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野
守
は
⾒
ず
や 
君
が
袖
ふ
る 

 
―

古
代
双
系
社
会
と
⽇
本
⽂
学―

 
 

吉
⽥ 

賢
右  

あ
か
ね
さ
す
紫
野
⾏
き
標 し

め

野 の

⾏
き 

野
守
は
⾒
ず
や
君
が
袖
振
る 

 

春
の
明
る
い
⽇
差
し
の
野
で
︑
ほ
ら
︑
野
守
︵
野
の
管
理

⼈
︶
が
⾒
て
る
じ
Ỷ
な
い
の
︑
と
気
に
し
て
い
る
ふ
う
で

は
あ
る
が
︑
実
は
そ
れ
以
上
に
︑
別
れ
た
け
れ
ど
も
今
で

も
思
い
の
あ
る
⼈
が
︑
⾃
分
に
⼿
を
振
ỵ
て
く
れ
る
の
が

う
れ
し
い
︑
と
い
う
歌
︒ 

琵
琶
湖
岸
の
⼤
津
京
で
即
位
し
た
ば
か
り
の
天
智
天
皇

が
陽
春
の
⼀
⽇
︑
蒲
⽣
野
で
薬
草
な
ど
を
採
集
す
る
ピ
ク

ニ
ỿ
ク
を
催
し
た
と
き
に
額
⽥
王

ぬ
か
た
の
お
お
き
み

が
作
ỵ
た
歌
で
あ
る
︒

額
⽥
王
は
⼤
海
⼈

お

お

あ

ま

の

皇
⼦

お

う

じ

︵
天
智
の
弟
︑
後
の
天
武
天
皇
︶

の
妻
で
⼆
⼈
の
間
に
は
⼦
供
も
で
き
て
い
た
が
別
れ
て
︑

今
は
天
智
天
皇
の
愛
を
受
け
る
⼈
と
な
ỵ
て
い
た
︒
ひ
さ

し
ぶ
り
の
再
会
に
⼿
を
振
ỵ
て
い
る
の
は
⼤
海
⼈
皇
⼦

で
あ
る
︒ 

 

紫む

ら

草さ

き

の
に
ほ
へ
る
妹
を
憎
く
あ
ら
ば 

 

⼈
妻
ゆ
ゑ
に
我
恋
ひ
め
や
も 

 

皇
⼦
の
返
歌
は
︑
今
で
も
思
い
が
あ
る
か
ら
こ
そ
⼈
妻
で

あ
る
あ
な
た
に
⼿
を
振
る
の
で
す
よ
︑
と
こ
れ
も
よ
ろ
こ

ん
で
恋
情
を
伝
え
る
︒ 

 

こ
れ
は
︑
天
皇
の
思
い
⼈
に
対
し
て
︑
元
夫
と
は
い
え
︑

み
ん
な
が
⾒
て
い
る
と
こ
ろ
で
⼤
胆
に
も
恋
の
か
け
あ

い
を
す
る
歌
で
あ
る
︒
し
か
も
︑
後
ろ
め
た
さ
や
暗
い
と

こ
ろ
は
み
じ
ん
も
な
い
︒
普
通
に
考
え
れ
ば
決
し
て
ゆ
る

さ
れ
な
い
こ
と
が
天
皇
の
⽬
前
で
⾏
わ
れ
て
い
る
︒
そ
し

て
︑
そ
れ
が
隠
さ
れ
る
こ
と
も
な
く
︑
万
葉
集
に
収
録
さ

れ
後
世
に
伝
わ
る
︒ 

 

こ
の
歌
は
︑
野
遊
び
の
後
の
宴
会
で
余
興
と
し
て
披
露
さ

れ
た
も
の
で
︑
⾔
葉
通
り
に
う
け
と
ỵ
て
は
い
け
な
い
︑

と
い
う
解
釈
が
あ
る
︒
そ
う
だ
ろ
う
か
︒
貴
族
王
族
た
ち

は
︑
天
皇
の
い
る
場
で
︑
こ
の
歌
を
聞
い
て
は
笑
い
ざ
わ

め
く
こ
と
が
で
き
た
か
︒
私
は
冗
談
で
は
す
ま
な
い
内
容

だ
と
思
ỵ
て
き
た
︒ 

 

