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人

麻

呂

歌

集

の

使

者

の

歌

「道

行

く
人
」

(
二
三
七
〇
番
歌
)
を

め
ぐ

っ
て

江

富

範

子

1

 

『
万
葉

集

』
に
採
録

さ

れ

た

人
麻

呂

歌

集

の
短

歌

の
中

で
、
い
わ

ゆ

る
略
体

歌

の
性
格

に

つ
い
て
吉

田
義

孝

氏

「柿

本

人
麻

呂

研
究

に
お

け

る

 

 

 

 

 

  
 

略

体

歌

の
位

置

」

が

、

そ

れ
ま

で
見

な

さ

れ

て

い
た

よ

う
な

民

謡

と

は

言

い
が

た

い
も

の

の
、

さ

り
と

て
、

個

人

の
純

然

た

る
創

作

歌

と

ま

で

は

認

め

が

た

い
と

い
う

一
見

矛
盾

し
た

性
格

を
持

つ
こ
と

を
指

摘

し
た

上

で
、

そ

う

し
た

性
格

は

「略
体

歌

が

、

民
謡

の
き

わ

め

て
強

い
影
響

の
も

と

に
成

り
立

っ
て

い
る

こ
と

、

し
か

も
、

た

ん
な

る

民
謡

の
域

に

と
ど

ま

る

こ
と
な

く
、

一
層

高

次
な

創

作
短

歌

へ
の
方

向

で
独

自

の
展

開

を

と

げ

つ

つ
あ

る

こ
と

を
、

有

力

に
も

の
が

た

る
も

の
に

ほ

か
な

ら

な

い
」

と

の
見
解

を

示

し
、

略
体

歌

研

究

に
新

た
な

局

面

を
拓

か
れ

て

か

ら

、

既

に

四

十
年

余

を
数

え

る
。

吉

田
氏

の

こ
う

し
た

見
解

は
概

ね
支

持

さ

れ

て
今

日

に
至

っ
て

い
る
が

、

そ

う

し

た
性

格

を

具
体

的

に
検

討

し

た

も

の
と
な

る
と

、
さ

ほ
ど

多

く

な

い
。

数

少

な

い
中

か
ら

そ

の
代
表

と

し

て
挙

げ

ら

れ

る

の
が

、
稲

岡

耕

二
氏

「
人
麻

呂

歌
集

略

体
歌

 

 

 

 

 
  
り

の
方

法

(
一
)
」

で
あ

ろ
う

。

稲

岡

氏

は
、
略

体

歌

を
宮

廷

官

人

に

よ

る
集

団
歌

謡

と

捉

え
、
そ

こ
に

「集

団
歌

謡

性

と

し

て

の
笑

い
」
を

見

出

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

ハ 
 

さ

れ

た

の

で
あ

る

が
、

そ

の
後

の
略

体

歌

研
究

は

同
氏

の
説

が
基

盤

と

な

っ
て
展

開
さ

れ

て

い
る
と

言

っ
て
も

過

言

で
は
な

い
。

人
麻
呂
歌
集
の
使
者
の
歌



 

稲

岡

氏

が

前

記

論

文

で
、

そ

の
論

拠

の

一
つ
に
挙
げ

ら
れ

た

の
が

、

巻

十

一
に

「正
述

心
緒

」

と

し

て
収

録
さ

れ

て

い
る
次

の
歌

で
あ

る
。

 

 
こ
ひ
し
な
ぱ
 
こ
ひ
も
し
ね
と
や
 
た
ま
ほ
こ
の
 
み
ち
ゆ
き
び
と
の
こ
と
つ
げ
も
な
き
(4
)

 

 

恋

死

 
恋

死

耶

 

玉
梓

 
路

行

人

 
事

告

無

(
巻

十

一
、

二
三
七

〇

)

右

の
結

句

は
、

か

つ
て

は
本

文

を

「事

告

兼

」

と

し
、

「
コ
ト

モ

ツ
ケ

カ
ネ

」

「
コ
ト

モ
ツ

ケ

ケ

ム
」

等

訓

ま

れ

て

い
た

が
、

嘉

暦

伝

承
本

に

「事
告

無

」
と

「無

」

の
字

を

と

る

こ
と

か
ら

、

「兼

は
無

の
誤

に

て
、
結

句

こ
と

も

つ
げ
な

く

な

ら

ん
と
宣

長

言

へ
り
」
と

い
う

『
万
葉

集

略

解

』

の
説

が
広

く

承

認
さ

れ
、

諸

注

に

お

い
て
は

本
文

を

「事

告
無

」

と

し
、

「
コ
ト

モ
ツ
ゲ

ナ

ク
」

と

訓

ん

で
、

「道

行

く

人
が

あ

の
人

の
言

伝

て
も

し
て

く

れ
な

い

こ
と

よ

」

(『
万
葉

集

注

釈

』
)
と

い

っ
た
解

釈

が
施

さ

れ

る

こ
と
が
多

か

っ
た
。

が

、
そ

う

し
た
解

釈

に
対

し

て
、
稲

岡

氏

は

「『
玉
梓

路

行

人
』
が

諸

注

に
説

か
れ

て

い
る

よ
う

な
、
言

を
伝

え

る
機

能

を
、
は
た

し

て
持

つ
て

い
た

の
か
」
と

の
疑

問

を

呈

せ
ら
れ

、
「玉

枠

路

行

人
」
を

「
限
定

さ

れ

た

顔

見

知

り

の
人

々
と

か
、
小
集

団

の
人

々
で
は
な

し

に
、
広

い
範

囲

の
人

々
を
指

す

語

で
あ

り
、
万
葉

人

に
と

っ

て

見
知

ら
ぬ

世

間

の
人

を
意

味

す

る
言
葉

で
あ

っ
た
」

と

し
た
上

で
、

「『
み
ち

ゆ

く

ひ
と

の
こ
と
も

つ
げ

な
く
』

が

、

=

一句

と

必
然

的
な

関

連

を

有

す

る
た

め

に

は
、
『
路

行

人
』
ガ

不
特

定

多

数

の
人

々
で

あ

っ
て
は

な

ら
ず

、
限
定

さ

れ
た

小

社
会

の
人

々
で
あ

る

こ
と

が

必

要
だ

ろ
う

」

と

し

て

「
コ
ト

モ

ツ
ゲ

ナ

ク
」

と

訓

む

説

を

否
定

、

「『
事

告
無

』

の

『
事

』

は
、
古
典

大

系

本

や
私

注

・
古
典

文
学

全

集

の

一
案

と

し

て
示
さ

れ

て

い
る
よ

う

に
、
夕

占

に

か

か
わ

る
呪
的

な

こ
と
ば

と
見

る

の
が

正

し

い
」
と

し

て

「
コ
ト

モ
ノ
ラ

ナ
ク

」
と

訓

み
、

「夕
占

の
た

め

に
通
行

人

の
言
葉

を

聞

こ
う

と

し

て
も
、

人
が

何

も

言
わ

ず

に
通

り
過
ぎ

る

と
歌

う

の

は
、

恋

い
死

に
せ

よ

と
言

う

の
か
と

い
う

一
二
句

か
ら
、

こ

の

歌

を
聴

く

人

々

の
予

想

し
、

あ

る

い
は
期

待

す

る
理
由

と

は
食

い
違

っ
た
、

と

ほ

け

た

お
か

し

み
を

漂
わ

せ
る
」

と
解

し

て
お

ら

れ

る
。

稲

岡

氏

は

さ

ら

に
、

「
こ
う

し

た
類

の
は
ぐ

ら

か

し

に

よ

る
笑

い
」

は

万
葉

の
東

歌

の
中

に
も
拾

う

こ
と
が

で
き

る
と

し
、

特

に
、

 

 

ゆ
ふ
け
 
 
 
 
 こ
よ
ひ
 
 
 の

 

 

夕

占

に
も
今

夜

と

告

ら

ろ
我

が

背
な

は
あ

ぜ

そ

も
今

夜

よ

し
ろ

来

ま

さ

ぬ

(巻

十

四
、

三

四
六

九
)

右

の
東

歌

を
当

該

歌

と

内

容

的

に
近

い
と

し

て
、

そ

こ
に

「自

棄

的

な

お

か

し

み
」

を

見
、

 

 

 

夕
占

の
結

果

と

、

恋

す

る
男

の
行
動

の
食

い
違

い
を

歌

う

こ
と

は
、

歌
謡

と

し

て
広

く
行

な

わ

れ

た
歌

い

口
か
も

知

れ
な

い
。

そ

の
歌

2

/



馬

 

 

い

口
は
、

天
武

朝

の
官

人

た

ち

の
間

に
も

、
多

少

の
変

形

を
加

え
な

が

ら
、

新

し

い
笑
わ

せ
歌

を

誕
生

さ

せ

た
。

夕

占

自
体

の
不
成

立

を

 

 

言

う

、
意

外
な

条

件

の
提

示

と
、

そ

の
た

め

の
と

ま

ど

い
を
歌

う

こ
と

は
、

徐

々
に
呪
術

か
ら
解

放

さ

れ

つ

つ
あ

っ
た

当
時

の
官

人
た
ち

 

 

の
間

に
、

暎
笑

の
種

を

撒

い
た

も

の
と
思

わ

れ

る
。

と
当

該

歌

を

「
天
武

朝

の
官

人

た

ち
」

に
よ

る

「新

し

い
笑

わ

せ

歌

」
と

位

置

づ

け
ら

れ

た
。

こ
う

し
た

稲

岡

氏

の
説

に
対

し

て
、

「
コ
ト

モ
ノ

ラ

ナ

ク

」

と

い
う

訓

に

つ
い
て

は
新

潮

日
本

古

典
集

成

『
万
葉
集

』

や

『
万
葉

集

釈

注

』

の
支

持

す

る

と

こ
ろ

で

あ

り
、

ま

た
、

「笑

わ

せ
歌

」

と

の
位

置

づ

け

が
、

人
麻

呂

歌

集

の
略
体

歌
研

究

に
多

大

の
影

響

を

与

え

た

こ
と

は
先

に
触

れ
た

通

り

で
あ

る
。

 

確

か

に

「告

」
字

は

「
ツ
グ

」

と

も

「
ノ

ル
」

と

も

訓

ま
れ

、

そ

の
意

味

で

「
コ
ト

モ
ノ
ラ
ナ

ク
」

と

訓

む
可

能

性
自

体

は
否
定

で
き

な

い

が
、

稲

岡

氏

の
説

に

対

し

て
疑

問

が

も

た

れ

る

の
は
、

ま

ず

第

一
に
、

「
玉
梓

路

行

人

」

が

「広

い
範

囲

の
人

々
を

指

す

語
」

で
あ

る

か
ら

と

言

っ
て
、

そ

う

し
た

人
が

言

伝

も

し

て
く

れ
な

い
と

い
う

こ
と

が

一
二
句

「恋

死
者

恋

死
耶
」

と

い
う
激

情

と

の
必
然

的

な

関
連

を
持

つ
こ
と

が

で
き

な

い
と

ま

で
言
え

る

の
か
ど

う

か
、
と

い
う

こ
と

と

、
第

二

に
、

「
コ
ト

モ

ノ
ラ

ナ

ク
」
と
訓

ん

で
夕

占

の
不
成

立

と
解

し
た
場

合

、
そ

こ

に
笑

い
を

看

取

す

る

こ
と

が

で
き

る

の
か

ど
う

か
、

と

い
う

こ
と

で
あ

る
。

論

の
都

合

上
、

後

者

を

ま
ず

取

り

上
げ

る
と

、

そ

も

そ
も

、

不

首

尾

に
終

わ

っ
た

と

い
う
内

容

の

こ
と

が

ら

が
笑

い
を

喚
起

す

る
た

め

に

は
、

そ

う

し
た

失
敗

が

確

定
的

で
あ

る
と

い
う

こ
と

が

大
前

提
と

な

る

が

、

も
ち

ろ

ん
、

そ

れ
だ

け

で

は
十

分

で
は
な

い
。

例

え
ば

、

 

