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やまと

万葉がたIl

鶉
鳴
く
　
古
り
に
し
郷
の

思
ふ
人
ど
ち

秋
萩
を

相
見
つ
る
か
も

沙
弥
尼
（
巻
八
・
一
五
五
八
）

「
万
葉
集
」
の
題
詞
に

よ
る
と
、
こ
の
歌
は
故
郷

と
　
の
　
ら
［
ら
　
　
あ
ま

の
墓
間
寺
の
尼
の
私
房
で

宴
を
し
た
際
の
歌
と
さ
れ

ま
す
。
豊
浦
寺
は
日
本
最

古
の
尼
寺
と
し
て
知
ら

れ
、
明
星
合
村
豊
浦
に
あ

る
現
在
の
向
原
寺
付
近
に

そ
の
遺
跡
が
あ
り
ま
す
。

7
1
0
年
の
藤
原
京
か
ら

平
城
京
へ
の
遷
都
に
伴

い
、
飛
鳥
寺
や
薬
師
寺
な

ど
の
大
寺
は
奈
良
へ
と
移

り
ま
し
た
が
、
豊
浦
寺
を

は
じ
め
と
す
る
届
書
の
多

く
ぼ
飛
鳥
の
地
に
残
り
ま

し
た
。
題
詞
の
「
故
郷
」

や
敵
中
の
「
古
り
に
し
轡

は
吉
宗
と
な
っ
た
飛
鳥
を

指
し
、
鶉
が
鳴
き
萩
が
咲

く
わ
び
し
い
古
都
の
様
子

を
表
現
し
て
い
ま
す
。

こ
の
裏
で
は
三
善
の
歌

が
詠
ま
れ
ま
し
た
。
一
首

目
は
、
使
者
と
し
て
平
城

一
蒸
ら
飛
鳥
の
基
軸
葉

来
訪
し
た
宮
人
の
丹
比
国

人
に
よ
る
、
麓
を
飛
鳥
川

が
流
れ
る
丘
に
咲
く
秋
萩

を
詠
ん
だ
軟
で
す
。
そ
の

返
歌
と
し
て
豊
浦
寺
の
沙

弥
尼
が
詠
ん
だ
の
か
こ
の

歌
で
、
使
者
と
同
じ
く
歓

談
を
め
で
る
心
を
示
す
こ

と
で
歓
迎
の
意
を
表
し
て

い
ま
す
霊
叢
尼
と
は
受

戒
し
て
比
丘
尼
（
正
式
な

尼
）
と
な
る
前
の
出
家
女

性
の
こ
と
で
、
師
で
あ
る

豊
浦
寺
の
尼
と
同
房
（
相

部
屋
）
に
住
み
、
比
丘
尼

と
な
る
た
め
の
学
業
や
修

行
を
し
て
い
だ
と
考
え
ら

れ
ま
す
。
こ
の
房
に
は
も

う
一
人
沙
弥
尼
が
お
り
、

や
は
り
秋
萩
を
主
題
と
し

て
使
者
の
帰
京
を
惜
し
む

歌
を
詠
ん
で
い
ま
す
。

こ
の
当
時
、
尼
房
で
の

男
性
の
椿
油
、
尼
寺
へ
の

男
性
の
僧
の
立
ち
入
り
は

禁
じ
ら
れ
て
い
ま
し
た

が
、
男
性
の
俗
人
が
昼
間

に
尼
寺
を
訪
問
す
る
こ
と

は
特
に
制
限
さ
れ
ず
、
こ

の
歌
の
よ
う
に
尼
の
私
房

へ
男
性
客
が
招
か
れ
て
宴

を
催
す
こ
と
も
あ
り
ま
し

た
。
ま
た
、
、
法
要
な
ど
の

際
に
は
男
女
の
信
者
が
大

勢
出
入
り
す
る
こ
と
も
よ

く
あ
り
ま
し
た
。
こ
う
し

た
こ
と
が
次
第
に
風
記
の

乱
れ
に
つ
な
が
り
、
後
に

平
安
時
代
の
初
め
頃
に
は

尼
寺
へ
の
男
性
の
立
ち
入

り
が
昼
夜
を
問
わ
ず
禁
じ

ら
れ
ま
し
た
が
、
さ
ま
ざ

ま
な
不
都
合
が
生
じ
た
た

め
す
ぐ
に
制
限
が
緩
和
さ

れ
、
再
び
昼
間
の
立
ち
入

り
が
許
可
さ
れ
ま
し
た
。

こ
の
歌
が
詠
ま
れ
た
尼
房

で
の
宴
の
光
景
は
、
古
代

の
尼
寺
が
決
し
て
男
子
禁

制
の
閉
鎖
空
間
で
は
な

く
、
意
外
に
大
ら
か
で
開

放
的
で
お
っ
た
こ
と
を
今

に
伝
え
て
い
ま
す
。

（
県
立
万
葉
文
化
館
主
任

研
究
員
・
竹
内
亮
）

＝
次
回
は
0
0
日

【
訳
】
鶉
の
鳴
く
よ
う
な
故
郷
の
秋
萩
を
、

同
じ
心
の
者
ど
う
し
で
賞
美
し
た
こ
と
だ
。
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亭まと

