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やまと

万葉がたり

猿
薯
が
続
い
て
お
り
ま

す
が
、
麿
の
上
で
は
8
月

8
日
に
立
秋
を
迎
え
ま

す
。
一
足
早
く
、
秋
の
夜

空
を
詠
ん
だ
一
首
を
ご
紹

介
し
ま
す
。
「
天
の
川
」

と
あ
る
と
お
り
、
七
夕
の

歌
で
す
。

今
年
の
七
夕
は
も
う
終

わ
っ
て
し
ま
っ
た
、
と
思

わ
れ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん

が
、
国
立
天
文
台
が
定
め

た
「
伝
統
的
七
夕
」
、
旧

秋
風
の

．
天
の
川

麿
の
7
月
7
日
は
今
年
の

8
月
2
2
日
に
あ
た
り
ま

す。
旧
暦
で
は
7
～
9
月
を

「
秋
」
と
し
て
い
ま
し
た
。

『
万
葉
集
』
巻
十
は
季
節

ご
と
に
分
類
さ
れ
て
お

り
、
秋
の
都
は
9
8
首
も
の

七
夕
の
歌
か
ら
始
ま
り
ま

す
。
秋
を
詠
む
に
あ
た
り
、

七
夕
は
紅
葉
に
匹
敵
す
る

ほ
ど
好
ま
れ
た
題
材
と
い

え
ま
す
。

さ
や
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ
ふ
へ
　
・

蒲
け
さ
夕

舟
漕
ぎ
渡
る

日
大
壮
子

『
万
葉
集
』
の
七
夕
の

歌
に
は
お
な
じ
み
の
「
彦

星
や
、
お
り
ひ
め
に
あ

た
る
「
織
女
」
も
登
場

弛
、
味
の
川
を
渡
る
舟
や

梶
、
樫
、
川
渡
な
ど
が
多

く
詠
み
込
ま
れ
ま
す
。

そ
し
て
今
回
の
よ
う
に

「
月
」
が
詠
ま
れ
る
こ
と

も
あ
り
ま
す
。
現
種
の
カ

レ
ン
ダ
ー
で
は
日
付
と
月

の
満
ち
欠
け
は
関
係
し
ま

せ
ん
が
、
旧
暦
の
「
7
日
」

作
者
未
詳
（
巻
十
・
二
〇
四
三
）

は
新
月
か
ら
7
日
目
に
あ

た
り
、
半
月
に
な
る
手
前

の
形
で
あ
る
こ
と
が
決
ま

っ
て
い
ま
す
。
7
月
7
日

の
月
は
舟
に
見
立
て
ら

れ
、
さ
ら
に
そ
の
月
の
舟

を
漕
ぐ
若
い
男
性
、
「
日

大
壮
子
」
が
想
像
さ
れ
た

よ
う
で
す
。
こ
の
歌
以
外

の
「
月
人
壮
子
」
の
例
も
、

七
夕
や
舟
に
関
連
し
て
用

い
ら
れ
る
傾
向
が
あ
り
ま

す。
よ
く
似
た
言
い
方
と
し

て
「
月
読
壮
子
」
も
あ
り

ま
す
。
「
月
議
の
光
」
と

続
く
例
が
複
数
あ
り
、
明

る
い
月
を
象
徴
し
て
用
い

る
よ
う
で
す
。
「
月
読
」
は

『
古
事
記
』
や
冒
本
書
緯
』

で
は
太
陽
の
神
・
ア
マ
テ

ラ
ス
の
次
に
誕
生
す
る
月

の
神
の
名
前
で
、
月
齢
を

数
え
る
こ
と
が
語
源
と
考

え
ら
れ
て
い
ま
す
。

『
古
事
記
』
や
『
日
本

書
記
』
に
月
の
神
の
性
別

は
書
か
れ
て
い
ま
せ
ん

が
、
『
万
葉
集
』
で
は
い

ず
れ
も
男
性
と
据
え
ら
れ

る
の
か
興
味
深
い
と
こ
ろ

です。秋
風
の
清
ら
か
な
、
涼

し
い
夕
方
が
待
ち
遠
し
い

で
す
ね
。

（
県
立
万
葉
文
化
館
主
任

研
究
員
・
阪
口
由
佳
）

【
訳
】
秋
風
の
さ
や
か
に
吹
く
夕
、
天
の
川
に

舟
を
漕
い
で
渡
っ
て
い
く
月
人
壮
子
よ
。
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匝
兜
の
浦
ゆ
　
う
ち
曲
で
て
見
れ
ば

