
写真）佐久山御殿山紅葉まつり　雅楽吹奏（撮影日：2013 年 11 月 17日）

　
佐
久
山
地
区
に
あ
る
「
正

し
ょ
う

浄じ
ょ
う

寺じ

の
雅が

楽が
く

」
は
、

県
の
無
形
民
俗
文
化
財
に
指
定
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
雅
楽
は
、
世
界
最
古
の
オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
と
呼
ば
れ
る
、

日
本
に
古
く
か
ら
伝
わ
る
伝
統
芸
能
で
す
。

　
今
月
は
、
こ
の
雅
楽
に
つ
い
て
、
正
浄
寺
の

雅
楽
保
存
会
と
、
市
内
の
小
学
校
で
唯
一
、
雅
楽
の
演
奏

を
行
っ
て
い
る
、
佐
久
山
小
学
校
雅
楽
部
に
、

お
話
を
伺
い
ま
す
。



正浄寺の雅楽保存会　代表
西
に し

山
や ま

　良
りょう

智
ち

 さん

　

正
浄
寺
の
雅
楽
で
は
、
篳ひ

ち

篥り
き

、
龍

り
ゅ
う

笛て
き

、
笙し

ょ
う

な
ど

の
管
楽
器
と
、
鉦

し
ょ
う

鼓こ

、
鞨か

っ
こ鼓

、
太た

い

鼓こ
（
楽が

く

太だ
い

鼓こ

）と

呼
ば
れ
る
打
楽
器
が
主
に
使
わ
れ
ま
す
。　

①
篳
篥
。竹
製
の
縦
笛
で
、

葦
の
リ
ー
ド
を
使
用
し
ま

す
。
音
が
曲
線
的
で
、
音

と
音
の
間
を
な
め
ら
か
に

移
行
す
る
塩え

ん

梅ば
い

と
呼
ば
れ

る
独
特
の
演
奏
法
が
あ
り

ま
す
。

②
龍
笛
。
篳
篥
よ
り
も

音
域
の
広
い
横
笛
で
す
。

③
笙
。
17
本
の
細
い
竹
管

で
で
き
て
い
て
、
和
音
を

出
す
こ
と
が
で
き
ま
す
。

と
て
も
デ
リ
ケ
ー
ト
な
楽
器
で
、
演
奏
の
前
後
に
楽
器

を
温
め
な
い
と
音
が
出
ま
せ
ん
。

④
鞨
鼓
。
馬
の
皮
を
張
っ
た
太
鼓
で
、
ば
ち
を
使
用

し
ま
す
。
演
奏
中
は
、
鞨
鼓
の
奏
者
が
指
揮
者
の
役

割
を
担
い
ま
す
。
⑤
鉦
鼓
。
雅
楽
で
唯
一
、
金
属
の

楽
器
で
す
。
水
牛
の
角
で
で
き
た
ば
ち
で
演
奏
し
ま

す
。
⑥
太
鼓（
楽
太
鼓
）。
牛
の
皮
を
張
っ
た
太
鼓
で
、

強（
右
手
）と
弱（
左
手
）の
二
通
り
の
打
ち
方
が
あ
り

ま
す
。

　

雅
楽
は
、
奈
良
時
代
、
あ
る
い
は
そ
れ
以
前
か

ら
の
大
陸
な
ど
と
の
文
化
交
流
と
と
も
に
伝
わ
っ

た
音
楽
を
基
礎
と
し
、
日
本
人
に
よ
っ
て
ま
と
め

ら
れ
、
整
え
ら
れ
た
音
楽
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

　

一
口
に「
雅
楽
」と
言
っ
て
も
、
そ
の
種
類
は
多

様
で
、
①
日
本
古
来
の
歌
舞
に
基
づ
く
も
の
②
大

陸
か
ら
伝
わ
っ
た
も
の
③
平
安
時
代
か
ら
の
新
し

い
歌
曲
の
３
つ
に
大
別
さ
れ
ま
す
。

　

