
特集・「生活」というまなざし

序
生
活
の
中
に
は
様
々
な
感
情
１
１
圭
号
び
・
悲
し
み
・
怒
り
・
嫉
妬
な
ど

ｌ
が
存
在
し
て
い
る
。
歌
に
は
そ
う
し
た
感
情
が
表
現
さ
れ
る
。
歌
表

現
と
は
、
生
活
の
上
に
成
り
立
ち
、
個
人
の
感
情
を
色
濃
く
反
映
す
る
も

の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
そ
の
感
情
は
、
儀
礼
・
呪
術
と
い
っ
た
共
同
体

の
維
持
・
運
営
に
関
わ
る
事
柄
に
直
接
反
映
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
し
た

が
っ
て
歌
表
現
は
、
多
く
の
場
合
、
儀
礼
な
ど
と
は
別
次
元
の
、
生
活
レ

ベ
ル
に
お
い
て
成
立
し
て
い
る
と
言
、
う
こ
と
が
で
き
る
。

我
々
は
か
つ
て
、
〈
共
同
幻
想
〉
の
名
の
も
と
に
共
同
体
に
焦
点
を
あ

て
、
表
現
の
よ
み
を
試
み
て
き
た
。
し
か
し
、
生
活
の
中
に
は
共
同
体
と

い
う
観
点
で
は
掬
い
取
る
こ
と
が
で
き
な
い
感
情
が
あ
る
。
む
し
ろ
、
共

同
体
に
還
元
さ
れ
な
い
個
の
感
情
こ
そ
が
歌
表
現
の
本
質
で
あ
る
と
言
っ

て
も
過
言
で
は
な
い
。

そ
こ
で
本
稿
で
は
、
共
同
体
と
は
異
な
る
、
生
活
レ
ベ
ル
に
基
づ
く
表

現
に
焦
点
を
当
て
、
古
代
の
歌
の
表
現
性
に
つ
い
て
考
察
し
た
い
。

そ
の
際
、
日
常
生
活
に
は
欠
か
せ
な
い
行
為
と
し
て
、
女
性
が
衣
を

「
縫
ふ
」
こ
と
に
関
わ
る
表
現
を
取
り
上
げ
て
み
た
い
。

心
を
縫
ふ
Ｉ
女
性
歌
人
の
「
衣
」
生
活
と
歌
Ｉ

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

共
同
体
の
維
持
・
運
営
に
関
わ
る
事
柄
の
多
く
ｌ
国
見
・
狩
り
な
ど

ｌ
は
、
男
性
に
よ
っ
て
執
り
行
わ
れ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
女
性
の
日

常
生
活
が
共
同
体
の
表
舞
台
に
立
つ
こ
と
は
な
い
。
ゆ
え
に
、
女
性
が
恋

人
の
衣
を
縫
い
、
ほ
こ
ろ
び
を
繕
う
と
い
っ
た
「
衣
」
生
活
を
歌
に
す
る

こ
と
に
よ
り
、
共
同
体
レ
ベ
ル
で
は
捨
象
せ
ざ
る
を
得
な
い
女
性
の
個
の

感
情
が
ど
の
よ
う
に
表
現
さ
れ
る
の
か
考
え
て
み
た
い
。

右
の
歌
の
作
者
、
阿
倍
女
郎
に
つ
い
て
は
伝
未
詳
で
あ
る
。
し
た
が
っ

て
「
我
が
背
子
」
が
誰
で
あ
る
か
厳
密
に
は
分
か
ら
な
い
が
、
こ
の
歌
に

（２）

続
い
て
中
臣
東
人
と
の
贈
答
歌
（
五
一
五
、
五
一
六
番
歌
）
が
配
さ
れ
て

い
る
こ
と
か
ら
、
と
り
あ
え
ず
は
東
人
を
指
す
と
考
え
て
も
よ
か
ろ
う
。

こ
の
歌
で
は
「
我
が
背
子
」
が
着
て
い
る
衣
の
「
針
目
」
の
一
つ
一
つ

に
、
縫
い
糸
ば
か
り
で
な
く
「
我
が
心
」
ま
で
が
こ
も
っ
て
し
ま
っ
た
ら

阿
倍
女
郎
が
歌
一
首

（１１）

Ａ
我
が
背
子
が
着
せ
る
衣
の
針
目
落
ち
ず
こ
も
り
に
け
ら
し
我
が
心

さ

へ

（

巻

四

・

五

一

四

）

一
縫
ふ
１
１
女
性
特
有
の
行
為
と
表
現
１
１

池
田
三
枝
子
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心を縫ふ

し
い
と
詠
ま
れ
て
い
る
。
「
針
目
」
を
問
題
に
す
る
以
上
、
そ
の
衣
は
彼

女
が
縫
っ
た
も
の
で
あ
る
蕾
フ
。
衣
を
縫
っ
た
こ
と
に
よ
り
、
「
針
目
」
に

心
が
こ
も
っ
て
し
ま
っ
た
と
言
電
フ
の
で
あ
る
。

注
意
し
た
い
の
は
、
心
の
こ
も
っ
た
場
所
が
、
衣
自
体
で
は
な
く
、

「
針
目
」
に
特
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
「
針
目
」
の
語
は
万
葉
集
中

他
に
例
を
見
な
い
が
、
同
義
語
と
し
て
「
縫
目
」
が
あ
る
。

ａ
年
の
経
ば
見
つ
つ
偲
へ
と
妹
が
言
ひ
し
衣
の
縫
目
見
れ
ば
悲
し
も

（巻十二・二九六七）

右
の
歌
で
も
、
「
見
れ
ば
悲
し
も
」
と
い
う
心
情
を
誘
発
さ
れ
る
部
位
と

し
て
、
「
妹
」
が
手
ず
か
ら
縫
っ
た
の
で
あ
ろ
う
「
縫
目
」
が
特
定
さ
れ

て
い
る
。
「
縫
目
」
を
見
て
「
偲
へ
」
と
「
妹
」
自
身
が
言
っ
て
い
る
こ

と
か
ら
、
女
性
が
衣
を
「
縫
ふ
」
と
い
う
行
為
に
は
女
性
特
有
の
特
別
な

意
味
が
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。

そ
こ
で
、
「
縫
ふ
」
と
い
う
行
為
と
、
そ
の
表
現
性
に
つ
い
て
考
察
し

てみたい。

ま
ず
確
認
す
る
必
要
が
あ
る
の
は
、
そ
れ
が
女
性
に
し
か
で
き
な
い
行

為
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
万
葉
集
中
で
男
性
が
「
縫

ふ
」
こ
と
を
詠
む
の
は
、
次
の
一
首
の
み
で
あ
る
。

ｂ
草
枕
旅
の
翁
と
思
ほ
し
て
針
そ
賜
へ
る
縫
は
む
物
も
が

（巻十八・四一二八）

こ
れ
は
、
越
前
縁
で
あ
っ
た
大
伴
池
主
が
越
中
守
大
伴
家
持
に
贈
っ
た
戯

歌
で
あ
る
。
家
持
か
ら
針
袋
を
も
ら
っ
た
池
主
は
、
家
持
が
自
分
を
「
旅

の
翁
」
と
思
っ
て
針
を
く
れ
た
の
だ
と
い
う
。
「
旅
」
と
い
、
フ
境
遇
に
あ

っ
て
縫
い
物
を
し
て
く
れ
る
妻
が
い
な
い
。
ま
た
、
立
派
な
男
性
な
ら
ば

縫
い
物
を
し
て
く
れ
る
女
性
も
い
よ
う
が
「
翁
」
で
は
い
か
ん
と
も
し
が

た
い
。
自
分
を
「
旅
」
の
「
翁
」
と
哀
れ
ん
で
せ
っ
か
く
針
を
下
さ
っ
た

の
だ
か
ら
そ
の
気
持
ち
に
応
え
て
縫
い
物
を
し
て
み
せ
ま
し
ょ
う
と
、
戯

れ
に
自
ら
を
卑
下
し
て
み
せ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
歌
の
基
底
に
あ
る
の

