
「
琵
琶
・
和
琴
」
存
疑
考

―
―
徒
然
草
十
六
段
の
本
文
を
疑
う
―
―

櫻

井

靖

久

は
じ
め
に

「
徒
然
草
」
第
十
六
段
の
本
文
は
わ
け
が
わ
か
ら
ず
、
徒
然
草
の
中
で
も

最
も
つ
ま
ら
な
い
章
段
と
な
っ
て
い
る
。

徒
然
草
の
注
釈
者
も
そ
の
説
明
に
苦
慮
し
て
い
る
。
例
え
ば
、
島
内
裕
子

は
「
兼
好
の
美
意
識
が
さ
り
げ
な
く
披
�
さ
れ
て
」「
徒
然
草
に
お
け
る
音

楽
章
段
の
序（

１
）奏」
と
持
ち
あ
げ
、
三
木
紀
人
は
「
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
縁
遠

い
も
の
ば
か
り
で
、
共
感
の
し
よ
う
も
あ
る
ま
い
が
」「
兼
好
の
趣
味
・
教

養
の
質
と
量
と
を
知
る
た
め
の
さ
さ
や
か
な
糸
口
で
」「『
常
に
聞
き
た
き

は
』
と
い
う
な
に
げ
な
い
願
望
に
は
、
案
外
と
深
い
思
い
が
こ
も
っ
て
い
る

の
で
は
な
い（

２
）か」
と
兼
好
自
身
が
書
い
て
い
な
い
こ
と
に
、兼
好
の
「
思
い
」

を
込
め
て
、
ひ
い
き
の
引
き
倒
し
の
よ
う
に
持
ち
あ
げ
て
い
る
。

第
十
六
段
の
本（

３
）文を
引
く
。

（
か
ぐ
ら
）

か
た

ね

神
楽
こ
そ
な
ま
め
か
し
く
、
お
も
し
ろ
け
れ
。
大
方
、
物
の
音
に
は
、

ふ
え

ひ
ち
り
き

き

（
び
は
）

（
わ
ご
ん
）

笛
、
篳
篥
。
常
に
聞
き
た
き
は
、
琵
琶
、
和
琴
。

こ
の
本
文
を
読
ん
で
、
適
確
な
鑑
賞
の
説
明
を
す
る
の
は
安
良
岡
康（

４
）作で

あ
る
。こ

の
段
の
表
現
は
、き
わ
め
て
主
観
的
た
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。

