
と
説
き
、
巫
現
た
ち
の
神
が
か
り
と
い
う
現
象
の
な
か
に
「
国
文
学
の
発

生
」
を
見
出
そ
う
と
し
た
。

福
田
氏
の
こ
の
た
び
の
害
は
こ
う
し
た
折
口
氏
の
日
本
文
学
発
生
の
仮
説

に
つ
い
て
、
奄
美
・
沖
縄
地
方
に
お
い
て
氏
が
長
年
に
わ
た
っ
て
民
間
文
芸

〔
書
評
〕

折
口
信
夫
氏
は
「
国
文
学
の
発
生
（
第
一
稿
匡
に
お
い
て
、

一
人
構
式
に
發
想
す
る
叙
事
詩
は
、
神
の
濁
り
言
で
あ
る
。
神
、
人
に

，
奇
暫
屯瀝

っ
て
、
自
身
の
來
歴
を
述
べ
、
種
族
の
歴
史
・
土
地
の
由
緒
な
ど
を

陳
べ
る
。
皆
、
巫
現
の
怯
惚
時
の
空
想
に
は
過
ぎ
な
い
。
併
し
、
種
族

の
意
向
の
上
に
立
っ
て
の
空
想
で
あ
る
。
而
も
種
族
の
記
憶
の
下
積
み

が
、
突
然
復
活
す
る
事
も
あ
っ
た
事
は
、
勿
論
で
あ
る
。
其
等
の
「
本

縁
」
を
語
る
文
章
は
、
勿
論
、
巫
現
の
口
を
衝
い
て
出
る
口
語
文
で
あ

る
。
さ
う
し
て
其
口
は
十
分
な
律
文
要
素
が
加
っ
て
居
た
。
全
禮
、
狂

凱
時
・
愛
態
時
の
心
理
の
表
現
は
、
左
右
相
穗
を
保
ち
な
が
ら
進
む
、

生
活
の
根
本
拍
子
が
急
迫
す
る
か
ら
の
、
律
動
な
の
で
あ
る
。

福
田
晃
『
神
語
り
の
誕
生
折
口
学
の
深
化
を
め
ざ
す
」

の
調
査
を
行
っ
て
き
た
豊
富
な
資
料
を
主
た
る
対
象
と
し
て
、
巫
女
（
ユ
タ

・
カ
ン
カ
カ
リ
ヤ
ー
）
や
神
女
（
ノ
ロ
・
ツ
カ
サ
）
か
ら
の
聞
き
取
り
調
査

や
彼
女
た
ち
が
執
行
す
る
巫
儀
・
祭
儀
の
実
地
踏
査
の
成
果
を
関
わ
ら
せ
て

具
体
的
に
実
証
し
、
深
め
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
る
。

そ
の
章
立
て
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

第
一
編
神
語
り
の
誕
生
ｌ
奄
美
・
沖
縄
の
伝
承
世
界
ｌ

序
ｌ
折
口
信
夫
の
「
国
文
学
の
発
生
」
に
導
か
れ
て
’

第
一
章
神
語
り
の
発
生
ｌ
巫
現
の
成
巫
過
程
の
な
か
か
ら
’

第
二
章
祭
儀
の
な
か
の
伝
承
〔
Ｉ
〕

ｌ
韻
文
体
一
人
称
の
神
語
り
’

第
三
章
祭
儀
の
な
か
の
伝
承
〔
Ⅱ
〕

ｌ
韻
文
体
一
人
称
の
呪
詞
①
’
’

第
四
章
祭
儀
の
な
か
の
伝
承
〔
Ⅲ
〕

ｌ
韻
文
体
一
人
称
の
呪
詞
②
’
’

第
五
章
祭
儀
の
な
か
の
伝
承
〔
Ⅳ
〕

ｌ
韻
文
体
三
人
称
の
神
歌
Ｉ

真
下
厚

一

○
一



第
六
章
祭
儀
周
縁
の
伝
承
ｌ
散
文
体
三
人
称
の
説
話
①
’
’

第
七
章
祭
儀
外
縁
の
伝
承
ｌ
散
文
体
三
人
称
の
説
話
②
１
１

賊
ｌ
柳
田
国
男
の
神
話
観
に
こ
と
よ
せ
て
’

第
二
編
神
語
り
の
周
縁
ｌ
奄
美
・
沖
縄
を
越
え
る
’

