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古
事
記
上
巻
に
み
え
る
八
千
矛
神
と
沼
河
比
売
と
の
唱
和
の
歌
は
、
そ
の
特

殊
な
内
容
と
官
能
的
描
写
の
生
々
し
さ
な
ど
に
お
い
て
記
紀
歌
謡
の
中
に
あ
っ

て
も
、
い
わ
ゆ
る
古
代
歌
謡
と
し
て
の
性
格
を
豊
か
に
も
ち
、
さ
ら
に
演
劇
の

問
題
な
ど
と
か
ら
ん
で
種
々
の
話
題
を
も
っ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
小

稿
で
は
そ
れ
ら
と
の
直
接
的
な
ふ
れ
合
い
か
ら
離
れ
て
、
沼
河
比
売
の
答
歌
に

出
て
く
る
「
ぬ
ぱ
た
ま
の
夜
は
出
で
な
む
」
の
語
句
に
つ
い
て
、
解
釈
上
の

試
み
を
述
べ
て
み
よ
う
と
思
う
も
の
で
あ
る
。

八
千
矛
神
は
大
国
主
命
の
別
名
と
さ
れ
て
い
る
呼
び
名
で
、
八
千
矛
神
の
名

で
伝
え
ら
れ
て
い
る
こ
の
話
も
、
の
ち
に
大
国
主
命
の
一
連
の
物
語
に
附
託
さ

れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
さ
て
、
八
千
矛
神
は
高
志
国
の
沼
河
比
売
と
結
婚
さ
れ

よ
う
と
し
て
、
お
出
か
け
に
な
り
、
比
売
の
家
に
た
ど
り
つ
い
て
「
八
千
矛
の

神
の
命
は
八
島
国
妻
求
き
か
れ
て
…
：
．
」
と
妻
問
い
の
歌
を
う
た
わ
れ

る
。
こ
の
比
売
は
利
発
で
美
し
い
評
判
の
女
性
で
あ
っ
た
。
遙
々
配
偶
者
を
求

め
て
や
っ
て
き
た
神
は
、
太
刀
の
緒
は
も
と
よ
り
の
こ
と
、
オ
ス
ヒ
さ
え
も
解

か
ず
に
比
売
の
寝
て
い
る
板
戸
を
押
し
ゆ
す
ぶ
り
引
き
ゆ
す
ぶ
り
し
て
立
ち
つ

づ
け
、
比
売
の
応
諾
を
待
つ
け
れ
ど
も
効
果
な
く
、
や
が
て
青
山
に
鴎
が
鳴
い

古
代
歌
謡
の
一
考
察

ｌ
「
い
ば
‘
た
ま
の
夜
は
出
で
な
む
」
ｌ

『
▲
、

た
。
す
る
と
鶴
が
鳴
き
立
て
、
鶏
が
鳴
き
出
し
た
。
夜
明
け
が
近
づ
い
た
こ
と

を
知
る
と
、
黎
明
を
告
げ
る
烏
の
声
が
う
ら
め
し
く
、
こ
ん
な
鳥
は
鳴
け
な
い

よ
う
に
こ
ら
し
め
て
や
り
た
い
、
と
う
た
う
の
で
あ
る
。
真
剣
な
妻
問
い
で
あ

る
だ
け
に
神
の
失
望
も
ま
た
大
き
か
っ
た
。

八
千
矛
神
の
焦
燥
と
絶
望
を
聞
き
お
よ
ん
だ
比
売
は
、
板
戸
を
開
か
ず
に
家

の
中
か
ら
、
私
は
か
弱
い
女
で
す
か
ら
今
す
ぐ
貴
方
の
求
め
に
応
ず
る
こ
と
は

出
来
ま
せ
ん
が
、
将
来
は
貴
方
の
妻
に
な
り
ま
し
ょ
う
か
ら
御
身
を
大
切
に
し

て
下
さ
い
、
と
う
た
い
（
こ
こ
に
「
い
し
た
ふ
や
天
馳
使
こ
と
の
語
り

ご
と
も
こ
を
ぱ
」
と
い
う
離
詞
が
入
る
）
、
更
に
比
売
は
「
青
山
に
日
が

隠
ら
ぱ
い
ば
た
ま
の
夜
は
出
で
な
む
朝
日
の
咲
み
栄
え
来
て
粋
綱
の

白
き
腕
沫
雪
の
若
や
る
胸
を
そ
だ
た
き
た
た
き
ま
な
が
り
真
玉

手
玉
手
差
し
縄
き
股
長
に
寝
は
な
さ
む
を
あ
や
に
な
恋
ひ
き
こ
し

…
．
：
」
と
官
能
的
な
言
葉
で
閨
中
の
睦
ま
じ
き
姿
を
う
た
い
、
神
の
は
や
る
心

を
慰
め
、
夜
の
到
来
を
待
つ
の
で
あ
る
。
古
事
記
は
こ
の
歌
に
つ
い
で
「
其
夜

者
不
レ
合
而
、
明
日
夜
為
二
御
合
一
也
」
と
書
い
て
い
る
。
そ
こ
で
「
青
山
に

日
が
隠
ら
ぱ
い
ぱ
た
ま
の
夜
は
出
で
な
む
」
は
「
明
日
夜
」
と
結
び
つ
け

て
考
え
ら
れ
る
わ
け
で
あ
る
が
、
「
ぬ
ぱ
た
ま
の
夜
は
出
で
な
む
」
の
解
釈

に
な
る
と
諸
説
が
あ
っ
て
定
ま
っ
て
い
な
い
。
以
下
、
こ
の
語
句
の
解
釈
に
つ

戸

谷

高

明
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「
ぬ
ぱ
た
ま
の
夜
は
出
で
な
む
」
の
原
文
は
「
奴
婆
多
麻
能
用
波
伊
伝

