
日　　　新　　　聞

セ　　2024年（令和6年）3月6日（水）

毎

やまと

万葉がたIl

巨
勢
山
の
　
つ
ら
つ
ら
榛

見
つ
つ
思
は
な

つ
ら
つ
ら
に

巨
勢
の
春
野
を
　
寵
態
（
巻
…
四
）

今
日
3
月
6
日
は
オ
ペ

ラ
「
椿
姫
」
が
1
8
5
3

年
に
初
演
さ
れ
た
日
で

す
。
ヒ
ロ
イ
ン
ゆ
か
り
の

椿
は
日
本
原
産
の
植
物
で

あ
り
、
欧
州
に
紹
介
さ
れ

た
の
は
1
7
世
紀
の
こ
と
だ

っ
た
と
い
わ
れ
ま
す
。
一

万
、
7
5
2
（
天
平
勝
宝

4
）
年
に
始
ま
っ
た
と
い

う
東
大
寺
の
お
水
取
り

（
修
二
会
）
で
は
、
開
山

堂
の
椿
を
摸
し
た
造
花
の

椿
が
二
月
堂
の
十
一
両
観

音
に
捧
げ
ら
れ
る
こ
と
で

知
ら
れ
ま
す
。
そ
の
こ
と

に
ち
な
み
、
県
内
で
は
こ

の
時
期
限
定
で
椿
を
モ
チ

ー
フ
に
し
た
お
菓
子
な
ど

も
お
目
見
え
し
、
吾
と
目

を
楽
し
ま
せ
て
く
れ
ま

す。
こ
の
歌
の
題
詞
に
は
、

7
0
1
（
大
宝
元
）
年
9

月
に
持
続
太
上
天
皇
が
種

伊
国
に
行
幸
し
た
時
に
詠

ま
れ
た
歌
だ
と
記
さ
れ
て

い
ま
す
。
作
者
で
あ
る
破

門
人
定
は
他
に
軟
や
記
事

が
な
く
、
生
没
年
や
経
歴

は
ま
っ
た
く
わ
か
り
ま
せ

ん。

電　『万葉集』には、戎

本
の
歌
と
し
て
冊
の
上

の
　
つ
ら
つ
ら
梧
　
つ
ら

つ
ら
に
　
畏
れ
ど
も
飽
か

㌘
巨
勢
の
轟
は
」
（
蔀

白
老
　
巻
÷
五
六
）
も

載
っ
て
い
ま
す
。
2
首
の

歌
に
詠
ま
れ
た
「
巨
勢
」

と
は
、
巨
勢
寺
塔
跡
も
残

る
、
現
在
の
御
所
市
古
瀬

の
一
帯
を
指
し
ま
す
。
当

時
の
都
は
藤
原
京
（
橿
原

市
）
で
あ
り
、
紀
伊
国
（
和

歌
山
県
）
へ
行
く
に
は
こ

の
地
を
通
る
必
要
が
あ
り

ま
し
た
。

ど
ち
ら
の
歌
で
も
、
第

2
句
と
第
3
句
に
「
つ
ら

つ
ら
」
と
い
う
同
じ
音
の

反
復
が
み
ら
れ
る
の
が
特

徴
的
で
す
。
第
2
旬
の
「
つ

ら
つ
ら
」
は
椿
の
木
が
連

な
っ
て
い
る
こ
と
を
意
味

し
、
第
3
旬
の
「
つ
ら
つ

ら
」
は
、
つ
く
づ
く
と
、

し
み
じ
み
と
、
と
い
う
意

味
の
こ
と
ば
で
す
。
同
じ

音
を
繰
り
返
す
こ
と
で
、

は
ず
む
よ
う
な
調
子
が
生

ま
れ
て
い
ま
す
。

『
続
日
杢
聾
に
よ
れ

ば
、
こ
の
と
き
の
行
幸
は

9
月
に
出
発
し
同
月
に
帰

京
し
て
い
ま
す
。
歌
が
詠

ま
れ
た
の
は
、
椿
の
花
が

咲
き
乱
れ
る
善
で
は
な
か

っ
た
は
ず
で
す
が
、
椿
の

木
が
並
ん
で
い
る
様
子
を

見
て
、
「
嗜
野
」
を
想
像

し
思
い
を
馳
せ
た
よ
う
で

す。
（
県
立
万
葉
文
化
館
企
画

・
研
究
係
長
・
井
上
さ
や

か）

【
訳
】
巨
勢
山
の
つ
ら
つ
ら
椿
を
、
つ
ら
つ
ら
と
　
－
　
つ
く

づ
く
見
な
が
ら
偲
ぼ
う
で
は
な
い
か
。
巨
勢
の
春
の
野
を
。



日　　　新　　　聞

