
韓
国
の
伝
統
芸
パ
ン
ソ
リ
と
は

「
音
」を
韓
国
語
で
い
う
と「
음
（
ウ
ム
）」と「
소

리
（
ソ
リ
）」
の
ふ
た
つ
が
あ
る
。「
ウ
ム
」
は
漢
字

の
読
み
で
、「
ソ
リ
」
は
固
有
の
こ
と
ば
で
あ
る
。

ソ
リ
に
は
音
の
ほ
か
に
声
と
い
う
意
味
が
あ
る
が
、

こ
の
声
の
芸
能
が
韓
国
に
は
あ
る
。
一
人
の
歌
い
手

が
太
鼓
の
伴
奏
、
鼓コ

手ス

に
合
わ
せ
、
語ア
ニ
リり

と
節
の

あ
る
歌ソ
リ
、
身パ
ル
リ
ム
振
り
に
よ
っ
て
物
語
を
紡
ぎ
だ
す
芸

能
で
、
パ
ン
ソ
リ
と
い
う
。
パ
ン
と
は
場
・
幕
な

ど
の
意
味
が
あ
り
、
パ
ン
ソ
リ
が
演
じ
ら
れ
る
形

態
を
い
う
。
韓
国
で
は
国
の
重
要
無
形
文
化
財
に

認
定
さ
れ
、
伝
統
芸
能
と
し
て
伝
承
さ
れ
て
い
る
。

一
八
世
紀
末
に
そ
の
原
形
が
完
成
し
た
と
い
わ
れ
る

パ
ン
ソ
リ
は
、祭
り
や
市
が
立
つ
日
に
村
の
広
場
で
、

綱パ
ン
チ
ュ
ル

渡
り
や
民
俗
楽
器
の
演
奏
、
民
謡
や
踊
り
な
ど

と
と
も
に
演
じ
ら
れ
る
大
道
芸
の
ひ
と
つ
で
あ
っ

た
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
吟
遊
詩
人
の
よ
う
に
全
国
を
巡

り
な
が
ら
、
つ
ら
く
苦
し
い
生
活
を
強
い
ら
れ
て

い
る
人
び
と
を
慰
め
、
癒
し
て
き
た
。
人
び
と
は

パ
ン
ソ
リ
の
物
語
の
な
か
に
自
分
を
重
ね
、
泣
い
た

り
笑
っ
た
り
す
る
こ
と
で
心
を
解
放
し
た
。
こ
の

よ
う
な
韓
国
の
伝
統
芸
能
を
継
承
と
し
て
い
る
在

日
コ
リ
ア
ン
三
世
が
い
る
。
彼
女
の
名
は
安ア
ン

聖ソ
ン
民ミ
ン
。

こ
こ
で
は
、
安
聖
民
の
活
動
を
紹
介
す
る
こ
と
で
、

ソ
リ
が
人
の
人
生
に
ど
の
よ
う
に
影
響
し
、そ
し
て
、

人
と
人
を
ど
の
よ
う
に
つ
な
い
で
い
る
の
か
を
考
え

て
み
た
い
。

パ
ン
ソ
リ
と
の
出
会
い

安
聖
民
が
パ
ン
ソ
リ
に
魅
せ
ら
れ
た
の
は
大
学
生

の
こ
ろ
だ
。
き
っ
か
け
は
大
学
の
先
輩
に
誘
わ
れ
学

び
始
め
た
韓
国
語
。
教
え
て
く
れ
た
在
日
二
世
の

彼
女
は
大
阪
、
在
日
集
住
地
で
「
生
野
民
族
文
化

祭
」
を
中
心
と
し
た
民
族
文
化
活
動
の
担
い
手
の
一

人
だ
っ
た
。
自
然
と
そ
の
活
動
に
参
加
し
、
そ
の
な

か
で
民
族
楽
器
や
民
謡
を
知
っ
た
。
初
め
て
聞
い
た

は
ず
の
そ
の
「
音
」
が
ど
こ
か
懐
か
し
い
。
そ
う
、

そ
れ
は
幼
い
と
き
に
母オ
モ
ニが
台
所
で
一
人
歌
う
朝
鮮
民

謡
の
あ
の
「
音
」。
原
点
は
そ
こ
に
あ
っ
た
。
安
聖

民
が
参
加
し
た〝
民
族
文
化
牌・マ
ダ
ン
〞（
一
九
八
三

年
結
成
、前
身
は
〝
マ
ダ
ン
劇
の
会
〞）
は
在
日
二
世・

三
世
た
ち
が
民
族
文
化
を
学
ぶ
場
と
し
て
作
ら
れ

た
グ
ル
ー
プ
で
、
公
立
の
小
・
中
・
高
校
で
民
族
楽

器
の
演
奏
や
民
話
の
演
劇
を
通
し
て
伝
統
文
化
の

紹
介
や
在
日
と
し
て
の
生
き
ざ
ま
・
思
い
を
伝
え
る

学
校
公
演
を
中
心
的
な
活
動
と
し
て
い
た
。
楽
器

の
リ
ズ
ム
、
