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Ota Hiroshi

　

子
ど
も
の
頃
、
寺
は
に
ぎ
や
か
な
と
こ

ろ
だ
っ
た
。
私
の
自
坊
で
も
い
ろ
ん
な
業

者
が
本
堂
を
借
り
て
幻
燈
や
映
画
を
上
映

し
、
熱
帯
夜
の
晩
で
も
満
員
と
な
っ
た
。

中
で
も
楽
し
か
っ
た
の
は
年
に
一
度
や
っ

て
く
る
骨
こ
っ
と
う董
市
だ
っ
た
。
本
堂
に
所
狭
し

と
雑
多
な
物
が
並
ぶ
。
今
か
ら
思
う
と
あ

や
し
げ
な
物
も
た
く
さ
ん
あ
っ
て
、
だ
ま

さ
れ
た
村
人
も
相
当
い
た
と
思
う
。
月
参

り
や
法
事
に
行
く
と
そ
の
時
に
買
っ
た
ら

し
い
物
を
飾
っ
て
い
る
家
が
あ
っ
て
苦
笑

す
る
こ
と
が
あ
る
。

　

中
学
一
年
生
の
頃
だ
っ
た
と
思
う
。
骨

董
屋
の
店
主
が
「
今
回
も
よ
く
売
れ
た
」

と
福
々
顔
し
て
、「
い
つ
も
世
話
に
な
っ

て
い
る
か
ら
、
坊
ち
ゃ
ん
に
お
返
し
を
し

よ
う
」
と
言
っ
て
売
れ
残
り
の
品
々
を
指

差
し
た
。「
一
つ
だ
け
坊
ち
ゃ
ん
の
気
に

入
っ
た
も
の
を
あ
げ
る
か
ら
、
ど
れ
で
も

選
ば
っ
し
ゃ
い
」。
そ
の
中
に
は
古
そ
う

な
鎧
よ
ろ
い
か
ぶ
と

兜
や
、
芝
居
で
使
う
槍
や
刀
も
あ
っ

た
が
、
ふ
と
私
の
目
に
と
ま
っ
た
の
は
、

小
さ
な
陶
製
の
物
体
だ
っ
た
。
そ
れ
が
何

に
使
う
も
の
か
わ
か
ら
な
か
っ
た
が
、
鼠

色
の
地
に
白
い
菊
型
の
模
様
が
丸
み
を
お

び
た
円
筒
形
の
全
体
に
ほ
ど
こ
し
て
あ

る
。
店
主
は
「
何
と
も
欲
の
な
い
坊
ち
ゃ

ん
だ
。
そ
ん
な
も
の
は
あ
げ
る
か
ら
、
あ

の
ヨ
ロ
イ
な
ん
か
を
選
び
な
さ
い
よ
」
と

あ
き
れ
て
す
す
め
た
が
、「
一
つ
だ
け
と

い
う
約
束
だ
か
ら
こ
れ
で
い
い
」
と
断
っ

て
、
そ
の
小
さ
な
物
を
手
に
取
っ
た
。

　

私
は
も
ち
ろ
ん
わ
か
ら
な
か
っ
た
が
、

店
主
も
や
は
り
わ
か
ら
な
い
ら
し
い
。「
何

焼
で
す
か
ね
、そ
れ
」
と
首
を
か
し
げ
た
。

物
知
り
顔
の
父
に
訊
く
の
は
し
ゃ
く
だ
か

ら
、
私
は
隣
町
の
光
徳
寺
（
富
山
県
南
砺

市
福
光
町
）
の
住
職
高
坂
貫
昭
師
の
と
こ

ろ
へ
持
っ
て
行
っ
た
。
光
徳
寺
に
は
不
思

議
な
品
々
が
命
を
も
っ
た
動
物
の
よ
う
に

い
っ
ぱ
い
並
ん
で
い
た
。
民
藝
運
動
の
主

唱
者
で
あ
る
柳
宗
悦
先
生
の
高
弟
で
あ
る

貫
昭
師
は
、
私
の
差
し
出
し
た
小
さ
な
陶

器
を
一
見
し
て
「
こ
れ
は
君
が
自
分
で
選

ん
だ
の
か
？
」
と
た
ず
ね
た
。
私
が
そ

う
だ
と
う
な
ず
く
と
、
白
く
長
い
眉
毛
の

下
に
あ
る
お
だ
や
か
な
眼
を
き
ら
め
か
せ

な
が
ら
、「
よ
く
や
っ
た
」
と
微
笑
ん
だ
。

そ
し
て
そ
の
物
体
を
愛
撫
し
な
が
ら
「
こ

れ
は
朝
鮮
李
朝
の
三み
し
ま
で

島
手
の
水す
い
て
き滴

だ
。
お

そ
ら
く
本
堂
に
あ
っ
た
物
の
中
か
ら
最
も

好
い
品
を
君
は
え
ら
ん
だ
は
ず
だ
」
と
説

明
し
た
。
こ
れ
が
私
と
民み
ん
げ
い藝

の
教
え
と
の

出
会
い
で
あ
る
。「
三
島
手
」
と
い
う
の

は
李
朝
初
期
の
焼
物
の
一
種
で
、
そ
の
水

滴
（
硯
に
水
を
注
ぐ
器
）
は
ノ
ミ
で
彫
っ

た
あ
と
白
い
土
を
す
り
込
ん
で
あ
る
の

で
、
彫
三
島
と
呼
ば
れ
る
も
の
だ
っ
た
。

　