正
浄
寺
の
雅
楽
は
、
こ
の
②
に
分
類
さ
れ
る
、

唐と
う

楽が
く

系
の
管か

ん

弦げ
ん（

楽
器
の
み
で
の
演
奏
形
態
）と
呼

ば
れ
る
も
の
で
す
。

　

雅
楽
が
い
つ
ご
ろ
正
浄
寺
に

伝
わ
っ
た
か
は
、
明
確
に
は
わ

か
っ
て
い
ま
せ
ん
が
、
明
和
２
年

（
１
７
６
５
）年
に
仙
台
候（
伊
達

候
）か
ら
寄
進
さ
れ
た
笙
が
残
さ

れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
江
戸
末
期

ご
ろ
に
は
、
す
で
に
存
在
し
た
と

み
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

戦
前
は
、
日
光
東
照
宮
か
ら
、

戦
後
は
宮
内
庁
の
楽が

く

士し

、
東と

う

儀ぎ

文ぶ
ん

隆
り
ゅ
う

師
か
ら
指
導
を
受
け
、
一
子

相
伝
と
い
う
形
で
、
門
徒
の
親
か

ら
子
へ
と
受
け
継
い
で
い
ま
す
。

　

雅
楽
は
ま
ず
、
唱

し
ょ
う

歌が

と
い
う
歌

を
口
で
歌
っ
て
楽
曲
を
覚
え
、
そ

の
唱
歌
に
従
い
楽
器
を
演
奏
し
ま

す
。
雅
楽
に
は
、
十

じ
ゅ
う

二に

律り
つ（
中
国

の
音
階
）を
も
と
に
し
た
６
つ
の

調
子
が
あ
っ
て
、
そ
れ
ら
を
使
っ

た
曲
が
合
計
で
80
曲
ほ
ど
あ
り
ま

す
。
本
来
は
、
こ
れ
ら
を
す
べ
て

口
伝
で
覚
え
る
の
で
す
が
、
そ
れ

が
ま
た
至
難
の
業
な
の
で
す
。

　

雅
楽
に
お
い
て
、
笙
は
和
音
で

全
体
を
導
き
、
篳
篥
は
主
旋
律
、

龍
笛
は
楽
曲
を
装
飾
す
る
役
割
が

あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
船
に
お
け
る
舵
、

胴
体
、
飾
り
に
例
え
ら
れ
ま
す
。

打
楽
器
は
主
に
リ
ズ
ム
を
刻
む
も

の
で
、
楽
長
や
長
老
の
よ
う
な
年

配
者
が
担
当
を
し
ま
す
。

　

佐
久
山
小
学
校
の
児
童
が
雅
楽

を
演
奏
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の

は
、
当
時
の
校
長
先
生
の
、「
子

ど
も
た
ち
に
地
域
の
伝
統
文
化
に

触
れ
て
ほ
し
い
」と
い
う
願
い
か

ら
で
し
た
。

　

当
時
は
、
寺
の
楽が

く

人に
ん

も
指
導
し

て
い
ま
し
た
が
、
現
在
で
は
、
私

の
み
が
行
っ
て
い
ま
す
。

　

楽
器
に
は
得
手
・
不
得
手
が
あ

り
、
初
め
は
音
が
鳴
ら
ず
に
泣
き

な
が
ら
練
習
し
て
い
る
子
も
い
ま

し
た
が
、
子
ど
も
は
柔
軟
で
す
か

ら
、
音
が
出
る
よ
う
に
な
れ
ば
自

信
を
も
っ
て
演
奏
を
す
る
よ
う
に

な
り
ま
す
。

　

そ
う
い
っ
た
未
知
の
も
の
に
触

れ
て
、
頑
張
ろ
う
と
す
る
姿
は
と

て
も
素
晴
ら
し
い
と
思
い
ま
す

し
、
あ
り
が
た
い
こ
と
だ
と
感
じ

て
い
ま
す
。

▲正浄寺の雅楽保存会の方々の演奏
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佐久山小学校雅楽部　
部長（6 年）

