
大
伴
坂
上
郎
女
の
歌
を
ど
う
よ
む
か
O

一
類
似
歌
・
類
洞
歌
を
中
心
と
し
て
一

古

庄

ゆ

き

子

〆

一

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
注
｝

 
か
つ
て
歴
史
家
石
母
田
正
氏
は
「
解
釈
と
鑑
賞
」
誌
上
に
お
い
て
「
万
葉
時

代
の
貴
族
生
活
の
一
側
面
」
と
題
さ
れ
て
万
葉
集
巻
八
、
一
五
九
二
、
同
一

五
九
三
、
同
一
六
二
四
、
同
一
六
二
五
、
同
一
六
二
六
の
大
伴
坂
上
郎
女
、
坂

上
大
意
、
大
伴
家
持
の
歌
を
と
り
あ
げ
ら
れ
、
作
品
へ
の
行
届
い
た
解
釈
、
鑑

賞
、
分
析
を
通
じ
て
、
彼
女
達
の
田
庄
で
の
生
活
1
土
地
、
生
産
生
活
と
の
分

離
を
い
ま
だ
し
き
っ
て
い
な
い
万
葉
時
代
の
貴
族
生
活
の
一
側
面
i
を
解
明
さ

れ
た
こ
と
が
あ
っ
た
。

 
氏
は
、
そ
れ
を
通
じ
て
万
葉
集
を
つ
く
り
出
し
た
時
代
の
貴
族
の
特
殊
性
i

平
安
朝
の
貴
族
と
の
比
較
に
お
い
て
、
土
地
と
の
深
い
つ
な
が
り
を
持
ち
続
け

て
い
る
〃
自
然
人
〃
と
し
て
の
そ
れ
一
へ
の
考
察
、
坂
上
郎
女
に
関
し
て
言
え

ば
、
跡
見
・
竹
田
の
「
ナ
リ
ド
コ
ロ
」
の
生
活
が
彼
女
の
詩
情
を
支
え
る
根
源

め
一
つ
で
あ
る
と
い
う
見
解
に
立
到
っ
て
お
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

馳
こ
れ
は
彼
女
に
つ
い
て
奈
良
朝
、
と
り
わ
け
天
平
期
の
高
度
な
貴
族
文
化
の

 
 
 
 
 
 
注
二

中
で
「
輝
く
才
能
」
を
発
揮
し
た
と
か
、
 
「
専
門
的
技
彌
」
を
持
つ
「
本
格
歌

注
三人

」
で
あ
っ
た
と
か
見
る
文
学
史
家
や
万
葉
研
究
家
大
方
の
見
解
、
彼
女
の
位

大
伴
坂
上
郎
女
の
歌
を
ど
う
よ
む
か
e
一
類
一
一
・
類
一
一
を
申
心
と
し
て
一

置
づ
け
と
は
著
し
く
異
る
も
の
で
あ
っ
た
。

 
も
っ
と
も
大
方
の
見
解
と
は
異
っ
て
、
彼
女
の
歌
を
「
男
性
貴
族
専
有
の
政

治
的
世
界
」
と
、
相
対
的
に
独
立
し
な
が
ら
存
在
し
た
と
考
え
ら
れ
る
古
い
「

大
伴
家
の
〈
婦
座
〉
（
カ
カ
ザ
）
」
か
ら
の
歌
声
で
あ
る
と
し
、
 
「
こ
の
〈
家
刀

自
〉
は
、
け
っ
し
て
稟
申
深
く
御
簾
を
か
け
て
ま
ど
ろ
む
ほ
ど
退
廃
は
し
て
お

ら
ず
、
田
庄
な
ど
に
出
て
釆
配
を
ふ
る
っ
た
ら
し
い
か
ら
、
勤
労
民
衆
と
の
接

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
注
四

触
は
男
性
貴
族
な
ど
よ
り
は
多
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
」
と
言
わ
れ
、
彼
女

の
歌
や
生
活
の
持
つ
農
耕
者
的
性
格
を
指
摘
さ
れ
、
彼
女
の
歌
の
意
義
を
確
認

さ
れ
る
吉
野
裕
氏
や
、
歌
の
面
か
ら
「
大
伴
家
持
の
伯
母
坂
上
郎
女
は
、
女
歌

人
申
に
も
、
名
高
い
人
だ
が
、
文
学
に
這
入
っ
て
み
る
筈
の
所
を
、
歯
を
喰
ひ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
注
五

し
ば
っ
て
、
文
学
に
這
入
る
ま
い
と
し
て
み
る
と
こ
ろ
が
見
え
る
。
」
と
、
そ

の
前
文
学
的
性
格
、
 
（
「
実
用
の
歌
」
）
を
説
か
れ
る
折
口
信
夫
氏
な
ど
が
あ

る
こ
と
は
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。

 
た
だ
大
方
の
傾
向
か
ら
す
れ
ば
こ
れ
ら
の
人
々
の
意
見
、
見
解
は
異
端
と
し

て
し
か
遇
さ
れ
て
い
な
い
感
が
あ
る
し
、
竹
田
庄
、
跡
見
庄
で
の
彼
女
の
生
活

を
「
男
は
官
に
居
れ
ば
、
京
師
を
離
れ
る
こ
と
が
出
来
な
い
か
ら
、
田
庄
の
監

督
は
自
つ
か
ら
女
の
手
に
依
っ
て
執
事
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
と
云
ふ
よ
り
も
、

（1）



好
む
と
好
ま
ざ
る
と
に
関
ら
ず
寧
ろ
さ
う
い
ふ
位
地
に
立
た
ざ
る
を
得
な
か
っ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
注
六

た
も
の
か
も
知
れ
な
い
。
」
と
積
極
的
に
意
味
づ
け
ら
れ
る
尾
山
篤
二
郎
氏
の

場
合
で
も
、
そ
れ
を
彼
女
の
詩
情
と
の
か
か
わ
り
で
把
え
よ
う
と
さ
れ
て
い
な

い
と
思
わ
れ
る
。

 
彼
女
を
ど
ん
な
生
活
者
と
し
て
描
く
か
1
農
村
的
、
直
接
生
産
者
的
生
活
を

生
活
の
根
拠
か
ら
ま
だ
失
っ
て
い
な
い
人
物
と
し
て
蓄
え
る
か
、
そ
れ
と
も
貴

族
社
会
の
高
度
な
文
化
の
申
に
住
ん
だ
女
性
と
し
て
描
く
か
は
、
彼
女
一
人
に

か
ぎ
ら
ず
万
集
の
貴
族
の
女
性
た
ち
の
生
活
や
歌
を
ど
う
位
置
づ
け
、
性
格
づ

け
る
か
に
か
か
わ
る
重
要
な
問
題
を
含
ん
で
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

 
歴
史
家
に
お
い
て
は
こ
の
問
題
が
古
代
貴
族
の
特
質
を
そ
の
経
済
的
基
盤
や

家
族
生
活
の
面
か
ら
分
析
、
追
求
す
る
こ
と
で
、
前
記
石
母
田
氏
や
家
永
三
郎

注
七

氏
等
に
よ
っ
て
一
応
解
明
さ
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
文
学
史
家
、
万
葉

研
究
者
の
方
は
吉
野
氏
や
折
口
氏
の
説
を
傍
系
に
押
し
や
っ
て
い
て
、
一
般
的

に
は
い
ま
だ
極
め
て
曖
昧
に
、
常
識
的
に
把
え
ら
れ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
よ
う

