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◆ キーワード　唱え言／話型／仕掛け／壽詞／謎

第
三
九
回
大
会
公
開
講
演

昔
話
と
唱
え
言
・
昔
話
の
唱
え
言

│
話
型
と
伝
承
的
表
現
│

廣　

田　
　

收

は
じ
め
に

昔
話
が
語
ら
れ
る
と
き
、
突
然
リ
ズ
ム
が
変
わ
り
、
心
地
よ
い
音
律
的
、

韻
律
的
な
表
現
に
出
く
わ
す
。
し
か
も
こ
の
表
現
は
、
反
復
的
に
組
み
込

ま
れ
、
様
式
的
に
配
置
さ
れ
る
こ
と
で
、
実
に
効
果
的
に
機
能
し
て
い
る
。

こ
れ
は
、
表
現
と
い
う
点
で
は
固
定
的
な
詞
章
で
あ
り
、
独
立
性
の
強
い

0

0

0

0

0

0

も
の

0

0

と
し
て
伝
承
さ
れ
て
い
る
。
私
は
、
こ
の
よ
う
な
詞
章
を
伝
承
的
表

現
と
呼
ん
で
い
る
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
伝
承
的
表
現
の
中
に
は
、
詞
章
自
体
が
も
と
も
と
年

中
行
事
の
唱
え
言
と
し
て
伝
承
さ
れ
て
き
た
も
の
も
あ
る
し
、
昔
話
の
た

め
に
「
作
ら
れ
た
」
の
で
は
な
い
か
と
推
測
さ
れ
る
も
の
も
あ
る
。
こ
れ

ら
は
民
俗
行
事
の
中
で
呪
的
機
能
を
負
う
詞
章
が
基
本

0

0

と
な
っ
て
い
る
と

考
え
ら
れ
る
か
ら
、
柳
田
國
男
氏
の
考
察
に
従
っ
て
今
仮
に
、
唱
え
言
と

い
う
用
語
を
使
っ
て
お
き
た
い
。

と
こ
ろ
で
、
柳
田
氏
が
採
用
し
た
「
口
承
文
芸
」
と
い
う
概
念
は
、
し

か
し
口
承
の
昔
話
を
、
言
葉

0

0

に
よ
っ
て
織
ら
れ
た
テ
キ
ス
ト
と
し
て
捉
え

る
と
い
う
意
味
で
、
極
め
て
重
要
で
あ
る
。
語
ら
れ
る
説
話
と
書
か
れ
た

説
話
と
の
双
方
を

0

0

0

、
伝
承
と
い
う
視
点
か
ら
捉
え
よ
う
と
す
る
立
場
か
ら

す
る
と
、
伝
承
さ
れ
て
き
た
不
可
視
の
話
型
に
、
固
定
的
な
伝
承
的
詞
章

で
あ
る
唱
え
言
が
組
み
込
ま
れ
る

0

0

0

0

0

0

こ
と
に
よ
っ
て
、
昔
話
は
ま
さ
に
伝
承

の
構
成
体
と
し
て
重
層
的
に
織
ら
れ
て
い
る
と
い
え
る
。

長
野
県
下
伊
那
郡
の
山
村
で
私
た
ち
が
出
会
っ
た
桜
井
小
菊
さ
ん

（
一
九
〇
七
〜
九
三
年
）
は
、五
〇
話
ク
ラ
ス
の
昔
話
の
語
り
手
で
あ
っ
た
。

小
菊
さ
ん
の
採
録
（『
桜
井
小
菊
昔
話
記
録
集
』
自
刊
、
二
〇
一
三
年
）
の

中
で
、
唱
え
言
を
含
む
昔
話
の
話
柄
は
「
鼠
浄
土
」「
瘤
取
爺
」「
鳥
呑
爺
」

「
尻
鳴
箆
」
な
ど
の
他
に
、「
勝
々
山
」「
狐
女
房
」「
時
鳥
の
兄
弟
」「
笠
地

蔵
」「
継
子
と
笛
」「
紅
皿
欠
皿
」
な
ど
が
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
小
菊
さ
ん

か
ら
は
聞
け
な
か
っ
た
話
柄
で
も
、「
猿
神
退
治
」
の
亞
型
や
「
天
人
女
房
」

な
ど
に
は
、
唱
え
言
が
仕
掛
け
と
し
て
組
み
込
ま
れ
て
い
る
（
１
）。

ま
ず
、
桜
井
小
菊
さ
ん
の
昔
話
「
尻
鳴
箆べ
ら

」
を
対
象
と
し
て
、
昔
話
と

唱
え
言
と
の
か
か
わ
り
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
て
み
た
い
。
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昔
話
「
尻
鳴
箆
」
語
り
と
唱
え
言

「
尻
鳴
箆
」
の
話
柄
を
取
り
上
げ
る
理
由
は
、
小
僧
の
悪い
た
ず
ら戯

に
よ
っ
て
嫁

様
の
御
尻
か
ら
出
る
音
が
、
よ
り
に
よ
っ
て
あ
の
有
名
な
「
高
い
山
か
ら

谷
底
見
れ
ば
瓜
や
茄
の
花
盛
り
」
と
い
う
民
謡

0

0

だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
全

国
の
「
尻
鳴
箆
」
の
採
録
事
例
を
集
め
る
と
、
御
尻
が
鳴
り
出
す
音
に
は
、

他
の
話
柄
の
唱
え
言
と
互
換
性
の
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。
同
時
に
、
小
菊

さ
ん
の
語
り
に
お
け
る
「
高
い
山
か
ら
」
と
い
う
事
例
は
珍
し
い
も
の
で

あ
る
こ
と
が
分
か
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
私
は
、
有
名
な
民
謡
の
詞
章
が
、

ス
ト
ー
リ
ー
と
は
直
接
関
係
が
な
い
の
に
、
な
ぜ
昔
話
の
語
り
の
中
に
組

み
込
ま
れ
て
い
る
の
か
と
い
う
こ
と
に
興
味
を
持
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

私
の
理
解
で
は
、
本
格
昔
話
は
原
則
と
し
て
主
人
公
の
身
の
上
に
起
こ

る
出
来
事
を
語
る
。
出
来
事

0

0

0

と
は
何
か
と
い
う
と
、こ
の
昔
話
の
場
合
（
働

か
な
い
、
貧
し
い
）
の
う
な
し
小
僧
が
（
呪
物
と
し
て
の
）
杓
し
ゃ
く

子し

を
手
に

入
れ
、
こ
れ
を
（
知
恵
を
も
っ
て
）
活
用
す
る
こ
と
で
、
金
儲
け
が
で
き

（
金
持
ち
に
な
）
る
と
い
う
ふ
う
に
、
小
僧
の
身
の
上
に
起
こ
る
存
在
の
転

0

0

0

0

換0

の
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
現
実
に
は
絶
対
起
り
得
な
い
、
と
い
う
意
味

で
ま
さ
に
奇
蹟
で
あ
る
。「
幸
福
な
る
結
末
」
を
い
う
だ
け
で
は
、
昔
話
の

仕
組
み
や
仕
掛
け
が
問
わ
れ
な
い
う
ら
み
が
あ
る
（
２
）。

小
菊
さ
ん
の
語
り
で
は
、
の
う
な
し
小
僧
が
杓
子
を
手
に
入
れ
る
契
機

は
、
神
の
御
告
げ

0

0

0

0

0

に
よ
る
の
か
、
夢
告

0

0

に
よ
る
の
か
、
二
様
の
語
り
方
が

あ
る
。
神
格
の
介
在
は
、
小
菊
さ
ん
の
語
り
で
は
不
安
定
で
、
曖
昧

0

0

で
あ

る
。
む
し
ろ
、
小
僧
は
夢
告
を
得
る
資
格

0

0

を
も
つ
こ
と
で
「
の
う
な
し
」

で
は
な
く
、
ま
さ
に
選
ば
れ
た
存
在

0

0

0

0

0

0

で
あ
る
と
い
え
る
。
普
通
、
昔
話
に

神
格
や
仏
格
が
登
場
す
る
こ
と
は
稀
で
あ
る
。
た
だ
、
神
や
仏
な
ど
の
超

越
的
存
在
に
よ
っ
て
直
ち
に
壽
福
が
も
た
ら
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
く

