
謡
曲
『
談
捨』

一
、

問
題
の
提
起

『
嫉
捨』

の
主
題
に
関
す
る
有
力
な
従
来
の
説
は、
「
美
し
い
風
光
に
思
い
入

(
1)

（

2)
 

る
清
明
さ」
「
脱
俗
の
老
女
を
名
所
の
月
に
配
し
て
の
懐
旧
の
遊
舞」
「
人
の
世

(
3)
 

を
脱
し
て
浄
化
さ
れ
た
美
し
い
別
世
界」

な
ど
と、

美
し
い
別
世
界
に
思
い
入

る
脱
俗
し
た
老
女
の
姿
を
重
く
視
る
主
題
説
が、

主
流
を
な
し
て
い
る
と
い
え

る。し
か
し、

前
場
の
シ
テ
の
セ
リ
フ
に
お
い
て、
「
い
か
に
今
宵
の
月
の
面
白

か
ら
ん
ず
ら
ん
」

と
い
っ
た
名
月
へ
の
期
待
感
満
ち
た
セ
リ
フ
か
ら、
「
亡
き

(

4
)
 

跡
ま
で
も
な
に
と
や
ら
ん
物
凄
ま
し
き
こ
の
原」
「
風
も
身
に
泌
む
秋
の
心
」

「
風
凄
ま
し
く
雲
尽
き
て
淋
し
き
山
の
気
色
か
な
」

な
ど
と
い
っ
た
陰
惨
な
ト

ー
ン
ヘ
の
転
調
が
見
ら
れ
る
こ
と
は、

本
曲
の
主
題
に
関
す
る
前
掲
の
よ
う
な

巽
説
に
一

抹
の
疑
問
を
持
た
し
め
る
と
こ
ろ
で
あ
る。

そ
こ
で
本
稿
で
は、

こ
う
し
た
老
女
の
セ
リ
フ
に
お
け
る
転
調
に
着
目
し、

本
曲
の
主
題
と
は、

単
に
美
化
さ
れ
た
世
界
で
の
脱
俗
し
た
老
女
と
い
う
よ
り

は、

む
し
ろ
脱
俗
に
憧
れ
を
抱
き
な
が
ら
も、

こ
の
世
へ
の
愛
執
故
に
脱
俗
で

き
ぬ
老
女
を
描
く
と
こ
ろ
に
あ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
と
い
う
点
を
考
え
て
み

世
阿
弥
能
楽
論
書
の
『
申
楽
談
儀』

に、
「
娯
捨
の
能」

に
お
け
る
「
月
に

見
ゆ
る
も
は
づ
か
し
や
」

の
舞
い
方
に
関
す
る
芸
談
が
次
の
よ
う
に
あ
る。

嬢
捨
の
能
に、
「
月
に
見
ゆ
る
も
は
づ
か
し
や」、

此
時、

路
中
に
金
を
拾

ふ
姿
有。

申
楽
は、

遠
見
を
本
に
し
て、

ゆ
く
や
か
に、

た
ぶ
／
＼
と
有

べ
し。

然
を、
「
月
に
見
ゆ
る
も
は
づ
か
し
や
」

と
て、

向
か
へ
る
人
に

扇
を
か
ざ
し
て、

月
を
ば
少
も
目
に
か
け
で、

か
い
屈
み
た
る
体
に
有
ゆ

ヘ
に、

見
苦
し
き
な
り。
「
月
に
見
ゆ
る
も」

と
て、

扇
を
高
く
上
げ
て、

月
を
本
に
し、

人
を
ば
少
目
に
か
け
て、

を
ぽ
／
＼
と
し、

し
納
め
た
ら

ば、

面
白
風
成
る
べ
し。

こ
こ
で、
「
申
楽
は、

遠
見
を
本
に
」

す
べ
き
と
い
う
の
は、

舞
台
上
の
演

能
に
当
た
り、

観
客
を
し
て
広
い
遠
景
を
想
像
せ
し
め
る
よ
う
に
遠
く
を
見
渡

(
5)
 

す
こ
と
を
主
と
す
べ
き
だ
と
の
意
で、
『
娘
捨』

の
能
に
お
い
て
も、
「
向
へ
る

人」
（
ワ
キ
）

よ
り
は、
「
月」

の
方
に
気
持
ち
を
寄
せ
て、

舞
台
に
向
か
う
観

客
た
ち
の
想
像
の
空
間
を
広
げ
る
べ
き
だ
と
の
意
で
あ
ろ
う。
「
月
を
本
に
し、

二
、

世
阿
禰
に
お
け
る
「
娯
捨
の
能
」

と
「
月
」

と

る
こ
と
に
し
た
い
。

ー
—
本
説
の
検
討
を
通
し
て
の
本
曲
の
主
題
の
解
釈
を
め
ぐ
っ
て
|
|

に
お
け
る
老
女
と
月
と

金

忠

永

- 10 -



人
を
ば
少
目
に
か
け
て」
と
あ
る
の
も 、
恥
じ
る
気
持
ち
を 、
人
よ
り
む
し
ろ

「
月」
へ
主
に
向
か
わ
せ
る
べ
き
だ
と
い
う
意
に
解
さ
れ
る 。
要
す
る
に 、

こ

の
『
申
楽
談
儀』
の
記
述
は 、
シ
テ
に
お
け
る
「
月」
の
重
み
を
物
語
っ

て
い

る
所
と
言
え
る
の
で
あ
る 。
な
お 、
こ
の
部
分
は
「
万
事
か
A
り
な
り」
と
い

う
文
を
受
け
て
の
芸
談
で
あ
り 、
「
か
A
り」
が
文
辞
と
演
技
の
相
応
か
ら
生

(

6
)
 

じ
る
風
趣
を
意
味
す
る
か
ら 、
こ
の
く
だ
り
も 、
『
娘
捨
』

に
お
け
る
「
月
に

見
ゆ
る
も
は
づ
か
し
や」
以
降
の
文
辞
と
演
技
と
を
相
応
さ
せ
る
た
め
の
論
と

考
歪
て
よ
い 。
従
っ

て 、
対
人
関
係
よ
り
は 、
「
月」
と
い
う
天
空
に
か
か
る

対
象
に
対
し
て
恥
じ
る
老
女
の
心
理
に 、
『
媛
捨
』

一
曲
の
主
題
が
秘
め
ら
れ

て
い
る
と
世
阿
弥
は
考
え
て
い
た 、
と
見
て
よ
い 。
こ
の
こ
と
を
本
説
の
検
討

と
あ
わ
せ
て
考
え
て
ゆ
く
こ
と
に
す
る 。

三 、

本
説
の
検
討

『
嫉
捨
』

の
能
作
の
モ
チ
ー

フ
は 、
『
古
今
集
』

巻
十
七
雑
歌
上
に
見
え
る

「
わ
が
心
な
ぐ
さ
め
か
ね
つ
更
科
や
躾
捨
山
に
照
る
月
を
見
て」
の
歌
と
い
え

る
が 、
こ
の
一
首
に
は
詞
書―
つ
付
い
て
お
ら
ず 、
そ
の
歌
題
も
読
み
人
も
ま

っ
た
く
知
ら
れ
て
い
な
い 。
と
い
う
こ
と
は 、
こ
の
歌
が
『
古
今
集』
時
代
に

お
い
て
は 、
嫉
捨
伝
説
と
は
か
け
離
れ
た
純
粋
な
名
月
賞
美
の
歌
と
し
て
鑑
賞

さ
れ
た
こ
と
を
窺
わ
せ
る 。
し
か
し 、

媛
捨
山
に
ま
つ
わ
る
棄
老
伝
説
は
『
古

今
集』
成
立
以
前
か
ら
周
知
の
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が 、
現
存
す
る
い

(

7

)
 

