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国
立

能
楽
堂
の

二

十
年

−
創
立
二

十
周
年
に

寄
せ

て

ー　

　
　
　
　

　

　

田

村

良

平

ま

で、

例
え

ば

東
京
藝
術
大
学
音

楽
学
部
邦
楽
科
ほ

か

諸

機
関

が

果

た

し

て

き

た

能

役
者
養
成
な

ど、

ソ

フ

ト

の

役
割
を

も

継
承
し

た

国
立

能
楽
堂
は、

わ

が

国
の

能
・

狂
言
の

活
動
の

文
字
通

り

中
心

と

な
っ

て

今
日
に

及

ん

で

い

る
。

こ

の

二

十
年
を

振

り

返

る

こ

と

は、

新
世
紀
を

迎
え、

ユ

ネ
ス

コ

認

定
の

世
界
文
化
遺
産
と

な

っ

た

能
．

狂
言
の

今
後
を

展

望

す
る

こ

と

に

直
結
し

よ

う。

　
こ

こ

で

限
ら

れ

た

紙
数
で

は

あ

る

が
、

能
・

狂→．
口

の

評
論
に

頃
年
携
わ

っ

て

き

た

わ

た

く
し

の

立

場

か

ら

今

発
言
指
摘
す
べ

し

と

思

わ

れ

る

二

つ

の

問
題

点
に

つ

い

て
、

思
い

付
く

幾
つ

か

を

論
う
こ

と

に

し

た
い

。
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は

じ

め

に

　
当

初
は

国
立

劇
場
の

付
属
施
設
と
い

う
形
で、

国

立

能
楽
堂

（

発

足

時
正

式
名
称

は

「

国
立

劇
場
能
楽
堂
」

）

が

東
京
・

千
駄
ヶ

谷
の

地

に

創
設
さ

れ

て

以
来、

平

成

レ
五

年
を

も
っ

て

二

十
周
年
の

節
目

を

迎

え

た
。

　
昭

和

五

十
八

年
九
月

十
六

凵

の

開
場
公

開
公

演
初
日

、

当

時
能
楽
界
の

耆
宿
で

あ

っ

た

喜
多
流
宗
家
．

喜
多
実
の

勤
め

る

流
儀
の

大
習
「

翁
・

白
式
」

の

舞
台

を

実

見

し、

檜
の

香
も亠
凵

同

い

清
冽
の

場
内
に

響
き

渡
る

浄
め
の

剪
火
の

石

音
を

聴
い

た

こ

の

身
に

と

り、

爾
来
こ

こ

に

歩
み

を

運
ば

ぬ

月
と

て

な

く

今

に

到
る

ま

で、

陰
に

陽
に

関
わ

り

を

持
ち

続
け

た

二

卜
年
の

星

霜
は、

や

は

り

た

だ

の

他
人

事
と

は

思
え

な

い
。

　
い

わ

ゆ
る

箱
物
1ー

ハ

ー

ド

と

し

て

の

機
能
（

と

も

す

る

と

閑

却
視
さ

れ

が

ち

の

こ

れ

も
、

劇
場
空
間
で

あ

る

以

上

実
は

大

切

な
こ

と

で

あ

る
）

だ

け

で

は

な

く、

そ

れ

　