 

つ
く
は
 
ね
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ハら
ね

 

 

筑

波

峰

に
 

盧

り

て
 

妻

な

し

に
 

我

が
寝

む
夜

ろ

は
 

早

も

明

け

ぬ

か
も

(
風
土

記
歌

謡

、

三

)

 

 

を
ば
や
し
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 れ
 
 
 
 
 せ

 
 

小
林

に
 

我
を
引
き
入
て
 
軒

し
人

の
 

面
も
知
ら
ず
 
家
も
知
ら
ず
も

(
日
本
書
紀
歌
謡
、

=

一
)

第

一
例

で
言

え
ば
、
不
首
尾
に
終
わ

つ
た
事
実

(妻
問

い
の
相
手
に
あ
ぶ
れ
た

こ
と
)

は
事
実
と

し
て
受

け
と
め
な
が
ら
も
、
そ

こ
に
生

じ
る

憤

り
を

他
に
振

り
向
け

て

「～
夜

ろ
は
早
も
明
け
ぬ
か
も
」
と
や
け

っ
ぱ

ち
に
歌
う

こ
と
が
笑

い
を
誘
う

の
で
あ
り
、
第
二
例

の
場
合

は
、
見

知
ら
ぬ

男
に
犯
さ
れ

て
し
ま

っ
た
と

い
う
事
実

に
対
し
て
、
自

己
の
間
抜
け
ぶ
り
を

「面
も
知
ら
ず
」
「家
も
知
ら
ず
も
」
と
殊
更
、
さ
ら
け
出

3

人
麻
呂
歌
集
の
使
者
の
歌



す

こ
と

が

嘲

笑

を

買

う

こ
と

に

つ
な

が

っ
て

い
る
。

い
か
な

る

要
素

が

加
味

さ

れ
る

か

は
様

々
な

場

合

が

あ

る
だ

ろ
う

が
、

い
ず

れ

に

し
ろ
、

笑

い
を

誘

う

た

め

に
は

不
首

尾

に
終

わ

つ
た
と

い
う

こ
と

が

ら

は
確

定

さ

れ

て

い
な

け

れ
ば

な

ら
な

い
。

当
該

歌

の
場

合
、

夕
占

の
不
成

立

に

か

こ

つ
け

て
、

恋

の
苦

し

み

を

「路

行

人
」

に
転
嫁

し
、

大

げ
さ

に

言

い
立

て
た
歌

、

と

い
う

こ
と

で
そ

こ
に
笑

い
を

認

め

る
と

い
う

こ
と
も

で
き

な

く

は
な

い
が
、
そ

の
た

め

に

は
肝

心

の
夕
占

の
不

成
立

と

い
う

こ
と

が
ら

が

、
果

た

し

て
確
定

的

な

失
敗

と

ま

で
言

え

る

の
か
ど

う

か
。

夕

占

が

吉

凶

い
ず

れ

に
出

る

か
定

か

で
な

く

(
そ

の
点

、

稲

岡

氏

が

こ

の
歌

と
内

容

的

に
近

い
と
さ

れ

る

三
四
六

九

番

の
東

歌

は
夕
占

で
既

に

吉

と

出

た

上

で

の
も

の

で
あ

り
、
こ

の
歌

と

同
列

に

は
論

じ
ら

れ
な

い
)
、
作

者

に
と

っ
て
都

合

の
良

い

こ
と

を
言

っ
て
く
れ

る
と

は
限

ら
な

い

夕

占

が

不
成

立

に
な

っ
た

か

ら

と
言

っ
て
、
焦

慮

に
駆

ら
れ

る
と

い
う

の
は

い
か

に
も

わ

か

り

に
く

い
。

し
か

も
、

夕
占

の
不
成

立

と

な

っ
た

原
因

も

、

想

像

す

る

に
、

当

人

の
落

度

と

い
う

よ

り
は

不

運

に
帰

す

べ
き
筋

合

の
も

の
で
あ

っ
て
、

間

抜

け
と
笑

う

に
も
無

理

が
あ

る
。

 

さ

ら

に
付

言

す

る
と

、

稲

岡

氏

の
説

で

は
先

に
引

用

し

た

通

り
、

当
該

歌

を

「徐

々
に
呪
術

か
ら

解
放

さ

れ

つ

つ
あ

っ
た

」

天
武

朝

の
官

人

た
ち

の

「新

し

い
笑

わ

せ
歌

」

と
位

置

づ
け

て

い
る
が

、
他

の
人
麻

呂

歌
集

歌

の
夕
占

に
関

わ

る
歌

を

見

る
と
、

 

 

こ
と
た
ま
 
 
や
 
そ
 
 ち
ま
た
 
 
 
 
 
 
 
 
 つ
ら
ま
さ
 
 
の
 
 
 
 
あ
ひ
よ

 

 

言

霊

の
八

十

の
衝

に
夕

占

問

ふ
占

正

に
告

る
妹

相

寄

ら

む

と

(巻

十

一
、

二

五
〇
六

)

 

 

玉
棒

の
道

行

き
占

の
占

正

に
妹

は
逢

は
む

と
我

に
告

り

つ
る

(巻

十

一
、

二

五
〇
七

)

占

い

の
結

果
内

容

を

の
み
言

う

こ
と

が

た
だ

ち

に
恋

の
獲

得

を

予
感

さ

せ

る
と

い

っ
た

昴
揚

感

に

つ
な

が

っ
て

い
る
。

ま

た
、

人

麻

呂
歌

集

に

は
、

 

 

も
も
さ
か
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
や
う
ら

 

 

百

積

の
舟

隠

り

入

る

八
占

さ

し
母

は
問

ふ
と

も

そ

の
名

は
告

ら

じ

(巻

十

一
、

二
四
〇

七

)

母

の
あ

れ

こ
れ

行

う

占

い
に

お

の

の
き

な

が

ら
も

、
相

手

の
名

は

明

か
さ

な

い
と
真

っ
向

か

ら
挑

ん

で

い
る
少
女

の
う

た
も

見

ら
れ

る

が
、

占

い
の
結

果

如
何

が

重

ん

じ

ら

れ

て

い
る
が

故

の
挑

戦

と

も

言
え

る
。

人
麻

呂

歌

集
歌

に
お

い
て

は
、

呪
術

か
ら
解

放

さ

れ

つ
つ
あ

る
時

期

に
属

す

る
と

い
う

こ
と

自

体

は

否
定

で

き
な

い
に
し

て
も

、

ま
だ

そ
れ

は

形
骸

化
さ

れ

て

お
ら

ず
、

呪
術

に
価

値

を

認

め
な

が

ら
、

そ

れ
を
自

ら

に

4



引

き

付

け

て
歌

う

と

こ
ろ

に
見

所
が

あ

る

の
で
あ

っ
て
、

占

い

の
結

果

と

そ
れ

に
関

わ

る
現

実

と

の
間

に
譜

誰

の
入

り

込
む
余

地

は
な

い
。

占

い
と

現

実

と

の
ギ

ャ

ッ
プ

に
揺

れ

て

い
る

の
は
、

人
麻

呂

歌

集

歌

と

は
違

っ
て
、

む

し

ろ
、

 

 

夕

占

に
も

占

に
も

告

れ

る
今

夜

だ

に
来

ま

さ

ぬ

君
を

何

時

と

か

待

た
む

(巻

十

一
、

二
六

=

二
)

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
こ
ろ
も
で

 

 

逢

わ

な

く

に
夕

占

を

問

ふ

と
幣

に
置

く

に
我

が

衣

手

は
ま

た

そ
継

ぐ

べ
き

(巻

十

一
、

二
六

二
五
)

 

 

つ
く
よ
 
よ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
あ
し
つら

 

 

月

夜

良

み
門

に
出

で
立

ち

足
占

し

て
行

く

時

さ

へ
や
妹

に
逢

は
ざ

ら

む

(巻

十

二
、

三
〇

〇

六

)

と

い

っ
た

出

典

不
明

歌

の
方

で
あ

ろ
う

。

同

じ
く

出
典

不
明

の
、

 

 

夕

占

問

ふ
我

が

袖

に
置

く

白

露
を

君

に
見

せ

む

と

取

れ
ば

消

に

つ

つ

(巻

十

一
、

二
六

八

六

)

で

は
、

占

い

の
結

果

如

何

よ

り
も

そ

れ

に
ま

つ
わ

る
情
趣

の
方

に
重

き

が

置

か
れ

る
と

い
う

変

化

を

既

に

見

せ

て

い
る
。

一
口
に

呪
術

か
ら
解

放

さ

れ

つ

つ
あ

る
時

代

と

言

っ
て
も
、

出
典

不
明

歌

と

比

べ

て
み

て
も

人
麻

呂

歌

集

と

で
は
明

ら

か

に

温
度

差

が

あ

る

の
で
あ

る
。

占

い

の
結

果

が

ま

だ

重

ん

じ

ら
れ

て

い
る
人

麻

呂
歌

集

歌

に
あ

っ
て
、

当

該

歌

を

稲
岡

氏

の
説

か

れ

る
よ

う

に
夕

占

の
不
成

立

と
と

る
と
、

そ

の
結

果

も

わ

か

ら

ぬ

の
に
憤

葱

を

ぶ

つ
け

た

と

い
う

こ
と

に
な

っ
て
し

ま

い
、

蔚

に
お
ち

な

い
。

 

次

に
、

稲

岡

氏

の
説

に
対

す

る
も

う

一
つ
の
疑

問

に

つ
い

て
述

べ
た

い
。

稲

岡

氏

は

「広

い
範

囲

の
人

々
を

指

す

語
」

で
あ

る

「
玉
枠

路
行

人

」
が

言

を

伝

え

る
機

能

を
持

っ
て

い
た

と

は
考

え

ら

れ
な

い
と

の
観

点

か
ら
、
「
コ
ト

モ
ツ
ゲ

ナ

ク
」
と

訓

む

説

を

否
定

さ

れ

た

の
で
あ

る
が

、

 

 

 

 

 

 

 

ハ 
 

確

か

に

「道

行

く

人

」

(原

文

「路

行

人
」
)

が

通

り
す

が

り

の
人
を

指

す

言
葉

で
あ

る

こ
と

に
相

違

あ

る
ま

い
。

と

は

言
え

、

そ
う

し

た
人

が

実

際

に

言
伝

を

す

る
機

能

を
持

っ
て

い
た

か

ど

う

か

は
と

も

か

く

と

し

て
、
次

に

示
す

通

り
、

少

な

く

と

も

万
葉

歌

に

通

り
す

が

り

の

人
に

言

伝

を

頼

む

と

い
う

発
想

が

あ

っ
た

こ
と

は
否
定

で
き

な

い
。

 

 

あ

を

に
よ

し
奈

良

の
都

に
行

く

人

も

が

も
草

枕

旅

行

く

船

の
泊

ま

り
告
げ

む

に

(巻

十

五
、

三

六

一
二
)

 

 

 

 

い
は

 

 

我

が

家

う

に
行

か

も

人

も
が

草

枕

旅

は

苦

し

と
告

げ
遣

ら

ま

く

も

(巻

二
十

、

四
四

〇
六

)

