
タ
イ
ト
ル
の
「
よ
ろ
ず
は
」
は
、「
万
葉
」

を
訓
読
み
し
た
も
の
で
す
。

よ
ろ
ず
は

ど
ん
な
に

潔

く
決
断
力
の
あ
る
よ
う
に
見
え
る

い
さ
ぎ
よ

人
で
も
、
本
人
に
し
て
み
れ
ば
、
さ
ま
ざ
ま
な
迷
い

や
葛
藤
を
抱
え
て
い
る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
こ
の

か
つ
と
う

歌
は
、
そ
ん
な
人
間
の
弱
さ
を
断
ち
切
る
よ
う
に
、

一
度
思
い
決
め
た
恋
に
あ
れ
こ
れ
と
物
思
い
は
し
な

い
、
と
決
意
を
表
明
し
た
歌
で
す
。
ど
ん
な
に
障
害

が
あ
っ
て
も
こ
の
恋
を
貫
こ
う
、
と
い
う
思
い
は
、

つ
ら
ぬ

ま
る
で
「
飛
騨
の
人
が
打
つ
墨
縄
」
の
よ
う
に
ま
っ

ひ

だ

す
み
な
わ

す
ぐ
一
筋
だ
と
あ
り
ま
す
。

墨
縄
と
は
、
墨
を
含
ま
せ
た
細
い
縄
の
こ
と
で
、

墨
糸
と
も
い
い
ま
す
。
墨
壺
と
セ
ッ
ト
で
使
い
、
墨

す
み
い
と

す
み
つ
ぼ

を
含
ま
せ
た
糸
を
ピ
ン
と
張
り
渡
し
て
、
指
で
は
じ

い
て
材
木
や
石
な
ど
に
直
線
を
引
く
道
具
で
す
。
現

代
で
も
同
じ
原
理
の
道
具
が
使
わ
れ
て
い
ま
す
。

飛
騨
の
人
々
は
、
木
材
加
工
技
術
に
優
れ
て
い
る

こ
と
で
知
ら
れ
て
い
た
よ
う
で
す
。
飛
騨
国
が
工
人

を
一
定
期
間
都
へ
派
遣
し
た
と
い
う
記
録
は
、
八
世

紀
初
め
頃
か
ら
み
ら
れ
ま
す
。
現
代
で
も
木
工
が
盛

ん
な
地
と
し
て
知
ら
れ
る
飛
騨
は
、
古
代
か
ら
匠
の

里
で
あ
っ
た
よ
う
で
す
。

【
万
葉
古
代
学
係
】

万
葉
文
化
館

お
す
す
め
万
葉
歌

か
に
か
く
に

物
は
思
は
じ

飛
騨
人
の

打
つ
墨
縄
の

ひ

だ

ひ

と

す

み

な

は

た
だ
一
道
に

ひ

と

み

ち
万
葉
集

巻
十
一
―
二
六
四
八

作
者
未
詳

【
意
訳
】

あ
れ
こ
れ
と
物
思
い
は
す
る
ま
い
。

飛
騨
の
人
が
打
つ
墨
縄
の
よ
う
に
一
筋
に
―
―
。
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