舞
台
藝
能
の

プ

ロ

デ

ュ

ー

ス

と

い

う
の

は

難
し

い

営
為
で
、

た

だ

真
摯
な

熱
意
が

あ
っ

た

り

研
究
的
知
識
を

借…
え

て

い

る

と
い

う

だ

け

で

は、

ど

う
に

も

し

よ

う

が

な

い

も
の

で

あ

る
。

古
典
で

あ

る

な

し

に

関
わ

ら

ず、

演
劇
・

藝
能
と

は

常
に

生

き

て

動

く

も

の

で

あ

り、
．．＝

口

葉
は

悪
い

が

役
者
そ

の

他
の

要
員

を

操
っ

て

あ

る

公

演
を

打

つ
、

し

か

も

恒
常
的
に

こ

れ

を

続
け

る

に

は、

担
当

者
の

内
部
に

よ

ほ

ど

の

見
識
と、

同

時
に

対
外

的
な

押
し
の

強
さ
・

老
獪

な

側
面
が

な

く

て

は

な

ら

な
い

。

歌
舞
伎
の

世
界
で

は
、

時
に

こ

う

し

た

隠
微
な

肚
芸

で

役
者
に

関
わ

る

者
を

奥
役
と

い

う

が、

能
楽
界
に

は

こ

う

し

た

職
種
は

な
い

。

と
い

う
よ

り

も
、

歌
舞
伎
と

違
っ

て

わ

ず
か

一

日
一

回

限
り

の

舞
台
で

あ

る

か

ら、

能
・

狂「．
口

の

興
行
は

そ

れ

を

興
行
と

し

て

白

立

し

た

も

の

と

捉
え

る

こ

と

す

ら

難
し
い

冖

面

が

あ

る
。

　
現
在
も

そ

う

で

あ

る

が、

能
・

狂
言
の

公

演
形
態
の

主

流
は、

流
儀
や

演
能
集
団、

狂
言

の

場
合

は

基
本
的

上

演
単
位
で

あ

る

各
家
々

の
、

毎
月

あ

る

い

は

年
数
回

の

定

例
公

演
で

あ

る
。

月

並

能
な

ど

と

よ

く

称
さ

れ

る

こ

れ

ら

は、

正

岡

子

規
の

非

難
し

た

月

並

俳
誥
で

は

な
い

が
、

ま

さ

に
「

月

並
」

で

あ

る
。

す
な

わ

ち、

演

技
の

優
劣

国

立

能
楽
堂
の

二

十

年

田

村
良
平

＊

助
教
授
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明
星

大

学
研
究
紀
要
【

日

本
文
化

学
部

∴
右

語
文

化

学
科
】

第
レ．一
号

　
二

〇

〇
四

年

で

は

な

く

役
者
の

年
功
序
列
に

よ

っ

て

出
番
や

演
目
が

決
め

ら

れ

る

こ

と

が

原

則
で
、

観
客
も

年
間
固
定
し

た

会
員
〔
能
で

は

多
く
の

場
合、

そ

の

流
儀
．

団
体
の

役
者
に

師
事
す
る

謡
や

仕
舞
の

稽
古
人
） 、

追
善
や

春
秋
の

別
会
な

ど

の

特
別
公

演
以

外
は

客
席
も

空
い

て

い

る
、

と

い

う

の

が

常
で

あ

る
。

こ

う
し

た

公
演
で

は
、

雇

わ

れ

る

役
者
（

シ

テ

方

の

会

で

あ

れ

ば

後
述

す
る

三

役
）

以
外
に

は

役
料
（

出
演
料
）

は

支

払
わ

れ

な
い

こ

と

す

ら

あ

る
。

あ

く

ま
で

普
段
の

修
業
の

結
果
を

問
う

の

が

こ

う
し

た

公

演
の

本
義
で

あ

る

か

ら、

興
行
的
工

夫
は
二

の

次
と

い

う
．〕
と

に

な

る
。

こ
ノ｝

に

は、

経
費
や

収
益
を

あ

る

程
度
無
視

で

き

る

良
さ

も

あ

る

の

だ

が、

や

は

り

限
界

も

あ

る
。

能
の

公
演
が

し

ば

し

ば

閉

鎖
的
で、

誰
が

い

つ

何
を

舞
う
の

か

定
か

で

な

い、

切

符
を

ど

こ

で

売
っ

て

い

る

の

か

す

ら

分
か

ら

な

い

と

言
わ

れ

る

所
以
で

あ

る
。

　
こ

う

し

た

状
況
下
で、

こ

と

に

能
楽
界
外
部
の

人
間

が

主
導
権
を

持
っ

て

関
わ

る

能
・

狂
言
の

興

行
プ

ロ

デ
ュ

ー

ス

が、

国
立

能
楽
堂
に

よ
っ

て

二

十

年
に

亙
っ

て

毎

月

欠
か

さ

ず
行
な

わ

れ

続
け

て

い

る

こ

と

自
体、

今

で

は

当

た

り

前
の

よ

う
に

見

え

て

い

る

も

の

の
、

六

百
年
の

能
・

狂

言
の

歴

史
上

実
は

驚
く

べ

き
こ

と

な

の

で

あ

る
。

　

