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先
日
、
世
界
最
高
の
チ
ェ
リ
ス
ト
、
ヨ
ー
ヨ
ー
・
マ
が
来
日
し
た
の
で
、
観
賞
に

出
掛
け
て
参
り
ま
し
た
。

　

両
親
が
中
国
人
の
ヨ
ー
ヨ
ー
・
マ
は
、
幼
い
頃
に
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
へ
移
住
、
メ
キ

メ
キ
と
頭
角
を
表
し
、
デ
ビ
ュ
ー
当
時
の
小
学
生
時
分
か
ら
天
才
と
称
さ
れ
、
そ
の

パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
は
、
そ
の
時
既
に
完
成
さ
れ
て
い
た
と
い
う
話
。

　

来
日
し
た
ヨ
ー
ヨ
ー
・
マ
。
こ
の
日
は
名
曲
（
そ
し
て
超
難
曲
！
）
シ
ョ
ス
タ
コ

ー
ヴ
ィ
チ
の
協
奏
曲
第
一
番
を
演
奏
す
る
と
あ
っ
て
、
場
内
は
業
界
人
、
各
界
の
著

名
人
、
音
楽
フ
ァ
ン
で
超
満
員
。
異
様
な
熱
気
の
中
を
当
人
は
風
を
切
る
よ
う
に
颯

爽
と
登
場
し
、
持
ち
前
の
優
し
い
笑
顔
で
聴
衆
の
歓
声
に
応
え
る
と
、
サ
ッ
と
定
位

置
に
つ
い
て
、
場
内
は
ピ
ー
ン
と
緊
張
の
糸
で
張
り
詰
め
た
。

　

ヨ
ー
ヨ
ー
・
マ
が
ヨ
ー
ヨ
ー
・
マ
に
な
る
瞬
間
で
あ
る
。
彼
が
弓
を
引
く
と
、
場

内
に
張
り
詰
め
た
緊
張
の
糸
が
振
動
す
る
よ
う
な
、
全
て
を
制
圧
す
る
よ
う
な
、
何

か
絶
対
的
な
力
が
働
い
た
。
そ
れ
は
感
動
な
の
か
、
信
仰
な
の
か
、
全
く
筆
舌
に
尽

く
し
難
い
、
首
（
こ
う
べ
）
を
垂
れ
る
想
い
で
あ
っ
た
。

　

ヨ
ー
ヨ
ー
・
マ
は
故
郷
中
国
は
勿
論
と
し
て
、ア
ジ
ア
音
楽
・
文
化
に
造
形
が
深
い
。

近
年
、
ヨ
ー
ヨ
ー
・
マ
は
『
シ
ル
ク
ロ
ー
ド
・
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
』
と
題
し
、
自
ら
の

経
験
と
財
産
を
ア
ジ
ア
諸
国
に
還
元
し
、
そ
れ
が
徐
々
に
ラ
イ
フ
ワ
ー
ク
と
な
っ
て

い
る
よ
う
に
見
受
け
る
の
は
、
ヨ
ー
ヨ
ー
マ
の
持
つ
民
族
へ
の
愛
と
、
故
郷
へ
の
感

謝
か
ら
で
あ
ろ
う
。

　

サ
ク
セ
ス
ス
ト
ー
リ
ー
を
真
似
す
る
の
は
難
し
い
。
そ
し
て
、
特
筆
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
の
は
、
彼
氏
が
別
次
元
の
『
天
才
』
で
あ
る
と
い
う
こ
と
。
し
か
し
、
そ

れ
を
踏
ま
え
た
上
で
で
あ
る
。
我
々
日
本
人
は
、
彼
氏
の
人
生
、
思
想
を
も
っ
と
参

考
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
芸
術
を
志
す
人
間
は
、
祖
国
の
文
化
を
無
視
す
る
と

浮
き
足
立
っ
て
し
ま
う
の
は
、も
は
や
疑
い
の
な
い
事
実
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

