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一

　
『
万
葉
集
』
巻
第
二
「
相
聞
」
に
掲
載
さ
れ
る
、「
柿
本
朝
臣
人
麻
呂
従w

石
見
国q

別p

妻
上
来
時
歌
」
と
題
さ
れ
る
作
（
２
─
一
三
一
～
一
三
九
、
以
下

「
石
見
相
聞
歌
」
と
呼
ぶ
）
と
、
同
巻
「
挽
歌
」
に
掲
載
さ
れ
る
「
柿
本
朝
臣

人
麻
呂
在w

石
見
国q

臨p

死
時
自
傷
作
歌
」
と
題
さ
れ
る
作
お
よ
び
そ
れ
に

付
随
す
る
一
連
の
歌
群
（
２
─
二
二
三
～
二
二
七
、
以
下
「
石
見
臨
死
歌
群
」
と

呼
ぶ
）
は
、
人
麻
呂
に
関
わ
っ
て
、
い
ず
れ
も
石
見
国
を
舞
台
と
す
る
作
品

で
あ
る
た
め
に
、
研
究
史
上
、
相
互
を
関
わ
ら
せ
て
考
え
る
こ
と
が
試
み
ら

れ
る
こ
と
が
あ
っ
た
。

　

た
と
え
ば
、
賀
茂
真
淵
『
万
葉
考
』
別
記
一
「
柿
本
朝
臣
人
麻
呂
」
に
は
、

次
の
よ
う
な
一
節
が
あ
る
。

い
と
末
に
石
見
に
任
て
、
任
の
間
に
上
れ
る
は
、
朝
集
使
・
税
帳
使
な

ど
に
て
か
り
に
上
り
し
も
の
也
。
此
使
に
は
、
も
ろ
も
ろ
の
国
の
司
一

人
づ
つ
九
十
月
に
上
り
て
、
十
一
月
一
日
の
官
会
に
あ
ふ
也
。
其
上
る

時
の
歌
に
も
み
ぢ
葉
を
よ
め
る
是
也
、
即
石
見
へ
帰
り
て
か
し
こ
に
身

ま
か
り
た
る
也
。

　

晩
年
の
石
見
国
赴
任
を
想
定
し
、
任
期
中
に
朝
集
使
や
税
帳
使
（
正
税
使
）

な
ど
と
し
て
、
一
時
的
上
京
を
果
た
し
、
間
も
な
く
石
見
へ
戻
っ
た
こ
と
を

想
定
す
る
。
こ
こ
で
想
定
さ
れ
る
一
時
的
上
京
に
あ
た
っ
て
、
任
地
石
見
を

一
旦
離
れ
る
際
に
詠
ん
だ
の
が
、「
石
見
相
聞
歌
」
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。

そ
の
よ
う
な
事
情
を
想
定
す
る
の
は
、「
石
見
臨
死
歌
群
」
の
存
在
に
よ
っ

て
、
人
麻
呂
が
「
か
し
こ
に
て
身
ま
か
り
た
る
」
と
い
う
「
事
実
」
が
あ
る

か
ら
で
あ
る
。真
淵
の
推
定
は
、石
見
で
妻
と
別
れ
て
上
京
し
た
と
い
う
「
事

実
」
と
、
石
見
で
最
期
を
迎
え
た
と
い
う
「
事
実
」
と
を
、
両
立
さ
せ
る
べ

く
配
慮
し
た
も
の
と
し
て
は
、
適
切
な
判
断
と
い
っ
て
よ
い
。
近
世
は
も
と

よ
り
、
近
代
に
入
っ
て
な
お
、
斎
藤
茂
吉
（『
柿
本
人
麿
』）、
武
田
祐
吉
（『
国

文
学
研
究　

柿
本
人
麻
呂
攷
』）、
澤
瀉
久
孝
（『
万
葉
集
注
釈
』）
と
い
っ
た
諸
家

が
、
基
本
的
な
方
向
性
を
支
持
す
る
の
も
も
っ
と
も
な
こ
と
だ
と
い
う
こ
と

は
で
き
る
。

　

一
方
で
、
真
淵
と
は
異
な
る
人
麻
呂
の
生
涯
を
想
定
す
る
立
場
も
存
在
し

た
。
真
淵
以
前
で
は
、
契
沖
（『
万
葉
代
匠
記
』）
な
ど
は
、「
石
見
相
聞
歌
」
を
、

　

石
見
の
人
麻
呂

─
─ 『
万
葉
集
』
巻
二
の
中
で
ど
う
読
む
か 

─
─

高　

松　

寿　

夫
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人
麻
呂
の
作
歌
活
動
の
中
で
も
、
と
り
わ
け
初
期
の
作
品
と
捉
え
て
い
る
か

の
ご
と
く
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
人
麻
呂
石
見
本
貫
説
に
則
る
立
場
で
あ
る
。

石
見
に
生
ま
れ
育
っ
た
人
麻
呂
が
、
若
く
し
て
妻
帯
し
、
ほ
ど
な
く
上
京
出

仕
し
、
そ
れ
か
ら
宮
廷
を
中
心
と
す
る
華
々
し
い
作
歌
活
動
を
見
せ
る
、
と

い
う
生
涯
を
想
定
す
る
も
の
で
、
い
う
な
れ
ば
、「
石
見
相
聞
歌
」
は
、
人

麻
呂
の
作
歌
活
動
の
中
で
も
、
も
っ
と
も
初
期
に
位
置
す
る
作
品
で
、「
石

見
臨
死
歌
群
」
は
、
晩
年
、
本
貫
の
石
見
に
戻
っ
た
人
麻
呂
が
、
死
に
臨
ん

だ
際
の
歌
群
と
考
え
る
も
の
の
よ
う
で
あ
る
。
人
麻
呂
石
見
本
貫
説
は
、
契

沖
の
師
で
あ
る
下
河
辺
長
流
（『
六
々
歌
人
賛
』）
も
す
で
に
主
張
し
て
お
り
、

荷
田
信
名
（『
万
葉
集
童
蒙
抄
』）、
鹿
持
雅
澄
（『
万
葉
集
古
義
』）
ら
が
継
承
す
る
。

し
か
し
、
こ
ん
に
ち
の
理
解
よ
り
す
れ
ば
、
人
麻
呂
石
見
本
貫
説
は
ま
ず
成

り
立
た
な
い
こ
と
は
明
ら
か
と
い
え
よ
う
し
、
そ
も
そ
も
『
万
葉
集
』
が
、

人
麻
呂
を
そ
の
よ
う
な
素
性
の
人
物
と
し
て
は
扱
っ
て
い
な
い
と
認
め
ざ
る

を
得
な
い
。
早
く
山
田
孝
雄
（『
万
葉
集
講
義
』）
が
、「
石
見
臨
死
歌
群
」
二

二
二
の
題
詞
に
つ
い
て
、「
こ
こ
に
、
在
石
見
国
云
々
と
か
け
る
に
よ
り
て
、

本
来
石
見
国
の
人
に
あ
ら
ざ
る
こ
と
を
言
外
に
さ
と
る
を
う
べ
し
」
と
指
摘

す
る
。『
万
葉
集
』
巻
二
に
限
定
し
て
も
、
草
壁
皇
子
の
死
に
際
し
て
す
で

に
宮
廷
を
場
に
作
歌
活
動
を
認
め
る
人
麻
呂
が
、
石
見
出
身
と
す
れ
ば
、
そ

こ
か
ら
の
上
京
は
、
天
武
朝
か
持
統
朝
の
極
初
期
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

が
、「
石
見
相
聞
歌
」
の
配
列
位
置
は
、
年
代
順
の
配
列
を
原
則
と
す
る
『
万

葉
集
』
巻
二
に
お
い
て
、
持
統
・
文
武
朝
作
品
群
の
ほ
ぼ
最
末
尾
が
選
ば
れ

て
い
る
。

二

　

し
か
し
、
真
淵
の
よ
う
な
捉
え
方
で
よ
い
と
し
て
し
ま
う
の
は
、
作
品
の

理
解
と
し
て
問
題
が
あ
る
。

　

真
淵
は
、「
石
見
相
聞
歌
」
が
詠
ま
れ
た
「
上
京
」
を
、
朝
集
使
な
ど
へ

の
服
務
の
た
め
と
考
え
た
が
、
各
国
か
ら
京
へ
の
往
復
に
か
か
る
日
程
に
つ

い
て
は
、『
延
喜
式
』
主
計
式
の
行
程
日
数
が
よ
く
引
き
合
い
に
出
さ
れ
る
。

こ
れ
は
貢
調
使
な
ど
に
適
用
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
、
下
り
よ
り
上
り
に
日
数

が
多
く
か
か
る
の
は
、
調
物
や
庸
物
と
し
て
政
府
に
納
入
さ
れ
る
多
く
の
物

量
を
運
搬
す
る
た
め
で
、
朝
集
使
な
ど
担
当
官
の
移
動
だ
け
で
済
む
他
の
出

張
の
場
合
、
主
計
式
に
規
定
さ
れ
た
下
り
の
日
数
が
目
安
に
な
る
で
あ
ろ

う
。
石
見
国
の
場
合
、
十
五
日
と
規
定
さ
れ
て
い
る
。
理
論
上
、
一
ヶ
月
あ

れ
ば
、
京
を
往
復
す
る
こ
と
が
で
き
た
わ
け
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
報
告
内

