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「
能
舞
台
に
棲
む
魔
女
」 

平
本
弘
子 

声
楽
家
に
と
っ
て
、
歌
う
「
舞
台
」
が
ど
こ
で
、
そ
こ
は
ど
ん
な
響
き
が

す
る
の
か
と
い
う
こ
と
は
大
き
な
課
題
で
す
。
そ
れ
は
、
生
の
声
で
歌
う 

者
に
と
っ
て
致
命
的
な
ほ
ど
、
演
奏
効
果
を
大
き
く
左
右
し
ま
す
。 

西
洋
の
音
楽
は
教
会
か
ら
始
ま
り
石
造
り
の
建
物
の
中
で
育
ま
れ
、
現

代
で
は
主
に
コ
ン
サ
ー
ト
ホ
ー
ル
で
演
奏
さ
れ
ま
す
が
、
そ
の
空
間
を
ど

の
よ
う
に
響
か
せ
る
か
が
大
き
な
ポ
イ
ン
ト
で
、
ま
た
聴
衆
の
楽
し
み
で

も
あ
り
ま
す
。
オ
ペ
ラ
や
宗
教
曲
、
芸
術
歌
曲
な
ど
の
声
楽
文
化
も
、
何
百

年
前
か
ら
の
、
当
然
な
が
ら
マ
イ
ク
は
使
わ
な
い
超
ア
ナ
ロ
グ
の
世
界
だ

と
い
う
点
で
は
、
能
楽
と
同
じ
「
伝
統
文
化
」
な
の
で
す
。 

若
い
頃
、
発
声
技
術
は
手
探
り
状
態
で
し
た
が
、
初
め
て
旅
し
た
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
の
建
物
の
中
で
声
を
出
し
た
途
端
に
、「
あ
あ
こ
れ
な
ん
だ
」
と
一

瞬
に
し
て
目
が
覚
め
る
思
い
が
し
た
も
の
で
す
。
石
造
り
の
建
物
の
中
で

心
地
よ
く
響
く
乾
い
た
声
の
波
動
は
、
日
本
の
畳
と
障
子
の
部
屋
で
は
生

ま
れ
る
は
ず
も
な
か
っ
た
の
で
す
。 

ち
な
み
に
、
福
山
の
リ
ー
デ
ン
ロ
ー
ズ
は
世
界
の
ホ
ー
ル
を
手
が
け
た

音
響
設
計
家
の
豊
田
泰
久
氏
に
よ
る
も
の
で
、
近
隣
で
も
名
高
い
、
優
秀

な
音
楽
ホ
ー
ル
で
す
。
福
山
の
人
々
は
幸
せ
で
す
。 

ド
イ
ツ
歌
曲
を
学
び
、
オ
ペ
ラ
で
も
お
役
を
い
た
だ
き
、
様
々
な
西
洋

と
東
洋
の
い
わ
ば
「
文
化
の
違
い
」
に
翻
弄
さ
れ
な
が
ら
、
五
十
歳
の
手
前

で
私
は
残
り
の
人
生
を
「
日
本
歌
曲
」
に
捧
げ
る
道
を
選
び
ま
し
た
。 

こ
の
度
、
大
島
能
楽
堂
が
取
り
組
ん
で
お
ら
れ
る
「
福
山
城
築
城
四
百

年
記
念
行
事
・
福
山
名
所
コ
ン
サ
ー
ト
」
第
九
回
「
芦
田
川
と
明
王
院
」
が

十
月
三
十
日
に
能
楽
堂
で
開
か
れ
、
私
に
「
日
本
歌
曲
を
…
」
と
い
う
ご
依

頼
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。 

さ
て
、
何
を
歌
い
ま
し
ょ
う
か
と
迷
い
、
福
山
城
築
城
四
百
年
に
因
ん

で
、
「
荒
城
の
月
」
を
始
め
六
曲
を
選
ば
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。 

中
で
も
、
「
小
面
幻
想
」
作
詩:

鶴
岡
千
代
子 

作
曲:

平
井
康
三
郎  

は
小
面
に
魂
を
込
め
る
彫
師
の
熱
い
思
い
を
綴
る
歌
曲
で
能
舞
台
に
相
応

し
い
と
、
思
い
切
っ
て
初
挑
戦
い
た
し
ま
し
た
。 



伴
奏
は
今
回
電
子
ピ
ア
ノ
で
代
用
、
ピ
ア
ニ
ス
ト
の
山
岡
珠
代
さ
ん
が
ご

一
緒
し
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
。 

実
は
能
楽
堂
で
歌
う
の
は
二
度
目
で
す
。 

十
五
年
前
、(

旧)

