
『
隅
田
川
』の「
死
の
縁
」を
め
ぐ
っ
て

天
野
　
文
雄

京
都
造
形
芸
術
大
学

舞
台
芸
術
研
究
セ
ン
タ
ー
所
長

前
世
か
ら
定
ま
っ
て
い
る
因
縁
」と
し
、
初
出
を『
隅
田
川
』と
し
て

い
る
。
ま
た
、
中
世
の
用
例
は『
隅
田
川
』だ
け
で
、
以
後
の
用
例

は
近
世
の
浮
世
草
子『
好
色
敗
毒
散
』や『
譬
喩
尽
』な
ど
が
あ
げ
ら
れ

て
い
る
が
、こ
れ
ら
は『
謡
曲
大
観
』が「
委
し
く
は「
死
の
縁
無
量
」

と
い
ひ
」と
い
う「
死
の
縁
無
量
」の
形
の
用
例
で
あ
る
。

  

さ
ら
に
前
近
代
の
謡
曲
注
釈
書
に
さ
か
の
ぼ
る
と
、
編
纂
を
命

じ
た
豊
臣
秀
次
没
後
の
慶
長
期
に
ま
と
め
ら
れ
た『
謡
抄
』に
は
、

「
生
ズ
ル
モ
死
ス
ル
モ
縁
ア
リ
。
都
ノ
者
東
ノ
ハ
テ
ニ
テ
死
ス
ル

ハ
、
死
所
前
世
ヨ
リ
定
ル
縁
ナ
リ
ト
云
ノ
心
也
」と
あ
り
、
寛
保

（
一
七
四
一
）序
の『
謡
曲
拾
葉
抄
』や
文
化
九
年（
一
八
一
二
）成
立

の『
謡
言
粗
志
』に
は
施
注
が
な
い
が
、
安
永
九
年（
一
七
八
〇
）の
堀

麦
水『
宝
生
流
謡
俚
諺
察
形
子
』に
は
、「
死
の
縁
無
量
と
経
に
も

見
へ
た
り
」と
あ
る
。

　

以
上
が「
死
の
縁
」に
つ
い
て
の
近
世
以
降
の
注
釈
書
や
国
語

辞
典
の
説
明
で
、
語
義
は
、「
人
の
死
ぬ
場
所
や
死
に
方
は
前
世
か
ら

の
縁
で
す
で
に
運
命
づ
け
ら
れ
て
い
る
」と
い
う
こ
と
で
ほ
ぼ
一
致

し
て
い
る
。
ま
た
、
こ
の
ど
れ
に
も『
隅
田
川
』以
前
の
用
例
が

記
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
に
鑑
み
る
な
ら
ば
、「
死
の
縁
」は
元
雅
の

造
語
の
可
能
性
も
考
え
ら
れ
る
と
こ
ろ
だ
が
、
そ
う
で
は
な
い
ら

し
い
。
と
い
う
の
は
、『
宝
生
流
謡
俚
諺
察
形
子
』『
謡
曲
大
観
』

『
好
色
敗
毒
散
』『
譬
喩
尽
』な
ど
で
は「
死
の
縁
無
量
」と
い
う
言
い

方
が
あ
る
と
し
、『
宝
生
流
謡
俚
諺
察
形
子
』で
は
そ
れ
を「
経
に
見

　

観
世
十
郎
元
雅
畢
生
の
名
作
と
い
っ
て
よ
い『
隅
田
川
』に
、

す
こ
し
気
に
な
る
言
葉
が
あ
る
。
そ
れ
は
狂
女
が
隅
田
川
を
渡

り
終
え
た
と
こ
ろ
で
、
行
方
を
尋
ね
て
い
た
わ
が
子
梅
若
丸
が

ち
ょ
う
ど
一
年
前
に
そ
の
地
で
亡
く
な
っ
て
い
た
こ
と
が
判
明

し
た
直
後
の
、

今
ま
で
は
さ
り
と
も
逢
は
ん
を
頼
み
に
こ
そ
、
知
ら
ぬ
東あ

づ
ま
に

下
り
た
る
に
、
今
は
こ
の
世
に
亡
き
跡
の
、
標し

る
しば
か
り
を
見
る

こ
と
よ
、
さ
て
も
無
慙
や
死
の
縁
と
て
、
生し

ょ
う
じ
ょ所
を
去
つ
て
東
の

果
て
の
、
道
の
ほ
と
り
の
土
と
な
つ
て
、
春
の
草
の
み
生
ひ

茂
り
た
る
、こ
の
下
に
こ
そ
あ
る
ら
め

と
い
う
ク
ド
キ
に
み
え
る「
死
の
縁
」で
あ
る（
い
ち
お
う
金
剛
流
詞

章
に
よ
っ
た
が
、他
流
と
の
あ
い
だ
に
大
き
な
違
い
は
な
い
）。

  

