
『
一
心
五

戒
魂

』
論

1

一
つ
の
浄
瑠
璃
試
論
と
し
て
ー

田

川

邦

子

豊

心
五
戒
魂
』
と

い
う
浄
瑠
璃
は
何
か
気

に
な
る
作

品
で
あ

る
。

歴
史

に
名

の
残

る
荒
法
師
文
覚
を
主
人

公

と

す

る
五
段
組
織

の
作
品
で
あ

り
、
作
者

を
果

し
て
近
松
門
左
衛
門

と
断
じ

て
よ
い
か
ど
う
か
、

こ
の
点

に
つ

い
て
は

一
抹

の
不
安

は
あ

る
も

の
の
、
諸

々
の
近

松

研

究

家

の
意
見

に
従
え

ぽ
、
や
は
り
近
松
作

と
見
て
誤

り
は
な
さ
そ
う
に
思
わ
れ

る
。
初
演

は
元
禄
十

一
年

(
一
六
九
八
年

)。
文

覚

の
生
歿

年
は
定

か
で
は
な
い
が
、
だ

い
た
い
こ
の

一
七
〇
〇
年
前
後

は
古
代

末
期
か
ら
中
世
初
頭

に
か
け
て

の
動
乱
期

か
ら
数
、兄

て
五
百
年

に
当
り
、
動
乱

の
中
に
歿

し
て
行

っ
た
人

々
へ
の
思

い
が
新

た
に
甦

え

る
時
期

で
も
あ

っ
た
。

『
一
心
五
戒
魂
』
が
文

覚
歿
後
五
百
年
を
記
念

し
て

興
行

さ
れ

た
な
ど

と
い
う
記
録

は
勿
論
な

い
が
、

こ
の
時
期

に
文
覚
を
主
人
公

に
す

る
作
品
が
書

か
れ
、
上
演
さ
れ

て
も

よ
い
歴
史
的
意
義
ば
大

い
に
あ

っ
た

と
思

わ
れ
る
。

と
は

い

っ
て
も
こ

の
作
品

の
背
景

は
頗

る
複
雑

で
、
先
行
作
品

に
延
宝
九
年

以
前
成
立
と
見
做

さ
れ
る

『鳥

羽
恋

塚
物

語
』
が

あ
り
、

そ

の

一
部
が

『
一
心

五
戒
魂
』

に
取
り
込
ま
れ
、

転
用
さ
れ
て

い
る

こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。

『
鳥
羽
恋
塚
物
語
』
は
、
宇
治

加
賀
掾

の
段
物
集

『
大
竹
集
』

(
延
宝
九
年

六

月
刊
)

に
、
「
為
若
道
行
」
と

「
勧
進
帳
」
が
収

め
ら
れ

て
い
る
と

こ
ろ
か
ら
、

加
賀
掾
が
語

っ
た
作
品
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
が
、
作

者
が
果
し
て
近
松
門
左
衛

門

で
あ

っ
た
か
ど
う

か
は
こ
れ
ま

た
は

っ
き

り

し

な

い
。

い
わ
ゆ

る
く
存
疑

作
V

と

い
う
こ
と
に
な

る
の
で
あ

ろ
う
が
、
簡
近
松
が
加
賀
掾

の
た
め
に
作

品
を

書

い
た
事

実
は
は

っ
き
り
あ

っ
た
わ
け
だ

し
、
『
鳥
羽
恋
塚
』
と
『
一
心

五
戒
魂
』

の
関
係

は
、
同
じ
加
賀
掾

の
語
り
物
と
思

わ
れ
る

『
つ
れ
づ
れ
草

』
や

『
惟
喬

惟
仁
位
諍
』
が
、
後

の
近
松
作

の

『兼

好
法
師
物
見
車
』
や

『
井
筒
業
平
河
内

通
』
な
ど

の
間

に
有
す
る
関
連
性
と
、
非
常

に
似
通

っ
た
も

の
を
持

っ
て

い
る
。

つ
ま
り
近
松

は
加
賀
掾
、
も

し
く

は
井
上
播
磨
掾

や
山
本
角
太
夫

の
た
め
に
若

い
頃
書

い
た
か
も

し
れ
な

い
古

い
小
品
を
、
竹
本
座

の
太
夫

た
ち

の
た
め
に
中

年

以
降

に
な
り
、
も
う

一
度
手

を
加

え
、
規
模

や
構
図

の
大
き

い
作
品

に
書
き

直
す
と

い
う

.」
と
を
何
度

か
試
み
て
い
る
と

い
う

.」
と
に
な
る
わ
け
だ
。脱

れ

ら
の
点
に
つ
い
て
は
諏
訪
春
雄
氏
に

「延
宝
の
近
松
-

存
疑
の
世
界
1

」

と

い
う
整
理

の
行
き
届

い
た
論
考
が
あ
り
、
参
考

に
な
る
。
.

