
昭
和
4
6
年
度
音
楽
学
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
調
査
研
究
報
告

松
尾
寺
に
伝
承
さ
れ
る
「
仏
舞
」
に
つ
い
て

小

野

功

立暗

　
本
学
音
楽
学
専
攻
で
は
、
昭
和
四
十
六
年
度
音
楽
学
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
の
調

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ま
つ
の
お
で
ら
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
に
と
け
ま
い

査
採
集
対
象
と
し
て
丹
後
松
尾
寺
に
伝
承
さ
れ
る
「
仏
舞
」
を
選
び
、
十
一
月
五
日

よ
り
八
日
迄
の
三
日
間
に
亘
っ
て
採
集
調
査
を
実
施
し
た
。
参
加
者
と
し
て
は
本

学
音
楽
学
専
攻
三
回
生
四
十
二
名
、
研
究
生
二
名
の
他
に
酒
井
、
辻
井
、
中
山
、

大
谷
、
小
野
、
平
野
、
西
島
、
馬
渕
の
各
教
員
が
参
加
し
た
。

　
採
集
機
器
と
し
て
は
、
ヴ
ィ
デ
オ
録
画
機
、
録
音
機
、
八
ミ
リ
撮
影
機
、
写
真

機
等
を
持
参
し
、
三
舞
の
舞
と
音
楽
、
楽
譜
舞
譜
な
ど
の
文
献
資
料
か
ら
、
面
、

衣
服
、
楽
器
に
至
る
ま
で
の
す
べ
て
の
も
の
を
収
録
し
て
来
た
。
以
下
は
こ
れ
ら

の
採
集
資
料
を
も
と
に
し
て
の
調
査
研
究
報
告
で
あ
る
。

噸
、
松
尾
寺
に
つ
い
て

　
松
尾
寺
は
丹
後
の
東
端
若
狭
と
の
国
境
に
座
す
る
青
葉
山
の
山
懐
に
抱
か
れ
た

静
か
な
行
い
の
寺
院
で
あ
る
。
寺
伝
に
よ
る
と
元
明
天
皇
の
和
銅
年
間
（
七
〇
七

　
　
　
　
　
　
松
尾
寺
に
伝
承
さ
れ
る
「
仏
舞
」
に
つ
い
て

～
七
一
四
）
勅
願
に
よ
っ
て
創
建
さ
れ
た
と
い
わ
れ
、
現
在
は
真
言
宗
醍
醐
派
に

属
す
る
。
又
、
西
国
第
二
十
九
番
の
札
所
と
し
て
土
地
の
人
々
は
も
と
よ
り
遠
く

よ
り
参
籠
す
る
遍
路
行
者
の
篤
い
尊
崇
を
集
め
、
週
末
な
ど
に
は
朱
印
を
求
め
て

は
る
ば
る
と
参
拝
す
る
信
者
達
で
境
内
は
賑
わ
う
。
　
（
写
真
⑩
参
照
）

　
山
の
申
腹
を
拓
い
た
と
思
わ
れ
る
境
内
は
か
な
り
広
く
、
そ
の
奥
ま
っ
た
と
こ

ろ
に
享
保
年
間
の
建
立
と
は
い
㌧
な
が
ら
室
町
時
代
の
建
築
物
を
髪
葬
と
さ
せ
る

二
層
寄
棟
桧
皮
葺
の
本
堂
が
あ
り
、
本
尊
と
し
て
和
銅
年
間
の
作
と
伝
え
ら
れ
る

馬
頭
観
音
が
安
置
さ
れ
て
い
る
。
他
に
も
絹
本
着
色
普
賢
延
命
像
（
平
安
朝
末
期

）
な
ど
重
文
ク
ラ
ス
の
仏
像
絵
画
も
数
浸
み
ら
れ
る
。
本
堂
の
右
手
に
は
弘
法
大

師
を
ま
つ
る
祖
師
堂
が
あ
り
、
こ
㌧
は
又
御
籠
所
と
し
て
遍
路
に
提
供
さ
れ
る
。

こ
の
祖
師
堂
よ
り
本
堂
へ
は
唐
風
の
屋
根
の
あ
る
反
橋
が
渡
さ
れ
、
伝
え
ら
れ
る

と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
往
古
に
は
仏
舞
の
舞
人
や
楽
人
達
は
こ
の
反
橋
を
渡
っ
て
本
堂

へ
練
り
込
む
こ
と
に
な
っ
て
い
た
と
も
云
わ
れ
て
い
る
。
・

　
こ
分
松
尾
寺
が
位
置
す
る
但
馬
丹
後
若
狭
地
方
は
古
く
か
ら
開
け
、
日
本
紀
や

二
一
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松
尾
寺
に
伝
承
さ
れ
る
「
仏
舞
」
に
つ
い
て

塩
山
に
も
こ
れ
ら
の
地
名
が
散
見
．
す
る
と
こ
ろ
か
ら
、
，
こ
の
地
方
と
中
央
と
の
継

り
は
か
な
り
早
ぐ
か
ら
結
ば
れ
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
る
。
更
に
又
、
国
分

寺
を
初
と
し
て
こ
の
地
方
に
散
在
す
る
寺
々
の
創
建
が
ほ
と
ん
ど
上
代
に
属
す
る

こ
と
か
ら
、
こ
め
地
方
が
奈
良
朝
，
時
代
か
ら
平
安
朝
時
代
に
か
け
て
中
央
文
化
の

生
々
し
い
影
響
下
に
あ
っ
た
こ
と
も
推
測
き
れ
る
。

　
こ
う
し
た
歴
史
的
環
境
か
ら
松
尾
寺
に
伝
承
さ
れ
る
仏
舞
を
考
え
て
み
る
と
そ

れ
は
当
地
に
独
創
的
に
始
め
ら
れ
た
も
の
と
い
う
よ
り
も
、
や
は
り
都
を
中
心
と

し
た
地
域
に
お
い
て
行
わ
れ
た
芸
能
が
此
地
に
齎
ら
さ
れ
、
培
わ
れ
、
固
定
化
さ

れ
来
っ
た
も
の
と
推
論
す
る
こ
と
が
妥
当
な
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
先
ず
現
在
伝
承

さ
れ
る
仏
舞
の
概
況
を
述
べ
、
仏
舞
に
影
響
を
与
え
た
と
考
え
ら
れ
る
先
行
芸
能

に
つ
い
て
考
察
を
進
め
ハ
こ
の
舞
の
歴
史
的
な
意
義
を
考
え
て
み
た
い
。

二
、
仏
舞
の
概
要

　
仏
界
は
毎
年
五
月
八
日
、
当
寺
に
お
い
て
営
ま
れ
る
仏
生
会
の
法
会
中
に
演
奏

さ
れ
る
。
仏
生
会
と
は
い
う
迄
も
な
く
釈
尊
の
生
誕
を
記
念
し
て
営
ま
れ
る
法
会

で
あ
り
、
我
国
の
民
間
に
お
い
て
は
「
花
ま
つ
り
」
と
称
し
、
釈
尊
生
誕
の
故
事

に
因
ん
で
生
花
又
は
造
花
で
飾
っ
た
舎
を
作
り
、
そ
の
中
に
誕
生
仏
を
安
置
し
、

甘
茶
を
像
の
頭
上
よ
り
灌
ぐ
と
い
う
よ
う
な
華
や
か
な
演
出
が
行
わ
れ
る
が
、
す

で
に
中
国
に
お
い
て
も
仁
心
の
時
代
に
例
年
四
月
八
日
の
仏
生
会
に
釈
迦
堂
の
行

像
供
養
が
あ
り
、
美
し
く
飾
っ
た
舎
に
釈
迦
縁
を
安
置
し
、
こ
れ
を
造
物
の
白
象

の
背
に
乗
せ
て
洛
中
を
練
り
歩
い
た
。
し
か
も
そ
の
行
列
の
先
導
に
は
師
子
、
辟

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
註
1

邪
が
伺
候
し
、
像
の
後
に
は
散
楽
の
侶
優
達
が
供
奉
し
た
と
『
洛
陽
伽
藍
記
』
に

ニ
ニ

述
べ
ら
れ
て
い
る
が
、
華
や
か
な
慶
祝
的
雰
囲
気
の
こ
の
行
事
は
師
子
、
辟
邪
、

散
楽
の
侶
優
の
供
奉
な
ど
芸
能
的
要
素
が
多
分
に
盛
り
込
ま
れ
た
も
の
で
あ
っ
た

こ
と
が
推
察
さ
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
註
2

　
わ
が
国
に
お
い
て
も
『
延
喜
式
』
に

　
「
凡
四
月
八
日
・
七
月
十
五
日
斉
会
　
分
充
伎
楽
人
於
東
西
二
寺
．
環
下
酪
…
」

　
と
あ
り
、
仏
生
会
と
干
關
盆
会
に
は
伎
楽
が
必
ず
勅
楽
と
し
て
演
奏
さ
れ
た
て

　
　
　
　
　
　
註
3

と
が
解
る
。
又
『
東
大
寺
要
録
』
や
「
東
大
寺
雑
集
録
」
に
は
仏
生
会
の
こ
と
を

別
に
伎
楽
会
と
称
し
て
い
た
こ
と
が
記
載
さ
れ
て
お
り
、
仏
生
会
が
法
楽
的
芸
能

と
関
係
の
深
い
法
会
で
も
あ
っ
た
こ
と
が
暗
示
さ
れ
て
い
み
。

　
一
毛
は
前
に
も
述
べ
た
よ
う
に
法
要
が
始
ま
る
と
庫
裏
に
身
支
度
を
整
え
た
各

々
二
人
つ
つ
か
ら
な
る
釈
迦
、
阿
弥
陀
、
大
日
の
各
如
来
に
紛
し
た
六
人
の
舞
人
　
剛

達
が
楽
人
を
先
頭
に
し
て
列
を
組
み
、
庭
を
通
っ
て
本
堂
に
入
り
、
堂
内
東
南
の

偶
に
設
け
ら
れ
た
二
畳
程
の
広
さ
の
台
の
上
で
舞
を
奏
す
る
の
で
あ
る
。
　
（
我
々

が
採
集
し
た
際
は
本
堂
を
使
用
せ
ず
、
庫
裏
客
殿
に
お
い
て
行
わ
れ
た
。
）
舞
は

約
四
十
分
程
で
終
了
す
る
。

　
伴
奏
は
松
尾
寺
に
収
め
ら
れ
て
い
る
雅
楽
器
、
箏
築
二
、
横
笛
三
、
大
鼓
、
翔

煽
惑
一
の
編
成
か
ら
成
る
演
奏
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
が
、
そ
の
音
楽
も
舞
も
今
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
註
4

伝
承
さ
れ
て
い
る
雅
楽
と
は
趣
を
異
に
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
謂
ば
「
舞
楽

