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は
じ
め
に

旅
の
途
中
で
死
人
を
見
つ
け
て
詠
ん
だ
、
行
路
死
人
歌
と
分
類
さ
れ
る
歌
が

あ
る
。

万
葉
集
第
三
巻
四
一
五
番
歌　

上か
み
つ
み
や
し
ゃ
う
と
こ
の

宮
聖
徳
皇み

こ子
、
竹た
か

原は
ら
の
ゐ井

に
出い遊

で
ま
し
し
時
に
、
竜た
つ
た
や
ま

田
山
の
死
人
を
見
悲
傷
し
て
作
ら
す
歌
一
首

家い
へ

な
ら
ば　

妹い
も

が
手
ま
か
む　

草く
さ
ま
く
ら枕　

旅
に
臥こ

や
せ
る　

こ
の
旅た
び
と人
あ
は

れ（
（
（

こ
の
よ
う
な
歌
が
そ
の
典
型
で
あ
る
が
、
多
く
の
論
考
で
は
死
人
に
対
し
て

の
〈
鎮
魂
〉
を
詠
み
込
ん
だ
歌
と
し
て
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
こ
の
〈
鎮

魂
〉
を
や
や
便
利
に
使
っ
て
き
た
よ
う
に
思
う
。
本
稿
で
は
行
路
死
人
歌
に
お

け
る
〈
鎮
魂
〉
に
つ
い
て
、
中
国
少
数
民
族
で
あ
る
ミ
ャ
オ
族
の
事
例
も
加
え

て
考
察
し
て
み
た
い
。

行
路
死
人
歌
の
構
造

万
葉
集
の
行
路
死
人
歌
と
し
て
、
屍
を
目
の
前
に
し
て
詠
ん
だ
と
考
え
ら
れ

る
歌
は
二
十
一
首
あ
る
。
巻
第
二
の
二
二
〇
番
歌
か
ら
二
二
二
番
歌
「
讃さ
ぬ
き岐
の

狭さ
み
ね岑

の
島
に
し
て
、
石い
わ

の
中な
か

の
死し
に
ひ
と人

を
見
て
、
柿
か
き
の
も
と
の

本
朝あ
そ
み臣

人ひ
と
ま
ろ

麻
呂
が
作
る
歌

一
首
併あ
わ

せ
て
短
歌
」
の
三
首
、
巻
第
二
の
二
二
八
番
歌
と
二
二
九
番
歌
「
和わ
ど
う銅

四
年
、
歳さ
い

次し

辛し
ん
が
い亥
、
河か
わ
へ
の
み
や
ひ
と

辺
宮
人
、
姫ひ
め
し
ま島
の
松
原
に
娘を
と
め子
が
屍か
ば
ね
を
見
悲
嘆
い
て

《
論　

文
》

　
　

行
路
死
人
歌
論

―
鎮
魂
を
め
ぐ
っ
て
―

草　
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洋　

平
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作
る
歌
二
首
」、
巻
第
三
の
四
一
五
番
歌
「
上か
み
つ
み
や
し
ゃ
う
と
こ
の

宮
聖
徳
皇み

こ子
、
竹た
か

原は
ら
の
ゐ井
に

出い遊
で
ま
し
し
時
に
、
竜た
つ
た
や
ま

田
山
の
死
人
を
見
悲
傷
し
て
作
ら
す
歌
一
首
」、
巻

第
三
の
四
二
六
番
歌
「
柿
本
人
麻
呂
が
香か

久ぐ

山や
ま

の
屍か
ば
ね

を
見
て
悲ひ
ど
う慟

し
て
作
る

歌
一
首
」、
巻
第
三
の
四
三
四
番
歌
か
ら
四
三
七
番
歌
「
和わ
ど
う銅

四
年
辛し
ん
が
い亥

、

河か
わ
へ
の
み
や
ひ
と

辺
宮
人
、
姫ひ
め
し
ま島
の
松
原
に
娘を
と
め子
が
屍か
ば
ねを
見
悲
嘆
い
て
作
る
歌
四
首
」、
巻
第

九
の
一
八
〇
〇
番
歌
「
足
柄
の
坂
に
過
る
に
、
死
人
を
見
て
作
る
歌
一
首
」、

巻
第
十
三
の
三
三
三
五
番
歌
か
ら
三
三
四
三
番
歌
ま
で
の
九
首
が
そ
れ
に
あ
た

る
。
本
稿
で
取
り
上
げ
た
行
路
死
人
歌
の
本
文
は
稿
末
に
一
覧
を
付
し
た
の
で

詳
細
は
そ
ち
ら
を
参
照
さ
れ
た
い
。

さ
て
、
冒
頭
で
も
述
べ
た
よ
う
に
行
路
死
人
歌
は
旅
の
途
中
で
死
人
を
見
つ

け
て
詠
ん
だ
歌
と
さ
れ
る
。
こ
れ
は
〈
死
人
を
見
て
作
っ
た
歌
〉
と
い
う
題
詞

に
お
い
て
明
ら
か
で
あ
る
。
冒
頭
に
挙
げ
た
万
葉
集
の
四
一
五
番
歌
（
以
下
、

歌
番
号
の
み
を
記
す
（
を
見
る
と
、
題
詞
よ
り
上
宮
聖
徳
皇
子
が
竜
田
山
で
死

人
を
見
て
詠
ん
だ
こ
と
が
わ
か
る
。
歌
中
の
妹
と
は
親
し
い
間
柄
の
女
性
を
意

味
す
る
上
代
の
表
現
で
あ
り
、
こ
の
場
合
は
妻
を
意
味
す
る
。
ま
た
、
草
枕
と

は
草
を
枕
に
し
て
眠
る
こ
と
か
ら
野
宿
を
す
る
こ
と
、
つ
ま
り
旅
を
想
起
さ
せ

る
言
葉
と
し
て
用
い
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
を
踏
ま
え
る
と
四
一
五
番
歌
は
「
家
に

い
た
ら　

妻
の
手
を
枕
に
す
る
だ
ろ
う
に
（
草
枕
（
旅
に
出
て
倒
れ
て
い
る　

こ
の
旅
人
は
哀
れ
だ
」
と
い
う
内
容
に
な
り
、
家
に
い
た
場
合
と
旅
に
出
て
臥

死
ん
で
い
る
現
実
と
の
対
比
を
も
つ
歌
と
な
る
。

行
路
死
人
歌
を
題
詞
ご
と
の
歌
群
で
見
て
み
る
と
、
二
種
の
特
徴
が
み
受
け

ら
れ
る
。
ひ
と
つ
は
「
家い
へ

な
ら
ば　

妹い
も

が
手
ま
か
む
」
と
い
っ
た
家
や
帰
り
を

待
つ
妻
や
家
族
を
歌
い
込
む
こ
と
、
も
う
ひ
と
つ
は
「
国
問
へ
ど　

家
を
も
言

わ
ず
」
と
い
っ
た
死
人
の
故
郷
を
問
う
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
前
者
の
当
該
箇

所
を
挙
げ
れ
ば
次
の
よ
う
に
な
る
。（
傍
線
は
筆
者
に
よ
る
（

「
讃さ
ぬ
き岐
の
狭さ
み
ね岑
の
島
に
し
て
、
石い
わ

の
中な
か

の
死し
に
ひ
と人
を
見
て
、
柿
か
き
の
も
と
の
本
朝あ
そ
み臣

人ひ
と
ま
ろ

麻
呂
が
作
る
歌
」

〈
二
二
〇
〉
妻
知
ら
ば　

来き

も
問と

は
ま
し
を　

玉た
ま

鉾ほ
こ

の　

道
に
だ
に
知
ら

ず　

お
ほ
ほ
し
く　

待
ち
か
恋
ふ
ら
む　

愛は

し
き
妻
ら
は

〈
二
二
一
〉
妻
も
あ
ら
ば　

摘つ

み
て
食た

げ
ま
し

「
上か
み
つ
み
や
し
ゃ
う
と
こ
の

宮
聖
徳
皇み

こ子
、
竹た
か

原は
ら
の
ゐ井

に
出い遊
で
ま
し
し
時
に
、
竜た
つ
た
や
ま

田
山
の

死
人
を
見
悲
傷
し
て
作
ら
す
歌
」

〈
四
一
五
〉
家い

へ

な
ら
ば　

妹い
も

が
手
ま
か
む

「
柿
本
人
麻
呂
が
香か

久ぐ

山や
ま

の
屍か
ば
ねを
見
て
悲ひ
ど
う慟
し
て
作
る
歌
」

〈
四
二
六
〉
誰た

が
夫つ
ま

か　

国
忘
れ
た
る　

家い
へ

待
た
な
く
に

「
足
柄
の
坂
に
過
る
に
、
死
人
を
見
て
作
る
歌
」

〈
一
八
〇
〇
〉
国
に
罷ま
か

り
て　

父ち
ち
は
は母

も　

妻
を
も
見
む
と

「
巻
第
十
三
の
三
三
三
五
番
歌
か
ら
三
三
四
三
番
」

〈
三
三
三
五
〉
誰た

が
心　

い
た
は
し
と
か
も　

直た
だ

渡
り
け
む

〈
三
三
三
六
〉
母お

も
ち
ち父

に　

愛ま
な
ご子

に
か
あ
ら
む　

若
草
の　

妻
か
あ
り
け
む

〈
三
三
三
七
〉
母お

も
ち
ち父

も　

妻
も
子
ど
も
も　

高た
か
た
か々

に　

来こ

む
と
待
ち
け
む

〈
三
三
三
九
〉
母お

も
ち
ち父

が　

愛ま
な
ご子

に
も
あ
ら
む　

若
草
の　

妻
も
あ
る
ら
む

〈
三
三
四
〇
〉
母お

も
ち
ち父

も　

妻
も
子
ど
も
も　

高た
か
た
か々

に　

来こ

む
と
待
つ
ら
む

〈
三
三
四
一
〉
家い

え
ひ
と人

の　

待
つ
ら
む
も
の
を

〈
三
三
四
二
〉
来こ

む
と
待
つ
ら
む　

妻
し
か
な
し
も

こ
れ
ら
の
歌
は
「
妻
知
ら
ば
」
の
よ
う
な
反
実
仮
想
や
「
妻
か
あ
る
ら
む
」

の
推
量
と
い
っ
た
表
現
が
用
い
ら
れ
て
お
り
、
い
ず
れ
も
目
の
前
の
現
実
と
は

異
な
る
現
象
を
表
し
て
い
る
。
こ
の
現
実
と
は
異
な
っ
た
状
況
を
読
む
表
現
が

臥
せ
死
ん
で
い
る
目
の
前
の
「
死
人
」
に
対
し
て
現
実
と
は
異
な
る
状
況
を
望

む
と
い
う
〈
同
情
〉
な
い
し
〈
共
感
〉
と
し
て
詠
ま
れ
る
こ
と
と
な
る
。

ま
た
後
者
の
当
該
箇
所
は
次
の
よ
う
に
な
る
。（
傍
線
は
筆
者
に
よ
る
（

「
讃さ
ぬ
き岐
の
狭さ
み
ね岑
の
島
に
し
て
、
石い
わ

の
中な
か

の
死し
に
ひ
と人
を
見
て
、
柿
か
き
の
も
と
の
本
朝あ
そ
み臣

人ひ
と
ま
ろ

麻
呂
が
作
る
歌
」

〈
二
二
〇
〉
こ
ろ
臥ふ

す
君
が　

家い
へ

知
ら
ば　

行ゆ

き
て
も
告つ

げ
む

「
柿
本
人
麻
呂
が
香か

久ぐ

山や
ま

の
屍か
ば
ねを
見
て
悲ひ
ど
う慟
し
て
作
る
歌
」

〈
四
二
六
〉
誰た

が
夫つ
ま

か　

国
忘
れ
た
る　

家い
へ

待
た
な
く
に

「
足
柄
の
坂
に
過
る
に
、
死
人
を
見
て
作
る
歌
」

〈
一
八
〇
〇
〉
国
問
へ
ど　

家
を
も
言
わ
ず
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「
三
三
三
五
番
歌
か
ら
三
三
四
三
番
歌
」

