
ソ
連
の
観
客
は『
俊
寛
』に
何
度
も

カ
ー
テ
ン
コ
ー
ル
を
繰
り
返
し
た

｜
｜
歌
舞
伎
の
海
外
公
演
の
歴
史
の
中
で

は
、『
俊
寛
』が
一
番
人
気
が
あ
る
そ
う

で
す
ね
。

河
竹
『
俊
寛
』
は
必
ず
受
け
ま
す
。
海
外

で
最
初
に
『
俊
寛
』
を
や
っ
た
の
は
、

１
９
６
１
年
の
ソ
連
で
の
公
演
で
す

が
、
そ
の
と
き
は
本
当
に
大
変
で
し
た
。

会
場
に
行
っ
た
ら
、
頼
ん
で
あ
っ
た
花

道
を
つ
く
っ
て
い
な
い
。
花
道
の
な
い

と
こ
ろ
に
歌
舞
伎
は
な
い
と
徹
夜
で
説

得
し
た
と
こ
ろ
、
な
ん
と
か
つ
く
っ
て

く
れ
ま
し
た
。

で
も
、
一
生
懸
命
や
っ
て
く
れ
ま
し

て
ね
、
フ
ッ
ト
ラ
イ
ト
が
ち
ゃ
ん
と
入

っ
て
い
る
。
最
初
は
、
透
明
の
ア
ク
リ

ル
板
を
張
っ
て
あ
っ
た
の
で
す
が
、
具

合
が
悪
い
ん
で
す
ね
。
歌
舞
伎
は
あ
く

ま
で
も
磨
り
ガ
ラ
ス
で
、
不
透
明
な
間

接
光
で
す
が
、
磨
り
ガ
ラ
ス
な
ん
て
な

い
と
い
う
。
そ
こ
で
、
紙
ヤ
ス
リ
で
ア

ク
リ
ル
板
の
表
面
を
こ
す
っ
て
、
人
海

戦
術
で
磨
り
ガ
ラ
ス
風
な
も
の
に
し
て

く
れ
ま
し
た
。
大
変
で
し
た
よ
。

こ
の
と
き
の
演
目
は
５
つ
あ
り
ま
し

た
。『
鳴
神
』『
連
獅
子
』『
籠
釣
瓶
』『
俊

寛
』『
道
成
寺
』
で
、
13
公
演
行
な
い
ま

し
た
。
他
の
も
の
に
比
べ
て『
俊
寛
』
は

圧
倒
的
に
人
気
が
あ
る
。
カ
ー
テ
ン
コ

ー
ル
が
毎
日
、
12
〜
13
回
で
す
よ
。
他

の
演
目
は
せ
い
ぜ
い
３
〜
４
回
で
す
。

そ
の
う
ち
、
拍
手
だ
け
で
は
収
ま
ら
な

く
な
っ
て
、
客
席
か
ら
「
ワ
ー
ッ
」
と

大
き
な
声
が
聞
こ
え
て
き
て
、
後
ろ
の

人
が
立
ち
上
が
っ
て
前
に
押
し
寄
せ
て

く
る
ん
で
す
。
そ
ん
な
に
な
っ
た
の
は

『
俊
寛
』
だ
け
で
し
た
ね
。
そ
も
そ
も

カ
ー
テ
ン
コ
ー
ル
と
い
う
し
き
た
り
は

日
本
に
あ
り
ま
せ
ん
か
ら
困
っ
た
の
で

す
が
、
お
客
さ
ん
に
合
わ
せ
る
こ
と
に

し
ま
し
た
。
主
役
の
二
代
目
猿
之
助

（
猿
翁
）さ
ん
は
、
す
で
に
70
歳
過
ぎ
で
、

『
鳴
神
』
も
や
っ
て
疲
れ
て
い
た
の
で

す
が
、
役
者
と
し
て
は
う
れ
し
い
こ
と

で
す
か
ら
、
何
と
か
出
よ
う
と
言
っ
て

応
え
て
く
れ
ま
し
た
。

能
・
文
楽
・
歌
舞
伎
『
俊
寛
』
合
同
公
演
で
は

そ
れ
ぞ
れ
の
芸
の
本
質
が
理
解
さ
れ
た

｜
｜
そ
の
ほ
か
に
海
外
で
人
気
が
高
い
演

目
に
は
ど
ん
な
も
の
が
あ
り
ま
す
か
。

河
竹
　
我
々
の
予
想
と
違
っ
た
の
は
、
踊

り
が
受
け
な
い
と
い
う
こ
と
。『
道
成

寺
』
が
受
け
な
い
。
60
年
の
ア
メ
リ
カ

公
演
で
は
『
忠
臣
蔵
』
が
よ
か
っ
た
ほ

か
に
、
意
外
に
も
『
壺
坂
霊
験
記
』

の
反
応
が
よ
か
っ
た
ん
で
す
。
最
後
は

ハ
ッ
ピ
ー
エ
ン
ド
で
す
し
、
役
者
も
よ

か
っ
た
。
六
代
目
歌
右
衛
門
と
十
七
代

目
勘
三
郎
と
が
お
里
、
沢
市
を
や
る
。
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河
竹

