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○

日
本
固
有
の
諸
習
俗
が
、
外
来
文
化
の
影
響
で

種
食
様
之
な
、
変
質
の
相
を
呈
し
て
く
る
の
は
、

歴
史
的
必
然
で
あ
る
。
日
本
古
代
の
葬
送
儀
礼
が
、

仏
教
文
化
と
の
接
触
に
よ
っ
て
、
或
い
は
政
治
的

要
請
に
よ
っ
て
「
喪
」
「
課
」
か
ら
、
天
武
の
あ

の
荘
大
な
殖
宮
儀
礼
へ
と
変
化
し
、
更
に
聖
武
に

み
ら
れ
た
仏
式
葬
送
儀
礼
に
定
着
し
た
の
は
、
き

わ
め
て
自
然
な
変
遷
の
婆
で
あ
っ
た
と
い
い
得
る
。

近
年
、
こ
の
葬
送
儀
礼
の
問
題
は
、
各
方
面
か

ら
取
り
上
げ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
万
葉
研
究

に
あ
っ
て
も
、
「
挽
歌
と
実
」
「
挽
歌
と
詠
」
「
挽

歌
と
磧
宮
儀
礼
」
と
い
っ
た
視
点
か
ら
、
挽
歌
の

に
な
わ
れ
た
場
を
、
正
史
に
記
さ
れ
た
葬
送
儀
礼

の
中
に
位
置
づ
け
よ
う
と
は
さ
れ
た
が
、
葬
送
儀

礼
そ
の
も
の
を
研
究
対
象
と
し
、
そ
の
実
態
の
再

現
や
歴
史
的
変
遷
の
相
を
問
題
と
し
た
も
の
で
は

『
二
上
山
』

書
評

田
中
日
佐
夫
著

『
二
上
山
」

◆
、

な
か
っ
た
。
た
と
え
ば
挽
歌
の
に
な
わ
れ
た
場
と

し
て
、
磧
宮
儀
礼
を
考
え
、
天
武
磧
宮
儀
宮
が
分

析
さ
れ
る
。
そ
し
て
僧
尼
の
参
加
に
み
ら
れ
る
仏

教
の
影
響
が
指
摘
さ
れ
て
も
、
そ
の
後
、
ど
の
よ

う
な
仏
式
儀
礼
に
変
貌
し
て
い
っ
た
か
と
い
う
問

題
は
た
ど
ら
れ
な
か
っ
た
。
「
笑
」
「
謙
」
と
い

っ
た
古
代
の
葬
送
習
俗
は
、
そ
の
後
の
葬
礼
の
中

で
、
ど
の
よ
う
に
変
質
し
て
い
っ
た
か
、
万
葉
集

に
至
っ
て
、
始
め
て
そ
の
姿
を
見
せ
る
挽
歌
は
、

如
何
な
る
葬
送
儀
礼
の
伝
統
下
に
あ
り
、
ど
ん
な

実
修
に
支
え
ら
れ
て
い
た
か
、
等
々
の
問
題
は
、

我
を
古
代
文
学
に
親
し
む
者
に
と
っ
て
、
常
に
解

決
を
迫
る
も
の
と
し
て
登
場
し
て
き
て
い
る
。

こ
の
た
び
田
中
日
佐
夫
氏
に
よ
っ
て
上
梓
さ
れ

た
好
著
「
二
上
山
」
は
、
我
々
の
も
つ
こ
う
し
た

問
題
に
触
れ
た
、
も
の
と
し
て
注
目
さ
れ
る
。
本
書

で
取
り
上
げ
ら
れ
た
葬
礼
に
関
す
る
儀
礼
、
実
修

田
中
文
雅

中
に
述
続
す
る
も
の
と
し
て
位
置
づ
け
た
事
。

○
正
史
に
記
さ
れ
て
い
な
い
「
枢
を
引
く
葬
送
行

進
の
儀
礼
」
の
実
態
が
再
現
さ
れ
て
い
る
事
。

○
「
謙
」
と
の
関
連
に
お
い
て
、
「
墓
誌
銘
」
や

「
伝
」
の
成
立
、
流
行
が
論
述
さ
れ
て
い
る
事
。

○
誰
を
職
掌
と
す
る
当
麻
氏
と
、
氏
寺
周
辺
の
検

討
か
ら
飛
当
麻
挫
茶
羅
と
呼
ば
れ
る
大
変
相
図

が
ま
つ
ら
れ
た
事
情
、
又
そ
の
信
仰
形
態
の
変

遷
が
た
ど
ら
れ
た
事
．

な
ど
、
数
多
く
の
論
述
が
あ
り
、
そ
の
中
に
は
、

注
目
す
べ
き
多
く
の
創
見
を
み
る
事
が
出
来
る
。

し
か
し
本
書
の
特
色
は
、
「
地
形
と
、
地
理
上
の

必
然
性
（
筆
者
注
・
遺
物
、
遺
跡
、
遺
構
、
地
堀
の
検

討
な
ど
）
の
な
か
か
ら
」
（
四
頁
）
古
代
葬
礼
の
再

現
と
、
そ
の
流
動
の
相
を
把
握
し
よ
う
と
す
る
方

法
論
に
あ
る
。
こ
の
二
上
山
周
辺
の
地
理
と
、
そ

の
地
に
居
を
か
ま
え
た
氏
族
の
あ
り
方
を
通
じ
て

一
ハ
ー
ニ

は
、
「
笑
」
「
誌
儀
礼
」
「
葬
送
行
進
の
枢
を
引

く
儀
礼
」
「
墓
誌
銘
」
「
伝
」
「
当
麻
受
茶
羅
」

「
住
生
講
」
「
迎
講
」
「
来
迎
講
（
練
供
養
）
」
と

非
常
に
多
岐
に
わ
た
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、

○
古
代
の
「
実
」
に
始
ま
り
、
現
在
の
「
来
迎
会

（
練
供
養
）
」
ま
で
の
儀
礼
を
、
歴
史
の
流
れ
の

●
』
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究
明
さ
れ
る
と
い
う
方
法
論
は
、
本
書
全
休
に
及

