
四
ノ
宮
琵
琶
手
引
き
草

弦
楽
ふ
る
さ
と
の
会

四
ノ
宮
琵
琶
サ
ー
ク
ル

　「
音
霊
杓
子
（
お
た
ま
じ
ゃ
く
し
）」

四
ノ
宮
琵
琶
の
弾
き
方
の
基
本
を
マ
ス
タ
ー
し
、

自
由
に
弾
き
こ
な
し
て
、
和
・
洋
・
プ
ロ
・
ア
マ
問
わ
ず
、

自
分
好
み
の
さ
ま
ざ
ま
な
シ
ー
ン
で
使
え
る
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
。

　
　
　
　
　
ご
連
絡
　
〇
九
〇
ー
二
五
九
七
ー
三
〇
五
〇
　
小
谷
昌
代

継
承
が
途
絶
え
か
け
て
い
る
琵
琶
を
み
ん
な
で
楽
し
く
盛
り
上
げ
る
会

平
成
26
年
度
京
都
府
地
域
力
再
生
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
支
援
事
業
（
ソ
ー
シ
ャ
ル
ビ
ジ
ネ
ス
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
）



　
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
再
興
し
た
い
と
琵
琶

法
師
発
祥
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
黄
鐘
調
（
ラ
ド
ミ
ラ
）
に

合
わ
せ
る
と
、相
対
的
な
ド
レ
ミ
の
音
階
が
簡
単
に
出
せ
ま
す
。
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
。

弦
の
呼
び
名

（
か
え
し
ば
ち
＝
返
撥
）

そ
の
な
ま
え
の
絃
か
ら
「
一
」
の
絃
ま
で
下
か
ら
上
部
に
か
き
あ
げ
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

八

（
平
成
時
代
〜
）

３ ２

ばち
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携
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自
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の
可
能
性
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し
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琵
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す
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の
呼
び
名
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ば
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そ
の
な
ま
え
の
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「
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の
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ま
で
下
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げ
る
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ふ
せ
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か
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調
弦
の
方
法

