
　
「
恋
の
重
荷
、
昔
、
綾
の
太
鼓
也
」
と
『
三
道
』
に
あ
る
。『
綾

の
太
鼓
』
を
引
き
継
い
だ
の
が
『
綾

あ
や
の
つ
づ
み
鼓
』
で
あ
り
、
世
阿
弥
が
改

作
し
た
の
が
『
恋こ

い
の
お
も
に

重
荷
』
だ
と
さ
れ
て
い
る
。
ふ
た
つ
の
曲
は
、

と
も
に
身
分
の
低
い
老
人
が
高
貴
な
女
性
を
慕
う
〈
身
分
違
い
の

恋
〉〈
老
人
の
恋
の
執
念
〉を
描
い
て
い
る
。『
綾
鼓
』で
は
、綾
を
張
っ

た
鼓
を
老
人
に
打
た
せ
て
そ
の
音
が
鳴
っ
た
ら
女
御
に
会
わ
せ
よ

う
と
言
い
、『
恋
重
荷
』
で
は
、
美
し
い
布
で
包
ん
だ
重
い
荷
物
を

持
っ
て
庭
を
回
ら
せ
よ
う
と
す
る
。
い
ず
れ
も
、
絶
望
し
た
老
人

は
自
殺
す
る
。
後
場
で
、
死
霊
と
な
っ
た
老
人
が
女
御
を
責
め
苛

む
と
こ
ろ
ま
で
は
共
通
す
る
が
、『
綾
鼓
』
が
女
御
を
激
し
く
恨
み

な
が
ら
恋
の
淵
に
沈
む
の
に
対
し
、『
恋
重
荷
』
で
は
そ
の
恨
み
も

霜
・
雪
・
霰
の
よ
う
に
消
え
失
せ
女
御
の
守
り
神
と
な
る
結
末
が

用
意
さ
れ
て
い
る
。

　
「
キ
リ
の
結
章
は
、
は
る
か
に
綾
鼓
の
方
が
激
越
で
あ
り
真
率
で

あ
る
。
劇
的
感
銘
は
ふ
か
く
、余
韻
が
ひ
び
く
」（
里
井
陸
郎
）、「
最

後
は
恋
す
る
女
の
た
め
に
恨
み
を
捨
て
て
尽
く
す
と
い
う
方
が
、

か
え
っ
て
男
心
の
い
じ
ら
し
さ
、
い
と
お
し
さ
で
は
な
い
か
」（
権

藤
芳
一
）
と
、
鑑
賞
す
る
人
に
よ
っ
て
両
曲
の
評
価
は
分
か
れ
る
。

「
古
代
的
な
あ
ら
あ
ら
し
い
情
念
」
に
貫
か
れ
た
『
綾
鼓
』
と
、「
恋

の
重
荷
と
い
う
和
歌
の
言
葉
の
よ
う
な
優
雅
さ
」
に
包
み
つ
つ
新

し
い
能
を
書
い
た
世
阿
弥
と
は
「
別
の
主
張
だ
っ
た
」（
増
田
正
造
）

と
考
え
る
の
が
穏
当
な
解
釈
か
と
思
わ
れ
る
が
、
一
能
楽
フ
ァ
ン

と
し
て
は
や
は
り
ど
ち
ら
か
に
肩
入
れ
し
た
く
な
る
。

　