那
牟
」
と
あ
っ
て
訓
み
の
上
で
の
疑
問
は
な
い
。
で
は
説
の
分
れ
る
の
は
何
に

よ
る
か
と
い
う
と
、
一
つ
に
は
「
な
む
」
に
関
す
る
文
法
上
の
問
題
、
も
う
一

つ
に
は
「
出
で
な
む
」
の
主
格
は
誰
か
、
あ
る
い
は
何
か
の
問
題
で
あ
る
。

今
更
、
い
う
ま
で
も
な
い
こ
と
で
あ
る
が
、
一
応
の
順
序
と
し
て
、
ま
ず

「
な
む
」
に
つ
い
て
み
る
と
、
「
出
で
」
は
下
二
段
活
用
の
動
詞
で
あ
る
が
、

未
然
・
連
用
と
も
同
形
で
あ
る
た
め
に
、
こ
の
「
な
む
」
は
、
（
Ａ
）
動
詞
の

連
用
形
に
接
続
し
て
未
来
の
推
量
な
ど
を
表
わ
す
、
完
了
の
助
動
詞
「
ぬ
」
の

未
然
形
「
な
」
に
推
量
の
助
動
詞
「
む
」
の
つ
い
た
も
の
、
（
Ｂ
）
動
詞
の
未

然
形
な
ど
に
つ
い
て
、
他
に
誹
え
望
む
意
を
表
わ
す
終
助
詞
と
み
ら
れ
る
も

の
、
の
（
Ａ
）
（
Ｂ
）
い
ず
れ
に
属
す
る
か
に
よ
っ
て
解
釈
が
異
な
る
の
で
あ

ｚ〕◎こ
の
「
な
む
」
は
殊
に
和
歌
を
解
釈
す
る
場
合
、
留
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い。すなわち、

㈹
動
詞
に
あ
た
る
語
が
一
宇
一
音
の
形
（
万
葉
仮
名
お
よ
び
平
仮
名
に
よ
る

表
記
）
で
書
き
あ
ら
わ
し
て
あ
っ
て
、
し
か
も
未
然
・
連
用
両
形
の
形
が
ち
が

う
場
合
は
、
ど
ち
ら
に
属
す
る
か
明
ら
か
で
、
例
え
ば
、

伊
豆
の
海
に
立
つ
白
波
の
あ
り
つ
つ
も
都
芸
那
牟
も
の
を
乱
れ
始
め
め
や

（十四・一二宍ｅ

は（Ａ）、
ま
遠
く
の
野
に
も
安
波
奈
牟
心
な
く
里
の
真
中
に
逢
へ
る
夫
な
か
も

（十四・壼畜）

い
て
考
察
す
る
次
第
で
あ
る
。

は
（
Ｂ
）
と
な
る
。
と
こ
ろ
が
、

㈲
活
用
が
未
然
・
連
用
と
も
同
形
の
場
合
は
、
一
宇
一
音
の
表
記
に
か
か
わ

ら
ず
意
味
の
上
か
ら
決
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
、

一
も
と
菅
は
子
持
た
ず
立
ち
か
阿
礼
那
牟
あ
た
ら
す
が
原
（
記
・
奎
）

では（Ａ）、

白
拷
の
袖
数
め
ず
宿
る
ぬ
ぱ
た
ま
の
今
夜
は
は
や
も
明
け
ば
将
開

。（十二・一禿室）

で
は
（
Ｂ
）
と
し
て
解
釈
す
る
こ
と
に
な
る
。

さ
て
、
以
上
の
例
に
照
ら
し
て
「
用
波
伊
伝
那
牟
」
を
み
る
と
、
㈲
に
当
る

わ
け
で
あ
る
か
ら
、
意
味
の
上
で
そ
の
所
属
を
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と

に
な
る
。
と
こ
ろ
が
こ
の
箇
所
は
意
味
の
上
か
ら
の
決
め
手
が
な
い
ば
か
り

か
、
更
に
主
格
の
問
題
ｌ
す
な
わ
ち
、
沼
河
比
売
自
身
な
の
か
、
相
手
の
八

千
矛
神
な
の
か
、
あ
る
い
は
夜
を
さ
し
て
い
る
の
か
ｌ
と
か
ら
ん
で
眼
を
迷

わ
す
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
手
許
の
資
料
に
よ
っ
て
従
来
の
諸
説
を
分
類
す
る
と

次
の
よ
う
に
な
る
。

Ｉ 沼
河
比
売

主
格
一
品
詞｜’

①
契
沖
『
厚
顔
抄
』
古
事
記
和
歌
略
注
・
元
職
宍
勗

窒）成。②宣長『古事記伝』寛政一【弓宕）ｌ文

政
宍
届
圏
）
開
板
。
③
守
部
『
稜
威
言
別
』
巻
三
マ
デ

（
Ａ
）
弘
化
宍
届
合
）
刊
。
④
次
田
潤
『
古
事
記
新
講
』
大

正
菫
。
⑤
太
田
水
穂
『
記
紀
歌
集
講
義
』
大
正
宝
。

⑥
松
岡
静
雄
『
紀
記
論
究
』
古
代
歌
謡
（
上
）
・
昭

和七。

一

①
中
島
悦
次
『
古
事
記
評
釈
』
昭
和
零
②
相
磯
貞

筆
者
・
書
名
な
ど
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右
の
よ
う
に
、
沼
河
比
売
を
「
出
で
な
む
」
の
主
格
と
考
え
、
「
な
む
」
を

（
Ａ
）
と
し
て
解
釈
す
る
説
は
最
も
古
い
も
の
で
、
契
沖
は
「
夜
者
将
レ
出
ナ

リ
。
夜
二
成
ラ
ハ
出
テ
ア
ハ
ム
ナ
リ
」
と
し
て
、
夜
に
な
っ
た
な
ら
ば
出
て
会

い
ま
し
ょ
う
と
い
う
意
味
に
解
し
、
宣
長
も
こ
れ
に
従
い
な
が
ら
更
に
細
か
く

才か．

し

「
こ
は
閨
よ
り
起
出
て
、
戸
を
開
き
て
入
奉
む
と
云
意
に
て
、
出
な
む
と
は
云

な
り
」
と
説
明
し
、
外
に
出
て
会
は
む
と
い
う
の
で
は
な
い
と
言
っ
て
い
る
。

宣
長
の
解
釈
は
、
「
夜
に
成
て
、
出
て
入
奉
む
と
云
な
り
」
（
守
部
）
、
「
夜
に

な
っ
た
ら
戸
を
開
い
て
出
迎
へ
ま
せ
う
」
（
次
田
氏
）
と
い
う
具
合
に
と
り
い

れ
ら
れ
、
契
沖
に
近
い
も
の
と
し
て
は
太
田
氏
の
「
夜
に
な
っ
た
ら
ば
戸
を
明

け
て
出
て
行
っ
て
逢
は
う
」
が
あ
げ
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
は
「
出
で
な
む
」
を
夜