は
、
縫
い
物
は
女
性
の
仕
事
で
あ
り
、
男
性
は
縫
い
物
な
ど
し
な
い
と
い

う
一
般
認
識
で
あ
る
。

で
は
、
女
性
が
衣
を
「
縫
ふ
」
と
い
う
行
為
に
は
ど
の
よ
、
フ
な
意
味
が

あ
る
の
か
。
万
葉
歌
の
用
例
か
ら
考
え
て
み
た
い
。

Ｃ
古
ゆ
織
り
て
し
服
を
こ
の
夕
衣
に
縫
ひ
て
君
待
つ
我
を

（巻十・二○六四）

ｄ
足
玉
も
手
玉
も
ゆ
ら
に
織
る
服
を
君
が
御
衣
に
縫
ひ
も
あ
へ
む
か

も

（巻十・二○六五）

ｅ
住
吉
の
波
豆
麻
の
君
が
馬
乗
衣
さ
ひ
づ
ら
ふ
漢
女
を
据
ゑ
て
縫

へ
る
衣
ぞ
（
巻
七
・
一
二
七
三
）

ｆ
逢
は
む
日
の
形
見
に
せ
よ
と
た
わ
や
め
の
思
ひ
乱
れ
て
縫
へ
る
衣

そ

（

巻

十

五

・

三

七

五

三

）

Ｃ
ｄ
は
織
女
が
牽
牛
の
た
め
に
衣
を
「
縫
ふ
」
こ
と
を
詠
む
七
夕
歌
で

あ
る
。
Ｃ
は
「
古
」
か
ら
織
り
続
け
て
き
た
布
を
「
こ
の
夕
」
に
縫
う
と

詠
む
こ
と
で
、
逢
会
の
一
夜
を
特
別
な
も
の
と
し
て
待
つ
織
女
の
心
情
を

表
現
す
る
。
ｄ
は
足
玉
手
玉
を
ゆ
ら
か
し
て
織
っ
た
布
を
牽
牛
の
来
訪
ま

で
に
衣
と
し
て
縫
い
上
げ
ら
れ
る
か
案
ず
る
歌
で
あ
る
。
逢
会
へ
の
期
待

と
待
つ
こ
と
の
不
安
と
が
「
縫
ふ
」
と
い
う
表
現
に
こ
め
ら
れ
て
い
る
。

周
知
の
通
り
、
万
葉
集
の
七
夕
歌
の
表
現
に
は
、
巫
女
が
水
辺
で
機
を

織
り
な
が
ら
客
神
を
待
つ
と
い
う
古
来
の
習
俗
が
反
映
し
て
お
り
、
二
星

の
逢
会
に
は
織
女
が
牽
牛
の
た
め
の
機
を
織
り
上
げ
る
こ
と
が
必
須
の
要

件
と
な
る
。
し
か
し
、
機
織
り
だ
け
で
は
不
十
分
で
、
Ｃ
ｄ
に
見
ら
れ
る
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特集・「生活」というまなざし

よ
う
に
、
逢
会
の
た
め
に
は
そ
れ
を
衣
と
し
て
「
縫
ふ
」
こ
と
が
必
要
で

あ
っ
た
。
縫
製
の
如
何
は
逢
会
の
可
否
を
も
左
右
す
る
。
縫
い
方
し
だ
い

で
は
逢
え
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。
そ
の
た
め
に
、
衣
を
ど
の
よ
、
フ
に
し
て

縫
っ
た
か
を
表
現
す
る
こ
と
が
、
牽
牛
の
訪
れ
を
待
つ
織
女
の
心
情
の
表

現
に
な
る
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

手
間
暇
か
け
て
織
っ
た
布
を
縫
い
上
げ
て
「
君
」
に
着
せ
る
こ
と
で
、

恋
は
成
就
す
る
。
女
性
が
衣
を
「
縫
ふ
」
こ
と
は
恋
の
成
就
に
繋
が
り
、

い
か
に
し
て
縫
っ
た
か
表
現
す
る
こ
と
は
恋
情
の
表
現
に
な
る
。

「
縫
ふ
」
こ
と
の
か
か
る
表
現
性
は
、
相
手
を
待
つ
段
階
ば
か
り
で
な

く
、
衣
を
贈
っ
た
後
ま
で
も
続
い
て
発
揮
さ
れ
る
。
ｅ
ｆ
は
「
縫
へ
る
衣

そ
（
ぞ
こ
と
い
う
結
句
を
共
有
し
、
相
手
に
贈
っ
た
衣
を
い
か
に
し
て

縫
っ
た
か
詠
む
歌
で
あ
る
。
ｅ
は
「
君
」
の
「
馬
乗
衣
」
を
「
さ
ひ
づ
ら

ふ
漢
女
」
を
雇
っ
て
縫
わ
せ
た
と
い
う
。
自
ら
縫
う
歌
で
は
な
い
が
、
裁

縫
技
術
に
長
け
た
渡
来
人
の
漢
氏
の
女
性
を
わ
ざ
わ
ざ
雇
っ
て
縫
わ
せ
た

衣
で
あ
る
と
主
張
す
る
こ
と
で
、
相
手
へ
の
恋
情
の
強
さ
を
ア
ピ
ー
ル
し

て
い
る
。
ｆ
は
狭
野
弟
上
娘
子
が
中
臣
宅
守
に
贈
っ
た
歌
で
あ
る
。
越
前

配
流
と
な
っ
た
宅
守
に
贈
る
衣
に
つ
い
て
、
「
逢
は
む
日
の
形
見
に
せ
よ

と
思
ひ
乱
れ
て
」
縫
っ
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
。
再
会
を
期
し
て
贈
る

「
形
見
」
で
あ
る
が
、
「
形
見
に
せ
よ
」
と
い
う
表
現
に
は
、
た
だ
相
手
の

帰
り
を
待
つ
の
で
は
な
く
、
相
手
の
も
と
へ
自
分
自
身
の
形
代
（
代
用

品
）
を
送
り
込
む
こ
と
で
、
隔
絶
さ
れ
て
い
る
は
ず
の
相
手
の
世
界
に
自

ら
の
存
在
を
築
こ
う
と
す
る
、
積
極
的
な
姿
が
看
取
で
き
る
。
二
人
の
別

れ
は
配
流
と
い
う
特
殊
な
状
況
下
で
の
悲
別
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
、
何
と

