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萬
葉
集
は
歌
集
の
王
な
り
。
其
歌
の
眞
摯
に
且
つ
高
古
な
る
は
其
特
色
に
し
て
、
到
底
古
今
集
以
下
の

無
趣
味
無
趣
向
な
る
歌
と
比
す
べ
く
も
あ
ら
ず
。
萬
葉
中
の
平
凡
な
る
歌
と
い
へ
ど
も
之
を
他
の
歌
集
に

插はさ
め
ば
自
ら
品
格
高
く
し
て
光
彩
を
發
す
る
を
見
る
。
し
か
も
此
集
今
に
至
り
て
千
年
、
未
だ
曾
て
一
人

の
之
を
崇
尚
す
る
者
あ
る
を
聞
か
ず
。
眞
淵
の
萬
葉
を
推
し
た
る
は 

卞  

和 

べ
ん
く
わ

の
玉
を
獻
じ
た
る
に
比
す
べ

き
も
、
彼
猶
此
玉
を
以
て
極
め
て
瑕
瑾
か
き
ん
多
き
者
と
な
し
た
る
は
、
善
く
玉
を
知
ら
ざ
り
し
が
た
め
な
り
。

眞
淵
は
萬
葉
に
善
き
歌
と
惡
き
歌
と
あ
り
と
い
ふ
。
歌
に
善
き
と
惡
き
と
あ
る
は
何
の
集
か
然
ら
ざ
ら
ん
。

然
る
に
特
に
萬
葉
に
於
て
し
か
い
ふ
者
は
萬
葉
に
は
殊
に
惡
歌
多
き
事
を
認
め
た
る
に
非
る
か
。
萬
葉
に

於
て
殊
に
惡
歌
多
し
と
い
ふ
裏
面
に
は
古
今
、
拾
遺
抔など
が
比
較
的
に
善
く
精
選
せ
ら
れ
た
る
を
意
味
す
る

に
非
る
か
。
若
し
然
ら
ば
眞
淵
は
萬
葉
の
惡
歌
を
以
て
古
今
の
惡
歌
よ
り
も
更
に
惡
し
と
す
る
者
に
て
、

余
の
所
見
と
全
く
異
な
る
所
見
を
抱
き
居
り
し
者
な
り
。
余
は
眞
淵
を
以
て
萬
葉
を
解
せ
ざ
る
者
と
斷
言

す
る
に
躊
躇
せ
ざ
る
な
り
。
論
よ
り
證
據
、
眞
淵
の
家
集
を
繙
ひ
も
とい
て
彼
の
短
歌
（
長
歌
の
事
は
こ
ゝ
に
言

は
ず
別
に
論
あ
り
）
が
萬
葉
の
調
に
近
き
か
古
今
以
下
の
調
に
近
き
か
と
い
は
ゞ
無
論
何
人
も
古
今
以
下

の
調
に
近
き
事
を
認
め
ざ
る
を
得
ざ
る
べ
し
。
眞
淵
は
口
に
こ
そ
萬
葉
善
し
と
い
へ
、
其
實
、
腸
は
ら
わ
たに
は
古

今
以
下
の
臭
味
深
く
染
み
込
み
て
終
に
之
を
洗
ひ
去
る
事
能
は
ざ
り
し
な
り
。
只
彼
の
歌
が
多
く
は
字
句
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の
細
工
を
斥
け
て
、
趣
味
あ
る
意
匠
を
撰
ぶ
に
傾
き
た
る
は
、
當
時
に
在
り
て
極
め
て
卓
越
せ
る
意
見
に

し
て
、
こ
れ
こ
そ
彼
が
萬
葉
よ
り
得
來
り
た
る
唯
一
の
賜
た
ま
も
のな
り
け
め
。
さ
れ
ど
萬
葉
の
長
所
は
こ
れ
に
止

