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『
万
葉
集
』
巻
七
巻
末
歌
の
配
置
と
歌
意
の
考
察 

 

津 
 

田 
 

大 
 

樹 
 

 
 

   
 

 
 

（
一
）
序 

  
 

 

『
万
葉
集
』
巻
七
は
「
雑
歌
」
「
譬
喩
歌
」
「
挽
歌
」
の
三
部
で
構
成
さ
れ
て
い
る
。
「
雑

歌
」
「
譬
喩
歌
」
の
部
で
は
さ
ら
に
小
題
を
付
し
て
歌
群
を
配
置
す
る
。
「
雑
歌
」
部
で
は
冒
頭

か
ら
「
詠
天
」
「
詠
月
」
以
下
、
「
譬
喩
歌
」
部
で
は
冒
頭
か
ら
「
寄
衣
」
「
寄
玉
」
以
下
と
い

っ
た
配
置
を
と
る
。
巻
末
の
「
挽
歌
」
部
で
は
、
小
題
を
付
さ
ず
に
一
四
〇
四
～
一
四
一
五
の
十

二
首
を
並
べ
た
後
、
一
四
一
五
の
異
伝
歌
で
あ
る
一
四
一
六
を
「
或
本
歌
曰
」
と
し
て
配
置
し
、

さ
ら
に
「
羈
旅
歌
」
の
小
題
を
付
し
て
一
四
一
七
歌
を
配
置
す
る
。
そ
し
て
こ
の
一
四
一
七
歌
が

巻
七
の
巻
末
歌
と
な
っ
て
い
る
。 

 

巻
七
で
は
「
雑
歌
」
部
の
小
題
に
「
羈
旅
作
」
の
歌
群
が
あ
り
、
ま
た
「
芳
野
作
」
「
山
背
作
」

「
摂
津
作
」
な
ど
の
地
名
を
示
す
小
題
も
あ
る
。
『
万
葉
集
』
の
他
巻
の
構
成
を
考
え
て
も
、
羈
旅

歌
は
「
雑
歌
」
と
し
て
分
類
さ
れ
る
の
が
通
例
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
当
面
の
巻
七
「
挽
歌
」
部
に

小
題
と
し
て
「
羈
旅
歌
」
が
あ
る
こ
と
は
異
例
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
こ
の
配
置
に
関
し
て
従
来
さ
ま

ざ
ま
な
解
釈
が
提
起
さ
れ
て
き
た
。 

 

さ
ら
に
問
題
を
複
雑
に
す
る
の
は
、
一
四
一
七
歌
そ
の
も
の
の
解
釈
に
も
諸
説
が
提
起
さ
れ
て

い
る
こ
と
で
あ
る
。
配
置
の
問
題
と
歌
意
の
解
釈
と
が
関
わ
っ
て
定
ま
っ
た
理
解
の
得
ら
れ
て
い

な
い
状
況
に
あ
る
。 

 

は
じ
め
に
歌
本
文
を
示
し
て
主
な
解
釈
の
異
同
を
確
認
す
る
（
注
１
）
。 

  
 

 
 

羈
旅
歌 

 
 

名
兒
乃
海
乎

な

ご

の

う

み

を 

朝
榜
来
者

あ
さ
こ
ぎ
く
れ
ば 

海
中
尓

わ
た
な
か
に 

鹿
子
曽
鳴
成

か

こ

そ

な

く

な

る 
 

怜
其
水
手

あ

は

れ

そ

の

か

こ 
 

（
巻
７
一
四
一
七
） 

  

こ
の
一
四
一
七
歌
を
羈
旅
歌
（
雑
歌
）
と
し
て
解
釈
す
る
説
と
、
挽
歌
と
し
て
解
釈
す
る
説
と
が

あ
る
。
ま
た
、
下
句
に
詠
ま
れ
て
い
る
「
鹿
子
」
（
第
四
句
）
と
「
水
手
」
（
第
五
句
）
に
つ
い
て 

も
、
い
ず
れ
か
一
方
を
借
字
と
み
て
、
「
鹿
子
」
（
鹿
）
を
詠
ん
だ
も
の
と
す
る
説
と
、
「
水
手
」

（
水
夫
）
を
詠
ん
だ
も
の
と
す
る
説
と
が
あ
っ
て
定
ま
ら
な
い
。 

 

挽
歌
説
は
『
私
注
』
の
提
起
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
が
、
青
木
生
子
氏
（
注
２
）
、
『
全
注
』
『
新

体
系
』
『
和
歌
文
学
大
系
』
な
ど
に
、
こ
れ
を
挽
歌
と
す
る
論
が
あ
る
ほ
か
、
『
集
成
』
『
釈
注
』

な
ど
に
も
挽
歌
説
が
付
記
さ
れ
て
い
る
。 

 

ま
た
、
羈
旅
歌
説
は
こ
れ
が
巻
末
で
あ
る
こ
と
か
ら
「
雑
歌
」
部
の
羈
旅
歌
群
の
補
遺
と
み
な
す

も
の
で
あ
る
。
羈
旅
歌
説
の
中
で
も
、
『
全
注
釈
』
『
窪
田
評
釈
』
『
注
釈
』
『
大
系
』
『
全
集
』

な
ど
は
「
鹿
子
」
（
鹿
）
を
詠
む
も
の
と
し
て
い
る
が
、
『
代
匠
記
』
『
考
』
『
古
義
』
『
略
解
』

『
新
考
』
『
口
訳
』
『
全
釈
』
『
金
子
評
釈
』
『
佐
々
木
評
釈
』
な
ど
は
「
水
手
」
（
水
夫
）
を
詠

む
も
の
と
す
る
。 

 

