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【
論　
　

文
】

浅

野

則

子

模
範
と
し
て
の
娘

【
要　
　
　

旨
】

　

家
持
は
赴
任
先
の
越
中
か
ら
妻
に
「
誂
へ
ら
」
れ
た
と
し
て
都
の
「
尊
母
」
に

贈
る
歌
を
作
っ
て
い
る
。
妻
の
立
場
に
な
っ
て
母
へ
の
思
い
を
歌
う
時
、
歌
表
現

に
は
何
が
求
め
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
二
人
の
女
性
が
位
置
す
る
都
の
歌

の
文
化
圏
に
お
い
て
都
と
鄙
の
意
味
を
と
ら
え
、
二
人
に
と
っ
て
の
「
越
中
」
と

い
う
土
地
に
対
す
る
歌
の
共
通
理
解
か
ら
家
持
が
意
図
し
た
娘
と
い
う
立
場
を
明

ら
か
に
し
た
。

【
キ
ー
ワ
ー
ド
】

都
と
鄙
・
母
と
娘
・
共
通
理
解
・
歌
の
文
化
圏

　

は
じ
め
に

　

母
に
贈
る
と
い
う
歌
は
「
万
葉
集
」
に
お
い
て
非
常
に
め
ず
ら
し
い
も
の
で
あ

る
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
実
態
と
し
て
母
へ
の
強
い
思
い
が
あ
っ
た
と
し
て
も

そ
れ
は
歌
表
現
に
は
表
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
越
中
に
い
る
家

持
は
次
の
よ
う
な
歌
を
残
し
て
い
る
。

　

家
婦
の
京
に
在
る
尊
母
に
贈
る
為
に
、
誂
へ
ら
れ
て
作
り
し
歌

ほ
と
と
ぎ
す　

来
鳴
く
五
月
に　

咲
き
に
ほ
ふ　

花
橘
の　

か
ぐ
は
し
き　

親

の
御
言　

朝
夕
に　

聞
か
ぬ
日
ま
ね
く　

天
離
る　

鄙
に
し
居
れ
ば　

あ
し
ひ

き
の　

山
の
た
を
り
に　

立
つ
雲
を　

よ
そ
の
み
見
つ
つ　

嘆
く
そ
ら　

安
け

な
く
に　

思
ふ
そ
ら　

苦
し
き
も
の
を　

奈
呉
の
海
人
の　

潜
き
取
る
と
い
ふ

　

白
玉
の　

見
が
欲
し
御
面　

直
向
か
ひ　

見
む
時
ま
で
は　

松
柏
の　

栄
え

い
ま
さ
ね　

尊
き
我
が
君

　

反
歌
一
首

白
玉
の
見
が
欲
し
君
を
見
ず
久
に
鄙
に
し
居
れ
ば
生
け
り
と
も
な
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

十
九
ー
四
一
六
九
・
七
〇

　

こ
の
歌
は
「
妻
」
に
「
誂
へ
ら
れ
た
」
も
の
で
あ
る
と
題
詞
は
説
明
し
て
い
る
。

家
持
の
妻
の
母
は
坂
上
郎
女
で
あ
り
、
家
持
に
と
っ
て
は
、
実
生
活
の
み
で
な
く

歌
を
作
る
上
で
も
大
き
く
影
響
を
受
け
た
女
性
と
考
え
ら
れ
る
。
越
中
と
い
う
場

か
ら
都
の
母
へ
と
歌
を
贈
る
時
に
な
ぜ
、
家
持
は
左
註
に
記
す
よ
う
に
「
誂
へ
ら

れ
た
」
も
の
と
し
て
作
っ
た
と
い
う
こ
と
を
明
ら
に
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

従
来
は
歌
の
作
ら
れ
た
時
期
、
目
的
を
中
心
に
論
じ
ら
れ
て
き
た
が
、
義
母
に
寄

せ
る
思
い
と
し
て
本
人
家
持
で
は
な
く
、
妻
の
も
の
と
し
て
作
っ
た
と
い
う
こ
と

に
焦
点
を
あ
て
、
家
持
が
都
で
作
り
上
げ
た
文
化
圏
と
女
性
達
と
の
関
わ
り
を
歌

の
表
現
か
ら
詳
し
く
考
え
て
行
く
の
が
本
稿
の
目
的
で
あ
る
。
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一
　

巻
十
九
は
家
持
の
歌
日
誌
と
も
と
ら
え
ら
れ
年
代
順
に
配
列
さ
れ
て
い
る
。
配

列
か
ら
見
る
限
り
問
題
と
す
る
歌
は
天
平
勝
宝
二
年
（
七
五
〇
）
の
も
の
で
あ

る
。
天
平
十
八
年
（
七
四
六
）
に
単
身
で
赴
任
し
た
家
持
は
こ
の
前
年
に
大
帳
使

と
し
て
上
京
し
た
折
り
に
妻
大
嬢
を
伴
っ
て
越
中
に
戻
っ
た
と
す
る
の
が
一
般
で

あ
る注

①

。
越
中
で
の
妻
と
の
生
活
の
な
か
で
作
ら
れ
た
歌
を
見
る
と
き
、
ま
ず
歌
の

世
界
に
お
け
る
都
と
越
中
と
の
関
係
を
考
え
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
た
め
に
は
問

題
と
す
る
歌
が
贈
ら
れ
た
相
手
で
あ
る
坂
上
郎
女
と
越
中
の
家
持
の
歌
の
あ
り
方

を
み
て
い
く
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

　

ま
ず
越
中
守
と
し
て
赴
任
す
る
家
持
と
の
別
れ
に
臨
ん
で
坂
上
郎
女
か
ら
「
大

伴
宿
祢
家
持
、
天
平
十
八
年
閏
七
月
を
以
て
、
越
中
守
に
任
ぜ
ら
れ
、
即
ち
七
月

を
取
り
て
任
所
に
赴
き
き
。
時
に
、
姑
大
伴
氏
坂
上
郎
女
の
、
家
持
に
贈
り
し
歌

二
首
」
と
い
う
題
詞
を
持
つ
歌
が
贈
ら
れ
る
。

草
枕
旅
行
く
君
を
幸
く
あ
れ
と
斎
瓮
す
ゑ
つ
我
が
床
の
辺
に

今
の
ご
と
恋
し
く
君
が
思
ほ
え
ば
い
か
に
か
も
せ
む
す
る
す
べ
の
な
さ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

十
七
ー
三
九
二
七
・
八

　

題
詞
に
は
「
姑
」
と
い
う
立
場
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
も
の
の
、
歌
の
表
現

は
旅
立
つ
男
を
見
送
る
女
と
い
う
も
の
か
ら
出
て
い
な
い
。
男
の
無
事
を
願
い
、

残
さ
れ
た
女
は
神
に
祈
り
続
け
る
こ
と
を
「
斎
瓮
す
ゑ
つ
我
が
床
の
辺
に
」
と
歌

う
。
歌
の
表
現
で
こ
の
よ
う
に
祈
り
つ
づ
け
て
い
る
こ
と
は
男
が
無
事
に
戻
っ
て

こ
ら
れ
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
そ
れ
は
都
の
女
と
旅
立
つ
男
と
い
う
構
図
で

