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日
本
伝
統
芸
能
に
お
け
る
雅
楽
の
特
異
な
地
位

　
「
雅
楽
」
は
、
平
安
時
代
の
半
ば
か
ら
末
期
に
か
け
て
そ
の
様
式
が
成
立
し
、
以
後
約
千
年
に
亘
っ
て
ほ
ぼ
変
化
す
る
こ
と
な
く
、
伝

承
さ
れ
て
き
た
日
本
の
古
典
芸
能
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
世
界
で
も
類
を
見
な
い
芸
能
遺
産
で
あ
り
、
平
成
二
十
一
年
（
二
〇
〇
九
）
に

は
ユ
ネ
ス
コ
の
世
界
文
化
遺
産
に
登
録
さ
れ
て
い
る
。
も
っ
と
も
、
雅
楽
の
他
に
「
能
」、「
歌
舞
伎
」、「
文
楽
」
な
ど
も
同
じ
く
ユ
ネ
ス

コ
世
界
文
化
遺
産
に
登
録
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、雅
楽
は
他
の
日
本
の
伝
統
芸
能
と
は
明
ら
か
に
異
な
る
特
異
な
性
格
を
備
え
て
い
る
。

能
は
猿
楽
や
田
楽
、
歌
舞
伎
は
か
ぶ
き
踊
り
や
風
流
、
文
楽
は
浄
瑠
璃
や
傀
儡
な
ど
が
集
成
さ
れ
、
ま
た
、
洗
練
化
さ
れ
て
成
立
し
て
い

る
が
、
こ
れ
ら
の
芸
能
の
重
要
な
構
成
要
素
は
、
い
わ
ば
日
本
人
の
民
衆
の
中
か
ら
沸
き
起
こ
っ
て
き
た
芸
態
で
あ
る
。
し
か
し
、
雅
楽

は
、
古
代
国
家
の
国
策
に
よ
っ
て
、
他
国
か
ら
移
入
さ
れ
た
諸
々
の
外
来
音
楽
を
母
体
と
し
て
お
り
、
王
権
を
支
え
る
宗
教
儀
礼
式
楽
と

し
て
成
立
し
て
き
た
。
そ
の
根
源
的
な
ル
ー
ツ
を
外
来
音
楽
に
持
つ
点
、
ま
た
、
そ
れ
が
日
本
化
さ
れ
る
に
あ
た
っ
て
も
王
権
貴
族
の
音

楽
的
・
美
的
セ
ン
ス
に
よ
っ
て
主
導
さ
れ
た
点
、
そ
し
て
古
代
王
権
は
宗
教
的
権
威
と
不
可
分
で
あ
っ
た
た
め
、
常
に
宗
教
儀
礼
式
楽
で

あ
っ
た
点
に
お
い
て
、
他
の
古
典
芸
能
と
著
し
く
そ
の
性
格
を
異
に
す
る
。
端
的
に
い
え
ば
「
上
か
ら
の
音
楽
」
な
の
で
あ
る
。
そ
の
意

味
で
、
雅
楽
の
様
式
は
、
他
の
古
典
芸
能
が
洗
練
化
さ
れ
る
際
に
は
、
常
に
潜
在
的
な
理
念
で
あ
り
つ
づ
け
た
。
世
阿
弥
が
猿
楽
を
洗
練
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化
さ
せ
た
際
に
、雅
楽
の
楽
曲
構
成
の
枠
組
み
で
あ
る
「
序
・
破
・
急
」
の
観
念
を
取
り
入
れ
た
こ
と
が
そ
の
顕
著
な
例
で
あ
る
と
い
え
る
。

　

ま
た
、「
雅
楽
」
の
成
立
過
程
は
、
神
仏
習
合
と
い
う
日
本
独
特
の
宗
教
形
態
の
形
成
過
程
と
重
複
し
て
お
り
、
明
治
維
新
の
神
仏
分

離
ま
で
は
、
明
確
に
神
道
と
仏
教
が
重
畳
し
た
複
雑
な
宗
教
地
盤
を
背
景
と
し
た
式
楽
で
あ
っ
た
。
元
来
、
日
本
の
古
代
王
権
は
、
神
話

を
伝
承
し
、さ
ら
に
こ
れ
ら
の
神
話
に
基
づ
い
て
王
権
の
権
威
を
基
礎
づ
け
た
。『
古
事
記
』、『
日
本
書
紀
』
に
お
け
る
天
孫
降
臨
神
話
が
、

天
皇
と
称
さ
れ
る
王
家
と
貴
族
階
級
の
統
治
の
正
統
性
を
裏
づ
け
、
神
話
の
カ
ミ
を
祀
る
こ
と
に
よ
っ
て
祭
祀
王
と
し
て
の
王
家
の
権
威

が
維
持
さ
れ
た
。
こ
れ
ら
の
神
話
の
背
後
に
あ
る
の
は
、
そ
も
そ
も
自
然
崇
拝
か
ら
発
生
し
た
日
本
古
来
の
神
祇
観
念
で
あ
る
が
、
こ
の

観
念
は
、
欽
明
天
皇
十
三
年
（
五
五
二
年
）
―
あ
る
い
は
五
三
八
年
―
に
百
済
か
ら
仏
像
が
も
た
ら
さ
れ
仏
教
が
公
伝
し
た
時
か
ら
変
容

が
始
ま
っ
た
。『
日
本
書
紀
』
に
よ
れ
ば
、
こ
の
際
に
欽
明
天
皇
や
廷
臣
た
ち
は
、
さ
し
あ
た
り
、
仏
を
日
本
古
来
の
カ
ミ
の
一
つ
と
し

て
受
容
し
、
祟
り
を
な
す
こ
と
が
あ
る
も
の
と
考
え
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
時
か
ら
日
本
に
お
い
て
は
、
従
来
の
カ
ミ
へ

の
崇
敬
と
仏
へ
の
救
済
の
願
い
と
が
重
層
的
に
重
複
し
は
じ
め
、
両
者
の
思
想
、
儀
礼
、
習
俗
の
面
で
の
習
合
現
象
が
生
じ
、
日
本
固
有

の
所
謂
神
仏
習
合
と
い
う
宗
教
形
態
へ
と
展
開
し
て
い
く
。

　

た
だ
、
神
仏
習
合
は
神
仏
「
融
合
」
で
は
な
く
、
互
い
を
寄
せ
付
け
ず
、
融
合
し
え
な
い
核
を
覆
蔵
し
た
ま
ま
の
習
合
で
あ
っ
た
と
い

え
る
。
そ
の
ベ
ク
ト
ル
は
、
仏
教
に
お
い
て
は
、
大
乗
仏
教
の
極
致
と
自
認
し
神
祇
不
拝
を
旨
と
す
る
親
鸞
浄
土
教
、
神
道
に
お
い
て
は

平
安
時
代
以
降
、
習
合
現
象
に
反
し
て
仏
教
色
を
一
切
排
し
た
宮
中
御
神
楽
儀
や
伊
勢
神
宮
の
儀
式
に
代
表
さ
れ
る
神
道
的
儀
礼
に
表
現

さ
れ
て
い
る
。
仏
教
を
受
容
す
る
側
で
あ
っ
た
神
道
側
に
こ
の
よ
う
な
神
祇
信
仰
の
エ
ー
ト
ス
の
核
を
保
蔵
す
る
ベ
ク
ト
ル
が
あ
っ
た
か

ら
こ
そ
、
明
治
維
新
に
お
け
る
神
仏
分
離
が
可
能
で
あ
っ
た
と
も
い
え
、
国
家
神
道
と
い
う
制
度
も
―
そ
れ
が
本
来
の
神
道
の
在
り
方
で

あ
っ
た
か
ど
う
か
は
別
と
し
て
―
成
立
し
え
た
と
い
え
る
。
国
家
神
道
が
制
度
的
に
な
く
な
っ
た
現
代
で
も
、
皇
室
行
事
か
ら
は
基
本
的

に
仏
教
色
は
極
力
排
除
さ
れ
て
い
る
の
で
、
皇
室
祭
祀
を
そ
の
理
念
と
す
る
神
道
界
の
大
部
分
に
お
い
て
は
、
神
仏
分
離
は
原
則
と
し
て
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維
持
さ
れ
た
ま
ま
で
あ
る
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
雅
楽
の
篳
篥
の
音
色
や
旋
律
は
、
神
事
の
秘
儀
の
場
に
お
い
て
も
、
神
祇
不
拝
を
旨
と
す
る
浄
土
真
宗
の
法
要
の
場

に
お
い
て
も
現
在
に
至
る
ま
で
、
途
絶
え
る
こ
と
な
く
鳴
り
響
い
て
い
る
。
篳
篥
は
、
常
に
雅
楽
の
楽
曲
の
主
旋
律
を
担
当
す
る
楽
器
で

あ
り
、
そ
の
音
色
は
雅
楽
の
音
楽
的
な
心
柱
と
も
い
え
る
。
つ
ま
り
、
雅
楽
は
、
神
仏
の
習
合
や
分
離
に
か
か
わ
ら
ず
、
日
本
の
宗
教
空

間
全
体
に
わ
た
っ
て
響
き
続
け
て
い
る
の
で
あ
る
。
雅
楽
は
、
遣
隋
使
や
遣
唐
使
ら
が
大
陸
か
ら
持
ち
帰
っ
て
き
た
種
々
の
外
来
音
楽
に

由
来
し
、
平
安
時
代
中
期
か
ら
末
期
に
か
け
て
現
在
の
様
式
へ
と
錬
成
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
間
、
約
三
〇
〇
年
経
過
し
て

い
る
が
、
実
は
こ
の
期
間
は
、
ま
さ
に
神
道
と
仏
教
が
せ
め
ぎ
合
い
な
が
ら
も
、
本
地
垂
迹
説
と
い
う
形
態
で
神
仏
習
合
が
一
応
の
到
達

点
に
至
る
期
間
と
ほ
ぼ
一
致
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
雅
楽
の
素
材
で
あ
っ
た
種
々
の
外
来
音
楽
は
、
輸
入
さ
れ
た
当
初
か
ら
仏
教
式
楽
と

し
て
用
い
ら
れ
、
ま
た
、
日
本
古
来
の
神
道
的
歌
舞
を
も
呑
み
込
み
な
が
ら
神
道
儀
礼
の
場
で
も
演
奏
さ
れ
て
き
た
。
つ
ま
り
、
雅
楽
に

は
、
仏
教
と
神
道
が
習
合
し
て
い
っ
た
プ
ロ
セ
ス
の
記
憶
が
刻
み
込
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

も
っ
と
も
、
漫
画
や
映
画
の
『
陰
陽
師
』
の
影
響
も
あ
っ
て
か
、
雅
楽
の
宗
教
性
と
い
え
ば
、
ま
ず
は
陰
陽
道
と
の
関
連
で
言
及
さ
れ

る
よ
う
で
あ
る
。
確
か
に
、
陰
陽
五
行
思
想
は
、
仏
教
よ
り
も
早
く
に
日
本
に
導
入
さ
れ
、
日
本
の
呪
的
な
宗
教
文
化
に
多
大
な
影
響
を

与
え
て
い
る
。
陰
陽
五
行
思
想
は
平
安
時
代
の
貴
族
文
化
に
お
い
て
日
本
独
特
の
陰
陽
道
の
思
想
と
し
て
展
開
し
た
の
で
、
当
然
の
こ
と

な
が
ら
雅
楽
の
様
式
に
も
大
き
な
影
響
を
与
え
て
い
る
。
左
右
の
番
つ
が
い

舞ま
い

制
度
、
舞
楽
会
の
際
の
鼉だ

太だ
い

鼓こ

の
左
右
の
配
置
な
ど
は
陰
陽
思
想

に
依
拠
し
て
い
る
と
い
え
る
。
し
か
し
、
後
に
も
見
る
よ
う
に
雅
楽
の
式
楽
と
し
て
の
性
格
は
、
ま
ず
は
仏
教
と
結
び
つ
く
形
で
方
向
づ

け
ら
れ
、
仏
教
儀
礼
が
神
仏
習
合
的
に
な
っ
て
い
く
過
程
に
お
い
て
神
道
的
な
儀
礼
に
も
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
の
で
あ
り
、

陰
陽
五
行
思
想
と
の
関
連
の
み
を
論
じ
る
だ
け
で
は
、
雅
楽
が
そ
の
成
立
過
程
で
吸
収
し
て
い
っ
た
根
本
的
な
宗
教
的
霊
性
を
見
誤
る
こ

と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
実
際
、
い
に
し
え
の
雅
楽
人
の
本
来
の
宇
宙
観
は
、
例
え
ば
、
神
祇
崇
拝
を
基
礎
と
し
た
阿
弥
陀
仏
の
極
楽
浄
土
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信
仰
（
あ
る
い
は
弥
勒
信
仰
）
と
い
っ
た
よ
う
な
神
仏
習
合
に
基
づ
い
た
信
仰
に
他
な
ら
な
い
の
で
あ
る（

1
）。

　

と
こ
ろ
で
、「
雅
楽
」
と
い
う
語
自
体
は
、
儒
教
に
由
来
す
る
も
の
な
の
で
、
雅
楽
の
宗
教
性
を
神
仏
習
合
か
ら
み
て
い
く
前
に
、
こ

こ
で
雅
楽
と
儒
教
と
の
関
連
に
簡
単
に
触
れ
て
お
き
た
い
。「
雅
楽
」
は
「
雅
正
の
音
楽
」
と
い
う
ほ
ど
の
意
味
で
あ
り
、
正
し
く
、
国

家
に
認
め
ら
れ
た
正
統
な
音
楽
を
指
し
て
い
る
。「
雅
楽
」
と
い
う
語
自
体
は
『
論
語
』（
陽
貨
篇
）
が
初
出
で
、孔
子
学
派
に
お
け
る
「
楽
」

の
概
念
が
核
と
な
っ
て
い
る
。
孔
子
学
派
で
は
、「
楽
」
は
典
礼
音
楽
を
中
心
と
す
る
、
あ
る
目
的
を
も
っ
た
音
楽
を
指
す
。『
礼
記
』
に

よ
れ
ば
、周
朝
の
初
期
に
、成
王
を
補
佐
し
た
周
公
旦
が
「
礼
を
制
し
楽
を
作
っ
た
」
こ
と
が
そ
も
そ
も
「
楽
」
の
概
念
の
始
ま
り
で
あ
る
。

「
礼
」
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
た
序
列
の
異
な
る
人
間
た
ち
が
、
同
一
の
音
を
出
し
て
「
和
」
す
こ
と
で
社
会
の
統
合
が
真
に
完
遂
さ
れ
る
、

と
い
う
礼
楽
思
想
に
基
づ
い
て
、「
楽
」
は
重
要
視
さ
れ
た
。
つ
ま
り
古
代
中
国
に
お
い
て
は
、
礼
楽
思
想
は
も
と
よ
り
政
治
性
を
帯
び

た
も
の
で
あ
り
、
統
治
者
の
音
楽
は
、
極
め
て
高
度
な
政
治
的
意
図
を
持
っ
た
重
要
な
統
治
の
ツ
ー
ル
で
あ
り
、
統
治
者
は
「
楽
」
に
も

通
じ
て
い
る
こ
と
が
要
求
さ
れ
た
。
そ
し
て
、
統
治
者
に
よ
っ
て
民
衆
を
導
く
た
め
に
作
ら
れ
た
正
統
な
音
楽
が
「
雅
楽
」
と
さ
れ
た
の

