一
喜
一
憂
し
あ
え
た

の
も
新
春
舞
踊
大
会
で
し
か
味
わ
え
な

い
経
験
で
し
た
。

　

特
別
な
形
で
開
催
さ
れ
た
今
回
の
大

会
で
し
た
が
、
審
査
員
の
先
生
方
の
温

か
さ
が
満
ち
て
い
る
空
間
で
の
演
技
は

貴
重
な
体
験
と
な
り
ま
し
た
。
最
後

ま
で
惜
し
み
な
く
ご
指
導
下
さ
っ
た
三

津
映
師
匠
、
後
見
と
し
て
稽
古
に
つ
き

あ
っ
て
く
れ
た
姉
の
三
太
映
と
の
稽
古

は
常
に
楽
し
い
時
間
で
本
番
の
大
き
な

力
と
な
り
、
奨
励
賞
に
結
び
つ
き
ま
し

た
。
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

新
春
舞
踊
大
会
で

奨
励
賞
を
受
賞
し
て

＊ 映司さんの姉三太映さんは、昨年母三津映さんの前名三太映を二代目として
襲名されました。
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三
嘉
寿
美
師
匠
が
お
亡
く
な
り
に
な
ら
れ
た
後
の
中
国
支
部
委
員
を
お

引
き
受
け
さ
せ
て
い
た
だ
き
、あ
っ
と
い
う
間
の
三
年
間
で
し
た
。
勝
手
が

わ
か
ら
ず
九
州
支
部
の
委
員
の
方
に
ご
指
導
を
い
た
だ
き
な
が
ら
何
と
か

務
め
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
今
後
も
皆
さ
ま
方
の
ご
指
導
・
ご
協
力
を

い
た
だ
き
坂
東
流
の
発
展
の
た
め
、微
力
な
が
ら
お
役
に
立
て
る
よ
う
頑

張
っ
て
ま
い
り
た
い
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。      　
　
　
　
　
　

  

（
三
導
由
）

中
国
支
部  

三
導
由

　

四
国
は
ま
だ
支
部
の
活
動
が
で
き
て
い
ま
せ
ん
が
、新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ

ル
ス
感
染
症
の
状
態
等
を
み
な
が
ら
お
家
元
に
時
間
を
作
っ
て
い
た
だ
い

て
講
習
会
を
開
催
で
き
れ
ば
と
思
っ
て
い
ま
す
。
ま
た
、ゆ
か
た
会
な
ど
も

開
催
で
き
る
よ
う
企
画
し
て
い
き
た
い
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。       （
藍
乃
）

四
国
支
部  

仙
章
・
櫻
子
・
藍
乃

　

九
州
支
部
で
は
、家
元
講
習
会
を
開
催
い
た
し
ま
し
た
。
家
元
さ
ま
の
熱
心

な
ご
指
導
の
も
と
難
技
な『
棒
し
ば
り
』を
習
得
し
、参
加
者
全
員
充
実
し
た
二

日
間
と
な
り
ま
し
た
。
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
収
束
を
願
い
つ
つ
、九

州
支
部
は
こ
れ
か
ら
先
を
見
据
え
、役
員
一
同
力
を
合
わ
せ
前
に
進
み
た
い
と

思
い
ま
す
。                                                                    （
錦
寿
）

九
州
支
部  

三
与
昭
・
信
知
寿
・
錦
寿
・
三
喜
代

　

企
画
の
運
営
に
あ
た
っ
て
は
毎
回
手
探
り
で
、試
行
錯
誤
の
連
続
だ
っ
た
よ
う
な
気
が

し
ま
す
。
そ
れ
で
も
何
と
か
乗
り
切
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
の
は
、理
事
の
先
生
方
の
ご

助
言
や
委
員
の
皆
さ
ま
の
ご
協
力
の
お
陰
で
し
た
。
全
て
が
勉
強
に
な
る
事
ば
か
り
で
、

心
か
ら
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。
こ
れ
を
機
に
今
後
も
一
層
、坂
東
流
の
一
員
と
し
て
精
進

し
て
ま
い
り
た
い
と
思
い
ま
す
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

   　
　
　

   

（
富
三
乃
）

企
画
部  

章
太
郎
・
富
三
乃
・
三
千
優
・
真
三
祥

　

担
当
の
三
年
間
は
、平
成
か
ら
令
和
へ
、そ
し
て
コ
ロ
ナ
禍
と
次
々
と
や
っ
て
く

る
変
化
の
連
続
で
し
た
。
そ
の
中
で
広
報
部
が
変
わ
ら
ず
目
標
と
し
た
の
は
、会
員

へ
の
情
報
提
供
の
充
実
で
す
。
な
ご
や
か
に
、そ
し
て
時
に
は
丁
々
発
止
の
活
発
な

議
論
で
、青
春
再
び
の
楽
し
い
時
間
を
過
ご
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。    （
喜
美
生
）

広
報
部  

三
千
踊
・
喜
美
生
・
千
代
弥
・は
つ
花
・
寿
々
風

三
年
間
お
つ
か
れ
さ
ま
で
し
た
。

各
支
部
旧
役
員
ご
あ
い
さ
つ

　

始
め
の
二
年
間
は
多
く
の
行
事
を
計
画
、実
行
し
坂
東
会
運
営
の
活
性
化
を

図
り
ま
し
た
。
こ
の
コ
ロ
ナ
禍
で
は
、全
て
の
行
事
を
中
止
、ま
た
は
延
期
す

る
重
要
か
つ
迅
速
な
決
断
を
迫
ら
れ
ま
し
た
が
、家
元
の
お
人
柄
や
見
識
に
触

れ
、ま
た
、生
涯
の
良
き
仲
間
を
得
た
貴
重
な
三
年
間
で
し
た
。　
　
　

 

（
扇
菊
）

理
事  

扇
菊
・
利
太
郎
・
三
裕
起
・
友
女
香
寿
・
若
梢
・
蝶
・
京
弘
女



5

No.135　令和3年5月1日 　

振
り
返
っ
て
み
ま
す
と「
後
見
の
お
話
し
」「
ゆ
か
た
会
」「
家
元
講
習
会
」な
ど
、皆
さ
ま
の
ご
協
力
の
お

か
げ
で
無
事
終
え
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
今
年
も
コ
ロ
ナ
禍
で
大
変
な
こ
と
が
続
い
て
い
ま
す
が
、安

心
・
安
全
に
心
を
配
り
、西
日
本
チ
ャ
リ
テ
ィ
ー
舞
踊
会
開
催
を
第
一
に
考
え
、他
、企
画
会
な
ど
が
で
き
る

こ
と
を
願
っ
て
い
ま
す
。

　

微
力
な
が
ら
地
方
よ
り
坂
東
会
を
盛
り
立
て
て
ま
い
り
た
い
と
思
い
ま
す
。　

 　

  　

         

（
三
勇
寿
）

関
西
支
部  

三
勇
寿
・
弥
余
伎
女
・
伊
順

　

初
め
て
の
経
験
ば
か
り
で
し
た
が
、た
く
さ
ん
の
経
験
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
新
型

コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
も
あ
り
活
動
が
出
来
な
い
期
間
も
長
く
あ
り
ま
し
た
が
、三
弥
嗣
先

生
と
も
ご
一
緒
さ
せ
て
い
た
だ
き
と
て
も
楽
し
く
お
勉
強
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。 （
伊
峰
）

東
海
支
部  

三
弥
嗣
・
伊
峰

　

十
代
目
お
家
元
の
松
島
で
の
講
習
会
の
直
後
、東
日
本
大
震
災
に
見
舞
わ
れ
、早
や
十
年
。
余
震
や
新
型
コ
ロ
ナ

ウ
イ
ル
ス
感
染
症
等
に
よ
り
舞
踊
人
口
が
減
少
。
先
が
見
え
な
い
状
況
で
思
う
よ
う
な
活
動
が
で
き
ま
せ
ん
で
し

た
が
、日
本
舞
踊
協
会
宮
城
県
支
部
開
催
の
第
一
回
子
ど
も
舞
踊
会
参
加
に
向
け
て
頑
張
っ
て
い
ま
す
。　

 （
寿
英
）

東
北
支
部  

寿
英

　

こ
の
任
期
中
は
ハ
ワ
イ
も
日
本
と
同
様
に
感
染
症
の
脅
威
に
さ

ら
さ
れ
お
り
、支
部
の
活
動
ど
こ
ろ
か
お
弟
子
さ
ん
の
お
稽
古
も

で
き
な
い
状
況
で
し
た
。
前
号
の
会
報
で
家
元
が
お
っ
し
ゃ
い
ま

し
た
よ
う
に
、今
は
ま
だ
慎
重
に
冷
静
に
あ
り
た
い
と
思
っ
て
お

り
ま
す
。                                                     

（
三
津
政
）

ハ
ワ
イ
支
部  

三
津
政

　

ロ
サ
ン
ゼ
ル
ス
支
部
委
員
と
し
て
、ア
メ
リ
カ
で
坂
東
流

の
踊
り
を
よ
り
多
く
の
人
へ
広
め
ら
れ
る
よ
う
に
考
え
て

お
り
ま
す
。
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
を
活
用
し
て
、ア
メ
リ
カ
と
日