〈
三
三
三
六
〉
家い

へ

問と

へ
ば　

家
を
も
告
ら
ず　

名
を
問
へ
ど　

名
だ
に
も

告
ら
ず

〈
三
三
三
九
〉
家い

へ

問と

へ
ど　

家い
へ

道ぢ

も
言
わ
ず　

名
を
問
へ
ど　

名
だ
に
も

告の

ら
ず

〈
三
三
四
三
〉
伏
し
た
る
君
が　

家い
へ

道ぢ

知
ら
ず
も

こ
れ
ら
の
歌
は
、
い
ず
れ
も
死
人
に
故
郷
を
尋
ね
る
形
式
を
も
っ
て
い
る
。

二
二
〇
番
歌
は
前
者
の
反
実
仮
想
と
同
様
に
な
る
が
「
家
知
ら
ば　

行
き
て
も

告
げ
む
」
と
あ
り
、
死
人
の
故
郷
を
知
っ
て
い
た
ら
安
否
を
つ
告
げ
る
こ
と
が

で
き
る
が
、
実
際
に
は
死
人
の
故
郷
を
知
ら
な
い
の
で
告
げ
る
こ
と
が
で
き
な

い
。
つ
ま
り
、
死
人
が
故
郷
を
知
ら
せ
て
く
れ
な
い
と
い
う
問
答
の
結
果
を
思

わ
せ
る
。
ま
た
、
四
二
六
番
歌
に
お
い
て
も
「
誰
が
夫
か　

国
忘
れ
た
る
」
と

あ
り
、
誰
の
夫
か
わ
か
ら
な
い
死
人
が
故
郷
を
忘
れ
て
い
る
と
い
う
よ
う
に
、

や
は
り
死
人
が
故
郷
を
知
ら
せ
て
く
れ
な
い
と
い
う
問
答
の
結
果
を
思
わ
せ

る
。
そ
の
ほ
か
の
「
国
問
へ
ど　

家
を
も
言
わ
ず
」
に
お
い
て
も
死
人
に
問
い

か
け
を
し
て
も
答
え
な
い
と
い
う
問
答
を
表
現
し
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ

る
。こ

の
よ
う
に
、
題
詞
に
わ
け
て
行
路
死
人
歌
の
構
造
を
見
る
と
、
そ
の
ほ
と

ん
ど
が
家
や
帰
り
を
待
つ
妻
や
家
族
を
歌
い
込
ん
で
お
り
、
死
人
の
故
郷
を
問

う
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

こ
う
し
て
見
る
と
二
二
八
番
歌
と
二
二
九
番
歌
、
そ
し
て
四
三
四
番
歌
か
ら

四
三
七
番
歌
の
「
和わ
ど
う銅
四
年
、
歳さ
い

次し

辛し
ん
が
い亥
、
河か
わ
へ
の
み
や
ひ
と

辺
宮
人
、
姫ひ
め
し
ま島
の
松
原
に
娘を
と
め子

が
屍か
ば
ねを
見
悲
嘆
い
て
作
る
歌
」
は
そ
の
ど
ち
ら
の
表
現
も
含
ま
な
い
歌
と
な

る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
四
三
四
番
歌
か
ら
四
三
七
番
歌
の
左
注
に
「
右
、
案
か
ん
が

ふ
る
に
、
年と

紀し

併あ
わ

せ
て
所と
こ
ろ処
、
ま
た
、
娘を
と
め子
が
屍か
ば
ねの
歌
を
作
る
人
の
名
と
、
す

で
に
上
に
見
え
た
り
。
た
だ
し
、
歌
辞
相あ
ひ
た
が違
ひ
、
是ぜ

ひ非
別わ

き
難が
た

し
。
因よ

り
て
こ

の
次つ
ぎ
てに

累か
さ

ね
載の

せ
た
り
。」
と
あ
る
よ
う
に
万
葉
集
編
の
纂
時
に
お
い
て
既
に

詳
細
が
わ
か
ら
な
く
な
っ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
ど
ち
ら
の
歌
群
も

内
容
か
ら
相
聞
の
歌
と
考
え
ら
れ
よ
う（

（
（

。
そ
し
て
、
ど
ち
ら
も
死
人
を
妹
と
表

現
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
死
人
と
の
問
答
を
す
る
形
式
に
沿
っ
た
も
の
で
あ
る

と
考
え
た
い
。

行
路
死
人
歌
の
研
究
に
お
け
る
〈
鎮
魂
〉

行
路
死
人
歌
の
研
究
を
あ
げ
れ
ば
枚
挙
に
暇
が
な
い
が
、
こ
こ
で
は
ご
く
一

部
で
は
あ
る
が
鎮
魂
に
つ
い
て
ふ
れ
て
い
る
論
を
整
理
し
た
い
。
北
山
茂
夫
は

人
麻
呂
の
詠
ん
だ
二
二
〇
番
歌
と
四
二
六
番
歌
に
つ
い
て
相
聞
的
情
緒
が
基
調

を
な
し
て
い
る
と
評
し
て
い
る（

（
（

。
こ
れ
に
対
し
神
野
志
隆
光
は
「
行
路
の
死
人

を
見
て
そ
の
家
や
妻
を
歌
う
こ
と
を
「
単
純
な
」「
相
聞
」
的
発
想
と
片
づ
け

て
し
ま
う
と
こ
ろ
は
そ
れ
が
ど
う
し
て
そ
う
い
う
形
で
発
想
さ
れ
た
か
と
い

う
問
題
は
切
り
捨
て
ら
れ
る
。（

（
（

」
と
し
て
、
行
路
死
人
歌
に
お
い
て
、
な
ぜ
家

や
妻
を
歌
う
の
か
を
問
題
と
し
た
。
神
野
志
は
、
万
葉
集
に
お
け
る
覊き

旅り
ょ
か歌

に

着
目
し
、
家
を
想
い
妹
に
恋
う
こ
と
が
旅
の
歌
の
基
本
的
な
あ
り
方
の
一
つ
で

あ
る
と
す
る
。
そ
こ
に
は
旅
人
と
家
人
（
妻
（
を
つ
な
ぐ
共
感
が
あ
る
。
そ
し

て
、
行
路
死
人
歌
に
お
い
て
は
帰
り
来
る
こ
と
を
願
う
家
人
と
の
共
感
関
係
に

ふ
れ
、
こ
れ
を
喚
起
す
べ
く
歌
う
こ
と
に
鎮
魂
的
な
意
味
が
あ
る
と
い
う
の
で

あ
る（

（
（

。
こ
う
し
た
鎮
魂
に
は
〈
葬
送
〉
の
場
が
想
定
さ
れ
て
お
り
、
鎮
魂
歌
と

し
て
の
性
格
も
要
求
さ
れ
た
と
い
う
。
つ
ま
り
、
神
野
志
の
い
う
〈
鎮
魂
〉
と

は
帰
り
来
る
こ
と
を
願
う
家
人
（
妻
（
の
死
人
へ
の
想
い
と
、
葬
送
を
代
弁
す

る
と
い
う
こ
と
に
よ
る
〈
共
感
〉
と
理
解
で
き
る
だ
ろ
う
。

こ
う
し
た
鎮
魂
性
を
受
け
、
古
橋
信
孝
は
死
人
と
歌
い
手
を
国
家
に
帰
属
さ

せ
る
こ
と
で
共
感
す
る
と
論
じ
て
い
る
が
、
こ
の
論
は
か
な
り
複
雑
で
あ
る（

（
（

。

古
橋
は
、
二
二
八
番
歌
と
二
二
九
番
歌
、
そ
れ
に
左
注
の
つ
く
四
三
四
番
歌
か

ら
四
三
七
番
歌
を
も
含
め
て
、
地
名
を
詠
み
上
げ
る
こ
と
に
つ
い
て
「
基
本
的

に
枕
詞
・
序
詞
を
も
つ
も
の
だ
と
い
う
共
通
の
了
解（

（
（

だ
と
し
て
い
る
。
そ
し

て
、
天
皇
の
死
を
例
に
挙
げ
、
復
活
の
儀
礼
で
あ
る
殯
宮
儀
礼
の
終
わ
り
に

「
日ひ
つ
ぎ嗣
」（
系
譜
（
に
名
を
登
録
さ
れ
て
か
ら
埋
葬
さ
れ
る
こ
と
に
着
目
し
、

〈
名
〉
が
始
祖
か
ら
の
系
譜
に
納
め
ら
れ
る
こ
と
が
死
者
の
魂
を
鎮
め
る
こ
と
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に
な
る
と
し
て
い
る
。〈
名
〉
が
系
譜
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
こ
と
と
は
、
祖
先

と
の
繋
が
り
を
確
認
す
る
こ
と
に
な
る
。
始
祖
か
ら
の
系
譜
を
語
る
こ
と
は
神

話
と
な
り
、
神
話
と
は
現
在
の
秩
序
を
始
源
に
か
え
っ
て
説
明
す
る
も
の
で
あ

る
か
ら
、
系
譜
に
〈
名
〉
を
納
め
る
こ
と
で
後
世
の
者
に
祀
ら
れ
る
対
象
と
な

る
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
。

古
橋
は
こ
こ
で
い
う
始
祖
を
「
天
皇
を
例
に
す
れ
ば
、
天
照
大
神
な
ら
天
照

が
高
天
原
の
主
神
だ
っ
た
の
で
そ
の
子
孫
で
あ
る
天
皇
が
現
在
も
最
高
者
の
地

位
に
い
る
と
い
う
観
念
を
、
支
配
さ
れ
る
側
も
受
け
容
れ
て
い
る
〈
共
通
性
〉

に
よ
っ
て
い
る
。」
と
論
じ
る
。
そ
し
て
、「
共
同
体
に
お
い
て
他
と
区
別
さ
れ

る
個
別
性
を
示
す
〈
名
〉
を
始
祖
か
ら
の
系
譜
に
連
ね
る
こ
と
は
、
個
別
性
を

放
棄
し
て
〈
共
同
性
〉
へ
移
転
す
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
始
祖
と
は
神
で

あ
る
か
ら
、
結
局
神
に
な
る
こ
と
だ
と
い
っ
て
も
よ
い
。
そ
れ
が
鎮
魂
の
内
容

で
あ
る
。」
と
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
古
橋
の
〈
鎮
魂
〉
は
帰
り
来
る
こ
と
を

