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二
〇
一
九
年
九
月
、『
万
葉
集
』
研
究

の
第
一
人
者
に
し
て
、
新
元
号
「
令
和
」

の
考
案
者
と
さ
れ
る
、
中
西
進
先
生
が
、

日
本
語
検
定
委
員
会
の
活
動
に
賛
同
さ

れ
、
特
別
顧
問
に
ご
就
任
い
た
だ
く
こ

と
に
な
り
ま
し
た
。
そ
こ
で
今
号
で
は
、

『
万
葉
集
』
を
め
ぐ
る
「
こ
と
ば
旅
」
を

通
じ
て
、
学
び
の
本
質
や
言
葉
を
い
と

お
し
む
大
切
さ
に
つ
い
て
考
え
さ
せ
ら

れ
る
、
珠
玉
の
エ
ッ
セ
イ
を
ご
寄
稿
い

た
だ
き
ま
し
た
。

一
九
二
九
（
昭
和
四
）
年
八
月
二
十
一
日

生
ま
れ
。

東
京
大
学
文
学
部
卒
業
。同
大
学
院
修
了
。

六
二
年
文
学
博
士
、刊
行
の
博
士
論
文『
万

葉
集
の
比
較
文
学
的
研
究
』
に
よ
り
、
読
売

文
学
賞
、
日
本
学
士
院
賞
受
賞
。

そ
の
後
の
研
究
活
動
で
、
和
辻
哲
郎
文
化

賞
、
大
佛
次
郎
賞
、
菊
池
寛
賞
な
ど
を
受
賞
。

二
〇
一
三
（
平
成
二
十
五
）
年
文
化
勲
章

受
章
。

筑
波
大
学
教
授
、
国
際
日
本
文
化
研
究
セ

ン
タ
ー
教
授
、
大
阪
女
子
大
学
学
長
、
京
都

市
立
芸
術
大
学
学
長
な
ど
を
歴
任
。

現
在
、
京
都
市
中
央
図
書
館
長
、
富
山
県

高
志
の
国
文
学
館
館
長
な
ど
を
務
め
る
。

主
な
著
作
に
『
中
西
進
著
作
集
』（
全
36

巻
、
四
季
社
）、『
日
本
人
の
愛
し
た
こ
と
ば
』

『
こ
と
ば
の
こ
こ
ろ
』『
上
代
文
藝
に
於
け
る

散
文
性
の
研
究
』（
以
上
、
東
京
書
籍
）
な
ど

が
あ
り
、
近
く『
卒
寿
の
自
画
像
―
わ
が
人

生
の
賛
歌
』が
東
京
書
籍
か
ら
刊
行
さ
れ
る
。

中
西
　
進
（
な
か
に
し
　
す
す
む
）
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ま
ず
他
の
類
型
を
探
し
ま
す
。
す
る
と
い
つ

