
■
吉
野
に
は
謡
曲
（
能
）
の
舞
台
が
い
っ
ぱ
い
！

　

能
、
と
い
う
と
難
し
く
感
じ
る
人
が
お
ら
れ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
現
代
的
に
い
う
な
ら
、

能
は
舞
台
演
劇
の
元
祖
と
で
も
い
う
べ
き
も
の
で
す
。
そ
の
能
で
演
じ
ら
れ
る
物
語
の
中
に
は
、
歴
史

的
事
件
が
題
材
の
も
の
も
多
く
、
吉
野
が
舞
台
の
物
語
も
た
く
さ
ん
あ
る
の
で
す
。

　

ま
た
、
吉
野
に
は
能
の
物
語
（
謡
曲
）
に
か
か
わ
る
伝
承
が
多
く
の
こ
さ
れ
て
い
ま
す
。
例
え
ば
、

謡
曲
『
国
栖
』
は
国
栖
の
翁
が
大
海
人
皇
子
を
助
け
る
物
語
で
す
が
、
同
じ
内
容
の
伝
承
が
吉
野
町
国

栖
地
域
に
の
こ
り
ま
す
。
ま
た
、
謡
曲
『
嵐
山
』
は
、
吉
野
の
桜
が
京
都
に
移
さ
れ
た
こ
と
で
物
語
が

は
じ
ま
り
ま
す
が
、
吉
野
町
吉
野
山
に
は
吉
野
の
桜
と
と
も
に
「
嵐
山
」
の
地
名
が
京
都
に
移
さ
れ
た

と
伝
わ
り
ま
す
。
能
の
物
語
と
伝
承
が
絡
み
合
う
「
幽
玄
」
の
世
界
を
、是
非
吉
野
で
ご
覧
く
だ
さ
い
。

【
吉
野
が
登
場
す
る
主
な
謡
曲
】

■
嵐あ

ら
し
や
ま

山
　
　
時
の
帝
に
仕
え
る
臣
下
が
、
吉
野
か
ら
京
都
の
嵐
山
に
移
植
さ
れ
た
桜
の

様
子
を
見
に
い
く
物
語
で
す
。
臣
下
は
嵐
山
で
二
人
の
不
思
議
な
老
夫
婦
と
出
会
い
ま

す
。
老
夫
婦
か
ら
夜
を
ま
つ
よ
う
言
わ
れ
た
臣
下
は
、
そ
の
夜
に
吉
野
山
の
神
々
の
舞

と
蔵
王
権
現
の
顕
現
を
目
の
当
た
り
に
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
し
た
。

■
国く

ず栖　
　

国
栖
に
す
む
翁
が
家
に
帰
ろ
う
と
す
る
と
、
家
の
あ
た
り
に
紫
雲
が
た
な

び
い
て
い
る
の
を
み
ま
す
。
不
思
議
に
思
っ
て
家
に
帰
る
と
、や
ん
ご
と
な
き
身
分
の
方
・

清
見
原
が
隠
れ
て
い
る
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。
話
を
聞
く
と
、
２
～
３
日
食
事
も
せ
ず
に
追
わ
れ
て
い
る

と
い
い
ま
す
。
翁
は
清
見
原
に
根
ゼ
リ
や
鮎
を
献
上
し
、
追
っ
手
か
ら
匿
う
こ
と
に
し
ま
し
た
。
全
て
が

お
わ
っ
た
後
、
空
に
天
女
や
蔵
王
権
現
が
現
れ
、
こ
れ
か
ら
訪
れ
る
清
見
原
の
御
代
を
祝
っ
た
の
で
し
た
。