待
つ
家
人
で
は
な
く
、
眼
前
で
臥
せ
る
死
人
に
対
し
て
共
感
し
、
歌
う
こ
と
に

よ
り
死
人
と
歌
い
手
が
〈
共
同
性
〉
を
も
つ
こ
と
で
あ
る
と
理
解
で
き
る
だ
ろ

う
。古

橋
の
こ
う
し
た
論
に
、
渡
部
亮
一
は
見
知
ら
ぬ
土
地
を
旅
し
て
不
安
な
気

持
ち
に
な
る
の
は
一
般
的
か
も
し
れ
な
い
が
、
そ
の
不
安
が
和
歌
を
作
る
だ
け

で
解
消
さ
れ
る
の
は
共
同
体
が
和
歌
を
支
え
る
〈
共
同
性
〉
を
有
す
る
範
囲
に

留
ま
る
。
つ
ま
り
、
天
皇
が
支
配
す
る
世
界
の
中
で
鎮
魂
（
共
感
（
が
行
わ

れ
る
。
ま
た
旅
人
は
実
際
に
そ
の
場
で
歌
を
作
ら
ね
ば
な
ら
な
い
の
だ
か
ら
、

結
局
和
歌
は
定
ま
っ
た
詞
章
の
な
い
呪
文
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
古

橋
の
い
う
、
歌
い
手
と
死
人
が
同
じ
旅
人
で
あ
る
こ
と
の
〈
共
感
〉
す
る
こ
と

と
、
同
じ
国
家
に
仕
え
た
い
と
い
う
〈
共
感
〉
で
は
説
明
が
つ
か
な
い
と
し

て
、
渡
部
は
一
八
〇
〇
番
歌
を
切
り
口
に
田
辺
福
麻
呂
の
〈
見
る
〉
死
人
像
を

展
開
し
、「
行
路
死
人
を
旅
と
切
り
離
す
こ
と
で
死
人
と
「
共
感
」
し
た
か
の

よ
う
に
歌
う
、
そ
れ
が
福
麻
呂
の
新
た
な
「
見
」
る
歌
な
の
だ
」
と
福
麻
呂
の

見
方
の
特
殊
性
を
論
じ
る
。

渡
部
の
い
う
〈
共
感
〉
は
古
橋
の
論
の
〈
鎮
魂
〉
を
受
け
て
の
も
の
で
あ
ろ

う
か
ら
、
死
人
に
対
し
て
の
〈
鎮
魂
〉
と
し
て
行
路
死
人
歌
が
歌
わ
れ
た
と
い

う
点
で
は
ほ
ぼ
同
義
だ
ろ
う
。
古
橋
は
個
人
を
示
す
〈
名
〉
を
〈
共
同
性
〉
に

移
転
す
る
こ
と
で
鎮
魂
す
る
と
い
う
。
こ
の
意
味
で
と
ら
え
れ
ば
古
橋
の
い
う

〈
鎮
魂
〉
と
は
祭
祀
的
な
慰
撫
を
想
像
さ
せ
る
。
一
方
、
渡
部
は
死
人
と
〈
共

感
〉
し
た
か
の
よ
う
に
行
路
死
人
歌
を
歌
う
と
し
て
お
り
、
死
人
へ
の
〈
鎮

魂
〉
は
畏
怖
の
印
象
が
感
じ
ら
れ
る
。

こ
う
し
て
み
る
と
各
々
の
論
じ
て
い
る
〈
鎮
魂
〉
に
は
死
人
や
そ
の
家
人
を

慰
撫
す
る
イ
メ
ー
ジ
は
感
じ
ら
れ
る
が
、
実
の
と
こ
ろ
何
を
意
味
す
る
の
か
は

異
な
っ
て
い
る
。
行
路
死
人
歌
に
お
け
る
〈
鎮
魂
〉
と
は
な
ん
で
あ
る
か
を
改

め
て
検
討
す
る
必
要
は
あ
る
だ
ろ
う
。

行
路
死
人
歌
に
お
け
る
死
人

行
路
死
人
歌
の
〈
鎮
魂
〉
に
つ
い
て
考
え
る
に
あ
た
り
、
ま
ず
は
歌
の
対
象

と
な
る
死
人
が
ど
の
よ
う
な
者
た
ち
で
あ
っ
た
の
か
確
認
し
た
い
。
万
葉
集
に

所
収
さ
れ
る
四
五
一
六
首
の
中
で
、
墓
な
ど
で
は
な
く
屍
を
目
の
前
に
し
て
詠

ん
だ
歌
が
二
十
一
首
あ
る
と
い
う
こ
と
は
驚
く
べ
き
こ
と
で
あ
ろ
う
。
な
ぜ
な

ら
、
旅
の
途
中
に
頻
繁
に
屍
を
目
に
す
る
状
況
が
あ
り
、
さ
ら
に
道
中
で
屍
を

見
か
け
た
ら
歌
を
歌
う
と
い
う
習
慣
が
な
け
れ
ば
、
こ
れ
ほ
ど
の
行
路
死
人
歌

は
存
在
し
な
い
は
ず
だ
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
旅
に
出
て
、
そ
の
道

中
に
お
い
て
屍
を
見
る
機
会
は
そ
れ
ほ
ど
頻
繁
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

行
路
死
人
歌
に
詠
ま
れ
て
い
る
死
人
に
つ
い
て
、
歌
に
即
し
て
挙
げ
て
み
る

と
次
の
よ
う
に
な
る
。

〈
二
二
〇
〉
お
ほ
ほ
し
く　

待
ち
か
恋
ふ
ら
む　

愛は

し
き
妻
ら
は

〈
四
一
五
〉
草く
さ
ま
く
ら枕　

旅
に
臥こ

や
せ
る　

こ
の
旅た
び
と人
あ
は
れ

〈
四
二
六
〉
草く
さ
ま
く
ら枕　

旅
の
宿
り
に

〈
三
三
四
一
〉
家い
え
ひ
と人

の　

待
つ
ら
む
も
の
を

こ
う
し
て
み
る
と
、
行
路
死
人
歌
に
お
い
て
詠
ま
れ
て
い
る
対
象
は
家
で
妻

や
家
族
が
待
つ
旅
人
で
あ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
う
し
た
死
人
の
状
況
を
詳
し
く
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詠
み
込
ん
だ
歌
と
し
て
一
八
〇
〇
番
歌
が
あ
る
。「
一ひ
と

重へ

結ゆ

ふ　

帯お
び

を
三み

へ重
結ゆ

ひ　

苦
し
き
に　

仕つ
か

へ
奉ま
つ

り
て
」
と
あ
り
、
一
重
の
帯
を
三
重
に
結
ぶ
ほ
ど
に

痩
せ
細
り
、
苦
し
か
っ
た
ろ
う
に
任
務
を
果
た
し
た
と
詠
ま
れ
て
い
る
。
こ
こ

に
は
律
令
国
家
に
お
け
る
過
重
な
任
務
を
負
っ
た
人
々
が
想
像
さ
れ
る
。
行
路

死
人
歌
の
論
考
で
は
よ
く
引
か
れ
る
資
料
で
あ
る
が
日
本
書
紀
巻
第
二
五
孝
徳

天
皇
の
大
化
二
年
三
月
の
条
に
次
の
よ
う
に
あ
る（

（
（

。

復
、
役つ

か

は
る
る
邊
ほ
と
り
の
く
に
畔
の

民
お
ほ
み
た
か
ら

有
り
、
事こ
と
を
は了
り
て
鄕く
に

に
還か
へ

る
日ひ

に
、

忽に
は
か然
に
得や
ま
ひ疾
し
て
、
路
み
ち
の
ほ
と
り
頭
に
臥
死し

ぬ
。
是こ
こ

に
、
路
み
ち
の
ほ
と
り
頭
の
家い
へ

、
乃す
な
はち
謂か
た

り

て
曰い

は
く
、『
何な
に

の
故ゆ
ゑ

か
人
を
し
て
余あ
が

路あ
た
りに

死し

な
し
む
る
』
と
い
ひ
て
、

因よ

り
て
死し

に
た
る
者
の
友と
も

伴が
き

を
留と
ど

め
て
、
強
あ
な
が
ちち
に
祓は
ら

除へ

せ
し
む
。
是
に

由
り
て
、
兄
こ
の
か
み

路み
ち

に
臥
死し

ぬ
と
雖い
ふ
とも
、
其そ

の
弟
お
と
と

収お
さ

め
ざ
る
者
多
し
。

こ
こ
で
い
う
「
祓
除
」
と
は
日
本
書
紀
の
注
を
見
る
限
り
財
物
を
強
要
す
る

こ
と
で
あ
る
。
役
民
が
任
を
終
え
て
故
郷
に
帰
る
路
頭
で
病
に
か
か
り
、
道
端

で
臥
し
て
死
亡
し
て
し
ま
っ
た
。
そ
の
際
に
、
道
端
の
家
の
者
が
死
者
の
同
行

者
に
財
物
を
強
く
要
求
し
た
。
そ
の
た
め
、
路
で
死
ぬ
者
が
あ
っ
て
も
伴
の
者

は
納
め
る
こ
と
を
し
な
く
な
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
帰
郷
の
途
中
に

死
人
が
出
た
際
、
同
行
し
て
い
た
死
者
を
そ
の
ま
ま
に
放
置
し
て
立
ち
去
る
こ

と
が
多
く
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
、
旅
の
途
中
に
死
す
る
者
が
多
く
い
た
こ
と
を

示
す
こ
と
に
な
る
。

ま
た
、
養
老
律
令
に
所
収
さ
れ
る
『
令
義
解
』
賦
役
令
第
十
の
三
二
で
は
技

能
の
あ
る
者
が
死
し
た
場
合
と
し
て
以
下
の
よ
う
に
あ
る（

（
（

。

凡
そ
丁
匠
役
に
赴
き
て
身み

し死
な
ば
、
棺
く
わ
ん

給
へ
。
道
に
在
り
て
亡ま
う

し
な
ば
、

所
在
の
国
司
、
官く
わ
ん
も
ち物を
以
て
作つ
く

り
て
給
へ
。
並
に
路
の
次ほ
と
りに
し
て
埋う
づ

み
殯お
さ

め
よ
。
牌ひ

立
て
、
幷あ
は

せ
て
本ほ
ん
ぐ
わ
ん貫に

告が
う

せ
よ
。
若
し
家
人
の
来
り
て
取
る
者

無
く
は
、
焼
け
。
人
の
迎
へ
接と

る
こ
と
有
ら
ば
、
分ぶ
ん
み
ゃ
う明に

付さ
づ

け
領う

け
し
め

よ
。

役
に
赴
い
て
い
た
丁
匠
が
死
ん
だ
な
ら
ば
、
そ
の
土
地
の
国
司
が
棺
を
作
っ

て
道
辺
に
埋
め
仮
に
安
置
せ
よ
と
あ
る
。
牌
を
立
て
て
い
る
が
、
牌
と
は
表
示

の
札
で
あ
る
。
ま
た
「
埋
み
殯
め
よ
」
と
あ
る
が
、
殯
と
は
死
者
を
葬
る
ま
で

の
間
を
意
味
す
る
。
よ
っ
て
、
こ
こ
で
は
正
式
な
葬
儀
を
お
こ
な
い
埋
葬
す
る

の
で
は
な
く
、
仮
に
埋
め
お
い
て
目
印
を
立
て
て
お
く
程
度
を
意
味
す
る
。
書

記
の
記
載
に
対
す
る
律
令
国
家
と
し
て
の
対
処
を
記
し
た
も
の
と
言
え
る
だ
ろ

う
。ま

た
、
続
日
本
紀
の
元
明
天
皇
和
銅
五
年
正
月
を
み
る
と
次
の
よ
う
な
詔
が

あ
る
。諸

国
の
役
民
、
郷
に
還
ら
む
日
、
食
粮
絶
え
乏
し
く
し
て
、
多
く
道
路
に

饉
ゑ
て
、
溝
壑
に
転
び
塡
る
る
こ
と
、
そ
の
類
少
な
か
ら
ず
。
国
司
ら
勤

め
て
撫
養
を
加
へ
、
量
り
て
賑
恤
す
べ
し
。
も
し
死
ぬ
者
有
ら
ば
、
且
く

埋
葬
を
加
へ
、
そ
の
姓
名
を
録
し
て
本
属
に
報
げ
よ

諸
国
で
賦
役
を
終
え
た
者
が
故
郷
に
帰
る
際
に
食
料
が
な
く
、
飢
え
て
路
傍

に
死
す
る
こ
と
が
少
な
く
な
か
っ
た
。
も
し
死
ぬ
者
が
あ
れ
ば
埋
葬
し
、
姓
名

を
記
録
し
て
故
郷
に
知
ら
せ
よ
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
記
録
よ
り
、
各
地

