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9.19（日）PM1:00（開場 12:00）
喜多六平太記念能楽堂
〒141-0021 品川区上大崎 4-6-9
☎ 03-3491-8813
JR、東急目黒線、地下鉄三田線・南北線の
目黒駅西口より徒歩 7 分
香港園手前の道を左折し約 400m 直進、杉野
学園体育館手前を左に入る。
※ 駐車場がございませんので、お車でのご来場はご遠慮下さい。

入場料
会員券（年4回） 一般 20,000 円 学生 10,000 円
1 回券（当日券） 一般 6,000 円 学生 3,000 円

申込先：各出演能楽師または緑泉会まで
中所 　宜夫 TEL&FAX 042-550-4295
桑田 　貴志 TEL&FAX 03-3643-0891

緑泉会 〒 184-0005　東京都小金井市桜町 2-7-18　　TEL 042-386-2131　FAX 042-386-2132
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能
…
千
手
（
せ
ん
じ
ゅ
）

　

最
初
に
登
場
す
る
平
た
い
ら
の
し
げ
ひ
ら

重
衡（
ツ
レ
）
は
、
清
盛
の
五

男
。
武
勇
に
勝
れ
、
眉
目
秀
麗
宮
中
の
覚
え
め
で
た
く
父

母
に
愛
さ
れ
た
。
南
都
攻
撃
の
際
に
大
仏
殿
を
焼
き
旧
勢

力
の
怨
嗟
を
集
め
、
一
ノ
谷
の
合
戦
で
捕
え
ら
れ
た
今
、

鎌
倉
で
頼
朝
の
詮
議
を
受
け
て
い
る
。
身
柄
を
預
か
る

狩か
の
の
す
け
む
ね
も
ち

野
介
宗
茂
（
ワ
キ
）
は
、
重
衡
に
同
情
し
、
頼
朝
の
言

明
も
あ
り
丁
重
な
扱
い
に
努
め
て
い
る
。
千
手
の
前
（
シ

テ
）
は
頼
朝
重
宝
の
遊
女
だ
が
、
前
日
に
重
衡
の
身
支
度

を
世
話
を
す
る
よ
う
遣
わ
さ
れ
、
頼
朝
に
重
衡
出
家
の
希

望
を
伝
え
た
が
、
叶
わ
ぬ
と
の
事
で
、
こ
の
日
は
慰
め
の

た
め
の
琵
琶
琴
を
整
え
て
重
衡
を
再
訪
す
る
。
春
の
雨
が

陰
鬱
に
降
り
続
い
て
い
る
。

　

対
面
を
躊
躇
す
る
重
衡
だ
が
、
宗
茂
は
千
手
を
招
き
入

れ
る
。
流る
た
く謫
に
あ
っ
て
も
重
衡
に
は
都
の
風
雅
が
漂
っ
て

い
る
。
出
家
の
望
み
は
や
は
り
叶
わ
な
い
と
知
り
、
力
を

落
す
重
衡
を
千
手
は
慰
め
よ
う
と
す
る
が
、
重
衡
は
沈
ん

だ
ま
ま
だ
。
宗
茂
が
盃
を
勧
め
る
の
に
合
わ
せ
て
「
羅ら

き綺

の
重ち
ょ
う
い衣
た
る
情
け
な
き
事
を
機
婦
に
妬
む
（
薄
衣
も
重
ね

れ
ば
重
く
な
る
の
は
当
然
で
織
女
を
責
め
て
も
理
不
尽

で
あ
る
）」
と
北
野
す
な
わ
ち
菅
原
道
真
の
詩
を
朗
詠
す

る
が
、
こ
れ
は
南
都
焼
打
の
責
め
を
一
身
に
負
う
重
衡

へ
の
思
い
と
と
も
に
、
既
に
天
神
と
な
っ
た
道
真
が
こ
の

詩
を
詠
ず
る
人
を
助
け
る
と
の
俗
言
を
恃た
の

ん
で
の
こ
と

だ
っ
た
。「
今
生
の
望
み
な
し
、
た
だ
来
世
の
便
こ
そ
」

と
言
う
重
衡
に
、
今
度
は
「
十
悪
と
言
う
と
も
引い
ん
じ
ょ
う摂
す
」

と
極
楽
往
生
を
約
束
す
る
詩
を
朗
詠
す
る
。

　

