
解
釈
の
問
題
一
・
二

　
　
　
一

　
万
葉
集
巻
二
の
相
聞
の
部
に
幾
組
か
の
作
者
に
よ
る
贈
答
歌
が
あ
っ

て
、
そ
の
一
つ
に

　
　
内
大
臣
藤
原
卿
、
鏡
王
女
を
婢
ふ
時
、
鏡
王
女
の
内
大
臣
に
贈

　
　
る
歌
一
首

　
玉
く
し
げ
　
覆
ふ
を
安
み
　
明
け
て
行
か
ば

　
君
が
名
は
あ
れ
ど
　
わ
が
名
し
借
し
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
巻
二
　
九
三
）

　
　
内
大
臣
藤
原
卿
、
鏡
王
女
に
報
へ
贈
る
歌

　
玉
く
し
げ
　
み
む
ろ
の
山
の
　
さ
な
か
づ
ら

　
さ
寝
ず
は
っ
ひ
に
　
あ
り
か
っ
ま
し
じ
替
特
び
節
肘
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
巻
二
　
九
四
）

が
あ
る
。
改
め
て
い
う
ま
で
も
な
く
、
内
大
臣
藤
原
鎌
足
が
妻
問
い

の
時
、
鏡
王
女
と
交
わ
し
た
相
聞
歌
で
あ
る
が
、
鏡
王
女
が
「
玉
く

古
　
庄
　
ゆ
き
子

し
げ
」
と
う
た
い
出
し
た
の
に
鎌
足
も
「
玉
く
し
げ
」
で
応
じ
、
鏡

王
女
の
「
君
が
名
は
あ
れ
ど
」
に
た
い
し
て
鎌
足
が
「
さ
寝
ず
は
つ

ひ
に
」
と
答
え
る
と
こ
ろ
な
ど
、
即
興
の
や
り
と
り
だ
け
が
持
つ
面

白
さ
を
感
じ
さ
せ
る
歌
で
あ
る
。
夜
が
明
け
て
帰
っ
た
の
で
は
人
目

に
つ
き
、
あ
な
た
の
名
は
と
も
か
く
、
私
の
名
の
つ
ぶ
れ
る
の
が
借

し
い
の
で
す
と
鏡
王
女
が
挑
戦
す
る
の
に
対
し
て
、
共
寝
し
な
い
で

帰
れ
る
も
の
で
す
か
と
露
骨
に
反
撃
し
、
動
じ
な
い
。
こ
の
や
り
と

り
に
こ
の
歌
の
迫
力
、
お
も
し
ろ
さ
が
あ
る
。

　
も
っ
と
も
鎌
足
の
表
現
は
昭
和
初
年
代
の
万
葉
集
注
釈
者
鴻
巣
盛

広
を
肺
易
さ
せ
る
ほ
ど
露
骨
で
あ
る
。

　
鴻
巣
は
鎌
足
の
歌
に
つ
い
て

　
　
狭
名
葛
か
ら
、
さ
寝
ず
ば
と
続
け
た
と
こ
ろ
が
、
作
者
の
技
巧

　
　
で
あ
る
。
併
し
上
古
人
の
素
直
な
偽
は
ら
ぬ
表
現
と
は
言
ふ
も

　
　
の
の
、
下
の
句
は
あ
ま
り
に
露
骨
で
、
貴
紳
ら
し
い
品
が
な
い

　
　
や
う
で
あ
る
。

と
評
し
た
。
し
か
し
、
記
紀
歌
謡
か
ら
初
期
万
葉
に
い
た
る
相
聞
歌
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で
は
「
寝
る
」
と
い
う
言
葉
を
し
ば
し
ば
使
っ
て
い
る
。
例
え
ば

「
詩
賦
の
興
り
は
大
津
よ
り
始
ま
れ
り
」
と
評
さ
れ
た
古
代
初
期
の

代
表
的
知
識
人
で
あ
る
大
津
皇
子
が

　
大
船
の
　
津
守
の
占
に
　
告
ら
む
と
は

　
ま
さ
し
に
知
り
て
　
わ
が
二
人
宿
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
巻
二
　
Ｉ
○
九
）

と
う
た
っ
た
よ
う
に
で
あ
る
。
「
貴
紳
」
な
ら
ざ
る
人
々
、
つ
ま
ｈ
’

民
衆
の
歌
で
あ
る
民
謡
に
は
も
ち
ろ
ん
「
寝
る
」
が
頻
用
さ
れ
て
い

る
。
少
な
く
と
も
記
紀
歌
謡
か
ら
初
期
万
葉
の
人
々
は
、
い
わ
ゆ
る

「
貴
紳
」
に
は
い
ま
だ
な
り
き
れ
な
か
っ
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
し

