
一
口
霊
の
在
り
処

ー
一
一
一
一
口
霊
と
和
歌
と
の
関
係
性
を
め
ぐ
っ
て
l

序古
来
我
が
国
で
観
念
せ
ら
れ
て
き
た
言
語
に
纏
わ
る
概
念
で
あ
る
「
言
霊
」

は
、
今
日
に
於
い
て
も
広
く
人
口
に
倫
笑
し
て
お
り
、
日
常
生
活
の
中
で
も
そ

の
名
称
を
耳
に
し
、
自
に
す
る
こ
と
が
あ
る
。
だ
が
、
そ
の
際
に
我
々
が
か
か

る
語
の
背
後
に
認
め
て
い
る
も
の
は
、
た
と
え
ば
「
忌
言
葉
」
の
如
き
習
わ
し

の
、
し
か
も
一
側
面
と
し
て
の
そ
れ
で
あ
っ
た
り
、
あ
る
い
は
ま
た
、
口
に
し

た
内
容
が
実
生
活
へ
と
影
響
i

i好
悪
い
ず
れ
の
方
向
性
に
於
い
て
も
i

l

を
及
ぼ
す
と
い
っ
た
よ
う
な
、
纏
め
て
通
俗
的
な
理
解
に
基
づ
く
認
識
で
あ
る
。

市
し
て
、
さ
よ
う
な
解
釈
の
も
と
に
巷
間
に
流
布
し
て
い
る
「
言
霊
」
に
は
、

一
見
す
る
限
り
で
は
際
立
っ
た
規
則
や
制
約
は
観
、
測
で
き
ず
、
謂
わ
ば
日
本
語

全
般
に
わ
た
っ
て
広
く
適
用
せ
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
か
の
よ
う
に
見
え
る
。
し

か
し
な
が
ら
、
こ
う
し
た
今
日
的
な
あ
り
か
た
が

の
本
義
で
あ
る
と

樋

達

口

す
る
な
ら
ば
、
そ
こ
に
は
看
過
す
べ
か
ら
ざ
る
問
題
が
惹
起
せ
ら
れ
る
こ
と
に

な
る
。
こ
れ
す
な
わ
ち
、
無
制
約
の
招
く
弊
害
で
あ
る
。

も
し
仮
に
、
言
霊
と
い
う
も
の
に
何
ら
の
制
約
も
設
け
ら
れ
て
い
な
い
と
す

れ
ば
、
何
気
な
い
発
話
「
仔
為
が
即
座
に
言
霊
と
し
て
の
威
力
を
発
揮
し
て
し
ま

う
可
能
性
も
あ
り
得
る
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
極
端
な
話
を
す
れ
ば
、
迂
問
に

会
話
を
為
す
こ
と
す
ら
盟
難
と
な
る
状
況
が
生
じ
て
し
ま
う
。
だ
が
、
我
々
人

開
の
管
ザ
為
、
就
中
他
者
と
の
共
生
と
い
う
場
に
於
い
て
、
言
語
ゃ
あ
る
い
は
そ

の
伝
達
方
途
と
し
て
の
発
話
行
為
に
密
着
し
た
も
の
で
あ
る
は
ず
の
一
吉
霊
が
、

そ
の
運
用
に
支
鰭
を
来
す
よ
う
な
か
た
ち
で
存
在
を
措
定
さ
れ
て
い
た
と
は

考
え
が
た
い
。
ゆ
え
に
、
言
霊
は
何
か
し
ら
の
規
則
乃
至
は
制
約
の
も
と
に
あ

っ
て
、
は
じ
め
て
そ
の
威
を
顧
す
も
の
だ
っ
た
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

と
は
い
え
、
か
か
る
見
立
て
は
、
現
時
点
で
は
あ
く
ま
で
も
無
制
約
の
弊
害

と
い
う
f
観
点
よ
り
の
推
測
で
あ
る
に
過
ぎ
な
い
。
事
の
当
否
を
明
ら
か
に
す
る

良お

一言霊と和歌との関係性をめぐって一言霊の在り処1 



た
め
に
は
、
言
霊
が
如
何
な
る
こ
と
ば
に
で
も
宿
る
も
の
だ
っ
た
の
か
、
ま
た
、

単
語
や
文
章
の
別
に
拘
ら
ず
、
ど
の
よ
う
な
形
式
で
あ
れ
こ
と
ば
で
あ
り
さ
え

す
れ
ば
そ
の
寄
す
処
と
為
す
こ
と
が
可
能
で
あ
る
と
見
倣
さ
れ
て
い
た
の
か
、

と
い
う
点
に
つ
い
て
考
え
て
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
一
吊
し
て
、
か

か
る
考
究
の
結
果
は
や
が
て
、
一
士
一
口
霊
と
い
う
概
念
の
内
実
、
延
い
て
は
古
代
人

の
一
一
一
一
口
語
を
巡
る
誉
議
の
一
端
を
究
明
す
る
こ
と
に
も
繋
が
る
で
あ
ろ
う
。

一
、
折
口
信
夫
の
指
摘

序
に
呈
示
し
た
疑
問
、
す
な
わ
ち
言
霊
に
於
け
る
規
則
則
や
制
約
の
有
無
と
い

う
問
題
に
つ
い
て
、
民
俗
μ
孟
告
の
折
口
信
夫
は
非
常
に
興
味
深
い
見
解
を
披
露

し
て
い
る
。

ど
ん
な
語
の
断
片
に
も
言
語
精
霊
が
潜
ん
で
ゐ
た
の
で
は
な
い
。
完
全

な
言
語
の
一
続
き
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

そ
の
外
に
は
嘗
て
一

続
き
の
形
で
あ
っ
た
一
一
一
一
口
語
の
断
片
化
し
て
残
っ
た
も
の
、
郎
、
い
ま
は

断
片
化
し
て
ゐ
る
が
本
来
の
者
保
を
、

そ
の
使
用
法
に
よ
っ
て
成
虫
ヲ
る

こ
と
の
で
き
る
詞
、
こ
れ
以
外
に
は
、
一
士
一
口
霊
が
内
在
す
る
と
見
た
と
は

い
へ
ぬ
。
そ
れ
は
呪
文
に
潜
ん
で
ゐ
る
霊
魂
で
、
単
語
に
あ
る
も
の
で

は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

後
世
の
呪
文
を
見
る
と
、

そ
れ
が
行
は
れ
る

場
合
に
は
、
嘗
て
持
っ
て
ゐ
た
全
体
の
意
味
を
含
み
、
又
ひ
ほ
は
し
て

2 

ゐ
る
。
即
、
詞
は
断
片
化
し
て
ゐ
て
も
、
完
全
な
音
採
を
持
つ
も
の
と
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考
へ
ら
れ
て
ゐ
た
。
こ
れ
と
関
種
類
と
い
へ
る
諺
に
も
言
霊
は
存
在
す