国

立

能
楽
堂

に

は
一

応
形

式
的
に

諮
問
顧

問

が

置
か

れ、

年
間
の

番
組
は

こ

れ

ら

識
者
の

内
意
を

訊

ね

つ

つ
、

理

事
会
（

日

本
藝
術
文
化
振
興

会
）

等
の

承
認

を

経
て、

前
年
度
一

月
頃
に

決
定
告
知
さ

れ

る
。

特
別
公

演
を

除
き、

　一
ヶ

月

に

つ

き

四

回

程

度、

普
通

は

狂

言
一

番

に

能
一

番
と

い

う
組
み

合
わ

せ

で

あ

る
。

従
っ

て、

役
者
数

の

相
対

的
に

少
な

い

狂
言
で

は
一

人
の

役
者
が

複
数
回
の

シ

テ

を

取
る

こ

と

は

あ

る

が、

能
の

場
合
は

原
則
と

し

て
一

人
の

役

者
が

年
一

回、

そ

れ

も

あ
る

程
度
の

年
功

を

積
ん

だ

熟
練
者

で

も

毎
年
必

ず
番
が

回
っ

て

く

る

わ

け

で

は

な

い
。

殊
に

地

方
在

住
の

役
者
に

と
っ

て

国

立

主
催
の

舞
台
を

踏
む

こ

と

は、

記
録
映
像
に

も

残
る

こ

と

も

あ
っ

て、

文
字
通
り

の

晴
れ

舞
台
な

の

だ

が、

知
名
度
と

実
力
と

人
気
と

は

比

例

す
る

も

の

で

は

な
い

し、

見

る

者
に

よ

っ

て

も

認

識
は

異
な

る。

　

例
え

ば、

現
在
京
都
に

宗
家
の

あ
る

金

剛
流
は、

唯
一

東
京
に

本
拠
を

持
た

ぬ

流

94

儀
で、

切

れ

味
の

よ

い

技
（

に

も

関
わ

ら

ず
同

流
の

役
者

の

技
芸

は

近

年
拙
劣

を

極

め

て

い

る

が
）

と

京
風
の

お

っ

と

り

し

た

優
美
さ

と

で

魅
力

あ

る

流
儀
だ
が
、

国

立

能
楽
堂
開
設
当
初
は

番
組

上

冷
遇

さ

れ

て

い

る

と

い

う

噂
が

高

か

っ

た
。

先
代
家

元
・
二

代
目

金

剛
巌
は、

早

老

の

嫌
い

も

あ
っ

た

も

の

の
、

一

種
独
特
の

風
情
を

備

え

た

役
者
で、

演
ず

る

曲
日
に

も

よ

る

と

は

い

え

（

「

姨
捨
」

「

山

姥
」

な

ど

は

傑
作

で

あ
っ

た
）

あ

る

傾
向
の

分
野

に

お

い

て

高
く

評
価
す

る

声
も

あ
っ

た

の

だ

が、

国

立

能
楽
堂
主

催
公

演
で

は、

創
立

記
念
の

「

鷺
」

や

家
元

占
有
の

「

翁
」

な

ど

祝
典

曲
を

除
い

て

は
、

「

内
外

詣
」

（

神

宮
の

宮
人
が

獅
子

を

舞
う

金
剛
の

独
自
曲
） 、

「

雪
」

（

こ

れ

も

金

剛
特
有
の

小

品

鬘
物
） 、
「

道
明

寺
」

（
天
神
の

摂
社
．

白
大

夫
の

神
が

楽
を

舞
う

稀
曲
）

な

ど、

菘
風
L

や

「

野
宮
」

と

い

。

た

ポ

ピ

ュ

ラ

ー

名

曲

と

は

程
遠
い

、

い

わ

ば

敬
し

て

遠

ざ

け

た

形
に

見
れ

ば

見
ら

れ

ぬ

こ

と

も

な
い

演
目

を

宛
が

わ

れ

て

い

た

事
実
も

あ

る
。

　

