
｢万葉集』の「泣く子なす」について

上
代
の
文
献
に
お
い
て
、
『
万
葉
集
』
の
み
に
見
ら
れ
る
表
現
の
一
つ

（１１）

（印〃』）

に
「
泣
く
子
な
す
」
と
い
う
の
が
あ
る
。
こ
れ
は
、
「
泣
く
子
」
と
「
な

す
」
か
ら
構
成
さ
れ
る
語
で
あ
り
、
「
な
す
」
が
「
～
よ
、
フ
に
」
と
い
う

（３）

意
味
で
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
「
泣
い
て
い
る
子
ど
も
の
よ
ミ
フ
に
」

と
訳
出
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
「
日
本
国
語
大
辞
典
』
（
第
二
版
）
で
は
、

『
万
葉
集
」
の
用
例
を
あ
げ
、
以
下
の
語
句
を
修
飾
す
る
と
説
明
し
て
い

「
慕
ひ
来
」
（
③
．
四
六
○
）
（
⑤
・
七
九
四
）

「
音
の
み
し
泣
く
」
（
⑮
・
三
六
二
七
）

「
言
だ
に
問
は
ず
」
（
⑬
．
三
三
三
六
）

「取り探る」（⑬．三三○二）

こ
の
よ
う
に
「
泣
く
子
な
す
」
に
は
、
修
飾
・
被
修
飾
の
関
係
が
あ
る

こ
と
か
ら
「
枕
詞
」
と
も
い
わ
れ
る
。
し
か
し
、
後
に
詳
し
く
見
て
い
く

が
、
『
万
葉
集
』
の
「
泣
く
子
な
す
」
は
い
ず
れ
も
成
人
の
行
動
を
「
泣

く
子
」
に
職
え
る
表
現
で
あ
り
、
成
人
の
行
動
が
そ
の
よ
う
に
職
え
ら
れ

る
０

『
万
葉
集
』
の
「
泣
く
子
な
す
」
に
つ
い
て

｜
は
じ
め
に

「
万
葉
集
』
の
「
泣
く
子
な
す
」
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
江
見
澤
洋

（

４

）

（

５

）

祐
氏
が
、
そ
の
表
現
を
支
え
て
い
る
「
〈
泣
く
兒
〉
」
の
潜
在
的
な
要
素
に

注
目
し
て
、
包
括
的
に
論
じ
て
い
る
。

江
見
澤
氏
は
、
『
古
事
記
」
『
日
本
書
紀
』
『
日
本
霊
異
記
』
な
ど
の
文

献
か
ら
、
例
え
ば
ス
サ
ノ
オ
の
涕
泣
の
神
話
な
ど
を
資
料
と
し
て
「
〈
泣

く
兒
と
に
つ
い
て
考
察
し
、
「
社
会
的
に
見
て
異
和
な
、
危
険
視
さ
れ
る

べ
き
存
在
」
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
た
と
述
べ
て
い
る
。
ま
た
、
『
万
葉

集
」
の
「
泣
く
子
」
の
用
例
や
泣
い
て
い
る
「
み
ど
り
子
」
の
用
例
を
あ

げ
、
「
〈
泣
く
兒
〉
」
に
は
「
大
人
の
理
性
に
対
す
る
前
理
性
、
前
秩
序
性
、

自
ら
を
律
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
幼
児
性
と
い
っ
た
性
質
に
よ
り
職
え
る

も
の
」
と
「
無
心
に
う
ろ
つ
き
回
る
と
い
う
動
作
に
よ
り
嚥
え
る
も
の
」

が
確
認
で
き
る
と
述
べ
て
い
る
。
こ
う
し
た
検
討
を
踏
ま
え
て
、
江
見
澤

氏
は
、
「
万
葉
集
』
の
「
泣
く
子
な
す
」
が
修
飾
す
る
語
に
注
目
し
て
、

「
泣
く
子
な
す
」
に
は
、
「
〈
泣
く
兒
〉
の
古
代
性
や
表
現
の
累
積
か
ら
捉
え

て
い
る
こ
と
の
意
味
を
検
証
す
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
る
。

二
上
代
の
文
献
に
お
け
る
「
泣
く
子
」
に
つ
い
て

保
坂
秀
子
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｢万葉集』の「泣く子なす」について

ら
れ
る
」
表
現
と
、
そ
れ
で
は
捉
え
き
れ
な
い
「
〈
泣
く
兒
〉
と
は
愛
ら

し
い
も
の
と
す
る
認
識
の
う
え
に
立
っ
た
」
表
現
と
い
う
「
位
相
」
が
見

（６）

ら
れ
る
と
指
摘
す
る
。

こ
の
よ
、
フ
に
、
江
見
澤
氏
は
、
「
〈
泣
く
兒
〉
」
を
大
人
に
対
し
て
非
理

性
的
な
存
在
と
捉
え
た
上
で
、
『
万
葉
集
」
の
「
泣
く
子
な
す
」
に
つ
い

て
、
表
現
上
「
位
相
」
の
あ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
が
、
同
時
代
の
文
献
に

見
ら
れ
る
「
泣
く
子
」
を
検
討
し
直
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
『
万
葉
集
」
の

「
泣
く
子
な
す
」
は
一
つ
の
表
現
と
し
て
統
一
し
た
説
明
が
で
き
る
よ
う

に
思
わ
れ
る
。
と
い
う
の
も
、
「
古
事
記
』
な
ど
の
文
献
に
記
さ
れ
た
泣

い
て
い
る
子
ど
も
に
は
、
あ
る
共
通
す
る
点
が
見
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

例
え
ば
、
『
古
事
記
』
に
お
け
る
ス
サ
ノ
オ
の
涕
泣
の
挿
話
を
見
て
み
た

い・
故
、
各
依
さ
し
賜
ひ
し
命
の
随
に
、
知
ら
し
看
す
中
に
、
速
須
佐
之

男
命
、
命
さ
せ
し
国
を
治
ら
ず
て
、
八
拳
須
心
の
前
に
至
る
ま
で
、

啼
き
伊
佐
知
伎
。
其
の
泣
く
状
は
、
青
山
は
枯
山
の
如
く
泣
き
枯
ら

し
、
河
海
は
悉
に
泣
き
乾
し
き
。
是
を
以
ち
て
悪
し
き
神
の
音
は
、

狭
蠅
如
す
皆
満
ち
、
万
の
物
の
妖
悉
に
発
り
き
。
故
、
伊
邪
那
岐
大

御
神
、
速
須
佐
之
男
命
に
詔
り
た
ま
ひ
し
く
、
「
何
由
か
も
汝
は
事

依
さ
せ
し
国
を
治
ら
ず
て
、
突
き
伊
佐
知
流
。
」
と
の
り
た
ま
ひ
き
。

爾
に
答
へ
白
し
し
く
、
「
僕
は
枇
の
国
根
の
堅
州
国
に
罷
ら
む
と
欲

ふ
。
故
、
突
く
な
り
。
」
と
ま
を
し
き
。
爾
に
伊
邪
那
岐
大
御
神
、

大
く
盆
怒
り
て
詔
り
た
ま
ひ
し
く
、
「
然
ら
ば
汝
は
此
の
国
に
住
む

べ
か
ら
ず
。
」
と
の
り
た
ま
ひ
て
、
乃
ち
神
夜
良
比
爾
夜
良
比
賜
ひ

き
。
故
、
其
の
伊
邪
那
岐
大
神
は
、
淡
海
の
多
賀
に
坐
す
な
り
。

こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は
、
ス
サ
ノ
オ
の
涕
泣
の
暴
力
性
よ
り
も
、
ス

サ
ノ
オ
が
泣
く
こ
と
の
理
由
を
明
か
し
、
追
放
さ
れ
る
ま
で
の
経
緯
で
あ

る
。
ス
サ
ノ
オ
の
涕
泣
の
理
由
は
、
父
親
で
あ
る
イ
ザ
ナ
ギ
に
よ
っ
て
尋

ね
ら
れ
て
お
り
、
こ
れ
に
対
し
て
ス
サ
ノ
オ
は
「
僕
は
批
の
国
根
の
堅
州

国
に
罷
ら
む
と
欲
ふ
。
故
、
突
く
な
り
。
」
と
答
え
て
い
る
。
つ
ま
り
、

ス
サ
ノ
オ
の
涕
泣
は
、
母
親
を
失
っ
た
子
ど
も
と
父
親
と
い
う
特
異
な
関

係
か
ら
語
ら
れ
て
い
る
。
し
か
も
、
父
親
で
あ
る
イ
ザ
ナ
ギ
は
、
亡
き
母

親
を
必
死
に
求
め
続
け
る
ス
サ
ノ
オ
に
対
し
て
、
母
親
の
代
わ
り
に
あ
や

す
こ
と
も
な
く
「
命
さ
せ
し
国
」
か
ら
追
放
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

ス
サ
ノ
オ
以
外
の
神
や
人
に
よ
る
涕
泣
の
挿
話
で
は
、
泣
く
理
由
を
明

記
し
て
い
な
い
が
、
い
ず
れ
の
例
で
も
母
親
は
不
在
で
あ
り
、
母
親
の
代

わ
り
に
子
ど
も
を
泣
き
や
ま
せ
よ
う
と
す
る
役
割
は
、
近
親
者
に
よ
っ
て

（７）

担
わ
れ
て
い
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
特
に
、
『
日
本
書
紀
』
垂
仁