『
新
編
全
集
』
頭
注
に
諸
説
を
あ
げ
て
「
決
定
は
困
難
」
と
記
す
の
は
、
こ
う
し
た
研
究
史
の

現
況
を
示
す
も
の
と
言
え
よ
う
。
し
か
し
、
従
来
の
諸
説
に
は
、
表
現
の
解
釈
に
不
十
分
な
点
が

あ
り
、
歌
の
内
容
が
正
確
に
理
解
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
本
稿
で
は
、
い
ま
だ
に
定

説
を
み
な
い
一
四
一
七
歌
に
つ
い
て
検
討
し
、
そ
の
配
置
と
歌
意
に
関
す
る
解
釈
を
提
示
す
る
。 

  
 

 
 

（
二
）
部
立
と
小
題 

  

部
立
及
び
歌
の
配
列
に
関
す
る
問
題
か
ら
再
確
認
す
る
。
「
羈
旅
歌
」
と
小
題
が
付
さ
れ
る
一
四

一
七
歌
は
目
録
に
お
い
て
も
、
本
文
に
お
い
て
も
挽
歌
部
に
配
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
も
関
わ
ら

ず
、
一
四
一
七
歌
を
挽
歌
と
認
め
な
い
説
が
広
く
行
わ
れ
て
き
た
の
は
、
歌
の
表
現
内
容
が
挽
歌
的

で
は
な
い
と
い
う
判
断
が
存
し
た
た
め
で
あ
る
が
、
こ
う
し
た
判
断
は
ま
た
、
一
四
一
七
歌
が
巻
末

に
置
か
れ
て
い
る
た
め
に
、
巻
七
雑
歌
部
羈
旅
歌
群
の
追
補
と
位
置
付
け
る
こ
と
が
で
き
る
可
能

性
を
見
込
ん
で
の
も
の
で
あ
っ
た
。 

 

し
か
し
な
が
ら
、
一
四
一
七
歌
の
表
現
は
、
挽
歌
と
し
て
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
わ
け
で
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は
な
い
。
何
よ
り
も
、
挽
歌
部
に
配
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
軽
視
す
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
ま
ず

は
、
挽
歌
と
し
て
の
解
釈
を
試
み
る
こ
と
が
正
当
な
方
法
で
あ
ろ
う
。 

 

万
葉
の
挽
歌
部
に
は
、
人
物
の
死
に
直
面
し
た
際
の
詠
や
、
死
後
の
儀
礼
に
関
わ
る
歌
な
ど
が
多

く
あ
る
。
こ
う
し
た
挽
歌
の
場
合
に
は
、
歌
の
表
現
か
ら
も
、
そ
れ
が
挽
歌
で
あ
る
こ
と
を
明
確
に

読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
挽
歌
の
中
に
は
、
例
え
ば
、
時
を
経
て
か
ら
死
者
を
回
想
し

哀
傷
し
て
歌
わ
れ
た
も
の
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
内
容
の
も
の
が
含
ま
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
直

接
に
死
を
歌
う
語
や
、
儀
礼
を
叙
述
す
る
表
現
が
認
め
ら
れ
な
い
か
ら
と
い
っ
て
、
挽
歌
で
あ
る
こ

と
を
疑
っ
て
し
ま
う
の
は
、
速
断
に
過
ぎ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。 

 

ま
た
、
「
羈
旅
歌
」
と
題
さ
れ
る
点
に
つ
い
て
も
、
万
葉
挽
歌
の
中
に
は
、
旅
先
で
接
し
た
事
物

に
寄
せ
て
死
者
を
偲
ぶ
と
い
う
歌
が
広
く
認
め
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
か
ら
、
「
挽
歌
」
部
内
に
お

け
る
「
羈
旅
歌
」
、
即
ち
「
挽
歌
の
中
で
旅
先
で
詠
ま
れ
た
も
の
」
と
い
う
称
も
成
り
立
ち
得
る
も

の
と
思
わ
れ
る
。
「
挽
歌
の
部
立
下
に
あ
り
羈
旅
に
お
け
る
挽
歌
の
意
」
（
『
和
歌
文
学
大
系
』
）

と
い
う
理
解
は
妥
当
な
も
の
と
考
え
る
。 

 

以
下
、
一
四
一
七
歌
の
表
現
に
即
し
な
が
ら
考
察
す
る 

  
 

 
 

（
三
）
「
名
兒
乃
海
」 

  

一
四
一
七
歌
は
ま
ず
「
名
兒
乃
海
乎

な

ご

の

う

み

を

」
と
地
名
を
提
示
す
る
。
こ
の
「
名
兒
」
は
、
同
じ
巻
七
の

雑
歌
に
「
住
吉
の 

名
児
（
名
兒
）
の
浜
辺
に
」
（
一
一
五
三
）
と
あ
る
の
と
同
地
と
み
て
よ
い
だ

ろ
う
。
こ
の
一
一
五
三
歌
は
「
攝
津
作
」
と
題
さ
れ
る
歌
群
の
一
首
だ
が
、
同
歌
群
に
は
一
一
五
五

歌
に
も
「
奈
呉
」
が
詠
ま
れ
る
ほ
か
、
前
後
の
歌
に
は
「
吾
兒
」
（
一
一
五
四
）
、
「
阿
胡
」
（
一

一
五
七
）
と
い
う
地
名
が
み
え
、
い
ず
れ
も
住
吉
の
海
岸
地
帯
の
小
地
名
と
思
わ
れ
る
。
奥
野
健
司

氏
『
万
葉
摂
河
泉
志
考
』
（
注
３
）
で
は
、
「
吾
兒
と
同
所
な
ら
む
と
云
ふ
も
未
だ
詳
か
な
ら
ず
」

と
し
た
上
で
、
「
或
は
難
波
よ
り
見
て
、
海
岸
線
の
湾
入
せ
る
此
岸
を
吾
子
と
呼
び
彼
岸
を
名
兒

（
汝
子
）
と
対
称
せ
し
も
の
か
。
」
と
も
記
さ
れ
て
い
る
。 

 

