
な
で
し
こ
が　

花
見
る
ご
と
に　

娘
子
ら
が

笑
ま
ひ
の
に
ほ
ひ　

思
ほ
ゆ
る
か
も

　

こ
の
歌
は
天
平
感
宝
元
年（
７
４
９
年
）５
月
26
日
に
、大
伴
家
持
が
詠
ん
だ
も

の
で
す
。太
陽
暦
で
は
７
月
で
す
が
、歌
わ
れ
て
い
る「
な
で
し
こ
」は
、お
み
な
え

し
や
萩
な
ど
と
と
も
に
、秋
の
七
草
の
ひ
と
つ
で
す
。

　
「
大
君
の　

遠
の
朝
廷
と　

任
き
た
ま
ふ 

（
中
略
） 

天
ざ
か
る 

鄙
に一
日
も 

あ

る
べ
く
も
あ
れ
や
」（
巻
十
八・四
一一
三
）と
、都
か
ら
遠
く
離
れ
た
越
中
に
い
て
、

都
を
思
っ
て
詠
ん
だ
長
歌
の
反
歌
と
し
て
詠
ま
れ
ま
し
た
。

　

都
に
思
い
を
馳
せ
て
、庭
に
咲
い
た
な
で
し
こ
の
可
憐
な
花
を
見
て
、必
然
的
に

浮
か
ん
だ
の
が
都
に
残
し
た
妻
で
あ
る
坂
上
大
嬢（
さ
か
の
う
え
の
お
お
い
ら
つ

め 

ま
た
は 

お
お
お
と
め
）で
し
た
。

　

家
持
は
、天
平
五
年（
７
３
３
年
）に
も
、坂
上
大
嬢
に
、「
わ
が
屋
外
に　

蒔
き

し
な
で
し
こ　

い
つ
し
か
も　

花
に
咲
き
な
む　

比
へ
つ
つ
見
む
」（
巻
八・一
四
四

八
）と
い
う
歌
を
贈
っ
て
い
ま
す
。

　

な
お
、「
娘
子
ら
」の「
ら
」は
複
数
形
で
は
な
く
、親
し
み
の
表
現
で
す
。そ
れ
に

し
て
も
、に
お
い
立
つ
よ
う
な
美
し
い
笑
顔
は
、な
で
し
こ
の
可
憐
さ
に
も
ま
し
て

素
敵
な
も
の
だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
。

大
伴
家
持（
巻
十
八・四
一一
四
）

揮
毫　

中
尾 

哲
雄

を
と
め

ゑ

万
葉
集
を
編
纂
し
た
大
伴
家
持
は
、

天
平
十
八
年（
七
四
六
年
）か
ら
五
年
間
、

越
中
の
国
守
を
務
め
ま
し
た
。

当
時
の
越
中
は
、家
持
が「
し
な
ざ
か
る
越
」と
詠
ん
だ
よ
う
に
、

奈
良
の
都
か
ら
遠
く
離
れ
た
鄙
の
地
。

都
と
は
異
な
る
風
土
の
中
で
家
持
は
多
く
の
歌
を
詠
み
ま
し
た
。

万
葉
集
に
残
る
家
持
の
歌
四
七
三
首
の
う
ち
、

五
年
間
の
在
任
中
に
詠
ま
れ
た
も
の
は
実
に

二
二
三
首
に
の
ぼ
り
ま
す
。
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な
で
し
こ
の
花
を
見
る
た
び
に
、
あ
の
少
女
の

笑
顔
の
あ
で
や
か
さ
が
思
い
出
さ
れ
て
な
ら
な
い
。

【
歌
意
】

《
解
説
》

二上山の大伴家持像

高
岡
市

富山県

この写真は著作権の関係で表示できません。
写真は冊子でごらんになることができます。
担当の営業までお問い合わせください。


