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批

評

・

紹

介

中

園

古

代

史

中

日間

集

楠

作
著

山

修

昭
和
五
十
一
年
十
一
月
著
者

出
版

A
5
剣

五
二
頁

著
者
、
楠
山
修
作
氏
は
、
和
歌
山
鯨
下
の
各
高
等
製
校
を
歴
任
さ
れ
、
現
在

和
歌
山
鯨
教
育
研
修
セ
ン
タ
ー
指
導
主
事
を
さ
れ
て
い
る
。
本
書
は
、
高
校
教

育
の
激
務
に
撹
わ
る
か
た
わ
ら
、
一
九
六
七
年
以
後
種
々
の
雑
誌
に
逐
次
設
表

さ
れ
て
き
た
論
文
を
集
め
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
中
に
は
、
高
校
関
係
の

「
紀

要
」
等
に
掲
載
さ
れ
、
手
に
入
れ
る
こ
と
が
困
難
な
論
文
も
含
ま
れ
、
こ
の
よ

う
に
論
集
に
ま
と
め
ら
れ
た
こ
と
は
意
義
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
論
集
に
枚

め
ら
れ
た
論
文
は
、
ほ
と
ん
ど
が
手
堅
い
官
設
論
文
で
あ
る
が
、
そ
の
背
後
に

は
著
者
の
一
貫
し
た
歴
史
に
劃
す
る
限
を
感
じ
る
こ
と
が
で
き
る
。
私
は
、
こ

こ
で
は
順
次
個
々
の
論
文
の
質
鐙
過
程
を
簡
思
に
紹
介
検
討
し
、
最
後
に
氏
の

中
園
古
代
に
射
す
る
見
方
に
つ
い
て
若
干
の
感
想
を
述
べ
、
こ
の
書
評
の
責
を

塞
ぎ
た
い
。

こ
の
論
集
は
九
章
よ
り
な
り
、
章
だ
て
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

第
一
章
算
賦
課
徴
の
劉
象
に
つ
い
て

第
二
章
更
賦
と
寧
賦

第
三
章
漢
代
の
賦
の
意
味
に
つ
い
て
|

|
卒
中
説
批
剣
1

|

第
四
章
肝
陪
の
研
究

第
五
章

築
漢
時
代
の
租
税
制
度

第
六
章
古
代
中
園
の
居
住
形
態

第
七
章
商
映
の
鞍
田
に
つ
い
て

第
八
章
耳
目
蓄
食
貨
志
の
一
考
察

第
九
章
肝
陪
前
史

こ
の
掌
だ
て
は
愛
表
年
代
順
に
並
べ
ら
れ
て
お
り
、
こ
の
順
序
に
そ
っ
て
氏
の

思
考
の
一
貫
性
を
た
ど
り
う
る
が
、
検
討
の
便
宜
上
、
私
な
り
に
分
類
し
て
紹

介
し
た
い
。
こ
の
論
集
の
主
要
な
も
の
は
、
先
秦

(
と
く
に
商
鞍
療
法
以
後
)

か
ら
漢
の
時
代
に
闘
す
る
論
文
で
、
そ
の

直
接
針
象
と
す
る
と
こ
ろ
に
よ

っ

て
、
大
き
く
二
つ
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
第
て
二
、

三
、
五
章
は
賦
税

制
度
に
闘
す
る
も
の
、
第
四
、
六
、
七
、
九
章
は
土
地
制
度
に
闘
す
る
も
の
で

あ
る
。
た
だ
第
六
章
は
土
地
制
度
の
問
題
の
背
景
に
か
か
わ
る
論
文
で
あ
る
。

な
お
、
第
八
章
の
封
象
と
す
る
時
代
は
以
上
の
論
文
と
は
異
な
る
が
、
や
は
り

税
制
、
田
制
に
闘
す
る
論
文
で
あ
る
。

ー 120ー

ま
ず
、
先
秦
か
ら
漢
の
時
代
の
賦
税
制
度
に
闘
す
る
論
文
か
ら
紹
介
し
た

い
。
第
一
章
の
論
文
は
、
算
賦
を
人
頭
税
と
規
定
し
、
女
子
に
は
そ
れ
が
課
税

さ
れ
な
か

っ
た
と
い
う
こ
と
が
綿
密
に
考
設
さ
れ
て
い
る
。
従
来
一
般
に
は
、

男
女
と
も
算
賦
が
課
せ
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
て
お
り
、
な
ぜ
女
子
に
も
課
せ
ら

れ
た
か
は
と
り
た
て
て
あ
ま
り
問
題
と
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
た
だ
、
宮
崎
市

