
町
力
新
鮮
む
　
鮮
泰
叙

げ
ん
　
が
く
　
　
　
・
い
く
　
し
　
　
　
　
　
か
ふ
　
さ
ま

弦
楽
と
藤
社
の
神
様

黙
許
山
坪
野
声
部
さ
ん
（
郭
を
轡
っ

若
齢
禦
る
…
の
か
　
小
　
谷
　
昌
　
代
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四

ノ

宮
琵
琶
（
軒
東
吋
檻
～
）

雅
楽
で
使
う
琵
琶
「
楽
琵
琶
」
　
の
小
琵
琶
。
か
つ
て
は
上
流
層
の
携
帯
用
と
し
て
使
わ
れ
ま
し
た
が

現
代
雅
楽
で
は
大
型
の
琵
琶

の
み
が
使
わ
れ
、
小
琵
琶
の
文
化
は
断
絶
し
て
い
ま
す
。
平
安
貴
族
が
奏
で
た
琵
琶
の
独
奏
文
化
を
新
た
な
形
で
薄
興
し
た
い
と
琵
琶

法
師
ゆ
か
り
の
地
「
四
ノ
宮
」
　
の
名
を
冠
し
て
四
ノ
宮
琵
琶
と
名
付
け
ま
し
た
。
雅
楽
の
調
子
の
一
つ
で
あ
る
貴
鐘
調
　
（
ラ
ド
ミ
ラ
）
に

紫
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衰由鹿一上－八－朴－ム－也一

第三絃舶
第二絃－乙－下－十－美－コー

第一絃

※
雅
楽
本
来
の
表
記
を

本
譜
面
で
は
次
の
漢
字
を

当
て
て
代
用
し
ま
し
た
。

四
ノ
宮
琵
琶
の
弾
き
方

乙
　
（
か
く
ば
ち
＝
掻
撥
）

そ
の
な
ま
え
の
絃
ま
で
、

乙
二
は
や
ば
ち
＝
速
撥
）げ

ん

上
か
ら
一
絃
ず
つ
ゆ
っ
く
り
か
き
な
ら
す

う
え

そ
の
な
ま
え
の
絃
ま
で
、
上
か
ら
い
っ
き
に
か
き
お
ろ
す

㊤

（
ひ
と
つ
ば
ち
＝
一
撥
）

※
こ
ゆ
び

小
指

※
く
す
り
ゆ
び

無
名
指
（
薬
指
）

※
な
か
ゆ
び
ボ
ウ
は
お
や
ゆ
び

中
指
（
几
親
指
）

※
ひ
と
き
し
ゆ
び

食
指
（
人
差
指
）

※
お
さ
え
な
い

解
放
弦

か
か
　
　
　
　
　
　
あ
し

抱
え
る
と
足
に
近
い

ヤ
シ
コ
ト

そ
の
な
ま
え
の
絃
だ
け
を
ひ
く
　
※
雅
楽
で
は
右
に
一
撥
と
記
し
ま
す
が
、

ほ
ん
ふ
め
ん
　
　
　
丸
付
じ
　
　
だ
い
よ
う

本
譜
面
で
は
○
字
に
代
用
し
ま
し
た
。

尋
　
（
か
え
し
ば
ち
＝
返
撥
）

そ
の
な
ま
え
の
絃
か
ら
「
こ
　
の
絃
ま
で
下
か
ら
上
部
に
か
き
あ
げ
る

乙
－
上
　
（
わ
り
ば
ち
＝
割
撥
）

上
の
な
ま
え
の
絃
ま
で
ひ
き
、
ひ
と
呼
吸
置
い
て
、
下
の
絃
ま
で
弾
く

下
七
上
（
か
き
す
か
し
＝
掻
洗
）

一
番
下
の
音
ま
で
弾
く
際
に
途
中
の
絃
を
押
さ
え
か
き
す
か
す

下
乙

（八

か
か
　
1
　
　
　
　
か
お
　
　
ち
か

抱
え
る
と
顔
に
近
い

（
は
ず
す
＝
弛
）

上
の
な
ま
え
の
指
を
は
ず
し
小
さ
な
字
の
余
韻
を
聞
か
せ
る

（
ふ
せ
ば
ち
＝
伏
撥
）

柱
を
全
音
押
さ
え
て
そ
の
な
ま
え
の
絃
ま
で
か
き
な
ら
す
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′．－こて′

ね
や
す
し
ん
の
う

康
親
王

．

■

j

・

1

＝

－

■

－

一

↑

1

－

芋

烏

・∴・

f

夢

も

ち

亀

を

‥
、
．
－
軍
書
一

仁
明
天
皇
の
第
四
皇
子
で
、
八
五
九
年
、
二
十
八

の
喜
影
野
漉
緋
の
寮
蔽
の
ふ
も
と
に
御
務
が
築
か
れ
隠
棲
さ
れ
ま
し
た
。

〆

．

　

N

し
　
の
　
み
や
　
　
　
「
し
　
げ
ん
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
　
せ
　
も
の
　
が
た
り
　
　
　
　
や
ま
し
な
　
　
　
ぜ
ん
　
じ
　
　
　
　
　
さ
ね
　
や
す
　
し
ん
　
の
う
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
い
…
か
　
か
ん
　
ば
れ
　
ノ
　
す
更
　
　
　
　
　
い
ん
　
せ
い
　
ご
　
　
　
　
ぴ
　
わ
　
　
　
　
し
ょ
う
　
　
　
　
こ
こ
ろ

四
ノ
宮
の
語
源
と
い
わ
れ
、
伊
勢
物
語
の
「
山
科
の
禅
師
」
は
人
康
親
王
の
こ
と
で
す
。
詩
歌
管
弦
に
優
れ
、
隠
棲
後
も
琵
琶
や
筆
に
、
心
の
よ

り
ど
こ
ろ
を
求
め
ま
し
た
。
当
時
天
台
宗
は
、
天
皇
家
と
密
接
な
関
わ
り
を
も
っ
て
い
た

お
ん
じ
ょ
う
　
じ
　
　
　
み
　
　
い
　
で
ら

も
う
　
そ
う
　
　
　
　
　
　
　
　
　
な
が

か

ま

く

ら

じ

　

だ

い

　

し

な

の

　

ぜ

ん

じ

ゆ

き

な

が

苦

　

へ

辱

け

訂

禦

。

　

つ

く

　

　

と

う

ご

く

　

も

う

そ

う

し

ょ

う

雪

　

か

た

　

　

　

　

　

　

へ

い

け

　

び

　