第
一
章
宗
教
伝
承
の
始
原

第
二
章
巫
祖
祭
文
の
基
層
ｌ
そ
の
成
立
を
め
ぐ
っ
て
’

第
三
章
宮
古
島
狩
俣
・
祖
神
祭
〈
イ
ダ
ス
ウ
プ
ナ
ー
〉
考

第
四
章
イ
タ
コ
祭
文
「
岩
木
山
一
代
記
」
の
生
成

第
五
章
神
話
と
祭
儀
Ｉ
「
み
あ
れ
祭
」
を
め
ぐ
っ
て
’

第
一
編
「
神
語
り
の
誕
生
ｌ
奄
美
・
沖
縄
の
伝
承
世
界
ｌ
」
は
、

「
序
」
に
お
い
て
先
に
引
い
た
折
口
信
夫
氏
の
文
学
発
生
論
か
ら
説
き
起
こ

し
、
「
賊
」
に
お
い
て
柳
田
国
男
氏
の
神
話
観
（
松
村
武
雄
氏
の
神
話
論
を

も
取
り
上
げ
る
）
に
言
及
し
て
結
ぶ
。
そ
の
目
的
と
す
る
と
こ
ろ
は
「
奄
美

・
沖
縄
の
巫
現
が
「
神
の
独
り
言
」
と
し
て
語
る
言
語
伝
承
を
叙
事
詩
「
神

語
り
」
の
始
原
と
把
え
、
そ
の
誕
生
か
ら
展
開
に
及
ぶ
伝
承
を
動
態
的
に
あ

き
ら
め
よ
う
と
す
る
」
（
一
六
頁
）
と
こ
ろ
に
あ
る
と
す
る
。

第
一
章
「
神
語
り
の
発
生
ｌ
巫
現
の
成
巫
過
程
の
な
か
か
ら
ｌ
」
で

は
巫
現
た
ち
が
成
巫
過
程
に
お
い
て
陥
る
ト
ラ
ン
ス
状
態
の
な
か
で
神
の
こ

と
ば
と
し
て
聴
く
「
神
口
」
「
神
語
り
」
を
取
り
上
げ
、
日
常
の
こ
と
ば
と

は
異
な
る
特
別
な
こ
と
ば
・
表
現
が
生
ま
れ
出
よ
う
と
す
る
瞬
間
に
迫
ろ
う

と
す
る
。
こ
の
「
神
口
」
と
は
「
神
と
の
問
答
体
の
な
か
で
現
れ
る
」
「
一

人
称
式
に
発
せ
ら
れ
る
」
「
韻
文
体
の
」
（
三
○
頁
）
「
神
の
声
」
（
三
一
頁
）

で
あ
り
、
ま
た
「
神
語
り
」
と
は
「
韻
文
体
の
一
人
称
式
の
叙
事
詩
と
も
い

う
べ
き
も
の
」
で
「
神
自
ら
が
語
る
自
叙
伝
と
も
称
し
得
る
も
の
」
（
三
七

頁
）
で
あ
る
と
い
う
。
そ
の
違
い
は
「
神
口
」
が
「
さ
ま
ざ
ま
な
内
容
を
も

っ
て
現
れ
出
る
」
（
三
一
頁
）
の
に
対
し
て
、
「
神
語
り
」
は
そ
の
叙
述
内
容

が
「
神
ダ
ー
リ
ィ
と
い
う
無
意
識
の
な
か
で
あ
り
な
が
ら
、
巫
者
が
半
ば
自

覚
し
た
」
（
三
七
頁
）
も
の
で
。
定
の
主
題
を
も
つ
物
語
（
説
話
）
に
及

ぶ
」
（
三
一
頁
）
と
す
る
。
そ
し
て
、
こ
の
「
神
語
り
」
は
「
反
復
さ
れ
て

成
長
す
る
可
能
性
を
含
」
み
、
「
完
成
す
れ
ば
、
巫
儀
・
祭
儀
の
神
語
り

（
呪
訶
）
と
し
て
、
再
現
で
き
る
こ
と
に
も
な
」
（
三
七
頁
）
る
と
し
て
、
そ

こ
に
意
識
的
・
自
覚
的
な
言
語
表
現
の
萌
芽
を
み
よ
う
と
し
て
い
る
。
第
二

章
「
祭
儀
の
な
か
の
伝
承
〔
Ｉ
〕
Ｉ
韻
文
体
一
人
称
の
神
語
り
ｌ
」
で

は
、
宮
古
島
の
巫
者
カ
ン
カ
カ
リ
ヤ
ー
が
執
行
す
る
神
へ
の