く
つ
か
の
歌
か
ら
知
ら
れ 、
さ
し
あ
た
り 、

中
世
に
い
た
る
歌
意
の
伝
統
と
し

て
は 、
「
名
月
賞
美
の
歌」
と
「
嫉
捨
伝
説
の
歌」
と
い
っ
た
二
つ
の
解
釈
の

可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る 。

こ
う
し
た
二
つ
の
解
釈
を
許
す
歌
を
モ
チ
ー

フ
と
し
て
『
嫉
捨
』

は
生
ま
れ

た
わ
け
で
あ
る
が 、
本
曲
こ
そ
は
こ
の
よ
う
な
二
つ
の
解
釈
を
む
し
ろ
積
極
的

な
形
で
一
曲
の
モ
チ
ー

フ
に
組
み
込
ん
で
い
る
と
見
ら
れ
る 。
そ
こ
で
ま
ず 、

こ
の
歌
が
『
嬢
捨
』

以
前
の
文
学
世
界
に
お
い
て
は
如
何
に
理
解
さ
れ
て
い
た

か
を
検
討
す
る
こ
と
か
ら 、
本
曲
の
理
解
に
迫
り
た
い 。

こ
の
歌
に
ま
つ
わ
る
嫉
捨
伝
説
は 、
『
大
和
物
語』
『
俊
頼
髄
悩
』

『
今
昔
物

語
集
』

な
ど
に
見
ら
れ
る
の
だ
が 、
こ
の
三
書
の
話
柄
や
歌
の
詠
者
に
は
異
同

が
見
え
る 。
『
大
和
物
語
』

や
『
今
昔
物
語』
で
は 、

伯
母
を
捨
て
た
男
の
後

悔
の
歌
と
す
る
の
に
対
し 、
『
俊
頼
髄
脳
』

は 、
歌
の
詠
者
を
捨
て
ら
れ
た
伯

母
と
す
る 。
こ
れ
は
詞
曲
『
嬢
捨』
と
相
通
じ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
っ

て 、

『
俊
頼
髄
脳』
を
『
娯
捨』
の
本
説
と
推
定
す
る
根
拠
と
さ
れ
て
い
る 。
そ
れ

に
加
え 、
『
大
和
物
語』
『
今
昔
物
語
集』
に
見
ら
れ
る
伯
母
が
連
れ
戻
さ
れ
る

話
も
『
俊
頼
髄
脳
』

に
は
見
え
ず 、
こ
の
点
に
於
い
て
も 、
捨
て
ら
れ
て
そ
の

ま
ま
山
中
に
死
ん
だ
と
す
る
『
嫉
捨』
の
内
容
に
通
じ
る
も
の
が
あ
る 。
し
か

し 、
こ
う
し
た
類
似
点
だ
け
で
な
く 、
話
の
軸
と
も
い
う
べ
き
歌
を
詠
む
に
至

っ
た
詠
者
の
心
情
の
検
討
か
ら
も
本
説
の
所
在
は
探
ら
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う 。

『
鎮
捨
』

の
モ
チ
ー

フ
歌
の
歌
意
を
読
む
た
め
に
も 、
こ
の
心
情
の
検
討
は
欠

か
せ
ま
い 。

ま
ず
『
大
和
物
語
』

(-
五
六
段）
で
は 、

男
が
妻
に
責
め
ら
れ
て
「
を
ば」

を
深
山
に
捨
て
た
が 、
長
い
年
月
の
間 、
親
の
よ
う
に
自
分
を
養
育
し
て
く
れ

た
思
い
が
涌
い
て
悲
し
く
な
り 、
さ
ら
に
そ
の
思
い
が
折
か
ら
上
る
月
を
「
な

が
め」
る
こ
と
に
よ
っ

て
つ
の
り 、
よ
も
す
が
ら
後
悔
の
念
で
眠
れ
ず 、
「
わ

が
心」
の
歌
を
詠
ん
だ
と
あ
る 。
歌
を
読
ん
だ
後 、

男
は
伯
母
を
迎
え
に
行
っ

て
連
れ
戻
し
た
と
す
る 。

『
今
昔
物
語
集』
（
巻
第
三
十
第
九）
は 、
『
大
和
物
語』
の
情
況
と
ほ
と
ん

ど
変
わ
り
が
な
い 。
た
だ 、
『
大
和
物
語』
に
見
え
る 、
「
昔
の
ご
と
く
に
も
あ

ら
ず 、
疎
な
る
こ
と
多
く 、
こ
の
を
ば
の
た
め
に
な
り
ゆ
き
け
り」
や
「
い
ひ
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腹
立
て
け
る
お
り
は、

腹
立
ち
て
か
く
し
つ
れ
ど
」

等
か
ら
読
め
る
よ
う
な
筋

立
て
と
と
も
に
変
わ
る
「
男」

の
心
境
変
化
が
『
今
昔
物
語
集』

に
は
ま
っ
た

く
見
ら
れ
ず、

あ
く
ま
で
も
「
心
二
非
デ
」

疎
か
に
な
り、
「

糸
惜
ガ
リ
テ
不

奔
ザ
リ
ケ
ル
ヲ、

妻
強
二

責
云
ケ
レ
バ
」

仕
方
な
く
捨
て
る
よ
う
に
な
っ
た

と、

男
の
情
け
が
事
態
の
経
過
を
貫
い
て
強
調
さ
れ
て
い
る。

『
俊
頼
髄
脳
』

は、

捨
て
た
動
機
を、
「
母
の
を
ば
年
老
い
て
む
つ
か
し
か
り

け
れ
ば
」

と、

単
に
老
い
て
面
倒
だ
と
い
う
理
由
だ
け
で、
「
す
か
し
の
ぽ
せ

て
」

逃
げ
た
と
す
る。
『
大
和
物
語
』

や
『
今
昔
物
語
集』

の

男
に
見
ら
れ
る

情
け
は
省
略
さ
れ、

捨
て
た
後
で
ま
た
立
ち
返
っ
た
と
き
の
心
の
変
化
も
明
ら

か
で
な
い
。
「

さ
す
が
に
お
ぽ
つ
か
な
か
り
け
れ
ば
」

と、

不
安
に
な
っ
て
立

ち
返
っ
た
と
あ
る
が、

連
れ
戻
し
た
と
い
う
こ
と
は
記
さ
れ
て
い
な
い
。

養
育

さ
れ
た
当
人
と
し
て
は、

三
書
中
最
も
非
人
情
な
人
物
と
言
え
る。
「
さ
す
が

に
お
ぼ
つ
か
な
か
り
け
れ
ば
」

と
あ
っ
て
山
に
「
姪」

が
戻
っ
た
と
い
う
と
こ

ろ
に
は、
「
わ
が
心
」

の
歌
を、

捨
て
ら
れ
た
老
女
の
歌
と
表
現
す
る
意
図
が

働
い
て
い
る
か
も
知
れ
な
い
。

歌
が
こ
の
世
に
伝
え
ら
れ
る
た
め
に
は、

そ
の

伝
承
者
の
存
在
が
必
要
だ
か
ら
で
あ
る。

明
ら
か
に
伝
承
説
話
と
思
わ
れ
る
プ

ロ
ッ
ト
で
あ
っ
て、

本
話
が
俊
頼
の
作
為
に
よ
っ
て
改
作
さ
れ
て
い
る
か
ど
う

か
は
不
明
と
い
っ
て
よ
か
ろ
う。

と
も
あ
れ、

本
話
に
お
け
る
歌
に
つ
い
て
い

え
ば、

老
女
が
「

た
ゞ
一

人
山
の
い
た
ゞ
き
に
ゐ
て
夜
も
す
が
ら
月
を
見
て
な

が
め
け
る
歌」

で
あ
っ
て、
「

此
歌
を
ぞ
う
ち
な
が
め
て
泣
き
居
り
け
る
」

と

あ
る
か
ら、

た
だ
一

人
寂
し
く
よ
も
す
が
ら
月
を
な
が
め、

月
影
に
悲
し
さ
が

つ
の
り、

歌
を
詠
ん
で
泣
い
て
い
た
と
読
め
る。

以
上、

躾
捨
伝
説
を
収
め
る
代
表
的
な
作
品
の
内
容
を
簡
単
に
ま
と
め
た

が、

こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は、

い
ず
れ
に
お
い
て
も、

月
影
が
詠
者
の
心
情

に
影
響
し
て
い
る
こ
と
が
窺
え
る
点
で
あ
る。
『
今
昔
物
語
集
』

に
お
け
る
月

影
に
喚
起
さ
れ
る
思
い
に
つ
い
て、
高
橋
文
二
氏
は、
「
月
影
は
男
の
心
の
う
ち

を
照
ら
」

し、
「

月
影
が
男
を
し
て
夷
母
を
迎
え
に
い
か
せ
た
の
だ
」

と
述
べ

(

8
)
 

