
歌の呪力と歌掛けの技

記
紀
歌
謡
や
初
期
万
葉
の
問
答
・
贈
答
歌
に
は
、
例
え
ば
、
久
米
禅
師

と
石
川
郎
女
の
、

み
薦
刈
る
信
濃
の
真
弓
わ
が
引
か
ば
う
ま
人
さ
び
て
い
な
と
言
は
む

か
も
（
２
１
九
六
久
米
禅
師
）

を

み
薦
刈
る
信
濃
の
真
弓
引
か
ず
し
て
弦
は
く
る
わ
ざ
を
知
る
と
言
は

な
く
に
（
２
１
九
七
石
川
郎
女
）

と
い
う
贈
答
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
、
前
歌
の
語
句
の
一
部
を
取
り
込
ん
で

切
り
返
す
方
法
が
特
徴
的
に
見
ら
れ
る
。
注
釈
書
類
は
こ
の
方
法
を
、
切

り
返
し
の
ほ
か
、
機
知
、
は
ぐ
ら
か
し
、
ま
ぜ
返
し
、
揚
げ
足
取
り
、
シ

ッ
ペ
返
し
、
へ
ら
ず
口
、
言
い
返
し
、
媚
態
、
反
発
な
ど
と
注
し
て
い

る
。
さ
ら
に
こ
の
方
法
や
こ
う
し
た
性
格
は
、
王
朝
和
歌
へ
連
な
る
女
歌

（１１）

の
発
想
と
し
て
、
ま
た
連
歌
、
俳
譜
、
歌
合
せ
、
相
撲
、
猿
楽
、
能
、
狂

（２）

言
な
ど
に
見
ら
れ
る
様
式
と
し
て
、
日
本
文
学
、
日
本
文
化
に
通
底
す
る

特
徴
的
な
方
法
、
性
格
で
あ
る
と
い
わ
れ
て
き
た
。
そ
の
反
面
、
そ
れ
は

「
民
謡
（
的
）
」
と
い
う
ジ
ャ
ン
ル
で
括
ら
れ
十
分
な
考
察
が
さ
れ
な
い
ま

ま
に
な
っ
て
い
る
場
合
も
あ
る
。

本
稿
で
は
、
こ
号
フ
し
た
切
り
返
し
の
あ
り
方
を
、
以
下
の
よ
う
な
行
論

に
て
考
察
し
た
い
と
考
え
て
い
る
。

歌
の
呪
力
と
歌
掛
け
の
技

Ｉ
歌
垣
・
問
答
・
贈
答
Ｉ

一
、
前
歌
の
語
句
の
一
部
を
取
り
込
ん
で
切
り
返
す
方
法
は
歌
垣
に
お

い
て
様
式
化
し
た
と
す
る
通
説
を
確
認
。

二
、
日
本
国
内
の
民
俗
事
例
や
後
代
の
民
謡
を
も
と
に
イ
メ
ー
ジ
さ
れ

た
従
来
の
歌
垣
論
に
お
け
る
、
切
り
返
し
の
意
味
づ
け
を
検
討
。

三
、
奄
美
・
沖
縄
や
中
国
少
数
民
族
の
歌
掛
け
を
視
野
に
入
れ
つ
つ
、

歌
掛
け
に
お
け
る
か
ら
か
い
歌
は
、
そ
れ
が
公
開
さ
れ
る
こ
と
に

基
づ
い
て
、
呪
力
（
呪
い
の
力
）
を
持
っ
て
し
ま
、
う
こ
と
を
考

察。

四
、
切
り
返
し
は
、
前
歌
の
語
句
の
一
部
を
取
り
込
ん
で
新
た
な
意
味

づ
け
を
行
う
が
、
そ
れ
に
よ
り
前
歌
そ
の
も
の
が
読
み
換
え
ら

れ
、
そ
の
呪
力
は
無
化
さ
れ
た
り
方
向
転
換
さ
れ
た
り
す
る
。
こ

う
し
た
構
造
に
お
い
て
切
り
返
し
は
、
呪
力
を
切
り
返
す
様
式
の

一
つ
で
あ
る
こ
と
を
主
張
。

五
、
呪
力
を
切
り
返
す
様
式
と
し
て
の
切
り
返
し
の
構
造
を
、
記
紀
歌

謡
や
初
期
万
葉
の
問
答
・
贈
答
に
適
用
し
て
の
読
み
を
提
示
。

六
、
口
調
の
歌
掛
け
に
お
け
る
呪
力
の
働
き
と
、
記
紀
歌
謡
や
初
期
万

葉
の
問
答
・
贈
答
に
お
け
る
そ
れ
と
の
位
相
差
に
言
及
。

遠
藤
耕
太
郎
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前
歌
の
語
句
の
一
部
を
取
り
込
ん
で
切
り
返
す
方
法
を
様
式
化
さ
せ
て

き
た
場
の
ひ
と
つ
に
、
歌
垣
に
お
け
る
掛
け
合
い
が
あ
っ
た
と
す
る
の

（３）

は
、
現
在
の
と
こ
ろ
ほ
ぼ
通
説
と
な
っ
て
い
る
よ
う
だ
。
む
ろ
ん
、
古
代

日
本
の
歌
垣
で
ど
の
よ
、
フ
な
歌
が
掛
け
合
わ
さ
れ
た
の
か
は
、
資
料
的
限

界
の
た
め
ほ
と
ん
ど
わ
か
ら
な
い
。
単
に
文
献
が
少
な
い
と
い
う
だ
け
で

な
く
、
そ
の
数
少
な
い
文
献
が
そ
れ
ぞ
れ
の
文
献
の
性
格
に
基
づ
い
て
さ

ま
ざ
ま
な
脚
色
を
施
し
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
り
、
そ
こ
か
ら
古
代

日
本
の
歌
垣
で
ど
の
よ
う
な
歌
が
掛
け
合
わ
さ
れ
た
の
か
を
知
る
こ
と

は
、
ほ
と
ん
ど
絶
望
的
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
で
も
な
お
古
代
日
本
の

文
献
資
料
に
以
下
の
よ
う
な
問
答
が
収
載
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
、
そ
の
わ

ず
か
な
根
拠
と
な
っ
て
い
る
。

を
と

か
た
ぷ

大
宮
の
彼
つ
は
た
で
隅
傾
け
り
（
記
歌
謡
一
○
五
）

た
く
み
を
ぢ
な

か
た
ぷ

大
匠
拙
劣
み
こ
そ
隅
傾
け
り
（
記
歌
謡
一
○
六
）
を

け

し

ぴ

古
事
記
（
清
寧
天
皇
条
）
に
よ
れ
ば
、
皇
太
子
衰
祁
命
と
志
毘
臣
が
歌

う
た
が
き

垣
（
武
烈
即
位
前
紀
で
は
「
海
柘
榴
市
の
巷
」
、
「
歌
場
」
と
さ
れ
る
）
で

大
魚
と
い
う
女
を
争
い
歌
を
闘
わ
せ
た
。
そ
の
冒
頭
の
か
ら
か
い
と
、

か
た
ぷ

「
隅
傾
け
り
」
と
い
、
フ
同
語
を
取
り
込
ん
で
の
切
り
返
し
で
あ
る
。
現
実

の
歌
垣
で
二
人
の
男
が
一
人
の
女
を
争
っ
て
悪
口
歌
を
掛
け
合
う
こ
と
が

あ
っ
た
の
か
ど
う
か
わ
か
ら
な
い
し
、
記
紀
そ
れ
ぞ
れ
の
物
語
的
意
図
も

働
い
て
い
る
に
ち
が
い
な
い
が
、
し
か
し
、
わ
が
国
古
代
の
文
献
中
、
最

大
の
歌
垣
記
事
が
「
闘
」
を
主
題
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
、
そ
の
掛

け
合
い
の
方
法
が
同
語
句
を
取
り
込
ん
で
切
り
返
す
と
い
う
様
式
を
持
つ

（４）

て
い
る
こ
と
は
な
お
ざ
り
に
は
で
き
な
い
は
ず
で
あ
る
。

■■■■■

あ

ぜ

ゆ

ふ

し

い
や
ぜ
る
の
安
是
の
小
松
に
木
綿
垂
で
て
吾
を
振
り
見
ゆ
も
安
是
子

し
舞
は
も
（
風
土
記
歌
謡
七
）

う
し
お

な
せ

潮
に
は
立
た
む
と
言
へ
ど
汝
夫
の
子
が
八
十
島
隠
り
吾
を
見
さ
ば
知

り
し
（
風
土
記
歌
謡
八
）

常
陸
国
風
土
記
香
島
郡
童
子
女
松
原
条
に
よ
れ
ば
、
男
女
が
「
擢
歌
の

会
（
俗
に
ウ
タ
ガ
キ
と
日
ひ
、
又
カ
ガ
ヒ
と
日
ふ
）
」
で
出
逢
っ
て
の
問

答
で
あ
る
。
訓
が
一
定
せ
ず
諸
説
交
錯
す
る
歌
で
あ
る
が
、
「
吾
を
見
る
」

と
い
う
同
語
句
を
取
り
込
ん
で
の
問
答
と
す
れ
ば
、
女
の
歌
は
男
の
歌
へ

（５）

の
切
り
返
し
と
見
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。
佐
佐
木
幸
綱
は
ヨ
吾
を
振

