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れ
た
も
の
で
︑軽
妙
洒
脱
な
踊
り
を
作
っ
て
く
だ

さ
い
ま
し
た
︒私
に
と
っ
て
大
切
な
作
品
で
す
︒

斜
に
構
え
て
軽
妙
洒
脱
に
生
き
た
一
休
の
姿
の

面
白
さ
を
感
じ
て
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
︒

―
―

こ
れ
ま
で
に
も
日
本
舞
踊
家
と
し
て
さ
ま

ざ
ま
な
分
野
で
活
動
さ
れ
て
い
ま
す
が
︑日
本

舞
踊
の
持
つ﹁
力
﹂や﹁
可
能
性
﹂を
ど
の
よ
う

に
見
て
お
ら
れ
ま
す
か
︒

　
こ
れ
ま
で
も
洋
楽
で
踊
っ
て
み
た
り
︑洋
装
で

踊
っ
て
み
た
り
色
々
な
試
み
を
し
て
い
ま
す
が
︑

日
本
の
伝
統
文
化
を
大
切
に
尊
重
し
た
上
で
成

り
立
っ
て
い
る
も
の
で
な
い
と
︑ど
ん
ど
ん
違
う

も
の
に
変
容
し
て
し
ま
い
ま
す
ね
︒ど
う
い
う
風

に
日
本
古
来
の
文
化
を
若
い
人
た
ち
に
わ
か
っ

て
も
ら
え
る
か
を
日
々
考
え
て
い
ま
す
︒そ
の
取

り
組
み
の
一つ
と
し
て
︑大
河
ド
ラ
マ
を
は
じ
め

と
す
る
時
代
劇
の
所
作
指
導
な
ど
に
も
関
わ
り
︑

理
に
か
な
っ
た
素
晴
ら
し
さ
を
伝
え
て
い
ま
す
︒

―
―

今
回
の
公
演
で
初
め
て
日
本
舞
踊
を
ご
覧

に
な
る
方
も
い
る
か
と
思
い
ま
す
︒日
本
舞
踊
の

魅
力
と
は
何
で
し
ょ
う
か
︒

　

