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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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「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）
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上
手
か
ら
儚
げ
に
現
れ
た
女
方
が
︑江
戸
の

町
娘
の
な
り
で
し
っ
と
り
と
踊
り
は
じ
め
る
︒舞

台
の
正
面
︑緋
色
の
毛
氈
の
敷
か
れ
た
雛
壇
に

並
ん
だ
唄
︑三
味
線
︑お
囃
子
の
演
奏
家
た
ち
は

お
揃
い
の
桜
を
あ
し
ら
っ
た
肩
衣
を
つ
け
て
い
る
︒

　
長
唄
が
〽
誰
に
見
し
ょ
と
て
紅
鉄
漿
つ
き
ょ

ぞ
︑み
ん
な
主
へ
の
心
中
立
︙
と
歌
う
︒﹁
京
鹿

子
娘
道
成
寺
﹂の﹁
ク
ド
キ
﹂︒あ
な
た
に
見
て

も
ら
い
た
く
っ
て
お
化
粧
を
す
る
の
よ
︑あ
な
た

へ
の
想
い
の
証
し
︙
女
心
の
告
白
で
あ
り
︑男
に

夢
中
に
な
っ
て
い
る
胸
の
内
が
ア
ン
ダ
ン
テ
︑と

き
に
ア
ダ
ー
ジ
ョ
で
切
々
と
綴
ら
れ
て
ゆ
く
︒

　
こ
の
古
典
の
な
か
の
古
典
が
江
戸
で
初
代
中

村
富
十
郎
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
踊
ら
れ
た
の
は
宝

暦
３
年︵
１
７
５
３
︶の
こ
と
で
︑そ
の
前
に
も

い
く
つ
か
の﹁
娘
道
成
寺
﹂が
あ
り
︑そ
の
後
に

は
男
の
役︵
芝
居
で
は
立
役
と
い
う
︶が
踊
る
︑

あ
る
い
は
男
女
で
踊
る
︑﹁
道
成
寺
﹂の
ヴ
ァ
リ

エ
ー
シ
ョ
ン
も
で
き
た
︒そ
れ
で
も
芝
居
で﹁
道

成
寺
﹂と
い
え
ば
︑ま
ず
長
唄
の﹁
京
鹿
子
娘
道

成
寺
﹂が
永
遠
の
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
で
あ
る
︒

　
歌
舞
伎
の
主
人
公
は
あ
る
時
期
ま
で
は
圧
倒

的
に
立
役
だ
っ
た
︒封
建
社
会
の
ド
ラ
マ
だ
か
ら

当
然
の
こ
と
だ
っ
た
が
︑女
方
は
い
つ
も
一
歩
ひ

い
た
り
陰
に
寄
り
添
っ
た
り
で﹁
芯
﹂に
な
る
舞

台
が
な
い
︒さ
す
が
に
気
持
ち
が
発
散
し
な
か
っ

た
︒そ
れ
で
綺
麗
な
女
方
に
も
っ
ぱ
ら
舞
踊
を

受
け
持
た
せ
る
よ
う
に
な
っ
た
︒興
行
人
の
知
恵

で
あ
る
︒だ
か
ら
歌
舞
伎
舞
踊
は
１
７
８
０
年
く

ら
い
ま
で
は
女
方
の
専
売
特
許
だ
っ
た
︒

　
そ