わ

鎌
倉
時
代
に
信
濃
前
司
行
長
が
『
平
濠
盟
誓
作
り
、
志
の
盲
僧
生
仏
に
語
ら
せ
ま
す
。
平
家
墓
の
賢

■
■

等
山
か
ら
藤
尾
村
を
抜
け
て
「
山
科
の
宮
」
へ
出
入
り
し
て
い
た
可
能
性
が
高
く
、
盲

≡
＝
芸
え
た
己
て
、
彗
≡
萱
学
芸
こ
っ
た
と
考
え
、
l
蔓
－
葺
平
雲

か
た
　
　
　
　
が
く
　
び

わ
　
　
か
た
り

せ
た
り
、

。
そ
の
後

て
ん
　
だ
い

方
は
楽
琵
琶
、
語
り
は
天
台

邦
詳
賢
も
の
が
漫
㌻
雁
腋
奏
秒
が
野
良
詳
言
）
座
の
検
校
ら
琵
琶
法
師
た
ち
に
、
祖

さ
　
　
け
ん
き
よ
う
　
　
び
　
わ
　
唇
つ
　
し
　
　
　
　
　
　
　
　
そ
　
r
ん

と
し
て
崇
め
ら
れ
ま
し
た
。

t
 
F
J
r

′
′

ひ

ゃ

く

に

ん

い

っ

し

ゅ

　

よ

〆

　

　

　

　

ノ

百
人
一
首
に
詠
麦
れ
て
い
る
「
こ

家
ゆ

か
え
　
　
　
　
　
　
　
わ

L

 

L

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

あ

ふ

　

さ

が

　

　

　

せ

き

さ
く
　
し
ゃ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ
う
　
め
い
　
　
　
　
　
　
　
　
せ
い
　
ぽ
っ

〆
　
Ⅴ

不
詳
と
さ
れ
、
謎
め
い
た
い
わ
れ
を

や
こ
由
行
く
も
帰
る
も
分
か
れ
て
は
知
る
も
知
ら
ぬ
も
逢
坂
の
関
」
の
作
者
と
し
て
有
名
で
す
。
生
没

ま
す
。
謡
曲
や
能
の
題
材
と
し
て
も
よ
く
知
ら
れ
、
物
語
に
よ
っ
て
、
醍
醐
天
皇
の
第
四
皇
子
と
か
、

宇
多
天
皇
切
皇
子
、
敦
実
親
王
Ⅵ
雑
色
奈
て
と
い
わ
れ
が
変
わ
り
ま
す
。
九
州
の
盲
僧
由
来
『
常
楽
院
沿
革
史
』
で
は
、

八
〕
六
年
延
暦
寺
で

法
事
を
行
っ
た
八
人
の
盲
僧
の
う
ち
の
讃
、
灘
融
勘
が
無
毒
申

ほ
う
　
じ
　
　
　
お
こ
な
　
　
　
　
　
　
は
ち
　
に
ん
　
　
　
　
も
う
　
そ
う

あ
ふ
　
さ
か
　
や
ま
　
　
　
し
ょ
う
ぽ
う
　
ざ
ん
み
ょ
う
お
ん
　
じ
　
じ
譲
う
　
ら
く
　
い
ん
　
　
　
　
ひ
ら
　
　
　
　
よ
ん
　
だ
い
　
め
　
じ
ゅ
う
し
ょ
く
　
　
　
　
　
せ
み
ま
る

四
代
目
住
職
が
、
蝉
丸
と

つ
た
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
ん
じ
ゃ
く
も
の
が
た
り
　
　
み
な
も
と
の
ひ
ろ
ま
さ
　
　
せ
み
　
ま
る
　
　
　
び
　
わ
　
　
　
　
ひ
　
き
ょ
く
　
　
谷
ら
　
　
　
　
　
は
な
し

伝
え
て
い
ま
す
。
ま
た
、
今
昔
物
語
の
源
博
雅
が
蝉
丸
に
琵
琶
の
秘
曲
を
習
う
お
話
で

と
蝉
丸
が
博
雅
に
「
流
泉
」
と
「
啄
木
」
を
弾
き
ま
す
。
こ
の
親
王
が
人
康
親
王
か
少

親
王
は
こ
の
よ
う
に
お
酔
き
に
な
っ
た
も
の
で
す
」

か
　
だ
い
　
　
び
　
わ
め
い
し
ゆ
さ
だ
や
す
し
ん
　
の
う

大
津
の
開
蝉
丸
神
社
は
、
古
く
か
ら
あ
っ
た
関
明
神
に
、
郵
新
秋
酔
、
際
掛
売
勤
が
山
裾
に
掛
酔
轡
刹
揖
鶴
蟄
郵
胞

お
お
　
っ
　
　
　
　
せ
き
　
せ
み
　
ま
る
　
じ
ん
　
じ
ゃ
　
　
　
　
　
ふ
る
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
せ
き
の
み
よ
う
じ
ん

円
融
天
皇
御
代
に
、
琵
琶
名
手
と
し
て
伝
説
化
さ
れ
て
い
た
蝉
丸
を
併
せ
て
祀
っ
た

お
ん
き
ょ
く
げ
い
の
う
　
〆
虜
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平
安
時
代
の
第
四
皇
子
伝
説
が
息
づ
く
ま
ち
西
ノ
宮

き
ょ
う
と
ひ
が
し
イ
ン
タ
ー
チ
ェ
ン
ジ
　
さ
ん
じ
ょ
う
ほ
う
め
ん

京
都
東
旧
か
ら
三
条
方
面
へ

降
り
て
す
ぐ
の
交
差
点

京
阪
京
津
線
山
科
駅
の

一
つ
東
隣
の
駅

今
も
続
く
人
康
親
王
の

子
孫
で
あ
る
四
宮
家
系
譜

芸
妄
音
義

首
鼠
具
え
婆
雪
乳
群
居
妄
享
思

鸞

魔

人
警
手
畑
吋
折
詰
「
寧
私

轟
雛
畑
㌻
重
要

「
え
康
一
吾
ミ
人
ま
，
登
彗
蒜
垂

盲
蔑
乳
三
豊
三
言
毒
｝

え
為
曳
き
蕪
等
詰
ド
琴
卜
）

人
康
親
王
は
蝉
丸
伝
説
の

モ
デ
ル
と
言
わ
れ
る

弦
楽
上
達
、
障
害
難
病
克
服

縁
結
び
の
ご
利
益
あ
り
！

き

ぬ

や

す

し

ん

の

う

か

ん

れ

ん

し

せ

き

　

　

し

よ

う

さ

い

　

　

山

　

王

く

　

さ

ん

さ

く

　

　

　

　

　

　

　

さ

ん

し

ょ

う

人
康
親
王
関
連
史
跡
※
詳
鰍
は
酢
緑
の
散
策
冨
プ
を
ご
参
照

諸
羽
神
社

徳
林
庵

十
禅
寺

人
康
親
王
宮
内
庁
墓

琵
琶
琴
元
祖
四
ノ
宮
大
明
神
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仁
明
夫
皇
（
蔑
八
三
三
－
八
五
。
）

