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宗 家 四 代 、 峯 岸 一 水 に と っ て の 一 絃 琴

　

　
二 十 歳 で 曾 祖 母 か ら 四 代 目 を 引 き 継 い で 二 十 年 が 経 っ た 。

襲

名 当 初 か ら 、 伝 統 と い い な が ら も 現 代 と い う 時 間 の 中 で 生 き てい る と 、  「 き ち ん と 伝 統 を 保 持 で き て い な い の で は な い か 」  、  「 新し い 試 み を す る と 伝 統 の 形 が 崩 れ て し ま う の で は な い か 」  、  「 そも そ も 現 代 の 西 洋 的 な 考 え 、 音 環 境 の 中 で 育 っ た 私 が 大 し て 厳し く 教 え も 受 け て い な い 中 で 伝 統 を 受 け 継 い で い な い の で はな い か 」 と 長 く 悩 み 続 け て い る 。 だ が 現 代 の 中 で 生 き て い る から こ そ 変 容 す る の か も し れ な い 、 変 容 す る こ と は 過 去 の 遺 物 でな い 証 拠 か も し れ な い と 思 え る よ う に な っ て き た こ と で 活 動の 幅 が 広 が っ て き て い る と 感 じ て い る 。　
細 々 と 続 い て い る 伝 統 だ か ら こ そ で き る こ と な の か も し れ

な い 。 清 虚 洞 一 絃 琴 と い う 小 さ な ひ と つ の 伝 統 の 中 の で き ごと 、 と 前 置 き を し て 話 を 進 め さ せ て い た だ く 。一 絃 琴 と 清 虚 洞 一 絃 琴　
一 枚 の 桐 の 板 に た っ た 一 本 の 絹 の 糸 。 一 絃 琴 は そ の 名 の 通

り 、 一 本 の 絃 の 琴 で あ る 。 平 安 時代 、 日 本 後 紀 巻 八 に 崑

こ ん ろ ん じ ん

崙 人 が 三 河

の 国 に 漂 着 し 、 一 絃 琴 を 携 え て いた と い う 記 述 が あ る 。  「 常 ニ 一 絃 ノ琴 ヲ 弾 ズ 。 歌 声 哀 楚 ナ リ 。  」 こ の 一絃 の 琴 が 現 在 の 一 絃 琴 と 同 じ か はわ か っ て い な い 。 在 原 行 平 が 須 磨に 左 遷 さ れ た 折 に 弾 い た と い う 伝説 か ら 「 須 磨 琴 」 と も 称 さ れ て いる が 、 史 実 で は な い と さ れ て お り 、中 国 よ り の 伝 来 は 平 安 の 頃 と も いわ れ て い る 。  江 戸 期 、  金 剛 輪 寺 の 僧 、覚 か く ほ う り つ し

峰 律 師

（ 一 七 二 九

─
一 八 一 五 ）

は 、 一 絃 琴 中 興 の 祖 と い わ れ 、

古 典 と し て 「 今 様 」  「 須 磨 」 の 曲 を 残 し て い る 。 ま た 紀 州 家 十代 藩 主 徳 川 治

は る と み

寶
（ 一 七 七 〇

─
一 八 五 三 ）

は 勅 許 を 得 て 黄 金 五 万

両 を 投 じ 、 国 内 お よ び 海 外 か ら 伝 来 雅 楽 器 を 蒐 集 し た が 、 その 中 に は 一 絃 琴 も 「 板

い た ご と

琴 」 と し て 入 っ て い る

。

　
中 根 香

こ う て い

亭
（ 一 八 三 九

─
一 九 一 三 ）

は 寛 文 年 間

（ 一 六 六 一

─

一 六 七 二 ）

に 伝 わ っ た と の 考 え を 述 べ て お り 、 い ず れ に し て も

東 洋 哲 学 的 な 側 面 を 持 ち 高 僧 ・ 貴 族 ・ 武 士 ・ 文 人 達 に よ っ て 弾

ひ と つ で あ り

　
す べ て で あ り

１ 
　
─
清 虚 洞 一 絃 琴 〜 伝 統 、 現 在 、 そ し て 未 来 へ 〜

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

峯 岸 一 水

２

　
清 虚 洞  一  絃 琴 ・ 宗 家 四 代 。 幼 少 よ り 曾 祖 母 ・ 清 虚 洞  一  絃 琴 宗 家 三 代 松 崎  一  水 （ 国

選 無 形 記 録 文 化 財 保 持 者 ） よ り 手 ほ ど き を う け る 。

 一  九 八 八 年 松 崎  一  水 没 に よ り

二  一  歳 で 四 代 目 を 継 承 、 以 後 、 齋 藤  一  蓉 を 後 見 と し て 師 事 。  一  九 九 〇 年 聖 心 女 子 大 学卒 業 。  一  九 九 五 年 Ｎ Ｈ Ｋ 邦 楽 技 能 者 育 成 会 四 〇 期 卒 業 。  一  九 九 六 年 委 嘱 曲 川 崎 絵 都 夫「 ア  メ リ カ イ  ン デ  ィ ア ン 口 承 詩 ・ 魔 法 の こ と ば 」 琵 琶 と 共 演 。 ホ ー チ ミ  ン 市 で ベ  ト ナム の  一  絃 琴 ダ  ン  バ  ウ を グ  エ  ン ・ テ  ィ ・ ハ  イ ・ フ  ォ  ン  に 師 事 。 公 演 活 動 の 他 、 小 学 校 や イン タ ー ナ  シ  ョ  ナ ル ス  ク ー ル な ど 邦 楽 鑑 賞 教 室  へ  の 協 力 な ど 意 欲 的 に 活 動 し て  い る 。

