
難
訓
歌
「
鳥
翔
成
」
（
万
葉
集
一
四
五
番
）
に
つ
い
て

間

宮

厚

司

　
　
　
　
　
は
じ
め
に

　
　
　
　
　
　
あ
り
が
よ
ひ
つ
つ
　

み
ら
め
ど
も
　
ひ
と
こ
そ
し
ら
ね
　

ゆ
■
つ
は

　
　
鳥
翔
成

　
　
　
　
　
　
有
我
欲
比
管

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
見
良
目
仔
母
　
人
社
不
知
　
松
者

　
　
し
る
ら
　
む

　
　
知
良
武
　
　
（
万
葉
二
・
｝
四
五
）

　
こ
れ
は
山
上
憶
良
の
歌
で
あ
る
が
、
初
句
の
「
鳥
翔
成
」
は
、

日
本
古
典
文
学
大
系
『
萬
葉
集
』
が
頭
注
で
次
の
よ
う
に
述
べ
、

訓
み
を
保
留
し
て
い
る
よ
う
に
、
い
ま
だ
定
訓
を
得
な
い
。

　
　
鳥
翔
成
－
古
来
難
訓
。
平
安
時
代
の
訓
は
ト
リ
ハ
ナ
ル
。
仙

　
　
覚
、
ト
リ
ハ
ナ
ス
。
童
蒙
抄
、
ア
ス
カ
ナ
シ
。
万
葉
考
、
ツ

　
　
バ
サ
ナ
ス
。
孜
誼
、
カ
ケ
ル
ナ
ス
。
新
考
、
ト
ト
ビ
ナ
ス
。

　
　
佐
伯
梅
友
博
士
、
ア
マ
ガ
ケ
リ
。
い
ず
れ
も
定
訓
と
は
い
い

　
　
が
た
い
。

　
そ
こ
で
本
稿
は
、
こ
の
「
鳥
翔
成
」
の
訓
読
お
よ
び
、
一
首
全

体
の
解
釈
を
試
み
る
こ
と
に
す
る
。

　
　
　
　
　
一

　
ま
ず
最
初
に
、
従
来
の
諸
説
の
概
要
を
知
る
た
め
に
、
　
『
萬
葉

集
全
注
二
（
稲
岡
耕
二
）
』
　
（
有
斐
閣
、
昭
和
六
〇
年
）
の
み
注
〕

の
部
分
を
、
多
少
長
く
な
る
が
、
全
部
引
用
し
て
み
る
。

　
　
原
文
「
鳥
翔
成
」
で
難
訓
。
旧
訓
ト
リ
ハ
ナ
ス
で
あ
っ
た
の

　
　
を
、
真
淵
の
考
に
「
羽
し
て
飛
も
の
を
つ
ば
さ
と
い
ふ
、
成

　
　
は
如
也
。
今
本
と
り
は
と
訓
し
は
わ
う
し
、
と
り
は
て
ふ
言

　
　
は
な
き
也
」
と
し
て
、
ツ
バ
サ
ナ
ス
の
新
訓
を
提
示
し
た
。

　
　
略
解
に
こ
れ
を
継
承
し
、
翔
は
翅
の
誤
字
か
と
も
言
う
。
孜

　
　
証
に
は
、
こ
れ
に
対
し
て
カ
ケ
ル
ナ
ス
と
訓
む
こ
と
を
記
し
、

　
　
新
考
に
は
ト
ト
ビ
ナ
ス
の
訓
も
見
え
る
。
佐
伯
梅
友
「
鳥
翔

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
か
と
き

　
　
成
」
　
（
短
歌
研
究
昭
和
十
八
年
十
月
）
に
は
、
鶏
鳴
（
一
〇

　
　
　
　
　
あ
し
び
　
　
　
　
　
　

あ
ら
そ
ふ
　
　
　
　
　
　
う
ら
さ
び

　
　
五
）
・
馬
酔
木
（
一
六
六
）
・
相
競
（
一
九
九
）
・
浦
不
楽

3



　
　
　
　
　
　
さ
ぷ
し
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
さ
　
つ
　
や

（
二
｝
○
）
・
不
怜
（
二
一
八
）
・
得
物
矢
（
二
三
〇
）
・

さ
　
と
　
を
　
さ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
さ
　
ば
　
へ

五
十
戸
良
（
5
。
八
九
二
）
。
五
月
蝿
（
5
・
八
九
七
）
な

ど
と
同
様
の
義
訓
と
し
て
扱
っ
て
お
り
、
ア
マ
ガ
ケ
リ
と
い

う
新
訓
を
示
し
て
い
る
。
難
訓
の
個
所
の
一
つ
で
、
戦
後
の

諸
注
で
も
定
訓
は
ま
だ
得
ら
れ
て
い
な
い
。
澤
鴻
注
釈
に
は

「
ツ
バ
サ
ナ
ス
で
は
翼
の
形
を
云
つ
て
る
や
う
で
言
葉
が
足

り
な
い
。
カ
ケ
ル
ナ
ス
で
も
鳥
の
文
字
が
生
き
な
く
て
、
拙

劣
な
句
と
な
る
」
と
評
し
た
上
で
、
佐
伯
説
の
ア
マ
ガ
ケ
リ

を
採
用
。
窪
田
評
釈
に
も
「
神
霊
の
行
動
を
叙
す
る
語
と
し

て
は
、
最
も
妥
当
な
も
の
で
あ
り
、
現
に
憶
良
の
巻
五
（
八

九
四
）
に
も
用
い
て
い
る
例
が
あ
る
」
と
、
ア
マ
ガ
ケ
リ
を

採
る
。
そ
の
ほ
か
古
典
集
成
・
講
談
社
文
庫
な
ど
も
、
と
く

に
理
由
を
記
し
て
は
い
な
い
が
、
こ
の
訓
に
よ
っ
て
い
る
。

一
方
、
佐
佐
木
評
釈
・
古
典
全
集
に
は
ツ
バ
サ
ナ
ス
と
訓
み
、

と
く
に
後
者
に
は
高
知
県
長
岡
郡
国
府
村
（
南
国
市
）
の
方

言
に
、
鳥
類
を
意
味
す
る
ト
リ
ツ
バ
サ
と
い
う
語
の
あ
る
こ

と
、
嬰
児
が
死
ん
だ
ら
ト
リ
ツ
バ
サ
に
な
る
と
言
わ
れ
て
い

る
と
い
う
注
記
（
土
佐
民
俗
叢
書
一
）
を
付
す
。
今
ま
で
に

示
さ
れ
た
訓
の
中
で
は
、
ア
マ
ガ
ケ
リ
と
ツ
バ
サ
ナ
ス
の
二

訓
が
注
目
さ
れ
る
だ
ろ
う
。
原
文
に
「
鳥
翔
成
」
と
あ
っ
て

同
種
の
例
は
「
入
日
成
」
　
「
鶉
成
」
の
よ
う
に
「
～
ナ
ス
」

と
訓
ま
れ
る
の
が
一
般
で
あ
る
。
山
田
講
義
に
、
　
「
翔
」
は

動
詞
を
あ
ら
わ
す
文
字
で
名
詞
を
表
わ
す
文
字
で
な
い
こ
と
、

下
の
ア
リ
ガ
ヨ
フ
に
対
し
て
ツ
バ
サ
は
し
っ
く
り
し
な
い
こ

と
、
鳥
の
こ
と
を
ツ
バ
サ
と
言
っ
た
例
も
、
魚
の
こ
と
を
ヒ

レ
と
言
っ
た
よ
う
な
例
も
存
し
な
い
こ
と
な
ど
を
挙
げ
て
、

ッ
バ
サ
ナ
ス
と
は
訓
み
え
な
い
だ
ろ
う
と
推
定
し
て
い
る
の

は
、
詳
細
な
考
察
で
も
っ
と
も
だ
と
思
わ
れ
る
が
、
な
お
、

ツ
バ
サ
ナ
ス
の
訓
を
完
全
に
否
定
す
る
こ
と
に
は
な
ら
な
い

よ
う
だ
。
ま
し
て
古
典
全
集
の
頭
注
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
ツ

