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む

げ
ん

た
ん

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

ⓒ鈴木靖将
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巻
十　

新
嘗
祭
で
収
穫
を
感
謝

　

天
平
宝ほ

う

字じ

五
年
（
七
六
一
）
の
旧
暦

十
一
月
も
末
。昔
か
ら
因
幡
の
人
々
は
、

神
に
収
穫
を
感
謝
す
る
。
そ
の
日
の
正

午
の
陽ひ

は
低
く
、
こ
と
に
昼
が
短
か
い

冬と
う
じ至
を
迎
え
て
い
た
。

  

「
今
頃
、
宮
中
で
は
、
帝
が
新し

ん
こ
く穀
や

新
酒
を
神
に
捧
げ
、
農
作
物
の
恵
み
に

感
謝
し
て
、
自
ら
も
食
す
新に

い
な
め
さ
い

嘗
祭
で
す

か
ね
」
と
私
は
、
家
持
さ
ん
に
問
い
か

け
て
み
た
。

　
「
東
大
寺
の
大
仏
開か

い
げ
ん眼
供く

よ

う養
の
あ
っ

た
九
年
前
、
亡
き
聖

し
ょ
う

武む

帝
の
新
嘗
祭

の
後
の
宴
は
、
賑
や
か
だ
っ
た
。
時

の
大だ

い

な

ご

ん

納
言
巨こ

せ勢
卿き

ょ
うや
石い

し
か
わ川
年と

し

足た
り

式し

き

ぶ部

卿き
ょ
う、
文ふ

ん
や
の室
智ち

努ぬ

卿き
ょ
う、
右う

大だ
い
べ
ん弁
藤
原

八や

つ

か束
、
大や

ま
と
の
か
み

和
守
藤
原
永な

が

て手
殿
と
と
も
に

少し
ょ
う
な
ご
ん

納
言
と
し
て
末
席
に
連
な
り
、
歌
を

詠
ん
だ
の
だ
」
と
家
持
さ
ん
は
懐
か
し

そ
う
に
言
い
な
が
ら
、
つ
い
三
年
前
の

因
幡
国
守
左
遷
に
思
い
至
っ
た
の
か
、

一
瞬
表
情
が
翳か

げ

っ
た
。

天
空
か
ら
梅
の
花
と
見
紛ま

が

う
ほ
ど

の
、
一
片ひ

ら

の
雪
が
舞
い
降
り
て
き
た
。

　
「
因
幡
へ
赴
任
し
て
三
年
半
、
年
明

け
に
は
、
い
よ
い
よ
任
期
満
ち
て
都

び
と
で
す
か
」
と
私
が
問
え
ば
、「
先

の
こ
と
は
わ
か
ら
な
い
が
、
飛
鳥
の
大

和
三
山
に
よ
く
似
た
因
幡
の
山
並
み
や

川
、
風
土
に
ず
い
ぶ
ん
慰
め
ら
れ
た
。

そ
れ
に
、
有
名
な
稲い
な

羽ば

の
白
兎
の
神
話

で
大
お
お
く
に
ぬ
し
の
み
こ
と

国
主
命
が
求
婚
し
た
八や

上か
み

姫ひ
め

の
故

地
は
、
実
に
神
さ
び
た
土
地
柄
だ
」
と

家
持
さ
ん
は
、
い
つ
に
な
く
饒

じ
ょ
う
ぜ
つ
舌
で
あ

っ
た
。

「
や
は
り
、
ご
当
地
を
誉ほ

め
る
の
は
、

国
守
の
任
務
で
す
か
」
と
私
が
か
ら
か

え
ば
、微か

す

か
に
笑え

ん
だ
家
持
さ
ん
が「
本

心
だ
」
と
語
り
か
け
て
い
る
よ
う
だ
っ

た
。
続
く
…
。

万
葉
ク
イ
ズ

（
先
回
の
問
題
）
妻
が
贈
っ
て
き
た
形
見
と
は
何
？

（
解
答
）　

下
着

（
今
月
の
問
題
）

現
在
の
新
嘗
祭
の
日
は
、
何
の
日
？

　

