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「
姨
捨
」
と
聞
く
と
、
漢
字
の
意
味
通
り
に
受

け
取
り
、
残
酷
、
暗
い
イ
メ
ー
ジ
を
持
つ
人
が
多

い
と
感
じ
ま
す
。
し
か
し
、
和
歌
や
俳
句
な
ど
の

文
芸
に
親
し
ん
で
い
る
人
に
は
「
月
の
名
所
」
と

い
う
連
想
が
働
き
ま
す
。
そ
の
連
想
の
そ
も
そ
も

の
始
ま
り
は
古
今
和
歌
集
に
載
る
わ
が
心
慰
め

か
ね
つ
さ
ら
し
な
や
姨
捨
山
に
て
る
月
を
み
て

（
よ
み
人
知
ら
ず
）
の
和
歌
と
い
っ
て
い
い
と
思

い
ま
す
が
、
で
は
こ
の
歌
が
詠
ま
れ
た
今
か
ら
約

１
２
０
０
年
前
、
さ
ら
し
な
の
里
は
「
棄
老
の
里
」

「
月
の
名
所
」
ど
ち
ら
の
イ
メ
ー
ジ
で
と
ら
え
ら
れ

て
い
た
の
か
。
こ
の
問
題
に
関
し
て
も
更
旅
248
号

に
続
き
、
ま
ず
信
州
大
学
名
誉
教
授
（
国
文
学
）

の
滝
沢
貞
夫
さ
ん
（
２
０
１
６
年
死
去
）
が
「
し

な
の
文
学
夜
話
（
上
）」
で
展
開
し
て
い
る
お
考
え

を
自
分
な
り
に
読
み
解
き
な
が
ら
紹
介
し
ま
す
。

滝
沢
さ
ん
は
月
の
美
し
さ
が
歌
の
核
に
な
っ
て
い

る
と
の
お
考
え
。
そ
れ
ゆ
え
に
こ
の
歌
は
月
が
大

好
き
だ
っ
た
都
人
た
ち
に
口
ず
さ
ま
れ
て
物
語
に

も
育
ち
、
多
く
の
人
を
救
い
、
癒
し
て
き
た
と
い

え
る
と
思
い
ま
す
。

　

響
き
合
う
配
列
を
楽
し
む

　

滝
沢
さ
ん
の
説
の
根
拠
は
、
古
今
和
歌
集
の
歌

の
配
列
の
仕
方
、
つ
ま
り
編
集
方
針
に
あ
り
ま
す
。

滝
沢
さ
ん
の
研
究
に
よ
る
と
、
古
今
和
歌
集
の
歌

は
同
一
の
言
葉
を
使
っ
て
い
る
も
の
同
士
を
と
な

り
合
わ
せ
と
し
た
り
、
前
の
歌
の
問
い
か
け
に
対

し
、
も
と
も
と
無
関
係
な
次
の
歌
が
あ
た
か
も
そ

れ
に
こ
た
え
て
い
る
か
の
よ
う
に
並
べ
て
み
た
り
、

逆
に
、
わ
ざ
と
意
味
内
容
の
上
で
反
対
と
な
る
歌

を
意
識
的
に
配
列
し
た
り
し
て
い
る
そ
う
で
す
。

そ
の
結
果
、
互
い
に
隣
り
合
わ
せ
た
二
首
の
歌
か

ら
さ
ま
ざ
ま
な
連
想
が
可
能
と
な
っ
て
お
り
、
そ

う
し
た
連
想
を
楽
し
む
の
が
古
今
和
歌
集
で
も
あ

る
そ
う
で
す
。

　

「
慰
め
か
ね
つ
」
和
歌
の
場
合
を
具
体
的
に
見
て

み
る
と
、
一
つ
前
に
次
の
歌
が
あ
り
ま
す
。

お
そ
く
い
づ
る
月
に
も
あ
る
か
な
あ
し
ひ
き
の
山

の
あ
な
た
も
惜
し
む
べ
ら
な
り （
よ
み
人
知
ら
ず
）

　