本
を
今
よ
り
も
さ
ら
に
深
く
結
び
つ
け
る
こ
と
に
貢
献
で

き
れ
ば
と
も
考
え
て
お
り
ま
す
。　
　

   　
　
　

 （
拡
七
郎
）

ロ
サ
ン
ゼ
ル
ス
支
部  

秀
十
美
・
拡
七
郎

　

関
東
甲
信
支
部
は
、群
馬（
富
三
輔
）、千
葉（
勇
弥
）、神
奈
川（
加
代
壽
）と

離
れ
て
お
り
ま
す
が
、令
和
元
年
四
月
六
日
に
東
京
の「
伝
統
芸
能
情
報
館
」

に
お
い
て
、渡
邊
雅
氏
を
講
師
に
お
迎
え
し
て
講
演
会
を
開
催
す
る
こ
と
が

で
き
ま
し
た
。「
大
道
具
の
お
話
し
」と
題
し
、私
た
ち
舞
踊
家
に
と
っ
て
は

大
変
有
意
義
な
お
話
を
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

　

当
日
は
百
名
を
超
す
皆
さ
ま
の
参
加
を
い
た
だ
き
、主
催
者
の
一
人
と
し

て
改
め
て
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。

　

そ
の
後
は
残
念
な
が
ら
ご
承
知
の「
コ
ロ
ナ
禍
」に
ふ
り
ま
わ
さ
れ
、何

事
も
で
き
ぬ
ま
ま
に
終
わ
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
こ
れ
か
ら
も
坂
東
流
の
一

員
と
し
て
微
力
で
す
が
、一
生
懸
命
努
力
し
て
ま
い
り
た
い
と
思
っ
て
お
り

ま
す
。                                                                    （
富
三
輔
）

関
東
甲
信
支
部  

富
三
輔
・
勇
弥
・
加
代
壽

　

十
五
年
前
、十
代
目
の
お
家
元
が
公
演
で
札
幌
に
お
越
し
の
折
、「
今
稽
古
の
師
匠
は
ど
な
た
」と
お
聞

き
に
な
ら
れ「
亡
く
な
り
ま
し
た
の
で
…
…
」と
答
え
ま
し
た
と
こ
ろ
、「
そ
れ
で
は
私
が
紹
介
す
る
よ
」

と
の
お
話
し
で
し
た
。
数
日
も
し
な
い
う
ち
に
、芸
は
も
と
よ
り
お
人
柄
も
大
変
素
晴
ら
し
い
相
談
役
の

梢
先
生
を
ご
紹
介
い
た
だ
き
現
在
に
至
っ
て
お
り
ま
す
。

　

最
後
に
失
敗
談
を
一
つ
。
会
食
の
帰
り
道
、「
僕
食
べ
た
け
れ
ど
、帆
立
あ
ま
り
好
き
で
な
い
の
」と
粋

に
さ
ら
っ
と
お
っ
し
ゃ
い
ま
し
た
。
実
は
差
し
上
げ
た
お
土
産
も
北
海
道
名
産
の
帆
立
で
後
の
祭
り
で

し
た
。
素
敵
な
一
コ
マ
を
大
切
な
思
い
出
と
し
て
、い
つ
ま
で
も
感
謝
い
た
し
て
お
り
ま
す
。    （
希
代
広
）

北
海
道
支
部  

希
代
広
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眺
望
の
素
晴
ら
し
い
下
社

　

バ
ス
を
終
点
で
降
り
、少
し
歩
く
と「
こ
ま

参
道
」が
見
え
て
き
ま
す
。
こ
ま
参
道
は
ケ
ー

ブ
ル
カ
ー
乗
り
場
ま
で
続
く
三
六
二
段
の
階

段
。
郷
土
玩
具
の
大
山
こ
ま
を
デ
ザ
イ
ン
し
た

タ
イ
ル
が
楽
し
く
、参
道
の
両
端
に
は
お
土
産

屋
さ
ん
や
お
食
事
処
が
並
ん
で
い
ま
す
。
約

15
分
で
大
山
ケ
ー
ブ
ル
駅
に
到
着
。
ケ
ー
ブ
ル

カ
ー
の
終
点
が
阿
夫
利
神
社
駅
で
す
。

　

阿
夫
利
神
社
は
今
か
ら
二
千
二
百
余
年
、人

皇
第
十
代
祟
神
天
皇
の
時
代
の
創
建
と
伝
え

ら
れ
る
由
緒
あ
る
神
社
で
す
。
阿
夫
利
神
社
駅

を
下
車
し
て
す
ぐ
の
下
社
は
標
高
約
七
〇
〇

メ
ー
ト
ル
に
あ
り
、眺
望
が
素
晴
ら
し
く
、訪

れ
た
当
日
は
晴
天
に
恵
ま
れ
清
々
し
い
気
持
ち

に
な
り
ま
し
た
。
ま
た
、拝
殿
の
右
側
の
地
下

巡
拝
道
を
進
む
と
御
神
水
の
大
山
名
水
が
湧

き
出
て
い
ま
す
。

険
し
い
山
道
の
先
に
は

　

お
参
り
を
し
た
ら
こ
れ
か
ら
が
本
番
。
本
社

が
あ
る
大
山
山
頂
を
目
指
し
ま
す
。
途
中
に
は

千
本
杉
、樹
齢
約
六
〇
〇
年
の
夫
婦
杉
、ぼ
た

ん
岩
、天
狗
鼻
突
岩
な
ど
見
ど
こ
ろ
が
数
々
あ

り
、な
か
で
も
山
頂
間
近
の
富
士
見
台
か
ら
の

眺
め
は
絶
景
…
…
の
は
ず
な
の
で
す
が
、こ
の

日
は
雲
が
重
な
り
富
士
山
を
見
る
こ
と
は
で
き

ま
せ
ん
で
し
た
。

　

本
社
、奥
の
院
の
あ
る
山
頂
は
標
高
一
二
五
二

メ
ー
ト
ル
。
眺
め
は
壮
大
で
、こ
の
景
色
を
見

た
ら
険
し
い
山
道
の
疲
れ
も
吹
き
飛
ん
で
し
ま

う
こ
と
で
し
ょ
う
。
大
山
は
別
名

「
あ
め
ふ
り
山
」と
呼
ば
れ
て
い
ま

す
が
、雨
や
雲
が
山
上
に
生
じ
常

に
雨
を
降
ら
す
こ
と
か
ら
こ
う
呼

ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
そ
う
で
、

本
社
横
に
は「
あ
め
ふ
り
山
」の
名

の
由
来
と
な
っ
た
御
神
木「
雨
降
木
」が
あ
り

ま
す
。

十
二
年
前
に
十
代
目
が

『
山
帰
り
』を
奉
納

　

帰
路
は
別
な
コ
ー
ス
を
た
ど
り
、往
復
約
４

時
間
の
コ
ー
ス
で
し
た
。

　

帰
り
は
お
楽
し
み
の
名
物
の
豆
腐
料
理
。
こ

ま
参
道
に
あ
る
食
事
処「
か
ん
き
楼
」に
立
ち

寄
る
と
、十
代
目
の
サ
イ
ン
色
紙
を
発
見
し
ま

し
た
。
平
成
二
一
年「
山
帰
り
奉
納
」の
時
の
も

の
で「
お
声
を
か
け
て
サ
イ
ン
を
い
た
だ
き
ま

し
た
」と
、う
れ
し
そ
う
に
お
話
し
し
て
く
だ

さ
い
ま
し
た
。
坂
東
流
一
門
と
し
て
、大
山
は

と
て
も
身
近
に
感
じ
る
山
で
し
た
。

（
企
画
・
構
成
／
企
画
部
）

舞踊ゆかりの地をたずねて

清元『山帰り』～大山阿夫利神社

　
富
士
山
と
並
ぶ
信
仰
の
山
・
大
山
は
、
旧
暦
の
六
月
二
七
日
か
ら
七
月
十
七
日
ま
で
の
間
、
奥
の

院
石
尊
社(

阿
夫
利
神
社)

の
参
詣
が
許
さ
れ
、
豊
作
、
大
漁
、
商
売
繁
盛
、
無
病
息
災
な
ど
を
祈

願
し
ま
し
た
。こ
れ
が
大
山
参
り
で
、江
戸
時
代
に
は
参
拝
と
帰
路
に
江
ノ
島
な
ど
に
立
ち
寄
る“

精

進
落
と
し”

を
か
ね
た
遊
楽
と
し
て
、
江
戸
の
鳶
職
、
大
工
な
ど
の
職
人
た
ち
に
大
変
人
気
が
あ
り

ま
し
た
。
な
か
に
は
、
借
金
取
り
か
ら
逃
れ
る
た
め
に
出
か
け
た
者
も
あ
っ
た
と
か
…
…
。

　
そ
の
風
情
を
舞
踊
化
し
た
の
が
『
山
帰
り
』
で
す
。
今
回
は
そ
の
大
山
阿
夫
利
神
社
を
訪
ね
て

み
ま
し
た
。

　