バ
サ
で
鳥
類
を
意
味
す
る
場
合
が
あ
る
と
す
れ
ば
講
義
の
説

の
迫
力
は
か
な
り
弱
め
ら
れ
る
に
違
い
な
い
。
佐
伯
説
の
ア

マ
ガ
ケ
リ
は
、
魅
力
的
な
訓
で
あ
る
。
憶
良
の
好
去
好
来
歌

（
5
・
八
九
四
）
に
「
天
地
の
　
大
御
神
た
ち
　
大
和
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
　
　
　
む
　
　
む
　
　
む

大
国
御
霊
　
久
方
の
　
天
の
み
空
ゆ
　
安
麻
賀
氣
利
　
見
渡

し
給
ひ
」
と
歌
わ
れ
て
い
る
し
、
続
日
本
紀
神
護
景
雲
三
年

　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
む

十
日
詔
に
「
…
朕
必
天
翔
給
天
見
行
之
退
給
比
…
」
と
も
あ

っ
て
、
神
霊
や
人
の
魂
に
つ
い
て
用
い
ら
れ
て
い
る
の
で
、

有
間
皇
子
の
場
合
に
も
ふ
さ
わ
し
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し

か
し
、
佐
伯
説
の
よ
う
に
ア
マ
ガ
ケ
リ
と
訓
む
べ
き
も
の
と

す
れ
ば
、
な
ぜ
憶
良
は
続
紀
宣
命
の
よ
う
に
「
天
翔
」
と
す

る
か
、
八
九
四
歌
の
よ
う
に
仮
名
書
き
に
し
な
か
っ
た
の
だ

ろ
う
。
　
「
鳥
翔
成
」
を
義
訓
と
し
て
も
、
ア
マ
ガ
ケ
リ
と
訓

ま
せ
る
の
は
か
な
り
無
理
を
伴
う
よ
う
に
思
う
。
佐
伯
説
に
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あ
げ
ら
れ
て
い
る
鶏
鳴
・
馬
酔
木
・
不
怜
。
五
月
蝿
な
ど
の

　
　
義
訓
の
例
は
正
訓
字
表
記
の
困
難
な
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら

　
　
れ
る
の
に
、
ア
マ
ガ
ケ
リ
の
場
合
は
ア
マ
（
天
）
に
し
ろ
カ

　
　
ケ
リ
（
翔
）
に
し
ろ
容
易
に
正
訓
字
の
表
記
を
想
起
さ
せ
る

　
　
こ
と
ば
で
あ
っ
て
、
と
く
に
義
訓
と
し
て
「
鳥
翔
成
」
と
記

　
　
さ
ね
ば
な
ら
な
い
理
由
を
見
出
し
が
た
い
の
で
あ
る
。
旧
訓

　
　
以
来
「
～
ナ
ス
」
と
訓
ま
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
の
も
、

　
　
理
由
の
あ
る
こ
と
と
思
わ
れ
る
。
ト
ト
ビ
ナ
ス
と
か
、
カ
ケ

　
　
ル
ナ
ス
と
か
は
、
句
と
し
て
拙
劣
に
過
ぎ
る
だ
ろ
う
が
、
ツ

　
　
バ
サ
ナ
ス
な
ら
ば
ア
マ
ガ
ケ
リ
に
対
し
て
、
音
調
の
上
か
ら

　
　
も
遜
色
は
あ
る
ま
い
。
　
「
～
ナ
ス
」
と
訓
む
の
が
穏
や
か

　
　
な
こ
と
と
、
　
「
翔
」
は
、
あ
る
い
は
「
翅
」
の
誤
字
か
も
知

　
　
れ
な
い
こ
と
を
併
せ
て
、
い
ち
お
う
ツ
バ
サ
ナ
ス
に
よ
り
、

　
　
後
考
を
挨
ち
た
い
。

　
右
の
『
萬
葉
集
全
注
二
（
稲
岡
耕
二
）
』
の
〔
注
〕
は
、
諸
説

を
紹
介
し
た
上
で
、
ツ
バ
サ
ナ
ス
と
ア
マ
ガ
ケ
リ
の
二
訓
を
有
力

視
す
る
が
、
結
局
ツ
バ
サ
ナ
ス
の
訓
み
を
採
用
し
て
い
る
。

　
現
在
「
鳥
翔
成
」
は
、
日
本
古
典
文
学
大
系
本
・
塙
書
房
本
・

桜
楓
社
本
の
よ
う
に
訓
み
を
保
留
す
る
立
場
を
と
る
も
の
も
あ
る

が
、
敢
え
て
「
鳥
翔
成
」
を
訓
も
う
と
す
る
場
合
は
、
賀
茂
真
淵

の
唱
え
た
ツ
バ
サ
ナ
ス
か
、
佐
伯
梅
友
説
の
ア
マ
ガ
ケ
リ
と
い
う

訓
に
な
る
の
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
　
　
二

　
先
に
引
用
し
た
『
全
注
』
に
は
紹
介
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
が
、

大
久
保
廣
行
『
初
期
憶
良
の
方
法
ー
「
鳥
翔
成
」
の
訓
を
め
ぐ

っ
て
ー
』
　
（
国
文
学
・
言
語
と
文
芸
、
第
八
一
号
・
昭
和
五
〇

年
）
の
示
し
た
ト
リ
ト
ナ
リ
の
訓
は
、
相
当
魅
力
的
で
あ
る
。
今

こ
こ
で
、
そ
の
大
久
保
説
ト
リ
ト
ナ
リ
を
紹
介
し
た
い
。

　
　
鳥
翔
成
　
あ
り
通
ひ
つ
つ
　
見
ら
め
ど
も
　
人
こ
そ
知
ら
ね

　
　
松
は
知
る
ら
む
　
　
（
万
葉
二
・
［
四
五
）

　
こ
の
問
題
の
歌
は
、
万
葉
集
の
巻
二
の
挽
歌
の
所
の
冒
頭
に
採

録
さ
れ
た
「
有
間
皇
子
、
自
ら
傷
み
て
松
が
枝
を
結
ぶ
歌
二
首
」
、

　
　
磐
代
の
　
浜
松
が
枝
を
　
引
き
結
び
　
ま
幸
く
あ
ら
ば
　
ま

　
　
た
か
へ
り
み
む
　
　
（
万
葉
二
・
一
四
一
）

　
　
家
に
あ
れ
ば
　
笥
に
盛
る
飯
を
　
草
枕
　
旅
に
し
あ
れ
ば

　
　
椎
の
葉
に
盛
る
　
　
（
万
葉
二
・
一
四
二
）

と
、
そ
れ
に
続
く
「
長
忌
寸
意
吉
麻
呂
、
結
び
松
を
見
て
哀
し
び

咽
ぶ
歌
二
首
」
、

　
　
磐
代
の
　
崖
の
松
が
枝
　
結
び
け
む
　
人
は
か
へ
り
て
　
ま

　
　
た
見
け
む
か
も
　
　
（
万
葉
二
・
一
四
三
）

　
　
磐
代
の
　
野
中
に
立
て
る
　
結
び
松
　
心
も
解
け
ず
　
古
思

　
　
ほ
ゆ
　
　
（
万
葉
二
・
一
四
四
）

の
後
に
、
　
「
山
上
臣
憶
良
の
追
和
す
る
歌
一
首
」
と
し
て
収
め
ら

れ
て
い
る
。
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大
久
保
の
そ
も
そ
も
の
論
の
出
発
点
は
、