も
事
件
は
、
色
い
ろ
に
語
り
伝
え
ら
れ
、
た
く

さ
ん
の
話
の
断
片
が
残
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
解

り
ま
す
。

　
そ
の
中
で
、
第
一
の
長
歌
は
中
大
兄
の
悔
し

さ
、
第
二
の
短
歌
は
山
争
い
に
仲
裁
役
が
来
た

時
の
歌
だ
、
と
な
る
。

　
で
は
上
に
あ
げ
た
第
三
の
豊
旗
雲
の
歌
は
ど

う
物
語
に
介
入
し
て
い
く
の
か
。

　
じ
つ
は
中
大
兄
一
行
は
、
い
ま
大
軍
を
率
い

て
新
羅
・
唐
の
大
軍
と
決
戦
す
べ
く
朝
廷
を
あ

げ
て
瀬
戸
内
海
を
西
下
し
て
い
ま
す
。
そ
の
一

行
に
額
田
王
も
同
行
し
て
、
四
国
の
熟
田
津
に

お
い
て
は
船
団
出
港
の
時
を
占
っ
て
大
号
令
を

発
し
て
い
ま
す
。

　
そ
の
途
上
、
ま
さ
に
印
南
の
沖
合
い
を
航
行

す
る
中
で
、
中
大
兄
が
こ
の
一
首
を
よ
ん
だ
ら

し
い
と
、
今
ま
で
理
解
さ
れ
て
き
ま
し
た
。
し

か
し
平
凡
に
単
に
「
落
日
が
美
し
い
か
ら
今
夜

は
月
夜
で
し
ょ
う
」
で
は
、
せ
い
ぜ
い
、「
夜

の
航
海
も
何
と
か
な
る
で
し
ょ
う
」
で
し
か
な

い
。
そ
れ
で
よ
い
の
か
。

　
そ
こ
で
こ
の
先
の
こ
と
ば
旅
を
、
わ
た
し
は

次
の
よ
う
に
辿
り
た
い
。
鍵
は
原
文
に
あ
り
ま

す
。

と
い
う
短
歌
を
よ
み
ま
す
（
海
上
の
豊
か
な
横

雲
に
落
日
が
輝
き
、
今
晩
の
月
は
清
ら
か
で

あ
っ
て
ほ
し
い
）。

　
は
て
、
そ
う
な
る
と
失
恋
の
嘆
き
と
今
夜
の

月
と
は
、
ど
う
関
係
す
る
の
で
し
ょ
う
。
の
み

な
ら
ず
二
つ
の
歌
の
間
に
は
、
じ
つ
は
も
う
一

首
、
上
に
述
べ
た
山
の
妻
争
い
の
時
「
印い
な
み南
の

野
（
兵
庫
県
）
に
仲
裁
役
の
太
陽
神
が
来
た
」

と
い
う
短
歌
が
あ
る
の
で
す
。

　
や
や
こ
し
い
で
す
ね
。
し
か
し
そ
こ
こ
そ
が

こ
と
ば
探
険
の
旅
の
始
ま
り
で
す
。

　
現
代
の
文
学
作
品
で
も
、
古
典
で
も
い
い
。

こ
と
ば
の
奥
に
秘
め
ら
れ
た
信
号
を
よ
み
と

き
、
つ
い
に
文
章
の
真
髄
に
ふ
れ
る
ま
で
の
旅

は
、大
き
な
感
動
を
読
者
に
与
え
て
く
れ
ま
す
。

　
読
書
と
は
、
そ
の
よ
う
な
歓
び
に
み
ち
た
、

「
こ
と
ば
旅
」
の
こ
と
で
す
。

　
そ
の
一
例
を
述
べ
ま
し
ょ
う
。

　『
万
葉
集
』
の
冒
頭
近
く
に
、
皇
子
二
人
が

一
人
の
美
女
を
争
っ
た
時
の
歌
が
あ
り
ま
す
。

兄
を
中な
か
の
お
お
え

大
兄（
の
ち
の
天
智
天
皇
）弟
を
大お
お
あ
ま

海
人

（
の
ち
の
天
武
天
皇
）
と
い
い
、
美
女
と
は

額ぬ
か
た
の
お
お
き
み

田
王
の
こ
と
で
す
。

　
と
こ
ろ
が
大
海
人
が
い
ち
早
く
王
の
心
を
得

て
い
た
の
に
、
中
大
兄
は
な
か
な
か
諦
め
ら
れ

ま
せ
ん
。
そ
こ
で
中
大
兄
は
、
思
わ
ず
「
昔
も

山
が
妻
を
争
っ
た
と
い
う
。
今
の
世
も
変
ら
な

い
こ
と
だ
」
と
嘆
き
ま
し
た
（
巻
１
一
三
番
）。

　
そ
し
て
こ
の
長
歌
に
つ
づ
い
て
、

　
　
わ
た
つ
み
の
　
豊
旗
雲
に
　
入
日
射さ

し
　

　
　
今こ
よ
ひ夜
の
月
夜
　
さ
や
け
か
り
こ
そ

（
巻
１
一
五
番
）
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中
大
兄
も
負
け
て
ば
か
り
は
い
な
い
。
額
田