り
見
ゆ
も
』
に
対
し
て
、
『
吾
を
見
さ
ば
知
り
し
」
と
切
り
返
し
た
と
こ

ろ
が
ポ
イ
ン
ト
で
あ
る
。
『
俺
に
向
か
っ
て
木
綿
を
振
っ
た
ん
だ
ね
』
と

男
が
言
っ
た
の
に
対
し
て
、
女
が
『
隠
れ
た
ふ
り
し
た
っ
て
、
あ
な
た
は

私
を
見
て
い
た
じ
ゃ
な
い
』
と
切
り
返
し
た
の
だ
。
」
と
い
う
。

ち
ま
た

紫
は
灰
指
す
も
の
そ
海
石
榴
市
の
八
十
の
街
に
相
へ
る
児
や
誰
（
皿

’
三
一
○
こ

た
ら
ち
ね
の
母
が
呼
ぶ
名
を
申
さ
め
ど
路
行
く
人
を
誰
と
知
り
て
か

（皿’三一○二）

歌
垣
の
行
わ
れ
た
海
柘
榴
市
で
の
問
答
で
あ
り
、
同
語
句
「
誰
」
を
取

り
込
ん
で
の
切
り
返
し
で
あ
る
。
む
ろ
ん
万
葉
集
巻
十
二
所
載
の
当
該
歌

が
そ
の
ま
ま
歌
垣
で
歌
わ
れ
た
と
は
思
わ
れ
な
い
が
、
歌
垣
の
行
わ
れ
た

ち
ま
た

海
石
榴
市
の
街
で
の
問
答
と
い
う
趣
向
は
、
歌
垣
に
お
け
る
掛
け
合
い
の

様
式
と
い
う
も
の
を
た
ぶ
ん
に
意
識
し
た
も
の
で
は
あ
っ
た
ろ
う
。

一一
で
は
歌
垣
に
お
い
て
な
ぜ
切
り
返
し
が
様
式
化
し
た
の
だ
ろ
う
か
。
こ
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の
問
い
に
つ
い
て
も
従
来
さ
ま
ざ
ま
な
見
解
が
行
わ
れ
て
き
た
。
そ
し
て

そ
れ
は
そ
れ
ぞ
れ
の
研
究
者
が
、
歌
垣
の
イ
メ
ー
ジ
を
ど
う
や
っ
て
作
っ

て
い
る
か
と
い
う
点
と
か
か
わ
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
以
下
、
諸

説
を
そ
の
イ
メ
ー
ジ
と
と
も
に
確
認
し
て
い
く
が
、
本
稿
は
奄
美
・
沖
縄

（６）

や
中
国
少
数
民
族
の
歌
掛
け
文
化
を
視
野
に
入
れ
る
立
場
を
と
る
。
既
述

し
た
よ
う
に
わ
が
国
古
代
の
歌
垣
に
関
す
る
文
献
資
料
の
限
界
は
明
ら
か

で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
、
近
年
ま
で
、
或
い
は
現
在
で
も
行
わ
れ
て
い
る

彼
ら
の
歌
掛
け
の
実
態
を
見
る
こ
と
は
有
益
な
こ
と
だ
と
考
え
る
か
ら
で

あ
る
。
む
ろ
ん
そ
の
場
合
に
必
要
な
の
は
極
力
、
現
場
に
お
け
る
自
然
発

生
の
歌
垣
を
、
こ
ち
ら
の
観
念
を
通
さ
な
い
形
で
、
つ
ま
り
な
る
べ
く
録

音
録
画
に
よ
っ
て
取
材
、
資
料
化
し
た
第
一
次
資
料
を
用
い
る
と
い
う
態

度だろ、フ。

さ
て
、
歌
垣
に
お
い
て
な
ぜ
切
り
返
し
が
様
式
化
し
た
の
か
と
い
う
問

題
に
つ
い
て
、
第
一
に
、
「
女
の
方
は
そ
う
た
や
す
く
男
の
求
愛
を
受
け

入
れ
る
こ
と
も
で
き
な
い
の
だ
ろ
う
。
そ
の
背
景
に
は
日
常
的
な
現
実
も

（７）

ひ
か
え
て
い
る
か
ら
で
あ
る
」
と
い
う
よ
う
に
、
日
常
生
活
の
男
女
関
係

が
そ
の
ま
ま
歌
の
掛
け
合
い
に
反
映
す
る
と
い
う
立
場
が
あ
る
。
ペ
-
族

の
ツ
ー
ビ
ー
湖
で
の
歌
掛
け
を
取
材
し
た
折
、
「
私
に
は
夫
は
い
ま
せ
ん
、

私
は
独
身
で
す
。
私
の
家
に
は
私
一
人
し
か
い
ま
せ
ん
か
ら
、
こ
う
い
う

関
係
は
ま
だ
続
け
ら
れ
ま
す
。
（
歌
垣
１
帥
女
）
」
と
歌
っ
て
い
た
女
性

は
、
筆
者
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
に
、
現
在
、
夫
と
山
東
省
に
住
ん
で
お
り
今

（８）

回
歌
会
の
た
め
に
里
帰
り
し
て
い
る
の
だ
と
答
え
て
く
れ
た
。
こ
れ
は
、

歌
の
上
で
の
恋
愛
は
虚
構
の
も
の
で
あ
り
、
歌
掛
け
が
現
実
の
そ
の
ま
ま

の
反
映
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
た
だ
し
、
歌
掛
け

が
全
く
現
実
と
関
わ
ら
な
い
非
日
常
的
な
も
の
で
も
な
い
こ
と
は
後
述
す

る
つ
も
り
で
あ
る
。

第
二
に
、
歌
垣
に
お
け
る
対
立
の
根
本
に
神
と
精
霊
の
対
立
と
い
う
概

念
を
置
く
、
折
口
信
夫
の
「
か
け
合
ひ
」
の
論
理
、
お
よ
び
そ
の
発
展
的

（９）

論
理
が
あ
る
。
折
口
は
、
神
に
服
属
さ
れ
な
い
よ
う
に
精
霊
が
さ
ま
ざ
ま

に
対
立
す
る
、
そ
の
方
法
の
一
つ
と
し
て
、
切
り
返
し
に
よ
る
「
か
け
合

ひ
」
が
あ
り
、
歌
垣
に
お
い
て
は
「
神
を
仮
装
し
た
男
」
と
「
其
時
だ
け

処
女
と
し
て
神
に
接
す
る
女
」
が
、
そ
れ
ぞ
れ
神
と
精
霊
の
立
場
で
「
か

け
合
ひ
」
を
行
っ
た
と
い
う
。
そ
の
折
口
論
の
先
に
、
歌
垣
を
神
と
ヲ
卜

（旧）

メ
と
の
対
立
を
経
て
の
合
一
と
す
る
森
朝
男
の
論
理
が
あ
る
。
森
に
お
い

て
、
男
女
の
対
立
は
、
本
来
融
合
し
が
た
い
も
の
、
神
の
遠
さ
を
表
す
た

め
の
演
出
で
あ
り
、
歌
垣
に
お
い
て
そ
の
遠
さ
が
歌
に
よ
り
一
挙
に
乗
り

越
え
ら
れ
神
と
ヲ
ト
メ
は
合
一
す
る
の
だ
と
説
明
さ
れ
る
。

な
ぜ
男
が
神
で
女
が
精
霊
の
立
場
な
の
か
。
そ
も
そ
も
そ
う
い
う
性
差

が
歌
垣
に
持
ち
こ
ま
れ
る
こ
と
が
あ
り
う
る
の
か
。
性
差
が
持
ち
こ
ま
れ

な
い
、
男
女
の
対
等
な
関
係
が
歌
の
上
で
作
ら
れ
る
の
が
歌
垣
の
重
要
な

性
格
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
既
に
古
橋
信
孝
や
工
藤
隆
に
指
摘
が

（Ⅱ）
あ
り
、
筆
者
の
調
査
す
る
中
国
少
数
民
族
モ
ソ
人
の
歌
掛
け
で
も
、
歌
詞

（吃）

の
上
で
男
女
は
対
等
で
あ
る
。

ま
た
、
精
霊
の
反
発
が
そ
の
ま
ま
女
の
反
発
、
折
口
の
い
、
フ
女
歌
の
性

格
に
反
映
す
る
と
い
う
よ
う
な
、
神
と
精
霊
の
対
立
と
い
う
祭
式
的
論
理

が
、
そ
の
ま
ま
歌
の
掛
け
合
い
そ
の
も
の
の
論
理
に
な
っ
て
し
ま
う
点

（
旧
）
（
Ｍ
）

に
、
工
藤
隆
や
岡
部
隆
志
の
批
判
が
あ
る
。
岡
部
は
工
藤
論
を
引
用
し
つ

つ
、
「
（
森
の
論
理
の
…
筆
者
注
）
問
題
は
、
そ
の
祭
り
で
歌
わ
れ
る
歌
そ

の
も
の
を
、
祭
り
の
エ
ロ
ス
的
性
格
と
ほ
と
ん
ど
区
別
な
く
論
じ
て
し
ま

管
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
、
歌
垣
に
と
っ
て
歌
と
は
何
か
、
と
い
、
フ
視
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点
が
欠
落
し
て
い
る
。
」
と
い
う
。