ち
ょ
う
げ
ん
　
　   

ほ
う  

ほ
う

黄
鐘
調
練
習

お
う 

し
き 

ち
ょ
う 

れ
ん
し
ゅ
う

お
う 

し
き 

ち
ょ
う

い
ち 

こ
つ 

ち
ょ
う

黄
鐘
調

お
ん  

か
い   

こ   

し
ょ
う

音
階
呼
称

◉
音
を
出
し
て
み
る

◉
紙
芝
居
の
中
の
歌
で
す
。
絃
の
呼
び
名
や
和
歌
を
歌
い
な
が
ら
弾
い
て
み
よ
う
。

ち
ょ
う 

げ
ん

い
ち

い
ち

お
つ

お
つ

ぎ
ょ
う

ぎ
ょ
う

じ
ょ
う

じ
ょ
う

じ
ょ
う
掻
撥

じ
ょ
う
返
撥

じ
ょ
う
早
撥

お
つ
じ
ょ
う
割
撥

か
い  

ほ
う  

げ
ん

調
弦
し
て

解
放
絃
の

音
を
覚
え
ま
す

壱
越
調

呂 律

盤
渉
調

水
調

黄
鐘
調

平
調

双
調

壱
越
調

第四弦

第三弦

第二弦

第一絃

黄鐘

平調

壱越

黄鐘

双調

壱越

黄鐘

双調

黄鐘

平調

盤渉

平調

黄鐘

平調

神仙

黄鐘

黄鐘

平調

盤渉

黄鐘

黄鐘

平調

盤渉

下無

※

四
ノ
宮
琵
琶
で
は

　
雅
楽
の
調
子
の
内
、

　
主
に
二
調
を
使
い
ま
す

第
一
絃

第
二
絃

第
三
絃

第
四
絃

第
一
絃

第
二
絃

第
三
絃

第
四
絃

琵
琶
法
師
が
奏
で
た
平
曲

の
元
調
子
と
考
え
ら
れ
、

流
派
に
よ
っ
て
は
正
調
と

伝
え
て
い
ま
す
。

※

単
音
音
階
が
出
し
や
す
い

和
の
伝
統
音
階
を
用
い
る
と
き
は

調
子
笛
を
使
い
、

西
洋
楽
器
と
合
わ
せ
る
と
き
は

ク
リ
ッ
プ
式
な
ど
の
チ
ュ
ー
ナ
ー
を
使
い
ま
す
。

ス
ト
ロ
ー
ク
で
奏
で
る
と

平
安
朝
を
思
わ
せ
る
雅
な

音
色
が
特
徴
で
す
。

※

三
つ
の
音
か
ら
な
る

　
和
音
コ
ー
ド
が
出
し
や
す
い

ラ ド ミ ラ

A C E A

ラ シ ド レ
A B C D

ミ ファ ソ
E F G

ラ
A

ラ レ ミ ラ

A D E A

黄鐘 盤渉 神仙 壱越 平調 勝絶 双調 黄鐘
おうしき おうしきばんしき しんせん しょうぜつ そうじょういちこつ ひょうじょう

※下無はファの♯

上

上

上

1

45
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黄
鐘
調
練
習

お
う 

し
き 
ち
ょ
う 

れ
ん
し
ゅ
う

だ
い   

い
っ  

ち
ゅ
う

よ
ん  

ち
ゅ
う

第
一
柱
か
ら
四
柱

ま
で
柱
を
押
さ
え
た

音
を
覚
え
ま
す

工

工

七

七

七

八

下

下

下

下

ヤ

八

七

ヒ

朴

十

十

朴

ヒ

フ

フ

言

ム

美

美

ム

言

斗

斗

之

ヤ

コ

コ

ヤ

之

く

く

げ

げ

ひ

ひ

ひ
と
つ
ば
ち

か
く 

ば
ち

は
や 

ば
ち

し

こ

や

と

じ
ゅ
う

じ
ゅ
う

び

び

こ

し

と

や

し
ち

し
ち

ぼ
う

ぼ
う

ご
ん

ご
ん

し
ゅ

し
ゅ

は
ち

は
ち

ぼ
く

ぼ
く

せ
ん

工

八

下

七

朴

十

ヒ

フ

ム

美

言

斗

ヤ

コ

之

く

げ

ひし

や

じ
ゅ
う

びこ

と

し
ち

ぼ
う

ご
ん

し
ゅ

は
ち

ぼ
く

せ
ん

工

八

下

七

朴

十

ヒ

フ

ム

美

言

斗

ヤ

コ

之

く

げ

ひし

や

じ
ゅ
う

びこ

と

し
ち

ぼ
う

ご
ん

し
ゅ

は
ち

ぼ
く

せ
ん

せ
ん

七

下

八

ヒ

十

朴

言

美

ム

之

コ

ヤ

げ

く

ひ

こ

と

じ
ゅ
う

び

し

や

し
ち

ご
ん

し
ゅ

は
ち

ぼ
く

ぼ
う

せ
ん

七

下

八

ヒ

十

朴

言

美

ム

之

コ

ヤ

げ

ひ

こ
じ
ゅ