　
　
諸
注
「
あ
り
通
ひ
つ
つ
見
」
る
の
は
有
間
の
霊
魂
で
あ
る
と

　
　
し
て
、
採
意
に
大
き
な
隔
た
り
を
見
せ
て
は
い
な
い
の
で
あ

　
　
る
が
、
第
一
句
の
訓
だ
け
は
い
ま
だ
に
定
ま
っ
た
も
の
と
は

　
　
な
り
得
て
い
な
い
。
勿
論
こ
れ
ま
で
に
さ
ま
ざ
ま
な
訓
が
施

　
　
さ
れ
、
そ
の
用
字
か
ら
飛
翔
す
る
鳥
の
イ
メ
ー
ジ
は
ほ
ぼ
共

　
　
通
し
て
い
る
も
の
の
、
憶
良
が
な
ぜ
こ
こ
に
鳥
を
登
場
さ
せ

　
　
そ
れ
が
ど
の
よ
う
な
意
味
を
持
つ
も
の
な
の
か
は
ど
の
注
釈

　
　
書
に
も
言
及
が
な
い
。
ま
た
、
第
三
句
ま
で
の
主
語
を
「
有

　
　
間
皇
子
の
魂
は
」
と
補
う
こ
と
自
体
、
少
し
く
無
理
を
犯
し

　
　
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
そ
れ
は
第
四
、
五
句
の
内
容
を
汲

　
　
み
取
り
、
そ
こ
か
ら
遡
っ
て
求
め
た
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。

　
　
そ
の
よ
う
な
歌
の
理
解
の
し
か
た
は
、
い
か
に
短
歌
形
式
で

　
　
あ
り
「
追
和
歌
」
で
あ
っ
て
も
、
歌
の
披
露
さ
れ
た
時
点
に

　
　
お
い
て
は
た
し
て
自
然
な
も
の
と
い
え
る
か
ど
う
か
。

と
い
う
疑
問
を
抱
い
た
と
こ
ろ
に
あ
る
。

　
そ
し
て
、
現
在
「
鳥
翔
成
」
の
訓
と
し
て
有
力
と
思
わ
れ
る
ツ

バ
サ
ナ
ス
に
つ
い
て
は
、

　
　
「
翔
」
は
「
羽
」
や
「
翅
」
と
は
明
ら
か
に
異
な
る
か
ら
、

　
　
「
鳥
翔
」
を
ツ
バ
サ
と
訓
む
の
は
や
は
り
強
引
に
過
ぎ
よ
う

　
　
し
、
第
一
、
鳥
の
つ
ば
さ
の
よ
う
に
「
あ
り
通
ひ
つ
つ
」
と

　
　
い
う
続
き
方
で
は
意
味
を
な
す
ま
い
。
美
夫
君
志
は
ナ
ス
を

「
作
」
　
「
生
」
の
意
と
し
て
、
つ
ば
さ
を
生
じ
る
意
に
と
っ

た
が
、
理
に
勝
ち
す
ぎ
て
か
え
っ
て
不
自
然
な
解
釈
に
陥
っ

て
し
ま
っ
た
。
か
と
い
っ
て
、
総
釈
の
よ
う
に
こ
れ
を
鳥
が

か
け
る
よ
う
に
の
意
に
解
す
る
の
も
、
訓
み
と
意
味
の
隔
た

り
が
大
き
す
ぎ
る
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
点
、
桧
嬬

　
　
　
　
　
ツ
バ
サ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
タ

手
は
「
鳥
を
翅
と
云
ふ
は
魚
を
鰭
と
云
ふ
が
如
し
」
と
い
う

妙
な
論
理
で
、
ま
た
、
日
本
古
典
文
学
全
集
本
は
、
鳥
類
を

意
味
す
る
ト
リ
ツ
バ
サ
と
い
う
方
言
が
高
知
県
南
国
市
に
あ

る
こ
と
を
傍
証
と
し
て
、
い
ず
れ
も
鳥
の
よ
弘
7
し
ゴ
思
に
と
り
、

　
　
そ
の
矛
盾
を
解
消
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
し
か
し
、
ど
ち
ら

　
　
も
そ
の
根
底
に
誤
字
を
予
想
し
て
、
そ
の
前
提
の
上
に
ツ
バ

　
　
サ
ー
1
鳥
と
い
う
意
味
を
導
き
出
し
て
お
り
、
い
わ
ば
二
重
の

　
　
不
確
定
要
素
を
含
ん
で
い
る
。

と
い
う
理
由
で
否
定
し
て
い
る
。

　
さ
ら
に
、
も
う
一
つ
の
有
力
な
訓
で
あ
る
ア
マ
ガ
ケ
リ
に
つ
い

て
も
、

　
　
注
釈
な
ど
の
ア
マ
ガ
ケ
リ
は
動
作
そ
の
も
の
を
表
わ
し
て
い

　
　
る
点
が
注
目
さ
れ
る
。
こ
れ
は
佐
伯
梅
友
先
生
の
御
説
に
拠

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
か
と
き
　
　
　
う
ら
さ
　
び
　
　
　
　
さ
　
つ

　
　
っ
て
お
り
、
巻
二
の
用
字
（
「
鶏
鳴
」
　
「
浦
不
楽
」
　
「
得
物

　
　
や
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
け
ぷ
り
　
　
　
さ
　
と
を
さ
　
　
さ
か

　
　
矢
」
な
ど
）
や
憶
良
の
用
字
（
「
火
気
」
「
五
十
戸
良
」
　
「
情

　
　
し
ら
に

　
　
進
爾
」
な
ど
）
か
ら
推
し
て
、
こ
れ
と
同
類
の
も
の
と
判
断

　
　
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
ア
マ
ガ
ケ
ル
な
る
語
は
ほ
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か
に
集
中
に
一
例
、
そ
れ
も
憶
良
の
好
去
好
来
歌
（
5
八
九

