
 

「
一
弦
琴
演
奏
」
と
「
こ
と
た
ま
ラ
イ
ブ
」

敷
島
の
や
ま
と
の
国
は
言
霊
の 

 
 

幸
は
う
国
ぞ
ま
さ
き
く
あ
り
こ
そ 

（
柿
本
人
麻
呂
） 

わ
が
国
は
神
代
よ
り
、 

言
霊
の
た
す
く
る
国
と
言
い
伝
え
ら
れ
て
き
て
お
り
ま
す
。 

一
弦
琴
の
調
べ
は
あ
な
た
の
心
を
癒
し
、 

言
葉
の
力
は
あ
な
た
の
魂
を
振
い
起
し
て
く
れ
ま
す
。 

人
々
の
心
を
も
感
動
せ
し
む
る
言
霊
。 

何
か
を
語
り
か
け
て
く
れ
る
よ
う
な
・
・
あ
は
れ
を
誘
う
・
・

一
弦
琴
の
調
べ
を
お
聴
き
く
だ
さ
い
。 

一
、
演
奏
（
弾
き
語
り
） 

 
 

「
須
磨
」「
酒
ほ
ぎ
」「
漁
火
」「
土
佐
の
海
」「
泊
仙
操
」「
須
賀
」

一
、
言
霊
ラ
イ
ブ
（
語
り
） 

万
葉
人
の
言
霊
「
言
葉
は
神
な
り
」 

一
、
発
声
法
体
感 

体
に
響
く
発
声
法
（
声
の
振
動
共
鳴
） 

一
弦
琴
奏
者

「
楽
風
」 

一
弦
琴
は
一
本
の
弦
で
奏
で
ら
れ
る
哀
愁
を
帯
び
な
が
ら
も
、
凛
と
し
た
音

色
を
持
つ
楽
器
で
す
。
「
一
つ
緒
」
「
須
磨
琴
」
「
板
琴
」
と
も
呼
ば
れ
て
い
ま

す
。
そ
の
歴
史
は
古
く
、
「
日
本
後
記
」
の
桓
武
天
皇
延
暦
十
八
年
の
条
に
記

載
さ
れ
て
い
ま
す
。
江
戸
時
代
に
公
卿
、
国
学
者
に
持
て
囃
さ
れ
ま
し
た
。 

そ
こ
に
は
、
和
歌
に
唄
わ
れ
て
い
る
「
や
ま
と
心
」
な
る
た
ま
ご
こ
ろ
の
言

霊
の
発
揚
が
あ
る
か
ら
で
す
。
現
代
日
本
に
必
要
な
、
失
わ
れ
か
け
て
い
る
「
や

ま
と
心
」
な
る
万
葉
人
の
歌
と
言
霊
の
叫
び
で
す
。 

現
代
の
騒
が
し
い
生
活
の
中
で
、
自
分
を
ゆ
っ
く
り
見
つ
め
直
し
た
い
時
な

ど
、
哀
楚
を
帯
び
た
一
弦
の
琴
の
音
は
自
ら
を
浄
化
し
幽
玄
の
世
界
へ
誘
っ
て

く
れ
ま
す
。 
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