
後援 名古屋市（公財）名古屋市文化振興事業団

主催／名古屋宝生会

●入場の際には、受付にて入場券をお渡しください。
●上演中の写真撮影、テープレコーダー、携帯電話等のご使用及び、演能や
　ほかのお客様の迷惑となる行為はご遠慮願います。
　場合によっては退場していただくこともございますのでご了承ください。

入場券料
（全自由席）

鑑賞券 5,000円（各回１回限り）
学生券 2,000円（各回１回限り）
※中学生以上30歳以下の学生

正会員券 18,000円（年間通用４枚綴り）

演能の解説が聞けるイヤホンガイド（日本語／英語）を無料でお貸し致します。
Noh performance Guide/Rent-free for a wireless headset (Japanese/English)
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名古屋宝生会  衣斐　正宜 方 TEL/FAX 052-882-5600 メール

お問い合わせ・入場券取り扱いは、出演能楽師、または下記まで。

〒466-0051 名古屋市昭和区御器所3-23-19-802
nagoyahoushokai@castle.ocn.ne.jp

プレイガイド（鑑賞券のみ取扱い）：芸文（地下2F）／栄プレチケ92（栄地下街16番出口）／名古屋市文化振興事業団（ナディアパーク8F）
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次
回
の
予
告

能　
　

大
　
　
会

だ
い

え
和
久
荘
太
郎

11
月
18
日（
日
）

第
4
回

玉
井　

博
祜

能　
　

源
氏
供
養
　舞
入

げ
ん
じ

く
よ
う
ま
い
い
り

開演前 演目解説のお知らせ

◆
◆
◆

12時 ───── 開場
12時30分 ─── 解説
13時 ───── 能開演

出演能楽師による演目解説をいたします。

June 24, 2018 Nagoya Noh �eatre

演

者

紹

介

藤
　
シ
テ

　

本
曲
は
能
楽
と
し
て
は
最
も
オ
ー
ソ
ド
ッ
ク
ス

で
あ
り
、草
木
の
優
雅
さ
を
美
し
く
表
現
し
た

演
目
で
す
が
、宝
生
流
と
し
て
は
特
別
な
演
目

で
あ
る
と
さ
れ
て
お
り
ま
す
。こ
れ
に
は
諸
説
あ

る
の
で
す
が
、歴
史
を
紐
解
く
と
、宝
生
家
の
家

紋
に
隠
さ
れ
て
い
る
事
が
分
か
り
ま
し
た
。
宝
生

家
に
は「
矢
車
」と
い
う
紋
の
他
、「
下
が
り
藤
」

と
い
う
紋
が
あ
り
ま
す
。こ
れ
は
約
６
０
０
年
前

に
外
山
座（
宝
生
流
）が
春
日
大
社
の
勧
進
能
の

際
に
、「
下
が
り
藤
」の
紋
を
拝
領
し
た
と
あ
り

ま
す
。
そ
れ
よ
り
宝
生
家
と
藤
と
の
関
係
が
強

く
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
当
時
の
宗
家
の
思

い
と
、そ
れ
よ
り
引
き
継
が
れ
た
信
念
を
の
せ
て
、

能「
藤
」を
御
送
り
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
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昭
和
61
年
東
京
生
ま
れ
。
父
、第
19
世
宗
家
宝