祈
願
の
巫
儀
に

お
け
る
言
語
行
為
は
「
巫
者
が
神
に
向
か
っ
て
唱
え
る
グ
イ
ス
（
呪
文
）
」

「
巫
者
に
遇
っ
て
語
ら
れ
る
神
の
コ
ト
バ
」
「
神
の
コ
ト
バ
を
願
い
主
に
解
釈

す
る
も
の
」
（
四
七
頁
）
の
三
部
か
ら
な
る
と
し
、
こ
の
う
ち
の
グ
イ
ス
は

神
授
の
も
の
と
さ
れ
る
が
「
成
巫
過
程
の
な
か
で
習
熟
さ
れ
た
」
（
四
七

頁
）
類
型
的
表
現
を
も
つ
こ
と
、
神
の
コ
ト
バ
は
「
祈
願
者
の
心
情
に
応
じ

て
即
興
的
に
語
ら
れ
る
も
の
で
、
そ
れ
が
依
願
者
の
信
頼
に
応
え
る
も
の
」

で
、
し
か
も
「
無
意
識
的
に
巫
者
の
口
か
ら
発
せ
ら
れ
る
も
の
」
（
四
七
頁
）

で
あ
り
な
が
ら
類
型
的
表
現
を
も
つ
こ
と
に
注
意
し
て
い
る
。
ま
た
、
奄
美

・
沖
縄
本
島
に
お
い
て
巫
者
ユ
タ
の
口
か
ら
死
者
の
霊
・
先
祖
霊
の
コ
ト
バ

が
発
せ
ら
れ
る
巫
儀
の
な
か
の
言
語
行
為
も
基
本
的
に
三
部
か
ら
な
る
と
す

る
。
第
三
章
「
祭
儀
の
な
か
の
伝
承
〔
Ⅱ
〕
ｌ
韻
文
体
一
人
称
の
呪
詞
①

ｌ
」
で
は
奄
美
の
巫
者
ユ
タ
や
宮
古
島
狩
俣
の
神
女
が
巫
儀
・
祭
儀
の
な

一
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か
で
唱
調
す
る
呪
詞
を
取
り
上
げ
る
。
日
光
感
精
型
巫
祖
神
話
や
創
世
神
話

の
内
容
を
も
つ
呪
詞
は
奄
美
の
「
ユ
タ
の
成
巫
儀
礼
と
響
き
合
っ
て
生
成
さ

れ
」
（
八
二
頁
）
た
も
の
と
し
、
先
の
「
神
語
り
」
が
反
復
・
成
長
し
て
完

成
し
た
も
の
と
位
置
づ
け
る
。
ま
た
、
狩
俣
起
源
神
話
や
兄
妹
始
祖
神
話
の

内
容
を
も
つ
神
女
た
ち
の
呪
詞
の
成
立
に
つ
い
て
は
、
彼
女
た
ち
が
「
か
つ

て
は
共
同
体
の
祭
儀
の
み
に
携
わ
っ
て
い
た
の
で
は
な
く
、
ユ
タ
・
カ
ン
カ

ヵ
リ
ャ
ー
に
準
じ
た
個
人
に
対
す
る
祈
祷
に
も
か
か
わ
」
（
九
五
～
九
六
頁
）

り
、
「
非
固
定
的
な
「
神
語
り
」
を
も
実
修
し
て
い
た
」
（
九
六
頁
）
と
い
う

と
こ
ろ
に
そ
の
可
能
性
を
み
よ
う
と
す
る
。
第
四
章
「
祭
儀
の
な
か
の
伝
承

〔
Ⅲ
〕
ｌ
韻
文
体
一
人
称
の
呪
詞
②
１
１
」
で
は
、
英
雄
の
悲
劇
の
物
語

の
内
容
を
も
つ
奄
美
ユ
タ
の
呪
詞
は
そ
の
子
孫
の
家
に
お
け
る
巫
儀
の
な
か

で
現
れ
た
先
祖
霊
の
語
る
コ
ト
バ
が
「
一
定
の
叙
述
内
容
を
整
え
る
に
至
っ

た
も
の
」
と
論
じ
る
。
ま
た
、
宮
古
島
狩
俣
の
神
女
た
ち
が
唱
調
す
る
先
祖

語
り
の
呪
詞
は
元
来
一
人
称
式
に
叙
述
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
は

