
祭
　
神
　
歌

天
性
坂
上
郎
女
の
歌
を
ど
う
よ
む
か
�
１
‐
‐
－

　
　
　
　
　
　
　
　
一

　
大
作
坂
上
郎
女
は
、
額
田
王
と
と
も
に
万
葉
女
流
中
稀
有
な
長
歌
作

者
で
あ
る
。

　
彼
女
の
作
品
は
短
歌
作
品
に
し
ろ
わ
か
り
に
く
い
の
だ
が
、
こ
の
長

歌
が
加
わ
る
こ
と
で
一
層
わ
か
り
に
く
さ
を
増
し
て
く
る
よ
う
に
思
わ

れ
る
。
そ
の
わ
か
ら
な
さ
と
は
、
狭
い
意
昧
で
の
歌
そ
れ
ぞ
れ
の
解
釈

の
困
難
性
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
特
に
短
歌
作
品
で
は
解
釈
の
困
難

性
と
い
う
こ
と
は
全
く
と
い
っ
て
よ
い
ほ
ど
な
い
。
む
し
ろ
一
首
そ
れ

ぞ
れ
は
わ
か
り
や
す
い
の
で
あ
る
。

　
問
題
は
作
歌
の
動
機
が
は
っ
き
り
し
て
い
る
よ
う
で
、
作
品
に
即
す
　
‘

る
と
は
な
は
だ
不
通
明
に
な
る
こ
と
、
作
品
が
彼
女
の
個
人
的
感
懐
の

よ
う
で
い
て
、
相
手
の
歌
と
の
対
応
と
か
状
況
と
の
か
か
わ
り
の
中
で

虚
構
さ
れ
て
い
る
ら
し
い
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
に
彼
女
の
歌
が
何
に
つ

け
、
誰
に
宛
て
て
も
（
そ
れ
は
天
皇
（
聖
武
）
で
あ
ろ
う
と
同
族
の
男

古
　
　
庄

ゆ
　
き
　
子

性
、
「
姪
い
に
し
て
娘
婿
候
補
の
家
持
に
し
ろ
、
甥
・
あ
る
い
は
い
と

こ
の
子
と
考
え
ら
れ
る
、
そ
し
て
同
じ
娘
婿
候
補
の
駿
河
麿
に
し
ろ
、

母
方
の
い
と
こ
虫
麿
に
し
ろ
で
あ
る
）
相
聞
風
の
歌
を
つ
く
ら
な
い
で
　
１

は
す
ま
な
か
っ
た
こ
と
も
あ
る
。
そ
れ
も
や
や
誇
大
、
過
剰
な
情
緒
に

つ
つ
ま
れ
た
甘
美
な
媚
態
や
哀
訴
の
目
つ
き
、
恋
の
姿
態
の
表
現
を
と

　
最
近
、
よ
う
や
く
彼
女
の
歌
の
よ
み
方
が
諸
家
に
よ
っ
て
検
討
さ
れ

て
き
て
い
る
が
、
ず
い
ぶ
ん
な
が
く
、
彼
女
の
歌
は
ま
っ
正
直
に
受
け

と
ら
れ
て
「
自
分
の
娘
と
結
婚
し
た
男
性
と
通
じ
る
ば
ど
の
人
間
で
も

あ
る
・
退
廃
的
人
間
で
あ
る
こ
と
は
明
白
で
あ
無
心
ど
酷
評
さ
れ
て

き
た
。
又
、
「
万
葉
女
流
中
随
一
の
多
淫
放
縦
」
者
、
彼
女
に
出
逢
え

ば
「
平
安
朝
和
泉
式
部
一
味
の
紅
袴
者
流
と
い
へ
ど
も
銑
で
逃
げ
出
さ

ね
ば
な
る
ま
い
」

な
か
っ
た
。

と
批
難
さ
れ
て
い
た
の
も
そ
ん
な
に
昔
の
こ
と
で
は



　
歌
を
直
接
体
験
に
も
と
づ
く
個
人
の
抒
情
、
感
懐
の
あ
り
の
ま
ま
の

表
白
と
み
る
か
ぎ
り
、
そ
れ
は
妥
当
な
評
で
あ
っ
た
ろ
う
。
（
も
っ
と

も
そ
こ
に
は
「
婦
道
」
を
古
代
の
彼
女
に
ま
で
強
い
よ
う
と
す
る
論
者

の
好
み
は
あ
る
が
。
）

　
す
べ
て
を
相
聞
歌
風
に
う
た
い
上
げ
ね
ば
す
ま
ぬ
彼
女
の
性
格
が
誤

解
の
も
と
を
つ
く
っ
て
い
た
。
と
い
う
よ
り
後
世
の
研
究
者
よ
り
彼
女
’

の
万
が
演
技
派
で
あ
っ
た
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
根
本
は
後
世
の

わ
れ
わ
れ
が
七
〇
〇
年
代
を
生
き
た
大
貴
族
の
女
と
し
て
彼
女
の
生
活

の
あ
り
よ
う
も
、
作
歌
の
諸
条
件
も
明
確
に
把
捉
し
て
は
い
な
い
と
い

う
こ
と
で
あ
る
だ
ろ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
二

　
　
「
祭
神
歌
」
（
巻
三
　
三
七
九
・
三
八
〇
）
は
彼
女
の
作
品
の
中
で

も
っ
と
も
古
代
的
な
歌
で
あ
る
。
同
じ
長
歌
作
品
で
も
「
怨
恨
歌
」
（
巻

四
　
六
一
九
・
六
二
〇
）
や
「
尼
理
願
の
死
去
れ
る
を
悲
し
び
嘆
き
て

作
る
歌
」
（
巻
三
　
四
六
〇
・
四
六
二
に
は
、
ヨ
ロ
い
道
具
立
て
の
中

に
新
し
い
何
か
を
予
感
さ
せ
て
い
る
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
が
、
こ
れ
に
は

