


　

出
雲
で
生
ま
れ
た
八や
く
も
ご
と

雲
琴

　

八
雲
琴
は
、
愛
媛
県
出
身
の
中
山
琴こ
と
ぬ
し主

に
よ
っ
て
江
戸
時
代
末
期
に
作
ら
れ
た
二

絃
琴
で
す
。

　

琴
主
は
幼
い
こ
ろ
に
失
明
し
た
こ
と
か

ら
、
音
楽
の
道
を
志
し
、
京
都
で
地じ

歌う
た

箏そ
う

曲き
ょ
くの
大
家
・
菊き
く
お
か岡
検け
ん
ぎ
ょ
う
校
に
三
味
線
を
学
び

ま
し
た
。
琴
主
は
そ
の
優
れ
た
才
能
が
師

に
認
め
ら
れ
、
兵
庫
県
養や

ぶ父
市
で
師
の
代

理
と
し
て
教
授
所
を
開
き
ま
し
た
。
そ
の

こ
ろ
、
琴
主
の
視
力
が
奇
跡
的
に
回
復
し
、

そ
の
御
礼
の
た
め
出
雲
大
社
へ
奉
仕
に
行

き
ま
し
た
。

　

出
雲
で
祈
願
を
続
け
て
い
た
琴
主
は
、

あ
る
日
、
神
さ
ま
か
ら
お
告
げ
を
受
け
て
、

二
絃
琴
を
創
案
し
ま
し
た
。
そ
れ
が
、
八

雲
琴
の
は
じ
ま
り
で
す
。

　琴主は、神託を受けて八雲琴を創案
したことから、「八雲琴は人間の耳を
喜ばせるものではなく、神さまに奉仕
するためのもの」としました。その思
いから、八雲琴を娯楽に用いることを
固く禁じました。
　八雲琴は江戸時代末期から明治中期
にかけて、広く普及しました。しかし、
俗曲を奏楽することが禁止されたこと
から、「東

あずまりゅうにげんきん

流二絃琴」や「大正琴」な
どの新たな楽器が生まれました。
　八雲琴発祥には諸説があります。古
事記によれば、大

おおくにぬしのみこと

国主命は素
すさのおの

盞嗚尊
みこと

か
ら「生

いく

大
た ち

刀」「生
いく

弓
ゆみ

矢
や

」とともに「天
あま

の沼
ぬ

琴
ごと

（詔
のりごと

琴）」を授かり、これを使
い天下を平和に治めたと記されていま
す。この天の沼琴が八雲琴のはじまり
であるとも伝えられています。

　

大
本
の
祭
典
楽
器
と
し
て

　

明
治
39
年
（
１
９
０
６
）、
大
本
教
祖

の
一
人
で
あ
る
出
口
王お

に仁
三さ
ぶ

郎ろ
う

聖
師
（「
大

本
い
ろ
は
」
№
20
参
照
）
は
、
京
都
の
皇

典
講
究
分
所
（
神
職
の
養
成
所
）
で
研
修

を
受
け
、
大
本
の
祭
典
の
あ
り
方
や
祝
詞

を
整
え
ま
し
た
。
聖
師
が
八
雲
琴
の
こ
と

を
知
っ
た
の
も
そ
の
こ
ろ
で
し
た
。

　

聖
師
は
そ
の
後
、明
治
42
年（
１
９
０
９
）

に
大
本
の
祭
典
楽
器
と
し
て
八
雲
琴
を
採

用
し
ま
し
た
。
初
め
て
奏
楽
さ
れ
た
の
は
、

聖
地
・
梅
松
苑
（
京
都
府
綾
部
市
）
に
大

本
で
初
の
神
殿
が
建
設
さ
れ
、
神
さ
ま
を

奉
迎
す
る
祭
典
を
行
っ
た
時
で
し
た
。
そ

れ
以
来
、
八
雲
琴
は
、
大
本
の
あ
ら
ゆ
る

祭
典
で
奏
楽
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

ち
な
み
に
、
祭
典
で
八
雲
琴
を
弾
く
人

た
ち
を
〝
伶れ

い
じ
ん人
〞
と
よ
び
ま
す
。

八雲琴は世の中を
　平和に治める神宝

大本いろは

〝
八
雲
琴
〞
の

　
　
名
前
に
ま
つ
わ
る
話

　