か

わ

た

け

登
志
夫

と

し

お

早
稲
田
大
学
名
誉
教
授

伝
統
の
継
承
と

外
国
と
の
創
造
的
な
交
流
の

両
方
が
必
要
だ

聞
き
手
　
渡
邊

わ
た
な
べ

直な
お

樹き

本
誌
編
集
長



夫
婦
愛
の
ド
ラ
マ
で
す
か
ら
、
非
常
に

わ
か
り
や
す
い
。
観
音
様
の
御
利
益
で

目
が
治
る
と
い
う
の
も
、
西
洋
に
は
中

世
の
奇
跡
劇
が
あ
る
の
で
、
一
向
に
お

か
し
く
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
し
た
。

ま
た
、
ど
こ
へ
行
っ
て
も
受
け
た
の

は『
身み

替が
わ
り

座
禅
』で
す
ね
。
狂
言
舞
踊

は
受
け
る
。
し
か
し
、
純
粋
舞
踊
は
受

け
な
い
。
そ
れ
か
ら『
隅
田
川
』
は
わ
か

り
よ
い
で
す
ね
。
生
き
別
れ
に
な
っ
て

死
ん
だ
子
に
対
す
る
母
の
悲
し
み
を
表

現
し
た
も
の
で
す
し
、
近
代
に
つ
く
ら

れ
た
も
の
で
、照
明
が
変
わ
っ
た
り
、演

出
全
体
が
近
代
的
な
色
彩
が
あ
り
ま
す

か
ら
、
同
じ
舞
踊
劇
で
も
こ
と
さ
ら
受

け
入
れ
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
。

｜
｜
94
年
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
公
演
で
は
、

能
・
文
楽
・
歌
舞
伎
の
三
つ
の
『
俊
寛
』

を
同
じ
舞
台
で
演
じ
ま
し
た
。
画
期
的

な
試
み
で
し
た
ね
。

河
竹
　
非
常
な
冒
険
で
し
た
。
ジ
ャ
パ
ン

フ
ァ
ウ
ン
デ
ー
シ
ョ
ン
の
発
案
で
、
日

本
の
三
つ
の
伝
統
芸
能
を
同
時
に
見
せ

よ
う
と
い
う
欲
張
っ
た
企
画
で
し
た
。

第
一
、
能
と
文
楽
、
歌
舞
伎
で
は

全
然
テ
ー
マ
が
逆
で
す
。
島
流
し
に
さ

れ
て
い
た
俊
寛
が
島
に
残
る
わ
け
で
す

が
、
能
で
は
史
実
ど
お
り
や
む
を
得
ず

島
に
置
き
去
り
に
さ
れ
る
。
文
楽
と
歌

舞
伎
で
は
、
自
分
か
ら
島
に
残
る
。
ま

る
っ
き
り
違
い
ま
す
。
演
じ
分
け
る
と

い
っ
て
も
、
こ
こ
は
能
、
こ
こ
は
文
楽

と
歌
舞
伎
と
い
う
わ
け
に
は
い
か
な

い
。
演
出
を
観
世
栄
夫
君
に
頼
ん
だ
の

で
す
が
、
彼
は
能
の
役
者
だ
け
ど
何
で

も
や
る
人
で
、
彼
が
い
な
け
れ
ば
で
き

な
か
っ
た
で
し
ょ
う
ね
。

あ
の
と
き
チ
ー
フ
で
行
っ
た
の
は
、

能
が
梅
若
恭
行
さ
ん
、
文
楽
が
吉
田
文

雀
さ
ん
、
歌
舞
伎
が
中
村
又
五
郎
さ
ん
。

三
人
と
も
家
元
や
座
頭
で
は
な
く
、
そ

れ
ぞ
れ
の
世
界
で
脇
を
固
め
る
人
で
し

た
。
み
ん
な
、
苦
労
人
だ
っ
た
ん
で
す

よ
。
だ
か
ら
こ
そ
チ
ー
ム
ワ
ー
ク
が
で

き
た
。
そ
の
後
、
日
本
で
も
や
っ
て
く
れ

と
い
う
声
は
あ
る
ん
で
す
が
、
再
現
す

る
の
は
な
か
な
か
難
し
い
で
し
ょ
う
ね
。

