
道
成
寺
の
芸
能

︱
か
ら
く
り
と
軽
業
芸

︱

山

田

和

人

は
じ
め
に

琉
球
使
節
が
︑
大
坂
に
滞
在
し
た
と
き
に
︑
竹
田
芝
居
を
見
て
い
る
︒
宝
永

七
年
︵
一
七
一
〇
︶
十
月
の
記
録
で
あ
る
︒

十
月
十
二
日
到
大
坂
同
十
六
日
於
御
本
亭
奉

命
正
使
副
使
楽
童
子
操

見
物
同
十
七
日

於
御
前
碁
盤
人
形
見
物
同
十
八
日
竹
田
近
江
之
絡
且
躍

見
物
同
十
九
日
従
大
坂
川
御
座
船
坐
出
船
同
二
十
日
到
伏
見
同
日
御
本
亭

有
楽
︵
中
略
︶
同
二
十
二
日
於
同
所
方
下
常
瑠
璃
見
物
︒︵﹃
阿
姓
家
譜
﹄

照
屋
家
︶

十
六
日
随
両
王
子
於
同
所
朝
見
完
賜
宴
且
垂
恩
令
看
傀
儡
時
副
使
楽
童

共
献
杦
重
十
八
日

始
王
子
至
楽
童
蒙
召
看
竹
田
近
江
之
戯
及
狂
言
且
賜

宴
焉
︵
中
略
︶
二
十
日
到
伏
見
其
日
於
本
亭
朝
見
二
十
三
日
蒙
召
賜
宴
且

令
看
手
戯
︵
﹃
翁
姓
家
譜
﹄
伊
舎
堂
家
︶

十
六
日
於
大
坂
御
本
亭
朝
見
賜
宴
且
令
看
傀
儡
︒
十
八
日

蒙
召

看

竹
田
近
江
之
幻
戯
及
狂
言
等
︵
中
略
︶
二
十
日
到
伏
見
二
十
三
日
蒙

召

賜
宴
且
令
看
手
戯
︒︵﹃
夏
姓
家
譜
﹄
内
嶺
家
︶

こ
れ
ら
の
資
料
は
︑
﹃
那
覇
市
史
﹄
資
料
篇
第
一
巻
七
家
譜
資
料
三
︵
那
覇

市
企
画
部
市
史
編
纂
室
・
昭
和
五
十
七
年
一
月
三
十
日
発
行
︶
に
収
め
ら
れ
て

い
る
︵
引
用
本
文
中
傍
線
筆
者
︶
︒

こ
れ
に
よ
れ
ば
︑
琉
球
使
節
は
︑
江
戸
上
り
の
途
中
で
大
坂
と
伏
見
︵
薩
摩

藩
邸
︶
に
滞
在
し
て
い
る
︒
十
月
十
八
日
︑﹁
竹
田
近
江
﹂
の
﹁
絡
﹂
﹁
戯
﹂

﹁
幻
戯
﹂︵
か
ら
く
り
︶
と
﹁
躍
﹂
﹁
狂
言
﹂︵
竹
田
の
子
供
狂
言
と
踊
り
︶
を
観

て
い
る
︒
こ
れ
だ
け
の
記
録
で
は
︑
ど
の
よ
う
な
演
目
を
琉
球
使
節
が
見
て
い

た
の
か
が
わ
か
ら
な
い
の
が
残
念
で
あ
る
︒

武
井
協
三
は
︑
沖
縄
の
組
踊
を
始
め
た
と
い
わ
れ
る
玉
城
朝
薫
が
︑
琉
球
使

節
に
同
行
し
て
見
聞
し
た
日
本
の
芸
能
が
組
踊
に
影
響
を
及
ぼ
し
た
こ
と
を
指

道
成
寺
の
芸
能

六
七



摘
し
︑
組
踊
の
中
に
﹁
執
心
鐘
入
﹂
が
あ
り
︑
鐘
か
ら
逆
さ
ま
に
半
身
を
乗
り

出
し
て
鬼
面
で
登
場
す
る
女
の
演
技
が
︑
元
禄
十
四
年
森
田
座
﹁
三
世
道
成

寺
﹂
の
挿
絵
に
類
似
す
る
こ
と
が
諸
家
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
て
お
り
︑
そ
れ
ら

と
の
影
響
関
係
を
想
定
し
て
い
る①
︒
確
か
に
挿
絵
の
構
図
を
見
る
限
り
︑
両
者

の
類
似
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
︒
し
か
し
︑
十
年
近
く
経
過
し
て

お
り
︑
琉
球
使
節
が
江
戸
で
そ
れ
を
観
た
可
能
性
は
必
ず
し
も
高
い
と
は
言
え

な
い
だ
ろ
う
︒
そ
の
点
か
ら
い
え
ば
︑
道
成
寺
物
で
あ
る
組
踊
﹁
執
心
鐘
入
﹂

の
成
立
に
何
ら
か
の
か
た
ち
で
つ
な
が
り
を
持
っ
た
道
成
寺
の
芸
能
は
一
体
何

な
の
か
︑
改
め
て
検
証
し
て
み
る
必
要
が
あ
る
︒

結
論
か
ら
い
え
ば
︑
冒
頭
に
紹
介
し
た
琉
球
使
節
の
記
事
か
ら
︑
竹
田
か
ら

く
り
と
の
関
連
を
想
定
し
て
も
い
い
の
で
は
な
い
か
︒
と
い
う
の
も
︑
竹
田
か

ら
く
り
の
道
成
寺
に
も
鐘
か
ら
蛇
体
が
出
現
す
る
場
面
が
あ
り
︑
こ
れ
が
離
れ

か
ら
く
り
と
し
て
評
判
と
な
り
︑
し
ば
し
ば
上
演
さ
れ
た
可
能
性
が
あ
り
︑
竹

田
か
ら
く
り
の
主
要
な
演
目
の
ひ
と
つ
と
し
て
知
ら
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
︒