て
い
る。
『
大
和
物
語
』

や
『
今
昔
物
語
集』

の
「
男」

に
対
す
る
月
影
の
こ

う
し
た
働
き
か
け
を
認
め
る
な
ら
ば、

当
然
『
俊
頼
髄
脳
』

に
お
け
る
老
女
の

心
情
に
も
同
様
の
作
用
が
あ
っ
た
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う。
『
俊
頼
髄
脳』

の

老
女
の
心
の
内
に
照
ら
さ
れ
た
月
影
は、

美
的
感
動
を
老
女
に
与
え
た
と
は
と

て
も
思
え
な
い
。

こ
の
老
女
の
心
に
鎮
捨
山
の
月
影
が
呼
び
起
こ
し
た
の
は、

い
う
な
れ
ば
月
影
の
下
に
遠
く
離
れ
て
い
る
家
族、

或
い
は、

過
ぎ
た
昔
等
へ

の
切
な
い
思
い
で
あ
ろ
う。

こ
の
切
な
い
思
い
に
よ
っ
て
老
女
は、

心
を
慰
め

よ
う
が
な
く、
「
わ
が
心
」

の
歌
を
詠
み、

も
っ
ば
ら
泣
く
し
か
な
か
っ

た
と

見
て
よ
い
。

こ
う
し
た
解
釈
は、
『
大
和
物
語
』

の
男
よ
り
非
人
情
な
「
姪」

を
記
し、

老
女
の
悲
し
み
を
強
調
し
よ
う
と
し
た
『
俊
頼
髄
脳
』

の
潤
色
意
図

と
合
致
す
る
よ
う
に
も
思
え
る。
『
娘
捨』

の
本
説
を
推
定
す
る
た
め
に
は、

『
俊
頼
髄
脳
』

に
お
け
る
老
女
の
こ
う
し
た
心
情
の
あ
り
よ
う
を
見
の
か
す
わ

け
に
は
ゆ
く
ま
い
。

(

9
)
 

次
に、
『
嬢
捨』

の
作
者
が
参
酌
し
た
筈
の
中
世
の
古
今
注
を
考
察
し、

そ

の
注
釈
に
窺
え
る
「
わ
が
心
」

の
歌
の
解
釈
の
伝
統
を
考
え
て
み
る。

ま
ず、
『
弘
安
十
年
古
今
集
歌
注』
（
以
下、
『
弘
安
十
年
注
』

と

略
す）

で

は、
「

男」

や
「

姪」

で
も
な
く、

捨
て
ら
れ
た
老
女
で
も
な
い、

藤
原
清
経

と
い
う
第
三
者
の
歌
と
す
る
。

内
容
的
に
は、

清
輔
本
を
底
本
と
し
た
と
い
う

(

10

)
 

『
古
今
集
註
』

と
ほ
と
ん
ど
相
通
じ
て
い
て、

二
書
の
つ
な
が
り
を
感
ぜ
し
め

る
と
こ
ろ
が
あ
る。

た
だ、
『
古
今
集
註』

の
方
が、
「
此
歌
ハ
藤
原
ノ
清
経
信

濃
ノ
守
ニ
テ
サ
ラ
シ
ナ
ノ
里
ニ
ス
ミ
ケ
ル
カ
都
ナ
ル
妻
ノ
恋
シ
キ
時
シ
モ
月
ノ

白
ヲ
見
テ
ヨ
メ
ル
歌
也」

と、

よ
り
具
体
的
で
あ
る。

仮
に
こ
の
二
書
の
密
接

な
関
係
を
認
め
る
な
ら
ば、
『
弘
安
十
年
注
』

の
藤
原
清
経
の
詠
歌
の
心
情
も、
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月
影
に
喚
起
さ
れ
て
涌
く
「
都
ナ
ル
妻」
へ
の
思
い
に
よ
る
も
の
に
な
る。

月

影
に
よ
る
こ
う
し
た
働
き
か
け
は、

た
と
え
情
況
は
違
う
と
し
て
も、
『
大
和

物
語』

や
『
今
昔
物
語
集』
の
「
男」

に
対
す
る
月
影
の
役
割
と
変
わ
り
な

、

。

9
>、

本
曲
に
と
っ
て
み
の
が
せ
な
い
も
の
に、
『
宮
内
庁
本
古
今
集
抄』
（
以
下

『
宮
内
庁
抄』
と
略
す）

が
あ
る。

大
和
物
語
に、

信
濃
国
更
級
の
里
に、

母
に
送
て
男
有。

伯
母、

と
り
て

養
け
り。

生
長
の
後、

妻
を
設
け
た
り
け
る
が、

彼
伯
母
を
妻
に
く
み

て、
「
此
伯
母
を
捨
よ」

と
云、
「
し
か
ら
ず
は、

我
に
い
と
ま
を
え
さ
せ

よ」

と
い
ひ
け
れ
ば、
「
此
妻
寂
愛
な
る
に
よ
り
て、

伯
母
を、

貴
き
聴

聞
あ
り
と
す
か
し
て、

彼
伯
母
こ
そ
母
と
お
も
ひ
て
過
し
つ
る
に、

妻
の

云
事
に
つ
き
て、

峯
高
き
山
を
逐
越
て
す
て
A
け
り。

し
か
あ
れ
ど
も、

母
に
は
少
く
て
別
て、

彼
の
伯
母
に
こ
そ
生
立
ら
れ
つ
る
に
と
思
ひ
て、

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

目
も
あ
は
ず
お
き
ゐ
て、

な
げ
き
け
り。

八
月
十
五
夜
の
月
く
ま
な
く
彼

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

山
に
清
み
上
け
る
を
見
て、

こ
の
寄
を
ば
よ
め
り
け
り。

さ
て、

夜
も
あ

、
、
、

、
、
、

れ
く
れ
ば、

彼
所
へ
行
て、

伯
母
を
取
返
し
て
け
り。

妻
を
ば、

は
な
れ

、
、
、

に
け
り。

そ
れ
よ
り、

彼
山
を
伯
母
捨
山
と
い
へ
り。

も
と
の
名
は、

か

ぶ
り
山
と
い
ひ
け
る
也。

冠
巾
子
に
似
り
け
る
に
よ
り
て、
つ
け
侍
り
け

り。

月
名
所
也。

冒
頭
に、
「
大
和
物
語
に」

と
あ
り
な
が
ら、
『
大
和
物
語』
と
は、

二、

三

箇
所
違
っ
て
い
る。
こ
こ
で
注
目
し
て
よ
い
の
は、

妻
に
責
め
ら
れ、
「
此
妻

嵌
愛
な
る
に
よ
り
て」

伯
母
を
捨
て
る
が、

後
悔
の
歌
を
詠
ん
で
伯
母
を
取
り

返
し
た
後、
「
妻
を
ば、

は
な
れ
に
け
り」

と、

妻
と
別
れ
て
し
ま
っ
た
と
い

う
と
こ
ろ
で
あ
る。
こ
れ
は、
『
大
和
物
語』
に
は
見
え
な
い。
「
男」
の
心
に

働
き
か
け
る
「
月」
の
力
が
「
男」

を
改
心
さ
せ
た
と
説
話
は
語
ろ
う
と
し
て

い
る
の
で
あ
る。

極
端
な
男
の
心
境
転
換
で
あ
る。

月
と
男
と
の
関
係
か
ら
い

え
ば、

そ
の
よ
う
な
極
端
な
心
境
転
換
を
も
た
ら
し
た
の
は、
「
く
ま
な
く
彼

山
に
清
み
上
け
る」
「
八
月
十
五
夜
の
月」
の
は
た
ら
き
で
あ
っ
た
と
認
め
ら

れ
ね
ば
な
ら
な
い。

そ
こ
に
は
「
男」

を
改
心
さ
せ
た
月
の
浄
化
力
が
強
調
さ

れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る。

そ
れ
は
『
大
和
物
語』

や
『
今
昔
物
語
集』
よ
り
も

い
っ
そ
う
明
確
な
主
題
と
な
っ
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い。

先
に
紹
介
し
た
高
橋

氏
の
解
釈
は、

む
し
ろ
こ
の
中
世
古
今
注
の
本
文
に
つ
い
て
い
え
る
と
思
う。

こ
の
本
文
に
こ
そ
「
月」

を
眺
め
る
こ
と
の
中
世
的
意
味
が
深
く
捉
え
ら
れ
て

い
る
と
思
つ
の
で
あ
る。
「
月
影
は
男
の
心
の
う
ち
を
照
ら
す
（
浄
化
す
る）」

と
い
う
こ
の
説
話
の
主
題
に
は、

中
世
び
と
と
「
月」

と
の
構
造
が
み
ご
と
に

捉
え
ら
れ
て
い
る。

氏
に
言
及
は
な
い
が、

思
う
に、

そ
の
構
造
は、

仏
教

（
密
教）
の
観
想
法
の
ひ
と
つ
で
あ
る
月
輪
観
が
投
影
し
て
い
る。

嬢
捨
伝
説

は
後
景
で
し
か
な
い
と
思
わ
れ
て
き
た
「
月」

が
人
の
心
に
働
き
か
け
る
典
型

的
な
説
話
と
し
て
中
世
び
と
に
受
容
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
っ
て、
「
月」
こ
そ

