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さ
て
、
今
号
の
Ａ
Ｇ
Ｕ
Ａ
の
夢
人

と
し
て
ご
紹
介
す
る
の
は
、
こ
の
雅
楽

を〝
お
も
し
ろ
い
！
楽
し
い
！
〞音
楽
と

し
て
狭
山
の
地
で
日
本
全
国
に
普
及

さ
せ
る
こ
と
を
夢
み
て
い
る
青
年
雅
楽

演
奏
家
・
山
口
創
一
郎
さ
ん
で
す
。

　

そ
れ
は
一
昨
年
（
２
０
１
９
）
の

Ｓ
Ａ
Ｙ
Ａ
Ｋ
Ａ
ホ
ー
ル
で
の
市
民
芸
術

祭
、
日
本
舞
踊
や
洋
楽
の
コ
ン
サ
ー

ト
が
数
々
上
演
さ
れ
て
い
る
中
に
、

平
安
時
代
の
宮
廷
人
の
よ
う
な
コ
ス

チ
ュ
ー
ム
を
ま
と
い
雅
楽
を
演
奏
す
る

舞
台
を
見
た
の
で
す
。〝
こ
の
町
で
雅

楽
を
奏
で
る
団
体
が
あ
る
〞と
驚
い
た

の
で
す
が
、
同
時
に
こ
れ
は
貴
重
な

町
の
文
化
財
だ
と
感
じ
演
奏
後
の
楽

屋
を
訪
ね
ま
し
た
。
そ
こ
で
会
っ
た

の
が
先
ほ
ど
舞
台
の
中
央
で
龍
笛
を

吹
き
、
美
声
で
歌
っ
て
い
た
雅
楽
師
・

山
口
創
一
郎
さ
ん
で
こ
の
雅
楽
団
体

「
狭
山
雅
（
み
や
び
）
会
」　

の
創
設

者
山
口
渡
さ
ん
の
ご
子
息
で
し
た
。

　

創
一
郎
さ
ん
は
平
成
３
年
生
ま
れ

の
30
歳
。
父
の
渡
さ
ん
が
天
理
大
学

雅
楽
部
出
身
の
演
奏
家
だ
っ
た
の
で

９
歳
の
頃
か
ら
雅
楽
の
楽
器
の
演
奏

法
を
習
い
ま
し
た
。
姉
弟
は
姉
３
人

妹
１
人
、
そ
し
て
男
は
創
一
郎
さ
ん

１
人
の
５
人
、
全
員
が
渡
さ
ん
の
影

響
を
受
け
一
家
揃
っ
て
の
雅
楽
フ
ァ
ミ

リ
ー
、
何
の
抵
抗
も
な
く
雅
楽
の
道

に
進
む
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。
母
の

ゆ
か
り
さ
ん
も
音
楽
学
校
出
身
で
音

楽
環
境
は
十
分
で
し
た
。
家
で
は
渡

さ
ん
か
ら
学
び
、
土
曜
日
に
は
一
家
で

天
理
に
赴
き
、
天
理
大
学
の
雅
楽
部

の
メ
ン
バ
ー
な
ど
か
ら
指
導
を
受
け
一

家
の
雅
楽
の
技
術
は
向
上
し
ま
し
た
。

　

