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一
、

「
仏
教
音
楽
の
ア
ル
ケ
ー
」

　
　
と
し
て
の
聖
霊
会
舞
楽
大
法
要

　
大
阪
府
に
は
二
つ
の
国
指
定
の
重
要
無
形
民
俗
文
化
財
が
あ
り
ま
す
。
住
吉
大

社
の
「
御
田
植
神
事
」
と
四
天
王
寺
の
「
聖
霊
会
舞
楽
大
法
要
」
で
す
。
重
要
無

形
民
俗
文
化
財
が
二
件
と
い
う
の
は
他
の
都
道
府
県
と
比
べ
る
と
大
変
少
な
い
数

で
す
。
そ
れ
だ
け
大
阪
に
と
っ
て
貴
重
な
文
化
で
あ
る
と
い
え
ま
し
ょ
う
。
御
田

植
神
事
も
非
常
に
興
味
深
い
芸
能
で
す
が
、
芸
態
の
豊
富
さ
と
時
間
の
長
さ
か
ら

い
え
ば
、
聖
霊
会
舞
楽
大
法
要
は
非
常
に
重
厚
な
民
俗
文
化
財
で
あ
る
と
い
え
る

で
し
ょ
う
。
「
聖
霊
会
」
と
は
、
聖
徳
太
子
の
御
霊
を
御
慰
め
す
る
法
会
の
こ
と

で
す
。
四
天
王
寺
以
外
で
も
、
太
子
の
縁
の
深
い
法
隆
寺
で
も
催
さ
れ
て
い
ま

す
。
元
来
、
旧
暦
の
二
月
二
十
二
日
に
行
わ
れ
て
い
ま
し
た
が
、
新
暦
に
な
っ
て

か
ら
は
四
月
二
十
二
日
に
行
わ
れ
て
い
ま
す
。

　
聖
霊
会
舞
楽
大
法
要
の
骨
格
は
舞
楽
四
箇
法
要
と
い
う
法
要
ス
タ
イ
ル
で
す
。

　
　
　
　
　
　
ば
い
　
　
さ
ん
げ
　
　
ぼ
ん
の
ん
　
し
ゅ
く
じ
ょ
う

法
要
の
本
体
部
を
唄
・
散
華
・
梵
音
・
錫
杖
の
四
種
の
声
明
が
構
成
し
、
そ
れ
ら

の
声
明
や
僧
侶
の
作
法
の
進
行
を
雅
楽
・
舞
楽
が
司
る
と
い
う
ス
タ
イ
ル
で
す
。

仏
教
と
雅
楽
が
結
び
つ
い
て
い
る
こ
と
は
意
外
に
思
わ
れ
る
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。

む
し
ろ
、
雅
楽
は
神
道
や
皇
室
行
事
に
つ
き
も
の
で
あ
り
、
仏
教
と
は
関
係
な
い

の
で
は
と
思
っ
て
お
ら
れ
た
方
が
多
か
っ
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
実
は
、

外
来
音
楽
と
し
て
の
雅
楽
が
、
日
本
で
結
び
つ
い
た
は
じ
め
て
の
宗
教
は
仏
教
だ

っ
た
の
で
す
。
し
か
も
、
そ
れ
は
古
代
大
坂
の
膀
と
も
い
え
る
仏
法
最
初
の
地
で

あ
る
四
天
王
寺
だ
っ
た
わ
け
で
す
。

　
日
本
に
は
、
古
来
、
物
部
氏
な
ど
が
掌
っ
て
い
た
古
い
形
の
神
道
が
あ
り
ま
し

た
。
一
方
仏
教
は
、
欽
明
朝
に
す
で
に
日
本
に
輸
入
さ
れ
ま
し
た
が
、
聖
徳
太
子

に
よ
っ
て
仏
教
が
本
格
的
に
国
家
の
宗
教
と
し
て
導
入
さ
れ
た
わ
け
で
す
。
そ
の

中
心
地
た
る
べ
く
、
聖
徳
太
子
は
推
古
天
皇
元
年
（
い
O
ω
）
に
四
天
王
寺
を
建
立

し
ま
す
。
『
日
本
書
紀
』
に
よ
れ
ば
、
物
部
守
屋
と
蘇
我
馬
子
の
合
戦
の
折
り
、

崇
仏
派
の
蘇
我
氏
に
つ
い
た
聖
徳
太
子
が
形
勢
の
不
利
を
打
開
す
る
た
め
に
自
ら

四
天
王
像
を
彫
り
、
「
も
し
、
こ
の
戦
い
に
勝
た
せ
て
い
た
だ
け
る
な
ら
、
四
天

王
を
安
置
す
る
寺
院
を
建
立
し
ま
し
ょ
う
」
と
誓
願
さ
れ
、
勝
利
の
後
そ
の
誓
い

を
果
す
た
め
に
、
四
天
王
寺
が
建
立
さ
れ
ま
し
た
。
こ
れ
は
、
そ
れ
ま
で
は
自
然

宗
教
的
・
習
俗
的
な
宗
教
に
慣
習
的
に
従
っ
て
い
た
日
本
人
が
、
宗
教
的
な
決
断

と
し
て
仏
教
を
選
び
取
っ
た
画
期
的
な
出
来
事
で
あ
り
、
仏
教
と
い
う
極
め
て
ロ

ジ
カ
ル
で
、
分
析
的
な
思
想
を
一
ま
ず
は
支
配
者
階
級
か
ら
で
す
が
1
日
本
人
が
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は
じ
め
て
志
向
し
た
こ
と
の
表
明
だ
っ
た
わ
け
で
す
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
れ
だ
け
で

仏
教
は
日
本
に
根
付
い
た
訳
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
ま
ず
は
奈
良
時
代
、
平
安
時

代
を
通
じ
て
貴
族
階
級
を
中
心
に
仏
教
の
様
々
な
思
想
的
な
可
能
性
が
探
求
さ

れ
、
鎌
倉
時
代
に
至
っ
て
日
本
化
す
る
端
緒
と
な
っ
た
わ
け
で
す
。

　
ま
た
、
雅
楽
は
、
「
雅
正
の
音
楽
」
の
略
で
「
正
統
の
音
楽
」
と
い
う
ほ
ど
の

意
味
で
す
が
、
官
制
の
音
楽
と
し
て
、
ま
た
貴
族
階
級
の
音
楽
と
し
て
、
先
発
の

神
道
的
な
音
楽
を
改
編
吸
収
す
る
と
と
も
に
、
後
発
の
日
本
の
伝
統
芸
能
の
ほ
ぼ

す
べ
て
に
大
き
な
影
響
を
与
え
て
い
ま
す
。
例
え
ば
、
能
楽
は
雅
楽
の
楽
曲
構
成

で
あ
る
「
序
・
破
・
急
」
の
観
念
を
世
阿
弥
が
取
り
入
れ
て
大
成
さ
せ
ま
し
た
。

地
唄
箏
曲
の
箏
も
元
来
は
雅
楽
の
野
台
に
由
来
し
て
い
ま
す
。
我
々
が
親
し
ん
で

い
る
「
君
が
代
」
も
宮
内
省
の
雅
楽
演
奏
者
で
あ
る
林
廣
守
が
作
曲
し
ま
し
た
。

こ
の
よ
う
な
意
味
で
、
雅
楽
は
日
本
の
音
楽
・
舞
踊
芸
能
に
と
っ
て
も
一
種
の
原

型
で
あ
っ
た
の
で
す
。

　
こ
の
よ
う
な
雅
楽
と
仏
教
が
平
安
時
代
に
は
す
で
に
結
び
つ
き
、
そ
の
芸
能
的

複
合
体
と
し
て
聖
霊
会
舞
楽
大
法
要
は
存
続
し
て
き
た
わ
け
で
す
。
寺
院
の
法
会

の
諸
形
態
は
、
多
か
れ
少
な
か
れ
こ
の
聖
霊
会
を
モ
デ
ル
に
し
て
い
る
と
い
え
ま

し
ょ
う
。
と
す
れ
ば
、
聖
霊
会
は
、
そ
し
て
大
阪
は
、
日
本
の
「
仏
教
」
に
と
っ

て
も
、
日
本
の
「
音
楽
」
に
と
っ
て
も
、
そ
し
て
日
本
の
「
仏
教
音
楽
」
に
と
っ

て
も
、
始
原
で
あ
り
、
ま
た
後
の
展
開
を
包
含
す
る
（
始
原
）
ア
ル
ケ
ー
で
あ
る

わ
け
で
す
。
こ
れ
ら
の
日
本
文
化
の
エ
レ
メ
ン
ト
は
常
に
「
大
阪
か
ら
考
え
」
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
ベ
ク
ト
ル
を
持
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
ア
ル
ケ
ー
と
し
て
の
四
天

