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ハ
ロ
ー
、
能
楽
！

そ
の
ま
え
に
…

「
古
典
芸
能
」「
伝
統
芸
能
」
と
い
う
と
、
ち
ょ
っ

と
ひ
い
て
し
ま
う
。「
能
楽
」っ
て
、
な
ん
だ
か
難

し
そ
う
、
堅
そ
う
、
と
感
じ
る
人
も
少
な
く
な

い
と
思
い
ま
す
。「
何
百
年
つ
づ
い
て
き
た
」
と
か
、

す
ご
い
な
ぁ
と
は
思
う
ん
だ
け
ど
。
せ
っ
か
く
京

都
に
い
る
ん
だ
か
ら
、
伝
統
芸
能
の
こ
と
を
、
す

こ
し
は
知
り
た
い
な
、
興
味
は
あ
る
ん
だ
け
ど
。

で
も
、
な
ん
に
も
知
ら
な
い
し
、
わ
か
ん
な
い
し
。

こ
の
「
能
楽
入
門
の
入
門
」
は
、
そ
ん
な
「
知
り

た
い
気
持
ち
は
あ
る
ん
だ
け
ど
、
全
然
知
ら
な
い

し
、
な
に
か
ら
知
っ
た
ら
い
い
の
か
も
わ
か
ら
な

い
」
と
い
う
人
に
向
け
た
、
入
口
の
さ
ら
に
入
口

に
な
る
た
め
の
冊
子
で
す
。

古
典
芸
能（
歌
舞
伎
、
文
楽
、
落
語etc.

）の
な
か
で

も
と
く
に
、難
し
そ
う
、と
敬
遠
さ
れ
が
ち
な
能
楽
。

け
れ
ど
実
は
、
こ
ん
な
と
こ
ろ
に
も
…
…

気
が
つ
か
な
い
あ
い

だ
に
、
私
た
ち
は
さ
ま

ざ
ま
な
と
こ
ろ
で
能
楽

に
触
れ
て
い
る
の
か
も
。

で
も
そ
も
そ
も
、
能
楽

っ
て
ど
ん
な
も
の
な
ん

で
し
ょ
う
？

「
能
」と「
狂
言
」を
セ
ッ
ト
で「
能
楽
」

と
い
い
ま
す
。
2
0
0
1
年
、
ユ
ネ
ス

コ
の「
傑
作
宣
言
」を
う
け
、
2
0
0
8

年
に
は
世
界
無
形
文
化
遺
産
に
登
録
さ

れ
ま
し
た
。

能
と
狂
言
は
、
平
安
中
期
に
成
立

し
た「
猿
楽
」
の
流
れ
を
く
ん
で
い
ま

す
。
猿
楽
は
、
日
本
に
昔
か
ら
伝
わ
る

芸
能
と
、
朝
鮮
半
島
や
中
国
大
陸
か
ら

伝
わ
っ
た
芸
能
が
結
び
つ
き
、
こ
れ
が

さ
ら
に
、
自
然
神
信
仰
や
仏
教
信
仰

と
も
結
び
つ
い
て
生
ま
れ
た
芸
能
で
す
。

現
在
の
よ
う
な
上
演
形
式
に
な
っ
た
の

は
江
戸
時
代
以
降
の
こ
と
。
明
治
に
な

り
西
洋
化
が
推
し
進
め
ら
れ
る
な
か
で
、

「
猿
楽
」
か
ら
改
称
さ
れ
、「
能
楽
」
と

呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

能
楽
の
公
演
で
は
、
能
を
2
、
3
曲

と
狂
言
を
1
曲
と
い
う
セ
ッ
ト
で
行
わ

れ
る
こ
と
が
多
い
で
す
。

能楽って
なんだろう？

入
門

入
門の

そのまえに

日本映画界の巨匠・黒澤明監督は、
能楽の影響をうけた作品を撮ってい
ます（『虎の尾を踏む男達』『蜘蛛巣
城』『乱』など）。最近だと、『シン・ゴ
ジラ』（庵野秀明監督）のゴジラ役を、
狂言師の野村萬斎さんが担当された
ことが話題になりました。

映画にも！

室町時代、能楽の元となる
猿楽などの興行は、人が集

まりやすい寺社境内でおこなわれて
いました。当時は客席などがなかっ
たので、人々は芝生の上に座って見
物していたそう。このときの「芝生
に居る（座る）」から「芝居」という
言葉が生まれました。

能と狂言を一演目ずつおこ
なう催しを「番組」といっ

たところがはじまりです。

この言葉も！

芝居

番組

歴史や伝説の人物を主
人公にして、すでにこ
の世にはいない者の思
いを、死後の世界から
呼び戻して語らせる演
出手法。世阿弥が生み
出しました。

主人公は現実世界の人
物で、物語は時間の経
過にしたがって進行。
劇的状況に置かれた人
間の心情を描くことを
主題とし、対話的な言
葉のやりとりが中心に
なります。謡

うたい

（コーラス）と舞で構成された
劇。荘重・悲壮な内容が多い。
猿楽がだんだん物語のある劇＝
能を演じるようになるのと並行し
て、猿楽集団が社寺と深く結びつ
きます。観阿弥のようなスター役
者も活躍するようになりました。
そして能は観阿弥の子・世阿弥に
よって大成され、幕府や貴族階級
に保護されることによって発展し
ていきました。

セリフとしぐさを中心とした対話
劇。滑稽で喜劇的なものが中心。
2、3人の出演者で場が成立する
身軽さが能とは異なるポイント。
近代になってからは、狂言だけの
公演も頻繁におこなわれるように
なりました。

