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探
求
・
川
に
ち
な
ん
だ
万
葉
集
の
歌

第
78
回

横
浜
市
立
矢
向
小
学
校
教
諭　

澤
井
園
子

巨お
ほ
く
ら椋
の　

入
江
響と
よ

む
な
り　

射い

目め

人ひ
と

の

伏ふ
し

見み

が
田た

井い

に　

雁か
り

渡
る
ら
し

森
に
入
り
、
早
朝
の
川
に
釣
り
糸
を
垂
ら
す
。
流
れ
を
読
み
、
ま
る
で
今
虫
が
川
に
落

ち
ま
し
た
か
の
よ
う
な
動
き
を
つ
け
て
、
魚
の
前
に
餌
を
ち
ら
つ
か
せ
る
。
そ
こ
に
君
が

い
る
こ
と
は
、
分
か
っ
て
い
る
。
竿
か
ら
感
じ
る
魚
の
様
子
に
意
識
を
集
中
さ
せ
、
息
を

ひ
そ
め
る
。
連
れ
合
い
が
教
え
て
く
れ
た
こ
の
わ
く
わ
く
し
た
感
じ
に
、
今
は
息
子
も
は

ま
っ
て
い
る
。「
部
活
動
」
と
い
う
名
の
青
春
に
入
り
、
な
か
な
か
時
間
が
取
れ
な
く
な
っ

た
が
、旅
に
出
よ
う
か
と
誘
う
と
必
ず「
釣
り
が
し
た
い
」と
言
っ
て
く
る
。「
う
ま
い
も
の
」

と「
温
泉
」と「
釣
り
」が
セ
ッ
ト
な
ら「
家
族
に
参
加
」の
余
地
が
あ
る
ら
し
い
。
贅
沢
だ
。

さ
て
、
誰
が
最
初
に
ヒ
ッ
ト
す
る
の
か
。
そ
う
い
え
ば
、
久
し
ぶ
り
に
聴
い
た
若
き
日
の

ア
イ
ド
ル
の
歌
に
、
こ
ん
な
フ
レ
ー
ズ
が
あ
っ
て
と
て
も
懐
か
し
か
っ
た
。「
誰
よ
り
も
最

初
に
愛
を
射
止
め
た
の
よ
。」
狙
っ
た
獲
物
は
外
さ
な
い
と
か
、
ボ
ー
イ
ハ
ン
ト
と
か
、
狩

猟
系
の
言
葉
が
今
な
ぜ
か
目
新
し
く
感
じ
ら
れ
る
。肉
食
系
、草
食
系
と
人
そ
れ
ぞ
れ
だ
が
、

子
ど
も
た
ち
に
は
せ
め
て
魚
が
切
り
身
で
泳
い
で
い
な
い
こ
と
だ
け
は
教
え
た
い
も
の
だ
。

釣
っ
て
さ
ば
く
、
射
止
め
て
ほ
う
る(

余
す
と
こ
ろ
な
く
解
体
す
る)

