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カヤグム（伽倻琴）
カヤグムは桐の木を細長い形態に加工し 12本の弦を直に手
で弾き演奏する弦楽器。朝鮮時代の風俗画によく出てくる
ように女性たちが好んで演奏する楽器でした。コムンゴが
勇壮な音色を持っているのに対しカヤグムは繊細で肌にし
み込んでくるような清らかで柔らかい音色を持っている。
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人
と
な
り
、音
と
な
り
、表
現
と
な
り

―
こ
ん
に
ち
は
、す
っ
か
り
初
夏
で
す

ね
。

寿
玉　

柏
餅
、
ど
う
ぞ
。

―
あ
、
ど
う
も
。
早
速
な
の
で
す
が
、

前
回
は
踊
り
の
伴
奏
と
し
て
の「
音
」

の
世
界
を
お
伺
い
し
た
の
で
、
今
日

は
寿
玉
さ
ん
ご
自
身
の
「
音
」
の
こ

と
を
お
伺
い
し
た
い
の
で
す
。

寿
玉　

私
の「
音
」と
言
い
ま
す
と
？

―
何
か
楽
器
を
習
っ
て
い
ら
っ
し
ゃ

っ
た
と
言
う
お
話
を
以
前
に
お
伺
い

し
た
の
で
。

寿
玉　

私
が
習
っ
た
こ
と
が
あ
る
メ

ロ
デ
ィ
ー
楽
器
と
言
う
の
は
カ
ヤ
グ

ム
だ
け
で
す
。
そ
れ
も
20
代
半
ば
に

な
っ
て
始
め
ま
し
た
。

―
そ
れ
は
、ど
の
よ
う
な
き
っ
か
け

で
？

寿
玉　

私
が
韓
国
に
舞
踊
留
学
を
す

る
と
き
に
、
崔
淑
姫
先
生
か
ら
「
踊

り
だ
け
で
は
な
く
て
、
楽
器
、
カ
ヤ

グ
ム
を
お
や
り
な
さ
い
」
と
奨
め
ら

れ
た
の
が
直
接
の
き
っ
か
け
で
し
た
。

で
す
が
、
そ
れ
以
前
か
ら
、
私
の
心

の
中
で
、
何
か
私
た
ち
の
民
族
の
象

徴
的
な
楽
器
だ
と
言
う
思
い
は
あ
っ

た
の
で
す
。

―
そ
れ
で
韓
国
で
先
生
か
ら
習
わ
れ

た
の
で
す
ね
。

寿
玉　

韓
国
で
約
一
年
イ
・
セ
フ
ァ

ン
先
生
に
習
い
、帰
国
し
て
か
ら
チ
・

ソ
ン
ジ
ャ
先
生
に
習
い
ま
し
た
。

―
ど
の
く
ら
い
習
っ
て
い
ら
っ
し
ゃ

っ
た
の
で
す
か
？

寿
玉　

通
算
す
る
と
13
年
く
ら
い
に

な
り
ま
す
。
で
す
が
、
今
で
は
ま
っ

た
く
自
分
で
は
演
奏
で
き
ま
せ
ん
。

た
だ
、
そ
の
時
に
先
生
方
か
ら
受
け

て
、
体
で
感
じ
た
音
は
今
で
も
私
の

体
の
中
に
残
っ
て
い
ま
す
。

―
体
で
感
じ
た
音
？

寿
玉　

先
生
と
こ
う
差
し
向
か
い
で

お
稽
古
を
し
て
い
ま
す
。
ご
存
知
と

思
い
ま
す
が
、
日
本
の
お
琴
と
は
違

っ
て
カ
ヤ
グ
ム
は
ひ
ざ
の
上
に
片
側

を
乗
せ
て
演
奏
し
ま
す
。
カ
ヤ
グ
ム

の
下
側
に
穴
が
開
い
て
い
て
、
そ
こ

か
ら
音
が
響
い
て
く
る
の
で
す
が
、

先
生
の
奏
で
る
音
が
、
圧
倒
的
な
凄

さ
で
、
私
の
体
を
満
た
す
の
で
す
。

そ
の
音
の
一
つ
一
つ
が
疑
う
余
地
の

な
い
真
実
と
し
て
私
の
体
に
残
り
ま

す
。
ノ
ン
ヒ
ョ
ン
（
注
１
）
が
呼
吸

の
中
に
溶
け
込
ん
で
行
く
す
ば
ら
し

さ
。
そ
の
感
動
し
た
音
や
ノ
ン
ヒ
ョ

ン
を
出
し
た
く
て
、
出
し
た
く