ま
さ
に
伝
説
の
主
要
モ
チ
ー
フ
で
あ
っ
た
わ
け
で
あ
る。

た
だ
こ
の
説
話
で

は、

そ
れ
と
と
も
に
末
尾
に
「
月
名
所
也」

と
注
記
す
る
こ
と
に
よ
っ
て、

古

今
歌
が
「
名
月
賞
美
の
歌」
で
あ
る
と
い
う
余
地
を
残
す
解
釈
を
指
摘
し
て
い

る
点
は、

注
意
し
て
お
い
て
よ
か
ろ
う。

『
六
巻
抄』
の
記
事
は、
『
大
和
物
語』
と
ほ
と
ん
ど
変
わ
り
な
い
が、
『
大

和
物
語』
の
「
昔
の
ご
と
く
に
も
あ
ら
ず、

疎
な
る
こ
と
多
く」

が
ら
始
ま
る

男
の
心
境
変
化
の
描
写
が
省
略
さ
れ
て
い
る。

な
お
か
つ、
「
を
ば」
の
老
醜

を
憎
む
嫁
の
心
情
描
写
や
夫
に
告
げ
口
を
し
て
捨
て
る
こ
と
を
責
め
る
部
分

を、

簡
単
に
「
深
山
ニ
ス
ツ
ベ
キ
由
ヲ
イ
ヒ
テ」
と
縮
約
す
る。

も
っ
と
も、

前
の
記
述
と
重
複
す
る
か
ら、

省
略
し
縮
約
し
た
と
も
考
え
ら
れ
る。

が、

強

い
て
そ
の
意
味
す
る
も
の
を
探
る
と
す
れ
ば、

捨
て
る
よ
う
に
な
る
ま
で
の
過
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程
よ
り
は 、

