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「ゎ
F
う
た
」

本
質
考

綾

子

フミ

稿、

童
話
叉
は
謡
歌
の
積
別
と
し
て
文
献
に
記
載
さ
れ
て
い
る
も
の
は
日
木
書
紀
十

首
（
白
一
一
極
紀
四
言
、
斉
明
紀
一
昔
、
天
智
紀
五
首
）
続
日
木
紀
一
首
（
光
仁
紀
一

昔
、
日
間
歌
が
白
木
霊
同
日
記
下
巻
及
び
俗
一
馬
楽
巴
歌
に
出
て
い
る
）
日
太
後
紀
一
首

ペ
恒
武
紀
一
首
、
同
歌
が
白
太
霊
具
記
に
出
て
開
店
る
）
続
日
本
後
紀
一
首
（
仁
田

紀
二
日
）
一
一
一
代
宍
諒
一
言
（
清
和
の
巻
一
一
白
一
）
上
宮
聖
徳
太
子
伝
補
問
記
一
首
、

日
太
田
現
報
一
一
点
下
悪
霊
異
記
三
首
、
計
十
入
首
で
あ
る
が
、
官
一
長
が
古
辛
記
伝
で
解

説
を
試
み
て
以
来
、
稜
威
一
マ
一
口
別
や
辞
書
註
釈
書
類
に
数
多
く
な
さ
れ
て
居
る
が
こ

れ
を
↓
分
類
し
て
見
る
と

け
す
ザ
は
神
態
の
志
で
神
が
馬
の
思
一
（
変
を
歌
わ
し
め
る
の
を
い
う

同
戎
る
作
菜
を
な
し
つ
L
歌
う
歌

同

流

行

歌

訟
こ
の
コ
一
一
慢
に
大
別
出
来
る
と
思
わ
れ
る
が
、
こ
の
一
政
に
諸
説
記
々
と
し
て
い
て

そ
の
木
貨
を
把
握
し
が
た
い
。
そ
こ
で
本
源
的
部
分
と
目
さ
れ
る
臼
木
書
紀
の
童

話
と
童
謡
の
語
裂
を
検
討
し
て
そ
の
木
質
一
を
考
察
し
て
み
た
い
。

一一

わ
ざ
う
た
は
日
木
書
紀
に
於
て
は
目
玉
極
紀
、
賢
明
紀
、
天
智
紀
に
記
載
さ
れ
て

い
る
が
以
下
そ
の
実
例
を
検
討
し
て
み
た
い
。

時
に
童
謡
あ
り
て
歌
ひ
け
ら
く

川
岩
の
上
に
小
猿
米
焼
く
米
だ
に
も
た
げ
て
通
ら
せ

か
ま
し
、

山
羊
の
老
翁
〔
紀
一

O
七
・
皇
極
ご
年
十
月
〕

主
由
紀
に
よ
れ
ば
諒
我
入
鹿
が
上
官
の
王
位
寸
ι訂
正
廃
し
て
古
人
皇
子
守
天
位
に
つ
け
様

と
し
た
時
の
わ
ざ
う
た
と
し
て
あ
げ
ら
れ
て
居
り
、
十
一
月
入
鹿
は
軍
を
発
し
て

斑
鳩
宮
を
襲
い
山
背
大
兄
王
等
は
宮
を
続
い
て
胆
駒
山
に
ψ

叱
れ
た
が
再
び
帰
っ
て

斑
鳩
寺
に
入
り
子
弟
紀
安
一
と
共
に
白
経
し
て
滅
ん
だ
。
「
同
人
」
は
右
の
わ
ざ
う

た
を
解
い
て
「
岩
の
上
に
」
は
上
官
に
喰
え
、
「
子
猿
」
は
林
一
同
（
入
鹿
）
に
喰
え

「
米
だ
に
も
た
げ
て
道
ら
せ
山
羊
の
老
弱
」
は
山
内
円
玉
の
四
日
放
が
班
雑
毛
に
し
て

山
羊
に
似
て
い
る
の
に
喰
え
た
も
の
で
宮
を
わ
て
L
深
山
に
ほ
る
L
相
だ
」
と
一
一
日

っ
た
と
い
う
説
明
、
が
あ
っ
て
災
具
の
一
起
る
前
兆
と
な
っ
た
と
云
う
の
で
ゐ
る
o

こ

れ
は
わ
ざ
う
た
の
附
会
的
解
釈
の
巾
で
は
比
較
的
巧
妙
な
方
で
は
あ
る
が
然
し

歌
詞
と
解
釈
と
の
聞
に
は
大
き
い
問
院
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
o