0

0

0

0

0

0

、
夢

告
は
杓
子
を
手
に
入
れ
る
契
機

0

0

と
し
て
の
役
割
を
持
っ
て
い
る
。
昔
話
で

は
杓
子
を
ど
う
使
う
か
、
知
恵

0

0

を
ど
う
働
か
せ
る
か
は
、
小
僧
そ
の
人
に

委
ね
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
点
は
、
昔
話
「
藁わ
ら

し
べ
長
者
」
も
同
様
で
、
機0

会0

は
観
音
が
与
え
て
く
れ
る
が
、
主
人
公
は
み
ず
か
ら
の
知
恵
で
も
っ
て

運
命
を
切
り
開
い
て
行
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
こ
と
が
お
そ
ら
く
、

昔
話
の
教
育
的
な
機
能
の
問
題
で
あ
る
。

い
う
ま
で
も
な
く
、
遣
い
古
さ
れ
た
「
杓
子
」
が
、
現
実
に

0

0

0

そ
の
よ
う

な
不
思
議
な
働
き
を
す
る
こ
と
は
な
い
。
そ
れ
を
聞
き
手
も
知
ら
な
い
わ

け
で
は
な
い
。
た
だ
あ
り
え
な
い
こ
と
が
起
こ
る
と
い
う
こ
と
が
昔
話
の

要
点
で
あ
る
。

い
っ
た
い
「
杓
子
」
と
は
何
か
。
柳
田
國
男
氏
は
、
次
の
よ
う
に
述
べ

て
い
る
。

　

通
例
は
向
つ
て
爐ろ

の
右
手
、
即
ち
横
座
か
ら
左
に
な
る
一
側
を
、

カ
カ
座
も
し
く
は
茶
飲
み
座
、
腰こ
し
も
と元

又
は
勝
手
な
ど
ゝ
も
呼
ん
で
居

る
。
そ
の
最
も
横
座
に
接
近
し
た
席
は
、
当
然
に
主
婦
に
専
属
し
た
。

ヘ
ラ
即
ち
飯
匙さ
じ

は
其
権
力
の
象
徴

0

0

0

0

0

0

で
あ
り
、
食
物
の
分
配
は
唯
ヘ
ラ

取
り
、
即
ち
オ
カ
タ
殿
の
み
の
掌
つ
か
さ
どる

所
で
あ
り
、
誤
つ
て
其
席
を

侵
し
た
ア
ネ
子
な
ど
は
、
そ
れ
だ
け
で
も
離
縁
せ
ら
れ
る
に
十
分
な

理
由
が
あ
つ
た
（
３
）。
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柳
田
氏
の
考
え
は
、
杓
子
を
主
婦
権
の
象
徴
と
見
る
も
の
で
あ
る
。
た

だ
柳
田
氏
に
は
、
も
う
ひ
と
つ
の
考
え
も
あ
る
。「
山
の
神
と
杓
子
と
の
因

縁
」
を
説
か
れ
て
い
る
箇
所
を
引
用
し
て
お
こ
う
。

（
一
）
例
へ
ば
薩
摩
地
方
に
多
い
田
の
神
の
石
像
が
、
必
ず
右
の
手
に

持
つ
て
居
る
の
は
、
一
箇
の
好
適
例
で
あ
り
、（
略
）
杓
子
を
穀
神
の

標
章
と
し
た
一
証
に
な
る
か
も
知
ら
ぬ
が
、
こ
の
他
に
別
に
杓
子
を
手

に
持
つ
神
像
、
或
は
こ
れ
を
中
心
と
す
る
儀
式
乃
至
は
呪
術
が
あ
つ

て
、
些
い
さ
さか

も
農
作
と
は
関
係
が
な
か
つ
た
場
合
に
、
果
し
て
何
を
以も
っ

て
一
方
が
古
い
本
当
の
信
仰
で
、
他
の
一
方
が
第
二
次
の
変
転
で
あ
る

こ
と
を
証
せ
ら
れ
る
か
、
頗
す
こ
ぶる

覚お
ぼ
つ
か束

な
く
考
へ
ら
れ
る
話
で
あ
る
（
４
）。

（
二
）
杓
子
を
女
房
の
徽
章

0

0

0

0

0

と
す
る
こ
と
は
理
由
も
あ
れ
ば
実
例
も

あ
る
。
杓
子
は
即
ち
食
物
分
配
の
唯
一
の
機
関
で
あ
る
。
嫁
に
杓

子
を
渡
す
と
言
ふ
こ
と
は
、
姑
し
ゅ
う
と
めか

ら
世
帯
を
引
継
ぐ
こ
と
で
あ

る
（
諺
語
大
辞
典
）。
佐
渡
な
ど
で
は
こ
の
杓
子
を
渡
し
た
日
か

ら
、
飯
も
嫁
に
盛
つ
て
も
ら
は
ね
ば
な
ら
ぬ
と
言
ふ
（
郷
土
研
究

四
の
六
一
七
、六
九
七
頁
）。
即
ち
杓
子
を
以
て
少
な
く
と
も
一
種
の

regalia

と
し
て
居
た
こ
と
が
わ
か
る
（
５
）。

結
局
の
と
こ
ろ
柳
田
氏
は
、
杓
子
献
納
の
事
例
、
杓
子
舞
や
杓
子
踊
な
ど

の
事
例
を
挙
げ
る
か
ら
、
杓
子
を
神
の
依よ
り
し
ろ代
と
考
え
て
い
た
の
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
。

と
こ
ろ
で
、
小
菊
さ
ん
の
場
合
、
こ
の
昔
話
の
語
り
で
は
、
村
独
特
の

結
婚
式
の
次
第
を
設
定
す
る
こ
と
で
、
小
僧
の
活
躍
す
る
舞
台
を
用
意
し

て
い
る
と
こ
ろ
に
特
徴
が
あ
る
。
つ
ま
り
、
民
俗
学
的
に
は
「
神
様
の
御

告
げ
」「
杓
子
」「
用
度
木
」「
祝
言
」「
本
座
敷
、
後
座
敷
」「
便
所
」
な
ど

は
有
意
の
表
現
で
、
昔
話
の
基
盤
を
な
す
民
俗
的
な
モ
テ
ィ
フ
と
し
て
、

昔
話
の
表
現
の
表
層

0

0

を
な
し
て
い
る
。
語
り
手
や
地
域
を
異
に
す
れ
ば
、

杓
子
で
は
な
く
箆
で
あ
っ
て
も
よ
い
。

一
方
、
語
り
に
は
、
外
来
の
旅
行
者

0

0

0

で
あ
る
採
訪
者
の
私
た
ち
に
対
す

る
説
明
も
含
ま
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
本
来
の
語
り
そ
の
も
の
で
は
な
く
、

も
と
も
と
必
要
の
な
い
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
説
明
は
、
民
俗
的
な