〈 講 演 記 録 〉



———　〈かたち〉の変容　———

151

き
継
が
れ
て
き
た
。
幕
末
に
あ
っ
て
は
武
士
・
文
人
・
貴
族
・
高
僧
と
い
っ

た
人
々
に
盛
ん
に
演
奏
さ
れ
て
い
た
。
勤
皇
の
志
士
た
ち
が
一
絃
琴
の
稽

古
に
こ
と
よ
せ
て
討
幕
の
密
議
を
交
わ
し
て
い
た
こ
と
は
有
名
で
あ
る
。

坂
本
龍
馬
も
一
絃
琴
を
た
し
な
ん
で
い
た
と
も
言
わ
れ
る
。
武
士
、
文

人
た
ち
は
一
絃
琴
を
お
も
に
精
神
修
養
と
し
て
演
奏
し
て
い
た
。「
人
に

聴
か
せ
る
も
の
で
は
な
く
自
分
の
心
の
た
め
に
演
奏
す
る
も
の
」
で
あ
っ

た
。

　

こ
の
一
絃
琴
の
流
れ
の
ひ
と
つ
が
清
虚
洞
一
絃
琴
で
あ
る
。
流
祖
・
徳

弘
太
橆
は
一
絃
琴
を
眞
鍋
豊と
よ
ひ
ら平
に
学
び
、
幕
末
、
明
治
の
激
動
期
を
生

き
、
近
畿
地
方
司
法
官
を
最
後
に
俗
界
を
は
な
れ
た
。
臨
済
宗
中
興
の
祖

「
白は
く
ゆ
う
し

幽
子
」（
石
川
丈
山
（
一
五
八
三
─
一
六
七
二
）
の
甥
）
を
慕
い
、
北
白

川
の
白
幽
子
巌
居
跡
の
洞
窟
に
こ
も
り
「
気
」
を
学
び
「
太た
い
む
し
き

橆
式
一
絃
琴
」

と
大
曲
「
泊は
く
せ
ん
そ
う

仙
操
」
を
完
成
さ
せ
た
。
中
国
の
儒
教
、
神
仙
思
想
の
影
響

が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
一
絃
琴
を
後
世
に
残
す
た
め
、
そ
れ
ま
で
な
か
っ

た
間
拍
子
・
歴
時
点
を
つ
け
、
音
律
・
歌
唱
法
を
た
だ
し
古
典
曲
を
ま
と

め
、
作
曲
と
と
も
に
「
清
せ
い
き
ょ
う
ど
う

虚
洞
一
絃
琴
譜
」
と
し
て
内
務
省
の
版
権
を
得

て
発
行
（
一
八
九
九
年
・
明
治
三
二
）
し
た
。

　

一
絃
琴
は
大
衆
に
迎
合
す
る
こ
と
を
嫌
っ
た
た
め
、
明
治
以
降
衰
退
の

一
途
を
た
ど
っ
た
。
一
絃
琴
は
ご
く
限
ら
れ
た
者
だ
け
に
よ
っ
て
愛
好
さ

れ
て
い
た
。
第
二
次
世
界
大
戦
の
前
後
に
は
ほ
と
ん
ど
の
流
派
、
団
体
が

途
絶
え
て
い
た
。
戦
争
で
楽
器
、
譜
面
と
い
っ
た
も
の
が
消
失
し
て
し

ま
っ
た
こ
と
も
そ
れ
に
輪
を
か
け
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
中
で
清
虚
洞

一
絃
琴
は
、
二
代
山
城
一
水
、
三
代
松
﨑
一
水
（
と
も
に
国
選
記
録
無
形

文
化
財
保
持
者
）
と
十
数
人
の
門
人
と
い
う
形
で
細
々
と
そ
の
伝
統
を
つ

な
い
で
い
た
。
戦
後
、
他
の
団
体
に
お
い
て
譜
面
が
消
失
し
て
し
ま
っ
た

も
の
を
、
清
虚
洞
一
絃
琴
の
琴き
ん
ぷ譜
を
も
と
に
復
興
さ
せ
た
と
い
う
こ
と
も

あ
っ
た
。
と
は
い
え
愛
好
家
の
数
が
決
し
て
多
く
は
な
か
っ
た
こ
と
も
あ

り
、
一
般
的
に
は
ほ
と
ん
ど
世
に
知
ら
れ
る
こ
と
は
な
い
、「
知
る
人
ぞ

知
る
」
音
楽
と
な
っ
て
い
た
。
し
か
し
、宮
尾
登
美
子
氏
の
『
一
絃
の
琴
』

（
一
九
七
九
年
直
木
賞
受
賞
作
品
）
に
よ
っ
て
再
び
あ
る
程
度
知
ら
れ
る
こ

と
に
な
っ
た
。

　

清
虚
洞
一
絃
琴
は
現
在
、
松
﨑
一
水
の
高
弟
か
つ
後
見
の
齊
藤
一
蓉
、

四
代
の
峯
岸
一
水
を
中
心
と
し
て
一
絃
琴
演
奏
家
、
演
奏
団
体
の
中
に

あ
っ
て
、特
に
琴
学
に
基
づ
く
精
神
性
を
重
ん
じ
活
動
し
て
い
る
。
な
お
、

清
虚
洞
の
清
虚
と
は
「
心
が
清
ら
か
で
私
心
が
な
い
こ
と
。
月
の
都
に
あ

る
と
い
わ
れ
て
い
る
宮
殿
」
の
意
で
あ
る
。

一
絃
琴
の
奏
法

　　

一
絃
琴
の
奏
法
は
右
手
人
差
し
指
、
左
手
中
指
に
象
牙
の
蘆ろ
か
ん菅
と
呼

ば
れ
る
つ
め
を
は
め
、
右
手
で
絃
を
は
じ
き
、
左
手
を
移
動
さ
せ
ポ
ジ

シ
ョ
ン
に
蘆
管
を
お
く
こ
と
で
音
を
つ
く
っ

て
い
く
。
ス
ラ
イ
ド
ギ
タ
ー
を
思
い
浮
か
べ

て
い
た
だ
け
れ
ば
わ
か
り
や
す
い
か
も
し
れ

な
い
。

　