あ
り
、
表
現
に
あ
る
よ
う
に
「
都
」
と
は
旅
立
つ
場
で
あ
る
と
同
時
に
本
来
男
が

い
る
べ
き
場
と
し
て
戻
る
場
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
二
首
目
で
は
逢
え
な
い
つ

ら
さ
が
強
調
さ
れ
て
い
る
が
歌
に
お
い
て
そ
れ
は
、
戻
っ
た
と
き
に
こ
そ
解
消
さ

れ
る
べ
き
思
い
で
あ
ろ
う
。
そ
の
後
ま
た
坂
上
郎
女
か
ら
「
更
に
越
中
国
に
贈
り

し
歌
二
首
」
が
あ
る
。

旅
に
去
に
し
君
し
も
継
ぎ
て
夢
に
見
ゆ
我
が
片
恋
の
繁
け
れ
ば
か
も

道
の
中
国
つ
み
神
は
旅
行
き
も
し
知
ら
ぬ
君
を
恵
み
た
ま
は
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

十
七
ー
三
九
二
九
・
三
〇

　

一
首
目
は
旅
で
離
れ
て
い
る
相
手
を
夢
に
見
た
こ
と
で
自
ら
の
片
恋
を
意
識
し

て
い
る
と
歌
い
、
先
の
二
首
目
と
同
様
に
残
さ
れ
た
も
の
の
つ
ら
さ
を
歌
う
も
の

で
あ
る
。
次
の
歌
は
神
に
歌
い
か
け
て
い
る
が
そ
こ
で
は
「
道
の
中
」
と
い
う
具

体
的
な
場
所
が
歌
わ
れ
て
、
神
に
恵
み
を
施
し
て
欲
し
い
相
手
は
「
旅
行
き
も
し

知
ら
ぬ
」
と
い
う
不
慣
れ
な
様
子
で
あ
る
こ
と
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
部
分

に
よ
っ
て
「
親
心注

②

」
と
い
う
と
ら
え
方
も
あ
る
も
の
の
、
歌
の
表
現
そ
の
も
の

は
、
都
か
ら
離
れ
、
遠
く
不
安
な
土
地
へ
と
旅
立
っ
て
い
く
相
手
に
対
す
る
思
い

で
あ
り
、
初
め
に
贈
ら
れ
た
歌
で
「
斎
瓮
す
ゑ
つ
我
が
床
の
辺
に
」
と
歌
う
よ
う

に
こ
こ
で
も
、
都
で
の
女
が
無
事
を
祈
る
た
め
に
な
す
べ
き
こ
と
と
し
て
歌
う
表

現
と
考
え
ら
れ
る
。
坂
上
郎
女
の
歌
は
旅
立
つ
男
の
無
事
を
歌
う
こ
と
に
よ
っ
て

歌
の
表
現
の
上
で
自
ら
の
都
の
女
と
い
う
位
置
を
確
認
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る

の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
歌
の
世
界
に
お
い
て
都
で
女
性
が
待
つ
の
は
待
つ
男
性

の
戻
る
べ
き
場
と
し
て
の
都
、 

本
来
自
ら
が
い
る
べ
き
場
と
し
て
の
都
を
鄙
と
の

関
係
で
意
識
さ
せ
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
こ
う
し
た
都
の
女
と
い
う
べ
き
坂
上
郎
女

に
と
っ
て
地
名
を
歌
う
も
の
の
そ
れ
は
未
知
の
土
地
で
し
か
な
く
歌
の
世
界
で
は

た
だ
遠
い
場
所
で
あ
る
と
い
う
以
外
の
意
識
は
な
い
。

　

次
に
見
る
べ
き
歌
は
越
中
へ
行
っ
た
家
持
と
坂
上
郎
女
の
贈
答
で
あ
る
。
歌
の

配
列
さ
れ
た
位
置
か
ら
考
え
天
平
二
十
年
（
七
四
八
）、
先
の
歌
よ
り
も
二
年
後

の
も
の
で
あ
る
。

　

姑
大
伴
氏
坂
上
郎
女
の
、
越
中
守
大
伴
宿
袮
家
持
に
来
贈
せ
し
歌
二
首

常
人
の
恋
ふ
と
い
ふ
よ
り
は
余
り
に
て
我
は
死
ぬ
べ
く
な
り
に
た
ら
ず
や
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片
思
ひ
を
馬
荷
ふ
つ
ま
に
負
ほ
せ
持
て
越
辺
に
遣
ら
ば
人
か
た
は
む
か
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

十
九
ー
四
〇
八
〇
・
一

　
　

越
中
守
大
伴
宿
祢
家
持
の
報
へ
し
歌
と
所
と
所
心注

③

三
首

天
離
る
鄙
の
奴
に
天
人
し
か
く
恋
ひ
す
ら
ば
生
け
る
験
あ
り

常
の
恋
い
ま
だ
止
ま
ぬ
に
都
よ
り
馬
に
恋
来
ば
荷
な
ひ
堪
へ
む
か
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

十
九
ー
四
〇
八
二
・
三

　

坂
上
郎
女
と
の
贈
答
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
拙
稿
で
論
じ
て
い
る注

④

の
で
こ
こ
で

は
要
点
を
述
べ
る
に
と
ど
め
て
お
き
た
い
が
、
坂
上
郎
女
が
「
越
辺
」
と
い
う
地

名
を
歌
う
の
に
対
し
て
、
答
え
る
家
持
は
あ
く
ま
で
「
天
離
る
鄙
」
と
歌
う
こ
と

に
注
目
し
た
い
。
坂
上
郎
女
が
都
の
女
と
し
て
の
知
識
で
歌
っ
た
「
越
辺
」
は
歌

の
男
の
家
持
に
と
っ
て
は
都
の
女
に
対
し
て
卑
下
す
べ
き
「
鄙
」
で
し
か
な
い
と

い
う
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
坂
上
郎
女
の
歌
に
お
け
る
「
馬
」
に
持
っ
て
行
か
せ

る
と
い
う
表
現
を
遠
い
鄙
へ
と
運
ば
せ
る
と
理
解
し
た
も
の
で
あ
る
。
困
難
な
手

続
き
で
「
片
思
い
」
を
届
け
る
先
の
「
越
辺
」
と
い
う
土
地
は
二
人
の
共
通
理
解

と
し
て
は
歌
わ
れ
て
い
な
い
と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
さ
ら
に
坂
上
郎
女
の
思
い

の
強
さ
を
歌
う
二
首
を
家
持
は
「
か
く
恋
す
ら
ば
」
と
ま
ず
か
わ
し
た
上
で
、
相

手
の
死
に
そ
う
な
思
い
を
受
け
る
自
分
こ
そ
「
生
け
る
験
」
が
あ
る
と
い
う
。
こ

こ
で
は
、
相
手
そ
の
も
の
は
単
な
る
女
で
は
な
く
「
天
人
」
と
し
て
い
る
。
郎
女

の
歌
っ
た
「
越
辺
」
は
家
持
に
と
っ
て
も
鄙
で
あ
り
、
鄙
の
人
間
に
と
っ
て
都
の

恋
の
相
手
は
住
む
世
界
が
違
う
「
天
人
」
と
設
定
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
都
か
ら