■
二ふ

た
り
し
ず
か

人
静
　
　
勝
手
神
社
の
巫
女
が
菜
摘
川
で
菜
を
摘
ん
で
い
る
と
、
謎
の
女
に
弔
っ
て
ほ
し
い
と
頼

ま
れ
ま
す
。
吉
野
山
に
帰
っ
た
巫
女
が
、
神
職
に
事
情
を
話
し
て
い
る
と
、
巫
女
が
女
の
霊
に
乗
っ
取
ら

れ
て
し
ま
い
ま
す
。
自
ら
を
静
と
名
の
る
女
の
霊
。
真
偽
を
確
か
め
る
べ
く
、
神
職
が
舞
を
見
せ
る
よ
う

言
う
と
、
巫
女
と
亡
霊
の
二
人
は
見
事
な
舞
い
を
見
せ
た
の
で
し
た
。

■
正ま

さ
つ
ら行　
　

後
醍
醐
天
皇
の
遺
言
に
よ
り
、
即
位
し
た
第
七
皇
子
と
皇
居
を
守
る
楠
木
正
行
。
櫓
を
建

て
よ
う
と
す
る
な
ど
、
皇
居
守
護
を
深
く
決
意
し
ま
す
。
間
も
な
く
、
敵
の
大
軍
が
吉
野
山
を
襲
い
ま
す
。