左
の
蘆
菅
は
桐
の
表
に
あ
る
徽き

と
よ
ば
れ

る
一
二
箇
所
の
勘
所
を
お
さ
え
る
。
使
用
で

き
る
音
域
は
お
よ
そ
（
西
洋
音
楽
的
に
い
え
ば
）

２
オ
ク
タ
ー
ブ
と
四
度
で
あ
る
が
、
フ
レ
ッ

ト
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
、
こ
の
範
囲

内
で
あ
れ
ば
音
は
無
限
に
つ
く
る
こ
と
が
で
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き
る
と
も
い
え
る
。
も
と
も
と
は
演
奏
者
の
声
に
あ
わ
せ
て
調
弦
し
て
い

た
が
、現
在
は
清
虚
洞
一
絃
琴
で
は
お
も
に
壱い
ち
こ
つ越

（d

）
ま
た
は
断た
ん
ぎ
ん金

（dis

）

を
と
る
。
楽
器
自
体
に
は
共
鳴
体
は
な
く
、
箱
型
の
琴
台
が
共
鳴
体
の
役

割
を
も
つ
。
昔
は
ひ
ざ
の
上
に
琴
を
の
せ
て
演
奏
し
て
い
た
。
基
本
的
に

は
弾
き
歌
い
で
、
古
典
に
お
い
て
は
歌
は
和
歌
な
ど
が
多
い
。
筝
曲
や
俗

曲
を
一
絃
琴
用
に
転
用
し
た
も
の
を
「
外が
い
き
ょ
く曲」
と
い
う
が
、外
曲
に
は
「
み

だ
れ
」、「
六
段
」
な
ど
の
器
楽
曲
も
含
ま
れ
て
い
る
。

　

最
近
は
五
線
譜
を
使
う
こ
と
も
あ
る
が
、
基
本
的
に
は
勘
所
の
数
字
に

対
応
し
た
縦
譜
を
使
用
す
る
。
左
は
清
虚
洞
一
絃
琴
の
琴
譜
で
あ
る
。
清

虚
洞
の
譜
に
歌
・
勘
所
の
ほ
か
に
拍
子
を
あ
ら
わ
す
黒
点
が
あ
る
の
は
流

祖
・
徳
弘
太
橆
の
考
案
の
も
の
で
、
清
虚
洞
一
絃
琴
譜
の
特
徴
で
あ
る
。

徳
弘
太
橆
作
曲
の
「
泊
仙
操
」（
一
八
九
七
年
完
成
）
は
一
絃
琴
曲
の
中
で

大
曲
、
難
曲
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
春
は
鳥
の
声
、
夏
は
水
の
流
れ
、

秋
は
虫
の
声
、
そ
し
て
冬
は
落
ち
葉
の
舞
い
散
る
様
を
手
事
で
あ
ら
わ

し
、
ひ
い
て
は
人
生
は
ま
る
で
四
季
の
よ
う
で
あ
る
と
歌
う
。
印
象
派
の

よ
う
な
音
楽
表
現
は
日
本
で
は
か
な
り
革
新
的
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ

る
。

心
を
癒
す
楽
器

　　

一
絃
琴
は
と
て
も
シ
ン
プ
ル
な
楽
器
で
あ
る
。
音
も
演
奏
も
制
約
が
多

い
。
し
か
し
、
こ
の
制
約
の
多
い
楽
器
、
音
楽
に
こ
そ
自
分
の
心
が
あ
ら

わ
れ
る
。
一
絃
琴
は
原
始
的
で
あ
る
か
ら
絃
が
一
本
な
の
で
は
な
い
。
琵

琶
、
筝
、
三
弦
と
い
っ
た
絃
の
多
い
比
較
的
複
雑
な
楽
器
の
後
に
出
て
、

そ
れ
も
そ
れ
ら
を
習
っ
た
人
々
に
よ
っ
て
演
奏
さ
れ
て
き
た
と
い
う
。
絃

の
多
い
も
の
か
ら
少
な
い
も
の
へ
。
重
複
す
る
も
の
は
そ
ぎ
落
と
し
、
そ

ぎ
落
と
し
、
こ
れ
以
上
そ
ぎ
落
と
せ
な
い
究
極
の
形
で
一
絃
琴
は
存
在
す

る
の
で
あ
る
。“Less is M

ore”

の
心
で
あ
る
。
こ
れ
は
日
本
の
文
化
の

ひ
と
つ
の
形
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
た
と
え
ば
お
酒
に
こ
の
考
え
方
が

見
ら
れ
る
。
西
洋
の
お
酒
は
香
り
も
味
も
足
し
て
、
芳
醇
に
し
て
い
っ
た

も
の
が
高
級
な
お
酒
と
さ
れ
る
。
し
か
し
、日
本
酒
は
米
も
芯
ま
で
そ
ぎ
、

味
も
香
り
も
そ
ぎ
落
と
し
「
水
」
の
よ
う
に
な
っ
た
も
の
を
よ
し
と
す
る
。

　

現
代
日
本
に
お
い
て
、
こ
の
「
そ
ぎ
落
と
し
の
美
」
の
感
覚
は
廃
れ
つ

つ
あ
る
よ
う
に
思
え
る
。
物
が
あ
ふ
れ
、
飾
り
立
て
、
一
方
的
・
暴
力
的

な
音
の
嵐
に
つ
つ
ま
れ
た
世
の
中
で
、
一
絃
琴
は
埋
も
れ
て
し
ま
う
よ
う

な
存
在
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
一
絃
琴
の
音
に
耳
を
傾
け
、
そ
の
音