う

び

し

や

し
ち

ご
ん

は
ち

ぼ
く

せ
ん

工フ斗くと し
ゅ

ぼ
う 工フ斗

第
一
柱

第
二
柱

第
三
柱

第
四
柱

第
一
柱

第
二
柱

第
三
柱

第
四
柱

第
一
柱

第
二
柱

第
三
柱

第
四
柱

柱
の
上
部
（
転
じ
ん
に
近
い
方
）
角
を
押
さ
え
ま
す
。

最
初
は
一
撥
で
一
本
ず
つ
、

音
を
確
か
め
な
が
ら
弾
い
て
み
ま
す
。

次
に
掻
撥
で
そ
の
名
前
の
絃
ま
で
弾
い
て
み
ま
す
。

◉
一
本
ず
つ
、
一
撥
（
表
記
＝
丸
漢
字
）
で
弾
き
、

　
柱
の
場
所
と
名
前
を
覚
え
る
。

◉
第
一
柱
の
一
撥
練
習
曲
「
赤
と
ん
ぼ
（
黄
鐘
調
）」

◉
指
使
い
と
表
現
の
練
習
曲「
創
作
流
泉
序
曲（
黄
鐘
調
）」

◉
胴
を
使
っ
た
表
現
の
練
習
曲「
創
作
啄
木
序
曲（
黄
鐘
調
）」

◉
弛
す
の
練
習
曲
「
雨
夜
尊
（
黄
鐘
調
）」

◉
弾
き
方
の
違
い
を
覚
え
る

八

八
下
下

七

七

七

七

ヤ

八

八

八

八

八

下
下

下

一
　  

←
掻
撥
（
表
記
＝
漢
字
の
み
）
で
弾
く

二
　  

←
早
撥
（
表
記
＝
右
括
弧
）
で
弾
く

下

行

七

一

下

行

七

一

下

行

ヒ

一

下

行

ヒ

一

下

行

之

一

下

行

之

一

（
コ
ブ
シ
で
琵
琶
の
腹
を
た
た
く
）

び      

わ

は
ら

乙

乙

乙

一

コ

コ

上

上

下

下

下

上

上

コ
美

乙

美
下

上

美

下
七
上

下
七
上

美
上

美
上

美
上

美
上

下
七
上
下
七
上

乙

下

美

美
下

下
乙

乙

乙

乙

乙

一

コ

美

美

コ

工

上

下

七
上

十

ヒ

フ

上

美

言

斗

上

コ

之

七

下

八

ヒ

十

朴

言

美

ム

之

コ

ヤ

げ

く

ひ

こ

と

じ
ゅ
う

び

し

や

し
ち

ご
ん

し
ゅ

は
ち

ぼ
く

ぼ
う

せ
ん

工フ斗

第
一
柱

第
二
柱

第
三
柱

第
四
柱

三   

←
返
撥
で
弾
く

か
え
し
ば
ち

四    

←
割
撥
で
弾
く

わ
り
ば
ち

は
ず

あ
ま
よ
の
み
こ
と

り
ゅ
う
せ
ん

た
く
ぼ
く

ひ
と
つ
ば
ち

上上上上

上上上上

く
じ
ょ
う

げ
じ
ょ
う

ひ
じ
ょ
う

し
じ
ょ
う

じ
ゅ
う
じ
ょ
う

び
じ
ょ
う

こ
じ
ょ
う

と
じ
ょ
う

し
ち
じ
ょ
う

ぼ
う
じ
ょ
う

ご
ん
じ
ょ
う

し
ゅ
じ
ょ
う

2

７ ６

第
一
柱

第
二
柱

第
三
柱

第
四
柱

五   

←
掻
洗下

七
上

十
上

ヒ
上

言
上

美
上

コ
上

之
上

ひ
じ
ょ
う

し
じ
ょ
う

び
じ
ょ
う

こ
じ
ょ
う

じ
ゅ
う
じ
ょ
う

ご
ん
じ
ょ
う

げ
し
ち
じ
ょ
う

下
七
上

十
上

ヒ
上

言
上

美
上

コ
上

之
上

ひ
じ
ょ
う

し
じ
ょ
う

び
じ
ょ
う

こ
じ
ょ
う

じ
ゅ
う
じ
ょ
う

ご
ん
じ
ょ
う

げ
し
ち
じ
ょ
う

か
き
す
か
し

六   

←
掻
洗
返
撥

か
き
す
か
し
か
え
し
ば
ち

七   

←
伏
撥

ふ
せ
ば
ち

八朴ムヤや は
ち

ぼ
く

せ
ん

ゆ　

  

う　

   

や　
　

  

け　

  

こ　

  

や　

  

け　

  

え　

   

の　

  　

あ　

 

か　

  
と　
　

  

ん　
　

ぼ

お　

  

わ　

   

れ　
　

  

て　

  

み　

  

た　

  

の　

  

お　

   

わ　

  

あ　

  　

 

い　

  

つ　

   

の　
 

お　
   

ひ　

   

い　

   