詳
し
い
所
在
は
確
か
め
ら
れ
な
い
が
、
こ
こ
で
着
目
し
て
お
き
た
い
の
は
、
『
全
注
』
が
大
井
重

二
郎
氏
の
説
（
『
万
葉
摂
河
泉
歌
枕
考
』
）
を
引
用
し
て
「
な
ご
」
「
あ
ご
」
を
同
地
と
し
た
上
で
、

い
ず
れ
も
「
児
」
（
妻
）
へ
の
連
想
を
込
め
た
も
の
と
説
い
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
『
釈
注
』

で
は
、
「
名
児
→
吾
児
と
引
き
続
く
土
地
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
」
と
し
な
が
ら
も
、
「
双
方
と
も
、

『
児
』
に
家
郷
の
子
（
妻
）
を
連
想
し
て
い
よ
う
。
」
と
す
る
点
は
共
通
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
同

音
に
よ
る
連
想
は
、
十
分
に
想
定
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
、
当
面
の
一
四
一
七
歌
の
場
合
に
も
ま
た
、
考 

慮
に
入
れ
る
べ
き
事
項
と
言
え
よ
う
。
歌
の
場
と
し
て
の
地
名
に
、
こ
う
し
た
連
想
が
ま
つ
わ
る
こ

と
は
、
羈
旅
歌
の
発
想
形
式
に
照
ら
し
て
も
認
め
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
、
こ
の
一
四
一
七
歌
の
基
調
に

「
児
」
へ
の
思
慕
が
込
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
窺
が
わ
せ
る
も
の
と
言
え
る
だ
ろ
う
。 

  
 

 
 

（
四
）
「
鹿
子
曽
鳴
成 

 

怜
其
水
手
」 

  

続
い
て
、
こ
の
「
名
兒
乃
海
」
を
榜
ぎ
来
る
と
「
鹿
子
曽
鳴
成

か

こ

そ

な

く

な

る 
 

怜
其
水
手

あ

は

れ

そ

の

か

こ

」
と
歌
わ
れ
る
。

こ
の
下
句
の
表
現
に
つ
い
て
、
『
考
』
に
は
「
鹿
子
は
借
字
、
水
手
也
、
今
本
鳴
と
あ
る
は
喚
也
、

鳴
の
草
喚
に
似
た
り
よ
て

（
る
よ
り
）

誤
り
し
な
る
へ
し
、
ゆ
ゑ
に
あ
ら
た
む
、
水
手
か
聲
の
聞
ゆ
と
云
也
」
と

あ
る
。
こ
う
し
た
誤
字
説
も
含
め
て
、
第
四
句
「
鹿
子
」
、
第
五
句
「
水
手
」
を
い
ず
れ
も
水
夫
の

こ
と
と
す
る
説
が
あ
る
一
方
、
「
海
中
で
鹿
が
鳴
い
て
い
る
。
あ
あ
そ
の
鹿
よ
。
」
（
『
全
注
釈
』
）

な
ど
の
よ
う
に
、
「
鹿
子
」
「
水
手
」
を
い
ず
れ
も
鹿
の
意
に
解
す
る
説
も
行
わ
れ
て
い
る
。
ま
た
、

挽
歌
説
を
と
る
『
私
注
』
に
は
「
『
水
手
』
『
鹿
子
』
は
、
お
互
に
借
り
通
じ
て
も
、
用
ゐ
る
字
で

あ
る
が
、
此
の
歌
で
は
そ
れ
を
、
ち
や
ん
と
使
ひ
分
け
て
居
る
」
と
し
て
、
「
海
の
中
に
鹿
が
鳴
い

て
居
る
の
で
あ
る
。
あ
あ
あ
あ
、
そ
れ
に
つ
け
て
思
ひ
出
さ
れ
る
、
あ
の
水
手
は
ま
あ
。
」
と
解
し

て
い
る
。 

 

細
部
に
は
、
な
お
、
論
者
に
よ
る
異
同
が
あ
る
が
、
従
来
の
諸
説
は
凡
そ
右
の
よ
う
に
概
括
で
き

る
。
こ
れ
ら
の
先
行
諸
説
を
踏
ま
え
た
上
で
、
本
稿
の
解
釈
を
述
べ
て
み
た
い
。 

 

ま
ず
、
一
四
一
七
歌
下
句
の
表
現
は
、
は
や
く
か
ら
指
摘
さ
れ
て
き
た
よ
う
に
、
「
詠
霍
公
鳥
一

首
」
と
題
さ
れ
る
長
歌
（
巻
９
一
七
五
五
）
の
反
歌
、 

  
 

か
き
霧
ら
し 

雨
の
降
る
夜
を 

ほ
と
と
ぎ
す 

鳴
き
て
行
く
な
り 

あ
は
れ
そ
の
鳥 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

（
巻
９
一
七
五
六
） 

 

の
下
句
の
表
現
と
「
お
な
し
語
勢
な
り
」
（
『
代
匠
記
』
初
）
と
認
め
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
一

