
日
本
・

東
ア
ジ
ア
・

日
本
と
東
ア
ジ
ア
の

旧
石
器
吉
古
学

松
藤
和
人
(
大
学
斈
部
教
授
暑

、

は
い
た
っ
て
低
鯛
で
あ
る
。

こ
う
し
た
閉
塞
感
を
打
ち
破
り
、

研
究
を
前
進
さ
せ
る
一
つ
の
突
破
口

と
し
て
東
ア
ジ
ア
的
視
点
か
ら
の
研

究
が
あ
る
。
日
本
列
島
は
周
囲
を
海

で
囲
ま
れ
、
グ
ロ
ー
バ
ル
な
気
候
変

動
と
り
ン
ク
し
な
が
ら
大
陸
と
の
接

続
・
断
絶
を
繰
り
返
し
た
。
人
類
の

渡
来
を
考
え
る
際
、
大
陸
側
の
動
向

を
無
視
で
き
な
い
。

著
者
は
進
展
著
し
い
中
国
・
韓
国

の
研
究
成
果
に
照
ら
し
て
列
島
の
旧

石
器
文
化
を
相
対
化
す
る
視
座
を
提

唱
す
る
。
著
者
を
中
心
と
す
る
〕
篠

的
研
究
チ
ー
ム
は
、
韓
国
・
中
国
を

フ
ィ
ー
ル
ド
に
精
力
的
な
国
際
共
同

研
究
を
推
進
し
、
多
く
の
成
果
を
お

さ
め
て
い
る
(
東
ア
ジ
ア
の
黄
士

1
古
上
竣
と
田
石
器
編
年
』
 
2
0
0

8
年
、
難
山
閣
)
。

本
書
は
、
こ
う
し
た
最
新
の
研
究

成
果
を
わ
か
り
や
す
く
紹
介
す
る
と

と
も
に
、
今
後
の
列
島
に
お
け
る
前
.

中
期
旧
石
器
研
究
の
方
向
性
と
展
望

を
明
示
す
る
。

麻
柄
一
士
宗
津
屯
薗
書
館
長
)

本
書
は
「
は
し
が
き
」
に
も
触
れ

て
い
る
よ
う
に
束
ア
ジ
ア
旧
石
器
老

古
学
の
最
新
の
研
究
成
果
を
一
般
の

読
者
に
も
わ
か
り
や
す
く
紹
介
す
る

こ
と
を
目
的
と
し
て
執
筆
さ
れ
て
い

る
。
著
者
の
韓
国
、
巾
国
に
お
け
る

調
査
の
逸
話
も
ふ
ん
だ
ん
に
盛
り
込

ま
れ
、
先
史
考
古
学
に
興
味
が
な
く

て
も
引
き
込
ま
れ
る
。

2
0
0
0
年
H
月
、
田
石
器
遺
跡

発
掘
握
造
の
発
覚
に
ょ
っ
て
約
紛
年

に
お
よ
ぶ
列
島
最
古
の
人
類
史
を
探

る
研
究
の
ほ
と
ん
ど
が
水
泡
に
帰
し

た
。
そ
れ
か
ら
円
年
を
経
た
現
在
、

日
本
の
旧
石
器
時
代
研
究
は
そ
の
後

遺
症
に
苦
し
み
、
こ
の
方
面
の
研
究

中
國
古
典
社
會
に

お
け
る
佛
教
の
諸
相

西
脇
常
記
(
大
学
文
学
部
教
授
)
一
者

描
い
た
上
、
さ
ら
に
エ
リ
ー
ト
官
僚

か
つ
文
学
者
で
あ
る
楊
億
と
権
徳
輿

の
天
折
し
た
各
々
の
子
供
へ
の
思
い

を
通
し
て
、
深
い
儒
教
的
教
養
を
持

つ
知
識
人
の
仏
教
的
立
場
を
鋭
く
分

析
し
た
。
そ
し
て
近
年
著
者
が
尿
も

力
を
入
れ
た
の
が
第
Ⅲ
部
、
つ
ま
り

ベ
ル
リ
ン
所
蔵
ト
ル
フ
ァ
ン
漢
語
仏

教
文
書
に
つ
い
て
の
研
究
で
あ
る

文
献
考
証
学
的
手
法
に
ょ
る
調
査
結

果
は
、
写
本
は
も
と
よ
り
、
版
刻
本

の
意
味
を
も
注
目
し
、
当
該
分
野
に

お
い
て
新
し
い
研
究
方
向
を
指
し
示

し
た
と
思
わ
れ
る
。

た
だ
、
第
Ⅲ
部
所
収
「
『
仏
母
経
』

の
伝
承
」
は
上
海
博
物
館
所
蔵
の
五

代
の
西
城
写
本
「
仏
母
経
」
(
上
博

朝
1
4
1
3
7
9
1
H
)
を
見
落
し

た
な
ど
、
多
少
残
念
な
と
こ
ろ
も
あ

る
も
の
の
中
国
へ
の
情
熱
を
持
ち

つ
つ
、
冷
静
さ
を
失
わ
ず
に
、
緻
密

な
考
証
に
裏
打
ち
さ
れ
た
深
い
洞
察

と
卓
見
が
溢
れ
る
本
書
は
、
専
門
家

の
み
な
ら
ず
、
一
般
読
書
人
に
も
中

国
理
解
の
禅
益
を
も
た
ら
す
も
の
で

あ
る
と
信
じ
、
江
湖
に
広
く
薦
め
る

所
以
で
あ
る

石
立
善
(
大
学
文
学
部
外
国
人
研
究
員
)