福
山
市
立
女
子
短
期
大
学
の
公
開
講
座
で
、「
日
本
の
能

楽
」
と
「
西
洋
の
声
楽
」
の
比
較
と
コ
ラ
ボ
が
テ
ー
マ
で
し
た
。
平
尾
貴
四

男
作
曲
に
よ
る
楽
劇(

カ
ン
タ
ー
タ)

『
隅
田
川
』、
船
頭
を
敬
愛
す
る
大
島

衣
恵
さ
ん
が
謡
わ
れ
、
狂
女
を
私
が
歌
う
と
い
う
、
今
思
っ
て
も
心
躍
る

企
画
で
し
た
。 

し
か
し
そ
の
時
の
私
に
と
っ
て
能
舞
台
は
、
ホ
ー
ル
の
よ
う
に
は
優
し

く
包
ん
で
く
れ
な
い
手
ご
わ
い
場
所
と
い
う
印
象
で
し
た
。 

そ
れ
が
、
今
回
は
全
く
違
っ
た
の
で
す
。
私
も
年
齢
を
重
ね
、
日
本
歌
曲

に
対
す
る
気
構
え
も
そ
れ
相
応
に
備
わ
っ
て
き
た
か
ら
で
し
ょ
う
か
。 

あ
る
い
は
め
ず
ら
し
く
お
着
物
で
歌
っ
た
せ
い
で
し
ょ
う
か
。 

久
々
に
立
た
せ
て
い
た
だ
い
た
能
楽
堂
の
舞
台
中
央
部
分
は
お
び
た
だ

し
い
能
楽
者
た
ち
の
摺
り
足
の
熱
量
で
擦
り
切
れ
、
見
え
隠
れ
す
る
そ
の

木
肌
の
白
さ
も
貫
禄
十
分
で
迎
え
て
く
れ
ま
し
た
。 

さ
す
が
こ
こ
は
日
本
語
を
解
き
放
つ
舞
台
、
言
葉
を
く
っ
き
り
と
載
せ

て
歌
い
始
め
た
ら
突
然
、
私
を
誘
っ
て
く
れ
る
頼
も
し
い
魔
女
が
現
れ
た

の
で
す
。
能
楽
堂
の
舞
台
に
棲
む
魔
女
‼ 

十
五
年
前
に
は
冷
や
や
か
だ
っ
た
魔
女
は
笑
顔
で
現
わ
れ
、「
い
ら
っ
し

ゃ
い
、
こ
ち
ら
で
す
よ
」
と
優
し
く
手
を
と
っ
て
微
笑
ん
で
く
れ
ま
し
た
。 

能
楽
堂
に
棲
む
気
高
き
魔
女
さ
ま
‼ 

次
に
お
会
い
す
る
時
は
ど
ん
な
表

情
で
現
わ
れ
て
い
た
だ
け
る
の
か
、
今
か
ら
と
て
も
楽
し
み
で
す
。 
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平本弘子  声楽家  

広島大学教育学部音楽科卒業。  

シュツットガルト音楽大学に留学。 

1975年～2005年の間中国二期会でオペラ活動に携わる。 

ソロリサイタルは、これまでに福山を中心に 16回を重ねる。 

第一回榛名梅の里日本歌曲ゼミナールにて最優秀賞を受賞。 

それを機に東京での活動を展開。 

東京室内歌劇場主催・旧奏楽堂での「日本の四季シリーズ」、 

東京音友ホールでの「日本歌曲と詩人の心」他に度々出演。 

2003年、銀座王子ホールにて成功させたリサイタル「女たちの声」では 

歌曲集『歳をとるほど大胆になるわ』を委嘱初演し、世に送り出した。 

近年では、主宰する Studio歌鈴で上演する落語オペラ(作曲:加藤由美子)が 

好評である。演題としては「芝浜」「寿限無」「小噺唄」など。 

2004 年に立ち上げた「ふくやま日本歌曲塾」の代表として、福山を中心に 

日本歌曲の文化を育み、発信している。 

(旧)福山市立女子短期大学名誉教授 福山市立大学非常勤講師 

ふくやま日本歌曲塾代表 Studio歌鈴主宰 夢二コンクール審査委員 

 