い
っ
た
ん
道
が
つ
く
と
、
い
ろ
ん
な

物
が
見
え
る
よ
う
に
な
っ
た
。
驚
い
た

こ
と
に
、
父
が
普
段

使
っ
て
い
る
食
器
が

随
分
好
い
物
で
あ
る

こ
と
も
わ
か
っ
て
き
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導
か
れ
て

か
く
好
い
物
は
好
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
か

ら
寺
に
あ
る
多
数
の
民
藝
関
係
の
書
物
を

読
み
漁
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
し
て
い
つ

し
か
柳
宗
悦
先
生
の
文
章
を
口
ず
さ
む
変

な
中
学
生
に
な
っ
て
い
た
。
柳
先
生
の
民

藝
の
教
え
の
基
本
と
な
っ
て
い
る
の
は

「
不ふ

に二
」
で
あ
る
。
自
他
と
か
美
醜
と
か

い
う
二
元
対
立
に
意
識
が
分
れ
る
以
前
の

と
こ
ろ
に
真
の
美
が
直
観
さ
れ
る
と
言
う

の
で
あ
る
。
私
は
何
と
な
く
わ
か
っ
た
よ

う
な
気
分
に
な
っ
て
う
ぬ
ぼ
れ
て
い
っ
た
。

　

そ
ん
な
う
ぬ
ぼ
れ
を
叩
き
壊
し
た
の
は

片
思
い
の
初
恋
で
あ
る
。
自
他
と
か
美
醜

の
呪
縛
を
痛
感
さ
せ
ら
れ
る
の
は
恋
で
あ

る
。
私
の
さ
さ
や
か
に
芽
生
え
始
め
て
い

た
「
不
二
」
は
、
痛
切
な
「
二
」
と
の
遭

遇
に
さ
ら
さ
れ
て
消
し
飛
ん
で
し
ま
っ

た
。
そ
も
そ
も「
二
」に
悩
ま
ず
し
て「
不

二
」
に
到
達
す
る
人
間
な
ど
い
な
い
の
で

あ
る
。
私
の
心
は
す
さ
み
、
つ
い
に
は
不

登
校
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
片
思
い
の
相

手
が
い
る
教
室
な
ど
怖
く
て
行
け
な
い
の

で
あ
る
。情
緒
が
不
安
定
と
な
り
、家
じ
ゅ

う
の
物
を
壊
し
ま
く
っ
た
。

  

た
ま
り
か
ね
た
父
が
風
呂
敷
包
み
を
一

「
お
し
え
」
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つ
手
渡
し
、「
こ
れ
を
吉
田
龍り
ゅ
う
し
ょ
う
象
さ
ん

の
と
こ
ろ
へ
届
け
て
く
れ
」
と
言
っ
た
。

こ
の
人
は
寺
を
持
た
ぬ
仏
法
者
で
、「
白

太
田
浩
史
（
お
お
た
　
ひ
ろ
し
）　

道
舎
」
と
い
う
聞

法
道
場
を
主
催
し

て
多
く
の
人
々
を

導
い
て
い
た
。
あ

と
で
わ
か
っ
た
こ

と
だ
が
、
龍
象
師

法 

に 

依
っ
て　

人 

に 

依
ら
ざ
れ

は
鈴
木
大
拙
を
師
と
し
、
曽
我
量
深
を
兄

と
し
、
安
田
理
深
を
友
と
し
て
い
る
、
文

字
通
り
徳
の
高
い
僧
の
た
と
え
と
す
る

「
龍り
ゅ
う
ぞ
う象」
だ
っ
た
。

玄
関
で
風
呂
敷
包
み
を
渡
し
て
す
ぐ
さ
ま

帰
ろ
う
と
す
る
と
「
ち
ょ
っ
と
待
て
」
と

来
た
。「
お
前
、
ワ
シ
の
と
こ
ろ
へ
来
た

か
ら
に
は
、
何
か
聞
き
た
い
こ
と
が
あ

る
の
だ
ろ
う
」
と
言
う
の
で
あ
る
。「
ま

あ
上
が
れ
」
と
座
敷
に
通
さ
れ
て
、「
さ

あ
、
何
が
聞
き
た
い
」「
何
も
あ
り
ま
せ

ん
」
と
押
問
答
を
し
ば
ら
く
繰
り
返
し
た

あ
と
、思
わ
ず
私
の
口
か
ら
出
た
の
は「
何

を
し
て
も
面
白
く
な
い
と
き
は
、
ど
う
し

た
ら
い
い
ん
で
す
か
」
と
い
う
本
音
だ
っ

た
。
言
っ
た
と
た
ん
に
こ
れ
が
自
分
の
本

音
だ
と
わ
か
っ
た
。
ど
ん
な
答
え
が
返
っ

て
く
る
だ
ろ
う
か
と
待
ち
構
え
た
が
、
思

い
が
け
ず
帰
っ
て
き
た
の
は
質
問
だ
っ

た
。「
じ
ゃ
あ
訊
く
が
、
も
し
面
白
い
こ

と
が
見
つ
か
っ
た
ら
、
そ
の
時
お
前
は
ど

う
し
て
く
れ
る
ん
じ
ゃ
？
」。
こ
れ
に
は

参
っ
た
。
そ
ん
な
こ
と
は
ま
っ
た
く
考
え

の
中
に
な
か
っ
た
。
完
全
に
意
表
を
つ
か

れ
た
と
思
っ
た
と
き
、
ふ
い
に
「
二
」
の

こ
だ
わ
り
が
消
え
、
あ
の
李
朝
の
水
滴
を

見
つ
け
た
時
の「
不
二
」が
も
ど
っ
て
き
た
。

　