諏
訪
氏

は

『
鳥
羽
恋
塚
物
語
』

を
近
松
作

と
考
え

て
ほ
ぼ
間
違

い
は
な

か
ろ

う

と
し
て
お
ら
れ

る
わ
け

で
、
私
も

そ
れ

に
従

い
た
い
が
、
『
鳥
羽
恋
塚
物
語
』

に
も
ま
た
問
題
が
あ

っ
て
、
先

に
述

べ
た
加
賀
掾

の

『
大
竹
集

』
に
収

め
る
節

事

の
な
か
に
、
現
存

の
二
種

類

の

『
鳥

羽
恋

塚
物
語
』
が
五
段

の
末
尾

に
そ
れ

ぞ
れ
持

つ
節
事
、

「
九
品
浄

土
」
が
含

ま
れ

て

い

な

い
。

「
為
若
道
行
」
と

「
勧
進
帳
」

の
み
な

の
で
あ

る
。
従

っ
て

『
鳥
羽
恋
塚
物
語

』
初
演

の
折

は
、
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「
九
品
浄
土
」
な
し

の
上
演
で
あ

っ
た
と
し
な
け
れ
ば

な
ら

な
い
。

「
九
品
浄

土
」

は
同
じ
加
賀
掾

の
段
物
集

で
、

『
大
竹
集
』
以
前
、
延
宝

六
年
刊

の

『
竹

子
集

』
に
、

『
大
原
問
答
』

の
節
事
と

し
て
収

め
ら

れ

て

い

る
の
で
あ

る
。

「
九
品
浄
土
」

は
、
極
楽
浄
土
讃
美

を
内
容

と
す

る
宗
教
色
豊

か
な
節
事
で
あ

る
が
、

『
大
竹
集
』

に
名

の
見
え

る

『
大
原
問
答
』
と

い
う
浄
瑠
璃
本
は
現
存

せ
ず
、

こ
れ

の
改
作
と
思
わ
れ

る

『
念
仏
往
生
記
』
と

い
う
作

品
が
、

や
は
り

加
賀
掾
正
本
、
「
九
品
浄

土
」
付

き
で
現
存

し
、
『
近
松
全
集

』
第

一
巻

に
収

め

ら
れ
て
い
る
。

つ
ま
り

『
大
原
問
答
』

『念
仏
往
生
記
』

『鳥
羽
恋
塚
物
語
』
は
、

宗
教
的
色
彩

の
濃
い
浄

瑠
璃

で
、
相

互
に
関
係
を
持

つ
作
品
群

で
あ
り
、

こ
れ

に
江
戸
版

よ
み
物

の

『
袈
裟
御
前
物
語
』

や

『
一
心

五
戒
魂
』
を
含

め
る
入
り

組
繋

相
互
関
連
ξ

い
て
は
、
阪
口
弘
之
氏
に

「『鳥
羽
恋
塚
物
語
』
と
そ

の
周
辺
」

と
い
う

た
い

へ
ん
詳
し

い
論
文
が
あ

る
の
で
、

こ
の
稿

で
は
同
じ
事

の
繰
り
返
し

は
避
け
た

い
。

た
だ

『
一
心
五
戒
魂
』
を
と
り
上
げ
る
以
上
、

ど
う
し
て
も

『
鳥
羽
恋
塚
物

語
』

に
は
触
れ
な

い
わ
け
に
は
い
か
な
い
し
、

『
鳥
羽
恋

塚
物
語
』

は
、

そ
の

周
辺

に
関
り

の
あ
る
他

の
作

品
を
持

ち
、
特

に
五
段

目
で
、
勅
使
萩
原
中
将
が

法
然

上
人
に
大

佛
開
眼
修

法

の
導
師

を
依
頼

す
る
話
が
尻
切
れ

の
ま
ま
立
ち
消

餮

、
代

り
に
畢

「
九
.器

土
」

で
締

め
括

っ
た
と

い
う
感

じ
の
作
・叩
で
あ

る
か
ら
、
初
演

の
姿

の
ま
ま
で
な

い
事
だ
け
を
念
頭

に
置
き
、
今

は
そ
れ
で
事

は
充
分
足
り

る
だ

ろ
う
と
思
う
。

『
延
慶
本
平
家
物
語
』
や

『
源
平
盛
衰
記
』
は
、
文

覚
説

話
が

非
常

に
詳
細

で
あ

る
こ
と

に
特
徴
が
あ
る
。

こ
れ
ら

に
よ
れ
ぽ
文
覚

は
古
代
末
期

か
ら
中
世

初
頭

の
動
乱
期

に
政
治

の
世

界

に
深

く
関

わ

っ
た
荒
法

師
、
破
戒
僧

で
、
史
上

に
強

烈
な
印
象
を
と
ど
め
る
点

で
は
、
古
代

の
道
鏡

に
匹
敵

す
る
か
も

し
れ
な

い
。
種

々
の

エ
ピ

ソ
ー
ド
ど
九
を
と

っ
て
も
、
彼

の
個
性

の
特
異

さ
を
強
調

し

た
も

の
ば
か
り
で
あ

る
が
、

な
か
で
も
出
家

の
動
機
と

し
て
伝
え
ら
れ
る
袈
裟

御
前
