
古事記における歌と表現

古
代
の
文
芸
に
就
い
て
、
そ
の
表
現
の
特
徴
的
な
あ
り
方
は
何
か
と
問
う
な

（１）

ら
ぱ
、
そ
れ
は
物
語
が
、
そ
の
中
に
歌
と
い
う
自
立
し
た
表
現
を
入
れ
子
式
に

内
包
す
る
こ
と
で
あ
る
と
、
ひ
と
ま
ず
答
え
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
す
な

わ
ち
歌
謡
物
語
と
呼
ば
れ
る
か
た
ち
で
あ
る
。
た
だ
し
厳
密
に
言
え
ば
、
物
語

が
歌
を
内
包
す
る
の
で
は
な
い
。
古
代
人
に
と
っ
て
は
、
ま
ず
歌
が
あ
っ
た
の

ふ
る
こ
と

で
あ
る
。
歌
ま
た
は
古
言
が
情
況
の
説
明
を
喚
起
す
る
と
こ
ろ
に
物
語
が
生
ま

れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
初
期
万
葉
の
歌
に
物
語
的
情
況
を
喚
起
す
る
も
の
が
あ

る
の
も
同
じ
こ
と
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
本
当
は
物
語
が
歌
を
内
包
す
る
の
で
は

ふ
る
こ
と

な
く
、
逆
に
歌
や
古
言
が
物
語
を
縄
う
の
だ
と
言
っ
た
ほ
う
が
正
確
で
あ
る
。

い
わ
ゆ
る
歌
謡
物
語
は
、
平
安
期
の
歌
物
語
が
或
る
和
歌
に
つ
い
て
の
物
語
的

興
味
を
中
心
と
し
て
語
ら
れ
て
い
る
の
に
対
し
て
、
歌
謡
そ
の
も
の
が
物
語
を

表
現
す
る
と
い
う
点
に
特
徴
が
あ
り
、
こ
こ
に
採
り
上
げ
る
允
恭
記
の
例
で
も
、

実
際
に
は
い
わ
ゆ
る
地
の
文
が
ほ
と
ん
ど
無
い
。
が
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
我
食
は
そ
こ
か
ら
一
編
の
物
語
を
読
ん
だ
か
の
よ
う
な
印
象
を
受
け
る
の

で
あ
る
。
古
代
に
お
け
る
表
現
の
固
有
性
が
そ
こ
に
は
あ
る
だ
ろ
う
。

古
事
記
に
お
け
る
歌
と
表
現

I■■■■■

ｌ
下
巻
・
允
恭
記
、
軽
の
兄
妹
の
物
語
を
例
と
し
て
Ｉ

さ
て
、
允
恭
記
は
前
後
二
つ
の
異
な
る
表
現
か
ら
成
り
立
っ
て
い
る
。
前
半

に
は
、
宮
処
・
后
妃
・
子
女
・
次
帝
・
治
績
な
ど
型
通
り
の
記
載
の
中
に
、
仁

徳
天
皇
の
「
聖
帝
」
伝
説
と
同
工
の
帝
徳
を
語
る
話
と
考
え
ら
れ
る
、
病
に
よ

っ
て
帝
位
を
固
辞
し
た
と
い
う
話
が
あ
る
。
皇
位
継
承
者
と
し
て
の
資
格
を
語

る
も
の
だ
が
、
『
漢
書
』
や
『
後
漢
書
』
な
ど
の
史
書
の
引
用
が
目
立
つ
日
本

書
紀
で
明
白
な
よ
う
に
、
中
国
の
儒
教
的
な
帝
王
観
に
よ
る
文
章
で
あ
る
。
後

半
は
、
こ
の
賢
帝
を
父
と
し
な
が
ら
、
己
が
同
母
の
妹
を
妻
と
す
る
常
軌
を
逸

し
た
不
肖
の
皇
子
が
、
当
事
者
の
歌
っ
た
歌
を
引
用
す
る
か
た
ち
で
語
ら
れ
て

い
る
。
歌
謡
は
全
部
で
十
二
首
。
人
望
を
失
い
、
戦
わ
ず
し
て
弟
皇
子
の
穴
穂

命
に
捕
ら
え
ら
れ
る
部
分
、
す
な
わ
ち
軽
太
子
の
行
為
が
直
接
社
会
性
を
持
っ

た
部
分
だ
け
は
、
二
首
の
歌
を
含
む
地
の
文
に
よ
っ
て
語
ら
れ
る
が
、
そ
の
ほ

か
妹
と
の
対
幻
想
の
世
界
（
社
会
性
と
対
立
す
る
部
分
）
は
す
べ
て
歌
に
よ
っ

て
展
開
さ
れ
て
行
く
。

こ
の
話
は
、
前
半
と
後
半
を
対
立
的
に
賢
帝
と
そ
の
愚
息
の
話
と
し
て
承
る

読
承
方
の
ほ
か
に
、
父
帝
の
病
が
皇
位
に
ケ
ガ
レ
を
持
ち
込
ん
だ
が
故
に
皇
子

の
愚
行
が
起
こ
っ
た
話
、
と
前
後
を
一
つ
の
展
開
と
し
て
読
む
こ
と
も
可
能
だ

ろ
う
。
ま
た
、
実
の
妹
を
妻
と
す
る
と
い
う
こ
の
忌
ま
わ
し
い
事
件
は
、
古
事
記
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で
は
允
恭
帝
の
死
後
の
事
と
語
ら
れ
、
日
本
書
紀
で
は
そ
の
在
位
中
の
事
と
し

て
語
ら
れ
て
い
る
。
次
に
皇
位
に
即
く
べ
き
人
物
が
、
こ
の
よ
う
な
禁
忌
を
犯

す
と
ど
う
な
る
か
。
頃
は
夏
の
六
月
、
天
皇
の
食
す
る
ス
ー
プ
の
汁
が
固
く
凍

っ
た
と
日
本
書
紀
は
記
す
。
す
な
わ
ち
宇
宙
の
順
行
が
乱
れ
、
無
秩
序
が
支
配

す
る
世
と
な
る
。
留
保
さ
れ
て
い
た
、
病
承
な
が
ら
の
即
位
に
よ
る
允
恭
帝
の

ケ
ガ
レ
は
、
具
体
的
に
後
継
者
で
あ
る
皇
子
に
顕
れ
た
。
ケ
ガ
レ
は
祭
祀
空
間

を
作
り
上
げ
る
要
因
と
な
る
。
ま
た
、
允
恭
帝
の
死
後
の
事
と
す
る
古
事
記
に

即
し
て
読
め
ば
、
新
羅
国
の
薬
師
に
よ
っ
て
病
を
治
癒
し
た
（
神
話
的
に
は
異

界
の
霊
力
を
身
に
付
け
た
）
天
皇
が
死
ん
だ
こ
と
に
よ
っ
て
、
宇
宙
は
無
秩
序

の
兆
し
を
は
ら
む
。
そ
こ
に
起
こ
る
べ
く
し
て
起
こ
っ
た
潭
沌
が
、
す
な
わ
ち

（２）

こ
の
忌
避
す
べ
き
事
件
で
あ
っ
た
。
こ
の
ケ
ガ
レ
を
祓
う
こ
と
で
、
次
に
来
る

新
し
い
王
（
穴
穂
命
）
の
即
位
が
こ
の
揮
沌
を
お
さ
め
、
秩
序
の
回
復
を
も
た

ら
す
。
日
継
の
論
理
と
し
て
は
そ
の
よ
う
に
展
開
し
て
行
く
の
だ
が
、
こ
こ
に

間
う
て
ゑ
た
い
こ
と
は
、
こ
の
揮
沌
と
祓
え
が
ど
の
よ
う
な
表
現
を
と
っ
て
語

ら
れ
て
い
る
の
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
表
現
の
仕
組
承
を
解
く
こ
と

は
、
古
事
記
の
読
承
方
に
さ
ら
に
新
し
い
展
望
を
開
き
う
る
は
ず
だ
か
ら
で
あ

）〈》。

一一

さ
て
、
ま
ず
端
的
に
言
っ
て
、
物
語
の
表
現
を
支
え
て
い
る
の
は
究
極
的
に

何
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
よ
う
な
問
い
に
対
し
て
、
「
そ
れ
は
表
現
の
外
に
あ
る

共
同
の
幻
想
で
あ
る
」
と
言
え
ば
、
そ
れ
は
今
日
常
識
化
し
た
答
え
と
な
る
で

あ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
こ
で
は
敢
え
て
、
そ
れ
は
ま
ず
く
物
語
を
喚
起
す
る

ふ
る
こ
と

詞
〉
と
し
て
の
「
諺
」
・
「
地
名
」
・
「
神
名
」
と
言
っ
た
古
言
そ
し
て
「
歌
謡
」

で
あ
る
、
と
言
っ
て
置
き
た
い
。

古
代
の
物
語
は
、
決
し
て
固
定
し
た
詞
章
で
は
語
ら
れ
ず
、
あ
る
流
動
性
を

持
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
流
動
性
を
持
ち
な
が
ら
も
、
一
方
で
ま
た
或
る
類
型
魁