生
英
照
に
師
事
。
宝
生
流
能
楽
師
佐
野
萌
、今

井
泰
男
、三
川
泉
の
薫
陶
を
受
け
る
。
平
成
３
年 

能「
西
王
母
」子
方
に
て
初
舞
台
。
平
成
20
年
に

宝
生
流
第
20
代
宗
家
を
継
承
。
こ
れ
ま
で
に

「
鷺
」「
乱
」「
石
橋
」「
道
成
寺
」「
安
宅
」「
翁
」、一

子
相
伝
曲「
弱
法
師
雙
調
ノ
舞
」を
披
く
。
伝
統

的
な
公
演
に
重
き
を
置
く
一
方
、異
流
競
演
や
復

曲
な
ど
も
行
う
。
ま
た
、公
演
活
動
の
ほ
か
、マ

ネ
ジ
メ
ン
ト
業
務
も
行
う
。
海
外
で
は
イ
タ
リ
ア
、

香
港
を
中
心
に
文
化
交
流
事
業
を
手
が
け
る
。

宝
生
　
和
英

ほ
う
し
ょ
う

か
ず
ふ
さ

俊
成
忠
度
　
シ
テ

衣
斐
　
　
愛

い
び

あ
い

　

敦
盛
、清
経
に
は
笛
、経
政
に
は
琵
琶
、忠
度
に
は
和
歌
。
平
家

の
公
達
を
扱
っ
た
曲
に
は
、一緒
に
雅
な
ア
イ
テ
ム
が
登
場
し
ま
す
。

　

と
り
わ
け
忠
度
と
和
歌
の
関
係
は
濃
く
描
か
れ
て
い
ま
す
。
平

家
物
語
に
お
け
る
忠
度
と
い
え
ば
都
落
ち
の
く
だ
り
。
戦
の
さ
な

か
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
和
歌
の
巻
物
を
携
え
て
俊
成
に
会
い

に
行
く
場
面
は
あ
ま
り
に
印
象
的
で
す
。
そ
し
て
、亡
く
な
っ
て
か

ら
も「
詠
み
人
知
ら
ず
」に
対
す
る
執
着
を「
忠
度
」「
俊
成
忠
度
」

ど
ち
ら
の
曲
で
も
謡
って
い
ま
す
。

　

さ
て「
花
や
今
宵
の
主
な
ら
ま
し
」と
は
、憎
い
ほ
ど
素
敵
な
フ

レ
ー
ズ
。
そ
の
歌
を
箙
に
さ
し
て
戦
い
の
場
に
赴
い
た
平
忠
度
の
素

顔
は
、仁
義
礼
智
信
を
正
し
く
行
い
、文
武
両
道
と
謡
わ
れ
て
い

ま
す
。
今
の
言
葉
を
使
う
な
ら
、い
わ
ゆ
る
イ
ケ
メ
ン
キ
ャ
ラ
。

　

戦
物
語
が
メ
イ
ン
の「
忠
度
」に
対
し
て
、「
俊
成
忠
度
」で
は
、

忠
度
が
愛
し
て
や
ま
な
か
っ
た
和
歌
の
物
語
が
中
心
を
占
め
ま
す
。

修
羅
道
に
あ
っ
て
ま
で
も「
さ
ざ
波
や
〜
」の
歌
が
不
思
議
な
力
を

発
し
ま
す
。

　

和
歌
の
師
、俊
成
の
卿
の
前
に
現
れ
た
平
忠
度
。
能
で
は
た
だ
の

イ
ケ
メ
ン
キ
ャ
ラ
で
片
づ
け
て
し
ま
う
わ
け
に
は
い
き
ま
せ
ん
。「
能

に
な
る
忠
度
」を
追
い
求
め
て
、舞
台
に
臨
み
ま
す
。
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東
京
芸
術
大
学
卒
。
名
古
屋
を
中
心
に
活
躍
。つ
ぼ
み
会
・
逢
の

会
を
主
宰
。
名
古
屋
市
在
住
。

藤ふ
じ

宝
生
　
和
英

8月11日（土・祝）◆第3回逢の会　
　能『忠信』祝言『高砂』 衣斐愛
8月18日（土）◆いわむら城址能
　能『杜若』 玉井博祜、能『天鼓』 辰巳満次郎

9月  2日（日）◆名古屋能楽堂定例公演
　能『海人』 衣斐愛
9月30日（日）◆第5回和久荘太郎演能空間
　能『天鼓・盤渉』 和久荘太郎

名古屋近辺の催し〈平成30年〉
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【
能
】
俊
成
忠
度
﹇
し
ゅ
ん
ぜ
い
た
だ
の
り
﹈

