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謡
曲
「
三
輪
」
に
お
け
る
〈
古
代
〉

井
上　

さ
や
か

一　

は
じ
め
に

能
楽
は
、
国
の
重
要
無
形
文
化
財
で
あ
り
、
ユ
ネ
ス
コ
の
世
界
無
形
文
化
遺

産
で
も
あ
る
、
日
本
を
代
表
す
る
芸
術
で
あ
る
。
そ
の
詞
章
で
あ
る
謡
だ
け
を

文
学
的
に
研
究
す
る
こ
と
は
総
合
芸
術
と
い
う
べ
き
能
楽
の
一
面
を
見
る
に
過

ぎ
な
い
で
あ
ろ
う
が
、
世
界
の
中
で
日
本
文
学
を
考
え
る
上
で
欠
く
こ
と
の
で

き
な
い
視
点
で
あ
る
と
考
え
る
。

幕
末
か
ら
明
治
に
か
け
て
訪
日
し
た
い
わ
ゆ
る
「
お
雇
い
外
国
人
」
た
ち
が

日
本
文
学
の
特
徴
と
し
て
見
出
し
て
い
た
の
が
、『
万
葉
集
』
に
は
じ
ま
る
和

歌
や
、
和
歌
の
リ
ズ
ム
に
よ
る
謡
曲
で
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
た
と
え
ば
、

バ
ジ
ル
・
ホ
ー
ル
・
チ
ェ
ン
バ
レ
ン
（
一
八
五
〇
年
生
～
一
九
三
五
年
没
）
に

よ
る
『
日
本
の
古
典
詩
歌（

１
）

』（
一
八
八
〇
年
刊
）
は
、
日
本
固
有
の
文
学
様
式

と
し
て
和
歌
に
注
目
し
て
お
り
、
日
本
人
や
日
本
文
化
を
研
究
す
る
に
相
応
し

い
題
材
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
『
万
葉
集
』
や
『
古
今
集
』
の
和
歌
と
謡
曲

と
を
取
り
上
げ
て
い
る
。
日
本
文
学
に
対
し
て
か
な
り
否
定
的
で
は
あ
る
も
の

の
、
外
部
か
ら
の
視
点
と
し
て
示
唆
に
富
む
。

ま
た
、
大
正
三
年
（
一
九
一
四
）
博
文
館
か
ら
刊
行
さ
れ
た
芳
賀
矢
一
・
佐

佐
木
信
綱
編
『
謡
曲
叢
書
』
で
は
、
次
の
よ
う
に
も
指
摘
さ
れ
た
。

文
学
と
し
て
の
謡
曲
は
、
中
古
文
学
を
括
べ
て
近
世
文
学
を
開
く
も
の
で

あ
る
。
其
の
文
章
が
古
歌
古
文
を
引
用
し
、
点
綴
し
た
と
い
ふ
事
柄
か
ら
、

万
葉
古
今
以
下
の
古
集
を
総
括
し
得
た
観
が
あ
り
、
加
之
当
時
の
人
々
に

膾
炙
し
た
朗
詠
を
攝
し
来
り
、
又
四
六
駢
儷
文
を
国
文
化
し
て
後
世
の
所

謂
華
文
を
作
し
て
居
る
の
で
あ
る
。（
中
略
）
国
文
学
研
究
と
い
う
点
か

ら
い
へ
ば
、
第
一
に
着
目
す
べ
き
は
こ
の
謡
曲
の
文
で
あ
る
。
之
に
よ
り

て
中
古
以
上
の
文
学
の
門
戸
を
覗
ふ
こ
と
も
出
来
る
し
、
之
に
よ
つ
て
近

世
以
後
の
文
学
の
淵
源
を
知
る
こ
と
も
出
来
る（

２
）

。

そ
の
よ
う
に
注
目
さ
れ
研
究
対
象
と
さ
れ
て
き
た
謡
曲
で
あ
っ
た
が
、
研
究

が
深
化
し
時
代
別
に
細
分
化
さ
れ
た
現
在
、
謡
曲
を
研
究
対
象
と
し
て
い
る
の

は
芸
能
史
や
中
世
文
学
を
専
攻
す
る
研
究
者
に
ほ
ぼ
限
定
さ
れ
る
と
い
っ
て
よ

い
だ
ろ
う
。

他
方
で
、後
述
す
る
よ
う
に
、現
存
す
る『
古
事
記
』『
日
本
書
紀
』『
万
葉
集
』

等
の
記
述
と
は
異
な
る
部
分
も
多
い
。
そ
う
し
た
現
象
は
従
来
、
謡
曲
の
作
者

た
ち
が
上
代
文
献
を
直
接
に
は
読
ん
で
い
な
か
っ
た
証
左
と
し
て
理
解
さ
れ
て

き
た（

３
）

。
し
か
し
、
謡
曲
の
詞
章
に
原
典
と
は
異
な
る
内
容
が
あ
る
こ
と
を
も
っ

て
、
そ
の
作
者
が
文
献
を
直
接
読
ん
で
い
な
か
っ
た
、
あ
る
い
は
当
該
資
料
へ

の
知
識
・
理
解
が
浅
か
っ
た
、
と
断
じ
る
こ
と
が
で
き
る
の
だ
ろ
う
か
。
も
し
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と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

上
代
文
学
に
関
し
て
「
未
だ
曾
て
文
学
に
あ
ら
は
れ
な
か
つ
た
上
代
神
話
」

が
「
悉
く
其
の
中
に
採
ら
れ
」
た
と
は
、
謡
曲
の
詞
章
中
に
文
字
化
さ
れ
ず
人

口
に
膾
炙
し
た
神
話
が
採
用
さ
れ
て
い
る
と
い
う
理
解
が
あ
っ
た
か
と
み
ら
れ

る
。
古
代
に
お
け
る
神
話
が
『
古
事
記
』
や
『
日
本
書
紀
』
に
載
る
も
の
だ
け

で
は
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
、『
万
葉
集
』
に
載
る
歌
な
ど
か
ら
も
推
察

で
き
る（

４
）

。
し
か
し
テ
キ
ス
ト
と
し
て
現
存
し
な
い
以
上
、
現
行
の
文
学
研
究
の

俎
上
に
載
せ
る
こ
と
は
極
め
て
困
難
で
も
あ
る
。

一
方
、
市
村
宏
氏
は
「
謡
曲
に
お
け
る
万
葉
集
の
投
影
」
に
お
い
て
次
の
よ

う
に
述
べ
て
い
る
。

室
町
の
初
期
と
い
う
時
代
に
あ
っ
て
、
謡
曲
の
作
者
ほ
ど
日
本
の
古
典
を

ひ
ろ
く
読
み
あ
さ
っ
た
も
の
は
あ
る
ま
い
。
お
よ
そ
能
楽
化
し
う
る
と
思

わ
れ
る
古
典
中
の
話
材
は
、
こ
と
ご
と
く
こ
れ
を
求
め
つ
く
し
て
い
る
。

今
日
一
般
の
目
に
触
れ
る
曲
目
は
、
現
行
内
外
二
百
余
番
に
過
ぎ
な
い

が
、
そ
れ
だ
け
に
し
て
も
豊
富
な
も
の
で
あ
る
。
上
代
か
ら
鎌
倉
時
代
に

お
よ
ぶ
あ
ら
ゆ
る
古
典
・
文
芸
作
品
は
、
謡
曲
作
者
の
薬
籠
中
に
収
め
ら

れ
て
、
自
由
自
在
に
駆
使
さ
れ
、
あ
ま
す
と
こ
ろ
が
な
い
の
で
あ
る
。（
中

略
）
し
か
し
彼
等
の
時
代
に
あ
っ
て
は
、
万
葉
集
は
古
事
記
と
共
に
極
め

て
稀
少
な
本
で
あ
っ
て
、
こ
の
集
二
十
巻
が
、
彼
等
の
机
辺
に
完
備
し
た

と
は
到
底
考
え
ら
れ
な
い（

５
）

。

も
文
献
を
直
接
読
ん
で
い
た
と
し
て
も
、
新
た
な
作
品
と
し
て
成
立
さ
せ
る
際

に
は
、
換
骨
奪
胎
を
は
か
る
も
の
な
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
従
来
説
の
背
景
に

は
、
現
代
に
比
べ
て
中
世
の
文
化
は
ま
だ
成
熟
し
て
お
ら
ず
、
学
術
的
に
も
ま

だ
発
達
し
て
い
な
か
っ
た
、
と
進
歩
史
観
的
な
前
提
が
あ
る
よ
う
に
も
思
わ
れ

る
。そ

こ
で
本
稿
で
は
、
現
存
す
る
『
古
事
記
』『
日
本
書
紀
』『
万
葉
集
』
と
謡

曲
の
詞
章
と
を
比
較
し
、
引
用
の
正
誤
や
理
解
度
と
い
っ
た
価
値
判
断
で
は
な

く
差
異
と
し
て
捉
え
た
い
。そ
れ
に
よ
り
、後
世
に
作
品
化
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ

て
新
た
な
〈
古
代
〉
像
が
育
ま
れ
て
い
く
一
端
を
窺
い
知
る
こ
と
が
で
き
、
ひ

い
て
は
現
代
に
お
い
て
享
受
さ
れ
る
〈
古
代
〉
を
客
観
視
す
る
こ
と
が
で
き
る

と
考
え
る
。

二　
『
古
事
記
』『
日
本
書
紀
』『
万
葉
集
』
と
謡
曲

先
掲
の
『
謡
曲
叢
書
』
で
は
さ
ら
に
、

そ
の
内
容
の
上
か
ら
見
れ
ば
、
未
だ
曾
て
文
学
に
あ
ら
は
れ
な
か
つ
た
上

代
神
話
は
悉
く
其
の
中
に
採
ら
れ
、
ま
た
美
術
に
関
す
る
説
話
、
和
歌
に

関
す
る
説
話
、
乃
至
は
中
古
時
代
か
ら
次
第
に
発
達
し
た
武
勇
説
話
の
如

き
、
宗
教
説
話
の
如
き
、
皆
其
の
中
に
入
ら
ざ
る
な
く
、
国
民
古
来
の
伝

説
が
一
切
合
切
文
学
化
せ
ら
れ
た
も
の
と
見
て
よ
ろ
し
い
の
で
あ
る
。
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の
と
も
考
え
ら
れ
る
」
と
述
べ
て
い
る（

７
）

。

他
方
で
、
桑
木
厳
翼
氏
は
早
く
に
「
た
ゞ
古
典
が
屢
名
稱
の
み
の
存
在
と
な

り
了
る
こ
と
と
、
其
の
古
典
を
自
由
に
解
釈
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
新
様
の
藝
術