そ
う
い
う
も
の
は
見
ら
れ
な
い
。

　
最
近
小
野
寺
静
子
・
寺
ｍ
透
氏
ら
に
よ
っ
て
、
彼
女
の
中
に
は
こ
の

種
の
歌
以
上
に
、
こ
れ
を
否
定
す
る
仏
数
的
人
間
認
識
・
生
死
観
や
言

言
の
霊
力
の
喪
失
感
、
つ
ま
り
古
代
の
喪
失
の
意
識
の
あ
る
こ
と
が
詳

細
に
、
き
わ
め
て
説
得
的
に
論
証
さ
れ
て
い
る
。

　
特
に
寺
田
氏
は
坂
Ｌ
郎
女
を
「
『
万
葉
』
を
『
古
今
』
に
つ
な
ぐ
僑
」

　
「
『
古
今
集
』
ｊ
ｌ
少
く
も
果
平
や
小
町
の
『
古
今
集
』
が
ま
じ
か
に
眺

め
ら
れ
る
地
点
」
に
い
る
人
物
と
把
え
ら
れ
、
「
郎
女
の
古
代
性
は
幻

像
で
あ
り
、
そ
れ
を
か
の
女
は
か
の
女
の
矛
盾
す
る
諸
要
素
の
組
合
せ

か
ら
造
り
出
し
て
い
る
」
と
い
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
だ
か
ら
た
と
え
ば
、
彼
女
が
何
人
も
の
男
性
と
わ
け
あ
り
げ
な
相
聞

歌
を
と
り
交
わ
し
、
少
く
と
も
三
人
の
男
性
と
婚
姻
関
係
を
結
ん
だ
と

い
う
「
世
Ｌ
普
通
に
信
じ
ら
れ
て
い
る
」
「
か
の
女
の
性
的
潤
達
」
の

こ
と
も
「
歌
垣
の
幻
像
を
、
同
族
の
あ
い
だ
で
作
り
出
そ
う
と
い
う
か

の
女
の
歌
人
と
し
て
の
試
み
で
は
な
か
っ
た
ろ
う
か
。
」
と
い
う
こ
と

に
な
り
、
彼
女
の
歌
に
み
う
け
ら
れ
る
言
葉
の
霊
力
へ
の
希
求
と
、
そ

の
喪
失
態
は
、
⊇
に
葉
は
す
で
に
死
ん
で
、
世
間
無
常
の
仏
教
思
想
が

浸
透
し
は
し
め
た
時
代
の
た
だ
中
で
、
か
の
女
は
言
葉
の
霊
力
を
希
求

す
る
」
と
こ
ろ
か
ら
生
ま
れ
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
氏
は
究
極
的
に
「
坂
上
郎
女
の
古
代
性
と
し
て
予
感
さ
れ
た
も
の
」

