
供
養
舞
楽
と
法
会
形
式
の
変
遷
に
就
い
て

小

野

功

龍

　
、
供
養
舞
楽
の
四
ケ
法
要

　
今
日
迄
残
存
す
る
諸
大
寺
の
法
会
記
録
や
楽
書
等
か
ら
窺
う
に
、
平
安
朝
時
代

を
中
心
と
し
た
諸
大
寺
の
大
法
会
に
お
い
て
は
必
ず
「
四
ケ
法
要
」
が
依
用
せ
ら

れ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
こ
の
「
四
ケ
法
要
」
と
云
う
の
は
、
唄
、
散
華
、

梵
音
、
錫
杖
の
順
序
に
従
っ
て
こ
れ
等
四
種
の
声
明
及
び
こ
れ
に
と
も
な
う
作
法

の
構
成
の
上
に
執
行
せ
ら
れ
る
法
要
形
式
と
も
云
う
べ
き
も
の
で
あ
る
が
、
更
に

こ
の
法
要
が
執
行
せ
ら
れ
る
に
お
い
て
様
々
な
雅
楽
や
舞
楽
が
演
奏
せ
ら
れ
法
会

の
効
果
を
よ
り
一
層
高
め
る
べ
く
意
が
払
わ
れ
た
。
こ
れ
ら
四
ケ
法
要
、
舞
楽
、

雅
楽
の
三
者
に
依
っ
て
営
ま
れ
る
法
要
を
「
舞
楽
四
ケ
法
要
」
と
称
し
た
も
の
で

あ
る
。
こ
う
し
た
舞
楽
四
ケ
法
要
は
す
で
に
奈
良
朝
時
代
東
大
寺
大
仏
開
眼
供
養

会
に
見
ら
れ
る
も
の
で
は
あ
る
が
、
平
安
朝
時
代
に
入
る
に
及
ん
で
は
法
要
、
舞

踊
、
音
楽
の
三
者
が
各
々
有
機
的
に
結
合
し
、
更
に
そ
れ
は
平
安
朝
時
代
を
頂
点

と
し
て
一
つ
の
形
式
に
迄
昇
華
せ
ら
れ
る
に
至
っ
た
と
云
っ
て
も
良
い
。

　
こ
の
舞
楽
四
ケ
法
要
に
お
い
て
演
奏
さ
れ
る
舞
楽
を
、
依
用
き
れ
る
性
格
の
上

か
ら
大
別
す
る
と
次
の
二
つ
に
分
類
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

供
養
舞
楽
と
法
会
形
式
の
変
遷
に
就
い
て

　
ω
　
法
会
の
進
行
と
有
機
的
な
継
り
を
持
ち
、
且
つ
法
会
中
に
お
い
て
何
ら
か

　
　
　
の
儀
式
作
法
を
分
掌
す
る
も
の
。

　
②
　
法
会
が
畢
っ
て
後
、
参
拝
衆
の
法
楽
の
為
に
演
奏
さ
れ
る
も
の
。

　
こ
の
よ
う
な
分
類
は
貞
観
三
年
（
A
．
D
八
六
一
）
に
営
ま
れ
た
東
大
寺
大
仏

御
頭
供
養
会
（
別
掲
図
表
二
参
照
）
に
お
い
て
す
で
に
見
ら
れ
る
か
ら
、
少
く
と
　
4
4
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1

も
弘
仁
期
の
後
半
頃
に
は
成
立
し
て
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
『
東

大
寺
要
録
』
に
牧
め
ら
れ
た
こ
の
供
養
会
の
次
第
を
見
る
と
、
法
会
中
に
お
い
て

は
法
会
そ
の
も
の
に
組
込
ま
れ
た
所
の
乙
供
作
法
を
伴
っ
た
舞
楽
と
散
華
舞
楽
と

が
演
奏
さ
れ
て
お
り
、
法
会
が
終
っ
て
後
に
又
数
曲
の
舞
楽
が
演
奏
さ
れ
て
い

る
。
こ
の
法
会
後
の
舞
楽
に
就
い
て
は
、
同
要
録
に
牧
め
ら
れ
て
い
る
「
御
頭
供

養
日
記
」
に

　
「
…
…
前
略
…
…
究
願
質
権
二
男
願
一
　
又
導
師
説
了
退
レ
下
如
二
参
時
一
　
邑
楽

出
憐
二
廿
人
一
春
鶯
購
擁
了
退
出
就
二
本
座
一
次
出
二
喜
春
風
廿
人
一
件
憐
擬
レ
半
間

賀
陽
親
王
召
二
丁
近
衛
府
生
平
群
書
道
一
仰
レ
更
加
二
高
麗
楽
人
十
四
人
一
六
レ
憐
了

各
分
厚
二
本
握
一
。
酉
二
剋
素
適
陵
王
一
珍
事
過
半
也
　
更
加
二
八
人
一
令
二
取
棒
下
一
酉

四
剋
事
畢
分
散
。
」

二
九



供
養
舞
楽
と
法
会
形
式
の
変
遷
に
就
い
て

　
と
記
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
臨
時
に
曲
目
が
附
加
さ
れ
た
り
し
て
い
る
点
よ
り

考
え
合
わ
す
れ
ば
、
参
拝
衆
を
対
象
と
し
て
法
楽
的
余
興
的
な
目
的
の
為
に
行
わ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
註
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れ
て
い
る
こ
と
が
窺
わ
れ
よ
う
。
次
に
藤
原
期
中
期
に
入
っ
て
、
　
『
江
家
次
第
』

に
牧
め
ら
れ
た
永
保
二
年
（
A
．
D
一
八
〇
四
）
法
勝
寺
御
塔
供
養
会
の
次
第
（

別
掲
図
表
三
参
照
）
に
お
い
て
、
こ
＼
で
演
奏
せ
ら
れ
た
舞
楽
を
順
序
に
従
っ
て

抽
出
し
て
み
る
と
、

　
A
　
振
鉾
、
師
子
、
菩
薩
、
鳥
（
迦
陵
頻
）
、
蝶
（
胡
蝶
）

　
B
　
安
心
、
二
舞
、
万
歳
楽
、
散
手
、
大
平
楽
、
整
合
、
打
毬
楽
、
竜
王
（
蘭

　
　
　
聖
王
）
、
地
久
、
帰
（
貴
）
徳
、
林
歌

　
等
が
掲
げ
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
等
の
舞
楽
の
内
（
A
）
群
に
属
す
る
も
の
は
、
初

め
に
述
べ
た
ω
に
当
り
、
B
群
に
属
す
る
も
の
は
②
に
当
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。

こ
の
内
B
群
に
属
す
る
舞
楽
の
う
ち
、
安
摩
、
二
舞
を
除
い
た
他
の
曲
目
に
就
い

て
は
法
会
の
規
模
の
大
小
、
時
代
の
相
違
等
に
依
っ
て
、
法
数
の
多
少
や
曲
目
の

名
称
も
定
ま
ら
な
い
。

　
少
々
時
代
は
下
る
が
永
仁
四
年
（
A
．
D
二
一
九
六
）
頃
に
著
わ
さ
れ
た
と
云

　
　
　
　
　
註
3

わ
れ
て
い
る
『
残
夜
抄
』
に
は

　
「
…
…
前
略
…
…
左
右
楽
屋
乱
声
し
て
の
ち
又
乱
声
し
て
舞
人
ほ
こ
を
ふ
る
。

ま
つ
左
。
次
右
。
次
左
右
合
は
せ
ふ
る
。
こ
れ
を
ば
莚
舞
と
も
云
ふ
。
又
三
切
の

乱
声
と
も
い
ふ
。
其
後
師
子
こ
ま
い
ぬ
舞
事
も
あ
り
。
菩
薩
そ
り
こ
あ
り
。
出
願

蝶
も
ま
ふ
。
所
に
し
た
が
い
て
や
う
や
う
あ
り
。
法
会
の
舞
と
て
あ
り
。
又
供
養

の
舞
と
も
云
。
そ
れ
は
て
＼
の
ち
に
入
調
と
な
づ
け
て
安
摩
二
舞
と
て
有
。
其
の

後
の
舞
は
何
に
て
も
長
々
に
期
に
臨
時
に
煮
て
あ
ん
め
り
。
…
…
下
略
…
…
」

　
と
あ
り
、
こ
れ
に
依
れ
ば
振
鉾
、
師
子
、
狛
犬
、
菩
薩
、
蘇
利
古
、
鳥
、
蝶
等

三
〇

の
舞
を
供
養
の
舞
或
は
法
会
の
舞
と
称
し
、
安
摩
、
二
舞
等
法
会
畢
っ
て
後
に
奏

せ
ら
れ
る
舞
を
入
落
の
舞
と
称
し
、
法
会
に
お
け
る
舞
楽
の
二
種
の
区
別
を
判
然

と
さ
せ
て
い
る
。
中
就
ω
に
属
す
る
供
養
舞
の
曲
目
に
就
い
て
は
、
一
二
を
除
い

て
江
家
次
第
に
お
け
る
記
述
と
ほ
と
ん
ど
等
し
い
も
の
が
見
ら
れ
る
の
は
、
こ
れ

が
法
会
の
形
式
と
有
機
的
に
結
び
付
き
、
作
法
や
舞
迄
が
一
定
の
形
式
の
内
に
お

い
て
行
わ
れ
た
が
為
で
あ
ろ
う
。
事
実
平
安
朝
藤
原
中
期
以
降
の
法
会
記
録
を
見
．

る
と
、
供
養
舞
の
曲
目
及
び
そ
れ
ら
の
演
奏
順
序
に
至
る
迄
も
が
全
く
固
定
化
し

て
法
会
の
構
成
の
内
に
組
み
込
ま
れ
て
い
る
こ
と
が
解
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、

