
能楽金剛流宗家

金剛 永謹さん

こんごう・ひさのり シテ方金剛流

能楽師1951年 二世金剛巌の長男とし

て京都市に生まれる 年 猩々 で初

台 年に金剛流 世宗家を継承 公

益財団法人金剛能楽堂財団理事長 国

内に限らず海外公演も多い

（
「
日
本
人
の
忘
れ
も
の
」
は
、
京
都
新
聞
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

で
ご
覧
い
た
だ
け
ま
す
）

水
始
め
て
涸か

る

（

月
３
日
ご
ろ
）

田
の
水
を
干
し
始
め
る
候
。
つ
ま
り
田

の
水
を
抜
い
て
稲
穂
の
刈
り
入
れ
準
備
を

す
る
季
節
で
、
黄
金
色
に
輝
く
田
を
ス
ズ

メ
よ
け
の
鳴
子
や
カ
カ
シ
が
見
張
る
…
と

い
う
光
景
が
こ
の
時
候
の
風
物
詩
。

日
本
の
七
十
二
候
の
元
と
な
っ
た
古
代

中
国
の
七
十
二
候
で
も
、
こ
の
時
候
は
同

じ
よ
う
に
「
水
始
涸
」
と
呼
ん
で
い
た
と

い
い
ま
す
か
ら
、
稲
作
の
歴
史
も
感
じ
さ

せ
て
く
れ
る
言
葉
で
す
ね
。
さ
て
、
お
米

屋
さ
ん
の
店
先
に
「
新
米
入
荷
」
と
大
書

さ
れ
る
の
も
そ
ろ
そ
ろ
か
と
。
味
覚
の
秋

の
始
ま
り
で
す
。

濱
崎
加
奈
子
さ
ん

伝
統
文
化

プ
ロ
デ
ュ
ー
ス
・
連

代
表

■

素

読

小
学
生
の
こ
ろ
、
漢
詩
の
一
節
を
暗
記

さ
せ
ら
れ
た
が
、
最
近
に
な
っ
て
、
何
に

も
代
え
難
い
教
え
だ
っ
た
と
感
謝
し
て
い

る
。御

所
西
に
あ
る
江
戸
中
期
の
儒
者
皆
川

淇
園
の
学
問
所
で
あ
る
弘
道
館
址
の
屋
敷

を
現
代
の
学
問
所
と
し
て
再
生
さ
せ
る
活

動
を
し
て
い
る
。
全
国
か
ら
門
弟
三
千
人

が
集
っ
た
大
事
な
場
所
だ
が
、
そ
の
存
在

す
ら
忘
れ
ら
れ
て
い
た
。

江
戸
時
代
の
学
問
は
儒
学
で
あ
っ
た
。

堅
苦
し
い
イ
メ
ー
ジ
が
あ
る
が
、
子
供
も

み
な
論
語
な
ど
の
経
書
を
読
ん
だ
と
い

う
。
た
だ
、
そ
の
教
育
ス
タ
イ
ル
が
「
素

読
」
と
呼
ば
れ
る
漢
文
の
音
読
暗
記
の
学

び
で
あ
っ
た
こ
と
は
意
外
に
知
ら
れ
て
い

な
い
。

声
に
だ
し
て
覚
え
る
と
い
う
こ
と
は
、

こ
と
ば
に
込
め
ら
れ
た
古
人
の
知
と
美
の

リ
ズ
ム
を
体
内
に
刻
み
こ
ん
で
い
く
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。
と
り
わ
け
論
語
な
ら
ば

同
時
に
君
子
の
教
え
が
身
に
付
き
、
人
間

形
成
に
役
立
つ
。
一
石
二
鳥
で
あ
っ
た
。

そ
う
し
た
身
体
を
と
お
し
た
学
び
は
江

戸
時
代
の
人
々
の
教
養
と
な
り
、
今
の
日

本
の
豊
か
な
知
識
文
化
を
つ
く
っ
た
の

で
あ
る
。
あ
る
い
は
ま
た
、
震
災
後
に

話
題
に
な
っ
た
日
本
人
の
品
性
の
基
礎

を
な
し
た
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
だ

ろ
う
。

忘
れ
ら
れ
た
素
読
の
文
化
。
た
ま
に
は

漢
文
を
声
に
だ
し
て
読
ん
で
み
ま
せ
ん

か
。（

次
回

月
９
日
の
リ
レ
ー
メ
ッ
セ
ー

ジ
は
小
説
家
の
松
村
栄
子
さ
ん
で
す
）
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戦
後
、
日
本
人
は
物
の
豊
か
さ
と
引
き

換
え
に
大
切
な
も
の
を
忘
れ
て
き
た
の
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。
日
本
人
が
忘
れ
つ
つ