る
。
こ
れ
を
唱
へ
る
と
、
そ
の
詞
章
の
表
現
し
て
ゐ
る
通
り
の
結
果
が

現
れ
か
o

ニ
一
一
口
霊
の
存
在
を
そ
こ
に
考
へ
る
訳
で
あ
る
。

ω

第 22号

傍
点
を
施
し
た
文
書
か
ら
は
、
品
一
一
口
一
室
が
あ
ら
ゆ
る
語
に
無
制
限
に
敷
約
さ
れ

『求真J

る
類
の
も
の
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
も
一
定
の
呪
術
的
制
約
の
も
と
に
そ
の
存

在
を
あ
ら
し
め
る
も
の
で
あ
っ
た
と
す
る
氏
の
解
釈
が
看
取
で
き
る
。
「
諺
に

も
言
霊
は
存
在
す
る
」
と
い
ャ
ペ
ノ
主
張
に
つ
い
て
は
、
そ
の
根
拠
が
何
処
に
存
す

る
の
か
と
い
う
問
題
も
あ
っ
て
軽
々
に
は
従
い
が
た
い
が
、
少
な
く
と
も
「
ど

ん
な
語
の
断
片
に
も
言
語
精
霊
が
潜
ん
で
ゐ
た
の
で
は
な
い
」
の
だ
と
見
る
折

口
の
指
摘
は
正
鵠
を
射
た
も
の
で
あ
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
そ
も
そ
も
、
言
霊

と
い
う
概
念
の
成
立
か
ら
し
て
、
ヨ
ト
(
一
一
一
一
口
・
事
)
」
に
宿
る
タ
マ
、
す
な
わ

ち
霊
威
と
い
う
マ
ジ
カ
ル
な
認
識
を
前
提
し
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
点
に
留

意
す
る
な
ら
ば
、
一
一
一
一
口
霊
が
何
ら
か
の
呪
術
的
な
手
続
き
を
経
由
し
、
も
っ
て
は

じ
め
て
そ
の
威
を
発
揮
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
る
こ
と
は
、
決
し
て
不
自

然
な
こ
と
で
は
な
い
。
近
し
い
例
を
挙
げ
る
な
ら
ば
、
仏
教
に
於
け
る
読
経
や

神
道
の
祝
詞
な
ど
も
、
儀
式
的
な
発
官
刀
打
為
に
よ
っ
て
そ
の
威
を
侍
む
も
の
で

あ
る
し
、
紘
一
小
り
の
起
こ
り
も
、
そ
も
そ
も
は
神
や
精
霊
と
の
交
信
を
企
函
し
た



呪
術
的
儀
式
に
端
を
発
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
古
代
の
社
会
に
あ
っ
て
は
、

か
よ
う
な
一
定
の
制
約
の
も
と
で
の
行
為
こ
そ
が
具
能
の
存
在
者
に
働
き
か

け
、
そ
の
威
力
を
揺
り
動
か
す
と
信
じ
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

二
、
言
霊
の
宿
る
も
の

だ
と
す
れ
ば
、
言
霊
と
は
一
体
、
何
を
拠
所
と
し
て
生
起
す
る
も
の
な
の
か
。

こ
の
疑
問
を
解
く
鍵
は
、
「
コ
ト
ダ
マ
」
と
い
う
語
の
初
出
、
な
ら
び
に
そ
れ

以
降
に
「
コ
ト
ダ
ざ
と
い
う
語
が
出
現
す
る
文
献
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ

る
か
、
と
い
う
点
に
存
す
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

今
日
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
如
く
に
、
「
「
一
ト
ダ
マ
」
と
い
う
諾
が
文
献
上
に

最
初
に
登
場
す
る
の
は
、
『
前
門
葉
集
』
に
於
い
て
で
あ
る
。
で
は
、
そ
れ
以
降

は
ど
う
か
。
そ
の
例
を
以
下
に
掲
示
す
る
。

① 

如
是
鎮
へ
る
事
者
毎
事
、
錐
劣
毎
物
に
非
数
ね
ど
旅
人
に
宿
春
日

な
る
山
階
の
仏
翠
の
奉
り
献
ふ
な
り
、
大
御
代
を
万
代
祈
り
仏
に
も
神

に
も
申
し
上
る
事
の
詞
は
此
国
の
本
一
部
に
逐
情
て
麿
の
詞
を
不
仮
ら
ず
、

書
記
す
博
士
不
一
雇
ず
、
此
留
の
云
ひ
伝
ふ
ら
く
、
日
本
の
倭
の
国
は
言

玉
の
富
田
と
ぞ
、
古
語
に
流
れ
来
れ
る
神
誌
に
伝
え
来
れ
る
伝
へ
来
し
、

事
の
任
ま
に
本
世
の
事
尋
ぬ
れ
ば
、
歌
語
に
一
一
祢
ひ
反
し
て
神
事
に
用
ゐ

来
れ
り
、
皇
事
に
用
ゐ
来
れ
り

(
『
続
日
本
後
紀
』
巻
第
十
九

嘉
祥
二
年
三
月
庚
辰
の
条
)