大きく２種類に分けられます

その

1

入
門

入
門の

23



能
は

 「観
る
」よ
り

 「
や
る
」の
が

い
い
！
一
生
観
な
い
と

思
っ
て
た
の
に

東
京
に
い
た
40
年
間
、
能
は
一
度
も
観
た
こ

と
が
な
か
っ
た
し
、
一
生
ご
縁
が
な
い
だ
ろ
う

と
思
っ
て
い
ま
し
た
。

神
戸
女
学
院
大
学
に
来
て
最
初
の
ゼ
ミ
生
に

能
楽
部
の
部
長
が
い
ま
し
た
。
自
演
会
に
誘
わ

れ
て
、
そ
の
年
の
暮
れ
に
は
じ
め
て
能
楽
堂
と

い
う
と
こ
ろ
に
行
き
ま
し
た
。
が
ん
ば
っ
て
た

け
れ
ど
彼
女
の
出
番
の
と
き
に
寝
て
し
ま
っ
た
。

「
私
が
出
た
瞬
間
に
居
眠
り
を
始
め
て
、
最
後

ま
で
寝
て
ま
し
た
ね
」
と
言
わ
れ
ま
し
て
（
笑
）。

能
っ
て
、
ど
う
や
っ
て
観
て

い
い
か
わ
か
ら
な
く
て
。「
数
を
観
な
き

ゃ
わ
か
り
ま
せ
ん
」
と
言
わ
れ
て
、
次
の
年
に

は
宝ほ
う

生し
よ
う

流
の
ゼ
ミ
生
が
入
っ
て
き
て
、
あ
ち
こ

ち
の
能
楽
堂
に
行
く
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
そ

れ
か
ら
観
世
流
を
習
っ
て
い
る
ゼ
ミ
生
の
子
に
、

自
分
の
先
生
が
素
晴
ら
し
い
か
ら
先
生
も
や
り

ま
せ
ん
か
と
誘
わ
れ
て
、
何
と
な
く
勢
い
で
入

門
し
て
20
年
経
ち
ま
し
た
。

事
前
の
知
識
も
特
に
な
く
、
誰
か
に
手
を
ひ

っ
ぱ
ら
れ
て
気
が
つ
い
た
ら
始
め
て
い
た
。
そ

れ
く
ら
い
の
モ
チ
ベ
ー
シ
ョ
ン
の
ほ
う
が
、
長

期
に
わ
た
っ
て
お
稽
古
ご
と
を
つ
づ
け
る
う
え

で
は
い
い
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

わ
か
ら
な
く
て
も
大
丈
夫
！

若
い
人
に
は
ぜ
ひ
能
を
お
稽
古
し
て
ほ
し
い

で
す
ね
。
み
ん
な
、「
能
は
敷
居
が
高
い
」
と
言

い
ま
す
。
能
楽
師
の
中
に
も
、
も
っ
と
若
い
人

に
観
て
も
ら
う
た
め
に「
能
っ
て
こ
ん
な
に
面
白

い
も
の
な
ん
で
す
よ
」と
敷
居
を
低
く
し
な
い
と

い
け
な
い
と
思
っ
て
い
る
方
が
い
ま
す
。
で
も
、

僕
は
ち
ょ
っ
と
そ
れ
は
違
う
ん
じ
ゃ
な
い
か
と

思
う
ん
で
す
。
能
楽
な
ん
て
、
何
を
や
っ
て
い

る
か
わ
か
ら
な
い
も
の
な
ん
で
す
。
10
年
や
っ

て
も
20
年
や
っ
て
も
、
わ
か
ら
な
い
。
初
心
者

に
わ
か
る
は
ず
が
な
い
。
わ
か
ら
な
く
て
い
い

じ
ゃ
な
い
で
す
か
。
わ
か
ら
な
い
ま
ま
や
れ
ば
。

だ
か
ら
、
入
門
書
や
解
説
本
に
は
、
な
か
な
か

意
に
沿
わ
ぬ
も
の
が
あ
る
ん
で
す
（
笑
）。
僕
が

言
い
た
い
の
は
、
能
は
わ
か
ら
な
く
て
も
大
丈

夫
だ
と
い
う
こ
と
で
す
。
入
門
的
な
知
識
は
要

ら
な
い
。

芸
事
へ
の
入
門
に
は
鑑
賞
す
る
の
か
実
践
す

る
の
か
と
い
う
二
択
が
あ
る
と
思
い
ま
す
け
れ

ど
、
能
に
関
し
て
は
ぜ
ひ
実
践
を
お
薦
め
し
た

い
で
す
。

能
楽
師
の
安
田
登の
ぼ
るさ
ん
に
よ
る
と
、
江
戸
時

代
に
武
士
が
謡う
た
いを
習
っ
た
の
は
、
一
つ
に
は
基

礎
的
な
教
養
と
し
て
な
ん
だ
そ
う
で
す
。
能
の

2
0
0
曲
に
は
、
仏
典
や
漢
籍
か
ら
、
中
国
古

代
史
、
日
本
古
代
史
・
中
世
史
、
万
葉
集
、
伊

勢
物
語
、
源
氏
物
語
、
平
家
物
語
と
あ
ら
ゆ
る

題
材
が
入
っ
て
い
る
。
こ
の
詞
章
を
諳あ
ん

誦し
ょ
うす
る

と
、
基
礎
的
教
養
と
し
て
は
ほ
ぼ
全
方
位
が
網も
う

羅ら

さ
れ
て
い
る
。
能
は
「
謡
っ
て
覚
え
る
百
科

事
典
」
な
ん
で
す
。

能
は
「
エ
ン
タ
メ
」

じ
ゃ
な
く
、「
生
き
る
知
恵
」

そ
う
い
う
意
味
で
も
能
は
い
わ
ゆ
る
芸
能
で

は
な
い
ん
で
す
。
客
が
喜
ぶ
演
目
を
出
し
て
、

集
客
し
て
、
木
戸
銭
を
得
る
と
い
う
エ
ン
タ
ー

テ
イ
ン
メ
ン
ト
で
は
な
い
ん
で
す
。
日
本
の
古

典
芸
能
に
は
有
料
公
演
で
成
立
す
る
も
の
な
ん

て
ほ
と
ん
ど
な
い
ん
で
す
。
市
場
に
ニ
ー
ズ
が

な
い
も
の
な
ら
存
在
理
由
が
な
い
と
す
ぐ
に
ビ

ジ
ネ
ス
の
枠
組
み
で
考
え
る
人
が
い
ま
す
け
れ

ど
、
芸
能
は
ビ
ジ
ネ
ス
じ
ゃ
な
い
ん
で
す
、
も

と
も
と
。
能
だ
っ
て
最
初
は
奈
良
の
寺
院
が
勧

進
元
で
始
ま
っ
た
も
の
で
す
。
そ
の
あ
と
室
町

将
軍
や
徳
川
将
軍
や
各
藩
の
藩
主
た
ち
が
能
楽

師
を
お
抱
え
に
し
て
支
え
て
き
た
。
明
治
維
新

で
能
楽
師
た
ち
が
失
職
し
た
と
き
に
は
山や
ま

縣が
た

有あ
り

朋と
も

が
パ
ト
ロ
ン
に
な
っ
た
。

能
は
成
立
以
来
つ
ね
に
さ
ま
ざ
ま
な
人
々
の

保
護
に
よ
っ
て
成
立
し
て
い
た
も
の
な
ん
で
す
。

そ
う
い
う
歴
史
的
な
文
脈
を
知
ら
ず
に
、
近
代

の
資
本
主
義
的
な
興
行
の
枠
組
み
で
古
典
芸
能

を
論
じ
ち
ゃ
い
け
ま
せ
ん
。

歌
舞
伎
の
場
合
は
、
観
る
よ
り
や
る
ほ
う
が

面
白
い
と
い
う
人
は
あ
ま
り
い
な
い
と
思
う
ん

で
す
。
で
も
、
能
は
観
る
よ
り
や
る
ほ
う
が
絶

対
に
面
白
い
。

芸
能
っ
て
、
発
生
的
に
は
そ
う
い
う
も
の
だ

と
思
う
ん
で
す
。
生
活
の
一
部
だ
っ
た
。
人
々

の
日
常
生
活
の
中
に
深
く
根
を
下
ろ
し
て
、
美

的
感
受
性
や
霊
的
感
受
性
を
育
む
た
め
に
工

夫
さ
れ
た
独
特
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
な
ん
で
す
。
あ

る
種
の
「
生
き
る
知
恵
」
な
ん
で
す
。
だ
か
ら
、

や
ら
な
い
と
意
味
が
わ
か
ら
な
い
。
や
っ
て
も

な
か
な
か
意
味
が
わ
か
ら
な
い
で
す
け
ど
（
笑
）。

と
に
か
く
あ
れ
こ
れ
言
わ
ず
に
ま
ず
習
い
ま
し

ょ
う
。

思
想
家
・
武
術
家
の
内
田
樹た

つ
るさ

ん
は
、
能

を
は
じ
め
て
20
年
。
ぜ
ひ
能
楽
の
面
白
さ

を
伺
い
た
い
！　

と
思
っ
た
ら
、「
能
は
、

や
る
の
が
い
い
で
す
よ
！
」
と
開
口
一
番
に

お
っ
し
ゃ
い
ま
し
た
。
え
え
っ
、そ
れ
っ
て
、

ど
う
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
？

内田樹　
うちだ・たつる
思想家、武術家。神戸
女学院大学名誉教授。
長年にわたり能を習っ
ており、観世流家元・
観世清和氏と『能はこ
んなに面白い！』という
共著も刊行している。

