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お茶の時間	Pleasures of Tea Time　

東
儀
秀
樹

大
谷
祥
子

日
本
の「
音
」を
語
る

奈
良
時
代
よ
り
続
く「
楽
家
」の
末
裔
と
し
て
、
雅
楽
の
正
統
を
受
け
継
ぐ
い
っ
ぽ
う
、

他
ジ
ャ
ン
ル
と
の
コ
ラ
ボ
や
舞
台
音
楽
制
作
な
ど
、

あ
ら
ゆ
る
ア
プ
ロ
ー
チ
で
音
の
世
界
を
描
く
東
儀
秀
樹
氏
と
、

箏
曲
家
と
し
て
、
ま
た
ジ
ャ
ポ
ニ
ス
ム
振
興
会
副
会
長
と
し
て

内
外
の
文
化
興
隆
に
尽
く
す
大
谷
祥
子
本
願
寺
裏
方
。

「
音
」を
切
り
口
に
は
じ
ま
っ
た
対
談
は
、

い
つ
し
か
日
本
人
の
感
性
、文
化
論
、「
生
き
る
」
こ
と
の
意
義
に
ま
で
広
が
り

熱
く
盛
り
上
が
り
ま
し
た
。

ワ
ク
ワ
ク
と
胸
お
ど
る
ト
ー
ク
を
お
楽
し
み
く
だ
さ
い
。

東儀秀樹（とうぎ ひでき）

雅楽師

幼少期を海外で過ごし多ジャンルの音
楽を吸収。高校卒業後、宮内庁楽部へ。
宮中儀式などを勤めるいっぽう、雅楽
器とシンセサイザー、ピアノなどのコ
ラボ作品の創作にも着手。1996 年デ
ビューアルバム「東儀秀樹」で脚光を
浴びて以降、次々とアルバムをリリー
ス。舞台音楽や CM 曲の制作、また俳
優業では NHK 大河ドラマ「篤姫」で
孝明天皇を演じるなど、独自の存在感
と多彩ぶりで知られる。著書も多く、
近著に『東儀家の子育て　才能があふ
れ出す 35 の理由』など。乗馬、クレー
射撃はじめ並ならぬ趣味人としても異
彩を放つ。