か
し
、
彼
ら
の
使
っ
て
い
る
「
寝
る
」
は
粗
野
だ
が
鎖
套
感
を
与
え

な
い
と
こ
ろ
に
特
微
か
あ
る
。

　
『
万
葉
集
全
釈
』
の
著
者
は
し
か
し
、
こ
の
歌
の
下
の
句

　
さ
寝
ず
ば
つ
ひ
に
　
あ
り
か
つ
ま
し
じ

を
「
露
骨
」
で
「
貴
紳
ら
し
い
品
が
な
い
」
と
し
て
、
こ
の
歌
の
持

つ
迫
力
や
お
も
し
ろ
さ
を
み
な
か
っ
た
。

　
こ
こ
で
い
う
こ
の
歌
の
迫
力
と
か
お
も
し
ろ
さ
と
い
う
の
は
し
か

し
斉
藤
茂
吉
が
こ
の
歌
に
対
し
て

　
端
的
で
身
体
的
に
直
接
で
な
か
な
か
い
い
歌
で
あ
る
。
身
体
的
に

　
直
接
と
い
ふ
こ
と
は
即
ち
心
の
直
接
と
い
う
こ
と
で
、
そ
れ
を
表

　
は
す
言
語
に
も
直
接
だ
と
い
ふ
こ
と
に
な
る

と
評
し
た
意
味
な
ど
で
は
な
い
。
こ
の
歌
を
「
露
骨
」
と
し
て
排
し

た
鴻
巣
と
、
鴻
巣
の
排
し
た
こ
の
歌
の
「
露
骨
」
を
逆
に
端
的
で
身

体
的
に
直
接
で
な
か
な
か
い
い
」
と
す
る
茂
古
と
は
対
立
し
て
い
る

よ
う
だ
が
、
こ
の
歌
を
相
聞
歌
の
一
方
と
し
て
は
見
て
い
ず
、
一
首

を
完
結
し
た
歌
と
受
け
取
っ
て
い
る
点
て
同
じ
立
場
に
立
っ
て
い
る
。

　
鴻
巣
は
こ
の
歌
の
「
技
巧
」
を
「
狭
名
葛
か
ら
、
さ
寝
ず
ば
と
続

け
た
と
こ
ろ
」
と
し
た
が
、
鏡
王
女
の
歌
と
張
り
合
い
、
掛
け
合
っ

た
「
技
巧
」
が
二
人
の
歌
を
生
き
生
き
と
し
た
も
の
に
し
て
い
る
点

は
全
く
問
題
に
さ
れ
な
か
っ
た
。

　
古
く
歌
は
掛
け
合
い
の
形
で
、
生
活
の
中
の
必
要
な
技
術
と
し
て

存
在
し
た
。
そ
こ
か
ら
や
が
て
個
人
の
心
を
歌
う
抒
事
詩
と
し
て
の

短
歌
が
生
ま
れ
る
の
だ
が
、
旅
人
・
赤
人
・
家
持
の
歌
の
よ
う
な
、

文
学
と
し
て
純
度
の
高
い
歌
は
万
葉
集
の
中
で
は
き
わ
め
て
少
な
い
。

そ
の
根
に
は
生
活
伝
統
の
掛
け
合
い
の
歌
が
深
く
広
く
生
き
っ
づ
け

て
い
た
。

　
と
こ
ろ
で
古
く
か
ら
の
万
葉
集
享
受
史
に
お
い
て
は
、
こ
の
関
係

を
無
視
し
、
あ
る
い
は
目
に
入
ら
ず
、
抒
情
詩
と
し
て
の
純
度
の
高

い
短
歌
を
基
準
に
よ
ま
れ
て
き
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
相
聞
歌
に
掛

け
合
い
を
み
な
い
で
、
個
人
の
詠
嘆
を
み
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
二

　
注
釈
者
・
読
者
は
そ
の
持
っ
時
代
的
眼
鏡
で
し
ば
し
ば
作
品
を
自

分
に
似
せ
て
読
み
、
理
解
し
て
い
る
。
鏡
王
女
の
歌
は
古
く
か
ら
注

釈
者
の
偏
見
に
よ
っ
て
正
当
に
読
ま
れ
な
か
っ
た
Ｉ
つ
と
い
え
よ
う
。

江
戸
前
期
の
契
沖
は
鏡
Ｔ
一
女
の
歌
「
君
が
名
は
あ
れ
ど
　
わ
が
名
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し
惜
し
も
」
に
対
し
て
、