　
　
四
）
に
見
ら
れ
る
こ
と
も
強
み
の
｝
つ
と
な
っ
て
い
て
、
諸

　
　
説
の
う
ち
で
は
最
も
魅
力
に
富
む
訓
み
と
い
え
よ
う
。
し
か

　
　
し
、
不
審
に
感
ず
る
点
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
ア
マ
ガ
ケ

　
　
リ
で
あ
る
な
ら
ば
、
な
ぜ
は
じ
め
か
ら
「
天
翔
」
と
表
記
し

　
　
な
か
っ
た
の
か
。
そ
れ
は
は
た
し
て
「
火
気
」
や
「
情
進
爾
」

　
　
な
ど
と
同
じ
用
字
意
識
か
ら
発
し
て
い
る
も
の
な
の
か
。
た

　
　
と
え
そ
れ
に
基
づ
き
「
鳥
翔
」
が
「
天
翔
」
に
対
応
す
る
と

　
　
し
て
も
、
　
「
成
」
は
一
体
何
の
た
め
に
添
え
ら
れ
た
も
の
な

　
　
の
か
。
諸
注
ナ
ス
と
忠
実
に
訓
ん
だ
も
の
が
、
こ
こ
で
は
簡

　
　
単
に
切
り
捨
て
ら
れ
て
は
い
ま
い
か
。
確
か
に
ア
マ
ガ
ケ
リ

　
　
は
、
他
の
ど
の
訓
よ
り
も
「
鳥
翔
成
」
の
イ
メ
ー
ジ
を
明
確

　
　
に
表
わ
し
て
い
て
い
か
に
も
文
学
的
で
あ
り
、
下
句
へ
の
意

　
　
味
の
連
接
も
な
め
ら
か
で
飛
躍
な
く
、
最
も
説
得
力
を
有
す

　
　
る
訓
で
は
あ
る
が
、
表
記
と
訓
み
の
間
に
は
他
の
ど
れ
よ
り

　
　
も
大
き
な
隔
た
り
を
認
め
ざ
る
を
得
な
い
点
に
、
依
然
と
し

　
　
て
問
題
が
残
る
と
思
わ
れ
る
。

と
い
う
よ
う
に
、
賛
成
し
か
ね
て
い
る
。

　
な
お
、
大
久
保
は
、
ツ
バ
サ
ナ
ス
と
ア
マ
ガ
ケ
リ
以
外
の
ト
リ

ハ
ナ
ス
・
ア
ス
カ
ナ
シ
・
カ
ケ
ル
ナ
ス
・
ト
ト
ビ
ナ
ス
・
ト
ブ
ト

リ
ノ
と
い
っ
た
訓
に
つ
い
て
も
、
そ
れ
ら
が
成
り
立
ち
難
い
こ
と

を
、
綿
密
に
検
討
し
て
い
る
（
詳
し
く
は
大
久
保
論
文
参
照
）
。

　
そ
こ
で
、
大
久
保
は
万
葉
集
に
お
け
る
「
鳥
」
　
「
翔
」
　
「
成
」

の
三
字
の
用
い
ら
れ
方
と
、
そ
の
訓
み
方
を
調
査
し
、
吟
味
し
た

結
果
、
ト
リ
ト
ナ
リ
と
い
う
今
ま
で
に
な
い
新
し
い
訓
を
導
き
出

し
た
。
　
「
鳥
翔
成
」
を
ト
リ
ト
ナ
リ
と
訓
む
に
い
た
っ
た
理
由
を

以
下
簡
潔
に
示
す
。

　
・
「
鳥
」
字
は
、
ト
リ
と
訓
む
の
が
最
も
一
般
的
で
あ
り
、
こ

　
れ
を
訓
ま
な
か
っ
た
り
、
ツ
バ
サ
な
ど
の
義
訓
の
一
部
と
し
た

　
り
す
る
こ
と
の
蓋
然
性
は
極
め
て
低
い
。

　
・
「
翔
」
字
は
、
動
詞
と
し
て
用
い
ら
れ
て
、
カ
ケ
ル
ま
た
は

　
ト
ブ
と
訓
む
の
が
普
通
で
、
そ
れ
は
『
鳥
』
の
飛
翔
す
る
動
作

　
と
密
接
に
結
び
付
い
て
い
る
。
ま
た
、
　
「
翔
」
は
（
古
葉
略
類

　
聚
紗
の
み
「
羽
」
で
）
諸
本
に
異
同
の
見
ら
れ
な
い
と
こ
ろ
か

　
ら
、
　
「
翅
」
の
誤
り
と
い
う
誤
字
説
は
、
可
能
性
が
皆
無
と
は

　
い
え
な
い
に
し
て
も
、
は
な
は
だ
成
り
立
ち
に
く
い
。

　
・
「
成
」
字
は
、
動
詞
ナ
ル
に
最
も
多
用
さ
れ
て
お
り
、
ナ
ス

　
（
比
喩
を
表
わ
す
接
尾
辞
「
～
の
よ
う
に
」
）
と
訓
む
場
合

　
は
、
　
「
入
日
な
す
↓
隠
る
」
　
「
鏡
な
す
↓
見
る
」
　
「
玉
藻
な
す

　
↓
靡
く
」
な
ど
の
よ
う
に
、
か
な
り
慣
用
化
し
、
枕
詞
化
し
て

　
い
る
。

以
上
の
事
柄
を
根
拠
に
、
第
一
字
「
鳥
」
を
ト
リ
と
訓
み
、
第
三

字
「
成
」
を
ナ
リ
（
「
あ
り
通
ひ
つ
つ
見
ら
め
ど
も
」
に
か
か
る

の
で
連
用
形
）
で
訓
む
こ
と
に
つ
い
て
は
、
全
く
問
題
が
な
い
。
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第
二
字
「
翔
」
に
関
し
て
は
、

　
　
原
文
を
尊
重
し
な
る
べ
く
そ
れ
に
即
し
た
形
で
訓
も
う
と
す

　
　
る
限
り
、
第
一
字
「
鳥
」
と
第
三
字
「
成
」
と
は
二
音
節
に

　
　
訓
ま
ざ
る
を
得
な
い
で
あ
ろ
う
か
ら
、
第
二
字
「
翔
」
は
ど

　
　
う
し
て
も
一
音
節
で
訓
ま
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
る
。
し

　
　
か
し
、
　
一
音
節
で
飛
び
か
け
る
意
の
動
詞
に
訓
む
こ
と
は
ま

　
　
ず
不
可
能
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
は
む
し
ろ
文
字
面
か
ら
生
ず

　
　
る
イ
メ
ー
ジ
と
し
て
の
効
果
を
ね
ら
っ
た
も
の
と
考
え
れ
ば
、

　
　
「
鳥
」
と
「
成
」
を
つ
な
ぐ
助
詞
と
し
て
訓
ん
で
み
て
は
い

　
　
か
が
で
あ
ろ
う
か
。

と
述
べ
る
。
結
局
「
翔
」
字
は
助
詞
の
ト
で
訓
む
の
で
あ
る
が
、

そ
れ
は
「
翔
」
と
「
飛
」
は
、
次
の
例
か
ら
ど
ち
ら
も
同
じ
様
に

ト
ブ
と
訓
め
、

　
　
天
飛
也
（
あ
ま
と
ぶ
や
）
軽
の
路
は
（
万
葉
二
・
二
〇
七
）

　
　
天
翔
哉
（
あ
ま
と
ぶ
や
）
軽
の
路
よ
り
（
万
葉
四
。
五
四
三
）

　
　
飛
鳥
母
（
と
ぶ
と
り
も
）
翔
毛
不
上
（
と
び
も
の
ぼ
ら
ず
）

　
　
（
万
葉
三
・
三
一
九
）

さ
ら
に
、
　
「
飛
」
字
を
ト
に
使
用
し
た
略
訓
例
と
し
て
、

　
　
飛
羽
山
松
之
（
と
ば
や
ま
ま
つ
の
）
　
（
万
葉
四
・
五
八
八
）

　
　
飛
幡
之
浦
ホ
（
と
ば
た
の
う
ら
に
）
　
（
万
葉
一
二
・
三
一
六

　
　
五
）

の
見
出
せ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。

そ
し
て
、
大
久
保
は
最
終
的
に
以
下
の
よ
う
に
締
め
く
く
る
。

　
た
だ
地
名
表
記
に
し
か
確
例
が
な
い
点
が
問
題
と
し
て
残
る

　
が
、
　
「
飛
1
1
と
」
が
可
能
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
　
「
飛
闘
翔
1
1

　
と
」
も
許
容
さ
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
ト
ブ
の
ト
も
上
代
特

