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◆ キーワード　『おもろさうし』／霊力／言葉／「交わす」／対峙

『
お
も
ろ
さ
う
し
』
の
「
つ
ゝ
」

―
対
峙
す
る
力
―

澤 

井　

真 

代

一
．『
お
も
ろ
さ
う
し
』
の
「
つ
ゝ
」

『
お
も
ろ
さ
う
し
』
は
、
琉
球
王
府
に
よ
っ
て
一
五
三
一
年
か
ら

一
六
二
三
年
に
か
け
て
少
な
く
と
も
三
回
に
わ
た
り
編
纂
さ
れ
た
宮
廷
儀

礼
歌
謡
集
で
あ
る
（
比
嘉　

一
九
八
三
（
上
）
：
六
二
二
〜
六
二
三
）。
全

二
二
巻
か
ら
成
る
『
お
も
ろ
さ
う
し
』
に
収
め
ら
れ
る
歌
謡
「
オ
モ
ロ
」

に
は
、
王
権
の
中
核
部
分
を
歌
う
オ
モ
ロ
、
地
方
を
歌
う
オ
モ
ロ
、
そ
の

ほ
か
の
種
々
の
オ
モ
ロ
が
あ
る
（
島
村　

二
〇
一
七
：
一
四
）。
こ
れ
ら
の

多
様
な
オ
モ
ロ
を
通
じ
て
、
国
王
や
地
方
領
主
等
の
男
性
を
、
女
性
が
霊

力
を
も
っ
て
守
護
す
る
こ
と
が
数
多
く
歌
わ
れ
て
お
り
、『
お
も
ろ
さ
う
し
』

の
検
討
に
よ
っ
て
、
沖
縄
の
信
仰
の
世
界
を
考
察
す
る
視
点
を
得
る
こ
と

が
で
き
る
。

本
稿
で
は
、『
お
も
ろ
さ
う
し
』
の
オ
モ
ロ
に
出
る
「
つ
ゝ
」
と
い
う
言

葉
に
つ
い
て
考
察
す
る
。
先
行
研
究
に
お
い
て
、「
つ
ゝ
」
は
漠
然
と
「
霊

力
」
と
捉
え
ら
れ
て
き
た
。
す
な
わ
ち
「
つ
ゝ
」
は
、
仲
原
善
忠
が
『
お
も

ろ
さ
う
し
』
の
検
討
を
通
じ
て
提
示
し
た
「
人
間
世
界
の
外
に
實
在
す
る
非

人
格
的
」（
仲
原　

一
九
六
九
：
一
三
六
）
な
霊
力
と
し
て
の
「
セ
ヂ
」
に

類
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
て
き
た
と
言
え
る
。
こ
れ
に
対
し
本
稿
で
は
、

「
つ
ゝ
」
と
は
、「
霊
力
」
よ
り
具
体
的
な
、
霊
力
や
呪
力
の
込
め
ら
れ
た
言

葉
で
あ
っ
て
、
祭
祀
や
祈
願
の
文
脈
で
発
せ
ら
れ
る
言
葉
の
一
ジ
ャ
ン
ル
名

な
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
を
、『
お
も
ろ
さ
う
し
』
及
び
他
の
事
例
の

検
討
か
ら
考
察
す
る
。
ま
た
そ
の
過
程
で
、『
お
も
ろ
さ
う
し
』
及
び
関
連

す
る
祭
祀
文
化
の
中
に
、
従
来
の
研
究
で
見
出
さ
れ
て
き
た
こ
と
と
は
異
な

る
神
霊
・
神
役
・
人
の
関
係
性
が
浮
か
び
上
が
る
こ
と
に
ふ
れ
た
い
。

「
つ
ゝ
」
は
、『
お
も
ろ
さ
う
し
』
に
お
い
て
次
の
二
つ
の
オ
モ
ロ
に
歌

わ
れ
て
い
る
（
１
）。

一
三
―
四
二
（
七
八
七
）
あ
や
け
ら
へ
の
ふ
し
（
２
）

一 
聞き
こ
へ
精せ

の
君き
み
と　

つ
　ゝ

取と

り
き
や
わ
ち
へ

又 

鳴と

響よ

む
精せ

の
君き
み

と

又 

精せ

の
君き
み
が
御お
う
ね船
や　

鷲わ
し
が
舞ま

や
い
富と
み
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又 

按あ
ぢ司

襲お
そ

い
が
御お
う
ね船

や　

げ
ら
へ
島し
ま
う討

ち
富と
み

又 
鷲わ
し

が
舞ま

や
い
富と
み

と　

げ
ら
へ
島し
ま
う討

ち
富と
み

と

一
三
―
二
二
二
（
九
六
七
）
は
つ
に
し
や
か
ふ
し

一 

奥お
く

渡と　

舞ま

う　

鬼お
に

鷲わ
し　

つ
ゝ
が
上う
ゑ　

使つ
か

い

　

 

吾あ
ん　

守ま
ぶ

て　

此こ
の

渡と　

渡わ
た

し
よ
わ
れ

又 

渡と
な
か中　

舞ま

う　

鬼お
に

鷲わ
し　

せ
ひ
が
上う
ゑ　

使つ
か

い

ま
ず
、
一
三
―
二
二
二
（
九
六
七
）
を
検
討
す
る
。
オ
モ
ロ
を
は
じ
め
、

奄
美
か
ら
八
重
山
の
琉
球
列
島
で
歌
わ
れ
て
き
た
歌
謡
の
大
き
な
特
徴
の

一
つ
に
（
３
）、「

対
句
に
よ
っ
て
で
き
ご
と
を
え
が
き
だ
し
、
複
数
の
対
句
を
継

起
的
に
つ
な
げ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
で
き
ご
と
の
展
開
（
複
数
の
で
き
ご

と
の
関
係
）
を
表
現
す
る
」（
玉
城　

一
九
九
一
：
一
八
）
と
い
う
こ
と
が

あ
る
。
一
三
―
二
二
二
の
オ
モ
ロ
で
は
、「
奥お
く
渡と　

舞ま

う　

鬼お
に
鷲わ
し　

つ
ゝ

が
上う
ゑ　

使つ
か

い
／
渡と
な
か中　

舞ま

う　

鬼お
に

鷲わ
し　

せ
ひ
が
上う
ゑ　

使つ
か

い
」
と
い
う
対
句

に
よ
っ
て
内
容
が
叙
述
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
オ
モ
ロ
の
よ
う
に
、
対
句
が

二
節
に
跨
る
場
合
も
あ
れ
ば
、
一
節
内
で
対
句
が
作
ら
れ
る
場
合
も
あ
る
（
４
）。

ま
た
、
琉
球
歌
謡
に
は
多
く
の
場
合
、
歌
の
内
容
を
叙
述
す
る
対
句
か
ら

成
る
「
連
続
部
」
に
、「
反
復
部
」
が
添
え
ら
れ
る
（
５
）。
一
三
―
二
二
二
で

は
、「
吾あ
ん　

守ま
ぶ

て　

此こ
の

渡と　

渡わ
た

し
よ
わ
れ
」
が
「
反
復
部
」
に
あ
た
る
。
こ

の
オ
モ
ロ
の
よ
う
に
、『
お
も
ろ
さ
う
し
』
で
は
、
第
二
節
以
降
の
「
反
復

部
」
の
記
載
が
省
略
さ
れ
る
こ
と
が
多
い（
６
）。

「
吾あ
ん　

守ま
ぶ

て　

此こ
の

渡と　

渡わ
た

し
よ
わ
れ
」
は
、「
我
を
守
り
て
此
の
海
渡
し

給
え
」（
嘉
手
苅　

一
九
八
七
：
二
五
〇
）
と
い
う
常
套
句
で
、
こ
の
常
套

句
を
含
む
一
五
首
の
オ
モ
ロ
は
す
べ
て
、
航
海
に
関
す
る
オ
モ
ロ
を
集
め

た
「
第
一
三　

船
ゑ
と
の
お
も
ろ
御
さ
う
し
」
の
巻
に
収
め
ら
れ
る
。
こ

れ
ら
の
一
五
首
の
オ
モ
ロ
の
排
列
か
ら
、
島
村
幸
一
は
、
本
歌
の
「
奥
渡

／
渡
中
」
を
「
島
影
が
消
え
た
奄
美
諸
島
以
北
の
七
島
灘
の
海
」
と
考
え

て
い
る
（
島
村　

二
〇
一
二
：
八
五
）。
ま
た
「
鬼
鷲
」
は
男
性
を
守
護
す

る
姉
妹
神
と
し
て
の
「
ヲ
ナ
リ
神
の
化
身
」（
島
村　

二
〇
一
二
：
八
五
）

と
捉
え
ら
れ
、
こ
の
オ
モ
ロ
は
、
四
方
を
海
に
囲
ま
れ
た
船
上
で
、「
つ
ゝ
」

「
せ
ひ
」
の
上
を
舞
う
立
派
な
鷲
（
ヲ
ナ
リ
神
）
に
、
航
海
の
安
全
を
祈
念

す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
こ
で
、「
せ
ひ
」
は
『
沖
縄
古
語
大
辞
典
』
に
よ
る
と
、「
帆
柱
の
先

端
に
取
り
付
け
る
滑
車
」（『
沖
縄
古
語
大
辞
典
』
編
集
委
員
会　

一
九
九
五
：
三
六
九
）
と
さ
れ
、「
せ
ひ
」
の
対
句
と
な
っ
て
い
る
「
つ
ゝ
」

は
、
同
辞
典
で
「
船
の
帆
柱
を
受
け
る
太
い
柱
。
船
玉
を
祀
る
と
こ
ろ
」

（『
沖
縄
古
語
大
辞
典
』
編
集
委
員
会　

一
九
九
五
：
四
二
八
）
と
さ
れ
る
。

島
村
幸
一
は
、「
つ
ゝ
」「
せ
ひ
」
を
い
ず
れ
も
「
帆
柱
に
取
り
付
け
た
滑

車
」（
島
村　

二
〇
一
二
：
八
五
）
と
し
て
い
る
。「
せ
ひ
」
は
、『
お
も
ろ

さ
う
し
』
の
一
三
―
四
五
（
七
九
〇
）
に
も
船
の
部
材
と
し
て
歌
わ
れ
て

お
り
、
一
三
―
二
二
二
で
「
せ
ひ
」
の
対
句
と
な
っ
て
い
る
「
つ
ゝ
」
は
、

そ
の
上
を
鷲
が
空
高
く
舞
う
よ
う
な
、
船
の
部
材
と
考
え
ら
れ
る
。

一
方
、
一
三
―
四
二
（
七
八
七
）
に
出
る
「
つ
ゝ
」
に
つ
い
て
は
、
ど

の
よ
う
な
語
釈
が
可
能
だ
ろ
う
か
。
ま
ず
、
歌
形
を
検
討
す
る
。
一
三
―

四
二
は
、
反
復
部
を
特
定
し
難
い
う
え
に
、
対
句
が
二
節
に
跨
る
第
四
節
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ま
で
と
、
一
節
内
で
対
句
が
作
ら
れ
る
第
五
節
で
、
二
種
の
歌
形
が
複
合

