
は
じ
め
に

古
く
か
ら
能
の
儀
礼
曲
と
し
て
神
聖
視
さ
れ
、
慶
賀
の
場
に
舞
わ
れ
る

�翁

（
式
三
番
）

�は
、
曲
の
構
成
、
謡
・
舞
・
囃
子
な
ど
す
べ
て
に
お
い
て
、
他
の
能

と
は
全
く
別
趣
な
様
式
を
も
っ
て
演
じ
ら
れ
て
き
た
。
そ
の
冒
頭
に
あ
っ
て
、
翁

役
の
大
夫
に
よ
っ
て
謡
わ
れ
る
の
が
「
翁
と
う
と
う
た
ら
り
た
ら
り
ら
。
た
ら
り

あ
が
り
ら
ら
り
と
う
。
地
ち
り
や
た
ら
り
た
ら
り
ら
。
た
ら
り
あ
が
り
ら
ら
り
と

う
」
の
、
神
歌
と
も
称
せ
ら
れ
る
謡
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
こ
れ
ら
の
詞
章
の
意
義

や
由
来
に
つ
い
て
は
よ
く
分
っ
て
お
ら
ず
、
ま
た
現
代
の
私
た
ち
が
分
ら
な
い
の

み
な
ら
ず
、
室
町
初
期
、
能
の
大
成
期
で
あ
る
世
阿
弥
の
時
代
に
す
で
に
、
確
た

る
伝
承
は
途
切
れ
て
い
た
と
み
る
他
は
な
い
。
「
と
う
と
う
た
ら
り
」
の
語
義
に

つ
い
て
も
不
詳
と
せ
ざ
る
を
得
な
い
が
、
こ
こ
で
は
従
来
の
諸
説
を
と
り
あ
げ
て

再
考
し
つ
つ
、
い
く
つ
か
の
問
題
提
起
に
つ
な
げ
て
み
た
い
。

一
咒
文
的
な
も
の
と
見
る
見
方

「
と
う
と
う
た
ら
り
」
の
陀
羅
尼
説
を
語
る
の
に
い
つ
も
引
合
い
に
出
さ
れ
る

の
が
、
吉
田
東
伍
の
『

�林
葫
蘆
集
』
所
見
説
で
あ
る
。

�林
葫
蘆
集
に
「
翁
渡
に
、
タ
ウ
タ
ウ
タ
ラ
リ
と
云
ふ
謡
は
、
陀
羅
尼
に
、

神
道
の
言
葉
の
和
合
に
て
、
云
々
」
と
説
明
し
て
あ
り
ま
す
が
、
陀
羅
尼
で

あ
る
や
否
や
と
云
ふ
こ
と
は
、
既
に
古
人
も
疑
い
を
挟
み
ま
し
て
、
「
嬉
遊

笑
覽
云
、
翁
舞
の
詞
、
昔
よ
り
注
釈
な
し
、
南
留
別
志
に
、
タ
ウ
タ
ウ
タ
ラ

リ
ラ
リ
ロ
ウ
と
は
、
楽
の
譜
な
る
べ
し
、
陀
羅
尼
と
い
へ
る
は
ひ
が
言
な
ら

ん
」
と
非
難
し
て
お
り
ま
す
、
徂
徠
先
生
、
あ
れ
は
、
陀
羅
尼
で
も
何
ん
で

も
な
い
、
支
那
か
ら
音
楽
を
伝
へ
た
時
の
、
楽
の
譜
で
あ
る
と
、
一
喝
し
て

置
か
れ
た
、
…
…
其
後
、
賀
茂
真
淵
が
、
そ
れ
は
日
本
で
声
歌
と
唱
へ
た
も

1

池
上

康
夫

「
と
う
と
う
た
ら
り
た
ら
り
ら
」
は
陀
羅
尼
歌
か

�翁

�冒
頭
句
の
起
原
を
め
ぐ
っ
て



の
で
あ
る
、
と
申
さ
れ
ま
し
て
…
…

（「
翁
（
式
三
番
）
の
古
曲
に
つ
き
て
」『
能
楽
』
明
治
三
九
年
一
月
号
）

こ
の
文
は
当
時
の
何
か
の
講
演
会
で
の
発
表
を
雑
誌
『
能
楽
』
が
採
録
し
た
も
の

ら
し
く
、
そ
こ
で
東
伍
は
同
書
の
陀
羅
尼
説
を
は
っ
き
り
と
批
判
し
て
い
る
。

『

�林
葫
蘆
集
』
は
室
町
後
期
相
国
寺
の
禅
僧
宜
竹
（
景
徐
周
麟
）
の
漢
詩
文
集

で
あ
る
が
、
少
く
と
も
今
回
私
の
確
め
る
こ
と
の
で
き
た
国
立
国
会
図
書
館
蔵
本

（
一
五
本
）
に
は

�翁

�の
「
タ
ウ
タ
ウ
タ
ラ
リ
」
に
つ
い
て
述
べ
ら
れ
た
文
言

は
見
当
ら
な
か
っ
た
。
そ
の
後
、
能
勢
朝
次
「
翁
猿
楽
考
」
に
も
東
伍
説
に
よ
っ

た
と
思
わ
れ
る
同
書
の
咒
文
説
が
紹
介
さ
れ
て
い
る （
１
）が
、
こ
れ
ら
の
『

�林
葫
蘆

集
』
に
根
拠
を
お
い
た
陀
羅
尼
説
批
判
は
少
し
注
意
し
て
か
か
る
必
要
が
あ
る
の

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

そ
れ
と
は
別
に
、
天
台
第
四
十
六
代
座
主
忠
尋
僧
正
が
大
治
元
（
一
一
二
六
）

年
に
著
し
た
と
さ
れ
る
『
法
華
五
部
九
巻
書
』
（
以
下
『
九
巻
書
』
と
略
す
る
）

に
、
翁
猿
楽
に
つ
い
て
の
記
事
が
あ
り
、
江
戸
末
期
の
国
学
者
黒
川
春
村
の
「
猿

楽
考
證
土
台
」
に
そ
の
文
が
引
か
れ
て
い
る
こ
と
が
、
高
野
辰
之
『
日
本
歌
謡
史
』

に
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
春
村
の
「
考
證
土
台
」
は
大
正
の
震
災
で
烏
有
に

帰
し
た
と
い
う （
２
）の
で
あ
る
か
ら
、
『
九
巻
書
』
そ
の
も
の
が
翁
猿
楽
研
究
の
上
で

ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
の
か
も
定
か
で
は
な
い
。
少
く
と
も
同
書
の
該
当

