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万葉がた畑遠軽二十

夕
月
夜
　
心
も
し
の
に

9
月
に
入
り
、
朝
晩
が

過
ご
し
や
す
く
な
っ
て

き
ま
し
た
。
夕
凪
と
と
も

に
秋
の
虫
た
ち
の
声
が

涼
気
を
運
ん
で
く
れ
ま

す。
1
年
を
駒
鳴
日
ず
つ
2
4

期
に
分
け
る
二
十
四
節
気

で
は
、
ち
ょ
う
ど
今
ご
ろ
、

夏
か
ら
秋
へ
と
季
輔
が
移

り
変
わ
る
時
期
を
白
露
と

呼
び
ま
す
。
夜
露
が
凝
っ

て
白
く
見
え
る
時
期
と
い

白
露
の

う
意
味
で
、
そ
う
し
た
現

象
が
み
ら
れ
る
の
は
秋
の

陰
気
が
夏
の
陽
気
に
交
わ

る
時
と
さ
れ
ま
し
た
。
現

代
で
は
、
期
間
で
は
な
く

そ
の
初
日
を
区
切
り
目
と

し
て
呼
び
、
そ
れ
が
毎
年

9
月
8
日
ご
ろ
に
あ
た
り

ます。
「
白
露
の
置
く
」
と
い

う
表
現
は
、
現
代
日
本
語

の
感
覚
か
ら
み
る
と
違
和

感
が
あ
る
か
も
し
れ
ま
せ

置
く
こ
の
庭
に
　
蛾
揮
鳴
く
も

ゆ
∴
は
ら
の
お
ゐ
き
み

（
湯
原
　
王
　
巻
八
・
一
五
五
二
）

ん
が
、
古
く
は
露
や
霜
が

お
り
る
こ
と
を
「
置
く
」

と
い
い
ま
し
た
。

『
要
塞
昌
に
は
「
爆

撃
を
詠
ん
だ
歌
が
7
首

あ
り
ま
す
が
、
も
と
も
と

『
詩
経
』
や
『
文
選
』
な

ど
諸
国
文
献
に
み
ら
れ

る
語
秦
で
あ
り
、
『
万
葉

集
』
で
は
漢
語
そ
の
ま
ま

の
表
記
を
用
い
た
よ
う
で

す
。
一
字
一
昔
の
表
記
例

は
無
く
、
ど
の
よ
う
に
訓

読
し
て
い
た
か
よ
く
わ
か

り
ま
せ
ん
が
、
平
安
時
代

の
辞
書
で
あ
る
『
和
名
類

衆
抄
』
に
「
蟻
壁
の
和

名
と
し
て
「
吉
保
昌
伎
」

と
記
さ
れ
て
お
り
、
5
・

7
・
5
・
7
・
7
と
い
う

短
歌
の
音
数
に
も
合
う
こ

と
か
ら
、
「
こ
ほ
う
き
」

と
読
ん
で
い
た
と
考
え
ら

れ
て
い
ま
す
。
た
だ
し
、

同
書
に
は
「
蟻
蜂
」
の
和

名
は
未
垂
木
里
須
」
と

も
あ
り
、
現
代
で
い
う
コ

オ
ロ
ギ
や
キ
リ
ギ
リ
ス
な

ど
秋
の
虫
を
広
く
指
す
語

で
あ
っ
た
と
み
ら
れ
て
い

ます。万
葉
歌
の
例
と
し
て

は
、
決
し
て
多
く
は
あ
り

ま
せ
ん
が
、
秋
の
訪
れ
を

告
げ
る
美
し
い
鳴
き
声
と

し
て
好
ま
れ
、
と
く
に
愛

で
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
う

か
が
え
ま
す
。

「
し
の
に
」
と
は
、
草

木
が
し
お
れ
て
な
び
く
さ

ま
か
ら
転
じ
て
、
心
の
状

態
を
も
表
し
ま
し
た
。
夕

暮
れ
の
月
に
白
露
が
光
る

季
節
に
、
独
り
静
か
に
虫

の
声
に
耳
を
傾
け
て
い
る

貴
人
の
様
子
が
白
に
浮
か

び
ま
す
。

（
県
立
万
葉
文
化
館
企
画

・
研
究
係
長
・
井
上
さ
や

か）

【
訳
】
夕
月
の
照
る
夜
、
心
も
し
な
え
る
よ
う
に

白
露
の
置
く
こ
の
庭
に
、
播
蝉
が
鳴
く
こ
と
よ
。
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奈
良
山
の
　
児
手
相
の