伊
勢
物
萄
針
㌢
釦

い
　
　
せ
　
も
の
が
た
り
だ
い
な
な
じ
ゅ
う
は
ち
だ
ん
　
や
ま
　
し
な

自
ら
が
作
曲
す
る
ほ
ど
雅
楽
の
大
成
に
尽
力
し
た
人
物
。

優
れ
た
作
曲
家
や
楽
人
が
活
躍
し

現
代
に
通
じ
る
軒
数
の
郵
郵
菅
敷
い
た
。

お
か
し
多
賀
幾
子
と
申
す
女
御
お
は
し
ま
し
け
り
　
う
せ
給
ひ
て

七
七
日
の
み
わ
ざ
妥
禅
寺
に
て
し
け
り
都
丸
顧
猷
覇
翫
鞘
と

い
ふ
人
い
ま
そ
が
り
け
り
　
そ
の
み
わ
ざ
に
ま
う
で
給
ひ
て

か
へ
さ
に
山
科
の
禅
師
の
親
王
お
は
し
ま
す

そ
の
購
桃
の
蟹
に
粟
お
と
し
堪
挙
り
せ
な
ど
し
て
お
も
し
ろ
く

挙
ら
れ
た
る
に
ま
う
で
給
う
て

た
ま

「
年
ご
ろ
よ
そ
に
は
つ
か
う
ま
つ
れ
ビ
近
く
は
い
ま
だ
つ
か
う

ま
つ
ら
ず

親
王
よ
ろ
こ

．

一

　

一

　

　

一

一

一

　

．

一

　

ヽ

一

．

一

　

　

　

　

一

才

－

1

　

＼

　

．

一

　

「

．

．

∫

　

　

一

　

　

