
アメノウズメのくあそび〉と「舞」

記
紀
の
天
岩
戸
神
話
で
は
、
ア
メ
ノ
ウ
ズ
メ
（
以
下
ウ
ズ
メ
と
略
す
）
の

所
作
を
、
「
神
が
か
り
し
て
」
「
楽
（
あ
そ
び
）
を
し
」
（
記
）
、
「
俳
優
（
わ

ざ
を
き
）
を
な
す
」
「
神
が
か
り
す
」
（
紀
正
文
）
と
記
し
、
「
舞
」
と
い
う

語
は
用
い
て
い
な
い
。
こ
の
〈
神
が
か
り
〉
、
〈
わ
ざ
を
き
〉
、
〈
あ
そ
び
〉
、

そ
し
て
「
舞
」
の
語
は
記
紀
の
別
の
文
脈
や
万
葉
集
な
ど
で
も
用
い
ら
れ
て

（１）

い
る
が
、
〈
神
が
か
り
〉
、
〈
わ
ざ
を
き
〉
に
関
し
て
は
別
に
論
じ
た
の
で
、

本
稿
で
は
、
〈
あ
そ
び
〉
と
「
舞
」
に
つ
い
て
他
の
用
例
を
参
照
し
な
が
ら
、

天
岩
戸
神
話
の
ウ
ズ
メ
の
所
作
を
検
証
す
る
。
さ
ら
に
、
平
安
朝
の
鎮
魂
祭

で
は
「
御
巫
」
や
「
猿
女
等
」
が
ウ
ズ
メ
の
所
作
を
継
承
し
た
「
舞
」
な
ど

を
行
う
こ
と
に
な
る
が
、
そ
れ
ら
の
事
例
を
通
し
て
、
儀
礼
と
芸
能
に
お
け

る
〈
型
〉
の
創
出
と
継
承
の
視
座
か
ら
、
〈
型
〉
の
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
と
い
う

今
年
度
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
、
セ
ミ
ナ
ー
の
全
体
テ
ー
マ
を
考
え
て
い
く
。

ま
ず
、
天
岩
戸
神
話
で
〈
あ
そ
び
〉
の
語
が
用
い
ら
れ
て
い
る
古
事
記

の
箇
所
を
引
く
。

ア
メ
ノ
ウ
ズ
メ
の
八
あ
そ
び
Ｖ
と
「
舞
」

序一
、
ウ
ズ
メ
の
〈
あ
そ
び
〉
・
遊
部
・
ア
メ
ワ
カ
ヒ
コ
の
葬
儀

特
集
・
〈
型
〉
の
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
１
古
代
文
学
の
普
遍
と
固
有
Ｉ

