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▶能の夕べで舞う和久荘太郎さん

　

毎
年
、
千
灯
供
養
と
百
万
遍
修
行
の
後
に
コ

ン
サ
ー
ト
を
行
っ
て
き
ま
し
た
。
既
に
お
知
ら

せ
し
ま
し
た
よ
う
に
、
今
年
は
趣
向
を
代
え
て

能
の
夕
べ
を
行
い
ま
し
た
。
境
内
は
300
本
の
ロ
ー

ソ
ク
に
照
ら
し
出
さ
れ
、
薪
能
の
よ
う
な
幽
玄

な
雰
囲
気
に
包
ま
れ
ま
し
た
。
檀
家
の
方
々
だ

け
で
な
く
、
足
利
灯
り
物
語
に
参
加
し
た
人
達

も
加
わ
っ
た
た
め
、
本
堂
は
満
員
に
な
り
ま
し
た
。

　

能
楽
師
の
和
久
荘
太
郎
さ
ん
は
東
京
芸
術
大

学
の
邦
楽
科
で
宝
生
流
を
学
び
ま
し
た
。
そ
の
後
、

宝
生
流
の
宗
家
の
許
可
を
得
て
独
立
し
、
現
在

で
は
涌
宝
会
（
ゆ
う
ほ
う
か
い
）
を
設
立
し
て
、

全
国
で
公
演
を
行
っ
て
い
ま
す
。
今
回
は
、
笛

方
と
太
鼓
方
を
連
れ
た
３
人
に
よ
る
能
の
夕
べ

を
行
い
ま
し
た
。

　

ま
ず
和
久
さ
ん
３
人
は
内
陣
前
に
置
い
た
屏

風
の
前
に
現
れ
、
能
で
最
も
有
名
な
羽
衣
を
舞

い
ま
し
た
。
そ
の
後
、
参
加
し
た
方
々
と
と
も

に
羽
衣
を
一
節
ご
と
に
謡
い
ま
し
た
。
能
の
夕

べ
な
の
で
、
単
に
出
演
者
が
演
奏
し
、
舞
う
だ

け
で
な
く
、
参
加
し
た
方
々
と
一
緒
に
能
の
謡

を
行
い
、
能
の
説
明
を
随
所
で
行
い
ま
し
た
。

ま
た
笛
方
や
太
鼓
方
の
ソ
ロ
演
奏
も
あ
り
、
そ

れ
ぞ
れ
の
楽
器
の
説
明
も
あ
り
ま
し
た
。

　

最
後
の
舞
の
前
に
は
、
劇
場
で
幕
を
上
げ
る

よ
う
に
屏
風
を
両
側
に
引
き
、
内
陣
を
見
え
る

よ
う
に
し
ま
し
た
。
も
と
も
と
能
は
、
住
職
の

話
す
法
話
を
一
般
民
衆
に
も
分
か
る
形
で
行
わ

れ
た
寸
劇
が
起
源
で
す
。
能
の
美
は
「
花
」
と

言
わ
れ
ま
す
が
、
や
が
て
散
り
ゆ
く
花
は
そ
の

ま
ま
仏
教
の
無
常
観
を
表
す
も
の
で
す
。
そ
の

た
め
屏
風
を
横
に
引
き
、
内
陣
を
見
せ
て
本
尊

で
あ
る
阿
弥
陀
様
を
拝
め
る
よ
う
に
し
て
能
を

舞
っ
た
こ
と
は
、
能
の
本
来
の
精
神
を
表
す
も

の
で
し
た
。
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▶百万遍修行では多くの方々が輪を作り
　大きな数珠を回しました

　

一
切
精
霊
祭
壇
の
上
か
ら
順
に
ロ
ー
ソ
ク
が
灯
さ
れ
、
祭
壇
が
次

第
に
明
る
く
な
り
ま
す
。
祭
壇
全
部
に
ロ
ー
ソ
ク
が
灯
さ
れ
る
と
、

夜
空
に
祭
壇
が
浮
か
び
上
が
り
幻
想
的
な
風
景
に
な
り
ま
し
た
。

　

