
特集・「生活」というまなざし

長
旅
か
ら
帰
っ
て
く
る
と
、
ど
う
し
て
も
や
ら
ね
ば
気
の
す
ま
ぬ
こ
と

が
私
に
は
あ
る
。
そ
れ
は
、
汚
れ
物
の
「
洗
濯
」
で
あ
る
。
や
っ
と
の
思

い
で
洗
濯
物
を
干
し
上
げ
る
と
、
い
く
つ
か
情
が
、
波
の
よ
う
に
去
来
す

る
。
第
一
の
波
は
、
溜
ま
っ
た
借
金
を
返
し
終
え
た
よ
う
な
安
堵
感
と
爽

快
感
。
第
二
波
は
、
早
く
も
旅
の
時
間
を
思
い
や
る
追
懐
の
情
。
第
三
波

は
、
あ
あ
こ
れ
で
、
明
日
か
ら
は
日
常
の
時
間
に
戻
っ
て
し
ま
う
の
か
と

い
う
軽
い
憂
諺
感
。
こ
の
三
つ
の
情
が
、
私
の
胸
に
寄
せ
て
は
返
す
波
の

よ
う
に
去
来
す
る
。
た
ぶ
ん
、
長
旅
の
あ
と
の
洗
濯
は
、
私
に
と
っ
て
、

旅
の
時
間
か
ら
、
日
常
の
時
間
に
戻
る
儀
礼
の
よ
う
な
も
の
な
の
だ
ろ

橡
の
解
き
洗
ひ
衣

ド
ン
グ
リ
染
メ
ノ

洗
イ
張
り
シ
ダ
衣
ヲ

我
ナ
ガ
ラ
不
思
議
ナ
ホ
ド
ニ

ム
シ
ョ
ウ
ニ
着
タ
イ
ー

コ
ノ
タ
ベ
…
ヤ
ッ
パ
リ
、
古
女
房
ガ
俺
ニ
ハ
一
番

（
讐
嚥
歌
寄
衣
巻
七
の
一
三
一
四
）

は
じ
め
に

特
集
・
「
生
活
」
と
い
う
ま
な
ざ
し
ｌ
〈
民
俗
〉
的
方
法
を
介
し
て
Ｉ

ｌ
譽
嚥
と
生
活
実
感
と
Ｉ

、
フ
。「

洗
濯
」
や
「
掃
除
」
、
さ
ら
に
は
「
沐
浴
」
が
、
生
活
の
節
目
と
な
る

こ
と
が
あ
る
。
緊
張
と
緩
和
、
聖
と
俗
の
交
差
点
に
「
洗
濯
」
「
掃
除
」

「
沐
浴
」
が
位
置
す
る
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、
暮
れ
か
ら
正
月
へ
と
い
う

時
間
の
な
か
で
も
、
こ
れ
ら
は
節
目
の
役
割
を
果
た
し
て
い
る
。
暮
れ
ま

で
に
「
洗
濯
」
と
「
掃
除
」
を
済
ま
せ
て
お
く
こ
と
が
、
今
日
に
お
い
て

も
社
会
的
規
範
と
し
て
求
め
ら
れ
て
い
る
の
は
、
そ
の
た
め
で
あ
る
。
だ

か
ら
、
正
月
に
は
「
洗
濯
」
と
「
掃
除
」
を
し
て
は
な
ら
な
い
、
と
い
う

禁
忌
ま
で
存
在
す
る
の
で
あ
る
。
近
畿
圏
の
古
社
寺
で
は
、
盆
と
正
月
を

前
に
檀
家
や
信
徒
、
さ
ら
に
は
縁
者
総
出
で
、
掃
除
を
行
う
と
こ
ろ
が
多

い
。
有
名
な
の
は
東
大
寺
と
薬
師
寺
の
「
お
み
ぬ
ぐ
い
」
で
あ
る
が
、
古

い
村
落
で
は
ム
ラ
総
出
の
行
事
と
し
て
、
行
わ
れ
て
い
る
。
筆
者
も
何
度

か
体
験
し
た
が
、
参
集
者
が
爽
快
感
と
達
成
感
を
共
有
す
る
儀
礼
と
な
っ

て
い
る
こ
と
を
、
奉
仕
す
る
た
び
に
痛
感
す
る
。
つ
ま
り
、
時
間
と
い
う

も
の
を
、
儀
礼
に
よ
っ
て
参
集
者
が
共
有
す
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
、

晴
れ
て
、
盆
と
い
、
フ
ト
キ
を
、
正
月
と
い
う
ト
キ
を
迎
え
る
こ
と
が
で
き

る
の
で
あ
る
。
後
述
す
る
生
活
体
験
の
共
有
と
は
、
こ
う
い
う
感
覚
を
共

有
す
る
こ
と
で
も
あ
る
、
と
筆
者
は
考
え
る
。
も
ち
ろ
ん
、
共
有
さ
れ
な

上

野

誠

- ２ -



橡の解き洗ひ衣

『
伊
勢
物
語
』
に
、
富
者
と
貧
者
に
嫁
い
だ
女
は
ら
か
ら
の
物
語
が
あ

る
。
豊
か
な
家
に
育
っ
た
二
人
は
、
洗
濯
と
い
う
こ
と
を
し
た
こ
と
が
な

か
っ
た
。
貧
者
に
嫁
い
だ
女
は
、
亭
主
の
一
張
羅
を
破
い
て
し
ま
う
．
万

葉
語
で
い
う
「
解
き
洗
ひ
」
す
な
わ
ち
「
洗
い
張
り
」
を
し
た
時
の
こ
と

で
あ
る
。
こ
の
窮
地
を
救
っ
た
の
は
、
「
あ
て
な
る
男
」
す
な
わ
ち
富
者

で
あ
っ
た
。
こ
の
男
は
、
女
は
ら
か
ら
の
気
持
ち
を
汲
み
つ
つ
、
援
助
さ

れ
る
側
の
プ
ラ
イ
ド
を
傷
つ
け
ぬ
よ
う
に
、
歌
を
添
え
て
衣
を
送
っ
た
の

で
あ
る
。
そ
の
や
さ
し
い
配
慮
が
「
武
藏
野
の
心
」
と
賞
賛
さ
れ
て
い
る

有
名
な
章
段
で
あ
る
。

む
か
し
、
女
は
ら
か
ら
二
人
あ
り
け
り
。
一
人
は
い
や
し
き
男
の
ま

づ
し
き
、
一
人
は
あ
て
な
る
男
も
た
り
け
り
。
い
や
し
き
男
も
た

る
、
十
二
月
の
つ
ど
も
り
に
、
、
フ
ヘ
の
き
ぬ
を
洗
ひ
て
、
手
づ
か
ら

張
り
け
り
。
心
ざ
し
は
い
た
し
け
れ
ど
、
さ
る
い
や
し
き
わ
ざ
も
習

や

は
ざ
り
け
れ
ば
、
う
へ
の
き
ぬ
の
肩
を
張
り
破
り
て
け
り
。
せ
む
方

も
な
く
て
、
た
だ
泣
き
に
泣
き
け
り
。
こ
れ
を
か
の
あ
て
な
る
男
聞

ろ
う
そ
う

き
て
、
い
と
心
ぐ
る
し
か
り
け
れ
ば
、
い
と
清
ら
な
る
緑
杉
の
、
フ
ヘ

の
き
ぬ
を
見
い
で
て
や
る
と
て
、

む
ら
さ
き
の
色
こ
き
時
は
め
も
は
る
に
野
な
る
草
木
ぞ

わ
か
れ
ざ
り
け
る

武
藏
野
の
心
な
る
べ
し
。

（
『
伊
勢
物
語
」
第
四
十
一
段
）

当
該
の
物
語
に
は
、
一
つ
の
時
間
が
設
定
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
「
十