英
雄
の
生
涯
の
「
み
ご
と
さ
．
め
で
た
さ
」
を
い
う
も
の
と
「
痛
ま
し
さ
・

哀
れ
さ
」
（
二
五
頁
）
を
い
う
も
の
と
が
あ
り
、
英
雄
の
「
叙
事
詩
」
の

二
面
性
を
示
し
て
い
る
の
だ
と
い
う
。
第
五
章
「
祭
儀
の
な
か
の
伝
承

〔
Ⅳ
〕
ｌ
韻
文
体
三
人
称
の
神
歌
ｌ
」
で
は
祭
儀
の
な
か
で
神
女
な
ど

に
よ
っ
て
唱
調
ま
た
は
歌
唱
さ
れ
る
呪
詞
や
神
歌
を
取
り
上
げ
る
。
創
世
神

の
国
士
創
造
か
ら
稲
作
り
（
ま
た
は
粟
作
り
）
起
源
ま
で
の
創
世
神
話
の
内

容
を
も
つ
呪
詞
・
神
歌
か
ら
国
土
創
造
の
叙
述
を
後
退
さ
せ
て
予
祝
的
生
産

叙
事
歌
へ
と
変
貌
し
て
ゆ
く
ま
で
の
様
相
を
示
し
、
ま
た
先
祖
の
文
化
英
雄

と
し
て
の
所
業
を
三
人
称
式
に
叙
述
し
て
称
讃
す
る
神
歌
が
先
の
一
人
称
式

福
田
晃
『
神
語
り
の
誕
生
折
口
学
の
深
化
を
め
ざ
す
」

の
叙
述
を
と
る
呪
詞
か
ら
展
開
し
た
も
の
と
し
て
位
置
づ
け
る
。
第
六
章

「
祭
儀
周
縁
の
伝
承
ｌ
散
文
体
三
人
称
の
説
話
①
１
１
」
、
第
七
章
「
祭
儀

外
縁
の
伝
承
ｌ
散
文
体
三
人
称
の
説
話
②
１
１
」
で
は
と
も
に
日
常
の
こ

と
ば
で
三
人
称
式
に
語
ら
れ
る
説
話
を
取
り
上
げ
る
が
、
第
六
章
は
「
祭
儀

周
縁
」
と
い
う
「
祭
儀
に
き
わ
め
て
近
い
時
間
・
空
間
に
お
け
る
場
合
」
の

伝
承
、
第
七
章
は
「
祭
儀
外
縁
」
と
い
う
「
祭
儀
か
ら
は
よ
ほ
ど
離
れ
た
日

常
的
な
営
み
に
お
け
る
場
合
」
（
一
八
○
頁
）
の
伝
承
を
そ
れ
ぞ
れ
対
象
と

す
る
。
第
六
章
は
こ
う
し
た
「
伝
説
的
伝
承
世
界
」
に
お
け
る
国
土
の
起
源

・
人
類
の
起
源
・
文
化
の
起
源
を
説
く
神
話
の
事
例
を
あ
げ
、
祭
儀
の
周
縁

で
語
り
継
が
れ
て
き
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
よ
う
と
す
る
。
第
七
章