系
の
民
俗
芸
能
』
に
属
す
る
も
の
と
い
え
よ
う
。
こ
の
系
統
の
民
俗
芸
能
は
全
国

的
に
散
在
し
て
い
る
が
、
静
岡
県
小
国
神
社
の
十
二
段
舞
楽
、
隠
岐
島
前
の
国
分

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ね
む
り
ぼ
と
け

寺
の
舞
楽
や
同
じ
く
都
万
の
千
光
寺
に
伝
わ
る
眠
仏
と
獅
子
の
舞
、
富
山
県
能
生

に
点
在
す
る
糸
魚
川
舞
楽
、
新
潟
県
弥
彦
神
社
に
伝
わ
る
稚
児
舞
楽
な
ど
の
芸
能



と
同
系
統
に
属
す
る
も
の
と
い
え
る
。

　
　
　
　
　
註
5

　
正
式
に
は
『
三
管
三
際
』
を
以
っ
て
す
る
舞
楽
の
楽
器
編
成
よ
り
み
れ
ば
笙
と

鉦
鼓
と
が
欠
け
て
お
り
、
楽
器
そ
の
も
の
も
寺
に
存
在
し
な
い
。
し
か
し
寺
に
は

五
常
楽
の
鉦
鼓
の
譜
が
残
さ
れ
て
い
る
か
ら
本
来
は
楽
器
も
存
在
し
演
奏
も
さ
れ

て
い
た
の
が
伝
承
の
過
程
中
に
、
楽
器
の
破
損
か
紛
失
の
為
に
芋
酒
し
た
も
の
と

推
察
さ
れ
る
。
又
笙
は
現
在
楽
器
楽
譜
共
に
発
見
さ
れ
な
い
が
、
こ
の
楽
器
は
保

管
補
修
の
う
え
に
お
い
て
す
こ
ぶ
る
困
難
な
も
の
で
あ
っ
て
、
楽
譜
さ
え
発
見
さ

れ
な
い
と
こ
ろ
が
ら
も
鉦
鼓
よ
り
も
っ
と
早
い
時
期
に
書
伝
し
て
し
ま
っ
た
も
の

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
従
っ
て
嘗
て
は
、
こ
の
寺
で
も
三
管
三
鼓
か
ら
な
る
完
全
な
形
の
雅
楽
合
奏
が

行
わ
れ
て
い
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る
。
又
そ
れ
は
仏
舞
の
音
楽
と
舞
の
内
容
に
お

け
る
伝
承
が
あ
ま
り
に
も
純
粋
に
行
わ
れ
て
い
る
点
か
ら
も
そ
の
よ
う
に
思
わ
れ

る
の
で
あ
る
。

　
演
奏
者
は
寺
の
門
前
に
あ
る
十
数
軒
の
壇
徒
の
人
達
で
各
々
の
家
で
は
、
舞
や

各
楽
器
を
専
門
的
に
世
襲
し
て
伝
え
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
平
安
時
代
以
降
楽
所

に
お
け
る
下
獄
家
が
専
門
の
楽
器
、
専
門
の
舞
を
以
て
業
と
し
今
日
に
伝
承
し
来

っ
た
の
と
甚
だ
類
似
し
た
習
慣
を
見
る
こ
と
が
で
き
、
仏
舞
を
中
心
と
し
た
舞
と

音
楽
が
京
都
若
し
く
は
天
王
寺
の
楽
所
か
ら
伝
来
さ
れ
て
来
た
こ
と
を
類
推
す
る

一
つ
の
手
が
か
り
と
も
云
え
る
。

　
現
在
伝
承
さ
れ
て
い
る
楽
曲
は
仏
寺
の
伴
奏
楽
と
し
て
用
い
ら
れ
る
楽
曲
で
、

越
天
楽
と
称
さ
れ
て
い
る
。
他
に
は
五
常
楽
の
楽
譜
が
伝
わ
っ
て
い
る
の
み
で
、

し
か
も
こ
の
両
曲
共
現
行
の
雅
楽
に
お
け
る
そ
れ
ら
の
楽
曲
と
は
ま
っ
た
く
異
っ

た
も
の
で
あ
っ
て
、
旋
律
の
各
部
分
に
お
い
て
さ
え
も
類
似
点
を
見
出
す
こ
と
は

松
尾
寺
に
伝
承
さ
れ
る
「
仏
舞
」
に
つ
い
て

で
き
な
い
。

　
こ
の
舞
と
音
楽
と
が
い
つ
頃
松
尾
寺
に
伝
わ
り
始
め
ら
れ
た
か
と
い
う
点
に
つ

い
て
は
、
仏
舞
に
関
す
る
史
料
が
去
る
四
百
年
前
の
大
火
に
よ
っ
て
堂
舎
と
共
に

灰
儘
に
帰
し
、
そ
れ
が
為
に
一
切
の
手
掛
り
が
失
わ
れ
て
し
ま
っ
た
現
在
明
か
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
註
6

す
る
こ
と
は
甚
だ
難
し
い
が
、
現
存
す
る
数
種
の
楽
日
、
舞
譜
の
内
『
最
古
の
も

の
』
　
（
写
真
②
㈲
ω
参
照
）
に
は
寛
延
四
年
（
一
七
五
一
）
書
写
の
奥
書
の
あ
る

　
　
　
　
　
　
　
註
7

も
の
が
あ
る
。
又
『
錫
鼓
の
箱
』
（
写
真
㈲
参
照
）
の
底
に
延
享
三
年
（
一
七
四

六
）
の
墨
書
が
あ
る
と
こ
ろ
が
ら
、
二
百
二
十
余
年
前
に
は
す
で
に
松
尾
寺
に

仏
舞
の
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
解
る
。
し
か
し
、
舞
と
音
楽
と
の
伝
来
に
つ
い
て

は
、
も
っ
と
時
代
を
逆
上
り
得
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
三
舞
の
先
行

芸
能
と
考
え
ら
れ
る
も
の
㌧
内
容
及
び
成
立
年
代
を
考
察
す
る
こ
と
に
よ
り
か
な

り
古
い
時
期
に
こ
の
寺
に
伝
わ
っ
た
こ
と
が
推
定
さ
れ
よ
う
。

三
、
仏
舞
と
関
係
の
あ
る
先
行
芸
能
に
つ
い
て

　
仏
舞
に
関
係
深
い
先
行
芸
能
と
し
て
、
又
儀
式
芸
能
と
し
て
わ
が
国
の
歴
史
上

に
現
わ
れ
た
も
の
に
次
の
二
種
の
も
の
が
揚
げ
ら
れ
る
。

　
ω
大
法
会
に
お
け
る
供
養
舞
楽
と
し
て
の
「
菩
薩
」

　
⑧
迎
講
に
お
け
る
練
行
道
の
「
菩
薩
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
註
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ω
は
虎
関
師
練
の
著
わ
し
た
『
元
享
愚
書
』
に

　
「
…
前
略
…
本
朝
楽
部
中
有
菩
薩
青
頭
楠
町
及
林
邑
楽
者
哲
之
所
伝
也
」

　
と
あ
り
、
天
平
年
間
わ
が
国
に
来
朝
し
た
林
洋
語
仏
哲
が
将
来
し
た
林
邑
楽
曲

の
一
つ
と
し
て
伝
え
ら
れ
、
後
に
雅
楽
の
レ
パ
、
ー
ト
リ
ー
に
も
残
さ
れ
た
も
の
で

二
三
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松
尾
寺
に
伝
承
さ
れ
る
「
仏
舞
」
に
つ
い
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
註
9

あ
る
。
こ
の
楽
曲
の
淵
源
に
つ
い
て
は
『
故
旧
楠
順
次
郎
氏
の
所
説
』
を
始
め
と

し
て
、
様
々
な
研
究
者
に
よ
っ
て
解
明
が
試
み
ら
れ
て
い
る
が
ハ
わ
が
国
に
お
い

て
は
平
安
朝
時
代
諸
大
寺
の
堂
塔
供
養
な
ど
の
大
法
会
に
お
い
て
、
迦
陵
頻
胡
蝶

な
ど
の
舞
童
と
共
に
必
ず
依
用
さ
れ
た
儀
式
的
要
素
の
濃
厚
な
舞
楽
で
あ
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
註
1
0

こ
の
菩
薩
が
法
会
に
演
奏
さ
れ
た
一
例
と
し
て
、
　
『
江
家
次
第
』
に
編
ま
れ
た
白

河
天
皇
の
御
願
寺
法
勝
寺
御
三
供
養
会
の
式
次
第
よ
り
抽
出
し
た
記
述
を
示
し
て

み
よ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
ツ
　
　
　
　
　
ヲ

　
「
…
前
略
　
図
書
打
二
金
鼓
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヲ

　
　
　
　
　
　
楽
人
獲
レ
三
十
三
楽

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヲ
　
　
　
　
　
　
ヒ
　
　
テ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ス
　
　
ヲ

　
　
　
　
　
　
菩
薩
迦
陵
頻
胡
蝶
各
三
二
供
花
一
二
行
三
分
三
二
三
三
一
三
レ
花

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ノ
　
　
　
　
　
　
ノ
　
　
　
　
　
　
　
ス
　
　
ヲ

　
　
　
　
　
　
導
師
究
願
十
弟
子
入
レ
自
二
一
後
戸
西
東
南
一
一
伝
供
二
面
一

　
　
　
　
　
　
門
止
八
部
居
鳥
距
旧
著
草
塾

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ノ
　
　
　
　
　
ス
　
　
ヲ

　
　
　
　
　
　
菩
薩
留
立
二
三
墓
上
一
嚢
レ
楽
供
レ
舞
退

　
　
　
　
　
　
　
　
　
ニ
　
　
　
　
　
　
　
ヲ

　
　
　
　
　
　
鳥
蝶
共
下
二
舞
皇
一
即
嚢
鳥
登
鳥
影
畢
、
次
蝶
舞
畢
…
下
略
」

　
こ
れ
は
法
会
の
算
置
の
部
分
に
あ
た
る
所
な
の
だ
が
、
道
場
に
練
り
込
ん
だ
僧

侶
楽
人
達
が
所
定
の
座
に
就
き
、
い
よ
い
よ
法
要
が
開
始
さ
れ
る
。
こ
れ
に
先
立

っ
て
菩
薩
は
迦
陵
頻
胡
蝶
の
舞
人
達
と
共
に
舞
台
を
経
て
仏
前
に
花
若
し
く
は
供

物
を
献
じ
、
あ
わ
せ
て
各
々
の
舞
を
も
供
え
る
と
い
っ
た
大
規
模
な
作
法
を
繰
拡

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
註
1
1

げ
る
。
こ
の
一
連
の
献
供
作
法
は
一
つ
の
『
法
会
型
式
』
と
し
て
平
安
朝
大
寺
院

に
は
専
ら
濫
用
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
こ
と
は
諸
寺
の
法
会
記
録
や
楽
書
に
散
見
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
註
1
2

る
記
述
か
ら
も
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
。
　
『
残
夜
抄
』
で
は
こ
れ
ら
の
舞
楽
を

供
養
舞
或
は
法
会
舞
と
称
し
て
居
り
、
当
時
す
で
に
他
の
一
般
的
な
舞
楽
と
弁
別

二
四

さ
れ
て
い
た
こ
と
が
解
る
。
こ
の
供
養
舞
と
し
て
の
菩
薩
が
い
つ
頃
現
わ
れ
た
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
註
1
3

か
分
明
で
な
い
迄
も
、
法
会
記
録
の
う
え
で
は
『
東
大
寺
要
録
』
に
収
め
ら
れ
た

貞
観
三
年
（
八
六
一
）
東
大
寺
大
仏
御
頭
供
養
会
に
関
す
る
記
録
の
内
に
菩
薩
、

迦
陵
頻
の
三
三
作
法
と
舞
を
暗
示
さ
せ
る
記
述
が
初
め
て
み
ら
れ
る
。
し
か
も
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
註
1
4

こ
の
舞
を
新
造
舞
と
称
し
新
造
音
声
の
作
曲
者
と
し
て
『
和
三
部
太
田
麿
』
の
名

が
み
え
て
い
る
の
は
、
恐
ら
く
彼
が
こ
の
時
期
に
す
で
に
在
っ
た
林
邑
楽
の
レ
パ

ー
ト
リ
ー
の
中
か
ら
菩
薩
、
迦
陵
頻
の
二
曲
を
も
っ
て
供
養
舞
と
し
て
改
作
し
、

法
会
の
内
に
編
成
せ
し
め
た
も
の
で
は
な
い
か
と
推
測
さ
れ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
平
安
朝
時
代
前
期
に
始
ま
り
、
中
期
に
か
け
て
隆
盛
を
み
た
菩
薩

