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やまと

万葉がたリ
ー　　＼

拠
郷
の
　
呪
印
香
は
あ
れ
ど

あ
を
に
よ
し
　
奈
良
の
明
日
香
を
　
見
ら
く
し
良
し
も

大
伴
坂
上
郎
女

．
7
4
4
（
霞
の
拝

日
月
1
3
日
、
紫
香
楽
宮

（
滋
賀
県
甲
賀
市
）
近
く

に
造
謹
話
諾
甲
攫
詩

に
、
厩
舎
那
仏
像
の
体
骨

柱
を
建
て
た
と
『
続
日

本
緯
』
に
記
さ
れ
て
い
ま

す
。
聖
武
天
皇
の
発
願
に

よ
っ
て
大
仏
鋳
造
が
開
始

さ
れ
た
こ
と
を
意
味
し
て

い
ま
し
た
。

大
仏
を
謹
す
る
た
め

に
は
ま
ず
塑
像
で
原
型
を

遣
る
必
要
が
あ
り
ま
す

が
、
そ
の
芯
と
な
る
木
組

み
の
柱
を
体
骨
柱
と
い

い
、
そ
れ
を
建
て
る
儀
式

に
、
聖
武
天
皇
は
じ
め
四

大
寺
の
僧
侶
た
ち
が
参
列

し
た
と
あ
り
ま
す
。

麿
嗜
胡
坐
泊
大
乗
仏

教
の
毘
歴
遊
那
仏
の
こ
と

で
、
い
ま
東
大
寺
の
大
仏

さ
ま
と
し
て
親
し
ま
れ
て

い
る
毘
歴
遊
那
仏
像
は
、

当
初
の
計
画
で
は
甲
賀
寺

に
建
立
さ
れ
る
予
定
で
あ

っ
た
こ
と
が
わ
か
り
ま

す
。
こ
の
と
き
の
四
大
寺

と
は
、
大
安
寺
・
薬
師
寺

・
元
興
寺
・
興
福
寺
の
こ

と
で
し
た
。

元
興
寺
は
、
も
と
は
明

日
香
に
あ
っ
た
寺
で
し

た
。
蘇
我
馬
子
が
建
立
し

た
日
本
最
古
の
本
格
的
仏

教
寺
院
鷺
日
本
喜
壁

で
は
「
法
典
寺
」
　
「
元
興

寺
」
　
「
飛
鳥
寺
」
な
ど
と

表
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
「
法

典
」
も
「
元
興
」
も
、
日

本
で
最
初
に
仏
法
が
興
隆

し
た
寺
院
で
あ
っ
た
こ
と

を
あ
ら
わ
す
名
称
で
し

た
。
7
1
0
年
の
平
城
京

遷
都
に
伴
い
平
城
京
内
に

移
転
し
ま
し
た
が
、
明
日

香
の
法
典
寺
も
廃
止
は
さ

（
巻
六
・
九
九
二
）

れ
ず
残
り
ま
し
た
。
こ
の

歌
に
詠
ま
れ
た
「
故
郷
の

明
日
香
と
は
、
明
日
香

の
元
興
寺
の
こ
と
で
あ
る

と
考
え
ら
れ
ま
す
。

大
伴
坂
蒸
女
は
、
『
万

葉
集
』
を
編
纂
し
た
と
さ

れ
る
大
伴
家
持
の
叔
母
に

あ
た
る
女
性
で
、
約
0
0
首

の
歌
を
残
し
て
い
ま
す
。

平
城
京
に
居
住
し
て
い
た

彼
女
に
と
っ
て
は
、
「
奈

良
の
明
日
香
が
慣
れ
親

し
ん
だ
寺
院
だ
っ
た
よ
う

です。奈
良
時
代
に
四
大
寺
の

ひ
と
つ
に
数
え
ら
れ
た
元

興
寺
は
、
世
界
遺
産
「
古

都
奈
良
の
文
化
財
」
の
構

成
資
産
と
な
っ
て
お
り
、

か
つ
て
の
墳
内
地
は
「
な

ら
ま
ち
」
と
し
て
現
在
も

親
し
ま
れ
て
い
ま
す
。

（
万
葉
文
化
館
・
井
上
さ

やか）

A
訳
V
古
京
と
な
っ
た
明
日
香
も
よ
い
け
れ
ど
、
青
丹

よ
き
奈
良
の
明
日
香
を
見
る
の
も
よ
い
こ
と
よ
。
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やまと　：