箇
所
は
、
能
楽
史
研
究
者
に
よ
り
議
論
の
材
料
と
さ
れ
て
は
い
る
も
の
の
、
仏
教

学
者
に
よ
る
論
説
は
ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
な
い
よ
う
で
あ
る （
３
）。
い
ち
お
う
こ
こ
に

『
日
本
歌
謡
史
』
か
ら
の
曾
孫
引
き
に
よ
っ
て
、『
九
巻
書
』
第
一
巻
の
「
口
伝
」

部
分
を
あ
げ
て
お
き
た
い
。

口
傳
ニ

云
フ

。
本
朝
猿
樂
田
樂
ノ

序
ニ

。
顯

�出 ス
ト

法
ノ

深
義
ヲ

�者 ヘ

。 リ

南
都
維
摩
會
ニ

聚
ル

諸
宗

碩
德
、
安

�立 ス

法 ル
ニ

性
眞
理
ヲ

�爲 タ
メ

�顯 サ
ン

�

ガ

眞
俗
二

諦
悉

ク

是
妄
法 ナ
ル

�

コ
ト
ヲ
。

爲 タ
メ

	十
界
六

道
ノ

無 キ
コ

�

ト

實 ノ

體

�之
顯
レ




ン
ガ

造
テ

�戯
論
ノ

妄
儀
ヲ

�驚
ス

�道
俗
之

耳
目
ヲ

�其
ノ

次
第
ハ

父

叟 ゼ
ウ
ニ

形 カ
タ

�

ド
リ

佛
。 ヲ

翁
ハ

形
ト

�

リ

文
殊
ヲ

�三
番
ハ

形
ト

�

ル

彌
勒
ヲ

�其
ノ

序
ニ

云
フ

。
千 チ

里 リ

也 ヤ

多 タ

樂 ラ

里 リ

。

多
樂

タ
ラ
チ
リ
ラ有 ア
サ王 ヤ

多 タ
ラ樂 リ
ラ有 ア
サ我 ヤ

カ利 リ

々 リ

有 ア
サ。 ヤ

百 ト
ウ百

�
�百

�
�多 タ

樂 ラ

里 リ

。
多 タ

樂 ラ
リ有 ア
サ樂 ヤ
ラ。

（
黑
川
春
村
編
、
猿
樂
考
證
土
臺
所
引
、
岡
正
武
藏
本
）

そ
も
そ
も
『
九
巻
書
』
は
叡
山
の
忠
尋
に
よ
っ
て
記
さ
れ
た
猿
楽
と
は
特
に
関
連

の
な
い
法
華
経
の
解
釈
書
の
よ
う
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
の
記
事
か
ら
は

�翁

�と

見
ら
れ
る
芸
能
が
少
く
と
も
大
治
年
間
に
は
成
立
し
て
い
た
こ
と
、
そ
し
て
そ
こ

に
南
都
の
お
そ
ら
く
興
福
寺
の
維
摩
会
に
集
っ
た
学
僧
た
ち
が
深
く
か
か
わ
っ
た

こ
と
な
ど
が
知
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
前
後
の
文
脈
を
確
か
め
る
こ
と
が
で
き
な
い

の
で
定
か
で
は
な
い
が
、
こ
の
箇
所
か
ら
は
諸
宗
の
徳
の
高
い
僧
が
法
性
の
真
理

を
示
す
方
便
と
し
て
、
父
叟
・
翁
・
三
番
の
三
老
人
の
舞
を
、
仏
・
文
殊
・
彌
勒

と
い
う
仏
の
三
身
に
あ
て
は
め
て
演
じ
て
見
せ
た
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
も

読
み
取
れ
る
。
そ
し
て
そ
の
猿
楽
や
田
楽
の
序
に
「
チ
リ
ヤ
タ
ラ
リ
」
以
下
の
咒

文
の
ご
と
き
も
の
が
う
た
わ
れ
た
と
記
す
の
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
な
『
法
華
五
部
九
巻
書
』
の
記
事
や
、
ま
た
『
風
姿
花
伝
』
第
四

神
儀
云
を
も
と
に
、

�翁

�は
興

福
寺
の
維
摩
会

や
修
正
月
会

・
修
二
月
会
な
ど

の
法
会
の
あ
と
に
、
寺
の
芸
能
僧
で
あ
る
咒 じ
ゅ師 し

に
よ
っ
て
演
じ
ら
れ
る
歌
舞
と
し

て
伝
わ
っ
て
き
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
た
の
が
能
勢
朝
次
で
あ
る
。

私
は
翁
猿
楽
は
、
そ
の
成
立
の
時
代
に
は
咒
師
に
よ
つ
て
演
ぜ
ら
れ
た
も

「とうとうたらりたらりら」は陀羅尼歌か
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の
で
あ
る
と
結
論
す
る
こ
と
を
許
さ
れ
る
で
あ
ら
う
と
思
つ
て
ゐ
る
。
…
…

翁
猿
楽
の
父
叟
や
三
番
な
ど
の
芸
能
は
、
南
都
維
摩
会
の
学
僧
に
よ
つ
て
、

五
部
九
巻
書
に
記
さ
れ
て
居
る
や
う
な
仏
教
的
意
義
を
持
つ
連
関
を
選
ん
で
、

そ
れ
に
仏
教
的
意
義
づ
け
を
試
み
た
の
が
、
維
摩
会
の
学
僧
で
は
な
か
つ
た

ら
う
か
と
い
ふ
想
像
で
あ
る
。
そ
し
て
、
学
僧
等
に
よ
つ
て
、
か
や
う
な
意

義
づ
け
と
結
合
が
な
さ
れ
る
ま
で
は
、
や
は
り
修
正
月
会
や
修
二
月
会
に
行

は
れ
た
祝
祷
的
な
歌
舞
と
し
て
存
在
し
て
居
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
と
考
へ

る
の
で
あ
る
。

（
能
勢
朝
次
「
翁
猿
楽
考
」）

同
書
の
指
摘
に
も
あ
る
通
り
、
現
在
で
も
興
福
寺
薪
猿
楽
で
の

�翁

�は
「
咒

師
走
り
」
と
称
し
て
演
じ
ら
れ
て
お
り
、

�翁

�そ
の
も
の
が
南
都
の
寺
院
の
咒

師
芸
と
切
っ
て
も
切
り
離
せ
な
い
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
を
も
っ
て
、

�翁

�冒
頭
の
詞
章
を
陀
羅
尼
だ
と
判
断
す
る
根
拠
に
は
な
ら
な
い
が
、
し
か
し

ご
く
一
般
論
と
し
て
は
そ
れ
ら
を
一
種
の
仏
教
的
な
咒
文
（
あ
る
い
は
そ
れ
に
見

せ
か
け
た
文
句
）
と
見
る
把
え
方
が
あ
っ
て
も
よ
い
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
の