舞
も
次
第
に
伝
承
が
失
わ
れ
、
天
福
元
年
（
一
二
三
三
）
狛
近
真
の
著
に
な
る

註
羅
訓
抄
』
の
記
述
で
は
・
か
な
り
伝
承
の
乱
れ
た
も
の
と
し
て
記
さ
れ
て
お

塩
雑
言
三
一
』
で
は
こ
の
舞
は
白
河
天
皇
の
承
暦
年
間
（
一
・
七
七
主
・
八

○
）
ま
で
正
確
に
舞
わ
れ
て
い
た
が
、
次
第
に
失
嘱
し
て
行
っ
た
と
の
記
載
が
み

ら
れ
る
。
当
今
で
は
、
明
治
一
定
譜
に
選
定
さ
れ
た
左
方
唐
楽
一
越
調
に
属
す
る

　
「
菩
薩
破
」
の
楽
曲
の
み
が
伝
え
ら
れ
て
い
る
が
舞
に
つ
い
て
は
ま
っ
た
く
不
明

で
あ
る
と
い
っ
て
良
い
。
た
だ
法
会
の
形
式
の
内
に
菩
薩
の
姿
を
止
め
て
い
る
も

の
と
し
て
、
大
阪
の
四
天
王
寺
聖
霊
会
舞
楽
法
要
に
お
け
る
菩
薩
が
あ
る
。
こ
の

法
会
で
は
、
左
右
二
人
の
舞
人
が
菩
薩
に
紛
し
迦
陵
頻
胡
蝶
の
舞
茸
と
共
に
献
供

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
ト
わ
　
こ
　
わ

を
行
っ
た
後
、
」
「
菩
薩
破
」
の
楽
曲
が
発
楽
さ
れ
て
こ
の
楽
中
に
「
大
輪
小
輪
」

と
称
す
る
舞
台
の
内
側
を
前
後
二
回
に
わ
た
っ
て
廻
る
所
作
を
行
う
。
こ
の
所
作

　
註
1
7

は
『
失
署
し
た
舞
に
変
っ
て
行
わ
れ
る
』
の
で
あ
っ
て
、
往
時
平
安
朝
時
代
の
遺

風
を
法
会
の
内
に
伝
え
た
典
型
的
な
も
の
と
い
え
よ
う
。
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②
は
舞
と
い
う
よ
り
も
む
し
ろ
菩
薩
達
の
行
道
と
い
う
点
に
特
徴
が
あ
る
。
そ

の
淵
源
は
平
・
安
朝
時
代
に
拾
頭
し
た
浄
土
信
仰
に
起
因
し
て
い
．
る
と
い
わ
れ
る
。

こ
の
浄
土
信
仰
が
貴
族
仏
教
に
摂
受
さ
れ
た
結
果
産
み
だ
さ
れ
た
儀
式
芸
能
が
先

述
し
た
ω
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
庶
民
信
仰
に
流
入
さ
れ
た
結
果
の
儀
式
芸
能

が
㈲
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

　
空
也
（
九
三
八
頃
）
源
信
（
九
八
○
頃
）
に
始
ま
る
浄
土
教
の
興
隆
は
貴
賎
を

問
わ
ず
人
々
に
厭
離
臓
土
欲
求
浄
土
の
切
実
な
希
求
を
抱
か
せ
る
こ
と
㌧
な
っ

た
。
法
華
経
に
よ
っ
て
極
楽
往
生
を
説
く
講
説
が
行
わ
れ
、
そ
こ
に
は
参
詣
の
貴

蔑
老
若
男
女
が
群
っ
て
い
た
と
い
わ
れ
る
。
　
「
大
鏡
」
の
心
頭
に
み
ら
れ
る
雲
林

院
の
菩
提
講
は
ま
さ
に
そ
れ
で
あ
っ
て
貴
族
の
耽
美
的
な
伽
藍
仏
教
と
は
異
種
の

庶
民
性
豊
か
な
法
会
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
更
に
こ
の
菩
提
講
か
ら
、
よ
り
庶
民

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
か
へ
こ
う

的
具
象
的
な
要
素
を
濃
厚
に
現
出
し
て
く
る
の
が
迎
講
で
あ
る
。
．
こ
㌧
で
は
、
来

迎
思
想
を
強
調
し
極
楽
往
生
を
願
う
人
々
の
臨
末
に
は
、
そ
の
験
と
し
て
必
ず
弥

陀
聖
衆
の
来
迎
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
と
説
い
た
。
「
宇
治
拾
遺
物
語
」
、
　
「
今
昔

物
語
」
な
ど
に
も
来
迎
を
め
ぐ
っ
て
の
往
生
人
の
説
話
が
幾
編
か
載
せ
ら
れ
て
い

る
が
、
そ
の
有
様
を
現
実
に
演
出
し
て
み
せ
た
の
が
、
迎
講
に
お
け
る
二
十
五
菩

薩
来
迎
練
行
道
で
あ
る
。
迎
講
の
名
称
は
「
栄
華
物
語
」
に
す
で
に
現
わ
れ
て
い

　
　
註
1
8

る
が
、
　
『
古
事
談
』
に

　
「
迎
講
者
、
恵
心
僧
都
始
め
給
ふ
事
象
三
寸
の
小
佛
を
脇
足
の
上
に
立
て
、
脇

足
の
足
に
付
緒
て
引
寄
せ
し
て
悌
泣
し
給
ひ
け
り
。
寛
印
供
奉
そ
れ
を
見
て
護
智

し
て
丹
後
の
迎
講
を
ば
始
め
給
ふ
云
々
」

　
と
あ
る
の
は
、
こ
の
儀
式
芸
能
の
発
端
を
示
唆
す
る
興
味
あ
る
記
述
で
あ
る
と

考
え
る
。

松
尾
寺
に
伝
承
さ
れ
る
「
仏
舞
」
に
つ
い
て

　
廿
五
菩
薩
練
供
養
は
、
現
在
奈
良
県
の
当
麻
寺
、
大
阪
の
大
念
仏
寺
等
に
伝
承

さ
れ
て
い
る
が
、
当
麻
寺
に
お
け
る
そ
れ
は
、
中
将
姫
の
正
月
命
日
で
あ
る
五
月

十
四
日
営
ま
れ
、
中
将
姫
の
伝
説
に
基
づ
き
本
堂
を
極
楽
浄
土
に
見
た
て
て
廿
五

菩
薩
が
橋
を
渡
っ
て
対
屋
に
行
き
、
こ
こ
で
中
将
姫
の
像
を
蓮
台
に
奉
持
し
て
本

堂
に
帰
る
と
い
う
ま
さ
に
来
迎
引
接
の
有
様
を
劇
的
に
演
出
し
た
法
会
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
菩
薩
達
は
各
々
手
に
幡
、
蓮
花
の
他
に
琵
琶
、
笙
筏
、
箏
、
横
笛
、

笙
、
翔
鼓
、
鉦
鼓
な
ど
の
楽
器
を
持
っ
て
お
り
、
雅
楽
に
よ
る
半
生
の
奉
楽
を
伴

奏
に
練
行
道
を
行
う
。

　
こ
れ
ら
二
つ
の
芸
能
は
共
に
平
安
朝
時
代
に
起
り
隆
盛
し
た
も
の
で
あ
り
、
し

が
も
又
共
に
浄
土
信
仰
と
関
係
深
い
も
の
で
あ
り
な
が
ら
、
ω
は
貴
族
達
を
中
心

と
し
て
、
ω
は
庶
民
を
中
心
と
し
て
流
布
し
た
点
興
味
深
い
も
の
が
あ
る
。
又
ω

は
雅
楽
と
い
う
当
時
の
芸
術
的
音
楽
芸
能
の
ジ
ャ
ン
ル
に
あ
る
も
の
と
し
て
、
②

は
仏
教
教
理
に
緊
密
に
結
び
付
い
た
も
の
と
し
て
そ
れ
ぞ
れ
法
会
の
上
に
現
わ
れ

て
来
た
芸
能
と
も
云
え
る
。
或
は
又
、
ω
は
大
陸
的
な
も
の
と
し
て
、
ω
は
日
本

的
な
も
の
と
し
て
の
そ
れ
ぞ
れ
特
質
を
指
適
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　
以
上
仏
舞
の
先
行
芸
能
と
考
え
ら
れ
る
も
の
を
掲
げ
こ
れ
に
つ
い
て
述
べ
て
来

た
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
の
芸
能
と
仏
舞
が
ど
の
よ
う
に
結
び
つ
い
て
く
る
の
で

あ
ろ
う
か
、
ま
ず
仏
舞
は
、
前
述
し
た
よ
う
に
阿
弥
陀
、
大
日
、
釈
迦
の
三
如
来

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
註
1
9

の
姿
を
擬
し
た
も
の
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
が
、
『
舞
に
使
用
さ
れ
る
仮
面
』
（
写

真
1
7
参
照
）
は
い
ず
れ
も
木
彫
金
箔
の
仏
面
の
前
頭
部
に
理
略
の
垂
れ
下
っ
た
彫

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
註
2
0

金
の
宝
冠
が
添
付
さ
れ
て
い
る
。
　
『
阿
沙
薄
抄
や
覚
禅
抄
』
な
ど
に
示
さ
れ
る
儀

軌
の
分
類
に
よ
れ
ば
こ
の
よ
う
な
仏
面
は
如
来
部
に
属
す
る
も
の
で
は
な
く
、
・
菩

薩
部
に
属
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
解
る
。

二
五

98



松
尾
寺
に
伝
承
さ
れ
る
「
仏
舞
」
に
つ
い
て

　
従
っ
て
仏
舞
の
如
来
の
服
装
は
実
は
菩
薩
形
を
象
っ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
す

な
わ
ち
こ
れ
は
菩
薩
の
舞
な
の
で
あ
る
。

　
次
に
前
述
し
た
よ
う
に
仏
舞
は
不
完
全
な
編
成
な
が
ら
雅
楽
器
の
伴
奏
に
よ
っ

て
行
わ
れ
る
舞
す
な
わ
ち
舞
楽
で
あ
る
。
舞
楽
と
し
て
の
菩
薩
舞
は
当
然
ω
の
範

疇
に
属
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
こ
㌧
に
推
測
な
が
ら
、
こ
の
仏
舞
の
主

流
的
要
素
は
や
は
り
都
の
寺
々
の
大
法
会
に
行
わ
れ
た
「
菩
薩
」
で
あ
り
、
こ
の

曲
の
み
な
ら
ず
雅
楽
の
他
の
楽
曲
も
又
、
楽
制
に
至
る
迄
も
往
時
此
寺
に
伝
え
ら

れ
た
の
で
あ
ろ
う
と
考
え
る
。

　
し
か
し
、
仏
舞
は
こ
れ
の
み
の
要
素
か
ら
成
立
っ
て
い
る
と
は
思
え
な
い
点
が

あ
る
。
そ
れ
は
仏
達
が
手
に
振
鼓
（
写
真
0
0
参
照
）
を
持
っ
た
り
、
身
に
謁
鼓
（

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
註
2
1

写
真
⑫
参
照
）
を
つ
け
た
り
す
る
こ
と
で
あ
る
。
『
楽
家
録
』
に
記
載
さ
れ
て
い

る
菩
薩
の
衣
服
で
は
、
こ
の
よ
う
な
楽
器
に
つ
い
て
の
記
述
は
全
く
な
い
が
、
迎

講
に
お
け
る
菩
薩
達
は
手
に
様
々
な
楽
器
を
携
帯
し
て
い
る
。
従
っ
て
こ
う
し
た

二
士
に
お
け
る
菩
薩
達
の
衣
服
が
或
は
仏
舞
に
影
響
し
た
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
、
因
み
に
迎
講
と
仏
舞
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
覚
印
供
奉
が
丹
後
に
お
い
て
迎