その
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な
ぜ
能
を
は
じ
め
た
の
？

林 

僕
が
能
を
は
じ
め
た
き
っ
か
け
は
、
家

が
そ
う
い
う
家
系
だ
か
ら
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ

た
、
と
い
う
の
が
正
直
な
と
こ
ろ
で
は
あ
り
ま

す
が
、
親
が
上
手
に

こ
の
道
に
導
い
て
く
れ
た
と
い
う
の
も
大
き
い

で
す
。
気
が
つ
け
ば
能
を
や
っ
て
い
て
、
こ
れ

以
外
の
こ
と
を
何
も
知
ら
な
い
、
で
き
な
い
と

い
う
よ
う
な
状
態
に
な
っ
て
い
た
と
い
う
わ
け

で
す
ね
。
初
舞
台
が
3
歳
の
と
き
な
ん
で
、
記

憶
に
な
い
ん
で
す
よ
。

有
松 
3
歳
！
　
す
ご
い
で
す
ね
。
僕
は
、
大

学
に
入
る
ま
で
能
を
観
た
こ
と
が
な
い
よ
う
な

人
間
だ
っ
た
ん
で
す
が
、
大
学
で
能
の
サ
ー
ク

ル
に
入
り
ま
し
て
。

林 

そ
こ
で
、
な
ぜ
ワ
キ
方
を
選
ん
だ
の
で

す
か
？
　
僕
ら
の
仕
事
は
専
業
な
の
で
、
引
退

す
る
ま
で
ず
っ
と
同
じ
も
の
を
や
り
ま
す
。
僕

は
、「
も
し
他
に
や
る
な
ら
何
が
い
い
か
」
と
聞

か
れ
て
も
、
ワ
キ
方
だ
け
は
言
い
ま
せ
ん
。
座

っ
て
な
あ
か
ん
し
、
じ
っ
と
し
て
る
の
が
ツ
ラ

い
。

有
松 

谷
田
宗
二
朗
先
生
と
い
う

ワ
キ
方
の
先
生
に
出
会
っ
た
こ
と
が
き
っ
か

け
で
す
。
亡
く
な
ら
れ
て
し
ま
っ
た
ん
で
す

が
、
謙
虚
で
控
え
め
な
ん
で
す
け
ど
、
出
る
と

こ
ろ
は
出
る
、
す
ご
く
素
敵
な
方
だ
っ
た
ん
で

す
。「
こ
の
先
生
に
つ
き
た
い
な
」
と
思
い
ま
し

た
。
谷
田
先
生
が
シ
テ
方
や
っ
た
ら
シ
テ
方
に

な
っ
て
い
た
と
思
い
ま
す
ね
。

林 

な
る
ほ
ど
。
僕
の
師
匠
は
父
親
と
、
観

世
流
の
家
元
・
観
世
清
和
先
生
な
ん
で
す
が
、

僕
も
有
松
さ
ん
と
似
て
い
て
、
舞
台
を
拝
見
し

て
い
て
「
こ
う
い
う
方
に
習
い
た
い
」
と
い
う

気
持
ち
に
な
っ
て
。
そ
れ
で
お
家
元
の
い
ら
っ

し
ゃ
る
東
京
に
行
っ
て
、
入
門
し
ま
し
た
。
な

ん
に
せ
よ
親
で
あ
れ
師
で
あ
れ
、
出
会
い
と
い

う
も
の
が
自
分
の
人
生
を
示し
め

し
て
く
れ
ま
す
ね
。

　
そ
れ
で
は
有
松
さ
ん
は
、
大
学
か
ら
一
気
に

能
楽
師
の
道
に
？

有
松 

そ
れ
が
、
大
学
院
に
進
ん
で
い
た
ん
で

す
が
、
谷
田
先
生
の
と
こ
ろ
に
相
談
に
行
っ
た

と
き
に
「
大
学
で
勉
強
も
し
て
る
ん
や
し
、
そ

っ
ち
も
ち
ゃ
ん
と
し
な
が
ら
、
こ
っ
ち
の
ほ
う

も
勉
強
し
な
さ
い
」
と
お
っ
し
ゃ
っ
て
く
だ
さ

っ
て
。
な
の
で
、
研
究
を
し
な
が
ら
能
楽
も
す

る
と
い
う
生
活
で
し
た
。
ワ
キ
方
っ
て
、
人
数

が
す
ご
く
少
な
い
ん
で
す
。
そ
れ
に
は
、
生
活

し
て
い
く
の
が
難
し
い
と
い
う
側
面
も
影
響
が

あ
る
と
思
い
ま
す
。
シ
テ
方
や
囃

※

子
方
だ
と
、

お
弟
子
さ
ん
を
教
え
た
り
す
る
形
式
が
あ
る
け

れ
ど
、
ワ
キ
方
に
は
こ
れ
ま
で
は
、
そ
う
い
う

手
段
が
あ
ま
り
な
か
っ
た
ん
で
す
よ
ね
。

林 

能
で
は
、
シ
テ
方
だ
け
で
何
か
興
行
を

打
と
う
と
思
っ
た
ら
で
き
る
し
、
囃
子
方
だ
け

で
し
よ
う
と
し
て
も
で
き
る
。
狂

※

言
方
だ
け
で

も
で
き
る
。
で
も
、
ワ
キ
方
だ
け
っ
て
い
う
の

は
成
り
立
た
せ
る
の
が
な
か
な
か
難
し
い
。
け

れ
ど
、
能
を
す
る
に
は
、
ワ
キ
方
が
出
て
き
て

も
ら
わ
な
い
と
ス
ト
ー
リ
ー
が
始
ま
ら
な
い
し
、

終
わ
り
も
し
な
い
と
い
う
、
能
楽
に
は
と
て
も

大
事
な
存
在
な
ん
で
す
よ
。

い
ろ
ん
な
側
面
が

あ
る
か
ら
面
白
い

有
松 

能
に
は
い
ろ
ん
な
角
度
が
あ
る
の
が
面

白
い
で
す
よ
ね
。「
こ
の
曲
が
見
た
い
か
ら
」「
宗

一
郎
さ
ん
が
舞
わ
れ
る
か
ら
」「
能
楽
堂
に
行
っ

て
み
た
い
か
ら
」
と
か
、
足
を
運
ぶ
理
由
が
さ

ま
ざ
ま
で
。
曲
に
よ
っ
て
珍
し
い
装
束
や
面
が

出
た
り
す
る
か
ら
、
美
術
と
い
う
観
点
で
興
味

を
持
つ
方
も
い
る
。
本
当
に
い
ろ
ん
な
ア
プ
ロ

ー
チ
が
あ
る
ん
だ
な
と
思
い
ま
す
。

林 

ワ
キ
方
の
顔
を
見
る
た
め
に
、
観
や
す

い
席
を
キ
ー
プ
す
る
人
も
い
ま
す
し
ね
。
シ
テ

方
は
能
面
で
素
顔
が
隠
れ
る
け
ど
、
有
松
さ
ん

み
た
い
に
声
も
見
た
目
も
い
い
人
は
と
っ
て
も

大
事
。

有
松 

な
ん
と
言

っ
て
い
い
の
か

…
…
。

林 

と
言
っ

て
も
能
は
「
役

者
」
で
は
な
く
て
、

「
作
品
」
を
見
せ
る

も
の
で
す
よ
ね
。
ス
ト

ー
リ
ー
や
役
者
も
そ
う
だ
し
、
能
面
、
能
装
束

と
い
う
工
芸
品
、
す
べ
て
ト
ー
タ
ル
で
で
き
あ

が
っ
て
い
る
も
の
。
ど
こ
か
ら
入
っ
て
き
て
も

い
い
世
界
で
、
ど
こ
か
ら
入
っ
て
も
楽
し
い
と

思
う
。
こ
れ
か
ら
能
を
観
る
人
に
は
、
舞
台
上

で
こ
う
や
っ
て
い
る
と
き
は
こ
う
い
う
こ
と
を

表
し
て
い
ま
す
、
と
い
う
こ
と
以
外
も
知
っ
て

も
ら
い
た
い
で
す
ね
。
能
を
き
っ
か
け
に
着
物

や
和
楽
器
の
演
奏
に
興
味
を
持
っ
た
り
、
広
が

っ
て
い
く
可
能
性
が
大
い
に
あ
る
と
思
い
ま
す
。

有
松 

僕
は
初
め
て
能
を
観
に
行
っ
た
と
き

に
、
リ
ア
ル
タ
イ
ム
で
進
ん
で
い
く
生
の
現
場

で
、
い
い
大
人
が
一
生
懸
命
汗
だ
く

に
な
っ
て
真
剣
に
曲
に

取
り
組
ん

その

3入
門

入
門の

現
役
の
能
楽
師
に
は
、
60
〜
70
代
、
い
や
い

や
80
代
の
方
も
、
た
く
さ
ん
い
ら
っ
し
ゃ
い

ま
す
。
け
れ
ど
、
若
手
に
も
輝
い
て
い
る
方

が
た
く
さ
ん
い
る
ん
で
す
！　

互
い
に
年
齢

も
近
く
普
段
か
ら
親
交
も
深
い
、
シ

※

テ
方
・

林
宗
一
郎
さ
ん
と
ワ

※

キ
方
・
有
松
遼
一
さ
ん

に
、そ
の
魅
力
を
語
っ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

※シテ方、ワキ方、囃子方、狂言方…P.10～12参照
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で
い
る
、
必
死
に
な