こ
れ
は
音
楽
家
に
限
っ
た
話
で
は
な
い
。
世
界
の
第
一
線
で
活
躍
す
る
日
本
人
が

日
本
文
化
に
敬
意
を
表
し
、
自
ら
も
日
本
文
化
に
た
し
な
む
こ
と
の
大
切
さ
に
開
眼

す
れ
ば
、
日
本
の
若
者
が
世
界
に
躍
り
出
る
可
能
性
が
開
け
る
の
で
は
な
い
か
と
思

う
し
、
そ
れ
が
又
、
唯
一
の
サ
ク
セ
ス
ス
ト
ー
リ
ー
へ
の
道
す
じ
で
あ
る
と
私
は
信

じ
て
い
る
。

奥
田
雅
楽
之
一

第
六
号「
東
西
」

メ
ル
マ
ガnoich

i

第
六
号
は
『
東
西
（
そ
の
一
）』。
二
回
シ
リ
ー
ズ
で
お

届
け
す
る
一
回
目
の
今
回
は
、
東
洋
と
西
洋
に
橋
を
架
け
ま
す
。

私
た
ち
日
本
人
の
生
活
に
西
洋
文
化
は
欠
か
せ
な
く
な
っ
て
久
し
い
で
す

が
、
明
治
1
0
0
年
を
数
え
る
昨
今
で
も
、
西
洋
、
東
洋
の
根
本
的
な
思
想
、

理
念
は
平
行
線
を
辿
っ
て
い
る
懸
念
を
拭
い
切
れ
ま
せ
ん
。

今
回
は
雅
楽
之
一
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
滞
在
中
、ド
イ
ツ
、ウ
ィ
ー
ン
の
地
で
夫
々

親
交
を
深
め
た
盟
友
の
お
二
人
に
執
筆
を
お
願
い
し
ま
し
た
。
お
楽
し
み
頂

け
れ
ば
幸
い
に
存
じ
ま
す
。



狂
言
風
オ
ペ
ラ

オ
ペ
ラ
歌
手　

豊
嶋　

起
久
子  

　

久
し
ぶ
り
の
帰
国
で
北
九
州
国
際
音
楽
祭
に
歌
手
と
し
て
出
演
、

そ
の
後
は
客
と
し
て
「
狂
言
風
オ
ペ
ラ
～M

ozart

魔
笛
～
」
を
鑑

賞
し
た
。
こ
の
狂
言
風
オ
ペ
ラ
と
は
文
字
通
り
、
西
洋
の
オ
ペ
ラ
と

東
洋
の
狂
言
の
合
体
作
品
で
あ
る
。
台
詞
が
ド
イ
ツ
語
か
ら
狂
言
風

に
書
き
下
ろ
さ
れ
た
所
が
劇
の
大
き
な
鍵
に
な
っ
て
い
る
の
だ
が
、

何
の
ご
縁
か
そ
れ
は
私
の
芸
大
時
代
の
ド
イ
ツ
語
の
恩
師
・
小
宮
正

安
氏
で
あ
っ
た
。
私
自
身
は
能
楽
の（
金
剛
流
シ
テ
方
）家
に
生
ま
れ
、

女
性
で
あ
っ
た
事
こ
れ
幸
い
、
オ
ペ
ラ
を
学
ん
で
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
演

奏
し
て
い
る
。

　

室
町
に
確
立
さ
れ
た
能
楽
、
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
末
期
に
生
ま
れ
た
オ

ペ
ラ
、
東
西
社
会
の
水
面
下
で
下
克
上
が
起
き
て
い
た
時
代
に
噴
水

の
如
く
沸
き
上
が
っ
た
。
特
に
「
狂
言
」
と
「
喜
劇
オ
ペ
ラ
」
の
担

っ
た
役
割
は
、
東
西
の
人
間
社
会
の
中
で
「
笑
い
」
の
必
然
性
、
そ

し
て
社
会
の
ひ
ず
み
を
笑
い
と
し
て
昇
華
さ
せ
る
内
な
る
戦
い
で
は

な
か
っ
た
だ
ろ
う
か
。
勿
論
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
が
、
歴
史
の
流
れ

の
一
部
を
見
て
も
こ
の
狂
言
と
ふ
ん
だ
ん
に
喜
劇
的
な
歌
芝
居
を
か

ね
た
傑
作
品
の
魔
笛
が
マ
ッ
チ
し
な
い
わ
け
が
な
い
。

　

特
筆
す
べ
き
背
景
は
、
狂
言
と
喜
劇
オ
ペ
ラ
が
両
者
と
も
幕
間
劇

と
し
て
生
ま
れ
た
点
で
あ
る
。
能
楽
で
は
ゆ
っ
く
り
と
深
み
の
あ
る

精
神
性
と
集
中
力
で
幽
玄
を
魅
せ
る
能
と
能
の
間
に
狂
言
を
置
き
、

双
方
の
良
さ
を
相
乗
さ
せ
た
。
オ
ペ
ラ
で
は
神
々
や
英
雄
が
登
場
す

る
荘
重
な
オ
ペ
ラ
の
休
憩
中
に
喜
劇
オ
ペ
ラ
を
魅
せ
、
か
え
っ
て
そ

ち
ら
の
方
が
人
気
を
呼
ん
で
単
独
の
ジ
ャ
ン
ル
と
な
っ
て
行
っ
た
。

こ
の
作
品
の
狂
言
を
演
ず
る
の
は
京
都
の
茂
山
一
門
。「
お
豆
腐
狂
言
」

を
モ
ッ
ト
ー
と
し
、
そ
の
言
葉
の
如
く
柔
ら
か
い
日
常
的
な
狂
言
を

伝
え
て
く
れ
る
。
彼
ら
は
狂
言
の
伝
統
を
し
か
と
守
り
な
が
ら
も
、

そ
れ
を
狭
い
中
に
閉
じ
込
め
な
い
。

　