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
註
2
2

講
を
始
め
た
と
い
う
先
諭
し
た
古
事
談
の
記
述
、
更
に
『
塔
年
齢
』
巻
廿
で
は

丹
後
の
国
府
天
橋
立
に
始
行
さ
れ
た
と
伝
え
て
い
る
が
、
そ
の
地
縁
的
関
係
を
暗

示
せ
し
め
る
。
真
跡
に
仏
舞
の
舞
人
楽
人
達
の
練
行
道
の
為
に
し
つ
ら
え
て
あ
る

と
伝
わ
る
本
堂
と
祖
師
堂
と
を
結
ぶ
反
橋
も
、
迎
講
の
菩
薩
達
の
行
道
と
同
じ
用

途
を
持
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
要
す
る
に
仏
舞
は
ω
、
ω
の
両
者
要
素
を
備
え
て
い
る
と
想
像
さ
れ
る
が
、
そ

の
主
流
は
あ
く
迄
も
ω
に
属
す
る
舞
楽
の
菩
薩
舞
で
あ
り
、
伝
承
さ
れ
る
そ
の
間

に
ω
の
要
素
が
衣
服
演
出
の
上
に
加
わ
ら
れ
る
に
至
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
従
っ

二
六

て
こ
の
仏
舞
の
原
型
は
、
こ
れ
ら
先
行
芸
能
の
成
立
及
び
発
生
が
ら
隆
盛
の
年
代

を
勘
案
し
て
あ
く
迄
も
推
測
な
が
ら
平
安
朝
中
期
か
ら
鎌
倉
時
代
に
こ
の
寺
に
伝

え
ら
れ
た
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

四
、
仏
書
の
音
楽
（
特
に
箏
築
の
旋
律
を
申
心
と
し
て
）

　
仏
舞
に
つ
い
て
は
去
る
昭
和
三
十
八
年
、
大
谷
女
子
大
学
教
授
水
原
謂
江
氏
が

調
査
さ
れ
、
そ
の
詳
し
い
調
査
報
告
は
、
紀
要
第
一
集
（
民
俗
文
化
研
究
所
、
昭

和
三
十
九
年
刊
）
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
報
告
で
は
特
に
松
尾
寺
に
伝
わ
る

数
点
の
楽
譜
、
舞
譜
の
解
読
に
重
点
が
置
か
れ
、
解
読
さ
れ
た
譜
と
現
行
雅
楽
曲

の
譜
と
を
比
較
し
、
こ
の
仏
舞
の
譜
の
内
に
現
行
雅
楽
曲
中
の
越
天
楽
（
盤
渉
調

黄
鐘
調
）
、
菩
薩
破
の
め
ぐ
り
、
す
な
わ
ち
旋
律
型
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
を
論

証
し
よ
う
と
試
み
て
い
る
。
従
っ
て
私
は
こ
、
に
吊
革
に
お
い
て
演
奏
さ
れ
る
実

際
の
音
楽
を
採
上
げ
、
こ
れ
と
楽
譜
と
の
関
係
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。

　
演
奏
は
先
ず
謁
鼓
太
鼓
の
み
の
演
奏
に
依
っ
て
初
ま
る
。
こ
れ
ら
二
種
の
打
楽

器
は
現
行
の
雅
楽
に
お
け
る
そ
れ
と
同
様
に
一
つ
の
リ
ズ
ム
パ
タ
ー
ン
が
構
成
さ

れ
て
お
り
、
こ
の
パ
タ
ー
ン
が
舞
の
間
終
止
反
復
し
て
奏
さ
れ
る
。

　
こ
の
打
楽
器
の
演
奏
の
途
申
か
ら
縄
墨
と
横
笛
が
同
時
に
奏
さ
れ
る
が
吹
奏
楽

器
に
よ
っ
て
奏
さ
れ
る
旋
律
は
、
打
楽
器
の
リ
ズ
ム
と
は
無
関
係
に
進
行
し
て
行

く
。
こ
の
点
確
固
た
る
打
楽
器
の
リ
ズ
ム
に
支
配
さ
れ
た
旋
律
進
行
を
も
つ
現
行

雅
楽
と
は
異
に
す
る
が
、
享
和
三
年
（
一
八
〇
三
）
に
書
写
さ
れ
た
越
天
子
謁
鼓
譜

に
よ
れ
ば
管
の
楽
器
の
仮
名
譜
の
横
に
墨
点
や
、
　
「
来
」
と
お
ぼ
し
き
奏
法
を
示

す
細
い
点
が
規
則
的
に
施
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
よ
り
推
し
て
往
昔
に
は
旋
律
と
打
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楽
器
群
が
つ
く
り
出
す
リ
ズ
ム
パ
タ
ー
ン
と
の
聞
に
は
一
定
の
有
機
的
な
関
係
の

あ
っ
た
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
。
し
か
し
、
こ
の
打
物
譜
か
ら
現
行
の
仏
工
の
リ
ズ

ム
パ
タ
ー
ン
を
解
明
す
る
こ
と
は
甚
だ
難
し
い
。

　
箏
築
と
横
笛
は
共
に
ほ
と
ん
ど
同
じ
旋
律
を
奏
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
現
行

雅
楽
に
お
い
て
こ
れ
等
両
者
間
に
聴
か
れ
る
よ
う
な
ヘ
テ
ロ
フ
ォ
ニ
ッ
ク
な
旋
律

進
行
は
み
ら
れ
な
い
。

　
又
笙
の
よ
う
に
絶
対
音
高
を
示
唆
す
る
楽
器
が
欠
除
さ
れ
て
い
る
為
、
各
楽
器

に
於
け
る
音
程
は
ま
ち
ま
ち
で
あ
る
。
こ
と
に
甚
し
い
の
は
三
管
あ
る
横
笛
が
調

律
さ
れ
て
お
ら
ず
、
同
一
楽
器
に
お
い
て
さ
え
も
音
程
が
ま
ち
ま
ち
で
あ
る
。
又

篁
築
は
リ
ー
ド
の
賓
を
は
ず
し
て
吹
奏
す
る
の
で
、
演
奏
す
る
点
に
お
い
て
は
全

体
的
に
音
程
が
不
安
定
で
あ
り
旋
律
を
明
確
に
吹
出
せ
な
い
ば
か
り
で
は
な
く
、

高
・
低
音
域
の
音
程
を
求
め
る
こ
と
が
甚
だ
難
し
い
。
こ
の
よ
う
に
現
行
の
雅
楽

演
奏
か
ら
み
れ
ば
、
音
程
や
リ
ズ
ム
の
上
に
お
い
て
可
な
り
か
け
は
な
れ
た
も
の

が
感
じ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
一
見
漫
然
と
無
秩
序
に
演
奏
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
こ
の
音
楽
に

も
楽
譜
が
存
在
し
、
し
か
も
こ
の
楽
譜
に
よ
っ
て
現
実
に
演
奏
さ
れ
て
い
る
こ

と
、
又
現
行
雅
楽
に
お
い
て
修
練
の
段
階
に
楽
曲
の
旋
律
法
を
会
得
す
べ
く
伝
授

さ
れ
る
唱
歌
が
此
所
で
も
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
な
ど
の
慣
習
的
な
事
項
は
、
仏
舞

の
音
楽
が
歴
史
的
に
雅
楽
の
系
統
中
に
あ
る
こ
と
を
物
語
る
も
の
で
あ
り
又
現
実

に
お
い
て
も
ま
っ
た
く
無
秩
序
に
行
わ
れ
て
は
い
な
い
こ
と
を
物
語
る
も
の
で
あ

る
。　

別
掲
し
た
楽
譜
は
仏
舞
の
音
楽
の
内
、
主
旋
律
を
奏
す
る
簗
篁
の
旋
律
を
採
譜

し
た
も
の
と
古
楽
譜
の
解
読
に
よ
り
音
高
を
訳
し
た
も
の
と
を
併
書
し
た
比
較
譜

松
尾
寺
に
伝
承
さ
れ
る
「
仏
舞
」
に
つ
い
て

と
も
い
う
べ
き
も
の
で
あ
る
。

〔
∬
〕
は
十
一
月
七
日
の
我
々
の
採
集
に
お
い
て
、
箏
箕
奏
者
寺
本
秀
雄
氏
の
演

奏
を
採
譜
し
た
も
の
で
あ
り
、
〔
1
〕
は
同
氏
の
演
唱
に
よ
る
唱
歌
を
採
譜
し
た

も
の
で
あ
る
。

　
な
お
〔
1
〕
〔
五
〕
の
採
譜
に
つ
い
て
は
、
昭
和
4
6
年
大
阪
教
育
大
学
池
田
分

校
特
設
音
楽
科
に
設
置
さ
れ
た
旋
律
測
定
機
を
使
用
し
た
。
こ
れ
は
、
大
阪
の
成

和
製
作
所
に
お
い
て
試
作
さ
れ
た
も
の
で
測
定
音
程
は
半
音
、
ス
ピ
ー
ド
は
一
分

間
に
六
十
セ
ン
チ
で
あ
る
。

　
音
程
と
リ
ズ
ム
を
グ
ラ
フ
用
紙
に
記
録
さ
れ
る
。
従
っ
て
先
に
掲
げ
た
〔
1
〕
、

〔
皿
〕
の
楽
譜
は
、
演
奏
用
の
も
の
と
し
て
で
は
な
く
、
こ
の
機
器
を
使
用
す
る
こ

と
に
よ
っ
て
よ
り
客
観
的
な
音
楽
の
実
態
を
表
示
す
る
も
の
と
し
て
、
掲
載
し
た

の
で
了
解
さ
れ
た
い
。

　
箏
築
の
演
奏
・
唱
歌
の
演
唱
に
際
し
て
、
寺
本
氏
は
楽
譜
（
写
真
ω
参
照
）
を

使
用
し
た
が
、
こ
れ
は
昭
和
二
十
一
年
現
行
用
に
書
写
さ
れ
た
も
の
で
H
O
・
q
§
×

b。

@
●
①
§
の
半
紙
に
墨
書
さ
れ
、
三
丁
仮
綴
の
楽
譜
集
で
表
紙
に
は
「
暁
天
楽
符
、

松
尾
寺
仏
舞
用
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
は
、
越
天
楽
と
あ
る
が
、
同
楽

譜
集
に
は
何
れ
の
管
楽
器
か
不
明
の
譜
と
越
唐
楽
の
算
簗
譜
と
明
記
さ
れ
た
も
の

と
が
一
所
に
綴
じ
ら
れ
て
あ
り
、
篁
・
築
譜
が
あ
る
以
上
、
不
明
の
譜
は
恐
ら
く
横

笛
の
譜
と
考
え
ら
れ
る
が
、
寺
本
氏
が
演
奏
に
際
し
て
用
い
た
の
は
こ
の
譜
で
あ

り
、
三
惑
譜
は
使
用
し
て
い
な
か
っ
た
。
又
横
笛
奏
者
も
こ
の
楽
譜
を
用
い
て
い

る
と
こ
ろ
が
ら
、
両
管
楽
器
と
も
同
一
の
譜
を
採
用
し
て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ

る
。　

こ
の
譜
は
、
一
つ
の
仮
名
諸
悪
の
下
に
指
使
い
を
指
示
し
た
上
書
が
施
さ
れ
て

二
九
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松
尾
寺
に
伝
承
さ
れ
る
「
仏
舞
」
に
つ
い
て

あ
り
、
各
々
の
指
の
名
称
は
雅
楽
の
指
譜
の
符
号
に
よ
る
も
の
で
は
な
く
、
水
風

火
地
天
の
五
行
の
各
字
を
掴
指
か
ら
小
指
に
至
る
各
指
に
あ
て
は
め
て
い
る
。

　
従
っ
て
譜
〔
（
亙
）
〕
に
お
い
て
は
、
唱
歌
の
仮
名
文
字
を
楽
譜
の
下
に
記
し

た
。
先
ず
〔
1
〕
と
〔
亙
〕
と
を
比
較
し
て
み
る
と
次
の
よ
う
な
事
柄
が
指
適
さ

れ
る
。

　
ω
篁
築
の
演
奏
と
唱
歌
の
演
唱
に
お
け
る
旋
律
進
行
が
大
略
一
致
し
て
い
る
こ

と
。　

旋
律
の
基
本
を
原
楽
譜
に
求
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
一
般
に
は
当
然
で