　

岡
部
六
弥
太（
ワ
キ
）は
、一
ノ
谷
の
合
戦
で
、平
忠
度（
シ
テ
）を
手
に
か
け
て
討
ち
ま
す
。
そ
の

時
に
、一
葉
の
短
冊
を
見
つ
け
、忠
度
の
和
歌
の
師
で
あ
っ
た
五
條
の
三
位
俊
成
卿（
藤
原
俊
成
ツ
レ
）

の
も
と
を
訪
れ
ま
す
。
俊
成
の
卿
が
そ
の
短
冊
を
取
り
上
げ
て
見
れ
ば「
故
郷
の
花
」と
い
う
題
に

て「
行
き
暮
れ
て　

木
の
下
陰
を
宿
と
せ
ば　

花
や
今
宵
の　

主
な
ら
ま
し
」と
あ
り
ま
し
た
。
忠

度
の
床
し
い
心
根
を
偲
び
、い
た
わ
し
く
思
っ
て
い
る
所
に
、忠
度
の
霊
が
現
れ
ま
す
。
忠
度
は
千
載

和
歌
集
に
一
首
を
選
ば
れ
た
こ
と
は
、嬉
し
く
思
う
け
れ
ど
、詠
み
人
知
ら
ず
と
書
か
れ
た
こ
と
は

心
残
り
で
あ
る
と
い
い
ま
す
。
俊
成
は
、朝
敵
の
身
で
あ
る
そ
な
た
の
名
を
著
わ
す
の
は
世
の
中
に

憚
ら
れ
る
こ
と
で
す
。
た
と
え
名
は
秘
め
ら
れ
て
い
て
も
、必
ず
誰
が
詠
ん
だ
歌
か
わ
か
る
ゆ
え
に
、

安
心
し
な
さ
い
と
い
い
ま
す
。
諭
さ
れ
た
忠
度
は
、和
歌
の
六
儀
な
ど
述
べ
て
い
る
う
ち
に
、俄
か
に

景
色
が
変
わ
り
、妄
執
の
晴
れ
な
い
、修
羅
道
の
物
凄
ま
じ
さ
に
苦
患
の
態
に
な
り
ま
し
た
が
、「
さ

ざ
波
や　

志
賀
の
都
は
あ
れ
に
し
を　

昔
な
が
ら
の
山
桜
か
な
」と
和
歌
の
徳
に
よ
っ
て
修
羅
の
責

め
を
免
れ
て
、春
の
夜
は
静
か
に
明
け
て
、忠
度
の
姿
も
木
陰
に
消
え
て
行
き
ま
し
た
。

◆
藤
原
俊
成
は
、千
載
和
歌
集
の
選
者
で
百
人
一
首
の
選
者
・
定
家
の
父
で
も
あ
り
ま
す
。
優
秀
な

和
歌
を
世
の
中
に
残
す
た
め
に
と
ら
れ
た
策「
詠
み
人
知
ら
ず
」。
朝
敵
、忠
度
は
俊
成
に
百
首
ほ

ど
書
か
れ
た
巻
物
を
託
し
た
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。二
人
の
和
歌
に
対
す
る
熱
い
思
い
が
垣
間
見
え

る
曲
と
言
え
ま
す
。

【
仕
舞
】
船
弁
慶
　
キ
リ
﹇
ふ
な
べ
ん
け
い
﹈

　

平
知
盛（
シ
テ
）が
亡
霊
と
な
っ
て
も
な
お
、源
義
経
、武
蔵
坊
弁
慶
一
行
に
襲
い
掛
り
ま
す
が
、

弁
慶
の
法
力
に
よ
り
祈
り
伏
せ
ら
れ
ま
す
。

【
狂
言
】
鏡
　
男
﹇
か
が
み
お
と
こ
﹈

　

