


最
後
の
琵
琶
法
師
山
鹿
良
之  

兵
藤
裕
巳（
学
習
院
大
学
名
誉
教
授
）

　

シ
ル
ク
ロ
ー
ド
を
経
由
し
て
日
本
に
渡
来
し
た
琵
琶
に
は
︑
大
別
し
て
ふ
た
つ
の
系

統
が
あ
っ
た
︒
ひ
と
つ
は
︑
畿き
な
い内
中
央
に
公
式
ル
ー
ト
で
伝
え
ら
れ
た
雅
楽
琵
琶
︒
も

う
ひ
と
つ
は
︑
大
陸
か
ら
直
接
九
州
地
方
に
渡
来
し
た
と
み
ら
れ
る
琵
琶
法
師
の
琵
琶

で
あ
る
︒

　

琵
琶
法
師
の
琵
琶
は
︑
携
帯
に
便
利
な
よ
う
に
︑
雅
楽
琵
琶
よ
り
も
ひ
と
ま
わ
り
小

振
り
に
で
き
て
い
る
︒
棹さ
お

の
に
ぎ
り
が
太
く
︑
柱(

フ
レ
ッ
ト)

の
数
も
多
い
と
い
う

独
特
の
つ
く
り
だ
が
︑﹃
平
家
物
語
﹄
な
ど
の
さ
ま
ざ
ま
な
物
語
を
語
り
︑
祝い
わ
い
ご
と言や
竃か
ま
ど

祓
い
な
ど
の
民
間
の
宗
教
儀
礼
に
た
ず
さ
わ
っ
た
琵
琶
法
師
は
︑
16
世
紀
の
末
頃
か

ら
︑
し
だ
い
に
新
し
い
三
味
線
音
楽
に
転
向
し
て
い
っ
た
︒
東
北
地
方
に
伝
わ
っ
た
奥

浄
瑠
璃
や
有
名
な
津
軽
三
味
線
は
︑
い
ず
れ
も
座
頭
三
味
線
の
系
統
で
あ
る
︒
近
世
の

語
り
物
音
楽
を
代
表
す
る
浄
瑠
璃
・
文
楽
も
︑も
と
は
座
頭︵
男
性
盲
人
︶の
三
味
線
芸

と
し
て
出
発
し
た
︒

　

時
代
の
流
行
が
琵
琶
か
ら
三
味
線
へ
移
行
し
た
な
か
で
︑
し
か
し
九
州
地
方
だ
け

は
︑
座
頭
の
琵
琶
が
江
戸
時
代
以
降
も
行
わ
れ
た
︒
理
由
の
ひ
と
つ
は
︑
盲
人
の
琵
琶

演
奏
が
九
州
で
は
︑竃
祓
い
・
わ
た
ま
し︵
新
築
祝
い
︶な
ど
の
民
間
の
宗
教
祭
祀
と
密

接
に
結
び
つ
い
て
存
在
し
た
か
ら
だ
︒
法
具
と
し
て
の
琵
琶
の
あ
り
方
が
︑
三
味
線
と

の
交
替
を
困
難
に
し
た
の
だ
が
︑
芸
能
者
が
同
時
に
宗
教
者
で
も

あ
る
と
い
う
古
代
・
中
世
的
な
芸
能
伝
承
の
あ
り
方
は
︑
九
州
の

琵
琶
法
師
に
よ
っ
て
近
代
ま
で
伝
え
ら
れ
た
︒

　

山
鹿
良
之
さ
ん
は
︑明
治
34
年︵
１
９
０
１
年
︶
３
月
︑熊
本
県

玉
名
郡
大
原
村
︵
現
南
関
町
小
原
︶
の
農
家
の
三
男
と
し
て
生
ま

れ
︑
４
歳
で
左
眼
を
失
明
︑
22
歳
の
と
き
に
天
草
の
座
頭
︑
玉
川

教
節
の
も
と
に
弟
子
入
り
し
た
︒
三
年
後
い
っ
た
ん
郷
里
に
も

ど
り
︑
再
度
福
岡
県
大
牟
田
の
玉
川
教
山
に
つ
い
て
修
行
し
た
あ

と
︑
昭
和
３
年︵
１
９
２
７
年
︶に
独
立
し
て
玉
川
教
演
と
名
の
り
︑
熊
本
県
北
部
や
福

岡
県
南
部
を
中
心
に
昭
和
40
年
代
ま
で
活
動
し
た
︒

　

そ
の
放
浪
芸
的
な
活
動
実
態
と
い
い
︑
全
貌
を
把
握
し
が
た
い
ほ
ど
の
膨
大
な
伝
承

量
と
い
い
︑
山
鹿
さ
ん
は
ま
さ
に
日
本
最
後
の
琵
琶
法
師
だ
っ
た
︒
研
究
者
用
語
で
︑

オ
ー
ラ
ル
・
コ
ン
ポ
ジ
シ
ョ
ン
︵
口
頭
的
作
詞
法
︶
と
い
わ
れ
る
そ
の
自
在
な
語
り
口

は
︑
文
学
・
芸
能
史
を
研
究
す
る
者
に
と
っ
て
︑
き
わ
め
て
貴
重
な
研
究
対
象
に
な
っ

て
い
た
が
︑
そ
ん
な
研
究
上
の
関
心
を
は
な
れ
て
も
︑
聴
く
者
を
強
く
引
き
つ
け
て
や

ま
な
か
っ
た
の
は
︑山
鹿
さ
ん
の
芸
が
も
つ
独
特
の
説
得
力
で
あ
っ
た
︒

　