で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
礼
楽
思
想
を
包
含
す
る
儒
教
は
仏
教
よ
り
も
早
く
継
体
天
皇
の
時
代
（
五
一
三
年
）
に
、
百
済
か
ら
五
経
博
士
に
よ
っ
て

伝
来
さ
れ
た
と
さ
れ
て
い
る
。
祖
霊
崇
拝
を
重
ん
じ
る
儒
教
は
原
初
神
道
的
な
多
神
教
的
観
念
と
は
さ
し
あ
た
り
和
合
し
た
よ
う
で
あ
る

が
、
儒
教
の
教
理
的
な
部
分
は
、
平
安
時
代
に
は
浄
土
教
思
想
の
隆
盛
に
よ
っ
て
一
旦
衰
退
し
た
。
中
国
の
祖
霊
崇
拝
形
態
に
そ
の
根
を

持
つ
儒
教
の
教
理
や
儀
礼
は
、
日
本
人
の
民
俗
宗
教
的
な
部
分
に
は
滲
透
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
っ
た
よ
う
だ
。

　

と
こ
ろ
が
、
中
国
の
「
雅
楽
」
の
理
念
そ
の
も
の
は
、
日
本
へ
の
律
令
制
の
導
入
と
共
に
設
置
さ
れ
た
「
雅
う
た
ま
い
の
つ
か
さ

楽
寮
」
と
い
う
国
家
的
な

音
楽
演
奏
・
伝
承
機
関
の
名
称
に
取
り
入
れ
ら
れ
て
国
家
の
式
楽
の
理
念
に
独
特
の
磁
場
を
与
え
た
。『
楽
記
』
の
「
必
ず
詩
書
に
お
い

て
始
ま
り
礼
楽
に
お
い
て
終
わ
る
」
と
い
う
中
国
官
人
の
心
得
は
、
平
安
貴
族
に
と
っ
て
も
模
範
と
さ
れ
、「
詩
歌
管
絃
」
は
平
安
官
人
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の
必
須
の
教
養
と
な
っ
た
。
元
来
の
「
雅
楽
」
概
念
に
直
結
す
る
儒
教
の
礼
楽
思
想
は
、
そ
れ
を
含
み
持
つ
儒
教
の
宗
教
性
と
い
う
よ
り

は
、
む
し
ろ
政
治
的
・
倫
理
的
側
面
に
お
い
て
、
日
本
の
雅
楽
の
理
念
の
重
要
な
要
素
と
な
っ
た
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。

　

以
上
を
ふ
ま
え
た
う
え
で
、
本
稿
で
は
、
神
仏
習
合
と
い
う
日
本
宗
教
に
固
有
な
宗
教
形
態
が
、
ど
の
よ
う
に
日
本
の
「
雅
楽
」
を
生

み
出
し
、
ま
た
、「
雅
楽
」
が
、
反
対
に
そ
の
よ
う
な
日
本
の
宗
教
形
態
の
形
成
に
お
い
て
ど
の
よ
う
な
役
割
を
果
た
し
て
き
た
か
、
そ

の
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
を
提
示
し
た
い
。
い
わ
ば
、
雅
楽
と
い
う
日
本
の
式
楽
の
形
成
と
受
容
の
過
程
を
概
観
す
る
こ
と
を
通
じ
て
、
日
本
固

有
の
「
聖
な
る
も
の
」
の
動
態
を
描
き
出
し
て
み
た
い
。
お
も
え
ば
、
近
代
以
降
、
こ
の
よ
う
な
日
本
固
有
の
「
聖
な
る
も
の
」
を
ベ
ー

ス
と
し
て
、
日
本
に
お
い
て
西
洋
哲
学
が
受
容
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
り
、
日
本
哲
学
は
日
本
固
有
の
「
聖
な
る
も
の
」
と
西
洋
思
想
と
の

葛
藤
を
止
揚
し
た
り
、
そ
れ
を
論
理
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
展
開
し
て
き
た
経
緯
を
持
つ
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
自
分
た
ち
の
ル
ー
ツ
と
な
る

日
本
文
化
の
根
底
に
潜
む
「
聖
な
る
も
の
」
の
動
態
を
捉
え
る
と
い
う
こ
と
は
、
日
本
哲
学
の
重
要
な
関
心
の
一
つ
で
も
あ
り
、
西
田
幾

多
郎
や
西
谷
啓
治
を
は
じ
め
京
都
学
派
の
哲
学
者
た
ち
も
様
々
な
探
求
を
行
な
っ
て
い
る
。
特
に
、
具
体
的
な
日
本
文
化
の
形
態
を
、
音

楽
や
舞
踊
の
観
点
か
らsachlich

に
詳
細
に
研
究
し
、考
察
を
加
え
た
の
は
和
辻
哲
郎
で
あ
ろ
う
。
浩
瀚
な『
歌
舞
伎
と
操
り
浄
瑠
璃
』（
全

集
第
十
六
巻
）
が
そ
の
白
眉
で
あ
る
。
和
辻
は
、
こ
の
書
に
お
い
て
は
能
楽
に
も
言
及
し
て
お
り
、『
日
本
古
代
文
化
』
で
は
上
代
歌
謡

に
つ
い
て
、
さ
ら
に
『
古
寺
巡
礼
』
に
お
い
て
も
雅
楽
の
前
身
と
な
っ
た
「
伎
楽
」
に
対
し
て
も
ユ
ニ
ー
ク
な
考
察
を
加
え
て
い
る
。
し

か
し
、「
雅
楽
」
そ
の
も
の
は
、
和
辻
の
伝
統
芸
能
を
通
じ
た
日
本
文
化
考
察
の
ミ
ッ
シ
ン
グ
リ
ン
ク
に
な
っ
て
い
る
。
本
稿
を
端
緒
に

し
て
、
雅
楽
の
日
本
哲
学
史
的
考
察
が
深
ま
る
こ
と
を
期
待
し
て
い
る
。
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日
本
の
古
代
神
祇
信
仰
と
芸
能

　

さ
て
、
日
本
の
「
雅
楽
」
は
、
平
安
時
代
の
嵯
峨
天
皇
（
在
位 

八
〇
九
〜
八
二
三
）
及
び
仁
明
天
皇
（
在
位 

八
三
三
〜
八
五
〇
）
の

時
代
か
ら
、
そ
れ
ま
で
宮
廷
で
演
奏
さ
れ
て
い
た
諸
々
の
楽
曲
、
舞
踊
、
楽
器
が
統
合
整
理
さ
れ
始
め
、
徐
々
に
再
編
成
さ
れ
て
十
世
紀

半
ば
頃
ま
で
に
現
在
の
形
に
な
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
。「
雅
楽
」
の
原
型
と
な
っ
た
諸
々
の
音
楽
に
は
二
つ
の
系
統
が
あ
り
、
一
つ
は
神

話
の
時
代
か
ら
朝
廷
で
伝
承
さ
れ
て
き
た
日
本
古
来
の
楽
舞
で
あ
り
、
も
う
一
つ
は
お
も
に
中
国
大
陸
や
朝
鮮
半
島
か
ら
請
来
さ
れ
た
外

来
の
楽
舞
で
あ
る
。
七
世
紀
以
降
に
遣
隋
使
や
遣
唐
使
に
よ
っ
て
中
国
か
ら
種
々
の
楽
舞
が
も
た
ら
さ
れ
た
が
、
そ
の
中
心
は
「
唐
楽
」

で
あ
り
、
日
本
古
来
の
楽
舞
も
ま
た
、
そ
の
音
楽
性
に
お
い
て
、
御
神
楽
に
篳
篥
が
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
な
ど
、
大
陸
か
ら
伝
来
し

て
き
た
音
楽
の
影
響
を
受
け
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。
他
方
で
、
日
本
の
神
祇
信
仰
の
エ
ー
ト
ス
は
、
唐
楽
を
中
心
と
す
る
外
来
音
楽
が
日

本
化
し
て
い
く
際
に
、
主
導
的
な
感
性
と
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
神
祇
信
仰
の
エ
ー
ト
ス
は
、
雅
楽
の
影
響
を
受
け
た

後
発
の
日
本
伝
統
音
楽
が
含
み
も
つ
宗
教
的
エ
ー
ト
ス
の
基
層
と
な
っ
て
き
た
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。

　

日
本
古
来
の
神
祇
信
仰
は
、
し
ば
し
ば
「
ア
ニ
ミ
ズ
ム
」
で
あ
る
と
い
わ
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
日
本
の
神
祇
は
、
タ
イ
ラ
ー
が
説

く
よ
う
な
、
精
霊
（spirit

）
か
ら
神
々
（deities

）
を
経
て
神
（G

od

）
と
な
り
、
明
確
な
形
を
と
る
方
向
へ
進
化
発
展
す
る
ア
ニ
マ
で

は
な
く
、
逆
に
、
秘
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
り
、
形
を
と
ら
な
い
見
え
ぬ
も
の
で
あ
る
。
日
本
の
神
祇
信
仰
に
お
け
る
霊
魂
と
は
、
具
体

的
な
形
を
も
た
ず
、
外
延
が
明
確
で
な
く
、
氣
を
た
な
び
か
せ
た
心
的
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
凝
集
態
の
よ
う
な
も
の
で
、
し
ば
し
ば
「
タ
マ
」

と
呼
ば
れ
る
。
な
か
で
も
、
強
力
な
霊
威
・
脅
威
を
持
つ
「
タ
マ
」
が
自
然
の
事
物
に
宿
っ
た
も
の
が
「
カ
ミ
」
と
呼
ば
れ
て
い
た
。
時

代
は
下
る
が
、
本
居
宣
長
の
『
古
事
記
伝
』
三
之
巻
に
お
け
る
「
カ
ミ
」
の
規
定
が
秀
逸
で
あ
る
。「
凡
て
迦か

微み

と
は
、
古
い
に
し
え

御の
ふ
み典

等ど
も

に
見



七
五

神
仏
の
コ
ス
モ
ロ
ジ
ー
と
し
て
の
雅
楽
〔
小
野
〕

え
た
る
天あ
め

地つ
ち

の
諸
の
神
た
ち
を
始
め
て
、
其
の
祀
れ
る
社
に
坐
す
御み

霊た
ま

を
も
申
し
、
又
人
は
さ
ら
に
も
云
ず
、
鳥
獣
木
草
の
た
ぐ
ひ
海
山

な
ど
、
其
余
何
に
ま
れ
、
尋よ
の

常つ
ね

な
ら
ず
す
ぐ
れ
た
る
徳
の
あ
り
て
、
可か

畏し
こ

き
物も
の

を
迦
微
と
は
云
な
り
」。
こ
こ
に
あ
る
よ
う
に
、『
古
事
記
』

や
『
日
本
書
紀
』
な
ど
に
記
載
の
あ
る
カ
ミ
以
外
で
も
、
地
方
の
社
の
御
霊
、
人
、
動
物
、
植
物
、
自
然
物
な
ど
「
尋
常
な
ら
ず
す
ぐ
れ

た
る
徳
」
の
あ
る
も
の
、
す
な
わ
ち
、
霊
威
を
持
ち
脅
威
を
与
え
う
る
よ
う
な
心
的
エ
ネ
ル
ギ
ー
が
宿
れ
る
も
の
で
あ
れ
ば
、
あ
ら
ゆ
る

も
の
が
カ
ミ
に
な
り
う
る
。

　

こ
の
よ
う
な
カ
ミ
と
仲
良
く
交
流
し
て
、
な
ん
と
か
カ
ミ
に
ご
機
嫌
で
い
て
い
た
だ
い
て
、
祟
ら
な
い
よ
う
に
し
て
も
ら
う
人
間
の
工

夫
の
賜
物
が
「
ま
つ
り
」
で
あ
る
。
カ
ミ
を
招
い
て
饗
宴
を
開
き
、
カ
ミ
を
も
て
な
し
、
お
い
し
い
食
物
や
芸
能
を
供
す
る
こ
と
が
そ
の

基
本
的
な
形
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
日
本
の
神
祇
信
仰
儀
礼
の
中
核
は
、
カ
ミ
を
招
い
て
も
て
な
す
カ
ミ
ア
ソ
ビ
で
あ
り
、
寛
容
に
歌
舞
音

楽
と
結
び
つ
い
て
お
り
、
ま
た
、
歌
舞
音
楽
は
必
須
で
も
あ
っ
た
。
ま
た
、「
ま
つ
り
」
に
は
神
座
に
お
迎
え
し
た
カ
ミ
か
ら
の
神
託
を

宣の

る
者
、
神
人
が
必
要
で
あ
り
、
日
本
で
は
女
性
シ
ャ
ー
マ
ン
が
大
き
な
役
割
を
占
め
て
い
た
。『
古
事
記
』
や
『
日
本
書
紀
』
の
ア
メ

ノ
ウ
ズ
メ
ノ
ミ
コ
ト
の
歌
舞
に
よ
る
表
演
で
あ
る
「
俳わ
ざ

優お
ぎ

」
も
、
ま
つ
り
に
お
け
る
神
を
「
招お

ぐ
わ
ざ
」
の
意
味
で
、
日
本
芸
能
の
ア
ル

ケ
ー
で
あ
る
と
も
認
識
さ
れ
て
き
た
。
ア
マ
テ
ラ
ス
が
天
岩
屋
戸
に
隠
れ
た
と
き
の
ア
メ
ノ
ウ
ズ
メ
の
事
跡
は
『
古
事
記
』
で
は
次
の
よ

う
に
描
か
れ
て
い
る
。

「
ア
メ
ノ
ウ
ズ
メ
ノ
ミ
コ
ト
が
、
天
の
香
具
山
の
日ひ

陰か
げ
の

蔓か
ず
らを
襷
に
か
け
、
真ま
さ

折き
の

葛か
ず
らを
髪
に
纏
い
、
天
の
香
具
山
の
笹
の
葉
を
束
ね
て

手
に
持
ち
、
天
の
岩
屋
戸
の
前
に
桶
を
伏
せ
て
こ
れ
を
踏
み
鳴
ら
し
、
神
が
か
り
し
て
、
胸
乳
を
か
き
出
し
裳
の
紐
を
陰
部
ま
で
お

し
さ
げ
た
。
す
る
と
、
高
天
原
が
鳴
り
と
ど
ろ
く
ば
か
り
に
、
八
百
万
の
神
々
が
ど
っ
と
笑
っ
た
」。
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神
が
弱
っ
て
い
る
時
に
は
、
芸
能
を
中
心
と
し
た
饗
宴
の
音
や
声
、
さ
ら
に
は
身
体
動
作
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
は
、
神
に
伝
わ
り
、
神
を
活

気
づ
か
せ
る
。
衣
装
を
乱
し
、
乳
房
や
陰
部
を
露
出
さ
せ
、
伏
せ
桶
を
踏
み
と
ど
ろ
か
し
「
神
懸
か
り
」
し
て
「
神
遊
び
」
し
た
ア
メ
ノ

ウ
ズ
メ
の
姿
は
神
事
芸
能
の
原
型
で
あ
り
、
そ
の
本
質
は
神
を
活
気
づ
か
せ
る
「
鎮
魂
（
タ
マ
フ
リ
）」
の
技
で
あ
る
。『
日
本
書
紀
』
の