折
口
の
神
と
精
霊
の
対
立
に
基
づ
く
「
か
け
合
ひ
」
と
い
う
概
念
は
、

八
重
山
の
ア
ン
ガ
マ
や
三
河
小
林
の
花
祭
り
の
実
見
を
通
し
て
成
立
し
た

も
の
で
あ
る
が
、
中
国
少
数
民
族
の
歌
垣
や
祭
り
の
実
際
ま
で
を
視
野
に

入
れ
て
歌
垣
に
お
け
る
対
立
を
見
よ
う
と
す
る
場
合
、
こ
の
概
念
は
こ
の

（旧）

よ
う
に
幾
つ
か
の
問
題
点
を
抱
え
る
こ
と
に
な
る
。

第
三
に
、
そ
の
対
立
を
本
来
的
に
は
「
遊
び
」
、
「
集
団
的
な
興
奮
的
雰

（略）

囲
気
の
中
で
行
わ
れ
る
一
種
の
情
緒
の
放
出
運
動
」
と
す
る
土
橋
寛
の
説

が
あ
る
。
土
橋
は
こ
の
対
立
を
、
形
式
社
会
学
を
提
唱
し
た
ジ
ン
メ
ル

（、）

（
⑦
ｇ
侭
盟
日
日
里
）
の
い
う
「
社
交
」
、
即
ち
、
現
実
と
区
別
さ
れ
実
質

的
な
目
的
、
内
容
を
持
た
な
い
と
い
う
性
質
を
本
来
的
に
持
つ
も
の
と

し
、
民
謡
に
お
け
る
社
交
的
な
拒
絶
、
悪
口
な
ど
の
雑
歌
は
本
来
的
に

「
言
葉
の
呪
力
」
で
は
な
く
、
「
社
交
的
心
性
」
に
よ
る
「
現
実
的
イ
ン
タ

レ
ス
ト
」
を
持
た
な
い
「
情
緒
の
放
出
運
動
」
な
の
だ
と
す
る
。

し
か
し
、
例
え
ば
有
名
な
柴
折
薬
師
（
高
知
県
大
豊
村
豊
楽
寺
薬
師

堂
）
の
例
祭
に
つ
い
て
の
、
「
多
く
男
が
問
ひ
、
女
が
答
へ
、
段
々
そ
れ

が
進
ん
で
若
し
女
が
答
へ
ら
れ
ぬ
よ
う
に
な
る
と
、
男
の
意
に
従
わ
ね
ば

（旧）

な
ら
ぬ
こ
と
に
な
っ
て
居
る
」
と
い
う
よ
う
な
実
質
的
な
機
能
は
、
「
社

交
」
の
概
念
に
そ
ぐ
わ
な
い
し
、
沖
縄
の
サ
カ
歌
（
後
述
）
を
考
え
て

も
、
悪
口
に
本
来
的
に
呪
力
が
働
か
な
い
と
す
る
こ
と
は
疑
問
で
あ
る
。

ま
た
中
国
少
数
民
族
の
歌
掛
け
に
お
い
て
も
、
例
え
ば
、
モ
ソ
人
に
お
い

て
は
三
角
関
係
な
ど
に
な
る
と
当
事
者
の
男
女
や
、
元
の
女
と
新
し
い
女

が
悪
口
歌
の
掛
け
合
い
を
す
る
が
、
筆
者
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
に
対
し
て
、

そ
れ
は
「
今
の
裁
判
所
が
婚
姻
関
係
の
ト
ラ
ブ
ル
を
仲
裁
す
る
よ
う
な

（

旧

）

（

釦

）

も
の
」
だ
と
い
う
答
え
を
も
ら
っ
た
。
工
藤
隆
は
一
九
九
五
年
に
取
材
し

見
て
き
た
よ
う
に
、
日
本
国
内
の
民
俗
事
例
や
後
代
の
民
謡
の
文
献
を

も
と
に
イ
メ
ー
ジ
さ
れ
て
き
た
歌
垣
は
、
奄
美
・
沖
縄
や
中
国
少
数
民
族

の
歌
掛
け
ま
で
を
含
め
て
み
る
と
、
幾
つ
か
の
問
題
を
抱
え
る
こ
と
に
な

る
。
こ
こ
で
奄
美
・
沖
縄
や
中
国
少
数
民
族
の
歌
掛
け
を
モ
デ
ル
と
し
て

考
察
さ
れ
た
歌
掛
け
論
を
視
野
に
入
れ
つ
つ
、
私
見
を
述
べ
て
い
き
た
い

（寵）

と
思
竜
フ
。
岡
部
隆
志
は
、
悪
口
の
掛
け
合
い
に
傾
斜
し
す
ぎ
て
持
続
さ
れ

た
歌
掛
け
の
中
で
、
女
性
が
「
皿
女
妹
の
私
の
家
族
は
南
登
に
住
ん
で

い
ま
す
」
と
歌
っ
て
い
た
の
で
、
翌
年
実
際
に
訪
ね
て
み
た
と
こ
ろ
、
彼

女
は
実
際
に
そ
の
村
に
住
ん
で
い
た
こ
と
が
わ
か
っ
た
と
報
告
し
て
い

る
。
こ
の
よ
う
に
中
国
少
数
民
族
の
歌
掛
け
も
実
質
的
な
機
能
を
持
つ
場

（副）

合がある。

土
橋
は
近
世
以
降
の
民
謡
を
モ
デ
ル
と
し
て
歌
垣
に
お
け
る
悪
口
の
掛

け
合
い
を
イ
メ
ー
ジ
し
て
お
り
、
例
え
ば
「
娘
そ
れ
そ
れ
差
櫛
お
ち
る

お
ち
て
す
た
り
よ
と
い
ら
ざ
る
お
世
話
な
け
り
や
こ
ち
の
人
に
買
う
て

貰
う
」
（
東
京
都
、
木
遣
歌
）
を
、
「
元
来
は
盆
踊
か
何
か
の
男
女
の
掛
合

い
歌
」
で
あ
る
と
い
う
。
土
橋
の
例
示
し
た
歌
々
は
実
際
の
男
女
の
掛
け

合
い
で
は
な
く
、
宴
や
労
働
な
ど
の
さ
ま
ざ
ま
な
場
で
、
面
白
お
か
し
ぐ

そ
れ
ぞ
れ
単
独
で
歌
わ
れ
た
り
、
連
続
し
た
独
立
の
一
曲
と
し
て
歌
わ
れ

た
り
す
る
形
の
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
ら
は
、
仮
に
男
女
の
掛
け
合
い
と
し

て
の
姿
が
そ
の
起
源
に
認
め
ら
れ
る
と
し
て
も
、
い
わ
ば
民
謡
と
し
て
の

後
事
的
な
姿
な
の
で
あ
り
、
そ
こ
か
ら
は
当
然
そ
れ
ら
が
歌
わ
れ
る
場
に

応
じ
て
現
実
的
効
力
を
持
た
な
い
と
い
う
社
交
性
が
イ
メ
ー
ジ
さ
れ
る
こ

と
に
な
る
だ
ろ
う
。

■■■■■■
ｌ■■■■

■■■■■■■、
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な
か
っ
た
ぺ
１
族
の
歌
掛
け
を
分
析
し
、
「
強
烈
な
悪
口
の
言
葉
が
す
ぐ

に
噂
と
な
っ
て
社
会
に
広
が
る
。
歌
垣
で
の
や
り
と
り
が
実
は
、
社
会
の

多
く
の
耳
に
公
開
さ
れ
て
い
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
悪
口
に
対
し
て
敏
感
に

反
応
す
る
の
だ
と
言
え
る
。
悪
口
と
は
そ
の
意
味
で
ま
さ
に
声
の
呪
い
な

の
で
あ
り
、
そ
れ
は
そ
の
場
で
対
抗
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
」
と
い
、
７
。

こ
の
「
声
の
呪
い
」
と
「
対
抗
」
と
い
、
７
点
を
、
呪
力
を
持
つ
悪
口
歌

と
言
わ
れ
る
奄
美
・
沖
縄
の
「
サ
カ
歌
」
を
用
い
て
さ
ら
に
考
察
し
て
み

（羽）

よ
う
。
サ
カ
歌
と
は
、
松
山
光
秀
に
よ
れ
ば
「
人
間
の
霊
力
に
危
害
を
加

え
、
つ
い
に
は
そ
の
人
を
死
に
至
ら
し
め
る
こ
と
も
で
き
る
と
い
、
フ
畏
し

い
呪
い
の
歌
」
で
あ
る
と
い
わ
れ
る
。
例
え
ば
、
「
犬
な
鞍
掛
け
て
猫

な
其
り
引
か
ち
死
旗
押
し
立
て
て
イ
ラ
プ
ド
ウ
か
ち
」
（
犬
に
鞍
を

掛
け
て
、
猫
に
そ
れ
を
引
か
せ
て
、
葬
旗
を
押
し
立
て
て
、
イ
ラ
ブ
ド
ウ

と
い
う
海
の
墓
場
へ
）
〈
天
城
町
瀬
滝
在
住
、
山
岡
佐
衛
行
氏
（
明
治
弱

年
生
）
の
伝
承
〉
に
は
、
犬
に
鞍
を
掛
け
猫
に
引
か
せ
る
と
い
う
現
実
に

は
あ
り
得
な
い
内
容
が
、
死
旗
や
イ
ラ
ブ
ド
ウ
と
い
う
不
吉
な
イ
メ
ー
ジ

（餌）

の
中
で
歌
わ
れ
て
い
る
。
小
川
学
夫
は
、
こ
れ
と
類
似
す
る
「
蛙
に
鞍
掛

け
て
蟻
に
口
引
か
ち
や
さ
れ
こ
べ
あ
く
て
夜
中
忍
ん
で
行
き
ゆ
り
」

（
蛙
に
鞍
を
掛
け
て
、
蟻
に
口
を
引
か
せ
「
ヤ
ッ
サ
レ
コ
ー
」
と
叫
び
な

が
ら
、
夜
中
に
忍
ん
で
行
く
よ
）
と
い
う
詞
章
も
、
現
実
に
は
あ
り
得
な

い
内
容
を
歌
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
サ
カ
歌
の
可
能
性
が
あ
る
と
し
て
い

う（》◎こ
う
し
た
サ
カ
歌
を
掛
け
ら
れ
た
場
合
ど
う
対
抗
す
る
の
だ
ろ
う
か
。

松
山
は
相
手
が
挑
ん
で
く
る
の
に
対
し
、
「
吾
ん
や
和
瀬
し
川
ぬ
生
れ
水

産
湯
何
処
の
部
落
ぬ
出
て
も
負
け
る
相
や
無
ん
」
（
私
は
和
瀬
集
落
の

聖
な
る
川
の
水
を
産
湯
に
使
っ
た
者
だ
。
ど
こ
の
集
落
の
者
が
挑
ん
で
き

て
も
負
け
る
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
）
と
い
う
よ
う
な
自
ら
の
霊
力
を
誇