ま
ら
ず
。
眞
淵
は
僅
に
趣
向
の
半
面
を
見
て
調
子
の
半
面
を
見
得
ざ
り
し
な
り
。
萬
葉
の
調
子
の
善
き
は

如
何
な
る
凡
歌
と
い
へ
ど
も
眞
淵
の
歌
の
調
子
拔
け
た
る
が
如
き
は
あ
ら
ず
。
況
ん
や
眞
淵
は
趣
向
の
半

面
す
ら
其
一
部
分
を
得
た
る
に
過
ぎ
ず
。
萬
葉
の
趣
向
は
眞
淵
の
歌
の
如
く
變
化
少
き
者
に
あ
ら
ざ
る
な

り
。

　
眞
淵
以
後
萬
葉
を
貴
ぶ
者
多
少
之
れ
有
り
。
さ
れ
ど
も
其
萬
葉
に
貴
ぶ
所
は
其
簡
淨
な
る
處
、
莊
重
な

る
處
、
高
古
な
る
處
、
眞
面
目
な
る
處
に
在
り
て
、
曾
て
其
他
を
知
ら
ざ
る
が
如
し
。
簡
淨
、
莊
重
、
高

古
、
眞
面
目
、
此
等
が
萬
葉
の
特
色
た
る
事
は
余
亦
異
論
無
し
。
萬
葉
二
十
卷
、
殊
に
初
の
二
三
卷
が
善

く
此
特
色
を
現
し
て
秀
歌
に
富
め
る
事
は
余
も
亦
之
を
是
認
す
。
只
萬
葉
崇
拜
者
が
第
十
六
の
卷
を
忘
れ

た
る
事
に
向
つ
て
余
は
不
平
無
き
能
は
ず
。
寧
ろ
此
一
事
に
よ
り
て
余
は
所
謂
萬
葉
崇
拜
者
が
能
く
萬
葉

の
趣
味
を
解
し
た
り
や
否
や
を
疑
は
ざ
る
を
得
ざ
る
な
り
。
余
は
試
に
世
人
に
向
つ
て
萬
葉
第
十
六
卷
の

歌
を
紹
介
し
我
邦
の
歌
、
し
か
も
千
年
前
の
歌
に
此
種
類
の
歌
あ
る
事
を
現
す
と
同
時
に
、
萬
葉
集
の
中

に
此
一
卷
あ
る
事
を
知
ら
し
め
ん
と
思
ふ
な
り
。

　
萬
葉
第
十
六
卷
は
主
と
し
て
異
樣
な
る
、
即
ち
他
に
例
の
少
き
歌
を
集
め
た
る
者
に
し
て
、
趣
向
の
滑
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稽
、
材
料
の
複
雜
等
其
特
色
な
り
。
併
し
調
子
は
皆
萬
葉
通
じ
て
同
じ
調
子
な
れ
ば
如
何
に
趣
向
に
相
違

あ
る
も
其
萬
葉
の
歌
た
る
事
は
一
見
ま
が
ふ
べ
く
も
あ
ら
ず
。
左
に
其
一
二
を
擧
げ
ん
か
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
日
本
附
録
週
報
　
明
治32

