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神
楽
歌
「
明
星
」
の
解
釈
に
つ
い
て

―
神
楽
歌
「
明
星
」
を
題
材
に
詠
ま
れ
た
和
歌
か
ら

―

田

林

千

尋

一
、
は
じ
め
に

宮
廷
に
お
け
る
御
神
楽
は
、
践
祚
大
嘗
祭
の
清
暑
堂
御
神
楽
が
成
立
し

た
貞
観
元
年
（
八
五
九
）
か
ら
内
侍
所
御
神
楽
が
成
立
し
た
一
条
天
皇
の

御
代

、
遅
く
と
も
寛
弘
二
年
（
一
〇
〇
五
）
ま
で
約
百
三
十
―
百
五
十

年
を
か
け
て
整
備
さ
れ
た
。
現
在
、
平
安
時
代
の
御
神
楽
の
ま
と
ま
っ
た

古
写
譜
本
は
、
伝
藤
原
道
長
筆
『
神
楽
和
琴
秘
譜
』
（
十
世
紀
末
―
十
一

世
紀
初
頭
の
写
。
以
下
、
適
宜
「
和
琴
秘
譜
」
と
称
す
る
。
以
下
同
）
、

伝
源
信
義
筆
『
神
楽
歌
』（
十
一
―
十
二
世
紀
の
写
。
以
下
、「
信
義
本
」
）
、

八
俣
部
重
種
注
進
『
神
楽
歌
』
（
十
二
世
紀
頃
ま
で
の
写
。
以
下
、
「
重
種

本
」
）
、
書
写
者
不
詳
、
鍋
島
家
旧
蔵
『
東
遊
歌

神
楽
歌
』
（
文
治
年
間
以

前
の
成
立
。
以
下
、
「
鍋
島
家
本
」
）
の
四
本
が
確
認
さ
れ
て
い
る
。
御
神

楽
が
成
立
し
た
時
代
の
ま
と
ま
っ
た
譜
本
は
少
な
く
、
古
写
譜
本
の
み
を

対
象
に
詞
章
を
解
釈
す
る
に
は
資
料
数
の
点
か
ら
限
界
が
あ
る
と
言
わ
ざ

る
を
え
な
い
。

そ
こ
で
稿
者
は
こ
れ
ま
で
、
平
安
中
期
頃
の
和
歌
集
に
お
け
る
歌
謡
同

類
歌
の
採
録
姿
勢
に
つ
い
て
述
べ

（
一
）

、
歌
謡
を
題
材
に
詠
ま
れ
た
和
歌

と
の
関
連
か
ら
神
楽
歌
の
詞
章
の
解
釈
を
試
み
て
き
た

（
二
）

。
歌
謡
と
和

歌
は
、音
楽
性
を
と
も
な
う
か
否
か
と
い
う
大
き
な
違
い
は
あ
る
も
の
の
、

本
文
そ
の
も
の
は
同
様
に
五
七
五
七
七
の
定
型
を
持
つ
も
の
が
あ
る
等
、

両
者
の
親
和
性
は
明
ら
か
で
あ
る
。
勅
撰
集
や
『
古
今
和
歌
六
帖
』
（
以

下
、
「
六
帖
」
）
等
の
和
歌
集
に
歌
謡
の
詞
章
が
収
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
か

ら
も
、
短
歌
体
和
歌
の
世
界
と
歌
謡
の
世
界
が
接
触
し
、
一
部
で
は
重
な

り
合
っ
て
い
る
こ
と
は
疑
い
え
な
い
。
歌
謡
を
題
材
に
詠
ま
れ
た
和
歌
の

解
釈
に
は
歌
謡
の
知
識
が
欠
か
せ
ず
、
ま
た
逆
に
、
こ
れ
ら
の
和
歌
解
釈

等
を
歌
謡
の
解
釈
に
活
か
す
こ
と
も
可
能
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

そ
こ
で
本
稿
で
は
、
平
安
期
か
ら
『
新
古
今
和
歌
集
』
（
以
下
、
「
新
古

今
集
」
）
ま
で
の
和
歌
に
題
材
と
し
て
詠
ま
れ
て
い
る
曲
と
し
て
神
楽
歌

「
明
星
」
を
取
り
上
げ
、
同
曲
を
題
材
と
し
て
詠
ま
れ
た
和
歌
か
ら
、
当

時
の
歌
人
た
ち
に
同
曲
が
ど
の
よ
う
に
解
釈
さ
れ
て
い
た
か
、
そ
し
て
、

そ
こ
か
ら
同
曲
の
詞
章
の
解
釈
と
し
て
何
が
指
摘
・
確
認
で
き
る
か
を
検

討
す
る
。二

、
「
明
星
」
の
曲
と
先
学
の
解
釈
に
つ
い
て

初
に
、
同
曲
の
御
神
楽
に
お
け
る
位
置
づ
け
と
、
先
学
の
解
釈
に
つ

い
て
確
認
し
て
お
く
。

「
明
星
」
の
曲
は
、
鍋
島
家
本
で
は
「
明
星
」
の
題
が
付
さ
れ
て
い
る
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が
、
信
義
本
と
鍋
島
家
本
裏
書
の
「
或
本
」
の
次
第
で
は
「
吉
々
利
々
」
、

重
種
本
で
は
「
星
」
の
題
を
冠
し
て
い
る
（
な
お
、
和
琴
秘
譜
に
は
当
該

曲
が
収
め
ら
れ
て
い
な
い
）。
『
梁
塵
愚
案
鈔
』
や
『
體
源
鈔
』
巻
十
ノ
上

所
収
の
「
北
院
御
室
御
撰
絲
管
抄
」
等
に
見
え
る
御
神
楽
の
次
第
で
も
「
吉

々
利
々
（
吉
吉
利
利
）」
と
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
を
見
る
と
、「
吉
々
利
々
」

が
本
来
の
曲
名
か
も
し
れ
な
い
。
歌
謡
の
歌
い
出
し
が
、
そ
の
曲
名
に
な

る
の
は
、
ご
く
一
般
的
な
こ
と
で
あ
る
。
た
だ
し
、
本
稿
で
は
、
新
編
日

本
古
典
文
学
全
集

『
神
楽
歌

催
馬
楽

梁
塵
秘
抄

閑
吟
集
』
（
以

42

下
、「
新
全
集
」（

三
）

）
、
日
本
古
典
文
学
大
系
３
『
古
代
歌
謡
集
』（
以
下
、

「
旧
大
系
」（

四
）

）
ほ
か
、
現
在
の
注
釈
書
の
通
行
に
倣
い
、
当
該
曲
を
「
明

星
」
と
呼
ぶ
こ
と
と
す
る
。

さ
て
、
御
神
楽
の
曲
を
、
神
を
御
神
楽
の
場
に
迎
え
、
そ
の
依
代
と
な

る
神
座
を
言
祝
ぐ
「
採
物
」
、
宴
遊
に
よ
っ
て
神
慮
を
な
ぐ
さ
め
る
「
前

張
」
、
神
を
御
神
楽
の
場
か
ら
返
し
、
そ
の
名
残
を
惜
し
む
「
朝
歌
」
の

三
つ
に
分
類
し
た
場
合

（
五
）

、
「
明
星
」
は
「
朝
歌
」
の
冒
頭
に
位
置
す
る

曲
で
あ
る
。
ま
た
、『
梁
塵
愚
案
鈔
』
、『
體
源
鈔
』
巻
十
ノ
上
所
収
の
「
北

院
御
室
御
撰
絲
管
抄
」
等
で
は
、
「
朝
歌
」
に
あ
た
る
「
明
星
」
の
曲
か

ら
終
曲
ま
で
を
「
星
」
の
歌
謡
群
と
し
て
い
る
。
と
く
に
、
『
梁
塵
愚
案

鈔
』
に
は
「
明
星
」
の
曲
の
注
釈
に
「
此
下
の
三
首
は
皆
星
の
曲
な
り
」

と
あ
り
、
「
星
」
の
歌
謡
群
が
も
と
も
と
は
「
明
星
」
、
「
得
銭
子
」
、
「
木

綿
作
」
の
三
曲
で
あ
っ
た
ら
し
い
こ
と
が
わ
か
る
。

次
に
新
全
集
か
ら
そ
の
詞
章
を
挙
げ
る
（
以
下
、
引
用
本
文
に
お
け
る

傍
線
・
波
線
や
ゴ
シ
ッ
ク
体
表
記
等
は
、
強
調
の
た
め
私
に
付
す
も
の
で

あ
る
）。

明
星

本

き
り
き
り

千
歳
栄

白
衆
等

聴
説
晨
朝

清
浄
偈

や

あ
か

ぼ
し
は

明
星
は

く
は
や

こ
こ
な
り
や

何
し
か
も

今
宵
の

月
の

た
だ
こ
こ
に
坐
す
や

た
だ
こ
こ
に

た
だ
こ
こ
に
坐
す
や

末

白
衆
等

聴
説
晨
朝

清
浄
偈

や

あ
か
ぼ
し
は

明
星
は

く

は
や

こ
こ
な
り
や

何
し
か
も

今
宵
の
月
の

た
だ
こ
こ
に
坐

す
や

た
だ
こ
こ
に

た
だ
こ
こ
に
坐
す
や

本

白
衆
等

聴
説
晨
朝

清
浄
偈

や

あ
か
ぼ
し
は

末

明
星
は

本

あ
か
ぼ
し
は

末

明
星
は

本

あ
か
ぼ
し
は

末

明
星
は

本

き
り
き
り

千
歳
栄

白
衆
等

聴
説
晨
朝

清
浄
偈

や

あ
か

ぼ
し
は

明
星
は

く
は
や

こ
こ
な
り
や

何
し
か
も

今
宵
の

月
の

た
だ
こ
こ
に
坐
す
や

た
だ
こ
こ
に

た
だ
こ
こ
に
坐
す
や

末

白
衆
等

聴
説
晨
朝

清
浄
偈

や

あ
か
ぼ
し
は

明
星
は

く

は
や

こ
こ
な
り
や

何
し
か
も

今
宵
の
月
の

た
だ
こ
こ
に
坐

す
や

た
だ
こ
こ
に

た
だ
こ
こ
に
坐
す
や

右
の
通
り
、
当
該
曲
は
本
歌
の
詞
章
を
繰
り
返
し
歌
う
も
の
で
あ
る
。

当
該
歌
に
つ
い
て
は
、
小
西
甚
一
が
『
梁
塵
秘
抄
口
伝
集
』
巻
十
四
に
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「
聴
説
・
朝
清
浄
偈

唱
時
に
や
を
つ
く
る
、
是
句
に
て
星
の
一
句
根
本

（

マ

マ

）

な
り
」
と
あ
る
の
を
紹
介
し
、
「
「
清
浄
偈
や
」
と
続
け
る
の
で
な
く
、
い

っ
た
ん
「
清
浄
偈
」
で
切
り
、
あ
ら
た
め
て
「
や
」
と
は
や
し
た
も
の
ら

し
い
」
と
述
べ
て
い
る

（
六
）

。
つ
ま
り
、
当
該
曲
の
詞
章
は
、
先
の
傍
線

部
「
き
り
き
り

千
歳
栄

白
衆
等

聴
説
晨
朝

清
浄
偈
」
と
波
線
部

「
あ
か
ぼ
し
は

明
星
は

く
は
や

こ
こ
な
り
や

何
し
か
も

今
宵

の
月
の

た
だ
こ
こ
に
坐
す
や

た
だ
こ
こ
に

た
だ
こ
こ
に
坐
す
や
」

に
大
き
く
別
れ
る
の
で
あ
る
。
本
稿
で
は
と
く
に
後
半
（
波
線
部
）
の
解

釈
に
焦
点
を
当
て
る
が
、
そ
れ
に
先
だ
っ
て
前
半
「
き
り
き
り

千
歳
栄

白
衆
等

聴
説
晨
朝

清
浄
偈
」
の
解
釈
か
ら
確
認
し
て
お
く
。

ま
ず
、
「
き
り
き
り
」
に
つ
い
て
は
、
本
来
「
吉
々
利
々
」
と
い
う
表

記
で
あ
る
。
こ
れ
は
各
本
異
同
が
な
い
。
こ
れ
を
「
吉
利
吉
利
」
と
訓
む

べ
き
で
あ
る
と
い
う
指
摘
は
賀
茂
真
淵
『
神
遊
考
』
に
よ
っ
て

初
に
な

さ
れ
、
以
後
、
「
き
り
き
り
」
と
訓
む
の
が
通
説
と
な
っ
て
い
る
。
意
味

に
つ
い
て
は
、
三
浦
佑
之
氏
が
「
め
で
た
い
」
と
い
う
意
味
の
漢
語
「
吉

利
」
が
漢
籍
に
見
ら
れ
る
こ
と
を
指
摘
し
、
「
「
吉
利
吉
利
」
は
、
寿
言
と

し
て
発
せ
ら
れ
る
祝
誦
句
で
あ
」
り
、
「
神
楽
歌
の
詞
句
と
な
っ
た
初
期

の
段
階
で
は
「
キ
ツ
リ
キ
ツ
リ
」
と
誦
さ
れ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
」
と
述

べ
て
い
る

（
七
）

。
ま
た
、
氏
は
、
「
吉
利
吉
利
」
は
「
千
歳
栄
」
と
合
わ
せ

て
独
立
句
的
性
格
を
持
ち
、
第
三
句
以
下
と
は
区
別
す
べ
き
こ
と
を
指
摘
、

「
め
で
た
い
め
で
た
い
、
千
年
の
お
栄
え
あ
れ
」
と
い
う
内
容
で
あ
る
と

解
釈
し
て
い
る

（
八
）

。

次
に
「
白
衆
等

聴
説
晨
朝

清
浄
偈
」
に
つ
い
て
は
、
法
華
懴
法
の

六
時
讃
の
晨
朝
偈
に
類
似
句
が
あ
る
こ
と
が
、
『
梁
塵
愚
案
鈔
』
か
ら
既

に
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
句
に
つ
い
て
三
浦
氏
は
、「
「
あ
か
ぼ
し

は
」
以
下
の
主
題
部
を
導
く
序
的
な
こ
と
ば
と
し
て
、
宮
中
で
し
ば
し
ば

耳
に
す
る
『
法
華
懴
法
』
か
ら
、
明
星
の
時
刻
を
示
す
「
晨
朝
（
寅
朝
）
」

と
い
う
語
を
も
っ
た
一
句
が
取
り
出
さ
れ
、
結
合
さ
れ
て
」
い
っ
た
と
述

べ
て
い
る

（
九
）

。
い
ず
れ
も
首
肯
で
き
る
説
で
あ
る
。

さ
て
、
以
上
を
確
認
し
た
う
え
で
、
詞
章
の
後
半
（
波
線
部
）
に
目
を

向
け
る
。
三
浦
氏
の
述
べ
る
よ
う
に
、
前
半
（
傍
線
部
）
の
漢
語
句
に
よ

っ
て
後
半
部
「
あ
か
ぼ
し
は

明
星
は

く
は
や

こ
こ
な
り
や

何
し

か
も

今
宵
の
月
の

た
だ
こ
こ
に
坐
す
や

た
だ
こ
こ
に

た
だ
こ
こ

に
坐
す
や
」
が
導
か
れ
る
の
だ
と
す
れ
ば
、
こ
の
箇
所
に
こ
そ
当
該
曲
の

中
心
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
は
、
当
該
曲
の
曲
名
が
歌
い
出
し
の

「
吉
々
利
々
」
だ
け
で
な
く
、
「
星
」
や
「
明
星
」
と
さ
れ
る
こ
と
が
あ

る
こ
と
か
ら
も
推
察
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
箇
所
の
解
釈
の
中
心
と
な