語
彙
よ
り
も
さ
ら
に

0

0

0

表
層
を
な
す
も
の
で
あ
る
。

昔
話
の
基
本
的
構
成

そ
れ
で
は
何
が
、
昔
話
の
語
り
の
基
層
を
な
す
の
か
。
昔
話
の
可
視
的

0

0

0

な
表
現
を
（
根
底
か
ら
）
支
え
る
（
不
可
視

0

0

0

の
）
原
理
は
、
ど
こ
に
認
め

ら
れ
る
の
か
。
昔
話
の
表
現
か
ら
、
共
通
す
る
原
理
を
見
る
た
め
に
、「
主

語 

＋ 

述
語
」
の
単
位
で
事
項
を
確
認
し
て
み
よ
う
。
す
る
と
、
こ
の
昔
話

の
基
本
的
構
成
は
、
次
の
よ
う
で
あ
る
。

の
う
な
し
小
僧
が
い
た
。

小
僧
が
杓
子
を
手
に
入
れ
る
。

小
僧
が
杓
子
で
御
尻
を
拭
く
。

小
僧
の
御
尻
が
唄
を
歌
う
。

（
小
僧
が
杓
子
を
ひ
っ
く
り
返
し
て
御
尻
を
拭
く
）

（
小
僧
の
御
尻
の
唄
が
止
ま
る
）

小
僧
が
嫁
様
の
御
尻
を
拭
く
。
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嫁
様
の
御
尻
が
唄
を
歌
う
。

小
僧
が
杓
子
を
ひ
っ
く
り
返
し
て
嫁
様
の
御
尻
を
拭
く
。

嫁
様
の
御
尻
の
唄
が
止
ま
る
。

小
僧
が
金
持
ち
に
な
る
。

こ
れ
ら
の
事
項
群
を
可
視
的
な
形
態
と
し
て
捉
え
る
と
、
そ
れ
は
話
柄

0

0

と

呼
ぶ
べ
き
も
の
で
あ
る
。
話
型
は
こ
の
よ
う
な
可
視
的
な
事
項
の
配
列
を

透
か
し
て

0

0

0

0

う
か
が
え
る
、
不
可
視
の
原
理
的
な
規
制

0

0

、
枠
組
み
と
し
（
て
、

手
ご
た
え
の
よ
う
な
も
の
と
し
）
て
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

も
し
語
り
手
が
、
鍵
と
な
る
表
現
や
詞
章
を
、
厭
わ
ず
繰
り
返
し
て
丁0

寧0

に
語
る
場
合
に
は
、
底
抜
け
に
の
ど
か
な

0

0

0

0

フ
シ
で
歌
わ
れ
る
、
あ
の
民

謡
が
、
何
度
も

0

0

0

御
尻
か
ら
出
て
く
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
の
昔
話
の
笑
い

は
、
も
っ
と
豊
か
に
醸か
も

し
出
さ
れ
る
は
ず
で
あ
る
。

唱
え
言
と
は
何
か

こ
の
よ
う
に
考
え
て
く
る
と
、（
1
）
い
っ
た
い
唱
え
言
と
は
何
か
と
い

う
疑
問
と
、（
2
）
語
り
の
中
で
、
唱
え
言
は
ど
の
よ
う
に
配
置
さ
れ
て
い

る
の
か
と
い
う
疑
問
が
生
じ
る
。
こ
の
問
題
を
順
番
に
検
討
し
て
み
よ
う
。

ま
ず
（
1
）
唱
え
言
と
は
何
か
、
で
あ
る
。
柳
田
國
男
氏
は
次
の
よ
う

に
述
べ
て
い
る
。

　

唱
へ
言
も
外
形
は
諺
と
よ
く
似
て
、
現
に
其
中
に
編
入
せ
ら
れ
て

居
る
も
の
も
多
い
が
、
そ
の
最
初
の
用
途
は
著
し
く
異
な
つ
て
居
た
。

此
方
は
寧
ろ
あ
ま
り
多
く
の
他
人
に
知
ら
せ
ぬ
を
利
と
し
、
知
つ
た

者
同
士
の
仲
間
な
ら
ば
格
別
、
さ
う
で
無
け
れ
ば
口
の
内
で
唱
へ
る

の
を
例
と
し
て
居
た
。
つ
ま
り
は
諺
が
人
と
人
と
の
交
通
で
あ
る
に

反
し
て
、
こ
れ
は
神
又
は
霊
を
相
手
と
し
た

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

コ
ト
ワ
ザ
で
あ
つ
た
。

呪
文
と
謂
つ
て
居
た
も
の
ゝ
系
統
に
属
す
る
か
ら
で
あ
る
（
６
）。

こ
こ
に
い
う
「
コ
ト
ワ
ザ
」
と
は
、「
元
来
コ
ト
ワ
ザ
と
い
ふ
語
は
言
語
の

技
術
、
即
ち
言
葉
の
活
用
の
全
体
を
包
容
す
べ
き
も
の
で
あ
つ
た
（
７
）」

と
さ

れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、

　

我
邦
の
唱
へ
ご
と
は
信
仰
の
変
化
に
よ
つ
て
、
今
日
既
に
其
数
が

非
常
に
少
な
く
な
つ
て
居
る
。
現
在
普
通
に
さ
う
い
ふ
名
を
以
て
呼

ば
れ
て
居
る
も
の
も
、
最
初
呪
法
の
目
的
に
出
で
た
こ
と
は
同
じ
で

あ
り
、
又
呪
文
と
し
て
の
効
果
は
其
方
が
多
い
の
か
も
知
れ
ぬ
が
、

そ
れ
は
個
人
の
秘
伝
に
属
す
る
も
の
で
、
他
の
一
方
の
群
が
共
有
し

て
居
る
も
の
と
重
要
な
る
点
に
於
て
相
違
し
、
従
う
て
又
ト
ナ
ヘ
ゴ

ト
の
名
に
は
当
ら
ぬ
の
で
あ
る
。
神
霊
に
は
耳
を
傾
け
さ
せ
て
も
人

に
は
聴
か
せ
ま
い
と
す
る
の
だ
か
ら
、
口
承
文
芸
の
範
囲
に
は
入
ら

ぬ
も
の
で
あ
る
。
之
に
反
し
て
本
来
の
唱
へ
ご
と
に
は
、
無
意
識
の

誤
伝
は
ま
ゝ
あ
る
が
、
兎
に
角
定
ま
つ
た
形

0

0

0

0

0

を
誰
に
で
も
聴
か
し
め
、

そ
れ
を
又
必
要
な
折
に
の
み
繰
返
し
て
居
る
点
は
、
頗
る
わ
れ
わ
れ

が
想
像
し
て
居
る
神
話

0

0

な
ど
ゝ
い
ふ
も
の
と
近
い
。
し
か
も
現
存
の

も
の
は
、
何
れ
も
い
つ
の
間
に
か
古
代
の
表
現
法
を
改
め
て
、
近
代

の
国
語
に
依
ら
う
と
し
て
居
る
（
傍
点
・
廣
田
）。

と
説
か
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
唱
え
言
を
「
呪
文
」
と
同
類
と
見
る
こ

と
に
お
い
て
、
昔
話
を
わ
が
国
の
「
固
有
信
仰
」
を
探
る
「
宗
教
史
史
料
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と
し
て
の
価
値
」
を
み
よ
う
と
し
た
と
い
え
る
（
８
）。