そ
う
思
ỵ
て
き
た
の
は
︑
⼤
和
朝
廷
の
構
造
は
隋
や
唐
と

同
じ
く
ア
ジ
ア
的
専
制
国
家
だ
と
私
が
思
い
込
ん
で
い

た
か
ら
で
あ
る
︒こ
の
こ
ろ
朝
廷
は
隋
や
唐
に
く
り
か
え

し
⼤
使
節
団
を
送
り
︑
国
家
統
治
技
術
︵
律
令
制
︐
官
僚

制
︶
や
仏
教
︑
⽂
化
を
学
び
︑
取
り
⼊
れ
て
い
た
の
だ
か

ら
︒
し
か
し
︑
最
近
︑
そ
う
で
も
な
い
こ
と
を
知
ỵ
た
︒

⽂
明
を
成
⽴
さ
せ
た
中
⼼
︵
中
国
︶
に
隣
接
す
る
周
辺
の

国
︵
朝
鮮
︶
は
⼤
帝
国
の
制
度
や
精
神
を
そ
の
ま
ま
受
け

⼊
れ
た
が
︑
そ
れ
よ
り
も
さ
ら
に
外
縁
の
亜
周
辺
国
︵
⽇

本
︶
は
そ
こ
に
先
⾏
す
る
⽂
化
を
⼟
台
に
し
て
選
択
あ
る

い
は
修
飾
し
て
取
り
⼊
れ
て
独
⾃
の
⽂
化
を
形
成
す
る

機
会
が
あ
ỵ
た
︵
注
１
︶︒ 

 
⽇
本
で
は
⾶
⿃
時
代
か
ら
奈
良
時
代
に
か
け
て
⼋
代
六

名
の
⼥
帝
が
出
現
し
た
︵
注
２
︶︒
当
時
︑
帝
︵
み
か
ど
︶

が
没
す
る
と
︑
群
⾂
が
集
ま
り
次
の
帝
を
選
ん
だ
︒
そ
の

際
に
︑
ま
ず
は
亡
く
な
ỵ
た
帝
の
︵
⼦
供
で
は
な
く
︶
キ

サ
キ
︵
皇
后
︑
妃
︑
嬪
︶︑
キ
ἂ
ウ
ダ
イ
︵
兄
弟
姉
妹
︶

が
候
補
と
な
り
︑
そ
の
中
か
ら
︑
政
事
の
経
験
を
積
ん
だ

壮
年
の
者
が
選
ば
れ
た
︵
た
と
え
ば
⼥
帝
の
即
位
の
時
の

年
令
は
︑
推
古39

才
︑
皇
極49

才
︑
持
統46

才
︶︒

今
ま
で
の
歴
史
学
で
は
︑
こ
れ
ら
の
⼥
帝
は
︑
適
当
な
男

性
の
候
補
が
い
な
い
間
の
中
継
ぎ
と
考
え
ら
れ
て
い
た

が
︑
そ
う
で
は
な
い
︒
⼥
帝
の
治
世
は10
年
か
ら36

年
間
に
及
ぶ
︒
そ
れ
ぞ
れ
に
有
能
な
積
極
的
な
統
治
者
で

あ
ỵ
た
︒
直
系
男
性
に
帝
位
を
引
き
継
ぐ
⽗
系
制
は
ま
だ

存
在
せ
ず
︑
男
⼥
と
も
に
帝
位
に
つ
く
こ
と
が
で
き
た
の

で
あ
る
︵
双
系
制
︶︒ 

 