一

一

奉
幣
こ
い
笑
謹
ら
は
と
と
部
し
禦

び
給
う
て
夜
の
御
座
の
ま
う
け
せ
さ
せ
給
ふ

た
い
し
よ
う
い
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
た
ま

藤
原
貞
敏
（
八
。
千
八
六
七
）

遣
唐
使
と
し
て
唐
に
渡
り
琵
琶
を
学
ん
で

八
三
九
年
に
帰
国
。
楽
琵
琶
の
名
手
と
し
て
、

仁
明
、
文
徳
、
清
和
三
代
に
わ
た
っ
て
仕
え
た
。

さ
だ
と
し
　
　
　
も
　
　
　
か
え
　
　
　
　
　
け
ん
と
う
　
し
　
け
ん
じ
⊥
う
ひ
ん

貞
敏
が
持
ち
帰
っ
た
遣
唐
使
献
上
品
。

さ
る
に
か
の
大
将
出
で
て
た
ば
か
り
給
ふ
や
う

「
離
艦
へ
の
は
じ
め
に
た
だ
な
ほ
や
は
あ
る
べ
き
　
三
条
打

大
御
幸
せ
し
時
紀
の
国
の
千
里
の
浜
に
あ
り
け
る

い
と
お
も
し
ろ
む
轟
郵
折
り
き
ガ
軒
部
の
磯
部
折
り
し
か
ば

あ
る
人
の
御
曹
司
の
前
の
溝
に
す
ゑ
た
り
し
喜

郎
（
縞
）
鯖
み
轡
か
髭
な
り
　
こ
の
草
袈
警
宗
こ
と
の
た
ま
ひ
て

御
随
身
舎
人
し
て
取
り
に
つ
か
は
す
　
い
く
ぱ
く
も
な
く
て

持
て
束
ぬ
　
こ
の
石
き
き
し
よ
り
は
見
る
は
ま
さ
れ
り

「
こ
れ
を
た
だ
主
都
い
ぼ
す
ず
ろ
な
る
べ
し
」

楽
琵
琶

玄
象
げ
ん
じ
ょ
う
、
青
山
せ
い
ざ
ん

琵
琶
秘
曲

流
泉
り
ゅ
う
せ
ん
、
啄
木
た
く
ぱ
く
、
揚
真
凍
よ
う
し
ん
そ
う

と
て
人
々
に
歌
よ
ま
せ
給
ふ

右
の
馬
の
頭
な
り
け
る
人
の
を

な
お
あ
を
き
苔
を
き
ざ
み
て

ま
属
し
、
え

蒔
絵
の
か
た
に

こ
の
恥
を
つ
け
㍗
牽
り
け
る

あ
か
ね
ど
も
鼓
に
ぞ
か
ふ
る

鮎
畢
え
ぬ
褒
毒
せ
お

よ
し
の
な
け
れ
ば

と
な
お
よ
め
り
け
る



えんりゃく　じ　　　じ　かく　だい　し　えん　にん　だ行古い㌣十日目し－ざ

延暦寺慈覚大師円仁濫竺孟雷座主

85各年61歳賢天台座主に。

863年秋に熱病にかかり翌年1月14日70歳で他界。

866年慈覚大師の称号を得る。

859年には人康親王の目の平癒祈願法要をしたかも！？

さゆうしゆうもう　そう　そ　しき　　　ぞん　ざい　　　　えんりゃく　じ

おんじよう　じ　　　み　い　でら　　　　ちしようたい　し　えん　にん　　h H　ぐんだl

阻城寺（三井寺）智証大師円珍諾禁諾否座主

853年には唐へ留学して6年間、各地で修行。

858葦葺く慮畠鼠窪兵を諾えて自業へ癌乱

859年園城寺を再興して修験道場とする。

866年太政官から伝法の公験証明書を授与される。

868登美苗産圭に鑑亡くなるまで義めた。

親王が隠棲した859年、修験道を志した円珍が三井寺を再興。

ちく甘んさつまもうそうびわ　かくゆいしょ　　　こんぽんちゆうどうじちんさい　おりはんにヤしんぎょう　こうじばらい　　じちん　ほう　おこな

l筑前・薩摩盲僧琵琶の各由緒ともに根本中萱の地鎮祭の折「般若心経」と荒神祓いや地銀の法を行ったとある。

九州盲僧が比叡山に居たのは確かなようですが、琵琶を弾いたかは不明。

遠謀㌫詣惑惑惑迦就露渕
789年成就院を建立、筑紫9カ国の長となる。

808年成就院が比叡山末流盲僧本寺と公認された。

817年51歳の時に法印位を与えられる。

成就院年書よ。窟速炭　簑還送露悪頭遠遠慮の簑
じよう　じゆ　いん　でん　しょ

筑前盲離島由緒783年17歳のとき失明し盲僧となる。ねん　　　さい　　　　　　しっめい　もうそう

官の号えくあいがもやもサ・・日

もう＋ナう

薩摩尉鮎畠畠遠遠

いいま　　与　り－Al　　　と1けん

撞蝉董壷よ。音義巌　違憲崖藷藍軍票孟訝建

平鱒の雅交合膝．1

轡人康親王琵琶を習う
さねやすしんのう　∵　わ　　なら

785年根本中萱建立の地鎮祭に九州百倍8名を招請。
ねん　　めい　　　　　　あ　じゃ　UのくらいLlんこう　　さす

806年8名ともに阿閤梨位と院号を授かる。

その後4名が九州に戻り、4名が都に残り、

満正院阿閤梨は逢阪山に正法山妙古寺常楽院を開山。

蝉丸は常楽院の四世院主と伝えられる。

束
詫び康‡

詫び様…竜わ親とも

むか－し、むかし、烹から＝ま慧崇果無のこと…山

と
か
の
睾
乙
な
い
お
材

の
方
針
郵
郷
が
か
争
っ

軒
鮮
軒
鮮
碑
拗
轡
で
す
＜

ガ
が
称
卦
だ
っ
た

と
に
鮮
轢
し
た
、
尤

と
し
て
僻
わ
る
併
郷
を

四
ノ
官
の
史
跡
や
雅
巣
史

紙
芝
居

し
　
　
の
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西
ノ
宮
琵
琶

独
奏
腋
　
演
旨

★
は
オ
リ
ジ
ナ
ル
曲
、
☆
は
編
曲
で
す
。

嘉
辰
か
し
ん

壱
乳
雅
楽
計
軋
猷
猷
曲

雨
夜
尊
（
天
世
命
）
あ
ま
よ
の
み
こ
と
1
窮
酢
郡
部
郡
部
禦

四
ノ
宮
の
語
源
と
さ
れ
る
仁
明
天
皇
第
四
皇
子
人
康
親
王
を
慕
っ
て

江
戸
時
代
の
琵
琶
法
師
た
ち
が
こ
う
呼
ん
だ
そ
う
で
す
。
琵
琶
法
師

の
祖
と
崇
め
ら
れ
た
人
康
親
王
の
こ
と
を
思
っ
て
作
っ
た
曲
で
す
。

冒
頭
は
四
文
字
熟
語
で
知
ら
れ
、
こ
の
上
な
く
毎
日
、
毎
月
が
幸
せ
で

め
で
た
く
、
万
年
た
っ
て
も
、
千
回
秋
が
来
て
も
ず
っ
と
美
し
く
楽
し

い
日
々
で
あ
り
ま
す
よ
う
に
、
と
の
臍
い
が
込
め
ら
れ
た
溶
静
で
す
。

嘉
辰
令
月
　
感
無
極
　
万
歳
千
秋
　
楽
美
容

諸
羽
の
月
も
ろ
は
の
つ
き

黄
針
調
平
野
独
計
風
★

幸
盛
こ
う
も
。

軍
歌
古
曲
阿
木
＆
町
歌
長
阻

び
　
わ
　
　
　
　
つ
き
　
　
　
否
b
わ
　
　
　
が
っ
　
き
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
　
　
の
　
み
や
　
　
　
も
ろ
　
は
　
や
ま

琵
琶
は
月
を
表
す
楽
器
と
し
て
知
ら
れ
ま
す
。
四
ノ
宮
の
諸
羽
山
に

昇
る
月
も
美
し
く
、
そ
の
情
景
を
曲
に
し
ま
し
た
。

皆
さ
ん
の
好
き
な
月
の
光
景
を
思
い
浮
か
べ
て
お
聞
き
く
だ
さ
い
。

五
月
五
日
ご
が
つ
い
つ
か
璽
宗
郡
部
恥
部
軒
b
L
風
★

ふ
う

え
　
ど
　
じ
　
だ
い
　
　
　
　
び
　
　
わ
　
ほ
う
　
し
　
　
　
　
　
　
　
　
　
き
ね
　
や
す
し
ん
　
の
う
　
　
　
め
い
　
に
ち
　
　
　
き
竺
つ
れ
き
　
ご
　
が
つ
　
い
つ
　
か

江
戸
時
代
の
琵
琶
法
師
た
ち
は
人
康
親
王
の
命
日
（
旧
暦
五
月
五
日
）

に
四
ノ
宮
に
集
ま
り
皆
で
琵
琶
を
弾
じ
て
、
冥
福
を
祈
っ
た
と
い
い

ま
す
。
そ
の
勇
壮
な
演
奏
会
の
模
様
を
イ
メ
ー
ジ
し
た
曲
で
す
。

獅
子
丸
に
捧
ぐ
し
し
ま
る
に
さ
さ
ぐ
ー
郭
郡
部
厭
離
噺
那
★

遣
唐
使
藤
原
貞
敏
が
琵
琶
を
持
ち
帰
る
際
、
嵐
を
鎮
め
る
た
め
に
、

三
面
の
う
ち
の
一
つ
　
「
獅
子
丸
」
を
海
に
投
げ
入
れ
難
を
逃
れ
ま
し
た
。

犠
牲
に
な
っ
た
幻
の
琵
琶
の
数
奇
な
船
旅
を
讃
え
偲
ん
だ
曲
で
す
。

祇
園
精
舎
ぎ
お
ん
し
ょ
う
じ
ゃ
妻
郡
郡
部
郎
裏
郡
部
藍
欝

鎌
倉
時
代
に
、
信
濃
前
司
藤
原
行
長
が
作
っ
た
と
さ
れ
る
平
家
物
語
を

毯
雅
と
い
う
酔
啓
許
に
評
ら
せ
た
の
が
妙
ま
り
と
、
痘
鮮
撃
」
が
替
え

通
説
と
な
っ
て
い
ま
す
。
天
台
声
明
の
影
響
を
多
分
に
受
け
て
い
ま
す
。

祇
園
精
舎
の
鐘
の
声
　
諸
行
無
常
の
響
き
あ
り

沙
羅
双
樹
の
花
の
色
　
盛
者
必
衰
の
理
を
あ
ら
は
す

カ
ナ
リ
ア
が
雛
に
餌
を
与
え
る
の
を
見
て
ロ
で
絵
や
書
を
し
た
た
め

た
大
石
順
教
が
、
コ
ウ
モ
リ
の
挿
絵
に
添
え
詠
ん
だ
和
歌
を
、
藤
原

貞
敏
が
伝
え
た
平
安
古
曲
キ
ッ
ツ
キ
の
調
べ
に
載
せ
て
長
囁
し
ま
す
。

さ
ち
　
お
お
　
　
　
　
み
　
　
　
　
　
し
　
　
　
　
　
　
　
　
　
や
ま
し
な
　
　
い
お
れ
J
〕
亨
　
　
　
　
　
　
も
　
　
　
　
　
つ
き
か
げ

