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はじめに

本稿では、平成23年（2011）11月に岐阜市某家より

寄贈された能楽1）関係資料を紹介する。当該資料は、明

治末、名家に生を受け、昭和半ばまでを趣味に生きた一

風流人の残した資料群である。同好の士でもあった女婿

が義父の遺品を受け継いだが、このほどその人物も亡く

なったため、遺族より当館に託されることになった。こ

こでは、まず、この資料群の概要を示し、ついで、詳細

を、とくに狂言資料について取り上げ、最後に、時代背

景として当時の能楽界の動向を簡単にまとめようと思う。

本稿を準備する過程で、明治～昭和半ば、明治維新に

よってパトロンを失い、迷走しながらも、やがて、鍛え

られた芸の力によって見事に廻り、他分野の舞台芸術と

のコラボレーションに挑むなど果敢な発展を見せた近代

能楽史の一端に、いわゆる素人の能楽愛好者たちの営み

が深くリンクしていたことに気づかされた。地方都市に

生きたふつうの趣味人の所産である、この一群の資料が、

ある時期、斯界の底辺を支えていた地方文化活動の確か

な証であることを記しておきたい。

1　旧蔵者と資料の概要について
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図1　熊田徳松肖像（個人蔵）

当該資料群の旧蔵者である熊田徳松（以下、敬称略）

は、明治22年（1889）11月15日、岐阜市に生まれ、

昭和39年（1964）3月15日に没するまで同市蕪城町に

暮らした。生家は裕福な地主で、空襲で家を焼き、親戚

方に居候したり、炭屋を経営していたりした戦後の一時

期を除き、借地・借家業を営み、自由になる多くの時間

を書道や、囲碁、麻雀などに費やした趣味人であった。

中でも、謡と狂言には熱心に取り組み、近隣に弟子を持

つほどの腕前だったという。

写真（図1）は、狂言の装束を身につけた徳松翁であ

る。楽屋で撮影されたものだろうか。角頭巾に長衣をつ

け、出家座頭の出立で少し得意げに見える。もしかして、

免状（図2）が残っている「月見座頭」の舞台だろうか。

図2　大蔵流狂言免状（部分）

謡は観世流、狂言は大蔵流を習得し、晩年の昭和20

－30年代（1945－64）には多くの舞台を踏んでいたよう

すを記録にたどることができる（表1）。本稿で紹介する

資料群は、翁が稽古に使った謡本や狂言台本と若干の書

簡・記録類（表2）である。以下、これらの資料を種類

別に見ていこう。
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1－1流派と稽古・演能歴

表1熊田徳松演能記録一覧

南本有紀

∠ゝ コ毒 丶ｨﾜ9?｢�会場 偃Xﾜ2�後援 �?ﾈ�ｩ{��演目 凵ｦ1 冩��備考※2 

同胞援護会　第1部 傴ｩ��#)D緝ﾈ��Y?｢�岐阜市公民館 �:�X�ﾎﾈ檍ｯ)Xﾈ辷橙�岐阜観世会 冲ﾉ{��能 �6ﾘ���iEiY�� �&駢r�シテ　片山九郎右衛門 

淡交会　秋季別会 傴ｩ��#)D���ﾈ�#9?｢�かわら屋（岐阜） 弍)Xﾉ%xﾏ�橙� 冖9{��独吟 仗YEi&�� �/｢�成陽宮より 

岐阜観世会岐阜護国神 社奉納能組 傴ｩ��#9D綛ﾈ��Y?｢�岐阜護国神社 弍)Xﾈｬ��(橙� 冖9{��素謡 ���ﾂ� �&駢r� 
暁子 亂ｨﾊb� �&駢r�シテ　早川輝吉 

素謡 �:�ﾌｲ� �8�4ﾂ� 

淡交会 傴ｩ��#9D���ﾈ���?｢�大塚宅 冖ﾈﾌ8夐%xﾏ�橙� 冖9{��素謡 俯Xｵ)x�� �5h6X688ﾂ� 

岐阜淡交会故加納寿－ 氏追善謡会 傴ｩ��#9D���ﾈ�#9?｢�万松館（岐阜） 弍)Xﾉ%xﾏ�橙� 冖9{��素謡 ���&ﾙ+�� �5h6X688ﾂ� 

淡交会 傴ｩ��#ID�8ﾈ��9?｢�名古屋商工会議 所（大池町） �%xﾏ�橙�名古屋邦楽協会 冖9{��能 傅ﾉ�9�ﾘ曖� �&駢r�シテ柴田初太郎 シテ高橋静夫 

淡交会観世宗家歓迎舞 謡会番組 傴ｩ��#ID紿ﾈ�#I?｢�八勝館（八事） 冖ﾈﾌ8夐%xﾏ�橙� 冖9{��素謡 �;��ﾈ魎�× �8�4ﾈ688ﾂ� 

松諷会創立25周年記念 謡会 傴ｩ��#ID綛ﾈ綺?｢�万松館（岐阜） 傴ﾈ�8橙�岐阜観世会 延緑会 冖9{��素謡 ���2� �5h6X688ﾂ� 

岐阜淡交会春期別会 素謡組 傴ｩ��#ID綛ﾈ�#)?｢�かわら屋（岐阜） 弍)Xﾉ%xﾏ�橙� 冖9{��独吟 們��r� 冽r� 

岐阜県観世連合会　第2部 傴ｩ��#ID���ﾈ�#Y?｢�岐阜市公会堂 弍)Xﾈﾊxｬ��)��ﾘx橙�岐阜市 冲ﾉ{��能 ��霆B�× �&駢r�シテ橋岡久太郎 シテ橋岡久馬 

岐阜淡交会秋季別会 演能組 傴ｩ��#ID���ﾈ�#y?｢�岐阜市公会堂 弍)Xﾉ%xﾏ�橙�東海夕刊新聞社 冖9{��能 ��I]佝2� �&駢r�シテ　高橋静夫 

岐阜市観世流連合会午 後の部 傴ｩ��#iD緝ﾈ���?｢�岐阜市公会堂 弍)Xﾈ�2�ｯ)Xﾈﾊxｬ��)zﾉ��ﾘx橙� 冲ﾉ{��能 �,ｨ揵*ﾈ畠n僞b�6�� �&駢r�シテ　杉浦義朗 

恨阜淡交会　浴衣会 傴ｩ��#iD繆ﾈ�#�?｢�長良川畔御霊会 館 弍)Xﾉ%xﾏ�橙� 冖9{��素謡 侏ｨ�ｲ� �8�4ﾈ688ﾂ� 

岐阜観世会　追善能 傴ｩ��#iD���ﾈ��I?｢�岐阜市公会堂 弍)Xﾈｬ��(橙� 冲ﾉ{��能 傴ﾉYr� �&駢r�シテ　観世元正 

岐阜淡交会池上重雄氏 追善会 傴ｩ��#yD紿ﾈ�#�?｢�岐阜市公会堂 弍)Xﾉ%xﾏ�橙� 冖9{��独吟 �h�搜� 冽r� 
能 �,ｨ揵*ﾂ� �&駢r�シテ　高橋静夫 

岐阜誠交会 傴ｩ��#yD���ﾈ�#�?｢�岐阜市公会堂 弍)Xﾉ�ﾘﾏ�橙�岐阜観世会 冖9{��狂言 僣ﾉ^ｨ*ｨ��� �4�6��シテ　古田恒二＊ 

岐阜観世会 傴ｩ��#吋���ﾈ���?｢�岐阜市公会堂 弍)Xﾈｬ��(橙� 冲ﾉ{��能 儉x�� �&駢r�シテ　木原康次 

土筆会　狂言組 傴ｩ��#僖�8ﾈ�#�?｢�万松館（岐阜） �7儺ﾘ橙�l韃)�xﾍﾉ��l韃)�yEh�R� 冖9{��狂言 刳X�� �5h6R� 

岐阜淡交会春季別会 素謡組 傴ｩ��#僖紿ﾈ���?｢�万松館（岐阜） 弍)Xﾉ%xﾏ�橙� 冖9{��素謡 ���2� �5h6X688ﾂ� 

岐阜観世会　素謡組 傴ｩ��#僖繹ﾈ�#�?｢�万松館（岐阜） 弍)Xﾈｬ��(橙� 冖9{��素謡 ����� �5h6X688ﾂ�シテ　片山九郎右衛門 

岐阜淡交会秋季別会 素謡組 傴ｩ��#僖���ﾈ���?｢�万松館（岐阜） 弍)Xﾉ%xﾏ�橙� 冖9{��独吟 刔h鈐� 冽r� 

岐阜誠交会　能組 傴ｩ��#僖���ﾈ�#9?｢�岐阜市公会堂 弍)Xﾉ�ﾘﾏ�橙� 冖9{��狂言 僣ｹ�Ykﾂ� �4�6��シテ　古田恒二＊ 

岐阜観世連合会故瀬古 安太郎氏追善能会 傴ｩ��3�D綛ﾈ繪?｢�岐阜市公会堂 弍)Xﾈｬ��)��ﾘx橙�岐阜観世会 冖9{��狂言 俛斡b� 倬�4�6��シテ古田恒二＊ アド茂山千之丞 

幸友会八世初太郎。九世 五郎追善第2日素人能 傴ｩ��3�D���ﾈ��y?｢�熱田神宮能楽殿 儘ｹth橙�中部日本新聞社 冖9{��狂言 ���8�$B� �4�6��シテ　古田恒二＊ 
能 ��I]佝2� �&駢r�シテ　村木ゆかり＊ 

関市春日神社祝賀奉納 能楽 傴ｩ��39D綛ﾈ��y?｢�春日神社（関市） 偸I?ｩ��96�x��ﾈｺh裘���^����岡崎玉声会 後藤基生会 冖9{��狂言 俚)6靂�� 倬�4�6��シテ　片桐鍍次郎＊ 

