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一　

本
書
の
魅
力

歌
謡
史
研
究
に
お
い
て
、
境
界
や
宴
、
呪
的

言
語
を
主
題
と
し
て
新
し
い
領
域
を
開
拓
す
る

本
書
は
、
口
承
文
芸
研
究
に
も
多
大
な
示
唆
を
与

え
て
く
れ
る
。
全
体
が
四
章
に
分
か
れ
、
序
章
と

終
章
を
含
め
る
と
十
五
節
に
わ
た
っ
て
の
論
述

が
展
開
し
て
い
く
。
一
九
八
八
年
以
降
の
著
者
の

歌
謡
に
関
す
る
論
考
の
集
成
で
あ
り
、
王
城
、
参

詣
、
地
名
、
通
り
ゃ
ん
せ
、
一
つ
松
、
立
待
、
小

唄
、
宴
、
酒
盛
、
鼻
歌
、
は
や
し
こ
と
ば
、
あ
い

づ
ち
と
い
っ
た
キ
ー
ワ
ー
ド
を
挙
げ
れ
ば
、
本
書

が
民
俗
的
な
世
界
を
知
悉
し
な
が
ら
、
歌
の
歴
史

と
い
う
深
遠
な
世
界
へ
測
鉛
を
お
ろ
し
た
著
作

で
あ
る
こ
と
が
う
か
が
え
る
だ
ろ
う
。

本
書
の
著
者
は
『
柳
田
国
男�

物
語
作
者
の
肖

像
』（
二
〇
一
〇
年
、
梟
社
）
に
よ
っ
て
長
年
の

柳
田
研
究
の
集
成
を
果
た
し
た
が
、
そ
れ
か
ら

僅
か
な
期
間
の
う
ち
に
も
う
一
つ
の
研
究
の
柱

で
あ
る
歌
謡
の
研
究
に
も
区
切
り
を
つ
け
た
。
本

書
は
序
章
に
お
い
て
「
ウ
タ
と
は
何
か
。
人
は

な
ぜ
ウ
タ
を
う
た
う
の
か
。」（
八
頁
）
と
問
い
か

け
、
終
章
で
ウ
タ
表
現
に
お
い
て
聞
き
手
は
決
し

て
必
要
不
可
欠
な
存
在
で
は
な
く
、
聞
き
手
の
登

場
を
次
な
る
課
題
と
し
て
挙
げ
る
（
三
四
八
頁
）。

と
す
る
と
本
書
は
歌
謡
の
始
原
か
ら
聞
き
手
以

前
ま
で
を
取
り
扱
い
な
が
ら
、
そ
の
特
質
を
探
る

も
の
と
し
て
位
置
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
う

し
た
歌
謡
の
基
層
に
あ
る
性
質
が
、
文
化
史
と
鋭

く
切
り
結
び
な
が
ら
解
明
さ
れ
て
い
く
点
に
本

書
の
魅
力
が
あ
る
。

二　

境
界
と
歌
謡

　
　

