
2020年10月、大阪市中央区にある山本能楽堂で行われた、
観世流能楽師・山本章弘師との対談の様子。写真提供／山本能楽堂

█日本的なもの（日本的デザイン）とは

世
阿
弥
に
学
ぶ
、　　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

コ
ロ
ナ
禍
の
乗
り
越
え
方

「
私
た
ち
が
考
え
る
万
博
」
も
６
回
目
と
な
り
ま
し

た
。
コ
ロ
ナ
禍
2
年
目
に
入
り
再
度
緊
急
事
態
宣
言

が
発
令
さ
れ
る
状
況
の
な
か
、
4
年
先
の
２
０
２
５

年
大
阪
・
関
西
万
博
は
こ
れ
ま
で
の
発
想
で
は
立
ち

い
か
な
く
な
る
で
し
ょ
う
。
前
回
の
繰
り
返
し
に
な

り
ま
す
が
コ
ロ
ナ
禍
は
大
断
層
、
明
治
維
新
、
戦
後

以
来
の
「
リ
セ
ッ
ト
」
で
す
。
大
阪
・
関
西
万
博
は

そ
う
し
た
「
リ
セ
ッ
ト
」
を
踏
ま
え
、
新
た
に
創
造

さ
れ
た
も
の
を
体
現
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
つ
ま

り
私
が
こ
れ
ま
で
「
ル
ネ
ッ
セ
」
で
提
唱
し
て
き
た
、

技
術
と
社
会
を
つ
な
ぐ
も
の
が
「
文
化
」
で
あ
る
と

い
う
論
点
の
重
要
性
は
、
さ
ら
に
増
し
て
い
る
と
感

じ
て
い
ま
す
。

前
回
、
世
阿
弥
の
『
風
姿
花
伝
』
に
つ
い
て
少
し

ふ
れ
ま
し
た
。
な
ぜ
今
、
世
阿
弥
な
の
か
と
問
わ
れ

る
の
で
す
が
、
日
本
文
化
に
つ
い
て
考
え
る
な
か
で
、

時
代
を
遡
っ
て
い
け
ば
い
く
ほ
ど
ど
う
し
て
も
能
、

そ
し
て
そ
れ
を
確
立
し
た
世
阿
弥
へ
と
た
ど
り
着
く

の
で
す
。
た
と
え
ば
日
本
料
理
を
ひ
も
と
く
と
そ
の

根
源
に
茶
道
が
あ
る
。
そ
し
て
茶
道
を
深
掘
り
す
れ

ば
、
能
と
切
っ
て
も
切
れ
な
い
関
係
性
が
見
出
さ

れ
る
――
文
化
の
核
心
は
そ
こ
に
あ
る
わ
け
で
す
。

千
利
休
に
よ
る
茶
道
の
大
成
に
遡
る
こ
と
約

１
５
０
年
、
世
阿
弥
の
能
は
当
時
の
時
代
背
景
が

あ
っ
て
生
ま
れ
た
芸
術
で
す
。
南
北
朝
の
動
乱
期
を

経
て
室
町
幕
府
が
政
権
の
安
定
に
至
る
う
ね
り
の
時

期
の
な
か
に
生
き
た
か
ら
こ
そ
、
世
阿
弥
の
「
夢
幻

能
」［
＊
］
は
生
ま
れ
た
と
い
え
る
で
し
ょ
う
。

こ
れ
ま
で
も
コ
ロ
ナ
禍
後
の
社
会
の
論
点
と
し
て

リ
ア
ル
と
バ
ー
チ
ャ
ル
の
融
合
を
あ
げ
て
き
ま
し
た
。

い
つ
し
か
「
リ
ア
ル
か
バ
ー
チ
ャ
ル
か
」
の
二
項
対

立
で
し
か
物
事
が
考
え
ら
れ
な
く
な
っ
た
現
代
社
会

に
あ
っ
て
、「
リ
ア
ル
も
バ
ー
チ
ャ
ル
も
」
と
い
う

「
時
間
」
と
「
場
」
の
変
革
こ
そ
が
本
質
に
あ
り
ま

す
。
こ
れ
は
空
間
と
時
間
の
制
約
か
ら
解
き
放
た
れ

池
永
寛
明

い
け
な
が
・
ひ
ろ
あ
き

大
阪
ガ
ス
㈱
エ
ネ
ル
ギ
ー
・
文

化
研
究
所
顧
問
。
1
9
5
5
年
、

大
阪
市
生
ま
れ
。
82
年
大
阪
ガ

ス
入
社
後
、
天
然
ガ
ス
転
換
部

に
て
人
事
勤
労
、
営
業
部
門
に
て
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
に