私
は
高
校
生
に
な
り
、
日
曜
日
に
は
富

山
の
民
藝
館
に
通
う
よ
う
に
な
っ
た
。
売

店
で
見
つ
け
た
南
方
染
付
の
皿
を
手
に

取
っ
て
い
る
と
、
後
ろ
で
「
い
い
も
の
選

ん
だ
ね
」
と
い
う
声
が
し
た
。
ふ
り
む
く

と
濱
田
庄
司
先
生
だ
っ
た
。
民
藝
の
書
物

で
何
度
も
見
掛
け
て
い
る
春
し
ゅ
ん
ぷ
う
た
い
と
う

風
駘
蕩
と
し

た
田
舎
親
爺
風
の
顔
が
そ
こ
に
あ
っ
た
。

濱
田
先
生
は
も
の
す

ご
い
勢
い
で
買
物
を

は
じ
め
た
。
物
を
選

ぶ
の
に
お
そ
ら
く

〇
・
一
秒
も
か
か
っ

て
い
な
い
。
私
は
そ

の
後
姿
に
声
を
か
け

た
。「
あ
の
う
、
濱

田
庄
司
先
生
で
し
ょ

富
山
県
南
砺
市
真
宗
大
谷
派
大
福
寺
住

職
・
と
な
み
民
藝
協
会
会
長
。

１
９
５
５
年
富
山
県
城
端
町
（
現
・
南
砺

市
）
生
ま
れ
。
大
谷
大
学
卒
業
。
大
福
寺

に
民
藝
品
公
開
施
設
「
不
二
門
」
を
創
建
。

「
土
徳
」
を
モ
ッ
ト
ー
に
、
民
藝
の
精
神

を
活
か
し
た
地
域
振
興
を
提
唱
。

う
か
」、
血
色
の
よ
い
顔
が
ふ

り
向
い
た
。「
い
か
に
も
濱
田

で
す
が
」「
私
は
先
生
を
尊
敬

し
て
い
る
者
で
す
。
先
生
を
お
手
本
と
し

て
生
き
て
い
き
た
い
と
思
っ
て
お
り
ま

す
」
と
た
ど
た
ど
し
く
言
う
と
、
先
生

は
私
の
顔
を
見
て
、「
ダ
メ
、
ダ
メ
。
そ

ん
な
ん
じ
ゃ
」
と
掌
を
ひ
ら
ひ
ら
さ
せ

て
、「
こ
ん
な
濱
田
な
ん
か
を
お
手
本
に

し
ち
ゃ
い
け
ま
せ
ん
よ
」
と
言
う
の
で

あ
る
。「
な
ぜ
な
ら
ば
、
こ
の
民
藝
館
に

は
こ
の
濱
田
が
お
手
本
に
し
て
い
る
も
の

が
い
っ
ぱ
い
あ
る
か
ら
ね
。
だ
か
ら
あ
な

た
も
私
な
ん
か
を
お
手
本
に
せ
ず
、
私
が

お
手
本
と
す
る
も
の
を
お
手
本
に
し
な

さ
い
」。
そ
の
言
葉
を
私
の
胸
に
残
し
て
、

吉田龍象師

憧
れ
の
濱
田
先
生
は
握
手
を

交
わ
し
、
翻
然
と
し
て
立
ち

去
っ
た
。今
に
し
て
思
え
ば
、

濱
田
先
生
は
「
法
に
依
っ
て

人
に
依
ら
ず
」
と
い
う
柳
先

生
の
教
え
を
単
的
に
述
べ
ら

れ
た
の
だ
ろ
う
。

　

ど
う
に
か
こ
う
に
か
荒
れ

す
さ
ん
だ
気
分
が
収
ま
っ
た

左 高坂貫昭師  右 棟方志功氏
頃
、
父
は
「
会
わ
せ
た
い
人

が
い
る
」
と
私
を
金
沢
に

誘
っ
た
。
香
林
坊
の
デ
パ
ー

ト
で
は
棟
方
志
功
先
生
が
個

展
を
開
い
て
い
た
。「
こ
れ

が
息
子
で
す
」
と
父
が
紹
介

す
る
と
、
棟
方
先
生
は
極
め
て
度
の
強
い

メ
ガ
ネ
越
し
に
私
を
見
て
、「
あ
あ
、
そ

う
な
の
。
ア
ナ
タ
が
太
田
シ
ャ
ン
の
息
子

シ
ャ
ン
な
の
」
と
言
っ
て
、
い
き
な
り
私

の
両
手
を
ガ
バ
ッ
と
に
ぎ
り
し
め
、「
シ
ョ

リ
（
そ
れ
）
は
よ
が
っ
た
ね
！
」
と
叫
ん

だ
。
何
が
よ
か
っ
た
の
だ
ろ
う
？
全
体
で

あ
る
。
先
生
は
初
対
面
で
あ
る
私
の
全
体

を
そ
の
ま
ま
無
条
件
で
受
け
取
っ
て
く
れ

た
。
民
藝
の
世
界
に
は
人
と
物
の
区
別
は

な
い
。
こ
れ
ま
で
い
ろ
ん
な
先
生
方
が
示

し
て
く
だ
さ
っ
た
数
々
の
教
え
を
、
私
を

取
り
囲
む
民
藝
品
達
が
同
じ
よ
う
に
生
活

の
中
で
示
し
て
く
れ
て
い
る
。
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一
九
四
六
年
二
月
発
表
の
短
編
。
近
所

