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公
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シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「
日
本
文
学
に
お
け
る
死
と
救
済
―
怪
異
の
視
点
か
ら
」〕

中
世
文
学
に
お
け
る
死
と
救
済

　
　

―
怪
異
の
視
点
か
ら
、
能
「
鵺
」
を
め
ぐ
っ
て

―姫　

野　

敦　

子

要
旨　

中
世
の
日
本
文
学
に
お
い
て
、
死
、
そ
し
て
救
済
は
ど
の
よ
う
に
捉
え
ら
れ
て
い
た
の
か
を
世
阿
弥
（
生
没
年

一
三
六
三
？
〜
一
四
四
三
？
）
作
の
能
「
鵺
」
を
通
じ
て
考
え
た
。
中
世
文
学
に
お
け
る
「
救
済
」
は
、仏
教
的
意
味
で
の
「
往
生
」

と
し
て
表
さ
れ
る
。
つ
ま
り
「
六
道
輪
廻
」
と
い
う
苦
し
み
か
ら
抜
け
出
る
方
策
が
、「
往
生
」
で
あ
る
。
世
阿
弥
の
時
代
前
後
の

「
修
羅
能
」
で
は
、
終
末
部
に
弔
い
を
頼
み
、
成
仏
を
願
う
様
が
描
か
れ
る
一
方
で
、「
鵺
」
で
は
成
仏
が
約
束
さ
れ
て
は
い
な
い
。

こ
れ
は
、「
鵺
」
と
い
う
畜
生
道
の
存
在
が
影
響
し
て
い
る
と
考
察
し
、
作
者
の
世
阿
弥
は
、
成
仏
の
困
難
さ
を
描
く
こ
と
で
、
よ

り
観
客
へ
訴
え
る
能
を
つ
く
っ
て
い
っ
た
と
結
論
づ
け
た
。

キ
ー
ワ
ー
ド
：
鵺
、
夢
幻
能
、
修
羅
物

は
じ
め
に

　

中
世
の
日
本
文
学
に
お
い
て
、
死
、
そ
し
て
救
済
は
ど
の
よ
う
に
捉
え
ら
れ
て
い
た
の
か
、
ま
た
、
作
品
を
作
っ
て
い
く
上
で
、
ど
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の
よ
う
な
意
識
が
は
た
ら
い
て
い
た
か
を
考
え
る
上
で
、
世
阿
弥
（
生
没
年
一
三
六
三
？
〜
一
四
四
三
？
）
作
の
能
「
鵺
」
と
そ
の
周

辺
の
能
の
作
品
を
取
り
上
げ
た
い
。

　

中
世
文
学
に
お
け
る
「
救
済
」
は
、
仏
教
の
影
響
を
大
き
く
受
け
て
お
り
、
仏
教
的
意
味
で
の
「
救
済
」
と
し
て
表
さ
れ
る
。
つ
ま

り
「
往
生
」「
解
脱
」「
悟
り
」
と
い
う
状
態
こ
そ
が
「
救
済
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、「
往
生
」
と
言
う
状
態
は
、

外
面
的
に
は
「
死
」
を
指
す
が
、内
実
と
し
て
の
「
悟
り
」「
解
脱
」
を
伴
わ
な
け
れ
ば
、「
往
生
」
と
は
言
え
な
い
。
ま
し
て
や
「
死
」

す
な
わ
ち
「
救
済
」
で
は
な
い
と
言
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
仏
教
の
影
響
下
に
あ
る
中
世
文
学
で
繰
り
返
し
述
べ
ら
れ
て
い
る
「
往
生
」

と
は
、
六
道
輪
廻
か
ら
抜
け
出
す
こ
と
を
指
し
て
い
る
。
こ
こ
で
い
う
六
道
と
は
、
天
道
、
人
道
、
修
羅
道
、
畜
生
道
、
餓
鬼
道
、
地

獄
道
を
い
い
、
生
き
と
し
生
け
る
者
は
皆
、
こ
れ
ら
六
道
を
生
ま
れ
変
わ
り
死
に
変
わ
り
し
な
が
ら
さ
ま
よ
う
の
で
あ
る
。
こ
の
輪
廻

こ
そ
が
苦
し
み
で
あ
り
、
こ
の
苦
し
み
か
ら
抜
け
出
る
方
策
が
、「
往
生
」
な
の
で
あ
る
。

　

中
世
芸
能
の
一
つ
で
あ
る
能
で
は
、死
ん
だ
後
に
、こ
の
六
道
を
抜
け
出
せ
ず
、修
羅
道
あ
る
い
は
地
獄
道
へ
と
落
ち
た
主
人
公
（
シ

テ
）
が
、
た
ま
た
ま
め
ぐ
り
あ
っ
た
僧
な
ど
の
仏
教
者
（
ワ
キ
）
に
回
向
つ
ま
り
弔
い
を
頼
み
、
救
済
を
求
め
る
と
い
う
型
が
非
常
に

多
く
み
ら
れ
る
。
い
わ
ゆ
る
複
式
夢
幻
能
と
い
う
形
式
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
中
世
に
お
け
る
救
済
の
表
現
と
し
て
、
多
用
さ
れ
て
い
る

と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。

一
、
能
「
鵺
」
に
つ
い
て

　

今
回
と
り
あ
げ
る
能
「
鵺
」
は
、
覚
一
本
『
平
家
物
語
』
巻
一
の
源
頼
政
の
逸
話
を
題
材
に
作
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
作
者
は
世
阿

弥
で
あ
り
、
あ
ら
す
じ
は
以
下
の
よ
う
に
な
る
。（「　

」
内
の
本
文
は
新
潮
日
本
古
典
集
成
、『
謡
曲
集
』
中
巻（

1
）よ
り
引
用
）。

　

あ
る
旅
の
僧
が
、
摂
津
国
芦
屋
で
宿
に
困
っ
て
、
夜
ご
と
に
光
る
も
の
が
出
る
と
い
う
海
辺
の
お
堂
に
泊
ま
る
。
そ
こ
へ
「
不
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思
議
な
る
舟
人
」
が
や
っ
て
来
て
、
僧
が
来
た
こ
と
を
喜
び
、
自
ら
を
「
近
衛
の
院
の
御
宇
に
、
頼
政
が
矢
先
に
か
か
り
、
命
を

失
ひ
し
鵺
」
の
「
亡
心
」
だ
と
名
乗
り
、
源
頼
政
の
鵺
退
治
の
さ
ま
を
物
語
る
。
そ
れ
を
聞
い
た
僧
の
「
げ
に
隠
れ
な
き
世
語
り

の
。
そ
の
一
念
を
翻
へ
し
。
浮
か
む
力
と
な
り
給
へ
。（
そ
の
執
心
を
改
め
成
仏
へ
の
力
と
な
さ
い
ま
せ
）」
と
い
う
言
葉
に
、
鵺

は
「
浮
か
む
べ
き
便
り
無
」
と
成
仏
で
き
る
か
分
か
ら
な
い
不
安
を
示
し
、鵺
の
鳴
き
声
と
共
に
、う
つ
ほ
舟
に
乗
っ
て
立
ち
去
っ

