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やまと

万葉がたll園

わ
ぎ
ー
∴
∴
も
　
　
　
こ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
と
こ
　
　
よ

吾
妹
子
は
　
常
世
の
国
に

昔
見
し
よ
り

住
み
け
ら
し

変
若
ち
ま
し
に
け
り

大
伴
三
依
（
巻
四
・
六
五
〇
）

な
羅
艶
麗
舞
謹
謂
群

が
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
と
の
再
会
を
歓
ん
だ
歌
だ

そ
の
父
は
、
元
号
「
令
和
」
　
と
わ
か
り
ま
す
。
い
と
こ

雑
読
額
薙
終
盤

す
。
今
回
の
作
者
の
大
伴
　
続
し
て
載
せ
ら
れ
て
お

三
億
は
、
旅
人
の
い
と
こ
　
り
、
坂
上
郎
女
に
向
け
た

（
父
親
同
士
が
兄
弟
）
に
　
も
の
か
と
も
言
わ
れ
ま

あ
た
り
ま
す
。
　
　
　
　
す
。

依
謹
挨
難
詰
か
り
を
収
め
竃
に
あ

こ
の
歌
は
相
聞
の
歌
ば

を
歓
べ
る
歌
一
首
」
と
　
り
ま
す
。
相
聞
は
個
人
的

な
心
情
を
や
り
と
り
す
る

も
の
で
、
男
女
間
の
恋
信

を
歌
う
も
の
が
ほ
と
ん
ど

で
す
。
違
え
な
い
つ
ら
さ

を
詠
む
歌
が
多
い
な
か
、

こ
の
歌
は
珍
し
い
例
と
い

え
ま
す
。
女
性
に
敬
語
を

用
い
て
「
筈
見
た
時
よ
り

若
返
っ
て
お
ら
れ
る
」
と

歌
っ
て
お
り
、
今
で
も
再

会
時
の
挙
め
言
葉
（
社
交

辞
令
？
）
と
し
て
十
分
通

じ
そ
う
で
す
。

「
常
世
国
」
は
『
古
事

記
』
な
ど
に
も
出
て
く
る

冥
界
で
、
国
作
り
に
協
力

し
た
ス
ク
ナ
ビ
コ
ナ
や
、

神
武
天
皇
の
鬼
が
常
世
国

に
行
っ
た
と
記
さ
れ
ま

す
。
ま
た
、
タ
デ
マ
モ
リ

が
垂
仁
天
皇
の
た
め
に

「
時
じ
く
の
か
く
の
木
実

（
橋
）
」
を
取
り
に
待

っ
た
の
も
常
世
国
で
す
。

タ
デ
マ
モ
リ
が
戻
っ
た

時
、
す
で
に
天
皇
は
亡
く

な
っ
て
い
ま
し
た
。
『
万

葉
集
』
の
浦
島
子
を
詠
む

歌
（
巻
九
・
一
七
四
〇
～

一
七
四
一
）
に
も
、
常
世

に
行
っ
て
不
老
不
死
に
な

れ
だ
の
に
、
地
上
に
戻
っ

て
し
ま
う
な
ん
て
は
か
な

人
だ
、
と
あ
り
ま
す
。

地
上
と
は
時
間
の
流
れ

が
異
な
る
不
老
不
死
の

国
。
そ
れ
を
女
性
の
若
さ

の
理
由
に
持
っ
て
く
る
セ

ン
ス
が
面
白
い
で
す
ね
。

三
億
の
歌
は
数
少
な
い

で
す
が
、
昇
籍
果
菜
』
で

大
き
な
役
割
を
果
た
し
た

大
伴
一
族
に
ふ
さ
わ
し

く
、
印
象
的
な
歌
を
残
し

ま
し
た
。

（
県
立
万
葉
文
化
館
主
任

研
究
員
・
阪
口
由
佳
）

【
訳
】
あ
な
た
は
常
世
の
国
に
住
ん
で
い
た
ら
し
い
。
昔

逢
っ
た
時
よ
り
、
一
層
若
か
え
っ
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
よ
う
だ
。
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人持鏡吻
今ややで