こ
の
歌
な
所
伝
の

特
に
一
山
一
引
件
に
関
連
し
て
解
釈
す
る
一
刀
は
こ
の
設
の
内
経
か
ら
は
一
げ
ん
三
一
一
で
は
な
い
と

J

一
唱
え
ら
れ
る
。
佐
々
木
一
信
欄
氏
は
「
山
間
の
自
然
の
一
長
含
兎
諮
ら
し
い
寄
冨
な
想

像
を
加
え
て
詩
人
的
に
表
現
し
て
歌
っ
た
も
の
」
（
よ
代
文
弓
史
下
香
）
と
附
附
さ

れ
、
相
成
氏
は
「
山
聞
の
長
足
の
狩
猟
生
活
の
一
面
を
歌
っ
た
も
の
」
（
一
一
市
紀
敬

一
ヂ
刷
新
鮮
）
と
一
玄
わ
れ
、
土
橋
氏
は
之
内
山
一
に
参
加
し
た
老
人
を
ひ
や
か
し
た
も
の
し

（
万
葉
第
十
コ
一
号
）
田
辺
氏
は
「
古
代
の
立
認
の
片
は
し
な
の
で
は
な
い
か
L

（万

葉
第
十
四
日
万
）
と
一
去
っ
て
居
ら
れ
る
が
こ
の
歌
を
検
し
て
児
る
と
そ
れ
自
身
に
は

ど
ご
に
も
蘇
我
氏
へ
の
不
信
も
批
判
も
皮
肉
も
訊
刺
も
見
当
ら
な
い
。
こ
の
歌
は

肯
一
ザ
件
と
は
無
関
係
な
一
択
で
、
め
っ
た
と
忠
わ
れ
る
。
ウ
同
誌
な
持
た
な
い
白
然
に
感
情

を
吐
露
し
た
歌
が
民
衆
の
間
に
浸
潤
す
る
と
共
に
同
町
衆
に
そ
K
L共
鳴
そ
得
る
だ

け
の
一
般
性
や
社
会
性
を
有
し
て
い
れ
ば
何
時
か
或
る
社
会
的
事
件
と
結
び
つ
け

ら
れ
て
解
釈
せ
ら
れ
る
可
能
性
を
有
す
る
較
に
な
る
も
の
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
』

こ
の
設
も
か
よ
う
に
内
容
そ
の
も
の
は
五
件
と
は
無
関
係
な
玖
で
あ
る
が
、
当
時

の
？
な
不
日
な
時
代
に
生
活
し
て
い
た
人
速
に
と
っ
て
は
こ
の
一
致
か
ら
大
き
な
鼠

意
を
的
み
取
る
事
が
出
来
た
も
の
と
思
う
o
従
っ
て
廃
史
的
一
戸
一
υ
件
の
前
兆
と
し
て

記
さ
れ
て
い
る
が
事
実
は
決
し
て
事
一
件
の
前
兆
の
予
言
で
は
な
く
て
現
出
一
六
的
認
件

に
対
す
る
民
衆
の
卒
市
一
な
批
判
の
声
を
託
し
た
も
の
だ
正
思
わ
れ
る
。
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時
に
謡
歌
三
首
あ
り
き
。
業
の
一
に
日
ひ
け
ら
く