に
な
っ
て
か
ら
の
比
売
の
行
動
と
し
て
考
え
、
し
か
も
宣
長
ら
は
「
出
で
な

む
」
で
は
外
に
出
る
か
、
少
く
と
も
閨
よ
り
起
出
る
こ
と
に
な
り
、
こ
れ
に
つ

づ
く
閨
中
の
官
能
的
行
為
に
直
ち
に
接
続
し
な
い
と
こ
ろ
か
ら
「
入
れ
奉
む
」

と
い
う
意
味
を
つ
け
加
え
て
解
釈
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
こ
に
無
理
が
感

八
千
矛
神

夜

’（Ａ） （Ｂ）

①
敷
田
年
治
『
古
事
記
標
注
』
明
治
士
。
②
④
武
田

祐
吉
「
八
千
矛
神
」
（
『
国
文
学
解
釈
と
鑑
賞
』
鎧
一

巻
第
雲
昭
和
主
。
『
記
紀
歌
謡
集
全
講
』
昭
和
旱
一
。

③
山
田
孝
雄
『
文
学
』
第
七
巻
第
七
号
「
記
紀
歌
謡
研

究（五ピ。

三
『
記
紀
歌
謡
新
解
』
昭
和
壷
。
③
西
郷
信
網
『
古

事
記
』
（
続
日
本
古
典
読
本
）
昭
和
一
菫
。
④
⑥
倉
野

憲
司
『
古
事
記
』
（
現
代
語
訳
）
昭
和
華
・
『
古
事
記

・祝詞』（日本古典文学大系）昭和一一菫。⑤土

橋
寛
『
古
代
歌
謡
集
』
（
日
本
古
典
文
学
大
系
）
昭

和一壬一。

じられる。

契
沖
・
宣
長
ら
の
説
は
昭
和
の
初
期
ま
で
受
け
つ
が
れ
て
い
た
の
で
あ
る
が

（
も
っ
と
も
そ
の
後
消
滅
し
た
わ
け
で
は
な
い
）
、
次
の
八
千
矛
神
を
主
格
と

す
る
説
の
現
わ
れ
る
に
及
ん
で
完
全
に
所
を
か
え
て
し
ま
っ
た
観
が
あ
る
。
主

格
を
八
千
矛
神
と
す
る
と
「
な
む
」
は
お
の
ず
か
ら
他
人
に
対
す
る
希
望
を
表

わ
す
終
助
詞
と
し
て
み
る
こ
と
に
な
り
、
「
夜
は
い
ら
っ
し
ゃ
い
」
（
中
島
氏
）

と
か
、
更
に
は
「
暗
い
夜
に
は
貴
方
が
お
出
で
に
な
っ
て
欲
し
い
」
（
相
磯
氏
）

と
い
う
意
味
に
な
る
。
倉
野
．
西
郷
両
氏
も
同
様
の
立
場
か
ら
解
し
、
土
橋
氏

は
「
夜
に
な
っ
た
ら
出
て
い
ら
っ
し
ゃ
い
。
イ
デ
は
出
ヅ
の
未
然
形
。
ナ
ム
は

願
望
の
助
詞
。
八
千
矛
神
に
対
し
て
言
う
」
と
丁
寧
な
注
を
施
さ
れ
て
い
る
。

こ
れ
な
ら
ば
前
説
の
よ
う
に
「
入
れ
奉
む
」
と
い
う
語
を
補
わ
ず
と
も
よ
い
わ

け
で
あ
る
が
、
し
か
し
、
「
お
出
で
な
さ
い
」
と
い
う
意
味
を
表
わ
す
の
に

「
出
で
な
む
」
と
い
う
用
法
が
適
当
で
あ
る
か
、
ま
た
八
千
矛
神
を
主
格
と
す

る
た
め
に
は
こ
れ
だ
け
で
は
少
し
無
理
が
あ
り
は
し
な
い
だ
ろ
う
か
、
な
ど
の

疑
問
が
矢
張
り
残
る
で
あ
ろ
う
。

も
う
一
つ
の
説
は
「
夜
」
を
主
格
と
み
る
も
の
で
、
は
や
く
は
敷
田
年
治
が

チ

ブ

『
古
事
記
標
注
』
の
中
で
、
「
是
は
日
が
入
隠
れ
な
ぱ
即
夜
と
な
ら
む
と
云
を

ワサ

ッ
カ
ヒ
ザ
マ

長
な
く
云
へ
る
古
言
の
用
法
妙
也
」
と
い
い
、
宣
長
の
説
を
さ
け
て
い
る
。
敷

田
の
こ
の
解
釈
は
長
い
間
、
注
目
さ
れ
る
こ
と
な
く
過
ぎ
た
が
、
そ
の
後
、
武

田
博
士
は
「
青
山
に
日
が
隠
れ
た
ら
真
暗
な
夜
に
な
り
ま
せ
う
」
（
「
八
千
矛

神
」
）
と
解
釈
さ
れ
、
『
記
紀
歌
謡
集
全
講
』
に
お
い
て
も
こ
の
立
場
か
ち
「
夜

の
起
る
の
を
推
量
す
る
。
ナ
ム
は
、
推
量
の
助
動
詞
の
終
止
形
」
と
い
わ
れ
て

い
る
が
解
釈
上
の
説
明
を
詳
し
く
き
く
こ
と
が
で
き
な
い
。
武
田
博
士
の
解
釈

は
敷
田
と
は
関
係
な
く
考
え
つ
か
れ
た
の
か
も
知
れ
な
い
が
、
山
田
博
士
は
敷

田
の
説
に
基
づ
い
て
「
日
が
隠
ら
ば
」
の
主
格
が
日
で
あ
る
の
１
に
対
し
て
。
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司
夜
は
出
で
な
む
」
の
『
主
格
が
夜
で
あ
る
と
見
る
方
が
》
物
の
い
い
方
と
し