に
住
む
新
聞
社
に
勤
め
て
い
た
友
人
の

内
瀬
が
上
海
か
ら
帰
っ
て
き
た
と
い
う
話

を
聞
き
、「
私
」
が
そ
の
家
を
訪
れ
る
と
、

冒
頭
に
「
門
の
木
戸
が
開
け
放
し
に
成
っ

て
い
る
」。「
門
の
な
か
は
延
び
放
題
の

雑
草
が
、
左
様
、
私
の
蓬
髪
の
ご
と
く

に
乱
れ
枯
れ
て
い
る
」。

　
「
私
」
は
上
海
で
内
瀬
夫
妻
に
世
話

に
な
っ
た
こ
と
が
あ
る
。
と
こ
ろ
が
内
瀬

は
不
在
だ
。
と
こ
ろ
が
内
瀬
の
妻
が
歓

待
し
て
く
れ
る
。「「
や
ん
ち
ゃ
な
」
細

君
に
「
小
心
翼
々
た
る
」
私
は
魅
力
を

感
じ
て
い
る
。
だ
が
、
雑
草
が
入
り
乱

れ
て
い
る
よ
う
だ
。

　

台
所
か
ら
突
飛
な
歌
声
が
聞
こ
え
て

く
る
。「
十
二
月
だ
と
い
う
の
に
半
ズ
ボ

ン
を
穿
い
た
突
飛
な
細
君
の
妹
が
歌
っ
て

い
る
」。
細
君
は
進
駐
軍
相
手
の
土
産

物
屋
を
は
じ
め
て
い
て
、
手
伝
い
の
青
年

が
訪
ね
て
く
る
。
内
瀬
の
弟
の
清
治
が

帰
り
、「
荒
々
し
く
戸
を
閉
め
る
音
」
が

す
る
。
女
た
ち
は
「
爆
撃
が
は
じ
ま
る

と
大
変
」、「
お
お
恐
い
恐
い
」
と
荒
れ

る
清
治
に
困
惑
し
て
い
る
。

　

妹
の
貞
子
は
女
優
志
望
だ
。
以
前
は

こ
う
い
う
女
性
に
よ
く
出
会
っ
た
が
、「
戦

争
中
は
絶
え
て
無
か
っ
た
。
そ
れ
が
ま
た

復
活
し
た
。
嵐
が
過
ぎ
て
若
草
が
萌
え

は
じ
め
よ
う
と
し
て
い
る
」。「
戦
争
が

終
わ
っ
た
」
と
深
い
感
慨
を
抱
く
。
女

優
志
望
の
挫
折
を
い
く
つ
も
見
て
き
た

が
、
今
は
「
伸
び
よ
う
と
す
る
芽
は
、

兎
に
角
伸
ば
し
た
が
い
い
の
で
は
な
い
か
」

と
思
う
。「
嵐
の
後
の
若
草
の
明
る
く
逞

し
い
成
長
力
が
心
に
来
た
」。

　