か
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十

ヒ

フ

ム

美

言

斗

ヤ

コ

之

く

げ

ひし

や

じ
ゅ
う

びこ

と

し
ち

ぼ
う

ご
ん

し
ゅ

は
ち

ぼ
く

せ
ん

工

八

下

七

朴

十

ヒ

フ

ム

美

言

斗

ヤ

コ

之

く

げ

ひし

や

じ
ゅ
う

びこ

と

し
ち

ぼ
う

ご
ん

し
ゅ

は
ち

ぼ
く

せ
ん

せ
ん

七

下

八

ヒ

十

朴

言

美

ム

之

コ

ヤ

げ

く

ひ

こ

と

じ
ゅ
う

び

し

や

し
ち

ご
ん

し
ゅ

は
ち

ぼ
く

ぼ
う

せ
ん

七

下

八

ヒ

十

朴

言

美

ム

之

コ

ヤ

げ

ひ

こ
じ
ゅ
う

び

し

や

し
ち

ご
ん

は
ち

ぼ
く

せ
ん

工フ斗くと し
ゅ

ぼ
う 工フ斗

第
一
柱

第
二
柱

第
三
柱

第
四
柱

第
一
柱

第
二
柱

第
三
柱

第
四
柱

第
一
柱

第
二
柱

第
三
柱

第
四
柱

柱
の
上
部
（
転
じ
ん
に
近
い
方
）
角
を
押
さ
え
ま
す
。

最
初
は
一
撥
で
一
本
ず
つ
、

音
を
確
か
め
な
が
ら
弾
い
て
み
ま
す
。

次
に
掻
撥
で
そ
の
名
前
の
絃
ま
で
弾
い
て
み
ま
す
。

◉
一
本
ず
つ
、
一
撥
（
表
記
＝
丸
漢
字
）
で
弾
き
、

　
柱
の
場
所
と
名
前
を
覚
え
る
。

◉
第
一
柱
の
一
撥
練
習
曲
「
赤
と
ん
ぼ
（
黄
鐘
調
）」

◉
指
使
い
と
表
現
の
練
習
曲「
創
作
流
泉
序
曲（
黄
鐘
調
）」

◉
胴
を
使
っ
た
表
現
の
練
習
曲「
創
作
啄
木
序
曲（
黄
鐘
調
）」

◉
弛
す
の
練
習
曲
「
雨
夜
尊
（
黄
鐘
調
）」

◉
弾
き
方
の
違
い
を
覚
え
る

八

八
下
下

七

七

七

七

ヤ

八

八

八

八

八

下
下

下

一
　  

←
掻
撥
（
表
記
＝
漢
字
の
み
）
で
弾
く

二
　  

←
早
撥
（
表
記
＝
右
括
弧
）
で
弾
く

下

行

七

一

下

行

七

一

下

行

ヒ

一

下

行

ヒ

一

下

行

之

一

下

行

之

一

（
コ
ブ
シ
で
琵
琶
の
腹
を
た
た
く
）

び      

わ

は
ら

乙

乙

乙

一

コ

コ

上

上

下

下

下

上

上

コ
美

乙

美
下

上

美

下
七
上

下
七
上

美
上

美
上

美
上

美
上

下
七
上
下
七
上

乙

下

美

美
下

下
乙

乙

乙

乙

乙

一

コ

美

美

コ

工

上

下

七
上

十

ヒ

フ

上

美

言

斗

上

コ

之

七

下

八

ヒ

十

朴

言

美

ム

之

コ

ヤ

げ

く

ひ

こ

と

じ
ゅ
う

び

し

や

し
ち

ご
ん

し
ゅ

は
ち

ぼ
く

ぼ
う

せ
ん

工フ斗

第
一
柱

第
二
柱

第
三
柱

第
四
柱

三   
←
返
撥
で
弾
く

か
え
し
ば
ち

四    

←
割
撥
で
弾
く

わ
り
ば
ち

は
ず

あ
ま
よ
の
み
こ
と

り
ゅ
う
せ
ん

た
く
ぼ
く

ひ
と
つ
ば
ち

上上上上

上上上上

く
じ
ょ
う

げ
じ
ょ
う

ひ
じ
ょ
う

し
じ
ょ
う

じ
ゅ
う
じ
ょ
う

び
じ
ょ
う

こ
じ
ょ
う

と
じ
ょ
う

し
ち
じ
ょ
う

ぼ
う
じ
ょ
う

ご
ん
じ
ょ
う

し
ゅ
じ
ょ
う

2

７ ６

第
一
柱

第
二
柱

第
三
柱

第
四
柱

五   

←
掻
洗下

七
上

十
上

ヒ
上

言
上

美
上

コ
上

之
上

ひ
じ
ょ
う

し
じ
ょ
う

び
じ
ょ
う

こ
じ
ょ
う

じ
ゅ
う
じ
ょ
う

ご
ん
じ
ょ
う

げ
し
ち
じ
ょ
う

下
七
上

十
上

ヒ
上

言
上

美
上

コ
上

之
上

ひ
じ
ょ
う

し
じ
ょ
う

び
じ
ょ
う

こ
じ
ょ
う

じ
ゅ
う
じ
ょ
う

ご
ん
じ
ょ
う

げ
し
ち
じ
ょ
う

か
き
す
か
し

六   

←
掻
洗
返
撥

か
き
す
か
し
か
え
し
ば
ち

七   

←
伏
撥

ふ
せ
ば
ち

八朴ムヤや は
ち

ぼ
く

せ
ん

ゆ　

  

う　

   

や　
　

  

け　

  

こ　

  

や　

  

け　

  

え　

   

の　

  　

あ　

 

か　

  

と　
　

  

ん　
　

ぼ

お　

  

わ　

   

れ　
　

  

て　

  

み　

  

た　

  

の　

  

お　

   

わ　

  

あ　

  　

 

い　

  

つ　

   

の　

 

お　

   

ひ　

   

い　

   

か
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奈
良
の
正
倉
院
に
は
　
　
中
国
か
ら
伝
わ
っ
た

