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遠藤彰子／作（平成4年度文化庁買上作品）

えんどう•あきこ／昭和22年東京都生まれ。

44年武蔵野美術大学短期大学部卒。 47年女流

画家協会展マツダ賞、 61年安井賞展安井賞を

はじめ、受賞多数。 61年文化庁在外研修員を

へて、平成 2年二紀展文部大臣賞。その間個

展3回。現在は二紀会委員、武蔵野美術大学

非常勤請師。



私
達
「
古
典
芸
能
」
「
伝
統
芸
能
」
に
た
ず
さ
わ
る
者
は
、
よ
く
「
伝
統
」

と
い
う
言
葉
を
使
い
ま
す
が
、
何
か
重
み
と
格
を
感
じ
る
言
葉
で
す
。
し

か
し
そ
の
意
味
を
考
え
る
と
非
常
に
複
雑
で
あ
っ
て
、
そ
う
簡
単
に
使
っ

て
良
い
の
か
と
い
う
気
も
し
ま
す
。
私
が
常
々
「
伝
統
」
と
い
う
も
の
を

考
え
る
時
、
「
永
ら
く
の
間
生
き
続
け
、
時
代
々
々
で
呼
吸
し
て
き
た
、
決

し
て
化
石
で
は
な
い
も
の
」
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
を
持
ち
ま
す
。
私
は
狂
言

の
家
に
生
ま
れ
た
者
と
し
て
狂
言
に
限
っ
て
考
え
る
と
、
室
町
時
代
位
に

中
国
か
ら
渡
っ
て
き
た
芸
能
「
散
楽
」
が
日
本
化
さ
れ
「
猿
楽
」
と
な
り
、

そ
し
て
「
狂
言
と
能
」
の
基
礎
が
で
き
、
江
戸
時
代
に
は
「
式
楽
」
、
そ
れ

以
降
は
「
能
楽
」
と
呼
称
さ
れ
る
変
化
を
た
ど
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
内
容

は
と
申
し
ま
す
と
、
「
散
楽
」
と
い
う
の
は
私
が
想
像
す
る
に
、
今
の
サ
ー
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一
カ
ス
に
近
い
も
の
で
は
な
か
っ
た
で
し
ょ
う
か
。
軽
業
と
滑
稽
な
寸
劇
（
道