ま
た
︑
そ
れ
に
関
連
す
る
多
く
の
絵
画
資
料
の
存
在
も
見
逃
す
こ
と
は
で
き
な

い
だ
ろ
う
︒﹃
用
明
天
王
職
人
鑑
﹄
三
段
目
の
舞
台
演
出
と
の
関
連
か
ら
竹
田

か
ら
く
り
の
道
成
寺
に
つ
い
て
︑
筆
者
自
身
も
た
び
た
び
言
及
し
て
き
た②
が
︑

謡
曲
と
の
関
連
も
踏
ま
え
て
︑
本
稿
で
は
か
ら
く
り
の
動
態
の
詳
細
を
絵
画
資

料
か
ら
探
り
︑
か
ら
く
り
道
成
寺
の
演
技
・
演
出
を
整
理
し
て
お
き
た
い
︒

ま
た
︑
歌
舞
伎
﹃
三
世
道
成
寺
﹄
は
︑
執
心
の
鐘
か
ら
半
身
を
乗
り
出
す
軽

業
芸
と
し
て
上
演
さ
れ
た
も
の
と
推
定
さ
れ
る
が
︑
見
世
物
興
行
に
お
け
る
道

成
寺
の
軽
業
芸
に
つ
い
て
も
紹
介
し
︑
そ
の
演
技
・
演
出
に
つ
い
て
考
え
る
素

材
を
提
供
し
た
い
︒

一
︑
竹
田
か
ら
く
り
﹁
道
成
寺
﹂
の
絵
画
資
料

竹
田
か
ら
く
り
の
演
目
の
中
で
も
︑
道
成
寺
の
絵
画
資
料
が
比
較
的
多
く
残

っ
て
お
り
︑
上
演
回
数
も
多
い
演
目
と
考
え
ら
れ
る
︒
竹
田
か
ら
く
り
に
は
︑

八
十
演
目
程
度
が
確
認
さ
れ
る
が
︑
そ
の
う
ち
で
も
上
位
に
位
置
づ
け
ら
れ
る

資
料
数
で
あ
り
︑
道
成
寺
が
竹
田
か
ら
く
り
の
な
か
で
も
有
数
の
演
目
で
あ
っ

た
と
認
め
て
よ
い
だ
ろ
う③
︒
こ
こ
で
は
︑
道
成
寺
の
絵
画
資
料
を
掲
げ
て
︑
そ

の
絵
と
本
文
を
検
討
し
て
︑
動
態
を
把
握
す
る
こ
と
か
ら
始
め
た
い
︒

ま
ず
︑
五
点
の
絵
画
資
料
を
掲
げ
て
お
き
た
い
︒

�
︑
絵
尽
し
﹁
道
成
寺
﹂︵
﹃
花
栬
末
広
扇
﹄
︶
パ
リ
国
立
図
書
館
︒
宝
暦
・

明
和
期
刊
︒
な
お
︑
�
オ
に
は
︑
各
演
目
に
つ
い
て
の
説
明
が
あ
り
︑
﹁
道
成

寺
﹂︵
演
目
名
は
そ
の
表
記
に
従
う
︶
に
関
し
て
も
︑
次
の
よ
う
に
あ
る
︒

従
僧
の
行
法
に
此
世
の
輪
廻
を
離
物
の
釣
鐘
音
を
出
す
乱
拍
子
は
舞
の

手
の
名
人
衣
装
の
追
風
に
吹
か
へ
す
白
拍
子
は
深
淵
に
飛
で
ぞ
入
に
け
る

絵
に
は
︑
正
面
に
桜
に
吊
さ
れ
た
鐘
か
ら
出
現
し
た
蛇
体
と
数
珠
を
押
し
揉

む
住
僧
と
お
の
の
い
て
後
ろ
手
に
祈
る
能
力
が
描
か
れ
︑
桜
の
花
び
ら
が
散
っ

て
い
る
︒
そ
の
下
に
は
︑
乱
拍
子
を
踏
み
︑
鐘
を
見
込
む
白
拍
子
と
︑
そ
の
舞

道
成
寺
の
芸
能

六
八



図� 「道成寺」（『花栬末広扇』）『パリ国立図書館蔵古浄瑠璃集』より転載

姿
に
う
っ
と
り
す
る
ふ
た
り
の
能
力
が
描
か
れ
る
︒
断
崖
の
手
前
に
桜
の
木
が

セ
ッ
ト
さ
れ
て
お
り
︑
対
岸
に
は
柳
の
木
の
枝
に
捕
ま
っ
て
渡
ろ
う
と
す
る
怨

霊
と
柳
の
枝
を
伝
っ
て
︑
手
に
撞
木
を
振
り
︑
憤
怒
の
形
相
で
所
作
を
す
る
怨

霊
が
描
か
れ
て
い
る
︒
断
崖
の
桜
の
木
の
側
に
数
珠
を
押
し
揉
ん
で
怨
霊
を
祈

り
伏
せ
よ
う
と
す
る
住
僧
の
姿
が
描
か
れ
る
︒
断
崖
は
写
実
的
な
実
景
描
写
と

な
っ
て
い
る
が
︑
他
の
絵
画
資
料
を
参
照
す
る
と
︑
断
崖
の
境
界
が
ふ
た
つ
の

か
ら
く
り
台
を
表
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
︒
最
後
に
︑
岩
座
か
ら
火
炎
と
水