天
武
天
皇
十
四
年
（
六
八
五
）
十
一
月
丙
寅
の
日
の
記
載
に
は
、
重
篤
な
病
に
陥
っ
た
天
武
天
皇
に
対
し
て
、「
天
皇
の
為
に
招み
た
ま
ふ
り魂し
き
」

と
あ
る
。「
招
魂
」
は
後
に
「
鎮
魂
」
と
も
表
記
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
が
、「
鎮
魂
」
は
後
の
養
老
二
年
（
七
一
八
）
の
養
老
令
の
な
か

で
は
、
恒
例
の
大
嘗
（
後
に
新
嘗
）
の
祭
り
の
前
日
で
あ
る
、
毎
年
十
一
月
の
中
寅
の
日
に
も
行
わ
れ
る
。
こ
の
場
合
は
、
新
嘗
・
大
嘗

の
祭
主
で
あ
る
天
皇
の
タ
マ
を
活
気
づ
か
せ
る
祭
り
が
招
魂
で
あ
る
。
こ
う
い
っ
た
具
体
的
な
鎮
魂
の
技
は
、
斎
部
広
成
の
著
し
た
『
古

語
拾
遺
』（
八
〇
七
年
）
か
ら
あ
る
程
度
推
測
可
能
で
あ
り
、
鎮
魂
の
儀
の
古
形
は
、
ま
さ
に
ア
メ
ノ
ウ
ズ
メ
が
な
し
た
よ
う
な
、
身
を

あ
ら
わ
に
す
る
ま
で
に
桶
を
踏
み
鳴
ら
す
よ
う
な
、
少
々
荒
々
し
い
も
の
で
あ
っ
た
よ
う
に
考
え
る
見
解
も
あ
る
。
桶
を
踏
み
鳴
ら
す
こ

と
に
よ
っ
て
、
天
皇
の
タ
マ
を
活
気
づ
か
せ
、
あ
る
い
は
遊
離
し
よ
う
と
す
る
タ
マ
を
押
し
鎮
め
る
と
同
時
に
、
そ
れ
は
天
皇
の
タ
マ
を

弱
ら
せ
る
邪
悪
な
タ
マ
を
追
い
払
う
呪
術
で
も
あ
り
、
後
に
、
足
で
地
を
強
く
踏
み
鳴
ら
す
所
作
で
あ
る
、
陰
陽
道
的
な
「
反へ
ん

閇ば
い

」
と
結

び
つ
い
て
い
っ
た
。

　

現
代
も
、新
嘗
祭
（
十
一
月
二
十
三
日
）
の
前
日
に
、「
天
あ
め
の
う
ず
め
の

鈿
女
命み
こ
との
遺あ

と蹟
」（『
古
語
拾
遺
』）
と
さ
れ
る
「
鎮た
ま
し
ず
め魂の
儀わ
ざ

」
が
行
わ
れ
て
い
る
。

ま
た
、『
古
語
拾
遺
』
に
お
い
て
は
、ア
メ
ノ
ウ
ズ
メ
の
末
裔
で
あ
る
「
猨さ
る

女め
の

君き
み

氏う
じ

、神
楽
の
こ
と
を
供
え
ま
つ
る
」
と
も
記
さ
れ
て
い
る
が
、

「
鎮
魂
の
儀
」
に
お
い
て
は
、
こ
の
よ
う
な
呪
法
の
際
の
歌
舞
を
引
き
継
ぐ
と
い
わ
れ
る
御
神
楽
が
宮
内
庁
式
部
職
楽
部
に
よ
っ
て
奏
さ

れ
る
。
巫
女
の
呪
法
的
歌
舞
で
あ
っ
た
「
神
楽
」
も
、
平
安
時
代
ま
で
に
は
、
外
来
楽
器
で
あ
る
篳
篥
が
取
り
入
れ
ら
れ
る
な
ど
し
て
変

容
し
、
今
日
の
御
神
楽
の
ス
タ
イ
ル
に
な
り
、
担
い
手
も
雅
楽
を
演
奏
す
る
衛
府
の
官
人
の
男
性
た
ち
に
変
化
し
て
い
っ
た
。
し
か
し
、

こ
の
よ
う
な
変
遷
の
中
で
も
、
引
き
続
き
「
神
楽
」
と
い
う
名
称
が
冠
さ
れ
て
、
芸
能
と
し
て
の
な
ん
ら
か
の
同
質
性
が
自
覚
さ
れ
て
い
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る
。
す
な
わ
ち
、「
神
楽
は
、元
来
は
タ
マ
フ
リ
の
技
法
で
あ
り
、天
岩
屋
戸
で
神
々
を
喜
ば
せ
た
神
遊
び
の
技
法
と
し
て
の
音
楽
で
あ
る
」

と
い
う
神
楽
の
自
己
認
識
が
受
け
継
が
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

三　

聖
徳
太
子
の
仏
教
音
楽
理
念

　

さ
て
、
こ
の
よ
う
な
神
祇
信
仰
は
六
世
紀
に
い
た
っ
て
仏
教
と
出
会
う
こ
と
に
な
る
。『
日
本
書
紀
』
の
欽
明
天
皇
十
三
年
十
月
の
記

述
に
次
の
よ
う
な
天
皇
の
下
問
の
言
葉
が
あ
る
。「
西
に
し
の
と
な
り
の
く
に
蕃
の
献
た
て
ま
つれ
る
仏
の
相
貌か
お

端き
ら

厳ぎ
ら

し
。
全も
は

ら
未
だ
曽か
つ

て
有
ら
ず
。
礼う
や
まふ
べ
き
か
不い
な

や
」。
こ
れ
に
対
し
て
群
臣
は
「
蕃
あ
た
し
く
に

神の
か
みを

拝
み
た
ま
は
ば
、恐
る
ら
く
は
国
つ
神
の
怒い
か
りを

致
し
た
ま
は
む
」
と
回
答
し
た
。
欽
明
天
皇
は
、

仏
教
の
思
想
内
容
そ
の
も
の
と
い
う
よ
り
、
仏
像
の
相
貌
が
極
め
て
整
っ
て
美
し
い
こ
と
を
強
調
し
て
、
群
臣
に
礼
拝
す
べ
き
か
ど
う
か

尋
ね
、
群
臣
た
ち
は
外
国
の
神
を
拝
め
ば
日
本
の
神
々
が
怒
る
で
あ
ろ
う
と
応
え
て
消
極
的
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
天
皇
が
、
蘇
我
稲
目
に
、

試
し
に
寺
を
建
て
さ
せ
仏
像
を
礼
拝
さ
せ
た
と
こ
ろ
、
疫
病
が
流
行
し
、
や
は
り
国
つ
神
の
祟
り
か
と
思
い
、
蕃
神
（
仏
像
）
の
崇
拝
を

い
っ
た
ん
止
め
さ
せ
た
。
と
こ
ろ
が
、
今
度
は
雲
も
風
も
な
い
の
に
宮
廷
の
大
殿
に
火
災
が
発
生
し
、
今
度
は
蕃
神
の
祟
り
を
恐
れ
て
仏

教
を
排
除
す
る
こ
と
を
や
め
た
。
こ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
か
ら
伺
え
る
よ
う
に
、
導
入
当
初
か
ら
、
ホ
ト
ケ
は
日
本
の
カ
ミ
と
同
じ
く
祟
る
も

の
、
呪
的
な
存
在
と
し
て
受
容
さ
れ
、
仏
教
は
呪
術
的
技
術
を
備
え
た
も
の
で
あ
る
、
と
認
識
さ
れ
て
い
た
。
奈
良
時
代
に
は
、
仏
教
は
、

い
わ
ば
大
陸
か
ら
も
た
ら
さ
れ
た
最
大
の
呪
術
宗
教
と
し
て
捉
え
ら
れ
、『
養
老
令
』（
七
五
七
年
）
の
僧
尼
令
で
僧
尼
に
災
厄
祥
瑞
や
吉

凶
占
い
は
禁
止
す
る
が
「
仏
法
の
呪
に
よ
り
病
か
ら
救
お
う
と
す
る
の
は
禁
じ
な
い
」
と
い
う
規
定
か
ら
も
う
か
が
え
る
よ
う
に
、
仏
法

の
呪
力
は
国
家
で
管
理
す
べ
き
と
の
観
念
が
成
立
し
て
い
た
。
仏
教
の
持
つ
呪
術
性
は
、
現
代
で
も
日
本
人
の
現
世
利
益
的
な
仏
教
観
の

基
調
と
な
っ
て
い
る
。
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そ
の
よ
う
な
仏
教
移
入
の
経
緯
に
お
い
て
、
推
古
天
皇
時
代
の
聖
徳
太
子
の
摂
政
政
治
が
日
本
の
仏
教
政
策
の
、
そ
の
儀
式
音
楽
を
含

め
て
の
大
き
な
一
つ
の
転
換
点
と
な
っ
た
。
太
子
は
い
わ
ゆ
る
「
三
経
義
疏
」
を
著
し
て
、
も
っ
ぱ
ら
そ
の
呪
力
に
注
目
さ
れ
て
い
た
仏

教
が
本
質
的
に
実
存
の
救
済
思
想
で
あ
る
こ
と
を
明
示
し
た
。
出
家
者
の
一
乗
精
神
を
説
く『
法
華
経
』に
加
え
て
、女
人
救
済
を
説
く『
勝

鬘
経
』、
在
家
者
の
仏
道
を
説
く
『
維
摩
経
』
に
も
独
自
の
注
釈
を
加
え
て
、
万
人
に
救
済
の
手
を
さ
し
の
べ
る
大
乗
仏
教
精
神
の
弘
通

が
は
か
ら
れ
た
。
さ
ら
に
、
さ
ら
に
太
子
は
そ
の
よ
う
な
精
神
に
基
づ
く
仏
教
法
会
を
、
中
国
や
朝
鮮
か
ら
請
来
し
た
当
時
の
外
来
音
楽

で
も
っ
て
荘
厳
す
る
こ
と
を
指
示
し
た
。『
日
本
書
紀
』
推
古
天
皇
二
十
年
条
に
は
次
の
よ
う
な
趣
旨
の
記
述
が
あ
る
。〈
百
済
の
人
味み

摩ま

之し

が
帰
化
し
、「
呉
の
国
に
学
び
、
伎
楽
の
舞
が
で
き
ま
す
」
と
い
っ
た
の
で
、
桜
井
に
住
ま
わ
せ
て
、
少
年
を
集
め
伎
楽
の
舞
を
習
わ

せ
た
〉。
こ
こ
か
ら
、
聖
徳
太
子
が
摂
政
を
務
め
た
推
古
朝
で
、
当
時
の
外
来
芸
能
で
あ
っ
た
「
伎
楽
」
が
国
策
と
し
て
伝
承
さ
れ
た
こ

と
が
伺
え
る
。
ま
た
、『
聖
徳
太
子
伝
暦
』（
九
一
七
年
）
の
推
古
天
皇
二
十
年
（
聖
徳
太
子
四
十
一
歳
）
の
記
事
は
、さ
ら
に
踏
み
込
ん
で
、

太
子
に
よ
っ
て
仏
教
の
荘
厳
に
伎
楽
が
用
い
ら
れ
た
こ
と
を
告
げ
て
い
る
。「
太
子
、
奏
し
て
、
諸
氏
に
勅
し
て
、
子
弟
・
壮
士
を
貢
ら

し
め
て
呉
の
鼓
を
習
わ
し
む
。〈
中
略
〉
太
子
、従
容
と
し
て
左
右
に
謂
っ
て
の
た
ま
わ
く
「
三
宝
を
供
養
す
る
に
は
諸
蕃
の
楽
を
用
ゆ
」」。

こ
の
記
述
を
史
実
と
見
做
し
る
か
に
つ
い
て
は
諸
説
あ
る
が
、『
書
紀
』
の
記
述
と
併
せ
て
考
え
る
と
、
聖
徳
太
子
（
推
古
政
権
）
に
よ
っ

て
、
仏
教
流
布
の
た
め
に
外
来
音
楽
を
用
い
、
そ
の
伝
承
を
奨
励
し
、
仏
教
法
会
ス
タ
イ
ル
の
原
型
が
形
成
さ
れ
た
、
と
い
う
認
識
が
平

安
時
代
前
半
に
は
確
立
し
て
い
た
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
総
じ
て
宗
教
は
、
音
楽
・
舞
踊
に
つ
い
て
は
、
宗
教
的
静
謐
や
集
中
を
乱
す
た

め
に
、
そ
れ
を
儀
礼
に
用
い
る
こ
と
に
は
抑
制
的
で
あ
り
、
用
い
る
場
合
で
も
慎
重
に
そ
の
質
を
吟
味
す
る
。
し
か
し
、
ア
マ
テ
ラ
ス
の

舞
踊
を
神
楽
の
ル
ー
ツ
と
す
る
神
祇
信
仰
を
ベ
ー
ス
に
持
つ
日
本
の
宗
教
感
覚
に
お
い
て
は
、
伎
楽
を
は
じ
め
と
す
る
輸
入
外
来
音
楽
を

そ
の
ま
ま
仏
教
法
要
に
用
い
る
こ
と
に
大
き
な
抵
抗
は
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

　

伎
楽
は
、
奈
良
時
代
に
は
盛
ん
に
大
寺
院
で
演
じ
ら
れ
、
先
述
し
た
雅
楽
寮
に
も
「
伎
楽
師
」
が
置
か
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
伎
楽
は
、
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平
安
時
代
半
ば
に
は
雅
楽
寮
の
伝
習
対
象
か
ら
も
抜
け
落
ち
、
そ
の
後
衰
退
す
る
。
今
日
で
は
、
演
じ
る
際
に
用
い
ら
れ
た
伎
楽
面
を
正

倉
院
や
東
大
寺
等
に
遺
す
の
み
で
あ
る
。
そ
の
曲
目
や
演
奏
形
態
に
つ
い
て
も
、鎌
倉
時
代
の
狛
近
真
の
楽
書
『
教
訓
抄
』（
一
二
三
三
年
）

に
の
み
、
あ
る
程
度
ま
と
ま
っ
た
記
述
が
残
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、「
師
子
」、「
呉
公
」、「
婆
羅
門
」
な
ど
の
小
部
分
か
ら
な
る
、

簡
単
な
伴
奏
を
伴
う
無
言
仮
面
劇
で
あ
り
、
諧
謔
性
と
猥
雑
性
を
孕
ん
だ
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
伺
わ
せ
る
記
述
も
あ
る
。
し
か
し
、『
教

訓
抄
』
に
こ
の
よ
う
な
記
述
が
存
在
す
る
か
ら
と
い
っ
て
、
必
ず
し
も
、
こ
の
記
述
は
伝
来
当
初
か
ら
の
伎
楽
を
述
べ
た
も
の
と
解
釈
す

る
必
要
が
あ
る
と
も
い
え
な
い
。
後
に
聖
武
天
皇
は
仏
教
に
よ
る
鎮
護
国
家
政
策
を
と
り
、
太
子
の
仏
教
音
楽
理
念
を
継
承
し
て
、
積
極

的
に
伎
楽
を
奨
励
し
た
。
東
大
寺
や
興
福
寺
を
は
じ
め
と
す
る
南
都
の
諸
大
寺
に
お
い
て
、
釈
迦
の
生
誕
を
祝
う
仏
生
会
（
四
月
八
日
）