で
の
任
務
に
就
い
て
い
た
者
が
帰
郷
の
際
に
病
や
飢
え
に
よ
っ
て
命
を
落
と

し
、
路
傍
で
臥こ
や

せ
る
こ
と
は
め
ず
ら
し
い
こ
と
で
は
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ

る
。
行
路
死
人
歌
で
は
こ
う
し
た
死
人
が
詠
み
込
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
が
、
こ

れ
ら
の
死
人
は
皆
、
葬
送
を
終
え
て
お
ら
ず
殯
の
状
態
の
ま
ま
で
あ
る
。
つ
ま

り
、
仮
に
肉
体
を
地
に
埋
め
た
だ
け
で
あ
り
、
死
人
の
魂
を
黄
泉
に
送
る
葬
送

ま
で
は
し
て
い
な
い
こ
と
に
な
る
。

〈
鎮
魂
〉
の
諸
相

鎮
魂
と
い
う
言
葉
は
か
な
り
曖
昧
な
表
現
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
に
挙
げ
た
論

に
お
い
て
も
、
神
野
志
は
帰
り
来
る
こ
と
を
願
う
家
人
（
妻
（
の
死
人
へ
の
想
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い
と
、
葬
送
を
代
弁
す
る
〈
共
感
〉
と
し
て
い
る
。
古
橋
は
、
歌
い
手
と
死
人

が
同
じ
旅
人
で
あ
る
こ
と
の
〈
共
感
〉
と
、
同
じ
国
家
に
仕
え
た
い
と
い
う

〈
共
同
性
〉
と
し
て
考
え
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

行
路
死
人
歌
に
お
け
る
死
人
が
旅
人
で
あ
る
こ
と
か
ら
「
ま
れ
人
」
と
し
て

考
え
る
こ
と
も
あ
る
よ
う
だ
が（

（1
（

、
折
口
信
夫
は
行
路
死
人
歌
に
つ
い
て
は

こ
の
種
の
行
路
死
人
を
憐
れ
ん
だ
歌
は
、
単
に
気
の
毒
に
思
う
て
歌
う
た

も
の
と
解
す
る
の
は
よ
ろ
し
く
な
い
。
触し
ょ
く
え穢
を
厭い
と

う
当
時
の
風
習
に
、
更

に
病
死
人
の
霊
魂
の
祟た

た

り
を
恐
れ
て
、
慰
め
る
心
も
あ
っ
た
の
だ
と
い
う

こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
ぬ（

（（
（

。（
傍
線
は
筆
者
に
よ
る
（

と
し
て
お
り
、
祟
り
を
起
こ
す
死
人
に
対
す
る
慰
撫
が
あ
る
と
し
て
述
べ
て
い

る
。
し
か
し
、
こ
こ
で
の
折
口
は
「
慰
め
る
心
」
と
し
て
お
り
、〈
鎮
魂
〉
と

い
う
表
現
は
し
て
い
な
い
。

〈
鎮
魂
〉
は
単
に
「
魂
を
鎮
め
る
」
と
い
っ
た
意
味
で
は
な
い
。
工
藤
隆
に

よ
れ
ば
、
漢
字
表
記
の
「
鎮
魂
」
に
は
「
た
ま
ま
つ
り
」「
た
ま
ふ
り
」「
た
ま

し
ず
め
」
の
古
訓
が
あ
っ
た
と
い
う（

（1
（

。
各
々
の
意
味
を
簡
単
に
ま
と
め
る
と

「
た
ま
ま
つ
り
」
は
あ
る
特
定
の
死
者
の
魂
を
祭
る
年
中
行
事
的
な
儀
式
で
あ

り
、
す
で
に
死
ん
で
い
る
者
の
魂
に
つ
い
て
の
も
の
で
あ
る（

（1
（

。「
た
ま
ふ
り
」

は
古
く
は
「
招
魂
」
や
「
鎮
魂
」
の
訓
が
あ
て
ら
れ
て
お
り
、
魂
を
「
振
り
動

か
し
て
活
性
化
さ
せ
る
」〈
振
り
〉
も
し
く
は
「
外
部
か
ら
刺
激
し
て
増
殖
さ

せ
る
」〈
殖
ゆ
〉
ま
た
は
「
植
物
を
身
体
に
接
触
さ
せ
る
こ
と
で
自
然
界
の
生

命
力
を
外
か
ら
補
給
す
る
」〈
触
り
〉
そ
し
て
「
神
霊
（
み
た
ま
（
を
降
下
さ

せ
る
」〈
降
り
〉
と
い
う
意
味
が
あ
る
。「
た
ま
し
ず
め
」
は
『
令り
ょ
う
の
し
ゅ
う
げ

集
解
』
の

注
釈
に
、
遊
離
し
た
「
運う
ん

魂こ
ん

」
を
身
体
の
「
中き
も
ど
こ
ろ府」
に
鎮
め
る
こ
と
だ
と
あ
る

た
め
、
平
安
期
に
は
身
体
か
ら
抜
け
出
て
い
っ
た
魂
を
身
体
に
戻
す
こ
と
で
あ

る
と
理
解
さ
れ
て
い
た
と
わ
か
る（

（1
（

。
こ
う
し
て
み
る
と
鎮
魂
に
は
生
者
に
用
い

る
「
た
ま
ふ
り
」「
た
ま
し
づ
め
」
と
、
死
者
に
用
い
る
「
た
ま
ま
つ
り
」
が

あ
る
こ
と
に
な
る
。

行
路
死
人
歌
に
お
い
て
死
人
に
対
す
る
〈
鎮
魂
性
〉
と
い
っ
た
場
合
、
そ
の

対
象
と
な
る
者
は
死
人
で
あ
る
か
ら
、
こ
こ
で
い
う
〈
鎮
魂
〉
は
「
た
ま
ま
つ

り
」
と
な
る
は
ず
で
あ
る
。
神
野
志
が
〈
鎮
魂
〉
を
死
人
の
み
な
ら
ず
死
人
の

家
人
と
の
「
共
感
」
と
し
た
こ
と
に
は
こ
う
し
た
す
り
合
わ
せ
も
あ
っ
た
の
か

も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
行
路
で
死
人
を
見
て
歌
う
場
合
、
ま
ず
は
眼
前
の
死

人
に
対
し
て
の
所
作
が
あ
る
は
ず
だ
ろ
う
。
ま
た
、
行
路
死
人
歌
は
死
人
の
魂

を
祀
る
年
中
行
事
を
詠
ん
だ
も
の
で
も
な
い
。
そ
う
な
る
と
「
た
ま
ふ
り
」
も

「
た
ま
し
ず
め
」
も
生
者
に
用
い
る
こ
と
に
な
る
た
め
〈
鎮
魂
〉
と
い
う
表
現

は
行
路
死
人
歌
に
お
い
て
は
相
応
し
く
な
い
こ
と
に
な
る
。
折
口
が
『
口
訳
万

葉
集
』
で
〈
鎮
魂
〉
と
い
う
語
を
用
い
て
い
な
い
こ
と
も
当
然
と
言
え
る
だ
ろ

う
。さ

て
、
改
め
て
行
路
死
人
歌
に
お
け
る
〈
鎮
魂
〉
を
整
理
す
る
必
要
が
出
て

く
る
と
思
う
が
、
行
路
死
人
歌
に
お
け
る
死
人
に
つ
い
て
は
既
に
述
べ
た
よ
う

に
、
そ
の
死
人
は
皆
、
葬
送
を
終
え
て
お
ら
ず
殯
の
状
態
の
ま
ま
で
あ
り
、
仮

に
肉
体
を
地
に
埋
め
た
だ
け
の
葬
送
ま
で
は
行
っ
て
い
な
い
者
た
ち
で
あ
っ

た
。
言
う
な
れ
ば
完
全
な
る
弔
い
を
受
け
て
い
な
い
死
人
で
あ
る
。
ま
だ
弔
い

を
受
け
て
い
な
い
の
で
あ
れ
ば
祖
霊
に
な
っ
て
い
る
は
ず
も
な
く
、
そ
の
魂
は

肉
体
の
周
辺
に
残
存
し
て
い
る
こ
と
と
な
る
。
死
し
て
間
も
な
い
身
体
で
あ
れ

ば
「
魂
よ
ば
い
」
に
あ
た
る
よ
う
な
呼
び
か
け
や
相
聞
が
あ
っ
て
も
よ
い
が
、

行
路
死
人
歌
で
は
返
答
が
な
い
こ
と
を
す
で
に
確
認
し
て
い
る
内
容
で
あ
る
。

巻
第
三
の
四
二
六
番
歌
「
柿
本
人
麻
呂
が
香か

久ぐ

山や
ま

の
屍か
ば
ねを
見
て
悲ひ
ど
う慟
し
て
作
る

歌
を
例
と
し
て
み
る
と
、「
誰た

が
夫つ
ま

か　

国
忘
れ
た
る　

家い
へ

待
た
な
く
に
」（
い

か
な
る
者
の
夫
な
の
か　

故
郷
も
忘
れ
て
横
た
わ
っ
て
い
る　

家
の
者
は
待
っ

て
い
る
だ
ろ
う
に
（
と
い
う
よ
う
に
「
国
忘
れ
た
る
」
と
故
郷
を
問
う
た
が
返

答
が
な
か
っ
た
、
そ
の
う
え
で
「
家
待
た
な
く
に
」
と
死
人
の
帰
郷
が
叶
わ
な

い
現
実
を
嘆
く
よ
う
に
歌
っ
て
い
る
。「
誰
が
夫
か
」
の
夫
は
題
詞
か
ら
香
久

山
の
屍
で
あ
る
と
わ
か
り
、
こ
の
旅
人
が
既
に
絶
命
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か

