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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

最
終
章　

巻
十
一　

清
ら
か
な
家
の
名

　

天
て
ん
ぴ
ょ
う平
宝ほ
う

字じ

六
年
（
七
六
二
）
旧
暦
一

月
九
日
。
い
よ
い
よ
大
伴
家
持
に
中な
か

務つ
か
さ

大た
い

輔ふ

の
辞
令
が
下
っ
た
。

　
「
ま
も
な
く
お
別
れ
で
す
ね
」
と
私

が
家
持
さ
ん
に
声
を
掛
け
れ
ば
、「
四

年
前
の
正
月
初は
つ

子ね

の
日
、
孝こ
う
け
ん謙
女
帝
が

玉た
ま

箒ほ
う
きを
臣
下
に
与
え
て
酒
宴
を
催
し
た

こ
と
が
あ
る
。
そ
の
玉
を
散
り
ば
め
た

箒
は
、
手
に
取
る
と
す
ぐ
、
新
春
の
生

命
力
を
撒ま

き
散
ら
す
よ
う
で
、
こ
れ
ほ

ど
め
で
た
い
こ
と
は
な
い
と
思
っ
た
も

の
だ
」
と
懐
か
し
げ
に
い
う
。

　
「
※

橘
た
ち
ば
な
の

奈な

良ら

麻ま

呂ろ

の
変
の
と
き
、
何

故
中
立
を
保
た
れ
た
の
で
し
ょ
う
か
」

と
、
唐
突
で
は
あ
っ
た
が
、
私
は
最
も

聞
き
た
か
っ
た
核
心
に
迫
っ
た
。「
ど
う

し
て
も
と
申
す
か
」
と
家
持
さ
ん
が
低

い
声
で
念
を
押
す
。

　

そ
う
し
て
家
持
さ
ん
は
覚
悟
を
決
め

た
の
か
、「
斜
陽
す
る
大
伴
氏
に
あ
っ

て
、
私
は
父
旅た
び

人と

に
家
を
持
て
と
名
付

け
ら
れ
た
。
こ
の
と
き
遙は
る

か
神
話
時
代

か
ら
天
皇
の
傍か
た
わら
で
華
々
し
く
奉
仕
し

て
き
た
、
そ
の
伝
統
を
伝
え
る
大
伴
氏

宗そ
う

家け

嫡ち
ゃ
く
り
ゅ
う
流
の
宿
命
を
背
負
っ
た
の
だ
。

陰
謀
渦
巻
く
奈
良
朝
の
政
界
を
生
き
抜

く
た
め
に
は
、
個
人
的
な
感
情
を
棄す

て

ね
ば
な
ら
ぬ
。
永
い
時
間
の
な
か
で
培

っ
た
清
ら
か
な
家
の
名
を
逆ぎ
ゃ
く
ぞ
く賊の
汚
名

に
貶お
と
しめ
て
は
な
ら
ぬ
と
い
う
思
い
だ
け

だ
っ
た
」
と
一
気
に
閉
じ
込
め
た
思
い

を
吐
き
出
し
た
。

　
「
こ
の
因
幡
の
地
へ
は
、
重
い
宿
命

を
背
負
っ
て
来
ら
れ
た
の
で
す
ね
」
と

私
が
問
え
ば
、「
私
は
主
を
失
い
、
こ

の
地
へ
は
傷
心
の
う
ち
に
赴
い
て
き
た

の
だ
っ
た
。
し
か
し
、
今
と
な
っ
て
は

そ
の
使
命
感
が
私
の
生
き
る
強
さ
と
な

っ
た
の
だ
。
私
は
、
一
時
の
華
を
求
め

ず
、
菅す
が

の
根
の
よ
う
に
大
伴
の
名
を
伝

え
て
い
く
。因
幡
で
過
ご
し
た
三
年
半
、

当
地
の
豊
か
な
自
然
に
抱
か
れ
、
や
さ

し
い
人
々
と
出
会
う
中
で
得と
く
し
ん心
し
た
の

だ
」
と
言
っ
た
家
持
さ
ん
の
清
々
し
い

眼
差
し
が
印
象
的
だ
っ
た
。

　
　
　
　
　
　