殺
害

の
物
語

は
、
あ

ま
り
に
も
有
名
だ
。

『
鳥
羽
恋
塚
物
語
』

は
、

こ

の

文

覚

の
袈
裟
御
前
殺
害

の
物
語
を
中
心

に

(
一
、

二
段
目
)
、
袈
裟
と
そ

の
夫
源

の
渡
と

の
間

に
あ

っ
た
と
す
る

一
子
為
若

を
中
心
と
す
る
後

日
譚
で
あ
る
(
三
段
目
以
後

)
。
『
一
心
五
戒
魂
』
は
、

『
鳥
羽

恋
塚
物
語
』

の
改
作

物
だ
と
、

一
般

的
に
い
わ
れ
て
い
る
が
、

ま
ず

は

っ
き
り

さ
せ
て
お
き

た
い

の
は
、
確

か
に

『
鳥
羽
恋
塚
』

の

一
部
が
転

用
さ
れ
て
は
い

る
が
、

た
だ

の
書
き
直

し
と
い
う

に
し
て
は
、
あ

ま
り

に
も
質

の
異

っ
た
作
品

に
な
り
変

っ
て
い
る
と
い
う

こ
と

で
あ

る
。

遠
藤
盛
遠

の
袈
裟
御
前
殺
害
を
、
摂
津
渡
辺

の
橋
供
養
か
ら
語
り
始

め
る
の

は
、

こ
の
事
件

の
発
生
が
摂
津
渡
辺

の
地
と
深
く
結

び

つ
く
と

こ
ろ
が
あ

っ
た

か
ら

で
あ
ろ
う
。

袈
裟
と
盛
遠
は
従
兄
妹

同
士
で
あ
る
か
ら
、
同

一
氏
族

の
語

り
伝
え
と
し
て
残
る
も
の
が
、
時
代

を
背
景

に
、
文
覚

と
い
う
特

異
な
個
性

を

通
し
て
普
遍
化

し
て
行

っ
た
と
も
考
え

ら
れ
る
。

『
鳥
羽
恋
塚
物
語

』
で
は
、

『
源

平
盛
衰
記
』

に
依

り
な
が
ら

ま
ず
盛
遠

の
袈
裟
殺
害
事
件

を
書

い
て
、
後

半

は
袈
裟

と
源

の
渡

の

一
子
為
若

に
焦
点

を
移

し
、
少
年
為
若

の
復
讐
譚
と
、

父
恋

い
母
恋

い
の
物
語

を
展
開

し
、
源

の
渡
を
後

の
東
大
寺

の
俊
乗
坊
重
源
と

し
て
、

「
か
る
か
や
」
と
同
巧
異
曲

の
父
子
譚
を
経
、
結

局
末
尾

は
東
大
寺
大

佛
供
養

へ
の
当

て
込
み
と

い
う
、
き
わ
め
て
現
実
的
関
心
事

へ
と

こ
の
劇
を
引

き
寄

せ
て
行

っ
た
も

の
と
思
わ
れ
る
。

『
一
心
五
戒
魂

』
の
特

異
さ
は
、

こ

の
浄

瑠
璃

劇
全
五
段
に
生
起

す
る
殆
ど

の
事
柄

を
、
文
覚
が
夢

中
に
経
験

し
た
こ
と
だ
と
す

る
点

に
あ

る
。
彼

は
第

一

轂

の
序

那
智
滝

の
場

の
荒
行

で
悶
絶

し
、
第

五
段
切

の
同
じ
那
智
滝

の
場

で
正

気

に
返

る
わ
け
だ
が
、

こ
の
悶
絶
仮
死

の
期
聞
十
数

日
に
、
過
去

の
悪
行

の
全

て
を
夢
中

に
追
体
験
す

る
仕
掛
け

に
な

っ
て
い
る
。
従

っ
て
舞
台
上

に
再
現
さ

れ

る
現
実
世
界

の
表

示
と
し
て
の
装
置

は
、
前
後

二
度
現
わ
れ

る
冬
枯
れ

の
那
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智
滝

の
み
で
あ
り
、
為
若
と
、
袈
裟

の
亡
霊
や
父
重
源
と

の
出
会

い
も
、
物

語

的
後

日
譚

で
は
な
く
、
文
覚

の
夢
中

の
表
象
と
し
て
彼
自
身

の
内
面
的
世
界

に

属

す
る
も

の
な
の
で
あ

る
。

文
覚

の
那
智
滝
荒

行
は
、
説
話
世
界

に
お
け

る
自
明

の
了
解
事
項

で
、

こ
の

捨
て
身

の
荒

行
が

不
動
明

王
の
加
護

を
受

け
て
成
功
、
後

の
型
破
り

の
行
動

の

原
型
を
な
す
も

の
と
し
て
、

『
平
家
物
語
』

の
諸
本

に
も
書

か
れ
、
謡
曲

『
滝

籠
文
覚
』
な
ど

に
も
行
わ
れ
て

い
た
。
文
覚

の
宗
教

的
回
心
は
袈
裟

を
殺
害

し

た

こ
と

に
よ
る
が
、

こ
の
強
烈
な
体
験
を
宗
教
的
悟
り

の
境

