
■
11
月
２
日
に
創
作
歌
舞
伎
を
上
演

長
門
市
で
は
、
文
化
を
地
域
活
性

化
の
た
め
の
重
要
な
資
源
と
し
、
個

性
溢
れ
る
ま
ち
づ
く
り
に
取
り
組
ん

で
お
り
、
古
典
芸
能
の
公
演
に
優
れ

た
劇
場
を
有
し
て
い
ま
す
。
こ
の
た

め
、
第
２
回
山
口
県
総
合
芸
術
文
化

祭
の
中
で
、
11
月
２
日
（
日
）
に
ル

ネ
ッ
サ
な
が
と
で
、
市
川
笑
三
郎
さ

ん
が
書
き
下
ろ
し
た
創
作
歌
舞
伎
が

上
演
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

こ
の
創
作
歌
舞
伎
は
、
通
の
鯨

回
向

え
こ
う

を
題
材
に
さ
れ
て
い
る
と
い
う

こ
と
で
す
。
捕
鯨
を
通
し
て
命
の
尊

さ
を
訴
え
る
内
容
に
な
っ
て
お
り
、

▲11月2日の本番に向けて練習に励む市民のみなさん

市
内
外
か
ら
応
募
し
た
40
人
の
ア
マ

チ
ュ
ア
の
出
演
者
が
本
番
に
向
け
て

厳
し
い
練
習
を
重
ね
て
お
り
、
す
ば

ら
し
い
舞
台
が
期
待
で
き
ま
す
。
ぜ

ひ
こ
の
機
会
に
歌
舞
伎
の
世
界
に
ふ

れ
て
み
て
は
い
か
が
で
し
ょ
う
か
。

■
歌
舞
伎
と
は

「
歌
舞
伎
」
は
、
戦
国
時
代
に
流

行
し
た
異
様
な
振
る
舞
い
や
風
俗
と

い
う
意
味
の
「
傾か
ぶ

く
」
と
い
う
語
が

転
じ
た
も
の
と
さ
れ
、
江
戸
時
代
初

期
、
京
都
で
評
判
と
な
っ
た
出
雲

阿
国

お
く
に

の
「
か
ぶ
き
踊
り
」
が
は
じ
め

と
さ
れ
て
い
ま
す
。

阿
国
が
評
判
に
な
る
と
、
多
く
の

模
倣
者
が
現
れ
、
遊
女
が
演
じ
る
遊

女
歌
舞
伎（
女
歌
舞
伎
）や
、
前
髪
を

剃
り
落
と
し
て
い
な
い
少
年
俳
優
た

ち
が
演
じ
る
若
衆

わ
か
し
ゅ
う

歌
舞
伎
が
行
わ

れ
て
い
ま
し
た
が
、
風
紀
を
乱
す
と

の
理
由
か
ら
、
前
者
は
寛
永
六
年

（
一
六
二
九
）、
後
者
も
承
応
元
年

（
一
六
五
二
）
に
禁
止
さ
れ
ま
し
た
。

代
わ
っ
て
、
今
日
の
歌
舞
伎
の
源
流

と
な
る
成
人
男
性
の
み
で
演
じ
る

野
郎

や
ろ
う

歌
舞
伎
と
な
り
、
男
性
が
女
性

役
を
つ
と
め
る
女
形
が
確
立
し
、
容

姿
よ
り
技
芸
と
脚
本
を
重
ん
じ
た
芝

居
と
し
て
栄
え
ま
し
た
。

元
禄
期
（
一
六
八
八
〜
一
七
〇
四
）

に
江
戸
で
「
荒
事

あ
ら
ご
と

」（
豪
快
で
力
強
い

芸
）
を
得
意
と
し
た
市
川
團
十
郎
が

活
躍
し
、
上
方
か
み
が
た

で
坂
田
藤
十
郎
と
作

者
の
近
松
門
左
衛
門
に
よ
っ
て
、
後

に
「
和
事

わ
ご
と

」（
柔
ら
か
く
優
美
な
演
技
）

と
呼
ば
れ
る
様
式
を
確
立
す
る
な

ど
、
江
戸
・
上
方
で
独
特
の