も
う
三
十
年
く
ら
い
前
の
学
生
時
代
に
な
る
が
、
私
は
四
条
室

町
の
旧
金
剛
能
楽
堂
の
二
階
席
か
ら
先
代
家
元
の
『
綾
鼓
』
を
観

た
こ
と
を
憶
え
て
い
る
。
上
演
さ
れ
る
機
会
が
少
な
い
こ
と
も
あ

っ
て
、
桂
の
木
に
懸
け
ら
れ
た
綾
の
鼓
を
一
心
に
打
と
う
と
す
る

老
人
や
、
女
御
に
詰
め
寄
る
死
霊
の
姿
が
印
象
的
だ
っ
た
。
洗
練

さ
れ
た
世
阿
弥
の
能
と
は
異
な
る
、
凄
惨
な
エ
ネ
ル
ギ
ー
に
惹
き

つ
け
ら
れ
た
の
だ
っ
た
ろ
う
。
老
人
に
試
練
を
与
え
る
女
御
の
意

図
も
、「
か
の
者
の
恋
の
心
を
止
め
ん
と
の
御ご

ほ
う
べ
ん

方
便
」
と
教
訓
を
表

に
出
す『
恋
重
荷
』よ
り
も
、「
恋
に
は
上
下
を
わ
か
ぬ
習
ひ
な
れ
ば
、

不ふ
び
ん便
に
思
し
召
さ
る
る
」
と
感
情
を
大
切
に
し
た
『
綾
鼓
』
の
方

が
好
ま
し
い
。

　
『
綾
鼓
』
は
現
在
、
金
剛
・
宝
生
両
流
に
あ
り
、
喜
多
流
で
は
土

岐
善
麿
に
よ
る
改
作
が
昭
和
二
十
七
年
に
初
演
さ
れ
た
。『
恋
重
荷
』

は
観
世
流
の
み
に
あ
っ
た
が
、
昭
和
三
十
八
年
に
金
春
流
で
復
曲

さ
れ
た
と
い
う
。
テ
ー
マ
が
共
通
す
る
両
曲
だ
が
、
そ
の
劇
的
な

《
綾
鼓
》
─
近
代
文
学
へ
の
架
橋
─

田

中
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思
へ
。
其
の
女
御
が
だ
な
、綾
で
造
つ
た
鼓
を
渡
し
て
、さ
あ
、

　
　

打
て
、
も
し
も
此
の
鼓
が
鳴
つ
た
ら
思

お
も
ひを
叶
へ
よ
う
、
妄
執

　
　

を
晴は

ら

し
て
遣

　
や
 ら
う
と
い
つ
た
。
鳴
る
も
の
か
、
鳴
る
も
の
か
、

　
　

綾あ
や
ゐ藺
に
も
、太ふ

と
ゐ藺
に
も
、細ほ

そ
ゐ藺
に
も
、燈と

う
し
ん
ぐ
さ

心
草
の
鼓
が
鳴
る
か
！

　
　

鳴
ら
ぬ
鼓
を
打
つ
て
〳
〵
、
老
人
は
遂
に
池
の
水
に
溺
れ
て

　
　

死
ん
だ
。

　

美
樹
子
は
恋
人
規
矩
夫
を
捨
て
、
巨
山
に
嫁
い
だ
の
だ
っ
た
。

こ
こ
で
は
女
御
が
美
樹
子
、
老
人
が
規
矩
夫
に
な
ぞ
ら
え
ら
れ
て

い
る
。

　

そ
し
て
美
樹
子
に
魅
せ
ら
れ
た
幸
之
助
が
「
一
所
の
お
部
屋
で

寝
た
い
ん
で
す
」
と
告
白
す
る
と
、
美
樹
子
は
「
た
と
ひ
生い

の
ち命
を

取
ら
れ
て
も
、
鳴
ら
ぬ
鼓
は
差
上
げ
ま
せ
ん
」
と
答
え
、
密
通
が

仄
め
か
さ
れ
る
。
館
で
暮
ら
し
巨
山
の
悪
計
を
知
っ
た
美
樹
子
は
、

鬱
々
と
し
た
毎
日
を
送
っ
て
い
た
の
だ
っ
た
。『
風
流
線
』
で
は
、

夫
の
正
体
に
気
づ
か
ず
間
違
っ
た
結
婚
を
し
た
女
性
が
、
か
つ
て

の
恋
人
や
自
分
を
慕
う
少
年
と
の
間
で
心
揺
れ
る
様
子
を
表
す
の

に
『
綾
鼓
』
が
活
か
さ
れ
て
い
る
。
鏡
花
は
老
人
の
側
だ
け
で
は

な
く
、
女
御
の
側
に
も
立
っ
た
理
解
を
示
し
て
い
る
。
こ
れ
も
ひ

と
つ
の
鑑
賞
の
あ
り
方
だ
ろ
う
。

　