地

に
普
遍
化
す

る

に
は
、
死
と
復
活

の
秘
儀
が
必
要
で
あ
り
、
那

智
滝

の
荒

行
は
自

ら
そ
れ
を
求

め
て

の
も

の
で
あ

っ
た
。
と
、
少
く
と
も

『
一
心
五
戒
魂

』
を
書
く
時

の
作

老

は
信

じ
た
で
あ

ろ
う

と
思
わ
れ

る
。

語

り
は
ど
の
よ
う
な
空
間
、
時
間
も
自
由
自
在

に
我
が
物

に
で
き

る
不
思
議

な
芸
術
で
あ
る
か
ら
、

『
鳥
羽
恋
塚
物
語
』

の
よ
う

に
、
実
際

の
事
件
と

し
て

物
語
り
、
後

日
譚
を
現
実
界

に
増
殖

し
て
行
く

こ
と
も

可
能

で
あ

る
し
、

一
挙

に
逆
転
さ
せ
て
非
現
実

の
世
界

に
全
て
を
持

ち
運

ん
で
も
別

に
不
自
然

で
は
な

い
。
人
形
浄
瑠
璃

の
こ
の
融
通
無
碍
な
自
在
性
は
、
し
ば
し
我

々
を
呆
然

と
さ

せ
、
対
応

の
仕
方

を
見
失
わ

せ
る
。
現
実
的
な
も

の
の
み
で
舞

台
を
仕
切

り
込

め
ぽ

も
の
足
り
な
く
、
常

に
よ
σ
彼
方

に
あ

る
も

の
、
周
辺

に
あ
る
も

の
を
呼

び
寄

せ
な
い
で
は
お
か
ず
、
現
実

か
ら
幻
想
、
幻
想

か
ら
伝
奇

へ
と
、
何

の
困

難
も
な
く
循
環

す
る
。

し
か
し
そ
れ
に
し
て
も
五
段
全
部
が

一
人

の
人
間

の
く
夢
V

と
い
う

の
は
、

浄
瑠
璃
劇
と
し
て
も
珍
し

い
。

一
見
語

り
の
自
在
性

に
身

を
任

せ
て
い
る
よ
う

で
、
逆

に
そ

の
特
性
を
自
己
限
定
し
、

開
き
直

っ
て
い
る

処
が

あ
り
、
宗
教

的

死
と
復
活
を
主
題

に
、
人
間

の
内
面
世
界
を
舞
台
上
に
再
現
し
よ
う
と
い
う

の

で
あ

る
か
ら
、
世
界

の
秩
序

の
衰
弱
崩
壊
と
再
建
と

い
う
テ
ー

マ
を
繰

り
返
し

が

ち
な
時
代
浄
瑠
璃

の
中

で
は
確
か

に
異
色
な

の
で
あ
る
。
夢

の
不
條

理
、
夢

の
狂
気
が
従

っ
て
こ

の
作
品
中

に
は
忍
び
込
む

の
で
あ
る
が

、
そ
れ
は
裏

返
し

の
人
間
的
現
実
で
あ
る
と
も

い
え
る
。

文

覚

の
夢

中
に
顕
現
す
る
内

面
劇

は
、
過

去

の
悪
行

を
夢

幻
の
う

ち
に
追
体

験

す
る
と

い
う
形

を
と
る
。

五
段
組
織

は
そ

の
ま
ま
仏

教

の
五

つ
の
禁
戒
、
殺

生
、
偸
盗
、
邪
淫

、
妄
語
、
飲
酒

に

ふ

り

当

て
ら
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
青
、

白
、

黒
、
黄
、
赤

の
色
彩

を
以

っ
て
記
号
化

さ
れ

て
い
る
。
荒
行
中

に
悶
絶
し

て
意

識
を
失
う
時

に

一
山
鳴
動

し
て
、
そ

の
胸
中
か
ら
五
色

の
玉

(魂

)
が
空
中

に

飛
び
去
ワ
、
飛
び
去

っ
た
玉
は
各
段

の
ク
ラ
イ

マ
ッ
ク
ス
を
狙

っ
て
舞

台
上

に

再
度
飛
来

し
、
破
戒

の
ド

ラ

マ
の
特
性
を
表
示
す
る
。

五

つ
の
玉
は
語
り

の
詞

章

を
借
り
れ
ば

是

ぞ
五

つ
の
か
り
物

の
、
水

は
水
土

は
土

に
と
還

せ
共
、
元

よ
り
大

日
覚
王

の
ふ
ん
じ
ん

(分
身
)
也

と
さ
と
す
れ
ば
、
仮

に
其
身

は
消
ゆ

る
共
、
末

の

や
み
ち
に
光

そ
ふ
、

五

つ
の
玉
の
置
所
げ

に
頼

も
し
く
そ
、
見

へ
に
け

る
。

(
一
段
序
)

と
な

っ
て

い
る
。
陰

陽
五
行
説

に
基

き
、

玉
は
人
間

の
仮

り
の
姿

か
ら
抽
出

さ

れ

る
五

つ
の

エ
レ
メ
ソ
ト

(
水
土
金
火
木
)

を
意
味

し
て
い
る
わ
け
だ
。
人
間

の
精
神

(
魂
)

