
3つのキーワードで紐
ひ も と

解く

世
ぜ あ み

阿弥の
ことば

令れ
い

和わ

4
年ね

ん

度ど

文ぶ

ん

か化
芸げ

い

じ

ゅ

つ術
に
よ
る
子こ

ど

も供
育い

く

せ

い成
推す

い

し

ん進
事じ

ぎ

ょ

う業
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般
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ぜ
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世
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能の
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が
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公こ
う
え
ん演

巡巡
じ

ゅ

ん

じ

ゅ

ん

回回か

い

か

い

公
演
事
業

公
演
事
業

我わ

が
国く
に

の
一い
ち
り
ゅ
う流の

文ぶ
ん
か
げ
い
じ
ゅ
つ
だ
ん
た
い

化
芸
術
団
体
が
、小し
ょ
う
が
っ
こ
う

学
校
・
中ち
ゅ
う
が
っ
こ
う

学
校
等な
ど

に
お
い
て
公こ
う
え
ん演

し
、

子こ
ど
も供

た
ち
が
優す
ぐ

れ
た
文ぶ
ん
か
げ
い
じ
ゅ
つ

化
芸
術
を
鑑か
ん
し
ょ
う賞す

る
機き
か
い会

を
得え

る
こ
と
に
よ
り
、

子こ
ど
も供

た
ち
の
発は
っ
そ
う
り
ょ
く

想
力
や
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
能の
う
り
ょ
く力の

育い
く
せ
い成

、将し
ょ
う
ら
い来

の
芸げ
い
じ
ゅ
つ
か

術
家
の
育い
く
せ
い成

や

国こ
く
み
ん民

の
芸げ
い
じ
ゅ
つ
か
ん
し
ょ
う
の
う
り
ょ
く

術
鑑
賞
能
力
の
向こ
う
じ
ょ
う上

に
つ
な
げ
る
こ
と
を
目も
く
て
き的

と
し
て
い
ま
す
。

事じ
ぜ
ん前

の
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
で
は
、子こ
ど
も供

た
ち
に
実じ
つ
え
ん
し
ど
う

演
指
導
又ま
た

は
鑑か
ん
し
ょ
う
し
ど
う

賞
指
導
を
行お
こ
な

い
ま
す
。

ま
た
、実じ
つ
え
ん演

で
は
、で
き
る
だ
け
子こ
ど
も供

た
ち
に
も
参さ
ん
か加

し
て
も
ら
い
ま
す
。

1.
2.
3.
4.
5.

イントロダクション／能
の う

を知
し

る

お稽
け い こ

古／実
じ つ ぎ た い け ん

技体験

上
じょうえんきょく

演曲の解
か い せ つ

説

能
の う

「安
あ だ ち が は ら

達原」上
じ ょ う え ん

演

質
し つ も ん

問の時
じ か ん

間

本
ほ ん じ つ

日のプログラム 　

諸しょ
こ
く国
を
巡めぐ
っ
て
修しゅ
ぎ
ょ
う行
の
旅たび
を
し
て
い
た
山やま
ぶ
し伏
た
ち

（
ワ
キ
）
が
、陸みち
の
く奥（
東とう
ほ
く
ち
ほ
う

北
地
方
）
の
安あだ
ち
が
は
ら

達
原
（
現げん
ざ
い在
の
福ふく

島しま
け
ん
に
ほ
ん
ま
つ
し
あ
た

県
二
本
松
市
辺
り
）
で
夕ゆう
ぐ暮
れ
を
迎むか
え
ま
す
。
山やま
ぶ
し伏

た
ち
は
運うん
よ良
く
一いっ
け
ん軒
の
家いえ
を
見み
つ
け
、そ
こ
に
住す
む

年とし
お老
い
た
女おん
な
し
ゅ
じ
ん

主
人
（
前まえ
シ
テ
）
に
頼たの
み
込こ
ん
で
、一ひと
ば
ん晩

泊と
め
て
も
ら
う
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
ど
こ
か
寂さみ
し
げ

な
女おん
な
し
ゅ
じ
ん

主
人
は
、糸いとぐ
る
ま車（
糸いと
く繰
り
の
道どう
ぐ具
）
を
回まわ
し
な
が
ら

日ひ
び々

の
辛つら
い
生せい
か
つ活
の
様よう
す子
な
ど
を
語かた
り
聞き
か
せ
ま
す
。

や
が
て
夜よ
が
更ふ
け
て
寒さむ
さ
が
強つよ
く
な
る
と
、山やま
ぶ
し伏
た
ち

に
「
決けっ
し
て
寝しん
し
つ室
は
見み
な
い
よ
う
に
」と
言い
い
聞き
か
せ

て
薪まき
を
取と
り
に
出で
か
け
て
行い
き
ま
し
た
。

　