て
、

出
せ
た
ら
、
と
一
生
懸
命
で
し
た
。

―
そ
れ
で
は
、
か
な
り
優
秀
な
お
弟

子
さ
ん
だ
っ
た
の
で
は
？

寿
玉　

と
ん
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。
子

供
の
と
き
か
ら
楽
器
に
親
し
ん
で
い

た
方
々
と
は
違
い
、
私
の
中
に
は
絶

対
音
階
が
な
く
て
、
調
弦
も
ま
ま
な

ら
ず
、
手
も
思
う
よ
う
に
動
か
ず
、

覚
え
ら
れ
な
く
て
、
先
生
方
に
ご
苦

労
を
お
か
け
す
る
こ
と
ば
か
り
で
し

た
。
２
〜
３
年
経
っ
た
頃
、
後
か
ら

お
稽
古
を
始
め
た
音
楽
を
し
て
い
た

お
弟
子
さ
ん
達
が
す
ら
す
ら
と
覚
え

て
い
く
様
子
に
驚
い
た
り
、
落
胆
を

覚
え
た
り
し
た
こ
と
も
あ
り
ま
し
た

よ
。
そ
れ
で
も
ひ
と
つ
で
も
良
い
音

が
出
た
と
き
の
嬉
し
さ
が
忘
れ
ら
れ

な
く
て
、
必
死
に
つ
い
て
行
き
ま
し

た
。
本
当
に
す
ば
ら
し
い
時
間
で
し

た
。

―
カ
ヤ
グ
ム
は
寿
玉
さ
ん
に
と
っ
て
、

ど
う
い
う
も
の
だ
っ
た
の
で
す
か
？

寿
玉　

韓
国
舞
踊
の
基
礎
を
教
え
て

く
れ
た
と
思
っ
て
い
ま
す
。
呼
吸
や
、

チ
ャ
ン
ダ
ン
（
注
２
）、心
の
置
き
方
、

全
て
を
教
え
て
く
れ
た
と
思
い
ま
す
。

で
す
か
ら
踊
り
の
中
に
カ
ヤ
グ
ム
の

調
べ
が
チ
ュ
ム
そ
の
も
の
に
な
っ
て

生
き
て
い
る
よ
う
に
感
じ
ま
す
。
お

会
い
し
た
先
生
方
一
人
一
人
の
個
性

が
、
人
と
な
り
、
音
と
な
り
、
表
現

と
な
っ
て
私
の
体
を
持
っ
て
奏
で
て

い
る
よ
う
な
。
昔
先
生
に
言
わ
れ
て

も
わ
か
ら
な
か
っ
た
「
音
の
こ
だ
わ

り
」
や
「
メ
ロ
デ
ィ
ー
や
リ
ズ
ム
、

呼
吸
の
流
れ
」
と
い
う
も
の
が
、
踊

り
の
中
で
今
、
ほ
ん
の
少
し
分
か
る

よ
う
に
な
っ
て
き
た
よ
う
に
思
い
ま

す
。

―
こ
れ
か
ら
も
踊
り
の
中
で
「
良
い

演
奏
」
を
奏
で
て
く
だ
さ
い
。

＊
＊
＊

注
１
：
ノ
ン
ヒ
ョ
ン
：
指
で
弦
を
押

さ
え
た
り
戻
し
た
り
し
て
、
音
の
高

さ
を
変
え
る
こ
と
。
謡
の
よ
う
に
音

が
変
化
す
る
。

注
２
：
チ
ャ
ン
ダ
ン
：
長
短
と
書
く
。

リ
ズ
ム
の
こ
と
。　
　
（
西
方
恭
子
）
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歌舞伎の錦絵

韓
国
の
舞
と
ソ
リ（
唱
）か
ら
考
え
る

日
本
の
伝
統
芸
能

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

舞
藝
舎　

芦
野
孝
男

　

２
０
０
０
年
10
月
と
２
０
０
３
年
５

月
、私
た
ち
、伝
統
芸
能
企
画
制
作
『
舞

藝
舎
』
は
、
日
韓
文
化
交
流
基
金
助
成

事
業
に
よ
る
、
歌
舞
伎
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ

プ
公
演
を
、
ソ
ウ
ル
の
中
央
大
学
校
ア

ー
ト
セ
ン
タ
ー
で
行
い
ま
し
た
。

　

