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「
蘇
莫
者
」
起
源

説
話

と
は
、
舞
楽
「
蘇
莫

者
」

の
舞

が
山

中
で
演

奏

さ
れ
た
管
楽
器
の
音
色
を
愛

で
て
舞
っ
た
山

神
の
姿

を
写
し

た
も
の
で
あ

る
、
と

い
う
も
の
で
、
山
中
で
管
楽

器
を

演
奏
し

た
人
物
に
う

い
て
は
聖
徳
太
子
も
し
く
は
修
験
道
に
関

わ
る
人
物
－

役
行
者
、

さ
う

さ
む
た
う
き
や
く
I

の
ど
ち
ら
か

と
す
る
。

こ

の
説
話

は
、
南
都
楽
人
狛
近
真
が
天

福
元

年
（
一
二
三
三
）

に
著

わ
し
た
総
合
的
楽
書

『
教
訓
抄
』
を
は
じ
め
と
し
て
、
本

文
中

に
文
保
元
年

か
ら
三
年
の
年
記
を
持
つ
た

め
に
文
保
本
と

称
さ
れ
る
『
聖
徳
太
子
伝
』

や
こ

れ
と
共
通
し
た
本
文
を
有
す

る
真
宗
系
寺

院
の
絵
解

き
台
本
で
あ

る
『
聖

（
正
）

法
輪
蔵
』

な
ど
文

保
本
系
太
子
伝
と
称

さ
れ
る
一
連
の
太
子
伝
な
ど
に
所

収
さ
れ
て
い
る
。
本
稿
で

は
、
こ

の
説
話

の
生
成
と
変
容
に
つ

い
て
考
え

て
み
た
い
。
　
I
　
I
r

里

田
　
　

佳

世

蘇
莫
者
起
源
説
話
を
論
じ

る
た
め
に
は
、
あ
ら
か
じ
め
蘇
莫

者
の
歴
史
的

な
起
源
を
明

ら
か
に
し
て
お
く
必
要

が
あ
ろ
う
。

現
行

の
蘇
莫
者

の
舞
人

の
姿

は
、
白
髪
で
金
色
の
顔
色

、
朱

色

の
舌
を
出
し
た
老

猿
の
面
に
、
毛
皮
の
代
用
と
考
え
ら
れ
る

黄
色

の
蓑

を
毛

べ
り

の
禰

楷
装
束

の
上

に
着
て

い

る
（
図
1

・
2
）
こ

と
か
ら
、
猿
を
形

ど
っ
た
も
の
ど
言
わ
れ
て
い
る
。

し
か
し
、
平

安
初
期

の
古

い
舞
楽

の
姿
を
写
し
留
め
て
い
る

と
言
わ
れ

る
『
信
西
古
楽
図
』

の
二
様
の
蘇
莫
者
図
（
図
3
・

4
）

に
よ
れ
ば
、
ど
ち
ら
も
蓑
状

の
物
を
着
て

い
る
点
で
は
現

行
と
一
致
し
て
い
る
’が
、
そ
の
面

に
は
一
本
乃
至
二
本
の
角

が

見
出
せ
、
同

様
に
正
倉

院
蔵
の
蘇
莫
者
面

の
中
に

も
一
角
を
持
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〔

図
　
　
5

〕

つ
も
の
（
図
号

が
存
在

す
る
こ

と
か
ら
、
古

い
時
期

の
蘇
莫

者
は
明
ら
か
に
猿
で
は
な
く
鬼
の
よ
う
な
も
の
を
形

ど
っ

た
姿

で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

蘇
莫
者
の
舞
は
説
話
に
よ
れ
ば
日
本
起
源

と
い
う
こ
と
に
な

る
が
、
実
際
に
は
中
国
伝
来
で
あ

る
ら
し
い
。
那
和
利
貞
氏

は

蘇
莫
者
を
、
初
唐
末
か
ら
盛
唐
に
か
け
て
の
詩
人
張

説
の
｛

蘇

摩
遮
｝
詩
七
絶
五
首

や
『
新
唐
書
』

巻
一
一
八
宋
務
光
伝
付

載

の
呂
元

泰
の
上
疏
文

の
内
容

か
ら
、
中
宗
の
神
龍
（
七
〇
五
～

七
〇
六
）
　・
景
龍

（
七
〇
七
～
七
〇
九
）
年
間
か
ら
玄
宗
の
開

元
元
年

（
七

一
三

ブ
の
禁
令

に
至

る
ま
で
大
流
行
を
み
た
西
域

異
民
族
よ
り
伝

来
の
遊
戯
的
歌
舞
的
習
俗
「
乞
寒
胡
戯
」
の
こ

と
で
あ

る
と
結
論

づ
け
ら
れ
、
そ
の
乞
寒
胡
戯
の
風

習
が

『
新

唐
書
』
西
域
伝
の
康
国

（
サ

マ
ル
カ
ン
ド
）
　の
条
に
見

ら
れ
る

こ
と

か
ら
、
乞
寒
胡
戯
は
サ

マ
ル
カ
ン
ド
起
源
で
、
「
蘇
莫
者
」

の
「
蘇
莫
」

は
サ
マ
ル

カ
ン

ド
の
サ

マ
ル
の
音
写
で
あ
る
と
さ

れ
た
。

こ

れ
に
対

し
て
古
泉
圓
順
氏
は
、
舞
人

が
殆
ん
ど
裸
体
に
近

い
乞

寒
胡
戯

と
日
本

の
蘇
莫
者
と
の
相
違
に
着
目
し
、
日
本
に

伝
来
し
た
蘇
莫
者

と
乞
寒
胡
戯

の
蘇
莫
者
と
は
別
物
で
あ
る
と

断
じ
ら
れ
、
日

本
に
伝
来

し
た
蘇
莫
者

は
中
国
に
お

い
て
既
に

乞
寒
胡
戯
の
蘇
莫
者
と
取

り
違
え

ら
れ
て

い
た

『
酉
陽
雑
俎
』

所
載
の
「
狗
頭

狼
面
」
の
「
婆
羅
遮
」
で
あ
る
と
考
定

さ
れ
た
。

し
か
し
、
蘇
莫
者

の
角

が
古
泉
氏

の
言
わ
れ

る
よ
う
に
婆
羅

遮
の
狗
頭
の
二

つ
の
耳
で

あ
る
と
し

た
な
ら
ば
、
一
角
の
場
合

の
説
明
か
っ
か
な

い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

唐
代
建
中
末
年
（
七
企

二
）

か
ら
元
和
二
年

（
八
〇
七
）
に

か
け
て
慧
琳

が
著
し
た

『
一
切
経
音
義
』

巻
四
一

に
次

の
よ
う

な
記
述

が
見
出
せ

る
。
こ
の
部
分
は

『
大
乗
理

趣
六
波
羅
密
多

経
』

に
あ
る
「
蘇
莫
遮
帽
」
に
つ

い
て
の
註
解
で
あ
る
。

蘇
莫
遮
胃
　

下
毛
反
。
説
文
云
小
児
乃
慢
夷
頭
衣

也
…
…

蘇
莫
遮
、
西
戎
胡
語
也
。
正

云
脆
麿
遮
。
此
戯
本
西
4
　茲

國
至

。
今
由
有

。
此
曲
此
國
渾
脱
大
面

撥
頭
之
類
也
。
或

作
獣
面
或
象
鬼
4　
、
仮
作
種
種
面
具
形
状
、
或
以
泥
水
霜
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瀧
行
人
或
持
扁
索
搭
鈎
捉
人
焉
戯
。
毎
年
七
月
初
公