②
流
れ
て
の
世
に
、
人
に
笑
は
れ
ぬ
べ
け
れ
ば
、
な
ほ
雁
の
涙
に
落
と
し

果
て
て
ん
と
思
ふ
も
の
か
ら
、
な
ほ
書
き
集
め
て
け
り
。

春
夏
秋
冬
四
季
な
り
。

万
世
照
ら
す
日
の
本
の
呂
、
一
一
一
一
口
霊
を
保
つ
に
叶
へ
り
、
動
き
な
き
奈
良

の
都
の
東
に
は
、
万
世
の
か
げ
見
ゆ
る
鏡
の
山
さ
や
か
に
す
め
り
。

(
司
加
茂
保
憲
女
集
』
序
文
)

③
(
伊
衡
中
将
の
祝
い
の
歌
に
対
し
て
)
御
返
し
、
御
か
ど
醍
醐
の
し

お
は
し
ま
し
け
む
か
た
じ
け
な
さ
よ
。

い
は
ひ
っ
る
こ
と
だ
ま
な
ら
ば
、
も
〉
と
せ
の
〉
ち
も
つ
き
せ
ぬ
月
を

こ
そ
み
め
」
。

御
集
な
ど
見
た
ま
ふ
る
こ
そ
、
い
と
な
ま
め
か
し
う
、
か
ゃ
う
の
か
た

さ
へ
お
は
し
ま
し
け
る
。

(
『
大
鏡
』
六
十
代
醍
醐
天
皇
条
、
括
弧
内
は
筆
者
)

④
言
玉
の

お
ぼ
つ
か
な
さ
に

を
か
み
す
と

梢
な
が
ら
も

年
を
越

す
か
な

一言霊と和歌との関係性をめぐって-言語・の在り処3 



(
『
堀
川
院
百
首
和
歌
』
源
朝
臣
顕
仲
作

一、__，

⑤
垂
乳
根
の

一
呂
霊
は

年
も
限
ら

神
の
賜
ひ
し

千
代
ま
で
ま
も
れ

ず

(
『
清
輔
朝
臣
集
』
祝
部

寄
神
祝
の
歌
)

傾
注
す
べ
き
は
、
こ
う
し
た
「
コ
ト
ダ
ゴ
用
例
が
、
悉
く
和
歌
に
詠
み
込

ま
れ
た
も
の
、
乃
至
は
和
歌
と
深
く
間
関
連
す
る
文
章
に
於
い
て
出
来
す
る
も
の

で
あ
っ
て
、
記
紀
や
『
風
土
記
』
と
い
っ
た
文
献
や
、
祝
日
詞
の
詞
章
な
ど
に
は

「
コ
ト
ダ
ざ
と
い
う
語
、
が
現
れ
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、

一
一
塁
霊
が
和
歌
と
の
関
に
強
い
牽
連
を
有
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
、
さ
ら
に
誤
解

を
恐
れ
ず
に
い
え
ば
、
少
な
く
と
も
古
代
人
の
間
で
は
、
言
霊
は
和
歌
と
不
可

分
な
関
係
性
を
持
つ
も
の
と
し
て
そ
の
存
在
を
観
念
せ
ら
れ
て
い
た
と
い
う

こ
と
を
示
唆
す
る
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
市
し
て
、
か
よ
う
に
言
霊
を

和
歌
と
の
連
関
の
も
と
に
捉
え
る
な
ら
ば
、
「
コ
ト
ダ
ゴ
と
い
う
語
の
初
出

が
『
高
葉
集
』
と
い
う
我
が
国
最
古
の
歌
集
で
あ
る
と
い
う
事
実
が
、
俄
然
に

し
て
強
い
蓋
然
性
の
も
と
に
そ
の
重
み
を
増
し
て
く
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の

で
あ
る
。

さ
て
、
こ
こ
で
先
に
紹
介
し
た
折
口
の
言
に
今
一
度
立
ち
返
っ
て
み
た
い
。

仮
に
彼
の
提
示
す
る
よ
う
な
「
完
全
な
言
語
の
一
続
き
」
に
な
っ
た
「
呪
文
」

に
の
み
言
一
霊
が
宿
る
も
の
だ
っ
た
と
し
て
、
で
は
古
代
日
本
文
化
に
於
い
て
か

か
る
条
件
を
充
足
し
得
る
も
の
は
何
か
。
先
述
し
た
「
コ
ト
ダ
マ
」
の
出
典
の

事
実
と
併
せ
て
考
え
る
に
、
こ
れ
は
や
は
り
和
歌
で
あ
っ
た
と
見
る
の
が
妥
当

で
あ
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
自
体
で
は
何
ら
の
力
を
も
宿
さ
ぬ
「
語
の
断
片
」
は
、

し
か
し
な
が
ら
そ
れ
ら
が
集
合
し
、
和
歌
と
い
う
「
完
全
な
言
語
の
一
続
き
」

の
体
を
得
る
こ
と
で
、
言
霊
を
内
在
せ
し
め
る
「
呪
文
」
と
し
て
機
能
す
る
と

考
え
ら
れ
た
の
で
は
な
か
っ
た
か
。

一一一、

「
う
た
」
の
認
識

今
こ
こ
に
、
言
霊
の
宿
る
も
の
と
し
て
和
歌
を
措
定
し
た
が
、
こ
の
説
を
掲

揚
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、
古
代
人
が
如
何
な
る
認
識
を
も
っ
て
和
歌
と
い
う
も

の
を
捉
え
て
い
た
か
を
探
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
吊
し
て
、
こ
の
こ
と
を
考
察
す

る
に
あ
た
り
我
々
に
貴
重
な
示
唆
を
麓
す
の
が
、
『
古
今
和
歌
集
』
に
序
文
と

し
て
掲
撃
c
れ
て
い
る
「
仮
名
序
」
で
あ
る
。
『
古
今
和
歌
集
』
は
、
紀
友
郎
、

紀
賞
之
、
凡
河
内
弟
恒
、
壬
生
忠
ヰ
ら
が
撰
者
と
な
り
、
醍
醐
天
皇
の
命
に
よ

っ
て
延
喜
五
年
(
九

O
五
)
に
編
纂
さ
れ
た
初
の
勅
撰
和
歌
集
で
あ
る
が
、
そ

の
自
国
頭
に
収
め
ら
れ
て
い
る
「
仮
名
庄
は
、
一
撃
告
の
一
人
で
あ
る
紀
貫
之
が

物
し
た
我
が
国
最
初
の
本
格
的
な
歌
論
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
。