　
　
人
を
先
に
し
て
吾
を
後
に
す
る
は
道
な
れ
ば
、
古
本
は
、
上
は

　
　
吾
、
下
は
君
な
り
け
る
を
、
今
の
本
誤
て
引
替
た
る
か

と
い
い
、
遂
に
は

　
　
ワ
ガ
ナ
ハ
ア
レ
ド
、
キ
ミ
ガ
ナ
シ
ヲ
シ
モ
、
と
よ
む
べ
し

と
、
そ
の
改
憲
ま
で
図
っ
て
い
る
。

　
契
沖
は
同
じ
万
葉
集
中
に
み
ら
れ
る
、
天
伴
坂
上
天
嬢
が
家
持
に

贈
っ
た
歌

　
　
わ
が
名
は
も
　
千
名
の
五
百
名
に
　
立
ち
ぬ
と
も

　
　
君
が
名
立
た
ば
　
惜
し
み
こ
そ
泣
け

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
巻
四
　
七
三
一
）

を
あ
げ
、
こ
の
歌
の
よ
う
に
人
を
先
に
す
る
こ
と
こ
そ
「
道
」
で
あ

る
と
し
た
。
彼
に
論
拠
を
あ
た
え
る
も
の
は
後
代
の
『
古
今
集
』
巻

十
三
、
六
二
四
番
の

　
　
玉
匝
　
あ
け
ば
き
み
が
な
　
た
ち
ぬ
べ
み

　
　
夜
ふ
か
く
こ
し
を
　
人
み
け
ん
か
も

に
あ
っ
た
し
、
『
古
今
和
歌
六
帖
』
で
は
、
鏡
工
女
の
こ
の
歌
が

　
　
玉
匝
　
覆
ふ
を
や
す
み
　
明
け
ゆ
か
ば

　
　
我
が
名
は
あ
り
と
も
　
君
が
名
惜
し
も

と
し
て
収
録
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
あ
っ
た
。

　
　
「
人
を
先
し
吾
を
後
に
す
る
」
が
善
と
い
う
秩
序
意
識
を
持
っ
た

契
沖
に
は
鏡
王
女
の
挑
発
、
挑
戦
的
歌
と
鎌
足
の
そ
れ
に
応
ず
る
居

直
り
の
歌
が
も
つ
掛
け
合
い
の
お
も
し
ろ
さ
は
ほ
と
ん
ど
理
解
の
外

に
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
こ
れ
が
古
い
時
代
の
歌
謡
の
一
般
的
姿
で

あ
り
、
民
謡
の
中
に
は
後
代
ま
で
見
ら
れ
る
傾
向
で
も
あ
っ
た
こ
と

や
、
坂
上
火
嬢
の
歌
や
『
古
今
集
』
・
『
古
今
和
歌
六
帖
』
の
歌
が
後

代
的
な
変
化
で
あ
る
と
い
う
こ
と
も
彼
は
理
解
し
え
な
か
っ
た
。
彼

の
好
む
秩
序
が
過
去
も
現
在
も
ゆ
る
が
ず
あ
る
と
考
え
た
か
ら
で
あ

る
。
契
沖
は
こ
の
歌
を
次
の
よ
う
に
解
釈
し
た
。

　
人
に
逢
ふ
は
箱
の
ふ
た
と
、
み
と
、
よ
く
あ
ひ
た
る
や
う
に
、
心

　
や
す
け
れ
ば
志
ば
し
く
と
別
を
惜
し
み
て
、
夜
の
明
は
て
帰
り

　
給
は
ゞ
、
君
が
名
の
立
た
む
事
の
惜
さ
も
さ
る
こ
と
な
れ
ど
も
我

　
は
手
弱
女
に
て
、
い
と
ゞ
人
に
云
ひ
さ
わ
が
れ
む
事
の
わ
び
し
く
、

　
其
に
よ
り
て
は
、
又
逢
ひ
が
た
き
こ
と
の
出
来
な
ど
も
す
べ
け
れ

　
ば
、
行
末
長
く
と
我
を
思
は
ゞ
、
別
は
い
と
悲
し
け
れ
ど
、
明
闇

　
の
紛
に
帰
て
父
こ
そ
来
ま
せ
。

　
こ
の
解
釈
は
江
戸
時
代
の
諸
注
釈
に
ほ
ぼ
共
通
す
る
。

　
　
「
ワ
ガ
ナ
ハ
ア
レ
ド
キ
ミ
ガ
ナ
シ
ヲ
シ
モ
」
と
改
め
る
べ
き
だ
と

す
る
説
は
橘
千
蔭
に
支
持
さ
れ
た
以
外
は
、
ほ
と
ん
ど
無
視
さ
れ
た

が
、
「
我
は
手
弱
女
に
て
、
い
と
ど
人
に
云
ひ
さ
わ
か
れ
む
事
の
わ

び
し
く
：
こ
の
解
釈
は
多
く
の
万
葉
学
者
に
共
感
を
呼
ぶ
も
の
で
あ
っ

た
の
だ
ろ
う
。

　
彼
ら
は
江
戸
時
代
の
倫
理
や
論
理
の
中
に
生
き
た
「
正
直
一
途
な

学
者
」
で
あ
っ
た
。
「
君
が
名
は
あ
れ
ど
吾
名
し
借
し
も
」
な
ど
と

男
性
に
む
か
っ
て
女
性
が
う
た
い
か
け
る
と
い
う
こ
と
が
理
解
で
き

な
か
っ
た
。
「
君
吾
二
字
互
に
誤
り
っ
ら
む
。
」
と
考
え
、
「
ワ
ガ
ナ

ハ
ア
レ
ド
キ
ミ
ガ
ナ
シ
ヲ
シ
モ
と
あ
る
べ
し
」
と
改
宣
を
試
み
る
か
、

そ
れ
で
な
け
れ
ば
契
沖
訳
の
よ
う
に
ま
こ
と
に
や
や
こ
し
い
心
理
の
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働
い
た
抒
情
歌
と
し
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