襲
い
来
る
敵
を
も
の
と
も
せ
ず
、
見
事
に
敵
を
防
い
だ
正
行
。
和
睦
の
席
上
、
正
行
は
父
・
正
成
の
活
躍

を
物
語
り
、
酒
宴
を
楽
し
む
の
で
あ
っ
た
。

■
吉よ

し
の
て
ん
に
ん

野
天
人
　
　
吉
野
の
桜
を
み
に
吉
野
山
を
訪
れ
た
都
の
人
た
ち
。
満
開　

の
桜
を
見
に
、
山
中
へ

進
ん
で
い
る
と
、
一
人
の
女
性
と
出
会
い
ま
す
。
こ
の
女
性
と
と
も
に
花
見
を
す
る
一
行
。
や
が
て
女
性

は
「
自
分
は
天
人
で
あ
る
」
と
あ
か
し
、
夜
も
吉
野
山
に
と
ど
ま
り
、
ま
た
信
心
を
す
る
な
ら
、
古
の
五

節
の
舞
を
見
せ
よ
う
と
約
束
す
る
の
で
し
た
。

※
流
派
に
よ
っ
て
謡
曲
の
内
容
は
異
な
り
ま
す
。
本
資
料
で
は
『
校
注
日
本
文
学
大
系  

謡
曲
上
・
下
』
を
参
照
し
ま
し
た
。

■
謡
曲
（
能
）
で
登
場
す
る
主
な
人
物
ほ
か

【
飛
鳥
時
代
】

・
天
武
（
清
見
原
）
天
皇　

…
飛
鳥
時
代
の
天
皇
。
大
友
皇
子
と
壬
申
の
乱
で
戦
っ
た
。

・
国
栖
の
翁　

…
現
・
吉
野
町
国
栖
に
い
た
お
じ
い
さ
ん
。
大
海
人
皇
子
を
助
け
た
と
伝
わ
る
。

・
久
米
仙
人　

…
竜
門
寺
で
修
行
を
し
た
仙
人
。『
今
昔
物
語
集
』
な
ど
に
逸
話
が
の
こ
る
。

【
平
安
時
代
】

・
聖
し
ょ
う
ぼ
う宝　

…
醍
醐
寺
の
開
祖
。
柳
の
渡
し
の
整
備
な
ど
を
し
た
、
吉
野
山
の
中
興
の
祖
と
さ
れ
る
。

・
源
義
経　

…
平
家
打
倒
を
成
し
た
武
将
。
兄
・
頼
朝
に
追
わ
れ
、
吉
野
山
な
ど
を
転
々
と
し
た
。

・
静
御
前　

…
源
義
経
の
愛
妾
。
白
拍
子
の
名
人
と
し
て
知
ら
れ
る
。

・
佐
藤
忠
信　

…
源
義
経
の
お
供
。
義
経
一
行
が
吉
野
山
を
脱
出
す
る
と
き
、
殿
を
務
め
た
。

・
西
さ
い
ぎ
ょ
う行
法
師　

…
歌
人
。
吉
野
の
桜
の
歌
を
お
お
く
残
し
、
吉
野
と
桜
の
イ
メ
ー
ジ
を
深
め
た
。

【
鎌
倉
～
室
町
時
代
】

・
護
良
親
王　

…
後
醍
醐
天
皇
の
皇
子
。
吉
野
山
な
ど
で
鎌
倉
幕
府
と
戦
っ
た
。

・
後
醍
醐
天
皇　

…
南
朝
を
開
い
た
こ
と
で
知
ら
れ
る
天
皇
。

・
楠
木
正ま
さ
つ
ら行　

…
後
村
上
天
皇
に
仕
え
た
南
朝
の
有
力
武
将
。
楠
木
正
成
の
子
。

・
豊
臣
秀
吉　

…
吉
野
山
で
花
見
を
し
た
戦
国
時
代
の
武
将
。
能
好
き
だ
っ
た
。

吉 

野 

町 

内 

の 

謡 

曲 （ 

能
） 

ゆ 

か 
り 
の 
場 

所



【
吉
野
山
地
区
】

青あ
お
ね
が
み
ね

根
ヶ
峯　

  

吉
野
山
の
最
奥
に
あ
る
山
で
す
。『
万

葉
集
』
に
そ
の
名
前
が
見
え
た
り
、『
続
日
本
紀
』
の
吉

野
の
水
分
山
に
比
定
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

謡
曲
で
は
、『
吉
野
琴
』『
吉
野
優
婆
塞
』『
吉
野
桜
』『
嵐

山
』
で
名
前
が
登
場
し
ま
す
。

嵐あ
ら
し
や
ま

山　

  

謡
曲
『
嵐
山
』
で
京
都
の
嵐
山
に
吉
野
山
の

桜
が
植
え
ら
れ
た
こ
と
が
紹
介
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
吉

野
に
も
同
じ
嵐
山
の
地
名
が
残
り
ま
す
。
ま
た
、
同
地

は
『
芳
野
行
幸
』
な
ど
で
も
紹
介
さ
れ
て
い
ま
す
。

威い
と
く
て
ん
ま
ん
ぐ
う

徳
天
満
宮　

  

金
峯
山
寺
蔵
王
堂
の
前
に
あ
る
、

日
蔵
上
人
ゆ
か
り
の
神
社
で
す
。
謡
曲
『
宮
滝
』
で
紹

介
さ
れ
て
い
ま
す
。

大
峯
奥お
く
が
け
み
ち

駈
道　

  

山
伏
が
大
峯
奥
駈
修
行
を
す
る
道

で
、
熊
野
に
通
じ
て
い
ま
す
。
謡
曲
『
聖
宝
』
で
は
、

こ
こ
に
巣
く
う
大
蛇
を
聖
宝
が
退
治
し
ま
す
。

勝か
っ
て手
神
社　

  

吉
野
山
を
代
表
す
る
神
社
の
一
つ
で
、

袖
振
山
の
麓
に
あ
り
ま
す
。
現
在
は
焼
失
し
て
い
ま
す
。

　

こ
の
神
社
の
神
・
勝
手
の
神
や
勝
手
神
社
は
、謡
曲
『
袖

振
山
』『
御
影
山
』『
芳
野
琴
』『
芳
野
行
幸
』『
嵐
山
』『
弁

内
侍
』
な
ど
で
そ
の
名
前
を
見

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
ま
た
、

勝
手
神
社
の
神
職
が
物
語
の
重

要
な
人
物
と
し
て
登
場
す
る
作

品
と
し
て
、『
二
人
静
』『
芳
野

小
町
』
な
ど
が
あ
げ
ら
れ
ま
す
。

さ
ら
に
は
、
勝
手
の
神
達
が
大

海
人
皇
子
を
守
っ
た
と
『
よ
し

野
の
川
鮎
』
で
描
か
れ
ま
す
。
ま
た
、
勝
手
神
社
の
あ

た
り
と
み
ら
れ
る
勝
手
の
里
は
、『
久
米
仙
人
』
の
物
語

の
舞
台
と
な
っ
て
い
ま
す
。

銅か
ね

の
鳥
居　

  

大
き
な
鳥
居
で
、
大
峯
山
ま
で
の
間
に

あ
る
四
門
の
最
初
に
当
た
り
ま
す
。
発
心
門
と
も
呼
ば

れ
る
行
場
で
す
。
謡
曲
『
宮
滝
』
で
紹
介
さ
れ
ま
す
。

金き
ん
ぷ
せ
ん
じ

峯
山
寺
蔵ざ
お
う
ど
う

王
堂　

  