に
思
わ
れ
る
。

 
彼
女
を
天
平
期
の
貴
族
文
化
の
消
費
的
華
や
か
さ
の
申
で
理
解
し
よ
う
と
す

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
注
八

る
在
来
の
文
学
史
家
、
万
葉
研
究
者
の
思
考
の
基
底
に
あ
る
の
は
、
第
一
期
～

第
三
期
又
は
四
期
と
い
う
時
代
区
分
を
作
っ
て
諾
え
ね
ば
な
ら
な
い
、
野
情
の

質
や
素
材
に
変
化
の
激
し
く
現
わ
れ
る
男
性
貴
族
の
歌
（
言
葉
を
か
え
て
言
え

ば
個
性
的
歌
）
を
軸
に
し
た
一
本
の
コ
ー
ス
（
こ
れ
は
万
葉
の
主
流
を
な
す
も

の
で
あ
っ
た
が
）
を
の
み
絶
対
視
す
る
当
方
で
は
な
か
ろ
う
か
。
こ
れ
は
個
性

的
歌
、
個
人
的
主
題
や
将
情
を
う
た
い
あ
げ
た
歌
（
こ
れ
も
古
代
社
会
特
有
の

制
約
を
も
つ
も
の
で
あ
っ
た
が
）
の
系
譜
で
あ
る
。

 
階
級
関
係
に
お
い
て
は
、
た
し
か
に
疑
い
も
な
く
彼
女
達
は
直
接
生
産
か
ら

遊
離
し
、
社
会
的
特
権
を
所
有
す
る
特
権
者
「
貴
族
」
の
一
員
で
あ
っ
た
。
し

か
し
も
し
作
品
に
即
し
て
言
う
な
ら
ば
、
そ
の
発
想
、
手
法
、
拝
情
の
質
、
歌

の
作
ら
れ
る
目
的
、
効
用
等
々
に
お
い
て
は
貴
族
特
有
の
諸
性
格
を
持
っ
て
は

い
な
い
。
む
し
ろ
対
立
す
る
階
級
の
歌
に
近
い
諸
性
格
を
持
っ
て
さ
え
い
る
と

言
え
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
例
え
ば
彼
女
た
ち
の
歌
の
ほ
と
ん
ど
が
、
集
団

の
伝
統
的
習
俗
や
規
律
を
負
う
、
個
性
分
化
の
鈍
い
相
聞
掛
合
の
歌
で
あ
る
一

点
を
思
い
出
せ
ば
よ
い
。
な
ぜ
そ
う
な
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
歌
が
そ
れ
ぞ
れ
の

生
活
者
の
感
情
を
反
映
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
理
解
の
上
に
立
て
ば
当
然
彼

女
ら
の
生
活
が
典
型
的
な
貴
族
の
そ
れ
で
な
く
、
む
し
ろ
部
分
的
に
し
ろ
そ
れ

に
な
り
切
れ
な
い
、
あ
る
い
は
非
貴
族
的
要
素
を
含
み
持
っ
て
い
た
と
推
測
さ

れ
る
こ
と
は
許
さ
れ
よ
う
。

 
前
記
石
母
田
氏
は
、
坂
上
郎
女
等
の
歌
の
分
析
、
鑑
賞
を
通
し
て
万
葉
貴
族

の
生
活
1
特
に
土
地
と
の
か
か
わ
り
方
を
見
つ
け
ら
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
の

場
合
氏
は
「
万
葉
の
歌
は
芸
術
作
品
と
し
て
評
価
さ
れ
、
解
釈
さ
れ
る
こ
と
に

よ
っ
て
の
み
、
は
じ
め
て
歴
史
に
と
っ
て
の
資
料
と
な
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
の

ま
ま
歴
史
の
「
資
料
」
と
し
て
存
在
す
る
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
」
と
し
、

芸
術
と
し
て
の
歌
の
特
性
と
、
そ
れ
が
歴
史
を
反
映
す
る
仕
方
を
ふ
ま
え
る
見

解
に
立
た
れ
、
極
め
て
丹
念
に
、
肌
細
か
に
そ
れ
ぞ
れ
の
歌
の
解
釈
・
鑑
賞
・

分
析
を
さ
れ
、
そ
れ
を
通
し
て
「
お
そ
ら
く
貴
族
の
子
女
で
あ
る
大
旨
が
（
一

六
二
四
番
の
釜
煎
古
庄
）
農
業
に
従
事
す
る
は
ず
が
な
い
と
い
う
一
般
的
な
説

か
ら
推
測
さ
れ
た
」
説
を
「
一
首
自
身
の
分
析
か
ら
だ
さ
れ
た
解
釈
」
に
よ
っ

て
訂
正
さ
れ
、
坂
上
郎
女
や
そ
の
娘
諸
嬢
の
詩
情
を
田
庄
に
お
け
る
農
業
経
営

（
氏
は
こ
の
場
合
彼
女
達
の
農
業
経
営
へ
の
か
か
わ
り
方
を
経
営
管
理
者
と
見

て
お
ら
れ
る
。
）
の
中
か
ら
生
ま
れ
た
も
の
と
位
置
づ
け
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

（2）



 
残
念
だ
け
れ
ど
も
私
は
ま
だ
歌
一
首
を
そ
の
よ
う
な
読
み
方
に
よ
r
、
て
歴
史

と
切
り
む
す
ば
せ
る
方
法
を
獲
得
し
て
い
な
い
し
、
逆
に
歴
史
的
現
実
と
文
学

の
か
か
わ
り
方
を
み
つ
け
出
し
て
い
な
い
し
、
そ
の
よ
う
な
綿
密
な
手
だ
て
で

文
学
研
究
の
申
に
と
り
込
ん
で
行
く
方
法
を
見
出
し
て
い
な
い
。
そ
こ
か
ら
、

し
ば
し
ば
万
葉
女
性
貴
族
の
歌
を
彼
女
達
の
具
体
的
生
活
に
即
さ
な
い
で
、
手

も
ち
の
常
識
を
も
っ
て
押
し
殺
し
、
ゆ
が
め
て
、
貴
族
一
般
（
と
い
う
よ
り
は

わ
れ
わ
れ
手
も
ち
の
貴
族
概
念
で
あ
る
。
そ
し
て
わ
れ
わ
れ
の
手
も
ち
の
そ
れ

は
平
安
貴
族
の
そ
れ
が
投
影
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
反
省
さ
れ
る
）
の
中
に
収
敏

さ
せ
て
し
ま
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

 
歴
史
家
と
し
て
の
石
母
田
氏
、
こ
こ
で
は
と
り
上
げ
る
こ
と
が
少
な
か
っ
た

が
国
文
学
者
と
し
て
の
吉
野
裕
氏
の
業
績
は
わ
れ
わ
れ
に
こ
の
問
題
の
解
明
の

方
法
や
展
望
を
示
し
て
く
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。

 
以
下
石
母
田
、
吉
野
氏
の
論
考
を
も
と
に
、
坂
上
郎
女
の
作
品
、
そ
の
生
活

と
の
結
び
つ
き
を
考
え
て
み
た
い
。

二

 
坂
上
郎
女
は
人
麿
に
匹
敵
す
る
歌
人
だ
と
評
さ
れ
る
反
面
、
他
人
の
作
と
類

似
の
歌
の
多
い
非
個
性
的
な
歌
人
だ
と
既
さ
れ
て
も
い
る
。
そ
れ
は
妥
当
な
評

価
で
あ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
は
そ
の
点
を
と
り
上
げ
て
考
え
て
み
た
い
。