七
五
六
歌
の
表
現
を
見
れ
ば
、
第
五
句
「
あ
は
れ
そ
の
鳥
」
の
「
そ
の
」
が
、
直
前
に
「
ほ
と
と
ぎ

す 
鳴
き
て
行
く
な
り
」
と
歌
わ
れ
て
い
る
「
ほ
と
と
ぎ
す
」
を
指
示
し
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で

あ
る
。 

 

そ
こ
で
改
め
て
当
面
の
一
四
一
七
歌
「
鹿
子
曽
鳴
成

か

こ

そ

な

く

な

る 
 

怜
其
水
手

あ

は

れ

そ

の

か

こ

」
に
つ
い
て
考
え
る
な
ら

ば
、
第
五
句
「 
怜
其
水
手

あ

は

れ

そ

の

か

こ

」
の
「
其
」
が
指
示
す
る
の
は
、
第
四
句
の
「
鹿
子
」
で
あ
る
こ
と 

 

 

』  
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集 
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は
明
ら
か
で
あ
る
。
「
『
其
』
は
同
一
歌
中
に
お
け
る
既
出
の
も
の
を
指
示
す
る
」
（
注
４
）
と
説

か
れ
て
い
る
通
り
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
一
四
一
七
歌
に
お
け
る
「
鹿
子
」
と
「
水
手
」
は
、
用

字
が
異
な
る
だ
け
で
あ
っ
て
、
同
一
の
対
象
を
指
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
で
は
、「
鹿
子
」
と
「
水

手
」
の
い
ず
れ
を
正
字
と
み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。 

 

応
神
紀
十
三
年
の
条
に
は
、
髪
長
媛

か
み
な
が
ひ
め

に
関
す
る
記
事
の
別
伝
と
し
て
「
鹿
子
水
門

か

こ

の

み

な

と

」
の
地
名
起
源

に
ま
つ
わ
る
伝
承
が
記
載
さ
れ
て
い
る
。
天
皇
が
淡
路
島
に
出
か
け
た
折
に
、
数
十
の
鹿
が
海
を
渡

っ
て
播
磨
の
水
門
に
入
る
の
を
見
か
け
た
。
使
者
を
遣
っ
て
確
か
め
さ
せ
る
と
、
そ
れ
は
鹿
の
皮
を

着
た
人
間
で
、
諸
県
君
牛

も
ろ
が
た
の
き
み
う
し 

が
娘
の
髪
長
媛
を
献
る
た
め
に
参
上
し
た
と
い
う
内
容
で
あ
る
。
こ
れ

を
「
鹿
子
水
門

か

こ

の

み

な

と

」
の
地
名
起
源
と
説
く
と
と
も
に
、
「
凡
そ
水
手
を
鹿
子
と
曰
ふ
は
蓋
し
始
め
て
是

時
に
起
れ
り
」
と
記
し
て
い
る
。
応
神
紀
の
こ
の
記
事
か
ら
も
、
「
鹿
子
」
と
「
水
手
」
の
訓
み
の

通
用
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

し
た
が
っ
て
、
用
字
に
即
す
る
限
り
で
は
当
面
の
一
四
一
七
歌
の
「
鹿
子
」
「
水
手
」
を
鹿
の
意

と
も
水
夫
の
意
と
も
理
解
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
。
し
か
し
、
前
後
の
語
句
と
併
せ
て
一
首
全
体

の
内
容
を
考
え
る
な
ら
ば
、
こ
こ
は
鹿
の
意
と
す
る
の
が
妥
当
で
は
な
か
ろ
う
か
。 

 

先
に
引
用
し
た
『
考
』
で
は
「
鹿
子
」
を
借
字
と
み
て
水
夫
の
意
に
理
解
し
て
い
る
が
、
そ
の
際

に
「
鳴
」
を
誤
字
と
し
て
、
「
喚
」
に
改
め
て
い
る
。 

こ
れ
は
、
「
水
手
の
声
呼
び
」
（
巻
４
五
〇
九
、
巻
15
三
六
二
二
）
「
水
手
も
声
呼
び
」
（
巻
15

三
六
二
七
）
と
い
っ
た
用
例
を
踏
ま
え
て
の
こ
と
と
思
わ
れ
る
が
、
そ
の
前
提
と
し
て
、
水
夫
と
解

釈
す
る
た
め
に
は
「
鳴
」
で
は
整
合
し
な
い
と
い
う
判
断
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。 

 

し
か
し
諸
本
に
異
同
な
く
「
鳴
」
で
あ
る
本
文
を
「
喚
」
に
改
め
る
こ
と
は
認
め
ら
れ
な
い
で
あ

ろ
う
。
そ
し
て
「
鳴
」
で
あ
る
か
ら
に
は
鹿
を
歌
っ
た
も
の
と
し
て
理
解
す
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ

う
。 

 

「
鳴
」
の
用
字
例
は
、
「
と
り
」
（
巻
１
一
六
他
）
「
よ
ぶ
こ
ど
り
」
（
巻
１
七
〇
他
）
「
た

づ
」
（
巻
１
七
一
他
）
「
ほ
と
と
ぎ
す
」
（
巻
２
一
一
二
他
）
「
ち
ど
り
」
（
巻
３
二
六
六
他
）

「
か
ほ
ど
り
」
（
巻
３
三
七
二
他
）
「
か
も
」
（
巻
３
三
七
五
他
）
「
う
ぐ
ひ
す
」
（
巻
６
一
〇

一
二
他
）
「
か
り
」
（
巻
８
一
五
一
五
他
）
な
ど
鳥
類
の
鳴
く
こ
と
を
表
す
場
合
が
大
部
分
で
、

そ
の
他
に
「
か
は
づ
」
「
し
か
」
な
ど
の
動
物
が
鳴
く
こ
と
を
表
す
例
も
あ
っ
て
、
当
面
の
一
四

一
七
歌
が
鹿
を
詠
ん
だ
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
誤
字
な
ど
を
想
定
せ
ず
と
も
、
疑
念
な
く
理
解
す

