
『
万
葉
集
』
の
稲
作

稲
は
古
代
か
ら
人
々
の
暮
ら
し
に
欠
か

せ
な
い
も
の
で
す
。『
日
本
書
紀
』
に
天
孫

降
臨
に
際
し
て
天

照

大

神
が
高
天
原
に

あ
ま
て
ら
す
お
お
み
か
み

た
か
ま
の
は
ら

あ
る
斎
庭
の
稲
穂
を
授
け
た
と
あ
る
よ
う

ゆ

に

わ

に
、と
く
に
稲
は
神
聖
視
さ
れ
て
い
る
こ
と

が
わ
か
り
ま
す
。『
万
葉
集
』
に
も
田
を
詠

ん
だ
歌
が
い
く
つ
か
み
ら
れ
ま
す
が
、な
か

で
も
稲
作
の
サ
イ
ク
ル
に
そ
っ
た
様
々
な

場
面
が
表
現
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
点
が

面
白
く
感
じ
ら
れ
ま
す
。
し
か
も
、
す
べ
て

恋
歌
で
す
。そ
こ
で
今
回
は
そ
れ
ら
の
歌
々

を
ご
紹
介
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

◆
田
植
え

青
柳
の
枝
き
り
下
し
斎
種
蒔
き
ゆ
ゆ
し
き

あ
を
や
ぎ

お
ろ

ゆ

た
ね

ま

君
に
恋
ひ
渡
る
か
も

（
巻
十
五
‐
三
六
〇
三
）

〔
青
柳
の
枝
を
き
り
下
し
て
田
に
刺
し
、
忌

み
清
め
た
種
を
蒔
く
よ
う
に
、忌
み
か
し
こ

む
べ
き
あ
な
た
に
、
恋
つ
づ
け
る
こ
と

よ
。〕

柳
は
生
命
力
の
旺
盛
な
植
物
で
、刺
し
た

枝
が
根
を
下
ろ
す
か
否
か
で
吉
凶
を
占
う

習
俗
が
古
代
に
は
あ
り
ま
し
た
。こ
の
歌
も

そ
れ
を
表
し
て
お
り
、柳
の
枝
を
用
い
て
田

植
え
の
祭
り
が
厳
か
に
執
り
行
わ
れ
て
い

た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

衣
手
に
水
渋
つ
く
ま
で
植
ゑ
し
田
を
引
板

こ
ろ
も
で

み

し
ぶ

ひ

き

た

わ
が
延
へ
守
れ
る
苦
し

は

ま
も

（
巻
八
‐
一
六
三
四
）

〔
衣
の
袖
に
水
あ
か
が
着
く
ま
で
苦
労
し
て

植
え
た
田
を
、侵
入
者
を
防
ぐ
引
板
を
め
ぐ

ら
し
て
守
る
の
は
、
つ
ら
い
こ
と
で
す
。〕

衣
服
を
水
田
で
濡
ら
し
な
が
ら
苗
代
を

植
え
る
苦
労
が
詠
ま
れ
て
い
ま
す
。古
代
に

は
田
植
え
を
必
要
と
し
な
い
直
播
も
な
さ

じ
か
ま
き

れ
て
お
り
、「
住
吉
の
岸
を
田
に
墾
り
蒔
き

す
み
の
え

は

ま

し
稲
」（
巻
十
‐
二
二
四
四
）
と
あ
る
こ
と

い
ね

か
ら
も
そ
れ
が
わ
か
り
ま
す
。「
引
板
」
は

鳥
獣
の
被
害
か
ら
稲
を
守
る
た
め
の
設
備

で
、縄
に
鳴
子
状
の
板
を
た
く
さ
ん
付
け
た

も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

◆
実
り

秋
の
田
の
穂
向
見
が
て
り
わ
が
背
子
が
ふ

ほ

む
き

せ

こ

さ
手
折
り
け
る
女
郎
花
か
も

た

を

を
み
な
へ
し

（
巻
十
七
‐
三
九
四
三
）

〔
秋
の
田
の
み
の
り
具
合
を
見
廻
り
な
が
ら
、

あ
な
た
が
ど
っ
さ
り
手
折
っ
て
来
ら
れ
た

女
郎
花
よ
。〕

大
伴
家
持
が
越
中
国
（
現
在
の
富
山
県
）

の
国
守
在
任
中
に
詠
ん
だ
歌
で
す
。国
司
の

お
も
な
仕
事
の
ひ
と
つ
に
租
税
の
安
定
的

な
徴
収
が
あ
り
ま
す
。そ
の
た
め
家
持
は
越

中
国
内
を
巡
察
し
て
稲
の
実
り
具
