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第
五
回
避
難
体
験
と
コ
ン
サ
ー
ト 

特
別
公
演 

 
 

日
本
舞
踊 

と 

避
難
体
験 

―
コ
ロ
ナ
禍
の
中
で
ー 

令和 2年 12月 13日 日曜日 
開場参加登録者受付開始     午後 1時半  
開演             午後 2時 
終演予定           午後 4時半 
所沢まちづくりセンター中央公民館ホール 

十
二
月
十
三
日(

日) 
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第
五
回
避
難
体
験
と
コ
ン
サ
ー
ト
特
別
公
演 

「
日
本
舞
踊
と
避
難
体
験
」 

―
コ
ロ
ナ
禍
の
中
で
― 

参
加
要
項 

 

こ
の
公
演
は
関
係
者
の
み
が
観
客
と
な
る
特
別
公
演
で
す
。 

共
催
委
員
並
び
に
舞
台
ス
タ
ッ
フ
・出
演
者(

以
上
、
紹
介
者)

と
直
接
連
絡
の
取
れ
る

関
係
者
の
み
が
観
客
と
な
り
ま
す
。 

参
加
す
る
に
は 

①
お
名
前
・
連
絡
先
・
紹
介
者
名
な
ど
を
参
加
登
録
申
込
書
に
記
入
し
登
録
し
ま
す
。 

②
登
録
さ
れ
た
方
に
は
「参
加
登
録
証
」を
発
行
し
ま
す
。 

③
「参
加
登
録
証
」
裏
面
の
注
意
事
項
を
お
読
み
く
だ
さ
い
。 

④
当
日
受
付
に
て
「参
加
登
録
証
」の
確
認
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。 

⑤
座
席
は
す
べ
て
指
定
席
で
す
。 

ホ
ー
ル
の
座
席
は
感
染
防
止
の
た
め
に
他
の
来
場
者
と
２
つ
座
席
を
あ
け
て
あ
り
ま
す
。

出
来
る
限
り
参
加
登
録
証
に
指
定
さ
れ
た
出
入
口
か
ら
入
退
場
し
て
く
だ
さ
い
。 

 

避
難
の
際
は
、
社
会
的
な
距
離
を
保
っ
た
ま
ま
の
避
難
行
動
を
試
み
ま
す
。 

こ
の
避
難
行
動
は
、
コ
ロ
ナ
感
染
状
況
下
で
出
来
る
限
り
感
染
防
止
処
置
を
と
り

実
施
し
ま
す
が
、
リ
ス
ク
は
ゼ
ロ
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
ご
了
解
く
だ
さ
い
。 
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避
難
体
験
の
進
行 

ホ
ー
ル
の
公
演
の
最
中
に
、
非
常
事
態
が
発
生
し
た
と
仮
定
し
て
、
避
難
行
動
の
予
行
演
習
を
出

演
者
・ス
タ
ッ
フ
・観
客
の
方
々
と
行
い
、
そ
の
あ
と
で
ふ
り
か
え
り
と
意
見
交
換
を
試
み
ま
す
。 

 

①
公
演
に
入
る
前
に
説
明 

非
常
事
態
発
生
時
に
ホ
ー
ル
の
状
態
が
ど
の
よ
う
に
な
る
か
、
注
意
す
べ
き
と
こ
ろ
は
ど
ん
な
と
こ

ろ
か
説
明
が
あ
り
ま
す
。 

ハ
ン
デ
ィ
キ
ャ
ッ
プ
の
あ
る
方
々
の
緊
急
時
の
対
処
、
周
囲
の
手
助
け
な
ど
に
つ
い
て
も
話
題
提
供
が

あ
り
ま
す
。 

そ
の
後
公
演
を
開
始
し
ま
す
。 

 

②
公
演
が
進
行
し
て
い
る
最
中
に
非
常
事
態
が
発
生
し
、
実
際
に
避
難
行
動
を
行
い
ま
す
。 

コ
ロ
ナ
感
染
状
況
下
、
社
会
的
な
距
離
を
保
ち
つ
つ
避
難
を
試
み
ま
す
。 


 

手
助
け
を
し
よ
う
と
思
った
が
、
「社
会
的
な
距
離
」は
手
出
し
を
禁
じ
て
い
る
？ 


 