定
氏
は
、
女
子
に
よ
る
従
軍

・
武
器
製
造
の
例
が
あ
る
と
し
て
女
子
課
税
を
根

嬢
e

つ
け
て
い
る
が
、
著
者
は
、
こ
れ
を
特
別
な
例
と
し
て
退
ぞ
け
、
女
子
課
税
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の
決
定
的
な
愛
媛
は
存
在
し
な
い
と
す
る
。
資
料
の
護
み
方
に
よ
っ
て
、
従
来

女
子
課
税
を
示
す
と
さ
れ
て
い
た
記
事
は
そ
れ
ほ
ど
説
得
的
と
も
い
え
な
く
な

る
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
、
逆
に
女
子
不
課
税
の
決
定
的
護
嬢
が
存
在
す
る
の

か
と
い
う
と
、
そ
う
も
い
か
な
い
。
氏
は
、
女
子
不
課
税
を
う
か
が
わ
せ
る
例

を
奉
げ
て
は
い
る
が
、
氏
が
女
子
課
税
を
批
剣
し
た
の
と
同
じ
意
味
か
ら
不
安

が
残
る
。
氏
も
こ
の
こ
と
は
重
々
承
知
で
、
永
田
英
正
氏
の
所
論
、
漢
代
の
銭

納
税
が
過
重
な
負
織
で
あ
っ
た
と
い
う
設
を
暴
げ
て
女
子
が
男
子
と
同
等
に
課

せ
ら
れ
た
場
合
の
非
現
貫
性
を
強
調
し
て
い
る
。
た
だ
、
こ
れ
は
女
子
不
課
税

の
本
質
的
な
論
嬢
と
は
な
り
え
な
い
と
思
う
。
制
度
は
、
現
賓
の
枇
曾
の
曲
変
化

に
よ
っ
て
、
そ
の
笛
初
の
意
圃
と
は
そ
ぐ
わ
な
い
も
の
と
な
る
こ
と
は
嘗
然
あ

り
う
る
か
ら
で
あ
る
。
永
田
氏
も
、

算
賦
の
崩
壊
と
い
う
文
脈
で
こ
の
こ
と
を

論
じ
て
い
る
の
で
あ
る
。
や
は
り
、
氏
も
認
め
る
よ
う
に
、
そ
の
愛
生
上
の
性

質
が
問
題
と
な
ろ
う
。
氏
は
、
宮
崎
市
定
氏
の
所
論
に
基
づ
い
て
、
算
賦
に
兵

役
負
檎
菟
除
の
代
償
と
し
て
の
性
質
が
あ
り
、
軍
事
上
に
淵
源
が
あ
る
と
考
え

て
お
り
、
女
子
課
税
設
は
こ
の
愛
生
上
の
性
質
か
ら
も
肯
定
し
が
た
い
と
し

て
い
る
。

人
頭
税
女
子
不
課
税
読
は
、
資
料
的
に
は
護
明
が
困
難
で
あ
る
が
、

こ
れ
ま
で
等
閑
に

附
さ
れ
て
い
た
こ
の
よ
う
な
問
題
提
起
は
、

人
頭
税
の
性

格
、
ひ
い
て
は
古
代
園
家
の
性
格
を
考
え
る
上
で
大
き
な
意
味
を
も
っ
て
い

る。
第
二
章
で
は
、
第
一
章
で
す
っ
き
り
し
な
か
っ
た
「
口
賦
」
に
針
す
る
見
解

を
整
理
し
、
そ
の
語
の
意
味
は
、
口
銭
(
未
成
丁

へ
の
人
頭
税
二
十
銭
)
と
賦

銭
(
算
賦
百
二
十
銭
あ
る
い
は
未
成
年
者
の
賦
三
銭
〉
の
こ
と
で
あ
る
と
し
、

「
口
賦
」
と
い
う
税
目
は
質
在
し
な
か
っ
た
と
断
定
す
る
と
と
も
に
、
「
更
賦
」

と

「
軍
賊
」
に
針
す
る
新
見
解
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
加
藤
繁
氏
は
、「軍
賦」