が
巻
き
上
が
っ
て
い
る
︒

二
人
の
ど
う
じ
ゆ
く
ま
い
を
の
ぞ
み
後
ね
ふ
る
か
ら
く
り

此
人
形
の
ち
に
た
う
じ
や
う
じ
の
じ
う
そ
う
と
成
か
ら
く
り

し
ら
び
や
う
し
さ
ま
〴
〵
は
た
ら
き

ま
ひ
を
ま
ひ
の
ち
に
か
ね
の
う

ち
へ
は
い
る
か
ら
く
り

ら
ん
び
や
う
し
の
思
ひ
い
り
あ
り

ぢ
う
そ
う
じ
ゆ
ず
を
も
み

い
の
る
か
ら
く
り

こ
は
が
り
う
し
ろ
手
に
い
の
る
か
ら
く
り

か
ね
の
う
ち
よ
り
じ
や
た
い
あ
ら
は
れ

さ
ま
〴
〵
は
た
ら
き
し
も
く

に
取
付

又
や
な
き
へ
は
な
れ
う
つ
る
か
ら
く
り

つ
き
か
ね
お
の
れ
と
な
り

さ
く
ら
花
ち
る
か
ら
く
り

お
ん
り
よ
う
や
な
き
を
つ
た
い
か
た
へ
の
い
わ
へ
お
り
た
つ
か
ら
く
り

だ
う
じ
や
う
じ
の
ぢ
う
そ
う
け
う
け
の
か
ら
く
り

道
成
寺
の
芸
能

六
九



図� 「続鐘入道成寺」（『大からくり絵尽』）稀書複製会叢書より転載

お
ん
り
や
う
し
も
く
を
ふ
り
ま
わ
し

い
か
り
の
て
い
さ
ま
〴
〵
は
た

ら
き
し
ん
ゑ
ん
に
い
る
か
ら
く
り

い
わ
ざ
よ
り
み
づ
と
く
は
ゑ
ん
い
づ
る
か
ら
く
り

古
今
の
大
か
ら
く
り
見
事
〳
〵

�
︑
絵
本
﹁
続

鐘
入
道
成
寺
﹂
︵﹃
竹
田
新
か
ら
く
り
﹄︶
国
立
国
会
図
書

館
︒
宝
暦
八
年
︵
一
七
五
八
︶
刊
︒
絵
に
は
︑
白
拍
子
の
乱
拍
子
の
所
作
と
そ

れ
を
見
る
能
力
ふ
た
り
と
と
も
に
︑
中
に
仕
掛
け
が
な
い
こ
と
を
示
す
た
め
に

桜
に
吊
さ
れ
た
鐘
が
開
か
れ
て
い
る
と
こ
ろ
が
描
か
れ
て
い
る
︒
他
方
︑
子
供

役
者
ふ
た
り
が
鐘
を
持
ち
︑
口
上
を
言
う
と
こ
ろ
と
︑
も
う
ひ
と
つ
の
柳
の
木

の
か
ら
く
り
台
が
描
か
れ
て
い
る
︒

子
供
狂
言
に
引
つ
ゞ
き
か
ね
入
の
段
を
さ
い
く
に
と
り
く
み
御
意
に
入

ま
す
る

︵
☆
︶

つ
く
り
し
つ
み
も
き
へ
ぬ
べ
し

／
＼
か
ね
の
く
よ
ふ
に
ま
い
ら
ん

こ
れ
は
此
国
の
か
た
は
ら
に
す
む
白
拍
子
に
て
候

さ
て
白
拍
子
は
地
う
た
ひ
に
あ
は
せ
ら
ん
び
や
う
し
ふ
み

人
々
い
ね
む
る
時
つ
り
か
ね
を
ひ
き
か
づ
き
い
の
り
の
段
に

か
ね
の
内
よ
り
あ
ら
は
れ
し
ゆ
も
く
に
と
り
つ
き
か
ね
を
つ
き

こ
な
た
の
柳
に
た
く
り
つ
き
ひ
や
う
し
を
ふ
み
ま
す
る

道
成
寺
の
芸
能

七
〇



み
な
は
な
れ
も
の
の
さ
い
く
い
か
ゞ
ば
し
ご
ざ
り
ま
せ
ふ
か

☆
印
へ

両
人
の
子
供
つ
り
か
ね
を
持
出
ま
し
て
さ
く
ら
の
こ
ず
へ
に
引
上
か
ね

の
内
を
ひ
ら
き
あ
ら
た
め
御
め
に
か
け
ま
す
る

さ
ん
み
の
付
ご
ゑ

う
た
ひ
竹
田
九
之
介

の
う
り
き
付
ご
ゑ

う
た
ひ
竹
田
伊
三
郎

相
つ
と
め
ま
す
る

�
︑
絵
本
﹁
道
成
寺
俤
桜
﹂︵﹃
機
関
千
種
の
実
生
﹄︶
都
立
中
央
図
書
館
︒

明
和
四
年
︵
一
七
六
七
︶
刊
︒
絵
に
は
︑
能
力
が
白
拍
子
の
拍
子
舞
を
見
て
う

っ
と
り
す
る
場
面
と
︑﹁
花
の
ほ
か
に
は
﹂
の
謡
か
ら
乱
拍
子
・
急
の
舞
︑
白

拍
子
が
鐘
を
見
込
む
所
作
が
描
か
れ
て
お
り
︑
桜
の
花
び
ら
が
散
っ
て
い
る
︒

さ
て
か
ざ
り
ま
し
た
る
は
ど
う
し
や
う
じ
の
ひ
や
う
し
ま
い
の
て
い
に

ご
ざ
り
ま
す

花
の
ほ
か
に
は
ま
つ
ば
か
り
く
れ
そ
め
て
か
ね
や
ひ
ゞ
く
ら
ん

し
ば
ら
く
う
た
ひ
に
あ
わ
せ
ど
う
し
や
う
じ
の
ほ
ん
ま
の
ま
い
が
ご
ざ

り
ま
す

き
り
は
人
き
や
う
か
ね
の
う
ち
へ
入
ま
す
れ
ば
じ
や
し
ん
と
あ
ら
わ
れ

ま
す



︑
双
六
﹁
か
ね
い
り
と
う
せ
う
じ
﹂︵﹃
竹
田
大
か
ら
く
り
双
六
﹄
︶
東
京

国
立
博
物
館
︒
寛
保
元
年
︵
一
七
四
一
︶
刊
︒
絵
に
は
︑
桜
に
吊
さ
れ
た
鐘
か

ら
鬼
女
が
現
れ
︑
住
僧
が
数
珠
を
押
し
揉
み
︑
能
力
が
後
ろ
手
に
祈
る
人
形
が

か
ら
く
り
台
の
上
に
描
か
れ
て
お
り
︑
桜
の
花
び
ら
が
散
っ
て
い
る
︒

し
ら
び
や
う
し
か
ね
の
う
ち
へ
い
り
き
じ
よ
と
な
る
か
ら
く
り

�
︑
絵
番
付
﹁
道
成
寺
﹂
東
京
大
学
総
合
図
書
館
霞
亭
文
庫
︒
明
和
四
年

︵
一
七
六
七
︶
刊
︒
絵
に
は
︑
桜
に
吊
さ
れ
た
鐘
か
ら
鬼
女
が
現
れ
︑
住
僧
が

数
珠
を
押
し
揉
み
︑
能
力
が
後
ろ
手
に
祈
る
人
形
が
か
ら
く
り
台
の
上
に
描
か

れ
て
お
り
︑
桜
の
花
び
ら
が
散
っ
て
い
る
︒

画
中
の
本
文
は
な
し
︒

二
︑
竹
田
か
ら
く
り
﹁
道
成
寺
﹂
と
能
﹁
道
成
寺
﹂

五
点
の
絵
画
資
料
の
絵
と
本
文
に
注
目
し
て
︑
﹁
道
成
寺
﹂
の
動
態
を
整
理

し
て
み
る
と
︑
以
下
の
通
り
に
な
る
︒

こ
の
か
ら
く
り
の
一
番
の
見
所
は
︑
二
台
の
か
ら
く
り
台
を
使
っ
た
離
れ
か

ら
く
り
に
あ
る
︒
一
台
は
︑
鐘
を
吊
し
た
桜
の
木
の
も
と
で
︑
白
拍
子
人
形
と

能
力
人
形
二
体
に
よ
る
鐘
供
養
で
の
問
答
と
拍
子
舞
・
乱
拍
子
・
急
の
舞
が
演

じ
ら
れ
︑
鐘
入
り
後
︑
能
力
の
一
人
が
変
身
し
た
住
僧
が
祈
り
︑
吊
り
上
げ
ら

れ
た
鐘
か
ら
蛇
体
の
鬼
女
が
登
場
し
︑
そ
の
後
︑
鬼
女
は
︑
鐘
の
撞
木
か
ら
︑

も
う
一
台
の
か
ら
く
り
台
に
セ
ッ
ト
さ
れ
た
柳
の
枝
に
取
り
付
い
て
渡
っ
て
い

道
成
寺
の
芸
能

七
一



�
︑
白
拍
子
と
能
力
の
問
答

能
力
は
︑
白
拍
子
に
舞
を
所
望
す
る
︒
白
拍
子
は
拍
子
舞
を
舞
う
︒
拍
子
舞
の
か
ら
く

り
が
見
せ
場
︒

白
拍
子
と
能
力
の
問
答

能
力
は
︑
白
拍
子
に
舞
を
所
望