 
ま
ず
最
初
に
彼
女
に
ど
れ
ほ
ど
他
人
の
歌
と
の
類
似
歌
が
あ
る
の
か
明
ら
か

に
し
て
み
た
い
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
注
九

 
次
は
五
味
保
義
氏
「
大
伴
坂
上
郎
女
」
に
お
い
て
、
氏
が
と
り
あ
げ
て
お
ら

れ
る
類
似
歌
を
筆
者
が
表
示
し
た
も
の
で
あ
る
。

大
伴
坂
上
郎
女
の
歌
を
ど
う
よ
む
か
e
i
類
似
歌
・
回
想
歌
を
申
心
と
し
て
一

ω
 
類
似
 
歌

覧

大
伴
坂
上
郎
女
の
歌

類

似

歌

VOL四四四四

NO五
二
五

五
二
六

五
二
七

五
二
九

VOL
三ノ、

＝
二

NO

 
作
者
名

一

三
三
＝
二

一
／

．
一
／
／

九
一
五

三
二
四
四

二
六
四
〇

七一

六九七七
三一六四

、
車
持
千
矩

／
‘  
 
 
／

／
 
／
' 

／

 
 
／

 
 
 
／

 
 
 
 
／

 
 
 
 
／
／

四

五
六
三
、

四

四四四

六
四
七

六
四
九

六
六
六

二七一

｝
人
難

 
古
歌
集
，

五
七
三

沙
弥
満
誓

四

六
八
四

三
＝
四／
一

三
七
九
．
／
．

 
 
 
 
 
／

 
 
 
 
 
 
ノ
び

二
五
八
三
 
 
 
／
／

 
 
 
 
 
 
 
 
，
，
γ
／

一

二
三
五
五

人
麿
歌
集

（3）



四四、
四

四山A山ノ、A山ノ、八八八

六
八
六

六
八
八

七
二
六

七
六
〇

九
六
三

九
六
四

九
八
一

一
〇
二
八

一
四
七
四

一
四
八
四

一
六
五
六

二＝
二二

＝
一七七三

二
〇

．
一
〇

八五

二
五
三
九

二
七
六
二

二 八
〇 六

三
〇
八
八

一
二
一
三

＝
四
七

二
九
〇

四
二
九
三

一
八
六
七

一
四
六
七

八
二
一

磐
姫
皇
后

弓
削
皇
子

間
人
大
浦

．
元
正
天
皇

弓
削
皇
子

笠
沙
祢

ω
家
持
の
歌
と
の
類
同
性

八 八 八 八 六 六 六 四 四 四 VOL
大
伴
坂
上

一 一 一 一

郎
女

六 六 四 四 九 九 九 六 六 五 NO の

五 二 五 四 九 九 八 六 二 二 歌

一 ○ ○ 七 五 三 二 ○ ○ 八

八 充 四 ； 充 六 一      一

?九
四 四 四 VOL一

家
持

一 四 三 四 四 四
の

五 一 七 九 一 九 ニ ー 六 七 七 NO 歌
五 九 八 八 六 四 九 四 八 四 一
四 八 九 七 一 四 二 九 ○ ○ 五

一 VOL
一
他

一 我 の

『
人

一 一 『 一 一 ＝ 一 一 一 物
宍杏

NO
の

酉 歌

（4）



八
晶
七

繭
六
五
四

三
九
二
八

八四

一
五
七
二

七
五
二

 
類
似
歌
に
う
い
て
の
理
解
の
仕
方
に
よ
っ
て
は
異
論
の
あ
る
と
こ
ろ
で
あ
ろ

う
し
、
必
ず
し
も
五
味
氏
の
と
り
あ
げ
ら
れ
た
の
が
妥
当
と
は
言
え
な
い
か
も

知
れ
な
い
が
、
私
は
幽
応
氏
の
提
示
さ
れ
た
も
の
に
従
う
こ
と
に
す
る
。

 
そ
れ
に
よ
る
と
上
記
の
表
の
よ
う
に
類
似
歌
三
二
首
（
内
、
家
持
と
の
そ
れ

が
＝
齢
、
そ
の
他
二
〇
）
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
彼
女
の
歌
の
総
数
八
四
首
（

長
歌
六
、
旋
頭
歌
一
、
短
歌
七
七
）
の
約
三
八
％
で
あ
る
。
よ
り
正
し
く
言
え

ば
類
似
歌
は
霊
と
し
て
旋
頭
歌
、
短
歌
に
表
わ
れ
て
い
る
の
だ
か
ら
、
そ
の
割

合
は
も
ろ
と
高
く
な
る
は
ず
で
あ
る
。

 
こ
れ
ほ
ど
の
数
の
類
似
歌
を
持
っ
て
い
る
の
は
一
般
的
に
言
っ
て
独
創
性
の

な
い
作
家
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
ま
ず
そ
の
論
議
に
す
す
む
前

に
、
彼
女
の
類
似
歌
の
内
容
を
調
べ
て
み
よ
う
。

 
表
に
よ
う
て
明
ら
か
な
よ
う
に
彼
女
の
歌
と
類
似
歌
を
持
つ
巻
、
作
者
に
は

一
つ
の
特
徴
が
あ
る
。
そ
れ
を
要
約
す
る
と

 
一
、
人
語
・
．
赤
人
・
憶
良
・
旅
人
等
い
わ
ゆ
る
こ
と
ば
を
意
識
し
て
駆
使
し

 
 
個
性
的
な
拝
情
の
世
界
を
つ
ぐ
り
出
し
た
専
門
歌
人
の
歌
の
中
に
類
似
歌

 
 
が
な
い
こ
と
。

 
2
、
大
伴
氏
、
と
り
わ
け
家
持
を
中
心
に
し
た
、
養
老
-
天
平
年
間
の
歌
が

 
 
収
め
ら
れ
て
い
る
巻
四
、
六
、
八
に
類
似
歌
が
多
い
こ
と
。

 
3
、
二
十
一
．
、
十
二
、
十
三
の
民
謡
の
中
に
類
似
歌
が
多
い
こ
と
。

大
伴
坂
上
郎
女
の
歌
を
ど
う
よ
む
か
e
l
類
似
歌
・
回
想
歌
を
中
心
と
U
て
U  

4
、
巻
七
、
巻
八
の
貴
族
の
歌
と
思
わ
れ
る
無
署
名
の
作
品
に
類
似
歌
に
多

 
 
い
こ
と
。

 
5
、
作
者
名
の
明
ら
か
な
部
分
に
つ
い
て
は
（
家
持
を
除
く
。
）

 
 
 
ω
伝
未
詳
者
。
 
（
車
持
千
年
、
間
入
大
浦
）

 
 
 
＠
同
時
代
人
で
あ
り
、
旅
人
・
家
持
を
介
し
て
同
一
文
化
圏
に
あ
っ
た

 
 
 
 
と
思
わ
れ
る
人
物
。
 
（
満
誓
・
車
持
千
年
）

 
 
 
の
前
時
代
人
（
磐
姫
皇
后
、
弓
削
皇
子
）

 
 
が
み
ら
れ
る
。

 
6
、
類
似
歌
は
主
と
し
て
相
聞
歌
で
あ
る
。
そ
れ
も
古
く
か
ら
伝
承
さ
れ
た

 
 
と
思
わ
れ
る
も
の
（
磐
姫
皇
后
、
弓
削
皇
子
）
、
又
は
、
同
時
代
の
近
親

 
 