は
、
「
官
能
的
均
衡
」
で
は
な
か
ろ
う
か
と
さ
れ
る
。
そ
の
「
官
能
的

均
衡
」
と
は
、
現
実
の
古
代
の
死
と
仏
教
の
浸
透
を
感
知
す
る
が
故
に
、

歌
つ
く
り
の
上
で
「
幻
像
の
古
代
」
を
つ
く
り
出
そ
う
と
す
る
彼
女
が
、

一
面
で
は
「
古
い
豪
族
人
件
家
の
財
産
管
理
者
と
し
て
の
責
任
が
あ
り
、

そ
の
実
務
に
任
ず
る
こ
と
も
、
ど
う
や
ら
か
の
女
の
厭
う
と
こ
ろ
で
は

な
か
っ
た
ら
し
い
」
こ
と
や
、
「
娘
に
は
よ
く
心
を
遺
う
母
で
あ
り
、

靖
に
も
愛
深
い
牢
擢
で
あ
っ
た
ら
し
い
」
こ
と
等
を
指
す
よ
う
で
あ
る
。

　
古
野
裕
氏
や
石
母
田
正
氏
等
の
論
考
に
よ
っ
て
開
眼
し
、
彼
女
を
田

荘
経
営
、
親
族
宴
や
氏
神
祭
の
主
催
者
と
な
る
「
家
刀
自
」
の
座
か
ら

把
え
て
き
た
わ
た
し
は
、
小
野
寺
氏
や
寺
田
氏
の
論
考
を
通
し
て
み
る

２



と
、
ど
う
や
ら
古
代
的
で
健
康
す
ぎ
る
郎
女
傑
を
描
い
て
い
た
よ
う
に

反
省
さ
せ
ら
れ
る
。

　
わ
た
し
に
し
て
も
、
彼
女
の
生
き
た
奈
良
朝
の
貴
族
社
会
で
は
、
そ

の
歌
つ
く
り
に
お
い
て
も
、
久
米
常
氏
の
い
わ
れ
る
よ
う
に
「
第
一
義

的
な
伝
達
だ
け
し
か
考
え
ら
れ
な
い
よ
う
な
、
余
祐
の
な
い
、
土
く
さ

い
も
の
で
は
な
か
っ
た
」
と
は
考
え
て
い
た
し
、
本
歌
取
り
的
興
味
を

も
っ
て
類
歌
を
交
錯
さ
せ
て
楽
し
む
と
い
っ
た
手
の
こ
ん
だ
も
の
で
あ

ろ
う
こ
と
も
、
又
、
青
本
生
子
氏
の
い
わ
れ
る
「
み
や
び
」
の
意
識
へ

の
傾
斜
が
あ
っ
た
こ
と
も
考
え
て
は
い
た
。

　
だ
が
小
野
寺
氏
や
寺
田
氏
の
提
起
し
た
は
ど
に
は
彼
女
の
中
の
古
代

が
「
幻
像
」
で
あ
る
と
は
考
え
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
寺
田
氏
が

彼
女
の
つ
く
り
出
す
「
幻
像
の
古
代
」
と
把
え
ら
れ
る
と
こ
ろ
を
、
わ

た
し
は
実
像
、
あ
る
い
は
実
像
に
ち
か
い
と
こ
ろ
で
考
え
、
把
え
て
い

た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
わ
た
し
も
御
多
分
に
も
れ
ず
彼
女
の
演
技
に
目

を
く
ら
ま
さ
れ
て
い
た
一
人
で
あ
る
ら
し
い
。
わ
た
し
が
再
度
彼
女
の

歌
の
よ
み
方
に
つ
い
て
検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
る
の
は
こ

の
点
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
三

　
寺
田
氏
の
論
考
へ
の
疑
問
を
一
つ
の
切
り
口
と
し
て
い
き
た
い
。

　
ま
ず
そ
れ
に
先
立
っ
て
彼
女
の
「
祭
神
歌
」
を
あ
げ
て
お
こ
う
。

　
大
伴
坂
士
郎
女
、
神
を
祭
る
歌
一
首
　
邦
に
短
歌

ひ
さ
か
た
の

賢
本
の
枝
に

天
の
原
よ
り
　
卦
れ
和
た
る
　
神
の
鮒
奥
山
の

ぷ
か
っ
け
　
和
昨
と
り
牛
け
て
　
示
鉛
を
　
示

W

　
　
ひ
ほ
り
す
ゑ
竹
玉
を
　
繁
に
貫
き
垂
り
　
鹿
猪
に
も
の
　
膝
折
り

　
　
伏
せ
て
　
手
弱
女
の
　
お
す
ひ
取
り
懸
け
　
か
く
だ
に
も
　
わ
れ

　
　
は
抑
ひ
な
む
　
君
に
逢
は
し
か
も
（
八
七
九
）

　
　
　
反
歌

　
木
綿
畳
手
に
取
り
持
ち
て
か
く
だ
に
も
わ
れ
は
折
ひ
な
む
君
に
逢
は

　
し
か
も
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
八
八
〇
）

　
右
の
歌
は
、
天
平
五
年
冬
十
一
月
を
以
ち
て
、
大
伴
の
氏
の
神
に
倣

　
へ
祭
る
時
、
い
さ
さ
か
こ
の
歌
を
作
る
。
拠
に
神
を
祭
る
歌
と
い
ふ
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
日
本
古
典
文
学
大
系
本
に
よ
る
）

　
　
「
幻
像
の
古
代
」
を
彼
女
の
歌
の
中
に
み
る
寺
田
氏
は
、
こ
の
歌
に

も
そ
れ
を
み
な
い
で
は
い
な
い
。

　
氏
は
、
こ
の
歌
の
左
注
が
「
神
を
祭
る
と
言
い
な
が
ら
実
際
は
そ
う
　
３

な
っ
て
い
な
い
の
を
径
行
に
思
う
ひ
と
か
あ
ろ
う
こ
と
を
予
想
し
て
」

施
さ
れ
た
も
の
だ
と
い
わ
れ
、
い
か
に
祭
文
で
な
い
か
を
次
の
よ
う
に

説
か
れ
る
の
で
あ
る
。

　
　
実
際
こ
れ
で
は
祭
の
機
会
に
、
そ
の
調
え
ぐ
さ
を
と
り
入
れ
て
作

　
ら
れ
た
相
聞
か
、
あ
る
い
は
、
祭
祀
歌
め
か
し
て
作
ら
れ
た
相
聞
か
、

　
ま
た
は
、
恋
す
る
男
に
逢
え
る
よ
う
に
言
葉
の
力
を
た
よ
り
と
し
て
、

　
祭
祀
歌
風
の
長
歌
を
作
っ
た
か
の
い
ず
れ
か
、
中
で
も
第
三
の
場
合

　
で
あ
ろ
う
と
想
像
さ
れ
る
が
、
い
き
な
り
そ
う
と
し
か
思
わ
れ
な
い

　
と
言
っ
て
も
格
別
不
当
で
は
な
い
だ
ろ
う
。

　
そ
し
て
更
に
、
相
聞
に
し
て
は
こ
の
歌
の
「
君
」
が
「
誰
と
も
特
定

で
き
な
い
よ
う
に
出
来
て
い
る
」
こ
と
に
言
及
さ
れ
、
「
こ
の
場
合
、



大
伴
家
の
氏
の
神
が
問
題
だ
っ
た
の
だ
と
左
註
に
あ
る
以
上
、
あ
の
場

合
（
「
怨
恨
歌
」
古
庄
）
以
上
に
恣
意
の
識
を
お
そ
れ
る
こ
と
な
く
、

誰
に
せ
よ
誰
か
、
大
伴
家
を
代
表
す
る
、
個
を
超
え
た
あ
る
も
の
と
言

え
る
。
」
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
氏
は
彼
女
の
歌
の
中
に
、
「
真
実
の
ひ
び
き
を
伝
え
る
か
の
よ
う
」