天
皇
二
十
三
年
九
月
条
の
ホ
ム
チ
ワ
ケ
ノ
ミ
コ
や
『
出
雲
風
土
記
」
仁
多

郡
三
澤
郷
の
ア
ヂ
ス
キ
タ
カ
ヒ
コ
ノ
ミ
コ
ト
の
挿
話
で
は
、
父
親
が
そ
の

役
割
を
担
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

ま
た
、
『
万
葉
集
』
の
「
泣
く
子
」
の
用
例
に
も
、
触
れ
て
お
き
た
い
。

韓
衣
裾
に
取
り
付
き
泣
く
子
ら
を
置
き
て
そ
来
ぬ
や
母
な

し
に
し
て

右
の
一
首
、
国
造
小
県
郡
の
他
田
舎
人
大
島
（
⑳
．
四
四
○
二

当
該
歌
は
、
左
注
に
よ
れ
ば
、
防
人
で
あ
る
他
田
舎
人
大
島
の
作
で
あ

る
。
歌
中
の
「
泣
く
子
ら
」
の
「
子
ら
」
は
、
詠
み
手
の
子
ど
も
で
あ
る

（８）

こ
と
が
、
第
五
句
に
「
母
な
し
に
し
て
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
わ
か
る
。
当

該
歌
の
「
泣
く
子
ら
」
は
、
父
親
で
あ
る
詠
み
手
か
ら
詠
ま
れ
て
お
り
、

こ
こ
で
も
、
母
親
不
在
の
子
ど
も
と
父
親
と
い
う
特
異
な
関
係
か
ら
詠
ま

れている。
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父
親
で
あ
る
詠
み
手
に
と
っ
て
、
「
子
ら
」
の
「
裾
に
取
り
付
き
泣
く
」

行
為
は
、
自
分
を
行
か
せ
ま
い
と
す
る
行
為
と
し
て
理
解
さ
れ
て
い
る
。

そ
の
こ
と
は
、
詠
み
手
が
「
置
き
て
そ
来
ぬ
や
」
と
後
悔
し
て
い
る
こ
と

か
ら
わ
か
る
。
し
か
し
、
も
、
フ
一
つ
看
過
で
き
な
い
の
は
、
こ
の
表
現
に

よ
っ
て
、
母
親
の
代
わ
り
と
し
て
「
泣
く
子
ら
」
の
頼
り
と
す
べ
き
唯
一

の
存
在
で
あ
っ
た
詠
み
手
が
、
「
泣
く
子
」
を
受
け
入
れ
る
こ
と
な
く
、

家
郷
に
置
い
て
い
く
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
当
該
歌
で
も
、
先
の
ス
サ

ノ
オ
の
挿
話
と
同
様
に
、
「
泣
く
子
」
は
、
失
っ
た
母
親
を
求
め
て
泣
く

反子どもをイメージして詠まれるとともに、その父親が母親の代

（９）

字わりになりきれなかったことも詠んでいるのである。

利
以
上
の
こ
と
か
ら
、
「
泣
く
子
」
と
は
、
言
外
に
母
親
不
在
の
子
ど
も

撤と父親という特異な関係を含み持ち、失った母親を求めて泣く

く子どものイメージに基づく表現として捉えたい。

粒先に述べたように、「泣く子なす」は、「古事記』や『日本書

川紀』といった同時代の文献にはなく、『万葉集』に五例のみ見

難られる表現であり、成人の行動を「泣く子」に職える表現であ

防る。とはいうものの、それは、成人のどのようなあり様を示し

ているのだろうか。これまで、「泣く子なす」について、作品

に即した説明はされてこなかった。そミフしたことから、本稿

は、「泣く子なす」をこれまで検討してきた「泣く子」のイメ

ージから各作品に即して考察するものである。

七
年
乙
亥
、
大
伴
坂
上
郎
女
、
尼
理
願
の
死
去
し
こ
と
を
悲
嘆
し

三
巻
三
・
四
六
○
番
歌
の
「
泣
く
子
な
す
」
に
つ
い
て

て
作
る
歌
一
首

た
く
づ
の
の
新
羅
の
国
ゆ
人
言
を
良
し
と
聞
か
し
て
問
ひ

放
く
る
親
族
兄
弟
な
き
国
に
渡
り
来
ま
し
て
大
君
の
敷

き
ま
す
国
に
う
ち
ひ
さ
す
都
し
み
み
に
里
家
は
さ
は
に
あ

れ
ど
も
い
か
さ
ま
に
思
ひ
け
め
か
も
つ
れ
も
な
き
佐
保
の

山
辺
に
泣
く
子
な
す
慕
ひ
来
ま
し
て
し
き
た
へ
の
家
を
も

造
り
あ
ら
た
ま
の
年
の
緒
長
く
住
ま
ひ
つ
つ
い
ま
し
し
も

の
を
生
け
る
者
死
ぬ
と
い
ふ
こ
と
に
免
れ
ぬ
も
の
に
し
あ

れ
ば
頼
め
り
し
人
の
こ
と
ご
と
草
枕
旅
な
る
間
に
佐
保

川
を
朝
川
渡
り
春
日
野
を
そ
が
ひ
に
見
つ
つ
あ
し
ひ
き
の

山
辺
を
さ
し
て
夕
闇
と
隠
り
ま
し
ぬ
れ
言
は
む
す
べ
せ
む

す
べ
知
ら
に
た
も
と
ほ
り
た
だ
ひ
と
り
し
て
白
た
へ
の
衣

手
干
さ
ず
嘆
き
つ
つ
我
が
泣
く
涙
有
間
山
雲
居
た
な
び
き

雨
に
降
り
き
や
（
③
．
四
六
○
）

当
該
歌
は
、
題
詞
に
よ
る
と
天
平
七
年
に
大
伴
坂
上
郎
女
が
詠
ん
だ
尼

理
願
へ
の
挽
歌
で
あ
る
。
尼
理
願
に
つ
い
て
の
詳
伝
は
不
明
だ
が
、
当
該

歌
の
反
歌
で
あ
る
四
六
一
番
歌
の
左
注
に
は
、
新
羅
か
ら
来
日
し
、
大
伴

（旧）

安
麻
呂
邸
に
寄
寓
し
て
い
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。

当
該
歌
の
初
句
か
ら
「
慕
ひ
来
ま
し
て
」
に
は
、
尼
理
願
が
祖
国
新
羅

か
ら
日
本
に
渡
り
、
大
伴
家
に
身
を
寄
せ
る
ま
で
の
経
緯
が
詠
ま
れ
て
い

る
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
尼
理
願
は
新
羅
の
国
か
ら
、
日
本
を
「
良
し
」
と

す
る
人
の
噂
だ
け
を
頼
り
に
し
て
来
日
を
決
意
し
た
こ
と
が
わ
か
る
。
尼

理
願
に
と
っ
て
、
日
本
と
は
「
親
族
兄
弟
な
き
国
」
で
あ
り
、
拠
り
所
の

ま
る
で
な
い
未
知
の
地
で
あ
っ
た
。
来
日
後
は
ど
の
よ
う
な
理
由
か
ら
か

不
明
で
あ
る
が
、
縁
も
ゆ
か
り
も
な
い
「
佐
保
の
山
辺
」
の
大
伴
家
に
身
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の「泣く子なす」について『万葉集」

を
寄
せ
る
こ
と
に
な
っ
た
と
詠
ま
れ
て
い
る
。

当
該
歌
の
「
泣
く
子
な
す
」
は
、
尼
理
願
を
「
泣
く
子
」
に
噛
え
、

「
慕
ひ
来
ま
し
て
」
を
修
飾
す
る
。
こ
の
「
泣
く
子
な
す
」
に
つ
い
て
は
、

早
く
「
萬
葉
代
匠
記
』
（
精
撰
本
）
に
、
「
実
兒
成
慕
來
マ
シ
テ
ト
ハ
、
若

子
ノ
泣
テ
親
ヲ
慕
上
來
ル
如
ク
ナ
リ
・
」
と
あ
り
、
親
子
の
情
に
基
づ
く

表
現
で
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
の
こ
と
は
、
こ
れ

ま
で
作
品
に
即
し
て
説
明
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
。

当
該
歌
は
、
詠
み
手
が
尼
理
願
を
「
泣
く
子
」
に
職
え
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
全
く
縁
故
の
な
か
っ
た
大
伴
家
と
尼
理
願
と
の
間
に
親
子
の
関
係
を