す
る
︒
白
拍
子
は
烏
帽
子
を
着
て
舞
う
︒

鐘
供
養

�
︑
白
拍
子
登
場

シ
テ
次
第
﹁
作
り
し
罪
も
消
え
ぬ
べ
き
︑
作
り
し
罪
も
消
え
ぬ
べ
き
︑
鐘
の
供
養
に
参

ら
ん
︒
こ
れ
は
こ
の
国
の
傍
ら
に
住
む
白
拍
子
に
て
候
︒﹂

鐘
供
養

白
拍
子
登
場

シ
テ
次
第
﹁
作
り
し
罪
も
消
え
ぬ
べ
き
︑
作
り
し
罪
も
消
え
ぬ
べ
き
︑
鐘
の
供
養
に
参

ら
ん
︒
こ
れ
は
こ
の
国
の
傍
ら
に
住
む
白
拍
子
に
て
候
︒
﹂

人
物
・
場
面
・
本
文
対
照
表

上
ゲ
哥
﹁
月
は
程
な
く
入
り
潮
の
︑
月
は
程
な
く
入
り
潮
の
︑
煙
満
ち
来
る
小
松
原
︒

急
ぐ
心
か
︑
ま
だ
暮
れ
ぬ
︑
日
高
の
寺
に
つ
き
に
け
り
︑
日
高
の
寺
に
つ
き
に
け
り
︒

上
ゲ
哥
﹁
月
は
程
な
く
入
り
潮
の
︑
月
は
程
な
く
入
り
潮
の
︑
煙
満
ち
来
る
小
松
原
︒

急
ぐ
心
か
︑
ま
だ
暮
れ
ぬ
︑
日
高
の
寺
に
つ
き
に
け
り
︑
日
高
の
寺
に
つ
き
に
け
り
︒

鐘
入
り

﹁
さ
る
ほ
ど
に
さ
る
ほ
ど
に
︑
て
ら
寺
の
鐘
︑
月
落
ち
鳥
啼
い
て
︑
霜
雪
天
に
︑
満
ち

潮
程
な
く
︑
日
高
の
寺
の
︑
江
村
の
漁
火
︑
愁
ひ
に
対
し
て
︑
人
び
と
眠
れ
ば
︑
よ
き

隙
ぞ
と
︑
立
ち
舞
ふ
様
に
て
︑
覘
ひ
寄
り
て
︑
撞
か
ん
と
せ
し
が
︑
思
へ
ば
こ
の
鐘
︑

鐘
入
り

白
拍
子
は
︑
能
力
の
隙
を
う
か
が
い
︑
鐘
に
入
る
︒

謡
曲
と
ほ
ぼ
同
じ
詞
章
か
︒

急
ノ
舞

春
の
夕
暮
れ
来
て
見
れ
ば
︒
入
相
の
鐘
に
︑
花
ぞ
散
り
け
る
︑
花
ぞ
散
り
け
る
︒﹂

急
ノ
舞

春
の
夕
暮
れ
来
て
見
れ
ば
︒
入
相
の
鐘
に
︑
花
ぞ
散
り
け
る
︑
花
ぞ
散
り
け
る
︒
﹂

乱
拍
子
か
ら
急
の
舞
に
か
け
て
は
︑
謡
曲
と
ほ
ぼ
同
じ
詞
章
を
語
っ
た
か
︒

乱
拍
子

﹁
道
成
の
卿
︑
う
け
た
ま
は
り
︑
始
め
て
伽
藍
︑
た
ち
ば
な
の
︑
道
成
興
行
の
寺
な
れ

ば
と
て
︑
道
成
寺
と
は
名
付
け
た
り
や
﹂

﹁
山
寺
の
や
︑

乱
拍
子

﹁
道
成
の
卿
︑
う
け
た
ま
は
り
︑
始
め
て
伽
藍
︑
た
ち
ば
な
の
︑
道
成
興
行
の
寺
な
れ

ば
と
て
︑
道
成
寺
と
は
名
付
け
た
り
や
﹂

﹁
山
寺
の
や
︑

次
第
﹁
花
の
ほ
か
に
は
松
ば
か
り
︑
花
の
ほ
か
に
は
松
ば
か
り
︑
暮
れ
初
め
て
鐘
や
響

く
ら
ん
︒﹂

次
第
﹁
花
の
ほ
か
に
は
松
ば
か
り
︑
花
の
ほ
か
に
は
松
ば
か
り
︑
暮
れ
初
め
て
鐘
や
響

く
ら
ん
︒﹂

謡
曲
﹃
道
成
寺
﹄

竹
田
か
ら
く
り
﹁
道
成
寺
﹂

道
成
寺
の
芸
能
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二



ワ
キ
と
能
力
の
問
答

住
僧
︵
能
力
人
形
が
変
身
︶︑
鐘
に
向
か
っ
て
祈
る
︵
能
力
お
び
え
る
︶︒

ワ
キ
と
能
力
の
問
答

祈
り

謹
誓
東
方
青
龍
清
浄
︑
謹
誓
西
方
白
帝
白
竜
︑
謹
請
中
央
黄
帝
黄
竜
︑
一
大
三
千
大
千

世
界
の
︑
恒
沙
の
竜
王
哀
愍
納
受
︑
哀
愍
り
き
ん
の
砌
な
れ
ば
︑
い
づ
く
に
大
蛇
の
あ

る
べ
き
ぞ
と
︑
祈
り
祈
ら
れ
か
つ
ぱ
と
転
ぶ
が
︑
又
起
き
あ
が
り
て
た
ち
ま
ち
に
︑
鐘

に
向
か
つ
て
つ
く
息
は
︑
猛
火
と
な
つ
て
そ
の
身
を
や
く
︑
日
高
の
川
浪
︑
深
淵
に
飛

ん
で
ぞ
入
り
に
け
る

祈
り

謡
曲
と
ほ
ぼ
同
じ
詞
章
か
︒

も
と
の
台
の
住
僧
が
︑
鬼
女
を
祈
り
伏
せ
る
︒

火
焔
と
水
が
巻
き
上
が
る
︒

鬼
女
が
深
淵
に
飛
び
込
ん
で
消
え
る
︒

恨
め
し
や
と
て
︑
竜
頭
に
手
を
掛
け
︑
飛
ぶ
と
ぞ
見
え
し
︑
引
き
被
き
て
ぞ
︑
失
せ
に
け

る
﹂

ワ
キ
女
人
禁
制
説
話

﹁
水
か
へ
つ
て
日
高
川
原
の
︑
真
砂
の
数
は
尽
く
る
と
も
︑
行
者
の
法
力
尽
く
べ
き
か

と
︑
皆
一
同
に
聲
を
上
げ
︑
東
方
に
降
三
世
明
王
︑
南
方
に
軍
荼
利
夜
叉
明
王
︑
西
方

に
大
威
徳
明
王
︑
北
方
に
金
剛
夜
叉
明
王
︑
中
央
に
大
日
大
聖
不
動
︑
動
く
か
動
か
ぬ

か
索
の
︑
な
ま
く
さ
ま
ん
だ
ば
さ
ら
だ
︑
せ
ん
だ
ま
か
ろ
し
や
な
︑
そ
は
た
や
う
ん
た

ら
た
か
ん
ま
ん
︑
聴
我
説
者
得
大
智
慧
︑
知
我
心
者
即
身
成
仏
と
︑
今
の
蛇
身
を
祈
る

上
は
︑
な
に
の
恨
み
か
有
明
の
︑
撞
き
鐘
こ
そ

す
は
す
は
動
く
ぞ
︑
祈
れ
た
だ
︑
す
は
す
は
動
く
ぞ
︑
祈
れ
た
だ
︑
引
け
や
て
ん
で
ん

に
︑
千
手
の
陀
羅
尼
︑
不
動
の
慈
救
の
偈
︑
明
王
火
炎
の
︑
黒
煙
を
た
て
て
ぞ
︑
祈
り

け
る
︑
祈
り
祈
ら
れ
︑
撞
か
ね
ど
こ
の
鐘
︑
響
き
出
で
︑
引
か
ね
ど
こ
の
鐘
︑
踊
る
と

ぞ
見
え
し
︑
程
な
く
鐘
楼
に
︑
引
き
上
げ
た
り
︑
あ
れ
見
よ
蛇
体
は
︑
現
れ
た
り
︒

ワ
キ
女
人
禁
制
説
話
は
な
し
か
︒

�
︑
鐘
を
引
き
上
げ
る
と
︑
鐘
の
中
か
ら
吊
り
下
が
っ
て
蛇
体
が
出
現
す
る
︒

鐘
が
ひ
と
り
で
に
鳴
り
︑
桜
の
花
が
散
る
︒

鬼
女
は
撞
木
に
取
り
付
き
︑
鐘
を
鳴
ら
す
︒



︑
後
に
︑
撞
木
か
ら
柳
の
枝
を
伝
い
︑
柳
の
か
ら
く
り
台
に
移
り
︑
�
︑
撞
木
を
振

っ
て
憤
怒
の
所
作
を
し
て
︑
�
︑
岩
座
に
降
り
立
つ
︒
離
れ
か
ら
く
り
︒

道
成
寺
の
芸
能

七
三



く
︒
吊
り
上
げ
ら
れ
た
鐘
が
自
ず
と
鳴
る
の
は
︑
お
そ
ら
く
鬼
女
が
出
現
す
る

前
で
あ
り
︑
鬼
女
の
出
現
後
︑
桜
の
花
が
散
り
乱
れ
る
と
い
う
趣
向
で
あ
ろ
う
︒

い
ず
れ
に
せ
よ
︑
鐘
か
ら
出
現
す
る
鬼
女
の
離
れ
か
ら
く
り
が
前
半
の
見