幸
多
き
身
と
ぞ
知
り
け
り
山
科
の
庵
静
か
に
漏
れ
る
月
影

石
庭
流
泉
せ
き
て
い
。
ゆ
う
せ
ん
長
都
酢
郎
郵
耗
＆
和
郎
蔚
噺
☆

伊
勢
物
語
第
七
十
八
段
に
登
場
す
る
藤
原
常
行
が
山
科
の
禅
師
に
庭
石

を
贈
呈
し
た
際
に
、
六
歌
仙
在
原
業
平
が
苔
で
刻
ん
で
書
き
添
え
た
和

歌
を
藤
廓
島
敏
が
伝
え
た
平
安
古
曲
流
泉
の
調
べ
に
載
せ
長
囁
し
ま
す
。

心
を
見
せ
む
　
術
の
な
け
れ
ば
」
と
な
む
詠
め
り
け
る

蒔
絵
の
か
た
に
こ
の
歌
を
つ
け
て
奉
り
け
る

「
飽
か
ね
ど
も
　
岩
に
ぞ
換
ふ
る
　
色
見
え
ぬ

こ
こ
ろ
　
　
み
　
　
　
　
　
　
　
　
よ
し
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
よ

悲
し
の
宮
か
な
し
の
み
や
去
講
古
曲
楊
責
掛
＆
町
歌
長
哺

人
康
親
王
が
亡
く
な
っ
た
臼
の
早
朝
に
山
か
ら
風
が
ふ
い
た
と
き
、

離
野
か
野
が
詠
ん
だ
和
歌
を
、
藤
原
貞
敏
が
伝
え
た
平
安
古
曲
で

楊
責
妃
が
弾
い
た
と
言
わ
れ
る
曲
の
調
べ
に
載
せ
て
長
囁
し
ま
す
。

四
の
皇
子
失
せ
給
ひ
た
る
つ
と
め
て
風
吹
く
に
　
今
朝
よ
り
は

か
な
　
　
　
　
み
や
　
　
や
家
か
ぜ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
　
　
　
さ
　
が
（
か
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
も

悲
し
の
宮
の
山
風
や
　
ま
た
達
ふ
運
命
も
あ
ら
じ
と
思
え
ば
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色
破
歌
い
ろ
は
う
た
箋
郎
那
離
郡
部
掛
噺
郎
秒
配
慰
禦

こ
う
　
ほ
う
　
た
い
　
し
　
さ
く
　
　
　
い
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
　
な
　
よ
ん
じ
ゅ
う
妹
ち
　
お
ん
　
　
　
め
い
　
さ
く
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
　
せ
　
　
も
の

弘
法
大
師
作
と
言
わ
れ
る
仮
名
四
十
八
音
の
名
作
。
こ
こ
で
は
伊
勢
物

が
た
り
だ
い
　
な
等
じ
ゅ
う
　
は
ち
　
だ
ん
　
　
　
と
う
　
じ
ょ
う
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
わ
　
　
か
　
　
　
　
じ
ょ
　
せ
い

語
第
七
十
八
段
に
登
場
し
た
「
あ
か
ね
ど
も
」
　
の
和
歌
を
女
性
か
ら
の

秘
密
の
恋
文
と
捉
え
人
康
親
王
作
の
断
り
返
歌
と
妄
想
し
て
み
ま
す
。

騨
開
か
ね
ど
も

い
わ
　
　
　
　
　
　
か

い
ろ
　
み

蓼
色
は
薫
へ
と
散
り
ぬ
る
を

わ
　
　
　
　
よ
　
　
た
れ
　
　
　
つ
ね

歌
岩
に
ぞ
薫
ふ
る
色
見
え
ぬ

柑
根
を
許
せ
む

嘩
由
の
な
け
れ
ば

窃
歌
我
が
世
誰
ぞ
常
な
ら
む

帽
軒
卦
の
奥
山
京
越
え
て

浅
き
夢
見
し
会
ひ
も
せ
す
ん

目
が
夢
見
な
く
な
っ
て

し
ゅ
っ
　
曾
　
　
　
　
　
　
　
い
ん
　
せ
い

出
家
し
ご
隠
棲
な
さ
る
の
に
は

幾
の
よ
う
濫

患
い
ご
意
思
が

お
あ
り
な
の
で
し
ょ
う
。

私
に
は
見
え
ぬ

．
J
㌧
　
　
■
㌧

そ
の
ご
本
心
を

ど
う
か

お
教
え
く
だ
さ
い
。

ト．・・・

理
由
な
し
に
は

そ
う
な
さ
ら
な
い

で
し
ょ
う
か
ら
。

確
か
に
思
う
と
こ
ろ
は
あ
る
の
だ
が
、

私
は
も
う
散
っ
て
し
ま
っ
た
身
。

わ
た
し
　
　
　
　
い
　
　
　
　
と
▼
し
ろ
　
　
　
　
　
　
　
み
な
　
　
　
　
　
　
　
　
　
と
こ
ろ

私
の
居
る
所
は
、
皆
の
い
る
所
と
は

違
う
、
普
通
で
は
な
い
と
こ
ろ
だ
。

都
の
宮
中
で
の
在
り
し
日
か
ら
、

J
／
、
　
　
り
し
　
　
　
空
言
　
　
　
　
　
二

奥
深
い
山
を
越
え
て

何
も
無
い
と
こ
ろ
へ
来
て
し
ま
っ
た
。

禅
三
昧
の
日
々
で
時
折
、

も
う
ろ
う
と
し
た
浅
い
夢
の
中
に

み
や
こ
　
　
き
沖
う
ち
竺
つ
　
　
　
　
み

都
や
宮
中
を
見
る
こ
と
は
あ
っ
て
も
、

も
は
や
会
う
つ
も
り
は
な
い
。

そ
う
決
め
た
の
だ
。

長
雨
な
が
あ
め
星
髭
郡
部
郡
部
雛
郡
部
粧
郡
部
禦

親
王
か
ら
の
岩
の
色
破
歌
を
受
け
、
泣
き
濡
れ
る
女
心
を
春
の
長
雨
に

蝕
砂
せ
る
桜
の
花
に
例
え
て
詠
ん
だ
和
歌
だ
と
妄
想
。
作
者
は
ご
存
知

。
年
老
い
た
風
貌
を
嘆
く
解
釈
は
和
歌
ら
し
く
あ
り
ま
せ
ん
。

桜
の
色
は
　
鬱
（
移
）
り
に
け
り
な
　
悪
戯
（
痛
顔
）
に

吾
が
身
せ
（
夜
）
に
降
る
　
長
雨
（
眺
め
）
せ
し
ま
に

か
く
」
ご
　
　
　
　
い
　
み
　
　
　
熟
巧
暮
′
、
　
　
わ
　
び
　
し
よ
う
け
．
1
）
　
　
　
　
　
　
　
等
つ
そ
う
　
　
　
ガ
い
し
努
く
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
び
き
ノ
け
ん