し
て
お
り
、
や
や
特
殊
な
歌
形
の
オ
モ
ロ
で
あ
る
と
言
え
る
。
第
二
節
で

は
、「
鳴と

響よ

む
精せ

の
君き
み

と
」
の
後
に
「
つ
ゝ
取と

り
き
や
わ
ち
へ
」
の
記
載
が

省
略
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

接
頭
語
と
し
て
美
称
辞
の
「
聞き
こ

へ
」
が
つ
く
「
精せ

の
君き
み

」
は
神
女
（
女

性
祭
司
）
の
名
、「
按あ
ぢ司

襲お
そ

い
」
は
こ
こ
で
は
国
王
を
指
す
と
考
え
ら
れ
る
。

「
精せ

の
君き
み

が
御お
う
ね船

や
（
精せ

の
君き
み

の
御お
う
ね船

は
）」
と
歌
わ
れ
る
「
鷲わ
し

が
舞ま

や
い

富と
み

」
と
、「
按あ
ぢ司

襲お
そ

い
が
御お
う
ね船

や
」
と
歌
わ
れ
る
、
接
頭
語
と
し
て
美
称
辞

の
「
げ
ら
へ
」
が
つ
く
「
島し
ま
う討

ち
富と
み

ち
」
は
、
王
府
の
官
船
名
で
あ
る
。

こ
の
オ
モ
ロ
で
は
、
王
府
官
船
の
航
海
に
あ
た
り
、
神
女
「
精せ

の
君き
み

」
と
、

国
王
「
按あ
ぢ司

襲お
そ

い
」
が
、「
つ
ゝ
」
を
取
り
交
わ
し
て
い
る
こ
と
が
歌
わ
れ

て
い
る
。

池
宮
正
治
は
、
一
三
―
四
二
（
七
八
七
）、
一
三
―
二
二
二
（
九
六
七
）

の
「
つ
ゝ
」
の
両
方
を
、「
帆
柱
」
を
念
頭
に
理
解
し
て
お
り
、
一
三
―

二
二
二
の
「
つ
ゝ
」
は
、「
帆
柱
を
受
け
る
凹
形
の
柱
」
の
下
に
安
置
す
る

「
船
霊
」
と
し
て
い
る
（
池
宮　

二
〇
〇
六
：
四
一
〜
四
二
）。『
沖
縄
古
語

大
辞
典
』
で
は
、
一
三
―
四
二
の
「
つ
ゝ
」
は
「
霊
力
。
神
霊
」
と
さ
れ

る
（『
沖
縄
古
語
大
辞
典
』
編
集
委
員
会　

一
九
九
五
：
四
二
八
）。
外
間

守
善
は
、
一
三
―
四
二
の
「
つ
ゝ
取と

り
き
や
わ
ち
へ
」
を
「
霊
力
を
取
り

交
わ
し
て
」（
外
間　

二
〇
〇
〇
（
下
）
：
三
一
）
と
訳
し
て
い
る
。

以
上
の
よ
う
に
先
行
研
究
で
は
、
一
三
―
四
二
（
七
八
七
）
の
「
つ
ゝ
」

は
、
霊
力
や
神
霊
、
帆
柱
に
関
わ
る
船
霊
、
つ
ま
り
航
海
の
安
全
を
守
る

霊
的
な
力
と
考
え
ら
れ
て
き
た
。
一
三
―
二
二
二
（
九
六
七
）
の
帆
柱
や

帆
柱
に
取
り
付
け
た
滑
車
と
し
て
の
「
つ
ゝ
」
を
参
照
し
て
考
え
る
な
ら
、

一
三
―
四
二
の
「
つ
ゝ
」
も
帆
柱
に
関
わ
る
霊
力
か
ら
「
霊
力
」
と
捉
え

る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
こ
で
注
意
さ
れ
る
の
は
、

一
三
―
四
二
に
お
け
る
「
つ
ゝ
取と

り
き
や
わ
ち
へ
」
の
、「
取と

り
き
や
わ

ち
へ
（
取
り
交
わ
し
て
）」
と
い
う
動
詞
で
あ
る
。
本
稿
で
は
、
一
三
―

四
二
の
「
つ
ゝ
」
を
考
え
る
う
え
で
一
三
―
二
二
二
を
参
照
す
る
こ
と
を

一
度
保
留
し
、「
取と

り
き
や
わ
ち
へ
」
の
『
お
も
ろ
さ
う
し
』
に
お
け
る
用

例
の
検
討
と
、『
お
も
ろ
さ
う
し
』
以
外
の
琉
球
歌
謡
に
お
け
る
「
つ
ゝ
」

に
関
す
る
諸
事
例
の
検
討
か
ら
、
一
三
―
四
二
の
「
つ
ゝ
」
の
意
味
を
考

察
し
て
い
き
た
い
。

二
．「
つ
　ゝ

取と

り
き
や
わ
ち
へ
」

「
取と

り
き
や
わ
ち
へ
」
は
、
先
行
研
究
に
お
い
て
「
取
り
交
わ
し
て
」
と

解
釈
さ
れ
（
仲
原
・
外
間　

一
九
六
七
：
二
二
一
、
外
間
・
西
郷　

一
九
七
二
：
二
八
二
、
外
間　

二
〇
〇
〇
（
下
）
：
三
一
）、
一
三
―
四
二

（
七
八
七
）
の
み
に
出
る
。
語
頭
の
「
取と

り
」
と
は
別
に
「
―
き
や
わ
ち
へ
」

を
見
て
も
、
一
三
―
四
二
の
み
に
出
る
が
、「
―
き
や
わ
ち
へ
」
の
「
き
や
」

は
「
か
」
の
口
蓋
化
し
た
音
で
あ
る
の
で
（
高
橋　

一
九
九
一
：
一
二
〇
〜

一
二
二
）、「
―
か
わ
ち
へ
」
の
用
例
を
こ
こ
で
見
て
い
く
。

語
尾
に
「
―
か
わ
ち
へ
」
が
付
く
言
葉
は
「
う
ち
か
わ
ち
へ
」「
お
れ

か
わ
ち
へ
」「
や
り
か
わ
ち
へ
」「
よ
り
か
わ
ち
へ
」
の
四
つ
で
あ
る
。
こ

の
う
ち
「
お
れ
か
わ
ち
へ
」
は
、
動
詞
「
お
れ
か
わ
る
（
降
れ
か
わ
る
）」
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の
語
幹
に
接
続
助
詞
「
ち
へ
」
が
付
い
た
形
と
さ
れ
（
仲
原
・
外
間　