と
は
い
え
、
「
コ
ト
ダ
マ
」
と
い
う
誌
の
最
古
の
出
典
先
で
あ
る
諮
問
門
葉
集
b
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の
成
立
は
八
世
紀
末
頃
と
目
さ
れ
て
お
り
、
『
古
今
和
歌
佳
立
は
そ
れ
に
遅
れ

る
こ
と
百
年
強
の
章
離
が
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
「
仮
名
序
」
で
披
涯
さ
れ
て
い

る
和
歌
論
と
、
苦
肉
葉
期
の
和
歌
の
あ
り
か
た
と
の
間
に
は
、
や
は
り
若
干
の
ず

れ
が
生
じ
て
い
る
可
能
性
は
否
定
で
き
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
「
仮
名
序
」

こ
よ
工
、

い
に
し
へ
よ
り
、
か
く
っ
た
は
る
う
ち
に
も
、
な
ら
の
御
時
よ
り
ぞ
、

ひ
ろ
ま
り
に
け
る
。
か
の
お
ほ
む
世
や
、
許
可
の
こ
〉
を
し
ろ
し
め
し
た

り
け
む
。
か
の
お
ほ
ん
時
に
、
お
ほ
き
み
つ
の
く
ら
ゐ
、
か
き
の
も
と

の
人
ま
ろ
な
む
、
寄
の
ひ
じ
り
な
り
け
る
。

i
i中
略
「
i

又
、
山
の
没
の
あ
か
人
と
い
ふ
人
あ
り
け
り
。
寄
に
あ
や
し
く
、
た
へ

な
り
け
り
。
人
丸
は
、
赤
人
が
か
み
に
た
〉
む
事
か
た
く
、
あ
か
ひ
と

は
、
人
ま
ろ
が
し
も
に
た
〉
む
こ
と
か
た
く
な
む
あ
り
け
る
。

i
i中
略
「
i

こ
の
人
々
を
を
き
て
、

又
す
ぐ
れ
た
る
人
も
、
く
れ
竹
の
世
々
に
き

え
、
か
た
い
と
の
、
よ
り
よ
り
に
た
え
ず
ぞ
あ
り
け
る
。
こ
れ
よ
り
さ
き

の
寄
を
あ
つ
め
て
な
む
、
万
え
う
し
ふ
と
、
な
づ
け
ら
れ
た
り
け
る
。

ω

と
い
う
記
述
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
筆
者
で
あ
る
紀
賞
之
が
柿
本
人
麻
呂
や
山
辺

赤
人
と
い
っ
た
『
寓
葉
集
』
を
代
表
す
る
歌
人
の
作
歌
、
延
い
て
は
高
菜
歌
を

和
歌
の
あ
る
べ
き
姿
と
捉
え
た
う
え
で
、
こ
れ
を
一
記
し
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
疑

え
な
い
。
よ
っ
て
、
「
仮
名
序
」
に
於
い
て
展
開
さ
れ
て
い
る
歌
論
の
内
容
は
、

そ
れ
以
前
の
和
歌
に
対
す
る
認
識
を
探
る
に
あ
た
っ
て
も
一
定
の
参
照
に
耐

え
得
る
も
の
で
あ
る
と
見
て
よ
い
だ
ろ
う
。

「
仮
名
序
」
の
説
く
和
歌
論
の
要
請
は
、
何
を
措
い
て
も
ま
ず
そ
の
言
頭
部

に
あ
る
。
こ
こ
で
紀
賞
之
は
、
和
歌
と
い
う
も
の
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ

一言霊と和歌との関係性をめぐって-

て
い
る
。や

ま
と
う
た
は
、
ひ
と
の
こ
〉
ろ
を
た
ね
と
し
て
、
よ
ろ
づ
の
こ
と
の

葉
と
ぞ
な
れ
り
け
る
。
世
中
に
あ
る
人
、
こ
と
わ
ざ
し
げ
き
も
の
な
れ

ば
、
心
に
お
も
ふ
こ
と
を
、
見
る
も
の
、
き
く
も
の
に
つ
け
て
、
い
ひ

い
だ
せ
る
な
り
。
花
に
な
く
う
ぐ
ひ
す
、
み
づ
に
す
む
か
は
づ
の
こ
ゑ

を
き
け
ば
、

い
づ
れ
か
う
た
を
よ
ま
ざ
り
け

い
き
と
し
い
け
る
も
の
、

る
。
ち
か
ら
を
も
い
れ
ず
し
て
、
あ
め
っ
ち
を
う
ご
か
し
、
め
に
見
え

ぬ
鬼
紳
を
も
、
あ
は
れ
と
お
も
は
せ
、
お
と
こ
女
の
な
か
を
も
や
は
ら

、
げ
、
た
け
き
も
の
〉
ふ
の
こ
〉
ろ
を
も
、
な
ぐ
さ
む
る
は
一
叶
な
り
。

言霊の在り処

こ
の
件
か
ら
は
、
和
歌
に
対
す
る
重
要
な
認
識
を
幾
っ
か
見
出
す
こ
と
が
で

き
る
。
ま
ず
、
和
歌
と
は
「
ひ
と
の
こ
〉
ろ
」
を
「
た
ね
」
と
し
て
詠
み
出
さ
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れ
る
も
の
、
す
な
わ
ち
人
間
の
感
情
が
「
こ
と
の
葉
」
と
な
っ
て
表
出
し
た
も

の
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
が
前
提
と
し
て
諾
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
「
花
に
な

く
う
ぐ
ひ
す
、
み
づ
に
す
む
か
は
づ
の
こ
ゑ
を
き
け
ば
、
い
き
と
し
い
け
る
も

の
、
い
づ
れ
か
う
た
を
よ
ま
ざ
り
け
る
」
と
あ
る
が
、
こ
の
一
文
は
、
人
間
だ

け
で
は
な
く
生
物
諸
般
に
至
る
ま
で
、
そ
の
発
音
行
為
は
み
な
「
う
た
」
と
し

て
捉
え
得
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
認
識
が
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
川
村

