
日　　　新　　　聞

セ◇　2023年（令和5年）12月6日（水）

毎

19　墨書重量

詩語
万葉がたIl

采
女
の

袖
吹
き
か
へ
す
　
明
日
香
風

都
を
遷
み

い
た
づ
ら
に
吹
く

（
士
堂
頁
皇
子
　
巻
÷
五
一
）

こ
の
歌
は
「
明
日
香
宮

よ
り
藤
原
宮
に
遷
居
り
し

後
に
、
悪
賢
皇
子
の
作
り

ま
せ
る
御
歌
」
と
題
さ
れ

た
一
首
で
す
。
藤
原
宮
へ

の
遷
居
は
、
『
日
本
書
記
』

巻
第
三
十
に
拠
れ
ば
6
9

4
（
持
統
天
皇
8
）
年
1
2

月
6
日
の
こ
と
で
し
た
。

現
在
は
「
藤
原
富
」
を

含
む
京
域
を
「
藤
原
京
」

と
呼
び
習
わ
し
て
い
ま
す

が
、
『
日
本
書
記
』
に
は

「
藤
原
宮
」
と
は
あ
っ
て

詫
肇
襲

と
あ
る
の
が
そ
れ
に
あ
た

り
ま
す
。
「
新
益
京
（
藤

原
京
）
」
は
条
坊
制
に

則
っ
て
造
営
さ
れ
た
中

国
風
の
首
都
で
あ
り
、
そ

れ
ま
で
の
飛
鳥
諸
富
と
は

根
本
的
に
異
な
る
国
家
体

制
が
具
現
化
さ
れ
た
も
の

と
い
え
ま
し
た
。

歌
に
詠
ま
れ
た
菜
女
」

と
は
、
天
皇
の
身
の
回
り

の
世
話
な
ど
に
従
事
し

た
才
色
兼
備
の
女
官
を

指
し
、
高
松
塚
古
墳
壁
画

の
女
性
像
な
ど
を
ほ
う

ふ
つ
さ
せ
ま
す
。
そ
の
き

ら
び
や
か
な
服
の
袖
を

吹
き
翻
す
「
明
日
春
風
」

が
、
都
が
遠
く
な
っ
て

し
ま
っ
た
の
で
む
な
し

く
吹
い
て
い
る
と
い
う
歌

です。飛
鳥
宮
と
藤
原
富
と
は

せ
い
ぜ
い
5
㌔
種
し
か
離

れ
て
い
な
い
の
に
も
関

わ
ら
ず
「
都
を
遠
み
」
と

表
現
し
て
い
る
の
は
、

実
際
の
距
離
で
は
な
く
心

理
的
な
距
離
感
を
表
し

て
い
る
と
み
ら
れ
、
大
き

な
社
会
の
変
革
期
に
隔

世
の
感
を
抱
い
た
歌
と

も
、
旧
都
の
荒
れ
た
様

子
を
轟
噸
す
る
こ
と
で
新

都
を
寿
い
だ
歌
と
も
い

わ
れ
て
い
ま
す
。

こ
の
歌
の
作
者
で
あ
る

壷
貝
皇
子
は
、
光
仁
天
皇

の
父
に
あ
た
る
人
物
で

す
。
天
智
天
皇
の
皇
子
で

あ
っ
た
こ
と
か
ら
壬
申
の

乱
を
経
て
生
前
は
不
遇
で

あ
っ
た
と
い
わ
れ
ま
す

が
、
『
万
葉
集
』
に
載
る

6
首
の
和
歌
は
い
ず
れ
も

秀
歌
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

明
日
香
村
内
に
は
、
甘

樫
丘
の
中
腹
と
史
跡
飛
鳥

宮
跡
と
の
2
カ
所
に
こ
の

歌
の
歌
碑
が
建
て
ら
れ
て

い
ま
す
。
前
者
は
1
9
6

0
年
代
、
後
者
は
2
0
0

0
年
代
の
建
立
で
、
そ
の

調
謹
讃
攫
鞘

の
比
定
地
が
変
更
さ
れ
た

こ
と
に
拠
る
よ
う
で
す
。

（
県
立
万
葉
文
化
館
企
画

・
研
究
係
長
・
井
上
さ
や

か）

【
訳
】
采
女
の
袖
を
吹
き
ひ
る
が
え
す
明
日
香
の

風
、
今
は
都
が
遠
い
の
で
、
空
し
く
吹
い
て
い
る
。



（水）
日　　　新　　　間

セ　2023年（令和5年）12月20日