M
ozart

と
い
う
作
曲
家
の
性
質
を
見
た
と
き
に
も
、
い
わ
ゆ
る
狂

言
的
性
格
が
譜
面
か
ら
も
手
紙
か
ら
も
読
み
取
れ
る
。
そ
し
て
彼
の

作
品
の
品
格
、
こ
れ
ら
の
要
素
も
私
の
中
で
狂
言
と
い
う
も
の
と
容

易
に
合
体
す
る
事
が
可
能
だ
っ
た
。
こ
の
狂
言
風
オ
ペ
ラ
と
の
出
会

い
は
、
魔
笛
と
い
う
作
品
の
持
つ
「
作
品
の
格
」
と
能
楽
の
も
つ
そ

れ
ら
が
東
西
の
距
離
を
無
き
も
の
と
し
、
空
間
を
容
易
に
超
え
る
こ

と
を
可
能
と
し
、
現
代
の
新
た
な
笑
い
を
、
天
上
の
天
女
か
ら
聞
き

出
し
た
よ
う
な
、
舞
台
に
舞
い
降
り
た
よ
う
な
、
そ
ん
な
不
思
議
な

瞬
間
で
あ
っ
た
。

過
去
へ
の
あ
こ
が
れ　

指
揮
者
・
ヴ
ァ
イ
オ
リ
ニ
ス
ト　

阿
部
真
也

　

東
洋
人
が
西
洋
の
文
化
に
憧
れ
を
抱
い
て
か
ら
数
百
年
、
我
々
が

生
き
る
こ
の
日
本
で
如
何
に
発
展
を
遂
げ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
私

は
幼
少
よ
り
日
本
文
化
を
た
し
な
み
、
同
時
に
西
洋
音
楽
の
教
育
も

受
け
た
。
技
を
習
得
す
る
過
程
に
は
共
通
点
が
あ
る
、そ
れ
は「
稽
古
」

で
あ
り
「Practice

（
プ
ラ
ク
テ
ィ
ス
・
練
習
）」
で
あ
る
。
き
れ
い

な
字
が
書
け
る
様
に
な
り
た
い
、
美
味
し
い
お
茶
を
点
て
ら
れ
る
様

に
な
り
た
い
、
美
し
い
花
を
生
け
ら
れ
る
様
に
な
り
た
い
、
美
し
い

曲
を
演
奏
出
来
る
様
に
な
り
た
い
、
そ
の
思
い
が
あ
る
か
ら
こ
そ
精

進
し
て
こ
ら
れ
た
し
、
こ
れ
か
ら
も
続
け
て
い
け
る
。

　

私
は
今
、
日
本
人
で
あ
り
な
が
ら
ド
イ
ツ
に
住
み
、
西
洋
音
楽
を

奏
で
る
一
人
の
演
奏
家
と
し
て
生
き
て
い
る
。
日
本
に
ず
っ
と
居
な

い
の
に
は
理
由
が
あ
る
。
そ
れ
は
ド
イ
ツ
に
「
あ
こ
が
れ
」
が
あ
る

か
ら
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
「
あ
こ
が
れ
」
は
日
本
に
も
存
在
す
る
の

で
あ
る
が
、
そ
の
「
あ
こ
が
れ
」
が
「
未
来
」
に
対
し
て
ば
か
り
向

い
て
い
る
様
に
感
じ
る
。
し
か
し
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
は
未
来
に
対
し
て