ｌ
儀
礼
・
芸
能
の
〈
型
〉
の
創
出
と
継
承
Ｉ

あ

め

の

う

ず

め

の

み

こ

と

た

す

き

か

ぐ

か

天
宇
受
売
命
、
手
次
に
天
の
香
山
の
天
の
日
影
を
繋
け
て
、
天
の

ま

さ

き

か

づ

ら

し

た

ぐ

さ

さ

さ

真
析
を
鰻
と
為
て
、
手
草
に
天
の
香
山
の
小
竹
の
葉
を
結
ひ
て
、

か
む
が
か

天
石
屋
戸
に
う
け
を
伏
せ
て
、
踏
み
と
ど
ろ
こ
し
、
神
懸
り
為
て
、

む
な
ち

胸
乳
を
掛
き
出
だ
し
、
裳
の
緒
を
ほ
と
に
忍
し
垂
れ
き
。
爾
く
し
て
、

と

よ

わ
ら

高
天
原
動
み
て
、
八
百
万
の
神
共
に
咲
ひ
き
。
是
に
、
天
照
大
御
神
、

お

も

のら

怪
し
と
以
為
ひ
、
天
石
屋
戸
を
細
く
開
き
て
、
内
に
告
ら
し
し
く
、
「
吾

こ
〃
も
い
ま

く
ら

が
隠
り
坐
す
に
因
り
て
、
天
の
原
自
ら
闇
く
、
亦
、
葦
原
中
国
も
皆

あ
そ
び

闇
け
む
と
以
為
ふ
に
、
何
の
由
に
か
、
天
宇
受
売
命
は
楽
を
為
、
亦
、

も
ろ
も
ろ
わ
ら

八
百
万
の
神
諸
咲
ふ
」
と
の
ら
し
き
。
爾
く
し
て
、
天
宇
受
売
命

ま
を

な

み

こ

と

い
ま

が
白
し
て
言
は
く
、
「
汝
が
命
に
益
し
て
貴
き
神
の
坐
す
が
故
に
、

よ
る
こ
わ
ら
あ
そ

歓
喜
咲
ひ
楽
ぶ
」
と
、
云
々
。
（
神
代
記
）

右
の
よ
う
に
古
事
記
で
は
ウ
ズ
メ
の
所
作
を
示
す
も
の
と
し
て
〈
あ
そ

び
〉
の
語
が
使
用
さ
れ
て
い
る
。
〈
あ
そ
び
〉
の
語
は
他
に
も
古
代
の
文

献
に
散
見
し
、
概
説
的
に
は
生
者
や
死
者
に
対
す
る
鎮
魂
に
関
す
る
語
と

す
る
の
が
通
説
で
あ
る
。
た
だ
一
概
に
鎮
魂
と
言
っ
て
も
、
外
来
魂
を
身

に
著
け
る
タ
マ
フ
リ
を
原
義
と
す
る
折
口
信
夫
説
か
ら
、
悪
霊
祓
い
を
中

（２）

心
と
し
た
タ
マ
シ
ズ
メ
に
力
点
を
置
く
岩
田
勝
説
な
ど
そ
の
内
実
に
関
し

て
は
幅
広
く
あ
る
が
、
本
稿
で
は
特
に
、
ウ
ズ
メ
の
所
作
と
令
集
解
の
「
遊

吉
田
修
作
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（３）

部
」
の
記
述
と
比
較
し
た
五
来
重
説
を
取
り
上
げ
る
。
そ
れ
に
先
立
ち
遊

部
に
つ
い
て
令
集
解
に
従
っ
て
概
観
す
る
。

「
釈
」
に
云
う
に
、
遊
部
は
幽
顕
境
を
隔
て
凶
瘤
魂
を
鎮
め
る
氏
で
終

身
仕
え
る
こ
と
な
く
、
故
に
「
遊
部
」
と
い
う
と
あ
る
。
別
に
、
「
古
記
」

に
云
う
に
、
遊
部
は
大
倭
国
高
市
郡
に
在
し
た
生
目
天
皇
（
垂
仁
天
皇
）

の
苗
喬
で
、
生
目
天
皇
の
庶
子
の
円
目
王
が
伊
賀
比
自
支
和
気
の
女
を

要
っ
て
妻
と
し
た
。
天
皇
崩
御
に
際
し
て
比
自
支
和
気
の
氏
か
ら
禰
義
と

余
比
の
二
人
を
選
び
、
禰
義
は
刀
を
負
い
戈
を
持
ち
、
余
比
は
酒
食
を
持

ち
刀
を
負
い
蹟
宮
で
供
奉
し
た
。
た
だ
、
禰
義
等
の
申
す
辞
は
た
や
す

く
人
に
知
ら
せ
な
い
も
の
で
あ
る
。
そ
の
後
の
長
谷
天
皇
（
雄
略
）
崩
御

の
際
に
、
比
自
支
和
気
が
七
日
七
夜
御
食
を
奉
ら
な
か
っ
た
の
で
天
皇
の

霊
が
荒
び
た
も
う
た
。
そ
こ
で
円
目
王
の
妻
に
問
う
た
と
こ
ろ
、
比
自
支

和
気
の
氏
人
は
全
て
滅
び
、
自
分
一
人
の
み
で
あ
る
、
女
の
身
で
兵
を
負
っ

て
供
奉
す
る
の
は
耐
え
が
た
い
と
申
し
た
の
で
、
夫
円
目
王
に
そ
の
職
掌

を
移
し
た
。
そ
れ
に
よ
り
円
目
王
が
代
わ
っ
て
供
奉
し
た
と
こ
ろ
、
天
皇

の
霊
は
和
平
し
給
う
た
。
そ
こ
で
「
手
足
毛
成
八
束
毛
遊
」
と
の
詔
に
よ

り
「
遊
部
君
」
と
名
付
け
ら
れ
た
と
い
う
。
但
し
野
中
古
市
人
の
歌
垣
の

類
と
も
い
う
。
ま
た
、
「
古
私
記
」
に
云
う
に
、
そ
の
人
よ
く
凶
痛
魂
を

鎮
め
る
こ
と
に
よ
り
、
終
身
仕
え
る
こ
と
な
く
課
役
を
免
れ
、
意
の
ま
ま

に
遊
行
し
た
、
故
に
「
遊
部
」
と
い
う
と
あ
る
・

五
来
重
は
、
右
の
令
集
解
の
「
遊
部
」
の
記
述
に
つ
い
て
、
「
荒
魂
や

凶
痛
魂
は
遊
部
の
女
子
が
当
た
っ
た
、
天
岩
戸
は
天
照
大
神
の
「
蹟
』
で

あ
め
の
う
ず
め

か

む

が

か

り

あ
り
、
天
釧
女
命
は
『
顕
神
明
之
畷
談
』
し
た
巫
女
」
、
「
猿
女
氏
は
遊
部

の
分
流
」
で
、
「
遊
部
は
も
と
は
女
系
相
続
で
磧
所
に
奉
仕
し
た
」
な
ど
と
、

ウ
ズ
メ
と
対
比
し
て
考
察
し
て
い
る
。
確
か
に
、
天
岩
戸
神
話
に
は
葬
送

儀
礼
的
位
相
も
認
め
ら
れ
る
の
で
、
五
来
説
も
一
応
は
首
肯
さ
れ
る
。
そ

れ
に
対
し
、
岩
田
勝
は
禰
義
を
武
装
し
て
い
る
こ
と
か
ら
男
性
と
し
、
余

比
を
酒
食
を
担
当
す
る
女
性
と
見
な
し
、
円
目
王
の
妻
か
ら
円
目
王
へ
の

職
掌
の
移
管
を
、
女
性
か
ら
男
性
司
祭
者
へ
の
主
体
の
転
換
と
解
す
る
。

岩
田
説
は
、
神
楽
に
お
け
る
男
性
司
霊
者
と
〈
神
が
か
り
〉
す
る
巫
女
と

い
う
構
造
が
踏
ま
え
ら
れ
て
い
る
。
別
に
和
田
革
は
、
蹟
宮
奉
仕
者
を
監

督
す
る
立
場
の
土
師
氏
に
対
し
て
、
遊
部
が
直
接
遺
骸
に
奉
仕
す
る
職
掌

（４）

と
説
く
。
和
田
は
明
確
に
し
て
い
な
い
が
、
他
に
女
の
挽
歌
を
担
う
磧
宮

奉
仕
者
を
視
野
に
入
れ
る
と
す
れ
ば
、
遊
部
が
女
性
性
を
有
す
る
と
の
志

向
性
は
窺
え
る
。
一
方
、
保
坂
達
雄
は
、
天
皇
の
交
替
に
関
わ
る
霊
魂
の

移
動
を
説
く
折
口
信
夫
説
を
援
用
し
、
遊
部
の
呪
術
が
死
者
か
ら
別
の
新

（５）

た
な
身
体
へ
霊
魂
の
受
け
渡
し
を
促
す
と
捉
え
る
。
遊
部
が
天
皇
の
蹟
宮

儀
礼
に
奉
仕
す
る
こ
と
か
ら
考
え
る
と
、
保
坂
説
も
可
能
性
は
あ
る
も
の

の
、
右
の
令
集
解
の
古
記
な
ど
の
記
述
に
照
ら
す
限
り
そ
こ
ま
で
読
み
込

む
こ
と
は
跨
曙
さ
れ
る
。

保
坂
も
言
及
し
て
い
る
よ
う
に
、
遊
部
は
右
の
他
に
資
料
や
根
拠
が
乏

し
く
、
そ
れ
以
上
追
求
し
得
な
い
と
い
う
の
が
実
情
で
あ
る
。
た
だ
、
そ

の
中
で
右
の
記
述
を
別
の
観
点
か
ら
見
る
と
、
遊
部
に
関
し
て
令
集
解
が

古
記
な
ど
の
当
時
の
記
録
に
照
ら
し
て
注
釈
行
為
を
複
数
行
っ
て
い
る
と

は言える。

遊
部
の
資
料
は
平
安
朝
の
も
の
で
あ
っ
た
が
、
葬
送
儀
礼
の
記
述
と
い

う
点
で
古
代
に
遡
る
と
、
記
紀
の
ア
メ
ワ
カ
ヒ
コ
の
葬
儀
に
お
け
る
「
日

八
日
夜
八
夜
以
て
遊
び
き
」
（
記
）
に
至
り
つ
く
。
古
事
記
に
よ
れ
ば
、
ァ

き

さ

り

も

ち

そ

に

み
け
ぴ
と

メ
ワ
カ
ヒ
コ
の
葬
儀
の
様
は
河
雁
が
「
岐
佐
理
持
」
、
翠
烏
が
「
御
食
人
」
、

う
す
め

雀
が
「
碓
女
」
な
ど
に
扮
す
る
と
い
う
。
「
岐
佐
理
持
」
は
不
明
な
が
ら
、
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き