美
の
世

界
を
形
成
し
て
い
き
ま
し
た
。

以
後
も
、
名
優
や
名
作
者
を
輩
出

し
、
人
形
浄
瑠
璃
の
演
目
・
演
出
や

様
々
な
音
楽
を
取
り
入
れ
て
多
彩
な

発
展
を
と
げ
ま
し
た
。
江
戸
時
代
の

流
行
歌
だ
っ
た
長
唄
は
伴
奏
音
楽
と

し
て
使
わ
れ
、
語
り
物
と
し
て
は

義
太
夫

ぎ
だ
ゆ
う

な
ど
が
使
わ
れ
ま
し
た
。
歌

舞
伎
の
音
楽
は
、
そ
の
発
展
に
し
た

が
っ
て
変
化
し
て
い
き
、
一
八
〇
〇

年
頃
、
江
戸
末
期
に
今
の
よ
う
な
音

楽
の
使
わ
れ
方
に
な
り
ま
し
た
。
ま

た
、
18
世
紀
半
ば
に
セ
リ
や
廻ま
わ

り
舞

台
な
ど
、
歌
舞
伎
独
特
の
舞
台
機
構

が
考
案
さ
れ
、
変
化
に
富
ん
だ
演
出

が
可
能
に
な
り
ま
し
た
。

明
治
以
後
も
時
代
の
変
化
と
と
も

に
近
代
化
に
向
け
た
取
り
組
み
が
な

さ
れ
ま
し
た
。
関
東
大
震
災
、
第
二

次
世
界
大
戦
な
ど
に
際
し
て
存
続
の

危
機
に
さ
ら
さ
れ
ま
し
た
が
、
そ
の

都
度
、
関
係
者
の
努
力
で
蘇
り
今
日

ま
で
商
業
演
劇
と
し
て
中
心
的
地
位

を
築
き
上
げ
て
き
ま
し
た
。

長
門
市
に
お
い
て
は
、
近
松
門
左

衛
門
出
生
伝
承
に
因
み
、
長
門
市
制

施
行
四
〇
周
年
で
ス
タ
ー
ト
し
た
近

松
祭
in
長
門
を
経
て
、
平
成
12
年
に

歌
舞
伎
な
ど
の
古
典
芸
能
が
本
格
的

に
上
演
で
き
る
ホ
ー
ル
と
し
て
「
ル

ネ
ッ
サ
な
が
と
」
が
建
設
さ
れ
、
た

く
さ
ん
の
古
典
芸
能
が
上
演
さ
れ
る

よ
う
に
な
り
多
く
の
フ
ァ
ン
か
ら
支

持
を
集
め
て
い
ま
す
。

こ
と
ば
の
解
説

歌
舞
伎
の
舞
台

●
花
道
は
な
み
ち

舞
台
の
下
手
側
か
ら
観
客
席
を
貫

く
通
路
で
、
花
道
の
突
き
当
た
り
に

鳥
屋
口
（
揚
幕
の
か
か
っ
た
小
部
屋
）

が
あ
り
、
そ
こ
か
ら
役
者
が
登
場
・

退
場
す
る
歌
舞
伎
独
特
の
舞
台
機
構
。

舞
台
か
ら
３
分
、
後
方
か
ら
７
分
の

位
置
を
「
七
三
」
と
呼
び
、
こ
の
位
置

で
役
者
は
芝
居
や
踊
り
を
演
じ
る
。

花
道
の
語
源
は
、
花
の
役
者
が
通
る

道
、
役
者
に
は
な（
祝
儀
）
を
贈
る
道

な
ど
の
諸
説
が
あ
る
。

●
セ
リ

舞
台
の
一
部
を
四
角
に
切
り
込
ん

で
、
床
を
昇
降
さ
せ
る
装
置
。
床
下

か
ら
大
道
具
や
役
者
な
ど
を
せ
り
上

げ
た
り
下
げ
た
り
す
る
。

●
ス
ッ
ポ
ン

花
道
の「
七
三
」
に
あ
る
セ
リ
の
こ

と
。
ス
ッ
ポ
ン
か
ら
出
入
り
す
る
の

は
、
原
則
と
し
て
幽
霊
や
妖
怪
な
ど
、

普
通
の
人
間
以
外
の
役
。

●
廻ま
わ

り
舞
台