的
な
表
現
の
形
を
と
る
。
た
と
え
ば
歌
を
持
た
な
い
例
と
し
て
「
三
輪
山
型
」

の
物
語
を
あ
げ
て
承
る
と
、
こ
れ
は
古
事
記
か
ら
後
世
の
昔
話
に
至
る
ま
で
、

厳
然
た
る
一
つ
の
型
を
も
つ
話
と
し
て
あ
る
。
ｌ
そ
れ
を
支
え
て
い
る
の
は

何
か
。
表
現
の
細
部
を
忘
れ
て
も
我
々
に
思
い
起
こ
さ
れ
る
の
は
、
ま
ず
も
っ

て
「
蛇
」
・
「
針
」
・
「
苧
」
・
「
鈎
穴
」
と
い
っ
た
一
連
の
語
群
で
あ
る
。
そ
し
て

ま
た
漠
然
と
後
に
残
る
或
る
観
念
、
蛇
神
の
来
訪
と
神
婚
の
観
念
（
類
型
的
な

諸
話
か
ら
帰
納
的
に
得
ら
れ
る
観
念
、
即
ち
幻
想
）
で
も
あ
る
。
一
連
の
語
群

は
、
こ
の
観
念
に
よ
っ
て
結
び
付
け
ら
れ
る
こ
と
で
始
め
て
一
つ
の
物
語
を
形

成
し
得
る
し
、
ま
た
逆
に
、
こ
の
観
念
は
こ
れ
ら
の
語
群
に
よ
っ
て
文
化
の
中

に
繋
ぎ
留
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
二
つ
は
、
そ
の
よ
う
に
相
補
的
な
関
係
一

に
あ
る
。
し
か
し
、
常
に
具
体
的
な
も
の
は
一
連
の
語
で
あ
り
、
観
念
は
こ
れ
帥

無
く
し
て
在
り
得
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
一
連
の
語
を
核
に
し
て
形
成
さ
れ
た
物
一

語
を
、
つ
ま
り
表
現
を
読
む
こ
と
で
我
々
は
初
め
て
観
念
を
知
り
得
た
の
だ
か

ら
。
一
連
の
語
は
そ
の
物
語
を
喚
起
す
る
も
の
と
し
て
あ
る
し
、
ま
た
観
念
的

な
も
の
を
繋
ぎ
止
め
て
い
る
の
は
具
体
的
な
語
で
あ
る
。

古
事
記
の
場
合
は
、
末
尾
に
地
名
起
源
と
し
て
そ
の
由
来
が
語
ら
れ
る
「
三

輪
」
の
一
語
で
も
、
物
語
を
喚
起
す
る
そ
の
機
能
を
果
た
す
と
言
え
る
だ
ろ
う

し
、
同
じ
よ
う
に
倭
建
命
の
物
語
の
前
半
は
、
物
語
そ
の
も
の
が
そ
の
名
の
由

来
を
語
る
「
ヤ
マ
ト
タ
ヶ
ル
」
と
い
う
語
が
そ
れ
に
相
当
し
、
後
半
は
「
白
鳥

陵
」
が
そ
れ
に
相
当
す
る
。
こ
れ
に
「
熊
曾
タ
ヶ
ル
」
な
ど
の
他
の
語
群
、
そ

し
て
幾
首
か
の
歌
謡
が
、
物
語
の
全
体
を
喚
起
す
る
詞
と
し
て
あ
る
と
言
え
る

のである。

軽
物
語
で
は
、
「
軽
太
子
」
・
「
軽
大
郎
女
」
・
「
穴
穂
命
」
・
「
衣
通
郎
女
」
等
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と
、
一
連
の
歌
謡
が
そ
れ
に
当
た
る
だ
ろ
う
。
中
で
も
、
「
衣
通
郎
女
」
こ
そ

最
も
物
語
の
喚
起
力
を
持
っ
た
語
と
考
え
ら
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
「
衣
通
郎
女
」

は
軽
大
郎
女
の
「
亦
名
」
で
あ
り
、
古
事
記
に
「
亦
名
」
と
あ
る
の
は
、
オ
ホ

ク
ニ
ヌ
シ
や
ヤ
マ
ト
タ
ヶ
ル
の
場
合
と
同
様
に
、
そ
れ
が
物
語
名
で
あ
る
こ
と

を
示
し
て
い
る
か
ら
で
あ
り
、
ま
た
分
注
に
、
「
其
の
身
の
光
、
衣
よ
り
通
り

出
づ
れ
ぱ
な
り
」
と
、
命
名
の
由
来
が
注
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
そ
れ
を
証
す

る
。
と
こ
ろ
が
実
際
に
は
、
物
語
に
依
拠
す
る
か
た
ち
で
は
そ
の
名
を
得
て
い

な
い
こ
と
か
ら
、
こ
の
語
は
具
体
的
な
或
る
一
つ
の
物
語
を
喚
起
す
る
も
の
で

は
な
い
。
我
を
が
ま
の
あ
た
り
見
る
と
こ
ろ
の
古
事
記
で
は
、
こ
の
強
烈
な
対

の
幻
想
を
喚
起
す
る
「
衣
通
郎
女
」
と
い
う
美
女
の
接
説
が
、
「
軽
」
の
語
と

結
び
付
く
こ
と
で
、
反
王
権
的
な
近
親
相
姦
の
物
語
を
構
成
す
る
も
の
と
な
っ

て
い
る
。
こ
の
物
語
を
読
ん
だ
あ
と
で
我
々
に
印
象
づ
け
ら
れ
る
の
は
、
ま
ず

「
軽
」
「
穴
穂
」
と
い
っ
た
語
や
一
連
の
歌
謡
で
あ
り
、
そ
れ
に
伴
っ
て
想
起
さ

れ
る
兄
妹
相
姦
と
兄
弟
の
対
立
で
あ
ろ
う
。
し
か
も
実
際
に
物
語
を
構
成
す
る

の
は
一
連
の
歌
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

こ
こ
で
興
味
深
い
の
は
、
こ
の
「
衣
通
郎
女
」
を
め
ぐ
る
話
が
日
本
書
紀
で

は
こ
れ
と
ま
っ
た
く
異
な
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
日
本
書
紀
で
は
、
允
恭
天

う
は
な
り
ね
た
み

皇
の
妻
ま
ぎ
の
話
を
姉
妹
の
対
立
と
し
て
語
る
こ
と
で
、
皇
后
の
後
妻
嫉
妬
の

話
と
な
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
性
の
禁
忌
を
犯
す
こ
と
で
無
秩
序
（
反
王
権
）
を

招
来
し
か
ね
な
い
美
女
「
衣
通
郎
女
」
の
話
が
、
日
本
書
紀
で
は
、
古
事
記
と

は
別
に
こ
の
よ
う
な
形
で
語
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
こ
の
世
の
も
の
で
は

無
い
光
り
か
が
や
く
美
し
さ
は
、
す
で
に
人
間
の
側
の
も
の
で
は
無
い
。
彼
女

（３）

自
身
が
神
で
あ
り
、
ま
た
神
の
妻
で
あ
る
こ
と
が
最
も
ふ
さ
わ
し
い
の
だ
。
そ

こ
に
、
こ
の
語
が
古
代
的
な
観
念
に
自
然
に
沿
っ
た
か
た
ち
で
喚
起
す
る
と
こ

ろ
の
或
る
物
語
を
見
通
す
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
神
を
魅
す
る
美

女
と
し
て
の
「
衣
通
郎
女
」
が
語
ら
れ
る
物
語
、
い
わ
ば
本
来
の
物
語
が
で
あ

る
。
し
か
し
古
事
記
の
場
合
、
上
・
中
巻
の
よ
う
に
は
神
の
話
を
語
ら
な
い
下

巻
で
は
、
こ
の
美
女
が
人
間
の
側
に
帰
属
す
る
こ
と
で
、
彼
女
の
聖
性
と
反
比

例
し
た
禁
忌
・
ケ
ガ
レ
と
し
て
の
強
烈
な
兄
妹
の
対
を
形
成
し
、
反
共
同
体

的
、
反
王
権
的
な
物
語
と
な
る
。
彼
女
の
本
来
に
な
う
べ
き
物
語
で
は
無
い
と

こ
ろ
に
、
そ
の
よ
う
な
反
共
同
性
を
持
っ
た
物
語
が
生
ま
れ
る
の
で
あ
る
。
そ

こ
に
古
代
的
な
表
現
を
考
え
さ
せ
る
す
ぐ
れ
て
重
要
な
問
題
が
ひ
そ
ん
で
い
る

の
だ
が
、
そ
れ
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
こ
と
と
し
て
、
物
語
と
そ
れ
を
喚
起
す

る
語
と
の
関
係
に
つ
い
て
別
の
面
か
ら
少
し
補
足
し
て
置
き
た
い
。

日
本
書
紀
で
は
、
「
衣
通
郎
姫
」
の
記
事
の
末
尾
が
、
「
則
ち
諸
国
造
等
に
科

せ
て
衣
通
郎
姫
の
為
に
藤
原
部
を
定
む
」
と
あ
っ
て
、
「
藤
原
部
」
制
定
の
根

拠
を
語
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
日
本
書
紀
に
よ
れ
ば
、
な
ぜ
「
藤