「
中
国
古
典
社
会
」
、
す
な
わ
ち
儒

教
や
そ
の
占
典
を
中
心
と
す
る
伝
統

社
会
を
古
代
中
国
の
表
顔
と
す
れ

ぱ
、
仏
教
や
道
教
な
ど
の
民
問
宗
教

に
根
ざ
し
た
社
会
は
そ
の
裏
顔
と
言

え
よ
う
。
本
書
は
そ
の
裏
顔
を
観
察

す
べ
く
、
唐
宋
時
代
の
仏
教
中
国
化

の
実
態
を
複
眼
的
に
照
射
し
た
碩
学

に
ょ
る
源
身
の
労
作
で
あ
る
。

第
1
部
で
は
、
宋
代
の
宗
鑑
「
釈

門
正
統
』
や
志
磐
仏
祖
統
紀
を

主
軸
に
、
天
台
宗
史
書
の
成
立
事
情

や
変
遷
を
詳
諭
す
る
。
第
Ⅱ
部
は
、

著
者
が
以
前
か
ら
有
し
て
き
た
中
国

人
の
死
生
観
の
解
明
と
い
う
問
題
意

識
の
延
長
で
、
唐
代
仏
教
徒
の
葬
喪

儀
礼
や
遺
産
処
理
の
実
態
を
克
明
に

新 j、ロ
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「
宇
治
拾
遺
物
語
」
の

中
の
昔
話

廣
田
收
天
学
斈
部
教
授
暑

川
後
剛
以
前
に
語
ら
れ
て
い
た
か
ど

う
か
は
わ
か
ら
な
い
の
だ
。

本
書
は
し
か
し
、
あ
え
て
『
宇
治

拾
遺
物
語
と
昔
話
と
の
比
較
を
試

み
る
。
そ
の
際
、
本
書
が
用
い
る
の

需
型
」
と
い
う
概
念
だ
。

が

基
本
的
に
昔
話
は
口
頭
伝
承
で
あ

る
。
し
た
が
っ
て
地
域
や
話
者
に
ょ

り
微
妙
に
表
現
が
異
な
っ
て
く
る
の

だ
が
、
共
通
す
る
基
本
の
構
成
「
話

型
」
を
と
り
だ
す
こ
と
で
中
但
鯉
加

と
の
比
較
も
可
能
に
な
る
。
よ
く
似

た
構
成
の
課
裟
現
と
昔
話
の
表
現

を
比
較
す
る
こ
と
で
見
え
て
く
る
違

い
こ
そ
そ
れ
ぞ
れ
の
独
自
性
と
い

う
わ
け
で
あ
る
。

具
体
的
な
分
析
の
手
際
や
成
果
に

つ
い
て
は
本
文
を
お
読
み
い
た
だ
き

た
い
。
課
叩
研
究
は
国
文
学
の
領
域

で
は
ま
だ
研
究
史
が
浅
く
、
入
門
書

の
数
も
少
な
い
そ
の
な
か
で
本
ぎ

は
、
易
し
い
語
り
口
な
が
ら
重
要
な

示
唆
に
富
ん
で
い
る
。
著
者
の
研
究

人
生
に
ま
つ
わ
る
挿
話
な
ど
も
折
々

紹
介
さ
れ
、
説
話
研
究
の
入
り
口
に

ま
ず
お
勧
め
し
た
い
一
書
で
あ
る
。

般
に
説
1
脚
は
ど
う
理
解
さ
れ
て

い
る
の
だ
ろ
う
芥
川
龍
之
介
が
抽

い
た
よ
う
な
」
庶
民
文
学
。
あ
る
い
は

昔
話
や
伝
説
、
当
時
語
ら
れ
た
噂
話

の
記
録
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
だ
ろ
う
か

事
実
、
鎌
倉
時
代
初
期
に
作
ら
れ
た

宇
治
拾
遺
物
語
に
は
、
・
わ
れ
わ

れ
力
知
っ
て
い
る
昔
話
に
ょ
く
似
た

説
栗
収
め
ら
れ
て
い
る
。
本
書
に

も
取
り
あ
げ
ら
れ
る
「
瘤
取
爺
」
「
藁

し
べ
長
者
」
な
ど
だ

し
か
し
、
こ
れ
ら
の
説
野
券
際

当
時
語
ら
れ
て
い
た
の
か
ど
う
か
、

そ
れ
と
も
説
話
を
も
と
に
し
て
昔
話

が
作
ら
れ
た
の
か
、
検
証
は
難
し
い
。

現
在
伝
わ
る
昔
'
の
多
く
は
明
治
以

後
に
記
録
さ
れ
た
も
の
な
の
で
、
近

ん

き
わ
め
て
刺
激
的
に
立
ち
あ
ら

、

一
」わ

れ
る
。

荷
風
没
後
肋
年
を
機
に
ま
と
め
ら

れ
た
本
書
は
、
箸
者
に
と
っ
て
の
初

め
て
の
単
苫
永
井
荷
風
・
音
楽
の

流
れ
る
'
倫
(
1
9
9
7
)
か
ら

円
年
あ
ま
り
の
時
を
経
て
刊
行
さ
れ

た
わ
け
だ
が
、
直
<
銅
氏
は
、
こ
の
問

に
「
べ
ス
ト
セ
ラ
ー
小
説
」
「
食
通
」

「
都
市
」
と
い
っ
た
幅
広
い
切
り
口

に
ょ
る
著
書
を
立
て
続
け
に
刊
行
し
、

学
界
で
高
い
注
目
を
集
め
て
き
た
。

一
見
、
そ
う
し
た
実
践
が
ぐ
る
り
と

一
周
し
て
荷
風
に
戻
っ
て
き
た
、
と

い
う
印
象
を
抱
く
向
き
も
あ
ろ
う
が
、

お
そ
ら
く
そ
、
つ
い
、
つ
こ
と
で
は
な
い

だ
ろ
う
。
本
書
は
、
多
才
/
多
彩
な

著
者
か
ら
す
る
と
、
き
わ
め
て
禁
欲

的
に
「
文
学
」
の
内
側
に
踏
み
と
ど

ま
り
、
「
作
家
名
一
に
こ
だ
わ
っ
た

研
究
の
成
果
と
い
っ
て
ょ
い
。
著
者

に
と
っ
て
「
荷
風
」
の
「
文
学
」
と

は
、
研
究
の
底
流
を
流
れ
続
け
る
壮

大
な
テ
ー
マ
で
あ
り
、
か
つ
ま
た
、

そ
の
研
究
実
践
を
鍛
え
る
場
の
よ
う

な
も
の
で
は
な
い
か
。
本
書
は
、
そ

の
一
端
を
知
る
上
で
も
格
好
の
書
物

に
ち
力
む
な
い

日
高
佳
紀
(
奈
良
教
育
大
学
准
教
握

本
当
の
特
徴
は
、
永
井
荷
風
と
い

う
ひ
と
り
の
作
家
か
ら
生
み
出
さ
れ

た
作
品
群
を