の
先
に
あ
る
静
け
さ
を
も
聴
く
こ
と
が
で
き
れ
ば
心
は
平
ら
か
に
な
っ

て
い
く
こ
と
が
で
き
る
。
過
去
に
お
い
て
は
精
神
修
養
楽
器
で
あ
っ
た

が
、
現
代
風
に
い
え
ば
「
メ
デ
ィ
テ
ー
シ
ョ
ン
」
楽
器
と
い
え
よ
う
。
心

（清虚洞一弦琴譜）
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を
う
つ
す
音
楽
を
意
識
的
に
静
か
に
す
す
め
る
こ
と
で
、
逆
に
心
が
静
か

に
な
っ
て
い
く
こ
と
が
で
き
る
の
だ
。

　
「
ヒ
ー
リ
ン
グ
」
は
現
代
、
ほ
と
ん
ど
の
人
が
求
め
て
い
る
も
の
で
あ

る
。
一
絃
琴
の
哲
学
で
も
あ
る
、「
人
に
聴
か
せ
る
も
の
で
は
な
い
、
自

分
の
心
の
た
め
に
演
奏
す
る
」
と
は
ま
さ
に
ヒ
ー
リ
ン
グ
で
あ
る
。
伝
統

楽
器
で
あ
り
な
が
ら
、
一
絃
琴
は
現
代
に
こ
そ
必
要
な
楽
器
で
あ
る
。
一

絃
琴
の
癒
し
の
音
の
秘
密
は
そ
の
「
倍
音
」
に
あ
る
。
倍
音
は
ク
リ
ア
な

ほ
ど
癒
し
に
つ
な
が
る
と
し
て
、
最
近
は
お
寺
の
鐘
を
聴
く
こ
と
や
、
ク

リ
ス
タ
ル
ボ
ウ
ル
な
ど
も
流
行
で
あ
る
。
一
絃
琴
の
音
色
も
倍
音
を
多
く

含
む
と
て
も
ピ
ュ
ア
な
音
で
あ
る
か
ら
こ
そ
心
を
癒
し
て
く
れ
る
の
だ

ろ
う
。

　

今
、
多
く
の
若
者
た
ち
はiPod

を
持
っ
て
町
に
出
る
。
か
つ
て
一
絃

琴
も
「
持
ち
運
び
簡
便
」
な
楽
器
と
し
て
武
士
た
ち
に
重
宝
さ
れ
て
い
た
。

現
代
人
た
ち
が
自
分
の
空
間
をiPod

で
つ
く
る
よ
う
に
、一
絃
琴
を
も
っ

て
自
ら
の
空
間
を
作
っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
一
絃
琴
は
決
し
て
古
い
伝

統
楽
器
で
は
な
く
、「
い
ま
ど
き
」
に
も
十
分
つ
な
が
る
楽
器
な
の
だ
。

　

か
つ
て
は
人
に
聴
か
せ
る
楽
器
で
は
な
か
っ
た
一
絃
琴
も
、
時
代
の
中

で
演
奏
会
な
ど
で
お
聴
き
い
た
だ
く
機
会
も
増
え
た
。
人
に
聴
か
せ
る
も

の
で
は
な
い
、
と
言
っ
て
い
る
と
誰
に
も
知
ら
れ
な
い
ま
ま
廃
れ
て
し
ま

う
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
ジ
レ
ン
マ
も
あ
る
。
ま
ず
は
楽
器
を
知
っ
て

い
た
だ
か
な
け
れ
ば
そ
の
良
さ
も
伝
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
聴
衆
に
お

い
て
も
一
絃
琴
は
心
を
静
か
に
す
る
こ
と
の
で
き
る
楽
器
・
音
楽
な
の
で

あ
る
。
一
絃
琴
の
ひ
と
つ
ひ
と
つ
の
音
に
集
中
し
て
、
そ
の
先
に
ま
で
心

を
む
け
る
こ
と
で
心
は
静
か
に
な
っ
て
い
く
。

　

一
絃
琴
は
音
楽
で
あ
り
な
が
ら
、「
音
の
な
い
こ
と
を
あ
ら
わ
す
」
楽

器
な
の
か
も
し
れ
な
い
。
音
が
な
い
、
静
か
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
感
じ

る
の
は
、
小
さ
な
音
が
あ
っ
て
こ
そ
感
じ
ら
れ
る
も
の
な
の
だ
。
心
が
騒

が
し
い
荒
れ
た
現
代
社
会
の
中
で
、
一
人
で
も
多
く
の
方
に
一
絃
琴
を

知
っ
て
い
た
だ
き
、
そ
の
音
を
聴
い
て
い
た
だ
け
れ
ば
穏
や
か
な
気
持
ち

を
持
つ
一
助
と
な
る
の
で
は
な
い
か
。
こ
ん
な
時
代
だ
か
ら
こ
そ
、
必
要

な
音
楽
な
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。

自
分
の
心
を
そ
の
ま
ま
に

　

二
〇
〇
八
年
七
月
、
ア
メ
リ
カ
の
セ
ド
ナ
に
行
く
機
会
に
恵
ま
れ
た
。

セ
ド
ナ
と
は
も
と
も
と
ア
メ
リ
カ
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
の
聖
地
と
い
わ
れ
、
ボ

ル
テ
ッ
ク
ス
と
呼
ば
れ
る
地
の
力
の
あ
る
場
所
が
数
多
く
あ
る
、
い
わ
ゆ

る
パ
ワ
ー
ス
ポ
ッ
ト
で
あ
る
。
そ
こ
に
ひ
と
り
一
絃
琴
を
抱
え
て
向
か

い
、
誰
も
い
な
い
場
所
に
琴
を
た
て
、
演
奏
し
た
。
日
本
の
伝
統
楽
器
を

も
っ
て
メ
デ
ィ
テ
ー
シ
ョ
ン
の
メ
ッ
カ
、R

ed R
ock C

ity

と
呼
ば
れ
る

砂
漠
へ
行
っ
た
の
で
あ
る
。
洋
の
東
西
を
問
わ
ず
メ
デ
ィ
テ
ー
シ
ョ
ン
の

場
で
あ
る
な
ら
ば
、
一
絃
琴
は
必
ず
似
合
い
の
楽
器
で
あ
る
は
ず
と
信
じ

て
。

　