し
か
し
、好こう
き
し
ん
奇
心
が
抑おさ
え
ら
れ
な
く
な
っ
た
山やま
ぶ
し伏
の

一ひと
り人
が
寝しん
し
つ室
を
覗のぞ
き
込こ
ん
で
し
ま
っ
た
の
で
す
。
部へ
や屋

の
中なか
に
は
、数かぞ
え
き
れ
な
い
ほ
ど
の
死しが
い骸
が
積つ
み
上あ
げ

ら
れ
、慌あわ
て
た
一いっ
こ
う行
は
急いそ
い
で
そ
の
場ば
か
ら
逃に
げ
出だ
し

ま
す
。
そ
こ
に
鬼おに
と
な
っ
た
女おん
な
し
ゅ
じ
ん

主
人
（
後のち
シ
テ
）
が
追お
い

か
け
て
く
る
の
で
す
が
、山やま
ぶ
し伏
た
ち
は
一いっ
し
ょ
う
け
ん
め
い

生
懸
命
に
祈いの

り
、そ
の
法ほう
り
き力
に
負ま
け
た
鬼きじ
ょ女
は
姿
す
が
たを
消け
す
の
で
し
た
。

室
む ろ ま ち じ だ い

町時代に大
だいかつやく

活躍して能
のう

を作
つく

り上
あ

げた世
ぜ あ み

阿弥は、役
やくしゃ

者
としての生

い

き方
かた

や心
こころがま

構えを『風
ふ う し か で ん

姿花伝』をはじめとする本
ほん

にまとめました。その言
こ と ば

葉は能
のう

の役
やくしゃ

者だけではなく、現
げんだい

代
を生

い

きる私
わたし

たちにも多
おお

くのことを気
き

づかせてくれます。

初し

ょ

し

ん心
忘
る

　

べ
か
ら
ず

離
見
の
見

秘
す
れ
ば
花

「初
しょしん

心」ってなんだろう!?　

「離
り け ん

見」が芸
げい

の上
じょうたつ

達に
欠

か

かせない!?

人
ひと

を惹
ひ

きつける「花
はな

」とは!?