る
の
は
、
「
あ
か
ぼ
し
」
（
本
稿
で
は
現
行
の
通
釈
書
に
倣
い
、
「
あ
か
ほ

し
」
で
は
な
く
、
「
あ
か
ぼ
し
」
と
表
記
す
る
）
の
語
と
「
今
宵
の
月
」

の
語
の
指
す
も
の
、
そ
し
て
両
者
の
位
置
関
係
に
つ
い
て
で
あ
る
。

「
あ
か
ぼ
し
」
に
つ
い
て
は
、
『
倭
名
類
聚
抄
』
（
二
十
巻
本
）
に
「
兼

名
苑
云
歳
星
一
名
明
星
此
間
云

」
、『
類
聚
名
義
抄
』（
佛
中
四
十
四
ウ
）

阿
加

保
之

に
、
「
歳
星

」
と
あ
り
、
「
あ
か
ぼ
し
」
は
「
歳
星
」
す
な
わ
ち
「
木

ア
カ
ホ
シ

星
」
を
指
す
と
さ
れ
て
い
る
。
な
お
、『
類
聚
名
義
抄
』
に
は
、「
明
星

」

ア
カ
ホ
シ

（
佛
中
四
十
四
ウ
）
と
も
見
え
る
。
神
楽
歌
「
明
星
」
の
詞
章
で
は
「
あ

か
ぼ
し
は

明
星
は
」
と
重
ね
て
歌
わ
れ
て
お
り
、
こ
れ
ら
の
二
句
に
つ

い
て
『
梁
塵
愚
案
鈔
』
が
「
同
事
を
音
訓
重
ね
い
へ
り
」
と
指
摘
し
て
以

来
、「
あ
か
ぼ
し
」
＝
「
明
星
」
で
あ
る
と
理
解
さ
れ
て
き
た
。
こ
の
点
、

稿
者
も
異
論
は
な
い
。
先
述
の
通
り
、
当
該
曲
は
夜
通
し
歌
わ
れ
た
御
神

楽
の
終
演
部
「
朝
歌
」
に
属
し
て
お
り
、
本
来
は
夜
が
明
け
る
段
に
な
っ

て
歌
わ
れ
た
も
の
と
推
察
で
き
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
も
先
に
述
べ
た
通
り
、

こ
の
語
を
導
く
漢
語
句
に
は
、「
明
星
の
時
刻
を
示
す
「
晨
朝
（
寅
朝
）」
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と
い
う
語
」
が
含
ま
れ
て
い
る
。
以
上
か
ら
、
当
該
曲
に
お
け
る
「
あ
か

ぼ
し
」
は
、
明
け
の
明
星
で
あ
る
と
の
通
説
に
従
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
な

お
、
近
代
に
入
っ
て
か
ら
こ
の
「
明
け
の
明
星
」
を
金
星
に
限
定
す
る
説

が
ほ
と
ん
ど
だ
が

（
十
）

、
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
古
く
は
「
あ
か
ぼ
し
」

は
木
星
を
指
す
と
い
う
説
も
あ
る
。
あ
え
て
ど
の
天
体
か
を
限
定
す
る
必

要
は
な
く
、
広
く
明
け
方
の
空
に
輝
く
星
を
指
す
と
考
え
る
の
が
穏
当
で

あ
る
。

次
に
、
「
今
宵
の
月
」
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
当
該
語
句
の
解
釈
に
つ

い
て
は
、
新
全
集
脚
注
に
お
け
る
臼
田
甚
五
郎
の
考
察
が
詳
し
い
。
長
く

な
る
が
、
全
文
を
引
く
。

こ
の
歌
で
は
「
今
宵
の
月
」
の
あ
り
方
が
問
題
で
あ
る
。
『
梁
塵

愚
案
抄
』
は
「
今
宵
の
月
は
明
星
の
い
づ
る
時
は
有
明
の
月
の
事

な
り
」
と
し
て
、
明
け
の
明
星
と
有
明
の
月
と
が
一
つ
空
に
輝
い

て
い
る
興
趣
を
感
じ
て
い
る
。
『
神
楽
歌
入
文
』
は
そ
の
感
興
を

も
う
少
し
細
や
か
に
、
「
彼
の
明
星
の
出
で
て
夜
は
既
に
明
け
た

る
に
、
何
し
か
も
こ
よ
ひ
の
月
は
、
只
此
処
に
坐
す
や
と
、
月
の

在
る
処
を
指
し
て
こ
こ
と
は
云
ふ
な
り
」
と
述
べ
て
い
る
。
と
こ

ろ
が
、
『
梁
塵
後
抄
』
が
「
明
星
の
月
よ
り
け
に
照
り
か
か
や
く

を
ま
こ
と
の
月
に
や
と
う
た
が
ひ
て
、
何
し
に
今
夜
あ
る
べ
く
も

あ
ら
ぬ
月
の
こ
こ
に
い
ま
す
や
と
い
ふ
意
な
り
」
と
異
な
っ
た
見

解
を
出
し
た
。
明
星
が
月
の
よ
う
に
照
り
輝
く
と
す
る
こ
の
説
は
、

い
か
に
文
学
的
虚
構
あ
り
と
は
い
え
、
表
現
不
十
分
で
無
理
で
あ

る
。
「
只
神
楽
の
時
期
が
霜
月
の
中
頃
と
し
て
、
一
夜
照
り
渡
っ

た
月
が
西
の
山
の
端
に
光
り
納
め
る
頃
と
す
れ
ば
、
前
者
（
東
に

明
け
の
明
星
、
西
に
月
と
相
対
し
て
い
る
と
み
る
説
を
さ
す
）
で

よ
い
様
に
思
う
」
と
す
る
西
角
井
説

（
十
一
）

が
妥
当
な
見
解
で
あ
る

（
十
二
）

。

ま
た
、
小
西
甚
一
は
旧
大
系
の
頭
注
で
次
の
よ
う
に
述
べ
た
。

神
楽
は
、
夕
方
か
ら
始
ま
り
、
徹
夜
で
と
り
お
こ
な
っ
て
ゆ
き
、

こ
の
あ
た
り
か
ら
そ
ろ
そ
ろ
夜
が
あ
け
て
く
る
。
そ
こ
で
、
暁
に

縁
の
あ
る
歌
が
出
さ
れ
る
わ
け
で
あ
る
。
あ
け
の
明
星
が
空
に
輝

き
、
残
月
も
ま
だ
う
す
く
消
え
残
る
景
色
と
見
て
よ
い
。
後
抄
は
、

実
際
に
は
月
が
な
い
も
の
と
し
、
明
星
が
月
よ
り
も
あ
ざ
や
か
に

輝
く
の
を
、
月
か
し
ら
と
疑
っ
て
「
何
し
に
今
夜
あ
る
べ
く
も
あ

ら
ぬ
月
の
こ
こ
に
い
ま
す
や
」
と
う
た
っ
た
意
だ
と
す
る
。
こ
れ

は
、
神
楽
の
時
節
に
よ
り
、
ど
う
に
で
も
動
く
の
で
あ
っ
て
、
定

例
の
十
一
月
中
旬
な
ら
前
の
解
釈
が
あ
て
は
ま
る
し
、
月
末
な
ら

後
の
解
釈
が
適
当
で
あ
る
。
そ
の
「
場
」
に
よ
っ
て
解
釈
が
幾
様

に
も
な
る
の
は
、
歌
謡
の
特
性
で
あ
る

（
十
三
）

。

な
お
、
こ
こ
に
挙
げ
ら
れ
て
い
な
い
が
、『
體
源
抄
』
十
ノ
上
に
は
「
星

ニ
ハ
仰
テ
月
ヲ
ミ
ル
ヤ
ウ
ヲ
マ
フ
也
。
是
今
夜
ノ
月
モ
只
コ
ヽ
ニ
マ
シ
マ

ス
ト
イ
フ
詞
ヲ
作
ナ
リ
」
と
あ
る
。
賀
茂
真
淵
は
『
神
遊
考
』
に
お
い
て
、

「
暁
に
成
て
、
明
星
の
西
の
天
に
き
ら
め
く
に
、
月
も
同
じ
そ
ら
に
す
み

て
い
ま
す
を
、
い
か
で
月
星
の
か
く
同
じ
あ
た
り
に
照
ま
す
と
い
へ
り
。

か
く
見
ず
は
上
の
晨
朝
の
言
に
つ
ゞ
く
べ
か
ら
ず
」
と
述
べ
、
本
居
大

平
は
『
神
楽
歌
新
釈
』
の
中
で
、「
明
星
の
こ
ろ
な
れ
ば
有
明
の
月
に
て
、

た
ゞ
こ
ゝ
に
ま
す
と
は
、
月
は
暁
方
に
は
西
の
方
に
あ
る
を
見
な
れ
た
る

こ
ゝ
ろ
に
、
有
明
の
月
の
天
の

中
か
又
は
東
方
に
あ
る
を
ば
、
か
く
打
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思
ふ
が
ま
ゝ
に
い
へ
る
さ
ま
な
り
」
と
述
べ
て
い
る
。
い
ず
れ
も
御
神
楽

の
場
に
お
い
て
、
明
星
と
と
も
に
月
が
空
に
出
て
い
る
さ
ま
を
歌
っ
た
も

の
と
解
釈
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

近
代
に
入
っ
て
か
ら
も
、
「
明
星

早
い
で
た
る
に
何
故
に
月
は
天
上

に
の
こ
れ
る
か
と
似
合
は
し
か
ら
ぬ
こ
と
を
怪
み
し
詞
な
り
」
（
千
秋
季

隆
（
十
四
）

）
、
「
明
の
明
星
が
出
て
夜
は
已
に
明
け
放
た
れ
た
の
に
何
故
に
月

は
只
此
処
に
残
っ
て
ゐ
る
か
の
意
。
こ
ゝ
と
は
月
の
あ
る
処
を
さ
し
て
い

ふ
」
（
大
竹
貞
治

（
十
五
）

）
、
「
明
け
の
明
星
が
輝
い
て
い
る
の
に
、
ま
だ
月

が
出
て
い
る
こ
と
へ
の
注
意
」
（
池
田
弥
三
郎

（
十
六
）

）
と
、
こ
の
説
は
ぶ

れ
な
い
。

こ
の
よ
う
に
、
当
該
曲
の
「
今
宵
の
月
」
は
実
際
に
御
神
楽
の
場
に
出

て
い
る
有
明
の
月
を
指
し
、
当
該
曲
の
後
半
（
波
線
部
）
の
詞
章
は
空
に

明
け
の
明
星
と
月
が
出
て
い
る
さ
ま
を
歌
っ
て
い
る
と
す
る
の
が
通
説
で

あ
る
。
稿
者
も
こ
れ
に
異
論
は
な
い
。
こ
の
よ
う
に
空
に
月
と
星
が
出
て

い
る
さ
ま
を
歌
う
表
現
は
、
当
時
の
和
歌
に
も
散
見
さ
れ
る

（
十
七
）

。

以
上
の
説
を
ま
と
め
た
現
在
の
通
行
の
解
釈
と
し
て
、
新
全
集
に
よ
る

本
歌
の
解
釈
を
挙
げ
る
。

め
で
た
い
、
め
で
た
い
、
千
歳
に
わ
た
っ
て
栄
え
あ
れ
。
「
白
衆

等

聴
説
晨
朝

清
浄
偈
」
、
ヤ
、
夜
明
け
に
輝
く
明
星
は
、
明

星
は
、
こ
り
ゃ
、
も
う
こ
こ
に
出
て
い
る
よ
。
そ
れ
な
の
に
な
ん

だ
っ
て
ま
あ
、
今
宵
の
月
が
、
ち
ょ
っ
と
こ
こ
に
出
て
お
ら
れ
る

の
か
、
ち
ょ
っ
と
こ
こ
に
、
ち
ょ
っ
と
こ
こ
に
出
て
お
ら
れ
る
の

か
（
十
八
）

。

な
お
、
池
田
弥
三
郎
は
、
こ
の
よ
う
な
明
け
の
明
星
と
有
明
の
月
と
の

情
景
を
歌
う
理
由
を
、
「
暁
の
別
れ
に
対
す
る
名
残
惜
し
い
気
持
ち
を
示

し
て
い
る

（
十
九
）

」
と
解
釈
し
て
い
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
後
述
し
た
い
。

以
上
に
つ
い
て
、
新
全
集
や
大
系
等
、
現
在
の
注
釈
書
の
問
題
点
を
挙

げ
る
と
す
れ
ば
、
神
楽
歌
「
明
星
」
の
曲
の
題
名
は
本
来
「
吉
々
利
々
」

で
あ
ろ
う
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
の
言
及
が
な
い
点
、
ま
た
、
第
一
句
「
き

り
き
り
」
は
漢
語
で
あ
る
こ
と
か
ら
「
吉
々
利
々
」
と
表
記
す
べ
き
と
こ

ろ
を
「
き
り
き
り
」
と
ひ
ら
が
な
で
表
記
し
て
い
る
点
で
あ
る
。

三
、
神
楽
歌
「
明
星
」
を
題
材
と
す
る
和
歌
に
つ
い
て

さ
て
、
冒
頭
に
述
べ
た
よ
う
に
、
神
楽
歌
「
明
星
」
に
つ
い
て
は
、
同

歌
を
題
材
と
し
て
詠
ん
だ
和
歌
が
散
見
さ
れ
る

（
二
十
）

。

そ
こ
で
本
章
で
は
、
御
神
楽
が
成
立
し
た
平
安
期
の
和
歌
に
お
い
て
、

神
楽
歌
「
明
星
」
が
ど
の
よ
う
に
和
歌
に
詠
み
込
ま
れ
て
い
る
か
、
ま
た
、

当
時
の
歌
人
に
は
神
楽
歌
「
明
星
」
の
詞
章
が
い
か
に
解
釈
さ
れ
て
い
た

か
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
る
。

対
象
に
す
る
和
歌
は
、
私
に
下
限
を
『
新
古
今
和
歌
集
』
ま
で
と
し
た
。

神
楽
歌
「
明
星
」
・
「
吉
利
吉
利
」
・
「
星
」
の
題
や
詞
章
の
各
句
を
詠
み
込

む
例
の
ほ
か
、
御
神
楽
の
場
に
お
け
る
「
星
（
ほ
し
）
」
・
「
明
星
」
・
「
あ

か
ぼ
し
」
を
詠
ん
で
い
る
と
見
ら
れ
る
和
歌
を
広
く
検
索
し
、
こ
れ
ら
の

和
歌
の
歌
題
と
表
現
に
注
目
す
る
。

神
楽
歌
「
明
星
」
の
詞
章
を
詠
み
込
む
和
歌
の
例
は
時
代
が
下
る
た
め
、

ま
ず
は
「
星
（
ほ
し
）
」
・
「
明
星
」
・
「
あ
か
ぼ
し
」
の
語
を
詠
む
和
歌
か

ら
順
に
見
て
い
く
。
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三
―
一
、『
萬
葉
集
』
か
ら
平
安
中
期
頃
ま
で
の
和
歌
に
見
る