作
中
で
謡
わ
れ
る
詞
章
は
、「
忘
れ
ん
と
思
ふ
心
こ
そ
、
忘
れ
ぬ

よ
り
の
思
ひ
な
れ
」
か
ら
「
打
て
ど
も
聞き

こ

え
ぬ
は
、
も
し
も
老ろ

う
に耳

の
故ゆ

ゑ

や
ら
む
と
、
聞
け
ど
も
〳
〵
、
池
の
波
、
窓
の
雨
、
い
づ
れ

も
打
つ
音
は
す
れ
ど
も
、
音
せ
ぬ
も
の
は
此
の
鼓
の
」
に
至
る
破

の
中
段
、
老
人
が
精
魂
込
め
て
鼓
を
打
つ
場
面
で
あ
る
。
こ
の
時
、

展
開
が
注
目
さ
れ
た
の
か
、近
代
作
家
が
取
り
上
げ
る
の
は
『
綾
鼓
』

に
集
中
し
て
い
る
。
増
田
正
造
『
能
と
近
代
文
学
』（
平
２
・
11
・

30
、
平
凡
社
）
で
は
、
野
上
弥
生
子
『
綾
の
鼓
』、
有
吉
佐
和
子
『
綾

の
鼓
』、中
里
恒
子『
綾
の
鼓 

い
す
ぱ
に
や
の
土
』、三
島
由
紀
夫『
近

代
能
楽
集 
綾
の
鼓
』
な
ど
題
名
も
そ
の
ま
ま
の
戯
曲
・
小
説
の
ほ

か
、
山
崎
正
和
の
戯
曲
『
世
阿
弥
』
の
中
で
、
足
利
義
満
の
愛
人

が
世
阿
弥
の
恋
を
試
す
場
面
に
綾
の
鼓
の
趣
向
が
用
い
ら
れ
て
い

る
こ
と
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。

　
『
綾
鼓
』
は
、
泉
鏡
花
の
長
編
小
説
『
風
流
線
』
正
・
続
（
明

36
・
10
・
24
～
明
37
・
10
・
５
）
の
章
題
に
も
使
わ
れ
て
い
る
。

慈
善
事
業
と
し
て
貧
民
救
済
を
装
い
つ
つ
、
そ
の
実
は
お
救
い
小

屋
に
入
っ
た
者
を
酷
使
し
て
私
腹
を
肥
や
す
富
豪
巨お

お
や
ま山
五
太
夫
と
、

北
陸
鉄
道
工
事
に
従
事
す
る
ア
ウ
ト
ロ
ー
集
団
「
風
流
組
」
を
率

い
る
哲
学
青
年
村
岡
不
二
太
と
の
対
決
を
軸
に
、
波
瀾
万
丈
の
展

開
を
み
せ
る
こ
の
作
品
に
あ
っ
て
、「
綾
の
鼓
」
の
章
は
、
巨
山
夫

人
美
樹
子
を
籠
絡
す
べ
く
、
芙
蓉
館
に
送
り
込
ま
れ
た
美
少
年
幸

之
助
が
、
美
樹
子
と
と
も
に
鼓
の
秘
曲
『
綾
鼓
』
の
一
調
を
し
ら

べ
る
場
面
で
あ
る
。
一
調
と
は
大
鼓
・
小
鼓
・
太
鼓
の
い
ず
れ
か

ひ
と
つ
に
よ
っ
て
曲
の
一
節
を
謡
う
奏
演
形
式
で
あ
り
、
か
つ
て

同
じ
師
匠
に
つ
い
て
謡
と
鼓
を
習
っ
た
ふ
た
り
が
一
室
に
向
か
い

合
う
の
に
ふ
さ
わ
し
い
。

　

そ
の
内
容
は
、
館
か
ら
漏
れ
る
調
べ
を
聞
い
た
文
学
士
水
上
規

矩
夫
に
よ
っ
て
語
ら
れ
る
。

　
　

下げ
す
げ
ろ
う

司
下
郎
の
老
人
が
、
生い

の
ち命
を
か
け
て
、
女
御
を
慕
つ
た
と



美
樹
子
は
「
私
の
鼓
は
鳴
り
ま
せ
ん
」
と
言
う
。
そ
れ
を
聞
い
た

幸
之
助
は
紫
の
緒
を
付
け
た
自
ら
の
鼓
を
与
え
、「
紫
調
べ
」
を
許

す
。
綾
を
張
っ
た
鼓
は
打
っ
て
も
鳴
ら
な
い
の
だ
か
ら
、
奏
者
が

打
つ
鼓
の
音
も
、
見
物
に
は
聞
こ
え
て
も
奏
者
に
は
聞
こ
え
な
い

境
地
に
い
た
る
べ
き
だ
と
い
う
芸
術
的
な
思
想
に
裏
打
ち
さ
れ
て

い
る
。
こ
こ
に
、鏡
花
が〈
鼓
の
一
調
〉と
し
た
必
然
性
が
見
出
せ
る
。

　

考
え
て
み
れ
ば
、
心
ゆ
く
ま
で
笛
を
吹
き
す
さ
び
入
水
し
た
『
清

経
』
の
〈
笛
〉
や
、
討
死
し
た
菩
提
を
弔
う
管
弦
講
に
現
れ
た
『
経

正
』
の
〈
琵
琶
〉
な
ど
と
は
異
な
り
、
実
際
に
舞
台
で
打
た
れ
て

い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
音
を
発
し
な
い
〈
鼓
〉
が
重
要
な
役
割