２
０
０
０
年
、
韓
国
で
日
本
の
大
衆

文
化
が
開
放
さ
れ
つ
つ
あ
る
中
、「
日

本
の
文
化
の
原
型
」
で
あ
る
古
典
芸
能
、

と
り
わ
け
歌
舞
伎
の
本
格
的
公
演
が
な

さ
れ
た
の
は
、
１
９
８
８
年
ソ
ウ
ル
オ

リ
ン
ピ
ッ
ク
の
年
に
国
レ
ベ
ル
で
開
催

さ
れ
た
松
竹
大
歌
舞
伎
以
来
と
の
こ
と

で
し
た
。

　
『
舞
藝
舎
』
は
、
日
本
の
風
土
に
根

ざ
し
た
気
質
・
感
性
の
中
か
ら
生
ま
れ

た
独
自
文
化
で
あ
る
、
和
の
伝
統
芸
能

を
普
及
す
る
目
的
で
国
内
の
青
少
年
を

対
象
に
活
動
し
て
き
ま
し
た
。

　

中
央
大
学
校
文
科
大
学
の
朴
銓
烈
教

授
か
ら
も
、
韓
日
が
一
層
理
解
を
深
め

る
た
め
に
は
、
伝
統
に
根
ざ
し
た
本
物

の
文
化
を
身
近
に
感
じ
る
こ
と
が
大
切

な
こ
と
で
は
な
い
か
と
の
、
熱
心
な
要

請
が
あ
り
、
国
立
劇
場
歌
舞
伎
研
修
所

出
身
の
俳
優
や
舞
踊
家
な
ど
を
中
心
に

演
目
や
配
役
の
選
定
を
行
い
ま
し
た
。

　

開
催
概
要
を
か
い
つ
ま
ん
で
紹
介
し

ま
し
ょ
う
。

　

２
０
０
０
年
10
月
の
公
演
は
「
歌
舞

伎
ワ
ー
ク
シ
ッ
プ
公
演　

釣
女
」
と
題

し
、
第
１
部
は
歌
舞
伎
の
歴
史
と
歌
舞

伎
独
特
の
花
道
、
回
り
舞
台
、
セ
リ
、

ス
ッ
ポ
ン
な
ど
の
舞
台
機
構
や
、
柝き

の

音ね

に
よ
る
幕
の
開
閉
な
ど
の
レ
ク
チ
ャ

ー
を
行
い
ま
し
た
。
第
２
部
は
、
歌
舞

伎
の
女
形
の
拵
え
を
化
粧
、
衣
裳
、
か

つ
ら
の
実
演
を
通
し
て
、
男
性
が
女
形

に
変
身
す
る
樣
を
披
露
し
ま
し
た
。
ま

た
、
韓
国
の
お
客
様
を
舞
台
に
上
げ
て
、

歌
舞
伎
独
得
の
化
粧
で
あ
る「
隈
取
り
」

を
体
験
し
て
頂
き
、
喝
采
を
浴
び
ま
し

た
。
休
憩
の
後
、
第
３
部
は
、
１
部
、

２
部
の
知
識
を
踏
ま
え
て
、
解
か
り
や

す
く
、
軽
妙
な
、
お
狂
言
か
ら
題
材
を

と
っ
た
松
羽
目
歌
舞
伎
舞
踊
劇「
釣
女
」

を
上
演
し
、
会
場
は
笑
い
と
拍
手
に
沸

き
、
無
事
、
幕
が
お
り
ま
し
た
。

　

２
０
０
３
年
５
月
の
公
演
は
前
回
の

歌
舞
伎
入
門
公
演
か
ら
、
一
歩
踏
み
込

ん
で
、
韓
国
の
伝
統
芸
能
と
の
交
流
も

含
め
た
公
演
と
し
て
、『
パ
ン
ソ
リ
と

歌
舞
伎
を
通
し
て
み
た
音
の
世
界　

五

条
橋
』
と
題
し
、
パ
ン
ソ
リ
と
義
太
夫

の
比
較
交
流
公
演
が
実
現
し
ま
し
た
。

　

第
１
部
の
「
義
太
夫
」
と
「
パ
ン
ソ

リ
」
の
世
界
で
は
、
竹
本
朝
重
社
中
に

よ
る
女
流
義
太
夫
の
素
浄
瑠
璃
で
『
傾

城
阿
波
の
鳴
門
』
巡
礼
歌
の
段
と
『
新

版
歌
祭
文
』
野
崎
村
の
幕
切
れ
の
と
こ

ろ
を
哀
調
た
っ
ぷ
り
に
語
り
演
じ
ま
し

た
。

　