容
の
査
定
期
間
な
ど
も
あ
っ
た
は
ず
で
、
思
わ
ぬ
長
期
の
京
滞
在
を
餘
儀
な

く
さ
れ
る
場
合
も
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
が
、
そ
れ
で
も
数
ヶ
月
で
任
国
に
帰
還

し
た
は
ず
で
あ
る１
。

　

し
か
し
、「
石
見
相
聞
歌
」
に
展
開
さ
れ
る
別
れ
の
嘆
き
は
、
朝
集
使
な

ど
に
よ
っ
て
京
へ
出
張
す
る
際
の
、
ど
ん
な
に
長
く
と
も
数
ヵ
月
後
に
は
再

会
で
き
る
こ
と
を
前
提
と
し
た
旅
立
ち
の
感
慨
と
し
て
捉
え
る
べ
き
性
格
の

も
の
で
は
な
か
ろ
う
。
も
ち
ろ
ん
、
数
ヶ
月
の
旅
へ
の
出
立
と
は
い
え
、
こ

の
時
代
の
事
情
を
考
え
れ
ば
、
常
に
そ
れ
が
永
遠
の
別
れ
に
つ
な
が
り
か
ね

な
い
予
感
が
は
た
ら
く
時
代
で
あ
っ
た
と
は
言
え
る
。
と
は
い
え
、
わ
ず
か

数
ヶ
月
の
、
か
つ
帰
還
を
前
提
と
し
た
旅
に
関
わ
る
抒
情
と
し
て
は
、
ど
こ

か
に
そ
れ
を
う
か
が
わ
せ
る
叙
述
が
あ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
近
年
の
「
石
見
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相
聞
歌
」
を
め
ぐ
る
論
稿
に
お
い
て
も
、
た
と
え
ば
、
平
舘
英
子
「
石
見
相

聞
歌
─
放
り
行
く
人
・
そ
の
心２
」
は
、
作
品
の
、
特
に
第
一
歌
群
の
こ
と
ば

づ
か
い
の
詳
細
な
分
析
を
と
お
し
て
、「
再
会
は
期
待
さ
れ
て
い
な
い
」
別

離
を
読
み
取
る
。
同
様
な
指
摘
を
、
い
ま
そ
れ
ぞ
れ
の
論
の
詳
細
は
省
略
し

て
、
指
摘
そ
の
も
の
だ
け
を
な
お
い
く
つ
か
挙
げ
て
み
る
な
ら
ば
、
次
の
よ

う
な
発
言
の
数
々
が
存
在
す
る
。
す
な
わ
ち
、
伊
藤
博
『
釈
注
』
は
「
も
う

二
度
と
逢
え
な
い
こ
と
を
覚
悟
し
た
男
女
の
悲
別
」
と
い
い
、
渡
辺
護
「
石

見
相
聞
歌
Ⅰ３
」
は
、「
作
品
は
や
は
り
、
再
会
が
期
し
難
い
永
遠
の
別
離
を

う
た
っ
て
い
る
と
し
か
思
え
な
い
」
と
い
い
、「
石
見
相
聞
歌
」
を
主
た
る

対
象
と
し
た
論
で
は
な
い
が
、
村
田
右
富
実
「
天
智
天
皇
不
予
の
時
の
歌
二

首４
」
は
、「
二
度
と
逢
え
な
い
こ
と
が
前
提
と
な
る
「
石
見
相
聞
歌
」」
と
述

べ
る
。
現
在
の
研
究
の
趨
勢
と
し
て
、「
石
見
相
聞
歌
」
が
、
再
び
妹
と
会

う
こ
と
、
妹
の
も
と
に
帰
還
す
る
こ
と
の
見
込
み
が
な
い
別
離
に
お
け
る
抒

情
で
あ
る
こ
と
は
、
暗
黙
の
了
解
に
な
っ
て
い
る
と
言
っ
て
も
い
い
の
か
も

し
れ
な
い
。
諸
論
稿
で
指
摘
さ
れ
た
事
柄
と
は
別
に
、
そ
う
読
む
べ
き
で
あ

る
と
判
断
す
る
、
本
稿
な
り
の
根
拠
も
挙
げ
て
お
く
こ
と
に
す
る
。

　

Ａ　

幸w

讃
岐
国
安
益
郡q

之
時
軍
王
見p

山
作
歌　
（
１
─
五
～
六
）

　

Ｂ　

 

丹
比
真
人
笠
麻
呂
下w

筑
紫
国q

時
作
歌
并
短
歌　
（
４
─
五
〇
九
～
五

一
〇
）

　

Ｃ　

 

天
平
元
年
己
巳
冬
十
二
月
歌
一
首
并
短
歌　
（
９
─
一
七
八
七
～
一
七

八
九
）

　

Ｄ　

属p

物
発p

思
歌
一
首
并
短
歌　
（
��
─
三
六
二
七
～
三
六
二
九
）

　

Ｅ　

述w

恋
緒q

歌
一
首
并
短
歌　
（
��
─
三
九
七
八
～
三
九
八
二
）

　

Ｆ　

 

入p

京
漸
近
悲
情
難p

撥
述p

懐
一
首
并
一
絶　
（
��
─
四
〇
〇
六
～
四
〇

〇
七
）

　

Ｇ　

 

追w

痛
防
人
悲p

別
之
心q

作
歌
一
首
并
短
歌　
（
�0
─
四
三
三
一
～
四
三

三
三
）

　

Ｈ　

 

為w

防
人
情q

陳p

思
作
歌
一
首
并
短
歌　
（
�0
─
四
三
九
八
～
四
四
〇
〇
）

　

Ｉ　

 

陳w

防
人
悲p

別
之
情q

歌
一
首
并
短
歌　
（
�0
─
四
四
〇
八
～
四
四
一
二
）

　

右
に
列
挙
し
た
の
は
、
妻
を
は
じ
め
と
す
る
家
族
と
離
れ
て
旅
に
あ
る
感

慨
を
扱
っ
た
長
歌
作
品
で
あ
る
。Ｂ
の
丹
比
笠
麻
呂
歌
で
は
、反
歌
（
五
一
〇
）

で
「
還
り
来
む
」、「
往
き
て
来
ま
し
を
」
と
い
い
、
帰
還
へ
の
願
望
を
述
べ

る
（
反
実
仮
想
の
「
ま
し
」
は
、
帰
還
が
不
可
能
で
あ
る
と
す
る
の
で
は
な
く
、
い
つ

と
帰
還
の
期
日
を
特
定
す
る
こ
と
の
困
難
を
言
っ
た
も
の
で
あ
る
）。
Ｃ
は
、
左
注

に
「
笠
朝
臣
金
村
之
歌
中
出
」
と
あ
る
作
品
で
あ
る
が
、
二
首
目
の
反
歌
（
一

七
八
九
）
で
、
旅
立
ち
に
際
し
て
妻
が
結
ん
で
く
れ
た
下
紐
を
、「
直
に
あ
ふ

ま
で
」
け
っ
し
て
解
か
な
い
と
誓
う
。
そ
れ
は
旅
に
関
わ
る
一
種
の
風
俗
を

背
景
に
も
つ
が
、
妻
の
も
と
へ
の
帰
還
を
信
じ
て
疑
わ
な
い
心
情
が
、
離
別

の
悲
嘆
と
裏
腹
に
存
在
し
て
い
る
こ
と
を
う
か
が
わ
せ
る
。
Ｄ
は
、
遣
新
羅

使
歌
群
に
収
録
さ
れ
る
が
、「
い
へ
づ
と
に　

い
も
に
や
ら
む
」（
三
六
二
七
）

と
い
う
言
い
方
に
、
端
的
に
帰
る
べ
き
家
と
、
そ
こ
に
い
る
妻
の
存
在
を
う

か
が
わ
せ
る
。
Ｅ
は
、
越
中
赴
任
中
の
大
伴
家
持
が
、
京
に
残
し
て
き
た
妻

へ
の
恋
慕
を
述
べ
る
が
、
長
歌
末
尾
に
「
吾
を
ま
つ
」「
妹
」
を
「
あ
ひ
て

早
み
む
」
こ
と
を
述
べ
て
お
り
、
帰
還
を
強
く
願
望
す
る
。
Ｆ
は
、
家
持
が

正
税
使
と
し
て
上
京
す
る
に
際
し
て
、
文
雅
の
交
友
を
深
め
つ
つ
あ
っ
た
大

伴
池
主
と
の
し
ば
し
の
別
れ
を
惜
し
ん
だ
作
で
あ
る
。
国
司
と
し
て
の
任
務

に
従
事
す
る
た
め
の
別
れ
を
扱
う
点
で
、『
万
葉
考
』
な
ど
が
捉
え
る
「
石

見
相
聞
歌
」
と
同
じ
よ
う
な
状
況
下
の
別
れ
を
扱
う
の
で
あ
る
が
、
別
れ
は
、
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あ
く
ま
で
も
初
夏
の
行
楽
に
と
っ
て
の
絶
好
の
時
期
（「
あ
そ
ぶ
さ
か
り
」
四

