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/Jヽ

万
葉
集
諸
本
の
本
文
や
訓
に
お
け
る
異
同
は
万
葉
集
の
伝
来
過
程
に
、
木

文
の
乱
れ
た
こ
と
の
妙
か
ら
ぬ
こ
と
を
示
し
て
ゐ
る
。
そ
こ
で
と
ら
る
べ
き

万
葉
集
復
元
へ
の
方
法
は
、
色
々
あ
ら
う
が
訓
読
資
料
に
よ
る
誤
字
推
定
と

本
文
改
変

（
「
萬
葉
」
第
四
号

「
萬
葉
集
本
文
批
評
の
一
方
法
」
佐
竹
昭
広

氏
）
と
い
ふ
こ
と
が
有
力
な
方
法
と
し
て
理
論
づ
け
ょ
う
と
さ
れ
て
ゐ
る
。

以
下
論
ず
る
と
こ
ろ
は
、
佐
竹
氏
言
ふ
と
こ
ろ
の
訓
読
資
料
に
よ
る
も
の
で

は
な
い
が
、
ひ
ろ
く
万
葉
集
の
木
文
批
評
の
基
礎
的
な
条
件
と
し
て
、
更
に

ひ
と
つ
の
操
作
を
必
要
と
す
る
の
で
は
な
か
ら
う
か
と
い
ふ
わ
た
く
し
の
考

へ
で
あ
る
。

膚
葉
集
巻
十
五
、
遣
新
羅
使
の
歌
中
に
、
１
●
伎
美
也、
之、
卜
我．
玖
礼
奴
流

一
を （

三
警
¨
一
十
一
一
一
¨
一
に
「
一
¨
善
讐
中
”
¨
』
『

意、本 氏
一

，
」
な
一
一

総
釈
第
十
一
巻

（昭
和
Ｈ
・
９
刊
）
に
見
え
、
昭
和
十
一
年
九
日
に

「伐
る

船
木
」

（
「
国
語
国
文
」
第
１５
巻
第
６
号
）
と
題
し
た
論
文
に
お
い
て
、
佐

伯
梅
友
氏
は

波
之
家
也
思
　
都
麻
毛
古
抒
毛
母
　
多
可
多
加
爾
　
麻
都
良
牟
伎
美
也

之
麻
我
久
礼
奴
流

（巻
十
五
・
三
六
九
二
）

毅

こ
れ
は
造
新
羅
使
の
一
行
が
萱
岐
に
着

い
た
時
、
そ
の
中
の
一
人
の
雪
連

・宅
満
が
死
ん
だ
の
で
、
葛
井
連
子
老
の
作

つ
た
機
歌
の
一
首
で
あ
る
。
そ

れ
で
、
こ
の
歌
だ
け
考
へ
る
時
に
他
の
人
が
作

つ
た
歌
に
は

…
…
等
保
能
久
爾
　
伊
麻
大
毛
都
可
受
　
也
麻
等
平
毛
　
登
保
久
左
可

里
■
　
伊
波
我
謂
乃
　
安
良
伐
之
麻
爾
爾
　
夜
行
里
須
流
君

（
三
六
八

一
）　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヽ

と
も
あ
る
の
で
あ
る
が
、
右
の
歌
の
場
合
で
は

「
島
隠
れ
ぬ
る
」
で
は
ど

う
も
落
ち
つ
か
な
い
や
う
に
思
は
オレ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
子
老
の
右
の