に
み
え
な
が
ら
、
彼
女
は
「
歌
の
た
め
に
歌
を
作
っ
た
の
で
あ
り
、
そ

’

の
母
胎
ら
し
く
見
え
る
情
況
は
、
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
に
す
ぎ
な
い
」
こ
と

も
「
あ
り
え
な
い
こ
と
で
は
な
い
。
」
と
も
い
わ
れ
る
。

　
だ
と
す
れ
ば
「
祭
神
歌
」
も
ま
た
氏
神
祭
祀
と
い
う
事
実
は
フ
ィ
ク

シ
ョ
ン
で
あ
る
か
、
た
か
だ
か
「
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
に
迫
真
性
を
与
え
る

上
で
大
い
に
力
が
あ
っ
た
」
と
い
う
位
置
を
占
め
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ

　
　
「
祭
神
歌
」
が
雑
の
部
に
入
っ
て
い
な
が
ら
、
う
た
の
中
で
は
相
聞

歌
で
あ
る
こ
と
、
「
ひ
さ
か
た
の
　
天
の
原
よ
り
　
生
れ
来
た
る
　
神

の
命
」
に
は
じ
ま
る
前
半
か
ら
、
「
か
く
だ
に
も
　
吾
は
祈
ひ
な
む

君
に
逢
は
し
か
も
」
に
終
る
後
半
の
首
尾
一
貫
の
な
さ
に
つ
い
て
、
多

く
の
研
究
者
が
議
論
し
て
き
た
。
そ
の
中
に
は
作
品
の
欠
陥
と
す
る
立

場
か
ら
、
久
米
常
氏
の
よ
う
に
こ
の
歌
を
祭
の
後
の
酒
宴
の
席
の
歌
と

し
て
、
前
半
の
祭
祀
風
な
口
調
か
ら
相
聞
歌
に
転
換
さ
せ
る
と
こ
ろ
に

彼
女
の
「
誦
詠
歌
人
ペ
汗
し
て
の
才
能
を
積
極
的
に
見
よ
う
と
す
る
立

場
の
も
の
ま
で
あ
っ
た
が
、
祭
祀
そ
の
も
の
を
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
と
み
る

研
究
者
は
い
な
か
っ
た
と
思
う
。

　
　
「
母
胎
ら
し
く
見
え
る
情
況
は
、
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
に
す
ぎ
な
か
っ
た
」

の
で
は
な
い
か
と
す
る
氏
は
郎
女
像
そ
の
も
の
に
つ
い
て
も

　
　
そ
う
い
う
と
こ
ろ
（
歌
つ
く
り
の
動
機
を
よ
び
お
こ
す
現
実
に
接

　
す
る
こ
と
は
、
そ
の
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
に
迫
真
性
を
与
え
る
上
で
力
が

　
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
　
古
庄
注
）
が
何
か
宮
廷
内
に
政
治
的
人
間
的