い
個
々
別
々
の
思
い
と
い
う
も
の
も
、
当
然
存
在
す
る
の
だ
が
…
。

一
、
「
十
二
月
の
つ
ど
も
り
」
の
物
語

二
月
の
つ
ど
も
り
」
と
い
う
時
間
で
あ
る
。
こ
の
時
間
の
設
定
が
、
物
語

に
切
迫
感
を
与
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
こ
れ
は
大
晦
日
の
物
語

な
の
で
あ
り
、
明
け
れ
ば
正
月
、
翌
朝
に
は
拝
賀
の
儀
が
待
っ
て
い
る
。

身
分
秩
序
が
服
制
に
よ
っ
て
表
象
さ
れ
る
宮
廷
社
会
に
お
い
て
は
、
ま
さ

（１１）

に
絶
体
絶
命
と
い
う
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。

し
た
が
っ
て
、
こ
の
物
語
は
大
晦
日
一
日
で
完
結
す
る
物
語
な
の
で
あ

る
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
れ
は
物
語
の
時
間
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
実
際

に
、
洗
濯
を
し
た
と
す
れ
ば
乾
か
す
時
間
を
考
え
る
と
間
に
合
わ
な
い
だ

ろ
う
。
こ
の
日
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
「
大
祓
」
の
日
で
あ
り
、
罪
穣
を

祓
い
除
く
祭
祀
が
国
家
的
規
模
で
行
わ
れ
て
い
る
日
で
も
あ
っ
た
。
男
た

ち
の
拝
賀
に
備
え
て
、
女
た
ち
が
忙
し
く
働
く
時
、
罪
積
れ
を
祓
い
清
め

る
祭
り
の
時
、
そ
の
時
な
か
で
起
こ
っ
た
出
来
事
と
し
て
、
当
該
の
物
語

は
語
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
時
間
設
定
に
、
語
り
の
リ
ア
リ
テ
ィ

ー
も
あ
る
の
で
あ
ろ
う
。
生
活
を
実
と
す
れ
ば
、
物
語
は
虚
で
あ
ろ
う

が
、
生
活
実
感
が
取
り
込
ま
れ
て
い
る
か
ら
こ
そ
、
物
語
の
リ
ア
リ
テ
ィ

ー
が
保
証
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
う
い
う
眼
で
、
巻
七
の
「
譽
喰
歌
」
に

つ
い
て
も
見
て
み
た
い
、
と
思
う
。

二
、
隠
し
て
お
い
て
、
気
付
か
せ
る
文
芸

「
譽
嚥
歌
」
に
つ
い
て
は
長
い
研
究
史
が
あ
る
が
、
今
日
そ
れ
ら
を
総

括
す
る
地
位
に
あ
る
の
は
井
手
至
の
研
究
で
あ
ろ
う
〔
井
手
一
九
九
三

年
〕
。
井
手
は
、
〈
話
し
手
の
主
意
〉
〈
善
噛
の
媒
体
〉
〈
臂
職
す
る
行
為
〉

の
う
ち
、
媒
体
の
み
が
表
現
さ
れ
て
い
る
も
の
を
「
寓
嚥
」
と
規
定
し
、

寓
喰
歌
と
し
て
「
醤
嚥
歌
」
を
理
解
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
こ
れ
を
反
転

さ
せ
表
現
の
方
法
の
問
題
と
し
て
見
れ
ば
、
〈
媒
体
〉
の
裏
に
〈
主
意
〉
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特集・「生活」というまなざし

を
隠
し
、
聞
き
手
な
い
し
は
読
み
手
に
気
付
か
せ
る
方
法
で
あ
る
と
い
え

る
だ
ろ
、
フ
。
つ
ま
り
、
「
菩
噛
歌
」
は
も
と
も
と
、
表
現
が
二
重
構
造
に

な
っ
て
い
る
の
で
あ
り
、
二
重
の
像
の
、
う
ち
隠
さ
れ
て
い
る
方
の
像
を
享

受
者
に
気
付
か
せ
る
文
芸
な
の
で
あ
る
。
冒
頭
に
示
し
た
釈
義
は
、
次
に

挙
げ
る
Ｄ
歌
の
〈
主
意
〉
を
「
ヤ
ッ
パ
リ
、
古
女
房
ガ
俺
ニ
ハ
一
番
」
と

顕
在
化
さ
せ
た
も
の
で
あ
る
。
後
述
す
る
が
、
「
橡
の
解
き
洗
ひ
衣
」

は
、
気
の
置
け
な
い
ホ
ッ
と
す
る
存
在
で
あ
り
、
「
若
い
愛
人
」
に
対
す

る
「
古
女
房
」
を
い
う
も
の
で
あ
る
、
フ
。
も
ち
ろ
ん
、
「
古
女
房
」
と
い

う
の
は
、
筆
者
が
享
受
者
の
一
人
と
し
て
発
見
し
た
く
主
意
〉
を
、
釈
義

と
し
て
補
っ
た
も
の
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
以
下
に
示
す
譽
嚥
歌
も
、
〈
媒
体
物
〉
の
裏
に
あ
る

く
主
意
〉
を
、
ど
の
よ
う
に
顕
在
化
さ
せ
る
か
は
、
聞
き
手
、
読
者
さ
ら

に
は
注
釈
者
の
判
断
に
ゆ
だ
ね
ら
れ
て
い
る
、
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
注
釈

や
研
究
な
ら
ば
論
証
の
正
否
、
印
象
批
評
な
ら
ば
好
悪
や
価
値
観
に
ゆ
だ

ね
ら
れ
て
い
る
。

衣
に
寄
す
る

１

Ａ
橡
の
衣
は
人
皆
事
な
し
と
言
ひ
し
時
よ
り
着
欲
し
く
思
ほ

ゆ

Ｂ
凡
ろ
か
に
我
し
思
は
ば
下
に
着
て
な
れ
に
し
衣
を
取
り
て

１着
め
や
も

Ｃ
紅
の
深
染
め
の
衣
下
に
着
て
上
に
取
り
着
ば
言
な
さ
む
か

も

Ｉ

Ｄ
橡
の
解
き
洗
ひ
衣
の
怪
し
く
も
こ
と
に
着
欲
し
き
こ
の
夕

か
も

Ｅ
橘
の
島
に
し
居
れ
ば
川
遠
み
曝
さ
ず
縫
ひ
し
我
が
下
衣

（
雷
嚥
歌
寄
衣
巻
七
の
一
三
二
～
一
三
一
五
）

こ
う
し
て
み
る
と
、
傍
線
を
施
し
た
衣
が
〈
醤
壗
の
媒
体
物
〉
で
あ
り
、

そ
の
裏
に
何
ら
か
の
〈
主
意
〉
が
あ
る
こ
と
は
容
易
に
わ
か
る
。
で
は
、

な
ぜ
、
そ
れ
は
容
易
に
わ
か
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
一
つ
は
、
「
譽
嚥
歌
」

「
寄
衣
」
と
題
詞
に
示
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。
題
詞
を
読
ん
だ
読

み
手
は
、
隠
さ
れ
て
い
る
〈
、
王
意
〉
を
探
る
、
う
と
い
、
フ
目
で
見
る
し
、
衣

が
〈
媒
体
物
〉
に
な
っ
て
い
る
こ
と
を
前
提
で
読
む
は
ず
で
あ
る
。
こ
れ

は
、
編
纂
者
が
読
者
に
示
し
た
配
慮
と
い
う
べ
き
も
の
で
あ
ろ
う
。

も
う
一
つ
の
理
由
は
、
〈
主
意
〉
を
導
き
出
す
補
助
線
の
よ
う
な
も
の

が
、
歌
の
な
か
に
内
包
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。
こ
の
点
に
つ
い
て

