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大蔵流狂言 山本会別会

平成 30年 4月30日(月・振替休日)午後2時開演 国立能楽堂
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A
V
麻

生

(
あ
そ
-
つ
)

都
で
の
訴
訟
が
す
べ
て
叶
い
、
よ
う
や
く
故
郷
の
信
濃
の
固
に
戻
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
喜
び
も
ひ
と
し
お
の

麻
生
の
何
某
、
明
日
の
元

E
の
出
仕
に
備
え
、
召
使
い
の
頭
六
は
主
人
の
た
め
に
烏
帽
子

・
小
袖
・

素
抱
上

下
を
整
え
、
習
い
覚
え
た
烏
帽
子
髪
を
結
う
。
さ
て
、
烏
帽
子
屋
に
新
調
の
烏
帽
子
を
取
り
に
行
っ
た
同
じ

く
召
使
い
の
下
六
は
、
主
の
館
に
戻
る
途
中
、
同
じ
よ
う
に
正
月
の
し
め
飾
り
を
付
け
た
家
々
の
中
に
主
の

館
を
見
失
い
途
方
に
く
れ
る
。

一
昨
年
一
月
、
国
立
能
楽
堂
普
及
公
演
で
我
が
家
と
し
て
は
お
よ
そ
百
年
ぶ
り
に
上
演
さ
れ
た
目
出
度
い
脇

狂
言
を
再
演
す
る
。

A
V
鐘
の
音

(
か
ね
の
ね
)

息
子
に
万
の
差
し
初
め
を
さ
せ
よ
う
と
思
っ
た
主
人
は
、
せ
っ
か
く
な
の
で
金
の
挺
斗
付
(
万
の
柄
や
鞘
を

黄
金
で
飾
る
こ
と
)
に
し
よ
う
と
、
付
け
金
の
値
段
を
聞
き
に
太
郎
冠
者
を
鎌
倉
へ
行
か
せ
る
。
「
付
け
金
の

値
」
を
「
っ
き
鐘
の
音
」
と
勘
違
い
し
た
太
郎
冠
者
は
、
久
し
ぶ
り
に
鎌
倉
へ
行
け
る
嬉
し
さ
と
お
仕
え
し

て
い
る
主
人
の
子
の
た
め
に
、
鎌
倉
中
を
走
り
回
り
、
寿
福
寺
、
極
楽
寺
、
建
長
寺
の
鐘
の
音
に
耳
を
澄
ま
す
。

(
つ
う
え
ん
)

見
聞
を
広
げ
る
た
め
に
都
へ
上
り
、
奈
良
へ
足
を
伸
ば
す
途
中
の
東
国
の
旅
僧
は
、
宇
治
橋
の
た
も
と
の
茶

屋
に
茶
湯
、
か
手
向
け
ら
れ
て
い
る
の
に
気
づ
き
、
所
の
人
に
調
わ
れ
を
尋
ね
る
。
そ
の
昔
、
通
円
と
い
う
茶

屋
の
主
は
宇
治
橋
供
養
に
や
っ
て
来
た
大
勢
の
客
の
た
め
に

一
人
で
茶
を
点
て
続
け
、
そ
の
た
め
に
亡
く
な
っ

て
し
ま
っ
た
の
だ
っ
た
。
通
円
の
霊
を
慰
め
る
た
め
、
旅
僧
が
弔
っ
て
い
る
と
、
通
円
の
霊
が
現
れ
、

三
百

人
の
客
の
た
め
に
命
の
危
う
さ
も
忘
れ
て
茶
を
点
て
続
け
、
生
き
が
い
の
中
に
死
を
迎
え
た
様
子
を
見
せ
る
。

-
通
円

A

マ
若
市

(
に
ゃ
く
い
ち
)

あ
る
寺
で
針
仕
事
を
頼
ま
れ
た
尼
の
若
市
は
、
そ

の
寺
の
稚
児
に
菊
の
花
を
あ
げ
よ
う
と
持
っ
て
出

掛
け
る
途
中
、
聖
人
に
出
会
う
。
か
ね
て
よ
り
若

市
に
気
の
あ
る
聖
人
は
、
若
市
の
手
に
し
た
菊
の

花
を
見
と
が
め
、
自
分
の
と
こ
ろ
の
花
壇
か
ら
盗

ん
だ
も
の
だ
ろ
う
と
言
い
が
か
り
を
つ
け
る
。
若

市
に
抵
抗
さ
れ
、
痢
痛
を
起
こ
し
た
聖
人
は
花
を

取
り
上
げ
、
引
き
む
し
っ
た
上
、
若
市
を
打
ち
の

め
す
。
怒
っ
た
若
市
は
仲
間
の
尼
た
ち
を
引
き
連

れ
、
逆
襲
に
向
か
う
。

大
勢
の
尼
が
長
道
具
を
手
に
、
横
暴
な
聖
人
の
権

威
の
象
徴
で
あ
る
「
帽
子
(
も
う
す
)
」
を
叩
き
落

と
す
と
い
う
稀
曲
を
二
十
八
年
、
ぶ
り
に
上
演
す
る
。

⑥YAMAMOTO KYOGEN 

シテ:山本則俊「鐘の音」狂言


