
日 本 の 外 魂 思 想 3８

外
魂
説
の
概
略
と
分
析

外
魂
と
い
う
語
は
①
鴬
①
目
巴
切
○
巳
の
訳
語
で
あ
る
。
こ
れ
を
外
魂
と
訳
す

こ
と
は
、
私
の
知
る
限
り
で
は
フ
レ
イ
ザ
ー
の
「
金
枝
篇
」
の
訳
者
、
永
橋
卓

介
氏
に
よ
る
も
の
だ
と
信
じ
て
い
る
。
本
稿
に
お
い
て
も
以
下
こ
の
訳
語
を
使

用
さ
せ
て
貰
う
こ
と
に
す
る
。

口
舌
号
冒
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写
云
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Ｆ
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降
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四
房
○
○
．
Ｚ
①
弓
昌
○
房
．
あ
た
り
も
、
外
魂
に
つ
い
て
は
極
め
て
簡
単
な
説
明

で
、
｛
・
未
開
人
や
民
話
・
民
間
伝
承
に
お
い
て
、
保
存
の
た
め
、
あ
る
い
は
他
の

理
由
の
た
め
に
霊
魂
を
肉
体
か
ら
分
離
存
置
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
概

念
。
』
と
い
つ
た
ふ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。

永
橋
卓
介
氏
の
訳
に
よ
る
「
金
枝
篇
」
の
抄
略
一
巻
本
（
岩
波
文
庫
本
五
冊

に
訳
出
）
に
お
い
て
は
、
約
一
○
○
頁
に
亘
っ
て
外
魂
に
関
す
る
説
話
お
よ
び

民
俗
が
説
か
れ
て
い
る
。
こ
の
部
分
は
、
フ
レ
ー
ザ
ー
編
の
「
金
枝
篇
」
親
本

（
マ
ク
ミ
ラ
ン
版
）
に
依
れ
ば
、
同
じ
章
段
の
下
に
約
三
○
○
頁
に
亘
っ
て
説

日

本

の

外

魂

思

想

物
思
へ
ば
沢
の
螢
も
わ
が
身
よ
り
あ
く
が
れ
出
づ
る
魂
か
と
ぞ
承
る
和
泉
式
部

話
お
よ
び
民
俗
が
記
さ
れ
て
あ
る
。
こ
の
Ｊ
・
Ｇ
・
フ
レ
イ
ザ
ー
に
よ
っ
て
集

録
さ
れ
た
外
魂
に
関
す
る
説
話
及
び
民
俗
は
、
何
れ
も
魔
法
使
な
ど
の
よ
う
な

超
人
的
存
在
が
自
分
の
生
命
の
安
全
を
計
る
た
め
に
、
己
れ
の
霊
魂
を
常
人
に

は
発
見
で
き
な
い
よ
う
な
場
所
と
か
動
植
物
の
中
に
隠
し
て
お
く
が
、
そ
れ
を

つ
い
口
外
し
た
た
め
に
殺
さ
れ
て
し
ま
う
と
い
っ
た
民
話
と
か
、
そ
の
民
話
の

根
底
に
横
た
わ
る
思
考
原
理
が
民
俗
の
中
に
ど
の
よ
う
な
形
で
表
現
さ
れ
て
い

る
か
と
い
っ
た
類
例
の
集
積
で
あ
る
。
い
ま
、
そ
の
代
表
的
な
例
と
し
て
、
文

献
的
に
も
古
い
も
の
は
、
紀
元
前
一
三
○
○
年
頃
の
ラ
メ
セ
ス
ニ
世
の
時
代
に

記
さ
れ
た
「
二
人
の
兄
弟
」
の
話
で
あ
ろ
う
。
こ
の
説
話
は
ブ
リ
タ
’
一
力
に
も

そ
の
名
を
挙
げ
ら
れ
て
い
る
著
名
な
話
で
あ
る
。
そ
し
て
、
ホ
メ
ロ
ス
の
詩
篇

や
バ
イ
ブ
ル
よ
り
も
古
い
物
語
で
あ
る
。

昔
、
二
人
の
兄
弟
が
あ
っ
た
。
兄
を
ア
ン
プ
と
言
い
、
弟
を
バ
ー
タ
と
言
っ

た
。
弟
は
兄
の
家
に
厄
介
に
な
っ
て
い
た
が
、
召
使
の
よ
う
に
兄
に
仕
え
て
畑

仕
事
に
精
を
出
し
て
い
た
。
兄
に
は
妻
が
い
て
、
あ
る
時
そ
の
妻
が
バ
ー
タ
に

不
義
を
仕
掛
け
、
バ
ー
タ
に
断
ら
れ
る
や
、
そ
の
事
が
良
人
に
知
れ
る
の
を
車

大
久
間
喜
一

郎



3９ 日 本 の 外 魂 思 想
れ
て
、
全
く
逆
な
こ
と
を
言
っ
て
バ
ー
タ
の
こ
と
を
良
人
に
謹
訴
し
た
の
で
、

そ
の
夕
方
ア
ン
プ
は
バ
ー
タ
を
殺
そ
う
と
す
る
。
バ
ー
タ
は
自
分
が
労
作
に
使

っ
て
い
る
牝
牛
が
バ
ー
タ
に
危
険
だ
か
ら
逃
げ
ろ
と
い
う
。
そ
こ
で
バ
ー
タ
は

ラ
ー
の
神
の
助
け
に
よ
っ
て
危
難
を
避
け
る
こ
と
が
で
き
た
。
夜
明
け
と
共

に
、
弟
は
兄
に
身
の
潔
白
を
告
げ
、
ア
カ
シ
ア
の
谷
へ
去
っ
て
ゆ
く
。
バ
ー
タ

は
、
ア
カ
シ
ア
の
谷
で
ひ
と
り
狩
を
し
て
暮
す
。
こ
ん
な
バ
ー
タ
ー
を
神
々
は

哀
れ
ん
で
、
バ
ー
タ
の
た
め
に
地
上
の
誰
よ
り
も
美
し
い
女
を
作
っ
て
妻
と
し

て
与
え
た
。
と
こ
ろ
が
、
あ
る
日
こ
の
妻
の
髪
の
毛
の
一
握
り
が
川
に
落
ち

て
、
フ
ァ
ラ
オ
の
洗
濯
場
ま
で
流
れ
着
い
た
こ
と
か
ら
、
王
は
神
々
が
作
っ
た

女
の
存
在
を
知
り
、
兵
士
を
や
っ
て
ア
カ
シ
ア
の
谷
か
ら
女
を
連
行
さ
せ
る
。

王
に
愛
さ
れ
、
王
妃
と
な
っ
た
バ
ー
タ
の
妻
は
、
王
か
ら
良
人
の
こ
と
を
問
わ

れ
た
と
き
、
良
人
の
生
命
の
秘
密
を
王
に
告
げ
る
。
そ
の
秘
密
と
い
う
の
は
、

バ
ー
タ
は
自
分
の
心
（
フ
レ
イ
ザ
ー
は
言
四
員
と
書
い
て
い
る
が
、
霊
魂
と

同
義
に
考
え
て
よ
か
ろ
う
。
）
を
ア
カ
シ
ア
の
花
の
て
つ
ぺ
ん
に
置
い
て
あ
る
と

い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
ア
カ
シ
ア
を
切
り
倒
し
て
あ
の
人
を
な
く
し
て
く
れ
と