こ
う
し
た
供
養
舞
の
定
形
化
と
云
う
こ
と
を
又
一
方
か
ら
見
れ
ば
、
こ
れ
ら
の
供

養
舞
が
舞
楽
四
ケ
法
要
を
厳
修
す
る
う
え
に
不
可
欠
な
も
の
で
あ
っ
た
が
故
と
も

云
い
得
よ
う
。二

、
供
養
舞
楽
の
性
格

　
こ
れ
等
の
供
養
舞
は
法
会
の
内
に
お
い
て
い
な
か
る
作
法
を
分
掌
し
た
も
の
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
註
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あ
ろ
う
か
。
先
ず
法
会
の
胃
頭
に
奏
さ
れ
る
『
振
鉾
』
は
三
切
の
乱
声
と
も
云

い
、
法
会
の
開
始
に
先
立
っ
て
邪
気
を
払
い
会
場
を
鎮
め
る
為
に
演
奏
せ
ら
れ

る
。
次
に
現
わ
れ
る
師
子
は
法
会
を
司
る
導
師
及
び
式
衆
達
が
会
場
へ
参
入
す
る

際
に
こ
れ
等
を
出
迎
え
る
為
の
作
法
と
舞
と
を
演
奏
す
る
の
で
あ
る
。
導
師
を
初

め
と
し
て
式
遅
達
が
入
場
本
座
に
就
く
と
法
会
が
開
始
さ
れ
る
わ
け
で
あ
る
が
、

先
づ
胃
頭
に
行
わ
れ
る
作
法
は
惣
髪
に
続
く
桜
雲
作
法
で
あ
る
。
こ
れ
に
は
菩

薩
、
迦
陵
頻
、
胡
蝶
が
供
奉
し
た
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
こ
れ
ら
の
舞
人
達
が
供

物
或
は
供
花
を
捧
げ
て
舞
台
上
を
往
還
し
、
堂
前
に
て
僧
侶
に
伝
授
す
る
も
の

143



で
、
特
に
こ
れ
を
「
伝
供
」
と
称
し
、
所
謂
リ
レ
ー
式
の
献
供
作
法
を
行
っ
た
も

の
で
あ
る
。
こ
の
後
こ
れ
ら
の
メ
ン
バ
ー
に
依
っ
て
各
々
舞
楽
が
供
養
さ
れ
て
こ

の
作
法
が
終
了
す
る
の
で
あ
る
。
法
会
は
こ
れ
よ
り
釜
師
が
起
座
、
舞
台
上
に
唄

匿
を
越
し
、
引
続
き
散
華
大
行
道
へ
と
四
ケ
法
要
が
繰
り
拡
げ
ら
れ
て
い
く
わ
け

で
あ
る
。
従
っ
て
法
会
の
構
成
の
上
か
ら
考
え
る
と
、
こ
の
伝
供
作
法
を
以
て
先

づ
一
区
切
の
次
第
が
終
る
も
の
と
見
て
良
い
。

　
如
上
述
べ
来
っ
た
如
く
、
こ
れ
等
の
供
養
舞
は
法
会
中
に
お
け
る
作
法
を
各
々

分
掌
す
る
こ
と
に
依
っ
て
法
会
の
進
行
と
密
接
な
継
り
を
持
つ
に
至
っ
た
も
の
で

あ
る
。
こ
と
に
こ
れ
等
の
供
養
舞
が
法
会
の
前
半
に
置
か
れ
て
い
る
こ
と
は
、
参

拝
衆
を
し
て
宗
教
的
雰
囲
気
を
醸
成
せ
し
め
、
法
会
そ
の
も
の
に
速
や
か
に
導
入

せ
し
め
る
べ
き
意
図
が
含
ま
れ
て
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
事
実
治
安
二
年
藤

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
註
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原
道
長
の
法
成
寺
金
堂
供
養
の
有
様
を
述
べ
た
『
栄
華
物
語
』
の
記
述
に
お
い
て

は
、　

「
楽
章
の
乱
声
え
も
い
は
ず
お
ど
ろ
お
ど
う
し
き
に
師
子
の
子
供
引
き
つ
れ
て

舞
ひ
出
で
て
待
ち
迎
へ
奉
る
程
こ
の
世
の
事
と
も
見
え
ず
…
…
云
々
」

　
と
か

　
「
舞
台
の
上
に
て
さ
ま
ざ
ま
の
菩
薩
の
舞
ど
も
数
を
尽
し
、
又
童
子
の
蝶
鳥
の

舞
ど
も
た
だ
極
楽
も
か
く
こ
そ
は
と
想
ひ
や
り
よ
そ
へ
ら
れ
て
見
る
程
ぞ
い
と
思

ひ
や
ら
れ
て
そ
の
ゆ
ゑ
い
と
ど
め
で
た
き
…
…
云
々
。
」

　
等
と
見
ら
れ
る
如
く
参
拝
衆
を
し
て
耽
美
的
な
極
楽
壮
語
の
世
界
へ
没
入
せ
し

め
る
べ
く
所
期
の
効
果
を
演
出
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

供
養
舞
楽
と
法
会
形
式
の
変
遷
に
就
い
て

三
、
供
養
舞
楽
の
変
遷
と
法
会
形
式
と
の
関
係

　
前
項
に
お
い
て
は
供
養
舞
の
性
格
に
就
い
て
述
べ
来
っ
た
の
で
あ
る
が
、
次
に

こ
の
項
に
お
い
て
供
養
舞
楽
の
変
遷
の
過
程
と
法
要
形
式
と
の
関
係
に
就
い
て
論

を
進
め
た
い
。
就
い
て
は
本
文
と
共
に
別
掲
し
た
図
表
を
参
照
さ
れ
た
い
。
こ
の

図
表
は
各
時
代
に
お
け
る
舞
楽
四
ケ
法
要
の
例
を
抽
出
し
、
法
会
次
第
を
順
序
に

従
っ
て
略
記
し
た
も
の
で
あ
る
。

　
　
　
A
奈
良
朝
時
代
〔
別
掲
図
表
ω
参
照
〕

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
註
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我
国
に
残
存
す
る
法
会
記
録
の
内
で
最
古
の
も
の
は
、
『
東
大
寺
要
録
に
牧
め

ら
れ
た
天
平
勝
宝
四
年
（
A
．
D
七
五
二
）
東
大
寺
大
仏
開
眼
供
養
会
の
記
録
』

で
あ
る
。
こ
れ
に
依
れ
ば
梵
音
衆
、
唄
衆
、
散
華
衆
、
錫
杖
衆
等
に
緬
や
布
置
を
　
4
2

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
1

法
施
と
し
て
賜
給
せ
ら
れ
た
こ
と
が
見
え
、
従
っ
て
こ
の
時
代
に
は
す
で
に
四
ケ

法
要
の
形
式
を
以
っ
て
執
行
せ
ら
れ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
更
に
同
要
録
に
は
、

こ
の
時
に
演
奏
せ
ら
れ
た
楽
舞
の
曲
目
が
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
依
れ
ば
、
大

歌
憐
、
久
米
憐
、
楯
伏
擁
、
伎
楽
、
高
麗
楽
、
度
羅
楽
、
漢
躍
歌
、
唐
楽
、
唐
散

楽
、
林
邑
楽
、
跳
子
名
等
の
楽
舞
が
演
奏
さ
れ
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
が
、
こ

れ
ら
の
楽
舞
が
法
会
の
進
行
と
何
ら
か
の
継
り
を
も
っ
て
演
奏
せ
ら
れ
た
の
か
或

は
単
に
余
興
的
な
意
味
を
以
っ
て
演
奏
せ
ら
れ
た
も
の
な
の
か
具
体
的
に
は
解
ら

な
い
が
、
こ
の
法
会
次
第
を
通
暁
す
る
に
、
法
会
の
主
要
な
部
分
（
法
要
の
部
分

）
即
ち
大
仏
開
眼
作
法
や
華
厳
経
の
講
説
等
が
先
に
行
な
わ
れ
、
し
か
る
後
に
様

々
な
歌
舞
が
演
奏
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
む
し
ろ
余
興
的
な
意
味
合
い
の
方
が
強
か

っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
の
点
後
世
平
安
朝
時
代
に
確
立
し
た
舞
楽
四
ケ
法
要

一
三



供
養
舞
楽
と
法
会
形
式
の
変
遷
に
就
い
て

と
は
そ
の
趣
が
大
い
に
異
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
供
養
舞
楽
が
無
か
っ
た
か

と
云
え
ば
一
概
に
そ
う
も
云
え
な
い
。
例
え
ば
東
大
寺
要
録
に
は
、

　
「
妓
楽
」

　
と
か

　
「
度
羅
楽
四
周
行
道
二
潮
回
畢
」

　
等
の
記
述
が
見
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
伎
楽
と
度
羅
楽
と
は
法
会
の
進
行

の
上
で
、
他
の
楽
舞
よ
り
も
か
な
り
深
い
関
連
性
を
持
っ
て
い
た
と
も
考
え
ら
れ

る
。
す
な
わ
ち
伎
楽
は
諸
手
の
入
場
に
先
立
っ
て
会
場
に
参
入
す
る
も
の
で
あ
る

が
、
特
に
「
撃
鼓
六
十
人
」
と
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
撃
鼓
の
一
群
が
特
に
入