5

人
麻
呂
歌
集

の
使
者

の
歌



こ
れ

ら

で
言

伝

を

頼

も

う

と

願

っ
て

い
る
人

と

は
、

い
ず

れ

も
通

り
す

が

り

の
人

を
念

頭

に
置

い
て

の

こ
と

で
あ

っ
た

ろ

う
。

遣
新

羅
使

人
歌

で
あ

る
第

一
例

は
従

六

位

上

、
大

判

官

の
地

位

に
あ

る
壬

生
使

主

宇

多

麻

呂

の
作

、

防

人
歌

で
あ

る
第

二
例

は
、

上

野
国

出
身

の
防

人

で
あ

る

大

伴

部

節

麻

呂

の
作

で
あ

り

、

地
域

・
身

分

を

異

に
す

る
者

の
作

で
あ

る

こ
と

が
、

こ
う

し

た
発

想

の
広

が

り
を

想
像

さ

せ
る
。

こ
れ

ら

は

い

ず

れ

も

万
葉

後

期

の
例

で

は
あ

る
が
、

二
三

七
〇

番

歌

と

同

じ
人

麻

呂

歌
集

歌

(略

体

歌
)
に

お

い
て
も

、
次

の
例
を

見

出
す

こ
と

が

で
き

る
。

 

 

 

 
 

 

 

さ
き
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 あ
れ

 

 

我

が

背

子

は
幸

く

い
ま

す

と

帰

り

来

て
我

に
告
げ

来

む

人
も

来

ぬ

か
も

(巻

十

一
、

二
三

八

四
)

旅

中

に

あ

る
夫

の
安

否

を
気

遣

う
女

の
歌

で

あ

る

が
、
夫

の
消

息

を
伝

え

に
来

て
く

れ

る

「我

が
背

子

は
～
告
げ

来

む

人

」
と

い
う

の
は
、

旅

の

一
行

の
者

、

或

い
は
夫

が

旅

先

で
出

会

っ
た

人

で
、

一
足
先

に
帰

っ
て
く

る
人

と

い
う

こ
と

で
、

や

や

限
定

は
さ

れ

る

も

の

の
、
女

に
と

っ

て

は
顔

見

知

り

と

ま

で
は
特

定

で
き

な

い
人

物

が
想

定

さ

れ

る
。

ま

た

、
挽

歌

の
例

で
は
あ

る
が
、

使

者

を

「
玉
梓

の
道

来

る

人
」

と
、

あ

た

か
も

通

り
す

が

り

の
人

で
あ

る

か

の
よ
う

に
表

現

し

た
例

が

あ

る
。

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

つ

 

 

:

・
玉
梓

の
 

道

来

る
人

の
 

伝

て
言

に
 

我

に

語
ら

く

 

は

し
き

よ

し
 

君

は

こ

の

こ
ろ
 

う

ら
さ

び

て
 
嘆

か

ひ

い
ま
す

 

世

の
中

 

 

の
 

憂

け

く
辛

け

く

 

咲

く

花

も

 
時

に
う

つ
ろ

ふ
 

う

つ
せ

み

も
 

常

な

く
あ

り
け

り
 

た
ら

ち
ね

の
 

御

母

の
命

 

な

に
し
か

も

 

 

時

し

は
あ

ら
む

を

 
ま

そ
鏡

 
見

れ

ど

も
飽

か

ず

 

玉

の
緒

の
 

惜

し
き

盛

り

に

 
立

つ
霧

の
 

失

せ
ぬ

る
ご

と

く

 
置

く
露

の
 
消

ぬ

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

た
は
こ
と
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 お
よ
つ
れ

 

 

る

が
ご

と

く
 

玉
藻

な

す

 

な

び

き

臥

い
伏

し
 

行

く
水

の
 

留

め

か
ね

つ
と

 

狂
言

か
 

人

の
言

ひ

つ
る
 
逆

言

か
 

人

の
告

げ

つ
る

 

 

:

:

(巻

十
九

、

四

二

一
四

)

右

は

左

注

に
よ

る

と
大

伴

家

持

が

そ

の
娘

婿

に
あ

た

る

「南

右

大

臣

家
藤

原

二
郎

」
の
母

の
喪

を

弔

っ
て
詠

ん
だ

挽
歌

で
、
「南

右

大

臣
家

藤

原

二
郎

」

が

誰

で
あ

る

か

は
諸

説

あ

る
も

の
の
、

権

門

の
出

で
あ

る

こ
と

に
相
違

あ

る
ま

い
。

そ
う

し
た

人

の
母

の
卦
報

は
、

実

際

に

は
使
者

に

よ

っ
て
も

た

ら

さ

れ

た

と

見

る

の
が

穏

当

で
あ

ろ

う
が

、

歌

の
中

で

は

「玉
梓

の
道

来

る

人

の
伝

て
言

」

と
し

て
表

現
さ

れ

て

い
る
。

こ
れ

に

先

行

す

る
金

村

歌
集

の
挽

歌

で
、

6



 
 
梓

弓
 
手

に
取
り
持
ち

て
 

ま
す

ら
を

の
 

さ

つ
矢
手
挟

み
 
立
ち
向
か
ふ
 
高
円
山

に
 
春

野
焼

く
 
野
火
と
見
る
ま

で
 
燃
ゆ
る
火

 
 
を

何

か
と
問

へ
ば

玉
梓

の

道
来

る
人

の

泣
く
涙

小
雨

に
降

れ
ば

白
た

へ
の

衣

ひ
つ
ち

て

立
ち
留
ま
り

我

に
語
ら
く

 
 
な

に
し
か
も

 
も
と
な
と
ぶ
ら
ふ
 
聞
け
ば

 
音

の
み
し
泣

か
ゆ
 
語
れ
ば

 
心
そ
痛

き

 
天
皇

の
 
神

の
皇

子
の
 
出

で
ま
し

の
 
手

 
 
火

の
光

そ

 
そ

こ
ば
照
り
た

る

(巻

二
、

二
三
〇
)

「玉
柞

の
道
来

る
人
」

に
よ

つ
て
志
貴
親

王

の
死
が
知
ら
さ

れ
る
と

い
う
例
が
見
え
、
諸
注

に
説

か
れ
る
よ
う

に
、
家

持

の
表
現
は
、
金
村

の

挽
歌
を
模

し
、

こ
と

の
意
外
性
を
強
調
す
る
効
果
を
狙

っ
て

の
も

の
で
あ
ろ
う
が
、
そ
れ
に
し
て
も
、
家
持

の
挽
歌

で
、
権
門
に
連
な

る
親
族

の
計
報

の
使
者
を

「
玉
梓

の
使

ひ
」
と
は
せ
ず
、

「
玉
梓

の
道
来
る
人
」
と
表
現
す
る

こ
と
が
許
容
さ

れ
た
と

い
う

こ
と
は
留
意
さ
れ

て
良

い
。

そ

の
背
景

に
は
、
通

り
す
が

り
の
人
に
言
伝

を
頼

ん
だ
と

い
う
現
実
を
基
盤
に
し
て
、
通
り
す
が
り
の
人
に
言
伝
を
託
し
た
り
、
通
り
す
が
り

の
人

か
ら
言
伝
が

も
た

ら
さ
れ

る
と

い
う
表
現
が
挽
歌
を
も
含

む
歌

の
伝
統
と
し
て
培
わ
れ

て
来
た
と

い
う

こ
と
が
あ

つ
た

の
で
は
な

い
だ
ろ

う

か
。

以
上

の
点

か
ら
、
稲
岡
氏
が
説
か
れ
る
よ
う

に
、
「玉
梓

の
道

行
く
人
」
が
見
も
知
ら
ぬ
通
行
人
を
意
味
す

る
に
過
ぎ
な

い
と

い
う
理
由

で

「
コ
ト

モ
ツ
ゲ

ナ
ク
」
と

訓
む
説
が
排
さ
れ
て
然

る
べ
き
と
ま

で
は
認
め
ら
れ
な

い
と
言
え
よ
う
。

7

二

 

 
と

こ
ろ

で
、
遣
新

羅
使

人
歌

や
防

人
歌

に
通
り
す
が
り

の
人
に
言
伝

を
託
す
と

い
う
発
想
が
見
ら
れ

る
こ
と
は
先
述

し
た
通
り
だ
が
、
同
じ

く
遣
新

羅
使
人
歌
や
防

人
歌

に
は
、

 
 

天
飛
ぶ
や
雁
を
使

ひ
に
得

て
し
か
も
奈
良

の
都
に
言
告
げ
遣

ら
む

(巻
十
五
、
三
六
七
六
)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

あ

 
 
常
陸
さ

し
行
か
む
雁
も
が
我
が
恋
を
記

し
て
付
け
て
妹

に
知
ら
せ
む

(巻

二
十
、

四
三
六
六
)

と

い

っ
た

「雁
」
を
使
者
と
す
る
も

の

(
こ
れ

に

つ
い
て
は
後
述
す

る
)
、
ま
た
、
遣
新
羅
使

人
歌

に
、

人
麻
呂
歌
集

の
使
者

の
歌



 
 
都

辺
に
行

か
む
船
も
が
刈
り
薦

の
乱
れ

て
思
ふ

こ
と
告
げ
遣

ら
む

(巻
十
五
、
三
六
四
〇
)

 
 
沖

辺
よ
り
船
人
上

る
呼
び
寄

せ

て
い
ざ
告
げ
遣

ら
む
旅

の
宿

り
を

(巻
十
五
、
三
六
四
三
)

と

い

つ
た

「船
」
「船
人
」
を
使
者

に
家

郷

の
も

の

へ
言
伝
を
託
す

こ
と
を
願
う
歌
が
あ
る
。

「船
」
「船
人
」
な
ど
が
選
ば
れ
た

の
は
海
路

の
旅

な
ら

で
は
の
こ
と

で
あ
ろ
う
。

あ
ら
か
じ
め
定
め
ら
れ
た
使
者
と
は
違

っ
て
、

こ
の
よ
う
に
、
大
空
を
翔
る
鳥
、
海
を
行
く
船
、
道
行
く
人
な

ど
、
陸

・
海

・
空

に
わ
た

っ
て
行
き
来
す

る
も

の
に
言
伝
を
託
そ
う
と
す

る
と

い
う
発
想
が
、
遣
新
羅
使
人
歌
や
防
人
歌

に
見
ら
れ
る
わ
け
だ

が
、

こ
う
し
た
発
想
自
体

は
、

そ
う

し
た
歌

に
限
定
さ
れ

る
の
で
は
な
く
、
普
遍
性
を
有

し
た
と
思

わ
れ
る
。

そ
も
そ
も
、

通
信
手
段

の
乏
し

い
時
代
、
遠

く
離

れ
た
愛
す

る
者
と
何
と
し
て
も
便

り
を
交
わ
し
た

い
と

の
願

い
か
ら
、

こ
う

し
た
発
想
が
生

じ
た

の
は
無
理
か
ら
ぬ

こ
と

で

あ

っ
た
ろ
う
。

周
知

の
よ
う
に
、
古
事
記
歌
謡

に
鶴
を
使
者
に
と
望

む
歌
が
あ

る
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

た
つ

 
 

天
飛
ぶ
 

鳥
も
使
そ
 
鶴

が
音

の
 

聞

こ
え
む
時

は
 
我
が
名
問

は
さ
ね

(
八
五
)

右

は
、
『
古
事

記
』
允
恭

天
皇
条

で
は
、
軽
太

子
が
伊

予
に
流
さ
れ
る
時

に
詠
ん
だ
歌
と
さ
れ

る
が
、
同
母
妹

で
あ
る
軽
大
郎
女

と

の
悲
恋
諄
と

い
う
伝
承
か
ら

は
離
れ

て
、
遠

く
離

れ
た
妻

へ
と
鶴
を
使
者

に
音

信
を
通
じ
さ
せ
よ
う
と
し
た
歌

と
も
解
さ
れ
る
。
古
来
、
鳥
が
使
者
と
さ
れ

 
 
