
「
披
講
の
出
端
」と《
清
経
》の
主
題
把
握

天
野
　
文
雄

京
都
造
形
芸
術
大
学

舞
台
芸
術
研
究
セ
ン
タ
ー
所
長

の
小
書
で
は
、
シ
テ
の
登
場
の
し
か
た
が
常
と
は
変
わ
る
だ

け
で
、「
聖
人
に
夢
な
し
…
」が
省
略
さ
れ
る
と
は
思
っ
て
い

な
か
っ
た
の
だ
が
、
観
世
流
で
は
、「
聖
人
に
夢
な
し
…
」が

省
略
さ
れ
る
場
合
と
省
略
さ
れ
な
い
場
合
と
が
あ
る
の
だ
っ

た
。
終
演
後
、
未
知
の
中
年
男
性
が
笑
い
な
が
ら
近
づ
い
て

き
て
、「
肝
腎
の
文
句
が
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
ね
」と
言
っ
て

立
ち
去
っ
た
が
、そ
の
と
お
り
だ
っ
た
の
で
あ
る
。　

　

こ
の
た
び
の
第
二
十
二
回
廣
田
鑑
賞
会
能
で
は
、
そ
の《
清

経
》
が「
披ひ

こ
う講
の
出で

は端
」の
小
書
で
上
演
さ
れ
る
。
金
剛
流
の

「
披
講
の
出
端
」は
い
う
ま
で
も
な
く
観
世
、
金
春
の「
恋
の
音

取
」、
宝
生
、
喜
多
の「
音
取
」に
あ
た
る
も
の
で
、
こ
の
小
書

の
と
き
は
、
金
剛
流
以
外
の
流
儀
で
は「
聖
人
に
夢
な
し
…
」

は
省
略
さ
れ
る
こ
と
も
あ
り
、
省
略
さ
れ
な
い
こ
と
も
あ
る

の
だ
が
、
金
剛
流
で
は
常
に
省
略
さ
れ
る
。
山
中
玲
子
氏
の

『
能
の
演
出 

そ
の
形
成
と
変
容
』若
草
書
房
、
平
成
十
年
）に
よ
る

と
、「
恋
の
音
取
」「
音
取
」の
小
書
が
つ
い
た
場
合
に
、「
聖

人
に
夢
な
し
…
」が
省
略
さ
れ
る
演
出
は
明
治
初
年
ま
で
確
認

で
き
な
い
と
し
て
、
こ
の
演
出
は「
か
な
り
後
発
の
工
夫
な
の

か
も
し
れ
な
い
」と
さ
れ
て
い
る
が
、金
剛
流
の
場
合
は
、「
聖

人
に
夢
な
し
…
」が
省
略
さ
れ
る
現
在
の
演
出
は
確
実
に
江

戸
後
期
に
ま
で
さ
か
の
ぼ
る
。
そ
れ
を
示
す
の
が
、
以
下
に

か
か
げ
る
、
米
沢
藩
主
上
杉
重
定
（
寛
政
十
年〔
一
七
九
八
〕
没
）の

能
楽
愛
好
を
伝
え
る『
東
岳
院
様
能
楽
余
香
』（
米
沢
金
剛
会
、昭

の
一
節
に
集
約
さ
れ
て
い
る
、
こ
の
世
を
仮
の
世
と
み
る
世

界
観
を
主
題
と
す
べ
き
で
は
な
い
か
、
と
い
う
こ
と
を
述
べ

た
。
こ
の
見
解
は
平
成
十
一
年
に
季
刊
誌『
日
本
の
美
学
』に

発
表
し
た
、「
能
に
お
け
る
「
無
常
」
の
主
題
と
そ
の
表
現

｜〈
清
経
〉
の
読
み
解
き
を
と
お
し
て

｜

」で
提
示
し
た
も
の
で（
同
稿
は『
能

苑
逍
遥（
上
）世
阿
弥
を
歩
く
』に
収
録
）、そ
こ
で
は
、世
の
無
常
を
悟
っ
た

清
経
と
依
然
と
し
て
現
世
的
な
感
情
に
と
ら
わ
れ
て
い
る
妻

と
の
対
立
を
通
し
て
、「
こ
の
世
は
仮
」と
い
う
、（
感
傷
的
な

レ
ベ
ル
の
無
常
感
で
は
な
く
）思
想
と
し
て
の
世
界
観
を
描
こ

う
と
し
た
の
が
、《
清
経
》と
い
う
能
な
の
だ
と
説
い
て
い
る
。

そ
の
主
題