っ
て
も
が
い
て
る
と

い
う
の
に
惹
か
れ
ま

し
た
。
挨
拶
か
ら
始

ま
り
、
師
匠
と
の
関
係
、

そ
う
い
っ
た
全
体
的
な
精
神
性
が
舞

台
に
つ
な
が
っ
て
い
る
と
思
う
ん
で
す

け
ど
、
そ
う
い
う
と
こ
ろ
が
と
て
も
真
摯
で
気

持
ち
が
よ
く
て
、
す
ご
く
観
て
い
て
楽
し
い
で

す
ね
。

林 

あ
の
ー
、
座
っ
て
る
あ
い
だ
は
、
何
を

考
え
て
い
る
の
で
す
か
？

有
松 

正
直
な
と
こ
ろ
を
言
う
と
、　
本
当
に

い
い
お
シ
テ
だ
と
、
時
間
を
忘
れ
る
ん
で
す
よ

ね
。

し
っ
と
り
、
派
手
、

い
ろ
ん
な
種
類
が

有
松 

能
に
も
、
は
じ
め
て
の
人
に
お
す
す
め

の
演
目
、
子
ど
も
が
観
る
と
喜
ぶ
演
目
、
ツ
ウ

の
人
が
観
る
演
目
、
外
国
の
方
に
受
け
る
演
目
、

い
ろ
い
ろ
種
類
が
あ
り
ま
す
。

林 

そ
こ
は
、
な
ん
で
も
か
ん
で
も
面
白
い

と
決
め
て
か
か
る
の
で
は
な
い
ほ
う
が
い
い
か

も
し
れ
な
い
で
す
ね
。

有
松 

「
入
門
」
と
言
わ
れ

る
曲
で
多
い
の
は
、《
船
弁

慶
》《
土
蜘
蛛
》《
羽
衣
》
あ

た
り
で
し
ょ
う
か
。

林 

選
択
肢
を
作
っ
て

み
て
も
い
い
か
も
し
れ
ま

せ
ん
ね
。
た
と
え
ば
、
し
っ

と
り
系
が
観
た
い
人
は
《
羽
衣
》、
派
手
な
も
の

と
い
う
人
に
は
《
土
蜘
蛛
》、
し
っ
と
り
と
激
し

い
の
が
両
方
観
た
い
と
い
う
欲
張
り
な
人
に
は

《
船
弁
慶
》
と
か
。

有
松	

入
門
書
の
よ
う
な
も
の
に
は
よ
く
《
船

弁
慶
》
あ
た
り
の
名
前
が
あ
が
り
ま
す
が
、
ほ

か
の
曲
は
難
し
い
曲
と
思
わ
れ
る
の
も
な
ん
か

悔
し
い
し
も
っ
た
い
な
い
。
し
っ
と
り
系
の
深

い
曲
に
な
る
と
、
た
と
え
ば
《
野
宮
》
な
ど
が

あ
り
ま
す
よ
と
か
、
解
説
書
を
作
り
た
い
で
す

ね
。
派
手
な
も
の
の
中
で
も
《
土
蜘
蛛
》
が
い

ち
ば
ん
派
手
で
す
よ
、
み
た
い
に
。

好
き
な
曲
の
は
な
し

林 

有
松
さ
ん
は
、
個
人
的
に
だ
と
ど
の
曲

が
好
き
で
す
か
？
　
僕
は
《
融と
お
る》
で
す
ね
。

有
松 

わ
あ
！

林 

か
ぶ
っ
た
？
　《
融
》
は
、
好
き
な
人

が
多
い
曲
で
す
ね
。
嵯
峨
天
皇
の
子
ど
も
で
あ

る
、
源
融
と
い
う
大
臣
の
話
で
す
。
こ
の
源
融

と
い
う
人
は
、
多
く
の
人
足
を
つ
か
う
贅
沢
者

で
あ
り
我
儘
な
上
人
な
ん
だ
け
ど
も
、
憎
め
な

く
て
。
自
分
が
関
係
し
て
い
る
場
所
に
、
亡
く

な
っ
て
か
ら
幽
霊
に
な
っ
て
出
て
く
る
ん
で
す

ね
。
そ
れ
で
、
自
分
の
過
去
を
振
り
返
っ
て
い

く
。
き
っ
と
自
分
も
死
ん
だ
ら
そ
う
す
る
だ
ろ

う
な
、
そ
う
や
っ
て
出
て
く
る
ん
だ
ろ
う
な
と

思
い
ま
す
。
す
ご
く
好
き
な
曲
で
す
ね
。

有
松 

ぼ
く
は
片
山
慶
次
郎
先
生
が
さ
れ
て
い

た
《
融
》
を
観
た
と
き
、
曲
が
終
わ
っ
た
後
も

し
ば
ら
く
客
席
で
動
け
な
く
な
っ
た
こ
と
が
あ

っ
て
。
涙
が
止
ま
ら
な
く
な
っ
た
。
す
ご
か
っ

た
ん
で
す
。
で
も
、《
融
》
を
観
る
と
必
ず
そ
う

な
る
か
と
言
わ
れ
る
と
そ
う
で
は
な
い
。
そ
れ

が
ま
た
能
の
い
い
と
こ
ろ
だ
と
思
い
ま
す
。
毎

回
感
動
し
た
、
全
米
が
泣
い
た
、
み
た
い
な
感

じ
じ
ゃ
な
く
て
。
そ
う
い
う
経
験
っ
て
、
数
百

回
に
一
回
と
か
で
す
。
で
も
、
そ
の
一
回
が
そ

の
人
の
人
生
を
動
か
す
く
ら

い
、
強
い
エ
ネ
ル
ギ
ー
を

も
っ
て
い
ま

す
よ
ね
。

僕
は
2
0
0
7
年
に
は
じ
め
て
日
本
に

来
て
、
2
0
1
2
年
か
ら
日
本
に
住
み
始

め
ま
し
た
。

日
本
に
来
る
前
は
、
ず
っ
と
イ
タ
リ
ア
で

英
文
学
を
勉
強
し
て
い
ま
し
た
。
あ
る
と
き

黒
澤
明
監
督
の『
蜘
蛛
巣
城
』

と
い
う
映
画
に
つ
い
て
研
究
を

し
よ
う
と
思
い
、『
蜘
蛛
巣
城
』

は
能
楽
に
影
響
を
受
け
て
い

る
の
で
、
ミ
ラ
ノ
で
能
を
教
え

て
い
ら
っ
し
ゃ
る
方
に
イ
ン
タ

ビ
ュ
ー
を
し
に
行
っ
た
ん
で
す
。

す
る
と「
謡
っ
て
み
た
ら
ど
う

で
す
か
」
と
言
わ
れ
て
。
そ
れ

で
や
り
始
め
た
ん
で
す
が
、
当

時
は
日
本
語
も
全
然
で
き
な

か
っ
た
し
、
日
本
の
文
化
も
あ

ま
り
知
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

そ
れ
か
ら
は
、
今
の
お
師
匠

で
あ
る
宇
髙
先
生
の
録
音
テ
ー

プ
を
貸
し
て
い
た
だ
い
て
、
家

で
常
に
聞
い
て
真
似
て
い
ま
し
た
ね
。
ま
だ

日
本
語
が
わ
か
ら
な
か
っ
た
か
ら
、
能
楽
に

関
す
る
写
真
を
見
て
、
こ
の
人
は
い
っ
た
い

誰
な
の
か
な
と
か
想
像
力
を
働
か
せ
て
い
ま

し
た
。
そ
れ
が
面
白
か
っ
た
。
全
然
わ
か
ら

な
か
っ
た
け
ど
、
す
ご
く
魅
力
的
に
見
え
た

ん
で
す
ね
。

＊
＊
＊

は
じ
め
は
翻
訳
で
謡
本
を
読
ん
だ
ん
で
す

が
、
セ
リ
フ
の
文
学
的
な
質
が
高
く
、
す
ご

く
ク
ー
ル
で
ポ
エ
チ
ッ
ク
で
し
た
。
物
語
も

面
白
く
て
魅
力
的
だ
し
、
能
面
や
装
束
も

か
っ
こ
い
い
な
と
思
っ
た
。

日
本
人
の
若
者
に
は
、
す
で
に
能
楽
に
対

す
る
イ
メ
ー
ジ
が
で
き
あ
が
っ
て
い
る
こ
と

が
多
い
で
す
ね
。
け
れ
ど
僕
は
、
そ
の
は
じ

め
の
イ
メ
ー
ジ
が
ま
っ
た
く
あ
り
ま
せ
ん
で

し
た
。
そ
れ
が
よ
か
っ
た
の
か
も
し
れ
ま
せ

ん
。

と
き
ど
き
若
者
と
能
楽
の
話
を
す
る
と
、

「
難
し
い
」「
言
葉
が
わ
か
ら
な
い
」
と
言
わ

れ
ま
す
。
能
楽
は
も
う
、
外
国
語
と
し
て
捉

え
た
ほ
う
が
い
い
と
僕
は
思
い
ま
す
。
物
語

の
あ
ら
す
じ
を
事
前
に
読
ん
で
、
気
楽
に
舞

台
を
観
に
行
く
ほ
う
が
お

す
す
め
で
す
。「
理
解
」
よ

り
、
演
者
の
所
作
や
囃
子

の
音
楽
、
装
束
や
能
面
な

ど
、
能
の
さ
ま
ざ
ま
な
美

し
さ
を
ゆ
っ
く
り
味
わ
え

ま
す
。

＊
＊
＊

お
稽
古
で
は
、
は
じ

め
に
仕※

し

舞ま
い

を
習
う
ん
で
す

け
ど
、
簡
単
そ
う
に
見
え

る
の
に
、
や
っ
て
み
た
ら

す
ご
く
難
し
い
。
シ
ン
プ

ル
で
深
い
で
す
ね
。
あ
と
、

イ
タ
リ
ア
に
は「
型
」
と

い
う
も
の
が
な
か
っ
た
し
、

型
に
従
う
、
伝
統
に
従
う
と
い
う
考
え
方
が

な
か
っ
た
か
ら
、
は
じ
め
て「
型
」
と
い
う

も
の
を
見
た
と
き
、
ち
ゃ
ん
と
道
が
先
に
あ

る
ん
だ
と
安
心
し
ま
し
た
。
こ
の
安
心
は
イ

リ
ュ
ー
ジ
ョ
ン
で
、
本
当
は
そ
う
じ
ゃ
な
い

と
す
こ
し
ず
つ
学
ん
で
い
く
ん
で
す
が
（
笑
）。

い
ま
も
毎
日
、
お
稽
古
が
楽
し
い
で
す
。

※仕舞…能の一部を面・装束をつけず、紋服・袴のまま素で舞うこと

林宗一郎  
はやし・そういちろう
1979年京都生まれ。能
楽師シテ方観世流。父・
十三世林喜右衛門、及び
二十六世観世宗家・観世
清和に師事。

有松遼一
ありまつ・りょういち
1982年東京生まれ。能
楽師ワキ方高安流。京都
大学大学院博士課程修了
という研究者でもある。

その

4入
門

入
門の

デ
ィ
エ
ゴ
・
ペ
レ
ッ
キ
ア　
1
9
7
9
年
生
ま
れ
。
2
0
0
7
年
よ
り
金
剛
流
宇
髙
通
成
に
師
事
。
能
楽
研
究
の
傍
ら
、
師
範
の
免
許
を
目
指
し
て
い
る
。

89



知
る
！

能楽の役割を

シテというのは、主役のこと。面
をつけて演じます。主役を演じる専
門の能楽師のことをシテ方といいま
すが、シテ方には主役以外にも様々
な役割があります。
たとえば、謡

