
変
貌
す
る
感
性
―
万
葉
集
に
お
け
る
蛍
を
め
ぐ
っ
て
―

浅

野

則

子

は
じ
め
に

現
代
を
生
き
る
私
達
は
、
自
然
の
中
に
、
古
典
文
学
の
世
界
に
表
現
さ
れ
た
も

の
を
見
出
し
、
同
じ
感
覚
を
共
有
す
る
こ
と
が
あ
る
。
た
と
え
ば
、
虫
の
声
に
い

に
し
え
人
を
思
い
、
文
学
表
現
を
今
の
感
覚
に
近
づ
け
て
読
も
う
と
し
、
時
代
を

超
え
た
自
然
の
あ
り
方
に
思
い
を
は
せ
た
り
す
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、

古
典
文
学
の
表
現
は
、
一
括
し
て
捉
え
ら
れ
る
わ
け
で
は
な
い
こ
と
も
、
ま
た
、

事
実
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
時
代
に
よ
っ
て
、
文
学
に
は
現
れ
な
い
自
然
が
あ
る
と

い
う
こ
と
か
ら
明
ら
か
に
な
る
。

文
学
作
品
を
資
料
と
し
て
見
る
時
、
私
た
ち
は
、
あ
る
時
代
の
文
学
作
品
に
何

か
が
表
現
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
か
ら
、
そ
の
存
在
を
否
定
す
る
こ
と
が
で

き
る
の
だ
ろ
う
か
。
か
つ
て
、
日
本
中
世
史
の
研
究
者
で
あ
る
飯
沼
賢
司
氏
と
話

を
し
て
い
る
時
、「
蛍
」
が
話
題
に
上
っ
た
こ
と
が
あ
っ
た
。『
万
葉
集
』
に
は
、

蛍
の
光
が
美
し
い
も
の
と
は
さ
れ
て
い
な
い
の
に
、『
古
今
集
』
に
な
る
と
、
蛍

は
、
俄
然
、
美
し
さ
、
は
か
な
さ
で
表
現
の
中
に
現
れ
る
。『
古
今
集
』
に
現
れ

た
蛍
は
、
そ
の
後
の
和
歌
で
は
詠
わ
れ
続
け
、『
源
氏
物
語
』
で
は
、
蛍
は
大
き

な
一
場
面
を
も
つ
こ
と
に
な
る
。
こ
う
い
っ
た
古
典
文
学
の
表
現
の
話
を
国
文
学

の
立
場
か
ら
話
し
た
と
こ

①ろ
、
日
本
中
世
史
の
研
究
者
で
あ
る
飯
沼
賢
司
氏
は
、

中
世
の
文
書
か
ら
自
然
界
の
変
動
を
読
み
取
り
、
自
然
界
の
変
化
に
よ
り
、
ホ
タ

ル
が
変
化
し
た
こ
と
を
論
じ
ら
れ

②た
。
こ
の
視
点
は
、
国
文
学
の
視
点
と
は
、
大

き
く
異
な
る
も
の
で
あ
っ
た
。
文
学
の
中
に
現
れ
て
こ
な
い
と
は
、
ど
の
よ
う
な

こ
と
を
意
味
す
る
の
だ
ろ
う
か
。「
蛍
」
の
あ
り
方
か
ら
、
万
葉
集
の
美
意
識
を

考
え
る
の
が
小
論
の
目
的
で
あ
る
。

一
す
で
に
言
わ
れ
て
い
る
こ
と
で
は
あ
る
が
、『
万
葉
集
』
に
は
、『
古
今
集
』
以

降
の
よ
う
な
、
美
し
く
光
る
蛍
は
表
現
さ
れ
な
い
。『
万
葉
集
』
の
ホ
タ
ル
は
次

の
一
例
の
み
で
あ
る
。

こ
の
月
は

君
来
ま
さ
む
と

大
船
の

思
ひ
頼
み
て

い
つ
し
か
と

我
が
待

ち
居
れ
ば

黄
葉
の

過
ぎ
て
去
に
き
と

玉
梓
の

使
ひ
の
言
へ
ば

蛍
な
す

ほ
の
か
に
聞
き
て

大
地
を

炎
と
踏
み
て

立
ち
て
居
て

行
く
へ
も
知
ら

ず

朝
霧
の

思
ひ
迷
ひ
て

丈
足
ら
ず

八
尺
の
嘆
き

嘆
け
ど
も

験
を
な

み
と

い
づ
く
に
か

君
が
ま
さ
む
と

天
雲
の

行
き
の
ま
に
ま
に

射
ゆ
し

し
の

行
き
も
死
な
む
と

思
へ
ど
も

道
の
知
ら
ね
ば

ひ
と
り
居
て

君
に

恋
ふ
る
に

音
の
み
し
泣
か
ゆ

反
歌

葦
辺
行
く
雁
の
翼
を
見
る
ご
と
に
君
が
帯
ば
し
し
投
矢
し
思
ほ
ゆ

論

文
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右
二
首
。
但
し
、
或
い
は
云
く
、「
こ
の
短
歌
は
防
人
の
妻
の
作
り
し
所
な
り
」

と
い
ふ
。
然
る
と
き
は
則
ち
、
長
歌
も
ま
た
こ
れ
と
同
じ
作
な
る
こ
と
知
る
べ

③し
。

十
三
―
三
三
四
五
・
六

こ
の
歌
は
、
万
葉
集
巻
一
三
の
中
の
「
挽
歌
」
の
国
名
不
明
の
歌
群
に
属
す
る

も
の
で
あ
る
。「
蛍
」
は
右
に
あ
げ
た
長
歌
の
中
に
「
蛍
な
す
」
と
い
う
枕
詞
と

し
て
使
わ
れ
て
お
り
、
下
の
「
ほ
の
か
」
と
い
う
こ
と
ば
へ
と
か
か
っ
て
い
く
も

の
で
あ
る
。
こ
の
歌
は
、
左
注
に
よ
る
と
、
反
歌
で
あ
る
短
歌
が
防
人
の
妻
の
も

の
で
あ
る
の
で
長
歌
も
同
時
の
作
と
さ
れ
て
い
る
。
万
葉
集
の
編
纂
時
の
理
解
に

従
え
ば
こ
の
長
歌
は
、
防
人
の
妻
の
歌
、
す
な
わ
ち
、
東
国
の
作
と
い
う
こ
と
に

な
る
。

夫
が
防
人
と
し
て
九
州
北
部
へ
と
旅
だ
っ
た
後
、
ひ
た
す
ら
、
帰
り
を
待
ち
望

ん
で
い
る
妻
に
「
こ
の
月
」、
す
な
わ
ち
、
帰
っ
て
く
る
べ
き
月
に
届
い
た
便
り

は
、
夫
が
「
黄
葉
」
の
よ
う
に
は
か
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
も
の
で
あ
っ

た
。
妻
は
、
そ
の
便
り
を
「
ほ
の
か
」
に
聞
い
た
だ
け
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の

わ
す
が
ば
か
り
の
情
報
だ
け
し
か
も
た
な
い
妻
は
嘆
き
の
あ
ま
り
大
地
を
「
炎
」

を
踏
む
よ
う
に
踏
み
途
方
に
暮
れ
て
い
る
と
い
う
。
使
い
の
知
ら
せ
の
こ
と
ば

「
黄
葉
の

過
ぎ
て
去
に
き
」
は
、
死
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
妻
に
と
っ