異
曲
に
そ
　
不
尽
の
静
観
に
　
雪
は
降
り
け
る
（
山
部
赤
人
巻
三
・
…
八
）

8
月
5
0
日
は
富
士
山
測

候
所
記
念
日
で
す
。
1

8
9
5
（
明
治
2
8
）
年
8

月
5
0
日
に
、
気
象
庁
富
士

山
測
候
所
の
前
身
と
な

る
建
物
が
富
士
山
頂
に

建
て
ら
れ
た
こ
と
に
よ

り
ま
す
。
当
初
は
気
象

庁
の
施
設
で
は
な
く
、
気

象
学
者
の
野
中
到
が
私

財
を
投
じ
て
完
成
さ
せ
た

越
冬
小
屋
だ
っ
た
そ
う
で

す。

高
山
病
と
栄
養
失
調
に

苦
し
め
ら
れ
て
断
念
せ
ざ

る
を
得
な
か
っ
た
よ
う
で

す
が
、
千
代
子
夫
人
と
と

も
に
富
士
山
頂
で
越
冬

し
よ
う
と
し
た
の
は
、
高

所
で
の
年
中
観
測
の
必

要
性
を
感
じ
て
い
た
か

ら
だ
と
い
い
ま
す
。
日
本

最
高
峰
で
あ
る
富
士
山

は
ど
ふ
さ
わ
し
い
場
所

は
な
か
っ
た
と
言
え
る
で

し
ょ
う
。

富
士
山
は
古
代
の
人
々

に
と
っ
て
も
特
別
な
山
で

し
た
。
「
不
尽
姥
謂
降

り
置
く
雪
は
六
月
の

十
五
日
に
消
ゆ
れ
ほ
ぞ
の

夜
降
り
け
り
」
　
（
巻
三
・

三
二
〇
）
と
い
う
歌
も
あ

る
よ
う
に
、
一
年
中
雪
を

冠
し
た
山
と
し
て
認
識
さ

れ
て
い
ま
し
た
。
現
代
に

お
い
て
ば
標
高
が
高
く
な

る
に
つ
れ
て
気
温
が
下
が

る
こ
と
が
科
学
的
に
理
解

さ
れ
て
い
ま
す
が
、
古
代

の
人
々
に
と
っ
て
は
神
秘

的
な
現
象
で
あ
っ
た
と
思

わ
れ
ま
す
。

こ
の
歌
で
も
、
そ
う
し

た
時
季
外
れ
の
雪
が
表
現

さ
れ
た
と
み
ら
れ
ま
す
。

雪
が
降
り
終
わ
り
積
も
っ

た
状
態
の
山
頂
が
、
青
空

の
中
に
照
り
映
え
る
様
が

目
に
浮
か
び
ま
す
。
長
歌

（
巻
三
・
三
一
七
）
で
も
、

富
士
山
の
霊
妙
さ
と
、
そ

れ
を
語
り
伝
え
よ
う
と

い
う
決
意
が
詠
ま
れ
て

お
り
、
平
城
京
か
ら
現

地
に
赴
い
た
赤
人
の
感

動
が
伝
わ
っ
て
く
る
よ
う

です。鎌
倉
時
代
の
「
百
人
一

首
」
に
も
ほ
ぼ
同
じ
歌
が

あ
り
ま
す
が
、
「
雪
は
ふ

り
つ
つ
」
と
今
現
在
も
雪

が
降
り
続
け
て
い
る
と
表

現
さ
れ
て
い
ま
す
。
美
し

い
描
写
で
す
が
、
富
士
山

を
遠
望
す
る
と
き
に
雪
が

降
り
続
い
て
い
た
ら
、
雪

雲
に
覆
わ
れ
て
山
頂
は

見
え
な
い
は
ず
で
す
。
万

葉
歌
が
伝
承
さ
れ
る
過

程
で
、
観
念
上
の
案
に

変
容
し
た
結
果
と
考
え
ら

れ
ま
す
。

（
県
立
万
葉
文
化
館
企
画

・
研
究
係
長
・
井
上
さ
や

か）

【
訳
】
田
児
の
浦
を
通
っ
て
出
て
見
る
と
、
ま
っ
白

に
富
士
の
高
嶺
に
雪
が
降
っ
て
い
た
こ
と
だ
。