「
星
（
ほ
し
）」
・
「
明
星
」
・
「
あ
か
ぼ
し
」
の
語

『
新
古
今
和
歌
集
』
ま
で
の
和
歌
で
、「
星
（
ほ
し
）」
の
語
を
詠
む
も

の
は
延
べ
数
で
お
よ
そ
四
七
〇
首
に
及
ぶ

（
二
十
一
）

。
し
か
し
、
歌
題
と
し

て
は
六
帖
第
一
帖
天
部
、『
永
久
百
首
』
の
雑
三
十
首
、『
教
長
集
』
雑
歌
、

『
百
詠
和
歌
』
第
一
天
象
部
に
見
え
る
の
み
で
、
勅
撰
集
に
は
見
ら
れ
な

い
。
ま
た
、
新
古
今
集
ま
で
の
和
歌
で
、
「
明
星
」
・
「
あ
か
ぼ
し
」
の
語

を
詠
む
和
歌
は
、
二
十
三
首
（
重
複
歌
四
例
を
除
く
）
で
あ
る

（
二
十
二
）

。

さ
て
、
和
歌
に
お
け
る
「
明
星
」
の
語
の
初
出
は
次
の
萬
葉
歌
で
あ
る
。

九
〇
四

世
の
人
の

尊
び
願
ふ

七
種
の

宝
も
我
は

な
に
せ
む

に

我
が
中
の

生
ま
れ
出
で
た
る

白
玉
の

我
が
子
古

日
は

明
星
の

明
く
る
朝
は

し
き
た
へ
の

床
の
辺
去

ら
ず

立
て
れ
ど
も

居
れ
ど
も

共
に
戯
れ

夕
星
の

夕
に
な
れ
ば

い
ざ
寝
よ
と

手
を
携
は
り

父
母
も

う

へ
は
な
さ
が
り

さ
き
く
さ
の

中
に
を
寝
む
と

愛
し
く

し
が
語
ら
へ
ば

い
つ
し
か
も

人
と
な
り
出
で
て

悪

し
け
く
も

良
け
く
も
見
む
と

大
船
の

思
ひ
頼
む
に

思
は
ぬ
に

横
し
ま
風
の

に
ふ
ふ
か
に

覆
ひ
来
ぬ
れ
ば

せ
む
す
べ
の

た
ど
き
を
知
ら
に

白
た
へ
の

た
す
き

を
掛
け

ま
そ
鏡

手
に
取
り
持
ち
て

天
つ
神

仰
ぎ
乞

ひ
祷
み

国
つ
神

伏
し
て
額
つ
き

か
か
ら
ず
も

か
か

り
も

神
の
ま
に
ま
に

立
ち
あ
ざ
り

我
乞
ひ
祷
め
ど

し
ま
し
く
も

良
け
く
は
な
し
に

や
く
や
く
に

か
た
ち

つ
く
ほ
り

朝
な
朝
な

言
ふ
こ
と
止
み

た
ま
き
は
る

命
絶
え
ぬ
れ

立
ち
躍
り

足
す
り
叫
び

伏
し
仰
ぎ

胸

打
ち
嘆
き

手
に
持
て
る

我
が
子
飛
ば
し
つ

世
の
中
の

道（
萬
葉
集

巻
第
五

雑
歌

恋
二

男
子
名
古
日
一

歌

三

首

長
一
首

短
二
首
）

当
該
歌
で
は
「
明
星
の
」
の
句
が
「
明
く
る
朝
は
」
を
導
く
こ
と
か
ら
、

「
明
星
」
は
「
あ
か
ぼ
し
」
と
訓
む
可
能
性
が
高
い
。
だ
が
、
原
表
記
は

「
明
星
之
」
で
あ
り
、
確
か
な
こ
と
は
い
え
な
い
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
当

該
歌
は
御
神
楽
と
は
関
連
し
な
い
。

「
あ
か
ぼ
し
」
の
例
は
、
平
安
中
期
の
六
帖
ま
で
下
る
。

三
七
五

月
影
に
は
が
く
れ
に
け
り
あ
か
ほ
し
の
あ
か
ぬ
心
に
出
で
て

く
や
し
く

（
古
今
和
歌
六
帖

第
一
帖

天
部

ほ
し
）

当
該
歌
の
「
あ
か
ぼ
し
」
の
語
に
つ
い
て
は
、
神
楽
歌
に
典
拠
が
あ
る

と
す
る
近
藤
み
ゆ
き
氏
の
指
摘
が
あ
る

（
二
十
三
）

。
六
帖
の
成
立
時
期
は
『
後

撰
和
歌
集
』
以
後
、
『
拾
遺
和
歌
集
』
ま
で
と
目
さ
れ

（
二
十
四
）

、
内
侍
所
御

神
楽
が
成
立
し
た
時
期
と
一
部
重
な
っ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
当
時
、

神
楽
歌
「
明
星
」
の
曲
を
典
拠
と
す
る
和
歌
が
詠
ま
れ
、
六
帖
に
採
取
さ

れ
た
可
能
性
は
否
定
で
き
な
い
。
し
か
し
、
歌
題
や
内
容
、
表
現
か
ら
は
、

当
該
歌
が
御
神
楽
に
関
連
す
る
和
歌
で
あ
る
と
の
確
証
は
得
ら
れ
な
い
た

め
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
保
留
し
た
い
。
後
述
す
る
が
、
神
楽
歌
の
譜
本

や
有
職
書
、
日
記
の
記
録
等
に
「
明
星
」
の
曲
名
が
記
さ
れ
、
和
歌
の
題

材
と
し
て
同
曲
が
盛
ん
に
詠
ま
れ
る
よ
う
に
な
る
の
は
、
六
帖
成
立
か
ら

百
年
近
く
後
の
こ
と
で
あ
る
。
当
該
歌
の
「
あ
か
ぼ
し
」
の
語
が
神
楽
歌
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「
明
星
」
に
よ
る
も
の
だ
と
す
れ
ば
、
当
該
歌
は
神
楽
歌
「
明
星
」
を
典

拠
に
詠
ま
れ
た
和
歌
と
し
て
飛
び
抜
け
て
早
い
例
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

な
お
、
こ
れ
以
降
も
『
賀
茂
保
憲
女
集
』
（
正
暦
四
年
（
九
九
三
）
頃

か
）
に
一
首

（
二
十
五
）

、
『
為
忠
家
初
度
百
首
』
（
長
承
三
年
（
一
一
三
四
）

末
頃
成
立
）
で
は
「
暁
更
照
射
」
の
題
で
二
首

（
二
十
六
）

、
『
為
忠
家
後
度
百

首
』（
保
延
元
年
（
一
一
三
五
）
頃
）
で
は
「
暁
郭
公
」
の
題
で
一
首

（
二
十
七
）

、

「
あ
か
ぼ
し
」
の
語
が
詠
ま
れ
て
い
る
が
、
そ
の
後
は
御
神
楽
に
関
連
す

る
和
歌
に
集
中
的
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。

三
―
二

神
楽
歌
「
明
星
」
を
題
材
に
詠
ま
れ
た
和
歌

さ
て
、
御
神
楽
の
場
に
お
け
る
「
星
（
ほ
し
）
」
・
「
明
星
」
・
「
あ
か
ぼ

し
」
を
詠
ん
だ
和
歌
は
、
『
堀
河
百
首
』
に
収
め
ら
れ
て
い
る
次
の
歌
が

初
例
で
あ
る
。

一
〇
四
二

暁
の
ほ
し
さ
へ
さ
え
ぬ
榊
ば
の
霜
う
ち
は
ら
ふ
袖
の
か
ざ
ふ

り

（
堀
河
百
首

冬
十
五
首

神
楽

大
江
匡
房
）

当
該
歌
に
は
「
あ
か
ほ
し
」
の
語
は
な
い
が
、
「
神
楽
」
の
題
で
詠
ま

れ
て
い
る
こ
と
、
御
神
楽
の
場
の
「
暁
の
ほ
し
」
を
詠
ん
で
い
る
こ
と
、

さ
ら
に
「
暁
の
ほ
し
」
と
い
う
表
現
か
ら
こ
の
「
ほ
し
」
が
明
星
を
指
し

て
い
る
と
い
え
る
こ
と
等
を
合
わ
せ
る
と
、
詠
作
の
背
景
に
は
神
楽
歌
「
明

星
」
が
意
識
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
『
堀
河
百
首
』
は
長
治
二
、
三
年

（
一
一
〇
五
、
六
）
頃
の
詠
進
な
の
で
、
神
楽
歌
「
明
星
」
が
題
材
に
和

歌
が
詠
ま
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
院
政
期
に
入
っ
て
か
ら
と
い
う
こ

と
に
な
る
。

次
に
、
こ
の
後
、
新
古
今
集
ま
で
に
見
ら
れ
る
、
神
楽
歌
「
明
星
」
の

詞
章
を
典
拠
と
す
る
和
歌
や
、
御
神
楽
の
場
に
お
け
る
「
星
（
ほ
し
）」
・

「
明
星
」
・
「
あ
か
ぼ
し
」
を
詠
ん
だ
和
歌
等
、
神
楽
歌
「
明
星
」
を
題
材

に
詠
ま
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
和
歌
を
、
歌
集
の
成
立
年
代
順
に
列
挙
す
る

（
二
十
八
）

。
五
二
二

い
づ
る
よ
り
く
ま
な
き
そ
ら
に
む
か
ひ
ゐ
て
こ
よ
ひ
の
月
と

ほ
し
う
た
ふ
な
り

（
為
忠
家
初
度
百
首

冬

月
前
神
楽

藤
原
為
忠
）

八
一

や
み
の
う
ち
に
に
き
て
を
か
け
し
神
あ
そ
び
あ
か
ほ
し
よ
り

や
明
け
は
じ
め
け
ん

（
久
安
百
首

神
祇

崇
徳
院
）

二
二

あ
か
ほ
し
の
あ
か
で
出
で
に
し
あ
か
つ
き
は
こ
よ
ひ
の
月
に

お
も
ひ
い
で
ず
や

（
実
国
集

八
月
の
中
の
十
日
に
神
楽
を
し
侍
り
て
い
と
な

ご
り
お
ほ
か
り
し
に
、
な
が
月
の
十
日
あ
ま
り
に
か
く
な

ん
申
し
お
こ
せ
た
り
し

隆
信
朝
臣
）

二
三

た
だ
こ
こ
に
た
だ
爰
に
と
ぞ
お
も
ひ
し
に
出
で
し
八
月
の
か

ひ
も
な
か
り
き

（
実
国
集

返
し
）

六
三

さ
よ
ふ
か
き
に
は
び
の
か
げ
の
く
ま
な
き
は
ま
ち
と
る
ほ
し

の
ひ
か
り
な
る
べ
し

（
寂
連
無
題
百
首
）

一
五
二
三

め
づ
ら
し
な
あ
さ
く
ら
山
の
雲
井
よ
り
し
た
ひ
出
で
た
る
あ
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か
ほ
し
の
か
げ（

山
家
集

下

雑

神
祇
十
首
神
楽
二
首
）

二
六
五

神
代
よ
り
な
が
く
雲
井
に
ま
す
か
が
み
光
を
か
は
す
あ
か
ほ

し
の
こ
ゑ

（
文
治
六
年
女
御
入
内
和
歌

入
内
屏
風
和
歌

十
二
月

神
楽

九
条
兼
実
）

二
六
八

雲
の
う
へ
に
神
も
こ
こ
ろ
や
晴
れ
ぬ
ら
ん
月
さ
ゆ
る
夜
の
あ

か
ほ
し
の
こ
ゑ

（
文
治
六
年
女
御
入
内
和
歌

入
内
屏
風
和
歌

十
二
月

神
楽

藤
原
良
経
）

二
六
九

こ
ゑ
さ
ゆ
る
星
に
ひ
か
り
や
ま
さ
る
ら
ん
も
も
し
き
て
ら
す

や
た
の
か
が
み
は

（
文
治
六
年
女
御
入
内
和
歌

入
内
屏
風
和
歌

十
二
月

神
楽

藤
原
季
経
）

二
七
〇

ま
す
か
が
み
ひ
か
り
を
そ
ふ
る
雲
の
う
へ
に
ほ
し
さ
え
わ
た

る
こ
ゑ
き
こ
ゆ
な
り

（
文
治
六
年
女
御
入
内
和
歌

入
内
屏
風
和
歌

十
二
月

神
楽

藤
原
隆
信
）

二
七
一

そ
ら
さ
え
て
ま
た
霜
さ
ゆ
る
明
が
た
に
あ
か
ほ
し
う
た
ふ
雲

の
う
へ
人

（
文
治
六
年
女
御
入
内
和
歌

入
内
屏
風
和
歌

十
二
月

神
楽

藤
原
定
家
）

六
一
五

君
が
た
め
玉
ぐ
し
の
は
を
と
り
か
ざ
し
星
さ
ゆ
る
ま
で
う
た

ひ
明
さ
ん

（
林
葉
和
歌
集

第
四

冬
歌

神
楽

歌
林
苑

）

二
六
八

身
に
し
む
は
庭
火
の
影
も
さ
え
の
ぼ
る
し
も
夜
の
ほ
し
の
明

が
た
の
空

（
正
治
初
度
百
首

上

冬

式
子
内
親
王
）

三
七
〇

あ
か
ほ
し
の
か
げ
見
え
そ
む
る
山
の
は
に
月
の
名
残
を
し
ば

し
み
る
か
な

（
正
治
後
度
百
首

暁

源
具
親
）

三
八
九

影
は
れ
し
昔
も
か
く
と
み
ゆ
る
か
な
雲
ゐ
の
月
に
あ
か
星
の

こ
ゑ

（
正
治
後
度
百
首

公
事

源
具
親
）

五
九
五

明
け
そ
め
し
あ
ま
の
い
は
と
の
昔
よ
り
雲
ゐ
に
絶
え
ぬ
あ
か

ほ
し
の
こ
ゑ

（
正
治
後
度
百
首

公
事

藤
原
家
長
）

九
九
二

あ
か
ほ
し
の
雲
ゐ
に
す
め
る
こ
ゑ
に
て
ぞ
あ
ま
の
と
あ
け
し

昔
を
ば
し
る

（
正
治
後
度
百
首

く
う
じ

越
前
）

二
六
三

聞
く
人
の
心
も
そ
ら
に
寒
え
に
け
り
ほ
し
う
た
ふ
な
る
雪
の

明
ぼ
の

（
石
清
水
若
宮
歌
合
（
正
治
二
年
）
雪

卅
三
番

左

讃
岐
）

一
九
八
六

そ
の
か
み
や
あ
ま
の
い
は
と
の
あ
け
し
よ
も
お
も
ひ
し
ら
る

る
あ
か
ほ
し
の
こ
ゑ
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（
千
五
百
番
歌
合