中一」『中に、て長̈［一̈一に、長、こ一］｝一一一一一一赫̈一『̈］け

者
）…

…
…
世
の
中
の
　
人
の
嘆
き
は
　
相
思
は
ぬ
　
君
に
あ
れ
や
も
　
秋

萩
の
　
散
ら
へ
る
野
べ
の
　
初
尾
花
　
仮
度
に
ふ
き
て
　
雲
離
れ
　
ュ遅

き
国
べ
の
露
霜
の
　
寒
き
山
辺
に
　
宿
せ
る
ら
む
　
（
三
六
九

一
）

紅
葉
の
散
り
な
む
山
に
宿
り
ぬ
る
君
を
待
つ
ら
む
人
し
か
な
し
も

（
三
六
九
三
）

そ
こ
で
私
は

「
也
之
」
を

「
之
也
」
の
誤
と
し
て

待
つ
ら
む
君
し
山
隠
れ
ぬ
る

考

八

木



と
訓
ん
で
な
ど
う
か
と
考
ヽ
て
、
こ
れ
も
新
校
に
さ
う
さ
せ
て
頂
い
た
の

で
あ
る
。
上
に
係
助
詞
が
な
く
て
は
連
体
形
で
止
め
た
例
は

ど
い
っ
て
、
巻
一
〇
。
一
九
九
四
、
巻

一
一
・
二
人
三
二
、
巻

一
二
。
二
九

六
四
を
挙
げ
て
を
ら
れ
る
。

と
こ
ろ
が
最
近
、
こ
の
佐
伯
説
の
補
強
を
企
て
て
佐
竹
昭
広
氏
が
、

「自

。
曰
引
か
幽
園
湖
か
」

（
「
自
珠
」
昭
和
十
七
年
九
月
）
と
い
ふ
論
を
寄
せ
ら

れ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
そ
の
要
』日
整
壬
ハ
九
二
の
反
歌
中

「伎
美
也
之
麻
我

久
礼
奴
流
」
の

「也
」

「之
」
を
佐
伯
説
の
如
く
倒
置
し
な
い
で
、
次
の
や

う
な
合
理
説
を
発
明
せ
ら
れ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
す
な
は
ち
、

「之
」
は

「

咄↑
「の権蘇ヽ
一計“場」っなわけれ』事計やヽそれしヽを攀輩靖「瑯“つし置

の
で
あ
る
、
と
説
明
さ
れ
る
。
そ
し
て
氏
は
集
中
然
様
の
例
を
数
箇
拾

っ
て

来
、
も
と
の
正
し
い
本
文
は

「伎
美
也
、
麻
我
久
礼
奴
流
」
と
し
、
係
結
の

呼
応
に
つ
い
て
の
疑
問
も
解
消
し
た
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
わ
た
く
し
は
両