原
」
な
の
か
は
、
皇
后
の
嫉
妬
の
為
に
衣
通
郎
姫
を
住
ま
わ
せ
た
宮
殿
が
、
初

め
藤
原
の
地
で
あ
っ
た
か
ら
だ
と
あ
り
、
物
語
と
は
間
接
的
な
つ
な
が
り
し
か

持
っ
て
い
な
い
。
つ
ま
り
、
ど
う
見
て
も
「
藤
原
部
」
の
語
そ
の
も
の
に
は
こ

の
物
語
を
喚
起
す
る
働
き
を
見
出
だ
し
難
い
。
そ
の
語
を
根
拠
づ
け
て
い
る
の

は
、
た
だ
そ
の
物
語
全
体
で
あ
る
と
い
う
一
方
通
行
に
過
ぎ
な
い
。
強
い
て
、

「
藤
原
部
」
の
語
が
「
衣
通
郎
姫
」
の
名
と
そ
の
物
語
を
喚
起
せ
し
め
る
も
の

と
な
っ
て
い
る
の
は
、
物
語
中
の
、
「
ね
が
は
く
は
其
の
名
（
衣
通
郎
姫
）
を

後
葉
に
伝
へ
む
と
欲
ふ
」
と
の
天
皇
の
意
志
の
、
群
臣
に
よ
る
承
認
の
承
で
あ

り
、
「
藤
原
部
」
の
も
つ
語
の
自
然
な
喚
起
性
は
無
い
の
で
あ
る
。
古
代
的
に

は
、
あ
る
始
原
を
語
る
こ
と
で
、
そ
の
も
の
の
存
在
が
確
か
に
根
拠
づ
け
ら
れ

得
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
記
事
の
場
合
、
「
藤
原
部
」
の
制
定
を
、
そ
の
古
代

的
な
思
惟
に
よ
っ
て
強
引
に
語
っ
た
と
こ
ろ
に
物
語
は
成
っ
た
。
つ
ま
り
、
書

紀
の
話
は
古
代
の
物
語
的
方
法
を
借
り
て
一
つ
の
意
図
的
な
記
事
を
作
為
し
て
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い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
勿
論
、
そ
れ
を
可
能
に
し
て
い
る
の
は
文
字
表
記
で
あ

る
。
し
か
し
、
こ
れ
は
逆
に
、
古
代
の
物
語
の
方
法
を
極
め
て
よ
く
示
す
も
の

と
し
て
貴
重
で
あ
る
。

ま
た
、
そ
の
よ
う
に
作
為
的
に
あ
ら
わ
れ
る
例
と
し
て
、
ほ
か
に
古
風
土
記

の
地
名
起
源
説
話
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
『
出
雲
国
風
土
記
』
嶋

根
郡
か
ら
一
つ
の
例
を
挙
げ
て
承
る
。
次
の
よ
う
に
語
ら
れ
る
「
加
賀
の
郷
」

の
地
名
起
源
で
あ
る
。あ

み
お
や

け

さ

佐
太
の
大
神
の
生
れ
ま
し
し
と
こ
ろ
な
り
。
御
祖
、
神
魂
命
の
御
子
支
佐

か
ひ
め
の
み
こ
と
く
ら

加
比
売
命
、
『
闇
き
岩
屋
な
る
か
も
』
と
詔
り
た
ま
ひ
て
、
金
弓
も
ち
て

か

邸

や

か

が

射
給
ふ
時
に
、
光
加
を
明
き
き
。
故
、
加
々
と
い
ふ
。

総
じ
て
こ
じ
つ
け
に
過
ぎ
な
い
と
い
う
印
象
を
与
え
る
風
土
記
の
地
名
起
源

の
話
が
、
そ
れ
で
も
な
お
か
つ
起
源
の
説
明
た
り
得
て
い
る
の
は
、
そ
れ
が
神

の
行
為
に
帰
さ
れ
て
い
る
か
ら
に
他
な
ら
な
い
。
そ
し
て
神
の
行
為
と
は
、
そ

の
神
自
身
の
起
源
も
含
め
て
、
物
語
と
し
て
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
す
で
に

「
加
賀
の
郷
」
の
、
こ
の
短
い
地
名
起
源
の
話
に
、
我
灸
は
そ
れ
以
上
の
物
語

を
感
じ
て
い
る
。
神
の
行
為
は
自
然
に
あ
る
土
地
の
名
を
呼
び
寄
せ
、
そ
の
地

名
は
ま
た
自
然
に
神
の
行
為
で
あ
る
物
語
を
喚
起
す
る
語
と
し
て
あ
る
筈
で
あ

っ
た
。
そ
の
よ
う
な
古
代
の
表
現
の
あ
り
方
に
よ
っ
て
、
地
名
の
起
源
を
無
理

に
こ
じ
つ
け
た
の
が
風
土
記
の
多
く
の
地
名
起
源
説
話
で
あ
る
。
右
の
「
加
賀

の
郷
」
の
地
名
起
源
説
話
に
、
そ
れ
以
上
の
物
語
を
感
じ
取
る
の
は
、
我
々
現

代
人
の
窓
意
的
な
読
承
に
因
る
わ
け
で
は
な
い
。
こ
の
条
と
別
に
、
「
加
賀
の

神
崎
」
の
岩
窟
に
つ
い
て
、
『
出
雲
風
土
記
』
は
次
の
よ
う
な
注
記
を
付
す
。

あ

謂
は
ゆ
る
佐
太
の
大
神
の
産
れ
ま
し
し
と
こ
ろ
な
り
。
産
れ
ま
さ
む
と

み
お
や
か
む
む
す
び
の
み
こ
と
み
こ
き

す
る
時
に
、
弓
箭
亡
せ
ま
し
き
。
そ
の
時
、
御
祖
神
魂
命
の
御
子
、
枳

さ
か
ひ
め
の
み
こ
と
ね

ま
す
ら
都
み

佐
加
比
売
命
、
願
ぎ
た
ま
ひ
つ
ら
く
、
「
吾
が
御
子
、
麻
須
羅
神
の
御
子

》》

つの

に
ま
さ
ば
、
亡
せ
し
弓
箭
出
で
来
」
と
願
ぎ
ま
し
つ
。
そ
の
時
、
角
の
弓

主
腱
童

箭
水
の
随
に
流
れ
出
で
け
り
。
そ
の
時
、
弓
を
取
ら
し
て
、
詔
り
た
ま
ひ
な

つ
ら
く
、
「
此
の
弓
は
吾
が
弓
箭
に
あ
ら
ず
」
と
詔
り
た
ま
ひ
て
、
郷
げ

う廃
て
給
ひ
つ
。
又
、
金
の
弓
箭
流
れ
出
で
来
け
り
。
即
ち
待
ち
取
ら
し
ま

く

ら

い

は

や

し
て
、
「
闇
鯵
き
窟
な
る
か
も
」
と
詔
り
た
ま
ひ
て
、
射
通
し
ま
し
き
。

な

さ

か

ひ

め

即
ち
、
御
祖
支
佐
加
比
売
命
の
社
、
此
処
に
坐
す
。
今
の
人
、
是
の
窟
の

辺
を
行
く
時
は
．
…
．
．
（
日
本
古
典
文
学
大
系
『
風
土
記
』
に
よ
る
）

こ
の
注
か
ら
す
れ
ば
、
佐
太
の
大
神
の
出
生
を
語
る
、
賀
茂
の
丹
塗
矢
伝
説

を
思
わ
せ
る
神
婚
の
物
語
が
あ
っ
た
。
そ
れ
は
「
佐
太
の
大
神
」
・
「
キ
サ
ヵ
ヒ

メ
」
・
「
岩
屋
」
・
流
れ
寄
る
「
金
の
矢
」
と
い
っ
た
語
群
が
喚
起
す
る
と
こ
ろ

の
物
語
で
あ
る
。
ま
た
、
「
金
の
矢
」
を
射
る
こ
と
が
光
線
を
連
想
さ
せ
る
こ

と
か
ら
、
「
カ
ガ
」
（
「
輝
く
」
の
カ
ガ
）
の
語
が
導
き
出
さ
れ
る
の
も
、
三
輪

山
の
話
の
「
三
輪
」
と
同
程
度
に
は
自
然
な
こ
と
で
も
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ

が
物
語
を
省
か
れ
て
簡
略
に
記
さ
れ
る
と
き
、
物
語
と
の
相
補
的
な
関
係
が
断

た
れ
、
記
述
は
こ
じ
つ
け
の
よ
う
に
し
か
あ
ら
わ
れ
な
い
の
で
あ
る
。

一一一

〈
歌
謡
〉
も
ま
た
固
有
名
詞
と
同
じ
く
固
定
し
た
詞
で
あ
り
、
同
様
に
物
語

ふ
る
こ
と

を
喚
起
す
る
古
詞
で
あ
る
。

し
か
も
、
歌
は
常
に
そ
れ
を
歌
っ
た
者
と
同
時
に
あ
り
、
歌
そ
の
も
の
が
歌

っ
た
と
い
う
行
為
と
生
々
し
く
つ
な
が
っ
て
い
る
。
一
つ
の
行
為
は
一
つ
の
情

況
と
結
び
付
い
て
意
味
づ
け
ら
れ
る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
が
或
る
情
況
に
お
け

る
行
為
で
あ
る
こ
と
に
お
い
て
、
歌
は
物
語
を
喚
起
す
る
機
能
を
持
つ
。
た
だ

し
、
単
独
の
歌
謡
で
は
特
定
の
物
語
を
喚
起
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
あ
る
一

連
の
語
や
歌
と
結
合
し
て
初
め
て
そ
の
機
能
を
持
つ
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
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軽
大
郎
女
と
衣
通
郎
女
と
を
別
の
人
物
と
承
る
日
本
書
紀
で
は
》
「
衣
通
郎