を
持
つ
『
綾
鼓
』
は
特
殊
な
能
と
い
え
よ
う
。『
恋
重
荷
』
で
は
考

え
ら
れ
な
い
演
出
で
あ
る
。
鏡
花
も
そ
こ
に
惹
か
れ
た
の
か
も
し

れ
な
い
。

　

自
筆
年
譜
に
「
母
は
鈴
、江
戸
下
谷
の
出
生
、葛
野
流
の
鼓
の
家
、

中
田
氏
の
女
に
し
て
、
能
楽
師
松
本
金
太
郎
の
小
妹
」
と
記
す
鏡

花
は
、
早
く
か
ら
能
楽
や
鼓
に
親
し
ん
で
い
た
。
能
楽
に
取
材
し

た
代
表
作
に
『
歌
行
燈
』（
明
43
・
１
）
が
あ
る
。
伯
父
松
本
金
太

郎
は
宝
生
流
の
シ
テ
方
。
子
息
長な

が
しの
結
婚
の
媒
介
者
を
務
め
る
ほ

ど
、
鏡
花
は
親
交
を
結
ん
で
い
た
。
廣
田
鑑
賞
会
能
と
の
縁

え
に
しで
い

え
ば
、
幸
稔
氏
の
ご
令
室
一
恵
さ
ん
の
祖
父
が
、
松
本
長
の
弟
子

で
あ
っ
た
と
い
う
ゆ
か
り
も
あ
る
。
金
剛
流
と
宝
生
流
を
つ
な
ぐ

嬉
し
い
話
で
あ
る
。
明
治
期
に
は
『
綾
鼓
』
が
金
剛
・
宝
生
両
流

に
の
み
伝
わ
っ
て
い
た
こ
と
も
、『
風
流
線
』
に
『
綾
鼓
』
が
用
い

ら
れ
た
理
由
の
ひ
と
つ
で
あ
っ
た
ろ
う
。

　

鏡
花
を
「
日
本
近
代
文
学
史
上
の
群
鶏
の
一
鶴
」
と
絶
賛
す
る

三
島
由
紀
夫
は
、「
近
代
能
楽
集
」
の
一
作
と
し
て
『
綾
の
鼓
』（
昭

26
・
１
）
を
著
し
た
。
外
食
券
食
堂
が
残
る
戦
後
、
法
律
事
務
所

の
老
小
使
岩
吉
が
、
向
か
い
の
洋
裁
店
に
通
う
貴
婦
人
華
子
に
恋

い
焦
が
れ
三
十
通
の
恋
文
を
送
る
。
取
り
巻
き
か
ら
舞
踊
の
小
道

具
の
鼓
を
寄
越
さ
れ
る
が
、
鳴
る
は
ず
が
な
い
。
能
の
主
題
や
構

成
を
現
代
に
移
し
替
え
た
よ
う
な
戯
曲
だ
が
、
華
子
が
実
は
三
日

月
と
い
う
仇あ

だ
な名
で
呼
ば
れ
た
元
女
ス
リ
で
あ
る
こ
と
、
亡
霊
が
鳴

ら
す
鼓
の
音
に
「（
狡ず

る
そ
う
に
微ほ

ほ
え笑
み
な
が
ら
）
き
こ
え
ま
せ
ん
わ
」

と
答
え
る
と
こ
ろ
に
特
色
が
あ
る
。
男
は
亡
霊
に
な
っ
て
も
裏
切

ら
れ
、
女
は
「
本
当
の
恋
」
を
得
ら
れ
な
い
絶
望
に
打
ち
ひ
し
が

れ
る
。
法
律
事
務
所
を
「
善
意
の
部
屋
。
真
実
の
部
屋
」、
洋
裁
店

を
「
悪
意
の
部
屋
。
虚
偽
の
部
屋
」
と
設
定
し
な
が
ら
、
そ
の
混

交
や
裏
返
し
が
も
た
ら
さ
れ
る
結
末
に
三
島
の
創
作
意
図
が
感
じ

ら
れ
る
。
内
実
は
異
な
る
も
の
の
、『
綾
鼓
』
の
女
御
の
心
情
に
思

い
を
馳
せ
た
と
こ
ろ
は
鏡
花
と
共
通
す
る
。
近
代
作
家
の
興
味
の

所
在
が
窺
わ
れ
よ
う
。

　
『
綾
鼓
』
は
、
時
代
を
経
て
数
多
く
の
近
代
文
学
作
品
を
生
み
出

し
た
。
そ
こ
に
は
現
代
に
通
じ
る
テ
ー
マ
が
息
づ
い
て
い
る
。

　
　

同
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