行
此

戯
、
七
日
乃

停
。
土
俗
相
傅
云
常
以
此
法
攘
厭

駈
尨
羅
刹

悪
鬼
食
略
人
民

之
災
也

。
　
　
　
　

（
句
読
点
は
筆
者
）

（
『
大
正

新
脩
大
蔵
経
』
第
五
四
巻
　
二

一
二
八
　
5
7
6頁
）

こ

れ
に
よ
れ
ば
蘇
莫
者
は
特
異

な
面

や
装
束

を
着
す
舞
踊
で

あ
る
「
渾
脱
大
面
撥
頭
」

と
同

じ
よ
う
な
も
の
と
し
て
捉
え

ら

れ
て

お
り
、
そ
の
姿
は
「
獣
」

や
｛

鬼
祚
｝
な
ど
を
象

っ
た
も

の
で

あ
っ
た
ら
し

い
。
こ
の
こ
と
は
日
本
の
蘇
莫
者
が
毛
皮

の

代
用
品

を
着

し
て

い
る
こ
と

や
古

い
時
代
の
面

が
鬼
の
よ
う
で

あ
っ
た
こ
と
と
一
致
す
る
。
こ
の
よ
う
な
こ
と
か
ら
さ
ら
に
『
一

切
経
音
義
』

が
註
解
を
施
し
た
『
六
波
羅
密
多
経
』

の
「
蘇
莫

遮
帽
」
に
湖
っ
て
考
え
て
み
た

い
。
　
　
　
　
　
　
　

上

『
大
乗
理

趣
六
波
羅
密
多
経
』
巻
第
一

云
何
老
苦

。
…

（
中
略
）
…
讐
如
然
燈
膏
油
郎

盗
。
不

久

将
滅
老
亦
如
是

。
壮
膏
饒

盗
不
久
将
死
。
又
如
蘇
莫
遮
帽

覆

人
面

首
。
令
諸
有
情
見
郎
戯
弄
。
老
蘇
莫
遮
亦
復
如
是

。

従
一
城
邑
至

一
城
邑

。
一
切
衆
生
被
衰
老
見
皆
戯
弄
。
以

是
因
縁
老

鶏
大
苦

。
…

（
後
略
）

（
『
大
正

新
脩
大
蔵
経
』
第

八
巻
　

二
六
一
　
8
6
7頁
）

『
六
波
羅
密
多

経
』

に
よ

れ
ば
蘇

莫
遮
帽

は
、
一

城
邑
か

ら

一
城
邑
へ
と
渡
り
歩

い
て
、
人
々
に
諸
々
の
有
情
を
見
せ
、
戯

弄

さ
れ

る
た
め
に
被

る
も
の
で

あ
っ
た
ら
し

い
。
『
一
切
経
音

義
』

で
は
「
蘇
莫
遮
帽
」

の
「
蘇
莫
遮
」
を
こ
の
芸
能
の
名
称

と
解
し
て
い
る
が
、
『
六
波
羅
密
多
経
』

に
あ
る
「
老
蘇
莫
遮
」

と

い
う
語
か
ら
、
人

間
や
動
物
或

い
は
そ

れ
に
類
す

る
も
の
の

固
有
名
詞
と
思
わ
れ
、
そ
の
姿

は
中
国

の
人

か
ら
は
獣
か
鬼
神

の
よ
う
に
見
え

る
も
の
で
あ
っ
た

の
だ
ろ
う
。

と
こ

ろ
で
、『
大
正

新
脩
大
蔵
経
』
般

若
部
の
索
引
に
よ
れ
ば
。

「
蘇
莫
遮
」
は
梵
語
の
音
写
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。
こ
こ

に
イ

ン
ド
の
ベ
ン
ガ
ル
地
方
を
中
心
に
篤
く
崇
拝
さ
れ
て

き
た
カ
ー

J

・
1

（
r
）｛
｝。
と
呼

ば

れ

る

女

神

が

い

る
。

こ

の

女

神

は

"
S
y
a
m
a
　（

や

い
’
そ
I

ベ

）

゛
　（

こ

れ

に
a
k
h
y
a

（
~

＾
B
f
｛
f
t
l
7
t：

か

‘

～

に

ぎ

ふ

扁

ひ

営

々

か

》

と

い

う

形

容

詞

が

付

く

と

”
S
y
a
m
a
k
h
y
a
”
と

な

り

、

シ

ュ

ヤ

ー

マ

キ

ヤ

或

い

は

シ

ュ

ヤ

ー

≒辱
I`
　Ｓ

。
　
　
　
　
　
　’
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
注
8
y

マ

ク

シ

ャ

と

発

音

さ

れ

る

）

と

も

別

称

さ

れ

る

。

ど

ち

ら

の

名

（
注
9
）

で

あ

っ

て

も

「

黒

」

を

意

味

し

、

そ

の

性

格

は

「

好

戦

的

で

、

血

を

好

み
、

破

壊
、

殺

戮

に

喜

び

を

見

い

出

す

ネ
　ク
　ロ
　フ
　イ
　ラ
　ス
　
　
　
　

（
注
1
0
）

『
死
を
愛
す

る
も
の
』
」

で
あ
り
、

そ
の
姿
形
は
「
剣
と
縄
を

武
器
と
し
、
頭
蓋
骨
を
先

端
に
つ
け
た
色
と
り

ど
り
の
棒
を
持

ち
、
頭
蓋
骨
の
環
を
肩
か
ら
掛

け
、
虎
の
皮
を
身
に
纏

い
、
骨

ば
か
り
に

な
っ

た
4
　体
故
に
見

る
人
を
ぞ
っ
と
さ
せ
」
、
「
口
を

大

き
く
裂
き
、
舌
を
恐
し
く
垂
れ
下

げ
、
目
を
血

ば
ら
し
ら
せ
」

て
い
る
の
で
あ

る
。
か
な
り
図
様
化

さ
れ
て
い
る
が
、
参
考

の

た
め
に
カ
ル

カ
ッ
タ
の

カ
ー
リ

ー
ガ
ー
ト
寺
院
の
本

尊
の
図

像
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〔

図
　
　
6

〕

〔

図
　
　

『
／

』

（
図
6

）
と
1
　
ル
ソ
ン
ギ
ャ
ラ
リ
ト
の
彫

像
（
図
7

）
を
掲
げ

て

お
く
。

こ
の

カ
ー
リ
ー
女
神
の
身
体
的
特
徴

と
共

通
す
る
特
徴

が
日

本

の
古

い
時
期
の
蘇
莫
者
面

に
見

出
せ
る
の
で

あ
る
。
例
え
ば
、

口
を
大
き
く
開
け
舌
を
出
し
て
い
る
こ
と
や
、
カ
ー
リ
ー
は
通

常
牙

の
よ
う

な
歯
を
見
せ

る
が
、
正

倉
院
蔵
の
蘇
莫
者
面

に
も

牙

の
よ
う

な
歯

が
見
出
せ

る
こ
と
、
カ
ー
リ
ー
は
そ
の
名

の
示

す
通
り
青
黒

い
肌
を
し
て

お
丿
、
正
倉

院
蔵
の
蘇
莫
者
面

や
『
信

西
古
楽
図
』

の
蘇
莫
者
に

も
黒
っ

ぽ
い
彩
色
が
施
さ
れ
て
い
る

こ
と
な
ど
で

あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

’

や
や
短

絡
に
過

ぎ
る
か
も
し

れ
な

い
が
以
上
の
よ
う
な
こ
と

か
ら
、
舞
楽
「
蘇
莫
者
」

は
女

神
シ
ュ
ヤ
ー
マ
＝

カ
ー
リ

ー
の

姿
を
模
し
て
舞

い
踊

る
イ
ン
ド
の
芸
能
を
起
源

と
す
る
舞
曲
で

は

な
か
っ
た

ろ
う
か
。
こ
の
こ

と
は
ま
た
、
『
一
切
経
音
義
』

の
記
す
と
こ
ろ
の
こ
れ
を
行
な
う
こ
と
に
よ
っ
て
人
民

が
羅
刹

や
悪
鬼
に
食

さ
れ
る
災
難
を
除
く
こ
と
が
で
き
る
と
す
る
由
来

に
ふ

さ
わ
し

い
起
源
と

も
思
わ
れ

る
の
で
あ

る
。

-

-

起
源

の
考
察

に
つ
い
で
、
説
話
に

つ
い
て
考
え
て
み
た

い
。

は
じ
め
に
も
少

し
触
れ
た
よ
う
に
、
蘇
莫
者
起
源
説
話
は
、
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山
中
で
管
楽
器
を
演
奏
す
る
人