場
の
際
に
は
行
進
の
推
進
役
を
果
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
伎
楽

そ
の
も
の
が
聖
徳
太
子
の
摂
受
以
来
、
寺
院
の
式
楽
と
し
て
の
目
的
の
為
に
依
用

さ
れ
来
っ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
論
を
ま
だ
な
い
が
、
又
伎
楽
に
お
い
て
鼓
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
註
7

そ
の
楽
器
と
し
て
重
要
さ
れ
た
こ
と
は
、
　
『
令
集
解
』
に
も

　
「
伎
楽
師
一
人
　
掌
教
皇
楽
生
其
生
　
以
早
戸
為
之
腰
鼓
生
漆
之

腰
鼓
師
二
人
　
掌
教
腰
鼓
生
　
使
部
二
十
人
直
丁
二
人
蔓
紫
」

　
と
あ
る
よ
う
に
、
腰
鼓
師
二
人
を
設
け
、
而
も
腰
鼓
生
を
楽
戸
よ
り
採
用
す
る

等
の
措
置
が
講
じ
ら
れ
た
こ
と
か
ら
も
考
え
ら
れ
よ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
註
8

　
又
、
度
野
咲
は
『
天
平
三
年
置
A
，
D
七
三
〇
）
六
月
雅
楽
寮
雅
楽
生
の
員
数

制
定
』
の
際
に
は
、
大
唐
楽
三
九
人
三
韓
楽
三
八
人
に
対
し
て
度
羅
楽
が
六
二
人

も
の
多
数
を
占
め
て
居
り
、
当
時
の
こ
の
楽
の
隆
盛
が
忍
ば
れ
る
も
の
で
は
あ
る

が
、
こ
の
度
逸
楽
の
内
容
に
就
い
て
は
、
　
「
令
集
解
古
記
別
記
の
項
」
に

　
「
度
羅
傷
師
一
人
　
歌
師
一
人
　
婆
理
憐
六
人
　
二
人
持
刀
心
四
人
○
立

久
太
憐
廿
人
　
那
禁
女
憐
五
人
三
人
憐
人
二
人
花
取
、
韓
与
楚
奪
レ
女
憐
女
廿
人

三
二

中
五
人
著
甲
帯
レ
刀
　
右
四
憐
度
羅
之
楽
」

　
と
あ
る
と
こ
ろ
が
ら
推
し
て
可
成
り
大
規
模
に
し
て
劇
的
内
容
を
備
え
た
歌
舞

で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
こ
の
点
伎
楽
に
似
た
趣
を
持
っ
た
も
の
で
あ
っ
た

と
も
窺
い
得
る
。
伎
楽
自
体
が
行
道
的
要
素
と
演
劇
的
要
素
の
濃
厚
な
も
の
で

　
　
　
　
　
　
　
註
9

あ
っ
た
こ
と
は
、
　
『
教
訓
抄
巻
四
』
の
著
明
な
記
述
か
ら
も
明
臼
で
あ
り
。
し
か

も
こ
れ
等
二
つ
の
歌
舞
は
当
時
欄
熟
期
に
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
、
寺
院
の
式
楽
或

は
余
興
楽
と
し
て
の
主
流
を
占
め
て
い
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
。
こ

と
に
先
掲
し
た
東
大
寺
要
録
の
記
述
に
も
示
さ
れ
る
よ
う
に
度
羅
楽
も
又
伎
楽
と

同
じ
く
行
道
に
関
連
の
あ
る
楽
舞
で
で
も
あ
っ
た
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
。
元
来
、

仏
会
に
お
い
て
、
行
道
が
重
用
さ
れ
る
こ
と
は
、
古
来
我
国
の
み
な
ら
ず
行
像
供

養
等
大
陸
の
仏
会
の
記
録
に
も
多
く
散
見
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
従
っ
て
天
平
時

代
に
至
り
、
す
で
に
唐
楽
、
三
韓
楽
、
林
邑
楽
等
の
外
邦
聖
楽
が
土
着
し
、
そ
の
　
4
1

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
1

萌
芽
が
始
ま
る
に
従
っ
て
従
来
の
式
楽
た
る
伎
楽
や
度
羅
楽
車
は
、
そ
の
本
然
の

姿
か
ら
行
道
を
彩
る
面
に
焦
点
が
向
け
ら
れ
る
に
至
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
よ
っ

て
こ
の
大
仏
開
眼
供
養
会
に
は
、
唐
楽
が
そ
の
大
部
分
を
占
め
て
は
居
る
が
、
供

養
楽
と
し
て
は
依
然
と
し
て
伎
楽
を
初
め
と
し
て
度
羅
楽
等
が
法
要
形
式
の
内
に

主
流
を
占
め
て
い
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
歌
舞
が
法
会
そ
の
も

の
と
ど
の
よ
う
な
継
り
を
以
っ
て
演
奏
さ
れ
た
も
の
か
具
体
的
に
は
解
ら
な
い

が
、
こ
れ
ら
の
性
格
の
上
か
ら
考
え
て
、
後
世
平
安
朝
時
代
に
見
ら
れ
る
よ
う
な

法
要
と
の
緊
密
な
継
り
は
行
道
等
の
作
法
を
除
い
て
は
あ
ま
り
深
い
も
の
と
は
考

え
ら
れ
な
い
。
む
し
ろ
歌
舞
そ
の
も
の
、
本
質
と
し
て
は
余
興
的
要
素
の
強
か
っ

た
も
の
で
あ
ろ
う
。



B
　
平
安
朝
時
代
弘
仁
期
〔
別
掲
図
表
ω
参
照
〕

　
平
安
朝
時
代
に
入
っ
て
嵯
峨
、
志
和
、
仁
明
の
亡
帝
に
亘
る
弘
仁
期
の
前
半
に

楽
器
豊
里
等
の
上
に
大
幅
な
改
正
が
施
さ
れ
、
所
謂
日
本
的
雅
楽
舞
楽
が
拾
頭

し
、
我
国
音
楽
舞
踊
史
の
上
に
新
し
い
局
面
が
転
回
さ
れ
て
く
る
わ
け
で
あ
る

が
、
こ
の
改
革
後
間
も
な
く
し
て
営
ま
れ
た
の
が
貞
観
三
年
（
A
。
D
八
六
一
）

の
東
大
寺
大
仏
御
頭
供
養
会
で
あ
る
。
こ
の
法
会
の
有
様
に
就
い
て
は
三
代
実
録

に
も
述
べ
ら
れ
て
い
る
が
、
前
項
に
掲
げ
た
東
大
寺
要
録
に
詳
し
い
記
載
が
あ

り
、
こ
れ
は
弘
仁
期
に
お
け
る
代
表
的
大
法
会
の
記
録
と
し
て
貴
重
な
も
の
で
あ

る
。
こ
の
御
頭
供
養
会
と
前
代
の
開
眼
供
養
会
と
を
比
較
す
る
と
法
会
の
形
式
の

上
に
可
成
り
相
違
の
あ
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
唄
、
散
華
、
梵
音
、

錫
杖
に
よ
る
四
ケ
法
要
の
順
序
が
明
確
に
示
さ
れ
、
且
つ
式
衆
の
往
還
の
際
に
は

新
鉱
や
高
麗
楽
が
奏
さ
れ
て
行
進
曲
の
役
目
を
果
し
て
い
る
。
又
前
項
に
も
述
べ

た
如
く
供
養
舞
楽
と
入
調
舞
楽
の
区
別
が
行
な
わ
れ
、
而
も
供
養
舞
は
法
会
の
初

め
に
行
な
わ
れ
て
い
る
等
、
舞
楽
四
ケ
法
要
の
形
式
の
根
本
的
な
骨
子
は
こ
の
こ

ろ
に
成
立
し
て
い
た
こ
と
が
分
明
す
る
わ
け
で
あ
る
。

　
た
だ
此
所
に
演
奏
せ
ら
れ
て
い
る
供
養
舞
は
、
後
世
に
見
ら
れ
る
供
養
舞
楽
と

少
々
趣
を
異
に
す
る
も
の
が
あ
る
が
、
中
の
あ
る
舞
楽
は
大
い
に
示
唆
を
与
え
た

も
の
と
考
え
ら
れ
る
点
も
少
く
は
な
い
。

　
東
大
寺
要
録
中
の
法
会
次
第
と
御
頭
供
養
日
記
の
記
載
と
を
校
合
し
こ
れ
等
の

供
養
舞
を
演
奏
順
に
列
記
し
て
み
よ
う
。

　
一
、
林
邑
楽
人
に
依
る
普
賢
菩
薩
象
雲
鳥
迦
陵
頻
等
の
舞
と
献
供
作
法

　
二
、
古
楽
に
依
り
多
門
天
王
と
従
鬼
十
四
人
、
吉
祥
天
女
と
従
天
女
達
廿
人
に

供
養
舞
楽
と
法
会
形
式
の
変
遷
に
就
い
て

　
　
　
依
る
献
供
作
法
と
舞

三
、
殿
上
天
人
楽
…
…
大
自
在
天
と
天
人
に
依
る
散
華
舞
楽

　
先
ず
〔
一
〕
に
就
い
て
は
東
大
寺
要
録
会
通
式
の
項
に

　
「
調
讃
唱
間
　
普
賢
菩
薩
象
王
台
上
舞
畢
　
象
王
北
面
而
立
　
伽
陵
頻
伽
二
行

対
立
奏
」

と
あ
り
、
御
頭
供
養
日
記
に
は
そ
の
献
供
作
法
の
有
様
を

　
「
午
二
剋
本
寺
林
業
楽
人
薄
禿
捧
一
一
供
盛
物
等
】
。
東
西
分
経
二
憐
台
一
参
二
於
堂

上
一
道
レ
置
。
即
有
二
一
人
養
畜
一
立
於
前
一
其
像
皆
構
二
侮
台
一
菩
薩
着
二
其
上
一
。
白

象
独
留
二
憐
台
一
待
二
仏
巧
者
一
。
自
レ
堂
画
品
憐
凡
退
手
摩
二
本
座
一
。
」

と
記
し
て
い
る
。
こ
れ
に
依
れ
ば
導
師
、
究
願
下
、
式
衆
等
の
入
場
が
終
り
、

法
会
の
開
始
に
先
立
っ
て
林
下
楽
人
を
中
心
と
し
た
鳥
（
迦
陵
頻
）
、
菩
薩
等
が

供
物
の
盛
物
を
仏
前
に
献
じ
た
後
供
三
楽
を
演
奏
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
陶