合
を
チ

ェ
ッ
ク
し
た
も
の
と
思
わ
れ
ま
す
。ち
な
み

に
『
日
本
書
紀
』
は
天
孫
降
臨
の
地
を

「
葦

原
千
五
百
秋
瑞
穂
国
」
と
称
し
て
お

あ
し
は
ら
の
ち

い

ほ

あ

き

の
み
つ
ほ
の
く
に

り
、
実
り
豊
か
な
国
土
を
象
徴
し
て
い
ま
す
。

『
万
葉
集
』
に
は
ほ
か
に
も
、
稲
穂
が
な

び
い
て
同
じ
方
向
に
寄
せ
ら
れ
る
「
秋
の
田

の
穂
向
の
寄
れ
る
か
た
寄
り
に
」（
巻
二
‐

ほ

む
き

一
一
四
、
巻
十
‐
二
二
四
七
）
や
、
稲
穂
が

豊
か
に
実
っ
た
状
態
を
い
う
「
秋
田
の
穂
立

ほ

た

ち

繁
く
し
」（
巻
八
‐
一
五
六
七
）
と
い
っ
た

表
現
も
み
ら
れ
ま
す
。

◆
稲
刈
り

秋
の
田
の
穂
田
の
刈
ば
か
か
寄
り
合
は
ば

ほ

た

か
り

よ

そ
こ
も
か
人
の
吾
を
言
な
さ
む

わ

こ
と（

巻
四
‐
五
一
二
）

〔
秋
の
田
の
稲
穂
の
田
の
刈
り
時
の
よ
う
に
、

こ
ん
な
に
寄
り
あ
っ
た
ら
、そ
の
こ
と
で
も

人
は
噂
を
た
て
る
で
し
ょ
う
か
。〕

い
よ
い
よ
稲
穂
の
収
穫
で
す
。
当
然
、
コ

ン
バ
イ
ン
の
な
い
時
代
で
す
か
ら
、す
べ
て

手
作
業
で
す
。今
も
家
族
だ
け
で
は
手
が
足

り
ず
近
隣
住
民
ら
で
協
力
す
る
こ
と
が
あ

り
ま
す
ね
。古
代
の
人
々
も
そ
う
で
あ
っ
た

こ
と
が
、
右
の
歌
か
ら
わ
か
り
ま
す
。

稲
刈
り
の
時
期
に
は
田
の
近
く
に
仮
設

の
小
屋
を
建
て
て
、
寝
泊
り
を
し
ま
す
。
こ

の
小
屋
を
『
万
葉
集
』
で
は
「
秋
田
刈
る

か

仮
廬
」（
巻
八
‐
一
五
五
六
、
巻
十
‐
二
一

か

り

ほ

七
四
）
と
詠
ん
で
い
ま
す
。
小
倉
百
人
一
首

の
天
智
天
皇
御
製
歌
「
秋
の
田
の
か
り
ほ
の

庵
の
と
ま
を
あ
ら
み
」
も
同
様
で
す
。

◆
収
穫
後

わ
が
業
れ
る
早
稲
田
の
穂
立
ち
造
り
た
る

な

わ

さ

だ

ほ

た

蘰

そ
見
つ
つ
思
は
せ
わ
が
背

か
づ
ら

し
の

（
巻
八
‐
一
六
二
四
）

〔
私
の
仕
事
と
す
る
早
稲
田
の
、
穂
立
ち
で

作
っ
た
蘰
で
す
よ
。い
つ
も
見
て
私
を
お
し

の
び
下
さ
い
。
あ
な
た
。〕

刈
ら
れ
た
の
ち
は
「
稲
を
倉
に
挙
蔵
げ

あ

て
」（
巻
十
六
‐
三
八
四
八
）
と
詠
ま
れ
て

い
る
よ
う
に
高
床
式
倉
庫
に
貯
蓄
さ
れ
ま

す
。
た
だ
、
い
ち
早
く
生
育
す
る
早
稲
は
特

わ

せ

別
で
、
そ
の
生
命
力
に
あ
や
か
ろ
う
と
蘰

（
髪
の
装
飾
物
）
に
な
さ
れ
る
こ
と
も
あ
っ

た
よ
う
で
す
。

（
主
任
研
究
員

小
倉
久
美
子
）
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図
書
室
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は
無
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す

閲
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で
の
ご
利
用
に
な
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ま
す
。
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