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『
万
葉
集
』
は
、
日
本
に
現
存
す
る
最
古

の
歌
集
で
、
約
一
四
〇
〇
年
～
一
三
〇
〇
年

前
の
歌
、
四
五
一
六
首
が
収
め
ら
れ
、
貴
族
・

歌
人
の
大
伴
家
持（
お
お
と
も
の
や
か
も
ち
）

が
編
纂
し
た
と
い
う
説
が
有
力
で
す
。

　

こ
の
『
万
葉
集
』
の
最
後
に
は
、
次
の
よ

う
な
大
伴
家
持
の
歌
が
収
め
ら
れ
て
い
ま

す
。新

（
あ
ら
た
）
し
き 

年
の
始
め
の 

初
春
の 

今
日
降
る
雪
の 

い
や
重
け
吉
事

（
い
や
し
け
よ
ご
と
）

（『
万
葉
集
』
巻
二
〇
・
四
五
一
六
）

　

こ
の
歌
は
、
天
平
宝
字
（
て
ん
ぴ
ょ
う
ほ

う
じ
）
三
年
（
七
五
九
）
の
春
正
月
一
日
、

因
幡
（
い
な
ば
・
現
在
の
鳥
取
県
東
部
）
の

国
庁
で
詠
ん
だ
も
の
で
す
。「
新
し
い
年
の

始
め
、
正
月
の
今
日
、
め
で
た
く
降
り
積
も

る
雪
の
よ
う
に
、
も
っ
と
も
っ
と
吉
事
（
幸

福
）
が
重
な
れ
」
と
、
新
年
に
降
り
積
も
っ

た
雪
に
、め
で
た
い
兆
し
を
託
し
て
い
ま
す
。

こ
の
歌
は
、
新
年
の
吉
祥
歌
（
め
で
た
い

歌
）
と
い
う
ば
か
り
で
は
な
く
、『
万
葉
集
』

結
び
の
歌
と
し
て
も
知
ら
れ
、
秀
歌
の
ひ
と

つ
と
も
な
っ
て
い
ま
す
。
万
葉
集
編
纂
の
最

大
の
功
労
者
で
あ
る
家
持
の
歌
を
特
に
選
ん

で
、最
後
を
飾
る
こ
と
と
し
た
の
で
し
ょ
う
。

（
斎
藤
茂
吉
『
万
葉
秀
歌
』
下
巻 

岩
波
書
店
）

　

現
在
、
奈
良
県
内
各
所
で
は
、「
記
紀
・

万
葉
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」
が
展
開
さ
れ
て
い

ま
す
。
二
〇
一
二
年
の
「『
古
事
記
』
完
成

一
三
〇
〇
年
」
か
ら
二
〇
二
〇
年
の
「『
日

本
書
紀
』
完
成
一
三
〇
〇
年
」
と
い
う
ふ
た

つ
の
節
目
の
年
を
つ
な
ぐ
九
年
間
に
わ
た
る

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
で
す
。
現
代
と
古
代
、
古
代

と
未
来
、
そ
し
て
、
一
人
ひ
と
り
が
楽
し
み

な
が
ら
、
歴
史
と
の
つ
な
が
り
を
実
感
す
る

取
り
組
み
で
す
。

　

宇
陀
市
内
に
も
「
記
紀
・
万
葉
」
に
関
係

し
た
多
く
の
歴
史
的
な
素
材
が
あ
り
ま
す
。

こ
れ
ら
が
今
後
も
私
た
ち
の
暮
ら
し
の
な
か

で
伝
え
ら
れ
、
活
用
さ
れ
て
い
く
こ
と
を
願

い
つ
つ
、
今
回
を
も
っ
て
、
こ
の
連
載
を
ひ

と
つ
の
区
切
り
と
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

　

今
は
弥
生
、
三
月
。
新
年
で
は
あ
り
ま
せ

ん
が
、
新
し
い
年
度
が
み
な
さ
ん
に
と
っ
て

「
い
や
重
け
吉
事
」
と
な
り
ま
す
よ
う
に
。
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先
月
号
で
も
お
話
し
た