二
三
日
後
、
内
瀬
宅
を
再
訪
す
る
。

上
海
の
邦
人
は
何
と
か
中
国
人
に
も
の

を
売
っ
て
暮
ら
し
て
い
る
と
いっ
た
話
だ
。

一
方
、
一
階
は
歌
声
で
に
ぎ
や
か
だ
。
と

こ
ろ
が
そ
れ
が
怒
声
に
か
わ
る
。「
家
の

中
が
ま
る
で
、
め
ち
ゃ
め
ち
ゃ
だ
」。
熱

が
あ
る
内
瀬
だ
が
、
階
段
を
降
り
て
乱

暴
を
し
て
い
る
弟
の
胸
ぐ
ら
を
掴
ん
で
引

き
ず
り
あ
げ
る
よ
う
に
し
て
連
れ
て
く

る
。

　
「
人
生
を
大
切
に
し
ろ
」
と
い
う
内
瀬

に
、
清
治
は
「
僕
に
は
人
生
な
ん
か
無

い
ん
だ
」
と
い
い
、「
そ
の
う
ち
に
死
に

ま
す
」
と
い
う
。「
私
」
も
何
か
言
わ

な
く
て
は
な
ら
な
い
。「
た
だ
も
う
死
ね

死
ね
と
教
え
た
特
攻
隊
」
の
残
虐
さ
も

思
い
起
こ
さ
れ
、「
そ
の
為
の
彼
の
ひ
ね

く
れ
が
哀
れ
深
く
思
わ
れ
も
し
た
が
」、

絶
望
的
混
迷
に
溺
れ
て
い
る
愚
か
し
さ

も
腹
立
た
し
い
。

　
「
こ
の
家
の
門
の
中
の
雑
草
の
乱
れ
が
、

ふ
と
心
に
来
た
。
そ
れ
が
そ
の
ま
ま
こ
の

家
の
象
徴
の
よ
う
に
も
思
え
た
。
そ
し
て

「
来
年
の
春
ま
で
、
―
―
若
草
の
萌
え

出
る
時
ま
で
、
待
つ
ん
だ
な
」
と
言
い
、

突
然
、
自
作
の
詩
の
よ
う
な
も
の
を
歌
い

出
す
。

　
「
わ
れ
は
草
な
り
／
緑
な
り
／
全
身

す
べ
て
／
緑
な
り
／
毎
年
か
わ
ら
ず
／

緑
な
り
（
中
略
）
あ
あ
生
き
る
日
の
／

美
し
き
／
あ
あ
生
き
る
日
の
楽
し
さ
よ

／
わ
れ
は
草
な
り
／
生
き
ん
と
す
／
草

の
い
の
ち
を
／
生
き
ん
と
す
」

「
詩
な
ど
書
い
た
こ
と
の
な
い
僕
が
、
半

泣
き
に
な
っ
て
書
い
た
詩
だ
。
清
治
君
、

よ
く
聞
い
て
く
れ
給
え
。
も
う
一
度
歌

お
う
」。「
私
の
声
は
震
え
た
。
そ
う

し
て
眼
に
涙
が
溢
れ
て
来
た
」。「
み
ん

な
、
な
ん
だ
か
、
な
ん
と
も
い
え
ず
可
哀

そ
う
で
あ
っ
た
」。
細
君
が
き
て
、「
ま

あ
、ど
う
し
た
の
。
可
笑
し
な
人
た
ち
」。

そ
う
だ
「
み
ん
な
、
可
笑
し
い
の
さ
」。

物
語
は
こ
う
結
ば
れ
る
。

　

実
は
こ
の
詩
は
戦
時
中
の
メ
モ
の
よ
う

な
も
の
だ
っ
た
。
そ
れ
が
蘇
り
、
作
家
の

詩
心
を
目
覚
め
さ
せ
た
。
戦
争
の
陰
惨

な
暴
力
と
死
臭
に
打
ち
ひ
し
が
れ
つ
つ
、

荒
地
に
な
お
育
つ
雑
草
の
「
い
の
ち
」
に

向
か
い
、
そ
れ
を
讃
え
心
に
宿
す
、
そ

う
し
た
祈
り
の
よ
う
な
小
さ
な
物
語
だ
。

島
薗 

進(

し
ま
ぞ
の 

す
す
む)

１
９
４
８
年
生
れ
。
東
京
大
学
教
授
を
経
て
、
現
在
、

上
智
大
学
大
学
院
グ
リ
ー
フ
ケ
ア
研
究
所
客
員
所
長
、

著
書
に
、『
神
聖
天
皇
の
ゆ
く
え
』（
２
０
１
９
年
５

月
）『
明
治
大
帝
の
誕
生
―
―
帝
都
の
国
家
神
道
化
』

（
２
０
１
９
年
５
月
、
春
秋
社
）、『
と
も
に
悲
嘆
を
生

き
る
』(

２
０
１
９
年
４
月
、
朝
日
新
聞
出
版)

、『
い

の
ち
を“
つ
く
っ
て
”も
い
い
で
す
か
』(

２
０
１
６
年
、

Ｎ
Ｈ
Ｋ
出
版)

、『
宗
教
を
物
語
で
ほ
ど
く
』(

２
０
１
６

年
、
Ｎ
Ｈ
Ｋ
出
版)

が
あ
る
。

高
見 

順
「
草
の
い
の
ち
を
」

荒
地
の
雑
草
を
讃
え
る
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藤
田 

隆
則(

ふ
じ
た
・
た
か
の
り)

を

科
学
す
る

能
楽
の
謡
は
「
息
で
歌
う
」

Realize TraditionFujita Takanori

４

一
九
六
一
年
、
山
口
県
生
ま
れ
。
京
都
市
立

芸
術
大
学
日
本
伝
統
音
楽
研
究
セ
ン
タ
ー
教

授
。
研
究
対
象
は
、
能
・
声
明
な
ど
の
中
世

芸
能
お
よ
び
音
曲
。
著
書
に
『
能
の
ノ
リ
と

地
拍
子
』
な
ど
。
現
在
は
、
日
本
の
伝
統
音

楽
を
次
世
代
に
伝
え
る
た
め
の
応
用
的
研
究

に
従
事
。

　

能
楽
の
謡う
た
いは
、
日
本
の
わ
ら
べ
歌
や
民

謡
な
ど
と
同
じ
よ
う
に
、五
音
音
階
（
レ

ミ
ソ
ラ
シ
）
の
旋
律
を
も
つ
歌
で
あ
る
。

し
か
し
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で
も
理
論
上

の
こ
と
で
あ
る
。
実
際
の
声
の
響
き
は
、

わ
ら
べ
歌
や
民
謡
と
は
程
遠
く
、
厳
粛

な
感
じ
を
う
け
る
。

　