は
物
質

に
は
り

つ
い
て
お
り
、
色
も
あ
り
形

も
あ
り
目

に
も
見

え

る
。

こ
う

し
て
舞
台

は
あ
ら
ゆ

る
も

の
を

可

視

的

に
し
記
号
化
し

て
し
ま

う
。

五
大
元
素

か
ら
成

る
五

つ
の
魂

に
仏
教

の
五
禁
戒
を
重
ね
合
わ
せ
れ
ぽ
、

戒
律

に
も
ま
た
色
が
あ
り
形
が
あ
り

目
に
も
見
え

る
と

い
う
わ
け
だ
。

こ
う

い

う
舞
台

上

の
工
夫

を
我

々
は
趣

向
と
呼
ん
で
い
る
。
面
白
く
気
が
利

い
た
考
案

工
夫
と

い
う
意
味

で
使
う
場
合
が
多

い
が
、
趣
向

の
中

に
は
作
者

た
ち
の
感
性

の
特
質
や
秘
密
、
時
代
を
象
徴
す

る
何
物
か
が
隠
さ
れ
て

い
る
場
合
も
あ
る
は

ず

で
あ

る
。
夢
中

の
表
象
と

し
て
の
五
色

の
玉

は
あ
や

ふ
や
で
な
か
ば
狂
気
じ

み
た
人
間

の
行
為

の
意
味
解

き
を
し
、
あ
わ

せ
て
無
秩
序

に
拡
散
す

る
世
界

に

箍

を
は
め
、

つ
い
に
は
五
段
組
織

全
体

の
記

号
に
よ
る
統
合

を
も
た
ら
し
た
と
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い
え
る
。

さ
て
那
智

滝
で
四
散

し
た
五
色

の
玉

の

一
つ
、
青

色

の
玉
と
共
に
舞

台
は

一

転
し
て
鳥

辺
野
山

へ
移
る
。
滝
籠

り
が

死
と
復
活

の
秘
儀

で
あ
る
以
上
、
眼
前

に
開

け
る

の
は
ま
ず

死
の
世
界

で
な

け
れ

ば
な
ら
な

い
。
塔
婆
が
並
び
、
無
常

の
煙

の
立
ち
昇
る
中

を
美

し
い
姫
が
彷
徨

っ
て
い
る
。
薫
姫

で
あ

る
が
、

こ
の

姫
が

死
の
世
界

か
ら
、
姿
を
現
わ
す

こ
と

の
意
味

は
大
き
く
、
重
要
な
人
物

で

も
あ

る
。
青

い
玉
が
飛
来

し
姫

の
眼
前

で
笹
原

に
落

ち
、
そ

の
中

か
ら
十
五

・

六
歳

の
稚
児
が
忽
然

と
姿
を
現
わ
す
。
文
覚

の
前
身
虎
若

で
あ

る
。
少
年
虎
若

も
ち

は
鳥
黐

で
鳥

を
捕

っ
て
は
絞

め

つ
け
捩
ぢ
殺

し
、
悦

に
入

っ
て
い
る
。
虎
若

の

住
居

は
鳥

辺
野
山
に
あ

り
、

し
し
猿

む
じ
な
色

々
の
、
大
鳥
小
鳥

か
け
並

べ
た

死
臭
漂
う

一
屋

で
あ

る
が
、
彼
が

こ
れ

ほ
ど
殺
生

に
魅

入
ら
れ

て
い
る
理
由

は

よ
く
分

ら
な
い
。

我

も
心
に
深
き
ぐ

は
ん

(
願
)
有

て
、
此

や
う

に
か
り

(
狩
)
殺
生
を
し
山

神

を
祭

る
な
れ
ば

と
あ

る
が
、

「
深
き
ぐ

は
ん
」
が
何

で
あ

る
の
か
作
者
が
そ
れ
を
遂

に
書

か
な

い
の
は
、
そ
れ

は
ど
う

で
も

よ
い
事
で
、
た
だ
殺
生

嗜
虐

の
異
常
性

が
内
面
的

動
機

に
よ
る
こ
と
だ
け
を
印
象
づ
け
た
か

っ
た

の
か
も
し
れ
な

い
。

・虎
若

と
姫

の
出
会

い
は
奇
妙

で
あ

る
。
若

い
二
人
は
言
葉

を
交

し
、
遠

目
鏡

で
裸
体

の
美
女
を
観
察

し
て
楽
し
み
も
す
る
が
、

お
互

い
に
深

い
関

心
を
持

ち

合
う

こ
と

は
な

い
。
虎
若

は
と
も
か
く
、
少

く
と
も
姫

の
方

は
虎
若

を
愛

の
対

象
と

は
感
じ

て
い
な

い
。

に
も
か
か
わ
ら
ず
虎
若

は
、
姫

の
感
情

や
行
動

に
深

く
か
か
わ
り
巻

き
込

ま
れ
て
行
く

の
で
あ
る
。
薫
姫

の
奇
妙

さ
は
、
浄
瑠
璃

に

登
場
す
る
多
く

の
姫

君
た
ち

の
特
性
、
愛

と
献
身
、
嫉
妬
、
犠
牲

死
な
ど

の
際

立

っ
た
感
情

を
、
あ

ま
り
持

ち
合

わ
せ
て
い
な
い
こ
と
に
あ

る
。
ま
ず
彼
女

は

自
分

が
女

で
あ

る
こ
と
を
全
面
的

に
拒

否
し
て
い
る
。
女

で
あ
り
な
が
ら
曽

て

清
水
寺

で
見

た
袈
裟
御
前

を
熱
烈

に
愛

し
て
お
り
、
そ

の
恋
慕

の
情

は
、

み
つ
か
ら
が
此
身

な
が

ら
男

に
な
さ
レ
め
給

は
れ

と
、
願

ふ
誠

の
じ
や
う
じ

ゆ

せ
ぽ
随
分

と
身

を

つ
く

し
、
袈
裟
御
前

と

一
夜

の
枕

か
は
さ
ん
事
、
是
本

望
に
候

と
語
り
出

さ
れ
る
。

憧

れ

の
対
象

に
心

を
奪

わ
れ
、
女

で
あ

る
こ
と
を
全
面
拒
否
す

る
薫
姫

で
あ

る
か
ら
、
彼
女

に
好
意

を
寄

せ
る
異
性
が
現
わ
れ

て
も
、
恋
す

る
ま
で
に
は
至

ら

な
い
。

そ
の
上
彼
女

は
邪
悪
な
も

の
に
と
り
囲
ま
れ

て
い
る
。
情
夫
を
持

つ

継
母
、
姫

を
恋

す
る
品
性
下
劣
な
家
臣
源
内
。
父
親

の
按
察
大
納
言
だ
け

は
ま

と
も
で
あ

る
が
、
彼
も
妻