王
寺
の
聖
霊
会
舞
楽
大
法
要
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
か
を
、
今
日
は
ご
紹
介

し
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

二
、
聖
霊
会
と
雅
楽
の
歴
史

　
聖
霊
会
舞
楽
大
法
要
が
、
い
っ
か
ら
は
じ
ま
り
、
現
在
の
よ
う
な
形
に
な
っ
た

の
か
は
定
か
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
平
安
末
期
に
編
集
さ
れ
た
東
大
寺
の

記
録
で
あ
る
『
東
大
寺
要
録
』
に
は
、
天
平
勝
宝
四
年
（
ぴ
P
）
に
行
わ
れ
た
大

仏
開
眼
供
養
会
を
勤
修
す
る
た
め
に
来
日
し
た
婆
羅
門
僧
が
難
波
津
に
到
着
し
、

そ
の
出
迎
え
の
た
め
に
四
天
王
寺
で
舞
楽
や
伎
楽
を
演
じ
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い

ま
す
。
ま
た
、
『
日
本
後
紀
』
に
は
、
延
暦
二
十
年
（
。
。
宝
）
に
桓
武
天
皇
が
難
波

に
御
幸
さ
れ
た
際
に
、
四
天
王
寺
の
舞
楽
を
天
覧
さ
れ
た
、
と
い
う
記
録
も
あ

り
、
当
時
か
ら
四
天
王
寺
は
、
雅
楽
・
舞
楽
の
伝
承
地
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
ま

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
み
　
ま
　
し

す
。
そ
も
そ
も
推
古
天
皇
十
二
年
（
ひ
お
）
に
、
百
済
か
ら
帰
化
し
た
味
噌
之

が
、
呉
国
に
学
ん
で
、
「
伎
楽
舞
（
く
れ
の
う
た
ま
い
）
」
に
長
じ
て
い
た
の
で
、

朝
廷
は
こ
れ
を
桜
井
に
置
い
て
、
少
年
を
集
め
て
伝
習
さ
せ
た
、
と
の
記
事
が

『
日
本
書
紀
』
に
み
ら
れ
ま
す
。
伎
楽
は
、
伝
来
す
る
と
す
ぐ
に
橘
寺
、
太
秦

寺
、
四
天
王
寺
に
も
樽
入
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
伎
楽
舞
は
す
で
に
鎌
倉
時
代
に

は
絶
え
て
お
り
、
今
日
で
は
東
大
寺
正
倉
院
に
残
さ
れ
て
い
る
伎
楽
面
や
狛
近
真

の
『
教
訓
抄
』
（
旨
ω
ω
）
の
記
述
か
ら
伺
う
し
か
あ
り
ま
せ
ん
が
、
笛
や
打
楽
器

を
伴
奏
と
し
た
無
言
仮
面
劇
で
、
狸
雑
・
滑
稽
な
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
で
民
衆
の
気

を
引
き
な
が
ら
、
最
終
的
に
は
仏
教
へ
の
帰
依
を
促
す
も
の
で
あ
っ
た
よ
う
で

す
。
外
来
芸
能
（
伎
楽
）
で
も
っ
て
仏
教
を
流
布
さ
せ
る
手
段
と
す
る
、
と
い
う

発
想
は
、
す
で
に
推
古
朝
の
初
め
か
ら
、
聖
徳
太
子
に
よ
っ
て
導
入
さ
れ
て
い
た

よ
う
で
す
。
は
っ
き
り
と
し
た
記
述
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
当
時
の
四
天
王
寺
は
、

婆
羅
門
僧
の
記
述
か
ら
も
伺
え
る
よ
う
に
、
寺
院
と
し
て
の
機
能
に
加
え
て
迎
賓

館
的
な
役
割
を
し
て
い
た
と
推
察
さ
れ
、
な
に
よ
り
も
遣
手
使
・
遣
唐
使
ら
が
持
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ち
帰
っ
た
文
化
の
最
初
の
水
揚
げ
地
点
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
そ
れ
ゆ

え
、
も
ち
ろ
ん
、
伎
楽
の
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
も
し
ば
し
ば
な
さ
れ
た
こ
と
で
あ
ろ

う
し
、
輸
入
さ
れ
た
芸
能
や
そ
れ
ら
の
上
演
の
中
心
地
で
あ
っ
た
に
違
い
な
い
で

し
ょ
う
。
そ
の
外
来
の
芸
能
を
用
い
て
、
仏
教
行
事
や
仏
教
の
宣
布
に
役
立
て
よ

う
と
い
う
発
想
が
生
ま
れ
る
こ
と
は
極
め
て
自
然
な
こ
と
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
ま

す
。　

雅
楽
自
体
は
、
主
に
遣
唐
使
に
よ
っ
て
、
漸
次
日
本
へ
唐
楽
と
し
て
伝
わ
っ
て

き
ま
し
た
が
、
そ
れ
は
い
わ
ゆ
る
唐
朝
の
儀
式
的
な
宗
廟
楽
と
い
う
よ
り
は
、
宮

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
え
ん
き
ょ
う
が
く

中
の
宴
会
な
ど
で
用
い
ら
れ
た
俗
楽
と
丁
子
の
ミ
ッ
ク
ス
し
た
議
薮
蘭
と
い
わ
れ

る
も
の
で
あ
っ
た
よ
う
で
す
。
楽
器
も
現
在
の
雅
楽
よ
り
多
く
、
演
奏
ス
タ
イ
ル

も
も
っ
と
テ
ン
ポ
観
の
あ
る
も
の
だ
っ
た
よ
う
で
す
。
輸
入
さ
れ
た
外
来
音
楽
で

あ
る
雅
楽
は
、
律
令
制
度
の
も
と
に
設
置
さ
れ
た
雅
楽
寮
や
内
教
坊
、
衛
府
な
ど

専
ら
宮
中
で
伝
承
さ
れ
、
九
世
紀
前
半
の
嵯
峨
・
仁
明
朝
を
通
し
て
段
々
と
日
本

化
さ
れ
、
一
〇
世
紀
半
ば
頃
ま
で
に
現
在
の
形
に
な
っ
た
よ
う
で
す
。
そ
の
和
風

化
と
い
う
の
は
、
一
：
左
右
両
部
制
の
採
用
、
二
：
楽
器
編
成
の
縮
小
整
備
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
つ
が
い

三
：
舞
楽
演
奏
の
形
式
（
番
舞
制
）
、
四
：
舞
楽
曲
の
形
式
の
完
備
、
五
：
新
曲

の
作
成
や
伝
来
曲
の
改
作
、
中
絶
曲
の
復
元
、
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

　
こ
う
い
つ
た
雅
楽
は
、
宮
中
だ
け
で
は
な
く
、
四
天
王
寺
を
含
む
大
寺
院
で
も

し
ば
し
ば
演
奏
さ
れ
、
ま
た
教
習
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
き
ま
す
。
『
続
日
本

紀
』
に
は
、
宴
飲
に
お
け
る
奏
楽
が
大
宝
七
〇
二
年
か
ら
八
世
紀
末
頃
ま
で
、
礼

仏
供
養
の
も
の
は
八
世
紀
半
ば
に
集
中
し
て
東
大
寺
を
は
じ
め
弓
削
寺
、
山
階
寺

（
興
福
寺
）
に
て
行
わ
れ
た
こ
と
が
、
記
載
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
、
当
時
の

鎮
護
国
家
思
想
に
よ
る
政
策
的
な
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

　
四
天
王
寺
の
聖
霊
会
は
、
鎌
倉
時
代
に
な
っ
て
、
比
叡
山
か
ら
僧
侶
慈
円
、
叡

尊
の
二
人
を
別
当
と
し
て
迎
え
た
頃
か
ら
、
四
天
王
寺
の
儀
式
も
整
え
ら
れ
、
天

台
宗
方
式
の
作
法
で
あ
る
四
箇
法
要
と
、
法
会
舞
楽
と
が
結
び
つ
い
た
四
天
王
寺

独
自
の
「
舞
楽
四
箇
法
要
」
が
誕
生
し
た
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
「
四
天
王
寺