て
中
入
と
な
る
。
後
半
の
後
場
で
は
、僧
が
鵺
を
弔
い
、経
を
読
み
、「
一
仏
成
道
観
見
法
界
。
草
木
国
土
悉
皆
成
仏
。
有
情
非
情
。

皆
共
成
仏
道
。
頼
む
べ
し
」
と
、
仏
道
で
は
、
心
あ
る
も
の
な
い
も
の
の
区
別
な
く
成
仏
す
る
、
こ
れ
を
信
ぜ
よ
と
述
べ
る
と
、

鵺
の
霊
が
「
真
如
の
月
の
夜
汐
に
う
か
み
つ
つ
」「
聞
き
し
に
か
は
ら
ぬ
変
化
の
姿
」、
説
話
そ
の
ま
ま
の
姿
で
現
れ
、
鵺
の
側
か

ら
の
視
点
で
鵺
退
治
を
物
語
る
。
鵺
は
自
ら
が
「
仏
法
王
法
の
障
り
」
を
成
そ
う
と
近
衛
院
を
悩
ま
せ
た
の
で
頼
政
に
退
治
さ
れ

た
が
、
そ
れ
は
「
君
の
天
罰
を
当
り
け
る
よ
と
今
こ
そ
思
ひ
知
ら
れ
た
れ
」
と
述
懐
す
る
。
頼
政
の
名
誉
に
比
し
て
、
う
つ
ほ
舟

に
押
し
込
め
ら
れ
て
淀
川
に
流
さ
れ
た
自
ら
の
汚
名
を
歎
き
、
海
に
消
え
る
。

　

以
上
が
あ
ら
す
じ
で
あ
る
。
前
場
の
鵺
退
治
の
部
分
の
詞
章
は
、
覚
一
本
『
平
家
物
語
』
と
ほ
と
ん
ど
同
じ
で
あ
り
、
シ
テ
の
鵺
は

自
分
が
化
け
物
、
つ
ま
り
畜
生
で
あ
り
、
殺
さ
れ
た
後
に
、
僧
に
猶
、
救
済
を
求
め
、
僧
は
法
華
経
を
唱
え
て
弔
い
を
す
る
。
中
入
後

の
後
場
で
は
、
鵺
退
治
を
鵺
の
視
点
か
ら
語
り
な
お
す
。
こ
の
部
分
の
表
現
に
つ
い
て
島
津
忠
夫
氏
は（

2
）

そ
の
詞
章
も
覚
一
本
の
『
平
家
物
語
』
を
そ
の
ま
ま
で
な
く
、
漢
語
、
仏
語
を
多
く
ま
じ
え
、
韻
律
に
合
わ
せ
て
作
り
あ
げ
て
い

る
。
た
だ
、「
玉
体
を
悩
ま
し
て
、
怯
え
魂
消
ら
せ
給
ふ
こ
と
も
」
と
あ
る
の
は
、『
平
家
物
語
』
に
「
主
上
よ
な
よ
な
お
び
へ
た

ま
ぎ
ら
せ
給
ふ
事
あ
り
け
り
」
と
見
え
る
表
現
を
、さ
き
に
は
「
主
上
夜
な
夜
な
ご
悩
あ
り
」
と
い
う
に
と
ど
め
て
お
い
た
の
を
、

こ
こ
で
用
い
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
「
た
ま
ぎ
る
」
と
い
う
語
を
、
あ
え
て
後
場
に
用
い
る
た
め
の
配
慮
で
あ
っ
た
と
見
る
こ
と
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が
で
き
る
。

と
述
べ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
前
場
と
後
場
で
『
平
家
物
語
』
の
言
葉
を
や
り
と
り
し
て
、
後
場
へ
よ
り
劇
的
な
言
葉
が
配
置
さ
れ
る
よ

う
に
微
妙
な
工
夫
が
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。

　

こ
こ
で
、
鵺
と
い
う
生
き
物
に
目
を
向
け
る
と
、
山
口
仲
美
氏（

3
）に
よ
れ
ば
、
ヌ
エ
は
、
古
代
に
お
い
て
は
『
古
事
記
』
や
『
万

葉
集
』
で
の
用
例
か
ら
類
推
す
る
に
、「
奈
良
時
代
人
に
と
っ
て
、
ヌ
エ
は
、
忌
む
べ
き
鳥
で
は
な
か
っ
た
。
む
し
ろ
、
己
れ
の
悲
痛

な
心
持
ち
を
託
し
た
く
な
る
よ
う
な
、
ま
た
ヌ
エ
コ
鳥
と
表
現
し
た
く
な
る
よ
う
な
、
ど
こ
か
共
感
を
覚
え
る
声
で
あ
っ
た
」
と
捉
え

ら
れ
て
お
り
、
中
古
に
お
い
て
は
、『
口
遊
』
や
『
袋
草
紙
』
に
ま
じ
な
い
の
和
歌
が
載
る
こ
と
か
ら
も
類
推
で
き
る
よ
う
に
、
鳴
き

声
を
聞
く
こ
と
が
不
吉
と
さ
れ
、「
ヌ
エ
は
、
平
安
時
代
の
貴
族
社
会
に
お
い
て
、
凶
事
を
も
た
ら
す
「
怪
鳥
」
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
」

と
い
う
状
態
と
な
っ
た
。
加
え
て
中
世
に
い
た
っ
て
『
平
家
物
語
』
に
お
い
て
「
ヌ
エ
は
、「
怪
鳥
」
か
ら
「
怪
物
」
に
エ
ス
カ
レ
ー

ト
し
て
し
ま
っ
た
」
の
で
あ
る
。

　

つ
ま
り
物
寂
し
い
鳴
き
声
が
特
徴
の
鳥
が
、そ
の
鳴
き
声
か
ら
凶
事
を
連
想
さ
せ
、忌
ま
れ
る
も
の
と
な
り
、一
方
で
『
平
家
物
語
』

巻
四
で
の
化
け
物
の
声
が
ヌ
エ
と
さ
れ
る
こ
と
か
ら
キ
メ
ラ
的
な
化
け
物
を
ヌ
エ
と
呼
ぶ
よ
う
に
な
っ
た
。『
平
家
物
語
』の
諸
本
で
は
、

祟
ら
れ
る
天
皇
が
近
衛
天
皇
だ
っ
た
り
、
二
条
天
皇
だ
っ
た
り
、
ま
た
、
源
頼
政
と
連
歌
を
唱
和
す
る
公
卿
の
名
な
ど
に
小
異
が
見
ら

れ
る（

4
）が
、頼
政
の
化
け
物
退
治
、手
柄
話
と
い
う
側
面
は
変
化
し
て
い
な
い
。
そ
し
て
、そ
う
い
っ
た
頼
政
の
手
柄
は
能
「
現
在
鵺
」

に
描
か
れ
る
。
し
か
し
、
一
方
、
能
「
鵺
」
で
は
退
治
さ
れ
る
側
の
鵺
に
力
点
が
置
か
れ
、
敗
者
の
視
点
で
物
語
が
展
開
し
て
い
る
こ