て
そ
の
知
ら
せ
は
、
た
だ
使
い
の
知
ら
せ
だ
け
で
、
実
体
は
信
じ
ら
れ
な
い
と
い

う
も
の
で
あ
る
。「
ほ
の
か
」に
聞
く
と
い
う
こ
と
が
そ
れ
を
意
味
し
て
い
よ
う
。

言
い
換
え
れ
ば
、
夫
の
死
と
い
う
重
要
な
こ
と
が
、「
ほ
の
か
に
」
と
い
う
、
た

だ
の
簡
単
な
知
ら
せ
で
し
か
な
い
こ
と
を
「
蛍
な
す
」
と
い
う
枕
詞
に
よ
っ
て
言

葉
で
表
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

蛍
の
光
は
、
は
っ
き
り
し
な
い
便
り
、「
死
」
と
い
う
こ
と
を
知
ら
せ
る
に
も

関
わ
ら
ず
満
足
の
い
く
説
明
が
な
い
と
い
う
意
味
を
も
つ
「
は
か
な
さ
」
と
い
う

こ
と
に
な
ろ
う
。「
死
」
の
実
体
が
と
ら
え
ら
れ
な
い
憤
り
を
歌
う
表
現
に
使
わ

れ
る
限
り
、
こ
こ
で
の
「
蛍
」
の
火
は
美
し
い
も
の
と
し
て
表
現
し
て
い
る
と
い

う
事
に
は
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
使
わ
れ
る
こ
の
枕
詞
が
意
味
す
る
「
蛍
」
は
、
単

に
、
ほ
の
か
な
光
を
持
つ
物
と
い
う
こ
と
で
し
か
な
い
。
こ
こ
で
は
、「
蛍
」
は

光
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
理
解
が
な
さ
れ
て
い
る
も
の
の
、
そ
の
光
が「
ほ
の
か
」

で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
重
要
な
の
で
あ
る
。

諸
注
釈
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う

④に
、
相
手
と
再
び
あ
え
る
と
い
う
信
頼
し
き
っ

た
心
を
表
す
「
大
船
の

思
ひ
頼
み
て
」
と
そ
の
相
手
の
「
死
」
の
表
現
で
あ
る

「
黄
葉
の
過
ぎ
て
去
に
き
」と
は
、
人
麻
呂
の「
泣
血
哀
慟
歌
」と
同
じ
で
あ

⑤る
。

信
じ
切
っ
て
待
っ
て
い
た
妻
に
届
い
た
死
の
知
ら
せ
に
よ
る
落
胆
の
表
現
に
関
わ

る
「
蛍
な
す
」
を
考
え
る
に
あ
た
り
、
同
じ
表
現
の
後
の
部
分
を
人
麻
呂
の
歌
の

表
現
と
具
体
的
に
比
較
し
て
み
た

⑥い
。

天
飛
ぶ
や

軽
の
道
は

吾
妹
子
が

里
に
し
あ
れ
ば

ね
も
こ
ろ
に

見
ま
く

欲
し
け
ど

や
ま
ず
行
か
ば

人
目
を
多
み

ま
ね
く
行
か
ば

人
知
り
ぬ
べ
み

さ
ね
葛

後
も
逢
は
む
と

大
船
の

思
ひ
頼
み
て

玉
か
ぎ
る

磐
垣
淵
の

隠
り
の
み

恋
ひ
つ
つ
あ
る
に

渡
る
日
の

暮
れ
ぬ
る
が
ご
と

照
る
月
の

雲
隠
る
ご
と

沖
つ
藻
の

な
び
き
し
妹
は

黄
葉
の

過
ぎ
て
去
に
き
と

玉
梓
の

使
ひ
の
言
へ
ば

梓
弓

音
に
聞
き
て

言
は
む
す
べ

せ
む
す
べ
知

ら
に

音
の
み
を

聞
き
て
あ
り
え
ね
ば

我
が
恋
ふ
る

千
重
の
一
重
も

慰

も
る

心
も
あ
り
や
と

吾
妹
子
が

や
ま
ず
出
で
見
し

軽
の
市
に

我
が
立

ち
聞
け
ば

玉
だ
す
き

畝
傍
の
山
に

鳴
く
鳥
の

声
も
聞
こ
え
ず

玉
桙
の

道
行
き
人
も

ひ
と
り
だ
に

似
て
し
行
か
ね
ば

す
べ
を
な
み

妹
が
名
呼

び
て
袖
そ
降
り
つ
る

二
―
二
〇
七

人
麻
呂
の
歌
は
、
夫
が
通
っ
て
い
た
妻
の
死
を
嘆
く
も
の
で
あ
り
、
防
人
の
妻

と
必
ず
し
も
、
同
じ
状
況
の
歌
で
は
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
こ
で
問
題
と
し

た
い
の
は
、
今
、
逢
え
ず
と
も
相
手
と
逢
う
こ
と
を
信
頼
し
き
っ
て
い
る
状
況
を
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持
つ
こ
と
で
、
心
の
平
安
が
保
た
れ
て
い
た
と
こ
ろ
、
そ
れ
が
、
使
い
に
よ
る
相

手
の
死
の
知
ら
せ
と
い
う
こ
と
で
崩
れ
去
っ
た
が
た
め
の
落
胆
と
い
う
表
現
構
造

の
部
分
が
同
じ
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
注
目
し
な
け
れ
ば
い
け
な
い
の

は
、「
黄
葉
の

過
ぎ
て
去
に
き
」
と
い
う
知
ら
せ
を
聞
い
た
後
の
部
分
で
あ
ろ

う
。
人
麻
呂
の
歌
は
、
そ
の
後「
言
は
む
す
べ

せ
む
す
べ
知
ら
に
」と
続
き「
音

の
み
を

聞
き
て
あ
り
え
ね
ば
」
と
い
う
思
い
か
ら
、
市
へ
と
出
て
い
く
の
で
あ

る
が
、
こ
の
歌
で
は
、
そ
の
使
い
の
言
葉
が
「
炎
な
す
」
と
い
う
激
し
い
嘆
き
へ

と
転
ず
る
べ
き
大
き
な
位
置
を
占
め
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
夫
の
帰

り
を
待
ち
わ
び
る
女
は
知
ら
せ
に
よ
っ
て
、
予
想
外
の
夫
の
「
死
」
を
知
る
。
そ

し
て
、
そ
の
後
「
死
」
と
言
う
言
葉
に
よ
っ
て
心
が
乱
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
重
要

な
意
味
を
持
つ
知
ら
せ
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
は
は
っ
き
り
し
な
い
。

た
と
え
、
死
の
知
ら
せ
で
あ
っ
て
も
、
満
足
の
い
く
知
ら
せ
で
は
な
か
っ
た
と
い

う
こ
と
が
こ
こ
で
は
大
き
な
意
味
を
持
つ
と
い
え
よ
う
。
そ
れ
を
敢
え
て
「
蛍
な

す
」
と
い
う
万
葉
集
唯
一
の
枕
詞
で
歌
う
の
で
あ
る
。

夫
の
死
を
伝
え
る
知
ら
せ
を
「
ほ
の
か
に
聞
く
」
と
い
う
言
葉
に
か
か
る
枕
詞

は
、
こ
の
長
歌
独
自
の
表
現
な
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
に
見
る
と
こ
の
歌
に
お
け