聖
霊
会
」
の
名
前
が
初
め
て
文
献
に
見
ら
れ
る
の
は
、
鎌
倉
時
代
の
『
吉
野
吉
水

院
楽
書
』
で
あ
り
、
特
に
安
貞
二
年
（
一
N
P
o
◎
）
の
舞
楽
見
物
記
に
は
、
実
際
に
上

演
さ
れ
た
十
二
番
半
の
舞
楽
曲
の
リ
ス
ト
が
記
さ
れ
て
い
ま
す
T
）
。
こ
れ
ら
の
曲

目
は
、
幕
末
ま
で
、
ほ
ぼ
変
わ
ら
ず
に
維
持
さ
れ
て
き
ま
し
た
。

　
と
こ
ろ
で
宮
廷
に
お
け
る
雅
楽
の
演
奏
者
と
し
て
は
、
奈
良
時
代
ま
で
は
、
雅

楽
寮
や
内
教
坊
、
大
歌
所
の
楽
人
、
平
安
時
代
に
な
り
、
と
く
に
十
世
紀
に
な
る

と
衛
府
に
属
す
る
楽
人
が
活
躍
し
ま
し
た
が
、
行
事
等
に
お
い
て
臨
時
的
に
楽
人

　
　
　
　
　
が
く
そ

を
留
め
置
く
楽
弓
も
、
常
設
の
大
内
近
所
と
し
て
成
立
し
て
き
ま
し
た
。
ま
た
、

東
大
寺
、
興
福
寺
、
薬
師
寺
、
石
清
水
八
幡
宮
な
ど
に
も
寺
社
の
行
事
に
お
け
る

奏
楽
を
す
る
た
め
の
楽
所
が
設
置
さ
れ
、
そ
こ
で
次
第
に
成
長
を
遂
げ
て
い
っ
た

楽
家
の
人
々
は
、
大
内
楽
所
に
も
任
ぜ
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
世
襲
制
が
確
立
し

て
、
楽
家
が
形
成
さ
れ
て
い
き
ま
す
。
大
内
詰
所
（
京
都
方
）
の
楽
人
と
し
て

は
、
太
安
値
侶
の
系
譜
を
ひ
く
多
氏
が
あ
り
、
近
衛
官
人
か
ら
宮
廷
神
楽
、
倭

琴
、
笛
を
継
承
し
ま
し
た
。
そ
の
他
、
京
都
方
と
し
て
は
天
武
天
皇
の
末
派
と
い

わ
れ
る
豊
原
氏
（
豊
玉
）
が
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
興
福
寺
の
楽
人
と
し
て
は
狛

氏
、
大
神
氏
、
東
大
寺
楽
人
と
し
て
は
山
村
氏
、
紀
氏
、
粟
田
氏
、
薬
師
寺
に
は

玉
手
氏
、
戸
部
氏
が
あ
り
ま
す
が
、
い
ず
れ
も
近
年
は
絶
え
て
い
ま
す
。
そ
の
よ

う
な
な
か
で
四
天
王
寺
の
楽
人
は
特
殊
な
位
置
に
あ
り
ま
し
た
。
音
楽
は
寺
奴
碑

の
職
掌
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
し
た
が
、
楽
人
の
地
位
向
上
に
伴
い
、
多
く
の
寺
院

の
楽
人
は
解
放
さ
れ
ま
し
た
。
し
か
し
、
四
天
王
寺
の
楽
人
の
み
が
そ
の
従
属
的

地
位
を
余
儀
な
く
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
そ
れ
は
、
四
天
王
寺
そ
の
も
の
が
国
家
的
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保
護
を
離
れ
、
社
会
事
業
に
重
点
を
置
き
、
浄
土
信
仰
の
中
心
地
と
な
っ
て
い
た

こ
と
、
四
天
王
寺
近
辺
に
は
、
中
国
か
ら
の
渡
来
人
が
多
く
居
を
定
め
、
ほ
と
ん

ど
が
嵩
置
で
あ
っ
た
こ
と
、
四
天
王
寺
楽
人
は
依
然
と
し
て
課
役
を
免
ぜ
ら
れ
て

い
た
こ
と
、
な
ど
が
理
由
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
そ
れ
ゆ
え
、
天
王
寺

楽
人
の
芸
態
は
、
大
内
や
南
都
と
は
異
な
っ
た
も
の
を
発
展
さ
せ
る
よ
う
に
な

り
、
ま
た
、
技
量
そ
の
も
の
の
水
準
も
高
く
、
平
安
後
期
以
降
は
む
し
ろ
貴
族
の

注
目
す
る
と
こ
ろ
と
な
り
ま
し
た
。
吉
田
兼
好
も
『
徒
然
草
』
第
2
2
0
段
で
、

天
王
寺
の
舞
楽
は
「
都
に
恥
じ
」
な
い
と
い
う
評
判
で
あ
る
、
と
証
言
し
て
い
ま

す
。
ま
た
、
応
仁
の
乱
後
に
衰
退
し
た
雅
楽
を
救
っ
た
の
も
天
王
寺
楽
人
で
し

た
。
応
仁
の
乱
に
よ
っ
て
、
京
都
は
焼
け
野
原
と
な
り
、
公
家
は
も
ち
ろ
ん
楽
人

も
避
難
・
疎
開
し
、
宮
中
の
儀
式
の
執
行
も
ま
ま
な
ら
な
く
な
っ
た
と
き
、
天
王

寺
方
の
楽
人
が
上
京
し
宮
中
行
事
の
執
行
を
支
え
た
と
い
い
ま
す
。
そ
の
後
、
天

王
寺
方
の
楽
人
も
、
大
内
や
南
都
と
同
格
に
扱
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
江
戸
期
に

入
る
と
三
方
着
所
の
制
度
が
出
来
て
、
三
方
の
楽
所
の
楽
人
は
対
等
の
立
場
と
な

り
、
交
替
で
宮
中
の
行
事
に
出
仕
す
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
ま
た
、
楽
人
に
な
る

た
め
の
試
験
や
楽
所
内
部
で
の
昇
進
試
験
も
、
三
方
で
共
同
し
て
行
う
よ
う
に
な

り
ま
す
。
試
験
の
際
は
、
例
え
ば
、
天
王
寺
方
出
身
者
が
受
験
生
で
あ
れ
ば
、
試

験
官
は
大
内
と
南
都
と
い
う
よ
う
に
公
平
に
行
わ
れ
て
い
ま
し
た
。

　
こ
う
し
て
、
大
阪
の
四
天
王
寺
発
祥
の
雅
楽
は
、
実
質
的
に
応
仁
の
乱
後
の
宮

中
儀
式
を
た
て
な
お
し
、
三
方
楽
所
の
一
角
を
し
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
ま
さ
に

日
本
の
雅
楽
の
ア
ル
ケ
ー
と
な
る
わ
け
で
す
。
と
こ
ろ
が
明
治
維
新
に
な
り
、
天

皇
が
東
京
へ
遷
都
し
ま
し
た
。
宮
中
儀
礼
の
威
儀
を
整
え
る
た
め
に
、
ま
た
、
西

洋
音
楽
の
演
奏
を
す
る
た
め
に
、
三
方
田
所
の
楽
人
は
、
東
京
へ
集
め
ら
れ
ま
し

た
。
明
治
三
年
に
太
政
官
内
に
雅
楽
局
が
仮
設
置
さ
れ
た
の
を
諸
矢
に
、
四
年
に

は
正
式
に
式
部
寮
に
雅
楽
課
が
置
か
れ
、
二
十
二
年
に
は
宮
内
省
式
部
職
雅
楽
部

（
明
治
四
十
年
に
式
部
職
楽
部
）
と
な
り
、
制
度
的
な
骨
格
が
整
い
ま
す
。
し
か

し
、
西
洋
音
楽
を
並
修
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
の
不
具
合
や
、
待
遇
の
悪
さ

か
ら
離
職
し
帰
京
す
る
も
の
、
あ
る
い
は
も
と
も
と
東
京
へ
は
行
か
な
か
っ
た
楽

人
も
い
ま
し
た
。

　
さ
て
、
大
内
楽
所
は
天
皇
と
と
も
に
東
京
へ
移
籍
し
た
わ
け
で
す
が
、
天
王
寺

と
南
都
は
思
議
の
伝
統
が
絶
え
か
け
た
わ
け
で
す
。
し
か
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
土
地

に
お
い
て
、
な
ん
と
か
伝
統
を
継
い
で
い
こ
う
と
い
う
運
動
が
お
こ
り
ま
す
。
時

は
廃
仏
殿
軍
の
嵐
が
吹
き
荒
れ
て
お
り
ま
し
た
の
で
、
南
都
は
春
日
大
社
が
中
心

と
な
り
ま
し
た
。
四
天
王
寺
で
は
、
明
治
三
年
以
降
聖
霊
会
舞
楽
法
要
が
途
絶
え

て
い
ま
し
た
が
、
明
治
十
二
年
に
楽
人
た
ち
が
帰
然
し
て
、
復
興
第
一
回
目
の
聖

霊
会
を
行
い
ま
し
た
。
実
は
、
こ
の
復
興
聖
霊
会
の
後
ろ
盾
に
な
っ
た
の
が
西
本

願
寺
の
明
言
上
人
で
す
。
そ
の
あ
た
り
の
経
緯
を
昭
和
十
六
年
発
行
の
『
四
天
王

寺
』
の
「
聖
霊
会
座
談
会
」
で
、
私
の
曽
祖
父
が
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
ま
す
。