・
２
・27

　
一
〕

　
　
　
　
さ
し
鍋
に
湯
わ
か
せ
子
供
い
ち
ひ
津
の
檜
橋
よ
り
來
む
き
つ
に
あ
む
さ
む

　
こ
は
狐
の
鳴
く
を
聞
き
て
よ
め
る
歌
に
て
狐
に
沸
湯
を
浴
び
せ
て
や
ら
ん
と
戲
れ
し
な
り
。
眞
率
な
る

滑
稽
甚
だ
興
あ
り
。

　
　
　
　
す
薦ごも
敷
き
青
菜
煮
も
て
き
う
つ
ば
り
に
む
か
ば
き
懸
け
て
や
す
む
此
君

　
食
事
の
時
の
有
樣
な
る
べ
し
。
或
る
人
が 

行  

騰 

む
か
ば
き

を
梁
に
懸
け
て
休
息
し
て
居
る
處
へ
薦
（
食
事
の
た

め
に
敷
く
者
）
を
敷
き
菜
を
煮
て
持
て
來
た
と
い
ふ
事
に
て
、
材
料
極
め
て
多
し
。

　
　
　
　
は
ち
す
葉
は
か
く
こ
そ
あ
れ
も
お
き
ま
ろ
が
家
な
る
者
は
う
も
の
葉
に
あ
ら
し

　
う
も
の
葉
は
芋
の
葉
な
り
。
お
き
ま
ろ
は
人
名
な
り
。
こ
れ
は
蓮
の
葉
を
見
て
「
こ
れ
が
蓮
の
葉
ぢ
や
、

お
き
丸
の
内
に
あ
る
の
は
芋
の
葉
で
あ
つ
た
ら
う
」
と
い
ふ
意
な
り
。
無
邪
氣
な
る
滑
稽
今
人
の
思
ひ
よ

ら
ぬ
處
な
り
。

　
　
　
　
玉
箒
刈
り
こ
鎌
麻
呂
む
ろ
の
樹
と
棗
な
つ
めが
も
と
ゝ
か
き
掃
か
む
た
め
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鎌
麿
は
鎌
を
擬
人
法
に
し
た
る
な
り
。
玉
箒
は
箒
木
な
る
べ
し
。
我
邦
に
擬
人
法
無
し
と
い
ふ
人
あ
れ

ど
物
を
人
に
擬
す
る
は
神
代
記
に
多
く
見
え
歌
に
も
例
あ
り
。
此
卷
に
鹿
と
蟹
と
が
自
己
の
境
遇
を
述
ぶ

る
長
歌
二
首
あ
り
。
擬
人
法
の
長
き
者
な
り
。

　
　
　
　
か
ら
た
ち
の
う
ば
ら
刈
り
そ
け
倉
建
て
む
屎くそ
遠
く
ま
れ
櫛
造
る
刀
自

　
歌
に
糞
を
詠
ま
ず
と
い
ふ
人
あ
れ
ど
此
歌
に
は
詠
み
こ
み
あ
り
。
し
か
も
屎
ま
る
と
詠
み
た
り
。

　
　
　
　
勝
間
田
の
池
は
わ
れ
知
る
蓮
無
し
し
か
い
ふ
君
が
鬚
無
き
が
ご
と

　
こ
は
人
の
知
れ
る
歌
な
り
。
或
る
人
、
勝
間
田
の
池
の
蓮
を
見
て
歸
り
て
其
趣
を
女
に
語
り
け
る
に
女

此
歌
を
詠
み
て
戲
れ
た
る
な
り
。
其
實
、
池
に
は
蓮
多
く
あ
り
、
其
人
に
は
鬚
多
く
あ
る
を
反
對
に
い
へ

る
處
滑
稽
に
し
て
面
白
し
。
此
歌
の
第
二
句
「
池
は
わ
れ
知
る
」
と
あ
る
は
「
池
は
蓮
無
し
」
と
い
ふ
べ

き
其
中
へ
「
わ
れ
知
る
」
の
一
句
を
插
入
し
た
る
處
最
も
巧
な
る
言
葉
づ
か
ひ
な
り
。
後
世
の
歌
、
此
變

化
を
知
ら
ざ
る
が
た
め
に
單
調
に
墮
ち
了
れ
り
。
萬
葉
調
を
主
張
し
な
が
ら
「
句
の
獨
立
」
な
ど
く
だ
ら

ぬ
論
を
爲
す
者
は
論
語
よ
み
の
論
語
知
ら
ず
と
や
い
は
ん
。
つ
い
で
に
い
ふ
、
前
の
歌
も
此
歌
も
三
句
切

な
り
。

　
　
　
　
奈
良
山
の
兒
の
手
柏
の
ふ
た
お
も
に
か
に
も
か
く
に
も
ね
ぢ
け
人
の
友

　 