生
じ
さ
せ
て
い
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

当
該
歌
の
「
泣
く
子
な
す
慕
ひ
来
ま
し
て
」
は
、
「
泣
く
子
」
が
親
を

求
め
、
必
死
に
追
っ
て
く
る
様
子
を
示
し
て
い
る
。
「
泣
く
子
」
と
は
、

失
っ
た
母
親
を
求
め
て
泣
く
子
ど
も
の
イ
メ
ー
ジ
に
基
づ
く
表
現
で
あ

り
、
尼
理
願
は
、
詠
み
手
に
よ
っ
て
こ
の
子
ど
も
に
職
え
ら
れ
て
い
る
。

そ
し
て
、
こ
の
こ
と
は
、
母
親
の
い
な
い
子
ど
も
が
頼
る
べ
き
唯
一
の
存

在
と
し
て
父
親
に
必
死
に
す
が
り
つ
く
よ
う
に
、
尼
理
願
が
、
大
伴
家
を

全
面
的
に
依
存
し
て
い
た
こ
と
を
表
現
す
る
も
の
と
考
え
る
。

ま
た
、
尼
理
願
を
「
泣
く
子
」
に
職
え
る
こ
と
は
、
大
伴
家
を
、
母
親

の
い
な
い
子
ど
も
が
必
死
に
す
が
る
し
か
な
い
父
親
の
立
場
に
立
た
せ
る

こ
と
な
る
。
子
ど
も
の
視
点
か
ら
、
頼
る
べ
き
絶
対
的
な
存
在
と
し
て
大

伴
家
を
詠
む
こ
と
は
、
詠
み
手
の
大
伴
家
に
対
す
る
讃
美
と
な
る
の
で
は

ないだろうか。

当
該
歌
に
、
「
都
し
み
み
に
里
家
は
さ
は
に
あ
れ
ど
も
」
と
あ
る
よ
う

に
、
都
に
は
大
伴
家
以
外
に
も
多
く
の
家
が
あ
っ
た
と
詠
ま
れ
て
い
る
．

そ
の
多
く
の
家
の
中
か
ら
、
寄
る
辺
な
い
異
国
の
尼
僧
が
、
全
面
的
に
依

日
本
挽
歌
一
首

大
君
の
遠
の
朝
廷
と
し
ら
ぬ
ひ
筑
紫
の
国
に
泣
く
子
な
す

慕
ひ
来
ま
し
て
息
だ
に
も
い
ま
だ
休
め
ず
年
月
も
い
ま
だ

あ
ら
ね
ば
心
ゆ
も
思
は
い
間
に
う
ち
な
び
き
臥
や
し
ぬ
れ

言
は
む
す
べ
せ
む
す
べ
知
ら
に
石
木
を
も
問
ひ
放
け
知
ら
ず

家
な
ら
ば
か
た
ち
は
あ
ら
む
を
恨
め
し
き
妹
の
命
の
我
を

ば
も
い
か
に
せ
よ
と
か
に
ほ
鳥
の
二
人
並
び
居
語
ら
ひ
し

心
そ
む
き
て
家
離
り
い
ま
す
（
⑤
．
七
九
四
）

（Ⅲ）

当
該
歌
は
、
山
上
憶
良
が
詠
ん
だ
旅
人
の
妻
へ
の
挽
歌
と
さ
れ
る
。
こ

の
歌
に
は
、
大
宰
帥
と
し
て
大
宰
府
に
赴
任
す
る
旅
人
に
同
道
し
た
旅
人

の
妻
が
、
臥
せ
り
が
ち
に
な
り
、
手
の
施
し
よ
う
も
な
く
亡
く
な
っ
た
経

緯
が
詠
ま
れ
て
い
る
。
旅
人
が
都
か
ら
「
遠
の
朝
廷
」
で
あ
る
大
宰
府
に

赴
く
と
い
う
こ
と
は
、
旅
人
の
妻
が
、
一
人
都
に
取
り
残
さ
れ
る
こ
と
を

意
味
し
て
い
よ
ミ
フ
。
当
該
歌
の
「
泣
く
子
な
す
」
は
、
「
慕
ひ
来
ま
し
て
」

を
修
飾
し
、
旅
人
の
妻
が
ま
る
で
泣
き
じ
ゃ
く
る
子
ど
も
の
よ
う
に
、
旅

人
に
同
道
し
た
事
実
を
表
現
し
て
い
る
。

こ
の
表
現
に
つ
い
て
伊
藤
博
氏
は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

…
…
だ
が
、
そ
れ
は
単
な
る
同
道
で
は
な
い
。
「
泣
く
子
」
の
よ
う

に
だ
だ
を
こ
れ
て
む
り
や
り
に
妻
が
つ
い
て
来
た
の
で
あ
る
。
健
康

（旧）

が
思
わ
し
く
な
い
か
ら
家
に
い
な
さ
い
と
作
主
が
い
う
も
の
を
、
泣

存
す
る
唯
一
の
存
在
と
し
て
大
伴
家
を
選
び
、
身
を
寄
せ
た
と
詠
む
こ
と

で
、
詠
み
手
で
あ
る
大
伴
坂
上
郎
女
は
大
伴
家
を
讃
美
す
る
の
で
あ
る
。

四
巻
五
・
七
九
四
番
歌
の
「
泣
く
子
な
す
」
に
つ
い
て
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よ
っ
て
、
坐

のである。
き
じ
や
く
る
子
の
よ
う
に
い
う
こ
と
を
き
か
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

伊
藤
氏
の
解
釈
は
、
当
該
歌
を
「
家
」
と
「
旅
」
と
い
う
対
比
に
よ
る

典
型
的
な
表
現
と
捉
え
る
こ
と
に
基
づ
い
て
い
る
。
そ
し
て
、
旅
人
の
妻

を
「
家
」
に
い
る
べ
き
存
在
だ
っ
た
と
考
え
、
そ
れ
に
従
わ
な
か
っ
た
こ

と
か
ら
、
こ
の
表
現
に
つ
い
て
「
む
り
や
り
に
」
と
い
う
意
味
で
詠
ま
れ

て
い
る
と
解
釈
し
て
い
る
。
ま
た
、
こ
の
問
題
に
関
連
し
て
、
鉄
野
昌
弘

氏
は
、
伊
藤
氏
の
説
を
支
持
し
た
上
で
、
「
泣
く
子
な
す
慕
ひ
来
ま
し
て
」

に
つ
い
て
、
「
…
…
「
泣
く
子
な
す
」
と
い
、
フ
臂
嚥
は
、
同
道
し
て
き
た

と
言
う
よ
り
、
勝
手
に
後
追
い
し
て
き
た
こ
と
を
い
う
の
に
相
応
し
い
の

（Ⅲ）

で
は
な
い
か
。
」
と
述
べ
て
い
る
。
鉄
野
氏
の
見
解
は
、
旅
人
の
妻
の
同

道
を
「
勝
手
に
後
追
い
し
て
き
た
こ
と
を
い
う
」
と
理
解
す
る
点
で
、

「
泣
く
子
な
す
」
を
伊
藤
氏
の
見
解
以
上
に
詠
み
手
の
厳
し
い
批
評
と
し

て
読
み
取
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
両
氏
が
い
、
う
よ
員
フ
な
見
方
は
正
し
い
の

だ
ろ
皇
フ
か
。
当
該
歌
の
「
泣
く
子
」
と
は
、
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
、
フ
な
、

だ
だ
っ
子
の
イ
メ
ー
ジ
に
基
づ
く
も
の
で
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

こ
こ
で
の
「
泣
く
子
」
も
、
失
っ
た
母
親
を
求
め
て
泣
く
子
ど
も
の
イ

メ
ー
ジ
に
基
づ
い
て
、
相
手
を
母
親
を
失
っ
た
子
ど
も
が
唯
一
頼
る
こ
と

の
で
き
る
父
親
に
み
な
し
、
全
面
的
に
依
存
し
て
い
る
こ
と
を
表
現
す
る

も
の
と
考
え
る
。
つ
ま
り
、
旅
人
の
妻
を
「
泣
く
子
」
に
嚥
え
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
旅
人
の
妻
の
旅
人
に
対
す
る
全
面
的
な
依
存
を
表
現
し
て
い
る

こ
の
こ
と
を
、
被
修
飾
語
で
あ
る
「
慕
ひ
来
ま
し
て
」
か
ら
も
見
て
み

た
い
。
こ
の
表
現
は
、
下
接
す
る
「
息
だ
に
も
い
ま
だ
休
め
ず
」
に
か
か

っ
て
お
り
、
泣
き
な
が
ら
懸
命
に
親
に
す
が
り
つ
い
て
来
た
子
ど
も
の
荒

い
息
づ
か
い
が
、
同
様
に
、
旅
人
の
妻
の
同
道
の
必
死
さ
と
し
て
浮
か
び

上
が
っ
て
く
る
。
さ
ら
に
、
当
該
歌
の
「
慕
ひ
来
ま
し
て
」
を
受
け
て
詠

ま
れ
た
表
現
と
し
て
、
当
該
歌
の
反
歌
で
あ
る
七
九
六
番
歌
の
「
慕
ひ
来

し
」
が
あ
る
。

は
し
き
よ
し
か
く
の
み
か
ら
に
慕
ひ
来
し
妹
が
心
の
す
べ

も
す
べ
な
さ

（⑤．七九六）

こ
の
反
歌
に
お
い
て
、
詠
み
手
は
、
第
二
句
に
「
か
く
の
み
か
ら
に
」

と
あ
る
よ
書
フ
に
、
旅
人
の
妻
の
同
道
が
、
彼
女
の
死
に
結
び
つ
い
て
い
た

こ
と
を
含
み
な
が
ら
も
、
そ
の
行
動
を
、
「
は
し
き
よ
し
」
と
詠
み
、
い

じ
ら
し
く
愛
ら
し
い
行
動
と
し
て
解
釈
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
当
該
歌
と

反
歌
に
お
け
る
旅
人
の
妻
の
「
慕
ひ
来
」
と
い
う
行
動
は
、
旅
人
に
対
す

る
親
愛
の
情
か
ら
起
こ
っ
た
、
依
存
の
行
動
と
し
て
詠
ま
れ
て
い
る
の
で

ある。以
上
の
よ
う
に
、
旅
人
の
妻
を
「
泣
く
子
」
に
職
え
る
こ
と
は
、
旅
人

の
妻
の
旅
人
に
対
す
る
全
面
的
な
依
存
を
表
現
す
る
と
同
時
に
、
旅
人

を
、
母
親
の
い
な
い
子
ど
も
が
必
死
に
す
が
る
し
か
な
い
父
親
の
立
場
に

立
た
せ
る
こ
と
で
も
あ
る
。
子
ど
も
の
視
点
か
ら
、
こ
れ
を
詠
む
こ
と

は
、
相
手
に
対
す
る
讃
美
の
表
現
で
も
あ
っ
た
。
そ
の
よ
う
に
し
て
、
詠

み
手
で
あ
る
憶
良
は
、
旅
人
を
讃
美
し
た
の
で
あ
る
。

物
に
属
け
て
思
ひ
を
発
す
歌
一
首

朝
さ
れ
ば
妹
が
手
に
巻
く
鏡
な
す
三
津
の
浜
辺
に
大
船
に

ま
梶
し
じ
貫
き
韓
国
に
渡
り
行
か
む
と
直
向
か
ふ
敏
馬
を

さ
し
て
潮
待
ち
て
水
脈
引
き
行
け
ば
沖
辺
に
は
白
波
高
み

五
巻
十
五
・
三
六
二
七
番
歌
の
「
泣
く
子
な
す
」
に
つ
い
て
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浦
廻
よ
り
漕
ぎ
て
渡
れ
ば
我
妹
子
に
淡
路
の
島
は
夕
さ
れ