る
枕
詞
の
「
蛍
な
す
」
は
、
嘆
き
の
深
さ
へ
と
導
く
重
要
な
表
現
と
い
う
べ
き
で

あ
ろ
う
。
左
注
に
よ
っ
て
防
人
の
妻
の
作
と
さ
れ
る
こ
の
長
歌
か
ら
は
、
東
国
に

は
「
蛍
」
は
い
た
も
の
の
、
そ
れ
が
美
し
い
光
と
は
と
ら
え
ら
れ
ず
、
は
か
な
い

光
と
い
う
共
通
の
認
識
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
。

二
み
て
き
た
よ
う
に
、「
蛍
な
す
」
は
、
確
か
に
枕
詞
で
あ
り
、
そ
こ
に
は
、
具

体
的
な
蛍
は
あ
ら
わ
さ
れ
て
い
な
い
。
蛍
の
光
が
ど
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
と
ら

え
ら
れ
、
枕
詞
と
さ
れ
た
の
か
は
「
ほ
の
か
」
と
い
う
言
葉
に
か
か
っ
て
い
く
枕

詞
の
あ
り
方
か
ら
考
え
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。

万
葉
集
中
「
ほ
の
か
」
に
か
か
る
枕
詞
は
他
に
は
「
た
ま
か
ぎ
る
」
と
い
う
一

例
の
み
で
あ
る
。
具
体
的
に
歌
表
現
を
見
て
い
き
、「
ほ
の
か
」
と
は
、
ど
の
よ

う
な
も
の
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
て
い
た
か
を
明
ら
か
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

①
玉
か
ぎ
る
ほ
の
か
に
見
え
て
別
れ
な
ば
も
と
な
や
恋
ひ
む
逢
ふ
時
ま
で
は

八
―
一
五
二
六

山
上
憶
良

②
朝
影
に
我
が
身
は
な
り
ぬ
玉
か
ぎ
る
ほ
の
か
に
見
え
て
去
に
し
児
ゆ
ゑ
に

十
二
―
二
三
九
四

（
三
〇
八
五
と
重
出
）

③
…
玉
か
ぎ
る

ほ
の
か
に
だ
に
も

見
え
ぬ
思
へ
ば

二
―
二
一
〇

①
の
歌
は
山
上
憶
良
が
天
平
二
年
七
月
八
日
に
、
大
宰
府
の
帥
の
家
で
の
集
会

の
際
に
七
夕
の
歌
と
し
て
作
成
し
た
四
首
の
う
ち
の
一
首
で
一
番
最
後
に
あ
た
る

も
の
で
あ

⑦る
。
こ
こ
で
の
「
ほ
の
か
」
は
牽
牛
と
織
女
の
逢
瀬
に
関
し
て
使
わ
れ

る
こ
と
ば
で
あ
る
。
憶
良
は
、
七
夕
の
こ
の
歌
群
で
二
人
の
逢
う
ま
で
の
心
情
と

別
れ
た
後
の
心
情
を
表
現
す
る
が
、
こ
の
歌
は
、
逢
瀬
の
後
、
つ
ま
り
七
月
八
日

の
二
人
の
心
情
を
歌
い
、
次
の
逢
瀬
ま
で
の
時
間
の
長
さ
を
嘆
く
こ
と
で
結
び
に

す
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
次
の
逢
瀬
ま
で
の
長
さ
と
対
比
し
て
詠
わ
れ
て
い

る
、
昨
日
の
夜
の
こ
と
が「
ほ
の
か
」な
時
間
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
こ
の「
ほ

の
か
」
は
、
わ
ず
か
な
時
間
と
訳
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
が
、
二
人
に
と
っ
て
の
七

日
の
夜
は
、
他
の
夜
と
同
じ
一
夜
で
は
な
く
「
ほ
の
か
」
と
い
う
こ
と
ば
で
表
す

ほ
ど
に
、
単
に
短
い
だ
け
で
な
く
、
は
か
な
く
、
相
手
を
は
っ
き
り
確
認
す
る
こ

と
も
で
き
な
い
夜
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
憶
良
は
短
さ
と
と
も
に
そ
の
短
さ

を
、
さ
ら
に
、
逢
瀬
の
お
ぼ
つ
か
な
さ
を
も
表
す
「
ほ
の
か
」
で
表
現
し
た
こ
と

に
な
る
。

②
の
歌
は
、
作
者
未
詳
の
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
恋
の
た
め
に
、
身
が
朝

日
に
映
る
影
の
よ
う
に
や
せ
衰
え
た
こ
と
を
詠
う
が
、
そ
の
原
因
は
、「
ほ
の
か
」
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に
み
え
た
だ
け
で
去
っ
て
し
ま
っ
た
女
性
の
た
め
で
あ
る
と
い
う
。
こ
こ
で
の

「
ほ
の
か
」
も
、
①
の
例
同
様
に
、
単
に
時
間
の
短
さ
で
は
な
く
、
は
っ
き
り
と

相
手
を
確
認
で
き
な
か
っ
た
こ
と
と
い
う
意
味
を
持
つ
も
の
と
い
え
る
。
問
題
と

し
て
い
る
歌
の
「
ほ
の
か
」
と
は
違
っ
て
、「
見
え
る
」
と
い
う
言
葉
と
関
わ
っ

て
い
く
の
で
あ
る
が
、
重
要
な
の
は
、
そ
れ
が
、
は
っ
き
り
と
確
認
で
き
な
い
と

い
う
も
ど
か
し
い
気
持
ち
に
も
と
づ
い
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

③
は
先
に
あ
げ
た
人
麻
呂
の
「
泣
血
哀
慟
歌
」
の
二
首
目
の
長
歌
で
あ

⑧る
。
目

の
前
か
ら
い
な
く
な
っ
た
妻
が
山
に
い
る
と
人
が
い
う
の
で
尋
ね
た
と
こ
ろ
が
、

あ
う
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
そ
の
も
ど
か
し
さ
を
歌
っ
た
部
分
で
あ
る
。
こ
こ

で
は
、「
ほ
の
か
に
」
さ
え
も
見
え
な
い
と
い
っ
て
嘆
く
。「
ほ
の
か
」
と
は
、
最

低
限
に
視
覚
的
に
と
ら
え
る
こ
と
が
可
能
な
も
の
と
い
っ
て
よ
い
の
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
。