は
「
伝
説
的
伝
承
世
界
」
と
近
接
し
た
「
昔
話
的
伝
承
世
界
」
（
一
八
○

頁
）
の
神
話
に
つ
い
て
論
じ
る
。
「
昔
」
と
い
う
発
端
句
や
三
度
の
繰
り
返

し
、
地
名
・
神
名
な
ど
伝
承
の
固
有
性
の
捨
象
な
ど
と
い
う
、
昔
話
の
叙
述

の
特
徴
を
手
が
か
り
と
し
て
、
そ
れ
ら
の
神
話
の
叙
述
を
詳
細
に
分
析
し
、

祭
儀
・
信
仰
か
ら
や
や
遠
ざ
か
っ
た
世
界
で
説
話
内
容
そ
の
も
の
へ
の
興
味

か
ら
そ
の
叙
述
が
展
開
し
て
き
た
神
話
を
見
出
そ
う
と
し
て
い
る
。

第
二
編
「
神
語
り
の
周
縁
ｌ
奄
美
・
沖
縄
を
越
え
る
Ｉ
」
で
は
巫
者

の
成
巫
過
程
に
お
け
る
ト
ラ
ン
ス
状
態
や
巫
儀
、
神
女
・
神
職
に
よ
る
祭
儀

な
ど
に
つ
い
て
論
じ
、
第
一
編
の
「
神
語
り
」
を
中
心
に
論
じ
て
き
た
と
こ

ろ
か
ら
そ
れ
を
生
成
・
伝
承
す
る
世
界
の
ほ
う
に
焦
点
を
移
し
て
い
る
。
そ

の
対
象
も
奄
美
・
沖
縄
地
域
に
限
る
も
の
で
は
な
く
、
山
城
賀
茂
社
・
近
江

日
吉
社
の
祭
儀
、
土
佐
イ
ザ
ナ
ギ
流
太
夫
の
祭
文
、
八
丈
島
巫
女
や
津
軽
イ

タ
コ
の
巫
儀
・
祭
文
、
さ
ら
に
は
韓
国
巫
者
の
祭
文
な
ど
、
そ
し
て
数
多
く

一
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の
日
本
古
典
文
学
作
品
が
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。

さ
て
、
本
書
に
お
い
て
奄
美
・
沖
縄
の
民
間
神
話
を
中
心
と
し
て
論
じ
る

の
は
、
神
話
伝
承
の
信
仰
と
の
関
わ
り
が
本
土
地
域
に
比
し
て
「
南
島
（
奄

美
・
沖
縄
）
に
お
い
て
は
、
さ
ら
に
顕
著
で
あ
る
」
か
ら
で
あ
り
、
「
柳
田

氏
が
い
う
神
話
学
は
、
奄
美
・
沖
縄
な
ら
ば
可
能
で
あ
る
」
（
二
八
一
頁
）

か
ら
だ
と
す
る
。
そ
し
て
、
第
二
編
で
論
じ
ら
れ
る
よ
う
に
、
そ
う
し
た

「
神
語
り
」
の
発
生
・
展
開
の
問
題
は
奄
美
・
沖
縄
の
民
間
文
芸
の
世
界
に

限
ら
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
時
代
や
地
域
を
超
え
て
あ
る
程
度
の
一
般
性
・

共
通
性
を
も
ち
得
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

神
話
伝
承
を
祭
儀
の
な
か
か
ら
外
縁
へ
と
い
う
か
た
ち
で
位
置
づ
け
る
と

す
る
本
書
の
骨
格
は
す
で
に
氏
の
論
文
「
民
間
神
話
の
伝
承
世
界
Ｉ
南
島

の
視
座
か
ら
」
（
「
日
本
伝
説
大
系
別
巻
一
〔
研
究
編
〕
」
み
ず
う
み
書
房
、

一
九
八
九
年
、
「
南
島
説
話
の
研
究
」
法
政
大
学
出
版
局
、
一
九
九
二
年
、

所
収
）
に
お
い
て
示
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
こ
で
は
「
祭
儀
の
な
か
の
神
話
伝

承
（
一
）
ｌ
村
落
共
同
体
の
祭
儀
」
「
祭
儀
の
な
か
の
神
話
伝
承
（
二
）

ｌ
家
族
・
個
人
の
祈
願
」
「
祭
儀
周
辺
の
伝
承
」
「
祭
儀
の
外
の
神
話
伝

承
」
と
い
う
よ
う
に
分
別
し
て
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
松
村
氏
の
神
話