捨
て
て
か
ら
の
話
の
展
開
に
比
重
を
置
こ
う
と
す
る
試
み
の
表
れ

と
も
言
え
る 。

従
っ

て 、

こ
こ
に
は 、

捨
て
た
後
に
な
っ

て 、

育
て
て
く
れ
た

伯
母
へ
の
恩
情
に
後
悔
し 、

明
る
＜
照
り
輝
く
月
光
に
心
を
照
ら
さ
れ
て
沸
き

上
が
る
伯
母
へ
の
思
い
に 、
「
な
ぐ
さ
め
か
ね
つ
」
と
い
う
歌
を
よ
ん
だ
「
男」

の
心
情
の
切
な
さ
が 、

強
調
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
え
る 。
『
六
巻
抄
』

の
著

者
は 、

男
の
そ
う
し
た
心
情
が
『
大
和
物
語
』

の
テ
ー

マ
と
見
て 、

そ
う
記
し

た
の
か
も
知
れ
な
い 。

男
の
切
な
い
思
い
が
強
調
さ
れ
れ
ば 、

そ
れ
だ
け
嫉
捨

山
の
名
月
の
役
割
も
大
き
く
な
る 。

以
上 、
「
わ
が
心」
の
歌
は 、
「
嫉
捨
伝
説
の
歌」
と
し
て
受
け
継
が
れ
て
い

る
の
が
圧
倒
的
で
あ
り 、
「
名
月
賞
美
の
歌」
と
じ
て
は 、

わ
ず
か
に
『
弘
安

十
年
注
』

の
み
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
判
明
し
た 。
『
宮
内
庁
抄
』

の
「
月
名

所
也」
と
い
う
末
尾
注
記
は 、
「
名
月
賞
美
の
歌
と
し
て
受
容
さ
れ
て
い
た
こ

と
の
痕
跡
を
見
せ
る
が 、

全
体
か
ら
す
れ
ば 、

娘
捨
山
の
月
の
名
所
た
る
こ
と

を
記
し
た
に
す
ぎ
な
か
ろ
う
か
ら 、
『
宮
内
庁
抄
』

も「
娘
捨
伝
説
の
歌」
の
範

疇
か
ら
出
て
い
な
い 。

た
だ
文
献
的
に
は
わ
ず
か
で
あ
っ

て
も 、

こ
の
歌
が

「
名
月
賞
美
の
歌」
と
し
て
愛
唱
さ
れ
て
い
た
と
い
う
伝
統
の
存
在
は 、

本
曲

の
解
釈
に
と
っ

て
重
要
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い 。

さ
ら
に 、
こ
こ
で

あ
ら
た
め
て
主
張
し
て
お
き
た
い
の
は 、

い
ず
れ
の
作
品
も
し
く
は
古
注
に
お

い
て
も 、

人
の
心
に
働
き
か
け
る
月
影
の
作
用
は 、

た
と
え
そ
の
強
弱
に
お
け

る
差
は
あ
る
も
の
の 、

認
め
得
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る 。

謡
曲
『
娯
捨
』

は 、

直
接
的
に
は
『
俊
頼
髄
脳
』

を
本
説
と
し
つ
つ
も 、

『
宮
内
庁
抄
』

に
代
表
さ
れ
る
よ
う
な
娯
捨
説
話
の
中
世
的
受
容
の
あ
り
よ
う

を
本
曲
の
中
に
継
承
•

発
展
さ
せ
よ
う
と
し
た
試
み
で
は
な
か
っ

た
ろ
う
か 。

四 、
『
娯
捨
』

の
老
女
と
月
と

次
に 、

謡
曲
『
娘
捨
』

に
表
れ
る
老
女
の
心
理
の
あ
り
よ
う
を
名
月
と
関
連

づ
け
て
考
え
て
み
る 。

『
嫉
捨
』

の
シ
テ
（
老
女
の
亡
霊）

は 、

都
か
ら
逢
々
と
媛
捨
山
の
名
月
を

愛
で
よ
う
と
訪
ね
て
き
た
旅
人
（
ワ
キ）
の
前
に 、

里
の
女
を
装
っ

て
現
わ
れ

る 。

そ
し
て
隈
な
き
空
の
景
色
を
眺
め 、
「
い
か
に
今
宵
の
月
の
面
白
か
ら
ん

ず
ら
ん」
と 、

今
宵
の
名
月
に
期
待
を
寄
せ
る 。

と
こ
ろ
が 、

躾
捨
伝
説
の
ゆ

か
り
の
地
を
ワ
キ
に
問
わ
れ
る
こ
と
に
よ
っ

て 、

話
題
は
一
変
し 、

老
女
が
捨

て
ら
れ
て
そ
の
ま
ま
山
中
に
死
ん
だ
話
や 、

そ
の
伝
説
の
場
所
を
め
ぐ
る
今
の

陰
惨
な
山
の
雰
囲
気
を
語
る
セ
リ
フ
が
暫
く
続
く 。
こ
れ
は
ま
さ
に 、

老
女
自

ら
の
心
象
風
景
の
描
写
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う 。

名
月
に
対
す
る
期
待
感
満
ち

た
セ
リ
フ
か
ら 、

本
稿
の
冒
頭
に
挙
げ
た
よ
う
な 、

陰
惨
な
セ
リ
フ
ヘ
の
ト
ー

ン
の
急
転
換
は 、

ワ
キ
の
こ
の
問
い
に
よ
る
も
の
と
い
う
こ
と
に
注
目
し
た

い 。

引
き
続
き 、

ワ
キ
が
名
月
を
賞
美
し
よ
う
と
し
て
遠
く
よ
り
訪
ね
て
き
た

こ
と
を
シ
テ
は
喜
び 、

ワ
キ
の
夜
遊
を
慰
め
よ
う
と
約
束
す
る 。

そ
し
て 、

自

分
の
正
体
や
「
執
心
の
闇
を
晴
ら
さ
ん
と」

仲
秋
ご
と
に
出
現
す
る
こ
と
を
明

か
し 、

姿
を
消
す 。
こ
れ
ま
で
が
前
場
で
あ
る 。

後
場
に
入
っ

て 、

名
月
が
出 、

旅
人
た
ち
が
先
ず
そ
の
「
面
白」
に
興
じ

る 。

そ
こ
に
老
女
の
亡
霊
が
登
場
し 、

同
じ
く
名
月
の
「
面
白」

を
賞
美
す

る 。

し
か
し 、

旅
人
た
ち
が
専
ら
興
に
乗
じ
て
い
る
の
に
比
べ

、

老
女
は 、

名

月
を
賞
美
し
な
が
ら
も
今
の
折
が
過
ぎ
去
る
こ
と
を
早
く
も
予
想
し
て
惜
し

み 、

感
動
の
絶
頂
の
半
面
に
今
の
折
に
対
す
る
並
々
な
ら
ぬ
執
心
を
漂
わ
せ
て

い
る 。

そ
し
て
老
女
は 、
「
昔
と
だ
に
も
思
は
ぬ
ぞ
や」
（
昔
捨
て
ら
れ
た
と
き

(

11

)
 

と
同
じ
月
だ
と
は
と
て
も
思
え
な
い）
と
い
う
セ
リ
フ
を
付
け
加
え
る 。

昔
の
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月
は、

捨
て
ら
れ
た
と
い
う
実
感
の
も
と
に、

悲
し
く
淋
し
く
眺
め
た
月
で
あ

ろ
う。

そ
の
月
も
美
し
い
名
月
で
は
あ
っ
た
が、

故
郷
へ
の
思
い
を
喚
起
す
る

月
で
も
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。

要
す
る
に、

感
動
と
悲
し
み
を
同
時
に
味
わ
せ

た
月
だ
っ
た
と
見
て
よ
い
。

前
場
に
お
い
て、

ワ
キ
に
伝
説
の
あ
り
か
を
問
わ

れ
た
と
き、

陰
惨
な
ト
ー
ン
の
セ
リ
フ
に
転
調
し
た
所
以
も、

月
の
半
面
に
お

け
る
こ
の
よ
う
な
緊
り
に
あ
る
で
あ
ろ
う。

〔
掛
け
合〕

に
入
っ
て
老
女
は、

ワ
キ
の
誘
い
に
導
か
れ
夜
遊
に
身
を

委
ね

る
の
だ
が、
〔
上
ゲ
歌〕

に
入
り、

次
の
よ
う
な
詞
章
が
あ
ら
わ
れ
る
こ
と
は

見
逃
せ
な
い
。

盛
り
更
け
た
る
女
郎
花
の

／
＼

草
衣
し
ほ
た
れ
て

昔
だ
に
捨
て
ら

れ
し
ほ
ど
の
身
を
知
ら
で

ま
た
娘
捨
の
山
に
出
で
て

面
を
さ
ら
し
な

の

月
に
見
ゆ
る
も
恥
づ
か
し
や

よ
し
や
な
に
ご
と
も
夢
の
世
の

な

か
な
か
言
は
じ
思
は
じ
ゃ

思
ひ
草
花
に
愛
で

月
に
染
み
て
明
か
さ
ん

「
月
に
見
ゆ
る
も
恥
づ
か
し
や
」

は、

前
に
『
申
楽
談
儀
』

に
言
及
さ
れ
て

い
る
芸
談
と
し
て
触
れ
た
が、
「
何
で
も
知
っ
て
い
る
月
に
見
ら
れ
る
の
が
恥

(

12

)
 

か
し
い
」

と
い
う
伊
藤
正
義
氏
の
解
釈
は、
『
申
楽
談
儀
』

の

「
月
を
本
に
」

す
べ
き
だ
と
い
う
世
阿
弥
の
論
と
通
じ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
〔
上
ゲ

歌〕

か
ら
は、

老
女
は
己
の
老
醜
を
嘆
き、

昔
捨
て
ら
れ
た
こ
と
を
辛
い
思
い

と
し
て
胸
中
の
か
た
わ
ら
に
秘
め
て
い
る
こ
と
が
読
め
る
が、

前
に
「
昔
と
だ

に
も
思
は
ぬ
ぞ
や
」

と
い
っ
た
と
き
の
昔
へ
の
思
い
の
あ
り
よ
う
が、

こ
う
し

た
と
こ
ろ
か
ら
も
説
明
さ
れ
る
。

こ
の
よ
う
な
思
い
が、
「
何
で

も
知
っ
て
い

る
月」

に
照
ら
さ
れ
て、

明
る
み
に
出
る
こ
と
を
恥
じ
ら
っ

て
い

る。

老
女

は、

月
を
単
な
る
美
的
対
象
と
し
て
眺
め
る
わ
け
で
は
な
く、

そ
れ
に
あ
る
種

の
力
を
感
じ
て
い
る
。

前
場
の
終
り
に
「
執
心
の
闇
を
晴
ら
さ
ん
と
」

名
月
の

出
る
仲
秋
ご
と
に
現
わ
れ
る
の
だ
と
明
か
し
た
の
も、

満
月
に
己
の
執
心
を
晴

ら
す
力
を
求
め
て
の
言
葉
で
あ
る
。

老
女
に
と
っ
て
の
娯
捨
山
の
月
と
は、

美

的
対
象
で
あ
る
に
と
ど
ま
ら
ず、

そ
れ
以
上
に、

あ
る
超
越
的
な

存
在
と
し

て、

人
の
心
に
働
き
か
け
る
力
を
持
つ
も
の
で
も
あ
る
と
い
う
意
味
が、

こ
の

「
月
に
見
ゆ
る
も
恥
づ
か
し
や
」

に
秘
め
ら
れ
て
い
る
の
で

あ
る。

し
か
し、

そ
の
直
後
に
「
よ
し
や
な
に
ご
と
も
夢
の
世
の
な
か
な
か
言
は
じ
思
は
じ
ゃ
」

と、
一

転
し
て
全
て
を
諦
め
よ
う
と
す
る
セ
リ
フ
を
は
く
の
は
重
要
で
あ
る
。

「
よ
し
や
」

は、

気
を
取
り
直
す
意
の
発
語
で
あ
る
こ
と
に
注
目
し
た
い
。

文

脈
か
ら
す
れ
ば、

老
醜、

捨
て
ら
れ
た
恨
み、

さ
ら
に
は
死
後
ま
で
も
持
ち
続

け
て
い
る
閻
浮
へ
の
執
心
等
々
、

そ
れ
ら
を
断
ち
切
っ
て
名
月
の
賞
美
に
浸
ろ

う
と
試
み
る
と
い
っ
た、

い
わ
ば
セ
リ
フ
の
転
調
が
読
み
取
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
の
急
激
な
転
調
は、

老
女
の
眺
め
る
「
月」

が、

超
越
的
な
月
か
ら
一

転
し

て、

美
的
感
動
を
味
わ
せ
る
名
月
へ
と
変
わ
っ
た
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。

月

に
己
の
執
心
を
晴
ら
す
力
を
求
め、

な
お
そ
れ
に
美
的
感
動
を
求
め
る
。
一

見

矛
盾
し
た
方
向
に
老
女
の
願
望
は
引
き
裂
か
れ
る
。

こ
こ
に
老
女
の
心
理
に
お

け
る
二
律
背
反
が
起
こ
る
所
以
が
あ
る
。

こ
の
〔
上
ゲ
歌〕

の
二
つ

の

詞
章

は、

老
女
の
心
に
即
し
つ
つ
も、

本
説
に
系
譜
す
る
「
月」

の
二
義
性
を
引
き

受
け
て
あ
ま
す
と
こ
ろ
が
な
い
。
「
月」

を
前
に
し
て、

老
女
の

心
は、

い
わ

ば
「
浄
化」

と
「
美
」

と
の
間
に
揺
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

や
が
て、
〔
ク
リ〕
〔
サ
シ
〕
〔
ク
セ
〕

に
入
っ
て、

老
女
は、

名
月
へ
の
興

が
高
ま
っ
た
あ
ま
り、

月
を
大
勢
至
菩
薩
に
見
立
て、

つ
い
に
は、

い
う
な
れ

ば
「
浄
土
幻
想
」

を
見
る
。

特
に
〔
ク
セ
〕

の
初
め
の
、

さ
る
ほ
ど
に

三
光
西
に
行
く
こ
と
は

衆
生
を
し
て
西
方
に

勧
め
入

れ
ん
が
た
め
と
か
や

月
は
か
の
如
来
の

右
の
脇
侍
と
し
て

有
縁
を

こ
と
に
導
き

重
き
罪
を
軽
ん
ず
る

無
上
の
力
を
得
る
ゆ
え
に

大
勢

至
と
は
号
す
と
か
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と
い
う
く
だ
り
は、