パ
ン
ソ
リ
か
ら
は
、
中
央
大
学
校
の

金
星
女
先
生
が
、『
沈
青
歌
』
を
ワ
ー

ク
シ
ョ
ッ
プ
形
式
で
解
説
を
交
え
て
、

語
り
演
じ
ま
し
た
。
語
り
手
で
あ
る
金

星
女
先
生
が
手
に
扇
子
を
持
っ
て
、
身

振
り
と
多
彩
な
声
の
使
い
分
け
で
、
伴

奏
の
鼓
手
が
打
つ
太
鼓
の
合
い
の
手
や

調
子
に
合
わ
せ
て
、
見
事
に
そ
の
場
を

盛
り
上
げ
て
い
き
ま
し
た
。

　

パ
ン
ソ
リ
の
、
そ
の
起
源
に
関
し
て
、

日
本
の
義
太
夫
は
も
と
よ
り
、
浪
花
節

や
瞽こ

女ぜ

歌
に
共
通
す
る
も
の
を
み
る
思

い
が
し
ま
し
た

　

日
本
か
ら
は
義
太
夫
だ
け
で
な
く
、

鳴
物
の
打
ち
物
と
笛
が
参
加
し
て
い
た

の
で
、
小
鼓
や
大
鼓
、
篠
笛
や
能
管
な

ど
楽
器
の
比
較
演
奏
も
行
い
ま
し
た
。

特
に
鼓
な
ど
の
打
ち
物
担
当
が
、
在
日

コ
リ
ア
ン
で
芸
大
大
学
院
生
の
盧
慶
順

さ
ん
で
あ
る
こ
と
も
、
話
題
を
呼
び
ま

し
た
。

　

第
２
部　
『
五
条
橋
』
で
は
絵
本
か

ら
飛
び
出
し
て
き
た
よ
う
な
、
隈
取
り

の
弁
慶
と
軽
や
か
な
牛
若
丸
の
様
式
化

さ
れ
た
立
ち
廻
り
を
義
太
夫
の
語
り
と

三
味
線
と
鳴
物
や
付
け
打
ち
の
音
に

の
っ
て
演
じ
ま
し
た
。

　

一
般
に
伝
統
芸
能
は
学
校
で
取
り

上
げ
ら
れ
る
機
会
も
少
な
く
「
な
じ

み
が
な
い
、
む
ず
か
し
い
、
わ
か
ら

な
い
」
な
ど
の
理
由
で
と
か
く
敬
遠

さ
れ
が
ち
で
し
た
。
特
に
音
楽
教
育

は
明
治
以
降
、
ま
た
戦
後
は
ま
す
ま

す
、
ク
ラ
シ
ッ
ク
音
楽
中
心
で
お
琴
、

三
味
線
、
お
囃
子
な
ど
の
邦
楽
は
町

の
お
稽
古
所
や
カ
ル
チ
ャ
ー
セ
ン
タ

ー
な
ど
で
、
お
師
匠
さ
ん
た
ち
に
よ

り
、
愛
好
家
の
間
で
細
々
と
受
け
継

が
れ
て
行
っ
た
に
過
ぎ
ま
せ
ん
。
一

般
の
人
に
は
義
太
夫
、
清
元
、
常
磐

津
、
長
唄
の
違
い
や
、
こ
の
語
る
言

葉
も
よ
く
は
、
わ
か
り
ま
せ
ん
。
子

ど
も
達
の
踊
り
も
日
本
舞
踊
よ
り
も

バ
レ
エ
に
そ
の
座
を
奪
わ
れ
つ
つ
あ

り
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
状
況
の
中
、

そ
の
道
に
も
っ
と
も
近
い
韓
国
の
伝

統
芸
能
に
接
す
る
こ
と
で
、
日
本
の

古
典
舞
踊
や
音
楽
も
、
そ
の
原
点
を

問
い
直
さ
れ
る
き
っ
か
け
に
な
っ
た

こ
と
は
、
大
い
に
意
義
の
あ
る
こ
と

だ
と
思
い
ま
す
。

写真㊤五条橋
　　㊦ 韓国の学生に隈取の実演
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開聞岳（薩摩富士）

　

韓
国
で
は
季
候
が
良
く
な
っ
て
く

る
と
、
野
に
出
ま
す
。
こ
れ
を
ヤ
ユ

フ
ェ
と
言
い
ま
す
。
漢
字
で
書
く
と

「
野
遊
会
」
で
す
。
日
本
の
花
見
の

よ
う
に
、
特
定
の
花
を
愛
で
る
の
で

は
な
く
、
気
候
の
良
い
野
や
山
に
遠

足
に
出
る
と
い
っ
た
と
こ
ろ
で
す
。

　