菩
薩
が
「
普
賢
菩
薩
」
を
象
っ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
が
故
で
あ
ろ
う
か
象
に
乗

っ
て
舞
台
上
に
現
わ
れ
献
供
を
行
っ
た
も
の
で
あ
る
。
又
そ
の
象
も
「
象
王
舞
」

と
あ
る
か
ら
舞
を
奏
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
従
っ
て
こ
れ
は
人
間
が
象
の
冠
物
を

著
け
て
姿
を
擬
し
た
も
の
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
等
の
内
容
か
ら
窺
う
に

今
で
は
想
像
も
で
き
ぬ
よ
う
な
大
規
模
に
し
て
演
劇
的
要
素
を
多
分
に
含
ん
だ
献

供
作
法
と
供
養
舞
楽
が
行
な
わ
れ
た
こ
と
を
知
る
の
で
あ
る
。
又
、
仏
教
的
色
彩

の
濃
厚
な
内
容
は
、
こ
れ
が
供
養
舞
楽
た
る
資
格
を
充
分
に
謡
う
る
に
足
る
も
の

で
あ
っ
た
と
も
云
え
よ
う
。
而
も
こ
の
一
連
の
作
法
と
供
養
舞
は
こ
れ
を
構
成
す

る
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
と
し
て
菩
薩
、
迦
陵
頻
等
が
含
ま
れ
て
居
り
、
更
に
こ
れ
ら
が

林
邑
楽
の
一
部
で
あ
る
こ
と
な
ど
か
ら
考
え
て
、
後
世
藤
原
期
に
お
い
て
依
用
せ

ら
れ
た
と
こ
ろ
の
供
花
差
替
作
法
の
源
流
的
な
形
を
示
す
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は

三
三



供
養
舞
楽
と
法
会
形
式
の
変
遷
に
就
い
て

明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

　
又
、
東
大
寺
要
録
に
は
、
こ
の
舞
楽
と
天
人
楽
に
対
し
て
、

　
「
新
造
舞
　
唐
碑
面
某
位
文
屋
弘
富
、
新
造
音
声
笛
師
某
位
豊
野
部
大
田
麿
」

　
と
記
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
こ
れ
ら
の
供
養
舞
楽
は
文
屋
弘
富
の
按
舞
、
和

述
部
大
田
麿
の
作
曲
に
な
る
新
作
舞
楽
で
あ
る
と
云
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
が
、
按

舞
者
の
文
屋
弘
富
に
就
い
て
は
、
目
下
文
献
に
そ
の
名
前
や
事
蹟
等
に
就
い
て
記

さ
れ
た
も
の
が
無
い
の
で
不
明
で
あ
る
が
、
三
遍
部
大
田
麿
に
就
い
て
は
「
三
代

実
録
」
に
も
数
度
に
亘
っ
て
の
記
載
が
見
ら
れ
、
後
世
の
楽
書
に
も
そ
の
名
前
を

散
見
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
そ
れ
等
に
依
れ
ば
、
彼
は
右
京
出
身
の
笛
吹
者
で

雅
楽
寮
の
権
大
允
迄
行
っ
た
人
で
あ
り
、
朝
廷
よ
り
も
重
用
さ
れ
た
音
楽
者
で
あ

っ
た
。
さ
て
菩
薩
を
中
心
と
す
る
こ
の
供
養
舞
楽
は
先
述
の
如
く
林
邑
楽
の
一
部

で
あ
る
。
林
邑
楽
は
、
天
平
の
大
仏
開
眼
供
養
会
に
導
師
と
し
て
推
挙
さ
れ
た
菩

提
遷
那
と
共
に
天
平
八
年
（
A
．
D
七
三
五
）
我
国
に
来
朝
し
た
林
邑
僧
仏
哲
の

将
来
し
た
も
の
と
云
わ
れ
て
い
る
。
斯
の
楽
は
後
に
大
安
寺
に
玉
戸
が
置
か
れ
、

大
仏
開
眼
供
養
会
に
は
三
舞
演
奏
さ
れ
更
に
平
安
朝
の
初
大
同
二
年
（
A
．
D
八

〇
七
）
三
月
雅
楽
適
適
楽
師
の
制
定
に
あ
っ
て
は
楽
師
が
二
名
設
け
ら
れ
て
い

る
。
従
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
斯
楽
の
推
移
の
上
か
ら
考
え
る
と
、
こ
＼
に
見
ら
れ

る
文
屋
弘
富
、
和
蓬
部
大
田
麿
両
者
の
手
に
成
る
新
造
舞
、
新
造
音
声
と
云
う
の

は
、
創
作
と
云
う
よ
り
寧
ろ
改
作
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
即
ち
古
哲
等
依
っ
て

我
国
に
将
来
さ
れ
た
林
邑
楽
の
レ
パ
」
ト
リ
ー
の
内
か
ら
、
菩
薩
迦
陵
頻
等
の
仏

教
的
な
意
味
あ
る
部
分
を
抽
出
し
、
改
作
の
手
を
加
え
た
後
供
養
舞
楽
と
し
て
供

し
た
も
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
依
っ
て
こ
の
こ
と
は
菩
薩
を
中
心
と
し
た
一
連
の

需
供
所
作
と
供
養
舞
楽
の
発
生
を
窺
う
上
に
重
要
な
ポ
イ
ン
ト
を
示
唆
す
る
も
の

三
四

と
云
え
よ
う
。

　
〔
二
〕
の
舞
に
つ
い
て
は
、
要
録
に
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
人
捧
大
桃
二
人
者
大
捧
柘
榴
二
人
者

　
「
以
二
古
楽
一
次
曲
多
門
天
王
言
霊
鬼
十
四
人

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
三
繭
実
二
人
一
人
者
持
弓
二
人
者

灘
虐
都
濃
齊
融
捧
吉
祥
天
女
率
二
三
三
廿
人
斗
額
雛
難
嬬
姫

鳶
言
置
泊
泓
奎
欠
東
西
相
列
所
生
具
奉
・
献
・
仏
煎
献
供
畢
還
立
・

台
上
東
西
一
従
天
女
十
六
人
奉
舞
畢
　
下
レ
台
着
二
本
握
一
。
」

　
と
記
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
こ
れ
も
又
、
〔
一
〕
の
舞
と
同
様
献
供
作
法
を
と
も
な

っ
た
供
養
舞
で
あ
っ
た
こ
と
が
解
る
が
、
こ
の
記
述
以
外
に
何
も
記
さ
れ
た
も
の

が
見
ら
れ
な
い
か
ら
、
そ
の
実
態
に
就
い
て
は
解
ら
な
い
。

　
〔
三
〕
の
天
人
楽
は
前
の
二
つ
の
舞
楽
が
献
供
作
法
を
と
も
な
っ
た
供
養
舞
楽
で

あ
る
の
に
対
し
て
こ
れ
は
散
華
舞
楽
で
あ
る
。
要
録
に
は

「
次
殿
上
天
人
楽
次
二
大
自
在
天
王
町
・
従
天
人
山
高
＋
人
酷
杁
蕪
螺
花

東
西
相
盛
廻
列
二
台
上
一
首
欠
［
欠
音
讃
二
嘆
仏
一
日
…
…
中
略
－
…
・
讃
畢
散
所
藁
筆

花
一
郭
紛
而
下
二
供
花
一
寸
奏
レ
舞
各
隠
居
」

　
と
あ
っ
て
天
人
が
華
厳
経
の
偶
頒
を
唱
え
つ
、
散
華
舞
楽
を
奏
し
た
も
の
で
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
註
－
o

る
。
又
こ
の
舞
は
『
三
代
実
録
』
に
は
「
大
仏
殿
第
一
層
上
結
構
島
影
」
と
あ

り
、
東
大
寺
要
録
の
会
陰
装
束
の
項
に
は
、

　
　
「
小
傷
鼻
髭
獄
造
立
大
殿
中
層
南
面
天
人
楽
所
」

　
と
記
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
が
ら
、
庭
上
に
設
け
ら
れ
た
大
舞
台
で
行
な
わ
れ
た

も
の
で
は
な
く
、
大
仏
殿
の
中
層
に
小
舞
台
を
設
け
、
こ
㌧
か
ら
会
場
へ
散
華
を

行
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
即
ち
庭
上
に
お
け
る
法
会
の
平
面
的
な
進
行
に
対

