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い
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わ
た
し
た
ち
の
日
々
の
生
活
で
、

髪
形
や
服
装
を
整
え
る
こ
と
は
、
身

だ
し
な
み
で
も
あ
り
、
お
し
ゃ
れ
の

楽
し
み
で
も
あ
り
ま
す
ね
。
そ
れ
で

は
、
古
代
の
人
々
は
ど
ん
な
髪
形
や

装
い
を
し
て
い
た
の
で
し
ょ
う
か
。

　

高
安
山
麓ろ

く

に
あ
る
６
世
紀
代
の
古

墳
群
、「
高
安
千せ

ん

塚づ
か

」
の
箸は
し

塚づ
か

古
墳
か

ら
は
、
須す

恵え

器き

の
装
飾
付
器
台
と
い

わ
れ
る
土
器
が
出
土
し
て
い
ま
す
。

こ
の
器
台
に
は
、
小
さ
な
人
物
の
像

が
付
け
ら
れ
て
お
り
、
高
安
千
塚
マ

ス
コ
ッ
ト
「
は
し
づ
か
君
」
の
モ
デ

ル
に
も
な
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
人
物

は
男
性
で
、「
み
ず
ら
」
と
い
わ
れ
る

髪
を
左
右
に
分
け
て
お
下
げ
髪
の
よ

う
に
結
ぶ
髪
形
を
し
て
い
ま
す
。
古

代
男
性
は
、
こ
の
よ
う
な
「
み
ず
ら
」

の
髪
形
が
多
か
っ
た
こ
と
が
、
人
物

埴は
に

輪わ

像
な
ど
か
ら
も
う
か
が
え
ま
す
。

そ
れ
で
は
、
女
性
の
髪
形
は
と
い
う

と
、
島
田
髷ま

げ

の
原
型
と
い
わ
れ
る
髪

を
前
後
に
分
け

て
折
り
曲
げ
て

紐
な
ど
で
結
ぶ

髪
形
を
し
て
い

ま
し
た
。

　

こ
の
ほ
か
に
高
安
千
塚
で
は
、
服

部
川
37
号
墳
な
ど
か
ら
、
耳じ

環か
ん

と
い

わ
れ
る
耳
飾
り
が
出
土
し
て
い
ま
す
。

こ
れ
ら
は
金
属
の
棒
を
丸
く
曲
げ
て

耳
た
ぶ
に
挟
む
も
の
で
、
金
の
メ
ッ

キ
が
さ
れ
た
き
ら
び
や
か
な
も
の
で

す
。
ま
た
、服
部
川
１
３
５
号
墳
（
う

し
塚
古
墳
）
か
ら
は
、
水
晶
製
の
切

子
玉
や
瑪め

瑙の
う

製
の
首
飾
り
の
玉
な
ど

が
出
土
し
て
い
ま
す
。

　

現
代
で
は
、
イ
ヤ
リ
ン
グ
や
ネ
ッ

ク
レ
ス
は
女
性
が
主
に
付
け
る
も
の

で
す
が
、
人
物
埴
輪
な
ど
を
見
る
と

古
代
で
は
男
性
も
女
性
も
付
け
て
い

ま
す
。

　

古
代
で
は
、
貴
金
属
や
玉
類
は
大

変
貴
重
な
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、

身
分
の
高
い
人
が
自
ら
の
権
力
を
示

す
た
め
に
身
に
付
け
た
こ
と
が
多

か
っ
た
よ
う
で
す
。
古
代
の
人
々
の

装
い
は
、
現
代
の
感
覚
と
は
少
し
異

な
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
よ
う
で
す
。

▲  箸塚古墳出土装飾付器
台（大阪城天守閣所蔵）

▲  高安千塚マスコット
「はしづか君」