る
。も

う
一
例
、
歌
の
み
で
も
わ
か
る
も
の
と
し
て
、
巻
第
二
の
二
二
〇
番
歌
か

ら
二
二
二
番
歌
の
柿
本
人
麻
呂
が
作
る
三
首
を
見
て
み
た
い
。
こ
れ
ら
の
歌
は

読
み
手
で
あ
る
柿
本
人
麻
呂
か
ら
、
波
の
音
の
絶
え
な
い
浜
辺
を
枕
に
荒
床
に

(122)
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倒
れ
て
い
る
死
人
に
向
け
て
歌
わ
れ
て
い
る
。「
こ
ろ
臥
す
」
と
い
う
自
ら
臥

せ
る
表
現
か
ら
、
す
で
に
死
ん
で
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
さ
ら
に
返
歌
で
は

「
過
ぎ
に
け
ら
ず
や
」（
時
期
を
過
ぎ
て
し
ま
っ
た
で
は
な
い
か
（
と
過
ぎ
去
っ

て
し
ま
い
既
に
取
り
返
し
の
つ
か
な
い
こ
と
と
し
て
死
人
に
対
し
て
歌
い
か
け

て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
行
路
死
人
歌
に
お
い
て
は
、
読
み
手
は
臥
せ
る
人
が
す

で
に
絶
命
し
て
い
る
と
判
断
し
た
上
で
歌
を
詠
ん
で
い
る
。
そ
こ
か
ら
葬
送
ま

で
を
行
わ
な
い
死
者
に
対
し
て
身
体
の
復
活
を
さ
せ
る
「
た
ま
ふ
り
」
は
考
え

ら
れ
な
い
。

残
る
「
た
ま
し
ず
め
」
で
あ
る
が
、
神
野
志
は
異
常
死
に
対
す
る
畏
怖
を
考

え
て
い
る
よ
う
に
思
う
。
こ
れ
に
大
き
な
異
論
は
な
い
が
、
こ
う
し
た
観
念
は

死
者
の
魂
が
祟
り
を
成
す
と
い
う
御
霊
の
観
念
が
生
じ
て
か
ら
に
な
る
だ
ろ

う
。
ま
た
、
習
慣
と
し
て
の
「
た
ま
ま
つ
り
」
が
基
盤
と
し
て
あ
っ
た
と
す
る

氏
の
論
に
は
賛
同
で
き
な
い（

（1
（

。「
た
ま
し
ず
め
」
は
霊
魂
が
遊
離
す
る
魂
を
鎮

静
す
る
と
い
う
道
教
的
な
呪
術
や
儀
礼
の
行
法
で
あ
る
。
も
し
行
路
死
人
歌
が

荒
ぶ
る
魂
を
鎮
め
る
と
い
っ
た
魂
を
重
視
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
仏
教
に

お
け
る
死
の
観
念
で
あ
り
、「
た
ま
し
ず
め
」
の
観
念
と
は
ず
れ
て
く
る
。
仏

教
に
お
い
て
は
、
肉
体
の
死
と
と
も
に
霊
魂
は
浮
遊
す
る
。
肉
体
は
抜
殻
で
あ

る
か
ら
荼だ

び毘
に
付
す
（
火
葬
す
る
（。
一
方
、
成
仏
し
な
い
限
り
、
霊
魂
は
肉

体
の
死
と
と
も
に
中
陰
と
い
う
時
間
に
入
り
、
次
に
生
ま
れ
変
わ
る
場
所
が
定

ま
る
の
を
待
つ
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
儒
教
の
死
は
魂
（
肉
体
（
と
魄
（
精

神
（
が
分
離
す
る
状
態
を
い
う
。
分
離
し
て
い
た
魂
と
魄
を
呼
び
戻
し
、
融
合

一
致
さ
せ
れ
ば
〈
生
の
状
態
〉
に
な
る
た
め
肉
体
は
大
切
に
残
さ
れ
る（

（1
（

。

行
路
死
人
歌
の
歌
い
手
が
死
人
の
肉
体
を
見
る
こ
と
で
、
周
辺
に
浮
遊
す
る

魂
の
存
在
に
気
付
い
た
と
き
、
仏
教
的
思
想
が
強
け
れ
ば
死
人
の
身
体
を
復
活

さ
せ
る
目
的
で
歌
を
歌
い
か
け
る
こ
と
は
な
い
だ
ろ
う
。
ま
た
、
葬
送
を
目
的

と
し
た
の
で
あ
れ
ば
、
始
め
は
死
者
を
慈
し
み
留
ま
ら
せ
て
復
活
を
願
う
が
、

後
半
で
は
一
人
で
黄
泉
へ
渡
る
よ
う
に
魂
を
追
い
返
す
（
追
い
遣
る
（
形
式
を

持
つ
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
、
行
路
死
人
歌
の
場
合
そ
の
状
況
を
見
て
も
殯
で

と
ど
ま
っ
て
お
り
、
歌
の
内
容
も
〈
共
感
〉
も
し
く
は
〈
共
同
性
〉
に
と
ど
ま
っ

て
い
る
。
こ
こ
に
は
仏
教
以
前
の
儒
教
的
思
想
に
支
え
ら
れ
る
観
念
が
あ
っ

た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
死
人
を
見
て
歌
を
詠
む
と
い
う
特
別
な
形
式
が

あ
っ
た
と
考
え
る
の
は
ど
う
だ
ろ
う
か
。

旅
で
は
障
害
に
遭
う

死
人
を
見
て
歌
を
詠
む
と
い
う
特
別
な
形
式
に
つ
い
て
、
国
外
の
例
で
は
あ

る
が
紹
介
し
た
い
。
中
国
湖
南
省
の
西
湘
地
域
に
居
す
る
ミ
ャ
オ
族
に
は
仙
女

と
呼
ば
れ
る
女
性
呪
術
者
が
い
る
。
仙
女
は
縁
あ
る
神
霊
の
力
を
借
り
て
脱
魂

し
て
異
界
へ
と
行
き
、
病
の
平
癒
や
子
授
か
り
と
い
っ
た
儀
礼
を
お
こ
な
う
。

儀
礼
の
執
り
行
い
は
、
わ
ず
か
な
補
助
を
除
い
て
、
仙
女
一
人
で
お
こ
な
わ
れ

る
。
こ
こ
で
引
用
す
る
子
授
か
り
の
歌
Ａ（

（1
（

も
、
仙
女
一
人
の
独
唱
に
よ
っ
て
展

開
さ
れ
て
い
く
。
旋
律
に
の
せ
た
歌
と
い
う
よ
り
も
、
唱
え
る
と
い
っ
た
方
が

適
す
る
独
唱
で
あ
る
。
子
授
か
り
Ａ
で
は
仙
女
が
歌
う
と
さ
れ
て
い
る
と
き
に

は
七
音
で
区
切
ら
れ
て
い
る
た
め
、
儀
礼
で
の
歌
の
部
分
は
わ
か
り
や
す
い
で

あ
ろ
う
。
少
し
長
く
な
る
が
、
該
当
箇
所
の
み
の
引
用
と
す
る
た
め
儀
礼
の
全

体
像
を
以
下
に
図
と
し
て
示
し
て
お
く
。

跳仙辞フローチャート
子授かりの歌Ａ

１　竈神　―　馬を借りる

２　 儺 　　　　　　　　　同行する

３　土地神

４　花果山　（天の庭園）

　　　　　　　障害

・一人上から降りてくる
　＊仙女が依頼主に報告する。

５　子授け婆さん
　　　＊依頼人の選択（満足かどうか）

６　お礼を約束して戻る
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仙
女
は
子
供
を
授
か
り
た
い
と
い
う
者
の
願
い
を
受
け
今
回
の
儀
礼
を
お
こ

な
う
。
子
供
を
授
け
て
く
れ
る
神
に
会
う
た
め
異
界
へ
向
か
う
。
竃
神
や
土
地

神
の
助
け
を
得
て
道
行
き
し
、
花
果
山
や
南
天
門
と
い
う
境
界
に
行
き
着
く
。

そ
こ
で
死
者
な
ど
進
路
を
阻
ま
れ
つ
つ
も
、
先
へ
と
進
み
目
的
の
異
界
に
達
す

る
と
い
う
行
程
で
あ
る
。
引
用
は
少
し
長
く
な
る
が
、
こ
こ
で
は
死
人
と
遭
う

部
分
の
み
の
引
用
と
す
る
。
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
表
記
は
ミ
ャ
オ
語
の
現
地
表
記

で
あ
り
、
そ
の
上
の
数
字
は
歌
番
号
を
表
す
。
そ
れ
ぞ
れ
の
ミ
ャ
オ
語
表
記
の

次
に
中
国
語
訳
、
そ
の
次
に
日
本
語
訳
を
つ
け
た
。
ミ
ャ
オ
語
表
記
の
右
は
中

国
語
と
日
本
語
に
よ
る
状
況
を
説
明
す
る
補
足
で
あ
る
。

（
仙
女
讲
（：（
仙
女
は
言
う
（：

（（　

A
d  roul boublol dand ros bent ros bid jul.

这
时
我
们
来
到
花
果
山
来
了
。

こ
の
時
私
た
ち
は
花
果
山
に
辿
り
着
き
ま
し
た
。

（
仙
女
唱
（：（
仙
女
は
歌
う
（：

（（　

Ros bent ros bid m
et hliod zosʼ deb ngueib deb nceid jongt 

ad bloud. A
d band nghetb nangd ad banb nzhutʼ khed ghans 

bous gud khuead send jul.

花
果
山
的
人
很
多
，
男
女
青
年
坐
满
屋
，
一
半
唱
歌
，
一
边
打
啊
喝
。
看
见

他
们
极
快
乐
。

花
果
山
に
は
人
が
多
く
て
、
若
い
男
女
が
一
堂
に
座
っ
て
、
歌
っ
た
り
飲
ん

だ
り
し
て
い
ま
す
。
楽
し
く
過
ご
し
て
い
る
の
を
見
ま
し
た
。

（
这
时
花
园
里
的
男
女
青
年
问
仙
女
（：（
こ
の
時
、
庭
園
に
い
る
若
い
男
女

は
仙
女
に
聞
く
（：

（（　

X
iand neib xiand nis m

ant gud lies ghat dib m
ud? gubghuat 

boub ghob del lies ngheub ad ral seadʼ jiet nangd joub jiet gangs 
m

ud.

仙
妹
仙
女
，
你
们
要
到
哪
里
去
？
走
过
我
们
的
地
方
要
唱
一
首
歌
，
不
然
的

话
就
不
准
过
去
。

仙
人
の
姉
妹
、
あ
な
た
た
ち
は
ど
こ
に
行
く
の
で
す
か
？
私
た
ち
の
所
を
通

る
に
は
一
曲
歌
わ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
そ
う
し
な
け
れ
ば
、
通
ら
せ
な

い
。

仙
女
对
花
园
的
男
女
青
年
讲
：
仙
女
は
庭
園
に
い
る
若
い
男
女
に
言
う
：

（（　

D
eb goudyad! boud gud ad nzad nend nis m

ud heut net 
shudeb ghotʼ heut songd deb ghot ad ted nghongdʼ jit m

et sead 
m

angd jid bebgangsʼ jit m
et sead m

angdjit beb zholʼ jid shangd 
jangd boub ad ncad m

iet deb ghotʼ jid shangt jang boub ad ncad 
m

et cub send. N
gangt dib w

eat dand deib ngheubgangsʼ ngangt 
dib yol ndiout zeib ngheub zhol.