　
「
そ
の
四
天
王
寺
の
楽
人
も
、
明
治
初
年
に
な
っ
て
朝
廷
が
東
京
に
移
ら
れ
る

か
ら
東
京
へ
出
て
来
い
と
い
う
こ
と
で
、
東
京
へ
行
っ
た
。
東
京
へ
行
っ
て
も
宮

内
省
か
ら
な
か
な
か
急
に
辞
令
が
出
な
い
。
待
っ
て
も
待
っ
て
も
辞
令
が
出
な

い
。
そ
こ
で
痛
癩
を
起
し
て
岡
但
馬
守
や
そ
れ
か
ら
も
う
一
人
岡
備
後
守
、
江
州

で
は
東
灘
、
奈
良
で
は
芝
、
（
芝
）
葛
鎮
な
ど
が
憤
然
東
京
を
去
っ
て
帰
っ
て
来

た
。
（
そ
の
翌
日
に
残
り
の
人
に
辞
令
が
出
た
と
い
う
よ
う
な
話
も
あ
り
ま
す
）
。

そ
ん
な
訳
で
、
帰
っ
て
来
た
楽
人
は
天
竺
浪
人
で
ウ
ロ
つ
い
て
居
っ
た
も
の
が
多

か
っ
た
の
で
す
が
、
大
阪
で
は
岡
但
馬
守
一
人
で
し
た
が
、
京
都
に
は
五
六
人
も

そ
う
い
う
の
が
あ
っ
た
。
そ
の
人
々
が
内
職
に
、
寺
と
か
宮
の
音
楽
に
出
て
居
っ

た
。
と
こ
ろ
が
、
西
本
願
寺
の
明
認
上
人
が
音
楽
が
好
き
で
、
御
先
代
の
薗
阿
闊
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利
に
つ
い
て
一
生
懸
命
に
稽
古
さ
れ
た
。
全
部
そ
の
中
に
本
願
寺
で
舞
楽
法
要
を

す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
れ
に
は
舞
楽
法
要
を
知
ら
ぬ
と
ハ
ッ
キ
リ
し
な
い
か
ら

と
い
う
の
で
、
四
天
王
寺
様
に
御
願
い
し
て
一
度
聖
霊
会
を
勤
め
て
頂
い
た
ら
ど

う
か
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
そ
の
御
使
い
を
し
た
の
が
私
の
親
父
（
小
野
玄
龍
）

で
あ
り
ま
す
。
そ
の
頃
、
私
は
ま
だ
九
歳
で
あ
り
ま
し
た
の
で
、
詳
し
い
こ
と
は

知
ら
ぬ
け
れ
ど
も
、
楽
人
に
は
先
ほ
ど
御
話
の
あ
っ
た
人
達
を
集
め
て
初
め
て
六

時
堂
で
聖
霊
会
が
勤
ま
っ
た
当
時
私
の
親
父
が
仲
立
ち
と
な
っ
て
一
緒
に
来
た
の

が
岡
昌
福
と
い
う
人
で
、
自
分
で
あ
ち
こ
ち
に
行
っ
て
楽
を
教
え
て
し
の
ぎ
を
し

て
居
っ
た
か
ら
、
そ
の
弟
子
の
中
か
ら
塩
町
の
白
井
利
兵
衛
、
そ
れ
は
帯
屋
か
ら

呉
服
屋
の
主
人
公
、
そ
れ
か
ら
遠
上
伊
三
郎
、
佃
由
兵
衛
と
い
う
て
殿
村
の
別
家

の
者
、
そ
う
い
う
資
産
家
で
あ
り
ま
す
が
、
今
日
の
若
い
愚
な
ら
な
か
な
か
舞
楽

の
よ
う
な
こ
と
は
や
り
ま
せ
ん
け
れ
ど
も
、
そ
の
頃
は
趣
味
と
い
え
ば
上
品
な
も

の
で
は
ま
あ
能
楽
よ
り
無
か
っ
た
。
そ
れ
で
そ
う
い
う
人
々
が
研
究
し
、
そ
う
い

う
人
が
寄
っ
て
、
毎
年
毎
年
此
処
に
寄
っ
て
舞
楽
を
し
よ
う
で
は
な
い
か
と
い
う

の
で
、
型
の
様
な
こ
と
を
行
っ
た
。
私
の
と
こ
ろ
に
当
時
の
記
録
が
遺
っ
て
居

る
。
そ
れ
か
ら
見
る
と
三
四
曲
か
ら
五
六
曲
ぐ
ら
い
勤
め
て
居
る
」
。

　
な
ぜ
、
浄
土
真
宗
の
二
王
が
聖
霊
会
を
後
援
す
る
か
と
い
え
ば
、
日
本
に
仏
教

を
初
め
て
も
た
ら
し
た
「
和
国
の
教
主
」
と
し
て
親
鶯
が
聖
徳
太
子
に
特
別
な
尊

敬
を
寄
せ
て
い
ま
す
。
親
鶯
は
七
高
僧
を
親
鶯
に
流
れ
込
む
浄
土
教
の
思
想
的
リ

ー
ダ
ー
と
し
て
崇
敬
す
る
わ
け
で
す
が
、
そ
れ
と
は
ま
た
別
格
に
聖
徳
太
子
を
大

切
に
し
て
い
る
わ
け
で
す
。
さ
ら
に
、
四
天
王
寺
は
、
平
安
時
代
末
期
以
降
、
浄

土
信
仰
を
重
視
し
、
西
門
を
極
楽
の
東
門
に
当
た
る
聖
地
と
考
え
、
西
門
の
外
の

海
は
極
楽
へ
の
道
と
し
て
、
沈
み
ゆ
く
太
陽
を
用
い
て
「
日
想
観
」
（
『
観
経
』
の

十
六
観
の
第
一
。
沈
む
太
陽
を
観
じ
て
、
西
方
極
楽
浄
土
を
思
い
浮
か
べ
る
修

行
）
が
修
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
な
か
に
は
、
そ
の
ま
ま
入
水
し
て
往
生
を
遂
げ
よ

う
と
す
る
人
も
お
り
、
願
生
行
者
の
聖
地
の
よ
う
に
な
っ
て
い
ま
し
た
。
浄
土
真

宗
は
、
こ
の
よ
う
な
往
生
観
と
は
や
や
異
な
っ
た
考
え
方
を
持
ち
ま
す
が
、
四
天

王
寺
は
日
本
の
浄
土
教
に
と
っ
て
は
大
切
な
中
心
地
の
一
つ
で
あ
っ
た
わ
け
で

す
。
後
に
も
お
話
し
ま
す
が
、
聖
霊
会
舞
楽
大
法
要
の
舞
台
は
浄
土
を
模
し
て
い

ま
す
。
浄
土
を
模
し
た
舞
台
で
、
聖
徳
太
子
の
御
霊
を
供
養
す
る
こ
の
大
法
要
の

復
興
は
、
た
だ
単
に
舞
楽
法
会
の
お
手
本
と
し
て
必
要
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
以

上
に
、
浄
土
真
宗
に
と
っ
て
も
宗
教
上
重
要
な
意
味
を
も
っ
て
い
た
の
で
は
な
い

か
と
思
わ
れ
ま
す
。
戦
国
時
代
ま
で
は
、
浄
土
真
宗
の
本
拠
は
大
坂
に
あ
り
ま
し

た
。
そ
れ
以
降
、
大
坂
と
浄
土
真
宗
の
地
理
的
な
縁
は
遠
く
な
っ
た
か
も
知
れ
ま

せ
ん
が
、
聖
霊
会
の
復
興
と
い
う
大
阪
の
精
神
文
化
に
浄
土
真
宗
は
大
き
な
影
響

を
与
え
て
い
ま
す
。

　
さ
て
、
上
記
の
小
野
樟
蔭
の
証
言
の
よ
う
に
し
て
聖
霊
会
復
興
グ
ル
ー
プ
が
結

成
さ
れ
、
明
治
十
七
年
に
再
度
聖
霊
会
を
復
興
し
た
際
に
「
雅
亮
会
」
を
結
成
し

ま
す
。
こ
の
雅
亮
会
の
「
雅
亮
」
も
親
鶯
聖
人
の
讃
弥
陀
偶
和
讃
の
一
つ
か
ら
と

ら
れ
て
い
る
言
葉
で
す
。
「
宝
林
宝
樹
微
妙
音
　
自
然
清
和
の
伎
楽
に
て
　
哀
娩

雅
亮
す
ぐ
れ
た
り
　
清
浄
楽
を
帰
命
せ
よ
」
。
「
調
髪
」
は
あ
わ
れ
げ
で
た
お
や
か

な
こ
と
、
「
雅
亮
」
は
た
だ
し
く
さ
え
わ
た
る
こ
と
、
で
業
人
に
「
ア
ハ
レ
ニ
ス

ミ
、
タ
ダ
シ
ク
サ
エ
タ
リ
」
と
書
か
れ
て
い
ま
す
。
明
治
十
七
年
の
結
成
以
来
、

聖
霊
会
舞
楽
大
法
要
は
、
こ
の
雅
亮
会
に
よ
っ
て
担
わ
れ
て
今
日
に
至
っ
て
い
ま

す
。
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三
、
聖
霊
会
舞
楽
大
法
要
の
構
成
と
そ
の
宗
教
的
世
界
観