次
に
序
詞
と
し
て
使
わ
れ
て
い
る
「
ほ
の
か
」
を
考
え
て
み
た
い
。
序
詞
と
し

て
「
ほ
の
か
」
に
続
く
表
現
は
次
の
よ
う
な
二
例
で
あ
る
。

④
切
目
山
行
き
か
ふ
道
の
朝
霞
ほ
の
か
に
だ
に
や
妹
に
逢
は
ざ
ら
む

十
二
―
三
〇
三
七

⑤
志
賀
の
海
人
の
釣
し
灯
せ
る
い
ざ
り
火
の
ほ
の
か
に
妹
を
見
む
よ
し
も
が
も

十
二
―
三
一
七
〇

い
ず
れ
も
作
者
未
詳
の
巻
に
あ
る
歌
で
あ
る
。「
ほ
の
か
」な
も
の
は
④
で
は
、

「
朝
霧
」、
⑤
で
は
海
人
が
と
も
す
「
い
ざ
り
火
」
と
さ
れ
て
い
る
。
④
で
は
、

せ
め
て
、「
ほ
の
か
」
に
で
も
逢
い
た
い
と
い
う
ほ
ど
の
逢
瀬
の
な
さ
を
嘆
き
、

⑤
で
は
、「
ほ
の
か
」
に
だ
け
で
も
逢
う
方
法
が
欲
し
い
と
い
う
。
お
ぼ
つ
か
な

い
、
わ
ず
か
な
逢
瀬
を
表
現
す
る
「
ほ
の
か
」
の
具
体
的
な
表
現
を
見
て
も
、
ほ

の
か
な
光
は
、
心
情
表
現
と
し
て
み
る
限
り
、
光
の
お
ぼ
つ
か
な
さ
、
は
か
な
さ

の
み
を
表
す
も
の
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。

万
葉
集
に
お
け
る
「
ほ
の
か
」
と
は
、
枕
詞
、
序
詞
と
も
に
視
覚
的
に
美
意
識

と
は
関
係
な
く
、
視
覚
的
に
と
ら
え
う
る
量
の
少
な
さ
を
あ
ら
わ
す
も
の
に
他
な

ら
な
い
。
心
情
表
現
に
つ
か
わ
れ
る
に
あ
た
り
そ
れ
は
、
少
な
く
、
は
か
な
い
も

の
と
し
て
共
通
の
理
解
に
も
と
づ
く
も
の
で
あ
っ
た
。

さ
ら
に
、「
ほ
の
か
」
に
か
か
る
「
た
ま
か
ぎ
る
」
が
他
に
は
ど
の
よ
う
な
言

葉
に
か
か
る
か
を
見
て
い
こ
う
。「
ほ
の
か
」
と
は
ど
の
よ
う
な
こ
と
を
意
味
す

る
か
を
考
え
る
た
め
で
あ
る
。

枕
詞
と
し
て
の
「
玉
か
ぎ
る
」
は
玉
が
ひ
か
り
か
が
や
く
と
い
う
意
味
を
も
つ

も
の
と
考
え
ら
れ
る
が
、
使
わ
れ
て
い
る
例
は
以
下
の
よ
う
に
な
る
。

⑥

玉
か
ぎ
る

夕
去
り
く
れ
ば

み
雪
降
る

阿
騎
の
大
野
に
（
以
下
略
）

一
―
四
五

⑦

玉
か
ぎ
る
夕
去
り
来
れ
ば
猟
人
の
弓
月
が
嶽
に
霞
た
な
び
く

九
―
一
八
一
六

⑧

玉
か
ぎ
る

磐
垣
淵
の

隠
り
の
み
（
以
下
略
）

二
―
二
〇
七

⑨

ま
そ
鏡
見
と
も
言
は
め
や
玉
か
ぎ
る
磐
垣
淵
の
隠
り
た
る
妻

十
一
―
二
五
〇
九

⑩

玉
か
ぎ
る
磐
垣
淵
の
隠
り
に
は
伏
し
て
死
ぬ
と
も
汝
が
名
は
告
ら
じ

十
一
―
二
七
〇
〇

⑪

は
だ
薄
穂
に
は
咲
き
出
ぬ
恋
を
わ
が
す
る

玉
か
ぎ
る
た
だ
ひ
と
目
の
み
見

し
人
ゆ
ゑ
に

十
―
二
三
一
一

⑫

…
我
が
思
ふ

心
知
ら
ず
や

行
く
影
の

月
も
経
行
け
ば

玉
か
ぎ
る

日
も
重
な
り
て

思
へ
か
も

胸
や
す
か
ら
ぬ
（
以
下
略
）

十
三
―
三
二
五
〇

⑥
、
⑦
は
「
夕
去
り
く
れ
ば
」
に
か
か
っ
て
い
く
例
で
あ
る
。
⑥
は
、
軽
皇
子

が
阿
騎
の
大
野
で
猟
を
す
る
時
の
人
麻
呂
の
歌
で
あ

⑨る
。
こ
こ
で
、「
玉
か
ぎ
る
」

と
い
う
枕
詞
の
つ
く
「
夕
去
り
く
れ
ば
」
は
「
坂
鳥
の

朝
越
え
ま
し
て
」
と
対

句
を
な
す
部
分
で
あ
る
。
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⑧
、
⑨
、
⑩
は
「
磐
垣
淵
」
へ
と
か
か
っ
て
い
く
。
⑧
は
、
先
に
あ
げ
た
人
麻

呂
の
「
泣
血
哀
慟
歌
」
の
一
つ
で
あ
る

⑩が
、
こ
こ
で
は
自
ら
の
思
い
に
つ
い
て
に

使
わ
れ
る
。
他
人
の
目
、
噂
を
気
に
す
る
あ
ま
り
、
愛
し
い
女
性
に
逢
う
こ
と
が

難
し
い
た
め
に
、
今
は
あ
え
な
く
と
も
後
に
必
ず
逢
お
う
と
し
て
、
心
の
奥
深
く

慕
っ
て
い
る
と
い
う
部
分
に
な
る
。
ま
た
、
⑨
は
、
他
人
に
は
秘
め
て
い
る
妻
の

表
現
と
な
る
。
⑩
に
お
い
て
も
秘
め
て
い
る
の
は
自
己
の
恋
情
と
な
り
、
⑧
の
使

い
方
と
同
じ
で
あ
る
。
こ
こ
で
「
玉
か
ぎ
る
」
は
磐
が
そ
の
周
り
を
囲
ん
で
い
る

淵
、「
磐
垣
淵
」
に
か
か
り
、
二
句
で
序
を
な
し
て
い
る
。
こ
の
か
か
り
方
に
関

し
て
は
定
説
を
み
な
い
が
、
囲
ま
れ
て
い
て
は
っ
き
り
し
て
い
な
い
状
況
と
い
う

こ
と
は
言
っ
て
も
よ
い
で
あ
ろ
う
。

⑪
は
「
た
だ
ひ
と
目
」、
⑫
は
「
日
」
へ
と
か
か
る
そ
れ
ぞ
れ
一
例
ず
つ
の
も

の
で
あ
る
。
⑪
で
は
「
た
だ
一
目
」
だ
け
し
か
逢
っ
て
い
な
い
人
へ
の
恋
の
苦
し

さ
を
歌
う
も
の
で
あ
る
が
、
こ
の
「
一
目
の
み
」
は
、
は
っ
き
り
と
し
な
い
出
会

い
を
意
味
す
る
た
め
に
、
や
は
り
、
他
の
例
と
同
じ
よ
う
に
ぼ
ん
や
り
と
し
た
も

の
を
表
す
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
⑫
の
例
に
つ
い
て
は
、「
月
」
と
対
を
な

す
「
日
」
の
か
か
る
が
、
一
般
に
「
月
」、「
日
」
と
も
に
使
わ
れ
る
枕
詞
と
は
異

な
っ
た
も
の
で
あ
る
。

み
て
き
た
よ
う
に
、「
玉
か
ぎ
る
」
と
い
う
枕
詞
は
、
い
ず
れ
も
は
か
な
い
も

の
、
籠
も
っ
て
い
て
明
ら
か
に
は
な
ら
な
い
も
の
に
関
係
す
る
と
い
う
こ
と
を
確

か
め
て
お
き
た
い
。
こ
こ
で
表
現
さ
れ
て
い
る
玉
の
光
と
は
、
ぼ
ん
や
り
と
し
た

も
の
と
い
う
と
ら
え
ら
れ
方
で
あ
っ
た
。
問
題
と
し
て
い
る
枕
詞
「
蛍
な
す
」
の

み
な
ら
ず
、
同
じ
言
葉
へ
と
か
か
る
枕
詞
を
見
て
き
た
限
り
に
お
い
て
も
、
そ
こ

に
意
味
さ
れ
て
い
る
「
光
」
と
は
、
決
し
て
美
し
い
と
い
う
共
通
理
解
が
あ
る
わ

け
で
は
な
く
、
た
だ
光
と
し
て
弱
い
も
の
と
い
う
視
覚
的
な
理
解
に
よ
る
と
い
っ

て
よ
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
う
し
て
見
た
場
合
、
光
と
し
て
の
「
蛍
」
の