あ
る
が
、
雅
楽
の
場
合
、
楽
譜
と
い
う
も
の
は
単
な
る
音
図
と
リ
ズ
ム
の
目
安
を

示
す
も
の
に
し
か
過
ぎ
な
い
。
そ
こ
で
演
奏
者
は
、
更
に
細
い
旋
律
の
動
き
や
リ

ズ
ム
の
型
を
唱
歌
を
習
得
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
覚
え
る
。
そ
し
て
唱
歌
に
お
い
て

覚
え
た
旋
律
や
リ
ズ
ム
を
実
際
に
楽
器
に
移
し
て
演
奏
す
る
の
で
あ
る
。
い
わ
ば

雅
楽
曲
各
曲
の
旋
律
と
リ
ズ
ム
の
基
本
は
唱
歌
に
お
い
て
見
出
さ
れ
る
と
い
っ
て

も
良
い
で
あ
ろ
う
。

　
従
っ
て
見
舞
の
音
楽
に
お
け
る
旋
律
も
、
そ
の
基
本
は
唱
歌
に
求
め
ら
れ
る
べ

き
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
、
譜
〔
1
〕
を
見
る
と
、
譜
〔
H
〕
と
比
較

し
て
出
だ
し
の
闘
魚
の
差
異
は
別
と
し
て
も
各
所
に
半
音
乃
至
一
音
程
度
の
違
い

が
見
ら
れ
る
。
そ
れ
は
筆
削
と
い
う
楽
器
が
本
来
音
程
の
不
安
定
な
楽
器
で
あ
る

と
こ
ろ
に
加
え
て
、
箕
を
施
さ
な
い
と
い
う
異
例
の
奏
法
で
あ
る
こ
と
か
ら
起
っ

た
、
技
術
的
弓
は
技
法
的
な
点
に
原
因
が
あ
る
と
み
ら
れ
る
。
従
っ
て
一
音
程
度

の
音
程
の
差
異
は
容
認
せ
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
し
か
ら
ば
全
般
に
亘
っ
て
〔
1
〕
〔
豆
〕
の
両
者
を
見
た
場
合
、
相
方
の
旋
律

進
行
の
上
に
大
差
は
認
め
ら
れ
ず
、
技
術
的
な
問
題
は
別
と
し
て
唱
歌
に
裏
付
け

三
〇

ら
れ
た
旋
律
を
忠
実
に
再
現
す
べ
く
意
図
づ
け
ら
れ
て
演
奏
さ
れ
て
い
る
こ
と
が

解
る
。

ω
フ
レ
ー
ズ
の
切
れ
目
が
ほ
ぼ
一
致
す
る
こ
と

　
原
譜
（
写
真
ω
参
照
）
に
は
フ
レ
ー
ズ
の
区
切
り
と
見
ら
れ
る
と
こ
ろ
に
、
●
印

が
施
さ
れ
て
あ
り
、
唱
歌
は
こ
の
部
分
で
充
分
な
休
止
を
採
る
。
そ
れ
は
一
拍
半

か
ら
二
拍
以
上
に
及
ぶ
も
の
で
、
フ
レ
ー
ズ
か
ら
次
の
フ
レ
ー
ズ
迄
、
休
止
は
み

ら
れ
な
い
。
実
際
の
演
奏
で
は
、
も
っ
と
細
く
休
止
が
行
わ
れ
る
が
、
唱
歌
の
プ

レ
ー
ズ
の
切
目
と
み
ら
れ
る
個
所
で
は
可
成
り
長
い
休
止
が
み
ら
れ
る
。
そ
れ
は

唱
歌
の
場
合
と
同
様
一
拍
半
以
上
の
休
止
を
採
る
が
場
所
に
よ
っ
て
は
、
唱
歌
の

場
合
よ
り
更
に
一
拍
以
上
の
長
さ
に
わ
た
る
休
止
を
採
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
次
の

フ
レ
ー
ズ
に
入
る
迄
に
充
分
な
息
継
を
行
う
為
で
あ
っ
て
、
現
行
の
雅
楽
演
奏
に

お
い
て
も
、
曲
の
初
め
の
ゆ
っ
た
り
し
た
テ
ン
ポ
の
個
所
で
は
、
フ
レ
ー
ズ
の
切

目
に
お
い
て
約
二
拍
の
休
止
を
採
る
場
合
が
あ
る
。

　
〔
1
〕
に
お
い
て
フ
レ
ー
ズ
の
間
に
細
い
休
符
が
見
ら
れ
る
の
は
、
恐
ら
く
一

つ
の
フ
レ
ー
ズ
の
間
を
一
息
で
吹
奏
す
る
の
が
至
難
な
為
に
便
宜
的
に
息
継
ぎ
を

し
た
為
で
あ
る
。
現
行
の
雅
楽
に
お
い
て
も
旋
律
の
型
を
損
わ
ぬ
程
度
に
フ
レ
ー

ズ
の
間
に
任
意
的
に
息
継
ぎ
を
行
う
が
、
こ
れ
は
統
一
を
期
す
る
為
唱
歌
の
段
階

に
お
い
て
切
所
を
定
め
、
切
方
に
も
一
つ
の
法
則
性
を
持
っ
て
い
る
。
こ
れ
に
対

し
仏
舞
の
音
楽
で
は
、
更
に
任
意
的
で
あ
り
、
法
則
性
も
見
出
し
得
な
い
。

　
し
か
る
に
少
く
と
も
各
フ
レ
ー
ズ
の
終
り
の
休
止
は
〔
1
〕
〔
H
〕
共
に
客
意

性
が
認
め
ら
れ
、
し
か
も
こ
れ
が
一
致
す
る
こ
と
は
、
先
の
旋
律
進
行
の
一
致
と

共
に
唱
歌
に
忠
実
な
演
奏
を
行
お
う
と
し
て
い
る
こ
と
の
論
拠
と
な
ろ
う
。

　
〔
皿
〕
に
つ
い
て
は
、
先
に
述
べ
た
仏
舞
の
演
奏
者
の
楽
譜
（
写
真
ω
参
照
）
を
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参
照
し
た
。
こ
の
楽
譜
の
も
と
に
な
る
資
料
に
つ
い
て
、
水
原
氏
の
調
査
報
告
に

よ
れ
ば
、
書
写
年
代
の
不
明
な
楽
譜
と
文
化
十
二
年
書
写
な
る
楽
譜
が
松
尾
寺
に

存
し
て
い
た
こ
と
を
報
告
さ
れ
て
い
る
が
、
今
回
の
我
々
の
調
査
で
は
こ
れ
ら
の

楽
譜
は
発
見
さ
れ
な
か
っ
た
。
恐
ら
く
水
原
氏
が
調
査
さ
れ
て
よ
り
我
々
が
調
査

し
た
間
に
紛
失
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
甚
だ
不
思
議
で
あ
る
と
同
時
に
残
念
な
こ

と
で
も
あ
る
。

　
水
原
氏
は
こ
の
楽
譜
に
つ
い
て
「
民
俗
文
化
研
究
所
紀
要
」
の
な
か
で
、
こ
れ

が
横
笛
譜
で
あ
る
と
の
推
定
を
下
し
、
そ
の
推
定
に
従
っ
て
校
訂
を
加
え
、
現
行

雅
楽
の
横
笛
の
指
譜
を
こ
れ
に
あ
て
は
め
て
い
る
。
し
か
し
、
仏
舞
で
は
現
実
に

こ
の
譜
に
依
っ
て
箋
築
が
演
奏
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
私
は
こ
の
譜
を
箪

築
譜
と
仮
定
し
て
こ
の
楽
器
の
指
譜
を
あ
て
は
め
て
み
た
。

　
指
譜
を
あ
て
は
め
る
に
際
し
て
は
先
ず
撮
指
か
ら
小
指
に
至
る
五
本
の
指
を
譜

に
示
す
よ
う
に
「
水
丁
半
地
天
」
の
順
に
定
め
て
箏
簗
の
指
使
の
上
か
ら
指
穴
と

の
関
係
を
左
図
の
如
く
決
定
し
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⊥
水
左
双
調
　
　
　
　
　
　
　
ム
水
右
上
無

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
双
調

舌
天

（右）

XX
鉛
簾
轄
工
期S8
魏
　膠

　萩

　蟹

　孚

黄鐘（左）丁

下無（左）風一

平調（左）火四

壱越（左）地六

神仙（右）風九

盤渉（右）火工

松
尾
寺
に
伝
承
さ
れ
る
「
仏
舞
」
に
つ
い
て

黄鐘（右）地五

　
原
楽
譜
は
水
原
氏
の
改
訂
に
よ
る
も
の
を
蓋
し
た
。
次
に
示
す
の
は
原
楽
譜
に

表
記
さ
れ
た
指
使
い
を
以
上
の
方
法
で
現
行
雅
楽
の
指
譜
に
置
き
変
え
た
も
の
で

あ
る
。
こ
の
場
合
、
　
「
水
」
に
あ
た
る
「
⊥
」
　
「
ム
」
の
二
尊
は
仏
舞
の
実
際
の

演
奏
に
使
用
さ
れ
て
お
ら
ず
、
表
の
七
孔
の
み
を
使
用
し
て
い
る
の
で
こ
れ
ら
裏

書
は
閉
じ
た
ま
、
の
状
態
で
あ
る
と
判
断
し
た
。

チイチ
イ

右
ノ
風
左
ノ
水

一
ド
ニ
上
ル

チ
ノ
指
一
タ
ビ

ス
リ
上
ル

　
上
二
同
ジ

（
筋
難
あ
る
）

ヤ
常
親
㌶
赫
（
火
地
天
の
誤
か
）

ア
ア
労
裁
断
。
ゴ
カ
シ

ア
只
捗
秋
”
三
，
ビ

ト
ウ
斜
〃
発
煽
ヲ
。
サ
ギ

　
　
ソ
ノ
マ
マ
ジ
キ
ニ

タ　
　
タ
ァ
ヲ
フ
ク

レ
　
左
ノ
火
ヲ

ノ
　
オ
ロ
ス

　
　
マ
タ
火
ヲ
ア
ゲ
ル

ー
フ

　
　
ナ
リ

ァ
（
吐
鼓
募
品
別
リ

　
　
　
　
　
　
上
ニ

チ
イ
チ
イ
　
周
ナ
リ

ト
ウ
鱗
努
窮
ギ

チ
イ
リ
稽
掻
轡
回
折

六舌
↓
六

六
↓
舌
↓
六

九九
六
↓
允
↓
六

一一
四

一一六
↓
舌
↓
六
、

丁丁
↓
舌
↓
丁一

三

六
↓
舌
↓
六
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タ
ア

ア
㌧

ルー
フ

松
尾
寺
に
伝
承
さ
れ
る
「
仏
舞
」
に
つ
い
て

右
ノ
火
左
ノ
風
ヲ

フ
サ
ギ
ョ
ノ
五
指
ヲ
ア
ゲ
ル

五
指
ハ
ソ
ノ
マ
マ
ニ
テ
（
左
風
疑
問
）

左
ノ
風
ヲ
少
シ
ウ
ゴ
カ
ス
心
ナ
リ

左
ノ
火
ヲ

ヲ
ロ
ス

左
ノ
火
ヲ

ア
ゲ
ル

一・ l一一

　
右
図
の
箏
築
の
三
三
字
を
洋
弓
に
移
し
た
の
が
楽
譜
〔
皿
〕
で
あ
る
。
但
し
こ

㌧
で
は
リ
ズ
ム
の
型
が
不
明
な
の
で
、
指
譜
字
が
示
す
音
高
の
み
を
記
載
し
た
。

こ
れ
に
よ
れ
ば
原
楽
譜
の
仮
名
字
に
あ
て
は
ま
る
各
月
の
進
行
は
、
唱
歌
の
旋
律

進
行
と
大
略
同
じ
で
あ
っ
て
、
こ
の
こ
と
は
唱
歌
そ
の
も
の
が
楽
譜
に
可
成
り
忠

実
に
伝
承
さ
れ
来
っ
た
こ
と
が
解
る
。
こ
れ
は
又
実
際
の
演
奏
に
つ
い
て
も
同
様

の
こ
と
が
云
え
る
。
　
〔
1
〕
〔
豆
〕
〔
皿
〕
の
三
者
が
著
し
く
異
る
の
は
、
f
の

部
分
の
後
半
と
9
の
部
分
で
あ
る
。
f
の
後
半
に
お
い
て
は
、
〔
皿
〕
と
〔
1
〕
〔
五
〕

の
音
高
が
著
し
く
異
る
。
皿
が
D
音
を
示
す
の
に
対
し
〔
1
〕
は
A
音
、
〔
皿
〕
は

H
音
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
部
分
は
唱
歌
と
実
演
奏
と
が
ほ
ぼ
半
音
の
開
き
で

b類
似
性
を
持
っ
て
い
る
と
い
え
る
。
こ
れ
は
恐
ら
く
あ
る
時
点
よ
り
、
こ
の
部
分

が
原
譜
と
は
異
っ
た
旋
律
に
変
え
ら
れ
て
し
ま
い
（
そ
れ
は
箏
築
の
技
法
上
か
ら

そ
の
よ
う
に
な
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
）
、
慣
習
的
に
唱
歌
に
歌
わ
れ
る
よ
う
な