を
象
徴
す
る
の
が
、「
聖
人
に
夢
な
し
…
」だ
と
い

う
の
が
筆
者
の《
清
経
》
理
解
な
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の

あ
と
ま
も
な
く
正
面
後
方
席
か
ら
清
経
登
場
の
場
面
に
接
し

た
筆
者
は
、
思
わ
ず「
あ
っ
」と
声
を
あ
げ
そ
う
に
な
っ
た
。

清
経
の
亡
霊
の
第
一
声
が「
聖
人
に
夢
な
し
」で
は
な
く
、
そ

れ
に
続
く
、「
う
た
た
寝
に
」だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。「
う
た

た
寝
に
恋
し
き
人
を
見
て
し
よ
り
、
夢
て
ふ
も
の
は
頼
み
そ

め
て
き
」、
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
小
野
小
町
の
歌
を
そ
っ
く
り

引
い
た
詞
章
で
あ
る
。
筆
者
は
そ
の
時
ま
で
、「
恋
の
音
取
」

和
四
十
九
年
）所
収
の『
口
伝
書
』の
記
事
で
あ
る
。

                                                          
     　

　

清
経

一
、
披
講
ノ
出
羽
ト
テ
習
有
。
笛
ニ
恋
ノ
手
云
事
吹
ニ
よ
り

て
恋
音
取
ト
云
と
も
。
夫
ハ
凶
し
。
歌
を
吟
じ
て
、
そ
れ
ニ

よ
り
出
る
に
よ
り
て
、ひ
こ
う
ノ
出
羽
ト
云
。

一
、
幕
ニ
か
ゝ
り
て
、
す
そ
ま
く
挙
ル
。
是
、
笛
へ
の
し
ら

せ
也
。
是
を
見
て
、笛
吹
懸
ル
な
り
。　
　
　

　

こ
こ
に
記
さ
れ
た
清
経
登
場
の
か
た
ち
が
現
在
の「
披
講
の

出
端
」と
同
じ
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
で
あ
ろ
う

（
こ
れ
に
続
い
て
、
現
在
の「
披
講
の
出
端
」の
と
き
と
同
じ
と
思
わ
れ
る
笛
の
唱
歌

が
記
さ
れ
て
い
る
）。
こ
こ
で
注
目
さ
れ
る
の
は
、
最
初
の
一
ツ
書

で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、こ
こ
に
は《
清
経
》に「
披
講
の
出
羽
」と

呼
ば
れ
る
習
い
が
あ
る
こ
と
、
そ
の
と
き
は「
歌
を
吟
じ
て
」、

つ
ま
り
歌
を
謡
い
な
が
ら
幕
を
出
る
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
の

だ
が
、
こ
の「
歌
」は
も
ち
ろ
ん「
う
た
た
寝
に
…
」の
こ
と
で

あ
る
。
と
す
れ
ば
、
こ
れ
は「
聖
人
に
夢
な
し
…
」を
省
略
し
た

演
出
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
、
現
在
の
金
剛
流
の「
披
講
の

出
端
」の
演
出
は
、
少
な
く
と
も
江
戸
時
代
後
期
ま
で
は
さ
か

の
ぼ
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

　

考
え
て
み
れ
ば
、「
披
講
」と
は
和
歌
会
で
詠
ん
だ
歌
を
読

み
上
げ
る
こ
と
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
、「
披
講
の
出
端
」と
い

　