ば
雲
居
隠
り
ぬ
さ
夜
更
け
て
行
く
へ
を
知
ら
に
我
が
心

明
石
の
浦
に
船
泊
め
て
浮
き
寝
を
し
つ
つ
わ
た
つ
み
の
沖

辺
を
見
れ
ば
い
ざ
り
す
る
海
人
の
娘
子
は
舟
乗
り
つ
ら
ら

に
浮
け
り
暁
の
潮
満
ち
来
れ
ば
葦
辺
に
は
鶴
鳴
き
渡
る

朝
な
ぎ
に
船
出
を
せ
む
と
船
人
も
水
手
も
声
呼
び
に
ほ
鳥

の
な
づ
さ
ひ
行
け
ば
家
島
は
雲
居
に
見
え
ぬ
我
が
思
へ
る

心
和
ぐ
や
と
早
く
来
て
見
む
と
思
ひ
て
大
船
を
漕
ぎ
我
が

行
け
ば
沖
つ
波
高
く
立
ち
来
ぬ
外
の
み
に
見
つ
つ
過
ぎ
行

き
玉
の
浦
に
船
を
留
め
て
浜
辺
よ
り
浦
礒
を
見
つ
つ
泣

く
子
な
す
音
の
み
し
泣
か
ゆ
海
神
の
手
巻
の
玉
を
家
づ
と

に
妹
に
遣
ら
む
と
拾
ひ
取
り
袖
に
は
入
れ
て
返
し
遣
る

使
ひ
な
け
れ
ば
持
て
れ
ど
も
験
を
な
み
と
ま
た
置
き
つ
る
か

も

（⑮．三六二七）

当
該
歌
は
、
遣
新
羅
使
人
の
作
で
あ
る
。
「
泣
く
子
な
す
」
は
、
「
音
の

み
し
泣
か
ゆ
」
を
修
飾
し
、
詠
み
手
が
旅
路
に
あ
っ
て
涙
に
暮
れ
る
様
子

を
描
写
し
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
遣
新
羅
使
人
と
し
て
難
波
の
三
津
の
浜

を
出
航
し
て
か
ら
の
道
程
を
詠
み
、
要
所
ご
と
に
「
妹
」
を
連
想
す
る
望

郷
歌
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
す
で
に
清
水
克
彦
氏
が
、
「
瀬
戸
内
海
西

航
の
途
上
に
お
け
る
道
行
的
望
郷
歌
で
、
地
名
も
作
者
の
望
郷
の
心
に
連

（旧）

な
る
意
を
に
な
っ
て
い
る
」
と
指
摘
し
て
い
る
。
清
水
氏
の
指
摘
を
受
け

て
、
吉
井
巌
氏
は
、
当
該
歌
に
つ
い
て
さ
ら
に
詳
細
に
分
析
を
し
て
い

る
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
当
該
歌
は
「
に
ほ
烏
の
な
づ
さ
ひ
行
け
ば
家
島
は

雲
居
に
見
え
ぬ
」
で
前
半
と
後
半
に
分
か
れ
る
二
部
構
成
と
な
っ
て
お

り
、
前
半
部
で
は
、
ま
だ
畿
内
に
あ
り
、
時
間
と
共
に
家
か
ら
遠
く
離
れ

て
ゆ
く
航
海
の
第
一
日
目
に
お
け
る
遣
新
羅
使
人
た
ち
の
心
情
を
、
後
半

部
で
は
、
第
二
日
目
の
畿
内
か
ら
出
て
家
に
近
づ
き
え
な
い
距
離
か
ら
の

（旧）

心
情
世
界
が
詠
ま
れ
て
い
る
と
述
べ
て
い
る
。
清
水
・
吉
井
両
氏
の
指
摘

に
従
え
ば
、
当
該
歌
の
「
泣
く
子
な
す
」
は
、
後
半
の
第
二
日
目
の
家
に

近
づ
き
え
な
い
距
離
か
ら
の
心
情
世
界
を
詠
ん
で
い
る
箇
所
に
あ
た
り
、

詠
み
手
の
望
郷
の
念
と
し
て
詠
ま
れ
て
い
る
。

当
該
歌
の
「
泣
く
子
な
す
音
の
み
し
泣
か
ゆ
」
に
つ
い
て
、
吉
井
氏

は
、
第
一
日
目
に
あ
っ
た
「
海
人
娘
子
や
鶴
の
声
に
心
を
向
け
る
余
裕
」

が
、
遣
新
羅
使
人
か
ら
喪
失
し
た
状
態
を
表
現
し
た
も
の
だ
と
述
べ
て
い

る
。
し
か
し
、
そ
の
「
余
裕
」
の
喪
失
が
、
当
該
歌
の
主
題
で
も
あ
る
望

郷
と
ど
の
よ
、
フ
に
結
び
つ
い
て
い
る
の
か
に
つ
い
て
明
ら
か
に
し
て
い
な

い
。
ま
た
、
江
見
澤
氏
も
吉
井
氏
の
説
を
参
考
に
し
た
上
で
、
こ
の
表
現

が
、
遣
新
羅
使
人
が
「
官
人
と
し
て
あ
る
ま
じ
き
」
「
理
性
や
秩
序
以
前

（〃）

の
状
態
」
に
陥
っ
て
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
述
べ
る
。
し
か
し
、
江
見

澤
氏
に
つ
い
て
も
、
「
官
人
に
あ
る
ま
じ
き
」
状
態
と
望
郷
と
の
結
び
つ

き
が
十
分
に
説
明
さ
れ
て
い
な
い
よ
蕾
フ
に
思
わ
れ
る
。

当
該
歌
の
「
泣
く
子
な
す
音
の
み
し
泣
か
ゆ
」
も
、
詠
み
手
が
失
っ
た

母
親
を
求
め
て
た
だ
泣
く
ば
か
り
の
子
ど
も
の
姿
に
自
分
自
身
を
職
え
、

そ
の
よ
う
に
必
死
な
思
い
で
家
に
あ
る
「
妹
」
を
求
め
て
い
る
望
郷
の
表

現
と
し
て
読
み
取
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。

こ
の
こ
と
は
、
当
該
歌
の
「
泣
く
子
な
す
」
が
、
「
玉
の
浦
」
と
い
う

地
名
に
お
い
て
詠
ま
れ
て
い
る
こ
と
と
も
関
連
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ

る
。
改
め
て
、
当
該
歌
の
地
名
を
追
っ
て
み
る
と
、
「
三
津
↓
淡
路
島
↓

明
石
の
浦
↓
家
島
↓
玉
の
浦
」
と
な
っ
て
お
り
、
難
波
の
御
津
か
ら
倉
敷

市
玉
島
あ
た
り
と
さ
れ
る
「
玉
の
浦
」
ま
で
の
摂
津
・
播
磨
・
備
前
を
経
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て
備
中
で
停
泊
す
る
道
程
と
な
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
当
該
歌
の
「
泣
く

子
な
す
」
は
、
「
玉
の
浦
」
と
い
う
都
か
ら
最
も
遠
い
場
所
に
お
い
て
詠

ま
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
ま
た
、
こ
れ
以
降
、
「
験
を
な
み
と
ま
た
置

き
つ
る
か
も
」
と
あ
る
よ
う
に
、
詠
み
手
は
家
郷
に
戻
る
こ
と
も
か
な
わ

ず
「
妹
」
へ
の
土
産
を
集
め
る
こ
と
を
諦
め
て
お
り
、
当
該
歌
の
「
玉
の

浦
」
と
は
、
家
郷
と
の
つ
な
が
り
を
意
識
す
る
境
界
的
な
地
名
と
し
て
捉

え
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
当
該
歌
の
「
泣
く
子
な
す
」

は
、
家
郷
を
意
識
し
う
る
最
遠
の
地
「
玉
の
浦
」
に
お
い
て
最
高
潮
に
達

迂
し
た
、
詠
み
手
の
望
郷
の
念
を
表
現
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

