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の
唱F 

を
ふ
成
ふ
し
合
い
を
す
る
。

望

号

。

「

番

狂

言
」
と
は
佐
渡
独
特
の
呼

療

応

快

引
い
浩
司
に
愉
嚇
で
、
能
の
合
聞
に
演
じ
ら
れ
る

都

劃

川

詰

蜘

間

狂

言
に
対
し
て
、
独
立
し
た

)

暗

耽

引

材

本

狂
言
の
こ
と
を
言
う
。
間
狂
言

内

側

川

瀬

昏

は

一
人
で
も
で
き
る
が
、
番
狂
言

M

K

M
劇

知

仰

は

二
人
以
上
で
演
じ
る
。一

時
期
、

諸

宗

晴

番

狂

言
は
で
き
な
い
状
況
た
え

宇

ハ

ト
L
H

・4
R

ー
ま
で

鳴

っ

鳴

す

療

「佐
渡
狂
言
は
鷺
流
と
言
っ
て

神

打

神

就

官
，
珍
し
い
も
の
で
、

自
分
し
か
舞

台
を
務
め
ら
れ
る
者
が
い
な
く

な
っ
た
」
と
故
土
屋
増

一
氏
が

一
九
七
五
年
頃
話
し
て
い
た
こ
と

を
世
尊
寺
住
職
の
本
間
裕
亨

(伺

歳
)
さ
ん
は
聞
き
流
し
て
い
た
。

一
九
八

O
年
三
月
、
途
絶
え
た

と
さ
れ
て
い
た
照
流
狂
言
が
佐
渡

島
で
細
々
と
継
承
さ
れ
て
い
た

(
そ
の
訳
は
4
ペ
ー
ジ
に
)
と
知
っ

た
研
究
者
た
ち
が
確
か
め
に
来
島

百

95号

江戸時代に鷺仁右衛門が創作した矯湖主言は

大正末期に中央では廃れてしまい、現在は山

口県と佐賀県と佐渡にのみ継承されている。

佐渡でも明治期に途絶えたと世に伝わってい

たが、昭和初期まで演じられており、戦後の 、

経済成長期になって存亡の危機に陥った。 ト、

キと似たような経緯を辿ったサギ(鷺流)の

運命に島独特の隔世の文化・風土を想う。

降 恒 の
る例前回
肌と夜月
寒な祭十
し、りで四
タ A 詰旦
"'" -， ..... VJ 

に年流稗
は の 社

両小番詐
山雨狂社
炭そ 言 例
」 ぼ、が祭

「盆
山
盗
会
「
鳴
子」

の
三
番
が

演
じ
ら
れ
た
。
シ
テ
(主
役
)
と

ア
ド
(
脇
役
)
が
滑
稽
な
か
け
あ

い
を
し
な
が
ら
、
物
ま
ね
や
だ
ま

210円定価

企蟹山伏山伏が強力(ご

うりき)を従えて山道を歩

いていると、蟹の精が現れ

邪魔をする。強力が金剛杖

で蟹を打とうとするが、逆

lこ蟹lこ耳を挟まれる。

‘蟹の精lこ耳を挟まれて

いる山伏と強力。 2014年

線社神社例祭。写真撮影:

本間祐亨

主役は山伏や盗人

企蚊相撲 ある大名が太郎冠者(たろうかじゃ)