あ
り
方
が
明
ら
か
に
な
ろ
う
。
そ
こ
に
は
、「
は
か
な
い
」
と
い
う
叙
情
的
な
理

解
は
、
は
い
っ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

三「
蛍
」
の
光
は
万
葉
集
の
歌
に
お
い
て
は
、
後
の
歌
の
よ
う
に
美
し
い
光
と
し

て
み
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。
日
常
的
に
「
虫
」
に

触
れ
る
こ
と
が
あ
る
こ
と
は
難
く
な
い
が
、
そ
の
場
合
、「
蛍
」
の
よ
う
に
視
覚

的
に
と
ら
え
ら
れ
る
「
虫
」
は
万
葉
集
中
、
ど
の
よ
う
に
歌
わ
れ
て
い
る
の
で
あ

ろ
う
か
。
万
葉
集
中
で
は
、
以
下
の
例
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。

⑬
…
夏
虫
の

火
に
入
る
が
如
く
…
…
（
以
下
略
）

九
―
一
八
〇
七

⑭
…
腰
細
の

す
が
る
娘
子
の
…
…
（
以
下
略
）

九
―
一
七
三
八

⑮
…
わ
た
つ
み
の

殿
の
甍
に

飛
び
翔
る

す
が
る
の
ご
と
き

腰
細
に
…

十
六
―
三
七
九
一

⑯
春
さ
れ
ば
す
が
る
な
す
野
の
ほ
と
と
ぎ
す
ほ
と
ほ
と
妹
に
逢
は
ず
来
に
け
り

十
―
一
九
七
九

⑬
は
高
橋
虫
麻
呂
歌
集
の
も
の
。
真
間
の
手
児
名
を
歌
っ
た
も
の
の
中
で
、
手

児
名
の
も
と
に
群
が
る
男
性
の
様
子
の
表
現
で
あ
る
。
こ
れ
は
「
水
門
入
り
に

船
漕
ぐ
如
く
」
と
対
句
を
な
し
、
自
然
と
引
き
よ
せ
ら
れ
る
よ
う
に
近
づ
く
様
の

表
現
と
な
っ
て
い
る
。
こ
こ
で
の
夏
虫
は
虫
の
習
性
が
う
た
わ
れ
て
お
り
、
そ
の

姿
そ
の
も
の
で
は
な
い
。
⑭
か
ら
⑯
は
「
す
が
る
」、
蜂
の
こ
と
で
あ
る
。
⑭
、

⑮
と
も
に
「
す
が
る
」
は
「
腰
細
」
と
つ
な
が
っ
て
い
く
。
⑭
は
⑬
同
様
に
虫
麻

呂
歌
集
で
周
准
の
珠
名
娘
子
の
魅
力
的
な
容
姿
を
表
現
し
た
部
分
と
な

⑪る
。
こ
の

腰
細
は
、
単
に
女
性
の
美
し
さ
の
み
で
は
な
く
、
若
い
男
性
の
容
貌
の
美
し
さ
を

誇
示
す
る
表
現
と
も
な
る
。
⑮
が
そ
の
例
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
、
竹
取
の
翁
が
自

ら
の
若
き
日
に
い
か
に
多
く
の
女
性
の
心
を
と
ら
え
た
か
を
誇
ら
し
げ
に
歌
う
表

現
と
な
る
。
こ
れ
ら
の
歌
に
共
通
す
る
の
は
、
伝
説
を
歌
っ
た
も
の
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。
又
、
⑯
の
歌
に
お
け
る
「
す
が
る
」
は
「
な
す
」
と
い
う
こ
と
ば
に
結
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び
つ
く
も
の
で
あ
る
た
め
、
そ
の
習
性
と
し
て
生
み
育
て
る
と
い
う
こ
と
が
関
わ

る
唯
一
の
例
で
あ
る
。
視
覚
的
に
と
ら
え
ら
れ
た
「
虫
」
は
季
節
の
変
化
、
心
情

の
表
現
と
し
て
は
、
歌
に
は
あ
ら
わ
れ
て
い
な
い
と
い
っ
て
も
よ
い
も
の
と
思
わ

れ
る
。
他
に
、
集
中
に
は
、
視
覚
的
な
も
の
と
し
て
「
蝶
」
と
い
う
言
葉
二
例
を

み
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
二
例
は
、
漢
文
で
書
か
れ
て
い

る
。

⑰
庭
に
は
新
蝶
舞
ひ
、
空
に
は
故
雁
帰
る
（
以
下
略
）

五
―
八
一
五

⑱
紅
桃
は
灼
灼
、
戯
蝶
花
を
廻
り
て
舞
ひ
（
以
下
略
）

十
七
―
三
九
六
七

⑰
は
、
大
宰
府
で
の
梅
花
の
宴
の

⑫序
。
⑱
は
、
越
中
で
の
家
持
と
池
主
と
の
贈

答
の
池
主
の
手
紙
の
部
分
で
あ

⑬る
。
両
者
と
も
漢
文
で
は
春
の
情
景
と
し
て
、

「
蝶
」
を
描
き
な
が
ら
、
そ
の
後
に
続
く
歌
に
は
、「
蝶
」
と
い
う
表
現
を
み
る

こ
と
が
で
き
な

⑭い
。「
蝶
」
は
目
に
す
る
こ
と
が
あ
り
、
漢
文
の
中
で
は
表
現
さ

れ
て
も
、
歌
の
表
現
と
し
て
は
、
意
識
さ
れ
な
か
っ
た
と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。

こ
の
点
か
ら
も
、
目
に
映
っ
た
も
の
が
歌
の
表
現
と
な
る
と
は
必
ず
し
も
い
え
な

い
こ
と
が
わ
か
る
。

そ
れ
で
は
、
万
葉
集
で
は
、
虫
は
ど
の
よ
う
に
歌
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う

か
。
次
に
虫
を
歌
っ
た
歌
か
ら
、
具
体
的
に
考
え
て
い
き
た
い
。

ま
ず
季
節
ご
と
に
雑
歌
、
相
聞
に
分
け
、
そ
れ
ぞ
れ
歌
の
題
材
に
よ
っ
て
分
類

し
て
い
る
巻
十
か
ら
考
え
て
い
き
た
い
。
こ
こ
で
自
然
の
ど
の
よ
う
な
も
の
が
歌

の
題
材
と
な
っ
て
い
る
か
を
見
る
こ
と
は
、
実
際
の
自
然
の
あ
り
か
た
と
、
歌
に

歌
わ
れ
る
自
然
と
を
考
え
る
上
で
重
要
な
意
味
を
持
つ
で
あ
ろ
う
。

巻
十
で
は
、「
虫
」
と
い
う
分
類
は
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
夏
に
お
い
て
は