非
常
灯
の
み
の
暗
い
中
で
の
避
難
行
動
は
ど
の
よ
う
な
こ
と
を
感
じ
る
か
？ 


 

聴
覚
障
害
者
で
あ
る
こ
と
を
ど
の
よ
う
に
周
囲
に
伝
え
る
か
？ 


 

手
話
な
ど
知
ら
な
い
場
合
、
聴
覚
障
害
者
と
ど
の
よ
う
に
意
思
疎
通
を
図
る
か
、
身
振
り
？ 


 

非
常
時
に
手
話
通
訳
者
は
、
ど
こ
ま
で
通
訳
を
続
け
る
べ
き
か
？ 


 

避
難
が
終
わ
る
ま
で
ど
の
く
ら
い
の
時
間
が
か
か
る
か
？ 


 

車
い
す
に
乗
って
い
る
人
は
ど
う
や
って
階
段
を
お
り
て
避
難
す
る
？ 

以
上
の
よ
う
な
観
点
に
着
目
し
て
コ
ロ
ナ
禍
で
の
避
難
行
動
を
試
み
る
予
定
で
す
。 

 

③
終
了
後
に
感
じ
た
こ
と
を
交
換
し
、
意
見
を
交
わ
し
て
実
際
に
起
き
る
時
に
備
え
ま
す
。 

意
見
交
換
は
、
備
え
付
け
の
マ
イ
ク
ま
た
は
ワ
イ
ヤ
レ
ス
マ
イ
ク
で
行
い
ま
す
。 

ワ
イ
ヤ
レ
ス
マ
イ
ク
は
、
話
者
の
変
わ
る
た
び
に
マ
イ
ク
カ
バ
ー
を
交
換
し
ま
す
。 

終
わ
る
と
休
憩
で
す
。 

休
憩
の
後
、
公
演
を
再
開
し
ま
す
。 

 

観
客
と
な
っ
た
関
係
者
の
方
々
へ 


 

コ
ロ
ナ
感
染
拡
大
防
止
処
置
を
前
提
と
し
て
、
観
客
と
し
て
の
行
動
を
す
る
こ
と
に
な
り
ま

す
が
試
験
的
な
試
み
で
す
。
出
現
し
た
状
況
下
で
即
興
的
な
行
動
が
必
要
な
場
合
も
あ
る

か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
そ
の
た
め
リ
ス
ク
は
存
在
し
ま
す
。
ご
理
解
の
上
で
参
加
く
だ
さ
い
。 


 

当
日
の
観
客
席
に
は
、
コ
ロ
ナ
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の
体
調
チ
ェ
ッ
ク
を
済
ま
せ
た
日
本
舞
踊
・舞
台

ス
タ
ッ
フ
及
び
社
会
福
祉
協
議
会
や
公
民
館
関
係
者
も
同
席
し
、
全
員
「
観
客
」
と
し
て
行

動
を
共
に
し
ま
す
。 


 

情
報
保
障
処
置
と
し
て
手
話
通
訳
を
依
頼
し
、
実
験
的
な
試
み
で
す
が
、
市
販
の
ソ
フ
ト
に

よ
り
会
話
を
即
時
に
文
字
変
換
し
、
投
影
を
試
み
ま
す
。
た
だ
し
舞
踊
演
技
時
の
字
幕
は

つ
け
ま
せ
ん
。
当
日
配
布
の
資
料
を
参
照
く
だ
さ
い
。 

 

避
難
行
動
に
つ
い
て
の
注
意 


 

怪
我
の
な
い
よ
う
に
、
あ
わ
て
ず
に
行
動
し
ま
し
ょ
う
。 


 

貴
重
品
の
管
理
は
、
ご
自
身
で
お
願
い
し
ま
す
。 


 

当
日
来
場
の
際
に
は
、
マ
ス
ク
着
用
を
お
願
い
し
ま
す
。 


 

当
日
は
記
録
の
た
め
に
ス
タ
ッ
フ
が
ビ
デ
オ
・写
真
撮
影
を
行
い
ま
す
。 


 

新
聞
テ
レ
ビ
な
ど
の
メ
デ
ィ
ア
の
取
材
が
入
る
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。 

 

予
約
登
録
開
始
は
十
一
月
十
日 (

火
曜
日) 

 
 