せ
場

で
あ
る
︒

も
う
一
台
の
か
ら
く
り
台
は
柳
の
木
と
そ
の
樹
下
の
岩
座
の
仕
掛
け
で
構
成

さ
れ
て
い
る
︒
鬼
女
が
柳
の
枝
を
伝
っ
て
下
り
る
と
︑
岩
座
の
間
か
ら
水
と
火

焔
が
吹
き
上
げ
る
︒
も
と
の
か
ら
く
り
台
の
住
僧
が
さ
ら
に
祈
り
伏
せ
よ
う
と

数
珠
を
さ
ま
ざ
ま
に
使
う
︒
鬼
女
は
︑
撞
木
を
手
に
さ
ま
ざ
ま
な
所
作
を
し
な

が
ら
︑
住
僧
の
祈
り
に
対
抗
す
る
が
︑
や
が
て
︑
祈
り
伏
せ
ら
れ
て
︑
深
淵
に

消
え
て
い
く
︒
鬼
女
が
柳
の
枝
に
と
り
つ
い
て
怨
み
の
所
作
を
し
︑
そ
の
後
︑

岩
座
に
お
り
て
︑
憤
怒
の
あ
り
さ
ま
を
見
せ
る
と
い
う
離
れ
も
の
の
か
ら
く
り

が
見
せ
場
で
あ
る
︒

こ
の
よ
う
に
か
ら
く
り
﹁
道
成
寺
﹂
は
︑
か
ら
く
り
と
し
て
は
︑
能
を
下
敷

き
に
し
た
離
れ
も
の
の
か
ら
く
り
で
あ
り
︑
か
ら
く
り
台
を
離
れ
た
所
作
が
最

も
注
目
を
集
め
た
演
技
・
演
出
と
言
え
る
︒
そ
こ
で
︑
能
﹁
道
成
寺
﹂
を
ど
の

よ
う
に
踏
ま
え
て
い
る
の
か
に
注
目
し
て
対
照
し
て
み
た
い
︵
前
頁
の
対
照
表

参
照
︶︒

か
ら
く
り
と
能
を
比
較
検
討
す
る
と
︑
大
き
な
構
成
は
言
う
ま
で
も
な
く
能

の
枠
組
み
を
利
用
し
て
い
る
︒
�
鐘
の
供
養
の
庭
に
登
場
し
た
白
拍
子
が
能
力

に
所
望
さ
れ
て
︑
拍
子
舞
を
演
じ
︑
隙
を
見
て
鐘
入
り
と
な
る
︒
�
能
力
が
変

身
し
た
住
僧
が
鐘
に
向
か
っ
て
祈
り
︑
鐘
が
引
き
上
げ
ら
れ
る
が
︑
そ
こ
に
は

蛇
体
の
姿
は
な
い
︒
�
吊
り
上
げ
ら
れ
た
鐘
の
中
か
ら
︑
蛇
体
が
姿
を
現
し
︑

鐘
突
き
棒
に
ぶ
ら
さ
が
っ
て
住
僧
の
祈
祷
に
抗
う
︒
そ
れ
を
見
た
能
力
は
お
の

の
き
な
が
ら
後
ろ
手
に
祈
っ
て
み
せ
る
︒
�
～
�
の
展
開
は
概
ね
能
に
な
ら
っ

て
い
る
が
︑
能
で
は
住
僧
の
祈
り
に
よ
っ
て
︑
鐘
が
引
き
上
げ
ら
れ
る
と
︑
そ

こ
に
蛇
体
が
姿
を
現
す
こ
と
に
な
っ
て
お
り
︑
か
ら
く
り
で
は
︑
そ
こ
に
い
る

は
ず
の
鬼
女
が
い
な
い
と
い
う
意
表
を
衝
い
た
展
開
に
し
て
︑
そ
の
後
の
鐘
か

ら
下
が
っ
て
く
る
鬼
女
の
姿
で
驚
か
せ
て
い
る
︒
意
外
性
を
ね
ら
っ
た
離
れ
か

ら
く
り
と
し
て
構
成
さ
れ
て
い
る
︒



鬼
女
は
︑
や
が
て
︑
鐘
突
き
棒
か
ら
柳
の
枝
へ
と
わ
た
っ
て
い
き
︑
�
柳

の
枝
に
取
り
つ
い
て
下
に
降
り
て
い
き
な
が
ら
撞
木
を
振
り
回
し
て
︑
憤
怒
の

形
相
と
な
り
︑
先
の
か
ら
く
り
台
の
住
僧
と
対
決
す
る
︒
�
最
後
に
岩
座
か
ら

水
と
火
炎
が
噴
き
出
し
︑
鬼
女
は
深
淵
に
消
え
て
い
く
︒


～
�
は
︑
能
と
共

通
す
る
住
僧
の
祈
り
と
悪
霊
退
散
を
除
く
と
︑
か
ら
く
り
な
ら
で
は
の
演
技
と

演
出
と
な
っ
て
い
る
︒
こ
こ
で
も
︑
鬼
女
が
柳
の
枝
に
取
り
つ
い
て
さ
ま
ざ
ま

な
所
作
を
演
じ
て
い
く
と
こ
ろ
が
一
番
の
見
せ
場
で
あ
り
︑
枝
に
取
り
つ
き
︑

撞
木
を
振
り
な
が
ら
さ
が
っ
て
い
く
離
れ
か
ら
く
り
が
見
せ
場
と
言
え
る
︒

三
︑
竹
田
か
ら
く
り
﹁
道
成
寺
﹂
と
﹁
姥
桜
奥
山
廻
﹂

竹
田
か
ら
く
り
﹁
道
成
寺
﹂
は
離
れ
か
ら
く
り
が
︑
大
き
な
見
せ
場
に
な
っ

道
成
寺
の
芸
能

七
四



て
い
る
こ
と
は
指
摘
し
た
と
お
り
で
あ
る
が
︑
そ
う
し
た
演
技
・
演
出
が
実
際

に
行
わ
れ
た
の
か
︑
事
例
を
あ
げ
て
概
観
し
て
お
き
た
い
︒
こ
こ
で
は
︑﹁
姥

桜
奥
山
廻
﹂
を
掲
げ
て
お
き
た
い
︒

ま
ず
︑
絵
画
資
料
を
掲
げ
て
お
き
た
い
︒

絵
尽
し
﹁
姥
桜
奥
山
廻
﹂︵﹃
絵
本
あ
つ
め
草
﹄︶
国
立
国
会
図
書
館
︒
享
保

～
宝
暦
前
半
︵
﹃
歌
舞
伎
絵
尽
し
年
表
﹄︶︒

﹁
三
曲
国
風
扇
﹂
と
い
う
包
括
型
の
演
目
名
の
な
か
に
納
め
ら
れ
て
お
り
︑

冒
頭
に
竹
田
芝
居
の
口
上
人
と
し
て
知
ら
れ
る
竹
田
甚
右
衛
門
を
模
し
た
人
形

が
子
供
役
者
に
手
を
引
か
れ
て
舞
台
に
登
場
し
︑
後
に
客
席
か
ら
の
要
望
に
こ

た
え
て
所
望
の
通
り
の
賽
の
目
を
振
り
出
す
か
ら
く
り
を
演
じ
る
と
こ
ろ
が
描

か
れ
て
い
る
︒
そ
の
後
︑﹁
姥
桜
奥
山
廻
﹂
の
か
ら
く
り
の
場
面
が
描
か
れ
て

い
る
︒
山
姥
が
台
の
上
を
歩
ん
で
︑
鎖
で
吊
し
た
綾
棒
に
取
り
つ
き
︑
後
に
桜

の
木
の
枝
に
足
を
か
け
て
渡
る
と
こ
ろ
が
描
か
れ
︑
さ
ま
ざ
ま
な
所
作
を
行
う
︒

山
姥
は
︑
山
中
に
て
四
季
の
景
色
を
楽
し
み
︑
後
に
梅
の
枝
を
逆
立
ち
し
て
渡

り
︑
山
姥
は
巌
と
な
り
︑
そ
こ
か
ら
火
炎
と
水
が
巻
き
上
が
る
と
こ
ろ
が
描
か

れ
て
い
る
︒
そ
の
左
に
は
︑
住
吉
踊
り
の
か
ら
く
り
の
様
子
が
別
の
か
ら
く
り

台
で
演
じ
ら
れ
て
お
り
︑
こ
れ
ら
三
台
の
か
ら
く
り
演
目
を
﹁
三
曲
国
風
扇
﹂

と
い
う
題
目
で
包
括
的
に
上
演
し
て
い
る
︒

当
該
の
画
中
の
本
文
を
次
に
掲
げ
て
お
く
︒

山
姥
此
だ
い
を
あ
ゆ
み
む
こ
ふ
ゑ
よ
る

山
う
ば
の
人
き
や
う
く
さ
り
に
て
い
り
お
く
あ
や
を
と
り

む
こ
ふ
の

ゑ
だ
に
あ
し
を
か
け
あ
や
を
は
な
す
は
な
れ
か
ら
く
り

後
む
め
の
小
す
へ
よ
り
つ
た
か
つ
ら
に
と
り
つ
き
だ
い
へ
お
り
さ

ま
〳
〵
は
た
ら
く
か
ら
く
り

つ
ば
き
の
は
な
こ
と
〳
〵
く
ひ
ら
く
か
ら
く
り

山
姥
四
季
の
け
し
き
を
な