四
つ
の
表
現
ス
タ
イ

ル
・
文
体
と
、
Ⅱ
種
類
の
文
章
ジ
ャ

ン
ル
に
「
再
分
類
」
し
た
点
に
あ
る

通
読
す
る
と
、
荷
風
が
、
明
治
即
年

代
の
デ
ビ
ユ
ー
か
ら
昭
和
に
至
る
ま

で
、
ま
さ
し
く
日
本
誘
の
文
体
模
索

の
時
代
を
生
き
、
ま
た
、
文
学
史
的

な
流
れ
に
緩
や
か
に
ア
ク
セ
ス
し
な

が
ら
告
ら
の
表
現
ジ
ャ
ン
ル
の
変
奏

の
う
ち
に
長
く
作
家
で
あ
り
続
け
て

い
た
こ
と
に
あ
ら
た
め
て
気
づ
か
さ

れ
る
。
そ
の
時
「
永
井
荷
風
」
と
い

、
つ
作
家
名
は
、
単
一
な
イ
メ
ー
、
シ
と

し
て
で
は
な
く
、
そ
の
文
学
的
な
「
複

数
性
」
す
な
わ
ち
「
彩
り
」
の
う
ち

新
刊
紹
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梁
塵
易
抄
の
世
界

梁
塵
秘
抄
の
世
界

中
世
を
映
す
歌
謡
1

植
木
朝
子
1
革
部
教
授
著

本
、
よ
平
安
判
の
1
0
に
牙
わ

れ
、
院
政
期
に
か
け
て
爆
発
的
に
流

行
し
た
今
様
の
架
成
『
梁
塵
秘
抄

に
関
す
る
研
究
で
、
内
容
は
「
1
・
栞

塵
秘
抄
』
概
説
」
と
「
Ⅱ
・
梁
廊

秘
抄
』
宝
巻
一
の
二
部
か
ら
な
る

ー
で
は
、
今
様
流
行
の
動
態
と
「
梁

塵
秘
抄
』
の
成
立
、
批
者
後
白
河
院

の
周
辺
な
ど
鼠
盤
的
問
題
が
、
最

新
の
研
究
成
果
を
踏
ま
え
て
、
平
易

な
文
体
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
読
冉

は
こ
れ
に
導
か
れ
て
今
様
の
世
界
に

分
け
入
る
こ
と
が
で
き
る
。
Ⅱ
で
は
、

「
信
仰
の
世
界
」
「
恋
の
世
界
」
「
王

朝
的
鑒
織
へ
の
反
逆
」
「
都
市
の

賑
わ
い
」
の
各
・
章
に
沿
っ
て
、
雑
多

と
も
見
え
る
今
様
の
世
界
が
体
系
的

に
開
示
さ
れ
る
。
こ
こ
で
は
読
行
は
、

一
つ
ひ
と
つ
の
今
様
の
解
釈
と
分
析

農
魯
隼
歌
二

の
乎
順
に
導
か
れ
、
そ
の
こ
と
ば
と

'
恩
辿
い
に
触
れ
つ
つ
妙
味
を
味
わ
う

こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

歌
靜
群
こ
と
の
丁
等
な
諭
証
は
、

新
た
な
美
土
叢
や
価
仙
観
の
も
と
に
、

ま
さ
に
中
世
的
世
界
を
拓
い
て
ゅ
く

こ
と
ぱ
の
波
打
つ
鼓
動
を
咸
祥
さ
せ

て
く
れ
る
。
仏
菩
薩
へ
の
敬
虔
な
祈

り
と
あ
か
ら
さ
ま
な
愛
欲
の
願
い
と

が
共
存
し
て
い
る
今
様
世
界
の
不
思

議
さ
や
疑
問
は
、
例
え
ば
、
極
惡
人

提
婆
達
多
の
成
仏
に
共
感
し
、
称
え

る
歌
緋
の
分
析
な
ど
を
読
む
と
、
見

亊
に
氷
解
さ
せ
ら
れ
る
。
生
き
る
こ

と
自
体
盆
業
で
さ
え
あ
る
状
況
を

歌
い
あ
げ
、
救
い
の
方
便
と
し
て
転

換
さ
せ
る
か
の
よ
う
な
今
様
の
あ
り

方
が
見
え
て
く
る
か
ら
で
あ
る
。
信

仰
と
欲
望
と
い
っ
た
規
範
的
な
区
分

な
ど
は
、
そ
こ
に
は
な
い
。

和
歌
、
物
需
、
脱
話
、
仏
典
史

晝
図
像
資
料
な
ど
、
全
般
に
資
料

の
博
捜
性
も
本
書
の
特
徴
で
あ
る
。

こ
と
に
資
料
を
開
陳
し
、
分
析
す
る

と
き
の
筆
者
は
愉
快
で
た
ま
ら
な
い

ら
し
く
、
す
こ
ぶ
る
雛
厶
什
で
も
あ
る

そ
の
話
術
に
誘
わ
れ
て
分
析
の
啼
場

感
を
共
有
で
き
る
の
も
木
杏
の
魅
力

で
あ
ろ
う
。駒

木
敏
{
大
学
文
学
部
教
巡

倫
噸
.
ー

「
女
装
と

文
化
史 黒

『
女
装
と
男
装
』
の
文
化
史

佐
伯
順
子
矢
学
"
会
需
教
授
暑

本
書
は
、
ジ
エ
ン
ダ
ー
表
象
の

ひ
と
つ
、
女
裴
と
男
装
と
い
う
文
化

現
象
を
読
み
解
こ
う
と
し
た
著
作
で

あ
る
。
一
般
に
は
異
端
と
み
な
さ
れ
、

時
に
は
排
斥
の
対
象
と
さ
え
な
り
か

ね
な
い
性
の
ね
じ
れ
現
象
に
、
文
化

史
の
光
を
あ
て
、
そ
の
深
層
に
探
り

を
入
れ
よ
う
と
す
る
試
み
で
あ
る
。

と
り
あ
げ
ら
れ
た
素
材
は
多
郁
多

様
だ
。
文
学
、
映
画
、
演
劇
は
優
論

の
こ
と
、
歌
舞
伎
、
歌
謡
マ
ン
ガ

に
至
る
ま
で
、
古
今
東
西
の
作
品
が

自
在
に
引
用
さ
れ
て
い
る
。

「
古
罰
輩
」
「
ヴ
エ
ニ
ス
の
商
人
」
、

そ
し
て
「
り
ボ
ン
の
騎
士
」
「
べ
ル

サ
イ
ユ
の
ぱ
ら
」
な
ど
、
私
た
ち
に

は
お
な
じ
み
の
書
物
や
マ
ン
ガ
が
、

の

著
者
の
手
に
ょ
っ
て
、
ひ
と
つ
の
性

文
化
の
系
譜
の
な
か
に
位
置
づ
け
ら

れ
て
い
く
。

こ
う
し
た
分
析
を
通
じ
、
日
本
独

自
と
い
う
装
い
を
も
つ
作
品
も
、
実

際
に