大谷祥子（おおたに しょうこ）

箏曲家
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東
儀　
　

あ
あ
、
よ
く
わ
か
り
ま
す
。
僕
は
「
行

間
を
読
む
」
と
い
う
日
本
語
が
好
き
な
ん
で
す
。

全
部
を
表
現
し
尽
く
す
、と
い
う
の
は
、時
に
カ
ッ

コ
悪
い
し
、
退
屈
で
も
あ
る
。
あ
え
て
最
少
限
に

留
め
、「
読
み
取
っ
て
く
れ
よ
」
と
受
け
手
に
託

す
こ
と
で
、
奥
深
く
に
あ
る
心
を
ほ
の
め
か
す
。

そ
こ
に
美
学
が
あ
り
、
余
白
が
知
識
欲
を
刺
激
も

す
る
。
そ
れ
は
音
楽
も
同
じ
だ
し
、
お
茶
や
い
け

ば
な
の
世
界
で
も
然
り
、
で
し
ょ
う
。
た
と
え
ば

ミ
ニ
マ
ム
に
生
け
た
花
に
宇
宙
を
見
る
。
そ
う
い

う
感
性
は
あ
ら
ゆ
る
日
本
文
化
に
影
響
し
て
い
る
。

心
の
在
り
様
で
変
化
を
楽
し
む
、
と
い
う
の
か
な
。

均
一
化
さ
れ
て
い
な
い
も
の
に
美
を
見
出
し
、
愛

で
る
、
こ
れ
は
日
本
の
、
と
て
も
い
い
と
こ
ろ
で

す
ね
。

大
谷　
　

自
然
の
音
に
対
す
る
感
覚
も
、
日
本
人

は
繊
細
で
独
特
で
す
よ
ね
。

東
儀　
　

そ
う
、
た
と
え
ば
虫
の
声
。
外
国
だ
と

う
る
さ
い
な
、
と
窓
を
ピ
シ
ャ
ッ
と
閉
め
る
け
ど
、

日
本
だ
と
耳
を
傾
け
て
「
秋
ら
し
く
な
っ
た
ね
」

と
、
季
節
の
移
ろ
い
に
心
寄
せ
る
。
さ
ら
に
「
こ

の
音
色
、
鈴
虫
？ 

松
虫
だ
っ
け
？
」
な
ん
て
聞

き
分
け
て
楽
し
ん
だ
り
も
す
る
。
風
鈴
を
吊
る
し

た
り
す
る
の
も
そ
う
で
す
よ
ね
。
実
際
に
気
温
が

変
わ
る
わ
け
で
も
な
い
の
に
、
音
で
涼
し
く
な
ろ

う
、
な
ん
て
。

大
谷　
　

和
菓
子
の
「
銘
」
な
ど
も
そ
う
で
す
ね
。

同
じ
お
菓
子
で
も
、
季
節
で
呼
び
名
を
変
え
て
み

た
り
。

東
儀　
　

同
じ
素
材
で
、
口
に
入
れ
た
ら
同
じ

じ
ゃ
な
い
か
（
笑
）
と
思
っ
て
も
、
名
前
を
選
び
、

色
を
工
夫
す
る
こ
と
で
、
聞
い
た
瞬
間
、
見
た
瞬

間
に
涼
を
感
じ
て
も
ら
お
う
と
す
る
。
そ
こ
に
情

緒
が
あ
り
、「
慮

お
も
ん
ぱ
かり

」
が
あ
る
。
そ
う
い
う
日
本

の
感
性