訴
訟
事
が
あ
っ
て
長
ら
く
都
に
滞
在
し
て
い
た
男（
シ
テ
）、見
事
勝
訴
し
て
帰
国
の
運
び
と
な
り
、

故
郷（
越
後
国
松
之
山
家
）へ
残
し
て
き
た
妻（
ア
ド
）へ
、何
か
土
産
に
な
る
物
は
な
い
か
と
帰
途
で

幾
つ
か
の
店
を
見
て
回
り
ま
す
。
通
り
が
か
り
の
道
具
屋
で
鏡
を
目
に
し
た
男
は
、「
女
性
が
身
な

り
を
整
え
る
際
に
使
う
必
需
品
」と
い
う
道
具
屋（
ア
ド
）の
言
葉
に
、そ
の
用
途
も
知
ら
ず
に
買
い

求
め
ま
す
。
松
之
山
家
に
帰
っ
て
き
た
男
は
妻
を
喜
ば
せ
よ
う
と
鏡
を
土
産
に
渡
し
ま
す
が
、初
め

て
手
に
し
た〈
鏡
〉に
田
舎
育
ち
の
妻
は
…
…
。

　

鏡
を
知
っ
て
い
る
者
に
と
っ
て
は
他
愛
も
な
い
事
で
す
が
、神
話
の
時
代
か
ら〈
姿
を
映
す
〉事
を

魔
力
・
霊
力
と
捉
え
て
畏
怖
の
念
を
も
っ
て
扱
い
、ま
だ
庶
民
に
鏡
が
普
及
し
て
い
な
か
っ
た
事
を
背

景
と
し
つ
つ
、珍
し
い
土
産
を
求
め
て
浮
き
浮
き
と
帰
国
す
る
男
の
心
理
や
、鏡
と
初
対
面
す
る
妻

の
表
情
な
ど
、人
間
の
持
つ
様
々
な
感
情
が
よ
く
表
現
さ
れ
て
い
る
演
目
で
す
。

【
仕
舞
】
大
江
山
﹇
お
お
え
や
ま
﹈

　

丹
波
国
大
江
山
の
酒
呑
童
子（
シ
テ
）は
、足
元
も
よ
ろ
よ
ろ
と
、酒
に
酔
い
、顔
が
赤
い
の
は
私

が
鬼
で
あ
る
か
ら
で
は
あ
り
ま
せ
ん
、お
酒
の
為
で
す
と
い
い
残
し
、寝
入
っ
て
し
ま
い
ま
す
。

【
仕
舞
】
鵜
　
飼
﹇
う
か
い
﹈

　

殺
生
禁
断
の
所
に
て
夜
な
夜
な
鵜
を
使
い
漁
を
し
、非
業
の
死
を
遂
げ
た
老
人
は
、殺
生
の
罪
科

に
よ
り
、地
獄
に
堕
ち
る
べ
き
所
で
あ
る
が
、生
前
あ
る
僧
に
一
宿
さ
せ
た
功
徳
と
、僧
の
導
く
法
華

経
の
利
益
も
あ
る
の
で
、閻
魔
大
王（
シ
テ
）は
老
人
を
仏
所
に
送
り
、仏
果
を
得
さ
せ
ん
と
い
い
、

猶
も
法
華
経
の
功
徳
を
と
き
、慈
悲
を
勧
め
て
立
ち
去
り
ま
す
。

【
能
】
藤
﹇
ふ
じ
﹈

　