は
世
の
東
西
を
問
わ
ぬ
、
人
問

の
共
通
し
た
感
性
の
産
物
で
あ
こ
と

が
示
さ
れ
て
い
て
興
味
深
い
。

人
は
人
と
し
て
あ
る
か
ぎ
り
、
同

じ
よ
う
な
文
化
を
生
み
出
す
。
ま
た

仔
細
に
み
る
と
、
男
裴
と
女
装
に
は

親
和
性
の
あ
る
メ
デ
ィ
ア
が
異
な
る

さ
ら
に
束
西
で
は
微
妙
な
差
異
の
あ

る
こ
と
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

女
裴
や
男
装
は
、
芸
術
的
な
ま
た

大
衆
向
け
の
作
品
に
し
ぱ
し
ぱ
現
れ

る
。
時
に
宗
教
的
な
バ
ッ
ク
ボ
ー
ン

も
支
え
ら
れ
て
も
い
る
。
そ
れ
は
意

識
す
る
し
な
い
に
関
わ
ら
ず
、
そ
れ

は
私
た
ち
に
と
っ
て
身
近
な
現
象
で

あ
り
、
「
人
問
と
社
会
の
根
源
を
問

う
問
題
で
あ
る
一
と
い
う
指
摘
は
重

要
だ
。比

較
文
化
を
専
門
と
す
る
著
者
な

ら
で
は
の
成
果
と
言
え
よ
う

竹
内
長
武
天
学
社
会
学
部
教
遥

i、ロ
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川
M
判
邸

ア
メ
リ
カ
・
ロ
ー

ス
ク
ー
ル
教
育
論
芳

"
嶋
四
良
(
大
学
法
学
部
教
授
)
一
者

会
生
活
上
の
医
師
」
た
る
法
律
家
を

育
て
る
教
育
機
関
と
し
て
成
長
し
う

る
か
、
そ
れ
と
も
、
法
学
部
の
理
論

教
育
を
単
に
延
長
し
、
ま
た
実
務
の

現
状
を
無
批
判
に
見
習
う
司
法
修
習

の
凖
備
期
問
と
な
っ
て
し
ま
う
か
の

岐
路
に
あ
る
。

日
本
の
法
科
大
学
院
は
、
ア
メ
リ

力
の
口
ー
ス
ク
ー
ル
を
モ
デ
ル
と
し

た
と
い
わ
れ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は

大
学
院
レ
ベ
ル
の
教
育
と
し
た
こ
と

と
、
修
業
年
限
を
3
年
と
し
た
制
度

の
外
面
だ
け
の
こ
と
で
あ
る
。
ア
メ

り
力
の
口
ー
ス
ク
ー
ル
の
成
功
の
鍵

と
な
っ
て
い
る
教
育
方
法
論
の
特
徴

を
、
本
書
を
紐
解
く
こ
と
に
ょ
っ
て

再
確
認
し
な
け
れ
ぱ
な
ら
な
い
。
教

員
の
指
導
監
督
の
下
に
学
生
が
現
実

の
依
頼
者
に
対
し
て
法
律
サ
ー
ビ
ス

を
提
供
す
る
臨
床
法
学
教
育
(
リ
ー

ガ
ル
・
ク
リ
ニ
ヅ
ク
)
も
ま
た
、
本

書
が
そ
の
有
効
性
を
論
ず
る
ア
メ
リ

力
の
口
ー
ス
ク
ー
ル
の
教
育
方
法
論

で
あ
る
。
著
者
の
い
う
「
学
生
の
背

後
に
潜
在
的
な
依
頼
者
を
見
て
」
、

理
論
教
育
と
実
務
教
育
を
統
合
す
る

方
法
論
の
検
討
が
必
要
で
あ
る
。

宮
川
成
雄
甲
稀
Ⅲ
人
絵
学
学
術
院
教
握

法
科
大
学
院
教
員
の
ど
れ
だ
け
が
、

「
学
生
の
背
後
に
潜
在
的
な
依
頼
者

を
見
て
」
授
業
を
行
っ
て
い
る
で
あ

ろ
う
か
。
著
者
は
本
当
は
し
が
き
に
、

「
専
門
職
大
学
院
で
あ
る
法
科
大
学

院
で
は
、
他
者
の
生
命
:
身
体
・
自

由
・
名
誉
・
財
産
な
ど
切
鬨
わ
る
問

題
に
つ
い
て
法
的
救
済
を
創
出
で
き

る
よ
う
に
サ
ポ
ー
ト
す
る
こ
と
が
で

き
る
人
材
を
育
成
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
」
と
記
す

本
占
は
、
い
ま
岐
路
に
立
た
さ
れ

て
い
る
法
科
大
学
院
制
度
を
、
そ
の

設
立
当
初
の
理
念
に
戻
っ
て
検
討
す

る
た
め
の
書
で
あ
る
法
科
大
学
院

は
、
プ
ロ
フ
エ
ツ
シ
ョ
ナ
ル
・
ス
ク

ー
ル
と
し
て
、
依
頼
者
の
た
め
に
「
礼

新
刊
紹
介
 
9

膨
U
の
強
い
ア
メ
リ
カ
社
会
で
の
生

活
と
学
校
教
育
に
ょ
っ
て
日
本
社
会

の
因
習
や
伝
統
に
縛
ら
れ
た
規
範
と

価
値
と
の
落
差
を
実
感
し
、
キ
リ
ス

ト
者
と
し
て
「
一
人
の
自
由
な
日
本

市
民
」
を
目
標
に
生
き
る
。
一
方
、

徳
富
兄
弟
の
場
合
、
兄
蘇
峰
は
襄
の

学
校
事
業
の
よ
き
理
解
者
と
し
て
、

ま
た
弟
蘆
花
の
た
め
に
尽
力
し
た
様

子
が
実
証
的
な
筆
致
の
も
と
に
描
写

さ
れ
る
。
な
る
ほ
ど
本
書
の
特
徴
と

は
、
時
代
環
境
と
若
者
の
精
神
形
成

と
の
交
錯
の
様
相
を
そ
れ
ぞ
れ
の
内

面
の
一
高
を
照
射
す
る
こ
と
と
絡
め

生
身
の
人
間
の
躍
動
が
表
現
さ
れ
た

こ
と
だ
。
と
く
に
蘆
花
の
痛
ま
し
い

幼
児
の
性
体
験
が
作
家
活
動
の
原
点

令
女
性
恐
怖
症
」
)
に
あ
っ
た
と
の

指
摘
に
は
著
者
の
熟
達
し
た
手
法
の

冴
え
が
み
ら
れ
る
。

新
島
の
よ
う
な
高
邁
な
理
想
を
掲

げ
た
熱
血
漢
の
生
き
方
や
、
自
己
救