と
、四
月
か
ら
講
堂
に
籠
っ
て
修
行
す
る
安
居
の
結
願
（
七
月
十
五
日
）
に
、「
鎮
護
国
家
の
例
事
」
と
し
て
伎
楽
が
行
わ
れ
た
と
さ
れ
る
。

伝
来
後
の
日
本
で
の
展
開
の
一
時
期
に
、
伎
楽
に
お
い
て
、『
金
光
明
最
勝
王
経
』
を
中
核
と
す
る
「
具
体
的
な
象
徴
体
系
を
も
つ
仏
教

に
よ
る
鎮
護
国
家
の
演
技
と
い
う
一
貫
し
た
趣
意
」（

2
）
が
存
在
し
て
い
た
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
お
そ
ら
く
伝

来
当
初
か
ら
、
伎
楽
は
、
お
そ
ら
く
は
、
大
衆
受
け
す
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
や
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
を
含
み
持
っ
て
お
り
、
伎
楽
の
持
つ
こ
の
よ

う
な
魅
力
は
仏
教
説
法
の
場
へ
の
誘
因
力
に
な
っ
て
い
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。

　

伎
楽
の
衰
退
の
後
は
、
太
子
に
よ
っ
て
始
め
ら
れ
た
遣
隋
使
及
び
そ
れ
を
後
継
す
る
遣
唐
使
ら
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
唐
楽
、
林
邑

楽
、
高
麗
楽
、
渤
海
楽
に
属
す
る
種
々
の
外
来
の
楽
舞
が
、「
三
宝
を
供
養
す
る
」
芸
能
の
中
心
に
な
っ
て
い
く
。
こ
れ
ら
外
来
音
楽
の

国
家
的
伝
承
を
担
っ
た
の
が
「
雅
う
た
ま
い
の
つ
か
さ

楽
寮
」
で
あ
る
。
天
智
天
皇
以
降
、
徐
々
に
律
令
体
制
が
整
備
さ
れ
て
い
く
が
、
神
仏
の
儀
礼
に
関
わ

る
音
楽
も
国
家
で
管
理
す
べ
く
、
朝
廷
儀
礼
や
外
国
使
節
の
接
受
な
ど
を
司
る
治
部
省
に
「
雅
楽
寮
」
が
設
置
さ
れ
た
。
こ
の
機
関
は
、

天
武
朝
（
六
七
三
〜
六
八
六
年
）
頃
か
ら
朝
廷
に
整
備
さ
れ
は
じ
め
、
お
そ
ら
く
「
飛あ
す
か鳥

浄き
よ

御み
が

原は
ら

令り
ょ
う」（

六
八
九
年
）
―
こ
の
令
は
現
存

し
て
い
な
い
の
で
確
か
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
が
―
に
お
い
て
は
、
す
で
に
設
置
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
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令
制
度
に
よ
れ
ば
、
当
初
は
「
雅
楽
寮
頭
」
等
の
楽
官
に
加
え
、
楽
人
と
し
て
日
本
古
来
の
歌
の
歌
師
四
名
、
歌
人
四
十
名
、
歌
女
百

名
、
舞
師
四
名
、
舞
生
百
名
、
笛
師
二
名
、
唐
楽
師
十
二
名
、
唐
楽
生
六
十
名
、
高
麗
楽
師
四
名
、
高
麗
楽
生
二
十
名
、
百
済
楽
師
四
名
、

百
済
楽
生
二
十
名
、
新
羅
楽
師
四
名
、
新
羅
楽
生
二
十
名
、
伎
楽
師
一
名
、
腰
鼓
師
二
名
な
ど
が
採
用
さ
れ
て
い
た
。
こ
れ
を
み
て
も
わ

か
る
よ
う
に
、
雅
楽
寮
は
当
初
、
外
来
音
楽
に
も
ま
し
て
日
本
古
来
の
神
祇
的
な
音
楽
の
伝
習
に
も
力
を
入
れ
て
い
た
。
た
だ
、
平
安
時

代
に
宮
廷
内
に
古
来
の
歌
を
専
門
的
に
伝
習
す
る
「
大お
お

歌う
た

所ど
こ
ろ」

が
形
成
さ
れ
て
い
っ
た
こ
と
も
あ
り
、
雅
楽
寮
内
で
の
担
当
者
の
数
は
減

少
し
て
い
く
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
雅
楽
寮
で
、
日
本
古
来
の
歌
舞
も
外
来
の
唐
楽
等
と
の
出
会
い
が
あ
り
、
部
分
的
に
融
合
し
、
広

く
「
雅
楽
」
の
ジ
ャ
ン
ル
に
包
摂
さ
れ
て
い
く
よ
う
に
な
る
。

　

興
味
深
い
こ
と
に
、中
国
の
唐
代
の
律
令
に
お
け
る
音
楽
機
関
は
、礼
楽
の
役
所
で
あ
る
太た
い

常じ
ょ
う

寺じ

に
属
す
る「
太だ
い

楽が
く

署し
ょ

」で
あ
り
、「
雅
楽
」

の
語
は
用
い
ら
れ
て
い
な
い
。
敢
え
て
「
雅
楽
」
寮
と
い
う
名
称
を
設
け
た
こ
と
は
、
儒
教
的
精
神
を
根
底
に
持
つ
律
令
制
の
整
備
の
過

程
で
、
音
楽
で
も
っ
て
民
を
導
く
と
い
う
「
雅
楽
」
の
理
念
が
重
視
さ
れ
た
か
ら
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
と
は
い
え
、
天
皇
に
お
い
て
は
、

中
国
の
皇
帝
の
よ
う
に
天
命
、
す
な
わ
ち
天
か
ら
の
委
託
が
統
治
根
拠
で
な
い
。
天
皇
が
日
本
を
統
治
す
る
権
威
は
、
高
天
原
の
最
高
神

で
あ
る
ア
マ
テ
ラ
ス
の
末
裔
で
あ
り
、
高
天
原
か
ら
天
下
っ
た
神
々
の
末
裔
で
あ
る
と
い
う
神
話
に
存
す
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
天
皇
が
用
い

る
音
楽
と
は
、中
国
の
「
雅
楽
」
の
よ
う
に
神
（
天
）
か
ら
委
託
を
受
け
た
「
人
」
が
道
徳
的
に
民
を
導
く
た
め
の
音
楽
と
い
う
よ
り
は
、

人
と
な
っ
た
神
が
民
を
導
く
「
神
々
」
の
音
楽
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
音
楽
そ
の
も
の
の
超
越
性
や
聖
性
は
中
国
の
「
雅
楽
」
よ
り
強
調

さ
れ
ざ
る
を
え
な
い
こ
と
に
な
り
、
日
本
の
神
話
に
適
合
し
、
天
皇
の
聖
性
を
高
め
る
音
楽
で
あ
る
こ
と
が
要
求
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
は

ず
だ
っ
た
。

　

し
か
し
、
聖
武
朝
に
お
い
て
は
、
仏
教
に
よ
る
鎮
護
国
家
理
念
が
う
た
わ
れ
、
仏
教
が
統
治
の
前
面
に
出
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
雅
楽
の

コ
ス
モ
ロ
ジ
ー
は
よ
り
複
雑
で
重
層
的
な
も
の
に
変
化
す
る
こ
と
に
な
る
。
と
り
わ
け
東
大
寺
大
仏
開
眼
供
養
会
（
七
五
二
年
）
で
は
、
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神
の
裔
で
あ
る
天
皇
が
大
仏
（
仏
教
）
に
額
づ
き
、
ま
た
元
来
神
祇
儀
礼
で
奏
さ
れ
た
日
本
古
来
の
歌
舞
も
ホ
ト
ケ
に
供
え
ら
れ
る
こ
と

に
な
る
。
ま
た
、
こ
の
よ
う
な
仏
教
法
要
の
有
り
方
は
雅
楽
の
コ
ス
モ
ロ
ジ
ー
の
み
な
ら
ず
、
そ
の
後
の
神
仏
習
合
展
開
の
方
向
性
に
も

多
大
な
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
く
。

四　

神
仏
習
合
を
先
導
す
る
東
大
寺
大
仏
開
眼
供
養
会

　
『
続
日
本
紀
』
に
よ
れ
ば
、
東
大
寺
開
眼
供
養
会
で
は
五
節
舞
（
大
歌
舞
）・
久
米
舞
・
楯た
て

伏ふ
し

（
舞
）・
踏
歌
・
袍
袴
等
が
演
ぜ
ら
れ
た
。

『
東
大
寺
要
録
』
に
は
更
に
詳
し
く
、
こ
れ
ら
の
舞
以
外
に
も
唐
散
楽
、
唐
中
楽
、
唐
古
楽
、
高
麗
楽
、
度と

羅ら

楽
、
女
お
ん
な

漢あ
や

踏と
う

歌か

（
女
踏
歌
）、

銚と
び

子こ

名な

（「
ち
ょ
う
し
め
い
」
と
の
読
み
も
あ
り
う
る
）、
林
邑
楽
、
唐
女
舞
、
高
麗
女
楽
と
種
々
の
外
来
音
楽
も
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
ま

た
種
々
の
外
来
音
楽
と
共
に
、
五
節
舞
、
久
米
舞
、
楯
伏
舞
、
踏
歌
と
い
っ
た
日
本
古
来
の
歌
舞
、
す
な
わ
ち
日
本
の
神
々
や
神
話
を
称

揚
す
る
た
め
に
演
じ
伝
え
ら
れ
て
き
た
歌
舞
が
、
仏
教
の
大
仏
を
供
養
す
る
た
め
に
用
い
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
時
点
に
お
い
て
、
カ
ミ
と

ホ
ト
ケ
と
の
な
ん
ら
か
の
結
合
が
生
じ
て
い
る
こ
と
を
、
儀
礼
の
形
態
か
ら
窺
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
つ
ま
り
、
後
に
様
々
な
形
態
へ

展
開
す
る
「
神
仏
習
合
」
が
国
家
儀
礼
に
よ
っ
て
先
取
的
に
追
認
さ
れ
て
い
る
事
態
が
示
さ
れ
て
い
る
。

　

儀
礼
の
か
た
ち
に
は
、
そ
の
背
景
と
な
る
コ
ス
モ
ロ
ジ
ー
が
投
影
さ
れ
る
。
ま
た
、
儀
礼
の
か
た
ち
に
よ
っ
て
、
そ
の
コ
ス
モ
ロ
ジ
ー

が
発
信
さ
れ
、
参
加
者
達
に
そ
の
コ
ス
モ
ロ
ジ
ー
へ
の
承
認
・
賛
同
を
促
し
、
そ
の
コ
ス
モ
ロ
ジ
ー
を
弘
め
、
維
持
す
る
機
能
を
果
た
す
。

と
り
わ
け
政
治
的
儀
礼
は
、
象
徴
と
象
徴
的
行
為
を
用
い
て
、
あ
る
集
団
を
、
共
有
さ
れ
た
価
値
と
目
的
に
基
づ
く
緊
密
で
秩
序
あ
る
共

同
体
と
し
て
描
き
だ
し
、
さ
ら
に
、「
こ
れ
ら
の
価
値
と
目
的
が
、
コ
ス
モ
ス
の
価
値
と
秩
序
の
写
像
で
あ
る
こ
と
を
確
立
さ
せ
る
こ
と

に
よ
っ
て
、
そ
れ
ら
の
正
統
性
を
顕
示
す
る
」（

3
）。
そ
れ
な
ら
ば
、
東
大
寺
大
仏
開
眼
供
養
会
と
い
う
儀
礼
こ
そ
が
、
日
本
に
お
け
る
独
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特
の
宗
教
形
態
で
あ
る
神
仏
習
合
の
コ
ス
モ
ロ
ジ
ー
を
、
国
家
的
に
認
知
し
、
そ
の
後
に
日
本
の
そ
れ
を
進
展
さ
せ
る
里
程
標
に
な
り
、

ま
た
、
朝
廷
権
力
が
神
仏
の
コ
ス
モ
ロ
ジ
ー
に
よ
っ
て
正
統
化
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
示
し
た
の
で
は
な
い
か
。
こ
こ
で
は
僧
侶
た
ち
の
声

明
と
と
も
に
、
平
安
時
代
に
成
立
す
る
日
本
の
「
雅
楽
」
の
原
型
と
な
る
諸
芸
能
の
ほ
と
ん
ど
が
上
演
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
形
成
さ
れ

た
神
仏
習
合
の
エ
ー
ト
ス
は
、
こ
の
後
の
形
成
さ
れ
て
い
く
日
本
の
雅
楽
の
形
成
過
程
に
浸
透
し
て
い
く
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
開
眼
供

養
会
を
経
た
直
後
か
ら
、
仏
教
優
位
の
神
仏
習
合
が
進
み
、
新
し
い
日
本
宗
教
の
コ
ス
モ
ロ
ジ
ー
が
形
成
さ
れ
始
め
る
。

　

ま
ず
は
、
八
世
紀
後
半
か
ら
神
身
離
脱
思
想
に
基
づ
く
神
宮
寺
建
立
が
相
次
ぎ
、
神
仏
習
合
が
明
確
に
進
ん
で
い
く
。
仏
教
の
立
場
か

ら
見
れ
ば
、
日
本
の
神
々
は
六
道
輪
廻
の
「
天
人
（dēva

）」
で
あ
り
、
ま
だ
輪
廻
の
う
ち
に
あ
り
、
苦
し
ん
で
い
る
と
解
釈
す
る
こ
と

に
な
る
。
そ
こ
で
、
日
本
の
神
祇
も
苦
か
ら
逃
れ
る
た
め
に
仏
道
に
帰
依
し
て
神
の
身
を
離
れ
る
た
め
に
悟
り
を
め
ざ
し
た
い
と
思
っ
て

い
る
、
と
い
う
観
念
が
生
ま
れ
た
。
こ
の
観
念
は
遊
行
す
る
民
間
の
山
岳
仏
教
修
行
者
た
ち
に
よ
っ
て
日
本
各
地
に
流
布
し
、
八
世
紀
後

半
か
ら
、
身
体
を
持
た
な
い
神
祇
の
か
わ
り
に
僧
侶
が
読
経
し
て
功
徳
を
積
む
場
で
あ
る
神
宮
寺
が
古
来
の
神
社
の
境
内
内
に
建
立
さ
れ

て
い
く
。
こ
の
観
念
の
萌
芽
は
八
世
紀
初
頭
の
気
比
神
宮
寺
に
す
で
に
あ
り
、
八
世
紀
中
頃
ま
で
に
鹿
島
、
住
吉
、
伊
勢
と
い
っ
た
大
神

社
に
も
神
宮
寺
が
出
現
し
、
そ
の
後
急
速
に
普
遍
化
し
た（

4
）。
ま
た
、
こ
の
よ
う
な
神
宮
寺
の
建
立
と
並
行
し
て
、
神
前
読
経
や
神
社

へ
の
経
典
の
書
写
奉
納
も
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
う
し
て
、
奈
良
時
代
後
半
に
お
い
て
神
仏
習
合
と
い
う
日
本
独
特
の
コ
ス
モ
ロ

ジ
ー
の
大
枠
が
成
立
し
た
。
こ
の
コ
ス
モ
ロ
ジ
ー
の
エ
ー
ト
ス
を
吸
収
し
つ
つ
雅
楽
寮
で
伝
習
さ
れ
た
楽
舞
は
、
平
安
時
代
の
間
に
、
現