そ
ん
な
中
で
父
の
渡
さ
ん
が
創
設

し
た
「
狭
山
雅
（
み
や
び
）
会
」
が

演
奏
活
動
を
開
始
。
２
０
０
０
年
６

月
大
阪
狭
山
市
立
西
小
学
校
の
体
育

館
で
６
年
生
全
員
を
集
め
雅
楽
に
よ

る
音
楽
の
授
業
を
行
い
ま
し
た
。
こ
れ

を
き
っ
か
け
に「
狭
山
雅（
み
や
び
）会
」

の
演
奏
活
動
は
市
内
の
小
学
校
を
中

心
に
広
が
り
富
田
林
市
・
堺
市
に
ま

で
及
び
ま
し
た
。
プ
ロ
グ
ラ
ム
は
雅
楽

の
ほ
か
に
童
謡
や
唱
歌
な
ど
現
代
の

曲
も
加
え
、
ゆ
か
り
さ
ん
が
ピ
アノ
伴

奏
も
付
け
ま
し
た
。
こ
の
間
に
創
一
郎

さ
ん
は
市
内
の
西
小
学
校
、
第
三
中

学
校
と
進
み
、
そ
し
て
天
理
高
校
に
入

学
、
３
類
（
実
技
コ
ー
ス
）
を
選
択
し

本
格
的
に
雅
楽
を
学
ぶ
こ
と
に
な
り
ま

す
。
高
校
で
は
主
に
「
篳
篥
」
を
習
い
、

や
が
て
高
校
を
卒
業
し
て
天
理
大
学

に
進
学
す
る
と
雅
楽
部
に
属
し
、
こ
こ

で
は
「
龍
笛
」
の
技
術
を
学
び
、
大

学
を
卒
業
す
る
と
更
に
宮
内
庁
式
部

職
楽
部
の
著
名
な
楽
師
に
年
に
数
回

レ
ッ
ス
ン
を
受
け
、
遂
に
雅
楽
の
分
野

で
は
珍
し
い「
篳
篥
」・「
龍
笛
」・「
鳳
笙
」

の
三
管
を
演
奏
す
る
マ
ル
チ
プ
レ
イ
ヤ
ー

に
な
っ
た
の
で
す
。

　

現
在
は
各
管
の
演
奏
家
と
し
て
活

躍
、
２
０
１
９
年
に
は
奈
良
・
大
阪
・

京
都
・
兵
庫
・
和
歌
山
な
ど
各
地
の

雅
楽
団
体
で
個
人
演
奏
、
２
０
２
０

年
に
動
画
サ
イ
トYouTube

で
「
山

口
創
一
郎
のYouTube

雅
楽
教
室
」

を
開
始
、
ま
た
演
奏
活
動
で
は
若
手

演
奏
家
を
集
め
て
雅
楽
ユ
ニ
ッ
ト
「
陽

雅
会
」を
結
成
、主
宰
し
、「
狭
山
雅（
み

や
び
）
会
」
の
演
奏
会
の
統
括
者
と

し
て
年
２
回
の
自
主
公
演
を
企
画
す

る
他
に
各
種
雅
楽
会
、
イ
ベ
ン
ト
の
講

師
・
奏
者
を
務
め
る
な
ど
広
い
範
囲

で
活
動
の
幅
を
拡
げ
て
い
ま
す
。

　

そ
こ
で
創
一
郎
さ
ん
に
聞
き
ま
し

た
。「
雅
楽
の
魅
力
と
は
」
と
。
創
一

郎
さ
ん
「
ま
ず
自
由
で
あ
る
こ
と
。

五
線
紙
な
ど
に
縛
ら
れ
る
こ
と
が
無
い

か
ら
西
洋
音
楽
に
な
い
音
作
り
が
で
き

る
。
ま
た
メ
ト
ロ
ノ
ー
ム
な
ん
て
使
わ

な
い
か
ら
テ
ン
ポ
・
速
度
も
自
由
で
あ

る
。
音
の
長
さ
も
一
定
で
は
な
い
。
例

え
ば
４
拍
子
で
音
楽
が
進
ん
で
い
て

も
、
４
拍
目
が
少
し
伸
び
た
り
す
る

こ
と
も
あ
り
、
強
弱
の
決
ま
り
も
曖

昧
な
と
こ
ろ
な
ど
、
同
じ
曲
を
演
奏

す
る
に
も
毎
回
毎
回
テ
ン
ポ
や
表
現
の

違
い
が
あ
る
と
こ
ろ
に
無
限
の
お
も
し

ろ
さ
が
あ
る
。」
と
返
っ
て
き
ま
し
た
。

創
一
郎
さ
ん
は
そ
の
自
由
さ
を
駆
使
し

て
日
本
古
来
の
音
楽
で
あ
る
雅
楽
と

い
う
音
楽
の
お
も
し
ろ
み
、
楽
し
み
を

今
の
世
に
伝
え
て
い
く
こ
と
を
目
的
に

日
々
新
た
な
企
画
を
試
み
て
い
ま
す
。

　

