
間
も
な
-
､
雅
楽
が
奏
で
ら
れ
､
緋
色
の
衣
を
着

け
､
柄
の
あ
る
袴
に
､
金
色
の
縫
い
取
り
の
あ
る
き

ら
び
や
か
な
前
飾
り
を
身
に
纏
い
､
仮
面
を
つ
け
た

｢陵
王
｣
の
舞
手
が
姿
を
現
し
ま
す
と
､
こ
れ
ま
で

静
か
だ
っ
た
参
拝
者
の
中
か
ら
､
待
ち
構
え
て
い
た

カ
メ
ラ
マ
ン
た
ち
が
､

一
斉
に
立
ち
上
が
り
ま
し
た
｡

｢陵
王
｣
は
､
唐
楽
で
別
名

｢蘭
陵
王
｣
と
云
い
､

昔
､
中
国
の
王
が
戦
場
で
軍
の
士
気
を
あ
げ
る
た
め

に
へ
仮
面
を
つ
け
て
い
た
が
､
大
勝
利
を
お
さ
め
､

そ
の
時
､
喜
ん
だ
兵
士
が
'
こ
の
曲
を
作
っ
た
と
い

う
｡
ま
た

一
説
に
は

｢没
日
還
午
楽
｣
と
も
い
わ
れ
p

王
子
が
父
王
の
陵
前
で
苦
戦
を
嘆
い
た
と
こ
ろ
､
沈

み
か
て
い
た
日
が
再
び
昇
り
､
勝
利
を
得
て
､
こ
の

曲
を
作
っ
た
と
い
う
故
事
に
よ
る
｡

(邦
楽
百
貨
辞

典

･
雅
楽
よ
り
)

闇
｢納
曽
利
｣
(
ナ
ソ
リ

)

す
べ
て
が
地
味
に
装
い
､
竜
唐
織
紋
の
あ
る
毛
縁
の

装
束
で
竜
を
摸
し
た
お
面
を
つ
け
､
後
頭
部
は
緑
色

の
地
に
金
糸
で
縫
い
と
り
の
あ
る
布
で
覆
わ
れ
､
上

着
は

､
橿
色
の
衣
を
着
け
て
い
ま
す
｡

｢納
曽
利
｣
の
舞
は
､
竜
が
楽
し
そ

う
に
遊
ぶ
姿

を
舞
に
し
た
も
の
と
云
わ
れ
､
古
え
に

は
､
競
馬
や

相
撲
の
勝
者
を
祝
っ
て
奏
で
た
曲
と
い

う
こ
と
で
す
｡

動
き
が
と
て
も
軽
や
か
で
し
た
が
､

曲
の
一
部
は
何

と
な
く
'
も
の
悲
し
い
旋
律
を
奏
す

る
部
分
が
あ
り
､

概
し
て
厳
か
な
雰
囲
気
が
漂
っ
て

い
ま
し
た
｡

辞
典
に
よ
る
と

｢陵
王
｣
が
唐
楽
で

あ
る
の
に
対

し
て
､

｢納
曽
利
｣
は
高
麗
楽
で
あ
り

､

｢納
曽
利
｣

は
､
最
高
傑
作
で
あ
る
と
記
さ
れ
て

い
ま
し
た
9

｢納
営
利
｣
の
舞
手
が
上
手
の
幕
に

消
え
て
行
っ

て
､
大
き
な
拍
手
が
起
こ
り
､
暫
し
鳴

り
止
み
ま
せ

ん
｡
参
拝
者
は
､
こ
れ
ら
二
曲
の
舞
楽

に
酔
い
し
れ

て
下
身
も
心
も
ひ
き
つ
け
ら
れ
た
風
情

で
､
そ
れ
は

ま
た
そ
れ
で
印
象
深
い
光
景
で
し
た
｡

舞
楽
が

終
わ
っ
た
後
で
､
地
元
の
代
表
の
方
が
大

宮
本
殿
の

前
で
玉
串
奉
桑
を
さ
れ
た
後
に
､
拝
殿
に

い
る
参
詣
者
が
御
幣
拝
戴

(お
蔽
い
)
を
承
け
ま
し

た
｡
そ
の

御
幣
拝
戴
と
は
､
長
さ

一
㍍
を
越
す
大
き

な
御
幣
を
持