削
遥
々
に
琴
ぞ
開
ゆ
る
島
の
薮
原
〔
紀
一

O
九
、
皇
極
三
年
六
月
〕

書
紀
に
よ
れ
ば
こ
の
歌
は
後
に
続
く
二
首
と
共
に
皐
一
極
コ
一
年
一
一
一
月
剣
池
の
蓮
の

中
に
一
茎
に
二
留
す
を
開
い
た
も
の
が
あ
り
、
蘇
我
大
臣
は
「
是
蘇
我
臣
将
咲
之
瑞

也
」
と
誇
り
、
圏
内
の
一
必
硯
等
が
大
臣
の
橋
を
渡
る
時
を
伺
っ
て
神
語
入
微
説
を

陳
ぺ
た
。
そ
の
時
の
謡
歌
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
翌
四

年
六
月
中
大
兄
と
中
医
鎌
子
達
が
大
極
殿
で
入
鹿
を
斬
殺
し
た
記
事
の
後
に
「
或

人
」
の
一
一
一
首
の
謡
歌
に
対
ナ
る
前
兆
的
解
釈
を
記
し
て
い
る
が
、
こ
の
歌
の
前
兆
的

解
釈
は
「
宮
殿
接
一
世
於
嶋
大
臣
家
一
、
市
中
大
兄
与
一
一
中
臣
鎌
子
見
密
図
一
言
薪
一
議
官

入
鹿
一
之
兆
也
」
で
あ
る
。
諸
説
を
見
て
み
る
と
語
棄
の
上
で
「
琴
」
と
解
す
る
説

と
「
言
」
と
解
す
る
説
が
あ
り
、
案
件
の
前
兆
と
し
て
記
さ
れ
て
い
る
が
そ
の
様

な
調
喰
は
こ
の
歌
の
ど
こ
の
部
分
か
ら
も
汲
む
事
は
出
来
ず
後
人
の
附
会
で
あ
る

と
考
え
ら
れ
る
。

其
の
二
に
日
ひ
け
ら
く

を
ち
か
丈

倒
彼
方
の
浅
野
の
倍
響
さ
ず
我
は
寝
し
か
ど
人
ぞ
響
す
〔
紀
一
一

0
・
同
右
〕

ζ
れ
除
前
兆
的
解
釈
に
よ
れ
ば
「
上
宮
王
等
性
順
、
都
息
調
哨
出
町
而
為
一
弐
高
見
官
。

蟻
叩
自
報
、
天
使
イ
八
設
立
兆
也
」
と
あ
る
が
所
伝
か
ら
離
れ
て
考
察
し
て
み
る
と

恋
の
歌
で
あ
る
事
は
諸
家
の
説
か
れ
て
い
る
通
り
で
あ
る
。
こ
の
歌
も
入
鹿
討
減

と
は
無
関
係
な
歌
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
第
三
句
以
下
に
当
時
の
人
々
は
寓
意
を