日
本
に
お
い
て
自
然
の
中
に
身
を
任
せ
、
い
わ
ゆ
る
即
興
の
よ
う
に
あ

ふ
れ
る
ま
ま
に
音
を
奏
で
て
み
る
と
、
ど
ん
ど
ん
と
音
数
が
少
な
く
な

り
、
音
と
音
の
間
の
静
け
さ
を
自
ら
聴
く
よ
う
に
な
る
。
そ
の
音
が
消
え

て
い
く
と
こ
ろ
に
耳
を
傾
け
る
こ
と
で
心
が
落
ち
着
い
て
い
く
。
風
の
音

と
一
絃
琴
の
音
が
静
か
に
調
和
し
て
い
く
。

　

セ
ド
ナ
で
は
い
つ
も
よ
り
ず
っ
と
テ
ン
ポ
の
早
い
、
音
数
の
多
い
曲
が

あ
ふ
れ
て
き
た
。
い
つ
も
は
ほ
と
ん
ど
使
わ
な
い
西
洋
的
と
も
い
え
る
音

が
何
度
も
あ
ら
わ
れ
て
き
た
の
が
不
思
議
で
な
ら
な
か
っ
た
。
や
は
り
西
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洋
の
メ
デ
ィ
テ
ー
シ
ョ
ン
ス
ポ
ッ
ト
は
日
本
と
異
な
る
力
が
あ
る
の
だ
。

一
絃
琴
は
そ
の
変
化
を
し
っ
か
り
と
受
け
止
め
て
く
れ
た
。

　

一
絃
琴
は
演
奏
者
本
人
に
と
っ
て
は
、
そ
の
時
々
の
心
や
体
調
が
そ
の

ま
ま
音
楽
に
あ
ら
わ
れ
る
怖
い
楽
器
で
も
あ
る
。
大
抵
の
楽
器
、
音
楽
は

あ
る
程
度
そ
の
演
奏
者
の
心
を
う
つ
す
。
し
か
し
、
一
絃
琴
ほ
ど
シ
ン
プ

ル
な
楽
器
・
音
楽
に
お
い
て
そ
れ
は
顕
著
で
あ
る
。
今
回
の
セ
ド
ナ
で
の

体
験
も
私
の
心
が
そ
の
ま
ま
一
絃
琴
に
届
い
た
か
ら
こ
そ
、
い
つ
も
と
は

ま
っ
た
く
異
な
る
ス
タ
イ
ル
の
音
楽
が
生
ま
れ
て
き
た
と
い
え
よ
う
。

　

セ
ド
ナ
で
は
、即
興
的
な
演
奏
の
ほ
か
に
、前
述
の
「
泊
仙
操
」
の
「
春
」

の
部
分
を
弾
い
て
み
た
。
鳥
が
鳴
き
あ
う
描
写
の
と
こ
ろ
で
生
き
た
鳥
が

二
羽
も
近
く
の
木
に
と
ま
り
、
琴
と
ま
っ
た
く
同
じ
フ
レ
ー
ズ
で
応
え
て

く
れ
た
こ
と
は
何
よ
り
の
思
い
出
で
あ
る
。
清
虚
洞
一
絃
琴
流
祖
、
徳
弘

太
橆
が
、
京
都
白
川
の
山
に
籠
も
っ
て
作
曲
し
た
と
き
に
同
じ
こ
と
を
体

験
し
た
に
違
い
な
い
と
確
信
し
た
瞬
間
だ
っ
た
。

国
内
に
お
け
る
活
動

　

そ
の
よ
う
な
清
虚
洞
一
絃
琴
流
祖
、
徳
弘
太
橆
の
追
体
験
を
し
よ
う
と

門
人
と
と
も
に
福
島
の
山
の
中
に
入
り
、
誰
に
聴
か
せ
る
わ
け
で
も
な
く

自
分
と
自
然
が
一
体
に
な
る
よ
う
に
た
だ
た
だ
弾
き
続
け
る
、
と
い
う
試

み
も
行
っ
た
。
国
内
で
は
先
代
と
同
様
、
門
人
に
一
対
一
で
稽
古
を
つ
け

る
と
い
う
こ
と
は
勿
論
の
こ
と
、
こ
の
よ
う
に
よ
り
深
い
理
解
の
た
め
に

グ
ル
ー
プ
ワ
ー
ク
で
さ
ま
ざ
ま
の
レ
ク
チ
ャ
ー
を
し
て
き
た
。

　

演
奏
会
を
レ
ク
チ
ャ
ー
コ
ン
サ
ー
ト
形
式
に
す
る
こ
と
も
多
く
試
み

て
き
た
。
残
念
な
が
ら
あ
ま
り
一
般
的
に
知
ら
れ
て
い
な
い
楽
器
で
あ
る

た
め
、
た
だ
演
奏
を
聴
い
て
い
た
だ
く
だ
け
で
な
く
、
楽
器
の
作
り
、
演

奏
法
、
記
譜
法
、
そ
し
て
歴
史
や
哲
学
な
ど
を
少
し
で
も
知
っ
て
も
ら
う

こ
と
で
よ
り
よ
い
鑑
賞
を
し
て
い
た
だ
き
、
ひ
と
り
で
も
多
く
の
理
解
者

を
増
や
し
て
い
こ
う
と
し
て
い
る
。

　