老
弟
呀
！
我
们
这
一
伙
人
，
是
去
帮
人
家
找
老
人
，
为
送
老
人
一
餐
饭
，
没

有
歌
唱
给
你
们
听
，
没
有
歌
唱
留
纪
念
，
快
点
放
我
们
这
伙
老
人
行
，
快
放

走
我
们
这
伙
忧
愁
人
。
以
后
再
来
我
再
唱
，
以
后
来
到
赠
送
歌
一
曲
。

弟
よ
、
私
た
ち
は
人
の
た
め
に
老
人
を
探
し
に
行
き
ま
す
。
老
人
に
ご
飯
を

一
食
差
し
上
げ
る
た
め
に
、
あ
な
た
た
ち
に
聞
か
せ
る
歌
は
あ
り
ま
せ
ん
。

記
念
に
な
る
歌
は
あ
り
ま
せ
ん
。
老
人
の
私
た
ち
を
早
く
通
ら
せ
て
く
だ
さ

い
。
憂
え
る
私
た
ち
を
早
く
通
ら
せ
て
く
だ
さ
い
。
今
度
来
る
時
に
私
は
歌

い
ま
す
。
今
度
来
る
時
に
歌
を
一
曲
歌
い
ま
す
。

（
花
园
里
的
青
年
男
女
对
仙
女
讲
（：（
庭
園
に
い
る
若
い
男
女
は
仙
女
に
言

う
（：

（（　

“rut

”! rangb m
outad w

eat m
endʼ goud zheit m

out yol lolʼ 
boub jit doud m

at rangb nangd.

“
好
”
！
让
你
们
这
一
次
，
今
后
你
再
来
我
们
就
不
让
了
。

「
よ
し
」
！
今
回
は
許
し
ま
し
ょ
う
。
今
度
来
た
時
は
許
せ
ま
せ
ん
よ
。
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（
仙
女
对
七
仙
姑
娘
娘
讲
（：（
仙
女
は
七
仙
人
の
婆
さ
ん
に
言
う
（：

（（　

T
and nend boub lis m

ud heut net shub deb ghotʼ heut 
songd debghot ad ted nghangd.

今
天
我
们
要
去
帮
主
人
找
回
祖
先
，
帮
主
人
给
祖
先
一
餐
饭
。

今
日
、
私
た
ち
は
主
人
の
た
め
に
祖
先
を
探
し
て
戻
り
ま
す
。
主
人
の
た
め

に
祖
先
に
ご
飯
を
一
食
差
し
上
げ
ま
す
。

（（
「Ros bent ros bid m

et hliod zos

」
は
「
花
果
山
に
は
人
が
多
く
て
」

と
訳
さ
れ
る
が
、
ミ
ャ
オ
語
部
分
を
一
語
づ
つ
見
て
い
く
と
、ros

は
「
圃
」

ま
た
は
「
围
」
の
意
、bent
は
「
嫡
」、bid

は
接
頭
語
で
あ
り
、「Ros bent 

ros

」
で
「
園
の
中
の
園
」、
も
し
く
は
「
正
統
な
る
園
」
と
い
う
よ
う
な
意
味

と
な
る
。hliod

は
声
調
が
変
わ
る
が
ミ
ャ
オ
語
の
辞
典（

（1
（

に
よ
れ
ばhliob

で
「
人

死
了
以
后
在
额
门
上
点
的
记
号
」
と
あ
り
、「
人
の
死
後
に
額
に
付
け
る
印
」

と
な
る
。zos

は
众
も
し
く
は
许
多
的
人
で
あ
り
「
た
く
さ
ん
の
人
」
と
な
る
。

よ
っ
てhliob  zos

は
「
死
者
の
額
に
付
け
ら
れ
る
印
の
あ
る
た
く
さ
ん
の
人
」

と
い
う
意
味
に
な
る
。
つ
ま
り
、
花
果
山
と
呼
ば
れ
る
庭
園
で
仙
女
が
出
遭
っ

て
い
る
の
は
死
人
で
あ
る
こ
と
に
な
る
。
仙
女
は
脱
魂
し
た
儀
礼
の
中
の
行
路

で
死
人
に
遭
い
、
歌
を
要
求
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
の
状
況
は
行
路
死
人
歌
と
類
似
す
る
と
考
え
ら
れ
な
い
だ
ろ
う
か
。
仙
女

は
子
授
か
り
と
い
う
目
的
を
も
っ
て
旅
を
す
る
。
行
路
死
人
歌
の
場
合
、
歌
の

詠
み
手
の
目
的
は
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
や
は
り
旅
を
し
て
い
る
。
そ
の
行
路

に
お
い
て
仙
女
の
場
合
は
死
人
の
宴
に
出
く
わ
し
、
行
路
死
人
歌
に
お
い
て
は

臥
せ
る
死
人
に
出
く
わ
す
の
で
あ
る
。
こ
の
場
合
、
仙
女
は
特
別
な
能
力
者
で

あ
り
、
脱
魂
し
て
異
界
を
巡
っ
て
い
る
た
め
、
異
界
に
い
る
死
人
と
問
答
を
す

る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
行
路
死
人
歌
の
場
合
は
歌
人
と
は
言
え
特
別
な

能
力
者
で
は
な
い
。
死
人
と
言
葉
を
交
わ
す
こ
と
が
で
き
る
は
ず
は
な
い
が
、

そ
れ
で
も
国
や
妻
を
問
い
、
歌
を
詠
む
の
で
あ
る
。

仙
女
の
場
合
を
考
え
れ
ば
、
行
路
で
出
遭
う
死
人
は
目
的
地
ま
で
の
間
に
存

在
す
る
〈
障
害
〉
で
あ
る
。
こ
の
〈
障
害
〉
と
な
る
死
者
を
葬
送
す
る
で
も
な

く
、
歌
や
問
答
に
よ
り
克
服
す
る
構
造
が
み
え
て
く
る
。
こ
れ
を
行
路
死
人
歌

に
当
て
は
め
て
み
れ
ば
、
何
か
の
目
的
の
た
め
に
旅
を
し
て
い
た
詠
み
手
が

行
路
で
死
人
を
見
た
。
そ
の
死
人
も
旅
人
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
か
ら
自
身
と
類

す
る
状
況
の
も
の
で
あ
り
、
そ
の
ま
ま
見
過
ご
し
て
先
に
進
む
こ
と
は
で
き
な

い
。
こ
の
「
気
が
付
い
て
先
に
進
む
こ
と
が
で
き
な
い
」
状
態
が
ま
さ
に
行
路

に
お
け
る
〈
障
害
〉
で
は
な
い
か
。
こ
の
〈
障
害
〉
は
旅
を
す
る
者
が
乗
り
越

え
な
く
て
は
な
ら
な
い
も
の
と
な
り
、
歌
が
歌
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
中
国
少
数
民
族
で
あ
る
ミ
ャ
オ
族
の
事
例
と
日
本
古
代
を

そ
の
ま
ま
に
考
え
る
こ
と
に
疑
問
を
も
つ
こ
と
も
あ
る
だ
ろ
う
。
だ
が
、
行

路
の
死
人
に
歌
を
歌
う
こ
と
が
形
式
と
し
て
存
在
し
て
い
た
と
考
え
た
ら
ど

う
だ
ろ
う
か
。
外
部
か
ら
の
来
訪
者
を
迎
え
る
際
に
、
村
の
境
で
歌
を
交
わ

す
事
例
は
ミ
ャ
オ
族
以
外
の
中
国
少
数
民
族
、
例
え
ば
ト
ン
族
な
ど
で
も
み

る
こ
と
が
で
き
る
。
で
は
古
代
中
国
は
ど
う
だ
ろ
う
か
。
富
田
美
智
江
は
「
春

秋
左
氏
伝
」
で
賦
詩
が
行
わ
れ
た
場
を
と
り
あ
げ
、
賦
詩
を
お
こ
な
っ
た
者
を

見
て
み
る
と
他
国
人
と
の
や
り
と
り
が
三
十
一
例
の
う
ち
二
十
三
例
、
同
国

人
と
の
や
り
と
り
が
五
例
で
あ
っ
た
と
い
う
。
ま
た
中
国
最
古
の
詩
集
で
あ

る
『
詩
』
は
「
周
の
詩
」
で
あ
り
、
既
に
古
詩
で
あ
っ
た
と
し
、
母
語
に
差

の
あ
る
人
々
が
ど
の
言
語
と
も
異
な
る
言
語
で
詠
ま
れ
る
『
詩
』
を
使
い
交

流
す
る
と
し
て
い
る（

（1
（

。
異
文
化
間
の
歌
謡
形
式
に
つ
い
て
は
後
世
の
も
の
で
は

あ
る
が
、
白
族
（
ぺ
ー
族
（
に
よ
る
白
文
詩
を
漢
字
を
用
い
て
石
碑
に
刻
ん
だ

「
詞し
き
さ
ん
が
え
い
そ
う
じ
き
ょ
う

記
山
花
詠
蒼
洱
境
」（

11
（

等
か
ら
も
影
響
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

こ
う
し
た
外
部
か
ら
の
来
訪
者
と
歌
を
交
わ
す
形
式
は
歌
の
掛
け
合
い
を
も

つ
文
化
帯
に
お
い
て
か
な
り
古
く
か
ら
存
在
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
し
、
こ

う
し
た
形
式
が
奈
良
時
代
ま
で
の
日
本
に
伝
わ
っ
て
お
り
、
柿
本
人
麻
呂
な
ど

の
行
路
死
人
歌
の
詠
み
手
に
と
っ
て
既
知
の
も
の
で
あ
っ
た
可
能
性
も
十
分
に

考
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
そ
う
し
た
場
合
、
旅
人
は
目
的
地
に
着
く
た
め
に
行
路

で
遭
遇
す
る
〈
障
害
〉
は
必
ず
乗
り
越
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
も
し
乗
り
越

え
る
こ
と
が
で
き
な
け
れ
ば
旅
人
の
旅
は
そ
こ
で
終
わ
っ
て
し
ま
う
こ
と
に
な

る
。
行
路
に
お
い
て
見
つ
け
て
し
ま
っ
た
臥
せ
る
死
人
は
旅
路
の
〈
障
害
〉
で
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あ
り
、
そ
の
〈
障
害
〉
を
乗
り
越
え
る
た
め
に
歌
を
う
た
う
と
い
う
形
式
が

あ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

終
わ
り
に

旅
人
が
先
達
の
旅
人
の
臥
死
し
た
こ
と
を
見
て
、
自
ら
の
行
路
の
〈
障
害
〉

を
乗
り
越
え
る
べ
く
し
て
歌
を
詠
ん
だ
の
が
行
路
死
人
歌
で
あ
ろ
う
。
異
常
死

し
た
魂
は
詠
み
手
に
と
っ
て
も
確
か
に
害
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
詠
み
手
が
葬

送
ま
で
お
こ
な
う
必
要
は
な
い
。
道
端
の
死
者
を
埋
葬
す
る
の
は
『
律
令
』
に

な
ら
え
ば
国
司
の
お
こ
な
う
こ
と
で
あ
る
し
、
詠
み
手
と
し
て
は
行
路
の
〈
障

害
〉
を
乗
り
越
え
ら
れ
れ
ば
そ
れ
で
よ
い
。
た
だ
し
、
異
常
死
し
た
死
者
の
魂

は
現
世
と
は
位
相
の
空
間
に
あ
る
は
ず
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
こ
れ
を
乗
り
越
え