（４）

姫
」
の
話
を
、
次
の
一
連
の
歌
謡
に
よ
っ
て
語
る
。
害
紀
が
古
事
記
と
異
な
る

物
語
で
あ
る
た
め
に
は
、
物
語
を
象
徴
的
に
担
っ
て
い
る
処
の
歌
謡
も
当
然
異

な
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

わ

よ
ひ

開
我
が
せ
こ
が
来
べ
き
宵
な
り
さ
さ
が
ね
の
蜘
蛛
の
行
な
ひ

し
る

今
宵
著
し
も

（衣通郎姫）

臆
し
９

さ

あ
ま
た

髄
さ
さ
ら
が
た
錦
の
紐
を
解
き
放
け
て
数
多
は
寝
ず
に
た
だ

ひ
と
よ一

夜

の

承

（

允

恭

帝

）

め

切
花
ぐ
は
し
桜
の
愛
で
こ
と
愛
で
ぱ
早
く
は
愛
で
ず
我
が
愛

づ
る
子
ら

（允恭帝）

は
玄
も

開
と
こ
し
へ
に
君
も
会
へ
や
も
い
さ
な
取
り
海
の
浜
藻
の
寄

る

時

を

を

（

衣

通

郎

姫

）

と
こ
ろ
が
、
も
し
仮
に
「
衣
通
郎
姫
」
を
神
の
妻
で
あ
る
と
い
う
文
脈
で
受

け
取
れ
ば
、
こ
の
一
連
の
歌
謡
は
、
た
ち
ま
ち
そ
の
聖
婚
の
過
程
を
歌
う
歌
に

変
わ
る
だ
ろ
う
。
開
番
は
神
を
迎
え
る
歌
、
舶
番
は
聖
婚
を
歌
う
神
の
歌
、
師

番
は
神
の
側
か
ら
巫
女
を
賛
美
す
る
歌
、
開
番
は
神
を
送
る
歌
で
あ
る
。
と
こ

ろ
が
書
紀
で
は
、
こ
れ
が
皇
后
の
目
を
盗
ん
で
彼
女
の
妹
に
あ
た
る
「
衣
通
郎

姫
」
に
逢
い
に
行
っ
た
話
と
な
り
、
そ
こ
に
一
種
の
滑
稽
さ
が
か
も
し
出
さ
れ

て
い
る
。
こ
れ
は
、
書
紀
の
こ
の
話
が
、
神
の
話
の
パ
ロ
デ
ィ
的
な
話
で
あ
る

こ
と
を
示
し
て
い
な
い
だ
ろ
う
か
。
構
造
的
に
説
明
す
れ
ば
、
前
者
は
神
祭
り

の
場
の
コ
ー
ド
に
よ
っ
て
読
ま
れ
る
物
語
で
あ
り
、
後
者
は
饗
宴
の
場
の
コ
ー

ド
に
よ
っ
て
読
ま
れ
る
物
語
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
先
に
、
「
衣
通
郎
女
」
に
つ
い

て
、
「
こ
の
語
が
喚
起
す
る
本
来
の
物
語
」
と
言
っ
た
の
は
、
す
な
わ
ち
前
者

の
よ
う
に
、
祭
式
の
神
事
を
場
と
し
て
読
ま
れ
得
る
物
語
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

ま
た
、
こ
こ
に
神
祭
り
及
び
饗
宴
の
場
の
コ
ー
ド
と
は
、
そ
れ
ぞ
れ
古
代
人
が

実
際
に
行
な
っ
た
祭
式
過
程
に
由
来
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
祭
式
過

程
か
ら
得
た
と
こ
ろ
の
コ
ー
ド
が
、
物
語
の
表
現
を
も
規
定
し
て
い
る
と
考
え

るのである。

次
に
古
事
記
の
場
合
、
衣
通
郎
女
は
軽
大
郎
女
と
同
一
人
物
と
さ
れ
、
そ
の

物
語
は
日
本
書
紀
の
「
衣
通
郎
姫
」
と
異
な
り
、
具
体
的
に
は
次
の
よ
う
な
一

連
の
歌
謡
で
語
ら
れ
る
。

潜

か

Ｌ

た

び

わ

し

湖
あ
し
ひ
き
の
山
田
を
作
り
山
高
承
下
樋
を
走
せ
下
ど
ひ
に

い

も

し

た

わ

こ

ぞ

我
が
と
ふ
妹
を
下
泣
き
に
我
が
泣
く
妻
を
昨
夜
こ
そ
は
安

く
肌
触
れ

さ
さ
ぱ

あ
ら
れ

ゐ

い

の

ち

か

澗
笹
葉
に
打
つ
や
霞
の
た
し
だ
し
に
率
寝
て
む
後
は
人
は
離

う
ろ
は

か
り
こ
も

ゆ
と
も
愛
し
と
さ
寝
し
さ
寝
て
ば
刈
薦
の
乱
れ
ば
乱
れ

さ
寝
し
さ
寝
て
ば

お
ほ
童
へ
を
ま
へ
す
ぐ
ね
か
な
と
か
げ

》』

帥
大
前
小
前
宿
禰
が
金
門
蔭
か
く
寄
り
来
ね
雨
立
ち
止
め
む

み

や

ひ

と

あ

ゆ

ひ

こ

す

ず

別
宮
人
の
脚
結
の
子
鈴
落
ち
に
き
と
宮
人
と
よ
む
里
人
も
ゆ

めあ
璽

超

か

る

を

と

め

は

ざ

肥
天
飛
む
軽
の
嬢
子
い
た
泣
か
ば
人
知
り
ぬ
く
し
波
佐
の
山

は

と

し

た

の
鳩
の
下
泣
き
に
泣
く

あ
哀
だ
か
る
を
と
め

朋
天
飛
む
軽
嬢
子
し
た
た
に
も
寄
り
寝
て
と
ほ
れ
軽
嬢
子
ど

もあ虫
と

つ
か
ひ
た
づ
ね

わ

な

別
天
飛
ぶ
鳥
も
使
ぞ
鶴
が
音
の
聞
え
む
時
は
我
が
名
問
は
さ

ね
お
ほ
き
み

はぷ

ふ
な

鄙

へ

こ

た

た

み

朋
王
を
島
に
放
ら
ぱ
船
余
り
い
帰
り
来
む
ぞ
我
が
畳
ゆ
め

』』○圭一言
を
こ
そ
畳
と
言
は
め
我
が
妻
は
ゆ
め

な
つ
く
さ

か
き
が
ひ
あ
し
ふ

師
夏
草
の
あ
ひ
ね
の
浜
の
蠣
貝
に
足
踏
ま
す
な
あ
か
し
て
と

ほ
れ
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ゆ

師
君
が
往
き
け
長
く
な
り
ぬ
山
た
づ
の
迎
へ
を
行
か
む
待
つ

に
は
待
た
じ

こ

も

く

は

つ

せ

お
ほ
を

は

た

は

だ

を

を

肥
隠
り
国
の
泊
瀬
の
山
の
大
峡
に
は
幡
張
り
立
て
さ
小
峡
に

だ

お

ば

を

づ
良

は
幡
張
り
立
て
大
峡
に
し
な
か
さ
だ
め
る
思
ひ
妻
あ
は
れ

つ
く

》

』

》

』

あ

づ

さ

ゆ

み

た

た

の
ら

槻
弓
の
臥
や
る
臥
や
り
も
梓
弓
起
て
り
起
て
り
も
後
も
取

り
見
る
思
ひ
妻
あ
は
れ

一
』
ご
ｍ
》
〃
区
、

か
み

い
く
ひ

し
も

的
隠
り
国
の
泊
瀬
の
河
の
上
つ
瀬
に
斎
杙
を
打
ち
下
つ
瀬
に

ま
く
ひ

い
く
ひ

か

主

く

ひ

ま
た
ま

真
杙
を
打
ち
斎
杙
に
は
鏡
を
懸
け
真
杙
に
は
真
玉
を
懸
け

な

あ

い

も

な

あ

も

真
玉
如
す
吾
が
思
ふ
妹
鏡
如
す
吾
が
思
ふ
妻
あ
り
と
言
は

し
の

ぱ
こ
そ
に
家
に
も
行
か
め
国
を
も
偲
は
め

（
日
本
古
典
文
学
大
系
本
よ
り
）

こ
れ
ら
歌
謡
番
号
耐
Ｉ
的
の
一
連
の
歌
謡
は
、
古
事
記
に
お
け
る
軽
太
子
と
軽

大
郎
女
の
兄
妹
の
恋
物
語
を
、
そ
れ
自
体
で
象
徴
的
に
語
る
も
の
と
し
て
あ
っ

た
。
古
事
記
の
記
載
面
に
お
い
て
も
、
地
の
文
に
よ
る
ご
く
僅
か
な
説
明
が
あ

る
の
承
で
、
大
方
は
歌
謡
が
物
語
を
展
開
し
て
行
く
。
一
連
の
歌
が
相
互
に
関

連
性
を
持
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
さ
え
知
れ
れ
ば
、
我
々
は
地
の
文
の
説
明
な

し
で
も
そ
れ
な
り
の
物
語
を
構
成
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
ｌ
即
ち
、
耐
か
ら

は
密
通
に
よ
る
禁
忌
の
犯
し
を
、
門
か
ら
は
そ
の
事
実
へ
の
居
直
り
を
、
ま
た

古
事
記
の
地
の
文
の
説
明
に
と
ら
わ
れ
ず
、
帥
か
ら
は
世
の
噂
の
鎮
静
化
を
期

待
し
つ
つ
臣
下
を
頼
っ
た
こ
と
を
、
し
か
し
別
で
は
不
吉
な
予
兆
が
世
に
顕
れ

た
こ
と
を
知
る
。
肥
は
、
門
の
歌
い
直
し
で
、
露
見
を
や
は
り
恐
れ
た
も
の
。

別
・
師
は
発
覚
の
後
の
配
流
を
読
承
取
れ
る
し
、
冊
・
別
で
は
全
体
に
流
れ
る

妹
へ
の
慕
情
を
、
さ
ら
に
師
か
ら
は
跡
を
追
い
行
く
妹
の
激
情
を
、
肥
・
的
か

ら
は
妹
の
死
を
読
承
取
り
得
る
の
で
あ
る
。
古
事
記
は
古
事
記
な
り
に
こ
れ
ら

の
歌
謡
を
読
み
解
く
こ
と
で
、
そ
の
物
語
を
語
っ
て
い
る
。
そ
れ
を
〈
表
現
〉

と
す
れ
ば
、
そ
の
よ
う
な
古
代
的
な
く
表
現
〉
は
、
論
理
的
に
そ
の
前
に
位
置

し
て
い
る
歌
謡
の
、
古
代
的
な
く
読
承
〉
に
基
づ
い
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。