曲
舞
に
系
譜
す
る
詞
章
と
み
ら
れ
る
が、

そ
れ
は
単
に
大

勢
至
菩
薩
を
賛
嘆
す
る
だ
け
の
詞
章
で
は
決
し
て
な
い
。

宗
教
的
陶
酔
境
に
あ

る
老
女
の
心
を
は
や
す
詞
章
と
見
ね
ば
な
ら
な
い
。

老
女
の
姿
態
に
は、

西
方

浄
土
へ
の
憧
れ
が
漂
い、
「
執
心
の
闇」

を
晴
ら
さ
ん
と
い
う
目
的
が
窺
え
る

か
く
て
老
女
は、

極
楽
浄
土
の
輝
か
し
い
幻
想
を
垣
間
み、
一

瞬
救
済
さ
れ
る

至
福
を
味
わ
う。

し
か
し、

浄
土
幻
想
を
見
る
老
女
の
歓
喜
は、

い
つ
ま
で
も

続
く
わ
け
で
は
な
い
。

老
女
は
幻
想
か
ら
醒
め
て
し
ま
う
の
で
あ
る。
「
浄
土

幻
想」

か
ら
の
こ
う
し
た
覚
醒
は、

次
の
よ
う
な
〔
ク
セ
〕

の
終
り
の
く
だ
り

か
ら
読
め
る。

光
も
影
も
お
し
並
め
て

到
ら
ぬ
隈
も
な
け
れ
ば

無
辺
光
と
は
名
づ
け

た
り

し
か
れ
ど
も
雲
月
の

あ
る
時
は
影
満
ち

ま
た
あ
る
時
は
影
欠

く
る

有
為
転
変
の
世
の
中
の

定
め
の
な
き
を
示
す
な
り

幻
想
の
果
て
に、
老
女
は
月
を
「
無
辺
光」
（
大
勢
至
菩
藷
の
別
称）

と
観
じ

る
に
至
る
が、
「
し
か
れ
ど
も」

と
い
う
逆
接
の
接
続
詞
に
続
く
転
調
に
よ
り、

老
女
の
陶
酔
は
醒
め
た
と
み
て
よ
い。

幻
想
か
ら
醒
め
た
彼
女
に
と
っ
て、

月

は
も
は
や
「
無
辺
光」

で
は
な
く、

単
な
る
日
常
の
月
と
し
て
の
「
雲
月」

に

過
ぎ
な
い
。

こ
の
覚
醒
に
は、

前
述
の
よ
う
な
老
女
の
心
理
に
お
け
る
背
反
が

働
き
か
け
て
い
る
の
で
あ
ろ
う。
（
こ
の
く
だ
り
に
つ
い
て
は、

次
の
節
に
更

に
述
べ
る。）

彼
女
に
と
っ
て
月
は、

も
は
や
執
心
の
浄
化
力
ヘ
の
願
望
を
越
え
て、

却
っ

て
そ
の
皓
々
た
る
光
に
よ
っ
て、

心
の
奥
底
に
秘
め
た
昔
へ
の
な
つ
か
し
き
思

い
を
照
ら
し、

そ
れ
を
呼
び
起
こ
す
の
で
あ
る。
「
月」

は
彼
女
の
心
に
愛
執

を
か
き
立
て
る。

引
続
き、

昔
恋
し
き
夜
遊
の
袖

と
歌
っ
て、

老
女
は
切
な
い
昔
へ
の
思
い
を
乗
せ
た
「
序
の
舞」

を
舞
う。

五、
『
嫉
捨
』

の
「
詰
め
」

「
月」

の
美
が
彼
女
の
執
心
を
か
き
立
て
て
の
舞
で
あ
る。

永
劫
に
中
有
に
さ

ま
よ
わ
ね
ば
な
ら
な
い
老
女
の
悲
し
み
が
こ
の
「
序
の
舞」

に
は
秘
め
ら
れ
て

い
る
と
み
て
よ
い
。

こ
こ
の
「
昔」

は、

捨
て
ら
れ
た
と
き
と
は
限
ら
ず、

そ

れ
以
前
の
と
き
を
も
含
ん
で
い
る。

そ
し
て
老
女
は、

昔
よ
ん
だ
「
わ
が
心
」

の
歌
を
も
う
一

度
詠
む。

こ
の
歌
は、

前
場
に
も
捨
て
ら
れ
た
そ
の
昔
詠
ん
だ

と
し
て
引
い
て
あ
る。

し
か
し、

今
舞
台
上
で
詠
ん
で
い
る
歌
と
昔
の
そ
れ
と

の
間
に
は、

意
味
上
の
隔
た
り
が
あ
る。

今
の
「
な
ぐ
ざ
め
か
ね
つ
」

心
に

は、

昔
の
そ
の
心
に
加
え
て、

ど
う
し
て
も
捨
て
切
れ
な
い
こ
の
世
へ
の
「
執

心
」

が
添
加
さ
れ
る。

そ
の
「
執
心
」

を
月
の
浄
化
力
に
す
が
っ
て
浄
め
よ
う

と
し
た
が、

月
そ
の
も
の
の
も
つ
「
美」

の
反
作
用
に
よ
り、

却
っ
て
「
執

(
13)
 

心
」

は
喚
起
さ
れ
る
の
で
あ
る。

老
女
は
月
に
救
済
を
求
め、

救
済
さ
れ
ず、

却
っ
て
喚
起
さ
れ
る
「
執
心
」

が
い
や
ま
す
こ
と
に
「
な
ぐ
さ
め
か
ね
」

る
の

で
あ
る。

か
く
て
彼
女
は
も
は
や
救
済
を
諦
め
た
た
め
か、

返
せ
や
返
せ

昔
の
秋
を

思
ひ
出
で
た
る

妄
執
の
心

や
る
方
も
な

き

今
宵
の
秋
風

身
に
し
み
じ
み
と

恋
し
き
は
昔

偲
ば
し
き
は
閻

浮
の

秋
よ
友
よ

と、

中
有
に
さ
迷
う
亡
霊
と
し
て
の
こ
の
世
へ
の
激
し
い
「
執
心
」

に
苛
ま
れ

る。

や
が
て、

夜
が
明
け
は
じ
め、

昔
と
同
様
に
老
女
は
ま
た
一

人
山
中
に
残

さ
れ
て、
『
娯
捨』
一

曲
は
終
る
の
で
あ
る。

こ
こ
で
は
前
に
み
た
〔
ク
リ〕
〔
サ
シ
〕
〔
ク
セ
〕

の
部
分
に
本
曲
の
主
題
を

構
成
す
る
プ
ロ
ッ
ト
が
あ
る
こ
と
を、

世
阿
弥
の
作
能
論
か
ら
補
っ
て
お
く。

そ
し
て、
〔
ク
セ
〕

の
終
り
に
見
ら
れ
る
前
述
の
よ
う
な
急
激
な
心
境
変
換
に

こ
そ
主
題
が
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る。
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世
阿
弥
の
作
能
論
に、
一

