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『
万
葉
集
』
注
釈
の
目
的

　

い
か
な
る
古
典
も
、
歴
史
的
な
注
釈
に
よ
っ
て

読
ま
れ
る
の
を
基
本
と
す
る
。
中
国
の
古
典
に
は

伝
、
箋
・
注
、
疏
、
正
義
な
ど
の
様
々
な
注
釈
の
シ

ス
テ
ム
が
存
在
し
、
そ
れ
ら
の
注
釈
も
時
代
に
沿
っ

て
様
々
に
展
開
し
て
い
る
。
日
本
に
お
い
て
も
注
釈

の
歴
史
は
古
く
、
日
本
人
が
古
典
の
注
釈
に
深
く
向

き
合
い
は
じ
め
た
の
は
、
律
令
時
代
の
学
生
た
ち
で

あ
っ
た
。
学
令
に
お
い
て
漢
籍
は
、
学
生
た
ち
が
学

習
す
べ
き
必
修
の
儒
教
テ
キ
ス
ト
で
あ
り
、
こ
れ
ら

テ
キ
ス
ト
を
注
釈
書
に
よ
っ
て
教
授
せ
よ
と
い
う
規

定
が
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
は
儒
学
の
主
要
な
教
科
書
で

あ
り
、
古
代
日
本
の
学
問
は
儒
学
に
特
化
す
る
こ
と

で
形
成
さ
れ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

日
本
古
典
と
し
て
の
『
万
葉
集
』

　

奈
良
時
代
に
は
律
令
下
の
注
釈
理
解
に
よ
り
テ
キ

ス
ト
を
分
析
す
る
知
識
人
た
ち
が
台
頭
し
注
釈
学
へ

と
展
開
す
る
。『
万
葉
集
』
の
中
に
あ
っ
て
は
、
山

上
憶
良
の
「
類
聚
歌
林
」
と
い
う
歌
集
が
存
在
し
た

ら
し
く
、
巻
一
・
巻
二
に
資
料
と
し
て
断
片
的
に
引

用
さ
れ
る
。「
類
聚
歌
林
」
自
体
は
亡
失
し
て
い
る

た
め
全
容
は
不
明
で
あ
る
が
、
そ
の
歌
に
ど
の
よ
う

な
歴
史
的
状
況
が
存
在
し
た
か
を
解
説
し
て
お
り
、

そ
こ
に
は
一
種
の
注
釈
的
態
度
が
認
め
ら
れ
る
。
さ

ら
に
憶
良
の
「
沈
痾
自
哀
文
」（
巻
五
）
な
ど
の
漢

文
文
章
の
中
に
も
自
注
が
付
さ
れ
て
い
る
。

　