る
た
め
に
歌
を
う
た
う
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
み
る
と
、
行
路
死
人
歌

に
お
け
る
〈
鎮
魂
〉
と
は
行
路
に
お
け
る
〈
障
害
〉
を
乗
り
越
え
る
た
め
の
も

の
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
は
旅
人
が
旅
を
無
事
に
終
え
る
た
め
の
ひ
と
つ
の
形
式
で

あ
り
、
有
事
に
お
け
る
心
的
安
寧
を
期
待
す
る
形
式
的
な
も
の
で
あ
っ
た
の
か

も
し
れ
な
い
。
こ
の
心
的
安
寧
が
後
に
御
霊
の
よ
う
な
死
人
の
荒
魂
を
「
し
ず

め
る
」
と
い
う
観
念
に
な
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
現
状
で
は
そ
こ
ま
で
言

及
で
き
な
い
。

と
こ
ろ
で
、
こ
こ
ま
で
行
路
死
人
歌
に
つ
い
て
考
え
た
際
、「
な
ぜ
〈
障

害
〉
を
越
え
る
際
に
歌
が
必
要
と
な
る
の
だ
ろ
う
か
」
と
い
っ
た
大
き
な
疑
問

が
残
る
。
こ
の
〈
障
害
〉
は
旅
人
が
超
え
る
べ
き
〈
境
界
〉
と
も
考
え
ら
れ
る
。

行
路
死
人
歌
以
外
の
境
界
を
〈
障
害
〉
と
し
て
越
え
る
事
例
が
必
要
と
な
る
だ

ろ
う
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
比
較
的
に
新
し
い
時
代
の
例
で
は
あ
る
が
、
奥
三
河

の
花
祭
り
に
見
ら
れ
る
神
と
の
問
答
な
ど
が
考
え
ら
れ
る
が
、
こ
れ
に
つ
い
て

は
入
稿
の
都
合
に
よ
り
本
稿
に
は
間
に
合
わ
な
い
。
本
稿
で
は
行
路
死
人
歌
の

〈
鎮
魂
〉
と
そ
の
背
景
に
見
え
る
形
式
の
示
唆
に
と
ど
ま
り
、
続
稿
と
し
て
「
行

路
死
人
歌
論
―
歌
の
機
能
を
め
ぐ
っ
て
―
」
に
て
論
ず
る
こ
と
と
す
る
。

本
稿
は
古
代
文
学
会
六
七
八
回
月
例
会
の
発
表
を
も
と
に
し
て
い
る
。
発
表

に
あ
た
り
多
く
の
ご
教
示
を
賜
っ
た
こ
と
を
、
こ
こ
に
深
謝
申
し
上
げ
る
。

注（
（
（
本
稿
に
お
け
る
『
万
葉
集
』
本
文
お
よ
び
口
語
訳
は
新
日
本
古
典
文
学
大
系
に

依
る
。

（
（
（「
和
銅
四
年
、
歳
次
辛
亥
、
河
辺
宮
人
、
姫
島
の
松
原
に
娘
子
が
屍
を
見
悲
嘆

い
て
作
る
歌
」
が
相
聞
の
歌
で
あ
る
こ
と
は
神
野
志
隆
光
が
「
万
葉
集
の
周
辺
」

（『
論
集
上
代
文
学　

第
四
冊
』
一
九
七
三
年
（
に
お
い
て
言
及
し
て
い
る
。

（
（
（
北
山
茂
夫
「
万
葉
に
お
け
る
慶
雲
期
の
諸
様
相
」（『
万
葉
の
世
紀
』
東
京
大
学

出
版
会　

一
九
五
三
年
（

（
（
（
神
野
志
隆
光
が
「
万
葉
集
の
周
辺
」（『
論
集
上
代
文
学　

第
四
冊
』
一
九
七
三

年
（

（
（
（
前
出
、
神
野
志
隆
光
（
一
九
七
三
（

（
（
（
古
橋
信
孝
「
万
葉
短
歌
の
表
現
構
造
―
行
路
死
人
歌
の
ば
あ
い
―
」（『
国
語
と

国
文
学
』
東
京
大
学
国
語
国
文
学
会　

一
九
八
二
年
（、
こ
の
論
考
は
（『
古
代
和

歌
の
発
生
』
東
京
大
学
出
版
会　

一
九
八
八
年
（
に
も
収
録
さ
れ
る
が
論
旨
に
違

い
は
見
ら
れ
な
い
。

（
（
（
こ
こ
で
い
う
「
共
通
の
了
解
」
は
〈
共
同
性
〉
と
も
い
わ
れ
て
い
る
。

（
（
（
本
稿
に
お
け
る
『
日
本
書
紀
』
は
日
本
古
典
文
学
大
系　

岩
波
書
店
一
九
六
五

年
に
依
る
。
ま
た
併
せ
て
宇
治
谷
孟
『
日
本
書
紀
（
下
（
全
現
代
語
訳　

講
談
社

学
術
文
庫　

一
九
八
八
年
も
参
考
に
し
た
。

（
（
（
本
稿
に
お
け
る
『
律
令
』
は
（『
日
本
思
想
体
系
（　

律
令
』
岩
波
書
店　

一
九
七
六
年
（
に
依
る
。

（
（0
（
神
野
志
は
折
口
の
『
口
訳
万
葉
集
』
二
二
〇
番
歌
の
注
記
を
引
い
て
〈
鎮
魂
〉

と
い
う
語
を
用
い
て
い
る
。

（
（（
（
折
口
信
夫
『
口
訳
万
葉
集
（
上
（』
岩
波
書
店　

二
〇
一
七
年

（
（（
（『
祭
祀
・
芸
能
・
行
事
大
辞
典
（
下
（』
二
〇
〇
九
の
「
た
ま
し
ず
め
」（
工
藤
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隆
（
に
よ
る
。
ま
た
同
書
の
「
鎮
魂
」（
津
城
寛
文
（
で
も
「「
た
ま
し
ず
め
」「
た

ま
ふ
り
」
の
二
通
り
が
説
明
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
鎮
魂
の
意
味
の
区
別
に
お
い

て
は
工
藤
隆
の
『
日
本
芸
能
の
始
原
的
研
究
』
の
「
鎮
魂
の
諸
相
」
に
詳
し
い
区

別
が
あ
る
。

（
（（
（
工
藤
隆
『
日
本
芸
能
の
始
原
的
研
究
』
三
一
書
房　

一
九
八
一
年

　

補
い
と
し
て
、「
た
ま
ま
つ
り
」
は
「
み
た
ま
祭
」
や
「
親
玉
祭
」
と
言
わ
れ
て
、

正
月
前
後
と
盆
に
先
祖
を
祀
る
こ
と
を
指
す
。
特
に
秋
か
ら
冬
に
か
け
て
先
祖
を

祀
る
こ
と
を
「
み
た
ま
祭
」
と
い
う
が
、
こ
れ
は
柳
田
國
男
が
『
先
祖
の
話
』

で
強
調
し
た
も
の
で
あ
る
。
一
方
で
、
盆
の
供
養
と
併
せ
て
冬
と
夏
の
年
二
回
祖

霊
が
訪
れ
る
と
い
う
説
に
な
っ
て
い
く
。（
前
出
『
祭
祀
・
芸
能
・
行
事
大
辞
典

（
下
（』
の
坂
本
要
「
魂
祭
り
」
を
参
照
（

（
（（
（
前
出
『
祭
祀
・
芸
能
・
行
事
大
辞
典
（
下
（』
工
藤
に
依
る
。

（
（（
（
神
野
志
は
日
本
霊
異
記
上
巻
大
十
二
縁
と
下
巻
二
十
七
縁
と
を
挙
げ
て
道
端
の

遺
骨
の
不
遇
を
除
く
こ
と
で
死
霊
の
報
恩
を
得
る
こ
と
を
例
と
し
て
い
る
が
、
こ

れ
で
は
万
葉
以
前
を
想
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
。

（
（（
（
加
地
伸
行
『
儒
教
と
は
何
か
』
中
公
新
書　

一
九
九
〇
年

（
（（
（
全
文
訳
は
拙
稿
「
苗
族
仙
女
の
呪
詞
か
ら
み
る
儀
礼
過
程
の
比
較
考
察
」（
ア

ジ
ア
民
族
文
化
研
究
（（
（
の
中
で
「
子
授
か
り
の
歌
Ａ
」
と
し
て
報
告
し
た
。
現

地
の
発
音
で
は
「nhangs ad m
id niout w

angle sat deb

」
と
さ
れ
る
。

（
（（
（
石
如
金
『
苗
汉
汉
苗
词
典
』
岳
麓
社　

一
九
九
七
年

　

ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
表
記
の
末
字
は
声
調
を
表
す
が
、
声
調
は
地
域
に
よ
っ
て
異
な

