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やまと

万葉がたIl

か
き
霧
ら
し
　
雨
の
降
る
夜
を

ほ
と
と
ぎ
す
　
鴨
き
て
行
く
な
り

お
ぼ
れ
そ
の
烏

高
橋
虫
麻
呂
歌
集
（
巻
九
・
一
七
五
六
）

ず
い
ぶ
ん
暖
か
く
、
い

え
、
む
し
ろ
暑
く
な
っ
て

き
ま
し
た
。
春
の
烏
で
あ

る
鴬
が
元
気
に
鴫
き
つ

づ
け
る
一
方
、
卯
の
花
（
ウ

ツ
ギ
）
の
白
い
花
も
咲
き

始
め
、
ほ
と
と
ぎ
す
の
鳴

く
時
期
が
近
づ
い
て
い
る

の
を
感
じ
ま
す
。
鰹
と

き
ず
は
卯
の
花
や
橘
と

と
も
に
、
旧
暦
の
夏
の
代

表
的
な
景
物
で
し
た
。
『
万

葉
集
』
で
最
も
多
い
1
5

0
首
以
上
も
の
歌
に
詠
ま

れ
た
鳥
で
す
。

今
回
の
歌
は
「
璽
公
鳥

を
詠
め
る
一
首
」
と
い
う

長
歌
に
付
随
す
る
反
歌
で

す
。
『
万
葉
集
』
で
「
ほ

と
と
ぎ
す
」
は
「
蕾
公
烏
」

と
詞
さ
れ
る
の
で
す
が
、

こ
の
表
記
の
理
由
は
よ
く

わ
か
っ
て
い
ま
せ
ん
。

高
橋
虫
麻
呂
は
伝
説
を

詠
む
歌
人
と
し
て
知
ら

れ
、
7
3
2
年
の
歌
が
あ

る
こ
と
か
ら
活
動
時
期
が

わ
か
り
ま
す
。
た
だ
、
今

回
の
歌
は
い
つ
ど
こ
で
詠

ま
れ
た
も
の
か
不
明
で

す。
長
歌
は
「
う
ぐ
ひ
ず
の

卵
の
中
に
ほ
と
と
ぎ
す

ひ
と
り
生
ま
れ
て
…
二

か
ら
始
ま
り
ま
す
。
ほ
と

と
ぎ
す
の
託
卵
の
習
性

を
ふ
ま
え
、
擬
人
化
す
る

こ
と
で
、
自
ら
の
疎
外
感

や
孤
独
感
を
は
と
と
ぎ

す
に
重
ね
合
わ
せ
て
い

る
よ
う
で
す
。
続
い
て
、

ほ
と
と
ぎ
す
は
鴬
の
父

母
に
似
な
い
声
で
橘
を

散
ら
し
な
が
ら
鳴
く
が
、

そ
の
声
を
聞
き
た
い
か

ら
私
の
庭
に
住
み
続
け

て
く
れ
、
と
呼
び
か
け
て

終
わ
り
ま
す
。

続
く
反
歌
で
も
、
雨
ふ

る
夜
の
自
ら
の
孤
愁
を

「
そ
の
鳥
」
に
投
影
し
て

い
る
と
受
け
取
る
こ
と
が

で
き
ま
す
。
「
あ
は
れ
そ

の
鳥
」
が
残
す
印
象
は
、

は
か
の
ほ
と
と
ぎ
す
の
歌

に
は
な
い
重
み
が
あ
る
と

感
じ
ま
す
。
「
あ
は
れ
」

は
切
な
さ
も
素
晴
ら
し
さ

も
含
む
こ
と
が
で
き
る
、

強
い
感
銘
を
表
す
話
で

す
。
後
に
大
伴
家
持
も
ほ

と
と
ぎ
す
を
「
あ
は
れ
の

烏
と
喜
ば
ぬ
時
な
し
」
（
巻

十
八
・
四
〇
八
九
）
と
詠

ん
で
い
ま
す
。
『
万
葉
集
』

で
最
も
多
く
読
ま
れ
た
鳥

は
、
『
万
葉
集
』
唯
一
の

「
あ
は
れ
」
の
烏
で
も
あ

り
ま
し
た
。

本
日
5
月
1
0
日
か
ら
愛

鳥
週
間
で
す
。
さ
ま
ざ
ま

な
鳥
の
鳴
き
声
に
耳
を
澄

ま
し
て
み
よ
う
と
思
い
ま

す。
（
県
立
万
葉
文
化
館
主
任

研
究
員
・
阪
口
由
佳
）

【
訳
】
夜
空
も
く
ら
く
し
て
雨
の
降
る
夜
を
、
ほ
と
と
ぎ

す
は
鳴
い
て
い
く
よ
う
で
あ
る
。
あ
あ
、
そ
の
鳥
よ
。