柳
田
氏
は
唱
え
言
を
論
じ
る
に
あ
た
り
、
正
月
元
日
、
若
水
迎
え
、
豆

焼
き
の
灰
占
、
七
草
粥
、
獅
子
舞
、
春
田
打
ち
、
花
正
月
、
ホ
ト
ホ
ト
、

粥
釣
り
、
節
分
、
豆
蒔
き
等
々
と
い
ふ
う
に
、
特
に
年
中
行
事
と
の
か
か

わ
り
に
お
い
て
論
じ
て
い
る
。

そ
こ
で
、
唱
え
言
と
い
う
用
語
に
つ
い
て
、
柳
田
國
男
氏
が
実
際
に
ど

の
よ
う
な
文
脈
で
用
い
て
い
る
か
、
具
体
的
に
確
か
め
て
お
く
こ
と
に
し

よ
う
。
柳
田
氏
が
唱
え
言
を
原
理
的
な
あ
り
か
た
を
示
す
事
例
と
み
な
す

も
の
と
、
派
生
的
・
二
次
的
な
あ
り
か
た
を
示
す
も
の
と
が
、
お
の
ず
と

見
え
て
く
る
。

幾
つ
か
列
挙
し
て
み
る
と
、「
神
異
異
類
を
武
器
と
し
て
の
と
な
へ
ご

と
・
ま
じ
な
ひ
の
語
、
他
の
人
に
隠
す
と
隠
さ
ぬ
が
、
唱
へ
言
と
諺
と
の

差
で
あ
り
ま
し
た
」（「
東
北
と
郷
土
研
究
」
第
二
五
巻
、
四
八
七
頁
）、「
音

律
を
整
へ
ら
れ
た
綾
言
葉
」
で
「
詞
章
は
固
定
し
て
受
け
継
が
れ
」、「
唱

へ
ご
と
の
目
的
は
、
も
と
は
幾
通
り
も
あ
つ
て
」
云
々
（「
口
碑
」
第
二
六

巻
、
三
〇
六
頁
）、「
ま
じ
な
ひ
や
唱
へ
ご
と
の
積
極
的
に
好
事
の
出
現
を

招
致
せ
ん
と
し
た
」（「
忌
と
物
忌
の
話
」
第
二
七
巻
、
三
二
〇
頁
）、「
狩

の
伝
書
」
に
残
る
「
神
話
」（「
妖
怪
談
義
」
第
二
七
巻
、
三
八
〇
頁
）、「
唱

へ
ご
と
が
我
々
の
コ
ト
ワ
ザ
の
最
も
古
い
形
の
一
つ
で
あ
る
」（「
口
承
文

芸
と
は
何
か
」
第
六
巻
、
三
一
頁
）、「
本
来
の
唱
へ
ご
と
は
、
無
意
識
の

誤
伝
は
ま
ゝ
あ
る
が
、
兎と

に
角か
く

定
ま
つ
た
形
を
具
へ
て
誰
に
で
も
聴
か
し

め
、
そ
れ
を
又
必
要
な
折
に
の
み
繰
返
し
て
居
る
点
は
、
頗
す
こ
ぶる

我
々
が
想

像
し
て
居
る
神
話
な
ど
ゝ
と
い
ふ
も
の
と
近
い
」（「
口
承
文
芸
と
は
何
か
」

第
六
巻
、
三
二
頁
）、「
と
な
へ
ご
と
の
都
市
に
伝
は
つ
て
居
る
の
は
、
祭

の
神
輿
を
舁か

く
時
の
詞
、
又
は
踊
や
歌
の
囃は
や

子し

の
至
つ
て
簡
単
な
も
の
」

（「
口
承
文
芸
と
は
何
か
」
第
六
巻
、
三
二
頁
）、「
呪
文
の
詞
」
で
「
唱
へ

言
を
し
つ
ゝ
物
を
搗つ

く
と
、金
銀
又
は
米
が
際
限
も
な
く
湧
き
出
す
」（「
花

咲
爺
」
第
六
巻
、
二
一
一
〜
二
頁
）
な
ど
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
事
例
か
ら
帰
納
す
る
と
、
柳
田
氏
は
、
唱
え
言
は
本
来

0

0

儀
礼

に
お
け
る
神
話
的
な
機
能
を
備
え
た
、
一
定
の
音
律
と
詞
章
を
備
え
た
も

の
で
あ
っ
た
が
、
や
が
て
遊
戯
的
な
も
の
へ
と
変
容
し
た
と
理
解
し
て
い

た
、
と
考
え
ら
れ
る
。

民
謡
と
し
て
の
「
高
い
山
か
ら
」

さ
て
、
民
謡
「
高
い
山
か
ら
」
が
、
誰
も
予
想
だ
に
し
な
い
、
意
外
性

の
あ
る
も
の
と
し
て
登
場
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
次
の
よ
う
に
考
え
る
こ

と
が
で
き
る
。
土
橋
寛
ゆ
た
か

氏
は
、
民
謡
の
「
花
讃ほ

め
の
祝
歌
」
の
事
例
と

し
て
、高

い
山
か
ら
谷
底
見
れ
ば　

稲
は
苗
代
の

0

0

0

0

0

花
盛
り

 

（
弘
前
付
近
、
盆
踊
り
歌
）

八
溝
山

0

0

0

か
ら
谷
底
見
れ
ば　

瓜
や
茄
子
の
花
盛
り

 

（
茨
城
県
、
ヤ
ー
ハ
ー
節
）

弥
彦
山

0

0

0

か
ら
分
水

0

0

見
れ
ば　

今
は

0

0

盛
り
の
桜
花

 

（
新
潟
県
、
地
蔵
堂
お
け
さ
）

な
ど
を
挙
げ
て
（
傍
点
、
廣
田
）、
次
の
よ
う
に
論
じ
て
い
る
。
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最
初
の
歌
は
山
の
上
か
ら
見
下
さ
れ
る
苗
代
の
稲
の
花
盛
り
を

歌
っ
て
い
る
が
、「
稲
の
花
盛
り
」
が
写
生
で
な
い
こ
と
は
い
う
ま
で

も
な
く
、
そ
う
あ
っ
て
ほ
し
い

0

0

0

0

0

0

0

0

と
い
う
願
望
を
、
現
在
そ
う
あ
る

0

0

0

0

と

い
う
形
で
歌
っ
た
も
の
で
あ
り
、
農
作
の
予よ

祝
し
ゅ
く

歌
と
し
て
の
性
格

は
、
そ
の
よ
う
な
呪
術
的
表
現
に
端
的
に
現
わ
れ
て
い
る
。（
傍
点
・

廣
田
）

そ
し
て
「
花
盛
り
を
讃
め
る
こ
と
が
農
作
の
予
祝
的
意
味
を
持
っ
て
い
る

こ
と
」
を
論
じ
て
い
る
（
９
）。

土
橋
氏
は
、
こ
の
よ
う
な
民
謡
を
参
照
す
る
こ

と
で
、『
古
事
記
』『
日
本
書
紀
』
に
組
み
込
ま
れ
た
歌
謡
を
、
独
立
歌
謡

と
物
語
歌
と
に
分
割
す
る
と
い
う
方
法
を
展
開
す
る
。

民
謡
「
高
い
山
か
ら
」
は
、
春
の
農
耕
作
業
に
お
い
て
、
ま
た
盆
踊
り

に
お
い
て
歌
わ
れ
る
儀
礼
性
の
強
い
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
お
そ
ら
く
、

こ
れ
が
元0
も
と
う
た歌0

な
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
と
す
れ
ば
、
右
の
よ
う
に
土
橋
氏

の
挙
げ
た
民
謡
の
事
例
は
、
元
歌
に
依
り
な
が
ら
、
傍
点
の
部
分
は
地
域

性
を
与
え
た
表
現
に
な
っ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
か
ら
で
あ
る
。
土
橋
氏