井
手
は
、
「
譽
嚥
歌
」
の
「
縁
語
」
に
着
目
し
て
い
る
。
「
衣
ｌ
着
る
」

「
衣
１
機
（
な
）
る
」
の
類
縁
関
係
が
、
婚
姻
関
係
を
結
ぶ
と
い
う
〈
主

意
〉
を
隠
す
〈
警
嚥
の
媒
体
〉
と
な
っ
て
い
る
と
述
べ
て
い
る
（
波
線
部

参
照
）
。
し
か
も
、
そ
れ
は
『
万
葉
集
」
を
紐
解
け
ば
散
見
す
る
ほ
ど
固

定
的
な
関
係
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
隠
さ
れ
て
い
る
〈
主
意
〉
が
、
見
つ
か

り
や
す
い
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
見
て
ゆ
く
と
、
「
善
嚥
歌
」
と
は
、
〈
主
意
〉
を
隠
し
て
お

き
な
が
ら
、
聞
き
手
や
読
み
手
に
そ
れ
を
気
付
か
せ
る
文
芸
で
あ
る
と
い

う
こ
と
が
で
き
る
。
も
ち
ろ
ん
、
〈
主
意
〉
は
ぼ
ん
や
り
と
描
か
れ
る
か

ら
、
〈
主
意
〉
の
解
釈
に
揺
れ
が
生
じ
て
し
ま
う
の
だ
が
、
そ
こ
に
は
あ

る
程
度
の
許
容
範
囲
が
あ
ら
か
じ
め
設
定
さ
れ
て
い
る
と
見
る
べ
き
で
あ

ろ
う
（
実
際
こ
れ
ら
の
歌
に
も
解
釈
が
わ
か
れ
て
い
る
も
の
が
あ
る
）
。

し
か
し
、
「
譽
嚥
歌
」
に
お
い
て
大
切
な
の
は
、
聞
き
手
や
読
み
手
が
、

想
定
さ
れ
る
許
容
範
囲
の
な
か
で
、
〈
主
意
〉
に
気
付
く
こ
と
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
「
臂
嚥
歌
」
は
、
〈
主
意
〉
の
発
見
の
さ
せ
か
た
に
、
表
現
の
妙
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橡の解き洗ひ衣

「
臂
嚥
歌
」
を
注
釈
し
て
、
〈
主
意
〉
を
探
る
場
合
に
重
要
な
こ
と
は

（３）

〈
媒
体
物
〉
に
関
わ
る
情
報
で
あ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、

〈
主
意
〉
を
読
み
違
え
る
恐
れ
が
生
ず
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
を
誤
る
と
、

前
述
し
た
許
容
範
囲
の
外
に
な
る
の
で
、
〈
主
意
〉
を
読
み
違
え
て
し
ま

、フのである。

ま
ず
、
橡
で
あ
る
が
、
「
令
義
解
』
衣
服
令
の
六
条
に
あ
る
「
橡
墨
衣
」

の
注
記
に
「
謂
。
橡
。
櫟
木
実
也
。
以
橡
染
繪
。
俗
云
橡
衣
也
。
」
と
あ

り
、
十
巻
本
『
和
名
抄
』
に
「
橡
唐
韻
云
橡
〈
徐
両
反
上
声
之
重

都
流
波
美
〉
櫟
実
也
」
と
あ
る
か
ら
、
櫟
の
木
の
実
と
判
明
す
る
。
古
代

の
「
櫟
」
が
何
に
あ
た
る
か
つ
い
て
は
、
問
題
が
残
る
が
、
ド
ン
グ
リ
で

（２）

の
あ
る
文
芸
な
の
で
あ
る
。
ま
た
、
聞
き
手
や
読
者
の
立
場
か
ら
い
え

ば
、
そ
の
発
見
を
楽
し
む
文
芸
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

で
は
、
な
ぜ
そ
の
よ
う
な
こ
と
が
可
能
な
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
、

〈
媒
体
物
〉
の
情
報
が
少
な
く
と
も
、
表
現
者
と
享
受
者
の
間
に
共
有
さ

れ
て
い
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
筆
者
は
、
こ
こ
に
「
臂
噛
歌
」
に
お
い
て
、

生
活
世
界
が
取
り
込
ま
れ
る
余
地
が
存
在
す
る
と
考
え
て
い
る
。
そ
れ

は
、
誰
も
が
知
っ
て
い
て
、
経
験
し
た
こ
と
が
あ
る
事
物
や
事
柄
が
、

〈
媒
体
物
〉
と
し
て
は
ふ
さ
わ
し
い
か
ら
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
歌
が
歌

わ
れ
た
当
時
に
お
い
て
は
、
表
現
者
と
享
受
者
が
互
い
に
共
有
し
て
い
た

生
活
体
験
や
情
報
で
あ
っ
て
も
、
そ
れ
が
現
在
に
お
い
て
は
、
体
験
し
が

た
い
場
合
が
あ
る
。
そ
の
場
合
に
は
、
そ
れ
を
知
識
と
し
て
注
釈
で
補
う

必
要
が
生
ず
る
の
で
あ
る
。
そ
う
い
う
観
点
か
ら
、
橡
の
衣
に
つ
い
て
見

てみたい、と思、フ。

三
、
「
橡
の
衣
」
と
い
う
〈
警
噛
の
媒
体
物
〉
を
ど
う
と
ら
え
る
か

あ
る
こ
と
に
は
間
違
い
な
い
。
こ
れ
を
煮
出
し
て
衣
を
染
め
た
も
の
が
、

橡
の
衣
で
あ
る
こ
と
も
以
上
か
ら
わ
か
る
。

今
日
、
正
倉
院
文
書
小
事
典
の
よ
う
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
関
根
真

隆
編
『
正
倉
院
文
書
事
項
索
引
』
を
見
る
と
、
橡
に
対
す
る
記
述
が
約
三

十
点
に
上
る
こ
と
が
わ
か
り
、
あ
り
が
た
い
。
関
根
は
、
そ
の
な
か
で
茶

系
統
を
代
表
す
る
染
料
の
一
つ
と
し
て
、
ク
ル
ミ
や
桑
と
と
も
に
橡
を
挙

げ
て
い
る
〔
関
根
編
二
○
○
一
年
〕
。
し
た
が
っ
て
、
ク
ル
ミ
や
桑
と

同
様
に
煮
出
し
て
、
灰
汁
な
ど
の
媒
染
剤
を
用
い
て
、
衣
や
紙
を
染
め
た

こ
と
が
わ
か
る
の
で
あ
る
。

一
例
を
挙
げ
る
と
、
天
平
勝
宝
年
間
（
七
四
九
～
七
五
七
）
の
も
の
と

推
定
さ
れ
て
い
る
「
染
膓
纈
所
解
」
は
、
紬
を
ロ
ウ
ケ
ッ
染
に
す
る
た
め

に
必
要
な
物
品
の
下
賜
を
願
う
た
め
の
上
申
書
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は

「
茜
」
の
次
に
「
橡
子
」
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
（
東
京
大
学
史
料
編
纂
所

編
「
大
日
本
古
文
書
」
編
年
文
書
之
二
十
五
、
一
九
四
○
年
、
二
○

（４）
七
頁
）
。
造
東
大
寺
司
の
な
か
に
、
ロ
ウ
ケ
ッ
染
を
司
る
部
署
が
あ
っ
た

の
で
あ
る
。
こ
の
解
で
は
ほ
か
に
「
薪
」
（
燃
料
用
）
、
「
灰
」
（
媒
染
剤

用
）
、
「
酢
糟
」
（
定
着
剤
）
も
挙
げ
ら
れ
て
い
て
、
染
色
の
様
子
を
知
る
重

要
な
史
料
と
な
っ
て
い
る
。
ま
さ
に
、
「
紫
は
灰
さ
す
も
の
そ
…
」
（
巻

十
二
の
三
一
○
二
な
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
お
も
し
ろ
い
の
は
、
こ
の