謡
は
、
カ
ラ
オ
ケ
で
歌
う
歌
謡
曲
の

よ
う
に
、
気
持
ち
良
く
声
帯
を
鳴
ら
し

て
歌
う
歌
で
は
な
い
。
剣
道
の
掛
け
声

の
よ
う
に
、
激
し
く
息
を
出
し
、
気
合

い
を
込
め
た
大
声
を
出
す
の
だ
が
、
そ
の

よ
う
な
発
声
が
生
ま
れ
た
土
壌
は
江
戸

時
代
に
さ
か
の
ぼ
る
。
江
戸
時
代
以
来
、

謡
は
、
武
家
の
生
真
面
目
な
儀
式
音
楽

で
あ
っ
た
。
笑
い
や
微
笑
み
と
は
程
遠
い
、

気
合
い
の
こ
も
る
声
の
響
き
が
、
主
な
担

い
手
で
あ
る
武
家
の
男
性
た
ち
の
間
で
培

わ
れ
て
いっ
た
の
だ
。

　

こ
う
し
た
声
の
響
き
の
形
成
は
、
子

供
の
と
き
か
ら
の
厳
し
い
鍛
錬
の
結
果

で
も
あ
る
。
能
の
舞
台
に
は
し
ば
し
ば
、

声
変
わ
り
前
の
子
供
が
、
劇
の一
役
と
し

て
登
場
し
、
謡
を
歌
う
場
面
が
あ
る
。

子
供
に
は
、
旋
律
を
美
し
く
歌
う
こ
と

は
期
待
さ
れ
て
い
な
い
。
ま
ず
は
、
言
葉

を
間
違
え
な
い
こ
と
、
そ
し
て
大
声
を

張
り
上
げ
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
る
の
で
あ

る
。
そ
し
て
子
供
た
ち
は
、
成
長
し
て

い
く
中
で
「
息
で
歌
う
」
と
い
う
教
え

を
体
得
し
て
い
く
。

  

謡
で
は
、
ひ
と
つ
の
音
を
引
き
伸
ば
す

と
き
、
カ
ラ
オ
ケ
の
歌
の
よ
う
に
、
息
の

量
を
一
定
に
し
て
同
じ
音
の
高
さ
を
維
持

さ
せ
て
い
る
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
言

葉
の
発
音
の
後
で
伸
ば
す
母
音
に
も
力

を
込
め
て
、
音
の
高
さ
を
微
妙
に
す
り

あ
げ
る
。
そ
の
と
き
、
息
は
ふ
つ
う
に
歌

を
歌
う
以
上
に
多
く
吐
か
れ
て
い
な
く

て
は
な
ら
な
い
と
き
に
は
、
音
よ
り
も
先

に
な
っ
て
震
え
て
、
し
ば
し
ば
音
が
か
す

れ
る
。
高
さ
も
揺
ら
ぎ
、
旋
律
は
安
定

し
な
い
が
、
吐
く
息
が
作
り
出
す
力
強

さ
と
、
そ
の
残
像
が
見
事
に
表
現
さ
れ

る
。

　

明
治
時
代
以
前
の
能
楽
師
の
冬
の
朝

の
寒
稽
古
に
は
、
次
の
よ
う
な
や
り
方

が
あ
っ
た
ら
し
い
。

ふ
つ
う
の
声
で
な
し
に
、
と
に
か
く

声
を
出
さ
ず
に
声
を
出
す

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

ん
で
す

ね
。
そ
れ
は
苦
し
い
ん
で
す
、
は
っ

き
り
い
う
と
、
声
を
出
さ
ず
に
、

息
で
謡
う
わ
け
で
ね
。「
し
・
か
・

い
・
な
・
み
・
し
・
ず
・
か
・
に
・
て
」　　　　　江戸時代の子供の謡の稽古

　　　　（『萬葉小諷千秋楽』天明７年刊行）

に
、
息
が
な
く
な
っ
て
し
ま
う
だ

ろ
う
。
そ
れ
で
も
、
息
を
出
し

切
る
気
分
が
続
い
て
い
な
く
て
は

な
ら
な
い
。

　

昭
和
初
期
の
伝
説
的
な
名
人

に
、
野
口
兼
資
と
い
う
能
楽
師

が
い
る
。
今
も
ユ
ー
チ
ュ
ー
ブ
で

そ
の
録
音
を
聴
く
こ
と
が
で
き

る
が
、
押
し
潰
し
た
よ
う
な
難

声
で
あ
る
。
声
を
引
き
伸
ば
す

と
き
も
、
音
は
途
切
れ
途
切
れ

と
息
で
謡
う
。
調
子
の
い
い
時
は
い

い
で
す
け
ど
、
ど
う
か
す
る
と
息

が
詰
ま
っ
た
り
、
咳
が
出
た
り
し
て

し
ま
う
。

（
大
西
信
久
氏
『
京
観
世
を
た
ず
ね
て
』             

CBS sony

、
一九
八
〇
年
）

　

