
　
中
国
と
の
関
わ
り
が
深
か
っ
た
琉
球
王
国

で
は
、琉
球
王
国
の
代
替
わ
り
ご
と
に
、新
し

い
国
王
を
任
命
す
る
た
め
、中
国
皇
帝
の
使

者「
冊
封
使
」が
や
って
き
ま
し
た
。

　
冊
封
使
を
乗
せ
た
船
は
、４
月
か
ら
５
月

に
吹
く
南
風
を
利
用
し
て
琉
球
に
到
着
し
、

北
風（
ミ
ー
ニ
シ
）に
乗
って
帰
路
に
つ
く
10
月

か
ら
11
月
頃
ま
で
の
約
半
年
間
を
琉
球
で
過

ご
し
ま
し
た
。そ
の
滞
在
中
、王
府
で
は
冊
封

使
を
も
て
な
す
宴
の
た
め
に「
踊
奉
行
」と
い

う
役
職
を
設
け
、数
多
く
の
音
楽
、舞
踊
、演

劇
を
仕
立
て
ま
し
た
。

　
1
7
1
8
年
、玉
城
朝
薫
が
踊
奉
行
に
任

命
さ
れ
、翌
1
7
1
9
年
の
尚
敬
王
の
冊
封

式
典
の
後
に
行
わ
れ
た
宴
で
初
め
て
組
踊
を

創
作
し
て
上
演
し
ま
し
た
。忠
孝
も
の
の
組

踊
は
冊
封
使
に
好
評
を
博
し
、1
8
6
6
年

最
後
の
冊
封
の
時
ま
で
合
計
6
回
続
け
ら
れ

ま
し
た
。ま
た
地
方
で
も
上
演
さ
れ
る
よ
う
に

な
り
、地
域
の
芸
能
と
し
て
も
親
し
ま
れ
て
い

ま
し
た
。

　
そ
の
後
、1
8
7
9
年
の
琉
球
処
分（
廃

藩
置
県
）で
琉
球
王
国
が
解
体
し
た
こ
と
や
、

1
9
4
5
年
の
沖
縄
戦
で
戦
前
活
躍
し
て
い

た
役
者
や
師
匠
た
ち
を
失
っ
た
こ
と
に
よ
り
、

組
踊
は
大
き
な
継
承
の
危
機
に
陥
り
ま
し

た
。し
か
し
、沖
縄
の
人
々
の
心
の
拠
り
所
と

し
て
親
し
ま
れ
て
い
た
組
踊
は
、沖
縄
の
伝

2
0
1
9
年
は
、組
踊
上
演

3
0
0
周
年
の
記
念
す
べ
き
年
。

　　
沖
縄
の
伝
統
芸
能
の一つ
で
あ
る
組
踊
は
台

詞（
せ
り
ふ
）を
中
心
に
、歌（
音
楽
）、踊
り
で

構
成
さ
れ
た
沖
縄
独
特
の
歌
舞
劇（
演
劇
）

で
す
。

　
浦
添
市
に
は
組
踊
の
創
始
者
で
あ
る
玉
城

朝
薫
の
お
墓
や
組
踊
を
は
じ
め
と
す
る
伝
統

芸
能
の
発
信
拠
点「
国
立
劇
場
お
き
な
わ
」が

あ
り
ま
す
。

　
浦
添
市
と
縁
が
深
い
組
踊
が
、初
め
て
上

演
さ
れ
て
か
ら
今
年
で
3
0
0
周
年
を
迎
え

ま
す
。今
回
の
特
集
は
琉
球
の
誇
る
伝
統
芸

能
と
し
て
、長
年
守
り
受
け
継
が
れ
て
き
た
組

踊
を
紹
介
し
ま
す
。

統
芸
能
に
と
っ
て
欠
か
せ
な
い
も
の
と
な
り
、

後
継
者
た
ち
の
た
ゆ
ま
ぬ
努
力
と
情
熱
に

よ
って
復
活
し
、継
承
さ
れ
ま
し
た
。

　
度
重
な
る
危
機
を
乗
り
越
え
た
組
踊
は

1
9
7
2
年
、沖
縄
が
日
本
復
帰
す
る
と
同
時

に
、我
が
国
の
優
れ
た
芸
能
の一つ
と
し
て
能
楽
、

歌
舞
伎
、文
楽
な
ど
と
同
様
に
国
の
重
要
無
形

文
化
財
と
し
て
指
定
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
さ
ら
に
、2
0
1
0
年
に
は
ユ
ネ
ス
コ
の
無