「
神
楽
こ
そ
」
と
主
語
を
提
示
し
、
た
だ
ち
に
「
な
ま
め
か
し
く
、
お

も
し
ろ
け
れ
」
と
述
語
し
て
い
る
だ
け
で
あ
っ
て
、「
神
楽
」
の
い
か

な
る
点
が
そ
う
な
の
か
は
、
す
べ
て
、
読
者
の
想
像
に
任
せ
て
し
ま
っ

て
い
る
。
楽
器
の
名
の
列
挙
も
、
同
じ
手
法
で
あ
る
。
い
ま
ま
で
の
研

究
者
が
、『
枕
草
子
』
に
、「
舞
は
」「
弾
く
も
の
は
」「
吹
く
も
の
は
」

（
前
田
家
本
）
な
ど
の
章
段
が
あ
る
の
で
、
こ
の
段
に
、
そ
の
影
響
を

考
え
た
の
も
当
然
で
あ
る
。
一
見
似
て
い
る
よ
う
で
も
、
第
四
段
（
後

の
世
の
事
心
に
忘
れ
ず
）
と
は
、
は
る
か
に
異
な
る
の
で
あ
っ
て
、
そ

こ
で
は
対
象
の
確
実
な
定
立
が
あ
っ
た
上
で
、「
心
に
く
し
」
と
い
っ

て
い
る
の
に
、
こ
こ
で
は
そ
う
い
う
定
立
が
な
い
。

氏
の
意
見
を
こ
こ
ろ
み
に
、
私
が
わ
か
り
や
す
く
言
い
変
え
る
な
ら
ば
、

こ
の
章
段
は
物
が
列
挙
し
て
あ
る
け
れ
ど
も
何
を
言
っ
て
い
る
の
か
わ
か
ら

な
い
。
竜
頭
蛇
尾
で
あ
る
。
兼
好
が
他
に
書
く
考
え
方
や
文
章
ら
し
く
な
い

と
言
う
の
で
あ
る
。

別
の
例
え
で
い
う
と
、「
総
合
芸
術
で
あ
る
オ
ペ
ラ
は
す
ば
ら
し
い
ね
。

― 304 ―



フ
ル
ー
ト
と
ト
ラ
ン
ペ
ッ
ト
の
音
色
は
い
い
ね
。
バ
イ
オ
リ
ン
と
コ
ン
ト
ラ

バ
ス
は
い
つ
も
聞
い
て
い
た
い
ね
」
と
い
う
文
章
と
同
じ
で
あ
る
。
こ
う
書

け
ば
、
誰
も
が
お
か
し
い
、
ど
こ
か
変
だ
、
と
思
う
筈
で
あ
る
。
宗
教
儀
式

で
あ
る
神
楽
と
オ
ペ
ラ
を
比
べ
る
の
は
ど
う
か
と
は
思
う
け
れ
ど
も
、
十
六

段
の
文
章
は
正
し
く
そ
う
い
う
流
れ
で
書
か
れ
て
い
る
。
兼
好
が
こ
ん
な
頓

珍
漢
な
文
章
を
書
く
だ
ろ
う
か
。
私
は
書
か
な
い
と
考
え
る
。
こ
れ
は
本
文

が
ど
こ
か
お
か
し
い
、
と
い
う
の
が
私
の
第
一
印
象
で
あ
る
。

一
方
で
、
引
用
し
た
「
烏
丸
光
広
本
」
に
対
し
て
、
よ
り
古
体
を
持
つ
と

い
わ
れ
る
「
正
徹
本
」「
常
縁
本
」
は
、
誤
字
や
脱
字
と
は
違
う
別
系
統
と

も
思
わ
れ
る
本
文
を
持
っ
て
い
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
、「
徒
然
草
本
文
」
の

最
大
と
も
い
え
る
校
異
な
の
で
あ
る
。そ
の
意
味
は
現
在
で
も
未
詳
で
あ
り
、

引
用
者
注

扱
い
は
「
底
本
（
正
徹
本
）・
常
縁
本
の
本
文
は
早
く
か
ら
発
生
し
た
誤
字

（
５
）か」
と
注
目
す
ら
さ
れ
て
い
な
い
。
私
は
そ
の
本
文
に
、
十
六
段
の
文
章
を

解
く
鍵
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。

そ
の
本
文
は
次
の
通
り
で
あ（

６
）る。

常
に
聞
き
た
き
は
、
ひ
さ�

王�

宮�

一�

。（
正
徹
本
）

常
に
聞
き
た
き
は
、
ひ
さ�

わ�

う�

み�

や�

一�

。（
常
縁
本
）

ま
た
、
常
縁
本
は
、
こ
の
段
の
文
章
が
「
か
く
こ
そ
」
で
始
ま
っ
て
い
る

け
れ
ど
も
、
こ
れ
は
「
か
く
ら
こ
そ
」
の
脱
文
と
見
る
。

本
文
の
考
察
に
入
る
前
に
、「
神
楽
」
に
つ
い
て
考
え
る
。

一

「
神
楽
」
に
つ
い
て

な
い
し
ど
こ
ろ

み
か
ぐ
ら

徒
然
草
百
七
十
八
段
に
「
内
侍
所
の
御
神
楽
」
と
あ
る
よ
う
に
、
宮
中

で
は
、
毎
年
十
二
月
の
中
旬
の
吉
日
の
夜
に
、
内
侍
所
の
前
庭
で
御
神
楽
が

行
わ
れ
た
。
そ
の
構
造
を
簡
単
に
い
え
ば
、
そ
の
場
に
神
を
招
い
て
下
ろ
し
、

神
を
楽
器
や
歌
や
舞
で
楽
し
ま
せ
、
神
を
送
り
出
す
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

か
み
わ
ざ

演
ず
る
人
で
い
え
ば
、
芸
能
団
が
祭
の
庭
に
来
臨
し
、
神
態
の
諸
芸
を
演
じ
、

夜
の
明
け
る
と
と
も
に
退
出
す
る
の
で
あ
る
。
神
を
こ
の
場
に
降
ろ
す
た
め

み
て
ぐ
ら

さ
さ

と
り
も
の

に
榊
、
幣
・
篠
等
九
種
の
採
物
（
採
物
歌
）
が
あ
る
。
神
を
楽
し
ま
せ
る
た

さ
い
ば
り

め
に
前
張
と
い
う
様
々
な
短
歌
形
と
短
詩
形
、
民
謡
が
あ
り
、
大
和
舞
や
滑

稽
な
猿
楽
が
あ
る
。
様
々
な
歌
や
舞
で
神
を
楽
し
ま
せ
て
、
最
後
に
朝
星
等

の
神
あ
が
り
の
歌
で
神
を
送
る
。
こ
れ
ら
の
神
楽
の
最
初
か
ら
最
後
ま
で
演

に
ん
ぢ
よ
う

出
を
ま
と
め
る
「
指
揮（

７
）者」
は
「
人
長
」
と
呼
ば
れ
る
。
人
長
は
正
装
し

て
着
飾
り
、
白
い
輪
を
つ
け
た
榊
の
枝
（
神
を
示
現
す
る
採
物
）
を
持
ち
、

歌
は
歌
わ
な
い
が
一
人
庭
火
の
回
り
を
舞
う
。

小
西
甚（

８
）一は
神
楽
歌
全
体
の
構
成
を
次
の
よ
う
に
示
す
。

Ⅰ
採
物
（
神
お
ろ
し
）

ａ
榊
・
幣
…
…
杓
・
葛

Ⅱ
前
張
（
神
あ
そ
び
）

ａ
大
前
張

宮
人
…
…

ｂ
小
前
張

薦
枕
…
…
大
宮
…
…

ｃ
前
付
前
張

イ
千
歳
法

ロ
早
歌

Ⅲ
星
（
神
あ
が
り
）

ａ
明
星
…
…

ｂ
朝
倉
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つ
ま
り
、
神
楽
は
言
い
か
え
る
と
総
合
芸
術
で
あ
り
、
舞
台
芸
術
で
あ
り
、