済
の
模
索
が
作
家
の
道
と
な
る
蘆
花

ら
の
人
生
の
断
面
へ
の
洞
察
。
そ
れ

は
、
現
代
に
通
底
す
る
若
者
の
生
き

方
に
示
唆
を
あ
た
え
る
に
ち
が
い
な

歴
史
の
歯
車
が
大
き
な
音
を
た
て

転
回
す
る
と
き
、
た
ま
た
ま
遭
遇
し

た
時
代
の
中
で
果
=
の
志
を
抱
く
若

者
た
ち
は
ど
の
よ
う
に
生
き
た
か

建
立
問
も
な
い
同
上
讐
央
学
校
に
ゆ

か
り
の
深
い
3
人
と
は
私
立
の
学
校

事
業
に
生
涯
を
か
け
る
新
島
襄
、
心

情
告
白
の
作
家
と
な
る
徳
富
蘆
花
、

そ
し
て
風
民
新
聞
社
を
設
立
し
活
躍

す
る
球
峰
。
本
書
は
こ
の
人
物
た
ち

の
苦
剖
の
人
生
行
路
を
丹
念
に
精
査

し
、
読
み
手
を
納
得
さ
せ
る
彼
ら
の

「
心
の
構
造
」
、
つ
ま
り
内
奥
の
葛
藤

に
ま
で
踏
み
込
ん
で
活
写
し
て
い
る

新
島
の
場
貪
不
法
出
国
し
た
後

米
国
船
で
の
体
験
や
キ
リ
ス
ト
教
の

)
0

L

中
谷
猛
(
立
命
館
大
学
名
誉
教
握

1、ロ
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リ
入
ホ
ン
条
約
に
ょ
る

欧
州
統
合
の
ヨ

1
芥
轟

リ
ス
ボ
ン
条
約
に
ょ
る

欧
州
統
合
の
新
展
開

E
U
の
新
基
本
条
約

鷲
江
義
勝
{
大
学
法
学
製
授
)
編
一
者

」

国
体
制
と
な
っ
た
E
U
で
は
、
意
思

決
定
の
効
率
化
を
促
進
す
る
一
方
で
、

民
主
主
義
的
正
統
性
の
さ
ら
な
る
確

保
と
い
う
難
し
い
要
請
に
迫
ら
れ
て

る
。
欧
州
理
事
厶
棄
任
議
長
設
置
、

い欧
州
議
会
の
権
限
拡
大
等
、
り
ス
ボ

ン
条
約
で
導
入
さ
れ
た
改
革
に
関
す

る
理
解
は
、
 
E
U
の
将
来
を
展
望
す

る
う
え
で
重
叟
で
あ
ろ
う
。

第
2
部
で
は
、
り
ス
ボ
ン
条
約
に

よ
っ
て
改
定
さ
れ
た
E
U
基
本
条
約

全
文
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
木
腎
の

特
徴
は
、
り
ス
ボ
ン
条
約
以
前
の
二

ー
ス
条
約
と
ア
ム
ス
テ
ル
ダ
ム
条
約

を
比
較
可
能
な
形
で
並
べ
て
掲
載
し

た
点
に
あ
る
。
こ
れ
に
ょ
り
、
 
3
条

約
を
比
較
対
照
し
、
こ
れ
ま
で
の
条

約
改
定
で
E
U
が
ど
の
よ
う
な
変
容

を
遂
げ
た
の
か
把
握
す
る
こ
と
が
可

能
と
な
っ
て
い
る
。
 
E
U
は
半
世
紀

以
上
に
お
よ
ぶ
欧
州
統
合
の
歩
み
の

巾
で
大
き
な
変
貌
を
遂
げ
て
き
た

本
書
に
尓
さ
れ
た
3
条
約
の
条
文
を

比
較
検
'
す
る
こ
と
に
ょ
り
、
赴
響

は
E
U
の
兆
展
に
つ
い
て
体
系
的
な

理
解
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う

E
U
基
本
条
約
を
改
定
す
る
た
め
、

2
0
0
9
年
末
に
発
効
し
た
り
ス
ボ

ン
条
約
は
、
円
年
に
わ
た
る
E
U
改

革
の
集
大
成
で
あ
る
本
占
は
、
討

世
紀
の
E
U
の
鳥
礎
と
な
る
り
ス
ボ

ン
条
約
に
つ
い
て
、
そ
の
内
容
を
解

説
す
る
一
方
、
 
E
U
基
本
条
約
改
定

の
軌
跡
を
条
文
の
変
遷
を
示
し
な
が

ら
明
ら
か
に
す
る
も
の
で
あ
る

本
書
の
第
1
部
で
は
、
り
ス
ポ
ン

条
約
の
榊
成
を
踏
ま
え
た
う
え
で
、

条
約
批
准
過
程
な
ど
成
立
畢
る
経

緯
を
丁
憲
,
に
解
説
し
て
い
る
。
ま
た
、

大
帆
な
改
革
が
な
さ
れ
た
E
U
の
諸

機
関
、
諸
政
策
に
つ
い
て
詳
細
な
検

幕
な
さ
れ
て
い
る
現
在
、
舒
力

す
る
と
い
う
弱
さ
を
持
つ
こ
と
、
す

な
わ
ち
人
と
共
に
苦
し
み
、
人
を
愛

す
る
と
い
っ
た
い
わ
ゆ
る
「
十
字
架

の
神
学
」
が
数
学
的
飯
器
さ
れ
る

さ
ら
に
「
無
限
集
合
の
部
分
は
自
己

と
同
一
で
あ
る
」
と
い
う
命
題
か
ら
、

神
を
無
限
集
合
と
す
る
な
ら
ぱ
、
神

の
部
分
は
自
己
と
同
一
で
あ
る
ゆ
え

に
、
父
・
子
・
聖
霊
の
つ
の
位
格

を
持
ち
な
が
ら
、
本
質
と
し
て
は

つ
と
い
う
三
位
一
体
論
が
証
明
可
能

に
な
る
と
さ
れ
る
。

著
者
は
、
近
代
科
学
の
豆
叩
で
あ

る
数
学
を
用
い
て
神
を
語
る
数
理
神

学
に
ょ
っ
て
、
神
と
近
代
科
学
は
共

通
の
地
平
に
お
い
て
記
述
で
き
る
よ

う
に
な
り
、
神
の
存
在
す
る
余
地
を

否
定
す
る
科
学
的
世
界
像
の
是
非
を

問
え
る
と
上
張
す
る
こ
う
し
た
主

張
は
独
創
的
で
あ
っ
て
、
そ
の
評
価

は
当
面
の
と
こ
ろ
一
定
し
な
い
だ
ろ

う
。
だ
が
近
代
以
降
絶
え
ず
繰
り
広

げ
ら
れ
て
き
た
科
学
