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出
せ
ず
、そ
こ
が
難
し
い
の
で
す
が
、う
ま
く

吹
け
る
と
遠
く
ま
で
よ
く
通
る
し
っ
か
り
し

た
高
音
で
、そ
の
美
し
い
音
色
に
は
ま
り
ま
し

た
。
名
前
が
示
す
よ
う
に
天
と
地
の
間
を
行

き
交
う「
龍
の
鳴
き
声
」を
表
し
て
い
る
と
さ

れ
て
い
ま
す
。
曲
の
立
ち
上
が
り
を
左
右
し
、

全
体
を
ま
と
め
る
役
割
も
あ
る
た
め
、技
量
が

身
に
つ
く
よ
う
練
習
あ
る
の
み
で
す
。

肥
後
…
笙
は
吹
口
に
息
を
入
れ
る
と
、竹
に
つ

い
て
い
る
リ
ー
ド
が
振
動
し
て
音
と
な
り
ま

す
。
吹
い
て
も
吸
っ
て
も
音
が
出
る
こ
と
が

特
徴
で
、高
さ
の
異
な
る
音
を
一
度
に
鳴
ら
す

こ
と
が
で
き
ま
す
。
指
孔
を
５
〜
６
つ
同
時

に
押
さ
え
て
、「
合
竹
」と
い
う
奏
法
で
音
を
響

か
せ
ま
す
が
、吹
き
方
に
よ
っ
て
１
オ
ク
タ
ー

ブ
変
わ
り
ま
す
。
音
色
は「
天
か
ら
差
し
込
む

―
―
そ
れ
ぞ
れ
の
雅
楽
器
の
特
徴
と
、は
じ
め

た
き
っ
か
け
を
教
え
て
く
だ
さ
い
。

尾
上
…
龍
笛
は
７
つ
の
指
穴
が
あ
る
横
笛
で

２
オ
ク
タ
ー
ブ
の
音
域
を
持
っ
て
い
ま
す
。

唄
口
も
指
穴
も
大
き
く
、指
全
体
で
し
っ
か
り

押
さ
え
て
吹
か
な
い
と
思
っ
た
通
り
の
音
が

光
」を
表
す
と
さ
れ
、世
の
中
に
こ
ん
な
き
れ

い
な
音
が
あ
る
の
か
と
習
い
始
め
ま
し
た
。笙

は
吹
く
前
後
に
温
め
る
必
要
が
あ
っ
た
り
、篳

篥
の
リ
ー
ド
は
お
茶
な
ど
の
熱
い
液
体
に
つ

け
て
、開
か
せ
る
と
い
う
手
順
が
必
要
だ
っ
た

り
、雅
楽
器
は
扱
い
方
に
も
特
徴
が
あ
り
ま
す
。

富
田
…
篳
篥
は
竹
の
筒
に
蘆
を
削
っ
て
作
っ

た
リ
ー
ド
を
差
し
込
み
、そ
の
リ
ー
ド
か
ら
息

を
吹
き
入
れ
て
音
を
出
す
縦
笛
で
す
。
主
に

主
旋
律
を
担
当
す
る
楽
器
で
音
域
は
狭
く
、

「
人
の
声
」つ
ま
り「
地
上
の
音
」を
表
す
と
さ

れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
ら
の
雅
楽
器
を
合
奏
す

る
こ
と
が
、基
本
の
表
現
と
な
り
ま
す
。

――
独
特
な
音
色
が
重
な
り
合
う
こ
と
で
魅
力

が
増
す
の
で
す
ね
。

富
田
…
雅
楽
は
日
本
独
自
の
音
楽
で
あ
り
、

富
田
…
平
成
18（
２
０
０
６
）年
４
月
に
設
立

さ
れ
た
組
織
で
、国
指
定
史
跡
夏
見
廃
寺
の
研

究
を
軸
に
、具
体
的
に
は
７
世
紀
初
頭
〜
８
世

紀
に
か
け
て「
名
墾
横
河
」と
い
わ
れ
た
畿
内

東
限
が
、飛
鳥
・
藤
原
京
の
強
固
な
防
塞
で

あ
っ
た
こ
と
や
神
仏
の
国
家
鎮
護
の
拠
点
で

あ
っ
た
こ
と
の
解
明
を
し
て
き
ま
し
た
。
紀

行
作
家
の
玉
城 

妙
子
先
生
を
講
師
に
、現
場

に
出
て
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
も
重
ね
、ま
た
吉

野
を
出
発
し
て
名
張
ま
で
を
10
回
ほ
ど
に
分

け
て
歩
き
、朧
げ
な
が
ら
当
時
の
こ
と
が
わ

か
っ
て
き
ま
し
た
。

　
夏
見
廃
寺
展
示
館
に
金
堂
を
飾
っ
た
と
さ

「
越
天
楽
」や「
陪
臚
」な
ど
、神
社
仏
閣
や
結
婚

式
場
な
ど
で