（
お
）
・

示
す
る
歌
を
あ
げ
て
い
る
。
類
似
の
歌
は
酒
井
正
子
に
よ
っ
て
も
報
告
さ

れ
、
こ
れ
が
サ
カ
歌
に
対
す
る
切
り
返
し
の
様
式
の
一
つ
と
な
っ
て
い
る

こ
と
を
伺
わ
せ
る
。

ま
た
松
山
は
、
相
手
が
思
い
か
け
ず
不
意
に
サ
カ
歌
を
歌
い
か
け
て
く

る
よ
う
な
場
合
、
「
だ
ま
が
歌
歌
い
や
歌
や
れ
ば
聞
く
し
が
鶏
ぬ
卵

な
て
か
し
む
る
い
ち
や
ま
し
」
（
お
前
の
う
た
っ
て
い
る
歌
は
ま
と
も

な
歌
で
あ
れ
ば
聞
い
て
や
る
が
、
鶏
の
卵
に
臂
え
れ
ば
腐
れ
た
無
精
卵
の

よ
う
な
も
の
だ
）
と
切
り
返
す
例
を
あ
げ
て
い
る
。
酒
井
も
類
似
す
る
詞

章
を
報
告
し
、
こ
の
様
式
を
「
相
手
の
歌
の
霊
力
を
く
さ
す
歌
」
と
し
て

い→色。

（蹄）

さ
ら
に
、
昇
曙
夢
は
、
前
述
小
川
が
サ
カ
歌
と
推
測
し
た
歌
と
類
似
す

ぴ

き

や

あ

み

こ

ぱ

あ

わ

か

な

る
「
蛙
に
鞍
か
け
て
蟻
に
口
ひ
き
や
ち
、
や
っ
さ
れ
掛
声
叫
び
て
吾
加
那

見
り
が
」
（
蛙
に
鞍
を
か
け
て
蟻
に
は
網
を
引
か
せ
て
、
や
つ
さ
れ
、
こ

あ
し
ぢ
や
う
つ

の
掛
け
声
勇
ま
し
く
愛
人
を
見
に
行
く
）
に
対
し
て
、
「
豆
腐
し
下
駄
造

そ
う
め
ん
お

ぐ
さ
ん
ち
し
の
い

ち
素
麺
し
緒
ば
附
け
て
附
け
て
、
線
香
杖
突
ち
忍
で
来
も
れ
」
（
豆
腐
で

下
駄
を
作
っ
て
、
素
麺
で
鼻
緒
を
つ
け
て
、
線
香
の
杖
を
突
い
て
、
忍
ん

で
来
な
さ
い
）
と
い
う
切
り
返
し
を
あ
げ
て
い
る
。
こ
の
場
合
、
前
歌
の

構
造
を
取
り
込
ん
で
切
り
返
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

こ
の
よ
、
フ
に
、
呪
力
を
持
つ
サ
カ
歌
は
、
自
ら
の
霊
力
の
誇
示
、
相
手

の
歌
の
霊
力
を
く
さ
す
歌
、
同
構
造
に
よ
る
切
り
返
し
な
ど
、
一
定
の
様

式
に
基
づ
い
て
そ
の
呪
力
が
切
り
返
さ
れ
て
い
る
。

サ
カ
歌
と
そ
れ
を
切
り
返
す
歌
は
、
男
女
の
掛
け
合
い
に
お
い
て
も
歌

（訂）

わ
れ
た
よ
う
だ
。
谷
川
健
一
が
沖
縄
の
毛
遊
び
で
の
掛
け
合
い
歌
を
報
告

い》○

し
て
い
る
。
男
の
「
な
ま
い
ち
ゅ
る
あ
ば
ぐ
わ
色
じ
ゆ
ら
さ
あ
し
が
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し
ち

かゆ

が
ま
く
か
ら
下
や
や
た
む
ら
通
て
い
」
（
今
そ
こ
を
ゆ
く
乙
女
は
色
白

で
は
あ
る
が
、
腰
か
ら
下
は
他
村
に
通
っ
て
い
る
）
と
い
、
フ
か
ら
か
い
に

対
し
て
、
女
は
「
歌
あ
び
れ
あ
び
れ
誰
が
ち
く
が
あ
び
れ
意
味
知
ら

ん
歌
や
あ
ま
に
し
て
い
れ
」
（
歌
を
歌
い
な
さ
い
。
誰
が
聞
く
も
ん
か
。

意
味
の
な
い
歌
は
あ
っ
ち
に
捨
て
な
さ
い
）
と
歌
っ
て
い
る
。
こ
の
女
の

歌
は
前
述
し
た
サ
カ
歌
を
切
り
返
す
「
相
手
の
歌
の
霊
力
を
く
さ
す
歌
」

で
あ
る
』
フ
。
な
ら
ば
、
男
の
歌
は
、
む
ろ
ん
女
を
誘
電
フ
た
め
の
か
ら
か
い

で
あ
ろ
う
が
、
そ
の
か
ら
か
い
は
サ
カ
歌
と
同
様
に
呪
力
を
持
っ
て
し
ま

う
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
現
実
に
あ
り
え
な
い
こ
と
が
ら
を
歌
う
こ
と
に

よ
っ
て
生
じ
る
呪
い
の
性
質
が
、
か
ら
か
い
の
歌
に
も
認
め
ら
れ
る
と
い

し
ち

か
ゅ

う
こ
と
だ
が
、
そ
れ
は
男
の
歌
の
「
が
ま
く
か
ら
下
や
や
た
む
ら
通
て

い
」
（
腰
か
ら
下
は
他
村
に
通
っ
て
い
る
）
と
い
う
部
分
が
、
歌
が
公
開

さ
れ
て
い
る
と
い
、
フ
点
で
社
会
性
を
持
っ
て
し
ま
、
う
と
い
、
う
こ
と
だ
ろ

う
。
そ
の
意
味
で
こ
れ
は
前
述
岡
部
が
「
声
の
呪
い
」
と
評
し
た
べ
-
族

（湖）

の
持
続
し
な
か
っ
た
歌
掛
け
の
「
愛
情
に
飢
え
て
い
る
人
」
に
対
す
る

「
肉
の
つ
い
て
い
な
い
骨
だ
け
の
人
間
」
と
い
う
悪
口
に
等
し
い
。
た
だ

し
、
毛
遊
び
の
歌
掛
け
に
お
け
る
切
り
返
し
が
、
「
相
手
の
歌
の
霊
力
を

く
さ
す
歌
」
と
い
う
、
呪
力
を
切
り
返
す
様
式
に
則
っ
て
い
る
の
に
対

し
、
ぺ
-
族
の
そ
れ
は
単
な
る
悪
口
の
言
い
返
し
で
あ
る
点
が
異
な
る
。

こ
の
ぺ
-
族
の
歌
掛
け
は
こ
の
後
す
ぐ
終
わ
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
が
、

そ
れ
は
悪
口
の
持
つ
呪
力
が
歌
の
レ
ベ
ル
に
よ
っ
て
切
り
返
せ
な
く
な
っ

た
た
め
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

四

歌
掛
け
に
お
い
て
か
ら
か
い
が
呪
力
を
帯
び
て
し
ま
う
と
い
う
こ
と

が
、
歌
掛
け
が
公
開
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
基
づ
く
も
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の

呪
力
は
や
は
り
歌
掛
け
の
公
開
性
に
基
づ
い
て
切
り
返
さ
れ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
だ
ろ
、
フ
。
公
開
さ
れ
た
歌
掛
け
に
お
い
て
発
せ
ら
れ
た
歌
は
、
常

に
聞
き
手
に
よ
っ
て
意
味
づ
け
ら
れ
る
と
い
う
性
質
を
持
っ
て
い
る
。
中

国
少
数
民
族
モ
ソ
人
の
歌
掛
け
に
は
、
こ
の
性
質
に
依
拠
し
て
歌
の
呪
力

を
切
り
返
す
方
法
と
し
て
、
相
手
の
歌
の
語
句
を
取
り
こ
ん
で
切
り
返
す

方法がある。

（
Ｂ
型
木
の
梢
に
い
る
オ
ウ
ム
は
よ
く
し
ゃ
べ
る
こ
と
が
で
き
る
、
あ
な
た

が
ど
ん
な
に
私
の
機
嫌
を
と
っ
て
も
、
つ
い
て
行
か
な
い
。
【
（
歌
い

手
の
解
釈
）
男
は
口
が
う
ま
く
、
い
つ
も
女
を
鴎
す
か
ら
、
私
は
あ

な
た
の
話
を
信
じ
て
い
な
い
し
、
つ
い
て
も
行
か
な
い
。
】

（
Ａ
亜
オ
ウ
ム
は
木
を
見
る
目
に
精
通
し
て
い
る
、
枯
れ
木
を
体
験
し
て
み

る
こ
と
は
ま
さ
か
な
い
だ
ろ
、
フ
。
【
（
歌
い
手
の
解
釈
）
女
を
見
る
な

ら
、
私
は
玄
人
だ
。
私
は
年
を
と
っ
た
女
と
つ
き
あ
う
は
ず
は
な

い。】

と
い
う
掛
け
合
い
は
、
筆
者
の
依
頼
に
基
づ
い
て
行
っ
て
も
ら
っ
た
歌
掛

（調）

け
の
一
部
で
あ
る
。
（
Ｂ
型
は
そ
の
前
の
歌
が
「
白
樺
の
葉
」
が
薄
く

風
が
吹
か
な
い
の
に
揺
れ
る
様
子
を
、
男
の
口
の
軽
さ
に
譽
え
て
男
を
か

ら
か
っ
た
の
を
受
け
、
同
じ
内
容
を
よ
く
し
ゃ
べ
る
オ
ウ
ム
を
素
材
と
し

て
付
け
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
、
（
Ａ
弱
）
は
、
そ
の
か
ら
か
わ

れ
た
男
の
立
場
で
、
オ
ウ
ム
と
い
う
同
素
材
の
異
な
る
側
面
、
つ
ま
り

「
木
を
見
る
目
に
精
通
し
て
い
る
」
と
い
う
属
性
を
取
り
出
し
て
、
オ
ウ

ム
（
私
）
が
枯
れ
木
（
年
を
と
っ
た
女
）
を
誘
う
は
ず
が
な
い
と
付
け

る
。
こ
れ
に
よ
り
、
（
Ｂ
別
）
の
「
あ
な
た
が
ど
ん
な
に
私
の
機
嫌
を
と

っ
て
も
」
と
い
う
仮
定
条
件
は
否
定
さ
れ
、
こ
の
歌
は
年
よ
り
女
の
た
わ
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ご
と
と
読
み
換
え
ら
れ
、
そ
の
悪
口
の
呪
力
は
無
化
さ
れ
る
こ
と
に
な