「初
しょしん

心」とは、まだ右
みぎ

も左
ひだり

もわからない不
ふ な

慣れな
心
こころ

の状
じょうたい

態を指
さ

します。世
ぜ あ み

阿弥は未
みじゅく

熟だったとき
のことを忘

わす
れず、努

どりょく
力を重

かさ
ねていくことが大

たいせつ
切だ

と強
きょうちょう

調しました。でも、初
しょしん

心の段
だんかい

階をひとつ乗
の

り
越
こ

えても、また新
あら

たな初
しょしん

心の段
だんかい

階が訪
おとず

れます。だ
から世

ぜ あ み
阿弥は「時

ときとき
時の初

しょしん
心を忘

わす
れないように」と

も伝
つた

えました。子
こども

供でも大
おとな

人でも、初
はじ

めて経
けいけん

験
すること（初

しょしん
心の境

きょうち
地）はたくさんあります。そん

なとき、上
う ま

手く出
で き

来なかったときがあったことを忘
わす

れずに目
め

の前
まえ

のことに丁
ていねい

寧に向
む

き合
あ

って、常
つね

に
芸
げい

を向
こうじょう

上させようとする思
おも

いがこの言
ことば

葉には込
こ

められています。

スマホで動
どうがさつえい

画撮影が気
きがる

軽に楽
たの

しめる
現
げんだい

代。動
どうが

画に写
うつ

った自
じぶん

分の姿
すがた

を観
み

て、今
いま

まで気
き

が付
つ

かなかったクセなどを発
はっけん

見し
たことはありませんか？ 自

じぶん
分の姿

すがた
を離

はな
れ

て観
かんさつ

察する、これが「離
りけん

見」です。世
ぜ あ み

阿弥
が生

い
きた室

むろまちじだい
町時代は、動

どうがさつえいぎじゅつ
画撮影技術な

どありません。でも、一
いちりゅう

流の役
やくしゃ

者であった
世
ぜ あ み

阿弥はそれでも自
じぶん

分がお客
きゃく

さんからど
う見

み
えるのかを常

つね
に考

かんが
え、もし下

へ た
手に見

み
え

るところがあれば直
なお

していこうと努
どりょく

力した
のです。初

しょしん
心を忘

わす
れずにいつも努

どりょく
力し、と

きには自
じぶん

分を冷
れいせい

静に観
かんさつ

察して良
よ

くないと
ころは改

あらた
め、真

まこと
の花

はな
（本

ほんとう
当の美

うつく
しさ）を

残
のこ

そうとした世
ぜ あ み

阿弥の生
い

き方
かた

には、私
わたし

たち
も学

まな
ぶべきものがたくさんあるはずです。

能
のう

の世
せかい

界では花
はな

の一
ひとこと

言が、美
うつく

しさや魅
みりょく

力という意
い み

味で使
つか

われます。毎
まいにち

日、
たくさん稽

けいこ
古をして芸

げい
を身

み
につけたら、すぐにお客

きゃく
さんにそれを見

み
せるので

はなく、一
いちど

度は自
じぶん

分の内
うちがわ

側にそっと秘
ひ

めてみる。すると、それが人
ひと

の魅
みりょく

力を
高
たか

める花
はな

（美
うつく

しさ）になると世
ぜ あ み

阿弥は考
かんが

えました。しかし、植
しょくぶつ

物の花
はな

と同
おな

じように、役
やくしゃ

者の花
はな

もずっと保
たも

ち続
つづ

けられるものではないことを知
し

っていた
のが世

ぜ あ み
阿弥のすごいところ。やがて、年

としお
老いたときに残

のこ
る花

はな
を「真

まこと
の花

はな
」と

呼
よ

び、妥
だきょう

協を許
ゆる

さない厳
きび

しい修
しゅぎょう

行をいつも積
つ

み重
かさ

ねていったのです。
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一
いっぱんしゃだんほうじんかんぜかい

般社団法人観世会は、1900年
ねん

に設
せつりつ

立された
伝
でんとうげいのう

統芸能「能
のうがく

楽」観
かんぜりゅう

世流の中
ちゅうしん

心を担
にな

う団
だんたい

体で
す。代

だいひょう
表を務

つと
める二

にじゅうろくせ
十六世観

かんぜそうけ
世宗家 観

かんぜきよかず
世清和

は室
むろまちじだい

町時代に能
のうがく

楽を大
たいせい

成した観
かんあみ

阿弥・世
ぜ あ み

阿弥
父
ふ し

子の流
なが

れを汲
く

み、日
にほん

本の能
のうがくかい

楽界を牽
けんいん

引す
る重

じゅうよう
要な立

たちば
場にあります。東

とうきょう
京・銀

ぎんざ
座にある

二
にじゅうごせ

十五世観
かんぜさこん

世左近記
きねん

念観
かんぜ

世能
のうがくどう

楽堂を活
かつどうきょてん

動拠点
に定

ていきこうえん
期公演を開

かいさい
催し、約

やく
700年

ねん
にわたる伝

でんとう
統の

継
けいしょう

承と普
ふきゅう

及・発
はってん

展に取
と

り組
く

んでいます。

発行：一般社団法人観世会　イラストレーション・デザイン：小柳英隆（雷伝舎）

『 』

安あ
だ
ち
が
は
ら

達
原
の
あ
ら
す
じ

能「安達原」シテ：観世清和

（※各校により内容が異なる場合があります）
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　能
の う