耳
に
す
る
機
会
も
あ
る
で
し
ょ
う
。

肥
後
…
指
揮
者
が
い
ま
せ
ん
の
で
、そ
の
時
々

で
音
は
ナ
マ
モ
ノ
で
す
。
周
り
と
速
さ
が
ず

れ
て
し
ま
わ
な
い
よ
う
に
、お
互
い
に
気
を
付

け
て
い
ま
す
。

尾
上
…
公
民
館
で
の
発
表
会
の
ほ
か
、宇
流
冨

志
禰
神
社
の
お
祭
り
な
ど
で
披
露
す
る
こ
と

も
あ
り
ま
す
。
そ
れ
に
仲
間
た
ち
と
斑
鳩
法

隆
寺
な
ど
の
演
奏
会
に
出
掛
け
た
り
し
て
い

ま
す
。

―
―
活
動
の
母
体
は「
伊
賀
隠
史
サ
イ
エ
ン
ス

舎
」と
聞
き
ま
し
た
。

いま、グループネット

お問い合わせ

「伊賀隠史サイエンス舎
夏見雅楽会」
TEL 090 - 3383 - 0966

名
張
川
右
岸
の
丘
陵
斜
面
に
あ
る
夏
見
廃
寺
は
、出
土
遺
物
に
よ
り
７
世
紀
末
か
ら
８
世
紀
前
半
に

建
立
さ
れ
た
と
推
定
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
廃
寺
跡
よ
り
出
土
し
た
摶
仏
に
描
か
れ
て
い
る
楽
器
の

復
元
演
奏
を
目
標
と
し
て
、
平
成
23（
２
０
１
１
）年
に「
伊
賀
隠
史
サ
イ
エ
ン
ス
舎
」を
母
体
と
し
た「
夏

見
雅
楽
会
」が
発
足
。
月
に
一
度
、雅
楽
の
練
習
を
重
ね
、年
に
数
回
、演
奏
会
を
開
い
て
い
ま
す
。

伊
賀
隠
史
サ
イ
エ
ン
ス
舎 

夏
見
雅
楽
会

「
伊
賀
隠
史
サ
イ
エ
ン
ス
舎 
夏
見
雅
楽

会
」は
、名
張
市
民
セ
ン
タ
ー
の
サ
ー
ク
ル

活
動
の
一
つ
と
し
て
、 

笙
、篳
篥
、龍
笛
を

練
習
し
て
い
ま
す
。
演
奏
を
楽
し
む
だ
け

で
な
く
、日
本
古
来
の
文
化
や
精
神
に
触

れ
る
こ
と
の
で
き
る
雅
楽
器
。
そ
の
魅
力

に
つ
い
て
世
話
人
の
富
田 

廣
さ
ん
、メ
ン

バ
ー
の
肥
後 

和
代
さ
ん
、尾
上 

佐
登
美

さ
ん
に
お
話
を
伺
い
ま
し
た
。

れ
る
摶
仏
が
あ
り
、そ
こ
に
楽
器
を
弾
く
人
、

獅
子
な
ど
が
表
さ
れ
て
い
ま
す
。「
夏
見
雅
楽

会
」は
、そ
れ
が
ど
ん
な
楽
器
か
、材
質
は
何
か

と
疑
問
を
も
ち
、楽
器
を
復
元
し
て
演
奏
し
た

い
と
い
う
想
い
で
、天
理
大
学
雅
楽
部
の
総
監

督・佐
藤 

浩
司
さ
ん
を
講
師
に
迎
え
て
立
ち

上
げ
ま
し
た
。
竹
が
何
本
か
集
ま
っ
た
楽
器

の
復
元
に
、お
子
さ
ん
も
交
え
て
ワ
ー
ク

シ
ョ
ッ
プ
を
し
た
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

―
―
地
元
名
張
で〝
壬
申
の
乱
ゆ
か
り
の
地
〞の

探
索
の
成
果
を
ま
ち
づ
く
り
に
活
か
し
、雅
楽

で
日
本
の
伝
統
音
楽
と
地
域
の
歴
史
を
広
め
て

い
ま
す
。

※
印
の
写
真
は
取
材
先
か
ら
提
供
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た

イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
…
中
村 

元
美

雅楽用の譜本

斑鳩雅楽会と共演した演奏会

龍笛（左）と笙

雅な音を響かせる

世話人　富田 廣さん（右）
肥後 和代さん（左）、尾上 佐登美さん（中）

な
ば
り

し

※

せ
ん
ぶ
つ

し
ょ
う

ひ
ち

あ
い

あ
し

え
て
ん
ら
く

ば
い
ろ

う

る

ふ

し

ね

な
ば
り

た
え

き

た
ま

こ

せ
ん

こ
う
じ

ぶ
つ

よ
こ
が
わ

た
け

り
き

り
ゅ
う
て
き

ひ
ろ
し




