
讃
美
歌
に
左
の
ご
と
き
あ
り
。

父
御
子
聖
靈
の
大
御
神
に
と
き
は
に
絶
え
せ
ず
御
榮
え
あ
れ

ち
ち
み
こ
み
た
ま

お
ほ
み
か
み

み

「
と
き
は
」
は
「
と
こ
し
へ
」
の
義
な
り
。
そ
の
語
源
は
「
と
こ
い
は
（
常
磐
）」
と
推
測
せ
ら
る
。
「
岩

の
ご
と
く
永
遠
に
變
る
な
き
」
を
言
ひ
た
る
な
ら
ん
。
「
常
葉
」
の
字
を
宛
つ
る
こ
と
多
か
れ
ど
、
怕
る

ら
く
は
語
源
俗
解
な
る
べ
し
。

こ
の
歌
、
五
七
五
七
七
に
な
り
そ
こ
ね
た
る
本
朝
の
歌
の
ご
と
く
に
覺
ゆ
れ
ど
、
原
曲
の
歌
詞
は
英
語

な
り
。

G
lory

be
to
the
Father,and

to
the
Son,and

to
the
H
oly
Spirit:As

itw
as
in
the
m
orning,is

now,and
evershallbe,w

orld

w
ithoutend.Am

en.

末
尾w

orld

の
後
ろ
にbe

の
省
略
せ
ら
れ
て
、
「
世
界
、
終
る
こ
と
な
か
る
べ
し
」
な
る
祈
願
文
た
る

は
、
天
壤
無
窮
の
神
敕
「
天
津
日
嗣
の
榮
え
ま
さ
ん
こ
と
、
ま
さ
に
天
地
と
窮
り
な
か
る
べ
し
」
を
髣
髴

と
せ
し
む
。
洋
の
東
西
を
問
は
ず
、
神
明
を
讃
ふ
る
の
情
、
豈
異
な
る
な
し
と
言
は
ざ
る
べ
け
ん
や
。

明
治
初
年
の
譯
詞
は
「
と
き
は
に
絶
え
せ
ず
」
を
「
と
き
は
も
か
き
は
も
（
み
さ
か
え
あ
れ
）」
と
歌

ひ
て
あ
り
。
「
か
き
は
」
は
語
源
す
な
は
ち
「
堅
磐
」
に
て
、「
か
た
き
磐
」
を
縮
約
し
た
る
な
り
。kataki-

