
夢
の
憂
世
の
中
宿
の　
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《
頼
政
》の
主
題
と
趣
向—
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雄

て
い
る
」（
岩
波『
謡
曲
集
』）と
か
、「『
平
家
物
語
』巻
四「
橋
合
戦
・
宮

御
最
期
」に
拠
り
つ
つ
文
武
に
名
が
高
か
っ
た
頼
政
の
最
期
の
奮
戦
ぶ
り

を
描
く
。頼
政
の
心
根
を
描
く
よ
り
も
合
戦
の
さ
ま
の
描
写
に
重
点
が

置
か
れ
、敵
方
の
忠
綱
の
活
躍
が
生
き
生
き
と
描
か
れ
て
い
る
」（『
能
・

狂
言
事
典
』）な
ど
と
い
う
も
の
で
、い
ず
れ
も
頼
政
よ
り
敵
方
の
足
利

又
太
郎
忠
綱
の
活
躍
が
特
記
さ
れ
て
い
る
。《
頼
政
》に
お
け
る
こ
の
よ

う
な
特
色
は
、す
で
に
昭
和
初
年
の『
謡
曲
大
観
』で
も
注
意
さ
れ
て
い

て
、そ
こ
で
は
、《
頼
政
》は
凡
作
で
は
な
い
と
し
な
が
ら
も
、「
後
段
で
は
、

ク
セ
と
語
と
二
節
続
け
て
、官
軍
の
様
を
餘
り
に
も
委
し
く
語
っ
て
ゐ

る
」こ
と
を
、「
脚
色
が
や
ゝ
冗
漫
に
流
れ
た
嫌
ひ
が
あ
る
」と
し
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、《
頼
政
》は
そ
の「
ね
ら
い
」が
い
ま
ひ
と
つ
把
握
し
に
く

い
作
品
な
の
で
あ
る
が
、そ
う
し
た
な
か
に
あ
っ
て
、そ
の「
ね
ら
い
」の

核
心
に
迫
っ
て
い
る
と
筆
者
が
思
う
指
摘
が
管
見
で
は
二
つ
あ
る
。そ
の

一つ
は
新
潮
日
本
古
典
集
成『
謡
曲
集
』の
指
摘
で
、そ
こ
で
は
、終
曲
近

く
で
頼
政
の
亡
霊
に
よ
っ
て
紹
介
さ
れ
る
頼
政
の
辞
世「
埋
も
れ
木
の

花
咲
く
こ
と
も
な
か
り
し
に
身
の
な
る
果
て
は
あ
は
れ
な
り
け
り
」を

《
頼
政
》の「
主
題
歌
」と
み
て
、「
老
武
者
の
功
成
り
得
ず
に
戦
死
し

　

主
題
の
把
握
と
い
う
点
で
、《
頼
政
》は
な
か
な
か
や
っ
か
い
な
作
品

で
あ
る
。と
い
う
の
も
、《
頼
政
》は
シ
テ
が
頼
政
で
あ
り
な
が
ら
、頼
政

の
亡
霊
に
よ
っ
て
後
場
で
語
ら
れ
る
の
は
、頼
政
自
身
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
と