い
う
女
の
願
い
で
、
ア
カ
シ
ア
は
切
ら
れ
、
バ
ー
タ
は
死
ん
だ
よ
う
に
小
屋
に

倒
れ
て
し
ま
う
。
と
こ
ろ
が
弟
の
身
の
上
の
変
事
を
知
っ
た
兄
の
ア
ン
プ
は
、

ア
カ
シ
ア
の
谷
に
弟
の
心
を
探
し
に
き
て
遂
に
そ
れ
を
み
つ
け
出
し
、
清
水
を

盛
っ
た
器
に
入
れ
る
と
弟
は
意
識
を
と
り
戻
し
、
そ
し
て
そ
の
水
を
飲
み
ほ
す

と
、
体
の
中
に
心
が
入
っ
て
元
気
に
な
る
。

フ
レ
イ
ザ
ー
の
紹
介
は
こ
こ
ま
で
だ
が
（
註
１
）
、
バ
ー
タ
は
こ
の
後
で
牛
に

変
じ
て
兄
の
助
け
を
借
り
王
宮
に
乗
り
こ
み
、
王
に
寵
愛
さ
れ
る
が
元
の
妻
に

殺
さ
れ
、
次
に
梨
の
木
に
変
じ
、
そ
れ
も
切
ら
れ
る
と
、
最
後
に
女
の
口
に
飛

び
込
ん
で
王
子
と
な
っ
て
誕
生
し
、
遂
に
王
位
に
即
く
や
そ
の
女
に
復
讐
す
る

と
い
う
こ
と
に
な
る
（
註
２
）
。
だ
が
、
こ
う
し
た
外
魂
説
話
の
根
底
を
な
す
霊

魂
思
想
は
一
体
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
霊
魂
を
肉
体
か
ら
分
離
さ
せ

て
人
目
に
つ
か
な
い
と
こ
ろ
へ
隠
し
て
お
け
ば
、
な
ぜ
そ
の
人
間
は
死
な
な

い
と
考
え
る
の
だ
ろ
う
か
。
霊
魂
を
肉
体
か
ら
切
り
離
す
と
い
う
こ
と
自
体

が
、
こ
の
場
合
な
ぜ
死
を
意
味
し
な
い
の
だ
ろ
う
か
。
人
類
が
草
昧
時
代
か
ら

次
第
に
確
信
す
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
霊
魂
不
滅
観
に
よ
れ
ば
、
人
間
は
何
れ

再
生
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
何
も
霊
魂
を
別
に
隠
さ
な
く
と
も
よ
い
の
で
あ

る
（
註
３
）
ｃ
肉
体
は
亡
び
て
も
霊
魂
は
亡
び
な
い
と
い
う
の
が
霊
魂
不
滅
観
で

あ
る
。
こ
の
思
想
の
裏
に
は
肉
体
は
必
ず
亡
び
る
も
の
と
い
っ
た
観
念
は
な
か

っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
と
も
霊
魂
は
肉
体
と
共
に
亡
び
る
と
い
っ
た
観
念

が
あ
っ
て
、
そ
れ
で
霊
魂
を
隠
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
う
い
っ
た
数
々
の
疑

問
は
ど
う
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
に
つ
い
て
い
さ
さ
か
次
に
述
べ
て

みたい。
先
ず
、
肉
体
か
ら
霊
魂
を
分
離
さ
せ
て
も
死
な
な
い
と
い
う
こ
と
に
就
い
て

は
、
人
間
の
霊
魂
は
い
つ
も
肉
体
と
共
に
あ
る
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
と
古
代

人
は
考
え
て
い
た
。
夢
も
失
神
も
霊
魂
の
遊
離
で
あ
っ
た
。
た
だ
、
霊
魂
が
肉

体
を
見
捨
て
て
去
っ
て
し
ま
っ
た
時
に
死
趣
訪
れ
る
の
で
あ
っ
た
。
だ
か
ら
霊

魂
に
そ
の
気
が
な
け
れ
ば
肉
体
は
安
全
だ
し
、
霊
魂
に
も
一
定
の
安
住
地
が
あ

れ
ば
と
り
と
め
な
く
さ
迷
う
と
い
っ
た
こ
と
も
な
い
筈
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ

て
、
「
二
人
の
兄
弟
」
の
説
話
に
み
え
る
ア
カ
シ
ア
の
花
と
か
、
器
に
入
れ
た

清
水
と
か
が
霊
魂
の
枯
死
を
防
ぐ
栄
誕
物
で
あ
り
、
安
住
地
で
も
あ
っ
た
の
で

あ
る
。
た
だ
、
こ
の
際
、
霊
魂
を
肉
体
の
外
に
委
托
し
て
お
い
て
、
よ
く
常
人

と
同
じ
生
活
が
で
き
る
も
の
だ
と
い
う
点
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
呪
術
に
長
じ
て

い
る
者
に
と
っ
て
は
可
能
で
あ
る
と
い
っ
た
空
想
が
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
な

お
、
こ
の
点
に
付
随
し
て
、
こ
の
よ
う
な
超
人
は
霊
魂
の
在
処
さ
え
発
見
さ
れ

な
け
れ
ば
、
永
遠
に
不
死
で
あ
る
と
古
代
人
は
考
え
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ



4０日 本 の 外 魂 思 想
は
そ
の
通
り
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
人
間
の
死
と
い
う
も
の
は
す
べ
て
何
も

の
か
の
危
害
の
結
果
で
あ
っ
て
、
肉
体
の
疲
弊
に
よ
る
老
衰
死
と
い
う
よ
う
な

も
の
を
考
え
な
か
っ
た
古
代
人
に
と
っ
て
は
不
死
と
い
う
こ
と
の
想
像
は
可
能

で
あ
っ
た
の
で
、
こ
の
事
自
身
、
霊
魂
不
滅
観
に
抵
触
す
る
も
の
で
は
な
い
の

で
あ
る
。
諸
行
無
常
と
い
っ
た
考
え
方
は
太
古
に
お
け
る
霊
魂
不
滅
観
の
裏
打

ち
に
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

次
に
第
二
の
問
題
と
し
て
、
霊
魂
が
肉
体
と
共
存
す
る
限
り
は
不
死
で
あ
り

得
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
加
え
ら
れ
た
危
害
に
対
し
て
、
生
命
の
鍵
を
握
る
霊

魂
が
傷
つ
い
た
り
滅
亡
し
た
り
す
る
と
考
え
た
た
め
で
は
な
い
か
と
い
う
疑
問

に
関
し
て
は
、
次
の
よ
う
に
答
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
霊
魂
が
傷
つ
い
た
り

滅
亡
し
た
り
す
る
と
い
う
考
え
方
は
、
通
常
は
霊
魂
不
滅
観
以
前
の
思
想
で
あ

る
。
そ
れ
は
中
石
器
時
代
以
前
の
思
想
ら
し
く
思
わ
れ
る
。
（
註
４
）
有
史
以
後

の
世
界
で
は
特
別
な
事
情
以
外
に
は
そ
れ
を
考
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