を
算
賦
を
そ
の
本
来
的
な
も
の
と
す
る
軍
事
費
供
出
で
あ
る
と
し
、

「
更
賦
L

を
兵
役
服
務
菟
除
鎗
と
し
て
こ
れ
に
含
め
た
。
一
方
、
宮
崎
市
定
氏
は
、
「
寧

賦
」
を
兵
役
義
務
そ
の
も
の
と
し
、
「
更
賦
」
の
方
は
加
藤
説
と
同
意
に
と
る

が
、
人
頭
税
の
一
つ
と
し
て
「
軍
賦
」
か
ら
除
外
し
た
。
し
か
し
、
潰
口
重
園
氏

は
、
「
更
賦
」
を
兵
役
に
闘
す
る
も
の
で
は
な
く
、
更
役
(
力
役
〉
の
義
務
そ

の
も
の
か
、
あ
る
い
は
そ
れ
を
菟
れ
る
た
め
の
過
更
銭
で
あ
る
と
し
た
。
こ
れ

に
謝
し
て
著
者
は
、
「
更
租
」
「
更
算
」
と
い
う
語
が
あ
る
こ
と
な
ど
に
注
目

し
、
「
更
賦
」
を

「
更
」
と
「
賦
」

の
二
つ
に
分
け
、
「
更
」
は
演
口
氏
の
言

う
過
更
(
銭
)
、
「
賦
」
は
賦
銭
(
主
に
算
賦
)
で
あ
る
と
し
、
「
更
賦
」

と
い

う
税
目
は
賓
在
し
な
か
っ
た
と
す
る
。
し
か
し
、
「
更
」
を
過
更
(
銭
)
と
し

た
理
由
は
示
さ
れ
て
お
ら
ず
、
そ
の
よ
う
に
断
定
で
き
る
か
疑
問
で
あ
る
。
更

役
の
義
務
、
あ
る
い
は
兵
役
の
亮
除
銭
で
あ
る
可
能
性
も
残
さ
れ
て
い
る
。
な

お
、
卒
中
苓
次
氏
は
、
先
に
「
更
賦
L

の
語
は
菟
役
銭
を
言
う
場
合
と
、
も
っ

と
全
般
的
な

「更」

と
「
賦
」
の
南
方
を
指
す
場
合
(
こ
の
場
合
、

「
更」

は

銀
役
、
「
賦
」
は
人
頭
税
)
が
あ
っ
た
と
指
摘
し
て
い
る
〈
「
漢
書
食
貨
志
に
見

え
る

『
更
賦
』
に
つ

い
て
」

立
命
館
文
皐
二
六
五〉。

著
者
は
不
利
な
資
料
を

誤
記
と
し
て
い
る
が
、
卒
中
氏
の
よ
う
な
考
え
も
考
慮
す
る
必
要
が
あ
ろ
う。

一
方
、

「
軍
賦
」
に
闘
し
で
も
、
氏
は
漢
書
刑
法
志
の
「
乗
馬
法
」
の
記
述
を

根
媛
と
し
て
、

「軍
」
と
「
賦
」
の
二
つ
に
分
け
、
「
軍
」
を
兵
役
義
務
、

「賦
」

を
軍
事
費
、

主
と
し
て
算
賦
を
指
し
た
と
す
る
。
た
だ
こ
の
場
合
も
、

「軍
」

と
い
う
語
だ
け
で
兵
役
義
務
を
指
す
例
が
穆
げ
ら
れ
て
お
ら
ず
、

ま
た
用
例
も

二
つ
し
か
な
い
こ
と
か
ら
郎
断
で
き
な
い
と
恩
わ
れ
る
。
氏
の
よ
う
に
解
す
る

こ
と
に
よ
り
、

漢
書
憩
帝
紀
、
葱
帝
卸
位
の
詔
の
「
家
唯
給
軍
賦
、

他
無
有
所

輿
」
の
句
は
、

高
官
と
い
え
ど
も
兵
役
義
務
と
算
賦
を
副
知
れ
え
な
か
っ
た
と
解

す
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
こ
の
こ
と
を
確
認
す
る
に
は
別
の
面
か
ら
の
論
設
が

必
要
で
あ
ろ
う
。

-121ー
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第
三
章
は
、
以
上
二
論
文
を
基
礎
と
し
て
、
卒
中
苓
次
氏
の
「
居
延
渓
簡
と

漢
代
の
財
産
税
」
(『
中
園
古
代
の
田
制
と
税
法
』
所
枚
)
を
批
判
し
た
も
の
で

あ
る
。
卒
中
氏
は
、
算
賦
を
、
醤
算
(
財
産
税
)
と
ロ
算
(
人
頭
税
)
の
線
稽

で
あ
る
と
考
え
た
が
、
著
者
は
こ
こ
で
、

算
賦
に
は
人
頭
税
と
し
て
の
意
味
し

か
な
い
こ
と
を
改
め
て
論
設
し
、
あ
わ
せ
て
宮
崎
市
定
氏
の
、
漠
代
の
賦
が
人

民
の
兵
役
義
務
に
由
来
す
る
と
い
う
設
を
再
篠
認
し
て
い
る
。

以
上
、
三
論
文
は
、
漢
代
の
賦
の
意
味
を
明
確
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
古