て
は
自
然
で
あ
る
」
と
い
わ
れ
、
敷
田
は
こ
れ
を
「
古
言
の
用
法
」
で
あ
る
と

い
っ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
「
夜
と
い
ふ
も
の
を
実
体
の
あ
る
も
の
と
考
へ
る
、

考
へ
方
で
」
あ
っ
て
、
こ
れ
は
「
古
代
人
の
物
の
考
へ
方
な
の
だ
ら
う
」
と
述

べ
、
こ
の
よ
う
な
考
え
方
が
万
葉
集
に
全
然
み
ら
れ
な
い
と
こ
ろ
か
ら
み
て
、

万
葉
時
代
よ
り
遙
か
に
古
い
人
々
の
思
想
で
あ
ろ
う
と
推
察
さ
れ
て
い
る
。
山

田
博
士
も
い
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
「
夜
が
出
る
」
と
い
う
言
い
方
が
他
に
見
あ

た
ら
な
い
こ
と
は
こ
の
説
の
弱
点
で
あ
る
が
、
説
を
補
う
意
味
で
動
詞
「
出
づ
」

を
用
い
て
い
る
表
現
を
万
葉
集
に
求
め
る
と
、
人
間
の
行
動
を
示
す
も
の
が
圧

倒
的
に
多
い
こ
と
は
勿
論
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
つ
い
で
は
月
を
主
語
と
す
る
も

の
十
七
例
、
色
を
主
語
と
す
る
も
の
十
五
例
を
数
え
る
こ
と
が
で
き
、
こ
の

ほ
か
に
は
雲
・
水
・
川
・
穂
・
玉
藻
・
に
ほ
ひ
な
ど
が
あ
る
。
こ
れ
ら
は
動
的
、

、

で
し
か
も
実
体
の
あ
る
も
の
で
あ
る
が
、
「
色
」
や
「
に
ほ
ひ
」
は
夜
を
出
づ

、

、

、

る
も
の
と
考
え
る
考
え
方
へ
の
橋
渡
し
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
。
更
に
又
、

「
夜
去
り
」
「
夜
隠
り
」
な
ど
の
表
現
を
通
し
て
、
夜
が
ど
の
よ
う
に
考
え
ら

れ
、
う
た
わ
れ
て
い
た
か
を
知
る
て
だ
て
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

「
夜
去
り
」
は
人
麻
呂
歌
集
の
一
首
（
七
’
二
三
）
の
み
で
あ
る
が
「
春
去

り
」
「
秋
去
り
」
「
夕
去
り
」
な
ど
の
類
語
が
あ
る
。
「
去
り
」
は
「
…
ニ
ナ

ル
」
の
意
に
解
さ
れ
る
が
基
本
の
意
味
は
「
来
ル
」
で
、
そ
の
表
現
に
は
実
体

の
あ
る
も
の
に
対
す
る
思
考
に
通
う
も
の
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
「
夜
隠

り
」
に
似
た
詞
に
は
「
冬
隠
り
」
を
は
じ
め
「
朝
（
夜
）
霧
隠
り
」
「
雨
隠
り
」

「
青
垣
隠
り
」
「
殿
隠
り
」
「
葉
隠
り
」
「
繭
隠
り
」
「
水
隠
り
」
な
ど
が
あ

かく

る
。
「
隠
り
」
に
近
い
表
現
に
「
隠
り
」
が
あ
り
こ
れ
は
「
雲
隠
り
」
の
語
に

、

、

、

、

よ
っ
て
知
ら
れ
る
よ
う
に
、
あ
る
物
（
月
や
山
な
ど
）
が
あ
る
物
（
雲
）
の
蔭

に
か
く
れ
て
見
え
な
く
な
る
状
態
を
表
わ
し
て
い
る
（
「
雲
隠
り
」
が
死
を
意

味するようになったのは人の死を月などが忽然と雲に隠れるのに警

戸』ｊ華

え
た
も
の
で
あ
ろ
う
）
。
「
隠
り
」
の
意
味
は
「
大
和
は
国
の
ま
ほ
ろ
ば
た

、

、

、

、

た
な
づ
く
青
垣
山
ご
も
れ
る
大
和
し
う
る
は
し
」
（
記
三
ワ
に
見
ら
れ

、

、

る
よ
う
に
ｖ
原
義
は
あ
る
物
（
こ
こ
で
は
山
）
に
包
み
囲
ま
れ
て
い
る
状
態
を

指
す
も
の
と
考
え
ら
れ
、
朝
霧
に
た
ち
こ
め
ら
れ
て
い
る
情
景
が
「
朝
霧
隠

り
」
、
雨
に
降
り
こ
め
ら
れ
て
い
の
が
「
雨
隠
り
」
、
繁
り
葉
に
か
こ
ま
れ
て
い

る
状
態
が
「
塞
隠
り
」
と
い
う
よ
う
に
、
そ
の
他
も
こ
の
立
場
か
ら
解
釈
さ
れ

る
。
し
か
る
に
「
夜
隠
り
」
と
「
冬
隠
り
」
に
は
諸
説
が
あ
る
。
そ
れ
は
先
に

あ
げ
た
例
が
い
ず
れ
も
実
体
の
あ
る
も
の
で
あ
る
の
に
、
両
者
と
も
非
実
体
的

な
も
の
で
あ
る
た
め
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
か
し
例
え
ば
、