冬
三

九
百
九
十
四
番

左

藤
原
公
継
）

一
九
九
〇

そ
の
か
み
の
い
は
と
も
か
く
や
あ
か
ほ
し
の
あ
け
ゆ
く
そ
ら

に
鳥
う
た
ふ
な
り

（
千
五
百
番
歌
合

冬
三

九
百
九
十
六
番

左

藤
原
季
能
）

二
〇
六
四

あ
ま
の
と
の
あ
け
や
し
ぬ
ら
ん
う
ば
た
ま
の
ふ
け
ゆ
く
そ
ら

に
あ
か
ほ
し
の
こ
ゑ

（
千
五
百
番
歌
合

冬
三

千
三
十
三
番

左

藤
原
良
平
）

八
二
六

こ
こ
に
み
る
月
に
は
猶
や
ま
さ
る
ら
ん
あ
か
ほ
し
さ
ゆ
る
明

方
の
空

（
元
久
元
年
版
隆
信
朝
臣
集

雑
一

な
い
し
所
の
み
か
ぐ

ら
の
ひ
や
う
し
と
り
て
、
暁
か
へ
り
た
り
し
に
、
た
ん
ご

の
ご
が
も
と
よ
り
）

八
二
七

あ
か
ほ
し
に
こ
よ
ひ
の
月
の
影
そ
へ
て
心
も
は
る
る
あ
け
が

た
の
空

（
元
久
元
年
版
隆
信
朝
臣
集

雑
一

か
へ
し
）

八
三
〇

く
も
り
な
く
雲
の
よ
そ
に
も
き
き
し
か
な
す
み
の
ぼ
り
け
る

あ
か
ほ
し
の
こ
ゑ

（
元
久
元
年
版
隆
信
朝
臣
集

雑
一

按
察
入
道
資
賢
の
も

と
よ
り
、
よ
べ
の
み
か
ぐ
ら
あ
や
ま
り
な
く
つ
と
め
と
ほ

し
給
へ
る
よ
し
、
つ
た
へ
う
け
給
ふ
な
ん
、
い
と
い
と
よ

ろ
こ
び
申
し
て
）

八
三
一

つ
た
へ
き
く
君
な
か
り
せ
ば
雲
の
上
に
す
む
か
ひ
あ
ら
じ
あ

か
星
の
こ
ゑ（

元
久
元
年
版
隆
信
朝
臣
集

雑
一

か
へ
し
）

次
に
こ
れ
ら
の
二
十
六
首
に
つ
い
て
、
歌
題
と
表
現
の
点
か
ら
詳
細
に

見
て
い
く
こ
と
と
す
る
。

三
―
三
、
神
楽
歌
「
明
星
」
を
題
材
と
す
る

和
歌
の
歌
題
に
つ
い
て

ま
ず
、
神
楽
歌
「
明
星
」
を
題
材
と
す
る
和
歌
二
十
六
首
の
歌
題
に
つ

い
て
触
れ
て
お
き
た
い
。

神
楽
歌
「
明
星
」
を
題
材
と
す
る
和
歌
の
歌
題
は
、
「
神
楽
」
が
八
首

（
「
月
前
神
楽
」
を
含
め
る
な
ら
九
首
）
と

も
多
い
。
ま
た
、
題
で
は

な
い
が
、『
実
国
集
』
や
元
久
元
年
（
一
二
〇
四
）
版
『
隆
信
朝
臣
集
』（
自

撰
。
以
下
、
「
隆
信
集
」
と
表
記
す
る
際
は
こ
の
本
を
指
す
）
の
隆
信
歌

と
そ
の
「
返
し
」
に
つ
い
て
も
、
詞
書
に
「
神
楽
を
し
侍
り
て
」
（
『
実
国

集
』
二
二
、
二
三
番
歌
）
、「
な
い
し
所
の
み
か
ぐ
ら
の
ひ
や
う
し
と
り
て
」

（
隆
信
集
八
二
六
、
八
二
七
番
歌
）
、「
よ
べ
の
み
か
ぐ
ら
あ
や
ま
り
な
く

つ
と
め
と
ほ
し
給
へ
る
」（
隆
信
集
八
三
〇
、
八
三
一
番
歌
）
等
と
あ
り
、

や
は
り
神
楽
に
関
連
し
て
詠
ま
れ
て
い
る
和
歌
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

神
楽
歌
「
明
星
」
を
題
材
と
す
る
和
歌
の
題
で
、
「
神
楽
」
に
次
い
で

多
い
の
は
、
七
首
を
数
え
る
「
冬
」
で
あ
る
（
「
神
楽
」
と
の
重
複
三
首
）
。

こ
れ
は
、
践
祚
大
嘗
祭
の
清
暑
堂
の
御
神
楽
（
十
一
月
）
や
賀
茂
臨
時
祭

の
還
立
御
神
楽
（
十
一
月
下
旬
～
十
二
月
上
旬
）
、
内
侍
所
御
神
楽
（
十

二
月
中
旬
）
等
、
宮
廷
御
神
楽
の
中
心
に
な
る
御
神
楽
を
は
じ
め
、
多
く

の
神
楽
が
冬
に
行
わ
れ
た
た
め
と
考
え
ら
れ
る
。
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ま
た
、
『
久
安
百
首
』
の
八
一
番
歌
の
題
「
神
祇
」
も
当
該
歌
が
神
楽

を
詠
ん
で
い
る
こ
と
を
示
唆
し
て
お
り
、
同
様
に
『
正
治
後
度
百
首
』
の

三
八
九
、
五
九
五
、
九
九
二
番
歌
の
題
「
公
事
（
く
う
じ
）
」
も
、
こ
れ

ら
が
宮
中
行
事
と
し
て
の
御
神
楽
を
詠
ん
で
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

そ
も
そ
も
神
楽
歌
を
題
材
と
す
る
和
歌
を
検
討
の
対
象
に
し
て
い
る
の
だ

か
ら
、
そ
れ
に
関
連
し
た
歌
題
や
詞
書
が
多
い
の
は
当
然
だ
ろ
う
。

一
方
、
『
石
清
水
若
宮
歌
合
』
（
正
治
二
年
（
一
二
〇
〇
）
）
の
二
六
三

番
歌
、二

六
三

聞
く
人
の
心
も
そ
ら
に
寒
え
に
け
り
ほ
し
う
た
ふ
な
る
雪
の

明
ぼ
の

（
石
清
水
若
宮
歌
合
（
正
治
二
年
）
雪

卅
三
番

左

讃
岐
）

は
、
「
雪
」
の
題
で
詠
ま
れ
て
い
る
点
で
例
外
的
で
あ
る
。

当
該
歌
は
「
ほ
し
う
た
ふ
」
、
「
明
ぼ
の
」
等
の
語
か
ら
「
明
星
」
の
曲

を
題
材
に
し
て
い
る
こ
と
は
あ
き
ら
か
で
あ
る
。
ま
た
、
「
石
清
水
若
宮

歌
合
」
と
い
う
詠
作
の
場
か
ら
も
、
「
雪
の
明
ぼ
の
」
と
は
お
そ
ら
く
神

楽
の
行
わ
れ
た
明
朝
の
「
明
ぼ
の
」
を
指
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
と
想
像
さ

れ
る
。
だ
が
、
こ
の
歌
合
の
判
者
で
あ
っ
た
源
通
親
は
、
当
該
歌
に
つ
い

て
、
判
詞
で
「
左
、
ほ
し
う
た
ふ
な
る
と
侍
る
や
、
神
楽
の
歌
め
か
し
く

き
こ
ゆ
ら
ん
」
と
難
じ
て
い
る
。「
明
星
」
の
曲
を
典
拠
に
詠
む
歌
は
「
神

楽
」
の
題
に
こ
そ
ふ
さ
わ
し
く
、
「
雪
」
と
い
う
題
か
ら
は
外
れ
て
い
る

と
い
う
当
時
の
歌
人
た
ち
の
認
識
が
見
て
取
れ
る
。

同
様
の
例
と
し
て
次
の
よ
う
な
和
歌
も
挙
げ
ら
れ
る
。

三
七
〇

あ
か
ほ
し
の
か
げ
見
え
そ
む
る
山
の
は
に
月
の
名
残
を
し
ば

し
み
る
か
な

（
正
治
後
度
百
首

暁

源
具
親
）

当
該
歌
も
、「
暁
」
と
い
う
題
で
は
あ
る
も
の
の
、「
あ
か
ほ
し
」
や
「
月
」

の
語
、
同
じ
明
け
方
の
空
に
明
星
と
月
が
出
て
い
る
と
い
う
表
現
や
、
夜

の
名
残
を
惜
し
む
表
現
等
に
、
神
楽
歌
「
明
星
」
の
詞
章
の
影
響
が
う
か

が
え
る
。
だ
が
、
当
該
歌
の
中
に
御
神
楽
の
場
と
直
接
関
連
す
る
語
や
表

現
は
見
ら
れ
な
い
。
当
該
歌
も
お
そ
ら
く
は
御
神
楽
の
明
く
る
朝
の
「
暁
」

を
詠
ん
だ
歌
で
あ
ろ
う
と
い
う
解
釈
は
、
想
像
の
域
を
出
な
い
。

こ
の
よ
う
に
、
「
神
楽
」
や
「
冬
」
、
「
神
祇
」
や
「
公
事
」
と
い
っ
た

神
楽
に
関
連
す
る
歌
題
以
外
で
、
神
楽
歌
「
明
星
」
を
典
拠
と
す
る
和
歌

が
詠
ま
れ
る
例
が
わ
ず
か
な
が
ら
も
見
ら
れ
る
。
こ
れ
は
、
神
楽
歌
「
明

星
」
を
典
拠
と
す
る
和
歌
に
用
い
ら
れ
た
語
や
表
現
が
、
和
歌
表
現
と
し

て
定
着
し
つ
つ
あ
っ
た
た
め
と
も
考
え
ら
れ
る
。
一
方
で
、
こ
れ
ら
は
厳

密
に
は
、
神
楽
歌
「
明
星
」
を
題
材
に
し
て
い
る
と
は
い
え
な
い
か
も
し

れ
な
い
。
ま
た
、
新
古
今
集
以
後
も
、
神
楽
歌
「
明
星
」
を
題
材
と
す
る

和
歌
の
歌
題
は
、
神
楽
に
関
連
す
る
も
の
が
多
い
。

さ
て
、
歌
題
の
点
で
特
に
注
目
さ
れ
る
の
は
、
『
文
治
六
年
女
御
入
内

和
歌
』
（
一
一
九
〇
年
成
立
）
の
「
入
内
屏
風
和
歌
」
（
以
下
、
「
入
内
屏

風
和
歌
」
）
に
お
い
て
、
月
次
屏
風
に
描
か
れ
た
神
楽
の
絵
に
あ
て
て
、「
十

二
月
」
の
「
神
楽
」
題
で
五
首
が
詠
ま
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る

（
二
十
九
）

。

入
内
屏
風
和
歌
の
い
う
「
十
二
月
」
の
「
神
楽
」
と
は
、
す
な
わ
ち
十
二

月
中
旬
に
行
わ
れ
た
内
侍
所
御
神
楽
で
あ
る
。
実
際
、
同
歌
集
の
二
六
八

番
歌
は
、
良
経
の
私
家
集
『
秋
篠
月
清
集
』
祝
部
「
女
御
入
内
月
次
御
屏

風
の
中
」
に
、
第
十
二
帖
「
内
侍
所
御
神
楽
」
の
題
で
収
め
ら
れ
て
い
る

（
一
三
七
二
番
歌
）
。
ま
た
同
様
に
、
二
七
一
番
歌
は
、
定
家
の
私
家
集

『
拾
遺
愚
草
』
中
巻
「
女
御
入
内
屏
風
歌
」
に
、
「
十
二
月
」
の
「
内
侍
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所
御
神
楽
儀
式
」
の
題
で
収
め
ら
れ
て
い
る
（
一
九
一
二
番
歌
）
。
神
楽

歌
「
明
星
」
を
題
材
と
す
る
和
歌
で
、
こ
の
よ
う
に
特
定
の
御
神
楽
を
指

す
歌
題
は
、
内
侍
所
御
神
楽
の
ほ
か
に
管
見
に
入
っ
て
い
な
い
。

以
上
、
神
楽
歌
「
明
星
」
を
題
材
に
す
る
和
歌
の
歌
題
か
ら
は
、
次
の

よ
う
な
点
が
指
摘
さ
れ
る
。

①
神
楽
歌
「
明
星
」
を
題
材
と
す
る
和
歌
の
歌
題
は
「
神
楽
」
が
八

首
と

も
多
く
、
次
い
で
「
冬
」
の
七
首
で
あ
る
。
「
冬
」
の
題

で
こ
れ
ら
の
和
歌
が
詠
ま
れ
る
の
は
、
宮
廷
御
神
楽
の
中
心
に
な

る
御
神
楽
を
は
じ
め
、
多
く
の
神
楽
が
冬
に
行
わ
れ
た
た
め
だ
と

考
え
ら
れ
る
。

②
ま
た
、
神
楽
歌
「
明
星
」
を
題
材
と
す
る
和
歌
に
は
、
と
く
に
内

侍
所
御
神
楽
で
の
同
曲
を
詠
ん
で
い
る
も
の
が
見
ら
れ
る
。
神
楽

歌
「
明
星
」
を
題
材
と
す
る
和
歌
で
、
こ
の
よ
う
に
特
定
の
御
神

楽
を
指
す
歌
題
は
、
内
侍
所
御
神
楽
以
外
見
ら
れ
な
い
。

三
―
四
、
神
楽
歌
「
明
星
」
を
題
材
と
す
る

和
歌
の
表
現
に
つ
い
て

次
に
、
こ
れ
ら
の
和
歌
の
表
現
に
目
を
向
け
る
。

神
楽
歌
「
明
星
」
を
題
材
と
す
る
和
歌
二
十
五
首
の
う
ち
、
八
首
に
「
明

星
の
声
」
と
い
う
表
現
が
見
ら
れ
る
。
ま
た
、
「
声
」
、
「
う
た
ふ
」
と
い

う
語
を
含
む
例
は
十
六
首
に
上
り
、
こ
れ
ら
の
歌
唱
に
関
す
る
語
を
詠
み

こ
む
こ
と
が
、
神
楽
歌
「
明
星
」
を
題
材
と
す
る
和
歌
の
典
型
的
な
表
現

の
一
つ
で
あ
る
と
い
え
る
。

ま
た
、「
影
は
れ
し
昔
も
か
く
と
（
『
正
治
後
度
百
首
』
三
八
九
番
歌
）
」
、

「
明
け
そ
め
し
あ
ま
の
い
は
と
の
昔
よ
り
（
同
五
九
五
番
歌
）
」
、
「
あ
ま

の
と
あ
け
し
昔
を
ば
し
る
（
同
九
九
二
番
歌
）
」
、
「
そ
の
か
み
や
あ
ま
の

い
は
と
の
あ
け
し
よ
も
お
も
ひ
し
ら
る
る
（
『
千
五
百
番
歌
合
』
一
九
八

六
番
歌
）」
、「
そ
の
か
み
の
い
は
と
も
か
く
や
（
同
一
九
九
〇
番
歌
）」
、「
あ

ま
の
と
の
あ
け
や
し
ぬ
ら
ん
（
同
二
〇
六
四
番
歌
）
」
の
よ
う
に
、
天
の

岩
戸
伝
説
を
引
く
例
も
ま
と
ま
っ
て
見
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
の
和
歌
の
成
立

と
ほ
ぼ
同
時
代
、
『
梁
塵
秘
抄
口
伝
集
』
第
一
に
「
か
ぐ
ら
は
天
照
お
ほ

ん
神
の
、
天
の
岩
戸
を
ゝ
し
開
か
せ
た
ま
ひ
け
る
代
に
始
ま
り
」
と
記
さ

れ
た
よ
う
に
、
当
時
天
の
岩
戸
の
前
で
の
ア
マ
ノ
ウ
ズ
メ
の
舞
は
神
楽
の

起
源
と
考
え
ら
れ
て
い
た
。
そ
の
結
果
が
天
照
大
神
の
出
現
、
す
な
わ
ち

太
陽
の
復
活
で
あ
る
こ
と
と
、
和
歌
の
題
材
と
な
っ
て
い
る
神
楽
歌
「
明

星
」
が
、
夜
通
し
行
わ
れ
た
御
神
楽
の
終
盤
、
明
け
方
の
太
陽
が
出
る
前

頃
に
歌
わ
れ
た
こ
と
等
が
関
係
し
て
、
こ
の
よ
う
な
表
現
が
定
着
し
た
と

考
え
ら
れ
る
。

さ
て
、
表
現
の
面
に
お
い
て
も
っ
と
も
注
目
し
た
い
の
は
、
こ
れ
ら
の

二
十
五
首
の
中
に
神
楽
歌
「
明
星
」
の
詞
章
に
直
接
典
拠
を
持
つ
こ
と
ば

を
詠
む
も
の
が
あ
る
こ
と
で
あ
る
。

『
為
忠
家
初
度
百
首
』
の
藤
原
為
忠
の
歌
、

五
二
二

い
づ
る
よ
り
く
ま
な
き
そ
ら
に
む
か
ひ
ゐ
て
こ
よ
ひ
の
月
と

ほ
し
う
た
ふ
な
り

（
冬

月
前
神
楽

藤
原
為
忠
）

で
は
、
「
ほ
し
」
の
曲
の
詞
章
と
し
て
「
こ
よ
ひ
の
月
」
の
語
が
直
接
引

用
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
が
神
楽
歌
「
明
星
」
の
詞
章
「
何
し
か
も