雑
歌
、
相
聞
と
も
に「
蝉
」が
と
り
あ
げ
ら
れ
て
お
り
、
ま
た
、
秋
に
お
い
て
は
、

雑
歌
で
「
蝉
」・「
こ
お
ろ
ぎ
」、
相
聞
で
は
、「
こ
お
ろ
ぎ
」
が
と
り
あ
げ
ら
れ
て

い
る
。
歌
の
表
現
を
み
て
い
き
た
い
。

⑲
黙
も
あ
ら
む
時
も
鳴
か
な
む
ひ
ぐ
ら
し
の
物
思
ふ
時
に
鳴
き
つ
つ
も
と
な

十
―
一
九
六
四

⑳
ひ
ぐ
ら
し
は
時
と
鳴
け
ど
も
恋
ふ
ら
く
に
た
わ
や
め
我
は
定
ま
ら
ず
泣
く

十
―
一
九
八
二

㉑
影
に
来
鳴
く
ひ
ぐ
ら
し
こ
こ
だ
く
も
日
ご
と
に
聞
け
ど
飽
か
ぬ
声
か
も

十
―
二
一
五
七

㉒
秋
風
の
寒
く
吹
く
な
へ
我
が
や
ど
の
浅
茅
が
も
と
に
こ
ほ
ろ
ぎ
鳴
く
も

十
―
二
一
五
八

㉓
影
草
の
生
ひ
た
る
や
ど
の
夕
影
に
鳴
く
こ
ほ
ろ
ぎ
は
聞
け
ど
飽
か
ぬ
か
も

十
―
二
一
五
九

㉔
こ
ほ
ろ
ぎ
の
待
ち
喜
ぶ
る
秋
の
夜
を
寝
る
験
な
し
枕
と
我
は十

―
二
二
六
四

㉕
こ
ほ
ろ
ぎ
の
我
が
床
の
隔
に
鳴
き
つ
つ
も
と
な
起
き
居
つ
つ
君
に
恋
ふ
る
に
寝

ね
か
て
な
く
に

旋
頭
歌

十
―
二
三
一
〇

夏
に
お
い
て
歌
に
表
現
さ
れ
る
「
ひ
ぐ
ら
し
」
は
、
⑲
で
は
、
何
か
不
平
を
口

に
し
た
い
時
に
鳴
く
の
で
、
落
ち
着
か
な
く
さ
せ
る
と
歌
う
。
こ
こ
で
「
ひ
ぐ
ら

し
」
の
声
は
、
そ
れ
が
心
を
動
か
す
も
の
で
あ
る
と
い
う
。
ま
た
⑳
で
は
「
ひ
ぐ

ら
し
」
が
鳴
く
こ
と
と
、
自
ら
が
泣
く
こ
と
を
対
比
し
て
い
る
が
、「
た
わ
や
め
」

が
恋
の
た
め
に
泣
く
こ
と
と
比
較
す
る
と
い
う
点
に
お
い
て
、
こ
の
歌
で
も
「
ひ

ぐ
ら
し
」
の
鳴
き
声
は
、
⑲
と
同
様
に
、
心
を
落
ち
着
か
な
く
さ
せ
る
切
な
い
声

と
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
㉑
は
秋
に
歌
わ
れ
て
い
る
が
、
こ
こ
で
は
、
そ
の
声

が
い
く
ら
聴
い
て
も
飽
き
な
い
と
し
て
い
る
。
㉒
は
秋
の
景
物
を
聴
覚
で
表
し
て

い
る
も
の
で
あ
る
。

声
に
心
惹
か
れ
る
た
め
「
飽
か
ぬ
」
と
い
う
の
は
、
㉓
の
よ
う
に
秋
の
訪
れ
を

感
じ
さ
せ
る
も
の
と
し
て
歌
わ
れ
る
「
こ
お
ろ
ぎ
」
も
同
様
で
あ
る
。
ま
た
㉔
、

㉕
で
は
、
同
じ
「
こ
お
ろ
ぎ
」
で
は
あ
る
が
、
眠
れ
ぬ
独
り
寝
の
耳
に
聴
こ
え
て

く
る
時
に
は
、
㉔
で
は
、
秋
を
歓
ぶ
声
と
し
て
聞
く
も
の
の
、
秋
の
夜
に
そ
の
声
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を
と
ら
え
る
こ
と
で
逆
に
そ
れ
に
よ
っ
て
秋
に
ひ
と
り
で
寝
る
身
を
強
く
感
じ
さ

せ
る
も
の
と
な
る
。
㉕
は
旋
頭
歌
の
形
を
と
る
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
㉔
と

同
じ
く
独
り
寝
で
あ
り
、「
こ
お
ろ
ぎ
」
の
声
は
、
純
粋
に
よ
い
声
と
し
て
は
聴

け
ず
、
ま
す
ま
す
苦
し
く
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
と
歌
う
。
声
に
よ
っ
て
秋
の
風
物

と
な
る
虫
が
歌
の
題
材
と
な
り
、
虫
の
声
に
よ
っ
て
心
の
動
き
が
歌
わ
れ
る
と
い

え
よ
う
。
こ
う
し
て
、
題
材
と
し
て
の
虫
は
、「
ひ
ぐ
ら
し
」、「
こ
ほ
ろ
ぎ
」
と

も
に
季
節
を
と
ら
え
る
も
の
で
あ
り
、
声
に
よ
っ
て
歌
の
世
界
に
登
場
し
て
い
る

と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
さ
ら
に
、「
ひ
ぐ
ら
し
」
は
現
在
の
理
解
と
同
じ
も
の
を

さ
す
が
「
こ
お
ろ
ぎ
」
は
、
現
在
の
き
り
ぎ
り
す
、
こ
お
ろ
ぎ
な
ど
を
さ
す
と
さ

れ
、
そ
の
実
体
は
明
ら
か
に
し
え
な
い
。
こ
の
よ
う
な
点
に
お
い
て
も
「
こ
お
ろ

ぎ
」
は
そ
の
実
体
が
ど
の
よ
う
な
形
で
ど
の
よ
う
な
動
き
を
す
る
か
で
は
な
く
、

た
だ
声
の
み
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

こ
う
し
た
虫
の
あ
り
か
た
は
、
他
の
巻
に
お
い
て
も
同
じ
で
あ
る
。

㉖
夕
月
夜
心
も
し
の
に
白
露
の
置
く
こ
の
庭
に
こ
ほ
ろ
ぎ
鳴
く
も

八
―
一
五
五
二

湯
原
王

右
の
例
は
、
湯
原
王
の
作
で
あ
り
、
景
物
は
、「
白
露
」
で
あ
る
が
そ
こ
に
照
る

の
は
夕
月
で
、
耳
に
聞
こ
え
る
の
は
「
こ
ほ
ろ
ぎ
」
と
い
う
状
況
と
な
る
。
そ
の

状
況
こ
そ
「
心
も
し
の
」
に
さ
せ
る
と
い
う
も
の
と
な
り
、「
こ
ほ
ろ
ぎ
」
は
声

に
よ
っ
て
景
に
奥
行
き
を
与
え
る
存
在
と
な
る
と
い
っ
て
よ
い
。

ま
た
一
方
で
、
虫
の
声
は
次
の
よ
う
に
都
を
離
れ
た
時
に
都
を
思
い
出
す
自
然

と
も
な
る
。
㉗
か
ら
㉙
は
遣
新
羅
使
の
歌
で
あ

⑮る
。

㉗
石
走
る
滝
も
と
ど
ろ
に
鳴
く
蝉
の
声
を
し
聞
け
ば
都
し
思
ほ
ゆ

十
五
―
三
六
一
七

㉘
恋
繁
み
慰
め
か
ね
て
ひ
ぐ
ら
し
の
鳴
く
島
陰
に
廬
す
る
か
も

十
五
―
三
六
二
〇

㉙
今
よ
り
は
秋
づ
き
ぬ
ら
し
あ
し
ひ
き
の
山
松
陰
に
ひ
ぐ
ら
し
鳴
き
ぬ

十
五
―
三
六
五
五

㉗
、
㉘
は
安
芸
の
長
門
の
島
、
㉙
は
筑
紫
の
作
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
㉗
の
よ
う