き

り

も

ち

書
紀
に
「
持
傾
頭
者
」
の
表
記
で
見
え
、
釈
紀
に
引
く
私
記
に
「
師
説
、

葬
送
之
時
、
戴
死
者
食
、
片
行
之
人
也
」
と
あ
る
。
こ
れ
ら
に
よ
れ
ば
、

ア
メ
ワ
カ
ヒ
コ
の
葬
儀
の
烏
の
多
く
は
、
死
者
に
食
を
捧
げ
る
役
で
、
先

の
遊
部
の
余
比
に
相
当
す
る
と
想
定
さ
れ
、
ア
メ
ワ
カ
ヒ
コ
の
葬
儀
と
遊

部
の
伝
承
に
通
じ
る
部
分
に
一
つ
の
儀
礼
の
〈
型
〉
が
見
出
せ
る
。
さ
ら
に
、

な
き
め

ア
メ
ワ
カ
ヒ
コ
の
葬
儀
で
は
錐
が
「
突
女
」
の
役
割
を
果
た
し
、
そ
れ
ら

に
よ
っ
て
古
事
記
注
釈
が
言
及
す
る
よ
う
に
、
古
代
の
葬
式
が
す
で
に
儀

礼
化
さ
れ
、
一
定
の
形
式
、
〈
型
〉
を
備
え
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
因
み

に
、
突
女
の
「
な
く
」
は
単
な
る
悲
し
み
の
行
為
で
は
な
く
、
死
者
の
霊

魂
を
呼
び
戻
す
「
魂
よ
ぱ
ひ
」
の
儀
礼
で
あ
っ
た
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。

こ
こ
に
お
い
て
、
ウ
ズ
メ
の
〈
あ
そ
び
〉
の
所
作
と
通
底
す
る
位
相
が

浮
き
彫
り
に
な
る
。
即
ち
、
別
稿
で
考
察
し
た
こ
と
だ
が
、
ウ
ズ
メ
の
〈
あ

そ
び
〉
は
紀
正
文
で
は
〈
わ
ざ
を
き
〉
と
も
言
い
換
え
ら
れ
、
そ
の
ウ
ズ

メ
の
〈
わ
ざ
を
き
〉
の
〈
を
き
〉
は
、
記
紀
の
文
脈
で
は
明
確
に
ア
マ
テ

（６）

ラ
ス
の
魂
を
招
く
意
に
用
い
ら
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
ウ
ズ
メ
の
〈
あ
そ
び
〉
・

〈
わ
ざ
を
き
〉
は
ア
メ
ワ
カ
ヒ
コ
の
葬
儀
に
お
け
る
突
女
の
「
な
く
」
行
為

に
相
当
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
言
え
る
。
従
っ
て
、
ウ
ズ
メ
の
所
作
、
ア

メ
ワ
カ
ヒ
コ
の
葬
儀
の
儀
礼
が
と
も
に
〈
あ
そ
び
〉
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