名匠鑑賞能　第35回 傴ｩ��3ID�8ﾈ��Y?｢�熱田神宮能楽殿 冖ﾈﾌ8夐Eﾈｧ亊8�ﾈ橙�名古屋能楽会 名古屋宝生会 中部日本新聞社 朝日新聞社 冲ﾉ{��狂言 �8)�ｩf�� 倬�4�6��シテ茂山千五郎 アド茂山千之丞 

岐阜幸友会10周年記念 大会 傴ｩ��3ID紿ﾈ�#�?｢�岐阜市公会堂 弍)Xﾈﾔｹth橙� 冖9{��狂言 倅�ｹ(ﾂ� �5h6R� 

】土筆会 傴ｩ��3iD紿ﾈ��i?｢�日の丸会館 �7儺ﾘ橙� 冖9{��狂言 僖扱亥)Y｢� �4�6��シテ　村瀬顕正＊ 
狂言 ������ �4�6��シテ　村木喜三＊ 

岐阜誠交会15周年記念 大会 傴ｩ��3yD綛ﾈ�9?｢�岐阜市公会堂 弍)Xﾉ�ﾘﾏ�橙�卷���� 冖9{��狂言 僣虻ﾒ� �4�6��シテ　片桐饅次郎＊ 

能楽番組検索システム（http：／／zeami．C主sugiyama－u．aCjp／～miki／search，htmi）より作成

※1資料群に謡本。台本のない演目
※2　＊はプロ能楽師ではない（素人）演者

表2　熊田徳松旧蔵資料①　記録類
No．※ 偃ﾙ}��題名 �5��B�寸法（cm） 僖��8�價ﾘﾗ8�｢�付属品 儖Xﾖﾂ�

52 傚�ｬ��（昭和25年度芸術賞受賞記 念品送付状） ���W35，5L24，1 傴ｩ��#h���鉄��｣�ﾈ��封筒（W19L46） 仆H圷ｷi�驟�.h.案i69;�ﾈ誼�

55 �8ﾟﾂ�淡交会報　No．1 ���W26．5L36 傴ｩ��#h���鉄��｣xﾈ�� ��X檠o�ｨH�xﾍｩn(,估i69;�ﾂ�Fｨ.｢�

53 �6ﾘ�ｸ6r�記録／観世会 ���W24．5L17 傴ｩ��#x�ﾃ#����鉄(�ﾃS8�｢�紙片 倩i]�,��Xﾄi69;�ﾈ�顯ｩ��3僖馮cs俐ｸ�靼(ｻI�9WhｻH圷ｷi�驟���隸)XﾈｶI�X檍檍ﾇh�b�

50 冤h�2�本神文 末広かり外四十四番 ���W20L52．5 傴ｩ��3����鉄X�｣8ﾈ�� 價ﾘﾗ8,ﾙ�Y��nﾙ�驟���靖zx,ﾙl韃)�yEh�R�

33 儁I�r�岐阜掬水会秋季大会 ���W24L8，4 傴ｩ��3����鉄X�｣��ﾈ�)?｢�封筒（W18．3L71） 案内状（W45，4L18） ��Xｯ)Xﾈ�8ｾ�*ﾃy)ｩmｨ�靫ﾉ�9&8耳�h.h.��Xﾄi69;�ﾈ�h誼�ｯ)XﾈｶI�X檠+x�x��Eｸﾕ�ｷh.h.案i69;�ﾈ誼�

6 �6�4ｸ4ﾂ�早春 ���WlO，1L14，2 傴ｩ��3����鉄h�｣�ﾈ�� 儖h�8��ﾞﾈ霾�xｻH圷ｷi�驟俥ﾈｼ���ｬ��)zﾈ淤/冏ｸｪxﾗ8橙�z�lｨ,�7�98���Xｯ)Xﾈ�9Y8��*ﾈ�霪i69;�ﾉvﾈ�h���8�Y8ﾈｹ����Hﾞ(ｼr�諒ﾞ)*ﾈ賈MI&��霆H圷ｷi�驟��h���稲��(5�5�987h�Yh9Wｨ��3����(�3h�b�

40 �6�4ｸ4ﾂ�大原御幸古跡 釘�W8．8L13．9　4枚 傴ｩ��38���鉄��｣hﾈ���?｢�包紙（W24，4L17） 朱印（WlO．5L18．2） 偃(ﾏX���?ｩWH,ﾘ逸�8.h.��

38 倚ｸ���静交会　廿五周年記念別会 ���W15，8L22，5 傴ｩ��38���鉄��｣��ﾈ�#)?｢� ���ｨ,ﾘ��ｬ��(檍ｭ����h�ｾi�d番漠*ﾃ(�ﾃ���｢�ﾛx+X�+X,ﾘ���8ﾏ�檍�xﾘ(ｻI�9Wh�兀���nﾈ�8�｢�

7 �6�4ｸ4ﾂ�光 �"�WlO．2L14，2　2枚 傴ｩ��3X���田��｣�ﾈ�� 免从ﾈ�ﾞﾈ霾�xｻH圷ｷi�驟���H��ｬ��)zﾈ淤/冏ｸｪxﾗ8橙�

59 冤h�2�七番習 月見座頭 ���W22L18 傴ｩ��3X���田��｣Xﾈ��包紙 價ﾘﾗ8,ﾙ�Y��nﾙ�驟��

34 儁I�r�狂言組（土筆会） ���W18，3L48．7 傴ｩ��3h���田��｣Hﾈ��i?｢� ���ｨ,ﾘ��?ｨ,ﾈｭｸ檍ｭ�����69*ﾃH�｢�7儺ﾘ檠^);�,ﾙl韃)�xﾍﾉ��)�yEh�R�

4 �6�4ｸ4ﾂ�草原 �"�WlO．2L14．2　2枚 傴ｩ��3����田8�ｨﾋ9%R� ��ﾉ68�ﾞﾈ霾�xｻH圷ｷi�驟���H��Eﾈｧ傚�}���ｬ��)zﾈ淤/冏ｸｪxﾗ8橙�

39 冤h�2�求塚 ���W24L13 傴ｩ��3����田8�｣��ﾈ��包紙 價ﾘﾗ8,ﾘｬ��(ﾋ9�8��靖zx,ﾘﾘ(ｻI�9Wb�

※　No，は原資料整理時の整理番号、以下同
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昭和初期、岐阜市周辺の能楽愛好について

最初に、徳松の舞台歴を一覧2）（表1）にして示した。

遺族によると、徳松は16歳のときに謡を始めた3）という

が、残念ながら大正～昭和10年代の演能記録は残って

いない。表中の範囲で判明する限り、最初、謡に親しみ、

その後、狂言を習い出したようで、晩年は専ら狂言に熱

中していたようすが窺える。狂言ではシテやアドも勤め

ているが、能については、少なくとも自演会では謡のみ

で、立方や暁子は人前で演じなかったようだ。

徳松資料の大半は、後に詳述する謡本と狂言台本であ

り、稽古・演能関係の記録類は表2のとおり多くはない

ものの、同好会の記録や師匠からの書簡などがある。こ

れによりわかる徳松の稽古歴は以下のとおりである。

・能（謡）は観世流を、橋岡久太郎4）、高橋静夫5）、

柴田初太郎6）に師事

複数の同好会（淡交会、観世会など）に所属

遺族によると、稽古場は震災紀念堂（岐阜市若宮町）

・狂言は大蔵流を、茂山千五郎・千之丞に師事

同好会は土筆会に所属

・いずれも免状を授与される習熟度で、遺族によると、

自宅で数人に教えていた

おそらくは、実際の演能活動も、記録が残る晩年の20

表3　熊田徳松参加同好会

19

年間に集中的に行われていたと思われる。その時期、同

好会では中心的な役割を果たして、師とも個人的・直接

的なやりとりが行われ、稽古の成果も上がったのだろう、

没年の前年に免状を授与されるなど、充実した老いの生

活がしのばれる。

表3には徳松の参加していた能楽同好会についてまと

めた。徳松自身もそうなのだが、多くの人物が複数の同

好会に重複して参加していてその精勤ぶりに驚かされる。

表中にはプロの能楽師7）、中には離子方として活躍した

人物も含まれ、とくにそういう人は出演団体が非常に多

くなっているが、平均して全員が年に1回以上の演能記

録を残している。また、メンバーには徳松の義理の息子

たちが散見され、聞き取りによれば、そうした縁戚関係

による誘い誘われの付き合いもあった由である。限られ

た記録からも、門弟ネットワークや地縁・血縁関係によ

って、流友たちの幾重にも重なる結びつきがかいま見え

る。いずれにせよ、昭和前期の岐阜市近郊には、非常に

熱心な能楽愛好層が存在していたのである。

その一例として、大矢田神社拝殿にかけられた奉納額

に徳松とその師や門人仲間らの名前がある8）ので、紹介

しておく。（翻刻中、徳松の名に下線を付した。）

団体※1 　指導 劍��kﾈ�c"�劔備考 僞ﾈｧ儁I�xﾉ�X5h5�6X8��c2�

件数 乖�:隸ｨｭB�年数 儻�7��他の所属〃出演団体※4 

岐 阜 観 世 ．A． エ要 �)��X�������b�������x�2� ����ﾈｵ�ｶr�劔 ��c��明治44（1911）2／19～昭和35（1960）11／6 鉄��3，4 冏ｹ�8ｬ��(檍����檍��+y�h檍��kﾈﾌ8夐Eﾈｧ倡Hｺh檍��kﾈﾌ8夐Eﾈｧ����+yEﾈ檍��ｬ��(ｾ8艾檍��%xﾏ�檍��鉸hR�檍��ｬ�h檍��ｶI�X檍���H�8檍��露|陞���ｬ�ｸ檍��-��ｨ檍��e�l(檍��ｯ)Xﾉ�ﾘﾏ�檍�����X檍��ﾔｹth橙�

飯尾義之 劔豫��)zﾈ蹣Lﾒ�59 ��Y�3�8����#H�｣���#���諸��3H���鉄��｣H��#��36 ���Cb�保能会、霞会、長生会、長能会、岐阜松諷会、延緑会、淡交会、岐阜誠交会、岐阜幸友会 

清水鉦一 劔��12 傴ｩ��(����#x�｣H��#��ﾃ#����鉄8�｣�������27 ���CB�大垣霞会、大垣寿会、淡交会、松諷会、延緑会 

山崎千三 劔��18 傴ｩ��(����#x�｣H��#��ﾃ3����鉄h�｣�����r�30 ���Cb�大垣霞会、淡交会、延緑会、岐阜松諷会、幸友会 

28 傴ｩ��#(���鼎x�｣h���X�ﾃ3x���田(�｣X��2�16 ���C��松諷会、岐阜誠交会、幸友会 

村木喜三 劔��62 傴ｩ���8����3��｣(��#��ﾃC(���田x�｣������30 �(�C��霞会、長生会、長能会、岐阜松諷会、竹翠会、掬水会、和光会、謙謡会、幸友会、岐阜誠交会 

lIi島兵助 劔��125 傴ｩ���x���鼎(�｣����8�ﾃS����塔8�｣H�繧�42 �8�C��長生会、長能会、名古屋能楽復興研究会、岐阜松諷会、和交会、竹翠会、延翠会、たなびき会、幸友 
くo Cn 劔劔劔会、岐阜掬水会、龍吟会、岐阜長月会、姐々会、桂会、名古屋清韻会、岐阜誠交会、桑名観世村雨会、 
he ） くo ＼ 〃“● 劔劔劔風韻会、石井会、春鴬会、岐阜朗声会、塾雲会、霞会、巽会 

白木豊 劔僮)m旭�怩�64 傴ｩ��#(���鼎x�｣����(�ﾃc8���塔��｣X��#��42 ���CR�岐阜松諷会、たなびき会、延緑会、霞会、桂会、名古屋能楽倶楽部、幸友会、岐阜幽謳会、岐阜能楽同 el i he く○ （ 00▲ くo Cn b ） ○） ＼ 、J 劔劔劔好会 

小野三郎 劔��17 傴ｩ��#8���鼎��｣X���X�ﾃ3����鉄X�｣X�繧�8 �(�C��淡交会、松諷会、延緑会、岐阜誠交会 

伊藤友治郎 劔��15 傴ｩ��#8���鼎��｣X���X�ﾃ3H���鉄��｣���#��12 ���C2�淡交会、延緑会、岐阜誠交会、幸友会 

大橋武雄 劔��鉄ID��ﾈ霍���22 傴ｩ��#8���鼎��｣X���X�ﾃSX���塔��｣H�綯�33 ���Cr�淡交会、延緑会、たなびき会、桂会、朗声会、長生会、岐阜幸友会、鳳声会“諷月会“岐陽会“恵謡会 

古田恒二 劔侘968蝎Wy�ﾈ怩�34 傴ｩ��#(���鼎x�｣����(��SX���塔��｣H�綯�34 ���C��岐阜松諷会、たなびき会、延緑会、岐阜誠交会、幸友会、岐阜幽謳会 

塚本藤之丞 劔��7 傴ｩ��#X���鉄��｣8�����ﾃ3����鉄X�｣X�繧�6 ���C"�延緑会、岐阜誠交会 

長野廉二 劔侈xｯ)>ﾈﾕｩ+r�8 傴ｩ��#X���鉄��｣8�����ﾃ3����鉄X�｣X�繧�6 ���C2�延緑会 

村木孫七 劔��20 傴ｩ��#(���鼎x�｣����(�ﾃ3X���田��｣������14 ���CB�岐阜松諷会、淡交会、延緑会、長生会 

丹羽文一 劔��10 傴ｩ��#X���鉄��｣8�����ﾃ3����鉄X�｣X�繧�6 ���3r�延緑会、岐阜誠交会、土筆会 

村瀬顕正 劔��84 傴ｩ��#X���鉄��｣8������[ﾙ�ﾃH���涛(�｣H��#R�43 �(�C��延緑会、幸友会、岐阜誠交会 

小島祥民 劔��鉄9D綛ﾈ韋�e2�4 傴ｩ��#X���鉄��｣8�����ﾃ#x���鉄(�｣����#��3 ���32�延緑会、岐阜誠交会 

岐 阜 淡 交 A g軍 儼��X�����r�ｬ2�����)'R�*ﾘ�｢��ｶﾂ�*ﾘ�8�｢��｢�橋 岡 久 太 郎 高 橋 静 夫 傴ﾉ68��劔委員長 ��2�昭和12（1937）2／7～30（1955）5／8 ����0．7 冖ﾈﾌ8夐]ｹEﾈ檍��+y�h檍��ｾ�{8橙�

矢島力弥 劔兀ｸ効什+r�53 傴ｩ��#(���鼎x�｣����#8�ﾃS����都X�｣H��#��29 ���C��掬水会、霞会、たなびき会、竹翠会、龍吟会、石井会 

森田精一 劔��b�13 傴ｩ��#(���鼎x�｣����#8�ﾃ3����鉄X�｣X�繧�9 ���CB� 

池上梢 劔��77 傴ｩ��#����鼎h�｣�(���X�ﾃc����塔h�｣X��#R�41 ���C��長生会、霞会、たなびき会、竹翠会、龍吟会、掬水会、和光会、鶴声会、謳諷会、松和会、岐阜能楽同 

広瀬団－ 劔��R�38 傴ｩ��#(���鼎x�｣h���h�ﾃC����都8�｣X��2�27 ���CB�岐阜松諷会、たなびき会、竹翠会、掬水会、婦々会、桂会、幸友会、岐阜朗声会 

林栄一 劔��10 傴ｩ��#(���鼎x�｣H��#���#x���鉄(�｣H��#��6 ���3r�たなびき会 

大野繁－ 劔僥��ﾈ�y�險ｹnﾉ�驟��7 傴ｩ��#H���鼎��｣8���8��#����鉄H�｣�������6 ���C"� 

石浜鈴奥 劔��2 傴ｩ��#x���鉄(�｣H��#��ﾃ#����鉄H�｣H�����3 ���Cr� 

三品喜嗣 劔��26 傴ｩ��#x���鉄(�｣H��#��ﾃc(���塔x�｣�����R�36 ���Cr�名古屋観世流太鼓会、雄諷会、松和会、岐阜能楽同好会 

後藤基泰 劔佻ｩn"�16 傴ｩ��#����鼎h�｣�(���X�ﾃ38���鉄��｣X���r�13 ���C"�長生会 

中島長次郎 劔��12 傴ｩ��#(���鼎x�｣����#8�ﾃ#����鉄H�｣�������8 ���CR�竹翠会 

掬 水 メゝ つ軍 儼��X��*ﾘ�4��8�｢���������2�*ﾖ��8ﾝr�*ﾙ8���｢�謹 ��Eｸﾕ�ｷb�劔会長 加納小児科 �2�昭和27（1952）11／23～30（1955）10／2 釘�0．8 ��

広瀬団一 劔�� �� �� 

綴 �� �� ��b� �� �� 

土 筆 A 儼��X��V����｢���������2�茂 山 詰 ��� � �� �� ��

古田恒二 劔�� �� �� 

村瀬顕正 劔�� �� �� 

村木喜三 劔�� �� �� 

伊藤清子 劔��10 傴ｩ��3(���鉄x�｣H��#��ﾃS8���都��｣���#B�22 ���CR�淡交会、名古屋観世流太鼓会、巽会、藤門会、長生会、幸流会、覿雲会 
重要 �*ﾖ��X�｢��ｸ���2� 兢�ｼｹ�ｸ鴿��劔 �3r�昭和24（1949）6／5～平成2（1990）11／17 鼎"�0，9 弍)Xﾈﾔｹth檍��ｯ)Xﾉ�ﾘﾏ�檍��u�hX檍�hｶｾhX檍�X圸�ｨ檍��ｯ)Xﾉ%xﾏ�檍����ｨ檍��ﾆｨ檍��ｯ)XﾉEﾈｧ�:�H檍��ｯ"�

） ��r�劔劔剳血ｪ謡会、岐阜掬水会 

山岡良男 劔��16 傴ｩ��#����鉄H�｣8��#��ﾃS����塔H�｣�����r�31 ���CR�幸友会、岐阜誠交会 

※1熊田徳松旧蔵資料から年代と会員の判明する団体
※2　原資料の記載順とした
※3能楽番組検索システム（http：／／zeami．ci．sugiyama－U．acjp／～miki／search，htmi）より作成

※4　※2欄に重複して名前の挙がっている団体名は省略した
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図3　大矢田神社拝殿奉納額