の
す
べ
て
が
、
音
の
世
界
に
限
ら
ず
、
あ

ら
ゆ
る
日
本
文
化
に
リ
ン
ク
し
て
い
る
と
思
う
ん

で
す
。

心
に
ワ
ク
ワ
ク
の
種
を
撒
く

東
儀
流
・雅
楽
レ
ク
チ
ャ
ー

大
谷　
　

日
本
に
は
こ
ん
な
に
素
晴
ら
し
い
文
化

や
感
性
が
あ
る
の
に
、
多
く
の
教
育
現
場
で
は
そ

れ
を
伝
え
育
む
こ
と
が
疎
か
に
な
っ
て
い
る
よ
う

に
思
い
ま
す
。
東
儀
さ
ん
は
子
ど
も
た
ち
に
雅
楽

を
指
導
さ
れ
る
機
会
も
多
い
か
と
思
い
ま
す
が
、

そ
の
あ
た
り
、
ど
う
お
考
え
で
し
ょ
う
？

東
儀　
　

今
、
学
校
教
育
が
画
一
化
さ
れ
て
日
本

の
感
性
や
、
子
ど
も
た
ち
の
個
性
が
台
な
し
に
さ

れ
て
い
る
状
況
は
あ
り
ま
す
ね
。
そ
れ
に
つ
い
て

は
も
っ
と
言
い
た
い
こ
と
も
あ
り
ま
す
が
、
雅
楽

や
日
本
の
音
、
感
性
を
伝
え
る
、
と
い
っ
た
こ
と

に
話
を
戻
せ
ば
、
ど
ん
な
時
代
に
あ
っ
て
も
、
人

間
の
コ
ア
な
部
分
は
そ
ん
な
に
変
わ
る
も
の
で
は

な
い
、
と
も
僕
は
信
じ
て
い
ま
す
。
今
は
少
し
忘

れ
か
け
て
い
る
。
け
ど
、
失
っ
て
は
い
な
い
。
そ

れ
な
ら
呼
び
覚
ま
す
た
め
に
、
上
手
く
、
く
す
ぐ

れ
ば
い
い
ん
じ
ゃ
な
い
か
な
。

大
谷　
　

く
す
ぐ
る
、
で
す
か
？

東
儀　
　

そ
う
で
す
。
子
ど
も
を
集
め
て
「
日
本

文
化
は
大
切
で
す
」
と
口
先
で
言
っ
た
と
こ
ろ
で

ど
う
し
よ
う
も
な
い
で
し
ょ
う
。
退
屈
し
て
素
通

り
し
て
し
ま
う
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。教
科
書
に「
雅

楽
」
が
載
っ
て
い
て
も
若
い
世
代
に
全
然
浸
透
し

て
い
な
い
の
は
、
教
え
方
が
つ
ま

ら
な
い
か
ら
で
す
。
い
い
教
科
書

だ
と
そ
こ
に
東
儀
秀
樹
の
写
真
が

載
っ
て
た
り
す
る
ん
で
す
が
（
笑
）。

で
も
案
外
、
僕
が
ポ
ッ
プ
な
こ
と
も
や
っ
た
り
、

テ
レ
ビ
番
組
に
出
て
い
た
り
し
て
「
あ
、
こ
の
人

知
っ
て
る
！
」
と
い
っ
た
こ
と
が
、
興
味
を
抱
く

き
っ
か
け
に
な
る
こ
と
も
あ
る
ん
で
す
よ
。
入
口

の
ひ
と
つ
と
し
て
ね
。

　