　
そ
れ
で
は
、
簡
単
に
聖
霊
会
舞
楽
法
要
の
構
成
を
解
説
し
て
お
き
ま
す
。
聖
霊

会
舞
楽
法
要
は
、
一
応
の
目
安
と
し
て
、
進
出
導
入
部
、
供
養
法
要
部
、
法
要
本

体
部
、
入
調
部
の
四
つ
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
互
。
ま
ず
、
進
出
導
入
部
に

お
い
て
は
、
乱
声
が
奏
さ
れ
る
中
、
一
舎
利
が
太
子
殿
の
太
子
尊
像
を
鳳
輩
に
遷

座
し
奉
り
、
ま
た
二
舎
利
が
金
堂
の
仏
舎
利
を
玉
輿
に
移
し
奉
る
こ
と
に
は
じ
ま

り
ま
す
。
双
方
の
行
列
は
同
時
に
列
を
整
え
、
中
門
前
で
交
叉
し
、
回
廊
を
東
西

に
行
道
し
て
再
び
石
舞
台
前
で
会
し
、
舞
台
上
を
並
行
し
て
六
時
礼
讃
堂
に
至

り
、
両
輩
が
応
護
左
右
に
請
座
さ
れ
ま
す
。
つ
い
で
舞
台
上
に
並
ん
だ
衆
僧
に
よ

っ
て
迦
陀
が
唱
え
ら
れ
、
嵩
物
が
奏
さ
れ
ま
す
。
終
わ
っ
て
、
衆
僧
は
入
卑
し
楽

人
は
楽
舎
に
入
り
ま
す
。
た
だ
し
、
近
年
は
、
鳳
賛
と
玉
算
に
両
像
を
移
し
お
練

り
を
す
る
作
法
は
簡
略
化
さ
れ
て
い
ま
す
。
行
道
が
始
ま
る
前
に
、
す
で
に
仏
舎

利
と
太
子
の
御
影
は
、
六
時
堂
内
に
設
置
さ
れ
て
い
ま
す
。
諸
僧
や
舞
人
、
楽
人

た
ち
は
四
天
王
寺
の
本
坊
内
か
ら
、
左
右
の
二
列
に
な
り
練
り
出
し
て
い
き
、
石

舞
台
上
を
並
行
し
て
六
時
堂
へ
と
至
り
ま
す
。

　
舞
台
上
で
は
ま
ず
、
舞
台
上
の
邪
気
を
払
う
象
徴
的
な
舞
で
あ
る
「
振
鉾
」
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
そ
　
り
　
こ

舞
わ
れ
、
つ
い
で
聖
徳
太
子
を
目
覚
め
さ
せ
る
舞
と
言
わ
れ
る
「
蘇
利
古
」
が
舞

わ
れ
ま
す
。
そ
の
間
に
六
時
震
害
中
央
の
太
子
の
「
楊
枝
の
御
影
」
の
前
の
御
簾

が
上
げ
ら
れ
ま
す
。
供
養
が
捧
げ
ら
れ
る
本
尊
が
顕
に
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
い

よ
い
よ
法
要
が
開
始
さ
れ
ま
す
。
目
覚
め
た
太
子
の
御
霊
を
、
ま
ず
様
々
な
供
養

に
よ
っ
て
喜
ば
せ
ま
す
。
雅
楽
に
従
っ
て
法
要
の
一
舎
利
（
導
師
）
と
二
舎
利

（
副
導
師
）
が
舞
台
脇
の
階
高
座
と
呼
ば
れ
る
座
に
着
き
ま
す
。

　
次
い
で
、
雅
楽
に
従
っ
て
「
伝
導
」
と
呼
ば
れ
る
作
法
が
遂
行
さ
れ
ま
す
。
伝

供
で
は
九
種
の
備
え
物
が
各
々
三
組
ず
つ
整
え
ら
れ
ま
す
。
そ
れ
は
⊥
ハ
時
堂
内
の

三
尊
前
に
供
え
ら
れ
る
か
ら
で
す
。
そ
れ
ら
供
物
は
、
左
右
の
楽
舎
の
間
に
あ
る

御
供
所
か
ら
運
び
出
さ
れ
、
菩
薩
か
ら
八
部
衆
、
迦
陵
頻
・
胡
蝶
、
僧
侶
へ
と
、

手
渡
し
で
運
ば
れ
、
舞
台
を
通
り
尊
前
に
供
え
ら
れ
ま
す
。

　
そ
の
後
は
、
菩
薩
、
獅
子
、
迦
陵
頻
、
胡
蝶
と
い
っ
た
、
い
ず
れ
も
仏
教
に
関

係
し
、
獅
子
以
外
は
実
際
に
影
供
に
関
わ
っ
た
舞
が
供
養
舞
と
し
て
演
じ
ら
れ
ま

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ば
い

す
。
つ
い
で
法
要
主
体
部
に
お
い
て
、
四
箇
法
要
が
行
わ
れ
ま
す
。
こ
こ
で
は
唄

ば
い
の
く
　
　
　
さ
ん
げ
　
　
ぼ
ん
の
ん
　
し
ゃ
く
じ
ょ
う

（
唄
匿
）
、
散
華
、
梵
音
、
錫
杖
と
い
っ
た
四
種
の
声
明
が
舞
楽
と
交
互
に
演
じ
ら

れ
ま
す
。
「
唄
」
は
法
会
の
開
始
前
に
仏
徳
を
讃
歎
す
る
四
句
の
偶
を
独
唱
し
、

心
を
鎮
め
法
会
へ
向
け
て
集
中
す
る
意
味
が
あ
り
ま
す
。
「
散
華
」
は
、
諸
僧
全

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
け
　
は

員
で
偶
を
唱
和
し
つ
つ
、
華
飽
を
撒
き
散
ら
し
て
悪
鬼
を
退
け
、
仏
の
臨
場
を
請

い
ま
す
。
「
梵
音
」
は
、
諸
僧
全
員
で
八
型
の
偶
を
唱
和
し
、
三
宝
を
供
養
し
ま

す
。
「
錫
杖
」
は
全
員
で
偶
を
唱
和
し
つ
つ
、
各
節
の
終
わ
り
に
錫
杖
を
振
り
ま

す
。
錫
杖
と
は
、
僧
の
携
行
す
る
一
種
の
杖
で
、
杖
の
上
端
に
金
属
製
の
輪
形
が

付
い
て
あ
り
、
そ
の
輪
形
に
さ
ら
に
数
個
の
金
属
製
の
小
さ
い
輪
を
通
し
て
、
動

か
す
ご
と
に
音
が
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
ま
す
。
毒
蛇
や
害
虫
を
追
い
払
っ
た
り

す
る
の
に
用
い
ら
れ
ま
し
た
。
後
に
神
聖
化
さ
れ
、
声
明
を
唱
え
る
際
に
調
子
を

と
る
道
具
と
し
て
も
用
い
ら
れ
ま
し
た
。
声
明
と
し
て
の
錫
杖
は
、
こ
う
い
つ
た

錫
杖
の
用
法
を
儀
式
に
お
い
て
定
式
化
し
た
も
の
で
す
。

　
錫
杖
の
後
は
、
雅
楽
に
合
わ
せ
て
、
導
師
と
副
導
師
、
そ
れ
に
引
き
続
い
て
野

僧
が
退
場
し
ま
す
。
ま
た
、
「
楊
枝
の
御
影
」
の
御
簾
を
下
ろ
さ
れ
ま
す
。
こ
こ

で
法
要
は
一
端
終
わ
っ
た
こ
と
に
な
り
ま
す
。
そ
の
後
は
入
調
と
い
い
、
法
要
の

名
残
を
楽
し
み
、
法
会
に
参
詣
し
た
信
徒
達
を
楽
し
ま
せ
る
舞
楽
が
演
じ
ら
れ
ま

す
。
現
代
は
通
常
一
曲
で
あ
る
が
、
往
古
は
延
々
と
舞
楽
が
披
露
さ
れ
、
深
更
に
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ま
で
至
っ
た
と
い
い
ま
す
。