ぶ
も
の
で
あ
る
が
、
特
に
文
献
史
料
の
不
備
な
葬

送
儀
礼
の
に
な
い
手
「
柿
本
氏
」
「
当
麻
氏
」
の

考
察
や
、
飛
鳥
時
代
の
葬
送
儀
礼
の
再
現
に
は
縦

横
に
駆
使
さ
れ
、
本
書
を
一
層
精
彩
あ
る
も
の
に

し
て
い
る
。
以
下
、
著
者
の
論
述
と
そ
の
問
題
点

な
ど
を
簡
単
に
追
っ
て
み
た
い
。

○

第
一
章
で
は
、
二
上
山
西
側
に
墳
墓
の
あ
る
孝

徳
天
皇
、
推
古
天
皇
な
ど
の
時
代
を
は
さ
み
、
倭

の
五
王
か
ら
大
化
改
新
ま
で
の
時
代
素
描
と
、
そ

の
墳
墓
形
式
が
語
ら
れ
る
。
そ
し
て
敏
達
朝
を
境

と
し
て
、
墳
墓
形
式
が
変
化
す
る
こ
と
に
注
目
し
、

儀
礼
の
統
合
を
迫
ら
れ
て
い
た
敏
達
期
の
政
治
事

情
の
検
討
か
ら
、
墳
墓
を
支
え
る
背
後
の
葬
送
儀

礼
そ
の
も
の
の
変
革
を
予
想
さ
れ
て
い
る
。

第
二
、
第
三
章
で
は
、
「
突
く
」
と
い
う
葬
送

実
修
の
意
味
と
、
そ
れ
が
敏
達
期
以
後
の
「
謙
儀

礼
」
と
ど
の
よ
う
に
結
び
つ
き
、
更
に
こ
の
「
蒜

儀
礼
」
が
、
時
代
の
変
遷
と
共
に
、
ど
の
様
に
変

質
し
て
い
く
か
が
た
ど
ら
れ
る
。

ま
ず
「
突
く
」
と
い
う
事
は
、
未
開
習
俗
に
共

通
の
葬
送
行
為
で
あ
り
、
こ
う
し
た
未
開
の
諸
行

野

三

一句

｡

為
が
集
中
し
、
儀
礼
内
容
が
整
備
化
さ
れ
、
「
詞
」

の
使
用
に
よ
っ
て
成
立
し
た
の
が
敏
達
朝
の
謙
儀

礼
で
あ
る
と
結
論
さ
れ
る
。
そ
し
て
こ
の
課
儀
礼

を
、
三
期
に
わ
け
、
第
一
期
（
敏
達
か
ら
大
化
改

新
ま
で
）
は
、
二
上
山
墳
墓
群
の
時
代
で
、
儀
礼

が
最
も
主
体
性
を
も
っ
て
行
わ
れ
た
時
期
、
第
二

期
（
大
化
改
新
）
は
、
毎
明
、
天
武
の
蹟
宮
儀
礼

が
そ
れ
に
相
当
し
、
仏
教
の
影
響
が
あ
ら
わ
れ
は

じ
め
た
時
期
、
第
三
期
（
持
統
か
ら
文
武
ま
で
）

は
、
儀
礼
が
仏
教
寺
院
の
手
に
移
り
、
仏
教
儀
礼

に
よ
る
統
一
の
行
わ
れ
た
時
期
、
と
各
食
そ
の
性

格
付
け
を
し
て
い
る
。

初
期
の
万
葉
集
挽
歌
を
、
単
純
な
仔
情
歌
で
あ

る
と
す
る
見
解
か
ら
解
放
し
、
葬
送
儀
礼
で
あ
る

「
蹟
宮
」
に
歌
の
場
を
求
め
よ
う
と
し
た
の
は
、

折
口