定
義
の
範
晴
に
そ
っ
た
も
の
と
さ
れ
る
。
本
書
で
は
そ
こ
に
示
さ
れ
た
分
別

に
つ
い
て
の
考
え
方
を
も
と
に
し
つ
つ
も
、
折
口
氏
の
説
に
そ
っ
て
巫
者
の

成
巫
過
程
に
お
け
る
「
神
語
り
」
の
発
生
か
ら
説
き
起
こ
し
、
折
口
氏
の
い

う
「
律
文
要
素
」
が
あ
る
か
な
い
か
、
．
人
穗
式
に
發
想
」
し
た
も
の
か

否
か
と
い
う
要
素
を
加
え
て
そ
の
展
開
が
慎
重
か
つ
詳
細
に
論
じ
ら
れ
る
こ

と
と
な
る
。
氏
は
本
書
以
前
に
も
折
口
氏
が
説
く
こ
う
し
た
日
本
文
学
発
生

論
を
手
が
か
り
と
し
て
日
本
の
民
間
文
芸
に
つ
い
て
分
類
し
（
「
言
語
伝
承
」

「
日
本
民
俗
学
」
弘
文
堂
、
一
九
八
四
年
）
、
伝
承
文
学
の
体
系
を
提
示
し
て

い
る
二
講
座
・
日
本
の
伝
承
文
学
第
一
巻
伝
承
文
学
と
は
何
か
」
三

弥
井
書
店
、
一
九
九
四
年
）
。
本
書
は
氏
の
こ
う
し
た
研
究
の
系
譜
の
上
に

立
つ
も
の
で
あ
り
、
折
口
氏
が
仮
説
的
に
提
示
し
た
日
本
文
学
発
生
論
を
具

体
的
、
実
証
的
に
深
化
さ
せ
た
と
い
う
点
で
日
本
文
学
研
究
に
お
い
て
大
き

な
意
義
を
も
つ
も
の
と
い
え
よ
う
。

本
書
は
「
神
語
り
」
の
発
生
か
ら
展
開
へ
と
い
う
現
象
を
理
論
化
し
よ
う

と
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
親
ユ
タ
・
子
ユ
タ
の
関
係
が
緊
密
で
あ
っ
て
成

巫
儀
礼
が
体
系
化
さ
れ
て
い
る
奄
美
ユ
タ
の
場
合
と
両
者
の
関
係
が
希
薄
で

成
巫
儀
礼
も
体
系
化
さ
れ
て
い
な
い
沖
縄
ユ
タ
や
宮
古
島
カ
ン
カ
カ
リ
ャ
ー

の
場
合
と
の
違
い
、
自
ら
の
信
仰
体
系
を
生
み
出
し
て
ゆ
こ
う
と
す
る
巫
者

ユ
タ
・
カ
ン
カ
カ
リ
ヤ
ー
の
あ
り
か
た
と
自
ら
の
村
落
の
信
仰
体
系
に
帰
着

し
て
ゆ
く
こ
と
に
な
る
巫
者
的
神
女
ツ
カ
サ
・
サ
ス
な
ど
の
あ
り
か
た
と
の

違
い
な
ど
は
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
な
い
が
、
こ
う
し
た
違
い
は
呪
詞
の
生
成

に
お
い
て
関
わ
ら
な
い
か
ど
う
か
。
。
定
の
主
題
を
も
つ
物
語
（
説
話
と

と
し
て
の
奄
美
ユ
タ
の
呪
詞
に
対
し
て
説
話
と
し
て
の
創
世
神
話
を
生
み
出

し
な
が
ら
「
一
定
の
主
題
を
も
つ
物
語
（
説
話
）
」
と
し
て
成
長
し
な
い
宮

古
島
カ
ン
カ
カ
リ
ャ
ー
の
呪
詞
、
宮
古
島
狩
俣
の
起
源
神
話
と
し
て
最
高
神

女
を
中
心
に
唱
謂
さ
れ
る
フ
サ
「
祓
い
声
」
が
神
女
の
「
神
語
り
」
に
生
み

出
さ
れ
た
と
し
て
も
神
女
は
な
ぜ
起
源
に
向
か
う
の
か
、
と
い
う
よ
う
な
問

題
。
も
っ
と
も
、
こ
れ
ら
は
評
者
自
身
の
課
題
で
も
あ
る
。
最
後
に
、
狩
俣

祖
神
祭
第
二
回
「
イ
ダ
ス
ウ
プ
ナ
ー
」
の
「
ユ
ー
ナ
ン
」
と
あ
る
の
は
「
ユ

一
○
四



ナ
ー
ン
」
の
校
正
ミ
ス
で
あ
る
こ
と
な
ど
に
気
づ
い
た
が
、
ま
こ
と
に
些
末

な
こ
と
で
あ
っ
て
本
書
の
価
値
を
些
か
も
損
な
う
も
の
で
は
な
い
。

（
Ａ
五
判
五
○
二
頁
、
三
弥
井
書
店
、
二
○
○
九
年
六
月
二
五
日
刊
、
九
八

○
○
円
十
税
）

福
田
晃
『
神
語
り
の
誕
生
折
口
学
の
深
化
を
め
ざ
す
」

（
ま
し
も
．
あ
つ
し
本
学
教
授
）

一
○
五