し
て
で
も
相
手
と
の
関
係
性
を
維
持
し
よ
う
と
す
る
強
い
意
思
が
、
「
思

ひ
乱
れ
て
」
と
い
う
複
雑
な
心
情
と
共
に
表
明
さ
れ
て
い
る
。

阿
倍
女
郎
が
「
針
目
」
に
「
心
」
が
こ
も
っ
た
ら
し
い
と
推
量
す
る
の

は
、
諸
注
の
指
摘
す
る
通
り
、
「
我
が
背
子
」
恋
し
さ
に
放
心
状
態
に
な

（４）

っ
て
い
る
こ
と
の
謂
で
あ
ろ
う
。
放
心
状
態
に
な
っ
た
理
由
を
、
「
心
」

が
自
ら
の
身
か
ら
離
れ
て
相
手
の
も
と
に
行
っ
て
し
ま
っ
た
か
ら
だ
と
考

え
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
思
考
法
は
、
一
見
、
遊
離
魂
の
信
仰
と
相
似

る
。
そ
れ
故
、
窪
田
評
釈
は
背
後
に
民
俗
信
仰
の
存
在
を
想
定
し
て
い

こ
の
よ
う
に
、
「
縫
ふ
」
と
い
う
行
為
は
、
歌
に
詠
ま
れ
た
時
、
積
極

的
な
恋
情
の
表
現
と
な
る
。
恋
の
成
就
を
願
い
、
恋
人
と
の
再
会
を
祈
念

し
、
時
に
は
ａ
「
見
つ
つ
偲
へ
」
、
ｆ
「
形
見
に
せ
よ
」
の
よ
う
に
男
性

に
対
す
る
命
令
表
現
を
伴
う
、
女
性
主
導
の
積
極
的
な
恋
が
歌
わ
れ
る
。

一
般
に
、
恋
の
成
就
を
願
っ
て
女
性
が
と
る
行
動
は
、
「
袖
振
り
」
「
袖

折
り
返
し
」
「
床
打
ち
払
ひ
」
「
斎
笠
据
ゑ
て
」
の
よ
う
に
、
待
つ
こ
と
を

前
提
と
し
た
呪
術
で
あ
る
こ
と
が
多
い
。
〈
待
つ
恋
〉
を
強
い
ら
れ
る
女

性
の
場
合
、
相
手
に
直
接
働
き
か
け
る
よ
う
な
具
体
的
行
動
は
歌
わ
れ
に

ノ、い・そ
の
点
、
「
縫
ふ
」
と
い
、
フ
行
為
は
、
女
性
が
主
体
と
な
っ
て
行
う
べ

き
生
活
労
働
で
あ
っ
た
。
衣
を
「
縫
ふ
」
こ
と
に
関
わ
る
表
現
の
中
で
、

女
性
の
積
極
的
働
き
か
け
が
可
能
と
な
る
原
因
は
、
そ
こ
に
あ
る
と
考
え

ら
れ
る
。
縫
製
が
女
性
に
し
か
で
き
な
い
行
為
で
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
、
衣

を
「
縫
ふ
」
こ
と
を
詠
む
歌
に
は
、
〈
待
つ
恋
〉
と
い
う
類
型
を
脱
し
た

女
性
の
心
情
が
表
現
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

「
縫
ふ
」
と
い
う
行
為
を
以
上
の
よ
う
に
捉
え
た
上
で
、
改
め
て
次
節

（３）

で
阿
倍
女
郎
詠
の
「
針
目
」
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。

二
針
目
ｌ
ｌ
上
委
ね
ら
れ
た
女
性
の
沁
Ｔ
Ｉ
Ｉ
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心､を縫ふ

フ（》Ｏ

こ
の
こ
と
は
女
郎
の
創
意
で
は
な
く
、
当
時
一
般
に
信
仰
さ
れ
て
ゐ

た
こ
と
で
、
女
郎
は
そ
れ
を
応
用
し
た
と
い
ふ
に
過
ぎ
な
い
も
の
で

は
な
い
か
と
思
は
れ
る
。
こ
の
戦
争
以
来
、
出
征
者
が
護
身
用
と
し

て
身
に
附
け
る
千
人
針
と
称
す
る
物
も
、
こ
れ
と
同
じ
信
仰
に
よ
っ

て
の
も
の
と
思
は
れ
、
そ
の
根
祇
の
深
さ
を
思
は
せ
ら
れ
る
か
ら
で

坐〈》つ（》○

ま
た
、
澤
鴻
注
釈
や
和
歌
文
学
大
系
も
、
四
五
句
を
「
自
分
の
魂
」
を

縫
い
こ
ん
だ
と
解
し
て
い
る
。

し
か
し
「
針
目
」
に
こ
も
っ
た
の
は
「
魂
」
で
は
な
く
「
心
」
で
あ

る
。
阿
倍
女
郎
詠
の
場
合
、
霊
魂
信
仰
と
は
一
旦
区
別
し
て
考
え
る
べ
き

（５）

であろう。

阿
倍
女
郎
詠
で
は
、
男
性
に
贈
っ
た
衣
の
「
針
目
」
に
「
心
」
が
こ
も

っ
て
い
た
と
歌
わ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
衣
と
共
に
「
心
」
ま
で
も
贈
り
、

「
心
」
を
相
手
に
委
ね
て
い
た
こ
と
に
な
る
。

「
心
」
と
い
う
語
に
つ
い
て
は
、
原
義
が
心
臓
で
あ
る
た
め
、
実
体
的

（６）

に
捉
え
る
表
現
が
多
い
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
歌
も
そ
の
範
罎