信
夫
（
『
万
葉
集
辞
典
』
全
集
六
巻
）
が
最
初
で

あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
が
、
こ
の
見
解
は
、
武
田
祐

吉
（
『
万
葉
集
全
註
釈
』
三
、
西
郷
信
綱
（
「
柿
本
人

麿
ノ
ー
ト
」
『
日
本
文
学
昭
三
十
一
・
一
）
、
山
本
健

吉
（
『
柿
本
人
麿
』
）
、
吉
田
義
孝
（
「
天
武
磧
宮
の
文
学

史
的
意
義
」
（
『
国
語
と
国
文
学
』
昭
三
十
九
・
十
一
）

な
ど
の
諸
氏
に
よ
っ
て
も
支
持
さ
れ
る
。
し
か
し

な
が
ら
「
挽
歌
」
の
名
称
が
記
紀
に
な
く
、
万
葉

集
に
突
然
姿
を
あ
ら
わ
す
こ
と
な
ど
か
ら
、
そ
の

性
格
、
実
態
の
把
握
に
は
、
常
に
困
難
が
あ
り
、

「
献
呈
挽
歌
は
蹟
宮
で
歌
わ
れ
た
も
の
で
な
い
」

（
『
万
葉
ｌ
文
学
と
歴
史
の
あ
い
だ
』
所
収
）
と
す
る
吉

永
登
の
説
な
ど
も
あ
る
現
状
で
あ
る
。
こ
う
し
た

時
、
蒜
と
の
関
連
か
ら
元
の
挽
歌
を
、
濱
宮
を
離

れ
る
際
、
ま
た
都
か
ら
埋
葬
地
ま
で
枢
を
引
く
儀

礼
で
う
た
わ
れ
た
歌
で
あ
る
と
規
定
し
、
そ
の
信

仰
的
機
能
を
、
霊
を
斎
き
、
治
め
る
要
素
と
、
死

者
の
霊
に
働
き
か
け
「
治
道
」
と
し
て
働
く
要
素

と
に
分
析
さ
れ
た
こ
と
は
、
き
わ
め
て
新
し
い
視

点
か
ら
挽
歌
の
本
質
に
迫
る
注
目
す
べ
き
見
解
で

あ
ろ
う
。
こ
う
し
た
見
解
と
、
更
に
挽
歌
の
歴
史

的
変
遷
の
相
が
第
四
章
で
さ
ぐ
ら
れ
る
。
即
ち
、
，

万
葉
挽
歌
を
二
期
に
分
け
、
巻
二
（
配
番
か
ら
唖

番
）
の
天
智
の
死
を
め
ぐ
る
女
性
達
の
九
首
の
歌

群
を
第
一
期
と
し
、
浮
遊
す
る
死
者
の
霊
魂
に
対

し
た
「
魂
呼
い
」
的
な
も
の
と
性
格
付
け
す
る
。

第
二
期
は
、
人
麻
呂
歌
に
代
表
さ
れ
る
公
的
挽
歌

で
、
斎
き
治
め
ら
れ
た
死
者
に
対
す
る
思
い
が
中

心
と
な
っ
た
「
塊
鎮
め
」
的
性
格
を
も
つ
も
の
と

さ
れ
る
。
そ
し
て
第
一
期
の
后
達
の
歌
の
も
つ
基

調
音
に
注
目
し
、
「
魂
呼
い
」
的
色
彩
を
も
つ
こ

Ｇ
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れ
ら
の
歌
の
か
も
す
悲
し
み
の
情
感
は
、
個
人
の