兎
に
角
、
こ
の
外
魂
思
想
に
よ
る
不
死
の
説
話
の
場
合
は
、
霊
魂
に
関
す
る

単
純
な
原
理
や
思
考
過
程
と
は
別
に
、
肉
体
と
隠
匿
さ
れ
て
い
る
霊
魂
と
の
間

の
密
接
な
つ
な
が
り
ｌ
一
身
同
体
の
関
係
Ｉ
と
い
う
こ
と
が
根
本
観
念
と
な
っ

て
い
て
、
そ
の
上
に
う
ち
立
て
ら
れ
た
説
話
的
世
界
観
な
の
で
あ
ろ
う
。
結

局
、
霊
魂
不
滅
観
や
再
生
思
想
な
ど
と
は
直
接
に
関
係
な
い
こ
と
な
の
で
あ

る
。
私
の
い
う
一
身
同
体
の
関
係
と
は
、
一
方
が
死
ね
ば
残
る
一
方
も
死
ぬ
と

い
う
こ
と
で
あ
る
が
、
こ
の
説
話
の
よ
う
に
隠
さ
れ
た
霊
魂
を
見
つ
け
出
し
、

そ
れ
を
亡
ぼ
す
こ
と
が
不
可
能
だ
と
い
う
こ
と
が
一
応
前
提
さ
れ
て
い
る
の

で
、
残
る
一
方
（
肉
体
の
方
）
も
殺
す
こ
と
は
で
き
な
い
の
だ
と
い
う
よ
う
な

相
関
々
係
に
立
っ
て
い
る
ら
し
く
思
わ
れ
る
。

古
代
日
本
に
お
け
る
証
跡

日
本
の
外
魂
思
想
と
い
う
も
の
に
つ
い
て
譜
早
く
か
ら
こ
れ
を
提
唱
し
て
い

た
の
は
折
口
信
夫
博
士
だ
と
思
わ
れ
る
。
「
古
代
研
究
」
に
収
め
ら
れ
て
い
る

『
万
葉
集
研
究
』
の
中
に
『
霊
の
放
ち
烏
』
と
い
う
項
が
あ
る
。
博
士
は
そ
の

中
で
、
烏
殊
に
水
烏
は
、
霊
魂
の
具
象
し
た
姿
だ
と
信
じ
た
事
も
あ
る
と
述

べ
、
又
、
そ
れ
が
霊
魂
の
運
搬
者
だ
と
考
え
ら
れ
て
い
た
と
述
べ
て
居
ら
れ

る
。
そ
の
例
証
と
し
て
、

島
の
宮
、
上
の
池
な
る
放
ち
烏
、
荒
び
な
行
き
そ
。
君
ま
さ
ず
と
も

（巻二）

そ
の
他
二
首
お
よ
び
、
天
智
帝
崩
御
の
時
の
皇
后
の
御
歌
と
し
て
「
わ
が
大

君
の
念
ふ
烏
立
つ
」
の
歌
を
挙
げ
、
ほ
む
ち
わ
け
が
鵠
の
声
を
聞
い
て
、
物
を

言
お
う
と
し
た
の
も
、
水
鳥
を
以
て
、
鎮
魂
の
呪
術
に
使
っ
た
信
仰
の
印
象
で

あ
る
と
説
か
れ
て
い
る
。
ま
た
、
や
ま
と
た
け
る
が
八
尋
白
千
烏
に
化
し
た
の

も
烏
を
霊
魂
の
姿
と
考
え
た
の
だ
と
述
べ
、
失
神
・
死
亡
な
ど
の
際
に
は
魂
乞

い
の
目
的
物
と
せ
ら
れ
た
と
し
、
出
雲
の
国
造
の
呪
法
で
は
、
鵠
が
用
い
ら
れ

た
と
説
か
れ
る
。

ま
た
、
「
恋
及
び
恋
歌
」
の
中
で
は
、
天
若
日
子
の
葬
儀
に
出
て
く
る
烏
の
あ

そ
び
八
鎮
魂
式
Ｖ
に
つ
い
て
、
「
生
者
の
魂
碗
の
保
管
者
と
し
て
烏
を
考
へ
て

居
た
か
ら
で
あ
る
。
」
と
述
べ
て
居
ら
れ
る
。
更
に
「
烏
の
声
」
と
い
う
一
文
の

中には（註５）、
日
本
で
も
西
洋
で
も
、
霊
魂
を
持
っ
て
歩
く
も
の
を
烏
だ
と
考
へ
て
ゐ

ま
し
た
。
西
洋
に
は
、
白
鳥
自
身
が
神
で
あ
っ
た
り
、
霊
魂
の
運
搬
者
で

あ
っ
た
り
す
る
伝
へ
が
沢
山
あ
り
ま
す
。
日
本
で
も
、
鵠
（
白
烏
の
こ
と
）

や
雁
が
霊
魂
を
運
ん
で
く
る
烏
と
し
て
考
へ
ら
れ
て
ゐ
ま
す
。
こ
れ
ら
の

烏
は
霊
魂
を
人
の
体
へ
と
ど
け
て
行
く
も
の
と
考
へ
ら
れ
て
ゐ
ま
し
た
。

そ
の
時
に
、
霊
魂
を
人
の
体
へ
つ
け
る
技
術
と
言
っ
た
も
の
も
伝
っ
て
ゐ
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た
の
で
せ
う
が
、
そ
の
方
は
何
時
の
間
に
か
忘
れ
ら
れ
て
し
ま
っ
て
、
話

だ
け
が
伝
へ
ら
れ
て
残
っ
て
ゐ
る
の
で
す
。

と
い
う
ふ
う
に
説
明
さ
れ
て
い
る
。
こ
ん
な
と
こ
ろ
か
ら
、
折
口
博
士
を
日

本
に
お
け
る
外
魂
思
想
の
最
初
の
提
唱
者
で
あ
っ
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
よ

←つ。烏
と
外
魂
折
口
博
士
も
述
べ
て
居
ら
れ
る
よ
う
に
、
人
間
の
霊
魂
と
烏
と

の
関
係
は
か
な
り
密
接
な
も
の
が
あ
る
。
「
金
枝
篇
」
に
も
、
霊
魂
の
隠
し
場
所

と
し
て
小
烏
や
烏
の
卵
と
い
っ
た
も
の
が
実
に
多
い
。

天
武
天
皇
の
朱
烏
元
年
十
月
に
刑
死
し
た
大
津
皇
子
の
辞
世
の
作
と
伝
え
る

歌
に
次
の
歌
が
あ
る
。

百
伝
ふ
磐
余
の
池
に
鳴
く
鴨
を
今
日
の
み
見
て
や
雲
隠
り
な
む
（
万
葉
集

巻一一・四杏

こ
れ
は
懐
風
藻
に
載
せ
ら
れ
て
い
る
五
言
詩
と
共
に
名
高
い
作
で
あ
る
が
、

死
に
臨
ん
で
何
故
鴨
に
心
ひ
か
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
『
今
日
の
み
見
て
や
」
と

あ
る
と
こ
ろ
か
ら
み
て
、
偶
然
の
感
慨
で
あ
っ
た
と
言
う
わ
け
に
は
い
か
な

い
。
普
段
か
ら
鴨
に
心
ひ
か
れ
る
何
か
が
あ
っ
た
の
だ
と
考
え
な
い
わ
け
に
は

い
か
な
い
。
い
わ
ゆ
る
外
魂
説
話
の
よ
う
に
、
こ
の
鴨
に
自
分
の
霊
魂
を
委
托

し
て
あ
る
の
だ
と
極
論
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
単
な
る
親
し
み
の
気
持
だ