が
む
る
か
ら
く
り

ゆ
き
ふ
る
か
ら
く
り

く
も
ま
よ
り
つ
き
い
づ
る

後
姥
の
人
き
や
う
む
め
の
ゑ
だ
を
む
な
が
へ
り
に
て
だ
ん
〳
〵
に
か
へ

り
わ
た
り
こ
ず
へ
を
は
な
る
ゝ
か
ら
く
り

や
ま
う
は
い
わ
を
と
成

く
は
ゑ
ん
い
つ
る
か
ら
く
り

み
づ
ま
き
あ

が
る
か
ら
く
り

こ
の
か
ら
く
り
は
︑
能
﹃
山
姥
﹄
を
基
調
に
し
た
か
ら
く
り
で
あ
り
︑
山
姥

が
四
季
の
景
色
を
眺
め
る
場
面
が
そ
れ
に
相
当
す
る
︒
謡
曲
の
詞
章
で
言
え
ば
︑

以
下
の
最
後
の
有
名
な
山
巡
り
で
あ
り
︑
こ
れ
ら
の
詞
章
に
当
て
込
ん
で
︑
か

ら
く
り
演
出
が
な
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
︒

一
樹
の
蔭
一
河
の
流
れ
︑
皆
こ
れ
他
生
の
縁
ぞ
か
し
︑
ま
し
て
や
わ
が

名
を
夕
月
の
︑
憂
き
世
を
巡
る
ひ
と
節
も
︑
狂
言
綺
語
の
道
直
に
︑
讃
仏

乗
の
因
ぞ
か
し
︑
あ
ら
お
ん
名
残
惜
し
や
︒
暇
申
し
て
︑
帰
る
山
の
︑
春

は
梢
に
︑
咲
く
か
と
待
ち
し
︑
花
を
尋
ね
て
︑
山
巡
り
︑
秋
は
さ
や
け
き
︑

影
を
尋
ね
て
︑
突
き
見
る
か
た
に
と
︑
山
巡
り
︑
冬
は
冴
え
行
く
︑
時
雨

道
成
寺
の
芸
能
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の
雲
の
︑
雪
を
誘
ひ
て
︑
山
巡
り
︑
巡
り
巡
り
て
︑
輪
回
を
離
れ
ぬ
︑
妄

執
の
雲
の
︑
塵
積
も
つ
て
︑
山
姥
と
な
れ
る
︑
鬼
女
が
有
様
︑
見
る
や
見

る
や
と
︑
峰
に
翔
り
︑
谷
に
響
き
て
︑
今
ま
で
こ
こ
に
︑
あ
る
よ
と
見
え

し
が
︑
山
ま
た
山
に
︑
山
巡
り
︑
山
ま
た
山
に
︑
山
巡
り
し
て
︑
行
く
へ

も
知
ら
ず
︑
な
り
に
け
り
︒

山
姥
が
景
色
を
眺
め
る
演
技
を
︑
か
ら
く
り
台
の
中
央
に
セ
ッ
ト
し
︑
山
巡

り
の
詞
章
に
応
じ
て
︑
雲
間
か
ら
月
が
出
る
か
ら
く
り
や
雪
の
降
る
か
ら
く
り

が
演
じ
ら
れ
︑
現
世
に
執
着
す
る
妄
執
に
よ
っ
て
山
姥
と
な
っ
た
自
ら
の
姿
を

見
せ
る
︒﹁
峰
に
翔
り
︑
谷
に
響
き
て
﹂
か
ら
逆
立
ち
し
て
山
巡
り
す
る
か
ら

く
り
が
演
じ
ら
れ
︑
最
後
に
﹁
行
く
へ
も
知
ら
ず
︑
な
り
に
け
り
﹂
と
山
姥
が
︑

か
ら
く
り
台
か
ら
降
り
て
岩
座
に
変
じ
て
︑
そ
こ
か
ら
火
炎
と
水
が
噴
き
出
す

か
ら
く
り
で
終
わ
る
︒

棒
に
つ
か
ま
っ
た
山
姥
が
︑
桜
の
古
木
の
枝
に
つ
か
ま
り
︑
蔦
葛
に
つ
か
ま

っ
て
降
り
る
離
れ
か
ら
く
り
と
︑
山
姥
が
逆
立
ち
し
て
梅
の
枝
を
つ
た
っ
て
い

く
と
い
う
ふ
た
つ
の
離
れ
か
ら
く
り
が
見
せ
場
に
な
っ
て
い
る
︒

﹁
道
成
寺
﹂
の
鐘
の
中
か
ら
出
現
し
た
鬼
女
が
鐘
突
き
棒
に
つ
か
ま
っ
て
柳

の
枝
へ
乗
り
移
る
と
こ
ろ
が
︑﹁
姥
桜
奥
山
廻
﹂
の
山
姥
が
台
か
ら
鎖
の
棒
に

ぶ
ら
さ
が
り
︑
足
を
か
け
て
桜
の
枝
に
渡
る
か
ら
く
り
と
同
じ
仕
掛
け
に
な
っ

て
い
る
と
推
定
さ
れ
る
︒
ま
た
︑﹁
道
成
寺
﹂
で
柳
の
枝
に
つ
か
ま
っ
て
か
ら

く
り
台
へ
と
降
り
て
い
く
か
ら
く
り
が
︑﹁
姥
桜
奥
山
廻
﹂
で
︑
山
姥
が
蔦
葛

を
伝
っ
て
か
ら
く
り
台
へ
と
降
り
て
い
く
仕
掛
け
と
同
じ
も
の
と
考
え
ら
れ
る
︒

お
そ
ら
く
︑
ぜ
ん
ま
い
仕
掛
け
の
か
ら
く
り
で
あ
ろ
う
︒
な
お
︑
枝
か
ら
岩
に

降
り
て
︑
そ
こ
で
怨
霊
の
所
作
を
す
る
場
合
︑
宙
か
ら
く
り
か
ら
下
遣
い
の
操

作
に
切
り
替
え
て
連
続
し
た
演
技
を
行
っ
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る
︒
愛
知
県
知

多
地
域
の
糸
か
ら
く
り
芝
居
な
ど
に
用
例
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
︒
最
後
に

岩
か
ら
︑
火
炎
と
水
が
噴
き
出
す
か
ら
く
り
も
共
通
し
て
い
る
︒

こ
う
し
た
離
れ
も
の
の
か
ら
く
り
が
︑
構
造
的
に
は
同
じ
仕
掛
け
を
採
用
し

て
い
た
と
考
え
る
の
が
︑
か
ら
く
り
人
形
の
構
造
や
機
巧
か
ら
見
て
も
自
然
で

あ
ろ
う
︒
人
形
の
構
造
や
機
巧
を
転
用
す
る
こ
と
で
︑
新
し
い
演
目
を
生
み
出

し
て
い
っ
た
︒
離
れ
も
の
か
ら
く
り
は
︑
竹
田
か
ら
く
り
の
ひ
と
つ
の
演
目
群

を
形
成
し
て
い
る
と
言
う
こ
と
も
で
き
る
だ
ろ
う
︒

四
︑
宝
永
期
の
竹
田
芝
居

冒
頭
に
掲
げ
た
琉
球
使
節
が
竹
田
芝
居
を
見
た
の
は
宝
永
七
年
で
あ
っ
た
︒

そ
こ
で
︑
宝
永
期
の
竹
田
芝
居
に
つ
い
て
触
れ
て
お
き
た
い
︒
当
期
の
竹
田
芝

居
の
実
情
を
伝
え
る
興
行
記
録
は
乏
し
く
︑
管
見
に
い
る
限
り
︑
ほ
と
ん
ど
目

に
触
れ
る
も
の
が
な
い
︒
た
だ
し
︑
上
演
記
録
で
は
な
い
も
の
の
︑
絵
本
や
浮

世
草
子
な
ど
の
周
辺
資
料
に
よ
っ
て
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
︒
ひ
と
つ
は
赤

本
﹃
ぎ
お
ん
大
ま
つ
り
﹄
で
あ
り
︑
当
該
場
面
に
は
︑
竹
田
祭
文
屋
台
が
描
か

れ
て
お
り
︑
竹
田
か
ら
く
り
の
演
目
で
あ
る
﹁
人
間
五
常
台
﹂
の
祭
文
語
り
の

道
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の
芸
能
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人
形
が
飾
ら
れ
て
い
る④
︒
本
書
は
︑
宝
永
五
年
︵
一
七
〇
八
︶
刊
行
と
推
定
さ