た
と
え
ば
僕
が
幼
稚
園
の
子
た
ち
に
雅
楽
を
レ

ク
チ
ャ
ー
す
る
時
は
ま
ず
、「
ど
ん
な
曲
が
好

き
？
」
と
聞
い
て
「
ア
ン
パ
ン
マ
ン
〜
！
」
と
な

る
と
、
篳ひ

ち

篥り
き

で
ア
ン
パ
ン
マ
ン
を
パ
ッ
と
吹
い

ち
ゃ
う
。
こ
れ
ま
で
耳
に
し
た
こ
と
の
な
い
音
で

自
分
の
大
好
き
な
曲
を
聴
い
た
時
の
「
あ
っ
！
」

と
い
う
瞬
間
。
そ
こ
で
一
気
に
未
知
の
楽
器
が
身

近
に
な
る
ん
で
す
。
そ
の
後
に
、「
こ
れ
、
実
は

篳
篥
と
い
っ
て
、
と
て
も
古
く
か
ら
あ
る
楽
器
な

ん
だ
け
ど
、
い
つ
頃
か
ら
あ
る
と
思
う
？
」
と
聞

く
と
「
３
年
前
〜
！
」
な
ん
て
答
え
る
子
が
い
る
。

「
い
や
、
も
っ
と
古
い
よ
」
と
い
う
と
、
今
度
は

恐
竜
好
き
の
子
な
ん
か
が
「
１
億
年
〜
‼
」（
笑
）。

そ
う
い
う
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
中
で
子
ど
も

た
ち
は
、
篳
篥
→
古
い
も
の
→
日
本
に
そ
れ
が

今
も
残
っ
て
い
る　

と
い
っ
た
こ
と
を
心
に
し

ま
っ
て
く
れ
る
わ
け
で
す
。
そ
の
時
に
細
か
い

デ
ィ
テ
ー
ル
ま
で
入
っ
て
い
か
な
く
て
い
い
ん
で

す
。
そ
の
子
た
ち
が
中
学
、
高
校
生
に
な
り
文
化

的
な
視
点
を
持
っ
て
篳
篥
に
接
し
た
時
に
「
あ
の

時
の
、
あ
れ
だ
！
」
と
、
篳
篥
の
ア
ン
パ
ン
マ
ン

の
音
色
が
鮮
や
か
に
甦
り
、
新
た
な
扉
が
開
く
。

そ
う
い
う
過
程
が
大
事
な
ん
で
す
。
た
だ
、
発
信

す
る
者
の
責
任
と
し
て
忘
れ
て
は
い
け
な
い
の
は
、

求
め
て
く
れ
た
ら
い
つ
で
も
本
物
の
雅
楽
を
提
供

す
る
か
ら
ね
、
と
い
う
揺
る
ぎ
な
い
素
地
を
も
っ

て
お
く
こ
と
。
古
典
は
で
き
な
い
け
ど
、
こ
れ
で

勘
弁
ね
、
と
い
う
ア
ン
パ
ン
マ
ン
な
ら
聴
か
せ
て

は
い
け
な
い
。

大
谷　
　

指
導
者
に
は
、
古
典
を
習
得
し
た
上
で

の
子
ど
も
向
け
の
自
由
な
発
想
が
必
要
で
す
ね
。

東
儀
さ
ん
の
ア
ン
パ
ン
マ
ン
を
聴
い
た
子
た
ち
は

と
て
も
幸
せ
だ
と
思
い
ま
す
。

東
儀　
　

巷
で
は
東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
に
向
け
て
、

皆
が
英
語
を
話
せ
る
よ
う
に
、
な
ん
て
方
針
を
立

て
た
り
も
し
て
い
る
よ
う
で
す
が
、そ
れ
、ち
ょ
っ

と
恥
ず
か
し
く
な
い
で
す
か
？　

そ
ん
な
こ
と
よ

り
自
分
た
ち
の
国
の
文
化
に
誇
り
を
持
つ
こ
と
の

ほ
う
が
よ
ほ
ど
大
事
だ
し
、
そ
の
心
が
あ
れ
ば
、

訪
れ
る
人
た
ち
を
胸
を
張
っ
て
迎
え
ら
れ
る
の
に
。

な
ん
で
行
政
の
人
た
ち
は
、
そ
こ
に
気
づ
か
な
い

ん
だ
ろ
う
。

大
谷　
　

本
当
に
！　

私
た
ち
ジ
ャ
ポ
ニ
ス
ム
振

興
会
が
目
指
す
の
も
、
ま
さ
に
そ
こ
で
、
国
際
交

流
に
お
い
て
一
番
必
要
と
さ
れ
る
の
は
、
自
国
の

文
化
に
誇
り
を
持
て
る
心
。
そ
れ
を
伝
え
た
い
と
、

さ
ま
ざ
ま
な
文
化
活
動
を
行
っ
て
い
ま
す
。
外
国

に
憧
れ
て
惚
れ
る
だ
け
で
な
く
、
惚
れ
さ
せ
る
日

本
人
で
あ
れ
、
と
私
は
思
っ
て
い
ま
す
。
と
く
に

次
代
を
担
う
子
ど
も
た
ち
に
は
、
日
本
人
と
し
て

誇
り
を
持
て
る
文
化
を
小
さ
い
頃
か
ら
身
に
つ
け

て
世
界
へ
羽
ば
た
い
て
い
っ
て
ほ
し
い
。
そ
ん
な

願
い
の
も
と
に「
伝
統
文
化
を
未
来
へ
つ
な
ぐ
会
」

を
主
催
し
、
お
能
、
お
琴
、
日
本
舞
踊
、
長
唄
な

ど
を
す
ぐ
れ
た
講
師
陣
の
も
と
で
体
験
し
て
も

ら
っ
て
い
ま
す
。
東
儀
さ
ん
に
も
ぜ
ひ
、
ご
指
導

賜
わ
り
た
い
で
す
。

東
儀　
　

も
ち
ろ
ん
、
喜
ん
で
伺
い
ま
す
よ
。

こ
の
瞬
間
を
、
精
一
杯
に
。

原
動
力
は「
苦
」よ
り「
楽
」！

大
谷　
　

東
儀
さ
ん
の
お
話
を
伺
っ
て
い
る
と
、

仏
教
用
語
の
「
方ほ

う

便べ
ん

」、
つ
ま
り
お
釈
迦
さ
ま
が

真
理
を
伝
え
る
た
め
に
、
受
け
入
れ
ら
れ
や
す
い

あ
の
手
こ
の
手
を
お
使
い
に
な
っ
た
…
…
と
い
う

お
話
が
思
い
浮
か
ぶ
の
で
す
が
、
ご
自
身
で
は
、

そ
う
い
う
意
識
は
お
あ
り
で
す
か
？　

　

