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父
母
が

頭
か
き
撫
で

牽
く
あ
れ
で

い
ひ
し
言
葉
ぜ

忘
れ
か
ね
つ
る

（
文
部
稲
麻
呂
　
巻
二
十
・
四
三
四
六
）

こ
の
歌
は
、
駿
河
国
（
現

績
調
整
弼

麻
呂
の
歌
で
す
。

防
人
と
は
、
九
州
北
部

の
沿
岸
警
備
に
あ
た
っ
た

兵
士
の
こ
と
で
、
こ
の
歌

が
詠
ま
れ
た
7
5
5
年

（
天
平
勝
宝
7
歳
）
ご
ろ

は
、
遠
江
国
（
現
在
の
静

岡
県
西
都
）
よ
り
東
の
「
東

国
と
呼
ば
れ
た
地
域
か

ら
徴
集
さ
れ
て
い
ま
し

た
。
「
幸
く
あ
れ
と
」
が

「
さ
く
あ
れ
て
」
、
「
言
葉

ぞ
」
が
房
と
は
ぜ
」
と
い

う
よ
う
に
、
当
時
の
東
国

方
言
も
う
か
が
え
ま
す
。

防
人
歌
で
は
し
ば
し
ば

妻
子
と
の
別
れ
の
辛
さ
が

表
現
さ
れ
ま
す
が
、
こ
の

i

～

r
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歌
の
よ
う
に
保
護
者
と
の

別
れ
を
表
現
し
た
例
も
あ

り
ま
す
。
そ
う
し
た
歌
の

作
書
た
ち
は
年
善
が
っ
た

可
能
性
が
あ
り
、
頭
を
舐

で
る
と
い
う
行
為
は
呪
術

的
で
あ
る
と
同
時
に
、
ど

纏
襲
露

万
葉
歌
の
中
で
、
「
幸
」

は
旅
の
無
雷
を
祈
る
歌
に

多
く
み
ら
れ
ま
す
。
古
代

に
お
け
る
旅
と
は
困
難
で

命
の
危
険
が
と
も
な
う
も

の
で
あ
り
、
「
幸
」
と
は
、

無
事
に
命
が
続
く
こ
と
で

め
っ
た
と
み
ら
れ
ま
す
。

「
幸
く
あ
れ
」
と
旅
立
つ

人
の
無
事
を
祈
っ
て
送
り

出
し
、
実
際
に
旅
す
る
人

た
ち
は
「
ま
幸
く
あ
ら
は
」

再
び
戻
っ
て
来
よ
う
、
と

無
事
の
帰
還
を
願
っ
て
歌

を
詠
み
ま
し
た
。
そ
れ
を

言
葉
に
し
て
発
す
る
こ
と

も
雲
霞
っ
葉
う
で
、

藷
熊
譲

幸
く
あ
り
こ
そ
」
　
（
巻
十

三
・
三
二
五
四
）
と
い
う

歌
も
残
っ
て
い
ま
す
。
日

本
は
言
葉
に
出
し
て
言
う

こ
と
が
祝
福
を
も
た
ら
し

言
葉
の
魂
が
人
を
助
け
る

国
で
あ
る
、
そ
う
し
て
無
、

事
を
願
う
、
と
あ
り
、
言

葉
の
力
が
現
実
を
変
え
る

と
考
え
ら
れ
て
い
た
よ
う

【
駅
】
父
母
が
頭
を
撫
で
て
、
無
事
で
い

よ
と
言
っ
た
言
葉
が
、
忘
れ
か
ね
る
よ
。

です。現
代
社
会
に
お
い
て

も
、
突
然
の
事
故
や
戦
争

に
見
舞
わ
れ
ま
す
。
昨
今

の
状
況
を
憂
い
、
無
力
な

が
ら
、
自
分
自
身
、
家
族
や

地
域
の
人
々
、
こ
の
世
界

に
生
き
る
生
命
体
、
す
べ

て
「
幸
く
あ
れ
」
と
願
わ

ず
に
は
い
ら
れ
ま
せ
ん
。

（
県
立
万
葉
文
化
館
企
画

・
研
究
係
長
・
井
上
さ
や

か）

詞
田
圃
田
所

5
月
1
8
日
「
や
ま
と
万

葉
が
た
り
」
の
紀
掌
中
の

訳
で
、
「
気
特
を
は
ら
す
」

と
あ
る
の
ば
、
「
気
持
ち
を

は
ら
す
」
の
誤
り
で
し
た
。
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と
こ
し
へ
に
　
夏
冬
行
け
や