に
入
る
こ
と
に
な
る
が
、
「
心
」
を
実
体
化
す
る
歌
の
中
に
は
、
次
の
よ

う
に
「
心
」
を
相
手
に
委
ね
る
こ
と
を
詠
む
例
が
あ
る
。

ｇ
た
ら
ち
ね
の
母
に
知
ら
え
ず
我
が
持
た
る
心
は
よ
し
ゑ
君
が
ま
に

ま

に

（

巻

十

一

・

二

五

三

七

）

ｈ
た
ら
ち
ね
の
母
に
も
告
ら
ず
包
め
り
し
心
は
よ
し
ゑ
君
が
ま
に
ま

に

（

巻

十

三

・

三

二

八

五

）

右
の
ｇ
ｈ
は
「
心
」
を
「
君
が
ま
に
ま
に
」
と
詠
む
。
「
君
が
ま
に
ま
に
」

と
は
相
手
の
男
性
に
対
し
て
「
意
の
ま
ま
に
せ
よ
」
と
の
意
で
あ
る
。
待

つ
姿
勢
を
崩
し
て
は
い
な
い
も
の
の
、
実
は
「
母
に
逆
ら
っ
て
あ
な
た
に

に
従
う
の
だ
か
ら
…
…
」
と
相
手
に
な
に
が
し
か
の
決
意
を
促
す
表
現
で

坐〈》ヲ（》◎ｉ
今
更
に
何
を
か
思
は
む
、
う
ち
な
び
く
心
は
君
に
寄
り
に
し
も
の
を

（巻四・五○五）

ｊ
我
が
背
子
は
物
な
思
ひ
そ
事
し
あ
ら
ぱ
火
に
も
水
に
も
我
が
な
け

な

く

に

（

巻

四

・

五

○

六

）

（７）

右
の
二
首
は
「
安
倍
女
郎
が
歌
二
首
」
と
い
う
題
詞
下
所
収
の
作
で
あ

る
。
第
一
首
で
は
「
心
」
が
「
君
」
に
寄
っ
た
の
だ
か
ら
今
さ
ら
物
思
い

を
し
な
い
と
い
う
決
意
を
述
べ
る
。
そ
し
て
第
二
首
で
は
「
我
が
背
子
」

に
対
し
て
も
「
物
な
思
ひ
そ
」
と
促
し
て
い
る
。
「
心
」
を
委
ね
る
と
い

う
表
現
は
、
二
人
の
関
係
を
進
展
さ
せ
る
目
的
で
、
女
性
か
ら
相
手
に
な

に
が
し
か
の
決
意
を
促
す
効
果
を
持
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

一
方
、
遊
離
魂
の
表
現
に
は
、
そ
う
し
た
効
果
は
看
取
で
き
な
い
。

ｋ
秋
の
田
の
穂
の
上
に
霧
ら
ふ
朝
霞
い
つ
へ
の
方
に
我
が
恋
止
ま
む

（巻二・八八）

ｌ
我
妹
子
に
恋
ひ
す
べ
な
が
り
胸
を
熱
み
朝
戸
開
く
れ
ば
見
ゆ
る
霧

かも

（巻十二・三○三四）

ｍ
君
が
行
く
海
辺
の
宿
に
霧
立
た
ば
我
が
立
ち
嘆
く
息
と
知
り
ま
せ

（巻十五・三五八○）

右
の
歌
は
遊
離
魂
の
顕
現
と
し
て
の
霞
や
霧
を
詠
む
。
そ
こ
に
表
現
さ
れ

る
の
は
、
ｋ
「
い
つ
へ
の
方
に
我
が
恋
止
ま
む
」
、
ｌ
「
恋
ひ
す
べ
な
が

り
」
の
よ
う
に
、
恋
情
の
終
息
を
願
い
、
恋
の
閉
塞
感
に
悩
む
姿
で
あ

る
。
ｍ
「
我
が
立
ち
嘆
く
息
と
知
り
ま
せ
」
と
述
べ
て
、
「
君
」
を
待
つ

つ
ら
さ
を
伝
え
る
た
め
の
働
き
か
け
を
す
る
こ
と
は
あ
っ
て
も
、
そ
れ
は

-１５-
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相
手
に
決
意
を
促
す
表
現
で
は
な
い
。

こ
の
よ
う
に
、
「
心
」
を
相
手
に
委
ね
る
表
現
と
遊
離
魂
を
詠
む
呪
術

的
表
現
と
の
間
に
は
差
異
が
あ
る
。
お
そ
ら
く
そ
の
違
い
は
、
遊
離
魂
が

（８）

分
割
さ
れ
た
己
れ
の
魂
の
一
部
に
し
か
過
ぎ
な
い
の
に
対
し
て
、
「
心
」

が
自
己
の
思
い
の
全
て
を
意
味
す
る
こ
と
に
拠
る
の
で
あ
ろ
う
。
遊
離
魂

は
、
待
つ
立
場
に
あ
る
自
分
の
感
情
や
状
態
を
相
手
に
伝
え
る
こ
と
は
あ

っ
て
も
、
相
手
の
行
動
を
左
右
す
る
力
は
な
い
。
そ
れ
に
対
し
て
、
委
ね

ら
れ
た
女
性
の
「
心
」
に
は
、
女
性
の
思
い
の
全
て
を
か
け
て
、
男
性
に

な
に
が
し
か
の
決
意
を
促
す
効
果
が
あ
る
の
で
あ
る
。

阿
倍
女
郎
詠
の
場
合
も
、
衣
を
贈
っ
た
相
手
に
対
し
て
、
な
に
が
し
か

の
決
意
を
促
す
こ
と
に
な
る
と
考
え
ら
れ
る
。
更
に
、
ｇ
～
ｊ
と
異
な
る

の
は
、
「
心
」
を
「
針
目
」
に
縫
い
込
め
た
と
す
る
こ
と
で
、
歌
表
現
の

上
で
の
み
実
体
化
さ
れ
た
「
心
」
が
、
現
実
の
衣
の
「
針
目
」
と
し
て
相

手
に
も
見
え
る
も
の
と
な
る
の
で
あ
る
。
し
か
も
相
手
の
男
性
は
現
に
そ

の
衣
を
着
て
い
る
。
そ
の
衣
の
肌
触
り
を
感
じ
、
衣
擦
れ
の
音
を
聞
い
て

い
る
。
両
肩
に
は
重
み
を
感
じ
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
。
単
に
「
心
」
を

委
ね
た
と
言
わ
れ
る
の
に
比
べ
て
、
身
体
感
覚
を
伴
う
強
い
ア
ピ
ー
ル
と

なる。「
心
」
を
縫
い
込
め
る
と
い
、
フ
表
現
は
、
男
性
に
対
す
る
具
体
的
な
働

き
か
け
と
し
て
、
か
か
る
表
現
性
を
有
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。

中
臣
朝
臣
東
人
、
阿
倍
女
郎
に
贈
る
歌
一
首

Ｂ
ひ
と
り
寝
て
絶
え
に
し
紐
を
ゆ
ゆ
し
み
と
せ
む
す
べ
知
ら
に
音
の

み
し
そ
泣
く
（
巻
四
・
五
一
五
）

三
紐
を
付
く
１
１
揺
る
ぎ
の
な
い
心
１
１

右
の
Ｂ
Ｃ
は
、
前
述
の
Ａ
「
阿
倍
女
郎
が
歌
一
首
」
（
巻
四
・
五
一
四

番
歌
）
に
続
い
て
配
さ
れ
る
、
中
臣
東
人
と
阿
倍
女
郎
と
の
贈
答
歌
で
あ

る
。
Ｂ
が
衣
の
紐
が
絶
え
た
こ
と
を
嘆
い
て
い
る
の
に
対
し
て
、
Ｃ
は

「
三
つ
合
ひ
に
崔
れ
る
糸
」
で
付
け
れ
ば
よ
か
っ
た
と
悔
や
ん
で
み
せ
る
。

紐
を
め
ぐ
っ
て
、
Ｂ
「
絶
ゆ
」
／
Ｃ
「
付
く
」
の
問
答
で
あ
る
。

Ｂ
で
「
絶
え
に
し
紐
」
を
「
ゆ
ゆ
し
」
と
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、
お
お