ア
ク
セ
ス

小
田
急
線
伊
勢
原
駅
北
口
下
車
↓
バ
ス「
大
山
ケ
ー
ブ

ル
行
き
」約
25
分
↓
終
点「
大
山
ケ
ー
ブ
ル
」↓
参
道
徒

歩
約
15
分
↓
大
山
ケ
ー
ブ
ル
駅
↓
阿
夫
利
神
社
駅
↓
徒

歩
で
阿
夫
利
神
社
下
社
↓
徒
歩
で
本
社
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は
じ
め
に
〜
坂
東
流
の
踊
り
の
流
れ

　

三
代
目
三
津
五
郎
秘
伝
の『
娘
道
成
寺
』が
お
狂

言
師
二
代
目
坂
東
三
津
江
か
ら
七
代
目
へ
伝
承
さ
れ

た
こ
と
は
第
一
回（
会
報
一
三
〇
号
）で
考
察
し
て
き

ま
し
た
。
お
狂
言
師
の
う
ち
坂
東
を
名
乗
る
人
は
多

く
、芝
居
仕
立
て
の「
顔
見
世
舞
踊
」の
数
々
が
お
狂

言
師
か
ら
女
師
匠
へ
と
引
き
継
が
れ
、化
政
期
の
古

風
な
演
目
が
伝
承
さ
れ
る
に
至
っ
て
い
ま
す
。

　

七
代
目
付
き
狂
言
作
者
を
し
て
い
た
小
島
二
朔
氏

に
よ
る
と
、大
正
末
年
か
ら
昭
和
の
初
め
に
か
け
て
、

七
代
目
、八
代
目
が
廃
滅
さ
れ
て
い
る
曲
の
復
活
上

演
を
企
画
し
、古
参
の
女
師
匠
に
よ
り『
鬼
次
拍
子

舞
』『
仲
蔵
狂
乱
』『
俳
諧
師
』『
小
ひ
な
半
兵
衛
』『
与
五

郎
狂
乱
』な
ど
が
復
活
上
演
さ
れ
ま
し
た
。
一
方
、七

代
目
の
踊
り
の
師
匠
は
四
代
目
中
村
芝
翫
、二
代
目

藤
間
勘
右
衛
門
、花
柳
勝
次
郎
で
、歌
右
衛
門
系
の

踊
り
は
こ
の
流
れ
で
も
伝
わ
り
、七
代
目
の
継
承
の

正
し
さ
は
役
者
衆
か
ら
も
教
え
を
請
わ
れ
る
ほ
ど
の

信
頼
を
得
、ま
た
、坂
東
流
の
大
切
な
演
目
と
な
る

流
れ
を
生
み
ま
し
た
。

　

で
は
、そ
の
う
ち
の『
供
奴
』の
伝
承
の
足
跡
と
逸

話
を
た
ど
っ
て
み
ま
し
ょ
う
。

七
代
目
の
芸
の
正
し
さ

　
『
供
奴
』の
初
演
は
文
政
十
一
年
、当
時
二
代
目
中

村
芝
翫
を
名
乗
っ
て
い
た
四
代
目
中
村
歌
右
衛
門
。

七
代
目
は
四
代
目
芝
翫
か
ら『
供
奴
』を
教
わ
っ
た

の
で
、初
演
か
ら
続
く
流
れ
に
あ
り
ま
す
。
そ
の
稽

古
は
ち
ょ
っ
と
で
も

間
違
え
た
り
気
に
入

ら
な
か
っ
た
り
す
る

と
、「
シ
テ
コ
イ
ナ
」

と
、ま
た
初
め
か
ら
や

る
、「
体
が
で
き
る
ま

で
仕
込
む
」と
い
う
厳

し
い
も
の
で
し
た
。

　

四
代
目
芝
翫
亡
き

あ
と
は
五
代
目
歌
右

衛
門
か
ら
、「
三
津
五

郎
は
親
父
か
ら
直
伝

だ
か
ら
せ
が
れ
に
教

え
て
や
っ
て
く
れ
」と
頼
ま
れ
ま
す
。
と
こ
ろ
が
稽

古
を
見
て
い
た
五
代
目
に「
そ
こ
は
違
う
」「
そ
ん

な
親
父
の
手
は
な
い
」と
教
え
て
い
る
自
分
が
先
に

叱
ら
れ
、「
何
の
こ
と
は
な
い
。
教
わ
っ
た
踊
り
の

取
り
返
し
を
食
っ
た
よ
う
な
も
の
」と
謙
遜
し
て
述

べ
ら
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
七
代
目
二
十
代
頃
の

エ
ピ
ソ
ー
ド
で
、そ
の
後
も
稽
古
を
任
さ
れ
て
い
た

こ
と
か
ら
、い
か
に
七
代
目
の
芸
が
正
し
い
も
の
で

あ
っ
た
か
、そ
の
信
頼
の
高
さ
を
知
る
こ
と
が
で
き

ま
す
。

　

昭
和
十
一
年
の
三
代
目
歌
右
衛
門
建
碑
興
行
で

は
、七
代
目
は
供
奴
を『
芝
翫
奴
』と
い
う
名
題
に

変
え
て
踊
ら
れ
ま
し
た
。

坂
東
流

伝
承

第
六
回 

供
奴

監
修　

坂
東
寿
子

七代目『芝翫奴』奴三津平（昭和14〈1939〉年1月 歌舞伎座）
国立劇場蔵
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踊
り
も
三
味
線
も
変
わ
ら
な
い

「
奴
の
足
」の
口
伝

　

七
代
目
の『
供
奴
』は
八
代
目
へ
と
受
け
継
が
れ

ま
す
。

　

子
供
の
頃
の
お
稽
古
で
、「
お
前
さ
ん
の
は
片
方
の

足
を
下
ろ
し
て
か
ら
片
方
の
足
を
上
げ
る
か
ら
駄
目

な
ん
だ
よ
、右
の
足
を
下
ろ
す
前
に
左
の
足
を
上
げ

る
よ
う
に
し
な
さ
い
。
そ
れ
で
な
く
て
は
奴
の
足
に

な
ら
な
い
。
パ
ッ
パ
ッ
と
足
を
上
げ
な
さ
い
」と
叱
ら

れ
ま
し
た
。
で
す
が
そ
う
心
が
け
て
も
な
か
な
か
言

わ
れ
た
よ
う
に
は
で
き
ま
せ
ん
。
そ
れ
が
後
年（
四
十

歳
頃
？
）『
小
原
女
奴
』を
踊
っ
た
時
、片
足
を
下
ろ

し
か
け
る
と
次
の
足
が
上
が
っ
た
。
踊
り
な
が
ら
面

白
い
よ
う
に
片
足
が
下
に
つ
か
ぬ
う
ち
に
片
足
が
上

が
る
。
踊
っ
て
い
て
う
れ
し
く
て
た
ま
ら
な
く
な
り
、

三
味
線
を
弾
い
て
い
た
杵
屋
勝
太
郎
さ
ん
に
お
礼
を

言
う
と
、勝
太
郎
さ
ん
は「
私
が
ま
だ
子
供
の
頃
、や

は
り
奴
物
や
行
列
三
重
を
弾
く
時
、撥
を
持
っ
て
い

る
手
を
ひ
っ
ぱ
た
か
れ
、そ
れ
じ
ゃ
奴
の
足
が
地
に

つ
く
、奴
の
足
が
パ
ッ
パ
ッ
と
上
が
る
よ
う
に
弾
け

と
何
度
打
た
れ
た
か
し
れ
ま
せ
ん
。
そ
れ
が
あ
な
た

の
お
父
さ
ん
も
き
っ
と
昔
の
人
か
ら
教
わ
っ
た
の
で

し
ょ
う
。
踊
り
の
教
え
と
三
味
線
の
方
の
教
え
が
全

く
同
じ
で
、昔
の
人
は
嘘
を
教
え
な
か
っ
た
」と
目
に

涙
を
た
め
て
語
ら
れ
た
と
い
い
ま
す
。

七
代
目
の
稽
古
で
得
た
九
代
目
の
悟
り

　

九
代
目
は『
供
奴
』と『
舌
出
し
三
番
叟
』を
七
代

目
か
ら
直
に
教
わ
っ
て
い
ま
す
。
七
代
目
が
七
三
歳

の
頃
で
、六
代
目
尾
上
菊
五
郎
の
元
で
修
行
し
た
九

代
目
に
ご
自
身
の
も
の
を
伝
え
た
貴
重
な
伝
承
で

す
。
七
代
目
、そ
し
て
御
新
造
か
ら「
大
き
く
動
い

ち
ゃ
い
け
な
い
」と
言
わ
れ
る
の
で
そ
の
通
り
に
踊

り
写
真
を
見
た
ら
、何
と
も
み
っ
と
も
な
い
。
古
い

番
頭
さ
ん
に
七
代
目
の
三
十
代
、四
十
代
、五
十
代
、

六
十
代
の
ブ
ロ
マ
イ
ド
を
見
せ
て
も
ら
っ
た
と
こ
ろ

「
七
代
目
も
若
い
頃
は
し
っ
か
り
足
を
割
っ
て
い
る

ん
で
す
よ
ね
。
と
こ
ろ
が
晩
年
は
ち
ょ
こ
っ
と
し
か

割
っ
て
い
な
い
の
に
い
い
形
な
ん
で
す
よ
。
内
容
を

肥
や
さ
な
い
う
ち
に
圧
縮
さ
れ
た
芸
を
一
概
に
真
似

を
し
て
は
い
け
な
い
」と
語
ら
れ
て
い
ま
す
。

奴
で
大
事
な
の
は
愛
嬌
と
丸
み

　