そ
の

反
面、

世

間
的
に

は

知
名
度
の

低
い
、

だ

が

実
力
の

あ

る

隠
れ

た

名
手
に

光

を

当

て

た

実
績
も

あ

る
。

宝

生

流
の

松
本
忠
宏
は、

国

立

能
楽
堂

の

養
成
講
師
を

勤

め

た

キ

ャ

リ

ア

は

あ

る

と

は

い

え、
　一

般
に

は

知

ら

れ

な

い

役
者
で

あ
っ

た
。

が、

そ

の

整
っ

て

品

格
高
雅
な

舞
台

を

見

た

心

あ

る

者
は

生

涯
忘
れ

ぬ

で

あ

ろ

う、

隠
れ

も

な

い

名
手
だ

っ

た
。

「

松
風
」

や

「

隅
田

川
」

な

ど、

年
間
の

番
組
の

中
で

も
γ〕

れ

ぞ

と
い

う
一

番、

い

わ

ゆ

る

人

気
役
者
に

振
ら

れ

る

こ

と

が

常
の

曲
を

舞
っ

て

い

る
の

は、

能
楽
堂
講
師
と

い

う

公

的
立

場
に

よ

る

だ

け

で

は

な

い
。

観
世
流
の

奥
善

助
は、

松
本
忠
宏

以

上

に

地
味
な

役
者
で

あ
っ

た

が、

大

曲
中
の

大

曲
「

定
家
」

を

舞
っ

て

い

る
。

い

わ

ゆ

る

老
女

物
な

ど、

流
儀
の

奥
秘
に

属

す
る

習
物
は
ヒ

演
し

な

い

の

が

国
立

能
楽
堂
当

初
の

方
針
だ

っ

た

の

だ

が

（
近
年
こ

れ

は

撤
廃
さ

れ

て

い

る
）

、

そ

う

し

た

状
況
下
で

「

定
家
」

は

最
高
の

曲
で

あ

る。

そ
の

出

来
映
え

も、

名
人
・

先
代
橋
岡

久
太
郎
を

師
に

持
ち、

故
観
世
寿
夫
に

共
演
者
と

し

て

極
め

て

重

ん

じ

ら

れ

て

い

た

奥
善
助
の

面

円

躍
如、

曲
趣
を

反

映
し

た

陰
鬱
さ

に

燻
銀

の

底
光

N 工工
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り

を

湛
え

る

名
演
で

あ
っ

た
。

　
こ

と

ほ

ど

さ

よ

う
に
、

プ

ロ

デ
ュ
ー

ス

と
い

う
こ

と

は

難
し

い
。

誰
か

ら

も

歓
迎

さ

れ

円

満
に

収
ま

る

こ

と

な

ど

土

台
あ

り

え

な
い

の

だ

か

ら、

自
身
の

嗜
好
を

舞
台

化
で

き

る

と

は

い

え

損
な

仕
事
と

い

う
べ

き
か

も

し

れ

な

い
。

発
足

当

初
中
心

と

な

り
こ

の

仕
事
に

当

た
っ

て

い

た
の

は
、

観
世

寿
夫
記

念
法
政
大

学
能
楽
賞
に

付
随
す

る

催
花
賞
を

没
後
授
与
さ

れ

た、

故
湘
谷
光
雄
だ
っ

た

が、

幸
流
小

鼓
方
・

穂
高
光

晴
の

遺
し

た

『

近

代
能
楽
諸
家
列
傳
』

に、

文
字
通
り

怨

嗟
の

言
葉
を

浴
び

せ

ら

れ

て

い

る

と

お

り、

白
己

の

処
遇
に

不

満
な

役
者
た

ち

か

ら

は

怨

敵
と

ま

で

見

な

さ

れ

る

こ

と

す

ら

あ
っ

た
。

か

て

て

加

え

て
、

国
立

と

い

う

看
板
か

ら、

公

的
に

不
公
平

に

な

ら
ぬ

よ

う

に、

と

い

う
行
政
指
導
も

な
さ

れ

よ

う。

こ

う

し

た

中
で

も、

何
を

採
り

何
を

捨
て

る

か

は、

最
終