と
が
特
徴
な
の
で
あ
る
。
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二
、
夢
幻
能
・
現
在
能
に
つ
い
て

　

で
は
、
能
全
体
か
ら
見
た
「
鵺
」
は
ど
の
よ
う
な
位
置
に
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
能
「
鵺
」
が
ど
の
よ
う
な
性
格
の
曲
か
を
見
て
み
よ

う
。『
新
版　

能
・
狂
言
事
典
』（

5
）に
よ
る
と
、
現
行
の
「
鵺
」
は
「
五
番
目
物
、
鬼
物
、
太
鼓
物
」
で
あ
る
。「
五
番
目
物
」
と
は
最

後
の
演
目
に
ふ
さ
わ
し
い
勢
い
の
あ
る
能
で
、
シ
テ
が
「
鬼
」
の
類
い
で
あ
り
、
そ
う
い
っ
た
非
現
実
の
存
在
に
ふ
さ
わ
し
く
太
鼓
の

囃
子
が
入
る
能
で
あ
る
。
太
鼓
物
は
、
シ
テ
が
神
の
場
合
も
あ
り
、
人
間
を
超
え
る
存
在
が
シ
テ
の
場
合
に
多
い
。
つ
ま
り
、
シ
テ
の

鵺
は
怪
異
と
し
て
「
化
け
物
」
と
も
解
釈
で
き
る
が
「
鬼
」
と
も
解
釈
で
き
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。「
鬼
」
の
能
を
作
る
場
合
、
何

か
工
夫
が
必
要
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
『
新
版　

能
・
狂
言
事
典
』「
夢
幻
能
」「
現
在
能
」
の
両
項
は
、
小
田
幸
子
氏
の
執
筆
に
な
っ
て
い
る
が
、
非
常
に
示
唆
に
富
む
叙

述
と
な
っ
て
い
る
。
小
田
氏
は
、
夢
幻
能
の
定
義
と
そ
の
特
徴
を
四
項
目
に
分
け
て
述
べ
て
い
る
。

（
夢
幻
能
は
（
注
：
稿
者
））
能
の
分
類
名
。〈
現
在
能
〉
と
対
立
し
て
能
を
二
大
別
す
る
。
能
を
代
表
す
る
形
式
で
、
初
番
目
物

の
大
半
、
二
番
目
物
の
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
、
三
番
目
物
の
多
く
、
四
番
目
物
・
五
番
目
物
の
一
部
が
夢
幻
能
形
式
を
と
る
。
典
型

的
夢
幻
能
と
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

（
1
）
超
現
実
的
存
在
の
主
人
公
（
シ
テ
が
神
、
男
女
の
霊
、
鬼
畜
の
霊
、
物
の
精
な
ど
）
が
、
名
所
を
訪
れ
た
旅
人
（
ワ
キ
の

僧
侶
や
勅
使
な
ど
）
に
、
そ
の
地
に
ま
つ
わ
る
物
語
や
身
の
上
を
語
る
と
い
う
筋
立
て
を
も
つ
。

（
2
）
前
後
二
場
に
分
か
れ
、
同
一
人
物
が
前
場
は
現
実
の
人
間
の
姿
（
化
身
）
で
、
後
場
は
あ
り
し
日
の
姿
や
霊
の
姿
（
本
体
）

で
登
場
す
る
。
た
だ
し
、《
清
経
》《
経
政
》《
西
行
桜
》
の
よ
う
な
、
本
体
の
み
登
場
す
る
一
場
物
の
夢
幻
能
も
若
干
あ
る
。

（
3
）
脚
本
は
、
ワ
キ
登
場

―
シ
テ
登
場

―
ワ
キ
・
シ
テ
応
対

―
シ
テ
の
物
語

―
シ
テ
の
中
入
の
五
段
構
成
を
前
場
に
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と
り
、
後
場
も
こ
れ
に
準
じ
る
。
構
成
の
頂
点
は
、
前
場
の
シ
テ
の
物
語
と
後
場
の
シ
テ
の
仕
事
（
過
去
の
仕
方
話
的
再
現
（
鵺

が
こ
れ
）
や
舞
事
）
で
あ
る
。

（
4
）
シ
テ
の
演
技
が
中
心
に
な
る
よ
う
に
作
ら
れ
て
い
る
（
主
役
独
演
主
義
、
シ
テ
中
心
主
義
と
称
す
る
）。
つ
ま
り
、
ワ
キ
は

シ
テ
の
対
立
者
で
は
な
く
、
シ
テ
の
演
技
を
引
き
出
す
の
が
お
も
な
役
割
で
あ
る
。〈
夢
幻
能
〉
の
名
称
は
、
全
体
が
ワ
キ
の
見

た
夢
や
幻
想
だ
と
考
え
ら
れ
る
（
曲
中
に
夢
で
あ
る
と
明
示
す
る
場
合
も
少
な
く
な
い
）
こ
と
か
ら
付
け
ら
れ
た
（
傍
線
は
稿
者

が
私
に
付
し
た
）。

小
田
氏
は
、「
鬼
畜
の
霊
」
が
「
現
実
の
人
間
の
姿
」（
鵺
の
場
合
は
舟
人
）
で
現
れ
、「
過
去
の
仕
方
話
的
再
現
」
を
行
い
、全
体
は
「
ワ

キ
の
見
た
夢
や
幻
想
だ
と
考
え
ら
れ
る
」
構
成
を
〈
夢
幻
能
〉
だ
と
し
て
い
る
。
ま
た
、〈
夢
幻
能
〉
の
「
考
案
者
は
明
確
で
な
い
」
が
、

「
様
式
を
完
成
さ
せ
た
の
は
世
阿
弥
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。

　

ま
た
、〈
夢
幻
能
〉
が
成
立
し
た
経
緯
に
つ
い
て
、
以
下
の
よ
う
に
各
説
を
コ
ン
パ
ク
ト
に
ま
と
め
て
い
る
。

観
阿
弥
（
一
三
三
三
―
八
四
）
時
代
に
は
ま
だ
夢
幻
能
は
成
立
し
て
い
な
か
っ
た
ら
し
い
が
、
現
実
の
場
に
神
や
鬼
や
霊
の
本
体

が
出
現
す
る
作
は
あ
り
、
そ
う
し
た
形
態
か
ら
夢
幻
能
が
形
成
さ
れ
た
と
推
定
さ
れ
て
い
る
。
夢
幻
能
の
そ
れ
ぞ
れ
成
立
事
情
に

関
し
て
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
角
度
か
ら
の
考
察
が
あ
る
。
た
と
え
ば
、
憑
物
の
形
で
過
去
の
人
物
を
描
く
形
態
が
先
行
し
、
や
が
て

過
去
の
人
物
そ
の
も
の
を
登
場
さ
せ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
の
説
（
前
場
の
化
身
と
後
場
の
本
体
は
、
憑
か
れ
る
者
と
憑
く
者
を
分

