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来
迎
図
に
み
る
音
楽
表
現

～
伎
楽
菩
薩
と
楽
器
に
関
す
る
絵
画
的
考
察
～

松

本

有
香
子

　
ユ

「阿
弥
陀
二
十
五
菩
薩
来
迎
図

(阿
弥
陀
聖
衆
来
迎
図
)
」
(以
下

「来
迎
図
」
と
す
る
)
と
は
、
臨
終
を
迎
え

つ
つ
あ
る
人
間
の
魂
を

阿
弥
陀
如
来
が
聖
衆
と
と
も
に
西
方
浄
土
か
ら
迎
え
に
来
る
様
を
描
い
た
図
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
聖
衆
の
な
か
に
楽
器
を
奏
し
舞
を
舞

　　

う

一
群

(以
下
伎
楽
菩
薩
と
す
る
)
が
あ
り
、
そ
れ
は
あ
た
か
も
天
上

の
舞
楽
団
の
よ
う
で
あ
る
。
本
論
は
こ
の
伎
楽
菩
薩
と
そ
の
持
物

で
あ
る
楽
器
に
着
目
し
、
来
迎
図
に
お
け
る
彼
ら
の
役
割
、
ひ
い
て
は
来
迎
図
と
い
う
仏
教
絵
画
の
な
か
で
の
音
楽
表
現
の
意
味
に
つ
い

て
、
絵
画
的
な
観
点
か
ら
の
考
察
を
試
み
た
も
の
で
あ
る
。
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、
来
迎
図

の
楽
器
編
成

ま
ず
各
楽
器
を
考
察
す
る
と
、
絵
画
の
構
成
上
の
都
合
で
楽
器
の
形
状
や
演
奏
姿
勢
を
変
え
て
い
る
も
の
が
あ
る
。
も
し
意
図
的
に
変

え
た
の
な
ら
ば
、
そ
れ
は
絵
画
を
制
作
す
る
上
で
の
表
現
方
法
の
ひ
と

つ
で
あ
る
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
伎
楽
菩
薩

が
伎
楽
菩
薩
で
あ
る

た
め

に
は
持
物
が
楽
器
で
あ
る
こ
と
を
明
確
に
す
る
必
要
が
あ
り
、
楽
器
本
来
の
構
造
上
の
写
実
性
よ
り
楽
器
の
も

つ
形
状
上
の
特
徴
が
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優
先

し
て
描
か
れ
る
こ
と
も
あ
る
の
で
あ
る
。

ま

た
来
迎
図
の
楽
器
編
成
は
纂

に
基
づ
く
よ
う
に
も
思
え
る
が
・
さ
ら
に
細
か
く
み
て
い
く
と
・
楽
制
の
改
輪
で
選
定
さ
れ
た
も
の
・

　ら

往
生
講

.
来
迎
会
な
ど
の
道
楽

(行
道
)
で
使
用
さ
れ
た
も
の
、
実
際
に
は
使
用
さ
れ
な
く
な

っ
た
が
描
か
れ
る
も

の
の
三

つ
に
大
別
で

き

る
。
来
迎
会

で
菩
薩
た
ち
は
楽
器
を
持

つ
が
、
楽
器
の
中
に
は
道
楽
に
不
向
き
な
も
の
も
あ
り
、
来
迎
会
に
お
け
る
菩
薩
の
持
物
が
必

ず
し
も
実
際
に
楽
器
と
し
て
演
奏
さ
れ
た
か
否
か
は
疑
問
で
あ
る
。
ま
た
実
際

に
は
廃
れ
た
楽
器
が
来
迎
図
中
で
は
定
番

の
楽
器
と
し
て

描
か
れ
る
が
、
こ
れ
ら
の
こ
と
は
楽
器
の
演
奏
機
能
が
失
わ
れ
た
だ
け
で
あ
り
、
楽
器
と
し
て
の
象
徴
的
機
能
は
健
在

で
あ
る
こ
と
を
意

味
す
る
。
楽
器
の
象
徴
的
機
能
と
は
明
ら
か
に
視
覚
的
効
果
を
狙
う
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
来
迎
図
の
楽
器
は
演
奏