か
た
の
注
釈
書
は
、
紐
が
絶
え
る
の
は
二
人
の
仲
が
絶
え
る
前
兆
と
す
る

（９）

民
俗
信
仰
を
想
定
す
る
。

し
か
し
、
男
女
の
仲
に
関
わ
っ
て
問
題
に
さ
れ
る
の
は
紐
が
解
け
る

（
結
び
目
が
ほ
ど
け
る
）
か
否
か
で
あ
り
、
紐
が
絶
え
る
（
ち
ぎ
れ
る
．

取
れ
る
）
こ
と
で
は
な
い
。
結
ん
だ
紐
を
解
か
な
い
こ
と
は
再
会
を
誓
う

呪術であり、
ｎ
我
妹
子
が
結
ひ
て
し
紐
を
解
か
め
や
も
絶
え
ば
絶
ゆ
と
も
直
に
逢

ふ
ま
で
に
（
巻
九
・
一
七
八
九
）

Ｏ
白
た
へ
の
我
が
紐
の
緒
の
絶
え
ぬ
間
に
恋
結
び
せ
む
逢
は
む
日
ま

で
に
（
巻
十
二
・
二
八
五
四
）

と
詠
ま
れ
る
よ
う
に
、
紐
が
絶
え
よ
、
フ
が
絶
え
ま
い
が
、
再
会
の
日
ま
で

絶
対
に
解
か
な
い
こ
と
が
重
要
で
あ
っ
た
。
と
す
れ
ば
、
紐
が
絶
え
た
こ

と
を
詠
む
Ｂ
に
つ
い
て
、
紐
が
解
け
た
場
合
と
同
様
に
考
え
る
わ
け
に
は

行
く
ま
い
。
紐
を
「
結
ぶ
／
解
く
」
と
い
う
呪
術
と
、
「
付
く
／
絶
ゆ
」

阿
倍
女
郎
が
答
ふ
る
歌
一
首

Ｃ
我
が
持
て
る
三
つ
合
ひ
に
嵯
れ
る
糸
も
ち
て
付
け
て
ま
し
も
の
今

そ
悔
し
き

（巻四・五一六）
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と
い
う
行
為
に
は
差
異
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

そ
こ
で
次
に
紐
を
「
付
く
／
絶
ゆ
」
と
い
、
フ
行
為
と
そ
の
表
現
に
つ
い

て
考
え
て
み
た
い
。

ｐ
針
は
あ
れ
ど
妹
し
な
け
れ
ば
付
け
め
や
と
我
を
悩
ま
し
絶
ゆ
る
紐

の

緒

（

巻

十

二

・

二

九

八

二

）

ｑ
草
枕
旅
の
丸
寝
の
紐
絶
え
ば
我
が
手
と
付
け
る
こ
れ
の
針
持
し

（巻二十・四四二○）

右
の
ｐ
で
は
「
針
」
が
あ
っ
て
も
妻
が
い
な
け
れ
ば
絶
え
た
紐
を
付
け
る

こ
と
が
で
き
な
い
と
嘆
く
。
そ
の
た
め
、
ｑ
の
防
人
の
妻
の
歌
で
は
「
我

が
手
と
付
け
ろ
」
と
述
べ
て
、
長
旅
に
出
る
夫
に
「
針
」
を
持
た
せ
て
い

る
。
こ
こ
か
ら
は
、
女
性
の
「
手
」
で
な
け
れ
ば
紐
を
付
け
る
こ
と
が
で

き
な
い
と
い
う
認
識
が
う
か
が
え
る
。
衣
を
縫
う
こ
と
と
同
様
に
（
或
い

は
そ
の
一
環
と
し
て
）
、
紐
を
縫
い
付
け
る
こ
と
も
女
性
の
み
が
行
、
う
こ

と
の
で
き
る
生
活
労
働
で
あ
っ
た
。
男
女
共
に
行
う
「
結
ぶ
／
解
く
」
と

い
う
呪
術
と
は
異
な
り
、
紐
を
「
付
く
」
こ
と
は
女
性
特
有
の
行
為
な
の

である。
万
葉
集
中
、
当
該
の
Ｃ
と
ｐ
ｑ
以
外
で
紐
に
つ
い
て
「
付
く
」
と
表
現

す
る
歌
と
し
て
は
、
次
の
例
が
あ
る
。

ｒ
難
波
道
を
行
き
て
来
ま
で
と
我
妹
子
が
付
け
し
紐
が
緒
絶
え
に
け

る
か
も

（巻二十・四四○四）

Ｓ
我
が
妹
子
が
偲
ひ
に
せ
よ
と
付
け
し
紐
糸
に
な
る
と
も
我
は
解
か

じ
と
よ

（巻二十・四四○五）

右
の
二
首
は
防
人
歌
で
、
い
ず
れ
も
妻
が
付
け
た
「
紐
」
を
詠
む
。
そ
れ

ぞ
れ
ｒ
「
難
波
道
を
行
き
て
来
ま
で
」
、
Ｓ
「
偲
ひ
に
せ
よ
」
と
「
付
け

し
紐
」
で
あ
る
と
い
う
。
ｒ
「
行
き
て
来
ま
で
」
と
い
、
フ
表
現
で
は
、
行

っ
て
帰
っ
て
来
る
ま
で
ど
の
よ
う
に
せ
よ
と
い
う
の
か
が
省
略
さ
れ
て
い

る
が
、
お
そ
ら
く
「
偲
ひ
に
せ
よ
」
に
類
す
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
紐
を
縫

い
付
け
る
こ
と
の
で
き
る
の
が
女
性
だ
け
で
あ
っ
た
た
め
に
、
縫
い
付
け

ら
れ
た
紐
は
そ
の
女
性
を
偲
ぶ
形
見
と
な
る
こ
と
も
あ
っ
た
。

Ｂ
で
「
ゆ
ゆ
し
」
と
詠
ま
れ
る
の
も
、
形
見
の
紐
が
絶
え
た
こ
と
を
不

吉
と
感
じ
た
か
ら
で
、
紐
を
付
け
て
く
れ
た
阿
倍
女
郎
を
案
じ
て
の
こ
と

と
考
え
ら
れ
る
。
無
論
、
女
性
の
身
に
何
か
あ
れ
ば
二
人
の
仲
が
絶
え
る

こ
と
に
も
繋
が
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
「
結
ぶ
／
解
く
」
が
そ
の
紐
を
結

び
合
っ
た
男
女
の
仲
の
如
何
に
直
結
す
る
の
に
対
し
て
、
「
付
く
／
絶
ゆ
」

の
場
合
は
そ
の
紐
を
縫
い
付
け
た
女
性
の
如
何
（
生
死
な
ど
）
が
ま
ず
問

（Ⅲ）

題
に
な
る
の
で
あ
る
。
「
ゆ
ゆ
し
」
の
語
は
神
や
天
皇
な
ど
神
聖
な
存
在

（Ⅱ）

に
対
す
る
畏
怖
の
念
を
表
現
す
る
の
を
基
本
と
す
る
。
中
臣
東
人
は
、
紐
一

が
絶
え
た
こ
と
を
神
意
の
顕
れ
と
し
て
受
け
止
め
、
阿
倍
女
郎
の
身
を
案
Ⅳ

じ
て
み
せ
た
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
、
そ
れ
に
対
し
て
Ｃ
の
阿
倍
女
郎
詠
は
、
自
分
の
所
持
す
る