で
あ
る
が
、
い
か
が
で
あ
ろ
う
。

二
声
歌
説

近
世
に
あ
っ
て
そ
う
し
た
仏
教
的
咒
文
説
や
陀
羅
尼
説
を
、
最
も
強
く
否
定
し

た
の
は
江
戸
時
代
中
期
の
儒
学
者
荻
生
徂
徠
で
あ
る
。
徂
徠
は
、

と
う
と
う
た
ら
り
や
ら
り
ろ
う
と
い
ふ
は
楽
の
譜
な
る
べ
し
陀
羅
尼

な
り
と
い
へ
る
は
僻
事
な
ら
ん

（「
荻
生
先
生
南
留
別
志
」
巻
五 （
４
））

と
述
べ
て
、「
と
う
と
う
た
ら
り
」
は
舞
楽
や
雅
楽
の
譜
だ
と
す
る
説
を
唱
え
た
。

徂
徠
に
は
律
呂
や
笛
の
し
ら
べ
に
つ
い
て
の
言
説
が
多
く
、
も
と
も
と
音
楽
に
関

し
て
の
造
詣
は
深
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
徂
徠
の
父
の
方
庵
は
五
代
将
軍
綱
吉
が

館
林
藩
士
で
あ
っ
た
時
の
侍
医
で
も
あ
り
、
そ
の
周
囲
に
も
能
楽
に
親
し
む
環
境

が
そ
な
わ
っ
て
い
た
の
か
も
知
れ
な
い
。

ま
た
賀
茂
真
淵
が
徂
徠
説
に
賛
同
し
、
徂
徠
の
い
う
楽
の
譜
は
日
本
で
声
歌
と

呼
ば
れ
た
も
の
だ
と
裏
付
け
た
こ
と
が
、
吉
田
東
伍
に
よ
り
紹
介
さ
れ
て
い
る （
５
）。

東
伍
に
よ
る
と
、
真
淵
は
「
ト
ウ

�
�は

、
疾
々
と
い
ふ
な
り
、
ト
ン
ト
ウ
は
拍

子
な
る
べ
し
、
郢
曲
の
「
び
ん
た
だ
ら
」
に
、
ヤ
レ
コ
ト
ウ
ト
ウ
と
も
あ
り
、
チ

ク
ヤ
タ
ラ
ク
は
、
雅
楽
青
梅
波
の
聲
歌
に
「
太
良
利
知
良
利
々
良
太
利
良
利
」
と

あ
り
」
と
語
っ
た
と
い
う
。
真
淵
の
教
養
の
広
さ
は
改
め
て
言
う
ま
で
も
な
い
が
、

た
だ
真
淵
が
徂
徠
ほ
ど
に
日
本
の
音
楽
に
関
す
る
深
い
見
識
を
有
し
て
い
た
か
は

定
か
で
な
い
。
特
に
晩
年
に
あ
っ
て
は
極
端
に
仏
教
や
儒
教
に
対
し
て
排
斥
的
に

な
っ
て
い
た
こ
と
も
あ
り
、
仏
教
的
咒
文
説
や
陀
羅
尼
説
に
容
易
に
与
す
る
こ
と

に
は
な
ら
な
か
っ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

近
代
に
あ
っ
て
吉
田
東
伍
の
声
歌
説
を
さ
ら
に
押
し
あ
げ
た
の
は
、
歌
謡
・
邦

楽
研
究
の
先
駆
者
と
し
て
知
ら
れ
る
高
野
辰
之
で
あ
る
。
高
野
も
徂
徠
と
同
じ
主

張
に
立
ち
『

�林
胡
蘆
集
』
な
ど
の
伝
え
る
陀
羅
尼
に
神
道
の
和
合
し
た
か
た
ち

と
す
る
説
は
、
雅
楽
の
衰
退
し
た
室
町
中
期
以
後
に
付
会
せ
ら
れ
た
も
の
だ
と
し

た
。
高
野
は

�翁

�の
謡
を
解
剖
し
つ
つ
、
「
と
う
と
う
た
ら
り
」
の
一
節
は
舞

「とうとうたらりたらりら」は陀羅尼歌か
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楽
の
何
か
の
一
曲
と
い
う
わ
け
で
は
な
く
、
笛
や
篳
篥
の
譜
を
続
け
て
謡
っ
た
も

の
で
あ
ろ
う
と
い
う
考
え
の
も
と
に
、
具
体
的
な
舞
楽
曲
の
譜
を
示
し
な
が
ら
論

説
し
た
の
で
あ
る
。

按
ず
る
に
、
ト
ウ
ト
ウ
は
笛
の
音
取
の
譜
、
タ
ラ
リ
タ
ラ
リ
ラ
は
篳
篥
の
壹

越
調
の
音
取
の
譜
タ
ラ
ァ
リ
引
、
タ
ラ
ァ
リ
引
チ
引
の
訛
で
あ
る
。
次
の
阿

�

利
は
タ
ラ
リ
の
訛
ら
し
く
、
次
の
チ
リ
ヤ
は
笛
の
譜
で
あ
る
。
笛
と
篳
篥
の

譜
を
続
け
て
謡
つ
た

�で
、
某
楽
曲
の
一
節
で
は
な
さ
そ
う
で
あ
る
。
舞
楽

の
最
初
に
振
鉾
（
え
ん
ぶ
）
と
い
ふ
悪
魔
払
の
舞
が
あ
る
。
此
の
舞
の
最
初
、

舞
人
の
出
る
前
に
音
頭
と
称
へ
て
、
笛
だ
け
で
小
乱
声
を
吹
く
、
其
の
譜
の

訛
だ
ら
う
と
い
ふ
説
も
出
て
ゐ
る
が
、
其
の
譜
は

ト
引
ト
引
（
音
取
）
タ
ァ
ハ
ァ
ラ
ロ
・
ト
ヲ
リ
イ
ラ
ァ
・

ト
ラ
ァ
ロ
リ
ィ
ラ
リ
・
チ
ィ
ラ
リ
ィ
リ
ィ
ラ
・
タ
ァ
リ
ァ
リ
ー
ヤ
リ
引
・

ト
ラ
ァ
ロ
リ
チ
ー
ラ
ァ
ハ
・
チ
ィ
ヤ
リ
イ
ヤ
ラ
タ
ァ
ハ
ハ
ハ
ラ
ル
ラ
ァ

ル
ラ
・
ト
ヲ
ヒ
タ
ロ
ヒ
・
ト
ヲ
ヒ
引

で
、
さ
う
酷
似
し
て
ゐ
る
と
も
思
は
れ
な
い
。

（『
日
本
歌
謡
史
』）

あ
く
ま
で
「
某
楽
曲
の
一
節
で
は
な
さ
そ
う
」
と
し
な
が
ら
も
、
一
例
と
し
て
、

舞
楽
の
悪
魔
払
の
舞
で
あ
る

�振
舞
（
え
ん
ぶ
）

�の
最
初
に
笛
だ
け
で
吹
か
れ

る
小
乱
声
の
譜
を
あ
げ
て
い
る
。

�振
舞

�は
左
方
唐
楽
の
現
行
曲
で
あ
る

�陵

王

�や

�

還
城
楽

�の
前
奏
に
用
い
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
譜
は
「
ト
引
ト
引
、
タ
ァ