ま
た
大
人
に
限
ら
ず
小
学
生
向
け
の
演
奏
会
も
行
っ
て
い
る
。
特
に
毎

年
行
う
母
校
、
聖
心
女
子
学
院
の
小
学
六
年
生
向
け
の
レ
ク
チ
ャ
ー
コ
ン

サ
ー
ト
は
既
に
十
四
年
継
続
し
て
い
る
。
子
ど
も
の
頃
、
時
に
そ
の
シ
ン

プ
ル
さ
に
興
味
を
も
て
ず
に
稽
古
を
怠
け
て
い
た
私
と
し
て
は
、
小
学
生

に
興
味
を
も
っ
て
も
ら
え
る
の
か
と
心
配
し
て
い
た
。
し
か
し
毎
回
受
け

取
る
感
想
文
を
み
る
と
、「
一
本
な
の
に
音
が
あ
ふ
れ
て
い
た
」、「
心
が

静
か
に
な
る
と
い
う
こ
と
が
よ
く
わ
か
っ
た
」、「
お
父
さ
ん
み
た
い
な
音

楽
だ
っ
た
」
と
、
小
学
生
な
り
に
き
ち
ん
と
受
け
止
め
て
い
る
こ
と
が
よ

く
わ
か
る
。

　

二
〇
〇
八
年
一
一
月
に
は
清
虚
洞
二
十
周
年
記
念
演
奏
会
を
紀
尾
井

小
ホ
ー
ル
に
て
行
っ
た
。
こ
の
演
奏
会
に
は
皇
后
陛
下
の
ご
来
臨
を
賜
っ

た
。
陛
下
は
一
絃
琴
音
楽
を
深
く
お
聴
き
く
だ
さ
り
、「
こ
こ
ま
で
守
っ

て
き
て
く
だ
さ
っ
て
あ
り
が
と
う
」と
の
お
言
葉
を
頂
戴
し
た
。
改
め
て
、

家
元
と
し
て
清
虚
洞
一
絃
琴
を
守
っ
て
い
く
責
任
を
感
じ
た
貴
重
な
時

間
で
あ
っ
た
。

「
若
い
」
一
絃
琴
奏
者
と
し
て
の
い
ま
ま
で
の
活
動
と
こ
れ
か
ら

　

清
虚
洞
一
絃
琴
は
、
新
曲
の
委
嘱
、
即
興
演
奏
な
ど
現
代
音
楽
へ
の
取

り
組
み
、
国
内
外
で
の
レ
ク
チ
ャ
ー
コ
ン
サ
ー
ト
等
の
実
施
、
日
本
の
み

な
ら
ず
海
外
（
ア
メ
リ
カ
、
カ
ナ
ダ
、
カ
ン
ボ
ジ
ア
、
ベ
ト
ナ
ム
、
韓
国
な
ど
）
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の
音
楽
、
舞
踊
と
の
コ
ラ
ボ
レ
ー
シ
ョ
ン
な
ど
、
一
絃
琴
音
楽
と
し
て
は

新
し
い
試
み
を
多
く
重
ね
て
き
た
。
こ
れ
は
日
本
の
伝
統
芸
能
の
ひ
と
つ

で
あ
る
一
絃
琴
の
世
界
に
と
っ
て
は
画
期
的
な
こ
と
で
あ
る
。
伝
統
的
な

奏
法
で
音
を
追
求
す
る
こ
と
を
も
っ
て
、
心
を
平
ら
か
に
す
る
と
い
う
こ

と
を
学
び
、
国
内
で
尺
八
、
琵
琶
、
笙
、
筝
、
笛
と
い
っ
た
楽
器
と
コ
ラ

ボ
レ
ー
シ
ョ
ン
を
す
る
こ
と
、
ま
た
、
高
橋
悠
治
氏
、
カ
ナ
ダ
人
演
奏
家

R
andy R

aine-R
eush

氏
の
作
曲
で
即
興
的
な
演
奏
を
す
る
こ
と
で
一
絃

琴
の
新
た
な
面
を
追
及
し
て
き
た
。
伝
統
と
革
新
の
両
輪
を
も
っ
て
活
動

し
て
こ
そ
、
博
物
館
の
遺
物
で
は
な
い
、
生
き
た
も
の
と
し
て
次
代
に
受

け
渡
す
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
る
か
ら
だ
。
革
新
も
信
念
を
も
っ
て
長
く

続
け
て
く
こ
と
が
で
き
れ
ば
必
ず
次
の
伝
統
と
な
る
。

　

海
外
で
の
レ
ク
チ
ャ
ー
コ
ン
サ
ー
ト
で
は
、
外
国
人
の
感
性
か
ら
の

フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
を
受
け
る
こ
と
で
一
絃
琴
の
日
本
的
な
哲
学
を
再
認

識
し
、
多
く
の
刺
激
を
受
け
る
。
世
界
に
お
い
て
も
こ
の
シ
ン
プ
ル
な
楽

器
は“Sim

ple is the best”

と
い
う
感
覚
を
も
っ
て
大
事
に
さ
れ
て
い
る

よ
う
に
感
じ
る
。
シ
ン
プ
ル
だ
か
ら
こ
そ
難
し
く
、
シ
ン
プ
ル
だ
か
ら
こ

そ
美
し
い
。
キ
ャ
ン
バ
ス
す
べ
て
を
埋
め
尽
く
す
こ
と
な
く
空
間
が
多
く

存
在
す
る
絵
の
美
し
さ
と
い
う
も
の
は
、
い
ま
む
し
ろ
海
外
で
こ
そ
理
解

さ
れ
る
も
の
な
の
か
も
し
れ
な
い
。
少
な
く
と
も
出
会
っ
た
聴
衆
に
は
確

実
に“Less is M

ore”

の
感
覚
は
理
解
さ
れ
、
尊
重
さ
れ
て
い
た
。

　

世
界
に
は
数
多
く
の
一
絃
琴
が
あ
る
。
世
界
的
に
有
名
な
ベ
ト
ナ
ム

の
一
絃
琴
（
ダ
ン
バ
ウ
）、
カ
ン
ボ
ジ
ア
の
一
絃
楽
器
（
ク
サ
エ
・
ム
オ
イ
）

を
実
際
に
学
び
、
イ
ン
ド
の
一
絃
楽
器
（
ゴ
ピ
チ
ャ
ン
）、
中
世
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
の
一
絃
楽
器
（
ト
ラ
ン
ペ
ッ
ト
・
マ
リ
ー
ン
）
な
ど
を
み
る
こ
と
で
、
日