千
手
は
重
衡
の
来
し
方
を
曲
舞
に
語
り
、
囚
わ
れ
の

身
の
こ
の
雨
の
ひ
と
夜
を
、
数
行
虞
氏
（
項
羽
の
愛
姫
）

が
四
面
楚
歌
の
声
に
囲
ま
れ
て
舞
っ
た
夜
に
重
ね
、
千

手
に
は
多
く
の
袖
が
あ
る
の
で
幾
度
で
も
舞
を
舞
い
ま

し
ょ
う
と
、
序
之
舞
を
舞
う
。
更
に
、
一
樹
の
蔭
や
一

河
の
水
も
皆
前
世
か
ら
の
縁
で
繋
っ
て
い
る
こ
と
を
、

白
拍
子
風
に
面
白
く
数
え
上
げ
る
と
、
重
衡
も
そ
の
面

白
さ
に
誘
わ
れ
て
琵
琶
を
奏
で
、
す
か
さ
ず
千
手
が
琴

を
合
わ
せ
る
と
、
二
人
の
演
奏
に
夢
の
よ
う
な
時
は
瞬

く
間
に
流
れ
た
。

　

夜
が
明
け
る
と
、
重
衡
は
勅
に
よ
っ
て
都
に
召
喚
さ
れ

て
行
く
。
二
人
は
引
き
離
さ
れ
、
去
る
者
も
見
送
る
者
も

悲
し
み
に
う
ち
ひ
し
が
れ
て
い
る
。

狂
言
…
月
見
座
頭
（
つ
き
み
ざ
と
う
）

　

仲
秋
の
明
月
の
夜
、
一
人
の
座
頭
（
シ
テ
）
が
野
辺

に
出
て
虫
の
音
に
耳
を
傾
け
て
い
る
と
、
上
京
の
男
（
ア

ド
）
が
通
り
か
か
り
声
を
か
け
る
。
古
歌
を
吟
じ
た
り
舞

を
舞
っ
た
り
と
意
気
投
合
し
た
二
人
。
し
か
し
、
別
れ
た

後
に
…
。

仕
舞

雨
月 

中
入
前
（
う
げ
つ  

な
か
い
り
ま
え
）

　

住
吉
で
行
き
暮
れ
た
西
行
法
師
が
宿
を
借
り
た
老
夫

婦
は
、
雨
月
の
風
情
を
楽
し
む
た
め
に
軒
の
破
れ
も
葺

か
ず
に
い
る
。
折
か
ら
風
が
吹
き
、
雨
か
と
怪
し
む
が

月
は
明
る
い
。
砧
を
擣う

て
ば
音
は
哀
切
に
響
き
、
風
に

落
ち
る
色
と
り
ど
り
の
落
葉
の
露
に
は
月
影
が
宿
る
。

掻
き
集
め
て
見
れ
ば
、
土
に
湿
っ
て
い
て
、
雨
の
名
残

を
見
る
よ
う
だ
。

敦
盛 

キ
リ
（
あ
つ
も
り
）

　

平
敦
盛
の
幽
霊
は
、
一
の
谷
の
合
戦
で
熊く
ま
が
い
の
じ
ろ
う

谷
次
郎

直な
お
ざ
ね実
に
討
た
れ
た
有
様
を
、
そ
の
直
実
が
出
家
し
た
蓮

生
法
師
の
夢
中
に
現
れ
て
再
現
し
、
供
養
を
喜
び
、
更

な
る
弔
い
を
頼
む
。

三
井
寺
（
み
い
で
ら
）

　

生
き
別
れ
た
子
を
求
め
て
三
井
寺
に
や
っ
て
来
た
狂

女
は
、
仲
秋
の
明
月
に
誘
わ
れ
、
住
僧
の
制
止
を
振
り

切
っ
て
鐘
を
撞
く
。
鐘
の
音
に
涅
槃
経
の
雪せ
っ
せ
ん
ど
う
じ

山
童
子

の
偈
「
諸し
ょ
ぎ
ょ
う
む
じ
ょ
う

行
無
常
、
是ぜ
し
ょ
う
め
っ
ぽ
う

生
滅
法
、
生し
ょ
う
め
つ
め
つ
い

滅
滅
已
、

寂じ
ゃ
く
め
つ
い
ら
く

滅
為
楽
」
の
響
き
を
な
ぞ
ら
え
れ
ば
、
そ
の
音
は
煩

悩
を
払
い
、
真
如
の
月
と
心
静
か
に
対
峙
し
て
い
る
。

能
…
鵜
飼
（
う
か
い
）

　