↓画
さ
ら
に
、
こ
の
表
現
は
、
詠
み
手
の
「
妹
」
に
対
す
る
讃
美
で
も
あ

制る。繰り返しになるが、「泣く子なす」は、相手を母親のいな

靴い子どもの頼るべき唯一の存在である父親の立場に立たせる表

く現でもある。当該歌においても、詠み手が自らを「泣く子」に

粒嚥えることで、「妹」への全面的な依存を詠み、子どもの視点

川から頼るべき唯一の存在と位置づけることで、「妹」への讃美

難を表現していると考えるのである。

万Ｉ

鳥
が
音
の
か
し
ま
の
海
に
高
山
を
隔
て
に
な
し
て
沖
つ
藻

を
枕
に
な
し
蛾
羽
の
衣
だ
に
着
ず
に
い
さ
な
と
り
海
の
浜

辺
に
う
ら
も
な
く
臥
し
た
る
人
は
母
父
に
愛
子
に
か
あ
ら

む
若
草
の
妻
か
あ
り
け
む
思
ほ
し
き
言
伝
て
む
や
と
家

問
へ
ば
家
を
も
告
ら
ず
名
を
問
へ
ど
名
だ
に
も
告
ら
ず
泣

く
子
な
す
言
だ
に
問
は
ず
思
へ
ど
も
悲
し
き
も
の
は
世
の

六
巻
十
三
・
三
三
三
六
番
歌
の
「
泣
く
子
な
す
」
に
つ
い
て

中
に
そ
あ
る
世
の
中
に
そ
あ
る

（⑬．三三三六）

当
該
歌
は
、
巻
十
三
の
「
挽
歌
」
に
所
収
さ
れ
、
海
辺
に
お
い
て
行
き

倒
れ
た
旅
人
に
向
け
て
詠
ま
れ
た
行
路
死
人
歌
で
あ
る
。
「
烏
が
音
の
」

か
ら
「
臥
し
た
る
人
」
ま
で
は
死
者
の
死
に
様
を
詠
み
、
そ
の
死
に
様

を
、
詠
み
手
が
死
者
の
父
母
や
妻
に
伝
え
よ
う
と
「
家
」
や
「
名
」
を
問

い
か
け
る
け
れ
ど
も
死
者
は
言
葉
を
発
す
る
こ
と
な
く
、
詠
み
手
の
悲
し

み
を
誘
う
の
で
あ
る
。
す
で
に
、
古
橋
信
孝
氏
に
よ
っ
て
、
当
該
歌
の

「
家
」
や
「
名
」
を
問
い
か
け
る
表
現
が
、
詠
み
手
の
行
路
死
人
に
対
す

る
「
共
感
」
の
表
現
と
し
て
死
者
の
鎮
魂
の
役
割
を
果
た
し
て
い
る
こ
と

（旧）

が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
当
該
歌
の
「
泣
く
子
な
す
」
は
、
他
の
行
路
死
人

歌
に
は
見
ら
れ
な
い
表
現
で
あ
る
が
、
詠
み
手
の
「
共
感
」
と
深
く
関
わ

っ
て
い
る
も
の
と
考
え
る
。

当
該
歌
の
「
泣
く
子
な
す
」
は
「
言
だ
に
問
は
ず
」
を
修
飾
す
る
。
こ

の
「
言
だ
に
問
は
ず
」
と
は
、
生
者
で
あ
る
「
泣
く
子
」
の
あ
り
よ
う
で

あ
る
と
と
も
に
、
死
者
で
あ
る
行
路
死
人
の
あ
り
よ
う
で
も
あ
る
。
こ
れ

ま
で
、
当
該
歌
に
お
け
る
こ
の
表
現
は
、
全
く
説
明
さ
れ
な
い
か
、
泣
き

わ
め
く
ば
か
り
で
言
葉
の
通
じ
な
い
「
不
具
」
の
神
々
の
神
話
か
ら
「
言

（釦）

語
不
通
」
と
い
う
意
味
で
捉
え
ら
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
当
該
歌
の
「
言

だ
に
問
は
ず
」
の
意
味
を
確
認
す
る
と
、
そ
の
よ
う
な
意
味
で
は
用
い
ら

れ
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
。
詳
し
く
見
て
み
る
と
、
当
該
歌
の
「
言
だ
に

問
は
ず
」
の
「
問
は
ず
（
原
文
不
し
語
）
」
に
は
訓
の
異
同
が
あ
り
、

（副）

「
ト
ハ
ズ
」
の
他
に
「
ツ
ゲ
ズ
」
「
イ
ハ
ズ
」
が
見
ら
れ
る
。
こ
の
こ
と
か

ら
、
『
万
葉
集
』
に
お
け
る
「
ト
ハ
ズ
」
「
ツ
ゲ
ズ
」
「
イ
ハ
ズ
」
の
例
を

確
認
す
る
と
、
い
ず
れ
の
例
に
お
い
て
も
言
語
能
力
が
な
く
話
す
こ
と
が

で
き
な
い
と
い
う
よ
う
な
意
味
で
は
な
く
、
「
言
葉
を
交
わ
す
こ
と
な
く
」

- ９１ -
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と
い
う
意
味
で
用
い
ら
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
当
該
歌
の
「
泣
く
子
な
す

言
だ
に
問
は
ず
」
と
は
、
対
象
は
死
者
で
あ
る
が
、
失
っ
た
母
親
を
求
め

て
泣
き
じ
ゃ
く
っ
て
い
る
た
め
に
、
円
滑
に
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
は

か
れ
な
い
状
態
の
子
ど
も
に
職
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
の
よ
、
フ
に

職
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
詠
み
手
は
、
行
路
死
人
を
共
同
体
に
戻
れ
る
こ

と
を
切
に
願
う
存
在
と
し
て
表
現
し
、
行
路
死
人
へ
の
「
共
感
」
を
示
し

て
い
る
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
、
当
該
歌
の
「
泣
く
子
な
す
」
で
は
、
行
路
死
人
を
「
泣
く

子
」
に
職
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
詠
み
手
自
身
が
父
親
の
立
場
に
立
つ
こ

と
に
な
る
。
先
に
見
た
、
防
人
歌
の
父
親
が
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
、

「
泣
く
子
」
と
は
、
父
親
に
と
っ
て
受
け
入
れ
よ
、
フ
に
も
受
け
入
れ
き
れ

な
い
対
象
で
あ
っ
た
。
詠
み
手
は
、
行
路
死
人
を
「
泣
く
子
」
に
職
え
る

こ
と
に
よ
っ
て
、
共
同
体
を
切
に
求
め
る
行
路
死
人
を
表
現
し
、
「
共
感
」

を
示
し
て
い
る
が
、
そ
の
思
い
に
反
し
て
、
行
路
死
人
は
問
い
か
け
に
応

じ
る
こ
と
は
な
い
。
共
同
体
に
伝
え
よ
、
７
に
も
手
立
て
の
な
い
詠
み
手
に

は
、
そ
の
よ
う
な
行
路
死
人
に
な
す
す
べ
も
な
く
、
そ
の
こ
と
が
、
結
句

に
示
さ
れ
た
詠
み
手
の
無
常
観
や
悲
し
み
に
結
び
つ
い
た
も
の
と
考
え
る

のである。
紀
伊
の
国
の
室
の
江
の
辺
に
千
年
に
障
る
こ
と
な
く
万
代

に
か
く
し
も
あ
ら
む
と
大
船
の
思
ひ
頼
み
て
出
立
の
清

き
渚
に
朝
な
ぎ
に
来
寄
る
深
海
松
の
夕
な
ぎ
に
来
寄
る
縄

の
り
深
海
松
の
深
め
し
児
ら
を
縄
の
り
の
引
け
ば
絶
ゆ
と

七
巻
十
三
・
三
三
○
二
番
歌
の
「
泣
く
子
な
す
」
に
つ
い
て

や
里
人
の
行
き
の
集
ひ
に
泣
く
子
な
す
行
き
取
り
探
り

梓
弓
弓
腹
振
り
起
し
し
の
ぎ
羽
を
二
つ
手
挾
み
放
ち
け
む

人
し
悔
し
も
恋
ふ
ら
く
思
へ
ば

右

一

首

（

⑬

．

三

三

○

三

当
該
歌
は
、
巻
十
三
の
「
相
聞
」
に
収
め
ら
れ
た
一
首
で
あ
る
。
そ
の

大
意
は
、
詠
み
手
と
愛
す
る
女
性
が
「
人
」
に
引
き
離
さ
れ
た
嘆
き
を
詠

ん
だ
も
の
と
い
え
る
。
具
体
的
に
見
て
み
る
と
、
こ
の
歌
の
内
容
は
、
大

き
く
二
つ
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
前
半
は
、
初
句
か
ら
「
深
め
し
児

ら
を
」
に
お
い
て
、
詠
み
手
と
「
児
ら
」
と
称
さ
れ
る
女
性
と
の
間
で
愛

情
が
深
く
確
か
め
あ
わ
れ
た
こ
と
が
詠
ま
れ
、
後
半
で
は
、
「
里
人
の
行

き
の
集
ひ
」
が
「
行
き
取
り
探
り
」
及
び
「
放
ち
け
む
」
に
か
か
っ
て
い

る
こ
と
か
ら
、
「
里
人
」
の
集
ま
る
場
所
で
、
詠
み
手
と
女
性
と
の
仲
が

（魂）

引
き
離
さ
れ
た
こ
と
が
詠
ま
れ
て
い
る
。

後
半
部
に
出
て
く
る
当
該
歌
の
「
泣
く
子
な
す
」
に
は
、
そ
も
そ
も
、

そ
の
被
修
飾
語
に
諸
説
あ
り
、
こ
れ
を
整
理
す
る
と
、
大
き
く
五
つ
の
説

（認）

が
あ
る
。
本
稿
は
、
そ
の
中
で
、
下
接
す
る
句
、
つ
ま
り
当
該
歌
で
は

「
行
き
取
り
探
り
」
を
被
修
飾
語
と
す
る
説
に
従
い
た
い
。
と
い
う
の
も
、

こ
れ
ま
で
見
て
き
た
い
ず
れ
の
「
泣
く
子
な
す
」
も
、
下
接
す
る
句
を
修

飾
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
「
行
き
取
り
探
り
」
を
被
修
飾
語
と
す