一
九
六
七
：
八
八
）、「
と
り
き
や
わ
す
」「
う
ち
か
わ
す
」「
や
り
か
わ
す
」

「
よ
り
か
わ
す
」
の
「
―
交
わ
す
」
と
は
異
な
る
動
詞
で
あ
る
た
め
、
検

討
の
対
象
か
ら
は
ず
す
。
仮
名
遣
い
の
異
な
る
「
―
か
わ
ち
ゑ
」
に
は

「
よ
り
か
わ
ち
ゑ
」
の
一
例
が
あ
り
、「
よ
り
か
わ
ち
ゑ
」
は
「
よ
り
か
わ

ち
へ
」
と
と
も
に
三
―
五
（
九
二
）
に
出
る
。

①
「
う
ち
か
わ
ち
へ
」（
一
例
）

「
う
ち
か
わ
ち
へ
」
が
出
る
の
は
一
五
―
六
四
（
一
一
一
五
）
の
一
例

で
あ
り
、
二
人
の
神
女
（
女
性
祭
司
）
が
神
遊
び
（
祭
祀
）
の
場
で
衣
装

を
翻
し
て
舞
い
合
う
様
子
に
つ
い
て
、「
御み
も裳ゝ　

う
ち
交か

わ
ち
へ　

御み
そ
で袖

遣や

り
交か

わ
ち
へ
」
と
記
さ
れ
る
。

②�

「
や
り
か
わ
ち
へ
」（
重
複
）
（
（

を
除
く
六
例
）、「
よ
り
か
わ
ち
へ
」

（
重
複
を
除
く
一
例
）

「
や
り
か
わ
ち
へ
」
の
語
例
は
多
く
、
先
の
一
五
―
六
四
（
一
一
一
五
）

に
「
う
ち
か
わ
ち
へ
」
と
と
も
に
出
て
い
る
ほ
か
、一
―
一
六
（
一
六
）、四

―
五
五
（
二
〇
六
）（
六
―
二
、二
〇
―
四
五
と
重
複
）、
七
―
三

（
三
四
七
）、
七
―
一
八
（
三
六
二
）、
一
二
―
七
三
（
七
二
四
）、
一
二

―
七
五
（
七
二
六
）、
一
二
―
八
六
（
七
三
七
）
に
出
る
。
こ
の
う
ち
、

一
二
―
七
五
の
み
「
眼
あ
ま
こ　

遣や

り
交か

わ
ち
へ
」
と
記
さ
れ
、
王
国
の
最
高
位

の
神
女
（
女
性
祭
司
）
で
あ
る
聞
得
大
君
と
、
国
王
と
の
間
で
「
あ
ま
こ
」

が
遣
り
交
わ
さ
れ
る
こ
と
が
歌
わ
れ
て
い
る
。「
あ
ま
こ
」
は
、
仲
吉
本
の

三
―
七
（
九
四
）
で
「
あ
ま
こ　

あ
わ
ち
へ
」
に
付
さ
れ
る
「
原
注
」
で

「
相
互
に
目
と
め
を
見
合
對
面
す
る
事
な
り
」（
仲
原
・
外
間　

一
九
六
五
：
一
二
〇
）
と
説
明
さ
れ
、「
眼
」
と
考
え
ら
れ
る
場
合
が
多
い

が
、
池
宮
正
治
は
一
二
―
四
四
（
六
九
五
）
で
「
あ
ま
こ
」
が
「
み
か
お

う
（
御
顔
）」
と
対
語
に
な
っ
て
い
る
こ
と
を
ふ
ま
え
て
、「
あ
ま
こ
」
は

本
土
古
語
で
素
顔
を
意
味
す
る
「
あ
ま
が
ほ
（
尼
顔
）」
と
関
わ
る
「
顔
」

を
指
す
語
で
は
な
い
か
と
述
べ
て
い
る
（
池
宮　

二
〇
〇
四
：
二
八
）。
い

ず
れ
に
し
て
も
、
こ
こ
で
重
要
な
こ
と
は
、
こ
の
「
あ
ま
こ
」
と
先
の

「
御み
そ
で袖

」
以
外
の
オ
モ
ロ
で
「
遣
り
交
わ
」
さ
れ
て
い
る
の
が
、「
十
と
こ
へ
／
ゑ声」

「
ゑ
り
ち
よ
」
と
い
う
、
祭
祀
の
場
に
特
異
と
考
え
ら
れ
る
言
葉
で
あ
る
点

で
あ
る
。

島
村
幸
一
は
、
王
府
が
編
纂
し
た
琉
球
語
の
辞
典
で
あ
る
『
混
効
験
集
』

で
「
と
こ
い
し
ち
へ
お
み
か
う
お
が
ま
」
に
「
十
声
八
声
し
ち
へ
お
が
ま

と
申
事
あ
れ
ば
御
顔
を
拝
み
御
物
語
を
申
と
云
事
也
」（
池
宮　

一
九
九
五
：
三
〇
六
）
と
付
さ
れ
る
注
を
ふ
ま
え
て
、「
十
と
こ
へ
／
ゑ声」

を
「
聖

な
る
声
、
言
葉
」（
島
村
二
〇
一
〇
：
三
一
三
）
と
考
え
て
い
る
。「
十
と
こ
へ
／
ゑ声」

「
ゑ
り
ち
よ
」
が
「
遣
り
交
わ
」
さ
れ
る
オ
モ
ロ
の
例
を
見
て
み
る
。

一
―
一
六
（
一
六
）
あ
お
り
や
へ
か
ふ
し

一 
聞き
こ

得ゑ

大
君き
み

ぎ
や　

首
里
杜も
り　

降お

れ
わ
ち
へ

　

 
お
ぎ
や
か
思も

い
や　

君き
み

し
よ　

守ま
ぶ

り
よ
わ
め

又 

鳴と

響よ

む
精せ

高だ
か
こ子

が　

真ま

玉
杜も
り　

降お

れ
わ
ち
へ

又 

さ
し
ふ　

照て

る
雲く
も

に　

降お

れ
直な
お

ち
へ
か
ら
は
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又 

さ
し
ふ　

照て

る
き
し
や
け　

降お

れ
栄ふ
さ

て
か
ら
は

又 
て
る
か
は
と　

十と
こ
ゑ声　

遣や

り
交か

わ
ち
へ

又 
て
る
し
の
と　

ゑ
り
ち
よ　

遣や

り
交か

わ
ち
へ

又 
て
る
か
は
も　

誇ほ
こ

て

こ
の
オ
モ
ロ
で
は
、
二
節
に
跨
る
対
句
で
描
写
が
進
め
ら
れ
る
。
対
句

で
は
、
基
本
的
に
同
じ
内
容
を
言
い
換
え
る
の
で
、「
聞き
こ

得ゑ

大
君き
み

／
鳴と

響よ

む

精せ

高だ
か
こ子

」
が
「
首
里
杜も
り

／
真ま

玉
杜も
り

」
に
「
降お

れ
わ
ち
へ
（
降
り
給
い
て
）」、

す
な
わ
ち
聞
得
大
君
が
首
里
杜
に
降
臨
す
る
こ
と
が
ま
ず
歌
わ
れ
、
次
に

「
さ
し
ふ　

照て

る
雲く
も

／
さ
し
ふ　

照て

る
き
し
や
け
」
に
「
降お

れ
直な
お

ち
へ
か
ら

は
／
降お

れ
栄ふ
さ

て
か
ら
は
」、
す
な
わ
ち
「
照て

る
雲く
も

／
照て

る
き
し
や
け
」
と
い

う
名
の
、
後
述
す
る
神
が
か
り
を
専
門
と
す
る
女
性
祭
司
「
さ
し
ふ
」
に
、

聞
得
大
君
が
「
降お

れ
直な
お

ち
へ
か
ら
は
／
降お

れ
栄ふ
さ

て
か
ら
は
」
と
歌
わ
れ
る
。

こ
こ
で
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、「
聞
得
大
君
」
と
い
う
名
前

に
よ
っ
て
、
女
性
祭
司
だ
け
で
な
く
、
女
性
祭
司
に
憑
依
す
る
神
霊
の
名

も
表
わ
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
（
高
梨　

二
〇
〇
九
：
三
五
〜

五
三
）。
仲
原
善
忠
に
よ
る
と
、
琉
球
列
島
の
祭
祀
で
は
、
祭
祀
場
に
勢
揃

い
し
た
神
女
た
ち
に
、
天
上
の
神
々
が
降
り
て
き
て
依
り
か
か
り
、
神
遊

び
が
行
な
わ
れ
る
（
仲
原　

一
九
五
七
：
九
三
）。
こ
の
時
に
降
り
て
く
る

神
と
、
神
が
降
り
る
先
の
女
性
祭
司
が
、
同
じ
名
前
で
呼
ば
れ
た
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。

も
と
も
と
は
、
聞
得
大
君
以
下
、
あ
ら
ゆ
る
神
女
が
自
ら
、
神
霊
を
受

け
る
器
と
し
て
の
「
さ
し
ふ
」
で
あ
っ
た
の
が
（
仲
原　

一
九
五
七
：

五
七
）、
王
府
の
高
級
神
女
に
特
異
な
例
と
し
て
、
高
級
神
女
自
身
は
神
霊

を
受
け
ず
、
神
が
か
り
を
専
門
と
す
る
女
性
祭
司
「
さ
し
ふ
」
に
神
霊
を

依
り
憑
か
せ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
さ
れ
る
（
島
村　

二
〇
一
〇
：

三
一
三
）。
高
級
神
女
の
神
霊
を
「
さ
し
ふ
」「
む
つ
き
」
に
依
り
憑
か
せ

る
こ
と
を
歌
う
オ
モ
ロ
は
数
多
く
あ
り
、
こ
れ
ら
を
検
討
し
た
波
照
間
永

吉
は
、「
王
府
高
級
神
女
の
シ
ャ
ー
マ
ン
か
ら
プ
リ
ー
ス
ト
へ
の
変
化
」（
波

照
間　

一
九
九
九
：
九
二
五
）
を
指
摘
し
て
い
る
。

一
―
一
六
（
一
六
）
の
オ
モ
ロ
の
第
三・
四
節
で
は
、
聞
得
大
君
の
神
霊

が
「
さ
し
ふ
」
に
か
か
っ
た
こ
と
が
歌
わ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
本
稿
に
お

い
て
重
要
な
の
は
、
聞
得
大
君
の
神
霊
を
受
け
た
「
さ
し
ふ
」
が
「
て
る

か
は
／
て
る
し
の
」
と
「
十と
こ
ゑ声

／
ゑ
り
ち
よ
」
を
「
遣や

り
交か

わ
ち
へ
」
と

歌
う
、
次
の
第
五・六
節
で
あ
る
。

「
て
る
か
は
」
は
、『
混
効
験
集
』
に
「
御
日
の
事
」（
池
宮　

一
九
九
五
：

一
四
八
）、
仲
吉
本
の
「
原
注
」
に
「
て
だ
也
」（
仲
原
・
外
間　

一
九
六

五
：
一
七
四
〜
一
七
五
）、『
お
も
ろ
さ
う
し
辞
典
・
総
索
引
』
に
「
太
陽
」

（
仲
原
・
外
間　

一
九
六
七
：
二
一
〇
）
と
説
明
さ
れ
る
が
、
島
村
幸
一
は
、

「
て
る
か
は
」
が
神
女
、
中
で
も
聞
得
大
君
の
オ
モ
ロ
に
多
く
出
る
語
で
あ

る
こ
と
に
注
目
し
、「
神
女
が
太
陽
を
い
う
語
」（
島
村　

二
〇
一
二
：
二

一
）
と
考
え
て
い
る
。
つ
ま
り
こ
こ
で
は
、
聞
得
大
君
の
神
霊
を
受
け
た

「
さ
し
ふ
」
が
、
太
陽
神
「
て
る
か
は
」
と
、
聖
な
る
声
、
言
葉
と
し
て
の

「
十と
こ
ゑ声

／
ゑ
り
ち
よ
」
を
遣
り
交
わ
す
こ
と
が
歌
わ
れ
て
い
る
。
島
村
は
、

「
聖
な
る
声
の
交
感
」
が
「
神
女
の
霊
的
な
力
を
充
溢
」
さ
せ
、
充
溢
さ
れ

た
神
女
の
力
に
よ
っ
て
、
国
王
の
守
護
が
一
層
は
か
ら
れ
て
ゆ
く
と
い
う
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こ
と
を
、
一
―
一
六
の
オ
モ
ロ
か
ら
読
み
取
っ
て
い
る
（
島
村　