謡
曲
で
は
、
金
峯
山
寺
と
い

う
名
前
が
そ
の
ま
ま
出
て
く
る
こ
と
は
少
な
い
で
す
が
、

ご
本
尊
で
あ
る
蔵
王
権
現
が
、
吉
野
や
吉
野
山
を
代
表

す
る
神
仏
と
し
て
よ
く
描
か
れ
て
い
ま
す
。

　

謡
曲
『
義
経
』（
新
作
）
で
は
義
経
と
わ
か
れ
た
静
御

前
が
蔵
王
権
現
の
前
で
舞
う
様
子
が
印
象
的
に
描
か
れ

ま
す
。
そ
の
ほ
か
、蔵
王
堂
は
『
宮
滝
』
な
ど
で
登
場
し
、

蔵
王
権
現
は
『
吉
野
優
婆
塞
』『
吉
野
桜
』『
国
栖
』『
よ

し
野
の
川
鮎
』『
都
藍
仙
』『
芳
野
行
幸
』『
嵐
山
』、
ま

た
豊
公
能
の
『
吉
野
詣
』
な
ど
で
登
場
し
ま
す
。

雲
井
の
桜　

  

『
新
葉
和
歌
集
』
な
ど
で
紹
介
さ
れ
た
、

吉
野
山
の
桜
の
名
木
で
し
た
。
謡
曲
で
は
、『
袖
振
山
』『
吉

野
優
婆
塞
』『
宮
滝
』
で
紹
介
さ
れ
て
い
ま
す
。

西さ
い
ぎ
ょ
う
あ
ん

行
庵　

  

西
行
法
師
が
住
ん
だ
と
伝
わ
る
庵
跡
で

す
。
散
逸
し
て
内
容
は
分
か
り
ま
せ
ん
が
、
謡
曲
に
『
吉

野
西
行
』と
い
う
も
の
が
あ
っ
た
様
で
す
。
吉
野
の
桜
か
、

こ
の
西
行
庵
に
か
か
わ
る
内
容
だ
っ
た
と
思
わ
れ
ま
す
。

佐
藤
忠
信
花
矢
倉　

  

源
義
経
が
吉
野
山
を
逃
れ
る

際
、
お
供
の
佐
藤
忠
信
が
戦
っ
た
場
所
と
伝
わ
り
ま
す
。

謡
曲
『
吉
野
判
官
』『
忠
信
』『
吉
野
忠
信
』
等
で
「
佐

藤
忠
信
が
矢
を
ふ
さ
い
だ
」
と
で
て
く
る
の
は
、

こ
の
場
所
の
こ
と
で
し
ょ
う
。

四し
ほ
ん本

桜　

  

金
峯
山
寺
蔵
王

堂
の
前
に
植
わ
る
四
本
の
桜
で

す
。
護
良
親
王
が
最
後
の
酒
宴

を
催
し
た
場
所
と
伝
わ
り
ま
す
。

謡
曲
『
吉
野
優
婆
塞
』
や
『
吉

野
桜
』
な
ど
で
紹
介
さ
れ
ま
す
。

袖そ
で
ふ
り
や
ま

振
山　

  

天
武
天
皇
が
勝
手
神
社
の
前
で
琴
を
弾
く

と
、
天
女
が
天
下
り
、
羽
衣
の
袖
を
翻
し
た
た
め
、
袖

振
山
の
名
前
が
つ
い
た
と
い
い
ま
す
。
宮
中
で
お
こ
な

わ
れ
る
五
節
の
舞
の
起
源
の
地
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
謡

曲『
袖
振
山
』『
吉
野
優
婆
塞
』『
吉
野
山
』に
登
場
し
ま
す
。

滝
桜　

  

吉
野
水
分
神
社
付
近
か
ら
下
手
に
か
け
て
、

山
一
面
に
咲
く
桜
を
総
称
し
て
滝
桜
と
い
い
ま
す
。
吉

野
山
の
桜
の
名
所
の
一
つ
で
、謡
曲　
『
袖
振
山
』『
宮
滝
』

な
ど
で
紹
介
さ
れ
て
い
ま
す
。

布ぬ
の
び
き引
桜　

  