い
う
よ
り
、頼
政
が
活
躍
し
た
わ
け
で
も
な
い
宇
治
橋
の
合
戦
で
あ
り
、

ま
た
宇
治
橋
の
合
戦
に
お
け
る
平
家
方
の
足
利
又
太
郎
忠
綱
の
活
躍

だ
か
ら
で
あ
る
。も
ち
ろ
ん
、他
の
世
阿
弥
の
修
羅
能
に
お
い
て
は
、《
忠

度
》で
も《
実
盛
》で
も《
敦
盛
》で
も
、そ
れ
ぞ
れ
の
主
人
公
の
最
後

が
語
ら
れ
て
、そ
れ
に
よ
っ
て
、《
忠
度
》で
は『
千
載
集
』に「
読
人
知
ら

ず
」と
さ
れ
た
こ
と
へ
の
執
心
が
、《
実
盛
》で
は
老
武
者
実
盛
の
武
士

と
し
て
の
心
意
気
が
、《
敦
盛
》で
は
蓮
生
と
い
う「
法
の
友
」に
出
会
う

こ
と
が
で
き
た
喜
び
が
一
曲
の
テ
ー
マ
と
し
て
主
張
さ
れ
て
い
る
の
だ
が
、

《
頼
政
》に
あ
っ
て
は
、頼
政
自
身
の
こ
と
が
あ
ま
り
語
ら
れ
て
い
ず
、そ

の
た
め
に《
頼
政
》と
い
う
作
品
に
お
い
て
、世
阿
弥
が
何
を
訴
え
よ
う

と
し
た
の
か
が
い
ま
ひ
と
つ
明
確
で
は
な
い
の
で
あ
る
。 　

こ
の
点
に
つ
い

て
の
従
来
の
理
解
は
、た
と
え
ば
、「
老
武
者
頼
政
の
最
後
の
奮
戦
ぶ
り

を
扱
っ
た
能
だ
が
、そ
の
心
根
を
描
く
と
い
う
よ
り
も
、合
戦
の
さ
ま
の

描
写
に
重
点
が
置
か
れ
、敵
方
の
忠
綱
の
方
が
か
え
っ
て
生
き
生
き
し



よ
う
な《
頼
政
》一
曲
の「
ね
ら
い
」を
象
徴
し
て
い
る
の
が
、中
入
り
前
の

「
夢
の
憂
き
世
の
中
宿
」で
あ
ろ
う
。そ
こ
に
は
、こ
の
世
が
夢
の
よ
う

に
は
か
な
く
、か
つ
憂
き
こ
と
ば
か
り
で
あ
る
と
す
る
、《
頼
政
》一
曲
の

主
題
が
集
約
さ
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。 　
《
頼
政
》は
基
本
的
に
は
こ

の
よ
う
に
理
解
さ
れ
る
べ
き
作
品
だ
と
思
う
の
で
あ
る
が
、そ
れ
を
い
っ

そ
う
補
強
す
る
文
句
が
、頼
政
が
自
害
し
て
果
て
た
扇
の
芝
の
前
で
の

頼
政
の
化
身（
前
ジ
テ
）と
僧
の
や
り
と
り
の
な
か
に
あ
る
。す
な
わ
ち
、

そ
の
場
面
の
詞
章
は
、

　
　

ワ
キ「
痛
は
し
や
さ
し
も
文
武
に
名
を
得
し
人
な
れ
ど
も
、あ
と
は
草
露
の

　
　
　
　

道
の
辺
と
な
っ
て
、行
人
征
馬
の
ゆ
く
え
の
ご
と
し
、あ
ら
痛
は
し
や
候

　
　

シ
テ「
な
う
宮
軍
の
月
も
日
も
今
日
に
あ
た
り
て
候 

　
　

ワ
キ「
何
と
宮
軍
の
月
も
日
も
今
日
に
あ
た
り
た
る
と
候
ふ
や

　
　

シ
テ「
申
す
に
つ
け
て
我
な
が
ら
、よ
そ
に
は
あ
ら
ず
旅
人
の
、草
の
枕
の
露
の

　
　
　
　

世
に
、姿
見
え
ん
と
未
た
り
た
り
、う
つ
つ
と
な
思
ひ
給
ひ
そ
と
よ

と
い
う
も
の
だ
が（
原
形
と
思
わ
れ
る
下
掛
り
の
テ
キ
ス
ト
に
よ
る
）、こ

こ
で
注
目
す
べ
き
は
傍
線
を
付
し
た
箇
所
の「
旅
人
」で
あ
る
。 　

こ

の「
旅
人
」は
従
来
は
ワ
キ
僧
の
こ
と
と
解
さ
れ
て
い
て
、こ
の
あ
た
り

は
た
と
え
ば
、「
こ
の
よ
う
に
お
話
し
て
ゐ
る
と
、自
分
な
が
ら
他
人
事

と
思
は
れ
な
く
な
っ
て
来
ま
し
た
。実
は
旅
の
方
の
仮
寝
の
夢
に
姿
を

見
せ
よ
う
と
思
っ
て
来
た
の
で
す
。こ
れ
を
現
と
思
ひ
に
な
っ
て
は
い
け

ま
せ
ん
よ
」（『
謡
曲
大
観
』）な
ど
と
訳
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、こ
の