ハ
ァ
ラ
ロ
ト
ヲ
リ
イ
ラ
ァ
…
」
と
続
く
も
の
で
、
高
野
自
身
は
「
さ
う
酷
似
し

て
ゐ
る
と
も
思
は
れ
な
い
」
と
す
る
が
、
聞
き
よ
う
に
よ
っ
て
は
か
な
り
近
似
し

て
い
る
と
言
え
な
く
も
な
い
の
で
あ
る
。

そ
の
後
も
、
笛
や
鼓
の
旋
律
を
口
で
う
た
う
い
わ
ゆ
る
声
歌
説
は
有
力
で
、

『
謡
曲
大
観
』
の
佐
成
謙
太
郎
も
「
笛
や
鼓
の
拍
子
の
擬
声
か
ら
出
た
も
の
と
見

る
の
が
、
穏
健
な
見
方
で
あ
ろ
う
」
と
し
て
い
る
。

三
今
様
神
歌
と
の
連
関

と
こ
ろ
で

�

翁

�で
は
、
翁
役
大
夫
の
「
と
う
と
う
た
ら
り
」
の
謡
に
続
い
て
、

露
払
の
役
と
し
て
の
千
歳
が
登
場
し
「
千
歳
鳴
る
は
滝
の
水
。
鳴
る
は
滝
の
水
日

は
照
る
と
も

地
絶
え
ず
と
う
た
り
あ
り
う
と
う
と
う
と
う

千
歳
絶
え
ず
と
う
た

り
。
常
に
と
う
た
り
」
と
若
や
か
に
歌
い
、
さ
っ
そ
う
と
〔
千
歳
舞
〕
を
舞
う
の

で
あ
る
。
こ
の
千
歳
の
謡
に
つ
い
て
は
、
『
梁
塵
秘
抄
』
の
四
句
神
歌
に
同
様
の

歌
詞
の
今
様
歌
が
収
め
ら
れ
て
い
る
。

滝
は
多
か
れ
ど

う
れ
し
や
と
ぞ
思
ふ
鳴
る
滝
の
水

日
は
照
る
と
も
絶
え
で
と
ふ
た
へ

や
れ
こ
と
つ
と
う

ど
ん
な
日
照
り
に
も
絶
え
る
こ
と
な
く
ど
う
ど
う
と
鳴
り
響
く
滝
の
水
を
称
え
て

清
新
な
祝
い
の
歌
で
あ
る
が
、
最
後
の
「
や
れ
こ
と
つ
と
う
」
は
当
時
流
行
の
囃

子
詞
で
あ
り
、
つ
ま
り
こ
の
神
歌
は
人
々
の
あ
い
だ
で
囃
し
謡
わ
れ
な
が
ら
広
く

「とうとうたらりたらりら」は陀羅尼歌か
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親
し
ま
れ
、
多
く
の
芸
能
に
流
布
し
て
い
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
『
平
家
物
語
』

額 が
く打 う
ち論 ろ
んの
く
だ
り
で
、
荒
法
師
ど
も
が
う
た
い
囃
し
た
の
も
や
は
り
こ
れ
と
同
じ

今
様
で
あ
る
。

観
音
房
は
黑
糸
威
の
腹
巻
に
、
し
ら
柄
の
長
刀
く
き
み
じ
か
に
と
り
、
勢

至
房
は
萌
黄
威
の
腹
巻
に
、
黑
漆
の
大
太
刀
も
ッ
て
、
二
人
つ
ッ
と
走 は
し
り出 い
で、

延
暦
寺
の
額
を
き
ッ
て
お
と
し
、
散
々
に
打
わ
り
、
「
う
れ
し
や
水
、
鳴
る

は
滝
の
水
、
日
は
照
る
と
も
、
絶
え
ず
と
う
た
り
」
と
は
や
し
つ
ゝ
、
南
都

の
衆
都
の
な
か
へ
ぞ
入
に
け
る
。

興
福
寺
の
名
う
て
の
悪
僧
が
、
上
皇
崩
御
の
額
立
て
に
際
し
て
、
延
暦
寺
の
額
を

切
り
落
と
し
さ
ん
ざ
ん
に
打
ち
破
り
、
「
う
れ
し
や
滝
の
水
」
と
気
勢
を
あ
げ
な

が
ら
意
気
揚
々
南
都
の
大
衆
の
中
に
紛
れ
込
ん
で
し
ま
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
か

ら
、
時
に
は
こ
う
し
て
邪
宗
打
破
や
悪
魔
調
伏
の
威
を
示
す
に
力
あ
る
歌
だ
っ
た

の
で
あ
ろ
う
。
本
来
は
仏
教
の
法
会
の
お
り
に
、
悪
神
の
障
り
を
除
き
、
尊
崇
す

る
神

�に
擁
護
を
請
う
た
め
の
、
い
わ
ゆ
る
神 じ
ん分 ぶ
んが
も
と
に
な
っ
て
い
る
と
考
え

ら
れ
る
の
で
あ
る
。

能

�安宅

�に
お
い
て
は
、
シ
テ
の
弁
慶
が
関
守
の
富
樫
か
ら
坏
を
受
け
て

シ
テ
鳴
る
は
滝
の
水

〔
男
舞
〕（〔
延
年
の
舞
〕）

シ
テ
鳴
る
は
滝
の
水

地
日
は
照
る
と
も
絶
え
ず
と
う
た
り
絶
え
ず
と
う
た
り
疾
く
疾
く
立

て
や
手
束
弓
の
心
ゆ
る
す
な
関
守
の
人
々
暇
申
し
て
さ
ら

ば
よ
と
て
…

と
舞
い
歌
う
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
の
歌
舞
も
や
は
り
も
と
は
と
い
え
ば
興
福
寺