は仮
か め ん

面（能
のうめん

面といいます）をつけて演
え ん

じられる日
に ほ ん ど く じ

本独自の演
えんげき

劇です。昔
むかし

の人
ひ と

が作
つ く

った200種
しゅるい

類以
いじょう

上の物
ものがたり

語を中
ちゅうしん

心
に、今

い ま

も新
あたら

しい作
さくひん

品が作
つ く

られることもあります。能
の う

の大
お お

きな特
とくちょう

徴は、神
かみさま

様や鬼
お に

が登
とうじょう

場するお話
はなし

がたくさんあること。たと
えば、神

かみさま

様が現
あらわ

れて「毎
まいにち

日が平
へ い わ

和でありますように」と祈
い の

ったり、怒
お こ

っている鬼
お に

の気
き も

持ちを祈
い の

りの力
ちから

で鎮
し ず

めたり─能
の う

には
祈
い の

りの場
ば め ん

面がたくさん描
え が

かれていることから、「祈
い の

りの芸
げいじゅつ

術」としても長
な が

く親
し た

しまれてきました。
　主

しゅやく
役をシテ、その相

あ い て や く
手役をワキと呼

よ
び、笛

ふえ
や鼓

つづみ
などの奏

そうしゃ
者（囃

はやしかた
子方）と、情

じょうけいびょうしゃ
景描写や登

とうじょうじんぶつ
場人物の気

き も
持ちなどを謡

うた
い上

あ

げる地
じうたい

謡という出
しゅつえんしゃ

演者とともに物
ものがたり

語が進
すす

んでいきます。その歴
れ き し

史は室
むろまちじだい

町時代に始
はじ

まりますが、起
き げ ん

源を辿
たど

っていくと1300
年
ねんいじょうまえ

以上前の奈
な ら じ だ い

良時代にまで遡
さかのぼ

ることもできます。

早
は や わ

分かり年
ね ん ぴ ょ う

表！

3つの時
じ だ い

代から学
ま な

ぶ「能
のう

の歴
れ き し

史」
能
のう

には約
やく

700年
ねん

にわたるとても長
なが

い歴
れ き し

史があります。
令
れ い わ

和の時
じ だ い

代を迎
むか

えた現
げんざい

在、世
せ か い

界の人
ひとびと

々に楽
たの

しまれる
能
のう

の歴
れ き し

史を3つの時
じ だ い

代に分
わ

けて学
まな

んでいきましょう。

能
のうがくどう

楽堂を訪
おとず

れると、伝
でんとうてき

統的な建
けんちくようしき

築様式の大
おお

きな舞
ぶ た い

台が目
め

に飛
と

び込
こ

んできます。能
の う ぶ た い

舞台は、普
ふ つ う

通
の劇

げきじょう

場にはない造
つく

りがたくさんあります。一
ひと

つひとつの意
い み

味を学
まな

んで、能
のう

を楽
たの

しく鑑
かんしょう

賞しましょう。

能
の う

は、日
に ほ ん

本で誕
た ん じ ょ う

生した仮
か め ん げ き

面劇

1
室室む

ろ

ま

ち

じ

だ

い

む

ろ

ま

ち

じ

だ

い

町
時
代

町
時
代

（
1
3
3
6
年ね

ん

～
1
5
7
3
年ね

ん

）

2
江江え

ど

じ

だ

い

え

ど

じ

だ

い

戸
時
代

戸
時
代

（
1
6
0
3
年ね

ん

～
1
8
6
8
年ね

ん

）

3
昭昭し

ょ

う

わ

し

ょ

う

わ和和・・平平へ

い

せ

い

へ

い

せ

い成成・・

令令れ

い

わ

れ

い

わ和和
のの
時時じ

だ

い

じ

だ

い代代

（
1
9
2
6
年ね

ん

～
現げ

ん
ざ
い在

）

今
いま

から約
やく

700年
ねんまえ

前の室
むろまちじだい

町時代、能
のう

は現
げんざい

在
のようなスタイルに完

かんせい
成されました。そ

の中
ちゅうしんてきやくわり

心的役割を果
は

たしたのが観
か ん あ み

阿弥・
世
ぜ あ み

阿弥の親
お や こ

子です。能
のう

の役
やくしゃ

者としてだけ
でなく、物

ものがたり
語の演

えんしゅつか
出家としても才

さいのう
能を発

はっき
揮

し、今
いま

もふたりの作
つく

った能
のう

が数
かずおお

多く上
じょうえん

演
されています。また、世

ぜ あ み
阿弥が書

か
き残

のこ
した

『風
ふ う し か で ん

姿花伝』は世
せ か い さ い こ

界最古の演
えんげきろん

劇論として
現
げんざい

在では世
せかいじゅう

界中で親
した

しまれているのです。

歴
れ き し

史のスタートは室
む ろ ま ち じ だ い

町時代
徳
とくがわいえやす

川家康が江
え ど

戸に幕
ば く ふ

府を開
ひら

き、約
やく

250
年
ねん

にわたる江
え ど じ だ い

戸時代がはじまります。徳
とくがわ

川
幕
ば く ふ

府は、能
のう

を「式
しきがく

楽（公
こうしき

式の儀
ぎ し き

式で用
もち

い
る芸

げいのう
能）」として認

にんてい
定し、能

のう
は格

かくしき
式のある

芸
げいのう

能として大
たいせつ

切にされたのです。その影
えいきょう

響
を受

う
けて全

ぜんこく
国の大

だいみょう
名も能

のう
を愛

あいこう
好し、お

屋
や

敷
しき

には能
のうぶたい

舞台が作
つく

られることも珍