奉納素謡番組

神歌 森喜七　古川鎮一

平田豊

広瀬永治郎　松久達三

後藤庄郎　後藤俊夫

後藤享平

龍田　　別府太郎　後藤安次郎

永田昌蔵

別府嵩

トモ　西田岡治

子方　山本京次

橋弁慶　西田日吉

古川健一

善知鳥　村井奥助　遠藤鉦二

仕舞
雨月　　池上重雄

放下僧　三品喜太郎

大江山　古川鋲一

独吟

松虫　　矢島力弥

高橋幸

梅村正□

夜討曽我　井上謙一

大塚次喜蔵

森喜七

広瀬永治郎

景清　　小森彦七　西部恒二

仕舞

野宮　　池上こずゑ

籠太鼓　早戸香甫

善界　　小島英幸

森精“

千手　　熊田徳松　大野繁－

安宅
勧進帳

暁子

船弁慶

松風

美濃町淡交会

松久達三

大野恭三郎　林栄一

日比野盛一　矢島力弥　森秀雄

池上梢

高橋静夫　矢島力弥　森秀雄

後藤基泰　池上梢

鉄輪　　川崎治作　西田賢“

井藤茂

紅葉狩　平野正一　佐藤天□

森昭二

仕舞

高砂　　高橋静夫

大矢田弧聾会

淡交会

観世流師範　高橋静夫

昭和廿五年十一月三日文化の日9）

1－2　謡本（観世流改訂本刊行会本）

っぎに、資料群の過半を占める謡本についてリスト（表

4）を挙げる。次章で取り上げる狂言台本と同様、謡本

については、徳松の演能記録（表1）のある演目につい

て表中網掛けで示した。

さて、全部で187冊ある謡本のうち、20曲／冊が重

複本である。これらの曲については、徳松の演能記録と

照らし合わせてもとくに関連性を指摘できず、人気曲で

あることから、自然に同じ曲が集まってしまったのかと

推測される。「加納金十朗」印の押された2冊について、

遺族に確認したが、この名前には心当たりがないとのこ

とだった。一番綴の稽古本は、古本等で数冊まとめて求

めることもあったのではないだろうか、旧蔵者の印なの

かもしれない。中には書き込みも見られるが、極めて稀

で、保管中の鼠害を除けば、総じて、美品である。徳松

が謡上級者であったことも関係しているかもしれないが、

この保存状態の良さ（ほとんど未使用であること）は、

これらが現行の観世流謡本（大成版謡本）と体裁が異な

ることも一因だと思われる。実は、徳松旧蔵資料のうち、

現行謡本は元の所有者だった徳松の義理の息子（同じく

謡を愛好していた）の没後、その知己らに分け与えられ

ており、謡稽古に実用できない「観世流改訂本刊行会本」

（以下、「刊行会本」）のみが当館に寄贈されたのである。

この刊行会本は、よりわかりやすく、使いやすい謡本

を刊行する目的で、明治41年（1908）から出版が始ま

った近代的な謡本であった。文字やゴマ節（歌唱記号）



昭和初期、岐阜市周辺の能楽愛好について

を見やすく工夫し、緩急や発声の大小などを2色刷で示

して、さらに曲趣を理解した上で謡えるように詳しい解

説を付した新時代の謡本で10）、当時、江戸時代そのま

まの旧態依然だった謡本の改良に大きな影響を与えた本

だったが、それ以上に能楽界を揺るがしたのは、家元以

外からの刊行だったからである。節付に協力したのが、

「観梅問題」11）で家元と対立していた梅若派の観世清之

だったこともあり、裁判沙汰に発展したいわくつきの謡

本なのだ。家元によって観世流職分（プロ能楽師）らの

使用が禁止されたこのシリーズは、どのような経緯で徳

松のもとに集まったのか。ちなみに刊行会はのちに能楽

表5　熊田徳松旧蔵資料③　狂言台本

21

書林という出版社になり、刊行会本系統の本と梅若派独

自の謡本を出版している。表2にあるハガキは新作謡を

印刷した絵ハガキで、その発行が観世流改訂本刊行会・

能楽書林、そして節付（作曲）が徳松の師・橋岡久太郎

になっている。幼い家元を補佐し、「観世の大番頭」12）

といわれた橋岡久太郎と刊行会との関係が気になるとこ

ろだ。

1－3　狂言台本

つぎに、晩年の徳松が熱中した狂言についての資料に

ついても、一覧（表5）にまとめた。

No， 偃ﾙ}��副題※1　表紙，題名（50音順） 劔分類※2　1※3 剞｡法（cm）墨付丁数 儖Xﾖﾂ�

18 們ｩgｲ�大蔵流 六義 �ｹeb�剌o家座頭狂言 ��ｲ�W14．5L22．5　7丁 ��

2 們ｩgｲ�大蔵流 六義 ������剩y女狂言 ��ｲ�W14，3L22．3　8丁 ��

26 們ｩgｲ�大蔵流 �iJi;��剩y女狂言 ��ｲ�W14．2L22．7　7丁 ��

32 們ｩgｲ�大蔵流 �ｩ9��ﾂ�剌W狂言 ��ｲ�W14．1L22　7丁 ��

21 們ｩgｲ�大蔵流 六義 豫��綴 ��輩女狂言 ��ｲ�W14．5L22 ��

28 們ｩgｲ� �� ��鬼山伏狂言 ��ｲ�W14，2L22．210丁 ��

42 們ｩgｲ� 侘�,ｸ抦�2�剌ｬ名狂言 ��W33．1L14 ��

10 們ｩgｲ�鬼山伏狂 言 �� ��鬼山伏狂言 ��ｲ�W14．3L22．4　7丁 ��

14 們ｩgｲ�脇狂言 六義 �� ��脇狂言 ��ｲ�W14，2L22，419丁 ��

19 們ｩgｲ� ��繋畿 ��脇狂言 ��ｲ�W14，3L22．17丁 ��

27 們ｩgｲ�大蔵流 倡X-�.��剌ｬ名狂言 ��ｲ�W14．1L23　5丁 ��

24 們ｩgｲ�大蔵流 ��I�R�刹S山伏狂言 ��ｲ�W15L22，5　8T ��

23 們ｩgｲ�本脇狂言 本神文六 冓hﾔﾈ*ｨ.��劍e狂言 ��ｲ�W14．5L22．411丁 ��

8 們ｩgｲ� ��h喨x��剌ｬ名狂言 ��ｲ�W14．2L22．615丁 ��

22 們ｩgｲ�大蔵流 ��剌ｬ名狂言 ��ｲ�W14．7L22．2 ��施撥鵜 � 

61 們ｩgｲ� ��y+��剌ｬ名狂言 ��ｲ�W14，2L22，412丁 ��

30 們ｩgｲ� 佇靆俐�:｢�剌o家座頭狂言 ��ｲ�W14，5L22，16丁 ��

29 們ｩgｲ�狂言小舞 偃9d�蹌�� ��ｲ�W14，3L22．2　2丁 仂�(iY��佇靆俐�:ｨ�｢�

12 們ｩgｲ� �� �� ��W25L17，5　3丁 侘968蝎Wy�ﾈ怦�8���弍)Xﾈ�8ｾ�*ﾃy)ｩm｣8�ｩw��+2�

60 們ｩgｲ� �� �� ��ｲ�W14．1L22，2 仂�(iwx��8)�ｩf��｢�

31 們ｩgｲ� �7儺ﾒ�� ��ｲ�W14．2L22　6丁 ��

47 們ｩgｲ�大蔵流 �7儺ﾒ�� ��W13，1L18 �?ｨｴﾉw�+2�ｪｩih,���抦ﾋIm�����Jｨ��GX��7)(h*�.yF｢����ｨ�����(��ｼX,ﾉk�����ｹ�;h�僵ﾙ5ﾘ�(逸���｢�

62 們ｩgｲ� ����出家座頭狂言 ��ｲ�W14．3L22，21lT ��

45 �8ﾟﾂ� ���� ��W23L18　2枚 仂�(iwx�刳X��｢�

25 們ｩgｲ�大蔵流 仂i[ﾙmﾒ�剌W狂言 ��W13L1812丁 凛�Uﾈ鑄,冉顋��Y7儺ﾘ檍�h��逸���Xﾄi68ﾕH�b�

15 們ｩgｲ�大蔵流 六義 ��ﾘ咤�剌W狂言 ��ｲ�W14．4L22　8丁 ��

9 們ｩgｲ�大蔵流 六義 僖扱亥)Y｢�刹S山伏狂言 ��ｲ�W14，3L22．810丁 ��

16 們ｩgｲ� �� ��大名狂言 ��ｲ�W14．4L22，416丁 ��

64 仆hﾋ馮ｲ�本神文 聾女狂言 ���神�刮齒雷ｶ言 ��ｲ�W14，3L22　9丁 ��

1 們ｩgｲ� 儻ｨ郢k8ﾆ��剌o家座頭狂言 ��ｲ�W14，2L22，412丁 ��

13 們ｩgｲ�大蔵流 �?��ﾈﾍ��剳�雷ｶ言 ��ｲ�W14．4L22．419丁 ��

11 們ｩgｲ�平物 大蔵流 六義 ��I6驟r�剳�雷ｶ言 ��ｲ�W14．6L21．916丁 ��

20 們ｩgｲ� ��Xｧﾉ��刮齒雷ｶ言 ��ｲ�W12，5L17．911丁 ��

63 們ｩgｲ� ��XｧﾉY��剳�雷ｶ言 ��ｲ�W14，2L2211丁 ��

17 們ｩgｲ�狂言 小舞 ��僭X�����(��派��,ﾈ蒻���抦ﾋIm�����Jｨ��ｼX,ﾉk������ｹ�;h�｢�� ��ｲ�W14．4L21．8 ��

5 們ｩgｲ�狂言 ��� ��W14．1L45．3 俑Y~x,ﾉuﾘｻｸ*��

48 們ｩgｲ�婚礼謡 ��俘(ﾛｸ��ｼｩEH皐���毎�｢�� ��W14，2L22．6 ��

54 們ｩgｲ� �(凭ﾂ�� ��ｲ�W21，2L15，4 ��hﾞﾉEﾂ�

58 們ｩgｲ� �.�h耳鬩���� ��ｲ�W14L22，13丁 �:ﾈｼ��cB�

46 �8ﾟﾂ� 俐偉ｲ�� ��W25．1L18．12丁 �ｸｼ��

3 們ｩgｲ� �5H5h8�8｢�抦冀�� ��W14L22．7　7丁 ��

※1「六義」は狂言台本、「平物」は曲位の指標（「平物」「内神物」「本神物」「小習」「重習」「極重習」の順に曲位が上がる）
※2　分類は現行大蔵流の呼称
※3　0は裏表紙に墨書「熊田蔵書」
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茂山千五郎家