安
房
の
清
澄
の
僧
（
ワ
キ
）
が
甲
斐
国
行
脚
の
途
中

石
和
川
で
日
暮
と
な
る
。
里
人
（
ア
イ
）
に
宿
を
乞
う

が
禁
制
を
理
由
に
断
ら
れ
、
川
崎
の
御
堂
に
休
む
こ
と

と
な
る
。
里
人
に
「
夜
な
夜
な
光
る
も
の
が
上
る
」
と

脅
か
さ
れ
、「
法
力
を
も
っ
て
泊
る
の
で
心
配
無
用
」

と
答
え
た
僧
の
前
に
現
れ
た
の
は
、
鵜
使
い
の
老
漁
師

（
前
シ
テ
）
だ
っ
た
。
老
人
は
殺
生
に
明
け
暮
れ
る
身

の
業
を
嘆
き
つ
つ
、
鵜
を
休
ま
せ
よ
う
と
御
堂
に
上
っ

て
く
る
。
僧
と
言
葉
を
交
す
が
、
他
の
活た
つ
き計

を
勧
め
ら

れ
て
も
、
今
更
難
し
い
と
答
え
て
に
べ
も
な
い
。
す
る

と
従
僧
（
ワ
キ
ツ
レ
）
が
以
前
に
同
じ
よ
う
な
鵜
使
い

と
出
会
い
、
同
じ
よ
う
に
殺
生
の
罪
を
説
い
た
こ
と
が

あ
っ
た
と
語
る
と
、
老
人
は
そ
の
鵜
使
い
は
死
ん
だ
と

伝
え
る
。
そ
の
子
細
を
語
っ
て
聞
か
せ
る
う
ち
に
、
つ

い
に
自
分
が
そ
の
鵜
使
い
の
亡
者
だ
と
告
げ
る
。
老
人

は
僧
に
請
わ
れ
て
、
生
前
の
鵜
使
い
の
有
様
を
活
き
活

き
と
再
現
し
て
見
せ
、
月
の
出
と
共
に
漁
を
終
え
て

帰
っ
て
行
く
態
に
て
、
暗
闇
の
中
に
姿
を
消
す
。

　

訪
ね
て
来
た
里
人
に
鵜
使
い
の
こ
と
を
詳
し
く
聞

き
、
河
原
の
石
に
一
文
字
ず
つ
法
華
経
の
経
文
を
書

き
つ
け
て
川
に
沈
め
、
鵜
使
い
の
こ
と
を
弔
っ
て
い

る
と
、
閻
魔
大
王
（
後
シ
テ
）
が
現
れ
る
。
く
だ
ん

の
鵜
使
い
は
殺
生
の
罪
を
書
き
つ
け
る
鉄
の
札
は
無

数
に
あ
る
が
、
善
行
を
書
き
つ
け
る
金
紙
は
真
っ
新

の
ま
ま
で
、
地
獄
に
落
と
す
の
が
当
然
の
と
こ
ろ
、

尊
い
僧
に
宿
を
貸
し
た
功
徳
に
よ
っ
て
仏ぶ
っ
し
ょ所

に
送
る

こ
と
と
す
る
と
語
る
。
見
れ
ば
空
は
雲
も
な
く
真
如

の
月
が
明
る
い
。
こ
の
よ
う
に
悪
業
を
重
ね
て
も
法

華
経
の
利り
や
く益

は
大
変
深
く
、
成
仏
す
る
こ
と
が
出
来

る
の
だ
、
と
閻
魔
は
罪
人
を
極
楽
へ
送
っ
て
行
く
。

令和3年度 第3回例会 12月18日（土）
能… 殺生石 Sessyouseki  ……… 河井 　美紀
能… 安達原 Adachigahara …… 新井 麻衣子

附
祝
言

【
休
憩
十
五
分
】

【
休
憩
十
分
】

【
終
了
予
定 

午
後
四
時
三
十
分
】

許
可
の
な
い
録
音
、
撮
影
は
一
切
禁
止
で
す
。
携
帯
電
話
は
電
源
か
ら
お
切
り
下
さ
い
。

演
能
や
他
の
お
客
様
の
迷
惑
と
な
る
行
為
は
ご
遠
慮
願
い
ま
す
。
場
合
に
よ
っ
て
は
退
場
頂
く
事
も
ご
ざ
い
ま
す
の
で
ご
了
承
下
さ
い
。
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