めずら

しく
なく、庶

しょみん
民の間

あいだ
では能

のう
の謡

うたい
（物

ものがたり
語のセリ

フ）のお稽
けいこ

古が人
にんき

気を博
はく

します。

江
え ど じ だ い

戸時代、能
のう

は公
こうしき

式の芸
げいのう

能に！
昭
しょうわ

和の時
じだい

代になると、能
のう

の海
かいがいこうえん

外公演も活
かっぱつ

発
になります。世

せかいさいこ
界最古の演

えんげき
劇として、能

のう
が作

つく

り出
だ

す独
どくじ

自の美
うつく

しさが世
せかいじゅう

界中の人
ひと

たちに
伝
つた

わったのです。その結
けっか

果、平
へいせい

成20年
ねん

には
ユネスコの「世

せかいむけいぶんかいさん
界無形文化遺産」に登

とうろく
録され

ます。平
へいせい

成28年
ねん

にはアメリカのニューヨーク
で毎

まいとしかいさい
年開催される世

せかいてき
界的な演

えんげき
劇の祭

さいてん
典「リ

ンカーンセンターフェスティバル」に二
にじゅうろくせ

十六世
観
かんぜそうけ

世宗家 観
かんぜきよかず

世清和、嫡
ちゃくなん

男の観
かんぜさぶろうた

世三郎太を
はじめとする観

かんぜかい
世会の能

のうがくし
楽師が出

しゅつえん
演しまし

た。5日
かかん

間行
おこな

われた能
のうがくこうえん

楽公演は大
だいせいこう

成功し、
世
せかい

界の人
ひとびと

々から喝
かっさい

采を浴
あ

びました。

世
せ か い

界が認
みと

める舞
ぶたいげいじゅつ

台芸術へ

不
ふ し ぎ

思議がいっぱい

能
の う が く ど う

楽堂のなかを見
み

てみよう！

屋
や ね

根
舞
ぶたい

台の上
うえ

には大
おお

きな屋
や ね

根が
あります。屋

や ね
根の存

そんざい
在はその

昔
むかし

、能
のうぶたい

舞台が屋
おくがい

外にあった
名
なごり

残です。

老
お い ま つ

松
能
のうぶたい

舞台の正
しょうめんおく

面 奥には、必
かなら

ず大
おお

きな老
おいまつ

松が描
えが

かれていま
す。能

のう
は祈

いの
りの芸

げいのう
能ともいわ

れます。老
おいまつ

松には神
かみさま

様が宿
やど

っ
ていると考

かんが
え、いつも神

しんせい
聖な

気
き も

持ちで舞
ぶたい

台に立
た

つのです。

三
さ ん

本
ほ ん

の松
ま つ

本
ほんぶたい

舞台に近
ちか

い方
ほう

から順
じゅんばん

番
に一

いち
の松

まつ
、二

に
の松

まつ
、三

さん
の松

まつ

と呼
よ

ばれる三
さんぼん

本の松
まつ

が並
なら

びます。遠
えんきんほう

近法の効
こうか

果を
利
りよう

用して、大
おお

きさも順
じゅんばん

番に
小
ちい

さくなっていきます。

橋
は し が か

掛り
揚
あげまく

幕から本
ほんぶたい

舞台へ続
つづ

く道
みち

が
橋
はしがか

掛りです。能
のうぶたいどくじ

舞台独自の
舞
ぶたいくうかん

台空間で、ここでの演
えんぎ

技
も見

みのが
逃すことができません。

地
じ う た い

謡
舞
ぶたいみぎはじ

台右端に 並
なら

んで 座
すわ

る
役
やくしゃ

者を地
じうたい

謡（通
つうじょう

常は8名
めい

）
と呼

よ
びます。物

ものがたり
語の情

じょうけい
景

や舞
ぶたいじょう

台上の人
じんぶつ

物の気
き も

持ち
を代

か
わりに表

ひょうげん
現したりする

大
たいせつ

切な存
そんざい

在です。

本
ほ ん ぶ た い

舞台と柱
はしら

一
いっぺん

辺が約
やく

6mの正
せいほうけい

方形の
空
くうかん

間が本
ほんぶたい

舞台です。それぞれ
の隅

すみ
には、橋

はしがか
掛りに近

ちか
い方

ほう
か

ら時
とけいまわ

計回りにシテ柱
ばしら

、笛
ふえばしら

柱、
ワキ柱

ばしら
、目

めつけばしら
付柱と名

な づ
付けら

れた屋
や ね

根を支
ささ

える柱
はしら

がありま
す。能

のうめん
面をかけたシテの視

しかい
界

は限
かぎ

られているので、柱
はしら

は
目
めじるし

印としても役
やくだ

立っています。

切
き り ど ぐ ち

戸口
地
じうたい

謡の人
ひと

たちの出
で い

入りなど
に使

つか
われる、小

ちい
さな引

ひ
き戸

ど

が切
きりどぐち

戸口です。

階
きざはし

舞
ぶたいちゅうおう

台中央にある階
かいだん

段を 階
きざはし

といいます。昔
むかし

、能
のう

の開
かいし

始
を呼

よ
びかけるときの上

のぼ
り下

お

りに使
つか

われましたが、現
げんざい

在は
使
つか

われることはありません。

揚
あ げ ま く

幕と鏡
かがみ

の間
ま

橋
はしがか

掛りと鏡
かがみ

の間
ま

を仕
し き

切る
5色

しき
の幕

まく
が揚

あげまく
幕です。シテ

やワキ、お囃
はやし

子を担
たんとう

当する
役
やくしゃ

者はみんなこの幕
まく

から出
で い

入
りします。揚

あげまく
幕の奥

おく
には大

おお
き

な 鏡
かがみ

が据
す

え付
つ

けられている
鏡
かがみ

の間
ま

があります。シテは
ここで能