南本有紀

茂山忠三郎家
茂山久蔵英政（8世千五郎）

9世千五郎正虎
1810－86

（初世千作）
1

10世千五郎正重1888－
1864－1950

（2世千作1946－）

i

ll世千五郎真“1946－

1896－1986

（3世千作1966－）

1919－

（4世千作

1945－

1923－2010

初世忠三郎義直
1813－87

2世忠三郎良豊
1848－1928

3世忠三郎良一善竹弥五郎
1883－1965

（茂山久治）

1941／1963－

1912－2004

弥右衛門

25世弥太郎基嗣
1948－

図4　茂山家系図

最初に書誌的な事項を挙げておこう。一部例外もある

が、多くが本紙と共紙の表紙を持つ横中本で、筆書き、

表紙に曲名と脇書（「大蔵流」「六義」など）があり、裏

表紙に「熊田蔵書」と墨書、本文に続いて、装束付を付

記（本文前にあったり、省略されているものもある）。本

文と同筆もしくは朱筆で役あるいは役名（シテ、アド／

太、主13）などや演技内容の指示書きが付され、ところど

ころ、同筆もしくはペン書きで訂正されている。

1謙 譲 ����(���辨8r�一言緯 ��懸 ��

態 様艶三一：‾ 剪� 乖�� ��綴 ��

綴 ���� ����

一言 ∴ 

図5　狂言台本「船渡葺」

二1941－

1895－1959

ところで、大成した世阿弥の自筆本が残り、当時の台

本が現在もほぼそのまま使われている能に対して、狂言

の台本は長い間、定着しなかった14）。場の雰囲気に沿っ

た流れや即興的な演技が重視されることで、狂言の台本

はフレキシブルにならざるを得なかったし、驚くべきこ

とに、古典演劇となった今もそう．なのだという15）。また、

能以上に実力本位の狂言は、形骸的な流儀よりも実際的

な「家の芸」を発展させてきたために、家元の統制が徹

底した能に比べて、同じ流派内においても家によって芸

風も違えば、台本も違う16）。シテ方より軽んじられた狂

言方は明治期に廃絶したり、中絶した流派・家が多く、

現在の狂言の芸系は、大蔵流の茂山家（千五郎家・忠三

郎家両茂山家の系図を図4に示す）・山本家、和泉流の野

村万造家・同又三郎家・狂言共同社の6系統になる17）。

さて、徳松が筆写した、重複を含む約40の台本の内

容を検討するには、前述の事情から、その師匠が問題と

なる。徳松が参加していた狂言同好会「土筆会18）」の指

導は、京都在住の大蔵流狂言師、12世茂山千五郎（4世

千作）・2世千之丞兄弟が行っていた。また、冒頭に掲げ

た免状には表記されていないが、資料群の別の免状（表

5参照）には千之丞取立で24世大蔵弥太郎から発行さ

れた旨が記されている。以上により、翻刻されている狂

言台本19）のうち、ここでは大蔵流の以下の3点を対照し、

徳松の台本を検討してみた。

・「大蔵虎寛本」…寛政4年（1792）、19世虎寛書写

（笹野堅校訂、岩波文庫　能狂言　上・中・下、岩波

書店、1942－45年）

6691三五

）4991

4991義正RH
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白

鼠五千世31



昭和初期、岐阜市周辺の能楽愛好について

・「山本東本」…江戸末期、初世東次郎則正書写

（小山弘志校訂、日本古典文学大系　狂言集、岩波書

店、1960－61年）

・「茂山真一本」…昭和10－49年（1935－74）、11世

千五郎真一書写

（北川忠彦校訂、日本古典文学全集　狂言集、小学館、

1972年）

結論からいうと、徳松の台本は確かに茂山千五郎家の

台本である。全体的に、茂山家との芸の相異がよくいわ

れる「山本東本」とは語彙の相異が多いのはもちろん、

茂山家の現行本の規範となった「虎寛本」よりも「茂山

真一本」のほうが筋の運びや台詞のいいまわしがよく合

致している。例えば、「萩大名」の終曲部の台詞に「太郎

冠者の向こう脛と鼻の先（下線部は茂山家台本のみ）」20）

とあることからも、そのことははっきりしている。

また、9世千五郎（徳松が師事した12世千五郎の曾祖

父）が新たに取り入れた21）茂山千五郎家独特の「唐音」

（「唐相撲」の劇中歌）については、徳松が第35回名匠

鑑賞能（1959年）で次アドとして多くの同好会メンバー

といっしょに出演した関係か、写本2冊が残されている。

しかし、それでも、徳松台本と茂山真一本における語

句の食い違いは少なくない。双方にある曲目のうち、最

も相違の甚だしかった「吹取」について、次ページにま

とめた。（他の共通曲は「月見座頭」「二人袴」「素袖落」

「末広がり」の4曲。）

比較の前に付記しておくと、徳松台本は役者の心覚え

のためか、あるいは、別に型付（舞台での所作や動き、

簡単な演技内容の書き付け）がある前提なのか、ト書き

が全くないので、これだけではドラマの内容22）がわから

なくなっている。但し、これほど台詞だけに終始した台

本は、資料群中でも少なく、多くの台本には、注記（「（酒

を）呑ム」「笑」などの所作や、「呼出し常通」「同前」な

ど演技内容）が付され、ときには、小舞にゴマ節があっ

たり、足拍子が書き込んである。

改めて、「吹取」に戻ると、一読、びっくりするような

違いの多さである。師について伝授23）されていても、こ

んなに台本が違っているのだから、日頃から稽古をとも

にする関係（同じ家系統どうし）でなければ、なるほど、

ともに舞台に立つことはできないだろう24）。

結末の大幅な相違は、明らかな（意図的な）差違だが、

そのほかの相違点は、ひとことでいうと、言い回しの微

妙な差である。狂言では似たようなシチュエーションが

多用され、よく登場する定番の台詞回しが多いことから、

入れ替えの利くような、ほぼ同じ台詞が頻出し（「心得ま

した」と「畏まってござる」、「有難う」と「呑う」など）、

23

狂言でよくある、同じ場面・掛け合いを繰り返して、お

かしさを醸し出すテクニックでは、台詞が前後しても筋

書きに影響しないため、こうした台本上の言葉遣いの微

妙な違いが発生するのだろう。

このような台本の生成事情を窺わせる　2世茂山千作

（10世千五郎、12世千五郎の祖父）の芸談があるので、

以下に引用する。

狂言のお稽古ははじめことばだけを口移しで教え

ます。むろん無本でやるのです。狂言には昔から謡

本のような刊行本がありません。師匠へ神文を入れ

て写した写本があるだけです（中略）本無しで師匠

のことばをすっかりそのまま身につけるまで、いつ

もいつもことばの稽古をいたしまして、その後では

じめて本を見せますが、これは後日万一忘れた時に

思い出すためだけに見せるのです。25）

それにしても、この「吹取」については、徳松台本と

真一本の結末部分があまりに違いすぎる。女（次アド）

の台詞がたったひとことであったり、急展開して必要以

上にどたばたと追い込みで終わらせたり、徳松台本は演

劇としてややもの足りない感じがする。時間短縮や役者

数の節約のために改変されたものだろうか。

最後に、ユニークな徳松台本を紹介しておこう。「狂言」

とのみ題された、非常に短いものである。

狂言

某「罷り出たる者は、御宴に連なる者でござる。今日は

お日柄も良うて婚儀の式も滞りなく相済み、このよう

なめでたいことはござらぬ。さてそれにつき、某、日

頃信心のいたす大黒天がござるによって、これよりそ

れへ参り、新郎新婦のお幸せの祈願をいたそうと存ず

る。まず、そろりそろりと参ろう。イヤ、誠に嫁入り

と申すことはツーとハレイなものでござって、某も昔

のことどもを思い起こすことでござる。イヤ、何かと

申す内、はや御前でござる。まず、拝のいたそう。ア

ラ有難や、有難や。何卒新郎新婦の幾久しゅう仲良う

暮らさしますように、守らせ候え、守らせ候え。アラ

有難や、有難や。さて参っても思い出すことでござる

が、御社が狭うござるによって、御伺いの立て、何卒

して百畳くらいのものを建て寄進のいたしたいもので

ござるが、何とでござる。

大「いやそのように広うては掃除等に迷惑いたすによっ

て、もそっと小さいが良い。

某「それならば四畳半くらいでは何とぞござる。

大「なかなか。

某「これはいかなこと、四畳半でもいまだ広いと仰せら
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」
せ