代
帝
図
と
し
て
の
秦
漢
の
園
家
の
本
質
に
逼
ろ
う
と
し
た
好
-論
で
あ
る
。
氏
は

賦
と
い
う
人
頭
税
が
秦
漢
帝
閣
に
特
有
な
人
民
の
負
指
で
あ
り
、
そ
れ
が
軍
事

に
大
い
に
係
る
こ
と
か
ら
、
秦
漢
帝
閣
は
「
軍
事
図
家
」
で
あ
っ
た
と
断
定
し

て
い
る
。

な
お
、
第
五
章
は
、
『
歴
史
叙
脊
』
に
掲
載
さ
れ
た
、
秦
漢
時
代
の
租
税
制

度
に
関
す
る
概
論
で
あ
る
。
氏
は
こ
こ
で
、
古
代
都
市
、
と
く
に
次
に
紹
介
す

る
第
四
章
の
肝
陥
の
研
究
に
基
づ
い
て
、
田
租
と
算
賦
、
と
く
に
後
者
の
、
先

に
紹
介
し
た
氏
濁
自
の
見
解
を
要
領
よ
く
ま
と
め
、
そ
し
て
古
代
税
制
〈
と
く

に
賦
)
の
崩
墳
に
ま
で
設
き
及
ん
で
い
る
。

氏
の
先
秦
か
ら
漢
時
代
の
土
地
制
度
に
闘
す
る
一
連
の
論
文
の
う
ち
、
次
の

第
四
章
は
、
従
来
よ
り
数
々
の
事
設
が
打
出
さ
れ
て
い
る
「
肝
陪
」
の
解
緯
に

闘
す
る
も
の
で
あ
り
、
諸
説
を
要
領
よ
く
整
理
し
た
上
で
新
見
解
を
提
示
し
て

い
る
。
こ
の
論
文
は
後
の
闘
係
論
文
に
必
ず
と
い
っ
て
よ
い
ほ
ど
参
考
に
さ
れ

て
お
り
、
「
肝
陪
」
研
究
、
ひ
い
て
は
商
敬
愛
法
研
究
の
必
讃
文
献
と
な
っ
て

い
る
0

4

ま
ず
氏
は
、
米
国
賢
次
郎
氏
の
、
肝
陪
は
住
宅
地
の
道
が
農
道
に
純
化

七
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
設
と
、
』木
村
正
雄
氏
の
、
回
聞
の
道
の
み
な
ら
ず
域

内
の
住
宅
地
の
道
を
も
指
す
と
い
う
設
と
を
と
も
に
退
ぞ
け
、

肝
陪
は
、
移

始
、
城
外
の
国
間
の
道
の
み
を
指
し
た
と
規
定
す
る
。
つ
づ
い
て
、
そ
の
道
路

の
性
質
に
腕
し
て
は
、
軍
な
る
道
路
と
す
る
加
藤
繁
説
、
直
角
に
交
わ
る
員
直
ぐ

な
道
路
で
あ
っ
て
大
中
小
の
肝
筒
が
存
在
し
た
と
す
る
宮
崎
市
定
設
を
と
も
に

否
定
し
、
肝
隔
は
回
間
の
大
道
で
あ
る
と
す
る
。
そ
し
て
さ
ら
に
、

従
来
最
も

有
力
な
設
で
、
小
川
琢
治
氏
の
首
唱
し
た
、
井
田
制
の
質
在
を
前
提
と
す
る
、

耕
地
を
千
畝
百
畝
に
直
査
す
る
道
路
と
す
る
設
も
、
秦
に
二
百
四
十
歩

一
畝
制

が
施
行
さ
れ
た
こ
と
と
、
肝
陥
が
千
畝
百
畝
を
匿
設
す
る
「
あ
ぜ
」

程
度
の
小

道
路
で
は
あ
り
え
な
い
と
い
う
こ
と
と
を
論
接
と
し
て
否
定
す
る
。
氏
は
以
上

の
諸
論
を
批
剣
し
た
篠
件
を
ふ
ま
え
、

さ
ら
に
里
と
肝
陪
(
と
く
に
陪
)
と
が
密

接
な
闘
係
に
あ
っ
た
と
仮
定
し
て
、
肝
隔
を

一
塁
百
家
分
の
土
地
を
医
査
す
る

域
外
の
道
路
で
あ
っ
た
と
す
る
。
す
な
わ
ち
、
秦
漢
の
耕
地
は
、
東
西
長
さ
二

千
四
百
歩
の
陪
と
、
南
北
千
歩
の
長
さ
の
肝
に
よ
っ
て
百
人
分
の
土
地
に
匝
蜜

さ
れ
た
と
す
る
の
で
あ
る
。
氏
の
設
で
は
、
肝
陪
の
肝
は
千
歩
を
あ
ら
わ
し、

隔
は
一
里
百
家
の
百
と
闘
係
が
あ
り
、
肝
陪
の
文
字
を
構
成
す
る
千
と
百
は
次

元
の
臭
っ
た
数
値
と
解
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
肝
陪
と
星
と
が
密
接
な
関
係