と
す
る
に
し
て
は
意
味
あ
り
げ
で
あ
る
。
折
口
博
士
は
、
貴
人
は
池
に
飼
っ
て

い
る
水
鳥
の
姿
に
己
れ
の
魂
の
姿
を
見
出
し
た
の
だ
と
説
い
て
居
ら
れ
る
が
、

こ
の
場
合
そ
れ
を
も
っ
て
く
る
の
も
一
つ
の
解
決
法
な
の
で
あ
る
。

鴨
と
言
え
ば
、
こ
れ
は
異
郷
か
ら
訪
れ
る
渡
り
烏
で
あ
る
。
こ
の
鴨
が
、
折

口
説
の
よ
う
に
霊
魂
の
運
搬
者
で
あ
る
と
し
た
な
ら
、
大
津
皇
子
の
魂
も
死
後

は
こ
の
鴨
に
よ
っ
て
異
郷
へ
運
ば
れ
る
か
も
知
れ
な
い
の
で
あ
る
。
異
郷
と
言

え
ば
常
世
国
を
思
い
浮
か
べ
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
常
世
国
の
最
初
の
形
態
は

死
者
の
国
と
い
う
観
念
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
大
津
皇
子
の
感
慨
も
こ
ん
な

と
こ
ろ
に
根
拠
が
あ
る
の
か
も
知
れ
な
い
の
で
あ
る
。

ま
た
、
神
名
に
も
鴨
の
名
を
負
う
も
の
が
幾
つ
か
存
在
す
る
。
鴨
と
古
代
日

本
人
と
の
関
連
は
か
な
り
深
い
よ
う
に
見
え
る
。

あ
ぢ
む
ら

神
代
よ
り
生
れ
継
ぎ
来
れ
ば
人
多
に
国
に
は
満
ち
て
味
鳧
群
の

去
来
は
行
け
ど
わ
が
恋
ふ
る
君
に
し
あ
ら
ね
ば
…
…
（
万
葉
集
巻
四
・

四へ三）山
の
端
に
味
鳧
群
騒
き
行
く
な
れ
ど
吾
は
さ
ぶ
し
ゑ
君
に
し
あ
ら
ね
ば

（同・貝さ

こ
の
岡
本
天
皇
の
長
歌
と
そ
の
反
歌
も
相
聞
の
部
類
に
は
入
っ
て
い
る
が
、

内
容
か
ら
み
て
や
は
り
挽
歌
で
は
な
か
ろ
う
か
と
思
わ
れ
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ

こ
の
味
晃
群
は
ア
ヂ
鴨
の
群
で
あ
る
と
い
う
。
な
ぜ
、
ア
ヂ
鴨
を
人
間
に
善
え

よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
を
古
代
に
お
け
る
人
間
の
思
考
の
素

朴
さ
や
貧
し
さ
で
あ
る
な
ど
と
考
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
一
‘
あ
ぢ
群
を
君
だ

と
思
っ
て
思
え
な
い
こ
と
は
な
い
が
、
や
は
り
君
そ
の
も
の
で
は
な
い
か
ら
吾

は
さ
ぶ
し
ゑ
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
な
ら
ア
ヂ
群
の
集
団

は
何
を
意
味
す
る
の
か
。
思
い
切
っ
て
大
胆
な
推
論
に
な
る
が
、
貴
人
の
霊
魂

を
ア
ヂ
鴨
の
集
団
が
運
ん
で
ゆ
く
の
だ
と
古
人
は
想
像
し
た
の
で
は
な
か
ろ
う

か
。
一
つ
の
仮
説
で
あ
る
。

本
牟
智
和
気
の
皇
子
の
話
は
「
古
事
記
」
中
巻
と
「
日
本
書
紀
」
巻
六
に
見

え
る
が
、
こ
れ
は
拙
稿
の
「
古
代
文
学
に
み
る
霊
魂
観
」
（
後
篇
）
の
終
り
に
述

べ
て
お
い
た
か
ら
今
は
省
略
し
た
い
。
次
に
、
や
や
時
代
は
降
る
が
「
伊
勢
物

語
」
四
十
五
段
に
、

飛
ぶ
螢
雲
の
上
ま
で
い
ぬ
べ
く
は
秋
風
ふ
く
と
雁
に
告
げ
こ
せ

と
い
う
歌
が
あ
る
。
昔
、
男
が
片
恋
で
死
に
か
け
て
い
る
娘
の
臨
終
の
床
に
か
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け
つ
け
る
。
「
ま
ど
ひ
来
り
け
れ
ど
、
死
に
け
れ
ば
、
つ
れ
づ
れ
と
篭
り
居
り

け
り
。
時
は
六
月
の
晦
日
、
い
と
暑
き
こ
ろ
ほ
ひ
に
、
宵
は
あ
そ
び
居
り
て
、

夜
ふ
け
て
や
農
涼
し
き
風
吹
き
け
り
、
螢
た
か
く
飛
び
あ
が
る
。
こ
の
男
見
ふ

せ
り
て
、
」
と
説
明
さ
れ
て
い
る
。

螢
は
恐
ら
く
こ
の
娘
の
霊
魂
の
姿
と
も
考
え
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
螢
を
霊

魂
に
臂
え
る
こ
と
は
、
本
稿
の
冒
頭
に
掲
げ
た
和
泉
式
部
の
歌
に
よ
っ
て
も
明

ら
か
で
あ
る
。
決
し
て
文
学
的
空
想
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
螢
に
男

の
気
持
を
托
し
て
天
上
の
雁
に
告
げ
て
ほ
し
い
と
い
う
の
で
あ
る
。
螢
が
果

し
て
娘
の
霊
魂
で
あ
る
な
ら
、
男
の
気
持
は
既
に
通
じ
て
い
る
わ
け
で
あ
る

が
、
そ
れ
を
そ
知
ら
ぬ
顔
で
螢
を
単
な
る
伝
言
者
の
よ
う
に
あ
つ
か
っ
た
点
が

古
代
後
期
の
和
歌
の
技
巧
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
雁
は
、
こ
の
頃
で

は
霊
魂
の
運
搬
者
と
い
っ
た
観
念
か
ら
次
第
に
音
信
の
伝
達
者
と
い
つ
た
ふ
う

に
変
っ
て
い
た
。
男
が
雁
を
地
上
に
呼
び
寄
せ
よ
う
と
い
っ
た
気
持
は
、
こ
れ

も
推
論
に
な
る
が
他
界
へ
行
っ
て
し
ま
っ
た
娘
へ
、
後
朝
の
文
め
い
た
も
の
を

托
そ
う
と
い
う
心
を
背
後
に
置
い
て
い
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
と
思
う
。
螢
が

飛
び
上
っ
た
の
は
偶
然
で
、
娘
の
魂
を
雁
に
よ
っ
て
他
界
ま
で
運
ば
せ
よ
う
と

い
う
の
で
は
あ
る
ま
い
。

以
上
の
よ
う
な
例
か
ら
み
て
も
、
烏
が
人
間
の
霊
魂
の
運
搬
者
で
あ
り
、
霊

魂
の
表
現
と
考
え
ら
れ
る
「
こ
と
ば
」
の
伝
達
者
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た