「
ア
ン
ガ
ー
マ
ネ
ジ
メ
ン

ト
」、
今
回
は
「
怒
ら
な
い

で
す
む
方
法
」
を
中
心
に
お

話
し
ま
す
。

　

そ
の
方
法
の
一
つ
と
し
て
、
怒
り

の
内
容
を
記
録
し
、
そ
の
背
景
に
あ

る
自
ら
が
考
え
る
、「
～
す
べ
き
」【
例
：

時
間
を
守
る
べ
き
】
の
詳
し
い
内
容

を
書
き
出
し
て
い
き
ま
す
。【
約
束
の

15
分
前
に
到
着
】
な
ら
「
許
せ
る
」、

【
３
分
前
】
な
ら
「
ま
あ
許
せ
る
」、【
１

分
で
も
遅
刻
】
は
「
許
せ
な
い
」
と

い
う
よ
う
に
分
類
す
る
と
、
自
分
の

隠
れ
た
信
念
や
価
値
観
を
知
る
こ
と

が
で
き
ま
す
。
同
じ
「
べ
き
」
で
も

人
に
よ
っ
て
そ
の
解
釈
は
違
う
の
で
、

自
分
や
他
人
が
、
こ
れ
か
ら
も
納
得

で
き
る
健
全
な
「
べ
き
」
で
あ
る
か

見
直
し
ま
す
。
柔
軟
な
発
想
で
【
２

分
遅
刻
】
ぐ
ら
い
な
ら
「
ま
あ
許
せ

る
」
と
思
え
る
部
分
を
も
っ
と
広
げ

ら
れ
な
い
か
、
見
つ
め
直
す
こ
と
で
、

重
要
で
な
い
部
分
に
気
づ
く
こ
と
が

で
き
、
怒
る
必
要
は
な
く
な
り
、
心

の
器
を
大
き
く
で
き
ま
す
。

　

そ
し
て
、
無
駄
な
イ
ラ
イ
ラ
を
避

け
る
に
は
、
自
分
の
心
の
持
ち
方
を

変
え
る
も
の
一
つ
で
す
。
例
え
ば「
理

想
を
追
い
求
め
過
ぎ
な
い
」「
普
段
か

ら
笑
顔
で
過
ご
し
、
怒
り
を
プ
ラ
ス

に
変
え
、
奮
起
す
る
」「
異
な
る
考
え

方
を
持
つ
人
を
認
め
る
」
な
ど
が
大

切
で
す
。

　

し
か
し
、
時
に
は
上
手
に
怒
る
こ

と
も
必
要
で
、
相
手
を
責
め
る
の
で

は
な
く
、
自
分
を
主
語
に
し
て
希
望

を
正
確
に
伝
え
る
こ
と
が
大
切
で
す
。

ま
た
、
過
去
を
持
ち
出
さ
ず
、
今
、

起
き
て
い
る
事
実
を
も
と
に
、
低
い

ト
ー
ン
で
ゆ
っ
く
り
話
し
、
相
手
に

伝
え
る
の
が
い
い
よ
う
で
す
。
さ
ら

に
、
本
や
映
画
、
音
楽
な
ど
多
様
な

文
化
に
触
れ
た
り
、
異
な
る
職
業
や

地
域
の
人
と
話
し
た
り
す
る
と
、
視

野
が
広
が
り
、
豊
富
な
語
彙
で
自
分

の
気
持
ち
を
表
せ
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
に
相
手
の
立
場
に
立
っ

て
考
え
、
相
手
を
傷
つ
け
ず
、
自
分

も
傷
つ
け
な
い
よ
う
に
心
が
け
る
と
、

上
手
に
怒
り
、
感
情
を
コ
ン
ト
ロ
ー

ル
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
社
会

全
体
で
そ
ん
な
人
々
が
増
え
れ
ば
、

様
々
な
問
題
の
背

景
に
あ
る
怒
り
の

連
鎖
を
断
ち
切
る

こ
と
に
つ
な
げ
ら

れ
る
の
で
は
な
い

で
し
ょ
う
か
。
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