毎　　　日　　　新　　　聞

21　漢語臆医書　セ　2023年（令和5年）5月24日（水）

就
班
の
　
静
間
の
草
野
∴
と
く
知
り
て

標
剃
さ
ま
し
を
　
今
そ
悔
し
き

（
作
者
未
詳
　
巻
七
・
二
一
三
一
七
）

年
親
彊
欝

が
伊
豆
へ
配
流
さ
れ
た
と

『
続
日
本
聾
に
あ
り
ま

す
。
役
小
角
は
、
役
行
者

な
ど
と
も
称
さ
れ
る
飛
鳥

時
代
に
実
在
し
た
人
物
と

み
ら
れ
ま
す
が
、
な
か
は

伝
説
的
な
呪
術
者
と
し
て

知
ら
れ
ま
す
。
起
語
的
な

事
績
が
『
日
本
霊
異
記
』

（
平
安
時
代
初
期
）
を
は

じ
め
と
し
た
後
世
の
さ

ま
ざ
ま
な
文
献
に
記
さ

れ
て
い
ま
す
が
、
最
初
期

の
記
録
は
『
続
日
本
記
』

の
当
該
記
事
で
す
。
そ
こ

に
は
、
葛
城
山
に
住
ん
ノ

で
い
た
こ
と
、
人
々
を
惑

わ
せ
て
伊
豆
へ
流
さ
れ

た
こ
と
な
ど
と
と
も
に
、

呪
術
に
よ
っ
て
鬼
神
を

使
役
し
た
と
も
記
さ
れ
て

お
り
、
早
く
か
ら
伝
説

化
し
て
い
た
様
子
が
う
か

が
え
ま
す
。

『
万
葉
集
』
に
役
小
角

が
詠
ん
だ
歌
は
あ
り
ま
せ

ん
が
、
ゆ
か
り
の
地
で
あ

る
葛
城
を
詠
ん
だ
歌
は
あ

り
ま
す
。
な
か
で
も
今
回

は
「
葛
城
の
高
閲
」
　
（
現

在
の
御
所
重
昂
天
）
の
歌

を
ご
紹
介
し
ま
す
。

「
標
」
と
は
、
領
有
の
場

所
で
あ
る
こ
と
を
示
し
、

出
入
り
を
禁
止
す
る
た
め

の
標
識
の
こ
と
で
あ
り
、

「
標
野
」
（
巻
二
二
〇
）

や
「
横
縞
ふ
」
　
（
巻
七
・

二
五
二
な
ど
）
の
よ
う

に
も
表
現
さ
れ
ま
す
。

こ
の
歌
は
「
春
草
」
と

題
さ
れ
た
歌
謡
中
の
一
首

で
、
「
寄
I
L
と
題
し
て

分
類
さ
れ
た
歌
は
巻
三
、

十
、
十
一
、
十
三
、
十
四

に
も
あ
り
ま
す
が
、
巻
七

が
も
っ
と
も
多
く
、
1
0

0
首
以
上
を
収
め
ま
す
。

同
じ
巻
七
の
「
雑
歌
」
に

あ
る
「
詠
－
」
の
題
と
対

を
な
し
て
お
り
、
申
国
文

学
の
影
響
で
あ
る
こ
と
が

指
摘
さ
れ
て
い
ま
す
。

「
寄
I
L
は
「
聾
喩
歌
」

と
い
う
部
立
て
の
中
に
あ

り
、
何
か
に
た
と
え
て
恋

を
表
現
し
た
歌
々
が
集
め

ら
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
歌

で
は
、
好
ま
し
い
女
性
と

の
結
婚
を
「
葛
城
の
高
閲

の
草
野
」
の
「
標
」
に
た

と
え
て
表
現
し
て
い
ま

す
。
早
く
「
標
」
を
す
れ

ば
よ
が
っ
た
、
結
婚
の
約

束
を
取
り
付
け
て
お
け
ば

よ
が
っ
た
、
と
自
分
の
対

応
の
連
れ
を
悔
や
み
嘆
い

た
歌
で
す
。

（
県
立
万
葉
文
化
館
企
画

・
研
究
係
長
・
井
上
さ
や

か）

【
訳
】
葛
城
の
高
閲
の
草
野
を
早
く
知
っ
て
、
し
る
し
を
立
て

て
お
け
ば
よ
か
っ
た
も
の
を
。
今
こ
そ
残
念
に
思
う
よ
。
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