さ
れ
る
た
め
の
も
の

か
ら
、
来
迎
図
に
欠
か
せ
な
い
絵
画
的
な

一
構
成
要
素
と
し
て
の
象
徴
的
な
も

の
へ
と
変
化
し
て
い
る
。

つ
ま
り
、
実
際

の
演
奏
に
必
要

な
楽
器
と
絵
画
的
に
必
要
な
楽
器
と
に
微
妙
な
ず
れ
が
生
じ
て
い
る
の
で
あ
る
。
総
括
す
る
と
、
来
迎
図
の
楽
器
編
成
は

一
見
唐
楽
の
ぞ
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れ
に
近
い
も
の
で
あ
り
な
が
ら
、
実
は
楽
制

の
改
革
や
来
迎
会
な
ど
の
儀
式
に
影
響
さ
れ
日
本
独
自

の
も
の
と
な

っ
て
お
り
、
し
か
し
実

際
の
演
奏
に
必
要
な
編
成
と
は
や
や
異
な
る
、
絵
画
の
た
め
の
編
成
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
い
え
る
。

二
、
来
迎
図
の
楽
器
配
置

来
迎
図
の
構
図
を
菩
薩
の
配
置
か
ら
み
る
と
、
ま
ず
観
音

・
勢
至

・
普
賢
菩
薩
、
続
い
て
振
鼓
と
実
婁
鼓

・
腰
鼓

・
舞
の
菩
薩
ま
で
が

定
位
置
で
、
そ
こ
か
ら
は
さ
ま
ざ
ま
な
配
置
が
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
。
た
と
え
ば
大
太
鼓
が
そ
の
大
き
さ
ゆ
え
に
後
方

へ
配
さ
れ
る
が
、

必
ず
し
も
最
後
方

で
は
な
い
。
伎
楽
菩
薩
群
内
で
の
楽
器
配
置
は
い
わ
ば
伎
楽
菩
薩
の
整
理
の
仕
方
で
も
あ
る
と
い
え
る
。
伎
楽
菩
薩
は
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次
第

に
そ
の
数
を
増
や
し
、
ま
た
楽
器
と
い
う
目
立

つ
持
物
を
持
す
る
た
あ
に
、
た
だ
雑
然
と
配
し
て
い
て
は
七
菩
薩
を
は
じ
め
と
す
る

他
の
菩
薩
や
結
果
的

に
は
阿
弥
陀
如
来
の
存
在
感
さ
え
奪
い
か
ね
な
い
で
あ
ろ
う
。
ま
た
楽
器
の
配
置
が
左
右
対
称

・
非
対
称
に
関
わ
ら

ず
、
何
ら
か
の
法
則
性
を
持
た
せ
よ
う
と
す
る
傾
向
に
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
仮
に
完
全
な
左
右
対
称
で
な
く
と
も
左
右
対
称
を
意
識
し

た
も

の
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
だ
け
で
、
そ
こ
に
絵
師
の
構
図
に
対
す
る
工
夫
が
み
て
と
れ
る
の
で
あ
る
。
よ

っ
て
来
迎
図
の
楽
器
配
置

は
お

よ
そ
絵
画
の
構
成
上
の
た
め
の
配
置
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

三
、
絵
画

の
構
成
要
素
と
し
て
の
伎
楽
菩
薩
と
楽
器

伎
楽
菩
薩
と
そ
の
楽
器
が
来
迎
図
に
描
か
れ
る
こ
と
に
よ

っ
て
生
じ
る
絵
画
的
効
果
に
つ
い
て
考
察
し
た
場
合
、
以
下
の
点
が
挙
げ
ら

362

れ
る
。
ま
ず
伎
楽
菩
薩
群
が
加
わ
る
こ
と
に
よ

っ
て
菩
薩
の
数
自
体
が
増
え
、
構
図
に
広
が
り
が
生
ま
れ
る
。
ま
た
伎
楽
菩
薩
は
楽
器
を

奏
す

る
た
め
に
さ
ま
ざ
ま
な
動
き
を
伴
う
の
で
、
伎
楽
菩
薩
群
が
描
か
れ
な
い
来
迎
図
よ
り
も
画
面
に
動
き
が
で
て
い
る
よ
う
に
み
え
る
。