都
の
僧（
ワ
キ
）が
北
陸
の
名
所
を
巡
っ
た
後
に
、善
光
寺
を
参
詣
し
よ
う
と
信
濃
の
国
へ
向
か
う

途
中
、越
中
の
国
、氷
見
の
里
、多
枯
の
浦
に
辿
り
着
き
ま
す
。
僧
が
湖
水
の
景
色
や
、松
の
木
と

交
わ
っ
て
見
事
に
咲
い
て
い
る
藤
の
花
を
見
な
が
ら
、古
歌
を
思
い
出
し
て
、口
ず
さ
ん
で
い
る
と
、ど

こ
か
ら
と
も
な
く
美
し
い
女
が
現
れ
ま
す
。
女
は
、こ
こ
は
藤
の
名
所
で「
多
枯
の
浦
や　

汀
の
藤
の

咲
き
し
よ
り　

う
つ
ろ
う
浪
ぞ　

色
に
出
で
ぬ
る
」と
詠
ま
れ
て
い
る
よ
う
に
、こ
の
歌
こ
そ
、こ
の

場
所
に
相
応
し
い
歌
で
す
よ
、こ
の
辺
り
の
藤
の
花
を
心
な
く
眺
め
、花
に
御
理
解
が
な
い
方
は
見

識
が
深
く
あ
り
ま
せ
ん
ね
、な
ど
と
言
い
ま
す
。
さ
ら
に
、古
歌
に「
色
を
も
香
を
も
知
る
人
ぞ
知

る
」と
詠
ま
れ
た
の
も
尤
も
な
事
で
す
ね
と
言
い
、実
は
私
は
藤
の
花
の
精
な
の
で
す
、と
明
か
し
て

姿
を
消
し
ま
す
。
多
枯
の
浦
の
藤
に
ま
つ
わ
る
話
を
所
の
者（
間
狂
言
）か
ら
聞
い
た
僧
が
そ
の
夜
、

藤
の
花
の
下
で
仮
寝
を
し
て
い
る
と
、藤
の
花
の
精
が
現
れ
ま
す
。
そ
し
て
、仏
の
功
徳
に
よ
り
花
の

菩
薩
に
な
っ
た
事
を
告
げ
ま
す
。
ま
た
、こ
の
様
に
僧
と
言
葉
を
交
わ
せ
る
の
も「
意
生
化
身
」の
縁

の
お
か
げ
で
す
、と
喜
ん
で
舞
を
舞
っ
て
み
せ
ま
す
。（
序
の
舞
）や
が
て
多
枯
の
浦
の
、四
季
の
景
色

を
讃
え
て
、夜
明
け
と
と
も
に
消
え
て
い
き
ま
す
。

◆
こ
の
曲
の
舞
台「
多
枯
の
浦
」は
富
山
県
氷
見
市
に
あ
っ
た
、布
勢
湖
の
ほ
と
り
で
す
。
万
葉
集

の
歌
人
、大
伴
家
持
ら
が
こ
の
地
に
遊
び
、美
し
い
藤
を
歌
に
詠
ん
だ
こ
と
か
ら
藤
の
名
所
と
し
て

知
ら
れ
ま
し
た
。

C o l u m n

「藤」という曲

演
目
解
説

12
時
30
分

13
時
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衣
斐　
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俊
成　

衣
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正
宜
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内
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飛
能

後
見

和
久
荘
太
郎

辰
巳
大
二
郎

地
謡

松
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祥
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玉
井　