歌
は
幾
重
に
も
数
な
る
複
雑
な
意
味
が
魅
力
！
和
歌
紹
介
で
は
、
妄
想
の
解
釈
を
わ
か
り
や
す
く
表
現
す
る
た
め
に
、

す
い
ち
葺
そ
う
さ
く
き
ょ
く
へ
い
あ
ん
は
う
た
ふ
う
わ
か
ち
ょ
う
し
ょ
う

桜
花
さ
く
ら
ば
な
　
－
　
水
調
創
作
曲
平
安
端
唄
風
和
歌
長
囁
★

小
野
小
町
「
は
な
の
い
ろ
は
」
　
の
和
歌
と
同
じ
情
景
を
詠
む
大
伴
黒
主

の
和
歌
。
黒
主
も
六
歌
仙
に
数
え
ら
れ
、
悲
し
む
小
町
の
歌
に
接
し
て
、

親
王
の
隠
棲
を
供
に
惜
し
み
、
慰
め
る
和
歌
を
詠
ん
だ
と
妄
想
し
ま
す
。

春
雨
の
降
る
は
涙
か
桜
花
散
る
を
惜
し
ま
ぬ
人
し
な
け
れ
ば

海
松
目
み
る
め
ー
郭
郡
鋸
郡
部
雛
即
郎
和
郎
影
禦

い
　
せ
　
も
の
が
た
り
だ
い
　
に
　
じ
ゆ
う
　
己
　
だ
ん
　
　
　
　
あ
り
わ
ら
の
な
り
ひ
ら
　
　
　
　
さ
そ
　
　
　
　
　
　
た
く
　
　
　
　
　
こ
と
わ
　
　
　
お
　
　
の
の
こ
　
ま
ち

伊
勢
物
語
第
二
十
五
段
で
在
原
業
平
の
誘
い
を
巧
み
に
断
る

の
和
歌
。
一
般
解
釈
で
わ
が
身
は
小
町
で
す
が
、
見
る
目
を
失
っ
た
親

王
と
妄
想
す
る
と
思
い
枯
れ
ず
尼
に
な
り
会
い
た
い
の
は
小
町
さ
ん
？

海
松
目
な
き
　
わ
が
身
を
浦
（
裏
）
と
　
知
ら
ね
ば
や

離
（
枯
れ
）
れ
な
で
　
海
人
の
　
足
た
ゆ
く
（
明
日
行
く
）
来
る

達
運
命
関
あ
ふ
さ
が
（
か
）
の
せ
き
∃
猷
■
牒
那
作
曲
和
歌
を
囁
★

な
ぞ
　
お
お
　
　
　
　
せ
み
　
ま
そ
　
　
　
　
り
　
か
　
　
　
　
　
こ
　
衰
亡
一
　
　
　
　
■
｛
■
　
　
ミ
　
　
茫
　
　
　
ユ
ノ
ー
▼
　
　
　
　
　
「
〓
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
更
　
）
　
モ
ー
　
や

謎
多
き
蝉
丸
の
和
歌
。
小
町
の
海
松
日
の
歌
と
並
べ
る
と
、
明
日
行
く

来
る
1
行
く
も
帰
る
も
、
知
ら
ね
ば
や
1
知
る
も
知
ら
ぬ
も
、
と
親
王

が
「
逢
う
運
命
に
は
関
所
が
で
き
た
」
と
断
る
歌
に
妄
想
で
き
ま
す
。

こ
れ
野
狐
の
　
行
く
も
帰
る
も
　
別
れ
て
は

知
る
も
知
ら
ぬ
も
　
撃
つ
瞥
岬
の
酢
（
恕
き
）

女
郎
花
お
み
な
へ
L
I
鼓
離
鮎
郡
部
戯
鄭
那
那
和
郎
郡
部

か
野
離
野
は
貴
公
子
に
モ
テ
モ
テ
の
気
位
高
い
女
性
の
よ
う
に
言
わ
れ

ま
す
が
、
申
し
出
を
脈
っ
た
の
は
鄭
降
の
栗
垂
如
健
に
は
喫
し
く
幼
少

か
ら
の
一
途
な
思
い
人
が
い
た
か
ら
と
妄
想
。
根
拠
の
和
歌
を
ご
紹
介
。

名
に
し
か
は
ば
な
は
懐
か
し
み
女
郎
花

折
ら
れ
に
け
り
な
　
吾
れ
　
か
な
た
手
に

げ
ん
ぷ
ん
　
　
　
こ
と
　
　
　
　
　
　
慨
ん
　
L
 
l
）
　
よ
ー
一
ノ

原
文
と
異
な
る
漢
字
も
使
用
し
て
い
ま
す
。
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田村麻呂墓　　　大智え皇陵僧正逓昭基

九度寺　　　　妥禅寺本堂　　　山階寺跡埠

盲夜通小町薇　　　藷羽の月　　　　東山遠望

大宅巨石　　　　小野小町丈塚　　　牛鬼観音

蓮如高殿土塁跡　　官遭列子基

山科こども歌舞伎　　藤原高藤墓

琵琶湖疏水　　　勧修寺氷室池

山科州　　　　　醍醐大皇陵

心
札
手
数
記
1
－
計
許
許
響
京
都
山
科
に
は
有
名
な
史
人
の
由
緑
地
が
い
っ
ぱ
い
。
そ
ん
な
山
科
の
歴
史
を
詠
み
込
ん
だ
オ
リ
ジ
ナ
ル
曲
で
す
。

水
音
ぐ
る

陶
原
家

慮
武
帝
が

清
水
寺
と

時
の
は
じ
ま
り
　
天
智
ケ
森
の
　
傍
ら
に

た

い

し

ょ

く

か

ん

　

　

　

や

ま

し

な

し

上

う

し

や

　

　

　

こ

う

　

ふ

く

　

じ

大
織
定
　
山
惜
精
舎
　
興
福
寺

眺
め
せ
し

ぶ
∵
＼
　
　
　
　
い
人

奥
の
院

都
勉
め
の
　
郵
血

え
人
ら
ん
　
そ
う
卜
し
よ
う
　
　
　
た
　
む
ら
　
ま
　
ろ

受
領
僧
正
　
甲
村
森
吉

に
ん
み
上
う
こ
う
　
ご

仁
明
星
烏
の

諸
羽
山
の
端

あ
ま
ね
く
響
く

あ
ん
h
L
よ
う
　
じ

安
禅
寺

月
影
は

東
の
空
に
　
さ
し
昇
る

】
こ
▲
つ
　
－
（
ノ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ー
へ
ノ

堂
牟
お
ぼ
ろ
に
　
浮
か
ば
せ
し

び
　
わ
　
　
　
ね
　
　
　
　
　
＝
こ
ろ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
よ
ん
　
　
　
み
や

琵
琶
の
音
は
　
心
な
ぐ
さ
む
　
四
の
官

失
せ
L
L
の
の
め
　
濁
濡
ら
す
　
小
町
文
塚
　
小
野
浅
茅

ぅ

た

　

