
市
民
や
県
内
外
か
ら
詰
め
か
け
た
千
人
を
超
え
る
多
く
の
観
客
が
待

ち
わ
び
る
な
か
、
薪
能
は
夕
暮
れ
前
の
午
後
５
時
よ
り
開
演
。
か
が

い
に
し
え

よ
み
が
え

り
火
の
下
、
幻
想
的
な
古
の
世
界
が
蘇
り
ま
し
た
。

   

例
年
な
ら
ば
満
開
の
桜
の
下
で
の
開
催
と
な

り
ま
す
が
、
本
年
は
開
花
が
遅
く
２
分
咲
き
。

し
か
し
、
コ
ブ
シ
の
花
が
見
事
に
咲
き
誇
り
、

演
技
者
や
観
客
を
遠
目
に
応
援
す
る
中
、
『
火

入
れ
式
』
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

　
雰
囲
気
が
高
ま
っ
た
舞
台
で
は
『
青
少
年
の

た
め
の
能
・
狂
言
普
及
研
究
会
』
の
子
ど
も
た

こ
ま
い

ち
が
、
紋
付
袴
姿
で
小
舞
『
花
の
袖
』
を
披

う
お
ぜ
っ
ぽ
う

露
。
続
い
て
狂
言
『
魚
説
法
』
を
演
じ
、
専
門

家
の
指
導
を
受
け
本
番
の
舞
台
に
望
ん
だ
子
ど

も
た
ち
に
、
観
客
か
ら
大
き
な
拍
手
が
鳴
り
止

み
ま
せ
ん
で
し
た
。

す
ば
や
し

さ
ん
ば
そ
う

  

そ
の
後
、
舞
台
は
、
素
囃
子
『
三
番
叟
』
、

ち
ゃ
つ
ぼ

狂
言
『
茶
壺
』
が
演
じ
ら
れ
、
最
後
の
演
目
で

く

ず

あ
る
能
『
国
栖
』
で
舞
台
は
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス

を
迎
え
ま
す
。
か
が
り
火
の
灯
り
の
下
で
、
能

世
界
を
代
表
す
る
能
楽
師
に
よ
っ
て
幻
想
的
な

古
の
世
界
が
蘇
り
、
大
勢
の
市
民
を
魅
了
し
ま

し
た
。

▲小舞『花の袖』を舞う子どもたちに大きな拍手が

▲金色の羽衣を身にまとった天女の舞『国栖』

■薪能豆知識■
　薪能とは、神事能のひとつ。薪
の宴の能の意という。陰暦２月の
興福寺の修二会に、南大門の芝の
上で四座の大夫によって行われた

能楽。幕末で絶えたが、近年簡略
化して復興、５月１１日と１２日に
行われている。
　なお、最近は、諸社寺などで薪
能と名付けて、夜間に野外能を行
うが、それは薪の火で照明する能

の意に解した命名。薪の能。
　　　　　　　　（広辞苑より）

初
め
て
来
ら
れ
た
方
か
ら
、
お
礼
の
言
葉

が
メ
ー
ル
で
届
き
ま
し
た
。
「
明
野
薪

能
、
初
め
て
堪
能
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し

た
。
よ
か
っ
た
で
す
。
子
ど
も
さ
ん
た
ち

の
熱
演
も
大
変
興
味
が
あ
り
ま
し
た
。
今

回
限
り
で
な
く
、
良
き
伝
統
芸
能
の
継
承

に
か
か
わ
っ
て
く
れ
る
よ
う
に
願
っ
て
お

り
ま
す
」
。

▲狂言『茶壺』は多くの笑いを誘いました

２