在
奏
さ
れ
て
い
る
雅
楽
の
形
態
へ
と
再
編
さ
れ
て
い
く
。
東
大
寺
大
仏
開
眼
供
養
で
奏
さ
れ
た
楽
舞
は
、
ま
だ
唐
の
大
規
模
で
賑
々
し
い

宴
饗
楽
と
し
て
の
性
格
を
多
分
に
含
み
持
っ
て
い
た
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
楽
舞
は
、
日
本
独
特
の
神
仏
習
合
の
コ
ス
モ
ロ
ジ
ー
に
導
か

れ
つ
つ
、
平
安
時
代
に
お
い
て
日
本
独
特
の
洗
練
さ
れ
た
宗
教
音
楽
「
雅
楽
」
へ
と
彫
琢
さ
れ
て
い
く
。
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五　

平
安
時
代
の
楽
制
改
革
と
雅
楽
の
神
聖
化

　

嵯
峨
・
仁
明
朝
（
八
〇
九
〜
八
五
〇
：
大
同
・
弘
仁
・
天
長
・
承
和
・
嘉
祥
の
年
間
）
か
ら
楽
制
の
改
変
が
開
始
さ
れ
、
平
安
時
代
半

ば
す
ぎ
に
は
現
在
の
雅
楽
の
ス
タ
イ
ル
と
な
る
。
ま
ず
、
楽
器
の
種
類
や
数
が
縮
小
、
再
整
備
さ
れ
た
。
日
本
に
伝
え
ら
れ
た
外
来
の
楽

器
は
、中
国
や
朝
鮮
で
用
い
ら
れ
て
い
た
も
の
の
総
計
の
約
三
分
の
一
で
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。
奈
良
時
代
に
は
絃
楽
器
約
六
種
（
筝
・

琵
琶
・
五
絃
・
箜く

篌ご

・
阮げ
ん

咸か
ん

・
玄
琴
）、
管
楽
器
約
八
種
（
龍
笛
・
高
麗
笛
・
笙
・
篳
篥
・
大
篳
篥
・
尺
八
・
簫し
ょ
う・
莫
目
）、
打
楽
器
約
九

種
（
鞨
鼓
・
一
ノ
鼓
・
二
ノ
鼓
・
三
ノ
鼓
・
太
鼓
・
鼉だ

太だ
い

鼓こ

・
腰
鼓
・
方ほ
う

磬け
い

・
鉦
鼓
）
が
用
い
ら
れ
て
い
た
。
こ
こ
か
ら
さ
ら
に
平
安
時

代
を
通
じ
て
貴
族
た
ち
の
趣
味
に
合
う
も
の
が
取
捨
選
択
さ
れ
、
現
在
の
三
管
（
龍
笛
）・
三
鼓
（
鞨
鼓
・
太
鼓
・
鉦
鼓
）・
二
絃
（
筝
・

琵
琶
）
に
よ
る
管
絃
に
用
い
る
楽
器
編
成
が
成
立
し
た
。

　

ま
た
、
奈
良
時
代
の
種
々
の
外
来
音
楽
が
左
方
唐
楽
と
右
方
高
麗
楽
と
い
う
二
つ
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
整
理
統
合
さ
れ
、
左
右
両
部
制
が

成
立
す
る
。
雅
楽
の
左
右
両
部
制
は
、
近
衛
府
を
中
心
と
し
た
衛
府
の
左
右
両
部
制
に
由
来
す
る
。
衛
府
の
官
人
は
禁
中
を
警
固
し
、
天

皇
に
近
侍
す
る
こ
と
が
本
来
の
役
割
だ
が
、
宮
廷
儀
礼
に
お
け
る
儀
仗
や
相
撲
や
競
馬
な
ど
の
競
技
で
の
奏
楽
、
さ
ら
に
鼓く

吹す
い

（
軍
楽
）

を
奏
す
る
こ
と
も
担
当
し
て
い
た
。
音
楽
の
素
養
の
あ
る
衛
府
の
官
人
は
、
宮
中
の
儀
礼
的
な
宴
席
で
、
雅
楽
寮
楽
人
に
替
わ
り
余
興
的

な
奏
楽
も
こ
な
し
た
。
そ
し
て
、
衛
府
の
官
人
が
参
加
す
る
競
技
に
お
い
て
は
、
左
右
に
分
か
れ
て
競
い
、
勝
者
へ
の
褒
美
と
し
て
負
け

た
方
が
属
す
る
側
に
お
い
て
奏
楽
さ
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
楽
舞
も
左
右
に
整
理
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
宮
廷
行
事
で
の
奏
楽

の
機
会
が
重
要
視
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
雅
楽
寮
の
楽
人
で
は
な
く
衛
府
の
官
人
の
比
重
が
増
大
し
て
い
っ
た
。
他
方
、
雅
楽
寮
は
楽
制

改
革
の
中
で
次
第
に
縮
小
し
て
い
き
、
朝
廷
に
お
け
る
楽
舞
伝
承
の
中
心
は
、
治
部
省
か
ら
内
裏
（
大
内
）
の
中
へ
と
次
第
に
移
行
し
て
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い
く（

5
）。

　

こ
れ
ら
の
楽
制
改
革
を
主
導
し
た
名
人
た
ち
は
、
当
初
は
雅
楽
寮
の
官
人
の
楽
人
で
あ
り
、
官
位
自
体
は
さ
ほ
ど
高
位
で
は
な
か
っ
た
。

他
方
、
こ
の
頃
か
ら
宮
廷
内
で
の
さ
ま
ざ
ま
な
儀
式
に
伴
う
饗
宴
の
際
に
、
殿
上
人
の
音
楽
の
遊
び
と
し
て
催
さ
れ
る
演
奏
会
は
「
御ぎ
ょ

遊ゆ
う

」
と
い
う
形
で
半
ば
制
度
化
・
慣
習
化
し
、
管
絃
と
催さ
い

馬ば

楽ら

な
ど
の
歌
物
を
中
心
と
し
て
、
天
皇
・
親
王
や
参
議
以
上
の
高
位
者
に
よ
っ

て
も
雅
楽
が
恒
常
的
に
奏
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
十
世
紀
以
降
に
は
、「
御
遊
」
に
多
く
の
殿
上
人
が
参
加
し
、
ま
た
五
位
以
下
の
「
地

下
」
と
い
わ
れ
た
楽
人
が
「
召
め
し
ゅ

人う
ど

」
と
い
う
助
演
者
と
し
て
参
仕
す
る
よ
う
に
な
る
。
次
第
に
、「
管
絃
ノ
長
者
」（『
懐
竹
譜
』）
と
も
言

わ
れ
た
貞さ
だ

保や
す

親
王
（
八
七
〇
〜
九
二
四
）
や
、
今
日
に
も
伝
わ
る
名
曲
「
長
慶
子
」
を
作
曲
し
た
と
い
う
源
み
な
も
と
の

博ひ
ろ

雅ま
さ

三
位
（
九
一
八
〜

九
八
〇
）
な
ど
、
最
高
ク
ラ
ス
の
貴
族
の
中
か
ら
も
雅
楽
の
達
人
が
登
場
す
る
。
ま
た
、
嵯
峨
天
皇
や
仁
明
天
皇
を
は
じ
め
、
雅
楽
に
堪

能
な
天
皇
も
現
れ
、
醍
醐
天
皇
以
来
、
和
琴
や
笛
を
能
く
す
る
よ
う
に
な
り
、
堀
川
天
皇
（
在
位
一
〇
八
七
〜
一
一
〇
七
）
な
ど
、
雅
楽

曲
の
伝
授
相
承
の
系
譜
に
名
前
を
残
す
天
皇
や
三
位
以
上
の
最
高
貴
族
も
出
現
し
て
く
る
。
ま
た
、
こ
う
い
っ
た
雅
楽
の
楽
舞
曲
の
相
承

を
守
る
こ
と
が
勅
命
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
も
し
ば
し
ば
あ
り
、
雅
楽
の
秘
曲
等
の
相
承
が
国
宝
並
み
の
神
聖
な
価
値
を
有
し

て
い
た
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。
天
皇
や
太
政
大
臣
と
い
っ
た
最
高
貴
族
が
、
正
統
な
相
承
を
受
け
る
ほ
ど
の
雅
楽
の
専
門
的
な
演
奏
家

で
あ
っ
た
と
い
う
現
象
は
、
雅
楽
を
演
奏
す
る
こ
と
自
体
が
高
貴
な
存
在
が
営
む
、
聖
な
る
営
為
で
あ
る
と
い
う
観
念
を
形
成
し
た
。

　

こ
の
こ
と
は
、
雅
楽
が
神
仏
の
コ
ス
モ
ロ
ジ
ー
と
更
に
深
い
関
係
を
持
っ
て
い
く
う
え
で
、
非
常
に
重
要
な
意
味
を
持
っ
て
い
る
。
神

話
の
神
々
の
末
裔
で
あ
る
天
皇
や
最
高
貴
族
が
宮
廷
と
い
う
、
隔
絶
さ
れ
浄
化
さ
れ
た
場
、
す
な
わ
ち
「
聖
な
る
場
」
で
雅
楽
楽
器
を
演

奏
す
る
と
い
う
表
象
は
、
あ
た
か
も
「
俗
世
を
超
越
し
た
神
聖
な
世
界
で
は
雅
楽
が
演
奏
さ
れ
て
い
る
」
と
い
う
観
念
を
連
想
さ
せ
、
雅

楽
自
体
に
さ
ら
な
る
神
聖
な
価
値
を
付
与
せ
し
め
た
。
そ
も
そ
も
、
雅
楽
寮
で
伝
習
さ
れ
た
種
々
の
音
楽
は
、
人
間
か
ら
神
祇
や
諸
仏
へ

の
供
え
物
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
た
。
そ
の
音
楽
は
、
神
仏
の
神
聖
な
領
域
に
供
え
ら
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
の
で
、
貴
重
性
と
い
う
意
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味
で
の
間
接
的
な
神
聖
性
を
帯
び
て
い
る
。
し
か
し
、
演
奏
者
自
体
は
、
か
な
ら
ず
し
も
高
い
官
位
を
有
し
て
い
た
者
で
は
な
く
、
と
り

た
て
て
神
聖
な
存
在
で
も
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
天
皇
や
公
達
が
雅
楽
を
演
奏
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
最
も
高
貴
で
神
仏
に
近
い
存
在
が

神
聖
な
音
楽
を
演
奏
し
て
い
る
と
い
う
表
象
が
形
成
さ
れ
た
。
お
よ
そ
天
上
に
繋
が
る
神
聖
な
存
在
が
演
奏
す
る
音
楽
で
あ
る
な
ら
、
雅

楽
自
体
も
、
人
間
の
領
域
に
あ
る
も
の
で
は
な
く
、
本
来
神
聖
な
世
界
に
属
す
る
も
の
で
あ
る
、
と
い
う
観
念
が
芽
生
え
て
く
る
。
こ
う

し
て
、
平
安
時
代
半
ば
に
は
「
雅
楽
を
奏
す
る
」
と
い
う
こ
と
は
、「
最
も
高
貴
な
存
在
に
よ
る
聖
な
る
営
み
」
で
あ
る
と
い
う
表
象
が

成
立
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。

六　
「
神
仏
隔
離
」
に
よ
る
ケ
ガ
レ
忌
避
観
念
と
内な
い

侍し

所ど
こ
ろ

御み

神か
ぐ

楽ら
の

儀ぎ

　

日
本
的
な
雅
楽
が
形
成
さ
れ
た
平
安
時
代
は
、
同
時
に
ケ
ガ
レ
忌
避
観
念
が
強
ま
っ
て
き
た
時
代
で
も
あ
っ
た
。
神
仏
習
合
が
進
み
、

大
日
如
来
を
絶
対
の
も
の
と
す
る
密
教
が
滲
透
す
る
と
、王
権
の
権
威
の
根
拠
が
希
薄
化
し
て
く
る
。
仏
教
の
救
済
の
観
点
か
ら
す
れ
ば
、

仏
の
前
に
お
い
て
は
、
天
皇
と
い
え
ど
も
庶
民
と
平
等
で
あ
る
。
王
権
は
高
天
原
か
ら
降
臨
し
た
神
々
の
末
裔
に
よ
っ
て
担
わ
れ
て
い
る

が
故
に
正
統
性
を
得
て
い
る
の
で
あ
り
、
天
皇
が
ア
マ
テ
ラ
ス
の
裔
で
あ
る
観
念
が
絶
え
ず
想
起
さ
れ
て
強
化
さ
れ
る
こ
と
が
必
要
と
な

る
。
大
仏
造
立
の
詔
の
中
で
み
ず
か
ら
を
「
三
宝
（
仏
・
法
・
僧
）
の
奴や
っ
こ」

と
宣
言
し
た
聖
武
天
皇
に
対
し
て
す
ら
、
臣
下
の
石
上
乙
麻

呂
は
「
現
御
神
と
し
て
天
下
を
統
治
す
る
」
方
と
称
し
、
こ
の
天
下
統
治
の
業
を
、
高
天
原
か
ら
の
降
臨
以
来
の
「
天
つ
日
嗣
の
業
」
と
、

古
来
の
神
話
を
援
用
し
て
宣
命
を
披
露
し
た
。
つ
ま
り
、
天
皇
が
臣
下
や
人
民
を
統
治
す
る
究
極
的
根
拠
は
記
紀
の
神
話
に
基
づ
く
。
そ

れ
ゆ
え
、
イ
ザ
ナ
ギ
が
黄
泉
の
国
で
遭
遇
し
た
イ
ザ
ナ
ミ
の
死
の
ケ
ガ
レ
を
禊
っ
て
ア
マ
テ
ラ
ス
が
誕
生
し
た
こ
と
、
ま
た
、
ア
マ
テ
ラ

ス
が
弟
の
ス
サ
ノ
オ
の
ケ
ガ
レ
を
排
除
し
て
高
天
原
を
清
浄
に
保
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
に
倣
い
、
ま
た
、
そ
の
こ
と
を
常
に
想
起
さ
せ
、



日
本
哲
学
史
研
究
　
第
十
五
号

八
六

殊
更
に
王
権
空
間
や
王
権
祭
祀
か
ら
絶
え
ず
ケ
ガ
レ
を
排
除
す
べ
く
、「
物
忌
」
な
ど
に
よ
っ
て
、
制
度
的
に
、
高
天
原
の
神
話
世
界
の

清
浄
さ
を
王
権
空
間
に
実
際
に
現
前
さ
せ
て
維
持
す
る
意
識
が
高
ま
っ
て
き
た
。

　

そ
も
そ
も
平
安
時
代
に
、こ
の
よ
う
な
ケ
ガ
レ
忌
避
観
念
が
強
ま
っ
た
の
は
、奈
良
時
代
に
王
権
が
仏
教
に
依
存
し
過
ぎ
た
こ
と
に
よ
っ

て
、い
わ
ゆ
る
道
鏡
事
件
が
起
こ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
道
鏡
を
天
皇
に
せ
よ
、と
い
う
宇
佐
八
幡
宮
の
神
託
は
、結
局
は
偽
の
も
の
で
あ
っ

た
と
さ
れ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
神
託
の
真
偽
を
確
か
め
ね
ば
な
ら
な
い
ほ
ど
、
仏
教
的
原
理
が
強
ま
り
、
王
権
を
支
え
る
神
話
的
観
念
が