。
吏
蛙
モ
　
ノ
吏
楚
々
　
′
k
k
」
　
麺

。
ゆ
蛍
寒
㌣
選
出
」
革

。
玉
垣
」
　
担

。
／
↓
よ
れ
ト
ト
よ
心
事
切
創
割
判
国
′
↓
且
」
甘
」
草

。
パ
テ
↓
芯
埜
中
軸
／
エ
Ⅲ
恒

中
国
／
迄
印
せ
迄
露
出
欄
間
山
中
S
極
e
詩
e
轄
e
専
痩
e
食
皿
↓
煙
夢
矧
直
選
ふ
逓
」
麺

i

。

月

蟄

科

目

ゴ

l

剖

i
α
方
寸

痢

i

岬

罰

画

祖

（

こ

。

薯

食

中

ゆ

良

木

愚

書

（
こ
。
吏
ぐ
聡
く
轄
e
燕
巾
叶
宜
引
潮
刃
イ
食
卓
′
斗
ヽ
」
担

。
小
母
地
建
P
I
科
詞
斜
的
」
刈
る
同
寸
軸
」
皐

。
小
母
愈
㍍
三
重
謹
啓
　
′
挫
小
樽
吏
1
割
！
轄
e
鵡
嶋
」
麺

。
ゆ
蛍
寒
卜
罰
中
国
」
串

。
〆
ず
二
博
せ
宮
司
国
挫
虹
介
闇
」
担

。
ゆ
ト
損
S
撮
　
／
岬
卜
邦
S
侭
」
　
串

。
主
五
二
三
毘
′
主
五
二
三
蛇
′
卜
も
卜
も
。
小
母
輸
Q
ィ
食
部
面
智
却
i
矧
可
掴
」
証

。
／
ニ
よ
心
中
イ
食
は
朝
憲
喋
」
せ

怠

」
的
丑
山
イ
R
素
寒
品
＼
′
ト
キ
ト
ト
」
柚
　
。
Q
h
邦
書

悼
〓
一
駅
帥
轟
豊
玉
〓
」
革
。
／
食
い
小
鮒
挫
心
的
鱒
＼
／
↓
耳

怠
↓
吏
漣
＼
時
ト
＼
小
嶋

小
鼓
せ

い一」

曽
鱒
＼
㌣
墨
書
岩
主
語
＼
。
莞
単
糖
品
詞
華
三
日
鱒

／

」

。時

的
生
爪
恰
逆
心
芯
ふ
よ
蒜
上
し
／
↓
意
や
刃
卓
＼
小
二
耳
鼻

′
＋
e
吋
。
＼
国
抱

や
つ
I
J
鱒
＼
紀
宝
樽

心
礁

1
1
一
筆
憎
e
記
録
＼
　
（
甘
卓
）
　
＼
独
抽

喪
毛
虫
／
食
事
＼
雨
鱒

。
巾
的
目
早
刈
り
e
吋
埋
よ
れ

延
長
ト
＼
レ
ふ
∵
Y
抑

特
捜
小
嶋
e
刃
心
よ
れ
＋
＼
榔
解

り
一
＼
。
¢
れ
目
早
刃
月
〇
時
延
長
初

更
ぐ
嶋
＼
草
鞋
互
恵
＼
　
′
レ
」
嶋

心
＼
。
座
元
こ
昔
日
か
p
∴
∴
∵
時
緩
ま
雪
三
甲
鍬
有
言

′
い
れ
。
亀
山
耳
目
艮
n
Y
e
網
′
小
雀

樽
や
∩
二
豊
玉
中
」
柚
　
。
や
れ
〓
甲
山
〓
艮
小
山
的
唇

胱
刃
的
£
′
登
悟
り
／
食
小
山
的
〓
」
単
軸
縄
」
ヰ
　
′
中
山

よ
れ
〓
せ
い
登
悼
小
や
的
中
再
」
革
　
。
中
二
よ
れ
即
せ

ユ
賜
り
∩
小
∩
中
絶
。
／
票
嵩
高
〓
一
g
胱
挫
小
樽
∬
中
嶋

。
垂
れ
目
∴
丁
字
博
虹
鱒
＼
㌣
皿
畏
ま
毒
血
踵
持

。
二
苗
や
れ
ロ
ゼ
u
U
h
甘

刃
重
宝
的
ト
ト
三
富
′
挫
小
鯵
艮
∩
れ
白
く
同
日
一
檀
穐
英

や
娃
＼
吏
↓
悼
＼
刃
S
小
言
二
三
時
中

り
～
ギ
尊
宅
謙
／
S
約
㌢
直
轄
的
長
月
＼
来
客
東
食

印
面
言
㍗
十
的
Ⅲ
解

れ
∩
言
下
長
山

で
よ
れ
ト
J
L
－
蝉
的
榔
塞

小
宅
樽
」
／
食
小
舎
曽

（
球
糾
場
壷
苗
）
　
や
－
凪
∃
韓

。
怠
」
食
に
小
食
吏
莱
申
出
（
こ
。
ゆ
争
S
塞
ゼ
鞋
刃
郵
1
西
田
e
麺
′
や
皆
′
斗
ヽ
」
麺

。
母
堂
寒
ト
0
軸
」
せ

。
靖
甲
騎
判
じ
一
点
吋
〉
軸
′
旦
拙
、
刑
i
国
」
的
睡
置
e
麺
（
鱒
）
」
担

。
印
璽
寒
却
旧
せ
主
吋
」
せ

。
イ
食
心
中
邦
塞
　
（
鱒
）
　
ト
ぐ
に
婁
心
像
壁
斌
　
（
こ
」
　
麺

。／↓邦時

卜
邦
書
豊
津
烹
土
師
′
U
）
馳
小
母
蛍
寒
ト
↓
悼
寒
々
鞋
㌔
曲
事
轄
退
席
（
鱒
）
鬼
イ
食
害

的
妊
迄
冠
J
H
暫
時
地
建
ト
」
煤
噴
連
単
票
′
詮
や
玉
堂
寒
辿
早
出
重
岡
剖
「
品
J
L
丑

。
イ
季
↓
像
弔
～
p
e
か
葦
献
上
≠

（
曽
）
白
雪
や
l
南
山
）
意
志
謀
命
雨
蛙
e
u
榔
e
虫
拭
′
副
耳
的
冊
二
十
年
四
肢
嬰
忌
中
」
担

。
ゆ
塾
寒
潮
岬
逆
心
博

小
耳
S
抑
ト
ト
／
↓
窓
的
麺
（
こ
　
／
主
㌫
∵
T
P
丑
寒
く
轄
e
灘
旧
制
回
心
イ
食
芯
響
甲
建
国

悪
′
ト
堂
ロ
ー
母
型
寒
㌣
什
＋
寒
e
麺
（
÷
二
軍
増
量
。
鬼
心
理
逼
志
田
吏
／
↓
窓
　
（
鱒
）
紅

葉
担
U
～
藷
S
H
P
忘
郁
封
冠
。
忠
心
喜
嵩
巽
㌣
㌣
田
近
高
三
輩
雪
や
楳
有
言
　
′
勅
辛
口
～
長
巾
」
革

。
〔
食
¢
争
S
塞
！
轄
e
鵡
旧
小
食
布
′
同
寸
。
争
↓
曲
／
↓
壇
丑
駄
嬰
長
巾
′
斗
珂
斗
珂
」
担

。
吏
∩
哩
寒
㌣
掛
軸
寒
副
－
印
可
刈
糾
卜
と
軽
的
軸
／
↓
噌
卜
主
ぐ
白
面
e
妊
e

拭
′
辿
小
樽
〉
窓
的
妊
ト
↓
牒
U
）
甲
′
ト
丑
く
－
轄
e
鵡
帖
憧
〇
円
／
辿
埋
く
士
蘭
酬
逮
」
せ

。
細
則
i
q
図
㌢
掛
朋
建
国
l
耗
i
i
甲
田
図
－
埜
長
靴
（
こ
」
麺

。
印
璽
寒
ト
ぐ
鵜
舟
輪
湖

寒
ゆ
薬
吏
小
食
荘
憧
／
退
去
蛍
寒
卜
と
喪
心
帥
寒
e
u
榊
く
曲
華
麗
e
薫
煙
′
ト
軽
口
一
度

剖
痢
S
i
的
自
宅
榔
ゆ
頂
咄
橡
粟
記
′
S
燭
読
六
㌢
小
鳥
∵
ご
≠
善
。
ゆ
れ
目
早
同
部
辿
よ
れ
」
せ

。紅葉

ぐ
争
S
塞
ト
ゼ
唾
刃
車
′
ロ
ー
社
心
境
〓
～
主
軸
か
Ⅲ
争
町
鯵
。
長
良
薬
吋
　
（
持
）
　
′
H
H
L
　
担

。
印
璽
寒
中
冠
」
せ

（
曽
）
。
吋
謀
食
刃
庄
嫌
。
ゆ
嶋
刃
且
蜜
（
鱒
）
　
U
～
礁
　
′
斗
ヽ
」
　
担

。
廿
里
嫌
′
甘
蜜
。
ゼ
国
対
宜
嫌
悪
。
ゆ
歯
重
富
二
幸
蛸
社
町
宜
出

刃
〔
食
卓
／
斗
ヽ
（
こ
。
吏
／
↓
駄
栂
相
槌
網
鎖
国
娼
′
雨
〇
㌔
心
中
繭
か
雨
中
轄
e
担
劇