旋
律
の
形
が
伝
承
さ
れ
今
日
に
至
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
9
の
部
分
に
つ
い
て
は
、
前
半
の
旋
律
進
行
は
1
正
筆
三
者
共
垂
々
同
じ
と
云

っ
て
よ
い
。
　
（
1
）
が
A
↓
D
↓
A
、
　
（
1
）
が
G
↓
D
↓
G
と
各
々
進
む
の
に

対
し
（
皿
）
で
は
D
↓
A
↓
D
と
進
ん
で
い
る
の
は
、
恐
ら
く
f
と
同
じ
理
由
に

よ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
後
半
部
分
で
も
音
程
の
差
異
は
あ
る
が
詳
細
に
み
る
と
大

三
二

略
類
似
し
た
旋
律
進
行
で
あ
る
と
云
え
よ
う
。
　
〔
H
〕
に
F
音
か
ら
正
音
に
至

る
半
音
階
的
な
下
降
旋
律
が
み
ら
れ
る
の
は
、
一
種
の
塩
梅
と
も
云
う
べ
き
も
の

で
、
原
譜
に
は
示
さ
れ
な
い
が
、
口
伝
の
段
階
で
こ
の
よ
う
な
旋
律
が
行
わ
れ
た

も
の
で
あ
ろ
う
。
現
行
雅
楽
に
お
い
て
も
塩
梅
音
は
記
譜
さ
れ
て
は
い
な
い
の
で

唱
歌
習
得
の
段
階
で
そ
れ
を
覚
え
る
の
で
あ
る
。

　
〔
1
〕
に
お
い
て
実
演
奏
が
唱
歌
の
下
降
音
を
吹
奏
し
て
い
な
い
の
は
技
法
的

な
問
題
に
原
因
が
あ
ろ
う
か
と
思
わ
れ
る
。

　
以
上
〔
1
〕
〔
皿
〕
〔
皿
〕
の
各
々
の
楽
譜
か
ら
少
く
と
も
旋
律
進
行
の
上
に
お
い
て

唱
歌
に
裏
付
け
ら
れ
た
箏
築
の
演
奏
が
行
わ
れ
、
更
に
そ
の
唱
歌
は
原
楽
譜
に
裏

付
け
ら
れ
た
音
楽
で
あ
る
こ
と
が
解
る
。
す
な
わ
ち
楽
譜
、
唱
歌
、
演
奏
の
三
者

が
有
機
的
に
結
び
付
い
て
い
る
以
上
は
こ
の
音
楽
が
ま
さ
に
雅
楽
の
範
疇
に
入
れ

ら
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
証
明
し
、
し
か
も
越
一
楽
と
称
す
る
仏
舞
の
伴
奏
音

楽
が
、
二
百
数
十
年
来
可
成
り
正
確
な
形
で
伝
承
さ
れ
て
来
た
こ
と
を
も
物
語
る

も
の
で
あ
り
、
こ
の
点
真
に
注
目
す
べ
き
性
格
の
音
楽
で
あ
る
と
い
え
る
。

五
、
舞
に
つ
い
て

　
舞
は
、
先
述
し
た
よ
う
に
、
本
堂
の
東
南
隅
に
設
け
ら
れ
た
二
畳
敷
程
の
台
上

で
演
奏
さ
れ
る
（
我
々
が
採
集
し
た
際
は
庫
里
の
客
殿
に
お
い
て
行
わ
れ
た
の

で
、
二
畳
敷
の
薄
縁
が
敷
彷
さ
れ
、
そ
の
上
で
奏
舞
さ
れ
た
。
）
高
欄
を
廻
ら
し

た
大
き
い
も
の
で
あ
れ
ば
1
0
米
x
1
5
米
程
の
広
さ
の
舞
台
に
行
わ
れ
る
現
行
の
舞

楽
か
ら
み
れ
ば
、
真
に
そ
れ
は
習
習
な
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
仏
舞
の
仮
面
の
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視
野
が
真
に
狭
く
。
而
も
六
人
の
舞
人
が
列
を
な
し
て
奏
舞
す
る
に
は
距
離
の
測
「

定
や
、
舞
人
相
互
間
の
動
作
の
調
和
が
測
り
に
く
い
の
で
あ
る
。
そ
の
為
に
舞
人

達
は
畳
の
縁
を
足
先
の
触
感
に
頼
っ
て
足
の
運
び
を
決
定
し
、
相
互
の
位
置
関
係

を
確
認
す
る
の
で
あ
る
。
従
っ
て
「
舞
の
手
」
そ
の
も
の
も
動
き
の
少
い
暖
漫
な

も
の
で
、
位
置
の
移
動
も
す
こ
ぶ
る
ゆ
る
や
か
な
テ
ン
ポ
の
内
に
行
わ
れ
る
の
で

あ
る
。

　
先
ず
舞
人
六
人
、
続
い
て
楽
人
六
人
が
列
立
し
て
参
入
す
る
。
楽
人
達
は
楽
席

に
次
の
よ
う
な
配
置
で
着
座
す
る
。
　
（
写
真
㈱
参
照
）

　
　
　
　
　
　
　
○
↓
太
鼓

　
　
　
　
　
　
　
○
↓
錫
鼓

　
　
　
　
　
　
↓
箏
築

　
　
　
　
　
　
○
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
矢
印
は
方
向
を
表
わ
す

　
　
　
　
　
↓
　
　
↓

　
　
　
　
　
○
　
　
○

　
　
　
　
横
笛
　
横
笛

　
普
通
三
鼓
を
最
前
列
に
笙
、
箏
築
、
笛
が
同
一
方
向
に
横
列
す
る
現
行
舞
楽
の

管
方
の
奏
楽
配
置
と
は
異
っ
て
い
る
。

　
仏
達
は
先
ず
、
大
日
、
弥
陀
、
弥
陀
、
釈
迦
、
大
日
、
釈
迦
の
順
序
で
現
わ
れ

る
。
釈
迦
は
胸
に
小
形
の
鼓
を
横
に
か
け
、
両
手
に
は
短
い
桿
を
持
っ
て
い
る
。

大
日
も
阿
弥
陀
と
同
様
に
鼓
を
掛
け
て
い
る
が
右
手
に
桿
を
持
ち
、
左
手
に
は
振

鼓
を
持
っ
て
い
る
。
弥
陀
は
手
に
は
何
も
持
た
ず
合
掌
を
し
て
い
る
。
各
々
仏
達

は
左
図
の
如
く
進
ん
で
定
位
置
に
付
く
。

松
尾
寺
に
伝
承
さ
れ
る
「
仏
舞
」
に
つ
い
て

席泊く

木

「
↓

ぐ・

“．

る・

釈迦←○○→釈迦

大日←○○→弥陀

大日←○○→弥陀

一〉一

面正

点線は舞人参入の進行方向を表

　　わす

実線矢印は舞人の方向を表わす

　
舞
人
達
が
定
位
置
に
就
く
と
奏
楽
が
始
ま
る
が
、
舞
の
動
き
は
す
べ
て
太
鼓
の

数
に
よ
っ
て
規
程
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
数
の
単
位
は
、
原
則
的
に
3
・
3
・
5
の

順
序
か
ら
成
っ
て
お
り
、
こ
れ
ら
の
数
の
単
位
の
内
に
何
ら
か
の
動
作
が
始
ま

り
、
結
末
す
る
の
で
あ
る
。

　
従
っ
て
現
行
の
舞
楽
に
お
け
る
よ
う
に
楽
曲
の
旋
律
に
よ
っ
て
舞
手
が
定
め
ら

れ
て
い
る
左
方
唐
楽
、
リ
ズ
ム
パ
タ
ー
ン
の
内
に
舞
手
が
定
め
ら
れ
て
い
る
右
方

高
麗
楽
と
比
べ
る
と
、
こ
の
舞
は
そ
の
い
ず
れ
の
範
疇
に
も
あ
て
は
ま
ら
な
い
。
‘

強
い
て
類
似
的
な
点
を
見
出
す
な
ら
ば
、
ま
さ
に
太
鼓
の
数
が
海
手
を
規
程
す
る

註
2
3

　
『
振
鉾
』
か
或
は
太
鼓
の
区
切
か
ら
区
切
り
迄
を
動
作
の
一
単
位
と
す
る
「
序
」

の
舞
に
そ
の
比
較
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
こ
れ
ら
の
猛
鳥
は
い
わ
ば
自
由

リ
ズ
ム
の
楽
曲
で
あ
っ
て
そ
の
点
り
ズ
ム
の
支
配
を
受
け
ず
に
進
行
す
る
仏
舞
の

音
楽
と
類
似
し
た
も
の
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
現
行
舞
楽
に
お
い
て

も
慣
習
的
に
「
太
鼓
い
く
つ
め
の
舞
手
」
と
か
「
太
鼓
い
く
つ
め
舞
手
よ
り
揚
拍

子
に
入
る
」
な
ど
と
舞
手
の
個
所
を
太
鼓
の
数
で
も
っ
て
表
現
し
た
り
指
適
し
た

三
三
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oo
ﾂ

×・

（1＞番号の順番に

従って進む

（2）○→の矢印は

舞人の方向を

示す

（3）シ→尺迦

タ→大日

ミ→弥陀

佛舞の位置と隊形

右
へ
旋
回

　
シ
ρ
’
♂
シ
　
タ
P
♂
ミ
　
タ
P
　
♂
ミ

瓜
シ
シ
恥
α
ミ
タ
瓜
瓜
ミ
タ
銚

　
象
α
野
　
　
シ
b
隻
、
　
も
も

耽
碗
く
⑱
衝
認
以
反

④

⑧

⑫

紛
の
紛
シ
　
　
タ
　
　
タ

T
O
シ
　
　
シ
○
↓

○
寸
シ
・
不
○

㊥
㊥
砲
ミ
　
　
　
ミ
　
　
　
シ

シ
　
　
　
ミ
　
　
ミ
ゆ
傷
び

↑
○
ミ
　
　
タ
○
↓
↑
○
ミ
　
タ
○
↓

○
壷
ミ
タ
↑
○
○
壷
ミ
タ
今
○

タ
　
　
　
タ
　
　
　
シ
匝
ゆ
併

③

⑦

⑪

⑮

左
へ
旋
回

右
へ
旋
回

右
へ
旋
回

㊧
伽
伽
シ
　
　
　
タ
　
　
　
タ

の
シ
シ
の

α
シ
シ
q

ひ
σ
α
ミ
　
　
　
ミ
　
　
　
シ

迦。

↑
○
シ
　
シ
○
↓
↑
○
ミ
　
タ
○
↓
↑
○
ミ
⑤
　
　
一
．

　
　
　
一
　
．
　
　
　
■
　
シ
○
↓
　
　
・
↑
○
シ
　
ミ
○
↓
　
　
↑
○
タ
タ
○
↓
　
．
ミ
○
」
Ψ
　
　
〈
1
0
タ
　
⑨