物
を
聖
徳
太
子

と
す

る
か
修
験

道
に
関
わ

る
人
物
と
す
る
か
に
よ
っ
て
二

分
さ
れ
る
。
聖
徳
太

子
と
す

る
方
を
太
子
系

説
話
、
修
験
道
に
関
わ
る
人
物
と
す

る

方
を
修
験
道
系
説
話
と
便
宜
上
名
付

け
て
、

そ
れ
ぞ
れ
の
梗
概

を
以
下
0
　論
述
の
た
め
に
あ
ら
か
じ
め
記
し
て

お
く
。

〔
太
子
系
説
話
〕

聖
徳
太
子

が
信
貴
山

の
椎
坂

（
或

い
は
河
内

の
亀
瀬
）

で
尺
八
を
吹
い
た
と
こ
ろ
、
そ
の
音
色
を
愛
で
て
山
神

が

舞
っ
た
。
そ
の
姿
を
写
し
た

も
の

が
蘇
莫
者
の
舞
で
あ
る
。

太
子

が
吹

い
た
尺
八
は
今

も
法

隆
寺

に
在

る
。

所
収
文
献
一
『
教
訓
抄
』
巻
四
、
『
聖
徳
太
子
伝
私
記
』
、

文
保
本

『
聖
徳
太
子
伝
』
、
『
聖
法
輪
蔵
』
、

寛
文
六
年
板
本

『
絵
入
り
聖
徳
太
子

伝
』

〔
修
験
道
系
説
話
〕

役
行
者
或

い
は
さ
う

さ
む
た
う
き

や
く

が
吉
野
の
大
峯

山
中
で
笛

を
吹

い
た
と
こ

ろ
、
そ

の
音
色
を
愛
で
て
山
神

が
舞
っ
た
。
そ
の
姿

を
写

し
た
も
の
が
蘇
莫
者
の
舞
で
あ

る
。
山
神
の
出
現
し
た
峯

は
蘇
莫
者

の
岳
と
名
付
け
ら
れ

て
今
心
在

る
。

所
収
文
献
一
『
龍
鳴
抄
』
下
、
『
教
訓
抄
』
巻
四

こ

れ
ら
は
、
主
人
公

の
他
に
場
所

や
楽
器

な
ど
を
異

に
す

る

だ
け
で
、
叙
述
内
容
の
上
か
ら
は
ほ

ぼ
同

じ
と
言
っ
て
よ
い
。

こ

の
よ
う

な
両
者
の
関
係
に
つ

い
て
ま
ず
考
え

ら
れ
る
の
は
、

ど
ち
ら
か
一
方

が
先
行
し
、
も
う
一
方
が
そ
れ
を
承

け
て
成
立

す

る
親
子
関
係
で
あ

る
が
、
後
述
す
る
よ
う
に
太
子
系

も
修
験

道
系

も
そ
れ

ぞ
れ

が
独
自
の
生
成
、
発
展

を
遂

げ
て

い
て
、
親

子
関
係
は
成
立
し
難
い
こ
と
か
ら
、
両
者

は
共
同
母
胎
か

ら
分

か
れ
出
た
兄
弟
で
あ
る
と
推
定

さ
れ
る
。
こ

の
よ
う
な
こ
と
か

ら
二

系
統
の
説
話
の
成
立
以
前

に
蘇
莫
者

の
起
源
に
つ

い
て

あ

る
人
が
山

中
で
管
楽
器
を
演
奏
し
た
と
こ
ろ
、
そ
の
音

色

を
愛
で

て
山
神

が
踊
っ

た
。
そ
の
姿
を
写
し
た
も
の
が

蘇
莫
者

の
舞
で
あ

る
。

と
い
う
内
容

を
既
に
備
え

た
説
話
－

こ
れ
も
便
宜
上
、
蘇
莫
者

原
起
源
説
話
と
名
付

け
て
お
く
I

が
出
来
上

が
っ
て

い
た

も
の

と
考
え
ら
れ

る
。

蘇
莫
者
の
舞
容
が
、
古

い
時
代

に
は
そ
の
起
源
で
あ

る
イ
ン

ド
の
鬼
神
的
女
神
シ
ュ
ヤ
ー
マ
を
承

け
て
鬼

の
よ
う

な
姿
を
し

て

お
り
、
現
行
で
は
猿
を
形

ど
っ
た
姿
に
な
っ
て

い
る
こ

と
は

先
に
述

べ
て
来
た
通
り
で
あ

る
。
そ
れ
は
、
還
城
楽

の
舞
具
で

あ

る
木
製
の
蛇

が
紙

や
女
郎
花
、
薄

を
輪
に
し
た
も
の
に
替
え

ら
れ
た
よ

九ゝ
心

、
そ
の
容
貌
の

グ
ロ
テ
ス
ク
さ
ゆ
え

の
改
変

に

よ

る
の
で
あ

ろ
う
。
長
承
二

年
（
一

言
一
三
）

成
立

の

『
龍
鳴

抄
』

に
は
「

ま
ひ
の
て

い
。
金
色
な

る
さ
る
の
か
た
ち
也
」

と

記

さ
れ
て

い
る
こ
と
か
ら
平
安
末
期
に
は
既
に
現
行
と
同

じ
姿
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を
と
っ
て

い
た
こ
と

が
わ
か

る
が
、
こ
れ
だ
け
大
幅
な
改

変
で

あ
る
に
も
か

か
わ
ら
ず
、
『
龍
鳴
抄
』

を

は
じ
め
と
し
て
中
古

末

か
ら
中
世
に

か
け
て
の
楽
書
の
中
に
は
そ
れ
に
関
す
る
記
事

が
全

く
見
出
せ

ず
、
そ
の
改
変
は
か
な
り
以

前
に
行
な
わ
れ
た

と
思
わ
れ

る
。
『
信
西
古
楽

図
』

に
は
古
態

が
写
し
留

め
ら
れ

て
い
る
こ

と
か
ら
、
平
安
初
期
以
降
に
は
行
な
わ
れ
た
の
で
あ

み
う
が
、
改
変

の
明
確

な
時
期
に
つ

い
て
は
未
詳
で
あ
る
。

ど
ち
ら
の
姿
で
あ
る
に
し
て

も
蘇
莫
者

は
異
形
の
者

が
音
楽

に
合
わ
せ
て
踊
る
舞
で
あ
る
こ

と
に
相
違

は
な
い
。
蘇
莫
者
の

起
源

や
由

来
に

関
す

る
こ

と

が
日
本

に
伝
え

ら

れ
な
か
っ
た

か
、
或
い
は
伝
え

ら
れ
て
も
そ
れ
が
忘

れ
去

ら
れ
て
し

ま
っ
た

り
、
改
変
後
な
ら
改
変

に
よ
っ
て
そ

れ
ま
で
の
伝
承

が
無
意
味

に
な
っ
て
し
ま
っ
た
時
、
音
楽

に
合

わ
せ
て
異
形
の
者

が
踊

る

こ
の
舞
曲
に
つ
い
て
新
た
に
解
釈

を
望

む
の
は
至
極
当
然
の
こ

と
と
思
わ
れ
る
。

日
本
に
も
古
代
か
ら
楽
器
を
演
奏
す
る
こ

と
に
よ
っ
て
神

が

降
り

る
と

い
う
思
想

が
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
の
代
表

的
な

例
が
『
古
事
記
』
中
巻
の
神
功
皇
后
の
新
羅
征
討
の
と
こ
ろ
に

お
い
て
仲
哀
天
皇

が
熊
曽
国
討
伐
の
託
宣
を
得
る
た
め
に
琴
を

弾

く
が
、
神
功
皇
后
の
口
を
通
し
て
語
ら
れ
た
託
宣
が
間
違
っ

て
い
る
と
し
て
琴
を
弾

く
こ
と
を
途
中
で
止
め
て
し
ま
っ
た
た

め
に
神
の
怒
り
を
買

い
、
亡

く
な
っ
て
し
ま
う
話
で
あ
ろ
う
。

管
楽

器
の
例
と
し
て

は
、
民
俗
学
の
側
か
ら
は
若
者
の
吹
く
笛

の
音

を
慕
っ
て

降
り

て
来

た
天

女

と
そ
め

若

者

が
結
ば

れ
る

「
笛
吹

き
聳
」

と
呼

ば
れ
る
型

の
昔
話

が
あ
り
、
文
学
の
側
か

ら
は

そ
れ

と
の
前

後
関
係

が
問

題
と

な
っ
て

い
る
御

伽
草

紙

『
梵
天
国
』

が
挙

げ
ら
れ
よ
う
。

こ
の
思
想

に
基

い
て
出
来
た
と
思
わ
れ

る
楽
器
を
演
奏

す
る

こ
と
に
よ
っ
て
降
り
て
来
た
神

が
そ
の
演
奏
を
愛

で
て
踊
る
と

い
う
話

の
モ
チ

ー
フ
は
、
そ

れ
を
持
つ
説
話

が
蘇
莫
者
起
源

説

話

の
他
に
、
『
十
訓
抄
』

第
十

に
天

武
天
皇

が
琴
を
弾

い
た
と

こ

ろ
神
女

が
そ

れ
を
愛
で
て
舞

い
、
そ
れ
が
五
節
舞
姫
の
起
源

に
な
っ
た
と
い
う
話

や
『
今
昔

物
語
集
』
巻
二

四
と
『
教
訓
抄
』

巻
七

に
源

″
信

が
筝

の
難

曲
を
弾

い
た
と
こ
ろ
天
女

が
そ

れ
に

感
動

し
て
舞
っ

た
と
い
う
話
、
『
古
今
著
聞
集
』

巻
六
と

『
教

訓
抄
』
巻
一
に
藤
原
宗
輔

が
陵
王

の
姿
を
し
て
舞
っ
た
と
い
う

話

な
ど
い
く
つ
か
見
出
せ

る
と
こ
ろ
か
ら
、
話
の
型
と
し
て
既

に
定
着
し
て

い
た
よ
う
に
思
わ
れ

る
。

以
上

の
よ
う

な
こ
と
か
ら
、
ど
ち
ら
の
姿
－

毛

皮
の
代
用
品

を
着

た
鬼
神

の
姿
、
或

い
は
猿
を
形

ど
っ
た
姿
で
あ
れ
ば
一
層

－

で

あ
る
に
し
て

も
、
そ

の
舞
容
か

ら
は
山
の
神

が
演
奏
を
愛

で
て
踊
っ
て
い
る
と
い
う
発
想

は
容
易
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
、

そ
れ
な
ら
ば
、
誰
か
が
山
中
で
楽
器
を
演
奏
し

た
か
ら
で
あ
ろ

う
、
と
い
う
よ
う
に
し
て
原
起
源
説
話

が
出
来
上

が
っ
た
の
で
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は
な
い
だ
ろ
う
か
。

山
中
で
奏
さ
れ
た
楽
器
が
管
楽
器
と
さ
れ
た
の
は
、
山
中
で

の
演
奏
に
適
し
て

い
る
と

い
う
だ
け
で
は
な
く
、
舞
楽
の
演
奏

で

は
旋
律

パ
ー
ト
を
管

楽
器
－

現

行
で

は
筆

築
・

笙
・
横

笛

（
左
方
）
－

が
受
け
持
っ
て

い
る
こ
と
に
も
由
来
す

る
と
思
わ

れ
る
。

-

㎜

㎜

(1)