「
三
つ
合
ひ
に
嵯
れ
る
糸
」
で
付
け
れ
ば
よ
か
っ
た
と
極
め
て
現
実
的
に

応じている。

当
時
の
縫
糸
は
左
撚
り
の
双
糸
三
本
撚
り
合
わ
せ
た
糸
）
が
多
い
と

（旧）

い、フが、ｔ片
援
り
に
糸
を
そ
我
が
握
る
我
が
背
子
が
花
橘
を
貫
か
む
と
思
ひ

て

（

巻

十

・

一

九

八

七

）

と
詠
ま
れ
る
よ
壱
フ
に
、
撚
糸
も
日
常
的
な
女
性
の
生
活
労
働
で
あ
っ
た
。

阿
倍
女
郎
が
三
本
撚
り
合
わ
せ
た
丈
夫
な
糸
を
所
持
し
て
も
お
か
し
く
は

な
い
。
自
ら
撚
っ
た
糸
を
用
い
、
自
ら
針
を
取
っ
て
縫
う
こ
と
の
で
き
る

女
性
は
、
縫
目
が
ほ
つ
れ
て
紐
が
取
れ
て
し
ま
っ
て
も
、
そ
こ
に
神
意
を
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認
め
る
ま
で
も
な
く
、
縫
糸
の
問
題
と
し
て
片
づ
け
て
し
ま
え
ば
そ
れ
で

済んだ。
そ
し
て
、
Ｃ
で
は
紐
が
絶
え
た
こ
と
に
つ
い
て
「
今
そ
悔
し
き
」
と
い

う
。
万
葉
集
中
、
結
句
に
「
今
そ
悔
し
き
」
「
今
し
悔
し
も
」
と
詠
む
歌

（旧）

は
他
に
九
例
あ
り
、
一
定
の
型
を
成
し
て
い
る
。

ｕ
葛
城
の
高
間
の
草
野
は
や
知
り
て
標
刺
さ
ま
し
を
今
そ
悔
し
き

（巻七・一三三七）

Ｖ
か
く
恋
ひ
む
も
の
と
知
り
せ
ば
我
妹
子
に
言
問
は
ま
し
を
今
し
悔

し
も

（巻十二・三一四三）

ｗ
春
日
野
に
照
れ
る
夕
日
の
外
の
み
に
君
を
相
見
て
今
そ
悔
し
き

（巻十二・三○○一）

ｘ
ぬ
ば
た
ま
の
夜
見
し
君
を
明
く
る
朝
逢
は
ず
ま
に
し
て
今
そ
悔
し

き

（巻十五・三七六九）

右
は
そ
の
う
ち
の
恋
歌
の
例
で
あ
る
。
傍
線
部
に
見
る
よ
う
に
、
こ
れ
ら

は
い
ず
れ
も
相
手
に
対
し
て
積
極
的
な
働
き
か
け
を
行
わ
な
か
っ
た
こ
と

を
後
悔
す
る
内
容
と
な
っ
て
い
る
。
特
に
ｕ
、
Ｖ
は
反
実
仮
想
「
ま
し
」

を
用
い
る
点
で
Ｃ
歌
と
共
通
す
る
が
、
ｕ
「
標
刺
さ
ま
し
を
」
、
Ｖ
「
言

問
は
ま
し
を
」
と
い
う
よ
う
に
、
「
相
手
を
占
有
す
れ
ば
よ
か
っ
た
」
「
相

手
に
求
婚
す
れ
ば
よ
か
っ
た
」
と
相
手
に
対
す
る
積
極
的
な
働
き
か
け
の

具
体
的
内
容
を
は
っ
き
り
と
表
明
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
を
参
考
に
し
て
考

え
れ
ば
、
阿
倍
女
郎
が
「
三
つ
合
ひ
に
瑳
れ
る
糸
も
ち
て
付
け
て
ま
し
も

の
」
と
述
べ
る
の
も
、
丈
夫
な
糸
を
使
っ
て
紐
を
縫
い
付
け
る
こ
と
が
相

手
に
対
す
る
積
極
的
な
働
き
か
け
に
相
当
す
る
行
為
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ

る
と
考
え
ら
れ
る
。
世
間
一
般
に
用
い
ら
れ
る
縫
糸
で
は
な
く
、
自
分
の

所
持
す
る
特
別
な
糸
で
縫
い
付
け
て
い
れ
ば
恋
の
成
就
に
繋
が
っ
た
の

結
〈
生
活
表
現
〉
の
可
能
性

以
上
、
阿
倍
女
郎
関
連
の
三
首
の
歌
を
検
討
す
る
こ
と
に
よ
り
、
生
活

に
根
ざ
し
た
女
性
特
有
の
行
為
Ｉ
「
縫
ふ
」
ｌ
か
ら
、
女
性
が
主
体

的
・
積
極
的
に
男
性
に
働
き
か
け
を
行
う
と
い
う
表
現
が
生
ま
れ
る
こ
と

を述べてきた。

そ
の
よ
う
な
表
現
は
、
個
と
し
て
の
本
音
の
感
情
の
表
現
で
あ
る
と
見

る
こ
と
が
で
き
る
。
共
同
体
の
習
俗
や
社
会
通
念
を
背
景
と
し
て
〈
待
つ

女
〉
が
観
念
さ
れ
る
時
代
に
、
女
性
が
積
極
的
に
男
性
に
働
き
か
け
て
強

い
恋
情
を
表
明
す
る
こ
と
は
、
共
同
体
に
は
還
元
で
き
な
い
個
の
感
情
の

発
現
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
共
同
体
の
維
持
・
運
営
に
機
能
し
な
い
代
わ
り

に
、
と
の
後
悔
で
あ
る
。

縫
目
に
は
、
縫
糸
と
共
に
女
性
の
心
が
こ
め
ら
れ
て
い
る
。
縫
糸
が
丈

夫
で
あ
れ
ば
心
も
揺
る
が
な
い
。
揺
る
が
な
い
女
性
の
心
は
男
性
を
左
右

す
る
。
丈
夫
な
糸
で
縫
い
付
け
た
紐
は
、
揺
る
ぎ
の
な
い
女
心
の
具
象
化

と
な
っ
た
は
ず
で
あ
っ
た
。
そ
れ
な
の
に
配
慮
を
怠
っ
て
普
通
の
糸
で
縫

い
付
け
て
し
ま
っ
た
こ
と
が
、
阿
倍
女
郎
の
「
今
そ
悔
し
き
」
の
内
実
で

坐〈》ヲ（一、旬ノＯ
前
掲
の
紐
を
「
付
く
」
こ
と
を
詠
む
歌
の
中
に
は
、
ｑ
「
我
が
手
と
付

け
ろ
」
、
Ｓ
「
偲
ひ
に
せ
よ
」
の
よ
う
に
命
令
表
現
が
見
ら
れ
る
。
紐
を

「
付
く
」
と
い
、
フ
表
現
も
、
「
縫
ふ
」
こ
と
に
関
わ
る
表
現
の
一
環
と
し

て
、
女
性
が
主
体
的
に
男
性
に
働
き
か
け
を
行
う
こ
と
を
可
能
に
す
る
も

の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
そ
れ
は
、
「
縫
ふ
」
の
場
合
と
同
様
に
、
紐
を