曲
の
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
を
意
味
す
る
「

詰
め
」

と

「
本
説」

と
の
相
関
を
迩
べ
て
い
る
所
が
い
く
つ
か
あ
る
が、
「

本
説」

と
「
詰

め
」

の
仕
組
に
関
す
る
具
体
的
な
方
法
論
を、

作
能
論
に
お
け
る
キ
ー
ポ
イ
ン

ト
と
し
て
子
の
元
能
に
言
い
聞
か
せ
た
の
が
『
三
道
』

の
次
の
よ
う
な
記
述
で

あ
る
。

能
に
は、

本
説
の
在
所
あ
る
べ
し
。

名
所
・

旧
跡
の
曲
所
な
ら
ば、

其
所

の
名
歌
・

名
句
の
言
葉
を
取
る
こ
と、

能
の
破――一
段
の
内
の、

詰
め
と
覚

し
か
ら
ん
在
所
に
書
く
べ
し
。

是
能
の
堪
用
の
曲
所
な
る
べ
し
。

末
尾
の
文
句
の
「
是
能
の
堪
用
の
曲
所
な
る
べ
し
」

と
い
う
所
か
ら
し
て、

こ
の
部
分
は、

能
を
作
る
こ
と
に
お
け
る
基
本
的
な
心
得
に
な
っ
て
い
た
と
見

て
よ
い
。
『
娘
捨』

も
「
名
所
・

旧
跡
に
よ
っ
て
作
ら
れ
た
曲」

で
あ
る
か
ら、

逆
に
言
っ
て、

そ
の
土
地
の
名
歌
の
「
わ
が
心
」

の
歌
が
取
り
入
れ
ら
れ
て
い

る
所
が、

こ
の
作
品
の
「
破
三
段
の
内
の、

詰
め
と
覚
し
か
ら
ん
在
所」

で
あ

る
と
推
定
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
。

そ
れ
に
加
え
て、

曲
全
体
の
構
成
か
ら
し

て、
「
わ
が
心
」

の
歌
が
置
か
れ
て
い
る
所
が
「
破
三
段」

の
内
の
山
場
あ
た

り
と
言
え
る
の
で、

前
述
の
ご
と
き
推
定
は、

よ
り
妥
当
と
考
え
る。

よ
っ

て、

闘
曲
『
嫉
捨』

に
お
け
る
「
詰
め
と
覚
し
か
ら
ん
在
所」

は、
〔
ク
セ
〕

の
終
り
か
ら
「
わ
が
心
」

の
歌
ま
で
と
考
え
ら
れ
る。

〔
ク
セ
〕

は、

シ
テ
が
躾
捨
山
の
名
月
の
清
明
さ
に
照
ら
さ
れ
て、

月
の

本

地
仏
た
る
大
勢
至
菩
薩
を
観
想
す
る
セ
リ
フ
か
ら
始
ま
る。

そ
し
て、

そ
の
大

勢
至
に
お
け
る
「

有
縁
を
こ
と
に
導
き

重
き
罪
を
軽
ん
ず
る

無
上
の
力
を

得」

ら
れ
る
仏
徳
を
語
り、

絢
爛
た
る
極
楽
浄
土
の
描
写
に
入
る
。

こ
れ
は
シ

テ
の
心
理
の
推
移
か
ら
す
れ
ば、

月
輪
の
浄
化
力
に
寄
せ
る
シ
テ
の
欣
求
浄
土

の
心
理
が
強
く
伝
わ
っ
て
く
る
と
こ
ろ
と
察
せ
ら
れ
る。

と
こ
ろ
が
そ
う
し
た
老
女
の
心
の
志
向
性
に
は、

前
に
も
述
べ
た
通
り、

こ

こ
で
大
勢
至
の
別
称
で
あ
る
「
無
辺
光」

か
ら
「
雲
月」

へ
と
い
っ
た
転
換
が

あ
っ
た
と
読
み
取
れ
る
の
で
あ
る。

つ
ま
り、
「

浄
土
幻
想
」

の
陶
酔
か
ら
一

転
し
て
日
常
の
意
識
へ
と
覚
醒
す
る
の
で
あ
る
。

覚
醒
し
た
目
か
ら
眺
め
た
月

は
「
雲
月」

で
あ
っ
て、

そ
れ
は
ま
た
世
の
俊
さ
を
示
す
も
の
で
あ
っ
た。

そ

れ
は、
「
し
か
れ
ど
も
雲
月
の

あ
る
時
は
影
満
ち

ま
た
あ
る
時
は
影
欠
く

る
有
為
転
変
の

世
の
中
の

定
め
の
な
き
を
示
す
な
り」

と
い
う
月
の
満
ち

欠
け
か
ら
諦
念
さ
れ
る
老
女
の
無
常
感
と
し
て
表
わ
さ
れ
て
い
る
。

つ
ま
り、

世
に
俊
さ
を
感
ず
る
日
常
の
意
識
世
界
に
突
き
戻
さ
れ
る
の
で
あ
る。

そ
し
て

も
っ
ぱ
ら
「
昔
恋
し
」

き
心
情
を
舞
に
乗
せ、
「

や
る
方
も
な
き

妄
執
の
心
」

に
苛
ま
れ、

老
女
の
心
情
は
「

な
ぐ
さ
め
か
ね
」

る
の
で
あ
る
。

そ
れ
は
中
有

を
さ
ま
よ
う
老
女
に
と
っ
て
永
劫
に
繰
り
返
さ
れ
る
飛
翔
と
回
帰
な
の
で
あ
ろ

う
つ。そ

の
よ
う
な
老
女
の
内
面
に
さ
す
い
わ
ば
光
と
影
と
は、

月
の
二
面
性
に
基

づ
く
も
の
で
あ
る
こ
と
が
読
み
と
れ
る
。
「
月」

は
ま
さ
に
救
済
の
光
と
美
の

光
と
い
っ
た、

相
反
す
る
光
を
老
女
に
照
ら
し
か
け
る
の
で
あ
る
。

老
女
に
お

け
る
娯
捨
山
の
月
は、

そ
の
清
明
さ
の
持
つ
宗
教
的
浄
化
力
を
感
ぜ
し
め
る
一

方、

日
常
の
月
と
し
て
の
「
雲
月」

の
示
す
移
り
変
わ
る
位
相
に
よ
っ
て、

世

の
無
常
を
感
ぜ
し
め、

却
っ
て
こ
の
世
へ
の
執
心
を
喚
起
す
る
と
い
う
面
を
も

持
つ
。
「

雲
月」
が
老
女
自
ら
の
迷
妄
す
る
心
象
風
景
の
中
の
月
で
あ
っ
て
み
れ

ば、

老
女
は、

自
ら
己
を
迷
妄
の
悲
し
み
に
閉
ざ
し
込
ん
で
い
る
と
見
る
べ
き

で
あ
ろ
う。

老
女
の
内
面
に
お
い
て
は、
「
雲
月」

の
美
が
老
女
の
心
を
魅
き

寄
せ、

現
世
へ
の
執
心
に
駆
り
立
て
る
の
で
あ
る
。

老
女
に
お
け
る
「
雲
月」

の
「
雲」

と
は、

ま
さ
に
そ
う
し
た
迷
妄
の
象
徴
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う。

現

世
へ
の
執
心
が
救
い
へ
の
願
望
に
勝
り、

そ
の
「
や
る
か
た
も
な
き
妄
執
の

心
」

に
老
女
は
嘆
く
の
で
あ
る
。

結
局、

月
の
二
面
性
を
見
た
の
も
老
女
自
ら
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こ
れ
ま
で
考
察
し
て
見
た
通
り、