ロ
ン
ド
ン
の『
デ
イ
リ
ー
テ
レ
グ
ラ

フ
』
に
、
最
後
の
場
面
で
は
、
終
わ
っ

て
か
ら
俊
寛
が
３
人
出
て
き
て
、
そ
れ

ぞ
れ
が
大
変
印
象
的
だ
っ
た
と
。
能
の

俊
寛
は
峻

し
ゅ
ん

厳げ
ん

で
パ
ワ
フ
ル
（strict

and

p
o

w
erfu

l

）、
文
楽
の
俊
寛
は
英
雄
的

（heroic

）、
歌
舞
伎
の
俊
寛
は
人
間
的

（h
u

m
an

）
で
あ
る
と
、
非
常
に
的
確

に
そ
れ
ぞ
れ
の
芸
の
形
態
の
本
質
を
捉

え
て
書
い
て
く
れ
ま
し
た
。

西
洋
の
芝
居
は
現
実
の
世
界
を「
再
現
」し

日
本
の
歌
舞
伎
は「
示
現
」す
る

｜
｜
海
外
公
演
の
歴
史
を
振
り
返
る
と
、

開
拓
・
定
礎
の
時
期
か
ら
発
展
期
を
経

て
、
安
定
期
に
な
り
、
２
０
０
４
年
の

平
成
中
村
座
の
リ
ン
カ
ー
ン
セ
ン
タ
ー

で
の
公
演
の
こ
ろ
か
ら
、
ま
た
新
し
い

時
代
に
入
っ
て
き
た
、
と
い
う
見
方
を

さ
れ
て
い
ま
す
ね
。

河
竹
　
平
成
中
村
座
の
公
演
で
は
、
最
後

に
地
元
の
警
官
を
使
っ
て
み
た
り
と
、

そ
の
国
に
合
わ
せ
た
演
出
を
加
え
て
い

ま
す
。
こ
れ
は
そ
れ
ま
で
は
や
っ
て
い

な
か
っ
た
こ
と
で
す
。

こ
の
前
後
か
ら
、
英
語
で
セ
リ
フ
を

言
っ
た
り
、
パ
リ
で
は
口
上
を
フ
ラ
ン

ス
語
で
や
っ
た
り
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。

新
し
い
段
階
に
入
っ
た
と
思
い
ま
す
。

日
本
の
伝
統
文
化
の
紹
介
と
か
、
文
化

使
節
と
し
て
行
く
の
で
は
な
く
て
、
今

や
地
球
が
一
つ
に
な
っ
て
き
た
証
拠
で

し
ょ
う
か
、
日
本
国
内
で
巡
業
に
行
く

の
と
大
差
な
い
感
覚
な
ん
で
す
ね
。

歌
舞
伎
が
世
界
無
形
遺
産
に
な
っ
た

の
は
最
近
の
こ
と
で
す
が
、
歌
舞
伎
が

そ
れ
だ
け
周
知
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
で

も
あ
り
、
受
け
入
れ
る
ほ
う
も
歌
舞
伎

に
親
近
感
を
持
っ
て
き
た
。
そ
う
い
う

意
味
で
、
海
外
公
演
は
国
内
巡
業
並
み

に
普
通
の
も
の
に
な
っ
た
、
と
い
う
感

じ
が
し
て
い
ま
す
。

最
初
は
、
日
本
の
伝
統
文
化
を
正
し

く
紹
介
す
る
こ
と
が
目
的
で
し
た
。
わ

か
っ
て
も
わ
か
ら
な
く
て
も
い
い
、
と

に
か
く
本
物
を
見
て
も
ら
い
、
認
識
を

し
て
も
ら
う
と
い
う
考
え
方
で
し
た
。

お
客
さ
ん
の
好
み
に
合
わ
せ
る
こ
と
は

し
な
い
。
つ
ま
り
は
異
文
化
の
紹
介
の

努
力
だ
っ
た
わ
け
で
す
ね
。
そ
れ
が
基

盤
と
な
っ
て
、
今
は
か
な
り
同
化
さ
れ

て
い
る
よ
う
で
す
。
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比
較
演
劇
学
の
立
場
か
ら
言
う
と
、