の
長
唄
は
い
つ
頃
で
き
た
の
だ
ろ
う
︒今
日

﹁
長
唄
﹂︵
江
戸
の
長
唄
︶と
呼
ば
れ
る
三
味
線

音
楽
は
︑経
済
と
町
人
文
化
が
大
き
な
花
を
咲

か
せ
た
元
禄︵
１
６
８
８
~
︶の
頃
に
始
ま
っ
た

と
い
わ
れ
る
︒天
下
泰
平
の
元
禄
の
御
代
に
い
ち

ば
ん
人
気
が
あ
っ
た
俳
優
は
江
戸
で
は
初
代
の

市
川
團
十
郎
だ
っ
た
︒團
十
郎
は﹁
荒
事
﹂と
い

う
勇
壮
で
稚
気
の
あ
る
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
演
技

を
創
造
し
︑後
に
歌
舞
伎
十
八
番
と
な
っ
て
い
ま

も
上
演
さ
れ
る﹁
暫
﹂な
ど
を
演
じ
た
︒荒
事
は

江
戸
の
ス
ー
パ
ー
マ
ン
が
悪
人
退
治
を
す
る
大
活

劇
で
︑見
物
は
團
十
郎
を
見
て
溜
飲
を
さ
げ
た
︒

そ
の
伴
奏
音
楽
は
勇
壮
な﹁
大
薩
摩
﹂だ
っ
た
が

後
に
長
唄
に
吸
収
さ
れ
た
︒い
ま
も
大
薩
摩
は

長
唄
の
演
奏
家
が
舞
台
で
演
奏
す
る
︒

　
日
本
に
三
味
線
が
入
っ
て
き
た
の
は
四
百
数

十
年
前
の
こ
と
で
琉
球
王
国
か
ら
伝
わ
っ
た
三

線
を
模
し
た
の
が
始
ま
り
だ
が
︑江
戸
で
は
石
村

近
江
と
い
う
上
方
か
ら
出
た
名
人
が
１
６
０
０

年
代
前
期
に
い
ま
の
三
味
線
の
も
と
に
な
る
も

の
を
こ
し
ら
え
た
︒高
輪
の
魚
籃
坂
に
あ
る
大
信

寺
に
二
代
目
近
江
の
碑
が
立
っ
て
い
て
︑﹁
江
戸

に
お
け
る
三
味
線
製
作
の
始
祖
﹂と
刻
ま
れ
て
い

る
︒勇
壮
な
も
の
か
ら
可
憐
で
繊
細
な
も
の
ま
で

あ
ら
ゆ
る
楽
曲
が
あ
る
が
︑長
唄
の
三
味
線
は

細
棹
で
音
域
も
高
い
の
で
ひ
と
こ
と
で
言
え
ば

﹁
長
唄
﹂は
曲
調
が
明
る
く
華
や
か
で
あ
る
︒ア

ン
サ
ン
ブ
ル
と
ソ
ロ
の
ヴ
ァ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
も
豊

富
で
︑ジ
ャ
ズ
で
い
う
な
ら
ス
イ
ン
グ
時
代
の
ベ

ニ
ー
・
グ
ッ
ド
マ
ン
楽
団
の
よ
う
な
音
楽
︒だ
か

ら
景
気
の
よ
か
っ
た
江
戸
の
街
で
お
お
い
に
流

行
っ
た
︒大
恐
慌
の
あ
と
に
ス
イ
ン
グ
・
ビ
ッ
グ

バ
ン
ド
の
黄
金
時
代
が
来
た
よ
う
な
も
の
だ
︒

　　
歌
舞
伎
舞
踊
の
音
楽
と
し
て
ス
タ
ー
ト
し
た

長
唄
に
は
フ
ォ
ル
ム
が
あ
り
︑踊
り
手
が
登
場
す

る﹁
オ
キ
﹂
︑花
道
な
ど
で
踊
る﹁
出
端
﹂
︑気

持
ち
を
踊
る﹁
ク
ド
キ
﹂︵
立
役
な
ら
ば
勇
壮
な

﹁
物
語
﹂︶︑リ