応
し
て
立
体
的
な
効
果
を
試
み
た
も
の
と
も
云
え
よ
う
。
こ
う
し
た
大
規
模
な
演

139



出
は
後
世
藤
原
期
に
入
っ
て
も
あ
ま
り
見
ら
れ
な
い
。
例
え
ば
藤
原
期
の
中
期
頃

に
あ
た
る
治
安
二
年
（
A
．
D
一
〇
二
二
）
藤
原
道
長
の
法
成
寺
金
堂
供
養
会
に

は　
「
鐘
楼
経
蔵
之
上
鞍
欠
白
色
帰
花
早
早
而
欠
瓢
零
…
…
云
々
」
…
と
あ
り
、
鐘

楼
と
経
蔵
の
上
か
ら
庭
上
に
お
い
て
進
行
す
る
散
華
大
行
道
と
対
応
し
て
散
華
・
さ

れ
た
も
の
で
あ
る
。
又
、
こ
れ
は
「
同
有
行
道
三
士
」
と
註
記
さ
れ
て
い
る
こ
と

か
ら
、
舞
人
の
手
に
依
る
も
の
で
は
な
く
、
法
会
の
式
衆
た
る
兼
学
の
手
に
依
っ

て
為
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

　
又
、
承
暦
元
年
（
A
．
D
　
一
〇
七
七
）
臼
河
天
皇
の
御
願
寺
「
法
勝
寺
供
養
記

」
に
は

　
　
「
左
右
廻
廊
裳
層
上
封
楽
天
菩
薩
立
直
種
之
色
花
」

　
と
あ
り
、
会
中
に
お
け
る
散
華
大
行
道
と
は
別
に
法
会
の
開
始
に
先
立
っ
て
行

わ
れ
た
。
即
ち
こ
れ
は
伽
藍
の
廻
廊
の
裳
層
の
上
に
設
け
ら
れ
た
特
設
舞
台
か

ら
、
楽
天
菩
薩
に
扮
し
た
人
達
に
依
っ
て
散
華
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

　
か
よ
う
に
藤
原
時
代
の
中
期
頃
即
ち
西
紀
千
年
よ
り
千
百
年
頃
迄
の
記
録
に
は

こ
の
よ
う
な
演
出
が
折
々
見
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
と
て
も
散
華
の
行
わ

れ
る
場
所
や
時
期
に
お
い
て
は
皆
ま
ち
ま
ち
で
あ
る
か
ら
一
つ
の
形
式
た
る
に
は

至
ら
な
か
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
し
こ
う
し
た
藤
原
期
に
お
け
る
散
華
所

作
の
演
出
は
御
頭
供
養
会
に
お
け
る
天
人
楽
に
範
を
採
っ
て
い
る
の
か
も
知
れ
な

い
。

　
こ
の
よ
う
に
貞
観
三
年
の
大
仏
御
頭
供
養
会
は
、
舞
楽
四
ケ
法
要
の
構
成
及
び

形
式
を
決
定
づ
け
、
数
々
の
供
養
舞
楽
の
拾
頭
を
促
し
た
点
に
お
い
て
我
国
法
会

史
上
看
過
す
べ
か
ら
ざ
る
も
の
が
あ
る
。
即
ち
こ
の
法
会
の
記
録
に
お
い
て
舞

供
養
舞
楽
と
法
会
形
式
の
変
遷
に
就
い
て

楽
、
雅
楽
に
依
っ
て
法
要
そ
の
も
の
が
有
機
的
に
進
行
せ
し
め
ら
れ
る
構
成
が
、

弘
仁
期
に
は
す
で
に
確
立
し
て
い
た
こ
と
を
明
確
に
証
明
す
る
も
の
で
あ
り
、
文

屋
弘
富
、
和
遍
部
大
田
麿
等
の
人
々
に
依
る
供
養
舞
楽
特
に
献
供
作
法
と
一
連
の

供
養
舞
の
改
作
は
、
後
世
に
伝
わ
る
こ
の
種
の
供
養
舞
楽
の
成
立
年
代
を
こ
の
時

期
に
推
定
せ
し
め
る
拠
所
と
も
な
る
。
こ
の
時
代
と
し
て
は
こ
の
他
に
貞
観
一
六

年
（
A
．
D
八
七
四
）
三
月
廿
三
日
に
営
ま
れ
た
貞
観
寺
供
養
会
が
掲
げ
ら
れ
る

　
　
　
　
　
註
1
1

で
あ
ろ
う
。
　
『
三
代
実
録
』
に
は

　
「
…
…
前
略
雅
楽
寮
唐
高
麗
楽
大
安
寺
林
邑
興
福
寺
天
人
等
楽
更
奏
　
先
是
預

教
公
子
王
孫
年
少
者
世
人
想
出
逓
奏
…
…
」

　
と
記
さ
れ
て
い
る
が
、
特
に
大
安
寺
の
林
邑
楽
、
興
福
寺
の
天
人
楽
、
更
に
舞

を
教
習
し
て
い
る
公
子
王
孫
の
子
弟
四
〇
人
等
の
特
筆
事
項
は
、
こ
の
法
会
も
又

御
頭
供
養
会
と
同
趣
の
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
忍
ば
れ
る
・
　
　
　
　
3
8

C
　
平
安
朝
時
代
藤
原
期
初
期

　
藤
原
期
に
入
っ
て
そ
の
初
期
に
あ
た
る
時
代
の
法
会
記
録
は
あ
ま
り
残
存
し
て

い
な
い
の
で
此
の
間
の
推
移
に
就
い
て
は
あ
ま
り
詳
し
く
解
ら
な
い
が
、
北
嶺
に

お
い
て
天
元
三
年
（
A
。
D
九
八
○
）
九
月
三
日
に
営
ま
れ
た
「
中
堂
供
養
の
記

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
註
1
2

録
」
が
見
ら
れ
る
。
こ
れ
は
『
叡
岳
要
記
』
に
牧
録
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る

が
、
こ
れ
に
依
れ
ば
前
期
に
見
ら
れ
た
様
々
な
供
養
舞
楽
の
姿
は
消
え
て
、
供
花

の
為
の
菩
薩
八
人
、
鳥
（
迦
陵
頻
）
舞
童
八
人
、
胡
蝶
舞
童
人
の
他
に
、
唐
名
天

人
讃
仏
楽
と
称
す
る
も
の
と
高
麗
名
器
童
謡
豊
楽
と
称
す
る
新
作
の
供
養
舞
楽
が

二
六
人
の
論
蔵
に
依
っ
て
演
奏
さ
れ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
恐
ら
く
こ
れ
ら
は
唐

三
五



供
養
舞
楽
と
法
会
形
式
の
変
遷
に
就
い
て

楽
系
統
左
方
の
舞
楽
と
し
て
の
天
人
讃
仏
楽
と
高
麗
楽
系
統
右
方
と
し
て
の
舞
楽

仙
童
供
花
楽
と
を
以
っ
て
番
舞
の
如
き
形
を
持
っ
て
行
わ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う

か
。
更
に
天
人
讃
仏
楽
は
、
そ
の
名
称
よ
り
推
し
て
貞
観
の
御
頭
供
養
会
に
お
け

る
天
人
楽
と
同
趣
の
如
き
も
の
と
も
考
え
ら
れ
る
し
仙
童
供
花
楽
の
方
は
文
字
通

り
供
花
を
行
う
供
養
舞
で
あ
っ
た
も
の
だ
ろ
う
。
こ
れ
ら
の
新
作
舞
楽
と
称
せ
ら

れ
る
も
の
が
、
全
く
の
創
作
に
な
る
も
の
か
或
は
従
来
の
舞
曲
よ
り
改
作
さ
れ
た

も
の
で
あ
る
の
か
こ
れ
だ
け
の
記
述
の
み
か
ら
は
分
明
な
ら
ざ
る
も
、
こ
の
時
期

は
前
期
に
継
い
で
、
未
だ
様
々
な
供
養
舞
楽
の
試
み
が
施
さ
れ
て
居
た
こ
と
を
窺

う
の
で
あ
る
。
更
に
先
述
し
た
番
舞
の
関
係
と
し
て
は
、
菩
薩
、
迦
陵
頻
に
加
っ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
註
1
3

て
胡
蝶
が
供
養
舞
楽
と
し
て
組
込
ま
れ
て
い
る
。
胡
蝶
は
『
古
今
著
聞
集
』
に
延

長
六
年
（
A
．
D
九
二
八
）
閏
七
月
六
日
、
宇
多
天
皇
童
相
撲
上
覧
の
折
に
、
曲

笛
七
型
朝
臣
、
按
舞
式
部
卿
親
王
の
手
に
依
る
新
作
舞
楽
と
し
て
演
奏
せ
ら
れ
た

　
　
　
　
　
　
　
註
1
4

記
述
が
見
え
、
又
『
体
土
羽
』
に
は
延
喜
六
年
（
A
，
D
九
〇
六
）
に
初
演
せ
ら

れ
た
と
も
見
え
る
か
ら
少
く
と
も
延
喜
年
間
か
ら
延
長
年
間
に
亘
る
二
二
年
の
間

に
製
作
せ
ら
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
又
教
訓
抄
を
初
め
と
し
た
様
々
な
楽
書
に
は

迦
陵
頻
と
の
番
舞
に
就
い
て
の
記
述
が
見
ら
れ
る
か
ら
、
左
方
舞
楽
系
の
迦
陵
頻

に
対
し
て
右
方
高
麗
楽
系
胡
蝶
が
供
養
舞
楽
に
も
採
り
入
れ
ら
れ
て
、
献
奏
衆
と

し
て
メ
ン
バ
ー
を
構
成
す
る
に
至
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
従
っ
て
菩
薩
、
迦
陵