ま

　

　

　

へ

ん

じ

上

う

　

　

が

ん

ぎ

ょ

う

じ

　

　

　

か

や

　

　

　

さ

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

も

も

　

よ

　

み

ち

歌
詠
み
遍
照
　
元
慶
奇
　
癖
に
聞
こ
え
し
　
育
夜
道

触
部
め
ぐ
る
　
緻
ぷ
駐
　
英
部
敵
部
後
白
河

ご
　
し
ら
か
わ

列
子
高
藤
　
夜
雨
実
り
　
姫
叡
淋
蠍
　
紛
祭

連
理
比
翼
の
　
そ
の
雛
は
　
酔
緋
の
帝
を
　
産
み
に
け
り

れ
ん
　
に
上
ま
も
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぶ
っ
　
こ
く

蓮
如
守
り
し
　
仏
国
の

栄
華
を
残
す
　
土
星
弥

慶
と
誠
の
　
内
蔵
助
　
永
久
に
息
づ
く
　
和
の
心

め
い
　
ド
　
　
ろ
　
ま
ん
　
　
　
　
　
　
ま
ん
　
ま
ん

明
治
浪
漫
を
　
清
々
と

た
た
え
し
運
河
　
跡
東
証
リ

ゆ
た
に
た
ゆ
た
に
　
有
り
果
つ
る
　
流
る
る
水
の
　
尊
し
や

い
と
い
み
じ
く
も
　
山
科
の
　
誇
る
る
郷
に
　
克
つ
風

千
代
に
八
千
代
に
　
六
道
の
辻
を
行
き
交
ふ
　
破
鹿
波
と

東
西
北
斗
の
山
並
み
に
　
か
か
る
紫
雲
の
　
登
壇
た
ら
ん

★
晰
訝
㌦
楷
翫
⊥
威
断
章
鮮
郡
恥



≡≡≒
しに

Throughmanydangers，

toHSandsnareS

WehaveaIreadycome．

T’wasgracethatbrought

ussafethusfar

Andgracewi”leadushome，

And…

AmazingGrace

AmazingGrace，

Howsweetthesound

ThatsavedawretchJikeme

toncewasIost，

butnowamfound

T－wasbIindbutnowIsee

TIwasGracethattaught
myhearttofear

AndGrace，myfearsreIieved

Howpreciousdid

thatgraceappear

ThehourLfirstbelieved
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荒
城
の
月
こ
う
じ
ょ
う
の
つ
き

土
井
晩
翠
作
詞
・
瀧
廉
太
郎
作
曲

宗
郵
麗
敵
☆

琵
琶
湖
周
航
の
歌

小
口
太
郎
作
詞
こ
萱
田
千
秋
作
曲

び
わ
こ
し
ゆ
う
こ
う
の
う
た

し
　
の
　
み
や
　
び
　
わ
　
　
　
　
　
が
　
が
＜
　
　
ち
ょ
う
　
し
　
　
　
お
う
し
き
ち
ょ
う

四
ノ
宮
琵
琶
は
雅
楽
の
調
子
、
責
鐘
調
（
ラ
ド
ミ
ラ
）
に
す
る
と
、

相
対
的
な
ド
レ
ミ
読
際
が
敵
戦
に
出
ま
す
。
数
あ
る
唱
歌
の
な
か
で

も
一
番
琵
琶
曲
と
し
て
し
っ
と
り
聞
け
る
の
が
こ
の
曲
で
す
。

春
高
楼
の
花
の
宴
　
也
ぐ
る
盃
か
げ
さ
し
て

千
代
の
松
が
枝
わ
け
姐
で
し
　
昔
の
光
今
い
ず
こ

糎
取
獣
の
熟
の
勧
　
除
き
ゆ
く
豚
の
鄭
許
せ
て

植
う
る
剣
に
照
り
そ
い
し
　
昔
の
光
今
い
ず
こ

今
荒
城
の
夜
半
の
月
　
変
わ
ら
ぬ
光
誰
が
為
ぞ

垣
に
残
る
は
た
だ
葛
　
松
に
歌
う
は
た
だ
嵐

天
上
影
は
替
ら
ね
ど
　
栄
枯
は
移
る
世
の
姿

う
つ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
ま
　
　
　
な
お
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
う
じ
ょ
う
　
　
　
よ
　
　
わ
　
　
　
　
つ
書