を
構
成
し
得
る
」
こ
と
を
提
示
し
た（

８
）

。

西
村
聡
氏
は
「
能
『
三
山
』
―
『
万
葉
集
』
の
中
世
―
」
に
お
い
て
、
古
典

の
不
完
全
な
引
用
と
い
う
見
方
で
は
な
く
、
新
た
な
作
品
と
し
て
読
む
こ
と
を

提
起
し
て
い
る
。

「
世
阿
弥
が
万
葉
を
極
め
て
浅
く
し
か
知
ら
な
か
っ
た
」
か
ど
う
か
は
、

彼
の
作
あ
る
い
は
改
作
と
認
め
ら
れ
る
個
々
の
能
を
、
引
用
さ
れ
た
「
資

料
」
の
「
間
接
」
性
や
「
万
葉
知
識
の
貧
困
」
か
ら
で
は
な
く
、
万
葉
歌

の
中
世
的
理
解
を
舞
台
に
ど
う
再
生
さ
せ
た
か
の
観
点
で
論
ず
べ
き
も

の
と
思
う（

９
）

。

と
指
摘
し
た
上
で
、
次
の
よ
う
に
結
論
す
る
。

桂
子
・
桜
子
と
い
う
名
の
巫
女
が
演
ず
る
神
事
芸
能
は
、
お
そ
ら
く
『
三

山
』
作
者
の
創
意
で
あ
っ
た
。（
中
略
）
伝
説
と
し
て
は
独
立
し
て
い
た

そ
の
二
人
を
、
香
久
山
に
「
か
し
は
で
の
公
成
」
な
る
男
を
配
し
て
三
山

伝
説
に
参
加
さ
せ
、
巫
女
に
よ
る
う
わ
な
り
打
ち
神
事
を
劇
中
芸
能
に
仕

組
ん
で
の
能
作
は
、
三
山
歌
と
有
由
縁
歌
の
そ
れ
ぞ
れ
を
裏
返
し
に
読
み

指
摘
さ
れ
た
と
お
り
、
中
世
に
お
い
て
『
万
葉
集
』
は
写
本
で
し
か
読
む
こ

と
は
で
き
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
り
、
謡
曲
の
作
者
が
直
接
読
む
機
会
は
な
か
っ

た
可
能
性
が
高
い
と
思
わ
れ
る
。
典
型
的
な
例
と
し
て
し
ば
し
ば
取
り
上
げ
ら

れ
る
「
草
子
洗
小
町
」（「
草
子
洗
」
と
も
）
は
、
観
阿
弥
ま
た
は
世
阿
弥
の
作

か
と
さ
れ
る
も
の
の
、
次
の
よ
う
な
箇
所
が
問
題
と
さ
れ
て
い
る
。

ワ
キ
（
シ
テ
へ
）「
仰
せ
の
如
く
そ
の
證
歌
分
明
な
ら
で
は
い
か
で
か
奏
し

申
す
べ
き
。
草
子
は
萬
葉
題
は
夏
。
水
邊
の
草
と
は
見
え
た
れ
ど
も
。
讀

人
知
ら
ず
と
書
き
た
れ
ば
。
作
者
は
誰
と
も
存
ぜ
ぬ
な
り

シ
テ
「
そ
れ
萬
葉
は
奈
良
の
天
子
の
御
宇
。
撰
者
は
橘
の
諸
兄
。
歌
の
數

は
七
千
首
に
及
ん
で
。
皆
わ
ら
は
が
知
ら
ぬ
歌
は
さ
む
ら
は
ず
。
萬
葉
と

い
ふ
草
子
に
數
多
の
本
の
候
か
覚
束
な
う
こ
そ
候
へ（

６
）

市
村
論
文
は
傍
線
部
分
に
着
目
し
、
こ
の
後
に
「
釈
教
」
や
「
神
祇
」
な
ど

『
万
葉
集
』
に
あ
る
は
ず
の
な
い
部
立
名
が
登
場
す
る
こ
と
も
含
め
て
「
万
葉

知
識
の
皆
無
に
近
き
を
暴
露
す
る
も
の
」
と
断
じ
た
が
、
観
世
父
子
の
知
識
は

『
万
葉
集
』
が
流
布
し
て
い
な
い
当
時
に
お
い
て
は
無
理
か
ら
ぬ
こ
と
と
も
言

及
し
て
い
る
。

三
村
昌
義
氏
も
、
こ
れ
ら
が
「
古
今
注
」
に
基
づ
い
て
作
ら
れ
て
い
る
こ
と

を
指
摘
し
、「
そ
れ
が
中
世
と
い
う
時
代
の
万
葉
の
理
解
と
享
受
で
あ
っ
た
」

と
し
て
、「
未
知
の
部
分
が
多
い
だ
け
に
、『
万
葉
集
』
へ
の
興
味
も
あ
っ
た
も
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世
の
作
品
化
に
お
い
て
ど
の
よ
う
な
影
響
を
与
え
て
い
る
か
に
つ
い
て
考
え
て

み
た
い
。

三　

謡
曲
「
三
輪
」
に
お
け
る
神
婚
譚

謡
曲
「
三
輪
」
は
、
一
説
に
世
阿
弥
の
作
と
も
さ
れ
る
が
、
作
者
は
不
詳
で

あ
る
。『
親
元
日
記
』
に
寛
正
六
年
（
一
四
六
五
）
三
月
九
日
の
将
軍
院
参
の

折
の
演
能
記
録
が
確
認
で
き
る
が
、
い
つ
成
立
し
た
か
も
不
明
で
あ
る
。

ま
ず
前
半
で
、
玄
賓
と
三
輪
の
里
に
住
む
女
と
の
や
り
と
り
が
描
か
れ
る
。

冒
頭
部
に
は
次
の
よ
う
に
あ
る
。

    　
　
　
　
　
〔
名
ノ
リ
笛
〕

ワ
キ
「〈
名
ノ
リ
〉
こ
れ
は
和
州
三
輪
の
山
蔭
に
住
ま
ひ
す
る
、
玄
賓
と
申
す

者
に
て
候
。
さ
て
も
こ
の
程
樒
閼
伽
の
水
を
汲
み
て
こ
の
僧
に
与
ふ
る
者

の
候
。
今
日
も
来
り
て
候
は
ば
、
い
か
な
る
者
ぞ
と
名
を
尋
ね
ば
や
と
思

ひ
候
。

〔
次
第
〕
の
囃
子
で
、
里
の
女
の
姿
の
シ
テ
登
場
。
左
手
に
木
の
葉
を
持
ち
、
右

手
に
数
珠
を
持
つ
。
常
座
に
立
ち
、
鏡
板
へ
向
い
て
〈
次
第
〉
を
謡
う
。
続
い
て

正
面
を
向
い
て
〈
サ
シ
〉
以
下
を
謡
う
。

    　
　
　
　
　
〔
次
第
〕

シ
テ
乀
〈
次
第
〉
三
輪
の
山
も
と
道
も
な
し
、
三
輪
の
山
も
と
道
も
な
し
、

換
え
た
、
き
わ
め
て
意
識
化
さ
れ
た
方
法
論
の
所
産
と
考
え
る
。
神
事
と

て
「
借
用
」
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

本
稿
に
と
っ
て
示
唆
に
富
む
指
摘
で
あ
る
。
同
様
の
緻
密
な
論
証
は
困
難
で
あ

る
に
せ
よ
、
本
稿
で
も
そ
う
し
た
視
点
に
立
ち
、
記
紀
万
葉
に
取
材
し
た
謡
曲

を
引
用
の
多
寡
や
正
誤
で
は
な
く
、
後
世
に
作
品
化
さ
れ
た
事
例
と
し
て
捉
え

直
し
て
み
た
い
。

な
お
、『
万
葉
集
』の
歌
を
モ
チ
ー
フ
と
し
た
謡
曲
に「
藤
」「
舟
橋
」「
三
山
」「
求

塚
」
が
あ
り
、『
古
事
記
』『
日
本
書
紀
』
に
材
を
採
る
曲
に
「
淡
路
」「
岩
船
」「
鵜

羽
」「
絵
馬
」「
大
社
」「
大
蛇
」「
金
札
」「
草
薙
」「
逆
矛
」「
第
六
天
」「
玉
井
」

「
三
輪
」
な
ど
が
知
ら
れ
る
。
さ
ら
に
、
大
和
を
舞
台
と
す
る
能
と
い
う
だ
け

で
あ
れ
ば
、
廃
曲
ま
で
含
め
て
一
二
二
曲
あ
る
と
さ
れ
る）

（1
（

。
本
稿
で
は
、
そ
れ

ら
の
中
で
も
と
く
に
謡
曲
「
三
輪
」
に
着
目
し
た
い
。

  

「
三
輪
」
の
特
殊
演
出
《
誓
納
》
は
、
本
来
は
観
世
流
宗
家
の
み
に
許
さ

れ
た
一
子
相
伝
の
秘
事
で
あ
っ
た
と
聞
く
。
後
に
《
白
式
》（《
白
式
神
神
楽
》）

が
成
立
し
上
演
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
が
、
特
別
な
曲
で
あ
る
こ
と
に
変
わ
り

は
な
い
。
金
春
流
の
《
三
光
》、
金
剛
流
の
《
神
道
》、
喜
多
流
の
《
神
遊
》
も
、

そ
れ
ぞ
れ
神
道
の
秘
伝
と
い
う
意
味
付
け
が
あ
る
と
さ
れ
、
重
く
扱
わ
れ
る
曲

で
あ
る
。

三
輪
の
地
は
、『
古
事
記
』『
日
本
書
紀
』『
万
葉
集
』
に
お
い
て
も
重
要
な

場
所
と
し
て
登
場
す
る
が
、
そ
れ
ぞ
れ
に
様
相
が
異
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
が
後
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と
、
謡
曲
「
三
輪
」
が
伝
承
を
源
泉
と
し
て
成
立
し
、
さ
ら
に
後
世
に
も
影
響

を
与
え
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。

同
様
に
、『
古
事
記
』『
日
本
書
紀
』
に
関
連
す
る
内
容
に
つ
い
て
も
い
わ
ゆ

る
〈
中
世
神
話）

（1
（

〉
の
影
響
が
想
定
さ
れ
る
。

謡
曲
「
三
輪
」
の
ア
イ
狂
言
で
は
「
三
輪
大
明
神
」
に
つ
い
て
、「
か
た
じ

け
な
く
も
伊
弉
諾
伊
弉
冉
の
尊
、
天
の
岩
倉
の
苔
筵
に
て
男
女
の
語
ら
ひ
を
な

し
給
ひ
、
一
女
三
男
を
儲
け
給
ふ
」
と
し
て
、
天
照
大
神
、
月
神
、
蛭
子
、
素

戔
嗚
尊
を
あ
げ
、
素
戔
嗚
尊
の
御
子
の
大
己
貴
神
が
「
三
輪
大
明
神
」
で
あ
る

こ
と
を
述
べ
る
。
こ
れ
は
『
日
本
書
紀
』
巻
第
一
神
代
上
第
五
段
及
び
第
八
段

に
基
づ
く
内
容
で
あ
る
と
み
ら
れ
る
が
、『
日
本
書
紀
』
で
は
細
注
に
「
天
照

大
神
」
と
あ
る
も
の
の
、
本
文
で
は
日
神
は
「
大
日
孁
貴
」
で
あ
り
、
三
輪
山

の
神
と
さ
れ
る
「
大
国
主
神
」
は
素
戔
嗚
尊
の
「
五
世
孫
」
で
あ
る
な
ど
、
相

違
点
が
多
い
。

さ
ら
に
謡
曲
に
お
い
て
は
、伊
勢
と
三
輪
の
神
が
「
一
体
分
身
」
と
さ
れ
、「
女

姿
と
三
輪
の
神
、
ち
は
や
掛
帯
引
き
替
へ
て
、
た
だ
祝
子
が
着
す
な
る
、
烏
帽

子
狩
衣
、
裳
裾
の
上
に
掛
け
、
御
影
あ
ら
た
に
見
え
給
ふ
、
か
た
じ
け
な
の
御

事
や
」
と
、
女
姿
で
顕
現
し
た
「
三
輪
大
明
神
」
が
男
装
し
て
い
る
こ
と
が
あ

ら
わ
さ
れ
て
い
る
。『
古
事
記
』『
日
本
書
紀
』
の
記
述
と
は
か
な
り
の
隔
た
り

が
あ
る
。

た
だ
、
本
稿
で
は
謡
曲
「
三
輪
」
に
直
接
引
用
さ
れ
た
〈
中
世
神
話
〉
を
明

ら
か
に
す
る
こ
と
で
は
な
く
、『
古
事
記
』『
日
本
書
紀
』
と
の
差
異
を
こ
そ
問

檜
原
の
奥
を
尋
ね
ん
。

シ
テ
〽
〈
サ
シ
〉
げ
に
や
老
少
不
定
と
て
、
世
の
な
か
な
か
に
身
は
残
り
、

幾
春
秋
を
か
送
り
け
ん
。
あ
さ
ま
し
や
な
す
事
な
く
て
い
た
づ
ら
に
、
憂

き
年
月
を
三
輪
の
里
に
、
住
ま
ひ
す
る
女
に
て
候）

（（
（

。

原
田
信
之
氏
は
、
玄
賓
が
三
輪
に
隠
棲
し
て
い
た
と
い
う
記
録
は
伝
え
ら
れ

て
い
な
い
が
、
玄
賓
没
後
二
百
年
程
経
っ
た
一
二
世
紀
の
『
江
談
抄
』
に
み
え

る
記
述
が
二
者
の
関
係
を
記
し
た
最
も
古
い
伝
承
で
あ
る
こ
と
、
そ
れ
が
肉
付

け
さ
れ
て
一
三
世
紀
に
『
発
心
集
』
や
『
古
事
談
』
の
玄
賓
隠
棲
説
話
が
記
さ
れ
、

さ
ら
に
二
百
年
後
の
一
五
世
紀
に
謡
曲
「
三
輪
」
と
な
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
た）