心
の
深
化
な
ど
と
い
う
問
題
と
は
次
元
が
遠
い
、

「
女
の
笑
」
と
い
っ
た
呪
術
行
為
の
時
点
で
の
感

情
吐
露
か
ら
発
生
し
た
も
の
だ
、
と
解
釈
さ
れ
て

い
る
。著

者
も
指
摘
さ
れ
た
如
く
、
挽
歌
の
こ
の
分
類

は
、
西
郷
信
綱
の
「
柿
本
人
麿
」
（
『
詩
の
発
生
』

所
収
）
の
，
「
女
の
挽
歌
」
の
説
を
援
用
さ
れ
た
も

の
で
あ
る
。
し
か
し
、
筆
者
自
身
、
西
郷
の
「
柿

本
人
麿
」
を
読
ん
で
感
じ
た
疑
問
を
、
本
書
の
著

者
に
も
投
げ
か
け
た
い
と
思
う
。
西
郷
は
、
そ
の

著
書
の
中
で
巻
二
の
挽
歌
を
間
私
的
な
挽
歌
、
⑥

公
的
儀
礼
歌
、
⑥
辞
世
の
歌
の
三
つ
に
分
類
し
、

間
は
死
者
の
近
親
の
女
が
葬
送
儀
礼
で
突
き
つ
つ

歌
っ
た
、
挽
歌
の
最
も
始
原
的
な
も
の
、
⑧
は
公

的
儀
礼
歌
が
、
専
門
歌
人
に
よ
っ
て
歌
わ
れ
た
も

の
で
あ
る
と
説
明
し
た
。
西
郷
は
、
㈲
の
私
的
挽

歌
が
、
何
故
⑧
の
人
麻
呂
の
公
的
挽
歌
に
移
行
し

た
の
か
、
と
い
う
問
題
を
、
歌
い
手
の
分
化
、
挽

歌
の
に
な
い
手
の
職
掌
化
と
し
て
し
か
説
明
せ
ず
、

「
女
の
杼
情
的
な
私
的
挽
歌
」
か
ら
、
「
叙
事
的

内
容
を
も
つ
、
人
麻
呂
等
の
専
門
歌
人
の
挽
歌
」

と
い
う
き
わ
め
て
重
要
な
変
質
を
、
エ
ン
ゲ
ル
ス

『
二
上
山
』

〃
』
頓
談

の
「
女
の
世
界
史
的
敗
北
」
を
根
拠
に
説
明
し
よ

う
と
し
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
母
権
制
社
会

か
ら
父
権
制
社
会
へ
の
職
掌
分
化
の
過
程
と
、
そ

の
延
長
上
に
万
葉
挽
歌
の
時
期
を
位
置
づ
け
る
の

は
、
歴
史
的
、
社
会
的
に
か
な
り
の
無
理
が
あ
る

と
思
わ
れ
る
し
、
間
か
ら
⑧
へ
の
変
質
が
歴
史
的

変
遷
や
、
職
掌
の
専
門
化
の
相
と
の
み
説
明
さ
れ

る
と
は
思
わ
な
い
。
西
郷
自
身
も
指
摘
し
た
如
く
、

間
私
的
挽
歌
と
⑥
公
的
挽
歌
の
相
違
は
、
各
を
そ

の
継
承
し
て
い
る
伝
統
の
ち
が
い
に
求
め
ら
れ
る

手
へ
き
で
あ
り
、
歌
の
に
な
い
手
が
、
男
と
女
に
は

っ
き
り
分
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
や
、
杼
情
的
、
叙

事
的
と
い
っ
た
内
容
的
な
相
違
も
、
歴
史
的
変
遷