相
対
化
さ
れ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
道
鏡
事
件
の
反
省
に
た
っ
て
、
王
統
の
継
承
を
確
認
す
る
宮
廷
神
事
に
つ
い
て
は
僧
侶
・
仏
教

は
関
わ
ら
な
い
こ
と
が
原
則
化
さ
れ
た
。
高
取
正
男
氏
ら
が
指
摘
す
る「
神
仏
隔
離
」と
い
わ
れ
る
動
き
が
始
ま
っ
た
の
で
あ
る（

6
）。『
貞

観
式
』（
八
七
一
年
）
や
『
貞
観
儀
式
』（
八
七
〇
年
代
）
で
は
、
神
祇
令
に
よ
っ
て
天
皇
の
祭
祀
と
さ
れ
た
も
の
の
う
ち
、
大
祀
（
大
嘗

祭
）
に
つ
い
て
は
、
祭
祀
の
前
後
一
か
月
の
間
、
中
央
の
諸
司
と
国
府
に
お
い
て
は
仏
事
を
忌
む
、
な
ど
と
規
定
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
原

則
は
、
神
事
空
間
に
お
い
て
仏
教
的
要
素
が
入
る
こ
と
を
排
除
す
る
も
の
で
あ
り
、
一
定
の
重
要
な
神
事
に
つ
い
て
は
仏
事
と
別
の
体
系

を
も
っ
て
維
持
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

　

こ
の
こ
と
が
、
純
粋
な
神
道
的
儀
礼
空
間
を
保
存
し
、
前
述
し
た
宮
廷
に
お
け
る
ケ
ガ
レ
・
物
忌
み
観
念
の
膨
張
を
促
し
た
。
神
仏
融

合
と
は
な
ら
な
か
っ
た
こ
と
は
、
神
道
が
仏
教
に
譲
り
得
な
い
エ
ー
ト
ス
を
保
存
し
続
け
得
た
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
の
純
粋
な
神
道

の
エ
ー
ト
ス
が
存
続
し
た
か
ら
こ
そ
、
後
に
、
伊
勢
神
道
や
吉
田
神
道
な
ど
の
神
道
側
優
位
の
習
合
思
想
を
覚
醒
さ
せ
え
た
し
、
ま
た
、

明
治
期
の
神
仏
分
離
が
可
能
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
そ
し
て
、
こ
の
神
道
の
純
粋
な
エ
ー
ト
ス
の
保
存
場
所
の
一
つ
が
内
侍
所
御
神
楽
儀

で
あ
っ
た
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
る
。

　

内
侍
所
御
神
楽
儀
は
、
温
明
殿
の
前
庭
で
行
わ
れ
た
。
温
明
殿
に
は
神
鏡
が
安
置
さ
れ
る
賢
所
に
仕
え
た
内
侍
が
い
た
た
め
内
侍
所
と

も
い
わ
れ
た
。
こ
の
儀
礼
は
、
ア
メ
ノ
ウ
ズ
メ
の
鎮た
ま

魂ふ
り

の
わ
ざ
を
引
継
ぐ
も
の
で
、
神
鏡
の
霊
威
を
増
し
、
皇
室
の
安
泰
を
願
う
も
の
で
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あ
る
。
古
く
か
ら
伝
わ
っ
て
い
た
朝
廷
内
の
儀
礼
的
な
歌
舞
、
大
嘗
祭
の
後
宴
で
あ
っ
た
清
暑
堂
神
宴
で
の
芸
能
、
賀
茂
臨
時
祭
の
還
立

の
御
神
楽
（
九
一
〇
年
頃
始
行
）、
石
清
水
八
幡
宮
臨
時
祭
の
社
頭
で
の
御
神
楽
（
九
六
八
年
頃
始
行
か
）
な
ど
が
集
約
さ
れ
て
一
条
天

皇
の
寛
弘
二
年
（
一
〇
〇
五
）
に
始
め
ら
れ
、
御
朱
雀
天
皇
の
長
暦
二
年
（
一
〇
三
八
）
か
ら
恒
例
行
事
化
し
、
十
二
月
吉
日
に
行
わ
れ

た
。
今
日
で
も
、
毎
年
十
二
月
中
旬
の
夜
に
皇
居
内
の
賢
か
し
こ

所ど
こ
ろで

執
行
さ
れ
る
「
恒
例
御
神
楽
儀
」
が
最
も
重
要
な
御
神
楽
の
行
事
と
な
っ

て
い
る
。
こ
の
ほ
か
に
も
、
現
在
で
は
四
月
三
日
の
神
武
天
皇
祭
、
一
月
七
日
の
昭
和
天
皇
祭
、
天
皇
即
位
の
際
の
大
嘗
祭
に
御
神
楽
は

行
わ
れ
て
い
る
。
天
皇
の
親
祭
で
こ
そ
な
い
が
、
皇
室
祭
祀
の
中
で
も
重
要
な
行
事
の
一
つ
で
あ
り
、
明
治
四
十
一
年
（
一
九
〇
八
）
の

皇
室
祭
祀
令
で
も
公
式
の
「
小
祭
」
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
た
。

　

元
宮
内
庁
式
部
職
楽
部
楽
師
の
東
儀
良
夫
氏
に
よ
れ
ば
、御
神
楽
儀
に
参
列
す
る
の
は「
天
皇
と
神
」だ
け
で
あ
る（

7
）。御
神
楽
儀
で
は
、

賢
所
の
前
庭
に
設
け
ら
れ
た
神
楽
舎
で
、
夕
方
六
時
か
ら
夜
半
過
ぎ
ま
で
、
庭
火
を
灯
し
て
、
十
数
曲
か
ら
な
る
神
楽
歌
が
全
曲
歌
わ
れ

る
。
伴
奏
楽
器
に
は
、
神
楽
笛
、
篳
篥
、
和
琴
が
用
い
ら
れ
る
。
構
成
と
し
て
は
、
本
役
（
神
迎
え
）、
中
役
（
神
遊
び
）、
後
役
（
神
送

り
）
の
三
部
か
ら
な
り
、
ま
さ
に
神
を
迎
え
て
、
神
と
と
も
に
饗
宴
を
催
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
神
威
を
強
め
て
、
神
を
送
り
出
す
、
と
い
っ

た
神
事
の
本
質
を
体
現
し
た
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
宮
中
の
御
神
楽
儀
は
神
鏡
の
側
と
い
う
皇
室
の
も
っ
と
も
深
奥
で
な

さ
れ
る
、
神
を
迎
え
て
行
わ
れ
る
純
粋
な
神
祇
信
仰
に
基
づ
く
神
事
で
あ
り
、
ア
メ
ノ
ウ
ズ
メ
の
鎮
魂
の
わ
ざ
の
後
裔
で
あ
る
。
し
か
し
、

興
味
深
い
こ
と
に
、
そ
こ
で
リ
ー
ド
す
る
楽
器
は
、
外
来
楽
器
の
篳
篥
で
あ
り
、
響
の
本
質
的
要
素
が
仏
前
で
奏
さ
れ
る
音
曲
と
共
有
さ

れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
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七　

ケ
ガ
レ
と
浄
土
〜
浄
土
の
音
楽
と
し
て
の
「
雅
楽
」

　

神
仏
隔
離
が
、
ケ
ガ
レ
忌
避
観
念
を
促
進
さ
せ
た
が
、
こ
の
傾
向
と
裏
腹
に
隆
盛
し
て
く
る
の
が
阿
弥
陀
仏
の
極
楽
浄
土
信
仰
で
あ
る
。

大
乗
仏
教
の
伝
来
と
ほ
ぼ
同
時
期
の
六
世
紀
後
半
か
ら
七
世
紀
に
、
浄
土
三
部
経
を
中
心
と
し
た
阿
弥
陀
仏
の
極
楽
浄
土
信
仰
は
日
本
へ

入
る
。
阿
弥
陀
仏
信
仰
は
、
我
々
凡
夫
は
罪
業
が
深
い
故
に
と
て
も
こ
の
世
で
は
自
力
で
悟
る
こ
と
も
で
き
ず
、
永
遠
に
迷
い
の
輪
廻
を

繰
り
返
さ
ざ
る
を
え
な
い
、
と
い
う
自
覚
か
ら
始
ま
る
。
自
分
の
罪
業
の
深
さ
の
自
覚
に
基
づ
き
、
自
力
に
よ
っ
て
悟
る
こ
と
を
捨
て
、

阿
弥
陀
如
来
の
他
力
回
向
を
信
ず
る
こ
と
に
よ
っ
て
極
楽
浄
土
へ
往
生
し
、そ
こ
で
悟
り
を
得
る
。
し
か
し
、律
令
時
代
の
浄
土
教
は
も
っ

ぱ
ら
死
後
の
浄
穢
に
最
大
の
関
心
を
持
っ
て
受
容
さ
れ
た
。
人
間
は
死
ね
ば
黄
泉
の
国
と
い
う
ケ
ガ
レ
の
国
に
行
か
ね
ば
な
ら
な
い
が
、

阿
弥
陀
如
来
に
す
が
れ
ば
、
美
し
く
清
ら
か
で
楽
に
満
ち
て
い
る
極
楽
浄
土
と
い
う
清
ら
か
な
場
所
へ
行
け
る
、
と
い
う
考
え
方
が
浄
土

教
受
容
の
背
景
に
存
在
し
て
い
た
。

　

日
本
人
に
と
っ
て
は
死
後
の
世
界
で
あ
る
黄
泉
の
国
は
、
神
祇
で
す
ら
穢
れ
て
し
ま
う
場
所
で
あ
る
の
で
、
日
本
人
は
、
こ
と
さ
ら
死

後
の
浄
穢
と
い
う
意
識
か
ら
浄
土
を
求
め
た
。
人
の
死
と
い
う
ケ
ガ
レ
は
、
こ
の
世
で
は
決
し
て
な
く
な
ら
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
死
の
ケ

ガ
レ
は
そ
の
つ
ど
祓
う
こ
と
が
で
き
て
も
、
完
全
に
排
除
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
人
間
が
、
黄
泉
の
国
と
の
通
路
で
あ
る
死
か
ら
免
れ

な
い
限
り
、
こ
の
世
は
常
に
ケ
ガ
レ
と
繋
が
っ
て
お
り
、
ど
こ
ま
で
い
っ
て
も
こ
の
世
は
厭
離
す
べ
き
穢
土
と
な
る
。
浄
土
は
清
ら
か
で

美
し
い
と
こ
ろ
で
あ
る
う
え
に
、
寿
命
に
は
限
り
が
な
く
、
最
大
の
ケ
ガ
レ
で
あ
る
死
穢
か
ら
完
全
に
免
れ
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
浄
土

は
、
本
来
は
、
障
り
な
く
悟
り
を
開
き
、
成
仏
す
る
た
め
の
場
で
あ
る
の
だ
が
、
日
本
人
に
と
っ
て
は
、
ま
ず
は
、
こ
と
さ
ら
死
穢
を
完

全
に
免
れ
る
場
所
と
い
う
こ
と
で
欣
求
さ
れ
た
。
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こ
の
観
念
の
普
及
に
貢
献
し
た
の
が
、源
信
（
九
四
二
〜
一
〇
一
七
）
の
『
往
生
要
集
』
で
あ
る
。
源
信
は
寛
和
元
年
（
九
八
五
）
に
「
浄

土
三
部
経
の
精
髄
を
当
時
の
人
び
と
の
「
浄
穢
」
と
罪
の
意
識
の
あ
り
方
に
即
し
て
伝
え
直
す
べ
く
」（

8
）『
往
生
要
集
』
を
著
し
、
六
道

の
う
ち
の
一
つ
で
あ
る
「
地
獄
」
を
こ
と
さ
ら
に
強
調
し
て
極
楽
浄
土
と
対
比
さ
せ
た
。『
往
生
要
集
』
に
お
い
て
は
、
地
獄
の
描
写
が
、

第
一
章
に
あ
た
る
「
厭お
ん

離り

穢え

土ど

」
の
全
体
の
六
割
以
上
を
占
め
て
い
る
。
源
信
の
地
獄
の
描
写
は
、
経
文
に
基
づ
く
と
い
う
よ
り
、
も
っ

ぱ
ら
彼
の
イ
マ
ジ
ネ
ー
シ
ョ
ン
か
ら
生
じ
て
お
り
、
と
り
た
て
て
「
穢
」、「
罪
」、「
災
」
と
い
っ
た
不
浄
を
凝
縮
し
た
世
界
の
描
写
で
あ

る
。
源
信
の
描
く
地
獄
を
、
当
時
の
人
び
と
は
、
現
世
で
ケ
ガ
レ
と
さ
れ
る
も
の
を
す
べ
て
集
め
て
、
そ
れ
ら
を
究
極
ま
で
凝
集
さ
せ
た

世
界
と
し
て
イ
メ
ー
ジ
し
た
。
そ
こ
で
は
祓
い
も
禊
も
効
果
が
な
い
。
人
と
し
て
生
き
る
以
上
は
、
死
と
い
う
穢
れ
を
免
れ
な
い
こ
と
に

加
え
て
、
地
獄
に
落
ち
る
可
能
性
も
常
に
あ
る
。
当
時
の
大
多
数
の
日
本
人
に
お
い
て
は
、
神
仏
双
方
の
コ
ス
モ
ロ
ジ
ー
が
漠
然
と
重
畳

し
て
い
た
の
で
、
地
獄
を
強
調
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
神
道
的
な
ケ
ガ
レ
忌
避
観
念
を
仏
教
的
な
厭
離
穢
土
観
念
に
翻
案
し
、
さ
ら
に
は
欣

求
浄
土
へ
と
媒
介
す
る
と
い
う
源
信
の
戦
略
は
、
感
性
的
に
浄
土
教
を
民
衆
に
受
容
さ
せ
る
に
は
極
め
て
有
効
だ
っ
た
。

　

仏
教
教
理
的
な
立
場
か
ら
す
れ
ば
、
末
法
思
想
も
浄
土
教
の
受
容
を
後
押
し
し
た
。
最
澄
が
著
し
た
と
も
い
わ
れ
る
『
末
法
燈
明
記
』

に
代
表
さ
れ
る
末
法
思
想
に
よ
り
、
仏
法
の
効
力
が
消
滅
す
る
と
の
危
惧
が
流
布
し
て
い
た
。
特
に
永
承
七
年
（
一
〇
五
二
）
か
ら
末
法

が
始
ま
る
と
さ
れ
、
鎌
倉
仏
教
の
諸
師
の
思
想
形
成
に
も
大
き
な
影
響
を
与
え
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
浄
土
教
が
、
平
安
時
代
に
貴
族
階

級
に
お
い
て
、
と
り
わ
け
急
速
に
切
迫
感
を
も
っ
て
受
け
入
れ
ら
れ
た
背
景
に
は
、
ケ
ガ
レ
を
嫌
う
平
安
宮
廷
の
心
性
が
強
く
働
い
て
い

た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
宗
教
状
況
の
中
か
ら
、
平
安
時
代
に
、
日
本
で
成
立
し
た
雅
楽
こ
そ
が
浄
土
で
奏
で
ら
れ
て
い
る
音
楽
で
あ
る
、
と
い
う

コ
ン
セ
プ
ト
が
成
立
し
て
く
る
。
も
っ
と
も
、
日
本
の
平
安
時
代
に
成
立
し
た
雅
楽
が
、
ス
ム
ー
ズ
に
浄
土
の
音
楽
と
し
て
認
知
さ
れ
る