湊
は
、
こ
の
威
将
見
が
所
謂
「
、
汎
言
語
主
義
」
の
産
物
で
あ
り
、
生
物
の
発
す
る

音
声
に
何
ら
か
の
霊
性
が
宿
る
と
す
る
古
代
ア
ニ
ミ
ズ
ム
の
発
展
形
態
で
あ

る
と
解
釈
し
て
い
る

ωが
、
一
一
言
霊
の
成
立
も
ま
た
、
汎
言
語
主
義
や
ア
ニ
ミ
ズ

ム
が
そ
の
背
景
に
横
臥
し
て
い
る
こ
と
や
、
そ
の
言
霊
が
歌
と
密
接
に
係
っ
て

い
る
と
い
う
点
に
鑑
み
る
に
、
こ
れ
は
傾
聴
に
値
す
る
指
摘
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
最
後
の
一
文
は
和
歌
が
如
何
な
る
性
蛍
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
か

を
説
い
て
お
り
、
和
歌
に
対
す
る
認
識
を
知
る
に
あ
た
り
看
過
す
べ
か
ら
ざ
る

笛
所
で
あ
る
。
こ
こ
で
紀
貰
之
は
、
物
理
的
な
力
を
行
使
す
る
こ
と
な
く
天
地

の
状
態
を
変
化
せ
し
め
、
複
雑
な
男
女
の
仲
を
和
ら
げ
、
武
骨
な
武
士
の
心
を

慰
撫
し
、
果
て
は
鬼
や
神
の
心
す
ら
も
感
ぜ
し
め
る
、
霊
妙
な
力
が
「
歌
」
に

は
秘
め
ら
れ
て
い
る
の
だ
と
述
べ
て
い
る

ω。
か
よ
う
に
事
物
に
働
き
掛
け
、

そ
れ
を
動
か
す
威
力
こ
そ
が
和
歌
の
本
質
で
あ
る
と
い
う
認
識
が
古
代
人
ら

に
存
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
、
こ
の
記
述
か
ら
看
取
で
き
よ
う
。

市
し
て
、
右
に
掲
げ
た
見
解
の
裏
付
け
と
し
て
は
、
『
為
兼
卿
和
歌
抄
』
の

存
在
が
あ
る
。
こ
れ
は
、
正
和
元
年
(
一
三
一
二
)
に
成
立
し
た
最
大
の
勅
撰

6 

和
歌
集
で
あ
る
『
玉
葉
和
歌
集
』
の
撰
者
、
京
極
為
兼
(
一
二
五
回

1
一一一一一一一

2016 

一
一
)
の
物
し
た
歌
論
書
で
あ
る
が
、
そ
こ
に
は
以
下
の
よ
う
な
件
、
が
あ
る
。

第 22号

境
に
随
ひ
て
、
を
こ
る
心
を
声
に
い
だ
し
候
事
は
、
花
に
な
く
盤
川
、
水

に
す
む
か
は
づ
、
す
べ
て
一
切
生
類
み
な
お
な
じ
こ
と
に
候
へ
ば
、
「
い

『求真』

き
と
し
い
け
る
も
の
、

い
づ
れ
か
寄
を
よ
ま
ざ
り
け
る
」
と
も
い
ひ
、

乃
至
草
木
を
風
吹
き
て
校
を
な
ら
す
も
、
「
何
は
帯
血
」
と
て
、
そ
れ
ま

で
も
寄
な
る
よ
し
撲
揚
大
師
も
尺
せ
ら
れ
て
候
と
か
や
。
さ
れ
ば
、
天

地
を
う
ご
か
し
、
鬼
神
を
も
感
ぜ
し
め
、
治
世
み
ち
と
も
な
り
、
「
群
徳

之
祖
、
百
福
之
宗
也
」
と
も
さ
だ
め
ら
れ
、
「
邪
立
を
た
け
〉
す
事
是
よ
り

ち
か
き
に
は
な
し
」
な
ど
候
に
や
。
ら

こ
こ
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
内
容
が
「
仮
名
序
」
の
内
容
に
則
し
た
形
で
書
か

れ
て
い
る
こ
と
は
、
文
中
の
表
現
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
。
ま
た
、
「
天
地
を

動
か
し
、
鬼
神
を
も
感
ぜ
し
め
、
治
世
み
ち
と
も
な
り
、
「
群
徳
之
祖
、
百
福

之
宗
也
」
と
も
さ
だ
め
ら
れ
、
邪
正
を
た
、
メ
す
事
是
よ
り
ち
か
き
に
は
な
し
」

と
い
う
件
に
見
ら
れ
る
「
是
」
と
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
「
寄
」
、
す
な
わ
ち

和
歌
の
こ
と
で
あ
り
、
こ
こ
か
ら
も
「
う
た
」
の
持
つ
権
能
に
対
す
る
古
代
人

の
意
識
の
一
端
を
窺
い
知
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。



と
こ
ろ
で
、
こ
う
し
た
「
仮
名
序
」
や
『
為
兼
卿
和
歌
抄
』
の
内
容
は
、
翻

っ
て
、
和
歌
の
開
接
性
を
示
唆
し
て
い
る
と
も
取
れ
る
。
こ
れ
ら
の
記
述
は
、

た
し
か
に
和
歌
に
宿
る
力
の
存
在
を
首
肯
し
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
「
仮

名
序
」
の
冨
頭
最
終
部
に
「
力
を
も
入
れ
ず
し
て
」
と
あ
る
よ
う
に
、
そ
の
力

は
物
理
的
作
用
を
も
っ
て
事
を
成
す
類
の
も
の
で
は
あ
り
得
な
い
。

つ
ま
り
、

和
歌
と
は
あ
く
ま
で
も
事
物
に
対
す
る
訴
求
に
際
し
て
の
媒
介
手
段
と
し
て

存
在
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
単
体
の
威
力
の
み
に
よ
っ
て
、
自
に
見
え