古
い
楽
器
が
た
く
さ
ん
保
管
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

仁
明
天
皇
は
、　
　
　
そ
の
楽
器
を
使
っ
た
演
奏
　
　
　「
雅
楽
」
が
大
好
き
で
し
た
。

「
う
〜
む
、　
　
　
正
倉
院
の
楽
器
は
、

ど
う
も
た
く
さ
ん
あ
り
す
ぎ
る
ゆ
え
、　
　
　
弾
き
や
す
く
、

藤
原
貞
俊
は
、
唐
で
習
っ
た
琵
琶
の
曲
を
人
康
親
王
に
も
教
え
ま
し
た
。

「  

『
流
泉
』
は
泉
が
湧
き
出
で
、
流
れ
る
さ
ま
を
、

　『
啄
木
』
は
、
梢
で
小
鳥
が
、
ク
チ
バ
シ
を
つ
つ
く
さ
ま
を
、

　『
楊
真
操
』
は
、

　
ま
る
で
弦
の
音
が
糸
を
紡
ぎ
、
織
物
を
織
る
よ
う
に
、
弾
き
た
ま
え
。」

下

行
上

七

一

下

行

七

一

下

行

ヒ

一

下

行

ヒ

一

下

行

之

一

下

行

之

一

行

上
行

行
一

上
行

上
行

行
一

上
行

上
行

行
一

上
言

上
言

言
一

上
言

上
言

言
一

八
言

八
言

言
一

八
言

八
言

言
一

（
コ
ブ
シ
で
琵
琶
の
腹
を
た
た
く
）

美
之
上

び      

わ

は
ら

黄
鐘
調
練
習

お
う 

し
き 
ち
ょ
う 

れ
ん
し
ゅ
う

か
み
し
ば
い

あ
い
ま

紙
芝
居
の

セ
リ
フ
の
合
間
に

入
れ
て
み
よ
う

3

　
　
　
　
　
　
　
　『
四
ノ
宮
物
語
　
　
　
雨
夜
尊
』

む
か
〜
し
む
か
し
、　
　
今
か
ら
一
千
年
以
上
も
　
　

前
の
こ
と
。
　
　
抜
く

拍
子
木
　
連
打
　
さ
ー
て
、
さ
て
、
お
た
ち
あ
い
！

紙
芝
居
の
　
は
じ
ま
り
〜
　
は
じ
ま
り
〜

2

5

1

音
色
が
良
く
、　
　
　
合
奏
に
合
う
楽
器
を
　
　
　
整
理
し
て
ま
い
れ
！
　
　
　
　
」
と
、

家
来
に
　
　
　
倉
庫
の
大
掃
除
を
命
じ
た
り
、

学
者
に
研
究
さ
せ
て
、

使
う
楽
器
と
使
わ
な
い
物
に
分
け
た
り
、

楽
人
に
は
、　
　
　
新
し
い
曲
や
舞
を
作
る
よ
う
に
　
　
　
言
い
ま
し
た
。
　
　
　
　
抜
く

乙

下

美

美
下

下
乙

乙

コ

美

美

コ

上

下
七
上

下
七
上

下
七
上

乙

乙

乙

一

乙

乙

乙

一

コ

コ

上

下

下

下

上

コ
美

乙

美
下

上

上

美

美
上

美
上

美
上

美
上

下
七
上

あ
ま 

よ
の
み
こ
と

に
ん
み
ょ
う
て
ん
の
う

し
ょ
う
そ
う
い
ん

さ
ね
や
す 

し
ん
の
う

ふ
じ
わ
ら
の
さ
だ
と
し

た
く 

ぼ
く

よ
う
し
ん
そ
う

り
ゅ
う
せ
ん

♬
雨
夜
尊
よ
り

あ
ま
よ
の
み
こ
と

89
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奈
良
の
正
倉
院
に
は
　
　
中
国
か
ら
伝
わ
っ
た