　
こ
れ
は
江
戸
時
代
の
学
者
の
注
に
か
ぎ
ら
ず
、
昭
和
に
入
っ
て
か

ら
の
注
釈
書
に
も
み
ら
れ
る
傾
向
で
あ
る
。
例
え
ば
金
子
元
臣
著

『
万
葉
集
評
釈
』
は
こ
の
歌
の
つ
く
ら
れ
た
事
情
を

　
思
ふ
に
、
こ
の
頃
は
ま
だ
鏡
王
女
は
中
ノ
大
兄
（
天
智
天
皇
）
と

　
の
手
が
切
れ
ず
に
居
ら
れ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
さ
す
れ
ば
猶

　
更
名
の
立
つ
の
を
迷
惑
が
ら
ず
に
居
ら
れ
な
い
こ
と
に
な
る
。
‘

と
ま
る
で
後
代
の
姦
通
の
よ
う
な
推
量
を
す
る
。
し
か
し
、
こ
の
著

書
も
い
う
よ
う
に
「
貞
操
観
念
は
後
代
よ
り
自
由
で
あ
っ
た
」
は
ず

で
、
「
『
君
が
名
は
あ
れ
ど
あ
が
名
し
惜
し
も
』
と
、
つ
け
く
と
い
っ

て
退
け
」
る
闘
連
な
女
性
が
い
た
の
で
あ
り
、
三
角
関
係
と
か
、
姦

通
と
か
と
は
異
な
っ
た
男
女
関
係
を
持
っ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。

　
第
二
次
大
戦
後
に
い
た
っ
て
も
こ
の
傾
向
は
つ
づ
い
た
。
昭
和
三

十
三
年
に
刊
行
さ
れ
た
沢
湾
久
孝
著
『
万
葉
集
注
釈
』
に
も
ひ
き
っ

が
れ
て
い
る
。
沢
鴻
は

　
　
「
わ
が
名
し
惜
し
も
」
と
い
ふ
の
は
エ
ゴ
イ
ス
ト
の
考
の
や
う
で

　
わ
が
名
は
も
千
名
の
五
百
名
に
立
ち
ぬ
と
も
君
が
名
立
た
ば
惜
し

　
み
こ
そ
泣
け
　
　
　
　
　
　
　
　
（
巻
四
　
七
三
一
　
坂
上
天
嬢
）

　
と
い
ふ
の
が
女
心
ら
し
い
や
う
に
思
は
れ
る
。

と
い
う
。

　
沢
湾
は
『
代
匠
記
』
や
『
略
解
』
の
よ
う
に
四
五
句
の
「
君
」
と

「
吾
」
と
入
れ
替
る
べ
き
だ
と
す
る
説
を
と
ら
ず
、
結
論
と
し
て
は

「
わ
が
名
し
惜
し
も
」
で
不
都
合
は
な
い
と
す
る
。
「
君
が
名
し
立

た
ば
惜
し
み
こ
そ
泣
け
」
と
う
た
っ
た
の
は
「
家
持
の
貞
淑
な
妻
と

な
っ
た
」
坂
上
火
嬢
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
り
、
鏡
王
女
は
天
智
天
皇