鄙
に
来
て
い
る
家
持
に
と
っ
て
都
の
坂
上
郎
女
と
の
歌
の
中
で
は
都
に
い
る
こ
と

自
体
が
賞
め
る
べ
き
こ
と
で
は
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

　

歌
で
は
あ
く
ま
で
都
の
歌
の
文
化
圏
の
ま
ま
都
と
鄙
の
意
識
を
用
い
、
越
中
の

固
有
の
表
現
は
な
く
、
た
だ
「
鄙
」
と
い
う
土
地
で
あ
る
こ
と
が
二
人
の
共
通
理

解
で
あ
っ
た
。
都
か
ら
鄙
に
来
て
い
る
男
に
と
っ
て
、
鄙
は
卑
下
す
べ
き
場
所
で

あ
り
本
来
い
る
べ
き
場
で
は
な
い
と
い
う
共
通
の
理
解
の
も
と
で
歌
わ
れ
て
い

る
。
そ
し
て
女
が
待
つ
場
所
こ
そ
が
い
る
場
所
で
あ
る
か
ら
こ
そ
あ
え
て
地
名
を

だ
さ
な
い
と
も
い
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
の
贈
答
に
お
い
て
坂
上
郎
女

と
家
持
は
歌
の
世
界
で
の
男
女
で
あ
り
、
家
持
は
甥
で
も
な
く
、
娘
の
夫
で
も
な

い
。
都
の
歌
の
共
通
理
解
の
も
と
で
家
持
は
都
か
ら
鄙
へ
行
っ
た
男
と
し
て
都
の

女
に
歌
う
の
で
あ
る
。
都
の
歌
の
共
通
理
解
で
は
こ
う
し
た
位
置
関
係
に
よ
っ
て

女
と
男
が
歌
わ
れ
る
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
家
持
が
坂
上
郎
女
と
歌
を
交
わ

す
の
は
都
の
歌
の
文
化
圏
の
中
で
あ
っ
た
こ
と
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。

二
　

家
持
に
と
っ
て
の
「
誂
へ
ら
れ
た
」
歌
と
い
う
意
味
を
確
か
め
る
た
め
問
題
と

す
る
歌
と
同
時
期
に
作
ら
れ
た
も
う
一
例
の
越
中
か
ら
都
へ
と
「
誂
へ
ら
れ
た
」

歌
の
意
識
を
考
え
て
み
た
い
。

　
　

京
の
人
に
贈
り
し
歌
二
首

妹
に
似
る
草
と
見
し
よ
り
我
が
標
め
し
野
辺
の
山
吹
誰
か
手
折
り
し

つ
れ
も
な
く
離
れ
に
し
も
の
と
人
は
言
へ
ど
逢
は
ぬ
日
ま
ね
み
思
ひ
そ
我
が
す

る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

右
は
、
留
女
の
女
郎
に
贈
ら
む
が
為
に
、
家
婦
に
誂
へ
ら
れ
て
作
り
し
も
の

な
り
。
女
郎
は
即
ち
大
伴
家
持
の
妹
な
り　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

十
九
ー
四
一
九
七
・
八

　

こ
の
歌
の
前
に
は
「
京
師
よ
り
贈
り
来
た
り
し
歌｣

と
し
て
次
の
よ
う
な
歌
が

あ
る
。

山
吹
の
花
と
り
持
ち
て
つ
れ
も
な
く
離
れ
に
し
妹
を
偲
ひ
つ
る
か
も       
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十
九
ー
四
一
八
四

　
「
右
は
、
四
月
五
日
に
、
留
女
の
女
郎
よ
り
送
り
し
所
な
り
」
と
い
う
左
註
に

よ
っ
て
「
京
師
」
の
相
手
は
明
ら
か
で
あ
る
。「
留
女
の
郎
女
」
と
い
う
呼
称
に

つ
い
て
は
、
万
葉
集
中
で
は
大
伴
一
族
に
お
け
る
位
置
関
係
は
明
ら
か
で
な
い
も

の
の
、
十
九
ー
四
一
九
七
・
八
の
歌
の
左
註
か
ら
家
持
の
妹
で
あ
る
こ
と
が
確
認

で
き
る注

⑤

。
都
か
ら
先
に
送
ら
れ
た
歌
か
ら
見
て
い
く
と
、
歌
で
は
山
吹
の
花
を
手

に
と
っ
た
ま
ま
、
残
っ
て
い
る
自
分
に
は
関
心
の
な
い
そ
ぶ
り
を
し
て
離
れ
て

い
っ
た
あ
な
た
が
思
わ
れ
る
と
い
う
。
歌
で
は
、妹
と
よ
ば
れ
る
相
手
は
「
山
吹
」

と
い
う
季
節
を
表
す
花
に
は
興
味
を
示
す
も
の
の
、
自
分
の
思
い
に
は
気
づ
か
ず

離
れ
て
い
っ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
こ
で
は
実
際
は
越
中
に
い
る

「
妹
」
と
の
距
離
は
、「
つ
れ
も
な
く
」
と
い
う
心
情
表
現
で
の
み
歌
わ
れ
る
。
そ

れ
に
対
し
て
家
持
は
、「
誂
へ
」
た
大
嬢
に
な
っ
て
留
女
の
歌
の
中
心
を
な
す
と

と
ら
え
た
「
山
吹
」・「
つ
れ
も
な
く
」
を
二
首
に
そ
れ
ぞ
れ
表
現
す
る
。
ま
ず
一

首
目
で
は
、相
手
が
興
味
を
示
し
て
い
る
花
、山
吹
こ
そ
が
歌
の
相
手
で
あ
る「
妹
」

に
似
て
い
る
と
歌
う
。
歌
の
表
現
で
は
逢
え
な
い
相
手
を
「
似
た
」
草
に
よ
っ
て

偲
ぶ
と
い
う
こ
と
か
ら
類
歌
と
し
て
「
君
に
似
る
草
と
見
し
よ
り
我
が
標
め
し
野

山
の
浅
茅
人
な
刈
り
そ
ね
」（
一
三
四
七
）
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。
類
歌
が
「
草
」

と
い
う
表
現
で
あ
る
こ
と
に
対
し
て
家
持
の
歌
は
「
山
吹
」
と
鮮
や
か
な
花
を
歌

う
が
そ
れ
は
四
一
九
七
番
歌
の
留
女
の
歌
表
現
の
「
山
吹
」
を
受
け
る
も
の
で
あ

る
。新
古
典
文
学
体
系
で
は「
私
が
占
有
し
た
山
吹
を
い
っ
た
い
だ
れ
が
折
り
と
っ

た
の
で
す
か
と
戯
れ
に
難
じ
た注

⑥

」と
す
る
が
、留
女
の
歌
で
は
相
手
が
興
味
を
持
っ

て
い
た
花
は
、
こ
こ
で
は
相
手
に
似
て
い
る
た
め
に
自
ら
が
占
有
し
て
い
た
も
の

と
な
り
、
そ
れ
に
の
み
心
ひ
か
れ
て
い
た
こ
と
の
言
い
訳
で
あ
る
と
同
時
に
、
二

人
が
共
有
す
る
花
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
こ
で
家
持
は
あ
え
て
、
実
際
の
距
離