る
。
こ
こ
で
笑
い
が
起
こ
り
、
歌
掛
け
は
一
旦
区
切
れ
、
再
び
Ａ
に
よ
る

歌
が
始
ま
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
Ｂ
は
こ
の
か
ら
か
い
を
切
り
返
せ
な
か
っ

た
の
で
あ
り
、
Ｂ
の
負
け
で
あ
る
。

聞
き
手
で
あ
る
歌
掛
け
の
相
手
は
、
そ
の
同
語
句
を
取
り
込
み
新
た
な

意
味
づ
け
を
施
す
こ
と
に
よ
り
、
そ
の
歌
い
手
の
意
味
づ
け
を
無
化
し
た

り
、
そ
の
意
味
づ
け
と
は
異
な
る
意
味
づ
け
を
し
た
り
す
る
、
つ
ま
り
読

み
換
え
る
こ
と
も
可
能
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
公
開
さ
れ
た
歌

は
常
に
聞
き
手
に
よ
っ
て
意
味
づ
け
ら
れ
る
と
い
う
性
質
に
よ
っ
て
い

る
。
歌
い
手
の
意
味
づ
け
が
無
化
さ
れ
た
り
相
手
に
有
利
な
よ
、
フ
に
読
み

換
え
ら
れ
て
し
ま
え
ば
、
社
会
の
耳
も
ま
た
そ
の
無
化
、
新
た
な
意
味
づ

け
を
受
け
入
れ
る
こ
と
に
な
り
、
そ
こ
で
歌
が
公
開
さ
れ
る
こ
と
に
基
づ

く
悪
口
の
呪
力
は
無
化
さ
れ
た
り
、
逆
に
そ
の
方
向
が
転
換
さ
れ
て
歌
い

手
本
人
に
帰
っ
て
き
た
り
す
る
。
そ
し
て
最
終
的
に
読
み
換
え
が
で
き
な

か
っ
た
側
が
、
呪
力
を
切
り
返
せ
な
い
と
い
う
点
で
負
け
に
な
る
の
で
あ

る
。
む
ろ
ん
、
そ
の
掛
け
合
い
が
遊
び
の
範
嬬
に
あ
る
と
認
識
さ
れ
て
い

れ
ば
、
誰
か
が
負
け
た
ら
ま
た
新
た
に
掛
け
合
い
を
始
め
て
い
く
の
で
あ

（功）
る
が
、
前
述
し
た
よ
う
に
そ
の
掛
け
合
い
が
裁
判
の
意
味
を
持
つ
な
ど
と

社
会
に
認
識
さ
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
そ
の
負
け
は
公
開
さ
れ
た
社
会
的

な
も
の
と
な
る
の
で
あ
る
、
フ
。

五
歌
掛
け
が
社
会
に
公
開
さ
れ
る
こ
と
に
基
づ
い
て
、
そ
の
歌
に
呪
力
が

発
生
し
、
そ
れ
を
切
り
返
す
様
式
が
要
請
さ
れ
る
こ
と
を
述
べ
て
き
た
。

翻
っ
て
、
古
代
歌
謡
や
万
葉
集
の
問
答
・
贈
答
の
切
り
返
し
に
は
ど
の
よ

う
な
論
理
が
考
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
か
。
例
え
ば
久
米
禅
師
と
石
川
郎
女
と

（別）

の
贈
答
な
ど
初
期
万
葉
の
贈
答
歌
は
、
実
態
と
し
て
は
古
橋
信
孝
の
い
う

よ
う
に
、
宮
中
に
お
け
る
遊
び
と
し
て
掛
け
合
わ
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ

う
。
そ
の
場
合
、
そ
の
歌
掛
け
は
公
開
性
を
持
ち
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て

呪力が発生してしまミフことになるだろ壱フ。

む
ろ
ん
、
そ
れ
ら
の
贈
答
は
当
事
者
二
人
だ
け
の
贈
答
で
あ
り
、
公
開

さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
立
場
も
あ
る
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
、
そ
の
場

合
に
は
、
秘
密
の
贈
答
が
何
故
万
葉
集
に
掲
載
さ
れ
て
し
ま
っ
た
の
か
と

い
う
問
題
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
何
故
歌
に
よ
っ
て
贈
答
す
る
の
か
と
い

う
問
題
を
も
抱
え
込
む
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
少
数
民
族
の
歌
掛
け
の
歌

（亜）

が
社
会
に
公
開
さ
れ
る
と
い
う
点
に
つ
い
て
、
岡
部
隆
志
は
、
男
女
が
ひ

そ
ひ
そ
声
で
語
り
合
っ
て
も
い
い
は
ず
な
の
に
、
そ
れ
が
歌
で
行
わ
れ
る

の
は
、
そ
の
歌
が
二
人
以
外
に
聞
こ
え
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
危
険
性

を
持
つ
個
的
恋
愛
が
声
に
よ
る
歌
で
な
さ
れ
る
こ
と
に
お
い
て
社
会
に
公

開
さ
れ
、
そ
の
危
険
性
が
融
和
さ
れ
社
会
的
了
解
が
得
ら
れ
る
の
だ
と
い

う
。
こ
の
把
握
は
、
歌
と
い
う
様
式
そ
の
も
の
が
個
的
感
情
を
社
会
に
掬

（羽）

い
取
る
働
き
を
持
つ
と
い
、
フ
古
橋
信
孝
の
発
生
論
的
な
把
握
を
、
歌
掛
け

の
生
態
か
ら
確
認
し
て
も
い
る
だ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
歌
と
い
う
様
式
そ

の
も
の
が
、
個
的
感
情
を
社
会
に
開
く
た
め
の
も
の
で
あ
る
と
す
れ
ば
、

初
期
万
葉
の
贈
答
が
仮
に
二
人
だ
け
の
贈
答
で
あ
っ
て
も
、
或
い
は
書
か

れ
た
歌
に
よ
る
贈
答
で
あ
っ
て
も
、
そ
れ
が
歌
に
よ
る
贈
答
で
あ
る
限

り
、
公
開
性
か
ら
免
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

モ
ソ
人
の
歌
掛
け
の
技
を
参
考
に
し
て
、
公
開
さ
れ
た
歌
掛
け
に
お
い

て
歌
の
呪
力
を
切
り
返
す
方
法
の
一
つ
に
、
相
手
の
歌
の
語
句
の
一
部
を

取
り
込
ん
で
そ
の
歌
を
読
み
換
え
、
そ
れ
に
よ
り
呪
力
を
無
化
し
た
り
そ
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の
向
か
、
フ
方
向
を
転
換
し
た
り
す
る
と
い
、
フ
技
が
あ
っ
た
の
だ
と
考
え
て

き
た
の
だ
が
、
次
に
文
献
資
料
に
残
さ
れ
た
日
本
古
代
の
問
答
・
贈
答
の

幾
つ
か
に
、
こ
う
し
た
論
理
が
適
用
可
能
か
確
認
し
て
み
た
い
。

み
薦
刈
る
信
濃
の
真
弓
わ
が
引
か
ば
う
ま
人
さ
び
て
い
な
と
言
は
む

か
も
（
２
１
九
六
久
米
禅
師
）

を

み
薦
刈
る
信
濃
の
真
弓
引
か
ず
し
て
弦
は
く
る
わ
ざ
を
知
る
と
言
は

（弧）

な
く
に
（
２
１
九
七
石
川
郎
女
）

男
の
歌
の
「
う
ま
人
さ
び
て
」
を
「
貴
人
ぶ
っ
て
」
と
す
る
の
が
通
説

で
あ
る
が
、
男
の
誘
い
に
否
と
い
う
の
が
当
然
の
存
在
と
し
て
、
例
え
ば

「
神
さ
ぶ
と
否
と
に
は
あ
ら
れ
」
（
４
１
七
六
二
）
や
「
御
諸
に
築
く
や
玉

垣
斎
き
余
し
誰
に
か
も
寄
ら
む
神
の
宮
人
」
（
記
歌
謡
九
四
）
な
ど
と
通

じ
る
、
巫
女
や
尼
、
采
女
な
ど
も
考
え
ら
れ
よ
う
。
ま
た
石
川
郎
女
を
石

（弱）

川
家
か
ら
献
上
さ
れ
た
氏
女
と
す
る
緒
方
惟
章
説
に
乗
っ
て
、
「
氏
女
ら

し
く
」
と
見
る
こ
と
も
可
能
で
あ
ろ
う
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
こ
の
「
う
ま

人
さ
び
て
」
が
か
ら
か
い
の
中
心
で
は
あ
る
だ
ろ
う
。
こ
の
か
ら
か
い
に

対
し
て
女
は
、
同
語
句
「
み
薦
刈
る
信
濃
の
真
弓
…
引
く
」
を
取
り
込
ん

で
、
「
本
当
は
弦
を
掛
け
る
こ
と
も
知
ら
な
い
」
と
、
氏
女
な
ど
に
対
応

す
る
禅
師
（
僧
）
と
い
う
立
場
を
強
調
し
、
女
に
声
を
か
け
る
こ
と
さ
え

で
き
な
い
僧
な
の
に
「
引
か
ば
」
な
ど
と
言
っ
て
い
る
と
、
男
の
歌
の

「
引
か
ば
」
と
い
う
か
ら
か
い
を
そ
の
前
提
ご
と
否
定
す
る
。
そ
れ
に
よ

り
男
の
歌
は
、
女
を
引
く
こ
と
も
で
き
な
い
僧
の
た
わ
ご
と
と
読
み
換
え

ら
れ
、
そ
の
か
ら
か
い
は
無
化
さ
れ
る
。

梓
弓
引
か
ぱ
ま
に
ま
に
よ
ら
め
ど
も
後
の
心
を
知
り
か
て
ぬ
か
も

（
２
１
九
八
石
川
郎
女
）

つ
ら
を

梓
弓
弦
緒
取
り
は
け
引
く
人
は
後
の
心
を
知
る
人
ぞ
引
く
（
２
１
九

九
久
米
禅
師
）

さ
ら
に
女
は
、
も
し
私
を
引
い
た
ら
あ
な
た
に
寄
っ
て
も
い
い
が
、
あ

な
た
（
男
）
の
後
の
心
は
わ
か
ら
な
い
と
、
そ
の
浮
気
な
点
に
か
ら
か
い

を
も
た
せ
る
。
対
し
て
男
は
、
女
の
「
後
の
心
を
知
る
」
を
取
り
込
み
、

そ
れ
を
相
手
（
女
）
の
心
と
言
い
換
え
る
こ
と
に
よ
り
、
そ
の
か
ら
か
い

の
前
提
と
な
る
仮
定
条
件
「
引
か
ば
」
を
、
あ
な
た
の
後
の
心
が
わ
か
れ

ば
引
く
だ
る
、
フ
が
、
あ
な
た
は
浮
気
者
だ
か
ら
誰
も
引
か
な
い
の
だ
と
否

定
す
る
。
こ
れ
に
よ
り
、
女
の
歌
は
自
ら
の
浮
気
者
の
性
質
を
暴
露
し
た

歌
と
読
み
換
え
ら
れ
、
そ
の
呪
力
は
無
化
さ
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
久
米
禅
師
と
石
川
郎
女
の
贈
答
に
は
、
同
語
句
を
取
り
こ