『
古
今

著
聞
集
』
巻
第

六
歌
舞
管
絃

第
七
の
「
延
喜
廿

一
年

十
月
八
條
大
1
　
保
忠
勅
を
受

け
て
舞
を
奏
す

る
事
」
に
よ
れ
ば
、

同
廿
一
年
十
月
十
八
日
、
八

條
大
将

保
忠
、
中
納
言
の

と
き
勅
を
う
け
給
て
、
日
比
奏

せ
ざ
る
舞

を
御
覧

ぜ
ら
れ

け
り
。
貞
信
公
右
大
臣
に
て
ま
い
り
給
。
参
入

音
聾

に
は

聖
明
楽
を

ぞ
奏
し
け

る
。
刑
仙
楽
・
西

河
・
蘇
志
摩

・
傾

杯

楽
・
放
鷹
楽
・
弓
士
・
採
桑
老
・
林
歌
・
蘇
莫
者
・
潜

洲
・
胡
飲
酒

・
輪
毫
・
甘
酔
、
こ
れ
ら
を
御
ら
む
ぜ
ら
れ

（
日
本
古
典
文
学
大
系
　
1
9
7頁
）

と
あ

る
よ
う
に
、
延
喜
二

一
年

（
九
二

こ
　
一
〇
月
一
八
日
に

醍
醐
天

皇
の
舞
御
覧
が
行

な
わ
れ
、

そ
れ
に
は
蘇
莫
者
の
舞
も

奏

さ
れ
た
こ
と

が
知

ら
れ
る
。
こ
の
舞
御
覧
は

『
日
本
紀
略
』

や
『
新
儀
式
』

な
ど
に
よ
っ
て

も
確
認
で
き
る
。

『
日
本
紀
略
』

醍
醐
天

皇
延
喜
二
一
年

○

十

月

十

八

日

庚

午

。

覧
二
雅

楽

寮

舞

人
一
。

於

清

涼

殿

前
一
奏

二
音

楽
一
。

（
新

訂

増

補

国

史

大

系
‥‥‥一
　
2
4
頁

）

『
新

儀

式
』

召
二
雅
楽
寮
物

師
等
一
令
レ
奏
二
音
楽
舞
等
一
事
…

（
中

略
）
…
皆
是
延
喜
廿
一
年
十
月
十
八
日
例
也
。
…
（
後
略
）

（
『
群
書
類
従
』

第
六
輯
巻
第
八
十
　
2
3
7
頁
）

『
日
本
紀

略
』

や
『
新
儀
式
』

に
よ

れ
ば
、

こ
の
日
の
舞
御

覧

は
雅
楽
寮

の
舞
人
に
よ
っ
て
舞
わ
れ
て

い
た
こ
と
が
知

ら
れ

る
。
す
な
わ
ち
、
延
喜
二
一
年
に
は
蘇
莫
者
の
舞
を
雅
楽
寮
の

舞
人

が
奏
舞
し
て

い
た
と

い
う
こ
と
に
な

る
。
と
い
う
の
は
、

蘇
莫
者

の
舞

が
現
在
で

も
な

お
そ
れ
と
喧
伝
さ
れ
て
い
る
よ
う

に
、
後

に
は
四
天
王
寺
の
舞
人
だ
け

が
舞
う
四
天
王

寺
流
特
有

の
舞

に
な
る
か
ら
で
あ

る
。

い
つ
頃

か
ら
四
天
王
寺

の
楽
人
だ
け

が
舞
う
よ
う
に
な
っ
た

か
を
知

る
手
掛

か
り
と
し

て
、
『
続
古
事

談
』

第
五
諸
道

に
次

の
よ
う
な
記
述

が
見
出
せ

る
。

・：
タ
ニ

ン
後
冷
泉
院

ノ
御
時
。
蘇
莫
者
ヲ

メ
シ
テ
御
覧
ジ
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ケ

リ

。
此
舞

パ
矢

王

寺
ノ
舞
人
ノ
ホ
カ
ニ
ハ
マ
ハ
ヌ
舞
ナ

リ
。
宇
治
殿
キ

ヽ
給
テ
。
近
衛
官
人

雅
楽
ノ
モ
ノ
ナ
ラ
ズ

シ
テ

メ
サ
ル
ル

事
イ

カ

ガ
ア
ル

ペ
カ
ラ

ム
ト
仰

ラ
レ

ケ

（
『
群
書
類
従
』

第
二

十
七
輯
巻
第
四
百

八
十
七
　
6
8
2頁
）

こ

れ
に
よ

れ
ば
、
後
冷
泉
天

皇
が
蘇
莫
者
の
舞
を
見

る
た
め

に
四
天
王

寺
の
舞
人
を
召
し
て
、
頼
通
が
そ
れ
を
非
難
し

た
と

い
う
こ
と
な
の
で
、
早
け
れ
ば
1
0
0
0

年
前
後

に
は
四
天
王

寺

の
楽
人
し
か
舞
わ
な
か
っ
た
と
考
え

ら
れ
る
。

四
天
王

寺
の
楽
人
だ
け
が
舞
う
よ
う
に
な
っ
た
理
由
に

つ
い

て
林
屋
辰
三
郎
氏
は
、
蘇
莫
者
の
舞
容
が
優

雅
さ
を
重

ん
じ

る

中
央
の
楽
人
か
ら
賤
し
め
ら
れ
、
そ
の
た
め
社
会
的
地
位

が
京

都
・
南
都
の
二

楽
所
に
較
べ
て
明

ら
か
に
低

い
四
天
王

寺
楽
人

が
勤
仕
す

る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う

と
考
察
し
て

お
ら

れ

る
。ど

の
よ
う
な
理
由

で
あ
る
に
せ

よ
蘇
莫
者

が
四
天
王

寺
流
独

自
の
舞
に
な
り
、
そ
れ
が
四
天
王
寺

の
楽
人
た
ち
に
意
識

さ
れ

れ
ば
、
蘇
莫
者
を
四
天
王
寺

の
創
建
者
と
伝
承
す

る
聖
徳
太
子

に
関

わ
り

の
あ

る
も
の
と

し
て
捉
え

る
こ

と
は
自

然
で

あ

ろ

う
。
そ
の
際
、
先
に
存
在

し
て

い
た
原
起
源
説
話
の
山
中
で
管

楽
器
を
吹

く
人

物
が
聖
徳
太
子
と
考
え
、
そ
の
名
を
当
て
嵌
め

る
こ
と
に
よ
っ
て
太
子
系
説
話

が
生
成

さ
れ
た
の
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
。

同
様
に
し
て
四
天
王

寺
の
楽
人

が
そ
の
起
源
を
聖
徳
太
子
に

結

び
つ
け
た
と
思
わ
れ
る
も
の
に
「

倍
櫨
破
陣
楽
叶

が
あ

る
。

倍

櫨
は

か
つ
て
四
天

王
寺

楽
人

と
唐
招

提
寺

の
僧
侶

だ
け

が

舞
っ

た
曲
で
、
巻
繊
の
末
額
冠
（
或
い
は
鳥
甲
）

に
金
欄

べ
り

の
禰
福
装
束
で
太
刀

を
佩

い
た
四
人

の
舞
人

が
、

は
じ
め
楯
と

鉾
を
手
に
し
て
舞

い
、
や

が
て
は
太
刀

を
抜
い
て
舞

う
と
い
う

勇
壮

な
も
の
で
あ

る
。

『
東
大
寺
要

録
』

巻
第
二
所

収
の

『
大
安
寺

菩
提
伝
来
記
』

に
は

・
：
勝
賓
四

年
壬
辰
七
月
九
日

開
眼

大
會
（
注
略
）
郎

仰
二

諸
大
寺
一
令
レ
漢
楽
一
矣
爾
時
彼
佛
哲
□
□

少
々
師
於
二
彼

縦
波

國
一
習
二
得
井
憐
井

部
侶
抜
頭

楽
憐

歌
一
令
二
傅
習
一

●

●

・

（
『
続
々
群
書
類
従
』

第
十
一
　
4
5頁
）

と
あ
り
、
文

中
の
「
部
侶
」

が
倍
櫨

の
こ
と
で
あ

る
な
ら
ば
、

倍
櫨

は
東
大
寺
大
仏
開
眼
会
の
導
師
と
な
っ
た
婆
羅
門
僧
正
菩

提
遷
那

と
と
も
に
来
日
し

た
林
邑
僧
仏
哲

が
伝
来
し
た
も
の
で

あ
ろ
う
。
し

か
し
、
『
教
訓
抄
』

や
文

保
本

『
聖
徳
太
子
伝
』

な
ど
に
は
次

の
よ
う

に
倍
盧

の
舞

が
聖
徳
太
子
と
守
屋
と
の
合

戦
の
様

を
写

し
た

も
の
で

あ
る
と
記

さ

れ
て
い

る
か
ら
で

あ

る
。
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『
教
訓
抄
』
巻
第
四

或
人
云

、
楽

者
婆
羅
門
僧
正
伝
来

ク
リ
給

フ
。
舞
者
上
宮

太

子
為
レ
敵
二
守
屋

″
臣
へ

奏
二
此
曲
一
之

時
、
有
二
舎

毛

音
一
。
彷
自
陣
勝
云
。
其
模
ト
シ
テ
此
舞
所
レ
造
云
々
。

一

●

・

・

一

一

（
後

略

）

文
保
本

『
聖
徳
太
子
伝
』

・：
又
守

屋
合

戦
琳

ヲ
モ

造
レ
舞
、

軍
旅

ノ
意
ニ
で

面

々

持
八
手

楯
一
入

組
入

違
而
舞

。
、
名
一
K日
二
倍
櫨

へ

天
王

寺

ノ
外

二
無
二
此
舞
一
也

。

（
『
聖
宝
輪
蔵
』

お
よ
び
寛
文
六
年
板
本

『
絵
入

り
聖
徳
太

子
伝
』
の
記
述
は
文
保
本
『
聖
徳
太
子
伝
』
に
ほ
ぼ
同

じ
。）

こ
の
倍
櫨

の
場
合
で
『
教
訓
抄
』

に
記
さ
れ
て
い
る

此
楽
七
返
之
時
、
有
二
舎
毛
音
一
、
我
陣
即

勝
、
怨
陣
即

破
。

若
我
陣
無
二
此
音
一
、
自
陣
破
、
怨
陣
則
勝
云
々
。

（
礎

と

い
う

よ

う

な

合

戦

に

ま

つ

わ

る
伝

渾

や
倍

膿

の

戦

闘

を

模

し

た
舞
容
か
ら
、
説
話

が
作

ら
れ
た
の
で
あ

ろ
う
。

他

に
も
、
音
律

の
基
準
を
聖
徳
太
子
に
ま
で
湖
ら
せ
る
四
天

王
寺
楽
人

の
談
話

が
『
徒
然
草
』

第
二
百
二

十
段
に
採

録
さ
れ

て

お
り
、
四
天
王
寺
楽
人
た
ち
に
は
自
ら
に
関
わ
る
舞
楽

の
起

源

を
太
子

に
求

め

よ
う
と

す
る
傾
向

の

あ
っ

た
こ

と
が
窺
え

る
。

(2)

原
起
源
説
話

が
修
験
道
に
見
出
さ
れ
た
契
機

は
太
子
系

説
話

の
場
合

ほ
ど
明
確
で
は
な

い
。
恐
ら
く
は
原
起
源

説
話
に
山
神

が
登
場

す
る
こ

と
か
ら
、
修
験
道
に
携
わ
る
人
々
の
注
意
を
引

い
た
の
で
あ
ろ
う
と
考

え

ら
れ
る
。

し
か
し
、
修
験
道
の
場
合
四
天
王

寺
楽
人

の
よ
う
に
蘇

莫
者

の
曲

が
自

ら
に
直
接
関
わ
っ
て
く

る
わ
け
で
は
な
い
の
で
、
強

い
て
修
験
道
と
蘇
莫
者
原
起
源
説
話
と
を
結
び
つ
け
る
必
然
性

は
薄

い
と
思
わ

れ
る
。
に

も
か
か
わ
ら
ず
修
験
道
と
結
び
つ
け

る
こ

と
を
し

た
の
は
、
役
行
者
に
次
の
よ
う
な
伝
承
が
在
っ
た

か
ら
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
。

『
役
行
者
本
記
』

小

角

者
幼

名
也

。
敢

無
二
成

長
之

譚
一
。
其

父

。
名
二
大

角
「

其
家
世

世
長

よ
リ
於
聾
韻
之
曲
一
。
故
字

一
大
角
「

此
ニ
ハ
云
二
腹
ノ
笛
一
。
小

角
此
云
二
管

笛

≒

恒
二
只
呼
テ

日
二
小
角
「

此
家
者
是
1
　　雅
楽
之
君
也
。

（
『
日
本
大
蔵
経
』
第
三
十
八
巻
　
2
4
5頁
～
2
4
6
頁
）

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
小

角
と
い
う
名

は
管
笛
を
意
味
し
、
そ
の

家

は
代
々

雅
楽
に

携
わ
っ

て

い
た
と

さ
れ
て

い

る
か
ら
で
あ

る
。
役
行
者
の
吹
く
楽
器

が
笛
と
さ
れ
た
の
も
こ

の
伝
承

に
よ

る
も
の
と
思
わ

れ
る
。
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ま
た
、
役
行
者
に
は
次
の
よ
う
に
老