頻
、
胡
蝶
に
依
る
一
連
の
忠
恕
作
法
と
供
養
舞
の
確
立
は
延
喜
延
長
年
間
よ
り
天

元
年
間
に
至
る
間
、
即
ち
九
百
年
置
の
末
期
頃
に
成
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

D
　
平
安
朝
時
代
藤
原
期
中
期
〔
別
掲
図
表
㈲
参
照
〕

三
六

　
こ
れ
が
藤
原
期
中
期
、
天
元
三
年
よ
り
四
二
年
経
た
治
安
二
年
藤
原
道
長
の
法

成
寺
金
堂
供
養
記
に
依
れ
ば
前
項
に
述
べ
た
如
き
舞
楽
四
ケ
法
要
の
形
式
が
整
っ

て
来
た
こ
と
が
解
る
。
即
ち
振
鉾
や
師
子
等
の
舞
と
作
法
が
己
に
行
わ
れ
て
い

る
。
就
中
、
こ
の
供
養
舞
と
し
て
の
師
子
が
、
伎
楽
の
系
統
を
引
く
も
の
で
あ
る

　
　
　
　
回
路
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
三

こ
と
は
、
　
『
形
態
の
上
に
お
け
る
両
者
の
類
似
』
或
は
『
伴
奏
の
楽
器
編
成
の
類

似
』
の
諸
点
か
ら
考
え
得
る
が
爾
来
様
々
な
学
問
分
野
よ
り
も
解
明
さ
れ
て
い

る
。
伎
楽
は
飛
鳥
奈
良
朝
時
代
を
中
心
と
し
て
平
安
朝
初
期
に
至
る
迄
仏
教
的
芸

能
と
し
て
隆
盛
を
極
め
て
い
た
こ
と
は
著
明
な
事
実
で
あ
る
。
弘
仁
期
に
お
い
て

は
、
東
大
寺
要
録
中
の
「
恵
運
僧
都
記
録
文
」
の
中
に
法
隆
寺
の
献
じ
た
伎
楽
の

記
述
が
あ
ザ
、
恐
ら
く
行
道
に
は
伎
楽
が
用
い
ら
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
し
、
こ
と

に
そ
の
伎
楽
の
先
頭
を
務
め
る
の
が
こ
の
師
子
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
　
「
教
訓
抄
の

記
述
」
や
、
「
法
隆
寺
西
大
寺
等
の
資
財
帳
に
見
ら
れ
る
伎
楽
調
度
の
書
列
」
か
　
3
7

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
1

ら
も
明
ら
か
で
あ
る
か
ら
、
舞
楽
が
隆
盛
で
あ
っ
た
以
上
こ
の
よ
う
な
供
養
舞
楽

と
し
て
の
師
子
の
出
現
は
未
だ
必
要
が
無
か
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
又
、
藤
原
時

　
　
　
　
　
　
　
　
註
1
7

代
に
入
っ
て
か
ら
も
『
延
喜
式
』
の
記
述
か
ら
斉
会
等
に
伎
楽
が
用
い
ら
れ
て
い

る
こ
と
が
解
る
が
、
こ
の
よ
う
な
こ
と
か
ら
推
し
て
、
未
だ
此
頃
に
は
伎
楽
が
残

存
し
て
諸
寺
の
大
法
会
に
際
し
て
も
依
用
さ
れ
て
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
然

る
に
藤
原
時
代
の
中
期
に
な
っ
て
舞
楽
が
次
第
に
衰
退
の
一
途
を
辿
る
に
従
っ
て

具
体
的
な
劇
的
内
容
を
備
え
た
舞
楽
の
他
の
演
目
の
中
か
ら
比
較
的
抽
象
的
な
舞

で
あ
る
師
子
だ
け
が
抽
出
さ
れ
て
、
こ
㌧
に
供
養
舞
楽
と
し
て
の
師
子
の
舞
が
成

立
す
る
に
至
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
と
考
え
る
。

　
菩
薩
、
迦
陵
頻
、
胡
蝶
に
依
る
干
菜
は
も
と
よ
り
行
な
わ
れ
て
い
る
が
、
こ
の

菩
薩
の
舞
に
就
い
て
は
「
…
…
前
略
…
…
菩
薩
八
人
着
鐘
楼
台
草
塾
渡
中
鳥
南
着



之
更
発
菩
薩
行
道
楽
先
菩
薩
舞
舞
台
楼
上
同
舞
」

　
と
記
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
庭
上
の
舞
台
と
対
応
し
て
鐘
楼
上
に
設
け
ら
れ
た
三

一
に
於
て
も
三
舞
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
又
先
述
し
た
如
く
、
鐘
楼
と
経
蔵
の
上

か
ら
立
体
的
な
散
華
を
行
な
う
等
、
最
も
平
安
朝
ら
し
い
耽
美
的
な
雰
囲
気
の
内

に
極
楽
荘
厳
の
世
界
を
現
出
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。

E
藤
原
期
末
期
以
降
〔
別
掲
図
表
ω
㈲
参
照
〕

　
藤
原
時
代
中
期
よ
り
末
期
に
掛
け
て
は
、
永
保
三
年
の
法
勝
寺
塔
供
養
記
に
見

ら
れ
る
よ
う
な
形
に
統
一
さ
れ
、
こ
れ
よ
り
元
永
年
間
か
ら
保
元
平
治
年
間
迄
に

見
ら
れ
る
と
こ
ろ
の
諸
寺
の
法
会
記
録
は
ほ
と
ん
ど
統
一
さ
れ
た
形
を
採
っ
て
い

る
こ
と
が
解
る
か
ら
、
弘
仁
期
に
始
ま
る
供
養
舞
楽
と
法
会
形
式
の
変
遷
は
一
先

ず
此
頃
に
統
一
大
成
さ
れ
た
と
考
え
て
良
い
だ
ろ
う
。
し
か
し
此
頃
を
円
熟
期
と

は
定
め
難
い
。
供
養
舞
楽
の
変
遷
の
面
か
ら
考
え
る
な
ら
ば
、
そ
の
円
熟
期
は
む

し
ろ
様
々
な
演
出
が
試
み
ら
れ
た
治
安
二
年
頃
即
ち
藤
原
時
代
中
期
以
前
へ
持
っ

て
行
き
た
い
。
是
よ
り
後
の
時
代
は
】
つ
の
形
式
に
統
】
さ
れ
た
と
は
云
う
も
の

、
、
そ
の
形
式
を
脱
す
る
こ
と
な
く
全
く
遵
守
さ
れ
、
形
式
の
範
囲
内
に
お
い
て

法
会
が
執
行
せ
ら
れ
て
来
た
の
で
あ
る
。
従
っ
て
そ
れ
は
次
第
に
マ
ン
ネ
リ
ズ
ム

化
の
傾
向
を
辿
っ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
。
そ
の
結
果
菩
薩
舞
や
師

子
の
正
統
的
な
伝
が
此
頃
を
境
と
し
て
三
三
に
失
わ
れ
て
行
っ
た
こ
と
等
、
こ
れ

等
の
供
養
舞
楽
が
仏
教
的
な
具
象
性
を
備
え
て
居
り
、
法
会
の
わ
く
か
ら
は
み
出

る
こ
と
を
許
さ
れ
な
か
っ
た
が
故
で
あ
ろ
う
。

　
藤
原
期
の
末
期
か
ら
鎌
倉
時
代
に
入
る
と
、
一
般
の
舞
楽
の
曲
目
の
中
か
ら
更

供
養
舞
楽
と
法
会
形
式
の
変
遷
に
就
い
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
註
1
8

に
数
曲
が
選
ば
れ
て
会
中
の
供
養
舞
楽
の
中
に
組
み
入
れ
ら
れ
た
。
即
ち
『
東
大

寺
続
要
録
』
に
牧
め
ら
れ
た
「
安
元
三
年
（
A
．
D
一
一
七
七
）
の
華
厳
会
式
」

に
依
れ
ば
、
梵
音
の
後
に
左
舞
一
曲
、
錫
杖
の
後
に
三
舞
一
曲
が
そ
れ
ぞ
れ
挿
入

さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
曲
名
が
記
さ
れ
て
居
な
い
の
で
何
な
る
曲
が
演
奏
さ
れ

た
の
か
不
明
で
あ
る
。
こ
れ
が
「
建
久
六
年
（
A
．
D
一
一
九
五
）
の
東
大
寺
供

養
記
」
に
依
れ
ば
梵
音
の
後
に
万
歳
楽
、
錫
杖
の
後
に
四
切
が
奏
さ
れ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
曲
想

先
掲
し
た
残
夜
抄
に
は
蘇
利
古
が
加
え
ら
れ
て
居
り
、
　
『
吉
野
吉
水
院
楽
書
』
に

は
「
大
法
会
次
第
」
と
し
て
安
貞
二
年
（
A
．
D
＝
一
二
八
）
の
常
楽
会
舞
楽
記

録
に
法
会
の
舞
と
し
て
振
鉾
、
蘇
利
三
等
を
揚
げ
、
安
貞
二
年
四
天
王
寺
聖
霊
会

舞
楽
日
記
に
は
法
会
舞
と
し
て
万
歳
楽
、
延
喜
楽
、
央
宮
楽
、
綾
三
等
を
揚
げ
て

い
る
。
こ
、
で
は
新
に
加
え
ら
れ
た
舞
楽
を
法
会
舞
と
称
し
て
供
養
舞
と
分
類
し

て
い
る
。
即
ち
こ
れ
を
先
掲
の
残
夜
抄
の
記
録
と
校
合
し
て
み
る
と
、
供
養
舞
と

は
従
来
の
師
子
、
菩
薩
、
迦
陵
頻
等
の
本
来
の
仏
教
的
舞
楽
を
指
し
、
法
会
舞
と

は
、
胡
蝶
、
振
鉾
等
の
他
に
一
般
舞
楽
の
曲
目
の
中
か
ら
抽
出
抜
粋
さ
れ
た
も
の

を
以
て
称
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
う
し
た
法
会
舞
の
拾
頭
は
法
会
の
効
果