こ
と
は
確
か
で
あ
る
よ
う
だ
。

鏡
・
櫛
・
剣
鏡
が
人
間
の
霊
魂
の
代
替
物
と
考
え
ら
れ
た
こ
と
は
、
殊
に
そ

そ
の
他
れ
が
女
性
の
霊
魂
の
象
徴
と
考
え
ら
れ
た
こ
と
は
、
ず
っ
と
後

代
ま
で
そ
の
証
跡
は
あ
る
。
「
古
事
記
」
天
孫
降
臨
の
条
に
、
天
照
大
神
の
言
葉

として、

いつ

こ
れ
の
鏡
は
、
専
ら
我
が
御
魂
と
し
て
、
吾
が
御
前
を
拝
く
が
ご
と
斎
き

ま
つ
れ

と
あ
る
。
こ
れ
は
、
鏡
を
以
て
霊
魂
に
善
え
た
の
で
は
な
く
し
て
、
鏡
と
霊
魂

が
等
し
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
明
ら
か
に
外
魂
思
想
を
基
底
に
踏
ま

え
て
い
る
。
今
日
の
よ
う
に
化
粧
道
具
と
し
て
で
な
く
、
恐
ら
く
己
れ
が
魂
を

映
し
見
る
道
具
と
し
て
、
鏡
は
古
代
の
女
性
に
と
っ
て
身
体
の
一
部
の
よ
う
な

も
の
で
あ
っ
た
ろ
う
。
そ
し
て
母
か
ら
娘
へ
、
娘
か
ら
そ
の
子
へ
と
伝
え
ら
れ

た
の
も
そ
の
故
で
あ
っ
た
ろ
う
。
「
た
ら
ち
ね
の
母
が
形
身
と
吾
が
持
た

る
ま
そ
み
鏡
に
蜻
蛉
領
巾
負
ひ
竝
め
持
ち
て
馬
か
へ
吾
が
夫
」
（
三
一
巴

と
い
っ
た
万
葉
の
長
歌
や
、
落
窪
の
姫
君
の
、
こ
れ
も
母
が
形
見
の
鏡
な
ど
が

殊
の
外
大
切
に
扱
わ
れ
た
こ
と
も
当
然
で
あ
っ
た
。

次
に
櫛
に
つ
い
て
述
べ
て
み
た
い
。
櫛
も
女
性
の
霊
魂
と
同
様
だ
と
考
え
て

い
た
よ
う
で
あ
る
。
「
古
事
記
」
に
よ
れ
ば
、
倭
建
命
の
后
弟
橘
比
売
命
は
走
水

の
海
で
、
渡
の
神
の
心
を
和
め
る
た
め
に
海
に
入
っ
て
死
ん
だ
。
「
か
れ
七
日

あ
り
て
後
に
、
そ
の
后
の
御
櫛
海
辺
に
依
り
た
り
き
。
乃
ち
其
の
御
櫛
を
取
り

て
、
御
陵
を
作
り
治
め
置
き
き
。
」
と
「
古
事
記
」
に
は
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ

が
偶
々
、
櫛
だ
け
し
か
形
見
の
も
の
が
存
在
し
な
か
っ
た
か
ら
、
こ
れ
を
魂
代

と
し
た
の
だ
と
考
え
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
も
と
よ
り
、
こ
う
し
た
伝
承
で

は
事
実
関
係
は
問
題
で
は
な
い
か
ら
、
特
に
櫛
を
と
り
上
げ
た
と
い
う
の
は
、

そ
れ
だ
け
の
意
味
が
あ
っ
た
か
ら
に
他
な
ら
な
い
。
「
万
葉
集
」
巻
一
九
に
み
え

る
大
伴
家
持
作
の
『
処
女
墓
の
歌
に
追
ひ
て
同
ふ
る
一
首
』
は
、
例
の
菟
原
処

女
の
伝
説
を
歌
っ
た
も
の
だ
が
、
そ
の
長
歌
に
終
り
に
、

奥
墓
を
此
処
と
定
め
て
後
の
代
の
聞
き
継
ぐ
人
も
い
や
遠
に

し
の
ひ
に
せ
よ
と
黄
楊
小
櫛
し
か
刺
し
け
ら
し
生
ひ
て
扉
け
り

（四一二一）

と
あ
る
の
は
、
処
女
の
持
っ
て
い
た
形
見
の
櫛
を
墓
の
上
に
刺
し
た
と
こ
ろ
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が
、
根
が
つ
い
て
生
い
茂
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
歌
な
ど
か
ら
で

も
、
女
の
墓
と
女
の
櫛
と
の
関
係
と
い
う
も
の
を
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
や

は
り
櫛
が
女
の
霊
魂
に
等
し
い
と
考
え
ら
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
は
断
言
し
て

も
よ
さ
そ
う
で
あ
る
。
ず
っ
と
後
代
の
近
世
に
な
っ
て
か
ら
で
も
、
民
俗
と
し

て
そ
う
い
う
こ
と
が
あ
っ
た
。
歯
の
抜
け
た
夢
を
見
た
女
性
は
、
自
分
の
櫛
の

歯
を
そ
の
枚
数
だ
け
欠
い
て
捨
て
れ
ば
、
自
分
の
身
に
ふ
り
か
か
っ
て
く
る
筈

の
災
害
を
櫛
に
転
化
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
信
じ
て
い
た
。
こ
れ
は
、
取
り
も

直
さ
ず
、
女
性
の
生
命
と
櫛
と
を
同
一
視
し
た
か
ら
に
他
な
ら
な
い
。

剣
に
つ
い
て
は
、
後
世
武
士
の
魂
な
ど
と
言
わ
れ
た
こ
と
も
、
古
く
遡
れ

ば
、
男
性
一
般
の
霊
魂
の
象
徴
と
し
て
み
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
で
あ
る
。

「
古
事
記
」
に
よ
れ
ば
、
能
煩
野
で
病
に
倒
れ
た
倭
建
命
は
、
死
に
臨
ん
で

を
と
め

嬢
子
の
床
の
辺
に
我
が
置
き
し
つ
る
ぎ
の
大
刀
そ
の
大
刀
は
や

と
歌
い
寛
っ
て
亡
く
な
ら
れ
た
。
こ
の
歌
に
み
え
る
嬢
子
は
、
そ
の
前
に
出
て

く
る
美
夜
受
比
売
の
つ
も
り
で
あ
る
ら
し
い
。
即
ち
、
科
野
の
坂
の
神
を
言
向

け
て
後
、
命
は
美
夜
受
比
売
の
許
に
立
ち
寄
り
、
「
故
爾
に
御
合
し
た
ま
ひ
て
、

其
の
御
刀
の
草
那
芸
劒
を
、
其
の
美
夜
受
比
売
の
許
に
置
き
て
、
伊
服
岐
の
山

の
神
を
と
り
に
幸
行
で
ま
し
き
・
」
と
あ
る
、
そ
れ
を
指
し
て
い
る
つ
も
り
で

あ
る
よ
う
だ
。
兎
に
角
、
何
の
た
め
に
恋
人
の
許
に
剣
を
置
い
て
き
た
か
と
言

え
ば
、
や
は
り
剣
が
男
性
の
霊
魂
の
象
徴
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、

