
　

今
回
は
、管
絃
と
舞
楽
の
二
本
立
て
で
プ
ロ

グ
ラ
ム
が
構
成
さ
れ
ま
し
た
。「
管
絃
」は
、舞

を
伴
わ
ず
、楽
器
の
合
奏
の
み
と
な
り
ま
す
。

「
平
調
音
取
、越
天
楽
、黄
鐘
調
音
取
、西
王

楽
破
」な
ど
が
演
奏
さ
れ
ま
し
た
。一
方
、舞
が

付
く
も
の
を「
舞
楽
」と
い
い
、「
陵
王
」が
演
じ

ら
れ
ま
し
た
。「
陵
王
」は
、中
国
南
北
朝
時
代

の
武
将
で
蘭
陵
王
長
恭（
５
７
３
没
）と
い
う

実
在
の
人
物
の
故
事
を
題
材
に
作
ら
れ
た
舞

楽
で
す
。武
才
に
優
れ
た
蘭
陵
王
は
、大
変
な

美
男
子
で
あ
っ
た
た
め
、戦
に
は
厳
め
し
い
仮

面
を
着
け
て
臨
ん
だ
と
い
う
こ
と
で
、面
を
つ

け
て
舞
い
ま
す
。

●
笙（
し
ょ
う
）…
…
十
七
本
の
竹
を
縦
に
束

ね
て
あ
り
、そ
の
形
は
鳳
凰
が
羽
を
休
め
て
い

る
姿
と
も
い
わ
れ
ま
す
。五
〜
六
の
音
を
重
ね

て「
合
竹
」と
い
う
和
音
で
演
奏
し
ま
す
。

●
篳
篥（
ひ
ち
り
き
）…
…
縦
手
笛
で
、竹
の

管
に
芦
で
作
っ
た
リ
ー
ド
を
差
し
込
ん
で
演
奏

し
ま
す
。合
奏
の
中
で
は
中
心
と
な
る
旋
律
を

演
奏
し
ま
す
。

●
龍
笛（
り
ゅ
う
て
き
）…
…
主
に
唐
楽
で
用

い
る
横
笛
で
す
。竹
製
で
七
つ
の
指
孔
が
あ
り

ま
す
。指
を
使
わ
ず
口
の
圧
力
だ
け
で
な
め

ら
か
に
音
を
上
げ
た
り
下
げ
た
り
す
る
奏
法

「
塩
梅
」が
特
徴
で
す
。多
く
の
曲
は
こ
の
笛

の
独
奏
で
始
ま
り
ま
す
。

●
琵
琶（
び
わ
）…
…
近
世
の
琵
琶
に
先
立
つ
雅

楽
の
琵
琶（
楽
琵
琶
）は
、固
い
木
材
を
用
い
た
絃

楽
器
で
す
。絃
楽
器
は
基
本
的
に
は
リ
ズ
ム
楽

器
で
、琵
琶
は
主
に
分
散
和
音
で
演
奏
し
ま
す
。

●
箏（
そ
う
）…
…
雅
楽
の
箏
は
近
世
の
箏
の

元
に
な
っ
た
も
の
で
、十
三
本
の
絹
糸
の
絃
に
柱

を
立
て
て
い
ま
す
。琵
琶
と
同
様
リ
ズ
ム
楽
器

と
し
て
、主
に「
閑
掻
」「
早
掻
」な
ど
の
パ
タ
ー

ン
で
演
奏
し
ま
す
。

●
鞨
鼓（
か
っ
こ
）…
…
左
右
両
面
の
皮
を
両

手
に
持
っ
た
細
い
桴
で
打
ち
ま
す
。鞨
鼓
奏
者

は
合
奏
の
中
で
は
リ
ー
ダ
ー
的
な
役
割
を
持

ち
ま
す
。

●
太
鼓（
た
い
こ
）…
…
火
焔
の
飾
り
の
付
い

た
枠
に
吊
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、吊
り
太
鼓
と

も
呼
ば
れ
ま
す
。繰
り
返
す
リ
ズ
ム
パ
タ
ー
ン

の
終
わ
り
に
打
た
れ
、曲
の
後
半
で
は
た
く
さ

ん
鳴
ら
さ
れ
ま
す
。

●
鉦
鼓（
し
ょ
う
こ
）…
…
雅
楽
で
唯
一の
金

属
製
の
楽
器
で
す
。鞨
鼓
、太
鼓
と
と
も
に
リ

ズ
ム
パ
タ
ー
ン
を
作
り
、高
音
の
澄
ん
だ
音
色
で

全
体
に
彩
り
を
添
え
ま
す
。

※
以
上
、配
布
資
料
よ
り
引
用

　

各
楽
器
の
紹
介
で
は
、楽
器
の
特
徴
を
音
と

と
も
に
解
説
い
た
だ
き
ま
し
た
。ま
た「
赤
と

ん
ぼ
」や「
メ
リ
ー
さ
ん
の
羊
」な
ど
誰
も
が
知
っ

て
い
る
曲
を
演
奏
し
て
も
ら
い
、楽
器
の
特
性

を
理
解
し
ま
し
た
。

　