万葉がた畑

秋
山
の

し
た
ひ
が
下
に

声
だ
に
聞
か
は

鳴
く
鳥
の

何
か
蝶
か
む

柿
本
人
麻
呂
歌
集
（
巻
十
二
二
三
一
九
）

色
づ
い
た
木
々
に
、
秋

の
深
ま
り
を
感
じ
ま
す
。

今
回
の
歌
は
、
季
節
の
歌

を
収
め
た
巻
十
の
う
ち
、

「
秋
相
聞
」
の
最
初
に
載

る
一
首
で
す
。
「
相
聞
」

は
恋
の
歌
が
中
心
で
、
こ

の
歌
も
恋
し
い
人
を
思
っ

て
詠
ま
れ
た
も
の
と
考
え

ら
れ
ま
す
。

『
万
葉
集
』
は
漢
字
ば

か
り
で
書
か
れ
て
い
ま

す
。
こ
の
歌
は
わ
ず
か
1
2

文
字
、
「
金
山
百
日
下
鴨

烏
音
谷
間
何
嘆
」
で
3
1
音

を
表
し
ま
す
。
こ
の
歌
は

持
統
天
皇
の
時
代
を
中
心

に
活
躍
し
た
歌
人
、
柿
本

人
麻
呂
の
歌
集
に
あ
っ
た

こ
と
が
注
記
さ
れ
て
い
ま

す
。
こ
の
よ
う
に
漢
字
の

文
字
数
が
少
な
い
歌
は
、

柿
本
人
麻
呂
自
身
の
作
で

は
な
く
、
す
で
に
あ
っ
た

歌
を
記
録
し
た
可
能
性
が

高
い
と
指
摘
さ
れ
て
い
ま

す。
さ
て
、
漢
字
は
「
金
山
」

か
ら
始
ま
っ
て
い
ま
す

が
、
訳
で
は
「
秋
山
」
に

な
っ
て
い
ま
す
ね
。
こ
れ

は
五
行
思
想
に
よ
る
も
の

で
、
木
・
火
・
土
・
金
。

水
は
季
節
と
し
て
は
そ
れ

ぞ
れ
蕃
・
憂
・
境
目
・
秋

・
冬
に
当
た
る
と
考
え
ら

れ
て
い
ま
し
た
。
『
万
葉

集
』
の
中
に
秋
を
「
金
」

と
記
し
た
例
が
7
例
晃
ら

れ
ま
す
。
た
だ
、
他
の
季

節
を
五
行
で
記
し
た
例
は

な
く
、
秋
な
ら
で
は
の
独

特
な
書
き
方
だ
っ
た
よ
う

です。2
旬
目
の
「
百
日
」
は

漢
字
と
し
て
の
意
味
は
な

く
、
「
し
た
ひ
」
と
い
う

発
音
を
表
し
ま
す
。
山
の

木
々
が
色
づ
く
こ
と
を

「
し
た
ふ
」
と
言
い
ま
し

た
。
『
万
葉
集
』
に
は
他

に
2
例
あ
る
ば
か
、
『
古

事
記
』
中
巻
に
「
春
山
之

か
す
年
を
「
き
」
　
∴
－
雲
こ
ま
　
の
　
し
た
　
ひ

霞
杜
夫
・
秋
山
之
下
氷

杜
夫
」
と
い
う
兄
弟
の
神

に
よ
る
妻
争
い
が
記
さ
れ

ま
す
。
蕃
山
と
い
え
ば
霞
、

秋
山
と
い
え
ば
「
し
た
ひ

（
紅
葉
）
」
と
い
う
共
通

理
解
は
ず
い
ぶ
ん
苦
か
ら

あ
っ
た
よ
う
で
す
。

こ
の
歌
で
は
色
づ
い
た

山
で
鳴
く
烏
が
詠
ま
れ
ま

す
が
、
本
当
に
聞
き
た
い

の
は
烏
で
は
な
く
愛
し
い

人
の
声
と
し
て
展
開
し
ま

す
。
声
だ
け
で
も
聞
け
た

ら
何
も
嘆
き
は
し
な
い
と

歌
う
の
は
、
訪
れ
を
待
つ

女
性
の
立
場
か
と
い
う
指

摘
も
あ
り
ま
す
。

秋
の
紅
葉
と
鳥
の
鳴
き

声
で
美
し
く
彩
ら
れ
た
一

首
で
す
。

（
県
立
万
葉
文
化
館
主
任

研
究
員
o
阪
口
由
佳
）

＜
訊
V
秋
山
の
色
づ
く
下
に
鳴
く
鳥
の
よ
う
に
、
せ

め
て
声
だ
け
で
も
聞
け
た
ら
ど
う
し
て
嘆
こ
う
。