初
期
の
ほ
う
が
お
も
し
ろ
か
っ
た
と
も

言
え
ま
す
。
例
え
ば
、
65
年
の
ヨ
ー
ロ

ッ
パ
公
演
の
ベ
ル
リ
ン
で
は
、
尾
上
梅

幸
さ
ん
が
『
娘
道
成
寺
』
を
踊
っ
て
い

て
、
釣
り
鐘
を
下
ろ
す
シ
ー
ン
で
、
ほ

ん
の
一
瞬
の
間
で
、
釣
り
鐘
が
落
ち
て

し
ま
っ
た
。
ド
イ
ツ
人
の
綱
元
が
き
っ

か
け
の
間
を
間
違
え
た
わ
け
で
す
が
、

初
期
の
時
代
に
は
、
こ
う
し
た
東
西
の

伝
統
の
違
い
を
鮮
明
に
示
す
事
件
も
、

少
な
か
ら
ず
あ
り
ま
し
た
。

｜
｜
海
外
で
の
批
評
や
受
け
止
め
方
は
い

か
が
で
す
か
。

河
竹
　
外
国
人
の
評
論
の
中
に
、
参
考
に

な
っ
た
言
葉
が
あ
り
ま
す
。
最
初
に
ア

メ
リ
カ
に
行
っ
た
60
年
、『
ニ
ュ
ー
ヨ
ー

ク
タ
イ
ム
ズ
』
に
ブ
ル
ッ
ク
ス
・
ア
ト
キ

ン
ソ
ン
と
い
う
劇
評
家
が
い
ま
し
た
。

彼
は
ブ
ロ
ー
ド
ウ
ェ
イ
の
芝
居
が
開
く

と
必
ず
評
を
書
く
。
彼
が
バ
ツ
を
付
け

る
と
、
１
週
間
で
ク
ロ
ー
ズ
し
て
し
ま

う
ほ
ど
権
威
の
あ
っ
た
人
で
す
。
そ
の

彼
が
非
常
に
い
い
評
を
書
い
て
く
れ
た
。

そ
の
中
で
、
日
本
と
西
洋
の
芝
居
と

を
区
別
す
る
言
葉
はp

resen
tatio

n

と

representation

だ
と
言
っ
て
い
る
。
つ

ま
り
、
西
洋
は「
再
現（representation

）」

で
、
現
実
の
世
界
を
再
現
す
る
。
日
本
の

場
合
は「
示
現（presentation

）」
だ
と
。

こ
れ
は「
示
し
現
す
」
と
い
う
意
味
で
す

ね
。
別
の
言
い
方
を
す
れ
ば「
典
型
を
表

す
」
と
言
っ
て
も
い
い
か
も
し
れ
ま
せ

ん
。
非
常
に
い
い
キ
ー
ワ
ー
ド
で
す
。

72
年
の
ミ
ュ
ン
ヘ
ン
で
は
、
地
元
の

『
ア
ー
ベ
ン
ト
・
ツ
ァ
イ
ト
ゥ
ン
グ
』
の

劇
評
に
歌
舞
伎
の
演
技
の
特
質
は

stilisierter
N

aturalism
us

だ
と
あ
り

ま
し
た
。
つ
ま
り
、
様
式
化
さ
れ
た
自

然
主
義
。
様
式
と
自
然
主
義
は
本
来
、

相
反
す
る
概
念
で
す
が
、
そ
れ
を
止
揚

し
た
形
で
、
歌
舞
伎
と
い
う
も
の
は
あ

る
と
い
う
意
味
で
す
。
非
常
に
お
も
し

ろ
い
言
葉
だ
と
思
っ
て
、
そ
の
後
、
と

き
ど
き
使
わ
せ
て
も
ら
っ
て
い
ま
す
。

例
え
ば
、
私
が
外
国
人
に
歌
舞
伎
の

話
を
す
る
と
き
、
一
番
わ
か
り
や
す
い

の
は
雨
、
雪
、
波
な
ど
を
表
現
す
る
大

太
鼓
の
音
で
す
。
机
を
叩
い
て
音
を
出

し
な
が
ら
説
明
す
る
と
、
わ
か
り
や
す

い
よ
う
で
す
。
た
と
え
ば
、
雪
が
積
も

る
の
は
本
当
は
音
が
し
な
い
け
ど
、
ソ

フ
ト
に
ト
ン
ト
ン
ト
ン
叩
く
と
、
雪
に

感
じ
る
で
し
ょ
う
と
言
う
と
、
な
る
ほ

ど
と
わ
か
っ
て
く
れ
る
。

こ
れ
も
、
様
式
化
さ
れ
て
い
る
け
れ
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ど
も
リ
ア
リ
テ
ィ
が
あ
る
と
い
う
例
で