ズ
ミ
カ
ル
な﹁
踊
り
地
﹂︑フ
ィ

ナ
ー
レ
を
飾
る﹁
チ
ラ
シ
﹂︒交
響
曲
に
お
け
る

楽
章
み
た
い
な
も
の
だ
︒唄
や
三
味
線
の
聴
き
ど

永
遠
の
ス
タ
ン
ダ
ー
ド

「
京
鹿
子
娘
道
成
寺
」

長
唄
の
起
源

歌
舞
伎
と
長
唄

こ
ろ
は
作
品
ご
と
に
た
く
さ
ん
あ
る
の
で
︑ぜ
ひ

聴
い
て
ほ
し
い
︒一
例
と
し
て﹁
藤
娘
﹂﹁
鷺
娘
﹂

﹁
娘
道
成
寺
﹂﹁
越
後
獅
子
﹂﹁
二
人
椀
久
﹂﹁
鏡

獅
子
﹂﹁
勧
進
帳
﹂惚
れ
ぼ
れ
す
る
名
曲
た
ち
︒

文
／
岡
崎 

哲
也︵
松
竹
株
式
会
社

常
務
取
締
役・東
京
交
響
楽
団
理
事
長
︶

は
か
な

ひた
れ

ぬ
し

し
ん
じ
ゅ
う
だ
て

た
ち
や
く

み

べ
に
か
ね

も
う
せ
ん

か
た
ぎ
ぬ

し
ば
ら
く

さ
ん

し
んお

う
み

で　
は

お
お
ざ
つ
ま

第
一
回

長
唄
の
構
成

「京鹿子娘道成寺」『江戸長唄』
国立国会図書館デジタルコレクション

長唄「春興鏡獅子」 2018. 5.28. 紀尾井小ホール
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１８
世
紀
や
１９
世
紀
は
現
代
の
シ
ン
ガ
ー
ソ
ン

グ
ラ
イ
タ
ー
の
よ
う
に
︑作
曲
家
自
身
が
演
奏

家
も
担
っ
て
︑自
作
自
演
を
繰
り
広
げ
て
い
た

時
代
で
し
た
︒モ
ー
ツ
ァ
ル
ト
が
予
約
演
奏
会
と

い
う
自
主
公
演
を
は
じ
め
と
し
て
自
作
の
ピ
ア
ノ

協
奏
曲
を
次
々
と
発
表
し
て
い
っ
た
よ
う
に
︑一

人
前
の
ピ
ア
ニ
ス
ト
に
と
っ
て
自
分
の
ピ
ア
ノ
協

奏
曲
や
協
奏
的
な
作
品
を
演
奏
す
る
こ
と
は
大

変
重
要
で
し
た
︒１９
歳
の
シ
ョ
パ
ン
も︽
ラ
・
チ
・

ダ
レ
ム
変
奏
曲 op.2

︾で
ウ
ィ
ー
ン
デ
ビ
ュ
ー
を

飾
っ
た
後
︑︽
ピ
ア
ノ
協
奏
曲
第
2
番 op.21

︾

で
プ
ロ
の
演
奏
家
と
し
て
ワ
ル
シ
ャ
ワ
で
の
正
式

な
楽
壇
デ
ビ
ュ
ー
を
行
っ
て
い
ま
す
︒同
時
期
に

同
い
年
の
シ
ュ
ー
マ
ン
も
い
く
つ
も
の
ピ
ア
ノ
協

奏
曲
の
作
曲
に
精
を
出
し
て
い
ま
し
た
︒そ
れ
ら

は
未
完
に
終
わ
り
ま
し
た
が
︑手
を
故
障
す
る

前
に
若
き
シ
ュ
ー
マ
ン
が
ピ
ア
ニ
ス
ト
と
し
て﹁
一

人
前
﹂に
な
る
た
め
に
熱
心
だ
っ
た
こ
と
が
窺
え

ま
す
︒

ス
ペ
イ
ン
の
作
曲
家
ホ
セ
・
パ
ロ
ミ
ノ
の

“Concerto ossia quintetto per cem
balo o 

fortepiano

︵
チ
ェ
ン
バ
ロ
ま
た
は
ピ
ア
ノ
の
た
め

の
協
奏
曲
︑ま
た
は
五
重
奏
曲
︶”

