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能
声
楽
家
・
青
木
涼
子
の
存
在
は
、
こ
れ

ま
で
世
界
20
カ
国
50
人
を
超
え
る
作
曲
家
に

イ
ン
ス
ピ
レ
ー
シ
ョ
ン
を
与
え
、
謡
と
現
代

音
楽
を
融
合
し
た
数
々
の
新
作
を
実
ら
せ
て

き
た
。
古
典
伝
統
の
本
質
を
貫
き
つ
つ
、

「
能
」
に
新
境
地
を
創
造
し
た
作
品
は
、
欧

米
の
聴
衆
の
知
的
好
奇
心
を
刺
激
し
、
日
本

文
化
の
再
発
見
に
つ
な
が
っ
て
い
る
。

　
重
要
な
パ
ー
ト
ナ
ー
の
一
人
、
馬
場
法
子

が
作
曲
し
た
オ
ペ
ラ
「
Nop
era 

A
O
I

葵
」（
謡
と
室
内
楽
ア
ン
サ
ン
ブ
ル
の
た
め

の
）
は
、
能
「
葵
上
」
を
題
材
と
し
、
す
で

に
日
仏
で
高
い
評
価
を
受
け
た
作
品
。
ロ
ー

ザ
ン
ヌ
で
行
わ
れ
た
ス
イ
ス
初
演
（
2
月
27

日
、
28
日
、
3
月
1
日 

・〈
テ
ア
ト
ル
2 

・

21
〉）
は
、
聴
衆
に
深
い
余
韻
を
残
す
3
日

間
と
な
っ
た
。
馬
場
が
今
年
度
コ
ン
ポ
ー

ザ
ー
・
イ
ン
・
レ
ジ
デ
ン
ス
を
務
め
て
い
る

ロ
ー
ザ
ン
ヌ
高
等
音
楽
院
の
学
生
ア
ン
サ
ン

ブ
ル
が
伴
奏
（
2
名
の
打
楽
器
奏
者
は
立
役

と
し
て
登
場
）
を
担
い
、
初
め
て
「
能
」
と

接
し
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
若
者
た
ち
か
ら
、
青

木
が
さ
ら
な
る
表
現
力
を
引
き
出
し
た
こ
と

も
特
筆
し
た
い
。

　
青
木
が
演
ず
る
の
は
、
怨
霊
と
な
っ
て
葵

上
を
苦
し
め
る
六
条
御
息
所
。
能
に
倣
っ

て
、
ス
テ
ー
ジ
の
前
方
に
は
病
床
の
葵
上
を

暗
示
す
る
着
物
が
置
か
れ
て
い
る
。
梓
弓
に

呼
び
寄
せ
ら
れ
た
（
糸
電
話
を
使
用
）
六
条

の
霊
は
妖
し
く
も
幽
玄
で
、
青
木
の
姿
に
会

場
の
空
気
は
は
り
つ
め
た
も
の
へ
と
一
変
し

た
。

　
馬
場
は
、
イ
メ
ー
ジ
し
た
音
を
創
造
す
る

た
め
に
、
意
外
な
日
常
オ
ブ
ジ
ェ
も
楽
器
と

同
列
に
取
り
入
れ
て
お
り
、
本
作
品
も
自
然

界
の
音
や
霊
の
気
配
な
ど
、
目
に
見
え
な
い

も
の
を
喚
起
す
る
力
に
富
ん
で
い
る
。
ド
ラ

マ
が
進
む
に
つ
れ
て
そ
の
効
果
は
水
際
立

ち
、
青
木
の
謡
が
え
ぐ
り
だ
す
情
念
と
一
体

化
し
て
い
っ
た
。

　
霊
界
と
交
信
す
る
糸
電
話
（
ス
テ
ー
ジ
右

側
に
糸
が
張
ら
れ
て
い
る
）
を
擦
る
音
は
、

嫉
妬
に
軋
む
女
心
そ
の
も
の
。
六
条
の
語
る

恨
み
つ
ら
み
が
、
ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル
や
梱
包
素

材
の
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
の
突
起
を
つ
ぶ
す
音
と

不
気
味
に
波
長
を
合
わ
せ
て
、
呪
術
の
ご
と

く
鬼
気
迫
る
。
源
氏
へ
の
狂
お
し
い
思
い

は
、
現
代
の
ツ
ー
ル
携
帯
電
話
に
託
さ
れ
、

愛
と
女
心
の
テ
ー
マ
は
遠
く
時
代
を
隔
て
て

も
普
遍
で
あ
る
こ
と
を
象
徴
す
る
。
不
実
な

男
に
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
送
信
し
続
け
る
電