ウ
ズ
メ
の
〈
あ
そ
び
〉
の
所
作
を
考
え
る
際
に
は
、
「
胸
乳
を
掛
き
出

だ
し
、
裳
の
緒
を
ほ
と
に
忍
し
垂
れ
き
」
（
古
事
記
）
な
ど
と
そ
の
女
性

性
が
強
調
さ
れ
、
そ
れ
に
よ
っ
て
男
性
の
神
々
が
笑
う
と
い
う
男
女
の
性

の
混
沌
性
を
抱
え
込
ん
で
い
る
点
が
重
要
で
あ
る
。
そ
の
面
で
古
代
の
文

献
で
〈
あ
そ
び
〉
の
語
が
男
女
に
関
わ
る
儀
礼
・
芸
能
な
ど
に
用
い
ら
れ

｜｜、〈あそび〉・歌垣・新室

て
い
る
事
例
を
取
り
上
げ
る
。

打
橋
の
つ
め
の
あ
そ
び
に
出
で
ま
せ
子
玉
手
の
家
の
八
重

と

じ

で、い

子
の
刀
自
出
で
ま
し
の
悔
は
あ
ら
じ
ぞ
出
で
ま
せ
子
玉
手

の
家
の
八
重
子
の
刀
自
（
天
智
紀
九
年
四
月
）

天
智
紀
に
よ
れ
ば
、
法
隆
寺
の
火
災
後
の
「
童
謡
」
と
い
い
、
そ
れ
に

従
え
ば
「
出
で
ま
せ
子
」
は
火
災
で
避
難
す
る
こ
と
を
促
す
こ
と
に
な
る

が
、
そ
う
い
う
枠
組
み
を
外
せ
ば
「
つ
め
の
あ
そ
び
」
に
「
八
重
子
の
刀

自
」
と
呼
ば
れ
た
女
性
を
誘
う
歌
と
な
る
。
既
に
諸
注
が
い
う
よ
う
に
、
「
つ

め
」
は
橋
の
た
も
と
で
、
そ
こ
で
男
女
の
〈
あ
そ
び
〉
が
行
わ
れ
た
こ
と

は
、
万
葉
集
な
ど
に
例
が
見
ら
れ
る
。

す

み

の

え

を

づ

め

う

つ

つ

お

の

づ

ま

住
吉
の
小
集
楽
に
出
で
て
現
に
も
己
妻
す
ら
を
鏡
と
見
っ
も
（
万

葉
陥
・
三
八
○
八
）

右
の
歌
に
は
左
注
が
あ
り
、
昔
あ
る
里
の
男
女
が
集
っ
て
「
野
遊
び
」

を
し
て
い
た
時
に
、
夫
が
自
分
の
妻
の
容
貌
が
優
れ
て
い
る
の
を
改
め
て

気
づ
い
て
そ
の
美
貌
を
賛
嘆
し
た
の
だ
と
い
う
。
よ
っ
て
、
「
小
集
楽
」

は
「
野
遊
び
」
で
あ
り
、
先
の
天
智
紀
の
「
つ
め
の
あ
そ
び
」
に
相
当
す

る
。
そ
し
て
、
こ
れ
も
諸
注
で
引
く
よ
う
に
、
平
安
朝
の
催
馬
楽
「
竹
河
」

の
一
節
「
竹
河
の
橋
の
つ
め
な
る
や
」
の
「
つ
め
」
に
も
通
じ
、
そ
こ
で

は
歌
垣
の
場
に
お
け
る
男
女
の
歌
に
よ
る
〈
あ
そ
び
〉
が
想
定
さ
れ
る
。

さ
ら
に
、
清
寧
記
の
ヲ
ケ
ノ
命
と
シ
ビ
ノ
臣
の
歌
垣
で
の
歌
の
中
に
命
が

臣
に
歌
い
掛
け
た
歌

な

を

し
び
は
た
で

潮
瀬
の
波
折
り
を
見
れ
ば
あ
そ
び
く
る
鮪
が
端
手
に
妻
立
て
り
見
ゆ

（
古
事
記
歌
謡
一
○
八
）

の
「
あ
そ
び
く
る
」
も
参
照
さ
れ
る
。
右
の
歌
の
「
あ
そ
び
く
る
」
は
表
面

上
は
波
に
乗
っ
て
泳
い
で
く
る
こ
と
を
い
う
が
、
評
釈
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
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し
び

を
と
め

歌
垣
の
中
で
鮪
臣
に
寄
り
添
っ
て
い
る
「
嬢
子
」
（
妻
）
を
示
唆
し
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
「
つ
め
の
あ
そ
び
」
や
歌
垣
で
の
〈
あ
そ
び
〉
の
用
例
か
ら
言
え

る
こ
と
は
、
橋
や
市
な
ど
の
境
界
で
男
女
の
〈
あ
そ
び
〉
が
行
わ
れ
た
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。
猪
股
と
き
わ
は
こ
れ
ら
の
歌
垣
の
場
を
「
あ
そ
び
く
る
（
あ

（７）

そ
ぴ
ゆ
く
）
」
者
ど
う
し
の
激
し
い
接
触
」
で
あ
る
と
捉
え
る
。

猪
股
論
文
を
援
用
し
て
換
言
す
れ
ば
、
歌
垣
な
ど
に
お
け
る
男
女
の
性
の

混
沌
性
、
あ
る
い
は
男
女
を
め
ぐ
る
者
ど
う
し
の
激
し
い
接
触
を
、
〈
あ
そ
び
〉

と
い
う
こ
と
ば
で
名
付
け
る
こ
と
に
よ
り
、
一
つ
の
〈
型
〉
の
創
出
が
図
ら
れ

た
と
言
え
る
の
で
は
な
い
か
。
そ
れ
を
前
述
の
遊
部
に
当
て
は
め
れ
ば
、
凶

痛
魂
を
鎮
め
る
際
に
禰
義
と
余
比
が
霊
と
激
し
く
接
触
し
た
と
い
う
よ
う

に
解
さ
れ
る
。
歌
垣
と
遊
部
と
い
う
一
見
別
物
と
思
わ
れ
る
事
柄
が
〈
あ

そ
び
〉
と
い
う
こ
と
ば
で
通
じ
て
い
る
こ
と
は
、
令
集
解
の
遊
部
の
注
釈
中

に
「
野
中
古
市
人
の
歌
垣
の
類
と
も
い
う
」
と
い
う
言
説
に
よ
っ
て
明
確
に

な
る
。
さ
ら
に
言
え
ば
、
遊
部
や
ア
メ
ワ
カ
ヒ
コ
な
ど
の
葬
儀
が
生
死
の
境

界
と
い
う
生
と
死
の
混
沌
性
に
向
き
合
っ
て
い
る
と
同
様
に
、
歌
垣
で
は
男

女
を
め
ぐ
る
性
の
混
沌
性
が
〈
あ
そ
び
〉
の
語
の
中
に
潜
め
ら
れ
て
お
り
、

そ
れ
ら
は
ウ
ズ
メ
の
所
作
の
性
的
な
混
沌
性
を
〈
神
が
か
り
〉
・
く
わ
ざ
を
き
〉
・

〈
あ
そ
び
〉
と
し
て
表
記
す
る
こ
と
と
も
同
定
し
て
い
る
。

前
述
の
古
事
記
で
ウ
ズ
メ
の
〈
あ
そ
び
〉
に
は
「
楽
」
の
表
記
が
用
い

ら
れ
て
い
た
が
、
古
事
記
で
は
「
楽
」
の
用
字
は
他
に
も
使
用
さ
れ
て
い

る
。
景
行
記
で
ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル
が
ク
マ
ソ
タ
ケ
ル
討
伐
す
る
際
に
、
新
室

の
「
楽
」
で
ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル
は
女
装
と
い
う
男
女
の
性
の
混
沌
性
を
演
出

し
、
事
を
成
し
遂
げ
る
。
こ
の
新
室
の
「
楽
」
の
字
は
、
古
訓
、
大
系
本
、

集
成
本
で
は
う
た
げ
、
ゑ
ら
き
な
ど
と
訓
じ
て
い
る
が
、
新
編
全
集
本
で

は
〈
あ
そ
び
〉
の
訓
を
採
用
し
て
い
る
。
ま
た
、
新
編
全
集
本
で
は
、
清

清
寧
記
の
新
室
の
「
楽
」
の
舞
、
顕
宗
紀
の
新
室
の
「
縦
賞
」
〈
あ
そ
び
〉

の
舞
は
オ
ケ
ノ
命
・
ヲ
ケ
ノ
命
に
よ
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
言
う
ま
で
も