iha

の
を
脱
落
せ
し
め
た
る
に
相
違
な
し
。
「
か
き
は
」
を
「
か
ち
は
」
と
訛
り
た
る
も
あ
る
は
、
の

ta

aki

脱
落
し
た
る
な
る
べ
し
。

す
べ
ら
ぎ
を
と
き
は
か
き
は
に
守
る
山
の

山
人
な
ら
し
山
鬘
せ
り
（
新
古
今
）

か
づ
ら

「
永
遠
・
永
久
・
久
遠
」
を
「
と
は
・
と
こ
し
へ
」
と
訓
む
。

よ

「
と
は
」
と
は
何
ぞ
や
。
「
と
こ
い
は
」
の
「
と
こ
は
」
と
縮
ま
り
、
さ
ら
に
「
と
は
」
と
な
り
た
る
な

ら
ん
。
若
し
は
「
と
き
は
」
の
「
き
」
の
脱
落
し
た
り
と
い
ふ
も
可
な
ら
ん
。

「
と
こ
し
へ
」
の
語
源
は
如
何
。

「
常
」
を
「
と
こ
」
と
讀
む
あ
り
。
「
と
こ
よ
（
常
世
）」
と
い
へ
ば
、
「
常
な
る
世
」
の
謂
ひ
に
し
て
、

元
來
は
現
世
の
意
な
れ
ど
、
轉
じ
て
「
黄
泉
國
」
を
指
す
に
至
る
。
所
説
あ
れ
ど
、
あ
る
い
は
「
う
つ
し

う
つ
し
よ

よ
」
に
拮
抗
せ
し
め
ん
が
た
め
に
「
と
こ
よ
」
と
言
ひ
て
、
む
し
ろ
「
黄
泉
國
」
を
指
す
が
そ
も
そ
も
の

始
め
な
ら
ん
や
。

「
と
こ
し
へ
」
の
「
と
こ
し
」
は
「
常
」
の
形
容
詞
に
活
用
し
た
る
な
り
。
萬
葉
に
て
は
「
と
こ
し
く
」

は
「
し
き
り
に
・
も
は
ら
に
」
の
意
な
り
。
而
し
て
、
「
へ
」
は
「
方
向
・
ほ
と
り
」
の
義
に
し
て
、
「
邊
」

を
宛
つ
る
は
宛
字
な
れ
ど
、
「
大
君
の
へ
に
こ
そ
死
な
め
」、
「
い
づ
へ
の
方
に
我
が
戀
や
ま
む
」
も
そ
の

例
な
り
。
然

則
、
「
と
こ
し
へ
」
は
「
も
は
ら
に
一
方
向
へ
專
念
す
」、
こ
れ
原
意
な
ら
ん
。
轉
じ
て
、

し
か
ら
ば
す
な
は
ち

「
常
な
る
世
に
一
重
に
變
る
こ
と
な
き
」
と
て
、
「
永
遠
に
」
の
義
に
轉
じ
た
り
け
ん
。

「
と
こ
し
な
へ
」
と
い
ふ
も
あ
り
。
「
な
」
は
「
の
」
の
變
形
な
ら
ん
と
は
我
が
臆
測
な
り
。

一

高
田

友

ト
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シ
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「
久
遠
」
は
「
き
う
ゑ
ん
」
な
ら
で
、
「
く
を
ん
」
と
読
む
。
「
久
」
も
「
九
」
も
《
漢
音
》
は
「
き
う
」、

《
呉
音
》
は
「
く
」、
「
遠
」
は
《
漢
音
》
「
ゑ
ん
」、
《
呉
音
》
「
を
ん
」
な
り
。
し
か
う
し
て
、
「
久
遠
」
は

佛
教
用
語
な
れ
ば
、
《
呉
音
》
に
て
讀
む
が
通
例
。
す
な
は
ち
「
く
を
ん
」
と
な
る
。

「
九
重
」
は
「
宮
中
」
を
指
す
に
は
《
漢
音
》
に
て
「
き
う
ち
ょ
う
」
な
り
。
「
こ
こ
の
へ
」
と
は
、「
七

重
八
重
」
に
準
じ
て
、
牽
強
付
會
し
て
訓
じ
た
る
所
、
漢
字
傳
來
以
前
の
和
語
に
て
皇
宮
を
「
こ
こ
の
へ
」

と
言
ひ
た
る
に
は
あ
ら
ず
。
し
か
う
し
て
、「
九
重
の
塔
」
に
て
は
、
佛
教
用
語
な
る
が
ゆ
ゑ
に
「
く
ぢ
ゅ

う
の
た
ふ
」
と
《
呉
音
》
を
用
ゐ
る
。
「
き
う
ぢ
ゅ
う
の
た
ふ
」
は
誤
り
な
り
。
（
「
重
」
の
字
は
、
漢
音