吉
野
山
の
桜
の
名
所
の
一
つ
で
す
。
謡
曲

『
吉
野
優
婆
塞
』
で
は
こ
の
桜
を
意
識
し
た
フ
レ
ー
ズ
が

登
場
し
ま
す
。
ま
た
、『
袖
振
山
』
な
ど
で
は
、
吉
野
山

の
桜
の
名
所
の
一
つ
と
し
て
紹
介
さ
れ
て
い
ま
す
。

女に
ょ
に
ん人
結
界
碑　

  

今
は
機
能
し
て
い
ま
せ
ん
が
、
青

根
ヶ
峯
付
近
に
あ
る
女
人
結
界
碑
か
ら
先
は
、
か
つ
て

女
性
の
立
ち
入
り
が
禁
止
さ
れ
て
い
た
場
所
で
し
た
。

　

謡
曲
『
都
藍
仙
』
で
は
、
女
性
の
仙
人
・
都
藍
仙
が

金
峯
山
（
大
峯
山
か
ら
吉
野
山
に
か
け
て
の
一
帯
）
に

登
ろ
う
と
し
た
と
こ
ろ
、
女
人
結
界
の
地
で
あ

る
た
め
登
れ
な
か
っ
た
、
と
い
う
物

語
が
描
か
れ
て
い
ま
す
。

一ひ
と
め
せ
ん
ぼ
ん

目
千
本　

  

今
は
吉
水
神
社
か
ら
み
る
桜
の
景
色

を
一
目
千
本
と
よ
ん
で
い
ま
す
が
、
か
つ
て
は
今
の
下

千
本
に
あ
た
る
場
所
を
一
目
千
本
と
よ
ん
で
い
ま
し
た

（
明
治
時
代
に
吉
野
山
を
訪
れ
た
渋
沢
栄
一
の
記
録
な
ど

に
よ
る
）。
謡
曲
『
吉
野
桜
』
で
紹
介
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
御み
か
げ
や
ま

影
山　
　

  

袖
振
山
で
天
女
が
舞
っ
た
時
、
そ
の
影

が
こ
の
山
に
映
っ
た
の
で
御
影
山
と
名
付
け
ら
れ
ま
し

た
。
古
記
録
に
よ
れ
ば
佐
柳
神
社
の
境
内
に
あ
っ
た
よ

う
で
す
が
、
現
存
し
ま
せ
ん
。
謡
曲
で
は
、
こ
の
山
の

話
題
を
そ
の
ま
ま
取
り
上
げ
た『
御
影
山
』が
あ
り
ま
す
。

吉
野
水み
く
ま
り分
神
社　
　

勝
手
神
社
の
神
や
蔵
王
権
現
と

と
も
に
、
吉
野
山
を
代
表
す
る
神
と
し
て
謡
曲
で
は
登

場
し
ま
す
。
吉
野
水
分
神
社
は
水
の
神
様
を
祀
る
神
社

で
す
が
、「
水
分
の
神
」
が
転
訛
し
て
「
御
子
守
の
神
」

と
な
り
、
子
ど
も
を
守
る
神
さ
ま
と
し
て
も
信
仰
を
集

め
ま
し
た
。
ま
た
、
子
守
の
ほ
か
に
木
守
の
字
が
あ
て

ら
れ
る
こ
と
も
有
り
ま
し
た
。

　

謡
曲
『
御
影
山
』『
芳
野
琴
』『
芳
野
行
幸
』
な
ど
で
、「
木

守
」
と
い
う
名
前
が
出
て
き
ま
す
。『
嵐
山
』
で
は
、
木

守
と
勝
手
の
神
と
が
、
吉
野
の
桜
に
宿
っ
て
京
都
の
嵐

山
の
桜
を
見
守
っ
て
い
ま
す
し
、『
よ
し
野
の
川
鮎
』
で

は
大
海
人
皇
子
を
守
っ
た
存
在
と
し
て
登
場
し
ま
す
。

吉
野
山　
　

謡
曲
の
中
に
は
、
物
語
の
舞
台
を
吉
野
山

と
だ
け
紹
介
す
る
も
の
も
あ
り
ま
す
。

　