の
掲
げ
た
地
方
の
事
例
は
、
元
歌
の
異
伝variant

で
あ
る
。

そ
の
こ
と
か
ら
見
る
と
、
昔
話
の
中
で
御
尻
か
ら
出
る
歌
が
、
こ
の
よ

う
な
予
祝
的
性
格
を
も
つ
と
い
う
こ
と
は
、
昔
話
研
究
に
お
い
て
し
ば
し

ば
指
摘
さ
れ
て
き
た
昔
話
の
儀
礼
性

0

0

0

に
対
し
て
、
昔
話
の
遊
戯
性

0

0

0

を
示
す

も
の
だ
と
い
え
る
。
こ
の
昔
話
の
笑
い
は
、
そ
の
よ
う
な
齟そ
ご齬

か
ら
生
み

出
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。

「
尻
鳴
箆
」
の
唱
え
言
は
本
来
、
民
謡
「
高
い
山
か
ら
」
を
念
頭
に
置
け

ば
、
壽よ

詞ご
と

で
あ
ろ
う
。
た
だ
、
全
国
の
事
例
の
殆
ど
は
、
逆
に
壽
詞
性
よ

り
も
遊
戯
性
の
強
い
事
例
が
圧
倒
的
に
多
い
。「
高
い
山
か
ら
」
は
全
国
の

採
録
事
例
か
ら
見
て
、
珍
し
い
事
例
で
あ
る
。
い
う
な
ら
ば
、
御
尻
が
音

を
出
し
、
音
が
止
ら
な
い
と
き
に
、
御
尻
の
音
を
止
め
る
こ
と
が
で
き
れ

ば
よ
い
の
で
、
そ
の
意
味
で
は
、
そ
の
音
は
歌
に
限
ら
ず
、
呪
文
で
も
よ

か
っ
た
し
、
話
言
葉
で
も
、
擬
音
や
雑
音
な
ど
、
極
端
な
こ
と
を
言
え
ば
、

何
で
も

0

0

0

よ
か
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
つ
ま
り
、「
貧
し
い
存
在
が
、
知
恵
を
働

か
せ
て
裕
福
に
な
る
」
と
い
う
、
昔
話
の
基
層

0

0

の
構
成
に
、
民
謡
「
高
い

山
か
ら
」
が
組
み
込
ま
れ
て
、
そ
の
表
層
に
、
語
ら
れ
る
地
域
の
特
性
を

担
う
民
俗
的
語
彙
が
加
え
ら
れ
て
い
る
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
さ
ら
に

も
っ
と
表
層
に
、
語
り
の
場
に
お
け
る
聞
き
手
と
の
関
係
に
お
い
て
、
必

要
な
説
明
が
付
加
さ
れ
て
い
る
と
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

昔
話
に
お
け
る
唱
え
言
の
置
か
れ
方 

─
昔
話
「
鳥
呑
爺
」の
場
合
─

参
考
の
た
め
に
、
小
菊
さ
ん
の
昔
話
「
鳥
呑
爺
」
の
構
成
を
見
て
お
こ

う
。
語
り
口
か
ら
取
り
出
し
た
事
項
か
ら
、
説
明
的
な
表
現
を
排
除
し
て

行
く
と
「
基
本
的

0

0

0

事
項
」
が
明
ら
か
に
な
る
。

爺
が
ヤ
マ
ガ
ラ
を
呑
み
込
む
。

爺
は
殿
様
の
前
で
め
で
た
い
屁
を
ひ
る
。

（
唱
え
言
）

爺
は
殿
様
か
ら
褒
美
を
も
ら
う
。

隣
爺
が
ヤ
マ
ガ
ラ
を
噛
ん
で
食
べ
る
。（
呑
み
込
め
な
い
）

隣
爺
は
殿
様
の
前
で
糞
を
出
す
。
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（
唱
え
言
は
な
い
）

隣
爺
は
殿
様
か
ら
罰
せ
ら
れ
る
。（
貧
乏
に
な
る
）

さ
ら
に
抽
象
度
を
上
げ
、
話
型
の
深
層
0

0

を
な
す
「
基
層
的

0

0

0

事
項
」
を
取
り

出
す
と
次
の
よ
う
で
あ
る
。
こ
こ
に
至
る
と
、
も
う
唱
え
言
の
有
無
は
、

問
題
と
な
ら
な
い
。

爺
が
山
へ
行
く
。

爺
が
鳥
を
呑
み
込
む
。　
　
　
（
第
二
項
）

爺
は
黄
金
を
ひ
る
。

（
爺
は
金
持
ち
に
な
る
）

隣
爺
が
山
へ
行
く
。

隣
爺
が
鳥
を
噛
ん
で
食
べ
る
。（
第
二
項
）

隣
爺
は
糞
を
ひ
る
。

（
隣
爺
は
処
罰
さ
れ
る
）

こ
こ
ま
で
抽
象
化
す
る
と
、
め
で
た
い
屁
を
ひ
る
こ
と
で
「
殿
様

0

0

か
ら
褒0

美0

を
貰
う
」
と
は
、
い
わ
ば
江
戸
時
代
の
歴
史
的
な
表
現
で
あ
っ
て
、
根

源
的
に
は
、
鳥
の
霊
力
と
黄
金
と
が
等
価
で
あ
る
（
同
値
で
あ
る
）
と
い

う
次
元
に
、
昔
話
の
基
層
が
あ
る
。
い
う
な
ら
ば
、
爺
が
直
接
黄
金

0

0

0

0

を
ひ

り
出
し
て
も
よ
い
の
で
あ
る
。

ま
た
、
唱
え
言
は
話
型
に
組
み
込
ま
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
語
り
を
豊

か
な
も
の
に
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
ま
た
、
爺
の
行
動
の
第
二
項
と
、

隣
爺
の
行
動
の
第
二
項
と
が
、
二
人
の
運
命
を
幸
・
不
幸
に
分
け
る
働
き

を
も
っ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
こ
の
媒
介
項
が
、
貧
し
さ
か
ら
金
持
ち

へ
、
主
人
公
の
存
在
根
拠identity

を
転
換
さ
せ
る
仕
掛
け
で
あ
る
。
こ

れ
に
倣
っ
て
昔
話
「
尻
鳴
箆
」
の
構
成
を
対
照
さ
せ
て
み
よ
う
。

の
う
な
し
小
僧
が
杓
子
を
手
に
入
れ
る
。

の
う
な
し
小
僧
が
嫁
様
の
御
尻
を
拭
く
。　
（
第
二
項
ａ
）

嫁
様
の
御
尻
が
「
高
い
山
か
ら
」
を
唄
う
。（
第
二
項
ａ
）

の
う
な
し
小
僧
が
嫁
様
の
御
尻
を
拭
く
。　
（
第
二
項
ｂ
）

嫁
様
の
御
尻
が
唄
う
こ
と
を
止
め
る
。　
　
（
第
二
項
ｂ
）

の
う
な
し
小
僧
が
褒
美
を
も
ら
う
。　
（
金
持
ち
に
な
る
）

「
鳥
呑
爺
」
よ
り
も
「
尻
鳴
箆
」
の
方
が
少
し
ば
か
り
複
雑
で
あ
る
の
は
、

第
二
項
が
ａ
と
ｂ
と
い
う
ふ
う
に
、
二
段
階
に
な
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
小
僧
は
自
分
で
仕
掛
け
て
自
分
で
解
決
す
る
、
い
わ
ゆ
る
マ
ッ

チ
・
ポ
ン
プ
式
の
仕
掛
け
が
語
り
に
は
仕
組
ま
れ
て
い
る
。
要
す
る
に
、

嫁
様
が
病
気
に
な
る
。
／
小
僧
が
嫁
様
の
病
気
を
治
す
。

と
い
う
こ
と
が
第
二
項
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
第
二
項
は
複
雑
に
な
っ
て
い