的
に

は

有
能
な

個
人
の

才
覚
を

以
っ

て

し

な

け
れ

ば

な

ら

な

い
。

西

欧
の

オ

ペ

ラ
ハ

ウ

ス

は

し

ば

し

ば

伏
魔
殿

と

称
さ

れ

る

と

お

り、

や

は

り

強
烈
な

才
能
を

も

つ

人

材
あ
っ

て

こ

そ

な
の

で
、

万

人
平

等
の

合
議
制
な

ど

劇

場
運

営
に

於
い

て

は

机
上

の

空
論
に

過
ぎ

な

い
。

シ

テ
一

人
が

基

本
的
に

年

に
】

番

の

み、

と
い

う
の

は、

機
会

均
等
の

愚
案
に

も

見

え

る
が
、

ど

う
し

て

ど

う

し

て、

【

年
問
を

通

す

と
こ

れ

が

現
今
能
楽
界
の

藝
の

現

状
を

大

局
的
に

反
映
し

て

い

る

こ

と

が

わ
か

る
。

一

番
一

番
の

出
来
不
出
来
が

あ

る

の

は

致
し

方

な

い

が、

流
儀
や

派

閥
を

超
え

て

こ

う

し

た

形

で

芸
界
全

体
を

俯
瞰
で

き

る

興

行
形

態

は
、

国

立

能
楽
堂

創
設

前
も

創

設
後
も

ほ

か

に

は

存
在
し

な

い

の

で

あ
る

（
横
浜

能
楽
堂
や

豊
田

市
能

楽
堂
な

ど

地

方

施
設
に

は

全

国
区
を

見
通

す
企
画

力
と

言

う

点
で

は

自
ず
か

ら

限
界

が

あ

る
）

。

総
体
に

見

て
、

こ

の

二

十

年
間
の

国

立

能
楽
堂
の

公

演
企

画
は、

質
と

し

て

は

ま

ず

ま

ず

成

功
の

部
類
に

入

る

も

の

と

言
っ

て

よ

か

ろ

う
。

　
た

だ

今
後
ク

ロ

ー

ズ

ア

ッ

プ

さ

れ

る

問
題
は

、

集
客
力

と

の

兼
ね

合

い

で

あ

る
。

い

く

ら

質
の

高

い

技
藝
を

見

せ

る

役
者
で

も、

人

気
は

別
物
で

あ

る
。

平
成
十

五

年

十
月

を

も
っ

て

独
立

行
政
法

人
に

移
行、

独
立

採
算
（

藝
術
文

化
に

自
助

努
力

ば

か

国
立

能
楽
堂
の一．
十

年

田

村
良
平

り

を

求
め

る

の

は

国

家
無
策
の

骨
頂
で

あ

る

の

だ
が
）

と
い

う
こ

と

が

声
高
に

叫
ば

れ

る

中、

収
益
を

度
外
視
し

た

企

画

は

立

て

に

く

く

な
っ

て

い

る
。

と

は
い

え
、

能

楽
堂
の

集
客
率
は

国

立

劇
場
の

歌
舞
伎
な

ど

と

比
べ

れ

ば

比

較
的

よ

い

ほ

う
で

あ

り、

む

し
ろ

切

符
が

取
り

難
い

と

い

う
声
も

し

ば

し

ば

聞

か

れ

る

ほ

ど

な

の

だ

が、

そ

れ

だ

け
に

多
少

な

り

と

も

不

入

り

（

と

は

い

っ

て

も

七

割
を

切

る

こ

と

は

絶
え

て

聞
か

な
い
）

で

あ

れ

ば

際
立
つ

と

い

う
こ

と

も

あ

る。

テ

レ

ヴ

イ
ジ

ョ

ン

の

視
聴
率
同

様、

こ

う
し

た

集
客
率
ば

か

り

を

指
針
に

仰
ぐ

ば

か

り
で

は、

古
典
藝
能
の

府
と

し

て

は

本
末
転
倒
の

結
果
と

な

り

か

ね

な

い
。

数
字
で

の

み

判
断
し

藝
能
の

秘
奥
に

理

解
の

足