（1
（

。

『
発
心
集
』
で
漠
然
と
三
輪
川
の
ほ
と
り
と
さ
れ
て
い
た
隠
棲
地
が
、謡
曲
「
三

輪
」
で
は
「
檜
原
の
奥
」
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
や
、
現
在
あ
る
玄
賓
庵
が
檜
原

谷
に
あ
る
こ
と
等
に
も
着
目
し
、

本
地
垂
迹
説
や
三
輪
流
神
道
説
を
か
ら
ま
せ
て
作
成
さ
れ
た
謡
曲
「
三

輪
」
の
内
容
は
、
一
五
世
紀
に
お
け
る
玄
賓
三
輪
隠
棲
伝
説
の
発
展
と
い

う
面
で
も
興
味
深
い
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
謡
曲
「
三
輪
」
成
立
後
、
玄

賓
三
輪
隠
棲
伝
説
は
新
た
な
段
階
に
入
り
、
謡
曲
「
三
輪
」
の
内
容
が
格

と
な
っ
て
さ
ら
に
詳
細
な
も
の
へ
と
発
展
し
て
ゆ
く
こ
と
に
な
っ
た
と

推
定
さ
れ
る
。
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返
し
行
く
ほ
ど
に
（
扇
に
左
手
を
添
え
、
右
へ
ま
わ
る
）、
こ
の
山
も
と
の

神
垣
や
、
杉
の
下
枝
に
留
り
た
り
（
脇
正
面
で
作
り
物
へ
向
く
）、
こ
は
そ

も
あ
さ
ま
し
や
、
契
り
し
人
の
姿
か
（
作
り
物
を
見
あ
げ
る
）。
そ
の
糸
の

三
綰
残
り
し
よ
り
（
扇
を
見
つ
め
る
）、三
輪
の
し
る
し
の
過
ぎ
し
世
を
（
足

拍
子
）、
語
る
に
つ
け
て
恥
づ
か
し
や
（
ワ
キ
へ
向
い
て
留
め
る
）。

傍
線
部
の
よ
う
に
語
ら
れ
る
三
輪
山
の
神
と
の
婚
姻
は
、「
苧
環
に
針
を
付

け
、
裳
裾
に
こ
れ
を
綴
ぢ
付
け
て
、
跡
を
控
へ
て
慕
ひ
行
く
」
と
あ
る
こ
と
か

ら
、『
古
事
記
』
に
載
る
苧
環
型
の
説
話
が
も
と
と
な
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

よ
く
知
ら
れ
て
い
る
挿
話
で
は
あ
る
が
、
次
に
あ
げ
て
お
く
。

此
の
天

す
め
ら
み
こ
と
皇
の
御み

世よ

に
、
役え

病や
み

多あ
ま

た
起お

こ

り
て
、
人

お
ほ
み

民た
か
ら

尽つ

き
む
と
為し

き
。

爾し
か

く
し
て
、
天
皇
の
愁う

れ

へ
歎な

げ

き
て
、
神か

む
ど
こ牀
に
坐い

ま

し
し
夜よ

に
、
大お

ほ

物も
の

主ぬ
し
の

大お
ほ

神か
み

、
御み

夢い
め

に
顕あ

ら
は

れ
て
曰い

ひ
し
く
、「
是こ

れ

は
、
我わ

が
御み

心こ
こ
ろ

ぞ
。
故か

れ

、
意お

富ほ

多た

た々

泥ね

古こ

を
以も

ち

て
、
我あ

が
前ま

へ

を
祭
ら
し
め
ば
、
神か

み

の
気け

、
起お

こ

ら
ず
、
国

も
、
亦ま

た

、
安や

す

ら
け
く
平た

ひ

ら
け
く
あ
ら
む
」
と
い
ひ
き
。
是こ

こ

を
以
て
駅

は
ゆ
ま

使づ
か
ひを

四よ

も方
に
班あ

か

ち
て
、
意
富
多
々
泥
古
と
謂い

ふ
人
を
求も

と

め
し
時
に
、
河か

ふ
ち内
の
美み

努の
の

村む
ら

に
其
の
人
を
見み

得え

て
貢た

て
ま
つ進
り
き
。
爾し

か

く
し
て
、
天
皇
の
問
ひ
賜た

ま

は
く
、

「
汝な

む
ち

は
、
誰た

が
子
ぞ
」
と
と
ひ
た
ま
ふ
に
、
答
へ
て
白ま

を

し
し
く
、「
僕

や
つ
か
れは
、

大
物
主
大
神
の
、
陶す

ゑ

津つ

耳み
み
の

命み
こ
と

の
女む

す
め

、
活い

く

玉た
ま

依よ
り

毘び

売め

を
娶め

と

り
て
、
生
み
し

子
、
名
は
櫛く

し

御み

方か
た
の

命み
こ
との
子
、
飯い

ひ

肩か
た

巣す

見み
の

命み
こ
との
子
、
建た

け

甕み
か

槌づ
ち
の

命み
こ
との
子
に
し
て
、

題
と
し
た
い
。

謡
曲
「
三
輪
」
で
中
核
を
な
す
、
い
に
し
え
の
神
婚
譚
を
語
る
部
分
は
次
の

と
お
り
で
あ
る
。

地
謡
乀
五
濁
の
塵
に
交
は
り
、
し
ば
し
心
は
あ
し
び
き
の
、
大
和
の
国
に
年

久
し
き
夫
婦
の
者
あ
り
、
八
千
代
を
こ
め
し
玉
椿
、
変
ら
ぬ
色
を
頼
み
け

る
に
、

地
謡
〽
〈
ク
セ
〉
さ
れ
ど
も
こ
の
人
、
夜
は
来
れ
ど
も
昼
見
え
ず
、
あ
る
夜

の
睦
言
に
、
御
身
い
か
な
る
故
に
よ
り
（
足
拍
子
）、
か
く
年
月
を
送
る

身
の
（
中
央
へ
出
る
）、昼
を
ば
何
と
う
ば
玉
の
、夜
な
ら
で
通
ひ
給
は
ぬ
は
、

い
と
不
審
多
き
事
な
り
、
た
だ
同
じ
く
は
と
こ
し
な
へ
に
（
角
へ
行
く
）、

契
り
を
こ
む
べ
し
と
あ
り
し
か
ば
、か
の
人
答
へ
言
ふ
や
う
（
左
へ
ま
わ
っ

て
大
小
前
へ
行
く
）、
げ
に
も
姿
は
は
づ
か
し
の
、
漏
り
て
よ
そ
に
や
知
ら

れ
な
ん
、
今
よ
り
後
は
通
ふ
ま
じ
（
大
小
前
よ
り
中
央
へ
出
る
）、
契
り
も

今
宵
ば
か
り
な
り
と
（
ワ
キ
へ
向
く
）、
ね
ん
ご
ろ
に
語
れ
ば
（
ワ
キ
へ
一

歩
出
る
）、
さ
す
が
別
れ
の
悲
し
さ
に
（
ワ
キ
の
前
へ
行
く
）、
帰
る
所
を
知

ら
ん
と
て
（
橋
が
か
り
の
ほ
う
を
望
む
）、
苧
環
に
針
を
付
け
、
裳
裾
に
こ

れ
を
綴
ぢ
付
け
て
（
作
り
物
の
前
へ
行
き
、
目
付
柱
の
ほ
う
へ
向
い
て
扇
を
見

る
）、
跡
を
控
へ
て
慕
ひ
行
く
（
扇
を
開
く
）。

シ
テ
〽
ま
だ
青
柳
の
糸
長
く
（
上
ゲ
扇
）、

地
謡
〽
結
ぶ
や
早
玉
の
、
己
が
力
に
さ
さ
が
に
の
（
中
央
へ
出
る
）、
糸
繰
り
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と
謂い

ふ
ぞ
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
（『
古
事
記
』
中
巻
・
崇
神
天
皇
条）

（1
（

）

そ
も
そ
も
崇
神
天
皇
代
に
疫
病
が
流
行
り
、
そ
れ
を
鎮
め
る
方
法
と
し
て
、

大
物
主
大
神
の
夢
の
お
告
げ
ど
お
り
に
意
富
多
々
泥
古
を
探
し
出
し
「
御
諸

山
」
を
祀
ら
せ
た
と
い
う
前
段
の
流
れ
が
あ
る
。
そ
の
意
富
多
々
泥
古
の
出
自

を
語
る
の
が
『
古
事
記
』
の
文
脈
で
あ
る
が
、
謡
曲
「
三
輪
」
は
そ
れ
と
は
別

の
文
脈
で
語
ら
れ
る
こ
と
と
な
る
。

三
輪
山
の
神
と
の
婚
姻
譚
に
つ
い
て
は
『
日
本
書
紀
』
に
も
み
ら
れ
る
が
、

糸
を
辿
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
は
な
く
、『
古
事
記
』
と
大
き
く
異
な
っ
て
い
る
こ
と

で
知
ら
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、謡
曲
「
三
輪
」
の
詞
章
に
は
、夜
に
し
か
通
っ