子
音

の
模
倣
が
、
聴
き
手
の
胸
も
か
き
む
し
る
。

鬼
と
化
し
た
六
条
と
僧
の
戦
い
で
、
祈
祷
を

表
す
音
楽
が
鬼
の
謡
を
凌
駕
す
る
瞬
間
、
そ

し
て
六
条
が
成
仏
す
る
場
面
で
糸
電
話
の
軋

み
が
高
ま
り
、
目
前
で
霊
界
の
扉
が
ゆ
っ
く

り
と
閉
じ
て
い
く
よ
う
な
終
盤
も
圧
倒
的
。

ま
た
、
2
回
挿
入
さ
れ
た
パ
ー
セ
ル
の
オ
ペ

ラ
〈
デ
ィ
ド
と
エ
ネ
ア
ス
〉
の
ア
リ
ア
が
、

本
来
は
賢
く
典
雅
な
六
条
の
姿
を
記
憶
に
蘇

ら
せ
て
、
哀
し
く
も
秀
逸
で
あ
っ
た
。

　
古
典
芸
能
を
未
来
へ
つ
な
ぐ
と
い
う
青
木

の
透
徹
し
た
志
を
核
に
、
最
先
端
の
才
能
と

セ
ン
ス
が
交
錯
す
る
作
品
群
は
、
聴
衆
を
幻

想
世
界
の
実
体
験
へ
と
導
く
。
そ
こ
に
広
が

る
の
は
「
東
洋
と
西
洋
の
融
合
」
と
い
う
表

現
が
常じ

ょ
う
と
う套
と
感
じ
ら
れ
る
ほ
ど
に
、
驚
き
と

魅
惑
に
満
ち
た
境
地
だ
。「
N
o
p
e
r
a 

A
O
I
葵
」
は
、
そ
れ
を
体
感
さ
せ
て
く
れ

た
公
演
で
あ
っ
た
。

―
今
回
は
ロ
ー
ザ
ン
ヌ
高
等
音
楽
院
の

学
生
た
ち
が
室
内
ア
ン
サ
ン
ブ
ル
を
担
当
し

ま
し
た
が
、
彼
ら
が
青
木
さ
ん
の
存
在
に
刺

激
を
受
け
、
舞
台
で
強
く
感
情
移
入
し
て
い

る
の
が
伝
わ
っ
て
き
ま
し
た
。

青
木
涼
子
　
若
い
奏
者
の
方
々
が
柔
軟
に
、

そ
し
て
全
身
全
霊
に
取
り
組
ん
で
く
だ
さ

り
、
短
期
間
で
質
の
高
い
公
演
が
仕
上
が
っ

た
と
思
っ
て
い
ま
す
。
音
楽
院
の
現
代
音
楽

の
授
業
中
に
、
今
回
の
素
晴
ら
し
い
指
揮
者

ギ
ヨ
ー
ム
・
ブ
ル
ゴ
ー
ニ
ュ
さ
ん
の
元
で
す

で
に
練
習
が
進
め
ら
れ
て
い
ま
し
た
し
、
演

出
の
リ
ハ
ー
サ
ル
も
演
奏
と
共
に
行
わ
れ
た

の
で
、
馬
場
さ
ん
か
ら
貴
重
な
助
言
を
い
た

だ
く
こ
と
も
で
き
ま
し
た
。

　
公
演
前
日
の
リ
ハ
ー
サ
ル
に
は
、
ロ
ー
ザ

ン
ヌ
の
小
学
生
た

ち
が
見
学
に
訪
れ

ま
し
た
。
感
銘
を
受

け
た
の
は
、
彼
ら
が

「
能
」
に
つ
い
て
予

習
す
る
だ
け
で
な

く
、
あ
ら
か
じ
め
馬

場
さ
ん
の
作
品
も

鑑
賞
し
て
来
ら
れ
て

い
た
こ
と
で
す
。
改

め
て
教
育
の
大
切
さ

を
思
い
ま
し
た
。
今

は
理
解
で
き
な
か
っ

た
と
し
て
も
、
将
来

子
ど
も
た
ち
に
と
っ

て
、
こ
の
よ
う
な
経

験
が
日
本
文
化
に
興

味
を
持
つ
き
っ
か
け

と
な
る
か
も
し
れ
ま

せ
ん
か
ら
。

　
音
楽
院
で
は
、
声

楽
科
の
学
生
さ
ん
を

対
象
に
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
も
行
い
ま
し
た
。

男
女
と
も
普
通
の
オ
ペ
ラ
歌
手
の
方
々
で
、

地
声
を
使
う
謡
に
抵
抗
が
あ
る
の
で
は
と
危

惧
し
た
の
で
す
が
、
皆
さ
ん
が
舞
だ
け
で
な

く
、
謡
も
積
極
的
に
実
践
し
て
く
れ
た
の
で

す
。
日
本
の
ほ
う
が
、
能
に
対
し
て
「
ハ
ー

ド
ル
が
高
く
厳
し
そ
う
」
と
身
構
え
る
傾
向

が
強
い
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
聴
衆
は
、
通
常
の
コ
ン

サ
ー
ト
で