猿
と
関
わ
る
伝
承

も
見

出
せ

る
。『

役
君
徴
業
録
』

（
天

智

皇
帝
）

十
年

辛
未

。
（
役
）
公

在
二
大

峰
一
。
有
二

一
老

猿
一
采
二
蔀

羅
一
以

補
二
公

″
法
衣
「

此

結
ヒ
袈
裟

之
始
也
。
　
　
　
　
　
　
　

（
　
）
内

は
筆
者

が
補
う

。

（
同
前
　
2
9
6
頁
）

も
し
、
原
起
源
説
話
と
役
行
者

が
結
び
つ
け
ら
れ
る
時
、
既

に
蘇
莫
者

の
舞
容

が
猿
を
形
ど
っ
た
姿
で
あ
っ
た
な
ら
ば
、
こ

の
伝
承

も
役
行
者
と
蘇
莫
者
と
を
結

び
つ
け
る
一
要
因
に
な
っ

た
と
思

わ
れ
る
。

な
お
、
修
験
道
系
説
話
で
は
大
峯
山
中
で
笛
を
吹
い
た
人
物

を
役
行
者
以
外

に
さ
う

さ
む
た
う
き

や
く
と
も
す
る
が
、
こ
の

さ
う

さ
む

た
う
き

や
く
に

つ
い
て

は
後
で
述

べ
る
こ
と

に
す

る
。

(3)

前
掲
の

『
古
今
著
聞
集
』
巻
第
六
の
「
延
喜
廿
一
年
十
月
八

條
大
将
保
忠
勅

を
受

け
て
舞
を
奏
す

る
事
」
の
記
述
の
中
で
も

う
一
つ
注
意
さ
れ
る
点

は
、
延
喜
二
一
年

の
頃
に
は
蘇
莫
者

が

既
に
「
日
比
奏

せ
ざ
る
舞
」
の
ひ
と

つ
で
あ
っ
た
こ
と
で
あ
る
・。

そ
れ
は
蘇
莫
者
が
四
天
王
寺
楽
人
に
よ
っ
て
勤
仕
さ
れ
る
原
因

と
も
な
っ
た
優
雅
さ
に
欠
け
る
舞
容
に
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

蘇
莫
者
が
「
日
比
奏
せ
ざ
る
舞
」
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
『
舞

楽
要
録
』
に
記
さ
れ
て
い
る
法
会
・
八
講
・
朝
観
行
幸
・
御

賀
・
相
撲
節
に
お
け
る
舞
楽
の
演
奏
記
録
か
ら
、
左
方
の
舞
曲

の
奏
舞
回
数
を
ま
と
め
た
表
1
か
ら
も
窺
え
る
。
こ
の
『
舞
楽

要
録
』
の
記
録
は
平
安
中
期
か
ら
後
期
に
互
っ
て
の
も
の
で
あ

る
こ
と
か
ら
、
蘇
莫
者
の
奏
舞
回
数
が
少
な
い
の
は
そ
の
舞
容

に
原
因
が
あ
る
だ
け
で
な
く
、
社
会
的
地
位
が
低
い
と
み
な
さ

れ
て
い
た
四
天
王
寺
楽
人
た
ち
の
手
に
移
っ
て
い
た
こ
と
に
も

よ
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
い
ず
れ
に
し
て
も
蘇
莫
者
の
舞
は

平
安
時
代
を
通
し
て
あ
ま
り
奏
さ
れ
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ

る
。こ

の
よ
う
に
奏
舞
回
数
も
少
な
く
、
特
定
の
楽
人
に
委
ね
ら

れ
て
い
る
蘇
莫
者
は
当
時
の
人
々
に
と
っ
て
も
慣
染
み
の
薄
い

舞
曲
で
あ
っ
た
に
違
い
な
く
、
そ
れ
が
日
本
起
源
と
い
う
歴
史

的
に
も
間
違
っ
た
起
源
説
話
の
存
在
を
許
す
素
地
と
も
な
り
、

ま
た
、
そ
の
説
話
を
限
ら
れ
た
伝
承
圏
の
中
だ
け
で
生
成
、
変

容
さ
せ
る
こ
と
に
も
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
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儀
回 右 記 式
数 よ 載J

び 年 名
数

舞

曲

名

※　　 大

a 応
和　法

46　三
回(961) 会

S
久

安
五

(1149)

※　　八
b 長

4　 治
回 元

剣 川4) 講
2   s
几

回　
客

一 一
(1146)

朝

寄 親
平　z-

49　三　ィ丁
回(1060)幸

S
仁
平
一冗

(1151)

※　　御

c 康

3　
和

回　四

－(1102)賀
宍 ＼
言

一 一
(1176)

※　　相
d 延

19 長 撲
回 六

－(928) 節
回S

レ 堡

回　匹

ご　
二

(1158)

合

120
回

一
計

152
回
心

1　 陵　　　 王 4 4 3 4  5 8 4 10  4

2　 万　 歳　 楽 4 1 2 4  5 6 7 1  0 1

3　 散　　　 手 2 9 2 20 0 1  7 6 8

4　 太　 平　 楽 2 4 1 1 7 6 ｀　1 0 5 8

5　 蘇　 合　 香 1 4 2 9 0 1  8 4 3

6　 春　 鴬　 嚇 1 2 0 2  3 6 0 ∠に

7　 胡　 飲　 酒 1 2 1 7 5 0 2 5

8　 青　 海　 波 1 2 6 6 6 2 1

9　 賀　　　 殿 2 2 1 1 5 0 2 0

環　 城　 楽9　 （ 見蛇楽） 1 1 2 0 1 6 2 0

9　 抜　　　 頭 1 3 2 0 1 4 2 0

12　秦王破陣楽 9 1 2 0 3 1  5

13　打　 毬　 楽 4 2 8 0 0 1 4

14　三　 台　 塩 1 0 6 3 2 1 2

15　採　 桑　 老 4 2 5 0 0 1 1

16　猿　　　 楽 0 0 0 0 9 9

⑩ 蘇 莫 者 5 1 2 0 0 8

18　甘　　　 洲 1 0 6 0 0 7

19　輪　　　 台 4 0 0 0 1 5

20　抹　　　 兜 0 0 0 0 3 3

21　 団　 乱　 旋 0 1
J 1

~-

0 0 2

21　傾　 盃　 楽 0 0 2 0 0 2

23　秋　 風　 楽 1 0 0 0 0 1

24　五　 常　 楽 0 1 0 0 0 1

25　万　 秋　 楽 0 0 1 0 0 1

26　桃　 季　 花 0 0 1 0 0 1

27　玉樹 後庭花 0 0 1 0 0 1

28　皇帝破 陣楽 0 0 0 0 1 1

表
1
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こ

の

表

は

『
群

書

類

従

』

第

十

九

輯

所

収

の

『
舞

楽

要

録

』

に

拠

っ

た

。

※
a
　

大

法

会

は

四

六

回

が

記

録

し

て

あ

る

が

、

曼

茶

羅

供

（

年

月

日

不

明

）

に

は

舞

曲

名

の

記

載

が

な

い

。

ま

た

、

円

勝

寺

供

養

（
大

治

三

年

三

月

十

三

日

）

の

直

後

脱

落

が

あ

る

ら

し

く

、

法

会

名

を

記

さ

な

い

が

舞

曲

名

は

記

し

て

い

る

の

で

、

こ

れ

を

含

め

た

。

※
b
　

八

講

は

数

日

間

に

互

っ

て

行

な

わ

れ

る

た

め

、

八

講

が

行

な

わ

れ

た

の

は

四

回

で

あ

る

が

舞

楽

が

奏

さ

れ

た

の

は
I

〇

回

に

及

ぶ

。

な

お

、

一

回

の

八

講

の

間

、

同

一

曲

は

奏

舞

し

な

か

っ

た

よ

う

で

あ

る

。

※
c
　

御

賀

の

場

合

も

、

「

回

の

御

賀

で

試

楽

・

賀

宴

・

後

宴

の

奏

舞

が

あ

っ

た

よ

う

で

あ

る

○
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

・

※
d
　

相

撲

節

の

場

合

も

、

召

合

と

抜

出

の

二

回

の

奏

舞

が

あ

っ

た

よ

う

で

あ

る

。

四
(1)

太

子

系

説

話

は

先

に

も

記

し

た

よ

う

に

『
教

訓

抄

』

巻

四

。

『
太

子

伝

私

記
』
、
文

保

本

『
聖

徳

太

子

伝

』
、
『
聖

法

輪

蔵
』
、

寛

文

六
年

板

本
『
絵

入

り

聖

徳

太
子

伝
』
に
所

収

さ

れ
て

い

る
。

そ

れ

ら

の
本

文

を

相

互

に

比

較

対

照

で

き

る
よ

う

に

し

た

も

の

が
表
2

で

あ

る

。

文

飾

の

勝

っ

て

い

る

、

勝

っ
て

い

な

い

の
差

は

あ

っ

て

も

、

五

本

文

の

叙

述
内

容

を
比

較

す

る

に

『
教

訓

抄

』

所

収

話

が
山

神

の

出

現

し

た

場
所

を

「
河

内

ノ
亀

瀬

」

と

し

て

い

る
こ

と
以

外

大

き

な

異
同

は
見

当

ら

な

い

。
こ

の

「
亀

瀬

」

は
他

が
山

神

の
出

現

し

た

場

所

と

し

て

い

る

信
貴

山

と

は
地

理

的

に

も
近

い

う

え

、『
教
訓

抄

』
所

収

話

は
「
近

代

法

隆

寺

ノ

絵

殿

説

侍

ベ
ル
」

こ
と
を
護
持
僧
の
預

か
り
か
ら
又
聞
き
し
て
書
き
留
め
た
も
の

で
あ

る
点
確
実
性
に
欠
け
る
こ

と
や
、
同

じ
時
期
同
じ
法
隆
寺

の
聖
霊
院
の
院
主
で
あ
っ
た
顕
信
得
業

の
記
し
た

『
太
子
伝
私

記
』
で
は
他
と
同
じ
「
（
信
貴
山
の
）
椎
坂
」
で
あ

る
こ
と
か
ら
、

こ

の
異
同

は
特

に
問
題

に
す

る
必
要

は
な

い
よ
う
に
思

わ
れ

る
。聖

徳
太
子

が
尺

八
を
吹

い
た
と
さ
れ

る
信
貴
山

は
、
『
太
子

伝
古
今
目
録
抄
』
に

信

貴
寺
。
皿
湘
太
子
守
屋
合

戦
。
被
二
追
還
一
給
之

時
。
隠

入
二
此
山
中
一
。
値
二
多
聞
天
伏

蔵
一
。

（
『
大
日
本
仏

教
全
書
』
第
七
十
一
巻
五
四
九
　
2
8
5
頁
）

と
か
、
管
家
本

『
諸
寺

縁
起
集
』
信
貴
山
の
条
に

又
聖
徳
太
子
焉

誄
守
屋
大
臣
、
於
此
山
而
篤

新
祷
、
奉
造

四
天
王

像
、
以

勝
軍
木
造
之
、
其
時
件
耽
沙
門
紳
肺
現
給

云
々
、
巨
細
太
子
傅
、
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べ 近　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 メ バ 馬 ケ 河　 而　 蘇