こ
の「
死
の
縁
」に
つ
い
て
の
近
代
の
理
解
は
、「
委
し
く
は「
死

の
縁
無
量
」と
い
ひ
、
人
は
何
處
で
ど
う
し
て
死
ぬ
や
ら
分
か
ら

ぬ
こ
と
。
旅
で
死
ぬ
因
縁
を
い
ふ
」（『
謡
曲
大
観
』
）、「
死
ぬ
こ
と

に
つ
い
て
の
前
世
か
ら
の
宿
縁
」（
日
本
古
典
文
学
大
系『
謡
曲
集
』
）、

「
過
去
の
業
因
と
し
て
の
死
因
に
対
し
、
人
を
死
に
至
ら
せ
た
現
在

の
助
縁
を「
死
縁
」と
い
う
」（
日
本
古
典
集
成『
謡
曲
集
』）と
い
う
も
の
。

国
語
辞
典
に
は
あ
ま
り
立
項
さ
れ
て
い
な
い
が
、『
日
本
国
語
大

辞
典
』や『
角
川
古
語
大
辞
典
』な
ど
で
は
、
こ
れ
を「
死
に
つ
い
て

へ
た
り
」と
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
、「
死
の
縁
」の
典
拠

は「
死
の
縁
無
量
」と
い
う
言
い
方
と「
経
」を
視
野
に
入
れ
て
探
索

す
る
必
要
が
あ
る
わ
け
だ
が
、
こ
の
語
は
親
鸞
の
曾
孫
で
本
願
寺

第
三
世
の
覚
如（
観
応
二
年〔
一
三
五
一
〕
没
）が
嘉
暦
元
年（
一
三
二
六
）に

著
わ
し
た『
執

し
ゅ
う
じ
し
ょ
う

持
鈔
』に
み
え
て
い
て
、
そ
れ
が
初
出
か
と
思
わ
れ
る

の
で
あ
る
。

　
『
執
持
鈔
』は
全
体
は
五
つ
の
節
か
ら
な
る
小
冊
だ
が
、
こ
の

言
葉
は
そ
の
第
五
節
、
往
生
は
平
生
の
持
念
に
か
か
っ
て
い
る

こ
と
を
述
べ
た
な
か
に
つ
ぎ
の
よ
う
に
み
え
て
い
る（『
大
正
新
脩

大
蔵
経
』に
よ
る
）。

一
、
ワ
タ
ク
シ
ニ
イ
ハ
ク（
中
略
）ワ
レ
ス
テ
ニ
本
願
ノ
名
号
を

持
念
ス
。
往
生
ノ
業
ス
テ
ニ
成
弁
ス
ル
コ
ト
ヲ
ヨ
ロ
コ
フ
ヘ
シ
。

カ
ル
カ
ユ
ヘ
ニ
臨
終
ニ
フ
タ
タ
ヒ
名
号
ヲ
ト
ナ
ヘ
ス
ト
モ
、

往
生
ヲ
ト
ク
ヘ
キ
コ
ト
勿
論
ナ
リ
。
一
切
衆
生
ノ
ア
リ
サ
マ
、

過
去
ノ
業
因
マ
チ
マ
チ
ナ
リ
。
マ
タ
死
ノ
縁
無
量
ナ
リ
。

ヤ
マ
ヒ
ニ
オ
カ
サ
レ
テ
死
ス
ル
モ
ノ
ア
リ
。
ツ
ル
キ
ニ
ア
タ
リ
テ

死
ス
ル
モ
ノ
ア
リ
。
ミ
ツ
ニ
オ
ホ
レ
テ
死
モ
ノ
ア
リ
。
火
ニ
ヤ
ケ
テ

死
ス
ル
モ
ノ
ア
リ
。
乃
至
寝
死
ス
ル
モ
ノ
ア
リ
。
酒
狂
シ
テ

死
ス
ル
タ
ク
ヒ
ア
リ
。
コ
レ
ミ
ナ
先
世
ノ
業
因
ナ
リ
。
サ
ラ
ニ
ノ

カ
ル
ヘ
カ
ラ
ス
。

　

こ
こ
に
は「
死
の
縁
無
量
」と
あ
り
、
そ
れ
は「
人
が
ど
の
よ
う

に
し
て
死
ぬ
か
は
前
世
か
ら
の
因
縁
」の
謂
で
あ
る
こ
と
が
知
ら

れ
る
。「
死
ぬ
場
所
」へ
の
言
及
は
な
い
が
、そ
れ
は「
死
に
方
」の
な
か

に
含
ま
れ
て
い
る
と
み
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。『
執
持
鈔
』は
覚
如
の