を
更
に
彩
る
為
に
加
え
ら
れ
た
も
の
で
は
あ
ろ
う
が
、
先
述
し
た
よ
う
に
、
藤
原

時
代
上
半
期
に
盛
行
を
見
た
師
子
、
菩
薩
等
の
供
養
舞
が
次
第
に
そ
の
舞
の
正
確

な
伝
を
失
い
、
単
な
る
作
法
の
み
し
か
伝
承
さ
れ
な
い
よ
う
に
な
っ
て
し
ま
う
に

つ
れ
て
、
こ
れ
等
に
変
る
も
の
と
し
て
一
般
舞
楽
よ
り
依
用
さ
れ
る
に
至
っ
た
も

の
と
も
考
え
ら
れ
よ
う
。
如
上
供
養
舞
楽
と
法
会
形
式
の
変
遷
に
就
い
て
、
二
巴

を
述
べ
来
っ
た
も
の
で
あ
る
が
何
分
に
も
未
考
の
余
地
多
く
、
読
後
諸
先
賢
よ
り

御
叱
声
と
御
教
示
を
乞
い
た
き
次
第
で
あ
る
。

三
七
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三
八

註註説註4321註註註註註98765註註註註註註
15　14　13　12　11　10

註
1
6

東
大
寺
要
録
巻
之
二
　
供
養
章
之
余
御
頭
供
養
会

江
家
次
第
巻
第
＝
二

群
書
類
聚
第
一
九
輯
管
絃
部
に
収
録

左
右
平
舞
装
束
の
舞
人
が
一
人
つ
つ
鉾
を
振
る
所
作
を
す
る
。
第
一
節
目
左
方
の
舞

人
が
新
楽
乱
声
を
奏
す
る
内
に
舞
う
。
第
二
節
目
は
右
の
舞
人
が
右
方
高
麗
乱
声
を

奏
す
る
内
に
に
同
じ
く
舞
う
。
第
三
節
目
は
左
右
の
舞
人
が
同
じ
く
舞
う
。
特
に
こ

れ
を
合
せ
鉾
と
称
す
る
。
こ
の
舞
は
教
訓
抄
等
の
記
述
に
依
れ
ば
周
の
武
王
が
商
郊

の
牧
野
に
天
神
地
祇
を
祀
っ
た
際
に
舞
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
道
場
を
浄
め
る
意
味

で
神
事
や
法
会
の
始
ま
り
に
依
湘
さ
れ
る
。

栄
華
物
語
巻
一
七
音
楽

東
大
寺
要
録
巻
之
二
供
養
章
第
三
開
眼
供
養
会

令
集
解
第
二
編
職
員
令
第
一
七
雅
楽
寮

続
日
本
紀
巻
＝
聖
武
天
皇
天
平
三
岳
秋
七
月
乙
亥
之
条

教
訓
抄
巻
四
　
他
家
相
伝
舞
曲
物
語
　
妓
楽

先
祢
取
盤
渉
調
立
．
次
調
子
議
鰭
譲
云
々
是
以
行
書
立
姿
者
先
師
子
次
踊

物
次
笛
吹
帽
冠
次
打
物
懸
県
人

三
代
実
録
　
巻
五
　
清
和
天
皇
貞
観
三
年
三
月
一
四
日
戊
子

三
代
実
録
　
巻
二
五
　
清
和
天
皇
貞
観
一
六
年
三
月
二
三
日

叡
岳
要
記

古
今
著
聞
集
十
相
撲
強
力

体
源
抄
　
第
一
二

法
隆
寺
資
財
帳
に
依
れ
ば
伎
楽
一
具
と
さ
れ
袴
四
腰
と
あ
る
又
西
大
寺
資
財
帳
に
も

同
趣
の
述
が
記
見
ら
れ
る
か
ら
一
頭
の
師
子
に
前
足
後
足
そ
れ
ぞ
れ
一
人
ず
つ
の
人

間
に
依
っ
て
形
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
解
る
。
又
現
在
四
天
王
寺
聖
霊
会

に
行
わ
れ
る
供
養
舞
と
し
て
の
師
子
も
同
様
の
形
態
で
あ
る
。

伎
楽
の
伴
奏
器
に
就
い
て
は
教
訓
抄
伎
楽
の
項
に
は
笛
と
打
楽
器
（
腰
鼓
、
銅
飯
子

）
の
み
の
演
奏
で
あ
る
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
又
同
じ
教
訓
抄
師
子
の
項
に
は
「

笛
与
大
鼓
鉦
鼓
許
也
」
と
見
え
て
居
り
こ
れ
も
又
笛
と
打
楽
器
の
み
か
ら
成
る
編
成

註註註
19　18　17

で
あ
る
。
又
更
に
大
阪
四
天
王
寺
に
伝
わ
る
師
子
の
倉
番
に
は
教
訓
抄
の
記
述
を
裏

付
け
る
よ
う
に
笛
、
太
鼓
、
鉦
鼓
の
三
つ
の
楽
器
の
み
に
依
っ
て
演
奏
さ
れ
る
こ
と

が
記
さ
れ
て
い
る
。

延
喜
式
巻
廿
一
雅
楽
聖
之
響

岩
大
寺
続
要
録
供
養
章

吉
野
吉
水
院
楽
書
（
伝
南
北
朝
以
前
）

　
一
、
安
貞
二
年
二
月
軍
楽
会
舞
楽
日
記

　
　
　
一
五
日
法
会
舞
　
先
聖
舞
右
曽
利
古
　
左
鳥
　
左
筆
器
楽
右
延
喜
楽

　
　
　
一
六
日
　
　
　
　
　
晶
冑
利
古
胡
蝶

　
　
　
　
　
　
　
法
会
舞

　
　
　
央
宮
楽
　
綾
上

　
一
、
同
年
天
王
寺
聖
霊
会
舞
楽
日
記

　
　
　
　
　
　
延
舞

　
　
　
蘇
利
古
　
鳥
蝶

　
　
　
　
　
　
法
会
舞
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
3
5

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
1

　
　
　
万
歳
楽
　
延
喜
　
央
宮
　
田
切

（
本
学
講
師
－
音
楽
学
・
雅
楽
演
習
　
宗
教
音
楽
論
）



《
別
掲
図
表
》

ω
　
奈
良
朝

舞
楽
四
箇
法
要
対
比
の
一
例

時
代

天
平
勝
宝
四
年

　
　
　
　
四
月
九
日

東
大
寺
大
仏
開
眼

　
供
養
記

太
上
天
皇
大
后
、
天
皇
着
座

＠
　
平
安
朝

　
　
（
弘
　
　
仁
　
　
期
）

複
位
已
上
の
僧

南
門
よ
り
参
入

開
眼
導
師
、
講
師
読
師
乗
輿
参

入
堂
幌
に
着
く

仏
開
眼
作
法

講
読
師
登
高
座

華
厳
経
講
説

貞
観
三
年

　
　
　
三
月
一
四
日

東
大
寺
大
仏
御
頭

　
供
養
式

開
眼
作
法

内
舎
人
廿
人
和
擁
を
奏
す

近
衛
府
廿
人
東
回
を
奏
す

東
西
中
門
よ
り
楽
入

参
入

申
門
に
乱
声
あ
り

新
楽
及
び
高
麗
楽

参
入

導
師
究
願
累
乗
輿

参
入
　
舞
台
下
に
て
下
輿

供
養
舞
楽
と
法
会
形
式
の
変
遷
に
就
い
て

　
一
3
　
平
　
　
朝
時
代

　
　
　
（
藤
原
　
中
山

治
安
二
年
七
月
1
4
日

法
成
寺
供
養
式

適
量
音
声
を
発
す

　
御
仏
開
眼

衆
僧
集
会
の
鐘
を
打
つ

皇
帝
行
幸
阿
弥
陀
堂
金
堂
を
礼

拝
御
座
に
着
座

諸
卿
着
座

乱
声
（
新
楽
・
古
楽
又
共
に
一
節
）

（
即
ち
振
鉾
を
奏
す
）

○
師
子
舞
台
の
巽
坤
に
出
て
臥

　
す

雅
楽
寮
楽
人
を
率
い
て
衆
僧
を

遇
う

○
師
子
立
ち
て
舞
う

各
々
衆
僧
入
場
し
て
着

座
楽
人
奏
楽
を
す
楽
屋
の
前
に

て
立
つ

○
師
為
初
め
の
如
く
立
ち
て
舞

　
ト
つ

導
師
、
究
願
師
乗
輿

参
入
舞
台
下
に
て
下
輿

○
師
子
舞
う

α
劃
一
一
網
駄
｝

㈲
鎌
倉
時
代
初
期

永
保
三
年
置
月
一
日

建
仁
三
年
十
一
月
三
十
日

法
勝
寺
供
養
式

東
大
寺
供
養
式

墨
色
音
声
を
発
す
　
　
　
　
　
｝

寅
刻
音
声
を
発
す

　
御
仏
開
眼
轟
行
幸
・
塔
を
礼
義
座
…

衆
僧
集
会
の
鐘
を
打
つ

太
上
天
皇
行
幸
仏
前
の
御
座
に
着
す

諸
卿
着
座

一
・
乱
声
（
新
楽
・
古
楽
又
一
厭
）
（
即
ち
振
鉾
を
奏
す
）

・
乱
声
（
時
数
・
高
麗
楽
林
口
邑
楽
の
四
部
楽
）
（
即
ち
振
鉾
を
奏
す
）

○
師
子
舞
台
の
巽
坤
に
出
て
臥
　
す

雅
楽
寮
楽
人
を
率
い
て
楽
屋
の
前
に
立
つ
奏
楽

雅
楽
寮
林
邑
胡
楽
楽
人
を
率
い
て
楽
屋
の
前
に
立
つ

○
師
子
立
ち
て
舞
う

○
師
子
立
ち
て
舞
う

衆
僧
参
入
座
に
着
す

衆
僧
参
入
着
座

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
「
楽
人
亦
参
入
楽
屋
の
前
に
立
つ
奏
楽
　
　
　
　
　
　
　
一