由
緒
あ
る
お
家
柄
の
楽
師
で
あ
り
な
が
ら
、
俳

優
業
も
な
さ
れ
ば
絵
も
お
描
き
に
な
る
、
新
し
い

音
楽
も
お
つ
く
り
に
な
る
。
そ
れ
ら
を
通
し
て
お

─
─
海
外
で
の
公
演
も
多
い
お
ふ
た
り
で
す
が
、

日
本
で
演
奏
な
さ
る
時
と
、
客
席
の
反
応
、
音
の

捉
え
方
な
ど
に
違
い
は
感
じ
ら
れ
ま
す
か
？

東
儀　
　

音
の
伝
わ
り
方
、
と
い
っ
た
こ
と
で
は
、

東
西
の
違
い
は
な
い
、
場
所
に
関
係
は
な
い
、
と

僕
の
中
で
は
思
っ
て
い
ま
す
。
そ
も
そ
も「
雅
楽
」

と
い
う
の
は
２
０
０
０
年
く
ら
い
前
に
大
陸
で
生

ま
れ
た
も
の
で
、
そ
れ
が
地
球
上
で
日
本
に
だ
け

残
っ
て
い
て
─
─
、
そ
う
い
う
と
こ
ろ
か
ら
「
日

本
の
伝
統
文
化
」
と
括
ら
れ
る
こ
と
が
通
常
な
ん

で
す
が
、
遡
っ
て
み
れ
ば
ね
、
そ
の
頃
の
大
陸
、

い
わ
ゆ
る
シ
ル
ク
ロ
ー
ド
と
呼
ば
れ
る
辺
り
な
ん

て
、
こ
こ
か
ら
西
、
こ
ち
ら
は
東
、

な
ん
て
分
け
隔
て
は
な
い
は
ず
で

し
ょ
う
？　

い
ろ
ん
な
も
の
が
行

き
交
っ
て
。
お
そ
ら
く
そ
の
頃
に
、

西
と
か
東
と
か
、
そ
う
い
う
感
覚
を
超
越
し
た
音

楽
を
つ
く
る
人
が
─
─
、
い
や
人
じ
ゃ
な
い
な
、

そ
う
い
う
「
空
気
」
が
あ
っ
た
ん
で
し
ょ
う
ね
。

だ
か
ら
海
外
、
国
内
を
問
わ
ず
、
ま
た
古
典
で
あ

れ
、
新
作
で
あ
れ
、
聴
い
て
く
だ
さ
っ
た
方
か
ら

は
「
は
じ
め
て
聴
い
た
の
に
、
な
ん
で
こ
ん
な
に

懐
か
し
い
気
分
に
さ
せ
ら
れ
る
ん
だ
」
と
い
う
感

想
が
圧
倒
的
に
多
い
ん
で
す
。

大
谷　
　

懐
か
し
い
気
分
、
そ
れ
は
と
て
も
深
く

納
得
で
き
ま
す
ね
。
私
も
東
儀
さ
ん
の
音
の
世
界

に
心
惹
か
れ
る
ひ
と
り
で
す
。
と
く
に
「
大
河
悠

久
」
は
大
好
き
で
、
よ
く
お
琴
で
弾
か
せ
て
い
た

だ
い
て
い
ま
す
よ
。

東
儀　
　

そ
う
で
す
か
！　

そ
れ
は
嬉
し
い
な
あ
。

大
谷　
　

こ
れ
ま
で
邦
楽
家
と
の
共
演
で
は
、
他

者
の
音
を
生
か
し
て
、
そ
の
中
で
自
分
の
音
を
生

か
す
と
い
う
こ
と
を
第
一
に
し
て
い
ま
し
た
。
も

ち
ろ
ん
そ
れ
も
大
事
な
こ
と
で
す
が
、
海
外
公
演

や
洋
楽
器
な
ど
異
色
の
楽
器
と
コ
ラ
ボ
す
る
折
に

は「
自
分
の
時
空
が
つ
く
れ
る
」と
い
う
の
で
し
ょ

う
か
、
自
由
自
在
に
動
け
る
感
じ
が
し
て
ワ
ク
ワ

ク
し
ま
す
。

　

な
ぜ
時
空
が
つ
く
れ
る
の
か
、
と
考
え
て
み
る

と
、
そ
れ
は
〝
五
線
譜
で
表
し
き
れ
な
い
音
〟
を

表
現
す
る
の
を
得
手
と
す
る
邦
楽
器
の
為
せ
る
わ

ざ
な
の
か
な
、
と
。
邦
楽
譜
に
何
も
記
さ
れ
て
い

な
い
「
白
い
部
分
」
に
こ
そ
、
う
れ
し
み
、
悲
し

み
、
優
し
み
な
ど
す
べ
て
の
思
い
が
つ
く
れ
る
、

と
私
は
日
ご
ろ
思
っ
て
い
て
、
弟
子
に
も
「
弾
く

こ
と
よ
り
、
音
を
出
さ
な
い
と
こ
ろ
を
大
切
に
」

と
よ
く
言
う
の
で
す
が
。

JAPONisme　特別対談

子
ど
も
た
ち
に
は
、誇
り
を
持
て
る
日
本
文
化
を
身
に
つ
け

世
界
へ
羽
ば
た
い
て
ほ
し
い
と
思
っ
て
い
ま
す
─
─
大
谷

聞
い
た
こ
と
が
な
い
音
で
大
好
き
な
曲
を
聴
い
た

瞬
間
、未
知
の
楽
器
が
、一
気
に
身
近
に
な
る
ん
で
す
─
─
東
儀
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伝
え
に
な
り
た
い
「
真
な
る
も
の
」
と
は
…
…
？