音
楽
劇
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
兼
好
が
「
神
楽
が
す
ば
ら
し
い
」
と
い
う
の
は
、

読
者
と
し
て
納
得
で
き
る
。
し
か
し
、
伴
奏
楽
器
の
み
、
音
色
が
よ
く
、
聞

き
た
い
と
い
う
の
は
不
審
で
あ
り
、
納
得
で
き
な
い
。
神
の
来
臨
す
る
宮
廷

の
庭
に
は
、
総
合
芸
術
と
し
て
舞
あ
り
、
振
あ
り
、
歌
あ
り
、
伴
奏
の
あ
る

音
楽
劇
が
進
行
し
て
い
る
。
も
し
兼
好
が
「
見
た
い
」
と
い
う
な
ら
ば
、
そ

れ
ぞ
れ
の
具
体
的
な
場
面
が
で
て
く
る
で
あ
ろ
う
。「
聞
き
た
い
」
と
い
う

わ
き
や
く

な
ら
ば
、
傍
役
の
伴
奏
楽
器
ば
か
り
で
な
く
、
一
つ
一
つ
の
神
楽
歌
や
セ
リ

フ
も
対
象
に
な
る
筈
で
あ
る
。
ま
し
て
、
兼
好
は
当
代
の
有
名
歌
人
で
あ
り
、

そ
こ
で
歌
わ
れ
る
短
歌
形
、
短
詩
形
の
言
葉
に
興
味
を
持
た
な
い
と
い
う
の

で
は
、
か
え
っ
て
不
思
議
に
思
わ
れ
る
く
ら
い
で
あ
る
。

正
徹
本
・
常
縁
本
の
異
文
の
中
に
そ
の
鍵
が
隠
れ
て
い
る
と
私
は
考
え
る
。

二

「
ひ
さ
わ
う
み
や
一
」
と
は
何
か

第
十
六
段
本
文
の
「
常
に
聞
き
た
き
は
、
琵
琶
・
和
琴
」
で
な
く
、「
常

に
聞
き
た
き
は
、
ひ
さ
わ
う
み
や
一
」
で
は
ど
う
な
る
か
。
特
に
「
神
楽
の

詞
章
」
で
あ
る
と
す
る
と
結
び
つ
く
の
か
。常
縁
本
の
「
ひ
さ
わ
う
み
や
一
」

を
、
正
徹
本
の
「
ひ
さ
王
宮
一
」
と
同
じ
内
容
と
考
え
る
と
「
ひ
さ
、
わ
う

み
や
、
一
」
と
分
け
て
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
を
さ
き
ほ
ど
の
構
成
一
覧
で
み