右
の
歌
だ
け
を
独
立
し
た
も
の
と
し
て
考
察
す
れ
ば
、
床
の
辺
に
剣
を
置
く
と

い
う
こ
と
は
、
そ
の
女
性
が
特
定
の
男
性
と
契
約
が
で
き
た
こ
と
を
示
す
も
の

で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
神
武
天
皇
の
条
に
み
え
る
伊
須
気
余
理
比
売
の
出
生
に

関
す
る
説
話
も
そ
う
で
あ
る
。
美
和
の
大
物
主
神
が
丹
塗
矢
に
な
っ
て
勢
夜
陀

多
良
比
売
が
同
に
入
っ
た
時
、
そ
の
富
登
を
突
い
た
。
そ
こ
で
そ
の
矢
を
も
っ

て
来
て
床
の
辺
に
置
い
た
ら
、
そ
れ
が
美
し
い
壮
士
に
な
っ
た
と
あ
る
。
剣
な

り
矢
な
り
を
床
の
辺
に
置
く
こ
と
自
体
が
女
性
と
交
わ
る
の
を
意
味
す
る
の
で

は
な
い
ら
し
い
。
「
風
土
記
」
逸
文
『
賀
茂
社
』
の
縁
起
に
も
類
話
が
あ
る
。

そ
の
他
、
勾
玉
な
ど
の
信
仰
に
も
、
こ
れ
を
霊
魂
の
象
徴
と
考
え
た
よ
う
な

趣
き
が
あ
る
ら
し
い
が
、
証
明
は
容
易
で
な
い
。

髪
・
鬚
・
爪
な
ど
こ
れ
ら
は
呪
物
と
し
て
既
に
知
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ

で
、
こ
う
し
た
も
の
や
そ
の
他
、
分
泌
物
な
ど
が
呪
術
行
為
の
材
料
と
な
っ
た

の
は
周
知
の
こ
と
で
あ
る
。
だ
が
、
こ
れ
ら
は
、
そ
う
し
た
接
触
呪
術
と
し
て

の
呪
物
を
上
ま
わ
る
呪
的
能
力
を
備
え
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
須
佐
之
男
命

の
高
天
原
追
放
の
条
に
は
、

是
に
八
百
万
の
神
共
に
議
り
て
、
速
須
佐
之
男
命
に
千
座
の
置
戸
を
負

せ
、
亦
鬚
を
切
り
、
手
足
の
爪
を
も
抜
か
し
め
て
、
神
逐
ひ
逐
ひ
き
。

（古事記・巻上）

と
あ
り
、
「
日
本
書
紀
」
に
は
、

は

ら

へ

よ

し

き

ら

ひ

即
ち
素
莞
鳴
尊
に
千
座
置
戸
の
解
除
を
科
せ
て
、
手
の
爪
を
以
て
は
吉
棄

。もの

あ
し
き
ら
ひ
も
の

物
と
為
し
、
足
の
爪
を
以
て
は
凶
棄
物
と
為
す
。
乃
ち
天
児
屋
命
を
し
て

ふ
と
の
り
と

其
の
解
除
の
太
諄
辞
を
掌
り
て
宣
ら
し
む
。
世
人
慎
み
て
己
が
爪
を
収
む

る
は
、
此
れ
其
の
縁
な
り
。
（
日
本
書
紀
・
巻
一
・
古
典
全
集
訓
読
本
）

と
あ
る
。
こ
れ
ら
に
拠
っ
て
見
る
の
に
鬚
・
爪
な
ど
を
抜
く
こ
と
に
よ
っ
て
、

須
佐
之
男
命
の
通
力
を
失
わ
せ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
判
る
。
神
と
し

て
の
通
力
を
失
っ
た
結
果
、
彼
は
人
間
世
界
に
降
る
の
が
必
然
の
運
命
と
な

プ（》Ｏこ
こ
で
は
鬚
と
爪
だ
け
で
あ
る
が
、
髪
の
毛
に
も
同
様
に
通
力
の
源
で
あ
る

こ
と
が
認
め
ら
れ
て
い
た
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
今
日
の
人
間
感
情
か
ら
言
っ

て
も
、
髪
の
毛
を
切
ら
れ
る
こ
と
を
大
し
た
理
由
な
し
に
惜
し
む
の
は
、
決
し

て
体
裁
の
た
め
だ
け
だ
と
は
思
わ
れ
な
い
。
も
っ
と
古
い
と
こ
ろ
に
、
そ
の
本
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質
が
あ
る
の
だ
と
想
像
さ
れ
る
。
曽
て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け
る
魔
女
裁
判
で

は
、
魔
女
だ
と
思
わ
れ
る
女
の
全
身
の
毛
を
剃
っ
て
火
刑
に
し
た
こ
と
が
知
ら

れ
て
い
る
。
「
金
枝
篇
」
に
よ
れ
ば
、
メ
キ
シ
コ
の
ア
ズ
テ
ッ
ク
人
の
魔
法
使

い
に
対
す
る
処
置
と
し
て
、
髪
の
毛
を
切
っ
て
土
中
に
埋
め
、
然
る
後
に
殺
す

と
い
う
。
こ
れ
ら
は
何
れ
も
、
そ
の
通
力
が
髪
や
鬚
や
爪
に
あ
る
と
信
ぜ
ら
れ

た
か
ら
で
あ
る
。
通
力
の
根
元
が
そ
れ
ら
に
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
こ
に
霊

魂
が
あ
る
と
い
う
意
味
で
も
あ
る
。

結
び
篭
め
人
間
の
霊
魂
を
烏
が
運
搬
し
た
り
、
鏡
や
櫛
に
象
徴
し
た
り
、

る
霊
魂
鬚
や
爪
に
宿
っ
た
り
す
る
こ
と
は
人
為
的
な
力
に
よ
る
も
の
で

は
な
い
。
し
か
し
外
魂
の
民
話
に
あ
ら
わ
れ
る
主
人
公
は
、
自
分
で
自
分
の
霊

魂
を
取
り
出
し
て
人
目
に
つ
か
な
い
処
へ
置
く
。
こ
う
い
っ
た
説
話
は
、
こ
の

よ
う
な
超
人
だ
け
に
限
ら
れ
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
フ
レ
イ
ザ
ー
が
「
民
俗
に

現
わ
れ
た
外
魂
」
の
中
で
報
告
し
て
い
る
例
を
み
る
と
、
必
し
も
そ
う
で
は
な

い
。
古
代
日
本
で
も
、
「
万
葉
集
」
に
散
見
す
る
結
松
・
草
結
、
あ
る
い
は
紐

の
呪
術
な
ど
は
己
れ
の
魂
を
結
び
篭
め
る
と
い
う
点
に
、
呪
的
効
果
が
あ
っ
た

の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

磐
代
の
浜
松
が
枝
を
引
き
結
び
真
幸
く
あ
ら
ば
ま
た
か
へ
り
見
む

（万葉集・巻二・西一）

磐
代
の
崖
の
松
が
枝
結
び
け
む
人
は
か
へ
り
て
ま
た
見
け
む
か
も

（同右・一豐）

後
見
む
と
君
が
結
べ
る
磐
代
の
子
松
が
末
を
ま
た
見
け
む
か
も

（同右・一実）

最
初
の
歌
は
、
斉
明
天
皇
の
四
年
、
藤
白
の
坂
で
殺
さ
れ
た
有
間
の
皇
子
が

自
ら
傷
ん
で
松
の
枝
を
結
ん
だ
歌
と
伝
え
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
結
松
が
旧
蹟