月
が
東
の
山
か
ら
な
か
な
か
出
て
こ
な
い
、
山

の
向
こ
う
側
の
人
が
月
が
去
っ
て
し
ま
う
の
を
悲

し
ん
で
引
き
と
め
て
い
る
の
で
、
い
つ
ま
で
も
こ

ち
ら
に
顔
を
出
さ
な
い
の
だ
ろ
う
―
と
い
う
意
味

だ
そ
う
で
す
。
そ
し
て
こ
の
歌
に
対
す
る
答
え
の

よ
う
に
山
の
向
こ
う
側
の
人
の
立
場
で
作
っ
た
歌

と
し
て
読
め
る
の
が
、「
慰
め
か
ね
つ
」
和
歌
だ
と

滝
沢
さ
ん
は
い
い
ま
す
。
意
味
は
月
を
見
上
げ
て

い
て
も
心
を
慰
め
よ
う
が
な
い
、
更
級
の
地
の
姨

捨
山
に
照
り
輝
く
月
を
み
て
い
て
は
と
い
う
こ
と

で
す
が
、
こ
の
歌
を
作
っ
た
人
は
旅
の
途
上
の
さ

ら
し
な
の
里
で
月
を
見
上
げ
て
郷
愁
に
か
ら
れ
い

ろ
い
ろ
な
こ
と
を
思
い
出
し
、
ず
っ
と
月
を
見
続

け
て
い
た
い
の
で
、
月
が
去
ら
な
い
よ
う
に
引
き

と
め
て
い
る
と
解
釈
で
き
る
そ
う
で
す
。

　

棄
老
の
気
配
が
な
い

　

そ
し
て
、「
慰
め
か
ね
つ
」
和
歌
に
は
次
の
歌
が

続
き
ま
す
。

お
ほ
か
た
は
月
を
も
め
で
じ
こ
れ
ぞ
こ
の
つ
も

れ
ば
人
の
お
い
と
な
る
も
の （
在
原
業
平
）

　

よ
く
よ
く
の
場
合
は
別
と
し
て
月
を
賞
美
す
る

こ
と
は
や
め
よ
う
、
こ
の
月
こ
そ
が
年
月
な
の
で

あ
り
、
こ
の
月
が
積
も
り
積
も
る
と
人
は
年
を
と

る
の
だ
か
ら
と
い
う
意
味
。
天
体
の
月
を
、
時
間

を
あ
ら
わ
す
月
の
イ
メ
ー
ジ
と
重
ね
て
い
ま
す
。

美
し
い
月
だ
か
ら
と
い
っ
て
ず
っ
と
眺
め
続
け
る

と
年
を
と
っ
ち
ゃ
う
ぞ
と
月
を
賞
美
す
る
人
を
か

ら
か
っ
て
い
る
感
じ
が
し
ま
す
。美
し
い
月
は
ず
っ

と
眺
め
て
い
た
い
と
い
う
こ
と
を
言
っ
て
も
い
る

の
が
前
の
二
つ
の
歌
な
の
で
、
古
今
和
歌
集
の
編

者
（
紀
貫
之
ら
）
は
「
慰
め
か
ね
つ
」
和
歌
の
姨

捨
山
の
言
葉
で
現
れ
た
「
老
い
」
の
イ
メ
ー
ジ
を

さ
ら
に
展
開
さ
せ
る
歌
と
し
て
配
列
さ
せ
た
可
能

性
が
あ
り
ま
す
。

　

さ
て
も
う
一
度
こ
れ
ら
三
首
を
セ
ッ
ト
で
読
ん

で
み
て
く
だ
さ
い
。
月
を
い
ろ
い
ろ
な
角
度
や
観

点
で
５
７
５
７
７
の
リ
ズ
ム
に
盛
り
こ
み
楽
し
ん

で
い
る
感
じ
が
し
な
い
で
し
ょ
う
か
。
そ
れ
ゆ
え

滝
沢
さ
ん
は
、「
慰
め
か
ね
つ
」
和
歌
に
は
棄
老

の
気
配
が
な
い
と
言
い
切
っ
て
い
ま

す
。
実
際
に
「
慰
め
か
ね
る
」
和
歌
を

作
っ
た
人
が
古
今
和
歌
集
編
者
と
同
じ

思
い
だ
っ
た
か
ど
う
か
は
わ
か
り
ま
せ

ん
が
、
少
な
く
と
も
編
者
に
と
っ
て
さ

ら
し
な
の
里
は
月
が
格
別
に
美
し
い
所

だ
っ
た
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

わ
が
身
と
重
ね
た
女
房
た
ち

　