〇
〇
六
）
を
、
池
主
と
と
も
に
過
ご
せ
な
い
と
い
う
一
点
に
お
い
て
嘆
か
れ

て
い
る
に
過
ぎ
ず
、「
石
見
相
聞
歌
」
と
の
悲
嘆
の
対
照
は
激
し
い
。
相
手

が
配
偶
者
で
は
な
い
こ
と
、
石
見
に
く
ら
べ
て
越
中
は
比
較
的
京
に
近
い
と

い
う
諸
点
を
勘
案
し
て
も
、
国
司
の
任
務
へ
の
従
事
に
よ
る
一
時
的
離
別

は
、
む
し
ろ
家
持
の
詠
ん
だ
よ
う
な
も
の
と
し
て
感
受
さ
れ
た
と
考
え
る
ほ

う
が
、
相
応
な
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　

巻
二
十
か
ら
挙
げ
た
三
作
品
（
Ｇ
～
Ｉ
）
は
、
い
ず
れ
も
大
伴
家
持
に
よ

る
防
人
関
係
歌
で
あ
る
。
題
詞
に
よ
れ
ば
、
家
持
が
防
人
に
成
り
代
っ
て
詠

ん
だ
作
で
、
い
ず
れ
も
家
族
と
の
離
別
の
悲
し
み
を
抒
情
の
中
心
に
据
え

る
。
Ｇ
は
、
防
人
に
対
す
る
同
情
的
な
思
い
を
、
あ
く
ま
で
も
第
三
者
の
立

場
か
ら
叙
述
す
る
の
で
、
旅
行
く
者
じ
し
ん
の
立
場
で
述
べ
る
、
こ
こ
に
列

挙
し
た
他
の
作
品
と
は
い
さ
さ
か
趣
が
異
な
る
が
、
他
の
二
作
品
は
、
防
人

の
立
場
そ
の
も
の
に
な
っ
て
詠
ま
れ
る
。
防
人
の
無
事
の
帰
還
を
潔
斎
し
て

待
つ
家
人
（
Ｇ
四
三
三
一
）、
早
く
帰
っ
て
く
る
よ
う
に
と
言
っ
て
送
る
家
人

（
Ｈ
四
三
九
八
）、
旅
先
か
ら
家
人
へ
の
言
伝
を
託
そ
う
と
す
る
防
人
（
Ｉ
四
四

〇
八
）
等
々
が
、
大
き
く
取
り
上
げ
ら
れ
て
お
り
、
無
事
の
帰
還
が
い
ず
れ

も
大
き
な
関
心
事
と
な
っ
て
い
る
。
朝
集
使
な
ど
に
比
べ
て
防
人
服
務
の
方

が
よ
ほ
ど
深
刻
な
別
れ
の
事
態
と
言
え
、
そ
れ
ゆ
え
に
こ
そ
、
留
守
の
家
人

の
潔
斎
や
無
事
帰
還
へ
の
願
い
が
こ
と
さ
ら
に
話
題
に
な
る
の
だ
ろ
う
。

　

最
初
に
挙
げ
た
Ａ
の
軍
王
歌
に
は
、
帰
還
へ
の
直
接
の
言
及
は
な
い
が
、

し
の
ひ
の
対
象
で
あ
る
妻
の
こ
と
を
「
家
な
る
妹
」（
五
）
と
捉
え
る
の
は
、

や
が
て
帰
る
べ
き
家
に
妻
が
待
っ
て
い
る
こ
と
を
前
提
に
し
た
言
い
方
で
あ

る
。
ま
た
、
妻
な
ど
家
人
と
の
別
離
が
直
接
詠
み
込
ま
れ
て
い
な
い
も
の
の
、

長
歌
に
お
い
て
「
石
見
相
聞
歌
」
第
一
長
歌
の
表
現
を
具
体
的
に
意
識
し
て

い
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
��
─
三
二
四
〇
～
三
二
四
一
も
、
長
歌
・
反
歌
と

も
ど
も
「
幸
く
有
ら
ば　

ま
た
反
り
見
む
」
と
、
帰
還
へ
の
希
望
を
述
べ
て

い
る
。

　
「
石
見
相
聞
歌
」
に
は
、
み
て
き
た
よ
う
な
諸
作
品
に
う
か
が
え
る
ご
と

き
、
詠
者
の
帰
還
願
望
や
妻
が
そ
こ
で
待
っ
て
い
る
、
そ
し
て
や
が
て
そ
こ

へ
と
帰
っ
て
ゆ
く
べ
き
家
へ
の
言
及
が
、
皆
無
な
の
で
あ
る５
。
ど
ん
な
に
長

く
と
も
数
ヶ
月
の
一
時
出
張
の
た
め
に
、
妻
と
離
れ
離
れ
に
な
る
こ
と
が
悲

し
い
の
で
あ
れ
ば
、
な
に
よ
り
も
ま
ず
、
帰
還
の
日
の
こ
と
を
思
う
も
の
で

あ
ろ
う
。「
石
見
相
聞
歌
」
は
、
そ
の
よ
う
な
事
情
と
は
明
ら
か
に
異
な
る

別
れ
を
果
た
し
て
き
た
末
に
詠
ま
れ
て
い
る
と
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
つ

ま
り
、
石
見
国
で
の
役
務
の
任
期
が
切
れ
、
京
へ
と
帰
還
す
る
に
あ
た
っ
て
、

石
見
で
な
じ
ん
だ
地
元
の
女
と
別
れ
て
き
た
場
面
を
想
定
す
べ
き
な
の
で
あ

る
。
男
は
、
こ
れ
で
帰
京
す
る
こ
と
に
よ
り
、
石
見
の
妻
と
は
永
遠
に
別
れ

る
こ
と
と
な
る
の
で
あ
る
。
男
に
帰
還
の
あ
て
は
、
な
い
。

三

　
「
石
見
相
聞
歌
」
を
、
朝
集
使
な
ど
の
服
務
の
た
め
に
一
時
的
上
京
を
す

る
折
の
作
と
す
る
理
解
は
、
作
品
そ
の
も
の
の
理
解
よ
り
も
、
実
人
生
と
し

て
の
可
能
性
を
優
先
さ
せ
た
理
解
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
そ
の
こ
と
を
、

や
や
詳
し
く
あ
げ
つ
ら
っ
て
き
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
よ
う
な
本
稿
の
議
論

を
、
な
ぜ
そ
の
よ
う
な
こ
と
を
い
ま
さ
ら
、
と
感
じ
る
向
き
は
あ
る
か
も
し

れ
な
い
。
近
年
で
は
、
人
麻
呂
の
作
品
を
、
あ
く
ま
で
も
個
々
の
創
作
と
し

て
捉
え
、
人
麻
呂
個
人
の
実
人
生
と
切
り
離
し
て
理
解
す
る
傾
向
が
一
般
的
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と
な
っ
た
こ
と
も
あ
り
、「
石
見
相
聞
歌
」
と
「
石
見
臨
死
歌
群
」
と
の
整

合
性
を
ど
の
よ
う
に
考
え
る
か
と
い
う
事
柄
に
、
特
段
の
注
意
を
払
う
こ
と

じ
た
い
が
希
薄
と
な
っ
た
観
が
あ
る
。
た
し
か
に
、
個
々
の
作
品
が
ど
の
よ

う
な
背
景
や
構
想
の
も
と
に
創
り
出
さ
れ
た
の
か
と
い
う
観
点
は
、
作
品
論

に
お
い
て
は
正
し
い
態
度
と
考
え
る
。
一
方
で
、『
万
葉
集
』
巻
二
の
相
聞

と
挽
歌
に
、
相
対
応
す
る
よ
う
に
配
置
さ
れ
た
人
麻
呂
の
両
作
品
で
、
い
ず

れ
も
石
見
国
が
舞
台
と
し
て
設
定
さ
れ
、
と
も
に
男
女
間
の
情
緒
を
主
調
と

し
て
い
る
こ
と
に
照
ら
せ
ば
、
両
作
品
に
関
わ
り
を
読
ま
せ
よ
う
と
す
る
構

想
が
働
い
て
い
る
こ
と
も
、
否
定
で
き
な
い
。『
万
葉
集
』
の
題
詞
は
、
は
っ

き
り
と
両
作
を
柿
本
人
麻
呂
が
そ
れ
ぞ
れ
の
私
的
状
況
下
に
お
い
て
作
っ
た

と
い
っ
て
い
る
の
で
あ
り
、
こ
れ
を
『
万
葉
集
』
巻
二
と
い
う
テ
キ
ス
ト
に

お
い
て
読
む
と
き
、
両
作
の
題
詞
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
状
況
が
、
と
も
に
成

り
立
つ
場
合
は
、
や
は
り
想
定
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ

う
か
、
と
い
う
の
が
、
本
稿
の
問
題
意
識
で
あ
る
。

　
『
万
葉
集
』
巻
二
は
、
巻
一
と
も
ど
も
、
宮
廷
に
お
け
る
和
歌
の
歴
史
の

叙
述
を
試
み
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。『
万
葉
集
』
の
編
纂
論
は
、
改
訂
増

補
を
め
ぐ
っ
て
諸
説
あ
り
、
簡
単
に
総
括
で
き
る
性
格
の
も
の
で
は
な
い
。

特
に
巻
一
巻
二
は
、『
万
葉
集
』
の
中
核
的
部
分
と
し
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
論