驚
い
た
こ
と
に
︑
最
近
の
発
掘
調
査
に
よ
る
と
︑
⾶
⿃―

奈
良
時
代
で
は
︑
帝
の
住
む
内
裏
に
は
キ
サ
キ
の
い
る
場

所
は
無
か
ỵ
た
︒
つ
ま
り
︑
皇
后
在
所
や
後
宮
の
よ
う
な

建
物
は
な
か
ỵ
た
︒
複
数
い
る
キ
サ
キ
は
︑
そ
れ
ぞ
れ
王

族
⼥
性
と
し
て
出
⾝
⽒
族
の
邸
宅
︵
ミ
ヤ
︶
に
住
ん
で
い

た
︒
た
と
え
ば
︑
聖
武
天
皇
の
皇
妃
光
明
⼦
の
ミ
ヤ
は
藤

原
不
⽐
等
邸
の
⼀
郭
に
あ
り
︑
聖
武
天
皇
は
そ
の
ミ
ヤ
に

⾏
幸
し
て
い
る
︒
将
来
帝
位
に
つ
く
か
も
し
れ
な
い
息
⼦

や
娘
も
ミ
ヤ
で
育
て
ら
れ
た
︒
ミ
ヤ
は
キ
サ
キ
と
そ
の
⼦
︑

出
⾝
⽒
族
の
活
動
拠
点
で
あ
り
重
要
な
権
⼒
基
盤
で
あ

ỵ
た
の
だ
︒当
然
︑キ
サ
キ
た
ち
の
独
⽴
性
は
強
か
ỵ
た
︒



 
 
2 

⼀
緒
に
育
て
ら
れ
た
キ
ἂ
ウ
ダ
イ
の
絆
は
強
か
ỵ
た
し
︑

双
系
的
社
会
で
の
政
治
的
な
結
集
を
は
か
る
た
め
に
近

親
結
婚
が
繰
り
返
さ
れ
た
︒
背
⼦
︵
せ
こ
︑
夫
と
兄
弟
の

両
義
︶
妹
︵
い
も
︑
妻
と
姉
妹
の
両
義
︶
と
い
う
不
思
議

な
⾔
葉
の
社
会
的
な
背
景
に
は
そ
う
い
う
事
情
が
あ
ỵ

た
と
理
解
で
き
た
︒ 

 

以
上
は
宮
廷
の
話
で
あ
る
が
︑
⽇
本
古
代
︵
古
墳
時
代
ổ

奈
良
時
代
︶
に
お
い
て
は
⼀
般
社
会
で
も
親
族
結
合
は
⺟

系
で
も
⽗
系
で
も
な
く
︑
双
系
制
で
あ
ỵ
た
と
い
う(

注

３)

︒
男
⼥
は
同
格
で
︑
多
く
の
⼥
性
の
⾸
⻑
が
い
た
︒

私
は
ま
ỵ
た
く
知
ら
な
か
ỵ
た
が
︑
初
期
の
古
墳
に
埋
葬

さ
れ
て
い
る
古
代
⾸
⻑
の
半
分
近
く
が
熟
年
⼥
性
だ
と

い
う
︵
⾻
か
ら
︑
あ
る
い
は
甲
冑
が
副
葬
ữ
男
︶︒
巫
⼥

的
な
⾸
⻑
で
は
な
く
⾏
政
的
な
⾸
⻑
で
あ
り
⼦
供
も
い

た
こ
と
は
︑
多
く
の
場
合
︑
残
さ
れ
た
⾻
盤
に
妊
娠
痕
が

み
ら
れ
る
こ
と
か
ら
わ
か
る
︒
単
独
で
埋
葬
さ
れ
て
い
る

こ
と
が
多
い
が
︑
男
⼥
で
埋
葬
さ
れ
て
い
る
場
合
で
も
夫

婦
で
は
な
く
キ
ἂ
ウ
ダ
イ
だ
と
い
う
︒
男
⼥
は
別
に
住
居

を
も
ち
︑
男
が
⼥
の
と
こ
ろ
に
通
う
妻
問
婚
が
主
流
だ
ỵ

た
の
だ
ろ
う
︒
男
⼥
は
固
定
的
な
関
係
に
強
く
縛
ら
れ
る

こ
と
な
く
離
合
し
︑
婚
姻
の
き
ず
な
よ
り
も
キ
ἂ
ウ
ダ
イ

な
ど
⾎
縁
関
係
の
⽅
が
強
か
ỵ
た
ら
し
い
︒ 

 

こ
れ
で
初
め
て
わ
か
ỵ
た
︒ 

⼥
性
の
独
⽴
性
が
強
く
︑
⼀
⽅
的
で
強
迫
的
な
貞
節
観
念

と
は
無
縁
の
双
系
制
の
⾊
濃
い
社
会
で
あ
れ
ば
︑
額
⽥
王

と
⼤
海
⼈
皇
⼦
の
歌
の
や
り
と
り
︵
関
係
︶
は
︑
罪
深
い

も
の
で
は
な
く
︑
⼈
⽬
に
つ
い
て
周
囲
の
関
⼼
を
引
く
こ

と
が
あ
る
と
し
て
も
︑
お
お
ら
か
に
承
認
さ
れ
る
も
の
だ

ỵ
た
の
だ
︒ 

 