─
内
容
の
縮
約
と
若
干
の
コ
メ
ン
ト
（
一
）

ま
ず
、
本
書
の
構
成
と
内
容
と
を
紹
介
し
な

が
ら
、
評
者
な
り
の
読
み
取
り
、
コ
メ
ン
ト
を
記

し
て
い
き
た
い
。
先
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
序

章
「「
う
た
」
の
あ
る
風
景
」
で
は
、
ウ
タ
と
は

何
か
。
人
は
な
ぜ
ウ
タ
を
う
た
う
の
か
、
と
問
い

か
け
る
（
八
頁
）。
あ
る
い
は
人
を
眼
に
見
え
な

い
力
で
歌
へ
と
駆
り
立
て
て
い
く
磁
力
の
ご
と

き
力
の
働
く
場
、「
歌
の
磁
場
」
と
い
う
視
点
が

提
出
さ
れ
る
（
二
四
頁
）。
そ
し
て
歌
と
は
、
眼

に
見
え
な
い
何
か
（「
た
ま
」
だ
と
言
う
）
に
向

か
っ
て
発
せ
ら
れ
た
表
現
と
定
位
さ
れ
（
三
〇

頁
）、
そ
れ
が
以
下
、
つ
き
詰
め
ら
れ
て
い
く
こ

と
に
な
る
。

第
一
章
「
彼
岸
へ
の
逸
出
─
結
界
と
道
行

（
一
）」
は
四
篇
か
ら
な
る
。「〈
王
城
〉
の
内
と
外

─
今
様
・
霊
験
所
歌
に
見
る
空
間
意
識
─
」
は

社
寺
参
詣
の
道
行
の
歌
謡
に
お
い
て
、
そ
の
表
現

が
参
詣
や
巡
礼
と
い
う
体
験
の
な
か
か
ら
生
み

出
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
と
主
張
す
る
。
そ
し
て
そ

永
池
健
二
著

『
逸
脱
の
唱
声�

歌
謡
の
精
神
史
』

小 

池
　
淳 

一

書�

評
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の
反
芻
的
体
験
、
言
語
的
追
体
験
が
歌
謡
と
な
っ