に
あ
る
こ
と
は
納
得
で
き
る
が
、
道
路
を
タ
テ
ヨ
コ
に
よ

っ
て
次
元
を
異
に
し

て
呼
ぶ
例
が
他
に
あ
る
の
か
問
題
で
あ
る
。
ま
た
、
越
智
重
明
氏
も
批
判
し
て

い
る
よ
う
に
、
秦
に
お
い
て
一
里
百
家
を
想
定
す
る
こ
と
に
は
問
題
が
あ
り
、

「
肝
陪
」
と
連
語
に
な
っ
て
い
る
こ
と
自
慢
、
爾
者
に
は
同
質
性
が
あ
る
と
み

な
す
方
が
い
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
し
か
し
か
く
言
っ
て
も
、
氏
が
肝
陪
と

入
居
周
的
な
皇
と
を
関
係
さ
つ
け
た
こ
と
は
重
大
な
意
義
を
も
っ
て
い
る
。
す
な
わ

ち
、
つ
い
で
氏
は
、
商
散
の
「
開
肝
陪
」
と

「
決
裂
肝
陪
」
と
の
閥
係
に
つ
い

て
諸
説
を
整
理
し
た
上
で
、
「
決
裂
H
閲
」
と
理
解
し
、
雨
者
と
も
荷
鞍
の
肝

陪
開
置
を
述
べ
る
記
事
で
あ
る
と
す
る
。
そ
し
て
、
商
鞍
こ
そ
が
こ
の
肝
陪
と
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大
い
に
閥
係
の
あ
る
「
秦
漢
的
な
燃
の
、
し
た
が
っ
て
入
居
跡
的
行
政
臣
鐙
と
し

て
の
秦
漢
的
な
里
の
、
創
始
者
で
あ
る
」
〈
頁
七
六
)
と
断
定
し
て
い
る
。
氏

の
こ
の
商
軟
肝
陪
開
置
説
は
、
商
映
の
歴
史
的
位
置
づ
け
を
よ
り
明
確
に
し
た

も
の
と
い
え
る
。

な
お
、
第
九
章
は
、
こ
の
論
集
の
た
め
に
書
き
下
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
肝

陪
の
問
題
を
よ
り
瞭
い
親
野
で
歴
史
的
に
と
ら
え
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
る
。

春
秋
戦
園
に
お
い
て
、
都
市
建
設
と
と
も
に
、
団
地
を
大
臣
分
す
る
境
界
道
路

が
各
圏
で
造
ら
れ
て
様
々
な
呼
び
方
が
さ
れ
た
が
、
漢
の
時
代
に
な
っ
て
も
そ

れ
ら
は
残
り
、
秦
の
二
百
四
十
歩
一
畝
制
の
肝
阻
制
が
中
圏
全
土
を
お
お
う
の

は
武
帝
の
末
年
で
あ
っ
た
と
し
、
二
百
四
十
歩
一
畝
制
に
か
ら
め
て
三
十
分
の

一
税
に
設
き
及
ん
で
い
る
。
た
だ
、
氏
自
身
、
執
筆
中
に
眼
病
を
病
み
不
首
尾

な
も
の
と
な
っ
た
と
付
言
の
部
分
に
記
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
こ
の
論
文
は
未