関
わ
る
。
日
本
ガ
ス
協
会
に
て
企
画
部
長
と
し
て
、
エ

ネ
ル
ギ
ー
・
環
境
制
度
設
計
対
応
を
担
務
。
大
阪
ガ

ス
帰
社
後
、
北
東
部
エ
ネ
ル
ギ
ー
営
業
部
長
、
近
畿

圏
部
長
を
経
て
2
0
1
6
年
に
同
研
究
所
所
長
に
。

2
0
1
9
年
よ
り
現
職
。

た
夢
幻
能
の
形
式
に
す
で
に
見
ら
れ
た
も
の
で
す
。

あ
ら
た
め
て
我
々
は
能
――
世
阿
弥
に
学
ぶ
べ
き
で

は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

初
心
忘
る
べ
か
ら
ず

︱
︱
大
阪
・
関
西
万
博
を
考
え
る
基
本
ス
タ
ン
ス

少
し
話
が
逸
れ
ま
す
が
、
先
年
10
月
、
大
阪
の
オ

フ
ィ
ス
街
に
佇
む
山
本
能
楽
堂
で
、
観
世
流
能
楽

師
・
山
本
章
弘
師
と
の
対
談
が
行
わ
れ
ま
し
た
。
こ

れ
ま
で
能
楽
堂
を
会
場
と
し
た
講
演
は
あ
れ
ど
、
オ

ン
ラ
イ
ン
配
信
さ
れ
た
の
は
世
界
初
だ
っ
た
と
思
い

ま
す
。
テ
ー
マ
は
「
コ
ロ
ナ
禍
と
能
」。
コ
ロ
ナ
禍

後
の
現
代
社
会
に
能
が
果
た
し
う
る
役
割
を
中
心
に

山
本
師
と
お
話
し
し
ま
し
た
が
、
何
よ
り
能
楽
堂
と

い
う
場
の
持
つ
磁
力
に
興
奮
し
た
の
を
覚
え
て
い
ま

す
。「
見
え
な
い
も
の
を
見
よ
う
と
す
る
」
芸
能
の

舞
台
と
な
る
能
楽
堂
は
、
そ
の
存
在
そ
の
も
の
が
見

え
る
も
の
と
見
え
な
い
も
の
の
接
続
装
置
で
あ
り
、

だ
か
ら
こ
そ
能
ひ
い
て
は
日
本
文
化
に
学
ぶ
べ
き
こ

と
は
多
い
と
あ
ら
た
め
て
思
い
ま
し
た
。

話
を
元
に
戻
し
ま
し
ょ
う
。
数
々
残
る
世
阿
弥
の

言
葉
の
な
か
で
最
も
有
名
な
も
の
に
「
初
心
忘
る
べ

か
ら
ず
」
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
言
葉
は
『
風
姿
花

伝
』
に
ま
ず
表
れ
、
そ
の
後
も
他
の
著
作
で
さ
ら
に

そ
の
意
味
を
広
義
に
展
開
し
て
い
ま
す
。
我
々
は

「
初
心
」
を
「
原
点
」
と
捉
え
が
ち
で
す
が
、
世
阿

弥
は
原
点
だ
け
で
な
く
、
そ
の
年
齢
ご
と
に
「
時じ

じ々

の
初
心
」
が
あ
り
、
常
に
新
し
い
も
の
を
積
み
重
ね

て
い
く
こ
と
の
重
要
性
を
説
い
て
い
ま
す
。
そ
れ
を

踏
ま
え
て
下
掛
宝
生
流
能
楽
師
の
安
田
登
師
は
「
初

「
稽
古
」
の
語
を
用
い
て
い
ま
す
が
、
そ
れ
は
単
純

に
練
習
を
重
ね
る
こ
と
を
言
う
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

「
古
（
い
に
し
え
）
を
稽
（
か
ん
が
）
え
る
こ
と
」
の

意
で
す
。
世
阿
弥
は
古
に
立
ち
返
る
の
で
は
な
く
、

古
そ
の
も
の
に
学
び
、
そ
の
プ
ロ
セ
ス
を
繰
り
返
す

こ
と
が
稽
古
で
あ
る
と
記
し
て
い