今
宵

の
月
の

た
だ
こ
こ
に
坐
す
や
」
の
「
今
宵
の
月
」
で
あ
る
こ
と
は
言
う

ま
で
も
な
い
。

ま
た
、
藤
原
隆
信
と
そ
の
周
辺
に
も
、
神
楽
歌
「
明
星
」
の
詞
章
を
典
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拠
と
す
る
和
歌
が
見
ら
れ
る
。
『
実
国
集
』
二
二
、
二
三
番
歌
も
含
め
、

こ
こ
で
は
詞
書
が

も
詳
細
な
隆
信
集
か
ら
引
用
す
る
。

大
納
言
実
国
左
衛
門
督
と
申
し
し
時
、
い
ざ
な
は

れ
し
か
ば
、
白
河
な
る
所
に
て
、
か
ぐ
ら
う
た
ひ

あ
そ
び
し
程
に
、
暁
が
た
に
、
ほ
し
に
な
り
て
、

こ
よ
ひ
の
月
は
た
だ
こ
こ
に
ま
す
な
ど
う
た
ひ
し

程
に
、
お
も
し
ろ
か
り
し
な
ご
り
、
あ
か
ず
お
ぼ

え
て
帰
り
に
し
の
ち
、
ふ
つ
か
三
日
有
り
て
、
月

あ
か
か
り
し
夜
申
し
お
く
り
し

七
九
〇

あ
か
ほ
し
の
あ
か
で
出
で
に
し
暁
は
こ
よ
ひ
の
月
に
思
ひ
い

で
ず
やか

へ
し

七
九
一

た
だ
こ
こ
に
た
だ
こ
こ
に
と
こ
そ
思
ひ
し
を
出
で
し
は
月
の

か
ひ
も
な
か
り
き

な
い
し
所
の
み
か
ぐ
ら
の
ひ
や
う
し
と
り
て
、
暁

か
へ
り
た
り
し
に
、
た
ん
ご
の
ご
が
も
と
よ
り

八
二
六

こ
こ
に
み
る
月
に
は
猶
や
ま
さ
る
ら
ん
あ
か
ほ
し
さ
ゆ
る
明

方
の
空か

へ
し

八
二
七

あ
か
ほ
し
に
こ
よ
ひ
の
月
の
影
そ
へ
て
心
も
は
る
る
あ
け
が

た
の
空

（
元
久
元
年
版
隆
信
集

雑
一
）

右
の
隆
信
（
七
九
〇
番
歌
）
と
実
国
（
七
九
一
番
歌
）
は
『
実
国
集
』

二
二
、
二
三
番
歌
と
同
歌
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
贈
答
歌
に
関
し
て
は
、
詞

書
か
ら
「
ほ
し
」
の
曲
に
な
っ
て
、「
こ
よ
ひ
の
月
は
た
だ
こ
こ
に
ま
す
」

な
ど
と
歌
っ
た
後
、
そ
れ
を
思
い
返
し
て
の
や
り
と
り
で
あ
る
こ
と
が
わ

か
る
。
ま
た
、
八
二
七
番
歌
も
や
は
り
、
「
な
い
し
所
の
み
か
ぐ
ら
の
ひ

や
う
し
」
を
取
っ
た
明
朝
の
贈
答
歌
で
あ
る
こ
と
が
詞
書
か
ら
う
か
が
え

る
。
こ
れ
ら
の
和
歌
に
見
ら
れ
る
「
こ
よ
ひ
の
月
」
や
「
た
だ
こ
こ
に
た

だ
こ
こ
に
」
の
語
は
、
神
楽
歌
「
明
星
」
の
詞
章
の
「
何
し
か
も

今
宵

の
月
の

た
だ
こ
こ
に
坐
す
や

た
だ
こ
こ
に

た
だ
こ
こ
に
坐
す
や
」

か
ら
引
か
れ
て
い
る
の
が
あ
き
ら
か
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
、
八
二
七
番
歌

の
「
月
」
も
、
当
然
同
詞
章
の
「
今
宵
の
月
」
を
念
頭
に
お
い
て
詠
ま
れ

た
も
の
だ
ろ
う
。
こ
れ
は
入
内
屏
風
和
歌
二
六
八
番
歌
、
『
正
治
後
度
百

首
』
の
三
七
〇
、
三
八
九
番
歌
の
「
月
」
ま
で
広
げ
て
考
え
る
こ
と
が
で

き
る
。

ま
た
、
入
内
屏
風
和
歌
の
次
の
三
首
に
詠
ま
れ
た
「
ま
す
か
が
み
」
、「
や

た
の
か
が
み
」
の
語
に
つ
い
て
も
同
様
の
こ
と
が
い
え
る
。

二
六
五

神
代
よ
り
な
が
く
雲
井
に
ま
す
か
が
み
光
を
か
は
す
あ
か
ほ

し
の
こ
ゑ

（
文
治
六
年
女
御
入
内
和
歌

入
内
屏
風
和
歌

十
二
月

神
楽

九
条
兼
実
）

二
六
九

こ
ゑ
さ
ゆ
る
星
に
ひ
か
り
や
ま
さ
る
ら
ん
も
も
し
き
て
ら
す

や
た
の
か
が
み
は

（
文
治
六
年
女
御
入
内
和
歌

入
内
屏
風
和
歌

十
二
月

神
楽

藤
原
季
経
）

二
七
〇

ま
す
か
が
み
ひ
か
り
を
そ
ふ
る
雲
の
う
へ
に
ほ
し
さ
え
わ
た
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る
こ
ゑ
き
こ
ゆ
な
り

（
文
治
六
年
女
御
入
内
和
歌

入
内
屏
風
和
歌

十
二
月

神
楽

藤
原
隆
信
）

和
歌
に
お
い
て
、
月
を
「
ま
す
か
が
み
（
ま
そ
か
が
み
・
ま
す
み
の
か

が
み
）
」
の
語
で
表
す
例
は
萬
葉
集
の
時
代
か
ら
見
ら
れ
、
一
般
的
な
表

現
と
い
え
る
。
し
か
し
、
「
や
た
の
か
が
み
」
の
語
は
、
和
歌
で
は
こ
れ

が
初
出
で
あ
り
、
こ
の
後
、
江
戸
時
代
ま
で
の
作
例
を
含
め
て
も
四
例
（
重

出
例
を
除
く
）
し
か
見
ら
れ
な
い
。
歌
語
と
し
て
は
奇
観
の
語
で
あ
る
。

さ
ら
に
「
や
た
の
か
が
み
」
の
語
で
月
を
表
す
例
は
、
当
該
歌
を
除
く
と

『
宝
治
百
首
』
宝
治
二
年
（
三
四
八
）
の
一
首
の
み
で
あ
る

（
三
十
）

。
ま
た
、

星
と
天
体
の
月
を
一
首
に
詠
む
和
歌
は
新
古
今
集
ま
で
で
四
十
二
首
（
重

出
例
を
除
く
）
あ
り
、
そ
の
う
ち
十
首
が
神
楽
歌
「
明
星
」
を
題
材
と
す

る
和
歌
で
あ
る
が
、
月
を
「
月
（
つ
き
）
」
以
外
の
語
で
表
現
す
る
の
は
、

三
十
八
首
中
入
内
屏
風
和
歌
の
二
六
五
、
二
六
九
、
二
七
〇
番
歌
の
み
で

あ
る
。

で
は
、
兼
実
、
季
経
、
隆
信
の
三
人
が
、
神
楽
歌
「
明
星
」
を
題
材
と

す
る
和
歌
の
中
で
、
月
を
表
す
語
と
し
て
「
ま
す
か
が
み
」
、
「
や
た
の
か

が
み
」
の
語
を
用
い
た
の
は
な
ぜ
か
。「
ま
す
か
が
み
」
は
と
も
か
く
、「
や

た
の
か
が
み
」
と
い
う
、
歌
語
と
し
て
は
奇
観
の
語
を
あ
え
て
用
い
た
季

経
に
は
、
何
ら
か
の
意
図
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

こ
こ
で
は
、
こ
れ
ら
の
和
歌
が
「
十
二
月
」
の
「
神
楽
」
、
す
な
わ
ち

内
侍
所
御
神
楽
を
詠
ん
だ
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
同
神
楽
の
祭
祀
の
対

象
に
注
目
し
た
い
。
『
江
家
次
第
』
の
「
内
侍
所
御
神
楽
事
」
の
条
の
冒

頭
に
は
、
内
侍
所
御
神
楽
の
起
源
に
つ
い
て
次
の
よ
う
な
記
述
が
あ
る
。

内
侍
所
者
神
鏡
也
、
元
与
二

主
上
一

御
二

同
殿
一

、
故
院
被
レ

仰
云
、
帝

王
冠
巾
子
左
右
有
レ

穴
、
是
内
侍
所
御
二

同
殿
一

之
時
、
主
上
夜
不
能

二

放
レ

冠
給
一

、
御
眠
之
時
御
冠
屢
落
、
仍
以
二

挿
頭
華
一

、
自
二

巾
子
穴

一

通
二

御
髻
一

也
、
垂
仁
天
皇
世
始
御
二

別
殿
一

、
故
院
被
レ

仰
云
、
内
侍

所
神
鏡
、
昔
飛
上
欲
レ

上
レ

天
、
女

官

懸
二

唐
衣
一

奉
二

引
留
一

、
依

白
河
院
（
傍
書
イ
ナ
シ
）

二

此
縁
一

女
官
所
レ

奉
二

守
護
一

也
、
天
徳
焼
亡
、
飛
出
著
二

南
殿
前
桜
一

、

小
野
宮
大
臣
称
レ

警
、
神
鏡
下
入
二

其
袖
一

、
寛
弘
焼
亡
始
焼
給
、
雖

レ

陰
円
規
不
レ

闕
、
諸
道
進
二

勘
文
一

、
被
レ

立
二

伊
勢
公
卿
○
使
一

、〈
行

勅
イ

成
、
〉
宸
筆
宣
命
始
二

於
此
一

、
長
久
焼
亡
消
失
、
件
夜
以

少
納
言
経

二

信

為

使
奉

出
、
女
官
誤
先
出

太
刀

、
次
欲

出

神
鏡

之
処
、

一

レ

レ

二

一

レ

二

一

火
已
盛
不

可

救
、
後
朝
灰
有

光
、
集

之
入

唐
櫃

、
自

一
條

レ

レ

レ

レ

二

一

二

院
御
時

始
一

内
侍
所
御
神
楽
の
祭
祀
の
対
象
は
、
内
侍
所
に
祀
ら
れ
て
い
た
「
神
鏡
」

す
な
わ
ち
三
種
の
神
器
の
一
つ
、
八
咫
鏡
な
の
で
あ
る
。
兼
実
、
季
経
、

隆
信
の
三
人
が
、
月
を
表
す
の
に
「
ま
す
か
が
み
」
、
「
や
た
の
か
が
み
」

と
い
う
語
を
用
い
た
の
は
こ
の
た
め
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
『
江
家
次
第
』

の
成
立
か
ら
『
文
治
六
年
女
御
入
内
和
歌
』
ま
で
は
お
よ
そ
八
十
年
の
開

き
が
あ
る
が
、
『
平
家
物
語
』
や
『
太
平
記
』
、
『
日
葡
辞
書
』
と
い
っ
た

中
世
の
書
に
も
「
内
侍
所
（
な
い
し
ど
こ
ろ
）
」
の
語
で
八
咫
鏡
を
指
す

記
述
が
見
ら
れ
る
の
で

（
三
十
一
）

、
文
治
六
年
時
点
で
も
同
様
の
理
解
が
あ

っ
た
と
見
て
よ
い
だ
ろ
う
。

さ
て
、
神
楽
歌
「
明
星
」
を
題
材
に
詠
ま
れ
た
和
歌
の
「
ほ
し
」
「
あ

か
ぼ
し
」
は
、
空
に
輝
く
天
体
と
し
て
の
明
け
の
明
星
を
指
す
も
の
、
神

楽
歌
「
明
星
」
の
曲
あ
る
い
は
「
星
」
の
歌
謡
群
を
指
す
も
の
、
そ
し
て
、

両
者
を
指
す
も
の
が
あ
る
。
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こ
れ
に
対
し
て
、
月
は
と
い
う
と
、
隆
信
集
八
二
七
番
歌
や
入
内
屏
風

和
歌
の
二
六
五
、
二
六
八
、
二
六
九
、
二
七
〇
番
歌
、
正
治
後
度
百
首
の

三
七
〇
番
歌
等
か
ら
、
こ
れ
ら
に
詠
ま
れ
た
月
は
い
ず
れ
も
御
神
楽
の
場

の
空
に
出
て
い
る
月
を
指
し
て
い
る
と
い
え
る
。
ま
た
、
「
月
と
明
星
と

が
光
を
交
わ
す
（
隆
信
集
八
二
七
番
歌
・
入
内
和
歌
二
六
五
番
歌
）」
、「
月

の
光
は
星
よ
り
も
明
る
い
だ
ろ
う
か
（
入
内
和
歌
二
六
九
番
歌
）
」
と
い

っ
た
表
現
か
ら
は
、
月
と
明
星
は
同
じ
空
に
出
て
い
る
も
の
と
解
釈
で
き

る
。
つ
ま
り
、
こ
れ
ら
の
和
歌
を
詠
ん
だ
歌
人
た
ち
は
、
神
楽
歌
「
明
星
」

の
詞
章
に
あ
る
「
今
宵
の
月
」
は
御
神
楽
の
夜
、
明
け
方
の
空
に
見
ら
れ

る
月
で
あ
り
、
神
楽
歌
「
明
星
」
の
「
あ
か
ぼ
し
は

明
星
は

く
は
や

こ
こ
な
り
や

何
し
か
も

今
宵
の
月
の

た
だ
こ
こ
に
坐
す
や

た

だ
こ
こ
に

た
だ
こ
こ
に
坐
す
や
」
は
、
月
と
明
星
と
が
明
け
方
の
空
に

同
時
に
出
て
い
る
さ
ま
を
歌
っ
て
い
る
と
解
釈
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。
こ
の
よ
う
な
同
時
代
の
歌
人
た
ち
の
解
釈
は
、
先
学
の
神
楽
歌
「
明

星
」
解
釈
の
通
説
を
裏
付
け
る
証
左
に
な
る
だ
ろ
う
。

ま
た
、
隆
信
集
七
九
〇
、
七
九
一
番
歌
の
詞
書
に
は
、
「
暁
が
た
に
、

ほ
し
に
な
り
て
、こ
よ
ひ
の
月
は
た
だ
こ
こ
に
ま
す
な
ど
う
た
ひ
し
程
に
、

お
も
し
ろ
か
り
し
な
ご
り
、
あ
か
ず
お
ぼ
え
て
帰
り
に
し
の
ち
」
と
、
朝

歌
の
「
明
星
」
を
歌
い
な
が
ら
も
夜
通
し
の
神
楽
の
名
残
を
惜
し
む
心
情

が
明
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
続
く
隆
信
集
の
隆
信
歌
（
七
九
〇
番
歌
）

は
、
「
ま
だ
（
御
神
楽
に
）
飽
き
足
ら
な
い
う
ち
に
「
明
星
」
の
歌
に
な

り
、
空
に
明
星
が
出
て
し
ま
っ
た
あ
の
日
の
明
け
方
が
、
御
神
楽
の
詞
章

の
「
今
宵
の
月
は
」
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
今
夜
の
月
に
思
い
出
さ
れ
ま