著
で
あ
る
が
、第
一
節
か
ら
第
四
節
ま
で
は
親
鸞
の
言
葉
の
筆
録

で
、
こ
の
第
五
節
の
み
が
覚
如
の
オ
リ
ジ
ナ
ル
だ
と
い
う（
石
田
瑞

麿
氏『
歎
異
抄
』東
洋
文
庫
）。「
死
の
縁
無
量
」は
そ
こ
に
み
え
る
の

だ
が
、こ
の
語
は
親
鸞
の
著
作
に
は
み
え
な
い
よ
う
で
あ
り
、仏
教

辞
典
類
に
も
立
項
さ
れ
て
い
な
い
か
ら
、「
死
の
縁
無
量
」の
初
出
は

『
執
持
鈔
』で
、そ
れ
は
覚
如
の
オ
リ
ジ
ナ
ル
用
語
の
可
能
性
が
高
い

の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
と
す
れ
ば
、『
執
持
鈔
』は
経
典
で
は
な
い

か
ら
、『
察
形
子
』の「
経
に
見
へ
た
り
」は
厳
密
に
は
正
し
く
な
い

こ
と
に
な
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、『
隅
田
川
』は
こ
の
よ
う
に
先
行

し
て
い
た「
死
の
縁
無
量
」を「
死
の
縁
」と
し
て
、
狂
女
の
嘆
き
の

場
面
に
用
い
た
わ
け
で
あ
る
。

　

こ
う
し
て
み
る
と
、『
隅
田
川
』の「
死
の
縁
」は
元
雅
や『
隅
田
川
』

に
お
け
る
浄
土
真
宗
的
要
素
と
思
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、

か
な
ら
ず
し
も
そ
う
で
は
な
い
。
と
い
う
の
は
、
覚
如
に
よ
る

『
執
持
鈔
』の
奥
書
に
よ
る
と
、
こ
の
書
は
嘉
暦
元
年（
一
三
二
六
）に

飛
騨
の
願
智
坊
な
る
僧
に
書
い
て
与
え
た
も
の
で
、
そ
の
十
四
年
後

の
暦
応
三
年
に
願
智
坊
が『
執
持
鈔
』を
携
え
て
上
洛
し
た
さ
い
に

覚
如
が
書
写
し
た
と
い
う（『
執
持
鈔
』を
願
智
坊
に
与
え
た
覚
如
自
身
は

同
書
を
所
持
し
て
い
な
か
っ
た
ら
し
い
）。

　

一
方
、
覚
如
の
次
男
従
覚
に
よ
る
覚
如
の
一
代
記『
慕ぼ

き
え
こ
と
ば

帰
絵
詞
』

（
西
本
願
寺
蔵
、
重
文
）に
は
、「
嘉
暦
の
初
、
丙
寅
の
年
、
其
季
商
の

節
上
旬
の
候
、
飛
騨
国
に
願
智
坊
永
承
と
い
う
禅
徒
申
請
け
れ
ハ
、

執
持
抄
と
な
つ
け
た
る
文
を
つ
く
り
て
与
け
り
」と
あ
る
。
か
く
て

『
執
持
鈔
』奥
書
と
両
々
あ
い
ま
っ
て
、『
執
持
鈔
』が
願
智
坊
の
求
め

に
応
じ
て
撰
述
さ
れ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
の
だ
が
、
こ
こ
で
注
目
さ
れ

る
の
が
、
こ
の
願
智
坊
が『
慕
帰
絵
詞
』に「
禅
徒
」と
さ
れ
て
い
る
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こ
と
で
あ
る
。

　

覚
如
に
は
こ
の
願
智
坊
の
ほ
か
に
も
禅
僧
と
の
交
流
が
知
ら
れ
て

い
る
。
そ
の
僧
と
は
、『
慕
帰
絵
詞
』の
製
作
に
も
助
力
し
た
覚
如
の

高
弟
乗
専
で
あ
る
。
乗
専
は
も
と
は
清
範
と
い
っ
た
丹
波
の
僧
で
、

は
じ
め
禅
や
法
華
を
学
ん
で
い
た
が
、
覚
如
に
帰
依
し
丹
波
の
寺
を

本
願
寺
に
寄
進
し
毫
摂
寺
と
名
付
け
た
り
し
て
い
る
。
覚
如
の

『
口
伝
鈔
』や『
改
邪
鈔
』も
乗
専
の
求
め
に
よ
っ
て
執
筆
さ
れ
た

も
の
と
い
う（『
国
史
大
辞
典
』等
）。
ま
た
、覚
如
は
没
後
は
臨
済
宗
の

建
仁
寺
に
葬
ら
れ
て
も
い
る
。
も
っ
と
も
、
こ
の
よ
う
な
他
宗
と
の

交
流
は
覚
如
だ
け
で
は
な
く
、
初
期
真
宗
教
団
に
お
け
る
ご
く

一
般
的
な
現
象
と
み
る
の
が
妥
当
な
の
か
も
し
れ
な
い
が
。

　