毎

19

やまと

棟噂リ

弥
彦

か
は
　
ご
ろ
も

神
の
麓
に
　
集
配
ら
も
か
　
鹿
の
伏
す
ら
む

皮
服
着
て
　
角
つ
き
な
が
ら

作
者
未
詳
（
巻
十
六
・
三
八
八
四
）

こ
の
歌
は
「
越
中
国
の

歌
四
首
」
の
う
ち
の
1
首

と
し
て
『
万
葉
集
』
に
収

め
ら
れ
て
い
ま
す
。
内
容

は
、
同
国
蒲
原
郡
の
弥
彦

山
に
い
ま
す
神
に
仕
え
る

鹿
の
姿
か
た
ち
を
讃
美
す

る
こ
と
で
、
そ
の
神
の
尊

さ
を
歌
っ
た
も
の
で
す
。

蒲
原
郡
は
7
0
2
（
大
宝

2
）
年
に
越
中
国
か
ら
越

後
国
へ
と
移
管
さ
れ
て
お

り
、
こ
の
歌
は
そ
れ
以
前

の
作
と
い
う
こ
と
に
な
り

ま
す
。
弥
彦
山
を
神
体
山

と
し
て
杷
る
弼
彦
神
社
は

現
在
も
新
潟
県
西
蒲
原
郡

弥
彦
村
に
鎮
座
し
、
越
後

国
一
宮
と
し
て
信
仰
を
集

め
て
い
ま
す
。

と
こ
ろ
で
こ
の
歌
は
、

5
・
7
・
5
・
7
・
7
の
5
旬

か
ら
な
る
短
歌
の
末
尾

に
、
7
音
の
1
旬
を
遇
棚

し
た
形
式
で
す
。
こ
れ
は

蛮
蕉
歌
体
」
と
い
う
歌

体
で
、
『
万
葉
集
』
で
は
こ

の
歌
が
唯
一
で
す
。
奈
良
・

西
ノ
京
の
薬
師
寺
に
現
存

す
る
奈
良
時
代
の
仏
定
石

（
釈
迦
の
定
跡
を
彫
刻
し

て
礼
拝
対
象
と
し
た
石
）

の
傍
ら
に
立
て
ら
れ
た
石

蹄
に
こ
の
歌
体
の
歌
2
1
首

が
縦
書
き
の
万
葉
仮
名
で

刻
ま
れ
て
お
り
、
仏
足
石

歌
と
呼
ば
れ
て
い
ま
す
。

そ
の
第
1
首
「
蟹
殻

作
る
　
石
の
響
き
は
　
天

に
欝
が
護
へ
醗

為
に
」
は
仏
定
石
を
讃
美

蕗
襲
醗

の
喜

ば
第

l
～
5
旬
よ
り
も
や
や
右

に
寄
せ
て
小
さ
い
字
体
で

記
さ
れ
、
第
5
旬
の
内
容

を
少
し
変
化
さ
せ
て
繰
り

返
す
形
を
と
り
ま
す
。

こ
の
形
式
は
第
2
～
2
1

首
で
も
同
様
で
あ
る
こ
と

か
ら
、
仏
定
石
歌
体
の
第

6
旬
は
短
歌
体
の
末
尾
に

唱
和
の
た
め
の
1
旬
を
付

け
加
え
た
も
の
と
み
ら
れ

ま
す
。
お
そ
ら
く
、
仏
定

石
を
礼
拝
す
る
人
々
が
こ

う
し
た
歌
を
声
に
出
し
て

讃
唱
し
た
の
で
し
ょ
う
。

こ
の
よ
う
な
仏
定
石
軟

体
の
特
徴
は
、
今
回
取
り

上
げ
た
歌
で
も
同
様
に
確

認
で
き
ま
す
。
第
5
旬
「
皮

服
着
て
」
と
第
6
旬
「
角

つ
き
な
が
ら
」
は
共
に
鹿

の
姿
を
描
写
し
て
お
り
、

鹿
の
形
容
を
繰
り
返
し
歌

う
こ
と
で
、
弥
彦
山
の
神

の
下
に
伏
せ
る
鹿
の
神
妙

さ
を
強
調
し
て
い
ま
す
。

仏
定
石
軟
体
の
本
質
は
、

こ
う
し
た
神
仏
の
讃
仰
の

た
め
に
歌
わ
れ
た
と
こ
ろ

に
あ
る
の
で
し
ょ
う
。

（
県
立
万
葉
文
化
館
主
任

研
究
員
・
竹
内
亮
）

【
訳
】
弥
彦
の
神
山
の
麓
に
、
今
日
も
鹿
が
伏
し
て
い
る

だ
ろ
う
か
。
皮
の
衣
を
着
て
、
角
を
つ
け
た
姿
で
。