野
遊
会
の
元
は
怖
ら
く「
花
煎（
フ

ァ
ジ
ョ
ン
）
ノ
リ
」
で
あ
ろ
う
と
思

い
ま
す
。「
ノ
リ
」
と
は
「
遊
び
」

と
い
う
意
味
で
す
。

　
「
花
煎
」
と
は
チ
ン
ダ
ル
レ
、
こ

れ
は
朝
鮮
ツ
ツ
ジ
の
こ
と
で
す
が
、

チ
ン
ダ
ル
レ
の
花
を
餅
米
の
粉
で
捏

ね
て
丸
く
し
、
油
で
揚
げ
た
も
の
を

言
い
ま
す
。

　
「
花
煎
ノ
リ
」
と
い
う
の
は
、
陰

暦
の
三
月
に
酒
や
食
べ
物
を
持
っ
て
、

若
者
達
や
婦
人
達
、
少
人
数
の
も
の

が
景
色
や
水
の
綺
麗
な
所
に
出
て
遊

ぶ
こ
と
で
「
花
遊
び
」
と
も
い
い
ま

す
。

　

季
節
が
良
く
な
れ
ば
外
に
出
た
く

な
る
の
は
人
の
常
で
す
が
、
韓
国
の

人
は
山
歩
き
が
好
き
な
人
が
多
い
と

思
い
ま
す
。
以
前
は
山
に
出
掛
け
て

も
ゴ
ミ
を
持
っ
て
帰
ら
な
い
の
で
、

山
が
ゴ
ミ
捨
て
場
に
な
っ
て
い
ま
し

た
が
、
最
近
は
山
に
食
料
の
持
ち
込

み
を
禁
止
し
て
い
る
所
が
多
い
の
と
、

ゴ
ミ
を
持
っ
て
帰
る
人
が
増
え
て
き

た
の
と
で
、
山
が
綺
麗
に
な
っ
て
い

ま
す
。

　

ま
た
、
歌
舞
音
曲
が
好
き
な
国
民

で
す
か
ら
、
か
つ
て
は
ラ
ジ
カ
セ
で

音
楽
を
大
音
量
で
か
け
て
歌
い
騒
ぐ

と
言
う
こ
と
が
行
わ
れ
て
い
ま
し
た
。

山
に
出
掛
け
る
と
、あ
ち
こ
ち
で「
ク

ン
チ
ャ
カ
、
ク
ン
チ
ャ
カ
」
と
う
る

さ
い
音
楽
に
合
わ
せ
て
ゴ
ー
ゴ
ー
を

踊
っ
て
い
ま
し
た
。
最
近
は
さ
す
が

に
こ
う
い
う
事
は
な
く
な
り
ま
し
た
。

　

韓
国
の
人
が
山
歩
き
が
好
き
な
の

は
、
怖
ら
く
は
遊
牧
民
の
シ
ャ
ー
マ

ニ
ズ
ム
に
起
源
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。

遊
牧
民
は
基
本
的
に
は
太
陽
信
仰
で

す
。
彼
ら
は
日
の
出
る
方
向
や
日
が

出
て
く
る
所
を
神
聖
な
所
と
考
え
ま

し
た
。

　

太
陽
が
出
て
く
る
高
い
山
は
、
神

が
宿
る
聖
な
る
山
と
な
り
ま
し
た
。

そ
し
て
山
に
登
っ
た
の
は
、
少
し
で

も
神
に
近
づ
き
た
か
っ
た
か
ら
で
は

な
い
か
と
思
い
ま
す
。

　

新
羅
の
始
祖
に
朴
氏
と
昔
氏
が
い

ま
す
。
朴
氏
の
パ
ク
と
い
う
の
は
、

明
る
い
と
い
う
意
味
か
ら
来
て
い
ま

す
。
韓
国
語
で
明
る
い
は「
パ
ク
タ
」

と
い
い
ま
す
。
ま
た
昔
氏
は
鵲
（
か

さ
さ
ぎ
）
と
い
う
漢
字
を
略
し
て
昔

と
書
い
た
と
の
こ
と
で
す
。

　

遊
牧
民
族
で
は
、
鳥
は
地
上
の
魂

を
天
界
に
運
ん
だ
り
、
案
内
し
た
り

す
る
役
割
を
果
た
し
ま
す
。

　

韓
国
の
人
は
、
始
祖
を
神
に
な
ぞ

ら
え
た
た
め
に
、
始
祖
の
名
前
が
朴

氏
や
昔
氏
に
成
っ
た
の
だ
ろ
う
と
思

い
ま
す
。

　