千
灯
供
養
の
後
、
本
堂
に
上
が
り
百
万
遍
修
行
を
行
い
ま
し
た
。

手
に
L
E
D
の
入
っ
た
提
灯
を
持
っ
た
親
子
連
れ
や
、
和
服
姿
の
婦

人
も
本
堂
に
集
ま
っ
た
の
で
、
例

年
以
上
に
賑
や
か
に
な
り
ま
し
た
。

　

参
加
者
が
多
い
た
め
、
大
き
な

数
珠
を
向
か
い
合
っ
て
手
に
す
る

こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
そ
れ
で
も

人
数
が
多
く
、
全
員
が
数
珠
を
持

つ
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
、
周
囲

に
用
意
し
た
イ
ス
に
座
っ
た
り
、

立
っ
た
り
し
ま
し
た
。
和
泉
市
長

さ
ん
も
初
め
て
参
加
さ
れ
ま
し
た
。

　

住
職
の
読
経
に
続
き
、
参
加
者

は
南
無
阿
弥
陀
仏
を
お
唱
え
し
な
が
ら
数
珠
を
半
時
計
回
り
に
回
し

ま
し
た
。
無
縁
と
な
っ
た
方
々
、
災
害
で
亡
く
な
ら
れ
た
方
々
、
戦

争
で
亡
く
な
ら
れ
た
方
々
、
そ
し
て
参
加
さ
れ
た
方
々
の
先
祖
の
慰

霊
の
た
め
、
合
わ
せ
て
４
回
数
珠
を
回
し
て
百
万
遍
修
行
は
盛
会
の

う
ち
に
終
わ
り
ま
し
た
。

百
万
遍
修
行

百
万
遍
修
行

　

千
灯
供
養
で
は
、
足
利
灯
り
物
語
の
一
環
と
し
て
境
内
を
300
本

の
ロ
ー
ソ
ク
で
ラ
イ
ト
ア
ッ
プ
し
ま
し
た
。
４
時
か
ら
市
の
職
員

３
人
と
ロ
ー
ソ
ク
を
配
置
し
、
千
灯
供
養
の
始
ま
る
６
時
前
に
は

点
火
し
ま
し
た
。

　

千
灯
供
養
に
は
、
檀
家
の
方
々
だ
け
で
な
く
一
般
の
市
民
の

方
々
も
多
く
参
加
し
ま
し
た
。
ま
た
足
利
灯
り
物
語
に
参
加
し
て
、

L
E
D
の
入
っ
た
提
灯
を
手
に
し
た
親
子
連
れ
の
な
か
に
も
境
内

を
照
ら
す
ロ
ー
ソ
ク
の
美
し
さ
に
魅
せ
ら
れ
、
千
灯
供
養
に
加

わ
っ
た
方
も
い
ま
し
た
。

　

今
年
の
千
灯
供
養
で
は
、
中
央
に
蓮
ロ
ー
ソ
ク
を
置
き
、
参
加

し
た
人
達
が
並
ん
で
作
る
輪
を

内
側
か
ら
明
る
く
し
ま
し
た
。

　

一
切
精
霊
祭
壇
の
前
で
住
職

が
行
う
読
経
を
聞
き
な
が
ら
、

輪
を
作
っ
た
人
達
は
手
か
ら
手

に
ロ
ー
ソ
ク
を
渡
し
、
最
後
に

受
け
取
っ
た
人
が
祭
壇
に
登
っ

た
人
に
ロ
ー
ソ
ク
を
渡
し
ま
す
。

今
年
は
参
加
者
が
多
い
た
め
、

ひ
と
き
わ
大
き
な
輪
を
作
り
、

南
無
阿
弥
陀
仏
を
お
称
え
し
な

が
ら
ロ
ー
ソ
ク
を
回
し
ま
し
た
。

千
灯
供
養

千
灯
供
養

▶中央に配置された蓮ローソクを囲むように輪を作り、
　ローソクを回して祭壇に立てました
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今
か
ら
40
年
前
に
僧
侶
に
な
る
た
め
の
修
行
で
あ
る
加
行
（
け