平
安
時
代
に
至
る
と
、『
万
葉
集
』
訓
詁
が
勅
撰

和
歌
集
編
纂
を
行
っ
た
源
順
ら
梨
壺
の
学
者
た
ち
に

よ
り
始
ま
る
。
そ
れ
が
『
万
葉
集
』
で
あ
っ
た
の
は
、

国
風
へ
の
強
い
関
心
か
ら
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
、
鎌

倉
時
代
に
学
問
は
寺
院
に
お
い
て
広
く
展
開
し
、
日

本
五
山
の
登
場
は
そ
れ
を
積
極
的
に
促
し
た
。
詩
作

に
根
ざ
し
た
漢
詩
・
漢
文
の
注
釈
学
か
ら
、
や
が

発
す
る
（『
万
葉
代
匠
記
』
初
稿
本
）。
以
後
、
国
学

に
よ
る
多
く
の
注
釈
が
生
ま
れ
る
。

　
『
万
葉
集
』
の
注
釈
史
は
、
大
き
く
二
つ
に
ま
と

め
る
と
、
Ａ
は
平
安
以
降
に
興
っ
た
訓
詁
・
注
釈
を

主
と
す
る
本
文
に
即
し
た
文
献
的
な
読
み
、
Ｂ
は
江

戸
国
学
や
明
治
以
降
の
和
歌
や
短
歌
へ
の
理
解
に

興
っ
た
、
様
々
な
人
々
に
開
か
れ
た
古
典
と
し
て
の

読
み
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
う
し
た
中
で
契
沖
の

『
万
葉
代
匠
記
』
は
特
異
で
あ
る
。
は
じ
め
に
編
ま

れ
た
初
稿
本
は
Ｂ
に
拠
る
が
、
後
の
精
撰
本
で
は
、

Ａ
の
儒
仏
に
渉
る
文
献
学
的
手
法
が
駆
使
さ
れ
て
い

る
。
精
撰
本
は
、
本
文
の
正
確
な
読
み
を
試
み
、
更

に
は
「
此
集
ノ
歌
ヲ
心
得
ム
ニ
ハ
、
イ
ト
キ
ナ
キ
子

ノ
片
言
ス
ル
ヲ
、
母
ノ
聞
キ
ナ
レ
テ
意
得
ル
如
ク
ス

ベ
シ
」（『
万
葉
代
匠
記
』
精
撰
本
）
と
も
言
い
、
Ａ

Ｂ
ど
ち
ら
の
流
れ
を
も
汲
む
こ
と
と
な
る
。

　

こ
う
し
た
『
万
葉
集
』
の
注
釈
史
か
ら
次
に
求
め

ら
れ
る
の
は
、『
万
葉
集
』
と
い
う
日
本
古
典
文
学

が
東
ア
ジ
ア
文
学
史
や
世
界
文
学
史
に
参
画
す
る
た

め
の
注
釈
の
準
備
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
れ

は
、
契
沖
の
よ
う
な
Ａ
Ｂ
ど
ち
ら
を
も
視
野
に
入
れ

た
注
釈
で
あ
る
。

　

本
書
は
、
東
ア
ジ
ア
文
学
史
に
参
画
す
る
た
め
の

注
釈
と
し
て
世
に
問
う
も
の
で
あ
る
。

て
日
本
の
学
僧
に
よ
る
日
本
古
典
の
注
釈
へ
と
向
か

い
、『
万
葉
集
』
は
注
釈
の
対
象
に
値
す
る
重
要
な

古
典
と
な
っ
た
。

　

中
国
古
典
の
訓
詁
・
注
釈
が
儒
学
理
解
の
た
め
に

あ
る
と
す
れ
ば
、
詩
の
古
典
で
あ
る
『
詩
経
』
も
、

こ
の
訓
詁
・
注
釈
に
よ
っ
て
儒
教
的
テ
キ
ス
ト
と
し

て
読
ま
れ
た
。
古
く
旧
約
聖
書
の
読
み
も
必
然
的
に

訓
詁
・
注
釈
の
学
が
方
法
化
さ
れ
、
文
献
学
に
裏
付

け
さ
れ
た
訓
詁
や
注
釈
が
何
百
年
に
も
わ
た
っ
て
積

み
重
ね
ら
れ
た
。
ひ
た
す
ら
、
神
の
真
理
を
理
解
す

る
た
め
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
釈
迦
が
没
し
て
五
百
年

後
の
仏
典
の
結
集
も
同
じ
で
あ
っ
た
。

　

一
方
、
日
本
に
お
け
る
『
万
葉
集
』
を
国
風
の
古

典
と
し
て
読
も
う
と
す
る
試
み
は
、
古
典
に
対
す
る

理
解
が
成
熟
し
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
し
か
も
、

『
万
葉
集
』
と
い
う
テ
キ
ス
ト
の
訓
詁
・
注
釈
は
、

儒
学
の
た
め
で
も
、
宗
教
的
真
理
追
究
の
た
め
で
も

な
い
。
そ
の
意
味
か
ら
言
え
ば
『
万
葉
集
』
が
古
典

と
し
て
訓
詁
・
注
釈
の
対
象
と
な
っ
た
の
は
、
漢
籍

に
対
し
て
日
本
古
典
も
そ
の
対
象
と
な
る
こ
と
へ
の

発
見
か
ら
始
ま
っ
た
。詩
作
の
た
め
の
漢
籍
の
訓
詁
・

注
釈
は
、『
万
葉
集
』
に
も
適
応
し
得
た
の
で
あ
る
。

同
時
に
、
そ
の
出
発
が
国
風
へ
の
関
心
に
あ
っ
た
こ

と
に
よ
り
、
江
戸
期
に
は
国
学
と
い
う
学
問
の
形
成

に
も
『
万
葉
集
』
が
大
き
な
役
割
を
果
た
し
た
。

『
万
葉
集
』
と
国
学

　