蟄
挫
心
莱
出
川
嵐
山
冊
像
鞋
掠
り
喬
′
斗
ヽ
。
小
小
職
幽
月
山
同
県
。
印
字
悼
刃
ゼ
軸

｝
／
↓
意
雨
蛙
甘
酒
置
く
轄
e
鵡
巾
レ
送
り
高
蛍
寒
中
什
＋
寒
e
担
謝
斜
鞠
′
後
の
蛍
壷
毛

虫
蛇
の
時
掬
ト
ト
小
壷
蘭
血
煙
唖
ロ
ト
」
甘
刃
鞋
（
尊
へ
く
意
地
）
白
面
′
割
判
制
聞

耳
主
先
王
∵
吋
菰
先
君
喰
刃
直
。
喪
心
的
日
没
相
良
／
↓
窓
幻
樽
紅
白
～
薮
S
H
レ
主
副
′
ふ
養
薬

♀
咽
。
時
世
寒
㌣
同
憂
e
刃
小
心
争
卜
と
蝉
的
榔
／
↓
噌
ト
よ
O
U
～
抽
e
狂
歌
′
挫
小
槌
）

意
的
麺
ト
↓
恍
同
一
甲
卜
配
り
）
轄
e
鵡
巾
博
e
甲
′
小
壷
。
印
璽
寒
ト
ぐ
鵜
舟
恥
鵬
寒
印
度

良
心
嶋
桂
軽
′
辿
末
世
寒
卜
と
轢
心
細
寒
e
u
榔
！
曲
革
轟
e
そ
蛙
′
ト
堂
ロ
ー
鬼
心
理
建

造
榊
の
苗
地
紋
礁
（
鴬
）
謙
。
母
堂
寒
中
油
卜
菰
噴
出
口
三
割
茸
／
埜
蜜
の
史
記
S
曜
」
耳

尊
重
瞳
聖
喜
連
匝
瑳



25昭和初期、岐阜市周辺の能楽愛好について

。
吋
／
↓
拭
時
色
付
／
↓
損
ゆ
争
　
′
吋
／
↓
邦
巾
争
吋
／
↓
邦
時
争

。
／
↓
主
V
U
㌧
く
轄
吋
濯
　
／
沌
抽
選
e
嶋
。
紅
い
小
吏
帥
怠

院
e
曲
事
轟
′
挫
心
得
吏
J
U
一
心
争
e
月
的
蝋
　
′
ヽ
斗
ヽ

斗
」
　
南
　
。
／
ニ
よ
）
ト
／
↓
漉
／
↓
よ
）
ト
′
↓
粘
／
宮
窪
宮
窪

。
e
争
抑
母
心
　
／
〇
九
㌦
抑
ゆ
（
∵
ト
ト
」
耳
　
。
喋
卜
／
嘆
ト

′
嘆
ト
」
塙
　
。
イ
R
e
か
ゆ
印
せ
幾
e
卓
／
早
車
軸
樽
小
耳

e
吏
書
中
　
′
ト
小
／
↓
刃
や
船
歌
垂
心
廷
↓
博
」
せ
　
／
夢

幻
よ
ト
ー
博
」
　
塙
　
′
夢
幻
よ
十
一
度
埜
心
境
砂
型
更
埴
」
串

′
↓
博
」
塙
　
／
」
葦
か
蜜
畏
ま
担
」
せ
　
′
埜
饗
恒
」
塙

／
挫
鞋
恒
」
せ
　
。
／
ふ
よ
心
事
室
蘭
遊
恒
」
　
南
　
。
忌
ふ

れ
甘
栗
警
盟
霊
竜
三
詣
　
′
卒
や
」
　
せ
　
。
小
槌
／
↓
よ
れ

ト
ト
鳴
　
／
小
樽
／
↓
よ
れ
ト
ト
蛇
口
）
塗
後
鞘
吋
刃
卓
。
心
中

邦
智
粗
品
長
嶋
。
や
れ
白
糸
e
′
エ
耳
目
）
忠
志
鞘
退
心
根
嫌

塞
　
′
」
甘
」
甘
斗
ヽ
」
　
塙
　
。
小
心
㈱
P
O
軽
舟
嫌
卜
什
、

。
吏
0
㍍
で
采
冬
型
宜
」
皐
　
。
吏
」
損
よ
れ
槌
刃
直
。
吏
」

邦
よ
れ
芯
刃
車
　
′
k
k
L
　
嵐
　
。
嘆
ト
　
′
嘆
ト
　
′
蝶
ト
」

せ
　
。
小
樽
／
三
夫
抑
止
「
Y
譲
　
′
小
薬
／
三
幸
抑
ト
し
完
誓
宣
塗

蜜
蝋
。
心
中
邦
S
華
的
く
S
H
宮
窪
蝋
　
′
挫
耳
聡
後
室
吏

貞
心
中
抑
主
担
　
′
」
且
」
且
坪
や
」
　
塙
　
。
小
心
輸
ト
∩

厘
卜
に
。
ゆ
嶋
後
蜜
吏
主
槙
刃
か
　
′
拳
忠
心
撮
わ
！
主
義

／
斗
ヽ
　
／
ト
」
串
　
。
小
樽
／
↓
よ
れ
ト
ト
鳴
　
／
心
像
／
↓
よ

れ
ト
ト
鳴
り
）
塑
造
鞘
。
怠
毒
手
で
早
宮
室
重
言
二
∵
撃
凝
小
山

革
ぶ
廿
日
か
出
汁
＼
紅
六
二
時
Q
h
r
R
に
ソ
上
長
幻
吊
干
葉
芯
言

。
小
皿
詰
り
巨
や
持
せ
よ
口
。
や
や
耳
目
二
」
や
抑
レ
杓
い

杓
。
／
」
ま
ぶ
串
良
姥
や
耶
　
；
」
モ
心
中
艮
娃
n
∴
廿
」
革
鱒

。
吋
喪
心
品
阿
寒
小

品
　
／
紅
云
美
雪
点
れ
完
学
ぶ
虐
岩
霊
副
食
。
怠
、
丁
寧
に
＼
良
薬
吋

。
忠
心
／
↓
埜
榔
　
′
く
〓
＼
判
事
＼
争
S
＝
∵
Y
S
〓

夢
幻
黒
咄
＼
迄
＼
心
ル
∴
二
軍

＼
榔
塞
e
秦
寒
講
＼
史
学
専
社
史

。
拳
沖
樽
日
月
斗
ヽ

／
↓
主
心
中
イ
食
せ

せ
よ
り
曽
＼
筏
e
／
÷
H
S
J
∵
刃
嶋
＼
ト
忠
良
切
望
よ
り

点
心
駈
S
ィ
食
辿
＼
榔
塞
e
尊
恥
連

坐
刃
卜
掟
　
／
刃
卓

。
宮
窪
／
宮
窪
　
′
宮
窪
　
′
宮
津
／
↓
主
部
ト
／
↓
粘
／
↓
主
軸
ト
／
↓
粘
／
1
ト
」
　
麺
せ

。

習

川

中

i

習

却

日

割

田

圃

図

圃

」

南

。

糾

憩

1

山

中

寸

軸

÷

I

」

担

。

相

恩

川

副

」

日

田

寸

」

せ

。
柚
爵
当
別
引
用
黒
血
∵
」
甘
」
亜
　
′
斗
ヽ
」
宙

（鱒）

。
U
）
薫
怖
刃
怠
J
Q
l
咲
ト
よ
理
虫
革
靴
黒
田
。
争
↓
e

享
鬼
や
撤
豊
く
日
。
パ
テ
↓
博
せ
㌣
母
船
客
駆
り
）
旧
蛙
埜
部
面
＋
郵
′
ヽ
二
日
＼
↓
∩
　
′
1
ト
」
担

。
／
二
王
心
中
心
慣

卜
主
矧
培
重
用
」
副
。
時
世
寒
心
）
口
重
倒
せ
4
回
蔓
り
）
記
／
＋
部
′
」
且
」
甘
　
ノ
ー
ト
」
せ

。
怠
」
O
l
哩
卜
主
潤
峠
郵
卜
選
り
奇
↓
圃
割
増
副
。
吋
↓
二
ご
寸
足
／
↓
意
的
妊
中
耳
坤
圏
挫

載
宙
。
パ
テ
↓
絶
望
㌣
宮
部
嬰
吏
卜
長
雨
馴
呉
e
u
榊
。
却
」
i
習
甲
」
麺

。
牛
耳
口
早
却
i
引
申
l
噴
i
ト
貴
職
虫
葺

（
こ
。
小
心
的
白
P
e
¢
ゆ
標
憩
〆
嬰
！
冠
′
P
e
か
吏
よ
れ
ト
！
虫
革
憩
甲
印

可
到
。
時
卜
邦
阜
却
i
剖
粗
く
虫
e
忠
幸
／
ぶ
ト
↓
〆
㌔
｝
↓
〆
埜
蟄
同
心
′
食
油
蛸
」
せ

。
羽
山
i
圃
尉
」
班

。
／
↓
貞
心
中
吏
掟
や
球
」
せ

。
／
エ
郁
ゆ
嶋
連
荘
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るる。それならばいかほどぐらいが良うござる。