　
殊
仮
名
遣
は
乙
類
に
属
す
る
か
ら
、
こ
れ
を
格
助
詞
「
と
」

　
に
転
用
し
て
も
仮
名
違
い
と
は
な
ら
な
い
。
　
一
般
に
「
飛
」

　
も
「
翔
」
も
、
そ
の
例
が
な
い
こ
と
か
ら
、
ト
乙
類
の
訓
仮

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
と
り
　
　
　
　
　
　
　
　
と
こ

　
名
と
し
て
認
め
ら
れ
て
は
い
な
い
が
、
　
「
鳥
」
や
「
常
」
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
と
　
ぷ

　
助
詞
「
と
」
に
用
い
る
例
も
あ
り
、
　
「
得
夫
〈
飛
ぶ
〉
」
　
（
5

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
と
く

　
八
四
七
・
八
四
八
）
」
と
用
い
た
「
得
」
を
助
詞
に
も
転
用

　
し
て
い
る
例
が
あ
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
い
わ
ゆ
る
略
訓
の

　
　
　
　
と
ぶ

　
形
で
「
翔
」
を
助
詞
「
と
」
に
訓
ん
で
も
何
の
矛
盾
も
生
じ

　
は
し
な
い
で
あ
ろ
う
。
よ
っ
て
、
第
二
字
を
助
詞
の
「
と
」

　
に
訓
ん
で
第
一
字
と
第
三
字
と
の
自
然
な
つ
な
が
り
を
求
め

　
る
な
ら
ば
、
　
「
鳥
翔
成
」
は
ト
リ
ト
ナ
リ
と
訓
む
こ
と
が
で

　
き
る
。
勿
論
、
主
語
は
有
間
皇
子
と
解
し
て
問
題
な
く
（
書

　
　
　
　
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
へ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
な

　
紀
に
、
　
「
日
本
武
尊
、
白
鳥
と
化
り
た
ま
ひ
て
」
と
あ
る
）
、

　
二
句
以
下
へ
の
意
味
の
連
接
に
も
飛
躍
は
全
く
生
じ
な
い
。
．

　
　
　
　
　
　
と
り
　
　
　
　
　
な
り

　
し
か
し
、
　
「
鳥
」
　
「
成
」
は
異
論
が
な
い
に
し
て
も
、
な
ぜ

　
助
詞
「
と
」
に
「
等
」
　
「
登
」
の
よ
う
な
普
通
の
仮
名
を
用

　
い
ず
に
、
あ
え
て
「
翔
」
を
用
い
た
か
と
い
う
疑
念
は
残
さ

　
れ
よ
う
。
そ
れ
は
、
結
論
的
に
言
え
ば
、
鳥
の
空
高
く
飛
翔
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す
る
イ
メ
ー
ジ
を
文
字
の
上
に
強
く
反
映
さ
せ
た
い
と
の
意

　
　
図
か
ら
出
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
は

　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぬ
　
　
ぬ
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
ち
ょ
う
ど
梅
を
「
烏
梅
（
5
八
一
八
）
」
、
す
べ
を
「
須
便

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
　
　
　
　
　
ゐ

　
　
（
5
九
〇
四
）
」
、
も
の
を
「
物
能
（
5
八
〇
二
・
八
〇
四
・

　
　
八
九
二
）
」
と
表
記
す
る
の
に
も
似
て
い
て
、
憶
良
の
文
芸

　
　
的
志
向
と
も
関
わ
り
を
有
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
こ
の
大
久
保
説
ト
リ
ト
ナ
リ
は
、
現
在
有
力
視
さ
れ
て
い
る
ツ

バ
サ
ナ
ス
や
ア
マ
ガ
ケ
リ
と
比
べ
て
、
一
番
無
理
が
少
な
い
訓
み

方
で
、
傾
聴
に
値
す
る
と
思
う
。
そ
も
そ
も
ト
リ
ト
ナ
リ
が
、
ツ

バ
サ
ナ
ス
や
ア
マ
ガ
ケ
リ
と
根
本
的
に
違
う
点
は
、
ど
こ
に
あ
る

の
か
。
大
久
保
は
そ
の
点
を
次
の
よ
う
に
説
明
す
る
。

　
　
ト
リ
ト
ナ
リ
と
い
う
試
訓
が
従
来
の
諸
説
と
大
き
く
異
な
っ

　
　
て
い
る
点
は
、
ッ
バ
サ
ナ
ス
な
ど
の
よ
う
な
比
喩
で
も
な
く
、

　
　
ア
マ
ガ
ケ
リ
の
よ
う
な
霊
魂
の
動
作
で
も
な
く
、
有
間
自
身

　
　
が
死
後
鳥
に
化
す
こ
と
を
表
現
の
上
に
は
っ
き
り
と
う
ち
出

　
　
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
従
来
の
訓
の
裏
側
に
漂
っ
て
い
た

　
　
イ
メ
ー
ジ
と
し
て
の
鳥
を
表
面
に
明
示
し
、
飛
翔
す
る
動
作

　
　
そ
の
も
の
は
文
字
面
か
ら
発
す
る
イ
メ
ー
ジ
の
領
域
に
含
め

　
　
て
考
え
て
み
た
の
で
あ
る
。

　
以
上
、
大
久
保
論
文
か
ら
の
引
用
を
中
心
に
ト
リ
ト
ナ
リ
説
を

見
た
。
大
筋
と
し
て
、
大
久
保
説
に
は
賛
成
で
き
る
。
し
か
し
、

補
足
・
再
考
し
た
い
部
分
も
あ
る
の
で
、
次
に
私
見
を
述
べ
だ
い
。
，

　
　
　
　
　
三

　
「
鳥
翔
成
」
を
ト
リ
ト
ナ
リ
と
訓
む
場
合
の
最
大
の
難
点
は
、

何
と
い
っ
て
も
「
翔
」
字
を
助
詞
の
ト
に
訓
む
こ
と
で
あ
ろ
う
。

先
に
も
例
を
示
し
た
が
、
　
「
翔
」
は
万
葉
集
の
中
で
、

　
　
天
翔
哉
（
あ
ま
と
ぶ
や
）
　
（
万
葉
二
・
二
〇
七
）

　
　
翔
毛
不
上
（
と
び
．
も
の
ぼ
ら
ず
）
　
（
万
葉
三
・
三
一
九
）

の
よ
う
に
、
確
か
に
動
詞
ト
ブ
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
。
そ
し

て
、
こ
れ
も
既
に
例
を
挙
げ
た
が
、

　
　
飛
羽
山
松
之
（
と
ば
や
ま
ま
つ
の
）
　
（
万
葉
四
・
五
八
八
）

　
　
飛
幡
之
浦
ホ
（
と
ば
た
の
う
ら
に
）
　
（
万
葉
｝
二
・
三
一
六

　
　
五
）

の
よ
う
に
、
　
（
「
飛
」
字
で
、
し
か
も
地
名
表
記
で
は
あ
る
が
）

動
詞
ト
ブ
の
語
幹
ト
の
部
分
の
み
を
利
用
し
て
、
ト
と
訓
ま
せ
る

用
法
も
見
え
る
。
で
は
、
こ
の
よ
う
に
動
詞
の
語
幹
部
分
だ
け
を

利
用
し
て
訓
ま
せ
る
用
字
法
の
実
例
を
、
こ
こ
に
い
く
つ
か
示
し

て
み
る
（
た
だ
し
、
⑤
以
外
は
明
ら
か
に
正
訓
の
例
で
あ
る
）
。
．

　
④
八
隅
知
之
（
や
す
み
し
し
）
　
（
万
葉
一
・
三
）

　
⑤
能
咲
八
師
（
よ
し
ゑ
や
し
）
　
（
万
葉
二
・
＝
一
＝
）

　
◎
夕
羽
振
流
（
ゆ
う
は
ふ
る
）
　
（
万
葉
二
・
＝
二
一
）

　
＠
誰
加
住
憐
無
（
た
れ
か
す
ま
は
む
）
　
（
万
葉
二
・
一
八
七
）

　
◎
坂
本
踏
本
ホ
・
（
さ
か
の
ふ
も
と
に
）
　
（
万
葉
九
・
一
七
五
二
）

　
④
行
莫
《
ゆ
く
ら
ゆ
く
ち
に
）
　
（
万
葉
＝
二
・
三
二
七
二
）
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⑤
は
シ
ル
（
知
）
の
語
幹
シ
、
⑤
は
ヱ
ム
（
咲
）
の
語
幹
ヱ
、