│  

終  

│

　

ご
愛
読
、あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

万
葉
ク
イ
ズ

（
先
回
の
問
題
）
現
在
の
新
嘗
祭
の
日
は
何
の
日
？

（
解
答
）
勤
労
感
謝
の
日

（
文
＝
因
幡
万
葉
歴
史
館
主
任
学
芸
員　

中
山
和
之
）　

　

年
が
明
け
て
１
カ
月
が
過
ぎ
ま
し

た
が
、
お
正
月
の
飾
り
と
し
て
注し

連め

飾
り
が
あ
り
ま
す
。

　

縄
は
、
通
常
は
右
縄
で
な
わ
れ
ま

す
。
わ
ら
を
両
手
で
挟
み
、
右
手

を
手
前
か
ら
押
し
出
す
よ
う
に
し
て

よ
り
を
か
け
る
こ
と
で
、
２
本
の
わ

ら
が
ね
じ
れ
合
っ
て
右
縄
に
な
り
ま

す
。

　

と
こ
ろ
が
、
注
連
縄
は
、
通
常
の

右
縄
と
違
い
、
左
縄
で
な
い
ま
す
。

右
利
き
の
人
に
と
っ
て
は
、
右
手
に

力
が
入
る
右
縄
の
方
が
比
較
的
簡

単
に
、
強
い
縄
が
で
き
あ
が
り
ま

す
。
左
縄
は
手
の
動
き
が
逆
に
な
る

の
で
、
簡
単
に
は
い
き
ま
せ
ん
。

　

と
こ
ろ
で
、
古
代
の
人
は
ど
う
縄

を
な
って
い
た
の
で
し
ょ
う
。
縄
文
時

代
に
は
、
名
前
の
由
来
と
も
な
っ
て

い
る
縄
目
文
様
の
、
こ
の
時
代
独
特

の
土
器
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
土
器
の

模
様
を
観
察
す
る
と
、
右
縄
と
左

縄
の
両
方
が
確
認
で
き
ま
す
。

　

青
谷
上
寺
地
遺
跡
で
は
、
こ
れ
ま

で
に
10
本
程
度
の
縄
の
破
片
が
出
土

さ
れ
て
い
ま
す
が
、
そ
の
ほ
と
ん
ど

が
左
縄
で
す
。
な
ぜ
左
縄
な
の
で
し

ょ
う
。
こ
の
こ
と
か
ら
察
す
る
と
、

弥
生
時
代
に
は
左
利
き
の
人
が
多
か

っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。

　

ま
た
通
常
の
縄
は
右
縄
、
注
連

飾
り
は
左
縄
と
い
う
使
い
分
け
は
、

い
つ
ご
ろ
か
ら
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の

で
し
ょ
う
か
。
縄
一つ
を
と
っ
て
も
、

古
代
への
興
味
が
つ
き
ま
せ
ん
。

※
考
古
学
で
は
、
左
よ
り
を
右
縄
、
右

よ
り
を
左
縄
と
分
類
し
て
い
ま
す
。

弥
生
の
生
活
を
体
験
！

縄
を
な
う時

を

※
橘
奈
良
麻
呂
の
変

　

孝こ
う

謙け
ん

天
皇
の
御
世
、
時
の
宰
相
藤
原
仲
麻

呂
に
対
し
て
、
故
左
大
臣
橘
諸も
ろ

兄え

の
息
子
奈

良
麻
呂
は
、
皇
族
や
大
伴
・
佐
伯
氏
ら
と
ク

ー
デ
タ
ー
を
謀
る
が
失
敗
。
大
伴
氏
最
大
の

危
機
に
中
立
を
保
っ
た
家
持
だ
っ
た
が
、
結

果
的
に
一
族
の
主
だ
っ
た
者
を
失
い
、
因
幡

の
国
へ
左
遷
さ
れ
る
き
っ
か
け
と
な
っ
た
。

右縄

左縄
青谷上寺地遺跡で出土した縄


