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現
代
か
ら
万
葉
の
世
界
へ
旅
を
す
る
私
こ
と

　
　
　
　
　
「
万
葉
の
旅
人
」
が
大
伴
家
持
と
語
り
合
う
夢
物
語
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時
を

青
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地
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巻
七　

雨
乞ご

い
に
は
何
が
効き

く
？

　

六み
な
つ
き月
、
因
幡
で
は
前
の
月
か
ら
日

照
り
が
続
き
、
稲
を
植
え
た
田
も
、

種
を
ま
い
た
畑
も
日
一
日
と
し
ぼ
み
、

枯
れ
て
い
く
様
子
が
見
え
て
き
た
。

「
実
に
困
っ
た
こ
と
に
な
り
ま
し

た
ね
」
と
私
が
声
を
か
け
れ
ば
、「
見

る
と
心
が
痛
い
。
ま
る
で
赤あ

か
ご子
が
乳ち

ち

を
乞こ

う
よ
う
に
、
天
か
ら
恵
み
の
水

を
仰
ぎ
待
つ
こ
と
だ
」
と
家
持
さ
ん

は
、
因
幡
山
の
窪く

ぼ

み
に
見
え
る
白
雲

を
恨う

ら

め
し
そ
う
に
睨に

ら

む
の
で
あ
る
。

「
雨
乞
い
で
も
や
り
ま
す
か
」
と

私
が
言
え
ば
、「
そ
の
昔
、
皇こ

う

極
ぎ
ょ
く

天

皇
が
飛あ

す
か鳥
の
河
上
で
跪

ひ
ざ
ま
ずい
て
、
四
方

を
拝
み
祈
っ
た
ら
、
忽

た
ち
ま

ち
五
日
間
も

雨
が
降
り
続
い
た
と
い
う
こ
と
が
あ

っ
た
が
…
」
と
家
持
さ
ん
は
言
い
な

が
ら
、
土
く
れ
を
取
り
出
し
て
何
や

ら
細
工
を
し
始
め
る
。
家
持
さ
ん
は
、

プ
ラ
ス
思
考
の
人
で
あ
っ
た
。

「
何
に
お
使
い
に
な
る
の
で
す
か
」

と
私
が
問
え
ば
、「
こ
れ
は
、
水
の

神
様
の
大
好
物
な
の
だ
。
ど
こ
か
の

池
に
投
げ
入
れ
て
お
け
ば
、
神
様
の

ご
機
嫌
も
麗

う
る
わ

し
く
、
雨
を
降
ら
せ
て

く
れ
る
か
も
し
れ
ぬ
」
と
家
持
さ
ん

は
、
真
顔
で
答
え
る
の
だ
っ
た
。

「
現
代
で
し
た
ら
、
傘か

さ

踊お
ど

り
を
踊

る
の
で
す
が
…
」
と
私
が
呟

つ
ぶ
や

く
と
、

「
傘
と
は
、
貴
人
に
さ
し
か
け
る
も

の
の
こ
と
か
」
と
家
持
さ
ん
が
不
思

議
が
っ
て
い
る
う
ち
に
、
ゆ
っ
く
り
、

墨す
み

を
塗ぬ

っ
た
よ
う
な
雲
が
頭
上
に
集

ま
っ
て
き
た
。

  

「
も
し
や
」
と
言
い
か
け
た
言
葉
を

の
ん
で
、「
こ
れ
で
秋
の
稔み

の

り
は
大
丈

夫
だ
」
と
い
っ
た
家
持
さ
ん
の
顔
は
、

や
は
り
国
守
だ
っ
た
。
続
く
…
。　

万
葉
ク
イ
ズ

（
先
回
の
問
題
）

　

文
中
の
挿
頭
は
、
現
在
の
何
の
こ
と
？

（
解
答
）

　

髪
飾
り

（
今
月
の
問
題
）

　

文
中
の
土
く
れ
で
何
を
作
っ
て
い
た
？

　
　
　
　
　
　

答
え
は
８
月
１
日
号
で
す
。

（
文
＝
因
幡
万
葉
歴
史
館
主
任
学
芸
員　

中
山
和
之
）　

　

展
示
し
て
い
る
は
し
ご
を
見
ら

れ
た
来
館
者
か
ら
、「
こ
ん
な
に

急
な
は
し
ご
を
上
る
の
で
す
か
」

と
聞
か
れ
る
た
び
に
、「
展
示
ス

ペ
ー
ス
の
た
め
急
に
し
て
い
ま
す

が
、
も
う
少
し
緩
や
か
で
す
」
と

答
え
て
い
ま
す
。

　

弥
生
人
が
本
当
に
は
し
ご
と
し

て
使
用
し
て
い
た
か
ど
う
か
は
疑

問
も
残
り
ま
す
が
、
実
際
の
勾
配

は
現
在
の
脚
立
く
ら
い
で
、
高
さ

と
奥
行
き
は
10
対
４
程
度
の
勾
配

だ
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
そ
れ
で
も

現
在
の
は
し
ご
の
よ
う
な
枠
で
組

ま
れ
た
構
造
で
な
く
、
段
の
あ
る

板
と
い
え
る
構
造
で
す
か
ら
、
上

り
下
り
に
不
便
で
す
。

　

そ
こ
で
、
板
に
角
材
を
打
ち
付

け
て
は
し
ご
状
に
し
、
体
験
し
て

み
ま
し
た
。
段
の
奥
行
き
が
約
６

㌢
で
は
、
正
面
向
き
の
場
合
、
つ

ま
先
が
着
く
程
度
な
の
で
、
手

を
板
に
添
え
な
け
れ
ば
上
れ
ま
せ

ん
。
下
り
る
場
合
も
後
ろ
向
き
で

手
を
添
え
な
け
れ
ば
下
り
ら
れ
ま

せ
ん
。
ま
し
て
荷
物
を
持
つ
と
す

れ
ば
、
片
手
で
持
つ
か
、
背
負
っ

た
り
担
い
だ
り
し
な
け
れ
ば
難
し

い
で
し
ょ
う
。

　

と
こ
ろ
が
、
横
向
き
に
上
り
下

り
し
て
み
る
と
バ
ラ
ン
ス
さ
え
と

れ
ば
、
は
し
ご
に
手
を
添
え
な
く

て
も
安
全
で
す
。

　

出
土
し
た
最
長
の
は
し
ご
は

２
・
７
㍍
。
ど
ん
な
使
い
方
を
し

て
い
た
の
か
、
一
度
体
験
し
て
み

て
は
ど
う
で
し
ょ
う
。

シ
リ
ー
ズ 

弥
生
人
の
生
活
を
体
験
！

は
し
ご
は
横
向
き
に
上
る
？

横向きにはしごを上る

　因幡国守在
原行平は、古
今和歌集や百
人一首に因幡
山の松を詠ん
でいます。「立

ち別れ　いなばの山の　峰に生
お

ふる　まつとしきか
ば　今帰りこむ」（任地の因幡の国へ出立します。『因
幡の松（往なばの待つ）』と言ってくれるなら、すぐ

にでもあなたのもとに帰ります）

因幡山の松

正面向きにはしごを上る