「
ち
ょ
う
」、
呉
音
「
ぢ
ゅ
う
」）

閑
話
休
題
、
「
南
望
鶴
城
砲
煙

甄
」
の
詩
吟
を
以
て
名
高
き
「
白
虎
隊
」
の
歌
の
第
四
聯
を
見
ん
。

戰
後
の
崩
れ
た
る
歌
詞
は
左
の
如
し
。

飯
盛
山
の
頂
き
に
秋
吹
く
風
は
寒
け
れ
ど

忠
烈
今
も
香
に
殘
す
花
も
會
津
の
白
虎
隊

原
文
難
解
な
り
と
て
、
な
ん
た
る
淺
ま
し
き
改
編
を
か
爲
す
。

「
秋
風
」
を
「
秋
吹
く
風
」
と
は
笑
止
千
萬
。
本
朝
文
化
の
破
壞
を
企
て
た
る
逆
臣
の
愚
か
な
る
畫
策

な
り
。
今
、
秋
な
る
は
既
に
明
白
な
る
に
、
「
吹
く
風
」
に
「
秋
」
を
加
ふ
る
と
は
、
詩
心
持
た
ぬ
俗
人

の
所
業
、
天
罰
下
つ
て
腸
捻
轉
に
斃
れ
よ
か
し
。

明
治
の
原
典
に
て
は
、
「
松
籟
」
な
り
。
「
籟
」
は
「
ふ
え
（
笛
）」。
松
枝
の
間
を
風
の
吹
き
抜
く
る
際

し
よ
う
ら
い

に
笛
の
如
き
音
を
立
つ
る
を
以
て
斯
く
は
申
す
な
り
。

「
今
も
香
に
殘
す
」
は
明
治
の
原
典
に
て
は
「
永
遠
に
香
を
殘
す
」。
「
十
有
九
士
死
し
た
り
と
雖
も
、

と
は

か

忠
烈
の
譽
、
す
な
は
ち
芳
し
き
馨
と
化
し
て
後
の
世
に
傳
は
ら
ん
」
の
謂
ひ
な
れ
ば
、
「
香
を
焚
き
て
、

か
ぐ
は

か
を
り

か
う

そ
の
馨
に
乘
り
て
名
聲
の
傳
は
る
」
の
義
に
は
あ
ら
ざ
る
な
り
。
名
聲
の
芳
香
と
化
す
る
は
科
學
的
な
ら

ず
と
て
愚
人
の
手
を
加
へ
た
る
に
相
違
な
し
。
下
品
の
後
人
、
や
は
か
先
達
の
名
作
を
推
敲
し
て
、
駿
馬

げ
ぼ
ん

こ
う
じ
ん

し
ゆ
ん
め

を
駑
馬
に
墮
せ
し
む
べ
し
や
。

ど
ば

明
治
の
原
典
を
紹
介
せ
ん
。

飯
盛
山
の
秋
深
く
松
籟
肌
に
寒
け
れ
ど

忠
烈
永
遠
に
香
を
殘
す
花
も
會
津
の
白
虎
隊

こ
こ
に
も
ま
た
「
永
遠
」
を
「
と
は
」
と
訓
ず
る
あ
り
。
割
腹
よ
り
已
に
百
五
十
年
、
今
な
ほ
そ
の
誠

心
の
世
に
喧
傳
せ
ら
る
る
は
、
洵
に
「
忠
烈
永
遠
に
香
を
殘
す
」
の
言
ひ
條
に
ふ
さ
は
し
き
か
な
。

ま
こ
と

で
う

今
一
つ
「
永
遠
」
の
見
ら
る
る
歌
、
舊
制
高
等
學
校
「
七
高
寮
歌
」
（
鹿
兒
島
）
を
眺
め
ん
。

北
辰
斜
に
差
す
所

大
瀛
の
水

ほ
く
し
ん

だ
い
え
い

洋
々
乎

や
う
や
う
こ

春
花
薫
る
神
州
の
正
氣

せ
い
き
は
籠
る
白
鶴
城

は
く
か
く
じ
や
う

芳
英
永
遠
に
盡
き
せ
ね
ば
歴
史
も
舊
り
ぬ
四
百
年

は
う
え
い

ふ

「
辰
」
に
「
星
」
の
意
あ
り
、
「
北
辰
」
は
「
北
極
星
」
な
り
。
北
極
星
、
頭
上
に
光
る
に
あ
ら
で
、
天

二



の