ま
す
。
そ
れ
を

「
ま
ね
る
、
う
つ
す
、
わ
た
す
」
の
3
つ
の
プ
ロ
セ

ス
を
繰
り
返
す
こ
と
だ
と
説
明
し
た
の
が
松
岡
正
剛

氏
で
す
。「
稽
古
」
の
意
味
を
単
純
に
捉
え
て
い
た

私
に
と
っ
て
は
衝
撃
的
な
知
見
で
し
た
。

こ
こ
で
強
調
し
た
い
の
は
「
ま
ね
る
、
う
つ
す
、

わ
た
す
」
の
は
芸
そ
の
も
の
で
は
な
く
、
芸
に
込
め

ら
れ
た
精
神
だ
と
い
う
こ
と
で
す
。
今
、
日
本
の
文

化
か
ら
失
わ
れ
て
い
る
の
は
精
神
性
で
す
。
か
つ
て

日
本
的
な
も
の
（
日
本
的
デ
ザ
イ
ン
）
は
「
常
に
、
よ

り
良
い
も
の
へ
と
変
え
つ
づ
け
て
い
こ
う
と
す
る
こ

と
（
物
質
的
デ
ザ
イ
ン
）」
と
「
想
い
、
こ
だ
わ
り
、

本
質
を
引
き
継
い
で
い
く
こ
と
（
精
神
的
デ
ザ
イ
ン
）」

の
両
輪
が
機
能
し
て
い
た
は
ず
な
の
に
、
今
は
物
質

的
デ
ザ
イ
ン
ば
か
り
が
先
行
し
て
い
ま
す
。
忘
れ
去

ら
れ
た
片
輪
で
あ
る
精
神
的
デ
ザ
イ
ン
を
掘
り
起
こ

し
、
リ
セ
ッ
ト
さ
れ
た
新
し
い
世
界
を
創
造
す
る
た

め
に
も
、
我
々
は
「
初
心
忘
る
べ
か
ら
ず
」「
稽
古
」

に
精
進
し
な
が
ら
万
博
に
臨
み
た
い
と
考
え
て
い
ま

す
。

心
忘
る
べ
か
ら
ず
」
を
「
折
あ
る
ご
と
に
古
い
自
己

を
裁
ち
切
り
、
新
た
な
自
己
と
し
て
生
ま
れ
変
わ
る

こ
と
を
忘
れ
る
な
」
と
い
う
こ
と
だ
と
説
明
し
て
い

ま
す
。
こ
れ
こ
そ
リ
セ
ッ
ト
後
の
新
た
な
社
会
に
向

け
た
2
0
2
5
年
大
阪
・
関
西
万
博
に
お
け
る
基

本
ス
タ
ン
ス
に
な
る
と
思
い
ま
す
。

稽
古
は
強
か
れ

︱
︱
万
博
で
本
当
の
日
本
文
化
を
再
起
動
す
る

稽
古
は
強
か
れ
、
情
識
は
な
か
れ
、
と
な
り
――

『
風
姿
花
伝
』
序
の
言
葉
で
す
。
世
阿
弥
は
折
々
に

注＊
能
に
お
い
て
霊
的
存
在
が
登
場
し
、
過
去
を
回
想
す
る
形
で
物
語
が 

 

展
開
す
る
曲
。

物質的
デザイン

精神的
デザイン

常に、より良いものへと
変えつづけていく

想い、こだわり、
本質を引き継いでいく

 

私
た
ち
が

考
え
る
万
博

能
が
教
え
る
、
日
本
文
化
の
精
神

6
第

回

コ
ロ
ナ
禍
を
乗
り
越
え
、
こ
れ
か
ら
の
日
本
社
会
を
再
起

動
・
再
構
築
す
る
場
と
し
て
、
大
き
な
役
割
を
果
た
す
で

あ
ろ
う
大
阪
・
関
西
万
博
。
そ
の
方
向
性
を
考
え
る
う
え

で
、
池
永
顧
問
が
重
要
だ
と
考
え
る
の
が
世
阿
弥
の
教
え

だ
。
日
本
文
化
の
ひ
と
つ
の
源
流
で
あ
る「
能
」の
形
式
と

思
想
を
学
び
、
現
代
の
日
本
が
取
り
戻
す
べ
き
精
神
は
何

か
を
考
え
る
。

構
成
＝
加
藤
し
の
ぶ
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