に相撲取りを探してくるよう命じる。連れてき

た男は蚊の精(緑の装束)。相撲を取る場面で

は相手の血を眠う体勢をとる。蚊の精は狂言面

の噺吹(うそふき)をつける。狂言では人間で

ない存在(蟹・神鳴・案山子など)は面をつけ

る。武蔵国分寺薪能。写真撮影 :本間祐亨

砂盆山盗人(右写真) 盆山の陰に隠れていた

盗人を主人がみつけてなぷる。犬かなと言うと

「ワンワン』、援と言うと『キャアキャア」と掻

手を真似る。『鯛」という難題を出し、『鯛なら

ヒレを立てそうなもの」と言うと、盗人が扇を

立てて鯛の鰭に見せる。今年の線社神社例祭

a 

Sまきの蛍容

し
た
。
能
楽
研
究
の
第

一
人
者
、

武
蔵
野
女
子
大
学
の
小
林
責
教
授

ら
は
土
屋
さ
ん
の
演
じ
る
間
狂
言

を
見
て
、
鷺
流
の
涜
れ
を
汲
む
も

の
と
見
な
し
、
役
者
が
い
た
旧
真

野
町
に
保
存
を
求
め
た
。

真
野
町
教
育
委
員
会
で
は
真
野

能
楽
会
、
文
化
財
保
護
審
議
会
、

中
学
校
長
ら
と
鷺
流
狂
言
の
保
存

と
伝
承
に
つ
い
て
話
し
合
い
、
翌

八
一
年
か
ら
真
野
中
学
校
で
は
ク

ラ
ブ
活
動
に
、

一
般
は
公
民
館
の

講
座
に
取
り
入
れ
、
そ
の
受
け
皿

と
し
て
佐
渡
鷺
涜
狂
言
研
究
会
を

設
立
し
た
。
研
究
会
は
約

一
O
人

で
ス
タ
ー
ト
し
、

真
野
町
教
育
委

員
会
に
勤
務
し
て
い
た
本
間
裕
亨

さ
ん
が
事
務
局
を
務
め
た
。

番
狂
言
の
稽
古
は
「
昔
観
た
こ

と
が
あ
る
」「
ゃ
っ
た
こ
と
が
あ

る
」
と
い
う
「
年
寄
」
に
見
て
も

ら
い
な
が
ら
す
す
め
た
。
幸
い
に

も
台
本
は
保
存
さ
れ
て
い
た
。
崩

し
筆
文
字
が
読
め
る
裕
亨
さ
ん

が
若
林
義
太
郎
家
所
蔵
の
台
本

晶

子

、

脱

ヂ

る

(

動

き

方
を
決
め
る
)
。
勤
務
外
の
夜

の
作
業
が
続
い
た
。

台
本
は
形
付
が
あ
る
も
の
、

な
い
も
の
、
口
伝
で
ま
っ
た
く

な
い
部
分
も
あ
り
、
台
詞
だ
け

で
は
実
際
に
ど
う
動
く
の
か
わ

か
ら
な
い
。
い
く
つ
も
の
資
料

を
元
に
台
調
に
伴
う
動
き
を
調

べ
、
そ
れ
に
従
っ
て
動
い
て
み

て、

「そ
れ
は
変
じ
ゃ
な
い
か
」

「
こ
れ
で
は
動
け
な
い
な
あ
」

な
ど
と
言
い
合
い
な
が
ら
し

て

一
年
に

一
演
旦
ず
つ
仕
上
げ

た
。
こ
の
地
道
な
作
業
を
積
み
重

ね
、
こ
れ
ま
で
三
O
演
目
を
持
つ

に
至
っ
た
。

初
め
て
の
発
表
会
は
八

一
年
十

月
十
五
日、

真
野
祭
り
の
大
膳
神

社
で
。
以
来
、
年

一
回
の
発
表
会、

線
社
神
社
や
各
種
イ
ベ
ン
ト
で
の

番
狂
言
、
真
野
能
楽
会
は
じ
め
各

地
の
演
能
の
間
狂
言
を
務
め
て
い

る
。一

九
八
四
年
に
は
新
潟
県
の

無
形
文
化
財
に
指
定
さ
れ
る
。

ま
た
山
口
鷺
流
保
存
会
と
の
交

流
や
、

国
立
能
楽
堂
で
の
山
口
・

佐
賀

・
佐
渡
の
三
地
域
の
共
演
、

県
民
文
化
祭
へ
の
参
加
、
佐
渡
市

と
姉
妹
都
市
の
国
分
寺
市
の
芸
能

祭
へ
の
参
加
な
ど
、
珍
し
い
照
流

狂
言
を
各
地
で
披
露
し
て
い
る
。

現
在
の
演
者
は
一
O
人
、
う
ち

女
性
は
二
人
、
祝
日
と
年
末
年

始
を
除
き
、
週

回
稽
古
を
し

佐
渡
の
野
鳥
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コ
シ
ア
カ
ツ
パ
メ

日
本
野
鳥
の
会
会
員

近

藤

健

一
郎

佐
渡
で
見
ら
れ
る
ツ
バ
メ
の
仲

間
は
四
種
い
ま
す
。
北
海
道
で
繁

殖
し
て
い
て
春
と
秋
に
通
過
す
る

だ
け
の
シ
ョ