り

な
い

官
僚
レ

ベ

ル

の

運
営
者
が

文

部
科
学
省
な

り

文
化
庁
な

り

か

ら

天

下
り

式

に

経
営
参
画

す

る

こ

と

に

な
っ

て

は
、

国
立

能
楽
堂
の

将
来
は

暗
い
。

　
仄

聞
す

る

と

こ

ろ

に

よ

る

と、

能
楽
堂
を

含
む

日

本
藝
術
文
化
振
興

会
で

は、

個
々

の

ジ

ャ

ン

ル

に

精
通

し

た

劇
場
運

営
の

専
門
家
を

養
成
す
る

こ

と

を

嫌
っ

て

い

る

一

部
役
員
が

あ

る

由。

歌
舞
伎
・

邦
楽
・

人

形
浄
瑠
璃
文
楽
・

能
・

狂
言、

果
て

は

オ

ペ

ラ
・

バ

レ

エ

ま

で、

ま
っ

た

く

関
わ

り

の

な
い

部
署
を

転
々

と

配

置

換
え

さ

れ

る

有
能
な

職
員
は

少
な

く

な
い

。

公

演
企
画

は
こ

う

し

た

劇
場
人
事
も

含
め

て

考

え

ざ

る

を

得
な
い

問
題
で

あ

る

が、

財
政
面
の

不
安
定
要
素
も

含
め、

内
部
の

心

あ

る

者
が

志
を

貫
徹
す

る

に

は

難
し

い

時
代
を

迎

え

て

い

る

印

象
は

拭
え

な

い
。

養
成
事
業

　
能
楽
堂
設

立

以

前、

シ

テ

方
の

後
進

養
成
は

個
々

の

流
儀
ま

た

は

家
々

が

主

導
権

を

握
り
、

東
京
藝
術
大
学
音
楽
学
部
邦
楽
科
に

観
世
・

宝
生
二

流
の

講
座
が

あ

る

の

が

独
自
の

機
関
で

あ
っ

た

が、

こ

れ

に

さ

し

て

不
足
の

な

い

現
状
の

下、

国

立

能
楽

堂
の

シ

テ

方

養
成
に

は

あ

ま

り

目

立
っ

た

結
果
業
績
は

見
ら

れ

な

い
。

反
面、

三

役

と

称
さ

れ

る

ワ

キ

方
・

狂

言

方
・

囃
子

方
は

、

地

味
な

分
野
の

た

め

個
々

の

役

者
や95
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明
星
大
学
研

究
紀
要

【
日

本

文

化

学

部
・
言
語
文
化
学
科
】

第

十
二

号

　一．
00

四

年

家
の

レ

ベ

ル

で

は

後
継
を

育
て

に

く

い

傾
向
が

あ

る
。

能
楽
堂
創
立

ま

で

は

能
楽
協

会
が

囃
子

方
育
成
の
一

翼
を

担
っ

て

い

た

が
、

発
展
解
消
と

い

う

形
で

こ

れ

を

吸

収、

現
在
ま

で

七

期
に

亙
っ

て

三

役
の

養
成
成
果
を

あ

げ

て

い

る

の

は

国
立

能
楽
堂
の

大

き

な

側
面

で

あ
る
。

　
昭

和
四

十
一

年
に

設
立

さ

れ

た

国

立

劇
場
が

歌
舞
伎
役
者
や

竹
本
（

歌
舞
伎
義
太

夫
）

の

養
成
で

大

き
な

役

割
を

果
た

し

た

こ

と

は

周
知
の

事
実
で

あ

る
。

続
い

て

発

足
し

た

文
楽
の

三

業
（

大

夫

二
二

味
線
・

入

形
）

養
成
も

含
め

て、

今
や

若
手
の

ほ

と

ん

ど

が

国

立

の

研

修
所
出
身
と
い

う
事
実
が

こ

れ

を

証
明
し

て

い

る
。

で

は

能
．

狂
言

で

も

同

様
か

と

い

う

と、

実
は

そ

う

で

は

な

い
．

　