に
声
に
よ
っ
て
都
を
思
い
出
す
物
と
も
な
る
が
、
都
以
外
の
自
然
の
中
で
「
ひ
ぐ

ら
し
」
の
声
を
聴
く
と
き
、
そ
れ
は
、
㉙
の
よ
う
に
都
と
同
じ
自
然
の
変
化
を
感

じ
取
る
こ
と
の
安
心
感
に
な
る
と
い
っ
て
も
よ
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
四
季

の
移
り
変
わ
り
の
中
で
触
れ
る
こ
と
の
で
き
る
自
然
に
お
い
て
、
日
常
的
に
接
す

る
虫
は
あ
る
も
の
の
、
歌
表
現
に
と
り
あ
げ
ら
れ
る
の
は
視
覚
的
に
と
ら
え
う
る

虫
で
な
く
、
聴
覚
的
に
と
ら
え
る
虫
で
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
も
の
と
思
わ
れ
る
。

虫
の
多
く
は
万
葉
の
歌
世
界
で
は
、
耳
に
よ
っ
て
感
じ
う
る
も
の
で
あ
っ
た
。

四
「
蛍
」
と
い
う
名
を
も
つ
生
物
は
、
確
か
に
万
葉
集
の
歌
が
歌
わ
れ
た
時
代
に

存
在
し
て
い
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
生
物
に
対
し
て

の
感
覚
は
、
現
在
の
人
間
の
も
の
と
は
、
必
ず
し
も
同
じ
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は

で
き
な
い
。
生
物
と
し
て
の
「
蛍
」
と
歌
に
あ
ら
わ
れ
る
「
蛍
」
と
は
異
な
っ
た

も
の
と
し
て
と
ら
え
る
べ
き
で
あ
る
こ
と
は
、
万
葉
集
の
歌
表
現
か
ら
明
ら
か
に

な
っ
た
。「
蛍
」
は
歌
表
現
で
は
、
そ
の
光
が
意
味
を
持
つ
も
の
で
あ
り
、「
蛍
」

は
生
物
そ
の
も
の
で
は
な
く
、
そ
の
光
の
お
ぼ
つ
か
な
い
、
は
か
な
い
様
子
か
ら

歌
わ
れ
る
。
遠
く
の
漁
り
火
な
ど
と
お
な
じ
よ
う
な
「
光
」
の
ひ
と
つ
の
形
な
の

で
あ
る
。
た
と
え
、
そ
れ
が
生
物
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
飛
び
な
が
ら
光
る
と
い

う
習
性
は
、
歌
表
現
で
は
な
さ
れ
な
い
と
い
う
の
が
、
万
葉
集
の
時
代
の
表
現
の

水
準
な
の
で
あ
る
。
い
い
か
え
れ
ば
、
万
葉
集
で
の
蛍
は
光
と
し
て
の
あ
り
方
か

ら
と
ら
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
た
と
え
そ
れ
が
弱
い
光
で
あ
っ
て
も
美

意
識
と
は
結
び
つ
か
ず
、
心
情
表
現
に
お
い
て
も
、
は
か
な
さ
が
自
ら
の
思
い
と

重
な
る
こ
と
は
な
い
と
い
っ
て
よ
い
も
の
と
思
わ
れ
る
。

古
今
集
に
お
い
て
、「
蛍
」
の
光
は
、
身
を
焦
が
す
「
火
」
と
し
て
恋
歌
に
歌
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わ
れ

⑯る
。
こ
れ
は
、
古
今
集
に
お
い
て
、
虫
と
い
う
生
物
が
恋
の
は
か
な
さ
に
関

わ
る
も
の
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
る
と
い
う
時
代
の
表
現
に
関
わ
る
も
の
で
あ
ろ

う
。「
蛍
」
の
光
が
美
し
い
も
の
、
恋
情
と
関
わ
る
も
の
と
い
う
感
性
は
、
こ
の

時
代
を
待
た
ね
ば
な
ら
な
い
。

「
蛍
」
と
い
う
一
つ
の
生
物
の
歌
表
現
の
あ
り
か
た
に
お
い
て
、
時
代
の
表
現

の
水
準
を
考
え
て
み
た
。
私
た
ち
は
、
文
学
の
表
現
に
お
い
て
、
現
在
か
ら
見
る

の
で
は
な
く
、
常
に
そ
れ
が
歌
わ
れ
た
時
代
へ
と
戻
っ
て
考
え
な
け
れ
ば
い
け
な

い
だ
ろ
う
。
現
代
に
お
い
て
わ
か
り
や
す
い
現
象
こ
そ
、
慎
重
に
考
え
る
べ
き
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。

注①
飯
沼
賢
司
氏
「
環
境
歴
史
学
と
は
な
に
か
」
第
二
刷
（
二
〇
〇
八
・
九
・
三
〇
）
四
十
九
か

ら
五
十
ペ
ー
ジ

②

①
に
同
じ
。
四
〇
か
ら
四
四
ペ
ー
ジ

③
伊
藤
博
氏
は
こ
の
註
に
つ
い
て
「
反
歌
に
つ
い
て
、『
防
人
の
妻
が
作
る
所
』
と
い
う
伝
え
が

生
じ
た
の
は
、
下
二
句
の
矢
の
表
現
に
よ
っ
て
で
あ
ろ
う
」と
さ
れ
る
。『
万
葉
集
釈
注

七
』

三
三
四
四
〜
五
の
註
。

④
『
万
葉
集
釈
注

七
』
で
は
、「
大
船
に
載
っ
た
よ
う
に
あ
て
に
し
き
っ
て
」、
ま
た
、『
全
訳

注
』
で
は
「
大
船
の
よ
う
に
頼
み
に
思
っ
て
」
の
よ
う
に
、
訳
さ
れ
る
。

⑤
こ
の
部
分
に
つ
い
て
『
万
葉
集
釈
注

七
』
三
三
四
四
〜
五
の
註
に
お
い
て
は
人
麻
呂
の
「
泣

血
哀
慟
歌
」
が
「
類
歌
と
し
て
す
ぐ
想
起
さ
れ
、
そ
れ
に
学
ん
だ
も
の
」
と
さ
れ
る
。

⑥
人
麻
呂
の
「
泣
血
哀
慟
歌
」
は
、
二
―
二
〇
七
〜
九
、
二
一
〇
〜
一
二
、
二
一
三
〜
一
六
と

三
群
と
な
っ
て
い
る
も
の
の
総
称
で
あ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
歌
群
に
つ
い
て
、
内
容
か
ら
、
異