る
形
で
直
接
的
に
事
物
を
転
変
せ
し
め
る
も
の
で
は
な
い
と
い
う
認
識
が
、
彼

ら
の
内
に
存
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
W
O

市
し
て
、
い
ま
し
が
た
述
べ
た
よ
う
な
和
歌
の
あ
り
か
た
に
は
、
言
霊
に
纏

わ
る
今
一
つ
の
重
要
な
概
念
と
の
類
似
が
見
ら
れ
る
よ
う
に
尽
っ
。
そ
の
概
念

と
は
、
ほ
か
で
も
な
い
「
ニ
一
一
口
挙
」
で
あ
る
。

四
、
和
歌
と
一
一
一
一
口
挙

以
前
拙
稿
に
於
い
て
、
ニ
一
一
口
挙
l
iム
杭
中
高
架
以
降
の
そ
れ
l
lは
、
神
と

人
と
を
結
ぶ
媒
介
と
し
て
の
発
話
行
為
の
詣
で
あ
っ
た
と
説
い
た
り
が
、
こ
れ

は
「
仮
名
序
」
な
ど
に
説
か
れ
て
い
た
和
歌
の
あ
り
か
た
と
近
似
し
て
い
る
よ

う
に
見
え
る
。
こ
の
こ
と
を
具
体
的
に
い
え
ば
、
両
者
と
も
事
象
を
変
転
さ
せ

る
際
の
訴
求
手
段
と
し
て
、
間
接
的
な
役
割
を
担
う
も
の
だ
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
恐
ら
く
か
か
る
近
似
は
偶
有
に
よ
る
も
の
で
は
な
く
、
告
一
口
霊
と
い
う
概
念

を
仲
立
ち
と
し
て
、
両
者
は
密
接
に
結
び
つ
い
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

そ
も
そ
も
言
挙
と
は
、
た
し
か
に
神
に
対
け
て
の
発
話
行
為
で
は
あ
る
だ
ろ

う
が
、
言
挙
し
た
内
容
が
そ
の
ま
ま
無
媒
介
に
直
接
神
へ
と
届
く
と
は
考
え
ら

れ
な
い
。
言
挙
が
有
効
と
な
る
に
は
媒
介
と
し
て
の
言
霊
の
存
在
が
必
要
で
あ

り
、
人
麻
呂
歌
集
歌
の
こ
と
ば
を
借
り
る
な
ら
ば
、
「
事
霊
の
助
く
る
」
状
態

で
あ
る
こ
と
が
そ
の
前
提
条
件
と
し
て
存
在
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
言
挙
に
よ

一言霊と和歌との関係性をめぐって

っ
て
言
霊
の
霊
威
が
発
動
し
、
そ
の
言
霊
が
神
意
を
動
か
す
。
こ
の
一
連
の
過

程
こ
そ
が
、
「
か
く
言
え
ば
か
く
成
る
」
と
い
う
、
言
霊
に
よ
る
「
言
の
事
化
」

の
構
造
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

で
は
、
仮
に
今
何
ら
か
の
内
容
を
神
に
要
請
し
よ
う
と
企
図
し
た
と
し
て
、

た
だ
発
話
す
る
こ
と
の
み
を
も
っ
て
、
そ
れ
が
即
座
に
言
挙
と
な
り
、
言
一
室
を

働
か
せ
し
め
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
か
。
そ
の
答
え
は
、
恐
ら
く
否
で
あ
る
。

繰
り
返
し
に
な
る
が
、
言
霊
が
如
何
な
る
こ
と
ば
に
於
い
て
も
無
制
眼
に
発
動

す
る
も
の
と
し
て
観
念
さ
れ
て
い
た
と
見
る
わ
け
に
は
ゆ
か
な
い
。
ゆ
え
に
、

た
と
え
ば
早
川
魁
と
い
う
窮
状
に
面
接
し
た
と
し
て
、
そ
こ
で
単
に
「
雨
よ
降
れ
」

と
そ
の
要
請
の
み
を
口
に
し
た
と
こ
ろ
で
、
そ
れ
は
単
な
る
発
話
「
汁
い
為
以
上
の

言霊の在り処

意
味
を
持
ち
得
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
そ
れ
が
き
一
口
挙
と
し
て
の
効
験
を
顕
す
こ

と
も
な
い
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
ば
、
ど
う
す
れ
ば
よ
い
か
。
あ
る
い
は
ど
う
す
べ

き
で
あ
る
の
か
。
そ
の
答
え
は
最
早
明
白
で
あ
る
。
言
霊
の
宿
る
こ
と
ば
で
も
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っ
て
言
一
挙
を
行
え
ば
よ
い
。
市
し
て
、
こ
の
条
件
に
充
当
す
る
も
の
と
い
え
ば
、