だ
け
で
な
く
火
海
人
皇
子
の
「
寵
」
も
う
け
て
い
る
女
性
だ
か
ら
と

す
る
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
、

　
こ
の
歌
は
、
あ
な
た
の
名
は
ど
う
で
も
よ
い
が
、
自
分
の
名
が
立

　
つ
の
が
借
し
い
と
歌
っ
て
い
る
点
が
他
の
普
通
の
歌
と
違
う
と
こ

　
ろ
で
、
こ
の
自
己
中
心
的
な
言
い
方
が
お
も
し
ろ
い
の
で
あ
る
。

　
こ
の
君
と
我
と
が
入
れ
違
っ
て
い
る
と
し
て
直
す
説
も
あ
る
が
、

　
そ
れ
で
は
全
く
平
凡
に
落
ち
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

と
す
る
評
が
出
た
り
、
こ
れ
を
「
吾
が
名
は
あ
れ
ど
君
が
名
し
借
し

も
」
と
改
め
よ
う
と
し
た
先
学
た
ち
を
「
正
直
一
途
な
学
者
」
と
批

判
し
、

　
此
の
集
を
理
解
す
べ
き
心
と
し
て
は
自
然
を
失
っ
て
居
る
の
で
は

　
あ
る
ま
い
か

と
い
う
意
見
が
出
て
来
る
の
は
第
二
次
大
戦
後
の
よ
う
で
あ
る
。

こ
う
し
た
注
釈
の
歴
史
の
中
に
あ
っ
て
、
ほ
と
ん
ど
唯
万
人
、
異
な
っ

た
見
解
を
示
し
だ
の
が
民
俗
学
と
国
文
学
を
結
合
さ
せ
よ
う
と
し
て

い
た
枡
目
信
夫
で
あ
っ
た
。
彼
は
万
葉
集
の
相
聞
歌
の
原
型
を
歌
垣
、

婬
歌
会
、
小
集
楽
と
い
う
名
で
よ
ば
れ
た
集
落
の
祭
式
の
中
の
掛
合

の
歌
に
あ
る
と
み
た
。
そ
し
て
万
葉
集
相
聞
歌
は
、
そ
の
痕
跡
を
十

分
と
ど
め
て
い
る
と
し
た
。
と
い
う
よ
り
万
葉
集
の
中
の
女
性
の
歌

に
は
抒
情
詩
に
な
り
き
れ
な
い
「
実
用
の
歌
」
が
多
い
と
見
て
い
る

の
で
あ
る
。

　
問
題
の
九
三
の
歌
に
対
し
て
枡
目
は
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お
ほ
ひ
か
く
す
こ
と
を
簡
単
に
思
う
て
、
明
け
て
か
ら
、
出
か
け