声
帯
を
響
か
せ
ず
に
息
を
出
す
と
い

う
の
は
、
尺
八
や
横
笛
の
歌
口
に
、
音
が

わ
ざ
と
鳴
ら
な
い
よ
う
に
強
く
息
を
吹

き
込
ん
で
演
奏
す
る
の
に
等
し
い
。
喉

を
痛
め
る
こ
と
必
至
で
あ
る
。
し
か
し
、

喉
を
痛
め
る
鍛
錬
こ
そ
が
や
が
て
、
息
の

量
の
操
作
を
可
能
に
し
、
作
品
の
中
の

人
物
の
情
動
を
深
く
彩
る
と
い
う
、
洗

練
さ
れ
た
表
現
技
法
へ
と
発
展
し
て
い
く

の
で
あ
る
。

　

能
楽
の
謡
は
、
お
い
ぼ
れ
て
枯
れ
て
い

る
よ
う
に
聞
こ
え
て
も
、
じ
つ
は
力
強
い
。

そ
の
力
強
さ
は
、「
息
で
歌
う
」
鍛
錬
に

よ
って
生
み
出
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
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親
鸞
聖
人
、
七
十
九
歳
の
法
語
に
、

　
浄
土
宗
の
な
か
に
真し

ん
あ
り
、
仮け

あ
り
。

   
真
といふ
は
選

せ
ん
じ
ゃ
く択

本ほ
ん
が
ん

願
な
り
、
仮
といふ
は

   

定じ
ょ
う
さ
ん散

二に
ぜ
ん善

な
り
。
選
択
本
願
は
浄
土

   

真
宗
な
り
、
定
散
二
善
は
方ほ

う
べ
ん便

仮け
も
ん門な

り
。

　
浄
土
真
宗
は
大

だ
い
じ
よ
う乗の
な
か
の
至し

ご
く極
な
り
。

　
　
　
　
　
　『
浄
土
真
宗
聖
典
注
釈
版
』
七
三
七
頁

    

と
、
言
わ
れ
てい
ま
す
。

　
法
然
聖
人
の
教
え
に
よって
念
仏
申
す
人
の
な
か

に
、
真・
仮
が
あ
る
。「
真
」
と
は「
ま
こ
と
」
正
し

い
念
仏
、「
仮
」
は「
か
り
」
未
熟
な
念
仏
。
た
だ
し
、

念
仏
そ
の
も
の
に
正
し
い
、
未
熟
の
別
は
あ
り
ま
せ

ん
。
念
仏
申
す
人
が
阿
弥
陀
仏
の
お
こ
こ
ろ
に
か
なっ

て
い
る
か
、
逸
れ
て
い
る
か
を
あ
ら
わ
す
た
め
の
お
言

葉
で
す
。

　「
真
」
を「
選

せ
ん
じ
ゃ
く択
本ほ

ん
が
ん
願
」
とい
わ
れ
てい
ま
す
。
こ

れ
は
法
然
聖
人
の
お
言
葉
で
す
。
聖
人
は「
選
択
と

は
取し

ゅ
し
ゃ捨
」
の
意
味
と
言
わ
れ
ま
し
た
。
阿
弥
陀
仏

は
万
人
を
平
等
に
救
う
た
め
に
取
捨
を
さ
れ
た
の
で

す
。そ
れ
は
人
に
よって
出
来・不
出
来
が
生
ず
る「
自

力
修
行
の
仏
道
」
を
選
び
捨
て
て
、
出
来・
不
出
来

の
生
じ
な
い「
他
力
信
心
の
仏
道
」
を
選
び
取
ら
れ

た
の
で
す
。「
他
力
」と
は「
要
ら
ぬ
気
遣
い
は
せ
ず
に
、

す
べて
私
に
ま
か
せ
な
さ
い
」
と
、
言
わ
れ
て
い
る
の

で
す
。
こ
の
道
が
選
び
取
ら
れ
た
な
ら
、
お
ま
か
せ

し
な
いこ
と
は
救
い
を
断
わ
る
こ
と
に
な
る
の
で
す
。

　「
仮
」
の
内
容
と
さ
れ
た「
定
じ
ょ
う
さ
ん散二に
ぜ
ん善」

は「
さ
ま

ざ
ま
な
善
根
」
を
意
味
す
る
言
葉
で
、
自
分
の
持

って
い
る
も
の
を
役
立
た
せ
よ
う
と
す
る
心
根
で
す
。

そ
れ
を「
自
力
心
」
と
いい
、
阿
弥
陀
仏
は「
要
ら
ぬ

気
遣
い
」
と
言
わ
れ
る
の
で
す
。「
気
遣
い
」
は
殊

勝
な
よ
う
に
見
え
ま
す
が
、
相
手
の
心
を
無
に
し
て

い
る
こ
と
で
も
あ
り
ま
す
。
で
す
か
ら「
気
遣
いの
念

仏
」
は
、
阿
弥
陀
仏
の
お
こ
こ
ろ
を
聞
き
損
なった
、

未
熟
な
念
仏
と
言
わ
れ
た
の
で
す
。
この
よ
う
な「
気

遣
いの
念
仏
」
で
は
、
いつ
ま
で
経った
も
安
心
は
恵

ま
れ
ま
せ
ん
。

　
そ
れ
に
比
べ
て
浄
土
真
宗
の
私
た
ち
は
念
仏
に

「
お
」
を
つ
け
て「
お
念
仏
」。
信
心
に「
ご
」
を
つ

け
て「
ご
信
心
」
と
言ってい
ま
す
。
こ
れ
は
、
念
仏
、

信
心
が
助
け
て
い
た
だ
く
条
件
で
な
く
、「
ご
信
心
」

「
お
念
仏
」
自
体
が
、
阿
弥
陀
仏
の「
他
力
」
が
、

す
で
に
私
に
と
ど
い
て
下
さって
い
る
事
柄
と
い
た
だ

く
か
ら
で
す
。

　
阿
弥
陀
仏
の
ご
真
意
を
選
択
本
願
と
い
い
、

「
自
力
を
捨
て
て
、
他
力
に
帰
す
」
こ
と
を
浄

土
真
宗
と
あ
ら
わ
さ
れ
、
大
乗
仏
教
の
至
極
と

言
わ
れ
た
の
で
す
。

  