と
し
て
と
ら
え
る
ゞ
へ
き
で
は
な
く
、
葬
送
の
場
で

の
次
元
の
相
違
、
死
の
も
つ
段
階
的
な
相
違
の
中

に
こ
そ
求
め
ら
れ
る
雫
へ
き
で
あ
ろ
う
と
思
う
。
西

郷
の
説
を
敷
術
し
、
時
代
的
変
遷
と
し
て
把
握
さ

れ
る
著
者
は
、
こ
う
し
た
問
題
を
、
ど
の
よ
う
に

説
明
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
か
。

著
者
は
、
葬
送
実
修
の
中
の
信
仰
的
な
観
念
の

変
質
に
も
目
を
向
け
て
い
る
。
死
か
ら
魂
の
浮
遊

し
て
い
る
期
間
、
そ
し
て
埋
葬
ま
で
の
、
「
魂
呼

い
」
か
ら
「
魂
し
ず
め
」
へ
の
変
化
が
そ
れ
で
あ

る
が
、
こ
う
し
た
観
念
の
変
質
を
「
実
」
「
誰
」

「
挽
歌
」
と
い
っ
た
実
修
を
例
に
指
摘
さ
れ
る
。

し
か
し
そ
れ
だ
け
で
な
く
、
こ
の
「
魂
呼
い
」
か

ら
「
魂
し
ず
め
」
の
変
質
を
、
歴
史
的
変
遷
の
中

に
位
置
付
け
よ
う
と
こ
こ
ろ
み
ら
れ
て
い
る
。
こ

れ
は
元
来
歴
史
を
超
越
す
る
と
考
え
ら
れ
る
民
俗

的
な
観
念
に
、
歴
史
的
変
遷
の
相
を
見
よ
う
と
す

る
も
の
で
、
注
目
さ
れ
る
。

本
章
で
は
、
き
び
し
い
儀
礼
の
場
で
の
呪
術
的

制
約
か
ら
解
放
さ
れ
る
と
、
葬
送
に
関
す
る
諸
行

為
は
、
儀
礼
か
ら
絶
縁
さ
れ
、
客
観
祝
さ
れ
、
そ

れ
が
推
敲
を
繰
り
返
し
な
が
ら
書
き
と
め
ら
れ
る
、

と
い
う
記
録
の
要
因
、
法
則
性
が
述
べ
ら
れ
て
お

り
興
味
深
い
。

第
五
章
で
は
、
柿
本
氏
と
そ
の
職
掌
が
述
べ
ら

れ
る
。
柿
本
人
麻
呂
に
関
し
て
は
、
万
葉
集
以
外
、

正
史
に
そ
の
姿
を
見
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
故
に

「
宮
廷
歌
人
」
「
舎
人
」
「
採
詩
官
」
と
色
庵
に
、

そ
の
職
掌
に
つ
い
て
も
規
定
さ
れ
て
い
る
。
こ
う

し
た
中
で
、
「
（
柿
本
の
カ
キ
は
）
宮
廷
領
の
境
界
、

又
は
其
処
を
守
る
こ
と
を
意
味
し
て
ゐ
る
．
と
思
は

れ
る
」
（
全
集
九
巻
「
柿
本
人
麿
」
四
六
三
頁
）
「
柿

ヨ
ゴ
ヮ
ｒ

本
氏
が
、
倭
朝
廷
の
遊
部
又
は
吉
言
部
か
ら
出
た

六
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で
あ
ろ
う
と
い
う
こ
と
は
…
．
：
」
（
全
集
十
二
巻
「
上