る
と
「
ひ
さ
」
は
「
採
物
」
の
中
の
「
杓
（
ひ
さ
ご
）」
に
比
べ
ら
れ
る
。

「
わ
う
み
や
（
王
宮
）」
は
、
仮
名
遣
い
の
違
い
は
あ
る
が
「
小
前
張
」
の

「
大
宮
」
に
比
べ
ら
れ
る
。

残
り
の
「
一
」
は
何
か
。
こ
れ
を
「
い
ち
」
と
読
む
と
、
人
の
名
の
よ
う

か
く
い
ち

き
い
ち

に
な
る
。「
覚
一
本
」
と
か
「
鬼
一
法
眼
」
の
例
が
あ
る
。
田
辺
爵
の
「
楽

手
な
ど
の
人
名
か
も
し
れ
な（

９
）い」
と
い
う
疑
い
も
出
て
く
る
。「
ひ
さ
」「
わ

う
み
や
」
と
と
も
に
、「
神
楽
の
詞
章
」
と
考
え
て
み
れ
ば
、「
ひ
と
（
つ
）」

と
読
み
、「
雑
歌
」
に
あ
た
る
「
年
中
行
事
秘
抄
」
の
「
十
一
月
中
寅
日
鎮

ひ
と
ふ
た
み

よ
い
つ
む
ゆ
な
な
や
こ
こ
の
た
り
や

魂
祭
歌
」
に
出
る
、「
一
二
三
四
五
六
七
八
九
十
（
１０
）」と
い
う
、
神
楽
歌
で

は
な
く
一
種
の
数
え
歌
に
あ
た
る
と
思
わ
れ
る
。

こ
れ
で
、「
常
に
聞
き
た
い
」
神
楽
歌
の
「
ひ
さ
わ
う
み
や
一
」
に
該
当

す
る
も
の
が
そ
ろ
う
の
で
あ
る
。
次
に
精
査
し
て
み
る
。

二
⑴

「
ひ
さ
」
は
「
杓
（
ひ
さ
ご
）」
か

「
ひ
さ
」
を
『
日
本
国
語
大
辞
典
』
で
引
く
と
「
ひ
さ
ご
」
に
同
じ
と
あ

（
へ
つ
い
あ
そ
び
の
う
た
）

と
よ
へ
つ
い

る
。
用
例
も
「
神
楽
歌
」
の
「
竈
殿
遊
歌
」
と
あ
り
、「（
本
）
豊
竈
御
遊

あ
ま

か
わ
ら
と
よ
へ
つ
い

ひ
さ

び
す
ら
し
も
ひ
さ
か
た
の
天
の
河
原
豊
竈
御
遊
び
す
ら
し
も
瓠
の
声
す
る

あ
ま

か
わ
ら
と
よ
へ
つ
い

ひ
さ

瓠
の
声
す
る
（
末
）
ひ
さ
か
た
の
天
の
河
原
豊
竈
御
遊
び
す
ら
し
も
瓠
の

な
お
ら
い
の
み
う
た

声
す
る
瓠
の
声
す
る
」、
ま
た
「
皇
太
神
宮
儀
式
帳
」
に
「
直
会
御
歌
」
と

さ
こ
く
し
ろ
い

す

ず

み

け

ひ
さ

し
て
「
析
釧
五
十
鈴
の
宮
に
御
饌
五
つ
と
打
つ
な
る
瓠
は
宮
も
と
ど
ろ

ま
ひ
の
う
た

お
ほ
み
や

た
の

に
」、
ま
た
「
儛
歌
」
と
し
て
「
も
も
し
き
の
大
宮
人
の
愉
し
み
と
打
つ
な

ひ
さ

る
瓠
は
宮
も
と
ど
ろ
に
」
と
あ
る
。

更
に
『
日
本
国
語
大
辞
典
』
に
は
「（
水
を
く
む
ひ
さ
ご
は
）
多
く
杓
と

書
く
」
と
あ
る
。
徒
然
草
異
文
の
「
ひ
さ
」
は
「
ひ
さ
ご
」
を
さ
し
、「
杓
」

と
書
く
可
能
性
が
認
め
ら
れ
る
。

そ
れ
で
は
「
杓
（
ひ
さ
ご
）」
と
い
う
神
楽
は
ど
う
い
う
も
の
か
、
次
に

引
く
。「（

１１
）杓」

と
り

（
本
）
大
原
や
せ
が
井
の
清
水
杓
も
て
鶏
は
鳴
く
と
も
遊
ぶ
瀬
を
汲
め

遊
ぶ
瀬
を
汲
め
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（
末
）
我
が
門
の
坂
井
の
清
水
里
遠
み
人
し
汲
ま
ね
ば
水
さ
び
に
け
り