 
 
 
き
ぎ
し
 
 ひ
た
つ
か
ひ

た

こ
と

は

「維

の
頓

使

」
(『
古
事

記
』
上
巻
)
な
ど
、
記
紀

の
随

所
に
そ

の
痕
跡
が
窺
わ
れ
る
が
、
鳥
類
を
は
じ
め
様

々
な
も

の
を
使
者

に
音

信
を
交
わ
そ
う
と

い
う
発
想

は
、
お
そ
ら
く
和
歌
成
立
以
前

の
歌
謡

の
時
代
に
端
を
発
し
、

そ
の
後
、
歌
謡

・
和
歌
双
方

で
熟
成
さ
れ
て
行

っ

た
と
想
像
さ
れ

る
。
歌
謡

に
お
い
て
は
、
右

の
軽
太
子

の
歌

の
他

に
、
時
代
は
下
が
る
が
、

 
 
 
 
 
 
 
 
 

こ 
ふ

 
 

道

の
口
 

武
生

の
国
府

に
 

我
は
あ
り
と
 
親

に
申

し
た

べ
 

心
あ

ひ
の
風
や
 
さ

き
む
だ
ち
や

(催
馬
楽
、

「道

の
口
」
)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
り

 
 

広

田
よ
り
戸
田

へ
渡

る
船
も
が
な
 

浜

の
み
た
け

へ
言
付
も
せ
む

(『
梁
塵
秘
抄
』
、

「広

田
」
)

と

い

っ
た
風
や
船
に
言
伝

を
託
そ
う
と
す

る
例
も
見
ら
れ

る
。

 

『
万
葉
集
』
に
お

い
て
こ
う

し
た

発
想

の
歌
が
現
れ
る

の
は
、
人
麻
呂
歌
集
を
も

っ
て
始
め
と
す
る
が
、
先
述

し
た

二
三
八
四
番
歌

に
、
旅
中
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に
あ

る

夫

と

何

ら

か

の
関

わ

り

を
持

っ
た

人

が

使

者

と

し

て
期

待

さ

れ

て

い
る

と

い
う

例

が

見

ら

れ

る
他

に
、

次

に
示

す

通

り
、

「春

雨
」

や

 

 

 

 

を
し
と
り

「雁

」
、

「鴛

喬

」

な

ど

を
使

者

と

見

な

す

例

が

認

め

ら
れ

る
。

 

○

巻

九

「名

木

河
作

歌

三
首

」

 

 

 

 

 

な
 
き
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 あ
れ

 

 

衣

手

の
名

木

の
川

辺

を
春

雨

に
我

立

ち

濡

る

と
家

思

ふ
ら

む

か
 

 
(
一
六

九

六
)

 

 

い
へび
と
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 あ
れ

 

 

家

人

の
使

ひ

に
あ

ら

し
春

雨

の
避

く

れ

ど

我

を

濡

ら
さ

く

思

へ
ば

(
一
六

九

七
)

 

 

あ

ぶ

り

干

す

人

も

あ

れ
や

も

家

人

の
春

雨

す

ら

を

間
使

ひ
に
す

る

(
一
六

九

八
)

 

○

同

「泉

河

辺
作

歌

一
首

」

 

 

 

 

 
 

く
ひ

 

 

春

草

を

馬

咋

山

ゆ
越

え
来

な

る
雁

の
使

ひ

は
宿

り

過

ぐ
な

り

(
一
七
〇

八
)

 

○
巻

十

一

「寄

物
陳

思

」

 

 

 

 

 
 

 

 

 

あ
さ
け

 

 

妹

に
恋

ひ
寝

ね

ぬ

朝

明

に
鴛

鴛

の

こ
ゆ

か
く

渡

る

妹

が
使

ひ
か

(二

四
九

こ

一
六

九

七

・
八
番

歌

で
は

、

旅

人
を

難

渋

さ

せ

る
春

雨

が
身

に
ま

と

わ

り

つ
く

こ
と

か

ら
、

「家

人

の
使

ひ
」

「間
使

ひ
」

と

洒
落

て

み
た

も

の

か
。 

一
七

〇

八
番

歌

「雁

の
使

ひ
」

は

「咋

山

」

す

な

わ

ち
妻

の

い

る
大
和

の
方

角

か

ら

飛
来

し
た

雁
を

妻

の
便

り
を

携

え

た
使

者

で

は
な

い

か

と

期

待

し

て

い
る
。

「雁

の
使

ひ
」
と

し

て

は
集

中

、
最

古

の
例

に
当

た

り
、
も
ち

ろ

ん
蘇

武

の
故
事

に
拠

る

も

の
だ

が
、
蘇

武

の
故

事

と

は

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

ハ 
り

完

全

に
合

致

し
な

い
点

を

残

す

こ
と

か

ら
、

軽

太

子

の
歌

に
代

表

さ

れ

る
鳥

類

を

使
者

と
す

る
伝

統

の
影

響

下

に

あ

る

こ
と

は

否
定

で
き

な

い

で
あ

ろ

う
。

二
四
九

一
番

歌

「鴛

鴛

」

も
ま

た
、

そ
う

し

た
伝

統

に
連

な

る

も

の

で
、
妹

を
恋

し
く

思

っ
て
寝

ら

れ
な

い
明

け
方

に
自

分

の
も

と

に

飛

ん

で
来

た
鴛

鴛

を

「妹

が
使

ひ
」

と
捉

え

て

い
る
。

遣

新

羅

使

人

歌

に
、

 

 

あ

し

ひ
き

の
山

飛
び

越

ゆ

る
雁

が

ね

は
都

に
行

か
ば

妹

に
逢

ひ

て
来

ね

(巻

十

五
、

三

六

人
七

)

と
、

自

分

に
替

わ

っ
て
雁

に
妹

に
逢

っ
て
来

る

よ

う
頼

む

歌
が

あ

る
が

、

こ

の
歌

の
場
合

は
、

妹

に
替

わ

つ
て
鴛

鴛

が

自

分

の
顔

を

見

に
来

た

 

 
人
麻
呂
歌
集

の
使
者

の
歌
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と
感

じ
た

の
で
あ
ろ
う

か
。
第

四
句

原
文

「従
是
此
度
」
は
、

「『
是
此
』
を

コ
コ
と
訓
ん
だ
例
が
無

い
」

(『
万
葉
集

注
釈
』
)
と

の
理
由

か
ら

「
コ
ユ
カ
ク
ワ
タ

ル
」
と
訓
む
と
す
る
と
、

「
こ
」
は
作
者

の
居
場
所
近
く
、

「
か
く
」
は
鴛
鴛

の
飛
ん
で
行

つ
た
方
角
1

そ

の
先

に
は
妹

の
家

が
あ

る
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
ー

を
指
し
、
自
分

の
も
と
を
訪
れ
た
鴛
喬

が
、
妹

の
も
と

へ
戻

つ
て
行

っ
た

こ
と
を
表
わ
す
と
解
さ
れ
る
。

一

般

に
、
鳥
類

は
そ

の
飛
ぶ
方
角
が
意

識
さ
れ
る
も

の
で
あ
り
、

 
 
滝

の
上

の
三
船

の
山
ゆ
秋
津

辺
に
来
鳴

き
渡
る
は
誰
呼
子
鳥

(巻
九
、

一
七

=
二
)

 
 

雨
ば

れ
の
雲

に
た
ぐ

ひ
て
ほ
と
と
ぎ
す
春

日
を
さ
し

て
こ
ゆ
鳴
き
渡
る

(巻
十
、

一
九
五
九
)

右

に
掲
げ

た
通

り

「～

ゆ
」
と
示
さ
れ
た
場
所

は
通
過
点

で
あ

り
、
渡

つ
て
行

っ
た
方
角
が

「秋
津

辺
に
」
「春
日
を
さ
し
て
」
と
示
さ
れ

て
い

る
。

ま
た
、
鳥

の
飛
ぶ
方
角
が
妹

と

の
関
わ
り
に
お

い
て
意
識
さ

れ
る

こ
と
は
先
に
引
用
し
た

一
七
〇
八
番
歌

に
例
が
あ
る
。
鴛
喬

を

「妹

が

使

ひ
」
と
捉

え
た

の
は
、

「を

し
鳥

は
、
雌
雄
あ

ひ
思
ふ
鳥
な
れ
ば
、
わ
が
恋
明

し
た
る
朝

に
、
こ

》
に
し
も
わ
た
り
く

る
は
、
お
な
し
心
に
こ

ひ
明
し
た
る
妹

が
心
を

つ
た
ふ
る
使

か
と
な
り
」

(『
万
葉
代
匠
記
』

初
稿
本
)
と

い

っ
た

そ
の
属
性
も
考

え
ら
れ
な
く
も
な

い
が
、
右
に
述

べ

た
よ
う
に
、

「
こ
」

「
か
く
」
と
指
示
さ

れ
る
現
場

の
状
況

に
即

し
て
の
も

の
で
あ

ろ
う
。
旅
寝

の
宿
な

ど
で
、
傍
ら
に

い
る
者

に
指

し
示
し
て

見
せ
た
も

の
か
。

 

人
麻
呂
歌
集

歌

の
こ
れ
ら

の
例
は
、

お
そ
ら
く
、
先
に
述

べ
た
軽
太
子

の
歌

に
代
表
さ

れ
る
歌
謡
を
基
盤
に
し
て
の
詠
作

で
あ
ろ
う
が
、

こ

こ
で
見
落
と

し
て
は
な
ら
な

い
の
は
、

こ
れ
ら
が
全

て
、
様

々
な
も

の
を
相
手
か
ら
自
分

へ
の
使
者

と
見
な
し
て

い
る
と

い
う

こ
と

で
あ
る
。

軽
太
子

の
歌
を

は
じ
め
遣

新
羅
使
人
歌
や
防

人
歌
な
ど
、
先

に
引
用

し
た
歌

の
ほ
と
ん
ど
が
相
手

の
も
と

へ
言
伝
を
や
る
た
め
に
、

そ
の
場
に

居
合
わ

せ
た
、
或

い
は
居
合
わ

せ
そ
う
な
様

々
の
も

の
を
使
者

に
と
望

ん
で

い
る
の
に
対

し
て
、
人
麻
呂
歌
集
歌

の
場
合
に
限

っ
て
は
、
そ
れ

と
は
逆

に
、

そ

の
場

で
出

く
わ

し
た
も

の

(例
え
ば
春
雨
や
雁
な
ど
)

を
相

手
か
ら

の
使
者
と
見
な

し
て
い
る
。

当
人
が
そ

の
場

の
も

の
を
自

分

の
思

い
を
伝

え
て
く
れ
る
使
者

に
と

一
方
的

に
捉

え
る

の
は
、
さ

ほ
ど
不
可
解

で
は
な

い
が
、
そ

の
場

の
も

の
を
相
手

の
思

い
を
伝

え
て
く
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れ

る
使

者

と

捉

え

る
と

い
う

の
は
、
単

な

る
思

い

込
み

や

う
ぬ

ぼ

れ

と

も

と

ら
れ

か

ね
ず

、

部

外
者

に

は
わ

か
り

に
く

い
。

 