本
の
一
絃
琴
の
哲
学
の
理
解
が
深
ま
る
。
世
界
の
一
絃
琴
は
同
じ
絃
が
一

本
と
い
っ
て
も
必
ず
し
も”Sim

ple is the best”

の
哲
学
を
も
っ
て
い
る

と
は
限
ら
な
い
の
で
あ
る
。

　

世
界
で
最
も
シ
ン
プ
ル
な
楽
器
の
ひ
と
つ
で
あ
る
日
本
の
一
絃
琴
。
し

か
し
こ
れ
は
決
し
て
「
原
始
的
」
な
一
で
は
な
い
。
─
「
一
は
ひ
と
つ

で
あ
り
、
す
べ
て
で
あ
る
」
─
カ
ナ
ダ
で
あ
る
研
究
者
が
観
客
に
一
絃

琴
を
説
明
す
る
際
に
使
っ
た
言
葉
で
あ
る
。
こ
の
世
界
で
最
も
シ
ン
プ
ル

な
、
そ
し
て
哲
学
の
あ
る
楽
器
を
用
い
て
「
陰
と
陽
」
を
表
現
す
る
よ
う

に
、
対
極
に
あ
る
ア
ー
ト
と
の
コ
ラ
ボ
レ
ー
シ
ョ
ン
な
ど
を
今
後
広
く
深

く
追
求
し
て
い
き
た
い
。

　

二
〇
〇
九
年
春
に
は
カ
ン
ボ
ジ
ア
舞
踊
と
の
コ
ラ
ボ
レ
ー
シ
ョ
ン
が

あ
っ
た
。
カ
ン
ボ
ジ
ア
は
日
本
以
上
に
伝
統
を
重
ん
じ
、
若
い
人
が
新

し
い
こ
と
を
と
り
い
れ
て
い
く
こ
と
へ
の
壁
が
ま
だ
ま
だ
あ
る
土
壌
で

あ
る
。
そ
の
中
で
、
伝
統
を
守
り
つ
つ
新
し
い
試
み
を
し
て
い
く
た
め

に
奮
闘
し
て
い
る
同
世
代
の
舞
踊
家
（
二
〇
〇
六
年
日
経
ア
ジ
ア
賞
受
賞
者

Sophiline C
heam

 Shapiro

氏
）
と
と
も
に
、
同
じ
く
伝
統
を
守
り
つ
つ
新

し
い
挑
戦
を
し
よ
う
と
し
て
い
る
私
と
で
よ
り
よ
い
も
の
を
め
ざ
せ
な

い
か
。
私
は
カ
ン
ボ
ジ
ア
に
一
ヶ
月
滞
在
し
、
カ
ン
ボ
ジ
ア
と
日
本
の
共

通
点
な
ど
を
さ
ぐ
り
つ
つ
深
め
て
い
く
作
業
を
行
っ
た
。
テ
ー
マ
は
両
者

共
通
の
「
米
」
の
神
様
。
ま
ず
日
本
と
カ
ン
ボ
ジ
ア
の
音
楽
を
交
互
に
配

置
し
、
そ
の
つ
な
ぎ
部
分
は
両
者
が
音
を
重
ね
て
い
き
、
そ
し
て
舞
踊
を

新
し
く
振
付
け
る
形
を
と
っ
た
。
シ
ン
プ
ル
な
一
絃
琴
と
一
見
華
や
か
な

カ
ン
ボ
ジ
ア
舞
踊
。
ど
う
な
る
こ
と
か
と
思
っ
た
が
、
カ
ン
ボ
ジ
ア
舞
踊

の
根
底
に
実
は
流
れ
て
い
る
静
け
さ
や
哲
学
が
一
絃
琴
と
う
ま
く
溶
け

あ
っ
た
よ
う
だ
っ
た
。

　

一
絃
琴
は
器
楽
楽
器
で
は
な
く
、
歌
、
つ
ま
り
言
葉
を
大
切
に
す
る
音

楽
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
以
前
か
ら
も
言
葉
を
「
こ
と
だ
ま
」
と
し
て
扱
う

ア
メ
リ
カ
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
の
口
承
詩
な
ど
を
使
う
こ
と
を
も
試
み
て
き
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た
。
こ
の
部
分
を
も
っ
と
広
げ
、
た
と
え
ば
演
劇
、
詩
の
朗
読
、
声
明
と

い
っ
た
「
言
葉
」
に
も
目
を
向
け
て
い
こ
う
と
思
っ
て
い
る
。

　

さ
ら
に
は
、
大
き
な
楽
器
（
絃
の
数
が
多
い
な
ど
）、
多
人
数
構
成
の
音

楽
な
ど
と
対
比
さ
せ
て
い
く
こ
と
で
、
音
楽
の
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
さ
と
静
か

な
音
、
ひ
い
て
は
音
の
な
い
よ
さ
な
ど
も
表
現
で
き
て
い
け
た
ら
と
考

え
る
。
そ
の
思
い
が
通
じ
、
ア
メ
リ
カ
Ａ
Ｃ
Ｃ
（A

sian C
ultural C

ouncil

）

よ
り
日
米
助
成
プ
ロ
グ
ラ
ム
二
〇
〇
九
春
季
助
成
を
受
け
る
こ
と
に
な

り
、
二
〇
一
〇
年
一
月
よ
り
ア
メ
リ
カ
に
て
現
代
音
楽
の
研
修
視
察
を

す
る
こ
と
に
な
っ
た
。Pauline O

liveros

氏
に
よ
る
即
興
演
奏
やD

eep 
Listening

の
研
修
、
ア
メ
リ
カ
人
向
け
の
禅
修
業
視
察
、
ア
メ
リ
カ
イ
ン

デ
ィ
ア
ン
の
歌
を
学
ぶ
こ
と
な
ど
を
予
定
し
て
い
る
。
い
ま
ま
で
の
一
絃

琴
演
奏
家
が
体
験
し
た
こ
と
の
な
い
新
し
い
形
の
「
修
行
」
が
で
き
そ
う

で
楽
し
み
で
あ
る
。

　