問
合
せ
と
申
し
込
み
は 

公
民
館
窓
口
ま
た
は
、
共
催
委
員
・ス
タ
ッ
フ
・
出
演
者
へ 

 
 

 

共
催
委
員 

(

ス
タ
ッ
フ
名
は
７
ペ
ー
ジ
参
照) 

中
尚
人 

杉
澤
綾
乃 

伊
藤
駿 

小
林
正 

(

以
上 

公
民
館) 

 
佐
々
木
由
紀
夫 

土
田
正
栄 

土
田
庸
美 

浦
田
昭
雄 

肥
田
埜
節
子 

宮
下
麻
里 

成
沢
富
雄  (

以
上 

シ
ア
タ
ー
サ
ポ) 

出
演
者 

英
御
流
寿
光 
英
御
流
真
樹 

池
田
明
日
香 

桑
江
玲 
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演
目
紹
介 

清
元 

 

玉
兎 

 
 

 
 

 
 

昔
話
「か
ち
か
ち
山
」を
題
材
に
。
舞
台
は
野
に
秋
草
、
月
が
出
て
い
る
。
序
盤
は
う
さ
ぎ
と
た
ぬ
き
の
餅
つ
き
。 

「
む
か
し
む
か
し
～
」
で
カ
チ
カ
チ
山
の
お
話
に
入
り
ま
す
。
う
さ
ぎ
が
た
ぬ
き
の
背
中
に
火
打
石
で
火
を
、
つ
け
た

後
、
傷
口
に
薬
と
い
つ
わ
って
ト
ウ
ガ
ラ
シ
を
塗
り
付
け
、
そ
の
後
、
た
ぬ
き
を
泥
で
作
った
船
に
乗
せ
、
ブ
ク
ブ
ク
沈
ん

で
行
く
の
を
楽
し
む
う
さ
ぎ
… 

初
め
て
日
本
舞
踊
を
見
る
方
に
と
って
は
わ
か
り
や
す
い
演
目
。 

今
回
は
う
さ
ぎ
と
た
ぬ
き
の
二
人
立
ち
で
御
覧
い
た
だ
き
ま
す
。 

英
御
流
真
樹 

桑
江
玲 

 

義
太
夫 

櫓
の
お
七 

江
戸
時
代
江
戸
本
郷
の
八
百
屋
の
娘
お
七
が
、
恋
人
の
危
機
を
救
い
た
い
一
心
で
火
事
の
時
に
し
か
た
た
い
て

は
い
け
な
い
太
鼓
を
た
た
き
、
木
戸
を
開
け
て
恋
人
吉
三
の
も
と
へ
危
機
を
救
う
宝
刀
を
届
け
ま
す
。
そ
の
一
途
な

娘
の
恋
心
を
人
形
振
り
で
表
現
し
ま
す
。
本
名
題
「
伊
達
娘
恋
緋
鹿
子 

(

だ
て
む
す
め
こ
い
の
ひ
が
の
こ)

」  

池
田
明
日
香 

人
形
遣
い 

英
御
流
寿
光 

  

男 
新
門
辰
五
郎 

江
戸
時
代
末
期
に
実
在
し
た
町
火
消
。
浅
草
十
番
組
「
を
」組
の
元
締
め
で
、
き
っぷ
の
良
さ
で
名
を
挙
げ
ま
し
た
。

幕
末
期
は
徳
川
慶
喜
の
警
護
も
担
い
浅
草
寺
界
隈
の
取
り
締
ま
り
も
頼
ま
れ
ま
し
た
。
曲
は
そ
ん
な
新
門
辰
五
郎

を
唄
った
も
の
。
江
戸
庶
民
の
粋
で
い
な
せ
な
所
作
の
魅
力
が
た
っぷ
り
の
踊
り
で
す
。 

英
御
流
寿
光 
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清
元 

 

吉
原
雀 

男
女
の
鳥
売
り
二
人
の
踊
り
、
放
生
会
の
由
来
か
ら
始
ま
り
江
戸
の
吉
原
遊
郭
の
よ
う
す
を
描
き
出
し
ま
す
。 

放
生
会
は
生
き
物
の
命
を
助
け
る
こ
と
で
徳
を
積
も
う
と
い
う
の
が
本
来
の
趣
旨
で
す
が
、
放
生
会
用
に
鳥
が
売
ら