そ

の
最

た

る
も

の
が

二

四
九

一
番

歌

で
あ

ろ
う

。

そ

れ

が
鴛

喬

と

い
う

雌
雄

仲
睦

ま

じ

い
鳥

で
あ

り
、

ま

た

、

先
述

し
た

よ

う

に

「
こ
ゆ

か

く

渡

る
」

と

訓

ん

で
、

妹

の
居

る
方

角

に

戻

っ
て
行

っ
た
鳥

と

と

る

に

し

て
も
、

た

ま

た

ま

そ

こ
に

飛
来

し
た

鳥

を

「妹

が
使

ひ
か
」

と
喜

悦

す

る
た

め

に

は
、

自

分

が
妹

を
思

っ
て
眠

れ
な

い

の
だ

か

ら
、

相

手

も
き

つ
と

そ
れ

に
感
応

し

て
、

慰

め

の
使

者

を

送

っ
て
く

れ

る

に
違

い
な

い
と

の
思

い
込

み
が

必
要

で
あ

る
。

し

か

も
、

そ
う

し
た
思

い
は
、
当

人

の
み
な

ら
ず

、
そ

の
場

に
居

る
者

(現
場

指

示

の

「
こ
」

「
か
く

」
を

用

い
て

い
る

こ
と

か

ら
、

傍

ら

に
誰

か

を

置

い
て

の
詠

作

で
あ

る

と
推

測

さ

れ

る
)

に
も
、

共
感

を

得

よ
う

と
す

る
も

の
で
も

あ

っ
た

ろ

う
。

 

こ
う

し

た
有

り
様

が
、

と

も
す

れ

ば

人
麻

呂
歌

集

の
使
者

に
関
わ

る
歌

を

わ

か

り

に
く

く
す

る
。

 

 

あ
 
 
 
 
 
 
 つ
ま
ハ 
 

 

 

我

が
恋

を
嬬

は
知

れ

る

を
行

く

舟

の
過
ぎ

て
来

べ

し
や

言

も
告

げ

な

む

(巻

十

、

一
九

九

八
)

七

夕

歌

で
あ

る
右

歌

の
解

釈

を

め
ぐ

つ
て
、
諸

注

、

定

ま

ら
な

い
が

、

こ
れ

も

ま
た

、
右

に
述

べ
た

類

と
思

わ

れ

る
。

こ
の
歌

の
解

釈

の
定

ま

ら
な

い
理
由

の

一
つ
に
、

第

三
句

「行

く

舟

の
」

を
ど

う

と

る
か

と

い
う

問

題

が
あ

っ
た
。

契

沖

以

来

の
彦

星
自

身

の
乗

っ
て

い
る
舟

と

と

る

と
、

一
年

に

一
度

し

か
織

女

星
と

会

え

な

い
彦

星
が

相

手

の
も

と

を
素

通

り

し
て

し
ま

う

と
な

っ
て
、
七
夕

伝

説

と

矛
盾

を

き

た
す
。

そ

こ
で
、

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ハい
り

「行

く
舟

の
」

を

「過

ぐ

」

の
枕

詞

と

す

る

『
万
葉

拾

穂

抄
』

の
説

が
有

力

と
な

っ
た

が

、

他

に
そ

う

し

た

例

は

見
当

た
ら

ず

、

ま

た
、
斎

藤

茂

吉

『
柿

本

人
麿

評
釈

篇

』

に
既

に
例

に
挙
げ

ら

れ

て

い
る

よ
う

に
、

額

田
王

の
歌

で
、

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

さ

 

 

・:

:
し
ば

し
ば

も

 

見
放

け
む

山

を

 

心
な

く
 

雲

の
 

隠
さ

ふ

べ
し
や

(巻

一
、

一
七
)

「隠

さ

ふ

べ

し

や
」

の
主

語

が

「雲

」

で
あ

る

の
と

同

様

に

、

「過

ぎ

て
来

べ

し
や

」

の
主

語

は

「行

く

舟

」

で
あ

つ
て
、

実

質

的

な
意

味

を

持

っ
て

い
る

と

見

る

べ
き

で
あ

ろ
う

。

 

大

久

保

正
氏

は
、

「
行

く
舟

」
を
第

三
者

の
舟

と

と

る
斎

藤

茂

吉

以
来

の
説

に
従

い
、
ま

た
、
当

該

歌

を
含

む

七
夕

歌

を
連

作

と

捉

え

る
観
点

か
ら

、
彦

星

の
歌
と

見
、

「わ

た

く

し

の
恋

を
妻

は
知

っ
て

(便

り
を

待

っ
て
)

い
る

も

の
を

、
行

く

船

が

素

通

り

し

て
来

る
と

い
う

こ
と
が

あ

人
麻
呂
歌
集
の
使
者

の
歌

11



 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

ハけ
ね

ろ
う

か
。

せ

め

て
言

伝

て
だ

け

で
も

告
げ

て
ほ

し

い
」
と

の
解

釈

を

示

さ

れ

た
が

、
大

久

保

氏

の
説

に
対

し

て
、
近

年
、
渡
瀬

昌
忠

氏

は
、

「私

見

に

近

い
」

と

し
な

が

ら

も
、

大

久

保

論

文

が

「行

く
舟

」

を

「天

の
河

を

通
行

す

る

『
彦

星

以
外

の
船

』

と

し

て
済

ま

せ

て

い
る

の
に
は
従

え
な

い
し
、

織

女

星

(妻

)

は
、
牽

牛

星

か

ら

の

『
便

り
を

待

っ
て
』

い
る
だ

け

で

は
な

く

、
牽

牛

星

へ
の
便

り
を

託

し

た

い
と

も

思

っ
て

い

る

は
ず

で

『
言
伝

て
』
も

妻

か

ら

の
そ

れ

で
あ

る
。

要

す

る

に
、
『
往

く
船

の
過
ぎ

て
来

べ

し
や

言

も
告

げ

な
む
』

は
、
牽

牛

星
が

、
月

の
船

に

乗

っ
て
素

通

り

し

て
来

た

月

人

壮

子

(筆

者

注
ー

渡

瀬

氏

の
説

で

は

「天

の
川
水

さ

へ
に
照

る
舟

」

《
一
九
九

六

番
歌

》

を

「
月

人
を

と

こ
」

《
二
〇

一
〇

番

歌
》

の
乗

つ
た

月

の
船

と

見

る
)
に

対

し

て
、
牽

牛

星

と

織

女

星
と

の
間

の
使

者

と
な

る

こ
と

を
求

め

る

こ
と

ば

な

の
で
あ

る
」

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

ハほ
 

と

い
う

説

を

出

し

て
お

ら

れ

る
。

渡

瀬

氏

の
説

は

、
人
麻

呂

歌

集

の
七
夕

歌

を

め

ぐ

る

一
連

の
論
考

の
中

で
提
出
さ

れ
た

も

の
で
あ

る
が

、
「行

く
舟

」
を

「
月

人
壮

子
」
の
舟

と

特
定

し

な

け

れ
ば

な

ら

な

い
必
然

性

が

私

に
は
わ

か
ら

な

い
。

た
だ

し
、
渡
瀬

氏

の
指
摘

で
、
「織

女

星

(妻

)

は

、
牽

牛

星

か

ら

の

『
便

り

を
待

っ
て
』

い
る
だ

け

で
な

く
、

牽

牛

星

へ
の
便

り
を

託

し
た

い
と

思

っ
て

い
る

は
ず

で

『
言

伝
』

も

妻

か
ら

の

そ

れ

で

あ

る
」
と

し

て

「我

が

恋

を

嬬

は
知

れ

る

を

」
に
能

動

性

を

汲

み
取

る
点

に

は
賛

同

し
た

い
。

「過
ぎ

て
来

」
は

「過

ぎ

て

行
く

」
と
同

じ

に
見

ら

れ
、

舟

が
自

分

の
も

と

を
遠

ざ

か

る
意

に

と

ら
れ

る

こ
と
が

多

い
が

、

人
麻

呂
作

歌

と

し

て
、

 

 

 

 
 

あ
 
が

 

 

青

駒

が

足
掻

き

を

速

み
雲

居

に

そ
妹

が
あ

た

り

を
過

ぎ

て
来

に

け

る

(巻

二
、

=

二
六
)

一
例

だ

け

見

え

る
右

の
用

例

と

同

様

、
自

分

の
現
在

位

置

に
近

づ

く
意

と

と

る
と

、
「行

く

舟

」
す

な

わ

ち
向

こ
う

岸

へ
行

く

舟

が
、
相

手

の
居

場

所

を

素

通

り

し

て
、

こ
ち

ら

(自

分

の
居

る
岸

の
方

)

へ
向

か

っ
て
来

る

こ
と

を
言

つ
た

も

の
で
、

こ

の
舟

は
相

手

か

ら

の
使

者

の
役

目

を

果

た

す

も

の
と

し

て
期

待

さ

れ

て

い

る
と

見

て
良

い
。

先

述

し
た

通

り
、

水

路

に

あ

っ
て

は
通

り
す

が

り

の
船

に

言
伝

を

託
す

と

い
う
遣

新

羅

使

人
歌

な

ど

の
例

が

あ

り
、

こ

の
歌

の
場

合

も

通

り

す
が

り

の
舟

(第

三
者

の
舟

)

を
自

分

へ
の
使

者

と

見
な

し

た

の
で
あ

ろ
う

。

こ
れ
ま

で

述

べ

て
き

た

よ

う

に
、

通

り
す

が

り

の
も

の
を

相

手

か

ら

の
使

者

と

見

る

に

は
、

相

手

が
自

分

を

思

っ
て
く
れ

て

い
る
と

い
う

確
信

が

不

可
欠

で
あ

っ
た
。

こ

こ

で

は
、
舟

が
素

通

り

し
な

け

れ
ば

、

相

手

は
き

つ
と

自

分

へ
の
便

り

を

託

け

る
は

ず

だ

と
思

っ
て
お

り
、

そ

う

し
た

確
信

が

12



「我

が

恋

を
嬬

は
知

れ

る
を

」

と

言
わ

せ

て

い

る

の
で
あ

る
。

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

つま

 

従

来

、

こ

の
歌

は

「嬬

」

(漢

字

原

文

)

を

「夫

」

と

と

つ
て
、

「わ

た

し
が

ど

ん
な

に
思

っ
て

い
る
か
、

あ

の
人

は
知

っ
て

い
ら

し

や
る

の

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

ハゆ
 

で
す

も

の
、

素

通

り

な
さ

る

っ
て
法

は

あ

り
ま

せ
ん

わ
。

せ

め

て
言

づ

て
ぐ
ら

ゐ

し

て

い
た

だ

き

た

い
わ
」

と

い

っ
た

言
伝

を
待

ち

望

ん

で

い

る
織

女

の
恨

み

言

と
解

さ

れ

る

こ
と

が
多

か

っ
た
。

「嬬

」
を

「妻

」
と
と

っ
て
彦

星

の
歌

と
見

る
大
久

保

氏

に

し

て

も
、
言

伝
を

待

っ
て

い
る

の
は
織

女

と

し

て

い
る

が
、

こ
れ

は
、

出
典

不
明

の
作
者

未

詳
歌

な

ど

に
、

 

 

 

 

 
 

 

あ
れ

 

 

か

く

だ

に
も

我

は
恋

ひ
な

む

玉
梓

の
君
が

使

ひ
を
待

ち

や

か
ね

て
む

(巻

十

一
、

二
五

四

八
)

と

い

っ
た

女

性

の
側

に
受

身

の
歌

が
多

い

こ
と

か
ら

の
類

推

で
あ

ろ
う

か
。

し

か

し
、

こ
れ

ま

で
例

に
挙
げ

た

人
麻

呂

歌
集

の

一
連

の
歌

に

お

い

て
は

、

便

り

を
待

ち

望

ん

で

い
る

の
は

ほ
と

ん

ど
男

性

で
あ

る
。

七

夕
歌

に
お

い

て
も

、

人
麻

呂

歌
集

歌

に
限

っ
て
、

 