世
日
本
の
文
学
」
四
四
九
頁
）
と
い
っ
た
折
口
信
夫

の
指
摘
は
、
暗
示
的
で
は
あ
る
が
、
柿
本
氏
に
関

し
て
重
要
な
問
題
を
孕
ん
で
い
る
よ
う
に
思
わ
れ

々
（
》
◎

著
著
は
、
『
新
撰
姓
氏
録
』
巻
七
の
記
事
か
ら
、

「
敏
迷
天
皇
の
御
世
」
が
伝
承
の
中
核
で
あ
る
事
、

こ
の
天
皇
が
、
二
上
山
西
側
の
噴
墓
群
第
一
期
の

天
皇
で
あ
り
、
こ
の
期
が
「
談
儀
礼
第
一
期
」
に

相
当
す
る
事
、
人
麻
呂
長
歌
の
基
調
音
が
、
絶
対

に
‐
も
ど
っ
て
こ
な
い
死
者
へ
の
悲
し
み
の
情
で
あ

る
事
、
柿
本
氏
の
本
貫
が
、
飛
鳥
の
地
よ
り
西
八

キ
ロ
の
地
点
、
即
ち
、
葬
列
が
、
飛
鳥
の
地
か
ら

陵
墓
の
地
に
行
き
つ
く
中
継
点
と
し
て
最
も
ふ
さ

わ
し
い
事
、
な
ど
を
根
拠
と
し
て
、
柿
本
氏
は
、

貴
人
の
枢
を
守
り
、
葬
送
行
進
で
挽
歌
を
う
た
う

、
、
、
、

「
行
道
歌
人
」
（
傍
点
筆
者
、
二
頁
）
で
あ
っ
た

と
結
論
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
「
行
道
歌
人
」
と
し

て
の
規
定
は
、
き
わ
め
て
柿
本
氏
の
性
格
を
考
え
・

る
上
で
、
き
わ
め
て
注
目
す
ゞ
へ
き
も
の
で
あ
る
。

更
に
こ
の
葬
送
行
進
曲
、
「
行
道
歌
人
」
と
し
て

果
し
た
役
割
は
、
人
麻
呂
の
父
、
祖
父
の
代
で
終

っ
て
い
た
。
人
麻
呂
は
、
｜
‐
新
し
い
古
代
官
僚
制

Ｌ
き
ぎ
《
瞳

の
な
か
で
は
じ
め
か
ら
下
級
官
吏
と
し
て
位
置
づ

け
ら
れ
」
（
一
二
○
頁
）
．
般
官
吏
と
し
て
命
ぜ

ら
れ
る
ま
ま
に
作
歌
活
動
を
つ
づ
け
て
い
た
」

（
一
二
○
頁
）
の
で
あ
り
、
「
先
祖
か
ら
長
く
継
承

し
て
き
た
伝
統
的
な
歌
群
を
文
学
の
域
に
ま
で
た

か
め
し
め
、
さ
ら
に
そ
れ
を
集
約
的
に
か
れ
自
身

の
歌
と
し
て
定
着
さ
せ
、
万
葉
に
記
録
さ
れ
る
妓

大
の
契
機
を
な
し
た
の
で
あ
る
」
（
一
二
○
頁
）
と

さ
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
記
述
か
ら
、
著
者
は
、

万
葉
記
載
時
の
人
麻
呂
挽
歌
に
、
か
な
り
新
し
い

機
能
と
場
を
予
想
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
、
前

述
の
記
録
性
の
法
則
な
ど
か
ら
、
完
全
に
磧
宮
儀