佞  

人 

ね
い
じ
ん

を
詠
め
り
。
此
歌
、
殺
風
景
な
る
佞
人
を
題
と
し
な
が
ら
其
の
調
の
高
き
た
め
に
歌
が
氣
高
く

6萬葉集卷十六



聞
ゆ
る
な
り
。
此
調
の
高
き
所
以
は
初
句
よ
り
一
氣
呵
成
に
言
ひ
流
し
最
後
に
名
詞
を
以
て
結
び
、
一
箇

の
動
詞
を
も
著
け
ざ
る
處
に
在
り
。
末
句
を
八
字
に
し
た
る
も
結
ぶ
に
力
強
け
れ
ば
な
り
。
此
調
萬
葉
以

後
に
無
し
。

　
　
　
　
吾
妹
子
が
額
に
お
ふ
る
雙
六
の
こ
と
ひ
の
牛
の
鞍
の
上
の
瘡

　
此
歌
は
理
窟
の
合
は
ぬ
無
茶
苦
茶
な
事
を
わ
ざ
と
詠
め
る
な
り
。
馬
鹿
げ
た
れ
ど
馬
鹿
げ
加
減
が
面
白

し
。

　
　
　
　
寺
々
の
め
餓
鬼
申
さ
く
大
み
わ
の
を
餓
鬼
た
ば
り
て
其
子
産
ま
さ
む

　
こ
れ
は
大
み
わ
の
朝
臣
と
い
ふ
人
が
餓
鬼
の
如
く
痩
せ
た
る
を
嘲
り
て
戲
れ
た
る
者
に
て
、
女
の
餓
鬼

が
大
み
わ
の
朝
臣
を
夫
に
持
ち
て
子
を
産
み
た
い
と
い
ふ
。
と
い
へ
る
、
奇
想
天
外
な
り
。
普
通
な
ら
ば

「
夫
に
持
ち
た
い
」
と
い
ふ
ば
か
り
に
て
結
ぶ
べ
き
を
更
に
一
歩
を
進
め
て
「
其
子
う
ま
さ
む
」
と
い
ふ

處
作
者
の
伎
倆
を
見
る
に
足
る
。
つ
い
で
に
い
ふ
、
前
の
歌
の
「 

雙  

六 

す
ご
ろ
く

」
此
歌
の
「
餓
鬼
」
皆
漢
語
な

り
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
日
本
　
明
治32

・
２
・28

　
二
〕

　
　
　
　
此
頃
の
わ
が
戀
力
記
し
集
め
功
に
申
さ
ば
五
位
の
冠

「
功
」
「
五
位
」
皆
漢
語
な
り
。
戀
に
骨
折
る
功
勞
を
い
は
ゞ
五
位
ぐ
ら
ゐ
の
値
打
は
あ
る
、
と
自
ら
戲
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れ
い
へ
る
歌
な
り
。