恋
ひ
恋
ひ
て
逢
ひ
た
る
も
の
を
月
し
あ
れ
ば
夜
は
隠
る
ら
む
し
ま
し
は
あ
り

待
て
（
四
ｌ
夫
宅
・
大
伴
坂
上
郎
女
）

の
場
合
、
空
に
月
が
あ
る
の
で
ま
だ
夜
の
う
ち
だ
ろ
う
（
原
義
を
生
か
せ
ば

「
ま
だ
夜
に
包
ま
れ
蔽
わ
れ
て
い
る
で
あ
ろ
う
」
）
の
意
に
な
り
、
し
た
が
っ

て、倉
橋
の
山
を
高
み
か
夜
ご
も
り
に
出
で
来
る
月
の
光
と
も
し
き

（
三
-
上
蓉
・
間
人
宿
禰
大
浦
、
類
歌
九
Ｉ
毛
奎
沙
弥
女
王
）

の
「
夜
隠
り
」
に
お
い
て
も
、
夜
闇
が
地
上
を
蔽
い
こ
め
て
い
る
状
態
を
表
現

し
た
も
の
と
解
さ
れ
よ
う
。
も
し
も
こ
の
よ
う
に
考
え
る
こ
と
が
出
来
る
な
ら

ば
霧
や
雨
な
ど
の
よ
う
に
、
夜
や
冬
が
地
上
を
包
み
こ
も
ら
せ
る
と
い
う
、
実

体
の
あ
る
も
の
に
対
す
る
と
同
じ
考
え
方
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
。

以
上
の
よ
う
に
夜
が
「
出
づ
」
と
い
う
表
現
を
見
出
す
こ
と
は
出
来
な
い

が
、
夜
が
実
体
の
あ
る
も
の
と
等
し
い
立
場
で
把
え
ら
れ
て
い
た
の
で
は
な
い

か
と
い
う
想
像
を
補
う
意
味
は
あ
る
か
も
知
れ
な
い
。
こ
の
考
え
が
古
代
人
の

そ
れ
と
し
て
肯
定
さ
れ
る
な
ら
ば
、
青
山
に
日
が
隠
れ
た
な
ら
「
夜
が
現
わ
れ
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ま
せ
う
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
日
が
山
に
隠
れ
る
と
八
ぬ
ぱ
た
ま
の
Ｖ
夜
が

や
っ
て
来
る
と
い
う
考
え
は
如
何
に
も
素
朴
で
原
始
的
に
思
わ
れ
る
。
し
か

し
、
こ
れ
で
は
う
た
わ
れ
て
い
る
内
容
が
当
然
す
ぎ
る
し
、
ま
た
夜
を
待
つ
比

売
の
言
葉
と
し
て
は
常
套
的
で
も
の
足
り
な
い
と
い
う
批
判
も
予
想
さ
れ
る
。

そ
こ
で
更
に
軽
万
葉
の
次
の
歌
を
例
証
と
し
て
新
し
い
解
釈
を
試
み
た
い
と

思
う
。
巻
十
六
’
三
七
八
八
の
、

無
耳
の
池
し
恨
め
し
吾
妹
子
が
来
つ
つ
潜
か
ば
水
は
掴
れ
な
む
（
水
波
将
澗
）

は
、
問
題
の
箇
所
と
ほ
ぼ
同
じ
位
置
に
仮
定
の
条
件
を
示
す
接
続
助
詞
「
ぱ
」

と
助
詞
「
は
」
お
よ
び
「
な
む
」
を
用
い
て
い
る
。
両
者
を
並
べ
て
図
式
化
し

てみると、

青
山
に
日
が
隠
ら

．：吾妹子が来つつ潜かＶばハいば脈まの夜Ｖは八剛脈Ｖなむ

と
な
る
。
周
知
の
よ
う
に
万
葉
の
歌
は
、
三
人
の
男
に
求
婚
さ
れ
た
鰻
児
と
い

う
女
性
が
煩
悶
の
末
、
池
畔
を
さ
ま
よ
っ
て
遂
に
投
身
し
、
こ
の
時
、
男
た
ち

が
哀
し
み
の
情
に
堪
え
ず
う
た
っ
た
と
い
う
三
首
中
の
も
の
で
あ
る
。
大
意
は

「
無
耳
の
池
は
恨
め
し
い
。
吾
妹
子
が
来
て
池
に
沈
ん
だ
な
ら
、
水
は
掴
れ
て

ほ
し
か
っ
た
の
に
」
と
な
ろ
う
。
も
っ
と
も
こ
の
解
釈
は
「
な
む
」
を
終
助
詞

と
み
て
の
も
の
で
あ
る
か
ら
、
当
然
ほ
か
の
解
釈
、
す
な
わ
ち
「
水
は
澗
れ
て

し
ま
う
だ
ろ
う
」
と
い
う
説
も
予
想
さ
れ
る
が
、
大
和
物
語
（
百
五
十
段
）
な

ど
に
み
え
る
玉
藻
投
身
伝
説
の
歌
「
猿
沢
の
池
も
つ
ら
し
な
わ
ぎ
も
こ
が
玉
藻

か
づ
か
ば
水
ぞ
ひ
な
ま
し
」
の
「
ま
し
」
に
も
二
つ
用
法
が
あ
る
が
、
こ
の
歌

で
は
伝
説
と
の
結
び
つ
き
か
ら
「
猿
沢
の
池
も
情
の
な
い
こ
と
だ
。
玉
藻
が
か

づ
い
た
な
ら
（
一
説
。
水
中
の
藻
を
被
い
た
な
ら
）
水
は
ひ
て
ほ
し
か
っ
た
の

に
」
の
意
に
解
さ
な
け
れ
ば
筋
が
通
ら
な
い
。
万
葉
の
歌
も
題
詞
お
よ
び
上
二

句
「
無
耳
の
池
し
恨
め
し
』
を
考
え
る
と
矢
張
り
説
え
の
意
に
解
す
る
の
が
妥

当
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、

八
ぬ
ぱ
た
ま
の
ｖ

吾妹子が来て池に沈んだＶなら八繩脈鮴伽在Ｖほしい。

青
山
に
日
が
入
っ
た

と
い
う
よ
う
に
、
対
称
的
な
表
現
と
し
て
解
釈
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ

う
。
前
者
が
呼
び
か
け
て
い
る
の
は
夜
で
あ
り
、
後
者
は
池
（
水
）
に
対
し
て

で
あ
っ
て
、
ど
ち
ら
も
非
情
の
対
象
に
向
っ
て
自
分
の
希
望
を
う
た
っ
て
い
る

のである。

一一一

さ
て
、
「
出
で
な
む
」
の
主
格
を
「
夜
」
、
「
な
む
」
を
終
助
詞
と
考
え
る
場

合
、
枕
詞
「
ぬ
ぱ
た
ま
の
」
に
注
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
と
い

う
の
は
「
ぬ
ぱ
た
ま
の
夜
は
出
で
な
む
」
の
語
句
に
よ
っ
て
、
八
真
暗
な
Ｖ

夜
の
出
現
を
望
む
心
持
ち
が
う
た
い
こ
ま
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
推

測
を
も
つ
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
は
「
妻
問
ひ
」
の
風
習
か
ら
み
て
当
事
者
た
ち

は
「
暗
い
夜
」
を
最
も
応
わ
し
い
状
況
と
し
て
望
ん
で
い
た
の
で
は
な
い
か
、

し
た
が
っ
て
「
ぬ
ぱ
た
主
の
」
は
夜
の
枕
詞
と
し
て
修
飾
の
意
味
で
添
っ
て
い

る
の
み
で
は
な
く
、
そ
れ
の
も
つ
語
源
的
内
容
が
生
き
た
も
の
と
し
て
用
い
ら

れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
、
と
想
像
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

「
妻
問
ひ
」
の
結
婚
形
態
は
奈
良
朝
の
頃
ま
で
行
わ
れ
て
い
た
如
く
で
あ
っ

て
、
記
紀
・
風
土
記
お
よ
び
万
葉
な
ど
に
よ
っ
て
「
妻
問
ひ
」
の
風
習
が
ど
の

よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
か
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
時
代
に
お
け
る
求
婚

は
「
よ
ぱ
ひ
」
と
い
う
古
い
言
葉
が
意
味
し
て
い
る
よ
う
に
、
求
婚
者
が
門
前

や
窓
の
近
く
に
立
っ
て
’
八
千
矛
神
は
板
戸
の
前
に
立
っ
て
い
た
ｌ
相
手

の
女
性
を
呼
び
結
婚
の
承
諾
を
求
め
た
の
で
あ
る
。
女
が
そ
の
求
め
に
応
じ
さ

え
す
れ
ば
結
婚
が
成
立
し
た
も
の
と
思
わ
れ
て
い
た
の
で
《
万
葉
が
「
結
婚
』
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を
「
よ
ぱ
ひ
」
と
訓
ま
ぜ
て
い
る
の
も
そ
の
た
め
で
あ
ろ
う
。
求
婚
者
は
幾
山

河
を
越
え
て
ゆ
く
遠
路
で
あ
っ
て
も
、
ま
た
雪
や
雨
の
降
る
悪
天
候
で
あ
っ
て

も
、
そ
れ
ら
の
環
境
に
憶
す
る
こ
と
な
く
暗
い
夜
道
を
通
い
つ
づ
け
た
の
で
あ

る
。
八
千
矛
神
の
よ
う
に
遠
い
土
地
に
妻
問
う
場
合
に
は
、
身
の
ま
わ
り
に
着

て
い
る
も
の
さ
え
も
解
か
な
い
う
ち
に
、
夜
が
明
け
初
め
て
き
て
思
い
を
遂
げ

よ
ぱ
ひ

ら
れ
な
い
こ
と
が
多
か
っ
た
ら
し
い
。
万
葉
の
「
他
国
に
結
婚
に
行
き
て
大
刀

が
緒
を
い
ま
だ
解
か
ね
ば
さ
夜
ぞ
明
け
に
け
る
」
（
十
二
ｌ
尭
実
）
は
八
千
矛

神
の
歌
を
要
約
し
た
も
の
ら
し
く
、
こ
の
よ
う
に
作
り
か
え
ら
れ
て
広
く
う
た

わ
れ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
の
も
、
こ
れ
に
類
す
る
こ
と
が
現
実
に
お
い
て
起
っ

て
い
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
「
こ
も
り
く
の
泊
瀬
の
国
に
さ
結
婚
に
わ
が

来
れ
ば
…
…
」
（
十
三
上
三
ｅ
と
は
じ
ま
る
こ
の
長
歌
も
八
千
矛
神
の
歌
の

影
響
を
受
け
た
も
の
で
あ
る
が
、
「
妻
問
ひ
」
の
男
性
が
如
何
に
苦
し
い
体
験

を
積
ま
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
か
が
わ
か
る
。
女
が
戸
を
開
け
な
い
時
は
雨
や
雪

の
道
で
あ
ろ
う
と
孤
愁
の
念
を
抱
き
な
が
ら
帰
途
に
つ
く
よ
り
方
法
が
な
か
っ

た
。
湯
原
王
が
娘
子
に
贈
っ
た
「
う
は
ぺ
な
き
も
の
か
も
人
は
し
か
ば
か
り
遠

き
家
路
を
還
す
念
へ
ぱ
」
（
四
’
一
三
）
の
歌
に
み
る
よ
う
に
遙
々
出
か
け
て
行

っ
て
も
相
手
が
逢
っ
て
く
れ
な
け
れ
ば
ど
う
し
よ
う
も
な
く
非
情
の
女
を
恨
ん

で
帰
る
だ
け
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
湯
原
王
は
娘
子
の
意
志
に
よ
っ
て
逢
え
な
か
、