ち
な
み
に
、
こ
の
点
、
日
本
書
紀
の
軽
太
子
の
話
で
は
〈
表
現
〉
の
あ
り
方

が
古
事
記
と
は
か
な
り
異
な
る
。
内
容
的
に
は
、
軽
皇
女
の
承
伊
予
に
流
さ

れ
、
太
子
は
反
逆
の
末
に
大
前
宿
禰
の
家
で
自
害
す
る
と
い
う
点
を
除
け
ば
話

は
ほ
ぼ
同
様
で
あ
る
が
、
古
事
記
の
歌
謡
の
う
ち
沼
・
閲
・
肥
の
軽
太
子
の
歌

と
、
帥
・
別
に
相
当
す
る
歌
と
を
以
て
構
成
さ
れ
、
軽
皇
女
（
軽
大
郎
女
）
の

歌
は
無
い
。
両
書
を
比
較
す
る
と
、
書
記
は
「
地
の
文
」
を
も
っ
て
物
語
を
語

り
、
古
事
記
は
ひ
た
す
ら
歌
謡
を
も
っ
て
物
語
を
語
る
、
と
い
う
そ
れ
ぞ
れ
の

特
徴
が
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
日
本
書
紀
の
場
合
は
、
仮
に
歌
謡
を
取
り
除
い
て

も
話
の
全
体
が
損
な
わ
れ
る
こ
と
は
無
い
の
で
あ
る
。
古
事
記
と
の
相
違
点
が

そ
こ
に
あ
る
。
い
わ
ば
書
紀
の
歌
謡
は
、
こ
こ
で
は
〈
物
語
を
喚
起
す
る
詞
〉

と
し
て
の
性
格
を
持
た
さ
れ
て
い
な
い
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

例
え
ば
充
分
物
語
の
喚
起
力
を
持
つ
と
考
え
ら
れ
、
か
つ
詞
を
少
し
替
え
て

日
本
書
紀
の
歌
群
の
冒
頭
に
も
配
さ
れ
る
古
事
記
祁
番
の
歌
は
、
「
遊
良
宜
歌
」

と
し
て
更
に
『
琴
歌
譜
』
に
も
次
の
よ
う
に
載
せ
る
。

し
た

あ
し
ひ
き
の
山
田
を
作
り
山
田
か
ら
（
一
説
に
云
ふ
山
高
み
）
下

ひ

わ

し
た
ど

樋
を
走
し
せ
（
ふ
す
せ
）
下
訪
ひ
に
我
が
訪
ふ
妻
下
泣
き
に
我
が
泣
く

こ

ぞ

は
だ

妻
（
片
泣
き
に
か
泣
く
妻
）
此
夜
こ
そ
妹
に
安
く
膚
触
れ

「
日
本
記
」
な
る
書
を
引
い
て
『
琴
歌
譜
』
が
記
す
こ
の
歌
の
背
景
は
日
本
書

紀
と
同
じ
で
あ
る
が
、
そ
の
ほ
か
に
「
古
歌
抄
」
か
ら
、
次
の
よ
う
な
注
目
さ

れ
る
異
伝
を
一
つ
引
い
て
い
る
。

古
歌
抄
云
、
雄
朝
豆
万
稚
子
宿
禰
天
皇
与
衣
通
日
女
王
森
時
作
歌
者

と
い
う
も
の
で
、
「
古
歌
抄
」
に
よ
れ
ば
、
こ
の
歌
は
、
允
恭
天
皇
が
一
-
衣
通

日
女
王
」
（
衣
通
皇
女
）
と
寝
た
時
の
「
作
歌
」
で
あ
る
と
い
う
。
も
し
書
紀
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の
話
と
切
り
離
し
て
理
解
す
れ
ば
、
こ
の
歌
は
祭
式
の
神
事
の
禁
欲
か
ら
の
性

的
解
放
を
歌
う
も
の
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。
と
り
わ
け
末
尾
の
句

こ
ぞ

「
此
夜
こ
そ
妹
に
安
く
唐
触
れ
」
に
、
そ
れ
を
感
じ
取
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

す
な
わ
ち
祝
祭
的
な
饗
宴
の
歌
で
あ
る
。
饗
宴
の
歌
は
聖
な
る
詞
章
（
神
謡
）

で
は
無
く
、
そ
の
「
替
え
歌
（
パ
ロ
デ
ィ
）
」
と
考
え
ら
れ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
勿

論
「
妹
」
は
恋
歌
に
共
通
す
る
妻
や
恋
人
な
の
で
あ
っ
て
、
実
の
妹
で
は
な

い
。
と
こ
ろ
が
古
事
記
の
場
合
は
、
こ
の
「
妹
」
が
原
義
ど
お
り
の
血
縁
と
な

る
。
た
だ
し
、
も
は
や
語
ら
れ
る
物
語
の
場
は
聖
な
る
兄
妹
婚
の
世
界
で
は
無

、

、

、

、

く
、
饗
宴
の
場
と
な
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
、
歌
謡
が
そ
の
よ
う
に
読
ま
れ
た
と

現
す
れ
ば
、
こ
れ
は
祭
式
の
禁
欲
か
ら
の
解
放
以
上
の
激
し
い
禁
忌
の
犯
し
、
近

峨親相姦としかならないだろう。聖婚の対極にあり得るのは近親相姦

歌
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
ち
な
承
に
書
紀
は
こ
の
「
妹
」
を
避
け
る
よ
う
に
妻
と

るけ
し
か
言
わ
な
い
。

礒師番歌はこのように読ゑ解かれたのであった。そして、これによ

、

、

輔ってこの表現は、禁忌の犯しは罪として共同体の外に祓い遣られる

古
と
い
う
観
念
と
結
合
し
、
さ
ら
に
一
連
の
歌
謡
を
引
き
寄
せ
る
。

こ
の
ほ
か
、
資
料
的
に
古
事
記
の
歌
の
背
景
の
異
伝
を
確
認
で
き
る
も
の
と

し
て
は
、
師
・
朋
番
歌
が
あ
る
。
そ
の
う
ち
的
番
歌
は
、
万
葉
集
・
巻
十
三
、

三
二
六
三
番
と
の
類
歌
で
あ
り
、
万
葉
の
反
歌
、
「
年
渡
る
ま
で
に
も
人
は

有
り
と
云
ふ
を
何
時
の
間
に
そ
も
吾
が
恋
ひ
に
け
る
」
（
三
二
六
四
番
）
か

ら
し
て
、
明
ら
か
に
挽
歌
と
し
て
読
め
る
歌
で
あ
る
し
、
師
番
歌
も
折
口
信
夫

の
説
の
よ
う
に
同
じ
く
挽
歌
と
し
て
読
め
る
。
古
事
記
は
、
す
で
に
そ
う
し
た

く
読
承
〉
に
基
づ
き
つ
つ
、
さ
ら
に
軽
太
子
兄
妹
の
完
壁
な
禁
忌
の
犯
し
を
明

ら
か
に
示
す
歌
と
し
て
読
ん
だ
の
で
あ
り
、
そ
の
〈
読
承
〉
が
即
ち
古
事
記
の

（５）

歌
謡
表
現
（
物
語
）
を
作
り
出
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

物
語
中
の
一
首
の
歌
に
つ
い
て
言
え
ば
、
歌
は
総
じ
て
パ
ロ
デ
ィ
と
し
て
の

承
存
在
す
る
。
た
と
え
ば
倭
建
命
が
国
を
偲
ん
で
歌
っ
た
と
い
う
よ
く
知
ら
れ

た歌、倭
は
国
の
ま
ほ
ろ
ば
た
た
な
づ
く
青
垣
山
籠
れ
る
倭
し
う
る

はし

は
、
あ
る
本
歌
、
す
な
わ
ち
神
の
唱
え
た
詞
章
と
し
て
の
聖
な
る
国
ぼ
め
の
歌

を
前
提
に
し
て
の
、
替
え
歌
な
の
で
あ
る
。
し
か
も
そ
れ
は
、
神
の
唱
え
た
詞

章
を
軽
視
す
る
こ
と
で
は
な
く
、
む
し
ろ
そ
の
替
え
歌
を
通
じ
て
神
の
唱
え
た

詞
章
が
改
め
て
人
々
の
共
同
の
意
識
に
蘇
る
の
で
あ
る
。
遠
来
の
神
が
訪
れ
て

寿
ぎ
言
を
唱
え
る
と
い
う
形
が
、
倭
建
命
物
語
で
は
遠
方
に
放
た
れ
て
故
郷
を

恋
う
と
い
う
逆
の
形
と
な
っ
て
い
る
。
歌
の
情
況
が
物
語
に
よ
っ
て
ひ
っ
く
り

返
さ
れ
て
い
る
の
だ
が
、
そ
れ
が
い
わ
ば
パ
ロ
デ
ィ
（
必
ず
し
も
滑
稽
な
要
素

を
含
ま
な
い
「
転
用
」
）
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
る
限
り
、
一
方
の
聖
な
る
詞