て
こ
な
い
男
で
あ
る
こ
と
や
、
そ
の
男
に
向
け
て
女
が
昼
も
夜
も
夫
婦
の
暮
ら

し
を
し
よ
う
と
語
り
か
け
る
こ
と
、
そ
れ
が
別
離
を
招
き
子
孫
も
生
ま
れ
な
い

こ
と
な
ど
、『
古
事
記
』で
は
な
く『
日
本
書
紀
』の
記
事
と
の
関
連
も
窺
わ
れ
る
。

是こ

の
後
に
、
倭

や
ま
と

迹と

迹と

日ひ

百も
も

襲そ

姫び
め
の

命み
こ
と、
大お

ほ

物も
の

主ぬ
し
の

神か
み

の
妻み

め

と
為な

る
。
然し

か

れ

ど
も
其そ

の
神
常つ

ね

に
昼ひ

る

は
見
え
ず
し
て
、
夜よ

る

の
み
来き

ま
す
。
倭

や
ま
と

迹と

迹と

姫び
め
の

命み
こ
と、

夫せ

に
語か

た

り
て
曰い

は

く
、「
君き

み

、
常
に
昼
は
見
え
た
ま
は
ね
ば
、
分あ

き
ら
か明
に
其
の

尊み
か
ほ顔
を
視み

た
て
ま
つ
る
こ
と
得え

ず
。
願ね

が

は
く
は
暫

し
ま
し

留と
ど
ま
り
た
ま
へ
。
明

く
る
つ

旦
あ
し
た

に
、
仰あ

ふ

ぎ
て
美う

る
は麗
し
き
威み

す
が
た儀
を
覲み

た
て
ま
つ
ら
む
と
欲お

も

ふ
」
と
い
ふ
。
大お

ほ

神み
か
み

対こ
た

へ
て
曰の

た
ま

は
く
、「
言こ

と
わ
り理
灼い

や
ち
こ然
な
り
。
吾わ

れ

、
明
旦
に
汝な

が
櫛く

し

笥げ

に
入
り

て
居ゐ

む
。
願
は
く
は
吾わ

が
形か

た
ち

に
な
驚お

ど
ろ

き
そ
」
と
の
た
ま
ふ
。
爰こ

こ

に
倭
迹
迹

僕や
つ
か
れは
、
意
富
多
々
泥
古
ぞ
。」
と
白ま

を

し
き
。
是こ

こ

に
、
天
皇
、
大お

ほ

き
に
歓よ

ろ
こ

び

て
詔

の
り
た
まは
く
、「
天あ

め

の
下し

た

平た
ひ
らぎ
、
人

お
ほ
み

民た
か
ら

栄
え
む
」
と
の
り
た
ま
ひ
て
、
即す

な
は

ち

意
富
多
々
泥
古
命
を
以
て
、
神か

む

主ぬ
し

と
為し

て
、
御み

も
ろ
の
や
ま

諸
山
に
し
て
、
意お

富ほ

美み

和わ

之の

大お
ほ

神か
み

の
前ま

へ

を
拝を

ろ
が

み
祭ま

つ

り
き
。（
中
略
）

此こ

の
意お

富ほ

多た

多た

泥ね

古こ

と
謂い

ふ
人
を
、
神
の
子
と
知
り
し
所ゆ

ゑ以
は
、
上か

み

に

云い

へ
る
活い

く

玉た
ま

依よ
り

毘び

売め

、
其そ

の
容か

た
ち姿
端き

ら
ぎ
ら正
し
。
是こ

こ

に
、
壮を

と
こ夫
有あ

り
。
其
の

形か
た
ち姿
・
威よ

そ
ほ
ひ儀
、
時
に
比

た
ぐ
ひ

無
し
。
夜よ

半な
か

の
時
に
、
儵た

ち
ま忽
ち
に
到き

た来
り
ぬ
。
故か

れ

、

相あ
ひ

感め

で
て
、
共
に
婚あ

ひ
供と

も

に
住す

め
る
間あ

ひ
だ

に
、
未い

ま

だ
幾い

く

ば
く
の
時
も
経へ

ぬ
に
、

其
の
美を

と
め人
、
妊は

ら身
み
き
。

爾し
か

く
し
て
、
父ち

ち
は
は母
、
其
の
妊は

ら身
め
る
事
を
怪あ

や

し
び
て
、
其
の
女む

す
め

を
問
ひ

て
曰い

ひ
し
く
、「
汝な

む
ち

は
、
自

お
の
づ
から
妊は

ら

め
り
。
夫を

無な

き
に
、
何な

に

の
由ゆ

ゑ

に
か
妊は

ら身

め
る
」
と
い
ひ
き
。
答
へ
て
曰い

ひ
し
く
、「
麗う

る
は美
し
き
壮を

と
こ夫
有あ

り
。
其
の

姓か
ば
ね・
名な

を
知
ら
ず
。
夕よ

ひ

毎ご
と

に
到き

た来
り
て
、
共
に
住
め
る
間あ

ひ
だ

に
、
自お

の
づ
か然
ら

懐は

ら妊
め
り
」
と
い
ひ
き
。
是こ

こ

を
以も

ち

て
、
其
の
父
母
、
其
の
人
を
知
ら
む
と

欲お
も

ひ
て
、
其
の
女む

す
め

に
誨を

し

へ
て
曰
ひ
し
く
、「
赤あ

か

き
土つ

ち

を
以
て
床と

こ

の
前ま

へ

に
散ち

し
、
へ
そ
の
紡う

み

麻を

を
以
て
針は

り

に
貫ぬ

き
、
其
の
衣き

ぬ

の
襴す

そ

に
刺さ

せ
。」
と
い
ひ
き
。

故か
れ

、
教を

し
へ

の
如
く
し
て
、
旦あ

し
た時
に
見
れ
ば
、
針
に
著つ

け
た
る
麻を

は
、
戸
の

鉤か
ぎ

穴あ
な

よ
り
控ひ

き
通と

ほ

り
て
出い

で
、
唯た

だ

に
遺の

こ

れ
る
麻
は
、
三み

わ勾
の
み
な
り
。
爾し

か

く
し
て
、
即
ち
鉤
穴
よ
り
出い

で
し
状か

た
ち

を
知
り
て
、
糸い

と

に
従
ひ
て
尋
ね
行
け

ば
、
美み

和わ
の

山や
ま

に
至
り
て
、
神
の
社や

し
ろ

に
留と

ど

ま
り
き
。
故
、
其
の
神
の
子
と
知

り
き
。
故
、
其
の
麻を

の
三み

わ勾
遺の

こ

り
し
に
因よ

り
て
、
其そ

こ地
を
名
づ
け
て
美み

和わ
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を
し
て
い
た
と
も
描
か
れ
て
い
な
い
。
し
ば
し
ば
影
響
関
係
が
指
摘
さ
れ
て
き

た
『
新
撰
姓
氏
録
』（
大
和
国
神
別
大
神
朝
臣
）
や
『
先
代
旧
事
本
紀
』（
巻
四
）、

『
俊
頼
髄
脳
』
な
ど
に
み
え
る
伝
承
は
、
苧
環
型
の
神
婚
説
話
で
あ
り
、
謡
曲

「
三
輪
」
は
い
ず
れ
と
も
異
な
る
ス
ト
ー
リ
ー
展
開
と
な
っ
て
い
る
。
い
わ
ば
、

記
紀
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
渾
然
一
体
と
な
っ
て
作
品
化
さ
れ
て
い
る
様
子
が
み
て

と
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
ら
が
す
べ
て
「
三
輪
の
し
る
し
の
杉
」
に

収
斂
し
て
い
る
こ
と
は
重
要
な
点
で
あ
る
。

そ
こ
で
次
に
、
三
輪
に
お
け
る
杉
の
持
つ
意
味
合
い
に
つ
い
て
考
え
て
お
き

た
い
。

四　

謡
曲
「
三
輪
」
と
神
杉

先
掲
の
原
田
論
文
が
指
摘
し
た
よ
う
に
、
玄
賓
僧
都
の
隠
棲
伝
説
が
展
開
す

る
な
か
で
、一
七
世
紀
の
『
大
和
名
所
記
』
に
は
な
か
っ
た
「
玄
賓
庵
」
や
「
衣

掛
杉
」
な
ど
の
情
報
が
、
一
八
世
紀
の
『
大
和
名
所
図
会
』（
巻
四
）
に
お
い

て
さ
ら
に
付
け
加
え
ら
れ
た
。
現
在
も
大
神
神
社
境
内
に「
衣
掛
の
杉
」や「
し

る
し
の
杉
」
の
株
が
保
存
さ
れ
て
お
り
、
大
物
主
神
の
化
身
で
あ
る
白
蛇
が
棲

む
と
さ
れ
る
「
巳
の
神
杉
」
が
ご
神
木
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
殊
更
に
取

り
沙
汰
さ
れ
て
は
こ
な
か
っ
た
き
ら
い
が
あ
る
。
し
か
し
本
来
は
、『
古
事
記
』

に
せ
よ
『
日
本
書
紀
』
に
せ
よ
、
三
輪
山
の
神
と
の
婚
姻
譚
に
お
い
て
「
杉
」

は
登
場
し
て
い
な
い
。

姫
命
、
心こ

こ
ろ

の
裏う

ち

に
密ひ

そ
か

に
異あ

や

し
び
、
明あ

く
る
を
待
ち
て
櫛
笥
を
見
れ
ば
、
遂つ

ひ

に
美
麗
し
き
小こ

を
ろ
ち蛇
有あ

り
。
其
の
長な

が

さ
大ふ

と

さ
衣こ

ろ
も

の
紐ひ

も

の
如ご

と

し
。
則す

な
は

ち
驚
き
て

叫さ

け啼
ぶ
。
時
に
大
神
、
恥は

ぢ
て
忽

た
ち
ま
ちに
人
の
形か

た
ち

に
化な

り
、
其
の
妻み

め

に
謂か

た

り
て

曰の
た
ま
は
く
、「
汝な

れ

、
忍し

の

び
ず
て
吾わ

に
羞は

ぢ
み

せ
つ
。
吾わ

れ

、
還か

へ

り
て
汝な

れ

に
羞は

ぢ
み

せ
む
」

と
の
た
ま
ふ
。
仍よ

り
て
大お

ほ
ぞ
ら虚
を
践ふ

み
て
、
御み

も
ろ
の
や
ま

諸
山
に
登の

ぼ

り
ま
す
。

（『
日
本
書
紀
』
巻
第
五　

崇
神
天
皇
十
年
九
月）

（1
（

）

謡
曲
の
詞
章
に
は
「
げ
に
も
姿
は
は
づ
か
し
の
、
漏
り
て
よ
そ
に
や
知
ら
れ

な
ん
、
今
よ
り
後
は
通
ふ
ま
じ
、
契
り
も
今
宵
ば
か
り
な
り
」
と
あ
り
、
男
が

自
ら
を
実
は
恥
ず
か
し
い
姿
で
あ
る
と
告
白
し
、
昼
は
そ
れ
が
あ
ら
わ
に
な
る

こ
と
か
ら
今
宵
限
り
通
う
こ
と
を
や
め
る
と
宣
言
し
て
い
る
。
別
れ
を
悲
し
ん

だ
女
が
、
男
の
衣
に
糸
を
縫
い
付
け
て
糸
を
辿
っ
て
い
く
と
「
こ
の
山
も
と
の

神
垣
や
、
杉
の
下
枝
に
留
り
た
り
、
こ
は
そ
も
あ
さ
ま
し
や
、
契
り
し
人
の
姿

か
」
と
杉
を
見
上
げ
る
様
が
描
か
れ
て
お
り
、
男
の
正
体
は
神
垣
の
杉
で
あ
っ

た
と
読
め
る
。

神
杉
が
恥
ず
か
し
い
姿
で
あ
る
と
は
ど
の
よ
う
な
認
識
に
基
づ
く
の
か
判
然

と
し
な
い
が
、
あ
る
い
は
人
間
で
は
な
い
と
い
う
一
点
に
よ
る
も
の
で
あ
ろ
う

か
。
男
が
自
ら
を
恥
ず
か
し
い
姿
で
あ
る
と
告
白
し
た
の
も
、『
日
本
書
紀
』

に
「
吾
に
羞
せ
つ
」
と
あ
る
こ
と
と
呼
応
し
て
い
る
と
も
考
え
ら
れ
る
。

つ
ま
り
、
謡
曲
に
お
い
て
は
、『
古
事
記
』
の
よ
う
に
糸
を
辿
る
こ
と
で
初

め
て
男
の
正
体
が
知
れ
る
の
で
も
な
く
、『
日
本
書
紀
』
の
よ
う
に
小
蛇
の
姿
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（
三
二
二
七
番
歌
の
）
反
歌

　
　

神か
む

名な

備び

の
三
諸
の
山
に
斎
ふ
杉
思
ひ
過
ぎ
め
や
蘿
生
す
ま
で
に

                                        