れ
、
人
々
は
わ
ざ
わ
ざ
そ
れ
を
買
って
放
す
と
い
う
も
の
で
す
。
小
金
を
持
った
吉
原
の
客
は
よ
い
タ
ー
ゲ
ッ
ト
に
な
る

と
鳥
売
り
が
吉
原
へ
や
っ
て
き
ま
す
。
吉
原
雀
と
は
廓
を
ひ
や
か
し
で
歩
く
客
の
仇
名
で
も
あ
り
ま
す
。
踊
り
は
遊

女
と
客
の
や
り
と
り
も
見
せ
、
遊
女
を
か
ご
の
鳥
に
な
ぞ
ら
え
鳥
尽
く
し
と
な
り
ま
す
。 

本
名
題
『筐
花
手
向
橘 
(

か
た
み
の
は
な
た
む
け
の
そ
で
の
か) 

』。
文
政
七
年
二
月
江
戸
市
村
座
の
大
切
所
作
事
と

し
て
初
演
。 

英
御
流
寿
光 

英
御
流
真
樹 

   

演
者
紹
介 

英
御
流
寿
光 

は
な
ぶ
さ
ご
り
ゅ
う 

ひ
さ
て
る 

(

家
元) 

先
代
宗
家 

英
御
流
冠
翁
（か
ん
お
う
）
と
宗
家 

英
御
流
寿
花
（ひ
さ
か
）の
次
男
と
し
て
生
ま
れ
。
幼
少
か
ら
冠
翁
先
生
の
指
導
の

下
、
舞
踊
の
舞
台
に
立
つ
。
人
間
国
宝 

七
代
目
中
村
芝
翫
先
生
（成
駒
屋
）の
門
人
（初
代
中
村
芝
光
）と
な
り
、
歌
舞
伎
の
舞
台
で

研
鑽
を
積
む
。
そ
の
後
、
流
派
の
垣
根
を
払
った
、
わ
か
ぎ
会
を
立
ち
上
げ
様
々
な
演
出
の
舞
台
を
創
る
。
中
村
流
家
元
中
村
梅
彌

先
生
よ
り
中
村
芝
皐
の
名
を
頂
き
、
研
鑽
と
後
進
の
指
導
に
あ
た
る
。 

 

英
御
流
真
樹 

は
な
ぶ
さ
ご
り
ゅ
う 

ま
き 

(

師
範) 

二
歳
で
初
舞
台
、
十
七
歳
で
師
範
と
な
り
舞
踊
家
人
生
を
歩
む
。
日
本
舞
踊
を
軸
に
舞
台
技
術
も
学
び
、
地
元
所
沢
で
舞
踊
家
集

団
２１
世
紀
会
を
立
ち
上
げ
る
。
「日
本
の
お
ど
り
」と
銘
打
って
毎
年
活
動
展
開
し
て
い
る
。 

 

池
田
明
日
香 

い
け
だ
あ
す
か 

 
(

小
学
六
年
生) 

桑
江
玲 

 
 
 

く
わ
え
れ
い 

 
 
(

小
学
四
年
生) 

  
 

一口メモ 

下座音楽 歌舞伎は音楽と所作と台詞と語り、これらが一体となって舞台を進めてゆきます。その音楽の総称、黒御簾音

楽とも。楽器は三味線、太鼓、大太鼓、笛、鉦など 

義太夫  義太夫節といわれ、舞踊と芝居という分け方でいえば、他の歌舞伎音楽の中でも芝居により近く、語り物の系

統です。 

清元     これも浄瑠璃といわれる語り物音楽の一種です。常磐津節・富本節・清元節などがあり、清元節は江戸後期

19世紀になってから富本節から分かれ出来ました。 

スガガキ合方  「吉原雀」では、放生会の解説のあとに、吉原に入ってゆきますが、そこにかかる音楽。いかにもにぎやか

な派手な印象の曲調です。廓の女郎衆が、客寄せのために演奏した見世スガガキから生まれ、吉原や廓の

表現に用いられています。 

柝(き)  拍子木のことですが、歌舞伎の世界では「柝」と呼びます。様々な使われ方がありますが、役者

の芝居が決まった時のほか、始まりと終わりにも柝が入ります。また役者の到着を知らせるなどに

も使われています。 
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災
害
発
生
時
に
ど
ん
な
こ
と
が
起
き
る
か
？ 