、

っ
た
の
で
あ
る
が
、
お
互
に
思
い
合
っ
て
い
て
も
二
人
の
間
を
妨
げ
る
も
の
が

あ
っ
た
。
沼
河
比
売
が
「
い
え
く
さ
の
女
に
し
あ
れ
ば
」
と
う
た
い
、
八
千

矛
神
の
求
め
に
即
刻
応
じ
ら
れ
な
い
と
い
っ
て
い
る
の
も
若
い
女
性
が
思
う
ま

ま
に
行
動
で
き
な
か
っ
た
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
。

男
の
誘
惑
か
ら
女
を
守
り
、
一
方
ま
た
女
の
自
由
行
動
を
束
縛
し
た
の
は
彼

女
ら
の
母
親
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
男
は
女
の
家
を
訪
ず
れ
「
奥
山
の
真
木
の
板

戸
を
お
し
開
き
し
ゑ
や
出
で
来
ね
後
は
何
せ
む
・
一
（
十
一
ｌ
壹
売
）
と
後
で
ど

の
よ
う
に
な
ろ
う
ど
も
板
戸
を
開
け
て
出
て
い
ら
っ
し
ゃ
い
と
呼
び
か
け
．
あ

る
い
は
「
大
君
の
境
ひ
給
ふ
と
山
守
す
ゑ
守
る
と
い
ふ
山
に
入
ら
ず
は
止
ま

じ
」
（
六
ｌ
菱
ｅ
と
い
う
情
熱
を
傾
け
、
母
親
の
厳
重
な
監
視
を
も
怖
れ
な
い

意
気
を
も
っ
て
い
た
。
女
は
男
の
求
め
に
応
じ
て
共
寝
し
よ
う
と
思
っ
て
も
母

し

し

も

親
は
「
小
山
田
の
鹿
猪
田
禁
る
ご
と
」
（
十
二
-
上
一
三
ｓ
守
っ
て
い
て
心
の
お

お
す
丁
け
き

も
む
く
ま
ま
に
振
舞
う
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
、
「
玉
垂
の
小
簾
の
隙
に
入
り

通
ひ
来
ね
た
ら
ち
ね
の
母
が
問
は
さ
ば
風
と
申
さ
む
」
〔
十
一
上
三
盃
）
と
母

親
の
眼
を
偽
っ
て
逢
う
瀬
の
楽
し
み
を
つ
く
っ
た
り
し
て
、
親
に
知
ら
れ
る
こ

と
な
く
泓
か
に
逢
っ
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
多
く
は
「
こ
こ
だ
く
も
念
ふ
如

な
ら
ぬ
」
（
＋
三
，
上
三
三
）
歎
き
を
重
ね
て
い
た
の
で
あ
る
。

さ
て
「
妻
問
ひ
」
の
風
習
を
概
略
み
て
き
た
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
殊
に
注

意
さ
れ
る
の
は
男
が
「
さ
夜
ぞ
明
け
に
け
る
」
と
か
「
さ
夜
は
明
け
こ
の
夜

は
明
け
ぬ
」
あ
る
い
は
「
ぬ
ぱ
た
ま
の
夜
は
明
け
行
き
い
」
な
ど
と
う
た
っ

て
い
る
よ
う
に
、
夜
が
明
け
て
明
る
い
朝
が
来
る
の
を
最
も
気
に
し
て
い
た
こ

と
で
あ
る
。
求
婚
の
交
渉
は
人
皆
が
寝
静
ま
っ
て
い
る
夜
に
限
ら
れ
て
い
た
。

よ
し
や
思
い
が
通
じ
て
共
寝
を
し
て
も
「
庭
つ
烏
鶏
は
鳴
く
な
り
野
つ

鳥
堆
は
動
む
．
愛
し
け
く
も
い
ま
だ
言
は
ず
て
明
け
に
け
り
吾
妹
」

（
紀
突
）
と
あ
る
よ
う
に
夜
が
明
け
た
な
ら
ば
後
朝
の
別
れ
を
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
か
っ
た
。
い
ず
れ
に
し
て
も
若
い
男
女
に
と
っ
て
夜
は
絶
対
的
な
も
の
で

あ
っ
て
、
八
千
矛
神
も
雄
や
鶏
の
鳴
き
ご
え
に
つ
れ
て
夜
が
明
け
る
と
い
う
観

念
を
も
っ
て
い
た
か
ら
こ
そ
、
「
こ
の
鳥
も
打
ち
止
め
こ
せ
ね
」
と
い
っ
て

憤
り
嘆
い
た
わ
け
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
夜
明
け
を
嫌
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
は
、
と
り
も
直
さ
ず
若
い

二
人
に
と
っ
て
夜
が
絶
好
の
世
界
で
あ
っ
た
こ
と
を
意
味
す
る
。
殊
に
親
の
眼

を
偽
っ
て
逢
う
瀬
を
楽
し
む
た
め
に
は
暗
い
夜
八
ぬ
ば
た
ま
の
夜
ｖ
が
望
ま
し
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か
つ
た
と
い
え
る
。
し
た
が
っ
て
、
夜
に
対
す
る
こ
の
よ
う
な
関
心
と
期
待
と