と
興
味
が
湧
い
て
お
り
ま
す
。

東
儀　
　

確
か
に
僕
は
役
者
を
や
っ
た
り
、
カ
ー

レ
ー
ス
に
出
た
り
、
テ
レ
ビ
の
バ
ラ
エ
テ
ィ
番
組

で
冗
談
言
っ
た
り
も
し
て
い
ま
す
が
、
そ
れ
は
別

に
「
雅
楽
」
を
伝
え
よ
う
と
す
る
手
段
で
は
な
く

て
、
単
に
、
や
り
た
い
か
ら
や
っ
て
る
（
笑
）。

た
だ
、
結
果
的
に
そ
の
こ
と
で
「
雅
楽
」
が
伝
わ

り
や
す
く
な
っ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
は
あ
り
ま

す
ね
。

　

ち
ょ
っ
と
話
が
大
き
く
な
っ
ち
ゃ
う
ん
で
す
が
、

地
球
規
模
で
考
え
る
と
、
人
類
に
と
っ
て
音
楽
を

伝
え
よ
う
と
か
、
雅
楽
を
…
…
と
か
、
些
細
な
こ

と
で
す
よ
ね
。
そ
れ
よ
り
僕
は
い
つ
も
「
人
が
生

き
る
」
っ
て
ど
う
い
う
こ
と
だ
ろ
う
と
考
え
て
い

て
─
─
。
人
っ
て
、
生
ま
れ
て
か
ら
死
ぬ
ま
で
、

人
間
ら
し
く
精
一
杯
生
き
て
ほ
し
い
と
、
神
な
り
、

仏
な
り
、
創
造
主
と
言
い
換
え
て
も
い
い
で
す
が
、

と
に
か
く
大
い
な
る
も
の
は
、
そ
う
願
っ
て
い
る

と
思
う
ん
で
す
。
だ
か
ら
、
で
き
る
限
り
の
こ
と

を
楽
し
ん
で
「
あ
あ
、
楽
し
か
っ
た
ぁ
」
と
最
期

を
迎
え
る
の
が
一
番
い
い
人
生
じ
ゃ
な
い
か

な
、
っ
て
。
僕
、
25
歳
の
時
に
大
き
な
癌
に
な
っ

て
余
命
も
宣
告
さ
れ
た
ん
で
す
が
、
そ
の
時
も
怖

い
と
か
悔
し
い
と
い
っ
た
思
い
は
全
く
あ
り
ま
せ

ん
で
し
た
。
そ
れ
な
ら
一
日
、
一
日
正
々
堂
々
と
、

ワ
ク
ワ
ク
と
生
き
て
い
け
ば
気
持
ち
が
い
い
ぞ
、

と
自
然
に
思
え
て
き
て
。
そ
ん
な
ふ
う
に
興
味
の

赴
く
ほ
う
、
楽
し
い
ほ
う
に
心
を
向
け
て
い
る
う

ち
に
数
値
が
下
が
っ
て
現
在
に
至
り
ま
す
。
そ
の

時
、「
苦
」
に
心
を
向
け
て
い
た
ら
、今
は
な
か
っ

た
か
も
し
れ
な
い
。
だ
か
ら
言
え
る
ん
だ
け
ど
、

無
理
し
て
苦
行
し
な
さ
い
、
な
ん
て
誰
も
言
っ
て

い
な
い
と
思
う
ん
で
す
よ
。

大
谷　
　

仏
さ
ん
に
対
し
て
「
こ
ん
な
に
苦
し
ん

で
る
ん
だ
、
助
け
て
く
れ
、
救
っ
て
く
れ
」
と
す

が
る
の
で
な
く
、
残
さ
れ
た
時
間
を
大
切
に
扱
う
、

周
り
の
方
々
に
感
謝
す
る
心
を
養
う
の
が
仏
の
教

え
で
す
。
そ
れ
を
自
然
に
体
得

さ
れ
て
い
る
の
で
す
ね
。

東
儀　
　

深
刻
に
な
っ
て
苦
し

い
道
を
選
ん
だ
と
こ
ろ
で
、
達

観
で
き
る
か
と
言
え
ば
僕
は
で

き
な
い
と
思
う
。
そ
れ