製

扇
放
た
ぬ

山
に
住
む
人

柿
本
人
麻
呂
歌
集
（
巻
九
二
六
八
二
）

『
万
葉
集
』
に
収
め
ら

れ
た
歌
に
は
、
季
節
の
移

ろ
い
や
人
の
心
の
動
き
な

ど
を
歌
っ
た
も
の
が
多
く

あ
り
ま
す
が
、
今
回
取
り

上
げ
る
の
は
「
絵
画
の
感

壁
と
い
う
、
少
し
風
変

わ
り
な
歌
で
す
。

こ
の
歌
は
柿
本
人
麻
呂

が
酒
集
し
た
と
さ
れ
る

『
柿
本
人
麻
呂
趣
害
を

出
典
と
し
て
『
万
葉
集
』

に
引
用
さ
れ
て
お
り
、
題

詞
に
は
「
惑
強
堅
字
に

胡
る
軟
膏
仙
人
の

形
を
詠
む
」
と
め
り
ま
す
。

惑
星
皇
子
は
天
武
天
皇

の
皇
子
た
ち
の
中
で
は
比

鰹
詫
譲

実
務
面
の
業
韻
で
知
ら
れ

ま
す
。
人
麻
呂
は
忍
堅
塁

子
宮
に
仕
え
て
い
た
時
期

が
あ
る
と
言
わ
れ
て
お

り
、
こ
の
歌
も
人
麻
呂
自

身
の
作
歌
と
み
る
意
見
が

あ
り
ま
す
。

敵
中
に
見
え
る
「
山
に

住
む
人
」
と
は
、
題
詞
に
言

う
「
仙
△
の
こ
と
と
考
え

ら
れ
ま
す
。
仙
人
は
、
中

国
で
古
く
か
ら
理
想
的
な

人
間
の
あ
り
方
と
考
え
ら

れ
て
き
た
存
在
で
、
不
老

不
死
の
秘
術
を
修
得
し
、

俗
世
を
聴
れ
て
山
中
に
住

む
と
さ
れ
ま
し
た
。
歌
の

内
容
は
、
冬
に
用
い
る
か

わ
ご
ろ
も
（
毛
皮
の
服
）

と
夏
に
用
い
る
扇
を
共
に

手
放
さ
な
い
の
は
、
仙
人

が
不
老
不
死
で
あ
る
た
め

に
夏
と
冬
の
繰
り
返
し
が

永
遠
に
続
く
か
ら
な
の

か
、
と
い
う
問
い
か
け
で

す
。
歌
が
詠
ま
れ
た
場
に

絹
藤
謙

含
ん
だ
軟
と
言
え
ま
す
。

こ
の
歌
の
作
者
は
、
お

慈
饗
離

れ
た
仙
人
の
絵
を
目
に
し

て
、
か
わ
ご
う
も
と
扇
を

身
に
つ
け
た
絵
姿
か
ら
得

た
率
直
な
印
象
を
当
意
即

妙
に
歌
い
、
富
の
主
人
で

あ
る
皇
子
に
献
呈
し
た
も

の
と
思
わ
れ
ま
す
。
天
武

・
持
統
天
皇
の
時
代
に
は
、

仙
人
に
代
表
さ
れ
る
中
国

の
神
仙
田
態
の
影
聾
が
上

流
社
会
に
及
ん
で
い
た
こ

と
が
知
ら
れ
て
い
ま
す
。

忍
壁
皇
子
も
そ
う
し
た
潮

流
に
乗
っ
て
、
仙
人
の
絵

を
ど
こ
か
か
ら
入
手
し
た

の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
仙

人
の
絵
は
海
外
か
ら
伝
わ

っ
た
最
新
の
流
行
文
物
で

あ
り
、
描
か
れ
た
仙
人
の

姿
は
当
時
の
人
々
に
と
っ

て
新
奇
な
珍
し
い
も
の
だ

っ
た
の
で
し
ょ
う
。

（
県
立
万
葉
文
I
r
鰭
主
任

研
究
員
・
竹
内
亮
）

【
訳
】
永
久
に
夏
と
冬
が
過
ぎ
る
か
ら
、
皮
の

衣
も
扇
も
放
さ
な
い
の
か
。
山
に
住
む
人
よ
。
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やまと