完
の
感
は
ぬ
ぐ
え
な
い
。

第
七
掌
は
、
前
述
の
肝
陪
の
問
題
と
大
い
に
係
わ
る
商
敬
の
綾
田
に
闘
す
る

論
文
で
あ
る
。
王
統
鈴
氏
は
、
犠
回
に
闘
す
る
従
来
の
設
を
、
付
賞
因
説
〔
換

'回
賞
衆
〕
、
口
賦
因
説
〔
以
回
出
車
賦
〕
、
日
食
回
読

〔
分
公
国
之
税
賞
衆
〕
、

帥
授
回
読
〔
固
定
授
国
法
〕
、
田
易
回
読
〔
放
休
輪
耕
法
〕
の
五
説
に
分
類
し

た
(
〔
〕
内
は
王
氏
の
表
現
)
。

H
口
同
設
は
、
と
も
に
賞
賜
の
た
め
の
あ
る

種
の
土
地
と
考
え
る
説
で
あ
り
、
ひ
っ
く
る
め
て
賞
回
設
と
言
っ
て
も
よ
い
。

著
者
は
、
以
上
五
説
を
詳
細
に
検
討
批
剣
し
て
い
ず
れ
の
裁
に
も
く
み
せ
ず
、

つ
い
で
今
目
撃
界
で
最
も
有
力
な
解
穂
で
あ
る
守
屋
美
都
雄
氏
の
賞
回
設
を
と

り
あ
げ
る
。
守
屋
説
で
は
、
商
君
主
百
境
内
篇
の
記
述
、
敵
首
一
級
を
得
た
者
に

回
一
頃
宅
五
畝
を
加
増
し
た
と
い
う
こ
と
が
積
回
の
兵
糧
的
内
容
で
あ
る
と
す

る
。
し
か
し
、
こ
の
設
も
、
資
料
上
か
ら
見
た
秦
の
斬
敵
数
の
多
さ
、
土
地
賜

輿
に
制
到
す
る
君
主
の
苔
沓
的
態
度
な
ど
か
ら
秦
の
現
賞
に
あ
わ
ず
、
ま
た
「
緩
」

の
字
義
の
説
明
も
な
さ
れ
て
い
な
い
。
さ
ら
に
、
守
屋
氏
が
彦
げ
で
い
る
萄
子

議
兵
篇
の
記
事
、
「
五
甲
首
而
隷
五
家
」
も
、

田
宅
を
輿
え
て
五
家
を
使
役
さ

せ
る
の
で
は
な
く
、
五
人
組
の
長
と
な
ら
せ
た
だ
け
で
あ
る
と
す
る
。
そ
れ
で

は
骸
回
と
は
何
か
と
い
う
と
、
氏
は
、

鞍
は
、
愛

・
援
と
音
義
共
通
で、

「た

す
け
る
」
と
い
う
卑
甲
山
味
が
あ
り
(
と
く
に
援
に
は
軍
事
的
協
力
の
意
味
が
あ

る
)
、
賦
(
軍
需
物
資
、
軍
事
費
)
を
負
猪
提
供
す
る
回
で
あ
る
と
す
る
。
春

秋
戟
閣
に
お
い
て
、
諸
園
で
は
回
制
改
革
と
賦
制
改
革
と
は
ほ
と
ん
ど
あ
い
と

も
な
っ
て
行
な
わ
れ
て
お
り
、
秦
の
商
映
の
改
一革
で
も
、
新
豚
設
置
に
と
も
な

っ
て
肝
陪
が
開
か
れ
、
そ
こ
に
移
住
せ
し
め
た
成
人
男
子
を
中
核
と
す
る
軍
婚

家
族
に
綾
田
が
輿
え
ら
れ
、
そ
れ
に
基
づ
い
て
賦
が
徴
牧
さ
れ
た
と
す
る
の
で

あ
る
。
そ
し
て
氏
は
、
こ
の
よ
う
な
篠
田
に
係
わ
る
賦
が
漢
代
の
算
賦
の
起
源

を
な
す
と
考
え
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
秦
に
お
け
る
土
地
授
奥
の
反

射
給
付
と
し
て
の
特
殊
な
賦
が
、
成
人
男
子
一
般
に
課
せ
ら
れ
た
、
よ
り
普
遍

化
し
た
賦
に
い
か
に
展
開
し
て
い
っ
た
の
か
が
問
題
と
な
ろ
う
。
そ
し
て
、
算

賦
に
田
地
の
授
輿
と
係
わ
る
何
ら
か
の
根
跡
が
残
っ
て
い
る
の
か
ど
う
か
も
考

え
て
み
る
必
要
が
あ
る
と
恩
わ
れ
る
。

な
お
、
氏
の
積
回
に
謝
す
る
新
解
穆
が
護
表
さ
れ
た
後
に
出
さ
れ
た
設
と
し

て
、
古
賀
登
氏
の
、
愛
(
鞍
)
を
「
か
え
る
」
と
讃
ん
で
愛
(
轍
〉
田
を
換
え

地
と
す
る
設
が
あ
る
(
「
肝
陪
孜
|
|
二
四

O
歩
H

一
畝
制
の
成
立
問
題
を
中

心
と
し
て
|
|
」
史
皐
雑
誌
八
一
一
一
|
一
二
〉
。
ま
た
、
越
智
重
明
氏
も
、
愛
(
鞍
)

を
「
か
え
る
」
と
讃
む
が
、

m
友
(
穏
)
回
を
貧
困
と
考
え
て
「
所
有
」
者
あ
る

い
は
政
税
者
を
か
え
る
田
で
あ
る
と
し
て
い
る
〈
「
磁
回
を
め
ぐ
っ
て
」
榎
博

士
還
暦
記
会
東
洋
史
論
叢
)
。
韓
国
の
奇
採
に

閲
し
て
は
ま
だ
ま
だ
考
慮
の
徐

地
が
あ
る
よ
う
に
恩
わ
れ
る
。
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四

以
上
、
論
集
の
論
文
を
、
検
討
の
便
宜
上
二
つ
に
隠
分
し
て
紹
介
し
て
き
た

が
、
最
後
の
般
国
の
論
文
に
至
っ
て
、
氏
に
お
い
て
は
賦
税
制
度
と
土
地
制
度

と
が
統

一
的
に
考
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
氏
は
、
商
軟
に

よ
る
新
蘇
設
置
の
意
義
を
重
視
し
、
「
閲
肝
陥
」
l
「線
田
」
|
「
賦
」
が
新
し
い

家
族
制
度
と
結
合
し
て
一
貫
し
た
閥
係
に
あ
る
も
の
と
し
て
と
ら
え
て
い
る
の

で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
商
散
の
改
革
に
、
「
軍
事
園
家
」
と
し
て
の
秦
漢
帝

