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17　寡議書臣獲

やまと

万葉がたり

誰
が
苑
の
　
梅
の
柁
そ
も

ひ
さ
か
た
の
　
清
書
月
夜
に

と
こ
だ
蹴
り
釆
遺

作
番
未
詳
　
（
巻
十
二
三
三
五
）

ま
だ
ま
だ
寒
い
日
が
続

い
て
い
ま
す
が
、
暦
の
上

で
は
立
春
を
過
ぎ
、
県
内

で
も
そ
ろ
そ
ろ
梅
が
咲
き

始
め
る
時
期
に
な
り
ま
し

た。

『
万
葉
集
』
で
は
、
萩

に
次
い
で
多
く
詠
ま
れ
た

植
物
が
梅
で
し
た
。
原
産

国
で
透
る
中
国
か
ら
も
た

ら
さ
れ
た
植
物
で
、
飛
鳥

時
代
の
万
葉
歌
に
は
登
場

し
ま
せ
ん
が
、
奈
良
時
代

に
は
、
元
号
「
令
和
」
ゆ

か
り
の
梅
花
宴
な
ど
も
開

か
れ
、
盛
ん
に
歌
に
詠
ま

れ
た
こ
と
で
知
ら
れ
ま

す
。
降
り
く
る
雪
と
見
ま

が
う
な
ど
、
中
国
詩
文
の

影
響
を
受
け
た
表
現
も
多

く
み
ら
れ
、
詩
歌
の
世
界

で
は
白
梅
が
愛
さ
れ
て
い

た
様
子
が
う
か
が
え
ま

す。
こ
の
歌
は
、
『
万
葉
集
』

中
に
約
1
2
0
首
あ
る
梅

の
歌
の
中
で
も
、
数
少
な

い
夜
の
梅
を
詠
ん
だ
歌
で

す
。
梅
は
当
時
ま
だ
希
少

な
外
来
植
物
で
、
主
に
貴

族
の
邸
宅
な
ど
に
植
え
ら

れ
て
い
た
と
い
わ
れ
ま

す
。
「
ひ
さ
か
た
の
」
は

本
来
「
天
」
な
ど
を
導
く

枕
詞
で
す
が
、
こ
こ
で
は

省
略
さ
れ
て
「
天
」
そ
の

も
の
を
指
す
と
み
ら
れ
て

い
ま
す
。

＼
ど
の
賢
族
の
邸
宅
で
咲

い
た
梅
だ
ろ
う
か
、
と
、

猿
て
つ
く
よ
う
な
夜
に
天

上
の
月
に
照
ら
さ
れ
な
が

ら
舞
い
来
る
梅
の
花
び
ら

を
う
っ
と
り
と
眺
め
て
い

る
、
そ
ん
な
風
流
な
人
物

像
が
浮
か
ん
で
き
ま
す
。

作
者
名
が
記
さ
れ
て
い

な
い
歌
は
、
後
世
の
和
歌

葉
と
同
様
に
身
分
の
低
い

人
物
の
作
だ
と
い
う
見
方

も
あ
り
ま
す
が
、
こ
の
歌

の
よ
う
に
、
『
万
葉
集
』

で
は
高
い
身
分
に
あ
る
と

み
ら
れ
る
人
物
の
歌
で

も
、
個
人
名
を
記
さ
な
い

場
合
が
多
々
あ
り
ま
す
。

こ
の
歌
が
載
せ
ら
れ
た

＜
訳
V
ど
こ
の
庭
の
梅
の
花
だ
ろ
う
。

『
万
葉
集
』
巻
十
は
、
巻

八
と
と
も
に
四
季
で
分
類

さ
れ
た
特
徴
的
な
巻
で
、

四
季
分
類
は
平
安
時
代
以

降
の
和
歌
集
の
規
範
と

も
な
り
ま
し
た
。
四
季
そ

れ
ぞ
れ
を
さ
ら
に
雑
歌
・

相
聞
と
分
類
す
る
趣
向

で
、
こ
の
歌
は
「
冬
雑
歌
」

に
分
類
さ
れ
「
詠
花
」
と

題
さ
れ
て
い
ま
す
。
「
詠

－
～
」
と
い
う
題
も
ま
た
、

中
国
の
詠
物
詩
の
影
響
を

受
け
た
も
の
で
し
た
。

（
県
立
万
葉
文
化
館
・
井

上
さ
や
か
）

ひ
さ
か
た
の

清
ら
か
な
月
夜
に
、
た
く
さ
ん
散
っ
て
来
る
こ
と
よ
。



日　　　新　　　間

2025年（令和7年）2月26日（水）

毎