ぎ
ょ
う
）
を
総
本
山
の
知
恩
院
で
受
け
ま
し
た
。
そ
し
て
こ
の
度

10
月
24
日
か
ら
31
日
ま
で
大
本
山
の
増
上
寺
で
璽
書
（
じ
し
ょ
）

道
場
に
入
行
し
て
き
ま
し
た
。
璽
書
と
は
、
浄
土
宗
を
深
く
理
解

す
る
た
め
の
道
場
で
す
。
加
行
と
璽
書
が
浄
土
宗
の
基
本
的
な
修

行
に
な
り
ま
す
。

　

毎
日
、
朝
の
６
時
か
ら
夜
の
８

時
ま
で
勤
行
を
す
る
と
と
も
に
教

誡（
き
ょ
う
か
い
）を
受
け
ま
し
た
。

教
誡
と
は
、
浄
土
宗
の
教
義
を
学

ぶ
授
業
の
こ
と
で
あ
り
、
こ
れ
ま

で
以
上
に
深
く
教
義
に
つ
い
て
学

ぶ
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
参
加
者

36
名
の
う
ち
66
歳
の
私
が
最
高
齢

者
で
あ
り
、
毎
日
14
時
間
の
修
行

は
体
力
的
に
か
な
り
厳
し
く
感
じ

ら
れ
ま
し
た
。

　

最
終
日
の
10
月
31
日
、
増
上
寺
の
大
殿
の
扉
を
す
べ
て
閉
め
て
、

法
主
の
八
木
季
生
猊
下
か
ら
一
人
一
人
璽
書
が
授
け
ら
れ
ま
し
た
。

璽
書
を
受
け
る
と
阿
号
が
与
え
ら
れ
ま
す
。
阿
号
と
は
、
浄
土
宗

に
お
け
る
高
弟
を
表
し
ま
す
。
私
は
今
後
さ
ら
に
研
鑽
を
積
む
と

い
う
意
味
で
研
阿
（
け
ん
あ
）
を
授
け
ら
れ
ま
し
た
。

璽
書
道
場
を
受
け
ま
し
た

璽
書
道
場
を
受
け
ま
し
た

▶今後は覚誉研阿を名乗ることになります

　

イ
ン
パ
ル
ス
と
言
う
二
人
組
の
お
笑
い
芸
人
が
い
ま
す
。
時
々
テ

レ
ビ
に
も
出
演
す
る
の
で
、
ご
存
知
の
方
も
多
い
と
思
い
ま
す
。
イ

ン
パ
ル
ス
の
う
ち
の
一
人
が
板
倉
俊
之
さ
ん
で
、
檀
家
の
お
孫
さ
ん

で
す
。
板
倉
さ
ん
は
多
才
で
、
お
笑
い
芸
人
と
し
て
だ
け
で
な
く
作

家
と
し
て
も
活
躍
し
て
い
ま
す
。
こ
の
度
、
お
父
さ
ん
の
板
倉
健
二

さ
ん
を
通
し
て
二
冊
の
著
書
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

一
冊
は
「
月
の
炎
」
で
、
連
続
放
火
事
件
を
中
学
生
が
解
明
し
よ

う
と
す
る
う
ち
に
驚
く
べ
き
事
実
が
明
ら
か
に
な
る
と
い
う
ス
ト
ー

リ
ー
で
す
。
ミ
ス
テ
リ
ー
を
交
え
た
青
春
小
説
で
あ
り
、
と
て
も
感

動
さ
せ
ら
れ
ま
し
た
。
も
う
一
冊
は
「
蟻
地
獄
」
で
、
裏
カ
ジ
ノ
で

の
借
金
を
取
り
返
さ
な
い
と
相
棒

が
殺
さ
れ
る
と
い
う
極
限
状
況
を

描
く
エ
ン
タ
ー
テ
イ
ン
メ
ン
ト

で
、
ハ
ラ
ハ
ラ
ド
キ
ド
キ
さ
せ
ら

れ
ま
す
。

　