そ
し
て
「
慰
め
か
ね
つ
」
和
歌
は
古

今
和
歌
集
に
収
録
後
、
た
く
さ
ん
の
貴

族
の
耳
目
に
触
れ
る
う
ち
に
独
立
し
た

歌
と
し
て
一
人
歩
き
を
始
め
、「
姨
捨

山
」
を
字
義
通
り
に
受
け
取
り
そ
こ
に

自
分
を
重
ね
る
人
が
出
て
き
た
と
滝
沢

さ
ん
は
い
い
ま
す
。
そ
れ
は
平
安
時
代
、

宮
廷
に
つ
か
え
て
い
た
女
性
の
女
房
た

ち
で
、
自
分
の
境
遇
を
不
安
定
に
感
じ

て
い
た
の
で
、
姨
捨
に
わ
が
身
を
か
さ

ね
た
物
語
を
つ
く
る
よ
う
に
な
り
、
そ

れ
が
「
姨
捨
」
と
い
う
題
で
、
古
今
和

歌
集
か
ら
約50

年
後
に
成
立
し
た
大

和
物
語
に
収
録
さ
れ
た
と
滝
沢
さ
ん
は

い
い
ま
す
。

　

主
人
公
は
「
信
濃
の
国
の
更
級
と
い

う
と
こ
ろ
に
住
む
男
」。
幼
い
と
き
に
親
が
死
ん
で

し
ま
っ
た
の
で
、
伯
母
（
お
ば
）
が
親
の
よ
う
に

し
て
付
き
添
っ
て
い
ま
し
た
が
、
こ
の
男
の
妻
は

薄
情
で
、
伯
母
が
年
を
と
っ
て
腰
が
曲
が
っ
て
い

た
の
を
憎
ら
し
く
思
い
、
深
い
山
に
捨
て
て
ほ
し

い
と
男
に
言
い
ま
し
た
。
男
は
困
っ
た
の
で
す
が
、

あ
ら
が
え
き
れ
ず
月
の
大
変
明
る
い
夜
に
「
寺
で

あ
り
が
た
い
法
要
が
あ
る
と
」
う
そ
つ
い
て
伯
母

を
は
背
負
い
、
高
い
山
の
峰
に
置
い
て
逃
げ
て
き

ま
し
た
。 

し
か
し
男
は
悲
し
く
て
、
山
の
上
か
ら

月
が
こ
の
上
な
く
明
る
く
出
て
い
る
の
を
み
て
「
我

が
心
慰
め
か
ね
つ
さ
ら
し
な
姨
捨
山
に
照
る
月
を

み
て
」
の
歌
を
詠
み
ま
し
た
。
そ
し
て
、
ま
た
山

へ
行
っ
て
伯
母
を
連
れ
て
戻
っ
て
き
ま
し
た
。
そ

れ
か
ら
、
こ
の
山
の
こ
と
を
姨
捨
山
と
い
う
よ
う

に
な
っ
た
―
と
し
め
く
く
ら
れ
る
物
語
で
す
。

　

こ
こ
で
重
要
な
こ
と
は
、
伯
母
は
捨
て
ら
れ
た

ま
ま
で
は
な
く
、
ま
た
迎
え
に
来
る
人
が
い
て
里

に
帰
っ
て
来
る
こ
と
が
で
き
た
と
い
う
結
末
に

な
っ
て
い
る
こ
と
で
す
。
古
今
和
歌
集
に
「
慰
め

か
ね
つ
」
和
歌
が
収
録
さ
れ
て50

年
後
に
は
、
さ

ら
し
な
の
里
は
そ
の
よ
う
な
救
済
の
地
と
し
て
も

イ
メ
ー
ジ
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
の
で
す
。

　

救
済
イ
メ
ー
ジ
を
昇
華
さ
せ
た
能
楽

　