ホ
ー
ル
の
停
電 

非
常
灯 

地
域
の
変
電
所
が
不
具
合
を
起
こ
し
た
り
、
近
傍
に
落
雷
が
あ
った
り
し
た
場
合
な

ど
に
、
配
電
さ
れ
て
い
る
電
気
が
切
れ
て
し
ま
う
こ
と
は
あ
り
得
ま
す
。 

 

そ
の
場
合
に
は
、
一
瞬
ホ
ー
ル
内
の
電
灯
は
消
え
ま
す
が
、
数
秒
後
に
非
常
灯
が
点

灯
し
ま
す
。
非
常
灯
に
よ
り
月
明
か
り
程
度
の
明
る
さ
は
最
低
限
確
保
さ
れ
ま
す
。

出
入
口
は
避
難
誘
導
灯
が
３
０
分
は
電
力
の
供
給
な
し
で
点
灯
し
て
い
ま
す
。 

 

非
常
放
送
設
備 

配
電
さ
れ
て
い
る
電
気
が
切
れ
る
と
ホ
ー
ル
の
放
送
設
備
は
使
え
な
く
な
り
ま
す
。

舞
台
ス
タ
ッ
フ
及
び
会
場
ス
タ
ッ
フ
は
、
赤
色
誘
導
灯
や
文
字
盤
、
そ
し
て
声
に
よ
り

観
客
の
誘
導
を
行
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
公
民
館
の
１
階
事
務
室
に
は
非
常
用
放
送

設
備
が
あ
り
ま
す
。
そ
こ
か
ら
施
設
管
理
者
か
ら
の
お
知
ら
せ
が
流
れ
る
こ
と
も
あ

る
と
思
い
ま
す
。 

 

ホ
ー
ル
の
天
井
な
ど
の
内
装
材
の
落
下 

建
物
そ
の
も
の
は
相
当
の
地
震
で
も
耐
え
ら
れ
る
建
築
基
準
で
建
て
ら
れ
て
い
ま

す
。
し
か
し
ホ
ー
ル
の
天
井
は
、
石
膏
ボ
ー
ド
や
板
材
を
吊
り
金
具
で
吊
って
固
定
し

て
い
ま
す
。
客
席
電
灯
や
ス
ピ
ー
カ
ー
、
空
調
設
備
な
ど
も
同
じ
構
造
で
施
工
さ
れ
て

い
ま
す
。
縦
だ
け
で
な
く
、
斜
め
に
も
吊
り
金
具
が
つ
い
て
い
れ
ば
揺
れ
に
は
強
い
の
で

す
が
、
限
界
も
あ
り
ま
す
。
強
い
地
震
で
は
ど
の
よ
う
な
力
が
く
わ
わ
る
か
不
明
な
こ

と
も
多
い
と
思
い
ま
す
。 

 

こ
の
よ
う
な
天
井
か
ら
の
落
下
物
か
ら
身
を
守
る
に
は
、
椅
子
の
背
も
た
れ
よ
り
も

低
い
位
置
に
体
を
運
ぶ
こ
と
が
必
要
で
す
。 

 

ま
た
、
そ
の
時
に
頭
部
だ
け
で
な
く
首
筋
の
頸
動
脈
を
守
る
よ
う
に
し
て
く
だ
さ

い
。 

 

避
難
経
路 

こ
の
ホ
ー
ル
の
外
壁
は
ガ
ラ
ス
が
は
め
込
ま
れ
て
い
ま
す
。
強
い
地
震
の
時
に
は
、
ガ
ラ

ス
が
割
れ
て
落
下
す
る
危
険
も
あ
り
ま
す
。
避
難
経
路
が
落
下
物
で
ふ
さ
が
れ
て
い

た
り
、
割
れ
た
ガ
ラ
ス
が
高
い
位
置
に
残
って
い
る
恐
れ
も
あ
り
ま
す
。 

こ
の
よ
う
な
時
に
は
、
避
難
経
路
を
変
更
し
ま
す
。
表
の
大
階
段
だ
け
で
な
く
、
舞
台

裏
通
路
か
ら
西
側
の
歩
道
に
抜
け
る
非
常
階
段
が
あ
り
ま
す
。
そ
こ
か
ら
表
の
歩
道

ま
で
一
人
ず
つ
で
す
が
下
り
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。 

 