な
ら
楽

観
的
に
。
そ
ん
な
僕
の
姿
を
見

て
誰
か
が
「
あ
の
人
、
雅
楽
師

な
の
に
い
ろ
い
ろ
や
っ
て
楽
し

そ
う
だ
ね
。
自
分
も
何
か
や
っ

て
み
よ
う
か
」
な
ん
て
思
っ
て

も
ら
え
た
ら
、
そ
れ
こ
そ
本
望

で
す
。

大
谷　
　

東
儀
さ
ん
に
は
確
固
た

る
生
き
方
の
ス
タ
ン
ス
、
い
わ
ば

東
儀
さ
ん
の
真
理
が
あ
っ
て
、
そ

れ
を
伝
え
る
た
め
の
手
段
、
方
便

の
ひ
と
つ
が
雅
楽
、
と
い
う
ふ
う

に
も
思
え
て
き
ま
し
た
。

東
儀　
　

今
、
こ
の
瞬
間
、
僕
は

雅
楽
師
だ
け
ど
、
た
と
え
ば
こ
こ

か
ら
の
帰
り
、
ど
ん
な
出
来
事
に

遭
遇
し
て
価
値
感
が
変
わ
り
、
何

か
べ
つ
の
道
へ
ヒ
ュ
ッ
と
翻
る
可

能
性
だ
っ
て
あ
る
。
そ
ん
な
ふ
う

に
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
で
い
る
ほ
う
が
、

ず
っ
と
発
展
性
が
あ
る
と
、
常
に
思
っ
て
い
ま
す
。

大
谷　
　
「
執

し
ゅ
う
ち
ゃ
く

着
」
を
離
れ
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
ん

で
す
ね
。
そ
し
て
、
何
事
を
も
受
け
入
れ
る
「
覚か

く

悟ご

」
が
お
あ
り
に
な
る
。
今
の
時
代
、
情
報
に
溢

れ
て
い
て
、
皆
さ
ん
「
知
識
」
は
身
に
つ
け
て
お

ら
れ
る
け
れ
ど
、
そ
れ
を
信
じ
ま
す
か
、
と
問
わ

れ
る
と「
信
じ
て
は
い
な
い
」と
言
う
。
ま
た「
人

事
を
尽
く
し
て
天
命
を
待
つ
」
と
い
う
言
葉
が
あ

り
ま
す
が
、
皆
、
努
力
し
て
人
事
は
尽
く
し
ま
す

が
、
天
命
を
待
つ
覚
悟
は
な
い
の
で
す
。
斯
く
言

う
私
も
、
迷
い
多
い
人
間
で
は
あ
り
ま
す
が
、
リ

ン
パ
癌
を
患
い
治
療
を
受
け
た
り
、
そ
の
後
の
人

生
経
験
を
通
し
て
「
信
じ
る
」
心
を
育
ま
せ
て
い

た
だ
き
、
未
来
を
受
け
入
れ
る
「
覚
悟
」、
心
構

え
を
持
つ
こ
と
が
で
き
た
よ
う
に
思
い
ま
す
。
大

事
な
の
は
、
本
や
ス
マ
ホ
で
得
た
知
識
を
総
動
員

し
て
正
否
を
論
じ
る
こ
と
で
は
な
く
、
夫
婦
で
も

親
子
で
も
恋
人
ど
う
し
で
も
、
相
手
を
大
き
く
信

じ
る
こ
と
。
す
る
と
心
が
安
定
す
る
し
、
日
々
を

し
っ
か
り
と
充
実
さ
せ
味
わ
う
こ
と
も
で
き
る
。

そ
ん
な
ふ
う
に
生
き
る
大
人
た
ち
を
見
て
「
大
人

に
な
る
の
も
い
い
な
、
楽
し
そ
う
だ
な
」
と
。
そ

う
思
え
る
子
ど
も
た
ち
が
増
え
る
よ
う
に
、
心
を

助
長
す
る
お
手
伝
い
が
で
き
た
ら
い
い
な
あ
と
思

う
ん
で
す
。

　