と
も
あ
れ
、
以
上
の『
執
持
鈔
』の
撰
述
経
緯
や
覚
如
に
よ
る
同
書

書
写
の
事
情
か
ら
は
、「
死
の
縁
無
量
」は
禅
林
に
も
知
ら
れ
て
い
た

語
と
い
う
こ
と
に
な
り
、『
隅
田
川
』の「
死
の
縁
」は
、
す
で
に
知
ら
れ

て
い
る
元
雅
と
禅
と
の
関
係

－『
盛
久
』に
引
か
れ
る「
無
中
に

道
あ
つ
て
塵
埃
を
隔
つ
」が
唐
代
の
禅
僧
洞
山
の
偈
で
あ
る
こ
と
、

『
弱
法
師
』に
引
か
れ
る「
江
月
照
ら
し
松
風
吹
く
、
永
夜
の
清
宵

何
の
な
す
と
こ
ろ
ぞ
や
」が
唐
代
の
禅
僧
永
嘉
の
偈
で
あ
る
こ
と
、

元
雅
作
か
と
さ
れ
る『
維
盛
』に
禅
林
で
頓
悟
を
意
味
す
る「
紅
爐

一
点
の
雪
」が
引
か
れ
て
い
る
こ
と

－

を
補
強
す
る
事
例
と
い
う

こ
と
に
な
ろ
う
。

  

な
お
、『
隅
田
川
』の
ほ
か
に
も「
死
の
縁
」の
語
が
み
え
る
能
が

あ
る
。
そ
れ
は
元
雅
の
作
か
と
さ
れ
て
い
る『
朝
長
』で
、そ
の
箇
所

は
つ
ぎ
の
ご
と
く
で
あ
る（
ワ
キ
は
朝
長
の
家
臣
だ
っ
た
僧
、
シ
テ
は

青
墓
の
宿
の
長ち
ょ
う）。

　
　

ワ
キ「
げ
に
痛
は
し
や
我
と
て
も
、も
と
主し
う
じ
う従
の
お
ん
契
り
、こ
れ

も
三さ

ん
ぜ世
の
お
ん
値ち
ぐ
う遇

シ
テ　

わ
ら
は
も
一
樹
の
蔭
の
宿
り
、
他
生
の
縁
と
聞
く
と
き

　
は
、げ
に
こ
れ
と
て
も
二に

せ世
の
契
り
の

ワ
キ　

今
日
し
も
た
が
ひ
に
こ
こ
に
来
て

シ
テ　

弔
ふ
我
も

ワ
キ　

朝
長
も

地　

死
の
縁
の
、
所
も
逢
ひ
に
青
墓
の
、
所
も
逢
ひ
に
青
墓
の
、

　
跡
の
標し

る
しか
草
の
蔭
の
、
青
野
が
原
は
名
の
み
し
て
、
古ふ
る
は葉

　
の
み
の
春
草
は
、さ
な
が
ら
秋
の
浅
茅
原（
下
略
）

　

こ
の「
死
の
縁
」
前
後
に
つ
い
て
は
、
筆
者
は『
能
を
読
む
③

元
雅
と
禅
竹
』（
角
川
学
芸
出
版
）の
現
代
語
訳
で
、「（
縁
が
な
か
っ
た

者
同
士
が
こ
う
し
て
出
会
う
こ
と
に
な
っ
た
、
と
い
う
文
脈
の
中
）ま
た
、

こ
こ
青
墓
も
朝
長
公
が
亡
く
な
っ
た
場
所
で
す
。
こ
れ
も
前
世

か
ら
の
縁
で
し
ょ
う
か
」と
し
て
い
る
。
一
方
、『
隅
田
川
』の
ほ
う
の

訳
は
、「
そ
れ
に
し
て
も
不
憫
な
こ
と
で
す
。「
人
は
ど
こ
で
死
ぬ
か

わ
か
ら
な
い
も
の
」な
ど
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
が
、
わ
が
子
は
生
ま
れ

故
郷
か
ら
遠
く
離
れ
た
東
国
の
果
て
の
、
路
傍
の
土
と
な
っ
て
」と

し
た
が
、
い
ず
れ
も「
死
の
縁
」を
巧
み
に
用
い
た
文
辞
で
あ
る

こ
と
が
知
ら
れ
よ
う
。

　

か
く
て
、「
死
の
縁
」と
い
う
語
を
介
す
る
と
、『
朝
長
』が
元
雅

作
の
可
能
性
が
す
こ
し
ば
か
り
高
く
な
り
、『
朝
長
』の
禅
的
要
素
も

小
書「
懺
法
」の
ほ
か
、
新
た
な
事
例
が
加
わ
る
こ
と
に
な
る
わ
け
で

あ
る
。
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