義
経
や
静
御
前
、
佐
藤
忠
信
の
話
を
描
い
た
謡
曲
『
吉

野
三
位
』『
吉
野
判
官
』『
吉
野
静
』、
南
北
朝
時
代
の
楠

皇
が
行
幸
さ
れ
た
際
の
歌
を
紹
介
し

て
い
ま
す
。

　
三
船
山　

  

『
万
葉
集
』
で
詠
ま
れ
た
こ
と
で
知
ら
れ

る
山
で
す
。
今
は
宮
滝
の
対
岸
に
あ
る
山
と
さ
れ
て
い

ま
す
が
、
か
つ
て
は
吉
野
山
か
ら
見
え
る
別
の
山
に
比

定
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
作
品
に
よ
っ
て
、
そ
の
所
在
地

に
混
乱
が
見
ら
れ
ま
す
。
謡
曲
『
宮
滝
』
や
『
吉
野
山
』

で
登
場
し
ま
す
。

【
国
栖
】

片か
た
は
ら
ぶ
ち

腹
淵　

  

国
栖
の
翁
が
献
上
し
た
鮎
を
、
大
海
人
皇

子
が
片
身
だ
け
食
し
、
残
り
を
こ
の
淵
に
投
げ
入
れ
た

と
こ
ろ
、
片
身
の
鮎
が
泳
ぎ
だ
し
た
と
伝
わ
り
ま
す
。

　

場
所
の
名
前
こ
そ
出
て
き
ま
せ
ん
が
、
謡
曲
『
国
栖
』

や
『
よ
し
野
の
川
鮎
』
で
こ
の
物
語
が
描
か
れ
ま
す
。

国く

ず栖
川　

  

国
栖
を
流
れ
る
吉
野
川
の
こ
と
で
し
ょ
う

か
。
謡
曲
『
国
栖
』
で
紹
介
さ
れ
ま
す
。

国
栖
の
里　

  

遅
く
と
も
江
戸
時
代
に
は
、
国
栖
は

大
海
人
皇
子
を
匿
っ
た
場
所
と
し
て
、
広
く
知
ら
れ
て

い
ま
し
た
。
謡
曲
『
よ
し
野
の
川
鮎
』
や
『
国
栖
』
で
、

大
海
人
皇
子
を
匿
っ
た
国
栖
の
翁
の
話
が
登
場
し
ま
す
。

ま
た
、『
玉
の
国
栖
』
と
い
う
謡
曲
も
あ
っ
た
よ
う
で
す
。

ジ
ジ
河
原
・
バ
バ
河
原　

  

国
栖
に
逃
れ
た
大
海

人
皇
子
を
、
国
栖
の
翁
が
船
の
下
に
匿
っ
た
場
所
と
伝

わ
り
ま
す
。
皇
子
の
隠
れ
る
船
を
嗅
ぎ
ま
わ
っ
た
、
敵

方
の
「
嗅
ぐ
鼻
」
の
犬
は
、
こ
の
場
所
で
翁
に
殺
さ
れ

た
と
い
い
ま
す
。
場
所
の
名
前
こ
そ
登
場
し
ま
せ
ん
が
、

謡
曲
『
国
栖
』
で
こ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
描
か
れ
ま
す
。

天
皇
淵　

  

片
腹
淵
と
同
じ
伝
承
が
残
る
場
所
で
す
。

こ
の
淵
に
残
る
伝
承
と
同
じ
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
、
謡
曲
『
国

栖
』
や
『
よ
し
野
の
川
鮎
』
で
描
か
れ
ま
す
。

【
竜
門
】

仙
人
の
岩
屋　
　

久
米
仙
人
が
過
ご
し
た
と
い
う
岩

屋
で
す
。
現
在
は
見
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。
か
つ
て

は
立
派
な
岩
屋
が
あ
っ
た
ら
し
く
、
宇
多
上
皇
が
立
ち

寄
ら
れ
た
際
、
お
供
の
二
人
が
涙
を
流
し
て
感
動
し
、

な
か
な
か
離
れ
よ
う
と
し
な
か
っ
た
と
記
録
に
残
り
ま

す
。
謡
曲
『
竜
門
寺
』
で
紹
介
さ
れ
て
い
ま
す
。

竜
門
寺　

  