せ
ん
か
」
と
い
う
内
容
で
、
こ
れ
に
対
す
る
実
国
の
返
歌
（
七
九
一
番
歌
）

は
、
「
（
御
神
楽
の
歌
詞
の
よ
う
に
、
今
宵
の
）
月
が
「
た
だ
こ
こ
に
、
た

だ
こ
こ
に
」
と
歌
い
、
月
が
「
た
だ
こ
こ
に
、
た
だ
こ
こ
に
」
（
ま
だ
出

て
い
ま
す
か
ら
夜
は
明
け
な
い
は
ず
だ
）
思
っ
て
い
た
の
に
、
（
「
明
星
」

の
歌
に
な
り
、
空
に
明
星
が
）
出
て
し
ま
っ
た
の
は
、
ど
う
し
よ
う
も
な

く
、
つ
ま
ら
な
い
こ
と
で
し
た
よ
」
と
解
釈
で
き
る
。
こ
れ
ら
の
贈
答
歌

か
ら
も
、
や
は
り
神
楽
の
名
残
を
惜
し
む
心
情
が
読
み
取
れ
る
。

神
楽
歌
「
明
星
」
の
詞
章
は
、
新
全
集
の
訳
に
よ
る
と
「
夜
明
け
に
輝

く
明
星
は
、
明
星
は
、
こ
り
ゃ
、
も
う
こ
こ
に
出
て
い
る
よ
。
そ
れ
な
の

に
な
ん
だ
っ
て
ま
あ
、
今
宵
の
月
が
、
ち
ょ
っ
と
こ
こ
に
出
て
お
ら
れ
る

の
か
、
ち
ょ
っ
と
こ
こ
に
、
ち
ょ
っ
と
こ
こ
に
出
て
お
ら
れ
る
の
か

（
三
十
二
）

」

と
い
う
意
味
で
、
朝
に
な
っ
て
も
消
え
残
る
月
の
存
在
を
疑
問
視
し
て
い

る
よ
う
に
も
見
え
る
。
し
か
し
、
そ
こ
に
込
め
ら
れ
て
い
る
の
は
む
し
ろ

池
田
弥
三
郎
が
指
摘
す
る
よ
う
に

（
三
十
三
）

、
空
に
月
が
残
っ
て
い
る
の
だ

か
ら
ま
だ
夜
は
明
け
な
い
、
御
神
楽
も
ま
だ
終
わ
ら
な
い
の
だ
と
い
う
、

御
神
楽
の
名
残
を
惜
し
む
気
持
ち
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
、
隆
信
集
七
九

〇
、
七
九
一
番
歌
か
ら
確
認
で
き
る
。

以
上
、
神
楽
歌
「
明
星
」
を
題
材
に
す
る
和
歌
の
表
現
に
つ
い
て
検
討

し
た
。
次
に
確
認
と
指
摘
を
ま
と
め
る
。

①
神
楽
歌
「
明
星
」
を
題
材
に
す
る
和
歌
の
定
型
表
現
と
し
て
、「
声
」

や
「
う
た
ふ
」
と
い
っ
た
歌
唱
に
関
す
る
語
を
詠
み
こ
む
こ
と
、

ま
た
、
御
神
楽
の
起
源
と
さ
れ
た
天
の
岩
戸
伝
説
を
引
く
こ
と
が

指
摘
で
き
る
。

②
ま
た
、
神
楽
歌
「
明
星
」
を
題
材
に
す
る
和
歌
に
は
、
「
今
宵
の

月
」
や
「
た
だ
こ
こ
に
」
等
、
神
楽
歌
「
明
星
」
の
詞
章
か
ら
直

接
こ
と
ば
を
引
く
例
が
あ
る
。
ま
た
、「
月
」
や
、「
ま
す
か
が
み
」
、

「
や
た
の
か
が
み
」
と
い
っ
た
月
を
表
す
語
も
、
神
楽
歌
「
明
星
」

の
詞
章
の
「
今
宵
の
月
」
を
指
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

③
さ
ら
に
、
『
文
治
六
年
女
御
入
内
和
歌
』
の
入
内
屏
風
和
歌
に
お
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い
て
、
兼
実
、
季
経
、
隆
信
の
三
歌
人
が
、
内
侍
所
御
神
楽
に
つ

い
て
詠
ん
だ
和
歌
で
、
月
を
表
す
の
に
「
ま
す
か
が
み
」
、
「
や
た

の
か
が
み
」
の
語
を
用
い
た
背
景
に
は
、
内
侍
所
御
神
楽
の
祭
祀

の
対
象
が
八
咫
鏡
で
あ
る
と
い
う
理
解
が
あ
っ
た
た
め
と
考
え
ら

れ
る
。

④
隆
信
集
所
収
歌
や
女
御
入
内
和
歌
所
収
歌
等
か
ら
、
当
時
の
歌
人

は
、
神
楽
歌
「
明
星
」
は
月
と
明
星
と
が
明
け
方
の
空
に
同
時
に

出
て
い
る
さ
ま
を
歌
っ
て
い
る
と
解
釈
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か

る
。
ま
た
、
隆
信
集
七
九
〇
、
七
九
一
番
歌
や
そ
の
詞
書
か
ら
は
、

神
楽
歌
「
明
星
」
の
詞
章
に
は
御
神
楽
の
名
残
を
惜
し
む
気
持
ち

が
込
め
ら
れ
て
い
る
と
い
う
当
時
の
解
釈
が
読
み
取
れ
る
。

三
―
五
、
ま
と
め

以
上
、
神
楽
歌
「
明
星
」
を
題
材
に
す
る
和
歌
に
つ
い
て
、
歌
題
と
表

現
の
両
面
か
ら
考
察
し
た
。

ま
ず
、
神
楽
歌
「
明
星
」
を
題
材
と
す
る
和
歌
の
歌
題
は
「
神
楽
」
、

次
い
で
「
冬
」
が
多
い
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
「
冬
」
の
題
で
こ
れ
ら
の
和

歌
が
詠
ま
れ
る
の
は
、
宮
廷
御
神
楽
の
中
心
に
な
る
践
祚
大
嘗
祭
の
清
暑

堂
御
神
楽
や
賀
茂
臨
時
祭
の
還
立
の
御
神
楽
、
内
侍
所
御
神
楽
等
の
御
神

楽
を
は
じ
め
、
多
く
の
神
楽
が
冬
に
行
わ
れ
た
た
め
と
考
え
ら
れ
る
。
ま

た
、
こ
れ
ら
の
和
歌
の
中
に
は
、
と
く
に
内
侍
所
御
神
楽
で
の
同
曲
を
詠

ん
で
い
る
例
が
複
数
見
ら
れ
る
こ
と
、
こ
の
よ
う
に
特
定
の
御
神
楽
を
指

す
題
は
内
侍
所
御
神
楽
以
外
に
見
ら
れ
な
い
こ
と
を
指
摘
し
た
。

周
知
の
通
り
、冬
に
行
わ
れ
る
神
楽
は
内
侍
所
御
神
楽
だ
け
で
は
な
い
。

そ
の
た
め
、
「
冬
」
の
題
で
神
楽
歌
「
明
星
」
を
題
材
と
す
る
和
歌
が
詠

ま
れ
て
い
て
も
、
即
そ
れ
が
内
侍
所
御
神
楽
の
同
曲
を
指
し
て
い
る
と
は

言
い
き
れ
な
い
。

し
か
し
、
『
江
家
次
第
』
で
は
、
「
明
星
」
を
含
む
「
星
」
の
歌
群
は
、

二
種
類
記
さ
れ
た
内
侍
所
御
神
楽
の
次
第
の
一
方
に
の
み
そ
の
名
が
見

え
、
践
祚
大
嘗
祭
の
清
暑
堂
御
神
楽
や
賀
茂
臨
時
祭
の
還
立
の
御
神
楽
、

石
清
水
八
幡
宮
の
社
頭
の
御
神
楽
等
の
条
に
は
見
ら
れ
な
い
こ
と
が
、
土

橋
寛
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
て
い
る

（
三
十
四
）

。
さ
ら
に
、
『
中
右
記
』
に
は
、

内
侍
所
御
神
楽
で
の
「
星
」
に
つ
い
て
次
の
よ
う
な
記
述
が
あ
る
。

晩
頭
参
内
、
今
夕
内
侍
所
御
神
楽
也
、
（
中
略
）
人
長
右
近
衛
府
生

秦
兼
方
有
指
仰
、
令
歌
星
、
于
時
天
晴
月
明
、
歌
笛
之
声
自
感
歎
者

也

（
嘉
保
二
年
十
二
月
八
日
）

今
夕
有
内
侍
所
御
神
楽
、
（
中
略
）
取
物
前
張
之
後
有
仰
歌
星
、
誠

以
幽
妙
也
、
毎
歌
被
立
人
長
、
舞
体
尤
絶
妙
也

（
承
徳
二
年
十
二
月
二
日
）

こ
の
よ
う
な
特
定
の
曲
に
対
す
る
賛
美
は
、
他
の
御
神
楽
や
、
内
侍
所

御
神
楽
の
他
の
曲
に
つ
い
て
は
管
見
に
入
っ
て
い
な
い

（
三
十
五
）

。

こ
れ
ら
の
資
料
や
、
同
時
代
の
神
楽
歌
「
明
星
」
を
題
材
に
詠
ま
れ
た

和
歌
の
中
に
と
く
に
内
侍
所
御
神
楽
で
の
同
曲
を
詠
ん
で
い
る
例
が
複
数

見
ら
れ
る
こ
と
、
こ
の
よ
う
に
特
定
の
御
神
楽
を
指
す
題
は
内
侍
所
御
神

楽
以
外
に
見
ら
れ
な
い
こ
と
等
を
考
え
合
わ
せ
る
と
、
平
安
後
期
か
ら
末

期
に
か
け
て
、
貴
族
の
間
で
は
、
「
明
星
」
の
曲
は
内
侍
所
御
神
楽
と
関

係
の
深
い
曲
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
た
可
能
性
が
う
か
が
え
る
。
「
冬
」

の
題
の
下
で
詠
ま
れ
た
神
楽
歌
「
明
星
」
を
題
材
と
す
る
和
歌
も
、
あ
る
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い
は
内
侍
所
御
神
楽
の
同
曲
を
題
材
に
詠
ん
だ
も
の
か
も
し
れ
な
い
。
た

だ
し
、
一
方
で
、
こ
の
時
代
、
宮
廷
の
神
楽
と
い
え
ば
ま
ず
内
侍
所
御
神

楽
で
あ
っ
た
こ
と
も
確
か
で
あ
る
。
よ
っ
て
、
こ
れ
ら
の
可
能
性
に
つ
い

て
は
憶
測
の
域
を
出
な
い
。

ま
た
、
神
楽
歌
「
明
星
」
を
題
材
と
す
る
和
歌
の
表
現
面
か
ら
は
、
こ

れ
ら
の
和
歌
の
定
型
表
現
の
一
つ
と
し
て
、
「
声
」
や
「
う
た
ふ
」
と
い

っ
た
歌
唱
に
関
す
る
語
を
詠
む
こ
と
や
、
天
の
岩
戸
伝
説
を
引
く
こ
と
が

確
認
で
き
た
。
さ
ら
に
、
神
楽
歌
「
明
星
」
を
題
材
に
す
る
和
歌
に
は
、

「
今
宵
の
月
」
や
「
た
だ
こ
こ
に
」
等
、
神
楽
歌
の
詞
章
か
ら
直
接
こ
と

ば
を
引
く
例
が
あ
る
こ
と
、
「
月
」
や
、
「
ま
す
か
が
み
」
、
「
や
た
の
か
が

み
」
と
い
っ
た
月
を
表
す
語
も
、
神
楽
歌
「
明
星
」
の
詞
章
の
「
今
宵
の

月
」
を
指
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。
特
に
『
文
治
六

年
女
御
入
内
和
歌
』
の
入
内
屏
風
和
歌
に
お
い
て
、
兼
実
、
季
経
、
隆
信

の
三
歌
人
が
、
内
侍
所
御
神
楽
に
つ
い
て
詠
ん
だ
和
歌
で
、
月
を
表
す
の

に
「
ま
す
か
が
み
」
、
「
や
た
の
か
が
み
」
の
語
を
用
い
た
背
景
に
は
、
内

侍
所
御
神
楽
の
祭
祀
の
対
象
が
八
咫
鏡
で
あ
る
と
い
う
理
解
が
あ
っ
た
た

め
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
こ
か
ら
想
像
を
逞
し
く
す
る
な
ら
ば
、
彼
ら
は
神
楽
歌
「
明
星
」
で

歌
わ
れ
る
「
今
宵
の
月
」
の
語
に
、
天
体
の
月
の
み
な
ら
ず
、
祭
祀
の
対

象
で
あ
る
八
咫
鏡
を
見
て
い
た
か
も
し
れ
な
い
。
た
だ
し
、
こ
れ
ら
は
あ

く
ま
で
も
神
楽
歌
「
明
星
」
を
題
材
に
詠
ま
れ
た
和
歌
に
つ
い
て
の
考
察

か
ら
得
ら
れ
た
推
論
で
あ
り
、
即
神
楽
歌
「
明
星
」
の
詞
章
の
理
解
や
解

釈
に
適
用
す
る
の
は
拙
速
で
あ
る
。
ま
た
、
神
楽
歌
「
明
星
」
を
題
材
と

す
る
曲
で
も
、
月
を
「
ま
す
か
が
み
」
、
「
や
た
の
か
が
み
」
と
表
現
す
る

和
歌
は
『
文
治
六
年
女
御
入
内
和
歌
』
の
「
入
内
屏
風
和
歌
」
に
し
か
見

ら
れ
ず
、
こ
の
よ
う
な
解
釈
は
、
た
と
え
あ
っ
た
と
し
て
も
ご
く
限
ら
れ

た
範
囲
に
と
ど
ま
っ
て
い
た
可
能
性
が
あ
る
。
し
か
し
、
一
方
で
、
こ
の

よ
う
な
解
釈
が
平
安
末
期
の
歌
人
の
間
に
あ
っ
た
可
能
性
を
見
過
ご
し
て

も
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
少
な
く
と
も
、
入
内
屏
風
和
歌
で
、
「
ま
す
か
が

み
」
、
「
や
た
の
か
が
み
」
の
語
を
詠
み
こ
ん
だ
三
歌
人
は
、
内
侍
所
御
神

楽
で
歌
わ
れ
る
神
楽
歌
「
明
星
」
で
歌
わ
れ
る
「
今
宵
の
月
」
に
、
御
神

楽
の
祭
祀
の
対
象
で
あ
る
八
咫
鏡
を
重
ね
合
わ
せ
て
い
た
の
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
。

こ
れ
ら
に
加
え
、
隆
信
集
所
収
歌
や
女
御
入
内
和
歌
所
収
歌
等
か
ら
は
、

当
時
の
歌
人
に
は
、
神
楽
歌
「
明
星
」
は
、
月
と
明
星
と
が
明
け
方
の
空

に
同
時
に
出
て
い
る
さ
ま
を
歌
っ
て
い
る
と
解
釈
さ
れ
て
い
た
こ
と
、
神

楽
歌
「
明
星
」
の
詞
章
に
は
御
神
楽
の
名
残
を
惜
し
む
気
持
ち
が
込
め
ら

れ
て
い
る
と
理
解
さ
れ
て
い
た
こ
と
等
を
指
摘
し
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
現

在
の
神
楽
歌
「
明
星
」
の
解
釈
の
通
説
が
、
当
時
の
歌
人
た
ち
の
解
釈
か

ら
大
き
く
か
け
離
れ
た
も
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
が
確
認
さ
れ
て
い