モ
チ
ー
フ
歌
に
お
け
る
歌
意
の
解
釈
の
二

つ
の
方
向
性
は、

本
曲
の
本
説
の
世
界
（
以
下、
「
本
説
群」

と
略
す
）

に
お

い
て
は、
「
嫉
捨
伝
説
の
歌」

と
し
て
理
解
さ
れ
た
の
が
圧
倒
的
で
あ
っ
た
が、

世
阿
弥
の
説
曲
『
嫉
捨』

に
至
っ
て
は、

モ
チ
ー
フ
歌
の
二
つ
の
解
釈
が
シ
テ

の
心
の
屈
折
を
映
発
す
る
か
た
ち
で
内
面
化
さ
れ、

脚
色
・

創
作
さ
れ
て
い
る

の
で
あ
る
。

救
済
へ
の
願
望
に
も
ま
さ
る
名
月
へ
の
「
執
心
」

と
は、

そ
れ
こ

そ
切
な
い
愛
執
に
他
な
る
ま
い
。

中
有
の
存
在
と
し
て
の
老
女
の
亡
霊
に
お
け

る
「
わ
が
心
」

の
歌
と
は、

他
な
ら
ぬ
「
名
月
賞
美
の
歌」

な
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が、

本
曲
の
本
説
群
に
「
嬢
捨
伝
説
の
歌」

と
し
て
の
潤
色
或
い
は

六、

結

び

で
あ
っ
て
み
れ
ば、

終
局
に、

昔
と
同
じ
よ
う
に、

再
び
捨
て
ら
れ
る
よ
う
に

な
る
の
も、

老
女
自
身
の
屈
折
し
た
心
理
に
よ
る
も
の
に
ほ
か
な
る
ま
い
。

こ

う
し
た
老
女
の
境
遇
は、

御
伽
草
子
『
小
町
草
紙
』

に
業
平
の
語
る
女
性
一

般

の
境
遇
を
思
わ
せ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

さ
ら
ぬ
だ
に、

女
は
罪
深
く
し
て、

業
障
の
雲
あ
つ
く、

真
如
の
月
も
晴

れ
や
ら
ず。

心
の
水
も
濁
り
つ
A
、

思
ひ
と
思
ふ
こ
と
は、

悪
業
煩
悩
の

(
14)
 

絆
な
り。

『
嫉
捨』

の
老
女
も、
「
雲
月」

の
ま
わ
り
に
さ
し
か
か
る
雲
に、

「
真
如
の

月」

へ

向
か
う
心
が
包
ま
れ
た
の
で
あ
ろ
う。

そ
れ
に
よ
っ
て、

老
女
の
「
心

の
水」

は
濁
り、

屈
折
し、

煩
悩
か
ら
逃
れ
得
な
い
で
い
る。

そ
し
て、

煩
悩

し
な
が
ら
も、
「
や
る
方
も
な
き
妄
執
の
心
」

を
抱
く、

自
ら
の
矛
盾
し
た

内

面
に、

老
女
は
「
慰
め
か
ね
」

る
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
老
女
の
心
理
的
葛
藤

が
描
か
れ
て
い
る
と
こ
ろ
に、
『
嫉
捨』
一

曲
の
「
詰
め
」

は
お
か
れ
て
い
る

の
で
あ
る。

理
解
が
圧
倒
的
で
あ
る
と
し
て
も、

そ
れ
ら
に
一

貫
し
て
窺
え
る
も
の
は、

詠

者
の
心
情
へ
の
月
影
の
働
き
か
け
で
あ
っ
た
。

世
阿
弥
は
『
娯
捨』

の
本
説
を

求
め
る
に
当
た
っ
て、

本
説
群
を
貫
い
て
窺
え
る
こ
う
し
た
月
影
の
働
き
か
け

に
着
目
し
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か。

世
阿
弥
能
楽
論
の
『
三
道
』

に、

又、

作
能
と
て、

さ
ら
に
本
説
も
な
き
事
を
新
作
に
し
て、

名
所
・

旧
跡

の
縁
に
作
な
し
て、
一

座
見
風
の
曲
感
を
な
す
事
あ
り。

是
は、

極
め
た

(
15)
 

る
達
人
の
オ
学
の
〔
態〕

な
り。

と
あ
る
。

読
み
人
も
詞
書
も
な
い
『
古
今
集』

の
歌
を
本
説
と
し
た
『
嫉
捨』

で
あ
っ
て
み
れ
ば、
『
娘
捨』

も
「
作
り
能」

に
近
い
と
言
え
よ
う。

そ
れ
を

「
名
所
旧
跡
の
縁
に
作
り
な
し
て
」
一

座
の
見
物
の
感
心
を
か
ち
得
よ
う
と
し

た
世
阿
弥
の
試
み
が、

前
に
述
べ
た
『
娯
捨』
一

曲
の
「
詰
め
と
覚
し
か
ら
ん

在
所」

に
表
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

つ
ま
り、

世
阿
弥
は、

人

の
心
情
へ
の
月
影
の
働
き
か
け
に
着
目
し
て、

老
女
の
名
月
へ
の
愛
執
を
描
こ

う
と
試
み、
「
詰
め
と
覚
し
か
ら
ん
在
所」

に、

救
済
へ
の
願
望
に
も
ま
さ
る

名
月
の
「
美」

へ
の
愛
執
故
に
救
済
さ
れ
ず、

却
っ
て
激
し
い
妄
執
に
陥
っ
て

し
ま
う
と
い
っ
た、

劇
的
な
展
開
を
設
定
し
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る。

こ

う
し
た
構
成
に
こ
そ、
「
一

座
見
風
の
曲
感」

を
か
ち
得
よ
う
と
し
た

世
阿
弥

の
狙
い
は
表
れ、

こ
の
よ
う
な
と
こ
ろ
に
『
娘
捨』
一

曲
に
お
け
る
彼
の
「
極

め
た
る
達
人
の
オ
学
の
〔
態〕
」

は、

発
揮
さ
れ
た
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う。

本
曲
の
主
題
と
は、

以
上
の
よ
う
に、

名
月
へ
の
愛
執
故
に
救
済
さ
れ
ぬ
老
女

を
描
き、
「
詰
め
」

に
見
え
る
こ
う
し
た
構
成
に
よ
っ
て、

そ
の
愛
執
の

切
な

さ
を
強
調
し
よ
う
と
し
た
と
こ
ろ
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
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（
筑
波
大
学
博
士
課
程

文
芸
・

言
語
研
究
科
文
学） 一

九
八

注
(

1
)

小
西
甚
一
、
「
作
品
研
究
＾
娯
捨
＞
」
（
『
観
世
』

昭
和
四
五
・

九
）

(
2
)

伊
藤
正
義
校
注、

古
典
集
成
本
『
謡
曲
集
』

上、
「
各
曲
解
題
」

四
一

九
頁。

(
3
)

小
山
弘
志
他
校
注、

古
典
全
集
本
『
謡
曲
集
』
一
。

(
4
)

本
文
引
用
は、

前
掲
古
典
集
成
本
『
囲
曲
集
』

に
拠
る。

以
下
同
じ。

(
5
)

岩
波
思
想
大
系
『
世
阿
禰
．

禅
竹
』

補
注
一

六
四
参
照。

(
6
)

同
前
書、

二
六
八
頁、

頭
注。

(

7

)

市
村
宏
「
娘
捨
ー
能
と
文
芸
地
理
」
（
『
宝
生
』

昭
和
三
六
·
1

0)

に
詳
し

‘,
0
 

(
8
)

高
橋
文
二
、
「
王
朝
女
流
文
学
に
表
れ
た
月
影
の
視
点
」
（
『
国
語
と
国
文
学
』

昭
和
五
―
·
1

0)。

(
9
)

片
桐
洋
一

『
中
世
古
今
集
注
釈
書
解
題
』
（
赤
尾
照
文
堂、

昭
和
四
六
年
）

に
よ
れ
ば、
「
わ
が
心
」

の
歌
の
注
釈
は、
『
弘
安
十
年
古
今
集

歌

注
』
『
宮
内

庁
本
古
今
集
抄
』
『
六
巻
抄
』
『
両
度
聞
書
』
『
古
今
和
歌
集
灌
頂
口
伝
』
『
蓮
心

院
殿
説
古
今
集
注
』

な
ど
に
見
え
る
が、
『
嬢
捨
』

の
作
者
と
さ
れ
る
世

阿

彊

の
年
代
と
注
釈
書
の
成
立
時
期
を
考
え
て、

こ
こ
で
は、

前
三
書
を
考
察
の
対

象
と
す
る。

(
10
)
「
未
刊
国
文
古
注
釈
大
系
」

第
四
巻
所
収
『
古
今
集
註
』

に
拠
る。

(

11

)

古
典
全
集
本
『
謡
曲
集
』

上、

四
二
0
頁。

(
12
)

古
典
全
書
本
『
謡
曲
集
』

上、

二
四
一

頁。

(
13
)

相
良
亨、
「
『
娘
捨
』

の
孤
絶
」
（
『
季
刊
日
本
思
想
史
』

第
二
四
号、

四）

八
三
頁。

(
14
)

市
古
貞
次
校
注、

古
典
大
系
本
『
御
伽
草
子
』

九
一

頁。

(
15
)

引
用
文
は、

前
掲
『
世
阿
張
禅
竹
』
一

三
四
頁
よ
り。
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