。今
ﾖ
ω
ミ
　
　
ミ
　
　
シ
タ
　
　
　
タ
　
　
　
シ
⑬
二
㊥
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り
し
て
お
り
、
リ
ズ
ム
パ
タ
ー
ン
の
区
切
り
と
し
て
奏
さ
れ
る
太
鼓
が
舞
の
動
き

の
指
標
と
な
る
の
は
極
く
自
然
的
な
現
象
で
あ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
る
。

　
仏
舞
の
音
楽
が
こ
れ
ら
「
序
」
の
音
楽
を
写
し
た
も
の
で
あ
る
と
推
断
す
る
こ

と
は
不
可
能
な
こ
と
だ
が
、
少
く
と
も
舞
楽
に
お
け
る
慣
習
性
を
も
伝
承
し
、
太

鼓
の
打
数
の
み
が
旋
律
楽
器
と
打
楽
器
と
の
有
機
性
が
失
わ
れ
た
現
在
舞
の
動
作

に
お
け
る
唯
一
の
指
標
と
し
て
残
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

　
舞
の
手
は
大
日
、
弥
陀
、
釈
迦
そ
れ
ぞ
れ
独
特
の
手
が
あ
る
が
、
足
の
運
び
は

一
様
で
あ
る
。
又
、
手
の
動
き
と
足
の
運
び
は
一
定
し
て
お
り
、
位
置
を
移
動
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
註
2
4

る
以
外
の
静
止
し
た
状
態
で
は
、
手
の
動
き
の
み
で
『
突
く
と
か
「
す
る
」
と
か

「
立
て
る
。
」
　
「
踊
る
』
な
ど
の
足
の
動
き
は
全
く
み
ら
れ
な
い
。

　
舞
人
達
の
位
置
の
動
き
は
前
頁
に
別
掲
し
た
隊
列
図
に
示
す
よ
う
に
ω
よ
り
㈲

迄
の
動
き
が
一
つ
の
基
本
的
な
単
位
と
し
て
考
え
ら
れ
、
後
は
こ
の
動
き
の
反
復

と
若
干
の
ヴ
ァ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
が
見
ら
れ
る
に
過
ぎ
な
い
。
こ
の
図
に
よ
れ
ば
、

隊
列
の
形
態
は
縦
列
、
横
列
、
直
列
（
左
右
）
（
写
真
α
の
・
㈲
・
㈲
参
照
）
の
三
種

で
あ
り
、
方
向
は
常
に
外
向
か
内
向
き
で
あ
る
。
こ
の
う
ち
斜
列
の
（
形
態
は
縦

列
よ
り
横
列
若
し
く
は
こ
の
反
対
の
態
形
に
至
る
「
渡
り
」
　
（
仏
舞
の
隊
列
図
中

の
④
、
⑫
参
照
）
の
過
程
を
表
わ
す
も
の
と
も
い
え
よ
う
。
又
、
足
運
び
の
基
本

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
註
2
5

と
し
て
は
必
ず
左
足
か
ら
始
ま
り
、
舞
楽
の
足
運
び
に
云
う
『
追
足
』
　
『
送
足
』

の
如
き
型
を
採
っ
て
い
る
。

　
以
上
は
位
置
の
移
動
及
び
こ
れ
に
具
う
足
運
び
を
中
心
に
述
べ
て
来
た
が
、
手

の
動
き
に
も
特
色
が
み
ら
れ
る
。
手
の
動
き
は
弥
陀
、
釈
迦
、
大
日
の
三
体
各
々

異
っ
て
い
る
が
、
一
定
の
型
が
見
ら
れ
る
。
先
ず
弥
陀
は
、
合
掌
し
て
現
わ
れ

ω
両
手
を
交
へ
る
、

　
　
　
　
　
　
「
松
尾
寺
に
伝
承
さ
れ
る
仏
舞
」
に
つ
い
て

㈲
右
手
前
額
に
上
げ
左
手
垂
ら
す

㈲
左
右
手
垂
ら
す

ω
合
掌

㈲
右
手
上
覧
手
下

㈲
手
を
合
わ
せ
中
名
小
の
指
を
合
わ
す

　
等
々
の
手
の
動
き
を
示
す
が
、
こ
れ
ら
は
弥
陀
の
結
印
の
姿
を
象
っ
た
も
の
と

考
え
ら
れ
る
。

　
次
に
大
日
如
来
は

ω
振
鼓
を
か
か
げ
る
。
或
は
鼓
に
か
け
る
よ
う
に
廻
す

②
左
手
の
檸
で
胸
に
架
け
た
鼓
を
打
つ

　
最
後
に
釈
迦
如
来
は

ω
左
右
の
檸
を
前
額
部
に
重
ね
る
。

②
左
右
の
手
を
腰
に
付
け
る
。

　
が
最
も
特
色
あ
る
手
の
動
き
と
し
て
指
適
さ
れ
る
。
こ
れ
ら
の
手
の
動
き
は
、

先
賞
し
た
図
に
示
す
位
置
の
移
動
が
終
る
毎
に
反
復
し
て
行
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
こ
う
し
た
舞
の
動
き
を
知
る
文
献
資
料
と
し
て
、
当
寺
に
残
存
し
て
い
る
安
永

七
年
（
一
七
七
八
）
書
写
に
な
る
舞
譜
が
あ
る
。
こ
れ
は
b
の
『
・
◎
◎
§
×
H
O
躯
§
の
半

紙
に
墨
書
さ
れ
、
五
丁
か
ら
な
る
仮
綴
の
も
の
で
あ
る
が
、
表
紙
に
は

　
　
　
　
四
月
八
日
　
仏
舞
所
作

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
青
葉
山
　
松
尾
密
寺

　
と
記
さ
れ
て
お
り
、
奥
書
に
は
、

　
「
安
永
七
戊
戌
春
二
月
恐
擾
心
音
大
概
然
紛
冗
之
間
不
能
委
悉
後
日
再

記
之
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
五
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松
尾
寺
に
伝
承
さ
れ
る
「
仏
舞
」
に
つ
い
て

　
と
あ
り
、
仏
舞
の
伝
承
の
乱
れ
を
憂
え
た
関
係
者
が
取
敢
ず
メ
モ
を
し
た
も
の

と
推
察
さ
れ
る
。
こ
の
舞
譜
に
つ
い
て
は
、
水
原
氏
の
調
査
報
告
に
も
、
　
「
松
尾

寺
仏
舞
舞
譜
思
至
」
と
題
し
た
舞
譜
全
般
に
亘
る
校
訂
が
載
せ
ら
れ
て
い
る
が
、

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
現
行
の
仏
舞
は
舞
譜
に
記
載
さ
れ
た
内
容
と
大
略
同
じ
で
あ

り
、
水
原
氏
も
指
適
さ
れ
る
通
り
、
二
百
年
来
正
確
に
伝
承
さ
れ
て
来
た
こ
と
は

真
に
注
目
に
値
す
る
も
の
と
い
わ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
仏
舞
の
音
楽
に
つ
い
て
も

先
述
し
た
よ
う
に
、
楽
譜
に
表
記
さ
れ
た
も
の
と
現
実
の
音
楽
と
の
間
に
は
さ
ほ

ど
の
へ
だ
た
り
の
あ
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
を
述
べ
た
が
音
高
の
厳
密
性
を
不
問

と
す
る
こ
の
音
楽
に
つ
い
て
は
、
む
し
ろ
正
確
な
伝
承
が
為
さ
れ
て
来
た
と
云
っ

て
も
過
言
で
は
な
い
。

　
こ
う
し
た
正
確
な
伝
承
の
理
由
と
し
て
、
先
ず
蓬
蓬
が
単
な
る
法
楽
的
な
舞
で

は
な
く
、
法
会
に
密
接
な
関
係
を
持
つ
儀
式
舞
踊
で
あ
っ
た
こ
と
、
従
っ
て
宗
教

的
尊
厳
性
を
尊
重
す
る
立
場
か
ら
容
易
に
改
変
が
行
わ
れ
な
か
っ
た
こ
と
、
第
二

に
こ
の
舞
と
音
楽
を
伝
承
す
る
人
達
が
限
ら
れ
た
こ
の
寺
の
歴
代
の
壇
徒
で
あ
る

こ
と
、
事
理
家
の
制
度
を
採
入
れ
、
楽
器
、
舞
の
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
に
至
る
迄
、
各

家
々
の
専
業
と
し
た
こ
と
、
そ
の
為
に
各
家
で
は
父
子
孫
々
に
家
の
芸
と
し
て
大

切
に
こ
れ
を
伝
承
し
来
っ
た
こ
と
が
揚
げ
ら
れ
よ
う
。

　
歯
舞
は
全
て
の
資
料
を
駆
使
し
て
も
現
時
点
で
は
二
百
年
二
十
年
を
逆
上
り
得

な
い
が
、
こ
の
芸
能
の
中
に
は
平
安
朝
時
代
よ
り
鎌
倉
時
代
に
亘
っ
て
盛
行
し
た

芸
能
に
迄
源
流
を
逆
上
り
得
る
要
素
が
含
ま
れ
て
お
り
、
こ
の
寺
に
始
行
さ
れ
た

の
は
は
る
か
に
時
代
を
往
つ
た
も
の
で
あ
っ
た
ろ
う
と
推
察
さ
れ
る
の
で
あ
・
る
。

三
六

　
幾
星
霜
の
時
代
の
推
移
の
中
に
、
こ
の
舞
と
音
楽
が
伝
承
さ
れ
来
っ
た
理
由
は

他
に
も
種
々
掲
げ
ら
れ
よ
う
が
、
加
え
て
歴
代
の
住
職
を
中
心
と
し
た
仏
舞
関
係

者
の
宗
教
的
情
熱
を
軸
と
し
た
結
束
が
、
今
日
迄
の
伝
承
を
可
能
な
ら
し
め
た
も

の
で
あ
る
こ
と
も
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

註
1

註註
32

註
4

註
5

註
6

註
7

註註
98

北
魏
楊
街
之
著
洛
陽
伽
藍
輝
北
一
巻
城
内

「
…
前
略
　
四
月
八
日
此
像
常
日
辟
邪
師
子
導
引
夢
前
呑
刀
吐
火
騰
駿
一
面
繰
瞳
上

三
下
謡
不
常
奇
伎
芸
服
冠
於
都
市
像
停
之
庭
記
者
如
堵
…
下
略
」

延
喜
式
巻
第
三
一
雅
楽
団
之
項

東
大
寺
要
録
　
巻
四
　
諸
会
章
第
五
　
四
月
伎
楽
会
之
項

「
八
日
伎
楽
会
於
二
大
仏
殿
一
行
レ
之
」

平
凡
社
（
昭
和
4
5
年
刊
）
日
本
の
古
典
芸
能
「
，
雅
楽
」
に
お
い
て
三
隈
治
雄
、
水
原

半
影
両
氏
が
全
国
に
散
在
す
る
こ
れ
ら
の
芸
能
に
つ
い
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
の
で
参