水
さ
び
に
け
り

か
た
お
ろ
し

片
折

（
本
）
大
原
や
せ
が
井
や
せ
が
井
の
水
を
（
末
の
詞
前
に
同
じ
）

（
末
）
我
が
門
の
坂
井
や
坂
井
の
清
水

も
ろ
あ
げ

諸
挙

（
本
）
せ
が
井
や
せ
が
井
の
水
を

（
末
）
坂
井
や
坂
井
の
清
水

か
た

作
法
と
し
て
は
、
本
の
方
と
末
の
方
と
二
手
に
分
か
れ
て
、
歌
い
方
や
調

子
に
は
細
か
い
決
ま
り
が
あ
る
ら
し
い
が
、
こ
こ
で
は
二
手
に
分
か
れ
て
何

回
か
言
葉
を
少
し
変
え
な
が
ら
、
繰
り
返
し
歌
い
あ
う
と
い
う
こ
と
で
押
さ

え
て
お
く
。

ま
た
『
兼
好
法
師
家（

１２
）集』
の
二
五
に
「
月
や
ど
る
せ
が
井
の
水
の
す
ず
し

さ
に
あ
そ
ぶ
こ
よ
ひ
ぞ
鳥
の
な
く
ま
で
」
と
あ
り
、
こ
の
歌
の
本
歌
を
「
大

原
や
せ
が
井
の
水
を
手
に
汲
み
て
鳥
は
鳴
く
と
も
遊
び
て
ゆ
か
む
」『
古
今

和
歌
六
帖
』
家
持
と
あ
る
が
、
む
し
ろ
「
神
楽
歌
」
の
「
杓
」
を
本
歌
に
す

べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

お
ほ
み
や

二
⑵

「
わ
う
み
や
（
王
宮
）」
は
「
大
宮
」
か

「
大
宮
」
は
天
皇
の
御
所
で
あ
る
内
裏
を
さ
し
て
お
り
、
そ
の
仮
名
遣
い

お
ほ
か
た

は
「
お
ほ
み
や
」
と
な
っ
て
い
る
。『
徒
然
草
索（

１３
）引』
に
よ
れ
ば
、「
大
方
」

お
ほ

お
ほ

１８
例
、「
大
き
な
る
」
１７
例
を
初
め
と
し
て
「
大
」
の
つ
く
字
例
に
例
外
は

な
い
。一
方
「
わ
う
」
４
例
は
全
て
「
王
」
の
字
に
充
て
る
。も
ち
ろ
ん
「
わ

う
み
や
」
の
異
文
は
索
引
に
は
載
ら
な
い
。「
わ
う
み
や
（
王
宮
）」
が
「
お

ほ
み
や
（
大
宮
）」
を
さ
す
と
す
る
な
ら
ば
随
分
と
口
頭
語
に
近
く
な
る
。

一
方
で
、
こ
の
文
章
の
前
文
は
「
常
に
聞
き
た
き
は
」
と
あ
る
の
を
、
松

尾
聡
は
「『
聞
き
た
き
』
は
中
古
語
法
な
ら
『
聞
か
ま
ほ
し（

１４
）き』」
と
指
摘
す

る
。
改
め
て
索
引
を
見
れ
ば
、「
た
し
」
の
用
例
８
例
、「
ま
ほ
し
」
の
用
例

９
例
、「
あ
ら
ま
ほ
し
」
の
用
例
１３
例
と
微
妙
な
形
で
入
り
混
じ
っ
て
い
る
。

つ
ま
り
、
中
古
の
文
章
語
で
あ
る
「
ま
ほ
し
」
と
現
代
語
に
つ
な
が
る
中
世

以
降
の
「
た
し
」
の
過
渡
期
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

ま
た
『
日
葡
辞
書
』
に
は
「V

ôm
iyabito

ヲ
ウ
ミ
ヤ
ビ
ト
内
裏
に
仕

え
る
貴
族
す
な
わ
ち
ク（

１５
）ゲ」
と
あ
り
、「
王
化
ワ
ゥ
ク
ァ

（
１６
）

^Vogua

」
と
あ
る
。

^

そ
し
て
「
内
裏
」
の
頃
に
は
「V

ovch

（
大
内
）
と
あ
り
、
そ
の
注
釈
と

^

し
て
「V

ôvchi

の
誤
り
、V

o

（
王
）
に
連
想
し
て
誤
っ
た
も
の（

１７
）か」
と

し
て
い
る
。「
わ
う
」
と
「
お
ほ
」
の
混
同
の
例
で
あ
る
。
口
頭
語
と
し
て

「
王
（
わ
う
）」
と
「
大
（
お
ほ
）」
の
根
拠
と
は
で
き
な
い
か
も
し
れ
な
い

が
、「
わ
う
」
と
「
お
ほ
」
が
間
違
い
や
す
い
例
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い

わ
う
み
や

お
ほ
み
や

る
。
同
時
に
意
味
か
ら
も
発
音
か
ら
も
、「
王
宮
」
と
「
大
宮
」
が
通
ず
る

可
能
性
が
開
け
て
く
る
。

神
楽
歌
の
「
大（

１８
）宮」
を
次
に
引
く
。

ち
ひ

こ
ど
ね
り

て

て

（
本
）
大
宮
の
少
さ
小
舎
人
や
手
手
に
や
は
玉
な
ら
ば

ね

ね

（
末
）
玉
な
ら
ば
昼
は
手
に
取
り
や
夜
は
さ
寝
め
手
手
に
や
夜
は
さ
寝

手
手
に
や

ち
ひ

た
ま

（
又
本
返
シ
。）
少
さ
小
舎
人
手
手
に
や
は
手
手
に
や
は
玉
な
ら
ば
手

手
に
や

す

よ
る

わ

て

て

（
又
末
返
シ
。）
玉
な
ら
ば
昼
は
手
に
据
ゑ
夜
は
我
が
手
手
に
や
は
手

手
に
や
は
手
手
に
や
は

（
本
方
）
あ
い
さ
あ
い
さ

（
末
方
）
あ
い
さ
あ
い
さ
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頭
注
に
は
、
次
の
よ
う
に
説
明
す
る
。