のうめん
面をつけ、気

き も
持ちを

集
しゅうちゅう

中させて出
でばん

番を待
ま

ちます。

シテ
能
のう

の世
せかい

界では物
ものがたり

語の主
しゅやく

役
をシテと呼

よ
びます。能

のう
には

200以
いじょう

上の演
えんもく

目があり、多
おお

く
は能

のうめん
面をかけて登

とうじょう
場します。

ワキ
シテの相

あいてやく
手役を勤

つと
める役

やくしゃ
者

をワキといいます。現
げんじつ

実を生
い

き
る人

じんぶつ
物として登

とうじょう
場するので、

能
のうめん

面をかけることはありません。

四
し び ょ う し

拍子
右
みぎ

から 順
じゅんばん

番 に笛
ふえ

、小
こつづみ

鼓、
大
おおつづみ

鼓、太
たいこ

鼓の楽
がっき

器を担
たんとう

当
する役

やくしゃ
者が並

なら
びます。それぞ

れの楽
がっき

器の音
ねいろ

色が、物
ものがたり

語の
雰
ふんいき

囲気を一
いちだん

段と高
たか

めます。

［豆
まめじょうほう

情報］ 左
ひだり

に描
えが

いた渦
う ず ま

巻き模
も よ う

様は「観
かんぜみず

世水」、
隣
となり

のページに描
えが

いた鳥
とり

は「観
か ん ぜ ち ど り

世千鳥」と呼
よ

ばれます。
2つとも観

か ん ぜ け
世家を発

はっしょう
祥とする伝

でんとうてき
統的な図

ず が ら
柄で、

今
いま

では日
にほんじゅう

本中で広
ひろ

く愛
あいこう

好されています。



3つのキーワードで紐解く

世阿弥の
ことば

令
和
4
年
度

文
化
芸
術
に
よ
る
子
供
育
成
推
進
事
業

一
般
社
団
法
人
観か

ん
ぜ
か
い

世
会　

能の
う
が
く楽

公
演

巡
回
公
演
事
業

巡
回
公
演
事
業

我
が
国
の
一
流
の
文
化
芸
術
団
体
が
、小
学
校
・
中
学
校
等
に
お
い
て
公
演
し
、

子
供
た
ち
が
優
れ
た
文
化
芸
術
を
鑑
賞
す
る
機
会
を
得
る
こ
と
に
よ
り
、

子
供
た
ち
の
発
想
力
や
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
能
力
の
育
成
、将
来
の
芸
術
家
の
育
成
や

国
民
の
芸
術
鑑
賞
能
力
の
向
上
に
つ
な
げ
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
ま
す
。

事
前
の
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
で
は
、子
供
た
ち
に
実
演
指
導
又
は
鑑
賞
指
導
を
行
い
ま
す
。

ま
た
、実
演
で
は
、で
き
る
だ
け
子
供
た
ち
に
も
参
加
し
て
も
ら
い
ま
す
。

1.
2.
3.
4.
5.

イントロダクション／能を知る

お稽古／実技体験

上演曲の解説

能「安
あ だ ち が は ら

達原」上演

質問の時間

本日のプログラム 　

諸
国
を
巡
っ
て
修
行
の
旅
を
し
て
い
た
山やま
ぶ
し伏
た
ち

（
ワ
キ
）
が
、陸みち
の
く奥（
東
北
地
方
）
の
安
達
原
（
現
在
の
福

島
県
二
本
松
市
辺
り
）
で
夕
暮
れ
を
迎
え
ま
す
。
山
伏

た
ち
は
運
良
く
一
軒
の
家
を
見
つ
け
、そ
こ
に
住
む
年

老
い
た
女
主
人
（
前
シ
テ
）
に
頼
み
込
ん
で
、一
晩
泊

め
て
も
ら
う
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
ど
こ
か
寂
し
げ
な

女
主
人
は
、糸
車
（
糸
繰
り
の
道
具
）
を
回
し
な
が
ら

日
々
の
辛つら
い
生
活
の
様
子
な
ど
を
語
り
聞
か
せ
ま
す
。

や
が
て
夜
が
更
け
て
寒
さ
が
強
く
な
る
と
、山
伏
た
ち

に
「
決
し
て
寝
室
は
見
な
い
よ
う
に
」と
言
い
聞
か
せ

て
薪
を
取
り
に
出
か
け
て
行
き
ま
し
た
。

　

し
か
し
、好
奇
心
が
抑
え
ら
れ
な
く
な
っ
た
山
伏
の

一
人
が
寝
室
を
覗
き
込
ん
で
し
ま
っ
た
の
で
す
。
部
屋

の
中
に
は
、数
え
き
れ
な
い
ほ
ど
の
死しが
い骸
が
積
み
上
げ

ら
れ
、慌
て
た
一
行
は
急
い
で
そ
の
場
か
ら
逃
げ
出
し

ま
す
。
そ
こ
に
鬼
と
な
っ
た
女
主
人
（
後
シ
テ
）
が
追
い

か
け
て
く
る
の
で
す
が
、山
伏
た
ち
は
一
生
懸
命
に
祈

り
、そ
の
法ほう
り
き力
に
負
け
た
鬼
女
は
姿
を
消
す
の
で
し
た
。

室町時代に大活躍して能を作り上げた世
ぜ あ み

阿弥は、役者
としての生き方や心構えを『風

ふ う し か で ん

姿花伝』をはじめとする本
にまとめました。その言葉は能の役者だけではなく、現
代を生きる私たちにも多くのことを気づかせてくれます。

初
心
忘
る

　

べ
か
ら
ず

離
見
の
見

秘
す
れ
ば
花

「初
しょしん

心」ってなんだろう!?　