に
は
、
い
く
つ
か
の
論
理
的
な
障
害
が
あ
り
得
た
。
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確
か
に
、
浄
土
経
典
に
依
れ
ば
、
極
楽
浄
土
に
は
常
に
な
ん
ら
か
の
音
楽
や
音
が
響
い
て
お
り
、
そ
れ
が
阿
弥
陀
如
来
の
説
法
で
あ
る
、

と
の
記
述
が
あ
る
。
ま
た
、
平
安
時
代
に
流
布
し
た
『
大
樹
緊
那
羅
王
所
問
経
』
に
は
、
悟
り
に
導
く
力
を
音
に
籠
め
る
こ
と
が
で
き
る

と
い
う
法
音
思
想
が
説
か
れ
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
浄
土
の
音
楽
が
雅
楽
で
あ
る
な
ら
ば
、
雅
楽
は
現
世
に
お
い
て
も
悟
り
へ
導
く
法
音

た
り
う
る
、
と
の
観
念
が
成
立
し
て
く
る
。

　

当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
文
献
学
的
に
み
て
、
こ
れ
ら
の
経
典
の
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
原
本
の
作
成
者
や
そ
の
漢
訳
本
の
訳
者
は
、
こ
の
音

楽
を
後
の
時
代
に
日
本
で
成
立
す
る
こ
と
に
な
る
雅
楽
の
音
楽
で
あ
る
と
予
め
想
定
し
て
い
た
こ
と
は
あ
り
得
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、

雅
楽
音
楽
を
演
奏
す
る
法
要
（
管
絃
講
）
に
参
加
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
成
仏
で
き
る
と
い
う
音
楽
成
仏
思
想
が
日
本
で
成
立
し
て
く
る
。

経
典
が
想
定
し
て
い
る
音
楽
は
日
本
の
雅
楽
で
は
な
い
は
ず
な
の
に
、
管
絃
講
を
催
す
者
に
お
い
て
、
浄
土
往
生
と
い
う
一
大
事
を
雅
楽

に
託
す
る
こ
と
が
で
き
る
ま
で
の
確
信
は
な
ぜ
成
立
し
え
た
の
か
。

　

ま
ず
は
奈
良
時
代
に
成
立
し
た
智
光
曼
荼
羅
や
当
麻
曼
荼
羅
の
影
響
が
考
え
ら
れ
る
。
敦
煌
莫
高
窟
の
各
種
の
浄
土
変
相
図
壁
画
に
お

い
て
も
、
菩
薩
た
ち
が
、
横
笛
、
篳
篥
、
笙
、
琵
琶
な
ど
後
に
日
本
の
主
要
な
雅
楽
楽
器
と
な
る
も
の
を
演
奏
し
て
い
る
様
が
描
写
さ
れ

て
い
る
。
お
そ
ら
く
こ
の
よ
う
な
図
像
の
影
響
を
受
け
て
で
あ
ろ
う
が
、
こ
れ
ら
の
曼
荼
羅
図
に
は
、
音
声
歌
舞
の
菩
薩
た
ち
が
阿
弥
陀

如
来
の
前
で
舞
楽
を
奏
し
て
い
る
情
景
が
描
か
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
当
時
の
日
本
の
大
寺
院
の
法
会
で
演
奏
さ
れ
て
い
た
外
来
音
楽
の

楽
器
が
浄
土
で
も
響
い
て
い
る
、
と
の
コ
ン
セ
プ
ト
が
呈
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
浄
土
変
相
図
は
、
霊
感
や
観
音
の
お
告
げ
に
基
づ

い
て
構
想
さ
れ
て
あ
る
こ
と
か
ら
、描
か
れ
て
い
る
外
来
音
楽
を
引
き
継
ぐ
雅
楽
が
、そ
の
ま
ま
浄
土
の
音
楽
で
あ
る
と
受
容
さ
れ
て
い
っ

た
こ
と
の
基
層
を
な
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　

し
か
し
、
す
で
に
雅
楽
が
、
日
本
人
の
宗
教
的
感
性
に
、
実
際
に
訴
求
力
を
持
つ
音
楽
と
し
て
完
成
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
最
も
大

き
な
要
因
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
も
そ
も
、
日
本
に
入
っ
て
き
た
雅
楽
の
前
身
の
外
来
音
楽
は
、
中
国
宮
廷
の
世
俗
的
な
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宴
饗
の
音
楽
だ
っ
た
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
ら
の
音
楽
は
、
内
包
す
る
文
化
の
高
度
さ
や
先
進
性
に
由
来
す
る
貴
重
さ
か
ら
輝

き
出
る
聖
性
を
持
っ
て
い
た
た
め
、
外
来
の
宗
教
で
あ
る
仏
教
と
結
び
付
け
ら
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
上
記
の
よ
う
に
、
仏
教
が
日
本
古

来
の
神
道
的
な
観
念
と
融
合
し
た
形
で
根
付
い
て
く
る
と
、
仏
教
的
儀
式
に
お
け
る
音
楽
も
、
日
本
人
の
宗
教
的
感
性
に
適
合
し
た
音
楽

へ
と
脱
皮
す
る
べ
き
必
要
性
が
生
じ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
平
安
時
代
の
楽
制
改
革
は
、
ケ
ガ
レ
が
そ
の
つ
ど
排
除
さ
れ
る
研
ぎ
澄
ま
さ

れ
た
神
祇
的
宗
教
空
間
と
で
も
い
う
べ
き
宮
廷
内
で
な
さ
れ
た
の
で
あ
り
、
そ
れ
ま
で
の
外
来
音
楽
に
は
な
か
っ
た
こ
の
日
本
人
古
来
の

宗
教
的
・
美
的
感
性
が
、
他
で
も
な
い
神
々
の
末
裔
で
あ
る
貴
族
た
ち
に
よ
っ
て
注
ぎ
込
ま
れ
た
は
ず
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
雅
楽
音
楽
や

演
奏
様
式
そ
の
も
の
が
、
日
本
人
の
神
祇
音
楽
の
美
意
識
に
照
ら
し
て
、
ケ
ガ
レ
を
含
む
こ
と
の
な
い
も
の
、
さ
ら
に
は
ケ
ガ
レ
を
排
す

る
宗
教
的
な
呪
力
を
持
つ
べ
く
形
成
さ
れ
て
い
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

雅
楽
の
音
そ
の
も
の
が
呪
力
を
持
つ
と
考
え
ら
れ
て
い
た
例
と
し
て
は
、
笛
と
打
楽
器
の
み
で
奏
す
る
「
乱
声
」
と
い
う
楽
曲
が
挙
げ

ら
れ
る
。
乱
声
と
は
、
笛
の
奏
者
を
い
く
つ
か
の
パ
ー
ト
に
分
け
て
、
同
じ
曲
を
少
し
の
間
隔
を
空
け
て
追
い
吹
き
し
て
い
く
演
奏
で
あ

る
。
和
声
的
に
旋
律
が
調
和
す
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
、
同
じ
曲
を
吹
き
つ
つ
、
さ
な
が
ら
多
く
の
人
間
が
混
沌
の
中
で
歓
声
を
あ
げ
て

い
る
喧
騒
の
よ
う
な
感
じ
に
な
り
、
西
洋
音
楽
に
親
し
ん
だ
方
に
は
雑
音
と
し
か
聞
こ
え
な
い
。
し
か
し
、
鎌
倉
時
代
の
楽
書
『
教
訓
抄
』

で
は
、
こ
の
乱
声
は
「
仏
神
事
」
に
お
い
て
は
「
事
を
整
え
る
た
め
に
」
奏
さ
れ
た
の
で
あ
り
、「
神
祇
や
先
霊
を
祭
」
り
、「
神
霊
を
驚
」

せ
て
「
天
地
を
撥
」
す
る
と
い
う
タ
マ
フ
リ
的
な
呪
術
的
機
能
を
も
っ
て
い
る
、
神
聖
な
楽
曲
と
認
識
さ
れ
て
い
る
。
乱
声
は
、
神
仏
の

儀
式
に
お
い
て
、
ま
た
、
天
皇
の
行
幸
の
出
御
や
入
御
、
さ
ら
に
は
相
撲
節
会
な
ど
儀
式
の
関
係
者
の
入
場
の
際
に
奏
さ
れ
る
。
乱
声
は

儀
式
の
「
次
第
を
整
え
進
行
を
速
や
か
に
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
場
を
祓
い
清
め
」（

9
）、
さ
ら
に
は
神
祇
の
タ
マ
フ
リ
を
し
て
場
を
神
聖

化
す
る
呪
的
な
役
割
を
持
っ
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
な
宗
教
音
楽
的
美
意
識
は
、
も
と
も
と
は
ケ
ガ
レ
を
忌
避
し
た
古
来
の
神
祇
信
仰
の
感
性
に
由
来
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
し
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か
し
、
日
本
仏
教
は
、
神
仏
習
合
が
進
ん
だ
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
の
感
性
に
す
で
に
接
し
、
そ
れ
を
吸
収
し
て
い
た
。
既
成
事
実
と
し
て
、

仏
教
儀
礼
の
場
に
お
い
て
も
、
こ
の
宗
教
的
感
性
は
違
和
感
を
示
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
ゆ
え
、
仏
教
的
法
会
空
間
に

雅
楽
を
用
い
る
場
合
、
雅
楽
は
、
ケ
ガ
レ
を
含
む
こ
と
の
な
い
も
の
、
ケ
ガ
レ
を
排
す
る
呪
力
を
持
つ
も
の
と
し
て
用
い
ら
れ
、
穢
土
を

清
め
て
そ
の
場
に
浄
土
を
現
出
さ
せ
る
呪
力
を
備
え
て
い
る
と
考
え
ら
れ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。

八　

大
乗
仏
教
エ
ー
ト
ス
の
窮
極
と
し
て
の
浄
土
真
宗
と
雅
楽

　

ケ
ガ
レ
思
想
と
末
法
思
想
に
よ
っ
て
普
及
し
た
浄
土
教
だ
が
、
他
方
、
阿
弥
陀
仏
一
仏
の
み
を
教
主
と
し
て
、
阿
弥
陀
仏
の
功
徳
の
回

向
に
よ
っ
て
極
楽
浄
土
へ
往
生
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
救
わ
れ
よ
う
と
す
る
浄
土
教
の
大
乗
仏
教
的
原
理
を
徹
底
す
れ
ば
、
王
法
や
記
紀
の

神
話
的
世
界
観
は
、
衆
生
の
救
済
に
は
論
理
的
に
は
不
要
で
あ
る
。
こ
の
姿
勢
は
、
浄
土
教
が
鎌
倉
時
代
に
法
然
や
親
鸞
に
よ
っ
て
教
理

的
に
突
き
詰
め
ら
れ
て
、
万
人
救
済
の
た
め
の
独
立
し
た
一
宗
派
と
し
て
確
立
さ
れ
る
と
、
む
し
ろ
神
祇
神
話
的
な
世
界
観
を
信
ず
る
こ

と
は
往
生
の
妨
げ
に
な
る
と
す
ら
考
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
親
鸞
の
立
場
か
ら
は
、
神
祇
を
頼
む
と
い
う
行
為
は
、
そ
れ
が
仏
教
的
な

行
の
装
い
を
し
て
い
て
も
す
べ
て
往
生
の
妨
げ
と
な
る
し
、
む
し
ろ
阿
弥
陀
如
来
に
す
べ
て
委
ね
る
と
い
う
真
実
の
信
心
が
揺
ら
い
で
い

る
こ
と
の
証
左
と
な
っ
て
し
ま
う
。

　

そ
れ
ゆ
え
、親
鸞
は『
教
行
信
証
』に
お
い
て
神
祇
へ
帰
依
す
る
こ
と
を
否
定
す
る
多
く
の
論
師
の
テ
ク
ス
ト
を
あ
げ
、ま
た
著
作
の『
一

念
多
念
文
意
』
に
お
い
て
も
「
一
念
多
念
の
争
い
を
す
る
人
を
、
異
学
別
解
の
人
と
い
う
の
で
あ
る
。
異
学
と
い
う
の
は
、
聖
道
門
の
教

え
や
仏
教
以
外
の
教
え
に
し
た
が
っ
て
、
念
仏
以
外
の
行
を
修
め
、
阿
弥
陀
仏
以
外
の
仏
を
念
じ
る
の
で
あ
り
、
ま
た
日
の
良
し
悪
し
を

選
び
、
占
い
や
神
々
を
祭
る
こ
と
を
好
ん
で
行
う
も
の
で
あ
っ
て
、
こ
れ
は
仏
教
以
外
の
教
え
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
人
び
と
は
た
だ
自
力
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だ
け
を
た
の
み
と
す
る
も
の
で
あ
る
」、
と
占
術
と
と
も
に
神
祇
崇
拝
を
明
確
に
否
定
し
て
い
る（
10
）。
さ
ら
に
、『
正
像
末
和
讃
』
の
「
悲

歎
述
懐
讃
」
に
は
、「
か
な
し
き
か
な
や
こ
の
ご
ろ
の　

和
国
の
道
俗
み
な
と
も
に　

仏
教
の
威
儀
を
も
と
と
し
て　

天
地
の
鬼
神
を
尊

敬
す
」
と
い
う
和
讃
を
は
じ
め
多
く
の
神
祇
不
拝
の
和
讃
を
作
成
し
て
お
り
、「
い
わ
ゆ
る
本
地
垂
迹
説
に
よ
っ
て
神
祇
を
尊
敬
す
る
聖

道
諸
師
に
対
し
て
厳
し
く
教
誡
し
て
」（
11
）
い
る
。

　

も
っ
と
も
、
親
鸞
は
神
祇
の
存
在
意
義
そ
の
も
の
を
否
定
し
た
の
で
は
な
い
。「
天
神
地
祇
は
こ
と
ご
と
く　

善
鬼
神
と
な
づ
け
た
り　

こ
れ
ら
の
善
心
み
な
と
も
に　

念
仏
の
ひ
と
を
守
る
な
り
」
と
い
う
和
讃
に
も
見
え
る
よ
う
に
、
神
祇
が
仏
教
や
念
仏
者
を
護
念
す
る
、

と
い
う
観
念
を
保
持
し
て
お
り
、
信
心
を
得
る
こ
と
に
よ
っ
て
神
々
が
そ
の
念
仏
者
を
護
っ
て
く
れ
る
「
冥
衆
護
持
の
益
」
は
浄
土
真
宗

で
も
排
除
は
さ
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
、
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
親
鸞
は
、
浄
土
往
生
を
遂
げ
る
に
は
阿
弥
陀
仏
以
外
の
仏
・

菩
薩
も
、
神
祇
も
礼
拝
す
る
こ
と
は
不
要
で
あ
る
と
一
貫
し
て
主
張
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

　

し
た
が
っ
て
、
も
し
雅
楽
が
浄
土
の
音
楽
で
あ
り
阿
弥
陀
如
来
の
説
法
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
神
祇
の
世
界
と
は
次
元
を
絶

対
的
に
異
に
す
る
も
の
な
の
で
、
神
前
で
雅
楽
が
演
奏
さ
れ
る
こ
と
は
浄
土
の
宗
教
的
純
粋
性
を
損
な
う
こ
と
に
な
る
。
ち
ょ
う
ど
御
神