氏
の

「山
隠
り
」
へ
の
意
改
の
論
に
残
念
な
が
ら
賛
成
で
き
な
い
。
両
氏
は

何
故
意
改
さ
れ
る
か
、
佐
竹
氏
に
つ
い
て
は
明
ら
か
で
な
い
が
、
恐
ら
く
佐

伯
氏
の
説
を
継
承
さ
れ
て
ゐ
る
の
で
両
氏
は
同
じ
見
解
の
上
に
立

っ
て
を
ら

れ
る
の
で
あ
ら
う
と
思
ふ
。
そ
こ
で
意
改
の
理
由
を
佐
伯
氏
の
所
説
の
中
に

求
め
る
と
、
わ
た
く
し
が
引
用
文
中
に
傍
点
を
附
し
て
お
い
た
や
う
に
、
三

六
九
二
の
前
の
長
歌
と
、
後
の
反
歌
と
に

「
山
」
と
あ
る
か
ら
こ
の
歌
に
も

「山
」
と
あ
る
べ
き
だ
。

「島
」
と
あ
る
か
ら
こ
の
歌
の
表
現
は
ど
う
も
落

ち
っ
か
な
い
、
と
言
は
れ
て
居
る
。

こ
の
場
合
も
、
わ
た
く
し
は
原
文
通
り

「島
隠
り
」
と
あ
る
べ
き
だ
と
思

ふ
。
そ
れ
は
こ
の
歌
の

「内
部
的
な
る
も
の
」
が
万
葉
読
者
と
し
て
の
わ
た

く
し
に
あ
た
へ
た
直
観
で
あ
る
と
同
時
に
、
や
が
て
そ
の
直
観
の
妥
当
性
は

次
の
諸
項
に
よ
っ
て
実
証
さ
れ
る
と
思
ふ
の
で
あ
る
。

①
ま
づ
用
字
の
上
か
ら
言
へ
ば
、
佐
竹
氏
は

「君
や
山
が
く
れ
ぬ
る
」
と

「

也
ヽ
」
を
誤
写
し
て

「也
之
」
と
な
っ
た
も
の
で
あ
る
。
と
推
論
さ
れ
る

が
こ

。の
場

。合
強
力
に
そ
れ
を
実
証
す
べ
き
方
法
な
く
、
巻
十
五
以
外
の
巻

か
ら
之
が
、
の
誤
写
に
よ
っ
た
例
を
数
箇
挙
げ
て
居
ら
れ
る
が
、
巻
十
五

で
は
同
字
の
繰
返
へ
し
に

「
々
」
を
用
ゐ
る
例
と
し
て
、

「月
者
倍
爾
都

一一ヽ
（「三分太．八「

「）蛯』り
（ぅ翡称ｒ崚つⅧ報綺い）一三己こ六（た一「

礼
礼

（
三
六
九
八
）
の
如
く
記
述
す
る
の
を
例
と
し
て
ゐ
る
。
だ
か
ら

「

々
」

「
を
」
を
用
ゐ
る
公
算
は
小
で
あ
る
。

②
他
の
巻
の
歌
に

「
ミ
」
を

「
之
」
に
誤
写
し
て
ゐ
る
例
も
あ
る
と
い
ふ
こ

と
は
、
こ
の
場
合
の

「
之
」
も
き

っ
と

「、
」
の
誤
り
だ
と
決
す
る
根
拠

と
し
て
は
、
強
力
で
な
い
。

③
校
本
万
葉
集
に
よ
っ
て
検
索
し
て
み
て
も
、
こ
の
部
分
諸
本
共
に
全
然
異

同
が
な
い
。

④
原
文
の
儘
で
あ
れ
ば
係
結
法
に
叶

っ
て
ゐ
る
が
、
佐
伯
説
に
よ
る
と
例
外

語
法
と
な
り
、
佐
竹
説
で
は
①
②
の
難
点
が
あ
る
。

Ｏ
諸
議
こ
の
部
分
に
異
論
を
立
て
て
ゐ
る
も
の
な
く
、
真
淵
さ
へ
も
こ
の

「

島
隠
は
上
の
長
歌
の
終
の
意
に
ひ
と
し
」
と
い
つ
て
ゐ
る
。

①
巻
十
五
、
遣
新
羅
使
関
係
百
四
十
五
首
の
用
字
を
調
査
し
た
と
こ
ろ
に
拠

る
と
、

「島
」
を
表
は
す
の
に
問
題
の
三
六
九
二
を
除
い
て
、

「思
麻
」

二
例
、

「
之
麻
」

一
四
例
あ
り
、
従

っ
て
三
六
九
二
原
文
の
…
…
麻
都
良

牟
使
美
也
　
之
麻
我
久
礼
奴
流
と
い
ふ
表
記
は
極
め
て
普
通
、
自
然
の
用

字
法
に
従

っ
て
ゐ
る
と
言
へ
る
の
に
対
し
、

「山
」
を
あ
ら
は
す
の
に

「

夜
麻
」

一
例
、

「山
」

一
五
例
が
あ

っ
て
、
佐
伯
氏
が
倒
置
し
て
意
改
さ



れ
た
用
字

「也
麻
」
は
副
使
の
歌

（
三
七
〇
七
）
に
集
中
、
唯

一
例
み
る

の
み
、
す
な
は
ち
、

「也
麻
」
は
巻
十
五
に
お
い
て
は
特
殊
な
用
字
例
を

造
る
こ
と
に
な
る
の
で
、
佐
伯
佐
竹
両
氏
に
よ
る
意
改
説
は
積
極
性
を
も

た
な
い
。

〇
以
上
六
項
に
わ
た
っ
て
の
べ
た
意
改
否
定
説
よ
り
も
、
も

っ
と
積
極
的
意

義
を
も
つ
の
は
、
佐
伯
氏
が
意
改
の
必
要
理
由
と
し
て
あ
げ
て
を
ら
れ
た

前
後
の
歌
と
の
関
聯
に
対
す
る
わ
た
く
し
の
解
釈
で
あ
る
。　
す
な
は
ち

長
歌

（
一三
ハ九
一
）
の
結
末
部

「
…
…
さ
む
ぎ
酬
週
目
や
ど
り
せ
る
ら

む
」
と
あ
り
、
反
歌
第
二
首

（
三
六
九
三
）
に

「黄
葉
の
散
り
な
む
酬
●

や
ど
り
ぬ
る
君
を
待
つ
ら
む
人
し
か
な
し
も
」
と
あ
る
か
ら
反
歌
第

一、
首

（
三
六
九
二
）
も

「山
隠
る
」
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
は
な
く
、
む

し
ろ
却
っ
て
反
歌
第
二
首
に

「山
」
と
あ
る
か
ら
こ
そ
、
反
歌
第

一
首
に

は

「島
」
と
あ
る
べ
き
だ
、
と
い
ふ
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
こ
の
長
歌
の
構