こ
の
歌
だ
け
な
ら
ば
、
愛
ら
し
い
小
舎
人
に
対
す
る
少
女
の
恋
心
を
う

た
っ
た
も
の
と
し
て
解
す
る
の
が
適
切
で
あ
り
、
前
の
歌
（
五
二
）
と

な
ら
べ
て
置
い
た
の
も
、
そ
の
つ
も
り
で
な
い
か
と
推
測
さ
れ
る
が
、

前
述
の
如
く
、
そ
れ
ぞ
れ
の
場
合
に
よ
っ
て
含
ま
せ
る
意
味
は
い
ろ
い

ろ
と
変
っ
て
く
る
の
が
民
謡
の
性
格
だ
か
ら
、
か
な
ら
ず
し
も
唯
一
の

解
釈
だ
け
を
固
執
す
べ
き
で
な
い
。

ひ
と（
つ
）

二
⑶

「
一
」
に
つ
い
て

神
楽
歌
の
「
雑
歌
」
に
あ
た
る
「
年
中
行
事
秘
抄
」
の
「
十
一
月
中
寅
鎮

ひ
と
ふ
た
み

よ
い
つ
む
ゆ
な
な
や
こ
こ
の
た
り
や

魂
祭
歌
」
に
、「
一
二
三
四
五
六
七
八
九
十
（
１９
）」と
あ
り
、
そ
の
頭
注
に
、

も
と
は
お
招
き
し
た
魂
の
数
を
い
っ
た
も
の
か
。
の
ち
に
は
、
ひ
と
つ

あ

ち

め

の
呪
文
と
し
て
付
加
し
た
も
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
こ
れ
だ
け
阿
知
女

作
法
が
な
い
の
は
、
歌
で
な
い
こ
と
を
示
す
も
の
ら
し
い
。

と
説
明
す
る
。
こ
の
言
葉
と
い
う
か
「
数
え
歌
」
が
呪
文
で
あ
る
か
ど
う
か

ひ
と

は
わ
か
ら
な
い
が
、『
日
本
国
語
大
辞
典
』
の
「
一
」
に
あ
る
説
明
の
よ
う

に
、「
物
の
数
を
、
声
に
出
し
て
唱
え
な
が
ら
数
え
る
と
き
の
こ
と
ば
」
で

あ
る
こ
と
に
は
間
違
い
は
な
い
。

そ
し
て
神
楽
の
具
体
的
な
場
面
で
使
わ
れ
た
、と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

つ
き
う

き

例
え
ば
「
猿
女
の
衝
宇
気
」
の
説
明
す
る
場
面
が
あ
る
。

神
祭
の
部
分
が
終
わ
る
と
園
韓
神
祭
と
同
様
御
巫
の
舞
が
あ
り
、
神
部

た
ち
が
こ
れ
を
拍
子
を
う
っ
て
「
あ
な
尊
」
と
い
っ
て
は
や
す
。
こ
れ

に
つ
い
で
猿
女
の
衝
宇
気
が
あ
る
。
伏
せ
た
槽
の
上
に
昇
り
、
こ
れ
を

つ

榊
の
ほ
こ
で
と
ん
と
ん
と
撞
く
。
こ
れ
に
あ
わ
せ
て
神
祇
官
が
一
・
二
・

ゆ
う
か
づ
ら

三
…
…
と
数
え
て
十
に
な
る
と
木
綿
鬘
を
一
つ
結
ぶ
。
一
方
女
官
が
御

衣
筥
を
開
い
て
こ
れ
を
ゆ
り
動
か
す
。
こ
う
し
た
鎮
魂
呪
術
が
行
な
わ

れ
、
最
後
に
御
巫
・
猿
女
以
下
の
舞
が
あ（

２０
）る。

実
際
に
、
声
に
出
し
て
一
・
二
・
三
…
…
十
と
数
え
る
時
の
数
え
方
に
は
、

正
し
く
こ
の
数
え
方
の
「
数
え
歌
」
を
唱
え
た
で
あ
ろ
う
し
、
御
衣
を
ゆ
り

動
か
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
呪
力
を
発
揮
さ
せ
る
時
に
も
、
こ
の
「
数
え
歌
」

を
唱
え
て
い
た
か
も
し
れ
な
い
。そ
し
て
神
事
に
使
わ
れ
る
「
数
え
歌
」
が
、

一
般
の
日
常
生
活
に
流
れ
込
ん
で
、
普
通
の
言
い
方
に
な
る
の
は
あ
り
え
る

こ
と
だ
と
考
え
る
。
特
に
日
常
生
活
に
利
便
性
を
も
た
ら
す
言
葉
で
あ
り
、

「
数
え
歌
」
で
あ
る
な
ら
ば
な
お
さ
ら
で
あ
る
。

二
⑷

「
杓
（
ひ
さ
ご
）、
大
宮
、
一
」
の
広
が
り

「
ひ
さ
わ
う
み
や
一
（
ひ
さ
王
宮
一
）」
を
「
杓
、
大
宮
、
一
」
の
神
楽

歌
の
内
容
を
示
す
も
の
と
し
て
考
え
る
こ
と
に
対
し
て
は
、
特
に
語
法
上
、

文
法
上
、
意
味
や
内
容
に
お
い
て
も
無
理
は
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
、

内
容
的
に
つ
ま
ら
な
い
と
思
わ
れ
た
「
琵
琶
・
和
琴
」
の
本
文
と
比
べ
た
ら
、

そ
こ
に
は
神
楽
歌
の
豊
か
な
世
界
が
広
が
っ
た
。
兼
好
が
常
に
聞
き
た
い
と

思
う
神
楽
歌
の
内
容
の
理
由
と
考
察
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
か
ら
別
の
ア
プ
ロ