あ
る
価
値
観
が
今
も
生
き
続
け
る
千
年
の

都
・
京
都
か
ら
温
故
知
新
の
知
恵
を
発
信

す
る
。
（
毎
週
日
曜
日
に
掲
載
し
ま
す
）

幼
い
頃
、
「
お
月
様
で

う
さ
ぎ

が
餅
つ
き
を
し
て

い
る
よ
」
と
教
え
ら
れ
、
月
の
影
の
模
様
を
飽

か
ず
に
眺
め
た
。
爽
や
か
な
心
地
よ
い
風
が
吹

く
と
「
極
楽
の
余
り
風
」
な
ど
と
昔
の
人
は
風

雅
な
、
温
か
み
の
あ
る
言
葉
を
使
っ
て
い
た
と

思
う
。
日
本
人
の
研
ぎ
澄
ま
さ
れ
た
感
性
は
、

自
然
の
中
で
培
わ
れ
て
き
た
。
そ
こ
に
は
い
つ

も
自
然
に
対
す
る
深
い
畏
敬
の
念
と
感
謝
の
心

が
在
っ
た
。

能
は
六
百
余
年
に
わ
た
り
、
様
々
な
時
代
を

乗
り
越
え
な
が
ら
今
日
ま
で
綿
々
と
続
い
て
き

た
。
長
い
歴
史
の
中
で
数
え
切
れ
な
い
程
の
人

々
が
能
を
見
つ
め
て
き
た
。喜
び
や
悲
し
み
や
、

人
生
と
い
う
そ
れ
ぞ
れ
の
歴
史
を
背
負
う
人
々

に
、
能
は
静
か
に
語
り
か
け
て
き
た
。
能
は
寡

黙
な
演
劇
と
い
わ
れ
る
が
、
時
に
私
は
、
そ
の

中
に
秘
め
た
、
多
く
の
人
々
の
思
い
を
受
け
と

め
て
包
み
込
む
よ
う
な
懐
の
深
さ
に
、
は
っ
と

す
る
こ
と
が
あ
る
。
そ
れ
は
つ
ま
り
、
能
は
観

る
人
の
イ
マ
ジ
ネ
ー
シ
ョ
ン
を
掻

か

き
立
て
、
心

を
投
影
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。

先
日
、
私
の
曽
祖
父
で
あ
る
金
剛
謹
之
輔
の

映
像
が
発
見
さ
れ
た
。
１
９
１
２
（
大
正
元
）

年
に
京
都
で
撮
影
さ
れ
た
も
の
で
、
現
存
最
古

の
能
楽
の
映
像
が
フ
ラ
ン
ス
の
ア
ル
ベ
ー
ル
・

カ
ー
ン
博
物
館
に
所
蔵
さ
れ
て
い
た
。
私
も
初

め
て
謹
之
輔
の

姿
を
目
に
し
て
衝
撃
に
似
た

感
銘
を
受
け
た
。
毅

き

然
と
し
た
立
ち
姿
や
、
ほ

と
ば
し
る
躍
動
感
、
伸
び
や
か
な

姿
か
ら
、

溢
れ
出
る
生
命
力
が
感
じ
ら
れ
、
私
は
背
中
を

強
く
平
手
で
叩

た
た

か
れ
た
よ
う
な
気
が
し
た
。

百
年
の
時
を
超
え
て
現
代
に
蘇

よ
み
が
えっ
た
こ
と

に
、
わ
れ
わ
れ
に
向
け
て
託
さ
れ
た
強
い
メ
ッ

セ
ー
ジ
を
感
ぜ
ず
に
い
ら
れ
な
か
っ
た
。

能
は
、演
目
ご
と
に
テ
ー
マ
を
変
え
な
が
ら
、

時
代
を
超
え
た
人
間
の
本
質
的
な
も
の
を
描
い

て
い
る
が
、
そ
の
中
で
多
く
登
場
す
る
の
が
亡

霊
で
あ
る
。
亡
霊
は
、
今
を
生
き
る
私
達
に
人

間
の
情
念
や
生
老
病
死
を
ま
ざ
ま
ざ
と
描
き
、

語
り
か
け
て
く
る
。
こ
の
世

の
中
で
本
当
に
大
切
な
も
の

は
何
な
の
か
、
生
ま
れ
て
き

て
死
ぬ
と
い
う
こ
と
は
、
等

々
…
。
こ
れ
は
誰
で
も
が
避

け
て
は
通
れ
な
い
永
遠
の
テ

ー
マ
で
、
人
が
最
終
的
に
孤

独
の
中
で
到
達
す
る
究
極
の

精
神
世
界
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
。日

々
、
息
つ
く
暇
も
な
く

溢
れ
出
る
過
剰
な
情
報
の

中
で
、
目
に
見
え
る
も
の
ば

か
り
に
と
ら
わ
れ
、
利
便

性
を
追
い
求
め
、
己
を
見
失

い
か
け
て
い
る
私
達
は
そ

の
声
に
耳
を
傾
け
、
自
分

の
心
と
向
き
合
い
、
自
分
の
心
に
問
い
か
け

る
時
間
を
持
つ
こ
と
が
必
要
な
の
で
は
な
い

か
。あ

ま
り
に
便
利
に
な
っ
た
世
の
中
で
、
自
然

の
織
り
成
す
四
季
の
移
ろ
い
も
感
じ
ら
れ
な
く

な
り
、
生
物
と
し
て
本
来
持
っ
て
い
る
人
間
と

し
て
の
感
性
や
生
命
力
を
失
い
つ
つ
あ
る
よ
う

な
気
が
す
る
。

古
典
は
、
概
し
て
古
く
さ
い
過
去
の
も
の
と

思
わ
れ
が
ち
だ
。
し
か
し
、
人
類
の
永
遠
の

テ
ー
マ
で
あ
る
「
本
当
の
も
の
」
を
追
求
し

て
い
る
古
典
は
、
い
つ
の
時
代
も
瑞

み
ず

々
み
ず

し
く
、

私
達
の
心
に
深
い
感
動
を
与
え
る
も
の
で
あ

る
。今

回
発
見
さ
れ
た
百
年
前
の
フ
ィ
ル
ム
は
、

そ
う
い
う
こ
と
を
あ
ら
た
め
て
思
い
起
こ
さ
せ

て
く
れ
た
。

能
は
人
間
の
本
質
的
な
テ
ー
マ
を
描
く

本
当
に
大
切
な
も
の
は
何
か

生
ま
れ
死
ぬ
こ
と
の
意
味
…
を
問
い
か
け
る
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