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 れい わ よ ねん ど

〈能楽公演〉
のう がく こう えん

文化庁
ぶん か ちょう

文化芸術による子供育成推進事業
 ぶん か げい じゅつ  こ ども いく せい すい しん じ ぎょう
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 こう えき ざい だん ほう じん かた やま け のう がく きょう まい ほ ぞん ざい だん

－巡回公演事業－
 じゅん かい こう えん じ ぎょう

文
ぶん

化
か

芸
げい

術
じゅつ

による子
こ

供
ども

育
いくせい

成推
すい

進
しん

事
じぎょう

業
−巡

じゅんかいこうえんじぎょう

回公演事業−
　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
ちゅうがっこうなど

学校等において公
こうえん

演し、
子
こど も

供たちが優
すぐ

れた舞
ぶたいげいじゅつ

台芸術を鑑
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。





お
囃は

や

子し

と
は
…

　
笛ふ

え

、
小こ

つ
づ
み鼓
、
大お

お
つ
づ
み鼓
、
太た

い
こ鼓
の
四よ

っ

つ
の
楽が

っ

器き

か
ら
な
る
能の

う

の
オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
で
す
（「
敦あ

つ

盛も
り

」

は
大だ

い
し
ょ
う
も
の

小
物
と
呼よ

ば
れ
、
太た

い

鼓こ

は
入は

い

り
ま
せ
ん
）。

　
笛ふ

え

は
、
合が

っ

奏そ
う

を
し
な
い
た
め
一い

っ
ぽ
ん本
一い

っ
ぽ
ん本
音お

ん

程て
い

が
違ち

が

い
ま
す
。

　
小こ

つ
づ
み鼓
と
、
一ひ

と

回ま
わ

り
大お

お

き
な
大お

お
つ
づ
み鼓
は
桜さ

く
ら

を
く

り
抜ぬ

い
た
胴ど

う

に
、
馬う

ま

皮が
わ

で
で
き
た
皮か

わ

を
麻あ

さ

紐ひ
も

で
組く

み
立た

て
ま
す
。
同お

な

じ
構こ

う

造ぞ
う

で
す
が
性せ

い

格か
く

は
正せ

い

反は
ん

対た
い

に
作つ

く

ら
れ
、
乾か

ん

燥そ
う

し
た
堅か

た

い
音お

と

を

だ
す
大お

お
つ
づ
み鼓
に
対た

い

し
て
、
小こ

つ
づ
み鼓
は
柔や

わ

ら
か
い
音お

と

を
出だ

し
ま
す
。

　
太た

い

鼓こ

は
牛う

し

の
皮か

わ

で
出で

来き

た
二に

枚ま
い

の
皮か

わ

を
、

ケ
ヤ
キ
の
胴ど

う

に
か
け
麻あ

さ

紐ひ
も

で
組く

み
立た

て
、
台だ

い

に
置お

き
二に

本ほ
ん

の
バ
チ
で
打う

ち
ま
す
。

　
楽が

く

譜ふ

は
縦た

て

書が

き
で
、
か
け
声こ

え

に
よ
っ
て
拍は

く

数す
う

と
気き

合あ

い
な
ど
の
連れ

ん

絡ら
く

を
取と

り
合あ

う
よ
う

に
出で

来き

て
い
ま
す
。

能の

う

楽が

く

と
は
…

　
能の

う

楽が
く

は
今い

ま

か
ら
約や

く

六
〇
〇
年ね

ん

前ま
え

の
室む

ろ

町ま
ち

時じ

代だ
い

に
完か

ん

成せ
い

さ
れ
ま
し
た
。
音お

ん

楽が
く

劇げ
き

の
「
能の

う

」

と
喜き

劇げ
き

の
「
狂

き
ょ
う

言げ
ん

」
を
合あ

わ
せ
て
「
能の

う

楽が
く

」

と
呼よ

び
ま
す
。

　
現げ

ん

存ぞ
ん

す
る
中な

か

で
世せ

界か
い

で
一い

ち

番ば
ん

古ふ
る

い
歴れ

き

史し

を

持も

つ
舞ぶ

台た
い

芸げ
い

術じ
ゅ
つ

で
、
歌う

た

と
舞ま

い

と
音お

ん

楽が
く

か
ら
な

る
劇げ

き

で
日に

本ほ
ん

の
中

ち
ゅ
う

世せ
い

に
生う

ま
れ
た
ミ
ュ
ー
ジ

カ
ル
で
す
。
演え

ん

目も
く

は
二
五
〇
曲き

ょ
く

以い

上じ
ょ
う

有あ

り

今い
ま

で
も
新し

ん

作さ
く

能の
う

な
ど
が
作つ

く

ら
れ
て
い
ま
す
。

　
今こ

ん

回か
い

、
見み

て
い
た
だ
く
「
舎し

ゃ
り利
」
は
室む

ろ
ま
ち町

時じ

代だ
い

の
軍ぐ

ん

記き

物も
の

「
太た

い
へ
い
き

平
記
」
か
ら
取し

ゅ

材ざ
い

を
し

た
も
の
で
す
。

　
能の

う

楽が
く

は
二
〇
〇
一
年ね

ん

、
ユ
ネ
ス
コ
の
世せ

界か
い

無む

形け
い

文ぶ
ん

化か

遺い

産さ
ん

に
宣せ

ん
げ
ん言
さ
れ
ま
し
た
。

能楽の舞台
のう がく ぶ たい
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日 本 画 制 作 小田切恵子
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 10月1日は
「国際音楽の日」です

1977年にユネスコの要請で設立された
国際音楽評議会という会議で、

翌年の1978年から毎年10月1日を、
世界の人々が音楽を通じてお互いに仲良くなり

交流を深めていくために「国際音楽の日」と
することとしました。日本では、
1994年から毎年10月1日を

「国際音楽の日」と
定めています。

？知って
いますか

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ねん よう せい せつ りつ

こく さい おん がく ひょう ぎ かい かい ぎ

よく とし ねん まい とし がつ つい たち

せ かい ひと びと おん がく つう たが なか よ

こう りゅう ふか こく さい おん がく ひ

に ほん

ねん まい とし がつついたち

こく さい おん がく ひ

さだ

こく さい おん がく ひ

がつ つい たち
し

観世流片山家は世阿弥が大成した能の伝統を京都で受け継いでいる家柄。

明治期に至るまで「禁裏御能」と呼ばれる、御所において天皇が主催される能

に奉仕するという大役を受け持っていました。明治期に六世片山九郎右衛門

と京舞井上流三世家元井上八千代の結婚とともに、一つ屋根の下に「能」と

「京舞」という二つの伝統芸能が共存することとなりました。能・京舞の

技術的な伝承だけでなく数多く保存されている能面や能装束なども後世によ

り良い形で残していくために財団法人を設立。その後、公益財団法人の認可

を受け現在に至ります。四世井上八千代（京舞）、九世片山九郎右衛門（片山

幽雪・能楽）、五世井上八千代（京舞）と、親・子・孫の三代にわたり三人の

人間国宝を輩出しています。

◎団体紹介：片山家能楽・京舞保存財団