セ　2024年（令和6年）3月20日（水）

やまと

万葉がたり

中
予
∴
∴
は
七

番
花
の

う
つ
ろ
ふ
ま
で
に

月
日
数
み
つ
つ

相
見
ね
は

妹
待
つ
ら
む
そ
大
伴
覿
（
芋
七
・
三
九
八
二
）

こ
の
歌
は
、
「
恋
の

鰭
を
述
べ
た
る
歌
一
首

井
せ
て
短
歌
」
と
超
さ

れ
た
長
歌
1
首
と
短
歌
4

首
で
一
組
と
な
る
作
品
の

第
4
短
歌
で
、
大
伴
家
持

が
7
4
7
（
天
平
1
9
）
年

3
月
2
0
日
の
夜
に
、
ふ
と

思
い
立
っ
て
詠
ん
だ
歌
だ

と
記
さ
れ
て
い
ま
す
。

家
持
は
当
時
、
現
在
の

富
山
県
高
岡
市
に
あ
っ
た

越
中
国
府
に
、
固
守
と
し

て
赴
任
し
て
い
ま
し
た
。

前
月
か
ら
重
い
病
に
か
か

り
死
を
も
覚
悟
し
て
い
た

こ
と
が
う
か
が
え
（
巻
十

七
・
三
九
六
二
⊥
二
九
六

六
汀
い
歌
友
で
あ
っ
た
大

伴
池
主
と
、
書
を
満
喫
す

る
こ
と
が
で
き
な
い
状
況

を
嘆
く
和
歌
や
漢
詩
を
贈

答
し
て
い
ま
す
（
巻
十
七

二
一
九
六
七
⊥
二
九
七

七）。

『
続
日
本
記
』
に
よ
れ

ば
、
同
年
1
月
に
は
堅
強

天
皇
の
体
調
不
良
に
よ
り

元
日
の
儀
式
が
取
り
や
め

と
な
っ
て
お
り
、
『
東
大

寺
要
録
』
に
は
、
同
じ
く

3
月
に
光
明
皇
后
が
聖
武

天
皇
の
病
気
平
癒
を
祈
願

し
て
新
薬
師
寺
を
建
立
し

た
と
も
あ
り
ま
す
。
越
中

に
い
た
家
持
も
、
聖
武
天

皇
の
病
の
報
を
聞
く
と
と

も
に
、
自
ら
が
任
地
で
命

を
落
と
す
か
も
し
れ
な
い

不
安
を
感
じ
て
い
た
こ
と

が
想
像
さ
れ
ま
す
。

そ
の
直
後
に
詠
ま
れ
た

こ
の
「
恋
の
緒
」
を
述
べ
る

作
品
は
、
都
の
わ
が
家
と

そ
こ
に
残
し
て
き
た
茎
へ

の
思
い
を
、
長
歌
と
短
歌

4
首
に
収
れ
ん
さ
せ
て
い

ま
す
。
「
春
花
の
う
つ
ろ
ふ

ま
で
に
」
と
い
う
表
現
は

長
歌
（
巻
十
七
・
三
九
七

八
）
に
も
み
え
、
池
主
と
の

贈
答
詩
歌
群
に
も
春
の
花

が
重
要
な
モ
チ
ー
フ
と
し

て
繰
り
返
し
登
場
し
ま

す
。
ほ
か
の
歌
と
は
違
う

切
り
口
で
、
死
に
対
す
る

生
の
営
み
と
し
て
の
「
恋

の
緒
」
を
表
現
し
た
か
っ

た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

数
を
か
ぞ
え
る
こ
と
を

「
よ
む
」
と
い
う
言
い
方

は
、
碑
名
の
ツ
ク
ヨ
ミ
ノ

ミ
コ
ト
な
ど
に
も
み
ら
れ

ま
す
。
碩
代
講
と
し
て
は

あ
ま
り
馴
染
み
が
あ
り
ま

せ
ん
で
し
た
が
、
奈
良
に

着
任
し
て
か
ら
「
数
を
よ

む
」
と
し
ば
し
ば
耳
に
す

る
よ
う
に
な
り
、
古
語
を

身
近
に
感
じ
ま
し
た
。

（
県
立
万
葉
文
化
館
企
画

・
研
究
係
長
・
井
上
さ
や

か）

【
訳
】
春
の
花
が
散
る
時
期
ま
で
違
え
な
い
の
で
、

月
日
を
数
え
つ
つ
妻
は
待
っ
て
い
る
だ
ろ
う
よ
。