や
東
大
寺
な
ど
の
大
寺
で
法
会
後
の
余
興
に
行
わ
れ
た
僧
侶
や
咒
師
に
よ
る
舞
延

年
が
、
そ
の
ま
ま
能
の
演
技
に
取
り
入
れ
ら
れ
た
か
た
ち
な
の
で
あ
ろ
う
。

話
を

�翁

�に
も
ど
し
て
考
え
て
み
る
と
、
も
と
も
と
翁
役
の
大
夫
に
よ
っ
て

謡
わ
れ
て
い
た
「
と
う
と
う
た
ら
り
」
に
加
え
、
場
の
清
め
と
し
て
の
千
歳
舞
を

演
じ
る
に
あ
た
っ
て
こ
の
「
鳴
る
は
滝
の
水
」
の
今
様
神
歌
が
採
用
さ
れ
た
も
の

か
、
あ
る
い
は
舞
延
年
を
も
と
に
し
た
千
歳
舞
を

�翁

�に
導
入
す
る
際
に
、
特

殊
な
歌
詞
の
「
と
う
と
う
た
ら
り
」
を
そ
の
前
後
に
用
意
し
た
と
見
る
か
は
結
論

の
得
に
く
い
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
「
と
う
と
う
た
ら
り
」
の
謡
が
す
べ
て
の
最
初

に
あ
っ
た
と
せ
ね
ば
な
ら
な
い
必
然
性
は
な
く
、

�翁

�の
詞
章
に
お
い
て
、
何

を
先
と
し
何
を
後
付
け
た
と
考
え
る
か
は
、

�翁

�そ
の
も
の
の
成
立
に
か
か
わ

る
根
源
的
な
問
題
な
の
で
あ
る
。
世
阿
弥
の
『
申
楽
談
儀
』
に
語
ら
れ
る
「
露 つ
ゆ

払 は
ら
ひは
、
其
比
、

�

つ
ち

大
夫
舞
し
也
。
上
手
な
れ
ば
、
脇 わ
き

の
為 し

手 て

の
内
に
も
舞
ふ
と

や
ら
ん
、
う
け
た
ま
は
り
し
也
」
の
記
事
に
あ
る
よ
う
に
、
後
代
の
千
歳
役
や
そ

の
舞
は
「
露
払
」
と
呼
ば
れ
て
す
で
に
世
阿
弥
の
時
代
に
成
立
し
て
い
た
。
ま
た
、

そ
の
先
後
は
別
と
し
て
も
、
翁
役
大
夫
の
「
と
う
と
う
た
ら
り
」
の
謡
に
関
連
づ

け
て
、
本
来
僧
侶
や
咒
師
に
よ
っ
て
舞
わ
れ
た
寺
院
法
会
後
の
延
年
舞
を
、
露
払

い
の
清
め
の
舞
と
し
て

�翁

�の
最
初
に
当
て
は
め
て
演
じ
て
見
せ
た
可
能
性
は

高
い
の
で
あ
る
。
滔
々
と
水
が
豊
か
に
勢
い
よ
く
流
れ
る
さ
ま
を
う
た
う
祝
言
の

今
様
は
、
清

新
な
舞
の

イ
メ

ー
ジ
を

喚
起
す
る
う
え
に
お
い
て
も
、

�翁

�の
冒

頭
を
飾
る
に
ふ
さ
わ
し
い
も
の
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

そ
の

ほ
か

�翁

�の
詞
章
に
は
、
「

伊
勢
神
楽
歌
」
に

収
め
ら
れ
る
今
様
神
歌

「とうとうたらりたらりら」は陀羅尼歌か
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が
含
ま
れ
て
い
て （
６
）、
「
と
う
と
う
た
ら
り
」
も
も
と
は
何
か
の
神
楽
歌
で
あ
っ
た

ろ
う
と
の
推
測
も
な
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
神
仏
習
合
の
現
れ
と
し
て
、
神
楽
歌

に
咒
文
を
唱
え
る
例
（
鳥
海
山
大
物
忌
神
社
蕨
岡
村
口
の
宮
「
神
楽
」
）
な
ど
も

示
さ
れ
て
お
り （
７
）、
寺
院
の
咒
師
芸
と
神
楽
と
の
習
合
の
か
た
ち
を
見
て
取
る
こ
と

は
そ
れ
ほ
ど
難
し
く
は
な
い
の
で
あ
る
。

四
チ
ベ
ッ
ト
語
説
な
ら
び
に
外
来
伝
承
と
し
て
の
翁

一
九
二
八
（
昭
和
三
）
年
、
東
京
・
大
阪
朝
日
新
聞
紙
上
（
四
月
十
・
一
二
日
）

に
お
い
て
河
口
慧
海
は
、
能
楽

�翁

�前
文
句
の
チ
ベ
ッ
ト
語
説
を
発
表
し
た （
８
）。

そ
れ
ら
の
説
は
今
日
で
は
顧
み
ら
れ
る
こ
と
も
ほ
と
ん
ど
な
く
な
っ
た
が
、
こ
の

記
事
の
発
表
を
機
に
、
慧
海
は
チ
ベ
ッ
ト
の
芸
能
文
化
が
わ
が
国
に
ど
の
よ
う
に

伝
来
し
た
か
の
推
論
を
た
て
て
お
り
、
そ
の
な
か
に
は
今
で
も
見
過
ご
し
て
し
ま

え
な
い
も
の
も
あ
る
よ
う
に
思
う
。
慧
海
は
古
く
チ
ベ
ッ
ト
の
陀
羅
尼
歌
に
つ
い

て
は
、
聖
徳
太
子
の
時
代
に
百
済
の
味 み

摩 ま

之 し

（
伎
楽
舞
を
伝
え
た
と
さ
れ
る
）
か
、

あ
る
い
は
東
大
寺
開
眼
供
養
の
導
師
で
も
あ
っ
た
イ
ン
ド
の
婆
羅
門
僧
正
に
よ
っ

て
伝
え
ら
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
述
べ （
９
）、
ま
た
チ
ベ
ッ
ト
語
の
多
く
含
ま
れ
る
催

馬
楽
や
神
歌
は
、
林
邑
楽
を
伝
え
た
ベ
ト
ナ
ム
僧
仏
哲
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た