の
そ
れ
と
同
じ
く
ら
い
「
過
去
」
に
対
し
て
も
あ
る
様
に
感
じ
る
の

で
あ
る
。
西
洋
で
は
、
古
い
街
並
み
が
大
切
に
さ
れ
、
更
に
修
復
を

し
、
古
い
も
の
が
美
し
く
生
ま
れ
変
わ
る
。
た
だ
し
生
ま
れ
変
わ
る

と
言
っ
て
も
種
類
が
違
う
。
日
本
に
は
今
で
も
古
い
町
並
み
が
残
っ

て
い
る
所
も
あ
り
、
そ
れ
は
そ
れ
で
美
し
い
の
で
あ
る
が
、
発
展
の

意
味
、
精
神
が
そ
こ
に
は
無
い
。
日
本
は
ど
う
し
て
も
「
便
利
」「
最

新
」
と
い
う
概
念
が
支
配
し
て
い
る
様
な
気
さ
え
す
る
が
、
ヨ
ー
ロ

ッ
パ
で
は
そ
れ
が
上
手
く
共
存
し
て
い
る
様
に
思
う
。「
過
去
が
あ
っ

た
か
ら
今
が
存
在
し
、
残
っ
て
き
た
も
の
は
美
し
い
が
故
に
人
々
が

伝
え
て
き
た
。」
と
い
う
思
い
が
確
実
に
人
々
の
血
に
あ
る
の
だ
と
感

じ
る
。
だ
か
ら
と
い
っ
て
便
利
な
も
の
を
取
り
入
れ
な
い
わ
け
で
は

な
い
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
は
分
か
っ
て
い
る
の
だ
、「
自
分
が
こ
れ
以
上

は
望
む
必
要
が
な
い
」と
い
う
点
を
。
そ
れ
は「
過
去
へ
の
あ
こ
が
れ
」

が
あ
る
か
ら
だ
と
私
は
思
う
。

　

自
分
が
幼
き
頃
、
稽
古
を
積
む
自
分
の
憧
れ
は
「
上
達
し
て
い
る

自
分
」
で
あ
っ
た
。
そ
こ
に
は
「
過
去
」
は
共
存
し
て
い
な
か
っ
た
。

し
か
し
今
、
自
分
が
過
去
に
創
ら
れ
た
最
高
の
美
を
表
現
す
る
演
奏

家
と
し
て
「
過
去
へ
の
あ
こ
が
れ
」
を
も
っ
て
精
進
し
た
い
。

　

日
本
は
世
界
で
も
類
を
見
な
い
程
の
色
彩
を
持
ち
、
美
を
持
ち
合

わ
せ
て
い
る
こ
と
を
、
私
は
誇
り
に
思
う
。
そ
れ
は
全
て
先
人
達
が

創
り
成
し
た
も
の
で
あ
る
。
日
本
の
先
人
達
が
遺
し
た
書
物
や
芸
術

は
、
西
洋
の
そ
れ
と
比
し
て
も
遜そ

ん
し
ょ
く

色
が
な
い
の
で
あ
る
。

　

己
を
知
り
、
未
来
に
憧
れ
を
持
ち
、
期
待
し
、
過
去
に
も
憧
れ
を

持
っ
て
い
た
。

　

そ
ん
な
時
代
が
あ
っ
た
。

　

そ
ん
な
日
本
に
、
東
洋
に
し
た
い
。



邦
楽
英
単
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五
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暗
譜
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◎
あ
と
が
き
◎

　
「
日
本
に
は
二
つ
の
文
化
が
あ
る
。
仏
教
的
な
も
の
と
神
道
的
な
も

の
。
そ
し
て
世
の
中
の
モ
ダ
ン
な
も
の
は
神
道
に
向
か
っ
て
い
く
」

と
言
っ
て
い
た
の
は
イ
タ
リ
ア
の
カ
ル
ロ
・
ス
カ
ル
パ
と
い
う
建
築

家
。
実
際
、
ミ
ー
ス
・
フ
ァ
ン
・
デ
ル
・
ロ
ー
エ
の
代
表
作
で
も
あ

る
フ
ァ
ン
ズ
ワ
ー
ス
邸
な
ど
は
桂
離
宮
に
そ
っ
く
り
だ
。

　

二
つ
の
文
化
は
建
築
で
言
う
と
日
光
東
照
宮
と
龍
安
寺
。
足
し
算

と
引
き
算
、
縄
文
と
弥
生
と
言
っ
て
も
い
い
。
大
陸
的
、
装
飾
的
な

仏
教
文
化
は
西
洋
に
通
じ
る
部
分
も
あ
り
、
禅
的
、
神
道
的
な
文
化

こ
そ
が
日
本
の
本
来
の
姿
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
日
本
文
化

は
ミ
ニ
マ
ル
な
「
わ
び
さ
び
」
だ
け
で
は
な
い
。
桂
離
宮
も
シ
ン
プ

ル
で
モ
ダ
ン
な
だ
け
で
は
な
い
。自
然
や
遊
び
、時
間
感
覚
が
あ
っ
て
、

現
代
の
モ
ダ
ン
な
建
築
よ
り
五
百
年
は
先
を
行
っ
て
い
る
。
日
本
人

は
い
ま
だ
に
西
洋
に
あ
こ
が
れ
て
い
る
。
そ
の
西
洋
が
目
指
す
先
に

は
東
洋
や
日
本
が
あ
る
の
に
、
当
の
日
本
人
自
身
が
一
番
そ
こ
に
気

が
つ
い
て
い
な
い
の
か
も
し
れ
な
い
。

  

