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市

「佐 渡 宝 生」 
能楽五流のひとつ、宝生流は、加賀宝生をはじめ、南部宝生、会

津宝生、佐渡宝生など江戸時代からの流れが根強く今日に受け継

がれています。 

 慶長九年（1604）、佐渡奉行となった大久保長安が佐渡に猿楽師

を同行したことから佐渡における能楽が始まりました。常太夫、杢太夫

を中心に、おそらく観世座が生まれ、相川の春日社で神事能が催さ

れ、その後次第に国中から島内各地に広まっていきました。両太夫の

絶家後は潟上の本間太夫がこれに代わって佐渡能楽の中心になっ

ていきます。 

 本間家初代となる本間秀信は、江戸の宝生太夫の門を叩き、その

教えを受けて寛永十八年（1642）に佐渡に帰ります。慶安四年

（1651）、佐渡奉行から正式に宝生の能太夫を拝命し、さらに翌年に

は宝生宗家より能太夫の世襲を認められます。ここに「佐渡宝生」の

礎が築かれることとなりました。本間太夫は代々宝生宗家の教えを受

け、佐渡に正統の宝生流を伝えてきました。 

 加賀には「謡が天から降ってくる」という言葉がありその盛んな様を伝

えています。一方佐渡にはこんな言葉もあります。「舞い倒す」。能舞

が高じて身上を潰すというものですが、それは修行を積んで正統な宝

生の能を舞おうとする「佐渡宝生」の本質を内包する言葉であると言え

ます。 

目指せ！世界遺産登録！！「佐渡島の金山」 



能
解
説 

 
 

 
 

天
領
佐
渡
両
津
薪
能
実
行
委
員
会 

 

齋
藤 

達
也 

 

火 

入 

れ 

式 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

熊 
 
 

坂 

ワ
キ
（旅
僧
） 
倉
品 

康
夫 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

後
見 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

地
謡 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

附 

祝 

言 

終
演
予
定 
二
十
時
五
十
分
頃 

  

 
 

熊
坂
（く
ま
さ
か
） 

能
解
説 

 

美
濃
国
（
岐
阜
県
）
赤
坂
の
宿
ま
で
来
た
東
国
修
行
を
こ
こ
ろ
ざ
す
都
の
僧
は
、
別
の
僧
に
呼
び
止
め
ら
れ
、

今
日
は
あ
る
人
の
命
日
な
の
で
弔
い
を
し
て
ほ
し
い
と
求
め
ら
れ
る
。
誰
の
命
日
な
の
か
も
明
か
さ
な
い
ま
ま
庵

室
に
案
内
さ
れ
る
が
、
そ
こ
に
は
仏
の
絵
像
も
木
像
も
な
く
、
大
長
刀
や
鉄
の
棒
な
ど
の
も
の
も
の
し
い
兵
具
が
、

壁
に
び
っ
し
り
と
立
て
か
け
て
あ
る
。
都
の
僧
は
不
審
に
思
い
尋
ね
て
み
る
と
、
こ
の
あ
た
り
に
は
山
賊
や
夜
盗

も
多
く
、
い
ざ
と
い
う
と
き
に
は
駆
け
つ
け
て
追
い
払
い
、
人
々
か
ら
頼
も
し
い
と
言
わ
れ
喜
ん
で
い
る
、
と
出

家
ら
し
か
ら
ぬ
こ
と
を
言
う
。
さ
ら
に
愛
染
明
王
や
多
聞
天
の
持
つ
武
具
に
な
ぞ
ら
え
て
、
わ
が
振
る
舞
い
や
殺

生
を
仏
の
方
便
に
た
と
え
た
り
し
て
い
る
う
ち
に
、
や
が
て
旅
人
に
休
む
よ
う
に
と
す
す
め
、
自
分
も
寝
室
に
入

る
よ
う
に
見
え
た
が
、
今
ま
で
い
た
は
ず
の
庵
室
は
草
む
ら
と
な
り
、
一
人
と
り
残
さ
れ
た
都
の
僧
は
、
も
の
寂

し
い
松
蔭
に
夜
を
明
か
そ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
っ
た
。〔
中
入
り
〕 

 

秋
風
吹
く
夜
ふ
け
、
僧
が
経
を
読
み
亡
き
跡
を
弔
っ
て
い
る
と
、
雲
を
吹
き
流
し
烈
し
く
夜
風
が
立
ち
騒
い
で
、

音
に
聞
く
大
盗
賊
、
熊
坂
長
範
の
霊
が
、
大
長
刀
を
持
ち
頭
巾
を
か
ぶ
っ
た
生
前
の
姿
で
僧
の
前
に
現
れ
、
語
り

舞
い
は
じ
め
る
。
奥
州
へ
下
る
金
売
り
吉
次
の
財
宝
を
狙
い
夜
襲
を
仕
か
け
た
も
の
の
、
一
行
の
中
に
い
た
牛
若

丸
の
た
め
に
一
味
は
撃
退
さ
れ
、
牛
若
丸
と
の
大
立
ち
回
り
と
な
っ
た
頭
目
の
長
範
も
斬
ら
れ
て
、
つ
い
に
こ
こ

で
命
を
落
と
し
て
し
ま
っ
た
。
ど
う
か
成
仏
で
き
る
よ
う
助
け
て
ほ
し
い
と
旅
の
僧
に
告
げ
、
夜
明
け
と
と
も
に

松
の
蔭
へ
と
消
え
失
せ
て
い
っ
た
。 
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