あ
ら
！
た
く
さ
ん
お
喋
り
し
ち
ゃ
っ
た
（
笑
）。

本
当
は
ま
だ
、
雅
楽
に
由
来
の
「
序
・
破
・
急
」

へ
の
ご
見
解
な
ど
も
、
お
聞
き
し
て
み
た
い
と

思
っ
て
い
た
の
に
、
楽
し
い
時
間
は
す
ぐ
過
ぎ
て

し
ま
っ
て
…
…
。

東
儀　
　

本
当
に
、
あ
っ
と
い
う
間
で
し
た
ね
。

で
は
、
そ
の
話
題
は
次
に
お
会
い
す
る
時
の
楽
し

み
に
。

大
谷　
　

え
え
、
楽
し
み
に
し
て
お
り
ま
す
。

JAPONisme　特別対談

もとは案山子の仲間⁉

ししおどし　
　カッコーン、と響く独特の音で静寂を際立たせる「ししおどし」。今
では日本庭園の付きもの、風流の代名詞……といった印象で見られるこ
の装置ですが、もともとは田畑を荒らす鳥獣を威嚇するためのもの。鳴
子や案山子などと同じはたらきをする、いわば農具のひとつで、考案者
は奈良時代から平安時代初期にかけての高僧、玄賓僧都であるとも言わ
れています。
　桓武天皇の病気平癒祈願を行うなど、朝廷に重んじられる身分ながら、
それを厭って隠遁。破れ衣で方々を行脚しつつ、収穫近い田畑では自ら
鳥や獣を追い払い農民を手助けしたという玄賓さん。そんな言い伝えか
ら、案山子のことを親しみと敬意を込めて「げんぴんそうず」と呼ぶよ
うにもなったとか。その玄賓僧都が、竹筒と田に引き入れる水を利用し
「音」で鳥や獣を威すべく工夫を凝らしたのが「ししおどし」、というわ
けです。よって漢字をあてるなら「鹿威し」（猪威し、とも）。いずれにせよ、
日本の田畑にライオンは出ないので「獅子」ではありませんね。
　「ししおどし」は「添水（そうず）」とも呼ばれまずが、これに「僧都」
の文字をあてることがあるのも、玄賓僧都の遺徳を偲んでのことかもし
れません。

地中から妙なる調べ

水琴窟
　昨今、癒しの音とも言われ、ちょっとしたブームにもなっている「水琴窟」。
土や砂利の上から水を流すと、地中から、カランでもコロンでもない、文字
にし難い澄んだ音が響いてくるのは、とってもミステリアスですね。
　もちろんこれは自然現象ではなく、種も仕掛けもあってのこと。土の中に、
水の通り道分の穴を開けた大きな甕を伏せて埋めてあり、地面にしみ込んだ
水が甕の空洞の中へ落ちてゆくようにしてあるのです。すると、甕の中で水
滴の音が反響し不思議な響きが生まれる、という仕組み。下に溜まった水の
量によって微妙に音が変わるので、どんな音がするかは折々のお楽しみ。つ
ねに反響の具合が良いようにと、甕の中の水量を調節する〝バイパス〟をし
つらえたものもあるようです。
　この水琴窟の原型は、江戸時代初期の大名茶人、小堀遠州が若い時に考案
したと伝わる「洞水門（とうすいもん）」に遡ると言われます。今のような蛇口
付きの洗面所などない時代、手を清める「蹲踞（つくばい）」や「手水（ちょうず）」
の水は、そのまま土の上へ捨てられていましたが、茶事や句会で数人が使う
とすぐ水溜まりができてしまう。それを解消すべくの策に、風情ある「音」
を添える工夫が、さすがは稀代の茶人。その「洞水門」がいつの頃から「水
琴窟」と呼ばれるようになったのかは不明だそうですが、「水の琴」とは言
い得て妙。先人たちの技や美意識に、感心するばかりです。

音・つれづれ　知ると楽しい！　ちょこっとコラム

手 水 鉢

水門石 湯桶石

手燭石

前 石

水 門
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砂 利 
栗 石

割 石
水 面

サバ土

篠山市立 武家屋敷 安間家史料館・丹波水琴窟