図
形
成
の
原
貼
を
認
め
よ
う
と
し
て
い
る
。
氏
は
、
こ
の
「
軍
事
園
家
」
の
本

質
を
「
賦
」
に
見
る
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
人
頭
税
と
し
て
の
賦
の
性
格
を
考

え
て
み
る
必
要
が
あ
る
。
人
頭
税
は
、
従
来
、
個
別
人
身
的
支
配
を
園
内種
的
に

鍾
現
す
る
制
度
と
み
な
さ
れ
て
き
た
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
見

方
は
、

人
頭
税
を
閥
単
な
る
支
配
の
手
段
と
し
て
し
か
と
ら
え
て
い
な
い
。
氏
の

賦
を
「
軍
事
図
家
」
の
本
質
と
と
ら
え
る
見
方
は
、
賦
を
納
め
る
側
に
あ
る
民

衆
を
積
極
的
に
秤
償
す
る
立
場
と
も
言
え
る
。
第
五
章
で
は
、
氏
は
「
賦
を
供

給
す
る
こ
と
は
、
圏
政
に
参
加
す
る
こ
と
で
あ
り
、
義
務
で
あ
る
と
と
も
に
櫛

利
で
も
あ
っ
た
。
賦
を
納
め
、
爵
を
授
か
る
、
戦
闘
能
力
あ
る
男
子
こ
そ
、
員

の
意
味
で
の
古
代
部
図
の
成
員
で
あ
っ
た
。
」
(
頁
八
九
)
と
述
べ
て
い
る
。
し

か
し
、
氏
が
商
鉄
の
改
革
と
賦
の
制
度
と
の
閥
係
を
強
調
す
る
と
き
、

民
衆
の

側
か
ら
の
見
方
が
ぬ
け
落
ち
て
し
ま
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
賦
の
制
度

が
上
か
ら
お
し
進
め
ら
れ
た
こ
と
の
み
を
強
調
す
る
こ
と
は
(
商
軟
の
改
革
の

強
調
は
そ
の
よ
う
に
印
象
づ
け
ら
れ
る
が
て

人
頭
税
の
個
別
人
身
的
支
配
の

手
段
と
し
て
の
性
格
を
論
設
す
る
結
果
と
な
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
賦
に
民

衆
の
側
の
自
愛
的
意
志
の
あ
ら
わ
れ
を
讃
み
取
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う

