
能
に
は
人
生
の
教
え
が

た
く
さ
ん
詰
ま
っ
て
い
る

観
世
流
シ
テ
方
の
能
楽
師
で
能
楽
界

の
重
鎮
、
関
根
祥
六
さ
ん
は
、
昨
年
、

秋
の
叙
勲
で
旭
日
小
綬
章
を
受
け
ま
し

た
。
ま
た
、
昨
年
の
１１
月
に
は
、
各
国

の
首
脳
・
閣
僚
や
関
係
者
を
集
め
開
催

さ
れ
た
エ
イ
ペ
ッ
ク
横
浜
の
記
念
公
演

で
能
「
羽
衣
」
を
披
露
し
ま
し
た
。

「
舞
を
見
せ
る
と
い
う
人
も
あ
り
ま
す

が
、
私
に
は
お
見
せ
す
る
と
い
う
心
は

い
ま
だ
に
な
く
、
自
分
な
り
の
舞
を
す

る
だ
け
で
す
。
観
客
は
そ
れ
を
見
て
、

自
由
に
感
じ
て
も
ら
え
れ
ば
う
れ
し
い

で
す
。『
秘
す
れ
ば
花
』
と
い
う
言
葉

が
あ
り
ま
す
。
外
に
向
け
て
表
現
す
る

の
が
一
般
的
な
演
劇
。
能
は
、
す
べ
て

を
見
せ
ず
に
し
ま
い
込
む
、
喜
怒
哀
楽

を
内
に
秘
め
ま
す
。（
観
客
が
）
そ
れ

を
見
抜
く
こ
と
が
大
切
で
す
。
そ
こ
に

能
の
品
格
が
あ
り
、深
さ
が
あ
り
ま
す
」。

「
秘
す
れ
ば
花
」
は
、
能
の
創
始
者
と

い
う
べ
き
世
阿
弥
が
遺
し
た
言
葉
。
能

に
は
人
生
の
教
え
が
た
く
さ
ん
詰
ま
っ

て
い
ま
す
。
そ
れ
を
学
ぶ
の
が
能
な
の

だ
と
、
関
根
さ
ん
は
話
し
ま
す
。

関
根
さ
ん
は
、
兄
直
孝
さ
ん
か
ら
能

の
教
え
を
受
け
ま
し
た
。

「
あ
る
と
き
、
兄
か
ら
あ
の
柳
は
な
ぜ

揺
れ
て
い
る
か
と
き
か
れ
ま
し
た
。
し

ば
ら
く
考
え
て
『
風
が
吹
い
て
い
る
か

ら
』
と
答
え
る
と
、
兄
は
『
風
は
見
え

る
か
な
』
と
。
後
は
自
分
で
考
え
な
さ

い
と
い
う
こ
と
で
し
た
。
こ
う
し
て
心

で
舞
う
こ
と
を
教
え
ら
れ
ま
し
た
」

昨
年
５
月
か
ら
１０
月
に
か
け
て
開
催

さ
れ
た
上
海
万
博
の
期
間
中
に
中
日
演

劇
名
優
公
演
が
開
か
れ
ま
し
た
。
こ
の

公
演
で
、
関
根
祥
六
さ
ん
は
、
歌
舞
伎

の
坂
東
玉
三
郎
さ
ん
、
中
国
京
劇
の
名

優
と
競
演
、
そ
れ
ぞ
れ
「
楊
貴
妃
」
を

演
じ
て
話
題
と
な
り
ま
し
た
。
ま
た
子

息
の
関
根
祥
人
さ
ん
、
孫
の
祥
丸
さ
ん

と
三
代
で
共
演
を
果
た
し
ま
し
た
。
こ

の
上
海
で
の
公
演
を
終
え
た
数
日
後
、

祥
人
さ
ん
が
急
逝
さ
れ
ま
し
た
。

う
た
い

「
謡
に
『
人
楽
し
み
、
人
愁
う
、
こ

れ
皆
世
上
の
有
様
な
り
』
と
い
う
言
葉

が
あ
り
ま
す
。
人
生
に
は
楽
し
い
こ
と

も
あ
れ
ば
悲
し
い
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

あ
ら
ゆ
る
こ
と
が
浮
世
の
常
。
祥
人
は
、

け
い
こ

稽
古
を
終
え
た
直
後
、
見
事
に
逝
っ
て

し
ま
い
ま
し
た
。
な
す
べ
き
こ
と
を
な

し
て
神
に
召
さ
れ
た
の
で
し
ょ
う
」

自
然
の
中
で
遊
ん
だ
経
験
が

芸
に
も
生
か
さ
れ
て
い
る

「
私
の
実
家
は
登
戸
に
あ
り
ま
す
。
子

ど
も
の
こ
ろ
、
蒲
生
駅
を
降
り
て
旧
日

光
街
道
ま
で
来
る
と
一
面
田
ん
ぼ
で
し

た
か
ら
、
自
分
の
屋
敷
が
見
え
ま
し
た
。

近
く
に
用
水
が
あ
っ
て
、
冬
枯
れ
の
用

水
路