感
を
消
し
去
り
、
都
の
女
性
と
し
て
歌
う
こ
と
を
意
図
し
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
。
さ
ら
に
二
首
目
で
は
「
つ
れ
も
な
く
」
と
い
う
相
手
の
恨
み
が
ま
し
い
思
い

を
使
う
も
の
の
「
逢
え
な
い
」
と
い
う
こ
と
が
歌
の
中
心
と
な
り
自
ら
の
「
思
ひ
」

へ
と
続
い
て
い
く
の
で
あ
る
。

　

こ
う
し
て
妻
に
「
誂
へ
ら
れ
た
」
歌
に
は
、
遠
く
都
を
離
れ
て
い
る
大
嬢
は
表

現
さ
れ
ず
、
都
で
歌
を
交
わ
し
あ
う
都
の
文
化
圏
と
い
う
べ
き
世
界
の
歌
と
な
っ

て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。都
で
心
を
通
わ
せ
た
者
同
士
の
思
い
で
あ
り
、

「
越
中
」
と
い
う
場
は
歌
の
共
通
の
意
識
と
は
な
っ
て
い
な
い
こ
と
が
明
ら
か
で

あ
る
。
そ
れ
は
実
際
の
空
間
を
超
え
、
都
の
歌
の
文
化
圏
の
歌
と
し
て
作
ろ
う
と

し
た
た
め
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
歌
の
表
現
で
は
夫
に
従
っ
て
任
地
へ
行
く
と

い
う｢

妻｣

の
立
場
よ
り
も
都
に
お
い
て
作
り
あ
げ
た
文
化
圏
の
な
か
で
の
女
同

士
の
つ
な
が
り
を
強
く
意
識
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
四
一
八
四
番
歌
に
お
い
て

留
女
が
越
中
へ
と
歌
を
贈
る
の
も
自
ら
も
都
の
歌
の
文
化
圏
の
中
の
女
性
と
と
ら

え
て
い
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。

　

女
同
士
の
歌
に
つ
い
て
、
小
野
寺
静
子
氏
は
都
に
お
い
て
日
常
的
に
な
っ
て
い

た
と
論
じ
て
い
る注

⑦

。万
葉
集
中
大
伴
家
の
女
性
達
の
間
で
か
わ
さ
れ
た
歌
の
中
で
、

坂
上
大
嬢
に
歌
を
贈
っ
た
女
性
と
し
て
異
母
姉
田
村
大
嬢
が
い
る
が
、
田
村
大
嬢

は
坂
上
大
嬢
に
自
ら
の
家
を
訪
れ
る
こ
と
を
求
め
る
巻
四
の
七
五
六
～
九
番
歌
の

左
注
で
「
田
村
大
嬢
と
坂
上
大
嬢
と
は
、
並
び
に
こ
れ
右
大
弁
宿
奈
麻
呂
卿
の
女

な
り
。
卿
の
田
村
の
家
に
居
れ
ば
、
号
し
て
田
村
大
嬢
と
曰
ひ
き
。
但
し
妹
の
坂

上
大
嬢
は
、
母
、
坂
上
郎
女
の
里
に
居
り
き
。
仍
り
て
坂
上
大
嬢
と
曰
ひ
き
。
時

に
姉
妹
諮
問
す
る
に
、
歌
を
以
ち
て
贈
答
し
き注
⑧

」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う

に
す
で
に
都
の
文
化
圏
に
お
い
て
坂
上
大
嬢
の
異
母
姉
で
あ
る
田
村
大
嬢
は
「
妹

坂
上
大
嬢
に
」
と
歌
に
よ
る
世
界
を
作
り
上
げ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
万
葉
集

に
残
さ
れ
て
い
る
限
り
で
は
こ
の
左
注
が
つ
く
巻
四
の
歌
の
他
に
巻
八
に
五
首
計

九
首
の
歌
を
坂
上
大
嬢
に
の
み
贈
っ
て
い
る
。
来
訪
を
求
め
る
と
い
う
明
ら
か
な

目
的
を
持
つ
巻
四
の
歌
以
外
の
巻
八
の
季
節
の
歌
を
取
り
上
げ
て
み
た
い
。

茅
花
抜
く
浅
茅
が
原
の
つ
は
す
み
れ
い
ま
盛
り
な
り
我
が
恋
ふ
ら
く
は

　
　
　
　
　

八
ー
一
四
四
九

故
郷
の
奈
良
思
の
岡
の
ほ
と
と
ぎ
す
告
げ
遣
り
し
い
か
に
告
げ
き
や
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八
ー
一
五
〇
六

我
が
や
ど
の
秋
の
萩
咲
く
夕
影
に
今
も
見
て
し
か
妹
が
姿
を

　
　
　
　
　
　
　
　

八
ー
一
六
二
二

我
が
や
ど
に
も
み
つ
つ
か
へ
る
て
見
る
ご
と
に
妹
を
か
け
つ
つ
恋
ひ
ぬ
日
は
な
し

　
　
　

八
ー
一
六
二
三

沫
雪
の
消
ぬ
べ
き
も
の
を
今
ま
で
に
な
が
ら
へ
ぬ
る
は
妹
に
逢
は
む
と
そ

　
　
　
　
　

八
ー
一
六
六
二

  

い
ず
れ
も
季
節
の
風
物
に
よ
せ
て
の
思
い
で
あ
り
、
自
ら
の
恋
、
相
手
へ
告
げ

た
言
葉
が
歌
わ
れ
る
が
特
に
一
六
二
二
歌
に
お
い
て
は
そ
の
姿
を
見
た
い
と
し
、

夕
方
の
光
の
中
に
美
し
く
咲
く
萩
の
花
に
そ
の
姿
を
重
ね
て
い
る
。
萩
か
ら
の
連

想
は
妹
大
嬢
の
美
し
さ
を
ほ
め
て
い
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
季
節
の
風
物
は
歌
の
中

で
季
節
ご
と
に
大
嬢
を
連
想
さ
せ
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
歌
に
坂
上

大
嬢
か
ら
の
返
歌
が
な
い
た
め
に
坂
上
大
嬢
は
歌
が
苦
手
で
あ
っ
た
と
さ
れ
て
い

る
が
、
坂
上
大
嬢
の
返
歌
を
期
待
す
る
こ
と
よ
り
も
大
伴
家
の
中
心
に
い
る
坂
上

大
嬢
を
こ
の
よ
う
に
歌
う
こ
と
こ
そ
が
都
の
文
化
圏
の
女
に
と
っ
て
は
必
要
な
の

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
拙
稿
で
「
田
村
大
嬢
は
歌
う
こ
と
に
よ
っ
て
生
活
を
超
え