舞
台
そ
の
も
の
を
円
形
に
切
っ
て

回
転
さ
せ
る
歌
舞
伎
独
自
の
装
置
。

大
道
具
や
役
者
を
乗
せ
た
状
態
で
回

転
さ
せ
る
た
め
、
場
面
の
転
換
が
ス

ム
ー
ズ
に
行
わ
れ
る
。
場
面
の
変
化

が
視
覚
的
に
と
ら
え
ら
れ
、
演
出
効

果
も
大
き
い
。

●
黒
御
簾

く
ろ
み
す

舞
台
下
手
の
黒
い
す
だ
れ
の
下
が

る
部
屋
。
客
席
か
ら
は
見
え
な
い
が

た
く
さ
ん
の
楽
器
が
置
か
れ
、
芝
居

で
流
れ
る
音
楽
や
雨
音
、
雷
な
ど
の

効
果
音
が
演
奏
さ
れ
る
。

●
定
式
幕

じ
ょ
う
し
き
ま
く

歌
舞
伎
の
舞
台
の
正
式
な
引
幕
。

赤
茶
色
、
萌
黄
色
、
黒
色
の
三
色
に

な
っ
て
い
る
。

歌
舞
伎
の
用
語

●
大
向
お
お
む
こ

う

元
々
は
舞
台
か
ら
遠
い
客
席
の
こ

と
を
言
う
が
、
安
価
な
の
で
常
連
客

が
多
く
、
こ
こ
か
ら
屋
号
の
「
○
○

屋
！
」
や
「
待
っ
て
ま
し
た
！
」
な
ど

の
掛
け
声
が
か
か
る
た
め
、
こ
れ
ら

の
客
の
こ
と
を
「
大
向
う
」
と
呼
ぶ
よ

う
に
な
っ
た
。

●
見
得
み

え
演
技
の
中
で
感
情
が
最
高
潮
に
達

し
た
と
き
に
、
動
き
を
止
め
て
形
を

決
め
る
演
技
の
こ
と
。
ツ
ケ
と
い
う

音
の
効
果
を
入
れ
、
役
者
の
動
作
を

際
立
た
せ
る
。

●
ツ
ケ

舞
台
の
上
手
の
端
に
黒
衣
を
着
た

係
が
座
り
、
役
者
の
演
技
に
合
わ
せ

て
、
四
角
い
板
を
両
手
に
持
っ
た
２

本
の
拍
子
木
で
打
つ
。
こ
れ
を「
ツ
ケ
」

と
い
い
、
打
つ
板
を
「
ツ
ケ
板
」、
そ

の
係
を
「
ツ
ケ
打
ち
」
と
い
う
。

●
柝き拍

子
木
の
こ
と
。
幕
の
開
閉
や
芝

居
の
始
ま
り
と
終
わ
り
な
ど
、
舞
台

の
進
行
の
合
図
と
し
て
打
た
れ
る
。

国
民
文
化
祭
や
ま
ぐ
ち
の
成
果
を
引
き
継
ぐ
文
化
イ
ベ
ン
ト

「
山
口
県
総
合
芸
術
文
化
祭
」。
長
門
市
で
は
歌
舞
伎
を
地
域
の

文
化
活
動
の
柱
と
し
た
取
り
組
み
を
進
め
て
お
り
、
11
月
２
日

に
ル
ネ
ッ
サ
な
が
と
で
行
わ
れ
る
第
２
回
山
口
総
合
芸
術
文
化

祭
で
は
、
市
川
笑
三
郎
さ
ん
脚
本
・
演
出
の「
創
作
歌
舞
伎
」
が

上
演
さ
れ
ま
す
。

特集１■歌舞伎が熱い！

▲市川笑三さん



Ｑ
今
回
の
創
作
舞
台
は
ど
の
よ
う

な
内
容
に
な
る
の
で
す
か
？

笑
三
郎
さ
ん

長
門
市
は
鯨
が
有
名

だ
と
い
う
の
で
、
ぜ
ひ
そ
れ
を
題
材

に
取
り
上
げ
た
い
な
と
思
っ
て
い
ま

す
。
県
民
の
み
な
さ
ま
に
ご
出
演
い

た
だ
い
て
、
私
が
創
作
を
さ
せ
て
い

た
だ
く
中
で
、
歌
舞
伎
と
い
う
演
劇

を
こ
う
い