考
に
さ
れ
た
い
。

三
管
と
は
笙
、
横
笛
、
箏
築
の
三
種
か
ら
な
る
管
楽
器
群
、
三
鼓
と
は
錫
鼓
、
太

鼓
、
鉦
鼓
か
ら
な
る
三
種
の
打
楽
器
群
で
舞
楽
の
場
合
は
通
常
こ
れ
ら
の
楽
器
に
よ

っ
て
演
奏
さ
れ
る
。

N
◎
。
ぴ
§
ズ
ト
o
P
ω
§
の
線
装
本
十
二
丁
か
ら
な
る
。
内
容
は
五
常
気
管
の
、
翔
鼓
、
鉦

鼓
、
三
三
、
越
殿
楽
の
管
、
錫
鼓
、
鉦
鼓
、
筆
築
の
譜
が
筆
写
さ
れ
て
い
る
。

奥
書
に
「
寛
延
四
年
辛
末
四
月
慧
雲
求
之
」
と
あ
る
。

縦
Q
。
軽
§
横
お
．
刈
§
深
さ
8
』
§
の
木
箱
で
あ
る
。
当
字
の
衣
服
で
あ
る
光
背
と
共
に

収
め
ら
れ
て
い
る
。
箱
の
蓋
の
裏
に
「
奉
造
立
後
光
普
賢
分
井
錫
鼓
享
保
十
乙
己
歳

八
月
三
明
院
民
主
法
印
良
快
求
之
」
と
墨
書
さ
れ
て
い
る
。

元
享
回
書
巻
第
十
五
方
応
之
項

史
学
雑
誌
第
十
八
編
第
六
号
第
七
号
「
奈
良
朝
の
音
楽
殊
に
林
邑
八
楽
に
就
い
て
」

に
お
い
て
菩
薩
舞
は
古
代
印
度
の
神
話
ナ
ー
ガ
ナ
ン
ダ
ム
中
の
雲
上
菩
薩
を
象
っ
た
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註註
11　10

註
1
2

註
1
3

註
1
4

も
の
と
論
じ
て
居
る
。
こ
れ
に
対
し
て
林
邑
楽
の
唐
伝
説
を
採
る
学
者
も
あ
り
、
そ
の

淵
源
に
つ
い
て
は
異
説
を
産
ん
で
い
る
。

江
家
次
第
十
三
巻
永
保
三
年
法
勝
寺
塔
供
養
会
二
項

法
会
の
型
式
と
し
て
は
舞
楽
四
ケ
法
要
の
型
式
と
い
え
る
。
こ
れ
は
唄
、
散
奉
、
梵

音
、
錫
杖
の
四
種
の
声
明
と
作
法
か
ら
な
る
法
要
に
更
に
荘
厳
と
し
て
様
々
な
舞
楽
が

演
奏
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
型
式
の
法
要
を
い
う
の
で
あ
る
。

永
仁
四
年
頃
に
著
わ
さ
れ
た
と
伝
え
ら
れ
る
。

　
「
…
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
あ
は
せ
ふ
る
。
こ
れ
を
ば
莚
舞
と
も
い
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
、
又
鳥
蝶
も
ま
ふ
、
所
に
し
た

が
ひ
て
や
う
や
う
あ
り
法
会
の
舞
と
て
あ
り
、
又
供
養
の
舞
と
も
い
ふ
…
後
略
」

と
あ
り
莚
（
振
）
舞
、
師
子
、
狛
犬
、
菩
薩
、
蘇
利
古
、
迦
陵
頻
、
胡
蝶
な
ど
の
三
舞
を

法
会
舞
又
は
供
養
舞
と
し
て
い
る
。

東
大
寺
要
録
巻
之
三
供
養
章
（
筒
井
英
俊
校
訂
本
　
昭
和
1
9
年
　
　
刊
行
）

当
日
の
法
会
次
第
に
は

「
寅
一
剋
行
僧
供

諦
讃
之
間
　
普
賢
菩
薩
　
象
王
台
上
舞
畢
、
象
王
北
面
而
立
　
伽
陵
頻
伽
二
行

対
妾
旧
離
簾
騒
羅
難
田
麿
」

と
あ
り
、
同
書
に
収
め
ら
れ
た
御
頭
供
養
日
記
に
は

「
午
二
分
本
寺
林
邑
楽
人
鳥
籠
捧
二
供
盛
物
等
一
夕
西
分
経
二
侮
台
一
参
二
於
堂
上
一
奉
置
即

売
一
二
人
白
象
一
季
二
三
前
一
三
皆
構
二
憐
台
一
菩
薩
着
二
割
其
上
一
白
入
穿
留
二
於
憐
台
一
待
二

仏
供
者
一
自
レ
堂
還
共
侮
了
退
下
就
二
本
座
二

と
記
さ
れ
て
い
る
。

三
代
実
録
巻
十
一
　
清
和
天
皇
貞
観
七
年
十
月
之
条

「
廿
六
日
甲
戌
雅
楽
過
大
允
外
従
五
位
下
和
遡
三
宿
祢
太
田
麿
卒
、
太
田
麿
右
京
人
也

吹
笛
出
身
脩
於
伶
官
始
師
事
雅
楽
乏
少
属
外
従
五
位
下
良
枝
宿
祢
漆
室
受
学
吹
笛
…
…

中
略
・
…
・
太
田
麿
能
受
其
道
莫
精
究
天
長
初
任
雅
楽
百
済
笛
師
尋
転
唐
笛
師
数
年
為
雅

楽
少
属
俄
転
選
奨
斉
衡
三
年
目
権
大
二
士
観
三
年
正
月
廿
一
日
全
円
従
五
位
下
…
・
・
中

略
・
…
・
太
田
麿
本
姓
和
遍
国
後
賜
美
祢
卒
時
六
十
八
」

松
尾
寺
に
伝
承
さ
れ
る
「
仏
舞
」
に
つ
い
て

註
1
5
　
教
訓
抄
巻
葉
菩
薩
別
装
束
舞
古
楽
之
条
に

　
　
　
「
塗
帖
有
三
説
硬
一
帖
有
三
説
・
舞
出
様
有
・
自
説
こ
と
あ
る
・

註
1
6

註
1
7

三略
19　18

註
2
0

註
2
1

雑
秘
別
録
　
菩
薩
の
項

「
前
略
　
白
河
院
の
こ
ろ
ま
で
は
天
王
寺
の
舞
人
ま
ひ
け
れ
ど
も
さ
せ
る
事
は
な
く
て

大
法
会
に
か
り
い
だ
さ
れ
け
る
を
む
つ
か
し
が
り
て
の
ち
っ
た
は
ら
ず
な
り
て
い
ま
は

な
し
と
か
や
」

天
王
寺
法
事
記
　
浬
藥
会
之
項

「
按
ズ
ル
ニ
菩
薩
獅
子
往
古
ハ
真
実
之
舞
曲
朗
然
レ
ド
モ
何
ッ
．
時
．
リ
ヵ
鰍
絶
タ
弓
故
二
今
作
テ

輪
二
擬
ス
ル
舞
躰
ヲ
者
鰍
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。

古
事
談
三

写
真
に
も
示
す
通
り
、
三
如
来
を
一
単
位
に
し
て
縦
O
朝
§
横
㎝
O
．
Q
。
§
深
直
O
』
量
の
木
箱

二
個
に
収
め
ら
れ
て
い
る
。
ど
の
仏
達
も
全
く
同
じ
つ
く
り
で
あ
る
が
三
如
来
の
区
別

は
宝
冠
の
中
に
は
め
こ
ま
れ
た
影
野
胡
§
の
標
識
に
書
か
れ
た
凡
字
に
よ
っ
て
区
別
す

る
。
面
長
は
い
ず
れ
も
お
§
面
幅
は
一
⑩
b
§
あ
る

　
箱
の
蓋
に
は

　
　
　
　
青
葉
山
　
松
尾
寺

奉
造
立
仏
舞
御
面
六
躰
之
内
三
島

　
　
　
享
保
十
乙
用
土
八
月
日
　
遍
明
院
土
定
法
印
全
快
求
之

と
あ
り
、
註
7
に
述
べ
る
掲
鼓
な
ど
と
同
時
に
調
進
さ
れ
て
い
る
が
、
現
在
使
用
さ
れ

て
い
る
仏
舞
の
衣
服
は
す
べ
て
享
保
十
年
に
調
進
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
わ
か

る
。
又
同
じ
箱
の
底
に
は

　
　
　
仏
舞
御
面
六
面
　
　
作
者
田
中
三
右
衛
門
京
大
仏
師

と
あ
り
、
京
都
の
仏
師
に
よ
っ
て
作
ら
れ
た
こ
と
が
解
る
。

阿
沙
簿
抄
　
大
正
新
修
大
蔵
経
図
像
部
第
三
巻
所
収

覚
禅
抄
　
　
大
正
新
修
大
蔵
経
図
像
部
第
八
巻
・
第
九
巻
所
収

楽
家
録
巻
三
十
八
舞
楽
装
束
　
菩
薩
装
束

「
菩
薩
左
方
六
人
右
方
六
人
総
十
二
人
也
装
束
製
法
全
盟
如
二
菩
薩
一
先
著
二
装
束
一
次
第

挙
・
之
先
著
・
決
拾
羅
次
赤
大
・
、
表
袴
齪
練
緯
網
レ
之
次
胴
絹
次
裳
纒
・
腰
而
当

三
七

86



註
2
2

註
2
3

註
2
4

註
2
5

松
尾
寺
に
伝
承
さ
れ
る
「
仏
舞
」
に
つ
い
て

腰
帯
舞
黎
其
謬
舞
鑛
縁
次
著
・
面
眈
筋
砂
籔
右
方
著
攣
及
糸

轄
而
持
二
赤
蓮
華
一
巳
上
如
レ
図
総
十
三
数
而
一
具
備
焉
…
…
下
略
」

塔
嚢
抄
巻
廿

「
…
前
略
聖
衆
ノ
来
迎
ノ
儀
式
ヲ
随
喜
ソ
衆
生
ノ
利
益
ノ
為
二
此
ノ
迎
講
ノ
儀
式
ヲ
丹
後
ノ
国

府
、
天
．
橋
立
二
移
シ
テ
三
月
十
五
日
毎
年
是
ヲ
行
レ
ケ
ル
也
」

振
鉾
は
舞
楽
の
初
め
に
必
ず
演
奏
さ
れ
る
舞
で
左
右
一
人
つ
つ
の
舞
人
が
鉾
を
持
っ
て

登
台
し
、
乱
声
（
左
方
新
は
楽
乱
声
、
右
方
は
高
麗
乱
声
）
の
吹
奏
中
に
舞
う
。
舞
の

動
き
は
一
定
間
隔
を
お
い
て
打
た
れ
る
太
鼓
に
依
っ
て
定
め
ら
れ
、
太
鼓
の
数
十
四
で

舞
い
納
め
る
。

舞
楽
に
お
け
る
足
の
動
き
を
示
す
用
語
で
あ
る
。
　
「
突
く
」
と
は
脚
を
膝
の
高
さ
迄
上

げ
床
を
突
く
よ
う
に
降
ろ
す
こ
と
を
い
う
。
　
「
ス
ル
」
は
足
の
裏
を
床
に
す
る
よ
う
に

し
て
移
動
す
る
こ
と
。
　
「
立
テ
ル
」
と
は
、
か
㌧
と
を
地
に
つ
け
足
先
を
上
げ
る
。
　
「

踊
ル
」
と
は
跳
躍
す
る
こ
と
を
云
う
。

「
送
足
」
は
一
旦
つ
け
た
足
を
そ
の
ま
、
ス
ラ
イ
ド
さ
す
よ
う
に
一
方
向
へ
出
す
こ
と

を
云
う
。
　
「
追
足
」
追
い
足
に
よ
っ
て
残
さ
れ
た
脚
が
追
う
よ
う
に
し
て
送
足
の
脚
に

つ
け
る
こ
と
を
い
う
。

三
八
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⑩　松尾寺境内if面か本堂、右端に渡僑かある。
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