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2023年（令和5年）6月7日（水）セ

轟ど
万葉がたIl

韓
大
を
　
寝
よ
と
の
鐘
は

君
を
し
恩
へ
は

打
つ
な
れ
ど

寝
ね
か
て
ぬ
か
も（

笠
女
郎
　
巻
四
・
六
〇
七
）

6
7
1
（
天
智
天
皇
的
）

年
4
月
2
5
日
、
日
本
初
の

水
時
計
が
つ
く
ら
れ
た
こ

と
が
『
日
本
書
記
』
に
記

さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
日

は
、
清
元
前
か
ら
使
わ
れ

て
い
た
ユ
リ
ウ
ス
暦
で
は

6
月
7
日
、
1
6
世
記
に
使

わ
れ
は
じ
め
た
グ
レ
ゴ
リ

オ
麿
で
は
6
月
1
0
日
に
あ

た
り
、
現
在
は
6
月
1
0
日

が
「
時
の
記
念
日
」
と
な

っ
て
い
ま
す
。

水
時
計
は
、
日
時
計
と

と
も
に
最
古
の
時
計
で
あ

る
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す

が
、
い
つ
ど
こ
で
発
明
さ

れ
た
か
ば
判
然
と
し
ま
せ

ん
。
少
な
く
と
も
、
バ
ビ

ロ
ニ
ア
や
エ
ジ
プ
ト
で
清

元
前
2
0
0
0
年
～
1
6

0
0
年
ご
ろ
に
は
使
用
さ

れ
て
い
た
記
録
が
あ
る
そ

う
で
す
。

日
本
の
水
時
計
は
古
代

中
国
か
ら
伝
わ
っ
た
も
の

で
、
複
数
の
水
槽
を
階
段

状
に
配
置
し
て
水
を
落
と

す
構
造
で
あ
っ
た
こ
と
か

ら
「
漏
刻
」
と
呼
ば
れ
ま

し
た
。
飛
鳥
資
料
館
で
模

型
を
見
る
こ
と
が
で
き
ま

す
。
そ
の
漏
刻
の
た
め
の

建
造
物
が
飛
鳥
寺
の
近
く

に
建
て
ら
れ
た
「
漏
刻
台
」

で
あ
り
、
現
在
は
「
飛
鳥

水
落
遺
聾
の
名
で
知
ら

れ
て
い
ま
す
。

．
漏
刻
台
は
時
刻
を
知
ら

せ
る
鐘
を
つ
く
た
め
の

施
設
で
も
あ
っ
た
よ
う
で

す
。
こ
の
歌
は
、
そ
う
し

た
古
代
の
時
報
を
詠
み

込
ん
で
い
ま
す
。
覆
る
時

刻
を
知
ら
せ
る
鐘
の
音

を
聞
き
な
が
ら
、
愛
し
い

男
性
の
こ
と
を
撃
て
眠

れ
な
い
で
い
る
女
性
の

心
情
が
表
現
さ
れ
て
い
ま

す
。
作
者
で
あ
る
笠
女

郎
は
、
7
3
3
（
天
平
5
）

年
ご
ろ
に
大
伴
家
持
へ

多
く
の
恋
の
歌
を
贈
っ
た

女
性
と
し
て
知
ら
れ
ま

す。
厳
密
に
い
え
ば
、
こ
の

歌
の
「
鍾
」
が
奈
良
時
代

の
漏
刻
台
の
鐘
で
あ
っ
た

か
は
わ
か
り
ま
せ
ん
。
た

だ
、
別
居
婿
が
一
般
的
で

あ
っ
た
と
さ
れ
る
当
時
、

今
夜
は
も
う
来
な
い
で
あ

ろ
う
男
性
を
待
ち
続
け
る

女
性
の
様
子
と
、
皆
が
寝

静
ま
っ
た
夜
の
静
寂
に
響

き
渡
る
鐘
の
書
と
が
想
起

さ
れ
る
歌
だ
と
思
い
ま

す。
麿
も
時
計
も
、
い
わ
ば

時
を
可
視
化
す
る
道
具
で

あ
り
、
中
央
集
権
国
家
に

は
欠
か
せ
な
い
も
の
で
し

た。
（
県
立
万
葉
文
化
館
企
画

・
研
究
係
長
・
井
上
さ
や

か）

【
訳
】
皆
の
人
を
寝
よ
と
て
鐘
は
打
つ
の
だ
が
、
あ

な
た
の
こ
と
を
思
う
と
、
い
ね
が
た
い
こ
と
で
す
。