◎
は
フ
ル
（
振
）
の
語
幹
フ
、
＠
は
ス
ム
（
住
）
の
語
幹
ス
、
◎

は
フ
ム
（
踏
）
の
語
幹
フ
、
①
は
ユ
ク
（
行
）
の
語
幹
ユ
（
「
行

莫
」
の
「
莫
」
は
『
万
象
名
義
』
に
「
冥
也
」
と
あ
り
、
暗
い
意

で
ク
ラ
の
借
訓
と
し
た
）
で
も
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
訓
ん
で
い
る
。

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
　
「
翔
」
字
を
ト
ブ
の
語
幹
ト
で
訓
む
こ
と
も
、

そ
れ
ほ
ど
強
引
と
は
言
え
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
そ
れ
で
は
次
に
、
何
故
ト
の
仮
名
に
「
翔
」
の
文
字
が
選
ば
れ

た
の
か
、
と
い
う
問
題
を
考
え
て
み
る
。

　
｝
つ
に
は
、
大
久
保
の
言
う
よ
う
に
「
鳥
の
空
高
く
飛
翔
す
る

イ
メ
ー
ジ
を
文
字
の
上
に
強
く
反
映
さ
せ
た
い
と
の
意
図
」
か
ら

「
翔
」
字
を
用
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

　
二
つ
に
は
、
こ
れ
も
大
久
保
が
指
摘
し
て
い
る
こ
と
だ
が
、

　
　
於
是
化
八
尋
白
智
鳥
翔
天
而
向
浜
飛
行
（
古
事
記
）

に
お
け
る
「
鳥
翔
」
表
記
と
酷
似
し
て
い
る
点
が
、
や
は
り
注
目

さ
れ
る
。
ま
た
、
大
久
保
論
文
は
次
の
よ
う
な
見
方
を
す
る
。

　
　
景
行
か
ら
恐
れ
遠
ざ
け
ら
れ
る
倭
建
と
中
大
兄
か
ら
危
険
視

　
　
さ
れ
る
有
間
、
　
「
一
つ
松
あ
せ
を
」
と
松
を
い
と
お
し
む
倭

　
　
建
と
結
び
松
に
祈
願
を
込
め
る
有
間
、
足
が
「
た
ぎ
た
ぎ
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
を
が
り

　
　
く
」
な
っ
た
り
「
三
重
の
勾
の
如
く
」
な
っ
た
り
し
て
難
渋

　
　
を
重
ね
る
倭
建
と
「
草
枕
旅
に
し
あ
れ
ば
椎
の
葉
に
盛
る
（
2

　
　
「
四
二
）
」
と
苦
悩
の
旅
を
続
け
る
有
間
な
ど
、
両
者
を
め

　
　
ぐ
る
状
況
に
は
共
通
点
が
少
な
く
な
い
。
そ
れ
も
、
と
り

　
　
わ
け
古
事
記
に
描
く
と
こ
ろ
の
倭
建
像
に
よ
り
近
似
し
て
い

　
　
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
こ
と
か
ら
考
え
る
と
、
憶
良
は
、

　
　
悲
劇
の
英
雄
倭
建
の
最
期
と
二
重
映
し
に
す
る
こ
と
に
よ
っ

　
　
て
、
孤
独
悲
運
の
貴
公
子
有
間
の
終
焉
の
美
的
形
象
化
を
ね

　
　
ら
っ
た
の
で
は
な
か
っ
た
か
。

　
当
否
は
と
も
か
く
、
大
変
面
白
い
見
方
だ
と
思
う
。
さ
ら
に
、

次
の
点
も
見
逃
す
こ
と
な
く
、
考
慮
に
加
え
て
い
る
。

　
　
上
代
特
殊
仮
名
遣
の
モ
の
厳
密
な
区
別
は
も
と
よ
り
の
こ
と
、

　
　
他
の
万
葉
作
家
と
比
較
し
て
古
事
記
使
用
の
仮
名
を
好
ん
で

　
　
用
い
る
（
両
方
と
も
巻
五
の
憶
良
署
名
歌
に
お
い
て
著
し
い
）

　
　
と
い
う
憶
良
の
用
字
法
上
の
特
色
も
、
こ
れ
と
無
関
係
で
は

　
　
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
以
上
の
こ
と
か
ら
、
ト
リ
ト
ナ
リ
の
ト
の
音
節
に
「
翔
」
字
が

選
択
さ
れ
た
事
情
も
、
あ
る
程
度
理
解
で
き
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
大
久
保
論
文
で
は
特
に
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
が
、

