
第 I 部　大 田 楽 と 和 太 鼓 （踊り）
第 II 部　歴史は知立のエネルギー（講演）
　　―弘法さんと日本最古の写し霊場―

お申込み　0566-84-4581（久世）

または    QR コードから

池鯉鮒大田楽

　2021年

６/１２［土］
9:30 開場 /10:00 開演

（知立）リリオ・コンサートホール

入場無料
抽選制

（主催）池鯉鮒大田楽の会　　（共催）NPO法人 ACT.JT
（後援）知立市、知立市観光協会、知立市文化協会
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※ 次回の「弘法さん」縁日は６月１日 (火 ) です。

　

皆
さ
ん
、
こ
ん
に
ち
は
。
早

く
も
初
夏
の
季
節
で
す
。
新
緑

を
眺
め
て
自
粛
疲
れ
を
癒
し
ま

し
ょ
う
。
く
れ
ぐ
れ
も
ご
自
愛

く
だ
さ
い
。

　

か
わ
ら
版
で
は
日
常
会
話
の

中
に
含
ま
れ
て
い
る
仏
教
用
語

を
ご
紹
介
し
て
い
ま
す
。
知
ら

ず
知
ら
ず
の
う
ち
に
使
っ
て
い

る
仏
教
用
語
。
そ
れ
だ
け
日
本

人
の
生
活
に
溶
け
込
ん
で
い
る

と
い
う
こ
と
で
す
。

　

入
園
、
入
学
か
ら
一
ヶ
月
が

経
ち
ま
し
た
。
初
め
て
家
族
以

外
と
集
団
生
活
を
す
る
幼
稚
園

年
少
園
児
、
本
格
的
な
学
校
規

則
に
直
面
す
る
小
学
校
一
年
生
。

行
儀
や
マ
ナ
ー
を
身
に
つ
け
な

く
て
は
な
り
ま
せ
ん
。
コ
ロ
ナ

禍
で
制
約
の
あ
る
生
活
で
す
か

ら
、
教
え
ら
れ
る
行
儀
や
マ
ナ
ー

も
通
常
と
は
違
う
か
も
し
れ
ま

せ
ん
。
た
い
へ
ん
で
す
。

　

こ
こ
で
登
場
し
た
「
行
儀
」

も
仏
教
用
語
で
す
。
日
常
会
話

的
に
は
、
い
ろ
い
ろ
な
場
面
で

の
立
居
振
舞
、
礼
儀
作
法
な
ど

の
こ
と
を
指
し
ま
す
が
、
仏
教

用
語
的
に
は
戒
律
の
「
律
」
を

表
す
言
葉
で
す
。

　

十
二
世
紀
の
「
四
分
律
行
事

鈔
資
持
記
（
し
ぶ
ん
り
つ
ぎ
ょ

う
じ
し
ょ
う
し
じ
き
）
」
と
い
う

律
宗
の
書
物
の
中
に
「
行
儀
と

は
行
事
の
軌
式
を
謂
ふ
。
像
末

（
ぞ
う
ま
つ
）
の
教
を
以
て
行

儀
を
顕
さ
ず
ん
ば
安
（
い
ず
く
）

ん
ぞ
能
く
久
し
く
住
せ
ん
や
」

と
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
「
戒
律

あ
る
い
は
生
活
や
行
事
の
か
た

ち
を
整
え
る
こ
と
が
肝
要
で
あ

る
」
と
い
う
意
味
で
す
。

　

こ
の
よ
う
に
仏
教
用
語
の
「
行

儀
」
は
、
仏
事
の
方
式
、
僧
の

行
為
や
動
作
の
作
法
を
表
す
言

葉
と
し
て
使
わ
れ
て
い
ま
し
た
。

　

「
行
儀
」
と
い
う
言
葉
が
僧

以
外
の
一
般
の
人
々
の
言
動
に

関
し
て
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ

た
の
は
室
町
時
代
か
ら
と
言
わ

れ
て
い
ま
す
。

　

御
伽
草
子
の
「
猿
源
氏
草
紙

（
さ
る
げ
ん
じ
そ
う
し
）
」
の
中

で
「
か
の
殿
の
ふ
だ
ん
の
行
儀

を
委
（
く
わ
）
し
く
知
り
て
候
」

と
記
さ
れ
て
い
る
の
は
、
今
日

の
日
常
会
話
で
の
使
わ
れ
方
の

原
形
で
す
。
さ
ら
に
進
ん
で
「
行

儀
が
良
い
」
「
行
儀
が
悪
い
」
と

い
う
使
わ
れ
方
は
、
近
代
に
登

場
し
た
用
法
で
す
。

　

幼
稚
園
児
や
小
学
校
一
年
生

が
身
に
付
け
る
も
の
と
し
て
は
、

食
事
の
際
の
「
行
儀
」
も
そ
の

ひ
と
つ
。
「
い
た
だ
き
ま
す
」
の

挨
拶
や
、
食
堂
で
の
所
作
で
す
。

こ
の
「
食
堂
」
も
仏
教
用
語
で

す
。

　

日
常
会
話
的
に
は
「
し
ょ
く

ど
う
」
と
読
み
ま
す
が
、
仏
教

用
語
で
は
「
じ
き
ど
う
」
で
す
。

　

「
食
堂
」
は
修
行
僧
が
食
事

を
す
る
堂
宇
。
お
寺
に
は
「
七

堂
伽
藍
」
と
称
さ
れ
る
七
つ
の

建
物
が
あ
り
、
「
食
堂
」
は
そ
の

ひ
と
つ
。
食
事
の
作
法
を
身
に

つ
け
、
食
物
へ
の
感
謝
を
通
し

て
自
己
研
鑽
す
る
場
で
す
。

　

「
食
事
」
も
「
じ
き
じ
」
と
読

み
、
仏
教
用
語
で
す
。
動
物
も

植
物
も
全
て
命
で
す
。
人
間
が

生
き
る
こ
と
は
他
の
命
を
い
た

だ
く
こ
と
。
人
間
は
他
の
生
物

の
命
を
奪
う
こ
と
な
し
に
生
存

で
き
ま
せ
ん
。
「
食
事
」
は
修
行

の
中
で
そ
の
こ
と
を
自
覚
し
、

命
を
い
た
だ
く
こ
と
に
感
謝
を

す
る
修
行
の
機
会
で
す
。

　

明
治
に
な
り
、
若
者
が
故
郷

を
離
れ
て
各
地
の
高
等
学
校
や

大
学
で
学
び
ま
し
た
。
若
者
た

ち
は
寄
宿
舎
や
学
生
寮
に
入
り

ま
し
た
が
、
そ
こ
で
の
食
事
室

が
や
が
て
「
食
堂
」
と
呼
ば
れ

る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

　

関
東
大
震
災
以
後
、
東
京
で

は
安
く
食
事
を
提
供
す
る
店
が

急
増
し
「
大
衆
食
堂
」
と
呼
ば

れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。「
大

衆
（
だ
い
し
ゅ
）
」
は
修
行
僧
の

こ
と
を
表
す
仏
教
用
語
。
過
去

に
ご
紹
介
し
た
と
お
り
「
学
生

（
が
く
し
ょ
う
）
」
も
仏
教
用
語

で
す
。

　

「
学
生
食
堂
」
「
大
衆
食
堂
」

は
全
部
仏
教
用
語
。
い
や
は
や

驚
き
。
そ
れ
で
は
ま
た
来
月
、

ご
き
げ
ん
よ
う
。※