る
が
、
原
理
的
に
は
昔
話
「
鳥
呑
爺
」
と
同
じ
構
成
を
共
有
し
て
い
る
。

つ
ま
り
、
昔
話
「
鳥
呑
爺
」
に
お
い
て
、
御
尻
か
ら
出
る
音
は
、
豊
饒

を
約
束
す
る
め
で
た
い
壽
詞
で
あ
り
、
昔
話
「
尻
鳴
箆
」
に
お
い
て
も
、

御
尻
か
ら
出
る
音
も
、
豊
饒
を
約
束
す
る
め
で
た
い
壽
詞
で
あ
る
。
そ
れ

が
殿
様
か
ら
褒
美
を
も
ら
っ
た
と
し
て
も
、嫁
様
の
家
族
か
ら
褒
美
を
貰
っ

た
と
語
ら
れ
て
も
、
直
接
御
尻
が
黄
金
を
ひ
っ
た
と
語
ら
れ
て
も
、
結
局

は
根
柢
に
お
い
て
同
じ
こ
と

0

0

0

0

だ
と
い
え
る
。
か
く
て
、
昔
話
を
見
る
ま
な

ざ
し
を
深
く
す
る
か
、
浅
く
す
る
か
で
、
昔
話
の
姿
は
、

話
柄　

／　

話
型　

／　

元
型

と
い
う
ふ
う
に
、
層
の
深
い
・
浅
い
に
よ
っ
て
見
え
方
が
変
わ
っ
て
く
る
。
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場
面
と
人
物
配
置
と
唱
え
言
と

今
度
は
、
昔
話
「
勝
々
山
」
を
例
に
と
っ
て
考
え
て
み
よ
う
。
野
村
敬

子
編
『
真
室
川
の
昔
話　

鮭
の
大
助
』（
桜
楓
社
、
一
九
八
一
年
）
の
採
録

は
、
実
に
美
し
く
様
式
的
で
整
っ
た
形
で
語
ら
れ
る
事
例
の
ひ
と
つ
で
あ

る
。
こ
れ
は
、
三
種
類
の
唱
え
言
が
組
み
込
ま
れ
て
い
る
。

（
1
） 

一
粒
千
粒
な
れ
、
一
粒
千
粒
な
れ
。

 

一
粒
千
粒
な
れ
、
一
粒
千
粒
な
れ
。

（
2
） 

婆
汁
喰
っ
た
。
狸
汁
喰
う
と
せ
ん
て
、
婆
汁
喰
っ
た
。
キ
ヨ
ツ
キ
ヨ

ツ
、
ホ
ー
ツ
ホ
ー
ツ

（
3
）	

杉
舟
ぁ
ツ
エ
ン　

泥
舟
ぁ
カ
ク
ツ
ハ
ツ

	

杉
舟
ぁ
ツ
エ
ン　

泥
舟
ぁ
カ
ク
ツ
ハ
ツ

私
が
最
も
心
魅
か
れ
た
こ
と
は
、
爺
が
山
の
畑
で
豆
の
種
を
播
く
と
き
に

「
一
粒
千
粒
な
れ
」
と
い
う
言
葉
を
「
唄
う
」
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
村
落

社
会
に
お
け
る
年
中
行
事
で
実
修
さ
れ
る
唱
え
言
が
基
礎
に
な
っ
て
い
る）

10
（

。

こ
の
言
葉
は
、
命
令
形
で
表
現
さ
れ
て
い
て
、「
か
く
あ
れ
か
し
」
と
希
望

す
る
わ
け
で
、
豊
饒
を
期
待
す
る
予
祝
的
な
機
能
を
も
つ
唱
え
言
だ
と
い

え
る
。
も
ち
ろ
ん
、
昔
話
「
勝
々
山
」
の
採
録
で
も
、
こ
の
よ
う
な
唱
え

言
の
見
ら
れ
な
い

0

0

0

0

0

事
例
も
あ
る
。
例
え
ば
、
爺
が
蒔
く
と
狸
が
食
べ
て
し

ま
う
と
か
、
物
理
的
な
妨
害
行
動
を
と
る
語
り
も
あ
る
。
要
す
る
に
、
こ

の
話
柄
に
お
い
て
唱
え
言
は
必
ず
し
も
不
可
欠
な
も
の
で
は
な
い
。
唱
え

言
が
繰
り
返
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
語
り
の
面
白
さ
が
滲
み
出
て
来
る
。

要
す
る
に
、
こ
れ
ら
三
種
類
の
詞
章
は
、
本
文
語
彙
と
し
て
は
「
唄
」

と
表
現
さ
れ
て
い
る
が
、
特
に
「
一
粒
千
粒
な
れ
」
は
、
民
俗
儀
礼
に
お

い
て
も
実
修

0

0

さ
れ
て
い
る
唱
え
言
で
、
壽
詞
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
。

ま
さ
に
唱
え
言
で
あ
る
。

語
り
0

0

と
い
う
点
か
ら
纏ま
と

め
る
と
、
こ
の
昔
話
は
、

1　

 

ま
ず
、
山
の
畑

0

0

0

（
場
面
）
で
、
爺
と
狸

0

0

0

（
対
偶
的
配
置
）
と
の
対

立
・
葛
藤
が
繰
り
返
さ
れ
る
。

2　

 

次
に
、
爺
の
家

0

0

0

（
場
面
）
で
、
婆
と
狸

0

0

0

（
対
偶
的
配
置
）
と
の
対

立
・
葛
藤
が
繰
り
返
さ
れ
る
。

3　

 

次
に
、
山
と
川

0

0

0

（
場
面
）
で
、
兎
と
狸

0

0

0

（
対
偶
的
配
置
）
と
の
対

立
・
葛
藤
が
繰
り
返
さ
れ
る
。

と
い
う
ふ
う
に
、
三
つ
の
場
面
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、

お
そ
ら
く
こ
の
よ
う
な
様
式
的
配
置
が
、
昔
話
の
語
り
の
記
憶
原
理
に
か

か
わ
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
最
初
の
場
面
で
は
、

爺
が
種
を
（
唱
え
言
（
1
）
と
と
も
に
）
播
く
。
狸
が
妨
害
す
る
。 

Ⅰ

爺
が
種
を
（
唱
え
言
（
1
）
と
と
も
に
）
播
く
。
狸
が
妨
害
す
る
。 

Ⅱ

爺
が
種
を
（
唱
え
言
（
1
）
と
と
も
に
）
播
く
。
爺
は
怒
っ
て
狸
を
捕
ま

え
る
。 

Ⅲ

と
、
語
り
は
爺
の
行
動
と
、
対
立
す
る
狸
の
行
動
の
繰
り
返
し
に
よ
っ
て

展
開
し
て
い
る
。
最
初
は
爺
も
我
慢
す
る
。
狸
は
ま
た
妨
害
す
る
が
、
ま

た
爺
は
我
慢
す
る
。
と
こ
ろ
が
、
三
度
も
繰
り
返
さ
れ
る
と
、
爺
は
つ
い

に
我
慢
の
限
界
を
超
え
て
、
狸
を
捕
ま
え
る
。
つ
ま
り
、
三
回
繰
り
返
し

の
中
に
状
況
を
転
換
さ
せ
る
仕
掛
け
が
隠
さ
れ
て
い
る
。
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さ
ら
に
、
次
の
場
面
で
も
、
狸
は
婆
に
許
し
て
く
れ
と
懇
願
す
る
。
と

こ
ろ
が
婆
は
許
さ
な
い
。
懇
願
す
る
。
許
さ
な
い
。
ま
た
狸
が
懇
願
す
る
。

そ
れ
で
、
つ
い
に
婆
は
狸
を
赦
す
。
こ
こ
で
も
、
繰
り
返
し
の
う
ち
に
状

況
を
転
換
さ
せ
る
仕
掛
け
が
隠
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
し
、
最
初
の
場
面
と