︵
1
7
8
5

年
︶は﹁
協
奏
曲
﹂で
す
が
︑ピ
ア
ノ
五
重
奏
曲

と
し
て
書
か
れ
て
い
る
作
品
で
︑１８
世
紀
に
お
い

て﹁
ピ
ア
ノ
協
奏
曲
﹂と
い
う
も
の
が
室
内
楽
的

な
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
す
大
き
な
例
で
す
︒

今
日
で
は
古
典
派
の
協
奏
曲
も
大
型
の
オ
ー
ケ

ス
ト
ラ
と
共
に
巨
大
な
ホ
ー
ル
で
頻
繁
に
演
奏

さ
れ
て
い
ま
す
が
︑そ
れ
は
現
代
の
楽
器
お
よ
び

演
奏
会
の
あ
り
方
に
適
応
し
た
ス
タ
イ
ル
で
あ
っ

て
︑作
品
の
本
来
の
姿
と
は
か
け
離
れ
て
い
る
こ

と
を
忘
れ
て
は
な
り
ま
せ
ん
︒　
　

フ
ォ
ル
テ
ピ
ア
ノ
奏
者
ア
ル
テ
ュ
ー
ル・ス
ホ
ー

ン
デ
ル
ヴ
ル
ト
が
自
ら
結
成
し
たEnsem

ble 
Cristofori

と
ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン
の
ピ
ア
ノ
協
奏

曲
全
集
をα
︵
ア
ル
フ
ァ
︶か
ら
リ
リ
ー
ス
し
て

お
り
︑そ
の
録
音
で
は
弦
楽
五
重
奏
と
管
打
楽

器
と
い
う
編
成
で
当
時
の
ピ
ア
ノ
を
用
い
て
演

奏
し
て
い
ま
す
︒人
数
の
少
な
い
ア
ン
サ
ン
ブ
ル

で
す
が︽
皇
帝
︾を
は
じ
め
と
し
た
協
奏
曲
の
エ

ネ
ル
ギ
ー
と
パ
ッ
シ
ョ
ン
に
何
と
圧
倒
さ
れ
る
こ

と
で
し
ょ
う
か
︒

弦
楽
器
の
人
数
が
多
か
っ
た
と
し
て
も
︑
１９

世
紀
の
前
半
頃
ま
で
ト
ゥ
ッ
テ
ィ
を
除
い
た
ピ
ア

ノ
独
奏
部
で
は
弦
楽
は
パ
ー
ト
ご
と
に
1
人
ず

つ
に
な
る
こ
と
も
あ
っ
た
と
い
う
説
も
あ
り
ま
す
︒

シ
ョ
パ
ン
や
モ
ー
ツ
ァ
ル
ト
は
協
奏
曲
の﹁
室
内

楽
版
﹂の
楽
譜
も
残
し
て
い
ま
す
が
︑特
に
１９
世

紀
後
半
以
降
に
ピ
ア
ノ
の
音
量
増
幅
に
伴
っ
て

オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
の
規
模
も
拡
大
さ
れ
る
ま
で
︑協

奏
曲
を
室
内
楽
の
延
長
線
上
と
捉
え
て
も
し
っ

く
り
く
る
も
の
が
あ
り
ま
す
︒

ロ
マ
ン
派
以
降
の
ピ
ア
ノ
協
奏
曲
に
お
い
て
カ

デ
ン
ツ
ァ
は
作
曲
家
が
作
品
の
一
部
と
し
て
入
念

に
書
き
上
げ
て
い
る
も
の
が
ほ
と
ん
ど
で
す
︒し

か
し
古
典
派
以
前
の
協
奏
曲
の
カ
デ
ン
ツ
ァ
で

は
︑演
奏
者
の
自
作
が
演
奏
さ
れ
る
こ
と
は
ウ
ェ

1
ピ
ア
ノ
協
奏
曲
は

「
一
人
前
」の
証
し

ル
カ
ム
で
自
由
な
も
の
で
し
た
︒作
曲
家
が
書
き

残
し
て
く
れ