　
難
局
面
が
生
ず
る
と
、
そ
の
解
決
の
た
め
呼
び
出
さ
れ
、
そ
の
目
的

　
に
適
う
歌
を
た
ち
ま
ち
制
作
朗
唱
し
た
、
（
無
論
個
人
的
感
懐
に
も

　
と
づ
く
詠
唱
も
な
く
は
な
い
）
額
田
王
に
似
た
も
の
を
、
か
の
女
の

　
う
ち
に
感
じ
さ
せ
、
そ
れ
が
か
の
女
を
、
下
っ
た
時
代
の
古
代
的
存

　
在
と
で
も
い
う
べ
き
も
の
に
思
わ
せ
る
の
だ
ろ
う
。

の
よ
う
に
大
き
な
改
変
を
求
め
る
の
で
あ
る
。
氏
神
の
祀
り
手
で
あ
り
、

親
族
宴
の
主
催
者
で
あ
り
、
一
族
の
婚
姻
を
配
慮
す
る
立
場
に
い
る
家

刀
自
で
あ
る
こ
と
が
彼
女
に
「
古
代
性
」
を
保
持
さ
せ
、
「
実
用
の
歌
」
４

を
作
ら
せ
た
根
源
的
要
因
だ
と
考
え
て
き
た
わ
た
し
は
、
寺
田
氏
の
論

に
よ
っ
て
わ
た
し
自
身
の
論
の
中
に
あ
る
も
の
と
こ
と
ば
の
近
さ
を
反

省
さ
せ
ら
れ
る
と
同
時
に
、
彼
女
の
「
古
代
性
」
を
寺
田
氏
の
よ
う
に

幻
像
化
し
て
し
ま
う
こ
と
が
で
き
る
か
と
い
う
問
い
も
頭
を
も
ち
あ
げ

て
く
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
四

　
　
「
祭
神
歌
」
に
即
し
て
考
え
た
い
。

　
彼
女
が
こ
こ
で
祭
る
の
は
「
天
の
原
」
か
ら
「
賢
木
の
枝
」
に
「
生

れ
（
現
れ
）
来
る
」
神
で
あ
り
、
左
注
に
大
作
氏
の
氏
神
と
あ
る
の
だ

が
、
歌
に
即
し
て
い
え
ば
、
そ
の
名
も
な
く
、
姿
、
形
も
、
歴
史
も
わ

か
ら
な
い
。
だ
か
ら
大
伴
氏
と
の
関
係
な
ど
少
し
も
見
出
さ
れ
は
し
な



い
の
で
あ
る
。
た
だ
明
ら
か
な
の
は
「
君
」
に
逢
い
た
い
と
い
う
祈
り

を
か
な
え
て
く
れ
る
能
力
・
力
を
も
っ
て
い
る
ら
し
い
こ
と
だ
。

　
奇
妙
な
こ
と
に
、
多
く
の
万
葉
注
釈
書
は
こ
れ
を
「
大
作
遠
祖
天
忍

日
命
」
と
し
て
い
る
。
歌
か
ら
は
何
ら
そ
れ
ら
し
い
も
の
が
受
け
と
れ

な
い
の
だ
か
ら
、
左
注
「
大
伴
の
氏
の
神
に
供
へ
祭
る
時
」
に
引
き
ず

ら
れ
て
の
附
会
と
し
か
思
え
な
い
の
で
あ
る
。

　
管
見
に
よ
れ
ば
、
祈
ロ
氏
『
口
訳
万
葉
集
』
の
「
此
地
へ
現
れ
て
お

出
で
に
な
る
、
尊
い
神
」
と
、
武
田
氏
『
万
葉
集
金
註
釈
』
の
「
今
の

祭
の
場
に
招
請
し
た
神
」
が
こ
の
歌
の
神
に
ふ
さ
わ
し
い
も
の
と
い
え

る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
だ
が
こ
の
二
氏
に
し
て
も
、
そ
の
神
が
「
高
天
原
」
か
ら
降
り
て
く

る
と
い
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
果
し
て
「
大
の
原
」
が
「
天
高
原
」
で
、

こ
の
神
は
そ
こ
の
住
人
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
宣
長
の
説
を
批
判
的
に
継

承
し
た
西
郷
信
綱
氏
が
い
わ
れ
る
よ
う
に
高
大
原
と
は
「
日
本
の
王
権

の
正
統
性
が
そ
こ
に
由
来
す
る
と
こ
ろ
の
天
上
の
他
界
な
の
で
あ
り
、

決
し
て
た
ん
な
る
天
で
は
な
く
、
神
々
の
た
ん
な
る
居
所
で
も
な
か
っ

た
0
1
ぺ
「
高
天
原
、
葦
原
の
中
つ
国
、
黄
泉
の
国
と
い
う
上
中
下
三
重

層
の
神
話
的
世
界
像
に
外
な
ら
な
い
。
」
「
天
の
原
」
が
そ
の
よ
う
な
　
‘

意
味
あ
い
に
お
け
る
「
高
大
原
」
で
あ
る
だ
ろ
う
か
。

　
万
葉
の
中
に
お
い
て
も
こ
の
「
天
の
原
」
は
し
ば
し
ば
用
い
ら
れ
る
。

そ
れ
は

　
大
の
原
振
り
放
け
見
れ
ば
大
君
の
御
寿
は
長
く
天
足
ら
し
た
り

　
　
　
　
　
　
　
　
（
巻
二
　
Ｉ
四
七
）

　
山
の
端
の
さ
さ
ら
え
壮
干
天
の
原
門
渡
る
光
見
ら
く
し
よ
し
も

　
　
　
　
　
　
　
　
（
巻
六
　
九
八
三
）

　
・
：
天
の
原
　
振
り
放
け
見
れ
ば
　
渡
る
日
の
　
影
も
隠
ら
ひ
　
照
る

　
月
の
　
光
も
見
え
ず
…
…

　
　
　
　
　
　
　
　
（
巻
三
　
三
一
七
）

　
天
の
原
書
な
き
宵
に
ぬ
ば
た
ま
の
夜
渡
る
月
の
入
ら
ま
く
惜
し
も

　
　
　
　
　
　
　
　
（
巻
九
　
一
七
コ
ニ
）

等
あ
っ
て
、
天
皇
の
「
御
寿
」
が
「
天
足
す
」
神
秘
な
虚
空
、
大
空
で

あ
り
、
あ
る
い
は
伝
説
・
説
話
的
「
さ
さ
ら
え
壮
子
」
（
そ
れ
は
記
紀

に
出
て
く
る
月
読
命
に
置
き
換
え
ら
れ
な
い
）
の
い
る
場
所
で
あ
り
、

そ
れ
は
や
が
て
風
景
と
し
て
の
虚
空
・
大
空
へ
移
行
し
て
い
く
も
の
で

あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
を
「
高
天
原
」
に
つ
な
い
で
把
え
た
の
　
５

は
人
麿
で
あ
っ
た
が
笠
ご
れ
は
む
し
ろ
例
外
で
あ
る
。
諸
注
釈
書
は
、

万
葉
と
古
事
記
を
混
合
し
て
よ
み
す
ぎ
て
い
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