写
さ
ん
と
て
か
今
も
尚
　
あ
あ
荒
城
の
夜
半
の
月

ど
う
ぞ
こ
一
緒
に

唄
っ
て
く
だ
さ
い

土
井
晩
翠
作
詞

滝
廉
太
郎
作
曲

故
郷
ふ
る
さ
と

高
野
辰
之
作
詞
・
岡
野
貞
一
作
曲

董
鐘
調
唱
歌
☆

兎
追
い
し
か
の
山

小
鮒
釣
り
し
か
の
川

夢
は
令
も
め
ぐ
り
て

怒
れ
が
た
き
ふ
る
さ
と

風
に
つ
け
て
も

い
ま
す

や
友
垣

か
ぜ

ち
ち
　
は
は

部
い
ぬ
ず
る
ふ
る
さ
と

志
を
果
た
し
て

い
つ
の
日
に
か
帰
か
え
ら
ん

山
は
あ
お
き
ふ
る
さ
と

水
は
活
き
ふ
る
さ
と

わ
れ
は
湖
の
子
　
さ
す
ら
い
の

旅
に
し
あ
れ
ば
　
し
み
じ
み
と

の
ぼ
る
狭
霧
や
　
さ
ざ
な
み
の

志
賀
の
都
よ
　
い
ざ
さ
ら
ば

松
は
緑
に
砂
白
き

砂
粒
が
敦
の
乙
女
子
は

赤
い
椿
の
森
蔭
に

は
か
な
い
恋
に
　
泣
く
と
か
や

浪
の
ま
に
ま
に
　
漂
え
ば

赤
い
泊
火
　
な
つ
か
し
み

行
方
定
め
ぬ
　
浪
枕

今
日
は
今
津
か
　
長
浜
か

瑠
璃
の
花
園
　
珊
瑚
の
宮

古
い
伝
え
の
　
竹
生
島

仏
の
御
手
に
　
い
だ
か
れ
て

ね
む
れ
至
芸
や
す
ら
け
く

矢
の
根
は
　
深
く
埋
も
れ
て

評
撃
し
げ
き
堀
の
あ
と

古
城
に
ひ
と
り
僧
め
ば

比
良
も
伊
吹
も
　
夢
の
ご
と

西
園
十
番
　
長
命
寺

滞
れ
の

現
世
遠
く
去
り
て

黄
金
の
波
に
　
い
ざ
漕
が
ん

語
れ
我
が
友
熟
き
心



げん　がく　　　　　　　　　　　　　　　かし1

弦楽ふるさとの会
TOPICS

琵琶弾き語り紙芝居相当ノ宮物語」を上演したり

地元ゆかりの琵琶を通じて、まちの歴史や魅力を

多く皆さんに伝える活動をしています，・了

四ノ宮さんって？
山科北部にある「四ノ宮」という地名は、平安時代、

琵琶が得意だったr人康親王」（仁明天皇の第匹皇子）が

目を患ってこの地に住んだことから名ついたそうです。

畠j菖畠畠　琵毒慧監）
（平成時代～）　　　娯楽として普及しました。

に　ほんこ　らい　　きゆうていおんがく　　が　がく　　　　　　　　び　わ　　が＜　び　わ　　　　　こ　び　わ

日本古来の宮廷音楽「雅楽」で使う琵琶「楽琵琶」の小琵琶です。

かつてはお姫様やお殿様の携帯用として使われましたが、

平家琵琶
かまくら　じだし1

（鎌倉時代～）

信濃禅師行長が生仏と

いう僧に語らせたのが

最初とい即ます。
、－－、

げん乱1　　　が　がく　　せいしき　　がっそう　　　　　　　　　　　おおがた　　び　わ　　えんそう　　つか

現在は、雅楽の正式な合奏のときにだけ大型の琵琶が演奏に使われ、

小さな琵琶を用いたり、一人で弾くという文化は途絶えてしまいました。

「源氏物語絵巻」という、今から千年ほど前のお話には、

平安時代の責族たちが膝の上にかかえて琵琶を弾く姿が描かれています。

薩摩琵畠（室町時代～）

精神性を重ん上る武士の

嗜みとして普及しました

そんなふうに自分の部屋で気ままに奏でたりできる琵琶を、義品違畠崩邁崩も～）

遠島とゆかりの鼠逓箭「品ク乱の釜を窟こつけて　　崩崖の乱、お造言ごと

「畠諸島畠」と良ぶことにしました。　　　　　　として賎しました0

品芸の叢の筈を億いう」、「ド」、「ミ」、「乱1ラ」に合わせて轟くと、篭転

ラ・シ・ド・レ・三・フア・ソ・ラ・シ・ドの音階が簡単に出せます。
かくしゅ・おんがく　　あ　　　　　　ぽんそう　　　　どうよう　　　　　　だれ　　　　じ　ゆう　　はつそう　　ひ

各種音楽に合わせた伴奏から童謡まで、誰もが自由な発想で弾ける

楽器としての可能性を広げた古くて新しい琵琶です。車j毒畠畠の等
」＼」／ようこた　あ】1しよう

でも極小聖の愛称

rLのびわJ rびわレレj

堺　みや　び　わ　　　へいせい　じ　だし1

ノ宮琵琶（平成時代～）

平成に合ったスタイルで

楽小重吉琶独奏を再興します。
■書■－■－1■t■●■暮1暮暮●■■■■■■●●●■●■－ト暮1暮t■◆

一「・十三＿
rl

監禁誓
なが

GFK弓玄楽ふるさとの会＆OTJ舌霊杓子メール：gfk＠shinomiyabiwa・info　ゥェブページ：Shinomiyabiwa．info

＿

■

＿

＿

＿

＿

＿

一

一

＿

●

＿

＿

＿

＿

■

■

■

－

＿

＿

＿

＿

t

●

－

■

■

＿

＿

■

一

＿

■

■

■

●

＿

＿

＿

＿

－

■

平
成
三
十
年
度
山
科
区
役
所
区
民
史
跡
の
探
訪
事
業

午
後
2
～
5
時

場
所
／
安
朱
自
治
会
館
（
山
科
駅
徒
歩
3
分
）

訂
都
市
血
判
区
上
野
御
所
ノ
内
町
4
6

か
い
　
ひ
　
　
　
っ
き
い
っ
　
か
い
　
ろ
っ
ぴ
ゃ
＜
　
え
ん
　
　
　
　
　
な
な
せ
ん
　
　
　
え
ん
　
　
ね
ん

会
費
　
月
1
回
6
0
0
円
（
7
0
0
0
円
／
年
）

た
い
け
ん
　
　
け
ん
が
く
　
　
　
こ
　
こ
　
い
ち
　
じ
　
か
ら
　
　
　
よ
一
‥
や
く
せ
い
　
　
　
お
　
り
よ
う

体
験
・
見
学
／
午
後
1
時
～
　
予
約
制
　
無
料

■
必
ず
二
重
洛
宗
〉
　
謀
、
■
蓬
〓
望
警
㌧
賓
す
、

「
∫
∵
　
、

連
絡
先
‥
0
9
0
・
2
5
9
7
・
3
0
5
0

ま
た
は
下
記
メ
ー
ル
宛
ま
で
（
小
谷
昌
代
）

皆
様
は
ぜ
ひ
ど
う
ぞ
。

見
学
・
体
験
も
歓
迎
で
す
！

時
間
／
第
2
ま
た
は
第
3
土
曜

｝〓
二

平
安
の
調
べ
が
好
き
な
方
、

ギ
タ
ー
挫
折
書
け
‥

マ
イ
ナ
ー
志
向
者
の

弾
き
方
の
基
本
を
マ
ス
タ
ー
し
、

混
紡
み
の
さ
謹
ま
な
シ
ー
ン
で
警
る

ー
ュ
ノ
　
よ
う
　
ほ
う
ほ
一
つ

楽
器
と
し
て
、
奏
法
や
活
用
方
法
を

皆
で
楽
し
み
な
が
ら
考
え
、

世
に
広
め
て
い
く
活
動
を
し
て
い
ま
す
。

な
ど

メ
ン
バ
ー
愛
用
の
琵
琶
の
種
類

へ
い
　
あ
ん
　
さ
　
ぞ
＜
　
　
　
か
な
　
　
　
　
　
が
く
　
こ
　
び
　
わ

■
平
安
貴
族
が
奏
で
た
楽
小
琵
琶

ち
＜
　
ぜ
ん
　
び
　
わ
　
　
　
げ
ん
　
　
　
よ
ん
　
ほ
ん
　
　
　
び
　
わ

筑
前
琵
琶
の
絃
が
四
本
の
琵
琶

さ
ゆ
う
し
ゆ
う
も
う
そ
う
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ひ
　
r
」
　
び
　
わ

九
州
盲
僧
ゆ
か
り
の
肥
後
琵
琶

廃
仏
稀
釈
後
の
薩
摩
≡
絃
琵
琶

平
成
ス
タ
イ
ル
の
四
ノ
宮
琵
琶

お
た
ま
じ
ゃ
く
し

琵
琶
サ
ー
ク
ル

途
絶
え
か
け
て
い
る
琵
琶
を

で
楽
し
く
盛
り
上
げ
る
会