が
繰
り
広
げ
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
今
日
的
評
価
よ
り
し
て
も
万
葉
前
期

を
代
表
す
る
有
名
歌
が
多
く
、
ま
た
そ
れ
ら
が
制
作
順
に
沿
っ
て
、
ほ
ぼ
整

然
と
配
列
さ
れ
て
い
る
『
万
葉
集
』
巻
一
巻
二
に
、
宮
廷
に
起
こ
っ
た
和
歌

の
精
華
を
、
時
間
順
に
配
列
し
て
行
こ
う
と
い
う
大
方
針
が
あ
る
こ
と
は
、

紛
う
か
た
が
な
い
。

　
「
雑
歌
」「
相
聞
」「
挽
歌
」
と
い
う
部
立
に
つ
い
て
も
、
そ
れ
は
単
に
作

品
の
性
質
に
よ
る
分
類
を
施
し
た
と
い
う
だ
け
で
は
な
く
、
相
互
に
歴
史
化

が
図
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
点
に
関
し
て
は
、
す
で
に
旧
稿
で
論
じ
た
こ
と
が

あ
る６
が
、
そ
こ
で
は
、
巻
一
巻
二
か
ら
読
み
取
れ
る
事
柄
を
、
和
歌
の
歴
史

そ
の
も
の
と
し
て
実
態
的
に
捉
え
た
─
─
そ
う
す
る
こ
と
も
、『
万
葉
集
』

の
作
品
を
個
別
に
論
じ
て
作
品
論
が
展
開
で
き
る
の
と
同
様
に
、
方
法
的
態

度
と
し
て
あ
り
得
る
、
と
考
え
る
─
─
の
で
あ
っ
た
が
、
本
稿
の
関
心
に
ひ

き
つ
け
て
、
そ
れ
を
『
万
葉
集
』
巻
一
巻
二
が
描
こ
う
と
し
て
い
る
歴
史
叙

述
と
し
て
捉
え
て
み
る
な
ら
ば
、
次
の
よ
う
に
な
る
。『
万
葉
集
』
に
お
い

て
す
べ
て
の
冒
頭
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
「
雑
歌
」
は
、
実
質
的
に
舒
明

朝
か
ら
始
ま
る
和
歌
の
歴
史
全
体
を
カ
ヴ
ァ
ー
す
る
か
た
ち
で
作
品
が
収
録

さ
れ
る
が
、「
相
聞
」「
挽
歌
」
は
、
実
質
の
始
発
を
、「
雑
歌
」
に
ほ
ぼ
一

世
代
遅
れ
る
天
智
朝
に
設
定
す
る
。
し
か
し
、
や
が
て
「
相
聞
」「
挽
歌
」

で
表
現
さ
れ
る
べ
き
主
題
は
、
巻
一
に
所
収
さ
れ
た
「
雑
歌
」
の
中
に
す
で

に
兆
し
を
見
せ
て
お
り
、
舒
明
朝
宮
廷
の
儀
式
・
宴
席
に
お
い
て
発
生
し
た

和
歌
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
あ
り
様
や
場
を
得
て
、「
相
聞
」「
挽
歌
」
へ
と
自
立

し
て
行
っ
た
と
い
う
、「
和
歌
の
歴
史
」
が
そ
こ
に
は
主
張
さ
れ
て
い
る
の

だ
と
思
う
。

　

そ
し
て
、
い
ず
れ
の
ジ
ャ
ン
ル
に
お
い
て
も
、
柿
本
人
麻
呂
と
い
う
歌
人

は
、
大
き
な
存
在
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
べ
く
、
作
品
が
収
録
さ
れ
て
い

る
。
と
は
い
う
も
の
の
、「
相
聞
」
に
限
っ
て
は
、「
石
見
相
聞
歌
」
一
作
品

の
み
し
か
収
録
さ
れ
な
い
の
は
、「
雑
歌
」「
挽
歌
」
に
比
す
と
、
相
対
的
に

作
歌
活
動
の
多
様
さ
を
欠
く
印
象
が
あ
る
。

　

そ
も
そ
も
人
麻
呂
は
、
巻
二
の
基
準
で
言
え
ば
、「
相
聞
」
を
詠
む
べ
き

歌
人
で
は
な
か
っ
た
の
だ
、
と
言
え
る
の
だ
と
思
う
。
巻
二
は
、「
相
聞
」
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と
い
う
ジ
ャ
ン
ル
が
自
立
し
て
間
も
な
い
時
期
の
諸
作
品
を
収
録
し
た
と
い

う
体
裁
を
と
っ
て
い
る
の
だ
と
思
う
が
、
作
品
を
担
っ
て
い
る
歌
人
は
、
天

皇
や
そ
の
子
女
た
ち
、
藤
原
鎌
足
、
そ
の
他
、
高
級
貴
族
や
そ
の
子
弟
と
そ

の
相
手
に
よ
る
も
の
に
ほ
ぼ
限
ら
れ
る
。
中
で
や
や
異
質
な
存
在
と
い
え
る

の
は
、
人
麻
呂
を
除
く
と
、
久
米
禅
師
・
額
田
王
・
三
方
沙
弥
と
い
っ
た
と

こ
ろ
か
と
思
う
。
久
米
禅
師
や
三
方
沙
弥
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
に
対
す
る
実

態
の
和
歌
史
の
上
で
の
定
位
の
試
み
を
か
つ
て
論
じ
た７
が
、
お
そ
ら
く
、
こ

の
『
万
葉
集
』
巻
二
以
降
に
定
着
す
る
（
と
位
置
づ
け
ら
れ
る
）、
藤
原
京
や

平
城
京
と
い
っ
た
都
市
に
住
む
、
広
く
一
般
の
人
び
と
の
日
常
生
活
の
中
で

交
わ
さ
れ
る
相
聞
の
流
行
・
流
布
─
─
『
万
葉
集
』
と
し
て
は
、
や
が
て
巻

四
や
、
さ
ら
に
は
巻
十
一
・
十
二
で
大
量
に
収
録
さ
れ
る
相
聞
の
数
々
に
そ

れ
は
示
さ
れ
る
─
─
の
元
祖
と
し
て
の
位
置
が
与
え
ら
れ
て
い
る
の
だ
と
考

え
る
。
も
っ
と
も
、
久
米
禅
師
が
石
川
郎
女
と
贈
答
す
る
九
六
～
一
〇
〇
の

歌
群
は
、
作
者
の
二
人
は
伝
記
未
詳
と
は
い
い
な
が
ら
、
久
米
禅
師
0

0

、
石
川

郎
女
0

0

と
い
う
名
乗
り
が
、
こ
の
周
囲
の
作
者
群
に
ひ
け
を
と
ら
な
い
尊
貴
性

を
う
か
が
わ
せ
、
な
お
か
つ
石
川
郎
女
は
、
大
津
皇
子
や
大
伴
家
の
貴
公
子

た
ち
と
相
聞
で
わ
た
り
合
う
存
在
と
し
て
、『
万
葉
集
』
巻
二
に
頻
出
す
る

存
在
と
し
て
あ
り８
、
そ
れ
ほ
ど
違
和
感
な
く
天
智
朝
の
相
聞
群
に
収
ま
っ
て

い
る
、
と
も
言
え
る
の
だ
と
思
う
。
額
田
王
は
、
彼
女
の
活
躍
の
ピ
ー
ク
で

あ
っ
た
天
智
朝
に
は
、
も
っ
ぱ
ら
雑
歌
の
提
供
者
と
し
て
記
録
さ
れ
て
お

り
、相
聞
は
一
切
収
録
さ
れ
な
い
。そ
れ
が
、天
武
朝
以
降
、「
雑
歌
」
に
ま
っ

た
く
姿
を
現
さ
な
く
な
り
、
持
統
朝
に
い
た
っ
て
過
去
を
懐
か
し
む
態
の
相

聞
を
か
わ
す
（
２
─
一
一
一
～
一
一
三
）
の
は
、
つ
ま
り
、
天
智
朝
に
華
々
し

い
活
躍
を
展
開
し
た
額
田
王
が
、
天
武
朝
に
入
っ
て
そ
の
地
位
を
失
い
、
公

の
場
か
ら
退
場
し
、
持
統
朝
ま
で
生
き
長
ら
え
た
も
の
の
、
作
歌
は
私
的
な

場
面
で
の
詠
作
に
限
定
さ
れ
た
と
い
う
、
歌
人
の
消
息
を
、『
万
葉
集
』
が

語
っ
て
い
る
の
だ
と
思
う
。

　

そ
の
よ
う
な
中
で
、
人
麻
呂
は
、
け
っ
し
て
宮
廷
の
中
枢
に
位
置
す
る
よ

う
な
地
位
で
は
な
く
、
ま
た
そ
の
よ
う
な
地
位
に
あ
っ
た
相
手
と
相
聞
を
交

わ
せ
る
人
物
で
も
な
か
っ
た
。
彼
は
、
宮
廷
の
諸
行
事
で
折
々
に
相
応
し
い

作
品
を
提
供
す
る
専
門
的
歌
人
と
い
っ
た
役
割
が
与
え
ら
れ
て
お
り
、
そ
の

役
割
に
お
い
て
、
他
に
比
類
の
な
い
め
ざ
ま
し
い
業
績
を
残
し
た
こ
と
を
、

や
は
り
『
万
葉
集
』
巻
一
巻
二
は
、
宮
廷
の
和
歌
の
歴
史
と
し
て
述
べ
て
い

る
の
だ
と
思
う
。

　

