


　︿
神
歌
﹀は
︑︿
翁
﹀の
一
部
分
を
着
座
の
ま
ま
で
謡
う
︑
素
謡
と

し
て
の
名
称
で
す
︒︿
翁
﹀
と
は
祝
福
と
祈
祷
の
儀
式
的
な
演
目
で

あ
り
︑
能
狂
言
の
本
芸
と
し
て
非
常
に
大
切
に
さ
れ
て
い
ま
す
︒

︿
翁
﹀で
は
颯
爽
と
し
た
若
者
の
千
歳︵
せ
ん
ざ
い
︶︑
白
式
尉︵
白

色
の
特
別
な
老
人
面
︶の
翁
︑
狂
言
方
の
演
じ
る
三
番
叟︵
さ
ん
ば

そ
う
︶
が
︑
天
下
泰
平
・
国
土
安
穏
・
五
穀
豊
穣
を
祈
っ
て
謡
い

舞
い
ま
す
︒本
日
の︿
神
歌
﹀は﹁
と
う
と
う
た
ら
り
た
ら
り
ら
︑
た

ら
り
あ
が
り
ら
ら
り
と
う
﹂と
い
う
翁
の
謡
か
ら
始
ま
り
︑﹁
萬
歳

楽︵
ま
ん
ざ
い
ら
く
︶﹂の
繰
り
返
し
で
し
め
く
く
ら
れ
ま
す
︒﹁
萬

歳
楽
﹂は
雅
楽
の
曲
名
で
も
あ
り
ま
す
が
︑
平
和
な
世
が
千
年
︑
万

年
も
続
く
よ
う
に
願
う
祈
り
の
言
葉
に
も
な
っ
て
い
ま
す
︒ほ
か

に
も
︑
中
世
に
流
行
し
た
歌
謡
の
一
節﹁
鳴
る
は
滝
の
水
︑
日
は
照

る
と
も
︑
た
え
ず
と
う
た
り
︑
あ
り
う
ど
う
ど
う
﹂と
い
う
︑
滝
の

豊
か
な
水
が
永
遠
に
あ
ふ
れ
流
れ
る
様
子
や
︑
鶴
・
亀
な
ど
の
お

め
で
た
い
言
葉
も
数
多
く
含
ま
れ
て
い
ま
す
︒

　
舞
囃
子
は
面
装
束
を
つ
け
ず
に
︑
囃
子
と
謡
に
合
わ
せ
て
能
の

一
場
面
を
舞
う
上
演
形
態
の
一
つ
で
す
︒例
外
も
あ
り
ま
す
が
︑

多
く
の
場
合
︑
囃
子
の
み
に
合
わ
せ
て
舞
う
舞
を
含
ん
で
い
ま

す
︒能
の
醍
醐
味
が
詰
ま
っ
た
形
態
で
す
︒

　︿
高
砂
﹀の
前
半
で
は
︑
住
吉
の
老
人
と
高
砂
の
姥
に
よ
っ
て
和

歌
の
興
隆
と
世
の
繁
栄
が
一
体
で
あ
る
こ
と
が
明
か
さ
れ
ま
す
︒

舞
囃
子
は
後
半
の
住
吉
明
神
の
出
現
と
舞
が
披
露
さ
れ
ま
す
︒一

般
的
に
は
︑
住
吉
明
神
は
老
人
の
姿
で
表
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
の