次
に
来
迎
図
は
基
本
的
に
仏
と
飛
雲

で
構
成
さ
れ
る
が
、
伎
楽
菩
薩
が
加
わ
る
こ
と
に
よ
り
さ
ま
ざ
ま
な
形
を
も

つ
楽
器
が
描
か
れ
る
こ

と
に
な
る
。
小
道
旦
ハが
増
え
る
た
め
、
確
か
に
絵
画
自
体
は
雑
然
と
な
り
が
ち
で
は
あ
る
が
配
置
の
工
夫
も
み
え
る
。

さ
ら
に
、
同
じ
よ

う
な
構
図
で
あ

っ
て
も
楽
器
配
置
を
異
に
す
る
だ
け
で
絵
画
全
体
の
雰
囲
気
も
若
干
変
化
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
り
、
楽
器
は
画

面
の
細
か
い
微
調
整
を
す
る
小
道
旦
ハと
し
て
の
役
割
を
担

っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
ま
た
楽
器
の
最
も
重
要
な
役
割
は
、
今
に
も
音
楽
が

聞
こ
え
て
き
そ
う
な
来
迎
の
臨
場
感
を
出
す
こ
と
で
あ
る
。

ま
た
来
迎
図
に
描
か
れ
る
楽
器
は
、
極
楽
浄
土

の
楽
団
で
用
い
ら
れ
て
い
る
も
の
な
の
で
当
然
見
た
目
に
も
美
し
い
楽
器
と
い
う
設
定
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で
あ
り
、
絵
師
の
想
像
力
の
限
界
ま
で
華
麗

に
描
か
れ
て
い
る
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
色
彩
の
面
で
は
、
来
迎
図
に
お
い
て
最
も
効
果
的

に
使
用
さ
れ
て
い
る
色
は
金
で
あ
り
、
菩
薩

の
体
色
に
使
用
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
。
群
像
で
し
か
も
そ
れ
ぞ
れ
の
姿
態
を
と
る
伎
楽
菩
薩

群
が
ま
と
ま

っ
て
み
え
る
の
は
、
体
色
を
ほ
ぼ
金

一
色
に
統

一
し
て
い
る
か
ら
か
も
し
れ
な
い
。
ま
た
金
は
金
属
を
表
現
す
る
た
め
に
カ

ネ
類

の
彩
色
に
、
茶
は
木

・
竹
な
ど
の
素
材
を
表
現
す
る
の
に
用
い
ら
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
細
か
い
文
様
を
描
い
て
よ
り
装
飾
的
に
し
て

い
る
も
の
も
み
ら
れ
る
。
楽
器
の
形
状
に

つ
い
て
は
、
た
と
え
ば
大
太
鼓
が
火
焔
型
締
め
太
鼓
で
あ
る
か
宝
珠
型
樽
太
鼓
で
あ
る
か
な
ど

が
挙
げ
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
楽
器
の
装
飾
性
も
さ
ま
ざ
ま
な
表
現
が
み
ら
れ
る
が
、
ひ
と

つ
の
絵
の
中
で
は
色
彩
と
形
状
の
均
衡
が
と

ら
れ

て
い
る
傾
向
に
あ
る
。

伎

楽
菩
薩
と
そ
の
持
物
で
あ
る
楽
器
を
画
面
の
構
成
要
素
と
し
て
み
た
場
合
、
結
果
的
に
絵
画
に
華
麗
さ
を
加
味
し
て
い
る
と
い
え
る
。

そ

の
最
大
の
要
因
は
や
は
り
自
由
な
表
現
に
よ
る
伎
楽
菩
薩
の
姿
態
に
よ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
総
じ
て
伎
楽
菩
薩
は
さ
ま
ざ
ま
な
楽
器

を
奏

し
、
四
肢
を
自
由
に
動
か
し
、
生
き
生
き
と
し
た
表
情
を
も

つ
と
い
う
共
通
の
特
徴
が
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
伎
楽
菩
薩
の

「
動
」
は

阿
弥

陀
如
来
や
七
菩
薩
の

「静
」
に
対
峙
さ
せ
る
か
た
ち
で
生
ま
れ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

四
、
来
迎
図
に
お
け

る
伎
楽
菩
薩
と
楽
器

の
役
割

来

迎
図
に
お
け
る
伎
楽
菩
薩
の
根
拠
は
経
典
に
も
み
ら
れ
ず
、
そ
の
図
像
的
な
手
本
は
わ
ず
か
に
浄
土
変
相
図
の
舞
楽
会
の
伎
楽
菩
薩