な
く
男
性
の
舞
で
、
特
に
後
者
の
ヲ
ケ
ノ
命
（
顕
宗
）
の
演
じ
た
の
は
「
殊

舞
（
た
つ
づ
の
ま
ひ
こ
と
の
名
称
が
記
さ
れ
、
割
注
に
「
殊
舞
、
古
に

あ
る

立
出
舞
と
謂
う
。
立
出
、
此
に
は
陀
豆
豆
と
云
ふ
。
舞
ふ
状
は
、
乍
い
は

起
ち
乍
い
は
居
て
舞
ふ
な
り
。
」
と
説
く
。
そ
の
所
作
が
実
態
的
か
否
か

は
不
明
だ
が
、
そ
の
舞
の
後
に
自
ら
が
皇
統
に
つ
な
が
る
こ
と
を
示
す
名

告
り
の
唱
え
言
を
な
す
。
右
の
書
紀
の
割
注
は
、
日
本
書
紀
私
記
や
釈
紀

に
引
く
養
老
私
記
に
類
似
の
記
述
が
あ
り
、
集
解
は
書
紀
の
割
注
を
私
記

の
鼠
入
と
断
じ
る
。
そ
の
可
能
性
は
否
定
し
難
い
が
、
釈
紀
に
引
く
養
老

私
記
は
加
え
て
「
今
東
舞
是
也
」
と
す
る
。
こ
れ
に
従
え
ば
、
殊
舞
は
〈
あ

そ
び
〉
の
場
に
発
し
た
ヲ
ケ
ノ
命
を
起
源
と
し
て
創
出
さ
れ
、
〈
型
〉
と

し
て
継
承
さ
れ
て
い
た
と
言
え
る
。

「
殊
舞
」
は
原
理
的
に
は
男
舞
と
想
定
さ
れ
る
が
、
他
に
男
舞
の
代
表

と
し
て
は
、
神
武
紀
（
記
）
に
起
源
が
記
述
さ
れ
て
い
る
久
米
舞
な
ど
が

挙
げ
ら
れ
る
。
周
知
の
通
り
、
神
武
紀
に
「
今
楽
府
に
此
歌
を
奏
ふ
時
は

を
だ
て

み
こ
と
も
ち

寧
記
で
山
部
小
楯
が
播
磨
の
宰
に
赴
任
し
た
時
に
、
そ
の
地
の

し

じ

む

志
自
牟
の
新
室
の
「
楽
」
で
、
二
人
の
火
焚
き
の
童
（
オ
ヶ
ノ
命
・
ヲ
ケ

ノ
命
）
に
舞
を
舞
わ
せ
た
と
あ
る
が
、
そ
の
「
楽
」
も
〈
あ
そ
び
〉
と
訓

じ
て
い
る
。
同
様
の
場
面
の
顕
宗
紀
即
位
前
紀
で
は
「
縦
賞
新
室
」
の
表

記
を
新
編
全
集
本
で
は
「
に
ひ
む
ろ
の
あ
そ
び
」
と
訓
ん
で
い
る
。
こ
れ

ら
に
従
え
ば
、
新
室
の
「
楽
」
も
〈
あ
そ
び
〉
の
一
種
で
か
つ
、
ほ
ぼ
舞

と
い
う
身
体
性
を
伴
う
と
い
う
点
で
、
ウ
ズ
メ
の
所
作
と
対
比
さ
れ
る
。

三
、
「
舞
」
に
お
け
る
男
女
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：
：
古
の
遣
式
な
り
」
と
記
さ
れ
る
久
米
歌
（
舞
）
は
、
林
屋
辰
三
郎
の

指
摘
に
あ
る
よ
う
に
、
朝
鮮
な
ど
か
ら
の
渡
来
の
楽
の
影
響
の
下
に
男
舞

と
し
て
創
出
さ
れ
、
律
令
制
の
基
で
整
備
・
継
承
さ
れ
て
い
っ
た
と
考
え

（８）

ら
れ
る
。
そ
の
他
、
記
紀
に
記
述
さ
れ
た
男
舞
に
は
、
允
恭
記
の
大
前
小

や
つ
ら
の

前
宿
禰
の
舞
、
皇
極
紀
元
年
の
蘇
我
蝦
夷
の
八
梢
舞
な
ど
が
あ
る
が
、

と
も
に
個
別
的
な
も
の
で
〈
型
〉
と
し
て
継
承
さ
れ
た
と
は
言
え
ず
、
特

に
後
者
は
中
国
で
皇
帝
に
の
み
許
さ
れ
た
舞
で
、
外
来
の
歌
舞
で
か
つ
蘇

我
蝦
夷
の
専
横
ぶ
り
を
演
出
し
、
そ
の
後
の
蘇
我
氏
滅
亡
の
伏
線
と
も

な
っ
て
い
る
。

一
方
で
、
記
紀
に
見
ら
れ
る
女
舞
と
し
て
は
、
前
述
の
允
恭
紀
七
年
一

二
月
の
新
室
の
燕
（
う
た
げ
）
に
お
け
る
皇
后
や
弟
姫
の
舞
、
雄
略
記
の

歌
謡
に
「
舞
す
る
を
み
な
」
と
あ
る
吉
野
の
童
女
の
舞
が
知
ら
れ
る
。
こ

れ
も
周
知
の
よ
う
に
、
雄
略
記
の
吉
野
の
童
女
の
舞
は
、
平
安
朝
の
年
中

行
事
秘
抄
な
ど
に
、
天
武
天
皇
代
の
事
跡
と
し
て
五
節
の
舞
姫
の
起
源
謹

に
つ
な
が
り
、
〈
型
〉
と
し
て
継
承
さ
れ
て
い
く
。
つ
ま
り
、
記
紀
以
降
、

舞
は
男
女
分
担
し
て
創
出
、
継
承
さ
れ
て
い
く
こ
と
と
な
っ
た
と
は
言
え

る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
男
女
の
激
し
い
接
触
の
〈
あ
そ
び
〉
の
場
で
あ
っ

た
歌
垣
は
宮
廷
化
し
、
中
国
伝
来
の
踏
歌
と
も
合
体
し
て
行
わ
れ
た
こ
と

（９）

が
続
日
本
紀
な
ど
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
な
る
。

続
紀
天
平
六
年
二
月
に
天
皇
が
朱
雀
門
に
御
し
て
「
男
女
二
百
四
十
余

人
の
歌
垣
」
を
御
覧
に
な
っ
た
と
い
う
。
同
宝
亀
元
年
三
月
に
「
男
女
二

を
と
め

百
三
十
人
が
歌
垣
に
供
奉
」
し
、
「
少
女
ら
に
男
立
ち
添
ひ
踏
み
な
ら
す
西

よ
る
づ
よ

の
都
は
万
世
の
宮
」
な
ど
を
歌
い
、
「
歌
の
曲
折
毎
に
挟
を
挙
げ
て
節
を
為

す
」
と
の
所
作
を
伴
な
が
ら
も
、
例
え
ば
、
高
橋
虫
麻
呂
が
歌
っ
た
筑
波

か
が
ひ

ひ
と
こ
と

山
の
擢
歌
（
歌
垣
）
で
「
人
妻
に
吾
も
交
ら
む
わ
が
妻
に
他
も
言

と問
へ
」
（
万
葉
９
．
一
七
五
九
）
な
ど
の
よ
う
な
、
男
女
の
性
の
混
沌
性
は

排
除
さ
れ
た
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。
踏
歌
は
、
持
統
紀
七
年
正
月
十
六
日
、