み
つ
つ
、
か
ら
か
い
の
前
提
と
な
る
仮
定
条
件
を
否
定
し
、
前
歌
の
呪
力

を
無
化
す
る
前
掲
の
モ
ソ
人
の
歌
掛
け
に
通
じ
る
様
式
が
見
ら
れ
る
。

う
さ
ゆ
づ
る

う
ま
人
の
立
つ
る
言
立
て
設
弦
絶
ゆ
間
継
が
む
に
並
べ
て
む
が
も

（
仁
徳
紀
歌
謡
四
六
）

衣
こ
そ
二
重
も
良
き
さ
夜
床
を
並
べ
む
君
は
か
し
こ
き
ろ
か
も
（
磐

之
媛
四
七
）

押
し
照
る
難
波
の
崎
の
並
び
浜
並
く
む
と
こ
そ
そ
の
子
は
有
り
け
め

（
仁
徳
四
八
）

仁
徳
が
八
田
皇
女
を
妃
に
し
よ
う
と
し
て
、
皇
后
磐
之
媛
と
争
う
問
答

で
あ
る
。
世
間
の
立
派
な
人
た
ち
の
言
う
よ
う
に
、
弦
が
切
れ
た
時
の
た

め
の
予
備
の
弦
（
儲
弦
）
を
並
べ
て
お
き
た
い
、
つ
ま
り
公
的
な
理
由
に

よ
り
、
い
ざ
と
い
う
時
の
た
め
に
皇
后
以
外
に
八
田
皇
女
を
妃
と
し
た
い

と
し
た
仁
徳
に
対
し
て
、
皇
后
は
「
並
べ
む
」
を
取
り
込
み
「
さ
夜
床
を

並
べ
む
」
と
い
う
意
味
に
言
い
換
え
る
。
こ
の
言
い
換
え
に
よ
っ
て
、
仁

徳
の
歌
は
、
「
い
ざ
と
い
う
時
の
た
め
に
」
と
い
う
よ
う
な
社
会
的
な
理
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屈
が
剥
ぎ
取
ら
れ
、
八
田
皇
女
と
寝
た
い
と
い
う
露
骨
な
、
女
に
と
っ
て

は
恐
ろ
し
い
（
か
し
こ
し
）
仁
徳
の
欲
望
を
表
わ
す
歌
と
読
み
換
え
ら
れ

て
し
ま
う
。
そ
こ
で
仁
徳
は
再
び
「
並
べ
む
」
を
取
り
込
ん
で
、
「
難
波

の
並
び
浜
」
と
い
う
恐
ら
く
神
話
的
な
共
寝
の
場
を
想
定
さ
せ
る
よ
う
な

神
聖
さ
で
並
ん
で
い
よ
う
と
思
っ
て
八
田
皇
女
も
生
き
て
き
た
の
だ
と
す

る
。
主
張
そ
の
も
の
は
、
前
々
歌
（
四
六
）
の
仁
徳
自
身
の
思
い
を
女
も

そ
う
思
っ
て
い
た
の
だ
と
言
っ
た
に
過
ぎ
な
い
が
、
そ
こ
に
前
歌
の
「
並

ぶ
」
を
取
り
込
ん
だ
こ
と
に
よ
り
、
前
歌
は
、
実
は
難
波
の
並
び
浜
の
喚

起
す
る
神
聖
な
共
寝
で
あ
り
、
そ
れ
は
尊
く
す
ば
ら
し
い
（
か
し
こ
し
）

も
の
だ
と
読
み
換
え
ら
れ
、
そ
の
呪
力
は
無
化
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

な

Ａ
八
千
矛
の
神
の
命
は
…
を
と
め
が
寝
す
や
板
戸
を
押
そ
ぶ
ら

ひ
わ
が
立
た
せ
れ
ば
引
こ
づ
ら
ひ
わ
が
立
た
せ
れ
ば
青
山

に
ぬ
え
は
鳴
き
ぬ
さ
野
つ
鳥
き
ぎ
し
は
響
む
庭
つ
鳥
か

け
は
鳴
く
う
れ
た
く
も
鳴
く
な
る
鳥
か
こ
の
烏
も
打
ち
止

め
こ
せ
ね
い
し
た
ふ
や
海
人
馳
使
事
の
語
り
言
も
こ
を
ば

（
八
千
矛
神
記
歌
謡
二
）

Ｂ
八
千
矛
の
神
の
命
い
え
草
の
女
に
し
あ
れ
ば
わ
が
心
浦

渚
の
烏
ぞ
今
こ
そ
ぱ
わ
ど
り
に
あ
ら
め
後
は
な
ど
り
に
あ

く
く
し

ら
む
を
命
は
な
殺
せ
た
ま
ひ
そ
い
し
た
ふ
や
海
人
馳
使
事

の
語
り
言
も
こ
を
ぱ
（
沼
河
比
売
記
歌
謡
三
前
半
部
）

Ｃ
青
山
に
日
が
隠
ら
ば
ぬ
ば
た
ま
の
夜
は
出
で
な
む
朝
日
の

ゑ
み
さ
か
え
き
て
た
く
づ
く
の
白
き
た
だ
む
ぎ
あ
わ
ゆ
き
の

若
や
る
胸
を
そ
だ
た
き
た
た
き
ま
な
が
り
ま
玉
手
玉
手
さ

し
枕
き
も
も
な
が
に
寝
は
な
さ
む
を
あ
や
に
な
恋
ひ
聞
こ
し

八
千
矛
の
神
の
命
事
の
語
り
言
も
こ
を
ぱ
（
沼
河
比
売
記

歌
謡
三
後
半
部
）

八
千
矛
神
Ａ
は
、
沼
河
比
売
と
共
寝
せ
ん
が
た
め
に
、
夜
明
け
を
告
げ

る
「
ヌ
エ
」
な
ど
の
鳥
を
殺
し
て
し
ま
え
と
海
人
馳
使
に
命
じ
る
。
対
し

て
沼
河
比
売
Ｂ
は
、
「
ヌ
エ
草
の
女
」
、
「
我
が
心
浦
渚
の
烏
ぞ
」
と
し
て

自
ら
を
そ
の
烏
だ
と
言
い
換
え
る
。
こ
の
言
い
換
え
に
よ
り
、
八
千
矛
神

の
歌
は
共
寝
し
な
い
な
ら
沼
河
比
売
を
殺
し
て
し
ま
え
と
命
ず
る
八
千
矛

神
の
凶
暴
性
を
暴
露
す
る
歌
と
読
み
か
え
ら
れ
て
し
ま
う
。
次
に
Ｃ
は
、

Ｂ
「
…
を
、
命
は
な
殺
せ
給
ひ
そ
」
の
「
…
を
、
な
…
（
そ
）
」
と
い
う

同
構
造
の
禁
止
表
現
を
取
り
込
み
「
…
を
、
あ
や
に
な
恋
ひ
き
こ
し
」
と

し
て
、
「
私
（
沼
河
比
売
）
を
殺
さ
な
い
で
下
さ
い
」
と
い
う
懇
願
を
、

「
あ
な
た
（
八
千
矛
神
）
は
私
（
沼
河
比
売
）
に
恋
焦
が
れ
て
自
ら
恋
死

に
な
さ
る
な
」
と
言
い
換
え
る
。
こ
れ
に
よ
り
Ｂ
は
、
恋
死
に
す
る
ほ
ど

（節）

沼
河
比
売
を
慕
う
八
千
矛
神
へ
と
読
み
換
え
ら
れ
る
。
な
お
、
Ｃ
は
ヌ
ナ

カ
ハ
ヒ
メ
が
自
己
の
歌
Ｂ
を
さ
ら
に
読
み
換
え
て
い
る
と
し
て
も
い
い

が
、
Ａ
、
Ｂ
は
と
も
に
海
人
馳
使
に
対
し
て
歌
わ
れ
、
Ｃ
は
直
接
八
千
矛

神
に
対
し
て
歌
わ
れ
る
こ
と
か
ら
見
て
、
男
女
を
取
り
持
つ
海
人
馳
使
の

取
り
持
ち
の
歌
で
あ
っ
た
可
能
性
も
あ
る
。

以
上
、
古
代
日
本
の
文
献
に
残
さ
れ
た
問
答
・
贈
答
の
幾
つ
か
を
、
相

手
の
歌
の
一
部
を
取
り
込
む
こ
と
で
、
そ
の
歌
を
読
み
換
え
、
そ
の
呪
力

を
無
化
し
た
り
、
方
向
を
転
換
し
た
り
す
る
と
い
う
歌
掛
け
の
技
に
よ
っ

て
読
ん
で
み
た
。
村
落
社
会
に
お
い
て
歌
垣
（
恋
の
歌
掛
け
）
は
非
日
常

（訂）

空
間
に
限
定
し
て
行
わ
れ
る
。
そ
れ
は
恋
愛
の
性
格
に
規
定
さ
れ
た
も
の

で
あ
ろ
う
。
そ
う
い
う
歌
垣
に
お
け
る
歌
掛
け
の
技
が
、
む
ろ
ん
そ
の
ま

｛ハ

- ８ ５ -



歌の呪力と歌掛けの技

ま
で
は
な
い
に
せ
よ
、
宮
廷
で
行
わ
れ
た
の
は
、
宮
廷
が
村
落
社
会
の
非

日
常
を
日
常
と
し
て
行
う
都
市
的
な
空
間
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
い
る
だ