も
の
で
あ
ろ
う
と
推
理
し
た
の
で
あ
る （

�）。
ち
な
み
に
仏
哲
は
東
大
寺
を
中
心
に
、

梵
語
を
教
授
し
た
と
さ
れ
る
人
物
で
あ
る
。
天
平
勝
宝
四
（
七
五
二
）
年
の
大
仏

開
眼
供
養
に
お
い
て
高
麗
楽
や
呉
楽
と
と
も
に
申
楽
が
演
じ
ら
れ
た
こ
と
は
『
東

大
寺
要
録 （

�）』
な
ど
の
伝
え
る
と
こ
ろ
で
も
あ
り
、
ま
た
源
為
憲
の
『
三
宝
絵
詞
』

に
も
、
行
基
や
良
弁
と
並
ん
で
波
羅
門
僧
正
や
仏
哲
が
供
養
に
参
列
し
た
こ
と
が

記
さ
れ
て
い
る （

�）。
古
く
日
本
の
宗
教
や
芸
能
に
お
い
て
、
韓
半
島
や
中
国
、
さ
ら

に
は
林
邑
や
西
蔵
を
通
し
て
天
竺
な
ど
か
ら
の
影
響
関
係
は
、
現
代
の
私
た
ち
の

想
像
を
は
る
か
に
超
え
る
も
の
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

式
三
番
の
淵
源
と
し
て
の
六
十
六
番
申
楽
の
伝
来
に
つ
い
て
、
世
阿
弥
の
『
風

姿
花
伝
』
第
四
神
儀
云
は
、
上
宮
（
聖
徳
）
太
子
の
筆
に
な
り
、
村
上
天
皇
の
叡

覧
に
な
っ
た
と
い
う
「
申
楽
延
年
の
記
」
（
架
空
の
書
ら
し
い
）
に
著
さ
れ
た

「
先 ま
づ、
神
代
・
仏
在
所
の
始
ま
り
、
月 ぐ
わ氏 つ
し・
辰 し
ん旦 だ
ん・
日 じ
ち域 ゐ

きに
伝 つ
た
はる

狂
言
綺
語
を
以 も

て
、

諸
仏

転
法

輪
の

因 い
ん

縁 ゑ
ん

を
守
り
、

魔
ま

縁 ゑ
ん

を
退 し
り
ぞ

け
、

福
祐
を

招
く
。
申
楽
舞
を

奏
す
れ

ば
、
国

穏 お
だ

や
か
に
、

民
静 し
づ

か
に
、

寿
命

長 ち
や
う

遠 お
ん

な
り （

�）」
の
記
事
を
伝
え
て

い
る
。
そ
し
て
村
上
天
皇
の

御
代
に
は
、
河
勝
の
子

孫
で
あ
る

秦 は
だ
の

氏 う
ぢ

安 や
す

が
、
六

十
六
番
申
楽
を
紫
宸
殿
に
お
い
て
演
じ
た
こ
と
、
さ
ら
に
後
代
に
お
い
て
六
十
六

番
を
一
日
に
勤
め
る
の
は
困
難
だ
と
し
て
、
そ
の
中
の
「
稲 い
な経 つ
みの
翁
、
代 よ
な

経 つ
み
の翁
、

父 ち
ち
の

助 ぜ
う

」
の
三
つ
を

選
び
、
今
の
世
に
つ
な
が
る
式
三
番
に
し
た
の

だ
と
、
世
阿

弥
は
語
る
の
で
あ
る
。
前
の
「
申
楽
延
年
の
記
」
の
く
だ
り
に
あ
る
「
月
氏
」
と

は
、
一
般
に
中
央
ア
ジ
ア
の
遊
牧
民
族
を
さ
す
よ
う
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
と
り

わ
け
チ
ベ
ッ
ト
系
民
族
と
見
る
こ
と
も
で
き
な
く
は
な
い
。
少
く
と
も
世
阿
弥
も

ま
た
聖
徳
太
子
の
言
を
受
け
て
、
自
ら
の
座
の
芸
で
あ
る
猿
楽
の
起
源
を
釈

�在

生
時
代
の
イ
ン
ド
に
も
と
め
、
イ
ン
ド
か
ら
中
央
ア
ジ
ア
や
中
国
を
経
て
日
本
に

ま
で
伝
来
し
た
も
の
と
考
え
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
式
三
番
に
お
け
る
「
稲
経

の
翁
、
代
経
翁
、
父
助
」
の
三
翁
を
、
仏
の
三
種
類
の
あ
り
方
で
あ
る
「
法
・
報
・

応
」
の
三
身
の
如
来
と
位
置
づ
け
る
の
も
、
や
は
り
太
子
や
村
上
天
皇
の
仏
教
尊

重
の
態
度
の
現
れ
に
他
な
ら
な
い
。
第
四
神
儀
云
は
さ
ら
に
、
南
都
興
福
寺
維
摩

会
に
お
い
て
、
法
事
に
伴
っ
て
舞
延
年
が
演
ぜ
ら
れ
た
こ
と
を
あ
げ
、
そ
れ
は
法

「とうとうたらりたらりら」は陀羅尼歌か
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会
で
維
摩
経
が
読
誦
さ
れ
る
あ
い
だ
「
外 げ