聞
き
と
っ
た
の
で
あ
ろ
う
と
恩
わ
れ
、
民
衆
の
批
判
の
表
現
を
こ
の
歌
に
託
し
た

も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

其
の
一
一
一
に
日
ひ
け
ら
く

削
小
林
に
我
を
引
入
れ
て
好
し
入
の
面
も
知
ら
ず
家
も
知
ら
ず
も
〔
紀
一
一
一
－

同
右
〕或

人
の
前
兆
的
解
釈
は
「
入
鹿
医
忽
ボ
宮
中
、
北
佐
伯
連
子
麻
呂
、
稚
火
養
連

綱
田
、
所
所
之
兆
也
」
で
あ
り
、
久
老
（
日
本
紀
歌
の
解
V

守
部
、
日
本
書
組
遥

釈
、
全
新
議
も
解
し
て
い
る
絞
に
入
鹿
が
突
如
殺
さ
れ
る
請
を
菰
し
て
い
る
の
で

あ
ろ
う
が
、
こ
の
歌
の
場
合
土
橋
氏
の
「
歌
壇
の
歌
で
あ
ろ
え
J

」
と
い
う
推
測
は

最
も
ふ
さ
わ
し
い
と
考
え
る
。
こ
の
歌
も
入
鹿
討
滅
と
全
く
無
関
係
な
歌
で
第
三

句
以
下
を
「
自
分
を
殺
し
た
人
は
誰
で
あ
る
か
知
ら
な
い
」
意
に
理
解
し
て
の
附

会
で
あ
る
と
恩
わ
れ
る
。

童
謡
あ
り
、
日
ひ
け
ら
く

問
摩
比
羅
短
都
能
倶
例
豆
例
於
能
弊
陀
乎
経
賦
倶
能
理
歌
理
翻
美
和
陀
騰
能
理

歌
美
烏
能
陛
陀
烏
滋
賦
倶
能
理
歌
程
甲
子
騰
和
与
勝
美
烏
能
陛
陀
鳥
海
賊
倶

能
理
歌
理
鵡
〔
紀
一
一
一
二
・
嘱
判
明
六
年
十
二
月
〕

斉
明
六
年
天
皇
は
新
羅
を
伐
と
う
と
し
て
駿
河
国
に
命
じ
て
船
を
造
ら
し
め
給

う
た
が
そ
の
船
を
挽
い
て
績
麻
郊
に
至
っ
た
時
、
夜
の
中
に
故
な
く
し
て
船
の
蹄

舶
が
相
反
っ
た
。
衆
は
こ
れ
に
よ
っ
て
敗
戦
を
予
知
し
た
。
叉
糾
野
の
国
か
ら
高

さ
蒼
天
に
至
る
と
い
う
蝿
の
大
群
が
西
に
向
っ
て
巨
坂
を
越
え
た
と
い
う
報
せ
が

あ
り
、
或
る
者
は
こ
れ
を
同
じ
く
敗
戦
の
兆
と
し
た
と
い
う
前
載
の
後
に
こ
の
歌

が
出
て
い
る
の
で
あ
る
。
古
来
難
読
の
も
の
で
釈
日
本
紀
に
は
文
字
の
配
置
を
代

え
て
慨
が
女
の
作
っ
て
い
る
田
に
下
り
て
稲
の
突
を
喰
う
と
い
う
意
味
だ
と
あ

る
。
叉
文
字
を
置
き
か
え
な
い
で
読
む
説
も
あ
り
「
日
本
歌
選
上
古
之
巻
」
（
佐

々
木
信
網
氏
）
に
よ
る
と
十
一
首
も
読
方
が
あ
る
が
、
い
ず
れ
も
首
肯
し
が
た
い
。

訓
法
未
定
の
歌
で
一
式
々
出
来
な
い
が
、
斉
明
六
年
は
六
六
O
年
で
天
智
天
皇
が
入

鹿
を
大
極
殿
に
倒
し
て
大
化
改
新
の
礎
を
お
い
た
六
四
五
年
か
ら
十
五
年
自
に
当

る
。
そ
の
間
新
政
の
成
功
と
並
ん
で
多
く
の
不
平
と
不
満
と
が
民
聞
に
叉
反
対
勢

力
の
聞
に
高
ま
っ
た
で
あ
ろ
う
と
恩
わ
れ
る
。
そ
れ
が
半
島
出
兵
と
い
う
重
大
事

に
ぶ
つ
か
っ
て
当
時
の
民
殆
ど
禄
く
の
欲
し
な
か
っ
た
朝
鮮
出
兵
を
恐
ら
く
こ
の

歌
に
託
し
て
民
衆
の
意
志
を
表
現
し
た
も
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。

童
話
に
日
ひ
け
ら
く
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制
打
橋
の
集
楽
の
遊
び
に
出
で
ま
せ
子
玉
代
の
家
の
八
重
子
の
万
白
出
で
ま
し

の
侮
は
あ
ら
じ
ぞ
出
で
ま
せ
子
玉
代
の
家
の
八
重
子
の
万
白
〔
紀
一
一
一
四
・
天
智

九
年
五
月
〕

天
智
九
年
四
月
三
十
日
に
法
隆
寺
の
火
災
が
あ
り
、
一
一
屡
も
残
さ
ず
、
叉
大
雨
、

雷
の
あ
っ
た
由
を
述
べ
「
五
月
童
謡
に
日
く
」
と
じ
て
こ
の
歌
が
載
り
、
直
ち
に

「
六
月
邑
の
中
に
亀
を
獲
た
り
」
の
記
事
に
移
っ
て
し
ま
う
の
で
こ
の
歌
が
ど
う

い
う
’
苓
件
に
対
す
る
童
謡
で
あ
る
か
古
来
問
題
に
な
っ
て
い
る
。
久
老
等
は
法
隆

寺
の
火
災
を
予
知
せ
し
め
る
歌
で
外
に
逃
れ
て
災
を
免
れ
よ
」
と
の
意
だ
と
し
て

居
り
、
守
部
は
、

J

集
楽
の
遊
び
に
法
師
を
誘
う
意
だ
と
説
き
、
通
釈
、
主
十
嵐
力

氏
「
（
国
歌
の
胎
生
及
び
発
達
）
」
も
こ
れ
に
従
っ
て
居
ら
れ
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、