そ
れ
す
な
わ
ち
和
歌
を
措
い
て
ほ
か
に
は
な
い
。

結
論
か
ら
先
に
言
っ
て
し
ま
え
ば
、
号
一
口
挙
は
和
歌
の
形
式
を
採
っ
て
行
わ
れ

る
も
の
だ
っ
た
、
と
い
う
の
が
本
稿
の
見
解
で
あ
る
。
誤
解
の
な
い
よ
う
に
断

っ
て
お
く
が
、
こ
こ
に
い
う
言
挙
と
は
、
高
葉
歌
に
見
ら
れ
る
如
き
神
へ
の
訴

求
行
為
と
し
て
の
そ
れ
で
あ
っ
て
、
記
紀
に
あ
る
よ
う
な
、
神
々
の
発
話
行
為

を
指
す
も
の
と
し
て
の
言
挙
は
そ
の
摂
り
で
は
な
い
。
あ
く
ま
で
も
、
こ
と
ば

を
特
別
視
す
る
概
念
に
「
コ
ト
ダ
マ
」
と
い
う
名
称
が
附
与
さ
れ
、
且
つ
は
そ

れ
が
文
字
と
い
う
外
殻
を
伴
っ
て
明
瞭
に
立
ち
顕
れ
て
よ
り
後
に
、
言
挙
と
和

歌
と
が
結
節
せ
ら
れ
、
神
と
人
と
を
繋
ぐ
言
語
仔
り
為
と
し
て
そ
の
質
を
変
容
さ

せ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
向
じ
く
出
稿
に
於
い
て
指
摘
し
た

よ
う
に
、
記
紀
と
南
葉
と
の
間
で
言
挙
に
対
す
る
認
識
に
齢
艇
が
生
じ
て
い
る

こ
と
と
、
決
し
て
無
関
係
で
は
あ
る
ま
い
。

勿
論
、
記
紀
の
時
代
に
も
言
語
に
対
す
る
信
仰
が
あ
っ
た
こ
と
は
疑
い
得
な

い
。
記
紀
の
内
容
に
目
を
遺
れ
ば
、
そ
こ
に
は
複
数
の
言
語
神
の
存
在
を
確
認

す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る

ωし
、
も
し
仮
に
そ
う
し
た
信
仰
が
な
か
っ
た
の
だ

と
す
れ
ば
、
「
コ
ト
ア
ゲ
」
の
よ
う
な
発
話
(
行
為
を
特
別
視
す
る
語
が
生
起
す

る
蓋
然
性
も
な
い
か
ら
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
さ
よ
う
な
こ
と
ば
へ
の
信
仰
は
、
記
紀
の
時
期
に
於
い
て

は
未
だ
思
想
概
念
と
し
て
の
言
霊
の
体
を
為
し
て
は
い
な
か
っ
た
。
だ
か
ら
こ

そ
、
記
紀
に
は
一
度
も
コ
ト
ダ
マ
と
い
う
認
が
出
現
し
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

な
ら
ば
、
記
紀
に
出
現
し
て
い
る
類
の
コ
ト
ア
ゲ
は
、
極
論
す
れ
ば
思
想
と
し

て
の
言
霊
と
は
無
関
係
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
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な
ぜ
な
ら
、

第 22号

存
在
し
な
い
概
込
山
γ
i
iこ
れ
は
語
の
非
在
と
い
う
意
味
で
は
な
い
1
1
1
と
結

び
つ
く
こ
と
な
ど
不
可
能
だ
か
ら
で
あ
る
。
か
く
考
え
れ
ば
、
記
紀
に
於
け
る

言
挙
が
、
特
別
な
状
況
下
に
於
い
て
行
わ
れ
る
と
い
う
傾
向
を
有
し
つ
つ
も
、

『求真J

あ
く
ま
で
単
な
る
発
話
行
為
そ
の
も
の
の
域
を
超
出
し
て
い
な
い
と
い
う
点

も
背
け
る
。

と
こ
ろ
が
、
高
菜
に
あ
っ
て
は
そ
う
で
は
な
い
。
こ
こ
に
到
っ
て
「
コ
ト
ダ

マ
」
は
、
「
事
霊
」
乃
至
は
「
言
霊
」
と
い
う
名
称
を
伴
っ
て
、
文
献
上
に
明

確
に
そ
の
姿
を
見
せ
る
か
ら
で
あ
る
。
言
霊
が
単
語
に
宿
る
も
の
で
は
な
く
、

こ
と
ば
が
一
続
き
の
呪
文
と
な
っ
た
も
の
、
す
な
わ
ち
和
歌
に
こ
そ
宿
る
と
い

う
考
え
も
、
恐
ら
く
は
こ
れ
と
前
後
す
る
形
で
成
立
し
て
い
た
の
で
は
な
か
ろ

う
か
。
か
く
し
て
思
想
拠
附
念
と
し
て
の
実
体
を
与
え
ら
れ
た
言
霊
は
、
こ
れ
に

先
駆
し
て
存
在
し
て
い
た
特
別
な
発
話
行
為
で
あ
る
「
言
挙
」
と
結
び
つ
く
こ

と
で
、
呪
術
的
な
制
約
を
得
る
こ
と
と
な
っ
た
。
そ
こ
か
ら
、
言
挙
は
和
歌
と

い
う
「
完
全
な
言
語
の
一
続
き
」
の
か
た
ち
を
採
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
こ
に

宿
る
言
霊
の
霊
威
を
躍
動
さ
せ
る
手
段
と
し
て
、
か
た
や
言
霊
は
和
歌
と
い
う

体
裁
の
も
と
に
行
わ
れ
る
言
挙
の
内
容
を
神
へ
と
媒
介
す
る
も
の
、
別
言
す
る

な
ら
ば
神
と
人
と
を
架
橋
す
る
存
在
と
し
て
、
銘
々
に
そ
の
役
割
を
担
う
こ
と



と
な
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

市
し
て
、
仮
に
右
の
如
く
に
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
和
歌
と
言
挙
と
の
類
似
性

と
い
う
点
に
つ
い
て
も
説
明
が
つ
く
。
一
言
霊
の
宿
る
和
歌
と
言
霊
に
働
き
掛
け

る
言
挙
と
は
、
文
字
通
り
一
一
=
口
霊
を
軸
と
し
て
緊
密
な
連
関
を
有
す
る
に
到
っ
た

わ
け
で
あ
る
が
、
そ
れ
ら
は
時
間
の
経
過
と
と
も
に
徐
々
に
一
体
保
さ
れ
て
い

っ
た
の
で
は
な
い
か
。
述
べ
来
っ
た
如
く
に
、
当
初
は
一
一
一
一
口
挙
を
和
歌
の
形
式
で

も
っ
て
執
行
す
る
、
す
な
わ
ち
和
歌
の
体
裁
を
借
り
て
言
挙
を
行
う
と
い
う
ほ

ど
の
関
係
だ
っ
た
も
の
が
、
次
第
に
そ
の
境
界
が
暖
昧
と
な
り
、
言
挙
の
有
す

る
性
質
や
、
そ
れ
に
随
伴
し
て
惹
起
す
る
言
霊
の
霊
威
と
い
っ
た
も
の
ど
も
は
、

一
つ
の
規
則
性
を
有
し
た
和
歌
と
い
う
表
現
方
法
の
内
に
包
摂
さ
れ
て
い
く

こ
と
と
な
っ
た
。
よ
り
急
進
的
な
い
い
か
た
を
す
れ
ば
、
和
歌
は
や
が
て
言
挙

そ
の
も
の
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
明
古
今
和
歌
集
』
の
時
代
に