うたい

（コーラス）のパート
を担当する「地

じ

謡
うたい

」もシテ方の担当。
演じている人の後ろで、補助をした
り、緊急の場合に代わりに演じるこ

とができるよう控えている「後見」も
基本的にはシテ方です。
ときには、演目によって使われる
舞台装置（作り物）も作ります。公演
のたびに作られ、終われば解体され
るそう。また、公演の配役を決めた
りするのもシテ方の役目。主役でも
あり、プロデューサーでもあり、舞
台美術でもあるんですね。

「ワキ」という役柄を演じる専門の
能楽師のこと。シテ（主役）と観客
をつなげる進行役のような役目です。
ワキは、神職、僧侶、武士など、常
に現実に生きている男性の役で登場
し、面をかけることはありません。「脇
役」の語源でもあります。

多くの曲では、ワキが本舞台に登
場し、謡を謡うところからはじまり
ます。シテが幻の存在としてはかな
く現れたときも、激しく立ち回って
いるときも、じーっと舞台の角から
見つめているのです。

能の音楽は笛、小鼓、大鼓、
太鼓の四つの楽器（四拍子）に
よって演奏されます。演奏はひ
とり一役で、自分の担当以外を
演奏することはありません。打
楽器奏者は、楽器を演奏するだ
けでなく「ヤ」「ハ」「イヤー」な
ど掛け声をかけてリードをとり、
曲のテンポや強弱を確認しなが
ら演奏をしています。

◎笛（能管）  メロディーを演奏

◎小鼓  軽快なリズムを刻む
打楽器。麻ひも（調べ緒）で締
め具合を変えて、音色を調整

◎大鼓  強くて高い音色の打
楽器。小鼓より皮が硬くて厚い

◎太鼓  ２本のバチを使い、バ
チの扱いによって音を打ち分け
る

ワキ方

後見

囃子方

その

5入
門

入
門の

◎流派
シテ方には、観世流、宝生流、金
春流、金剛流、喜多流の５つの流派
があります。観世、宝生、金春、金
剛は、室町時代初期の「大和猿楽四
座」を源流としています。
ワキ方には、高安流、宝生流、福
王流の３つの流派があります。

地謡
じうたい

はや し かた

こう けん

シテ方
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狂言には、能と異なり貴族や歴史上の人
物のような特別な人たちではなく、当時の
一般庶民が登場します。その頃の日常的な
話し言葉を使っているので内容もわかりや
すいのが特徴です。
「間

あい

狂言」といって、能のなかに、物語の語
り部として登場することもあります。
２、３人で演じられることが多く、大掛か

りな舞台やお囃子がなくても上演できること
から、明治以降は狂言のみでの公演も増え
ています。

◎流派
室町時代の後期に大蔵流・和泉流・
鷺
さぎ

流が成立。幕府直属に大蔵流・鷺
流、尾張徳川藩と宮中に和泉流が
勤め、明治の西洋化によって幕府
お抱えの流派は大打撃をうけてしま
い、鷺流は廃絶します。現在は和泉
流、大蔵流の二流があり、それぞれ
の「家」ごとに活動しています。

狂言方

シテ（主役）は、赤、朱色、青、金……
様々な色で彩られる美しい装束を着てい
ます。役のイメージによって分けられて
おり、その柄の意味を知ることで能の世
界も広がるかも。金箔が摺り込まれてい
たり、総刺繍が施されているためクリー
ニングはできませんが、なかには何百年
と使用されているものもあるそう。
ワキは鮮やかな装束は身につけず、水
衣といわれる、老人や僧侶などの日常着
を身につけて登場することが多いです。

装
し よ う

束
ぞ く

能面の基本形は約60種、小
こ

面
おもて

や若女など若い女性の面や、翁
や中将、般若など様々なものが
あります。
能面がいつ頃から使われるよう

になったかは定かではありません
が、日本では古来から、舞は神への
捧げ物であり、その演者には神がのり
うつるとされていました。能面は、能の
なかで神になりきり、変身するための道
具として使われてきたと考えられていま
す。どの面を使うかはシテに任されます。

能
の う

面
め ん

能楽は室町時代～江戸時代にかけて、
幕府に庇護される形で発展していった芸
能です。織田信長は茶の湯とともに能楽
をたしなみ、豊臣秀吉は能楽を観るだけ
でなく自分も習い演じ、天皇を招いての
能楽の会まで催すほど。江戸時代には、
徳川幕府が式楽（幕府の公式芸能）としま
した。
徳川幕府が倒れると、新政府は西洋化

を推し進めます。文化芸術においても然

り。能楽はパトロンを失い、盛大なリス
トラにあってしまいます。しかし、欧米
諸国は伝統文化を大事にしていることを
知った岩倉具

とも

視
み

が、「外国からのお客をも
てなす芸能として能楽がいい！」と働きか
け、なんとかもちなおすように。かの文豪・
夏目漱石も謡を習っていたそうで、当時
の教養の一つとして知られていたことが
うかがえます。

この人も能楽が好き！
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い
る
と
か
そ
れ
ぐ
ら
い
で
し
ょ
う
ね
。
た
だ
僕

ら
に
は
、
古
典
と
か
伝
統
っ
て
い
う
邪
魔
な
冠

が
つ
い
て
い
る
。
古
典
、
伝
統
の
も
の
を
観
に

行
く
、
と
い
う
方
は
も
ち
ろ
ん
す
ご
く
あ
り
が

た
い
で
す
け
ど
、
そ
こ
は
や
っ
ぱ
り
エ
ン
タ
ー

テ
イ
ン
メ
ン
ト
に
能
や
狂
言
が
特
化
し
き
れ
て

な
い
の
か
な
と
思
っ
て
い
ま
す
。
式
楽
と
し
て

守
ら
な
く
て
は
な
ら
な
か
っ
た
時
代
が
、
つ
い

こ
の
間
ま
で
あ
る
の
で
、
エ
ン
タ
ー
テ
イ
ン
メ

ン
ト
と
い
う
観
点
に
お
い
て
は
ま
だ
発
展
途
上

な
感
じ
で
す
よ
ね
。

	

古
典
だ
っ
た
り
、
伝
統
だ
っ
た
り
と
か

い
う
冠
は
、
ち
ょ
っ
と
邪
魔
で
す
か
？

茂
山 

邪
魔
で
す
（
笑
）。
あ
っ
た
と
こ
ろ
で
な

ん
の
得
も
な
い
で
す
。

	

た
と
え
ば
、「
伝
統
を
保
護
し
よ
う
」
と

い
う
流
れ
も
あ
っ
た
り
す
る
と
思
う
の
で
す
が

…
…

茂
山 

も
ち
ろ
ん
、
保
護
さ
れ
る
な
ら
さ
れ
た

い
で
す
。
で
も
、
保
護
さ
れ
る
な
ら
さ
れ
る
な

り
の
規
制
が
あ
る
で
し
ょ
う
？
　
そ
れ
は
い
や

だ
も
ん
。
笑
わ
な
く
て
も
い
い
か
ら
伝
統
を
保

持
し
な
さ
い
っ
て
言
わ
れ
て
も
、
知
っ
た
こ
っ

ち
ゃ
な
い
で
す
。
と
に
か
く
お
客
さ
ん
が
笑
う

よ
う
に
し
た
い
か
ら
。

　
も
ち
ろ
ん
伝
統
や
古
典
と
い
う
も
の
は
財
産

な
の
で
、
そ
れ
を
失
っ
て
し
ま
え
ば
僕
た
ち
の

存
在
価
値
は
一
瞬
に
し
て
崩
壊
す
る
。
た
だ
そ

こ
は
、
お
客
さ
ん
に
は
見
せ
な
く
て
も
い
い
で

し
ょ
、
と
思
う
ん
で
す
。
た
と
え
ば
、
僕
が
親

父
か
ら
習
っ
た
伝
統
的
な
作
品
も
、
お
客
さ
ん

の
前
に
出
す
と
き
は
お
客
さ
ん
が
楽
し
め
る
も

の
に
し
て
い
き
た
い
。
お
客
さ
ん
は
、
伝
統
だ

の
何
だ
の
っ
て
、
別
に
そ
ん
な
こ
と
知
っ
た
こ

と
で
は
な
い
。
僕
が
20
年
間
習
っ
て
き
た
こ
と

を
そ
の
ま
ま
見
せ
た
と
こ
ろ
で
、
現
代
の
お
客

さ
ん
は
楽
し
め
な
い
で
し
ょ
う
。

重
く
考
え
ず
、

構
え
ず
に
来
て
ほ
し
い

	