大
和
物
語
の
「
姨
捨
」
の
物
語
は
、
そ
の
後
、

今
昔
物
語
集
な
ど
に
の
る
物
語
の
原
型
と
な
っ
た

も
の
で
、
古
今
和
歌
集
の
成
立
か
ら
約
400
年
後
の

室
町
時
代
に
は
、
現
在
は
世
界
無
形
文
化
遺
産
で

あ
る
能
楽
（
謡
曲
）
へ
と
発
展
し
ま
し
た
。
能
楽

大
成
者
の
世
阿
弥
が
作
っ
た
「
姨
捨
」
で
す
。
こ

れ
も
タ
イ
ト
ル
だ
け
み
る
と
、
悲
し
い
暗
い
物
語

で
す
が
、
そ
こ
で
繰
り
広
げ
ら
れ
て
い
る
さ
ら
し

な
の
里
の
世
界
は
大
変
清
ら
か
で
輝
い
て
い
ま
す
。

　

物
語
は
、
中
秋
の
名
月
が
ま
も
な
く
の
と
き
、

都
人
が
更
級
の
月
を
見
る
た
め
に
思
い
立
っ
て
姨

捨
山
に
急
い
で
や
っ
て
き
た
…
と
始
ま
り
ま
す
。

都
人
は
姨
捨
山
に
到
着
し
て
、
山
の
頂
上
で
更
級

の
里
に
住
む
と
い
う
女
性
に
出
会
い
ま
す
。
里
の

女
性
も
、
こ
の
日
の
中
秋
の
名
月
を
味
わ
う
た
め

里
か
ら
登
っ
て
き
た
と
言
い
ま
す
。
物
語
は
こ
の

後
、
里
の
女
性
が
実
は
捨
て
ら
れ
た
老
婆
で
、
中

秋
の
名
月
の
と
き
に
は
毎
年
、「
執
念
の
闇
」
を
晴

ら
そ
う
と
姨
捨
山
の
頂
上
に
現
れ
て
い
る
こ
と
を

明
ら
か
に
し
て
い
き
ま
す
。
そ
し
て
、
月
の
光
の

も
と
で
舞
い
ま
す
。「
わ
が
心
慰
め
か
ね
つ
さ
ら
し

な
や
姨
捨
山
に
て
る
月
を
み
て
」
の
和
歌
も
奏
で

ら
れ
、
月
が
隠
れ
る
と
老
女
も
消
え
て
し
ま
い
ま

す
。

　

山
に
捨
て
ら
れ
て
も
毎
年
中
秋
に
は
現
れ
、
老

女
の
か
な
し
み
が
癒
さ
れ
魂
が
救
済
さ
れ
る
物
語

で
す
。
世
阿
弥
の
流
れ
を
く
む
観
世
流
が
稽
古
に

使
う
謡
本
（
う
た
い
ぼ
ん
）
も
「
姨
捨
」
に
つ
い

て
は
「
単
に
衰
え
た
老
媼
を
え
が
く
の
で
な
く
、

秋
の
皎
々
た
る
明
月
の
霊
光
を
人
格
化
し
た
も
の

で
あ
り
、
神
々
し
い
ま
で
の
清
高
さ
が
あ
る
。
明

月
の
も
と
に
白
衣
の
老
女
が
、
少
し
も
嘆
き
悲
し

む
こ
と
な
く
清
浄
な
仏
説
を
述
べ
る
あ
た
り
に
、

至
妙
の
感
を
催
せ
し
め
る
」
と
書
き
、
舞
が
目
指

す
世
界
の
清
ら
か
さ
を
指
摘
し
て
い
ま
す
。

　

つ
ま
り
、
不
幸
せ
な
境
遇
の
老
女
を
救
う
場
と

し
て
さ
ら
し
な
の
里
（
姨
捨
山
の
異
名
を
持
つ
冠

着
山
）
が
選
ば
れ
、
そ
こ
に
現
れ
る
美
し
い
月
が

救
済
の
ツ
ー
ル
と
な
っ
て
い
る
の
で
す
。「
慰
め
か

ね
つ
」
和
歌
で
都
人
に
発
見
さ
れ
た
さ
ら
し
な
の

里
、
そ
こ
に
現
れ
る
月
の
美
し
さ
を
、
よ
り
深
く

発
展
的
に
表
現
し
た
の
が
謡
曲「
姨
捨
」な
の
で
す
。

たくさんの人を救ってきた「慰めかねつ」和歌