礼
、
野
辺
の
送
り
の
葬
送
儀
礼
の
制
約
か
ら
解
放

さ
れ
、
文
学
独
自
の
道
を
歩
み
出
し
た
も
の
と
見

る
零
へ
き
か
、
ま
だ
儀
礼
の
制
約
下
に
あ
り
、
実
修

に
支
え
ら
れ
て
い
た
の
か
、
な
ど
に
つ
い
て
、
も

っ
と
言
及
し
て
い
た
だ
き
た
か
っ
た
。

葬
送
歌
曲
の
に
な
い
手
と
し
て
、
他
に
著
者
は

「
笛
吹
き
」
も
考
え
ら
れ
て
い
る
。

さ
て
挽
歌
に
、
枢
の
綱
を
引
き
な
が
ら
う
た
う

葬
送
歌
曲
の
意
の
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
の
は
、

古
く
契
沖
（
『
代
匠
記
羅
釈
）
で
あ
っ
た
。
以
後
、

岸
本
由
豆
流
（
『
孜
証
』
）
や
、
今
日
の
諸
注
は
こ
れ

一
ハ
ー
ハ

に
な
ら
い
、
「
挽
歌
と
い
う
名
目
は
も
と
枢
を
挽

く
時
の
歌
の
義
な
り
し
が
、
後
に
は
汎
く
喪
儀
に

用
ゐ
る
歌
の
義
と
な
り
、
更
に
変
じ
て
死
者
を
実

ず
る
詩
の
一
体
と
な
り
し
も
の
：
…
・
」
（
『
講
義
』

巻
二
、
一
九
○
頁
）
と
す
る
山
田
孝
雄
の
見
解
や

㈲
死
葬
に
際
し
て
帷
を
引
き
な
が
ら
歌
う
事
を
定

め
し
め
ら
れ
た
敬
山

目
機
に
応
じ
て
作
歌
さ
れ
た
哀
悼
の
歌
が
霊
前
に

て
、
哀
切
な
調
べ
を
以
て
歌
は
れ
た
も
の

目
一
般
に
人
の
死
葬
に
関
し
て
作
ら
れ
た
歌

（
『
大
成
』
七
巻
「
万
葉
集
の
挽
歌
」
一
九
七
頁
）

と
分
類
し
た
久
米
常
民
な
ど
の
説
が
定
説
と
な
っ

て
い
る
。
し
か
し
こ
れ
ら
は
、
「
枢
を
引
く
歌
」

の
出
典
を
漢
籍
に
求
め
た
「
挽
歌
名
義
考
」
で
あ

り
、
日
本
に
お
け
る
葬
送
民
俗
実
修
と
し
て
、
こ

れ
を
究
明
し
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
私
は
、
こ

う
し
た
と
こ
ろ
に
従
来
の
挽
歌
論
の
問
題
点
が
あ

っ
た
と
思
う
。

こ
う
し
た
時
、
飛
鳥
か
ら
二
上
山
周
辺
に
か
け

よ
ぶ

て
の
地
理
、
即
ち
飛
鳥
の
突
沢
神
社
、
四
分
、
新

庄
の
柿
本
、
笛
吹
、
笛
堂
、
竹
内
街
道
入
口
の
当

麻
、
河
内
近
く
の
東
条
、
な
ど
に
注
目
し
、
こ
れ

に
文
献
史
料
を
添
え
、
磧
宮
か
ら
埋
葬
地
ま
で
に

Ｇ
・
》
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「
枢
を
引
く
儀
礼
」
を
考
察
し
、
こ
れ
を
具
体
的