日　　　新　　　間

セ　　2023年（令和5年）6月21日（水）

毎

20　寡ヨ臆医書

やまと

万葉がたIl

い
ざ
子
ど
も
　
狂
業
な
せ
そ

天
地
の
　
固
め
し
国
そ

大
儀
島
根
は

藤
原
仲
麻
呂
（
巻
二
十
・
四
四
八
七
）

こ
の
歌
に
付
け
ら
れ
た

題
詞
と
左
注
に
よ
る
と
、

天
平
宝
字
元
（
暗
崎
7
）

年
日
月
1
8
日
に
内
裏
で
催

さ
れ
た
塵
轄
瑞
い
て
、

当
時
紫
微
内
相
と
い
う

官
職
に
あ
っ
た
藤
原
仲
麻

呂
（
藤
原
武
智
麻
呂
の
子
）

が
こ
の
歌
を
披
露
し
ま
し

た
。
紫
微
内
相
と
は
、
光

明
皇
太
后
の
家
政
機
関
で

あ
る
紫
微
中
台
の
長
官

で
す
。
紫
微
中
台
は
、
光

明
が
聖
武
天
皇
の
皇
后
で

あ
っ
た
時
に
家
政
機
関
と

し
て
設
置
さ
れ
た
皇
后
官

職
を
改
称
し
た
組
織
で
、

光
明
は
娘
の
孝
謙
天
皇
の

後
見
を
つ
と
め
る
た
め
、

こ
の
機
関
を
通
じ
て
国
政

運
営
に
関
与
し
ま
し
た
。

仲
麻
呂
は
そ
の
長
官
と
し

て
、
伯
母
に
当
た
る
光
明

の
後
ろ
盾
を
得
て
権
力
基

盤
を
築
き
ま
し
た
。
同
年

4
月
に
は
仲
麻
呂
と
関
係

お
お
　
い
　
　
　
　
と
　
ね
∴
り

の
深
い
大
炊
王
（
舎
人
親

王
の
子
）
が
皇
太
子
に
立

て
ら
れ
、
仲
麻
呂
は
ま
す

ま
す
権
勢
を
振
る
う
よ
う

に
な
り
ま
す
。

当
時
の
政
界
に
は
、
こ

の
よ
う
な
仲
麻
呂
の
台
頭

に
反
発
す
る
勢
力
も
存
在

し
ま
し
た
。
そ
の
梁
が

橘
奈
良
麻
呂
（
橘
諸
兄
の

子
）
で
す
。
同
年
6
月
に

反
仲
蘇
呂
勢
力
を
排
除
す

る
た
め
の
人
事
が
行
わ
れ

た
の
を
機
に
、
奈
良
麻
呂

は
反
仲
麻
呂
派
と
密
か
に

会
合
を
重
ね
て
仲
麻
呂
打

倒
計
画
を
立
て
ま
す
が
、

そ
の
計
画
は
密
告
に
よ
り

露
見
し
ま
す
。
仲
麻
呂
は

奈
良
麻
呂
の
一
党
を
逮
捕

し
、
多
数
の
関
係
者
を
粛

清
し
ま
し
た
。
こ
の
事
件

を
「
橘
奈
良
麻
呂
の
変
」

と
呼
び
ま
す
。

奈
良
麻
呂
の
変
の
事
後

処
理
が
落
ち
着
い
た
同
年

8
月
、
孝
謙
天
皇
は
改
元

し
て
年
号
を
天
平
宝
字
と

定
め
ま
し
葬
翳
し
て

初
め
て
の
新
嘗
祭
が
日

月
1
7
日
に
行
わ
れ
、
翌
1
8

日
に
は
恒
例
に
よ
り
豊

明
節
会
が
宮
中
で
催
さ

れ
ま
し
た
。
こ
の
歌
は
そ

の
席
上
で
仲
麻
呂
が
歌
っ

た
も
の
で
す
。
「
狂
業
」

と
は
、
置
前
に
発
覚
し
た

奈
良
麻
呂
ら
に
よ
る
ク
ー

デ
タ
ー
計
画
の
こ
と
を
指
．

す
と
み
ら
れ
ま
す
。
天
と

地
の
神
々
が
固
め
た
国
で

あ
る
日
本
は
、
た
わ
け
た

人
々
に
よ
る
妄
動
程
度
で

は
び
く
と
も
し
な
い
の

だ
、
と
い
う
仲
麻
呂
の
自

信
に
満
ち
た
思
い
が
、
こ

の
歌
に
あ
ふ
れ
て
い
る
よ

う
に
思
い
ま
す
。

（
県
立
万
葉
文
化
館
主
任

研
究
員
・
竹
内
亮
）

【
訳
】
人
々
よ
、
た
わ
け
た
事
を
し
て
は
い
け
な
い
。

天
と
地
が
固
め
た
国
な
の
だ
、
や
ま
と
の
国
は
。