ー
チ
が
必
要
と
な
る
。
そ
れ
に
し
て
も
、
そ
の
内
容
に
「
一
・
二
・
三
…
…

十
」
の
数
え
歌
が
入
っ
て
い
る
の
が
ユ
ー
モ
ラ
ス
で
興
味
深
い
。
そ
し
て
、

兼
好
の
新
し
い
一
面
が
現
れ
る
と
と
も
に
、
息
遣
い
ま
で
感
じ
さ
せ
て
く
れ

る
よ
う
な
気
が
し
て
く
る
。

三

何
故
「
琵
琶
・
和
琴
」
に
な
る
の
か

「
ひ
さ
わ
う
み
や
一
（
ひ
さ
王
宮
一
）」
が
何
故
「
琵
琶
・
和
琴
」
の
文
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章
に
な
っ
た
の
か
と
言
え
ば
、「
神
楽
及
び
神
楽
歌
」
の
衰
微
の
結
果
で
あ

る
と
考
え
ら
れ
る
。「
徒
然
草
」
が
成
立
し
た
と
思
わ
れ
る
鎌
倉
幕
府
の
滅

亡
す
る
一
三
三
〇
年
代
は
、「
内
侍
所
の
御
神
楽
」
は
行
わ
れ
て
お
り
、
兼

好
を
含
め
実
際
に
「
神
楽
」
に
参
加
及
び
御
覧
に
な
る
殿
上
人
は
た
く
さ
ん

え
い
き
よ
く

い
た
。
そ
れ
故
、「
神
楽
歌
は
、
殿
上
人
た
ち
の
教
養
と
し
て
、
ま
た
郢
曲

の
一
つ
と
し
て
日
頃
た
し
な
ま
れ
て
い（

２１
）た」
と
い
え
る
。
正
徹
本
が
書
か
れ

て
い
た
永
享
三
年
（
一
四
三
一
）、
ま
た
、
伝
東
常
縁
本
の
東
常
縁
が
宗
祇

に
古
今
伝
授
し
た
文
明
三
年
（
一
四
七
一
）
の
時
代
は
、
神
楽
歌
が
伝
承
に

よ
っ
て
伝
え
ら
れ
て
い
た
の
で
、
そ
れ
ぞ
れ
「
ひ
さ
王
宮
一
」
あ
る
い
は

「
ひ
さ
わ
う
み
や
一
」
と
訛
っ
た
形
で
も
伝
え
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
し
か

し
烏
丸
光
広
が
書
写
し
た
慶
長
一
八
年
（
一
六
一
三
）
は
、
徳
川
時
代
の

「
公
家
諸
法
度
」
が
制
定
さ
れ
た
年
で
あ
る
。
た
と
え
、
中
納
言
の
殿
上
人

で
あ
ろ
う
と
も
、
神
楽
や
神
楽
歌
に
実
際
に
接
し
て
い
た
と
し
て
も
、
昔
の

教
養
人
と
は
違
っ
た
も
の
に
な
っ
て
い
た
。
応
仁
文
明
の
乱
で
神
楽
（
歌
）

が
衰
亡
し
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
後
奈
良
帝
（
在
位
一
五
二
六
〜
五
七
）
は

勅
定
譜
を
新
置
さ
れ
、
詞
章
・
曲
譜
を
整
備
し
、
多
忠
宗
（
一
五
〇
六
〜
八

八
）
は
こ
れ
を
子
孫
に
伝
え（

２２
）た、
と
あ
る
。

本
田
安
次
は
「
清
暑
堂
御
神
楽
に
つ
い
て
」
で
、引

用
者
注
以
下
同
様

大
嘗
会
は
室
町
時
代
の
中
頃
、後
土
御
門
院
（
一
四
六
四
〜
一
五
〇
〇
）

ま
で
続
い
た
が
、
次
の
後
柏
原
院
（
一
五
〇
〇
〜
一
五
二
六
）
以
後
九

代
ほ
ど
絶
え
、
江
戸
時
代
の
東
山
院
（
一
七
三
五
〜
一
七
四
七
）
の
と

き
復
興
さ
れ
、
中
御
門
院
（
一
七
〇
九
〜
一
七
三
五
）
の
折
に
は
行
は

れ
な
か
っ
た
が
、
次
の
櫻
町
院
以
後
は
再
び
復
活
さ
れ
て
今
日
に
到
っ

て
い（

２３
）る。

付
録
の
同
年
表
に
よ
れ
ば
、
清
暑
堂
御
神
楽
が
絶
え
た
時
代
に
、
ま
る
っ

き
り
神
楽
が
行
わ
れ
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
臨
時
神
楽
や
祈
願
神
楽
は

行
わ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
正
式
で
あ
り
、
最
大
で
あ
る
「
大
嘗
会
」
の
た