民
俗
実
修
と
し
て
究
明
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
極

め
て
新
し
い
葬
送
儀
礼
の
場
を
提
起
し
た
も
の
と

し
て
注
目
さ
れ
る
と
共
に
、
今
後
の
万
葉
挽
歌
研

究
に
、
新
し
い
視
点
を
示
唆
す
る
も
の
と
し
て
、

高
く
評
価
さ
れ
る
。

著
者
の
論
述
に
従
い
葬
列
の
後
を
追
っ
て
み
た

い
。ａ

天
皇
の
死
、
蹟
宮
飛
鳥
、
巽
沢
神
社

よ
ぷ

伺
遊
部
の
奉
仕
に
よ
る
葬
送
行
進
の
開
始
四
分

国
柿
本
氏
の
挽
歌
、
術
吹
辿
に
よ
る
葬
送
行
進
曲

飛
鳥
よ
り
五
、
六
キ
ロ
・
竹
内
越
え
へ
の
中
継

点
根
成
柿
、
奥
田
、
笛
堂
、
柿
本

㈲
当
麻
氏
、
最
後
の
魂
し
ず
め
儀
礼

二
上
山
附
近
、
当
麻
坂
、
当
麻

㈲
埋
葬
地
で
の
他
族
民
に
よ
る
埋
葬
儀
礼

こ
れ
が
著
者
に
よ
っ
て
、
地
理
的
に
た
ど
ら
れ
た

葬
列
の
全
過
程
で
あ
る
。
日
の
飛
鳥
の
地
で
行
わ

れ
る
「
魂
呼
い
」
的
な
、
大
臣
達
の
訣
詞
、
女
性
の

奥
泣
な
ど
が
行
わ
れ
た
蹟
宮
儀
礼
が
終
る
と
、
遺

体
は
㈲
の
鎮
魂
に
奉
仕
す
る
遊
部
達
の
手
に
渡
り

葬
列
は
出
発
す
る
。
遊
部
達
は
、
幟
、
楯
を
も
ち

枢
を
守
る
。
飛
鳥
か
ら
五
、
六
キ
ロ
の
地
点
で
匂

『
二
上
山
』

が
●
」
ｆ
・
ロ
了
句

の
柿
本
氏
、
傭
吹
き
が
、
葬
送
行
進
曲
を
か
な
で

る
。
柿
本
氏
に
よ
る
挽
歌
の
荘
重
な
合
唱
、
笛
吹

き
達
に
よ
る
柵
、
鼓
の
奏
楽
が
さ
れ
、
㈲
の
当
麻

氏
に
よ
る
最
後
の
魂
し
ず
め
」
儀
礼
へ
と
移
る
。

著
者
は
、
課
儀
礼
第
三
期
に
当
麻
氏
が
、
火
葬
直

前
の
蒜
を
専
従
的
に
行
っ
て
い
る
事
か
ら
、
㈲
の

当
麻
坂
付
近
で
の
儀
礼
を
、
死
出
の
旅
の
決
定
的

段
階
を
確
定
づ
け
る
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
し

て
㈲
の
他
族
民
に
よ
る
最
後
の
埋
葬
儀
礼
に
至
っ

て
、
こ
の
葬
送
行
進
は
終
り
を
つ
づ
る
。

従
来
名
義
考
と
し
て
、
出
典
考
証
の
対
象
で
し

か
な
か
っ
た
「
枢
を
引
く
」
こ
と
は
、
こ
こ
に
具

体
的
な
葬
送
実
修
と
し
て
、
か
な
り
明
確
に
再
現

さ
れ
て
い
る
。
勿
論
史
料
に
記
載
の
な
い
儀
礼
の

復
元
だ
け
に
、
推
測
、
論
の
飛
躍
の
あ
る
事
は
い

な
め
な
い
が
、
こ
う
し
た
細
部
の
不
備
は
、
今
後

著
者
に
よ
っ
て
埋
め
ら
れ
る
こ
と
は
必
至
で
あ
り
、

本
書
の
評
価
を
低
め
る
こ
と
は
な
い
。

意
を
尽
さ
ぬ
不
完
全
な
書
評
で
あ
る
こ
と
を
、

著
者
に
謝
し
た
い
。
特
に
著
者
の
深
い
学
問
的
成

果
で
あ
る
当
麻
姓
茶
羅
を
め
ぐ
る
論
述
に
触
れ
ら

れ
な
か
っ
た
の
は
心
残
り
で
あ
る
。
多
く
の
創
見

を
紹
介
し
得
ぬ
責
が
、
私
に
あ
る
こ
と
を
最
後
に

付
記
し
た
い
。
（
昭
和
四
十
二
年
十
月
十
日
発
刊
、

学
生
社
版
、
四
八
○
円
）

２
１
錨
も

Ｆ
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、