国
学
は
、
賀
茂
真
淵
や
本
居
宣
長
に
代
表
さ
れ
る

よ
う
に
、
漢
籍
と
は
異
な
る
価
値
体
系
を
持
っ
た
古

典
と
し
て
の
古
学
・
古
道
の
追
究
へ
と
邁
進
す
る
。

そ
こ
に
連
な
る
多
く
の
国
学
者
は
、
歌
を
詠
む
こ
と

で
古
え
に
近
づ
こ
う
と
し
、そ
れ
ゆ
え
に
『
万
葉
集
』

は
古
学
と
し
て
の
テ
キ
ス
ト
と
し
て
読
ま
れ
た
。
徳

川
光
圀
か
ら『
万
葉
集
』の
注
釈
を
依
頼
さ
れ
、漢
籍
・

仏
典
を
駆
使
し
て
文
献
学
的
に
『
万
葉
集
』
を
解
き

明
か
し
た
僧
契
沖
も
、
最
初
は
国
学
的
態
度
か
ら
出

『
万
葉
集
』
と
は
何
か

　

現
存
す
る
『
万
葉
集
』
は
、
二
十
巻
、
四
千
五
百

余
首
を
収
め
る
。
そ
の
原
核
は
原
万
葉
と
呼
ば
れ
る

巻
一
・
巻
二
の
歌
群
に
始
ま
り
、
そ
こ
に
個
人
歌
集

や
個
人
収
集
の
歌
々
が
加
え
ら
れ
、
や
が
て
大
伴
家

持
の
手
に
よ
っ
て
全
体
が
ま
と
め
ら
れ
た
。

　

原
型
で
あ
る
巻
一
・
巻
二
で
は
、雑
歌
・
相
聞（
歌
）・

挽
歌
の
三
つ
に
歌
が
分
類
さ
れ
る
。
雑
歌
は
祭
祀
・

儀
礼
歌
、
相
聞
歌
は
恋
歌
、
挽
歌
は
死
者
哀
悼
の
歌

で
あ
る
。こ
の
三
つ
に
分
類
す
る
意
識
の
根
底
に
は
、

人
間
が
根
源
的
に
希
求
す
る
祈
り
が
見
え
て
く
る
。

生
き
る
こ
と
生
き
抜
く
こ
と
の
た
め
に
神
に
祈
り
、

人
と
し
て
あ
る
こ
と
の
た
め
に
愛
す
る
人
や
家
族
と

の
人
間
関
係
を
求
め
、
死
と
滅
亡
を
恐
れ
る
た
め
に

生
の
永
続
を
希
求
す
る
こ
と
で
あ
る
。
歌
は
、
そ
う

い
っ
た
人
々
の
祈
り
の
感
情
に
よ
っ
て
生
ま
れ
る
も

の
で
あ
り
、
そ
う
し
た
祈
り
の
歌
に
よ
っ
て
『
万
葉

集
』
は
作
り
上
げ
ら
れ
て
い
っ
た
。

　