現
在
舞
台
で

活
躍
す
る

（

ま

た

は

し

は

じ

め

て

い

る
） 、

能
楽
研
修
出
身
者
は、

存
外
多
く

は

な
い

。

こ

れ

に

は
い

く
つ

か

の

理

由
が

考
え

ら

れ

る
。

　
一

つ

に

は
、

歌
舞
伎
役
者
と

違
っ

て

能
・

狂
言
は

役
者
自
身
の

自

立

性
が亠口
回

い
。

す
な

わ

ち、

脇
役
・

端
役
だ

け
で

一

生

を

通
す
歌
舞
伎
役
者
は

あ

る

程
度
の

人

員
数

が

必

要
だ

が、

そ

れ

ら

は

有
体
に

言
う
と

生
涯

主

役
を

演
ず
る

必

要
は

な

い
。

が

能
・

狂

言

は

違
う

。

一

人
一

役
の

囃
子

方
は

も

ち

ろ

ん、

役
者

は

自
ら

の

職
掌
に

お

い

て

は

必

ず
自
立

し、

相
互

に

藝
の

主

張
が

で

き

る。

生

涯
ワ

キ

ツ

レ

し

か

演
じ

な

い

ワ

キ

方、

ア

ド

し
か

勤
め

な

い

狂

言
役
者
と

い

う
の

は
、

少
数
存
在
し

な

い

こ

と

も

な

い

が、

や

は

り

本
当

で

は

な

い
。

す

な

わ

ち、

能

役
者
と

し

て

立

つ

以

上、

「

そ

の

他
大
勢
」

に

甘
ん

ず
る

こ

と

が

で

き

な
い

か

ら、

資
質
の

点
で

大
き

な

制
約

が

あ

る
。

　

二

つ

に

は

歌
舞
伎
・

文
楽
に

比

し

て、

能
・

狂
言

は

小
人

数
で

上

演
さ

れ

る
。

有

能
な

ワ

キ

方
や

囃
子
方
は

常
に

必

要
だ

が
、

反
面

そ

う

多
数
必
要
な

わ

け

で

は

な

い
。

そ

の

意
味
で

は

あ

る

種
飽
和

状
態
に

近
い

分
野

も

あ

り、

養
成
事
業
が

恒
常
的

に

必

要

か

ど

う
か
、

再
検
討
す

る

時
期
に

さ

し

か

か

っ

て

い

る
。

　