右
の
よ
う
な
、
和
歌
を
め
ぐ
る
宮
廷
の
歴
史
叙
述
の
中
に
あ
っ
て
、
人
麻

呂
を
め
ぐ
る
二
つ
の
石
見
を
舞
台
と
し
た
作
品
群
は
、
ど
の
よ
う
に
捉
え
ら

れ
る
べ
き
も
の
と
し
て
、『
万
葉
集
』
巻
二
は
定
位
し
て
い
る
の
か
、
と
い

う
問
題
を
考
え
た
い
の
で
あ
る
。

四

　

注
釈
書
や
論
考
に
お
い
て
、『
万
葉
集
』
巻
二
の
人
麻
呂
に
よ
る
唯
一
の

相
聞
作
品
の
舞
台
と
、
挽
歌
部
に
収
め
ら
れ
た
人
麻
呂
終
焉
歌
の
舞
台
が
、

と
も
に
石
見
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
、
も
し
言
及
す
る
こ
と
が
あ
る
と
す
れ

ば
、
現
在
で
は
、
そ
れ
は
作
品
の
成
立
時
の
構
想
や
、
人
麻
呂
作
品
の
享
受

史
の
事
柄
と
し
て
扱
わ
れ
る
。
そ
の
こ
と
は
、
作
品
個
々
の
作
品
論
の
試
み

が
有
効
で
あ
る
の
と
同
様
に
、
意
味
の
あ
る
営
み
だ
と
考
え
る
。
し
か
し
そ

れ
と
は
別
に
、（
も
ち
ろ
ん
人
麻
呂
の
実
人
生
の
再
構
成
と
い
っ
た
事
柄
と
も
別
に
、）

『
万
葉
集
』
巻
二
が
、
テ
キ
ス
ト
と
し
て
主
張
し
て
い
る
顚
末
を
検
討
し
た
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い
。『
万
葉
集
』
を
、
単
な
る
和
歌
史
検
討
の
た
め
の
資
料
集
─
─
も
ち
ろ

ん
、
そ
の
よ
う
な
資
料
と
し
て
扱
え
る
文
献
で
あ
る
こ
と
に
間
違
い
は
な
い

─
─
と
し
て
で
は
な
く
、
ひ
と
つ
の
編
纂
さ
れ
た
テ
キ
ス
ト
と
し
て
扱
う
場

合
、
作
品
が
ど
の
よ
う
な
秩
序
の
下
に
配
列
さ
れ
て
い
る
の
か
、
そ
の
配
列

の
下
に
ど
の
よ
う
な
コ
ン
テ
キ
ス
ト
が
、
結
果
と
し
て
成
り
立
っ
て
い
る
の

か
、
は
分
析
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
事
柄
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
れ
ま
で
に

も
そ
の
よ
う
な
関
心
の
も
と
に
、
多
く
の
分
析
が
行
わ
れ
て
き
た
の
で
あ
る

が
、
そ
の
一
環
に
位
置
づ
け
る
べ
く
、
石
見
を
舞
台
と
し
た
人
麻
呂
関
係
歌

を
理
解
す
る
と
す
れ
ば
、
ど
の
よ
う
な
理
解
が
適
当
な
の
で
あ
ろ
う
か
、
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

そ
う
考
え
て
く
る
と
き
、
太
田
豊
明
「
臨
死
歌９
」
が
示
す
理
解
が
、
注
目

さ
れ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
太
田
氏
の
提
示
す
る
両
作
品
間
の
経
緯
は
、
石

見
か
ら
妻
と
別
れ
て
旅
に
出
た
男
が
そ
の
道
中
で
行
路
死
人
と
な
っ
た
、
と

い
う
も
の
で
あ
る
。
太
田
氏
の
論
は
作
品
の
当
初
の
構
想
や
、
そ
れ
が
ど
の

よ
う
に
『
万
葉
集
』
で
記
録
さ
れ
る
よ
う
な
あ
り
様
を
来
た
し
た
か
、
と

い
っ
た
事
柄
を
指
摘
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
お
り
、
よ
り
具
体
的
に
は
、

「
石
見
相
聞
歌
」
で
石
見
の
妻
と
別
れ
て
旅
し
て
き
た
「
わ
れ
」
が
、
大
和

葛
城
山
中
ま
で
戻
っ
て
き
た
と
こ
ろ
で
行
路
死
人
と
な
っ
た
、
と
い
う
展
開

を
想
定
す
る
。「
石
見
臨
死
歌
群
」
の
題
詞
に
反
し
て
「
わ
れ
」
の
死
の
舞

台
を
そ
の
よ
う
に
考
え
る
の
は
、
こ
れ
も
当
該
の
歌
群
を
論
ず
る
に
あ
た
っ

て
し
ば
し
ば
話
題
に
な
る
よ
う
に
、
題
詞
で
石
見
の
こ
と
と
さ
れ
な
が
ら

も
、
作
品
に
詠
み
込
ま
れ
る
地
名
「
鴨
山
」「
石
川
」
が
、
大
和
・
河
内
を

喚
起
す
る
地
名
で
あ
る
こ
と
に
よ
る
。
太
田
氏
は
、「
石
見
相
聞
歌
」
と
「
石

見
臨
死
歌
群
」
を
、
も
と
も
と
作
者
人
麻
呂
が
一
連
の
作
品
と
し
て
構
想
し

た
も
の
と
考
え
る
。（
た
だ
し
「
伊
藤
博
の
言
う
よ
う
に
、
二
二
三
～
五
の
歌
群
は
、

作
者
人
麻
呂
に
よ
っ
て
「
石
見
相
聞
歌
」
の
一
種
の
続
篇
と
し
て
企
図
さ
れ
て
い
たＡ
」

と
も
述
べ
る
の
で
、「
石
見
相
聞
歌
」
の
先
行
を
想
定
は
し
て
い
る
ら
し
い
。）
そ
し

て
、
そ
れ
が
後
世
の
享
受
の
中
で
、
主
人
公
「
わ
れ
」
が
人
麻
呂
じ
し
ん
と

さ
れ
、「
石
見
相
聞
歌
」
に
は
そ
の
妻
と
さ
れ
る
依
羅
娘
子
の
短
歌
が
付
さ

れ
た
こ
と
か
ら
、
さ
ら
に
「
石
見
臨
死
歌
群
」
の
「
妹
」
も
依
羅
娘
子
だ
と

付
会
さ
れ
た
と
い
う
。
し
か
し
、
依
羅
娘
子
と
い
う
名
は
、
こ
れ
も
よ
く
指

摘
さ
れ
る
よ
う
に
、「
鴨
山
」「
石
川
」「
丹
比
」
と
い
う
、「
石
見
臨
死
歌
群
」

の
固
有
名
詞
と
よ
り
深
い
関
係
に
あ
る
と
い
う
べ
き
で
、
享
受
史
的
な
捉
え

方
を
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
む
し
ろ
、「
石
見
臨
死
歌
群
」
に
お
い
て
ま
ず
人

麻
呂
の
妻
が
依
羅
娘
子
と
さ
れ
た
の
を
受
け
て
、「
石
見
相
聞
歌
」
の
後
に

依
羅
娘
子
の
一
首
が
配
列
さ
れ
た
と
考
え
る
べ
き
で
あ
る
よ
う
だ
。
ま
た
、

も
と
も
と
石
見
か
ら
の
帰
途
、
大
和
葛
城
で
行
路
死
人
と
な
っ
た
の
な
ら

ば
、
そ
の
と
お
り
題
詞
に
記
さ
れ
て
問
題
は
な
い
は
ず
だ
の
に
、
あ
え
て
死

の
現
場
を
石
見
と
す
る
の
も
不
審
で
、
さ
ら
に
享
受
や
伝
来
の
経
緯
に
複
雑

な
事
情
を
種
々
想
定
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
事
態
に
陥
っ
て
し
ま
い
そ
う

だ
。
太
田
氏
の
示
し
た
理
解
は
、
む
し
ろ
、『
万
葉
集
』
巻
二
に
、
石
見
を

舞
台
と
す
る
人
麻
呂
関
連
の
相
聞
と
挽
歌
が
掲
載
さ
れ
た
レ
ヴ
ェ
ル
で
の
捉

え
方
と
し
て
、
有
効
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
個
々
の
作
品
の
成
り
立
ち

は
さ
て
お
い
て
、『
万
葉
集
』
巻
二
は
、
両
作
品
の
間
に
、
そ
の
よ
う
な
経

緯
を
理
解
さ
せ
よ
う
と
し
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
だ
と
思
う
の
で
あ
る
。

　