二
〇
一

〇
：
三
一
三
）。

「
や
り
か
わ
ち
へ
」
が
出
る
オ
モ
ロ
に
つ
い
て
整
理
す
る
と
、
聞
得
大
君

が
「
さ
し
ふ
」
に
か
か
っ
て
「
て
る
か
は
」
と
「
十
声
／
ゑ
り
ち
よ
」
を

遣
り
交
わ
す
オ
モ
ロ
が
一
―
一
六
（
一
六
）、
聞
得
大
君
が
「
て
る
か
は
」

と
「
十
声
」
を
遣
り
交
わ
す
オ
モ
ロ
が
七
―
三
（
三
四
七
）
と
七
―
一
八

（
三
六
二
）、
高
級
神
女
の
「
首
里
大
君
」
や
「
さ
す
か
さ
」
が
「
す
へ
／

す
ゑ
」「
ま
せ
」（
い
ず
れ
も
「
さ
し
ふ
」
の
よ
う
な
、
神
霊
が
か
か
る
対

象
と
し
て
の
神
女
）
や
「
さ
し
ふ
」
に
か
か
っ
て
聞
得
大
君
と
「
ゑ
り
ち

よ
」
や
「
十
声
」
を
遣
り
交
わ
す
オ
モ
ロ
が
四
―
五
五
（
二
〇
六
）
と

一
二
―
七
三
（
七
二
四
）
と
一
二
―
八
六
（
七
三
七
）、
聞
得
大
君
が
国

王
と
「
あ
ま
こ
」
を
遣
り
交
わ
す
オ
モ
ロ
が
一
二
―
七
五
（
七
二
六
）、

神
女
同
士
が
着
物
を
ふ
れ
合
わ
せ
、
遣
り
交
わ
し
な
が
ら
舞
う
と
い
う
オ

モ
ロ
が
一
五
―
六
四
（
一
一
一
五
）
と
な
る
。
な
お
、「
よ
り
か
わ
ち
へ
」

は
、
高
級
神
女
の
「
君
か
な
し
」
と
国
王
が
「
あ
ま
こ
」
を
よ
り
交
わ
す

オ
モ
ロ
と
し
て
、
三
―
五
（
九
二
）（
七
―
二
一
と
重
複
）
に
一
例
出
る
。

以
上
か
ら
は
、
祭
祀
の
場
に
お
い
て
、
二
者
が
対
峙
し
て
言
葉
を
遣
り

交
わ
す
こ
と
、
あ
る
い
は
目
や
顔
を
向
き
合
わ
せ
る
こ
と
が
、
具
体
的
な

儀
礼
行
為
と
し
て
歌
わ
れ
て
い
る
こ
と
が
浮
か
び
上
が
る
。
そ
の
中
で
も
、

「
十
声
／
ゑ
り
ち
よ
」
と
い
う
聖
な
る
言
葉
を
遣
り
交
わ
す
こ
と
を
歌
う
オ

モ
ロ
が
、
こ
こ
で
検
討
し
た
「
―
か
わ
ち
へ
」
の
出
る
重
複
を
除
く
十
首

の
オ
モ
ロ
の
う
ち
、
六
首
に
の
ぼ
っ
て
い
る
。
以
上
を
、
一
三
―
四
二

（
七
八
七
）
の
オ
モ
ロ
に
お
い
て
、
神
女
「
精せ

の
君き
み

」
と
「
と
り
き
や
わ
ち

へ
」
と
歌
わ
れ
る
「
つ
ゝ
」
が
、「
十
声
／
ゑ
り
ち
よ
」
に
連
な
る
よ
う
な
、

祭
祀
の
場
に
お
け
る
霊
力
・
呪
力
の
込
め
ら
れ
た
聖
な
る
言
葉
で
は
な
い

か
と
考
え
る
根
拠
の
一
つ
と
し
て
指
摘
し
、
次
に
、
琉
球
歌
謡
に
お
け
る

「
つ
ゝ
」
に
関
わ
る
事
例
を
検
討
し
て
い
く
。

三
．
琉
球
歌
謡
の
「
つ
ゝ
」

①
「
御
拝
つ
ゞ
」

『
お
も
ろ
さ
う
し
』
の
「
つ
ゝ
」
を
祭
祀
の
場
に
お
け
る
言
葉
と
考
え
よ

う
と
す
る
時
、
ま
ず
、『
沖
縄
古
語
大
辞
典
』
に
「
古
謡
の
ジ
ャ
ン
ル
の
一

つ
。
祝
詞
」（『
沖
縄
古
語
大
辞
典
』
編
集
委
員
会　

一
九
九
五
：
六
四
一
）

と
記
さ
れ
る
「
御
拝
つ
づ
」
に
注
意
が
向
く
。
伊
波
普
猷
は
「
御
拝
つ
ゞ
」

に
つ
い
て
、「
祝
文
答
辞
な
ど
い
ふ
も
の
に
似
て
ゐ
る
」「
上
に
対
し
て
、

謝
恩
の
意
を
述
べ
る
時
に
用
ひ
る
」「
城
中
の
儀
式
の
時
に
言
ふ
或
る
定
め

ら
れ
た
言
葉
を
も
、「
御
拝
つ
ゞ
」
と
い
つ
た
」「
委
曲
に
『
下し
た
ご庫

理り

御お
さ
う
し

双
紙
』
に
記
載
さ
れ
て
ゐ
る
」「
い
つ
頃
綴
り
置
か
れ
た
か
は
、
詳
で
な

い
が
、
必
要
の
時
に
は
、
昔
か
ら
伝
へ
て
来
た
の
を
写
し
取
つ
て
、
そ
れ

を
用
ひ
る
例
に
な
つ
て
ゐ
た
」「
其
の
意
味
の
如
き
は
、
当
事
者
さ
へ
解
し

得
な
い
も
の
が
、
往
々
あ
つ
た
」（
伊
波　

一
九
七
五
：
三
五
）
と
述
べ
て

い
る
。
田
島
利
三
郎
は
、
上
記
の
伊
波
と
同
様
の
説
明
の
ほ
か
に
、
田
島

自
身
は
『
下
庫
理
御
双
紙
』
を
見
る
こ
と
は
か
な
わ
な
か
っ
た
が
、
座
喜

味
親
方
の
日
記
、
聞
得
大
君
御
殿
の
記
録
と
、
山
内
盛
熹
氏
か
ら
、「
そ
の

一
二
を
得
た
る
の
み
な
り
」
と
述
べ
、「
年
頭
御
使
者
並
思
弟
部
按
司
親
方
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部
一
同
三
平
等
の
御
願
の
時
公
事
の
御
拝
つ
ゞ
」
の
本
文
と
訳
を
載
せ
て

い
る
（
田
島　

一
九
八
八
：
二
〇
〜
二
二（
８
））。

そ
の
本
文
は
、
伊
波
、
田
島

が
述
べ
る
通
り
、
祭
祀
の
場
で
目
上
の
人
に
謝
意
を
伝
え
る
も
の
と
な
っ

て
い
る
。「
下
庫
裡
」
は
「
首
里
王
府
の
役
所
の
一
つ
で
、
王
府
の
儀
式
を

司
る
部
署
」（『
沖
縄
古
語
大
辞
典
』
編
集
委
員
会　

一
九
九
五
：
三
二
一
）

で
あ
り
、「
御
拝
つ
ゞ
」
は
『
下
庫
理
御
双
紙
』
に
記
載
さ
れ
て
い
た
と
い

う
こ
と
か
ら
、
こ
の
言
葉
は
男
性
官
人
に
管
掌
さ
れ
て
い
た
も
の
と
考
え

ら
れ
る
が
、「
城
中
の
儀
式
の
時
に
言
ふ
或
る
定
め
ら
れ
た
言
葉
」
を
、「
御

拝
つ
ゞ
」
と
称
し
た
こ
と
に
注
意
し
た
い
。

②
八
重
山
の
「
雨
乞
チ
ィ
ジ
ィ
」

八
重
山
の
雨
乞
歌
の
一
部
に
、「
雨
乞
チ
ィ
ジ
ィ
」「
雨
チ
ィ
ジ
ィ
」
と

呼
ば
れ
る
歌
が
あ
る
。『
南
島
歌
謡
大
成
Ⅳ
八
重
山
篇
』
に
は
、
石
垣
島
の

石
垣
の
「
ア
マ
チ
ィ
ジ
」、
登
野
城
の
「
雨
の
チ
ヂ
」、
宮
良
の
「
雨
乞
ち
ぃ

ぢ
ぃ
」
が
収
載
さ
れ
て
い
る
（
外
間
・
宮
良　

一
九
七
九
：
五
七
五
〜

五
七
七
）。
喜
舎
場
永
珣
の
『
八
重
山
古
謡
（
上
）』
に
は
、
石
垣
島
の
登

野
城
・
大
川
・
石
垣
・
新
川
の
「
雨
乞
チ
ィ
ジ
ィ
」（
二
九
六
〜
三
二
一

頁
）、
平
得
の
「
雨
チ
ィ
ジ
ィ
」（
四
二
五
〜
四
二
七
頁
）、
白
保
の
「
雨

チ
ィ
ジ
ィ
」（
五
二
五
〜
五
三
二
頁
）
が
収
め
ら
れ
て
い
る
（
喜
舎
場　

一
九
七
〇
）。
ま
た
宮
城
文
は
『
八
重
山
生
活
誌
』
に
、「
水ミ
ズ
ム
ト源

願
ニ
ガ
イ

のヌ

雨ア
ミ
チ
ヂ調」（

宮
城　

一
九
七
二
：
六
二
三
〜
六
二
四
）
を
載
せ
て
い
る
。

「
チ
ィ
ジ
ィ
」
の
語
源
に
つ
い
て
、
喜
舎
場
永
珣
は
「
粒
（
チ
ィ
ジ
ィ
）」

や
「
頭
（
チ
ィ
ジ
ィ
）」
と
関
連
付
け
て
考
察
し
て
い
る
が
（
喜
舎
場　

一
九
七
〇
：
二
八
七
）、
詳
細
は
不
明
の
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
八
重
山
の

「
雨
乞
チ
ィ
ジ
ィ
」
の
「
チ
ィ
ジ
ィ
」
に
つ
い
て
、
島
村
幸
一
は
次
の
よ
う

に
王
府
の
雨
乞
歌
と
の
関
連
を
指
摘
し
て
い
る
。

八
重
山
の
「
雨
乞
チ
ィ
ジ
ィ
」
の
中
に
、
登
野
城
の
も
の
と
し
て
、「
男

衆
の
歌
う
も
の
」（
外
間
・
宮
良　

一
九
七
九
：
五
七
五
）、「
士
族
の
雨
乞

チ
ィ
ジ
ィ
」（
喜
舎
場　

一
九
七
〇
：
三
〇
五
）
と
と
く
に
記
さ
れ
、
男
性

や
男
性
官
人
が
歌
う
歌
と
し
て
記
載
さ
れ
て
い
る
も
の
が
あ
る
。
島
村
は
、

「
竜
王
が
な
し　

雨
給
ぼ
り
（
竜
王
加
那
志　

雨
を
く
だ
さ
い
）」（
外
間
・

宮
良　

一
九
七
九
：
五
七
五
）
と
、「
竜
王
が
な
し
」
が
歌
わ
れ
る
こ
れ
ら

の
歌
が
、
琉
球
王
府
の
男
性
官
人
が
歌
う
雨
乞
歌
と
し
て
『
雨
乞
日
記
』

に
記
さ
れ
る
歌
と
似
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
（
島
村　

二
〇
一
八
：

一
三
六
〜
一
三
九
）、「
お
そ
ら
く
は
登
野
城
の
「
雨
乞
チ
ィ
ジ
ィ
」
は
、

王
府
の
雨
乞
い
儀
礼
で
下
庫
裡
の
勢
頭
が
謡
っ
た
雨
乞
歌
が
、
八
重
山
の

士
族
の
雨
乞
歌
と
し
て
取
り
入
れ
ら
れ
て
謡
わ
れ
た
と
想
像
さ
れ
る
」（
島

村　

二
〇
一
八
：
一
三
九
）
と
述
べ
て
い
る
。
島
村
の
述
べ
る
通
り
、
琉

球
王
府
の
下
庫
裡
の
男
性
官
人
か
ら
、
石
垣
島
の
登
野
城
の
士
族
男
性
へ
、

王
府
に
よ
る
先
島
統
治
の
中
で
雨
乞
歌
が
伝
わ
っ
た
と
す
れ
ば
、
八
重
山

の
「
雨
乞
チ
ィ
ジ
ィ
」
の
「
チ
ィ
ジ
ィ
」
は
、
王
府
に
お
け
る
祈
願
詞
の

ジ
ャ
ン
ル
名
と
し
て
の
「
つ
ゞ
」
の
名
を
、
今
日
に
伝
え
る
も
の
で
あ
る

可
能
性
が
あ
る
。

③
ミ
セ
セ
ル
の
「
つ
ゝ
」

『
琉
球
国
由
来
記
』（
一
七
一
三
年
成
立
）
や
『
女
官
御
双
紙
』（
一
七
〇
六
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年
頃
成
立
）
な
ど
の
史
料
に
合
計
二
〇
首
が
記
さ
れ
て
い
る
古
謡
の
「
セ