八
年
一
月
十
七
、
十
九
日
「
漢
人
等
踏
歌
奏
る
」
「
唐
人
踏
歌
奏
る
」
な
ど

と
、
当
初
は
漢
人
、
唐
人
の
奏
す
る
も
の
で
あ
っ
た
が
、
続
紀
天
平
十
四

年
正
月
十
六
日
に
、
「
五
節
田
舞
」
と
と
も
に
、
「
少
年
・
童
女
の
踏
歌
」

に
よ
り
「
新
し
き
年
の
初
め
に
か
く
し
こ
そ
仕
へ
ま
つ
ら
め
万
世
ま
で
に
」

な
ど
の
寿
歌
が
歌
わ
れ
、
踏
歌
と
歌
垣
と
の
差
異
が
さ
ほ
ど
な
く
行
わ
れ

た
こ
と
が
見
て
と
れ
る
。
そ
れ
が
天
平
勝
宝
四
年
四
月
九
日
の
大
仏
開
眼

に
至
る
と
「
王
臣
諸
氏
の
五
節
・
久
米
舞
・
楯
伏
・
踏
歌
・
抱
袴
等
の
歌
舞
」

が
演
じ
ら
れ
た
と
あ
り
、
東
大
寺
要
録
な
ど
に
よ
れ
ば
、
五
節
（
女
舞
）
、

久
米
舞
・
楯
伏
（
男
舞
）
、
踏
歌
（
女
漢
舞
）
、
抱
袴
（
唐
女
舞
）
な
ど
と

舞
毎
に
男
女
の
差
異
化
が
な
さ
れ
て
い
る
。
続
い
て
、
天
平
宝
字
三
年
正

月
十
八
日
「
内
教
坊
の
踏
歌
」
、
天
平
宝
字
七
年
正
月
十
七
日
（
渤
海
使
と

の
宴
）
「
唐
・
吐
羅
・
林
邑
・
東
国
・
隼
人
楽
、
内
教
坊
の
踏
歌
」
、
神
護

景
雲
元
年
十
月
二
十
四
日
「
唐
・
高
麗
の
楽
、
内
教
坊
の
踏
歌
」
と
、
踏

歌
が
唐
制
に
倣
っ
た
内
教
坊
の
女
舞
と
し
て
整
備
さ
れ
、
再
度
外
来
の
歌

舞
と
の
接
触
に
よ
る
芸
能
の
〈
型
〉
の
創
出
が
な
さ
れ
、
そ
こ
に
お
い
て

は
男
女
の
舞
の
差
異
が
明
確
に
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

『
源
氏
物
語
河
海
抄
」
に
よ
れ
ば
、
男
踏
歌
は
天
平
元
年
正
月
十
四
日

に
「
始
有
男
踏
歌
」
、
女
踏
歌
は
天
平
十
四
年
正
月
十
六
日
に
始
ま
り
、

男
踏
歌
は
円
融
院
頃
ま
で
で
、
そ
の
後
は
女
踏
歌
の
み
に
な
っ
た
と
説
い

て
い
る
。
源
氏
物
語
で
は
男
踏
歌
が
「
初
音
」
「
真
木
柱
」
「
竹
河
」
の
巻

に
見
ら
れ
、
催
馬
楽
「
竹
河
」
な
ど
が
歌
わ
れ
た
様
子
が
描
か
れ
て
お
り
、

そ
れ
は
一
時
代
前
の
男
踏
歌
の
再
現
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
中
に
は
「
み
だ

れ
が
は
し
き
、
を
こ
め
き
た
る
」
（
「
初
音
」
）
な
ど
と
、
そ
の
所
作
の
き
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ウ
ズ
メ
の
所
作
は
記
紀
の
神
話
で
は
「
舞
」
と
は
な
っ
て
い
な
か
っ
た

が
、
そ
れ
が
平
安
朝
に
継
承
さ
れ
る
に
至
り
「
舞
」
と
表
記
さ
れ
る
よ
う

に
な
る
。
貞
観
儀
式
で
は
鎮
魂
祭
に
お
い
て
、
「
御
巫
覆
宇
気
槽
、
立
其
上
、

以
桙
撞
槽
、
毎
十
度
、
：
：
御
巫
舞
詑
、
次
諸
御
巫
媛
女
舞
畢
」
と
あ
り
、

江
家
次
第
で
は
「
次
御
巫
衝
宇
気
〈
衝
宇
気
御
遊
儀
也
、
神
代
上
巻
ウ
ケ

船
フ
ミ
ト
ド
ロ
カ
ス
義
也
：
：
」
と
注
釈
を
施
し
て
い
る
。
延
喜
式
で
も

同
様
に
ウ
ズ
メ
の
所
作
は
鎮
魂
祭
に
実
態
は
記
さ
れ
ず
に
「
御
巫
、
援
女

等
の
舞
」
と
の
み
あ
る
。
こ
れ
ら
か
ら
は
、
平
安
朝
で
は
ウ
ズ
メ
の
所
作

は
、
鎮
魂
祭
の
中
で
御
巫
な
ど
が
「
衝
宇
気
」
と
「
舞
」
と
い
う
〈
型
〉

で
継
承
さ
れ
て
い
た
と
理
解
さ
れ
る
。
そ
れ
ら
の
文
献
の
記
述
か
ら
そ
の

「
舞
」
の
実
態
は
明
確
に
は
さ
れ
得
な
い
が
、
ウ
ズ
メ
の
所
作
の
女
性
性

が
形
骸
化
し
影
を
薄
め
て
い
る
だ
ろ
う
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。
そ
れ