う
も
ん
だ
と
い
う
の
は
、

思
っ
て
い
た
だ
い
て
い
る
と
思
う
ん

で
す
け
ど
、
実
際
に
体
験
し
て
い
た

だ
く
と
意
外
な
面
を
見
て
い
た
だ
く

こ
と
が
で
き
る
と
思
う
ん
で
す
ね
。

そ
れ
に
よ
っ
て
、
さ
ら
に
見
て
い
た

だ
け
の
面
白
さ
か
ら
自
分
が
や
っ
て

み
る
こ
と
で
、
歌
舞
伎
に
対
し
て
の

興
味
と
か
ま
た
は
理
解
と
か
面
白
さ

を
感
じ
て
い
た
だ
け
る
と
私
と
し
て

も
あ
り
が
た
い
。
そ
う
い
う
も
の
を
、

今
ま
で
に
な
い
第
１
回
目
の
試
み
と

い
う
こ
と
で
や
ら
せ
て
い
た
だ
け
る

意
義
を
何
か
結
果
に
残
し
た
い
な
と

思
っ
て
お
り
ま
す
。

も
と
も
と
こ
ち
ら
に
あ
る
昔
話

が
、
く
じ
ら
の
回
向

え
こ
う

を
な
ぜ
す
る
よ

う
に
な
っ
た
か
と
い
う
お
話
な
ん
で

す
け
ど
、
そ
の
中
に
鯨
の
長お

さ

み
た
い

な
の
が
出
て
き
て
、「
今
回
は
沖
を

渡
る
と
き
に
襲
わ
な
い
で
く
れ
」
と

約
束
を
す
る
ん
だ
け
れ
ど
も
漁
師
が

そ
れ
を
忘
れ
て
捕
っ
て
し
ま
っ
て
呪

い
み
た
い
な
も
の
が
か
か
っ
て
し
ま

う
ん
で
す
が
、
結
局
、
反
省
を
し
て

回
向
を
す
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う

話
な
ん
で
す
ね
、
簡
単
に
い
う
と
。

そ
う
い
う
話
を
も
っ
と
い
ろ
い
ろ
と

私
な
り
の
発
想
も
加
え
て
、
工
夫
を

凝
ら
し
て
お
見
せ
し
た
い
な
と
思
っ

て
お
り
ま
す
。

Ｑ
歌
舞
伎
の
世
界
に
入
ら
れ
た
き

っ
か
け
と
歌
舞
伎
の
魅
力
は
？

笑
三
郎
さ
ん

私
が
歌
舞
伎
俳
優
に

な
っ
た
き
っ
か
け
と
い
う
の
は
、
舞

台
に
立
つ
人
の
目
が
、
照
明
の
反
射

だ
と
思
う
ん
で
す
け
ど
、
キ
ラ
ッ
と

光
っ
て
見
え
た
ん
で
す
よ
。
そ
れ
で
、

昔
の
幼
児
番
組
、
ヒ
ー
ロ
ー
も
の
の

影
響
で
し
ょ
う
ね
、
目
が
光
る
人
っ

て
変
身
が
で
き
る
よ
う
な
超
人
だ
と

思
っ
て
、
こ
こ
に
い
る
人
は
人
間
じ

ゃ
な
い
と
思
っ
て
た
わ
け
で
す
ね
。

こ
こ
に
上
が
れ
ば
超
人
に
な
れ
る
と

思
っ
た
の
で
、
舞
台
に
ま
ず
上
が
り

た
い
と
思
っ
た
ん
で
す
ね
。
初
め
て

見
た
の
が
歌
舞
伎
だ
っ
た
と
い
う
の

が
き
っ
か
け
と
い
え
ば
き
っ
か
け
で

す
ね
。

Ｑ
歌
舞
伎
を
最
初
に
ご
覧
に
な
っ

た
の
は
い
く
つ
の
と
き
で
す
か
。

笑
三
郎
さ
ん

小
学
校
に
上
が
る
ち

ょ
っ
と
前
く
ら
い
で
す
。
子
供
た
ち

が
い
わ
ゆ
る
戦
隊
も
の
に
あ
こ
が
れ

る
の
と
い
っ
し
ょ
で
す
よ
ね
。
変
身

す
る
ん