（
巻
十
三
・
三
二
二
八
）

こ
れ
ら
は
「
三
諸
の
神
の
神
杉
」（
一
五
六
番
歌
）、「
三
輪
の
祝
が
い
は
ふ

杉
」（
七
一
二
番
歌
）、「
神
の
祝
が
鎮
斎
ふ
杉
原
」（
一
四
〇
三
番
歌
）、「
神
名

備
の
三
諸
の
山
に
斎
ふ
杉
」（
三
二
二
八
番
歌
）
と
、
三
輪
山
の
祭
祀
と
杉
と

が
古
代
に
お
い
て
深
く
関
わ
っ
て
い
た
こ
と
を
窺
わ
せ
る
。

謡
曲
「
三
輪
」
に
お
い
て
直
接
『
万
葉
集
』
の
歌
が
引
用
さ
れ
る
わ
け
で
は

な
い
が
、
内
容
上
で
神
杉
が
重
要
な
役
割
を
担
っ
て
い
る
背
景
に
は
、
こ
う
し

た
古
代
の
三
輪
山
信
仰
に
関
す
る
知
識
が
あ
っ
た
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
の
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。

ま
た
、
そ
れ
ま
で
漠
然
と
三
輪
川
の
ほ
と
り
と
伝
わ
っ
て
い
た
玄
賓
僧
都
の

庵
が
謡
曲
に
お
い
て
「
檜
原
の
奥
」
と
さ
れ
た
こ
と
に
つ
い
て
も
、
万
葉
歌
に

源
泉
が
あ
っ
た
可
能
性
が
あ
る
。

葉
を
詠
め
る

い
に
し
へ
に
あ
り
け
む
人
も
わ
が
如ご

と

か
三
輪
の
檜ひ

原ば
ら

に
挿か

ざ
し頭
折
り
け
む

                                          

（
巻
七
・
一
一
一
八
）

往ゆ

く
川
の
過
ぎ
に
し
人
の
手た

折を

ら
ね
ば
う
ら
ぶ
れ
立
て
り
三
輪
の
檜
原
は

                                          

（
巻
七
・
一
一
一
九
）

そ
れ
に
も
関
わ
ら
ず
、
前
場
で
三
輪
の
里
に
住
む
女
が
玄
賓
か
ら
住
ま
い
を

問
わ
れ
て
「
杉
立
て
る
門
」
を
目
印
に
し
て
訪
ね
る
よ
う
答
え
る
こ
と
に
は
じ

ま
り
、
玄
賓
が
女
に
与
え
た
衣
が
「
二
本
の
杉
」
に
か
か
っ
て
い
る
の
を
見
出

し
、
そ
の
木
陰
か
ら
後
シ
テ
の
三
輪
明
神
が
現
れ
る
な
ど
、
謡
曲
「
三
輪
」
は

杉
の
木
を
軸
に
し
な
が
ら
展
開
す
る
。
作
り
物
が
杉
小
屋
で
あ
る
こ
と
も
象
徴

的
で
あ
る
。
こ
う
し
た
状
況
を
み
る
限
り
、
現
在
の
大
神
神
社
に
お
け
る
ご
神

木
と
し
て
の
杉
も
、
謡
曲
「
三
輪
」
の
影
響
下
に
あ
る
と
い
え
る
。

た
だ
し
、
三
輪
と
い
う
地
と
杉
と
の
結
び
つ
き
に
つ
い
て
は
、
早
く
『
万
葉

集
』
に
み
え
る
こ
と
は
周
知
の
と
お
り
で
あ
る
。
次
に
あ
げ
る
歌
々
が
そ
れ
で

あ
る）

（1
（

。

十と
を

市ち
の

皇ひ
め

女み
こ

の
薨

か
む
あ
がり
ま
し
し
時
に
、
高た

け

市ち
の

皇み

子こ
の

尊み
こ
と
の
作
り
ま
せ
る

御
歌
三
首
（
第
一
首
）

　
　

三み

諸も
ろ

の
神
の
神か

む

杉す
ぎ

夢い
め

の
み
に
見
え
つ
つ
共
に
寝い

ね
ぬ
夜よ

ぞ
多
き

                                            

（
巻
二
・
一
五
六
）

丹
波
大
女
娘
子
歌
三
首
（
第
二
首
）

　
　

味う
ま

酒さ
け

を
三み

輪わ

の
祝は

ふ
り

が
い
は
ふ
杉
手て

触ふ

れ
し
罪つ

み

か
君
に
逢
ひ
が
た
き

                                            

（
巻
四
・
七
一
二
）

旋
頭
歌

　
　

御み

幣ぬ

帛さ

取
り
神み

わ

の
祝は

ふ
り

が
鎮い

斎は

ふ
杉
原　

薪
た
き
ぎ

伐き

り
殆

ほ
と
ほ
とし
く
に
手て

斧を
の

取
ら
え
ぬ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
巻
七
・
一
四
〇
三
）
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五　

謡
曲
「
三
輪
」
に
お
け
る
天
岩
戸
神
話

次
に
、
謡
曲
「
三
輪
」
の
結
び
の
部
分
で
『
古
事
記
』『
日
本
書
紀
』
の
天

岩
戸
神
話
を
も
と
に
し
た
内
が
登
場
す
る
点
に
つ
い
て
み
て
お
き
た
い
。

地
謡
〽
ま
づ
は
岩
戸
の
そ
の
初
め
（
正
面
へ
向
く
）、
隠
れ
し
神
を
出
だ
さ

ん
と
て
、
八
百
万
の
神
遊
び
、
こ
れ
ぞ
神
楽
の
初
め
な
る
（
幣
を
持
ち
、

正
面
へ
少
し
出
て
作
り
物
へ
向
く
）。

シ
テ
〽
ち
は
や
ぶ
る
（
幣
を
振
る
）。

    　
　
　
　
　
〔
神
楽
〕

常
座
で
〈
ワ
カ
〉
を
謡
い
、続
い
て
掛
合
い
の
謡
に
合
わ
せ
て
舞
い
、常
座
で
留
め
る
。

シ
テ
〽
〈
ワ
カ
〉
天
の
岩
戸
を
引
き
立
て
て
（
上
ゲ
扇
を
し
て
角
へ
行
く
）、

地
謡
〽
神
は
跡
な
く
入
り
給
へ
ば
、
常
闇
の
世
と
は
や
な
り
ぬ
（
扇
で

面
を
隠
し
、
ま
わ
っ
て
常
座
へ
行
く
）。

シ
テ
〽
八
百
万
の
神
た
ち
（
作
り
物
へ
向
く
）、
岩
戸
の
前
に
て
こ
れ
を
歎

き
（
着
座
す
る
）、
神
楽
を
奏
し
て
舞
ひ
給
へ
ば
（
両
ユ
ウ
ケ
ン
扇
）、

地
謡
〽
天
照
大
神
、
そ
の
時
に
岩
戸
を
、
少
し
開
き
給
へ
ば
（
雲
ノ
扇
）、

乀
ま
た
常
闇
の
雲
晴
れ
て（
立
っ
て
角
へ
行
く
）、日
月
光
り
か
か
や
け
ば（
左

へ
ま
わ
る
）、
人
の
面
白
々
と
見
ゆ
る
（
常
座
で
見
ま
わ
す
）。

シ
テ
〽
（
正
面
を
向
い
て
）
面
白
や
と
、
神
の
御
声
の
、

地
謡
〽
妙
な
る
初
め
の
、
物
語
。

右
の
二
首
は
、
柿
本
朝
臣
人
麻
呂
の
歌
集
に
出
づ
。

「
い
に
し
へ
に
あ
り
け
む
人
」
や
「
往
く
川
の
す
ぎ
に
し
人
」
が
何
を
意
味

す
る
の
か
は
不
詳
で
あ
る
が
、
と
も
に
「
三
輪
の
檜
原
」
が
詠
ま
れ
て
お
り
、

先
の
三
輪
の
神
杉
と
は
別
に
「
三
輪
の
檜
原
」
も
ま
た
三
輪
と
い
う
土
地
の
印

象
を
形
作
っ
て
い
た
と
み
ら
れ
る
。
他
に
次
の
よ
う
な
例
も
あ
る
。

山
を
詠
め
る
（
第
三
首
）

三み

諸も
ろ

つ
く
三
輪
山
見
れ
ば
隠

こ
も
り

口く

の
始は

つ

瀬せ

の
檜ひ

原ば
ら

思
ほ
ゆ
る
か
も

                                          

（
巻
七
・
一
〇
九
五
）

同
じ
く
『
万
葉
集
』
巻
七
の
歌
で
あ
る
が
、
神
が
宿
る
神
聖
な
「
三
輪
山
」

を
見
る
と
「
始
瀬
の
檜
原
」
が
思
い
起
こ
さ
れ
る
と
詠
ま
れ
て
い
る
。
三
輪
と

始
瀬
（
初
瀬
）
と
は
隣
接
す
る
地
域
で
あ
り
、
一
帯
に
檜
原
が
広
が
っ
て
い
た

の
か
も
し
れ
な
い
が
、今
と
な
っ
て
は
判
然
と
し
な
い
。た
だ
、「
三
輪
山
」が「
檜

原
」
を
想
起
さ
せ
る
契
機
と
な
っ
た
に
は
違
い
な
く
、
少
な
く
と
も
こ
の
歌
の

表
現
に
お
い
て
は
両
者
が
分
か
ち
が
た
く
結
び
つ
い
て
い
た
。

謡
曲
「
三
輪
」
が
『
万
葉
集
』
に
も
詠
ま
れ
た
「
三
輪
の
神
杉
」
を
踏
ま
え

て
展
開
し
、
玄
賓
僧
都
の
隠
棲
地
も
万
葉
歌
に
発
想
の
源
が
あ
っ
た
、
と
い
う

可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
。
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天あ
め
の
う
ず
め
の
み
こ
と