 

ぬ

ば

た

ま

の
夜

霧

に
隠

り
遠

く

と

も
妹

が
伝

へ
は

早
く

告
げ

こ
そ

(巻

十

、

二
〇
〇

八

)

な

ど

、

彦

星

の
方

が
妻

か

ら

の
言

伝

を
待

ち
望

ん

で

い
る
歌

が

目

に

つ
く
。

人
麻

呂

歌
集

歌

の
作

者

が
、

自

分
達

の
思

い
を
七
夕

伝

説

に
投
影

さ

せ

た

の
だ

と

す

れ
ば

、

一
九

九

八

番

歌

も

「嬬

」

を

「妻

」

と

と

っ
て
彦

星

の
歌

と

見

る
可
能

性

は
高

い
。

ま

た

、

言
う

ま

で
も
な

い

こ
と

だ

が

、

非

難

の
矛

先

が

向

け

ら
れ

て

い

る

の
は
相

手

で
は
な

く

、
使

者

と
な

る

こ
と

を
期

待

さ

れ

た
舟

に
ほ

か
な

ら

な

い
。

相

手

は
自

分

の
恋

を

知

つ
て
慰

め

よ

う

と
便

り

を

し
た

が

っ
て

い
る

の
に
、
そ

ん
な

相

手

の
居
場

所

を
素

通

り

し

て

こ
ち

ら

へ
向

っ
て
来

る
舟

に

対

し

て
、
「過
ぎ

て
来

べ

し

や
」

と

憤

っ
た

の

で
あ

る
。

 

以

上

、

人
麻

呂

歌
集

に

お

い
て
、

あ

ら

か

じ

め
定

め

ら
れ

た
使

者

で

は
な

く
、

そ

の
場

の
様

々
な

も

の
を
使

者

と

捉

え

る
歌

を

見

て
来

た
。

右

の
七

夕

歌

を

加

え

る

と
、

「雁

」
や

「舟

」
な

ど
、
後

の
万
葉

歌

で
使

者

と

見
な

さ

れ

る

も

の
の
あ

ら
か

た
が

既

に
出
揃

つ
て
お

り
、

こ
れ

ら

の
歌

は
軽

太

子

の
歌

に
見

ら

れ

る
よ

う

な

歌

謡

を
基

盤

と

し
な

が

ら

も
、
そ

れ

と
は
違

っ
て
、
様

々
な

も

の
を

相

手

か

ら
自

分

へ
の
使

者

と

し
、

そ

う

し

た
使

者

と

期

待

さ

れ

る
も

の
自

体

に

即

し

て
表

現
す

る

こ
と

に

よ
り
、
そ

の
背
後

に
あ

る
相

互

の
心

の
通

い
合

い

(或

い
は

そ

の
欠

如

)

人
麻
呂
歌
集
の
使
者
の
歌
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を
歌

っ
て

い
る
。

こ
う
し
た
表

現
を
成
立
さ
せ
た
そ
の
根
底

に
あ
る

の
は
、
男
女
が
離
れ
離
れ

の
折

は
、
お
互

い
を
慰
め
、
心
を
通
わ
す

こ
と

を
願

っ
て
便

り
を
熱

望

し
、
ま
た
相

手
か
ら
便

り
が

あ

っ
て
当
然

と
す

る
思

い
で
あ

っ
た
ろ
う
。
な

ん
と

し
て
も
便

り
を
し
た

い
と

の
願

い

は
、
自

分
だ
け

で
な
く
相

手
も
同
じ
と
見
た

の
で
あ
り
、
ま
た
、
便

り
を
熱
望
す
る
彼
ら

の
思

い
が
相

手
を

つ
き
動
か
す
に
足
る
も

の
と
信

じ

た

の
で
も
あ

る
。

 

こ
れ
ら

の
例

は
、
略
体
歌

・
非
略
体
歌

双
方

に
ま
た
が
り
、

い
わ

ゆ
る
略
体
歌

で
あ
る
二
四
九

一
番
歌

に
右

に
述

べ
た
性
格
か
著

し
い
こ
と

は
先
述

し
た
通
り
だ
が
、
非
略
体
歌
に
お

い
て
も
そ

の
根
本
に
変
わ

り
は
な

い
。

一
七
〇
八
番
歌

で
は

「雁

の
使

ひ
」
と

い
う
故
事

に
依
拠

し

な
が
ら
も
、
咋

山

の
方
角
、
す
な
わ
ち
妹

の
い
る
方
角

か
ら
飛
来

し
た

の
だ
か
ら

「雁

の
使

ひ
」

は
自

分

へ
の
妹

か
ら

の
便
り
を
持

っ
て
い
て

然

る
べ
き
だ
と
し
、

そ
う

し
た

「雁

の
使

ひ
」
が
自
分

の
宿
を
素

通
り
し
た
と
表
わ
す

こ
と

に
よ
り
、
妹

の
便
り

の
得
ら
れ
ぬ
嘆
き
を
訴
え
て

い
る
。

連
作

で
も
あ
り
、
洗
練

の
度
を
増
す

一
六
九
六
～
八
番
歌
に
お

い
て
も
、
春
雨
に
濡
れ
て

い
る
自
分
を
妹
が
案
じ

て
い
る

の
で
は
と
、

家
郷

の
妹
を
気
づ
か
う
心
が
、
次

に
は

「春
雨
」
が
妹
か
ら
の
使
者

で
は
と

い
う
連
想

へ
及
び
、

「春
雨
」
に
相
互

の
愛
情

を
か
ら
ま
せ
な
が
ら

展
開
を
見
せ
る
。

こ
れ
ら
に
見
ら
れ

る
家

郷

の
妹

へ
の
思

い
は
、
作
者

 
人

の
孤
な
る
思

い
と

い
う
よ
り
、
そ
れ
ぞ
れ

の
場

に
居
合

わ
せ
た
旅

の

一
行

の
者
全
員

に
共
通
す

る
思

い
で
あ

っ
た
。

そ
う
し
た
共
通

の
思

い
に
支
え
ら
れ

て
、

そ
の
場

の
も

の
を
相
手
か
ら

の
使
者
と
見
な

し
、

そ
う
し
た
も

の
に
即

し
て
表

現
す

る
と

い
う
人
麻
呂
歌
集
歌
特
有

の
表
現
が
成
立
し
た
と
言
え
よ
う
。

 
精
神
的
な
絆
を
重
視
す

る
傾
向

は
、
右

に
述

べ
た

一
連

の
歌

の
他

に
、

人
麻
呂
歌
集

の
使
者
や
便

り
に
関
わ

る
歌
全
般

に
も
認
め
ら
れ
る
。

 
 

立
ち

て
居

て
た
ど
き
も
知

ら
ず
思

へ
ど
も
妹

に
告
げ
ね
ば
間
使

ひ
も
来
ず

(巻
十

一
、

二
三
八
八
)

右

の
正
述
心
緒
歌
を

「す
な
お
に
読

め
ば
、
相

手

の
女
性

に
自
分

の
心
を
打
ち
明
け
る
こ
と
も

し
て
い
な

い
男

の
歌
と
知
ら
れ
る
。
『
妹

に
告
げ

ね
ば

間
使

も
来
ず
』
は
、
当
然

で
あ

つ
て
、
そ

こ
に
笑

い
を
誘
う
要
素
を
含

む
」
(『
万
葉
集
全
注
』
)
と

い
う
ナ

ン
セ

ン
ス
な
笑

い
に
と
る

の
は

あ
ま
り

に
近
代
的
な

見
方

で
あ
ろ
う
。
先

の

一
六
九
八
番
歌
に
も

「
間
使

ひ
」
が
用

い
ら
れ
て

い
た
が
、

こ
の
二
人
は

「折
折
消
息
す

る
を
言
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ふ
べ
し
」

(『
万
葉
集
略
解
』
)
と

い
う

「間
使

ひ
」
を
送
り
合
う
よ
う
な
慣
れ
親
し
ん
だ
間
柄

で
あ

っ
て
、

「立
ち

て
居

て
た
ど
き
も
知

ら
ず
思

ふ
」
と

い
う

の
は
、

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

あ
れ

 
 

…
…
ま
す
ら
を
と
 

思

へ
る
我
も
 
草
枕
 
旅
に
し
あ
れ
ば
 
思

ひ
遣
る
 
た
づ
き
を
知
ら
に
 
網

の
浦

の
 

海
人
娘

子
ら
が
 

焼
く
塩

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

あ

 
 

の
 
思

ひ
そ
燃
ゆ

る
 
我
が
下
心

(巻

一
、
五
)

 
 

立
ち

て
居

て
す

べ
の
た
ど
き
も
今

は
な
し
妹

に
逢

は
ず

て
月

の
経

ぬ
れ
ば

(巻
十

二
、

二
八
八

一
)

 
 
思

ひ
遣

る
た
ど
き
も
我
は
今

は
な
し
妹

に
逢

は
ず
て
年

の
経

ぬ
れ
ば

(巻
十

二
、

二
九
四

一
)

類
句
表
現
を
持

つ
右

の
例
と
同
様
、
旅

に
出
る
な
ど
し

て
逢
瀬

の
か
な
わ
ぬ
折

の
や
る
せ
な

い
思

い
を
表
わ
し

て
お
り
、
そ

の
間
、
わ
ず

か
に

心

の
慰

め
と
な

る
相

手
か
ら

の
便

り
も
得
ら
れ
な

い
こ
と
を
嘆

い
て
い
る

の
で
あ
る
。

自
分
が
心
情

を
知
ら

せ
て
や
ら
な

い
か
ら
相
手
か
ら
も

使
者
が
来
な

い
と

い
う

の
は
、
裏
を
返

せ
ば

、
自
分
が
便
り
を
す
れ
ば
相

手
か
ら
も
使
者
を
送

っ
て
も
ら
え
る
の
に
と

い
う
相

手
に
頼
む
と
こ

ろ
あ

っ
て

の
言

で
あ
ろ
う
。

こ
う
し
た

一
見
、
当
た
り
前

の
内
容

の
も

の
が
歌
と
し
て
成
立

し
て
い
る
と

い
う

こ
と
自
体
、
人
麻

呂
歌
集

に
お

い
て
互

い
の
消
息

を
切
望
す
る
と

い
う
主
題

の
占

め
る
重
さ

を
物
語
る
と
言
え
る
。

 
 
 
 

妻

に
与
ふ
る
歌

一
首

 
 

雪

こ
そ
は
春

日
消

ゆ
ら
め
心
さ

へ
消
え
失
せ
た
れ
や
言
も
通
は
ぬ

(巻
九
、

一
七
八

二
)

 
 
 
 

妻

が
和
ふ
る
歌

一
首

 
 

松

反
り
し

ひ
て
あ
れ
や

は
三
栗

の
中
上
り
来
ぬ
麻
呂
と

い
ふ
奴

(同
、

一
七
八
三
)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ハね
り

右

は
、
妻

の
歌
に

「中

上
り
」
と
あ
る

こ
と
か
ら
、

こ
の

「麻

呂
」

は
国
司
で
あ
る

こ
と
が
知

ら
れ
、
夫
が
地
方

に
赴

任
し
た
た
め
離
れ
離

れ

に
な

る

こ
と
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
夫
婦
間
で

の
贈
答

で
あ
ろ
う
。

双
方
、
戯

れ
て
わ
ざ
と
き

つ
い
言

い
方
を
し
て

い
る
が
、
精
神
面
で
の

つ
な

が

り
を
重

ん
じ

て
、
「
言
も
通

は
ぬ
」
の
は
心
ま

で
消
え
失

せ
た

の
か
と
な
じ
る
夫
に
対
し
て
、
反
撃
す

る
妻

の
側
は
、
夫

が
上
京

し
た
折

で
も
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人
麻
呂
歌
集

の
使
者

の
歌



自
分

の
も
と

へ
通

っ
て
来
な

い
で
は
な

い
か
と
現
実
面
を
突

い
て
お
り
、
実
際
的

で
面
白

い
。

「言

の
通

ひ
」
は
離
れ

て
い
る
二
人

の
精
神
上

の

拠
り
所

で
あ
り
、
心
が
通

い
合

つ
て

い
る
証

で
も
あ

っ
た

の
で
あ
る
。

 