低
き
北
方
よ
り
斜
め
に
差
す
。
す
な
は
ち
、
南
國
の
地
薩
摩
に
あ
る
を
言
へ
り
。

清
和
天
皇
皇
子
に
「
貞
辰
親
王
」
あ
り
。
基
經
外
甥
。
「
さ
だ
と
き
」
と
訓
ず
。
「
辰
」
を
「
と
き
」
と

さ
だ
と
き

も
と
つ
ね
が
い
せ
い

讀
む
は
「
ほ
し
」
の
「
と
き
」
に
通
ず
れ
ば
な
り
。
「
歳
在
癸
丑
」
を
「
ほ
し
は
き
ち
う
に
あ
り
」
と
讀

む
も
そ
の
類
。
そ
も
そ
も
由
來
を
尋
ぬ
れ
ば
、
「
歳
」
は
「
歳
星
」
す
な
は
ち
木
星
に
し
て
、
十
二
年
に

た
ぐ
ひ

て
天
を
旋
る
が
ゆ
ゑ
に
十
二
支
に
な
ぞ
ら
へ
ら
る
。
「
ほ
し
」
は
「
と
き
」
を
ぞ
刻
む
な
る
。

「
瀛
」
は
「
海
」
な
り
。
「
洋
々
乎
」
は
「
洋
々
と
」
と
言
ひ
て
障
り
な
し
。
「
乎
」
は
「
副
詞
を
作
る

語
尾
」
に
て
、
「
斷
乎
」
「
凛
乎
」
の
「
乎
」。
「
斷
乎
」
を
「
断
固
」
と
書
く
は
戰
後
文
部
省
の
捏
造
し
た

る
嘘
字
た
る
を
知
ら
で
や
あ
る
べ
き
。
歌
詞
は
「
大
海
原
の
水
の
た
ゆ
た
ふ
」
樣
を
言
へ
る
な
り
。

「
白
鶴
城
」
は
鹿
兒
島
城
の
異
名
。
會
津
若
松
城
ま
た
「
鶴
ヶ
城
」
な
れ
ど
、
城
の
總
構
へ
は
空
よ
り

見
れ
ば
鶴
の
羽
を
擴
げ
た
る
に
似
る
に
よ
り
て
、
世
に
「
鶴
ヶ
城
」
「
白
鶴
城
」
と
呼
ば
る
る
城
少
な
か

ら
ず
。
岩
槻
城
然
り
、
大
分
府
内
城
ま
た
然
り
。

而
し
て
、
「
芳
英
永
遠
に
盡
き
せ
ね
ば
」
は
「
永
遠
に
香
を
殘
す
」
と
同
斷
。
美
し
き
城
と
薩
摩
武
士

の
忠
烈
花
の
如
き
甘
き
馨
を
傳
へ
來
た
る
を
讃
ふ
。
「
四
百
年
」と
は
、
戰
國
の
世
に
鹿
兒
島
城
の
造
營
せ

ら
れ
た
る
よ
り
第
七
高
等
學
校
造
士
館
創
立
ま
で
數
へ
て
四
百
年
を
經
た
る
を
い
ふ
。
「
芳
英
」
の
「
芳
」

は
「
か
を
り
よ
し
」、
「
英
」
は
「
は
な
ぶ
さ
」
に
て
、
「
か
を
り
よ
き
花
」
と
歌
ひ
た
る
な
り
。

こ
こ
に
ま
た
「
永
遠
」
を
「
と
は
」
と
讀
み
て
あ
り
。

「
舊
（
旧
）」
「
古
」
「
經
」、
い
づ
れ
も
動
詞
「
ふ
」
に
宛
つ
。
「
古
く
な
る
」
を
文
語
に
て
は
「
ふ
／
下

二
段
」
と
い
ふ
。
城
は
す
で
に
四
百
年
を
閲
し
た
り
と
言
へ
る
な
り
。
な
ほ
、
「
閲
」
を
「
け
み
す
」
と

け
み

え
つ

讀
む
は
、
「
檢
」
の
字
音
「
け
む
」
（
隋
唐
音kiam

）
を
字
義
の
似
た
る
「
閲
」
に
轉
用
し
た
る
な
り
。

本
稿
の
題
名
「
ト
ハ
ト
ト
コ
シ
ヘ
」
は
「
永
遠

と
は

と
永
久
」
の
義
な
り
。

と
こ
し
へ

（
令
和
元
年
七
月
二
十
三
日
受
附
）三