十
代
目
は
坂
東
流
の
『
供
奴
』
の
特
徴
に
つ
い

て
次
の
よ
う
に
著
書
に
記
し
て
い
ま
す
。「
坂
東
流

は
必
ず
赤
い
顔
で
や
り
ま
す
。
そ
れ
か
ら
踊
り
方

も
、や
は
り
六
代
目
さ
ん（
六
代
目
菊
五
郎
）な
り
の

シ
ャ
ー
プ
な
踊
り
方
が
今
主
流
に
な
っ
て
い
ま
す
け

れ
ど
、う
ち
は
あ
く
ま
で
も
顔
が
赤
い
よ
う
に
、踊

り
も
奴
ら
し
く
、も
う
少
し
土
臭
い
、味
の
あ
る
、丸

い
踊
り
で
す
。
奴
の
鋭
さ
と
か
力
強
さ
で
は
な
く

て
、奴
の
愛
嬌
と
丸
み
が
大
事
で
す
」。
四
代
目
歌
右

衛
門
初
演
の
時
は
変
化
物
の
一
つ
だ
っ
た
の
で
顔
は

白
い
ま
ま
だ
っ
た
の
を
、四
代
目
芝
翫
が
単
独
で
上

演
し
た
頃
は
赤
っ
面つ

ら

で
や
っ
て
い
た
こ
と
か
ら
、坂

東
流
で
も
そ
れ
を
受
け
継
い
で
い
る
と
い
う
こ
と
で

す
。
十
代
目
は
平
成
二
四
年
か
ら
二
五
年
に
か
け
て

坂
東
流
青
年
部
研
修
会
で
、若
い
世
代
へ
の
伝
承
に

努
め
ら
れ
ま
し
た
。

　

十
代
目
が
亡
く
な
ら
れ
た
年
、平
成
二
七
年「
坂
東

会
創
立
九
十
五
周
年
記
念
舞
踊
会
」で
当
代
が『
供

奴
』を
踊
ら
れ
た
こ
と
は
大
変
感
慨
深
い
こ
と
で
し

た
。
今
後
二
十
年
、い
や
三
十
年
く
ら
い
は
再
演
が

望
め
ま
す
で
し
ょ
う
か
。
期
待
し
て
や
み
ま
せ
ん
。

◎
参
考
文
献

・
坂
東
会
会
報
一
九
号（
昭
和
四
五
年
発
行
）

・
兼
子
伴
雨
編『
踊
の
秘
訣
』

・
利
倉
幸
一
編
著『
七
世
坂
東
三
津
五
郎 

舞
踊
藝
話
』

・
八
世
坂
東
三
津
五
郎
著『
歌
舞
伎 

花
と
実
』

・
八
世
坂
東
三
津
五
郎
著

  『
聞
き
か
じ
り
見
か
じ
り
読
み
か
じ
り
』

・『
歌
舞
伎
と
日
本
舞
踊 

坂
東
流
を
語
る
』第
二
巻

・
坂
東
三
津
五
郎
著 

長
谷
部
浩
編

  『
坂
東
三
津
五
郎
踊
り
の
愉
し
み
』
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坂
東
三
津
弥
さ
ん

　  

そ
の
下
に
風
を
育
む
柳
か
な

坂
東
三
津
五
郎（
爽
寿
）

　

寒
さ
に
耐
え
た
柳
の
裸
木
は
春
先
に
芽
吹
き
始
め

ま
す
。
寒
が
明
け
て
も
一
進
一
退
。
萌
え
出
た
葉
が

風
に
な
び
く
こ
ろ
、よ
う
や
く
春
が
定
ま
り
ま
す
。

柳
は
一
年
中
あ
り
ま
す
が
、日
々
変
化
す
る
柳
の
姿

そ
の
も
の
に
春
を
感
じ
る
こ
と
か
ら
、万
葉
以
来
、

日
本
の
詩
歌
で「
柳
」と
い
え
ば
春
で
す
。

　

ハ
ン
ド
ル
を
握
っ
て
自
宅
か
ら
歌
舞
伎
座
へ
通

う
道
す
が
ら
、皇
居
お
濠
沿
い
の
柳
を
よ
く
ご
覧
に

な
っ
た
三
津
五
郎
さ
ん
は
、「
春
は
柳
が
毎
日
姿
を

変
え
る
よ
ね
」と
話
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

　

こ
の
作
品
は
平
成
十
七
年（
二
〇
〇
五
）、月
刊
俳

句
総
合
誌『
俳
句
界
』が
企
画
し
た「
今
年
一
年
お
世

話
に
な
り
ま
し
た
！ 

挨
拶
句
競
詠
」と
い
う
特
集
の

一
句
で
し
た
。

　
「
家
族
、先
生
、友
人
、有
名
人
…
…
ど
な
た
宛
で
も

け
っ
こ
う
で
す
。
今
年
一
番
お
世
話
に
な
っ
た
方
の
名

を
挙
げ
て
、そ
の
方
へ
の
挨
拶
句（
新
作
）を
お
寄
せ

く
だ
さ
い
」と
い
う
依
頼
を
承
諾
し
た
八
十
八
人
の

俳
人
の
お
一
人
が
三
津
五
郎
さ
ん
で
す
。
作
品
に
は
、

「
五
歳
の
と
き
に
手
ほ
ど
き
を
受
け
て
よ
り
、蔭
に
な

り
日
向
に
な
り
私
を
守
っ
て
く
れ
た
三
津
弥
先
生
と
、

今
年
は﹇
芋
掘
長
者
﹈と
い
う
踊
り
を
復
活
し
ま
し

た
」と
い
う
コ
メ
ン
ト
が
添
え
ら
れ
て
い
ま
し
た
。

　

揺
れ
る
柳
を「
そ
の
下
に
風
を
育
む
」と
表
現
し

た
三
津
五
郎
さ
ん
。
風
は
、や
が
て
薫
風
や
南
風
と

な
り
、青
々
と
し
た
夏
柳
を
し
な
や
か
に
そ
よ
が
せ

る
こ
と
で
し
ょ
う
。

　

俳
句
は
、よ
き
読
者
の
鑑
賞
を
得
て
初
め
て
詩
と

し
て
成
立
す
る
と
言
わ
れ
ま
す
。
作
品
発
表
か
ら

十
六
年
。
よ
う
や
く
そ
の「
読
者
」（
こ
れ
を
お
読
み

の
皆
さ
ま
で
す
！
）を
得
た
と
思
え
て
な
り
ま
せ
ん
。

三
津
五
郎
さ
ん
の
俳
句

山
口
亜
希
子

道を
求めて

　
歌
舞
伎
役
者
と
し
て
、坂
東
流
の
家
元
と
し
て
、常
に
上
を
目
指
し
五
九
年
と
い
う
人
生
を
駆
け
抜
け
た
十
代
目
。
爽そ

う

寿じ
ゅ

と
い
う
俳
号
を
持
ち
、

句
作
に
も
熱
心
に
取
り
組
ま
れ
て
い
ま
し
た
。
そ
の
俳
句
を
紹
介
し
な
が
ら
、十
代
目
と
縁ゆ

か
りの

あ
っ
た
方
た
ち
に
エ
ッ
セ
イ
を
い
た
だ
き
ま
す
。

　
第
一
回
は
長
く
俳
句
誌
の
編
集
長
を
務
め
ら
れ
、十
代
目
が
参
加
し
て
い
た「
百も

も

夜よ

句
会
」の
事
務
局
の
任
に
就
い
て
お
ら
れ
た
山
口
亜
希
子
さ
ん

で
す
。
十
代
目
が
句
作
に
取
り
組
む
様
子
を
、身
近
で
ご
覧
に
な
っ
て
い
た
お
一
人
で
す
。

1
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花
過
ぎ
て
形
見
と
な
り
し
眼
鏡
拭
く

　

桜
時
も
過
ぎ
た
束
の
間
、久
し
ぶ
り
に
気
持
ち
が

読
書
に
向
い
た
の
で
し
ょ
う
。「
形
見
と
な
り
し
眼

鏡
」と
は
、お
父
さ
ま
で
あ
る
九
代
目
遺
愛
の
お
品

で
し
ょ
う
か
。

　

こ
の
句
は『
俳
句
界
』平
成
十
五
年（
二
〇
〇
三
）

五
月
号
掲
載
、「
芸
妓
の
衿
」十
句
の
う
ち
九
番
目
の

一
句
で
す
。
表
題
句「
顔
見
世
や
芸
妓
の
衿
の
な
ほ

白
く
」は
、顔
見
世
興
行
詠
連
作
五
句
中
の
四
句
目
。

編
集
部
が
企
画
し
た「
往
復
書
簡
」の
た
め
に
詠
み

下
ろ
し
た
作
品
で
す
。

　