る
。

四
、
お
わ
り
に

以
上
、
神
楽
歌
「
明
星
」
の
曲
の
解
釈
を
確
認
し
、
同
曲
を
題
材
と
し

て
詠
ま
れ
た
平
安
期
か
ら
新
古
今
集
ま
で
の
和
歌
か
ら
、
当
時
の
歌
人
た

ち
に
同
曲
が
ど
の
よ
う
に
解
釈
さ
れ
て
い
た
か
、
そ
し
て
、
同
曲
の
詞
章

の
解
釈
と
し
て
何
が
指
摘
で
き
る
か
に
つ
い
て
考
察
し
た
。

御
神
楽
が
成
立
し
、
盛
ん
に
行
わ
れ
た
平
安
時
代
、
新
古
今
集
ま
で
に
、

神
楽
歌
「
明
星
」
を
題
材
と
し
て
二
十
六
首
の
和
歌
が
詠
ま
れ
た
。
平
安

時
代
に
詠
ま
れ
た
和
歌
の
総
数
を
考
え
れ
ば
わ
ず
か
な
数
だ
が
、
和
歌
に

題
材
と
し
て
詠
ま
れ
る
歌
謡
の
数
は
多
く
は
な
い
。
神
楽
歌
に
限
定
す
れ
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ば
数
え
る
ほ
ど
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
二
十
六
首
に
は
当
時
の
人
々
の
同
曲

に
寄
せ
る
興
味
が
う
か
が
え
る
と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
な
ら
ば
、
こ
れ

ら
の
和
歌
を
解
釈
す
る
こ
と
で
、
そ
こ
か
ら
当
時
の
歌
人
た
ち
の
同
曲
へ

の
解
釈
を
読
み
取
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
。

本
稿
で
は
特
に
「
明
星
は

く
は
や

こ
こ
な
り
や

何
し
か
も

今

宵
の
月
は

た
だ
こ
こ
に
坐
す
や
」
の
箇
所
の
解
釈
に
つ
い
て
詳
細
に
論

じ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
こ
の
中
で
、
「
今
宵
の
月
」
は
実
際
に
御
神
楽
の

場
に
出
て
い
る
有
明
の
月
を
指
し
、
当
該
歌
の
詞
章
は
空
に
明
け
の
明
星

と
月
が
出
て
い
る
さ
ま
を
歌
っ
て
い
る
と
す
る
現
在
の
通
説
は
、
平
安
後

期
か
ら
末
期
の
歌
人
の
解
釈
に
も
通
じ
る
こ
と
が
確
認
で
き
た
。
さ
ら
に
、

平
安
末
期
の
歌
集
『
隆
信
朝
臣
集
』
の
和
歌
と
詞
書
か
ら
は
、
神
楽
歌
「
明

星
」
の
詞
章
は
「
暁
の
別
れ
に
対
す
る
名
残
惜
し
い
気
持
ち
を
示
し
て
い

る
（
三
十
六
）

」
と
い
う
池
田
弥
三
郎
の
説
と
同
様
の
解
釈
が
確
認
さ
れ
た
。

本
稿
で
の
考
察
は
、
こ
れ
ら
の
通
説
に
対
す
る
一
つ
の
証
左
を
示
し
得
た

と
い
え
る
。

さ
ら
に
、
「
明
星
」
を
題
材
と
す
る
和
歌
の
歌
題
に
つ
い
て
の
検
討
か

ら
は
、
平
安
後
期
か
ら
末
期
に
か
け
て
、
あ
る
範
囲
の
貴
族
の
間
で
、「
明

星
」
の
曲
は
内
侍
所
御
神
楽
と
関
係
の
深
い
曲
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
た

可
能
性
を
指
摘
し
た
。

ま
た
、
神
楽
歌
「
明
星
」
を
題
材
に
す
る
和
歌
の
表
現
面
に
つ
い
て
は
、

こ
れ
ら
の
和
歌
に
は
「
今
宵
の
月
」
や
「
た
だ
こ
こ
に
」
等
、
題
材
と
な

っ
た
神
楽
歌
「
明
星
」
の
詞
章
か
ら
こ
と
ば
を
引
く
例
が
あ
る
こ
と
、「
月
」

や
、
「
ま
す
か
が
み
」
、
「
や
た
の
か
が
み
」
と
い
っ
た
月
を
表
す
語
も
、

神
楽
歌
「
明
星
」
の
詞
章
の
「
今
宵
の
月
」
を
指
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ

る
こ
と
、
さ
ら
に
、『
文
治
六
年
女
御
入
内
和
歌
』
の
「
入
内
屏
風
和
歌
」

に
お
け
る
内
侍
所
御
神
楽
を
詠
ん
だ
和
歌
に
見
ら
れ
る
、
月
を
「
ま
す
か

が
み
」
や
「
や
た
の
か
が
み
」
の
語
で
表
現
す
る
背
景
に
は
、
同
神
楽
の

祭
祀
の
対
象
が
八
咫
鏡
で
あ
る
と
い
う
共
通
理
解
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ

る
こ
と
等
を
指
摘
し
た
。

ま
た
、
入
内
屏
風
和
歌
に
お
け
る
内
侍
所
御
神
楽
を
詠
ん
だ
和
歌
で
、

月
を
表
す
語
と
し
て
「
ま
す
か
が
み
」
、
「
や
た
の
か
が
み
」
の
語
を
用
い

た
兼
実
、
季
経
、
隆
信
の
三
歌
人
は
、
内
侍
所
御
神
楽
で
歌
わ
れ
る
神
楽

歌
「
明
星
」
の
詞
章
の
「
今
宵
の
月
」
に
、
御
神
楽
の
祭
祀
の
対
象
で
あ

る
八
咫
鏡
を
重
ね
合
わ
せ
て
い
た
可
能
性
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。
だ

が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
推
測
の
域
を
出
な
い
。
ま
た
、
こ
れ
は
あ
く
ま
で

も
和
歌
の
表
現
と
そ
の
解
釈
か
ら
の
指
摘
で
あ
り
、
神
楽
歌
「
明
星
」
の

詞
章
の
「
今
宵
の
月
」
が
直
接
八
咫
鏡
を
指
し
て
い
る
と
は
言
い
難
い
。

こ
こ
で
は
解
釈
の
可
能
性
の
指
摘
に
留
め
た
い
。

和
歌
か
ら
得
ら
れ
る
解
釈
や
理
解
を
即
歌
謡
の
詞
章
の
解
釈
に
適
用
す

る
こ
と
は
危
険
で
あ
る
。
し
か
し
、
一
方
で
歌
謡
と
和
歌
の
親
和
性
は
再

度
述
べ
る
ま
で
も
な
い
。
こ
の
よ
う
に
歌
謡
を
題
材
に
詠
ん
だ
和
歌
を
詳

細
に
見
て
い
く
こ
と
で
、
当
時
の
人
々
の
歌
謡
に
対
す
る
興
味
や
解
釈
、

そ
の
背
景
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

［
参
照
資
料
］

○
神
楽
歌
の
平
安
期
写
譜
本

参
照
し
た
歌
謡
譜
本
と
各
底
本
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

『
神
楽
和
琴
秘
譜
』

…
…
陽
明
文
庫
編

陽
明
叢
書
国
書
篇
第
八
輯
『
古
楽
古
歌
謡
集
』
一
九

五
八
年
九
月

思
文
閣
出
版

信
義
本
『
神
楽
歌
』・
重
種
本
『
神
楽
歌
』
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…
…
官
幣
稲
荷
大
社
複
製
一
九
三
一
年
二
月

鍋
島
家
本
『
東
遊
歌

神
楽
歌
』

…
…
古
典
保
存
会
複
製

一
九
三
八
年
八
月

○
一
条
兼
良
『
梁
塵
愚
案
抄
』・
熊
谷
直
好
『
梁
塵
後
抄
』

高
野
辰
之
編
『
日
本
歌
謡
集
成
』
改
訂
版

巻
二

中
古
編

一
九
六
〇
年
七
月

東
京
堂
出
版
（
私
に
適
宜
濁
点
・
句
読
点
を
付
し
た
）

○
賀
茂
真
淵
『
神
遊
考
』

国
学
院
編
輯
部
編

賀
茂
百
樹
校
訂
『
賀
茂
真
淵
全
集
』
第
二

一
九
〇
三
年

十
一
月

弘
文
館

○
本
居
大
平
『
神
楽
歌
新
釈
』

本
居
豐
穎
校
訂
『
本
居
全
集
』
第
六
（
本
居
春
庭

大
平

内
遠

全
集
）
一
九

〇
三
年
二
月

吉
川
半
七
ほ
か
発
行

○
橘
守
部
『
神
楽
歌
入
文
』

橘
純
一
編

久
松
潜
一
監
修
『
新
訂
増
補

橘
守
部
全
集
』
第
七
一
九
六
七
年

九
月

東
京
美
術

○
萬
葉
集

佐
竹
昭
広
ほ
か
『
増
補
版
万
葉
集
本
文
篇
』
一
九
九
八
年
二
月

塙
書
房

訓
読
は
、
小
島
憲
之
ほ
か
校
注
訳

新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
６
～
９
『
萬
葉

集
』
①
～
④
（
一
九
九
四
年
九
月
～
一
九
九
六
年
八
月

小
学
館
）
を
底
本
と

し
、
佐
佐
木
信
綱
ほ
か
編
『
校
本
萬
葉
集
』
一
～
十
八
（
一
九
九
四
年
三
月
～

一
九
九
四
年
十
二
月

岩
波
書
店
）
、
廣
瀨
捨
三
ほ
か
編
『
校
本
萬
葉
集
』
別

冊
一
～
三
（
一
九
九
四
年
九
月
～
十
一
月

岩
波
書
店
）
を
参
照
し
た
。

○
他
の
和
歌
や
歌
集
に
つ
い
て
の
解
説
は
、
と
く
に
断
ら
な
い
限
り
、
『
新
編
国

歌
大
観
』C

D
-R

O
M

版

V
er.2.

（
『
新
編
国
歌
大
観
』
編
集
委
員
会
監
修

二

〇
〇
三
年
六
月

角
川
書
店
ほ
か
）
に
よ
っ
た
。
各
歌
に
付
し
た
歌
番
号
は
同

書
に
よ
る
。

○
類
聚
名
義
抄
（
観
智
院
本
）

天
理
図
書
館
善
本
叢
書
和
書
之
部
編
集
委
員
会
編

天
理
図
書
館
善
本
叢
書

和
書
之
部
第
三
十
二
～
三
十
四
巻
『
類
聚
名
義
抄
観
智
院
本
』
佛

法

僧

一

九
七
六
年
九
月
～
十
一
月

八
木
書
店

○
倭
名
類
聚
抄
（
二
十
巻
本
）

京
都
大
學
文
學
部
國
語
學
國
文
學
研
究
室
編
『
諸
本
集
成
倭
名
類
聚
抄
』
本
文

篇
（
一
九
六
八
年
七
月

臨
川
書
店
）
真
福
寺
本
に
よ
る
。

○
江
家
次
第

渡
辺
直
彦
校
注
『
神
道
大
系

朝
儀
祭
祀
編
四

江
家
次
第
』
一
九
九
一
年
三
月

神
道
大
系
編
纂
会

○
中
右
記

増
補
「
史
料
大
成
」
刊
行
会
著

増
補
『
史
料
大
成
』
９
・

（
中
右
記
一
・

10

二
）
一
九
六
五
年
十
月

臨
川
書
店

○
梁
塵
秘
抄
口
伝
集

佐
佐
木
信
綱
校
訂
『
新
訂

梁
塵
秘
抄
』
一
九
四
一
年
七
月

岩
波
書
店

○
體
源
鈔

正
宗
敦
夫
編

日
本
古
典
全
集
『
體
源
鈔
』
一
―
四

一
九
三
三
年
四
月
―
十

一
月

日
本
古
典
全
集
刊
行
会

［
注
］

（
一
）
拙
稿
「
『
古
今
和
歌
六
帖
』
所
収
の
平
安
期
歌
謡
に
つ
い
て
」
（
『
国
語
国

文
』
第
七
十
八
巻
第
九
号

二
〇
〇
九
年
九
月

中
央
図
書
出
版
社
）

（
二
）
拙
稿
「
神
楽
歌
「
杓
」
の
歌
詞
の
異
同
と
そ
の
解
釈

―
平
安
期
写
譜

本
と
古
今
和
歌
集
・
古
今
和
歌
六
帖
を
対
象
に

―
」（
『
京
都
大
学
國
文
學

論
叢
』
第
二
十
三
号

二
〇
一
〇
年
三
月

京
都
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科

国
語
学
国
文
学
研
究
室
「
國
文
學
論
叢
」
編
集
部
）
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な
お
、
同
稿
で
は
、
米
山
敬
子
氏
の
ご
論
文
、
「
採
物
歌
「
杓
」
の
歌
詞

の
変
遷
に
つ
い
て
」（
『
日
本
歌
謡
研
究
』
三
十
二
号

一
九
九
二
年
十
二
月

日
本
歌
謡
学
会
）
、
「
「

□
さ
ぶ
」
考

―
「
水
さ
び
に
け
り
」
の
解
釈

の
た
め
に

―
」（
『
関
西
外
国
語
大
学
研
究
論
集
』
五
十
七
号

一
九
九
三

年
一
月

関
西
外
国
語
大
学
大
学
院
院
生
研
究
会
）
を
先
行
研
究
と
し
て
参

照
す
べ
き
と
こ
ろ
、
見
落
と
し
て
お
り
ま
し
た
。
論
の
発
表
後
さ
ま
ざ
ま
に

ご
教
示
い
た
だ
き
ま
し
た
こ
と
、
心
よ
り
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