る
こ
と
が
あ
る
。

（
（（
（
富
田
美
智
江
「『
左
伝
』
賦
詩
と
春
秋
時
代
の
『
詩
』」（
史
学
第
七
七
巻
第
二
・

三
号　

二
〇
〇
八
年
（

（
（0
（
詳
し
く
は
遠
藤
耕
太
郎
を
研
究
代
表
と
す
る
「
東
ア
ジ
ア
に
お
け
る
「
声
の
伝

承
」
と
漢
字
の
出
会
い
に
つ
い
て
の
研
究
―
中
国
雲
南
省
ペ
ー
族
文
化
と
日
本
古

典
文
学
―
」（
共
立
女
子
大
学
・
共
立
女
子
短
期
大
学
総
合
文
化
研
究
所
紀
要
大
（（

号
（
（
―

（
（
二
〇
一
三
年
（
を
参
照
さ
れ
た
い
。

行
路
死
人
歌
一
覧

巻
第
二
の
二
二
〇
番
歌
か
ら
二
二
二
番
歌
「
讃さ

ぬ
き岐
の
狭さ
み
ね岑
の
島
に
し
て
、
石い
わ

の
中な
か

の
死し
に
ひ
と人

を
見
て
、
柿
か
き
の
も
と
の

本
朝あ
そ
み臣

人ひ
と
ま
ろ

麻
呂
が
作
る
歌
一
首
併あ
わ

せ
て
短
歌
」
の

三
首

〈
二
二
〇
番
歌
〉　

玉た
ま

藻も

よ
し　

讃
岐
の
国
は　

国
か
ら
か　

見
れ
ど
も
飽あ

か

ぬ　

神か
む

か
ら
か　

こ
こ
だ
貴た
ふ
とき　

天あ
め
つ
ち地　

日ひ
つ
き月

と
共
に　

足た

り
行ゆ

か
む　

神
の

御み
お
も面

と　

継つ

ぎ
来き
た

る　

中な
か

の
湊み
な
とゆ　

船
浮う

け
て　

我わ

が
漕こ

ぎ
来く

れ
ば　

時と
き

つ
風　

雲く
も
ゐ居
に
吹
く
に　

沖
見
れ
ば　

と
ゐ
波
立
ち　

辺へ

を
み
れ
ば　

白し
ら
な
み波
騒さ
わ

ぐ　

い

さ
な
と
り　

海
を
恐か
し
こみ　

行
く
船
の　

梶か
じ

引
き
折
り
て　

を
ち
こ
ち
の　

島
は

多
け
ど　

名
ぐ
は
し　

狭さ
み
ね岑

の
島
の　

荒あ
り
そ
も

磯
面
に　

廬い
ほ

り
て
見
れ
ば　

波
の
音

の　

繁し
げ

き
浜は
ま
へ辺

を　

し
き
た
へ
の　

枕ま
く
らに

な
し
て　

荒あ
ら

床と
こ

に　

こ
ろ
臥ふ

す
君
が　

家い
へ

知
ら
ば　

行ゆ

き
て
も
告つ

げ
む　

妻
知
ら
ば　

来き

も
問と

は
ま
し
を　

玉た
ま

鉾ほ
こ

の　

道
に
だ
に
知
ら
ず　

お
ほ
ほ
し
く　

待
ち
か
恋
ふ
ら
む　

愛は

し
き
妻
ら
は

〈
二
二
一
番
歌
〉　

妻
も
あ
ら
ば　

摘つ

み
て
食た

げ
ま
し　

沙さ

弥み

の
山　

野
の
上う
へ

の

う
は
ぎ　

過
ぎ
に
け
ら
ず
や

〈
二
二
二
番
歌
〉　

沖
つ
波　

来き

よ寄
す
る
荒あ
り
そ磯

を　

し
き
た
へ
の　

枕
と
ま
き
て　

寝な

せ
る
君
か
も

巻
第
二
の
二
二
八
番
歌
と
二
二
九
番
歌
「
和わ

ど
う銅

四
年
、
歳さ
い

次し

辛し
ん
が
い亥

、
河か
わ
へ
の辺

宮み
や
ひ
と人

、
姫ひ
め
し
ま島

の
松
原
に
娘を
と
め子

が
屍か
ば
ねを

見
悲
嘆
い
て
作
る
歌
二
首
」

〈
二
二
八
番
歌
〉　

妹い
も

が
名
は　

千ち

よ代
に
流
れ
む　

姫
島
の　

小
松
が
末う
れ

に　

苔こ
け
む生

す
ま
で
に

〈
二
二
九
番
歌
〉　

難な
に
わ波
潟が
た　

潮し
お
ひ干
な
あ
り
そ
ね　

沈
み
に
し　

妹い
も

が
姿
を　

見
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ま
く
苦
し
も

巻
第
三
の
四
一
五
番
歌
「
上か

み
つ
み
や
し
ゃ
う
と
こ
の

宮
聖
徳
皇み

こ子
、
竹た
か

原は
ら
の
ゐ井
に
出い遊
で
ま
し
し

時
に
、
竜た
つ
た
や
ま

田
山
の
死
人
を
見
悲
傷
し
て
作
ら
す
歌
一
首
」

〈
四
一
五
番
歌
〉　

家い
へ

な
ら
ば　

妹い
も

が
手
ま
か
む　

草く
さ
ま
く
ら枕　

旅
に
臥こ

や
せ
る　

こ

の
旅た
び
と人
あ
は
れ

巻
第
三
の
四
二
六
番
歌
「
柿
本
人
麻
呂
が
香か

久ぐ

山や
ま

の
屍か
ば
ねを

見
て
悲ひ
ど
う慟

し
て
作

る
歌
一
首
」

〈
四
二
六
番
歌
〉　

草く
さ
ま
く
ら枕　

旅
の
宿
り
に　

誰た

が
夫つ
ま

か　

国
忘
れ
た
る　

家い
へ

待
た

な
く
に

巻
第
三
の
四
三
四
番
歌
か
ら
四
三
七
番
歌
「
和わ
ど
う銅
四
年
辛し
ん
が
い亥
、
河か
わ
へ
の
み
や
ひ
と

辺
宮
人
、

姫ひ
め
し
ま島

の
松
原
に
娘を
と
め子

が
屍か
ば
ねを

見
悲
嘆
い
て
作
る
歌
四
首
」

〈
四
三
四
番
歌
〉　

風か
ぜ
は
や早
の　

美み

ほ保
の
浦う
ら
み廻
の　

白し
ら

つ
つ
じ　

見
れ
ど
も
さ
ぶ
し　

な
き
人
思
へ
ば

〈
四
三
五
番
歌
〉　

み
つ
み
つ
し　

久く

め米
の
若わ
く
ご子
が　

い
触ふ

れ
け
む　

磯い
そ

の
草く
さ
ね根

の　

枯
れ
ま
く
惜お

し
も

〈
四
三
六
番
歌
〉　

人ひ
と

言ご
と

の　

繁し
げ

き
こ
の
こ
ろ　

玉
な
ら
ば　

手
に
巻
き
持
ち
て　

恋
ひ
ざ
ら
ま
し
を

〈
四
三
七
番
歌
〉　

妹い
も

も
我あ
れ

も　

清き
よ
みの

川
の　

川か
は
ぎ
し岸

の　

妹
が
悔く

ゆ
べ
き　

心
は

持
た
じ

巻
第
九
の
一
八
〇
〇
番
歌
「
足
柄
の
坂
に
過
る
に
、
死
人
を
見
て
作
る
歌
一

首
」

〈
一
八
〇
〇
番
歌
〉　

小を
か
き
つ

垣
内
の　

麻あ
さ

を
引
き
干ほ

し　

妹
な
ね
が　

作
り
着
せ
け

む　

白し
ろ

た
へ
の　

紐ひ
も

を
も
解
か
ず　

一ひ
と

重へ

結ゆ

ふ　

帯お
び

を
三み

へ重
結ゆ

ひ　

苦
し
き
に　

仕つ
か

へ
奉ま
つ

り
て　

今
だ
に
も　

国
に
罷ま
か

り
て　

父ち
ち
は
は母
も　

妻
を
も
見
む
と　

思
い

つ
つ　

行ゆ

き
け
む
君
は　

鶏と
り

が
鳴
く　

東あ
ず
ま

の
国
の　

恐か
し
こ

き
や　

神
の
み
坂
に　

和に
ぎ

た
へ
の　

衣
こ
ろ
も

寒
ら
に　

ぬ
ば
た
ま
の　

髪
は
乱
れ
て　

国
問
へ
ど　

家
を
も

言
わ
ず　

ま
す
ら
を
の　

行ゆ

き
の
ま
に
ま
に　

こ
こ
に
臥こ

や
せ
る

巻
第
十
三
の
三
三
三
五
番
歌
か
ら
三
三
四
三
番
歌
ま
で
の
九
首

〈
三
三
三
五
番
歌
〉　

玉た
ま

鉾ほ
こ

の　

道み
ち
ゆ行

き
人び
と

は　

あ
し
ひ
き
の　

山や
ま

行ゆ

き
野の

行ゆ

き　

に
は
た
づ
み　

川か
わ

行ゆ

き
渡わ
た
りり　

い
さ
な
と
り　

海う
み
ぢ道
に
出い

で
て　

恐か
し
こき
や　

神

の
渡
り
は　

吹
く
風
も　

和の
ど

に
は
吹
か
ず　

立
つ
波
も　

凡た
だ

い
は
立
た
ず　

と

ゐ
波
の　

さ
さ
ふ
る
道
を　

誰た

が
心　

い
た
は
し
と
か
も　

直た
だ

渡
り
け
む　

直

渡
り
け
む

〈
三
三
三
六
番
歌
〉　

鳥
が
音ね

の　

か
し
ま
の
海
に　

高た
か
や
ま山

を　

隔へ
だ

て
に
な
し
て　

沖お
き

つ
藻も

を　

枕ま
く
ら

に
な
し　

蛾ひ
む
し
は羽

の　

衣き
ぬ

だ
に
着
ず
に　

い
さ
な
と
り　

海
の

浜は
ま
へ辺
に　

う
ら
も
な
く　

臥ふ

し
た
る
人
は　

母お
も
ち
ち父
に　

愛ま
な
ご子
に
か
あ
ら
む　

若

草
の　

妻
か
あ
り
け
む　

思お
も

ほ
し
き　

言こ
と
つ伝

て
む
や
と　

家い
へ

問と

へ
ば　

家
を
も

告の

ら
ず　

名
を
問
へ
ど　

名
だ
に
も
告
ら
ず　

泣
く
子
な
す　

言こ
と

だ
に
問
は
ず　

思
え
へ
ど
も　

悲
し
き
も
の
は　

世
の
中
に
そ
あ
る　

世
の
中
に
そ
あ
る

　
　

返
歌

〈
三
三
三
七
番
歌
〉　

母お
も
ち
ち父

も　

妻
も
子
ど
も
も　

高た
か
た
か々

に　

来こ

む
と
待
ち
け
む　

人
の
悲
し
さ
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〈
三
三
三
八
番
歌
〉　

あ
し
ひ
き
の　

山や
ま
ぢ道
は
行ゆ

か
む　

風
吹
け
ば　

波
の
さ
さ

ふ
る　

海う
み
ぢ道

は
行ゆ

か
じ

〈
三
三
三
九
番
歌
〉　

玉た
ま

鉾ほ
こ

の　

道
に
出い

で
立
ち　

あ
し
ひ
き
の　

野
行ゆ

き
山
行ゆ

き　

に
は
た
づ
み　

川
行ゆ

き
渡
り　

い
さ
な
と
り　

海う
み
ぢ道

に
出い

で
て　

吹
く
風

も　

お
ぼ
に
は
吹
か
ず　

立
つ
波
も　

和の
ど

に
は
立
た
ぬ　

恐か
し
こき

や　

神
の
渡
り

の　

し
き
波
の　

寄
す
る
浜は
ま
へ辺
に　

高た
か
や
ま山
を　

隔へ
だ

て
に
置
き
て　

浦う
ら

淵ぶ
ち

を　

枕
ま
く
ら

に
ま
き
て　

う
ら
も
な
く　

伏ふ

し
た
る
君
は　

母お
も
ち
ち父

が　

愛ま
な
ご子

に
も
あ
ら
む　

若
草
の　

妻
も
あ
る
ら
む　

家い
へ

問と

へ
ど　

家い
へ

道ぢ

も
言
わ
ず　

名
を
問
へ
ど　

名

だ
に
も
告の

ら
ず　

誰た

が
言こ
と

を　

い
た
は
し
と
か
も　

と
ゐ
波
の　

恐か
し
こ
き
海
を　

直た
だ

渡
り
け
む

　
　

返
歌

〈
三
三
四
〇
番
歌
〉　

母お
も
ち
ち父
も　

妻
も
子
ど
も
も　

高た
か
た
か々

に　

来こ

む
と
待
つ
ら
む　

人
の
悲
し
さ

〈
三
三
四
一
番
歌
〉　

家い
え
ひ
と人
の　

待
つ
ら
む
も
の
を　

つ
れ
も
な
き　

荒あ
り
そ磯
を
ま

き
て　

伏ふ

せ
る
君
か
も

〈
三
三
四
二
番
歌
〉　

浦う
ら

淵ぶ
ち

に　

伏ふ

し
た
る
君
を　

今け

ふ日
今け

ふ日
と　

来こ

む
と
待
つ

ら
む　

妻
し
か
な
し
も

〈
三
三
四
三
番
歌
〉　

浦
波
の　

来き

よ寄
す
る
浜
に　

つ
れ
も
な
く　

伏
し
た
る
君

が　

家い
へ

道ぢ

知
ら
ず
も

（
新
日
本
古
典
文
学
大
系
『
万
葉
集
』（