博
祜

阪
口　

泰
子　

影
山
三
池
子

藤
田　

光
子　

竹
内　

澄
子

芳
賀
カ
ズ
子　

石
黒　

実
都

後
見　

伴
野　

俊
彦

【
狂
言
】
鏡
　
男

か
が
み

お
と
こ

ア
ド　

松
田　

高
義

ア
ド　

伊
藤　
　

泰

シ
テ　

野
口　

隆
行

休
憩
15
分

地
謡

和
久
荘
太
郎

宝
生　

和
英

佐
藤　

耕
司

辰
巳
大
二
郎

【
仕
舞
】
船
弁
慶

ふ
な

べ
ん

け
い

キ
リ　

辰
巳
満
次
郎

後
見

衣
斐　

正
宜

辰
巳
大
二
郎

地
謡

石
森　

智
幸　

和
久
荘
太
郎

竹
内　

孝
成　

辰
巳
満
次
郎

平
田　

正
文　

佐
藤　

耕
司

玉
井　

道
夫　

内
藤　

飛
能

シ
テ　

宝
生　

和
英

大
鼓　

河
村
眞
之
介

小
鼓　

後
藤
嘉
津
幸

ふ
じ

太
鼓　

鬼
頭　

義
命

笛　
　

鹿
取　

希
世　
　　
　
　
　
　

ワ
キ　

飯
冨　

雅
介

ワ
キ
ツ
レ　

橋
本　
　

叡

ワ
キ
ツ
レ　

椙
元　

正
樹

間　　
　
　
　
　

野
村
又
三
郎

【
能
】

藤

【
能
】

俊
成
忠
度

し
ゅ
ん

ぜ
い

た
だ

の
り

大
鼓　

河
村
裕
一
郎

小
鼓　

船
戸　

昭
弘
笛　
　

大
野　
　

誠　　
　
　
　
　

ワ
キ　

橋
本　
　

宰

終
演
予
定

16
時
頃

※

演
目
・
演
者
等
は
、
止
む
を
得
な
い
事
情
に
よ
り
変
更
に
な
る
場
合
が
ご
ざ
い
ま
す
。

※

時
間
は
予
定
で
す
の
で
遅
速
を
お
含
み
置
き
く
だ
さ
い
。

地
謡

佐
藤　

耕
司

衣
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正
宜

辰
巳
満
次
郎

内
藤　

飛
能

大
江
山

お
お

え

や
ま

【
仕
舞
】

辰
巳
大
二
郎

鵜
　
　
飼

う

か
い

和
久
荘
太
郎

撮影／亀田邦平

　能「藤」は観世流、金剛流、宝生流にあります。
　流儀が違っても、同じ名前の演目、または曲名が違っても同
じ物語を扱ったもの（例、「安達原」＝観世と「黒塚」＝宝生、他）
は概ね言葉が似通っています。例外ももちろんありますが、とり
わけ「藤」に関しては、あらすじが同じであるにもかかわらず観
世流と宝生流で大きく詞章が異なっています。
　まず、ワキ（旅僧）が越中の国多枯の浦で藤の花を見なが
ら口にした古歌は以下の通りです。
〈宝生〉 常磐なる松の名たてにあやなくもかかれる藤の咲きて散

るやと【紀貫之】
〈観世〉 おのが波に同じ末葉のしをれけり藤咲く多祜のうらめし

の身ぞ【慈圓】
　「散る」「しをれ」という言葉の入った句であることで、シテ（里
女、実は藤の精）から批判されてしまいます。
　曲の後半部、クセの前半の詞章を並べてみます。
〈宝生〉 沖つ風。吹きこす磯の松が枝に。餘りてかかる多枯の

浦。藤波のよるひるわかで徒に。送り迎へて年月の。
春の花散りふる雪深緑夏は橘に。袖ふれし匂いまで。
聞けば昔を忍ぶ草。一葉散りては秋なりと。夕べの月
を湖の。浦吹く風にさよ更けて。あかつきと白波立ちて
泣く千鳥。友呼ぶ声も霜雪に。冬の景色は知らるらん。

〈観世〉 なつかしき。色の由縁と思ふにも。心にかかる藤波の。
夜昼わかで徒らに。送り迎ふる年月の。春の花散りて
青葉に。夏たちばなの匂ふにぞ。見ぬ世の人も偲ば
るれ。桐の葉落ちて秋来ぬと。著くも月の影澄むや。
浦吹く風に小夜更けて。あかつきと白波。立ち騒ぐ群
千鳥。友呼ぶ聲や霜雪に。冬の景色の知らるらん。

　また、曲の終わりの謡は、
〈宝生〉 梢に青葉や　残るらん。
〈観世〉 靉く霞に　入りにけり
　となっていて、イメージがかなり違います。

しる

たなび