す
。
そ
う
し
た
意
味
で
、stilisierter

N
aturalism

us

と
い
う
の
は
、
い
い
言

葉
だ
と
思
い
ま
し
た
。

そ
れ
か
ら
も
う
一
つ
。
オ
ー
ス
ト
ラ

リ
ア
公
演（
78
年
）
で
は
、『
シ
ド
ニ
ー
・

ヘ
ラ
ル
ド
・
モ
ー
ニ
ン
グ
』
に「
歌
舞

伎
は
世
界
の
至
る
と
こ
ろ
に
日
本
の
名

誉
、
栄
光
を
も
た
ら
すT

rav
ellin

g

E
m

b
assy

で
あ
る
」
と
書
か
れ
ま
し

た
。
こ
れ
を
私
が
「
歌
舞
伎
は
旅
す
る

大
使
館
」
と
訳
し
た
ら
、
主
催
者
の
松

竹
さ
ん
が
喜
ん
で
、
長
い
間
、
キ
ャ
ッ

チ
フ
レ
ー
ズ
に
使
っ
て
い
ま
し
た
。

古
典
と
し
て
基
本
の
歌
舞
伎
が
あ
っ
て

初
め
て
本
当
の
交
流
も
で
き
る

｜
｜
太
鼓
の
音
に
よ
る
表
現
な
ど
、
レ
ク
チ

ャ
ー・デ
モ
ン
ス
ト
レ
ー
シ
ョ
ン
は
、海
外

公
演
の
と
き
は
毎
回
さ
れ
た
の
で
す
か
。

河
竹
　
特
に
ジ
ャ
パ
ン
フ
ァ
ウ
ン
デ
ー
シ

ョ
ン
の
企
画
で
は
、
私
も
講
演
な
ど
を

ず
い
ぶ
ん
し
ま
し
た
。
82
年
の
ア
メ
リ

カ
公
演
が
一
つ
の
ピ
ー
ク
で
し
た
。
歌

舞
伎
を
紹
介
す
る
16
ミ
リ
の
映
像
を
持

っ
て
ア
ト
ラ
ン
タ
か
ら
ナ
ッ
シ
ュ
ヴ
ィ

ル
、
ノ
ッ
ク
ス
ビ
ル
、
メ
ン
フ
ィ
ス
、

シ
ャ
ー
ロ
ッ
ト
の
５
都
市
を
単
身
４
日

間
で
周
っ
た
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

い
わ
ゆ
る
レ
ク
チ
ャ
ー
・
デ
モ
ン
ス

ト
レ
ー
シ
ョ
ン
と
い
う
形
で
は
、
81
年
、

猿
之
助
が
ベ
ル
リ
ン
に
行
っ
た
と
き

に
、
１
時
間
ほ
ど
や
り
ま
し
た
。
猿
之

助
は
自
分
で
全
部
考
え
て
き
て
、
背
広

を
着
て
歌
舞
伎
の
歴
史
的
な
こ
と
も
含

め
て
解
説
し
ま
し
た
。
舞
台
に
は
弟
の

段
四
郎
を
立
役
、
芝
雀
を
女
方
と
し

て
、
説
明
し
な
が
ら
、
演
技
は
も
ち
ろ

ん
、
化
粧
づ
く
り
か
ら
衣
装
を
着
け
る

ま
で
を
や
ら
せ
ま
し
た
。
非
常
に
受
け

ま
し
た
よ
。
観
客
に
つ
い
て
も
、
猿
之

助
が
こ
う
い
う
と
き
に「
澤お

も

瀉だ
か

屋や

！
」
と

声
を
か
け
る
な
ど
と
教
え
た
。

こ
れ
を
昼
間
の
マ
チ
ネ
ー
で
や
っ
て
、

夜
は
本
番
で
す
ね
。
す
る
と
実
際
に「
澤

瀉
屋
！
」
と
声
が
か
か
っ
た
。
外
国
で

声
が
か
か
る
の
は
滅
多
に
な
い
こ
と
で

す
。そ
う
い
う
こ
と
も
あ
り
ま
し
た
ね
。

｜
｜
今
後
の
歌
舞
伎
の
国
際
交
流
に
何
を

期
待
さ
れ
ま
す
か
。

河
竹
　
世
界
と
の
接
点
は
ま
す
ま
す
増
え

て
く
る