グ
ラ
フ
ィ
ッ
ク
デ
ザ
イ
ナ
ー(http://w

w
w

.1938.jp)  

み
や
は
ら
た
か
お

Memorization of notes

Translated by noriko morikawa
Illustration : urara okuda

Ｔ
Ｎ
Ｂ
の
そ
れ
っ
ぽ
い
話
４

　
三
味
線
演
奏
家 (http://am

eblo.jp/tnb-zz/)　

田
辺　

明

　

日
常
生
活
に
お
い
て
何
の
気
な
し
に
聞
こ
え
て
く
る
音
や
音
楽
に

気
を
留
め
て
み
る
と
、
音
楽
的
・
楽
典
的
に
さ
ま
ざ
ま
な
発
見
が
あ

っ
た
り
（
な
か
っ
た
り
）
し
ま
す
。

　

よ
く
忙
し
く
走
り
回
る
こ
と
を
東
奔
西
走
、
南
船
北
馬
な
ん
て
四

字
熟
語
で
言
い
ま
す
。
南
船
北
馬
は
中
国
に
お
い
て
南
は
河
が
多
く
、

北
は
山
が
多
い
と
い
う
地
形
か
ら
き
て
い
ま
す
。
漢
字
で
の
言
葉
と

い
う
の
は
や
は
り
中
国
が
語
源
で
あ
る
こ
と
が
多
い
で
す
ね
。
東
洋
・

西
洋
と
い
う
の
は
中
国
か
ら
み
て
東
（
要
す
る
に
日
本
）、
西
と
い
う

こ
と
で
す
。

　

音
楽
で
は
日
本
と
西
洋
を
比
べ
る
と
楽
譜
が
全
然
違
い
ま
す
。
す

べ
て
が
そ
う
と
は
限
り
ま
せ
ん
が
、
邦
楽
の
縦
譜
と
西
洋
の
五
線
譜
。

こ
れ
っ
て
不
思
議
と
文
章
を
書
く
と
き
と
同
じ
向
き
な
ん
で
す
よ
ね
。

日
本
人
は
上
か
ら
下
に
文
字
を
書
い
て
左
に
改
行
、
西
洋
で
は
左
か

ら
右
に
書
い
て
下
に
改
行
。

　

で
も
、
楽
譜
と
い
う
こ
と
は
一
緒
で
、

よ
く
洋
楽
の
方
が
邦
楽
縦
譜
を
初
め
て

見
て
「
漢
字
ば
っ
か
り
で
訳
が
わ
か
ら

な
い
！
」
な
ん
て
言
い
ま
す
け
ど
、
特

に
正
派
式
は
連
桁
（
８
分
音
符
や
１
６

分
音
符
を
表
す
線
）
や
付
点
が
縦
に
つ

い
た
だ
け
の
話
で
非
常
に
合
理
的
な
楽

譜
に
な
っ
て
い
る
と
思
い
ま
す
。

　

あ
と
は
音
符
が
絃
名
譜
（
奏
法
譜
・

tablature　

要
す
る
に
〝
音
〟
で
は
な

く
て
弾
く
絃
や
押
さ
え
る
ポ
ジ
シ
ョ
ン

で
表
記
）
に
な
っ
て
い
る
の
で
、
こ
れ

は
「
T
A
B
譜
に
な
っ
て
る
だ
け
だ
か

ら
」
と
か
言
う
と
そ
れ
っ
ぽ
く
な
る
と

思
い
ま
す
。
音
楽
の
シ
ル
ク
ロ
ー
ド
を

東
奔
西
走
す
る
の
は
大
変
で
す
。

　唯 是 震 一 作 品 演 奏 会
　       　       ーー          協奏曲の夕べ ーー
とき 平成23年12月6日（火）よる７時開演
ところ 渋谷区文化総合センター大和田さくらホール

・箏協奏曲第二番
・箏と三弦独奏と管弦の為の協奏曲第十番
・十七弦と箏群の為の協奏曲第四番
・尺八と箏の為の協奏曲第三番

山本邦山（人間国宝）
砂崎知子
大久保雅礼
高畑雅紫登
中島一子

出演 奥田雅楽之一
都山流邦山会
正派合奏団

一人でも多くの方に聴いて頂きたいと思っております。チケットのお問い合わせはメルマガ編集部まで！