こ
の
寓
意
は
不
明
瞭
で
あ
る
。
所
が
こ
の
歌
を
童
謡
と
い
う
枠
か
ら
外
し
て
見
る

と
相
磯
、
田
辺
氏
鑑
一
ゆ
が
云
っ
て
居
ら
れ
る
織
に
、
文
字
に
現
れ
た
通
り
の
橋
の
集

楽
の
遊
び
に
こ
も
っ
て
い
る
箱
入
娘
を
誘
い
出
そ
う
と
す
る
歌
、
そ
れ
も
個
人
の

ひ
そ
か
な
勧
誘
で
な
く
群
衆
の
ざ
わ
め
き
立
つ
て
の
歌
声
で
あ
る
事
が
極
め
て
素

直
に
感
じ
と
ら
れ
る
。
こ
う
見
て
く
る
と
こ
れ
は
朗
ら
か
に
男
女
集
楽
の
場
か
ら

生
れ
出
た
民
謡
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

童
話
に
一
式
ひ
し
く

的
橘
は
己
が
枝
々
生
れ
れ
ど
も
玉
に
貫
く
時
同
じ
絡
に
貫
く
〔
紀
一
一
一
五
・
天

智
十
年
E
月〕

佐
平
余
自
信
以
下
の
外
国
人
多
数
に
大
錦
下
、
小
錦
ア
以
下
の
位
階
を
授
け
ら

れ
た
時
に
記
さ
れ
て
い
る
童
謡
で
あ
る
。
一
視
同
仁
の
大
御
、
り
を
讃
え
た
と
い
う

説
（
契
沖
、
久
老
、
相
磯
氏
）
と
異
国
の
徒
を
い
た
ず
ら
に
賞
す
る
事
を
ひ
そ
か

に
答
め
た
と
す
る
説
（
守
部
、
通
釈
、
新
請
、
主
十
嵐
氏
、
田
辺
氏
）
が
あ
る
。

こ
の
歌
は
別
に
凶
兆
を
示
し
た
な
ど
と
一
式
う
べ
き
も
の
で
は
な
く
て
多
く
の
晋
済

人
が
位
階
を
授
け
ら
れ
た
事
に
対
す
る
民
衆
の
感
想
を
現
し
た
も
の
と
し
て
利
用

せ
ら
れ
た
も
の
と
思
う
。

百守主，，

時
に
童
謡
に
日
ひ
け
ら
く

同
開
み
士
口
野
の
吉
野
の
鮎
鮎
こ
そ
は
島
辺
も
宜
き
、
あ
苦
し
ゑ
水
葱
の
下
芹
の
下

吾
は
苦
し
ゑ
〔
紀
一
一
一
六
・
天
智
十
年
十
二
月
〕

こ
の
歌
に
続
く
＝
首
と
共
に
、
本
文
に
解
説
が
無
い
の
で
分
ら
な
い
が
、
天
智

天
皇
が
近
江
の
宮
で
崩
御
さ
れ
た
記
事
に
続
い
て
載
せ
て
あ
る
の
で
、
壬
申
の
乱

の
起
る
前
の
頃
の
も
の
か
と
従
来
註
釈
さ
れ
て
い
る
。
久
老
は
「
大
友
皇
子
が
処

地
を
離
れ
て
、
山
中
に
絞
れ
給
ふ
さ
と
し
な
る
べ
し
」
と
し
、
高
木
市
之
助
氏
は

「
吉
野
川
の
鮎
こ
そ
は
島
辺
の
芹
や
水
葱
の
蔭
に
棲
ん
で
い
る
の
も
結
構
だ
ろ
う

が
、
人
間
の
私
は
こ
ん
な
山
奥
の
吉
野
川
の
ほ
と
り
に
蛍
居
し
て
い
て
は
苦
し
く

て
た
ま
ら
な
い
」
と
し
一
首
に
議
喰
さ
れ
て
い
る
も
の
は
大
海
人
皇
子
が
天
智
天

皇
の
御
木
心
を
察
し
て
吉
野
に
遁
れ
入
り
給
う
た
御
心
境
に
対
す
る
時
人
の
同
情

に
外
な
ら
ぬ
の
で
あ
る
」
（
士
口
野
の
鮎
）
と
述
べ
て
居
ら
れ
る
が
、
壬
申
の
乱
勃

発
に
至
る
迄
の
騒
然
た
る
物
情
が
こ
の
歌
を
採
摂
し
た
も
の
と
尽
わ
れ
る
。

倒
医
の
子
の
八
重
の
級
解
く
一
重
だ
に
い
き
だ
解
か
ね
ば
御
子
の
紐
解
く

〔
紀
「
一
一
七
・
同
右
〕

久
老
は
「
大
友
皇
子
を
八
重
に
取
り
囲
ん
だ
大
海
人
皇
子
の
囲
み
を
解
き
破
ろ

う
と
す
る
に
未
だ
二
同
一
も
解
か
な
い
中
に
大
友
皇
子
は
逃
げ
ら
れ
た
事
を
歌
っ
た

の
だ
」
と
い
L
、
高
木
氏
は
「
尽
か
な
近
江
朝
方
の
家
臣
が
遅
疑
透
巡
し
て
何
事

も
な
し
得
な
い
の
に
対
し
て
大
海
人
は
ひ
と
り
扱
爽
と
し
て
あ
ら
ゆ
る
障
害
を
払

い
の
け
つ
L
遜
進
す
る
」
怠
に
解
し
て
居
ら
れ
る
が
こ
の
歌
も
前
歌
同
様
、
当
時

の
世
相
を
こ
の
歌
に
託
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

帥
赤
闘
の
い
行
き
関
る
真
葛
原
、
何
の
伝
言
直
に
し
宜
け
む
〔
紀
一
一
一
八
・
同

右〕
久
老
、
守
部
、
通
釈
、
佐
々
木
氏
、
五
十
嵐
等
皆
、
大
友
由
一
一
子
と
大
海
人
皇
子

と
の
御
関
係
を
鼠
し
た
も
の
と
し
て
大
友
皇
子
と
大
海
人
皇
子
と
の
聞
に
人
伝
え

で
な
く
直
接
に
交
渉
し
て
和
睦
な
さ
れ
た
ら
よ
い
の
に
と
解
し
て
い
る
。
同
じ
歌
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詞
が
万
葉
集
巻
十
二
古
今
相
聞
往
来
類
歌
の
寄
物
陳
思
中
に
見
出
さ
れ
る
（
一
一
一