で
す
よ
、
ま
っ
た
く
違
う
人

に
な
っ
ち
ゃ
う
。
そ
れ
に
興
味
を
そ

そ
ら
れ
た
と
い
う
の
が
私
に
と
っ
て

は
歌
舞
伎
だ
っ
た
わ
け
で
す
け
ど
。

お
化
粧
を
し
て
舞
台
に
出
る
と
い
う

こ
と
は
な
ん
と
な
く
い
ま
だ
に
子
供

ご
こ
ろ
の
変
身
願
望
っ
て
言
い
ま
す

か
ね
、
そ
う
い
う
の
は
あ
り
ま
す
ね
。

Ｑ
11
月
の
公
演
で
は
ど
う
い
う
と

こ
ろ
を
見
て
ほ
し
い
で
す
か
。

笑
三
郎
さ
ん

こ
れ
だ
け
大
掛
か
り

な
器
（
劇
場
）
を
使
い
、
出
演
者
の

方
を
扱
っ
て
自
分
の
書
き
下
ろ
し

で
、
と
い
う
こ
と
を
や
ら
せ
て
い
た

だ
く
の
は
初
め
て
な
の
で
、
こ
こ
だ

け
で
し
か
見
ら
れ
な
い
も
の
、
こ
こ

で
出
来
上
が
っ
た
も
の
な
の
で
、
ぜ

ひ
、
み
な
さ
ん
に
見
て
い
た
だ
き
た

い
で
す
ね
。

▲市川笑三郎さん
昭和45年5月6日生まれ。市川猿
之助に入門。61年5月三代目市川
笑三郎を名のり初舞台。平成6年2
月、猿之助の部屋子

へ や ご

となる。10年
7月名題昇進。屋号は「澤瀉屋

おもだかや

」。
歌舞伎俳優として、時代物、世話
物の女房役から姫までを演じ、そ
の台詞の美しさや技術の高さには
定評がある。最近では「スーパー
歌舞伎」に出演し話題に。

特集１■歌舞伎が熱い！

入
場
料
は
無
料
で
す
。
入
場
整
理

券
を
ご
希
望
の
人
は
左
記
の
要
領
で

お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

【
応
募
方
法
】

●
希
望
人
数
（
１
通
に
つ
き
２
名
以

内
）、
郵
便
番
号
、
住
所
、
氏
名
、

電
話
番
号
を
ご
記
入
の
う
え
、
は

が
き
ま
た
は
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で

お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。
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●
希
望
人
数
の
記
入
の
な
か
っ
た
場

合
は
１
名
分
と
し
ま
す
。

●
車
い
す
を
ご
利
用
の
人
は
、
そ
の

旨
を
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

●
未
就
学
児
は
親
子
室
が
ご
利
用
い

た
だ
け
ま
す
の
で
、
ご
希
望
の
人

は
そ
の
旨
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

※
送
付
い
た
だ
い
た
個
人
情
報
は
こ

の
目
的
に
の
み
使
用
し
ま
す
。

【
応
募
締
切
】10
月
17
日
（金）
消
印
有
効

【
発
表
】
10
月
下
旬
。
な
お
、
応
募

者
多
数
の
場
合
は
抽
選
と
さ
せ
て

い
た
だ
き
ま
す
。
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