と
と
も
に
、
ウ
ズ
メ
の
所
作
の
継
承
者
で
あ
っ
た
平
安
朝
の
御
巫
に
つ
い

て
、
岡
田
精
司
は
「
律
令
下
の
官
人
制
に
組
み
入
れ
ら
れ
る
の
が
困
難
な

（皿）

職
種
」
と
し
て
、
そ
の
位
置
や
役
割
の
低
下
を
指
摘
し
て
い
る
。

そ
れ
ら
に
対
し
、
古
語
拾
遺
に
は
ウ
ズ
メ
の
所
作
が
別
な
〈
型
〉
で
記

あ
め
の
お
す
め

う
け
ふ
ね
つ
き
に
は
び

述
さ
れ
た
。
古
語
拾
遺
で
は
天
細
女
命
と
訓
読
し
、
「
覆
誓
槽
、
庭
僚
を

わ
ざ
を
き
な
し

あ
ひ
と
も

挙
げ
て
俳
優
を
巧
作
て
、
（
神
々
と
）
相
与
に
歌
ひ
舞
は
し
む
」
と
あ
り
、

あ
い
と
も

お
も
し
ろ

た
の

さ
や
け

そ
の
際
に
「
相
与
」
に
「
あ
は
れ
あ
な
面
白
あ
な
愉
し
あ
な
清
明

を
け
」
と
歌
っ
た
と
い
い
、
神
武
天
皇
条
で
は
「
媛
女
君
氏
、
供
神
楽
之

わ
ど
さ
を
表
現
す
る
部
分
も
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
舞
は
歌
垣
や
初
期
の

踏
歌
な
ど
を
除
け
ば
、
ほ
ぼ
男
女
別
に
〈
型
〉
を
も
っ
て
行
わ
れ
て
い
た

と
言
え
る
が
、
そ
の
中
に
は
性
の
混
沌
性
を
垣
間
見
る
も
の
も
あ
る
。

四
、
ウ
ズ
メ
の
所
作
の
〈
型
〉
の
継
承

事
」
と
神
楽
の
起
源
で
あ
る
と
伝
え
て
い
る
。
ウ
ズ
メ
の
神
名
の
異
同
は

別
に
し
て
、
記
紀
と
右
の
古
語
拾
遺
と
の
差
異
を
検
証
す
る
と
、
「
覆
槽
置
」

と
「
覆
誓
槽
」
、
ウ
ズ
メ
の
〈
あ
そ
び
〉
に
対
す
る
神
々
の
笑
い
と
、
ウ

ズ
メ
と
神
々
が
と
も
に
歌
舞
す
る
こ
と
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
。
古
語
拾
遺

は
記
紀
に
対
す
る
一
種
の
注
釈
と
い
う
意
味
合
い
を
有
し
、
記
紀
の

う
け
ふ
れ
ふ
せ

う
け
ふ
れ
つ
き

「
覆
槽
置
」
を
「
覆
誓
槽
」
、
〈
あ
そ
び
〉
と
笑
い
を
「
歌
舞
」
と
解
釈
し

わ
ざ
を
き

た
と
言
え
る
が
、
「
俳
優
」
は
書
紀
そ
の
ま
ま
を
踏
襲
し
て
い
る
。
古
語

拾
遺
の
当
該
箇
所
の
記
述
は
、
記
紀
の
ウ
ズ
メ
の
所
作
に
比
較
す
れ
ば
そ

わ
ざ
を
き

の
女
性
性
は
希
薄
に
な
っ
て
は
い
る
も
の
の
、
そ
れ
が
「
俳
優
」
と
さ
れ
、

男
女
の
神
々
が
と
も
に
「
歌
舞
」
す
る
な
ど
、
記
紀
の
ウ
ズ
メ
や
神
々
の

〈
あ
そ
び
〉
、
笑
う
様
は
〈
型
〉
と
し
て
継
承
さ
れ
、
再
現
さ
れ
て
い
る
こ

と
を
示
し
て
い
る
。

そ
し
て
、
前
掲
の
古
語
拾
遺
の
記
述
に
あ
っ
た
よ
う
に
、
ウ
ズ
メ
の
子

孫
と
さ
れ
る
媛
女
君
は
「
供
神
楽
之
事
」
と
神
楽
の
担
い
手
で
あ
る
と
位

置
づ
け
ら
れ
て
い
た
。
こ
れ
に
従
え
ば
、
鎮
魂
祭
な
ど
の
援
女
の
舞
と
神

楽
が
連
動
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
が
、
神
楽
の
起
源
は
大
嘗
祭
の
琴
歌
神

宴
に
求
め
る
の
が
一
般
的
で
あ
る
。
例
え
ば
、
三
代
実
録
貞
観
元
年
十
一

月
十
六
日
の
大
嘗
祭
の
折
に
、
「
親
王
已
下
参
議
已
上
：
：
琴
歌
神
宴
」

と
あ
る
な
ど
で
、
こ
こ
で
は
明
ら
か
に
男
性
が
そ
の
担
い
手
と
な
っ
て
い

る
。
宮
中
御
神
楽
は
琴
歌
神
宴
か
ら
清
署
堂
御
神
楽
、
さ
ら
に
内
侍
所
御

神
楽
へ
展
開
し
た
と
さ
れ
る
が
、
内
侍
所
御
神
楽
を
記
録
し
た
現
存
最
古

の
鍋
島
家
本
（
十
二
世
紀
頃
書
写
）
次
第
で
は
、
神
楽
の
長
で
あ
る
人
長

が
担
当
者
全
員
に
向
け
て
「
男
ど
も
」
と
呼
び
か
け
る
な
ど
、
御
神
楽
が

男
性
官
人
に
よ
る
こ
と
が
明
示
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
次
第
の
中
に
「
御
神

態
（
み
か
み
わ
ざ
）
の
人
長
」
と
い
う
語
が
見
え
、
そ
こ
に
御
神
楽
に
お
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以
上
の
こ
と
を
ま
と
め
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。

ウ
ズ
メ
の
所
作
は
〈
わ
ざ
を
き
〉
、
〈
あ
そ
び
〉
な
ど
と
記
述
さ
れ
る
こ

と
か
ら
分
か
る
よ
う
に
、
遊
部
や
ア
メ
ワ
カ
ヒ
コ
の
葬
儀
な
ど
と
通
ず
る

鎮
魂
儀
礼
で
、
そ
こ
に
儀
礼
・
芸
能
の
〈
型
〉
の
創
出
が
な
さ
れ
た
。
そ

れ
は
ま
た
、
歌
垣
な
ど
の
〈
あ
そ
び
〉
と
も
ク
ロ
ス
す
る
男
女
の
性
の
混

沌
性
を
抱
え
込
ん
で
い
た
。
そ
れ
に
対
し
て
「
舞
」
は
、
記
紀
な
ど
の
記

け
る
〈
わ
ざ
を
き
〉
的
、
芸
能
的
位
相
も
垣
間
見
ら
れ
る
。

ウ
ズ
メ
の
所
作
と
平
安
朝
御
神
楽
と
の
つ
な
が
り
で
言
え
ば
、
周
知
の
お
ほ
ん
ぺ

よ
う
に
、
古
今
集
巻
二
十
の
「
神
あ
そ
び
歌
」
の
中
に
、
「
承
和
の
御
嘗

の
吉
備
の
歌
」
（
一
○
八
二
）
、
「
水
尾
の
御
嘗
の
美
作
の
歌
」
（
一
○
八
三
）

ひ
る
め

な
ど
、
大
嘗
祭
の
時
の
歌
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
、
ま
た
、
「
日
女
の
歌