め
の
清
暑
堂
神
楽
は
、
し
ば
ら
く
絶
え
て
い
た
の
で
あ
る
。

田
辺
爵
の
説（

２４
）明に
よ
れ
ば
、「
宮
中
の
御
神
楽
は
、『
内
侍
所
の
御
神
楽
』

と
称
し
、
年
末
に
行
わ
れ
た
ば
か
り
で
な
く
、
大
嘗
祭
に
は
清
暑
堂
で
奏
せ

ら
れ
た
」
と
あ
る
。

烏
丸
光
広
の
時
代
は
、
神
楽
（
歌
）
が
衰
え
て
し
ま
い
、
新
た
に
復
元
に

努
め
た
時
代
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
徒
然
草
古
体
の
本
文
「
ひ
さ
わ
う
み

や
一
」
と
い
う
文
章
が
理
解
出
来
な
く
な
っ
て
い
た
、
と
考
え
ら
れ
る
。
そ

れ
を
合
理
的
に
意
味
が
通
ず
る
よ
う
に
、
神
楽
の
楽
器
で
あ
る
「
琵
琶
・
和

琴
」
を
こ
の
部
分
に
押
し
入
れ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
烏
丸
光
広
そ
の
人

の
可
能
性
が
高
い
と
思
わ
れ
る
が
、「
ひ
さ
わ
う
み
や
一
」
を
当
世
風
に
解

釈
し
て
「
琵
琶
和
琴
」
と
書
き
か
え
ら
れ
、
次
々
書
写
さ
れ
た
。
そ
の
結
果

が
現
在
に
伝
わ
っ
た
。
そ
の
よ
う
に
私
は
考
え
る
。

注

（
１
）
島
田
裕
子
校
訂
・
訳
『
徒
然
草
』
ち
く
ま
学
芸
文
庫
（
二
〇
一
〇
年

筑
摩
書
房
）
四
八
頁

（
２
）
三
木
紀
人
『
徒
然
草
（
一
）』
講
談
社
学
術
文
庫
（
一
九
七
九
年

講
談
社
）
一
〇
六
頁

（
３
）
西
尾
実
・
安
良
岡
康
作
校
注
『
新
訂
徒
然
草
ワ
イ
ド
版
岩
波
文
庫
』

（
一
九
九
一
年

岩
波
書
店
）
四
一
頁

（
４
）
安
良
岡
康
作
『
徒
然
草
全
註
釈
上
巻
』（
昭
和
四
十
二
年

角
川
書

店
）
八
四
頁

（
５
）
久
保
田
淳
校
注
『
新
日
本
古
典
文
学
大
系
３９
方
丈
記

徒
然
草
』
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（
一
九
八
九
年

岩
波
書
店
）
九
三
頁

（
６
）
注
３

（
７
）
西
角
井
正
広
『
世
界
大
百
科
事
典
』（
平
凡
社
）「
神
楽
」
の
項

（
８
）
小
西
甚
一
校
注
『
日
本
古
典
文
学
大
系
３
古
代
歌
謡
集
』（
一
九
五

七
年

岩
波
書
店
）
二
六
二
頁

（
９
）
田
辺
爵
『
徒
然
草
諸
注
集
成
』（
昭
和
三
十
七
年

右
文
書
院
）
八

八
頁

（
１０
）
注
８

四
九
一
頁

（
１１
）
注
８

三
〇
六
頁

（
１２
）
「
兼
好
法
師
家
集
」
西
尾
実
校
訂

岩
波
文
庫

一
九
三
七
年

岩

波
書
店

（
１３
）
時
坂
誠
記
編
『
徒
然
草
総
索
引
』（
昭
和
四
十
二
年

至
文
堂
）

（
１４
）
松
尾
聡
『
徒
然
草
全
釈
』（
二
〇
〇
四
年

清
水
書
院
）
四
七
頁

（
１５
）
土
井
忠
夫
・
森
田
武
・
長
南
実
編
訳
『
邦
訳
日
葡
辞
書
』（
一
九
八

〇
年

岩
波
書
店
）
七
〇
八
頁

（
１６
）
注
１５

七
一
七
頁

（
１７
）
注
１５

一
七
九
頁

（
１８
）
注
８

三
二
七
〜
三
二
八
頁

（
１９
）
注
１０

（
２０
）
倉
林
正
次
「
神
楽
歌
」

芸
能
誌
研
究
会
編
『
日
本
の
古
典
芸
能

第
一
巻

神
楽
』（
昭
和
四
四
年
平
凡
社
）
二
〇
一
頁

（
２１
）
本
田
安
次
「
祭
と
神
楽
」
注
２０

八
一
頁

（
２２
）
平
出
久
雄
『
世
界
大
百
科
事
典
』（
平
凡
社
）「
神
楽
」
項
目

（
２３
）
本
田
安
次
『
日
本
の
民
族
芸
能

Ⅰ
神
楽
』（
昭
和
四
十
一
年

木

耳
社
）
一
二
二
一
頁

（
２４
）
注
９

（
さ
く
ら
い
や
す
ひ
さ

元
神
奈
川
県
立
高
等
学
校
長
）
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