　
さ
て
、
こ
の
法
要
の
注
目
す
べ
き
エ
レ
メ
ン
ト
を
い
く
つ
か
紹
介
し
ま
し
ょ

う
。
ま
ず
、
こ
の
法
要
は
聖
徳
太
子
の
御
霊
を
供
養
す
る
こ
と
を
主
眼
と
し
て
い

ま
す
。
し
か
し
、
こ
の
法
要
の
主
役
は
聖
徳
太
子
で
あ
り
ま
す
が
、
同
時
に
玉
輿

に
よ
っ
て
仏
舎
利
も
わ
ざ
わ
ざ
六
時
堂
に
運
び
込
ま
れ
る
こ
と
を
忘
れ
て
は
い
け

ま
せ
ん
。
聖
徳
太
子
と
と
も
に
、
仏
舎
利
と
し
て
の
仏
陀
も
供
養
の
対
象
に
な
り

ま
す
。
お
そ
ら
く
聖
徳
太
子
と
い
う
具
体
的
な
人
格
の
背
後
に
、
仏
陀
が
オ
ー
バ

ー
ラ
ッ
プ
し
て
み
ら
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
普
通
法
会
で
は
、
供

養
さ
れ
る
対
象
は
一
体
で
あ
る
の
が
通
常
で
す
が
、
聖
徳
太
子
と
仏
陀
の
二
体
が

対
象
と
な
る
の
は
興
味
深
い
こ
と
で
す
。
舞
楽
に
左
右
が
あ
り
、
ま
た
ツ
ー
ト
ッ

プ
導
師
制
と
い
う
か
、
一
舎
利
（
管
長
）
と
二
舎
利
（
執
事
長
）
と
い
う
二
名
が

導
師
を
勤
め
る
こ
と
に
対
応
し
て
い
る
の
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
法
要
の

直
接
の
対
象
は
あ
く
ま
で
聖
徳
太
子
で
す
。
野
江
と
玉
輿
を
六
時
堂
に
安
置
し
ま

す
が
、
そ
の
真
ん
中
に
楊
枝
の
御
影
が
掛
か
っ
て
お
り
、
法
要
開
始
に
合
わ
せ
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
み
じ
ょ
う
ち
ょ
う

そ
の
御
簾
が
挙
げ
ら
れ
て
（
御
上
帳
）
、
お
目
覚
め
の
水
を
供
え
ら
れ
ま
す

み
ち
ょ
う
ず

（
御
手
水
）
。
我
々
で
も
朝
起
き
る
と
水
を
飲
ん
だ
り
、
顔
を
洗
っ
た
り
し
ま
す
。

水
と
い
う
も
の
と
目
覚
め
は
切
り
離
さ
れ
ま
せ
ん
。
水
を
献
上
す
る
と
い
う
の

は
、
非
常
に
生
々
し
く
、
ま
さ
に
そ
こ
に
太
子
が
生
き
て
お
ら
れ
る
と
い
う
フ
ィ

ク
シ
ョ
ン
を
強
化
し
ま
す
。
こ
う
し
て
み
て
い
る
と
シ
ャ
ー
マ
ニ
ス
テ
ィ
ッ
ク
と

い
う
か
、
楊
枝
の
御
影
を
依
代
と
し
て
、
太
子
の
霊
が
そ
こ
へ
戻
っ
て
来
ら
れ
、

そ
し
て
御
影
が
肉
体
的
に
も
水
を
欲
す
る
生
命
を
も
っ
た
も
の
に
な
る
の
で
す
。

お
そ
ら
く
そ
の
生
命
性
は
、
鳳
賛
と
玉
手
に
も
な
ん
ら
か
の
影
響
を
与
え
る
の
で

し
ょ
う
。
木
像
と
御
影
と
仏
舎
利
は
、
一
体
と
な
っ
て
六
時
堂
内
に
太
子
の
生
命

の
息
吹
を
感
じ
さ
せ
、
仏
と
し
て
の
太
子
の
復
活
を
演
出
す
る
の
だ
と
思
い
ま

す
。
そ
れ
が
故
に
、
木
像
と
仏
舎
利
は
聖
霊
会
の
た
び
ご
と
に
聖
遺
物
と
し
て
の

聖
性
を
増
し
て
い
っ
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　
さ
て
、
少
し
さ
か
の
ぼ
っ
て
、
太
子
の
お
目
覚
め
の
前
に
、
舞
台
上
で
は
振
鉾

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
さ
え
ず
り

と
い
う
舞
が
舞
わ
れ
ま
す
。
此
の
舞
は
舞
台
上
の
邪
気
を
払
う
舞
で
噂
と
い
わ
れ

る
呪
文
を
無
言
で
唱
え
つ
つ
舞
う
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
振
鉾
と
い
う
舞

は
、
神
事
の
奉
納
舞
楽
で
も
舞
わ
れ
ま
す
。
振
鉾
は
仏
の
前
で
も
神
の
前
で
も
舞

わ
れ
る
わ
け
で
、
日
本
の
神
仏
習
合
的
な
宗
教
性
を
証
し
て
い
ま
す
。
実
は
、
聖

霊
会
に
は
神
仏
習
合
的
な
要
素
が
た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
。
そ
も
そ
も
、
鳳
賛
や
玉

笹
と
い
う
御
輿
に
太
子
像
や
仏
舎
利
を
の
せ
て
練
り
歩
く
の
も
神
道
的
で
す
。
普

通
仏
事
の
行
道
、
黒
黒
・
縁
儀
等
は
僧
侶
が
主
役
で
す
。
法
要
の
主
体
が
御
練
り

を
す
る
わ
け
で
、
法
要
の
客
体
が
お
練
り
を
す
る
こ
と
は
珍
し
い
で
す
。
こ
の

点
、
神
道
的
行
事
で
は
、
普
段
秘
め
ら
れ
て
い
る
ご
神
体
が
、
人
里
に
降
り
て
来

ら
れ
た
り
、
村
中
を
清
め
る
こ
と
が
御
練
り
の
主
体
に
な
り
ま
す
。
尊
像
や
仏
舎

利
が
御
神
体
の
か
わ
り
に
な
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。

　
ま
た
、
長
者
と
い
う
役
の
方
が
振
鉾
の
奏
舞
の
途
中
で
「
祝
詞
」
を
あ
げ
る
の

で
す
が
、
こ
れ
が
神
官
の
警
鐸
の
声
と
よ
く
似
て
い
ま
す
。
警
踵
の
声
は
、
た
と

え
ば
、
春
日
大
社
の
若
宮
お
ん
ま
つ
り
の
よ
う
に
、
若
宮
の
ご
神
体
を
囲
む
神
官

た
ち
が
、
神
が
通
る
こ
と
を
民
衆
に
告
げ
、
み
だ
り
に
近
寄
ら
ぬ
よ
う
に
警
告
す

る
声
で
す
。
お
そ
ら
く
、
長
者
の
「
祝
詞
」
は
ま
さ
に
太
子
の
御
霊
が
依
代
に
乗

り
移
る
、
つ
ま
り
御
霊
が
そ
の
場
に
近
づ
い
て
い
る
こ
と
を
寿
ぎ
つ
つ
、
警
告
す

る
役
割
を
果
た
し
て
い
る
の
で
し
ょ
う
。

　
こ
う
し
て
、
目
覚
め
た
太
子
の
前
で
ま
ず
は
供
養
舞
が
舞
わ
れ
伝
供
が
な
さ
れ

ま
す
。
こ
の
伝
供
の
供
え
も
の
に
フ
ト
・
マ
ガ
リ
と
い
う
油
で
あ
げ
た
御
菓
子
が

あ
り
ま
す
。
こ
の
御
菓
子
は
平
安
時
代
以
来
の
も
の
だ
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
実
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は
、
フ
ト
な
ど
は
神
道
の
お
供
え
と
し
て
も
用
い
ら
れ
て
い
ま
す
。
供
え
物
が
共