と
は
い
え
、
そ
う
考
え
れ
ば
す
べ
て
問
題
は
解
消
と
い
う
わ
け
に
は
い
か

な
い
。
さ
き
ほ
ど
、「
石
見
相
聞
歌
」
が
石
見
へ
の
帰
還
、
妹
と
の
再
会
を

期
し
て
い
な
い
別
れ
を
述
べ
て
い
る
と
指
摘
し
た
が
、「
石
見
臨
死
歌
群
」
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の
人
麻
呂
は
、
死
に
臨
ん
で
「
待
ち
つ
つ
」
あ
る
「
妹
」
を
思
う
（
二
二
三
）。

妻
も
人
麻
呂
の
帰
り
を
「
今
日
今
日
と
」
待
ち
続
け
て
い
た
と
う
た
う
（
二

二
四
）。
う
た
わ
れ
て
い
る
旅
の
事
情
が
、
あ
き
ら
か
に
「
石
見
相
聞
歌
」

と
異
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
点
に
照
ら
し
て
も
、「
石
見
臨
死
歌
群
」

が
（
あ
る
い
は
そ
の
一
部
が
）、「
石
見
相
聞
歌
」
の
続
編
と
し
て
制
作
さ
れ
た
、

と
い
う
こ
と
は
考
え
難
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
少
な
く
と
も
、
作
者
人
麻
呂

の
認
識
と
し
て
、
そ
の
よ
う
な
意
図
は
あ
り
得
な
か
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う

か
。「
石
見
相
聞
歌
」
と
「
石
見
臨
死
歌
群
」
と
の
旅
の
あ
り
様
は
、
ま
っ

た
く
異
な
っ
た
設
定
の
上
に
成
り
立
っ
て
い
る
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
し

か
し
な
が
ら
、
そ
れ
な
ら
ば
「
石
見
臨
死
歌
群
」
の
ご
と
き
旅
の
あ
り
様
を

前
提
に
、「
石
見
相
聞
歌
」
に
立
ち
戻
っ
て
み
る
こ
と
で
、
か
え
っ
て
『
万

葉
考
』
以
来
の
理
解
に
回
帰
す
る
可
能
性
は
な
い
か
、
と
い
う
懸
念
に
は
及

ば
な
い
も
の
と
思
う
。『
万
葉
集
』
の
構
成
と
し
て
、
ま
ず
「
石
見
相
聞
歌
」

が
配
置
さ
れ
る
の
で
あ
り
、「
石
見
相
聞
歌
」
は
、
作
品
そ
れ
じ
た
い
と
し

て
、
こ
こ
で
扱
わ
れ
る
別
れ
が
、
一
時
的
な
も
の
で
は
な
い
こ
と
を
強
固
に

主
張
す
る
か
ら
で
あ
る
。「
石
見
臨
死
歌
群
」
で
は
、「
石
見
相
聞
歌
」
の
そ

う
し
た
前
提
が
一
旦
さ
て
置
か
れ
る
の
で
あ
る
が
、
直
前
に
配
列
さ
れ
る
人

麻
呂
の
「
石
中
死
人
歌
」（
二
二
〇
～
二
二
二
）
で
、
行
路
死
人
を
見
た
人
麻

呂
が
感
じ
た
「
鬱
悒
し
く　

待
ち
か
恋
ふ
ら
む　

愛
き
妻
ら
は
」（
二
二
〇
）

と
の
感
慨
─
─
そ
れ
は
行
路
死
人
歌
一
般
の
感
慨
で
も
あ
る
の
だ
が
─
─
ど

お
り
に
、
い
ま
や
行
路
死
人
と
な
り
つ
つ
あ
る
人
麻
呂
じ
し
ん
が
感
じ
、
依

羅
娘
子
も
ふ
る
ま
う
こ
と
で
、
つ
ま
り
、
行
路
死
人
歌
の
定
式
に
お
さ
ま
る

（
お
さ
め
る
）
こ
と
に
よ
っ
て
、
当
面
の
違
和
感
は
感
ぜ
ら
れ
ず
に
理
解
で
き

る
よ
う
に
は
な
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。

　
『
万
葉
集
』
巻
二
は
、「
石
見
相
聞
歌
」
を
詠
ん
だ
人
麻
呂
を
、
そ
の
直
後

に
生
涯
を
終
え
た
も
の
と
し
て
捉
え
よ
う
（
捉
え
さ
せ
よ
う
）
と
し
て
い
る
と

い
う
こ
と
な
の
だ
ろ
う
。も
ち
ろ
ん
、諸
論
が
想
定
す
る
よ
う
に
、『
万
葉
集
』

以
前
に
、
す
で
に
人
麻
呂
の
石
見
で
の
死
が
伝
説
化
し
て
あ
っ
た
の
だ
と
思

う
。『
万
葉
集
』
は
そ
れ
を
採
用
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
が
、『
万

葉
集
』
巻
二
（
巻
一
を
含
め
て
考
え
て
も
よ
い
）
が
、
知
ら
れ
て
い
る
人
麻
呂

の
作
品
を
す
べ
て
網
羅
し
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
こ
と
は
、
巻
三
巻
四
に
も

な
お
人
麻
呂
作
歌
が
存
在
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
明
ら
か
で
あ
る
。「
石
見

臨
死
歌
群
」
が
、『
万
葉
集
』
巻
二
に
ふ
さ
わ
し
く
な
い
内
容
と
判
断
さ
れ

た
な
ら
ば
、
そ
れ
を
収
録
し
な
い
と
い
う
態
度
も
あ
り
得
た
は
ず
な
の
で
あ

る
。

五

　

そ
れ
で
は
、
そ
の
よ
う
な
『
万
葉
集
』
巻
二
の
配
列
へ
の
意
識
か
ら
、
何

を
読
み
取
れ
ば
よ
い
の
だ
ろ
う
か
。

　

端
的
に
指
摘
す
る
の
で
あ
れ
ば
、「
石
見
相
聞
歌
」
を
、
人
麻
呂
の
作
歌

営
為
の
ほ
と
ん
ど
最
終
点
に
位
置
づ
け
た
か
っ
た
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
の

で
は
な
い
か
。
さ
き
に
も
触
れ
た
よ
う
に
、
巻
二
の
相
聞
内
の
配
列
に
お
い

て
、
す
で
に
持
統
朝
末
期
な
い
し
は
文
武
朝
こ
ろ
の
作
品
と
推
測
さ
れ
る
位

置
に
据
え
ら
れ
て
い
る
と
い
え
る
の
で
あ
る
が
、
人
麻
呂
唯
一
の
相
聞
作
品

ゆ
え
に
、
彼
の
作
歌
活
動
の
期
間
に
お
け
る
時
間
的
位
置
づ
け
が
か
な
ら
ず

し
も
明
確
に
は
な
さ
れ
な
い
位
置
に
「
石
見
相
聞
歌
」
は
配
列
さ
れ
る
。
そ

も
そ
も
、
年
代
順
配
列
を
原
則
と
す
る
巻
二
で
あ
る
が
、「
相
聞
」
に
つ
い

て
は
、
各
天
皇
代
内
に
お
い
て
は
、
作
者
の
身
分
に
よ
っ
て
類
聚
さ
れ
て
い
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る
と
の
指
摘
が
あ
りＢ
、
同
一
天
皇
代
内
の
作
品
の
配
列
は
、
制
作
年
代
順
を

反
映
し
て
い
な
い
可
能
性
が
あ
る
。
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、「
相
聞
」
に
一
作

品
し
か
掲
載
さ
れ
な
い
人
麻
呂
に
つ
い
て
は
、
一
層
、
そ
の
作
品
が
彼
の
作

歌
活
動
の
中
で
い
つ
ご
ろ
の
作
品
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
の
か
、
明
確
で

な
い
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、「
石
見
相
聞
歌
」
詠
作
の
直
後
の
死
が
設
定

さ
れ
る
こ
と
で
、
そ
れ
が
人
麻
呂
の
作
歌
活
動
の
最
末
期
の
作
で
あ
る
こ
と

が
明
確
化
す
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
す
で
に
確
認
し
た
『
万
葉
集
』
巻
二

の
性
格
に
照
ら
せ
ば
、
こ
と
は
、
人
麻
呂
の
一
作
品
を
ど
こ
に
位
置
づ
け
る

か
と
い
う
関
心
に
と
ど
ま
ら
ず
、
つ
ま
り
は
、『
万
葉
集
』
巻
二
が
、
ど
の

よ
う
な
和
歌
の
史
的
展
開
を
描
こ
う
と
し
て
い
る
か
、
に
関
わ
る
意
識
が
そ

こ
に
は
働
い
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　

こ
こ
で
、
さ
き
ほ
ど
い
さ
さ
か
話
題
に
し
た
、
人
麻
呂
は
、
巻
二
の
基
準

で
言
え
ば
、「
相
聞
」
を
詠
む
べ
き
歌
人
で
は
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
、

と
い
う
こ
と
に
立
ち
戻
っ
て
み
た
い
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、『
万
葉
集
』