る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。 

 

な
お
、
「
音
の
み
や
泣
か
む
（
啼
耳
鳴
六
）
」
（
巻
３
四
八
三
）
、
「
音
に
さ
へ
泣
き
し
（
哭

左
倍
鳴
四
）
」
（
巻
４
四
九
八
）
の
よ
う
に
、
「
鳴
」
字
が
人
の
泣
く
こ
と
を
表
し
て
用
い
ら
れ

た
例
が
あ
る
こ
と
は
看
過
で
き
な
い
。
こ
れ
を
重
視
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
「
水
手
（
水
夫
）
が
泣

い
て
い
る
」
と
い
う
解
も
、
可
能
性
と
し
て
は
成
り
立
ち
得
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
き
わ
め

て
限
ら
れ
た
例
で
あ
る
こ
と
に
加
え
、
一
方
の
「
鹿
が
鳴
い
て
い
る
」
と
い
う
表
現
が
万
葉
歌
に

広
く
詠
ま
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
考
慮
す
る
な
ら
ば
、
一
四
一
七
歌
の
第
四
句
「
鹿
子
曽
鳴
成

」
の
字
面
か
ら
導
か
れ
る
読
み
と
し
て
は
、
や
は
り
「
鹿
が
鳴
い
て
い
る
」
と
の
解
を
と
る
べ
き

で
あ
ろ
う
。
こ
れ
に
続
く
第
五
句
も
、
感
動
詞
「
あ
は
れ
」
に
よ
っ
て
「
あ
あ
、
そ
の
鹿
よ
」
と

感
慨
を
込
め
て
結
ん
だ
も
の
と
理
解
で
き
る
。 

 

下
句
の
「
鹿
子
」
「
水
手
」
は
、
い
ず
れ
も
鹿
を
歌
っ
た
も
の
と
考
え
た
上
で
、
さ
ら
に
考
察
を

進
め
て
い
き
た
い
。 

  
 

 
 

（
五
）
鹿
鳴
の
抒
情 

  

一
四
一
七
歌
の
下
句
は
鹿
の
鳴
く
こ
と
を
歌
っ
た
も
の
で
あ
る
と
考
え
て
き
た
が
、
そ
の
上
で
、

「 

怜
其
水
手

あ

は

れ

そ

の

か

こ

」
と
歌
わ
れ
る
抒
情
表
現
の
内
実
を
確
か
め
て
い
き
た
い
。 

 

『
万
葉
集
』
に
は
鹿
鳴
を
詠
ん
だ
歌
が
数
多
く
あ
る
。
当
面
の
一
四
一
七
歌
に
つ
い
て
、
「
旅
び

と
と
し
て
ゐ
る
状
態
と
、
鹿
の
哀
切
な
聲
と
は
通
ふ
と
こ
ろ
が
あ
つ
て
、
云
ひ
難
い
感
が
し
た
の
で

あ
る
」
（
『
窪
田
評
釈
』
）
、
「
鹿
に
感
情
を
寄
せ
て
い
る
の
は
、
そ
の
鳴
く
心
が
傷
心
に
値
す
る

か
ら
で
あ
る
」
（
『
全
注
釈
』
）
と
い
っ
た
説
明
も
さ
れ
て
る
が
、
『
全
注
』
に
「
鹿
の
声
に
感
動

す
る
歌
と
解
す
る
と
、
こ
の
歌
は
挽
歌
で
は
な
く
な
る
。
」
と
記
さ
れ
て
い
る
通
り
、
単
に
鹿
鳴
の

哀
調
を
い
う
だ
け
で
は
挽
歌
と
し
て
の
解
釈
を
得
ら
れ
な
い
。 

 

ま
た
、
都
倉
義
孝
氏
の
論
（
注
５
）
を
は
じ
め
、
こ
の
歌
の
背
後
に
鹿
に
関
わ
る
古
伝
承
を
想
定

す
る
説
も
あ
る
。
仁
徳
紀
三
十
八
年
秋
七
月
の
条
や
、
摂
津
国
風
土
記
逸
文
に
伝
え
ら
れ
る
ト
ガ
ノ

（
菟
餓
野
・
刀
我
野
）
の
鹿
の
伝
承
が
そ
れ
で
あ
る
。
特
に
逸
文
の
記
事
で
は
、
牡
鹿
が
牝
鹿
に
逢

う
た
め
に
海
を
渡
っ
て
淡
路
の
野
嶋
に
向
い
、
途
次
で
舟
に
逢
っ
て
射
殺
さ
れ
る
と
い
う
内
容
と

な
っ
て
お
り
、
当
面
の
一
四
一
七
歌
の
鹿
が
海
を
渡
っ
て
い
る
と
解
し
た
上
で
、
こ
の
伝
承
と
の
関

連
を
考
え
る
説
が
示
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。 

 

鹿
が
海
を
渡
る
こ
と
は
、
摂
津
国
風
土
記
逸
文
の
記
事
の
他
に
も
、
播
磨
国
風
土
記
の
揖
保
郡
伊

刀
嶋
の
条
な
ど
、
他
の
資
料
に
も
見
え
、
ま
た
『
私
注
』
や
『
注
釈
』
な
ど
、
現
代
の
事
例
を
紹
介

し
た
記
述
も
あ
る
。
し
か
し
、
本
稿
で
は
、
当
面
の
一
四
一
七
歌
の
鹿
が
海
を
渡
っ
て
い
る
と
す
る

の
は
、
適
切
で
は
な
い
と
考
え
る
。 

 