者
の
も
の
で
あ
る
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
注
一
〇

 
7
、
明
ら
か
に
創
作
歌
で
な
く
「
神
楽
歌
」
の
「
採
物
」
を
ひ
き
う
つ
し
た

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
注
一
一

 
 
も
の
。
 
（
元
正
天
皇
）
こ
れ
は
口
調
歌
と
思
わ
れ
る
。
 
 
 
 
・

と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

 
こ
れ
は
彼
女
の
歌
の
性
格
を
考
え
る
場
合
に
重
要
な
手
が
か
り
に
な
る
。
口

承
伝
承
性
の
つ
よ
い
古
歌
集
、
人
差
歌
集
の
作
者
不
詳
歌
や
東
国
、
近
畿
の
民

謡
、
又
は
、
口
、
耳
に
よ
る
伝
播
可
能
な
同
時
代
の
近
親
者
の
歌
、
し
か
も
一

般
性
・
普
遍
性
の
あ
る
相
聞
歌
に
深
い
類
縁
関
係
を
持
っ
て
い
る
こ
と
は
、
彼

女
が
耳
や
口
の
世
界
に
生
き
て
い
た
こ
と
の
証
拠
で
は
な
か
ろ
う
か
。

 
彼
女
の
歌
に

 
大
伴
坂
上
郎
女
、
親
族
と
宴
す
る
日
に
吟
ふ
歌
一
首

矧
山
守
の
あ
り
け
る
知
ら
に
そ
の
山
に
緊
結
ひ
立
て
て
結
ひ
の
恥
し
つ

 
大
伴
宿
祢
駿
河
麿
、
即
ち
和
ふ
る
歌
一
首

覗
山
守
は
け
だ
し
あ
り
と
も
吾
妹
子
に
結
ひ
け
む
標
を
人
解
か
め
や
も
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と
い
う
の
が
あ
っ
て
、
当
時
の
歌
で
も
ま
だ
口
謡
歌
の
基
盤
か
ら
解
放
さ
れ
て

い
な
か
っ
た
と
い
う
例
証
に
よ
く
引
か
れ
る
の
だ
が
、
類
似
歌
の
傾
向
が
示
す

と
こ
ろ
が
ら
考
え
れ
ば
、
そ
れ
は
特
殊
例
外
な
の
で
は
な
く
て
、
彼
女
の
歌
全

体
に
わ
た
っ
て
考
え
て
よ
い
こ
と
で
は
あ
る
ま
い
か
。
彼
女
は
ま
だ
口
や
耳
の

世
界
に
生
き
て
い
た
の
で
あ
り
、
机
に
向
っ
て
自
己
内
面
を
み
つ
め
、
そ
れ
を

文
字
で
追
い
求
め
る
わ
れ
わ
れ
と
同
じ
次
元
に
い
た
の
で
は
な
か
っ
た
と
言
え

な
い
か
。
後
述
五
味
氏
が
批
判
的
に
指
摘
さ
れ
る
「
詞
使
聯
合
を
得
意
と
す

る
、
手
工
的
な
興
味
」
も
、
彼
女
を
口
・
耳
の
世
界
の
人
だ
と
考
え
れ
ば
、
批

難
に
値
し
な
い
当
然
な
傾
向
だ
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
私
は
彼
女
の
歌
と
類

似
歌
つ
類
早
歌
と
の
聞
に
は
、
い
わ
ゆ
る
「
影
響
関
係
」
と
い
う
考
え
方
を
入

れ
な
い
方
が
正
し
い
と
考
え
る
。
そ
の
次
元
で
は
多
く
の
歌
が
共
有
財
産
と
し

て
口
か
ら
耳
へ
伝
承
、
伝
播
、
流
動
し
て
い
た
し
、
そ
れ
を
発
想
の
基
と
し
て

新
た
に
作
ら
れ
た
歌
も
、
作
ら
れ
た
と
同
時
に
再
び
伝
播
、
流
動
の
運
動
を
は

じ
め
る
と
考
え
ら
れ
る
。
と
す
る
な
ら
ば
個
人
の
主
体
的
行
為
に
か
か
わ
る
い

わ
ゆ
る
「
影
響
関
係
」
で
は
把
え
ら
れ
な
い
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