化
の
存
在
）
が
即
ち
「
狂
言
」
と
な
り
、
そ
れ
を
歌
舞
音
曲
的
に
追
求
し

て
い
っ
た
の
が
「
能
」
と
な
っ
た
そ
う
で
す
。
近
年
「
能
と
狂
言
」
と
い

う
言
わ
れ
方
を
し
て
き
ま
し
た
が
、
そ
れ
は
「
式
楽
」
と
し
て
江
戸
幕
府

が
取
り
上
げ
て
き
た
時
、
武
士
の
精
神
と
笑
の
精
神
は
相
反
す
る
も
の
と

し
て
、
能
を
重
宝
し
又
狂
言
を
能
に
従
属
す
る
も
の
と
し
た
名
残
り
で
す
。

し
か
し
実
際
、
歴
史
的
に
は
、
狂
言
が
一
卵
性
双
生
児
の
兄
、
能
は
弟
な

の
で
す
。
話
が
横
に
そ
れ
ま
し
た
が
常
々
皆
さ
ん
の
誤
解
、
偏
見
を
取
り
：

除
き
た
い
と
思
っ
て
お
り
ま
す
の
で
あ
え
て
書
き
ま
し
た
。
話
を
元
に
戻

し
ま
す
と
、
狂
言
は
室
町
の
頃
な
ど
台
本
等
な
く
、
今
の
漫
才
や
コ
ン
ト

の
よ
う
に
、
筋
や
お
ち
だ
け
決
め
て
お
い
て
即
興
性
の
強
い
も
の
だ
っ
た

よ
う
で
す
。
そ
れ
が
江
戸
時
代
に
台
本
を
書
き
記
し
又
残
す
よ
う
に
な
っ

た
た
め
固
定
化
さ
れ
、
今
の
狂
言
の
形
に
な
っ
た
よ
う
で
す
。
即
ち
科
白

の
言
葉
も
そ
の
時
点
で
の
言
葉
に
な
っ
た
よ
う
で
す
。
固
定
化
さ
れ
る
事

に
よ
っ
て
「
能
」
の
よ
う
に
深
く
洗
練
さ
れ
る
と
い
う
利
点
は
大
き
か
っ

た
よ
う
で
す
が
、
逆
に
生
き
て
変
化
し
て
い
く
言
葉
に
対
し
て
、
多
少
化

石
化
す
る
点
も
あ
っ
た
よ
う
に
思
い
ま
す
。
「
し
ゃ
し
ん
の
お
こ
な
い
を
す

る
に
よ
っ
て
」
こ
れ
は
山
伏
の
お
決
ま
り
の
科
白
な
の
で
す
が
、
聞
い
た

だ
け
で
は
今
の
人
に
は
な
か
な
か
分
か
ら
な
い
ど
思
い
ま
す
。
「
捨
身
の
行

ひ
を
す
る
に
よ
っ
て
」
と
書
け
ば
一
目
瞭
然
で
す
が
。
し
か
し
こ
れ
を
「
捨

て
身
の
修
行
を
す
る
の
で
」
と
変
え
て
し
ま
っ
た
方
が
良
い
か
と
い
う
と
｀

意
味
を
分
か
ら
せ
る
点
で
は
文
句
無
し
で
す
が
、
狂
言
の
エ
ロ
キ
ュ
ー
，

ョ
ン
、
言
葉
の
音
楽
性
は
台
無
し
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
又
狂
言
i

来
関
西
地
方
に
生
ま
れ
た
も
の
で
す
か
ら
、
ア
ク
セ
ン
ト
の
変
化
も
＊

ま
す
。
「
黒
い
」
と
い
う
言
葉
も
、
今
私
の
家
で
は
「
釣
狐
」
と
い
う
4

を
除
い
て
は
「
く
ろ
い
」
と
ア
ク
セ
ン
ト
を
つ
け
ま
す
が
、
元
来
は
ム

関
西
の
よ
う
に
「
く
ろ
い
」
と
言
っ
て
い
た
よ
う
で
す
。
こ
れ
は
時
ハ

―

―
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決
定
し
た
暁
に
は
文
化
庁
に
も
大
感
謝
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
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伝統3中（
生打事

、、

野村武司

ちよっと＝鵬 文化の香りをあなたに

のむら
1966年狂言師

男として東京1こ
父故八世西村万
日本芸術院会§
事、東京芸術フ
楽科卒業。東笈

蜆gg象文化！
「靱猿贔？初舞，

狐jを披く。，

K大河ドラマ
川勝元役で；

土
地
に
応
じ
て
い
っ
た
方
の
例
で
す
。
こ
の
よ
う
に
言
葉
の
面
で
考
え
て

い
っ
た
だ
け
で
も
、
伝
統
と
い
う
の
は
難
し
い
も
の
で
す
。

私
は
今
、
文
化
庁
の
「
芸
術
家
在
外
研
修
」
の
制
度
で
渡
英
す
る
事
を

申
請
し
て
い
ま
す
。
黒
沢
明
監
督
の
「
乱
」
（
リ
ア
王
）
に
「
鶴
丸
」
と
い

う
役
で
出
演
し
、
グ
ロ
ー
ブ
座
で
渡
辺
守
章
さ
ん
演
出
の
「
ハ
ム
レ
ッ
ト
」

を
主
演
し
、
又
「
ウ
ィ
ン
ザ
ー
の
陽
気
な
女
房
た
ち
」
を
高
橋
康
成
さ
ん

が
狂
言
に
翻
案
し
た
「
法
螺
侍
」
に
も
出
演
、
つ
い
最
近
は
「
テ
ン
ペ
ス

ト
」
の
「
エ
ア
リ
エ
ル
」
役
を
ロ
ベ
ー
ル
・
ル
パ
ー
ジ
ュ
演
出
で
出
演
し

ま
し
た
。
古
典
の
狂
言
以
外
で
は
何
か
と
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
の
作
品
に
関

