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毎

17

やまと

万葉がたIl

み
吉
野
の
　
青
眼
が
峰
の

誰
か
織
り
け
む

麗
庸経

緯
無
し
に

作
者
未
詳
（
巻
七
・
一
二
一
〇
）

こ
の
歌
は
『
万
葉
畠
巻

七
、
二
藷
を
詠
め
る
」
と
題

さ
れ
た
一
首
で
す
。
巻
七

は
作
者
名
が
伝
わ
ら
詩

歌
堰
填
め
た
藩
で
雑
歌

・
醤
喩
歌
・
挽
歌
に
分
類

さ
れ
ま
す
。
こ
の
歌
は
雑

歌
の
う
ち
、
植
物
の
歌
が

並
ぶ
部
分
に
あ
り
ま
す
。

歌
の
冒
頭
「
み
吉
野
」

の
「
み
」
は
美
称
で
す
が
、

地
名
に
「
み
」
が
付
く
例
は

非
常
に
限
定
的
で
、
『
万
葉

集
』
で
は
「
み
吉
野
」
以
外

に
は
「
み
熊
野
」
1
例
、
「
み

越
遭
」
2
例
を
見
る
ば
か

り
で
す
。
「
み
吉
野
」
は

約
5
0
例
あ
り
、
吉
野
の
宮

が
あ
っ
た
宮
滝
を
中
心
と

し
た
一
帯
を
指
す
と
考
え

ら
れ
ま
す
。
万
葉
び
と
に

と
っ
て
神
聖
な
イ
メ
ー
ジ

が
あ
っ
た
の
で
し
ょ
う
。

宮
滝
か
ら
両
方
向
、
吉

野
川
を
は
さ
ん
で
奥
に
見

え
る
の
が
吉
野
山
の
最
高

峰
、
竜
眼
ケ
峰
で
す
。
そ

の
神
羅
山
に
、
コ
ケ
が

青
い
絨
毯
の
よ
う
に
広

が
っ
滞
る
と
詠
ま
れ
ま

す
。
弓
削
皇
子
が
吉
野
で

羅
生
し
た
松
の
枝
を
折
り

取
り
、
額
田
王
に
送
っ
た

と
い
う
例
（
巻
二
・
二

三
題
詞
）
か
ら
も
、
吉
野

と
コ
ケ
の
結
び
つ
き
が
う

か
が
え
ま
す
。

『
万
葉
集
』
の
コ
ケ
は

古
木
や
湿
っ
た
土
地
に
生

え
る
コ
ケ
類
の
総
称
で
、

地
面
に
生
え
る
コ
ケ
だ
け

で
な
く
、
枝
か
ら
垂
れ
下

が
る
サ
ル
オ
ガ
セ
等
も
含

む
と
み
ら
れ
ま
す
。
「
藷

生
す
」
と
う
だ
わ
れ
る
こ

と
が
多
く
、
年
月
の
長
さ

や
神
さ
び
た
雰
囲
気
を
表

現
す
る
例
が
ほ
と
ん
ど
で

す
。
『
万
葉
集
』
に
Ⅱ
首

詠
ま
れ
る
中
、
今
回
の
歌

は
唯
一
、
コ
ケ
そ
の
も
の

の
美
し
き
を
詠
む
例
と
い

え

牽

。

　

嘗

「
経
」
は
縦
糸
、
「
緯
」

は
横
糸
の
意
味
で
、
今
も

経
度
・
緯
度
な
ど
の
形
で

用
い
て
い
ま
す
。
類
似
の

発
想
を
も
っ
歌
に
を
藷
も

な
く
緯
喜
務
ず
少
女
ら

が
織
れ
る
黄
葉
に
霜
な
降

り
そ
ね
」
　
（
巻
八
・
一
五

二
一
）
が
あ
り
、
大
津
皇

子
が
秋
の
紅
葉
の
美
し
き

を
詠
ん
で
い
ま
す
。

近
ご
ろ
暑
く
な
っ
て
き

ま
し
た
が
、
山
の
木
陰
の

空
気
、
青
々
と
コ
ケ
が
広

が
る
風
景
を
想
像
す
る

と
、
気
持
ち
だ
け
で
も
涼

し
く
な
れ
る
気
が
し
ま

す。
（
県
立
万
葉
文
化
館
主
任

研
究
員
・
阪
口
由
佳
）

＜
訳
V
み
吉
野
の
舌
根
の
山
の
蔵
の
よ
う
な
苔
は
誰

が
織
っ
た
の
だ
ろ
う
。
縫
糸
も
横
糸
も
な
い
の
に
。
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中吉と