ま
た
、
古
く
日
本
列
島
に
歌
わ
れ
て
い
た
歌
は
、

い
わ
ゆ
る
〈
和
歌
〉
で
は
な
か
っ
た
。
そ
れ
ら
は
無

文
字
社
会
に
お
い
て
長
く
伝
え
ら
れ
て
い
た〈
ウ
タ
〉

で
あ
っ
た
。
し
か
し
、『
万
葉
集
』
の
時
代
に
、
倭

の
ウ
タ
が
漢
詩
（
カ
ラ
の
ウ
タ
）
と
向
き
合
う
こ
と

で
〈
倭
歌
〉
ま
た
は
〈
和
歌
〉
へ
の
意
識
が
成
立
し

て
い
く
。
こ
の
時
代
は
、
歌
の
発
生
か
ら
完
成
へ
と

至
る
歴
史
で
あ
り
、
ま
た
歌
う
歌
か
ら
書
く
歌
へ
と

至
る
歴
史
で
あ
り
、
さ
ら
に
伝
承
歌
の
時
代
か
ら
歌

人
の
時
代
へ
と
至
る
歴
史
で
も
あ
っ
た
。『
万
葉
集
』

を
知
る
こ
と
は
、
日
本
文
学
史
の
上
で
極
め
て
ダ
イ

ナ
ミ
ッ
ク
な
展
開
を
示
し
た
歴
史
を
知
る
こ
と
と
も

な
る
の
で
あ
る
。
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》
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令
和
四
年
十
一
月
四
日
、
学
校
法
人
國
學
院
大
學

は
、
本
学
の
母
体
で
あ
っ
た
皇
典
講
究
所
が
明
治

十
五
年
に
創
立
さ
れ
て
か
ら
百
四
十
周
年
を
迎
え
ま

し
た
。
こ
の
た
び
、
國
學
院
大
學
創
立
百
四
十
周
年

記
念
事
業
の
一
環
と
し
て
『
万
葉
集
』
注
釈
で
あ
る

本
書
『
萬
葉
集
正
義
』
が
発
刊
さ
れ
る
こ
と
は
、
令

和
へ
の
改
元
に
よ
り
、『
万
葉
集
』、
延
い
て
は
日
本

文
化
へ
の
関
心
が
ま
す
ま
す
大
き
な
も
の
と
な
っ
て

い
る
現
在
、
洵
に
時
宜
に
適
っ
た
企
画
で
あ
り
、
関

係
者
各
位
の
大
い
な
る
喜
び
で
あ
ろ
う
と
信
じ
ま

す
。

　

こ
の
創
立
百
四
十
周
年
記
念
事
業
と
し
て
は
、
令

和
四
年
四
月
に
「
観
光
ま
ち
づ
く
り
学
部
」
を
た
ま

プ
ラ
ー
ザ
キ
ャ
ン
パ
ス
に
新
設
し
た
ほ
か
、
創
立

百
三
十
周
年
か
ら
の
十
年
間
に
お
け
る
法
人
の
歩
み

を
編
纂
し
た
『
國
學
院
大
學
百
四
十
周
年
記
念
誌
』

の
刊
行
、
本
学
博
物
館
に
お
い
て
記
念
展
示
「
近
代

工
芸
の
精
華
―
有
栖
川
宮
家
・
高
松
宮
家
の
名
品
と

金
子
皓
彦
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
―
」
を
開
催
し
ま
し
た
。

ま
た
、
渋
谷
キ
ャ
ン
パ
ス
の
神
域
に
明
治
神
宮
か
ら

寄
贈
さ
れ
た
神
殿
を
改
装
装
飾
し
て
造
営
す
る
と
と

も
に
、
昭
和
五
年
五
月
に
御
鎮
座
し
た
現
在
の
神
殿

を
た
ま
プ
ラ
ー
ザ
キ
ャ
ン
パ
ス
に
移
築
し
て
改
装
を

行
う
神
殿
造
替
お
よ
び
境
内
整
備
事
業
等
も
進
め
て

お
り
ま
す
。

　