雅
楽
の
コ
ン
サ
ー
ト
が
今
ま
で
の
古

典
的
な
祭
礼
的
な
イ
メ
ー
ジ
を
払
拭

し
て〝
お
も
し
ろ
い
！
楽
し
い
！
〞。
パ

フ
ォ
ー
マ
ン
ス
と
し
て
表
現
さ
れ
る
の

を
楽
し
み
に
し
て
い
ま
す
。

山口 創一郎山口 創一郎

雅楽って
おもしろい！楽しい！

と

雅楽演奏家
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ゅ
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き
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う
て
き

ひ
ち
り
き
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り
き

ほ
う
し
ょ
う

山口一家の初めての演奏山口一家の初めての演奏

SAYAKA ホールでの公演SAYAKA ホールでの公演

雅楽で使う
管楽器

龍笛（りゅうてき） 篳篥（ひちりき） 鳳笙（ほうしょう）

山口創一郎の雅楽体験・稽古教室

Gagaku Experience
場所：大阪狭山市今熊１丁目１１３３
　　　（※出張も可能です）
お稽古時間：完全予約制
URL： https://sougagaku.com
※グループレッスンや演奏依頼など、
　お気軽にお問い合わせください。
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き

　

皆
さ
ん
は「
雅
楽
」を
ご
存
知
で
し
ょ
う
か
。

お
聴
き
に
な
っ
た
こ
と
は
お
あ
り
で
し
ょ
う

か
。雅
楽
と
い
え
ば
す
ぐ
思
い
浮
か
べ
る
の
は

東
儀
秀
樹
さ
ん
、し
か
し
曲
は
あ
ま
り
聴
き

ま
せ
ん
。そ
も
そ
も
雅
楽
は
今
か
ら
１
４
０
０

年
ほ
ど
前
、と
言
い
ま
す
と
狭
山
池
が
築
造

さ
れ
た
の
と
同
じ
頃
で
す
が
、中
国
や
朝
鮮

半
島
な
ど
を
経
て
日
本
に
伝
え
ら
れ
た
数
々

の
ア
ジ
ア
の
音
楽
が
日
本
古
来
の
も
の
と
融

合
し
て
日
本
の
雅
楽
と
し
て
確
立
さ
れ
、宮

廷
音
楽
と
し
て
宮
中
や
大
社
・
大
寺
の
儀
式

で
演
奏
さ
れ
今
に
残
っ
て
い
ま
す
。現
在
日
本

で
は
雅
楽
の
正
式
な
演
奏
を
伝
承
す
る
の
は

宮
内
庁
式
部
職
楽
部
で
す
。
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ん
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楽
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存
知
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ょ
う
か
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お
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き
に
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た
こ
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り
で
し
ょ
う

か
。雅
楽
と
い
え
ば
す
ぐ
思
い
浮
か
べ
る
の
は

東
儀
秀
樹
さ
ん
、し
か
し
曲
は
あ
ま
り
聴
き

ま
せ
ん
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も
そ
も
雅
楽
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ら
１
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０

年
ほ
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前
、と
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ま
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と
狭
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築
造

さ
れ
た
の
と
同
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で
す
が
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国
や
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鮮

半
島
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ど
を
経
て
日
本
に
伝
え
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れ
た
数
々
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ア
ジ
ア
の
音
楽
が
日
本
古
来
の
も
の
と
融

合
し
て
日
本
の
雅
楽
と
し
て
確
立
さ
れ
、宮

廷
音
楽
と
し
て
宮
中
や
大
社
・
大
寺
の
儀
式

で
演
奏
さ
れ
今
に
残
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い
ま
す
。現
在
日
本

で
は
雅
楽
の
正
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な
演
奏
を
伝
承
す
る
の
は

宮
内
庁
式
部
職
楽
部
で
す
。

背景 Photo：小川幸三
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