　
戀
に
骨
折
る
程
度
と
も
い
ふ
べ
き
事
を
「
こ
ひ
ぢ
か
ら
」
と
い
ふ
一
語
に
つ
ゞ
め
た
る
作
者
の
は
た
ら

き
畏
る
べ
き
者
あ
り
。
此
の
活
用
あ
る
た
め
萬
葉
は
常
に
調
子
高
き
事
を
得
た
る
に
反
し
、
古
今
以
後
に

て
は
詞
は
總
て
古
き
に
よ
る
の
主
義
に
て
全
く
造
語
を
禁
じ
た
る
た
め
皆
腰
拔
の
歌
と
な
り
た
り
。
時
と

し
て
近
時
の
俗
謠
に
調
子
善
き
者
あ
る
は
詞
に
束
縛
せ
ら
れ
ず
し
て
却
つ
て
詞
を
活
用
す
る
に
因
る
。
自

ら
萬
葉
の
旨
を
得
た
る
も
の
な
り
。

　
長
歌
は
こ
ゝ
に
論
ぜ
ざ
る
者
な
れ
ど
餘
り
珍
し
け
れ
ば
前
に
言
ひ
た
る
蟹
の
述
懷
の
歌
一
首
を
擧
ぐ
べ

し
。

　
　
　
　
お
し
て
る
や
難
波
の
を
江
に
、
庵
つ
く
り
な
ま
り
て
居
る
、
蘆
蟹
を
大
君
召
す
と
、
何
せ
む
に

　
　
　
　
わ
を
召
す
ら
め
や
、
あ
き
ら
け
く
わ
が
知
る
事
を
、
歌
人
と
わ
を
召
す
ら
め
や
、
笛
ふ
き
と
わ

　
　
　
　
を
召
す
ら
め
や
、
琴
ひ
き
と
わ
を
召
す
ら
め
や
、
か
も
か
く
も
み
こ
と
受
け
む
と
、
今
日
今
日

　
　
　
　
と
飛
鳥
に
到
り
、
立
ち
た
れ
ど
お
き
な
に
到
り
、
つ
か
ね
ど
も
つ
く
ぬ
に
到
り
、
ひ
む
が
し
の

　
　
　
　
中
の
御
門
ゆ
、
參
り
來
て
み
こ
と
受
く
れ
ば
、
馬
に
こ
そ
ふ
も
だ
し
か
く
も
の
、
牛
に
こ
そ
鼻

　
　
　
　
繩
は
く
れ
、
足
引
の
此
片
山
の
、
も
む
楡
を
五
百
枝
剥
き
垂
れ
、
天
照
る
や
日
の
け
に
干
し
、

　
　
　
　
さ
ひ
づ
る
や
か
ら
臼
に
つ
き
、
庭
に
立
つ
か
ら
臼
に
つ
き
、
お
し
て
る
や
難
波
の
小
江
の
、
は
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つ
垂
れ
を
辛
く
垂
れ
來
て
、
す
ゑ
人
の
造
れ
る
瓶
を
、
今
日
行
き
て
明
日
取
り
持
ち
來
、
わ
が