三

つ

に

は、

研

修
終
「

後
に

能
楽

界
に

居
残
る

率
が

極
め

て

低
い

。

い

わ

ば
ズ

ブ

96

の

素
人

か

ら
→

入
前
の

役
者
に

育
て

上

げ
る

に

は、

教
え

手
の

根
気
も

さ

る

こ

と

な

が

ら、
　一

人
に

つ

き

数
千
万

円
の

経
費
を

要
す

る。

し

か

も、

幼
少
時
の

環

境
に

能
・

狂
言
が

存
在
せ

ず、

興
味
す

ら

な

い

ま

ま

研

修
に

入

り、

た

だ

熱
心

に

稽
古
す

る

だ

け
で

は、

い

く

ら

技
芸
に

熱
達
し

て

も

本
当

の

意
味
で

役
者
た

り

得
る

か

否
か

も

定
か

で

な

い

う
え

、

第
一

級
の

師
匠

に

よ

る

指
導
は

連
日

相
当
程
度
厳
し
い

か

ら、

途

中
落
伍
者
も

極
め

て

多
く、

こ

と

に

三

役
は

家
柄
よ

り

も

腕
前
に

よ

る

た

め、

修

了
後
も

舞
台
に

恵
ま

れ

る

と

は

限
ら

な

い
。

事
実、

研
修
生
出
身
者
で

卓
越
し

た

技

芸
や

ス

タ

ー

的
要

素
を

も
っ

て

傑
出
し

て

持
て

囃
さ

れ

る

者
は、

今
の

と

こ

ろ

見
当

た

ら

な
い

の

が

現

状
で

も

あ

る
。

　
こ

う

し

た

諸
問
題
を

抱
え

つ

つ
、

早
急
な

見
直
し

が

迫
ら

れ

て

い

る

の

が
、

国

立

能
楽
堂
の

研
修
制
度
の

実
態
で

あ

る
。

今
後
は

あ

る

種
の

融
通
を

利
か

せ

て

研
修
制

度
を

立

て

直
す
必

要
が

あ

ろ

う
。

ジ

ャ

ン

ル

均
等

に

で

は

な

く
、

殊
に

必

要
と

さ

れ

る

分
野
に

随
時
研
修
生
を

募
集
す

る

こ

と

が
一

案
。

例
え

ば、

ワ

キ

方
の

中
で

東
京

に

本
拠
を

置
く

ド

懸

宝
生

流
は、

き

わ

め

て

上

質
の

後
進
を

育
て

続
け

て

き

た
。

た

だ

し、

こ

れ

は

国
立

能
楽
堂

の

研
修
制
度
発
足

以
前
か

ら
の

こ

と

で、

当
代
家
元
の

宝
生
閑、

そ

の

父
・

弥
｝

な

ど

が、

学
生
の

弟
于

を

玄
人

に

仕
立

て

る

な

ど

地

道
に

後
継
者
を

育
て

続
け

た、

い

わ

ば

流

儀
の

家
風

に

よ

る

も

の

で

あ

る
。

ワ

キ

方
で

言

え

ば、

す

で

に

下

懸
宝
生

流
は

手

が

揃
っ

て

い

る

の

で

あ

る
。

そ

れ

に

対
し

て、

大

阪
に

本
拠
を

置
く

福
王

流、

名
古
屋
に

家
元
の

あ

る

高
安
流、

二

と

に

後
者
の

後
進

に

つ

い

て

は

ま
こ

と

に

寥
々

た

る

あ

り

さ

ま

で

あ

る

か

ら
、

今
後
は
こ

う

し

た

部
分

に

目

を

注
い

で

ゆ

く

必

要
が

あ

ろ

う。

囃
子

方
も

同

様
で、

現
在
は

小

鼓
に

人
を

得

な
い
。

し

か

も、

そ
こ

そ

こ

の

打
ち
手
で

は

な

く、

こ

こ

ぞ

と

い

う
一

番
に

安
心

し

て

大

曲
を

任
せ

ら

れ

る

小

鼓
方
が

少
な

い

の

が

困

る
。

小

鼓
の

場
合、
「

翁
」

で

は

一

つ

の

舞
台
に

三

人
の

打
ち

手
が

必

要
で

あ

る

の

を

理

由
に
、

養
成
研
修
に

も

当
初

か

ら

力
は

入

れ

て

い

た

が、

今

後
は

多
数
の

脇
鼓
よ

り

ぜ

び

と

も

少

数
の

「

名
手
」

N 工工
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を

生

み

出
さ

な

け

れ

ば

な

ら

な

い
。

そ

う

な

る

と
こ

れ

は、

公

的
機
関
の

容
喙
で

き

ぬ

藝
の

蘊
奥
に

関
わ

る

こ

と

と

も

な

ろ

う。

　

国

立

能
楽
堂

の

研

修
・

養
成
事
業
は、

広
く

江

湖
か

ら

人

材
を

募
り、

潜
在
的
要

員
の

裾
野
を

広

げ

る

ま

で

は

で

き

る
。

が
、

役
者
は、

殊
に

能
・

狂
言
の

よ

う

に

精

密
克
明

な

技
藝
を

要

す

る

分

野
に

お

い

て

は、

最
後
は

質
が

問
わ

れ

る

ば

か

り

で

あ

る
。

そ

の

質
の

面

ま

で

ど

れ

ほ

ど

寄
与
す
る

こ

と

が

出
来
る

か、

難
し

い

問
題

で

あ

る
。

N 工工
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お

わ
り

に

　

そ

の

他、

国

立

能
楽
堂
の

現

状
に

つ

い

て

は

述
べ

る

べ

き

点
は

多
々

あ

る

の

だ

が、

こ

こ

で

は

最
も

大

切

な

以

上

の

二

点
に

つ

い

て

触
れ

る

に

留
め

た。

和
泉
元

弥
の

虚

名
は

消
え、

野
村
萬
斎
の

人

気
は

留
ま

る

と

こ

ろ

を

知
ら

ぬ

な

ど、

表
面

的
話
題

に

は

事
欠
か

ぬ

現

在
も

、

能
・

狂

言
に

つ

い

て

は

こ

れ

ほ

ど
の

こ

と

す

ら

語
ら

れ

る

こ

と

は

少
な

い
。

マ

ス

の

共

有
物
と

し

て

ど

れ

ほ

ど

生
き

延
び

て

行
け

る

か

否

か

も

含

め、

今
後
の

十

年

間
に

国

立

能
楽
堂

が

能
楽
界
全

体
に

寄
与
す
る

と
こ

ろ

は

極
め

て

大

き

い

と

言
わ

ざ

る

を

得
な
い

。

　

わ

た

く

し

た

ち

は

そ
の

行
方
を

静
観

す
る

の

で

は

な

く、

さ

ま
ざ

ま

に

言

挙
げ

し

つ

つ
、

多
角
的
に

見
直
し

て

ゆ

く
こ

と

が

是
非

と

も

必

要
な
の

で

あ

る。

Meisei 　university
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楽
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良
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