が
中
大
兄
を
待
つ
歌
も
、
巻
四
に
残
さ
れ
て
い

ま
す
。

　
以
上
を
正
し
い
『
万
葉
集
』
の
訓
み
方
だ
と

す
れ
ば
、
こ
の
正
解
へ
の
切
符
は
「
な
ぜ
こ
こ

だ
け
清
明
と
漢
字
で
書
い
て
あ
る
の
だ
ろ
う
」

と
い
う
、
ほ
ん
と
に
小
さ
な
疑
問
か
ら
、
手
に

入
れ
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

　
小
さ
な
ヒ
ン
ト
は
、
何
事
を
も
ゆ
っ
く
り
と

味
わ
い
、
こ
と
ば
を
愛
い
と
お

し
む
、
そ
ん
な
日
常
か

ら
発
見
さ
れ
る
も
の
で
す
。

ことば旅の歓び

　
こ
の
万
葉
歌
の
原
文
は
、

　
　
渡
津
海
乃
　
豊
旗
雲
尓
　
伊
理
比
沙
之

　
　
今
夜
乃
月
夜
　
清
明
己
曽

と
書
か
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
を
見
る
と
全
体
の

文
字
遣
い
は
不
統
一
で
す
。「
い
り
ひ
さ
し
」

と
い
う
と
こ
ろ
は
仮
名
一
つ
に
一
文
字
ず
つ
当

て
て
い
ま
す
か
ら
「
さ
や
け
か
り
こ
そ
」
も
仮

名
一
つ
を
一
文
字
で
書
く
の
が
ふ
つ
う
で
し
ょ

う
。
と
く
に
清
明
と
書
く
の
は
、
全
体
と
釣
り

合
わ
な
い
。

　
そ
も
そ
も
こ
の
歌
は
落
日
か
ら
夜
の
航
海
の

可
否
を
占
っ
た
と
思
わ
れ
ま
す
が
、
そ
れ
は

可
。
月
光
は
航
海
に
問
題
な
し
。

　
そ
し
て
さ
ら
に
月
光
を
「
清
明
」
だ
と
占
っ

た
の
で
す
。

　
で
は
清
明
と
は
何
か
。「
清
明
」
は
、
月
が

清
明
だ
と
い
う
の
み
な
ら
ず
、
じ
つ
は
戦
勝
の

兆
し
で
し
た
。

　「
清
明
」
と
は
上
帝
に
勝
利
を
報
告
す
る
こ

と
だ
か
ら
で
す
。
中
国
の
聖
典
『
詩
経
』（
大
雅
、

文
王
之
什
、
大
明
）
に
、
そ
れ
が
見
え
ま
す
。

　
　
大
商
ヲ
肆し

伐ば
つ

シ

朝
ニ
会
シ
テ
清
明
ス

　
周
が
か
の
大
国
、
商
（
殷
）
を
征
伐
し
て
諸

侯
が
廟
（
朝
）
に
会
し
て
上
帝
に
勝
利
を
告
げ

た
（
清
明
し
た
）、
と
い
う
一
節
で
す
。

　
つ
ま
り
万
葉
の
筆
者
は
清
明
を
日
本
語
の

「
清
ら
か
さ
」
に
あ
て
、
裏
に
戦
争
の
勝
利
を

暗
示
し
よ
う
と
し
ま
し
た
。
旧
王
朝
を
倒
し
、

新
王
朝
を
樹
立
し
た
ほ
ど
の
戦
い
の
勝
利
で

す
。

　「
こ
そ
」
と
い
う
願
望
は
、
同
じ
く
王
が
熟

田
津
で
「
今
は
漕
ぎ
い
で
な
」
と
い
っ
た
の
と

ひ
と
し
い
、
女め
い
く
さ軍
（
軍
団
に
加
わ
っ
て
占
を

も
っ
て
戦
う
集
団
）
と
し
て
の
告
知
で
す
。

　
も
ち
ろ
ん
歌
は
額
田
王
の
作
。
一
大
長
編
の

額
田
王
を
め
ぐ
る
歌
物
語
の
断
片
が
、
こ
こ
に

集
合
し
て
い
た
の
で
し
た
。

　
そ
う
な
る
と
、
国
家
の
勝
利
は
中
大
兄
政
治

の
成
功
と
な
り
、
小
さ
く
は
中
大
兄
の
恋
の
勝

利
に
も
連
な
っ
て
き
ま
す
ね
。
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