離
さ
せ
た
と
こ
ろ
に
生
じ
た
と
の
見
解
も
あ
る
）、
罪
障
懺
悔
の
た
め
に
過
去
を
語
り
演
じ
る
よ
う
な
形
態
が
徐
々
に
宗
教
色
を

薄
め
て
、
夢
幻
能
の
特
徴
で
あ
る
過
去
再
現
の
構
想
が
完
成
し
た
と
す
る
説
な
ど
で
あ
る
。
ま
た
、
延
年
小
風
流
の
神
霊
影
向
形

式
や
、
現
世
で
合
戦
に
従
っ
た
者
の
亡
霊
が
死
後
の
苦
し
み
を
訴
え
る
説
話
類
が
、
脇
能
と
修
羅
能
（
修
羅
物
）
の
成
立
に
影
響
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を
与
え
た
と
も
い
わ
れ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
様
々
の
説
は
あ
る
が
、
世
阿
弥
以
前
の
時
代
か
ら
続
く
芸
能
で
あ
る
延
年
で
の
小
劇
や
、
憑
依
し
て
過
去
の
罪
を
嘆

く
亡
霊
の
説
話
な
ど
を
、
舞
台
に
の
せ
、
演
じ
て
い
た
の
が
、
き
っ
か
け
で
あ
っ
た
と
考
え
て
よ
い
だ
ろ
う
。
世
阿
弥
の
属
す
る
観
世

座
つ
ま
り
大
和
猿
楽
は
も
の
ま
ね
が
芸
の
中
心
だ
っ
た
こ
と
も
あ
り
、
鬼
や
亡
霊
を
演
じ
る
の
が
得
意
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
し
か

し
、
現
代
と
は
違
っ
て
、
照
明
も
音
響
も
何
も
な
い
舞
台
で
、
こ
れ
ら
を
観
客
に
い
か
に
伝
え
る
か
が
、
能
役
者
た
ち
の
差
し
迫
っ
た

問
題
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
想
像
に
難
く
な
い
。
下
手
な
も
の
ま
ね
は
、
か
え
っ
て
稚
拙
に
感
じ
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
世
阿

弥
は
、
も
の
ま
ね
を
超
え
た
演
技
の
方
向
性
を
「
歌
舞
」
に
見
い
だ
し
て
い
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
小
田
氏
は
、

夢
幻
能
は
音
楽
的
・
舞
踊
的
で
あ
る
と
同
時
に
、
物
語
的
・
劇
的
で
あ
る
こ
と
を
追
求
し
た
結
果
生
み
出
さ
れ
た
能
独
特
の
劇
形

態
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

と
述
べ
て
い
る
。
夢
幻
能
と
い
う
形
式
を
と
る
事
に
よ
っ
て
、
回
想
に
よ
っ
て
、
物
語
を
引
き
出
す
か
た
ち
と
な
り
、
神
霊
な
ど
の
本

体
が
舞
台
上
に
説
得
性
を
も
っ
て
現
れ
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
も
そ
の
本
体
の
美
し
く
舞
が
う
ま
く
劇
の
中
に
納
ま
る
の
で
あ
る
。
世

阿
弥
は
、
彼
の
能
楽
論
書
の
中
で
、
繰
り
返
し
、「
歌
舞
二
曲
」
の
重
要
性
を
説
い
て
い
る
。
世
阿
弥
の
「
歌
舞
」
へ
の
傾
倒
に
つ
い

て
は
、
す
で
に
多
く
の
研
究
が
積
み
重
な
っ
て
い
る
が
、
こ
こ
で
は
触
れ
な
い
こ
と
と
す
る
。

　

夢
幻
能
に
対
す
る
概
念
が
現
在
能
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
も
小
田
氏
は
、

現
実
の
時
間
経
過
に
沿
っ
て
劇
が
進
行
し
、登
場
人
物
も
多
く
は
生
き
て
い
る
人
間
で
あ
る
。
現
在
能
の
名
称
は
、《
鵺
》
と
《
現
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在
鵺
》、《
巴
》
と
《
現
在
巴
》
の
よ
う
に
、
同
一
人
体
の
霊
と
現
在
身
が
登
場
す
る
二
曲
が
あ
る
場
合
、
後
者
に
〈
現
在
〉
の
語

を
冠
し
て
区
別
し
た
習
慣
に
基
づ
く
。

と
歴
史
的
経
緯
を
含
め
て
指
摘
し
て
い
る
。
こ
こ
で「
鵺
」に
つ
い
て
は
夢
幻
能
の
一
つ
で
あ
る
こ
と
を
強
調
し
て
お
き
た
い
。
ま
た
、

「
現
在
鵺
」
は
、
現
行
で
は
金
剛
流
の
み
の
曲
で
あ
り
、
室
町
中
期
の
金
春
禅
鳳
の
『
反
古
裏
の
書
』
に
こ
の
曲
へ
の
言
及
が
あ
り
、

そ
こ
か
ら
類
推
す
る
と
、
世
阿
弥
作
の
「
鵺
」
の
方
が
先
行
す
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
は
と
も
か
く
、
世
阿
弥
の
現
在
能
に
対
す
る
制

作
態
度
と
し
て
、
小
田
氏
は
、
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　

世
阿
弥
が
力
を
注
い
だ
の
が
物
狂
能
で
あ
る
。
登
場
人
物
の
削
除
、
構
成
の
整
備
を
施
し
て
古
作
を
改
作
し
（《
柏
崎
》《
丹
後

物
狂
》
な
ど
）、《
花
筐
》《
班
女
》
な
ど
を
制
作
し
て
物
狂
能
の
様
式
を
完
成
さ
せ
た
。

つ
ま
り
、物
狂
を
素
材
と
し
た
現
在
能
が
、世
阿
弥
の
好
む
「
歌
舞
二
曲
」
を
備
え
る
も
の
と
し
て
、現
在
に
残
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

一
方
、「
鵺
」
は
「
歌
舞
二
曲
」
を
兼
ね
備
え
た
能
と
は
言
い
難
い
の
で
は
あ
る
が
、「
鵺
」
に
お
け
る
世
阿
弥
ら
し
い
特
徴
と
は
何
で

あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。

三
、
修
羅
物
に
つ
い
て

　

能
に
、
修
羅
物
と
い
う
分
類
が
あ
る
。
味
方
健
氏
は
『
新
版　

能
・
狂
言
事
典
』
の
「
修
羅
物
」
の
項
に
お
い
て
、

修
羅
は
阿
修
羅
の
略
。
世
阿
弥
の
伝
書
に
「
修
羅
・
闘
諍
」
と
熟
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
も
と
仏
法
守
護
の
内
道
（
た
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と
え
ば
凡
天
、
帝
釈
天
等
）
と
仏
法
障
礙
の
外
道
と
の
争
い
を
描
く
に
発
す
る
。

　

鎌
倉
時
代
の
代
表
的
寺
社
芸
能
〈
延
年
〉
に
原
型
と
み
ら
れ
る
も
の
が
あ
り
、
現
行
能
の
《
舎
利
》《
第
六
天
》《
大
会
》
な
ど