さ
ら
に
、
来
る
創
立
百
五
十
周
年
に
向
け
、
こ
れ

ま
で
の
中
長
期
計
画
を
継
承
し
た
、「
伝
統
に
立
つ

改
革
そ
し
て
未
来
」
へ
の
ス
ロ
ー
ガ
ン
の
下
に
「
中

期
５
ヵ
年
計
画
」
を
公
表
し
、
法
人
の
目
的
を
「
法

人
組
織
を
強
化
す
る
と
と
も
に
絶
え
ず
変
化
す
る
環

境
に
対
応
可
能
な
人
材
を
積
極
的
に
養
成
し
、
以
て

社
会
に
貢
献
す
る
学
校
法
人
を
目
指
す
こ
と
」
と
定

め
、こ
の
達
成
に
向
け
て「
教
育
研
究
の
推
進
」と「
絆

と
誇
り
の
涵
養
」
を
二
つ
の
柱
と
し
て
位
置
づ
け
、

計
画
を
推
進
し
て
お
り
ま
す
。
か
つ
て
皇
典
講
究
所

開
校
式
に
お
い
て
初
代
総
裁
有
栖
川
宮
幟
仁
親
王
か

ら
賜
り
、
本
学
の
建
学
の
精
神
を
示
し
て
い
る
「
告

諭
」
は
、「
今
ヨ
リ
後
職
員
生
徒
此
ノ
意
ヲ
體
シ
夙

夜
懈
ル
コ
ト
無
ク
本
黌
ノ
隆
昌
ヲ
永
遠
ニ
期
セ
ヨ
」

と
い
う
言
葉
で
結
ば
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
「
告
諭
」

の
指
針
を
忘
れ
ず
一
致
団
結
し
、
役
教
職
員
一
体
と

な
っ
て
「
オ
ー
ル
國
學
院
」
の
も
と
に
、
歴
史
と
伝

統
を
踏
ま
え
た
新
し
い
國
學
院
大
學
を
目
指
し
て
、

さ
ら
な
る
取
り
組
み
に
挑
ん
で
い
き
た
い
と
思
っ
て

お
り
ま
す
。

　

國
學
院
大
學
は
古
典
を
中
核
と
す
る
特
色
あ
る
研

究
を
進
め
て
き
た
大
学
で
あ
り
、
古
典
を
通
し
て
日

本
の
伝
統
や
文
化
を
理
解
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て

様
々
な
取
り
組
み
を
行
っ
て
お
り
ま
す
。
そ
の
な
か

に
は
平
成
五
年
、
横
浜
た
ま
プ
ラ
ー
ザ
キ
ャ
ン
パ
ス

に
お
い
て
、
故
櫻
井
満
博
士
の
御
指
導
の
下
で
教
職

員
有
志
が
約
百
五
十
種
の
『
万
葉
集
』
ゆ
か
り
の
植

物
を
持
ち
寄
り
、
植
栽
し
て
開
設
し
た
「
万
葉
の
小

径
」、
そ
し
て
そ
れ
を
き
っ
か
け
に
設
立
さ
れ
た
公

開
講
座「
万
葉
の
花
の
会
」が
あ
り
ま
す
。本
講
座
は
、

植
物
を
通
し
て
『
万
葉
集
』
に
親
し
み
、『
万
葉
集
』

を
通
し
て
日
本
の
自
然
や
文
化
を
理
解
す
る
こ
と
を

目
的
に
、
広
く
一
般
の
方
々
を
対
象
に
年
一
回
開
催

さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
「
万
葉
の
花
の
会
」
の
現
会

長
は
、
本
学
名
誉
教
授
の
辰
巳
正
明
先
生
に
務
め
て

い
た
だ
い
て
お
り
、
こ
の
よ
う
な
縁
も
あ
っ
て
、
辰

巳
正
明
先
生
に
は
本
書
の
編
集
委
員
長
を
お
務
め
い

た
だ
く
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。

　

最
後
に
、
本
書
刊
行
に
あ
た
っ
て
、『
万
葉
集
』

の
最
善
本
で
あ
る
西
本
願
寺
本
を
快
く
提
供
い
た
だ

い
た
一
般
財
団
法
人
石
川
武
美
記
念
図
書
館
、
ま
た

本
書
の
出
版
を
引
き
受
け
て
く
だ
さ
っ
た
株
式
会
社

八
木
書
店
出
版
部
に
心
か
ら
の
感
謝
を
捧
げ
る
と
と

も
に
、
い
つ
も
学
校
法
人
國
學
院
大
學
の
活
動
に
対

し
御
指
導
・
御
支
援
を
頂
戴
し
て
い
る
関
係
各
位
の

皆
様
に
も
、
今
後
と
も
よ
り
一
層
の
御
理
解
と
御
協

力
を
賜
り
ま
す
よ
う
、切
に
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

�

國
學
院
大
學
学
長
　
針
本
正
行

　