O

六
九
）
事
情
も
あ
っ
て
恋
衆
民
謡
と
思
わ
れ
る
が
、
壬
申
の
乱
直
前
の
両
勢
力
の

わ
ず
ら
わ
し
い
も
つ
れ
に
対
す
る
民
衆
の
怒
り
が
直
接
行
動
を
と
る
織
に
す
L
め

る
と
い
る
形
に
於
て
採
択
さ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

註
、
純
一

O
七
｜
紀
一
二
八
は
岩
波
文
庫
本
記
組
歌
謡
集
成
の
呑
時
国
で
紀
は
日

木
書
記
を
意
味
す
る
。

一一一

次
に
わ
ざ
う
た
と
い
う
誇
の
真
の
意
味
は
何
で
あ
る
か
検
討
し
て
見
た
い
。
先

づ
わ
ざ
う
た
の
「
わ
ざ
」
の
誇
義
に
つ
い
て
の
諸
説
に
つ
い
て
述
べ
て
見
る
と
、

宣
長
は
そ
の
「
士
旦
事
記
伝
」
に
於
い
て
「
諺
」
の
垣
間
義
に
つ
い
て
次
の
様
に
述
べ

て
い
る
。

「
此
の
こ
と
わ
ざ
て
ふ
こ
と
事
態
と
言
同
じ
く
て
ま
や
き
ら
は
し
け
れ
ど
別
な

り
。
許
刀
は
言
、
和
邪
は
童
謡
、
禍
、
俳
優
な
ど
の
和
邪
と
同
じ
く
て
ん
寸
の
世

に
も
神
叉
は
死
人
の
霊
な
ど
の
崇
る
を
物
の
和
邪
と
一
玄
ふ
是
な
り
。
さ
て
そ
は

一
憶
に
は
た
立
崇
り
て
凶
し
き
’
事
の
み
云
ふ
め
れ
ど
、
木
は
凶
し
き
に
も
吉
に
も

わ
た
る
言
な
り
。
か
く
て
何
事
に
ま
れ
神
の
歌
は
せ
給
ふ
を
和
邪
歌
と
一
式
い
、

一
式
は
せ
た
ま
ふ
を
呈
一
口
和
邪
と
一
五
ふ
な
り
」

こ
の
読
は
諺
と
わ
ざ
う
た
と
は
同
じ
も
の
で
一
つ
は
歌
、
一
つ
は
言
葉
で
あ
る
。

た
Y
す
ベ
て
神
の
御
心
に
吉
凶
を
一
水
じ
給
う
と
一
式
う
の
で
あ
る
が
、
神
の
御
、
む

と
い
ふ
点
が
明
快
を
欠
き
首
肯
し
が
た
い
。
次
に
守
部
は

「
わ
ざ
う
た
と
は
時
の
異
変
を
善
悪
共
に
神
の
諮
は
し
め
給
ふ
を
云
ふ
。
即
ち

和
邪
と
は
神
態
の
和
邪
な
り
」
（
稜
威
言
別
）

と
し
て
い
る
。
さ
き
に
室
長
が
否
定
し
た
態
の
意
に
解
し
た
ど
け
で
あ
る
。
日
木

書
紀
遥
釈
な
ど
に
も
別
に
異
っ
た
説
は
載
せ
て
い
な
い
。
所
が
「
神
の
御
心
」
設

に
反
対
し
た
意
見
が
大
E
時
代
に
入
っ
て
始
め
て
顕
れ
て
い
る
。
即
ち
坂
井
衡
平

氏
の
説
で

「
わ
ざ
う
た
は
風
俗
、
諺
、
俳
優
な
ど
い
ふ
語
の
『