現
代
音
楽
に
慣
れ
て
い
る
分
、
公

演
を
音
楽
と
し
て
客
観
的
に
楽
し
ん
で
聴
い

て
く
だ
さ
っ
て
い
る
よ
う
に
感
じ
ま
す
。
聴
き

に
き
た
コ
ン
サ
ー
ト
に
私
が
出
演
し
て
い
て
、

能
に
出
会
う
、
と
い
う
感
じ
で
し
ょ
う
か
。

―
馬
場
さ
ん
と
は
「
作
曲
家
の
た
め
の

謡
の
手
引
き
」
を
制
作
さ
れ
た
そ
う
で
す

ね
。
海
外
の
作
曲
家
の
作
品
も
含
め
、
題
材

は
や
は
り
能
の
演
目
が
多
い
の
で
す
か
？

青
木
　
手
引
き
の
制
作
は
、
私
に
と
っ
て
も

作
曲
家
が
必
要
と
す
る
要
素
を
認
識
す
る
機

会
で
し
た
し
、
サ
イ
ト
を
開
設
し
て
以
来
、

謡
の
規
範
か
ら
極
端
に
外
れ
た
作
品
を
い
た

だ
く
こ
と
は
な
く
な
り
ま
し
た
。

　
海
外
の
作
曲
家
に
と
っ
て
、
伝
統
的
な
能

の
演
目
を
題
材
と
す
る
の
は
、
原
作
に
対
す

る
深
い
理
解
が
な
い
と
や
は
り
難
し
い
で
す

ね
。
作
品
に
よ
っ
て
は
英
語
、
ま
た
古
代
ギ

リ
シ
ャ
語
で
謡
う
こ
と
も
あ
り
ま
す
し
、
作

曲
家
の
方
々
に
は
能
を
聖
域
に
す
る
こ
と
な

く
、
自
由
に
素
材
を
使
っ
て
彼
ら
本
来
の
音

楽
を
書
い
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
っ
て
い
ま

す
。―

「
N
o
p
e
r
a 

A
O
I
葵
」
は
、

音
楽
を
伴
っ
て
六
条
御
息
所
の
心
理
が
一
層

リ
ア
ル
に
胸
に
迫
り
ま
し
た
。
い
つ
か
能
の

「
葵
上
」
も
鑑
賞
し
て
み
た
い
で
す
。

青
木
　
能
は
、
視
覚
へ
の
情
報
が
と
て
も
少

な
い
芸
術
で
す
か
ら
、
見
る
側
も
記
憶
や
想

像
力
を
動
員
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
芸
の

力
と
観
客
の
想
像
力
が
う
ま
く
結
び
つ
い
た

瞬
間
、
低
い
声
の
恰
幅
の
良
い
男
性
が
、
絶

世
の
美
女
に
見
え
る
…
…
こ
の
「
イ
マ
ジ

ネ
ー
シ
ョ
ン
が
生
む
空
間
」
に
、
私
は
現
代

音
楽
と
の
親
和
性
を
感
じ
る
の
で
す
。

　
現
代
で
は
エ
ン
タ
ー
テ
イ
ン
メ
ン
ト
的
な

演
目
が
好
ま
れ
る
傾
向
が
あ
り
ま
す
が
、
私

が
求
め
る
の
は
、
作
曲
家
と
私
、
双
方
が
妥

協
な
く
理
想
を
ぶ
つ
け
あ
っ
て
生
ま
れ
る
作

品
で
す
。
そ
れ
を
音
楽
と
し
て
味
わ
っ
て
い

た
だ
く
こ
と
が
、
能
の
世
界
へ
の
扉
に
つ
な

が
れ
ば
と
思
っ
て
い
ま
す
。

―
今
後
の
馬
場
さ
ん
と
の
コ
ラ
ボ
作
品

に
つ
い
て
教
え
て
く
だ
さ
い
。

青
木
　
紫
式
部
を
テ
ー
マ
に
、
謡
と
ギ
タ
ー

の
た
め
の
作
品
を
お
願
い
し
て
い
ま
す
。

2
0
2
6
年
1
月
に
東
京
の
K
A
Z
E
N 

H
A
L
L
に
て
ギ
タ
ー
の
村
治
佳
織
さ
ん
と

世
界
初
演
す
る
予
定
で
す
。
プ
ラ
イ
ベ
ー
ト

な
ホ
ー
ル
な
の
で
、
一
般
非
公
開
な
の
で
す

が
、
今
か
ら
と
て
も
楽
し
み
に
し
て
い
ま
す
。

能声楽家の青木涼子が、日仏で高評を得た
馬場法子のオペラ「Nopera AOI葵」をスイス初演

Interview

取材・文／船越清佳（音楽ライター）

作曲家の馬場法子さん（左）と能声楽家の青木涼子さん（右）。馬場さんは昨年、栄誉あるフランス芸術
院の作曲賞の一つ「フロラン・シュミット賞」を授与された