た
〈
文
学
〉
の
中
に
存
在
し
た注

⑨

」
と
述
べ
た
が
周
り
の
女
性
が
大
嬢
に
歌
を
贈
る

と
い
う
こ
と
で
大
嬢
は
歌
そ
の
も
の
を
残
さ
ず
と
も
歌
の
文
化
圏
に
位
置
す
る
こ

と
が
で
き
る
の
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
今
、
都
か
ら
離
れ
た
場
で
、
大
嬢
に
歌
が

贈
ら
れ
た
時
、
実
態
と
し
て
の
歌
の
贈
答
そ
の
も
の
で
は
な
く
都
の
歌
の
文
化
圏

を
実
際
の
大
嬢
が
い
る
場
所
ま
で
広
げ
る
必
要
の
た
め
、
あ
え
て
、
家
持
は
「
誂

へ
ら
れ
」
た
と
し
て
歌
を
作
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

家
持
が
越
中
に
お
い
て
「
誂
へ
ら
れ
た
」
と
し
て
歌
う
時
、
そ
こ
で
は
都
の
歌

の
文
化
圏
を
共
通
背
景
と
し
て
も
っ
て
い
る
が
特
に
大
嬢
と
い
う
女
性
が
都
と
つ

な
が
っ
て
い
る
こ
と
を
強
く
意
識
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る注

⑩

。
問
題
と
す
る
歌
は
こ

の
よ
う
な
意
識
を
考
え
た
上
で
そ
の
目
的
を
考
え
な
く
て
は
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

三
　
「
尊
母
」
に
「
誂
へ
ら
れ
た
歌
」
は
歌
の
配
列
か
ら
見
る
と注

⑪

天
平
勝
宝
二
年

（
七
五
〇
）
の
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
留
女
の
歌
と
同
様
、
大
嬢
の
立
場
に
立
っ

て
い
る
の
で
あ
る
が
、「
尊
母
」
と
い
う
歌
の
相
手
が
問
題
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

家
持
に
と
っ
て
留
女
と
の
贈
答
は
都
の
女
の
文
化
圏
の
延
長
で
あ
り
、
そ
れ
は
実

際
の
距
離
を
超
え
た
歌
の
世
界
で
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の

「
尊
母
」
と
い
う
言
葉
は
、
歌
う
女
で
あ
る
大
嬢
に
歌
の
世
界
で
特
別
な
立
場
を

与
え
る
も
の
で
あ
る
。
単
に
女
性
か
ら
女
性
へ
と
い
う
関
係
で
は
な
く
、
そ
こ
に

は
、
敬
う
と
い
う
上
下
関
係
と
い
う
べ
き
も
の
が
求
め
ら
れ
る
と
し
た
ら
、
都
と

鄙
と
い
う
構
図
の
中
で
ど
の
よ
う
に
歌
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。

母
へ
の
思
い
を
託
し
た
表
現
か
ら
考
え
た
い
。

　

こ
の
歌
に
つ
い
て
「
尊
母
に
贈
る
」
と
い
う
題
詞
か
ら
歌
の
目
的
を
と
ら
え
よ

う
と
す
る
大
濱
真
幸
氏注

⑫

は
、
坂
上
郎
女
を
「
讃
え
た
詞
章
」
と
し
て
「
橘
」・「
真

珠
」・「
松
柏
」
を
取
り
あ
げ
る
が
、
ま
ず
橘
の
表
現
で
は
そ
れ
が
歌
わ
れ
た
人
物

が「
常
磐
に
ま
さ
む
」と
い
う
こ
と
の「
象
徴
」で
あ
る
と
さ
れ
る
。
さ
ら
に「
真
珠
」

の
表
現
が
本
来
は
若
い
女
性
を
表
現
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
に
注
目
し
、
そ
の
時

点
で
は
若
く
は
な
い
坂
上
郎
女
に
対
し
て
歌
う
こ
と
は
「
常
磐
の
若
さ
、
美
し
さ

を
言
祝
ぐ
こ
と
が
意
図
さ
れ
て
い
た
」
と
意
味
づ
け
さ
れ
る
。「
松
柏
」
に
つ
い

て
は
歌
の
例
と
し
て
見
ら
れ
な
い
た
め
漢
籍
に
出
自
を
求
め
ら
れ
る
が
、
こ
の
三

つ
の
言
葉
が「
坂
上
郎
女
を
言
祝
ぐ
」と
い
う「
意
図
に
支
え
ら
れ
て
い
た
が
故
に
、

決
し
て
偶
然
と
は
い
え
な
い
緊
密
な
関
係
が
背
後
に
準
備
さ
れ
て
い
た
」
と
論
じ

ら
れ
て
、
こ
れ
ら
の
言
葉
を
、『
続
日
本
紀
』・『
芸
文
類
聚
』
の
記
事
に
お
い
て

確
認
す
る
こ
と
で
当
時
の
人
々
の
意
識
の
中
で
の
「〈
最
上
の
品
々
〉
を
取
り
揃

え
る
こ
と
で
、
一
層
の
め
で
た
さ
を
重
ね
よ
う
と
し
た
」
と
分
析
さ
れ
る
。
そ
し

て
当
時
の
坂
上
郎
女
の
年
齢
を
考
え
た
上
で
坂
上
郎
女
に
贈
っ
た
「
賀
歌
」
と
す

る
の
で
あ
る
。
題
詞
に
あ
る
よ
う
に
「
尊
母
」
を
讃
え
る
と
歌
う
こ
と
は
、
特
別

な
も
の
と
い
う
こ
と
は
確
か
で
あ
る
が
、
同
時
に
讃
え
る
表
現
が
坂
上
郎
女
の
何
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を
讃
え
て
い
る
か
に
つ
い
て
も
考
え
て
み
る
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

歌
の
中
で
「
尊
母
」
と
離
れ
て
い
る
「
家
婦
」
は
そ
の
「
御
言
」
を
聞
く
こ
と

が
で
き
な
い
と
歌
い
、「
御
面
」
が
見
た
い
と
望
ん
で
い
る
。
こ
こ
に
お
い
て
、

聞
く
こ
と
が
で
き
な
い
の
は
「
声
」
で
は
な
く
そ
の
内
容
を
表
す
「
御
言
」
と
い

う
表
現
で
あ
る
。「
花
橘
」
は
家
持
に
よ
っ
て
、
そ
の
永
遠
性
が
歌
わ
れ
て
い
る

こ
と
は
、
先
述
の
大
濱
氏
を
は
じ
め
多
く
論
じ
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
の
歌
に
お
い

て
は
そ
の
永
遠
で
有
る
べ
き
は
「
親
」
と
し
て
の
言
葉
と
し
て
と
ら
え
な
け
れ
ば

い
け
な
い
だ
ろ
う
。
題
詞
に「
尊
母
」と
あ
る
よ
う
に
、讃
え
る
べ
き
相
手
は「
親
」

と
い
う
限
定
さ
れ
た
存
在
に
他
な
ら
な
い
。
言
い
換
え
れ
ば
大
嬢
が
「
家
婦
」
と

し
て
越
中
に
い
る
こ
と
が
事
実
で
あ
っ
て
も
歌
の
中
で
は
、
親
の
言
葉
を
い
た
だ

く
「
子
」
と
い
う
立
場
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
親
の
言
葉
を
「
朝
夕
」
に