の
情
夫

に
殺
さ
れ

る
。

マ
イ

ナ
ス
状
況
を

一
身

に
背

負

い
、

し
か
も
実
現

不
可
能
な
憧
れ

と
自
己
否
定

に
か
ら
ま
れ

て
、
薫
姫

は
決

し
て
幸
福

に
な
れ
な

い
女

で
あ

る
。

姫

の
感
情

に
虎
若
が
感
染
し
、
虎
若
が
袈
裟
を
恋
す

る
よ
う

に
な

っ
て
、

姫

は
虎
若

と
結
ば
れ

る
最
後

の
機
会
を
逸
し

て
し
ま
う

(
二
人

は
天
皇

の
命
令

で

結
婚
す

る
こ
と

に
な

っ
て

い
た
)。
薫

の
袈
裟

へ

の
感

情
は
自
分

を
不
幸

に
し

た
ば
か
り
か
、
虎
若

に
も
邪
淫
戒
を
犯
さ

せ
、
果

て
は
人
殺
し
ま
で
さ
せ
て
し

ま
う
。

『
一
心
五
戒
魂
』

の
全
世
界

の
頂
上

に
あ
る

の
は
、

聖
性

を
帯

び
た

エ
ロ
チ

ッ
ク
な
美
女
袈
裟
御
前

で
あ
り
、

全
世
界

は
彼

女

の

エ
ロ
ス
に
統
御

さ
れ
、
そ

れ

は
女

の
薫

に
ま
で
及
ん
で

い
る

の
で
、
薫

と
虎
若

の
愛

は
成
立
し
な
い
と
も

い
・兄
る
。
薫
は
袈
裟
を
讃
美

し
、

一
体
化

を
願

望
し
、
そ
の
点

で
は
巫
女
的

で

あ
る
が
、
現

実

に
は
倒
錯

し
た

エ
ロ
ス
の
故
に
、
自
己
否
定

の
論

理
に
か
ら

ま

れ
る
不
可
解

な
女
と
な

っ
て

い
る
。
全
て
は
死

の
世
界

、夢
幻

の
中

の
い
き
さ

つ

で
は
あ
り
、
薫

の
こ

の
不
可
解

さ
に
巻
き
込

ま
れ
惹
き

つ
け

ら
れ

る
虎
若

は
、

夢
路

の
辿

る
怪
し
さ
に
包

ま
れ
、
身

を
任

せ
て
い
る
か
の
如
く
見
え

る
が
、
実

際

に
は
浄
瑠
璃
劇

の
範
疇

か
ら
は
み
出

し
、
現
実

の
男
女

の
屈
折
し
た
愛

の
関

係

を
見

て
い
る
よ
う
な
錯
覚

に
と
ら
わ
れ

て
し
ま
う

の
は
不
思
議
で
あ

る
。
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不
偸
盗

の
犯

し
は
姫

に
結
婚
を
迫

る
源
内
が
、
生
活

の
資
を
獲
得
す
る
た

め

の
盗

み
に
、

こ
れ
ま
た
虎
若
が
巻
き
込

ま
れ

る
と

こ
ろ
か
ら
起

る
。
源
内

の
盗

み

の
動
機
が
あ

ま
り
に
も
卑
俗

で
現
実
的
な

の
に
は
驚
く
が
、
姫
を
追

っ
て
来

た
虎
若
が
盗
み

の
現
場

に
行
き
合

わ
せ
て
、
闇
夜

の
中

で
姫

と
と

り

違

え

ら

れ
、
源
内

か
ら
盗
品
を
手
渡
さ
れ

る
の
だ
。

は
や
や
れ

よ
き
幸

か
な
、
骨
も
折
ら
で
珍
重

々
々
ま
だ
何

に
て
も
も
て
こ
よ

と
、
劫

(盗
)
賊
物
を
う
ぽ

ひ
取
心
ぞ
物

に
染
み
易
き

語

り
の
詞
章

は
虎
若

の
気
持
を

こ
の
よ
う

に
説
明
す
る
が
、
偶
然

に
偶
然

が
重

な
る
果

て
の
出
来
心
と
し
て
の
偸
盗

で
あ
り
、

こ
こ
で
も

ま
た
闇
を
彷
徨
う
人

間

の
心

の
不
確

か
さ
頼

り
な
さ
を
思
わ

せ
る
雰
囲
気
が
濃
厚

で
、

た
く
み
な
場

面
作

り
で
あ
る
。

不
邪
淫

の
犯

し
は
袈
裟

へ
の
横
恋
慕

と
殺
害

に
到

る
物
語

で
、

『
鳥
羽
恋
塚

物

語
』
で
は
中
心

を
な
す
話

で
あ

る
か
ら
、

こ
の
作
品

と
重

な
る
と
こ
ろ
も
多

い
わ
け
で
あ
る
が
、

し
か
し
ま
る
取
り
に
し
て
い
る
わ
け

で
は
な

い
。

『
鳥
羽

恋
塚
物
語
』

に
は
存

在
し
な
い
薫
姫
が
、
『
一
心

五
戒
魂
』
で
は
袈
裟
殺
害

の
場

に
も
、
事

件

の
進

展

に

一
枚

加
わ

っ
て
来
る

の
で
、
情
況

は
か
な
り
違

っ
た
も

の
に
な

っ
て

い
る
か
ら
で
あ

る
。

三
段
は
盛
遠

と
薫
姫

の
祝
言

の
場

か
ら
始

ま

り
、
参
列
し
た
袈

裟
御
前

の
衝
撃

的
な
美

に
打

た
れ

た
盛
遠

は
、

「
障
子
襖

の

隅

々
ま
で
、
爰
や
か
し

こ
と
尋
廻
り
」
新
妻
薫
姫

の
制
止

を
振
り
切

っ
て
、
袈

裟

の
後
を
追

い
家

を
跳

び
出
し
て
行
く
。

「
髪

は
ら
く

腹
だ

ち
や
と
ほ

つ
と

つ
く
息

黒
色

の
、

玉
と
現
れ

、く

る
く

く

る
り
く

苦
し
げ

に
狂

ひ
出
」
す
、

色
欲
ゆ
え

の
狂
乱

で
あ

る
。
後

を
追

う
薫

姫
が
、
今
度

は
盛
遠

の
狂
気

に
巻
き

込
ま
れ
る
。

盛

遠

の
袈
裟
御
前
脅

迫
は
凄

じ
さ
を
通
り
越

し
て
滑
稽

と
い
う

べ
き

か
も

し

れ
な

い
。

是

皆
渡
と

い
ふ
男

の
有
故
な
れ
ぽ
、

ふ
ん
ご
み
刺
殺

し
我

も
腹
切
、

両
人
共

に
打
果
し
御
身

一
人

い
き
残
り
、
沖

に
も
磯

に
も
寄

り

つ
か
ず

あ
ま

(尼

.