は
異
な
り
、
狸
の
唱
え
言
「
婆
汁
喰
っ
た
」
は
、
最
後
に
狸
が
残
す
「
捨

て
台
詞
」
と
し
て
組
み
込
ま
れ
て
い
る
。

さ
ら
に
、
次
の
場
面
で
は
、
兎
は
狸
に
（
火
傷
を
さ
せ
て
）
報
復
す
る
。

兎
は
狸
に
（
薬
と
称
し
て
傷
口
に
塗
り
）
報
復
す
る
。
兎
は
狸
に
（
泥
舟

に
乗
せ
て
沈
め
）（
唱
え
言
（
3
）
と
と
も
に
）
殺
害
す
る
。

こ
の
よ
う
に
、
こ
の
語
り
は
、
丁
寧
な
三
回
繰
り
返
し
を
三
回
繰
り
返

し
て
展
開
す
る
。
し
か
も
、
そ
れ
ぞ
れ
の
場
面
に
、
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
唱

え
言
が
組
み
込
ま
れ
て
い
る
。
こ
の
昔
話
の
語
り
の
展
開
は
、
狸
に
対
立

す
る
立
場
が
、
爺
か
ら
婆
へ
と
移
り
、
さ
ら
に
婆
・
爺
の
代
わ
り
に
兎
が

仇
打
ち
を
す
る
と
い
う
ふ
う
に
、「
狸/

爺
↓
狸/

婆
↓
狸/
兎
」
と
い
う

対
偶
関
係
が
継
承
さ
れ
、
展
開
し
て
行
く
。
違
う
言
い
方
を
す
る
と
、
常

に
邪
悪
な
存
在
で
あ
り
続
け
る
狸
に
、
対
立
者
は
「
爺
…
婆
…
兎
」
と
系

譜
化
さ
れ
て
い
る
。
場
面
と
配
置
、
そ
し
て
唱
え
言
の
組
み
入
れ
方
が
昔

話
の
語
り
の
記
憶
の
鍵
に
な
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る）

11
（

。

ま
と
め
に
か
え
て　
仕
掛
け
と
し
て
の
唱
え
言

す
で
に
昔
話
の
う
た

0

0

に
つ
い
て
は
、
幾
つ
か
の
示
唆
的
な
先
行
研
究
が

あ
る
。

① 

友
久
武
文
「
昔
話
と
歌
謡
」『
昔
話
研
究
入
門
』
三
弥
井
書
店
、

一
九
七
六
年
。

② 

田
中
瑩
一
「
昔
話
に
見
ら
れ
る
「
う
た
」
の
一
分
類
」『
昔
話
│
研
究
と

資
料
│
』
第
一
〇
号
、
一
九
八
二
年
（
後
に
『
口
承
文
芸
の
表
現
研
究
』

和
泉
書
院
、
二
〇
〇
五
年
に
所
収
）。

③ 

真
鍋
昌
弘
「
昔
話
の
中
の
歌
謡
」『
口
承
文
芸
研
究
』
第
五
号
、

一
九
八
二
年
五
月
。

④ 

田
中
瑩
一
「
昔
話
の
中
の
「
う
た
」
│
「
舌
切
雀
」
の
場
合
│
」『
口

承
文
芸
研
究
』
第
六
号
、　

一
九
八
三
年
五
月
。（
②
④
共
に
、
後
『
口

承
文
芸
の
研
究
│
昔
話
と
田
植
歌
│
』
和
泉
書
院
、
二
〇
〇
五
年
、
に

所
収
）

⑤ 

武
田
正
「
昔
話
と
呪
文
」『
日
本
学
』
第
一
三
号
、
一
九
九
〇
年
（
後
に

『
昔
話
の
現
象
学
』
岩
田
書
院
、
一
九
九
三
年
に
所
収
）。

お
そ
ら
く
問
題
は
、
昔
話
の
中
の
律
文
を
、
何
を
も
っ
て
ウ
タ
と
呼
び
、

何
を
伝
承
歌
謡
と
呼
ぶ
か
で
あ
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
唱
え
言
は
最
初

か
ら
昔
話
と
と
も
に
存
在
し
て
い
た
と
い
う
よ
り
も
、
も
と
も
と
別
の
も

の
で
あ
り
、
語
り
に
取
り
込
ま
れ
た
も
の
だ
と
考
え
る
こ
と
が
妥
当
で
あ

ろ
う
。

田
中
氏
の
い
わ
れ
る
「
う
た
」
か
ら
「
擬
声
語
や
擬
態
語
の
集
ま
り
か

ら
な
る
句
」
に
至
る
ま
で
、
あ
る
い
は
、
武
田
正
氏
が
、
昔
話
の
中
に
、

唄
、
慣
用
語
や
慣
用
句
、
決
ま
り
文
句
、
唱
言
、
呪
文
な
ど
と
呼
ぶ
言
葉

を
、
私
は
包
括
し
て
伝
承
的
表
現
と
呼
ぶ
。

先
学
に
お
い
て
は
、
昔
話
の
語
り
の
中
に
、
一
定
の
ま
と
ま
り
を
も
つ



10

独
立
性
の
強
い
詞
章
の
存
在
が
認
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
独
立
的

な
伝
承
が
昔
話
の
語
り
に
組
み
込
ま
れ
る
場
合
と
、
昔
話
の
筋
に
合
わ
せ

て
新
た
に
「
作
ら
れ
た
」
場
合
が
あ
る
と
想
定
で
き
る
。

問
題
は
、
唱
え
言
が
語
り
の
中
で
ど
の
よ
う
に
組
み
込
ま
れ
、
ど
の
よ

う
に
働
く
か
を
明
ら
か
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
例
え
ば
、
昔
話
の
中

に
仕
組
ま
れ
る
モ
テ
ィ
フ
と
し
て
、
禁
忌
＝
違
反
と
い
う
仕
掛
け

0

0

0

は
大
変

有
名
で
あ
る
。
禁
忌
は
破
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
例
え
ば
「
鶴
女
房
」、

例
え
ば
「
見
る
な
の
座
敷
」
の
よ
う
に
、
異
界
と
の
関
係
が
消
滅
す
る
。

そ
う
す
る
と
、
昔
話
の
唱
え
言
に
は
、
二
種
類
が
認
め
ら
れ
る
。

壽
詞　

…
… 

 「
勝
々
山
（
一
粒
な
れ
）」「
鳥
呑
爺
」「
尻
鳴
箆
（
高

い
山
か
ら
）」
な
ど
。

謎　
　
　

…
… 「
瘤
取
爺
」「
猿
神
退
治
」「
天
人
女
房
」
な
ど
。

壽
詞
＋
謎 

… 

「
鼠
浄
土
」
な
ど
。

壽
詞
の
性
格
を
も
つ
唱
え
言
は
、
主
人
公
に
幸
や
福
を
も
た
ら
す
と
い
う

転
換
に
か
か
わ
る
。
一
方
、
謎
解
き
を
導
く
唱
え
言
は
、
危
機
的
な
事
態

を
解
決
す
る
手
が
り
を
与
え
て
く
れ
る
と
い
う
ふ
う
に
、
転
換
を
準
備
す

る
と
い
う
傾
向
が
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
国
文
学
の
立
場
か
ら
い
う
と
、
物
語
や
説
話
と
い
う
文0

献0

を
対
象
と
す
る
場
合
と
同
様
、
口
承
文
芸
に
お
い
て
も
、
テ
キ
ス
ト
の

仕
組
み
や
仕
掛
け
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
そ
し
て
、
本

文
を
古
層
と
新
層
、
と
同
時
に
、
基
層
と
表
層
と
に
分
け
る
と
と
も
に
、

再
び

0

0

こ
れ
を
構
築

0

0

し
て
、
本
文
が
表
現
と
し
て
ど
の
よ
う
に
ひ
と
つ
の
統

一
性
、
完
結
性
を
保
っ
て
い
る
か
を
考
え
る
必
要
が
あ
る
。
考
察
の
対
象

と
す
る
本
文
を
分
解
す
る
だ
け
と
か
、
構
造
的
な
も
の
へ
と
還
元
す
る
こ

と
だ
け
が
考
察
の
目
的
で
は
な
い
。

昔
話
は
他
の
文
芸
に
比
べ
る
と
、
構
成
と
し
て
は
単
純
な
テ
キ
ス
ト
で

あ
る
か
ら
、
伝
承
の
範
型
を
比
較
的
明
確
に
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
そ