三
津
五
郎
さ
ん
に
と
っ
て
た
だ
一
人
の
俳
句
の
師

で
あ
る
黛
ま
ど
か
先
生
を
お
相
手
に
、平
成
十
四
年

十
二
月
三
日
黛
先
生
発
の
第
一
信
か
ら
、翌
年
三
月

十
五
日
三
津
五
郎
さ
ん
発
の
第
三
信
ま
で
、実
際
に

交
わ
さ
れ
た
書
簡
の
全
文
を
掲
載
、公
開
し
ま
し
た
。

　

三
津
五
郎
さ
ん
は
俳
人
の
西
村
和
子
さ
ん
と
の
対

談
で
、「
二
一
世
紀
が
始
ま
っ
た
二
〇
〇
一
年
一
月
一

日
の
新
聞（
筆
者
注『
産
経
新
聞
』）の
新
春
放
談
で

黛
ま
ど
か
さ
ん
と
対
談
し
て
、そ
の
時
句
会
に
誘
わ

れ
ま
し
た
」と
、俳
句
を
始
め
た
き
っ
か
け
を
語
っ

て
い
ま
す
。「
誘
わ
れ
た
句
会
」と
い
う
の
は「
百も

も

夜よ

句
会
」で
、前
述
の「
往
復
書
簡
」掲
載
ま
で
に
十
三

回
実
施
し
て
い
ま
す
。
三
津
五
郎
さ
ん
は
句
会
と
い

う
座
の
重
要
性
を
理
解
し
、熱
心
に
通
い
真
摯
に
俳

句
を
学
ん
で
お
ら
れ
ま
し
た
。

　  

蜘
蛛
の
巣
に
掛
か
り
て
遠
き
夕
陽
か
な

　　

平
成
十
六
年（
二
〇
〇
四
）八
月
二
日
、百
夜
句
会

第
二
一
夜
の
出
句
作
品
で
す
。

　

百
夜
句
会
は
一
人
四
句
提
出
。
作
者
名
を
伏
せ
て

全
員
互
選
す
る
の
で
す
が
、本
作
は
群
を
抜
い
て
高

評
価
を
得
ま
し
た
。

　

こ
の
日
は『
蜘
蛛
の
拍
子
舞
』の
初
日
で
、三
津
五

郎
さ
ん
は
源
頼
光
役
で
歌
舞
伎
座
に
御
出
演
で
し

た
。
初
日
な
の
に
句
会
？ 

こ
れ
に
は
事
情
が
あ
り

ま
す
。
不
定
期
開
催
が
原
則
で
、各
界
第
一
線
で
活

躍
中
の
方
を
会
員
に
擁
す
る
百
夜
句
会
は
、次
の
日

程
決
め
が
毎
回
の
試
練
で
し
た
。
三
津
五
郎
さ
ん
の

場
合
、お
稽
古
中
は
出
席
が
叶
い
ま
せ
ん
。
ご
自
分

の
都
合
を
声
高
に
言
う
こ
と
も
潔
し
と
せ
ず
、「
初

日
を
迎
え
て
し
ま
え
ば
逆
に
い
い
ん
だ
け
ど
ね
」と

だ
け
伺
っ
て
い
ま
し
た
。
黛
先
生
に
相
談
の
う
え
、

こ
の
時
は
こ
の
日
程
で
設
定
し
、皆
さ
ま
へ
御
案
内

し
た
の
で
し
た
。

　

三
津
五
郎
さ
ん
に
と
っ
て
、舞
台
初
日
の
句
会
と

い
う
の
は
本
当
は
ど
う
だ
っ
た
の
か
。
こ
の
作
品
が

遺
っ
た
事
実
以
外
、確
認
の
す
べ
も
あ
り
ま
せ
ん
。

　
　
幼
な
子
の
髪
結
う
て
や
り
夏
の
夕

　

平
成
二
一
年（
二
〇
〇
九
）七
月
二
九
日
、百
夜
句

会
第
五
四
夜
の
出
句
作
品
で
す
。「
歌
舞
伎
座
さ
よ

な
ら
公
演
」が
月
毎
に
上
演
さ
れ
た
こ
の
年
、三
津

五
郎
さ
ん
は
七
回
開
催
し
た
す
べ
て
の
句
会
に
御
出

席
で
し
た
。

　

こ
の
句
は
楽
屋
の
一
光
景
を
詠
ん
だ
の
で
し
ょ

う
。
名
に
し
負
う
坂
東
三
津
五
郎
丈
は
、小
さ
い
子

を
慈
し
む
守
田
寿
さ
ん
で
も
あ
る
こ
と
が
、こ
の
一

句
か
ら
し
み
じ
み
伝
わ
り
ま
す
。

山
口
亜
希
子

「
書
肆
ア
ル
ス
」を
東
京
で
営
む
。
平
成
十
三
年
、月
刊

俳
句
総
合
誌『
俳
句
界
』編
集
長（
〜
十
九
年
）。
百
夜

句
会（
指
導
／
黛
ま
ど
か
先
生
）の
事
務
担
当
。
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　これまで年に１回開催してきました講習会ですが、今年度から名取・師範試験に合わせて年２回行
います。また、講師も変更になりましたので、受講資格などと併せてお知らせします。
　講習会の目的は名取試験、師範試験へ向けたものですが、勉強のために受講したいという方も受け
付けています。受講資格に条件はありますが、講習会はどなたでも受講できます。せっかくの機会で
すので、こうした場を利用して芸の精進に努めていただきたいと思います。

『
北
州
』師
範
試
験
と
講
習
会
に
つ
い
て

家
元

　
坂
東
巳
之
助

　

当
流
は
そ
の
成
り
立
ち
か
ら
、『
北
州
』に
限
ら
ず
あ
ら
ゆ
る
曲

に
お
い
て
各
師
匠
・
各
お
稽
古
場
に
よ
っ
て
振
り
に
違
い
が
あ
り

ま
す
。
そ
う
し
た
中
で
父
が『
北
州
』の
振
り
の
統
一
を
行
っ
た
の

は
、師
範
試
験
課
題
曲
で
あ
り
当
流
に
と
っ
て
大
切
な
作
品
で
も
あ

る『
北
州
』の
軌
範
と
な
る
も
の
を
示
す
、と
い
う
意
図
に
よ
る
も
の

だ
っ
た
と
私
は
理
解
し
て
お
り
ま
す
。
し
か
し
、こ
の「
振
り
の
統

一
」が
い
つ
し
か
父
の
意
図
を
離
れ
、「
師
範
試
験
は
振
り
の
正
確
性

を
み
る
試
験
で
あ
る
」「
統
一
さ
れ
た
振
り
で
な
け
れ
ば
落
第
し
て
し

ま
う
」と
い
っ
た
誤
っ
た
認
識
へ
と
つ
な
が
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
の

で
は
な
い
か
と
感
じ
て
い
ま
す
。

　

は
っ
き
り
と
申
し
上
げ
て
お
き
た
い
の
は
、当
流
に
お
け
る
師
範

試
験
は
加
点
方
式
で
も
減
点
方
式
で
も
な
い
、と
い
う
こ
と
で
す
。

　

き
ち
ん
と
音
に
当
た
っ
た
か
ら
加
点
、三
つ
下
が
る
べ
き
と
こ
ろ

で
四
つ
下
が
っ
て
し
ま
っ
た
か
ら
減
点
、と
い
う
よ
う
な
見
方
は
一

切
し
て
お
り
ま
せ
ん
。

　

大
切
な
の
は
、き
ち
ん
と
身
体
が
使
え
て
い
る
か
、曲
の
雰
囲
気
・

歌
詞
・
振
り
の
意
味
を
理
解
し
表
現
し
よ
う
と
し
て
い
る
か
、で
す
。

　

講
習
会
に
お
い
て
は
、講
師
の
先
生
方
か
ら
歌
詞
や
振
り
の
解

釈
、表
現
方
法
な
ど
を
学
び
取
っ
て
い
た
だ
く
こ
と
こ
そ
が
大
切
だ

と
考
え
て
お
り
ま
す
。
そ
う
し
て
講
習
会
で
得
た
も
の
を
試
験
に
向

け
て
の
お
稽
古
・
研
究
の
さ
ら
な
る
糧
と
し
、試
験
の
場
で
大
い
に

そ
の
成
果
を
発
揮
さ
れ
る
こ
と
を
心
よ
り
望
ん
で
お
り
ま
す
。

名取試験
課題曲

師範試験
課題曲

課題曲 『松の緑』 『北州』 『藤娘』

講習会 7月31日㈯ 7月17日㈯ 7月18日㈰

料金 5,000円 10,000円 10,000円

受講資格 師範資格を
持っている方

師範資格を持っている方
※ただし、師匠と一緒に
受講するのであれば名取
の方も受講できる。名取
の方の受講料は5,000円

坂東以津緒 坂東三津桜

以津緒
真三祥
扇輔

三津桜
智和
映司

　講師紹介

名取試験課題曲
『松の緑』

師範試験課題曲
『北州』『藤娘』

名取試験・師範試験課題曲の講習会が変わります

※会場は未定です。

＊『北州』講習会受講者に当日配布している資料から抜粋掲載しています。
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No.135　令和3年5月1日