「
・
～
ト
ナ
ル
」
と
い
う
表
現
形
式
に
関
し
て
も
、
多
少
は
言
及

し
て
お
き
た
い
。
た
だ
、
　
「
～
ト
ナ
ル
」
の
用
例
は
、
あ
ま
り

多
く
は
見
出
せ
な
い
。

　
①
…
さ
き
く
さ
の
中
に
を
寝
む
と
愛
し
く
し
が
語
ら
へ
ば
い
つ

　
　
し
か
も
人
と
な
り
出
で
て
（
比
等
き
奈
理
伊
昼
天
）
悪
し
け

　
　
く
も
良
け
く
も
見
む
と
…
（
万
葉
五
・
九
〇
四
）

10



　
②
荒
野
ら
に
里
は
あ
れ
ど
も
大
君
の
敷
き
ま
す
時
は
都
と
な
り

　
　
ぬ
（
京
師
跡
成
宿
）
　
（
万
葉
六
・
九
二
九
）

　
③
う
ち
上
る
佐
保
の
川
原
の
青
柳
は
今
は
春
べ
と
な
り
に
け
る

　
　
か
も
（
今
者
春
部
登
成
ホ
鶏
類
鴨
）
　
（
万
葉
八
・
｝
四
三
三
）

　
こ
れ
ら
の
例
を
見
る
と
、
①
は
「
（
子
供
ハ
）
一
人
前
ト
ナ
ッ

テ
」
、
②
「
（
里
ハ
）
都
ト
ナ
ッ
タ
」
、
③
「
（
モ
ウ
今
ハ
）
．
春

ラ
シ
ク
ナ
ッ
タ
ン
ダ
ナ
ア
」
の
意
で
、
い
ず
れ
も
新
た
に
変
化
し

た
結
果
や
状
態
に
な
る
こ
と
を
表
わ
し
て
い
る
。
ま
た
、
　
「
伊
勢

物
語
』
に
は
次
の
歌
例
が
あ
る
。

　
　
　
　
　
第
一
二
三
段

　
　
　
む
か
し
、
男
あ
り
け
り
。
深
草
に
住
み
け
る
女
を
、
や
う

　
　
や
う
あ
き
が
た
に
や
思
ひ
け
む
、
か
か
る
歌
を
よ
み
け
り
。

　
　
　
　
年
を
経
て
す
み
こ
し
里
を
出
で
て
い
な
ば
い
と
ど
深
草

　
　
　
　
野
と
や
な
り
な
む

　
　
女
、
か
へ
し
、

　
　
　
　
野
と
な
ら
ば
鶉
と
な
り
て
鳴
き
を
ら
む
狩
に
だ
に
や
は

　
　
　
　
君
は
こ
ざ
ら
む

　
　
と
よ
め
り
け
る
に
め
で
て
、
ゆ
か
む
と
思
ふ
心
な
く
な
り
に

　
　
け
り
。

　
一
首
目
は
、
深
草
に
住
ん
で
い
た
女
を
、
だ
ん
だ
ん
と
飽
き
て

き
た
と
思
わ
れ
る
男
の
歌
で
、
　
「
何
年
モ
ノ
間
（
　
緒
二
）
住
ン

デ
キ
タ
（
深
草
ノ
）
里
ヲ
出
テ
行
ッ
テ
シ
マ
ッ
タ
ナ
ラ
バ
、
　
（
今

ヨ
リ
モ
）
一
層
深
イ
野
ト
ナ
ッ
テ
シ
マ
ウ
ダ
ロ
ウ
カ
。
」
と
詠
ん

だ
。
そ
れ
に
対
し
て
女
は
、
　
「
（
ア
ナ
タ
ガ
イ
ナ
ク
ナ
ッ
テ
草
深

イ
）
野
ト
ナ
ッ
テ
シ
マ
ッ
タ
ナ
ラ
バ
、
　
（
私
ハ
）
鶉
ト
ナ
ッ
テ
鳴

イ
テ
オ
リ
マ
シ
ョ
ウ
。
　
（
ソ
ウ
ス
レ
バ
）
仮
リ
ニ
デ
モ
狩
リ
ニ
、

ア
ナ
タ
ハ
来
テ
ク
ダ
サ
ル
デ
シ
ョ
ウ
カ
ラ
。
」
と
返
事
を
し
た
。

す
る
と
男
は
感
心
し
て
、
出
て
行
こ
う
と
思
う
心
が
な
く
な
っ
て

し
ま
っ
た
。
と
い
う
物
語
で
あ
る
。
　
「
野
ト
ナ
ル
」
は
、
里
が
荒

れ
て
草
深
い
野
と
な
る
意
で
、
　
「
鶉
ト
ナ
ル
」
の
方
は
、
女
が
鶉

と
な
る
意
で
あ
る
。
こ
の
「
鶉
と
な
り
て
」
の
句
は
、
人
が
変
化

し
て
鳥
（
鶉
）
に
な
る
と
比
喩
的
に
表
現
し
て
い
る
の
で
あ
り
、

こ
れ
は
万
葉
集
の
「
鳥
と
な
り
」
と
い
う
表
現
の
存
在
の
可
能
性

を
多
少
な
り
と
も
示
す
も
の
と
言
え
よ
う
。

　
そ
れ
で
は
い
よ
い
よ
、
難
訓
歌
「
鳥
翔
成
…
」
を
「
鳥
と
な
り

…
」
と
訓
ん
で
、
　
一
首
全
体
の
解
釈
を
行
な
う
こ
と
に
す
る
。

　
　
鳥
と
な
り
あ
り
通
ひ
つ
つ
見
ら
め
ど
も
人
こ
そ
知
ら
ね
松
は

　
　
知
る
ら
む
（
万
葉
二
・
一
四
五
）

　
こ
の
歌
の
第
一
句
「
鳥
と
な
り
」
に
つ
い
て
は
、
あ
ま
り
に
唐

突
な
歌
い
出
し
で
、
し
か
も
説
明
的
で
近
代
的
な
印
象
を
免
れ
な

い
と
の
意
見
も
、
お
そ
ら
く
出
て
く
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
れ

は
「
山
上
憶
良
の
追
和
す
る
歌
｝
首
」
な
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の

歌
の
前
に
詠
ま
れ
た
歌
と
、
当
然
関
連
さ
せ
て
解
釈
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
は
ず
で
、
次
に
そ
の
と
こ
ろ
を
論
じ
て
み
た
い
。
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四

　
①
磐
代
の
崖
の
松
が
枝
結
び
け
む
人
は
か
へ
り
て
ま
た
見
け
む

　
　
か
も
（
万
葉
二
・
】
四
三
）

　
②
磐
代
の
野
中
に
立
て
る
結
び
松
心
も
解
け
ず
古
思
ほ
ゆ
（
万

　
　
葉
二
・
一
四
四
）

　
こ
れ
は
「
長
忌
寸
意
吉
麻
呂
、
結
び
松
を
見
て
哀
し
び
咽
ぶ
歌

二
首
」
で
、
こ
の
二
首
に
追
和
し
た
の
が
、
憶
良
の
「
鳥
と
な
り
」

の
歌
で
あ
る
（
な
お
、
日
本
古
典
集
成
『
萬
葉
集
一
』
の
頭
注
は
、

一
四
三
番
の
一
首
だ
け
に
追
和
し
た
と
説
く
）
。

　
で
は
、
実
際
に
「
鳥
と
な
り
」
の
歌
は
、
こ
の
①
・
②
二
首
を

ど
の
よ
う
な
形
で
承
け
、
追
和
し
て
い
る
の
か
、
そ
こ
の
と
こ
ろ

を
明
ら
か
に
し
た
い
。

　
ま
ず
、
憶
良
の
上
の
句
「
鳥
と
な
り
あ
り
通
ひ
つ
つ
見
ら
め
ど

も
」
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
①
の
下
の
句
「
人
は
か
へ
り
て
ま
た
見

け
む
か
も
」
に
対
す
る
答
え
と
考
え
ら
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
人

（
有
間
皇
子
）
は
（
死
ん
だ
が
）
鳥
に
成
り
変
わ
る
こ
と
で
、
生

前
に
「
ま
幸
く
あ
ら
ば
ま
た
か
へ
り
み
む
（
万
葉
二
・
一
四
一
）
」

と
心
を
寄
せ
て
い
た
結
び
松
の
あ
る
場
所
に
、
い
つ
も
通
っ
て
、

そ
の
松
を
見
て
い
る
だ
ろ
う
、
と
歌
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
人

と
し
て
は
還
ら
な
か
っ
た
が
、
鳥
と
な
っ
て
再
び
戻
り
、
通
い
続

け
る
と
憶
良
は
歌
う
。
た
だ
、
こ
こ
で
「
あ
り
通
ふ
」
と
い
う
言

葉
の
使
い
方
（
主
体
は
何
か
）
に
注
意
す
る
必
要
が
あ
る
と
思
う
。

　
「
あ
り
通
ふ
」
と
は
、
通
い
続
け
る
・
し
げ
し
げ
と
通
う
の
意

で
、
　
「
あ
り
」
は
継
続
す
る
意
を
表
わ
す
。
そ
し
て
、
　
「
あ
り
通

ふ
」
の
主
体
は
何
か
、
万
葉
集
の
全
用
例
を
見
る
と
、
人
が
一
六

例
（
三
〇
四
、
四
七
九
、
九
三
八
、
一
〇
〇
六
、
．
｝
〇
六
二
、
一

〇
六
三
、
二
〇
八
九
、
三
二
三
六
、
三
九
〇
七
、
三
九
九
一
、
三

九
九
二
、
四
〇
〇
〇
、
四
〇
〇
二
、
四
〇
九
八
、
四
〇
九
九
、
四

一
八
七
）
、
人
目
が
一
例
（
＝
二
〇
四
）
で
、
人
目
も
広
く
人
に

含
め
て
考
え
れ
ば
、
　
「
あ
り
通
ふ
」
も
の
の
主
体
は
す
べ
て
人
に

な
っ
て
い
る
。
問
題
の
歌
は
「
鳥
と
な
り
あ
り
通
ひ
つ
つ
」
で
あ

る
か
ら
、
　
「
あ
り
通
ふ
」
の
は
、
有
間
皇
子
の
変
わ
り
身
で
あ
る

鳥
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
は
「
あ
り
通
ふ
」
の
主
体
と
し
て