昨
年
の
一
月
、
横
浜
能
楽
堂
で
、「
美
の
世
阿
弥
、
華
の
信

光
」と
銘
打
っ
た
三
回
に
わ
た
る
シ
リ
ー
ズ
公
演
が
あ
っ
た
。

そ
の
三
回
目
は
世
阿
弥
の《
清
経
》と
信
光
の《
巴は

え
ん園
》と
い
う

組
み
合
わ
せ
で
、
い
ず
れ
も
シ
テ
は
大
槻
文
藏
氏
、
ワ
キ
は
福

王
茂
十
郎
氏
の
関
西
勢
で
、《
清
経
》
は「
恋
の
音
取
」の
小
書

付
き
だ
っ
た
。《
巴
園
》
は
平
成
十
八
年
に
大
槻
能
楽
堂
自
主

公
演
能
で
、
筆
者
も
参
画
し
て
復
曲
さ
れ
た
作
品
で
あ
る
（
本

来
の
曲
名
は「
バ
エ
ン
」ら
し
い
）。
同
じ
演
者
が
い
ち
ど
に
二
番
の
能

を
演
じ
る
と
い
う
の
も
、
現
代
で
は
め
っ
た
に
な
い
こ
と
で
、

ず
い
ぶ
ん
思
い
切
っ
た
企
画
だ
っ
た
。
そ
の
上
演
前
に
二
曲

ま
と
め
て
二
十
分（
！
）で
解
説
め
い
た
話
を
し
た
筆
者
は
、

《
清
経
》
の
主
題
は「
夫
婦
愛
」
と
す
る
の
が
一
般
的
だ
が
、

清
経
が
登
場
す
る
場
面
の
、

聖
人
に
夢
な
し
、誰
あ
つ
て
現
と
み
る
、眼
裏
に
塵
あ
つ
て

三
界
す
ぼ
く
、
心
頭
無
事
に
し
て
、
一
床
広
し
、
げ
に
や

憂
し
と
見
し
も
夢
、
つ
ら
し
と
思
ふ
も
幻
の
、
い
づ
れ
跡

あ
る
雲
水
の
、
行
く
も
返
る
も
、
閻
浮
の
故
郷
に
、
た
ど
る

心
の
は
か
な
さ
よ
（
現
行
観
世
流
の
詞
章
）



う
名
称
は
、
お
の
ず
か
ら「
聖
人
に
夢
な
し
…
」を
省
略
し
、
登

場
し
た
清
経
が「
う
た
た
ね
寝
に
…
」か
ら
謡
い
は
じ
め
る
と

い
う
演
出
を
も
意
味
し
て
い
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
そ
の
こ
と

は
、
右
の『
口
伝
書
』に
、「
歌
を
吟
じ
て
、
そ
れ
ニ
よ
り
出
る

に
よ
り
て
、
ひ
こ
う
ノ
出
羽
ト
云
」と
明
確
に
述
べ
ら
れ
て
い

る
。
こ
れ
に
た
い
し
て
、
金
剛
流
以
外
の「
恋
の
音
取
」「
音

取
」は
、
笛
の
音
に
合
わ
せ
て
橋
掛
り
を
何
度
も
立
ち
止
ま
り

つ
つ
進
む
演
出
に
由
来
す
る
名
称
と
思
わ
れ
、「
聖
人
に
夢
な

し
…
」を
省
略
す
る
か
ど
う
か
は
副
次
的
な
も
の
と
位
置
づ
け

ら
れ
て
い
る
、と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

  

こ
う
し
て
み
る
と
、金
剛
流
以
外
の「
恋
の
音
取
」や「
音
取
」

の
と
き
、「
聖
人
に
夢
な
し
…
」が
省
略
さ
れ
る
演
出
は
、
金

剛
流
の「
披
講
の
出
端
」の
影
響
で
あ
っ
た
蓋
然
性
が
出
て
く

る
が
、
そ
う
考
え
て
よ
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
さ
き
の
山

中
玲
子
氏
の
論
を
ふ
ま
え
る
と
、
そ
の
時
期
は
明
治
以
降
と

い
う
こ
と
に
な
ろ
う
か
。

  