通
し
て
い
る
と
こ
ろ
も
な
ん
と
な
く
、
神
仏
習
合
の
名
残
を
感
じ
る
こ
と
が
で
き

ま
す
。
外
来
の
油
菓
子
で
あ
ろ
う
と
い
う
こ
と
で
す
が
、
な
ん
と
な
く
神
秘
的
な

感
じ
が
し
ま
す
。

　
ま
た
、
興
味
深
い
こ
と
に
、
舞
台
は
浄
土
を
模
し
て
い
ま
す
。
こ
の
舞
台
は
元

来
は
亀
の
池
の
上
に
か
け
ら
れ
て
い
る
石
作
り
の
橋
で
す
。
今
は
重
要
文
化
財
に

指
定
さ
れ
て
お
り
、
聖
霊
会
の
時
だ
け
に
舞
台
に
し
つ
ら
え
ら
れ
ま
す
。
四
方
に

建
て
ら
れ
て
い
る
オ
ブ
ジ
ェ
は
曼
珠
沙
華
で
浄
土
に
咲
く
花
で
す
。
さ
て
、
少
々

理
屈
つ
ぼ
く
な
り
ま
す
が
、
聖
徳
太
子
の
御
霊
は
ど
こ
か
ら
呼
ば
れ
て
き
た
の
で

し
ょ
う
か
。
浄
土
教
の
枠
組
み
か
ら
す
れ
ば
お
そ
ら
く
浄
土
に
い
か
れ
て
成
仏
さ

れ
た
と
い
う
こ
と
で
す
か
ら
、
阿
弥
陀
仏
の
浄
土
か
ら
で
し
ょ
う
。
太
子
は
一
種

の
祖
霊
と
し
て
浄
土
か
ら
呼
ば
れ
る
の
で
す
が
、
浄
土
を
模
し
た
舞
台
を
前
に
供

養
さ
れ
る
存
在
で
も
あ
り
ま
す
。
見
物
す
る
民
衆
を
前
に
、
舞
台
を
ど
の
よ
う
に

演
出
す
る
か
と
い
え
ば
、
や
は
り
浄
土
に
す
る
の
が
伝
道
と
し
て
も
効
果
的
で
し

ょ
う
。
そ
こ
で
上
演
さ
れ
る
舞
楽
や
声
明
は
、
浄
土
の
音
や
ア
プ
サ
ラ
ス
の
舞
で

あ
り
、
今
も
そ
う
で
す
が
、
観
衆
を
法
悦
へ
と
い
ざ
な
っ
た
こ
と
で
し
ょ
う
。
そ

の
と
き
、
そ
れ
ら
の
舞
を
捧
げ
ら
れ
る
太
子
は
ま
さ
に
浄
土
の
国
主
す
な
わ
ち
阿

弥
陀
仏
と
し
て
も
イ
メ
ー
ジ
さ
れ
た
こ
と
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　
親
書
の
和
讃
に
、
「
久
遠
実
成
阿
弥
陀
仏
　
五
濁
の
凡
愚
を
あ
は
れ
み
て
　
釈

迦
牟
尼
仏
と
し
め
し
て
ぞ
　
迦
耶
城
に
は
応
現
す
る
」
と
い
う
も
の
が
あ
り
ま

す
。
ま
た
、
『
観
無
量
寿
経
』
の
二
河
白
道
の
生
え
の
よ
う
に
、
「
弥
陀
の
招
喚
、

釈
迦
の
黄
雲
」
と
い
う
言
葉
が
あ
り
ま
す
が
、
阿
弥
陀
仏
の
救
済
の
世
界
に
お
い

て
は
、
阿
弥
陀
仏
と
釈
迦
は
常
に
一
つ
の
宗
教
現
象
に
お
い
て
一
体
と
な
っ
て
顕

現
し
て
い
ま
す
。
他
方
、
す
で
に
み
た
よ
う
に
仏
舎
利
と
聖
徳
太
子
は
対
等
、
同

一
の
も
の
と
し
て
扱
わ
れ
て
お
り
ま
す
の
で
、
聖
霊
会
と
い
う
宗
教
現
象
に
お
い

て
は
、
阿
弥
陀
仏
1
1
釈
迦
如
来
1
1
聖
徳
太
子
の
よ
う
に
三
位
一
体
の
も
の
と
し
て

観
念
さ
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
大
乗
仏
教
に
お
い
て
は
、
阿
弥
陀

仏
は
も
ち
ろ
ん
、
釈
迦
如
来
も
超
人
的
な
人
格
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

他
方
、
聖
徳
太
子
は
四
天
王
寺
を
建
立
し
た
実
在
の
人
間
と
し
て
、
い
わ
ば
四
天

王
寺
の
存
在
が
聖
徳
太
子
の
人
間
的
実
在
性
を
証
す
る
よ
う
に
し
て
、
現
世
と
の

繋
が
り
が
要
求
さ
れ
ま
す
。
そ
れ
ゆ
え
、
釈
迦
は
肉
体
を
も
た
ず
舎
利
（
骨
）
だ

け
、
太
子
は
木
像
あ
る
い
は
絵
像
と
し
て
、
受
冒
し
た
仏
と
し
て
我
々
と
仏
世
界

と
の
接
点
に
な
る
わ
け
で
す
。
い
わ
ば
、
父
1
1
阿
弥
陀
仏
と
聖
霊
1
1
釈
迦
如
来
と

子
1
1
聖
徳
太
子
と
い
う
対
応
関
係
に
あ
る
と
す
る
の
は
考
え
す
ぎ
で
し
ょ
う
か
。

六
時
堂
内
の
ロ
ジ
ッ
ク
か
ら
す
れ
ば
、
聖
徳
太
子
の
祖
霊
が
戻
っ
て
こ
ら
れ
る
、

と
い
う
日
本
人
古
来
の
宗
教
観
が
前
面
に
出
て
い
ま
す
。
い
っ
た
ん
、
そ
こ
に
太

子
が
来
ら
れ
れ
ば
、
法
要
内
に
お
い
て
は
、
太
子
は
阿
弥
陀
仏
の
応
現
態
と
し
て

民
衆
に
見
ら
れ
ま
す
。
こ
の
こ
と
が
四
天
王
寺
に
お
け
る
浄
土
信
仰
を
よ
り
強
め

て
い
っ
た
こ
と
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

四
、
聖
霊
会
に
お
け
る
特
別
な
舞
楽
を
読
み
解
く

　
そ
れ
で
は
、
最
後
に
聖
霊
会
に
お
け
る
特
別
な
舞
楽
を
二
つ
読
み
解
き
ま
し
ょ

う
。
一
つ
は
蘇
利
古
と
い
う
舞
で
す
。
こ
の
舞
は
本
来
四
人
舞
で
あ
る
の
で
す

が
、
聖
霊
会
で
は
五
人
で
舞
い
ま
す
。
サ
イ
コ
ロ
の
五
の
目
の
よ
う
に
真
ん
中
に

入
る
わ
け
で
す
。
ま
た
、
こ
れ
は
あ
ま
り
指
摘
さ
れ
ま
せ
ん
が
、
こ
の
舞
は
ズ
バ

エ
と
い
う
舞
具
を
持
っ
て
舞
う
の
で
す
が
、
宮
内
庁
な
ど
の
蘇
利
古
の
ズ
バ
エ

は
、
彩
色
が
施
し
て
あ
り
、
先
に
装
飾
的
な
フ
リ
ル
が
つ
い
た
棒
に
な
っ
て
い
ま
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す
が
、
四
天
王
寺
の
ズ
バ
エ
は
何
も
つ
い
て
い
な
い
木
製
の
細
い
棒
で
す
。
装
束

な
ど
は
異
な
る
と
こ
ろ
は
ほ
ぼ
あ
り
ま
せ
ん
が
、
人
の
顔
を
模
し
た
と
い
わ
れ
る

雑
面
と
い
う
不
思
議
な
紙
の
面
を
付
け
ま
す
。
同
じ
く
、
雑
面
を
つ
け
る
舞
に

「
安
摩
」
が
あ
る
の
で
す
が
、
こ
の
舞
は
、
呪
力
で
も
っ
て
地
の
神
を
鎮
め
る
趣

旨
を
も
っ
て
お
り
、
雑
面
に
は
神
秘
的
な
効
果
を
も
た
ら
す
力
が
あ
る
の
か
も
し

れ
ま
せ
ん
。
そ
れ
は
、
『
四
天
王
寺
法
事
記
』
に
も
表
れ
て
い
ま
す
。
法
要
後
に

伝
導
の
供
え
物
を
皆
で
分
け
る
の
で
す
が
、
楽
頭
や
他
の
重
役
ら
と
と
も
に
、
雑

面
を
付
け
た
蘇
利
古
の
舞
人
た
ち
だ
け
が
、
舞
人
と
し
て
お
下
が
り
の
分
け
前
を

い
た
だ
く
こ
と
が
で
き
た
よ
う
で
す
。
「
二
十
二
日
　
御
供
物
　
下
高
座
以
後

徹
之
　
伏
菟
曲
　
十
八
束
　
楽
人
　
此
数
百
二
十
六
　
但
一
束
七
ツ
　
一
左
右
国

頭
二
十
一
束
　
一
安
摩
二
人
壱
ツ
宛
　
一
碧
利
古
五
人
壱
ツ
宛
合
四

十
九
引
　
残
り
七
十
七
」
と
の
記
述
が
あ
り
、
雑
面
を
付
け
た
安
摩
や
蘇
利
古
が

や
は
り
特
別
扱
い
を
受
け
て
い
る
と
い
え
る
で
し
ょ
う
。
一
般
に
、
太
子
御
目
覚

め
の
舞
と
い
わ
れ
、
楊
枝
の
御
影
の
御
簾
が
あ
が
り
、
御
手
水
に
水
が
捧
げ
ら
れ

た
の
ち
に
、
ち
ょ
う
ど
こ
の
舞
を
見
な
が
ら
太
子
が
目
覚
め
ら
れ
る
と
い
わ
れ
て

い
ま
す
。
雑
面
に
は
、
楊
枝
の
御
影
に
宿
っ
た
太
子
の
魂
を
覚
醒
さ
せ
る
呪
力
が

あ
る
の
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。

　
で
は
、
な
ぜ
五
人
な
の
で
し
ょ
う
か
。
舞
楽
の
舞
人
は
通
常
四
人
で
す
。
し
か

し
、
こ
れ
は
元
来
一
人
目
舞
人
が
四
人
に
分
裂
し
た
も
の
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い