踊
り
と
い
う
の
は
肉
体
表
現
と
地
方
︵
演

奏
︶の
マ
ッ
チ
ン
グ
な
わ
け
で
す
︒で
す
か
ら
︑

メ
ロ
デ
ィ
ー
な
ど
が
身
体
の
動
き
と
ど
う
い
う

風
に
リ
ン
ク
し
て
い
る
か
な
ど
︑そ
の
あ
た
り
を

総
体
的
に
感
じ
て
い
た
だ
け
れ
ば
嬉
し
い
と
思

い
ま
す
︒

︿
お
話
を
聞
き
終
え
て
︙
﹀

　
若
い
こ
ろ
は
素
踊
り
を
踊
っ
て
も﹁
形
に
な
ら

な
い
﹂と
い
う
思
い
を
持
っ
て
い
た
箕
乃
助
さ
ん
︒

し
か
し
年
を
重
ね
る
こ
と
で﹁
素
踊
り
の
居
心
地

と
い
う
の
か
︑﹃
あ
︑こ
う
い
う
感
じ
で
い
い
の

か
﹄と
感
じ
る
﹂境
地
に
た
ど
り
着
い
て
い
る
そ

う
で
す
︒

　
積
み
重
ね
た
稽
古
で
磨
き
抜
か
れ
た
珠
玉
の

そ
し
て
円
熟
の
踊
り
を
︑ご
自
身
が﹁
コ
ン
パ
ク

ト
な“
和
”の
空
間
﹂と
評
す
る
初
夏
の
紀
尾
井

小
ホ
ー
ル
で
︑ぜ
ひ
ご
堪
能
く
だ
さ
い
︒

聞
き
手・執
筆
／
ム
ト
ウ・タ
ロ
ー

︵
文
芸
コ
ラ
ム
ニ
ス
ト
︶

　
す
っ
か
り
紀
尾
井
ホ
ー
ル
の
代
表
的
な
シ
リ
ー

ズ
公
演
と
な
っ
た﹁
新 

紀
尾
井
素
踊
り
の
会
﹂︒

第
4
回
は
西
川
箕
乃
助
さ
ん
の
ご
登
場
で
す
︒

日
本
舞
踊
の
魅
力
に
つ
い
て
お
話
し
い
た
だ
き

ま
し
た
︒

―
―

西
川
流
の
踊
り
の
特
徴
と
は
ど
の
よ
う
な

も
の
で
し
ょ
う
か
︒

　
歌
舞
伎
の﹁
所
作
事︵
歌
舞
伎
舞
踊
︶﹂を
原

点
と
し
て
︑日
本
舞
踊
の
流
派
の
中
で
は
最
も

古
い
と
さ
れ
て
い
ま
す
︒西
川
流
は﹁
基
本
に
忠

実
﹂に
し
て﹁
古
風
﹂︑そ
し
て﹁
お
お
ら
か
﹂で

す
︒音
の
間
合
い
が
大
き
く
︑他
の
流
派
と
比
較

し
て
振
り
の
数
も
少
な
い
で
す
ね
︒父
︵
現
家

元
・
十
代
目
西
川
扇
藏
︶か
ら
は
常
﹁々﹃
う
ま

い
踊
り
﹄
よ
り
﹃
い
い
踊
り
﹄
を
め
ざ
し
な
さ

い
﹂と
い
わ
れ
て
い
ま
す
︒

―
―

箕
乃
助
さ
ん
が
思
う﹁
素
踊
り
﹂の
魅
力

と
は

　
素
踊
り
の﹁
素
﹂と
は﹁
特
別
な
扮
装
を
纏
わ

な
い
﹂と
い
う
意
味
で
す
︒男
性
の
場
合
︑﹁
衣

裳
付
﹂の
踊
り
と
違
い
紋
付
と
袴
だ
け
で
踊
り

ま
す
︒素
踊
り
の
真
骨
頂
は
︑あ
た
か
も
衣
裳
を

身
に
着
け
て
踊
っ
て
い
る
よ
う
に
お
客
様
に
感
じ

て
い
た
だ
く
こ
と
で
す
︒だ
か
ら
こ
そ
実
際
に
衣

裳
を
着
け
て
踊
り
︑感
覚
を
体
に
蓄
え
て
お
く

こ
と
が
重
要
で
︑﹁
衣
裳
付
﹂で
踊
っ
て
い
な
け

れ
ば﹁
素
踊
り
﹂は
踊
れ
な
い
と
思
い
ま
す
︒

―
―

今
回
ご
披
露
さ
れ
る
演
目
に
つ
い
て
︑箕

乃
助
さ
ん
ご
自
身
の
目
線
か
ら
見
た
︑特
徴
や

面
白
さ
な
ど
を
お
聞
か
せ
く
だ
さ
い
︒

　
﹃
玉
屋
﹄は
江
戸
時
代
の
シ
ャ
ボ
ン
玉
売
り
の

姿
を
描
い
た
も
の
で
す
︒通
常
は
衣
裳
付
で
踊

ら
れ
る
こ
と
が
多
い
こ
の
踊
り
を
今
回
は
素
踊

り
で
ご
覧
い
た
だ
き
ま
す
︒ま
る
で
こ
こ
に
シ
ャ

ボ
ン
玉
が
浮
か
ん
で
い
る
よ
う
な
情
景
を
ご
覧

に
入
れ
た
い
で
す
ね
︒

　
次
に
お
見
せ
す
る﹃
ち
ょ
ん
が
れ
一
休
﹄は﹁
一

休
さ
ん
﹂こ
と
一
休
禅
師
の
洒
落
た
生
き
様
を
描

い
た
も
の
で
︑普
段
あ
ま
り
西
川
流
で
は
使
わ
な

い
地
歌
に
の
せ
て
︑素
踊
り
で
は
珍
し
く
着
流
し

を
纏
っ
て
踊
り
ま
す
︒花
柳
茂
香
先
生︵
日
本
舞

踊
家
・
故
人
︶が
私
の
た
め
に
振
り
を
付
け
て
く

西
川
箕
乃
助

新 
紀
尾
井
素
踊
り
の
会

第
四
回

※公演開催についての最新情報は紀尾井ホールウェブサイトをご確認ください。
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新 紀尾井素踊りの会 第四回
西川箕乃助

に

し

か

わ

み

 

の

す

け

「ちょんがれ一休」

［出演者］
立　  方 ：西川箕乃助
浄瑠璃 ：清元清榮太夫、清元清美太夫、清元成美太夫
三味線 ：清元栄吉、清元美十郎
上調子 ：清元美一郎
囃　  子 ：堅田新十郎社中
唄・三絃 ：富山清琴
お　  話 ：渡辺保
［演目］
清元「玉屋」
　素踊りの魅力（お話）
地歌「ちょんがれ一休」
　素踊りを語る（お話）