「離
り け ん

見」が芸の上達に
欠かせない!?

人を惹きつける「花」とは!?

「初
しょしん

心」とは、まだ右も左もわからない不慣れな
心の状態を指します。世阿弥は未熟だったときの
ことを忘れず、努力を重ねていくことが大切だと強
調しました。でも、初心の段階をひとつ乗り越えて
も、また新たな初心の段階が訪れます。だから世
阿弥は「時

ときとき
時の初心を忘れないように」とも伝えま

した。子供でも大人でも、初めて経験すること（初
心の境地）はたくさんあります。そんなとき、上手く
出来なかったときがあったことを忘れずに目の前の
ことに丁寧に向き合って、常に芸を向上させようと
する思いがこの言葉には込められています。

スマホで動画撮影が気軽に楽しめる現
代。動画に写った自分の姿を観て、今ま
で気が付かなかったクセなどを発見した
ことはありませんか？　自分の姿を離れ
て観察する、これが「離見」です。世阿弥
が生きた室町時代は、動画撮影技術など
ありません。でも、一流の役者であった
世阿弥はそれでも自分がお客さんからど
う見えるのかを常に考え、もし下手に見え
るところがあれば直していこうと努力した
のです。初心を忘れずにいつも努力し、と
きには自分を冷静に観察して良くないと
ころは改め、真

まこと
の花（本当の美しさ）を

残そうとした世
ぜ あ み

阿弥の生き方には、私たち
も学ぶべきものがたくさんあるはずです。

能の世界では花の一言が、美しさや魅力という意味で使われます。毎日、た
くさん稽古をして芸を身につけたら、すぐにお客さんにそれを見せるのでは
なく、一度は自分の内側にそっと秘めてみる。すると、それが人の魅力を高め
る花（美しさ）になると世阿弥は考えました。しかし、植物の花と同じように、
役者の花もずっと保ち続けられるものではないことを知っていたのが世

ぜ あ み
阿弥

のすごいところ。やがて、年老いたときに残る花を「 真
まこと

の花」と呼び、妥協を
許さない厳しい修行をいつも積み重ねていったのです。

一般社団法人 観世会
東京都中央区銀座6-10-1 
GINZA SIX 地下3階

TEL. 03-6274-6579
FAX. 03-6274-6589
ホームページアドレス https://kanze.net
メールアドレス kanzekai@kanze.net

一般社団法人観世会は、1900年に設立さ
れた伝統芸能「能楽」観

かんぜりゅう
世流の中心を担う

団体です。代表を務める二十六世観
かんぜそうけ

世宗家 
観
かんぜきよかず

世清和は室町時代に能楽を大成した
観
かんあみ

阿弥・世
ぜ あ み

阿弥父子の流れを汲み、日本の能楽
界を牽

けんいん
引する重要な立場にあります。東京・銀座

にある二十五世観
かんぜさこん

世左近記念 観
かんぜ

世能楽堂を
活動拠点に定期公演を開催し、約700年にわた
る伝統の継承と普及・発展に取り組んでいます。

発行：一般社団法人観世会　イラストレーション・デザイン：小柳英隆（雷伝舎）

『 』

安
達
原
の
あ
ら
す
じ

能「安達原」シテ：観世清和

（※各校により内容が異なる場合があります）



［豆情報］ 左に描いた渦巻き模様は「観世水」、
隣のページに描いた鳥は「観世千鳥」と呼ばれます。
2つとも観世家を発祥とする伝統的な図柄で、
今では日本中で広く親しまれています。

　能は仮面（能面といいます）をつけて演じられる日本独自の演劇です。昔の人が作った200種類以上の物語を中心に、
今も新しい作品が作られることもあります。能の大きな特徴は、神様や鬼が登場するお話がたくさんあること。たとえば、神
様が現れて「毎日が平和でありますように」と祈ったり、怒っている鬼の気持ちを祈りの力で鎮

し ず

めたり─能には祈りの場面
がたくさん描かれていることから、「祈りの芸術」としても長く親しまれてきました。
　主役をシテ、その相手役をワキと呼び、笛や鼓

つづみ
などの奏者（囃子方）と、情景描写や登場人物の気持ちなどを謡い上げる

地
じうたい

謡という出演者とともに物語が進んでいきます。その歴史は室町時代に始まりますが、起源を辿
たど

っていくと1300年以上
前の奈良時代にまで遡

さかのぼ
ることもできます。

早分かり年表！

3つの時代から学ぶ「能の歴史」
能には約700年にわたるとても長い歴史があります。
令和の時代を迎えた現在、世界の人 に々楽しまれる
能の歴史を3つの時代に分けて学んでいきましょう。