　
歌
に
即
し
て
考
え
る
か
ぎ
り
、
坂
上
郎
女
の
祭
っ
た
氏
神
の
実
体
は
、

記
紀
神
話
の
神
々
に
結
び
つ
か
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

　
大
伴
家
の
家
刀
自
と
し
て
の
彼
女
が
祭
る
氏
神
と
は
、
国
家
宗
教
と

し
て
の
神
道
が
形
成
さ
れ
て
い
く
過
程
で
、
こ
れ
と
背
中
合
わ
せ
で
、

こ
れ
に
対
す
る
「
私
祭
」
「
私
神
」
と
し
て
登
場
し
て
く
る
も
の
で
あ

っ
た
。
一
面
そ
れ
は
自
然
の
力
そ
の
も
の
に
神
を
み
る
こ
と
を
や
め
な

か
っ
た
民
衆
と
鋏
を
分
っ
た
階
級
の
必
要
か
ら
生
ま
れ
た
新
し
い
神
々

で
も
あ
゜
た
と
い
わ
れ
て
い
る
0
1
1
4
「
神
格
歌
」
批
判
の
中
に
氏
神
の
特

質
が
う
た
わ
れ
て
い
な
い
の
を
彼
女
の
作
歌
力
に
よ
る
も
の
と
考
え
て

＿＿．．．-



い
る
ら
し
い
の
も
あ
る
が
、
こ
の
新
し
い
神
は
、
そ
の
顔
・
形
・
そ
の

性
格
・
閲
歴
を
人
々
の
中
で
造
型
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
事
の
方
が
先

に
あ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
造
型
さ
れ
て
い
な
い
ま
ま
新
し
い
神
の

必
要
だ
け
が
起
き
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
し
て
家
刀
自
と
し
て
の

彼
女
は
彼
女
が
古
く
か
ら
ま
つ
っ
て
来
た
「
天
の
原
」
か
ら
「
賢
本
の
　
’

枝
」
に
「
生
れ
来
た
る
」
神
、
等
級
の
ひ
く
い
霊
格
を
、
大
作
氏
の
氏

の
神
と
し
て
祭
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
郎
女
の
「
姪
」
に
し
て
娘
婿
で
あ
る
家
持
も
ま
た
氏
上
と
し
て
族
の

前
で
大
作
氏
の
団
結
を
は
か
る
べ
き
歌
を
つ
く
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
立
場
に

あ
っ
た
が
、
そ
の
時
枝
は
「
大
伴
の
遠
つ
神
祖
」
を
大
久
米
主
と
よ
び
、

そ
の
姿
を
「
椎
弓
を
　
手
握
り
持
た
し
　
真
鹿
兄
矢
を
　
手
挟
み
添
へ

て
」
と
い
う
風
に
描
い
て
み
せ
る
の
で
あ
る
。
郎
女
の
祭
る
氏
神
よ
り

輪
　
が
あ
ざ
や
か
な
の
は
、
記
紀
神
話
に
よ
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
五

　
家
持
が
記
紀
神
話
に
登
場
す
る
「
大
伴
の
遠
つ
神
祖
」
を
下
敷
き
に

し
て
い
る
の
に
対
し
て
、
郎
女
の
「
祭
神
歌
」
は
巻
一
三
の
民
謡
的
長

歌
群
と
の
類
縁
が
考
え
ら
れ
る
。
す
で
に
流
浪
久
孝
氏
が
指
摘
し
て
い

る
と
こ
ろ
だ
が
、

　
管
の
根
の
　
ね
も
こ
ろ
ご
ろ
に
　
わ
が
思
へ
る
　
妹
に
縁
リ
て
は

　
言
の
障
も
　
無
く
あ
り
こ
そ
と
　
斎
荒
を
　
斎
ひ
掘
り
据
ゑ
　
竹
珠

　
を
　
間
な
く
貫
き
垂
れ
　
天
地
の
　
神
祇
を
そ
吾
が
祈
む
　
甚
も
為

　
方
無
み
　
⊇
一
二
八
四
）

玉
棒
　
懸
け
ぬ
時
な
く
　
わ
が
思
へ
る
　
君
に
依
り
て
は
　
候
文
幣

を
　
手
に
取
り
持
ち
て
　
竹
珠
を
　
繁
に
貫
き
垂
れ
　
天
地
の
　
神

を
そ
わ
が
乞
ふ
　
甚
も
為
方
無
み
（
三
二
八
六
）

大
船
の
　
思
ひ
た
の
み
て
　
さ
な
葛
　
い
や
遠
長
く
　
わ
が
思
へ
る

君
に
依
り
て
は
　
言
の
ゆ
ゑ
も
　
無
く
あ
り
こ
そ
と
　
本
綿
棒
　
肩

に
取
り
懸
け
　
斎
監
を
　
斎
ひ
掘
り
据
ゑ
　
天
地
の
　
神
祇
に
そ
わ

が
抑
む
　
甚
も
卸
か
無
み
（
三
二
八
八
）

等
々
の
長
歌
群
が
「
祭
神
歌
」
を
つ
く
る
時
、
彼
女
の
胸
中
に
あ
っ
た

に
ち
が
い
な
い
の
で
あ
る
。
「
胸
中
に
あ
っ
た
」
は
だ
か
、
こ
れ
を
文

字
で
よ
ん
だ
か
口
承
歌
と
し
て
う
け
と
っ
て
い
た
か
は
証
明
す
る
て
だ

て
が
な
い
の
で
あ
る
。

　
彼
女
を
「
誦
詠
歌
人
」
と
み
る
の
は
久
米
常
民
氏
で
あ
り
、
寺
田
氏

も
彼
女
の
歌
を
文
字
で
書
か
れ
た
も
の
で
は
な
い
と
考
え
て
お
ら
れ
る
。

わ
た
し
も
ま
た
同
様
に
考
え
る
も
の
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
彼
女
の
歌
に
多
く
の
先
行
歌
を
み
る
と
き
、
彼
女
が
そ
れ