に
降
り
て
チ
ャ
ン
バ
ラ
を
し
た
り

し
て
遊
び
ま
し
た
。
ツ
バ
メ
が
飛
び
、

田
植
え
が
始
ま
る
こ
ろ
に
は
き
れ
い
な

水
が
流
れ
て
き
ま
し
た
。
流
れ
て
き
た

藻
が
竹
棒
に
引
っ
か
か
り
、
ひ
ら
ひ
ら

し
、
や
が
て
ツ
ー
と
抜
け
て
い
く
。
そ

れ
を
眺
め
る
の
が
好
き
で
し
た
」。

う
た
い

謡
の
稽
古
の
と
き
に
、
藻
が
引
っ
か

か
り
抜
け
て
い
く
リ
ズ
ム
が
、
謡
の
節

回
し
と
同
じ
も
の
だ
と
気
づ
い
た
と
か
。

越
谷
の
豊
か
な
自
然
で
遊
ん
だ
体
験
が

能
の
中
に
息
づ
い
て
い
ま
す
。

稽
古
で
は
鬼
の
祥
六

教
え
の
レ
ベ
ル
は
下
げ
な
い

普
段
は
温
厚
な
関
根
さ
ん
で
す
が
、

稽
古
に
な
る
と
、
鬼
の
祥
六
と
呼
ば
れ

る
ほ
ど
厳
し
い
師
匠
に
。

「
人
を
導
く
と
き
に
、
レ
ベ
ル
を
下
げ

て
は
い
け
な
い
ん
で
す
ね
。
今
は
、
わ

か
ら
な
い
な
ら
こ
う
し
て
あ
げ
よ
う
と
、

レ
ベ
ル
を
下
げ
て
し
ま
う
。
絶
対
に
下

げ
ら
れ
な
い
線
が
あ
っ
て
、
そ
こ
ま
で

来
る
よ
う
に
引
き
上
げ
る
こ
と
が
、
導

く
と
い
う
こ
と
で
す
。『
師
厳
し
か
ら

ざ
れ
ば
、
道
尊
か
ら
ず
』。
教
え
が
厳

し
い
か
ら
こ
そ
、
そ
の
道
が
尊
い
。
い

い
加
減
に
教
え
て
い
た
ら
、
そ
の
道
は

す
た
れ
て
し
ま
う
。
兄
の
教
え
で
す
」

能
は
特
別
な
も
の
で
は
な
い
、
日
常

茶
飯
の
こ
と
、
喜
怒
哀
楽
、
人
生
そ
の

も
の
を
演
出
し
、
そ
れ
を
舞
う
の
が
能

と
、
関
根
さ
ん
は
話
し
ま
す
。

「
能
を
好
き
に
な
る
に
は
…
…
。
能
を

好
き
に
な
る
自
分
を
好
き
に
な
る
こ
と
。

そ
の
た
め
に
は
、
能
の
稽
古
を
し
た
り
、

能
を
観
た
り
す
る
こ
と
で
す
。
越
谷
に

は
立
派
な
能
楽
堂
が
あ
り
、
恵
ま
れ
た

環
境
に
あ
り
ま
す
。
ぜ
ひ
能
と
い
う
文

化
に
親
し
ん
で
も
ら
い
た
い
で
す
ね
」

…プロフィール…
１９３０年１０月２８日、能楽師・関根隆
助の六男として、南埼玉郡蒲生（現
越谷市）に生まれる。蒲生尋常小
（現蒲生小）を経て、粕壁中（現
春日部高校）卒業。幼少期より能
楽師の兄直孝に師事、４歳で初舞
台。１９５１年に二十五世観世宗家元
正（左近）に内弟子入門、１９５６年
に筆頭弟子として独立。国立能楽
堂能楽研修の主任講師等を務め、
後進の指導、能楽の普及にも貢献
する。重要無形文化財総合指定保
持者。日本芸術院賞等受賞歴多数。
２０１０年旭日小綬章を受章。

秘秘
すす
れれ
ばば
花花
。。
伝伝
ええ
たた
いい
もも
のの
をを
内内
にに
秘秘
めめ
、、
心心
でで
舞舞
うう
のの
がが

能能
のの
真真
骨骨
頂頂
。。
そそ
れれ
をを
感感
じじ
取取
っっ
てて
もも
らら
いい
たた
いい
でで
すす
ねね
。。

七百年の歴史を持つ能楽を今に伝える能楽師の関根祥六
さん。傘寿を迎えた昨年は、万博開催を祝して行われた
上海公演やAPEC（エイペック）横浜記念公演などの大
舞台で能を披露。秋の叙勲で旭日小綬章を受賞しました。
また、市内の小学生を対象にしたこども能楽劇場の開催
など、能楽の普及に尽力しています。
稽古場を訪ね関根さんの能に対する思いを伺いました。

能能
楽楽
師師

関関
根根

祥祥
六六
ささ
んん

せせ
きき
ねね

しし
ょょ
うう
ろろ
くく

羽
衣
を
舞
う
関
根
祥
六
さ
ん
（
写
真
提
供
�
前
島
吉
裕
氏
）
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