　
一
月
十
八
日
㈪

【
理
事
会
】

出
席
者
／
扇
菊
、利
太
郎
、三
裕
起
、友

女
香
寿
、若
梢
、蝶
、京
弘
女
、鷹
野

●
マ
ス
ク
ケ
ー
ス
販
売
の
実
行
に
つ
い

て　
二
月
十
五
日
㈪

【
理
事
会
】

出
席
者
／
扇
菊
、利
太
郎
、三
裕
起
、友

女
香
寿
、若
梢
、蝶
、京
弘
女
、鷹
野

●
十
代
目
七
回
忌
に
つ
い
て

　

坂
東
会
か
ら
三
十
万
円
を
お
供
え
す
る
。

●
令
和
二
年
決
算
報
告
書
の
確
認

　

イ
ベ
ン
ト
の
中
止
に
伴
う
諸
経
費
の

支
払
い
、入
会
金
の
減
少
な
ど
で
、繰
越

金
が
前
年
度
を
下
回
っ
た
。

●
百
周
年
記
念
舞
踊
会
に
つ
い
て

　

百
周
年
記
念
舞
踊
会
実
行
委
員
を
扇

菊
、
利
太
郎
、
三
裕
起
、
友
女
香
寿
、
若

梢
、蝶
、京
弘
女
の
七
名
と
す
る
。

●
定
時
会
員
総
会
に
つ
い
て

　

中
止
に
す
る
大
き
な
要
因
が
な
い
の

で
予
定
通
り
開
催
す
る
。

　

昨
年
度
懇
親
会
用
に
購
入
し
た
景
品

を
今
年
の
総
会
で
抽
選
す
る
案
。
抽
選

会
の
対
象
は
昨
年
度
出
席
予
定
だ
っ
た

会
員
に
限
る
。

●
支
部
活
動
費
支
給
の
中
止

　

支
給
方
法
に
つ
い
て
検
討
。

●
会
報
に
つ
い
て

　

デ
ザ
イ
ン
の
変
更
を
検
討
中
。

　
二
月
十
九
日
㈮

【
広
報
部
委
員
会
】

出
席
者
／
三
千
踊
、三
奈
慧
、三
太
映
、

喜
美
生
、千
代
弥
、寿
々
風

●
新
旧
引
き
継
ぎ

　
二
月
二
四
日
㈬

【
理
事
会
】

出
席
者
／
久
三
之
助
、友
女
香
寿
、蝶
、

京
弘
女
、勝
規
、鷹
野

●
新
役
員
顔
寄
せ

●
年
内
イ
ベ
ン
ト
の
日
程
確
認

●
令
和
二
年
決
算
報
告
書
の
確
認

●
坂
東
会
会
費
の
値
上
げ
に
つ
い
て

　

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
影

響
で
延
期
と
す
る
。

●
そ
の
他

　

事
務
所
の
資
料
の
デ
ー
タ
化
の
協
力

を
坂
東
京
弘
女
に
依
頼
。

　

一
般
向
け
の
講
習
会
の
開
催
を
検
討
。

　

坂
東
流
に
ま
つ
わ
る
演
目
の
講
習
会

を
検
討
。

　

浴
衣
地
の
グ
ッ
ズ
他
物
販
を
検
討
。

　

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
会
員
ペ
ー
ジ
に
名
取

芸
名
一
覧
の
掲
載
を
検
討
。

　
三
月
七
日
㈰
）

【
企
画
部
委
員
会
】

出
席
者
／
章
太
郎
、富
三
乃
、喜
美
生
、

三
千
優
、あ
り
か
、真
三
祥
、は
つ
花

●
新
旧
の
引
き
継
ぎ

　

家
元
講
習
会『
河
千
鳥
』後
半
の
開
催
、

役
員
で
の
多
磨
霊
園
お
墓
参
り
、「
舞
踊

ゆ
か
り
の
地
を
た
ず
ね
て
」シ
リ
ー
ズ
を

引
き
続
き
行
う
な
ど
。

●
そ
の
他

　

扇
供
養
の
開
催
、舞
踊
曲
の
ビ
デ
オ
上

映
会
、舞
踊
の
講
習
会
・
研
修
会
に
つ
い

て
も
話
し
合
っ
た
。

　
三
月
十
日
㈬

【
理
事
会
】

出
席
者
／
久
三
之
助
、友
女
香
寿
、蝶
、

京
弘
女
、勝
規
、鷹
野

●
後
見
の
育
成
に
つ
い
て

　

流
儀
内
で
の
後
見
の
育
成
を
早
急
に

考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

●
講
習
会
に
つ
い
て

　

坂
東
流
に
残
し
て
い
き
た
い
演
目
の

映
像
を
上
映
す
る
ビ
デ
オ
鑑
賞
会
を
定

期
的
に
行
う
の
は
ど
う
か
。

　
三
月
十
二
日
㈮

【
西
日
本
地
区
委
員
会
】

出
席
者
／
三
勇
寿
、弥
余
伎
女
、呂
扇
、

雪
丸
、鷹
野

●
年
内
イ
ベ
ン
ト
の
日
程
確
認

●
家
元
講
習
会
に
つ
い
て

　
『
河
千
鳥
』後
半
を
家
元
に
お
願
い
す
る
。

●
チ
ャ
リ
テ
ィ
ー
舞
踊
会
に
つ
い
て

　

番
組
編
成
の
確
認
。

　

感
染
症
対
策
を
検
討
。

●
ゆ
か
た
会
に
つ
い
て

　

二
〇
二
二（
令
和
四
）年
開
催
を
検
討
。

二
〇
二
二
年
ゆ
か
た
会
は
六
月
十
八
日

㈯
先
斗
町
歌
舞
練
場
に
決
定
。

坂東会のできごと 　「坂東会のできごと」では、理事会や委員会など坂東会の中でどんな動
きがあったか、どんなことが決まったのかをお伝えします。こちらをお読
みになって、ご意見などございましたら坂東会事務所へお寄せください。

第48回坂東会定時総会のご報告
　
　3月20日㈯、東京国際フォーラムにおいて第48回坂東会
定時総会を開催しました。
　開会始めに会長より挨拶を頂戴し、物故された方々へ
黙とうを捧げました。参加者は36名でしたが1,884名の委
任状をもって全体の75％に達し、総会は成立。会長が議
長に選出されました。
　理事より昨年度の事業報告、今年度の事業計画の発
表、事務局より会計報告、書面による新期役員紹介があ
り、滞りなく閉会。その後、昨年の懇親会のために用意さ
れていた福引賞品の抽選を行いました。対象は昨年出席
を予定されていた方とし、会
長賞（訪問着）は晴三園さん、
ことぶき賞（訪問着）は曽乃
さんが当選されました。そ
の他についてはホームペー
ジに掲載しています。

会計報告
　予定事業の中止による繰越金減少の報告。
事業報告
　 企画部／「企画部がゆく」をホームページ上動画配信
及び会報掲載、11月に予定していた役員による家元
代々のお墓参りは見合わせ。
　 広報部／会報133号・134号・号外の発行、ホームペー
ジの充実化、SNS開設。
　＊チャリティーゆかた会、チャリティー舞踊会は中止。
  事業計画（令和3年）
　 東京チャリティーゆかた会／8/15㈰日本橋公会堂
　 西日本チャリティー舞踊会／11/20㈯先斗町歌舞練場
　 第57回坂東流チャリティー舞踊会／11/28㈰北とぴあ
さくらホール
　 坂東会創立百周年記念舞踊会／令和4年9/17㈯、18㈰
国立劇場大劇場

令和3年1～3月



14

令
和
３
年
か
ら
６
年
の

新
し
い
役
員
が
決
ま
り
ま
し
た

　