て
い
る
の
だ
と
い
う
（
四
八
─
四
九
頁
）。「
熊
野

参
詣
の
歌
謡
─
結
界
と
道
行
─
」
は
前
節
の
認

識
を
熊
野
と
い
う
古
代
以
来
の
代
表
的
な
霊
地

に
お
い
て
確
認
す
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
例
え
ば

「
そ
こ
で
う
た
わ
れ
る
地
名
の
一
つ
一
つ
は
、
本

来
、
そ
の
地
が
持
っ
て
い
る
結
界
的
性
格
を
具
体

的
に
担
っ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
」（
八
一
頁
）
と

い
っ
た
認
識
に
達
し
、
次
の
「
地
名
を
う
た
う

─
境
界
に
響
く
歌
ご
え
─
」
へ
と
論
が
伸
び
て

い
く
。
こ
こ
で
は
道
を
尋
ね
る
歌
謡
表
現
、
そ
れ

と
道
行
さ
ら
に
結
界
と
の
関
係
、
国
魂
と
地
名
と

の
関
わ
り
を
経
て
、
土
地
の
名
を
改
め
て
表
に
顕

す
表
現
の
様
式
と
し
て
そ
れ
を
位
置
づ
け
て
い

る
（
一
〇
四
─
一
〇
六
頁
）。「
道
祖
神
と
通
り
ゃ

ん
せ
」
は
境
界
に
祀
ら
れ
る
道
祖
神
と
そ
れ
に
ま

つ
わ
る
歌
謡
や
遊
び
を
取
り
上
げ
て
、
通
り
ゃ
ん

せ
と
い
う
遊
び
が
前
代
日
本
人
特
有
の
空
間
、
境

界
に
対
す
る
意
識
を
背
景
と
し
て
生
み
出
さ
れ

て
い
る
と
論
じ
て
い
る
（
一
一
六
頁
）。

こ
こ
で
の
著
者
は
歌
謡
を
孤
立
さ
せ
ず
に
、
同

時
代
の
同
じ
土
地
、
空
間
を
め
ぐ
る
史
資
料
あ
る

い
は
類
似
の
空
間
に
対
す
る
民
俗
資
料
を
積
極

的
に
援
用
し
て
、
歌
謡
の
持
っ
て
い
た
で
あ
ろ
う

一
種
の
力
の
よ
う
な
も
の
を
復
元
し
て
み
せ
る
。

歌
謡
を
一
度
、
広
い
世
界
に
解
き
放
つ
こ
と
で
、

そ
の
特
質
を
見
出
そ
う
と
す
る
試
み
で
あ
り
、
そ

れ
は
説
得
力
を
持
っ
て
展
開
さ
れ
て
い
る
と
い

う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

第
二
章
「
境
界
の
言
語
表
現
─
結
界
と
道
行

（
二
）」
は
、
前
章
で
扱
っ
た
境
界
の
表
象
に
論
を

進
め
る
。
最
初
の
二
篇
で
一
つ
松
を
論
じ
、
三
篇

め
で
「
立
ち
待
つ
」
行
為
を
扱
う
。「「
尾
上
」
と

い
う
場
所
─
一
つ
松
考
序
説
（
一
）」
で
は
、
尾

上
に
立
つ
一
本
松
を
め
ぐ
る
歌
謡
を
取
り
上
げ
、

「
木
に
衣
を
掛
け
る
─
一
つ
松
考
序
説
（
二
）」

で
は
そ
う
し
た
松
に
衣
を
掛
け
る
行
為
を
対
象

に
し
て
い
る
。
こ
こ
で
は
「「
尾
」「
尾
上
」
と
呼

ば
れ
る
場
所
の
包
有
す
る
呪
性
（
一
三
四
頁
）
が

見
出
さ
れ
、
そ
こ
に
あ
る
木
に
衣
を
か
け
る
こ
と

は
、
境
に
立
つ
神
を
標
し
木
で
あ
る
こ
と
を
顕
わ

に
示
す
行
為
で
あ
る
と
看
破
す
る
（
一
六
五
頁
）。

続
い
て
木
で
は
な
く
人
間
が
立
ち
待
つ
行
為
を

取
り
上
げ
、
行
為
と
そ
れ
に
与
え
ら
れ
た
言
語
表

現
と
の
関
わ
り
を
民
俗
資
料
や
和
歌
に
も
目
配

り
し
て
「
立
待
考
─
歌
謡
研
究
か
ら
見
た
し
ぐ
さ

の
日
本
文
化
誌
」
が
置
か
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
は

「
待
つ
」
と
い
う
行
為
が
、
尊
い
も
の
、
大
切
な

も
の
の
顕
現
、
来
臨
を
強
く
念
じ
、
全
身
全
霊
で

も
っ
て
そ
の
実
現
を
乞
い
願
う
強
い
情
動
に
裏

付
け
ら
れ
た
、
き
わ
め
て
主
導
的
で
積
極
的
な
行

為
で
あ
っ
た
（
一
九
四
頁
）
と
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
章
で
は
「
立
つ
」
行
為
と
い
う
面
に
着

目
し
、
そ
う
し
た
行
為
、
し
ぐ
さ
、
場
所
に
与
え

ら
れ
て
き
た
表
現
の
深
層
に
迫
る
試
み
が
展
開

さ
れ
て
い
る
。
人
間
ば
か
り
で
は
な
く
、
木
、
そ

し
て
境
界
の
場
所
が
持
つ
意
味
が
行
為
と
表
現

に
溶
か
し
込
ま
れ
て
き
た
こ
と
を
見
抜
い
た
著

者
の
慧
眼
を
称
え
た
い
。
前
章
で
示
さ
れ
た
歌
謡

を
孤
立
さ
せ
な
い
方
法
で
境
界
に
お
け
る
歌
謡

表
現
が
よ
り
具
体
的
な
イ
メ
ー
ジ
で
主
張
さ
れ

て
い
る
と
い
え
る
。

三　

歌
謡
の
場
の
歴
史
か
ら

　
　

─
内
容
の
縮
約
と
若
干
の
コ
メ
ン
ト
（
二
）

第
三
章
「
逸
脱
の
唱
声
─
室
町
び
と
の
歌
ご

え
」
は
、
中
世
の
歌
謡
の
場
を
鮮
や
か
な
筆
致
で

再
現
し
、
そ
の
特
徴
を
論
じ
る
三
篇
か
ら
な
る
。
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「
閑
吟
集
─
室
町
小
歌
へ
の
誘
い
」
で
は
、
中
世