第
三
句
に
「
海
中
尓

わ
た
な
か
に

」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
鹿
が
海
を
泳
い
で
い
る
と
い
っ
た
解
釈
が
示
さ
れ

 

 

一 

関 

高 

専 

研 

究 

紀 

要 

 

第 

五 

四 

号 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三 
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て
い
る
の
で
あ
る
が
、
「
岸
寄
り
を
漕
い
で
ゐ
る
船
の
中
に
ゐ
て
、
岸
で
鳴
く
鹿
の
聲
を
聞
い
た
」

（
『
窪
田
評
釈
』
）
と
あ
る
よ
う
に
、
鹿
が
海
中
に
い
る
と
考
え
な
い
方
が
よ
い
の
で
は
な
か
ろ
う

か
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
万
葉
歌
に
お
け
る
鹿
鳴
の
表
現
を
考
慮
す
る
と
、
鹿
が
泳
い
で
い
る
と
い
う
視

覚
的
描
写
と
、
鳴
い
て
い
る
と
い
う
聴
覚
的
描
写
が
同
時
に
歌
わ
れ
る
の
は
、
き
わ
め
て
異
例
で
不

自
然
な
表
現
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
か
ら
で
あ
る
。
鹿
鳴
は
、
あ
く
ま
で
も
聞
く
も
の
で
あ
っ
て
、

鹿
の
姿
を
見
る
こ
と
と
は
重
な
ら
な
い
。
第
四
句
「
鹿
子
曽
鳴
成

か

こ

そ

な

く

な

る

」
の
助
動
詞
「
な
る
」
が
、
「
終

止
形
に
接
続
す
る
『
な
り
』
で
、
聴
覚
に
関
す
る
事
柄
を
婉
曲
に
言
い
表
わ
す
」
（
『
釈
注
』
）
と

い
う
点
も
重
視
す
る
必
要
が
あ
る
。 

 

先
に
言
及
し
た
仁
徳
紀
の
記
事
は
、
天
皇
と
皇
后
が
毎
夜
に
鹿
鳴
を
聞
く
と
い
う
話
で
、
「
毎

夜
」
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
距
離
を
隔
て
て
、
直
接
に
姿
を
目
に
し
な
い

鹿
の
鳴
き
声
が
響
い
て
く
る
と
い
う
設
定
が
重
要
な
意
味
を
担
っ
て
い
る
。 

 

鹿
鳴
は
聞
く
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
万
葉
歌
の
事
例
を
見
て
も
確
か
め
ら
れ
る
。 

  

①
こ
の
こ
ろ
の 

朝
明
に
聞
け
ば 

あ
し
ひ
き
の 
山
呼
び
と
よ
め 

さ
雄
鹿
鳴
く
も 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

（
巻
８
一
六
〇
三
） 

 

②
こ
の
こ
ろ
の 

秋
の
朝
明
に 

霧
隠
り 

つ
ま
呼
ぶ
鹿
の 

声
の
さ
や
け
さ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

（
巻
10
二
一
四
一
） 

 

③
山
近
く 

家
や
居
る
べ
き 

さ
雄
鹿
の 

声
を
聞
き
つ
つ 

寝
ね
か
て
ぬ
か
も 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

（
巻
10
二
一
四
六
） 

 

④
妹
を
思
ひ 

眠
の
寝
ら
え
ぬ
に 

秋
の
野
に 

さ
雄
鹿
鳴
き
つ 

つ
ま
思
ひ
か
ね
て 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

（
巻
15
三
六
七
八
） 

 

⑤
夜
を
長
み 

眠
の
寝
ら
え
ぬ
に 

あ
し
ひ
き
の 

山
彦
と
よ
め 

さ
雄
鹿
鳴
く
も 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

（
巻
15
三
六
八
〇
） 

  

右
の
歌
で
鹿
鳴
が
聞
こ
え
る
の
は
夜
か
ら
明
け
方
に
か
け
て
の
時
間
帯
で
、
「
寝
ね
か
て
ぬ
か

も
」
「
眠
の
寝
ら
え
ぬ
に
」
と
歌
わ
れ
、
ま
た
「
霧
隠
り
」
と
も
歌
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
鹿
の
姿

を
見
て
歌
っ
て
い
る
も
の
で
は
な
い
。 

 

ま
た
、
先
に
「
お
な
し
語
勢
な
り
」
（
『
代
匠
記
』
初
）
と
し
て
取
り
上
げ
た
一
七
五
六
歌
は
、

鹿
で
は
な
く
ほ
と
と
ぎ
す
を
歌
う
が
、 

  
 

か
き
霧
ら
し 

雨
の
降
る
夜
を 

ほ
と
と
ぎ
す 

鳴
き
て
行
く
な
り 

あ
は
れ
そ
の
鳥 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

（
巻
９
一
七
五
六
） 

 

こ
の
場
合
に
も
、
ほ
と
と
ぎ
す
を
見
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。 

 

鹿
鳴
は
、
あ
く
ま
で
も
聞
く
も
の
で
あ
っ
て
、
鹿
の
姿
を
見
る
こ
と
と
は
重
な
ら
な
い
。
当
面

の
一
四
一
七
歌
は
朝
の
時
間
帯
で
あ
る
が
、
や
は
り
、
鹿
鳴
は
遠
く
か
ら
聞
こ
え
て
く
る
も
の

で
、
鹿
の
姿
を
直
接
目
に
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。 

 