に
照
応
す
る
も
の
と
し
て
「
青
山
に
日
が
隠
ら
ぱ
い
ぱ
た
ま
の
夜
は
出

で
な
む
」
を
理
解
す
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か
。

ま
た
「
ぬ
ば
た
ま
の
」
の
語
句
に
つ
い
て
考
え
て
み
る
に
、
「
ぬ
ぱ
た
ま
」

ひ
お
う
ぎ

は
射
干
の
実
、
そ
の
実
が
黒
い
と
こ
ろ
か
ら
「
黒
」
に
か
か
る
曹
嶮
の
枕
詞
で

あ
っ
て
、
本
来
的
に
は
黒
に
の
み
か
か
っ
て
い
た
も
の
と
思
う
。
記
紀
に
は

「
ぬ
ぱ
た
ま
の
黒
き
み
衣
を
」
「
ぬ
ぱ
た
ま
の
甲
斐
の
黒
駒
」
の
二
例
○

万
葉
に
は
「
ぬ
ぱ
た
ま
の
黒
髪
山
」
「
ぬ
ぱ
た
ま
の
黒
髪
敷
き
て
」
「
ぬ
ば
た

ま
の
黒
馬
」
「
ぬ
ぱ
た
ま
の
黒
牛
潟
」
あ
る
い
は
「
ぬ
ぱ
た
ま
の
わ
が
黒
髪
」

「
ぬ
ぱ
た
ま
の
斐
太
の
大
黒
」
な
ど
、
時
代
的
に
新
し
い
作
も
二
三
あ
る
が
殆

ん
ど
が
作
者
不
明
の
歌
で
あ
る
。
こ
の
黒
に
か
か
る
用
法
か
ら
「
夜
」
に
か
け

、

、

て
い
う
よ
う
に
転
じ
た
の
は
黒
と
夜
の
暗
さ
と
の
共
通
性
か
ら
で
あ
ろ
う
。

「
夜
」
に
か
か
る
例
は
記
紀
に
は
沼
河
比
売
の
歌
一
例
の
み
で
あ
る
が
、
万
葉

に
「
ぬ
ぱ
た
ま
の
夜
渡
る
月
」
な
ど
多
く
の
用
例
が
あ
り
、
更
に
転
じ
て
夜
に

縁
の
あ
る
夢
や
月
や
夕
な
ど
に
か
け
て
用
い
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

枕
詞
は
常
に
一
定
の
語
の
上
に
か
か
っ
て
、
そ
の
語
を
修
飾
し
た
り
句
調
を

整
え
る
た
め
に
用
い
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
枕
詞
の
多
く
は
意
味
の
な
い
語
と

し
て
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
当
面
の
枕
詞
「
ぬ
ぱ
た
ま
の
」
に
お
い
て
も
、

射
干
の
黒
い
実
と
い
う
具
体
的
な
色
彩
を
思
い
起
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
抽
象
的

、

、

、

、

、

、

、

、

観
念
的
な
黒
で
は
な
く
具
象
性
を
も
っ
た
黒
が
イ
メ
ー
ジ
の
中
に
浮
ん
で
く
る

仕
掛
け
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
よ
う
に
内
容
の
あ
っ
た

枕
詞
も
時
代
の
推
移
に
つ
れ
て
本
来
的
意
義
は
次
第
に
忘
れ
ら
れ
、
遂
に
は
意

味
の
な
い
修
飾
語
と
し
て
多
用
さ
れ
る
に
至
り
、
夢
や
月
に
か
け
て
い
う
時
に

は
八
黒
Ｖ
と
か
ハ
暗
い
ｖ
と
い
う
具
体
的
な
も
の
を
も
た
な
い
単
な
る
夜
の
代

用
的
表
現
に
な
り
変
っ
て
い
る
。
万
葉
に
は
暗
い
夜
の
表
現
と
し
て
「
闇
夜
」

沼
河
比
売
は
八
千
矛
神
に
対
し
て
次
の
よ
う
に
う
た
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
青

山
に
日
が
入
っ
た
な
ら
、
八
真
暗
な
ｖ
夜
に
な
っ
て
ほ
し
い
。
そ
う
し
た
な
ら

ば
朝
日
が
花
や
か
に
射
す
よ
う
に
、
に
こ
や
か
な
笑
顔
に
な
っ
て
き
て
、
拷
の

綱
の
よ
う
な
白
い
腕
、
沫
雪
の
よ
う
な
若
や
か
な
胸
を
…
…
と
、
暗
夜
を
希
い

官
能
的
な
閨
中
の
交
歓
を
う
た
い
、
八
千
矛
神
の
激
し
い
恋
ど
こ
ろ
を
鎮
め
た

の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
繰
返
し
述
べ
て
き
た
よ
う
に
「
ぬ
ば
た
ま
の
夜
は
出

で
な
む
」
に
う
た
い
こ
め
ら
れ
て
い
る
心
持
ち
は
誰
し
も
等
し
く
経
験
し
望
ん

で
い
た
こ
と
で
あ
ろ
う
か
ら
共
感
を
も
っ
て
理
解
さ
れ
て
い
た
も
の
と
思
う
。

以
上
の
解
釈
に
よ
っ
て
こ
の
語
句
が
蘇
り
、
歌
全
体
の
理
解
を
も
助
く
る
も

の
と
考
え
、
試
案
を
提
出
し
た
次
第
で
あ
る
。
（
昭
和
三
十
二
年
五
月
稿
。
同

三
十
六
年
一
月
古
代
文
学
会
で
発
表
．
補
正
。
）

「
闇
の
夜
」
の
語
を
み
る
が
、
こ
れ
な
ど
は
「
ぬ
ぱ
た
ま
の
夜
」
の
固
定
的
形

式
的
表
現
に
代
っ
て
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
も
の
と
い
え
よ
う
。

枕
詞
の
推
移
か
ら
み
て
「
夜
」
に
か
か
る
「
ぬ
ぱ
た
ま
の
」
に
八
黒
Ｖ
に
通

う
八
暗
い
Ｖ
と
い
う
意
味
が
含
ま
れ
て
い
た
と
は
必
ず
し
も
言
え
な
い
。
も
し

も
本
来
の
意
識
が
保
持
さ
れ
て
い
た
な
ら
ば
「
ぬ
ば
た
ま
の
夜
」
に
表
現
さ
れ

て
い
る
世
界
は
八
暗
い
ｖ
夜
で
あ
っ
た
と
言
い
得
る
で
あ
ろ
う
。

沼
河
比
売
が
「
ぬ
ぱ
た
ま
の
夜
」
と
う
た
っ
た
時
、
そ
れ
が
ど
の
よ
う
な
も

ザ

●

の
で
あ
っ
た
か
外
見
的
に
は
判
断
し
か
ね
る
の
で
あ
る
が
、
「
妻
問
ひ
」
の
男

女
が
等
し
く
夜
を
望
ん
で
い
た
こ
と
、
し
か
も
八
暗
い
ｖ
夜
を
好
ま
し
い
状
態

と
し
て
迎
え
て
い
た
で
あ
ろ
う
こ
と
を
思
い
合
わ
す
な
ら
ば
「
八
真
暗
な
Ｖ

夜
」
と
い
う
意
味
に
解
す
る
方
が
作
意
に
近
い
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
。

四

、