た
も
の
も
あ
り
ま
す
が
︑そ
れ
ら
は

自
作
を
書
け
な
い
︑あ
る
い
は
即
興
的
に
弾
け

な
い
人
の
た
め
の
も
の
と
言
っ
て
も
い
い
ぐ
ら
い

で
す
︒で
す
か
ら
少
な
く
と
も
古
典
派
以
前
の

カ
デ
ン
ツ
ァ
は
演
奏
者
が
自
作
を
弾
く
の
が
本

来
理
想
的
か
も
し
れ
ま
せ
ん
︒

し
か
し
偉
大
な
作
曲
家
た
ち
が
自
ら
書
い
た

も
の
は
も
ち
ろ
ん
︑ブ
ラ
ー
ム
ス
に
よ
る
バ
ッ
ハ

の
協
奏
曲
の
カ
デ
ン
ツ
ァ
︑フ
ォ
ー
レ
や
サ
ン
=

サ
ー
ン
ス
に
よ
る
ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン
の
協
奏
曲
の

カ
デ
ン
ツ
ァ
の
よ
う
な
︑時
代
を
超
え
た
作
曲
家

同
士
の
面
白
い
カ
ッ
プ
リ
ン
グ
な
ど
︑カ
デ
ン

ツ
ァ
に
は
自
作
だ
け
で
な
く
楽
し
い
選
択
肢
が

沢
山
あ
り
ま
す
︒自
由
性
が
高
い
作
品
に
お
い
て
︑

ソ
リ
ス
ト
が
ど
ん
な
カ
デ
ン
ツ
ァ
を
演
奏
会
に
用

意
し
て
く
る
か
注
目
し
て
み
る
の
も
面
白
い
か

も
し
れ
ま
せ
ん
︒

文
／
川
口
成
彦

︵
フ
ォ
ル
テ
ピ
ア
ノ
奏
者・ピ
ア
ニ
ス
ト
︶

3
カ
デ
ン
ツ
ァ
は

「
演
奏
者
自
身
」の
見
せ
場

3
ク
ラ
シ
ッ
ク
音
楽
の

　
　
テ
ー
マ
に
基
づ
く
3
つ
の
話

    
　
話

紀尾井レジデント・シリーズ II
川口成彦（第2回）

協奏曲の宴～withブロードウッド
（1800年頃）

［共演］
La Musica Collanaメンバー
丸山韶（ヴァイオリン）
廣海史帆（ヴァイオリン）佐々木梨花（ヴィオラ）
島根朋史（チェロ）諸岡典経（コントラバス）

［曲目］
ファリャ ： ドビュッシーの墓のための讃歌（1920）
セイシャス ： 協奏曲イ長調（18世紀前半）
シュナイダー ： ニューオーリンズのモーツァルト
モーツァルト ： ピアノ協奏曲第11番ヘ長調 K.413　ほか

7/7
 

19：00
金

※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。

　
ピ
ア
ノ
と
い
う
楽
器
が
時
代
ご
と
に
ド
ラ
マ

ティッ
ク
な
変
遷
を
辿
る
と
同
時
に
︑ピ
ア
ノ
協

奏
曲
の
歴
史
も
大
変
興
味
深
い
で
す
︒そ
ん
な

中
か
ら
３つ
お
話
を
考
え
て
み
ま
し
た
︒

ピ
ア
ノ
協
奏
曲
を

め
ぐ
る

2
室
内
楽
の
延
長
と
し
て
の

「
ピ
ア
ノ
協
奏
曲
」

ショパンのピアノ演奏（絵画）



07 紀 尾 井だより 1 5 9 号  5 月 ●  6 月

シュトラウス親子のワルツやポルカに欠かせないシン
バル。リズムを刻んだり、曲が盛り上がって最高潮に
達するときに活躍する楽器です。今年1月のKCO名曲
スペシャル ニューイヤー・コンサート2023でも大い
に活躍しました。今号は、赤のカーネーションとのコラ