は
、
明
ら
か
に
異
例
で
あ
る
。
し
か
し
、
　
「
鳥
翔
成
」
を
ツ
バ
サ

ナ
ス
や
ア
マ
ガ
ケ
リ
と
訓
ん
で
、
　
「
あ
り
通
ふ
」
の
主
体
を
不
明

確
な
有
間
皇
子
の
御
魂
と
補
っ
て
解
釈
す
る
よ
り
も
、
具
体
的
な

生
き
物
で
あ
る
鳥
が
常
に
通
い
続
け
る
と
歌
う
方
が
、
は
る
か
に

自
然
で
理
解
し
や
す
い
表
現
と
い
え
よ
う
。
ま
た
、
憶
良
に
次
の

歌
が
あ
る
。

　
　
天
飛
ぶ
や
鳥
に
も
が
も
や
都
ま
で
送
り
ま
を
し
て
飛
び
帰
る

　
　
も
の
（
万
葉
五
・
八
七
六
）

　
こ
れ
は
「
書
殿
に
し
て
饅
酒
す
る
日
の
倭
歌
四
首
」
の
最
初
の

歌
で
あ
る
が
、
離
れ
た
と
こ
ろ
で
も
自
由
に
行
き
来
で
き
る
鳥
に

な
り
た
い
と
、
あ
こ
が
れ
の
気
持
ち
で
鳥
を
詠
み
込
ん
で
い
る
。
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こ
う
い
っ
た
憶
良
の
歌
い
方
を
考
慮
す
る
な
ら
ば
、
　
「
鳥
だ
か
ら

こ
そ
、
空
間
を
自
在
に
飛
び
翔
り
、
結
び
松
の
と
こ
ろ
に
頻
繁
に

通
う
こ
と
が
で
き
る
」
と
い
う
、
有
間
皇
子
の
代
理
を
鳥
に
託
す

発
想
は
、
十
分
あ
り
得
る
こ
と
と
思
う
。

　
次
に
、
憶
良
の
下
の
句
「
人
こ
そ
知
ら
ね
松
は
知
る
ら
む
」
で

あ
る
が
、
こ
れ
は
意
吉
麻
呂
の
②
の
下
の
句
「
心
も
解
け
ず
古
思

ほ
ゆ
」
に
対
応
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
皇
子
を
偲
ん
で
悲
し
む
人

々
に
対
し
て
、
　
「
皇
子
は
鳥
に
姿
を
変
え
、
戻
っ
て
き
て
い
る
が
、

そ
の
こ
と
に
人
間
は
気
付
い
て
い
な
い
け
れ
ど
も
、
皇
子
と
心
を

通
わ
せ
た
松
は
鳥
が
皇
子
で
あ
る
こ
と
を
知
っ
て
い
る
。
」
と
、

安
心
さ
せ
、
あ
た
か
も
諭
す
か
の
よ
う
に
呼
び
掛
け
て
い
る
の
で

あ
る
。

　
さ
ら
に
、
意
吉
麻
呂
の
①
の
「
…
結
び
け
む
…
見
け
む
…
」
は
、

過
去
推
量
の
ケ
ム
を
三
句
目
と
結
句
に
入
れ
る
が
、
憶
良
も
「
…

．
見
ら
め
…
見
ら
む
」
と
現
在
推
量
の
ラ
ム
を
同
じ
よ
う
に
、
三
句

目
と
結
句
に
置
く
。
こ
れ
は
憶
良
が
意
識
的
に
照
応
さ
せ
た
も
の

に
相
違
な
い
。

　
以
上
の
事
柄
を
踏
ま
え
て
「
鳥
と
な
り
」
の
歌
を
解
釈
す
る
と
、

『
（
有
間
皇
子
は
死
ん
だ
が
）
鳥
と
な
り
（
生
前
に
再
び
帰
っ
て

来
て
見
よ
う
と
心
を
寄
せ
た
松
の
あ
る
と
こ
ろ
に
）
頻
繁
に
通
い

続
け
て
（
結
び
松
を
）
見
て
い
る
で
あ
ろ
う
が
、
人
は
そ
の
こ
と

を
知
ら
な
く
て
も
、
松
は
知
っ
て
い
る
で
あ
ろ
う
。
』
と
な
る
。

　
　
　
　
　
お
わ
り
に

　
　
…
朝
な
朝
な
　
言
う
こ
と
止
み
　
た
ま
き
は
る
　
命
絶
え
ぬ

　
　
れ
　
立
ち
躍
り
　
足
す
り
叫
び
　
伏
し
仰
ぎ
　
胸
打
ち
嘆
き

　
　
手
に
持
て
る
　
我
が
子
飛
ば
し
つ
　
世
の
中
の
道
　
（
万
葉

　
　
五
・
九
〇
四
）

　
こ
れ
は
山
上
憶
良
が
愛
児
を
亡
く
し
た
時
の
長
歌
で
あ
る
が
、

「
我
が
子
飛
ば
し
つ
」
は
我
が
子
を
失
っ
た
の
意
で
、
今
は
亡
き

愛
す
る
子
を
鳥
に
例
え
て
い
る
。
鳥
は
天
に
昇
る
こ
と
が
で
き
る

か
ら
で
あ
ろ
う
。

　
ま
た
、
次
の
憶
良
の
歌
は
、
人
と
鳥
を
対
比
さ
せ
、
鳥
な
ら
ば

憂
き
世
を
離
れ
る
こ
と
が
で
き
る
の
に
な
あ
と
、
羨
望
の
気
持
ち

で
歌
っ
て
い
る
。

　
　
世
の
中
を
　
憂
し
と
や
さ
し
と
　
思
へ
ど
も
　
飛
び
立
ち
か

　
　
ね
つ
　
鳥
に
し
あ
ら
ね
ば
　
　
（
万
葉
五
・
八
九
三
）

　
憶
良
が
「
鳥
」
を
詠
み
込
ん
だ
歌
例
は
、
全
部
で
六
首
〔
長
歌

三
首
（
七
九
四
・
八
〇
〇
・
八
九
二
）
、
短
歌
三
首
（
八
七
六
・

八
九
三
・
八
九
八
）
〕
あ
る
。
難
訓
歌
「
鳥
翔
成
」
の
「
鳥
」
も

素
直
に
ト
リ
と
訓
み
、
　
「
翔
成
」
は
ト
ナ
リ
で
訓
む
の
が
、
句
の

つ
な
が
り
か
ら
み
て
、
　
】
番
自
然
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
本
稿
は
、
大
久
保
論
文
ト
リ
ト
ナ
リ
説
の
紹
介
に
相
当
紙
数
を

費
や
し
た
。
ト
リ
ト
ナ
リ
の
訓
は
今
後
多
く
の
研
究
者
に
よ
っ
て
、

再
検
討
し
て
い
た
だ
き
た
い
訓
だ
と
思
う
。
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