章
が
必
ず
意
識
に
於
い
て
前
提
と
な
っ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
よ
う

に
し
て
、
聖
な
る
詞
章
は
再
び
確
認
さ
れ
、
生
き
返
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
、

歌
謡
が
あ
る
固
定
性
を
持
ち
な
が
ら
も
、
固
有
名
詞
の
よ
う
に
は
固
定
し
な
い

性格がある。

古
事
記
氾
番
の
歌
謡
「
あ
し
ひ
き
の
山
田
を
作
り
．
：
：
．
」
は
、
日
本
書
紀

に
も
『
琴
歌
譜
』
に
も
載
せ
る
と
こ
ろ
か
ら
す
れ
ば
、
明
ら
か
に
古
代
宮
廷
の

祭
式
歌
謡
で
あ
っ
た
。
し
か
も
、
こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、
祭
式
過
程

の
饗
宴
部
に
歌
わ
れ
た
祭
式
歌
謡
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
資
料
的
な
伝
来
に
お
い

て
歌
詞
に
異
同
の
あ
る
こ
と
は
、
そ
れ
ら
が
実
際
に
声
や
身
振
り
を
伴
う
身
体

的
な
表
現
の
一
部
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
す
。
そ
こ
で
は
「
こ
ぞ
こ
そ
妹
に
安

四
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古事記における歌と表現
く
肌
触
れ
」
と
い
う
歌
詞
は
、
狼
雑
な
饗
宴
の
気
分
に
浸
る
ゑ
ん
な
の
想
い
で

あ
っ
た
。
秘
儀
的
に
は
聖
な
る
天
照
大
神
の
子
と
し
て
誕
生
す
る
天
皇
が
、
一

方
で
日
本
書
紀
の
允
恭
帝
の
よ
う
に
な
ぜ
皇
后
の
目
を
盗
ん
で
こ
そ
こ
そ
と
女

に
逢
い
に
行
く
の
か
。
祭
式
の
中
で
は
日
常
の
秩
序
の
破
壊
が
習
わ
し
で
あ
っ

た
。
そ
れ
が
祭
式
の
原
理
で
あ
っ
て
、
と
り
わ
け
意
識
に
上
る
の
が
日
常
の
性

的
関
係
の
否
定
で
あ
っ
た
。
万
葉
集
・
巻
九
、
筑
波
山
の
擢
歌
会
の
歌
に
「
人

妻
に
吾
も
交
じ
ら
む
」
（
一
七
五
九
番
）
と
歌
わ
れ
た
り
、
或
る
い
は
巻
十

三
の
歌
に
庶
民
と
同
じ
く
夜
這
い
す
る
天
皇
が
歌
わ
れ
た
り
す
る
の
も
、
祝
祭

的
な
饗
宴
の
狼
雑
な
気
分
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
狼
雑
な
気
分
の
中
で

は
、
兄
妹
相
姦
の
異
常
性
さ
え
薄
れ
る
で
あ
ろ
う
。
た
だ
し
、
も
ち
ろ
ん
日
常

の
次
元
に
は
持
ち
越
さ
れ
な
い
も
の
と
し
て
。

伊
勢
物
語
・
第
四
十
九
段
に
、
兄
が
自
分
の
妹
に
性
的
魅
力
を
感
じ
て
、

う
ら
若
承
寝
よ
げ
に
見
ゆ
る
若
草
を
人
の
む
す
ぱ
む
こ
と
を
し
ぞ
思
ふ

と
歌
っ
た
と
い
う
話
は
、
人
女
の
意
識
の
う
ち
に
潜
在
的
に
わ
だ
か
ま
る
日
常

の
禁
忌
と
そ
の
犯
し
の
可
能
性
に
裏
打
ち
さ
れ
て
い
る
。
相
聞
歌
に
お
け
る

「
妹
」
の
問
題
は
さ
ま
ざ
ま
に
論
じ
ら
れ
て
き
た
が
、
〈
歌
〉
を
そ
の
原
初
的
な

場
、
即
ち
何
ら
か
の
祝
祭
的
な
場
に
返
し
て
見
る
な
ら
ば
、
性
関
係
を
持
つ
べ

き
相
手
を
そ
う
呼
ぶ
こ
と
は
、
表
現
の
次
元
の
こ
と
で
は
あ
ろ
う
と
も
、
す
で

に
兄
妹
婚
の
禁
忌
の
犯
し
で
あ
り
、
ま
た
む
し
ろ
そ
の
禁
忌
を
意
識
の
上
で
犯

す
こ
と
で
成
り
立
つ
男
女
の
性
的
関
係
で
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。
つ
ま
り
、
相

手
が
自
分
の
妹
や
人
妻
で
な
け
れ
ば
、
祝
祭
に
お
け
る
日
常
の
秩
序
を
破
壊
す

る
よ
う
な
性
的
関
係
と
は
な
り
え
な
い
の
で
あ
る
。
古
事
記
沌
番
の
「
我
が
と

ふ
妹
」
は
、
そ
う
し
た
「
妹
」
の
語
の
表
現
の
あ
り
方
を
も
う
一
歩
越
え
て
、

物
語
的
に
「
妹
」
を
実
体
化
し
た
も
の
で
あ
る
。
元
来
兄
妹
婚
は
歌
の
表
現
の

次
元
に
お
け
る
幻
想
と
し
て
為
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
が
、
物
語
の
軽
太

子
と
軽
大
郎
女
は
そ
れ
を
実
際
に
行
な
っ
た
。
そ
の
点
で
は
”
彼
等
は
ヲ
．
を

演
じ
た
こ
と
に
ほ
か
な
ら
ず
、
本
来
祝
祭
的
な
物
語
で
あ
っ
た
。

さ
て
も
う
一
度
歌
謡
に
戻
っ
て
表
現
の
問
題
を
考
え
て
承
よ
う
。
祀
番
歌
の

始
め
四
句
、
「
あ
し
ひ
き
の
山
田
を
作
り
山
高
象
下
樋
を
走
せ
」
は
、

次
の
「
下
問
ひ
に
」
の
句
を
呼
び
出
す
序
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
序
は
、
さ
ま

ざ
ま
な
苦
心
を
重
ね
た
末
の
稲
の
収
穫
を
歌
う
、
別
の
或
る
神
謡
の
一
部
と
想

定
さ
れ
、
一
首
は
質
の
異
な
る
二
つ
の
部
分
か
ら
成
っ
て
い
る
。
こ
の
序
を
そ

の
一
部
と
す
る
神
謡
と
は
、
解
り
や
す
い
例
で
言
え
ば
、
神
楽
歌
の
「
採
物
」

の
歌
、
「
こ
の
篠
は
い
づ
こ
の
篠
ぞ
天
に
坐
す
豊
岡
姫
の
宮
の
御
篠

ぞ
宮
の
御
篠
ぞ
」
の
よ
う
な
呪
詞
と
し
て
の
機
能
を
持
つ
歌
で
あ
っ
た
と
考

え
ら
れ
る
（
小
野
重
朗
や
古
橋
信
孝
の
説
く
〈
生
産
叙
事
〉
と
は
多
少
異
な
り
、

日
常
の
物
が
「
宣
り
直
し
」
と
い
う
詞
の
呪
力
に
よ
っ
て
神
祭
り
用
の
聖
な
る

物
に
転
化
さ
せ
る
た
め
の
神
謡
で
あ
る
）
。
そ
し
て
、
こ
こ
に
歌
わ
れ
る
稲
（
米
）

も
ま
た
単
な
る
日
常
の
稲
で
は
無
く
、
古
代
宮
廷
で
行
な
わ
れ
た
秘
儀
的
な
祭

式
に
用
い
ら
れ
た
も
の
で
、
そ
の
稲
は
か
く
歌
わ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
神
聖
な

る
も
の
と
な
っ
た
。
そ
の
よ
う
な
神
事
歌
謡
（
聖
な
る
詞
章
）
の
一
部
で
あ
ろ

う
。
し
か
し
、
そ
れ
を
引
用
し
な
が
ら
こ
こ
で
歌
わ
れ
る
の
は
、
真
面
目
な
神

事
と
は
ま
っ
た
く
逆
の
禁
じ
ら
れ
た
妹
と
の
共
寝
で
あ
る
。
末
句
「
こ
ぞ
こ
そ

は
安
く
肌
触
れ
」
は
、
神
楽
歌
の
「
我
妹
子
」
に
も
多
少
の
滑
稽
さ
を
持
ち

な
が
ら
「
我
妹
子
に
や
一
夜
肌
触
れ
・
…
：
」
と
歌
わ
れ
て
お
り
、
饗
宴
の

歌
に
属
す
る
詞
で
あ
っ
た
。
前
半
か
ら
後
半
へ
、
意
外
な
接
続
に
よ
っ
て
成
り

立
っ
て
い
る
の
が
こ
の
歌
謡
で
あ
り
、
そ
れ
が
狼
雑
な
祝
祭
的
雰
囲
気
の
中
で

歌
わ
れ
た
と
す
れ
ば
、
そ
の
意
外
性
は
笑
い
の
要
素
と
な
る
は
ず
で
あ
る
。
即

ち
、
こ
こ
に
、
聖
な
る
詞
章
（
神
謡
）
の
。
〈
ロ
デ
ィ
と
し
て
の
、
饗
宴
部
に
お

け
る
歌
謡
の
あ
り
方
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
秩
序
の
破
壊
と
い
う
祝
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祭
性
は
歌
の
表
現
に
も
当
然
及
ん
で
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ほ
か
に
門
番
の
歌
も
、
始
め
の
二
句
「
笹
葉
に
打
つ
や
霞
の
」
は
、
神
楽