の
酒
宴
の
場
が
小
歌
を
は
ぐ
く
み
、
育
て
た
と
い

う
指
摘
を
行
い
（
二
〇
三
頁
）、
そ
の
場
を
「〈
逸

脱
〉
の
唱
声
─
室
町
小
歌
の
場
と
表
現
」
に
お

い
て
さ
ら
に
追
究
し
て
い
く
。
こ
こ
で
は
宴
と
い

う
場
の
持
つ
性
格
が
、
そ
の
社
会
的
な
位
置
づ

け
、
酒
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
効
果
に
即
し
て

論
じ
ら
れ
る
。
酒
に
よ
る
逸
脱
、
そ
の
共
同
性

に
誘
う
も
の
と
し
て
歌
が
あ
る
と
い
う
（
二
二
六

頁
）。
本
書
全
体
の
表
題
に
も
含
め
ら
れ
た
〈
逸

脱
〉
と
は
、
共
同
の
も
の
で
あ
り
、
狂
や
情
を
人

び
と
が
、
無
意
識
の
う
ち
に
、
一
定
の
手
続
き
の

も
と
、
構
築
し
て
き
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と

が
こ
こ
に
至
っ
て
理
解
さ
れ
よ
う
。
著
者
の
こ
だ

わ
る
歌
謡
は
そ
う
し
た
〈
逸
脱
〉
を
作
り
、
彩
る

言
語
表
現
な
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
そ
う
し
た
認

識
は
次
の
「
酒
盛
考
─
宴
の
中
世
的
形
態
と
室

町
小
歌
」
で
角
度
を
変
え
て
論
じ
ら
れ
て
い
く
。

こ
こ
で
は
柳
田
國
男
の
「
酒
の
飲
み
や
う
の
変

遷
」
や
『
明
治
大
正
史
世
相
篇
』
の
「
酒
」
に
対

す
る
再
検
討
を
経
て
、
酒
盛
と
い
う
語
の
内
容
と

中
世
に
至
っ
て
そ
れ
が
浮
上
し
て
く
る
こ
と
を

確
認
し
、
酒
盛
と
い
う
場
が
俗
世
間
の
身
分
や
地

位
か
ら
解
き
放
た
れ
た
超
俗
の
、
新
し
い
空
間
で

あ
る
こ
と
を
、
一
貴
族
の
日
記
に
記
さ
れ
た
「
御

斟
酌
停
止
」
と
い
う
文
言
か
ら
読
み
取
っ
て
み
せ

る
（
二
四
五
頁
）。
そ
し
て
「
酒
盛
」
に
宴
に
お

け
る
中
世
を
見
出
す
の
で
あ
る
（
二
五
二
頁
）。

本
章
は
口
承
文
芸
研
究
そ
の
も
の
か
ら
見
る

と
い
さ
さ
か
縁
遠
い
歴
史
的
世
界
の
考
察
の
よ

う
に
思
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
著
者

の
方
法
や
こ
だ
わ
り
が
最
も
色
濃
く
出
た
章
で

あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
そ
の
方
法
や
こ

だ
わ
り
は
民
俗
的
な
視
点
を
中
世
の
社
会
に
生

か
し
て
い
る
点
に
