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日
）

令
和
四
年

「老松」シテ 中所 宜夫（撮影 芝田 裕之）

「東北」シテ  津村 禮次郎（撮影 吉越スタジオ）

「鉢木」シテ  坂 真次郎（撮影 吉越スタジオ）



2022. 
2.6（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
墨 　敬子 TEL&FAX 045-544-6787
鈴木 啓吾 TEL&FAX 03-3269-7018
坂 真太郎 TEL  03-3873-5404
  FAX  03-3873-5635

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

能楽堂電柱広告

ドレメ女学院

約400m

体育館

←日吉

←品川 山手線

JR・東急目黒線・都営三田線・南北線　目黒駅徒歩7分
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権
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坂
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行
人
坂
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東急・地下鉄
目黒駅

喜多六平太
記念能楽堂

半
能
…
老
松
（
お
い
ま
つ
）

　

北
野
天
満
の
信
者
梅
津
某（
ワ
キ
）が
霊
夢
に
導
か

れ
て
筑
紫
国
太
宰
府
の
安
楽
寺
に
や
っ
て
来
る
。
神

託
を
得
て
境
内
の
老
松
の
下
で
夜
を
過
し
て
い
る
と
、

寅
の
刻
に
至
っ
て
老
松
の
精（
シ
テ
）が
現
れ
、
舞
楽
を

奏
し
て
梅
津
某
の
行
く
末
を
言
祝
ぐ
。

　

半
能
は
老
松
の
謂
れ
を
紹
介
す
る
前
段
の
長
い
件

く
だ
り

を
省
略
し
、
後
シ
テ
の
老
松
の
精
が
真し

ん
の
じ
ょ
の
ま
い

ノ
序
之
舞
を
神

威
清
冽
に
舞
う
こ
と
に
焦
点
を
絞
る
演
出
と
な
る
。

仕
舞
…
屋
島
（
や
し
ま
）

　

屋
島
の
古
戦
場
を
訪
れ
た
僧
に
、
合
戦
の
様
子
を

語
り
聞
か
せ
た
義
経
の
幽
霊
。
修
羅
道
の
戦
い
を
見

せ
る
が
、
夜
が
明
け
る
と
浦
は
静
か
な
朝
の
情
景
と

な
り
、
松
を
吹
き
抜
け
る
風
の
音
が
響
い
て
い
る
。

仕
舞
…
葵
上
（
あ
お
い
の
う
え
）

　

生
霊
と
な
り
光
源
氏
の
正
妻
葵
上
に
取
り
憑
く
六

条
御
息
所
。
恨
み
は
募
り
、
過
去
の
思
い
出
を
辿
れ

ば
、
ま
た
さ
ら
に
思
い
は
強
く
な
る
。
賀
茂
祭
の
破

れ
車
を
そ
の
ま
ま
枕
元
に
寄
せ
て
、
葵
上
を
攫
っ
て

ゆ
こ
う
と
す
る
。

能
…
東
北
（
と
う
ぼ
く
）

　

年
が
改
ま
り
東
国
か
ら
都
へ
上
る
僧（
ワ
キ
）が
あ

る
。
霞
が
関
を
越
え
武
蔵
野
も
遥
か
遠
く
に
過
ぎ

て
、
と
う
と
う
都
に
着
く
。
目
に
止
ま
っ
た
盛
り
の

梅
に
つ
い
て
東
北
院
門
前
の
者（
ア
イ
）に
尋
ね
る
と
、

梅
の
名
を
和
泉
式
部
と
教
え
ら
れ
た
。
し
ば
ら
く
眺

め
て
い
る
と
、
ど
こ
か
ら
と
も
な
く
里
の
女（
前
シ
テ
）

が
現
れ
、
藤
原
彰
子
す
な
わ
ち
上し

ょ
う
と
う
も
ん
い
ん

東
門
院
が
こ
こ
に

暮
し
て
い
た
頃
、
和
泉
式
部
が
植
え
た
「
軒
端
の
梅
」

が
こ
れ
に
他
な
ら
な
い
の
だ
と
物
語
る
。
ま
た
傍
ら

の
方
丈
の
庵
は
和
泉
式
部
の
寝
所
で
、
今
も
当
時
の

ま
ま
な
の
で
す
と
言
う
の
で
、
僧
は
都
の
雅
に
感
じ

入
り
無
粋
を
恥
じ
る
。
女
は
「
こ
の
花
に
住
ん
で
い

る
自
分
だ
か
ら
こ
そ
知
っ
て
い
る
の
で
す
。
実
は
梅
の

主
な
の
で
す
。」
と
明
か
し
て
姿
を
消
す
。

　

門
前
の
者
に
和
泉
式
部
の
こ
と
を
尋
ね
て
、
女
の

事
を
話
す
と
、
式
部
の
亡
心
に
違
い
な
い
と
聞
き
、

僧
は
夜
通
し
法
華
経
を
読
誦
す
る
。

　

法
華
経
が
現
世
を
火
宅
に
譬た

と

え
る
譬ひ

ゆ

ほ

ん

諭
品
に

至
る
と
、
和
泉
式
部（
後
シ
テ
）が
現
わ
れ
、
昔
、

御み
ど
う
の
か
ん
ぱ
く

堂
関
白
道
長
が
こ
の
門
前
を
通
り
か
か
り
譬
諭
品

を
高
ら
か
に
唱
え
た
の
に
対
し
、「
門か

ど

の
外ほ

か

法
の
車
の

音
聞
け
ば
我
も
火
宅
を
出
で
に
け
る
か
な
」
と
詠
み

か
け
た
思
い
出
を
語
る
。
さ
ら
に
歌
舞
の
菩
薩
と
し

て
守
護
す
る
東
北
院
の
風
光
の
、
四
季
を
通
し
て
陰

陽
の
摂
理
を
満
た
す
理
を
舞
に
舞
い
、
ま
た
春
の
夜

の
舞
を
舞
え
ば
、
闇
に
梅
の
香
が
立
ち
籠
め
る
。
懐

旧
の
思
い
は
募
り
、
思
わ
ず
溢
れ
る
涙
を
恥
じ
て

方
丈
に
入
る
か
と
見
る
と
、
僧
の
夢
は
覚
め
る
。

狂
言
…
呼
声
（
よ
び
こ
え
）

　