」
（
一
○
八
○
）
、
「
昼
目
歌
」
（
神
楽
歌
七
九
）
と
し
て
ア
マ
テ
ラ
ス
な
ど

の
神
上
げ
の
様
が
歌
わ
れ
て
い
る
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
ウ
ズ
メ
の
所
作

や
天
石
屋
戸
神
話
の
儀
礼
化
が
鎮
魂
祭
や
大
嘗
祭
の
一
部
を
な
し
た
と
い

ひ
る
め

う
こ
と
を
踏
ま
え
る
な
ら
ば
、
「
日
女
の
歌
」
、
「
昼
目
歌
」
が
神
あ
そ
び

歌
や
神
楽
歌
の
中
で
機
能
す
る
の
は
必
然
性
が
あ
る
。
さ
ら
に
、
神
楽
歌

と
神
あ
そ
び
歌
と
が
通
底
し
て
い
る
こ
と
は
、
神
楽
が
神
の
〈
あ
そ
び
〉

で
あ
っ
た
こ
と
を
端
的
に
指
示
す
る
。
神
楽
歌
の
中
に
も

朝
た
づ
ね
ま
し
も
神
ぞ
や
遊
べ
遊
べ
遊
べ
遊
べ
遊
べ
遊

ゆ

ふ

く
遊
べ
や
（
木
綿
作
る
末
）

な
ど
、
〈
あ
そ
び
〉
の
語
が
多
用
さ
れ
る
も
の
も
あ
り
、
神
楽
に
お
い
て
、
〈
あ

そ
び
〉
と
舞
と
が
一
体
化
し
、
男
性
の
行
う
芸
能
の
〈
型
〉
が
創
出
さ
れ

た
と
言
え
る
。結

述
に
お
い
て
、
歌
垣
を
踏
襲
し
た
踏
歌
の
一
部
を
除
け
ば
、
男
女
の
整
然

と
し
た
差
異
化
が
行
わ
れ
て
、
平
安
朝
以
降
に
継
承
さ
れ
て
い
く
。
ウ
ズ

メ
の
所
作
や
天
岩
戸
神
話
の
一
部
を
継
承
し
た
鎮
魂
祭
な
ど
で
は
御
巫
、

媛
女
な
ど
の
「
舞
」
と
し
て
形
骸
化
さ
れ
る
一
方
で
、
古
語
拾
遺
の
よ
う

わ
ざ
を
き

な
記
紀
の
ウ
ズ
メ
の
所
作
を
「
俳
優
」
と
し
て
継
承
す
る
も
の
も
あ
っ
た
。

宮
中
御
神
楽
で
は
全
体
が
「
神
あ
そ
び
」
と
さ
れ
る
が
、
男
性
の
「
舞
」

と
し
て
継
承
さ
れ
た
。
そ
れ
は
新
た
な
儀
礼
・
芸
能
の
〈
型
〉
の
創
出
、

継
承
で
は
あ
っ
た
が
、
ウ
ズ
メ
の
所
作
に
見
ら
れ
た
く
わ
ざ
を
き
〉
、
〈
あ

そ
び
〉
の
混
沌
性
は
影
を
潜
め
る
こ
と
と
な
っ
た
。

注
（
１
）
吉
田
修
作
「
ア
メ
ノ
ウ
ズ
メ
の
〈
神
が
か
り
〉
・
〈
わ
ざ
を
き
〉
ｌ

天
岩
戸
と
天
孫
降
臨
ｌ
」
含
日
本
文
学
」
二
○
二
年
二
月
）
。
本

稿
と
対
と
な
す
論
な
の
で
、
併
せ
て
参
照
し
て
欲
し
い
。

（
２
）
『
折
口
信
夫
全
集
」
第
二
巻
（
一
九
九
五
年
三
月
）
三
四
二
～
四
ペ
ー

ジ
な
ど
。
岩
田
勝
『
神
楽
新
考
」
第
一
章
「
天
石
窟
の
前
に
お
け
る

鎮
魂
の
祭
儀
」
（
名
著
出
版
一
九
九
二
年
九
月
）
。
以
下
岩
田
説
は

同
書
に
よ
る
。

（
３
）
「
遊
部
考
」
含
五
来
重
著
作
集
』
第
三
巻
法
蔵
館
二
○
○
八

年
二
月
）
。
以
下
五
来
説
は
同
書
に
よ
る
。

（
４
）
和
田
革
「
蹟
の
基
礎
的
研
究
」
（
『
日
本
古
代
の
儀
礼
と
祭
祀
・
信

仰
上
」
塙
書
房
一
九
九
五
年
三
月
）
。

（
５
）
保
坂
達
雄
「
遊
部
の
伝
承
と
「
凶
痩
魂
」
」
二
神
と
巫
女
の
古
代

伝
承
論
」
岩
田
書
店
二
○
○
三
年
三
月
）
。

（
６
）
吉
田
修
作
前
掲
論
文
（
注
１
）
。

（
７
）
猪
股
と
き
わ
（
「
遊
行
と
歌
垣
」
『
歌
の
王
と
風
流
の
宮
』
森
話
社

二
○
○
○
年
一
○
月
）
。
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（
蛆
）
岡
田
精
司
「
宮
廷
巫
女
の
実
態
」
二
日
本
女
性
史
』
第
Ｉ
巻

一九八二年）。

（
９
）
宮
廷
の
歌
垣
、
踏
歌
に
関
し
て
は
、
池
田
弥
三
郎
「
踏
歌
及
び
神
楽
」

亀
日
本
芸
能
伝
承
論
』
中
央
公
論
社
昭
和
三
七
年
一
月
）
、
猪
股

と
き
わ
「
舞
姫
恋
歌
」
「
天
平
宮
廷
と
風
流
」
「
神
女
降
臨
」
（
注
６

（
８
）
林
屋
辰
三
郎
「
久
米
舞
の
成
立
」
（
『
中
世
芸
能
史
の
研
究
』
岩
波

書
店
昭
和
三
五
年
六
月
）
。

含
日
本
芸
能
伝
承
論
』
中
．

と
き
わ
「
舞
姫
恋
歌
」
「
雫

と
同
書
）
な
ど
が
詳
し
い
。
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