で
し
ょ
う
し
、
外
国
と
日
本
の

芝
居
が
融
合
す
る
動
き
も
、
当
然
増
え

る
と
思
い
ま
す
。

た
だ
基
本
的
な
歌
舞
伎
そ
の
も
の
を
、

ち
ゃ
ん
と
し
た
古
典
は
古
典
と
し
て
演

出
は
き
ち
っ
と
し
て
お
く
必
要
が
あ

る
。
そ
れ
が
な
し
崩
し
に
な
っ
て
は
元

も
子
も
あ
り
ま
せ
ん
。
本
格
の
歌
舞
伎

が
あ
っ
て
、
初
め
て
本
当
の
交
流
も
で

き
る
わ
け
で
す
か
ら
。
そ
こ
だ
け
は
気

を
つ
け
な
い
と
い
け
な
い
と
思
い
ま
す
。

た
だ
、
や
は
り
歌
舞
伎
は
生
き
も
の

で
す
か
ら
、
ど
れ
が
本
当
の
演
出
か
と

な
る
と
、
難
し
い
問
題
で
す
ね
。
今
の

形
も
明
治
の
團
十
郎
・
菊
五
郎
の
時
代

に
固
め
ら
れ
た
も
の
で
す
か
ら
。
し
か

し
、
金
丸
座（
四
国
こ
ん
ぴ
ら
歌
舞
伎
）

を
見
て
み
る
と
、
今
で
も
当
時
の
舞
台

機
構
が
そ
っ
く
り
使
わ
れ
て
い
る
の
が

わ
か
り
ま
す
。
遡

さ
か
の
ぼっ
て
、
昔
の
錦
絵
を

見
て
も
、
ほ
と
ん
ど
衣
装
か
ら
舞
台
の

上
の
配
置
か
ら
、
変
わ
っ
て
い
ま
せ
ん
。

伝
統
を
き
ち
っ
と
正
直
に
受
け
継
ぐ

方
向
と
、
外
国
と
も
自
由
に
交
流
し
て

新
し
い
も
の
を
創
り
出
す
方
向
と
、
そ

の
二
つ
が
必
要
だ
と
い
う
こ
と
で
す
。

新
し
い
も
の
を
創
ら
な
け
れ
ば
、
現
代

か
ら
離
れ
て
い
っ
て
し
ま
う
。
そ
れ
こ

そ
博
物
館
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
は
困

る
。
し
か
し
、
い
つ
で
も
取
り
だ
し
て

使
え
る
元
の
も
の
は
ち
ゃ
ん
と
な
い
と

困
る
。
そ
こ
が
、
生
き
て
い
る
伝
統
演

劇
の
宿
命
で
も
あ
り
、
魅
力
で
も
あ
る

の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。a
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1983年、イタリア公演時に開催されたワークショップで、
参加者に化粧を施す猿之助 写真提供：Domenico Trotta

ジャパンファウンデーションの
「歌舞伎レクチャー＆デモンストレーション」

長年にわたり、ジャパンファウンデーションでは、歌
舞伎俳優を海外に派遣し、歌舞伎の魅力を伝える、「歌
舞伎レクチャー＆デモンストレーション」と題した催し
を行なってきた。踊りなどを実演するほか、歌舞伎の
見方の解説、化粧や踊りの体験指導などが主な内容。
近年では、2004年8月のオーストラリア、ニュージ
ーランド（京蔵）、同月のインド（鴈治郎、翫雀、勘十郎）、
05年3月のオーストリア、スロヴェニア、ドイツ、イタ
リア（京蔵）、同年5月のスペイン、ポルトガル（萬次郎）
などで開催。昨年08年には、2月にフィリピン、イン
ドネシア（京蔵）でも開かれ、好評を博した。

bunshin
長方形