と
な
っ
て
い
た
と
み
え
、
次
の
歌
は
長
忌
寸
意
吉
麻
呂
が
、
そ
の
結
松
を
見
て

作
っ
た
も
の
で
あ
り
、
最
後
の
歌
も
同
様
で
、
人
麻
呂
歌
集
所
出
の
作
で
あ

る
。
こ
の
結
松
の
目
的
は
、
こ
れ
ら
の
作
品
を
並
べ
て
み
れ
ば
判
る
よ
う
に
、

松
が
枝
を
結
ん
だ
場
所
に
再
び
無
事
で
帰
る
た
め
の
呪
術
で
あ
っ
た
。
西
村
真

次
博
士
が
い
う
よ
う
に
（
註
６
）
延
命
の
た
め
の
呪
術
と
い
う
程
大
げ
さ
な
も
の

で
は
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

草
結
び
と
い
う
呪
術
も
、
こ
の
結
松
と
同
じ
よ
う
な
目
的
か
ら
な
さ
れ
た
ら

しい。妹が門去き過ぎかねて草結ぶ風吹き解くなまたかへりみむ一藤

雪《傘壺嘩（万葉集・巻十二・二美）

こ
の
歌
は
、
第
五
句
の
異
伝
が
本
来
の
第
五
句
の
付
加
的
表
現
の
よ
う
な
形

を
と
っ
て
い
る
の
で
、
仏
足
跡
歌
体
で
は
な
い
か
と
い
う
疑
い
を
も
た
せ
る
作

品
で
あ
る
。
「
ま
た
か
へ
り
み
む
」
の
原
文
は
「
又
将
顧
」
と
な
っ
て
い
る
が
、

意
味
は
「
又
、
帰
り
見
む
」
と
取
っ
て
差
支
え
な
か
ろ
う
。
だ
が
、
帰
り
見
る

の
は
、
妹
な
の
か
結
ん
だ
草
な
の
か
は
っ
き
り
し
な
い
。
「
か
へ
り
み
む
」
の

対
象
を
妹
だ
と
定
め
て
し
ま
う
と
、
第
五
句
の
異
伝
は
全
く
言
葉
通
り
異
伝
に

な
っ
て
し
ま
っ
て
、
仏
足
跡
歌
体
か
も
知
れ
ぬ
と
い
う
推
論
は
影
が
う
す
く
な

る
。
そ
れ
は
よ
い
と
し
て
も
、
私
は
前
述
の
結
松
の
歌
の
表
現
か
ら
考
え
て
、

こ
こ
も
再
び
帰
っ
て
結
ん
だ
草
を
み
る
の
だ
と
信
じ
て
い
る
。
尤
も
、
そ
れ
は

勿
論
妹
に
逢
う
こ
と
と
内
容
的
に
は
同
義
な
の
で
あ
る
が
。

以
上
の
結
松
・
草
結
の
呪
術
は
、
な
ぜ
再
び
そ
の
場
所
に
帰
る
こ
と
が
で
き

る
効
果
を
も
っ
て
い
る
か
と
い
う
と
、
そ
れ
は
難
か
し
い
問
題
で
あ
る
が
、
そ

れ
は
結
び
目
に
己
れ
の
魂
を
寵
め
る
と
い
う
こ
と
に
由
来
す
る
の
だ
ろ
う
。
魂

を
寵
め
る
と
言
っ
て
も
、
そ
こ
に
全
部
龍
め
て
し
ま
う
こ
と
で
は
な
く
て
、
自

分
の
霊
魂
を
分
割
し
て
篭
め
る
こ
と
な
の
で
あ
ろ
う
と
推
測
さ
れ
る
。
二
つ
に

分
け
た
魂
で
あ
る
か
ら
、
接
触
呪
術
の
原
理
に
よ
っ
て
、
再
び
そ
れ
が
一
体
に
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な
ろ
う
と
す
る
た
め
に
、
そ
の
場
所
に
立
ち
戻
れ
る
と
信
じ
た
も
の
な
の
で
あ

ろ
う
。
つ
ま
り
、
結
松
や
草
結
に
よ
っ
て
、
元
の
場
所
ま
で
帰
っ
て
き
て
、
分

割
し
た
魂
を
取
戻
す
。
そ
し
て
、
少
く
と
も
そ
れ
ま
で
は
生
命
を
保
つ
こ
と
が

で
き
る
。
そ
ん
な
効
果
を
期
待
し
て
の
呪
術
で
あ
っ
た
と
想
像
さ
れ
る
。

次
は
紐
の
呪
術
で
あ
る
。

吾
妹
子
が
結
ひ
て
し
紐
を
解
か
め
や
も
絶
え
は
絶
ゆ
と
も
た
だ
に
逢
ふ
ま

で
に
（
万
葉
集
・
巻
九
・
毛
発
）

二
人
し
て
結
び
し
紐
を
一
人
し
て
吾
は
解
き
見
じ
た
だ
に
逢
ふ
ま
で
は

（同・巻十二・元元）

ス

ジ

へ

-

し

一

心

人
に
見
ゆ
る
表
は
結
び
て
人
の
見
ぬ
裏
紐
解
き
て
恋
ふ
る
日
ぞ
多
き

（同。一一全一）

筑
紫
な
る
に
ほ
ふ
児
ゆ
ゑ
に
陸
奥
の
可
刀
利
娘
子
の
結
ひ
し
紐
解
く

（同・巻十四・一茜君）

淡
路
の
の
し
ま
が
崎
の
浜
風
に
妹
が
結
び
し
紐
吹
き
返
す

（同・巻三・一三）

紐
と
い
う
の
は
結
び
目
で
あ
る
と
折
口
博
士
は
述
べ
ら
れ
る
。
今
日
で
い
う

紐
は
緒
と
い
っ
た
。
右
の
例
は
い
ず
れ
も
旅
中
の
歌
で
あ
る
。
良
人
な
り
恋
人

の
男
性
な
り
が
旅
立
つ
に
際
し
て
、
妻
な
り
恋
人
の
女
性
な
り
が
、
相
手
の
体

に
結
ん
だ
も
の
が
紐
で
あ
り
、
ま
た
下
紐
で
あ
っ
た
。
だ
か
ら
、
こ
の
よ
う
に

男
性
が
つ
け
て
い
た
紐
は
、
女
性
が
魂
を
そ
の
中
に
結
び
こ
め
た
の
で
あ
る
。

ま
た
、
下
紐
と
い
っ
て
も
、
そ
れ
は
恐
ら
く
肌
に
直
接
に
結
ん
だ
紐
で
あ
っ

て
、
貞
操
帯
と
い
っ
た
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
と
、
折
口
博
士
は
力
説
さ
れ