万葉がたり

ー∴尋

憩1

雨
晴
れ
し
　
雲
に
副
ひ
て

ほ
と
と
ぎ
す
　
春
日
を
指
し
て

此
ゆ
鳴
き
渡
る作

者
未
詳
（
巻
十
・
一
九
五
九
）

こ
の
歌
は
、
巻
十
に
「
夏

雑
歌
」
と
し
て
収
め
ら
れ

て
い
る
一
首
で
す
。
雨
が

上
が
っ
た
後
、
残
っ
た
雲

が
西
か
ら
東
へ
と
流
れ
て

い
き
ま
す
。
そ
の
雲
に
連

れ
そ
う
よ
う
に
、
ほ
と
と

ぎ
す
が
春
日
（
護
市
東

部
。
蕃
串
山
・
御
蕃
山
・

若
草
山
な
ど
を
含
め
た
山

野
一
帯
）
に
向
か
っ
て
鳴

き
な
が
ら
飛
ん
で
い
く
場

面
を
歌
っ
た
も
の
で
す
。

作
者
は
未
詳
で
す
が
、
平

城
京
内
で
こ
の
様
子
を
見

て
い
た
の
で
し
ょ
う
。

『
万
葉
集
』
は
動
植
物

を
題
材
に
し
た
歌
が
豊
富

に
収
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

そ
の
中
で
も
、
ほ
と
と
ぎ

す
は
1
5
0
首
以
上
に
登

場
し
、
最
も
多
く
詠
ま
れ

た
鳥
で
す
。
夏
の
渡
り
鳥

と
し
て
、
日
本
に
は
5
月

以
降
に
多
く
飛
来
し
、
秋

に
暖
か
な
南
方
へ
と
飛
び

去
り
ま
す
。
こ
の
こ
と
か

ら
、
夏
の
到
来
を
告
げ
る

象
徴
と
し
て
、
古
代
の
人

々
に
捉
え
ら
れ
て
い
ま

す。
本
歌
の
漢
字
原
文
で

は
、
ほ
と
と
ぎ
す
を
「
奮

公
鳥
」
と
表
記
し
て
い
ま

す
。
難
読
漢
字
で
す
が
、

巻
十
七
・
三
九
一
四
番
歌

の
題
詞
に
一
審
公
鳥
を
忍

ぶ
歌
」
と
あ
り
、
歌
中
に

「
保
登
等
墾
須
」
と
あ
る

こ
と
か
ら
も
「
ほ
と
と
ぎ

す
」
と
読
む
こ
と
が
分
か

り
ま
す
。
鳴
き
声
が
「
ホ

ト
ト
ギ
一
と
聞
こ
え
た
こ

と
が
由
来
と
言
わ
れ
て
い

ます。ほ
と
と
ぎ
す
は
、
『
和

名
類
蒙
抄
』
に
一
和
名

煤
塵
度
木
須
、
今
の
郭

公
な
り
」
と
あ
る
よ
う
に

平
安
時
代
以
降
は
「
郭
公
」

の
表
記
も
用
い
ら
れ
る
よ

う
に
な
り
ま
す
。
こ
れ
は
、

ほ
と
と
ぎ
す
と
か
っ
こ
う

の
姿
が
よ
く
似
て
い
る
こ

と
か
ら
く
る
誤
用
に
よ
る

も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
ま

す。

本
歌
に
詠
ま
れ
た
時
刻

は
不
詳
で
す
が
、
一
般
に

ほ
と
と
ぎ
す
は
早
朝
か
ら

よ
く
鳴
き
、
夜
に
も
鳴
き

ま
す
。
ま
た
、
曇
り
空
や

雨
中
に
よ
く
鳴
く
と
さ
れ

て
い
ま
す
。
巻
十
二
九

六
三
番
歌
な
ど
、
雨
中
の

も
の
が
見
え
ま
す
。

本
歌
の
季
節
の
分
類
は

夏
で
す
。
明
証
は
あ
り
ま

せ
ん
が
、
梅
雨
の
雨
上
が

り
を
歌
っ
て
い
る
の
か
も

し
れ
ま
せ
ん
。

（
県
立
万
葉
文
化
館
主
任

研
究
員
・
中
本
和
）

瓜
訳
V
雨
後
の
雲
が
空
を
流
れ
る
の
に
つ
れ
て
、

ほ
と
と
ぎ
す
は
春
日
の
方
を
目
ざ
し
て
こ
こ
か
ら

鳴
き
渡
る
こ
と
だ
。