令
和
３
年
の
総
会
か
ら
６
年
の
総
会
ま

で
、左
記
の
役
員
で
坂
東
会
の
運
営
を
行

な
っ
て
い
き
ま
す
。
ど
う
ぞ
よ
ろ
し
く
お

願
い
い
た
し
ま
す
。

■ 

会
長　

坂
東
巳
之
助

■ 

副
会
長　

坂
東
寿
子

■ 

顧
問
弁
護
士　

清
水
直

■ 

監
事　

坂
東
寿
子
、近
藤
忠
義

■ 

理
事　

坂
東
久
三
之
助
、坂
東
友
女
香

寿
、坂
東
蝶
、坂
東
京
弘
女
、坂
東
勝
規

■ 

企
画
部
委
員　

坂
東
喜
美
生
、坂
東
あ

り
か
、坂
東
は
つ
花

■ 

広
報
部
委
員　

坂
東
三
千
踊
、坂
東
三

奈
慧
、坂
東
三
太
映
、坂
東
寿
々
風

■ 

九
州
支
部
委
員　

坂
東
三
与
昭
、坂
東

信
知
寿
、坂
東
錦
寿
、坂
東
三
喜
代
、　

坂
東
真
起
文

■ 

中
国
支
部
委
員   

坂
東
三
導
由
、坂
東
雪
丸

■ 

四
国
支
部
委
員　

坂
東
仙
章
、坂
東
櫻

子
、坂
東
藍
乃

■ 

関
西
支
部
委
員　

坂
東
三
勇
寿
、坂
東

弥
余
伎
女
、坂
東
呂
扇

■ 

東
海
支
部
委
員　

坂
東
伊
峰

■ 

関
東
甲
信
支
部
委
員　

坂
東
昌
裕
美
、　

坂
東
扇
輔

■ 

東
北
支
部
委
員　

坂
東
寿
英

■ 

北
海
道
支
部
委
員　

坂
東
希
代
広

■ 

ハ
ワ
イ
支
部
委
員　

坂
東
三
津
政

■ 

ロ
サ
ン
ゼ
ル
ス
支
部
委
員　

坂
東
秀
十

美
、坂
東
拡
七
郎

■ 

百
周
年
記
念
舞
踊
会
実
行
委
員　

坂
東

扇
菊
、坂
東
利
太
郎
、坂
東
三
裕
起
、坂

東
友
女
香
寿
、坂
東
若
梢
、坂
東
蝶
、　

坂
東
京
弘
女

■ 

百
周
年
記
念
誌
制
作
チ
ー
ム　

坂
東
京

弘
女
、坂
東
勝
規
、坂
東
三
奈
慧
、坂
東

三
太
映

●
家
元
の
相
談
役
は
左
記
の
通
り
で
す
。

■ 

相
談
役　

坂
東
梢
、坂
東
三
津
祥
、坂
東

三
津
映
、坂
東
勝
友
、坂
東
三
津
二
郎
、

坂
東
三
津
桜
、坂
東
三
津
兵
衛

秋
の
名
取
・
師
範
試
験

　

詳
し
く
は
事
務
所
ま
で
お
問
い
合
わ
せ

く
だ
さ
い
。
ま
た
、試
験
に
合
わ
せ
て
講
習

会
を
行
い
ま
す
。
詳
細
は
12
ペ
ー
ジ
を
ご

覧
く
だ
さ
い
。

名
取
試
験
／
９
月
予
定

師
範
試
験
／
９
月
予
定

会
場
／
未
定

申
し
込
み
締
切
日
／
７
月
末
日

第
３
回
坂
東
流
チ
ャ
リ
テ
ィ
ー
ゆ
か
た
会
を

開
催
し
ま
す

　

今
年
も
夏
の
ゆ
か
た
会
を
開
催
し
ま
す
。

お
切
符
は
出
演
者
、ま
た
は
坂
東
会
事
務

所
ま
で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

日
時
／
８
月
15
日
㈰
午
前
11
時
開
演
予
定

会
場
／
日
本
橋
公
会
堂（
中
央
区
日
本
橋
牡

蠣
殻
町
）

入
場
料
／
１
０
０
０
円

第
８
回
西
日
本
チ
ャ
リ
テ
ィ
ー
舞
踊
会
を

開
催
し
ま
す

　

初
の
京
都
先
斗
町
で
の
開
催
と
な
り
ま

す
。
秋
の
京
都
に
お
出
か
け
く
だ
さ
い
。
お

切
符
は
出
演
者
、ま
た
は
坂
東
会
事
務
所

ま
で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

日
時
／
11
月
20
日
㈯
正
午
開
演（
午
前
11
時

30
分
開
場
）

会
場
／
先
斗
町
歌
舞
練
場（
京
都
市
中
京
区
）

入
場
料
／
４
０
０
０
円

■
出
演
者
と
演
目

序
幕

三
津
兵
衛

常
磐
津 
神
楽
娘

伊
満
若

義
太
夫 
万
歳

蘭
袈
・
伊
寿
之

長
唄 

水
仙
丹
前

沙
美
恵

義
太
夫 

櫓
の
お
七

寛
遊
兎

常
磐
津 

松
島

呂
扇

イ ン フ ォ メ ー シ ョ ン

お知らせ

試  験
チャリティー
舞踊会

　第1回と第2回は、坂東流一子相伝の
『京鹿子娘道成寺』をテーマに寿子先生
の解説を交えながらビデオを観賞しま
す。貴重な機会ですので皆さまふるっ
てご参加ください。

出
演
を
ご
希
望
の
方
は

お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い

　

今
年
の
チ
ャ
リ
テ
ィ
ー
ゆ
か
た
会

は
、名
取
だ
け
で
な
く
、一
般
の
お
弟

子
さ
ん
も
出
演
す
る
こ
と
が
で
き
ま

す
。
こ
れ
を
機
会
に
芸
の
精
進
、ほ
か

の
お
稽
古
場
の
方
た
ち
と
の
交
流
に

つ
な
げ
ま
せ
ん
か
。
ま
た
、今
回
は
動

画
配
信（
限
定
配
信
・
有
料
）を
検
討

中
で
す
。

　

出
演
費
は
３
８
０
０
０
円
、入
場
券

（
１
０
０
０
円
）が
10
枚
含
ま
れ
て
い

ま
す
。

※
番
数
が
揃
い
次
第
締
め
切
り
と
さ

せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

　開催日と上映作品
6月5日㈯ 『京鹿子娘道成寺』（立方・坂東寿子）前半
9月4日㈯ 『京鹿子娘道成寺』（立方・坂東寿子）後半
12月4日㈯ 『未定』（11月号でお知らせします）

「芸の伝承 
　ビデオ上映会」の
        お知らせ

時間／午後1時～2時30分
会場／エッサム神田ホール1号館
参加資格／坂東流門下であること（名取以外も参加可）
定員／先着30名　参加費／3,000円（各回）
申し込み／ハガキ、またはファックス、メールで「参加者全
員の芸名・氏名」「開催日」「上映作品」を記入の上、坂東会事
務所までお申し込みください。

※変更となる場合があります。
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長
唄 

官
女

和
香
代

長
唄 
丁
稚

栄
嘉
・
伊
満
若

長
唄 
静

作
千
好

長
唄 
藤
娘

弥
余
伎
女

清
元 

お
祭
り

伊
峰

長
唄 

風
流
船
揃

一
二
女

長
唄 

新
鹿
の
子

三
勇
寿

未
定

温
子

※
番
組
は
変
更
に
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

第
57
回
坂
東
流
た
す
け
あ
い
チ
ャ
リ
テ
ィ
ー

舞
踊
会
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
が
決
ま
り
ま
し
た

　

今
年
は「
北
と
ぴ
あ
さ
く
ら
ホ
ー
ル
」（
北

区
王
子
）に
て
開
催
し
ま
す
。
お
切
符
は
出

演
者
、ま
た
は
坂
東
会
事
務
所
ま
で
お
問

い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

日
時
／
11
月
28
日
㈰
午
前
11
時
開
演
予
定

会
場
／
北
と
ぴ
あ
さ
く
ら
ホ
ー
ル

入
場
料
／
５
０
０
０
円

■
出
演
者
と
演
目

序
幕

未
定

長
唄 

藤
娘

香
寿
重

長
唄 

新
曲
浦
島

優
三
郎

常
磐
津 

雷
船
頭

勝
安
栄

長
唄 

鷺
娘

姫
菊

長
唄 

大
原
女

賢
乃
助

常
磐
津 

屋
敷
娘

沙
耶

清
元 

お
祭
り

賢
悠

長
唄 

連
獅
子

香
奈
洋
・
恵
和

長
唄 

時
雨
西
行

千
扇
・
一
十
三

企
画
番
組

長
唄 

雛
鶴
三
番
叟

蝶
・
友
女
香
寿
・

京
弘
女

長
唄 

俄
獅
子

寿
雀

常
磐
津 

こ
と
と
い

三
千
優

常
磐
津 

朝
顔
売
り

勇
富

常
磐
津 

年
増

曽
乃

大
和
楽 

江
戸
風
流

永
紫
・
誠

長
唄 

楠
公

利
太
郎

※
番
組
は
変
更
に
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

　　

会
員
の
舞
踊
会
の
情
報
で
す
。
お
切
符

な
ど
詳
細
は
会
主
、ま
た
は
坂
東
会
事
務

所
ま
で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

■ 

映
の
会
・
三
津
映
の
会

日
時
／
９
月
20
日
㈪
・
㈷

主
催
／
坂
東
三
津
映

会
場
／
国
立
劇
場
大
劇
場

■ 
第
８
回
扇
菊
会

日
時
／
９
月
23
日
㈭
・
㈷

主
催
／
坂
東
扇
菊

会
場
／
国
立
劇
場
小
劇
場

■
登
喜
美
会

日
時
／
10
月
23
日
㈯

主
催
／
坂
東
登
喜
美

会
場
／
タ
ワ
ー
ホ
ー
ル
船
堀
大
ホ
ー
ル

■
蔦
の
会

日
時
／
11
月
３
日
㈬
・
㈷

主
催
／
坂
東
啓

会
場
／
国
立
劇
場
小
劇
場

■ 

つ
ぼ
み
会

日
時
／
11
月
21
日
㈰

主
催
／
坂
東
愛

会
場
／
国
立
劇
場
小
劇
場

坂
東
流
お
揃
い
浴
衣
の
販
売

　