と
神
学
を
め
ぐ

ゑ
票
は
、
双
方
か
ら
の
議
論
が
払

底
し
た
祭
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
本

書
豊
裳
は
こ
の
閉
塞
状
況
を
打
破

す
る
可
能
性
を
切
り
ひ
ら
く
一
石
を

投
じ
た
こ
と
に
あ
る
と
言
え
よ
う
。

伊
藤
慶
郎
一
大
学
神
学
研
究
科
地
士
鑾
雋
課
起

本
書
は
、
か
ね
て
か
ら
「
数
理
神

学
」
を
提
唱
し
て
き
た
落
合
仁
司
教

授
に
ょ
る
数
理
神
学
入
門
書
で
あ
る
。

数
理
神
学
と
は
神
諭
、
三
位
一
体
諭
、

キ
リ
ス
ト
論
な
ど
の
伝
統
的
な
組
織

神
学
の
主
題
を
、
数
学
的
に
表
現
し

た
公
理
定
理
に
再
構
成
し
、
検
証

す
る
試
み
で
あ
る
。

ま
ず
最
初
に
「
神
は
無
限
集
合
で

あ
る
」
と
い
う
命
題
が
仮
説
と
し
て

設
定
さ
れ
る
。
そ
こ
か
ら
著
者
は
「
無

限
集
合
の
限
界
は
宕
己
自
身
で
あ

る
」
と
い
う
命
題
を
集
合
論
を
用
い

て
演
繹
し
、
そ
し
て
「
神
の
限
界
は

神
自
身
で
あ
る
」
と
い
う
結
論
に
い

た
る
。
こ
れ
に
ょ
り
無
限
で
あ
る
神

は
、
無
限
で
あ
り
な
が
ら
有
限
を
有

力
久
昌
幸
(
太
璽
γ
部
教
遥

新



雙
織
が
研
究
の
出
発
点
で
あ
っ
た

彼
の
研
究
手
法
は
史
実
に
基
づ
く
徹

底
し
た
突
証
研
究
で
あ
り
、
カ
ナ
ダ

の
調
査
で
も
第
一
次
史
料
を
埀
視
し

て
巧
年
に
わ
た
っ
て
広
大
な
カ
ナ
ダ

を
駆
け
巡
っ
て
い
る
。
そ
の
研
究
成

果
は
6
本
四
補
諭
文
と
し
て
公
表

さ
れ
た
が
、
本
書
は
こ
れ
ら
倫
文

を
体
系
的
に
取
り
纏
め
た
も
の
で
あ

る
。
カ
ナ
ダ
の
発
展
に
尽
し
た
Π
系

カ
ナ
ダ
移
民
に
対
す
る
敬
意
と
深
い

愛
着
が
、
長
作
に
渡
る
研
究
を
根
底

か
ら
支
え
た
動
因
で
あ
る
こ
の
よ

う
に
、
本
書
は
堅
突
な
一
需
に
支
え

ら
れ
た
5
章
か
ら
構
成
さ
れ
る
研
究

肱
力
で
あ
り
、
今
後
と
も
日
木
に
お
け

る
カ
ナ
ダ
研
究
の
貰
重
な
文
献
の
一

つ
で
あ
り
続
け
る
こ
と
は
疑
う
余
地

が
な
い
。
本
譜
を
手
に
し
た
と
き
、

著
者
の
こ
家
族
と
と
も
に
カ
ナ
デ
ィ

ア
ン
ロ
ッ
キ
ー
を
旅
し
た
こ
と
を
思

い
出
し
、
こ
研
究
の
成
果
を
集
大
成

さ
れ
た
こ
と
に
大
い
な
る
敬
'
惹
を
表

し
た
い
と
思
う
本
禹
は
慶
應
義
塾

太
禽
当
館
の
蔵
占
の
1
冊
と
し
て

関
覧
に
供
さ
れ
て
い
る

今
口
忠
政
(
慶
應
雑
塾
火
学
商
学
部
教
握

私
の
友
人
で
あ
る
末
永
國
紀
教
授

は
Π
木
鷲
●
史
の
専
門
家
で
あ
り
、

滋
賀
県
を
出
身
地
と
し
た
近
江
而
人

の
研
究
者
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る

彼
が
目
系
カ
ナ
ダ
移
民
に
関
心
を
持

つ
た
契
機
は
、
第
次
大
戦
以
前
の

口
系
カ
ナ
ダ
移
民
に
滋
欝
小
出
身
者

が
最
も
多
い
と
い
う
亊
火
を
知
っ
た

こ
と
に
基
づ
い
て
い
る
も
と
も
と
、

近
江
商
人
は
ビ
ジ
ネ
ス
の
広
域
志
向

性
に
特
徴
が
あ
る
と
考
え
、
近
代
以

後
の
近
江
商
人
の
海
外
進
出
に
倒
心

を
持
っ
て
い
た
こ
と
力
ら
、
滋
賀
県

か
ら
の
移
民
が
ビ
ジ
ネ
ス
で
如
何
に

カ
ナ
ダ
に
定
膚
し
た
の
か
と
い
う
問

奏
任
官
(
中
堅
管
理
職
)
で

立
口
、

も
8
倍
も
あ
っ
た
こ
と
。
②
旧
制
古
向

校
へ
の
進
Ⅷ
畢
は
同
年
齢
人
口
の
ー

%
末
満
で
あ
っ
た
こ
と
。
隔
世
の
感

と
は
こ
の
こ
と
だ
ろ
、
つ
。

し
か
し
、
私
は
こ
、
つ
い
う
統
計
数

値
だ
け
で
は
な
く
て
、
亭
実
の
解
釈

に
橘
木
さ
ん
の
お
人
柄
が
伝
わ
る
記

述
に
か
え
っ
て
興
味
と
安
心
を
覚
え

た
。
例
え
ば
、
小
生
が
在
学
し
て
い

た
頃
ま
で
の
東
大
経
済
W
需
の
マ
ル

ク
ス
経
済
学
優
位
の
状
況
に
つ
い
て
、

学
問
の
単
純
な
有
用
論
か
ら
す
れ
ぱ

W
つ
て
捨
て
る
よ
う
な
評
価
も
あ
り

う
る
だ
ろ
う
け
れ
ど
、
卒
業
し
て
経

営
者
に
な
っ
た
人
々
は
「
マ
ル
ク
ス

経
・
漬
学
の
い
う
階
級
対
立
の
デ
メ
リ

ツ
ト
を
学
生
時
代
に
ょ
く
学
ん
だ
た

け
に
、
現
実
の
世
界
で
は
そ
の
デ
メ

リ
ッ
ト
を
消
す
よ
う
な
政
策
を
採
用

し
た
」
と
い
う
解
釈
。
氏
の
り
べ
ラ

ル
な
思
潮
が
仂
佛
と
す
る
。
橘
木
さ

ん
の
飾
ら
ぬ
お
人
柄
が
映
し
出
さ
れ

て
い
て
、
と
げ
と
げ
し
さ
の
な
い
好

著
で
あ
る
と
思
っ
た
。
一
読
を
お
薦

め
し
た
い