歌
の
「
採
物
」
と
は
別
の
、
何
ら
か
の
神
事
歌
謡
の
一
部
で
あ
っ
た
可
能
性
が

あ
る
。
門
番
で
は
そ
れ
が
、
「
た
し
だ
し
に
率
寝
て
む
後
は
…
．
：
」
と
続
け

ら
れ
、
そ
こ
に
転
用
の
落
差
が
生
ず
る
わ
け
で
あ
る
。
ま
た
神
楽
歌
か
ら
例
を

引
け
ば
、
「
篠
」
と
題
す
る
次
の
よ
う
な
歌
も
あ
っ
た
。

篠
の
葉
に
雪
降
り
つ
も
る
冬
の
夜
に
豊
の
遊
び
を
す
る
が
愉
し

さ
秘
儀
と
し
て
の
神
事
の
歌
で
あ
る
な
ら
ば
、
第
四
句
は
「
神
の
遊
び
を
」
と

あ
る
べ
き
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
「
豊
の
遊
び
」
は
、
ま
さ
し
く
饗
宴
（
豊
の
明

か
り
）
に
ほ
か
な
ら
な
い
が
、
時
代
の
下
っ
た
歌
は
も
は
や
祝
祭
的
な
狼
雑
さ

を
失
っ
て
い
る
。

こ
れ
が
饗
宴
の
歌
の
基
本
的
な
表
現
の
あ
り
方
で
あ
っ
た
。
と
い
う
こ
と
は

ま
た
〈
歌
〉
の
基
本
的
な
あ
り
方
で
も
あ
っ
た
。
和
歌
の
中
に
引
用
さ
れ
る
枕

詞
と
地
名
、
本
来
は
そ
れ
が
聖
な
る
詞
章
の
一
部
で
あ
っ
た
。
歌
を
歌
た
ら
し

め
て
い
る
詞
と
言
っ
て
も
よ
い
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
れ
だ
け
で
は
な
く
、
歌

と
聖
な
る
詞
章
と
は
こ
こ
で
も
相
補
的
で
あ
る
。
神
謡
の
引
用
に
よ
る
歌
の
表

現
は
、
聖
な
る
詞
の
単
な
る
転
用
に
過
ぎ
な
い
の
で
は
な
い
。
秘
儀
性
を
持
ち

易
い
神
事
歌
謡
は
、
む
し
ろ
そ
の
よ
う
に
転
用
さ
れ
る
こ
と
で
新
た
に
人
々
の

意
識
に
蘇
っ
た
の
で
あ
る
。
い
わ
ば
聖
な
る
詞
章
を
賦
活
す
る
作
用
が
期
待
さ

れ
た
の
で
あ
る
。
そ
う
で
な
け
れ
ば
、
一
首
の
歌
の
表
現
に
事
も
無
く
そ
の
よ

う
な
詞
が
共
存
す
る
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
た
と
え
ば
「
妹
」
と
い
う
本
来
祝

祭
的
な
詞
を
転
用
し
て
歌
い
続
け
る
と
こ
ろ
に
〈
歌
〉
の
表
現
の
根
拠
が
あ
る

と
す
れ
ば
、
さ
ま
ざ
ま
に
そ
の
よ
う
な
歌
を
生
永
出
す
と
こ
ろ
に
神
謡
は
聖
な

る
詞
章
と
し
て
伝
承
さ
れ
続
け
る
の
で
は
な
い
か
。

五

表
現
に
お
け
る
歌
謡
の
。
ハ
ロ
デ
ィ
性
は
、
ま
た
歌
謡
に
よ
っ
て
語
ら
れ
る
物

語
自
体
の
性
格
で
も
あ
る
。
軽
太
子
の
物
語
の
兄
妹
の
近
親
相
姦
は
〈
神
話
〉

の
聖
な
る
兄
妹
婚
の
パ
ロ
デ
ィ
で
あ
っ
た
。
最
も
聖
な
る
婚
姻
が
、
物
語
で
は

反
対
に
禁
忌
を
犯
す
皇
子
の
話
と
な
る
と
こ
ろ
に
「
替
え
歌
」
的
な
性
格
が
あ

（６）ヲ（》◎そ
れ
に
し
て
も
、
構
造
的
な
対
極
に
あ
る
兄
妹
婚
の
ほ
か
に
も
う
ひ
と
つ
、

こ
の
物
語
の
背
後
に
或
る
神
話
を
読
象
取
り
得
る
。
す
で
に
指
摘
し
た
よ
う

に
、
皇
后
の
目
を
盗
ん
で
衣
通
郎
姫
に
逢
い
に
行
く
、
日
本
書
紀
の
允
恭
帝
の

物
語
を
語
る
歌
謡
群
は
、
秘
儀
的
な
神
事
を
場
と
し
て
読
む
と
、
そ
の
よ
う
な

滑
稽
さ
を
失
っ
て
真
面
目
な
神
婚
の
過
程
を
歌
う
も
の
で
あ
ろ
う
と
読
む
こ
と

が
で
き
た
。
こ
れ
を
話
の
様
式
だ
と
言
っ
て
も
か
ま
わ
な
い
。
そ
の
よ
う
な
様

式
は
具
体
的
に
そ
の
よ
う
な
神
婚
の
話
を
幻
想
せ
し
め
る
も
の
だ
か
ら
で
あ

る
。
我
々
は
同
じ
よ
う
に
允
恭
記
の
「
軽
物
語
」
の
背
後
に
、
美
女
の
神
婚
幻

想
を
読
承
取
り
得
る
。
具
体
的
に
は
、
「
衣
通
郎
女
」
・
「
軽
矢
」
な
ど
の
語
が

喚
起
す
る
と
こ
ろ
の
物
語
を
で
あ
る
。
女
は
絶
世
の
美
人
、
相
手
は
「
軽
矢
」

を
持
つ
男
で
あ
っ
た
。
し
か
も
「
軽
矢
」
は
、
実
戦
用
に
は
役
に
立
た
な
い
矢

で
あ
っ
た
。
と
い
う
こ
と
は
祭
祀
用
の
矢
と
考
え
て
も
通
る
し
、
何
よ
り
も

表
現
の
古
層
に
あ
る
と
想
定
さ
れ
る
神
謡
は
、
現
実
に
は
資
料
と
し
て
残
さ

れ
て
は
い
な
い
。
そ
れ
は
、
秘
め
ら
れ
た
ま
ま
朽
ち
果
て
た
の
で
は
な
く
、
実

体
と
し
て
も
無
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
そ
の
無
い
も
の
が
、
あ
た
か
も
有
る

よ
う
に
思
わ
れ
る
の
は
、
歌
の
表
現
の
あ
り
方
に
依
る
。
つ
ま
り
、
後
の
も
の

（
歌
）
が
前
の
も
の
（
神
謡
）
を
作
り
出
す
の
で
あ
る
。
相
補
的
と
は
そ
の
よ

う
な
関
係
の
こ
と
で
あ
る
。
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、
、

銅
、
す
な
わ
ち
ア
カ
ガ
ネ
を
用
い
て
あ
っ
た
と
い
う
点
が
気
に
か
か
る
。
こ
れ

ア
カ
ガ
ネ

か
ら
、
軽
Ｉ
天
飛
む
ｌ
軽
矢
Ｉ
銅
ｌ
丹
塗
矢
、
と
い
う
連
想
が
お
の
ず
と
生
ま

れ
る
だ
ろ
う
。
こ
の
連
想
は
、
先
に
引
用
し
た
出
雲
風
土
記
の
「
加
賀
の
郷
」

の
地
名
起
源
よ
り
も
確
か
に
思
わ
れ
ま
い
か
。

こ
の
よ
う
な
神
話
は
、
祭
式
の
神
事
を
そ
の
場
と
す
る
と
き
、
「
衣
通
郎
女
」

や
「
矢
」
と
い
う
語
に
よ
っ
て
喚
起
さ
れ
る
、
き
わ
め
て
自
然
な
幻
想
で
あ

る
。
し
か
し
古
事
記
で
、
こ
れ
が
反
転
し
、
近
親
相
姦
を
犯
し
て
祓
い
遣
ら
れ

る
物
語
と
な
っ
て
い
る
の
は
、
王
権
祭
式
の
饗
宴
と
い
う
場
を
コ
ー
ド
と
し

て
、
そ
れ
ら
の
語
や
歌
謡
が
読
承
解
か
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
、
神
な

ら
ぬ
人
間
の
側
の
秩
序
破
壊
は
、
し
か
し
同
時
に
神
の
側
の
神
聖
な
物
語
を
前

提
と
し
て
い
る
。
と
同
時
に
ま
た
、
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
神
聖
な
物
語

も
、
こ
の
よ
う
な
パ
ロ
デ
ィ
を
得
続
け
て
こ
そ
常
に
、
人
左
の
意
識
に
蘇
り
続

け
る
の
で
あ
る
。

一
つ
の
物
語
が
言
語
外
の
幻
想
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
て
い
る
の
で
は
無
く
、