ル 代　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 デ シ 上 ル 内　 聖　 莫

法゚　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｀ケ ニ 土 ノ　 徳　 者

御 隆　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 山 ル シ　｀亀　 太

持 寺　　　　　　　　　　　　　　　　　　 神 ニ テ　 瀬　 子

ノ ノ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 舞 ゝ　　ゝ　　ヲ

預 絵　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｀ 夕　 尺　 通

申 殿　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ル　 ハ　 ラ

侍 説　　　　　　　　　　　　　　　　　　 由　 ア　 セ

侍゚　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｀　　　ソ　　　給

教

訓

抄

舞 其　　 出 爰　　　　 太　　 二 山　　 時 椎 王 太　 次
之 様　　 舌 二　　　　 子　　 シ 神　　　t 坂 寺 子　 尺
ムド ズ レ ド ヤ

笞　 誉　　　　
御　　

臨 礁

ト ニ`　　　　指　　　　　　　　　　　 後　　　　 之　 天

太
子

伝
私
記

也 其　 者 人 其　　 拍 山　　　 之 太　 而 シ 山　 吹　 於 時 太　 同

｀尺　 一 造 山　　 レi神　　　　 ｀’子　 聞 テ 神　 ニキ　三　｀子　 夏
A 燦?　 雖　　

回　
クダ ス　 『

ニ

只 宍I

U ド ケ ル ン 士

こ　　　 莫 伶　　　 舌　　　　　 ハ　　　　`現　　　　　　　　　　御

文

保
本
太
子
伝

法爾舞給今其　中振山　覧御レ其リ馬感山ル太坂犬成太比同
m ズ レ ド ド 川 ド 士 千 言y ド

豹 匹抑 付 ヅ ド 認 嘉門 ド 計 屈 扇

聖

法

輪

蔵

り 法 そ 云 ど ま そ り て ま 山 を て は か そ　 に す 山 に 太 坂 大 ら 太　 同

゜隆 の 舞 ヽゞ` 四 の 山゚ つ 神 御 御 あ レ の　 て 太 神　 子 に 和 せ 子　 年
寺 時 こ め 天 時　 中 り を 覧 馬 や る ぉ　 舞 子 出　 尺 て 国 給 岡　 四

に の れ 侍 王 の　 に 舌 そ し を し こ も　 か の 来　 八　　信 け 本　 月
い 尺 な り　 山　 に を れ 給 引 み ゝ　　　　な 御 面　 を　 貴 る の　 の
ま 八 り　 や゚ヶ神 ゛ げ ふ を け 返 ぉ ち 力-　 で 馬 白　 吹　 山 に 宮　 比

だ ぱ 蘇 呼 の　 か り な れ し ほ し げ　 侍 の さ　 給　 の　　よ
こ 大　 莫 つ 舞　 く 手 し は う し 給 き　 け う に　 ひ　 北　 り
れ 和　 者 つ を　 れ を た　 し め け ほ　 る し た　 け　 の　 還
あ 国　 と し い　 け 拍 て　 ろ し れ ひ　　 ろ゚ へ　 る　 椎　 な

寛
文

六
年
板
本

表
2
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（
『
校
刊
美
術
史
料
』
寺
院
篇
上
巻
　
3
6
1頁
）

と
記
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
太
子

と
守
屋
と

の
合
戦
に
深
く
関

わ
っ
て
い

る
と
さ
れ
て
い
た
よ
う
で

あ
る
。

こ
の
信
貴
山

に
あ
る
朝
護
孫
子
寺

に
つ
い
て

も
『
太
子
伝
私

記
』

に…
営
テ
此

ご
獄
″
西

北
二
在
伽

藍
、
太
子
焉

二
牛

″
建

立
寺

也
、
時

″
人
名
牛
臥
寺

卜
、
復

於
盤
石
″
上
二
立
堂

閣
″
、

此
聖

智
之
建
立
也
、

聖
智
卜
者
太
子

之
一
″
名
也

、
又

子

孫
相
継
テ
崇
此

″
山
で

尤
又
名
孫
子
″
寺
卜
、
…

（
『
太
子

伝
古

今
目
録
抄
』

に
も
ほ
ぼ
同
文

の
記
事
あ
り
。
）

と
あ

る
よ
う
に
、
そ
の
前
身

が
牛
臥
寺

と
呼

ば
れ
る
聖
徳
太
子

の
建
立
し
た
寺
で
あ
っ
た
と
考
え

ら
れ
て

い
る
こ
と

か
ら
、
信

貴
山
朝
護
孫
子

寺
も
中
世
に
於
い
て
既

に
聖
徳
太
子
信
仰
を
奉

ず
る
寺
の
ひ
と
つ
に
な
っ
て
い
た
こ

と
が
知

ら
れ
る
。

な
お
、
椎
坂
に
つ
い
て
は

『
古
今

目
録
抄
』

に
次

の
よ
う
に

記

さ
れ
て

い
る
。

…
其

（
龍
田
大
明
神
）
西
有
レ
河
。
名
二
平
群
河
一
。
従
二

河
逞
一
南

北
有
二
二

道
一
。
太

子
之

四
天

〔
王
〕。
寺

往
還

道
也

。
一
南

路
名
二
椎

坂
路
一
。
…
…

一
北

路
名
二
王

野

明

路
一
。
…

其
雨

道
之

間
。
山
峯

在
二
大
小

之
嶽
一
。
一

名
二
信

峯
一
。
一

名
二
貴

峯
一
。
…
…
見
二
二

嶽
一
。

名
二

信
貴
山
一
。

（
前
掲
　
2
8
5
頁
）

（
『
太
子
伝
私
記
』

に
も
ほ

ぼ
同
文

の
記
事

あ
り
。
）

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
信
貴
山
を
挾

ん
で
南
北
に
二
本
あ
る
聖
徳

太
子

の
四
天
王
寺

へ
の
往
還

の
道
の
南
路
の
方
を
言
い
、
実
在

の
地
名

で
は
な
か
っ
た
よ
う
で
あ

る
。

と
こ
ろ
で
、
聖
徳
太
子

が
吹

い
た
尺
八
は
説
話
の
末
尾
に
今

も
法
隆
寺
に
残

っ
て
い
る
と
言
わ

れ
て

い
る
よ
う
に
、
二

〇
世

紀
の
今
日
で
も
法
隆
寺

に
現
存
し
て

い
る
。
し
か
し
、
田
辺
尚

雄
氏
の

『
日
本
の
楽
器
1

日
本
楽
器
事
典
－

』

に
よ
れ
ば
、
雅

楽
尺
八
が
日
本

で
使
用

さ
れ
た
期
間
は
奈
良
朝
直
前
か
ら
平

安

時
代
初
期
ま
で
で
、
こ

の
法
隆
寺

の
尺
八

も
そ
の`
間
の
も
の
で

あ

る
ら
し
く
、
聖
徳
太
子

が
そ

の
尺
八
を
吹
く
と

い
う
こ
と
は

実
際
に
ま
ず
あ
り
得

な
い
よ
う
で
あ

る
。
偶
然
、
こ
の
よ
う
な

古

い
尺
八
が
法

隆
寺

に
所

蔵
さ
れ
て

い
た
た
め
に
聖
徳
太
子
の

吹
く
管
楽
器
と
し
て
こ
れ
が
付
会

さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

最
初
に
原
起
源

説
話

と
聖
徳
太
子
と
を
結

び
つ
け
た
の
は
、

こ
れ
ま
で
述

べ
て
来
た
よ
う
に
四
天
王
寺

の
楽
人
と
考
え
ら
れ

る
。
し
か
し
、
現
存

す
る
太
子
系
説
話
で
聖
徳
太
子

が
吹

い
た

と
す

る
尺
八
を
所
蔵
し
て
い
る
の
は
法
隆
寺
で
あ
り
、
こ
の
説

話

も
一
部
法
隆
寺
僧
に
よ
っ
て
書

き
留

め
ら
れ
た
り
、
法
隆
寺

の
絵
殿
で
絵
解
き
を
さ
れ
た
り
し
て

い
る
こ
と

や
山
神
の
出
現

し
た
場
所

が
同
じ
聖
徳
太
子
信
仰

を
奉

ず
る
信
貴
山
で
あ

る
こ
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と
か
ら
、
聖
徳
太
子

信
仰
を
奉
ず
る
寺

々
の
間
で

は
あ
る
程
度

緊
密
な
交
流
が
行
な
わ
れ
て
い
た
と
推
測

さ
れ
る
。
相
互

に
大

き
な
異
同
の
殆
ん
ど
見

ら
れ
な
い
太
子
系

説
話

は
、
こ
の

よ
う

な
状
況
の
中
で
成
長
発
展
を
遂
げ
て
き
た
も
め
で

は
な
か
っ
た

ろ
う
か
。

(2)