解
の
最
後
に
、
染
め
の
作
業
に
従
事
す
る
女
性
す
な
わ
ち
「
染
女
」
の

「
裳
」
が
三
人
分
請
求
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
「
裳
」
と
い
え
ば
、
万

葉
学
徒
は
晴
れ
着
を
イ
メ
ー
ジ
し
て
し
ま
う
の
だ
が
、
染
色
作
業
の
た
め

の
前
掛
け
や
エ
プ
ロ
ン
も
、
「
裳
」
な
の
で
あ
る
。

ま
た
、
長
屋
王
家
木
簡
に
も
橡
が
登
場
す
る
「
以
大
命
符
…
」
か
ら
は

じ
ま
る
木
簡
の
な
か
に
、
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特集・「生活」というまなざし

「
御
」
「
加
」

橡
煮
遣
紬
冊
匹
之
中
伊
勢
紬
十
匹
大
服
煮
今
州
匹
宮
在
維
十
匹
井
冊

匹
煮
今
急
々
進
…
（
省
略
）
…

（
奈
良
国
立
文
化
財
研
究
所
編
集
・
発
行
『
平
城
京
長
屋
王
邸
宅
跡
』

一
九
九
六
年
、
一
頁
）

と
い
う
部
分
が
あ
る
。
家
令
は
主
人
の
命
を
受
け
、
牟
射
と
広
足
と
い
う

人
物
た
ち
に
対
し
て
、
五
十
匹
の
紬
を
早
く
煮
て
献
上
す
る
よ
う
に
命
じ

て
い
る
の
で
あ
る
。
東
野
治
之
の
書
き
下
し
文
を
参
考
に
し
て
、
内
容
を

推
測
す
る
と
以
下
の
よ
う
に
な
る
〔
東
野
一
九
九
○
年
〕
。
先
に
遣
わ

し
て
あ
る
四
十
匹
の
う
ち
十
匹
は
王
の
大
御
服
と
し
て
煮
て
献
上
し
、
次

に
残
り
の
三
十
匹
に
宮
に
あ
る
十
匹
加
え
て
四
十
匹
と
し
て
献
上
せ
よ
、

と
い
、
う
こ
と
だ
ろ
う
。
東
野
は
、
「
大
御
服
」
を
、
長
屋
王
の
服
と
考
え

ている。
こ
う
し
て
見
る
と
、
ド
ン
グ
リ
の
タ
ン
ニ
ン
質
を
利
用
し
た
染
め
は
、

貴
人
の
大
御
服
の
絹
染
め
に
も
利
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
橡
の

衣
に
つ
い
て
、
こ
れ
を
身
分
の
低
い
人
間
が
着
る
と
の
注
釈
が
こ
れ
ま
で

は
多
か
っ
た
が
、
こ
の
説
は
以
上
の
木
簡
の
例
を
証
左
と
し
て
も
、
修
正

さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
ろ
う
。

橡
の
衣
を
身
分
の
低
い
人
間
の
身
に
付
け
る
べ
き
衣
と
し
た
の
は
、
管

見
の
限
り
で
は
真
淵
「
万
葉
考
」
が
早
く
、
近
年
ま
で
引
き
継
が
れ
て
い

る
有
力
な
解
釈
と
な
っ
て
い
る
。
真
淵
は
Ａ
歌
に
「
貴
き
人
に
て
賎
を
う

ら
や
み
し
也
、
つ
る
ば
み
の
衣
き
る
人
は
賎
き
な
り
」
と
注
記
を
つ
け
て

い
る
。
本
稿
に
引
き
付
け
て
い
、
７
と
、
こ
れ
は
真
淵
が
発
見
し
た
く
主

意
〉
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
、
真
淵
は
、
衣
服
令
の
六
条
を
参
照
し
た
の
で

あ
ろ
う
。
当
該
条
項
は
「
制
服
」
に
関
す
る
規
定
で
、
「
制
服
」
と
は
無

位
の
者
が
朝
廷
の
公
事
に
着
用
す
べ
き
服
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
に
「
家

人
奴
脾
。
橡
墨
衣
。
」
と
あ
る
の
で
、
賎
者
と
み
た
の
で
あ
る
。
真
淵
説

の
影
響
は
大
き
く
、
爾
来
諸
注
は
こ
れ
に
習
い
、
今
日
の
渡
瀬
『
全
注
』
、

伊
藤
『
釈
注
』
も
採
用
す
る
と
こ
ろ
と
な
っ
て
い
る
。

し
か
し
、
こ
の
解
に
は
服
飾
史
と
古
代
史
の
研
究
者
か
ら
、
反
論
が
出

て
い
る
。
服
飾
史
の
増
田
美
子
は
、
橡
色
が
茶
系
統
で
あ
る
の
に
対
し

て
、
橡
墨
は
黒
系
統
で
そ
の
違
い
を
明
確
に
し
、
橡
色
は
奴
脾
の
色
で
は

な
い
と
の
結
論
を
出
し
て
い
る
〔
増
田
一
九
九
五
年
〕
。
増
田
は
、
そ

の
上
で
、
万
葉
の
橡
の
衣
は
茶
系
統
で
あ
り
、
奴
脾
の
着
る
黒
色
と
は
違

う
と
い
、
フ
結
論
を
出
し
て
い
る
。
対
し
て
、
古
代
史
の
山
田
英
雄
は
、
衣

服
令
の
服
色
規
定
は
、
身
分
の
低
い
者
が
よ
り
高
位
の
者
の
色
を
着
る
こ

と
を
禁
ず
る
規
定
で
あ
っ
て
、
高
位
の
者
が
下
位
の
色
を
身
に
つ
け
て
も

問
題
は
な
く
、
橡
の
衣
は
奴
脾
専
用
の
衣
で
は
な
く
、
誰
で
も
身
に
付
け

る
こ
と
が
で
き
た
こ
と
を
、
多
く
の
事
例
に
よ
っ
て
示
し
て
い
る
〔
山
田

一
九
九
九
年
〕
・
増
田
論
は
橡
色
と
橡
墨
色
と
は
違
う
と
い
う
主
張
で
あ

り
、
橡
色
は
奴
脾
の
色
で
は
な
い
と
す
る
説
で
あ
る
。
対
し
て
、
山
田
論

は
、
具
体
的
な
色
相
に
は
触
れ
ず
、
橡
色
あ
る
い
は
橡
墨
色
で
あ
る
か
ら

奴
脾
の
服
色
と
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
す
る
主
張
で
あ
る
。
こ
う
し
た

見
解
を
受
け
入
れ
て
、
ま
ず
「
新
編
全
集
』
は
「
全
集
」
時
代
の
解
釈
を

修
正
し
て
、
賤
者
の
衣
と
す
る
説
を
退
け
て
い
る
。
ま
た
、
「
新
大
系
」

は
、
校
注
者
の
一
人
で
あ
る
山
田
の
論
を
引
用
し
て
、
賎
者
の
衣
と
す
る

説
に
依
拠
し
な
い
旨
を
明
記
し
て
い
る
。

ち
な
み
に
、
染
色
史
の
上
村
六
郎
は
、
〈
万
葉
の
橡
色
〉
Ⅱ
〈
橡
墨
色
〉

と
し
、
そ
れ
を
黒
色
系
統
と
し
た
上
で
、
媒
染
剤
の
違
い
で
色
相
に
濃
淡

が
で
る
こ
と
を
実
験
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
し
て
い
る
〔
上
村
一
九
七
九
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橡の解き洗ひ衣