一
連
の
語
群
が
逆
に
言
語
外
の
幻
想
を
支
え
て
い
る
。
言
わ
ば
、
初
め
に
言
葉

あ
り
き
。
こ
の
こ
と
は
、
言
葉
が
た
だ
辞
書
的
に
あ
る
だ
け
で
は
活
き
た
も
の

と
な
ら
な
い
の
と
同
じ
こ
と
で
あ
る
。
人
灸
は
、
実
際
に
は
個
を
ま
ち
ま
ち
に

言
葉
を
使
用
し
、
あ
る
い
は
転
用
す
る
。
そ
の
こ
と
で
言
語
は
成
り
立
っ
て
い

る
。
〈
共
同
幻
想
〉
も
そ
れ
自
体
と
し
て
あ
る
の
で
は
な
く
、
人
々
が
個
々
ま

ち
ま
ち
に
そ
れ
を
表
現
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
存
在
す
る
の
で
あ
る
。
或
る
〈
共

同
幻
想
〉
を
に
な
っ
た
神
話
が
生
き
続
け
る
の
は
、
そ
れ
が
日
常
的
な
話
を
含

め
て
さ
ま
ざ
ま
に
語
ら
れ
続
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
で
あ
る
。
ま
た
、
歌
の
中
の

聖
な
る
詞
章
も
同
様
に
、
人
灸
が
個
々
に
そ
れ
を
引
用
し
、
歌
の
序
の
よ
う
に

意
味
を
ず
ら
し
て
使
用
す
る
こ
と
で
、
そ
れ
本
来
の
聖
性
が
保
た
れ
る
の
で
あ

る
。
以
上
、
述
べ
来
っ
た
こ
と
は
、
そ
の
よ
う
な
こ
と
で
あ
っ
た
。

注
（
１
）
古
事
記
な
ど
に
用
い
る
場
合
、
藤
井
貞
和
の
説
く
よ
う
に
〈
物
語
〉
よ
り
は
或

い
は
フ
ル
コ
ト
（
「
旧
辞
」
・
「
古
事
」
）
と
す
べ
き
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
、
こ

こ
で
は
主
に
術
語
と
し
て
〈
物
語
〉
を
使
用
し
た
い
。
人
物
（
神
）
と
出
来
事
を

以
て
、
或
る
ま
と
ま
っ
た
話
が
形
成
さ
れ
て
い
る
点
を
中
心
に
み
れ
ば
〈
物
語
〉

が
ふ
さ
わ
し
く
、
古
語
を
中
心
と
し
て
語
ら
れ
る
と
い
う
無
視
で
き
な
い
古
代
的

な
性
格
か
ら
す
れ
ば
「
旧
辞
」
・
「
古
事
」
が
ふ
さ
わ
し
い
と
思
う
が
、
以
下
に
使

用
す
る
〈
読
み
〉
と
い
う
概
念
と
一
体
の
も
の
と
し
て
考
え
て
い
る
こ
と
か
ら
、

敢
え
て
〈
物
語
〉
と
す
る
。
人
間
の
一
般
的
な
能
力
と
し
て
の
〈
読
み
〉
が
、
ご

く
自
然
に
形
成
す
る
話
の
こ
と
で
あ
る
。

（
２
）
廃
太
子
と
な
っ
て
「
伊
余
の
湯
」
に
流
さ
れ
た
の
は
、
長
兄
で
あ
る
軽
太
子

が
、
王
権
の
罪
を
背
負
っ
て
祓
ら
い
遣
ら
れ
る
と
い
う
、
宗
教
的
役
割
を
引
き
受

け
さ
せ
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。
彼
は
湯
に
よ
っ
て
旗
し
、
浄
化
再
生
し
て

帰
り
来
る
こ
と
も
で
き
た
。

（
３
）
衣
通
郎
女
が
神
の
側
に
属
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
後
に
彼
女
が
玉

津
島
明
神
と
さ
れ
た
（
『
古
今
著
聞
集
』
な
ど
）
こ
と
で
も
知
れ
よ
う
。

（
４
）
古
事
記
に
お
け
る
物
語
と
歌
謡
の
、
こ
の
よ
う
な
関
係
に
就
い
て
は
、
か
つ

て
、
雄
略
記
の
「
赤
猪
子
」
の
物
語
を
取
り
上
げ
て
論
じ
た
こ
と
が
あ
る
。
（
「
赤

猪
子
の
物
語
ｌ
饗
宴
と
提
嚥
と
し
て
の
歌
謡
ｌ
」
、
『
日
本
文
学
』
一
九
八
四
年
十

月号）

（
５
）
こ
の
点
、
聖
な
る
詞
章
を
〈
読
む
〉
と
言
う
ふ
う
に
述
べ
た
の
は
、
〈
神
謡
〉

（
〈
神
歌
〉
）
が
第
三
者
的
に
説
明
さ
れ
る
と
「
神
話
」
に
な
る
と
い
う
あ
り
方
と

共
通
す
る
考
え
で
あ
る
。
日
本
書
紀
に
つ
い
て
言
え
ば
、
歌
謡
が
読
ま
れ
て
い
な

い
と
言
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
古
代
の
表
現
の
一
つ
の
側
面
を
、
受
容
す
る
側
に

置
い
て
考
え
る
た
め
に
〈
読
み
〉
と
い
う
言
葉
を
意
識
的
に
用
い
て
み
た
い
。
ま

た
、
こ
の
場
合
の
〈
読
み
〉
は
、
人
間
一
般
の
能
力
と
し
て
の
、
物
語
を
構
成
す

る
力
と
言
っ
て
も
よ
い
。

（
６
）
敢
え
て
語
ら
れ
る
こ
の
近
親
相
姦
は
、
非
日
常
的
な
事
柄
で
あ
り
、
始
原
に
お

い
て
一
回
限
り
行
な
わ
れ
る
兄
妹
婚
と
形
態
は
同
様
で
あ
る
が
、
社
会
的
秩
序
の

最
大
の
侵
犯
の
一
つ
と
し
て
兄
妹
婚
の
対
極
に
あ
る
。
祝
祭
に
お
け
る
、
世
を
一

度
揮
沌
に
戻
す
働
き
と
し
て
み
れ
ば
、
単
な
る
禁
忌
の
犯
し
で
あ
る
よ
り
は
、
意

図
的
に
犯
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
「
聖
犯
」
（
薗
田
稔
「
祝
祭
と
聖
犯
」
、
『
思

想
」
一
九
七
五
年
十
一
月
）
で
あ
る
。
ま
た
、
兄
妹
婚
と
兄
妹
相
姦
と
は
そ
れ
じ

た
い
構
造
的
に
対
立
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
正
確
に
は
、
兄
妹
婚
を
元
と
し

て
、
兄
妹
相
姦
が
兄
妹
婚
の
パ
ロ
デ
ィ
で
あ
る
な
ど
と
は
言
え
な
い
の
だ
が
、
し

か
し
表
現
の
問
題
か
ら
み
る
と
、
神
話
的
に
も
パ
ロ
デ
ィ
的
に
も
兄
妹
婚
の
方
が
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Ｉ
「
古
代
文
学
」
総
目
録
ｒ
ｌ
ｌ
ｆ
～
，
ｌ
～
ｆ
～
Ｉ
～

叫
号
（
昭
和
六
十
年
三
月
二
日
発
行
）

特
集
〈
神
楽
歌
・
催
馬
楽
〉

記
紀
歌
謡
と
神
楽
・
催
馬
楽

神
楽
歌
・
催
馬
楽
と
和
歌

神
楽
歌
の
表
現

催
馬
楽
の
表
現
ｌ
誘
氏
物
謹
へ
Ｉ

始
原
と
し
て
語
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

な
お
、
つ
い
で
な
が
ら
右
の
薗
田
氏
の
論
文
に
引
か
れ
て
い
る
秩
父
の
夜
祭
り

の
神
幸
を
め
ぐ
る
俗
説
は
、
時
代
を
異
に
し
な
が
ら
も
祭
式
に
つ
い
て
示
唆
す
る

も
の
が
あ
る
。
そ
の
俗
説
と
は
、
祭
神
の
妙
見
女
神
が
実
は
武
甲
山
の
男
神
の
お

妾
さ
ん
で
あ
っ
て
、
一
年
に
一
度
の
夜
の
神
幸
は
女
神
の
お
忍
び
の
道
行
き
だ
と

い
う
も
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
神
幸
の
行
列
は
途
中
で
男
神
の
本
妻
「
お
諏
訪
さ

ま
」
の
前
を
、
鳴
り
物
を
ひ
そ
め
て
こ
っ
そ
り
と
通
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と

い
う
お
ま
け
が
付
い
て
い
る
。
こ
の
話
が
実
に
お
も
し
ろ
い
の
は
、
そ
れ
が
ほ
と

古
橋高野

高
橋

藤
井

信
孝正美｛ハーー貞和

〔
付
記
〕
本
稿
は
、
一
九
八
九
年
八
月
の
古
代
文
学
会
夏
期
セ
ミ
ナ
ー
に
於
け
る
口
頭

発
表
に
も
と
づ
き
、
そ
の
場
で
い
た
だ
い
た
御
批
判
な
ど
を
参
考
に
し
て
ま
と

め
直
し
た
も
の
で
あ
る
。

神楽歌と催馬楽-難子詞の詞ｌ

神代世界の生成を読むｌ葦原中国と一意構造の問題ｌ

媛田砒古祭祀とその神話Ｉ伊勢のアザカの伝承からｌ

「さやけし」の周辺ｌ〈情るる自然〉武鯛２１

ん
ど
日
本
書
紀
の
允
恭
帝
と
衣
通
郎
姫
の
話
な
ど
、
歌
で
語
ら
れ
る
後
妻
嫉
妬
の

話
と
同
じ
だ
か
ら
で
あ
り
、
記
紀
の
歌
謡
の
持
つ
祝
祭
的
な
背
景
を
あ
ら
た
め
て

考えさせる。

吉田西条阿部
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