で
す
が
︑
能
で
は
若
く
力
強
い
男
の
神
と
し
て
現
れ
︑
能
の
舞
の

中
で
も
最
も
早
い
テ
ン
ポ
の
舞
﹁
神
舞
︵
か
み
ま
い
︶﹂
を
舞
い
ま

す
︒特
に
本
日
は
﹁
八
段
之
舞
﹂
と
い
う
特
別
な
舞
で
す
︒常
の
舞

は
五
段
の
パ
ー
ト
に
分
か
れ
て
い
ま
す
が
︑﹁
八
段
之
舞
﹂で
は
常

と
は
異
な
る
区
切
り
を
設
け
て
︑
縁
起
の
よ
い
八
と
い
う
数
に
分

け
て
い
ま
す
︒速
度
も
早
ま
り
︑緩
急
が
つ
き
ま
す
︒

　
結
末
場
面
の
謡
﹁
悪
魔
を
払
い
︑
お
さ
む
る
手
に
は
寿
福
を
抱

き
﹂
の
所
作
も
印
象
的
で
す
︒ほ
か
に
も
︑﹁
青
海
波
︵
せ
い
が
い

は
︶・
還
城
楽︵
げ
ん
じ
ょ
う
ら
く
︶・
千
秋
楽
・
萬
歳
楽
﹂と
い
っ

た
雅
楽
・
舞
楽
の
曲
名
が
謡
い
込
ま
れ
て
い
ま
す
︒

   ︻
解
説
︼

　
能︿
唐
船
﹀は
︑
日
本
に
留
め
置
か
れ
て
い
た
唐
人
の
祖
慶
官
人

︵
そ
け
い
か
ん
に
ん
︶が
︑
来
日
し
た
唐
国
の
二
人
の
子
と
︑
日
本

で
生
ま
れ
た
二
人
を
連
れ
故
郷
へ
帰
っ
て
行
く
と
い
う
能
で
す
︒

舞
囃
子
で
は
︑
祖
慶
官
人
の
一
行
が
帰
国
の
船
に
乗
り
込
ん
だ
結

末
が
舞
わ
れ
ま
す
︒祖
慶
官
人
が
船
中
で
喜
び
の
舞
楽
と
し
て

﹁
楽︵
が
く
︶﹂を
舞
う
と
︑
や
が
て
船
は
帆
を
高
く
上
げ
︑
風
を
得

て
海
を
進
ん
で
行
く
の
で
し
た
︒

　﹁
楽
﹂
は
舞
楽
の
趣
で
舞
わ
れ
る
舞
で
す
︒ど
こ
か
異
国
情
緒
の

漂
う
独
特
の
旋
律
が
特
色
︒最
初
は
ゆ
っ
た
り
と
始
ま
り
︑
次
第

に
テ
ン
ポ
が
あ
が
り
ま
す
︒数
多
く
足
拍
子
が
踏
ま
れ
︑
リ
ズ
ミ

カ
ル
な
舞
で
す
︒本
日
は
小
書
﹁
盤
渉
﹂
に
よ
る
上
演
で
す
︒﹁
楽
﹂

の
調
子
が
︑途
中
か
ら
常
よ
り
も
高
く
な
り
ま
す
︒

　
能
は︿
関
寺
小
町
﹀︿
姨
捨
﹀︿
檜
垣
﹀を﹁
三
老
女
﹂と
し
て
大
切

に
し
て
お
り
︑
中
で
も︿
関
寺
小
町
﹀は
秘
曲
中
の
秘
曲
と
し
て
扱

わ
れ
て
い
ま
す
︒

　︿
関
寺
小
町
﹀
の
初
出
は
応
永
二
十
六
年
︵
一
四
一
九
︶
の
奥
書

を
持
つ
︑
世
阿
弥
の
伝
書
﹃
音
曲
口
伝
﹄
で
す
︒世
阿
弥
作
の
可
能

性
が
高
い
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
ま
す
︒世
阿
弥
伝
書
﹃
風
姿
花

伝
第
二
物
学
条
々
︵
も
の
ま
ね
じ
ょ
う
じ
ょ
う
︶﹄
に
は
︑
老
女
で

は
あ
り
ま
せ
ん
が
︑
老
人
の
振
舞
だ
か
ら
と
い
っ
て
腰
や
膝
を
屈

め
る
と
︑
花︹
魅
力
︺が
失
わ
れ
古
く
さ
い
演
技
に
見
え
る
と
記
さ

れ
︑
世
阿
弥
は
そ
の
演
技
の
難
し
さ
を
﹁
老
木
に
花
の
咲
か
ん
が

ご
と
し
﹂
と
た
と
え
て
い
ま
す
︒こ
の
比
喩
は
﹃
花
伝
第
七
別
紙
口

伝
︵
べ
っ
し
く
で
ん
︶﹄
に
も
見
え
︑
そ
こ
で
は
花
を
咲
か
せ
る
た

め
の
具
体
的
な
演
技
の
基
準
が
あ
げ
ら
れ
て
い
ま
す
︒す
べ
て
の

所
作
を
拍
子
に
少
し
遅
れ
る
よ
う
に
す
る
こ
と
︑
そ
の
う
え
で
若

や
い
で
見
せ
た
が
る
老
人
の
心
持
に
︑
老
い
た
体
が
つ
い
て
行
か

な
い
と
い
う
道
理
を
知
る
こ
と
が
老
人
の
舞
の
真
髄
と
説
き
ま

す
︒世
阿
弥
の
言
説
が
現
代
の
老
女
の
舞
に
そ
の
ま
ま
繋
が
る
も

の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
︑︿
関
寺
小
町
﹀
の
舞
の
後
に
は
﹁
老
木
の

花
の
枝
︑
さ
す
袖
も
た
忘
れ
﹂
と
謡
わ
れ
ま
す
︒︿
関
寺
小
町
﹀
に

は
︑
老
い
の
舞
の
優
美
さ
と
難
し
さ
が
込
め
ら
れ
て
い
る
と
い
え

ま
す
︒　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
︵
次
頁
へ
つ
づ
く
︶

神
歌

︿
か
み
う
た
﹀

舞
囃
子  

高
砂
　
八
段
之
舞

︿
た
か
さ
ご  

は
ち
だ
ん
の
ま
い
﹀

舞
囃
子  

唐
船
　
盤
渉

︿
と
う
せ
ん
　
ば
ん
し
き
﹀

能  

関
寺
小
町

︿
せ
き
で
ら
こ
ま
ち
﹀