ル
」
は
、「
祭
祀
の
と
き
に
神
憑
り
し
た
女
神
官
に
よ
っ
て
唱
え
ら
れ
る
呪

詞
」
と
さ
れ
る
（
比
嘉　

一
九
八
三
（
下
）
：
五
六
一
）。「
つ
ゝ
」
は
、

『
琉
球
国
由
来
記
』
所
収
の
、
次
の
雨
乞
い
の
ミ
セ
セ
ル
に
出
て
く
る
。

「
雨
長
々
不
降
時
、
ア
ム
ガ
ナ
シ
・
二
カ
ヤ
田
・
ノ
ロ
・
掟
神
・
根
神
・

百
姓
女
惣
様
、
田
ノ
神
ソ
ノ
ヒ
ヤ
ブ
ノ
御
イ
ベ
ノ
御
前
ニ
一
夜
籠
時
ノ
、

ミ
セ
ゞ
ル
」

伊
是
名
ノ
ロ　

ア
マ
ミ
ヤ
ノ
ロ
①
／
ゼ
ル
マ
　ゝ

ミ
ツ
モ
ノ
ム
②
／
三
日

タ
カ
ベ　

四
日
タ
カ
ベ
③
／
シ
ラ
レ
ラ
バ　

ノ
ダ
テ
ラ
バ
④
／
コ
ノ　

マ

キ
ヨ
ノ　

コ
ノ　

ク
ダ
ノ
⑤
／
雨　

ホ
シ
ヤ
ニ　

水　

ホ
シ
ヤ
ニ
⑥
／
シ

ラ
レ
ヨ
ム　

ノ
ダ
テ
ヨ
ム
⑦
／
ヲ
ボ
ツ　

通
セ　

カ
グ
ラ　

通
セ
⑧
／
ニ

ル
ヤ
セ
ヂ　

カ
ナ
ヤ
セ
ヂ
⑨
／
マ
キ
ヨ
ニ　

上
リ　

ク
ダ
ニ　

上
リ
⑩
／

サ
シ
フ
ニ　

モ
ツ
チ
⑪
／
カ
ゝ
ラ
セ
バ　

ヲ
ソ
ラ
セ
バ
⑫
／
マ
キ
ヨ
ヤ　

ゼ
ル　

大
ゴ
ロ　

ク
ダ
ヤ　

ゼ
ル　

モ
リ
ヤ
ヘ
チ
ヨ
⑬
／
ア
ツ
　ゝ

ヱ
ラ

デ　

ヱ
ガ　

撰
ラ
デ
⑭
／
夜
グ
ラ
ク
ニ　

ヨ
ス
ゞ
メ
ニ
⑮
／
田
ノ
神
ノ　

ソ
ノ
ヒ
ヤ
ブ
⑯
／
オ
リ
ム　

ナ
イ
ム　

時
ム　

ナ
イ
ム
⑰
／
イ
ベ
ガ　

ヌ

シ　

イ
ベ
ガ　

ツ
カ
サ
⑱
／
驚
ク
ナ　

ス
イ
タ
ツ
ナ
⑲
／
シ
ラ
レ
バ　

ノ

ダ
テ
ラ
バ
⑳
／
コ
ノ　

マ
キ
ヨ
ノ　

コ
ノ　

ク
ダ
ノ
㉑
／
雨　

ホ
シ
ヤ
ニ　

水　

ホ
シ
ヤ
ニ
㉒
／
シ
ラ
レ
ラ
バ　

ノ
ダ
テ
ラ
バ
㉓
／
キ
ク
ニ　

ウ
ケ
テ　

ア
フ
ニ　

ウ
ケ
テ
㉔
／
天
チ
ク
ニ　

雨
チ
ク
ニ
㉕
／
ナ
カ
ト
リ
ヤ
イ　

ツ
　ゝ

モ
キ
ヤ
イ
㉖
／
相
手　

ナ
テ　

ツ
ボ
テ　

ナ
テ
㉗
／
大
テ
ダ
ガ　

雨
ゴ
モ
リ　

イ
チ
ヨ
コ
ガ　

水
ゴ
モ
リ
㉘
／
ヨ
ワ
イ　

ア
ゲ
テ　

ヨ
ミ
ヂ

ヨ　

ア
ゲ
テ
㉙
／
ヨ
ワ
ラ
タ
メ　

ヤ
ス
ゲ
タ
メ
㉚
／
ア
ワ
サ
フ
ム　

ソ
サ

ノ
フ
ム
㉛
／
ウ
ネ
ギ
リ
ム　

マ
ス
ギ
リ
ム
32
／
ヨ
リ
ミ
チ
ヘ
テ　

ヨ
リ
ク

ワ
イ
テ
33
／
ア
ガ
ナ
ヤ
イ　

ヤ
シ
ナ
ヤ
イ
34
／
ゲ
ニ　

タ
バ
ウ
レ　

ダ
ニ　

タ
バ
ウ
レ
35 

（
外
間
・
波
照
間　

一
九
九
七
：
四
三
三
〜
四
三
四（
９
））

伊
是
名
神
女　

ア
マ
ミ
ヤ
神
女
①
／
ゼ
ル
マ
マ
〈
火
の
神
〉　

三
ツ
物
〈
火

の
神
〉
も
②
／
三
日
崇
べ
を　

四
日
崇
べ
を
③
／
知
ら
れ
た
ら
〈
申
し
上

げ
た
ら
〉　

宣
立
て
た
ら
④
／
こ
の
ま
き
よ
〈
部
落
〉
が　

こ
の
く
だ
〈
部

落
〉
が
⑤
／
雨
欲
し
さ
に　

水
欲
し
さ
に
⑥
／
知
ら
れ
る　

宣
立
て
る
⑦

／
ヲ
ボ
ツ
通
し　

カ
グ
ラ
通
し
⑧
／
ニ
ル
ヤ
セ
ヂ
が　

カ
ナ
ヤ
セ
ヂ
が
⑨

／
ま
き
よ
に
上
が
り　

く
だ
に
上
が
り
⑩
／
さ
し
ぶ
〈
託
女
〉
に　

も
つ

ち
〈
物
憑
き
〉
に
⑪
／
憑か
か

ら
せ
る
と　

添お
そ

わ
せ
る
と
⑫
／
ま
き
よ
を
祈
る

大
男　

く
だ
を
祈
る
群
れ
合
い
人
⑬
／
あ
つ
つ
〈
吉
日
〉
を
選
ん
で　

吉

日
を
選
ん
で
⑭
／
夜
暗
く
に　

夕
し
じ
ま
に
⑮
／
田
ノ
神
の　

園
比
屋
武

⑯
／
折
も
な
い　

時
も
な
い
⑰
／
威
部
の
主　

威
部
の
司
⑱
／
驚
く
な　

す
い
立
つ
な
⑲
／
知
ら
れ
た
ら　

宣
立
て
た
ら
⑳
／
こ
の
ま
き
よ
が　

こ

の
く
だ
が
㉑
／
雨
欲
し
さ
に　

水
欲
し
さ
に
㉒
／
知
ら
れ
た
ら　

宣
立
て

た
ら
㉓
／
き
く
〈
聖
域
〉
に
受
け
て　

あ
ふ
〈
聖
域
〉
に
受
け
て
㉔
／
天

ぢ
く
に　

天あ
め
ぢ
く
に
㉕
／
中
を
取
っ
て　

継
ぎ
を
持
っ
て
㉖
／
相
手
に

な
っ
て　

つ
ぼ
こ
〈
対
座
〉
に
な
っ
て
㉗
／
大
太
陽
が
雨
籠
り　

一
の
子

〈
太
陽
〉
が
水
籠
り
㉘
／
良
き
走
り
〈
水
の
道
〉
を
開
け
て　

良
き
溝
〈
水

の
道
〉
を
開
け
て
㉙
／
柔
ら
た
め　

安
げ
た
め
㉚
／
あ
わ
さ
ふ
む　

そ
さ

の
ふ
む
㉛
／
畝
切
り
〈
畝
の
す
べ
て
〉
も　

枡
切
り
〈
枡
の
す
べ
て
〉
も
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32
／
寄
り
満
た
し
て　