は
、
そ
れ
に
比
較
的
忠
実
な
末
流
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
世
阿
弥
の
執
心
物
、
こ
と
に
鬼
畜
物
で
は
あ
る
が
、《
鵺
》
あ
た
り

に
人
間
修
羅
の
出
現
す
る
兆
し
が
あ
り
、
直
接
に
は
、
井
阿
弥
の
原
作
を
世
阿
弥
が
改
作
し
た
《
通
盛
》
に
、
武
者
が
そ
の
執
心

ゆ
え
に
修
羅
道
に
落
ち
て
苦
し
む
と
い
う
パ
タ
ー
ン
が
始
ま
る
。（
後
略
）

と
解
説
し
て
い
る
。
世
阿
弥
も
意
識
し
て
い
た
素
材
の
概
念
で
あ
り
、
原
型
は
能
よ
り
も
古
い
と
思
わ
れ
る
。
た
と
え
ば
、
例
と
し
て

挙
げ
ら
れ
る
能
「
舎
利
」
は
仏
舎
利
を
守
る
韋
駄
天
と
仏
舎
利
を
狙
う
足
疾
鬼
と
の
戦
い
の
能
で
あ
り
、
そ
の
終
末
部
の
詞
章
は
、

さ
ば
か
り
今
ま
で
は
。
足
早
き
鬼
の
。
い
つ
し
か
今
は
。
足
弱
車
の
力
も
尽
き
。
心
も
茫
々
と
起
き
上
り
て
こ
そ
。
失
せ
に
け
れ
。

と
な
っ
て
お
り
、
い
わ
ゆ
る
仏
敵
と
し
て
の
鬼
を
退
治
す
る
様
を
見
る
能
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
、
鬼
に
対
す
る
哀
れ
さ
は
見
ら
れ
ず
、

ま
し
て
鬼
は
往
生
で
き
な
い
と
嘆
く
わ
け
で
も
な
い
。
一
方
、「
鵺
」
で
は
「
人
間
修
羅
の
出
現
す
る
兆
し
」
が
あ
る
と
味
方
氏
は
指

摘
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
次
第
に
、
鬼
退
治
か
ら
転
換
し
て
い
く
修
羅
物
が
で
き
て
く
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
退
治
し

た
も
の
の
行
方
を
考
え
、
退
治
さ
れ
た
も
の
自
身
が
悩
み
苦
し
む
「
鵺
」
の
造
形
が
、
修
羅
道
へ
落
ち
る
苦
し
み
を
救
済
し
て
ほ
し
い

と
願
う
修
羅
物
の
先
駆
け
と
し
て
出
来
て
く
る
の
で
あ
る
。

　

と
は
い
う
も
の
の
、「
鵺
」
は
修
羅
物
の
先
駆
け
と
い
う
位
置
づ
け
に
お
さ
ま
る
も
の
な
の
だ
ろ
う
か
。



― 58―

四
、
修
羅
物
の
終
末
部
か
ら
見
る
救
済

　

こ
こ
で
、
世
阿
弥
前
後
に
作
ら
れ
た
修
羅
物
の
能
の
終
末
部
を
比
較
し
て
み
る
。
ま
ず
、
古
作
を
世
阿
弥
が
改
変
し
た
「
通
盛
」
で

あ
る
（
本
文
は
『
新
潮
日
本
古
典
集
成
』
よ
り
）。

菩
薩
も
こ
こ
に
来
迎
す　

成
就
得
脱
の　

身
と
な
り
行
く
ぞ
あ
り
が
た
き　

身
と
な
り
行
く
ぞ
あ
り
が
た
き

「
通
盛
」
で
は
、
往
生
の
意
の
「
成
就
得
脱
」
が
示
さ
れ
る
。
こ
れ
は
、
前
シ
テ
の
舟
人
と
老
人
、
実
は
通
盛
と
小
宰
相
が
既
に
法
華

経
方
便
品
の
偈
「
皆
令
入
仏
道
」
を
与
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
対
応
し
た
末
尾
で
あ
る
。
仏
道
へ
の
賛
美
が
見
ら
れ
、
修
羅
物
の
原
型

を
思
わ
せ
る
末
尾
で
あ
る
。
改
作
と
い
う
こ
と
は
、
前
作
の
筋
を
承
知
し
て
い
る
観
客
も
多
く
い
た
の
で
、
世
阿
弥
は
末
尾
は
改
め
て

い
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

世
阿
弥
作
の
修
羅
物
は
、「
忠
度
」「
頼
政
」「
実
盛
」「
敦
盛
」「
八
島
」「
清
経
」
な
ど
が
あ
る
。
以
下
に
終
末
部
の
詞
章
を
列
挙
す

る
。（
本
文
は
『
新
潮
日
本
古
典
集
成
』
よ
り
、
た
だ
し
「
敦
盛
」「
清
経
」
は
旧
大
系（

6
））

今
は
疑
ひ
よ
も
あ
ら
じ　

花
は
根
に
帰
る
な
り　

わ
が
跡
弔
ひ
て
た
び
給
へ　

木
蔭
を
旅
の
宿
と
せ
ば　

花
こ
そ
主
な
り
け
れ　

（「
忠
度
」）

跡
弔
ひ
給
へ
お
ん
僧
よ　

か
り
そ
め
な
が
ら
こ
れ
と
て
も　

他
生
の
種
の
縁
に
今　

あ
ふ
ぎ
の
芝
の
草
の
蔭
に　

帰
る
と
て
失
せ

に
け
り　

立
ち
帰
る
と
て
失
せ
に
け
り　
（「
頼
政
」）

篠
原
の
土
と
な
つ
て　

影
も
形
も
な
き
跡
の　

影
も
形
も
な
む
あ
み
だ
ぶ　

弔
ひ
て
賜
び
給
へ
跡
弔
ひ
て
賜
び
給
へ　
（「
実
盛
」）
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法
事
の
念
仏
し
て
弔
は
る
れ
ば　

終
に
は
共
に　

生
ま
る
べ
き
、
同
じ
蓮
の
蓮
生
法
師　

敵
に
て
は
な
か
り
け
り　

跡
弔
ひ
て　

た
び
給
へ　

跡
弔
ひ
て　

た
び
給
へ　
（「
敦
盛
」）

鬨
の
声
と
聞
こ
え
し
は　

浦
風
な
り
け
り
高
松
の　

浦
風
な
り
け
り
高
松
の　

朝
嵐
と
ぞ
な
り
に
け
る　
（「
八
島
（
屋
島
）」）

疑
も
な
く　

げ
に
も
心
は　

清
経
が　

げ
に
も
心
は　

清
経
が　

仏
果
を
得
し
こ
そ　

有
難
け
れ　
（「
清
経
」）

こ
れ
ら
の
能
と
、
前
述
の
「
通
盛
」
と
の
違
い
は
、
傍
線
に
示
し
た
よ
う
に
「
跡
弔
ひ
て
た
び
た
ま
へ
」
と
い
う
願
い
が
置
か
れ
て
い