ま
す
。
六
人
舞
（
春
鶯
聴
）
も
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
六
人
に
分
裂
し
た
わ
け
で
す

ね
。
で
は
、
な
ぜ
四
天
王
寺
は
五
人
な
の
で
し
ょ
う
か
。
元
来
四
人
で
あ
る
と
こ

ろ
の
も
の
が
、
も
う
一
人
増
え
た
と
考
え
る
わ
け
で
す
が
、
呪
力
の
パ
ワ
ー
ア
ッ

プ
を
ア
ピ
ー
ル
し
て
い
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
元
来
四
人
だ
け
ど
一
人
増

や
し
て
い
る
ぞ
と
。
で
は
、
な
ぜ
五
人
な
の
か
。
舞
台
は
大
き
い
の
で
六
人
で
も

可
能
で
す
。
こ
こ
は
、
実
際
に
感
覚
的
な
こ
と
で
し
か
い
え
ま
せ
ん
が
、
サ
イ
コ

ロ
の
目
の
よ
う
に
真
ん
中
に
一
人
増
や
す
ほ
う
が
、
舞
の
空
間
が
バ
ラ
ン
ス
よ
く

密
に
な
っ
て
、
力
の
凝
集
を
感
じ
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
六
人
に
し
て
配
列
す
る

と
左
右
二
列
で
縦
長
に
な
る
だ
け
で
、
人
数
を
増
や
し
て
い
る
わ
り
に
か
え
っ
て

力
が
分
散
し
た
感
じ
に
な
る
の
で
す
。
こ
れ
は
、
本
当
に
実
際
に
石
舞
台
を
知
っ

て
い
る
者
の
感
覚
で
し
か
な
い
で
す
が
。
で
は
、
ズ
バ
エ
は
な
ぜ
棒
状
な
の
で
し

ょ
う
か
。
こ
れ
も
書
か
れ
た
も
の
が
な
い
の
で
わ
か
り
ま
せ
ん
が
、
舞
の
最
後
に

ズ
バ
エ
を
持
っ
た
手
を
高
く
挙
げ
て
、
ギ
ロ
リ
と
い
う
手
首
を
回
転
さ
せ
る
舞
の

手
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
と
き
い
か
に
も
、
舞
人
が
天
と
地
の
媒
介
者
と
な
っ
て
い

る
よ
う
な
様
子
が
あ
る
の
で
す
が
、
こ
の
と
き
、
先
に
フ
リ
ル
が
垂
れ
て
彩
色
の

施
さ
れ
た
ズ
バ
エ
よ
り
、
一
直
線
の
簡
素
な
棒
の
方
が
天
と
地
が
明
確
に
一
直
線

で
結
ば
れ
て
い
る
印
象
を
受
け
ま
す
。
太
子
の
御
目
覚
め
の
舞
で
す
の
で
、
太
子

が
地
上
に
降
り
ら
れ
た
こ
と
を
明
確
に
象
徴
す
る
た
め
に
、
簡
素
な
ズ
バ
エ
で
天

地
の
軸
を
よ
り
効
果
的
に
体
現
し
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　
も
う
一
つ
の
触
れ
て
お
き
た
い
舞
は
「
太
平
楽
」
で
す
。
こ
の
舞
は
、
正
確
に

は
法
要
終
了
後
に
舞
わ
れ
ま
す
が
、
ま
だ
諸
職
は
六
時
町
内
に
い
ま
す
の
で
、
事

実
上
こ
の
舞
が
法
要
の
最
後
の
舞
に
な
り
ま
す
。
「
急
」
の
部
分
で
舞
人
が
刀
を

抜
い
た
時
点
で
、
諸
彦
が
退
場
し
て
い
き
ま
す
。
こ
の
舞
は
、
戦
場
で
の
戦
い
を

模
し
た
武
の
舞
で
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
な
ぜ
、
仏
法
を
弘
め
よ
う
と
す
る

四
天
王
寺
で
、
そ
し
て
聖
徳
太
子
の
御
霊
を
祭
る
た
め
の
法
要
で
、
戦
い
の
舞
が

大
き
な
役
割
を
持
つ
の
で
し
ょ
う
か
。
実
は
、
四
天
王
寺
の
太
平
楽
は
、
武
の
舞

で
は
あ
り
ま
す
が
、
戦
い
の
な
い
世
に
な
っ
て
、
武
人
が
そ
の
こ
と
を
寿
ぐ
舞
で

あ
る
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
平
和
を
実
現
し
た
喜
び
の
逆
な
の
で
す
。
そ
の
証
拠

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
ろ
く

に
背
中
に
矢
を
収
め
る
箱
で
あ
る
胡
録
が
あ
る
の
で
す
が
、
そ
こ
の
矢
は
な
ん
と
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矢
尻
が
上
に
な
っ
て
お
り
通
常
と
は
反
対
向
け
に
入
っ
て
い
ま
す
。
矢
を
ス
ム
ー

ズ
に
つ
げ
な
い
わ
け
で
す
。
ま
た
、
弓
を
収
め
て
お
く
魚
帯
と
い
う
ケ
ー
ス
が
あ

る
の
で
す
が
、
こ
れ
も
四
天
王
寺
で
は
右
に
つ
け
て
い
ま
す
。
弓
は
左
手
で
持
ち

ま
す
が
、
魚
帯
を
右
に
付
け
て
い
る
と
弓
は
取
り
出
し
に
く
く
て
持
ち
に
く
い
わ

け
で
す
。
こ
れ
ら
の
舞
具
の
付
け
方
は
な
に
よ
り
も
戦
時
で
は
な
い
こ
と
を
意
味

し
て
い
ま
す
。

　
こ
の
よ
う
に
四
天
王
寺
の
舞
は
、
通
常
の
舞
と
は
異
な
っ
た
意
味
を
も
っ
て
い

ま
す
。
東
京
や
地
方
に
は
な
い
四
天
王
寺
な
ら
で
は
の
舞
楽
の
意
味
づ
け
が
あ
る

わ
け
で
す
。
こ
の
よ
う
な
聖
霊
会
は
日
本
の
仏
教
音
楽
文
化
の
な
か
で
も
特
異
な

輝
き
を
放
っ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
聖
霊
会
を
通
し
て
、
通
常
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
と
し

て
考
え
ら
れ
て
い
る
雅
楽
を
客
観
的
に
理
解
す
る
こ
と
も
で
き
る
で
し
ょ
う
。
そ

う
い
っ
た
意
味
で
日
本
の
雅
楽
の
ア
ル
ケ
ー
で
あ
る
聖
霊
会
は
「
大
阪
か
ら
考
え

る
」
最
善
の
マ
テ
リ
ア
ル
の
一
つ
で
あ
る
と
思
え
る
の
で
す
。

注
（
1
）

（
2
）

『
続
群
書
類
従
』
第
十
九
集
上
、
四
九
六
頁
に
よ
れ
ば
、
延
舞
（
振
鉾
）
、
蘇
利

古
、
鳥
（
迦
陵
頻
）
、
蝶
（
胡
蝶
）
、
法
会
舞
と
し
て
、
萬
歳
楽
、
延
喜
楽
、
央

宮
楽
、
綾
切
。
入
調
舞
と
し
て
、
春
鶯
（
噂
）
、
退
宿
禿
、
太
平
楽
、
皇
仁
庭
、

皇
豊
、
毘
衛
（
八
仙
）
、
五
常
楽
、
狛
棒
、
採
桑
老
、
新
蘇
（
輻
）
、
三
台
塩
、

敷
手
、
散
手
、
貴
徳
、
陵
王
、
落
踵
、
陪
櫨

こ
の
四
つ
の
部
分
に
分
類
す
る
方
法
は
、
平
野
健
次
監
修
「
四
天
王
寺
聖
霊
会
」

の
レ
コ
ー
ド
解
説
で
な
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。