に
も

と
め
ら
れ
る
の
み
で
あ
る
。
し
か
し
極
楽
浄
土
に
は
音
楽
が
あ
り
、
伎
楽
す
る
菩
薩
の
存
在
も
経
典
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
人
々
が

往
生

す
る
と
き
極
楽
の
音
楽
が
請
い
願
わ
れ
、
そ
れ
に
応
じ
て
こ
の
世
に
降
臨
し
て
き
た
状
態
が
来
迎
図
の
伎
楽
菩
薩
の
姿
な
の
で
は
な

237
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い
だ

ろ
う
か
。

つ
ま
り
、
伎
楽
菩
薩
の
存
在
根
拠
の
ひ
と

つ
は
死
に
臨
む
人
間
が
ひ
た
す
ら
極
楽
往
生
を
請
い
求
め
る
こ
と
に
あ
る
の
で

あ
る
。
観
想
念
仏
に
よ
る
極
楽
往
生
は
、
最
終
的
に
は
自
分
の
想
起
し
た
世
界
の
中
に
意
識
を
ゆ
だ
ね
て
往
生
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
し

て
い
よ
い
よ
臨
終

の
時
を
迎
え
る
と
い
う
と
き
、
往
生
者
は
心
だ
け
で
な
く
五
感
を
も
そ
の
境
地
に
ゆ
だ
ね
よ
う
と
し
た
の
で
は
な
い
か
。

来
迎
図
の
な
か
に
伎
楽
菩
薩
が
描
か
れ
て
い
れ
ば
、
聴
覚
を
と
お
し
て
伝
わ
る
こ
の
世
の
音
楽
が
視
覚
か
ら
得
ら
れ
る
絵
画
中

の
あ
の
世

の
音
楽
と

つ
な
が
り
、
往
生
者
は
よ
り
円
滑
に
極
楽
往
生
を
遂
げ
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

翻

っ
て
来
迎
図
に
お
け
る
伎
楽
菩
薩
と
楽
器
と
は
、
絵
画
で
は
聞
こ
え
な
い
音
楽
を
目
に
見
え
る
よ
う
に
し
た
も

の
、

つ
ま
り

「音
楽

の
具
象
化
あ
る
い
は
擬
人
化
」
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
私
見
で
は
あ
る
が
、
音
楽
が

"聞
こ
え
て
"
い
る
の
み
な
ら

ず
、
さ
ら
に

"見
え
て
"
い
る
よ
う
に
し
て
ほ
し
い
と
い
う
往
生
者

の
強
い
願
望
が
、
来
迎
図
の
よ
う
な
空
想
上
の
絵
画
を
生
み
出
す
原

動
力

で
あ

っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
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五
、
来
迎
図

に
お
け
る
音
楽
表
現

の
意
味

仏
教
絵
画
に
お
い
て
音
楽
表
現
を
含
む
も
の
は
い
く
つ
か
あ
る
が
、
来
迎
図
の
音
楽
表
現
の
最
大
の
特
徴
は
絵
画

の
中
の
音
楽
が
絵
画

を
み
る
者
を
対
象
に
し
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
来
迎
図
が
単
な
る
礼
拝
用
の
絵
画
で
は
な
く
、
極
楽
往
生
の
た
め

の
道

旦
ハと
し
て
の
役
割
を
も

つ
こ
と
に
よ
り
、
来
迎
図
と
そ
れ
を

"用
い
る
"
者
と
い
う
構
図
が
生
じ
る
こ
と
を
意
味

す
る
。

そ
し
て
す
で
に
述
べ
た
と
お
り
、
来
迎
図
に
お
け
る
楽
器
は
実
際
の
演
奏
機
能
よ
り
も
象
徴
的
機
能
を
優
先
し
て
描