る
説
を
掲
げ
る
『
萬
葉
集
注
釈
』
（
以
後
、
『
注
釈
』
）
は
、
次
の
よ
う
に

述
べ
て
い
る
。

「
泣
く
子
な
す
」
は
枕
詞
。
こ
こ
は
「
は
ひ
行
き
も
の
を
取
り
さ
ぐ

る
」
の
意
で
つ
ず
け
た
。
「
行
」
の
文
字
を
用
ゐ
た
の
も
そ
の
か
か

り
の
意
を
示
し
た
も
の
で
、
上
の
「
行
」
と
同
音
を
か
さ
ね
、
戦
を

取
り
さ
ぐ
っ
て
、
と
云
っ
た
の
で
あ
る
。
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の「泣く子なす」について｢万葉集』

「
泣
く
子
な
す
」
の
被
修
飾
語
に
つ
い
て
は
、
『
注
釈
』
の
見
解
に
従

う
。
た
だ
、
「
注
釈
』
が
「
行
」
に
「
教
」
が
か
か
る
と
す
る
点
に
つ
い

て
、
『
注
釈
』
以
外
に
こ
の
説
を
掲
げ
る
、
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集

『
萬
葉
集
』
（
以
後
、
「
新
全
集
乞
及
び
「
萬
葉
集
鐸
注
』
（
以
後
、
『
鐸

注
』
）
で
は
、
原
文
「
行
取
左
具
利
」
に
従
い
、
「
行
」
を
掛
詞
と
は
見
て

い
な
い
。
詳
細
な
検
討
は
省
く
が
、
本
稿
も
原
文
に
従
、
う
こ
と
に
す
る
。

ま
た
、
「
行
き
取
り
探
り
」
に
つ
い
て
、
「
注
釈
」
が
示
す
「
は
ひ
行
き
も

の
を
取
り
さ
ぐ
る
（
傍
点
筆
者
）
」
と
い
う
理
解
は
こ
れ
ま
で
の
検
討
か

ら
疑
問
が
残
る
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
、
「
新
全
集
』
で
は
「
親
を
探
し

て
泣
く
迷
子
の
よ
う
に
取
り
乱
し
て
」
、
『
鐸
注
』
で
は
「
幼
児
が
母
の
乳

を
ま
さ
ぐ
り
探
す
意
で
あ
ろ
う
」
と
い
う
よ
う
に
、
親
子
の
関
係
に
基
づ

い
て
詠
み
手
と
女
性
と
の
仲
を
裂
い
た
「
人
」
を
「
泣
く
子
」
に
喰
え
て

解
釈
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
「
泣
く
子
な
す
行
き
取
り
探
り
」
と
は
、
「
里

人
」
が
行
き
集
う
場
所
で
、
子
ど
も
が
泣
き
わ
め
き
な
が
ら
親
を
探
し
求

め
る
よ
う
に
、
詠
み
手
の
愛
す
る
女
性
を
「
人
」
が
探
し
当
て
た
こ
と
を

表
現
し
て
い
る
と
あ
る
。
こ
れ
は
、
本
稿
が
こ
れ
ま
で
検
討
し
て
き
た
こ

と
と
も
合
致
し
て
お
り
賛
同
し
た
い
。
し
か
し
、
例
え
ば
『
輝
注
」
が
、

こ
れ
に
つ
い
て
「
つ
ま
り
、
こ
の
男
の
妻
は
、
里
人
の
行
き
集
う
入
ご
み

の
中
で
、
突
如
誰
か
に
さ
ら
わ
れ
て
し
ま
っ
た
の
だ
と
思
う
。
」
と
い
う

よ
う
に
、
夫
婦
を
暴
力
的
に
引
き
離
し
て
し
ま
う
民
俗
や
事
件
性
を
孕
ん

（狐）

だ
表
現
と
す
る
解
釈
は
、
「
泣
く
子
」
を
親
子
の
関
係
に
基
づ
く
表
現
で

あ
る
と
す
る
十
分
な
説
明
に
な
っ
て
い
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

当
該
歌
の
「
泣
く
子
な
す
行
き
取
り
探
り
」
は
、
「
人
」
を
子
ど
も
が

泣
き
な
が
ら
母
親
を
探
し
回
る
姿
に
職
え
る
表
現
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ

の
よ
う
に
し
て
詠
み
手
が
愛
す
る
女
性
を
探
り
当
て
ら
れ
た
こ
と
と
、
結

句
の
「
人
し
悔
し
も
恋
ふ
ら
く
思
へ
ぱ
」
の
結
び
つ
き
に
注
目
す
る
必

要がある。

と
こ
ろ
で
、
詠
み
手
と
女
性
は
、
ど
の
よ
う
な
関
係
に
あ
っ
た
の
だ
ろ

う
か
。
と
い
う
の
も
、
「
放
ち
け
む
」
と
あ
り
、
女
性
と
引
き
離
さ
れ
た

と
い
う
過
去
の
事
実
に
対
し
て
推
量
の
表
現
が
用
い
ら
れ
て
い
る
か
ら
で

あ
る
。
つ
ま
り
、
事
態
は
詠
み
手
の
知
ら
な
い
う
ち
に
起
き
、
今
も
な
お

推
量
の
域
を
出
な
い
こ
と
と
し
て
詠
ま
れ
て
い
る
。
す
る
と
、
二
人
は
夫

婦
で
は
な
く
、
ま
だ
公
に
は
知
ら
れ
て
い
な
い
関
係
で
あ
り
、
「
里
人
の

行
き
の
集
ひ
」
に
は
、
女
性
だ
け
が
出
か
け
た
と
考
え
た
方
が
自
然
で
あ

る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

こ
こ
で
、
こ
の
二
人
を
引
き
裂
く
場
と
な
っ
た
「
里
人
の
行
き
の
集

ひ
」
と
い
う
空
間
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。
「
万
葉
集
』
に
お
け
る
恋

の
歌
に
詠
ま
れ
た
「
里
人
」
の
用
例
を
見
て
み
る
と
、
次
の
よ
ミ
フ
な
歌
が

見られる。
里
人
の
言
寄
せ
妻
を
荒
垣
の
外
に
や
我
が
見
む
憎
く
あ
ら

な

く

に

（

⑪

．

二

五

六

二

）

里
人
も
語
り
継
ぐ
が
ね
よ
し
ゑ
や
し
恋
ひ
て
も
死
な
む
誰

が
名
な
ら
め
や
（
⑫
．
二
八
七
三
）

大
船
を
舳
ゆ
も
砿
ゆ
も
堅
め
て
し
許
曾
の
里
人
顕
は
さ
め

かも

（⑭．三五五九）

、
フ
ち
は
へ
て
思
ひ
し
小
野
は
遠
か
ら
ぬ
そ
の
里
人
の
標
結

ふ
と
…
…

（⑬．三二七二）

二
五
六
二
番
歌
に
お
け
る
「
里
人
」
は
、
「
妻
」
と
詠
み
手
と
の
関
係

を
口
さ
が
な
く
噂
す
る
人
々
と
し
て
詠
ま
れ
て
い
る
。
二
八
七
三
番
歌
で

は
、
詠
み
手
が
恋
死
に
す
れ
ば
、
「
里
人
」
が
、
表
に
出
て
い
な
い
女
性

- ９３ -
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こ
の
よ
う
に
「
里
人
」
の
用
例
を
見
て
み
る
と
、
共
同
体
的
な
集
団
を

指
す
場
合
と
共
同
体
の
内
部
に
い
る
人
物
を
指
す
場
合
と
が
あ
る
が
、
い

ず
れ
の
場
合
も
、
不
特
定
な
人
物
を
指
し
て
い
る
。
ま
た
、
「
里
人
」
は
、

恋
人
の
仲
を
噂
し
明
る
み
に
曝
し
て
し
ま
う
存
在
で
あ
り
、
詠
み
手
の
想

い
人
の
身
近
な
恋
の
対
象
者
と
し
て
詠
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

以
上
の
こ
と
か
ら
、
当
該
歌
の
「
里
人
の
行
き
の
集
ひ
」
と
は
、
不
特

定
の
人
が
集
ま
り
、
男
女
の
仲
を
噂
に
よ
っ
て
明
る
み
に
曝
し
広
め
て
し

ま
う
危
険
な
空
間
で
あ
り
、
そ
こ
に
は
、
恋
を
求
め
て
う
ろ
つ
く
よ
う
な

「
人
」
も
い
た
の
で
は
な
い
か
。
そ
の
よ
、
フ
な
空
間
に
、
詠
み
手
の
知
ら

ぬ
間
に
愛
す
る
女
性
は
出
か
け
、
誰
と
も
つ
か
ぬ
「
人
」
に
恋
の
対
象
と

さ
れ
て
し
ま
っ
た
も
の
と
考
え
る
。

こ
こ
で
、
再
び
、
当
該
歌
の
「
泣
く
子
な
す
行
き
取
り
探
り
」
を
見
て

み
た
い
。
こ
の
表
現
は
、
「
人
」
が
、
う
ろ
つ
き
回
り
な
が
ら
偶
然
に
も
女

性
を
探
り
当
て
た
事
態
を
示
し
て
い
た
。
こ
の
「
人
」
と
は
不
特
定
の
誰

と
も
解
ら
な
い
人
物
で
あ
り
、
詠
み
手
は
、
こ
の
人
物
を
「
泣
く
子
」
に

職
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
父
親
の
視
点
に
立
っ
て
、
防
人
の
歌
や
前
章
の

行
路
死
人
の
歌
と
同
様
に
、
こ
の
事
態
に
対
す
る
な
す
す
べ
の
無
さ
を
表

現
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
「
泣
く
子
に
は
勝
て
な
い
」
と
い
う
よ
う
な
一