ろ
う
。
最
後
に
触
れ
て
お
く
べ
き
は
、
古
代
日
本
の
文
献
資
料
に
載
る
問

答
や
贈
答
は
、
や
は
り
村
落
社
会
の
歌
掛
け
そ
の
も
の
で
は
な
い
と
い
う

点
で
あ
る
。
村
落
社
会
の
歌
掛
け
に
お
い
て
は
、
述
べ
て
き
た
よ
う
な
同

語
句
を
取
り
込
ん
で
の
切
り
返
し
を
始
め
と
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
様
式
に
よ

り
、
前
歌
の
呪
力
が
無
化
さ
れ
た
り
、
そ
の
呪
力
の
方
向
が
転
換
さ
れ
た

り
し
て
い
き
、
さ
ら
に
そ
れ
が
切
り
返
さ
れ
る
と
い
、
フ
形
を
と
る
な
ど
し

て
持
続
し
て
い
く
。
筆
者
の
実
見
し
た
べ
-
族
、
リ
ス
族
の
自
然
発
生
の

歌
掛
け
は
二
、
三
時
間
続
く
も
の
も
多
く
、
ま
た
二
、
三
日
連
続
す
る
と

言
わ
れ
る
こ
と
も
あ
る
。
古
代
日
本
に
お
い
て
も
、
前
述
シ
ビ
物
語
の
歌

掛
け
（
清
寧
記
）
が
夜
を
徹
し
て
「
闘
ひ
明
か
」
さ
れ
た
と
い
う
表
現
が

こ
う
し
た
持
続
す
る
歌
垣
の
存
在
を
示
唆
し
て
い
る
。

し
か
し
記
紀
歌
謡
や
初
期
万
葉
に
見
ら
れ
る
問
答
や
贈
答
は
、
こ
の
よ

う
に
持
続
す
る
歌
掛
け
そ
の
も
の
で
は
な
く
、
歌
掛
け
の
技
を
継
承
し
つ

つ
も
、
そ
の
技
に
よ
る
見
ど
こ
ろ
、
勝
負
の
つ
き
ど
こ
ろ
に
興
味
を
持

つ
。
歌
掛
け
を
持
続
す
る
の
は
村
落
社
会
に
お
い
て
理
想
的
な
恋
愛
を
社

（塊）・

会
に
公
開
し
つ
つ
形
作
っ
て
い
く
こ
と
に
あ
る
。
と
こ
ろ
が
宮
廷
は
村
落

・
社
会
と
分
離
さ
れ
た
都
市
住
人
と
し
て
の
官
人
の
世
界
で
あ
り
、
そ
こ
に

は
漢
文
脈
的
な
新
し
い
恋
愛
観
が
理
想
的
恋
愛
観
と
し
て
流
入
し
て
い

た
。
こ
の
よ
う
な
状
況
の
も
と
で
、
歌
掛
け
は
持
続
の
必
然
性
を
失
い
、

一
回
の
歌
の
勝
負
に
興
味
の
中
心
が
お
か
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
は
な

い
か
。
宮
廷
に
お
け
る
こ
う
し
た
一
回
的
な
贈
答
は
、
む
ろ
ん
社
交
で
あ

り
、
遊
び
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
が
、
そ
う
で
あ
る
と
し
て
も
、
そ
れ
が
公

開
さ
れ
る
、
或
い
は
公
開
を
前
提
と
し
て
し
ま
う
歌
の
様
式
に
則
っ
て
の

掛
け
合
い
で
あ
る
と
い
う
意
味
で
歌
の
呪
力
は
働
い
て
し
ま
う
の
で
あ

り
、
そ
の
呪
力
は
様
式
に
則
っ
て
切
り
返
し
て
い
か
ね
ば
な
ら
な
い
も
の

で
あ
っ
た
。
と
い
、
フ
よ
り
、
む
し
ろ
、
そ
の
呪
力
を
め
ぐ
る
緊
張
感
こ
そ

が
贈
答
と
い
、
フ
遊
び
を
成
り
立
た
せ
る
た
め
に
必
要
と
さ
れ
た
と
い
う
こ

となのだろ、フ。

注
（
１
）
鈴
木
日
出
男
『
古
代
和
歌
史
論
』
（
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
九

○
）
、
『
古
代
和
歌
の
世
界
』
（
ち
く
ま
新
書
、
一
九
九
九
）

（
２
）
折
口
信
夫
「
古
代
生
活
の
研
究
」
（
全
集
二
）
、
「
万
葉
集
の
解
題
」

（
全
集
二
、
「
古
代
生
活
に
見
え
た
恋
愛
」
（
全
集
一
）
、
「
連
歌
俳
譜

発
生
史
」
（
全
集
一
○
）
な
ど
。
西
村
亨
編
一
折
口
信
夫
事
典
』
「
か

け
あ
ひ
」
項
（
鈴
木
宏
昌
執
筆
）
が
こ
の
あ
た
り
を
整
理
し
て
い

つ（》。

（
３
）
例
え
ば
、
小
野
寛
、
櫻
井
満
編
『
上
代
文
学
研
究
事
典
』
「
相
聞
」

項
（
村
田
正
博
執
筆
）
は
、
「
相
聞
は
、
歌
垣
な
ど
に
お
け
る
男
女

の
掛
け
合
い
か
ら
展
開
し
た
も
の
ら
し
く
、
機
知
を
競
い
つ
つ
親
愛

を
確
認
し
よ
う
と
す
る
や
り
と
り
の
歌
が
本
来
の
形
態
で
あ
っ
た
」

とする。

（
４
）
シ
ビ
と
皇
太
子
の
歌
垣
に
お
け
る
歌
掛
け
を
分
析
し
て
、
歌
垣
の

本
質
を
「
闘
」
で
あ
る
と
し
た
の
は
高
木
市
之
助
「
歌
垣
ｌ
闘
」

『
古
文
藝
の
論
』
（
岩
波
書
店
、
一
九
五
二
）
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
後

こ
の
歌
掛
け
は
男
同
士
の
歌
掛
け
と
い
う
特
殊
性
が
強
調
さ
れ
、
歌

垣
考
察
の
資
料
と
し
て
は
軽
視
さ
れ
て
き
た
。
こ
の
点
は
、
遠
藤

つ
ば
き
ち

「
海
柘
榴
市
で
の
闘
の
歌
垣
ｌ
モ
ソ
人
の
悪
口
歌
の
掛
け
合
い
を
モ

デ
ル
と
し
て
Ｉ
」
（
「
古
代
研
究
」
第
別
号
、
二
○
○
一
・
一
）
に
て

触れた。
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（
５
）
佐
佐
木
幸
綱
「
万
葉
集
〈
女
歌
〉
考
」
（
「
上
代
文
学
」
第
布
号
、

一九九六・四）

（
６
）
本
稿
で
扱
う
中
国
少
数
民
族
ぺ
１
族
と
モ
ソ
人
は
、
と
も
雲
南
に

南
下
し
て
き
た
チ
ベ
ッ
ト
系
の
少
数
民
族
。
ペ
-
族
は
人
口
約
百
六

十
万
人
（
一
九
九
○
年
）
、
大
理
白
族
自
治
州
な
ど
に
居
住
。
一
夫

一
婦
制
父
系
社
会
を
営
む
。
モ
ソ
人
は
人
口
四
万
人
、
雲
南
省
寧
蕊

県
、
四
川
省
木
里
県
な
ど
に
居
住
。
ナ
シ
族
二
十
八
万
人
（
一
九
九

六
年
）
の
東
部
方
言
話
者
を
指
す
。
モ
ソ
人
は
母
系
妻
問
い
社
会
を

営
む
。
な
お
、
「
人
」
は
、
中
国
民
族
学
に
お
け
る
「
族
」
の
下
位

分類である。

（
７
）
鈴
木
日
出
男
『
古
代
和
歌
の
世
界
』
（
ち
く
ま
新
書
、
一
九
九
九
）

（
８
）
一
九
九
八
年
九
月
十
二
日
、
雲
南
省
洞
源
県
ツ
ー
ビ
ー
湖
歌
会
に

ハ
イ
ド
ン
ホ
イ
ツ
ー
ピ
ー

て
取
材
。
遠
藤
「
海
灯
会
［
琵
碧
湖
歌
会
］
に
関
す
る
報
告
と
考

察
」
（
工
藤
隆
・
岡
部
隆
志
『
中
国
少
数
民
族
歌
垣
調
査
全
記
録
１

９
９
８
』
大
修
館
書
店
、
二
○
○
○
、
所
収
）
。
引
用
歌
詞
は
同
書

掲
載
の
歌
垣
Ｉ
。

（
９
）
折
口
信
夫
「
万
葉
集
の
解
題
」
（
全
集
ご

（
皿
）
森
朝
男
『
古
代
和
歌
と
祝
祭
」
（
有
精
堂
、
一
九
八
八
）

（
Ⅱ
）
古
橋
信
孝
『
古
代
都
市
の
文
芸
生
活
」
（
大
修
館
書
店
、
一
九
九

四
）
、
工
藤
隆
『
中
国
少
数
民
族
と
日
本
文
化
古
代
文
学
の
古
層

を
探
る
』
（
勉
誠
出
版
、
二
○
○
二
）
。

（
Ⅲ
）
遠
藤
『
モ
ソ
人
母
系
社
会
の
歌
世
界
調
査
記
録
」
（
大
修
館
書
店
、

二
○
○
三
）
所
収
の
、
ワ
ラ
ビ
村
（
一
九
九
九
年
九
月
六
日
、
依
頼

に
よ
る
歌
掛
け
）
で
の
歌
掛
け
で
は
、
女
（
４
）
「
私
は
高
山
の
鷹

だ
、
峰
の
高
い
所
で
あ
れ
ば
ど
こ
で
も
飛
び
回
る
」
、
男
（
５
）
「
俺

は
高
山
の
雄
ヤ
ク
だ
、
ヤ
ズ
の
あ
る
所
へ
な
ら
ど
こ
へ
で
も
行
く
」

と
歌
わ
れ
た
が
、
こ
れ
は
男
女
と
も
に
異
性
関
係
が
豊
富
だ
と
自
己

を
自
慢
す
る
歌
で
あ
る
。

（
昭
）
工
藤
隆
注
、
書

（
Ｍ
）
岡
部
隆
志
『
古
代
文
学
の
表
象
と
論
理
』
（
武
蔵
野
書
院
、
二
○

○三）

（
妬
）
諏
訪
春
雄
『
折
口
信
夫
を
読
み
直
す
』
（
講
談
社
現
代
新
書
、
一

九
九
四
）
は
、
「
折
口
民
俗
学
の
宿
命
的
欠
落
は
、
こ
の
海
外
と
の

比
較
の
視
点
を
ま
っ
た
く
欠
如
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
」
と
述
べ
て