を
文
字
で
よ
ん
だ
か
、
口
承
の
世
界
の
人
と
し
て
う
け
と
っ
て
い
た
か

は
論
じ
ら
れ
て
い
な
い
。
た
だ
彼
女
が
巻
コ
ニ
の
原
本
を
見
た
と
考
え

ら
れ
、
そ
れ
に
よ
っ
て
愛
誦
の
古
歌
を
一
巻
に
ま
と
め
た
の
が
現
巻
一

三
だ
と
考
え
ら
れ
る
五
味
保
義
氏
や
、
巻
四
・
五
に
つ
い
て

一
資
料
と
な
っ
た
筆
録
を
残
し
た
人
物
と
考
え
ら
れ
る
武
田

をの

は
し
め
、
暗
黙
の
う
ち
に
彼
女
を
文
字
文
化
の
人
と
し
て
遇
し
て
い
る

研
究
者
は
多
い
の
で
あ
る
。

６



　
だ
が
少
く
と
も
彼
女
の
「
祭
神
歌
」
で
よ
び
か
け
た
神
の
実
体
が
、

家
持
の
う
た
う
記
紀
神
話
の
「
大
件
神
祖
」
で
な
く
、
巻
一
三
の
民
謡

的
長
歌
群
と
同
質
の
も
の
で
あ
る
こ
と
の
意
味
は
、
彼
女
を
文
字
文
化

の
人
と
し
て
は
解
け
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
　
「
祭
神
歌
」
の
冒
頭
と
結
び
に
大
き
な
ず
れ
が
あ
り
、
そ
の
こ
と
に

よ
っ
て
相
聞
歌
で
は
な
い
か
と
み
ら
れ
た
り
す
る
こ
と
も
、
巻
一
三
の

長
歌
の
世
界
に
お
い
て
は
特
別
不
思
議
な
こ
と
で
は
な
い
こ
と
が
明
ら

か
に
な
る
だ
ろ
う
。
女
た
ち
は
祭
神
を
恋
の
成
就
の
た
め
に
行
っ
て
い

る
の
で
あ
る
。
郎
女
は
そ
れ
を
人
件
の
氏
の
神
の
祭
の
歌
に
転
用
し
た

の
で
は
な
い
か
。

　
女
た
ち
の
挽
歌
が
相
聞
歌
と
わ
か
ち
が
た
く
あ
っ
た
よ
う
に
、
神
を

ま
つ
る
女
た
ち
の
心
が
恋
人
を
よ
ぶ
心
と
ほ
と
ん
ど
区
別
し
が
た
い
も

の
で
あ
っ
た
こ
と
も
ま
た
考
え
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
そ
れ
は
心
理

の
問
題
で
な
く
、
女
た
ち
の
祭
る
神
が
そ
の
よ
う
な
性
格
の
も
の
で
あ

っ
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

　
時
代
は
下
る
が
、
神
楽
歌
の
採
物
の
中
に

　
胎
奥
の
　
梓
の
真
弓
　
我
が
引
か
ば
　
や
う
や
う
寄
り
未
　
忍
び
忍

　
び
に
　
忍
び
忍
び
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
日
本
古
典
文
学
大
系
本
に
よ
る
）

と
い
う
の
が
あ
る
。
恋
人
を
よ
び
よ
せ
る
恋
歌
で
あ
っ
て
、
そ
れ
を
神

霊
を
招
く
意
に
転
用
さ
せ
て
い
る
の
で
あ
る
。
逆
に

　
幣
に
　
な
ら
ま
し
も
の
を
　
す
べ
神
の
　
御
手
に
取
ら
れ
て
　
な
づ

　
さ
は
ま
し
を
　
な
づ
さ
は
ま
し
を
　
　
　
　
　
（
同
前
）

W

を
相
聞
発
想
の
挿
物
と
み
る
こ
と
も
で
き
る
だ
ろ
う
。
「
挿
物
」
は
神

お
ろ
し
の
意
味
を
ふ
く
む
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
女
た
ち
の
祭
神
に
ふ

か
く
か
か
わ
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
郎
女
の
「
祭
神
歌
」
に
つ
い
て
の
「
祭
祀
の
仕
方
は
岩
戸
開
き
に
忌

部
氏
が
な
し
た
斎
事
と
よ
く
似
て
を
り
、
氏
神
と
い
ふ
も
の
の
独
自
な

性
格
は
未
だ
こ
の
歌
か
ら
う
か
が
は
れ
な
い
」
と
い
う
批
判
は
妥
当
で

な
く
思
わ
れ
る
。
な
ぜ
な
ら

　
・
：
垂
乳
根
の
　
母
の
命
　
意
見
を
　
前
に
す
ゑ
置
き
て
　
一
手
に
は

　
　
粘
砿
参
り
　
平
ら
け
く
　
ま
幸
く
ま
せ
と
・
：
（
泰
三
、
四
四
三
）

　
と
、
母
と
こ
の
祭
祀
は
つ
な
が
り
ふ
か
い
の
で
あ
る
。
つ
い
で
に
あ

げ
れ
ば
、
天
平
五
年
遣
唐
使
の
船
が
難
波
を
発
つ
時
「
親
母
」
が
予
に

贈
っ
た
歌
（
巻
九
　
一
七
九
〇
）
で
も
、
「
竹
珠
を
　
し
じ
に
貫
き
垂
　
７

り
　
斎
監
に
　
木
綿
取
り
垂
で
て
」
と
う
た
っ
て
い
る
。

　
こ
の
祭
祀
表
現
は
す
で
に
慣
用
句
と
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
か
も
知