宇
受
売
命
、
手た

す
き次
に
天
の
香
山
の
天あ

め

の
日ひ

か
げ影
を
繋か

け
て
、
天あ

め

の
真ま

さ
き拆
を

鬘か
づ
らと
為し

て
、
手た

ぐ
さ草
に
天
の
香
山
の
小さ

さ竹
の
葉
を
結ゆ

ひ
て
、
天
の
石
屋
の
戸

に
う
け
を
伏
せ
て
、
蹈ふ

み
と
ど
ろ
こ
し
、
神か

む
が
か懸
り
為し

て
、
胸む

な
ち乳
を
掛か

き

出い

だ
し
、
裳も

の
緒を

を
ほ
と
に
忍お

し
垂た

れ
き
。
爾し

か

く
し
て
、
高
天
原
動と

よ

み
て
、

八や
ほ
よ
ろ
づ

百
万
の
神
共と

も

に
咲わ

ら

ひ
き
。

是こ
こ

に
、
天
照
大
御
神
、
怪あ

や

し
と
以お

も為
ひ
、
天
の
石
屋
の
戸
を
細
く
開
き

て
、
内
に
告の

ら
し
し
く
、「
吾あ

が
隠こ

も

り
坐ま

す
に
因よ

り
て
、
天あ

ま

の
原は

ら

自お
の
づ
から
闇く

ら

く
、
亦ま

た

、
葦
原
中
国
も
皆
闇
け
む
と
以お

も為
ふ
に
、
何な

に

の
由ゆ

ゑ

に
か
、
天
宇
受

売
は
楽あ

そ
び

を
為し

、
亦ま

た

、
八
百
万
の
神
は
諸

も
ろ
も
ろ
わ
ら
咲
ふ
」
と
の
ら
し
き
。
爾し

か

く
し
て
、

天
宇
受
売
が
白ま

を

し
て
言い

は
く
、「
汝な

が
命み

こ
と

に
益ま

し
て
貴た

ふ
と

き
神
の
坐い

ま

す
が
故ゆ

ゑ

に
、
歓よ

ろ
こ喜
び
咲わ

ら

ひ
楽あ

そ

ぶ
」
と
、
如か

く此
言
ふ
間
に
、
天
児
屋
命
・
布
刀
玉
命
、

其
の
鏡
を
指
し
出い

だ
し
、
天
照
大
御
神
に
示し

め

し
奉ま

つ

る
時
に
、
天
照
大
御
神
、

逾い
よ

よ
奇あ

や

し
と
思
ひ
て
、
稍や

を
や

く
戸
よ
り
出い

で
て
、
臨の

ぞ

み
坐ま

す
時
に
、
其
の
隠

り
立
て
る
天
手
力
男
神
、
其
の
御み

て手
を
取
り
引
き
出
だ
す
に
、
即す

な
は

ち
布
刀

玉
命
、
尻し

り

く
め
縄な

は

を
以も

ち

て
其
の
御み

し

り

へ

後
方
に
控ひ

き
度わ

た

し
て
、
白ま

を

し
て
言い

ひ
し

く
、「
此こ

れ

よ
り
以う

ち内
に
還か

へ

り
入
る
こ
と
得え

じ
」
と
い
ひ
き
。
故か

れ

、
天
照
大

御
神
の
出
で
坐
し
し
時
に
、
高
天
原
と
葦
原
中
国
と
、
自

お
の
づ
から
照て

り
明あ

か

る
こ

と
得
た
り
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（『
古
事
記
』
上
巻
）

是
の
時
に
、
天
照
大
神
驚お

ど
ろ動
き
、
梭ひ

を
以
ち
て
身み

み

を
傷い

た

ま
し
め
た
ま
ふ
。

此こ
れ

に
由よ

り
て
、
発い

か慍
り
て
、
乃す

な
は

ち
天あ

ま
の
い
は
や

石
窟
に
入い

り
ま
し
、
磐い

は
と戸
を
閉さ

し
て

こ
の
よ
う
に
、
か
な
り
簡
略
化
さ
れ
て
は
い
る
が
、「
八
百
万
の
神
た
ち
」
が
、

岩
戸
の
前
で「
神
楽
を
奏
し
て
舞
ひ
給
へ
ば
」と
あ
る
の
は
、『
古
事
記
』と
も『
日

本
書
紀
』
と
も
少
々
異
な
る
。

故か
れ
こ
こ是
に
、
天あ

ま
て
ら
す
お
ほ
み
か
み

照
大
御
神
、
見み

か
し
こ畏
み
、
天あ

め

の
石い

は
や屋
の
戸と

を
開ひ

ら

き
て
、
刺

し
こ
も
り
坐ま

し
き
。
爾し

か

く
し
て
、
高た

か
あ
ま
の
は
ら

天
原
皆み

な
く
ら暗
く
、
葦あ

し
は
ら
の
な
か
つ
く
に

原
中
国
悉こ

と
ご
とく
闇く

ら

し
。
此
に
因よ

り
て
常と

こ
よ夜
往ゆ

き
き
。
是こ

こ

に
、
万よ

ろ
づ

の
神
の
声
は
、
狭さ

ば
へ蝿
な
す
満

ち
、
万
の
妖

わ
ざ
は
ひは
、
悉
く
発お

こ

り
き
。
是こ

こ

を
以も

ち

て
、
八や

ほ
よ
ろ
づ

百
万
の
神
、
天あ

め

の
安や

す

の

河か
は
ら原
に
神か

む
つ
ど集
ひ
集つ

ど

ひ
て
、
高た

か
み
む
す
ひ
の
か
み

御
産
巣
日
神
の
子
、
思お

も
ひ
か
ね
の
か
み

金
神
に
思
は
し
め

て
、
常と

こ
よ夜
の
長な

が
な
き
ど
り

鳴
鳥
を
集
め
、
鳴
か
し
め
て
、
天
の
安
の
河
の
河
上
の

天
の
堅か

た
し
は石
を
取
り
、
天
の
金か

な
や
ま山
の
鉄

く
ろ
が
ねを
取
り
て
、
鍜か

ぬ
ち人
の
天あ

ま

つ

ま

ら

津
麻
羅
を

求
め
て
、
伊い

し
こ
り
ど
め
の
み
こ
と

斯
許
理
度
売
命
に
科お

ほ

せ
、
鏡
を
作
ら
し
め
、
玉

た
ま
の
お
や
の
み
こ
と

祖
命
に
科お

ほ

せ
、

八や
さ
か尺
の
勾ま

が
た
ま璁
の
五い

ほ

つ

百
津
の
御み

す
ま
る
の
珠た

ま

を
作
ら
し
め
て
、
天あ

め
の
こ
や
の
み
こ
と

児
屋
命
・

布ふ
と
た
ま
の
み
こ
と

刀
玉
命
を
召
し
て
、
天あ

め

の
香か

ぐ
や
ま山
の
真ま

を

し

か

男
鹿
の
肩
を
内う

つ
ぬ抜
き
に
抜
き
て
、

天
の
香
山
の
天
の
は
は
か
を
取
り
て
、
占う

ら
な合
ひ
ま
か
な
は
し
め
て
、
天

の
香
山
の
五い

ほ百
津つ

ま

さ

か

き

真
賢
木
を
、
根
こ
じ
に
こ
じ
て
、
上か

み

つ
枝え

に
八
尺
の

勾
璁
の
五
百
津
の
御
す
ま
る
の
玉
を
取
り
著つ

け
、
中な

か

つ
枝え

に
八や

あ
た尺
の
鏡

を
取
り
繋か

け
、
下し

も

つ
枝え

に
白し

ら

に

き

て

丹
寸
手
・
青あ

を

に

き

て

丹
寸
手
を
取
り
垂し

で
て
、
此こ

の
種く

さ
ぐ
さ々

の
物
は
、
布
刀
玉
命
、
ふ
と
御み

て
ぐ
ら幣
と
取
り
持
ち
て
、
天
児
屋

命
、
ふ
と
詔の

り
と
ご
と

戸
言
祷ほ

き
白ま

を

し
て
、
天あ

め
の
た
ぢ
か
ら
を
の

手
力
男
神か

み

、
戸
の
掖わ

き

に
隠か

く

り
立
ち
て
、
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鈿
女
命
」
の
み
が
「
巧
み
に
俳
優
を
作
」
し
て
「
㖸
楽
」
く
『
日
本
書
紀
』
と

の
違
い
は
大
き
い
。
謡
曲
「
三
輪
」
に
お
い
て
は
「
八
百
万
の
神
遊
び
」
と
し

て
描
か
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
い
ず
れ
と
も
合
致
は
し
な
い
が
『
日
本
書
紀
』

よ
り
も
む
し
ろ
『
古
事
記
』
に
近
い
。

本
稿
で
注
目
し
た
い
の
は
、
謡
曲
「
三
輪
」
に
は
ア
メ
ノ
ウ
ズ
メ
は
登
場
せ

ず
「
八
百
万
の
神
遊
び
」
が
描
か
れ
て
お
り
、
そ
れ
が
「
神
楽
」
の
は
じ
ま
り

だ
と
さ
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。

こ
れ
に
類
似
す
る
記
事
は
、
世
阿
弥
の
『
風
姿
花
伝
』
に
み
え
る
こ
と
が
注

意
さ
れ
る
。

一
、
申
楽
、
神
代
の
始
ま
り
と
い
つ
ぱ
、
天
照
太
神
、
天
の
岩
戸
に
籠
り

給
ひ
し
時
、
天
下
常
闇
に
な
り
し
に
、
八
百
万
の
神
達
、
天
香
具
山
に

集
り
、
大
神
の
御
心
を
と
ら
ん
と
て
、
神
楽
を
奏
し
、
細
男
を
始
め
給
ふ
。

中
に
も
、
天
の
鈿
女
の
尊
、
進
み
出
で
給
ひ
て
、
榊
の
枝
に
幣
を
付
け
て
、

声
を
上
げ
、
火
処
焼
き
、
踏
み
轟
か
し
、
神
憑
り
す
と
、
歌
ひ
舞
ひ
奏
で

給
ふ
。
そ
の
御
声
ひ
そ
か
に
聞
え
け
れ
ば
、
大
神
、
岩
戸
を
少
し
開
き
給

ふ
。
国
土
ま
た
明
白
た
り
。
神
達
の
御
面
白
か
り
け
り
。
そ
の
時
の
御
遊

び
、
申
楽
の
始
め
と
、
云
々
。
く
は
し
く
は
口
伝
に
あ
る
べ
し
。

                                  

（『
風
姿
花
伝
』
第
四
神
儀
云）

（1
（

）

こ
こ
で
は
、
謡
曲
「
三
輪
」
と
は
違
い
「
天
の
鈿
女
の
尊
」
の
「
神
憑
り
」

幽こ
も
り
ま居
す
。
故か

れ

、
六く

に合
の
内う

ち

常と
こ
や
み闇
に
し
て
、
昼ひ

る
よ
る夜
の
相

あ
ひ
か
は
る
わ
き
代
も
知し

ら
ず
。

時
に
、
八や

そ
よ
ろ
づ
の
か
み
た
ち

十
万
神
、
天あ

ま
の
や
す
の
か
は
ら

安
河
辺
に
会つ

ど合
ひ
て
、
其
の
祷い

の

る
べ
き
方す

べ

を

計は
か

る
。
故か

れ

、
思お

も
ひ
か
ね
の
か
み

兼
神
、
深ふ

か

く
謀は

か

り
遠と

ほ

く
慮お

も

ひ
、
遂つ

ひ

に
常と

こ
よ世
の
長な

が
な
き
ど
り

鳴
鳥
を

聚あ
つ

め
、
互た

が
ひ

に
長
鳴
せ
し
め
、
亦ま

た

手た
ち
か
ら
を
の
か
み

力
雄
神
を
以も

ち
て
、
磐い

は
と戸
の
側わ

き

に
立

て
て
、
中な

か
と
み
の
む
ら
じ

臣
連
が
遠と

ほ
つ
お
や祖
天あ

ま
の
こ
や
ね
の
み
こ
と

児
屋
命
、
忌い

み
べ部
が
遠
祖
太ふ

と
た
ま
の
み
こ
と

玉
命
、
天あ

ま
の
か
ぐ
や
ま

香
山
の

五い

ほ

つ

ま

さ

か

き

百
箇
真
坂
樹
を
掘ね

こ
じ

に
し
て
、
上ほ

つ
え枝
に
は
八や

さ

か

に

坂
瓊
の
五い

ほ

つ

み

す

ま

る

百
箇
御
統
を
懸か

け
、
中な

か
つ
え枝
に
は
八や

た
か
が
み

咫
鏡
を
懸か

け
、
下し

づ
え枝
に
は
青あ

を
に
き
て

和
幣
・
白し

ろ

和に
き
て幣
を
懸か

け
、

相あ
ひ
と
も与
に
其
の
祈い

の
り祷
を
致い

た

す
。
又
猨さ

る
め
の
き
み

女
君
が
遠
祖
天あ

ま
の
う
ず
め
の
み
こ
と

鈿
女
命
、
則す

な
は

ち
手
に

茅ち
ま
き纏
の
矟ほ

こ

を
持
ち
、
天あ

ま
の
い
は
や
と

石
窟
戸
の
前
に
立
ち
、
巧た

く
み

に
俳わ

ざ
を
き優
を
作な

す
。
亦
天

香
山
の
真
坂
樹
を
以
ち
て
鬘か

づ
ら

と
し
、
蘿ひ

か
げ

を
以
ち
て
手た

す
き繦
と
し
て
、
火ほ

と
こ
ろ
や

処
焼

き
、
覆う

け

ふ

槽
置
せ
、
顕か

む

が

か

り

神
明
之
憑
談
す
。
是
の
時
に
天
照
大
神
聞き

こ

し
め
し

て
曰の

た
ま

は
く
、「
吾あ

れ

、
比

こ
の
ご
ろ

石い
は
や窟
に
閉こ

も
り
を居
り
、
豊と

よ
あ
し
は
ら
の
な
か
つ
く
に

葦
原
中
国
は
必
ず
長と

こ
よ夜
為ゆ

く

ら
む
と
謂お

も

へ
る
を
、
云い

か
に何
ぞ
天
鈿
女
命
は
如か

く此
㖸え

ら

楽
く
や
」
と
の
た
ま

ひ
、
乃す

な
は

ち
御み

て手
を
以も

ち
て
細ほ

そ

に
磐い

は
と戸
を
開
け
て
窺う

か
か

ひ
た
ま
ふ
。
時
に
手
力

雄
神
、
則
ち
天
照
大
神
の
手み

て

を
奉う

け
承ま

つ

り
、
引
き
て
出い

だ

し
奉ま

つ

る
。
是こ

こ

に

中な
か
と
み
の
か
み

臣
神
・
忌い

み
べ部
神の

か
み、
則す

な
は

ち
端し

り
く
め
な
は

出
之
縄
を
以
ち
て
界さ

か

ふ
。
乃す

な
は

ち
請こ

ひ
て
曰ま

を

さ

く
、「
復ま

た

な
還か

へ
り
い幸
り
ま
し
そ
」
と
ま
を
す
。

                