と
い
う
こ
と
は
、
伝
統
だ
古
典
だ
と
、

重
く
考
え
る
必
要
は
な
い
？

茂
山 

そ
う
で
す
ね
。
着
物
を
着
な
い
と
ダ
メ

で
す
か
？
　
と
聞
か
れ
ま
す
が
、
好
き
な
服
で

か
ま
い
ま
せ
ん
。
そ
う
い
う
楽
し
み
方
も
あ
る

ん
で
す
よ
、
も
ち
ろ
ん
。「
芝
居
は
観
に
行
く

着
物
を
見
せ
た
い
」
と
い
う
言
葉
が
あ
っ
た
よ

う
に
、
そ
う
い
う
文
化
は
重
要
だ
と
思
い
ま
す
。

け
れ
ど
う
ち
は
、
2
時
間
笑
い
に
来
て
く
れ
れ

ば
い
い
。
観
に
来
た
と
こ
ろ
で
何
に
も
変
わ
ん

な
い
か
ら
（
笑
）。
明
日
か
ら
何
か
変
わ
る
と
か
、

そ
う
い
う
も
ん
じ
ゃ
一
切
な
い
。
と
く
に
訴
え

か
け
な
い
。
外
に
出
た
瞬
間
に
、「
何
食
べ
に
行

く
？
」
と
言
っ
て
も
ら
え
る
よ
う
な
お
芝
居
が

ベ
ス
ト
で
す
。
伝
統
と
か
古
典
と
言
わ
れ
る
と
、

求
め
ら
れ
て
い
る
も
の
が
多
す
ぎ
る
の
で
、
娯

楽
と
考
え
て
も
ら
う
ほ
う
が
い
い
か
な
と
思
い

ま
す
。

　
あ
と
、
狂
言
は
時
間
も
短
い
の
で
。
能
だ
と

一
曲
で
１
時
間
と
か
か
か
る
け
ど
、
狂
言
は
2

時
間
の
間
に
3
つ
ぐ
ら
い
演
目
が
あ
る
の
で
、

長
く
て
も
一
曲
30
〜
40
分
で
終
わ
り
ま
す
。
バ

ラ
エ
テ
ィ
ー
番
組
1
本
分
を
3
つ
見
る
く
ら
い

と
考
え
て
も
ら
え
れ
ば
い
い
か
な
。

　
狂
言
を
観
て
面
白
か
っ
た
し
、
今
度
は
能
に

戻
っ
て
み
よ
う
、
落
語
や
日
本
舞
踊
に
行
こ
う

よ
と
、
裾
野
が
ち
ょ
っ
と
広
が
る
と
嬉
し
い
で

す
。
和
の
文
化
に
興
味
を
持
つ
人
が
出
て
く
る

と
、
和
の
文
化
を
支
え
る
も
の
に
も
繋
が
っ
て

い
く
。
た
と
え
ば
お
着
物
を
作
っ
て
く
だ
さ
る

方
が
い
る
と
、
お
着
物
を
作
る
職
人
さ
ん
が
ち

ゃ
ん
と
次
に
繋
が
っ
て
い
く
と
い
う
こ
と
に
な

っ
て
い
く
。
そ
う
い
う
、
京
都
の
地
盤
を
支
え

て
き
て
い
る
伝
統
産
業
に
も
少
し
ず
つ
か
か
わ

っ
て
く
る
こ
と
な
の
で
、
若
い
方
に
は
、
い
ろ

ん
な
こ
と
を
知
っ
て
も
ら
え
れ
ば
い
い
な
と
思

っ
て
い
ま
す
。

狂
言
だ
け
で

食
べ
て
い
け
る
よ
う
に

	

逸
平
さ
ん
は
お
家
が
狂
言
師
の
ご
家

庭
で
す
が
、
狂
言
師
に
な
ろ
う
と
思
わ
れ
た
の

は
？

茂
山 

高
校
生
の
と
き
で
す
ね
。
京
都
の
高
校

に
通
っ
て
た
ん
だ
け
れ
ど
も
、
家
業
を
継
ぐ
た

め
に
修
業
に
行
く
か
ら
大
学
に
は
行
か
な
い
と

か
、
い
ろ
ん
な
友
人
が
い
て
、
こ
い
つ
ら
に
何

で
勝
て
る
の
か
な
と
考
え
た
と
き
に
「
狂
言
だ

け
は
た
ぶ
ん
負
け
な
い
だ
ろ
う
な
」
と
。
そ
れ

ま
で
は
、
朝
起
き
た
ら
朝
ご
は
ん
を
食
べ
る
よ

う
に
し
て
、
休
日
に
な
っ
た
ら
父
親
の
鞄
を
持

っ
て
手
伝
い
に
行
っ
た
り
、
稽
古
し
た
り
し
て

い
ま
し
た
。
そ
れ
を
も
う
少
し
ま
じ
め
に
や
ろ

う
と
思
っ
た
の
が
そ
れ
く
ら
い
の
と
き
か
な
。

　
僕
た
ち
は
、
な
ん
の
保
障
も
な
い
し
、
お
国

が
保
護
し
て
く
れ
て
い
る
わ
け
で
も
資
格
が
あ

る
わ
け
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。
お
客
さ
ん
が
チ
ケ

ッ
ト
を
買
っ
て
く
だ
さ
っ
て
公
演
が
で
き
る
か

ら
プ
ロ
な
だ
け
で
、
お
客
さ
ん
が
い
な
く
な
っ

た
ら
い
つ
で
も
ア
マ
チ
ュ
ア
と
い
う
か
、「
趣
味

＝
狂
言
」
み
た
い
に
な
っ
ち
ゃ
う
人
た
ち
。
請

わ
れ
る
か
ら
プ
ロ
で
あ
り
つ
づ
け
る
こ
と
が
で

き
る
。
も
ち
ろ
ん
そ
の
た
め
に
は
狂
言
だ
け
で

食
べ
て
い
け
れ
ば
い
き
た
い
け
ど
、
い
ろ
ん
な

こ
と
も
し
な
く
ち
ゃ
い
け
ま
せ
ん
。
だ
か
ら
今

で
も
、「
い
ず
れ
は
狂
言
だ
け
で
食
べ
ら
れ
る

よ
う
に
な
り
た
い
な
」っ
て
ず
っ
と
思
っ
て
い

ま
す
よ
。

「
伝
統
」
と
い
う
冠
は
邪
魔

茂
山 

狂
言
は
、
い
わ
ゆ
る
シ
チ
ュ
エ
ー
シ
ョ

ン
コ
ン
ト
と
す
ご
く
近
い
ん
で
す
。
た
と
え
ば

「
コ
ン
ビ
ニ
」
と
い
う
コ
ン
ト
が
あ
る
と
す
る
と
、

ど
こ
の
コ
ン
ビ
ニ
で
も
い
い
よ
う
な
作
り
方
を

し
て
い
る
ん
で
す
が
、
狂
言
も
そ
う
。
場
所

が
そ
ん
な
に
特
定
さ
れ
る
わ
け
で
も
な
け
れ
ば
、

キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
に
固
有
名
詞
が
あ
る
よ
う
な
人

が
出
て
く
る
こ
と
も
少
な
い
。
な
の
で
、
コ
ン

ト
と
そ
ん
な
に
大
差
な
い
ん
で
す
。
着
物
を
着

て
い
る
と
か
、
昔
っ
ぽ
い
し
ゃ
べ
り
方
を
し
て

狂
言
は

現
代
の

コ
ン
ト
!?

その

6入
門

入
門の

◎
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー

茂山逸平さん

茂
山
逸
平
さ
ん
は
、
1
9
7
8
年
生
ま
れ
、

現
在
38
歳
の
狂
言
師
。
日
本
舞
踊
の
尾
上
菊

之
丞
さ
ん
と
ユ
ニ
ッ
ト
を
組
ん
で
公
演
を
し
た

り
、
い
ろ
ん
な
新
し
い
取
り
組
み
を
さ
れ
て
い

ま
す
。
そ
の
目
覚
ま
し
い
活
躍
っ
ぷ
り
に
惹
か

れ
、
お
話
を
伺
い
ま
し
た
。
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は
じ
め
て

行
っ
て

き
ま
し
た
！

能
を
観
る
の
は

は
じ
め
て

な
ん
で
す
が

何
か
知
っ
て

お
く
と

良
い
こ
と
っ
て

あ
り
ま
す
か
？

ま
ず
は

こ
の
方
た
ち

だ
け
で
も

覚
え
て
い
れ
ば

大
丈
夫
！

お
お
っ

こ
れ
な
ら

私
で
も
！

楽
し
み
！

そ
れ

な
ら
！

ん
？

こ
の「
ワ
キ
」さ
ん
は

何
し
て
る
の
？

ワ
キ
さ
ん
は

そ・
こ・
に・
居・
る・
だ
け
で

重
要
な
役
な
ん
で
す
。

基
本
的
に

見・
て・
る・
だ・
け・
と
か

話・
し・
相・
手・

だ
っ
た
り
と
か
。

そ
う
い
う
不
思
議
な

雰
囲
気
も
含
め
て

楽
し
ん
で

く
だ
さ
い
〜

※イメージ
です。
違います

※魚田は
おはやし推しです

見
て
る
だ
け
？

（
編
集
さ
ん
）

はじめての能楽 魚う

お

田た

南み
な
み

い
き
な
り

ど
う
い
う

こ
っ
ち
ゃ
…

お
は
や
し

か
っ
こ
い
い
…
!!

い
や
、

か
わ
い
い
!!?

か
わ
い
い
!!!

か
っ

か
っ
け
え
え
え
!!!