い
る
。
ま
た
工
藤
隆
「
歌
垣
と
神
話
を
さ
か
の
ぼ
る
』
（
新
典
社
、

一
九
九
九
）
は
「
現
在
の
国
境
線
で
領
域
を
限
る
の
は
、
つ
ま
り
沖

縄
で
止
ま
っ
て
い
る
の
は
、
実
は
現
在
の
国
境
線
に
幻
惑
さ
れ
た

〃
国
境
主
義
″
に
ほ
か
な
ら
な
い
」
と
述
べ
て
い
る
。

（
略
）
土
橋
寛
『
古
代
歌
謡
論
』
（
三
一
書
房
、
一
九
六
○
）

（
Ⅳ
）
土
橋
の
引
用
す
る
ジ
ン
メ
ル
「
社
交
」
の
定
義
は
、
ジ
ン
メ
ル
、

堀
直
琴
訳
「
社
会
学
の
根
本
問
題
」
第
三
章
含
世
界
大
思
想
全
集
』

略）による。

（
肥
）
寺
石
正
路
『
土
佐
風
俗
と
伝
説
』
（
郷
土
研
究
社
、
一
九
二
五
）

（
岨
）
ブ
ジ
ャ
Ⅱ
ユ
マ
（
五
七
歳
、
女
、
ワ
ラ
ビ
村
）
へ
の
イ
ン
タ
ビ
ュ

ー
（
一
九
九
九
年
一
○
月
一
七
且
よ
り
。
遠
藤
注
岨
書
所
収
。

（
別
）
工
藤
隆
「
現
地
調
査
報
告
・
中
国
雲
南
省
剣
川
白
族
の
歌
垣

（
１
）
」
（
「
大
東
文
化
大
学
紀
要
」
第
弱
号
、
一
九
九
七
・
三
）

（
別
）
皆
川
隆
一
「
対
立
構
造
と
反
転
表
現
ｌ
ヤ
ミ
族
の
掛
け
合
い
歌

ｌ
」
（
岡
部
隆
志
、
丸
山
隆
司
編
『
神
の
言
葉
・
人
の
言
葉
ｌ
〈
あ

わ
い
〉
の
言
葉
の
生
態
学
ｌ
』
武
蔵
野
書
院
、
二
○
○
一
所
収
）

は
、
台
湾
ヤ
ミ
族
の
人
々
は
歌
の
呪
力
を
「
言
葉
は
槍
だ
」
と
表
現

するという。

（
〃
）
岡
部
隆
志
注
皿
書

（
羽
）
松
山
光
秀
「
サ
カ
（
逆
）
歌
と
の
出
会
い
」
（
「
解
釈
と
鑑
賞
」
第

- ８７ -



歌の呪力と歌掛けの技

四
十
四
巻
第
八
号
、
一
九
七
九
・
七
）

（
別
）
小
川
学
夫
。
民
謡
の
島
」
の
生
活
誌
」
（
Ｐ
Ｈ
Ｐ
研
究
所
、
一
九

八四）

（
妬
）
酒
井
正
子
『
奄
美
歌
掛
け
の
デ
ィ
ア
ロ
ー
グ
』
（
第
一
書
房
、
一

九九六）

（
恥
）
昇
曙
夢
『
大
奄
美
史
』
（
奄
美
社
、
一
九
四
九
。
原
書
房
、
一
九

七五）

（
”
）
谷
川
健
一
『
う
た
と
日
本
人
」
（
講
談
社
現
代
新
書
、
二
○
○
○
）

（
邪
）
工
藤
隆
、
岡
部
隆
志
注
８
書
所
収
の
歌
垣
Ⅶ
（
石
宝
山
の
林
の
中

の歌垣）。

（
羽
）
モ
ソ
人
は
日
常
空
間
（
村
）
か
ら
離
れ
た
と
こ
ろ
、
例
え
ば
柴
刈

り
や
草
取
り
、
運
搬
労
働
な
ど
の
際
に
恋
に
関
わ
る
歌
掛
け
を
行

う
。
引
用
の
歌
掛
け
は
、
一
九
九
九
年
二
月
二
十
一
日
、
四
川
省
木

里
県
ウ
ォ
ジ
ョ
郷
リ
ジ
ャ
ズ
村
に
て
、
筆
者
の
依
頼
に
基
づ
き
、
三

人
の
女
性
に
掛
け
合
っ
て
も
ら
っ
た
も
の
の
一
部
。
歌
い
手
Ａ
は
四

十
八
歳
で
歌
の
上
手
と
い
わ
れ
る
。
Ｂ
は
十
九
歳
、
引
用
し
て
い
な

い
Ｃ
は
二
十
三
歳
。
依
頼
は
、
恋
に
関
わ
る
歌
と
い
う
点
の
み
示

し
、
そ
の
他
、
内
容
等
指
定
し
て
お
ら
ず
、
彼
女
た
ち
が
自
主
的
に

内
容
を
選
択
し
掛
け
合
い
を
持
続
し
て
い
る
。
二
時
間
続
い
た
こ
の

歌
掛
け
は
、
歌
い
手
た
ち
の
言
う
よ
う
に
、
柴
刈
り
な
ど
で
の
女
性

同
士
の
歌
掛
け
を
ほ
ぼ
再
現
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
な
お
、
こ

の
歌
掛
け
は
音
声
記
号
等
を
付
し
て
、
遠
藤
注
吃
書
に
全
て
掲
載
し

ている。

（
釦
）
遠
藤
注
岨
書
所
収
の
歌
掛
け
は
、
全
て
依
頼
に
よ
る
遊
び
の
レ
ベ

ル
の
歌
掛
け
で
あ
る
が
、
一
旦
掛
け
合
い
が
途
切
れ
る
と
ま
た
新
た

に
掛
け
合
い
に
誘
う
歌
が
出
さ
れ
て
続
け
ら
れ
て
い
る
。

（
皿
）
古
橋
信
孝
注
Ⅱ
書

（
付
記
）
本
稿
は
、
古
代
文
学
会
二
○
○
二
年
十
二
月
例
会
に
て
「
歌
掛

け
の
技
、
使
い
の
技
ｌ
読
み
換
え
の
論
理
ｌ
」
と
題
し
て
口
頭
発
表

し
た
も
の
に
手
を
加
え
た
も
の
で
あ
る
。
席
上
、
貴
重
な
ご
意
見
を

賜
り
ま
し
た
。

（
塊
）
岡
部
隆
志
注
皿
書

（
羽
）
古
橋
信
孝
『
万
葉
集
を
読
み
な
お
す
』
（
Ｎ
Ｈ
Ｋ
プ
ッ
ク
ス
、
一

九八五）

（
別
）
第
四
句
原
文
に
校
異
あ
り
。
本
稿
は
契
沖
（
代
匠
記
初
）
が
「
弦

作
留
行
事
」
と
校
し
、
真
淵
を
経
て
山
田
講
義
が
「
ヲ
ハ
ク
ル
ワ

ザ
」
と
訓
む
説
に
従
う
。

（
弱
）
緒
方
惟
章
「
久
米
禅
師
と
石
川
郎
女
の
歌
」
亀
万
葉
集
を
学
ぶ
第

二
集
」
有
斐
閣
選
書
、
一
九
七
七
）

（
鮒
）
Ｂ
の
「
命
は
な
殺
せ
た
ま
ひ
そ
」
に
つ
い
て
、
①
恋
死
に
な
ど
な

さ
い
ま
す
な
（
土
橋
全
注
釈
、
山
路
評
釈
な
ど
）
、
②
鳥
を
殺
さ
な

い
で
く
だ
さ
い
（
青
木
紀
元
『
日
本
神
話
の
基
礎
的
研
究
』
、
新
潮

集
成
な
ど
）
の
説
が
あ
る
。
私
は
鳥
だ
と
言
っ
て
い
る
以
上
、
Ｂ
に

お
け
る
意
味
づ
け
は
「
鳥
Ⅱ
私
を
殺
さ
な
い
で
く
だ
さ
い
」
と
と
る

の
が
自
然
だ
ろ
う
。
①
は
Ｃ
に
よ
っ
て
読
み
換
え
ら
れ
た
Ｂ
の
新
た

な
意
味
づ
け
で
あ
る
。

（
師
）
遠
藤
注
岨
書
な
ど
。

（
銘
）
こ
の
点
に
つ
い
て
は
モ
ソ
人
の
歌
掛
け
と
べ
’
族
の
歌
掛
け
を
比

較
し
な
が
ら
述
べ
た
こ
と
が
あ
る
。
遠
藤
注
皿
書
。

- ８ ８ -