坂
東
会
創
立
百
周
年
記
念
の
浴
衣
な
ど
、

３
つ
の
柄
が
揃
い
ま
し
た
。
お
揃
い
の
浴

衣
を
着
て
お
稽
古
に
励
み
ま
し
ょ
う
。
詳

細
は
同
封
の
チ
ラ
シ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

富
士
・さ
く
ら
の
修
了
証
の
発
行

　

流
儀
の
曲
で
あ
る
長
唄『
富
士
』、清
元

『
さ
く
ら
』を
習
得
し
た
方
に
は
、修
了
証

を
発
行
し
ま
す
。
お
申
し
込
み
の
締
切
日

は
次
の
通
り
で
す
。

締
切
日
／
２
月
10
日
、６
月
10
日
、10
月
10
日

会
費
の
値
上
げ
に
つ
い
て

　

値
上
げ
を
予
定
し
て
い
ま
し
た
が
、来

年
以
降
に
延
期
し
ま
す
。

坂
東
会
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
掲
載
料
の
納
入

　
「
お
稽
古
場
を
探
す
」に
ご
登
録
い
た
だ

い
て
い
る
方
は
、今
年
度（
令
和
３
年
４
月

〜
令
和
４
年
３
月
）の
掲
載
料
を
お
納
め
く

だ
さ
い
。

掲
載
料
／
６
０
０
０
円

振
込
先
／
坂
東
会　

み
ず
ほ
銀
行
神
田
支
店　

普
通  

１
３
６
７
１
５
５　

舞踊会

その他

坂東登喜春さんが
苫小牧市文化奨励賞を受賞

　令和2年11月、北海道在住の坂東登
喜春さんが苫小牧市文化奨励賞を授
与されました。この賞は苫小牧市内の
文化の向上発達に関し、実績が顕著で
あり、かつ、今後の活動が特に期待さ
れる個人または団体に贈られるもので
す。登喜春さんは1968年から市内で日
本舞踊教室を開き、後進の育成につと
め定期的な発表会を開催したこと、及
び日本舞踊による国際交流への協力を
してきたことなどが評価され、令和２
年度ただ一人の受賞者となりました。

坂東会創立百周年記念舞踊会の
開催日が決まりました

　新型コロナウイルス感染症により
延期となりました百周年記念舞踊会
の日程が決まりました。詳細は追っ
てお知らせしますが、一人でも多くの
方に足を運んでいただきたく思いま
す。よろしくお願いします。

日時／令和4年9月17日㈯・18日㈰
会場／国立劇場大劇場

11月4日苫小牧市教育長室での表彰状授与式。
写真は市長と(写真提供：苫小牧市)
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今
年
度
か
ら
理
事
、委
員
、支
部
委
員
の
メ
ン
バ
ー
が
変
わ
り

ま
し
た
。
新
し
い
顔
ぶ
れ
で
気
持
ち
も
一
新
し
坂
東
会
の
運
営
を

行
っ
て
ま
い
り
ま
す
。
延
期
に
な
り
ま
し
た
百
周
年
記
念
舞
踊
会

の
日
程
も
来
年
に
決
ま
り
ま
し
た
。
ま
た
、今
年
秋
に
は
初
め
て
京

都
先
斗
町
の
歌
舞
練
場
で
、関
西
チ
ャ
リ
テ
ィ
ー
を
西
日
本
チ
ャ

リ
テ
ィ
ー
と
名
称
を
変
え
ま
し
て
開
催
し
ま
す
。
近
県
は
も
ち
ろ

ん
、東
京
や
東
北
か
ら
も
京
都
観
光
を
か
ね
て
足
を
伸
ば
し
て
い

た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
す
。
名
取
試
験
・
師
範
試
験
は
九
月
開
催
予

定
で
す
。
ま
た
、試
験
に
併
せ
て
講
習
会
も
行
い
ま
す
。
詳
細
、申

し
込
み
な
ど
は
事
務
所
ま
で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

　
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
で
い
ろ
い
ろ
ご
不
自
由
を
お
か

け
い
た
し
ま
す
が
、ど
う
ぞ
よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

（
坂
東
会
事
務
所
鷹
野
）

　
会
報
を
手
に
取
ら
れ
て
驚
い
て
い
る
方
も
い
ら
っ
し
ゃ
る
の
で

は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　
今
号
か
ら
表
紙
は
カ
ラ
ー
、中
面
は
二
色
、そ
し
て
紙
質
も
変

え
、会
報
を
刷
新
い
た
し
ま
し
た
。
こ
れ
を
可
能
に
し
た
の
は
、モ

ノ
ク
ロ
で
も
カ
ラ
ー
で
も
印
刷
費
に
大
き
な
違
い
が
な
い
と
い

う
、昨
今
の
印
刷
事
情
に
あ
り
ま
す
。
そ
し
て
変
わ
っ
た
の
は
仕

様
だ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
構
成
、内
容
、企
画
も
見
直
し
ま
し

て
、読
み
物
ペ
ー
ジ
と
情
報
ペ
ー
ジ
を
し
っ
か
り
分
け
て
編
集
し

ま
し
た
。
ど
う
変
わ
っ
て
い
る
か
？
そ
れ
は
改
め
て
紙
面
を
ご
覧

い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
す
。

　
ご
意
見
等
ご
ざ
い
ま
し
た
ら
、事
務
所
ま
で
お
寄
せ
く
だ
さ

い
。
ま
だ
し
ば
ら
く
コ
ロ
ナ
禍
が
続
く
よ
う
で
す
。
皆
さ
ま
お
身

体
大
切
に
、ご
自
愛
く
だ
さ
い
ま
せ
。

（
広
報
部
委
員
）

　
令
和
三
年
三
月
ま
で
の
名
取
試
験
合
格
者
で
す
。

会
員
番
号

芸
名

本
名

取
立
師
匠

M
-128

吉き
ち

明あ
き

関
口
明
子

勝
吉
郎

M
-129

彌や

風ふ
う

池
原
正
風

愛

M
-130

あ
や
彦ひ

こ

佐
々
木
史

勝
彦

M
-131

以い

翠す
い

瀬
田
夕
凪

以
津
緒

M
-132

花か

連れ
ん

西
原
真
奈
美

以
津
緒

M
-133

蝶ち
ょ
う
こ子

須
藤
み
な
み

蝶

M
-134

一い
ち

香か

竹
内
絢
香

冨
起
子

M
-135

英え
い

起き

横
谷
英
子

冨
起
子

　
令
和
三
年
三
月
ま
で
の
師
範
試
験
合
格
者
で
す
。

会
員
番
号

芸
名

M
-23

竜
三
郎

令
和
元
年
十
月
五
日

坂
東
冨
貴
二
郎

令
和
二
年
二
月
十
三
日

坂
東
瑞
文
乃

令
和
二
年
四
月

坂
東
八
寿
若

令
和
二
年
六
月
十
一
日

坂
東
菊
彩

令
和
二
年
七
月
五
日

坂
東
八
之
輔

令
和
二
年
七
月
十
六
日

坂
東
通
之
丞

令
和
二
年
八
月

坂
東
若
吉

令
和
二
年
九
月
十
九
日

令
和
二
年
十
月
六
日

坂
東
勝
冬
次

坂
東
智
扇

令
和
二
年
十
月
二
七
日

坂
東
菊
央

令
和
二
年
十
一
月
十
二
日
坂
東
勝
千
香

令
和
二
年
十
一
月
二
三
日
坂
東
三
葉
雀

令
和
二
年
十
二
月
十
二
日
坂
東
五
十
助

令
和
三
年
二
月
九
日

坂
東
八
十
菊

坂
東
会　
第
一
三
五
号

令
和
三
年
五
月
一
日
発
行

編
集
発
行
人
　
坂
東
会
広
報
部
　

発
行
所
　
坂
東
会
事
務
所
　

〒
一
〇
一̶

〇
〇
四
七
　

東
京
都
千
代
田
区
内
神
田
一
丁
目
十
八̶

十
一
東
京
ロ
イ
ヤ
ル
プ
ラ
ザ
三
〇
一
号

☎
〇
三（
三
五
一
八
）八
二
一
〇

FAX
〇
三（
三
五
一
八
）八
二
二
〇

E-m
ail

：bandokai@
crux.ocn.ne.jp

お
悔
や
み
申
し
上
げ
ま
す

新
名
取
の
ご
紹
介

師
範
名
取
の
ご
紹
介

坂東会創立百周年記念書籍

『初
初 心 忘 れ ず

心不忘』を刊行

　坂東会が百周年を迎え
たことを記念し、歴代家元
の紹介、坂東会を支えたお
師匠さんたちの足跡、坂東
会の100年の歩みなどをま
とめた書籍を刊行します。
百周年記念の手ぬぐいとと
もに6月に会員の皆さまに
発送の予定です。