（『
日
本
書
紀
』
巻
第
一　

神
代
上
［
第
七
段
・
正
文
］）

こ
れ
ら
記
紀
の
根
本
的
な
相
違
に
つ
い
て
は
別
稿
に
述
べ
た
が）

（1
（

、「
天
宇
受

売
命
」
と
「
八
百
万
の
神
」
が
「
共
に
咲
ひ
き
」
と
あ
る
『
古
事
記
』
と
、「
天
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ら
れ
る
な
ど
、
伝
説
を
織
り
込
み
つ
つ
創
意
工
夫
が
凝
ら
さ
れ
て
い
る
と
考
え

る
方
が
穏
当
で
あ
る
。

そ
う
し
た
中
世
の
禅
宗
に
お
け
る
受
衣
を
下
敷
き
と
し
た
謡
曲
「
三
輪
」
が

神
仏
習
合
の
時
代
に
生
ま
れ
る
際
に
、
神
婚
譚
や
天
岩
戸
神
話
や
神
杉
と
い
っ

た
古
代
の
挿
話
ま
で
を
取
り
込
も
う
と
し
た
の
は
何
故
だ
っ
た
の
か
。
根
底
に

三
輪
流
神
道
に
お
け
る
三
輪
と
伊
勢
の
神
が
一
体
で
あ
る
と
い
う
発
想
が
あ
る

こ
と
は
動
か
な
い
だ
ろ
う
が
、
さ
ら
に
『
風
姿
花
伝
』
に
み
え
る
〈
申
楽
の
歴

史
〉
と
も
深
い
関
わ
り
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

先
述
の
と
お
り
、
世
阿
弥
の
『
風
姿
花
伝
』
は
一
四
〇
〇
年
頃
に
書
か
れ
た
。

そ
の
巻
四
「
神
儀
云
」
に
お
い
て
、
天
照
大
神
ゆ
か
り
の
神
楽
に
始
ま
る
と
い

う
、
世
阿
弥
に
と
っ
て
の
〈
申
楽
の
歴
史
〉
が
記
さ
れ
て
い
る
。
続
く
部
分
に

は
次
の
よ
う
な
記
述
も
み
え
る

一
、
日
本
国
に
於
い
て
は
、
欽
明
天
皇
の
御
宇
に
、
大
和
の
国
泊
瀬
の
河

に
洪
水
の
折
節
、
河
上
よ
り
、
一
つ
の
壺
流
れ
下
る
。
三
輪
の
杉
の
鳥

居
の
ほ
と
り
に
て
、
雲
客
こ
の
壺
を
取
る
。
中
に
み
ど
り
子
あ
り
。
か

た
ち
柔
和
に
し
て
、
玉
の
ご
と
し
、
こ
れ
、
降
り
人
な
る
が
故
に
、
内

裏
に
奏
聞
す
。
そ
の
夜
、
御
門
の
御
夢
に
み
ど
り
子
の
云
は
く
、「
我
は

こ
れ
、
大
国
秦
の
始
皇
の
再
誕
な
り
。
日
域
に
機
縁
あ
り
て
今
現
在
す
」

と
言
ふ
。
御
門
、
奇
特
に
思
し
召
し
、
殿
上
に
召
さ
る
。
成
人
に
従
ひ
て
、

才
智
人
に
越
え
ば
、
年
十
五
に
て
大
臣
の
位
に
上
り
、
秦
の
姓
を
下
さ
る

も
記
さ
れ
て
い
る
が
、傍
線
部
の
よ
う
に
「
八
百
万
の
神
達
」
に
よ
る
「
神
楽
」

と
「
細
男
」
の
始
ま
り
と
さ
れ
て
い
る
。
し
か
も
そ
れ
が
「
申
楽
」
の
始
ま
り

と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
て
い
る
。

世
阿
弥
著
と
さ
れ
る
『
風
姿
花
伝
』
は
、
一
四
〇
〇
年
頃
に
書
か
れ
た
と
み

ら
れ
て
い
る
。
成
立
年
代
は
不
明
だ
が
最
古
の
演
能
記
録
が
一
四
六
五
年
で

あ
っ
た
謡
曲
「
三
輪
」
が
、
こ
の
『
風
姿
花
伝
』
の
内
容
の
影
響
下
に
あ
っ
た

蓋
然
性
は
高
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

そ
こ
で
次
に
、『
風
姿
花
伝
』
を
手
が
か
り
と
し
て
、
謡
曲
「
三
輪
」
が
生

ま
れ
た
背
景
を
探
っ
て
み
た
い
。

六　

三
輪
の
地
と
『
風
姿
花
伝
』

三
輪
山
は
、『
古
事
記
』『
日
本
書
紀
』
に
お
い
て
最
古
の
神
社
の
ひ
と
つ
と

記
さ
れ
る
地
で
あ
る
。
古
来
由
緒
あ
る
地
で
あ
る
と
い
う
一
点
だ
け
で
も
、
謡

曲
「
三
輪
」
が
生
ま
れ
る
必
然
性
は
あ
る
だ
ろ
う
。
加
え
て
、
玄
賓
僧
都
か
ら

受
け
た
衣
に
三
輪
大
明
神
が
金
色
の
文
字
で
「
三
つ
の
輪
は
、
清
く
浄
き
ぞ
唐

衣
、
く
る
と
思
ふ
な
、
取
る
と
思
は
じ
」
と
い
う
歌
を
書
き
付
け
た
と
あ
る
こ

と
か
ら
、
本
来
は
『
江
談
抄
』
に
玄
賓
僧
都
の
歌
と
し
て
載
る
「
三
輪
川
の
渚

の
清
き
唐
衣
く
る
と
思
ふ
な
ゑ
つ
と
お
も
は
し
」
を
改
変
し
た
も
の
と
み
ら
れ

る）
（1
（

。
歌
の
作
者
を
玄
賓
か
ら
三
輪
大
明
神
に
変
え
、「
三
輪
」
の
地
名
か
ら
「
三

つ
の
輪
」
つ
ま
り
施
者
・
受
者
・
施
物
の
三
輪
（
さ
ん
り
ん
）
を
示
し
た
と
み
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に
は
「
楽
戸
郷
」
が
置
か
れ
て
い
た
と
も
あ
り
、
伎
楽
生
が
住
む
地
で
あ
っ
た

こ
と
が
わ
か
る）

11
（

。
こ
の
辺
り
が
後
世
に
、
世
阿
弥
ゆ
か
り
の
地
と
な
る
こ
と
は

偶
然
で
は
あ
る
ま
い
。
世
阿
弥
が
修
行
し
た
と
い
う
補
巌
寺
や
、
秦
河
勝
の
創

建
と
伝
え
伎
楽
ゆ
か
り
の
寺
と
み
ら
れ
る
法
貴
寺
が
あ
り
、
そ
の
南
側
に
位
置

す
る
舞
ノ
庄
遺
跡
か
ら
は
室
町
期
の
面
の
一
部
も
出
土
し
た）

11
（

。
田
原
本
町
内
に

は
、
他
に
も
舞
庄
や
秦
楽
寺
と
い
う
地
名
が
残
り
、
芸
能
と
の
関
係
が
深
い
こ

と
が
窺
わ
れ
る
。『
聖
徳
太
子
伝
暦
』（
九
一
七
年
）
に
お
い
て
、
伎
楽
の
伝
来

伝
承
が
変
貌
し
、
聖
徳
太
子
伝
説
の
形
成
の
中
で
新
た
な
意
味
が
付
与
さ
れ
て

い
く
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に）

11
（

、『
風
姿
花
伝
』
の
中
で
は
伎
楽
の
伝

来
伝
承
が
申
楽
の
始
め
と
し
て
意
味
づ
け
ら
れ
た
と
み
ら
れ
る
。

そ
れ
ら
が
三
輪
山
に
源
を
発
す
る
初
瀬
川
の
流
域
で
あ
っ
た
こ
と
が
注
目
さ

れ
る
。
宮
本
圭
造
氏
に
よ
れ
ば
、
大
和
猿
楽
の
諸
座
は
主
要
河
川
の
流
域
に
み

ら
れ
、
水
の
信
仰
と
極
め
て
深
い
関
わ
り
が
あ
る
と
い
う）

11
（

。
世
阿
弥
に
と
っ
て
、

あ
る
い
は
中
世
の
一
部
の
申
楽
師
に
と
っ
て
、
三
輪
山
と
初
瀬
川
流
域
は
重
要

な
始
源
の
地
で
あ
り
、
そ
の
三
輪
山
を
舞
台
と
し
て
描
く
謡
曲
「
三
輪
」
は
、

だ
か
ら
こ
そ
神
楽
を
舞
い
申
楽
の
始
め
を
語
る
必
要
が
あ
っ
た
の
で
は
な
か
っ

た
か
と
考
え
る
。

七　

お
わ
り
に

以
上
み
て
き
た
よ
う
に
、謡
曲
「
三
輪
」
に
は
、従
来
指
摘
さ
れ
て
き
た
『
新

る
。「
秦
」
と
い
ふ
文
字
、「
は
だ
」
な
る
が
故
に
、秦
の
河
勝
、こ
れ
な
り
。

                                  

（『
風
姿
花
伝
』
第
四
神
儀
云
）

こ
こ
で
は
、「
泊
瀬
の
河
」
を
流
れ
て
き
て
「
三
輪
の
杉
の
鳥
居
の
ほ
と
り
」

で
雲
客
に
拾
い
あ
げ
ら
れ
た
壺
の
中
に
い
た
と
い
う
、
秦
河
勝
の
異
常
誕
生
譚

が
語
ら
れ
て
い
る
。

秦
河
勝
は
、
厩
戸
皇
子
（
聖
徳
太
子
）
に
仕
え
た
こ
と
で
知
ら
れ
る
が
、
異

常
誕
生
に
つ
い
て
も
芸
能
に
直
接
関
与
し
た
と
い
う
こ
と
も
、
史
料
的
に
は
確

認
で
き
な
い
。そ
う
し
た
伝
承
が
記
さ
れ
た
現
存
最
古
の
文
献
こ
そ
が
こ
の『
風

姿
花
伝
』
で
あ
り
、
世
阿
弥
の
娘
婿
と
な
っ
た
金
春
禅
竹
の
『
明
宿
集
』（
室

町
中
期
）
に
も
受
け
継
が
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
中
世
に
附
会
さ
れ
た
伝
承
と