わ
る
事
が
多
く
、
「
マ
ク
ベ
ス
」
や
「
リ
チ
ャ
ー
ド
三
世
」
に
も
興
味
が
あ

り
ま
す
。
特
に
興
味
を
ひ
か
れ
る
き
っ
か
け
に
な
っ
た
の
は
や
は
り
「
ハ

ム
レ
ッ
ト
」
で
し
た
。
狂
言
と
「
ハ
ム
レ
ッ
ト
」
で
は
ず
い
分
隔
た
り
が

あ
る
よ
う
で
す
が
、
演
じ
て
み
れ
ば
同
じ
古
典
と
し
て
、
技
術
的
に
と
て

も
親
近
感
を
覚
え
ま
し
た
。
有
名
な
独
白
の
数
々
、
そ
し
て
韻
文
体
の
情

景
描
写
等
は
、
狂
言
の
様
式
性
の
あ
る
「
語
り
」
の
手
法
に
よ
っ
て
、
普

段
で
は
歯
の
浮
く
よ
う
な
日
本
語
な
の
に
、
自
然
に
言
え
た
よ
う
に
思
い

ま
す
。
又
演
出
す
る
事
に
も
非
常
に
興
味
を
覚
え
ま
す
。
そ
れ
は
同
じ
古

典
で
も
、
狂
言
は
演
出
ま
で
も
古
典
と
し
て
多
く
の
様
式
が
あ
り
、
シ
ェ

イ
ク
ス
ピ
ア
の
方
は
台
本
は
ほ
ぼ
そ
の
ま
ま
で
も
演
出
は
多
種
多
様
に
や

ら
れ
て
い
る
か
ら
で
す
。
伝
統
や
普
遍
的
真
理
を
内
側
か
ら
考
え
る
か
、

外
側
か
ら
考
え
る
か
の
違
い
の
よ
う
な
気
も
し
ま
す
。
戦
後
の
国
際
化
情

報
化
の
世
の
中
の
変
化
の
早
さ
は
、
歴
史
上
稀
に
み
る
も
の
で
す
。
親
子

で
の
継
承
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
て
き
た
狂
言
の
歴
史
の
中
で
も
、
こ
れ
だ

け
親
と
子
に
ジ
ェ
ネ
レ
ー
シ
ョ
ン
ギ
ャ
ッ
プ
が
あ
る
事
は
無
か
っ
た
の
で

は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
こ
の
穴
埋
め
を
し
な
け
れ
ば
い
け
な
い
と
い
う
事