「
旅
人
」は
僧
だ
け
で
は
な
く
、僧
と
頼
政
の
化
身
の
両
者
を
意
味
し
て

た
悲
し
み
を
主
題
と
す
る
の
が《
頼
政
》の
意
図
」と
し
て
い
る
。も
う
一

つ
は
相
良
亨
氏
の『
世
阿
弥
の
宇
宙
』（
平
成
二
年
、ぺ
り
か
ん
社
）の
指

摘
で
、そ
こ
で
は
、や
は
り
頼
政
の
辞
世
の「
あ
は
れ
な
り
け
り
」に
着
目

し
、こ
れ
を
頼
政
の
自
己
把
握
と
と
ら
え
、さ
ら
に
舞
台
と
な
っ
て
い
る

中
宿（
京
と
奈
良
の
中
間
の
意
）た
る
宇
治
が
こ
の
世
と
あ
の
世
の
あ
い

だ
の
中
有
的
な
空
間
と
設
定
さ
れ
て
い
る
と
し
た
う
え
で
、「
あ
わ
れ
な

存
在
が
あ
わ
れ
な
空
間
に
存
在
す
る
と
い
う
と
こ
ろ
に
、こ
の
曲
の
基
調

が
あ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
」と
総
括
し
て
い
る
。

　

こ
の
う
ち
で
も
、筆
者
は
と
り
わ
け
後
者
の
相
良
氏
の
指
摘
が《
頼

政
》の
主
題
把
握
と
し
て
ほ
ぼ
正
鵠
を
射
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。

相
良
氏
が
着
目
し
た
辞
世
の「
あ
は
れ
」は「
は
か
な
い
」と
い
う
ほ
ど

の
意
味
と
思
わ
れ
る
が
、こ
こ
で
筆
者
が
注
意
を
喚
起
し
た
い
の
は
、そ

の
よ
う
な
末
期
に
際
会
し
て
の
頼
政
の
感
慨
—
相
良
氏
の
言
葉
で
言

え
ば
自
己
把
握
—
は
、《
頼
政
》に
お
い
て
は
、た
ん
に
不
遇
だ
っ
た
自
身

の
生
涯
に
た
い
す
る
感
慨
と
い
う
だ
け
で
な
く
、彼
自
身
が
七
十
年
あ

ま
り
過
ご
し
て
き
た
こ
の
世
自
体
が
、前
世
と
来
世
と
の
中
間
に
位
置

す
る「
あ
は
れ
」な
時
空
で
あ
る
こ
と
に
た
い
す
る
感
慨
と
な
っ
て
い
る

こ
と
で
あ
ろ
う
。そ
の
よ
う
な
、現
世
を「
あ
は
れ
」な
も
の
と
す
る
頼

政
の
認
識
—
そ
れ
は
当
然
作
者
世
阿
弥
の
認
識
で
も
あ
る
—
は
、舞
台

を「
中
宿
」と
し
て
の
宇
治
に
設
定
し
て
、そ
の「
中
宿
」に
現
世
が「
中

宿
」で
あ
る
こ
と
を
重
ね
る
と
い
う
趣
向
に
よ
っ
て
、《
頼
政
》一
曲
の
主

題
と
し
て
明
確
に
う
ち
出
さ
れ
て
い
る
と
し
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。そ
の



最
後
の
場
面
で
主
題
を
ス
ト
レ
ー
ト
に
う
ち
だ
し
て
い
る
。そ
れ
を
う

け
て
、約
束
通
り
後
場
に
登
場
し
て
き
た
頼
政
の
亡
霊
は
、「
う
た
か
た

の
、あ
は
れ
は
か
な
き
世
の
中
に
、蝸
牛
の
角
の
争
ひ
も
、は
か
な
か
り

け
る
心
か
な
」と
こ
の
世
の「
は
か
な
さ（
あ
は
れ
）」を
宣
言
し
、そ
の

具
体
例
と
し
て
、み
ず
か
ら
の
体
験
—
高
倉
宮
の
擁
立
と
宇
治
平
等
院

で
の
敗
死
—
を
語
る
の
で
あ
る
が
、そ
の
物
語
は「
埋
れ
木
の
花
咲
く
こ

と
も
な
か
り
し
に
身
の
な
る
果
て
は
あ
は
れ
な
り
け
り
」と
い
う
、ま
さ

に「
主
題
歌
」と
い
っ
て
よ
い
辞
世
で
締
め
く
く
ら
れ
る
。

　