考
え
ら
れ
る）

11
（

。
霊
夢
に
よ
っ
て
欽
明
天
皇
に
重
用
さ
れ
た
と
い
う
エ
ピ
ソ
ー
ド

も
、『
日
本
書
紀
』
欽
明
天
皇
条
即
位
前
記
の
「
秦
大
津
父
」
を
見
出
し
重
用

す
る
理
由
を
記
し
た
霊
夢
譚
を
援
用
し
て
い
る
と
の
指
摘
が
あ
る）

1（
（

。
同
じ
秦
姓

を
名
乗
る
も
の
の
、
大
津
父
と
河
勝
と
の
間
に
明
確
な
血
縁
関
係
等
は
み
ら
れ

な
い
。

「
第
四
神
儀
云
」
は
、
そ
れ
が
意
図
的
な
創
意
で
あ
っ
た
の
か
、
中
世
独
特

の
知
識
体
系
の
中
で
育
ま
れ
た
〈
古
代
〉
で
あ
っ
た
の
か
は
判
然
と
し
な
い
が
、

推
古
天
皇
代
に
お
け
る
伎
楽
伝
来
記
事（『
日
本
書
紀
』）等
を〈
申
楽
の
歴
史
〉

に
書
き
換
え
て
い
る）

11
（

。

ま
た
、『
延
喜
式
』
に
拠
れ
ば
城
下
郡
杜
屋
村
（
田
原
本
町
蔵
堂
付
近
か
）
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な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

撰
姓
氏
録
』
や
『
先
代
旧
事
本
紀
』、『
俊
頼
髄
脳
』
な
ど
だ
け
で
は
説
明
し
き

れ
な
い
要
素
が
窺
え
た
。
ま
た
、
中
世
に
も
読
ま
れ
て
い
た
『
日
本
書
紀
』
だ

け
で
な
く
、
真
福
寺
本
（
一
三
七
一
書
写
）
や
道
祥
本
（
一
四
一
四
年
書
写
）

な
ど
も
あ
る
よ
う
に
、『
古
事
記
』
の
知
識
も
皆
無
で
は
な
か
っ
た
可
能
性
が

考
え
ら
れ
た
。
そ
れ
ら
の
い
ず
れ
と
も
合
致
し
な
い
「
杉
」
を
軸
と
し
た
物
語

の
展
開
か
ら
は
、
直
接
の
引
用
で
は
な
い
も
の
の
『
万
葉
集
』
の
「
三
輪
の
神

杉
」
の
影
響
も
窺
わ
れ
た
。

総
じ
て
、
現
代
の
我
々
が
中
世
の
謡
曲
を
み
る
際
に
、
文
献
の
引
用
の
多
寡

や
正
誤
で
は
な
く
、
新
た
な
作
品
と
し
て
形
成
さ
れ
た
〈
古
代
〉
を
み
る
必
要

が
あ
る
と
考
え
る
。
三
輪
の
地
に
ま
つ
わ
る
伝
承
は
、『
古
事
記
』『
日
本
書
紀
』

お
よ
び
『
万
葉
集
』
と
い
っ
た
古
代
の
文
献
が
源
泉
と
な
り
、
中
世
に
脈
々
と

伝
え
ら
れ
て
き
た
土
地
の
持
つ
記
憶
と
も
い
う
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
。

そ
の
上
で
、
謡
曲
「
三
輪
」
に
つ
い
て
は
、
世
阿
弥
が
『
風
姿
花
伝
』
で
提

唱
し
よ
う
と
し
た
〈
申
楽
の
歴
史
〉
に
基
づ
い
て
お
り
、
極
め
て
重
要
な
意
味

を
持
つ
曲
で
あ
っ
た
と
み
ら
れ
る
。
当
曲
の
作
者
が
、
世
阿
弥
か
そ
れ
に
近
い

人
物
で
あ
っ
た
可
能
性
は
高
い
。

謡
曲
「
三
輪
」
の
詞
章
中
に
、「
そ
れ
神
代
の
昔
物
語
は
末
代
の
衆
生
の
た
め
、

済
度
方
便
の
こ
と
わ
ざ
、
品
々
以
て
世
の
た
め
な
り
」
と
あ
る
の
は
象
徴
的
で

あ
る
。
こ
こ
に
明
快
に
表
明
さ
れ
て
い
る
と
お
り
、
作
者
は
謡
曲
と
し
て
作
品

化
す
る
に
あ
た
り
、中
世
に
お
け
る
〈
古
代
〉
を
享
受
す
る
に
と
ど
ま
ら
ず
、「
末

代
の
衆
生
の
た
め
」
に
新
た
な
要
素
を
加
え
換
骨
奪
胎
す
る
こ
と
を
た
め
ら
わ

注
（
１
）T

he C
lassical Poetry

of the Japanese, London, T
ruebner

&
 C

o, 
     Ludgate H

ill, （111 

（
２
）
芳
賀
矢
一
・
佐
佐
木
信
綱
編
「
謡
曲
に
つ
い
て
」『
謡
曲
叢
書　

第
一
』〈
博
文
館
〉

一
九
一
四
年

（
1
）
市
村
宏
「
謡
曲
に
お
け
る
万
葉
集
の
投
影
」『
東
洋
大
学
紀
要
』
八
号
、
一
九
五

六
年
／
三
村
昌
義
「
謡
曲
と
『
万
葉
集
』：
世
阿
弥
の
受
容
の
一
端
」『
藝
文
研
究
』

七
七
号
、
一
九
九
九
年
／
等

（
1
）
巻
三
・
二
九
二
番
歌
等
（
拙
稿
「
天
探
女
と
石
船
―
『
万
葉
集
』
の
中
の
〈
神
話
〉

―
」『
中
京
大
学
文
学
部
紀
要
』
五
一
―
一
号
（
文
学
部
創
設
五
十
周
年
記
念
特

集
号
、
二
〇
一
六
年
一
二
月
）

（
1
）
注
３
、
市
村
論
文

（
1
）「
草
子
洗
小
町
」
本
文
は
、
佐
成
謙
太
郎
『
謡
曲
大
観　

第
二
巻
』（
明
治
書
院
、

一
九
五
四
年
）
に
拠
っ
た
。

（
1
）
注
３
、
三
村
論
文

（
1
）
桑
木
厳
翼
「
萬
葉
と
謡
曲
」『
古
典
研
究
』（
雄
山
閣
）
七
―
二
号
、
一
九
四
二

年
二
月

（
1
）
西
村
聡
「
能
『
三
山
』
―
『
万
葉
集
』
の
中
世
―
」『
金
沢
大
学
文
学
部
論
集
（
文

学
科
篇
）』
二
号
、
一
九
八
二
年
三
月

（
（1
）
西
野
春
雄
「
大
和
を
舞
台
と
す
る
能
（
上
）」『
観
世
』（
檜
書
店
）
七
七
―
一
一
号
、

二
〇
一
〇
年
一
一
月
／
同
「（
下
）」
七
七
―
一
二
号
、
二
〇
一
〇
年
一
二
月

（
（（
）
小
山
弘
志
・
佐
藤
健
一
郎
校
注
『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
11　

謡
曲
集
①
』（
小

学
館
、
一
九
九
七
年
）
に
拠
る
。
以
下
同
じ
。
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（
（1
）
原
田
信
之
「
大
和
国
三
輪
の
玄
賓
僧
都
伝
説
」『
立
命
館
文
学
』
六
三
〇
号
、
二

〇
一
三
年
三
月

（
（1
）
山
本
ひ
ろ
子
『
中
世
神
話
』（
岩
波
書
店
）
一
九
九
八
年
、
等

（
（1
）『
古
事
記
』
は
原
則
と
し
て
、
山
口
佳
紀
・
神
野
志
隆
光
校
注
『
新
編
日
本
古
典

文
学
全
集
１　

古
事
記
』（
小
学
館
、
一
九
九
七
年
）
に
拠
る
。
以
下
同
じ
。

（
（1
）『
日
本
書
紀
』
は
原
則
と
し
て
、
小
島
憲
之
・
直
木
孝
次
郎
・
西
宮
一
民
・
蔵
中
進
・

毛
利
正
守
校
注
『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
２　

日
本
書
紀
①
』（
小
学
館
、
一

九
九
四
年
）
に
拠
る
。
以
下
同
じ
。

（
（1
）
万
葉
集
』
は
原
則
と
し
て
、中
西
進
校
注
『
万
葉
集　

全
訳
注
原
文
付
』（
講
談
社
、

一
九
八
七
年
）
に
拠
る
。
以
下
同
じ
。

（
（1
）
拙
稿
「『
古
事
記
』
天
石
屋
戸
神
話
に
お
け
る
天
宇
受
売
命
―
発
話
と
露
出
と
わ

ら
い
―
」『
万
葉
古
代
学
研
究
年
報
』
一
五
号
、
二
〇
一
七
年
三
月

（
（1
）『
風
姿
花
伝
』
は
原
則
と
し
て
、
奥
田
勲
・
表
章
・
堀
切
実
・
復
本
一
郎
校
注
『
新

編
日
本
古
典
文
学
全
集
11　

連
歌
論
集　

能
楽
論
集
俳
論
集
』（
小
学
館
、
二
〇

〇
一
年
）
に
拠
る
。
以
下
同
じ
。

（
（1
）
注
（1
に
同
じ

（
11
）
宮
本
圭
造
「
大
和
猿
楽
の
成
立
と
展
開
―
古
代
か
ら
中
世
へ
―
」『
奈
良
県
立
万

葉
文
化
館
特
別
展　

日
本
文
化
の
源
流
―
い
ま
に
続
く
芸
能
―
』
図
録
、
二
〇

一
七
年
一
〇
月

（
1（
）
注
（1
、
当
該
箇
所
の
頭
注

（
11
）
拙
稿
「「
池
神
の
力
士
舞
」
再
考
」『
万
葉
古
代
学
研
究
年
報
』
一
三
号
、
二
〇

一
五
年
三
月
／
「
日
本
文
化
の
源
流
―
『
万
葉
集
』
と
伝
統
芸
能
―
」『
奈
良

県
立
万
葉
文
化
館
特
別
展　

日
本
文
化
の
源
流
―
い
ま
に
続
く
芸
能
―
』
図
録
、

二
〇
一
七
年
一
〇
月

（
11
）『
養
老
令
』
巻
第
二
職
員
令
雅
楽
寮
の
伎
楽
師
の
項
に
、
伎
楽
生
を
教
え
る
こ
と
、

そ
の
伎
楽
生
は
楽
戸
か
ら
と
る
こ
と
、
と
あ
る
。

（
11
）「
舞
庄
遺
跡
」『
大
和
を
掘
る
―
一
九
八
三
年
度
発
掘
調
査
速
報
展
―
』（
奈
良
県

立
橿
原
考
古
学
研
究
所
附
属
博
物
館
、
一
九
八
四
年
七
月
）、「
第
四
節　

五
穀

豊
穣
を
祈
る
―
遺
跡
出
土
の
面
と
能
―
」『
中
世
び
と
の
く
ら
し
と
喜
怒
哀
楽
』

特
別
展
図
録
第
四
四
冊
（
奈
良
県
立
橿
原
考
古
学
研
究
所
附
属
博
物
館
、
一
九

九
四
年
一
〇
月
）
な
ど
。

（
11
）
阿
部
泰
郎
「
中
世
太
子
伝
の
伎
楽
伝
説
説
話
―
中
世
芸
能
の
縁
起
叙
述
を
め
ぐ

り
て
―
」『
芸
能
史
研
究
』
七
八
号
、
一
九
八
二
年
七
月

（
11
）
宮
本
圭
造
「
水
を
め
ぐ
る
信
仰
と
大
和
猿
楽
」
奈
良
県
立
万
葉
文
化
館
特
別
展

「
日
本
文
化
の
源
流
―
い
ま
に
続
く
芸
能
―
」
関
連
講
演
会
、
二
〇
一
七
年
一
一

月