道 だ
うを
和 や
はら
げ
、
魔 ま

縁 ゑ
んを
静
む
る
（
異
教

徒
の
心
を
穏
や
か
に
し
、
悪
魔
の
障
り
を
お
さ
え
る
）
」
た
め
の
も
の
で
、
か
つ

て
�園

精
舎
で
釈
尊
が
説
法
を
行
っ
た
際
に
、
提
婆
に
率
い
ら
れ
た
異
教
徒
の
妨

害
を
静
め
る
に
猿
楽
の
芸
を
も
っ
て
し
た
先
例
に
慣
ら
っ
た
の
だ
と
語
る
の
で
あ

る
。神
儀
云
は
、
翁
猿
楽
の
相
伝
に
は
秦
氏
安
か
ら
続
く
大
和
の
円
満
井
の
座
が
当
っ

た
と
す
る
が
、
神
人
的
性
格
を
有
す
る
翁
そ
の
も
の
の
存
在
に
つ
い
て
世
阿
弥
は

多
く
を
語
ら
な
い
。
と
こ
ろ
で
『
三
宝
絵
詞
』
に
記
さ
れ
る
、
天
平
勝
宝
の
大
仏

開
眼
供
養
に
行
基
や
良
弁
・
婆
羅
門
僧
正
と
並
ん
で
参
列
し
た
と
い
う
「
伏
見
の

翁
」
や
「
こ
の
も
と
の
翁
」
を
、
翁
猿
楽
の
翁
と
関
連
づ
け
る
こ
と
は
で
き
る
の

で
あ
ろ
う
か
。
世
阿
弥
の
作
と
も
考
え
ら
れ
て
い
る
能

�伏見 （

�）

�に
お
い
て
、
シ

テ
の
翁
は
恒
武
天
皇
の
宮
作
り
に
現
れ
出
で
て
和
歌
を
詠
じ
、
そ
の
御
代
を
ま
も

り
「
君
は
千
代
ま
せ
ち
よ
ま
せ
」
と
「
天
下
泰
平
の
政

ま
つ
り
ご
と

」
を
祝
福
す
る
の
で

あ
る
。
そ
こ
で
の
シ
テ
は
、
明
ら
か
に
式
三
番
の
翁
に
近
い
役
を
演
じ
て
い
る
と

い
っ
て
よ
い
。
渡
来
系
の
秦
氏
が
日
本
古
代
の
神

�信
仰
に
深
く
か
か
わ
る
氏
族

で
あ
り
、
八
幡
・
稲
荷
・
松
尾
な
ど
翁
の
形
像
を
も
つ
祭
祀
に
た
ず
さ
わ
っ
て
い

た
こ
と
の
指
摘 （

�）は
あ
る
が
、
解
明
の
難
し
い
猿
楽
の
外
来
伝
承
に
も
か
か
わ
る
重

要
な
問
題
提
起
で
あ
ろ
う
。
慈
覚
大
師
円
仁
が
帰
依
し
た
赤
山
法
華
堂
の
山
神
で

あ
る
赤 せ
き山 ざ
ん明
神 （

�）や
、
智
証
大
師
円
珍
が
中
国
か
ら
の
帰
途
の
船
中
に
感
得
し
た
姿

と
さ
れ
る
新
羅

し
ら
ぎ明
神 （

�）も
ま
た
翁
の
形
像
を
も
っ
て
現
れ
る
が
、
そ
う
し
た
中
国
や

韓
半
島
か
ら
も
た
ら
さ
れ
た
渡
来
神
と
し
て
の
翁
に
つ
い
て
の
問
題
は
、
今
後
考

察
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
重
要
な
課
題
と
し
て
残
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

お
わ
り
に

祈
祷
的
要
素
の
濃
い
翁
猿
楽
に
お
い
て
演
ぜ
ら
れ
る
舞
歌
の
歌
詞
に
つ
い
て
、

明
瞭
な
解
釈
を
見
出
す
こ
と
は
い
ま
だ
困
難
で
あ
る
。
式
三
番
に
お
け
る
「
と
う

と
う
た
ら
り
」
の
荘
重
な
歌
謡
も
、
実
は
翁
そ
の
も
の
の
祝
祷
句
で
は
な
く
、
翁

役
の
大
夫
に
よ
っ
て
う
た
わ
れ
る
前
文
句
に
他
な
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
そ
れ
ら

の
歌
詞
か
ら
、
実
質
的
な
意
味
内
容
を
読
み
取
る
こ
と
は
正
し
く
な
い
の
か
も
し

れ
な
い
。
神
事
の
み
な
ら
ず
古
今
の
演
劇
や
芸
能
の
冒
頭
に
お
い
て
、
特
に
何
も

の
か
の
登
場
に
際
し
て
、
語
義
不
明
の
擬
音
が
囃
し
た
て
ら
れ
る
例
は
少
く
な
い
。

『
韓
国
仮
面
劇
の
世
界
』
の
著
者
金 キ
ム両 ヤ

ン基 キ

は
、「

朴 パ
ク僉 テ

オ知 ム
ジ」
と
よ
ば
れ
る
韓
国
の
人

形
劇
で
、
白
髪
白
髭
の
老
主
人
公
の
登
場
に
「
テ
ル
テ
ル
テ
、
テ
ィ
ル
テ
ィ
ル
、

テ
ィ

ヨ
ラ
」
と

囃
し
た
て
る

擬
音
が
、
「
日
本
の
翁
の

ト
ウ

ト
ウ

タ
ラ

リ
と
重
な

り
、
さ
ら
に
両
国
の
翁
た
ち
の
姿
が
重
な
り
あ
っ
て
、
わ
た
し
の
脳
裡
で
旅
を
す

る
」
と
語
っ
て
い
る
。
そ
も
そ
も
韓
国
の
民
謡
に
は
楽
器
の
擬
音
を
呪
文
の
よ
う

に
唱
え
る
例
が
多
く
、
悪
魔
払
い
や
慶
賀
に
用
い
ら
れ
る
「
處 チ
ョ容 ヨ

ン郎 ナ
ン」 （

	）の
巫
歌
に

も
「
タ
ロ
ン
タ
ル
リ
テ
ロ
ン
テ
ィ
ル
オ
リ

ア
ウ
テ
ィ
ル
ォ
ン

デ
ィ
ル
オ

ル
タ
ロ
リ
」
な
ど
の
音
が
出
て
く
る
と
い
う
。
金
両
基
は
こ
う
し
た
音
の
類
似

性
に
は
、
単
に
楽
の
擬
音
だ
け
で
は
な
い
、
も
っ
と
重
要
な
意
味
が
ふ
く
ま
れ
て

い
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
る
。
ま
た
時
代
は
下
る
が
、
近
松
門
左
衛
門
の

浄
瑠

璃
『
心
中
天
の

網
島
』
の

冒
頭
で
は
、
「
さ
ん
じ
や
う
ば
っ
か
ら

ふ
ん
ご
ろ

の
っ
こ
ろ
ち
ょ
っ
こ
ろ
ふ
ん
ご
ろ
で
…
」
の
意
味
不
明
の
遊
里
歌
が
、
見
物
を
曽

根
崎
新
地
の
宵
の
喧
噪
へ
一
挙
に
引
き
こ
む
効
果
を
生
ん
で
い
る
。
そ
し
て
こ
の

「とうとうたらりたらりら」は陀羅尼歌か
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文
句
に
つ
い
て
も
慧
海
は
、
そ
れ
が
チ
ベ
ッ
ト
語
に
他
な
ら
な
い
と
し
て
新
聞
誌

上
に
そ
の
翻
訳
を
こ
こ
ろ
み
た
の
で
あ
る （

�）。
語
義
不
明
の
擬
音
語
の
持
つ
効
果
を

そ
れ
ら
は
共
有
し
て
い
る
が
、
し
か
し
何
か
の
共
通
点
を
そ
こ
に
見
出
せ
る
わ
け

で
は
な
い
。

�翁（
式
三
番
）

�の
冒
頭
句
に
戻
っ
て
考
え
て
み
た
場
合
、
そ
れ
が

擬
音
に
よ
る
ま
っ
た
く
無
意
味
な
囃
子
詞
か
と
い
う
と
、
そ
う
ば
か
り
と
も
言
い

切
れ
な
い
。

�翁

�冒
頭
句
に
予
祝
的
な
意
味
合
い
が
蔵
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
疑