う
ち
焼
く
　
番
を
遁
み
か

ぬ
ば
た
ま
の

今
宵
の
月
夜
　
霞
み
た
る
ら
む

甘
高
僧
真
人
伊
香
（
巻
二
十
・
四
四
八
九
）

今
か
ら
約
1
4
0
年
前

の
1
8
8
3
年
2
月
1
6

日
、
日
本
で
初
め
て
天
気

図
が
作
ら
れ
た
そ
う
で

す
。
高
校
の
時
に
入
っ
て

い
た
科
学
部
は
、
理
科
っ

ほ
い
こ
と
な
ら
何
で
も
や

っ
て
み
る
楽
し
い
部
活

で
、
ラ
ジ
オ
を
聴
き
な
が

ら
天
気
図
を
葺
く
の
は
難

し
か
っ
た
で
す
が
、
日
本

式
の
天
気
図
記
号
は
お
も

し
ろ
く
感
じ
ま
し
た
。
晴
、

塾
、
雨
、
雪
、
撃
蘭
、

雷
、
霧
な
ど
が
あ
り
ま
し

た
が
、
蘭
は
気
象
用
話

で
は
な
く
、
記
号
も
お
り

ま
せ
ん
で
し
た
。

霞
と
は
「
か
す
む
」
と

い
う
動
詞
が
名
詞
化
し
た

語
で
、
空
気
中
の
水
滴
や

塵
な
ど
が
原
因
で
空
や
風

景
が
ぼ
ん
や
り
す
る
現
象

を
い
い
ま
す
。
e
「
秋
の
抽

園
嗣
藷
閣

1－／

た
、ヽ－－

レ
r
）
　
l
n
り

需
棟

番
歌
）
と
い
う
歌
も
あ
る

よ
う
に
、
霞
と
霧
と
は
古

く
は
同
様
の
現
象
を
表
し

て
い
た
よ
う
で
す
が
、
後

に
は
、
香
の
霞
、
秋
の
霧
、

と
季
節
で
明
確
に
使
い
分

け
る
よ
う
に
な
り
ま
し

た。
こ
の
歌
の
霞
は
動
詞
と

し
て
用
い
ら
れ
た
例
で
、

月
が
お
ぼ
ろ
に
霞
ん
で
い

る
様
子
を
詠
ん
で
い
ま

す
。
歌
が
詠
ま
れ
た
の
は

7
5
7
（
天
平
宝
字
元
）

年
1
2
月
1
8
日
の
こ
と
と
あ

り
、
太
陽
暦
に
換
算
す
る

と
1
月
3
1
日
に
あ
た
り
ま

す
。
現
代
日
本
人
の
感
覚

か
ら
す
れ
ば
霞
が
た
な
び

く
季
節
に
は
ほ
ど
遠
い
気

が
し
ま
す
が
、
麿
の
上
で

は
立
春
を
迎
え
る
頃
で
あ

り
、
「
蕾
が
近
い
」
と
表

現
さ
れ
た
よ
う
で
す
。
月

ち
な
び
く
」
と
「
め
は
た

ま
の
」
と
二
つ
の
枕
詞
が

あ
る
こ
と
で
、
独
特
の
奥

行
き
も
感
じ
ら
れ
ま
す
。

作
者
の
甘
高
僧
真
人
伊

香
は
、
も
と
は
伊
香
王
と

い
い
、
臣
籍
に
降
下
し
て

孝
謙
天
皇
か
ら
甘
南
偏
真

人
姓
藷
拳
課

の
光
を

夜
霧
や

醜
っ
て
い
た
の
は

だ
っ
た
の
か
も

す
。
大
伴

市
原
王
、

醸

し
れ
ま
せ
ん
が
、
書
と
霞

と
を
結
び
付
け
る
美
意
識

が
す
で
に
芽
生
え
て
い
た

と
み
ら
れ
ま
す
。

短
歌
一
首
の
中
に
「
う

械
ら
と
親
し
く
、
『
万
葉

集
』
に
4
首
の
歌
を
残
し

ま
し
た
。

（
県
立
万
葉
文
化
館
指
導

研
窒
貝
・
井
上
き
ゃ
か
）

【
訳
】
う
ち
な
び
く
春
が
近
い
か
ら
か
、
ぬ
ば
た

ま
の
今
宵
の
月
は
霞
ん
で
い
る
の
で
し
ょ
う
。