年
〕
。
上
村
の
「
万
葉
色
名
大
鑑
』
の
布
見
本
は
、
「
白
橡
」
は
無
媒
染
、

「
黄
橡
」
は
灰
汁
媒
染
、
「
橡
」
Ⅱ
「
橡
墨
」
は
鉄
媒
染
で
染
め
て
復
原
し

て
い
る
〔
上
村
一
九
八
○
年
〕
・
上
村
の
試
作
し
た
布
見
本
を
見
る
と
、

「
白
橡
」
は
淡
い
褐
色
、
「
黄
橡
」
は
黄
褐
色
、
「
橡
」
Ⅱ
「
橡
墨
」
は
上

（５）

品
な
黒
色
で
復
原
さ
れ
て
い
る
。
上
村
は
一
貫
し
て
、
万
葉
時
代
の
橡
色

は
鉄
媒
染
を
使
っ
た
黒
で
あ
る
と
主
張
し
て
お
り
、
『
延
喜
式
』
（
九
二
七

年
完
成
奏
上
、
九
六
七
年
施
行
）
の
時
代
に
な
っ
て
は
じ
め
て
褐
色
系
に

な
る
と
考
え
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
れ
は
、
逆
に
上
村
が
真
淵
説
を
踏
襲

す
る
諸
注
釈
の
影
響
を
受
け
て
い
る
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
と
こ
ろ

が
、
多
く
の
注
釈
は
、
上
村
の
こ
の
復
原
布
見
本
を
も
と
に
し
て
、
橡
色

を
黒
色
系
統
と
し
て
い
る
わ
け
で
、
染
色
研
究
の
知
見
が
注
釈
に
う
ま
く

生
か
さ
れ
ず
、
負
の
還
流
・
循
環
を
繰
り
返
し
て
い
る
と
い
わ
ざ
る
を
得

ない。そ
れ
で
は
、
万
葉
の
「
橡
の
衣
」
の
色
に
つ
い
て
は
、
ど
の
よ
う
に
考

え
る
の
が
、
よ
い
の
だ
ろ
ミ
フ
か
。
筆
者
は
、
あ
く
ま
で
も
歌
の
な
か
で

は
、
ド
ン
グ
リ
で
出
せ
る
色
は
、
す
べ
て
橡
色
と
し
て
考
え
れ
ば
よ
い
、

と
思
量
す
る
。
つ
ま
り
、
上
村
の
よ
う
に
、
黒
色
と
限
定
す
る
必
要
は
な

く
、
当
た
り
前
の
こ
と
だ
が
、
歌
の
表
現
に
お
い
て
重
要
な
こ
と
は
、
ド

ン
グ
リ
で
染
め
た
と
い
う
こ
と
だ
け
な
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

以
下
、
具
体
的
に
主
張
を
述
べ
て
み
た
い
。
同
じ
衣
服
令
の
七
条
に
は

服
の
色
と
し
て
、
身
分
の
高
い
順
に
「
凡
服
色
。
白
。
黄
丹
。
紫
。
蘇

方
。
緋
。
紅
。
黄
橡
。
練
。
蒲
萄
。
緑
。
紺
。
標
。
桑
。
黄
。
措
衣
。

秦
。
柴
。
橡
墨
。
如
此
之
属
。
当
色
以
下
。
各
兼
得
服
之
。
」
と
記
さ
れ

て
い
る
。
実
は
、
そ
の
な
か
に
お
い
て
は
「
黄
橡
」
と
「
橡
墨
」
と
が
別

の
色
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
歌
に
お
い
て
は

「
黄
橡
」
で
あ
っ
て
も
、
「
橡
墨
」
で
あ
っ
て
も
、
ド
ン
グ
リ
で
染
め
て
い

れ
ば
「
橡
の
衣
」
と
い
い
得
る
で
あ
ろ
う
、
と
い
う
の
が
筆
者
の
考
え
で

あ
る
。
媒
染
剤
や
染
め
方
に
よ
っ
て
実
際
の
色
相
に
開
き
が
あ
っ
て
も
、

よ
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
こ
れ
ま
で
の
諸
注
と
諸
研
究
は
、
具
体
的
な

色
相
を
つ
き
と
め
よ
う
と
し
た
が
、
そ
れ
で
は
か
え
っ
て
歌
の
〈
主
意
〉

か
ら
遠
ざ
か
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

で
は
何
が
、
歌
の
〈
主
意
〉
を
発
見
す
る
た
め
に
重
要
な
情
報
な
の
だ

ろ
う
か
。
そ
れ
は
、
主
原
料
が
ド
ン
グ
リ
な
の
で
、
誰
も
が
自
由
に
集
め

ら
れ
て
、
染
料
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
つ
ま

り
、
身
近
で
安
価
な
染
め
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
重
要
で
あ
っ
た
、
と

考
え
ら
れ
る
。
だ
か
ら
、
身
分
を
問
わ
ず
、
誰
で
も
身
に
付
け
る
こ
と
が

で
き
る
服
色
に
な
る
の
で
あ
る
。

と
同
時
に
重
要
な
こ
と
は
、
橡
染
め
の
特
色
と
し
て
、
色
あ
せ
、
色
落

ち
し
に
く
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
家
持
の
史
生
尾
張
少
咋
を
教
へ
職
す

歌
は
、
越
中
に
単
身
赴
任
し
て
い
る
部
下
の
史
生
の
不
行
状
を
歌
で
た
し

な
め
る
と
い
う
特
異
な
作
品
で
あ
る
（
巻
十
八
の
四
一
○
六
～
四
一
一

○
）
。
遊
行
女
婦
と
同
棲
し
て
い
る
尾
張
少
咋
に
対
し
て
、
平
城
京
に
残

し
た
妻
を
顧
み
る
よ
う
に
、
序
と
長
歌
と
反
歌
の
そ
れ
ぞ
れ
で
た
し
な
め

て
い
る
。
第
三
反
歌
に
次
の
一
首
が
あ
る
。

紅
は
う
つ
る
ふ
も
の
そ
橡
の
な
れ
に
し
衣
に
な
ほ
及
か
め

や
も

（巻十八の四一○九）

「
紅
」
は
ベ
ニ
バ
ナ
を
染
料
と
し
た
染
め
で
あ
り
、
美
し
い
が
槌
色
し

や
す
い
と
い
う
性
質
が
あ
る
。
こ
れ
が
、
華
や
か
な
遊
行
女
婦
を
指
す
こ

と
は
明
確
で
あ
り
、
対
し
て
「
橡
の
な
れ
に
し
衣
」
は
、
平
城
京
の
長
年

連
れ
添
っ
た
妻
を
い
う
こ
と
は
、
い
う
ま
で
も
な
い
。
そ
の
〈
主
意
〉
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特集・「生活」というまなざし

は
、
「
見
夕
目
ハ
華
ヤ
カ
デ
モ
、
長
続
キ
ハ
シ
ナ
イ
ョ
」
と
い
う
と
こ
ろ

に
あ
る
だ
ろ
う
。
長
続
き
し
な
い
と
い
う
の
が
、
遊
行
女
婦
の
愛
情
な
の

か
、
そ
の
容
姿
な
の
か
は
、
前
述
し
た
許
容
範
囲
の
な
か
に
入
る
だ
ろ

う
。
し
た
が
っ
て
、
二
者
の
選
択
権
は
、
享
受
者
に
あ
る
と
考
え
る
。
と

こ
ろ
で
、
こ
の
一
首
の
み
を
取
り
出
し
て
何
ら
の
前
提
も
な
く
読
め
ば
、

井
手
の
い
う
「
寓
噛
歌
と
し
て
の
「
曹
嚥
歌
筐
と
同
様
の
歌
と
見
る
こ

と
も
で
き
よ
う
。
そ
う
見
れ
ば
、
〈
臂
嚥
の
媒
体
〉
の
み
し
か
表
出
し
て

お
ら
ず
、
聞
き
手
な
い
し
読
み
手
が
〈
主
意
〉
を
発
見
す
る
歌
と
し
て
読

む
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。
当
該
歌
に
つ
い
て
は
、
沢
潟
「
注
釈
』