（
三
）
臼
田
甚
五
郎
ほ
か
校
注
訳

新
編
日
本
古
典
文
学
全
集

『
神
楽
歌

催

42

馬
楽

梁
塵
秘
抄

閑
吟
集
』
二
〇
〇
〇
年
十
二
月

小
学
館

（
四
）
小
西
甚
一
ほ
か
校
注

日
本
古
典
文
学
大
系
３
『
古
代
歌
謡
集
』
一
九
五

七
年
七
月

岩
波
書
店

（
五
）
以
後
の
御
神
楽
の
歌
謡
群
の
大
別
と
そ
の
役
割
に
つ
い
て
は
、
志
田
延
義

『
日
本
歌
謡
圏
史
』（
一
九
五
八
年
四
月

志
文
堂
）
に
よ
っ
た
。

（
六
）
前
掲
四

小
西
甚
一
ほ
か
校
注

旧
大
系

三
四
〇
頁

頭
注

（
七
）
三
浦
佑
之
「<

吉
々
利
々>

考
」
（
『
成
城
文
藝
』
第
七
十
五
号

一
九
七
五

年
十
一
月

成
城
大
学
文
芸
学
部
）

四
一
～
四
三
頁

（
八
）
前
掲
七

三
浦
佑
之
「<

吉
々
利
々>

考
」

四
五
、
四
九
頁

（
九
）
前
掲
七

三
浦
佑
之
「<

吉
々
利
々>

考
」

四
五
頁

（
十
）
千
秋
季
隆
述
『
謡
物
評
釈

神
楽
歌
評
釈
』
（
一
九
〇
五
年

早
稲
田
大

学
出
版
部
。
国
立
国
会
図
書
館
の
近
代
デ
ジ
タ
ル
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー

http://kindai.ndl.go.jp/B
IB

ibD
etail.php

二
〇
一
一
年
二
月
十
八
日
閲
覧
）
、

大
竹
貞
治
『
神
楽
・
催
馬
楽
通
釈
』（
一
九
三
五
年
五
月

大
同
館
書
店
）、

西
角
井
正
慶
『
神
楽
歌
研
究
』
（
一
九
四
一
年
五
月

畝
傍
書
房
）、
池
田
弥

三
郎
ほ
か
編

鑑
賞
日
本
古
典
文
学

第
４
巻
『
歌
謡
Ⅰ
』
（
一
九
七
五
年

五
月

角
川
書
店
）、
前
掲
三

臼
田
甚
五
郎
ほ
か
校
注
訳

新
全
集
。

（
十
一
）
前
掲
十

西
角
井
正
慶
『
神
楽
歌
研
究
』

東
方
に
暁
星
が
出
た
の
に
、
月
は
何
で
そ
の
ま
ゝ
此
処
（
西
の
方
）
に
を
ら

れ
る
の
だ
と
、
明
星
と
月
と
相
対
し
た
位
置
に
み
る
の
と
、
後
抄
の
様
に
「
今

夜
あ
る
べ
く
も
な
き
月
が
何
の
為
に
此
処
に
あ
る
の
だ
」
と
、
月
の
如
く
照

り
輝
く
明
星
を
斥
し
て
言
っ
た
と
す
る
と
、
何
れ
が
面
白
い
。
鑑
賞
の
問
題

で
あ
る
。
只
神
楽
の
時
期
が
霜
月
の
中
頃
と
し
て
、
一
夜
照
り
渡
っ
た
月
が

西
の
端
に
光
り
納
ま
る
頃
と
す
れ
ば
、
前
者
で
よ
い
様
に
思
ふ
。

（
十
二
）
前
掲
三

臼
田
甚
五
郎
ほ
か
校
注
訳

新
全
集

七
六
、
七
七
頁
脚
注

（
十
三
）
前
掲
四

小
西
甚
一
ほ
か
校
注

旧
大
系

三
四
一
頁
頭
注

（
十
四
）
前
掲
十

千
秋
季
隆
述
『
謡
物
評
釈

神
楽
歌
評
釈
』
一
〇
四
頁

（
十
五
）
前
掲
十

大
竹
貞
治
『
神
楽
・
催
馬
楽
通
釈
』
一
一
四
頁

（
十
六
）
前
掲
十

池
田
弥
三
郎
ほ
か
編

鑑
賞
日
本
古
典
文
学

第
４
巻
『
歌

謡
Ⅰ
』
二
七
三
頁

（
十
七
）
一
つ
の
空
に
同
時
に
月
と
星
が
出
て
い
る
さ
ま
を
詠
む
例
と
し
て
、
次

の
よ
う
な
和
歌
が
あ
る
。

一
〇
〇

ひ
さ
か
た
の
そ
ら
な
る
ほ
し
に
た
ぐ
は
ず
は
ひ
る
と
ぞ
見
ま
し
あ

き
の
よ
の
月

（
江
帥
集
（
匡
房
）

秋

宇
治
殿
の
扇
合
の
歌
左
方
）

二
四

す
み
の
ぼ
る
月
の
光
や
ま
さ
る
ら
ん
ひ
ま
な
き
星
の
見
え
ず
成
行

く

（
中
宮
亮
顕
輔
家
歌
合

月

十
二
番

右

読
人
不
知
）

一

秋
は
な
ほ
あ
ま
た
の
ほ
し
の
み
え
ぬ
ま
で
い
か
で
ひ
と
つ
の
月
て

ら
す
ら
ん

（
右
衛
門
督
家
歌
合

久
安
五
年

一
番

秋
月

左
右
衛
門
督
家
成
）

（
十
八
）
前
掲
三

臼
田
甚
五
郎
ほ
か
校
注
訳

新
全
集

七
六
頁

（
十
九
）
前
掲
十

池
田
弥
三
郎
ほ
か
編

鑑
賞
日
本
古
典
文
学

第
４
巻
『
歌

謡
Ⅰ
』
二
七
三
頁

（
二
十
）
神
楽
歌
「
明
星
」
を
題
材
と
し
て
詠
ま
れ
た
和
歌
の
存
在
に
つ
い
て
は
、
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勝
俣
隆
史
「
金
星
と
国
文
学
と
人
間
と

（
Ｂ
）
明
け
の
明
星
」（
『
国
文
談

話
会
報
』
二
十
四

一
九
七
八
年
十
月

静
岡
大
学
人
文
学
部
国
文
談
話
会
）

に
数
首
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
ほ
か
、
平
成
二
十
二
年
度
日
本
歌
謡
学
会
春
季

大
会
（
二
〇
一
〇
年
五
月
十
六
日

南
山
大
学
）
に
お
い
て
、
菅
野
扶
美
氏

が
ご
発
表
「
神
仏
へ
向
か
う
歌

―
神
楽
か
ら
今
様
で
」
の
中
で
ご
指
摘

に
な
っ
た
。
氏
は
、
ご
発
表
の
中
で
、
こ
れ
ら
の
和
歌
に
は
「
こ
ゑ
」
へ
の

注
目
が
見
ら
れ
る
こ
と
に
つ
い
て
も
触
れ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
ご
発
表
に
つ

い
て
は
、
近
々
ご
論
文
と
し
て
ご
発
表
の
ご
予
定
と
の
こ
と
で
あ
る
。

ま
た
、
菅
野
氏
に
は
ご
発
表
後
、
さ
ま
ざ
ま
に
ご
教
示
い
た
だ
い
た
こ

と
を
心
よ
り
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

（
二
十
一
）『
新
編
国
歌
大
観
』
編
集
委
員
会
監
修

『
新
編
国
歌
大
観
』CD

-R
O

M

版V
er.2

（
二
〇
〇
三
年
六
月

角
川
書
店
）
を
用
い
、「
星
」or

「
ほ
し
」or

「
ぼ
し
」
で
検
索
、
成
立
年
代
順
に
並
び
替
え
、
『
新
古
今
和
歌
集
』
ま
で

の
和
歌
で
星
を
詠
ん
だ
も
の
を
数
え
た
（
漢
詩
、
判
詞
等
に
含
ま
れ
る
も
の

は
除
く
）
。
延
べ
数
で
四
七
三
首
。
こ
の
と
き
、
た
と
え
ば
「
夕
星
（
ゆ
ふ

づ
つ
）
」
等
の
語
は
漢
字
表
記
の
場
合
は
計
数
さ
れ
、
ひ
ら
が
な
表
記
の
場

合
は
数
に
入
っ
て
い
な
い
が
、
考
慮
し
て
い
な
い
。

（
二
十
二
）
前
掲
二
十
一
の
検
索
結
果
の
な
か
で
、
「
明
星
」
、
「
明
ほ
し
」
、
「
明

ぼ
し
」
、「
赤
星
」
、「
赤
ほ
し
」
、「
赤
ぼ
し
」
、「
あ
か
星
」
、「
あ
か
ほ
し
」
、「
あ

か
ぼ
し
」
の
語
を
含
む
和
歌
を
数
え
た
。

（
二
十
三
）
近
藤
み
ゆ
き
「
古
今
和
歌
六
帖
の
歌
語

―
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
化
に

よ
っ
て
見
た
歌
語
の
位
相

―
」
（
小
町
谷
照
彦
ほ
か
編
『
歌
こ
と
ば
の
歴

史
』
一
九
九
八
年
五
月

笠
間
書
院
）

（
二
十
四
）
熊
谷
直
春
「
古
今
和
歌
六
帖
の
成
立
」
（
二
〇
〇
五
年
五
月

「
文

芸
と
批
評
」
第
十
巻
題
一
号

文
芸
と
批
評
の
会
）
に
詳
細
に
ま
と
め
ら
れ

て
い
る
。
こ
の
論
で
は
、
後
藤
利
雄
「
古
今
和
歌
六
帖
の
編
者
と
成
立
年
代

に
つ
い
て
」
（
『
国
語
と
国
文
学
』
一
九
五
三
年
五
月

東
京
大
学
国
語
国
文

学
会
）
、
平
井
卓
朗
「
白
氏
六
帖
を
媒
介
と
し
て
の
古
今
和
歌
六
帖
私
考
」（
『
国

語
と
国
文
学
』
一
九
五
五
年
七
月

東
京
大
学
国
語
国
文
学
会
）
の
両
論
を

改
め
て
検
証
し
、
六
帖
の
成
立
時
期
を
貞
元
元
年
（
九
七
六
）
か
ら
永
観
元

年
（
九
八
三
）
の
七
年
間
ま
で
絞
り
込
ん
で
い
る
。

（
二
十
五
）
一
九
八

あ
ま
の
が
は
な
み
ま
に
み
ゆ
る
あ
か
ほ
し
は
く
も
ま
に

う
か
ぶ
ほ
か
げ
な
る
べ
し

（
賀
茂
保
憲
女
集
）

（
二
十
六
）
二
〇
三

あ
か
ほ
し
の
あ
ま
た
み
ゆ
る
は
こ
の
ま
よ
り
と
も
し
の
か

げ
の
ま
が
ふ
な
り
け
り

二
〇
七

あ
か
ほ
し
の
ひ
か
る
か
と
の
み
み
え
つ
る
は
た
か
し
の
や

ま
の
と
も
し
な
り
け
り

（
為
忠
家
初
度
百
首

夏

暁
更
照
射
）

（
二
十
七
）
九
一

あ
か
ほ
し
の
か
げ
を
と
も
に
て
や
ま
の
は
を
よ
ぶ
か
く
い

づ
る
ほ
と
と
ぎ
す
か
な

（
為
忠
家
後
度
百
首

郭
公
十
五
首

暁
郭
公
）

（
二
十
八
）
神
楽
歌
「
明
星
」
の
詞
章
を
典
拠
と
す
る
和
歌
に
つ
い
て
は
、
前
掲

二
十
一
『
新
編
国
歌
大
観
』C

D
-R

O
M

版V
er.2

を
用
い
、
神
楽
歌
「
明
星
」

の
曲
の
詞
章
に
含
ま
れ
る
語
で
検
索
、
内
容
を
精
査
し
た
。
ま
た
、
御
神
楽

の
場
に
お
け
る
「
星
（
ほ
し
）
」・
「
明
星
」・
「
あ
か
ぼ
し
」
を
詠
ん
だ
和
歌
に

つ
い
て
は
、
前
掲
二
十
一
の
検
索
結
果
の
内
容
を
精
査
し
、
抽
出
し
た
。

（
二
十
九
）
入
内
屏
風
和
歌
の
二
六
五
番
歌
（
兼
実
）
は
、
後
に
『
玄
玉
和
歌
集
』

巻
第
一
「
神
祇
歌
」
に
採
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
際
の
詞
書
に
「
同
じ
（
＝
「
中

宮
月
次
の
」
稿
者
注
）
御
屏
風
に
、
神
楽
し
た
る
所
を
よ
ま
せ
給
け
る
」
と

見
え
る
（
四
三
番
歌
）。

（
三
十
）
三
〇
五
九

い
ほ
つ
つ
の
や
た
の
鏡
の
は
れ
け
れ
ば
物
お
も
ふ
身
の
か
げ
も

さ
や
か
に

（
宝
治
百
首

恋
二
十
首

寂
能
）
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（
三
十
一
）
例
え
ば
、
「
春
宮
践
祚
あ
り
。
（
略
）
内
侍
所
、
神
爾
、
宝
剣
わ
た
し

奉
る
」（
『
平
家
物
語
』
巻
第
四
「
厳
島
御
幸
」。

市
古
貞
次
校
注
訳

新
編

日
本
古
典
文
学
全
集

『
平
家
物
語
』
一

一
九
九
四
年
六
月

小
学
館
）
。

45

「
内
侍
所
は
、
笠
置
の
本
堂
に
捨
て
置
き
奉
り
し
か
ば
」（
『
太
平
記
』
巻
第

三
「
六
波
羅
北
方
皇
居
の
事
」
。
長
谷
川
端
校
注
訳

新
編
日
本
古
典
文
学

全
集

『
太
平
記
』
一

一
九
九
四
年
一
〇
月

小
学
館
）
。「N

aixidocoro.

54

ナ
イ
シ
ド
コ
ロ
（
内
侍
所
）

内
裏
（D

airi

）
の
或
る
立
派
な
鏡
の
名
．Sanj

ŭno
jingui

（
三
種
の
神
器
）
と
呼
ば
れ
る
，
日
本
の
立
派
な
宝
物
三
つ
の
う

ち
の
一
つ
．
」（
『
邦
訳
日
葡
辞
書
』
。
土
井
忠
生
ほ
か
編
訳
『
邦
訳
日
葡
辞
書
』

一
九
八
〇
年
五
月

岩
波
書
店
）。

（
三
十
二
）
前
掲
三

臼
田
甚
五
郎
ほ
か
校
注
訳

新
全
集

七
六
頁

（
三
十
三
）
前
掲
十

池
田
弥
三
郎
ほ
か
編

鑑
賞
日
本
古
典
文
学

第
４
巻

『
歌
謡
Ⅰ
』
二
七
三
頁

（
三
十
四
）
財
団
法
人
陽
明
文
庫
編

陽
明
叢
書
国
書
篇
第
八
輯
『
古
楽
古
歌
謡

集
』
一
九
七
八
年
九
月

思
文
閣
出
版

『
神
楽
和
琴
秘
譜
』
解
説
「
二

宮
廷
御
神
楽
の
種
類
」
。
土
橋
は
、『
江
家
次
第
』
の
内
侍
所
御
神
楽
二
種
と
、

大
嘗
会
、
賀
茂
臨
時
祭
の
条
を
挙
げ
、
賀
茂
臨
時
祭
の
「
次
第
は
前
記
の
内

侍
所
の
御
神
楽
と
ほ
ぼ
同
じ
で
あ
る
が
、
「
星
」
の
な
い
こ
と
が
注
目
さ
れ

る
。
さ
き
に
あ
げ
た
二
種
類
の
内
侍
所
御
神
楽
の
次
第
の
う
ち
、
Ａ
の
方
に

「
星
」
が
な
い
の
は
、
内
侍
所
御
神
楽
も

初
は
賀
茂
の
還
立
御
神
楽
と
同

様
「
星
」
が
な
か
っ
た
が
、
後
に
「
星
」
が
加
え
ら
れ
た
こ
と
を
示
す
も
の

で
あ
ろ
う
」
と
指
摘
し
た
。

（
三
十
五
）
こ
の
よ
う
に
内
侍
所
御
神
楽
に
お
け
る
「
明
星
」
の
曲
の
み
が
取
り

上
げ
ら
れ
る
理
由
の
一
つ
と
し
て
、
前
掲
三
十
三
の
土
橋
寛
の
指
摘
が
挙
げ

ら
れ
る
。
氏
の
指
摘
は
つ
ま
り
内
侍
所
御
神
楽
の
曲
や
次
第
が
整
え
ら
れ
て

い
く
過
程
に
お
い
て
「
明
星
」
の
曲
を
含
む
「
星
」
が
加
え
ら
れ
た
と
い
う
、

御
神
楽
の
次
第
の
時
代
的
変
遷
に
つ
い
て
指
摘
し
て
い
る
。
氏
の
指
摘
の
よ

う
に
、
こ
の
よ
う
な
御
神
楽
成
立
の
過
程
か
ら
、
内
侍
所
御
神
楽
に
お
け
る

「
星
」
が
『
江
家
次
第
』
や
『
中
右
記
』
で
と
く
に
記
述
さ
れ
た
と
い
う
可

能
性
は
充
分
考
え
ら
れ
る
。

（
三
十
六
）
前
掲
十

池
田
弥
三
郎
ほ
か
編

鑑
賞
日
本
古
典
文
学

第
４
巻
『
歌

謡
Ⅰ
』
二
七
三
頁

（
た
ば
や
し

ち
ひ
ろ
・
本
学
非
常
勤
講
師
）