 
以
上
を
見
た
だ
け
で
も
、
私
は
彼
女
の
歌
に
個
性
的
か
否
か
と
い
う
問
題
設

定
を
す
る
こ
と
に
た
め
ら
い
を
感
ず
る
の
で
あ
る
。
彼
女
の
不
幸
は
、
大
方
の

論
に
お
い
て
、
賞
讃
さ
れ
る
に
し
て
も
彪
さ
れ
る
に
し
て
も
、
常
に
こ
の
視
角

つ
ま
り
、
讐
個
性
的
、
創
作
を
規
準
に
し
た
そ
れ
か
ら
照
さ
れ
て
き
た
と
こ
ろ
に

あ
る
。

 
五
味
保
義
氏
の
論
考
「
大
伴
坂
上
郎
女
」
は
、
そ
れ
を
も
っ
と
も
典
型
的
に

示
し
て
い
る
も
の
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

 
氏
は
彼
女
の
作
風
を
「
真
実
心
の
吐
露
よ
り
も
、
手
な
れ
た
詞
句
駆
使
に
其

特
長
を
見
る
」
 
（
五
二
五
～
五
二
八
番
の
歌
の
評
。
以
下
の
注
古
庄
）
．
と
す
る

立
場
か
ら
、

（
前
掲
）

（／）（ロ）（・り（ホ）

彼
女
の
歌
に
見
ら
れ
る
模
倣
、
類
似
歌
、
類
想
歌
を
挙
げ
ら
れ

内
に
掘
り
進
む
と
い
ふ
よ
り
、
簡
便
に
現
在
に
役
立
て
る
た
め
の
作
歌

と
い
っ
た
、
作
り
方
で
あ
っ
た
や
う
に
思
ふ
。
 
（
五
六
三
、
七
二
六
、

九
八
一
、
一
〇
二
八
、
一
四
八
四
、
一
六
五
六
番
の
歌
の
評
。
）

在
り
来
り
の
言
葉
を
使
用
し
て
、
在
り
来
り
の
恋
愛
感
情
を
野
べ
た
、

或
は
叙
述
し
た
に
す
ぎ
な
い
。
 
（
九
六
四
番
の
歌
の
評
。
）

（
相
手
の
歌
）
に
対
す
る
挨
拶
で
あ
る
。
 
（
中
略
）
手
軽
な
作
歌
態
度

で
あ
る
。
 
（
六
四
七
番
の
歌
の
評
。
）

特
に
坂
上
郎
女
の
好
ん
で
手
を
つ
け
た
相
聞
の
歌
は
、
切
な
い
恋
情
を

将
べ
て
、
作
者
が
慰
め
を
得
る
と
い
ふ
以
外
に
、
意
を
通
ず
る
た
め
の

道
具
と
し
て
製
作
さ
れ
た
か
に
見
え
る
。
 
（
六
四
七
、
六
四
九
、
六
六

六
、
六
八
四
、
六
八
六
、
六
八
八
、
七
六
〇
、
九
六
三
、
九
六
四
、
一

四
七
四
の
歌
の
評
。
）

個
性
的
詠
嘆
は
少
く
、
む
し
ろ
環
境
に
応
じ
て
、
そ
れ
に
辻
褄
の
あ
ふ

要
領
の
良
さ
が
、
其
時
昭
々
人
々
に
迎
へ
ら
れ
た
や
う
に
思
へ
る
。
其

時
々
々
の
事
件
に
適
合
す
る
作
品
を
成
し
得
る
技
巧
、
即
ち
詞
使
聯
合

を
得
意
と
す
る
、
手
工
的
な
興
味
の
方
が
、
情
を
湛
へ
て
、
自
己
や
対

象
の
個
性
を
彫
り
出
す
努
力
よ
り
も
常
に
先
行
し
た
と
考
へ
て
よ
い
や

う
で
あ
る
。
 
（
前
同
）

こ
の
交
会
し
て
近
親
同
族
相
楽
し
む
時
に
、
作
歌
が
添
へ
物
に
さ
れ
て

来
た
の
は
、
坂
上
郎
女
時
代
の
著
し
い
特
長
で
あ
り
、
同
時
に
作
歌
力
を

均
ら
し
、
聖
算
歌
を
著
し
く
増
加
せ
し
め
た
原
因
の
一
つ
で
あ
ろ
う
。
旅

人
の
作
っ
た
空
気
を
、
更
に
に
ぎ
や
か
に
し
且
堕
落
せ
し
め
た
の
は
、
郎
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女
の
責
で
あ
る
と
言
っ
て
差
支
な
か
ろ
う
。
（
九
九
五
番
の
歌
の
評
。
．
）

 
㈲
 
家
持
の
こ
の
発
展
（
郎
女
の
九
八
二
番
の
歌
と
家
持
の
四
一
四
九
、
四

 
 
 
二
九
二
の
歌
の
比
較
に
お
い
て
。
注
古
庄
）
は
、
彼
の
勉
強
に
依
り
、

 
 
 
坂
上
郎
女
の
方
が
こ
れ
以
上
発
展
し
な
か
っ
た
の
は
、
其
作
歌
の
出
発

 
 
 
か
ら
運
命
づ
け
ら
れ
て
る
た
所
の
社
交
性
で
あ
り
、
そ
の
社
交
性
の
中

 
 
 
に
安
居
し
て
、
前
進
の
意
欲
を
持
た
な
か
っ
た
心
構
へ
に
在
る
や
う
に

 
 
 
思
は
れ
る
。
 
（
九
八
二
番
の
歌
の
評
。
）

 
㈱
 
 
（
前
略
）
つ
ま
り
歌
が
詠
嘆
で
な
く
、
説
明
な
の
で
、
意
味
だ
け
を
相

 
 
 
手
に
伝
へ
よ
う
と
し
て
み
る
に
止
ま
る
。
 
（
＝
ハ
ニ
○
番
の
歌
の
評
）
。

 
ω
 
 
（
前
略
）
つ
ま
り
何
年
経
っ
て
も
、
こ
の
二
人
置
郎
女
と
家
持
）
は
相

 
 
 
聞
贈
答
に
関
す
る
限
り
、
或
水
準
か
ら
脱
す
る
こ
と
な
く
、
又
脱
し
よ

 
 
 
う
と
す
る
意
欲
も
な
し
に
、
惰
性
的
に
作
歌
し
て
み
た
の
だ
と
言
ふ
こ

 
 
 
と
が
出
来
る
。
 
（
三
九
二
八
番
［
の
歌
の
評
。
）

 
図
 
 
（
前
略
）
歌
に
は
そ
の
対
象
物
だ
け
を
惜
し
み
愛
し
む
だ
け
で
な
く
、

 
 
 
そ
れ
ら
対
象
物
に
自
己
の
情
意
を
託
し
て
み
る
や
う
な
所
が
見
え
る
。

 
 
 
こ
れ
は
作
者
の
意
図
し
た
も
の
で
な
く
、
作
品
の
力
が
よ
わ
い
た
め
に

 
 
 
対
象
自
身
の
持
つ
に
ほ
ひ
が
、
濃
く
表
れ
る
に
よ
っ
て
生
ず
る
、
消
極

 
 
 
的
情
趣
な
の
だ
と
思
は
れ
る
。
 
（
一
六
五
四
番
の
歌
の
評
。
）

と
い
う
評
を
各
県
に
つ
い
て
、
詳
細
に
な
さ
れ
て
お
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

 
氏
の
指
摘
は
、
ま
こ
と
に
細
部
に
わ
た
っ
て
行
き
届
い
て
い
る
。
し
か
し
そ

れ
が
特
徴
の
客
観
的
指
摘
の
叙
述
で
は
な
く
、
彼
女
の
歌
の
諸
特
徴
を
否
定
す

べ
き
も
の
と
い
う
一
貫
し
た
評
価
の
申
で
な
さ
れ
て
い
く
と
こ
ろ
、
つ
ま
り
事

実
を
事
実
と
し
て
と
り
あ
げ
、
そ
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
を
さ
ぐ
り
出
す
こ
と
を

ネ
グ
レ
ク
ト
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
、
対
象
の
本
質
を
見
出
す
の
を
い
ち
じ
る

し
く
困
難
に
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

 
氏
の
評
語
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
氏
に
と
っ
て
歌
は
常
に
「
真
実
心
の
吐

露
」
で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
「
内
に
掘
り
進
む
」
「
個
人
的
詠
嘆
」
で
あ
る
べ

き
で
あ
り
、
「
相
手
に
意
を
通
ず
る
た
め
の
道
具
と
し
て
製
作
さ
れ
」
て
は
な

ら
な
い
し
、
ま
し
て
親
族
相
楽
し
む
席
で
の
作
歌
は
歌
を
堕
落
さ
せ
る
原
因
で

し
か
な
い
。
氏
は
そ
う
い
う
前
提
に
立
た
れ
て
彼
女
の
歌
を
断
罪
さ
れ
る
の
で

あ
る
。

 
氏
の
論
の
根
底
に
は
、
歌
は
個
人
の
詠
嘆
を
吐
露
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
酒

席
な
ど
で
作
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
、
一
人
で
こ
と
ば
を
え
ら
び
、
想
を
練
っ

て
苦
吟
す
べ
き
も
の
で
あ
る
べ
き
だ
と
い
う
信
条
、
信
念
が
確
固
と
し
て
あ
っ

て
そ
れ
が
す
べ
て
の
評
価
基
準
と
な
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
の
氏
の

信
条
、
信
念
を
裏
付
け
て
い
る
の
は
、
現
代
歌
人
の
歌
や
作
歌
の
あ
り
よ
う
で

あ
る
。
氏
は
、
そ
れ
を
絶
対
視
し
て
郎
女
の
歌
の
評
価
に
持
込
ん
で
お
ら
れ
る

の
だ
が
、
こ
れ
で
は
寝
台
の
身
丈
に
合
わ
せ
て
人
を
裁
断
し
た
と
い
う
寓
話
と

同
じ
で
、
相
手
の
正
体
を
確
か
に
見
き
わ
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
思
う
。

 
記
紀
歌
謡
や
民
謡
を
み
よ
う
。
そ
こ
で
は
常
に
集
団
の
、
し
か
も
享
楽
的
・

酒
席
等
が
作
歌
の
場
に
な
っ
て
い
る
。
し
か
も
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
し
ば
し

ば
目
を
見
張
る
よ
う
な
新
鮮
な
歌
が
作
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
彼
女
の
親
族

宴
が
新
鮮
な
う
た
を
生
む
場
で
な
い
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
わ
か
る
が
、
集
団
そ