れ
て
い
る
︒
ま
た
︑
浮
世
草
子
﹃
太
平
色
番
匠
﹄
は
︑
ふ
た
り
の
か
ら
く
り
師

が
登
場
し
︑
互
い
の
細
工
を
競
い
合
う
と
い
う
趣
向
を
構
え
て
い
る
︒
一
方
が

竹
本
近
六
︑
他
方
が
松
本
時
五
郎
で
あ
る
︒
そ
れ
ぞ
れ
前
者
は
竹
田
近
江
︑
後

者
は
山
本
弥
三
五
郎
を
当
て
込
ん
だ
命
名
で
あ
る
︒
挿
絵
に
は
︑
竹
田
出
雲
と

山
本
弥
三
五
郎
が
描
か
れ
て
い
る
︒
ま
た
︑
挿
絵
に
描
か
れ
た
演
目
は
︑﹁
天

鼓
﹂﹁
大
力
人
形
︵
首
引
人
形
︶﹂
な
ど
で
あ
り
︑
こ
れ
ら
は
竹
田
か
ら
く
り
の

演
目
で
確
認
で
き
る
も
の
で
あ
る
︒
ち
な
み
に
︑
山
本
弥
三
五
郎
は
︑
山
本
飛

騨
掾
の
こ
と
で
あ
り
︑
当
代
を
代
表
す
る
ふ
た
り
の
か
ら
く
り
師
が
そ
の
技
を

競
い
合
う
と
い
う
設
定
に
な
っ
て
い
る⑤
︒
本
書
の
刊
年
は
︑
天
理
図
書
館
善
本

叢
書
﹁
浮
世
草
子
集
﹂
二
の
解
題
で
は
︑﹁
宝
永
六
年
前
半
期
の
刊
行
﹂
と
推

定
さ
れ
て
い
る
︒

宝
永
期
の
演
目
は
︑
竹
田
芝
居
の
上
演
資
料
が
多
く
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
る

宝
暦
・
明
和
期
の
資
料
に
掲
載
さ
れ
る
演
目
と
一
致
し
て
お
り
︑
少
な
く
と
も

宝
永
頃
に
は
︑
す
で
に
宝
暦
・
明
和
期
の
演
目
と
同
じ
演
目
が
上
演
さ
れ
て
き

て
い
た
も
の
と
考
え
て
よ
い
の
で
は
な
い
か
︒
竹
田
か
ら
く
り
﹁
道
成
寺
﹂
も
︑

こ
の
時
期
に
は
上
演
さ
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
︒

ま
た
︑
竹
田
芝
居
の
上
演
形
態
は
︑
宝
暦
・
明
和
期
の
資
料
か
ら
︑
踊
り
︑

子
供
狂
言
︑
か
ら
く
り
が
組
み
合
わ
さ
れ
て
い
る
の
が
一
般
的
で
あ
り
︑
そ
の

意
味
で
は
︑
こ
の
記
録
と
も
符
合
す
る
︒
演
目
や
上
演
形
態
に
お
い
て
も
︑
竹

田
か
ら
く
り
が
道
頓
堀
で
人
気
を
博
す
と
と
も
に
︑
す
で
に
竹
田
芝
居
の
興
行

形
態
が
固
ま
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
︒
ち
な
み
に
こ
こ
で
い
う
竹
田
近
江
は
︑

二
代
目
の
竹
田
近
江
少
掾
清
孝
の
こ
と
で
あ
る
︒

五
︑
軽
業
芸
﹁
道
成
寺
﹂

軽
業
芸
の
中
に
も
︑﹁
道
成
寺
﹂
は
取
り
入
れ
ら
れ
て
い
る
︒
こ
こ
で
は
︑

絵
尽
し
﹃
大
浪
花
兵
蔵

全
﹄︵
慶
應
義
塾
図
書
館
︶
に
収
め
ら
れ
て
い
る
軽

業
芸
﹁
道
成
寺
﹂
を
紹
介
し
た
い
︒
同
書
に
は
他
に
も
早
崎
京
之
助
の
三
本
竹
︑

小
竹
栄
五
郎
の
曲
差
し
︑
曲
乗
り
︑
浪
花
松
之
助
︑
同
吉
平
︑
浪
花
定
五
郎
︑

同
鶴
之
助
ら
の
曲
持
ち
な
ど
が
収
め
ら
れ
て
お
り
︑
軽
業
︑
力
持
の
芸
を
収
録

し
た
絵
尽
し
で
あ
る
︒

当
該
の
﹁
道
成
寺
﹂
の
絵
に
は
︑
竹
田
か
ら
く
り
と
同
様
に
鐘
か
ら
姿
を
表

し
た
蛇
体
を
演
じ
る
役
者
が
︑
能
力
の
腕
を
つ
か
ま
え
て
引
き
上
げ
る
︒
そ
の

能
力
が
も
う
ひ
と
り
の
能
力
の
腕
を
つ
か
ん
で
引
き
上
げ
る
︒
蛇
体
の
役
者
が

ふ
た
り
の
能
力
を
引
っ
張
り
上
げ
る
と
こ
ろ
が
描
か
れ
て
い
る
︒
ま
た
︑
座
本

早
崎
京
之
助
が
白
拍
子
と
な
っ
て
︑
小
坊
主
を
色
仕
掛
け
で
手
な
ず
け
よ
う
と

す
る
︒
お
そ
ら
く
︑
鐘
供
養
の
場
に
︑
白
拍
子
が
入
る
た
め
に
︑
小
坊
主
に
迫

る
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
︒

画
中
に
は
︑
次
の
よ
う
な
本
文
が
あ
る
︒

道
じ
や
う
寺
の
か
る
わ
さ
四
人
つ
ぎ

道
成
寺
の
芸
能

七
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や
れ
と
め
て
く
れ
〳
〵

こ
り
や
ひ
き
あ
げ
お
る
わ
〳
〵

い
の
れ
〳
〵

座
本
早
崎
京
之
助

京
之
介
し
ら
ひ
や
う
し
と
な
る

ぼ
う
す
な
ふ
ら
れ

お
と
な
め
き
た
わ
い
な

き
た
わ
い
な

う
つ
く

し
い
女
し
や
う
か
き
︵
た
︶
わ
い
な

軽
業
芸
﹁
道
成
寺
﹂
は
︑
早
崎
京
之
助
が
白
拍
子
と
鐘
か
ら
出
る
蛇
体
を
演

じ
て
い
る
︒
白
拍
子
が
鐘
供
養
の
庭
に
入
っ
て
く
る
時
の
能
力
と
の
滑
稽
な
や

り
と
り
も
取
り
込
ん
で
︑
お
も
し
ろ
お
か
し
く
展
開
し
て
い
る
︒
た
だ
眼
目
は
︑

や
は
り
︑
引
き
上
げ
ら
れ
た
鐘
の
中
か
ら
︑
蛇
体
が
登
場
し
て
く
る
と
こ
ろ
で

あ
る
︒
し
か
も
︑
こ
こ
で
は
︑
蛇
体
の
役
者
が
ふ
た
り
の
能
力
を
引
き
上
げ
る

力
業
を
見
せ
て
い
る
︒
蛇
体
は
︑
右
手
を
鐘
に
か
け
左
手
で
︑
能
力
の
右
足
を

持
ち
︑
能
力
は
左
手
に
数
珠
を
持
ち
︑
右
手
で
も
う
ひ
と
り
の
能
力
の
右
手
を

つ
か
み
︑
左
手
に
扇
を
持
っ
て
い
る
︒
も
う
ひ
と
り
の
能
力
は
舞
台
で
数
珠
を

押
し
揉
み
祈
祷
し
て
い
る
︒
鐘
の
位
置
は
か
な
り
高
い
と
こ
ろ
に
吊
さ
れ
て
お

り
︑
蛇
体
の
役
者
が
ひ
と
り
ま
た
ひ
と
り
と
能
力
を
引
き
上
げ
て
い
く
と
こ
ろ

が
最
大
の
見
せ
場
で
あ
る
︒
鐘
か
ら
蛇
体
が
出
現
す
る
趣
向
と
そ
の
蛇
体
の
役

者
の
力
業
が
注
目
を
集
め
た
︒﹁
道
成
寺
﹂
の
鐘
か
ら
蛇
体
が
出
現
す
る
と
い

う
趣
向
は
︑
す
で
に
竹
田
か
ら
く
り
な
ど
で
お
馴
染
み
に
な
っ
て
い
た
の
で
あ

道
成
寺
の
芸
能

七
九



ろ
う
︒
軽
業
芸
で
は
︑
力
業
と
組
み
合
わ
せ
る
こ
と
で
︑
さ
ら
に
高
い
位
置
に

鐘
を
引
き
上
げ
る
こ
と
に
も
成
功
し
て
い
る
︒
軽
業
芸
と
し
て
高
さ
を
競
う
極

め
つ
け
の
芸
に
な
っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
︒
な
お
︑
こ
こ
で
注
目
さ
れ
る
の
は
︑