こ
う
い
う
思
想
や
風
習
が
日
本
に

入
っ
て
、
山
岳
信
仰
や
白
山
信
仰
を

生
ん
だ
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

白
は
遊
牧
民
族
で
は
太
陽
の
色
で
す
。

農
耕
民
族
は
太
陽
を
金
色
で
表
し
ま

す
が
、
遊
牧
民
族
は
白
で
表
し
ま
す
。

　

韓
国
人
が
白
衣
を
着
て
い
た
の
は
、

自
分
達
を
太
陽
の
子
と
考
え
て
い
た

か
ら
で
す
。
柳
宗
悦
は
、
韓
国
人
の

白
を
哀
し
み
の
色
と
捉
え
ま
し
た
が
、

そ
れ
は
大
変
な
勘
違
い
で
し
た
。
白

山
の
白
は
韓
国
語
で
は
「
ペ
ク
」
と

発
音
し
ま
す
が
、
そ
れ
は
明
る
い
と

男
達
の
手
仕
事
展

韓
国
舞
踊
「
丈
ノ
高
イ
草
ガ
」

趙
寿
玉
が
悠
玄
の
空
間
を
使
っ
て
韓
国

伝
統
舞
踊
を
も
と
に
新
し
い
世
界
を
創

り
ま
す

舞
踊　

趙
寿
玉

鳴
物　

廬
慶
順

言
葉
語
り　

椿
座

美
術　

北
坂
伸
子

会
場　

ギ
ャ
ラ
リ
ー
悠
玄

５
月
26
日
（
木
）
７
時
開
演

前
売
り　

２
０
０
０
円

当　

日　

２
５
０
０
円

お
申
込
み
・
問
合
せ

ア
ー
ト
プ
ラ
ネ
ッ
ト

０
３（
３
４
７
７
）０
５
１
０

０
９
０（
７
２
０
０
）４
７
１
６（
国
井
）

い
う
意
味
の
「
パ
ク
タ
」
に
も
通
じ

る
発
音
で
す
。

　

白
山
を
「
し
ら
や
ま
」
と
読
み
、

新
羅
の
人
た
ち
が
来
て
崇
め
た
山
と

考
え
る
人
も
い
る
よ
う
で
す
。

　

地
名
の
多
く
は
変
化
し
て
い
る
の

で
日
本
の
中
で
朝
鮮
の
痕
跡
は
薄
く

な
っ
て
い
ま
す
。

　

例
え
ば
鹿
児
島
の
「
開
聞
岳
」
で

す
。
こ
れ
は
そ
の
昔
は
「
ひ
ら
き
だ

け
」
と
読
ま
れ
て
い
ま
し
た
。
そ
の

も
と
は
「
し
ら
き
だ
け
」
と
考
え
ら

れ
ま
す
。
新
羅
来
岳
と
言
う
か
ら
に

は
、
新
羅
人
が
た
く
さ
ん
居
た
と
想

像
で
き
ま
す
。　
　
　
　
（
李
起
昇
）

　

五
月
十
五
日
、
富
士
吉
田
市
に
あ

る
歴
史
民
俗
博
物
館
内
の
御
師
住
宅

に
於
い
て
作
家
、
李
良
枝
さ
ん
の
追

悼
舞
踊
公
演
が
行
わ
れ
た
。

　

江
戸
時
代
に
タ
イ
ム
ス
リ
ッ
プ
し

た
か
の
よ
う
な
風
格
の
あ
る
家
は
、

若
葉
の
茂
る
林
の
中
に
佇
ん
で
い
た
。

　

主
催
者
が
驚
く
ほ
ど
の
客
の
入
り

で
、
襖
を
取
り
払
っ
た
家
は
、
熱
気

に
満
た
さ
れ
た
。

　

趙
寿
玉
は
李
良
枝
さ
ん
と
は
ソ
ウ

ル
に
留
学
し
て
い
た
当
時
の
同
級
生

だ
っ
た
。
ず
っ
と
仲
良
し
だ
っ
た
だ

け
に
、
彼
女
の
写
真
を
見
た
だ
け
で

目
に
涙
が
浮
か
ん
だ
。

　

趙
寿
玉
は
李
良
枝
さ
ん
の
写
真
に

語
り
か
け
、
そ
れ
か
ら
李
明
姫
さ
ん

達
の
伴
奏
に
乗
っ
て
、
舞
っ
た
。　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
李
起
昇
）

ト
ゥ
ー
ナ
ラ
サ
ラ
ン
ラ
イ
ブ

李
良
枝
さ
ん
追
悼
公
演

主
催

李
良
枝
を
顕
彰
す
る
会

後
援　

富
士
吉
田
市
・

富
士
吉
田
市
教
育
委
員
会
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「
ハ
ナ
、
ト
ゥ
ル
、
セ
、
ネ
」
の