今
般
、
國
學
院
大
學
創
立
百
四
十
周
年
記
念
事
業

の
一
つ
と
し
て
、『
萬
葉
集
正
義
』
が
刊
行
さ
れ
る

こ
と
と
な
っ
た
。
本
書
の
刊
行
は
、
近
世
に
勃
興
し

た
「
国
学
」
に
由
来
す
る
國
學
院
大
學
の
特
色
あ
る

研
究
を
踏
ま
え
た
も
の
で
あ
り
、
今
後
の
古
典
研
究

の
歴
史
に
と
っ
て
も
、
意
義
あ
る
足
跡
を
遺
す
こ
と

と
な
っ
た
と
い
え
よ
う
。

　

國
學
院
大
學
は
創
立
当
初
よ
り
、
建
学
の
精
神

を
「
神
道
」
に
、
学
問
的
基
礎
を
「
国
学
」
に
求
め

て
き
た
。
こ
れ
は
本
学
の
「
寄
附
行
為
」
に
、「
古

典
を
講
じ
神
道
を
究
め
汎
く
人
文
に
関
す
る
諸
学
の

理
論
及
び
応
用
を
研
究
教
授
し
、
以
て
有
用
な
人
材

を
育
成
し
文
化
の
進
展
に
寄
与
す
る
」
と
あ
る
こ
と

か
ら
明
ら
か
で
あ
る
。
即
ち
、
本
学
は
「
古
典
」
の

研
究
を
通
じ
て
「
神
道
精
神
」
を
体
現
し
、「
国
学
」

に
精
通
す
る
人
材
育
成
に
一
貫
し
て
取
り
組
み
続
け

て
き
た
、
世
界
的
に
も
希
有
な
大
学
な
の
で
あ
る
。

　

改
め
て
言
う
ま
で
も
な
く
、「
国
学
」
と
『
万
葉

集
』
に
は
深
い
関
わ
り
が
存
在
す
る
。「
国
学
」
の

鼻
祖
と
も
い
う
べ
き
契
沖
は
、
徳
川
光
圀
の
依
頼
に

よ
っ
て
『
万
葉
代
匠
記
』
を
著
し
、
文
献
に
よ
る
実

証
主
義
に
基
づ
い
た
古
典
注
釈
史
に
画
期
を
も
た
ら

し
た
。
こ
の
契
沖
の
研
究
は
、
荷
田
春
満
に
継
承
さ

れ
た
。
ま
た
、
春
満
や
そ
の
甥
で
あ
る
荷
田
在
満
に

学
ん
だ
賀
茂
真
淵
は『
万
葉
新
採
百
首
解
』『
冠
辞
考
』

『
万
葉
考
』
と
い
っ
た
『
万
葉
集
』
注
釈
を
著
し
た
。

そ
し
て
、
真
淵
は
万
葉
調
の
歌
を
作
る
こ
と
を
弟
子

に
勧
め
、
多
く
の
学
問
展
開
を
生
ん
で
い
っ
た
。
真

淵
の
門
人
の
中
に
は
、
高
名
な
本
居
宣
長
や
『
万
葉

集
略
解
』を
著
し
た
橘
千
蔭
が
い
た
。
そ
の
後
に
は
、

鹿
持
雅
澄
が
春
満
か
ら
の
学
統
を
受
け
な
が
ら
、
学

説
を
集
大
成
し
『
万
葉
集
古
義
』
を
著
し
て
い
る
。

　