聞
く
と
い
う
こ
と
は
歌
の
中
で
、
親
に
対
し
て
孝
で
あ
る
子
供
と
い
う
立
場
を
強

調
し
て
い
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
同
じ
時
期
に
作
ら
れ
た
家
持
は
「
勇
士
の
名
を
振

る
こ
と
を
慕
ひ
し
歌
」（
十
九
ー
四
一
六
四
）
を
作
る
が
そ
の
中
に
「
ち
ち
の
実

の　

父
の
命　

は
は
そ
葉
の　

母
の
命　

お
ほ
ろ
か
に　

心
尽
く
し
て　

思
ふ
ら

む　

そ
の
子
な
れ
や
も
」
と
歌
う
。
こ
こ
で
は
「
ま
す
ら
を
」
を
ふ
る
い
た
た
せ

る
た
め
に
家
持
は
親
の
思
い
を
歌
う
の
で
あ
る
。
親
の
思
い
を
感
じ
取
っ
て
ま
す

ら
を
は
高
い
名
を
た
て
る
べ
き
と
歌
は
続
い
て
い
く
が
「
ま
す
ら
を
」
た
ち
に
親

を
意
識
さ
せ
る
表
現
か
ら
歌
い
始
め
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
た
い
。「
お
ほ
ろ
か

に
」
と
は
思
っ
て
い
な
い
親
の
心
を
感
じ
取
る
べ
き
と
す
る
家
持
に
と
っ
て
、
問

題
と
し
て
い
る
歌
で
心
を
相
手
に
伝
え
る
「
言
葉
」
を
「
朝
夕
」
に
聞
い
て
い
た

と
す
る
こ
と
は
、
子
供
と
し
て
あ
る
べ
き
姿
を
歌
っ
た
と
い
え
よ
う注

⑬

。

　

家
持
は
大
嬢
の
立
場
に
立
ち
つ
つ
、
歌
の
中
で
か
つ
て
都
で
親
に
従
い
親
の
言

葉
を
忠
実
に
受
け
止
め
て
い
た
娘
の
姿
を
描
き
出
し
て
い
く
。
そ
し
て
歌
は
越
中

で
の
生
活
の
表
現
へ
と
移
っ
て
い
く
が
、
こ
こ
で
「
越
中
」
は
具
体
的
に
は
表
さ

れ
ず
「
天
離
る
鄙
」
で
し
か
な
い
。
娘
大
嬢
に
と
っ
て
は
、「
家
婦
」
と
し
て
赴

い
た
「
越
中
」
と
い
う
地
名
は
消
え
、
た
だ
母
か
ら
遠
い
場
所
、
都
で
は
な
い
場

所
と
い
う
位
置
が
確
認
さ
れ
て
い
る
。
物
理
的
に
は
遥
か
遠
い
場
所
の
都
は
「
山

の
た
を
り
に　

立
つ
雲
」
と
い
う
遠
さ
で
し
か
表
現
さ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
は
、
歌
う
女
性
は
都
か
ら
離
れ
た
場
所
で
嘆
く
女
性
と
い
う
こ
と
に
な
る

の
で
あ
っ
た
。
こ
の
表
現
で
は
留
女
の
歌
同
様
に
都
の
文
化
圏
の
延
長
と
い
う
こ

と
に
な
る
。
そ
れ
は
娘
の
立
場
を
曖
昧
に
す
る
が
、
あ
え
て
家
持
は
こ
こ
で
娘
と

母
と
を
同
じ
文
化
圏
に
お
い
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

大
嬢
の
立
場
で
は
「
尊
母
」
に
逢
い
た
い
、
恋
し
い
で
は
な
く
、「
御
面
」
が

見
た
い
と
歌
う
。
そ
し
て
「
御
面
」
は
「
言
葉
」
と
と
も
に
讃
え
ら
れ
る
が
、
母

の
顔
は
「
奈
呉
の
海
人
の　

潜
き
取
る
と
い
ふ　

白
玉
の
」
と
歌
わ
れ
る
。
こ
こ

で
「
天
離
る
鄙
」
と
自
ら
を
位
置
づ
け
つ
つ
地
名
を
歌
う
こ
と
は
、
同
じ
文
化
圏

の
中
で
「
鄙
」
の
意
味
を
変
え
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
地
名
に
つ
い
て
家
持
が
越

中
か
ら
都
の
文
化
圏
の
女
に
贈
っ
た
歌
か
ら
考
え
て
み
た
い
。

　

家
持
は
ま
だ
大
嬢
が
越
中
に
来
る
前
に
、
越
中
か
ら
「
真
珠
」（
白
玉注

⑭

）
を
贈

り
た
い
と
い
う
歌
を
作
っ
て
い
る
。

　

京
の
家
に
贈
ら
む
が
為
に
真
珠
を
願
ひ
し
歌
一
首

珠
洲
の
海
人
の　

沖
つ
御
神
に　

い
渡
り
て　

潜
き
取
る
と
い
ふ　

鮑
玉　

五
百

箇
も
が
も　

は
し
き
よ
し　

妻
の
命
の　

衣
手
の　

別
れ
し
時
よ　

ぬ
ば
た
ま
の

　

夜
床
片
去
り　

朝
寝
髪　

掻
き
も
梳
ら
ず　

出
で
て
来
し　

月
日
数
み
つ
つ　

嘆
く
ら
む　

心
な
ぐ
さ
に　

ほ
と
と
ぎ
す　

来
鳴
く
五
月
の　

あ
や
め
草　

花
橘

に　

貫
き
交
じ
へ　

縵
に
せ
よ
と　

包
み
て
遣
ら
む

白
玉
を
包
み
て
遣
ら
ば
あ
や
め
草
花
橘
に
合
へ
も
貫
く
が
ね

沖
つ
島
い
行
き
渡
り
て
潜
く
ち
ふ
鮑
玉
も
が
包
み
て
遣
ら
む                      

我
妹
子
が
心
な
ぐ
さ
に
遣
ら
む
た
め
沖
つ
島
な
る
白
玉
も
が
も

白
玉
の
五
百
つ
集
ひ
を
手
に
結
び
お
こ
せ
む
海
人
は
む
が
し
く
も
あ
る
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

十
八
ー
四
一
〇
一
～
五

　

家
持
が
こ
の
歌
を
作
っ
た
の
は
天
平
感
宝
元
年
（
七
四
九
）。
ま
だ
妻
は
越
中
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に
赴
い
て
は
い
な
い
。「
ぬ
ば
た
ま
の　

夜
床
片
去
り　

朝
寝
髪　

掻
き
も
梳
ら

ず　

出
で
て
来
し　

月
日
数
み
つ
つ
」
と
都
で
自
で
嘆
い
て
い
る
そ
の
妻
に
贈
ろ

う
と
「
白
玉
」
を
願
う
と
い
う
の
で
あ
る
。「
白
玉
」
に
つ
い
て
は
長
歌
で
は
「
珠

洲
の
海
人
」
が
「
沖
つ
御
神
」
に
渡
っ
て
潜
い
て
取
る
と
具
体
的
に
表
現
し
て
い

る
。
ま
た
反
歌
に
お
い
て
も
「
沖
つ
島
い
行
き
渡
り
て
潜
く
ち
ふ
」
と
真
珠
が
と

ら
れ
る
様
子
、「
沖
つ
島
」
と
場
所
が
歌
わ
れ
、
自
ら
の
所
有
物
で
は
な
い
も
の
、

そ
の
宝
物
を
手
に
し
て
い
る
海
人
に
羨
望
を
抱
く
。

　