　
な
さ
っ
た
ら
、
あ
な
た
の
評
判
は
ど
う
で
も
よ
ろ
し
う
ご
ざ
い
ま

　
す
が
、
私
の
評
判
が
大
事
で
ご
ざ
い
ま
す
こ
と
よ

と
い
う
訳
を
つ
け
て
い
る
。
も
っ
と
も
こ
れ
は
枡
目
信
夫
全
集
第
十

三
巻
収
の
「
改
稿
巻
一
・
二
」
に
よ
る
も
の
で
、
「
近
代
に
お
け
る

万
葉
集
目
訳
の
唱
矢
」
と
い
わ
れ
る
大
正
五
年
（
一
丸
ヱ
ハ
）
か
ら

翌
年
に
か
け
て
刊
行
さ
れ
た
国
文
目
訳
叢
書
『
万
葉
集
』
上
・
中
・

下
・
（
通
称
『
口
訳
万
葉
集
』
）
で
は
契
沖
や
千
蔭
の
よ
み
に
従
っ

て
「
わ
が
名
は
あ
れ
ど
　
君
が
名
し
を
し
も
」
と
読
み
、
そ
の
よ
う

に
解
し
て
い
る
か
ら
、
「
改
稿
巻
べ
二
」
の
解
釈
は
彼
の
学
問
が

確
立
す
る
中
で
つ
く
ら
れ
た
も
の
だ
と
思
わ
れ
る
。

　
昭
和
十
年
（
一
九
三
五
）
に
書
か
れ
た
「
額
田
王
」
で
は
、
九
三

番
の
鏡
王
女
の
歌
に
つ
い
て

　
此
歌
に
も
「
我
名
は
あ
れ
ど
君
が
名
…
…
」
だ
と
い
ふ
説
も
あ
り

　
ま
す
が
、
其
で
は
贈
答
の
味
ひ
が
あ
り
ま
せ
ん
。

と
以
前
の
自
説
を
し
り
ぞ
け
、
九
三
、
丸
四
番
が
と
も
に
か
け
合
い

歌
の
「
常
用
手
段
」
で
あ
る
「
玉
匝
」
で
は
じ
ま
っ
て
い
る
こ
と
を

指
摘
す
る
と
と
も
に
、

　
男
の
歌
は
、
概
し
て
ま
じ
め
で
す
が
、
女
の
方
は
脆
計
的
で
あ
り
、

　
皮
肉
な
表
し
方
を
す
る
の
で
す
。
（
中
略
）
　
（
こ
の
歌
も
）
事
実

　
は
そ
れ
ほ
ど
冷
淡
な
の
で
は
な
い
で
せ
う
が
、
か
う
言
ふ
邪
見
な

　
言
い
方
を
し
た
も
の
で
す
。

と
い
う
解
釈
を
示
し
た
。

　
こ
こ
で
は
じ
め
て
こ
の
歌
が
「
人
を
先
に
す
る
」
「
道
」
に
も
と

る
と
か
、
「
女
心
ら
し
い
」
か
ど
う
か
と
い
う
視
点
か
ら
解
放
さ
れ

る
こ
と
に
な
っ
た
。
ま
た
掛
合
い
の
歌
と
し
て
で
な
く
、
抒
情
詩
と

し
て
個
人
の
哀
歓
が
表
現
さ
れ
た
も
の
と
し
て
把
え
る
把
え
方
か
ら

も
自
由
に
な
っ
た
。

　
し
か
し
、
そ
の
考
え
が
研
究
者
の
中
に
溶
透
し
て
い
く
の
は
三
十

年
代
以
降
の
よ
う
で
あ
る
。

　
　
三

人
伴
坂
上
郎
女
に
次
の
歌
が
あ
る
。

大
伴
坂
上
郎
女
、
神
を
祭
る
歌
一
首
並
に
短
歌

ひ
さ
か
た
の

生
れ
来
た
る

奥
山
の

し
ら
か

白
香
つ
け

い
は
ひ
べ

斎
翁
を

た
か
だ
ま

竹
玉
を

天
の
原
よ
り

神
の
命

パモ
の
枝
に

と
り
付
け
て

１
；
ｌ

斎
ひ
ほ
り
す
ゑ

し
じ
　
ぬ
　
た

繁
に
貫
き
垂
り

鹿
猪
じ
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
祈
ひ
な
む

君
は
逢
は
し
か
も

　
　
反
歌

（
巻
三
　
三
七
九
）

木
綿
畳
　
一
手
に
取
り
持
ち
て
　
か
く
だ
に
も

わ
れ
は
　
祈
ひ
な
む
　
君
に
逢
は
し
か
も

（
三
八
〇
）
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右
の
歌
は
、
天
平
五
年
冬
十
一
月
を
以
ち
て
、
大
伴
の
氏
の
神

　
　
に
供
へ
祭
る
時
、
い
さ
さ
か
こ
の
歌
を
作
る
。
故
に
神
を
祭
る

　
　
歌
と
い
ふ
。

　
こ
の
歌
に
つ
い
て
か
っ
て
筆
者
は
論
じ
た
こ
と
が
あ
る
。
そ
の
時

の
論
の
一
つ
は
彼
女
の
ま
つ
る
神
に
つ
い
て
、
従
来
ほ
と
ん
ど
の
注

釈
書
が
「
大
伴
遠
祖
天
忍
日
命
」
と
し
て
い
る
の
に
対
し
て
、
こ
れ

は
恐
ら
く
左
注
の
「
大
友
の
氏
の
神
に
供
へ
祭
る
時
」
に
引
き
ず
£

れ
て
の
結
果
で
あ
っ
て
、
歌
そ
の
も
の
を
通
じ
て
出
て
来
た
こ
と
ば

で
は
な
か
っ
た
と
い
う
考
え
を
主
張
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
私
は
そ

の
時
左
注
よ
り
も
歌
そ
の
も
の
に
即
し
て
考
え
る
立
場
に
立
ち
、
そ

の
神
は
「
大
伴
遠
祖
天
忍
日
命
」
と
い
う
よ
う
な
人
物
で
は
な
く
、

無
人
格
の
「
さ
か
き
の
枝
」
に
「
生
ま
れ
来
た
る
」
霊
力
と
し
て
の

神
だ
と
し
た
。
そ
し
て
そ
れ
は
今
も
か
わ
っ
て
い
な
い
。

　
こ
の
小
論
も
そ
れ
を
補
強
す
る
た
め
の
も
の
で
あ
る
。

　
私
は
こ
の
歌
に
み
ら
れ
る
「
天
の
原
」
を
と
り
あ
げ
て
考
え
た
い
。

　
万
葉
集
「
天
の
原
」
の
使
用
さ
れ
て
い
る
の
は
十
五
例
み
る
こ
と

が
で
き
る
。

　
１
　
天
の
原
振
放
け
見
れ
ば
大
君
の
御
寿
は
長
く
天
足
ら
し
た
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
巻
二
　
Ｉ
四
七
）

　
２
　
（
前
略
）
天
皇
の
　
敷
ま
す
国
と
　
天
の
原
　
岩
門
を
開
き

　
　
　
　
（
後
略
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
巻
二
　
Ｉ
六
七
）

３
　
天
の
原
ふ
り
さ
け
見
れ
ば
白
真
弓
張
り
て
懸
け
た
り
夜
路
は

吉
け
む

（
巻
三
　
二
八
九
）

４
　
（
前
略
）
駿
河
な
る
　
布
士
の
高
嶺
を
　
天
の
原
　
振
り
放

　
　
　
　
　
　
　
は
　
　
　
　
　
　
を
　
と
　
こ
　
　
　
と
わ
た
　
　
　
　
　
　
　
　
　

５
　
山
の
端
の
さ
さ
ら
え
桂
子
大
の
原
門
渡
る
先
見
ら
く
し
よ
し

け
見
れ
ば
（
後
略
）

山
の
端
の
さ
さ
ら
ｙ

（
巻
三
　
ご
二
七
）

（
巻
六
　
九
八
三
）

６
　
天
の
原
雲
な
き
宵
に
ぬ
ば
た
ま
の
夜
渡
る
月
の
入
ら
ま
く
惜

し
も

（
巻
九
　
こ
と
二
）

７
　
天
の
原
行
き
て
を
射
む
と
白
真
弓
ひ
き
て
隠
せ
る
月
人
桂
子

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
巻
十
　
二
〇
五
一
）

８
　
天
の
原
振
り
放
け
見
れ
ば
天
の
河
霧
立
ち
渡
る
君
は
来
ぬ
ら

し

（
巻
十
　
二
〇
六
八
）

９
　
わ
が
背
子
は
　
待
て
ど
来
ま
さ
ず
　
天
の
原
　
ふ
り
放
け
見

　
　
れ
ば
ぬ
ば
た
ま
の
　
夜
も
更
け
に
け
り
（
後
略
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
巻
十
三
　
三
二
八
〇
）