古
い
楽
器
が
た
く
さ
ん
保
管
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

仁
明
天
皇
は
、　
　
　
そ
の
楽
器
を
使
っ
た
演
奏
　
　
　「
雅
楽
」
が
大
好
き
で
し
た
。

「
う
〜
む
、　
　
　
正
倉
院
の
楽
器
は
、

ど
う
も
た
く
さ
ん
あ
り
す
ぎ
る
ゆ
え
、　
　
　
弾
き
や
す
く
、

藤
原
貞
俊
は
、
唐
で
習
っ
た
琵
琶
の
曲
を
人
康
親
王
に
も
教
え
ま
し
た
。

「  

『
流
泉
』
は
泉
が
湧
き
出
で
、
流
れ
る
さ
ま
を
、

　『
啄
木
』
は
、
梢
で
小
鳥
が
、
ク
チ
バ
シ
を
つ
つ
く
さ
ま
を
、

　『
楊
真
操
』
は
、

　
ま
る
で
弦
の
音
が
糸
を
紡
ぎ
、
織
物
を
織
る
よ
う
に
、
弾
き
た
ま
え
。」

下

行
上

七

一

下

行

七

一

下

行

ヒ

一

下

行

ヒ

一

下

行

之

一

下

行

之

一

行

上
行

行
一

上
行

上
行

行
一

上
行

上
行

行
一

上
言

上
言

言
一

上
言

上
言

言
一

八
言

八
言

言
一

八
言

八
言

言
一

（
コ
ブ
シ
で
琵
琶
の
腹
を
た
た
く
）

美
之
上

び      

わ

は
ら

黄
鐘
調
練
習

お
う 

し
き 

ち
ょ
う 

れ
ん
し
ゅ
う

か
み
し
ば
い

あ
い
ま

紙
芝
居
の

セ
リ
フ
の
合
間
に

入
れ
て
み
よ
う

3

　
　
　
　
　
　
　
　『
四
ノ
宮
物
語
　
　
　
雨
夜
尊
』

む
か
〜
し
む
か
し
、　
　
今
か
ら
一
千
年
以
上
も
　
　

前
の
こ
と
。
　
　
抜
く

拍
子
木
　
連
打
　
さ
ー
て
、
さ
て
、
お
た
ち
あ
い
！

紙
芝
居
の
　
は
じ
ま
り
〜
　
は
じ
ま
り
〜

2

5

1

音
色
が
良
く
、　
　
　
合
奏
に
合
う
楽
器
を
　
　
　
整
理
し
て
ま
い
れ
！
　
　
　
　
」
と
、

家
来
に
　
　
　
倉
庫
の
大
掃
除
を
命
じ
た
り
、

学
者
に
研
究
さ
せ
て
、

使
う
楽
器
と
使
わ
な
い
物
に
分
け
た
り
、

楽
人
に
は
、　
　
　
新
し
い
曲
や
舞
を
作
る
よ
う
に
　
　
　
言
い
ま
し
た
。
　
　
　
　
抜
く

乙

下

美

美
下

下
乙

乙

コ

美

美

コ

上

下
七
上

下
七
上

下
七
上

乙

乙

乙

一

乙

乙

乙

一

コ

コ

上

下

下

下

上

コ
美

乙

美
下

上

上

美

美
上

美
上

美
上

美
上

下
七
上

あ
ま 

よ
の
み
こ
と

に
ん
み
ょ
う
て
ん
の
う

し
ょ
う
そ
う
い
ん

さ
ね
や
す 

し
ん
の
う

ふ
じ
わ
ら
の
さ
だ
と
し

た
く 

ぼ
く

よ
う
し
ん
そ
う

り
ゅ
う
せ
ん

♬
雨
夜
尊
よ
り

あ
ま
よ
の
み
こ
と
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平
調
調
練
習

ひ
ょ
う
じ
ょ
う
ち
ょ
う
れ
ん
し
ゅ
う

雅
楽
の

譜
面
に
沿
っ
て

琵
琶
を
弾
い
て
み
よ
う

第
一
柱
平
調
、
第
二
柱
盤
渉
、
第
三
柱
平
調
、
第
四
柱
黄
鐘
に
調
弦
。

音
取
は
雅
楽
合
奏
前
に
奏
で
る
チ
ュ
ー
ニ
ン
グ
に
相
当
。

笙
（
黒
字
は
笙
の
譜
面
）、
篳
篥
、
竜
笛
、
琵
琶
（
赤
字
）、
琴
が

順
々
に
音
を
拾
っ
て
ゆ
く
オ
ー
プ
ニ
ン
グ
セ
レ
モ
ニ
ー
。

11 10

四ノ宮琵琶
し　　 の　 みや　 び　　わ

じ  もと

じょうえんび    わ    ひ　

び    わ　 つう

おお みな つた かつ どう

れき  し み  りょく

し   の   みやものがたり　

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、

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、

平安時代の貴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。

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、

琵琶とゆかりの深い山科「四ノ宮」の名を頭につけて

「四ノ宮琵琶」と呼ぶことにしました。

四本の弦の音を「低いラ」、「ド」、「ミ」、「高いラ」に合わせて弾くと、

ラ・シ・ド・レ・ミ・ファ・ソ・ラ・シ・ドの音階が簡単に出せます。