の
も
の
を
否
定
さ
れ
る
氏
の
考
え
方
に
は
従
い
難
い
も
の
が
あ
る
。

 
ま
た
、
個
人
の
主
体
的
作
歌
活
動
を
基
に
し
て
考
え
ら
れ
る
氏
は
、
彼
女
に

相
聞
贈
答
の
歌
が
多
い
こ
と
に
関
し
て
、
彼
女
の
「
好
ん
で
手
を
つ
け
た
」
分

野
だ
と
言
わ
れ
る
が
、
彼
女
の
多
く
の
相
聞
歌
が
そ
の
よ
う
に
し
て
出
来
た
も

の
で
あ
ろ
う
か
。
「
好
ん
で
手
を
つ
け
た
」
と
い
う
の
は
環
境
（
彼
女
の
場
合

大
伴
坂
上
郎
女
の
歌
を
ど
う
よ
む
か
e
l
類
似
歌
・
類
想
歌
を
中
心
と
し
て
一

（7）



は
所
属
し
た
氏
族
）
の
規
制
を
破
壊
し
、
超
越
し
う
る
〃
自
由
”
な
立
場
に
あ

る
者
に
よ
っ
て
主
体
的
、
能
動
的
に
選
択
さ
れ
た
時
に
言
え
る
事
で
あ
ろ
う
。

彼
女
が
そ
の
よ
う
な
意
味
で
〃
自
由
”
で
あ
っ
た
か
は
、
相
聞
贈
答
一
あ
る
い

は
掛
合
と
い
ヶ
べ
き
か
一
の
歴
史
の
古
さ
、
共
同
体
集
団
の
生
活
に
根
ざ
し
た

深
さ
を
考
え
て
み
れ
ば
自
ら
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
彼
女
は
自
由
に
選
択
し
て
、

つ
ま
り
「
好
ん
で
手
を
つ
け
た
」
の
で
は
な
く
て
、
彼
女
を
つ
つ
む
社
会
の
生

活
習
俗
の
中
に
生
き
続
け
て
い
た
で
あ
ろ
う
相
聞
掛
合
の
世
界
の
（
そ
れ
が
ど

ん
な
形
で
存
在
し
た
か
は
別
に
考
え
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
で
あ
る
が
）
一
員
と

し
て
、
そ
れ
を
作
る
べ
く
置
か
れ
て
い
た
の
だ
と
考
え
る
方
が
よ
り
真
実
に
近

い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
こ
れ
は
、
い
ま
だ
〃
個
性
”
の
生
き
る
場
所
で
も
な

く
、
個
人
の
仔
情
の
存
在
す
る
と
こ
ろ
で
も
な
か
っ
た
。

 
改
め
て
言
ヶ
ま
で
も
な
い
が
、
古
い
氏
族
共
同
体
か
ら
分
出
し
た
個
性
の
所

有
者
が
歴
史
の
上
に
登
場
し
、
自
我
の
営
み
と
し
て
個
人
の
拝
情
を
う
た
い
上

げ
て
来
る
に
は
長
い
歴
史
的
時
間
を
要
し
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
相
聞
掛
合
の

歌
は
、
そ
の
よ
う
な
い
わ
ゆ
る
歌
人
の
生
ま
れ
出
な
い
前
か
ら
、
古
い
共
同
体
の

恋
愛
、
結
婚
に
ま
つ
わ
る
民
俗
、
生
活
習
俗
と
し
て
作
ら
れ
続
け
て
来
た
も
の

で
あ
っ
た
し
竃
万
葉
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
個
性
的
歌
人
に
よ
っ
て
文
学
化
さ
れ

て
い
く
一
方
、
生
活
習
俗
の
生
み
出
す
歌
と
し
て
生
き
続
け
た
の
で
あ
っ
た
。

当
然
の
乙
ど
と
し
て
そ
こ
で
は
作
歌
行
為
が
作
歌
行
為
と
し
て
分
立
し
て
あ
っ

た
の
で
は
な
か
っ
た
し
、
孤
独
な
個
人
の
心
の
表
現
、
五
味
氏
の
こ
と
ば
を
借

り
れ
ば
、
「
切
な
い
恋
情
を
野
べ
て
、
作
者
が
慰
め
を
得
る
」
歌
で
あ
る
前
に

何
よ
り
も
そ
れ
は
相
手
を
予
想
し
、
相
手
の
歌
と
の
関
係
に
お
い
て
作
ら
れ
る

も
の
、
「
意
志
を
通
じ
る
た
め
の
道
具
」
で
あ
り
「
挨
拶
」
「
書
簡
代
り
」
で

な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
相
手
を
予
想
し
、
そ
れ
と
の
園
係
の
申
で
の
み
自

己
を
実
現
す
る
掛
合
形
式
は
集
団
の
中
に
と
け
こ
ん
で
、
口
や
耳
の
世
界
に
生

き
た
時
点
で
の
人
々
に
と
っ
て
の
も
っ
と
も
一
般
的
、
普
遍
的
な
〃
作
歌
”
の

方
法
で
あ
っ
た
。

 
坂
上
郎
女
の
歌
は
こ
の
よ
う
な
歌
、
 
（
と
い
う
よ
り
歌
謡
）
の
流
れ
の
中
に

置
い
て
理
解
さ
れ
る
べ
き
だ
と
私
は
考
え
る
。

 
も
っ
と
も
彼
女
は
天
平
期
の
貴
族
の
一
員
と
し
て
生
き
た
の
で
あ
る
限
り
、

原
始
的
歌
謡
や
民
謡
と
は
異
る
享
楽
的
気
分
や
、
あ
る
種
の
ア
ン
ニ
ュ
イ
、
あ

る
い
は
仏
教
的
無
常
観
（
五
味
氏
は
九
九
五
、
一
六
五
六
番
の
歌
を
挙
げ
ら
れ

る
）
を
反
映
し
て
い
る
し
、
折
口
信
夫
氏
が
「
文
学
に
這
入
っ
て
み
る
筈
の
所

を
、
歯
を
喰
ひ
し
ば
っ
て
、
文
学
に
這
入
る
ま
い
と
し
て
み
る
」
と
い
う
言
い

方
で
指
摘
さ
れ
る
繊
細
微
妙
な
ゆ
ら
ぎ
を
感
じ
さ
せ
る
歌
（
一
四
四
七
の
歌
に

つ
い
て
の
評
。
五
味
氏
も
こ
の
歌
を
あ
げ
ら
れ
て
、
三
九
八
七
の
家
持
の
歌
と

比
較
さ
れ
た
後
、
「
や
は
り
家
持
の
作
の
方
に
、
本
格
的
な
作
歌
の
道
に
立
っ

て
み
る
、
い
さ
ぎ
ょ
さ
が
認
め
ら
れ
る
。
」
と
い
わ
れ
て
い
る
。
 
「
い
さ
ぎ
ょ

さ
」
は
わ
か
り
に
く
い
が
適
評
で
あ
る
と
思
う
。
た
だ
そ
れ
が
例
の
よ
う
に
両

者
の
才
能
や
努
力
の
違
い
の
よ
う
に
受
取
ら
れ
て
い
る
事
を
、
両
者
の
次
元
の

違
い
、
郎
女
の
微
妙
だ
け
れ
ど
も
ぶ
つ
き
ら
棒
な
所
の
あ
る
歌
を
口
諦
の
世
界

の
所
産
と
し
、
よ
り
微
妙
な
ゆ
ら
ぎ
を
持
つ
家
持
の
歌
を
文
字
の
世
界
の
そ
れ

と
理
解
し
か
え
る
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
）
等
が
あ
る
こ
と
は
確
か
で