が
、
鋭
く
も
Ａ
と
Ｄ
の
歌
を
踏
ま
え
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
が
、

極
め
て
慎
重
に
、
Ａ
と
Ｄ
の
歌
を
「
心
に
置
い
て
用
ゐ
た
も
の
で
は
な
か

ら
、
フ
か
。
」
と
記
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
Ａ
と
Ｄ
の
歌
を
直
接
踏
ま
え

て
い
る
か
は
、
一
考
を
要
す
る
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
橡
の

衣
に
対
す
る
知
識
が
あ
り
、
そ
れ
を
家
持
が
少
咋
を
は
じ
め
と
す
る
享
受

者
も
知
っ
て
い
る
だ
ろ
う
と
い
う
判
断
を
下
せ
ば
、
「
臂
職
歌
」
と
し
て

歌
え
る
か
ら
で
あ
る
。

四
、
〈
主
意
〉
を
発
見
す
る
補
助
線
と
な
る
生
活
体
験
と
生
活
知
識

以
上
の
点
を
踏
ま
え
て
、
「
橡
の
衣
」
と
い
う
〈
譽
嚥
の
媒
体
〉
の
裏

に
あ
る
く
主
意
〉
を
発
見
す
る
た
め
の
補
助
線
に
つ
い
て
述
べ
て
お
き
た

い
。
そ
れ
は
、
「
橡
の
衣
」
の
次
の
性
格
か
ら
来
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
一

つ
は
安
価
で
身
近
な
染
物
で
あ
る
と
い
う
性
格
。
も
う
一
つ
は
、
色
落
ち

し
に
く
い
、
槌
色
し
に
く
い
と
い
う
性
格
で
あ
る
。
こ
の
二
つ
の
性
格
を

持
つ
が
ゆ
え
に
、
「
橡
の
衣
」
が
、
「
若
い
愛
人
」
に
対
す
る
「
古
女
房
」

と
い
う
意
味
を
持
ち
得
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
長
く
連
れ
添
う
べ
き
女

を
〈
主
意
〉
に
持
つ
、
と
類
推
で
き
る
の
で
あ
る
。
そ
う
し
て
見
る
と
、

Ａ
歌
の
「
事
な
し
」
と
の
関
係
も
き
わ
め
て
明
瞭
と
な
る
。
「
事
な
し
」

は
文
字
通
り
「
事
が
な
い
」
の
で
あ
ろ
う
が
、
諸
注
は
知
恵
を
絞
っ
て
訳

出
し
て
い
る
。
「
無
事
で
あ
る
」
（
沢
潟
「
注
釈
』
・
伊
藤
「
釈
注
」
）
や
、

「
無
難
の
も
の
」
（
土
屋
『
私
注
」
）
、
さ
ら
に
は
「
気
楽
」
（
佐
佐
木
「
評

釈
壱
な
ど
の
解
釈
が
そ
れ
で
あ
る
。
ど
れ
も
、
許
容
の
範
嗜
に
入
る
で

あ
ろ
う
が
、
妻
と
す
る
に
無
難
、
長
く
連
れ
添
う
に
気
楽
と
い
う
こ
と
で

あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
皆
も
言
う
よ
う
に
昔
馴
染
み
の
女
と
過
ご
し
た

い
と
思
う
よ
う
な
っ
た
、
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。

Ｄ
歌
で
は
、
「
解
き
洗
ひ
」
と
の
関
係
が
〈
主
意
〉
を
考
え
る
上
で
重

要
で
あ
ろ
う
。
「
解
き
洗
ひ
」
は
い
う
ま
で
も
な
く
洗
い
張
り
の
こ
と
で

あ
る
が
、
こ
れ
は
本
格
的
な
洗
濯
で
あ
り
、
家
な
る
妹
の
労
働
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
「
解
き
洗
ひ
」
を
着
た
い
と
い
う
の
は
家
で
く
つ
ろ
ぎ
た

い
、
妹
と
の
時
間
を
持
ち
た
い
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
〔
上
野
二
○

○
四
年
ａ
〕
。
そ
の
「
解
き
洗
ひ
衣
」
が
橡
染
め
と
い
う
こ
と
は
、
「
古
女

（６）

房
」
の
職
え
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
宴
席
歌
と
す
れ
ば
、
今
宵
は
「
若
い
愛

人
」
の
宅
で
は
な
く
し
て
、
「
古
女
房
」
の
家
に
し
け
こ
も
う
か
！
と

い
う
バ
レ
歌
と
し
て
機
能
す
る
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
有
名
な
「
憶
良
ら
は

…
」
の
歌
の
よ
う
に
、
出
席
者
を
笑
わ
せ
て
お
い
て
自
ら
は
先
に
退
席
す

る
罷
宴
歌
と
し
て
も
機
能
す
る
は
ず
で
あ
る
（
巻
三
の
三
三
七
）
。
こ
の

〈
主
意
〉
の
隠
し
方
は
、
次
の
寄
物
陳
思
歌
に
も
共
通
し
た
と
こ
ろ
が

（７）
ある。橡

の
衣
解
き
洗
ひ
真
土
山
本
つ
人
に
は
な
ほ
及
か
ず
け
り

（
巻
十
二
の
三
○
○
九
）

「
真
土
山
」
は
「
ま
た
（
再
び
）
打
つ
」
で
あ
り
、
そ
れ
は
な
れ
た
衣
、
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橡の解き洗ひ衣

身
に
な
じ
ん
だ
衣
を
連
想
さ
せ
る
序
と
な
っ
て
い
る
。
汚
れ
を
落
し
た

り
、
柔
ら
か
く
す
る
た
め
に
、
「
解
き
洗
ひ
」
に
際
し
て
、
衣
を
砧
で
打

つ
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
糸
を
解
い
て
洗
濯
し
ま
た
縫
う
の
で
あ
り
、
こ

れ
は
家
な
る
妹
の
仕
事
な
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
こ
か
ら
「
本
つ

人
」
と
い
う
ぼ
か
し
た
言
い
回
し
で
も
、
「
古
女
房
」
と
類
推
で
き
る
の

で
あ
る
。
序
の
部
分
の
本
つ
人
が
「
古
女
房
」
で
あ
る
こ
と
を
類
推
さ
せ

る
補
助
線
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
点
を
強
調
し
た
釈
義
を
作

る
と
次
の
よ
う
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

ド
ン
グ
リ
染
メ
ノ
衣
ノ
洗
イ
張
り
デ
ハ
ナ
イ
ケ
レ
ド
、
解
イ
テ
マ
タ

打
シ
真
土
山
、
ソ
ノ
真
土
山
ノ
古
女
房
、
真
土
山
ノ
古
女
房
二
及
ブ

女
ナ
ン
テ
ェ
ー
、
ア
リ
ャ
ー
シ
ナ
イ
！
（
巻
十
二
の
三
○
○
九
）

こ
う
し
て
み
る
と
、
橡
染
め
の
持
つ
も
う
一
つ
の
性
格
で
あ
る
槌
色
し
に

く
い
と
い
う
性
格
が
、
「
解
き
洗
ひ
」
と
深
く
関
わ
っ
て
い
る
こ
と
が
わ

か
る
。
つ
ま
り
、
橡
染
め
な
ら
何
度
「
解
き
洗
ひ
」
を
し
て
も
、
色
落
ち

や
槌
色
し
に
く
い
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
何
度
も
洗
い
張
り
を
し
て
、