を
私
は
常
に
考
え
て
い
ま
す
。
そ
の
た
め
に
は
一
度
外
側
か
ら
ゆ
っ
く
り

狂
言
、
伝
統
と
い
う
も
の
を
考
え
た
い
と
思
い
ま
す
。
日
本
に
い
れ
ば
ど

う
し
て
も
内
側
か
ら
の
み
考
え
る
事
に
な
り
ま
す
し
、
そ
の
基
盤
と
な
る

も
の
が
狭
い
ま
ま
で
す
。
古
典
芸
能
の
人
間
が
在
外
研
修
に
行
っ
た
例
は

あ
ま
り
な
い
よ
う
で
す
が
、
私
は
こ
の
よ
う
な
宿
題
を
持
っ
て
行
く
つ
も

り
で
す
。
も
ち
ろ
ん
将
来
的
に
シ
ェ
イ
ク
ス
ビ
ア
を
演
出
、
出
演
し
た
い

と
い
う
そ
の
為
の
勉
強
の
意
味
や
、
狂
言
の
存
在
を
海
外
に
紹
介
す
る
使

命
も
持
っ
て
行
く
つ
も
り
で
す
。

一
家
族
・
約
五
、
六
人
の
小
編
成
で
活
動
す
る
狂
言
の
家
に
と
っ
て
、

父
の
次
に
責
任
を
負
っ
て
い
る
私
が
一
年
間
抜
け
る
事
は
、
ま
わ
り
の
人

に
多
大
な
る
迷
惑
を
か
け
る
事
に
な
り
ま
す
。
そ
の
わ
が
ま
ま
を
許
し
て

く
れ
た
父
が
、
「
イ
ギ
リ
ス
で
は
狂
言
師
で
あ
る
事
を
レ
ッ
テ
ル
に
し
て
、

そ
れ
を
チ
ャ
ホ
ヤ
し
て
く
れ
る
よ
う
な
環
境
に
身
を
置
く
な
」
と
い
う
よ

う
な
事
を
言
っ
て
く
れ
ま
し
た
。
な
る
程
思
え
ば
生
ま
れ
た
時
か
ら
野
村

万
作
の
嫡
男
と
し
て
「
伝
統
」
と
い
う
も
の
の
助
け
を
借
り
て
い
た
と
思

い
ま
す
。
そ
れ
か
ら
離
れ
る
か
ら
こ
そ
、
謙
虚
に
学
べ
、
又
「
伝
統
」
と

い
う
事
を
真
剣
に
考
え
ら
れ
る
の
だ
と
、
そ
し
て
自
分
の
真
の
演
劇
で
の

実
力
を
見
る
事
が
で
き
る
と
思
い
ま
す
。

父
を
は
じ
め
と
し
て
狂
言
の
仲
間
達
に
感
謝
、
そ
し
て
在
外
研
修
員
に

叩
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
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国

語

審

議

会

が

現

代

の

若

者

言

葉

な

ど

も

審

議

の

対

象

に

す

る

と

の

報

告

を

出

し

た

時

、

有

識

者

の

中

に

は

「

時

々

刻

々

変

化

す

る

言

葉

に

対

し

て

国

が

と

や

か

く

言

う

の

は

問

題

」

と

す

る

意

見

と

、

「

国

語

を

美

し

く

保

つ

の

は

国

民

の

責

務

」

と

す

る

意

見

に

分

か

れ

ま

し

た

。

前

者

は

戦

前

の

言

論

統

制

へ

の

ア

レ

ル

ギ

ー

が

強

過

ぎ

ま

す

し

、

後

者

は

理

屈

と

し

て

は

賛

同

で

き

て

も

具

体

策

が

な

か

な

か

浮

か

び

ま

せ

ん

。

こ

れ

ま

で

の

日

本

語

は

、

外

国

か

ら

新

し

い

文

化

が

入

る

た

び

に

豊

か

に

な

っ

て

い

っ

た

よ

う

に

思

い

ま

す

。

し

か

し

、

最

近

日

本

語

で

問

題

な

く

表

現

で

き

る

言

葉

に

わ

ざ

わ

ざ

外

国

語

を

使

っ

て

い

る

場

合

が

目

立

ち

ま

す

。

官

庁

も

そ

の

例

外

で

は

な

く

、

「

シ

ョ

ー

ト

・

ノ

ー

テ

ィ

ス

」

と

か

「

デ

マ

ケ

（

ー

シ

ョ

ン

）

」

と

い

っ

た

奇

怪

な

言

葉

が

は

や

っ

て

い

ま

す

。

「

急

ぎ

」

「

区

分

」

と

い

っ

た

日

本

語

で

何

ら

不

都

合

は

な

い

の

に

、

と

い

つ

も

思

う

の

で

私

は

使

い

ま

せ

ん

。

少

な

く

と

も

外

来

語

に

つ

い

て

は

、

各

人

が

意

識

を

す

れ

ば

必

要

以

上

に

増

え

な

い

よ

う

に

す

る

こ

と

が

で

き

る

の

で

は

な

い

か

と

思

い

ま

す

。

(

K

)

編

集

後

記
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