さ
て
、
さ
き
に
記
し
た
よ
う
に
、
こ
こ
で
改
め
て
、《
清
経
》

一
曲
の
主
題
が「
聖
人
に
夢
な
し
…
」に
集
約
さ
れ
て
い
る
こ

と
に
戻
る
な
ら
ば
、
こ
の
部
分
を
省
略
し
た《
清
経
》
は
、
作

品
と
し
て
重
要
な
部
分
を
欠
く
か
た
ち
に
な
る
。
そ
の
結
果
、

《
清
経
》
は
、
現
在
の
平
均
的
な
理
解
で
あ
る
、「
夫
婦
愛
」を

描
い
た
能
だ
と
い
う
色
彩
が
強
く
な
る
の
だ
が
、
金
剛
流
の

「
披
講
の
出
端
」は
そ
も
そ
も
そ
の
よ
う
な
意
図
を
持
っ
た
小

書
な
の
だ
と
思
う
。

  

い
っ
た
い
、《
清
経
》
は
、
は
や
く
か
ら「
夫
婦
愛
」を
描
い

た
能
だ
と
理
解
さ
れ
て
き
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
を
端

的
に
示
す
の
が
、
清
経
が
平
家
の
都
落
ち
か
ら
入
水
に
い
た

る
ま
で
の
体
験
を
語
り
は
じ
め
る
や
、ツ
レ
の
妻
が
、

か
や
う
に
申
せ
ば
な
ほ
も
身
の
、
恨
み
に
似
た
る
こ
と
な
れ

ど
も
、
さ
す
が
に
い
ま
だ
君
ま
し
ま
す
、
御
代
の
境
や
一
門

の
、
果
て
を
も
見
ず
し
て
い
た
づ
ら
に
、
お
ん
身
一
人
を
捨

て
し
こ
と
、ま
こ
と
に
よ
し
な
き
こ
と
な
ら
ず
や

と
、
口
を
は
さ
む
展
開
に
な
っ
て
い
る
上
掛
り
の
詞
章
で
あ
る
。

こ
の
箇
所
は
金
剛
流
な
ど
の
下
掛
り
に
は
な
く
、
そ
れ
が
世
阿
弥

の
原
作
の
か
た
ち
だ
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
が
、
上
掛
り
で
は

室
町
後
期
に
は
右
の
よ
う
な
妻
の
言
葉
が
加
え
ら
れ
て
い
る

の
で
あ
る
。
こ
こ
に
こ
の
よ
う
な
妻
の
言
葉
が
挿
入
さ
れ
る

と
、
妻
の
恨
み
が
い
っ
そ
う
強
調
さ
れ
、
俄
然
、「
夫
婦
愛
」と

い
う
色
彩
が
濃
く
な
る
。
と
す
れ
ば
、《
清
経
》の
主
題
を「
夫

婦
愛
」に
求
め
よ
う
と
す
る
理
解
は
、
す
で
に
室
町
期
に
醸
成

さ
れ
て
い
た
こ
と
に
な
ろ
う
。

　

金
剛
流
の
小
書「
披
講
の
出
端
」は
、
世
阿
弥
が
意
図
し
た
主
題

と
は
い
さ
さ
か
異
な
る
が
、
以
上
の
よ
う
な
室
町
時
代
以
来
の

《
清
経
》
理
解
の
う
え
に
創
出
さ
れ
た
演
出
な
の
で
あ
る
。

「
清
経
」雑
考

権
藤
　
芳
一

演
劇
評
論
家

富
士
川
の
戦
に
も
、
ま
た
木
曽
義
仲
と
の
倶
利
伽
羅
峠
で
の

戦
に
も
参
加
し
た
様
子
は
な
い
。

　

寿
永
二
年（
一
一
八
三
）七
月
、
木
曽
勢
に
追
わ
れ
て
、
平

家
一
門
が
安
徳
帝
を
奉
じ
て
都
を
脱
出
す
る
際
に
、
清
経
は

妻
を
同
道
し
よ
う
と
し
て
、
父
母
に
た
し
な
め
ら
れ
て
い

る（『
源
平
盛
衰
記
』
に
よ
る
。
但
し
、
父
重
盛
は
治
承
三
・

一
一
七
九
年
す
で
に
没
し
て
い
る
の
で
、こ
れ
は
虚
説
）。

　