る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
能
は
多
く
は
ワ
キ
が
僧
で
あ
り
、
中
入
り
前
あ
た
り
に
「
手
向
け
の
声
」「
成
仏
疑
い
な
し
」「
あ

り
が
た
き
法
を
受
け
」「
仏
果
を
得
る
」
な
ど
の
文
句
は
あ
る
が
、
修
羅
道
に
落
ち
て
い
る
は
ず
の
シ
テ
は
弔
い
を
「
願
」
っ
て
消
え

る
の
で
あ
る
。
往
生
を
遂
げ
て
成
仏
す
る
こ
と
は
描
か
れ
て
い
な
い
。
成
仏
に
一
抹
の
不
安
の
残
る
終
わ
り
方
と
い
え
る
の
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
。

　

例
外
と
し
て
は
「
清
経
」
が
あ
る
が
、こ
れ
は
、清
経
の
死
に
方
が
影
響
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。
入
水
で
は
あ
る
が
、

「
南
無
阿
弥
陀
仏
弥
陀
如
来
。
迎
へ
さ
せ
給
へ
と
。
唯
一
声
を
最
期
に
て
。
舟
よ
り
か
つ
ぱ
と
落
汐
の
。」
と
あ
り
、
念
仏
を
唱
え
な
が

ら
の
入
水
で
あ
る
こ
と
が
示
さ
れ
、
臨
終
正
念
、
つ
ま
り
往
生
す
べ
き
作
法
に
の
っ
と
っ
て
の
死
と
な
っ
て
い
る
の
で
、
こ
の
よ
う
な

表
現
と
な
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
こ
の
中
で
は
「
清
経
」
の
み
が
一
場
物
で
あ
る
こ
と
も
影
響
し
て
い
る
の
か
も
し
れ
な

い
。

　

世
阿
弥
よ
り
後
の
時
代
の
金
春
禅
鳳
作
「
生
田
敦
盛
」
で
も
、

急
ぎ
帰
り
て
な
き
跡
を
ね
ん
ご
ろ
に
弔
ひ
て
た
び
給
へ
と　

泣
く

く
袂
を
引
き
別
れ　

立
ち
去
る
姿
は
か
げ
ろ
ふ
の　

小
野
の

浅
茅
の
露
霜
と
形
は
消
え
て
失
せ
に
け
り
（
本
文
は
日
本
名
著
全
集
『
謠
曲
三
百
五
十
番
集
』）
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と
あ
り
、
同
じ
く
禅
鳳
作
の
「
巴
」
で
は
、

涙
と
巴
は
た
だ
ひ
と
り
、
落
ち
行
き
し
う
し
ろ
め
だ
さ
の
、
執
心
を
弔
ひ
て
賜
び
給
へ
、
執
心
を
弔
ひ
て
賜
び
給
へ　
（
本
文
は

旧
大
系
）

と
、
跡
を
「
弔
」
う
こ
と
を
願
う
終
わ
り
方
で
あ
る
。
ま
た
、
作
者
不
明
で
は
あ
る
が
、
長
享
二
年
（
一
四
八
八
）
年
に
演
能
の
所
見

が
あ
り
、
室
町
中
期
の
作
と
さ
れ
る
「
経
正
」
で
は
、

嵐
と
共
に
と
も
し
火
を
吹
き
消
し
て
、
暗
紛
れ
よ
り
、
魄
霊
は
失
せ
に
け
り
、
魄
霊
の
影
は
失
せ
に
け
り　
（
本
文
は
旧
大
系
）

と
あ
り
、
終
末
部
に
は
、
弔
い
の
願
い
は
示
さ
れ
ず
、
経
正
の
霊
は
暗
闇
の
中
へ
消
え
て
い
く
の
で
あ
る
。

　

以
上
の
よ
う
に
、
す
べ
て
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
が
、
修
羅
物
の
能
に
は
、
シ
テ
の
成
仏
の
様
子
そ
の
も
の
が
描
か
れ
る
こ
と
が
少

な
く
、
成
仏
へ
の
願
い
を
示
し
つ
つ
、
シ
テ
は
消
え
て
い
く
の
で
あ
る
。

五
、
能
「
鵺
」
の
終
末
部
と
和
泉
式
部
「
く
ら
き
よ
り
」
の
和
歌

　

い
ま
ま
で
、
世
阿
弥
周
辺
の
修
羅
物
の
能
の
終
末
部
を
見
て
き
た
が
、
そ
れ
ら
の
能
は
「
跡
弔
ひ
て
た
び
給
へ
」
な
ど
の
成
仏
へ
の

強
い
願
い
を
示
し
つ
つ
、
シ
テ
は
退
場
し
て
い
る
。
こ
の
「
鵺
」
の
終
末
部
も
そ
れ
ら
と
同
列
の
表
現
と
考
え
て
よ
い
だ
ろ
う
か
。
以

下
に
「
鵺
」
の
終
末
部
の
詞
章
を
挙
げ
る
。
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わ
れ
は
名
を
流
す
空
舟
に　

押
し
入
れ
ら
れ
て
淀
川
の　

淀
み
つ
流
れ
つ
行
く
末
の　

鵜
殿
も
同
じ
芦
の
屋
の　

う
ら
わ
の
う
き

す
に
流
れ
留
ま
つ
て　

朽
ち
な
が
ら
空
舟
の　

月
日
も
見
え
ず
暗
き
よ
り　

暗
き
道
に
ぞ
入
り
に
け
る　

遥
か
に
照
ら
せ
山
の
端

の　

遥
に
照
ら
せ　

山
の
端
の
月
と
と
も
に　

海
月
も
入
り
に
け
り　

海
月
と
共
に
入
り
に
け
り
。

大
意
と
し
て
は
、
鵺
が
う
つ
ほ
舟
、
箱
の
か
た
ち
を
し
て
い
る
舟
に
押
し
入
れ
ら
れ
、
都
か
ら
淀
川
へ
流
さ
れ
、
鵜
の
浮
巣
の
よ
う
に
、

留
ま
っ
た
も
の
の
、う
つ
ほ
舟
に
閉
じ
込
め
ら
れ
た
ま
ま
朽
ち
果
て
て
い
く
ば
か
り
で
あ
り
、暗
い
場
所
か
ら
さ
ら
に
暗
い
道
へ
と
入
っ

て
し
ま
っ
た
。
山
の
端
の
月
よ
、
遙
か
に
照
ら
し
て
欲
し
い
、
そ
の
月
が
山
の
端
へ
入
っ
て
し
ま
う
と
、
海
に
映
っ
た
月
も
山
の
端
に

入
っ
た
よ
う
に
光
を
失
い
、
海
に
入
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
か
。「
海
月
と
共
に
入
り
に
け
り
」
で
、
鵺

が
消
え
て
い
っ
た
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。

　

こ
こ
に
は
、
和
泉
式
部
の
和
歌
「
暗
き
よ
り
暗
き
道
に
ぞ
入
り
ぬ
べ
き
遥
に
照
せ
山
の
は
の
月
」（『
拾
遺
集
』
哀
傷
、
一
三
四
二
番