う
す
る
と
、
物
語
や
説
話
は
、
昔
話
か
ら
抽
出
で
き
る
話
型
を
基
層
と
し

て
、
新
た
に
表
層
を
重
ね
織
り
直
さ
れ
て
成
り
立
つ
、
重
層
的
な
伝
承
の

構
成
体
と
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
い
う
ま
で
も
な
く
昔
話
と
い
う
テ
キ

ス
ト
そ
の
も
の

0

0

0

0

が
、
さ
ら
に
基
層
を
な
す
原
理
と
、
説
明
的
な
表
層
と
の

重
層
的
な
構
成
体
で
あ
る
と
い
え
る
。

注（
1
） 

廣
田
收
「『
宇
治
拾
遺
物
語
』「
猿
神
退
治
」
考
」
同
志
社
大
学
文
化

学
会
編
『
文
化
学
年
報
』
第
五
五
輯
、
二
〇
〇
六
年
三
月
。
廣
田
收

「
話
型
『
天
人
女
房
』
考
」
説
話
・
伝
承
学
会
編
『
説
話
・
伝
承
の

脱
領
域
』
岩
田
書
院
、
二
〇
〇
八
年
。

（
2
） 

昔
話
に
お
け
る
究
極
の
欲
望
は
、
①
幸
福
な
結
婚
、
②
尽
き
な
い
食

糧
や
無
限
の
富
、
③
永
遠
の
生
命
の
獲
得
と
い
う
奇
蹟

0

0

で
あ
る
。
も

ち
ろ
ん
、
こ
れ
ら
が
複
合
す
る
事
案
も
存
在
す
る
。
ま
た
、「
昔
話

か
ら
何
を
学
ぶ
の
か
」と
い
う
観
点
か
ら
昔
話
を
私
に
分
類
す
る
と
、

次
の
よ
う
で
あ
る
。

	
１　

幸
や
福
を
手
に
入
れ
る
方
法
を
教
え
る
。（
①
②
③
）

 

　
ａ　

隣
爺
型 

鼠
浄
土
、
鳥
呑
爺
、
瘤
取
爺
、
腰
折
雀

 

　

ｂ　

継
子
虐
め 

栗
拾
い
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ｃ　

超
越
的
存
在
に
よ
る
恩
寵 

笠
地
蔵

 
　

ｄ　

知
恵 

藁
し
べ
長
者

 
　
ｅ　

騙
す 

博
徒
婿
入

 
2　
危
機
管
理
の
方
法
を
教
え
る
。

 

　
ａ　

邪
悪
な
存
在
か
ら「
逃
走
」
す
る 

三
枚
の
札
、
牛
方
山
姥
。

 

　

ｂ　

邪
悪
な
存
在
を
「
追
放
」
す
る 

猿
婿
入

 

　
ｃ　

邪
悪
な
存
在
を「
打
倒
」す
る 

 

猿
神
退
治
の
亞
型
、食
わ
ず
女
房

 

　

ｄ　

邪
悪
な
存
在
に
「
復
讐
」
す
る 

勝
々
山
、
サ
ル
カ
ニ
合
戦

 

　
ｅ　

邪
悪
な
存
在
と
「
誓
約
」
す
る 

猿
神
退
治
の
亞
型

 

3　
復
讐
・
報
復
を
与
え
る
。

 

　
ａ　

系
譜
を
継
ぐ 
勝
々
山
、
猿
蟹
合
戦

 

　

ｂ　

系
図
を
継
ぐ 
継
子
と
鳥
、
継
子
と
竹

 

4　
な
ぜ
失
敗
す
る
か
を
教
え
る
。

 

　
ａ　

元
に
戻
る 

 

見
る
な
の
座
敷
、
鼻
垂
れ
小
僧

 

　

ｂ　

笑
話 

愚
か
婿

 

な
お
、
2
に
つ
い
て
は
、
他
に
、
ｆ
祟
り
な
す
存
在
を
「
慰
撫
」
す

る
／
ｇ
亡
く
な
っ
た
存
在
の
「
菩
提
を
弔
う
」
と
い
う
解
決
法
も
予

想
で
き
る
。

（
3
） 

柳
田
國
男
「
雪
中
随
筆
」『
雪
国
の
春
』『
柳
田
國
男
集
』
第
二
巻
、

筑
摩
書
房
、
一
九
六
二
年
、
四
一
頁
。
初
出
、
一
九
二
〇
年
。
傍
点
、

廣
田
。

（
4
） 

柳
田
國
男
『
史
料
と
し
て
の
伝
説
』『
柳
田
國
男
集
』
第
四
巻
、
筑

摩
書
房
、
一
九
六
九
年
、
二　

四
九
頁
。
初
出
、
一
九
五
七
年
。

（
5
） 

柳
田
國
男
、
同
書
、
二
五
一
頁
。
傍
点
、
廣
田
。

（
6
） 「
木
思
石
語
」『
柳
田
國
男
集
』
第
五
巻
、
筑
摩
書
房
、
一
九
六
八
年
、

三
四
八
頁
。
傍
点
・
廣
田
。

（
7
） 「
口
承
文
芸
史
考
」『
柳
田
國
男
集
』
第
六
巻
、
筑
摩
書
房
、

一
九
六
六
年
、
二
七
頁
。

（
8
） 

同
書
、
三
二
頁
、
六
一
頁
。
な
お
、
以
下
の
引
用
は
、
同
じ
『
柳
田

國
男
集
』
に
よ
る
。

（
9
） 

土
橋
寛
『
古
代
歌
謡
の
世
界
』
塙
書
房
、
一
九
六
八
年
、
六
六
〜
七

頁
。
傍
点
、
原
文
の
ま
ま
。

（
10
） 

小
野
重
朗
氏
は
、
田
打
ち
や
鍬
入
れ
と
呼
ば
れ
る
行
事
に
お
い
て
、

例
え
ば
、
肝
属
郡
佐
多
町
伊
座
敷
の
苗
代
田
で
、
鍬
土
を
起
こ
し

な
が
ら
「
一
鍬
打
ッ
テ
ハ
一
千
石
、
二
鍬
打
ッ
テ
ハ
二
千
石
、
三

鍬
打
ッ
テ
ハ
三
千
石
、
ソ
レ
カ
ラ
先
ハ
カ
ギ
リ
ナ
シ
」
と
い
う
唱
え

言
の
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
（『
農
耕
儀
礼
の
研
究
』
弘
文
堂
、

一
九
七
〇
年
、
二
八
頁
）。

（
11
） 

廣
田
收
『
講
義 

日
本
物
語
文
学
小
史
』
金
壽
堂
出
版
、
二
〇
〇
九

年
、
三
六
六
〜
七
頁
。

〔
付
記
〕

　

 
な
お
、
講
演
当
日
の
資
料
の
う
ち
、
唱
え
言
の
事
例
に
つ
い
て
は
紙
幅

上
割
愛
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。
そ
の
た
め
、
論
証
の
充
分
で
な
い
印

象
は
ぬ
ぐ
え
な
い
。
御
海
容
を
賜
り
た
い
。

 

（
ひ
ろ
た
・
お
さ
む
／
同
志
社
大
学
）