義ぎ
え
ん淵
僧
正
の
創
建
と
伝
わ
る
、
古
代
寺
院

で
す
。
久
米
仙
人
が
修
行
し
た
場
所
、
ま
た
、『
伊
勢
集
』

で
伊
勢
と
い
う
女
性
が
こ
の
お
寺
に
詣
で
た
こ
と
が
記

録
さ
れ
て
い
ま
す
。
藤
原
道
長
も
訪
れ
た
お
寺
で
し
た
。

　
『
竜
門
寺
』は
、こ
の
お
寺
が
舞
台
の
謡
曲
。
作
中
で
は
、

伊
勢
の
幽
霊
も
登
場
し
ま
す
。

竜
門
の
滝　

  

竜
門
寺
の
眼
下
を
流
れ
る
滝
で
す
。
松

尾
芭
蕉
が
句
を
よ
ん
だ
こ
と
な
ど
が
知
ら
れ
ま
す
。

　

謡
曲
『
龍
門
寺
』
で
は
、こ
の
滝
も
紹
介
し
て
い
ま
す
。

【
そ
の
他
】

場
所
不
明　

  

吉
野
に
住
む
人
が
主
人
公
な
ど
と
な

る
作
品
が
あ
り
ま
す
。
例
え
ば
、
吉
野
に
住
む
天
狗
が
、

ひ
ろ
い
世
界
を
見
た
い
と
中
国
に
渡
る
謡
曲
『
吉
野
天

狗
』、
吉
野
の
男
が
西
大
寺
で
幼
子
を
ひ
ろ
う
『
百
万
』、

峯
の
坊
で
修
行
を
し
た
『
吉

野
道
成
寺
』
な
ど
で
す
。

正
行
を
取
り
上
げ
た
『
楠
花
櫓
』『
正
行
』『
弁
内
侍
』、

鎌
倉
で
幽
閉
さ
れ
る
大
塔
宮
（
護
良
親
王
）
が
吉
野
山

等
に
思
い
を
馳
せ
た
『
大
塔
宮
』、
大
海
人
皇
子
の
物
語

を
描
く
『
五
節
』、
吉
野
山
を
訪
れ
た
人
物
の
エ
ピ
ソ
ー

ド
を
語
る
『
吉
野
山
』『
吉
野
天
人
』
な
ど
で
す
。
ま
た
、

地
名
を
紹
介
す
る
『
葛
城
』『
国
栖
』
な
ど
も
あ
り
ま
す
。

吉
野
山
の
桜　

  

桜
の
名
所
と
し
て
知
ら
れ
る
吉
野

山
。
謡
曲
で
も
吉
野
山
の
桜
は
よ
く
登
場
し
ま
す
。
謡

曲
『
芳
野
行
幸
』『
芳
野
小
町
』『
吉
野
桜
』『
白
菊
』
な

ど
で
紹
介
さ
れ
て
い
ま
す
。

𠮷よ
し
み
ず水

神
社　

  

か
つ
て
は
吉
水
院
と
い
う
お
寺
で
し

た
が
、
明
治
の
は
じ
め
に
神
社
と
な
り
ま
し
た
。
源
義

経
や
後
醍
醐
天
皇
を
匿
っ
た
り
、
豊
臣
秀
吉
の
宿
と
な

る
な
ど
、
歴
史
上
の
様
々
な
人
物
が
訪
れ
た
神
社
（
寺
）

と
さ
れ
ま
す
。
謡
曲
で
は
、
吉
水
の
住
僧
が
登
場
人
物

と
し
て
現
れ
る
『
吉
水
』
が
あ
り
ま
す
。

【
水
分
・
上
市
】

六む

だ田
の
淀　

  