種
の
諦
め
が
、
当
該
歌
の
「
泣
く
子
な
す
」
に
は
含
ま
れ
て
い
る
も
の
と

の
名
を
明
る
み
に
曝
し
な
が
ら
噂
を
広
め
て
い
く
で
あ
ろ
う
と
詠
む
。
ま

た
、
三
五
五
九
番
歌
で
は
、
強
く
誓
い
合
っ
た
恋
人
の
仲
を
「
里
人
」
に

さ
と
ら
れ
な
い
よ
う
に
と
の
決
意
が
見
て
取
れ
る
。
さ
ら
に
、
三
二
七
二

番
歌
で
は
、
「
里
人
」
が
詠
み
手
の
恋
の
対
象
者
と
同
じ
共
同
体
に
い
て
、

想
い
人
を
先
に
得
て
し
ま
い
か
ね
な
い
人
物
と
し
て
詠
ま
れ
て
い
る
こ
と

がわかる。

こ
れ
ま
で
、
『
万
葉
集
」
の
「
泣
く
子
な
す
」
に
つ
い
て
、
「
泣
く
子
」

の
表
現
か
ら
見
て
き
た
。
『
万
葉
集
」
の
「
泣
く
子
」
は
、
神
話
に
お
け

る
神
々
の
涕
泣
の
挿
話
を
想
起
さ
せ
る
が
、
神
々
の
涕
泣
が
持
つ
特
殊
性

を
受
け
継
ぐ
表
現
で
は
な
く
、
母
親
不
在
の
子
ど
も
と
父
親
と
い
う
特
異

な
親
子
関
係
か
ら
、
失
っ
た
母
親
を
求
め
る
子
ど
も
の
イ
メ
ー
ジ
に
基
づ

く
表
現
で
あ
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
、
『
万
葉
集
』
に
お
け
る
「
泣
く
子
な

す
」
の
表
現
が
、
「
泣
く
」
行
為
そ
の
も
の
よ
り
も
、
親
子
の
関
係
か
ら

見
た
子
ど
も
を
意
識
し
て
い
た
こ
と
を
裏
付
け
て
い
る
。
こ
う
し
た
「
泣

く
子
」
の
イ
メ
ー
ジ
を
も
と
に
、
挽
歌
や
望
郷
歌
な
ど
の
歌
に
詠
ま
れ
た

大
人
の
行
動
を
「
泣
く
子
」
に
職
え
る
「
泣
く
子
な
す
」
と
い
、
フ
比
嚥
表

現
に
つ
い
て
、
従
来
と
は
異
な
る
提
案
が
で
き
た
か
と
思
う
。

「
泣
く
子
」
に
職
え
る
と
は
、
結
局
、
不
在
の
母
親
を
求
め
る
子
ど
も

の
よ
う
に
相
手
を
必
死
に
求
め
る
表
現
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
各
作
品

の
詠
み
手
の
視
点
に
よ
っ
て
、
求
め
ら
れ
た
相
手
に
対
す
る
詠
み
手
の
讃

美
の
表
現
に
も
な
り
、
一
方
で
、
「
泣
く
子
」
を
受
け
入
れ
き
れ
な
い
父

親
の
視
点
に
立
つ
詠
み
手
の
無
念
や
無
常
感
と
も
結
び
つ
く
表
現
で
あ
っ

た。
『
万
葉
集
」
に
は
、
こ
の
他
に
も
「
泣
く
子
な
す
」
の
よ
う
に
親
と
子

の
関
係
に
基
づ
く
表
現
が
見
ら
れ
る
。
今
後
、
他
の
同
時
代
の
文
献
に
お

考
え
る
。
そ
し
て
、
そ
の
こ
と
は
結
句
「
人
し
悔
し
も
恋
ふ
ら
く
思
へ

ば
」
に
込
め
ら
れ
た
詠
み
手
の
無
念
さ
に
も
結
び
つ
い
て
い
る
の
で
あ

つ（）。

八
お
わ
り
に
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『万葉集』の「泣く子なす」について

け
る
親
子
の
あ
り
方
な
ど
も
視
野
に
入
れ
つ
つ
、
『
万
葉
集
」
に
お
け
る

親
と
子
の
関
係
に
基
づ
く
表
現
と
、
そ
れ
ら
の
歌
に
つ
い
て
も
考
察
を
深

め
て
い
き
た
い
。

注
（
１
）
「
泣
く
子
な
す
」
の
表
記
は
、
「
奥
兒
成
」
（
③
．
四
六
○
）
、
「
泣

子
那
須
」
（
⑤
．
七
九
四
）
、
「
鳴
兒
成
」
（
⑬
．
三
三
○
二
）
、
「
笑
兒

如
」
（
⑬
．
三
三
三
六
）
、
「
奈
久
古
奈
須
」
（
⑮
．
三
六
二
七
）
と
そ

れ
ぞ
れ
異
な
る
が
、
今
日
い
ず
れ
も
「
ナ
ク
コ
ナ
ス
」
と
訓
ま
れ
て

お
り
、
本
稿
も
従
来
の
訓
に
従
っ
て
稿
を
進
め
る
。

（
２
）
「
泣
く
子
な
す
」
は
、
『
日
本
書
紀
」
『
古
事
記
」
『
風
土
記
』
な
ど

『
万
葉
集
』
と
同
時
代
の
文
献
に
は
見
ら
れ
ず
、
『
万
葉
集
」
以
外
で

は
、
『
八
十
浦
之
玉
」
『
鈴
屋
集
』
『
う
け
ら
が
花
』
『
藤
糞
』
と
い
っ

た
、
江
戸
期
の
和
歌
集
や
歌
文
集
に
散
見
す
る
。

（
３
）
「
な
す
」
の
研
究
は
、
語
源
研
究
に
基
づ
い
て
お
り
、
「
似
す
」
説

は
、
日
本
古
典
文
学
大
系
『
萬
葉
集
』
一
補
注
（
捌
頁
）
や
『
新

明
解
古
語
辞
典
補
注
版
』
「
な
す
」
項
補
注
（
西
宮
一
民
氏
執

筆
）
、
ま
た
、
「
成
す
」
説
は
、
澤
潟
久
孝
『
萬
葉
集
注
釈
」
第
一
巻

（
側
頁
）
や
土
橋
寛
氏
『
古
代
歌
謡
全
注
釈
古
事
記
編
』
（
捌
頁

～
Ⅲ
頁
）
、
さ
ら
に
、
格
助
詞
「
な
」
＋
形
式
動
詞
「
す
」
説
は
、

山
田
孝
雄
『
奈
良
朝
文
法
史
』
（
Ⅷ
頁
～
捌
頁
）
に
詳
し
い
。
語
源

説
に
定
説
は
な
い
が
、
用
法
を
帰
納
的
に
見
て
、
「
な
す
」
に
比
嚥

関
係
を
示
す
機
能
の
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
だ
と
指
摘
さ
れ
て
い
る

（
半
澤
幹
一
「
万
葉
比
嚥
論
序
説
ｌ
直
嚥
の
認
定
と
表
現
形
式
ｌ
」

亀
共
立
女
子
大
文
芸
学
部
紀
要
』
二
八
集
一
九
八
二
・
二
）
。
ま

た
、
近
藤
信
義
「
古
代
の
鏡
と
枕
詞
の
世
界
ｌ
「
鏡
な
す
」
の
原
風

景
」
（
『
立
正
大
学
大
学
院
紀
要
』
十
五
号
一
九
九
九
・
三
）
も
参

考にした。

（
４
）
江
見
澤
洋
祐
「
枕
詞
「
泣
く
兒
な
す
」
の
位
相
」
亀
大
学
院
年

報
』
二
八
号
二
○
○
一
・
三
）

（
５
）
江
見
澤
氏
の
い
う
「
〈
泣
く
兒
〉
」
と
は
、
大
人
と
子
ど
も
の
関
係

に
基
づ
い
て
用
い
て
い
る
が
、
本
稿
は
、
親
子
の
情
に
基
づ
く
表
現

と
し
て
「
泣
く
子
」
を
扱
う
た
め
、
江
見
澤
氏
の
い
う
「
〈
泣
く

兒
〉
」
に
つ
い
て
は
そ
の
ま
ま
引
用
し
、
本
稿
は
、
区
別
し
て
「
泣

く
子
」
と
表
記
す
る
。

（
６
）
江
見
澤
氏
は
、
「
言
だ
に
問
は
ず
」
「
音
の
み
し
泣
く
」
「
行
き
取

り
探
り
」
を
「
〈
泣
く
兒
〉
の
古
代
性
や
表
現
の
累
積
か
ら
捉
え
ら

れ
る
」
表
現
と
し
、
「
慕
ひ
来
ま
す
」
の
二
例
を
そ
れ
以
外
の
表
現

と
し
て
、
「
泣
く
子
な
す
」
の
「
位
相
」
を
説
明
す
る
。

（
７
）
山
田
永
「
泣
く
こ
と
」
会
上
代
文
学
』
六
四
号
一
九
九
○
・

四）
（
８
）
『
萬
葉
集
全
註
鐸
』
（
以
後
、
『
全
註
鐸
」
）
が
、
ヨ
ラ
は
、
妻
と

も
子
と
も
解
せ
ら
れ
る
が
、
こ
の
歌
の
場
合
は
、
五
句
に
、
母
無
シ

ニ
シ
テ
と
言
っ
て
い
る
の
だ
か
ら
、
子
ど
も
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
」