歌　

詞
書
「
性
空
上
人
の
も
と
に
よ
み
て
つ
か
は
し
け
る
」
本
文
は
『
新
編
国
歌
大
観
』
よ
り
）
が
引
用
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
和
歌
は
、

第
三
句
が
「
入
り
ぬ
べ
き
」
と
な
っ
て
い
る
。
意
味
は
「
こ
の
ま
ま
で
は
、
暗
い
道
つ
ま
り
往
生
か
ら
遠
い
方
の
六
道
へ
と
、
き
っ
と

入
っ
て
行
っ
て
し
ま
う
だ
ろ
う
」
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
第
三
句
を
受
け
る
下
の
句
「
遙
に
照
せ
山
の
は
の
月
」
は
、
後
場
の
最
初
で

「
真
如
の
月
」
と
も
い
わ
れ
る
、悟
り
の
境
地
を
象
徴
的
に
示
す
「
月
」
に
願
い
を
掛
け
、「
暗
い
道
へ
入
る
前
に
、私
を
照
ら
し
て
救
っ

て
ほ
し
い
。
山
の
端
の
月
よ
」
と
い
う
意
味
を
表
す
。
こ
の
和
泉
式
部
の
和
歌
は
、
六
道
を
思
わ
せ
る
「
暗
き
道
」
へ
入
っ
て
し
ま
い

そ
う
な
自
ら
の
救
済
を
願
う
和
歌
な
の
で
あ
る
。
か
ろ
う
じ
て
ま
だ
、「
暗
き
道
」
へ
は
入
っ
て
い
な
い
状
態
と
解
釈
で
き
よ
う
。

　

一
方
、
能
「
鵺
」
で
は
、「
暗
き
道
に
ぞ
入
り
に
け
る
」
と
し
て
お
り
、「
暗
い
道
へ
と
入
っ
て
し
ま
っ
た
」
と
解
せ
る
。
さ
ら
に
「
海

月
と
共
に
入
り
に
け
り
」
と
あ
る
。「
共
に
入
」
る
の
は
鵺
か
、
そ
れ
と
も
月
な
の
か
。
鵺
は
悟
り
を
象
徴
す
る
月
と
共
に
悟
り
へ
と

導
か
れ
た
と
も
解
せ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
一
応
「
海
月
」
の
意
味
を
確
認
し
よ
う
。『
日
本
国
語
大
辞
典
』（

7
）に
よ
る
と
、
ま
ず
1
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と
し
て
「
海
上
の
空
に
見
え
る
月
」
の
意
が
あ
る
が
、こ
の
場
合
は
、「
山
の
端
の
月
」
が
別
に
あ
る
の
で
こ
の
意
味
で
は
と
り
に
く
い
。

2
に
は
「
海
に
映
っ
て
い
る
月
の
影
」
と
あ
る
が
、
用
例
と
し
て
は
能
「
鵺
」
の
み
で
あ
る
。
3
に
「
く
ら
げ
（
水
母
）」
の
異
称
と

い
う
意
が
示
さ
れ
、
用
例
も
平
安
初
期
の
『
本
草
和
名
』
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
が
「
入
り
に
け
り
」
と
い
う
能
動
的
な
動
詞
に
合
う
生

物
と
も
思
わ
れ
な
い
（
伊
藤
正
義
氏
は
「
ク
ラ
ゲ
」
の
持
つ
さ
ま
よ
う
イ
メ
ー
ジ
を
重
ね
て
い
る
と
取
る（

8
））。
消
極
的
に
、
2
の
意

を
取
ら
ざ
る
を
得
な
い
が
、そ
の
場
合
「
海
月
」
は
、あ
く
ま
で
も
月
の
「
映
っ
て
い
る
」「
影
」
で
あ
り
、悟
り
を
表
す
「
真
如
の
月
」

そ
の
も
の
と
見
る
に
は
弱
い
。
要
す
る
に
、
こ
こ
で
は
、
鵺
の
成
仏
は
明
言
さ
れ
て
お
ら
ず
、
未
だ
保
留
の
状
態
と
さ
れ
て
い
る
と
解

し
て
よ
い
だ
ろ
う
。『
新
潮
日
本
古
典
集
成
』
の
校
注
者
で
あ
る
伊
藤
正
義
氏
は
、
こ
の
部
分
を
「
月
が
没
す
る
と
共
に
、
山
と
も
海

と
も
知
ら
ぬ
暗
黒
世
界
の
中
に
姿
を
消
し
た
こ
と
を
い
う
」
と
解
し
て
い
る
。
お
そ
ら
く
伊
藤
氏
も
「
暗
き
道
に
ぞ
入
り
に
け
る
」
の

文
句
を
重
く
と
ら
え
、
こ
の
よ
う
な
解
釈
に
い
た
っ
た
の
だ
ろ
う
と
推
測
す
る
。

　

先
の
修
羅
物
は
、
も
と
人
道
に
い
た
武
者
た
ち
が
シ
テ
で
あ
り
、
変
化
、
化
鳥
と
さ
れ
る
鵺
は
、
人
の
場
合
と
扱
い
が
違
う
の
で
は

な
い
か
。
世
阿
弥
は
超
え
が
た
い
壁
と
い
う
物
を
設
定
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
能
「
鵺
」
の
後
場
の
は
じ
め

に
、
僧
は
、

一い
ち

仏ぶ
つ

成じ
ょ
う

道ど
う

観か
ん

見け
ん

法ほ
う

界か
い

。
草
木
国
土
悉
皆
成
仏
。
有
情
非
情
。
皆か
い

共ぐ

成じ
ょ
う

仏ぶ
つ

道ど
う

。
頼
む
べ
し

と
す
べ
て
の
も
の
の
成
仏
が
可
能
だ
と
唱
え
、
鵺
へ
向
け
て
「
頼
む
べ
し
」
と
仏
道
へ
の
帰
依
を
強
く
勧
め
る
。
し
か
し
、
そ
れ
を
受

け
る
鵺
の
こ
と
ば
は
「
頼
む
べ
し
や
」
で
あ
る
。「
や
」
は
疑
問
で
あ
ろ
う
。
鵺
自
身
が
成
仏
へ
の
不
安
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

前
述
の
あ
ら
す
じ
の
部
分
で
述
べ
た
よ
う
に
、
後
場
の
仕
方
話
で
は
、
鵺
の
立
場
か
ら
の
語
り
が
展
開
さ
れ
る
。
こ
の
中
で
、「
仏
法

王
法
の
障
り
」
を
成
そ
う
と
し
た
自
ら
が
退
治
さ
れ
た
理
由
と
し
て
「
君
の
天
罰
を
当
り
け
る
よ
と
今
こ
そ
思
ひ
知
ら
れ
た
れ
」
と
鵺
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は
述
懐
す
る
。
こ
の
語
り
の
中
で
鵺
は
罪
を
自
覚
し
、
救
わ
れ
な
い
と
自
覚
す
る
と
み
て
よ
い
の
で
は
な
い
か
。
こ
の
救
わ
れ
な
い
と