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

ま
た
そ
の
一
方
で
従
来
の
民
俗
学
的
な
成
果
を

無
批
判
に
受
け
入
れ
る
の
で
は
な
く
、
慎
重
に
吟

味
し
、
再
考
し
て
乗
り
越
え
て
い
く
姿
勢
に
も
表

れ
て
い
る
。
そ
の
こ
と
を
本
書
か
ら
読
み
取
る
こ

と
で
、
口
承
文
芸
の
歴
史
性
へ
の
大
き
な
示
唆
を

得
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

第
四
章
「
音
と
こ
と
ば
の
間
─
呪
的
音
声
表

現
の
諸
相
」
は
三
篇
か
ら
構
成
さ
れ
、
声
の
持
つ

狭
義
の
意
味
伝
達
以
外
の
特
性
が
取
り
上
げ
ら

れ
る
。「
独
ひ
と
り

歌う
た

考
─
ウ
ソ
と
ハ
ナ
ウ
タ
の
初
源

を
め
ぐ
る
考
察
」
は
共
同
の
も
の
と
解
さ
れ
や
す

い
歌
が
実
は
単
独
で
歌
わ
れ
る
も
の
も
あ
っ
た

こ
と
を
指
摘
す
る
。
ウ
ソ
ブ
ク
行
為
や
ワ
ザ
ウ
タ

を
素
材
に
、
人
に
向
か
っ
て
成
さ
れ
る
も
の
で
は

な
い
と
い
う
意
味
で
共
同
で
は
な
い
歌
の
呪
的

な
力
が
確
認
さ
れ
る
（
二
七
七
頁
）。「
は
や
し
こ

と
ば
─
音
の
呪
性
と
こ
と
ば
の
呪
性
」
で
は
歌

の
生
命
が
歌
詞
を
越
え
た
音
の
響
き
の
中
に
息

づ
く
（
二
八
八
頁
）
と
し
、
サ
音
系
、
ト
音
系
、

タ
音
系
の
は
や
し
こ
と
ば
の
類
型
を
論
じ
た
後

に
、
問
答
の
場
に
お
け
る
繰
り
返
さ
れ
る
音
声
が

神
と
人
と
の
言
語
的
交
感
を
可
能
に
す
る
の
だ

と
い
う
（
三
〇
四
頁
）。「
あ
い
づ
ち
─
呪
的
音

声
表
現
の
一
形
態
」
は
古
代
・
中
世
の
あ
い
づ
ち

の
歴
史
を
た
ど
り
、
そ
の
古
態
は
最
初
に
発
せ
ら

れ
る
文
言
の
句
頭
に
特
定
の
音
声
が
冠
さ
れ
る

と
看
破
し
、
霊
力
を
担
っ
た
聖
な
る
音
声
で
あ
っ

た
と
主
張
す
る
（
三
二
六
─
三
二
七
頁
）。
あ
い

づ
ち
は
他
者
と
の
懸
隔
を
乗
り
越
え
て
言
葉
を

交
わ
す
こ
と
を
可
能
に
す
る
た
め
に
必
要
と
さ

れ
て
き
た
の
だ
と
す
る
（
同
頁
）。

こ
こ
で
論
じ
ら
れ
て
い
る
ウ
ソ
・
ハ
ナ
ウ
タ
、

囃
子
詞
、
あ
い
づ
ち
は
口
承
文
芸
に
不
可
欠
の
も

の
、
あ
る
い
は
口
承
文
芸
を
特
徴
づ
け
る
も
の
と
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し
て
馴
染
み
深
い
も
の
で
あ
る
が
、
歌
謡
史
の
立