障
害
者
と
ヘ
ル
パ
ー/

介
助
者
の
行
動
ガ
イ
ド 

 

意
外
に
思
え
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
災
害
発
生
時
に
ヘ
ル
パ
ー
さ
ん
介
助
者
さ
ん

が
何
を
す
る
か
の
業
務
規
定
は
あ
り
ま
せ
ん
。
何
が
起
き
る
か
わ
か
ら
な
い
の
で
、
具

体
的
な
行
動
を
定
め
る
こ
と
は
難
し
い
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
ま
た
、
自
身
も
被
災
者
に

な
っ
て
し
ま
い
、
例
え
ば
保
育
園
に
子
供
を
預
け
て
い
た
り
、
家
族
が
家
に
一
人
で
い

た
り
…
と
い
う
事
情
も
発
生
し
ま
す
。
で
す
の
で
、
災
害
弱
者
と
い
わ
れ
て
い
る
障
害

者
を
お
い
て
自
身
の
身
の
安
全
や
都
合
を
優
先
し
て
も
責
め
ら
れ
な
い
と
思
い
ま
す
。

で
す
が
、
そ
う
し
た
緊
急
時
に
ど
ん
な
手
立
て
が
ま
だ
残
って
い
る
か
、
な
に
が
で
き
る

か
、
介
助
者
さ
ん
や
ヘ
ル
パ
ー
さ
ん
を
派
遣
す
る
組
織
で
は
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
を
定
め
て
い

る
と
こ
ろ
も
増
え
て
い
ま
す
。 

 

車
椅
子
利
用
者
の
避
難
行
動
に
他
者
は
か
か
わ
れ
る
か 

最
近
は
駅
や
バ
ス
停
で
も
車
い
す
や
ベ
ビ
ー
カ
ー
が
ス
ム
ー
ズ
に
乗
車
で
き
る
よ
う
に
な

って
き
て
い
ま
す
。
自
然
と
そ
う
な
った
わ
け
で
は
な
く
、
障
害
者
と
ヘ
ル
パ
ー
た
ち
の
鉄

道
会
社
バ
ス
会
社
へ
の
働
き
か
け
が
今
日
の
状
況
を
作
って
き
ま
し
た
。
で
す
が
、
そ
の

せ
い
で
私
た
ち
の
車
い
す
持
ち
上
げ
行
動
は
ず
っと
減
り
ま
し
た
。
昔
は
駅
の
改
札
口

ま
で
通
り
す
が
り
の
人
を
呼
び
止
め
て
駅
の
階
段
を
数
人
で
車
い
す
ご
と
運
び
ま
し



7 

 

た
。
や
り
馴
れ
れ
ば
出
来
ま
す
、
非
常
時
に
は
必
要
な
動
作
で
す
。
車
い
す
の
ど
の
部

分
を
持
つ
と
安
全
か
は
、
車
い
す
ご
と
に
違
い
ま
す
。
乗
っ
て
い
る
ご
本
人
に
ど
こ
を
持

て
ば
よ
い
か
よ
く
聞
い
て
、
落
ち
着
い
て
、
周
り
と
息
を
あ
わ
せ
て
、
運
ん
で
く
だ
さ
い
。 

 

た
だ
し
最
近
の
電
動
車
い
す
は
１
０
０
㌔
を
超
す
よ
う
な
も
の
も
あ
り
ま
す
。
そ
ん

な
時
は
無
理
を
せ
ず
、
ご
本
人
だ
け
を
運
ぶ
こ
と
を
優
先
さ
せ
ま
し
ょ
う
。
た
だ
し
中

に
は
首
な
ど
含
め
、
体
幹
を
自
分
で
保
持
で
き
な
い
人
も
い
ま
す
の
で
ご
注
意
く
だ
さ

い
。 

  

ス
タ
ッ
フ 

司
会
・進
行 

宮
下
麻
里
・佐
々
木
由
紀
夫 

避
難
行
動
解
説 

 
 

成
沢
富
雄 

北
原
修 +

 

北
村
弥
生 

植
田
涼 

安
全
管
理
者 

 

渡
辺
彰
子 

桑
原
健
一
朗 

演
出
グ
ル
ー
プ 

 

小
峰
順
子 

川
田
夏
子 

板
垣
里
美 
土
田
庸
美 

肥
田
埜
節
子 

演
出
協
力 

 
 