こ
の
よ
う
に
人
麻
呂
歌
集

の
使
者

に
関
わ

る
歌
に
お
い
て
は
、
精

神
的
な
絆
を
重
視
し

て
便

り
を
求

め
合
う
と

い
う
傾
向
が
顕
著
に
認
め
ら

れ

る
が
、
先

に
述

べ
た
様

々
な
も

の
を
相

手
か
ら

の
使
者
と
見
る
と

い
う
人
麻
呂
歌
集
独
自

の
歌

の
存
在

は
、

人
麻
呂
歌
集
歌

の
そ
う
し
た
性

格

の
端
的
な
顕
わ
れ
で
あ

つ
た
と
も
言
え
る
。
全
般

に
、
男
性

の
旅
中

に
あ
る
歌
が
多

く
目
に

つ
く
が
、
女
性

の
歌

で
あ

る
二
三
八
四
番
歌
も

旅

に
出
た
夫
を
思

っ
て

の
作

で
あ

る
。

旅
や

公
務
な
ど
で
家
を
あ
け

る
こ
と

の
多
か

っ
た
官
人
や
そ

の
家
族

の
者

の
、
相

手
か
ら

の
便
り
を
待

ち
望

む
心
が
、

こ
う
し
た
歌
を
育

む
土
壌

と
な

つ
た

の
で
は
あ
る
ま

い
か
。

 

柿
本

人
麻
呂

の
有
名
な
紀
伊

で
の
四
首
も
、

お
そ
ら
く
そ
う
し
た
土
壌
と
は
無
縁

で
は
あ
る
ま

い
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

た
だ

 
 

み
熊

野

の
浦

の
浜
木
綿
百
重
な
す
心

は
思

へ
ど
直
に
逢

は
ぬ
か
も

(巻
四
、

四
九
六
)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

あ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
い

 
 

古

に
あ
り
け
む
人
も
我
が
ご

と
か
妹

に
恋

ひ

つ
つ
寝
ね
か
て
ず
け
む

(同
、
四
九
七
)

 
 

今

の
み
の
わ
ざ

に
は
あ
ら
ず
古

の
人
そ
ま
さ
り
て
音
に
さ

へ
泣
き

し

(同
、
四
九
八
)

 
 

百
重

に
も
来
し
か
ぬ

か
も
と
思

へ
か
も
君
が
使
ひ

の
見
れ
ど
飽

か
ざ

ら
む

(同
、
四
九
九
)

旅
中

に
あ

っ
て
妹
を
思

つ
て
眠
れ
な

い
と
訴
え

る
夫
と
そ

の
夫
か
ら

の
使
者

の
来
訪
を
喜
ぶ
妻

と

の
問
答
で
あ
る
が
、
特

に
第
四
首

の
妻

の
歌

は
、
「君
が
使

ひ
」
に
焦
点
を
あ

て
て
そ
れ
を
讃
美
す
る

こ
と
に
よ
り
、
そ

の
背
後
に
あ

る
夫
と

の
絆
を
確
認
す

る
と

い
う
、
人
麻
呂
歌
集

の
使

者

に
関
わ

る
歌

に
近

い
表

現
方
法
を
と

っ
て
お
り
、
人
麻

呂
歌
集
と

の
近
さ
を
感

じ
さ
せ
る
。
た
だ
し
、
人
麻
呂

の
右

の
作
品
に
お

い
て
は
、

妹
を
思

っ
て
眠
れ
な

い
と

い
う

こ
と
ー

こ
れ
は
旅

の

一
行

の
宮
廷
官

人
達

に
共
通
す

る
思

い
で
あ

り
、
ま
た
、

そ
れ
は
人
麻
呂
歌
集
歌

で
し
ば

し
ば
歌

わ
れ
て
来
た
思

い
で
も
あ

っ
た
ー

を

「古

に
あ
り
け
む
人
」
も
同
様
か
と
、
古
人
に
拠

り
所
を
求
め
、

そ
れ
に
答
え
る
後
半

二
首

の
妻

の
歌

も
、
「古

の
人
」
は
声
を
挙
げ

て
泣
き
さ
え

し
た
と
夫

の
言
を
追
確
認
し
、
夫

の
使
者
を
讃
美

し
て
結
ぶ
。

こ
の
妻

は
前
掲

の

一
七
八
三
番
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歌

の
妻

と
は
対
照
的

に
、
使
者
を
送
ら
れ
る
と

い
う

こ
と

で
確
認
さ

れ
る
夫
と

の
精
神
上

の

つ
な
が
り
に
充
足
し
、
あ
ら
ま

ほ
し

い
妻

の
姿
を

印
象
づ

け
る
。
家
郷

の
妻

へ
の
思

い
と

い
う
官
人
共
通

の
思

い
は
、

人
麻
呂

の
こ
の
作
品
に
よ

っ
て
は
じ
め

て
、
古

人
か
ら
脈

々
と
受
け
継
が

れ

て
来

た
人
間

の
営

み
と
し
て
、
誇
ら
か
に
称
揚
さ
れ
た

の
で
あ
る
。

人
麻
呂

の
相
聞

は
、
全

て
旅
な
ど

の
公
用

で
妻

と
離
れ
る

こ
と
を
作
歌

契

機
と

し
て
お
り
、

人
麻
呂

の
相
聞

で
は

「恋

ふ
」
と

い
う

こ
と
ば

の
唯

一
の
用
例
が
、
右

の
四
九
七
番
歌

に
、

そ
れ
も
自
分
自
身

の
わ
ざ

で

は
な
く

「古

に
あ

り
け
む
人
」
の
わ
ざ

と
し

て
表
さ
れ

て
い
る
と

い
う

こ
と

は
、
宮

廷
歌
人
と
し
て
の
人
麻
呂

の
相
聞
を
考
え

る
上
で
、
今
後
、

検

討
さ

れ

る
べ
き
課
題
で
あ
ろ
う
。

 

以
上
、

人
麻
呂
歌
集

の
使
者

に
関
わ

る
歌
を
見
て
来
た
。
精
神
的

な
絆
を
重
視

す
る
と

い
う
そ
の
傾
向
は
、

一
見
、
あ
り
ふ
れ

て
い
る
よ
う

だ
が
、

人
麻
呂
歌
集

以
後
、

そ
う

し
た
傾
向
は
希
薄

に
な
る
。
先
述

し
た
通
り
、
様

々
な
も

の
を
相
手
か
ら

の
使
者

と
す

る
歌
は
、
人
麻
呂
歌

集

の
他

に
は
ほ
と
ん
ど
見
当
た
ら
な

い
。
様

々
な
も

の
を
使
者
と
す

る
歌
は
、
先

に
挙
げ
た
遣
新
羅
使
人
歌
な
ど

の
例

の
他

に
、

 
 
い
と
ま
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 あ
れ

 
 

暇
な
み
来
ま
さ
ぬ
君
に
ほ
と
と
ぎ
す
我
か
く
恋

ふ
と
行

き
て
告
げ

こ
そ

(巻
人
、

一
四
九
人
)

 
 
 
 
 

な
 
ら
 
し

 
 

故

郷

の
奈
良
思

の
岡

の
ほ
と
と
ぎ
す
言
告
げ
遣

り
し
い
か
に
告
げ
き
や

(巻
八
、

一
五
〇
六
)

な
ど
、

「
ほ
と
と
ぎ
す
」
を
使
者

に
見
立

て
る
歌
が
あ

る
が
、
い
ず
れ
も
自
分
か
ら
相
手

へ
の
使
者
と
し
て

い
る
。
ま
た
、
相
聞

と
し
て
、
巻
十

一

・
十

二
の
出
典
不
明
歌
を
見

て
も
、
使
者
を
待

っ
て
い
る

の
は
、

 
 

我

が
恋

ひ
し

こ
と
も
語
ら

ひ
慰

め
む
君
が
使

ひ
を
待
ち
や
か
ね

て
む

(巻
十

一
、

二
五
四
三
)

 
 

誰

そ
彼
と
問

は
ば
答

へ
む
す

べ
を
な

み
君
が
使

ひ
を
帰

し

つ
る
か
も

(巻
十

一
、

二
五
四
五
)

 
 

逢

は
な

く
は
然
も
あ
り
な

む
玉
梓

の
使

ひ
を
だ
に
も
待
ち
や

か
ね

て
む

(巻
十

二
、

三

一
〇
三
)

な

ど
女

の
側

に
多

く
、

そ
の
内
容

も
個

々
の
具
体
的

な
様
相
を
表

し
た
り
、
使
者
と
言
う
よ
り
は
使
者

に
こ
と
寄

せ
て
相
手
を
待

っ
て

い
る
と

い

っ
た
も

の
で
占

め
ら
れ

て
い
る
。
後
期

万
葉

に
至

っ
て
は
、
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人
麻
呂
歌
集
の
使
者
の
歌



 
 
常
止
ま
ず
通

ひ
し
君
が
使

ひ
来
ず
今
は
逢

は
じ
と
た
ゆ
た

ひ
ぬ
ら
し

(巻

四
、
五
四
二
)

 
 
月
草

の
移
ろ

ひ
易
く
思

へ
か
も
我
が
思
ふ
人
の
言
も
告
げ
来
ぬ

(巻

四
、
五
八
三
)

と

い

つ
た
使
者
や
便

り
が
来
な

い
こ
と
を
男

の
愛

の
薄

れ
と
し
て
表
わ
す

よ
う
に
な

る
。
右

に
述

べ
た
人
麻
呂
歌
集

の
使
者

の
歌

の
性
格

は
、

人
麻
呂
歌
集
独
自

の
性
格
と

し
て
位

置
づ
け
る

こ
と
が

で
き
よ
う
。

三

 