そ
し
て
、
こ
の
鹿
鳴
が
、
妻
恋
い
の
声
で
あ
る
こ
と
も
用
例
か
ら
確
か
め
ら
れ
る
。
右
に
あ
げ
た

①
～
⑤
は
す
べ
て
雄
鹿
の
声
で
あ
り
、
②
二
一
四
一
歌
に
「
つ
ま
呼
ぶ
」
と
あ
る
よ
う
に
、
妻
を
恋

う
声
で
あ
る
。
こ
れ
は
他
の
多
く
の
例
で
も
認
め
ら
れ
る
。 

  

⑥
つ
ま
恋
に 

鹿
鳴
く
山
辺
の 

秋
萩
は 

露
霜
寒
み 

盛
り
過
ぎ
行
く
（
巻
８
一
六
〇
〇
） 

 

⑦
山
彦
の 

相
と
よ
む
ま
で 

つ
ま
恋
に 

鹿
鳴
く
山
辺
に 

ひ
と
り
の
み
し
て 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

（
巻
８
一
六
〇
二
） 

 

⑧
秋
萩
の 

散
り
行
く
見
れ
ば 

お
ほ
ほ
し
み 

つ
ま
恋
す
ら
し 

さ
雄
鹿
鳴
く
も 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

（
巻
10
二
一
五
〇
） 

 

鹿
鳴
に
妻
恋
い
の
哀
切
な
思
い
を
聞
き
と
っ
て
い
る
こ
と
が
確
か
め
ら
れ
る
。
そ
う
で
あ
る
か
ら

こ
そ
、 

  

⑨
秋
萩
の 

恋
も
尽
き
ね
ば 

さ
雄
鹿
の 

声
い
継
ぎ
い
継
ぎ 

恋
こ
そ
増
さ
れ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

（
巻1

0

二
一
四
五
） 

 

⑩
草
枕 

旅
を
苦
し
み 

恋
ひ
居
れ
ば 

可
也
の
山
辺
に 

さ
雄
鹿
鳴
く
も
（
巻
15
三
六
七
四
） 

 

な
ど
の
よ
う
に
、
聞
く
者
の
恋
情
が
喚
起
さ
れ
る
も
の
と
し
て
歌
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
特
に
⑩

は
、
遣
新
羅
使
人
歌
群
の
一
首
で
、
「
引
津

ひ

き

つ

の
亭

と
ま
り

」
に
停
泊
し
た
時
、
港
近
く
の
山
に
鳴
く
鹿
の

声
を
歌
っ
て
い
る
。
船
上
の
詠
で
あ
る
こ
と
、
陸
地
か
ら
聞
こ
え
る
鹿
鳴
を
歌
っ
て
い
る
こ
と
な

ど
、
当
面
の
一
四
一
七
歌
と
共
通
す
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。 

 

こ
う
し
た
事
例
を
踏
ま
え
る
と
、
一
四
一
七
歌
の
場
合
も
、
船
上
ま
で
聞
こ
え
て
く
る
鹿
鳴
に
よ

っ
て
触
発
さ
れ
た
、
妻
恋
い
の
抒
情
が
歌
の
核
心
に
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
だ
ろ
う
。
こ
れ
は
冒

頭
に
記
し
た
、
地
名
「
名
兒
」
か
ら
喚
起
さ
れ
る
思
慕
の
情
と
も
符
合
し
て
い
る
こ
と
に
な
ろ
う
。

 

 

』  

万 

葉 

集 

『  

巻 

七 

巻 

末 

歌 

の 

配 

置 

と 

歌 

意 

の 

考 

察 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

四 
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そ
し
て
こ
の
歌
が
「
羈
旅
歌
」
と
し
て
挽
歌
部
に
配
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
拠
る
な
ら
ば
、
船
上
で

耳
に
し
た
鹿
鳴
に
触
発
さ
れ
て
亡
妻
を
偲
ん
だ
歌
と
し
て
理
解
さ
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。 

 

阿
蘇
瑞
枝
氏
の
論
（
注
６
）
に
は
、
古
代
の
中
国
に
お
い
て
、
葬
儀
と
は
関
わ
ら
な
い
場
で
挽
歌

が
歌
わ
れ
、
そ
の
哀
調
が
享
受
さ
れ
た
と
い
う
事
例
が
多
く
示
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
う
し
た
事
例
は

『
万
葉
集
』
に
お
い
て
も
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

例
え
ば
、
先
に
も
言
及
し
た
遣
新
羅
使
人
歌
群
の
中
に
は
、
次
の
歌
が
あ
る
。 

  
 

 
 

古
き
挽
歌
一
首 
并
せ
て
短
歌 

夕
さ
れ
ば 

葦
辺
に
騒
き 
明
け
来
れ
ば 

沖
に
な
づ
さ
ふ 

鴨
す
ら
も 

つ
ま
と
た
ぐ
ひ 

 

て 

我
が
尾
に
は 

霜
な
降
り
そ
と 

白
た
へ
の 

翼
さ
し
交
へ
て 

打
ち
払
ひ 

さ
寝
と 

 

ふ
も
の
を 

行
く
水
の 

反
ら
ぬ
ご
と
く 

吹
く
風
の 

見
え
ぬ
が
ご
と
く 

跡
も
な
き 

 
 

世
の
人
に
し
て 

別
れ
に
し 

妹
が
着
せ
て
し 

な
れ
衣 

袖
片
敷
き
て 

ひ
と
り
か
も
寝 

 