今号の表紙 『シンバルと
 カーネーション』  

［協力］  花／レ・ミルフォイユ・ドゥ・リベルテ 紀尾井町店
 シンバル／岡崎壽範

今号の表紙

第33回 日本製鉄音楽賞 贈呈式

紀尾井サポートシステム会員 ( 五十音順・｢株式会社｣等表記及び敬称略 )

《特別協賛会員》 日鉄ソリューションズ／三井不動産／三井物産／三菱商事／三菱地所
《みやび会員》 伊藤忠商事／大島造船所／商船三井／菅原／住友商事／日本郵船／丸紅／三井住友銀行 
 三井不動産／三井物産／三菱商事／三菱地所／メタルワン　ほか匿名２社
《ひびき会員》 オカムラ／高砂熱学工業／竹中工務店／東京きらぼしフィナンシャルグループ／山下設計
《みどり会員》 青鬼運送／赤坂維新號／今治造船／ヴォートル／エーケーディ／ＮＴＴドコモ／荏原冷熱システム／
鹿島建設／ザ・キャピトルホテル 東急／三協／清水建設／上智大学／西武リアルティソリューションズ／
大成建設／千代田商事／テェイスト･ライフ／東芝ライテック／永田音響設計／ニュー・オータニ／
ハウス食品グループ本社／パナソニック／三井住友信託銀行／三菱ＵＦＪ銀行／三菱ＵＦＪ信託銀行／
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券／ミュージション／明治座舞台／ヤマハサウンドシステム／ワークショップ２１
《あおい会員》 青木陽介／淺見 恵／石崎智代／磯部治生／伊藤眞理子／井上善雄／岩城宏斗司／
馬屋原貴行／大内裕子／大垣尚司／大久保なほ子／太田清史／小川 保／小樽茂稔／糟谷敏秀／片山國正／
片山能輔／加藤巻恵／加藤優一／神川典久／川口祥代／川島知恵／菊池恒雄／木谷 昭／楠野貞夫／
久保祐子／栗山信子／河野紗妃／小坂部惠子／小西美由紀／斎藤公善／坂詰貴司／佐久間庸行／
佐部いく子／潮崎通康／清水 正／清水多美子／清水康子／白土英明／末岡明武／鈴木順一／鈴木 亮／
高下謹壱／武上由佳／田中 進／戸田純也／外山雄三／鳥居荘太／内藤美奈子／内藤基之／中塚一雄／
中西達郎／中村健司／名取正夫／西村剋美／原田清朗／日原洋文／冬木寛義／北條哲也／堀川将史／
牧本惠美子／松枝 力／松本美恵／丸井正樹／簑輪永世／宮島正次／宮武悦子／宮原 薫／宮本信幸／
陸田 実／村上喜代次／村上敏子／持留宗一郎／八木一夫／八木晶子／矢田部靖子／山内寿実／横手 聡／
渡邊一夫／渡辺弘次
ほか匿名43名　計235口  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　            (202３年4月1日現在)