民
謡
の
調
べ
、
そ
し
て
自
分
の
こ
と
を

語
る
在
日
の
言
葉
…
…
そ
れ
ら
の
「
音
」
が
子
ど

も
た
ち
に
響
き
、
そ
の
場
に
い
た
人
と
人
を
つ
な
ぐ

…
…
。〝
マ
ダ
ン
〞
の
活
動
に
の
め
り
込
ん
だ
安
聖

民
は
パ
ン
ソ
リ
を
学
ぶ
た
め
の
留
学
を
決
意
す
る
。

公
立
小
学
校
の
民
族
学
級
講
師
の
職
を
辞
し
、

パ
ン
ソ
リ
の
本
場
全
羅
南
道
・
光ク
ァ
ン
ヂ
ュ州へ
渡
り
、
基
礎

を
み
っ
ち
り
教
わ
っ
た
。
そ
の
後
、
ソ
ウ
ル
で
伝
統

音
楽
の
理
論
を
学
ぶ
べ
く
大
学
院
へ
。
現
在
の
師

匠
、
パ
ン
ソ
リ
「
水
宮
歌
」
の
国
家
重
要
無
形
文
化

財
技
能
保
有
者
・
南ナ
ム

海ヘ

星ソ
ン

先
生
に
師
事
す
る
こ
と

に
な
る
。
毎
年
、
夏
に
な
る
と
全
羅
北
道
・
南ナ
ム
ォ
ン原
の

山
に
籠
っ
て
修
業
を
す
る
レ
ッ
ス
ン
合
宿
（
サ
ン
コ

ン
ブ
）
は
今
年
で
一
五
回
目
に
な
る
。「
ど
う
し
て

日
本
人
な
の
に
パ
ン
ソ
リ
を
習
う
の
？
」。
姉
妹
弟

子
た
ち
に
尋
ね
ら
れ
、
安
聖
民
は
答
え
る
。「
わ
た

し
は
日
本
で
生
ま
れ
た
韓
国
人
な
の
よ
。
わ
た
し

た
ち
は
ね
…
…
」。彼
女
た
ち
は
安
聖
民
の
語
る「
音
」

か
ら
在
日
コ
リ
ア
ン
を
感
知
す
る
。

在
日
の
思
い
を
ソ
リ
に
込
め
て

パ
ン
ソ
リ
は
も
と
も
と
広
場
で
楽
し
む
大
道
芸

で
、
人
び
と
は
歌
い
手
が
語
る
話
に
一
喜
一
憂
し
、

物
語
は
そ
の
場
で
ど
ん
ど
ん
創
ら
れ
て
い
く
。
安
聖

民
が
日
本
で
活
動
す
る
理
由
が
こ
こ
に
あ
る
。
自

分
の
生
ま
れ
故
郷
で
あ
る
大
阪
で
、
と
も
に
暮
ら

す
人
び
と
に
自
分
の
話
を
「
音
」
と
し
て
伝
え
る
。

パ
ン
ソ
リ
が
語
ら
れ
る
場
が
一
体
と
な
っ
て
つ
な

が
っ
て
い
く
。そ
の
た
め
に
日
本
語
の
字
幕
を
入
れ
、

と
き
に
は
日
本
語
の
歌
詞
を
入
れ
、
共
感
・
共
有

で
き
る
時
間
を
増
や
す
。
昨
年
七
月
二
〇
日
に
民

博
で
の
研
究
公
演
「
ア
リ
ラ
ン
峠
を
越
え
て
い
く

―
在
日
コ
リ
ア
ン
の
音
楽
の
今
」
で
も
、
彼
女

の
「
音
」
は
多
く
の
人
に
受
け
入
れ
ら
れ
、
好
評

を
博
し
た
。
ま
た
、
昨
今
は
日
本
の
語
り
芸
で
あ

る
浪
曲
と
の
コ
ラ
ボ
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
試
み
を

通
し
て
芸
の
幅
を
広
げ
よ
う
と
し
て
い
る
。

彼
女
の
願
い
は
パ
ン
ソ
リ
を
創
作
す
る
こ
と
で

あ
る
。
在
日
コ
リ
ア
ン
三
世
で
あ
る
彼
女
の
思
い
を

込
め
た
パ
ン
ソ
リ
を
聞
く
日
も
そ
う
遠
く
は
な
い

だ
ろ
う
。

南原でのレッスン風景

「アリラン」を競演する出演者たち（2014年 7月20日、みんぱく
での研究公演）

髙コ
ォ 

正ヂ
ョ
ン

子ジ
ャ　

神
戸
大
学
非
常
勤
講
師

ソリ（音）に思いを込めて
韓国の伝統芸能パンソリを継承する在日コリアン３世の女性。
彼女の生み出す「音」には日本人、韓国人、そして在日コリアンをつなぐ
「場」を作り出す力がある。

パンソリの登場人物になりきる安聖民
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