 

赤
塚
秀
子 

舞
台
技
術 

 
 
 

成
沢
富
雄 

舞
台
監
督 

板
垣
里
美 

帰
山
基
子 

避
難
担
当
舞
台
監
督 

土
田
正
栄 

施
設
管
理 

(

株)

エ
ク
レ 

大
道
具 

 

桑
原
健
一
朗 

土
田
正
栄 

北
原
修 

大
島
伎
右
助 

高
橋
敏
夫 

照
明 

 

小
峰
順
子 

川
田
夏
子 

佐
藤
信
彦 

高
橋
敏
夫 

音
響 

 

土
田
庸
美 

肥
田
埜
節
子 

石
田
昌
弘 

森
野
達
雄 

字
幕 

 

浦
田
昭
雄 

石
田
昌
弘 

場
内
ア
ナ
ウ
ン
ス 

 

佐
藤
登
美
子 

帰
山
基
子 

受
付 

 
 

 

清
水
佳
子 

東
條
富
夫 

飯
沼
伊
都
衣 

小
林
正 

会
場
係 

 

高
橋
裕
見
子 

公
民
館
利
用
団
体
関
係
者 

休
憩
室
係 

北
原
修 

宮
下
麻
里 

(

ケ
ー
タ
リ
ン
グ) 

楽
屋
係 

  

肥
田
埜
節
子 

広
報
媒
体
デ
ザ
イ
ン 

前
田
奈
津
子 

成
沢
富
雄 

記
録 

 
 

 

大
野
義
彦 

杉
澤
綾
乃 

 

申
込
書
・登
録
証
作
成 

 

杉
澤
綾
乃 

ア
ン
ケ
ー
ト
作
成
・集
計 

 

杉
澤
綾
乃 

伊
藤
駿 

報
道
対
応 
 

中
尚
人 

浦
田
昭
雄 

成
沢
富
雄 

避
難
行
動
対
応 

 

土
田
正
栄 

佐
々
木
由
紀
夫 

成
沢
富
雄 

 

協
力 

 

北
村
弥
生(

医
学
博
士
、
防
災
士)  

 
 

植
田
涼 

(

自
立
生
活
セ
ン
タ
ー
・所
沢
フ
ァ
ン
ト
ム) 

所
沢
中
央
消
防
署 

 
 

「避
難
体
験
と
コ
ン
サ
ー
ト
」の
目
的 

 

①
ホ
ー
ル
ス
タ
ッ
フ
の
災
害
発
生
時
の
対
応
訓
練 

②
ホ
ー
ル
利
用
者(

主
催
者)

の
災
害
発
生
時
の
対
応
訓
練 

③
災
害
発
生
時
、
観
客
の
主
体
的
な
判
断
と
行
動
が
可
能
な
環
境
づ
く
り 

 
 

 

ホ
ー
ル
の
構
造
を
よ
く
知
って
い
る
観
客
を
増
や
す 

 
 

 

災
害
時
に
困
って
い
る
人
へ
の
手
助
け
体
験
を
蓄
積
す
る 

起
き
て
い
る
事
態
を
知
ら
せ
、
ス
タ
ッ
フ
と
観
客
の
情
報
格
差
を
極
小
に
す
る 

④
障
害
者
利
用
が
あ
た
り
ま
え
と
な
る
ホ
ー
ル
利
用
環
境
へ
の
整
備 

⑤
製
作
過
程
も
含
め
、
舞
台
芸
術
の
真
価
が
現
れ
る
体
験
を
育
む 

 



8 

 

                           

          

共催：所沢まちづくりセンター／ＮＰＯ法人シアターサポ     アクセス 

会場：所沢まちづくりセンター中央公民館ホール        西武池袋線  所沢駅西口 

    所沢市元町２７番５号   電話 ０４―２９２６―９３５５       西武池袋線 西所沢駅 

【所沢まちづくりセンターへの地図】                            西武新宿線 航空公園駅 

        いずれも下車徒歩 15 分 

 

        ところバス南路線吾妻循環コース 

                                                      山口循環コース 

        所沢まちづくりセンター下車 

 

        地下の市営駐車場は駐車台数に限りが 

        あるので、なるべく公共交通機関をご利用 

        下さい。 

 

 