形
文
化
遺
産
条
約
に
基
づ
き
、「
人
類
の
無

形
文
化
遺
産
の
代
表
的
な一覧
表
」へ
記
載
さ

れ
ま
し
た
。

　
今
年
の
５
月
に
沖
縄
で
初
め
て
日
本
遺
産
に

認
定
さ
れ
た
ス
ト
ー
リ
ー『
琉
球
王
国
時
代
か

ら
連
綿
と
続
く
沖
縄
の
伝
統
的
な「
琉
球
料

理
」と「
泡
盛
」、そ
し
て「
芸
能
」』の
構
成
文

化
財
に
も
なって
い
ま
す
。沖
縄
の
み
な
ら
ず
日

本
を
代
表
す
る
芸
能
と
し
て
、今
後
の
保
存・

振
興
そ
し
て
継
承
が
求
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

浦添市前田にある玉城朝薫の墓（市指定文化財）
モノレールから入り口が見えますよ。

朝薫五番のひとつ『執心鐘入』

中山伝信録「中山王府中秋宴図」那覇市歴史博物館提供

『企画も踊りも音楽もなんでもできちゃうスーパースター⁉』
琉球芸能の良さを
古典と新作でつなぐ

　組踊は、基礎となる琉球舞踊がしっかり
できていないといけないし、前奏なしですぐ
に歌い出す歌三線も高い技術力が必要と
されています。そんな琉球芸能の魅力が一
体となった組踊を観ることで、それぞれの芸
能の良さを知ることにもつながります。
　現在、古典の組踊は70数番あります
が、一方で新作組踊の創作も進んでいま
す。古典と新作は車の両輪であり、互いが
存在することで新たな組踊文化が誕生し
ていくと思います。歴史ある組踊をつない
でいくために、ぜひこれ
からも続けてほしいです。

組
踊
の
魅
力
に
迫
る

組
踊
っ
て

ど
う
や
っ
て
で
き
た
の
？

組踊の創始者 玉城朝薫ってどんな人？
たま　ぐすく　ちょう　くん

組踊 花売の縁（はなうりのえん）
夫婦・親子の愛情を描いた世話物
（庶民の生活などを題材にした作品）
の組踊の名作。

特 集

組
踊
の
魅
力
と
、
楽
し
み
方
を

わ
か
り
や
す
く
紹
介
。

観
た
く
な
る
こ
と
間
違
い
な
し
！

大城 學 先生

教えてくれたのは…
岐阜女子大学・大学院
沖縄サテライト校教授

INTERVIEW

組踊をはじめ、各地の芸能
を研究。玉城朝薫の
墓の調査にも
立ち会った。

冊
封
使
が
新
し
い
琉
球
国
王
に
授
け
る
王
冠
を
携
え
て
来
た
こ
と
か

ら
、冊
封
使
の
船
を
御
冠
船
と
呼
び
、冊
封
使
を
歓
迎
す
る
宴
で
演
じ

る
芸
能
を
御
冠
船
踊
と
い
い
ま
し
た
。

首里城で行われた御冠船踊の様子
おかんせんおどり

　朝薫は幼いころから音楽や舞踊を学び、薩摩に５回、江戸に２回赴き、日本本
土の芸能を鑑賞しました。その際、歌三線だけではなく日本本土や中国の芸能
を披露し、どこでも「日本之言葉」を使ってもよいと許可を得るほど、芸能や語
学の才能に長けていました。踊奉行としては監督だけではなく新たな芸能の創
作などをこなし、総合プロデューサーのような存在でした。
　朝薫は沖縄土着の芸能や故事を基礎に、本土の芸能(能、狂言、歌舞伎
等)、さらに中国の演劇にも影響を受けて組踊を創作しました。初めて上演した
組踊は、「二童敵討」（護佐丸敵討）と「執心鐘入」。この他に「銘苅子」「女物
狂」「孝行の巻」も創作し、これらの作品は〈朝薫の五番〉と称されています。
朝薫の五番は、「組踊は朝薫に始まり朝薫に終わる」といわれるほど完成度が
高く、多くの組踊の規範になっています。

に　どう　てき うち

ぐるい こう　こう まき

しゅうしん かね いり め　かる　しー おんなもの
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