額
⽥
王
の
歌
を
収
録
し
て
い
る
万
葉
集
に
は
︑
男
⼥
の
愛

の
歌
が
た
く
さ
ん
あ
る
︒
⼥
性
を
作
者
と
す
る
和
歌
も
多

い
︒
歌
は
萎
縮
せ
ず
の
び
の
び
し
て
い
る
︒
こ
の
時
代
に

⼥
性
が
個
⼈
と
し
て
恋
の
歌
を
詠
み
そ
れ
が
⽂
芸
と
し

て
価
値
あ
る
も
の
と
認
識
さ
れ
て
記
録
さ
れ
︑
今
で
も
⾒

る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
の
は
世
界
の
他
の
地
域
に
は

な
い
こ
と
の
よ
う
に
思
う
︒﹁
和
歌
は
本
来
︑
も
の
の
あ

は
れ
︑
い
ろ
ご
の
み
︑
す
な
わ
ち
男
⼥
の
仲
の
こ
と
を
歌

う
の
が
基
本
で
あ
ỵ
て
︑四
季
歌
も
︑雑
歌
も
︑賀
歌
も
︑

哀
傷
歌
も
︑
そ
の
い
は
ば
延
⻑
や
変
奏
と
い
う
形
で
ゆ

く
﹂︵
注
４
︶
と
す
れ
ば
︑
和
歌
を
⽣
み
出
し
た
の
は
︑

双
系
制
の
社
会
と
い
う
こ
と
に
な
る
︒ 

 

し
か
し
︑
古
代
宮
廷
の
雰
囲
気
は
徐
々
に
変
わ
ỵ
て
い
ỵ

た
︒
双
系
制
に
よ
る
皇
位
継
承
は
︑
資
格
の
あ
る
候
補
者

が
多
く
︑
帝
位
の
代
替
わ
り
の
た
び
に
︑
キ
ἂ
ウ
ダ
イ
や

近
親
の
あ
い
だ
で
陰
惨
な
政
争
が
繰
り
返
さ
れ
敗
者
と

な
ỵ
た
御
⼦
・
豪
族
が
殺
さ
れ
た
︵
有
⾺
皇
⼦
・
⼤
友
皇

⼦
・
⼤
津
皇
⼦
・
⻑
屋
王
・
・
︶︒
そ
れ
を
避
け
る
た
め

に
在
位
中
の
帝
が
︑
あ
ら
か
じ
め
男
⼦
後
継
者
を
指
名
す

る
こ
と
︵
⽴
太
⼦
︶
が
多
く
な
ỵ
た
︒
キ
サ
キ
た
ち
は
内

裏
の
中
に
住
む
よ
う
に
な
ỵ
た
︒
そ
れ
は
⽇
本
に
導
⼊
さ

れ
た
⽗
系
制
の
中
国
法
制
が
次
第
に
浸
透
し
て
い
く
過

程
で
も
あ
ỵ
た
︒
朝
廷
の
軍
事
的
要
素
の
増
⼤
も
⽗
系
に

傾
斜
す
る
︒
ま
た
︑
双
系
制
は
︑
イ
エ
が
労
働
と
⽣
産
の

場
で
あ
る
と
き
に
︑
適
合
的
な
仕
組
み
で
あ
り
︑
宮
廷
が

そ
の
⽣
産
現
場
か
ら
遠
く
離
れ
て
時
間
が
た
つ
に
つ
れ
︑

双
系
的
慣
習
が
失
わ
れ
て
い
ỵ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
︒ 

 