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。

に   ほん  こ　らい　 きゅうてい おん がく

えん そう

が   がく

ひめ さま けい たい  よう つか

ひ すがた えが

もちちい ひと  り ひ ぶん  か

げん  じ   ものがたり  え まき いま

き  ぞく ひざ ひざ

まえ はなし

へい あん   じ  だい

せん ねん

じ   ぶん き かなへ     や

と　 だ

つかげん ざい が   がく せい しき がっ そう おお がた

との さま

がく   び    わ こ    び    わび    わ

び    わ

び    わ

び    わ

び    わ

び    わ ふか

よ

よん ほん げん おと ひく

おん かい

かく しゅ  おん がく あ ばん そう どう よう だれ じ   ゆう はっ そう

かん たん

たか

ふる あた

あ ひ

ひ

ひろがっ   き か   のう せい

だ

な あたまやま しな し    の　みや

し    の　みや　び    わ

び    わ

四ノ宮さんって？
し      の   みや　

がた

げん　がく かい

かみ しば  い

琵琶のいろいろ
び    わ

ご　 らく

楽琵琶（奈良時代～）

宮中を中心に貴族の
娯楽として普及しました。

きゅうちゅう

がく　び　 わ な　 ら　  じ  だい

ちゅう しん き　  ぞく

ふ  きゅう

筑前琵琶（明治時代～）

芸術性の高いお稽古ごと
として普及しました。

ちく ぜん   び　 わ めい   じ    じ  だい

ふ  きゅう

たか けい    こげい じゅつ せい

薩摩琵琶（室町時代～）

精神性を重んじる武士の
嗜みとして普及しました。

さつ　ま　 び　 わ むろ まち   じ  だい

たしな ふ  きゅう

せい  しん  せい おも ぶ   　し

し    の   みや　 ち   めい　 へい  あん  じ  だい

び　 わ とく  い さね やす しん のう だい よん  おう  じ

め わずら ち す な

にん みょうてん のう

やま しな  ほく  ぶ

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「人康親王」（仁明天皇の第四皇子）が
目を患ってこの地に住んだことから名づいたそうです。

弦楽ふるさとの会
琵琶弾き語り紙芝居「四ノ宮物語」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。

か た

そう

平家琵琶
（鎌倉時代～）

信濃禅師行長が
生仏という僧に
語らせたのが
最初といわれます。

し な   の   ぜ ん    じ

へ い　け   び　 わ

か ま く ら  じ  だい

ゆ き  な が

しょうぶつ

さ い  し ょ

（平成時代～）

TOPICS

七

七

七

七
七

七

七

ヒ

下

◉
一
撥
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ヒ
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美

ヒ
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八
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美
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美

美

美
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さ
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め
　
　 

は
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ぐ
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も

か
　  

の
　  

か
　  

わ

ふ
　  

る
　  

さ
　  

と

つ
　   

り
　 

し

わ
　  

す
　  

れ

が
　   

た
　 

き

黄
鐘
調
練
習

お
う 

し
き 
ち
ょ
う 

れ
ん
し
ゅ
う

は
し
ら

よ

ひ

な

お
ぼ

し
ょ
う  

が

ど
う  

よ
う

柱
の
呼
び
名
が

覚
え
ら
れ
た
ら

唱
歌
や
童
謡
が

弾
け
ま
す

3

（
前
奏
）

（
後
奏
）

（
間
奏
）

（
間
奏
）

下
七
上

※

開
放
弦
を
使
う
場
合
は   

美  

＝  

行 

、
之  

＝ 

上   

で
弾
い
て
く
だ
さ
い
。

※

楽
譜
は
楽
中
練
発
行
企
画
「
雅
楽 

琵
琶
譜
（
鳳
笙
）」
よ
り
引
用
。
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平
調
調
練
習