は
、
和
歌
は
「
仮
名
序
」
に
い
う
よ
う
な
力
を
持
つ
も
の
と
考
え
ら
れ
る
よ
う

に
な
っ
た
の
で
は
な
か
っ
た
か
。
す
な
わ
ち
、
和
歌
と
言
挙
は
似
て
い
た
か
ら

結
び
つ
い
た
の
で
は
な
く
し
て
、
結
び
つ
い
て
後
に
言
挙
に
所
与
で
あ
っ
た
性

震
が
和
歌
へ
と
漸
次
浸
潤
し
て
い
っ
た
こ
と
で
、
結
果
的
に
相
似
通
っ
た
性
質

を
有
す
る
も
の
で
あ
る
が
如
く
に
捉
え
得
る
か
た
ち
に
な
っ
た
の
で
は
な
い

か
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

{f，..士
'1'口本

稿
で
は
、
冒
頭
に
掲
示
し
た
言
語
一
正
に
関
す
る
折
口
の
見
解
を
出
発
点
と
し
、

言
霊
が
宿
る
も
の
は
何
か
と
い
う
疑
問
の
田
答
と
し
て
和
歌
を
措
定
し
た
。
ま

た
、
そ
の
和
歌
が
古
代
人
た
ち
に
ど
の
よ
う
に
認
識
さ
れ
て
い
た
の
か
を
考
察

す
る
過
程
で
、
和
歌
と
言
挙
と
の
共
通
項
を
見
出
し
、
言
霊
と
言
挙
、
和
歌
の

一言霊と和歌との関係性をめぐって-

三
者
が
そ
れ
ぞ
れ
密
接
に
結
び
付
く
こ
と
で
、
言
霊
の
霊
威
発
動
に
際
し
て
一

定
の
規
則
や
制
約
l
i
i一
一
言
霊
は
和
歌
の
こ
と
ば
に
宿
り
、
一
一
一
一
口
挙
は
和
歌
の
形

式
を
も
っ
て
行
わ
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
i
lを
形
成
し
て
い
た

の
で
あ
ろ
う
、
と
い
う
結
論
を
導
い
た
。
一
一
言
霊
が
「
コ
ト
ダ
ゴ
と
い
う
呼
称

を
伴
っ
て
初
め
て
登
場
し
た
の
が
、
日
本
最
一
古
の
歌
集
で
あ
る
『
高
葉
集
』
で

あ
っ
た
と
い
う
点
や
、
寓
葉
以
降
に
見
え
る
言
霊
が
、
い
ず
れ
も
和
歌
に
一
一
訴
ま

れ
た
歌
詞
、
も
し
く
は
歌
に
関
し
て
述
べ
た
文
章
の
中
に
現
れ
て
お
り
、
記
紀

や
祝
詞
な
ど
に
は
一
切
登
場
し
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
か
ら
も
、
如
上
の
所
説

は
二
疋
の
信
慾
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

(
ひ
ぐ
ち

言霊の在り処

た
つ
ろ
う

筑
波
大
学
人
文
社
会
学
系

特
任
研
究
口
貝
)
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4+品

ニコロ

ω
折
口
信
夫
「
言
霊
信
仰
」
(
『
折
口
信
夫
全
集
第
二
十
来
い
』
一
昨
収
、
中
央
公
論
社
、

九
六
七
)
、
二
四
六
頁
。

ω
以
下
、
「
仮
名
序
」
に
つ
い
て
の
引
用
は
す
べ
て
、
『
日
本
古
典
文
学
大
系
∞
古
今
和

歌
集
』
(
岩
波
書
応
、
一
九
五
八
)
に
拠
っ
た
。

ω
川
村
湊
『
言

ω
た
だ
し
、
か
か
る
認
識
は
貫
之
の
独
創
で
も
な
け
れ
ば
、
そ
も
そ
も
日
本
独
自
の
も

の
で
も
な
い
。
同
じ
く
『
古
今
和
歌
集
』
の
序
文
と
し
て
残
る
、
紀
淑
望
の
手
に
成

る
「
真
名
序
」
に
は
「
動
天
地
、
感
鬼
一
時
化
人
倫
、
和
夫
婦
、
英
宜
於
和
寄
」
と
、

「
仮
名
序
」
と
同
様
の
主
張
が
為
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
『
詩
経
』
大
序
に
「
動

天
地
、
感
鬼
神
、
莫
近
於
詩
」
と
あ
る
の
を
踏
ま
え
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
他
の
笛

(5) 

一
出
に
於
い
て
も
、
『
詩
経
』
を
参
考
に
し
た
と
思
わ
れ
る
所
説
一
が
散
見
さ
れ
る
。

『
為
蒸
卿
和
歌
抄
』
(
『
歌
論
歌
学
集
成
第
十
巻
』
所
収
、
一
一
一
弥
井
書
居
、

九

九
)
、
四
七
j
四
八
T

弓

ω
こ
の
点
に
関
し
て
川
村
湊
は
、
「
仮
名
序
」
や
『
為
兼
卿
和
歌
抄
』
が
和
歌
の
働
き

掛
け
る
対
象
に
つ
い
て
「
鬼
神
」
や
「
男
女
の
仲
」
、
「
武
士
の
こ
こ
ろ
」
と
い
っ
た

目
に
見
え
な
い
も
の
を
挙
げ
て
い
る
点
に
着
目
し
、
こ
れ
は
自
に
見
え
る
も
の
に
対

す
る
言
霊
の
威
力
が
確
認
で
き
な
い
こ
と
に
由
来
し
て
い
る
と
の
見
解
を
披
露
し

て
い
る
。

ゆ
拙
稿
「
神
の
発
話
と
神
へ
の
発
話

1
2一
一
日
挙
」
に
関
す
る
一
考
察
i
」
『
倫
理
学
』

第
三
二
号
、
筑
波
大
学
倫
理
学
研
究
会
、
二

O
一五。

ω
詳
し
く
は
拙
稿
「
一
一
一
一
口
訪
問
神
の
落
日
l
記
紀
言
語
神
か
ら
一
一
一
一
口
一
箆
へ
i
」
(
『
倫
理
学
』

第
三
三
号
所
収
、
筑
波
大
学
倫
理
学
-
緋
究
会
、
二

O
二
ハ
)
を
参
照
さ
れ
た
い
。

ハU
寸
l
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