か
れ
て
い
る
も
の

で
あ
る
。

こ
の
こ
と
は
そ
れ
ら
の
楽
器
に
よ
っ
て
奏
さ
れ
る
音
楽
が
具
体
的
な
も
の
で
は
な
く
、
非
常

に
観
念
的
な
も
の
で
あ
る
こ
と
を



示

唆

し

て

い
る

。

つ
ま

り
、

来

迎

図

に

お

け

る
音

楽

表

現

そ

の
も

の
が

、

定

さ

れ

て

い

る

の

で

は
な

い

か
と

思

わ

れ

る

の

で
あ

る
。

来
迎
図
と
い
う
仏
教
絵
画
の
な
か
で
象
徴
的
な
要
素
と
し
て
設

以
上
、
来
迎
図
に
み
え
る
音
楽
表
現
を
伎
楽
菩
薩
と
そ
の
持
物

で
あ
る
楽
器
を
中
心

に
、
絵
画
的
な
問
題
と
し
て
と
ら
え
考
察
を
試
み

た
。結

論
と
し
て
、
来
迎
図
に
お
け
る
音
楽
表
現
と
は
絵
画
の

一
象
徴
的
要
素

で
あ
り
、
そ
れ
は
目
に
は
見
え
な
い
音
楽
の
具
象
化
あ
る
い

は
擬
人
化
と
い
う
方
法

に
よ

っ
て
構
築
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
い
え
る
。
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(注

1

 

(
2

(
3

(
4

来
迎
図

に
は

「
阿
弥
陀
二
十
五
菩
薩
来
迎
図
」

の
ほ
か
阿
弥
陀
如
来
を
中
心

に
観
音
菩
薩

・
勢
至
菩
薩

の
三
尊

の
み
が
描

か
れ

る

「
阿

弥

陀
三
尊

来
迎
図
」

や
伎
楽

菩
薩
を
含
ま
な

い
形
式

の

「
阿
弥
陀
聖
衆
来
迎
図
」
な
ど
も
あ
る
が
、
本
論

で
は
音
楽
表
現
の
考
察

の
た
め
、

伎
楽

菩

薩
を

含

む
も

の
を
扱

う

こ
と
と
す
る
。

来
迎
図
中

に
あ
ら
わ
さ
れ
る

「
聖
衆
」
と

「
二
十
五
菩
薩
」
は
厳
密

に
は
異
な
る
が
、

こ
こ
で
は

こ
れ
ら

の
菩
薩
群
中

に
お

い
て
伎
楽

(
11
歌

舞

音
声
)
を
行

う
菩

薩
と

い
う
意
味

で
、
「
伎
楽
菩
薩
」
を
用

い
た
。

日
本

が
宮
廷
音

楽
と
し

て
受
容
し
た

の
は
中
国

の
唐

の
雅
楽

(唐
楽
)

で
あ

っ
た
。
唐
楽

は
イ
ン
ド

・
西
域
な
ど
さ
ま
ざ
ま

な
民
族

の
音

楽
を

取

り
込

ん
で
お
り
、
そ

の
楽
曲
や
楽
器

の
種
類

は
か
な

り
多

い
。

萩
美
津
夫

「雅

楽
」
(
『
岩
波
講
座

・
日
本

の
音
楽

・
ア
ジ

ア
の
音
楽

2
成
立
と
展
開
』
岩
波
書
店
、

一
九
八
八
)
参
照
。
そ

れ
ま

で
大
陸

か

ら

の

外
来
音
楽

で
あ

っ
た
雅
楽
を

日
本
化
さ
せ
た
改
革

の
こ
と
。
嵯
峨
天
皇
か
ら
仁
明
天
皇
前
後

の
時
期
を
中
心
と
し

て
な
さ
れ
た

(
田
辺
尚

雄
氏

に

よ
れ
ば

「嵯
峨

・
仁
明
朝
か
ら
五
〇

1
六
〇
年
間

に
及

ぶ
」
と

い
う
)
。
主

に
楽
器
編
成

の
改
革
、
舞
楽
演
奏

の
形
式

・
舞
楽
曲
形
式

の
完
備
、
音

階

の
改
革

、
新

曲

の
作
成
、
伝
来
中
絶
曲

の
復
元
、
伝
来
曲

の
改
作
な
ど
が
行

わ
れ

た
。
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44

(
5

行

幸
、
行
啓
、
神
幸

の
道
中

や
、
法

会

に
お
け
る
庭
儀
、
行
道
な
ど

の
際

に
行
列

の
進
行
を
促
す
た
あ
に
奏

さ
れ
る
雅
楽

の
奏

楽
、

楽

曲

の
こ
と
を

い
う
。

(『
邦
楽

百
科

事
典
』
(音

楽
之
友
社
)
「
み
ち
が
く
」

の
項
。
)

ま
た

は
そ

の
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