特別支援会員 （五十音順・｢株式会社｣等表記略）

アステック入江／五十鈴／NS建材薄板／NSユナイテッド海運／
NSユナイテッド内航海運／エヌエスリース／エヌテック／王子製鉄／
大阪製鐵／九築工業／草野産業／黒崎播磨／合同製鐵／
鴻池運輸／小松シヤリング／山九／産業振興／三晃金属工業／
サンユウ／三洋海運／山陽特殊製鋼／ジオスター／新日本電工／
スガテック／大同特殊鋼／大和製罐／高砂鐵工／高田工業所／
鶴見鋼管／DNPエリオ／テツゲン／電機資材／東海鋼材工業／
東邦シートフレーム／トピー工業／日亜鋼業／日鉄SGワイヤ／
日鉄エンジニアリング／日鉄片倉鋼管／日鉄環境／
日鉄ケミカル&マテリアル／日鉄建材／日鉄鋼管／日鉄鉱業／
日鉄工材／日鉄鋼線／日鉄鋼板／日鉄興和不動産／日鉄スチール／
日鉄ステンレス／日鉄ステンレス鋼管／日鉄精圧品／日鉄精鋼／
日鉄精密加工／日鉄総研／日鉄ソリューションズ／日鉄テクノロジー／
日鉄テックスエンジ／日鉄ドラム／日鉄物産／日鉄物流／
日鉄物流君津／日鉄物流八幡／日鉄保険サービス／日鉄ボルテン／
日鉄溶接工業／日鉄レールウェイテクノス／日本金属／日本触媒／
濱田重工／富士鉄鋼センター／不動テトラ／北海鋼機／
幕張テクノガーデン／松菱金属工業／三島光産／宮崎精鋼／
吉川工業／ワコースチール
日本製鉄           　　　　                   （2023年4月1日現在）

紀尾井ホールにご支援いただいている企業および個人の方々です

日本製鉄文化財団 若手指揮者育成支援制度

2023年度合格者のお知らせ
日本製鉄文化財団では「若手指揮者育成支援制度」として、将来
有望な若手指揮者の育成と活動の支援を行っています。この度
2023年度合格者が決定しましたのでお知らせします。今期は𠮷
﨑理乃と高木玲音の2名が、1年間紀尾井ホール室内管弦楽団
のもとで研修をいたします。将来のマエストロへ応援をよろしく
お願いいたします。

高木玲音

メッセージ

この賞は中学生のころから存じ上げており、横山幸雄先生
はじめ、よく知る演奏家の方々が受賞されてきた賞をいた
だけることになるとは、想像もできませんでした。現在は
ヨーロッパと日本を半分くらいの割合で活動しています
が、しばらくは今のような形で活動し、ヨーロッパで学んだ
ことを日本にお届けしたいです。

フレッシュアーティスト賞  務川 慧悟 ［ピアノ］

受賞の知らせを頂き、まずは驚きました。裏方の私をこのよ
うに表に出して頂きとても光栄に思います。かつての巨匠
時代とは違い、ステージにある共有のピアノでできる限りの
演奏をする戦後のモダンクラシック音楽に対し、作曲した
時代に近いピリオド楽器を持ち込んでのコンサートを可能
にしたことで、ピアニストが選択の幅を広げられる理想のス
テージを提供しています。

特別賞  髙木 裕 ［ピアノ・プロデューサー、ピアノ技術者］

ボレーション。「深い愛」を花言葉に持ち、母の日に贈
られる定番の色ということもあって母親や女性の愛
情を表す花言葉もあるようです。元気いっぱいに活躍
する息子／彼とそれを優しく見守る母／彼女を表す組
み合わせとも言えるかもしれません。

本誌前号でお伝えしま
した第33回日本製鉄音
楽賞の受賞者ピアニスト
の務川慧悟さん（フレッ
シュアーティスト賞）とピ
アノ・プロデューサー／ピ
アノ技術者の髙木裕さ
ん（特別賞）をお迎えし、
贈呈式を行いました。本
年7月に紀尾井ホール
にて受賞記念コンサート
を開催予定です。

日本製鉄文化財団 主
催公演チケットTiP①

当財団・主催公演のチケットは、紀尾井
ホールウェブチケット（インターネット）での
ご購入のほか、コンビニ店頭でもお求め
いただけます。コンビニ店頭のマルチ
コピー機で公演日、公演名（公演コード）、
席種、希望席数を選んでいくだけで簡単
に予約できます※。お支払いとチケットの
発券まですぐそばのレジで一気に完了！
クラシック公演はセブン-イレブン(ぴあ)
とファミリーマート（イープラス）、邦楽公演
はセブン-イレブン（ぴあ）で取扱ってい
ます。ぜひご利用ください。
※ 座席選択はできません。各販売者の割当てエリアからの自動配席となります。
TiPのコーナーでは当財団主催公演チケットの「購入手続きの中でのヒント（Tips in Purchase）」
をご紹介していきます。