能楽堂を訪れると、伝統的な建築様式の大きな舞台が目に飛び込んできます。能舞台は、普通の
劇場にはない造りがたくさんあります。一つひとつの意味を学んで、能を楽しく鑑賞しましょう。

能は、日本で誕生した仮面劇

1
室
町
時
代

室
町
時
代

（
1
3
3
6
年
～
1
5
7
3
年
）

2
江
戸
時
代

江
戸
時
代

（
1
6
0
3
年
～
1
8
6
8
年
）

3
昭
和・平
成・

昭
和・平
成・

令
和
の
時
代

令
和
の
時
代

（
1
9
2
6
年
～
現
在
）

今から約700年前の室町時代、能は現在
のようなスタイルに完成されました。その中
心的役割を果たしたのが観

か ん あ み
阿弥・世

ぜ あ み
阿弥の

親子です。能の役者としてだけでなく、物
語の演出家としても才能を発揮し、今もふ
たりの作った能が数多く上演されています。
また、世阿弥が書き残した『風

ふうしかでん
姿花伝』は世

界最古の演劇論として現在では世界中で
親しまれているのです。

歴史のスタートは室町時代

徳川家康が江戸に幕府を開き、約250年
にわたる江戸時代がはじまります。徳川幕
府は、能を「式

しきがく
楽（公式の儀式で用いる芸

能）」として認定し、能は格式のある芸能と
して大切にされたのです。その影響を受けて
全国の大名も能を愛好し、お屋敷には能舞
台が作られることも珍しくなく、庶民の間で
は能の謡

うたい
（物語のセリフ）のお稽古が人気

を博します。

江戸時代、能は公式の芸能に！

昭和の時代になると、能の海外公演も活発
になります。世界最古の演劇として、能が作
り出す独自の美しさが世界中の人たちに伝
わったのです。その結果、平成20年にはユ
ネスコの「世界無形文化遺産」に登録されま
す。平成28年にはアメリカのニューヨークで
毎年開催される世界的な演劇の祭典「リン
カーンセンターフェスティバル」に二十六世
観
かんぜそうけ

世宗家 観
かんぜきよかず

世清和、嫡
ちゃくなん

男の観
かんぜさぶろうた

世三郎太
をはじめとする観

かんぜかい
世会の能楽師が出演しま

した。5日間行われた能楽公演は大成功し、
世界の人々 から喝采を浴びました。

世界が認める舞台芸術へ

不思議がいっぱい

能楽堂のなかを見てみよう！

屋根
舞台の上には大きな屋根が
あります。屋根の存在はその
昔、能舞台が屋外にあった
名残です。

老松
能舞台の正面奥には、必ず
大きな老松が描かれていま
す。能は祈りの芸能ともいわ
れます。老松には神様が宿っ
ていると考え、いつも神聖な
気持ちで舞台に立つのです。

三本の松
本舞台に近い方から順番に
一の松、二の松、三の松と呼
ばれる三本の松が並びます。
遠近法の効果を利用して、
大きさも順番に小さくなって
いきます。

橋
は し が か

掛り
揚
あげまく

幕から本舞台へ続く道が
橋掛りです。能舞台独自の舞
台空間で、ここでの演技も見
逃すことができません。

地
じ う た い

謡
舞台右端に並んで座る役者を
地謡（通常は8名）と呼びます。
物語の情景や舞台上の人物の
気持ちを代わりに表現したり
する大切な存在です。

本舞台と柱
一辺が約6mの正方形の空
間が本舞台です。それぞれの
隅
すみ

には、橋
はしがか

掛りに近い方から
時計回りにシテ柱、笛柱、ワ
キ柱、目

め つ け
付柱と名付けられた

屋根を支える柱があります。
能面をかけたシテの視界は
限られているので、柱は目印
としても役立っています。

切戸口
地
じうたい

謡の人たちの出入りなど
に使われる、小さな引き戸が
切戸口です。

階
きざはし

舞台中央にある階段を階と
いいます。昔、能の開始を呼
びかけるときの上り下りに使
われましたが、現在は使われ
ることはありません。

揚
あ げ ま く

幕と鏡の間
橋
はしがか

掛りと鏡の間を仕切る5
色の幕が揚幕です。シテやワ
キ、お囃子を担当する役者は
みんなこの幕から出入りしま
す。揚幕の奥には大きな鏡が
据え付けられている鏡の間が
あります。シテはここで能面
をつけ、気持ちを集中させて
出番を待ちます。

シテ
能の世界では物語の主役を
シテと呼びます。能には200
以上の演目があり、多くは能
面をかけて登場します。

ワキ
シテの相手役を勤める役者を
ワキといいます。現実を生きる
人物として登場するので、能
面をかけることはありません。

四
し び ょ う し

拍子
右から順 番に笛、小

こつづみ
鼓、

大
おおつづみ

鼓、太鼓の楽器を担当す
る役者が並びます。それぞれ
の楽器の音色が、物語の雰
囲気を一段と高めます。
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