『
万
葉
集
』
で
詠
ま
れ
た
「
六む

つ
だ田

の
淀
」、

ま
た
、
吉
野
山
へ
向
か
う
渡
し
船
の
場
所
と
し
て
知
ら

れ
て
い
ま
す
。
吉
野
山
を
訪
れ
る
謡
曲
で
は
よ
く
登
場

す
る
場
所
で
、『
芳
野
小
町
』『
袖
振
山
』『
吉
野
桜
』『
宮
滝
』

な
ど
で
登
場
し
ま
す
。
ま
た
、
六
田
の
淀
が
舞
台
の
『
六

田
淀
』
と
い
う
謡
曲
も
あ
り
ま
す
。

吉
野
川　

  

紀
ノ
川
上
流
部
の
名
前
で
、
吉
野
町
を
流

れ
る
川
で
す
。
謡
曲
の
世
界
で
は
六
田
の
淀
と
同
じ
く
、

吉
野
の
外
の
人
が
吉
野
山
を
訪
れ
る
際
な
ど
に
よ
く
登

場
し
ま
す
。
登
場
作
品
と
し
て
は
、謡
曲『
芳
野
小
町
』『
吉

野
三
位
』『
忠
信
』『
楠
花
櫓
』『
宮
滝
』『
国
栖
』『
正
行
』

な
ど
が
あ
り
ま
す
。

【
中
荘
】

う
た
た
ね
橋　

  

宮
滝
の
対
岸
、
喜
佐
谷
の
入
口
に

か
か
っ
て
い
た
橋
の
名
前
で
す
。
源
義
経
が
う
た
た
ね

を
し
た
の
で
、
こ
の
名
前
が
つ
い
た
と
伝
わ
り
ま
す
。

　

謡
曲
『
う
た
ゝ
ね
の
橋
』
は
こ
の
橋
を
舞
台
に
し
た

物
語
で
す
が
、
場
所
に
混
乱
が
み
ら
れ
ま
す
。

象き
さ
や
ま山　

  

宮
滝
の
対
岸
に
あ
る
山
の
一
つ
で
す
。　
『
万

葉
集
』
の
歌
な
ど
で
詠
ま
れ
る
、「
象
山
」
に
あ
た
る
と

さ
れ
て
い
ま
す
。『
万
葉
集
』を
扱
っ
た
謡
曲『
吉
野
』（
新

作
）
で
は
、
象
山
周
辺
が
物
語
の
舞
台
に
な
り
ま
す
。

桜さ
く
ら
ぎ木
神
社　

  

大
海
人
皇
子

が
、
こ
の
場
所
に
あ
っ
た
桜
の
下

に
身
を
潜
め
、
追
手
か
ら
逃
れ

た
と
伝
わ
る
神
社
で
す
。
謡
曲

で
は
、『
二
人
静
』
で
紹
介
さ
れ
、

『
宮
滝
』
で
は
桜
木
明
神
が
旅
の

僧
を
宮
滝
へ
案
内
し
て
い
ま
す
。

菜な
つ
み摘

川　

   

菜
摘
を
流
れ
る
吉
野
川
の
こ
と
と
さ
れ

て
い
ま
す
。『
万
葉
集
』
な
ど
で
も
詠
ま
れ
た
場
所
で
す
。

謡
曲『
五
節
』『
国
栖
』『
二
人
静
』で
紹
介
さ
れ
て
い
ま
す
。

宮
滝　

  

古
代
の
吉
野
宮
が
あ
っ
た
と
さ
れ
る
場
所
で

す
。
ま
た
、宇
多
上
皇
の
行
幸
も
行
わ
れ
た
場
所
で
し
た
。

　

謡
曲
『
二
人
静
』
で
紹
介
さ
れ
て
い
る
ほ
か
、『
吉
野
』

（
新
作
）
で
は
作
品
の
舞
台
と
な
り
、
聖
武
天
皇
に
仕
え

る
笠
金
村
が
侍
宴
の
折
の
歌
一
首
を
つ
く
る
た
め
に
悩

む
様
子
が
描
か
れ
ま
す
。
ま
た
、『
宮
滝
』
で
は
宇
多
天

吉野町内にのこる

謡曲や能に

　ゆかりのある場所

    