そ
れ
で
も
︑
⽗
系
制
が
宮
廷
に
定
着
し
た
平
安
京
時
代
で

も
︑
多
く
の
⼥
性
が
⽂
化
的
に
活
躍
で
き
た
の
は
双
系
制

の
記
憶
が
⽣
き
て
い
た
か
ら
だ
ろ
う
︒
源
⽒
物
語
で
は
︑

光
源
⽒
は
⽗
で
あ
る
帝
の
妃
と
密
通
し
て
⼦
ま
で
な
し

て
い
る
︒
フ
ỻ
ク
シ
ἂ
ン
と
は
い
え
︑
帝
位
を
傷
つ
け
相

対
化
す
る
そ
ん
な
設
定
が
咎
め
ら
れ
る
こ
と
な
く
認
め

ら
れ
て
い
る
の
は
︑考
え
て
み
れ
ば
驚
き
で
あ
る︵
注
５
︶︒ 

 

注
１
 

カ
ổ
ル
・
ウ
イ
ỿ
ト
フ
Ỿ
ゲ
ル
の
考
え
︒
柄
⾕
⾏

⼈
も
こ
の
あ
た
り
詳
し
い
︵﹁
世
界
史
の
構
造
﹂
岩
波
書

店
︶︒ 

 

注
２
 

﹁
⼥
帝
の
古
代
王
権
史
﹂︵
義
江
明
⼦
著
︑
ち
く

ま
新
書
︶
を
お
も
し
ろ
く
読
ん
だ
︒
そ
こ
に
は
︑
私
が
知

ら
な
か
ỵ
た
歴
史
の
解
析
が
紹
介
さ
れ
て
い
た
︒
以
下
︑

こ
れ
に
多
く
た
よ
ỵ
て
述
べ
る
︒ 

 

注
３
 

少
し
調
べ
た
ら
︑
原
始
⺟
系
制
か
ら
中
世
⽗
系
制

へ
︑
と
い
う
私
の
知
識
は
前
世
紀
の
も
の
で
︑
古
代
⽇
本

の
親
族
制
は
双
系
制
だ
ỵ
た
︑
と
い
う
の
は
今
で
は
学
界

の
常
識
の
よ
う
で
あ
る
︒
そ
れ
で
も
今
回
︑
私
が
感
⼼
納

得
し
た
の
は
︑
物
理
的
な
証
拠
で
そ
れ
が
裏
付
け
ら
れ
た

︵evidence -based

︶
こ
と
で
あ
る
︒
す
な
わ
ち
︑
初
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期
古
墳
の
埋
葬
者
の
多
く
が
⼥
性
で
あ
る
こ
と
︑
内
裏
の

発
掘
に
よ
ỵ
て
妃
の
居
住
所
や
後
宮
に
あ
た
る
建
物
が

内
裏
に
は
無
か
ỵ
た
こ
と
の
発
⾒
で
あ
る
︵
原
著
論
⽂
に

当
た
り
た
か
ỵ
た
が
⽂
科
系
の
原
著
は
な
か
な
か
⼿
が

届
か
な
か
ỵ
た
︶︒ 

 

注
４
 

丸
⾕
才
⼀
﹁
花
⽕
屋
の
⼤
将
﹂71

ペ
ổ
ジ
︒ 

丸
⾕
さ
ん
は
︑
明
治
天
皇
と
⼤
正
天
皇
の
御
製
歌
集
か
ら

恋
の
歌
が
排
除
さ
れ
て
い
る
の
を
嘆
い
て
い
る
︒
そ
ん
な

こ
と
は
明
治
ま
で
な
か
ỵ
た
︒ 

 

注
５
 

思
う
に
︑
⽀
配
層
で
は
⽗
系
制
が
⽀
配
的
に
な
ỵ

た
が
︑
双
系
制
の
記
憶
は
社
会
の
伏
流
と
し
て
後
代
に
も

持
続
し
︑
⼥
性
が
喜
怒
哀
楽
を
持
つ
⼈
間
と
し
て
登
場
し

男
性
と
の
関
係
が
展
開
す
る
と
い
う
題
材
が
好
ま
れ
る

⽇
本
⽂
芸
の
特
質
︵
中
国
⽂
芸
と
⽐
べ
れ
ば
瞭
然
︶
を
⽣

み
出
す
⼀
つ
の
背
景
と
な
ỵ
て
き
た
の
で
は
な
い
か
︒
古

今
和
歌
集
︑
新
古
今
和
歌
集
︑
歌
舞
伎
︑
浮
世
絵
︑
近
松

⾨
左
衛
⾨
︑
井
原
⻄
鶴
︑
近
代
の
私
⼩
説
︑
な
ど
︒ 