琵
琶
語
り
ひ
と
筋
に
生
き
た
山
鹿
さ
ん
は
︑
常
人
の
想
像
を
絶
す
る
よ
う
な
生
活
苦

の
な
か
で
５
人
の
お
子
さ
ん
を
亡
く
す
と
い
う
悲
運
に
も
見
舞
わ
れ
た
︒
だ
が
︑
そ
ん

な
逆
境
の
な
か
か
ら
生
ま
れ
た
山
鹿
さ
ん
の
芸
に
は
︑
聴
く
者
を
身
ぶ
る
い
さ
せ
る
よ

う
な
説
得
力
が
あ
っ
た
︒

　

山
鹿
さ
ん
が
語
る
小
栗
判
官
や
俊
徳
丸
の
物
語
が
︑
山
鹿
さ
ん
本
人
の
ラ
イ
フ
・
ヒ

ス
ト
リ
ー
と
重
な
り
あ
い
︑
ま
さ
に
小
栗
や
俊
徳
丸
が
復
活
・
転
生
す
る
現
場
に
立
ち

あ
う
よ
う
な
異
形
な
リ
ア
リ
テ
ィ
を
生
み
出
し
た
の
で
あ
る
︒

　

そ
ん
な
日
本
最
後
の
琵
琶
法
師
︑
山
鹿
良
之
さ
ん
は
１
９
９
６
年
に
満
95
歳
で
他
界

し
た
︒
１
９
９
３
年
か
ら
３
年
あ
ま
り
は
介
護
施
設
で
療
養
す
る
日
々
だ
っ
た
が
︑
今

回
上
映
さ
れ
る
﹃
琵
琶
法
師
山
鹿
良
之
﹄
は
︑
琵
琶
弾
き
座
頭
と
し
て
の
山
鹿
さ
ん
の

現
役
最
晩
年
の
す
が
た
を
記
録
し
て
い
る
︒
日
本
の
放
浪
芸
人
の
最
後
を
み
と
っ
た

貴
重
な
ド
キ
ュ
メ
ン
タ
リ
ー
映
像
で
あ
る
︒

長
編
記
録
映
画

◆スタッフ
製作　長 島 健 二
監修　兵 藤 裕 己
監督　青 池 憲 司
撮影　田 代 啓 史
照明　長 嶋 建 人
録音　永 峯 康 弘
編集　村 本 　 勝
音楽　織 田 英 子
語り　石 原 　 良
　　　青 池 憲 司

ネガ編集　福井千賀子
タイトル　日 英 美 術
撮影助手　瀬 川 　 龍
　　　　　藤 江 　 潔
編集助手　小 幡 寿 一
制作進行　高 橋 有 仁

◆出演
山 鹿 良 之
宮 川 光 義
木 村 義 夫
田中千代乃
藤本 洋 子
片 山 旭 星
熊本県南関町
小原のみなさん
福岡県柳川市
崩道のみなさん
◆協力
「山鹿良之無形文化財選定50年記念実行委員会」
兵藤裕己(学習院大学名誉教授）　佐々木達彦(ヒコデザイン）
村本 勝(映画編集） 青池憲司(映画監督）　長島昭子(あきこプロジェクト）
松尾貴弘(サウンドダック）
◆後援　北矢名 自興院

2023年11月23日（木） 開演14:00（開場13:30）自興院本堂：神奈川県秦野市北矢名955 　駐車場完備
◇ 壱の部  ● 14:00 ～ 15:20 長編記録映画『琵琶法師 山鹿良之』  （80分）一仲入り一
◇ 弐の部  ● 女流浪曲師「東家 三可子」『太刀山と清香』   （25分）曲師馬

うまこし

越ノ
の り こ

リ子
 ● 肥後琵琶「玉川教海」『小栗判官/ 餓鬼阿弥～照手の物狂い』   （30分）

山鹿良之 無形文化財選定 50年記念　特別上映！

製作：オフィスケイエス1992 年
16m/mフィルム（80 分）

◆1992年 「毎日映画コンクール・記録文化映画賞」
◆1992年 「キネマ旬報」文化映画ベストテン 第4位
◆1992年 「文化庁優秀映画作品賞」

神奈川県秦野市鶴巻北２-5-10  TEL : 0463-45-5716

神奈川県秦野市南矢名 1-11-11 TEL : 0463-76-8388 神奈川県秦野市南矢名 1-4-3 TEL : 0463-77-2302神奈川県秦野市南矢名 1-2-5 TEL : 0463-77-1026

フレッシュフーズ片野
盛籠（もりかご）注文承り中

野菜＆果物・お惣菜＆お弁当 その他いろいろ
配達

東海大学前駅から徒歩１分

鶴巻温泉駅 徒歩 2分

関西風牛スジ肉ドテ煮カレーライス
クリームソーダなどなど

『聖徳太子は 存在しない… 』
『卑弥呼は いずこ… 』

『邪馬台国は どこに… 』

・謎をひも解くプロジェクト・

パンの店 

イートインできます
安心を食卓へ。

・精肉・青果
・お米などなど
お惣菜、オードブルの仕出しも
取り扱っております。

あきこプロジェクトあきこプロジェクト
〒257-0006 秦野市北矢名666-408/080-1339-7847 

一級舞台機構調整音響技能士が醸し出す音の世界

〒259-1322  神奈川県秦野市渋沢1-17-15  
TEL:0463-89-1911　FAX:0463-89-1919

https://soundduck.co.jp