お
っ

来
ま

し
た

メ
イ
ン
の

「
シ・
テ・
」さ
ん

で
す

出
て

き
た
…
！

その

7

入
門

入
門の

つね      まさ

能楽チャリティ公演＠ロームシアター京都
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聞
き
取
り
に
く
い

古
い
言
葉
な
ん
か

あ
る
け
ど
…

新
居
さ
ん

後
ろ
の
人
た
ち

は
…
？

か
っ
け
ー
!!

稲
荷
明
神

か
っ
け
ー
ー
!!!

フ
ァ
ン
で
す
わ
ー

あ
、大
丈
夫
で
す
よ
ー

あ
の
世
と
こ
の
世
の

「
曖
昧
」を
楽
し
む

も
の
な
の
で
、寝
て
も

O
K
だ
そ
う
で
す

い
い
ん
だ
!!?

今
回
の
能
楽
公
演

い
か
が
で
し
た
？

な
ん
か
不
思
議
で

楽
し
め
ま
し
た
！

狂
言
も

こ
じ
ゃ
れ
が
き
い
て
て

笑
え
ま
し
た
！

楽
し
ん
で

も
ら
え
て

よ
か
っ
た
で
す

あ
の
人
た
ち
は

「
後こ

う

見け
ん

」さ
ん
と

い
い
ま
す

ち
な
み
に

「
ワ・
キ・
」に
も

い
ま
す

…
…

お
??

ワ
キ
に
も

い
る

思
っ
た
よ
り

わ
か
っ
て

観
ら
れ
て
る
ん

じ
ゃ
な
い
か
な
! !

「
ワ
キ
」さ
ん

登
場
の
と
き

「
私
は
誰
で
、

こ
う
い
う
理
由
で

こ
こ
に
い
る
」

な
ど
説
明
し
て

く
れ
た
り

し
ま
す
。

実
は
こ
の「
後
見
」さ
ん
が

ベ・
テ・
ラ・
ン・
ぞ
ろ
い

―「
ワ
キ
」と
は
…

た
だ
そ
こ
に
居
る
だ
け
で

舞
台
と
客
席
と
を
継
な
ぐ

中
間
管
理
職（
大
事
）

も
し
眠
た
く

な
っ
た
ら
？

ど
う
ぞ
自
分
な
り
の

「
能
」の

楽
し
み
方
を

み
つ
け
て
く
だ
さ
い

お
わ
り

Q

…
そ
う
と
は

知
ら
ず
に

補サ
ポ
ー
ト助

以
外
に
代
役
と
し
て
も

代
わ
れ
る
よ
う
、常
に

お
側
に
お
ら
れ
る
の
で
す

は
じ
め
て
の
能
ま
と
め

前
説
も

あ
っ
た
り
し
て
…

前に出ず、補
サポート

助に
まわる、そこに居て
居
・
な
・
い
・
人
・
た
・
ち
・

※イメージ
です。
違います

魚
田
南　
京
都
在
住
の
漫
画
家
・
イ
ラ
ス
ト
レ
ー
タ
ー
。
著
書
に『
は
ら
へ
り
あ
ら
た
の
京
都
め
し
』な
ど
。
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おわりに

入
門

入
門の

nohgaku book guide

能楽ブックガイド

これで「能楽入門の入門」も終わり。
最後に、より能楽を楽しむために、おすすめの本たちを

ご紹介します！

『狂言サイボーグ』
野村萬斎（文春文庫）

『能はこんなに面白い！』
観世清和、内田樹（小学館）

狂言師として活躍する野村萬斎によるエッセイ
集。「胸で見る」「腰を入れる」「背中のオーラ」と
いった身体文化の深淵をつぶさに渉猟。狂言の面
白さだけでなく、教育や上達のための一歩にも。

観世流の家元である観世清和と思想家・内田樹が
「能」の本質的魅力について語り合う。能だけで
なく、日本の伝統芸術に対する考えや理解がぐっ
と深まる一冊。

『あわいの力  「心の時代」の次を生きる』
安田登（ミシマ社）

『花よりも花の如く』 
成田美名子（白泉社）

能楽師・ワキ方として活躍する傍ら、古代文字の
研究も重ね古今東西の「身体知」を知り尽くす著
者が、「心」の文字の起源から、次の時代のヒント
を探る。

若きシテ方能楽師・憲人が主人公。舞台の上では
天人にすら変幻自在な憲人の「お能」ライフを描
く。九世観世銕之丞らが監修を務め、曲や用語の
解説もわかりやすい。現在15巻まで刊行。

舞
台
と
の
境
界

見け
ん

所じ
ょ（

観
客
席
）と
舞
台
の
あ
い

だ
に
は
、「
白
州
」
と
よ
ば
れ
る
、

白
い
玉
砂
利
を
敷
き
詰
め
た
と
こ

ろ
が
あ
り
ま
す
。
江
戸
時
代
ま
で

は
能
舞
台
は
屋
外
に
あ
っ
た
た
め
、

舞
台
の
足
元
を
明
る
く
見
せ
る
た

め
に
白
砂
や
白
石
が
敷
き
詰
め
ら

れ
、
こ
れ
に
光
が
反
射
す
る
よ
う

に
工
夫
さ
れ
て
い
た
名
残
で
す
。

ま
た
、
橋は

し

掛が
か

り
の
白
州
に
は
松

が
三
本
植
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
舞

台
に
近
い
ほ
う
か
ら
一
の
松
、
ニ

の
松
、
三
の
松
と
植
え
て
あ
り
、

遠
近
感
を
出
す
た
め
に
、
一
の
松

が
最
も
背
が
高
く
、
少
し
ず
つ
低

く
な
っ
て
い
ま
す
。

建
物
の
な
か
に

屋
根
が
あ
る
！

能
舞
台
は
、
建
物
の
な
か
に
屋

根
の
つ
い
た
建
物
が
あ
る
と
い
う

不
思
議
な
作
り
に
な
っ
て
い
ま
す
。

こ
れ
は
、
も
と
も
と
能
舞
台
が

野
外
に
あ
り
、
能
が
野
外
で
演
じ

ら
れ
て
い
た
名
残
で
す
。
屋
内
に

能
舞
台
が
作
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ

た
の
は
明
治
以
降
の
こ
と
。

背
景
は
な
ん
で

松
な
の
？

能
楽
の
舞
台
の
背
景
と
い
え

ば
、
松
の
木
。
こ
れ
は
も
と
も
と
、

舞
台
正
面
先
に
あ
る
と
想
像
さ
れ

る「
影
向
の
松
」（
春
日
大
社
に
実
在

す
る
松
）が
鏡
に
写
っ
た
と
見
立
て
、

模
し
て
描
か
れ
た
こ
と
が
は
じ
ま

り
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
背
景
の
板

を「
鏡

か
が
み

板い
た

」
と
呼
ぶ
の
は
こ
の
た

め
で
す
。
松
の
木
に
は
神
様
が
宿

る
と
い
う
こ
と
か
ら
、
変
わ
る
こ

と
の
な
い
背
景
と
し
て
描
か
れ
て

い
る
ん
だ
そ
う
。

能
舞
台
の

マ
メ
知
識

◎
コ
ラ
ム

きり ど ぐち

かがみ いた

あげ まく
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京都観世会館
京都市左京区
岡崎円勝寺町44
TEL：075-771-6114