か
。
賦
の
成
立
を
陶
軟
の
改
革
に
の
み
限
定
せ
ず
に
、
春
秋
戦
闘
諸
図
の
民
衆

の
動
向
と
閥
係

e

つ
け
て
考
え
て
み
る
必
要
が
あ
る
と
思
う
の
で
あ
る
。

な
お
、
氏
の
中
園
古
代
園
家
の
理
解
に
は
、
上
述
の

「
寧
事
園
家」

の
概
念

と
な
ら
ん
で
、

「
都
市
圏
家
」
の
概
念
が
大
き
な
位
置
を
占
め
て
い
る
。
氏
の

肝
陥
設
は
、
こ
の
中
閣
の
都
市
圏
家
論
を
前
提
と
し
て
お
り
、
第
六
章
は、

中
園
「
都
市
圏
家
」
説

(
と
く
に
宮
崎
市
定
氏
の
)
の
正
し
さ
を
再
確
認
し
た

も
の
で
あ
る
。

最
後
に
、
以
上
の
論
文
の
中
で
閥
係
つ
け
て
ふ
れ
る
こ
と
の
で
き
な
か
っ
た

第
八
章
に
つ
い
て
簡
軍
に
紹
介
し
て
お
き
た
い
。
氏
は
、
宮
崎
市
定
氏
が
、
西

E

日
の
戸
調
式
を
考
え
る
上
で
、
耳
白
書
食
貨
志
の
記
事
の
二
個
所
を
街
文
と
し
た

こ
と
の
正
し
さ
を
再
確
認
し
た
後
、
他
に
も
二
個
所
の
術
文
が
あ
る
こ
と
を
指

摘
す
る
。
す
な
わ
ち
、
古
来
女
子
に
は
力
役
を
科
さ
な
い
の
が
銭
則
と
さ
れ
た

こ
と
か
ら
、
「
男
女
年
十
六
己
上
至
六
十
箆
正
了
L

の
「
男
女
L

は
術
文
と
す

る
。
ま
た
、
「
其
外
丁
男
課
回
五
十
畝
、
丁
女
二
十
畝
、

次
丁
男
牢
之
、
女
則

不
課
」
も
、

「
次
丁
男
宇
之
」
の
「
之
」
と
「
女
則
不
課
」
の
「
女
」
と
を
い

か
に
解
す
る
か
意
見
が
分
れ
て
い
る
が
、

「
了
女
二
十
畝
」
を
術
文
と
す
れ
ば

問
題
は
解
け
る
と
す
る
。

氏
は
、

「
之
」
を
上
の

「
課
目
五
十
畝
」
、
「
女
」
を

女
性
一
般
と
と
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
以
上
四
個
所
の
街
文
を
設
定
し
て
E

日

書
食
貨
志
を
讃
み
な
お
し
、
商
菅
人
民
(
す
べ
て
の
庶
民
)
の
税
役
負
搭
の
内

容
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、

西
E
国
税
制
は
、

全
丁
男

・
次
丁
男
を

封
象
と
す
る
課

(
租
)
と
役
を
根
幹
と
し、

そ
れ
に
戸
を
針
象
と
す
る
調
、

回

(
私
有
地
)
を
針
象
と
す
る
義
米
(
地
税
〉
が
あ
り
、
さ
ら
に
課
の
回
に
漫
授

が
あ
っ
た
こ
と
か
ら
も
、
こ
れ
は
均
田
制
と
呼
ん
で
も
不
都
合
は
な
い
と
結
論

づ
け
て
い
る
。

こ
の
論
文
は
宮
崎
市
定
氏
の

考
え
を
一
歩
進
め
た
も
の
で
あ

り
、
こ
れ
か
ら
の
均
田
制
研
究
に
資
す
る
こ
と
大
で
あ
ろ
う
。

こ
の
論
集
に
収
め
ら
れ
た
諸
論
文
は
、
中
園
古
代
閣
家
の
理
解
に
針
し
て
重
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大
な
様
々
な
問
題
を
内
包
し
て
い
る。

し
か
し
こ
こ
で
は
自
分
の
関
心
に
ひ
き

つ
け
て
問
題
を
と
り
あ
げ
た
た
め
偏
っ
た
評
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
ま
た
、
筆

者
の
浅
皐
と
慾
青
山的
解
稗
に
よ
り
、

紹
介
に
お
い
て
著
者
の
皇
忠
を
澄
し
て
い

な
い
と
こ
ろ
が
あ
る
と
恩
わ
れ
る
。
著
者
の
御
海
容
を
お
願
い
す
る
次
第
で
あ

る
。

(
江
村
治
樹
)
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福
島
繁
次
郎
著
・
増
補
復
刻
版
刊
行

中
園
南
北
朝
史
研
究

圃
推
薦
宮
崎
市
定

穣約限定出版
〔名著出版刊〕

院
代
以
降
の
中
国
の
歴
史
は
、
「
科
邸中」
と
運
命
を
と
も
に
し

た
@
中
関
人
の
民
族
位
、

中
園
の
将
来
性
等
を
論
ず
る
上
に

も
科
穆
を
度
外
税
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

|

|
著
者
は
、

科
穆
に
先
行
す
る
官
吏
登
用
の
諸
制
度
と
取
組
ん
で
二
十
年
、

未
開
拓
分
野
に
ひ
と
リ
官
専
念
し
た
。
本
書
は
.
昭
和
三
十
七

年、
著
者
が
惜
し
く
も
急
逝
さ
れ
た
後
上
梓
さ
れ
た
遁
著
で
、

こ
の
た
び
の
復
刊
企
避
は
こ
の
方
面
研
究
者
の
要
望
に
燃
え

ょ
っ
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
「
南
北
朝

・
陥
・
唐
時
代
の
人
物

登
用
」

「北
樟
怖
の
考
課
と
停
年
格
」

「北
周
・
北
野
の
村
洛
制
」

「北
貌
孝
文
帝
の
考
課
と
俸
級
制
」
が
主
な
内
容
で
、
更
に
三

舗
を
追
加
し
、

中
園
の
科
穆
の
研
究
、
南
北
朝
の
村
落
制
の

研
究
に
大
き
な
貢
献
を
な
す
貴
重
な
成
果
と
い
え
る
。

昭
和
閃
年
春
刊
行
・
A
5
判
上
鎚
四
八

O
R

・
理
慣
六
O
O
O円

ft約受付(ハガキてお申込みください。)

干520大津市錦織2-1-29 福島笑子

又は、 〒112文京区小石川3-10-5 名著出版

-125ー