　
　
　
　
目
ら
に
鹽
ぬ
り
た
べ
と
、
申
し
は
や
さ
も
、
申
し
は
や
さ
も

　
こ
れ
は
初
よ
り
終
迄
蟹
の
詞
に
て
、
大
君
が
蟹
を
鹽
漬
に
し
て
楡にれ
の
皮
に
交
ぜ
て
喰
ふ
、
と
い
ふ
事
を

の
べ
て
斯
く
い
へ
る
な
り
。
此
大
意
を
俗
語
に
て
言
は
ゞ
「
難
波
の
海
に
我
（
蟹
自
ら
い
ふ
）
が
穴
を
造

り
て
住
ん
で
居
る
と
、
君
よ
り
お
召
し
が
あ
る
、
何
事
に
召
さ
る
ゝ
で
あ
〈
ら
〉
う
か
、
我
を
歌
人
と
思

ふ
て
召
さ
る
ゝ
で
も
あ
る
ま
い
、
笛
吹
や
琴
ひ
き
と
思
ふ
て
召
さ
る
ゝ
で
も
あ
る
ま
い
、
と
に
か
く
に
仰

承
ら
ん
と
飛
鳥
の
宮
に
行
き
て
承
れ
ば
楡
の
皮
を
乾
し
て
臼
に
つ
い
て
、
難
波
の
鹽
の
垂
れ
初
の
辛
い
處

を
取
つ
て
來
て
、
瓶
を
明
日
持
つ
て
來
て
、
我
が
目
へ
鹽
を
塗
つ
て
喰
ふ
て
下
さ
れ
喰
ふ
て
下
さ
れ
」
と

で
も
い
ふ
や
う
な
事
な
る
べ
し
。
言
葉
つ
ゞ
き
の
理
窟
に
合
は
ぬ
處
あ
る
は
却
て
面
白
し
。

　
此
等
の
歌
は
皆
趣
向
の
珍
し
き
の
み
な
ら
ず
、
其
趣
向
が
文
學
的
の
趣
味
を
帶
び
居
る
が
た
め
に
い
づ

れ
も
善
き
歌
と
し
て
余
は
賞
翫
す
る
な
り
。
此
一
卷
は
萬
葉
の
光
彩
を
添
ふ
る
と
共
に
和
歌
界
の
光
彩
を

添
ふ
る
者
と
し
て
余
は
特
に
之
を
抽ぬ
き
出
だ
し
ゝ
な
り
。
然
る
に
所
謂
歌
よ
み
等
の
之
を 

擯  

斥 

ひ
ん
せ
き

す
る
は

其
趣
向
の
滑
稽
な
り
と
の
理
由
に
よ
る
者
に
や
あ
ら
ん
。
何
故
に
滑
稽
は
擯
斥
す
べ
き
か
。

　
滑
稽
は
文
學
的
趣
味
の
一
な
り
。
然
る
に
我
邦
の
人
、
歌
よ
み
た
る
と
繪
師
た
る
と
漢
詩
家
た
る
と
に

論
な
く
一
般
に
滑
稽
を
排
斥
し
、
萬
葉
の
滑
稽
も
俳
句
の
滑
稽
も
狂
歌
狂
句
の
滑
稽
も
苟
い
や
し
くも
滑
稽
と
だ
に
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い
へ
ば
一
網
に
打
盡
し
て
美
術
文
學
の
範
圍
外
に
投
げ
出
さ
ん
と
す
る
、
是
れ
滑
稽
的
美
の
趣
味
を
解
せ

ざ
る
の
致
す
所
な
り
。
狂
歌
狂
句
の
滑
稽
も
文
學
的
な
る
者
な
き
に
非
ず
、
然
れ
ど
も
狂
句
は
理
窟
（
謎
）

に
傾
き
狂
歌
は
佗
洒
落
に
走
る
。
（
古
今
集
の
誹
諧
歌
も
佗
洒
落
な
り
）
こ
れ
を
以
て
萬
葉
及
び
俳
句
の

如
く
趣
味
を
備
へ
た
る
滑
稽
に
比
す
る
は
味
噌
と
糞
を
混
同
す
る
者
な
り
。
鯛
の
味
を
知
つ
て
味
噌
の
味

を
知
ら
ざ
る
者
は
共
に
食
味
を
語
る
に
足
ら
ず
。
眞
面
目
の
趣
を
解
し
て
滑
稽
の
趣
を
解
せ
ざ
る
者
は
共

に
文
學
を
語
る
に
足
ら
ず
。
否
。
味
噌
の
味
を
知
ら
ざ
れ
ば
鯛
の
味
を
知
る
能
は
ず
、
滑
稽
の
趣
を
解
せ

ざ
れ
ば
眞
面
目
の
趣
を
解
す
る
能
は
ず
。
實
に
や
彼
歌
人
は
趣
味
あ
る
滑
稽
を
斥
け
て
却
て
下
等
な
る
佗

洒
落
的
滑
稽
を
取
る
事
其
例
少
か
ら
ず
。
こ
は
味
噌
と
糞
と
を
混
同
す
る
に
あ
ら
ず
味
噌
の
代
り
に
糞
を

喰
ふ
者
な
り
。

　
且
つ
萬
葉
卷
十
六
の
特
色
の
滑
稽
に
限
ら
ざ
る
は
前
に
い
へ
る
が
如
し
。
複
雜
な
る
趣
向
、
言
語
の
活

用
、
材
料
の
豐
富
、
漢
語
俗
語
の
使
用
、
い
づ
れ
も
皆
今
日
の
歌
界
の
弊
害
を
救
ふ
に
必
要
な
る
條
件
な

ら
ざ
る
は
あ
ら
ず
。
歌
を
作
る
者
は
萬
葉
を
見
ざ
る
べ
か
ら
ず
。
萬
葉
を
讀
む
者
は
第
十
六
卷
を
讀
む
こ

と
を
忘
る
べ
か
ら
ず
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
日
本
　
明
治32

・
３
・
１
　
三
〕
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