海

女
)

に
成
て

の
若
後

家
、
其
時
思

知
り
給

へ

と
、

『
鳥
羽
恋
塚
』
で
は
ひ
た
す
ら
中
世
説
話

に
忠
実
で
あ
ろ
う
と
す
る
こ

の

場

の
語
り
は
、

『
一
心
五
戒
魂
』
で
は
相
当

ア
ナ
ー
キ
ー
で
あ
る
。
掛

詞
と
縁

語

に
よ
る
詞
章
が

い

っ
そ
う
そ
れ
を
強
調
す

る
。

こ
の
事
件

の
先
が
け
と
な
る

渡
辺

の
橋
供
養
も
、

『
鳥
羽
恋
塚
物
語
』
で
は
中
世
説
話

通
り
に
丁
寧

に
語
ら

れ

る
が
、

『
一
心

五
戒
魂
』

で
は
、

「
木
名
づ
く

し
」
と

い
う
節
事

に
、
乱
闘

の
場
が
加
わ

り
説
話
性

は
脱
落

し
た
。

袈
裟
が
夫

の
渡

の
身
代

り
に
斬
ら
れ

る
決
意

を
し
、
そ
れ
を
知

っ
た
薫
姫
が

袈

裟

の
身
代

り

に
な
ろ
う
と
い
う
、

い
わ
ば
身
代

り
の
身
代
り
と

い
う
趣
向
は

手

が

こ
み
す
ぎ

て
い
て
あ
ま
り
成
功

し
て
い
る
と
は
い
え
な

い
。
盛
遠
や
渡
と

共

に
薫

も
出
家

す
る
と
い
う
、

こ
の
前
半

の
物
語

の
結
末

は
、
薫

の
身
代
り
話

が
な
く
と
も
決
し
て
不
自
然

で
は
な

い
か
ら
だ
。
讃
仰
す

る

エ
ロ
ス
の
神
袈
裟

の
死
が
、
彼

ら
三
人

に
遁
世

を
促
す

の
は
当
然

の
帰
結
な

の
で
あ

る
。

薫
は
虎
若

(
盛
遠
)