寄
り
越
え
さ
せ
て
33
／
贖
っ
て　

養
っ
て
34
／
実

に
下
さ
い　

誠
に
下
さ
い
35 

（
外
間
・
玉
城　

一
九
八
〇
：
四
一
〜
四
三
）
10
（

）

こ
の
ミ
セ
セ
ル
に
つ
い
て
、
波
照
間
永
吉
は
「
憑
霊
」
の
観
点
か
ら
着

目
し
、
叙
述
の
開
始
部
分
で
「
サ
シ
フ
ニ　

モ
ツ
チ
⑪
／
カ
ゝ
ラ
セ
バ　

ヲ
ソ
ラ
セ
バ
⑫
（
さ
し
ぶ
〈
託
女
〉
に　

も
つ
ち
〈
物
憑
き
〉
に
⑪
／
憑か
か

ら
せ
る
と　

添お
そ

わ
せ
る
と
⑫
）」
と
歌
わ
れ
る
こ
と
か
ら
、「
サ
シ
ブ
・
ム

ツ
キ
へ
の
憑
霊
が
祭
り
を
始
め
る
前
提
と
な
っ
て
い
る
」（
波
照
間　

一
九
九
九
：
九
三
二
）
と
述
べ
て
い
る
。
ま
た
波
照
間
は
、
オ
モ
ロ
で
は
、

高
級
神
女
の
神
格
が
「
降
れ
る
」
こ
と
に
よ
っ
て
サ
シ
ブ
等
に
憑
依
し
て

い
た
の
に
対
し
、
こ
の
ミ
セ
セ
ル
で
は
、「
ニ
ル
ヤ
セ
ヂ　

カ
ナ
ヤ
セ
ヂ
⑨

（
ニ
ラ
イ
・
カ
ナ
イ
の
セ
ヂ
、
海
上
他
界
の
霊
力
）」
が
村
（「
ま
き
よ
・
く

だ
」
⑩
）
に
上
っ
て
き
て
サ
シ
ブ
に
憑
依
す
る
と
い
う
違
い
を
指
摘
し
て

い
る
（
波
照
間　

一
九
九
九
：
九
三
二
〜
九
三
三
）。

で
は
、
サ
シ
ブ
へ
の
憑
霊
に
よ
っ
て
開
始
さ
れ
る
祭
祀
の
場
で
、
祭
祀

目
的
を
果
た
す
う
え
で
、
次
に
ど
の
よ
う
な
こ
と
が
生
じ
て
い
く
と
叙
述

さ
れ
て
い
る
の
か
。
こ
こ
に
、
本
稿
で
着
目
す
る
「
つ
ゝ
」
が
出
て
く
る
。

サ
シ
ブ
が
ニ
ラ
イ
の
セ
ヂ
を
受
け
、
村
を
守
る
男
た
ち
が
吉
日
を
選
ん
で

「
田
ノ
神
ソ
ノ
ヒ
ヤ
ブ
ノ
御
イ
ベ
」
に
「
一
夜
籠
」
す
る
時
、「
田
ノ
神
ソ

ノ
ヒ
ヤ
ブ
ノ
御
イ
ベ
」
の
「
ツ
カ
サ
（
女
性
祭
司
）」
が
、「
コ
ノ　

マ
キ

ヨ
ノ　

コ
ノ　

ク
ダ
ノ
㉑
／
雨　

ホ
シ
ヤ
ニ　

水　

ホ
シ
ヤ
ニ
㉒
（
こ
の

ま
き
よ
が　

こ
の
く
だ
が
㉑
／
雨
欲
し
さ
に　

水
欲
し
さ
に
㉒
）」
と
い
う

こ
と
を
申
し
述
べ
た
ら
、
そ
の
願
い
は
、
地
上
の
聖
域
と
考
え
ら
れ
る
「
キ

ク
／
ア
フ
㉔
」
が
受
け
る
と
い
う
。
す
る
と
、「
キ
ク
／
ア
フ
」
は
、
天
上

の
聖
域
と
考
え
ら
れ
る
「
天
ぢ
く
／
天あ
め

ぢ
く
㉕
」
に
対
し
て
、「
ナ
カ
ト
リ

ヤ
イ　

ツ
　ゝ

モ
キ
ヤ
イ
㉖
（
中
を
取
っ
て　

継
ぎ
を
持
っ
て
㉖
）」
を
す

る
と
い
う
。
そ
れ
は
つ
ま
り
「
キ
ク
／
ア
フ
」
が
伝
達
媒
体
と
し
て
、
雨

が
欲
し
い
と
い
う
人
々
の
願
い
を
天
上
に
伝
え
て
く
れ
る
と
い
う
こ
と
か
。

ニ
ラ
イ
の
セ
ヂ
を
憑
依
さ
せ
た
サ
シ
ブ
と
、
村
を
守
る
男
た
ち
と
、「
田
ノ

神
ソ
ノ
ヒ
ヤ
ブ
ノ
御
イ
ベ
」
の
「
ツ
カ
サ
」
の
願
い
の
結
集
が
地
上
の
「
キ

ク
／
ア
フ
」
に
受
け
と
め
ら
れ
て
初
め
て
、
天
上
の
聖
域
「
天
ぢ
く
／
天あ
め

ぢ
く
」
に
願
い
が
届
け
ら
れ
る
ほ
ど
に
力
が
つ
り
あ
い
、そ
の
状
態
が
「
相

手　

ナ
テ　

ツ
ボ
テ　

ナ
テ
㉗
相
手
に
な
っ
て　

つ
ぼ
こ
〈
対
座
〉
に
な
っ

て
㉗
）」
と
言
わ
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
。
そ
の
結
果
、「
大
テ
ダ
ガ　

雨
ゴ

モ
リ　

イ
チ
ヨ
コ
ガ　

水
ゴ
モ
リ
㉘
（
大
太
陽
が
雨
籠
り　

一
の
子
〈
太

陽
〉
が
水
籠
り
㉘
）」
と
描
写
さ
れ
る
よ
う
に
、
雨
が
も
た
ら
さ
れ
る
と
歌

わ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
こ
で
「
中
を
取
っ
て　

継
ぎ
を
持
っ
て
」
と
訳
さ
れ
て
い
る
「
ナ
カ

ト
リ
ヤ
イ　

ツ
　ゝ

モ
キ
ヤ
イ
㉖
」
に
つ
い
て
、
も
う
少
し
検
討
し
て
お

き
た
い
。
ま
ず
「
ナ
カ　

ト
リ
ヤ
イ
」
で
あ
る
が
、『
お
も
ろ
さ
う
し
』
の

五
―
六
三
（
二
七
四
）
に
、「
知し

ら
れ
事　

有あ

ら
ば　

中な
か　

取と

り
や
り　

知し

ら
れ
ゝ
」
と
、「
中な
か　

取と

り
や
り
」
が
出
て
い
る
。
国
王
を
敬
う
べ
き
こ
と

が
冒
頭
に
説
か
れ
、
近
く
で
直
接
話
す
の
で
は
な
く
、「
申
し
上
げ
る
こ
と

が
あ
る
な
ら
ば
、
お
取
り
次
ぎ
を
通
し
て
申
し
上
げ
よ
」（
外
間　

二
〇
〇
〇
（
上
）
：
一
八
八
）
と
述
べ
る
こ
の
五
―
六
三
（
二
七
四
）
の

オ
モ
ロ
に
お
い
て
、「
中な
か　

取と

り
や
り
」
は
「
お
取
り
次
ぎ
を
通
し
て
」
と
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さ
れ
て
い
る
。
先
の
ミ
セ
セ
ル
の
「
ナ
カ
ト
リ
ヤ
イ
」
と
は
、
雨
が
欲
し

い
と
い
う
人
々
の
願
い
を
、「
キ
ク
／
ア
フ
」
が
、「
天
ぢ
く
／
天あ
め

ぢ
く
」

に
取
り
次
ぐ
と
い
う
意
味
に
近
い
か
。
ま
た
、『
沖
縄
古
語
大
辞
典
』
で
は
、

「
取
る
」
の
語
釈
中
、
五
番
目
に
本
ミ
セ
セ
ル
の
「
な
か　

と
り
や
い
」
が

挙
げ
ら
れ
、「
執
る
。
担
当
す
る
」
と
さ
れ
て
い
る
（『
沖
縄
古
語
大
辞
典
』

編
集
委
員
会　

一
九
九
五
：
四
六
七
）。

次
に
「
ツ
　ゝ

モ
キ
ヤ
イ
」
で
あ
る
が
、『
沖
縄
古
語
大
辞
典
』
に
、

「
も
き
ゃ
げ
る
」
が
「
持
ち
あ
げ
る
」
か
、
と
推
測
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら

（『
沖
縄
古
語
大
辞
典
』
編
集
委
員
会　

一
九
九
五
：
六
六
一
）、「
モ
キ
ヤ

イ
」
を
「
持
ち
合
い
」
と
考
え
る
余
地
は
あ
る
だ
ろ
う
。
同
辞
典
で
は
、

「
も
ち
あ
ふ
（
持
ち
合
う
）」
が
立
項
さ
れ
、「
そ
れ
ぞ
れ
が
所
有
す
る
」

（『
沖
縄
古
語
大
辞
典
』
編
集
委
員
会　

一
九
九
五
：
六
六
三
）
と
説
明
さ

れ
る
。
で
は
、「
つ
ゝ
」
を
「
持
ち
合
う
」
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
。『
沖

縄
古
語
大
辞
典
』
で
は
、
こ
の
ミ
セ
セ
ル
に
お
け
る
「
つ
ゝ
」
が
「
つ
づ
」

と
し
て
立
項
さ
れ
、
対
語
の
「
な
か
」
を
参
照
し
て
、「
つ
づ
」
を
「
未
詳

語
。
仲
立
ち
と
い
っ
た
意
味
ら
し
い
」（『
沖
縄
古
語
大
辞
典
』
編
集
委
員

会　

一
九
九
五
：
四
二
八
）
と
し
て
い
る
。
本
稿
で
提
示
し
て
き
た
「
祭

祀
の
場
に
お
け
る
言
葉
」「
聖
な
る
言
葉
」
と
い
う
意
味
で
の
「
つ
ゝ
」
と

考
え
る
な
ら
、
そ
れ
を
「
持
ち
合
う
」
と
は
、「
つ
ゝ
」
を
両
者
が
所
有
し

合
う
、
す
な
わ
ち
一
方
か
ら
一
方
へ
届
け
ら
れ
て
両
者
が
理
解
す
る
と
言

う
こ
と
が
で
き
そ
う
で
あ
る
が
、
引
き
続
き
検
討
を
続
け
た
い
。

以
上
の
よ
う
に
、
ミ
セ
セ
ル
に
お
け
る
「
つ
ゝ
」
に
つ
い
て
正
確
な
と

こ
ろ
は
現
時
点
で
は
分
か
ら
な
い
が
、
こ
こ
で
検
討
し
た
ミ
セ
セ
ル
か
ら

は
、
二
者
（
地
上
の
「
キ
ク
／
ア
フ
」
と
天
上
の
「
天
ぢ
く
／
天あ
め

ぢ
く
」）

が
向
か
い
合
っ
て
対
峙
す
る
中
で
、
祭
祀
目
的
の
達
成
に
向
け
た
力
が
生

じ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
こ
の
点
は
、
先
に
「
―
か
わ
ち
へ
（
交
わ
し

て
）」
を
手
掛
か
り
に
見
た
一
連
の
オ
モ
ロ
で
、「
あ
ま
こ
」
や
聖
な
る
言

葉
と
し
て
の
「
十
声
／
ゑ
り
ち
よ
」
が
二
者
の
間
で
交
わ
さ
れ
る
こ
と
が
、

祭
祀
目
的
を
遂
げ
る
た
め
の
重
要
な
方
法
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
た