し
か
し
な
が
ら
一
方
で
こ
の
歌
は
都
の
大
嬢
を
意
識
し
て
い
る
た
め
に
都
へ
贈

る
「
白
玉
」
は
「
ほ
と
と
ぎ
す　

来
鳴
く
五
月
の　

あ
や
め
草　

花
橘
に　

貫
き

交
じ
へ　

縵
に
せ
よ
」
と
い
う
よ
う
に
あ
や
め
草
や
橘
の
花
に
交
え
て
緒
に
と
お

し
て
縵
に
し
て
ほ
し
い
も
の
と
し
て
表
現
し
て
い
る
。
こ
れ
は
坂
上
郎
女
が
「
五

月
の
花
橘
を
君
が
た
め
玉
に
こ
と
貫
け
散
ら
ま
く
惜
し
み
（
八
ー
一
五
〇
二
）」

と
し
て
五
月
に
な
る
と
季
節
の
花
で
あ
る
橘
を
薬
玉
に
通
す
と
い
う
歌
や
、
家
持

が
大
嬢
に
「
橘
の
花
を
攀
ぢ
て
」
贈
っ
た
歌
（
八
ー
一
五
〇
七
）
の
な
か
で
「
百

枝
さ
し　

生
ふ
る
橘　

玉
に
貫
く　

五
月
を
近
み　

あ
え
ぬ
が
に　

花
咲
き
に
け

り
」
と
い
う
歌
に
あ
る
よ
う
に
、
五
月
の
風
習
と
し
て
女
た
ち
が
橘
を
薬
玉
に
糸

に
通
し
て
貫
く
と
い
う
風
習
に
基
づ
い
て
お
り
、「
白
玉
」
も
あ
く
ま
で
女
の
世

界
の
も
の
と
し
て
歌
っ
て
い
る
。
家
持
は
こ
の
歌
で
「
白
玉
」
は
越
中
の
も
の
で

あ
り
つ
つ
も
都
の
女
性
と
結
び
つ
く
も
の
と
し
て
表
現
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

　

家
持
が
都
を
意
識
し
て
歌
う
「
白
玉
」
に
つ
い
て
の
表
現
か
ら
考
え
た
時
、
越

中
に
い
る
大
嬢
に
と
っ
て
家
持
が
贈
る
こ
と
を
望
ん
だ
美
し
い
「
真
珠
」
こ
そ
は

都
の
女
性
か
ら
み
た
越
中
の
美
し
い
も
の
の
代
表
と
考
え
ら
れ
た
の
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
。
そ
の
よ
う
に
考
え
る
と
家
持
と
歌
を
「
誂
へ
」
た
大
嬢
の
共
通
の
理
解

と
し
て
都
と
越
中
を
結
ぶ
表
現
が
「
白
玉
」
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
家
持
か
ら
の

歌
で
都
の
女
性
に
身
近
な
も
の
と
な
っ
た
高
貴
な
も
の
を
今
、
越
中
か
ら
歌
う
こ

と
、
そ
れ
は
、
都
の
女
で
あ
っ
た
大
嬢
を
歌
の
世
界
の
延
長
線
上
に
お
き
な
が
ら

も
、「
越
中
」と
い
う
場
所
に
鄙
と
同
時
に
特
別
な
意
味
を
与
え
る
こ
と
で
あ
っ
た
。

　

大
浜
氏
が
論
じ
る
よ
う
に
、「
白
玉
」
は
若
い
女
性
を
主
に
た
と
え
る
も
の
で

あ
り
、
こ
の
よ
う
に
「
母
」
と
呼
ば
れ
る
女
性
を
た
と
え
る
こ
と
は
ま
れ
で
あ
る

と
言
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
当
時
一
般
の
歌
の
世
界
の
共
通
理
解
が
そ
う
で
あ
る
な

ら
ば
、「
誂
へ
ら
れ
た
」
歌
で
家
持
は
こ
の
「
真
珠
」
に
新
し
い
意
味
を
持
た
せ

て
都
の
女
で
あ
る
母
の
「
御
面
」
を
讃
え
る
表
現
と
し
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
こ
そ

が
都
の
歌
の
文
化
圏
の
中
で
、
大
嬢
と
坂
上
郎
女
と
の
共
通
の
越
中
を
歌
っ
た
表

現
で
あ
っ
た
と
い
え
る
の
で
は
な
い
か
。
都
の
歌
の
文
化
圏
に
い
る
母
と
娘
の
共

通
理
解
の
表
現
に
よ
っ
て
、
越
中
か
ら
歌
い
つ
つ
も
今
も
都
の
女
で
あ
る
大
嬢
が

い
る
越
中
を
都
と
続
く
も
の
と
し
た
の
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

　

家
持
は
、「
母
」
へ
「
誂
へ
ら
れ
」
た
歌
で
従
来
は
、
都
の
歌
の
文
化
圏
と
し

て
は
歌
い
得
な
か
っ
た
「
母
」
と
い
う
立
場
を
讃
え
る
対
象
の
「
御
言
」
か
ら
新

た
に
す
る
と
同
時
に
、
も
う
一
方
で
讃
え
た
「
御
面
」
に
つ
い
て
は
都
の
女
の
文

化
圏
を
も
と
に
し
つ
つ
表
現
し
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
て
越
中
へ
と
赴
く
家
持

を
歌
っ
た
「
鄙
」
と
し
て
の
「
越
」
と
は
異
な
っ
た
歌
表
現
の
「
越
中
」
が
現
れ

た
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
都
の
歌
の
文
化
圏
で
共
通
理
解
と
な
っ
て
い
た
鄙
は
旅

だ
っ
た
男
性
の
い
る
場
、
女
性
は
都
で
待
つ
と
い
う
位
置
関
係
は
こ
う
し
て
新
た

な
娘
と
母
と
い
う
関
係
で
歌
わ
れ
た
の
で
あ
る注

⑮

。

　

                     

お
わ
り
に

　

家
持
に
と
っ
て
妻
か
ら
「
誂
へ
ら
へ
」
て
歌
う
こ
と
は
、
都
の
歌
の
文
化
圏
の

中
で
歌
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
こ
で
は
従
来
の
歌
の
文
化
圏
と

は
異
な
っ
た
関
係
が
求
め
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。「
母
」
と
い
う
女
性
を
慕
う