無
断
で
出
掛
け
た
太
郎
冠
者
に
腹
を
立
て
た
主

は
、
次
郎
冠
者
を
伴
っ
て
太
郎
冠
者
を
訪
ね
る
。

居
留
守
を
使
う
太
郎
冠
者
だ
っ
た
が
、
そ
の
声
音

で
そ
れ
と
知
っ
た
主
と
次
郎
冠
者
は
、
呼
掛
け
に

様
々
工
夫
を
凝
ら
し
て
、
何
と
か
太
郎
冠
者
を
お

び
き
出
そ
う
と
す
る
。

能
…
鉢
木
（
は
ち
の
き
）

　

一
所
不
住
の
沙
門
と
名
乗
る
旅
僧（
前
ワ
キ
）が
、

雪
の
信
濃
を
逃
れ
て
鎌
倉
へ
上
る
途
中
、
上
野
国

佐
野
の
郷
で
ま
た
大
雪
に
襲
わ
れ
民
家
に
宿
を
乞

う
。
応
対
に
出
た
妻（
ツ
レ
）が
主あ

る
じの
留
守
を
告
げ

る
の
で
そ
の
帰
り
を
待
っ
て
い
る
と
、
主（
シ
テ
）が

身
の
境
遇
を
嘆
き
な
が
ら
帰
っ
て
来
る
。
長
く
待
っ

た
に
も
関
ら
ず
、
見
苦
し
さ
を
理
由
に
宿
を
断
ら

れ
て
腹
を
立
て
、
僧
は
先
へ
向
か
う
。
妻
に
意
見

さ
れ
て
思
い
直
し
た
主
が
後
を
追
う
と
、
僧
は
降

り
積
る
雪
に
難
儀
を
し
て
い
る
。
追
い
付
い
て
我
が

家
に
迎
え
入
れ
る
が
、
本
当
に
貧
し
い
宿
り
で
あ

る
。
僧
は
粟あ

わ
の
い
い飯
を
饗
さ
れ
て
喜
ぶ
が
、
主
の
悲
嘆

は
深
い
。

　

僧
に
暖
を
取
ら
せ
た
い
と
、
主
は
秘
蔵
の
鉢
木

が
あ
る
こ
と
を
思
い
出
し
て
こ
れ
を
火
に
焼く

べ
る
。

梅
と
桜
と
松
の
三
鉢
に
は
そ
れ
ぞ
れ
思
い
入
れ
が

あ
る
。
寒
さ
の
中
、
真
先
に
咲
く
梅
。
花
が
遅
い

と
何
か
具
合
が
悪
い
の
か
と
心
配
し
た
桜
。
そ
し

て
松
に
は
常
に
ひ
と
か
た
な
ら
ぬ
丹
精
を
込
め
た
。

こ
の
薪
火
に
僧
は
感
激
し
、
主
の
名
字
を
尋
ね
る
。

佐
野
の
源げ

ん
ざ
え
も
ん
の
じ
ょ
う

左
衛
門
尉
常つ

ね
よ世
と
名
乗
り
を
聞
い
て
、

名
門
と
思
い
当
っ
た
僧
は
鎌
倉
で
の
訴
訟
を
勧
め
る

が
、常
世
は
名
執
権
最さ

い
み
ょ
う
じ

明
寺
時と

き
よ
り頼
の
不
在
を
嘆
き
、

た
と
え
こ
の
悲
惨
な
境
遇
で
も
鎌
倉
に一大
事
あ
れ

ば
必
ず
駆
け
つ
け
る
気
概
を
示
す
。
僧
は
宿
を
辞

す
に
あ
た
り
、
鎌
倉
に
自
分
を
訪
ね
る
よ
う
言
い

残
し
、
夫
婦
も
共
に
名
残
を
惜
し
ん
だ
。

　

そ
れ
か
ら
し
ば
ら
く
経
っ
て
諸
国
に
早
打
ち（
ア

イ
）が
廻
り
、
鎌
倉
で
軍
勢
を
募
っ
て
い
る
と
告
げ

る
。
執
権
最
明
寺
時
頼（
後
ワ
キ
）、
側
近
の
二

階
堂（
ワ
キ
ツ
レ
）を
始
め
諸
侍
が
居
並
ぶ
中
、
常

世
は
粗
末
な
具
足
に
痩
せ
馬
を
駆
っ
て
鎌
倉
に
駆

け
つ
け
る
。
二
階
堂
の
下
人（
ア
イ
）に
御
前
に
呼

び
立
て
ら
れ
た
常
世
は
、
見
せ
し
め
の
叱
責
を
受

け
る
覚
悟
だ
っ
た
が
、
執
権
か
ら
雪
の
日
の
修
行
者

は
自
分
だ
っ
た
と
知
ら
さ
れ
畏
ま
る
。
栄
誉
を
回

復
し
た
常
世
は
喜
ん
で
故
郷
に
帰
る
。

令和4年度 第1回例会 5月7日（土）
能……… 忠度 Tadanori  ……… 津村 禮次郎
能……… 百萬 Hyakuman …… 河井 　美紀

附
祝
言

【
休
憩
十
五
分
】

【
休
憩
十
五
分
】

【
終
了
予
定 

午
後
五
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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