こ
と
と
共
通
す
る
。
こ
の
よ
う
に
、
女
性
祭
司
と
関
わ
り
の
深
い
オ
モ
ロ

や
ミ
セ
セ
ル
の
「
つ
ゝ
」
に
つ
い
て
は
、
二
者
の
間
で
「
取
り
交
わ
す
」

「
持
ち
合
う
」
こ
と
が
打
ち
出
さ
れ
て
い
る
点
で
、
先
に
見
た
男
性
官
人
と

関
わ
り
の
深
い
「
御
拝
つ
ゞ
」
及
び
「
雨
乞
チ
ィ
ジ
ィ
」
が
歌
い
手
か
ら

相
手
（
目
上
の
人
、
神
）
に
向
か
っ
て
申
し
上
げ
、
祈
願
す
る
形
式
で
あ

る
点
と
対
照
的
で
あ
る
。
し
か
し
視
点
を
変
え
る
と
、男
性
官
人
の「
つ
ゞ
」

「
チ
ィ
ジ
ィ
」
も
、
あ
く
ま
で
相
手
（
目
上
の
人
、
神
）
に
向
き
合
っ
て
発

す
る
も
の
で
あ
り
、
こ
こ
に
、
本
稿
に
お
い
て
「
つ
ゝ
」
に
焦
点
を
当
て

て
括
ろ
う
と
す
る
、
祭
祀
に
お
け
る
一
連
の
言
葉
の
共
通
性
を
指
摘
す
る

こ
と
が
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。

な
お
、
二
者
が
対
峙
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
事
態
を
良
く
す
る
力
を
生
み

出
す
こ
と
に
関
わ
る
表
現
と
し
て
、
先
の
ミ
セ
セ
ル
に
出
て
い
た
「
相
手　

ナ
テ　

ツ
ボ
テ　

ナ
テ
」
と
同
様
の
表
現
は
、『
お
も
ろ
さ
う
し
』
に
も
出

て
お
り
、「
あ
い
ち
へ
（
相
手
）」「
あ
い
て
（
相
手
）」「
あ
い
ち
へ
き
み

（
相
手
君
）」「
つ
ほ
こ
」「
つ
ほ
こ
き
み
（
つ
ほ
こ
君
）」
の
語
例
が
あ
る
。

『
お
も
ろ
さ
う
し
辞
典
・
総
索
引
』
で
は
、「
あ
い
て
（
相
手
）」
は
「
事
を

共
に
す
る
と
き
の
一
方
の
人
。
相
方
。「
あ
い
ち
へ
」
に
同
じ
」（
仲
原
・
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外
間　

一
九
六
七
：
二
一
）
と
さ
れ
る
。
た
と
え
ば
七
―
一
（
三
四
五
）

の
オ
モ
ロ
で
は
、「
一
聞き
こ

得ゑ

大
君き
み

ぎ
や　

首し
よ
り里

杜も
り　

初は
ぢ

め
に　

て
だ
が
御お
ざ差

し　

按あ

司ぢ
お
そ襲

い　

て
る
か
は
と　

相あ
い
ち
へ手

成な

て　

ち
よ
わ
れ
」
と
歌
わ
れ
る
。

外
間
守
善
が
こ
の
部
分
を
「
聞
得
大
君
が
、
お
祈
り
を
し
ま
す
。
首
里
杜

（
中
略
、
第
二
節
以
降
の
訳
）
が
開
か
れ
た
初
め
に
、
太
陽
神
の
御
命
令
で

国
王
様
が
国
を
統
治
し
ま
す
。
国
王
様
は
太
陽
神
の
相
手
に
な
っ
て
、
心

を
一
つ
に
揃
え
て
ま
し
ま
せ
」（
外
間　

二
〇
〇
〇
（
上
）
：
二
三
八
）
と

訳
す
よ
う
に
、
国
王
と
太
陽
神
「
て
る
か
は
」
が
「
相
手
」
に
「
成
る
」

と
い
う
こ
と
が
、
国
の
統
治
の
う
え
で
重
要
な
こ
と
と
し
て
歌
わ
れ
て
い

る
。「
相
手
」
に
な
る
の
は
、
七
―
一
の
オ
モ
ロ
の
よ
う
に
国
王
と
太
陽

神
「
て
る
か
は
」
の
場
合
も
あ
れ
ば
、
一
般
の
兵
士
と
神
女
の
場
合
も
あ

り
（
一
―
三
三
）、
身
分
や
力
が
つ
り
あ
う
も
の
同
士
が
「
相
手
」
に
な

る
よ
う
で
あ
っ
て
、
引
き
続
き
検
討
が
要
る
が
、
現
時
点
で
は
、
オ
モ
ロ

で
も
「
相あ
い
ち
へ手
成な

て
」
と
歌
わ
れ
る
よ
う
な
、
祭
祀
や
祈
願
の
場
で
二
者
が

向
き
合
う
、
対
峙
す
る
と
い
う
あ
り
方
に
注
目
し
た
い
。

四
．
お
わ
り
に
―
対
峙
か
ら
生
じ
る
力

本
稿
で
は
、
こ
れ
ま
で
漠
然
と
「
霊
力
」
と
捉
え
ら
れ
て
き
た
『
お
も

ろ
さ
う
し
』
一
三
―
四
二
（
七
八
七
）
の
「
つ
ゝ
」
に
つ
い
て
、「
霊
力

の
あ
る
言
葉
」
で
あ
る
可
能
性
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
を
、

『
お
も
ろ
さ
う
し
』
の
語
例
の
検
討
と
、
琉
球
歌
謡
に
お
け
る
「
つ
ゝ
」
の

検
討
を
通
じ
て
考
察
し
て
き
た
。
考
察
は
あ
く
ま
で
も
推
察
に
と
ど
ま
り
、

「
つ
ゝ
」
の
語
義
を
確
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、「
つ
ゝ
」
を
め
ぐ
る

検
討
の
過
程
で
、
琉
球
列
島
の
祭
祀
に
お
け
る
「
二
者
の
対
峙
」
と
、
そ

こ
か
ら
生
み
出
さ
れ
る
力
の
問
題
が
浮
か
び
上
が
っ
た
。

従
来
、
琉
球
列
島
の
祭
祀
の
研
究
や
祭
祀
歌
謡
の
研
究
に
お
い
て
は
、「
二

者
」
が
「
二
者
」
の
ま
ま
で
対
峙
す
る
の
と
は
対
照
的
な
、「
憑
霊
」「
憑
依
」

の
問
題
が
注
目
さ
れ
て
き
た
。
本
稿
で
も
参
照
し
た
、「
サ
シ
ブ
」
に
神
霊

が
憑
依
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
祭
祀
の
開
始
が
可
能
に
な
る
と
す
る
波
照
間
永

吉
の
指
摘
や
（
波
照
間　

一
九
九
九
：
九
三
二
）、
神
霊
と
、
神
霊
が
憑
依

す
る
先
の
女
性
祭
司
が
神
名
に
よ
っ
て
結
び
合
わ
さ
れ
て
い
る
と
い
う
高
梨

一
美
の
指
摘
を
は
じ
め
（
高
梨　

二
〇
〇
九
：
四
五
）、「
憑
依
」
に
関
わ
る

重
要
な
祭
祀
文
化
研
究
は
数
多
く
、「
憑
依
」
は
、
琉
球
列
島
の
宗
教
文
化

を
理
解
す
る
う
え
で
欠
く
こ
と
の
で
き
な
い
も
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
琉
球
列
島
の
宗
教
文
化
の
中
に
は
、「
憑
依
」
の
視
点
の
み
で

は
理
解
が
難
し
い
事
例
も
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
筆
者
が
二
〇
〇
〇
年
以

来
調
査
を
続
け
る
八
重
山
諸
島
の
石
垣
島
川
平
集
落
に
お
け
る
「
ヤ
ー
ラ

願
い
」
と
い
う
村
落
祭
祀
中
の
、
女
性
祭
司
「
ツ
カ
サ
」
の
あ
り
方
も
、

「
憑
依
」
の
考
え
方
の
み
で
は
捉
え
難
い
も
の
の
一
つ
で
あ
る
。「
ヤ
ー
ラ

願
い
」
は
厳
格
な
祭
祀
で
禁
忌
が
強
く
、
詳
し
い
調
査
は
困
難
で
あ
る
が
、

現
時
点
で
筆
者
が
知
り
得
て
い
る
こ
と
は
、
年
間
二
六
回
中
、
二
五
回
の

祭
祀
で
は
、
ツ
カ
サ
は
神
に
向
け
て
祈
願
の
言
葉
を
唱
え
る
が
、「
ヤ
ー
ラ

願
い
」
に
限
っ
て
は
、
ツ
カ
サ
は
一
人
二
役
の
よ
う
に
し
て
、
神
と
問
答

す
る
と
い
う
の
で
あ
る
（
澤
井　

二
〇
一
二
：
一
三
一
〜
一
五
三
）。
こ
の

時
、
ツ
カ
サ
は
人
と
し
て
の
ツ
カ
サ
で
も
あ
り
、
問
答
の
相
手
と
し
て
の
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神
で
も
あ
る
と
い
う
意
味
で
は
、
神
の
「
憑
依
」
の
問
題
も
関
わ
っ
て
く