る
（
註
７
）
。
又
、
こ
う
い
う
こ
と
を
女
性
が
行
な
っ
た
の
も
、
女
性
の
巫
女
的

性
格
か
ら
で
あ
る
と
説
明
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
そ
の
通
り
で
あ
っ
て
も
、

こ
の
場
合
は
必
ず
し
も
そ
う
考
え
る
必
要
は
な
い
。
そ
れ
は
二
首
目
の
歌
の
よ

う
に
、
二
人
し
て
紐
を
結
ん
だ
と
言
う
か
ら
に
は
、
男
性
の
作
業
も
加
わ
っ
て

い
る
こ
と
は
確
か
だ
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、

思
ふ
と
も
恋
ふ
と
も
逢
は
む
も
の
な
れ
や
結
ふ
手
も
た
ゆ
く
解
く
る
下
紐

（古今集・恋一）

な
ど
が
も
し
旅
中
の
男
性
の
作
で
あ
る
と
し
た
ら
、
男
性
自
身
が
結
ぶ
部
分
も

あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
兎
に
角
、
こ
れ
ら
の
紐
は
男
性
が
身
に
つ
け
た
の
で
あ

っ
て
、
室
町
時
代
の
「
閑
吟
集
」
な
ど
に
も
、

花
の
錦
の
下
紐
は
、
解
け
て
中
々
よ
し
な
し
や
、
柳
の
糸
の
乱
れ
心
、

い
つ
忘
れ
う
ぞ
、
寝
乱
れ
髪
の
面
影

と
あ
っ
て
、
こ
の
方
は
貞
操
帯
と
い
っ
た
内
容
を
も
っ
て
い
る
の
だ
が
、
下
紐

を
男
性
が
つ
け
て
い
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
こ
れ
が
女
性
特
有
の
も
の
と
な

っ
た
の
は
、
近
世
に
入
っ
て
か
ら
の
こ
と
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
、
男
性
に
対
し
て
女
性
が
紐
を
結
ぶ
と
い
う
こ
と
に
は
、
ど
う
い

う
目
的
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
、
女
性
の
巫
女
的
能
力
に
よ
っ
て
、

男
性
を
保
護
す
る
の
だ
と
考
え
ら
れ
な
い
で
も
な
い
が
、
こ
れ
も
や
は
り
、
結

松
・
草
結
び
な
ど
と
同
様
に
、
結
び
目
に
己
れ
の
魂
を
分
割
し
て
籠
め
る
と
と

に
よ
っ
て
、
そ
の
本
体
で
あ
る
女
性
の
方
へ
、
男
性
を
再
び
引
き
寄
せ
る
こ
と

が
で
き
る
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
が
旅
中
の
男
性
を
守
護
す
る
と
い
う

結
果
を
も
た
ら
す
の
で
あ
る
。

私
が
古
代
日
本
の
霊
魂
観
に
つ
い
て
幾
分
か
調
査
を
し
た
際
に
、
折
口
信
夫

博
士
の
お
説
に
あ
る
、
鳥
と
霊
魂
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
自
分
な
り
に
何
と

か
一
応
の
め
ど
を
つ
け
た
い
気
持
で
あ
っ
た
。
私
は
博
士
の
お
説
を
外
魂
思
想

結
論
に
代
え
て
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に
他
な
ら
な
い
と
考
え
て
、
正
面
か
ら
取
り
組
ん
だ
の
で
は
解
決
が
つ
け
ら
れ

そ
う
も
な
い
こ
の
仮
説
的
な
問
題
を
、
外
魂
思
想
の
周
辺
か
ら
考
え
て
み
る
こ

と
に
し
た
。
も
し
曲
り
な
り
に
も
、
古
代
日
本
に
お
い
て
外
魂
思
想
の
存
在
が

確
め
ら
れ
た
な
ら
、
烏
と
霊
魂
と
の
関
係
も
同
一
な
思
想
的
基
盤
に
立
つ
問
題

と
し
て
、
納
得
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
か
と
思
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
「
古
代
日
本
に
お
け
る
証
跡
」
の
問
題
は
、
「
金
枝

篇
」
に
お
け
る
フ
レ
イ
ザ
ー
の
詳
細
な
叙
述
に
見
え
る
外
魂
思
想
の
特
質
と
大

体
に
お
い
て
一
致
し
て
い
る
か
に
思
わ
れ
る
。
そ
う
し
た
点
で
、
私
は
古
代
日

本
に
お
け
る
外
魂
思
想
の
存
在
を
、
少
く
と
も
同
一
思
考
基
盤
の
存
在
を
認
め

ざ
る
を
得
な
い
。
た
だ
、
わ
が
国
に
は
、
エ
ジ
プ
ト
の
民
話
「
二
人
の
兄
弟
」

に
比
べ
ら
れ
る
よ
う
な
外
魂
説
話
が
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
か
し
大
略
そ

の
条
件
は
揃
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
だ
が
、
も
っ
と
織
密
に
材
料
を
蒐
集

し
、
考
察
の
範
囲
を
広
げ
た
ら
、
そ
し
て
そ
の
上
、
民
俗
学
の
成
果
を
取
り
入

れ
た
な
ら
、
も
う
少
し
輪
郭
の
明
瞭
な
も
の
に
な
っ
た
か
も
知
れ
な
い
の
で
あ

ブ（句。（註１）］・の、句国闘①Ｈ・・《目冨の○江のロ国○口、電々
今互ａａ三○口）冨目

ぐ目ゞ
ぐ○一．目〕も．届心ｌあつ

（
註
２
）
中
島
孤
島
編
「
神
話
と
伝
説
ｌ
エ
ジ
プ
ト
・
ア
ッ
シ
リ
ア
・
・
ハ
ビ

ロ
ン
ー
」
大
洋
社
、
参
照
。

（
註
３
）
拙
稿
「
古
代
文
学
に
承
る
霊
魂
観
」
（
前
篇
）
、
明
治
大
学
和
泉
校

舎
研
究
室
紀
要
第
二
二
号
参
照
。

（
註
４
）
同
右
。

（
註
５
）
折
口
信
夫
全
集
』
認
っ
心
望
Ｉ
心
留
参
照
。

（
註
６
）
西
村
真
次
著
「
万
葉
集
の
文
化
史
的
研
究
」

○
研
究
発
表
会

昭
和
三
十
八
年

Ⅳ
一
月
五
日

万
葉
集
巻
十
三
に
つ
い
て

銘
二
月
二
日

日
本
書
紀
の
一
註
釈
書

胡
三
月
二
日

上
代
情
態
語
の
生
成

組
四
月
二
十
日

日
本
の
外
魂
思
想

虹
五
月
十
一
日

古
典
に
見
え
る
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
の
追
求

4３ 4２4４
（
註
７
）
折
口
信
夫
著
「
古
代
研
究
」
所
収
『
万
葉
集
研
究
』
・
折
口
信
夫
全

集
９
「
万
葉
集
の
恋
歌
」
参
照
。

六
月
一
日

山
上
憶
良
論

七
月
十
三
日

常
陸
国
風
土
記
の
成
立
上
の
諸
問
題

八
月
三
日

立
つ
論
孜

会

報

渡

部

和

雄

藤
沢
衛
彦

大
久
間
喜
一
郎

佐
伯
仁
三
郎

中

村

啓

信

浅
見
充
孝

阿
蘇
瑞
枝

三
谷
栄
一