万葉がたIl讃

天
飛
ぶ
や
　
軽
の
社
の
　
斎
槻

い
く
　
　
よ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ー
し
も
り
　
つ
ま

畿
世
ま
で
あ
ら
む
　
隠
妻
そ
も

作
者
未
詳
（
巻
十
一
・
二
六
五
六
）

こ
の
歌
に
詠
ま
れ
て
い

る
「
軽
」
は
、
古
代
大
和

の
地
名
で
す
。
軽
は
、
空

を
飛
ぶ
雁
と
音
が
通
じ
る

こ
と
か
ら
「
天
飛
ぶ
」
の

枕
詞
を
持
ち
、
『
万
墓
蓋

を
は
じ
め
と
す
る
文
献
に

も
頻
繁
に
登
場
す
る
古
代

の
地
名
と
し
て
よ
く
知
ら

難
醗
窪
粥

が
残
っ
て
お
り
、
近
鉄
槙

原
神
宮
前
駅
の
東
側
一
帯

が
古
代
の
軽
の
故
地
に
当

た
り
ま
す
。

敵
中
の
「
斎
槻
」
と
は
、

軽
の
地
の
神
社
に
生
え
て

い
た
と
思
わ
れ
る
聖
な
る

概
の
木
で
す
。
歌
の
内
容

か
ら
み
て
、
軽
の
斎
欄
は

長
い
年
月
を
生
き
た
老
大

樹
と
し
て
、
当
時
の
人
々

に
よ
く
知
ら
れ
て
い
た
と

考
え
ら
れ
ま
す
。
こ
の
よ

う
に
軽
の
斎
欄
が
有
名
で

あ
っ
た
の
に
は
、
軽
と
い

う
土
地
の
性
格
が
関
係
し

て
い
ま
す
。

古
代
の
軽
の
地
で
は
、

大
和
盆
地
を
南
北
に
離

頁
す
る
幹
線
道
路
で
あ

る
下
ツ
道
と
東
西
方
向

の
阿
倍
山
田
通
が
交

り
、
そ
の
交
差
点
は
「

勒

街
」
と
呼
ば
れ
ま
し
た
。

繋
韓
韓

と
呼
ば
れ
た
市
が
繁
栄
し

た
こ
と
で
も
知
ら
れ
ま

す
。
軽
の
斎
椀
は
、
軽
の

地
を
踏
ん
だ
こ
と
の
あ

る
人
々
の
誰
も
が
見
境

れ
た
お
な
じ
み
の
大
樹

で
あ
っ
た
と
み
ら
れ
ま

す。
古
代
の
市
に
は
、
市
を

象
徴
す
る
重
な
る
樹
木

が
し
ば
し
ば
生
え
て
い

た
と
言
わ
れ
ま
す
。
三
輪

山
の
南
罷
始
っ
た
と

さ
れ
る

醸
市
は
、
軽

と
同
じ
よ
う
に
交
通
の

要
衝
に
位
置
し
、
大
勢
の

男
女
が
集
ま
っ
て
歌
壇

が
行
わ
れ
た
こ
と
で
も

知
ら
れ
て
い
ま
す
。
海
柘

椙
市
に
は
、
そ
の
名
が

示
す
と
お
り
ツ
バ
キ
の

木
が
生
え
て
い
た
と
さ

れ
ま
す
。
古
代
の
市
に
は

他
に
も
樹
木
の
名
を
冠

し
た
も
の
が
あ
り
、
そ
う

し
た
樹
木
は
街
や
市
を
目

指
し
て
道
路
を
行
き
交

う
人
々
の
目
印
と
し
て
、

シ
ン
ボ
ル
ツ
リ
ー
の
役
割

を
担
っ
て
い
た
と
考
え
ら

れ
ま
す
。

瞳
の
地
は
、
各
地
か
ら

飛
鳥
へ
向
か
う
人
々
の
多

く
が
通
過
す
る
、
飛
鳥
の

入
り
口
に
当
た
る
場
所
で

す
。
軽
の
斎
概
は
そ
う
し

た
土
地
の
象
徴
と
し
て
、

存
在
感
を
誇
示
し
て
い
た

の
で
し
ょ
う
。

（
県
立
万
葉
文
化
臨
主
任

研
窒
冥
・
竹
内
亮
）

【
訳
】
軽
の
社
の
聖
な
る
概
の
木
が
い
つ
の
世
ま
で
も
あ

る
よ
う
に
、
あ
な
た
を
い
つ
ま
で
も
隠
し
妻
の
ま
ま
に
し

て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
だ
ろ
う
か
。