琴
主
が
作
曲
し
た
も
の
に
〝
八や

雲く
も
ふ
り曲
〞
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
曲
は
、

和
歌
の
始
ま
り
と
伝
え
ら
れ
て
い
る

素
盞
嗚
尊
が
詠
ん
だ
「
八
雲
神
歌
」

に
曲
を
付
け
た
も
の
で
す
。「
八
雲

琴
」
と
い
う
名
称
も
、
こ
の
歌
に
ち

な
ん
で
付
け
ら
れ
ま
し
た
。

　

八
雲
神
歌
は
、
素
盞
嗚
尊
の
妻
神

で
あ
る
櫛く

し
な
だ
ひ
め

稲
田
姫
が
打
ち
鳴
ら
す
弓

太
鼓
の
音
に
、
国
の
平
安
と
隆
盛
を

思
慮
し
て
い
た
素
盞
嗚
尊
が
勇
気
づ

け
ら
れ
て
詠
ま
れ
た
神
歌
で
す（「
大

本
い
ろ
は
」
№
18
参
照
）。
こ
の
弓

太
鼓
は
一
弦
琴
の
始
ま
り
で
、
八
雲

琴
や
弦
楽
器
の
起
源
と
も
い
わ
れ
て

い
ま
す
。

祭典で八雲琴を奏楽する伶人（京都府綾部市梅松苑 長生殿）

弓太鼓
大きな桶（おけ）を裏返しに
置き、弓道の弓をくくりつけ
て組まれています。梅の枝の
バチで弦（つる）を打ちます

　
八
雲
琴
の
音
色
で
祓は
ら
い
清
め
る

　

笛
の
音
色
や
、
鈴
や
か
ね
の
音
に
は
、

邪
気
を
祓
う
力
が
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
ま

す
。
八
雲
琴
の
音
色
に
も
、
周
囲
を
浄
化

し
、
人
々
の
心
を
も
祓
い
清
め
る
力
が
あ

り
、　

八
雲
琴
は
、
基
本
的
に
祭
典
と
神

さ
ま
に
奉
納
す
る
た
め
に
奏
楽
し
ま
す
。

　

大
本
の
祭
典
で
は
、
祭
典
に
仕
え
る
祭

員
が
斎
場
に
入
退
場
す
る
時
や
、
神
前
に

供
物
（
神
饌
物
）
や
玉
串
を
さ
さ
げ
る
時

に
、
八
雲
琴
を
奏
楽
し
ま
す
。

　

八
雲
琴
の
曲
に
は
、
古
事
記
や
万
葉
集

な
ど
に
あ
る
歌
に
曲
を
つ
け
た
も
の
、
ま

た
神
さ
ま
の
神
徳
を
た
た
え
て
作
詞
作
曲

さ
れ
た
も
の
が
多
く
あ
り
ま
す
。
中
に
は
、

歌
詞
の
な
い
曲
も
あ
り
ま
す
。

　

大
本
の
祭
典
で
は
、
祭
員
が
入
退
場
す

る
時
に
、「
管す

が
が
き
ふ
り

掻
曲
」
を
奏
楽
し
ま
す
が
、

こ
の
曲
に
は
歌
詞
が
つ
い
て
お
ら
ず
、
曲

そ
の
も
の
に
祓
い
清
め
る
意
味
が
込
め
ら

れ
て
い
ま
す
。

　

八
雲
琴
を
奏
楽
す
る
伶
人
は
、「
祭
典

の
場
を
お
清
め
し
、
神
さ
ま
に
お
降
り
願

う
と
い
う
気
持
ち
で
弾
く
よ
う
に
」
と
心

が
け
て
祭
典
に
仕
え
ま
す
。

弓太鼓
大きな桶（おけ）を裏返しに
置き、弓道の弓をくくりつけ
て組まれています。梅の枝の
バチで弦（つる）を打ちます