「
付
く
」
こ
と
が
女
性
特
有
の
行
為
で
あ
っ
た
こ
と
に
起
因
す
る
と
考
え

ら
れ
る
の
で
あ
る
。
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L,を縫ふ

な
ま

に
、
個
と
し
て
の
生
の
感
情
の
表
出
が
可
能
に
な
る
の
で
あ
る
。

更
に
、
個
の
感
情
の
表
出
は
、
呪
術
性
・
類
型
性
か
ら
逸
脱
す
る
ば
か

り
で
な
く
、
文
芸
化
を
志
向
す
る
。
例
え
ば
、
Ｂ
Ｃ
の
問
答
に
は
、
互
い

に
大
げ
さ
な
表
現
を
用
い
て
相
手
を
か
ら
か
、
う
よ
、
フ
な
譜
誰
性
が
認
め
ら

（脚）
れ
る
。
中
臣
東
人
は
紐
が
絶
え
た
こ
と
が
神
意
の
顕
れ
で
あ
る
か
の
よ
う

に
言
い
立
て
て
嘆
い
て
み
せ
た
。
そ
れ
に
対
し
て
、
阿
倍
女
郎
は
紐
が
絶

え
た
の
は
自
分
の
配
慮
が
不
足
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
と
悔
や
ん
で
み
せ

る
。
衣
の
縫
製
に
関
わ
る
東
人
の
か
ら
か
い
を
逆
手
に
と
っ
て
、
紐
を
縫

い
付
け
る
と
い
う
女
性
特
有
の
行
為
こ
そ
が
恋
の
行
方
を
決
定
す
る
か
の

よ
う
に
歌
い
、
自
ら
の
優
位
を
主
張
し
た
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
Ｃ
の
阿

倍
女
郎
詠
か
ら
は
、
生
活
レ
ベ
ル
の
表
現
が
、
対
詠
の
場
を
得
て
、
譜
誌

と
い
う
文
芸
性
を
獲
得
す
る
様
相
が
見
て
取
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
生
活
に
根
ざ
し
た
行
為
を
通
し
て
個
の
感
情
が
表
出
さ

れ
る
表
現
を
〈
生
活
表
現
〉
と
呼
ん
で
み
た
い
。
〈
生
活
表
現
〉
は
、
共

同
体
の
規
制
を
超
え
て
、
個
の
感
情
を
文
芸
へ
と
昇
華
さ
せ
る
可
能
性
を

持つ。本
稿
で
は
女
性
に
焦
点
を
絞
っ
て
考
察
し
て
来
た
が
、
〈
生
活
表
現
〉

の
範
囲
は
女
性
の
歌
表
現
に
は
止
ま
ら
ず
、
生
活
レ
ベ
ル
で
成
立
す
る
表

現
の
全
て
を
包
括
す
る
。
表
現
が
発
生
す
る
基
盤
を
生
活
そ
の
も
の
の
に

求
め
る
こ
と
で
、
表
現
の
発
生
過
程
、
及
び
表
現
の
質
を
問
い
直
す
こ
と

に
な
る
。
〈
生
活
表
現
〉
と
は
、
表
現
論
の
新
た
な
可
能
性
を
拓
く
観
点

で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

注
（
１
）
五
一
四
番
歌
の
第
四
句
に
つ
い
て
は
、
原
文
「
入
爾
家
良
之
」
を

「
い
り
に
け
ら
し
な
」
〔
拾
穂
抄
・
代
匠
記
（
初
稿
本
・
精
撰
本
）
．

童
蒙
抄
・
万
葉
考
・
略
解
（
別
案
）
・
孜
証
（
別
案
）
・
古
義
・
金
子

評
釈
等
〕
、
「
い
り
に
け
ら
し
も
」
（
略
解
・
孜
証
・
窪
田
評
釈
・
全

註
釈
・
私
注
・
大
系
・
注
釈
・
集
成
・
全
訳
注
・
釈
注
等
）
と
訓
む

説
も
あ
る
が
、
「
こ
も
り
に
け
ら
し
」
と
訓
む
説
（
塙
本
・
全
集
・

全
注
・
新
編
全
集
・
新
大
系
・
和
歌
大
系
等
）
に
拠
る
。

恋
人
に
贈
る
物
に
特
別
な
思
い
を
込
め
る
際
に
「
こ
も
る
」
の
語

を
用
い
る
例
と
し
て
は
、
次
の
贈
答
が
挙
げ
ら
れ
る
。

こ
の
花
の
一
よ
の
内
に
百
種
の
言
そ
隠
れ
る
凡
ろ
か
に
す
な

（
藤
原
広
嗣
巻
八
・
一
四
五
六
）

こ
の
花
の
一
よ
の
内
は
百
種
の
言
持
ち
か
ね
て
折
ら
え
け
ら
ず

や
（
娘
子
巻
八
・
一
四
五
七
）

（
２
）
中
臣
東
人
は
神
祇
伯
意
美
麻
呂
の
子
で
、
和
銅
四
年
（
七
二
）

に
正
七
位
上
か
ら
従
五
位
下
に
叙
さ
れ
、
式
部
少
輔
・
右
中
弁
・
兵

部
大
輔
を
経
て
、
神
祇
伯
・
刑
部
卿
に
至
っ
た
人
物
で
あ
る
。
こ
の

歌
は
、
巻
四
の
配
列
順
か
ら
し
て
、
和
銅
三
年
（
七
一
○
）
の
平
城

京
遷
都
前
後
の
頃
、
若
き
日
の
東
人
に
贈
ら
れ
た
歌
で
あ
る
と
考
え

られる。

（
３
）
衣
の
縫
製
を
問
題
に
す
る
こ
と
は
、
大
ま
か
に
捉
え
れ
ば
、
生
産

叙
事
の
様
式
と
見
る
こ
と
も
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、

「
縫
ふ
」
と
い
う
行
為
は
、
女
性
に
と
っ
て
衣
の
製
造
過
程
の
中
で

も
特
別
な
も
の
で
あ
っ
た
。
例
え
ば
、
現
代
に
お
い
て
「
裁
縫
」
と

一
括
さ
れ
て
し
ま
う
行
為
の
う
ち
、
万
葉
の
女
性
歌
人
は
布
の
縫
製

の
み
を
問
題
に
し
、
裁
断
す
る
こ
と
を
詠
ま
な
い
。

夏
影
の
つ
ま
屋
の
下
に
衣
裁
つ
我
妹
裏
設
け
て
我
が
た
め
裁

た
ぱ
や
や
大
き
に
裁
て
（
巻
七
・
一
二
七
八
）

右
の
よ
う
に
、
衣
を
仕
立
て
る
女
性
に
対
し
て
そ
の
裁
ち
方
を
指
示

す
る
男
性
の
歌
は
あ
る
が
、
女
性
の
歌
は
な
い
。
一
針
一
針
「
縫
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特集・「生活」というまなざし