修
験

道
系
説
話

は
、
『
教
訓

抄
』

巻
四

と

『
龍
鳴
抄
』

下

に

所
収

さ
れ
て

い
る
こ
と
は
先
に
も
述

べ
た
通
り
で
あ
る
。
今
、

『
教
訓
抄
』
所
収
話
と

『
龍
鳴
抄
』

所
収

話
と
を
対
比
し

て
み

る
（
表
3

）
。

一
見
し
て
明
ら
か
な
よ
う
に
、
両
者
の
叙
述
内

容
は
殆

ん
ど

変

わ
ら
な
い
が
、
大
峯
山
中
で
笛
を
吹

い
た
人
物
を
『
教
訓
抄
』

で

は
役
行
者
、
『
龍
鳴
抄
』
で

は
さ
う

さ
む
た
う
き

や
く

と
し

て

い
る
。

『
龍
鳴
抄
』

が
大
峯
山
中
で
笛

を
吹

い
た
と
す

る
さ
う

さ
む

た
う
き

や
く
は
、
『
龍
鳴
抄
』
本
文

中
で

は
は
じ
め
「

さ
う

さ

む
た
う

き
や
く
」
と
言

い
、
次
に
は
「
さ
う
さ
む
」

と
少
略
し

て
い
る
こ
と
か
ら
、「
さ
う

さ
む
」
が
名
前

で
、「
た
う
き
や
く
」

は
役

職
名

の
よ
う
な
も
の
に
当

た
る
と
思
わ
れ

る
。
い
ず
れ
に

し
て

も
す

べ
て
平

仮
名

書
き

で
あ

る
た
め

に
判
然

と
し

な
い

が
、
こ
の
さ
う
さ
む
た
う

き
や
く
は
当
山
派
の
検
校
蔵
算
法
師

に
当
た

る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
。
　
　
　
　
　
　
　

＼

蔵
算
に
つ
い
て
は
『
踏
雲
録
事
』
の
「
当
山

修
験
伝
統
血
脈
」

大
日
如
来
↑

金
剛

薩
垣
－

龍
猛
菩
薩

聖
賓
尊
師

↓
役
行
゛

観

賢

檜
正
－

．：

↓
助

賢

法

師
－

蔵
算

法

師
作
馥

彗

－

・・・

（
『
日
本
大
蔵
経
』
修
験
道
章
　
2
3
1頁
）

の
中
に
そ
の
名
を
連
ね
て
い
る
が
、

そ
の
他
に
は

『
金
峰
山
創

草
記
』

に
一
條
院
御
宇
　

長
徳
三
年

検
校
試
算
賜
二
薬
師
悔
過
阿
閔

梨
官

符
一
。
寛
弘
三

年
賜
二
鳥
居
内

水
田
二
十
五
丁

諦
施

入
之
管
符
一
。

（
同
前
　
3
6
6頁
）

と

い
う
記
事

が
見
出
さ
れ

る
だ
け
で
、
音
楽

に
関

わ
る
関
わ
ら

ず
蔵
算
を

め
ぐ

る
伝
承
や
説
話
な
ど
全
く
伝

わ
っ
て

い
な
い
。

当
山

派
の
開
基
で

あ

る
聖
宝
に

は
、
『
聖
宝
僧
正

伝
』

を
中
心

に
し
て
数
多

く

の
説
話

が
存
在

し
て

い
る
の

と
対
照

的
で
あ

る
。
こ

れ
は
蔵
算

が
外
部
と
殆
ん
ど
接

触
を
持

た
ず
、
当
山
派

の
中
で

も
吉
野
大
峯
を
中
心
と
す

る
ご
く
限
ら
れ
た
範
囲

の
中

だ
け
で
活

動

す

る
に
止
ま
っ

た
か

ら
で
は

な
い
か
と
思

わ

れ

る
。
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表
3件 行 山 笛　 比

出 者 神 ヲ　 舞

現 ニ メ 吹　 ノ＼
ノ

見 デ 給　　｀
峯 付 給 ケ　 昔
ヲ ラ テ ル　 役

バ
レ 舞 ヲ　 行

｀テ ケ　` 　 者
蘇　勺レ　　　大
莫 舌 ヲ　　 峯
者 ヲ ｀　　 ヲ
ノ ク　　　　 下
タ ヒ　　　 給

ケ
出　　　　 ケ

ト シ　　　　　ル
名 タ　　　 ニ
付 ル　　　　 ｀

テ ト
｀申
今 伝

ニ　タ在 リ

ト　゜
一飛

教

訓

抄

人 お　 き ふ ほ よ

々 は　　 ヽ ゑ み に
か み　 て を ね 人

だ ね　　o ふ と の

ら に　 山 か を い

る は　 の れ ら ひ

ヽ 蘇　 か け れ つ
゜資　 み る け た

者　 の に る へ
の　 ま　o に た

た　　 ひ　　　oる・

け　　た　　　　こ

と　　る　 十　 と
い　　 と　　　 は

ふ　 ぞ　　　o

所　 申　　　 さ

あ　 寛　　 う

り　　　　　　　　さ

と　　　　　　　む

ぞ　　　　　　 た
゜　　　　　　　　う

や　　　　　 き

ま　　　　　 や

ぶ　　　　　 く

し　　　　　　 の

の　　　　　　 お

龍

鳴

抄

さ
う
さ
む
た
う
き
や
く
が
当
山
派

の
人
物
で
あ

る
な
ら

ば
、

山
中
で
笛
を
吹
い
た
人
物
を
さ
う
さ
む
た
う
き
や
く
と
す

る
説

話
は
当
山
派
の
中
で
生
成
さ
れ
た
説
話
で

あ
ろ
う
。
ひ
と

つ
の

派
の
中
で
、
同
じ
内

容
で
あ
り
な
が
ら
主
人

公

と
も
い
う

べ
き

人
物
の
異

る
二

つ
の
説
話

が
存
在
し
て
い
た
と
は
思

わ
れ
な
い

こ
と
か
ら
、
笛
を
吹
く
人
物
を
役
行

者
と
す
る
方

は
本
山
派

の

側
で
生
成

さ
れ
た
説
話
と
思
わ
れ
る
。

修
験
道
系
説
話
で
は
、
山
神
の
出
現
し
た
峰
を
「
蘇
莫
者

の

岳
」

と
名
付
け

た
と
す

る
が
、
こ
の
蘇
莫
者
の
岳

は
現
在

で
も

「
蘇
莫
岳
」
と

い
う
名
で
実
在
し
て

い
る
と
こ
ろ
か
ら
、
役
行

者

と
結

び
つ
い
た
蘇
莫
者
起
源
説
話
か
大
峯
山
に
広
ま
っ
て
、

蘇
莫
者

の
岳
と

い
う
地
名

が
定
着
す

る
に
及
ん
で
、
当
山
派

の

側
と
し
て

も
そ
の
説
話

が
必
要
と
な
り
、
作
り
出
し
だ
の

が
大

峯

を
中
心

に
活
動

し
て

い
た
蔵
算
と
結

び
つ
け
た
説
話
だ
っ
た

の
で
は
な
か
っ
た
ろ
う

か
。

五

以

上
、
蘇
莫
者
起
源
説
話

の
生
成
と
変
容
に
つ

い
て
述

べ
て

き
た
。
蘇
莫
者
起
源

説
話

は
、

そ
の
原
起
源
説
話
の
生
成
に
お

い
て
は
舞
楽
と
し
て
の
蘇
莫
者

の
性
格

が
基
盤
と
な
っ
て

い
る

こ
と

が
大
き
な
特
徴
で
あ
ろ
う
。
原
起
源
説
話

は
成
立
後
、
そ

れ

ぞ
れ
の
理
由
か
ら
太
子

信
仰

と
修
験
道

に
取
り
込
ま

れ
、
結

果
二

つ
の
流
れ
が
存
在
す
る
こ

と
に
な
っ

た
。
太
子
系
説
話
は

太
子
信
仰
を
奉
ず
る
寺
々
の
輪

の
中
で
、
修
験
道
系
説
話
は
二

つ
の
集
団
の
措
抗
に
よ
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
独
自
の
発
展
成
長
を

遂
げ
た
姿
が
現
在
我

々
の
目

に
触
れ
て

い
る
蘇
莫
者
起
源
説
話

で
あ

る
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
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注

〒

）
　
羽
田
享
氏

が
「
「
舞
楽

の
渾
脱

と
い
ふ
名
称
に
つ
き
て
（
『
市

村

博
士
古
希

記
念
東

洋
史
論

叢
』

昭
8

）

で
、
渾
脱

と
は
唐

代
以

後
動
物

の
骨
肉

を
脱
去

し
、
皮
を
形

の
ま
ま

残
し
た
空

虚

の
袋
状

の
物
を
言

い
、
渾
脱

舞
は
一
種

の
渾
脱

を
被
っ
て

舞
っ

た
の
に
因

ん
で
起

こ
っ
た

も
の
と
考
証

さ

れ
、
那

和
利

貞
氏
は
「
蘇
莫
遮
放
」（
『
紀
元
二
千

六
百
年
記
念
史
学
論
文
集
』

昭
1
6・
4

）

で
、
蘇
莫

者

の
舞

人

が
着
る
蓑

は
日
本

に
於
け

る
毛

皮
の
代
用

品
で

あ
り
、
従
っ

て
蘇
莫
者

も
渾
脱

舞
で
あ

る
と

さ
れ
た
。
こ

れ
を
承
け
て
林
屋
辰
三
郎
氏
は
さ
ら
に
『
中

世
芸
能
史
の
研
究
』
（
昭
3
5・
6
　

岩
波
書
店
　
2
9
9頁
～
3
0
1
頁
）

で
蘇
莫
者
が
猿
の
渾
脱
舞

で
あ
る
と
考
定

さ
れ
た
。

（
2
）
　
図
1

・
2

は
河

鰭
実

英
・
薗
広
茂

・
安
倍
季

厳
三
氏

共
著

『
舞
楽
図
説
』
（
昭
3
2・
6

明
治
書
院
）
1
3頁
及

び
5
3頁
よ
り
。

（
3
）
　
林
謙
三
氏
「
信
西
古
楽
図
と
平
安
初
期
の
楽
制
」
『
雅
楽
界
』

第
4
8号

（
昭
4
3
・
1
0）

お

よ

び

『
日

本
文
学
大

辞
典
』

第
三

巻
（
岩
波
書
店
）
「
信
西
古
楽
図
」

の
項
参
照
。

図
3

・
4

は
日

本
古

典

全

集

『
信

西
古

楽
図
』
　（
昭
5
2
・
1
2

現
代
思
潮
社
）

よ
り

（
4
）
　
野

間
清

六

氏

『
日

本

仮
面

史
』
　（
昭
1
8
・
9
　

芸

文
書

院

1
5
2
頁
）

に
よ

れ
ば
、
正

倉

院
蔵

の
蘇
莫
者
面

は
三
面

あ
り
、

内
一
面
だ
け
に
角
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。

図
5

は
、
亀
田

孜
・
田

辺
三
郎

助
・
永
井

信

丁

宮

次
男

四
氏

共

著

『
原

色
日

本

の
美

術
2
3
面

と
肖

像
』
　（
昭
5
1
・
5

小
学
館
）
1
9
6
頁

よ
り
。

言

）
　

那

和

利

貞

氏

「

蘇

莫

遮

放

」

（

前

掲

）

。

（

悪
　

古

泉

圓

順

氏

「

蘇

莫

者

」

『

四

天

王

寺

女

子

大

学

紀

要

』

第

1 2

号

（

昭
5
5

・
3

）

。

（
7

）
　

「

渾

脱

」

に

つ

い

て

は

注
1

で

述

べ

た

通

り

で

あ

る

。
「

大

面

」

は

陵

王

、

「

撥

頭

」

は

抜

頭

の

こ

と

で

あ

る

。

（
8

）
　
"