大江能楽堂
京都市中京区
押小路通柳馬場東入ル
TEL：075-561-0622

金剛能楽堂
京都市上京区
烏丸通中立売上ル
TEL：075-441-7222

行
っ
て
み
た
い
！

季
節
の
催
し

京
都
で
は
、
季
節
毎
の
公
演
の
ほ
か
、

様
々
な
年
中
行
事
で
能
楽
を

観
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

◎
能
楽

京
都
で
は
、
定
期
的
に
能
楽
の
公
演
が

行
わ
れ
て
い
ま
す
。
た
と
え
ば
京
都
観
世

会
館
や
金
剛
能
楽
堂
で
は
月
に
一
度
程
度

の
定
期
公
演
が
行
わ
れ
て
い
ま
す
。

学
生
の
方
は
一
般
の
3
分
の
1
〜
半
額
程

度
の
料
金
で
観
ら
れ
ま
す
。

◎
狂
言

狂
言
だ
け
を
た
っ
ぷ
り
観
た
い
！　

と
い

う
方
に
は
、
狂
言
会
が
お
す
す
め
。

京
都
市
で
は
1
9
5
7
年
よ
り
、
大
蔵

流
茂
山
家
の
協
力
の
も
と
、
年
に
4
回

「
市
民
狂
言
会
」
を
実
施
し
て
い
ま
す
。

夏
に
は
子
ど
も
や
初
め
て
の
人
向
け
の
回

も
開
催
さ
れ
て
い
ま
す
。

ま
た
、
狂
言
と
日
本
舞
踊
、
長
唄
や
清

元
と
コ
ラ
ボ
レ
ー
シ
ョ
ン
し
た
会
、
新
作

狂
言
の
会
な
ど
新
し
い
取
り
組
み
も
た
く

さ
ん
で
す
。

様
々
な
ホ
ー
ル
な
ど
で
も

能
楽
の
催
し
を
行
っ
て
い
ま
す
が
、

京
都
で
観
る
な
ら
能
楽
堂
へ
！

定
期
的
に
公
演
を
し
て
い
る

能
楽
堂
を
ご
紹
介
し
ま
す
。

1月

京
都
能
楽
会

平
安
神
宮
初
能
奉
納

日
時 

◎  

1
月
1
日

場
所 

◎  

平
安
神
宮

内
容 

◎  

毎
年
元
旦
に
平
安
神
宮
で
行
わ
れ
る

新
年
の
奉
納
。
豪
華
な
演
者
ら
に
よ
る
お
正
月

ら
し
い
演
目
を
無
料
で
楽
し
め
る
。

同
明
会
能

日
時 

◎  

2
月
下
旬

場
所 

◎  

京
都
観
世
会
館

内
容 

◎  

能
楽
の
音
楽
を
担
当
す
る「
囃
子
方
」

の
団
体
、
京
都
能
楽
囃
子
方
同
明
会
が
主
催
す

る
、全
国
で
も
珍
し
い
こ
だ
わ
り
の
能
楽
公
演
。

京
都
薪
能

日
時 

◎  

6
月
1
日
、
2
日

場
所 

◎  

平
安
神
宮

内
容 

◎  

野
外
に
特
設
の
能
舞
台
が
設
営
さ

れ
、
遠
方
か
ら
も
人
が
訪
れ
る
。

2月6月

面
白
能
楽
館

日
時 

◎  

7
月
下
旬

場
所 

◎  

京
都
観
世
会
館

内
容 

◎  

大
人
か
ら
子
ど
も
ま
で
幅
広
く
楽
し

ん
で
も
ら
う
こ
と
を
目
的
と
し
た
初
心
者
向
け

の
公
演
。
所
作
や
道
具
の
体
験
な
ど
も
。

7月

大
文
字
送
り
火
能
〜
蝋
燭
能
〜

日
時 

◎  

8
月
16
日

場
所 

◎  

金
剛
能
楽
堂

内
容 

◎  

は
じ
め
て
能
を
観
る
人
に
も
わ
か
り

や
す
い
人
気
曲
を
選
曲
。
終
演
後
に
は
、
京
都

御
苑
よ
り
大
文
字
の
送
り
火
が
見
ら
れ
る
。

上
京
薪
能

日
時 

◎  

9
月
下
旬

場
所 

◎  

白
峯
神
宮（
雨
天
時 

金
剛
能
楽
堂
）

内
容 

◎  

昭
和
40
年
か
ら
毎
年
実
施
さ
れ
て
い

る
上
京
の
秋
の
風
物
詩
。

京
都
観
世
能

日
時 

◎  

10
月
第
4
日
曜

場
所 

◎  

京
都
観
世
会
館

内
容 

◎  

京
都
観
世
会
が
行
う
年
に
一
度
の
ス

ペ
シ
ャ
ル
公
演
。
東
京
の
名
家
か
ら
も
演
者
を

招
い
て
大
曲
・
秘
曲
を
上
演
す
る
。

伝
承
の
会

日
時 

◎  

11
月
上
旬

場
所 

◎  

京
都
観
世
会
館

内
容 

◎  

若
手
能
楽
師
た
ち
に
よ
る
公
演
。
来

場
者
が
サ
ポ
ー
タ
ー
に
な
れ
る
制
度
も
。

8月9月10月11月

気
軽
に
行
き
た
い

能
楽
鑑
賞

定期的に
開催中！

いざ

入
門河村能舞台

京都市上京区烏丸通上立売上ル
柳図子町320-14
TEL：075-451-4513
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若い人にもっと日本の伝統文化に親しんでほしい！ 

という思いで京都市が実施する「京都・和の文化体
験の日」。今年は「能楽」をテーマに、様々な場所
でイベントを行います。どれもはじめてでも楽しめ
る内容なので、ぜひ気軽に参加してください！

京   都

和の文化
体験の日

裏
能 
― 

こ
れ
も
能
楽
!?

―

か
つ
て
の
能
楽
は
、
現
在
の
ラ
イ
ブ
や
カ
ラ
オ
ケ
の
よ
う
な

も
の
だ
っ
た
!?　
場
所
や
シ
チ
ュ
エ
ー
シ
ョ
ン
を
現
代
の
ユ
ー

ス
・
カ
ル
チ
ャ
ー
に
引
き
寄
せ
、
能
楽
の「
裏
」
に
あ
る
サ
ブ

カ
ル
的
な
面
白
み
を
発
掘
す
る
ト
ー
ク
イ
ベ
ン
ト
！

日　
時 

◎ 

平
成
29
年
1
月
28
日（
土
）

 

15
時
〜

場　
所 

◎ 

M
E
T
R
O

 

京
都
市
左
京
区
川
端
丸
太
町
下
ル

 

恵
比
須
ビ
ル
B
F

 

京
阪「
神
宮
丸
太
町
駅
」2
番
出
口
の
階
段
途
中

参
加
費 

◎ 

無
料

定　
員 

◎ 

70
名

は
じ
め
ま
し
て

能
楽

落
語
家
・
桂
吉
坊
さ
ん
が
能
楽
の
あ
ら
す
じ
や
楽
し
み
方
を
わ

か
り
や
す
く
面
白
く
解
説
。
シ
テ
方
能
楽
師
と
し
て
活
躍
す

る
林
宗
一
郎
さ
ん
ら
に
よ
る
ダ
イ
ジ
ェ
ス
ト
版「
船
弁
慶
」の

上
演
な
ど
初
心
者
で
も
楽
し
め
る
。

日　
時 

◎ 

平
成
29
年
2
月
12
日（
日
）

 

13
時
半
〜

場　
所 

◎ 

先
斗
町
歌
舞
練
場

 

京
都
市
中
京
区
先
斗
町
通
三
条
下
ル 

 
 

京
阪「
三
条
駅
」徒
歩
5
分

参
加
費 

◎ 

無
料

定　
員 

◎ 

3
5
0
名

伝
統
工
芸
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ

能
で
も
使
わ
れ
る
伝
統
工
芸
品「
京
く
み
ひ
も
」が
手
作
り
で

き
る
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
。
74
品
目
も
の
京
都
の
伝
統
工
芸
品

を
間
近
で
見
ら
れ
る
ガ
イ
ド
ツ
ア
ー
つ
き
で
、
匠
の
技
に
ど
っ

ぷ
り
浸
れ
ま
す
。
参
加
す
れ
ば
能
が
ち
ょ
っ
と
身
近
に
感
じ

ら
れ
る
か
も
。

日　
時 

◎ 

平
成
29
年
1
月
14
日（
土
）

 

13
時
〜
／
15
時
半
〜

場　
所 

◎ 

京
都
伝
統
産
業
ふ
れ
あ
い
館

参
加
費 

◎ 

2
0
0
0
円

定　
員 

◎ 

各
回
20
名
程
度

【
は
じ
め
ま
し
て 

能
楽
＆
裏
能
】

平
成
28
年
12
月
16
日（
金
）〜
平
成
29
年
1
月
15
日（
日
）

京
都
い
つ
で
も
コ
ー
ル　
※
お
か
け
間
違
い
に
ご
注
意
く
だ
さ
い

TEL 075-661-3755 / FAX 075-661-5855
http://www.city.kyoto.l g.jp/so go/pa

ge/0000012821.htm
l

※
申
込
多
数
の
場
合
抽
選
と
な
り
ま
す
。

【
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
】

平
成
28
年
12
月
1
日（
木
）〜
平
成
29
年
1
月
11
日（
水
）

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
専
用
申
込
フ
ォ
ー
ム
か
お
電
話
で
お
申
込
み
く
だ
さ
い
。

https://sc.city.kyoto.l g.jp/m
ultiform

/m
ultiform

.php?form
_

id=2504

京
都
市
文
化
芸
術
企
画
課 TEL 075-366-0033

※
先
着
。
定
員
に
達
し
次
第
受
付
を
終
了
い
た
し
ま
す
。

◎
イ
ベ
ン
ト
や
申
込
の
詳
細
はTwitter

やFacebook

も
ご
覧
く
だ

さ
い
。

Twitter　

@
Kyoto_wanobunka

Facebook　

facebook.com
/KyotoW

anobunka
◎
申
込
方
法
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●
こ
の
印
刷
物
が
不
要
に
な
れ
ば「
雑
が
み
」と
し
て
古
紙
回
収
等
へ

平成28年11月発行 京都市文化市民局 文化芸術企画課　京都市印刷物第283110号

内
田
樹

林
宗
一
郎

 

× 

有
松
遼
一 茂

山
逸
平

狂
言
は

現
代
の

 

コ
ン
ト
!?

デ
ィ
エ
ゴ
・
ペ
レ
ッ
キ
ア

能
の
役
割
を
知
る
！

能
楽
ブ
ッ
ク
ガ
イ
ド

気
軽
に
行
き
た
い

能
楽
鑑
賞

入
門

入
門の

　
マ
ン
ガ

は
じ
め
て
の
能
楽

 

　
　
　
　
　
　
魚
田
南

能楽って
なんだろう？
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