む 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

（
巻
15
三
六
二
五
） 

 
 

 
 

反
歌
一
首 

た
づ
が
な
き 

葦
辺
を
さ
し
て 

飛
び
渡
る 

あ
な
た
づ
た
づ
し 

ひ
と
り
さ
寝
れ
ば 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

（
巻
15
三
六
二
六
） 

 
 

 
 

右
、
丹
比
大
夫
、
亡
き
妻
を
悽
愴
く
歌 

  

「
古
挽
歌
」
と
題
さ
れ
る
右
の
長
反
歌
は
、
左
注
に
あ
る
通
り
、
妻
の
死
を
悲
傷
す
る
亡
妻
挽
歌

で
あ
る
。
巻
15
遣
新
羅
使
人
歌
群
の
配
列
で
は
、
安
芸
国
長
門
浦
か
ら
出
航
し
た
夜
に
詠
ま
れ
た

三
首
（
三
六
二
二
～
三
六
二
四
）
の
次
に
位
置
し
て
い
る
。
「
～
別
れ
に
し 

妹
が
着
せ
て
し 

 

な
れ
衣 

袖
片
敷
き
て 

ひ
と
り
か
も
寝
む
」
と
結
ば
れ
る
三
六
二
五
長
歌
、
一
人
寝
を
嘆
く
三
六

二
六
反
歌
の
内
容
は
と
も
に
旅
中
に
あ
る
使
人
た
ち
の
心
情
に
適
う
も
の
で
あ
り
、
ま
た
、
「
夕
さ

れ
ば 

葦
辺
に
騒
き 

明
け
来
れ
ば 

沖
に
な
づ
さ
ふ 

鴨
す
ら
も 

つ
ま
と
た
ぐ
ひ
て
～
」
と

歌
い
だ
さ
れ
る
描
写
も
、
「
水
鳥
を
見
聞
き
す
る
旅
に
あ
っ
て
、
こ
の
歌
が
想
起
さ
れ
た
」
（
『
新

体
系
』
）
と
い
う
想
定
を
成
り
立
た
せ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
亡
妻
挽
歌
が
、
旅
中
に
あ
っ
て
家
郷

の
妻
を
偲
ぶ
遣
新
羅
使
人
の
心
境
を
託
す
に
適
う
も
の
と
し
て
誦
詠
さ
れ
、
享
受
さ
れ
た
も
の
と

捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。 

 

こ
う
し
た
事
例
は
、
亡
妻
挽
歌
と
、
旅
先
で
家
郷
の
妻
を
恋
う
歌
と
の
間
に
、
相
通
ず
る
抒
情
の

存
在
を
証
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
当
面
の
一
四
一
七
歌
に
お
い
て
も
、
鹿
鳴
に
触
発
さ
れ
て
亡

妻
を
偲
ぶ
歌
は
、
航
行
を
共
に
す
る
人
々
に
と
っ
て
は
、
同
時
に
家
郷
の
妻
を
偲
ぶ
歌
と
し
て
享
受 

さ
れ
た
は
ず
で
あ
る
。 

 

旅
先
で
接
し
た
事
物
に
寄
せ
て
死
者
を
偲
ぶ
と
い
う
万
葉
挽
歌
に
広
く
認
め
ら
れ
る
発
想
形
式

に
照
ら
し
て
も
、
以
上
の
よ
う
な
解
釈
が
十
分
な
妥
当
性
を
有
す
る
も
の
と
考
え
る
。 

  
 

 
 

（
六
）
結 

  

以
上
、
巻
七
巻
末
歌
の
解
釈
を
提
示
し
た
。
諸
説
あ
っ
て
定
ま
ら
な
い
一
四
一
七
歌
は
、
部
立
て

の
配
置
の
通
り
挽
歌
と
し
て
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
歌
は
、
船
上
で
聞
い
た
鹿
鳴
に
触
発

さ
れ
て
亡
妻
を
偲
ぶ
も
の
で
あ
る
。
旅
先
で
接
し
た
事
物
に
寄
せ
て
死
者
を
偲
ぶ
と
い
う
万
葉
挽

歌
に
広
く
認
め
ら
れ
る
発
想
形
式
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
ま
た
、
こ
の
亡
妻
へ
の
思
慕
は
、
同
時

に
、
旅
先
に
あ
っ
て
家
郷
の
妻
を
偲
ぶ
心
へ
と
通
じ
る
も
の
で
も
あ
っ
た
。 

 

【
注
】 

１ 

『
万
葉
集
』
本
文
の
引
用
は
『
萬
葉
集
』
本
文
編
（
塙
書
房
）
お
よ
び
『
萬
葉
集
』
訳
文
編 

 

（
塙
書
房
）
に
よ
る
。 

２ 

青
木
生
子
『
萬
葉
挽
歌
論
』
（
昭
和
五
九
年
三
月
、
塙
書
房
） 

３ 

奥
野
健
司
『
万
葉
摂
河
泉
志
考
』
（
昭
和
一
六
年
六
月
、
靖
文
社
） 

４ 

都
倉
義
孝
「
名
児
の
海
の
鹿
」
（
『
国
文
学
研
究
』
第
三
十
四
集
、
昭
和
四
一
年
一
〇
月
）
。 

５ 

注
４
に
同
じ 

６ 
 

阿
蘇
瑞
枝
「
挽
歌
の
歴
史
」
（
『
柿
本
人
麻
呂
論
考
』
昭
和
四
七
年
一
一
月
、
桜
楓
社
） 

 

（
二
〇
十
九
年
十
月
四
日
受
理
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