北
き た

原
は ら

　蓮
れ ん

春
しゅん

 さん

▲北原さんが担当する龍笛
の楽譜。
カタカナが唱歌、左側の小
さい文字が指使い、右側の
黒い点が拍子を表します。

　

正
浄
寺
の
雅
楽
保
存
会
の
演

奏
は
、
報ほ

う

恩お
ん

講こ
う（
浄
土
真
宗
の

法
要
）や
、
春
と
秋
の
彼
岸
の

念
仏
の
日
に
定
例
と
し
て
行
わ

れ
る
ほ
か
、
佐
久
山
御
殿
山
紅

葉
ま
つ
り
の
中
で
も
披
露
さ
れ

ま
す
。

　
ま
た
、同
ま
つ
り
の
中
で
は
、

佐
久
山
小
学
校
雅
楽
部
の
演
奏

も
行
わ
れ
ま
す
。

　
す
ば
ら
し
い
紅
葉
の
景
色
に

囲
ま
れ
な
が
ら
、
そ
の
響
き
に

耳
を
傾
け
て
み
て
は
い
か
が
で

し
ょ
う
か
。

　
期
間
中
は
、
紅
葉
の
ラ
イ
ト

ア
ッ
プ
も
行
わ
れ
、
幻
想
的
な

雰
囲
気
を
楽
し
め
ま
す
。

　

楽
器
は
龍
笛
を
担
当
し
て
い
ま
す
。

　
母
が
お
寺
で
雅
楽
を
や
っ
て
い
た
こ
と
で
雅
楽

に
興
味
を
持
ち
、
4
年
生
の
時
に
、
雅
楽
部
に
入

部
し
ま
し
た
。

　
龍
笛
を
吹
き
始
め
た
こ
ろ
は
、
な
か
な
か
音
が

思
う
よ
う
に
出
ず
、「
難
し
い
な
」と
感
じ
て
い
ま

し
た
が
、
雅
楽
で
使
わ
れ
る
楽
器
の
音
は
、
ほ
か

の
楽
器
の
も
の
と
は
違
っ
て
い
て
、
と
て
も
好
き

で
す
。

　
佐
久
山
御
殿
山
紅
葉
ま
つ
り
で
は
、「
越え

殿て
ん

楽ら
く（
越

天
楽
）」と
い
う
曲
を
演
奏
し
ま
す
。

　
み
ん
な
で
頑
張
っ
て
練
習
を
し
て
き
た
の
で
、

よ
く
聴
い
て
ほ
し
い
で
す
。

　

佐
久
山
小
学
校
の
雅
楽
部
は
、
正
浄
寺
の
協
力

も
あ
り
、今
か
ら
十
年
以
上
前
に
発
足
し
ま
し
た
。

　

部
員
は
現
在
、
４
年
生
が
３
名
、
５
年
生
が
２

名
、
６
年
生
が
５
名
の
計
10
名
。
放
課
後
の
時
間

を
使
い
、
練
習
に
励
ん
で
い
ま
す
。

　

定
期
演
奏
会
な
ど
は
行
っ
て
お
り
ま
せ
ん
が
、

正
浄
寺
の
儀
礼
の
際
に
参
加
し
、
演
奏
を
披
露
し

て
い
ま
す
。　

■
期
間
…
11
月
10
日（
火
）～
25

日（
水
）

▼
紅
葉
の
ラ
イ
ト
ア
ッ
プ
：
期

間
中
の
午
後
5
時
～
9
時

■
11
月
15
日（
日
）に
、
雅
楽
演

奏
の
ほ
か
、福
原
餅
つ
き
唄
、

野
点
茶
会
な
ど
の
イ
ベ
ン
ト

が
開
催
さ
れ
ま
す
。

▼
雅
楽
演
奏
：
午
後
1
時
～

　
御
殿
山
中
腹
に
て
。

※
イ
ベ
ン
ト
情
報
の
詳
細
は
、

本
誌
23
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ

さ
い
。

▲ 昨年の雅楽部の演奏

▲紅葉のライトアップ

▲佐久山小学校雅楽部の皆さん
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