
よ
ろ
ず
は

タ
イ
ト
ル
の
「
よ
ろ
ず
は
」
は
、
「
万
葉
」

を
訓
読
み
し
た
も
の
で
す
。

歌
碑
め
ぐ
り

17

婇
女
乃

袖
吹
反

明
日
香
風

京
都
乎
遠
見

無
用
尓
布
久[

碑
文]

采
女
の
袖
吹
き
か
へ
す
明
日
香
風
都
を
遠
み
い
た
づ
ら
に
吹
く

う

ね

め

あ

す

か

か

ぜ

巻
一
の
五
一
番
歌

采
女
の
袖
を
吹
き
ひ
る
が
え
す
明
日
香
の
風
、
今
は
都
も
遠
く
、
空
し
く
吹
く
こ
と
よ
。

こ
の
歌
に
は
「
明
日
香
宮
よ
り
藤
原
宮
に
遷
居
り
し
後
に
、
志
貴
皇
子
の
作

う

つ

り
ま
せ
る
御
歌
」
と
い
う
題
詞
が
つ
い
て
い
ま
す
。
六
九
四
年
の
藤
原
京
遷
都

後
、
飛
鳥
京
を
懐
か
し
ん
で
詠
ま
れ
た
の
で
し
ょ
う
。

甘
樫
丘
の
展
望
台
手
前
、
木
漏
れ
日
の
な
か
に
こ
の
歌
の
碑
が
あ
り
ま
す
。

犬
養

孝

氏
の
揮
毫
に
よ
る
も
の
で
す
。
犬
養
氏
は
全
国
各
地
に
百
基
を
超
え

い
ぬ
か
い
た
か
し

き

ご

う

る
万
葉
歌
碑
を
揮
毫
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
こ
の
歌
碑
が
第
一
号
に
あ
た
り
ま

す
。
昭
和

年
（
一
九
六
七
）
、
犬
養
氏
の
還
暦
と
百
回
目
の
大
阪
大
学
万
葉

42

旅
行
と
の
節
目
を
記
念
し
て
、
全
国
の
教
え
子
に
よ
っ
て
建
碑
さ
れ
ま
し
た
。
そ

し
て
都
市
開
発
の
波
か
ら
明
日
香
の
景
観
を
守
ろ
う
と
す
る
思
い
も
込
め
ら

れ
て
い
ま
す
。
除
幕
式
で
は

黛

敏
郎
氏
の
作
曲
「
萬
葉
歌
碑
の
う
た
」
が
披

ま
ゆ
ず
み
と
し
ろ
う

露
さ
れ
、
現
在
も
歌
い
継
が
れ
て
い
ま
す
。
碑
に
込
め
ら
れ
た
願
い
や
名
曲
と

相
ま
っ
て
、
明
日
香
村
で
広
く
愛
さ
れ
て
い
る
歌
碑
で
す
。
【
万
葉
古
代
学
係
】

よ
ろ
ず
は

タ
イ
ト
ル
の
「
よ
ろ
ず
は
」
は
、
「
万
葉
」

を
訓
読
み
し
た
も
の
で
す
。

歌
碑
め
ぐ
り

18

山
代
久
世
乃
鷺
坂
自
神
代

春
者
張
乍
秋
者
散
来[

碑
文]