板
倉
俊
之
さ
ん
の
相
方
が
不
祥

事
を
起
こ
し
、
イ
ン
パ
ル
ス
は
一

時
休
止
し
て
い
ま
し
た
が
、
ま
た

活
動
を
再
開
し
ま
し
た
。
お
笑
い

の
世
界
で
も
小
説
家
と
し
て
も
板

倉
俊
之
さ
ん
に
活
躍
し
て
ほ
し
い

と
思
い
ま
す
。

板
倉
俊
之
さ
ん
の
本

板
倉
俊
之
さ
ん
の
本

▶板倉俊之さんの本
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11
月
11
日
の
日
曜
日
、
午
後
２
時
か
ら
境
内
で
野
点
を
行
い
ま

し
た
。
幸
い
天
候
に
も
恵
ま
れ
、
秋
晴
れ
の
も
と
集
ま
っ
た
100
人

以
上
の
方
々
が
抹
茶
と
干
菓

子
を
楽
し
み
ま
し
た
。

　

織
物
の
街
足
利
ら
し
さ
を

演
出
し
た
い
と
思
い
、
庫
裡

に
お
い
て
無
料
で
着
付
け
を

行
い
ま
し
た
。
そ
の
た
め
着

物
姿
の
女
性
も
多
く
、
庭
の

あ
ち
ら
こ
ち
ら
で
写
真
を

撮
っ
て
い
ま
し
た
。
最
近
は

着
物
を
着
る
方
も
少
な
く
、

ま
た
着
物
を
着
て
出
か
け
る

場
所
も
少
な
い
よ
う
で
す
。

今
後
は
当
山
の
野
点
を
、
着
物
を
着

て
参
加
で
き
る
行
事
に
し
た
い
と
思

い
ま
す
。

　

境
内
に
は
野
点
用
の
傘
が
立
て
ら

れ
、
イ
ス
に
は
緋
毛
氈
が
敷
か
れ
、

そ
こ
に
着
物
姿
の
女
性
が
い
る
の
で

華
や
い
だ
雰
囲
気
に
な
り
ま
し
た
。

古
都
足
利
ら
し
い
、
歴
史
と
文
化
を

野
点
を
楽
し
み
ま
し
た

野
点
を
楽
し
み
ま
し
た

▶境内で行われた華やかな野点▶野点用の傘により、雅な趣になります

お
琴
の
演
奏
会

お
琴
の
演
奏
会

感
じ
さ
せ
る
行
事
に
な
っ
た
と
思
い
ま
す
。

　

野
点
を
行
う
に
あ
た
り
、
足
利
商
工
会
議
所
の
茶
の
湯
愛
好
会
の

方
々
に
協
力
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
ま
た
イ
ス
と
緋
毛
氈
は
、
織

姫
神
社
か
ら
お
借
り
し
ま
し
た
。
関
係
し
た
方
々
に
あ
ら
た
め
て
感

謝
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

野
点
に
続
き
、
３
時
前
か
ら
恵
夢
の
会
に
よ
る
お
琴
の
演
奏
会
を

本
堂
で
開
催
し
ま
し
た
。
本
堂
に
上
が
る
階
段
に
も
緋
毛
氈
を
敷
き

ま
し
た
。
お
琴
の
演
奏
会
で
も
着
物
姿
の
女
性
た
ち
が
い
る
の
で
、

本
堂
も
普
段
と
異
な
り
華
や
か
な
感
じ
に
な
り
ま
し
た
。

　

恵
夢
の
会
で
は
３
張
の
琴
と

篠
笛
を
使
い
、
日
本
の
歌
曲
や

民
謡
そ
れ
に
ジ
ブ
リ
の
曲
な
ど

を
演
奏
し
ま
し
た
。
途
中
、
琴

の
演
奏
に
合
わ
せ
て
参
加
者
が

歌
う
な
ど
、
演
奏
会
は
大
い
に

盛
り
上
が
り
ま
し
た
。
恵
夢
の

会
に
は
５
年
前
、
千
灯
供
養
の

後
で
演
奏
し
て
い
た
だ
き
ま
し

た
。
今
回
は
昼
間
で
、
し
か
も

着
物
姿
の
観
客
も
多
い
た
め
、

雅
な
演
奏
会
に
な
り
ま
し
た
。

▶本堂で行われた恵夢の会によるお琴の演奏会

は
り
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