場
か
ら
の
果
敢
な
ア
プ
ロ
ー
チ
に
よ
っ
て
、
従
来

の
研
究
水
準
が
大
幅
に
進
展
し
、
こ
こ
で
の
仮
説

の
検
証
を
含
む
新
し
い
研
究
上
の
課
題
が
示
さ

れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
評
者
は
口
承
文
芸
の
身
体

性
が
著
者
の
歌
謡
史
研
究
か
ら
問
い
直
さ
れ
た

も
の
と
受
け
止
め
た
い
。
我
々
が
寄
り
か
か
り
、

自
明
の
も
の
の
よ
う
に
考
え
て
き
た
囃
子
や
相

づ
ち
の
構
造
的
な
特
徴
や
史
料
に
基
づ
く
古
い

姿
の
提
示
─
そ
れ
は
資
料
の
ひ
ろ
が
り
を
も
示

す
─
に
よ
っ
て
、
口
承
文
芸
と
い
う
ジ
ャ
ン
ル

そ
の
も
の
が
問
い
直
さ
れ
る
段
階
に
進
み
つ
つ

あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

終
章
「
歌
謡
の
境
域
─
ウ
タ
と
ト
ナ
エ
ゴ
ト

の
間
」
で
は
両
者
を
「
お
通
し
」
の
諸
事
例
を
通

し
て
検
討
す
る
。
そ
し
て
ウ
タ
を
ト
ナ
エ
ゴ
ト

と
と
も
に
境
界
へ
、
異
質
な
も
の
へ
と
発
せ
ら

れ
る
言
葉
で
あ
る
が
、
そ
れ
と
と
も
に
眼
に
見

え
な
い
も
の
に
働
き
か
け
、
そ
れ
を
言
葉
に
よ
っ

て
顕
在
化
さ
せ
る
と
す
る
（
三
四
二
頁
）。
一
方

で
、
ト
ナ
エ
ゴ
ト
が
対
象
へ
直
接
的
で
強
力
な
指

向
性
を
特
徴
と
す
る
の
に
対
し
て
ウ
タ
の
表
現

は
決
し
て
対
象
へ
一
筋
に
向
か
わ
な
い
と
い
う

（
三
四
四
─
三
四
五
頁
）。
そ
し
て
実
は
「
聞
き
手

の
不
在
」
と
い
う
「
独
歌
」
的
な
契
機
が
全
て
の

歌
謡
に
内
在
す
る
普
遍
的
な
特
質
で
あ
る
と
し
、

歌
謡
史
の
中
で
「
聞
き
手
」
の
登
場
が
次
な
る
課

題
で
あ
る
と
す
る
（
三
四
七
─
三
四
八
頁
）。

四　

批
判
と
今
後
の
課
題

本
書
は
こ
こ
ま
で
述
べ
て
き
た
よ
う
に
多
く

の
達
成
と
卓
見
を
含
む
著
者
の
積
年
の
研
究
の

集
成
で
あ
る
。
そ
れ
を
生
産
的
に
批
判
す
る
こ
と

は
た
や
す
い
こ
と
で
は
な
い
が
、
あ
え
て
い
く
つ

か
の
点
で
疑
念
を
呈
し
て
お
き
た
い
。

ま
ず
、
前
半
の
二
章
の
主
題
か
と
思
わ
れ
る

境
界
に
つ
い
て
。
境
界
と
い
う
視
点
も
し
く
は
解

析
の
座
標
は
い
さ
さ
か
使
い
古
さ
れ
た
も
の
の

よ
う
に
思
わ
れ
る
。
移
行
と
か
架
橋
の
よ
う
な
両

者
の
差
異
よ
り
も
共
通
性
を
あ
ぶ
り
だ
す
概
念

を
想
起
し
な
い
で
は
い
ら
れ
な
い
。
も
ち
ろ
ん
著

者
に
と
っ
て
は
そ
う
し
た
言
い
換
え
や
重
層
性

は
自
明
の
こ
と
で
あ
る
と
か
え
っ
て
反
批
判
さ

れ
る
こ
と
と
思
う
。
そ
し
て
か
つ
て
盛
ん
に
論
じ

ら
れ
、
援
用
さ
れ
た
境
界
と
い
う
概
念
を
問
う
姿

勢
が
さ
ら
に
深
化
し
、
境
界
の
形
成
、
境
界
の
言

語
に
よ
る
あ
ぶ
り
出
し
が
本
書
の
主
題
で
あ
る

こ
と
を
確
認
す
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。

次
い
で
全
体
を
通
じ
て
こ
れ
も
用
い
ら
れ
る

「
た
ま
」「
神
」「
呪
的
（
性
）」「
聖
な
る
モ
ノ
」

で
著
者
が
と
ら
え
よ
う
と
し
て
い
る
も
の
は
何

か
、
あ
え
て
具
体
的
に
問
う
て
み
た
い
気
が
す

る
。
そ
れ
は
時
に
は
「
眼
に
見
え
な
い
も
の
、
隠

さ
れ
て
い
る
も
の
」
と
表
現
さ
れ
た
り
す
る
。
こ

れ
ら
に
向
け
て
歌
謡
が
、
言
葉
が
、
発
せ
ら
れ
る

と
い
う
見
解
は
本
書
の
基
礎
的
か
つ
重
要
な
部

分
で
あ
る
が
、
や
や
便
利
に
使
い
回
さ
れ
て
し

ま
っ
た
面
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
こ
の
何
か
を

問
う
こ
と
は
歌
謡
史
に
の
み
課
せ
ら
れ
た
問
題

で
は
な
い
こ
と
を
確
認
し
つ
つ
、
著
者
と
と
も
に

さ
ら
な
る
探
求
を
試
み
た
い
と
考
え
る
。
例
え

ば
、
逆
に
こ
う
し
た
言
葉
の
投
げ
か
け
る
対
象
と

し
て
措
定
さ
れ
る
何
も
の
か
は
、
歴
史
的
時
間
的

な
流
れ
の
な
か
で
超
越
す
る
も
の
な
の
だ
ろ
う

か
、
あ
る
い
は
、
時
代
と
社
会
と
に
規
定
さ
れ
る

陰
画
の
ご
と
き
も
の
な
の
だ
ろ
う
か
。

細
か
い
話
題
と
し
て
は
呪
文
「
ゲ
ニ
ヤ
サ
バ
」

に
論
及
す
る
箇
所
は
多
い
（
二
一
〇
、
二
二
八
、
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三
〇
五
～
三
〇
六
、
三
一
〇
頁
等
）。
そ
れ
だ
け