る
が
、
川
平
の
お
そ
ら
く
最
重
要
の
祭
祀
の
中
で
、
ツ
カ
サ
が
神
と
人
の

二
者
と
し
て
問
答
し
、
言
葉
を
交
わ
し
合
う
と
は
、
琉
球
列
島
の
宗
教
文

化
の
文
脈
に
お
い
て
、
ど
の
よ
う
な
意
味
を
も
つ
の
か
。

こ
の
問
題
を
考
え
る
う
え
で
、
本
稿
で
検
討
し
た
『
お
も
ろ
さ
う
し
』

の
「
つ
ゝ
」
に
導
か
れ
る
諸
問
題
と
し
て
見
た
、
オ
モ
ロ
の
中
で
「
十
声

／
ゑ
り
ち
よ
」
を
二
者
が
「
遣
り
交
わ
す
」
こ
と
や
、
ミ
セ
セ
ル
に
お
い

て
天
と
地
の
間
で
「
中
取
り
合
い
／
つ
ゝ
持
ち
合
い
」
と
い
う
状
態
を
経

て
人
々
の
願
い
が
叶
え
ら
れ
る
こ
と
は
、
示
唆
深
い
。
二
者
が
一
つ
に
な

る
「
憑
霊
」「
憑
依
」
の
ほ
か
に
、
二
者
が
対
峙
す
る
こ
と
、
ま
た
対
峙
す

る
間
に
何
か
が
交
わ
さ
れ
、
何
ら
か
の
力
が
生
じ
る
と
い
う
観
点
か
ら
、

今
後
、
琉
球
列
島
の
歌
謡
と
祭
祀
の
事
例
を
見
直
し
て
い
き
た
い
。
同
時

に
、「
つ
ゝ
」
を
起
点
に
対
象
を
拡
大
し
、『
お
も
ろ
さ
う
し
』
に
お
け
る

「
霊
力
」
及
び
「
霊
力
の
あ
る
言
葉
」
を
め
ぐ
る
表
現
を
検
討
し
直
す
こ
と

を
通
し
て
、
そ
こ
に
表
出
さ
れ
る
神
霊
と
人
の
関
わ
り
に
つ
い
て
考
察
を

深
め
た
い
と
考
え
る
。

注（
1
） 

単
独
で
「
つ
ゝ
」
が
出
る
の
は
一
三
―
四
二
（
七
八
七
）
と
一
三
―

二
二
二
（
九
六
七
）
の
二
例
の
み
で
あ
る
が
、
語
頭
に
「
あ
ま
」
の
付

く
「
あ
ま
つ
ゝ
」
は
一
七
―
六
〇
（
一
二
三
四
）（
一
八
―
一
六
、二
二

―
三
四
と
重
複
）、
二
〇
―
四
（
一
三
三
四
）
に
、
語
頭
に
「
ち
や
ら
」

の
つ
く
「
ち
や
ら
つ
ゝ
」
は
一
四
―
五
一
（
一
〇
三
二
）
に
出
て
い
る
。

『
お
も
ろ
さ
う
し
辞
典
・
総
索
引
』
で
は
、「
あ
ま
つ
ゝ
」
に
は
「
天
頂
」

と
い
う
漢
字
が
当
て
ら
れ
、「
つ
ゝ
」
は
「
頂
」
で
あ
り
、
玉
城
城
、
摩

文
仁
城
の
頂
上
の
「
あ
ま
つ
づ
」
と
い
う
所
と
関
係
の
あ
る
語
で
あ
ろ

う
と
説
明
さ
れ
る
（
仲
原
・
外
間　

一
九
六
七
：
三
七
）。
ま
た
同
辞
典

で
「
ち
や
ら
つ
ゝ
」
に
は
「
按
司
頂
」
の
漢
字
が
当
て
ら
れ
、「
按
司
の

中
で
も
っ
と
も
勝
れ
た
偉
大
な
按
司
の
意
」（
仲
原
・
外
間　

一
九
六
七
：
一
九
四
）
と
さ
れ
る
。「
最
上
の
も
の
」
と
い
う
意
味
で
の

「
頂
」
の
漢
字
が
当
て
ら
れ
る
語
に
は
「
つ
ち
」「
つ
ち
へ
」
が
あ
り
、

同
辞
典
に
お
い
て
「
あ
ま
つ
ゝ
」「
ち
や
ら
つ
ゝ
」
の
「
つ
ゝ
」
は
、「
つ

ち
」「
つ
ち
へ
」
と
同
義
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。「
あ
ま
つ
ゝ
」「
ち
や
ら

つ
ゝ
」
が
出
る
オ
モ
ロ
の
解
釈
に
お
い
て
、「
つ
ゝ
」
を
「
頂
」
と
す
る

考
え
方
で
、
現
時
点
で
は
問
題
は
な
さ
そ
う
に
見
え
る
。
た
だ
、「
あ
ま

つ
ち
」「
ち
ゃ
ら
つ
ち
」
の
語
例
は
無
く
、「
つ
ゝ
」
と
「
つ
ち
」
の
使

い
分
け
が
あ
る
よ
う
で
あ
り
、
こ
の
点
で
疑
問
が
残
る
。

（
2
） 

そ
れ
ぞ
れ
の
オ
モ
ロ
の
冒
頭
に
付
す
数
字
は
、「
巻
番
号
―
巻
内
の
通

し
番
号
（
全
巻
の
通
し
番
号
）」
で
あ
る
。『
お
も
ろ
さ
う
し
』
の
本
文

は
『
定
本 

お
も
ろ
さ
う
し
』（
外
間
・
波
照
間　

二
〇
〇
二
）
所
収
の

『
尚
家
本
お
も
ろ
さ
う
し
』
の
影
印
に
よ
っ
て
記
し
、『
お
も
ろ
さ
う
し
』

（
上
）（
下
）（
外
間
守
善
校
注　

二
〇
〇
〇
）
に
よ
っ
て
漢
字
を
当
て

た
。
濁
点
は
、『
校
本 

お
も
ろ
さ
う
し
』（
仲
原
・
外
間　

一
九
六
五
）

所
収
の
仲
吉
本
『
お
も
ろ
さ
う
し
』
の
影
印
と
、『
お
も
ろ
さ
う
し
』

（
上
）（
下
）（
外
間
守
善
校
注　

二
〇
〇
〇
）
を
参
照
し
て
付
し
た
。

尚
家
本
の
中
の
文
字
の
欠
落
は
、
重
複
す
る
オ
モ
ロ
や
、『
校
本 

お
も

ろ
さ
う
し
』（
仲
原
・
外
間　

一
九
六
五
）
所
収
の
仲
吉
本
『
お
も
ろ
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さ
う
し
』
の
影
印
に
よ
っ
て
補
い
、（　

）
内
に
記
し
た
。
な
お
、
オ

モ
ロ
の
「
重
複
」
に
つ
い
て
は
註
７
で
ふ
れ
て
い
る
。

（
3
） 
奄
美
・
沖
縄
・
宮
古
・
八
重
山
諸
島
で
伝
承
さ
れ
て
き
た
歌
謡
を
、
本

稿
で
は
「
琉
球
歌
謡
」
と
総
称
す
る
。
琉
球
歌
謡
の
歌
詞
は
、『
南
島

歌
謡
大
成
』
全
五
巻
に
集
成
さ
れ
て
い
る
。

（
4
） 

対
句
の
作
り
方
は
歌
形
分
類
の
指
標
と
さ
れ
、
玉
城
政
美
は
、
対
句
が

二
節
に
跨
る
歌
形
を
「
Ⅰ
型
」、
一
節
内
で
対
句
が
作
ら
れ
る
歌
形
を

「
Ⅱ
型
」
と
し
た
（
玉
城　

一
九
九
一
：
三
六
〜
八
五
）。

（
5
） 「
連
続
部
」「
反
復
部
」
と
い
う
用
語
は
、
こ
れ
ら
の
用
語
に
よ
っ
て
オ

モ
ロ
の
「
連
続
部
」
と
「
反
復
部
」
の
区
分
と
関
係
を
考
察
し
た
島
村

幸
一
が
用
い
る
も
の
で
あ
る
（
島
村　

二
〇
一
〇
：
四
〜
四
〇
）。

（
6
） 『
お
も
ろ
さ
う
し
』
に
お
け
る
記
載
の
省
略
は
、「
連
続
部
」
に
及
ぶ
場

合
も
あ
る
（
島
村　

二
〇
一
〇
：
六
〜
一
八
）。

（
7
） 

冒
頭
に
述
べ
た
よ
う
に
、『
お
も
ろ
さ
う
し
』
は
一
五
三
一
年
か
ら

一
六
二
三
年
に
少
な
く
と
も
三
回
に
わ
た
り
編
纂
さ
れ
た
が
、

一
七
〇
九
年
の
首
里
城
の
炎
上
で
『
お
も
ろ
さ
う
し
』
が
焼
失
し
た
た

め
、
そ
の
翌
年
の
一
七
一
〇
年
に
急
遽
再
編
纂
さ
れ
た
と
い
う
経
緯
が

あ
る
。
今
日
に
伝
わ
る
『
お
も
ろ
さ
う
し
』
の
異
な
る
巻
に
同
じ
オ
モ

ロ
が
「
重
複
」
し
て
収
め
ら
れ
る
問
題
の
一
部
は
、
一
七
一
〇
年
の
再

編
纂
の
あ
り
方
と
深
く
関
わ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
（
島
村　

二
〇
一
〇
：
二
七
〇
〜
三
〇
三
）。

（
8
） 

田
島
の
記
す
「
御
拝
つ
ゞ
」
の
本
文
は
、『
南
島
歌
謡
大
成
Ⅰ
沖
縄
篇

上
』
に
「
年
頭
御
使
者
並
思
弟
部
按
司
親
方
部
一
同
三
平
等
の
御
願
の

時
公
事
の
御
拝
つ
ゞ
」（
外
間
・
玉
城　

一
九
八
〇
：
一
六
二
）
と
し

て
収
載
さ
れ
て
い
る
。

（
9
） 「
ミ
セ
セ
ル
」
の
本
文
の
引
用
に
あ
た
り
、
対
句
の
一
対
ご
と
に
①
〜

35
の
番
号
を
付
し
た
。

（
10
） 「
ミ
セ
セ
ル
」
の
訳
文
の
引
用
に
あ
た
り
、
本
文
を
引
用
し
た
『
定
本　

琉
球
国
由
来
記
』（
外
間
・
波
照
間　

一
九
九
七
：
四
三
三
〜
四
三
四
）

に
倣
っ
て
対
句
の
一
対
ご
と
に
斜
線
を
入
れ
、
①
〜
35
の
番
号
を
付
し
た
。

（
11
） 

祭
祀
の
場
で
二
者
が
対
峙
す
る
事
例
の
集
積
と
検
討
は
今
後
の
課
題
で

あ
る
が
、
現
時
点
で
筆
者
の
調
査
か
ら
挙
げ
る
こ
と
の
で
き
る
例
と
し

て
は
、
ま
ず
、
神
の
方
を
向
い
て
祈
願
を
行
な
っ
て
い
た
女
性
祭
司
が
、

祈
願
を
終
え
る
と
列
席
す
る
男
性
神
役
の
方
に
向
き
直
り
、
神
酒
を
注

ぎ
合
い
、
飲
む
場
面
が
あ
る
。
ま
た
、
二
〇
一
八
年
に
八
重
山
の
女
性

祭
司
の
長
で
あ
る
「
大
阿
母
」
が
収
穫
感
謝
の
「
豊
年
祭
」
を
執
行
す

る
場
面
を
調
査
し
て
い
た
折
、
豊
年
祭
の
旗
頭
を
掲
げ
た
青
年
男
子
が

大
阿
母
の
居
る
祭
祀
場
で
あ
る
御
嶽
に
入
り
、
旗
頭
を
奉
納
す
る
と
き

に
は
、
そ
の
旗
頭
の
大
き
な
力
を
、
女
性
祭
司
の
方
で
も
し
っ
か
り
と

受
け
止
め
る
た
め
に
、
頭
に
白
い
ハ
チ
マ
キ
を
巻
く
と
い
う
こ
と
を
聞

い
た
。
ハ
チ
マ
キ
を
巻
い
た
女
性
祭
司
の
額
で
も
っ
て
、
豊
年
祭
に
掲

げ
ら
れ
る
旗
頭
の
大
き
な
力
と
相
対
し
、
そ
れ
を
受
け
る
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。
こ
う
し
た
事
例
に
加
え
、
今
後
さ
ら
に
、「
対
峙
」
と
い
う

観
点
か
ら
、
琉
球
列
島
の
祭
祀
と
歌
謡
の
事
例
検
討
を
進
め
た
い
。
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わ
い
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／
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本
学
術
振
興
会
特
別
研
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員
）