．
雅
楽
寮
楽
人
新
楽
高
麗
楽
を
率
　
い
て
楽
屋
の
前
に
立
つ

○
師
口
前
の
子
く
立
ち
て
舞
う

○
師
子
初
め
の
如
く
立
ち
て
舞

，
つ

導
師
究
願
望
乗
輿
参
入
舞
台
の
・
巽
坤
に
て
　
　
　
下
輿

「
導
師
究
願
師
駕
輿
参
入
　
舞
台
の
巽
坤
に
て
下
下

㎜

三
九
，
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四
〇

衆
僧
沙
弥
等
参
入
　
　
…

…
導
師
究
皇
師
舞
台
上
を
経
堂
前
…
礼
仏
着
座
…
即
ち
高
座
に
登
る

舞
台
上
を
経
て
礼
盤
に
着
し
礼
一
仏
後
高
座
に
就
く

・

一
堂
童
子
金
鼓
を
打
つ

堂
童
子
図
書
寮
金
鼓
を
打
つ

冒
図
書
寮
金
鼓
を
打
つ

一

音
声
十
天
楽
を
発
す

楽
人
半
天
楽
を
発
す

胡
楽
＋
天
楽
を
発
楽
す
る

大
安
、
薬
師
、
興
福
元
興
等
の
四
寺
種
々
の
奇
異
物
を
献
ず
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㎜

○
迦
陵
頻
八
人
胡
蝶
八
人
菩
薩
十
六
人
各
仏
供
を
持
っ
て
二
行
に
相
分
れ
舞
台
上
を
経
て
壇
下
に
列
す
る
僧
こ
れ
を
伝
供
す
る

○
菩
薩
、
迦
陵
頻
胡
蝶
各
々
供
花
を
捧
げ
て
二
行
に
相
分
れ
舞
台
上
を
経
て
花
を
供
え
る
導
師
直
願
師
十
弟
子
後
戸
の
西
東
南
の
庇
よ
り
伝
供
す
る

○
菩
薩
廿
人
迦
陵
頻
十
人
天
人
＋
人
選
供
花
を
捧
げ
て
二
行
　
に
相
分
れ
舞
台
上
を
経
て
仏
殿
軒
下
に
至
る
　
僧
に
伝
授
す
る

…
○
献
供
終
っ
て
菩
薩
鳥
等
舞
を
　
奏
す

○
伝
供
終
っ
て
　
迦
陵
頻
八
人
菩
薩
八
人
舞
台
　
上
草
塾
に
着
す
胡
蝶
八
人
菩
薩
八
人
は
鐘
楼
台
上
草
塾
に

○
伝
鮮
度
っ
て
　
迦
陵
頻
胡
蝶
退
き
草
塾
上
に
　
着
す
菩
薩
舞
台
の
上
に
留
σ
立
つ

○
伝
供
終
っ
て
迦
陵
頻
、
天
人
次
第
退
き
舞
台
上
草
塾
に
着
す
菩
薩
は
舞
台
上
に
止
ま
り
立

着
す

つ

○
菩
薩
行
道
楽
を
発
す
先
づ
菩
　
薩
舞
う

○
菩
薩
楽
を
発
す
　
菩
薩
舞
を
奏
す

○
菩
薩
楽
を
発
す
　
菩
薩
舞
を
奏
す

畢
っ
て
退
出

○
多
聞
天
と
高
配
、
吉
祥
天
と
従
天
女
献
供
を
行
う
終
っ
て
従
天
女
舞
を
供
え
る

○
迦
陵
頻
舞
を
奏
す

○
迦
陵
頻
舞
を
奏
す

○
胡
蝶
舞
を
奏
す

金
鼓
を
打
つ

金
鼓
を
打
つ

○
天
人
楽
を
奏
す

天
人
楽
○
大
自
在
天
が
二
十
人
の
天
人
　
を
率
い
て
仏
殿
中
層
の
台
上
　
偶
頬
を
唱
え
つ
、
散
華
舞
を

○
天
人
楽
発
楽
仏
殿
中
層
の
台
上
を
供
舞
を
　
奏
す

奏
す
る

…
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。
鱒
舞
種
々
の
楽
列
…
　
一
打
O
新
楽
高
麗
楽
等
四
楽
大
行
道

…
面
師
起
座
発
音
す
る

○
左
大
臣
以
下
撃
鼓

一
打

一

○
妓
楽
鼓
撃
等
先
導

散
華
大
行
道

散
華
大
行
道

散
華
大
行
道

散
華
大
行
道

○
度
羅
楽
四
白
行
道

散
華
師
衆
僧
を
率
い
て
舞
台
に

散
華
・
師
起
座
発
音
衆
僧
楽
人
舞

散
華
師
起
座
発
音

散
華
師
起
座
発
音

二
反
廻
左
右
堂
前
分
れ
て
立
つ

人
（
師
子
等
）
こ
れ
に
従
い
行
道
を
行
う

師
子
を
先
導
に
し
て
衆
僧
楽
人
一
こ
れ
に
従
い
行
道
を
行
う
｝
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
皿

－
　
1

金
鼓
を
打
つ

…
金
鼓
を
打
つ

讃
衆
起
座
舞
台
上
に
讃
を
唱
畢

冒

一
打

冒
金
鼓
を
打
つ
即
発
楽

…
　
金
鼓
を
打
つ

金
鼓
を
打
つ

梵
音
衆
　
舞
台
よ
り
登
り
仏
前

梵
音
衆
起
座

｝
梵
音
衆
起
座
即
発
楽

に
参
じ
菩
薩
願
文
を
唱
う

舞
台
上
に
梵
音
を
唱
え
迂
り
復

舞
台
上
に
梵
音
を
唱
え
畢
り
復

…
舞
台
走
梵
音
を
唱
え

座

一
打

金
鼓
を
打
つ

金
鼓
を
打
つ
　
　
　
　
　
　
…
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一

金
鼓
を
打
つ

錫
杖
衆
舞
台
よ
り
堂
上
に
参
じ
錫
杖
文
を
摩
す

錫
杖
僧
、
錫
杖
を
持
っ
て
舞
台
上
に
唱
う

錫
杖
起
座
舞
台
に
登
っ
て
唱
う
唱
了
っ
て
退
出

錫
杖
衆
起
座
、
舞
台
上
に
錫
杖
を
唱
う
唱
了
退
帰
す
る

○
往
還
に
楽
有
り

○
往
還
に
楽
有
り

○
往
還
に
楽
有

○
綾
切
を
奏
舞
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供
養
舞
楽
と
法
会
形
式
の
変
遷
に
就
い
て

四
一



供
養
舞
楽
と
法
会
形
式
の
変
遷
に
就
い
て

四
二

…
一
打

へ
　
金
鼓
打
つ

…
　
金
鼓
打
つ

」
　
金
鼓
打
つ

導
師
表
白

．
導
師
願
文
を
読
み
次
で
経
題
を
「

一

揚
げ
る

幽
盧
舎
那
二
号
を
奉
涌

即
題
経

舗
　
　
経

謡
　
　
経

…

此
の
後
衆
僧
に
給
録
の
事
あ

一

り

…

…

…
既
願
師
究
願
文
奉
読

導
師
説
了
し
参
時
の
如
く
退
下
…

次
発
楽

導
師
究
願
師
下
高
座

衆
僧
に
布
施
発
楽

’

強
襲
楽
礼
盤
に
着
し
、
礼
仏
後
　
　
　
一

導
師
究
願
師
旧
座
を
下
り
礼
盤
に
着
レ
礼
仏
退
出
如
レ
前
衆
僧

礼
仏
後
退
出
如
レ
出
衆
僧
退
出

退
出
如
レ
出
衆
僧
も
退
出

も
続
い
て
退
出

1
以
下
次
第
奏
す

金
鼓
を
打
つ

金
鼓
を
打
つ

利
金
鼓
を
打
つ

○
大
御
憐
、
久
米
傷
楯
伏
侮

○
安
摩
二
之
舞
を
奏
す

○
女
漢
踏
歌
○
跳
子
名
○
唐
古
楽
一
高
○
唐
散
楽
一
山
○
林
邑
楽
三
舞
○
高
麗
楽
一
高
O
唐
中
楽
一
二

○
左
右
音
楽
を
発
し
種
々
の
舞
　
を
奏
す
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
…

○
左
右
奏
写
す
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
F

○
唐
女
舞
一
高

○
高
麗
楽
三
舞

○
高
麗
女
舞
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