か
け
声
が
響
く
教
室
で
、
韓
国
語
が

分
か
ら
ず
、「
イ
チ
、
ニ
、
サ
ン
、
シ
」

と
一
人
つ
ぶ
や
き
な
が
ら
つ
い
て
い

く
。
私
の
韓
国
舞
踊
デ
ビ
ュ
ー
当
初

は
、
こ
ん
な
感
じ
で
し
た
。

　

チ
ュ
ム
パ
ン
の
会
の
方
々
は
、
在

日
コ
リ
ア
ン
だ
っ
た
り
、
も
と
も
と

韓
国
語
を
習
っ
て
い
た
り
、
韓
国
に

縁
が
あ
っ
て
舞
踊
を
始
め
た
方
が
多

く
お
ら
れ
ま
す
が
、
私
と
韓
国
と
の

つ
な
が
り
と
言
え
ば
、
本
と
映
画
、

出
身
地
で
あ
る
滋
賀
県
の
高
校
に
在

日
の
同
級
生
が
い
た
ぐ
ら
い
で
し
た
。

　

舞
踊
を
習
う
の
も
、
今
回
が
初
め

て
で
す
。
１
年
ほ
ど
前
、周
囲
に「
踊

り
を
始
め
る
」
と
宣
言
。
タ
ッ
プ
ダ

ン
ス
は
格
好
い
い
な
ぁ
、
フ
ラ
メ
ン

コ
も
情
熱
的
。
ヨ
ガ
（
踊
り
で
な
い

か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
）
も
落
ち
着
き

そ
う
…　

と
思
い
つ
つ
、
き
っ
か
け

が
な
い
ま
ま
時
間
が
過
ぎ
て
い
た
と

こ
ろ
に
「
や
り
ま
せ
ん
か
」
と
声
を

掛
け
ら
れ
た
の
で
す
。

　

本
人
は
な
ん
の
気
な
く
誘
っ
て
く

れ
た
の
だ
と
思
い
ま
す
が
、
私
の
方

で
は
こ
れ
は
天
啓
だ
！　

と
思
い
、

木
曜
教
室
の
見
学
に
行
き
ま
し
た
。

ち
ょ
う
ど
プ
チ
ェ
の
練
習
を
し
て
い

て
、
静
か
な
動
き
が
き
れ
い
で
、
通

う
こ
と
に
決
め
ま
し
た
。
今
年
か
ら

毎
回
通
い
始
め
、
よ
う
や
く
足
の
基

本
の
順
序
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た

と
こ
ろ
で
す
。

　

韓
国
舞
踊
を
選
ん
で
良
か
っ
た
と
、

い
ま
思
う
の
は
、
感
情
移
入
で
き
る

と
こ
ろ
で
す
。
何
が
ど
う
い
い
の
か

う
ま
く
説
明
は
で
き
ま
せ
ん
が
、
た

ぶ
ん
西
洋
の
踊
り
で
は
、
こ
こ
ま
で

感
情
が
入
ら
な
い
だ
ろ
う
と
思
い
ま

す
。「
日
舞
で
も
よ
か
っ
た
ん
じ
ゃ

な
い
か
」
と
い
う
質
問
を
い
た
だ
い

た
こ
と
が
あ
り
ま
す
が
、
日
舞
だ
と

動
き
が
ゆ
っ
く
り
す
ぎ
る
の
で
、
い

ま
習
っ
て
い
る
ぐ
ら
い
の
速
さ
が
ち

ょ
う
ど
い
い
の
で
す
。

　

趙
寿
玉
先
生
と
オ
ン
ニ
た
ち
の
動

き
、
音
楽
に
合
わ
せ
て
踊
っ
て
い
る

と
、
ふ
と
我
を
忘
れ
、
波
に
乗
っ
て

い
る
よ
う
な
感
じ
の
す
る
瞬
間
が
あ

っ
て
、
そ
の
気
持
ち
よ
さ
も
、
こ
た

え
ら
れ
ま
せ
ん
。

　

ほ
か
に
も
あ
り
ま
す
。
私
は
、
通

信
社
（
新
聞
社
に
新
聞
記
事
を
配
信

す
る
会
社
で
す
）
の
記
者
を
し
て
い

ま
す
。
取
材
の
時
は
言
葉
で
尋
ね
、

言
葉
で
答
え
て
も
ら
い
、
記
事
に
す

る
の
も
言
葉
と
、
ひ
た
す
ら
言
葉
ば

か
り
使
う
た
め
、
踊
り
で
体
を
動
か

す
と
、
頭
と
体
の
バ
ラ
ン
ス
が
取
れ

る
感
じ
が
し
ま
す
。

　