造
か
ら
必
然
的
に
み
ち
び
き
出
さ
れ
て
き
た
作
者
の
反
歌
構
成
の
態
度
で

あ
る
。
長
歌
に
お
い
て
作
者
子
老
は

「生
死
も
共
に
と
ま
で
思
っ
て
ゐ
た

君
と
邊
か
な
る
浪
路
に
苦
難
に
た
へ
て
月
日
を
過
し
て
き
た
。
（第
一
段
）

ヽ
　
そ
し
て
家
で
は
君
の
亡
く
な
っ
て
ゐ
る
こ
と
も
知
ら
な
い
君
の
母
や
妻
た

。ち
は
朝
に
夕
に
西
の
山
を
望
ん
で
は
君
の
旅
路
の
無
事
を
祈
っ
て
ゐ
る
こ

と
で
あ
ら
う
に
。

（第
二
段
）
そ
れ
だ
の
に
人
の
嘆
き
も
気
に
か
け
ぬ
君

は
、
ふ
る
さ
と
遠
く
雲
を
隔
て
た
壱
岐
の
島
の
秋
の
七
草
に
か
ざ
ら
れ

て
、
異
境
の
山
辺
に
永
遠
の
宿
り
を
な
さ
つ
て
悲
し
い
こ
と
で
す
。

（第

二
段
）
と
い
ふ
こ
と
を
詠
ん
で
ゐ
る
の
で
あ
る
。
反
歌
は
長
歌
と
の
関
聯

に
お
い
て
作
ら
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
作
者
は
反
歌
第
二
首
に

お
い
て
、
現
実
に
、
野
辺
の
葬
送
に
立
会
っ
た
そ
の
生
々
し
い
感
動
に
み

ち
た
印
象
を
表
象
し
つ
つ
、
表
現
の
焦
点
を
長
歌
第
二
・
第
二
段
に
合
は

せ
て
場
面
を
ぐ
っ
と
絞

っ
た
の
で
あ
る
が
、
問
題
の
反
歌
第

一
首
の
方
は

長
歌
第

一
段
の
島
ま
た
島
、
邁
か
に
心
細
く
共
に
辿

っ
て
き
た
海
の
旅
路

と
、
背
後
に
恩
愛
断
ち
難
い
家
族
を
も
つ
死
者
の
在
り
し
日
と
を
結
び
つ

け
、
心
に
あ
り
あ
り
と
過
ぎ
こ
し
日
々
を
再
生
想
起
し
な
が
ら
歌

っ
て
い

る
の
で
あ
る
。
こ
の
原
文
の

「島
隠
り
」
を

「山
隠
り
」
と
意
改
し
た
な

ら
ば
、
折
角
の
歌
の
構
へ
は
規
模
の
小
さ
な
現
地
の
歌
と
な
り
、
反
歌
第

二
首
と
相
挨
っ
て
長
歌
第

一
段
を
反
映
す
る
役
割
を
果
せ
な
く
な
る
。
原

文
通
り

「島
隠
り
」
で
あ
っ
て
こ
そ
は
じ
め
て
長
途
の
困
苦
に
み
ち
た
海

の
舟
路
を
表
象
し
う
る
の
で
あ
る
。

万
葉
歌
の
本
文
批
評
に
今
日
進
ん
だ
国
語
学
の
力
を
借
り
な
け
れ
ば
な
ら

ぬ
こ
と
勿
論
で
は
あ
る
が
、
し
か
し
な
が
ら
、
そ
れ
と
同
時
に
そ
の
作
品
自

体
に
か
く
さ
れ
て
ゐ
る
作
者
の
心
情
や
意
識
や
作
歌
事
情
な
ど

「内
部
的
な

も
の
」
或
ひ
は
そ
れ
に
つ
ら
な
る
事
柄
を
も
考
慮
に
入
れ
る
必
要
が
あ
る
と

い
ふ
常
識
も
実
践
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
思
ふ
の
で
あ
る
。

―
―
大
阪
大
学
助
手
―
―