そ
れ
か
ら「
三
年
が
程
で
あ
る
か
な
き
か
言
伝
も
な
か
り

け
れ
ば
」と『
盛
衰
記
』に
あ
る
。
こ
れ
も「
三
ヶ
月
」の
誤
り

で
あ
る
。
七
月
に
都
を
出
て
、
北
九
州
を
転
々
と
し
、
翌
寿

永
三
年
一
月
に
は
福
原
に
戻
り
、一
谷
に
陣
を
構
え
て
い
る
。

清
経
が
豊
前
国
柳
ヶ
浦
で
入
水
し
た
の
は
、
そ
れ
以
前
、
寿
永

二
年
の
晩
秋
で
あ
る
。清
経
の
生
年
や
享
年
は
不
明
で
あ
る
。

　

残
さ
れ
た
わ
ず
か
な
資
料
で
、
世
阿
弥
は
興
味
深
い
人
間

像
に
描
き
上
げ
、
魅
力
的
な
修
羅
能
を
作
っ
た
。
修
羅
能
の

た
て
ま
え
か
ら
す
れ
ば
、
あ
る
武
将
の
戦
死
し
た
土
地
を
通

り
か
か
っ
た
旅
僧
の
所
に
、
武
将
の
幽
霊
が
現
れ
、
自
分
が

戦
で
敗
れ
た
様
子
を
物
語
り
、
修
羅
道
の
苦
患
を
見
せ
、
成

　

こ
れ
ま
で
何
度
か
、
い
ろ
い
ろ
な
演
能
会
の
パ
ン
フ
レ
ッ
ト

に
、
こ
の
曲
の
解
説
を
書
い
て
き
た
。
し
か
し
い
づ
れ
も
、

枚
数
の
関
係
も
あ
り
、
中
途
半
端
な
も
の
だ
っ
た
。「
清
経
」

に
つ
い
て
書
く
の
は
、恐
ら
く
こ
れ
が
最
後
だ
と
思
う
の
で
、

こ
れ
ま
で
発
表
し
た
部
分
と
重
な
る
と
こ
ろ
も
多
い
と
思
う

が
、少
し
た
っ
ぷ
り
書
か
せ
て
も
ら
う
。

　

平
清
経
は
、
清
盛
の
嫡
男
・
重
盛
の
三
男
で
あ
る
。
長
兄

が
維
盛
で
あ
る
。
彼
も
ま
た
平
家
の
嫡
流
で
あ
り
な
が
ら
、

後
に
熊
野
で
入
水
し
、
戦
線
か
ら
離
脱
し
て
い
る
。
清
経
に

関
す
る
詳
し
い
事
蹟
は
、
ほ
と
ん
ど
わ
か
っ
て
い
な
い
。
事

典
類
を
見
て
も
、
い
づ
れ
も
数
行
で
片
づ
け
ら
れ
て
い
る
。

そ
れ
も『
平
家
物
語
』や『
源
平
盛
衰
記
』の
記
述
が
も
と
に

な
っ
て
い
る
。『
平
家
物
語
』に
は
流
布
本
が
多
く
、
各
本
に

よ
っ
て
記
述
の
量
も
異
な
っ
て
い
る
。
む
し
ろ『
平
家
物
語
』

異
本
の
一
つ
と
考
え
ら
れ
て
い
る『
源
平
盛
衰
記
』
が
一
番

詳
し
い
。
そ
れ
ら
の
書
物
の
記
事
を
総
合
す
る
と
、
正
四
位

下
に
叙
し
、
左
近
衛
権
中
納
言
に
任
ぜ
ら
れ
て
い
る
が
、
戦

の
方
は
決
し
て
得
意
で
は
な
か
っ
た
よ
う
だ
。
対
頼
朝
と
の