仕
事
相
手
や
同
僚
が
ほ
と
ん
ど
オ

ヤ
ジ
な
の
で
、
強
く
厳
し
い
ネ
エ
さ

ん
達
に
囲
ま
れ
、
踊
り
を
教
え
て
い

た
だ
い
た
り
、
一
緒
に
食
べ
た
り
飲

ん
だ
り
す
る
の
も
、
喜
び
の
一
つ
で

す
。

　

こ
の
ご
ろ
は
ハ
ナ
ト
ゥ
ル
…　

で

リ
ズ
ム
を
取
る
の
は
も
ち
ろ
ん
、
ほ

か
の
言
葉
も
少
し
覚
え
ま
し
た
。
ム

ッ
や
豚
足
な
ど
酒
の
つ
ま
み
も
学
習

中
で
す
。

　

舞
踊
の
道
に
は
、
一
歩
目
を
踏
み

出
し
た
ば
か
り
。
こ
の
先
が
ど
れ
だ

け
長
い
か
も
分
か
り
ま
せ
ん
が
、
で

き
る
だ
け
遠
く
ま
で
進
み
た
い
、
と

思
っ
て
い
ま
す
。

◎
２
０
０
５
年
４
月
１
日

　

山
梨
県
南
巨
摩
郡
に
あ
る
ギ
ャ
ラ
リ

ー
한
に
て
、
栄
一
根
展
示
会
が
行
わ
れ

た
。
こ
の
席
上
で
趙
寿
玉
先
生
は
、
散

調
舞
と
サ
ル
プ
リ
舞
を
舞
わ
れ
た
。

　

サ
ル
プ
リ
舞
の
始
め
先
生
は
、
栄
一

根
先
生
が
作
ら
れ
た
ワ
ラ
の
束
を
両
手

に
高
く
か
か
げ
、
展
示
会
の
成
功
と
ギ

ャ
ラ
リ
ー
한
の
盛
況
を
念
じ
、
作
品
の

合
間
を
ね
り
廻
り
な
が
ら
格
調
高
い
舞

を
披
露
さ
れ
た
。

　

富
士
山
の
ふ
も
と
、
千
坪
の
敷
地
に

約
１
０
０
０
個
の
ハ
ン
ア
リ
が
整
然
と

置
か
れ
た
庭
園
の
中
に
た
た
ず
む
ギ
ャ

ラ
リ
ー
한
、
都
会
で
は
目
に
す
る
事
が

無
い
空
間
の
中
で
見
る
先
生
の
舞
は
、

そ
の
中
に
流
れ
る
空
気
の
よ
う
に
凛
と

し
た
美
し
さ
と
躍
動
感
を
た
だ
よ
わ
せ
、

展
示
会
に
参
列
し
た
人
々
に
大
き
な
感

銘
を
与
え
た
。　　
　
　
　
（
孫
福
順
）

◎
２
０
０
５
年
４
月
22
日

横
浜
市
神
奈
川
区
民
文
化
セ
ン
タ
ー

「
か
な
っ
く
ホ
ー
ル
」
に
て

【
韓
舞　

濱
七
女
】
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

　

こ
れ
は
横
浜
の
地
に
お
い
て
、
横
浜

在
住
の
舞
踊
家
達
の
手
に
よ
り
韓
国
舞

踊
芸
能
を
広
く
紹
介
す
る
こ
と
を
主
旨

と
し
た
公
演
で
し
た
。（
企
画
、製
作「
Ｊ

高
麗
亜
」）

　

チ
ュ
ム
パ
ン
の
会
よ
り
趙
寿
玉
の

「
僧
舞
」、李
貞
恵
、丁
宣
希
に
よ
る
「
剣

舞
」、「
春
鶯
舞
」
が
舞
わ
れ
ま
し
た
。

他
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
は「
サ
ル
プ
リ
舞
」

等
の
他
、
伝
統
の
趣
に
現
代
的
要
素
を

取
り
入
れ
た
創
作
作
品
な
ど
多
彩
で
、

会
場
を
埋
め
尽
く
し
た
、
お
よ
そ
３
０

０
人
の
観
客
は
各
演
目
の
出
演
者
に
惜

し
み
な
い
拍
手
を
送
り
ま
し
た
。

（
曺
和
仙
）

で
き
る
だ
け
遠
く
へ
進
み
た
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

井
上
愛
彩