こ
う
し
た
地
道
な
指
導
、
演
奏
活
動
、
広
報
活
動
を
続
け
て
い
く
こ
と

は
勿
論
の
こ
と
だ
が
、
今
後
は
一
絃
琴
の
研
究
を
深
め
て
い
き
た
い
と
も

思
っ
て
い
る
。
一
絃
琴
に
関
し
て
は
残
っ
て
い
る
文
献
も
少
な
く
、
過
去

に
は
研
究
者
に
よ
る
専
門
の
研
究
が
ほ
と
ん
ど
な
い
。「
清
虚
洞
」
と
い

う
枠
に
と
ら
わ
れ
ず
、
各
地
に
伝
わ
る
一
絃
琴
と
そ
の
資
料
を
集
め
分
析

す
る
こ
と
や
、
ま
た
残
っ
て
い
る
古
文
書
を
解
読
し
て
い
き
歴
史
や
解
釈

を
よ
り
深
め
て
い
く
こ
と
を
あ
ら
ゆ
る
方
面
の
研
究
者
の
お
力
を
借
り

て
進
め
た
い
。

　

伝
統
を
つ
な
ぐ
と
一
言
で
い
っ
て
も
、
音
楽
の
場
合
、
そ
の
音
が
演
奏

家
の
中
に
入
っ
た
瞬
間
に
、
ど
う
し
て
も
そ
の
本
人
が
生
き
て
き
た
時
代

や
生
活
、
環
境
に
よ
っ
て
変
化
し
て
し
ま
う
の
で
は
な
い
か
、
と
い
つ
も

思
っ
て
い
る
。
襲
名
し
て
す
ぐ
の
頃
、あ
る
先
生
に
教
え
て
い
た
だ
い
た
。

「
建
築
の
よ
う
に
形
の
あ
る
も
の
は
『
守
り
』
の
伝
統
で
す
。
そ
の
存
在

は
で
き
た
当
初
の
姿
を
変
え
る
こ
と
な
く
次
代
に
伝
え
て
い
き
ま
す
。
一

方
、
音
楽
の
よ
う
に
形
の
な
い
も
の
は
『
攻
め
』
の
伝
統
で
す
。
古
き
よ

き
も
の
を
守
り
な
が
ら
自
分
の
時
代
を
と
り
こ
ん
で
よ
り
よ
い
も
の
と

し
て
次
代
に
伝
え
て
い
く
の
で
す
」。
こ
の
言
葉
が
深
く
影
響
し
て
い
る

の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
考
え
つ
つ
も
そ
れ
で
よ
い
の
だ
ろ
う
か
と
、「
伝

統
の
継
承
」
と
い
う
言
葉
に
す
く
ん
で
し
ま
う
こ
と
も
あ
る
。

　

齋
藤
一
蓉
は
清
虚
洞
一
絃
琴
後
見
と
し
て
見
守
り
育
て
て
く
れ
た
先

代
宗
家
松
崎
一
水
の
高
弟
で
あ
り
、
近
年
の
一
絃
琴
を
理
論
的
、
音
楽
的

に
高
め
た
演
奏
家
で
あ
る
が
、
や
は
り
同
様
の
考
え
を
私
に
示
し
て
く
れ

る
。
師
と
し
て
の
一
蓉
に
は
、
時
に
新
し
い
こ
と
に
取
り
組
も
う
と
す
る

私
は
大
き
な
器
を
も
っ
て
受
容
さ
れ
て
き
た
。
一
絃
琴
の
精
神
性
や
基
本

を
は
ず
す
こ
と
な
く
、
し
か
し
な
が
ら
好
き
に
や
っ
て
み
な
さ
い
、
と
。

ど
の
よ
う
な
師
に
つ
く
こ
と
が
で
き
る
か
は
環
境
の
ひ
と
つ
で
あ
る
と

考
え
ら
れ
る
が
、
師
の
考
え
、
人
柄
で
も
伝
統
の
形
は
変
わ
っ
て
い
く
と

強
く
感
じ
る
。
清
虚
洞
一
絃
琴
は
各
代
の
宗
家
と
後
見
に
よ
っ
て
、
過
去

を
つ
な
ぎ
な
が
ら
よ
り
よ
い
も
の
を
作
り
上
げ
て
き
た
と
言
え
よ
う
。
次

に
つ
な
げ
て
い
く
の
は
私
で
あ
る
。

　
　
　
注

１　

総
合
文
化
研
究
所
主
催
《
文
化
の
か
た
ち
》
講
演
会
シ
リ
ー
ズ
の
ひ
と
つ
と
し
て

同
タ
イ
ト
ル
で
、
総
合
文
化
研
究
所
で
二
〇
〇
九
年
六
月
一
八
日
（
木
）
一
時
一
〇

分
～
二
時
四
〇
分
に
講
演
。

２　

最
近
の
活
動
に
つ
い
て
は
、「
ひ
と
つ
で
あ
り
、
す
べ
て
で
あ
り
」http://pub.

ne.jp/ichigenkin/

を
参
照
。



———　〈かたち〉の変容　———

157

　
　

参
考
文
献

　
上
田
芳
一
郎
『
一
絃
琴
』
法
木
書
店
、
一
九
一
四
。

吉
川
英
史
『
日
本
音
楽
の
歴
史
』
創
元
社
、
一
九
六
五
。

徳
弘
太
橆
『
清
虚
洞
一
絃
琴
譜
』
清
虚
洞
一
絃
琴
、
一
八
九
九
。

齋
藤
一
蓉
『
清
虚
洞
一
絃
琴
』、
一
九
九
五
。