ひ
ょ
う
じ
ょ
う
ち
ょ
う
れ
ん
し
ゅ
う

雅
楽
の

譜
面
に
沿
っ
て

琵
琶
を
弾
い
て
み
よ
う

第
一
柱
平
調
、
第
二
柱
盤
渉
、
第
三
柱
平
調
、
第
四
柱
黄
鐘
に
調
弦
。

音
取
は
雅
楽
合
奏
前
に
奏
で
る
チ
ュ
ー
ニ
ン
グ
に
相
当
。

笙
（
黒
字
は
笙
の
譜
面
）、
篳
篥
、
竜
笛
、
琵
琶
（
赤
字
）、
琴
が

順
々
に
音
を
拾
っ
て
ゆ
く
オ
ー
プ
ニ
ン
グ
セ
レ
モ
ニ
ー
。

11 10

四ノ宮琵琶
し　　 の　 みや　 び　　わ

じ  もと

じょうえんび    わ    ひ　

び    わ　 つう

おお みな つた かつ どう

れき  し み  りょく

し   の   みやものがたり　

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、

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、

平安時代の貴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。

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、

琵琶とゆかりの深い山科「四ノ宮」の名を頭につけて

「四ノ宮琵琶」と呼ぶことにしました。

四本の弦の音を「低いラ」、「ド」、「ミ」、「高いラ」に合わせて弾くと、

ラ・シ・ド・レ・ミ・ファ・ソ・ラ・シ・ドの音階が簡単に出せます。

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。

に   ほん  こ　らい　 きゅうてい おん がく

えん そう

が   がく

ひめ さま けい たい  よう つか

ひ すがた えが

もちちい ひと  り ひ ぶん  か

げん  じ   ものがたり  え まき いま

き  ぞく ひざ ひざ

まえ はなし

へい あん   じ  だい

せん ねん

じ   ぶん き かなへ     や

と　 だ

つかげん ざい が   がく せい しき がっ そう おお がた

との さま

がく   び    わ こ    び    わび    わ

び    わ

び    わ

び    わ

び    わ

び    わ ふか

よ

よん ほん げん おと ひく

おん かい

かく しゅ  おん がく あ ばん そう どう よう だれ じ   ゆう はっ そう

かん たん

たか

ふる あた

あ ひ

ひ

ひろがっ   き か   のう せい

だ

な あたまやま しな し    の　みや

し    の　みや　び    わ

び    わ

四ノ宮さんって？
し      の   みや　

がた

げん　がく かい

かみ しば  い

琵琶のいろいろ
び    わ

ご　 らく

楽琵琶（奈良時代～）

宮中を中心に貴族の
娯楽として普及しました。

きゅうちゅう

がく　び　 わ な　 ら　  じ  だい

ちゅう しん き　  ぞく

ふ  きゅう

筑前琵琶（明治時代～）

芸術性の高いお稽古ごと
として普及しました。

ちく ぜん   び　 わ めい   じ    じ  だい

ふ  きゅう

たか けい    こげい じゅつ せい

薩摩琵琶（室町時代～）

精神性を重んじる武士の
嗜みとして普及しました。

さつ　ま　 び　 わ むろ まち   じ  だい

たしな ふ  きゅう

せい  しん  せい おも ぶ   　し

し    の   みや　 ち   めい　 へい  あん  じ  だい

び　 わ とく  い さね やす しん のう だい よん  おう  じ

め わずら ち す な

にん みょうてん のう

やま しな  ほく  ぶ

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「人康親王」（仁明天皇の第四皇子）が
目を患ってこの地に住んだことから名づいたそうです。

弦楽ふるさとの会
琵琶弾き語り紙芝居「四ノ宮物語」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。

か た

そう

平家琵琶
（鎌倉時代～）

信濃禅師行長が
生仏という僧に
語らせたのが
最初といわれます。

し な   の   ぜ ん    じ

へ い　け   び　 わ

か ま く ら  じ  だい

ゆ き  な が

しょうぶつ
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（平成時代～）
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前
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）

（
間
奏
）
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奏
）
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上

※

開
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を
使
う
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合
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、
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だ
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い
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譜
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鳳
笙
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り
引
用
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四
ノ
宮
琵
琶
手
引
き
草

弦
楽
ふ
る
さ
と
の
会

四
ノ
宮
琵
琶
サ
ー
ク
ル

　「
音
霊
杓
子
（
お
た
ま
じ
ゃ
く
し
）」

四
ノ
宮
琵
琶
の
弾
き
方
の
基
本
を
マ
ス
タ
ー
し
、

自
由
に
弾
き
こ
な
し
て
、
和
・
洋
・
プ
ロ
・
ア
マ
問
わ
ず
、

自
分
好
み
の
さ
ま
ざ
ま
な
シ
ー
ン
で
使
え
る
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
。

　
　
　
　
　
ご
連
絡
　
〇
九
〇
ー
二
五
九
七
ー
三
〇
五
〇
　
小
谷
昌
代

継
承
が
途
絶
え
か
け
て
い
る
琵
琶
を
み
ん
な
で
楽
し
く
盛
り
上
げ
る
会

平
成
26
年
度
京
都
府
地
域
力
再
生
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
支
援
事
業
（
ソ
ー
シ
ャ
ル
ビ
ジ
ネ
ス
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
）