大「この大黒天は但皇室．の繁昌が一良い。

某「ハア－。

南本有紀

の迎合ともいえる。戦時中の徳松の趣味生活はどうだっ

たのだろうか。「忠霊」ならば、おおっぴらに謡うことが

できたのか。

完

※読みやすいように、適宜、句読点を補い、旧字体漢

字を新字体に、歴史的仮名遣いを現代仮名遣いに改

め、一部漢字をひらがな表記した。下線は筆者。

落ちが「半畳」と「繁昌」をかけた秀句になっている。

「何々家」（下線部）にめでたく結婚した当家の名前を入

れ、余興に上演されたのだろう。コンパクトな内容なの

で、あるいは徳松自作かと思われるが、どうだろうか。

資料群には「婚礼歌」と題された写本もあり、徳松は、

おめでたい席に喜ばれる存在だったのかもれない26）と

想像をたくましくしている。

最後に、狂言台本以外の謡本の写本も見ておこう。徳

松は人に謡を教えていただけに、これら謡本は、自分で

ゴマ節や直し（謡曲のメロディ部分の演出記号）を付け

ることが得意だったのだろうか、細かい記号も丹念に書

写している。ただ、関曲は刊行されている謡本（例えば、

前記の刊行会本）と異なる節付（とくに「定家一字題」

は全く異なる）が見られ、どういう経緯で付したものか

興味がそそられるところである。

また、写本「忠霊」は戦時中の新作能で、表6のとお

り東海地方でも盛んに上演されている。この曲は英霊を

シテに、昭和16年（1941）大日本忠霊顕彰会の委嘱で

制作、直後から全国各地で上演された国策能で、同種の

時局もの「皇軍艦」（大本営海軍報道部委嘱）とともにレ

コードにもなった27）。明治維新によって動揺させられた

ように、高踏的なイメージのある能楽界もときの権力趨

勢と無縁ではいられず、第二次世界大戦中には皇室を扱

った演目（「蝉丸」「大原御幸」など）の上演自粛や詞章

の改変を余儀なくされた28）。「忠霊」は時局への能楽界

表6　「忠霊」演能記録

2　近代能楽ブームと熊田徳松資料

前章までに徳松資料の内容を示し、1－1では徳松ら

が多くの同好会に籍を置いて、能楽を楽しむようすを概

観した。徳松資料がカバーする昭和20－30年代はこう

した人々が多かったと見え、例えば、昭和31年（1956）

3月1－2日、岐阜邦楽協会と中部日本新聞社、ラジオ東

海と共催した第1回岐阜邦楽大会では、長唄・寧曲・小

唄・雅楽とともに能楽の同好会が出演しており、新聞記

事は、鶴声会・誠交会・掬水会（以上、観世流）のほか

金剛流と暁子の桂会らが連日猛稽古を重ねていると報じ

ている。鶴声会の丹下三義師は週3日の稽古日でもさば

ききれず、連日出稽古の日々だという29）。徳松の時代か

ら下るが、昭和55年（1980）4月6日には岐阜能楽会

が岐阜市能舞台建設記念謡曲大会を開催、県下15ヶ所

の能の教場と2ヶ所の暁子の教場から生徒約200人が出

演している30）。岐阜県と経済圏を同一にする愛知県では、

昭和30年代（1955－64）、東海銀行・トヨタ自動車・ト

ヨタ車体などで企業内の謡曲サークルが活況を呈し、ト

ヨタ謡曲部は部員数50人にもなり、一度に活動できな

いため班行動になったという31）。まさに空前の能楽ブー

ム32）だったのだ。

現在、岐阜県では能楽が盛んとは言い難い。県内には、

常時、能楽が上演される能楽堂はなく（寺社に文化財と

しての舞殿はあっても）、先に挙げた新聞記事の「岐阜市

能舞台」も今はどうなったものか、設置された岐阜市中

央青少年会館のホームページ33）には全く触れられてい

ない。しかし、舞台がないからといって、能楽が振るわ

ない理由にはならないだろう。事実、能楽堂がなくても、

徳松の時代には活発に上演されていたし、その多くがい

わゆる素人の自演会（素人会）だったのである。名古屋

演奏 ��8�?｢�∠ゝ 王事 ���｢�

能 傴ｩ���iD���ﾈ�#y?｢�新作能「忠霊」演能会 冖ﾈﾌ8夐Eﾈｧ�;��

暁子 傴ｩ���iD��(ﾈ�#�?｢�名古屋能楽文化協会　皇軍戦勝武運長久祈願祭式 佩ﾈﾙ����G�6��
能 傴ｩ���yD�(ﾈ繪?｢�長能会　観世流定期能　第3期第1回 冖ﾈﾌ8夐Eﾈｧ�;��

能 傴ｩ���yD纔ﾈ���?｢�名古屋能楽会　市内護国英霊慰安祭御遺族招待会 冖ﾈﾌ8夐Eﾈｧ�;��
能 傴ｩ���yD纔ﾈ���?｢�名古屋能楽会　市内護国英霊慰安祭御遺族招待会 冖ﾈﾌ8夐Eﾈｧ�;��
噺子 傴ｩ���yD���ﾈ�9?｢�津島神社奉納 �,98y���������,98x�｢�
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昭和初期、岐阜市周辺の能楽愛好について

の狂言共同社の機関誌『狂言』（1956－77）34）の「お披き

（段階的な教授システムにおけるステップアップ曲の初

演）のおしらせ」欄を見ると、昭和30年代に目立って

記事が増えてくる。とくに、女性の名前が増加する。こ

れは、たくさんの素人弟子の熱心な稽古の反映であり、

かつ、それを醸成した当時の社会風潮の反映であったと

考えられる。即ち、「世阿弥ブーム」と「狂言ブーム」で

ある。

「初心忘るべからず」などの名言で、日本人なら誰も

が知る世阿弥も、明治末以前はほとんど無名の存在だっ

た。信じられない話だが、世阿弥が日本芸術・思想史に

現れたのは、明治42年（1909）、わずか100年前のこと

なのだ。このとき、歴史家・吉田東吾によって世阿弥の

伝書が公刊され、広くその思想が知られるようになった。

それは、明治末～大正時代、岩倉具視らが牽引し、当時

の文化人らに指示が拡大しつつあった能楽振興運動と軌

を一にするものだった。当初、政財界の上流階層が担っ

た運動は、やがて学術界に拡大、能楽に対する学究的な

興味が盛んになった35）結果ともいえるだろう。昭和2年

（1927）には『花伝書』が岩波文庫にラインナップし、

上流紳士の遊芸だった能楽が、若い知識人たちの関心の

的になり、世阿弥ブームの様相を呈した36）。

それに付随するかのように、能楽の当事者たち、能楽

師の意識改革も進む。当初、「江戸式楽でなければ能は保

てな」く、「今のように大衆に切符を売って演能を成立さ

せる、なんて考え方はなかった」能楽関係者たちが、「能

は習い事ではなく演劇として成立するものである」と考

え始めた37）のだ。

「江戸式楽である」とは、格式とプライドの謂いで、

要は、上流階級しか相手にしないということだ。明治・

大正時代の能楽師が教授する相手を選り好みしていたこ

とが指摘されている38）。はじめ、能楽師は中流以下の階

級や女性には教えようとしなかったし、違反者を規制し

ようとした39）。名古屋でも、女が上がったため能舞台が

積れたので、狂言師の申し立てにより舞台の板を削って

浄めたという話が伝わっている（観世流準職分で元士族

の林原蔵の伝聞）40）。さらにいうなら、上記のエピソー

ドが狂言師からの進言だったというのは、商家の檀那芸

として狂言が習得されてきた41）名古屋ならではの特殊

事情もあったのだろう。狂言方が「皆お金持ち」の名古

屋に客演に来た4世茂山千作（12世千五郎）は、シテ方

より「えらいええ座敷」でお抹茶にお酒まで出てくるよ

うすに驚き、「子供心に名古屋の人はみんな金持ちで偉い

人ぽっかりだ」と思ったという。「名古屋はお楽しみで狂

言をされている」のだともいっている42）。岐阜の大地主

27

であった徳松が能楽に親しみ、とりわけ狂言を好んだき

っかけも同様だったろう。彼の同好会仲間も、医師や学

校長など社会的高位の人々が多い。

加えて、当時は「狂言ブーム」だった。関西に、11世

茂山千五郎が健在で、ほかに茂山（善竹）弥五郎・3世

忠三郎があり、東京には、6世野村万蔵・9世三宅藤九

郎という名優が一度期に登場する希有な時代であった。

そして、なんといっても、西の茂山兄弟（4世千作・2

世千之丞）と東の野村兄弟（2世万作・万之介）という

当時20代のとびきりの才能が揃っていた。彼らは、い

まや伝説的な存在となった観世寿夫らとともに、前時代

的な能楽協会のひんしゆくを買いながら、武智鉄二の武

智歌舞伎や新作能・新作狂言、さらに狂言技法によって

翻案された新劇等に積極的に参加して、狂言のドラマと

してのおもしろさや舞台芸術としての完成度の高さを世

に知らしめた。これによって、それまでの享受者とは別

の階層にまで能楽が拓かれ、皮肉にも、能楽師たちの玲

持のため長く阻害されてきたこれらの人々によって、能

楽が舞台芸術として展かれたのである。とまれ、この黄

金期に同時代人として生きた徳松がうらやましくなる。

さぞかし、稽古は楽しく、自演会は刺激的だったに違い

ない。

おわりに

ところで、能楽の公演が一度限りであることはあまり

意識されていないが、その受容形態に大きな影響を与え

ている。つまり、1ケ月以上も公演を続ける歌舞伎のよ

うにチケット収入（出演料）だけで出演者の生活を賄う

ことが難しいのだ。そのため、兼業していない限り、大

部分の能楽師が、素人弟子の月謝収入と素人会への出演

によって収入の多くを得ている。そして、それらの弟子

の大半が師匠の出演する演能会を鑑賞する。後継者と鑑

賞者双方の開発が同時に行われている43）ともいえる。こ

の「お素人のお稽古ごとに依存している現在の能」に警

鐘を鳴らした人物がいる。2世茂山千之丞である。兄4

世千作とともに狂言ブームの雄であり、平成22年

（2010）に惜しまれながらこの世を去った千之丞は、そ

の子ども世代（2世七五三真吾、千三郎、あきら）・孫世

代（正邦、茂、宗彦、逸平、童司）が巻き起こした第2

次狂言ブームの渦中で上の発言をした44）。

岐阜県に限らず、能楽愛好者層は先細りの現状である

45）。現在のところ、能楽は若い層の関心を得ることに失

敗している。若者の入門がないまま、稽古をする人たち

がどんどん高齢化し、やがて稽古を辞めてしまい、つぎ

の世代に担い手が不在の状態である。教える側も若い世
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代が育っていないので、老先生が引退すると、続けたく

ても稽古場を失ってしまう人が少なくない。こうして、

徳松世代の昭和能楽ブームで急増した素人弟子たちが高

齢化する現在、謡本の大量古本が出現している46）。郷土

史における能楽愛好を物語る、この興味深い徳松資料の

寄贈事情もまた、その一端に連なるのである。

末尾ながら、貴重な資料をご寄贈いただき、また、調

査にご協力賜りましたご遺族・関係者に深謝申し上げま

す。
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子の下田益三・雄三父子が預かった。（米田真理（2012）．

貴書に学び、稀書と遊ぶ　能楽師下田益三（明治後～
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