。

石
田
光
田
力
{
大
学
社
会
学
部
教
握

こ
の
本
は
、
束
京
大
学
の
卒
業
生

が
社
会
の
ど
の
よ
う
な
分
野
で
活
躍

し
て
き
た
の
か
を
帝
国
大
学
と
し
て

の
誕
生
期
か
ら
今
日
ま
で
を
観
察
し

た
作
品
で
、
随
所
に
面
白
い
記
述
が

ち
り
ぱ
め
ら
れ
て
い
る
。
束
京
大
学

を
語
り
な
が
ら
H
本
の
社
会
の
変
遷

を
描
く
こ
と
に
成
功
し
て
い
る
。

例
え
ば
、
①
東
京
帝
大
法
学
部
か

ら
麻
旻
官
試
験
を
合
格
し
高
級
官

僚
に
な
る
経
済
的
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ヴ

が
戦
前
、
特
に
明
治
期
に
は
非
常
に

強
か
っ
た
こ
と
平
均
給
与
月
額
で

製
造
業
男
子
を
ー
と
し
た
と
き
に
、

1
9
0
0
年
(
明
治
器
年
)
で
み
る

と
勅
任
官
(
上
位
の
局
長
以
上
)
は

新
刊
紹
介
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ハ
イ
エ
ク
の
社
会
理
論

1
自
生
的
秩
序
論
の
構
造
1

森
田
雅
憲
大
術
学
部
教
授
暑

ハ
イ
エ
ク
思
想
と
い
う
大
山
脈
は
、

経
.
游
ψ
f
 
・
政
治
γ
・
法
学
力
ら
、
心

理
学
に
ま
で
広
が
り
を
持
ち
、
方
法

師
知
織
論
に
お
よ
ぴ
、
向
生
的
秩

序
諭
を
核
に
し
た
礼
会
則
・
諭
と
い
う

豊
か
な
水
脈
を
た
た
え
て
い
る
。
魅

力
的
で
、
そ
れ
ゆ
え
に
こ
そ
学
筈
に

と
っ
て
は
危
険
な
大
山
脈
だ
。

し
か
し
、
「
ハ
イ
エ
ク
と
出
会
う

た
め
に
仂
徳
っ
て
い
た
」
(
あ
と
が

き
)
と
い
う
茗
者
は
、
こ
の
大
山
脈

を
見
亊
に
踏
破
し
た

ハ
イ
エ
ク
を
よ
く
知
る
者
に
と
っ

て
は
、
ス
リ
リ
ン
グ
な
本
で
あ
る
。

手
堅
い
研
究
占
を
裴
い
な
が
ら
、
姉

争
的
で
挑
戦
的
な
キ
張
が
随
所
に
ち

り
ば
め
ら
れ
て
い
る
ハ
イ
エ
ク
思

想
に
お
け
る
咸
覺
秩
序
の
停
山

づ
け
な
ど
は
、
斬
新
で
説
得
力
に
富

む
。
系
闇
に
ょ
っ
て
、
ハ
イ
エ
ク
を

め
ぐ
る
い
く
つ
か
の
、
器
に
終
止
符

が
打
た
れ
、
新
た
な
ハ
イ
エ
ク
像
が

硴
立
さ
れ
た
と
言
っ
て
ょ
い
。

一
般
倫
者
も
、
本
当
を
ガ
イ
ド

役
に
ハ
イ
エ
ク
思
想
を
大
い
に
楽
し

ん
で
ほ
し
い
。
ハ
イ
エ
ク
の
ス
ミ
ス

^
^
、
^
^
^
、
加
ナ
Z
^
^
^
同
力
ら
う

ろ
こ
が
落
ち
る
。
股
計
卞
義
批
判
は

社
会
主
義
計
画
経
滴
の
破
綻
を
早
く

か
ら
言
い
当
て
て
い
た
と
く
に
お

勧
め
は
、
「
向
生
的
秩
序
」
(
人
問
の

一
%
の
結
果
で
は
あ
る
が
人
問
の
設

計
の
産
物
で
は
な
い
秩
序
)
と
い
う

概
念
を
核
に
し
た
ハ
イ
エ
ク
の
社
会

剛
論
で
あ
る
わ
れ
わ
れ
の
社
会
観

に
砕
岡
と
し
た
座
樗
糾
を
与
え
て
く

れ
るハ

イ
エ
ク
に
依
拠
し
た
新
し
い
パ

ラ
ダ
イ
ム
の
構
築
と
い
う
野
心
的
で

築
眛
な
(
?
)
試
み
は
森
田
先
生
に

任
せ
て
お
い
て
、
わ
れ
わ
れ
は
ハ
イ

エ
ク
思
想
と
い
う
大
山
脈
に
分
け
入

つ
て
知
的
冒
険
を
楽
し
も
う
道
に

迷
っ
た
ら
い
つ
で
も
本
齊
が
導
い
て

く
れ
る
。

角
村
正
博
(
神
.
r
繞
人
学
経
済
学
部
教
塁

に
亙
っ
て
守
り
抜
い
て
き
た
文
書

典
籍
類
を
次
の
8
0
0
年
先
ま
で
継

承
す
る
、
こ
れ
が
今
日
の
冷
泉
家
の

人
た
ち
の
念
気
で
あ
る
。
武
家
社

会
に
入
っ
て
多
く
の
公
家
た
ち
は
苫

難
の
生
活
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
が
、

徳
川
家
康
に
定
家
筆
の
歌
集
を
進
呈

す
る
な
ど
幕
府
と
の
交
流
を
通
し
て

多
く
の
門
弟
を
抱
え
、
冷
泉
家
は
安

寧
な
日
を
送
っ
た
。
こ
う
し
た
歴
代

の
た
ゆ
ま
ぬ
努
力
が
長
年
の
緋
持
、

継
承
と
し
て
結
・
芙
し
た
の
で
あ
る
。

内
容
の
紹
介
は
叶
わ
ぬ
が
、
「
冷

泉
家
千
年
の
歴
史
を
ひ
も
と
く
」
「
現

代
に
息
、
つ
く
ハ
ム
家
文
化
」
の
2
部
構

成
の
も
と
、
俊
成
・
定
家
の
輩
出
、

家
の
成
立
、
歌
道
師
範
の
継
承
、
最

占
の
ハ
ム
家
侘
宅
の
管
理
文
化
財
の

継
承
な
ど
著
述
は
広
範
囲
に
お
よ
ぶ

こ
れ
ま
で
に
も
冷
泉
家
に
関
す
る
著

譜
は
少
な
く
は
な
い
が
、
内
側
力
ら

見
た
冷
泉
殊
の
諸
相
が
描
き
こ
ま
れ

た
類
書
は
な
い
本
書
か
ら
、
過
去

の
遺
産
を
将
来
へ
引
き
継
ぐ
こ
と
の

困
蝉
さ
と
尊
さ
鷲
み
と
れ
る

朧
谷
寿
爰
子
大
学
名
誉
教
授
)