か
に
も
か
く
に
も

ふ
た
∴
∴
涜
義

両
面
に

倭
人
の
徒

消
奈
行
文
（
巷
十
六
・
三
八
三
六
）

こ
の
歌
は
、
口
先
巧
み

に
あ
ち
こ
ち
で
従
順
を
襲

う
よ
う
な
「
倭
人
」
を
、

表
裏
面
が
よ
く
似
て
お
り

見
分
け
が
つ
き
に
く
い
児

手
相
の
菜
に
た
と
え
て
諮

謙
譲
貌
醒

（
い
わ
れ
の
あ
る
歌
）
の

部
に
収
め
ら
れ
て
お
り
、

歌
に
ま
つ
わ
る
物
語
や
背

後
尊
信
が
あ
る
軟
と
し
て

分
類
さ
れ
て
い
ま
す
。

こ
の
歌
に
関
す
る
事
情

と
は
、
作
者
で
あ
る
滞
京

行
文
の
出
自
と
官
職
に
深

く
関
わ
る
も
の
で
す
。
消

奈
氏
は
朝
鮮
半
島
の
王
国

高
句
麗
を
出
自
と
す
る
渡

来
系
氏
族
で
す
。
6
6
8

年
に
高
句
題
が
唐
の
遠
征

軍
に
よ
っ
て
滅
ぼ
さ
れ
批

後
、
行
文
の
父
の
消
奈
福

子
プ
ヽ

鯛
艶
麗
講
謙

埼
玉
県
日
高
市
付
近
）
に

定
住
し
ま
し
た
。
高
密
郡

は
7
1
6
年
に
設
置
さ
れ

国
四

囲
と
j
u
∴
－

圃
園

二
護
国
揚

た
郡
で
、
関
東
地
方
一
帯

に
い
た
高
句
題
系
渡
来
人

が
こ
こ
に
集
め
ら
れ
ま
し

た
。
消
奈
氏
の
よ
う
な
渡

来
人
に
は
大
陸
由
来
の
知

識
を
活
か
し
て
学
者
に
な

る
人
が
多
く
、
行
文
は
武

講
鶉
繋
酷

寒
儒
教
の
経
典
を
教
授

す
る
明
経
通
の
教
官
）
と

し
て
官
僚
育
成
機
関
で
あ

る
大
学
祭
で
四
書
五
経
な

ど
を
教
え
ま
し
た
。
学
業

優
秀
に
よ
る
受
賞
歴
や
、

外
国
か
ら
の
賓
客
を
も
て

な
す
宴
会
で
披
露
し
た
漢

詩
な
ど
が
伝
わ
っ
て
お

り
、
優
れ
た
儒
学
者
と
し

て
知
ら
れ
て
い
ま
し
た
。

大
学
祭
の
博
士
と
し
て

後
進
を
指
導
し
て
い
た
行

文
の
立
場
を
踏
ま
え
て
こ

の
歌
を
見
る
と
、
人
と
い

う
も
の
は
多
方
面
に
い
い

顔
を
す
る
「
倭
△
で
あ

っ
て
ほ
な
ら
な
い
の
だ
、

と
学
生
を
戒
め
る
歌
と
し

て
読
む
こ
と
が
で
き
ま

す
。
こ
の
歌
に
関
す
る
「
由

縁
」
と
し
て
ば
、
ま
ず
こ

の
点
が
挙
げ
ら
れ
ま
す
。

し
か
し
、
祖
国
が
滅
ん
で

日
本
へ
逃
れ
て
き
た
渡
来

系
氏
族
の
一
員
が
作
っ
た

歌
と
し
て
見
る
と
、
ま
た

違
っ
た
見
方
が
で
き
ま

す
。
行
文
は
父
の
福
徳
か

ら
祖
国
滅
亡
の
様
子
を
聞

い
て
い
た
は
ず
で
、
一
国

が
滅
ぶ
時
に
現
れ
る
裏
切

り
者
や
売
国
者
を
憎
悪
し

て
い
た
の
で
は
な
い
で
し

ょ
う
か
。
そ
う
し
た
一
族

の
経
験
か
ら
生
ま
れ
た
愚

僧
が
、
こ
の
歌
に
も
反
映

さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
え

ます。（
県
立
万
重
安
化
館
主
任

研
究
員
・
竹
内
亮
）

【
訳
】
ま
る
で
奈
良
山
に
生
え
て
い
る
児
手
相
の
葉
が

表
裏
両
面
で
あ
る
よ
う
に
、
あ
ち
ら
に
も
こ
ち
ら
に
も

こ
び
へ
つ
ら
う
人
よ
。