あ
る
が
、
そ
れ
を
直
ち
に
個
牲
的
歌
と
考
え
る
こ
と
は
で
き
ま
い
。

 
そ
れ
は
彼
女
の
独
自
な
歌
境
の
一
つ
の
よ
う
に
云
わ
れ
て
い
る
自
然
を
う
た

っ
た
歌
を
と
り
あ
げ
て
み
て
も
わ
か
る
。
彼
女
の
歌
に
は
一
般
的
に
云
わ
れ
る

ほ
ど
自
然
の
歌
、
叙
景
歌
と
い
う
も
の
は
な
い
。
彼
女
は
赤
人
の
よ
う
に
自
然

を
観
賞
す
べ
き
も
の
と
し
て
訴
え
た
清
澄
な
自
然
詠
は
な
い
。
彼
女
の
歌
に
と

（8）



り
込
ま
れ
た
鼠
然
は
、
自
然
の
息
づ
か
い
が
直
ち
に
転
じ
て
、
彼
女
の
心
情
ど

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
注
＝
一

重
な
る
具
合
の
も
の
で
あ
る
。
五
味
氏
が
「
歌
（
一
六
五
四
の
歌
、
自
然
を
詠

ん
で
い
る
。
注
古
庄
）
に
は
そ
の
対
象
物
だ
け
を
惜
し
み
愛
し
む
だ
け
で
な

く
、
そ
れ
ら
対
象
物
に
自
己
の
情
意
を
託
し
て
み
る
や
う
な
所
が
見
え
る
。
」

と
指
摘
さ
れ
る
点
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
自
然
と
彼
女
の
関
係
は
五
味
氏
の
云

わ
れ
る
よ
う
に
「
作
者
の
意
図
し
た
も
の
で
な
」
い
。
し
か
し
「
作
品
の
力
が

よ
わ
い
た
め
」
で
は
説
明
に
な
ら
な
い
だ
ろ
う
σ
お
そ
ら
く
そ
れ
は
自
然
と
人

間
の
神
話
化
関
係
が
ま
つ
先
に
破
壊
さ
れ
た
人
グ
と
、
そ
れ
が
貫
徹
さ
れ
ず
、

部
分
的
に
も
温
存
さ
れ
て
い
る
人
々
と
の
認
識
の
違
い
で
あ
ろ
う
。
前
者
は
急

速
に
法
的
秩
序
の
完
備
し
て
行
く
古
代
国
家
の
機
構
の
唯
申
で
氏
族
共
同
体
か

ら
の
分
離
◎
孤
独
な
人
問
へ
の
解
体
を
し
た
た
か
経
験
さ
せ
ら
れ
た
男
性
貴
族

の
目
で
あ
り
、
後
者
は
そ
の
解
体
分
離
を
決
定
的
に
追
ら
れ
な
い
、
部
分
的
に

そ
れ
の
保
た
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
郎
女
達
女
性
貴
族
の
目
で
あ
る
と
言
え
る
の

で
は
あ
る
ま
い
か
。

 
つ
い
で
に
ふ
れ
る
と
、
男
性
貴
族
と
女
性
貴
族
は
同
時
代
同
一
圏
内
に
生
活

し
な
が
ら
生
活
の
位
相
は
か
な
り
異
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

 
例
え
ば
彼
女
と
「
姪
姑
」
の
関
係
で
あ
り
、
姑
・
婿
で
も
あ
っ
た
家
持
は
、

歌
の
上
で
も
大
き
な
影
響
関
係
を
持
つ
も
の
と
し
て
諸
家
の
家
持
論
に
し
て
も

郎
女
論
に
し
で
も
必
ず
論
じ
ら
れ
て
い
る
が
、
図
式
的
に
云
え
ば
朝
起
に
仕
え

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
注
一
三

る
官
僚
と
し
て
の
彼
と
、
大
伴
氏
一
族
、
親
族
（
そ
の
内
実
を
、
今
、
私
は
朗

ら
か
に
し
得
で
い
な
い
が
）
を
舞
台
に
、
自
己
所
有
に
か
か
わ
る
田
庄
の
管
理

や
氏
神
を
ま
つ
り
、
同
族
の
婚
姻
を
と
り
ま
と
め
る
〃
家
刀
自
”
と
し
て
の
彼

女
と
は
、
本
質
的
に
生
活
の
位
相
を
異
に
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
二
人

前
歌
の
位
根
の
違
い
で
も
あ
る
だ
ろ
う
。

大
伴
坂
上
郎
女
の
歌
を
ど
う
よ
む
か
e
l
類
似
歌
・
回
想
歌
を
申
心
4
U
で
U
，

 
万
葉
集
に
お
い
て
一
つ
の
極
に
人
麿
、
赤
人
、
憶
良
、
旅
入
、
家
持
の
よ
う

な
個
性
分
化
し
た
作
歌
群
を
生
み
出
し
、
一
方
に
集
団
性
を
負
う
民
謡
が
対
置

さ
れ
る
が
、
貴
族
の
女
性
達
の
歌
は
、
貴
族
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
も
っ
て
個

性
分
化
の
激
し
い
男
性
貴
族
の
そ
れ
と
同
様
に
読
む
こ
と
は
事
実
に
即
さ
ず
、

そ
れ
を
歪
曲
す
る
も
の
で
あ
る
。

 
わ
れ
わ
れ
は
個
性
分
化
し
た
男
性
貴
族
の
底
辺
に
、
口
諦
に
よ
っ
て
歌
が
つ

く
ら
れ
、
伝
播
し
て
い
く
、
口
や
耳
だ
け
の
働
く
生
活
体
、
共
同
体
の
生
活
習

俗
が
作
歌
の
契
機
と
し
て
存
在
す
る
世
界
が
相
対
的
に
独
立
し
て
あ
っ
た
と
考

え
ざ
る
を
得
な
い
。
そ
れ
が
歴
史
具
体
的
に
は
何
を
指
す
か
は
歴
史
家
に
教
え

を
乞
う
以
外
に
は
な
い
け
れ
ど
も
（
石
母
田
氏
の
言
わ
れ
る
竹
田
、
跡
見
、
田

庄
の
生
活
も
そ
の
一
つ
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
）
歌
で
は
っ
き
り
ど
そ
れ
が
表

わ
れ
て
い
る
。

 
以
上
の
観
点
か
ら
五
味
氏
の
指
摘
さ
れ
る
郎
女
の
歌
の
欠
陥
を
見
て
行
く
と

氏
の
指
摘
が
歌
の
鋭
い
鑑
賞
に
支
え
ら
れ
て
い
る
だ
け
に
、
視
点
を
変
え
る
こ

と
で
そ
れ
は
そ
の
ま
ま
彼
女
の
歌
の
特
質
と
し
て
意
味
づ
け
る
こ
と
が
出
来
る

よ
う
に
思
わ
れ
る
。

 
彼
女
の
歌
は
、
氏
の
い
わ
れ
た
通
り
ま
さ
に
「
簡
便
に
現
在
に
役
立
て
る
た

め
の
作
歌
」
に
外
な
ら
な
か
っ
た
し
、
「
（
相
手
）
に
対
す
る
挨
拶
」
な
の
で

あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
が
「
こ
れ
以
上
発
展
し
な
か
っ
た
の
は
、
其
作
歌
の
出
発