れ
な
い
が
、
そ
れ
に
は
深
く
母
・
女
の
祭
祀
の
イ
メ
ー
ジ
が
ま
と
い
つ

い
て
い
た
と
い
え
よ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
六

　
大
伴
坂
上
郎
女
が
仏
数
的
傾
斜
を
も
ち
、
天
平
期
貴
族
の
こ
貝
、
と

り
わ
け
没
落
を
予
感
さ
せ
る
大
貴
族
大
作
家
の
そ
れ
と
し
て
の
古
代
喪

失
態
に
心
を
む
し
ば
ま
れ
て
い
る
ら
し
い
こ
と
に
つ
い
て
わ
た
し
は
も

っ
と
検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
る
。

　
だ
が
彼
女
の
中
に
「
祭
神
歌
」
に
み
邨
れ
る
よ
う
な
原
始
的
神
が
仏

教
と
共
存
し
、
そ
れ
以
上
に
根
を
は
っ
て
い
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
と



い
う
考
え
も
な
お
捨
て
き
れ
ず
に
い
る
。

　
寺
田
氏
の
い
わ
れ
る
よ
う
に
彼
女
が
口
承
の
世
界
の
人
で
あ
る
と
い

う
こ
と
だ
け
で
は
「
古
代
性
の
標
徴
と
す
る
わ
け
に
は
行
か
な
い
。
」

だ
ろ
う
。
口
承
の
世
界
が
も
つ
文
化
－
文
字
文
化
の
下
に
組
敷
か
れ
、

消
え
消
え
に
し
か
姿
を
み
せ
え
な
い
そ
の
生
活
総
体
を
問
題
と
し
て
意

味
を
も
っ
て
く
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

泣
１
　
万
葉
巻
六
・
九
七
九
番
の
歌
の
前
書
に
「
大
伴
坂
上
郎
女
の
姪

　
　
　
家
持
」
と
あ
る
。
布
村
一
夫
氏
（
『
家
族
論
』
に
よ
れ
ば
、
古

　
　
　
代
計
帳
に
も
み
ら
れ
る
呼
称
で
兄
弟
の
息
子
の
意
。
）

泣
２
　
藤
間
生
大
「
万
葉
集
の
歴
史
」
『
万
葉
集
大
成
５
』
所
収

泣
３
　
川
田
順
「
大
伴
家
持
」
『
万
葉
集
大
成
1
0
』
所
収

泣
４
　
小
野
寺
静
子
「
怨
恨
の
歌
－
大
伴
坂
士
郎
女
の
よ
向
す
る
世
界
」

　
　
　
　
「
万
葉
」
第
7
9
号

　
　
　
寺
田
透
『
万
葉
の
女
流
歌
人
』
岩
波
新
書

泣
５
　
右
寺
田
著
前
説
Ｐ
５
～
６
．
以
下
泣
の
な
い
「
　
」
は
同
書
。

泣
６
　
吉
野
裕
「
大
汗
坂
上
郎
女
の
場
合
－
「
紘
之
辱
」
考
－
」
『
防

　
　
　
人
歌
の
基
礎
構
造
』
所
収
。

　
　
　
石
母
田
正
「
万
葉
時
代
の
貴
族
生
活
の
一
側
面
」
「
解
釈
と
鑑

　
　
　
賞
」
Ｓ
3
1
・
1
0
特
集
増
大
号

泣
７
　
久
米
常
民
「
万
葉
贈
答
歌
に
於
け
る
本
歌
取
り
の
傾
向
丿
藤
原

　
　
　
麻
呂
と
大
汗
坂
上
郎
女
の
場
合
－
」
「
美
大
君
志
」
第
二
号

泣
８
　
青
木
生
子
「
大
作
坂
上
郎
女
」
『
上
古
の
歌
人
・
日
本
歌
人
講

注
９

注

10

注

11

〃

注

12
注
13

注

14

注

16
注
17

座
Ｉ
』
所
収

寺
田
著
前
掲
書
Ｐ
「
‥
。
以
下
院
の
な
い
「
　
」
は
同
書

久
米
常
民
「
大
伴
坂
上
郎
女
」
『
万
葉
の
歌
人
　
和
歌
文
学
講

座
５
』
所
収

寺
田
著
前
掲
書
Ｐ
8
0

西
郷
信
綱
『
古
事
記
の
世
緊
』
岩
波
新
書

巻
二
　
二
八
七
番
の
歌
（
日
並
皇
子
の
残
害
の
時
）
に
「
天
皇

の
　
敷
き
ま
す
国
と
　
天
の
原
　
石
門
を
開
き
　
神
あ
が
り

あ
が
り
座
し
ぬ
」
と
あ
る
。

藤
間
生
大
『
日
本
古
代
国
家
』

五
味
保
義
「
万
葉
集
第
コ
ニ
巻
考
」
「
国
語
国
文
の
研
究
」
第

2
2
号

武
田
祐
吉
「
大
伴
家
の
人
々
」
『
上
代
国
文
学
の
研
究
』
所
収
。

８
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