に
枢
要
な
事
例
で
あ
り
、
さ
ま
ざ
ま
な
時
空
の
な

か
に
漂
っ
て
い
る
も
の
な
の
で
あ
ろ
う
が
、
こ
れ

を
扱
っ
た
専
論
が
な
い
こ
と
は
通
読
す
る
う
ち

に
も
ど
か
し
く
感
じ
ら
れ
る
。
今
後
、
著
者
に

よ
っ
て
専
論
が
提
出
さ
れ
る
こ
と
を
期
待
し
た

く
な
る
資
料
で
あ
る
。

も
ち
ろ
ん
、
こ
う
し
た
諸
課
題
は
本
書
の
価

値
を
い
さ
さ
か
で
も
減
じ
る
も
の
で
は
な
い
。
こ

こ
に
記
し
た
も
ど
か
し
さ
は
、
著
者
と
と
も
に

我
々
が
共
有
す
べ
き
、
次
な
る
課
題
で
あ
る
。
そ

の
こ
と
を
確
認
し
つ
つ
、
拙
い
書
評
を
閉
じ
た
い

と
思
う
。

五　

ま
と
め
─
本
書
の
位
置

こ
う
し
た
内
容
と
達
成
と
か
ら
、
本
書
は
歌

謡
史
は
も
ち
ろ
ん
、
口
承
文
芸
研
究
に
お
け
る
大

き
な
意
味
を
持
つ
著
作
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

と
り
わ
け
、
は
や
し
こ
と
ば
や
あ
い
づ
ち
を
と
り

あ
げ
る
第
四
章
を
中
心
に
、
口
承
文
芸
の
調
査
・

研
究
で
重
視
さ
れ
て
き
た
「
場
」
に
と
ど
ま
ら

ず
、
近
現
代
の
諸
資
料
か
ら
は
意
味
を
追
い
き
れ

な
い
音
と
そ
れ
に
伴
う
し
ぐ
さ
、
儀
礼
に
関
す

る
示
唆
に
満
ち
満
ち
て
い
る
。
具
体
例
を
挙
げ

れ
ば
、
道
祖
神
を
め
ぐ
る
ウ
タ
の
問
題
（
一
一
六

頁
）、
石
を
引
く
際
の
歌
謡
（
二
一
三
頁
）、
サ
カ

ム
カ
エ
（
坂
迎
）
を
め
ぐ
る
資
料
（
二
三
九
頁
）

な
ど
が
そ
れ
で
あ
る
。

こ
う
し
た
本
書
で
提
示
さ
れ
た
見
解
や
史
資

料
を
ふ
ま
え
、
我
が
国
の
膨
大
な
口
承
文
芸
資
料

を
再
検
討
す
る
大
き
な
課
題
が
我
々
に
課
せ
ら

れ
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
に
は
身
体
所
作
と

い
う
点
、
こ
と
ば
の
彩
り
や
社
会
的
な
意
味
、
さ

ら
に
は
「
呪
術
的
な
」
と
い
う
語
に
代
表
さ
れ
る

宗
教
的
な
意
味
な
ど
を
考
え
る
た
め
に
、
著
者

の
「
歌
謡
学
」
と
い
う
方
法
が
魅
力
的
か
つ
着
実

な
も
の
と
し
て
提
出
さ
れ
た
。
今
後
は
本
書
の
よ

う
に
対
象
を
広
く
解
き
放
ち
、
広
大
な
視
点
か
ら

改
め
て
対
象
と
な
る
文
化
的
諸
事
象
の
意
味
や

特
質
を
考
え
て
い
く
姿
勢
が
求
め
ら
れ
る
で
あ

ろ
う
。
そ
う
し
た
研
究
対
象
と
方
法
の
革
新
を
包

含
し
た
も
の
と
し
て
本
書
の
出
現
を
位
置
づ
け

た
い
。

�

（
梟
社
、
二
〇
一
一
年
九
月
／
本
体
三
〇
〇
〇
円
）

�

（
こ
い
け
・
じ
ゅ
ん
い
ち
／
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
）