右
の
よ
う
な
近
世
の
「
国
学
」
に
よ
る
『
万
葉

集
』
研
究
を
継
承
し
た
の
が
、
皇
典
講
究
所
・
國
學

院
大
學
で
あ
っ
た
。
皇
典
講
究
所
で
は
明
治
十
五
年

の
創
立
当
初
か
ら
真
淵
や
本
居
大
平
の
『
万
葉
集
』

に
関
す
る
著
作
が
講
義
さ
れ
て
お
り
、
明
治
二
十
三

年
に
國
學
院
が
設
置
さ
れ
る
と
、
厳
密
な
本
文
批
判

や
訓
釈
の
考
究
を
行
っ
た
こ
と
で
明
治
期
の
『
万
葉

集
』
研
究
を
牽
引
し
た
木
村
正
辞
が
講
義
を
行
っ
て

い
る
。
こ
の
木
村
の
研
究
態
度
・
方
法
は
、
大
正
元

年
か
ら
國
學
院
大
學
の
『
万
葉
集
』
講
座
を
担
当
す

る
こ
と
と
な
る
佐
佐
木
信
綱
へ
受
け
継
が
れ
、『
校

本
万
葉
集
』
へ
と
結
実
し
て
い
く
こ
と
と
な
っ
た
。

　
『
校
本
万
葉
集
』
の
作
成
に
従
事
し
た
の
が
本
学

出
身
の
武
田
祐
吉
で
あ
り
、
國
學
院
大
學
に
お
け
る

『
万
葉
集
』
研
究
の
先
達
と
な
る
。
武
田
は
、『
校
本

万
葉
集
』
の
校
訂
作
業
で
培
わ
れ
た
厳
密
な
文
献
学

的
方
法
を
土
台
と
し
て
考
究
を
進
め
、
上
代
文
学
研

究
の
発
展
に
貢
献
し
、戦
後
に
は
『
万
葉
集
全
註
釈
』

を
刊
行
し
た
。
一
方
で
武
田
の
研
究
と
双
璧
を
な
す

の
が
同
じ
本
学
出
身
で
あ
る
折
口
信
夫
の
研
究
で
あ

っ
た
。
折
口
は
、
大
正
五
年
に
『
万
葉
集
』
初
の
口

語
訳
『
口
訳
万
葉
集
』
を
出
版
し
、
柳
田
國
男
に
師

事
し
て
民
俗
学
的
な
観
点
か
ら
研
究
を
進
め
て
い
く

こ
と
と
な
っ
た
が
、
そ
の
成
果
は
『
古
代
研
究
』
と

し
て
大
成
す
る
。
こ
の
よ
う
に
武
田
祐
吉
の
文
献
学

的
研
究
、
折
口
信
夫
の
民
俗
学
的
研
究
は
、
現
在
も

國
學
院
大
學
の
研
究
者
を
中
心
に
継
承
さ
れ
、
今
日

の
『
万
葉
集
』
研
究
の
基
盤
の
一
つ
と
な
っ
て
い
る

の
で
あ
る
。

　

さ
て
、
本
書
『
萬
葉
集
正
義
』
の
特
徴
は
、
近
世

か
ら
現
代
に
至
る
「
国
学
」、
あ
る
い
は
こ
れ
ま
で

の
國
學
院
大
學
に
お
い
て
蓄
積
さ
れ
た
特
色
あ
る
研

究
を
踏
ま
え
つ
つ
、
漢
籍
を
中
心
に
比
較
文
学
の
知

見
を
盛
り
込
み
、『
万
葉
集
』
全
二
十
巻
を
徹
底
精

読
し
て
注
釈
を
付
し
た
こ
と
で
あ
り
、
広
く
学
界
に

裨
益
す
る
も
の
で
あ
る
と
確
信
し
て
い
る
。

最
後
に
本
書
の
刊
行
に
あ
た
り
、
辰
巳
正
明
名

誉
教
授
を
中
心
と
す
る
『
萬
葉
集
正
義
』
編
集
委
員

会
の
皆
様
に
は
多
大
な
る
御
協
力
を
賜
っ
た
。
あ
ら

た
め
て
皆
様
の
ご
尽
力
に
深
く
感
謝
申
し
上
げ
る
。

訓
読
文
・
校
訂
本
文
は
最
善
本
で
あ
る
西
本
願
寺
本
に
則
り
、
初
学
者
に

も
わ
か
り
や
す
く
現
代
語
訳
を
付
す
。

漢
籍
の
出
典
な
ど
を
重
視
し
、
比
較
文
学
の
知
見
を
盛
り
込
ん
だ
詳
細
な
注
釈
を
付
す
。

《
注
釈
》《
作
品
の
成
立
》
を
踏
ま
え
、

民
俗
学
的
な
観
点
も
く
わ
え
た
歌
の
解

釈
を
通
じ
て
、
そ
の
特
質
を
詳
細
に
解

説
す
る
。

歌
の
内
容
を
丁
寧
に
読
み
解
き
、
歌
が

詠
ま
れ
た
背
景
に
つ
い
て
『
万
葉
集
』

の
注
釈
史
に
も
触
れ
な
が
ら
解
説
す
る
。