わ
ざ
』
と
同
じ
く
所
作
の

怠
で
あ
る
。
閥
単
に
つ
い
て
好
惑
が
一
誠
っ
た
も
の
で
後
の
風
俗
歌
と
同
義
で
あ

る
」
（
臼
木
歌
謡
史
講
話
）

同
氏
は
更
に
昭
和
六
年
「
古
文
学
の
詩
味
」
に
於
て
も
同
じ
窯
見
を
述
べ
て
居

ら
れ
る
が
、
之
に
よ
る
と
「
わ
ざ
」
を
「
所
作
」
の
意
に
解
し
て
居
ら
れ
る
。
従

来
の
説
に
附
随
し
て
い
た
「
神
意
」
と
か
「
災
具
」
と
か
の
意
を
と
り
の
け
た
所

に
特
色
が
あ
り
、
注
目
す
べ
き
だ
と
思
う
。

次
に
藤
田
徳
太
郎
氏
は

「
童
謡
は
日
木
喜
紀
の
も
の
最
も
古
く
、
こ
れ
を
す
ザ
ウ
タ
と
訓
マ
る
の
は
、

マ
ザ
ハ
ヒ
を
予
兆
す
る
歌
の
意
と
云
ふ
。
或
い
は
業
を
す
る
時
の
歌
。
即
ち
労

働
歌
と
い
ふ
意
味
に
は
解
せ
ら
れ
な
い
で
あ
ら
う
か
」
（
日
木
歌
謡
の
研
究
）

と
述
べ
て
居
ら
れ
る
。
然
し
非
手
淳
二
郎
氏
も
述
べ
て
居
ら
れ
る
様
に
勿
論
一

段
労
働
に
従
季
し
て
い
る
人
遠
の
聞
に
も
広
く
う
た
わ
れ
た
で
あ
ろ
う
が
、
明
瞭

に
は
分
ら
な
い
事
で
あ
る
し
、
首
肯
し
が
た
い
。

高
木
古
川
与
ん
助
氏
は

ヨ
わ
ざ
』
は
わ
ざ
を
ど
え
こ
と
わ
ざ
、
わ
ざ
は
い
の
「
わ
ざ
」
で
あ
っ
て
、
神

わ
ざ
と
い
ふ
に
斉
し
く
か
う
じ
た
副
刺
予
言
の
一
裂
に
は
或
る
J

何
意
が
人
の
口
を

か
り
て
一
言
は
し
め
る
と
い
う
神
秘
的
な
意
味
が
含
め
ら
れ
て
い
た
様
で
あ
る
」

（
吉
野
の
鮪

l
古
代
民
謡
史
論
）

と
述
べ
て
居
ら
れ
る
。
こ
の
解
釈
は
宣
長
説
と
守
部
説
の
折
衷
で
あ
っ
て
別
に
新

し
い
意
見
で
は
な
く
、
そ
れ
ら
か
ら
一
歩
も
出
・
て
い
な
い
も
の
で
あ
る
と
思
わ
れ

る。
次
田
潤
氏
は

「
わ
ざ
う
た
の
『
わ
ざ
』
は
瓜
俗
の
す
ザ
と
同
じ
で
あ
っ
て
、
ザ
ザ
は
機
の
幾

や
通
訳
を
意
味
す
る
訳
語
と
同
根
の
語
で
あ
ら
う
と
思
ふ
。
即
ち
世
間
に
次
か

ら
次
へ
伝
は
り
行
く
歌
を
ワ
ザ
ウ
タ
と
苦
一
口
ふ
の
で
俗
謡
も
じ
く
は
民
謡
と
ほ
H
A
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同
じ
名
義
で
あ
る
」
（
岩
波
講
座
日
木
文
字
「
記
紀
歌
謡
L