答
え
は
２
月
１
日
号
で
す
。

お
詫
び
と
訂
正

10
月
１
日
号
の
万
葉
ク
イ
ズ
の
秋
の
七
草
は
、

尾おば
な花
・
撫な
で
し
こ子
・
女おみ
な
え
し

郎
花
・
藤ふじ
袴ばか
ま・
朝
顔
の
他

に
萩
・
葛くず
花ばな
で
し
た
。

（
文
＝
因
幡
万
葉
歴
史
館
主
任
学
芸
員　

中
山
和
之
）　

　

現
在
の
稲
刈
り
と
い
え
ば
、
コ

ン
バ
イ
ン
な
ど
の
機
械
で
根
元
か

ら
刈
り
取
り
ま
す
。

　

弥
生
時
代
の
人
々
は
、
石
庖
丁

を
使
い
稲
穂
だ
け
を
刈
り
取
っ
て

い
ま
し
た
。
そ
こ
で
、
前
回
紹
介

し
た
石
庖
丁
を
使
っ
て
稲
刈
り
を

体
験
し
て
み
ま
し
た
。
石
庖
丁
で

鎌
の
よ
う
に
切
ろ
う
と
試
み
ま
し

た
が
、
簡
単
に
は
切
る
こ
と
が
で

き
ま
せ
ん
。

　

で
は
、
弥
生
人
は
ど
の
よ
う
に

石
庖
丁
を
使
っ
て
い
た
の
で
し
ょ

う
。
写
真
の
よ
う
に
、
稲
の
茎
を

石
庖
丁
と
指
で
は
さ
み
、
上
方
に

ち
ぎ
り
と
る
よ
う
に
す
る
と
、
プ

ツ
ン
と
簡
単
に
摘
み
取
る
こ
と
が

で
き
ま
し
た
。
古
代
の
人
々
は
、

稲
刈
り
で
は
な
く
、
稲
穂
摘
み
を

し
て
い
た
の
で
す
。

　

石
庖
丁
に
苦
労
し
て
開
け
ら
れ

た
二
つ
の
穴
は
、
何
の
た
め
に
あ

る
の
で
し
ょ
う
。
穴
に
紐ひ

も

を
通
し
、

中
指
を
入
れ
る
と
、
手
の
掌ひ

ら

に
石

庖
丁
が
な
じ
み
ま
す
。
そ
し
て
中

指
で
石
庖
丁
を
押
し
上
げ
る
と
、

て
こ
の
原
理
で
楽
に
穂
が
つ
み
と

れ
ま
し
た
。

　

刈
り
取
っ
た
稲
穂
は
、
ど
の
よ

う
に
保
管
を
し
て
い
た
の
で
し
ょ

う
。
青
谷
上
寺
地
遺
跡
で
出
土
し

た
炭
化
米
は
、
モ
ミ
の
一
粒
一
粒

が
同
じ
方
向
を
向
い
て
い
ま
す
。

こ
の
こ
と
か
ら
、
穂
の
ま
ま
束
ね

て
保
管
を
し
て
い
た
こ
と
が
想
像

さ
れ
ま
す
。

　

弥
生
時
代
の
人
々
は
、
稲
穂
を

こ
の
よ
う
に
一
本
一
本
て
い
ね
い

に
刈
り
取
り
、
保
管
し
て
い
た
の

で
し
ょ
う
。
お
米
作
り
の
様
子
か

ら
も
、
食
糧
を
大
切
に
し
て
い
た

弥
生
人
の
姿
が
う
か
が
え
、
感
心

さ
せ
ら
れ
ま
す
。

弥
生
の
生
活
を
体
験
！

石い
し

庖ぼ
う

丁ち
ょ
うで

稲
穂
を
摘
む

時
を

石庖丁で摘み取る

モミが並んでいる炭化米

売
め

沼
ぬま

神社（鳥取市河原町）
「延
えん

喜
ぎ

式
しき

」神名帳の「売
ひめの

沼神社」が

現在の売
めぬま

沼神社。祭神は、稲羽の

白兎で有名な稲
いなば

羽八
やかみひめのみこと

上比売命