仕
立
て
直
し
て
使
う
よ
う
な
衣
に
は
、
橡
染
め
が
よ
い
か
ら
で
あ
る
。
何

度
も
洗
濯
す
る
褒
着
（
け
ぎ
）
ほ
ど
、
腿
色
や
色
落
ち
に
強
い
染
を
使
う

の
は
今
日
で
も
な
か
ば
常
識
で
あ
る
。
以
上
の
よ
う
に
見
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
「
橡
の
衣
」
と
い
う
〈
媒
体
物
〉
の
性
格
が
わ
か
る
の
で
は
な
か
ろ

う
か
。
そ
う
す
れ
ば
、
そ
れ
は
、
〈
主
意
〉
を
発
見
す
る
補
助
線
と
な
る

はずである。

本
稿
で
は
、
洗
濯
と
染
色
に
関
わ
る
「
物
語
」
と
「
臂
嚥
歌
」
を
通
じ

て
、
文
芸
に
生
活
世
界
が
取
り
込
ま
れ
る
契
機
を
探
っ
て
き
た
。
表
現
者

お
わ
り
に

と
同
時
代
の
享
受
者
の
問
に
共
有
さ
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
生
活
体
験
と
生

活
知
識
が
「
物
語
」
の
時
間
設
定
に
利
用
さ
れ
た
り
、
「
曹
嚥
歌
」
の

〈
主
意
〉
を
発
見
す
る
補
助
線
と
な
っ
た
り
す
る
こ
と
を
、
繧
總
述
べ
て

き
た
わ
け
で
あ
る
。

し
か
し
、
表
現
さ
れ
た
当
時
は
共
有
さ
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
体
験
や
知

識
も
時
代
が
離
れ
れ
ば
、
共
有
さ
れ
な
い
部
分
の
方
が
徐
々
に
大
き
く
な

る
。
こ
れ
を
、
考
証
に
よ
っ
て
補
お
、
フ
と
す
る
の
が
〈
注
釈
〉
で
あ
る
。

歴
史
研
究
も
、
古
典
研
究
も
、
広
く
い
え
ば
現
代
と
過
去
と
が
対
話
す
る

た
め
の
方
法
の
一
つ
だ
が
…
〈
注
釈
〉
は
そ
の
重
要
な
手
段
だ
と
い
え

る
。
だ
か
ら
、
私
は
論
文
の
な
か
で
も
、
〈
注
釈
〉
と
合
わ
せ
て
自
ら
の

「
今
」
「
こ
こ
」
を
語
る
こ
と
に
し
て
い
る
。
現
代
を
生
き
る
生
活
者
と
し
て
。

現
在
、
筆
者
が
模
索
し
て
い
る
の
は
、
表
現
者
と
同
時
代
の
享
受
者
の

間
に
共
有
さ
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
生
活
体
験
や
知
識
、
感
覚
な
ど
を
明
ら

か
に
す
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
を
歌
の
表
現
の
側
か
ら
逆
照
射
し
た
い
の

で
あ
る
。
簡
単
に
い
え
ば
、
自
己
と
万
葉
ぴ
と
が
共
有
す
る
生
活
体
験
、

（８）

生
活
知
識
、
生
活
感
覚
を
大
き
く
し
た
い
の
で
あ
る
。
筆
者
は
、
古
典
研

究
者
が
、
読
書
空
間
か
ら
、
旅
や
フ
ィ
ー
ル
ド
へ
出
る
意
味
も
、
こ
の
点

に
あ
る
と
考
え
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
そ
の
旅
や
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク

は
、
自
ら
の
体
験
や
知
識
と
し
て
、
実
感
を
伴
っ
て
、
研
究
者
の
体
内
に

蓄
積
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
這
う
と
考
え
る
。
だ
か
ら
、
自
己
の
今
を
起

点
と
し
て
考
え
て
ゆ
く
こ
と
が
、
大
切
な
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
自
己
の

方
法
へ
の
自
家
撞
着
を
恐
れ
つ
つ
、
以
上
を
も
っ
て
掴
筆
の
言
と
し
、
そ

の当否を問いたい、と思、フ。

注
（
１
）
破
い
て
し
ま
っ
た
「
緑
杉
の
う
へ
の
き
ぬ
」
と
は
、
令
制
で
い
え
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特集・「生活」というまなざし

ば
六
位
の
者
が
着
用
す
る
衣
で
あ
る
。
六
位
と
い
う
設
定
も
、
上
下

は
相
対
的
な
も
の
だ
が
、
物
語
と
し
て
は
微
官
と
し
て
機
能
し
て
い

る
で
あ
ろ
う
。
微
官
、
貧
者
な
る
が
故
の
悲
哀
で
あ
る
。

（
２
）
し
た
が
っ
て
、
誰
に
も
〈
主
意
〉
が
発
見
で
き
な
い
「
譽
嚥
歌
」

と
い
う
も
の
は
、
理
論
上
は
存
在
し
な
い
は
ず
で
あ
る
。
そ
の
た
め

に
、
歌
の
な
か
に
、
縁
語
や
序
、
共
有
さ
れ
た
情
報
な
ど
で
補
助
線

が
引
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

（
３
）
筆
者
は
、
そ
の
情
報
の
大
部
分
が
表
現
者
と
享
受
者
に
共
有
さ
れ

て
い
る
生
活
体
験
に
依
拠
す
る
と
考
え
て
い
る
。

（
４
）
ち
な
み
に
、
正
倉
院
の
御
物
に
も
、
橡
の
ロ
ウ
ケ
ッ
染
め
が
あ

る
。
「
象
羊
木
屏
風
」
が
そ
れ
で
、
黄
紬
地
に
茶
褐
色
の
染
料
で
染

め
ら
れ
て
い
る
。
下
端
に
は
「
天
平
勝
宝
三
年
十
月
」
（
七
五
一
）

の
墨
書
が
あ
り
、
国
産
品
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
（
奈
良
国
立

博
物
館
『
正
倉
院
展
図
録
』
一
九
九
二
年
）
。
今
で
も
、
象
と
羊

と
木
を
は
っ
き
り
と
肉
眼
で
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
５
）
ち
な
み
に
、
旧
版
の
沢
潟
『
注
釈
』
の
表
紙
の
地
色
は
、
沢
鴻
の

考
え
る
橡
色
で
、
こ
れ
は
上
村
が
鉄
媒
染
で
復
原
し
た
黒
色
系
統
の

色
を
想
起
し
て
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。

（
６
）
Ａ
Ｂ
Ｃ
Ｄ
を
一
連
の
歌
群
と
し
て
見
る
考
え
方
が
あ
る
が
、
本
稿

で
は
採
用
せ
ず
、
後
考
を
待
つ
。
早
く
に
沢
潟
『
注
釈
」
は
Ｂ
Ｃ
を

連
作
と
見
る
べ
き
こ
と
を
説
き
、
渡
瀬
『
全
注
』
が
こ
れ
を
受
け

て
、
Ａ
と
Ｄ
が
対
応
し
、
Ｂ
と
Ｃ
が
対
応
す
る
い
わ
ゆ
る
波
紋
型
対

応
と
見
る
べ
き
こ
と
を
説
い
て
い
る
。
そ
の
上
で
、
渡
瀬
は
「
宴
席

で
披
露
す
る
よ
う
に
作
ら
れ
た
、
四
首
一
組
の
『
衣
」
に
寄
せ
た
誉

職
歌
群
」
と
し
て
い
る
。
渡
瀬
の
考
え
を
受
け
た
伊
藤
『
釈
注
』
は

「
四
人
の
人
が
歌
い
継
い
で
結
果
と
し
て
一
人
の
男
の
思
い
を
形
象

し
た
宴
の
場
の
歌
で
あ
る
か
の
よ
う
に
、
編
者
が
装
っ
た
の
で
は
な

参
考
文
献

阿
蘇
瑞
枝
一
九
九
二
年

い
か
」
と
し
て
い
る
。
一
つ
の
可
能
性
の
模
索
で
は
あ
ろ
う
が
、
各

歌
に
縁
語
が
あ
り
、
〈
主
意
〉
が
隠
さ
れ
て
い
る
「
誉
嚥
歌
」
の
場

合
、
連
作
と
し
て
読
め
て
し
ま
う
可
能
性
が
大
き
い
と
考
え
る
か
ら

で
あ
る
。
し
か
も
、
そ
の
場
合
、
Ｅ
歌
と
の
関
係
も
問
題
と
な
る

、
フ
。
そ
れ
は
、
Ｅ
歌
が
、
な
ぜ
こ
の
グ
ル
ー
プ
に
入
ら
な
い
の
か
と

い
う
こ
と
を
説
明
す
る
立
証
義
務
が
生
じ
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る
。