）

と
一
一
っ
て
居
ら
れ
る
。
日
木
書
紀
の
訓
読
の
中
か
ら
（
日
本
書
紀
透
釈
に
擦
る
）

「
わ
ざ
」
又
は
「
し
わ
ざ
」
と
読
ん
で
い
る
一
文
字
の
用
例
を
拾
っ
て
み
る
と
「
行
」

「
十
一
氏
」
「
俗
」
の
等
の
一
二
一
種
の
一
「
わ
ざ
」
に
分
類
す
る
事
が
出
来
る
。
従
っ
て
わ

ざ
う
た
の
太
来
の
意
味
に
は

mm窓
、
神
意
、
調
刺
、
寓
意
柑
一
一

J

の
意
は
含
ま
れ
で

は
居
ら
ず
、
唯
単
に
俗
謡
、
民
一
語
の
意
に
過
ぎ
な
い
も
の
で
あ
ろ
う
。
然
し
特
に

「
童
謡
」
の
字
を
あ
て
L

一
種
別
を
立
て
L
い
る
の
は
、
そ
の
根
底
に
史
書
五
行

志
が
強
く
根
ざ
し
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
o

四

わ
ざ
う
た
の
太
質
を
究
明
す
る
為
に
、
そ
の
歌
詞
と
一
古
川
リ
式
に
つ
い
て
考
察
を
試

み
た
の
で
あ
る
が
、
宣
長
が
、
諺
に
つ
い
て
「
古
事
記
伝
」
で
解
説
を
試
み
て
か

ら
以
後
、
こ
の
「
わ
ざ
う
た
」
は
「
諺
」
と
共
に
神
窓
の
め
ら
わ
れ
で
あ
る
か
の

如
く
、
呪
術
系
統
の
文
学
と
し
て
永
く
取
り
扱
わ
れ
が
ち
で
あ
っ
た
け
れ
ど
も
、

以
上
の
考
察
で
明
ら
か
で
あ
っ
た
り
ん
に
、
「
わ
ざ
う
た
」
の
本
質
は
、
民
謡
、
俗

語
を
か
り
て
、
医
史
的
忌
件
に
関
係
づ
け
て
訊
刺
を
し
、
或
い
は
、
ャ
ア
一
三
一
白
を
な
す

も
の
L
様
に
し
て
、
民
衆
の
或
い
は
、
一
軒
紀
編
者
の
批
判
の
煮
を
質
せ
L
め
た
も

の
で
↓
め
る
と
宏
一
え
ら
れ
る
。

そ
れ
は
政
治
上
の
権
力
煮
を
悩
る
所
が
あ
っ
て
、
民
衆
の
批
判
を
官
設
に
自
由

に
表
現
す
る
一
EJ
が
出
来
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
然
し
そ
こ
に
は
民

の
意
志
が
そ
の
鉾
先
を
見
ぜ
、
そ
れ
故
に
時
代
を
推
し
進
め
る
力
が
そ
こ
に
宿
っ

て
い
る
と
長
一
え
る
の
で
あ
る
。

従
来
の
純
然
た
る
ヰ
J

一
言
、
神
わ
ざ
を
人
の
口
を
か
り
で
言
わ
し
め
た
と
た
す
が

如
き
は
「
わ
ざ
う
た
」
の
長
諮
問
性
質
か
ら
見
て
ネ
余
り
に
か
け
開
れ
た
見
m同一で

あ
る
と
増
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

（
出
慎
太
一
女
子
大
年
勲
務
）

一 一 一
「
一
刻
仙
一
計
一
日
難
波
土
産
」

一一

接
端
所
載

近
松
の
一
虚
貫
一
皮
膜
論
」
に
つ
い
て

敏

子

ria 

－
 

－
 

口

物
語
風
の
台
浄
勾
刊
を
、
除
世
形
式
に
ま
で
高
め
た
と
言
わ
れ
る
、
偉
大
な
る

劇
作
家
近
松
は
、
い
か
な
る
京
術
観
に
基
づ
い
て
制
作
活
動
を
な
し
た
の
で
あ
ろ

道
、
J

1

〉
勺
ノ
ム

μ
（

近
松
の
立
五
術
観
を
知
る
も
の
と
し
て
は
、
「
一
M
h
h
U
難
波
士
長
一
」
発
端
に
近
松

の
一
言
葉
と
し
て
日
敵
さ
れ
て
い
る
六
ケ
条
に
つ
き
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
中
に
近
一

松
の
去
術
視
が
十
分
に
う
か
が
わ
れ
る
の
で
あ
お
。
こ
L
で
「
却
炉
制
球
波
土
産
」
’

u

発
端
所
哉
の
六
ケ
条
は
、
文
中
に

「
往
年
某
近
松
が
許
に
と
む
ら
ひ
け
る
境
、
近
松
一
一
言
ひ
け
る
は
」

と
あ
る
よ
う
に
、
品
抑
制
部
波
土
時
」
発
端
の
作
者
船
積
以
賞
が
、
直
接
近
松

に
聞
い
た
所
の
言
葉
を
筆
録
し
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
は
近
松
の
言
葉
と
し

て
ど
こ
お
真
を
お
き
う
る
か
と
い
う
疑
問
が
起
っ
て
来
る
。
げ
ま
白
山
岩
以
貨
の
潤
色

と
い
う
こ
と
が
考
え
ら
れ
な
い
だ
ろ
う
か
o

こ
れ
に
つ
い
て
は
、
極
々
の
考
察
か

ら
「
近
松
の
一
一
言
葉
は
以
賞
の
忠
実
な
筆
録
と
い
う
事
に
異
論
は
な
い
が
、
以
黄
が

近
松
の
言
葉
を
聞
い
た
場
合
、
や
は
り
漠
宇
の
素
養
を
も
っ
て
理
解
し
た
で
ゐ
ろ

う
い
（
「
国
語
、
国
文
」
昭
和
二
十
八
年
同
月
所
牧
、
十
夜
修
氏
「
品
川
町
川
崎
淡
土

産
』
発
対
一
日
松
記
六
日
奴
前
』
の
成
立
L

参
照
）
と
精
一
一
刑
さ
れ
た
↑
緑
化
「
い
れ
の
一
一
一
口
に
従

っ
て
よ
さ
そ
う
で
あ
る
。

こ
L
に
於
い
て
「
間
前
訓
鄭
波
土
産
」
発
端
の
文
章
は
、
近
松
の
比
一
荷
続
を
一
示

す
唯
一
の
文
献
と
し
て
信
を
置
く
に
足
る
も
の
で
あ
る
k
一
宮
口
っ
て
よ
か
ろ
う
o