1
0
　
（
前
略
）
あ
ら
た
ま
の
　
立
つ
月
ご
と
に
　
天
の
原
　
ふ
り

　
　
放
け
見
つ
つ
　
玉
樟
　
か
け
て
偲
は
な
　
畏
か
れ
ど
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
巻
十
三
　
三
三
二
四
）

1
1
　
天
の
原
富
士
の
柴
山
木
の
暗
の
時
移
り
な
ば
逢
は
ず
か
も
あ

ら
む

（
巻
十
四
　
三
三
五
五
）

1
2
　
天
の
原
ふ
り
放
け
見
れ
ば
夜
そ
更
け
に
け
る
よ
し
ゑ
や
し
独

　
　
り
寝
る
夜
は
明
け
ば
明
け
ぬ
と
も
（
巻
十
五
　
三
六
六
二
）

1
3
　
（
前
略
）
往
き
か
は
る
　
毎
年
ご
と
に
　
天
の
原
　
ふ
り
放

　
　
け
み
つ
つ
　
言
継
ぎ
に
け
れ
　
　
（
巻
十
八
　
四
三
一
五
）

1
4
　
（
前
略
）
天
の
原
　
ふ
り
放
け
見
れ
ば
　
照
る
月
も

　
　
満
ち
戻
け
し
け
り
（
後
略
）
　
　
　
（
巻
十
九
　
四
ヱ
ハ
○
）
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こ
れ
に
大
伴
坂
上
郎
女
の
「
祭
神
歌
」
の
「
天
の
原
」
を
加
え
て

十
五
例
に
な
る
。

　
戸
谷
高
明
氏
は
万
葉
集
中
の
「
天
の
原
」
十
五
例
を
語
意
上
次
の

二
つ
に
分
類
し
て
い
る
。

　
①
　
広
い
大
空
を
さ
し
て
い
る
も
の

　
②
　
神
話
的
観
念
を
内
包
し
て
い
る
も
の

そ
の
上
で
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
①
に
属
す
る
こ
と
、
①
の
コ
大
の
原
」

は　
可
視
的
空
間
と
し
て
認
識
さ
れ
、
神
話
的
な
観
念
と
は
無
縁
の
如

　
く
で
あ
る
。

と
し
な
が
ら
、
し
か
し
、

　
無
限
的
神
秘
的
な
存
在
と
し
て
畏
怖
す
る
こ
と
が
全
く
な
か
っ
た

　
と
は
い
え
な
い
。

と
し
て
い
る
。
「
天
の
原
」
が
一
例
し
か
み
え
ず
、
そ
れ
も
「
虚
空

の
上
」
に
在
っ
て
「
天
ツ
神
た
ち
の
坐
す
御
国
」
と
さ
れ
る
「
高
天

原
」
と
同
じ
意
味
で
使
わ
れ
て
い
る
『
古
事
記
』
の
場
合
と
比
較
し

て
、
万
葉
の
「
天
の
原
」
は
神
秘
性
が
薄
い
。

　
と
こ
ろ
で
戸
谷
氏
は
、
問
題
の
大
伴
坂
上
郎
女
の
「
祭
神
歌
」
を

②
に
属
す
る
も
の
で
、
日
本
神
話
上
の
「
高
天
の
原
」
を
「
念
頭
に

お
い
た
表
現
」
を
と
る
も
の
と
し
て
、
柿
本
人
磨
の
日
並
皇
子
の
殯

宮
挽
歌
（
巻
二
　
二
八
七
）
と
と
も
に
例
示
し
て
い
る
。

　
し
か
し
大
伴
坂
上
郎
女
の
「
祭
神
歌
」
の
「
天
の
原
」
と
日
並
皇

子
の
殯
宮
歌
の
「
天
の
河
原
」
が
同
じ
意
味
、
イ
メ
ー
ジ
を
持
つ
も

の
で
あ
ろ
う
か
。

　
大
伴
坂
上
郎
女
の
ま
つ
る
の
は
「
天
の
原
よ
り
」
「
榊
の
枝
」
に

「
生
れ
来
る
」
神
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
人
麿
の
日
並
皇
子
へ
捧

げ
る
挽
歌
の
「
神
」
は
「
高
昭
ら
す
　
日
の
御
子
」
で
あ
り
、
「
天

地
の
　
初
め
の
時
」
、
「
天
の
河
原
」
で
「
八
百
万
　
千
万
神
」
が

「
神
集
ひ
」
し
「
神
分
」
し
た
結
果
、
「
葦
原
の
　
瑞
穂
の
国
」
を

「
治
ら
し
め
す
」
神
と
し
て
「
天
雲
の
　
八
雲
か
き
わ
け
て
」
「
神
下
」

さ
れ
た
と
う
た
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
記
紀
神
話
そ
の
ま
ま
の
神
で
あ