雅
楽
の「
唱
歌
」を
参
加
者
全
員
で
行
い
ま

し
た
。篳
篥
の
楽
譜
を
、右
手
で
音
頭
を
取
り

な
が
ら「
チ
〜
、ラ
〜
、ロ
〜
、ル
〜
」と
歌
い
上

げ
ま
し
た
。雅
楽
を
始
め
る
に
は
、楽
器
を
持

つ
前
に
必
ず
唱
歌
を
行
う
と
の
こ
と
で
し
た
。

　

舞
台
で
は
、舞
の
基
本
動
作
と
決
め
ポ
ー
ズ

の
体
験
を
行
い
ま
し
た
。参
加
者
か
ら「
体
幹

を
使
う
の
で一曲
踊
る
に
は
稽
古
を
相
当
積
ま

な
い
と
で
き
な
い
な
」と
い
う
感
想
が
あ
り
ま

し
た
。ま
た
、ホ
ー
ル
ホ
ワ
イ
エ
で
は
、龍
笛
、鉦

鼓
と
太
鼓
の
体
験
を
行
い
、大
勢
の
方
が
列
を

な
し
て
い
ま
し
た
。龍
笛
は
、上
手
く
音
が
鳴

ら
ず
難
し
い
で
す
が
、皆
さ
ん
何
度
か
吹
く
う

ち
に
音
が
出
る
よ
う
に
な
っ
て
い
ま
し
た
。

　　

今
回
、大
河
ド
ラ
マ
の
時
代
背
景
が
平
安

だ
っ
た
影
響
も
あ
っ
て
か
チ
ケ
ッ
ト
は
す
ぐ
に

完
売
し
ま
し
た
。ま
た
、ワ
ー
ク
シ
ョッ
プ
の
楽

器
の
体
験
コ
ー
ナ
ー
で
は
、多
く
の
方
が
参
加

さ
れ
ま
し
た
。演
奏
会
に
も
ぜ
ひ
、足
を
運
ん

で
み
て
く
だ
さ
い
。

　

雅
な
世
界
へ
誘
っ
て
い
た
だ
い
た「
伶
楽
舎
」

の
奏
者
、演
者
や
ス
タ
ッ
フ
の
皆
様
に
感
謝
申

し
あ
げ
ま
す
。

　

次
回
の
伝
承
講
演
会
は
、「
能
」を
予
定
し

て
い
ま
す
。ぜ
ひ
ご
参
加
く
だ
さ
い
。

　

雅
楽
は
、平
安
時
代
か
ら
千
年
以
上
も
の
時

を
経
て
、今
日
ま
で
伝
え
ら
れ
て
き
た
日
本
の

代
表
的
な
伝
統
音
楽
の一つ
で
す
。そ
の
源
を

探
る
と
、５
世
紀
以
降
に
大
陸
か
ら
伝
え
ら
れ

た
さ
ま
ざ
ま
な
外
来
の
楽
舞
、古
く
か
ら
日
本

で
歌
わ
れ
て
い
た
歌
物
な
ど
、い
ろ
い
ろ
な
音
楽

が
元
に
な
っ
て
い
る
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。こ
れ

ら
が
次
第
に
融
合
し
、日
本
人
の
感
性
に
合
う

よ
う
に
取
捨
選
択
さ
れ
て
、日
本
の
雅
楽
と
し

て
大
成
し
ま
し
た
。雅
楽
は
主
に
宮
中
で
伝
承

さ
れ
、儀
式
の
音
楽
と
し
て
演
奏
さ
れ
る
こ
と

が
多
く
、一般
に
は
、大
き
な
神
社
や
寺
院
で
時

折
耳
に
す
る
程
度
の
存
在
で
し
た
が
、今
日
で

は
芸
術
音
楽
と
し
て
鑑
賞
さ
れ
る
機
会
も
多

く
な
り
ま
し
た
。

雅
楽
と
は

雅
楽
の
楽
器

6
月
8
日
㈯
、め
ぐ
ろ
パ
ー
シ
モ
ン
ホ
ー
ル
小
ホ
ー
ル
に
て
、

一
般
社
団
法
人
伶
楽
舎 

宮
丸 
直
子
氏
を
お
招
き
し
、雅
楽
の

入
門
講
座
が
開
か
れ
ま
し
た
。

親
し
む

伝
承
講
演
会

ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ

龍笛 笙

琵琶
篳篥

伶楽舎
1985年に発足した雅楽演奏グループ。音楽
監督・宮田 まゆみ。現行の雅楽古典曲以外
に、廃絶曲の復曲や正倉院楽器の復元演
奏、現代作品の演奏に積極的に取り組み、国
内外で幅広い活動を展開。

鞨鼓

筝

鉦鼓

舞楽「陵王」鉦鼓の体験舞の体験

太鼓

龍笛の体験 講師 伶楽舎 宮丸 直子氏

伶楽舎 Webサイト
https://reigakusha.
com/home/
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