近
世
絵
西
の
研
究
者
で
大
学
に
奉

職
す
る
著
者
は
、
冷
'
泉
家
の
婿
養
十

と
な
っ
た
こ
と
で
ー
ル
溌
に
[
え
ぱ

地
下
人
か
ら
殿
上
人
ヘ
1
藤
原
俊

成
・
定
家
父
f
以
来
、
、
琵
に
わ
た

つ
て
和
歌
界
を
り
ー
ド
し
、
多
く
の

歌
集
を
架
蔵
す
る
堂
上
家
の
一
員
と

な
っ
た
。
姓
名
と
も
に
変
身
し
、
冗

談
め
か
し
な
が
ら
「
僕
の
帽
子
は
ど

こ
へ
行
っ
た
の
か
」
と
咳
く
茗
者
を

し
て
、
「
冷
泉
家
の
内
蔵
番
に
徹
し

た
」
、
と
一
言
わ
し
め
た
契
機
は
、
藤

原
俊
成
が
別
歳
の
と
き
に
苫
し
た

占
来
風
躰
抄
』
(
国
,
釜
)
と
対
塒
し

た
時
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
8
0
0
年



0
-
0
-

禽
名
か
ら
キ
リ
ス
ト
教
倫
理
の
人

門
書
を
述
想
さ
れ
る
か
も
し
れ
な
い

し
^
し
、
^
^
^
^
、
^
^
^
^
リ
^

づ
け
て
、
生
き
る
こ
と
の
根
源
的
な

恵
味
を
探
求
し
て
い
る
。

令
体
は
「
、
人
岡
と
は
何
か
」
「
神

と
共
に
生
き
る
」
「
人
と
共
に
生
き

.

.

る
」
「
私
た
ち
は
ど
う
生
き
る
か
」

の
4
音
十
か
ら
枇
成
さ
て
い
る
。
ま
た
、

各
章
は
、
「
神
の
似
姿
と
し
て
」
「
自

立
へ
の
旅
立
ち
」
「
命
の
原
点
」

「
一
友
』
」
と
な
る
た
め
に
」
な
ど
、

全
部
で
N
の
小
見
出
し
に
ょ
っ
て
手

際
よ
く
論
じ
ら
れ
て
い
る
。

た
だ
、
サ
憂
を
つ
く
の
は
、
聖
牛

物
詰
が
名
卞
題
に
適
合
す
る
よ
う
に

選
択
さ
れ
て
は
い
な
い
こ
と
だ
創

世
記
、
出
エ
ジ
プ
ト
記
、
サ
ム
エ
ル

記
、
列
王
記
、
福
音
轡
を
巾
心
に
、

小
書
の
配
列
を
侵
さ
ず
塾
肌
玩
味
さ

れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
一
冊
の
聖
書

の
構
乎
Z
先
述
の
主
題
の
連
続
体
と

し
て
読
み
解
こ
う
と
す
ゑ
嶺
的
な

解
釈
の
試
み
で
も
あ
る
。

著
者
は
ユ
ニ
ー
ク
な
小
善
教
育
の

・
笑
践
者
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
。
本

譜
で
は
、
判
書
の
成
立
史
や
觧
釈
史

は
細
介
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
れ
ら
の

解
説
は
類
冉
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
の

だ
。
む
し
ろ
、
他
者
と
の
共
生
へ
と

導
か
れ
る
こ
と
こ
そ
董
脊
を
読
む

こ
と
の
魅
力
な
の
だ
と
い
う
。

共
生
の
た
め
に
は
、
痛
み
を
分
か

ち
合
う
こ
と
が
必
要
と
訴
え
る
著
者

は
、
そ
の
什
方
と
機
微
を
則
書
か
ら

学
ん
で
き
た
の
だ
ろ
う
。
一
響
(
生

徒
)
を
導
こ
、
つ
と
す
る
よ
り
も
、
彼

ら
と
「
吐
ハ
に
」
聖
耆
の
問
い
か
け
に

傾
聴
し
よ
う
と
す
る
著
者
の
姿
勢
に

教
え
ら
れ
る
そ
れ
は
聖
書
を
「
共

に
一
し
て
生
き
て
き
た
著
者
の
教

釜
に
お
け
る
実
践
の
記
録
な
の
か
も

し
れ
な
い

中
村
信
博
(
女
f
大
学
学
羣
部
教
授
)

て
し
た
た
き
ま

釧
音
青
春
の
こ
、
ろ

「
仇
国
一
C
百
人
一
首
」
の
世
界

総
務
部
広
假
課

4
冊
目
と
な
る
田
音
青
春

の
こ
、
ろ
 
2
0
1
0
 
「
仂
型
↓
0

百
人
一
首
」
の
世
界
』
(
同
志
社

女
子
大
〕
補
)
が
N
H
K
出
版
局

か
ら
刊
行
さ
れ
た
。

誘
四
一
0
百
人
一
首
」
 
2
0
0

9
年
度
短
歌
コ
ン
ク
ー
ル
と
し
て

全
世
界
四
寝
生
を
対
象
に
作
品

を
"
粢
。

3
万
首
近
い
応
募
作
品
の
中
か

ら
選
ば
れ
た
1
0
0
荷
(
内
英
語

短
歌
円
首
)
と
作
歌
の
北
県
を
収

載
。

引
文
字
で
感
悠
忌
か
に
表
現
さ

2
0
1
0

同
志
社
女
子
大
学
編

れ
た
高
校
生
た
ち
の
「
こ
、
ろ
」

を
味
わ
つ
て
く
だ
さ
い
。
。

一
響
の
皆
さ
ん
に
プ
レ
ゼ
ン
ト
し

ま
す
。こ

希
望
の
方
は
、
巻
末
の
綴
じ

.

込
み
ハ
ガ
キ
に
「
住
所
」
「
お

名
前
」
「
仞
史
↓
0
百
人
一
首
希

望
」
と
こ
記
入
の
う
え
、
印
円

切
手
を
貼
り
Ⅱ
例
釦
日
(
当
日

消
印
有
効
)
ま
で
お
申
し
込
み

く
だ
さ
い

・
抽
選
の
う
え
、
 
5
人
の
皆
さ
ん

に
プ
レ
ゼ
ン
ト
し
ま
す

抽
選
の
結
果
は
発
送

.

を
も
っ
て
か
え
さ
せ

t
t
1
1
↑

新
刊
紹
介
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