（
７
）
も
ち
ろ
ん
、
〈
臂
職
の
媒
体
〉
に
隠
さ
れ
て
い
る
〈
主
意
〉
の
中

心
が
、
橡
に
な
い
場
合
も
あ
る
。
橡
が
歌
わ
れ
て
い
る
歌
は
集
中
に

六
首
あ
る
が
、
次
の
二
首
に
つ
い
て
は
、
「
袷
」
．
重
」
の
「
裏
」

の
方
に
中
心
が
あ
る
。

あ
は
せ

橡
の
袷
の
衣
裏
に
せ
ば
我
強
ひ
め
や
も
君
が
来
ま
さ
ぬ

（
寄
物
陳
思
歌
巻
十
二
の
二
九
六
五
）

橡
の
一
重
の
衣
裏
も
な
く
あ
る
ら
む
児
故
恋
ひ
渡
る
か

も

（
寄
物
陳
思
歌
巻
十
二
の
二
九
六
八
）

（
８
）
こ
れ
を
筆
者
は
「
万
葉
文
化
論
」
と
呼
ん
だ
り
、
「
万
葉
民
俗
学
」

と
呼
ん
だ
り
し
て
い
る
。
万
葉
研
究
の
蓄
積
を
利
用
し
た
文
化
論
、

民
俗
学
と
い
う
意
味
で
。
具
体
的
に
考
察
を
加
え
得
た
の
は
、
ま
だ

「
庭
園
」
「
稲
作
」
「
洗
濯
」
「
女
性
労
働
」
で
あ
る
が
、
遅
々
た
る
歩

み
を
続
け
た
い
と
思
う
。
な
お
、
筆
者
は
「
万
葉
ぴ
と
」
を
、
「
万

葉
歌
の
作
者
と
生
活
体
験
を
共
有
し
て
い
る
人
び
と
」
と
再
定
義
し

て
使
っ
て
い
る
〔
上
野
二
○
○
○
年
）
。

井
手
至
一
九
九
三
年

「
万
葉
集
巻
七
の
世
界
」
「
管
喰
歌
の

流
れ
」
『
万
葉
和
歌
史
論
考
』
所
収
、

笠
間
書
院

「
巻
七
・
十
・
十
一
・
十
三
・
十
四

- １０ -
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関
根
真
隆
二
○
○
一
年

関
根
真
隆
編
二
○
○
一
年

神
野
清
一
一
九
八
六
年

’

一
九
九
三
年

の
臂
嚥
歌
」
『
遊
文
録
萬
葉
篇
二

所
収
、
和
泉
書
院

伊
原
昭
二
○
○
四
年
「
色
と
『
万
葉
集
」
の
か
か
わ
り
」

高
岡
市
万
葉
歴
史
館
編
『
色
の
万
葉

集
』
所
収
、
笠
間
書
院

上
野
誠
二
○
○
○
年
『
万
葉
び
と
の
生
活
空
間
』
塙
書
房

二
○
○
三
年
「
万
葉
民
俗
学
を
構
想
す
る
」
上
野

誠
・
大
石
泰
夫
編
『
万
葉
民
俗
学
を

学
ぶ
人
の
た
め
に
」
所
収
、
世
界
思

想
社

二
○
○
四
年
ａ
「
万
葉
び
と
の
洗
濯
」
高
岡
市
万
葉

歴
史
館
編
『
色
の
万
葉
集
」
所
収
、

笠
間
書
院

二
○
○
四
年
ｂ
「
麻
と
女
」
『
国
文
学
」
第
四
十
九
巻

八
号
所
収
、
学
燈
社

上
村
六
郎
一
九
七
九
年
「
つ
る
ば
み
考
」
『
上
村
六
郎
染
色
著

作
集
』
第
二
巻
所
収
、
思
文
閣
出
版

一
九
八
○
年
『
万
葉
色
名
大
鑑
」
染
色
と
生
活
社

尾
崎
富
義
一
九
九
三
年
「
衣
と
装
飾
の
民
俗
」
並
木
宏
衛
他

編
『
万
葉
集
の
民
俗
学
』
所
収
、
桜

『
律
令
国
家
と
賎
民
』
吉
川
弘
文
館

『
日
本
古
代
奴
脾
の
研
究
」
名
古
屋

大
学
出
版
会

『
正
倉
院
文
書
事
項
索
引
』
吉
川
弘

文館「
長
屋
王
木
簡
に
み
る
物
名
に
つ
い

楓社

〔
付
記
〕
本
稿
は
、
美
夫
君
志
会
二
○
○
四
年
七
月
例
会
に
お
い
て
発
表
し

た
も
の
に
加
筆
訂
正
を
加
え
た
も
の
で
す
。
当
日
、
ご
教
示
を
賜
っ
た
諸
先

生
に
感
謝
い
た
し
ま
す
。
ま
た
、
一
部
の
資
料
の
読
解
に
つ
い
て
は
、
寺
崎

保
広
先
生
の
ご
教
示
を
得
ま
し
た
。
記
し
て
、
感
謝
し
た
く
存
じ
ま
す
。
な

お
、
論
旨
の
展
開
上
、
一
部
旧
拙
稿
と
、
重
な
っ
て
い
る
部
分
が
あ
り
ま

す
。
こ
の
点
、
ご
寛
恕
を
乞
い
た
く
存
じ
ま
す
。

名
久
井
文
明
一
九
九
九
年

増
田
美
子
一
九
九
五
年

村
瀬
憲
夫
二
○
○
二
年

中
島
光
風
一
九
三
三
年

東
野
治
之
一
九
九
○
年

津
之
地
直
一
一
九
七
八
年

武
田
佐
知
子
一
九
八
四
年

山
田
英
雄
一
九
九
九
年

て
」
奈
良
国
立
文
化
財
研
究
所
編
集

『
長
屋
王
家
・
二
条
大
路
木
簡
を
読

む
」
所
収
、
吉
川
弘
文
館

『
古
代
国
家
の
形
成
と
衣
服
制
」
吉

川
弘
文
館

「
巻
七
譽
嚥
歌
抄
」
伊
藤
博
・
稲
岡

耕
二
編
『
万
葉
集
を
学
ぶ
』
第
五
集

所
収
、
有
斐
閣

「
古
代
人
の
日
常
文
」
『
週
刊
朝
日

百
科
日
本
の
歴
史
』
通
巻
七
三
二

号
所
収
、
朝
日
新
聞

「
唇
嚥
歌
・
問
答
歌
論
」
『
万
葉
集
講

座
』
第
六
巻
所
収
、
春
陽
堂

『
樹
皮
の
文
化
史
』
吉
川
弘
文
館
ｕ

「
位
色
と
色
彩
制
度
」
『
古
代
服
飾
の
一

研
究
』
所
収
、
源
流
社

「
巻
七
の
場
合
」
『
萬
葉
集
編
纂
の
研

究
』
所
収
、
塙
書
房

「橡衣考」『万葉集覚書」所収、

岩
波
書
店