ふ
」
こ
と
は
、
「
裁
つ
」
こ
と
に
比
し
て
、
手
間
も
時
間
も
か
か
る
。

縫
製
を
問
題
に
す
る
の
は
、
実
際
に
衣
を
仕
立
て
る
作
業
に
従
事
す

る
女
性
の
生
活
実
感
な
の
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
次
の
よ
う
に
、
男
性

は
衣
を
仕
立
て
る
こ
と
を
「
縫
ふ
」
で
は
な
く
「
作
る
」
と
表
現
す

る
こ
と
が
あ
る
。

今
作
る
斑
の
衣
面
影
に
我
に
思
ほ
ゆ
い
ま
だ
着
ね
ど
も

（巻七・一二九六）

小
垣
内
の
麻
を
引
き
干
し
妹
な
れ
が
作
り
着
せ
け
む

白
た
へ
の
紐
を
も
解
か
ず
～
（
巻
九
・
一
八
○
○
）

一
方
、
女
性
は
衣
を
「
作
る
」
と
は
詠
ま
な
い
。
そ
れ
は
衣
の
製
造

過
程
の
中
で
も
「
縫
ふ
」
と
い
う
行
為
に
意
を
注
い
で
い
た
が
故
と

考えられる。

（
４
）
「
背
子
の
恋
し
さ
に
放
心
し
た
状
態
」
（
窪
田
評
釈
）
、
「
自
分
の
心

が
相
手
の
男
で
い
っ
ぱ
い
に
な
っ
て
い
る
情
」
（
全
註
釈
）
、
「
夫
中

臣
朝
臣
東
人
を
深
く
思
い
つ
づ
け
て
い
る
こ
と
を
述
べ
た
」
（
全

集
）
、
「
四
六
時
中
相
手
を
思
う
て
や
ま
ぬ
女
心
」
（
釈
注
）
等
。

（
５
）
万
葉
の
恋
歌
に
お
け
る
「
魂
」
と
「
心
」
と
に
は
重
な
る
面
の
あ

る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
〔
多
田
一
臣
「
魂
と
心
と
物
の
怪
と
ｌ

古
代
文
学
の
一
側
面
ｌ
」
（
「
美
夫
君
志
」
六
四
、
平
成
一
四
年
四

月
）
〕
が
、
霊
魂
信
仰
に
つ
い
て
考
え
る
の
で
は
な
く
、
歌
語
と
し

て
「
魂
」
「
心
」
そ
れ
ぞ
れ
の
表
現
を
考
え
る
際
に
は
峻
別
す
る
必

要がある、フ。

（
６
）
多
田
元
「
こ
こ
ろ
」
含
万
葉
こ
と
ば
事
典
』
平
成
一
二
年
一
○

月）
（
７
）
「
安
倍
女
郎
」
に
つ
い
て
は
、
阿
倍
女
郎
と
同
一
人
物
で
あ
る
と

す
る
説
と
別
人
と
す
る
説
と
が
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
そ
の
当
否
を
問

題としない。

（
８
）
大
久
間
喜
一
郎
「
日
本
の
外
魂
思
想
」
（
『
古
代
文
学
の
源
流
』
昭

和
四
○
年
一
二
月
）
は
、
結
松
・
草
結
び
・
紐
の
呪
術
に
つ
い
て
、

「
自
分
の
霊
魂
を
分
割
し
て
寵
め
る
こ
と
」
に
よ
る
も
の
と
解
し
て

い
る
。
遊
離
魂
の
顕
現
と
し
て
の
霞
や
霧
に
つ
い
て
も
同
様
に
解
す

る
こ
と
が
で
き
る
。

（
９
）
拾
穂
抄
・
代
匠
記
（
初
稿
本
・
精
撰
本
）
・
童
蒙
抄
・
井
上
新

考
・
金
子
評
釈
・
窪
田
評
釈
・
私
注
・
集
成
・
釈
注
・
和
歌
大
系

等。
（
皿
）
「
妻
の
身
の
上
に
良
か
ら
ぬ
こ
と
が
あ
っ
た
兆
」
と
解
す
る
も
の

と
し
て
、
全
集
・
全
注
・
新
編
全
集
等
が
あ
る
。
し
か
し
、
「
旅
立

ち
の
際
、
妻
に
結
ん
で
も
ら
っ
た
紐
が
旅
行
中
に
切
れ
る
の
は
、
留

守
宅
に
不
吉
な
こ
と
が
あ
る
兆
と
さ
れ
た
」
（
全
集
）
、
「
紐
を
結
ぶ

こ
と
と
契
を
結
ぶ
こ
と
と
は
言
葉
の
上
ば
か
り
で
な
く
呪
術
と
し
て

も
関
連
し
、
紐
が
絶
え
る
こ
と
は
仲
が
絶
え
る
予
兆
と
し
て
忌
ん
だ

の
で
あ
る
」
（
全
注
）
と
あ
る
よ
う
に
、
「
結
ぶ
／
解
く
」
、
「
付
く
／

絶
ゆ
」
で
は
な
く
、
「
結
ぶ
」
と
「
絶
ゆ
」
と
を
対
偶
的
に
捉
え
る

点
で
、
本
稿
と
は
解
釈
が
異
な
る
。

（
ｕ
）
万
葉
集
中
「
ゆ
ゆ
し
」
は
他
に
十
一
例
。
う
ち
神
を
対
象
と
す
る

も
の
が
二
例
（
巻
六
・
一
○
二
一
、
巻
十
九
・
四
二
四
五
）
、
天

皇
・
皇
子
を
対
象
と
す
る
も
の
が
三
例
（
巻
二
・
一
九
九
、
同
異
文

注
記
、
巻
三
・
四
七
五
）
で
あ
る
。

（
胆
）
小
川
安
朗
『
万
葉
集
と
服
飾
文
化
上
」
昭
和
六
一
年
六
月
、
六

興
出
版

（
昭
）
こ
の
他
、
挽
歌
が
三
例
（
巻
二
・
二
一
九
、
巻
七
・
一
四
一
二
）
、

防
人
歌
が
二
例
（
巻
二
十
・
四
三
三
七
、
四
三
七
六
）
あ
る
が
、
い

ず
れ
も
対
象
に
積
極
的
な
働
き
か
け
を
し
な
か
っ
た
こ
と
を
悔
や
む

歌である。
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心を縫ふ

（
皿
）
Ｂ
の
第
三
句
以
下
が
譜
誌
的
な
誇
張
表
現
と
見
ら
れ
る
こ
と
に
つ

い
て
は
、
集
成
・
釈
注
・
和
歌
文
学
大
系
等
に
指
摘
が
あ
る
。
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