 
最
後

に
、
二
三
七
〇
番
歌

に

つ
い
て
述

べ
て
お
き
た

い
。

「玉
梓

の
道
行
く
人
」
と
は
通
り
す
が

り

の
人
に
他
な
ら
な

い
が
、
そ
う
し
た
人
に

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ハお
 

使
者

の
役
目
を
期
待

し
た
と
見
て
、
従
来

の
説
通
り

「
コ
ト

モ
ツ
ゲ

ナ
ク
」
と
訓
ん

で
、
「道
行
く
人
」
が
相
手
か
ら

の
言
伝
も
告
げ

て
く
れ
な

い
こ
と
を
嘆

い
て
の
作

と
と

っ
て
良

い
の
で
は
な
か
ろ
う

か
。

万
葉

歌
に
お

い
て
、
通
り
す
が
り

の
人
を
使
者

に
言
伝
を
託
す
と

い
う

発
想
が

広
汎

に
見
ら
れ
る

こ
と
は
先
述

し
た
通
り
だ
が
、
そ
れ
が
稲
岡
氏

の
よ
う
に
疑
問
視
さ
れ
る

こ
と
が
あ
る

の
は
、
こ
の
歌

の

「道
行
く
人
」
が
、

自
分
か
ら
相
手

へ
の
使
者

と

し
て
で
は
な
く
、
相
手
か
ら
自
分

へ
の
使
者
と
し

て
表
わ
さ
れ

る
と

い
う
、

人
麻
呂
歌
集
独
特

の
表
現
を
と

っ
て

い
た
か
ら

で
あ

る
。
同

じ
く
人
麻
呂
歌
集
歌
で
、
先

に
挙
げ
た

二
三
八
四
番
歌

に
、
相
手
か
ら

の
使
者

の
役
目
を
果
た
し
て
く
れ

る
人

の
来
訪

を
待
ち
望

ん
で

い
る
女

の
歌
が
あ
る
が
、
通
り
す
が
り

の
人
に
言
伝

を
託
す
と

い
う

こ
と
が
当
時
、

ど
れ
ほ
ど
実
際
に
行
な
わ
れ

て
い
た
か
は

わ

か
ら
な

い
に
し
て
も
、

こ
こ
で
言
え

る
の
は
、
両
者
と
も
、
少
な
く
と
も
、
相
手
が
何

と
し
て
も
便
り
を
伝
え

る
人
を
寄
越

し
て
く
れ
る
は

ず

だ
と
信

じ
、
ま
た

そ
う
願

っ
て
い
る
と

い
う

こ
と
で
あ
る
。
従

っ
て
、

一
二
句

「恋

ひ
死
な
ば
恋

ひ
も
死
ね
と
や
」
と
そ
の
意
中
が
推
測
さ

れ
て

い
る

の
は
相

手
で
は
な

く
、
歌
中
に
示
さ
れ
た

「道

行
く
人
」

で
あ
ら
ね
ば
な
ら
な

い
。

こ
れ
ま

で
述
べ
て
来
た
よ
う
に
、

人
麻
呂
歌
集

の

一
連

の
歌

に
お

い
て
は
使
者
と
見
な
さ

れ
る
様

々
な
も

の
に
即

し
て
の
表
現
が
と
ら
れ
て
お
り
、
相
手

の
消
息
が
得
ら
れ
ぬ
嘆

き
は

「
雁

の

使

ひ
は
宿

り
過

ぐ
な

り
」

(
一
七
〇
八
)
な
ど
と
矛
先
を
使
者

に
向
け

て
表
わ
さ
れ
て
い
る
。
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恋

ひ
死
な
ば

恋
ひ
も

死
ね
と
や
我
妹
子
が
我
家

の
門
を
過
ぎ

て
行

く
ら
む

(巻
十

一
、

二
四
〇

一
)

 
 
恋

ひ
死
な
ば

恋
ひ
も
死
ね
と
や

ほ
と
と
ぎ
す
物
思
ふ
時

に
来
鳴

き
と
よ
む
る

(巻
十
五
、
三
七
八
〇
)

「恋

ひ
死
な
ば

恋

ひ
も
死
ね

と
や
」
と

い
う
類
句
表
現
を
と
る
右

二
首

で
も
、
そ
れ
ぞ
れ

の
主
語
は
歌
中
に
示
さ
れ
た

「我
妹

子
」
「ほ
と
と
ぎ

す
」
と
な

っ
て
お
り
、
人
麻
呂
歌
集
歌

で
あ

る
第

一
例

の

「我
妹

子
」
が
作
者

の
家

の
門
を
通

っ
て
行

っ
た
り
、

中
臣
宅
守

の
作

で
あ
る
第

二

例

「
ほ
と
と
ぎ

す
」
が
作
者

の
も
と

に
来

て
鳴

く

の
も
、
そ
れ
ぞ
れ
無
心

に
し
た

こ
と

で
あ

っ
て
、
「
恋
ひ
死
な
ば
恋

ひ
も
死
ね
と
や
」
と
て
そ

う

し
た

の
で
は
あ
る
ま

い
が
、
作
者

の
恋

に
屈
し
た
心
に
は
そ
う
映

っ
た

の
で
あ

る
。

「
我
妹

子
」
や

「
ほ
と
と
ぎ
す
」
に
憤
葱
を
ぶ

つ
け
る
形

で
恋

の
苦

し
み
を
表
現
し
た

の
で
あ
ろ
う
。

二
三
七
〇
番
歌

に
お

い
て
も
何

の
罪

も
な

い

「道
行
く
人
」

に
憤
愚

が
ぶ

つ
け
ら
れ

て
い
る
が
、

通
常

の
使
者
を
待

つ
場
合

で
も
、
人
麻
呂
歌
集
歌

で
、

 
 
我
が
背
子
が
使

ひ
来

む
か
と
出
立

の
こ
の
松
原
を
今

日
か
過
ぎ

な
む

(巻

九
、

一
六
七
四
)

地
名

「出
立
」
を
起

こ
す
序

詞
に
、

「我
が
背
子
が
使

ひ
来
む
か
と
」
が
用

い
ら
れ
て
い
る
こ
と
や
、

 
 
我
が
背
子
が
使

ひ
を
待

つ
と
笠
も
着
ず
出

で

つ
つ
そ
見
し
雨

の
降

ら
く
に

(巻
十

二
、

三

一
二

一
)

と

い
う

出
典

不
明
歌

か
ら
、

使
者
を
待

っ
て
戸
外

に
停
ん

で
い
る
こ
と
が
窺
わ
れ
、
ま
し
て
確
た

る
使
者

の
得
ら
れ
る
と
は
限
ら
な

い
二
三
七

〇
番
歌

の
場
合
、
道
端

に
停

み
、
行
き
交
う
人
毎

に
相
手
か
ら

の
使
者

で
は
と
募
る
期
待
が
悉
く
外
れ
た
挙
句

の
果

て
で
の
詠
と
す
れ
ば
そ
う

し
た
憤
慧

も
理
解
さ
れ
よ
う
。

 

略
体

歌

の
常
と

し
て
こ
の
歌

の
作
歌
事
情
は
わ

か
ら
な

い
が
、
想
像
す
る
に
、

二
三
八
四
番
歌
と
同
じ
く
、
旅

に
出
た
夫
を
思

っ
て

の
女

の

歌

で
あ

ろ
う

か
。
も
ち
ろ

ん
旅

の
歌
と
し

て
詠
出
さ
れ
た
わ
け

で
は
な
く
、
恋

に
偏

し
た
心
を
歌
う

こ
と

に
主
眼
が
あ
る

の
で
あ

る
。

そ
れ

は
、
お
そ
ら
く
共
感
を
よ
ぶ
も

の
で
は
あ

っ
て
も
、
少
な

く
と
も

「新

し

い
笑
わ
せ
歌
」
(稲
岡
氏
前
記
論
文
)
と

い
う

こ
と

に
は
な
ら
な

い
と

思
わ
れ

る
。
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〈注
〉

(
1
)
『
文
学
』

昭
和

38
年
5
月
号
。
後
に

『柿
本
人
麻
呂
と
そ

の
時
代
』

(桜
楓
社
、
昭
和
61
年
)
に
収
録
。

(
2
)
『
万
葉
集
研
究
第
六
集
』

(塙
書
房
、
昭
和

52
年
)
。

(3
)
柳
澤
朗
氏

「巻
十

一
・
十
二
、
人
麻
呂
歌
集

正
述
心
緒
歌
」

(『
セ
ミ
ナ
i
万
葉
の
歌
人
と
作
品
二
』
和
泉
書
院
、
平
成

11
年
)
・
大
浦
誠
士
氏

「人

 

麻
呂
歌
集
と

『
正
述
心
緒
』
」

(『
美
夫
君
志
』

65
号
、
平
成

14
年

10
月
)
等
。

(4
)
以
下
、
『
万
葉
集
』
の
本
文
は
、
小
学
館
新
編

日
本
古
典
文
学
全
集
本
に
よ
る
。

(5
)
以
下
、
記
紀
歌
謡

・
風
土
記
歌
謡

・
催
馬
楽

の
本
文
と
歌
番
号
は
、
日
本
古
典
文
学
大
系

『
古
代
歌
謡
集
』
に
よ
る
。

(6
)

「路
行
人
」
に
対
す
る
訓
と
し
て

「ミ
チ

ユ
キ
ビ
ト
」
も
あ
る
が
、
「道
行
く
者
も
」

(仁
徳
紀
)
・
「玉
枠

の
道
行
く
我
は
」
(巻
十
七
、
四
〇
〇
六
)

 

と
あ

る
こ
と
か
ら
、
熟
語
で
は
な
く
連
体
格
に
す
べ
き
所
だ
と
す
る

『
万
葉
集
講
義
』

の
説
に
従

い
、

「ミ
チ

ユ
ク
ヒ
ト
」
と
訓
む
。

(7
)
本
文
は
、
日
本
古
典
文
学
大
系

『
和
漢
朗
詠
集
 
梁
塵
秘
抄
』

に
よ
る
。

(8
)
蘇
武

の
故
事

で
は
便
り
を
も
た
ら
す

の
は
北
か
ら
飛
来
す
る
雁
で
あ
る
が
、
こ
の
場
合
、
方
角
が
合
わ
な

い
。

(9
)
小
学
館
新

編
日
本
古
典
文
学
全
集
本

で
は

「夫
」
と
な

っ
て

い
る
が
、

「妻
」

の
可
能
性
も
考
え
ら
れ
、
原
文

【嬬
」
で
示
し
た
。

(
10
)
沢
潟
久
孝
氏

「人
麻
呂
集

の
歌
二
つ
」
(『
万
葉
古
径
三
』
日
本
書
院
、
昭
和
28
年
)。

(
11
)

「人
麻
呂
歌
集
七
夕
歌
の
位
相
」

(『
万
葉
集
研
究
第
四
集
』
塙
書
房
、
昭
和

50
年
)

(
12
)

「人
麻
呂
歌
集

の
七
夕
歌
群

(二
)
ー
牽
牛
星
と
月
人
壮
子
と

の
対
詠
六
首
1
」

(『
実
践
女
子
大
学
文
学
部
紀
要
』

34
号
、
平
成

4
年
3
月
)。
後
に

 
 
『
渡
瀬
昌
忠
著
作
集
第

四
巻
人
麻
呂
歌
集
非
略
体
歌
論
下
』

(お
う
ふ
う
、
平
成

14
年
)
に
収
録
。
人
麻
呂
歌
集
の
七
夕
歌
を
め
ぐ
る
渡
瀬
氏
の
論
考

 

は
同
書

に
詳
し

い
。
ま
た
、
本
稿
と
は
観
点
を
異
に
す
る
が
、
人
麻
呂
歌
集
及
び
人
麻
呂
作
歌
に
相
手

の
思
い
や
消
息
を
告
げ
る
使
者
を
求

め
る
発
想

 

が
顕
著

で
あ
る
と
の
指
摘
が
同
書
に
見
ら
れ
る
。

(
13
)
注

(10
)
参
照
。

(
14
)
真
鍋
次
郎
氏

「『
中
止
』
考
」

(『
国
語
国
文
』
昭
和

26
年

8
月
)
に
よ
る
。

(
15
)

小
学
館
新
編

日
本
古
典
文
学
全
集
本
で
は

「言
告
げ
遣

り
し
」

(
一
五
〇
六
)
と
あ
る
こ
と
か
ら

「言
告
げ
」
を
名
詞
と
と

っ
て

「
コ
ト
ツ
ゲ
モ
ナ

20



キ

」

と
訓

ん

で

い
る
が

、
人
麻

呂

歌
集

歌

に

「言

も
告
げ

な

む
」

(
一
九

九

八
。

漢
字

原
文

「事

毛
告
火

」
)

と
あ

る

の
に
あ

わ
せ

て
、

「
コ
ト

モ
ツ
ゲ

ナ

ク
」

と
訓

む
。

(本
学
助
教
授
)
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