ウ
ド
ウ
ツ
バ
メ
を
除

く
残
り
の
三
種
(
ツ
バ
メ
、
コ
シ

て
い
る
。
真
野

中
学
校
で
は
、

二
O
O二
年
の

教
育
課
程
の
改

正
に
よ
り
、
「
総

合
的
な
学
習
の

時
間
」
が
設
け

ら
れ
、
そ
の
な

か
の

「総
合
郷

土
」
で
と
り
く

ま
れ
て
い
る
。

現
在
演
技
を

指
導
し
て
い
る

の
は
三
代
目
会

長
の
北
村
和
雄

さ
ん
(
制
歳
)
。

「
五
十
代
で
曜
子
方
の
鼓
を
習
・
つ

つ
も
り
で
入
っ
た
が
、

一
O
人
し

か
い
な
か
っ
た
の
で
、
狂
言
を
や

お
お
か
わ

れ
笛
を
吹
け
、
大
鼓
も
と
言
わ

れ
て
、
な
ん
で
も
や
っ
た
。
急
に

頼
ま
れ
で
も
す
ぐ
で
き
る
演
目
を

年
に
二
i
二一
番
は
持
っ
て
お
く

ア
カ
ツ
バ
メ
、
イ
ワ
ツ
バ
メ
)
は
、

夏
鳥
と
し
て
佐
渡
に
渡
っ
て
来
て

繁
殖
し
て
い
ま
す
。
ツ
バ
メ
は
全

島
に
分
布
し
て
い
て
、
人
家
の
周

辺
で
普
通
に
繁
殖
し
て
い
ま
す
。

コ
シ
ア
カ
ツ
バ
メ
と
イ
ワ
ツ
バ

メ
の
分
布
は
局
地
的
で
、
特
に

コ
シ
ア
カ
ツ
バ
メ
は
数
が
少
な

く
、
近
年
一渡
来
数
が
減
少
し
て
い

る
種
で
す
。
こ
の
た
め
、
昨
年
見

直
さ
れ
た
新
潟
県
の
レ
ッ
ド
リ
ス

ト
(
保
護
上
重
要
な
野
生
生
物

の
種
の
リ
ス
ト
)
で

は
新
規
掲
載
種
と
な

り、

存
在
基
盤
が
脆

弱
な
種
で
あ
る

「準

絶
滅
危
倶
」
の
カ
テ

ゴ
リ
ー
に
分
類
さ
れ

て
い
ま
す
。

コ
シ
ア
カ
ツ
バ

メ
(
腰
赤
燕
)
は
ツ

バ
メ
よ
り
や
や
大
き

く
、
腰
が
赤
褐
色
を

し
て
い
る
た
め
に
こ

の
名
前
が
付
け
ら
れ

企柿山伏柿の木の上で柿を食べている山伏

を見つけた柿主が、鳥か、猿かとからかう。

山伏はその鳴き真似をする。そこで、鳶だ、『飛

ぼうぞよ」と略すと、山伏はパタパタ飛び降

りるが、腰を打つ…。線社神社例祭。

巣
材
の
泥
を
く
わ
え
る

よ
う
に
稽
古
を
つ
け
て
い
る
」

「中
学
生
は
覚
え
が
い
い
。
む
ず

か
し
い
漢
字
も
す
ぐ
読
め
る
。
教

え
た
生
徒
が
大
人
に
な
っ
て
入
っ

て
く
れ
る
か
期
待
し
て
い
る
が
、

ま
だ

一
人
も
入
ら
ん
」
と
嘆
く
。

だ
が
、

有
望
な
四
十
代
が
三
人
い

る
。

(
4
ペ
ー
ジ
に
続
く
)

ま
し
た
。
腰
の
赤
褐
色
部
は
飛

ん
で
い
る
時
は
よ
く
見
え
ま
す

が
、
翼
を
折
り
た
た
ん
で
い
る

と
見
え
ま
せ
ん
。
海
岸
に
近
い

市
街
地
の
建
物
に
泥
を
材
料
に

徳
利
を
縦
割
り
に
し
た
よ
う
な

特
異
な
形
を
し
た
巣
を
つ
く
り

繁
殖
し
て
い
ま
す
。
以
前
は
相

川
地
区
や
小
木
地
区
の
ホ
テ
ル

ぬ
ピ
ル
に
集
団
で
巣
を
つ
く
っ

て
い
ま
し
た
が
、
消
滅
し
て
し

ま
い
、
現
在
は
小
木
地
区
で
ご

く
少
数
の
繁
殖
個
体
が
確
認
さ

れ
て
い
る
だ
け
で
す
。

集
団
で
営
巣
し
て
い
る
巣
の

下
は
糞
で
汚
れ
る
た
め
、
ホ
テ

ル
な
ど
で
は
嫌
わ
れ
て
巣
を
壊

し
て
し
ま
う
こ
と
も
あ
っ
た
よ

う
で
す
。
こ
れ
も
コ
シ
ア
カ
ツ

バ
メ
が
数
を
減
ら
し
て
い
る

一

因
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。
益
鳥
の

代
表
格
で
あ
る
ツ
バ
メ
の
仲
間

で
す
。
子
育
て
が
終
わ
る
ま
で

や
さ
し
い
気
持
ち
で
見
守
っ
て

や
り
た
い
も
の
で
す
。

北村さんlこ装束を着けてもらう中学生。真野中学校提供

25周年記念誌「佐渡鷺涜狂言研究会のあゆみJ2007年発行