い
う
自
覚
が
終
末
部
の
「
暗
き
道
に
ぞ
入
り
に
け
る
」「
海
月
と
共
に
入
り
に
け
り
」
な
ど
の
表
現
へ
と
つ
な
が
っ
て
い
く
の
で
は
な

い
か
。
先
に
見
て
き
た
修
羅
物
に
お
い
て
も
、
成
仏
へ
の
一
抹
の
た
め
ら
い
が
ち
り
ば
め
ら
れ
て
い
る
と
み
る
な
ら
ば
、
世
阿
弥
は
、

成
仏
や
悟
り
と
い
っ
た
救
済
は
非
常
に
難
し
い
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
困
難
さ
を
描
く
こ
と
こ
そ
観
客
へ
訴
え
か
け
る
の
だ
と
考
え
て
い

た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

お
わ
り
に

　

延
年
な
ど
の
鬼
退
治
の
劇
の
伝
統
は
続
き
、
世
阿
弥
以
後
も
、
鬼
退
治
の
能
は
観
世
信
光
の
「
紅
葉
狩
」
や
、
作
者
不
明
の
「
安
達

原
」
な
ど
が
作
り
続
け
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
れ
ら
は
風
流
能
の
よ
う
な
観
客
の
耳
目
を
お
ど
ろ
か
す
鬼
退
治
の
レ
ベ
ル
に
留
ま

り（
9
）、「
鵺
」
の
よ
う
な
、
罰
を
受
け
て
殺
さ
れ
、
ま
し
て
浄
土
へ
行
け
ず
、
死
し
て
な
お
さ
ま
よ
う
辛
さ
を
何
と
か
し
た
い
、
何
と

か
し
て
欲
し
い
と
い
っ
た
自
力
・
他
力
の
救
済
へ
の
願
い
に
満
ち
た
能
で
は
な
か
っ
た
。

　

世
阿
弥
の
能
に
は
、
成
仏
へ
と
向
か
う
修
羅
、
成
仏
を
願
う
修
羅
、
成
仏
を
あ
き
ら
め
る
鵺
と
、
成
仏
へ
の
壁
が
実
は
描
か
れ
て
い

る
。
成
仏
へ
の
道
に
区
別
の
あ
る
仏
教
の
限
界
を
世
阿
弥
は
こ
と
さ
ら
に
は
指
摘
し
よ
う
と
は
し
な
い
。
し
か
し
、
冷
静
に
彼
の
能
の

こ
と
ば
を
探
る
こ
と
で
、
世
阿
弥
は
、
更
な
る
劇
的
世
界
を
我
々
の
前
に
示
す
の
で
あ
る
。

注（
1
） 

『
謡
曲
集
』
中
（
新
潮
日
本
古
典
集
成
、
伊
藤
正
義
校
注
、
一
九
八
八
年
、
新
潮
社
）

（
2
） 

島
津
忠
夫
「
作
品
研
究
『
鵺
』」（『
観
世
』
一
九
八
六
年
三
月
号
）

（
3
） 

山
口
仲
美
『
ち
ん
ち
ん
千
鳥
の
な
く
声
は
』「
虚
空
に
し
ば
し
ひ
ひ
め
い
た
り

―
ヌ
エ
」（
一
九
八
九
年
、
大
修
館
書
店
、
後
に
二
〇
〇
八
年
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講
談
社
学
術
文
庫
）

（
4
） 

桜
井
陽
子
『
平
家
物
語
大
事
典
』「
鵺
」
の
項
（
二
〇
一
〇
年
、
東
京
書
籍
）

（
5
） 
『
新
版　

能
・
狂
言
事
典
』（
西
野
春
雄
・
羽
田
昶
編
、
初
版
一
九
八
七
年
、
新
版
二
〇
一
一
年
、
平
凡
社
）「
鵺
」
の
項
は
松
本
雍
執
筆
。

（
6
） 
『
謡
曲
集
』
上
下
（
日
本
古
典
文
学
大
系
四
〇
・
四
一
、
横
道
萬
里
雄
、
表
章
校
注　

一
九
六
〇
・
一
九
六
三
年
、
岩
波
書
店
）

（
7
） 

『
日
本
国
語
大
辞
典
』（
第
2
版
、
二
〇
〇
〇
年
〜
二
〇
〇
二
年
、
小
学
館
）

（
8
） 

注
1
に
同
じ
。

（
9
） 

以
下
に
終
末
部
の
詞
章
を
示
す
。

 

「
紅
葉
狩
」
剣
に
恐
れ
て
巌
へ
上
る
を　

引
き
お
ろ
し
刺
し
通
し　

忽
ち
鬼
神
を
従
へ
給
ふ　

威
勢
の
程
こ
そ
恐
ろ
し
け
れ
。（
観
世
信
光
作
）

 

「
安
達
原
（
黒
塚
）」
言
ふ
声
は
な
ほ
物
す
さ
ま
し
く　

言
ふ
声
は
な
ほ　

す
さ
ま
し
き
夜
嵐
の　

音
に
立
ち
紛
れ
失
せ
に
け
り　

夜
嵐
の
音
に
失

せ
に
け
り　
（
作
者
不
明
（
寛
正
六
年
（
一
四
六
五
年
）
所
見
）
シ
テ
は
女
か
ら
鬼
の
正
体
を
現
し
、
ワ
キ
の
那
智
の
山
伏
が
仏
法
に
よ
っ
て
祈
り

伏
せ
る
。）

参
考
文
献

・『
謡
曲
集
』
上
中
下
（
新
潮
日
本
古
典
集
成
、
伊
藤
正
義
校
注
、
一
九
八
三
〜
一
九
八
八
年
、
新
潮
社
）

・『
謡
曲
集
』
上
下
（
日
本
古
典
文
学
大
系
四
〇
・
四
一
、
横
道
萬
里
雄
・
表
章
校
注　

一
九
六
〇
・
一
九
六
三
年
、
岩
波
書
店
）

・
島
津
忠
夫
「
作
品
研
究
『
鵺
』」（『
観
世
』
一
九
八
六
年
三
月
号
）

・
山
口
仲
美
『
ち
ん
ち
ん
千
鳥
の
な
く
声
は
』「
虚
空
に
し
ば
し
ひ
ひ
め
い
た
り
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中世文学における死と救済―怪異の視点から、能「鵺」をめぐって―

Death and its relief in Japanese literature of the Middle 
Ages

HIMENO Atsuko

Abstract　 In Japanese literature of the Middle Ages, how was death and its relief 

represented?  I thought through a Noh-play “Nue” by Zeami (1363? ～1443?). In me-

dieval literature is expressed as “Ojo” in the meaning of Buddhism. “Ojo” is a way of 

getting away from the pains known as the “transmigration in the six worlds.” Entering 

Nirvana is not promised in “Nue”, but I ask for a postlude to mourning with “Shura-

Noh” in the times of Zeami, and I describe a state of hope of entering Nirvana.  I 

conseder the influence of the “Hell of Beasts” on “Nue” and conseder that this gave 

Zeami a stranger means of appealing to audiences by showing the difficulties of 

entering Nirvana.

Keywords: “Nue”,mugen Noh, shura mono


