
万
葉
集
を
編
纂
し
た
大
伴
家
持
は
、

天
平
十
八
年（
七
四
六
年
）か
ら
五
年
間
、

越
中
の
国
守
を
務
め
ま
し
た
。

当
時
の
越
中
は
、家
持
が「
し
な
ざ
か
る
越
」と
詠
ん
だ
よ
う
に
、

奈
良
の
都
か
ら
遠
く
離
れ
た
鄙
の
地
。

都
と
は
異
な
る
風
土
の
中
で
家
持
は
多
く
の
歌
を
詠
み
ま
し
た
。

万
葉
集
に
残
る
家
持
の
歌
四
七
三
首
の
う
ち
、

五
年
間
の
在
任
中
に
詠
ま
れ
た
も
の
は
実
に

二
二
三
首
に
の
ぼ
り
ま
す
。
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こ
の
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消
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時
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い
ざ
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山
橘
の　

実
の
照
る
も
見
む
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き
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き

や
ま
た
ち
ば
な

み
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み

け　
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こ

ゆ

《
歌
の
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説
》

　

山
橘
と
は
、ヤ
ブ
コ
ウ
ジ
の
別
称
で
、日
本
各
地
で
見
ら
れ
る
高
さ
30
㎝
ほ
ど

の
常
緑
低
木
で
す
。晩
秋
か
ら
初
春
に
か
け
て
小
さ
な
赤
い
実
を
つ
け
、正
月
の

縁
起
物
と
し
て
親
し
ま
れ
て
い
ま
す
。

　

橘
は
古
来
、冬
で
も
青
々
と
葉
を
茂
ら
せ
る『
常
盤
木
』と
し
て
神
聖
視
さ
れ

て
い
ま
し
た
。そ
の
実
も『
非
時
香
菓
』（
時
を
選
ば
ず
香
る
果
物
）と
呼
ば
れ
、

日
本
書
紀
で
は
不
老
不
死
の
実
と
し
て
登
場
し
て
い
ま
す
。「
越
中
の
風
土
、橙

橘
あ
る
こ
と
希
な
り
」と
家
持
が
言
う
よ
う
に
、当
時
の
越
中
で
は
、寒
冷
な
気

候
か
ら
橘
が
自
生
し
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。橘
を
こ
よ
な
く
愛
し
た
家

持
は
都
か
ら
橘
を
持
ち
込
み
国
府
の
庭
先
に
植
栽
し
た
と
伝
え
ら
れ
ま
す
。

　

こ
の
年
は
例
年
に
な
い
豪
雪
だ
っ
た
そ
う
で
、正
月
の
積
雪
は
４
尺（
約
120
㎝
）

に
も
な
り
、家
持
は「
腰
な
づ
み
」（
腰
が
進
ま
な
い
ほ
ど
）の
大
雪
だ
と
詠
み
表

し
て
い
ま
す
。

　
さ
て
、こ
の
歌
の「
消
残
る
時
に
」の
句
に
は 

消
え
な
い
内
に 

と 

残
雪
の
頃
に　

と

い
う
二
つ
の
解
釈
が
あ
り
ま
す
。雪
化
粧
の
山
橘
に
風
情
は
あ
り
ま
す
が
、「
腰

な
づ
み
」の
雪
が
降
る
越
中
の
風
土
を
思
え
ば
、都
人
の
家
持
が
遠
い
春
の
訪
れ

を
願
っ
た
と
い
う
方
が
自
然
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

有磯高校の万葉歌碑
伏木から氷見にかけての海岸線は万葉の時代より「荒磯」や
「有磯海」と呼ばれ、同校の名前もそこからとられた。歌碑は
卒業記念として建立されたもの。
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だ
歌

大
伴
家
持 （
巻
十
九
・
四
二
二
六
）
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