「
娘
」
と
い
う
女
性
。
越
中
を
都
の
文
化
圏
の
延
長
と
し
た
こ
と
に
よ
り
、
都
の

女
で
あ
る
大
嬢
に
は
「
越
中
」
に
い
る
意
味
が
与
え
ら
れ
る
。
母
大
伴
坂
上
郎
女

に
と
っ
て
の
「
越
」
は
歌
を
交
わ
す
相
手
が
い
る
場
所
と
し
て
の
「
鄙
」
で
し
か

な
か
っ
た
が
、
こ
こ
で
「
越
」
は
娘
と
し
て
存
在
す
る
場
所
と
な
っ
て
い
る
の
で

あ
る
。
娘
と
し
て
越
中
で
、
都
の
母
を
思
う
こ
と
こ
そ
、
家
持
が
妻
か
ら
「
誂
へ

ら
れ
た
」
時
に
歌
に
託
し
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
今
、
家
持
に
母
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へ
の
歌
を
「
誂
へ
ら
れ
」
た
妻
と
し
て
の
大
嬢
を
超
え
て
、
歌
の
女
は
模
範
と
し

て
の
娘
と
な
っ
て
あ
ら
わ
れ
る
の
で
あ
っ
た
。

注①
家
持
と
大
嬢
が
越
中
で
と
も
に
生
活
を
は
じ
め
た
時
期
は
明
ら
か
で
は
な
い

が
、家
持
の
歌
、家
持
の
任
務
か
ら
考
え
、一
般
に
は
天
平
勝
宝
元
年
（
七
四
九
）

秋
に
大
帳
使
と
し
て
上
京
し
、初
冬
に
大
嬢
を
伴
っ
て
帰
任
し
た
も
の
と
す
る
。

②
新
日
本
古
典
文
学
大
系
一
二
九
三
〇
番
歌
の
脚
注

③
「
所
心
」
の
歌
は
直
接
坂
上
郎
女
に
答
え
た
も
の
で
は
な
い
た
め
省
略
す
る

④
「
恋
を
は
こ
ぶ
」『
大
伴
坂
上
郎
女
の
研
究
』

⑤
通
説
で
は
奈
良
の
家
に
留
ま
っ
て
家
持
の
妻
で
あ
る
大
嬢
に
代
わ
っ
て
留
守
役

を
務
め
る
女
性
と
さ
れ
る
。川
口
常
孝
氏
は「『
文
選
』な
ど
に
あ
る
漢
語『
留
子
』

か
ら
思
い
つ
い
て
和
製
漢
語
」と
す
る
。「『
京
の
丹
比
の
家
』考
」『
上
代
文
学
』

第
三
十
五
号

　

又
、
鉄
野
昌
弘
氏
は
『
純
日
本
紀
』
の
表
記
を
あ
げ
、「
留
女
」
は
「
留
」
が

本
名
で
あ
り
、
時
に
「
留
女
」
と
よ
ば
れ
た
と
す
る
。
さ
ら
に
は
家
持
は
兄
と

し
て
「
親
し
く
名
前
で
呼
ん
だ
」
が
「
大
伴
氏
の
令
嬢
と
し
て
の
待
遇
は
忘
れ

な
か
っ
た
」
た
め
「
留
女
之
女
郎
」
と
い
う
呼
称
を
用
い
た
と
さ
れ
る
「『
留

女
之
女
郎
』
小
考
」『
萬
葉
』
一
九
三
〇
号

⑥
新
日
本
古
典
文
学
大
系
四
一
八
四
番
歌
の
脚
注

⑦
小
野
寺
静
子
氏
「
大
伴
家
圏
の
人
々
と
歌
」『
坂
上
郎
女
と
家
持
－
大
伴
家
の

人
々
』

⑧
こ
の
左
注
が
つ
く
歌
は
次
の
も
の
で
あ
る

　

外
に
ゐ
て
恋
ふ
れ
ば
苦
し
吾
妹
子
を
継
ぎ
て
相
見
む
事
計
り
せ
よ

　

遠
く
あ
ら
ば
わ
び
て
も
あ
る
を
里
近
く
あ
り
と
聞
き
つ
つ
見
ぬ
が
す
べ
な
さ

　

白
雲
の
た
な
び
く
山
の
高
々
に
わ
が
思
ふ
妹
を
見
む
よ
し
も
が
も

　

い
か
な
ら
む
時
に
か
妹
を
む
ぐ
ら
ふ
の
き
た
な
き
や
ど
に
入
れ
い
ま
せ
て
む　

四
ー
七
五
六
～
九

⑨
「
妹
を
ま
ね
く
屋
戸
－
田
村
大
嬢
の
う
た
を
考
え
る
－
」『
別
府
大
学
紀
要
』

第
三
十
九
号

⑩
家
持
は
越
中
か
ら
丹
比
家
の
「
妹
」
と
呼
ぶ
相
手
に
贈
っ
た
歌
に
お
い
て
は
類

歌
を
用
い
つ
つ
あ
え
て
越
中
の
地
名
を
使
っ
て
い
る
。
都
に
贈
る
歌
に
お
い
て

家
持
自
身
の
越
中
と
い
う
土
地
の
意
識
に
つ
い
て
は
、
別
稿
に
委
ね
た
い
。

⑪
配
列
で
は
こ
の
歌
は
三
月
八
日
と
二
十
三
日
の
間
位
置
す
る
。
神
堀
忍
氏
は
こ

の
年
の
晩
春
か
ら
仲
夏
に
か
け
て
を
「
家
持
の
越
中
時
代
第
三
波
の
長
歌
多
作

期
」
と
し
作
歌
動
機
を
「
遠
く
越
中
に
あ
っ
て
、
さ
ま
ざ
ま
に
思
い
結
ぼ
ほ
れ

た
」
心
情
を
託
そ
う
と
し
た
も
の
と
す
る
。「
家
持
に
お
け
る
長
歌
－
越
中
守

時
代
を
中
心
に
－
」『
澤
潟
博
士
喜
寿
記
念
萬
葉
学
論
叢
』

⑫
「
大
伴
家
持
作
四
一
六
九
・
七
〇
番
歌
の
賀
歌
性
」『
万
葉
』
第
百
二
十
七
号

⑬
伊
藤
博
氏
は
大
濱
氏
の
論
を
支
持
し
つ
つ
も
反
歌
に
注
目
し
「
孤
独
の
母

を
元
気
づ
け
る
歌
以
外
の
も
の
で
は
な
い
」
と
す
る
。『
萬
葉
集
釋
注
』

四
一
六
九
・
七
〇
の
釈
文

⑭
家
持
の
歌
に
お
い
て
題
詞
で
は
「
真
珠
」
と
な
っ
て
い
る
が
、歌
で
は
「
白
玉
」

と
な
っ
て
い
る
た
め
、
以
下
「
白
玉
」
と
表
記
す
る
。

⑮
『
萬
葉
集
総
釋
』・『
萬
葉
集
評
釋
』（
窪
田
空
穂
）・『
新
潮
日
本
古
典
文
学
集

成
』・『
萬
葉
集
全
注
』（
青
木
生
子
）・『
萬
葉
集
釋
注
』
で
は
、
坂
上
郎
女
の

四
二
二
〇
・
一
番
歌
は
こ
の
四
一
六
九
・
七
〇
番
歌
へ
の
答
歌
と
し
て
い
る
。

　

歌
の
引
用
は
『
新
古
典
文
学
大
系　

萬
葉
集
』
に
よ
る
。