山
城
の
久
世
の
鷺
坂
神
代
よ
り
春
は
張
つ
ゝ
秋
は
散
り
け
り

や
ま
し
ろ

く

せ

さ
ぎ
さ
か

は
り

巻
九
の
一
七
〇
七
番
歌

山
城
の
久
世
の
鷺
坂
よ
。
神
代
の
昔
か
ら
久
し
く
春
は
芽
ぶ
き
つ
づ
け
、
秋
は
葉
を
散
ら
し
て

来
た
こ
と
だ
。

東
京
都
文
京
区
小
日
向
二
丁
目
に
あ
る
高
台
は
、
通
称
「
久
世
山
」
と
い
い

く

ぜ

や

ま

ま
す
。
江
戸
時
代
、
老

中
を
つ
と
め
た
旧
関
宿
藩
主
・
久
世
大
和
守
の
下
屋

ろ
う
じ
ゆ
う

せ
き
や
ど

く

ぜ

や
ま
と
の
か
み

敷
が
あ
っ
た
こ
と
に
よ
る
も
の
で
す
。

こ
こ
に
は
現
在
「
鷺
坂
」
と
い
う
名
の
坂
が
あ
り
、
右
の
万
葉
歌
を
刻
ん
だ
石

さ
ぎ

柱
が
建
っ
て
い
ま
す
。
揮
毫
者
は
堀
口
九
萬
一
、
昭
和
７
年
（
一
九
三
二
）
の
建

き

ご

う

ほ
り
ぐ
ち

く

ま

い

ち

碑
で
す
。
た
だ
し
歌
は
山
城
国
（
今
の
京
都
府
）
を
詠
ん
だ
も
の
で
、
当
地
の
も

の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

か
つ
て
久
世
山
の
近
郊
に
は
、
詩
人
で
仏
文
学
者
の
堀
口
大
学
や
そ
の
父
・

ほ
り
ぐ
ち
だ
い
が
く

堀
口
九
萬
一
、
同
じ
く
詩
人
の
三
好
達
治
、
佐
藤
春
夫
が
住
ん
で
い
ま
し
た
。

み

よ

し

た

つ

じ

さ

と

う

は

る

お

彼
ら
の
発
案
に
よ
っ
て
「
山
城
の
久
世
の
鷺
坂
」
の
万
葉
歌
か
ら
、
久
世
山
の
坂

道
の
ひ
と
つ
が
鷺
坂
と
名
付
け
ら
れ
た
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
歌
碑
は
そ
の
命

名
の
歴
史
を
物
語
っ
て
い
ま
す
。

【
万
葉
古
代
学
係
】

よ
ろ
ず
は

タ
イ
ト
ル
の
「
よ
ろ
ず
は
」
は
、
「
万
葉
」

を
訓
読
み
し
た
も
の
で
す
。

歌
碑
め
ぐ
り

19

①
吾
妹
子
が
見
し
鞆
の
浦
の
む
ろ
の
木
は
常
世
に
あ
れ
ど
見
し
人
そ
な
き

わ

ぎ

も

こ

と
も

う
ら

と

こ

よ

②
鞆
の
浦
の
磯
の
む
ろ
の
木
見
む
ご
と
に
相
見
し
妹
は
忘
ら
え
め
や
も

い
そ

あ
ひ

い
も

③
磯
の
上
に
根
這
ふ
む
ろ
の
木
見
し
人
を
い
づ
ら
と
問
は
ば
語
り
告
げ

ね

は

む
か

巻
三
の
四
四
六
～
四
四
八
番
歌

わ
が
い
と
し
い
妻
が
往
路
に
見
た
、
鞆
の
浦
の
む
ろ
の
木
は
、
長
く
命
を
保
っ
て
い
る
の
に
、

見
た
妻
は
今
は
も
う
い
な
い
。

こ
れ
か
ら
も
、
鞆
の
浦
の
磯
に
生
え
た
む
ろ
の
木
を
見
る
た
び
に
、
共
に
見
た
妻
を
忘
れ
る
こ

と
は
な
い
だ
ろ
う
。

磯
の
ほ
と
り
に
根
を
伸
ば
す
む
ろ
の
木
よ
。
か
つ
て
見
た
人
は
今
ど
こ
に
い
る
の
か
と
私
が
聞

い
た
ら
、
お
前
は
語
っ
て
教
え
て
く
れ
る
だ
ろ
う
か
。

天
平
２
年
（
七
三
〇
）

月
、
大
伴
旅
人
が
大
宰
府
か
ら
平
城
京
へ
帰
る
道

12

中
で
詠
ん
だ
歌
々
で
す
。
３
年
前
に
妻
を
大
宰
府
で
亡
く
し
た
た
め
、
行
き
は

一
緒
に
見
た
鞆
の
浦
の
「
む
ろ
の
木
」
（
ネ
ズ
・
ネ
ズ
ミ
サ
シ
、
ハ
イ
ネ
ズ
）
を
、
帰

り
は
妻
の
こ
と
を
思
い
な
が
ら
見
る
悲
し
さ
が
詠
ま
れ
て
い
ま
す
。

今
、
広
島
県
福
山
市
鞆
に
は
こ
れ
ら
の
万
葉
歌
碑
３
基
が
そ
れ
ぞ
れ
点
在
し

て
い
ま
す
。
も
っ
と
も
古
い
①
が
昭
和

年
（
一
九
六
四
）
に
、
も
っ
と
も
新
し
い

39

③
が
平
成

年
（
二
〇
一
〇
）
の
建
碑
で
す
。
鞆
の
美
し
い
景
観
を
臨
み
つ
つ
、

22

３
つ
の
歌
碑
を
め
ぐ
る
旅
も
良
い
で
す
ね
。

【
万
葉
古
代
学
係
】

平
成
二
九
年

一
月
号

②福山市鞆の浦歴史民俗資料館前

③ 医 王 寺 境 内

①福禅寺対潮楼の石垣下