不
聡
と
言
へ
ど
　
強
ふ
る
志
斐
の
が
・
強
請

こ
の
こ
ろ
聞
か
ず
て
　
朕
恋
ひ
に
け
り

持
統
天
皇
（
巻
三
・
一
三
二
ハ
）

今
年
は
百
本
富
壁

が
編
さ
ん
さ
れ
て
1
3
0

0
年
と
な
る
記
念
の
年
で

す。

百
豪
雪
薄
」
は
全
一
二

十
巻
で
構
成
さ
れ
、
持
統

天
皇
代
で
締
め
く
く
ら
れ

ま
す
。
持
統
天
皇
の
も
と

で
律
令
制
に
よ
る
中
央
集

権
国
家
が
完
成
し
た
こ
と

で
、
画
期
と
な
っ
た
と
み

ら
れ
ま
す
。
6
7
2
年
の

壬
申
の
乱
の
後
、
天
武
夫

畠
が
命
じ
た
歴
竃
の
絹

さ
ん
藁
が
結
実
す
る
の

ば
、
7
1
2
年
（
「
古
事

記
」
縞
さ
ん
）
と
7
2
0

年
（
「
日
本
竃
紀
」
縞
さ

ん
）
の
こ
と
で
し
た
。
そ

れ
ぞ
れ
、
元
明
天
皇
と
元

正
天
皇
と
い
う
女
性
天
皇

の
時
代
に
あ
た
る
こ
と
も

興
味
深
い
事
実
で
す
。

こ
の
歌
は
そ
ん
な
持
統

天
皇
の
詠
ん
蟻
で
す
。

天
皇
が
志
斐
姫
へ
贈
っ

た
歌
で
、
直
後
に
は
烹
斐

姫
か
ら
の
返
歌
も
あ
わ
せ

て
載
せ
ら
れ
て
い
ま
す
。

志
斐
姫
と
は
、
後
宮
に

仕
え
て
い
た
女
性
と
み
ら

れ
ま
す
。
「
壁
は
老
齢
の

女
性
を
意
味
す
る
量
栄
で

個
人
名
で
は
な
く
、
歌
は

こ
の
一
首
の
み
で
由
春
に

も
み
え
な
い
こ
と
か
ら
、

詳
細
は
不
明
で
す
。
「
新

撰
姓
氏
録
」
に
み
え
る
中

臣
志
斐
連
と
の
関
わ
り
も

指
摘
さ
れ
て
い
ま
す
。

そ
の
志
望
と
い
う

発
音
に
ち
な
ん
で
「
強
話
」

を
詠
ん
で
い
ま
す
。
「
強

請
」
と
は
、
こ
こ
で
は
話

を
強
制
的
に
聞
か
さ
れ
る

意
味
で
用
い
て
い
る
よ
う

で
、
姫
の
返
歌
で
は
、
も

う
お
話
し
ま
せ
ん
と
申
し

上
げ
る
の
に
語
れ
語
れ
と

お
っ
し
ゃ
る
か
ら
こ
そ
申

し
上
障
る
の
で
す
、
と
そ

れ
こ
そ
が
「
強
語
」
だ
と

表
現
し
て
い
ま
す
。
持
続

天
皇
が
身
近
な
人
物
と
戯

れ
た
歌
の
贈
答
で
あ
る
こ

と
が
う
か
が
え
ま
す
。

持
統
天
皇
の
歌
と
い
え

ぼ
「
小
倉
百
人
一
首
」
に
採

ら
れ
た
「
蕃
過
ぎ
て
⊥

（
巻
二
二
八
）
の
歌
が
有

名
で
す
が
、
天
皇
の
人
柄

を
示
す
例
と
し
て
こ
の
歌

が
取
り
上
捗
ら
れ
る
こ
と

も
あ
り
ま
す
。
実
態
は
不

明
で
す
が
、
「
日
本
香
華

の
中
で
有
能
な
為
政
者
と

し
て
描
か
れ
る
持
統
天
皇

は
、
「
万
葉
集
」
で
は
ま
た

違
っ
た
人
物
像
が
形
成
さ

れ
て
い
る
と
い
え
ま
す
。

（
県
立
万
葉
文
化
綻
指
導

研
究
員
・
井
上
さ
や
か
）

＝
次
回
は
1
0
月
1
4
日

【
訳
】
も
う
聞
き
た
く
な
い
と
い
う
の
に
強
い
る

志
斐
の
強
い
語
り
だ
け
れ
ど
、
近
ご
ろ
は
聞

か
な
い
で
私
は
恋
し
く
思
っ
て
い
る
よ
う
だ
。