こ
う
し
て
、《
頼
政
》一
曲
は
、頼
政
個
人
の「
あ
は
れ
」を
通
じ
て
、こ

の
世
の「
あ
は
れ
」が
主
題
と
し
て
う
ち
だ
さ
れ
て
い
る
の
だ
が
、「
中

宿
」宇
治
は
そ
の
よ
う
な
主
題
を
も
っ
た
作
品
の
舞
台
と
し
て
、ま
こ
と

に
恰
好
の
場
と
い
え
よ
う
。宇
治
は
も
ち
ろ
ん
頼
政
敗
死
の
場
所
で
あ

り
、頼
政
を
主
人
公
に
し
た
夢
幻
能
を
制
作
す
る
と
し
た
ら
、そ
の
舞

台
は
宇
治
以
外
に
は
な
い
と
思
わ
れ
る
が
、そ
の
宇
治
を
は
か
な
い
現

世
を
象
徴
す
る
場
と
し
て
、た
く
み
に「
こ
の
世
の
あ
は
れ
」と
い
う
主

題
に
結
び
つ
け
た
の
が
世
阿
弥
な
の
で
あ
る
。前
場
で
名
所
と
し
て
の
宇

治
が
た
っ
ぷ
り
と
描
か
れ
て
い
る
の
も
、そ
う
し
た
世
阿
弥
の「
ね
ら
い
」

と
深
く
か
か
わ
っ
て
い
る
こ
と
は
、も
は
や
い
う
ま
で
も
あ
る
ま
い
。

い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。そ
こ
で
、そ
の
よ
う
な
視
点
か
ら
こ
こ
を

現
代
語
に
改
め
て
み
る
と
、「
私
は
そ
の
宮
軍
と
無
関
係
の
人
間
で
は

あ
り
ま
せ
ん
。私
は
前
世
か
ら
来
世
へ
向
か
う
旅
人
で
す
が
、そ
の
途
中

に
草
露
の
よ
う
に
は
か
な
い
こ
の
世
に
立
ち
寄
り
、同
じ
旅
人
で
あ
る

お
僧
に
夢
の
な
か
で
わ
が
姿
を
お
見
せ
し
よ
う
と
思
っ
て
、こ
う
し
て
や

っ
て
き
た
の
で
す
。こ
れ
を
現
実
の
こ
と
と
お
思
い
に
な
っ
て
は
い
け
ま
せ

ん
よ
」と
な
る
か
と
思
う
。私
解
は
す
な
わ
ち
、「
旅
人
」が
頼
政
の
化

身
と
僧
の
二
人
を
意
味
す
る
も
の
と
み
、さ
ら
に
、「
姿
見
え
ん
と
来
た

り
た
り
」に
前
世
か
ら
の
旅
人
で
あ
る
頼
政
が
こ
の
世
に
立
ち
寄
っ
た

と
い
う
意
と
、後
刻
、僧
の
夢
中
に
現
わ
れ
よ
う
と
い
う
シ
テ
の
予
告
と

い
う
二
つ
の
意
味
が
こ
め
ら
れ
て
い
る
、と
こ
の
箇
所
を
重
層
的
に
と
ら

え
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
が
、「
草
の
枕
の
露
の
世
に
、姿
見
え
ん
と

来
た
り
た
り
」は
右
の
私
訳
の
よ
う
に
、「
草
露
の
よ
う
に
は
か
な
い
こ

の
世
に
立
ち
寄
り・・・
」と
訳
す
し
か
な
い
文
句
で
あ
り
、そ
の
点
か
ら
も

「
旅
人
」が
前
世
か
ら
来
世
へ
と
向
か
う
旅
人
で
あ
る
頼
政
を
も
意
味

し
て
い
る
こ
と
は
、ま
ず
確
実
と
思
う
。そ
う
考
え
て
よ
い
な
ら
ば
、こ

の
箇
所
は
、さ
き
に
筆
者
が
い
さ
さ
か
敷
衍
し
て
紹
介
し
た
相
良
亨
氏

の《
頼
政
》理
解
と
も
合
致
し
、そ
れ
を
さ
ら
に
補
強
す
る
材
料
と
い
う

こ
と
に
な
ろ
う
。

　

さ
き
に《
頼
政
》の
主
題
を
象
徴
す
る
文
句
と
し
て
紹
介
し
た「
夢

の
憂
き
世
の
中
宿
の
」（
地
謡
の
担
当
）は
、右
の「
よ
そ
に
は
あ
ら
ず
旅

人
の
」の
直
後
の
文
句
で
あ
る
が
、こ
の
よ
う
に
、《
頼
政
》で
は
前
場
の