インターネットでのお買いものはちょっと苦手
……どうしたらいい？
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公式 SNS で最新情報配信中 チケットのお申込み

紀尾井ホールウェブチケット     https://kioihall.jp/tickets紀尾井
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フォトレポート ～ 主催公演お客様アンケート ～

● 今まで聴いてきた葵トリオの公演の中で、1番よかった。
● 丁寧に曲をよく作り込んであるし、３人の歌う事への熱意と天性を感じ、仲の
良さを感じられる素敵な演奏でした。

● 葵トリオは、いつ聞いても、ほんとうに
素晴らしいです。紀尾井ホールの大
きさも室内楽を聞くにはベストです。

● 小川さんのアグレッシブな演奏スタイ
ルは元々大好きですし、ショパンとメ
ントリ※で秋元さんのピアノも堪能で
き、伊東さんはいつも安定の音色音
程で素晴らしかった。

※メンデルスゾーンのピアノ三重奏曲のこと
© 堀田力丸

2.10（金）・11（土・祝）　  紀尾井ホール室内管弦楽団  第１33回定期演奏会
● とてもスリリングなベートーヴェンでした。スタイリッ
シュな指揮姿、カッコよかったです！  シューベルトの交
響曲など聞いてみたいです。

● 数年前からパスカル氏のファンで、本日の公演も本当
に素晴らしかったです！ KCOは初めて聴かせていた
だきましたが、全体のクオリティが非常に高く、またア
ルトシュテット氏のチェロも感嘆致しました。

● アルトシュテットさんのショスタコーヴィチは圧巻でし
た。あのリズム感と寄り添うオケの素晴らしさに感服し
ました。ホルンが素晴らしかったです。ベートーヴェンの
4番は形式美を見事に表現していたと思いました。ダイ
ナミクスレンジが大きく、囁くような弱音が特に素晴ら
しかったです。弦の対向配置がとても効果的でした。 © ヒダキトモコ

2.25（土）　邦楽 明日への扉 第2回 邦楽四重奏団（三曲）
● 古典から現代曲が取り混ぜられているば
かりでなく、それぞれ表情の違う曲だった
ので、とても楽しめました。

● 四重奏がとても新鮮でしたし、曲がよかった。
トークも楽しく、金屏風前の和装も、洋装も、
趣が変わってよかった。紀尾井小ホールは
初めてでしたが、コンパクトで演者さんを近
くに感じられてよいホールだと思った。

● 「入陽」の演奏は初めて聴いたのですが、
私自身邦楽の新たな世界が開かれた気が
します。まだまだ大きな可能性があるのだな
と、邦楽の魅力を改めて感じることができま
した。

3.3（金）

● バラエティーに富んだプログラムを素
晴らしい演奏で魅了させていただき
ました。音楽に対していつも真摯に取
り組まれている姿が見えるようだった。

● チェロの力をまざまざと伝えてくれた
のですっかりファンになりました。

● フレッシュかつ美しいチェロの響きを
堪能しました。私はアマチュアのチェ
ロ弾きですが、香月さんのような柔ら
かく、しなやかに弾けたらいいなぁと
思いながら聴いていました。特にメン
デルスゾーンが香月さんのカラーに
ピッタリだと思いました。 © 堀田力丸

© 堀田力丸

2.3（金） 紀尾井レジデント・シリーズ I
葵トリオ（第2回）Piano Trios surrounding Schumann

三菱地所 presents
紀尾井 明日への扉 第34回 香月 麗（チェロ） 協賛：三菱地所株式会社