な
ど
、
当
た
り
前
の

人
の
営
み
を
言
葉
と
と
も
に
次
の
世
代
に
伝
え
た
い
と
思
う
。
多
く
の
祭
り
が
見
せ
て
く

れ
る
よ
う
に
、
万
葉
集
が
し
て
く
れ
た
よ
う
に
、
大
切
な
も
の
を
伝
承
す
る
。
し
み
じ
み

と
そ
ん
な
歳
に
な
っ
て
き
た
。

「
巨お

お
く
ら椋
の
池
の
入
り
江
に
鳴
き
声
が
響
い
て
い
る
よ
う
だ
。
射い

目め

人ひ
と

が
伏
す
伏
見
の
田
に

雁
が
渡
っ
て
来
て
い
る
ら
し
い
。」
射い

目め

と
は
鳥
獣
を
射
る
た
め
に
猟
師
が
身
を
隠
す
設
備

で
あ
る
。
獲
物
か
ら
狙
っ
て
い
る
こ
と
が
分
か
ら
な
い
よ
う
に
射い

目め

の
影
に
身
を
伏
せ
る
。

伏
せ
て
隠
れ
な
が
ら
好
機
を
伺
い
、じ
っ
と
見
る
。そ
れ
が「
伏
見
」の
枕
詞
に
な
っ
て
い
る
。

伏
見
の
田
に
雁
が
多
く
渡
っ
て
き
て
、入
り
江
に
舞
い
、水
を
た
た
え
た
雄
大
な
景
色
の
中
、

季
節
を
感
じ
さ
せ
る
あ
の
鳴
き
声
が
響
き
渡
る
。「
響と

よ

む
」
が
派
生
し
て
「
ど
よ
め
く
」
と

い
う
言
葉
が
今
も
あ
る
。
ま
た
、
射
目
を
立
て
て
動
物
の
通
っ
た
足
跡
を
調
べ
、
そ
の
辺

り
を
い
つ
ご
ろ
動
物
が
通
り
そ
う
か
を
推
測
す
る
こ
と
は
「
跡と

見み

」
と
い
う
。
言
葉
を
調

べ
て
い
く
と
い
ろ
い
ろ
新
し
い
発
見
が
あ
っ
て
、
い
つ
も
驚
き
が
連
鎖
す
る
。

宇
治
川
が
京
都
盆
地
に
流
れ
込
む
と
こ
ろ
は
、
京
都
盆
地
の
中
で
も
最
も
低
い
と
こ
ろ

に
位
置
し
て
い
た
。
か
つ
て
木
津
川
、
桂
川
と
の
合
流
点
の
上
流
側
に
か
け
て
広
大
な
遊

水
池
を
形
成
し
て
お
り
、
こ
れ
が
巨
椋
池
だ
っ
た
。
古
代
、
中
世
を
通
じ
て
、
水
上
交
通

の
中
継
地
と
し
て
大
き
な
役
割
を
果
た
し
た
と
い
う
。
池
と
い
う
よ
り
湖
に
近
く
、
蓮
の

花
で
も
有
名
で
あ
る
。
巨
椋
池
は
、
伏
見
城
や
周
辺
地
域
を
水
害
か
ら
守
る
た
め
行
わ
れ

た
豊
臣
時
代
の
築
堤
工
事
で
い
く
つ
も
の
池
に
分
離
さ
れ
、
や
が
て
昭
和
の
頃
に
は
干
拓

さ
れ
て
農
地
と
な
る
歴
史
を
た
ど
る
。
こ
の
歌
の
詠
ま
れ
た
場
所
は
不
明
だ
が
、
写
真
は

京
都
府
久
世
郡
久
御
山
町
の
荒
見
神
社
内
に
あ
る
歌
碑
で
あ
る
。

　
結
局
釣
れ
な
い
ま
ま
、夕
方
に
な
っ
た
。
川
の
魚
は
と
て
も
賢
い
。
だ
か
ら
こ
そ
面
白
い
。

当
た
り
は
あ
る
。
早
朝
と
夕
方
は
魚
に
と
っ
て
も
ご
飯
時
だ
。
陽
が
傾
い
て
い
く
。
そ
ろ

そ
ろ
終
わ
り
か
、
あ
と
少
し
、
そ
ろ
そ
ろ
諦
め
る
か
の
そ
の
時
だ
っ
た
。

「
キ
タ
ー
ッ
。」

だ
か
ら
釣
り
は
や
め
ら
れ
な
い
。
い
や
、
釣
れ
な
く
て
も
や
め
ら
れ
な
い
。
川
と
の
出

会
い
は
流
れ
の
よ
う
に
、
世
代
を
越
え
て
、
止
ま
ら
な
い
。

荒見神社内にある歌碑

（
巻
第
九　

一
六
九
九
番
歌
）

宇
治
川
に
し
て
作
れ
る
歌