伝
と
し
て
の
あ
り
か
た
が
問
わ
れ
て
お
り
、
争
点
と
し
て
は
歌
わ
れ
る
妻
の
同
一
性
の
問
題

が
あ
る
。
ま
た
、
歌
群
の
時
間
の
問
題
か
ら
も
そ
の
関
係
が
論
じ
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
こ
で

は
、
詳
し
く
触
れ
な
い
。『
泣
血
哀
慟
歌
』「
セ
ミ
ナ
ー
万
葉
の
歌
人
と
作
品
」
第
三
巻
（
一

九
九
九
・
十
二
）
曾
倉
岑
氏
の
論
文
に
詳
し
く
紹
介
、
分
析
さ
れ
て
い
る
。

⑦
「
右
は
、
天
平
二
年
七
月
八
日
の
夜
に
帥
の
家
に
集
会
へ
り
」
と
い
う
左
注
を
も
つ
。
他
の

歌
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

秋
風
の
吹
き
に
し
日
よ
り
い
つ
し
か
と
わ
が
待
ち
恋
ひ
し
君
そ
来
ま
せ
る

天
の
川
い
と
川
波
は
立
た
ね
ど
も
さ
も
ら
ひ
か
た
し
近
き
こ
の
瀬
を

袖
振
ら
ば
見
も
か
は
し
つ
べ
く
近
け
ど
も
渡
る
す
べ
な
し
秋
に
し
あ
ら
ね
ば

⑧
注
⑥
で
示
し
た
と
お
り
三
群
の
う
ち
の
第
三
群
の
長
歌
を
さ
す
が
、
亡
く
な
っ
た
妻
は
一
群

で
は
秘
密
に
さ
れ
て
い
た
と
す
る
内
容
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
、
妻
と
の
関
係
は
周
囲
に
知

ら
れ
て
お
り
、
事
情
を
知
る
も
の
が
人
麻
呂
に
告
げ
た
と
い
う
か
た
ち
に
な
る
。

⑨
後
に
文
武
帝
と
な
る
軽
皇
子
が
父
で
あ
る
草
壁
皇
子
が
か
つ
て
猟
を
し
た
場
所
で
父
を
追
慕

す
る
た
め
に
猟
を
行
っ
た
お
り
の
歌
で
あ
り
、
歌
の
表
現
に
お
い
て
人
麻
呂
は
祖
父
で
あ
る

天
武
の
系
統
で
あ
り
、
正
統
な
皇
位
継
承
者
で
あ
る
こ
と
を
意
味
づ
け
る
こ
と
を
目
的
と
し

て
い
る
。
こ
の
部
分
は
、
旅
の
宿
り
で
あ
り
、「
い
に
し
へ
」
の
場
へ
と
向
か
う
重
要
な
部
分

と
な
る
。

⑩
こ
こ
に
お
け
る
妻
は
第
二
群
の
妻
と
同
じ
関
係
で
あ
る
と
い
う
の
が
一
般
で
あ
る
。

⑪
こ
の
表
現
は
「
胸
別
の

ひ
ろ
き
吾
妹
」
と
さ
れ
た
あ
と
に
歌
わ
れ
、
娘
子
の
体
型
の
美
し

さ
と
な
っ
て
い
る
。

⑫
天
平
二
年
（
七
三
〇
）
正
月
一
三
日
に
大
宰
府
の
旅
人
宅
で
行
わ
れ
た
も
の
で
三
十
二
首
の

歌
が
の
せ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
序
は
旅
人
の
作
と
す
る
の
が
一
般
で
あ
る
。
蝶
は
以
下
の
部

分
に
描
か
れ
る
。

時
に
、
初
春
の
令
月
、
気
淑
し
く
風
和
ら
ぐ
。
梅
は
鏡
前
の
粉
に
披
き
、
蘭
は
佩
後
の
香

に
薫
る
。
加
以
、
曙
の
嶺
に
雲
移
り
て
、
松
は
羅
を
掛
け
て
蓋
を
傾
け
、
夕
の
岫
に
霧
結

び
て
、
鳥
は
縠
に
封
さ
れ
て
林
に
迷
ふ
。
庭
に
は
新
蝶
舞
ひ
、
空
に
故
雁
帰
る
。

春
の
様
子
を
漢
文
で
表
し
た
部
分
で
、
冬
の
も
の
で
あ
る
去
年
の
雁
が
去
る
部
分
と
対
を
な

す
。

⑬
天
平
十
九
年
（
七
四
七
）
越
中
に
守
と
し
て
赴
任
し
て
い
る
家
持
は
春
に
病
に
沈
む
。
寂
し

さ
か
ら
二
月
ニ
十
九
日
に
掾
大
伴
池
主
に
手
紙
と
歌
を
送
る
が
、
こ
の
漢
文
の
手
紙
は
池
主

か
ら
の
三
月
二
日
の
も
の
で
あ
る
。

春
は
楽
し
む
べ
く
、
暮
春
の
風
景
最
も
怜
む
べ
し
。
紅
桃
灼
灼
、
戯
蝶
は
花
を
廻
り
て
舞

ひ
、
翠
柳
依
依
、
嬌
鶯
は
葉
に
隠
れ
て
歌
ふ
。
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と
い
う
家
持
を
誘
う
た
め
の
春
の
景
を
表
現
し
た
部
分
で
あ
り
、
桃
、
柳
、
鶯
と
と
も
に
春

を
代
表
す
る
自
然
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
る
。

⑭
梅
花
宴
で
歌
わ
れ
た
歌
に
は
、
梅
以
外
の
生
物
と
し
て
は
、
鶯
が
八
例（
八
二
四
・
八
二
七
・

八
三
七
・
八
三
八
・
八
四
一
・
八
四
三
・
八
四
五
）
さ
ら
に
「
百
鳥
」
と
し
て
の
鳥
の
声
が

歌
わ
れ
る
の
み
で
あ
る
。
ま
た
、
池
主
は
、
漢
文
の
手
紙
の
後
に
短
歌
で
桜
、
鶯
を
歌
う
。

（
十
七
―
三
九
六
七
・
八
）

⑮
天
平
八
年
（
七
三
六
）
に
阿
倍
継
麻
呂
を
大
使
と
し
て
出
発
し
翌
年
帰
朝
し
て
い
る
。
万
葉

集
に
は
百
四
十
五
首
（
十
五
―
三
五
七
八
〜
三
七
二
二
）
を
載
せ
る
が
、
そ
れ
ら
の
歌
は
出

発
か
ら
帰
朝
前
の
播
磨
家
島
ま
で
の
も
の
で
あ
る
。

⑯
古
今
集
に
お
い
て
、
蛍
は
二
例
歌
わ
れ
る
が
、
そ
れ
は
恋
歌
に
お
い
て
で
あ
る
。
左
記
に
そ

の
例
を
あ
げ
る
。

明
け
た
て
ば
蝉
の
お
り
は
へ
鳴
き
く
ら
し
夜
は
蛍
の
も
え
こ
そ
わ
た
れ

恋
歌
一

十
一
―
五
四
三

夕
さ
れ
ば
蛍
よ
り
異
に
も
ゆ
れ
ど
も
ひ
か
り
見
ね
ば
や
人
の
つ
れ
な
き

恋
歌
二

十
二
―
五
六
二

和
歌
の
引
用
は
新
日
本
古
典
文
学
大
系
『
萬
葉
集
』・『
古
今
集
』
に
よ
る
。
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