無
憂
樹
を
イ
ン
ド
で
は
ア
シ
ョ
カ
と
い
う
。
シ
ョ
カ

は
憂
い
の
こ
と
で
、
ア
を
つ
け
る
と
否
定
形
と
な
り

無
憂
と
な
る
。
ど
の
季
節
も
イ
ン
ド
に
調
査
に
通
っ

て
い
る
が
、
無
憂
樹
の
花
は
見
た
こ
と
が
な
い
。
釈

尊
の
母
マ
ー
ヤ
夫
人
が
右
手
で
無
憂
樹
の
枝
を
つ
か

ん
で
出
産
し
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
仏
教
は
イ
ン

ド
で
は
五
世
紀
後
半
か
ら
密
教
化
す
る
（
ヒ
ン
ド
ゥ

教
化
）。
ヒ
ン
ド
ゥ
の
神
々
は
そ
れ
ぞ
れ
に
乗
り
物
の

動
物
を
配
す
る
。
大
日
如
来
を
中
心
に
東
に
「
阿

閦
」、南
に
「
宝
生
」、西
に
「
阿
弥
陀
」、北
に
「
不

空
成
就
如
来
」
の
仏
国
土
が
あ
る
と
さ
れ
た
。
阿

弥
陀
如
来
の
乗
り
物
は
孔
雀
と
さ
れ
て
い
る
。
無

憂
樹
の
頂
に
阿
弥
陀
如
来
の
象
徴
と
し
て
孔
雀
を

描
い
た
。

   

表
紙
の
絵  

無
憂
樹
に
孔
雀

（東
本
願
寺
襖
絵
）

　

 

畠
中
光
享(

は
た
な
か 

こ
う
き
ょ
う)

　

日
本
画
家
／
イ
ン
ド
美
術
研
究
家

　
　
　    

／
真
宗
大
谷
派
僧
侶

      

◆ 

自
力
を
捨
て
て　

他
力
に
帰
す 

編
集
後
記

 

　
以
前
、
鈴
木
大
拙
師
の
「
妙
好
人
」
を

読
ん
で
浅
原
才
一
を
生
ん
だ
島
根
の
温
泉
津

に
実
際
に
足
を
運
ん
で
み
た
。
何
故
か
そ
の

時
、
初
め
て
柳
宗
悦
氏
の
存
在
、
そ
し
て

「
民
藝
」
と
い
う
言
葉
に
触
れ
た
の
で
あ
っ

た
。
後
に
な
っ
て
こ
れ
は
決
し
て
偶
然
の
こ

と
で
は
な
い
こ
と
が
解
っ
た
。
そ
れ
は
一
本

の
線
で
繋
が
っ
て
い
る
。
大
拙
師
は
禅
の
思

想
を
海
外
に
広
く
知
ら
し
め
た
こ
と
は
有
名

で
あ
る
。
が
、
同
時
に
氏
は
浄
土
思
想
特
に

真
宗
に
関
し
て
も
多
く
の
著
作
を
残
し
て
い

る
。
そ
の
中
で
「
有
・
無
を
は
じ
め
物
事
を

二
つ
に
分
け
る
考
え
方
そ
の
も
の
」
に
対
し

て
問
題
を
提
起
し
、
そ
う
し
た
概
念
の
生
ま

れ
る
前
の
大
本
を
み
る
こ
と
の
大
切
さ
を
説

い
て
お
ら
れ
る
。
そ
し
て
ま
さ
く
し
そ
れ
は

大
乗
仏
教
の
神
髄
、「
不
二
」の
教
え
で
あ
る
。

師
は
そ
の
精
神
を
真
宗
の
一
般
の
信
者
「
妙

好
人
」
に
見
い
だ
さ
れ
た
。
そ
し
て
柳
宗
悦

氏
は
「
民
藝
品
」
の
中
に
見
い
だ
さ
れ
た
の

で
あ
る
。

　
今
「
対
立
」
と
「
分
断
」
と
い
う
そ
の
真

逆
の
言
葉
で
世
界
は
覆
わ
れ
て
い
る
。
相
手

を
罵
倒
す
る
、
や
つ
け
る
こ
と
こ
そ
正
義
と

さ
れ
正
当
化
さ
れ
る
世
の
中
、
そ
れ
は
今
あ

る
混
乱
の
助
長
で
あ
り
解
決
策
と
は
決
し
て

な
ら
な
い
。
長
い
年
月
を
経
て
日
本
の
風
土

に
培
わ
れ
た
教
え
。
そ
の
教
え
に
今
一
度
日

本
人
、
世
界
の
人
々
は
立
ち
還
る
必
要
が
あ

る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。            

合 

掌