い
の
余
地
は
な
い
か
ら
で
あ
り
、
そ
う
す
る
と
や
は
り
そ
れ
は
舞
楽
曲
の
笛
や
篳

篥
の
譜
の
声
歌
に
、
陀
羅
尼
に
も
似
た
呪
詞
的
効
力
を
持
た
せ
よ
う
と
し
た
も
の

と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
明
確
な
結
論
は
見
出
せ
な
い
ま
ま
、
今
回

の
考
察
を
も
と
に
し
た
一
応
の
ま
と
め
と
し
て
、
「
と
う
と
う
た
ら
り
」
の
文
句

は
仏
教
の
呪
文
的
な
意
義
づ
け
を
与
え
ら
れ
た
楽
の
声
歌
と
考
え
て
お
き
た
い
。

�

（

1）
能
勢
朝
次
『
能
楽
源
流
考
』
第
四
章
「
翁
猿
楽
考
」。

（

2）
同
前
書
。

（

3）
三
崎
義
泉
「
『
法
華
五
部
九
巻
書
』
と
翁
猿
楽
に
つ
い
て
」
（
「
天
台
学
報
」
第
三

十
号
一
九
八
八
年
十
月
）。

（

4）
『
荻
生
徂
徠
全
集
』
第
五
巻
（
河
出
書
房
新
社
）。

（

5）
「
翁
式
三
番
の
古
曲
に
つ
き
て
」（『
能
楽
』
明
治
三
九
年
一
月
号
）。

た
だ
し
、
そ
れ
に
該
当
す
る
箇
所
は
、
續
群
書
類
従
刊
行
会
編
『
賀
茂
真
淵
全
集
』

に
は
見
出
せ
な
い
。

（

6）
舞
ア
ト
に
千
歳
の
歌
う
「
君
の
千
歳
を
経
ん
事
も
天
つ
少
女
の
羽
衣
よ
鳴
る

は
瀧
の
水

日
は
照
る
と
も
」
は
、
伊
勢
神
楽
歌
に
収
め
ら
れ
て
い
る
今
様
神
歌

「
君
の
齢
を
経
ん
事
は

天
つ
こ
や
ね
の
は
ご
ろ
も
よ

ま
れ
に
ひ
と
た
び
を
り
ゐ

つ
つ

な
づ
と
も
つ
き
ぬ
い
は
を
な
る
ら
ん
」
の
上
半
で
あ
る
こ
と
が
、
市
川
寛

「
翁
の
成
立
」
に
示
さ
れ
て
い
る
。
（
「
京
都
帝
国
大
学
国
文
学
会
二
十
五
周
年
記
念

論
文
集
」
昭
和
九
年
十
一
月
星
野
書
店
）。

（

7）
山
形
県
飽 あ
く

海 み

郡
大
物
忌
神
社
蕨
岡
村
口
の
宮
の
神
歌
、
「
…
た
な
い
り

た
な
ど

ち
と
り
や
た
な
い
り
ろ
ら
ろ
う
ら
ら
な
ち
り
や
り
や
な
大
物
忌
と
云

ふ
神

い
や
す
は

い
や
す
は
…
」
。
そ
の
他
、

島
根
県

簸
ひ

川 か
わ

郡
須

佐
神
社
の
切
明

神
事
や
、
鹿
島
神
宮
「
祭
頭
（
さ
い
と
う
）
祭
」
の
神
歌
の
例
が
、
同
じ
く
市
川
寛

「
翁
の
成
立
」
に
載
せ
ら
れ
て
い
る
。

（

8）
慧
海
は
現
行
の
「
ト
ウ
ト
ウ
タ
ラ
リ
」
を
チ
ベ
ッ
ト
文
字
で
記
し
、
「
ザ
ン
バ
ゾ

ウ
（
瑞
祥
作
成
）」
と
題
し
て
、
以
下
の
よ
う
な
訳
語
を
つ
け
て
い
る
。

「
得
物
は

輝
き

輝
い
て

輝
き
は
嗟
呼

何
れ
も
様
方
に

寿
き
あ
れ
や

寿
命
は
長
く
善
く
輝
き
輝
い
て
輝
き
は
嗟
呼
何
れ
も
様
方
に
寿
き

あ
れ
や
」。

（

9）
「
三
番
叟
の
起
源
」（「
週
刊
朝
日
」
一
九
二
八
年
四
月
二
二
日
）。

（

10）
「
東
京
朝
日
新
聞
」（
一
九
三
〇
年
一
月
一
九
日
）。

（

11）
『
續
々
群
書
類
従
』
第
十
一
。

（

12）
同
書
の
「
東
大
寺
千
花
会
」
の
項
に
、
次
の
ご
と
く
記
さ
れ
る
。

「
天
平
勝
宝
と
云
に
。
寺
を
供
養
し
た
ま
ふ
こ
ろ
ほ
ひ
。
行
基
菩

�。
良
弁
僧
正
。

婆
羅
門
僧
正
。
仏
哲
。
ふ
し
み
の
翁
。
こ
の
も
と
の
翁
な
ど
い
へ
る
あ
と
を
た
れ
た

る
人

々
。

或
は

我
国
に
生
れ
。

或
は
天

竺
よ
り

来
て
。

御
願
を
た
す
け
た
り
。
」

（『
大
日
本
仏
教
全
書
』
第
九
十
巻
）。

（

13）
日
本
思
想
大
系
『
世
阿
弥
・
禅
竹
』。

（

14）
『
能
・
狂
言
事
典
』（

平
凡
社
）
は
、
作
者
を
「
世
阿
弥
か
」
と
す
る
。

（

15）
金

賢
旭
『
翁
の
生
成

渡
来
文

化
と

中
世
の
神

々
』
（
二
〇
〇
八
年
一
二
月

思

文
閣
出
版
）。

（

16）
法
華
円
教
の
鎮
守
の
神
の
一
つ
で
あ
り
、
京
都
修
学
院
の
赤
山
禅
院
の
祭
神
で
も

あ
る
。

（
17）

園
城
寺
（
三
井
寺
）
新
羅
善
神
堂
の
主
神
。

（

18）
韓
国
の
宮

廷
舞
と
し
て

伝
わ
る

仮
面

劇
で
、

僻
邪

進
慶
の
意
味
を
持
つ
と
い
う

（
金
両
基
『
韓
国
仮
面
劇
の
世
界
』
一
九
八
七
年
四
月
新
人
物
往
来
社
）。

（

19）
「

近
松
の

難
文
句
や
つ
と

解
釈
」
の
見
出
し
で
、
「
東
京
朝
日
新
聞
」
（
一
九
三
〇

年
七
月
四
日
）
に
掲
載
さ
れ
る
。
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