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やまと：

万葉がたIj

あ
し
ひ
さ
の

つ
．
ら
つ
ら
に

【しヽl

つ
峰
の
椿

鬼
と
も
飽
か
め
や

植
ゑ
て
け
る
君

（
大
伴
家
持
　
巻
二
十
・
四
四
八
一
）

日
差
し
に
蕾
を
感
じ
る

季
節
に
な
り
ま
し
た
。
皆

様
の
お
近
く
の
椿
は
そ
ろ

そ
ろ
咲
い
て
い
る
で
し
ょ

うが。椿
は
日
本
原
産
の
植
物

と
し
て
知
ら
れ
ま
す
。
真

冬
で
も
光
沢
の
あ
る
濃
緑

色
の
厚
葉
が
目
を
引
き
、

早
春
に
花
を
咲
か
せ
る
こ

と
か
ら
、
古
く
か
ら
好
ま

れ
て
き
ま
し
た
。

『
万
葉
集
』
に
は
椿
を

詠
ん
だ
歌
が
9
嘗
あ
り
、

「
巨
勢
山
の
　
つ
ら
つ
ら

椿
あ
っ
ら
つ
ら
に
克
つ

っ
愚
は
掠
話
頭
の
春
野

を
」
　
（
坂
門
人
定
　
巻
一

・
五
四
）
と
い
う
歌
は
と

く
に
有
名
で
す
。
7
0
1

年
の
持
続
太
上
天
皇
の
縄

伊
行
幸
の
際
に
詠
ま
れ
た

歌
で
、
「
つ
ら
つ
ら
」
と

い
う
同
じ
音
の
反
復
が
特

徴
的
で
す
。
第
二
旬
の
「
つ

ら
つ
ら
」
は
椿
の
木
が
運

な
っ
て
い
る
よ
う
ず
を
表

現
し
て
お
り
、
第
三
旬
の

「
つ
ら
つ
ら
」
は
、
つ
く

づ
く
と
、
と
い
う
愚
昧
の

こ
と
ば
で
す
。
同
じ
く

「
つ
ら
つ
ら
」
と
表
現
す
る

大
伴
家
持
の
歌
は
へ
人
足

の
歌
を
踏
ま
え
て
詠
ん
だ

こ
と
が
明
ら
か
で
す
。

に
讃
離
籍
橋

招
か
れ
た
と
き
、
庭
に
咲

い
て
い
た
椿
を
見
て
こ
の

歌
を
詠
ん
だ
、
と
『
万
葉

集
』
に
記
さ
れ
て
い
ま
す
。

今
域
は
、
も
と
は
全
域
王

と
い
い
、
臣
籍
降
下
し
て

大
原
真
人
姓
を
名
乗
っ
た

人
物
で
し
た
。

「
鼻
と
も
飽
か
め
や
」

汝
な
∴
i
∴
∴
∴
じ
室

と
は
対
象
を
称
え
る
常

套
句
で
あ
り
、
楠
本
人
脈

呂
や
籠
金
村
ら
の
天
皇
讃

歌
（
巻
二
三
六
、
巻
六

・
九
三
な
ど
）
に
倣
っ

た
表
現
で
す
か
ら
、
山
間

に
自
生
し
て
い
た
椿
を
庭

木
と
し
て
植
え
た
邸
宅
の

主
人
を
称
え
た
歌
だ
と
い

え
ま
す
。
常
緑
樹
は
生
命

力
に
あ
ふ
れ
て
い
る
と
考

え
ら
れ
て
い
た
こ
と
か

ら
、
讃
歌
に
詠
み
込
ま
れ

る
に
ふ
さ
わ
し
い
植
物
で

も
あ
り
ま
し
た
。

構
物
を
「
構
え
る
」
こ
と

を
表
現
す
る
歌
は
、
奈
良

時
代
以
前
に
は
み
ら
れ
ま

せ
ん
。
英
集
権
国
家
を

具
現
化
し
た
碁
盤
の
白
状

の
都
が
造
営
さ
れ
、
塀
に

囲
ま
れ
た
人
工
的
な
空
間

が
出
現
し
た
宅
と
で
生
ま

れ
た
、
奈
良
な
ら
で
は
の

表
現
で
あ
っ
た
と
い
わ
れ

て
い
ま
す
。
（
県
立
万
葉

文
化
館
・
井
上
さ
や
か
）

∧
訳
V
あ
し
ひ
さ
の
幾
重
も
の
山
奥
に
咲
く
は
ず
の

椿
だ
か
ら
、
つ
ら
つ
ら
と
い
く
ら
見
て
も
飽
き
な
い
。

そ
の
よ
う
に
見
飽
き
な
い
、
こ
れ
を
植
え
た
あ
な
た
は
。