る
。

　
右
注
に
よ
る
と
大
伴
坂
上
郎
女
は
大
伴
の
氏
の
神
を
祭
る
た
め
に

そ
の
歌
を
作
っ
て
い
る
。
注
釈
書
の
ほ
と
ん
ど
が
彼
女
が
ま
つ
っ
た

神
を
「
大
伴
遠
祖
天
忍
日
命
」
と
し
て
い
る
が
、
『
万
葉
集
私
注
』

が
い
う
よ
う
に
「
こ
の
歌
に
は
さ
う
し
た
事
も
表
現
さ
れ
て
居
な
い
。
」

の
で
あ
る
。
大
伴
坂
上
郎
女
が
生
活
上
、
作
歌
上
、
精
神
上
影
響
を

与
え
た
と
考
え
ら
れ
る
「
姪
」
に
し
て
娘
婿
で
あ
る
大
伴
家
持
は
大

伴
の
氏
の
神
を

言

抑≒
神
祖
の
　
其
名
を
ば
　
天
来
目
主
と
　
負
ひ
持

　
手
握
り
持
た
し
　
真
鹿
兄
矢
を
　
手
狭
み
添

　
丈
夫
健
男
」

と
う
た
っ
た
の
に
対
し
て
も
、
彼
女
の
ま
つ
る
神
は
具
体
的
姿
が
な

い
。
枡
口
信
夫
の
い
う
「
精
霊
」
に
当
た
る
も
の
の
よ
う
に
思
わ
れ

　
枡
目
の
「
精
霊
」
は
天
空
か
ら
訪
れ
、
高
い
山
の
頂
上
と
か
樹
木

な
ど
に
天
降
る
と
さ
れ
る
の
だ
が
、
問
題
の
「
祭
神
歌
」
の
「
神
」

も
そ
う
し
た
も
の
で
は
な
い
か
。

-
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「
天
の
原
」
は
や
が
て
単
な
る
大
空
を
さ
す
よ
う
に
な
る
が
、
戸

谷
氏
の
い
わ
れ
る
よ
う
に
、
万
葉
で
は
ま
だ
「
無
限
的
神
秘
的
存
在

と
し
て
畏
怖
」
さ
れ
て
い
た
。
記
紀
神
話
の
「
高
天
原
」
も
そ
こ
に

虚
構
さ
れ
た
の
だ
が

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

の
よ
う
に
、
「
高
天
原
」
で
も
な
く
、
単
な
る
大
空
で
も
な
く
天
皇

の
「
御
寿
」
が
い
っ
ぱ
い
に
満
ち
あ
ふ
れ
て
い
る
「
天
」
も
あ
る
の
‘

で
あ
る
。

　
こ
の
歌
の
「
生
れ
来
し
　
神
の
命
」
に
つ
い
て
、
賀
茂
真
渕
が
忍

日
命
と
し

　
此
命
は
始
天
に
生
れ
て
後
天
孫
の
御
先
に
立
て
天
降
給
ひ
し
を
生

　
来
と
云
べ
し

を
し
て
以
来
、
多
く
の
注
釈
が
そ
れ
に
従
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
高

天
原
か
ら
で
な
く
天
空
か
ら
「
今
の
祭
の
場
に
招
請
し
た
神
」
と
す

れ
ば
「
生
来
」
に
や
っ
か
い
な
解
釈
も
不
要
と
な
る
だ
ろ
う
。

注
Ｉ
　
鴻
巣
盛
廣
『
万
葉
集
全
釈
』
（
昭
和
五
年
刊
）

２
　
『
懐
風
藻
』

３
　
斎
藤
茂
吉
『
万
葉
秀
歌
』

４
　
加
藤
千
蔭
『
万
葉
集
略
解
』

５
　
天
武
紀
十
二
年
七
月
に
病
床
の
王
女
を
天
気
天
皇
が
親
し
く
見
舞
っ

　
　
て
い
る
こ
と
を
指
す
。

６
　
土
屋
文
明
『
万
葉
集
私
注
一
』
（
昭
和
四
十
四
年
刊
、
た
だ
し
、
初

　
　
版
は
昭
和
二
十
四
年
刊
）

７
　
戸
谷
高
明
「
天
の
原
」
（
『
万
葉
集
を
学
ぶ
』
第
二
乗
昭
和
5
3
年
刊
）

８
　
本
居
宣
長
『
古
事
記
伝
』

９
　
『
万
葉
集
』
巻
十
八
、
四
〇
九
四

1
0
　
『
万
葉
集
』
巻
二
十
、
四
四
六
五

1
1
　
賀
茂
真
渕
『
万
葉
考
』

８
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