巻
二
が
「
石
見
相
聞
歌
」
を
掲
載
す
る
の
は
、
つ
ま
り
、
そ
れ
ま
で
の
宮
廷

の
和
歌
の
歴
史
を
記
録
す
る
上
で
、
ど
う
に
も
切
り
捨
て
よ
う
が
な
い
、
無

視
し
よ
う
が
な
い
圧
倒
的
な
存
在
感
を
、
人
麻
呂
の
こ
の
作
品
が
持
っ
て
い

た
か
ら
だ
、
と
い
う
こ
と
な
の
で
は
な
い
か
。『
万
葉
集
』
巻
四
を
み
れ
ば
、

『
万
葉
集
』
巻
二
は
、
多
く
の
人
麻
呂
の
相
聞
作
品
を
無
視
し
て
い
る
こ
と

が
わ
か
る
。
部
分
的
に
は
い
ざ
知
ら
ず
、
巻
二
編
纂
時
点
で
、
や
が
て
巻
四

に
収
録
さ
れ
る
人
麻
呂
作
の
相
聞
が
、
こ
と
ご
と
く
知
ら
れ
て
い
な
か
っ
た

な
ど
と
い
う
こ
と
は
、
考
え
ら
れ
な
い
。
巻
四
所
収
の
人
麻
呂
の
相
聞
の
多

く
は
、
巻
二
の
基
準
に
照
ら
す
と
、
入
集
に
相
応
し
く
な
い
作
品
だ
っ
た
か

ら
切
り
捨
て
ら
れ
た
の
だ
ろ
う
。
繰
り
返
し
に
な
る
が
、
そ
も
そ
も
、
作
者

が
人
麻
呂
で
あ
る
時
点
で
、
巻
二
の
基
準
か
ら
は
外
れ
ざ
る
を
得
な
い
の
で

あ
る
。『
万
葉
集
』
巻
二
は
、
そ
の
編
纂
構
想
の
基
準
に
よ
っ
て
作
品
を
選

出
し
、
配
列
し
て
行
っ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、「
石
見
相
聞
歌
」
ば
か
り
は
、

そ
の
基
準
を
超
え
て
、
作
品
そ
の
も
の
が
、
そ
の
存
在
感
に
よ
っ
て
し
か
る

べ
き
位
置
を
要
求
し
、
あ
の
位
置
に
割
り
込
ん
で
き
て
い
る
と
い
う
こ
と
だ

と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
そ
の
作
品
は
、
人
麻
呂
の
多
様
な
作
歌
活
動
のO

ne 
of them

と
し
て
あ
る
の
で
な
く
、
そ
の
生
涯
の
最
期
の
直
前
の
絶
唱
と
し

て
あ
っ
た
、
か
の
よ
う
に
巻
二
は
配
列
し
て
い
る
。
い
う
な
れ
ば
、
基
準
を

超
越
し
て
『
万
葉
集
』
巻
二
に
割
り
込
ん
で
こ
よ
う
と
す
る
「
石
見
相
聞
歌
」

の
存
在
感
と
、
宮
廷
に
お
け
る
相
聞
の
歴
史
叙
述
を
志
向
す
る
巻
二
の
構
想

と
の
、
葛
藤
の
所
産
が
、「
石
見
臨
死
歌
群
」
を
含
め
た
、
い
ま
み
る
よ
う

な
配
列
と
な
っ
た
と
い
う
こ
と
な
の
だ
ろ
う
と
考
え
る
。

　

そ
も
そ
も
、「
石
見
相
聞
歌
」
は
、「
相
聞
」
な
の
だ
ろ
う
か
。『
万
葉
集
』

巻
二
の
い
う
「
相
聞
」
は
、
作
品
の
主
題
に
よ
る
分
類
で
は
な
く
、
あ
く
ま

で
も
機
能
面
に
即
し
た
範
疇
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
巻
一
の
「
雑
歌
」
も
同
様

で
、「
挽
歌
」
も
基
本
的
に
そ
う
捉
え
て
よ
い
。「
相
聞
」
が
「
雑
歌
」
と
区

別
さ
れ
る
も
っ
と
も
大
き
な
点
は
、
そ
れ
ら
が
私
的
な
関
係
や
場
面
で
機
能

し
た
こ
と
に
求
め
ら
れ
る
。
そ
し
て
、「
相
聞
」
の
漢
語
と
し
て
の
語
義
に

よ
れ
ば
、
贈
答
さ
れ
た
う
た
で
あ
る
こ
と
を
基
本
と
す
る
が
、「
石
見
相
聞

歌
」
は
、
そ
の
点
で
も
「
相
聞
」
で
は
な
い
。（
依
羅
娘
子
の
一
首
が
、
と
っ
て

つ
け
た
よ
う
に
配
列
さ
れ
る
が
、
形
式
的
に
も
内
容
的
に
も
、
本
来
あ
っ
た
も
の
で
は

な
い
も
の
が
と
り
あ
わ
さ
れ
て
い
る
、
と
い
う
の
は
、
多
く
の
先
行
論
が
認
め
る
と
こ

ろ
で
あ
る
。
そ
れ
も
ま
た
巻
二
の
テ
キ
ス
ト
と
し
て
「
あ
る
」
こ
と
な
の
だ
が
、
こ
の

点
に
つ
い
て
は
、
増
補
論
を
援
用
し
て
当
面
の
問
題
と
は
そ
ぐ
わ
な
い
も
の
と
し
て
脇



〔　　〕�0

に
置
く
よ
り
仕
方
が
な
い
、
と
い
う
よ
り
ほ
か
に
な
い
。）
だ
い
た
い
、
旅
に
あ
っ

て
、
配
偶
者
と
と
も
に
い
な
い
悲
し
さ
を
独
詠
的
に
述
べ
る
の
は
、
後
世
の

範
疇
で
い
え
ば
羇
旅
歌
に
属
す
る
の
で
は
な
い
か
。
前
々
節
の
Ａ
に
挙
げ
た

軍
王
の
う
た
は
、
雑
歌
と
し
て
巻
一
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
軍
王
の
う
た
が

巻
一
の
雑
歌
に
掲
載
さ
れ
る
の
は
、
そ
れ
が
行
幸
に
従
駕
し
た
際
の
作
だ
か

ら
で
あ
る
。
そ
し
て
、
同
じ
巻
一
の
、
文
武
朝
の
行
幸
従
駕
時
の
短
歌
群
に

は
、
独
り
寝
の
わ
び
し
さ
や
望
郷
の
念
を
詠
む
作
が
多
い
の
も
、
周
知
の
事

柄
で
あ
る
。「
石
見
相
聞
歌
」
は
行
幸
時
の
作
で
は
な
い
の
で
、
も
ち
ろ
ん

巻
一
の
基
準
に
即
せ
ば
、
雑
歌
で
は
な
い
。
そ
し
て
、
内
容
的
に
も
、
行
幸

を
は
じ
め
と
す
る
羇
旅
に
お
い
て
詠
作
さ
れ
る
、
望
郷
的
作
品
と
は
一
線
を

画
す
る
激
情
性
が
込
め
ら
れ
て
い
る
。
や
は
り
、『
万
葉
集
』
巻
一
巻
二
に

掲
載
す
る
と
す
れ
ば
、
相
聞
に
収
め
ざ
る
を
得
な
い
作
品
と
は
な
る
だ
ろ

う
。「
石
見
相
聞
歌
」
は
、『
万
葉
集
』
巻
二
の
中
で
読
む
と
き
、
あ
ら
ゆ
る

点
で
《
異
様
な
》
作
品
な
の
だ
、
と
言
え
る
。

　

先
ほ
ど
、「
石
見
相
聞
歌
」
の
入
集
に
あ
た
っ
て
、「
葛
藤
」
と
い
う
こ
と

ば
を
用
い
た
が
、
も
ち
ろ
ん
、
そ
の
葛
藤
が
、『
万
葉
集
』
の
新
た
な
構
想

を
展
開
さ
せ
る
力
と
な
る
こ
と
は
あ
り
得
る
。「
石
見
相
聞
歌
」
の
入
集
に

よ
っ
て
、
本
来
、
機
能
面
を
重
視
し
た
『
万
葉
集
』
巻
一
巻
二
の
部
立
が
、

作
品
の
主
題
・
内
容
に
よ
る
分
類
を
餘
儀
な
く
さ
れ
、
部
立
の
概
念
が
、
よ

り
主
題
本
意
に
シ
フ
ト
し
て
行
く
結
果
を
招
い
た
部
分
は
あ
る
よ
う
に
思

う
。
そ
の
こ
と
が
、『
万
葉
集
』
に
巻
三
、
巻
四
の
増
補
へ
と
道
を
切
り
開

い
て
い
る
要
素
は
あ
る
。『
万
葉
集
』
を
巻
四
あ
た
り
ま
で
見
渡
し
て
そ
の

構
成
な
り
構
想
を
み
る
と
き
に
は
、「
石
見
相
聞
歌
」
の
配
列
に
は
葛
藤
を

み
る
よ
り
も
、
以
降
の
巻
々
へ
の
橋
渡
し
的
な
性
格
を
み
る
こ
と
も
可
能
だ

と
言
え
る
。

注（
１
）　
『
万
葉
集
』
巻
十
八
に
よ
れ
ば
、
天
平
二
十
年
の
政
務
報
告
の
た
め
に
朝
集

使
と
し
て
出
張
し
た
、
越
中
国
掾
の
久
米
広
縄
は
、
翌
年
の
五
月
二
十
七
日
に

な
っ
て
よ
う
や
く
帰
還
し
て
い
る
。
こ
れ
を
み
る
と
、
朝
集
使
と
し
て
の
出
張

が
、
半
年
以
上
の
長
期
に
渡
っ
た
か
の
ご
と
く
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
任
務
上
万