か
ら
運
命
づ
け
ら
れ
て
る
た
所
の
社
交
性
」
で
あ
っ
た
。
し
か
し
「
そ
の
社
交

性
に
安
居
し
て
、
前
進
の
意
欲
を
持
た
な
か
っ
た
」
の
は
彼
女
の
「
心
構
へ
に

在
る
や
う
に
思
は
れ
」
て
は
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
家
持
の
「
発
展
」
が
単
に
「

勉
強
に
依
っ
」
た
と
い
う
視
点
か
ら
訴
え
ら
れ
る
の
は
、
い
か
に
も
歴
史
の
中

に
お
け
る
人
間
の
状
況
把
握
と
し
て
は
軽
々
し
く
な
り
す
ぎ
る
。
同
様
に
親
族

（ 9． ）



ノ

共
同
体
の
中
に
と
っ
ぷ
り
身
を
浸
し
て
い
る
郎
女
が
「
心
構
え
」
や
「
意
欲
」

を
持
つ
こ
と
で
家
持
と
同
じ
様
な
歌
が
作
ら
れ
た
と
仮
定
す
る
の
は
、
万
葉
貴

族
の
生
活
面
の
特
質
一
氏
族
的
な
も
の
と
官
僚
的
な
も
の
と
の
か
ら
み
あ
い
：

を
全
く
無
視
、
あ
る
い
は
安
易
に
理
解
し
す
ぎ
た
も
の
で
あ
る
。

 
わ
れ
わ
れ
は
彼
女
の
歌
を
現
代
の
、
個
性
が
磨
滅
し
他
の
歌
人
の
こ
と
ば
を

つ
ぎ
は
ぎ
し
て
い
る
作
家
と
同
一
範
疇
に
入
れ
て
考
え
る
こ
と
か
ら
解
放
す
る

必
要
が
あ
る
。
そ
し
て
彼
女
の
生
活
が
生
み
出
し
た
民
謡
的
「
実
用
の
歌
」
が
、
家

持
達
男
性
貴
族
の
個
性
的
歌
の
給
源
と
な
っ
た
こ
と
に
積
極
的
意
義
を
与
え
る

べ
き
で
あ
る
。
彼
女
が
才
女
で
あ
っ
た
か
ら
賞
さ
る
べ
き
で
は
な
く
、
〃
家
刀
自

”
と
し
て
の
歌
声
を
う
た
い
あ
げ
た
こ
と
に
意
味
が
あ
る
の
だ
と
言
え
よ
う
。

三

 
以
上
坂
上
郎
女
の
類
想
歌
、
類
似
歌
の
意
味
を
申
心
に
彼
女
の
歌
の
読
み
方

を
不
充
分
な
が
ら
考
え
て
み
た
。
彼
女
の
歌
が
ま
だ
正
当
に
評
価
さ
れ
位
置
づ

け
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
も
あ
っ
て
、
こ
こ
で
は
主
と
し
て
彼
女
に
被
せ
ら
れ
て

い
る
既
成
の
概
念
を
破
る
こ
と
が
主
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
が
、
こ
れ
は
彼
女
の

特
質
を
消
極
的
に
と
り
出
す
こ
と
で
し
か
な
か
っ
た
。
今
後
①
彼
女
の
特
質
を

積
極
的
に
押
し
出
せ
る
歌
を
と
り
あ
げ
る
こ
と
、
②
そ
れ
と
か
か
わ
る
彼
女
の

生
活
の
内
実
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
等
を
と
り
あ
げ
た
い
と
考
え
る
。

注
一

注
一
で

昭
和
三
十
一
年
十
月
特
集
増
大
号
「
万
葉
人
の
生
活
・
社
会
・
言

語
」関

み
さ
を
「
万
葉
に
現
れ
た
る
女
流
歌
人
と
そ
の
歌
』
収
「
大
伴

重
三注注注

六五四
注注
八七

注
九

注
一
〇

注
＝

坂
上
郎
女
」

岩
波
小
辞
典
『
日
本
文
学
一
古
典
』
 
「
お
お
と
も
さ
か
の
え
の
い

ら
っ
め
」
の
項
。

吉
野
裕
『
防
人
歌
の
基
礎
構
造
』
収
「
大
伴
坂
上
郎
女
の
場
合
」

『
折
口
信
夫
全
集
』
第
十
一
巻
収
「
女
流
短
歌
史
」

尾
山
篤
二
郎
『
大
伴
家
持
の
研
究
』
収
「
大
伴
ノ
坂
上
ノ
郎
女

考
」万

葉
集
大
成
3
収
「
万
葉
時
代
と
家
族
生
活
」

関
み
さ
を
、
高
藤
武
馬
、
尾
上
篤
二
郎
、
五
味
保
義
の
各
氏
は
（

少
異
は
あ
る
が
）
大
体
こ
の
立
場
を
と
ら
れ
る
方
々
で
あ
る
と
考

え
ら
れ
る
。

万
葉
集
大
成
1
0
収
「
大
伴
坂
上
郎
女
」

元
正
天
皇
の
歌
（
万
葉
集
巻
二
〇
・
四
二
九
三
）

あ
し
ひ
き
の
山
行
き
し
か
ば
山
人
の
我
に
得
し
め
し
山
苞
そ
こ
れ

は
、
神
楽
歌
採
物
に
み
ら
れ
る
、

逢
坂
を
今
朝
越
え
く
れ
ば
山
人
の
我
に
く
れ
た
る
山
杖
そ
こ
れ

あ
し
ひ
き
の
山
を
険
し
み
木
綿
付
く
る
榊
が
枝
を
杖
に
伐
り
つ
る

す
べ
神
の
み
山
の
杖
と
山
人
の
千
年
を
祈
り
伐
れ
る
御
杖
ぞ

と
比
較
し
て
み
れ
ば
、
両
者
が
同
根
の
歌
で
あ
る
こ
と
は
自
ら
明
・

ら
か
で
あ
る
。

こ
の
歌
の
前
書
に

山
村
に
幸
行
し
し
時
の
歌
二
首

先
の
太
正
天
皇
の
陪
従
の
王
臣
に
詔
り
た
ま
は
く
、
そ
れ
諸
王
三

等
、
和
ふ
る
歌
を
賦
し
て
奉
ず
べ
し
と
の
り
た
ま
ひ
て
即
ち
、
御

⊂1Q〕幽



注
＝
一

注
＝
二

口
號
し
た
ま
は
く

と
あ
る
。

土
橋
寛
氏
に
よ
れ
ば
「
天
皇
の
歌
は
「
御
口
號
」
と
あ
り
詞
書
に

9
も
「
御
製
歌
」
で
な
く
単
に
「
歌
」
と
あ
る
か
ら
既
存
の
歌
を
、

天
皇
が
唱
へ
ら
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
」
と
い
わ
れ
る
。
土
橋
寛
著

『
古
代
歌
謡
と
儀
礼
の
研
究
』
収
「
正
月
行
事
と
山
人
の
儀
礼
」

拙
稿
「
大
伴
坂
上
郎
女
ノ
ー
ト
」
 
「
日
本
文
学
」
 
（
一
九
六
〇
・

九
）
参
照

祢
永
貞
三
著
「
万
葉
時
代
の
貴
族
」
 
（
万
葉
集
大
成
5
収
）
参
照

〔豆の

大
伴
坂
上
郎
女
の
歌
を
ど
う
よ
む
か
e
l
類
似
歌
・
類
三
三
を
中
心
と
し
て
ー