と
指
摘
し
て
い
る
の
に
従
う
。

（
９
）
『
万
葉
集
』
の
「
泣
く
子
」
に
該
当
す
る
用
例
は
三
例
あ
る
が
、

そ
の
う
ち
、
二
例
は
比
嚥
的
な
用
例
で
あ
る
た
め
、
注
で
紹
介
す

ヲ（》◎ま
ず
、
巻
四
・
四
九
二
番
歌
の
「
衣
手
に
取
り
と
ど
こ
ほ
り

泣
く
子
に
も
ま
さ
れ
る
我
を
置
き
て
い
か
に
せ
む
舎
人
吉
年
」

で
、
吉
年
は
、
「
泣
く
子
」
を
持
ち
出
す
こ
と
で
大
宰
府
に
赴
く
田

部
忌
寸
櫟
子
と
の
別
れ
難
さ
を
表
現
し
て
い
る
。
当
該
歌
の
「
泣
く

子
」
も
、
失
っ
た
母
親
を
求
め
て
泣
く
子
ど
も
の
イ
メ
ー
ジ
に
基
づ

い
て
お
り
、
男
女
の
恋
を
詠
む
に
あ
た
っ
て
も
、
相
手
を
、
Ｌ

b，
０、
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『万葉集」の「泣く子なす」について

失
っ
た
子
ど
も
が
頼
る
べ
き
唯
一
の
存
在
と
し
て
捉
え
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
櫟
子
に
対
す
る
讃
美
の
表
現
と
な
っ
て
い
る
も
の
と
考
え

る
。
ま
た
、
巻
十
三
・
三
一
三
番
歌
の
「
泣
く
子
守
る
山
」
は
、
検

討
す
る
べ
き
点
が
多
い
た
め
、
拙
稿
「
「
泣
く
子
守
る
山
」
考
ｌ

『
万
葉
集
』
巻
十
三
・
三
二
一
三
番
歌
を
め
ぐ
っ
て
」
（
『
都
大
論
究
」

四
一
号
二
○
○
四
・
六
）
で
検
討
し
、
親
と
子
の
情
に
基
づ
く
表

現
で
あ
る
こ
と
を
論
じ
た
。
詳
細
は
、
拙
稿
を
参
照
し
て
い
た
だ
き

たい。

（
Ⅲ
）
四
六
一
番
歌
左
注
に
は
、
「
右
、
新
羅
国
の
尼
、
名
を
理
願
と
い

ふ
。
遠
く
王
徳
に
感
け
て
、
聖
朝
に
帰
化
し
ぬ
。
時
に
大
納
言
大
将

軍
大
伴
卿
の
家
に
寄
住
し
て
、
す
で
に
数
紀
を
経
た
り
。
（
後
略
）
」

と
あ
る
。
な
お
、
「
大
納
言
大
将
軍
大
伴
卿
」
に
つ
い
て
は
、
『
続
日

本
紀
」
和
銅
七
年
五
月
丁
亥
朔
条
に
、
「
大
納
言
兼
大
将
軍
正
三
位

大
伴
宿
禰
安
麻
呂
莞
し
ぬ
。
」
の
記
事
が
見
ら
れ
る
。

（
Ⅱ
）
「
日
本
挽
歌
」
の
「
妹
」
が
憶
良
の
妻
と
旅
人
の
妻
の
ど
ち
ら
で

あ
る
か
に
つ
い
て
は
、
長
く
論
争
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、

今
日
旅
人
の
妻
の
死
を
憶
良
が
悼
み
、
歌
を
献
上
し
た
と
す
る
伊
藤

博
氏
（
『
万
葉
集
の
歌
人
と
作
品
』
下
八
章
四
節
）
の
説
に
従
う

こ
と
に
す
る
。
ま
た
、
井
村
哲
夫
『
萬
葉
集
全
注
」
第
五
巻
【
考
】

も参考にした。

（
岨
）
伊
藤
博
『
萬
葉
集
の
表
現
と
方
法
」
下
第
八
章
第
二
節
「
家
と

旅
」
（
塙
書
房
一
九
七
六
・
十
）

（
Ｂ
）
引
用
部
の
「
作
主
」
と
い
う
言
葉
に
つ
い
て
、
伊
藤
博
氏
は
、

（
注
皿
）
前
掲
書
に
お
い
て
、
「
日
本
挽
歌
」
の
妻
の
対
象
者
に
諸
説

あ
る
こ
と
を
考
慮
し
た
上
で
、
「
作
中
主
人
公
の
意
で
「
作
主
」
と

い
う
語
を
用
い
る
」
と
述
べ
て
い
る
。

（
Ｍ
）
鉄
野
昌
弘
「
日
本
挽
歌
」
含
セ
ミ
ナ
ー
万
葉
の
歌
人
と
作
品
』
第

五
集
和
泉
書
院
二
○
○
○
・
九
）

（
略
）
清
水
克
彦
『
萬
葉
論
集
」
第
二
「
丹
比
笠
麻
呂
の
道
行
的
望
郷
歌

ｌ
赤
人
作
歌
と
の
関
係
を
中
心
に
」
（
桜
楓
社
一
九
八
○
・
五
）

（
焔
）
吉
井
巌
『
萬
葉
集
全
注
』
第
十
五
巻

（
Ⅳ
）
江
見
澤
（
注
４
）
前
掲
論
文
。

（
肥
）
当
該
歌
の
道
程
の
記
述
は
、
主
に
『
騨
注
」
を
参
考
に
し
た
。

（
岨
）
古
橋
信
孝
「
万
葉
短
歌
の
表
現
構
造
ｌ
行
路
死
人
歌
の
場
合
」

（
『
国
語
と
国
文
学
」
五
九
’
九
一
九
八
二
・
九
）

（
別
）
江
見
澤
（
注
４
）
前
掲
論
文
。

（
皿
）
「
ト
ハ
ズ
」
は
、
『
萬
葉
集
」
百
本
古
典
文
学
大
系
・
日
本
古
典

文
学
集
成
・
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
・
新
日
本
古
典
文
学
大
系
）
、

「
ツ
ゲ
ズ
」
は
、
『
萬
葉
集
」
（
お
う
ふ
う
一
九
九
六
・
三
重

版
）
、
「
イ
ハ
ズ
」
は
、
『
全
註
稗
」
で
訓
ま
れ
て
い
る
。

（
塊
）
当
該
歌
の
文
脈
整
理
に
は
、
高
橋
庄
次
『
万
葉
集
巻
十
三
の
研

究
」
（
桜
風
社
一
九
八
二
・
五
）
な
ど
も
参
考
に
し
た
。

（
路
）
当
該
歌
の
「
泣
く
子
な
す
」
の
被
修
飾
語
に
つ
い
て
は
、
大
別
し

て五説ある。

①
「
行
き
取
り
探
り
」
を
修
飾
す
る
と
す
る
説
。
『
全
釈
』
・
『
注

釈
』
・
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
『
萬
葉
集
』
・
『
稗
注
」

②
脱
落
句
が
あ
る
と
す
る
説
。
『
万
葉
考
』

③
「
放
つ
」
を
修
飾
す
る
と
す
る
説
。
『
萬
葉
集
私
注
」

④
「
取
り
探
り
」
を
修
飾
す
る
と
す
る
説
。
『
萬
葉
集
総
釈
』

⑤
「
探
り
」
を
修
飾
す
る
と
す
る
説
。
新
日
本
古
典
文
学
大
系
『
萬

葉集』

本
文
に
記
し
た
と
お
り
、
本
稿
は
①
説
を
支
持
す
る
。

（
別
）
『
輝
注
」
の
他
に
、
事
件
性
を
孕
む
解
釈
と
し
て
、
村
瀬
憲
夫
氏

が
「
万
葉
集
巻
十
三
の
長
歌
の
実
態
ｌ
「
里
人
の
我
に
告
ぐ
ら
く
」

メ

ノ

／
Ｉ

／

／
／
／
Ｉ
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／



『万葉集』の「泣く子なす」について

付
記

本
稿
は
、
二
○
○
三
年
三
月
一
日
に
お
け
る
古
代
文
学
会
三
月
例
会
で

の
口
頭
発
表
に
関
連
し
て
い
る
。
席
上
、
多
く
の
貴
重
な
ご
教
示
を
い
た

※
本
稿
は
、
新
編
日
本
．

卜
と
し
て
使
用
し
た
。

※
※
『
古
事
記
』
の
本
．

店
）
か
ら
引
用
し
た
。

ま
た
、
本
稿
を
書
く
に
あ
た
り
、
指
導
教
官
で
あ
る
飯
田
勇
氏
と
の
相

談
の
中
で
、
貴
重
な
ご
意
見
を
い
た
だ
き
、
「
泣
く
子
」
の
解
釈
に
多
く

の
手
が
か
り
を
得
た
。
こ
の
場
を
借
り
て
お
礼
申
し
上
げ
る
。

だ
い
た
こ
と
に
感
謝
申
し
上
げ
る
。

歌
の
原
初
形
態
の
想
定
を
め
ぐ
っ
て
」
含
シ
ュ
ン
ポ
シ
オ
こ
２

一
九
九
七
・
三
）
の
中
で
、
続
く
三
三
○
三
番
歌
の
挽
歌
性
と
連
な

る
こ
と
を
前
提
に
、
「
娘
子
」
の
死
と
結
び
つ
く
「
拉
致
」
と
し
て

解
釈
し
て
い
る
。

新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
『
萬
葉
集
」
（
小
学
館
）
を
テ
キ
ス

の
本
文
は
、
日
本
古
典
文
学
大
系
『
古
事
記
』

し
た
。
な
お
、
旧
字
は
、
新
字
に
改
め
た
。

（岩波書
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