﹃
三
世
道
成
寺
﹄
の
挿
絵
で
も
︑
鐘
か
ら
登
場
す
る
と
き
に
︑
役
者
の
足
下
を

見
る
と
︑
じ
ゃ
ば
ら
の
よ
う
な
も
の
が
描
か
れ
て
い
た
︒
こ
れ
が
蛇
体
で
あ
る

こ
と
を
示
す
た
め
に
設
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
︒
軽
業
芸
の
蛇
体
に
も
同
様

の
じ
ゃ
ば
ら
状
の
伸
縮
で
き
る
蛇
体
の
胴
か
ら
尾
の
よ
う
な
も
の
が
描
か
れ
て

い
る
が
︑
こ
れ
は
鐘
か
ら
ヌ
ッ
と
出
る
と
き
に
︑
か
な
り
身
を
乗
り
出
し
て
鐘

か
ら
出
て
も
蛇
体
の
一
部
と
し
て
見
え
る
た
め
の
工
夫
で
あ
ろ
う
︒
軽
業
芸
の

場
合
は
︑
逆
さ
ま
に
出
て
︑
ぶ
ら
下
が
る
所
作
を
行
う
こ
と
も
あ
っ
た
の
だ
ろ

う
か
︑
こ
う
し
た
蛇
体
の
一
部
が
必
要
で
あ
り
︑
終
わ
れ
ば
︑
じ
ゃ
ば
ら
状
の

蛇
体
を
鐘
の
中
に
引
き
上
げ
れ
ば
済
む
の
だ
ろ
う
︒﹃
三
世
道
成
寺
﹄
も
同
様

だ
っ
た
の
だ
ろ
う
︒

お
わ
り
に

琉
球
使
節
の
﹁
執
心
鐘
入
﹂
に
影
響
を
及
ぼ
し
た
芸
能
を
探
る
と
い
う
こ
と

で
︑
竹
田
か
ら
く
り
﹁
道
成
寺
﹂
に
つ
い
て
︑
改
め
て
考
察
を
加
え
て
み
た
︒

か
ら
く
り
が
目
指
し
た
も
の
は
︑
落
ち
た
鐘
が
引
き
上
げ
ら
れ
た
と
き
に
出
現

す
る
蛇
体
の
姿
が
ど
こ
に
も
な
く
︑
吊
り
上
げ
ら
れ
た
鐘
か
ら
鬼
女
が
現
れ
る

と
い
う
観
客
の
意
表
を
突
く
演
出
で
あ
っ
た
︒
能
の
乱
拍
子
や
能
力
と
の
や
り

取
り
な
ど
を
踏
ま
え
つ
つ
︑
か
ら
く
り
な
ら
で
は
の
演
技
・
演
出
を
試
み
て
お

り
︑
離
れ
か
ら
く
り
に
よ
っ
て
︑
躍
動
感
の
あ
る
道
成
寺
の
世
界
を
展
開
さ
せ

て
い
る
︒
そ
し
て
︑
こ
の
か
ら
く
り
は
︑
桜
と
柳
の
木
を
そ
れ
ぞ
れ
に
セ
ッ
ト

し
た
二
台
の
か
ら
く
り
台
で
構
成
さ
れ
て
お
り
︑
両
者
を
鬼
女
の
人
形
が
つ
な

い
で
い
る
︒
引
き
上
げ
ら
れ
た
鐘
か
ら
鬼
面
の
女
が
現
れ
る
と
い
う
﹁
執
心
鐘

入
﹂
の
着
想
は
︑
こ
う
し
た
竹
田
か
ら
く
り
の
演
目
や
絵
尽
し
な
ど
か
ら
来
た

可
能
性
を
想
定
し
て
み
て
も
い
い
の
で
は
な
い
か
︒
実
際
の
演
技
を
見
る
こ
と

が
で
き
な
く
と
も
︑﹁
道
成
寺
﹂
を
描
い
た
絵
尽
し
︑
番
付
な
ど
を
見
る
こ
と

は
容
易
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
︒
最
後
に
軽
業
芸
の
﹁
道
成
寺
﹂
の
同
工
の
趣
向
を

構
え
て
︑
軽
業
の
力
業
と
組
み
合
わ
せ
て
︑
高
さ
の
あ
る
見
世
物
小
屋
の
演

技
・
演
出
を
実
現
し
て
お
り
︑﹃
三
世
道
成
寺
﹄
の
軽
業
を
考
え
る
手
が
か
り

を
与
え
て
く
れ
る
可
能
性
を
指
摘
し
た
︒﹁
道
成
寺
﹂
の
芸
能
は
こ
う
し
た
多

種
多
様
な
展
開
を
遂
げ
な
が
ら
︑
鐘
を
中
心
に
据
え
た
鐘
入
の
芸
能
と
し
て
の

水
脈
を
長
く
伝
え
て
き
た
︒
能
や
歌
舞
伎
︑
人
形
浄
瑠
璃
の
周
辺
の
芸
能
に
も

大
き
な
影
響
を
及
ぼ
す
と
と
も
に
︑
そ
れ
と
し
て
幅
広
い
観
客
に
受
け
入
れ
ら

れ
て
き
た
と
言
え
る
︒

末
筆
な
が
ら
︑
資
料
の
掲
載
を
お
許
し
い
た
だ
い
た
関
係
諸
機
関
に
深
謝
申

し
上
げ
ま
す
︒

道
成
寺
の
芸
能

八
〇



注①

第
三
章
﹁
若
衆
歌
舞
伎
・
野
郎
歌
舞
伎
と
沖
縄
組
踊
﹂
﹃
若
衆
歌
舞
伎
・
野
郎
歌

舞
伎
の
研
究
﹄
︵
八
木
書
店
︶
二
〇
〇
〇
年
二
月
︒
﹃
阿
姓
家
譜
﹄
照
屋
家
及
び
﹃
夏

姓
家
譜
﹄︵
内
嶺
家
︶
の
本
文
に
つ
い
て
は
︑
同
書
に
お
い
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
︒

②

拙
稿
﹁
用
明
天
王
職
人
鑑
﹂
講
座
元
禄
の
文
学


﹃
元
禄
文
学
の
開
花
Ⅲ
近
松
と

元
禄
の
演
劇
﹄
︵
勉
誠
社
︶
一
九
九
三
年
三
月
︒
拙
稿
﹁
か
ら
く
り
人
形
と
絵
画
資

料
﹂﹃
藝
能
史
研
究
﹄
一
九
〇
号
︵
藝
能
史
研
究
会
︶
二
〇
一
〇
年
七
月
︒

③

拙
稿
﹁
竹
田
か
ら
く
り
の
演
目
と
分
類
﹂
﹃
西
鶴
と
浮
世
草
子
研
究
﹄
�
︵
笠
間

書
院
︶
二
〇
一
一
年
六
月
︒

④

拙
稿
﹁
か
ら
く
り
演
出
と
絵
画
資
料
﹂
﹃
近
世
文
藝
﹄
六
一
号
・
一
九
九
五
年
一

月
︒

⑤

拙
稿
︒﹁
か
ら
く
り
と
浮
世
草
子
﹂
﹃
同
志
社
国
文
学
﹄
四
五
号
・
一
九
九
六
年
一

二
月
︒

な
お
︑
謡
曲
本
文
は
日
本
古
典
文
学
大
系
﹃
謡
曲
集
・
下
﹄
︵
岩
波
書
店
︶
に
よ

る
︒

道
成
寺
の
芸
能

八
一