の
運
命
を
操

る
司
祭

者
同
伴
者

で
あ

り
、

と
同
時

に
盛

遠

の
分
身
的
存
在
で
も
あ

っ
た
が
、
後
半

(
三
段
以
後
)
薫

に
代

っ
て
そ
の
役

割
を
担
う

の
は
為

若
で
あ
る
。
為
若

は
す
で
に

『
鳥
羽
恋
塚
物
語
』
が
創

り
出

し
た
人
物
で
、
袈
裟
御
前
が
源

の
渡
と

の
間

に
儲
け
た
子
と
い
う

こ
と
に
な

っ

て
い
る
。

『
鳥
羽
恋
塚
』
で
は
為
若
を
創

る

こ
と

に
よ
り
、
袈
裟

と
盛
遠

の
説

話

に
幾

つ
か

の
新
し

い
局
面
を

つ
け
加
え
た
。
葛

の
葉

の
子
別
れ
場
面

を
思
わ

せ
る
母
子

の
離
別

譚

(
二
段

口
)
と
、

「
か
る
か
や
」

と
同
巧

の
重
源
為
若

の

父
子
譚

(
四
段
中
)
、
そ
れ

に
為
若
が

袈
裟

の
亡

霊

に
出

会
う

「
鳥

羽

の
庵
」

(
三
段
切
)
、
為
若

の
文
覚

に
対
す
復

讐
物
語

で
あ
る
(
四
段
切
)
。
前

の
二

つ
が

既
成

の
名
場
面

の
模
倣
で
あ
る

の
に
対
し
、

三
段
切
と
四
段
切

は

『
鳥
羽
恋

塚

物
語
』
が
創
出

し
た
新

し
い
世
界
で
あ
り
、

塚
が
割

れ
修
羅
場

の
苦
患

を
見

せ

一6一



た
り
、

不
動
明

王

の
利
剣
が
飛
び
、
縄
が
蛇

に
化
す

る
な
ど
、
舞
台
上

の
仕
掛

け

に
新

工
夫
が

な
さ
れ
た
跡

は
歴
然

と
し
て
い
る
。
注

目
を
集

め
た
場
面

で
あ

っ
た

に
違

い
な

い
。

為
若
中
心

に
展
開
す
る
後
半

は
、
当
然
袈

裟

の
母
神
像
化
作
用

を
伴
な
う
。

『
鳥
羽
恋
塚
物
語
』
が

こ
の
方
面

に
物
語

の
世
界

を
ま
ず

伸
展

さ
せ
た
の
に
対

し
、

『
一
心
五
戒
魂
』

は
元
禄
時
代

の
作
品

に
相
応
し
く
、

エ
ロ
ス
の
神

と
し

て
の
袈
裟
像

を
新

た
に
創
出
加
味
し

た
と
、

い
ち
応
は

い
え
る
の
で
あ
る
が
、

し
か
し
母
神
像
と

し
て
の
袈
裟
を
否
定
し
た
わ
け
で
は
な

い
。

子
別

れ
の
悲
哀

や
、
鳥
羽

の
里
で
の
袈
裟

の
亡
霊

と
の
出
会

い
の
場
は
、

『
一
心
五
戒
魂

』
に

も
充
分

に
継

承
さ
れ

て
い
る
か
ら

で
あ

る
。

し
か
し
詞
章

は
ま
る
取
り
で
は
な

く
、

ま
た
場
面

の
性
格
づ
け
も
か
な
り
異

っ
て
い
る
。

特

に
母

の
亡
霊
と
の
出

会

い
は
、

『
鳥
羽

恋
塚
物
語
』

で
は
、
先

に
も
述
べ

た
よ
う

に
か
ら
く
り
の
見

せ
場

へ
と
収
束

し
、

そ
の
裏
付
け

の
理
念
と

し
て
は
為
若

の
復
讐
心

へ
の
戒
告

が
あ

っ
た
。
母
神

は
復
讐
を
否
定
す

る
平
和

の
神
と

し
て
我
が
子

の
前

に
姿

を

現

わ
す
の
で
あ

る
。

こ
う

い
う
袈
裟

の
鮮
明
な
像

は

『
一
心
五
戒
魂
』
で
は
採

ら
れ

て
い
な

い
。
袈
裟

の
幽
霊

は
静

か
に
現
わ
れ
、
語
り
、
去

る
の
で
あ

っ
て

そ
れ
以
上

で
は
な

い
。
だ

い
た
い
復
讐

の
モ
モ
チ
ー
フ
は
こ
の
作
品

に
は
片
鱗

さ
え
も
窺
え
ず
、
完
全

に
欠
落

し
て
し
ま

っ
て
い
る
。

『
鳥
羽
恋
塚
物
語
』
と

は
大
き
く
異

な
る
と
こ
ろ
で
、
復
讐

の
敢
行
と
失
敗
、
断
念
と

い
う
、
為
若
と

文
覚

の
間

に
流
れ

る
緊
張

し
た
対
立
関
係

は
、

『
一
心
五
戒
魂
』
で
は
曖
昧
稀

薄

に
な
り
、

二
人

は
共
存
す

る
と
共

に
、
共
犯
者

の
関
係

に
な
り
変
る

の
で
あ

る
。
為
若
が
文
覚

の
分
身

と
化

し
た
と
い

っ
て
も

よ
い
し
、
そ

の
逆
で
あ
る
か

も

し
れ
な

い
。
夢

の
世
界

の
自
己
像

の
形
象
化
と
も

い
え

る
。

不
妄
語

の
犯

し
は
文
覚
が
為
若

に
素
性
を
語
り
得
ず
、
重
源
だ
と
偽
り
を
言

う
と

こ
ろ
に
起
り
(
四
段
)
、
飲
酒

の
犯

し
は
酒
屋

の
女
小
春
が
、
美

少
年
為
若

に
懸
想
し

て
の
大
酒
盛
り

に
、
文

覚
が
巻

き
込
ま
れ
る
場
(
五
段

・
猿
沢

の
池
)

に
充
て
ら
れ
る
。

五
段

の
猿

沢

の
池
は
、

ま
さ
に
元
禄
花
見

の
宴

と
も

い
う

べ

き
狂
乱
で
、

当
世
風

の
舞
台
造

り
で
あ

り
、

そ
れ
が

一
転

し
て
冬
枯
れ

の
那
智

滝

に
変
る
と

こ
ろ

に
舞

台
造

り
の
斬
新

な
手
際
が
あ

り
、
最
後

の
見

せ
場
が
あ

っ
た
と
思
わ
れ
る
。

虎
若
と
為
若
が
同
時

に
登
場
す
る
こ
と
は
、

こ
の
作
品

の
構
成
上
あ

り
得
な

い
の
で
あ
る
が
、
通
読
し
て
常

に
感

じ
る

の
は
、

こ

の
二
人

の
元
禄
風
若
衆

の

イ

メ
ー
ジ
は
、
.
奇
妙

に
重

な
り
合

い
混

同
す
る
こ
と
で
あ

る
。
荒
法
師
文
覚

を

ズ

ヘ

ヘ

へ

当
世
風

の
稚
児
若
衆
像

に
変

身
さ
せ
、

そ
れ
も
や

つ
し
な
ど
と
い
う
方
法

で
は

な
く
、
夢
幻

の
世
界

に
自

由

に
解

き
放

ち
、

一
種

の
内
面
劇

に
仕

立
て
上
げ

た

の
は
、
近
松

の
才
能
で
あ

っ
た
と
思
わ
れ
る
。
浄

瑠
璃
劇

の
可
能
性

さ
え
予

測

さ

せ
る
不
思
議
な
作
品
で
あ
る
。

(未
完

)

注

1

「
文
学
」
昭
和
五
十
年
六
月
掲
載

注

2

「
文
学
史
研
究
」

21
号
掲
載

注

3

阪

口
氏

の
前
掲
論
文

に
、

こ
れ

に
関
し
て
詳

し

い
論
考
が
あ

る
。

そ

れ

に
よ
れ
ば
現
存

し
な

い
が
、
〈
初
演
印
本
恋
塚
物
語
V
と

い
う

の

が
あ

っ
た
は
ず

で
、
そ
れ
は

「
九
品
浄
土
」
は
な
く
、

大
仏
供
養

を

当

て
込

ん
だ
演
出
本
位

の
五
段
を
持
ち
、
従

っ
て
初

演
は
延
宝
六
年

八
月

か
ら
延
宝
末
ま

で
と
推
定
さ
れ
て

い
る
。
時

の
経

過
と
共
に
時

事
性
を
失

い
、
当

て
込
み
本
位

の
作

柄
は
節
事

に
と

っ
て
替

ら
れ
た

と

い
う
推
定

で
あ
る
。
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