止
む
を
得
ず
そ
う
な
っ
た
と
い
う
よ
り
は
、
故
郷
で
あ
る
京
に
出
張
の
機
会
を

得
た
広
縄
が
、
み
ず
か
ら
の
意
思
で
、
あ
え
て
長
期
滞
在
に
及
ん
だ
も
の
と
思

わ
れ
る
。
実
際
、
朝
集
使
な
ど
が
、
役
目
を
理
由
に
上
京
し
、
任
務
終
了
後
も

任
国
に
な
か
な
か
戻
ろ
う
と
し
な
い
事
態
は
し
ば
し
ば
生
じ
た
よ
う
で
、
や
が

て
平
安
時
代
に
四
度
使
そ
の
も
の
が
実
態
を
な
く
し
て
行
く
遠
因
に
も
な
っ
て

い
る
よ
う
で
あ
る
。

（
２
）　

平
舘
英
子
「
石
見
相
聞
歌
─
放
り
行
く
人
・
そ
の
心
」（『
万
葉
集
研
究
』
三

一
、
塙
書
房
、
二
〇
一
〇
）。

（
３
）　

渡
辺
護
「
石
見
相
聞
歌
二
首
Ⅰ
」（
一
九
九
一
初
出
、『
万
葉
集
の
題
材
と
表

現
』
大
学
教
育
出
版
、
二
〇
〇
五
）。

（
４
）　

村
田
右
富
実
「
天
智
天
皇
不
予
の
時
の
歌
二
首
」（
二
〇
〇
一
初
出
、『
柿
本

人
麻
呂
と
和
歌
史
』
和
泉
書
院
、
二
〇
〇
四
）。

（
５
）　

渡
辺
護
「
石
見
相
聞
歌
二
首
Ⅱ
」（
一
九
九
三
初
出
、
注（
３
）前
掲
書
）
も
、

「
石
見
相
聞
歌
」
に
つ
い
て
、「「
家
」
の
語
が
具
体
的
に
登
場
し
な
い
こ
と
」

に
注
目
す
る
。

（
６
）　

拙
論
「〈
雑
歌
〉
か
ら
〈
相
聞
〉
へ
」（
一
九
九
八
初
出
、『
上
代
和
歌
史
の

研
究
』
新
典
社
、
二
〇
〇
七
）。

（
７
）　

拙
論
「〈
相
聞
〉
の
流
布
と
媒
体
─
久
米
禅
師
・
石
川
郎
女
の
相
聞
を
中
心

に
─
」（
一
九
九
八
初
出
、
注（
６
）前
掲
書
）。

（
８
）　
『
万
葉
集
』
に
登
場
す
る
石
川
郎
女
と
呼
ば
れ
る
人
物
に
は
、
い
っ
た
い
何

人
の
同
名
異
人
が
存
在
し
た
か
に
つ
い
て
は
し
ば
し
ば
話
題
に
な
る
が
、
実
際

は
別
と
し
て
、少
な
く
と
も
同
じ
巻
二
に
、特
段
の
区
別
な
く
（「
郎
女
」
と
「
女

郎
」
の
違
い
が
あ
る
と
い
え
ば
あ
る
が
、
そ
れ
を
別
人
物
の
書
き
分
け
と
理
解
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す
る
と
、
互
い
に
関
連
し
あ
う
と
考
え
ざ
る
を
得
な
い
一
連
の
歌
群
＝
一
〇
七

～
一
一
〇
に
そ
れ
が
存
在
す
る
こ
と
の
説
明
が
か
え
っ
て
で
き
な
い
）
掲
載
さ

れ
る
石
川
郎
女
は
、
す
べ
て
同
一
人
物
と
し
て
理
解
さ
れ
る
べ
く
記
載
さ
れ
て

い
る
、
と
考
え
る
こ
と
に
、
テ
キ
ス
ト
内
の
不
都
合
や
矛
盾
は
生
じ
な
い
と
思

わ
れ
る
。

（
９
）　

太
田
豊
明
「
臨
死
歌
」（『
柿
本
人
麻
呂
《
全
》』
笠
間
書
院
、
二
〇
〇
〇
）。

（
�0
）　

引
用
中
に
言
及
さ
れ
る
伊
藤
博
の
論
は
、
伊
藤
博
「
人
麻
呂
終
焉
歌
」（『
万

葉
集
の
歌
人
と
作
品　

上
』
塙
書
房
、
一
九
七
五
）
を
指
す
。

（
��
）　

小
川
靖
彦
「
始
原
と
し
て
の
天
智
朝
─
『
万
葉
集
』
巻
二
の
成
立
と
編
集
（
そ

の
一
）〈
書
物
と
し
て
の
『
万
葉
集
』〉
─
」（『
青
山
語
文
』
三
四
、
二
〇
〇
四
）。

新　

刊　

紹　

介

久
喜
の
会
編

『「
古
今
和
歌
集
」
巻
二
十
─
注
釈
と

　
論
考
─
』（
新
典
社
注
釈
叢
書
��
）

　

第
一
勅
撰
集
で
あ
る
『
古
今
和
歌
集
』
巻
一
か

ら
巻
二
十
の
中
で
「
他
の
巻
と
は
明
ら
か
に
異
質

で
あ
る
巻
二
十
の
存
在
」（
本
書
十
五
頁
）
に
の

み
注
目
し
た
の
が
本
書
で
あ
る
。
そ
の
異
質
性
と

は
収
録
さ
れ
た
歌
が
歌
謡
の
性
質
を
持
つ
こ
と
に

よ
る
が
、
加
え
て
巻
二
十
の
歌
数
の
少
な
さ
か
ら

も
こ
れ
ま
で
論
じ
ら
れ
る
機
会
は
多
く
な
く
、
そ

こ
に
一
石
を
投
じ
た
の
が
「
久
喜
の
会
」
で
あ
る
。

　
「
久
喜
の
会
」
は
、
あ
と
が
き
に
紹
介
さ
れ
る

よ
う
に
上
野
理
先
生
門
下
の
研
究
者
た
ち
で
構
成

さ
れ
る
が
、
専
門
は
上
代
・
中
古
の
韻
文
・
散
文

と
幅
広
く
、『
古
今
和
歌
集
』
巻
二
十
を
そ
れ
ぞ

れ
の
視
点
で
論
じ
た
「
論
文
編
」
は
、
共
通
の
題

材
で
あ
り
な
が
ら
多
方
面
か
ら
論
じ
ら
れ
、
非
常

に
興
味
深
い
。
膨
大
な
研
究
史
を
踏
ま
え
た
上
に

丁
寧
に
付
さ
れ
た
「
注
釈
編
」
と
と
も
に
、
巻
二

十
を
新
た
に
見
つ
め
直
す
一
書
で
あ
る
。

（
二
〇
一
一
年
四
月　

新
典
社　

Ａ
５
判　

四
三

六
頁　

税
込
一
三
六
五
〇
円
） 

〔
田
原
加
奈
子
〕

久
保
木
寿
子
著

『（
新
注
和
歌
文
学
叢
書
９
）

 
四
条
宮
主
殿
集
新
注
』

　

今
ま
で
、
主
殿
集
が
あ
ま
り
研
究
さ
れ
て
い
な

い
た
め
、
最
初
の
注
釈
書
で
あ
る
本
書
の
意
義
は

大
き
い
。

　

本
書
は
注
釈
と
解
説
の
二
部
か
ら
な
る
。
注
釈

に
は
校
異
、
整
定
本
文
、
現
代
語
訳
、
語
釈
、
補

説
が
付
さ
れ
て
い
る
。
特
に
、
補
説
は
歌
の
表
現
、

背
景
な
ど
に
関
す
る
考
察
、
評
価
を
き
わ
め
て
丁

寧
に
読
み
解
い
て
い
く
。

　

解
説
は
主
殿
、
主
殿
集
の
構
成
、
表
現
、
位
置

に
つ
い
て
論
述
す
る
。
主
殿
集
の
構
成
は
特
異
な

も
の
が
あ
り
、
表
現
は
寂
然
・
俊
頼
の
釈
教
歌
に

先
立
つ
果
敢
な
表
現
の
試
み
と
し
て
、
当
代
女
性

の
精
神
性
と
人
生
の
有
様
を
色
濃
く
映
し
出
し
た

日
記
文
学
的
歌
集
と
し
て
扱
う
べ
き
だ
と
指
摘
さ

れ
て
い
る
。

　

主
殿
集
の
主
題
が
持
つ
注
目
す
べ
き
点
や
、
跋

文
の
特
異
性
か
ら
見
る
と
、
よ
り
積
極
的
に
定
位

す
る
必
要
性
が
あ
る
と
提
案
さ
れ
る
。
主
殿
集
を

研
究
す
る
方
は
も
ち
ろ
ん
、
後
拾
遺
集
あ
た
り
の

和
歌
や
日
記
文
学
を
研
究
す
る
方
も
必
読
の
一
冊

で
あ
る
。

（
二
〇
一
一
年
五
月　

青
簡
舎　

Ａ
５
判　

二
七

二
頁　

税
込
八
四
〇
〇
円
） 

〔
杜　

旖
旎
〕