（
i
o
s
t
a

　
L
i
e
b
f
r
t

　
l
c
o
n
o
g
r
a
p
h
i
c

　
d
i
c
t
i
o
n
a
r
y

　
o
f

　
t
h
e

　
I
n
d
i
a
n

r
e
l
i
d
o
n
s

　
H
i
n
d
u
i
s
m
-
B
u
d
d
h
i
s
m
-
J
a
i
n
i
s
m

。

'
S
y
a
m
a

　（

”
b
l
a
c
k

”
）

1
.　（
H
i
n
d）　
E
p
i
t
h
e
t

（
）｛
r
E

に・
（
？
F

）
b
e
e　
A
　
c
y
u
t
a

O
t
:　
G］
　
3
6
2”
よ

り

。

（
9

）
　
『
漢

訳

対

照

梵

和

辞

典
』

第
5

巻

”
k
a
l
a
”
お

よ

び

第
1
4
巻

s
y
a
m
a”
の
項

参

照

。

八
10

心

へ
11

心

八
12

心

ら
13

W

八
14

心

ら
15

心

立
川

武
蔵
・
石

黒
淳
・

菱
田
邦

男
・
島
岩

四
氏
共

著

『
ヒ

ン

ド
ゥ
ー
の
神
々
』
（
昭
5
9
・
1
0
　せ

り
か
書
房
）
1
4
7頁
上

川

頁
。
　
　
　
　
　
　

‘

『
ヒ
ン

ド
ゥ
ー
の
神
々
』
　（
前

掲
）
1
4
4頁
。
こ

の
部
分
は
五
、

六
世
紀
に
編
纂

さ
れ
た
と
考
え

ら
れ
る
『
デ
ー
ヴ
ィ

ー

。・

マ
ー

ハ
ー
ト
ミ

ヤ
』

の
中

の
女

神

ド
ゥ
ル

ガ
ー

が
女

神

カ
ー
リ
ー

の
助
け

を
得
て

魔
神

の
兄

弟
を
殺
す

話
の
箇
所

に
基

い
て
お

ら
れ
る
。

『
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
の
神
々
』
（
前
掲
）
1
5
3
頁
。

こ
の
図

像
は
立
川
武
蔵
氏
御
所
蔵
に
な

る
も
の
で
あ
る
。

『
ヒ

ン

ド
ゥ
ー

の

神
々
』
　（
前

掲
）

所

載

写

真

図

版
1
0
7頁

図
版
h
1
5
4

調
査

は
、
日

本
思
想
大
系

『
古
代
中

世
芸
術
論
』
（
岩
波
書
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昭
4
8
・
1
0）
所

収

『
教

訓
抄
』
、
『
校
刊

美
術

史
料
』

寺

篇
中
巻

（
中
央
公

論
美

術
出
版
　

昭
5
0
・
3
　）
所

収
法
隆

本

『
古

今
目
録
抄
』
（
『
聖
徳
太
子

伝
私
記
』
）
、
『
聖
徳
太
子

集
』

第
三

巻
太
子

伝
上
（
龍
吟
社
　

昭
1
9・
7

）
所
収

『
聖

群 ‾ 太
子
伝
』
、
『
真
宗
史
料
集
成
』
第
四
巻
（
同
朋
舎
　

昭
5
7・

所
収

『
聖
法

輪
蔵
』
、
寛
文
板

『
絵
入

り
聖
徳
太
子
伝
』
、

書

類
従
』

第

十
九
輯

巻
第
三
百

四
十
二

『
龍
鳴

抄
』

に

拠
る
。

1
6）
　『
教
訓
抄
』

巻
四

「
還
城
楽
」

の
項
参
照
。

1
7）
　『
日
本
昔
話
事

典
』
（
昭
5
2・
1
2
　
弘
文
堂
）
「
ふ
え

ふ
き
む

八18
へ

19ら20ら21

こ
　

笛
吹
き
聳
」

の
項

お
よ

び
『
民
俗

の
事

典
』
（
昭
4

　
7
・
1

岩
崎

美
術
社
）
「
笛

（
ふ
え
）
」

の
項
、

荻
美
津

夫
氏

『
日
本

古
代
音
楽

史
論
』
（
昭
5
3
・
5
　

吉
川
弘
文
館
）
4
7頁
参
照
。

）
　
柳
田
国
男
氏

『
昔

話
と
文
学
』
「
笛
吹

き
聳
」
（
『
定

本
柳
田

国
男

集
』

第

六
巻
　

昭
4
3・
1
2
　
筑
摩

書
房
）

お
よ

び
関
敬

吾

氏

『
昔
話

の
歴

史
』
「
Ⅲ

天
津
乙
女
」
（
『
関
敬
吾
著

作
集
』

2
　

昭
5
7・
2
　

同
朋
吉

、
大
島

建
彦
氏

『
御
伽
草

紙
と
民

間
文

芸
』
（
昭
4
2・
2
　

岩

崎
美
術
社
）
3
4頁
～
3
7頁

、
神
谷

吉
行
氏
「
御
伽

草
紙

『
梵
天
国
』
成
立
試

論
」
『
相
模
女

子
大

学
紀
要
』
2
0
号
（
昭
4
0・
3
）
参
照

。

）
　
蘇
莫
者

の
現
行
の
演
出
で

は
、
「
太
子
」

と
称
さ
れ

る
笛
役

が
一

人
舞
台

に
登

り
、

笛
を
吹

く

が
、
こ

の
演
出

は
恐
ら

く

説
話
か

ら
取
り
入
れ
ら
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

）
　
林
屋
氏

『
中
世
芸
能
史
の
研
究
』
（
前
掲
）
2
6
6頁
～
2
8
2
頁

）
　
林
屋
氏

『
中
世
芸
能
史
の
研
究
』
（
前
掲
）
5
2
3頁

ら
22

ら23

）
　
本
文
中

に

も
述

べ
た

よ
う
に

倍
櫨

は

『
東

大
寺
要

録
』

に

よ

れ
ば
仏
哲

が
伝
え

た
こ
と

に
な
っ
て

い
る
。
し

か
し
、
同

じ
時
に
仏
哲

が
伝
え

た
こ
と
に
な
っ
て
い
み
「
菩
薩
」
も
『
倭

名
類
聚

紗
』

や
『
教

訓
抄
』

で

は
婆
1

　門

僧
正

と
仏
哲

の
両

人

が
伝
え

た
こ

と
に
な
っ

て
お
り
、
婆

羅
門
僧
正

の
伝
来

か

仏
哲
の
伝
来

か
は
厳
密
に
区
分

さ
れ
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

）
　
こ

の
伝
承

は
『
音
楽
根
源
紗
』
に
も
所

収
さ
れ
て
い
る
。『
音

楽
根
源
紗
』

は
続

い
て
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。

我

朝
日
本

国
聖

徳
太
子

破
守
屋

陣
之
時
、
奏

此
楽
、
有

舎
毛
音
、
害
守
屋
臣
。

（
天
理

図
書

館
善
本

叢
書

『
古
楽
書
遺
珠
』

八
木

書
店
　

昭

4
9・
3
　
m

頁
）

舎
毛

音

が
有

る
と
味

方
の
勝
利

に

な
る
と

い
う
伝
承

が
、

太
子
と
結

び
つ
い
た
最
初
の
形
態

が
恐

ら
く

『
音
楽
根
源
紗
』

の
こ

の
記
述

と
思

わ
れ

る
。

や
が
て

『
教

訓
抄
』

の
記

述
の

よ
う

に
舞

の
起

源
と

結

び
つ
け
ら

れ
、

さ
ら
に
は
太
子

伝
に

見

ら
れ
る
舞

の
起
源

を
述

べ
た
だ
け

の
形

態
に

な
っ

た
の
で

は

な
い
だ

ろ
う
か
。
こ

の
点
に

つ
い
て
は
既

に
阿
部
泰

郎
氏

が
「
中
世

太
子
伝

の
伎
楽
伝

来
説

話
－

中
世
芸

能
の
縁
起

叙

述
を

め
ぐ

り
て
I
」
『
芸
能
史
研
究
』

第
7
8号
で

触
れ
て
お
ら

れ
る
。

倍
膿

を
伝
え

て
い
た

も
う
一

つ
の
寺
唐

招
提
寺

に
は
、
鑑

真
和
上

が
伝
来
し
た
と

い
う
伝
承

（
『
教
訓

抄
』

巻
四
）

が
存

在

し
て
い

た
よ
う
で

あ

る
。
四
天
王

寺

に
関
わ

ら
ず
、
自
ら

に

関
わ

る
舞

曲
の
起
源

は
開
基

へ
と
結

び
つ
け

る
傾
向

の
み
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る
こ
と
が
窺
え

る
。

（
舒
　

田

辺
尚
雄
氏

『
日
本

の
楽
器
一

日
本
楽
器
事
典
I

』
（
創
思

社
　

昭
3
9・

号
2
8
4頁
～
2
8
9
頁
参
照

（
2
5）
　「
た
う
き
や
く
」
と

い
う
役
職
名

社
管
見
の
範
囲
で

は
見
当

ら
な
か
っ
た

が
、
『
木

の
葉
こ
ろ
裳
』
　（『
日
本
大
蔵
経
』
第
三

十

八
巻
所

収
）

に
、
修
練

を
積

み
、
諸
国

練
行
の

徒
を
率

い

る
山
伏
を
「
客
僧
」
と
言
っ
た
こ
と

が
見
え
る
。

付
　
　
　

記

一
、
本
稿

は
名
古
屋
中
世
文
学
研
究
会
昭
和
六
十
一
年
度
四

月

例
会

に
お
い
て
発
表
し
た

も
の
に
訂
正

加
筆
し
た
も
の
で
あ

る
。

二

、
本
稿

を
成

す
に
あ
た
り
、
立
川
武
蔵
、
渡
追
信
和
両
先

生

に
は
貴

重

な
資
料

を
借
覧

さ
せ

て
戴
く

だ
け
に

は
止

ま
ら

ず
、
い
ろ
い
ろ
御
教
示
を
賜
わ
っ
た
。
紙
面
を
借
り
て
深
く

御
礼
申

し
上

げ
た
い
。