楽
儀
が
仏
前
で
演
奏
さ
れ
て
は
い
け
な
か
っ
た
よ
う
に
、
神
前
で
雅
楽
が
演
奏
さ
れ
る
こ
と
は
、
浄
土
真
宗
の
立
場
か
ら
見
れ
ば
、
教
理

的
に
大
き
な
違
和
感
を
生
じ
さ
せ
る
こ
と
に
な
る
。

　

親
鸞
の
立
場
に
お
い
て
は
、
仏
法
上
の
大
罪
を
犯
し
た
者
も
仏
法
を
そ
し
る
者
も
、
阿
弥
陀
如
来
の
信
心
を
得
れ
ば
、
結
局
は
阿
弥
陀

如
来
の
慈
悲
に
よ
っ
て
浄
土
へ
往
生
さ
せ
て
い
た
だ
け
る
と
説
か
れ
る
。
日
本
へ
入
っ
て
き
た
仏
教
は
、
自
分
の
悟
り
だ
け
で
は
な
く
、

す
べ
て
の
人
間
を
平
等
に
救
う
こ
と
を
究
極
の
理
念
と
す
る
大
乗
仏
教
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
、
阿
弥
陀
如
来
の
本
願
力
回
向
を
絶
対
的
な

救
済
力
を
持
つ
も
の
と
信
じ
て
、
善
人
で
あ
ろ
う
と
悪
人
で
あ
ろ
う
と
、
万
人
を
平
等
に
扱
っ
て
、
速
や
か
に
仏
に
な
ら
し
め
る
と
説
く

浄
土
真
宗
は
、
親
鸞
の
い
う
よ
う
に
「
大
乗
の
な
か
の
至
極
」、
す
な
わ
ち
「
究
極
の
大
乗
仏
教
で
あ
る
」（
12
）
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
で
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あ
ろ
う
。

　

そ
れ
ゆ
え
、
浄
土
真
宗
は
、
日
本
に
お
け
る
大
乗
仏
教
的
エ
ー
ト
ス
の
凝
集
核
の
一
つ
と
な
っ
た
と
い
え
る
。
そ
こ
で
は
信
仰
の
対
象

と
し
て
は
、
日
本
古
来
の
神
祇
は
排
除
さ
れ
る
。
他
方
、
御
神
楽
儀
に
代
表
さ
れ
る
神
祇
信
仰
の
エ
ー
ト
ス
の
核
に
お
い
て
は
、
仏
教
以

前
の
純
粋
な
日
本
神
祇
崇
拝
の
感
性
が
保
持
さ
れ
、
そ
こ
で
は
仏
教
的
観
念
は
排
除
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
日
本
宗
教
に
お
い
て
は
、
鎌

倉
時
代
の
親
鸞
浄
土
教
に
い
た
っ
て
、
仏
教
を
排
除
す
る
神
祇
信
仰
の
エ
ー
ト
ス
の
核
と
神
祇
不
拝
と
す
る
親
鸞
浄
土
教
に
お
け
る
仏
教

的
エ
ー
ト
ス
の
核
が
明
確
に
な
っ
た
。
い
わ
ば
、
二
つ
の
相
容
れ
ぬ
核
を
中
心
に
形
成
さ
れ
る
二
つ
の
大
き
な
銀
河
が
、
そ
れ
ぞ
れ
渦
を

巻
き
つ
つ
隣
接
し
て
、
渦
の
腕
の
先
で
両
者
は
重
な
り
合
い
、
混
淆
し
、
重
層
的
な
宇
宙
と
も
い
う
べ
き
日
本
の
神
仏
習
合
の
宗
教
地
図

が
一
応
完
成
し
た
と
考
え
ら
れ
よ
う
。

　

楽
制
改
革
は
平
安
時
代
に
行
わ
れ
た
が
、
雅
楽
の
コ
ス
モ
ロ
ジ
ー
の
宗
教
思
想
的
な
礎
石
は
、
こ
の
親
鸞
の
浄
土
真
宗
の
成
立
を
ま
っ

て
一
応
の
完
成
を
見
る
と
考
え
ら
れ
る
。
た
だ
し
、
雅
楽
の
コ
ス
モ
ロ
ジ
ー
そ
の
も
の
が
完
成
す
る
ま
で
は
、
も
う
四
〇
〇
年
ほ
ど
か
か

る
こ
と
に
な
る
。
親
鸞
自
体
の
儀
礼
観
は
、
南
都
北
嶺
の
大
法
会
と
は
異
な
っ
た
ベ
ク
ト
ル
を
も
っ
て
お
り
、
非
常
に
簡
素
な
も
の
で

あ
っ
た
。
真
実
の
信
心
が
浄
土
往
生
の
因
で
あ
る
の
で
、
儀
礼
そ
の
も
の
や
そ
こ
で
唱
え
ら
れ
る
聲
明
や
音
楽
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ

ろ
う
と
大
き
な
差
異
は
な
い
の
で
あ
る
。
し
か
し
、浄
土
真
宗
本
願
寺
派
の
大
き
な
法
要
で
は
、慶
長
十
六
年
（
一
六
一
一
）
の
宗
祖
（
親

鸞
）
三
五
〇
回
忌
法
要
に
お
い
て
、
当
時
の
准
如
宗
主
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
雅
楽
が
導
入
さ
れ
た
。『
本
山
年
中
行
事
』
に
よ
れ
ば
、
そ

の
後
は
報
恩
講
法
要
な
ど
に
雅
楽
奏
楽
が
行
わ
れ
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
そ
の
後
寂
如
宗
主
は
、
積
極
的
に
天
台
宗
の
大
原

魚
山
聲
明
の
導
入
を
図
る
と
と
も
に
、
雅
楽
・
舞
楽
も
本
格
的
に
依
用
す
る
よ
う
に
定
め
た
。
正
徳
元
年
（
一
七
一
一
）
の
宗
祖
四
〇
〇

回
忌
法
要
で
は
、
舞
台
を
も
う
け
て
雅
楽
・
舞
楽
が
演
奏
さ
れ
、
さ
ら
に
寂
如
宗
主
遷
化
後
の
宝
暦
十
一
年
（
一
七
六
一
）
の
五
〇
〇
回

忌
法
要
で
は
、
毎
座
の
雅
楽
演
奏
と
と
も
に
、
楽
人
を
結
集
さ
せ
て
十
曲
以
上
の
舞
楽
を
演
奏
し
、
か
つ
て
の
南
都
北
嶺
の
大
法
要
を
凌
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神
仏
の
コ
ス
モ
ロ
ジ
ー
と
し
て
の
雅
楽
〔
小
野
〕

駕
す
る
舞
楽
法
要
が
行
わ
れ
て
い
る
。
浄
土
真
宗
の
儀
礼
に
雅
楽
が
結
び
つ
く
ま
で
に
は
時
間
が
か
か
っ
た
が
、
浄
土
真
宗
に
お
け
る
慶

長
十
六
年
の
大
法
要
で
の
雅
楽
の
依
用
に
よ
っ
て
、
雅
楽
が
浄
土
真
宗
の
儀
礼
に
も
滲
透
し
た
と
見
做
す
こ
と
が
で
き
る
。
雅
楽
の
コ
ス

モ
ロ
ジ
ー
そ
の
も
の
も
、
日
本
宗
教
の
コ
ス
モ
ロ
ジ
ー
と
い
う
礎
石
の
上
で
、
こ
の
時
に
完
成
し
た
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。
現

代
で
も
浄
土
真
宗
の
法
要
に
お
い
て
は
、
東
西
本
願
寺
と
も
盛
大
に
雅
楽
が
演
奏
さ
れ
、
聴
覚
的
に
浄
土
世
界
を
現
出
さ
せ
て
い
る
。

九　

結
語
〜
神
仏
の
コ
ス
モ
ロ
ジ
ー
と
し
て
の
雅
楽

　

雅
楽
は
、
神
道
的
核
で
あ
る
御
神
楽
儀
の
際
に
は
神
祇
の
音
楽
、
そ
し
て
、
大
乗
仏
教
的
核
に
あ
た
る
浄
土
真
宗
の
儀
礼
に
お
い
て
は

仏
（
浄
土
）
の
音
楽
と
い
う
一
義
的
な
意
味
し
か
持
ち
え
な
い
こ
と
に
な
る
。
ま
た
、
こ
の
二
つ
の
核
以
外
の
神
仏
習
合
的
な
宗
教
儀
礼

に
お
い
て
も
、
本
尊
や
儀
礼
が
行
わ
れ
る
趣
旨
や
場
所
に
よ
っ
て
、
仏
教
あ
る
い
は
神
祇
信
仰
の
ど
ち
ら
が
優
位
に
な
っ
て
儀
礼
が
行
わ

れ
る
か
は
明
確
に
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
に
応
じ
て
、
儀
礼
的
声
楽
に
つ
い
て
は
、
仏
教
法
会
で
は
声
明
、
神
祇
儀
礼
で
は
祝
詞
と
、

そ
れ
ぞ
れ
内
容
は
異
な
っ
た
も
の
に
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
雅
楽
は
事
実
上
そ
の
双
方
の
儀
式
で
奏
で
ら
れ
、
曲
目
に
か
わ
り

な
く
舞
楽
が
奉
納
さ
れ
て
き
た
。
雅
楽
は
、
仏
教
と
神
道
の
、
そ
の
核
心
に
お
け
る
絶
対
矛
盾
を
も
包
含
し
、
緩
や
か
に
統
合
す
る
媒
介

の
一
つ
と
し
て
、
日
本
の
宗
教
儀
式
全
体
の
式
楽
と
な
っ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
雅
楽
は
こ
の
二
つ
の
相
容
れ
ぬ
核
を
も
包
摂
す
る
日
本

宗
教
の
宇
宙
全
体
の
ど
こ
に
お
い
て
も
鳴
り
響
い
て
い
る
音
楽
で
あ
り
、
ま
た
、
こ
の
宇
宙
の
形
成
過
程
と
呼
応
し
な
が
ら
、
そ
の
歴
史

を
刻
み
つ
け
つ
つ
形
成
し
て
き
た
音
楽
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
明
治
維
新
の
神
仏
分
離
政
策
は
、
日
本
宗
教
の
在
り
方
に
対
し
て
は
も
と

よ
り
、
雅
楽
の
コ
ス
モ
ロ
ジ
ー
に
も
甚
大
な
影
響
を
与
え
た
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
稿
を
改
め
て
論
じ
た
い
が
、
し
か
し
な
が
ら
、
そ
の

激
震
を
経
た
今
日
で
も
、雅
楽
は
、現
代
で
も
変
わ
ら
ず
、日
本
宗
教
儀
式
全
体
の
式
楽
と
し
て
の
役
割
を
変
わ
ら
ず
果
た
し
続
け
て
い
る
。
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注（
1
） 

例
え
ば
『
教
訓
抄
』（
一
二
三
三
年
）
を
著
し
た
南
都
楽
人
狛
近

真
は
巻
七
で
次
の
よ
う
に
言
っ
て
い
る
。「
然
ら
ば
、
我
等
は
舞
楽
二

道
を
も
っ
て
、
三
宝
を
供
養
し
た
て
ま
つ
る
功
徳
に
よ
り
て
、
彼
の
妙

声
が
ご
と
く
に
、三
悪
道
を
は
な
れ
て
、必
ず
西
方
都
率
に
往
生
し
て
、

楽
天
の
菩
薩
に
ま
じ
ろ
ひ
た
て
ま
つ
り
て
、願
の
ご
と
く
曲
を
奏
し
て
、

弥
陀
弥
勒
を
供
養
し
奉
ら
む
。観
音
地
蔵
影
の
ご
と
く
に
そ
は
せ
給
て
、

弟
子
を
引
導
し
た
ま
ふ
べ
し
。
此
願
む
な
し
か
ら
ず
し
て
、
絃
歌
舞
の

輩
、
一
仏
浄
土
の
縁
を
結
事
、
仏
陀
も
す
て
給
は
ず
。
楽
乾
闥
婆
吹
玉

笛
、
神
明
も
め
で
給
。
竹
生
島
の
明
神
神
明
を
感
じ
御
ま
す
。
う
た
が

ひ
す
べ
か
ら
ず
」。
舞
や
楽
に
よ
っ
て
三
宝
を
供
養
す
る
こ
と
の
功
徳

で
、
浄
土
往
生
を
期
し
つ
つ
、
神
祇
を
喜
ば
せ
た
い
、
と
い
う
信
仰
世

界
が
吐
露
さ
れ
て
い
る
。

（
2
） 

新
川
登
亀
男
『
日
本
古
代
の
儀
礼
と
表
現
』（
吉
川
弘
文
館
、

一
九
九
九
年
）、
三
三
八
頁
参
照
。

（
3
） Bell, C

atherine, Ritual, O
xford U

niversity Press, 1997, p.129.

（
4
） 

た
だ
、
そ
の
個
々
の
神
宮
寺
の
創
建
事
情
に
つ
い
て
は
多
様
で

あ
る
。
詳
し
く
は
、
伊
藤
聡
『
神
道
と
は
何
か
』（
中
央
公
論
新
社
、

二
〇
一
二
年
）、
三
十
七
〜
三
十
八
頁
参
照
。

（
5
） 

そ
の
他
、
承
和
年
間
（
八
三
四
〜
八
四
八
）
以
降
、
日
本
で
の

雅
楽
の
新
曲
の
作
成
、
伝
来
中
絶
曲
の
復
元
、
伝
来
曲
の
改
作
と
い
っ

た
雅
楽
に
関
す
る
創
造
的
な
営
み
も
行
わ
れ
た
。

（
6
） 

高
取
正
男
『
神
道
の
成
立
』（
平
凡
社
、
一
九
九
三
年
）、
五
十
六 

〜
六
十
二
頁
等
参
照
。

（
7
） 

東
儀
俊
美
・
芝
祐
靖
編
『
楽
家
類
聚
』（
東
京
書
籍
、
二
〇
〇
六

年
）、
一
七
八
頁
。

（
8
） 

義
江
彰
夫『
神
仏
習
合
』（
岩
波
書
店
、一
九
九
六
年
）、一
五
六
頁
。

（
9
） 

荻
美
津
夫
『
古
代
中
世
音
楽
史
の
研
究
』（
吉
川
弘
文
館
、

二
〇
〇
七
年
）、
一
〇
三
〜
一
〇
四
頁
参
照
。

（
10
） 

浄
土
真
宗
教
学
研
究
所
浄
土
真
宗
聖
典
編
纂
委
員
会
編
『
一

念
多
念
文
意
（
現
代
語
版
）』 （
本
願
寺
出
版
社
、
二
〇
〇
一
年
）、

二
十
六
〜
二
十
七
頁
。

（
11
） 

林
智
康
「
親
鸞
の
神
祇
観
」（
九
州
龍
谷
学
会
『
九
州
龍
谷
短
大

紀
要
』
第
三
十
二
号
、一
九
八
三
年
）、十
九
頁
。
こ
の
論
文
に
お
い
て
、

親
鸞
の
神
祇
に
関
す
る
テ
ク
ス
ト
が
丁
寧
に
挙
げ
ら
れ
て
、
親
鸞
の
神

祇
不
拝
と
神
祇
護
念
の
二
つ
の
姿
勢
が
矛
盾
な
く
成
立
す
る
こ
と
が
説

か
れ
て
い
る
。

（
12
） 
梯
実
圓
『
教
行
信
証
の
宗
教
構
造
』（
法
蔵
館
、
二
〇
〇
一
年
）、

七
頁
参
照
。


