
書

評

東
村
純
子
著

『
考
古
学
か
ら
み
た
古
代
日
本
の
紡
織
』

一
　
本
書
の
構
成
と
特
徴

菱
　
田
　
哲
　
郎

　
布
を
は
じ
め
と
す
る
織
物
の
生
産
を
、
考
古
学
の
分
野
か
ら
追
跡
す
る
こ

と
に
は
た
い
へ
ん
な
困
難
が
伴
う
。
そ
れ
は
、
生
産
用
具
や
生
産
物
の
多
く

が
有
機
質
で
あ
る
た
め
に
腐
朽
し
や
す
く
、
残
存
す
る
資
料
に
大
き
な
偏
り

が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
本
書
は
、
そ
の
よ
う
な
資
料
の
制
約
を
、
民
俗
例
、

民
族
誌
や
文
献
史
料
を
用
い
て
補
い
な
が
ら
、
東
ア
ジ
ア
に
お
け
る
紡
織
生

産
を
も
視
座
に
入
れ
て
、
体
系
的
な
把
握
を
試
み
た
も
の
と
な
っ
て
い
る
。

著
者
の
東
村
純
子
さ
ん
は
、
学
部
を
京
都
府
立
大
学
で
過
ご
し
、
京
都
大
学

大
学
院
に
進
学
し
、
自
ら
の
勉
強
を
深
め
て
い
っ
た
。
そ
の
意
味
で
は
、
学

部
時
代
の
教
師
で
あ
る
評
者
が
本
書
を
評
す
る
資
格
が
あ
る
か
ど
う
か
が
問

わ
れ
る
こ
と
に
な
る
が
、
学
部
時
代
に
は
文
字
通
り
研
究
の
端
緒
を
見
つ
け

出
し
た
に
過
ぎ
ず
、
そ
れ
を
も
と
に
大
き
な
研
究
に
織
り
上
げ
て
い
っ
た
の

は
大
学
院
進
学
後
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
古
代
の
手
工
業
生
塵
に
関

心
を
寄
せ
る
者
の
一
人
と
し
て
、
本
書
を
評
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

　
本
書
の
構
成
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

序
章
　
本
書
の
目
的
と
課
題

第
一
章
　
紡
織
研
究
に
お
け
る
視
野

　
第
一
節
　
織
物

　
第
二
節
　
紡
織

第
二
章
　
糸
を
つ
く
り
、
経
を
揃
え
る

　
第
一
節

　
第
二
節

　
第
三
節

　
第
四
節

　
第
五
筋

　
第
六
節

第
三
章
　
布
を
織
る

　
第
一
節

　
第
二
節

　
第
三
節

　
第
四
節

　
第
五
節

　
第
六
節

コ
ラ
ム

第
四
章

　
第
一
節

　
第
二
節

　
第
三
節

　
第
四
節

第
五
章

紡
錘
の
基
礎
研
究

鉄
製
紡
錘
の
分
析

梓紹
か
け

糸
枠

桿
・
総
・
糸
枠
の
出
現
と
分
布
の
広
が
り

原
始
機
の
経
保
持
法

腰
送
具
と
輪
状
式
原
始
機

経
翌
週
と
輪
状
式
原
始
北

緯
打
具
と
輪
状
式
原
始
機

地
機

高
機

民
族
例
に
み
る
輪
状
式
腰
機

古
代
日
本
と
東
ア
ジ
ア
紡
織
技
術
の
展
開

　
東
ア
ジ
ア
に
お
け
る
紡
織
技
術
の
原
初
形
態

　
中
国
大
陸
・
韓
半
島
に
お
け
る
解
状
系
の
製
織
技
術

　
日
本
列
島
に
お
け
る
輪
状
系
の
紡
織
技
術

　
日
本
列
島
に
お
け
る
直
状
系
の
製
織
技
術

律
令
国
家
の
成
立
と
紡
織
体
制
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評書

　
　
　
第
一
節
　
古
代
紡
織
体
制
の
研
究

　
　
　
第
二
節
　
王
権
と
紡
織

　
　
　
第
三
節
　
地
方
諸
国
の
紡
織

　
　
　
第
四
節
　
律
令
国
家
の
形
成
と
織
物

　
　
終
章
総
括
と
課
題

　
以
上
の
章
立
て
を
み
る
と
、
糸
を
紡
ぐ
工
程
か
ら
製
織
工
程
の
全
体
を
カ

バ
ー
し
、
か
つ
原
始
機
の
登
場
か
ら
よ
り
高
度
な
機
の
成
立
普
及
過
程
を
ト

レ
ー
ス
し
、
そ
し
て
東
ア
ジ
ア
の
中
で
の
位
置
づ
け
、
お
よ
び
律
令
国
家
形

成
過
程
と
の
関
係
を
論
じ
て
お
り
、
た
い
へ
ん
意
欲
的
で
体
系
的
で
あ
る
と

言
え
る
。
ま
た
、
初
出
　
覧
に
示
さ
れ
る
著
者
の
既
出
論
文
と
の
関
係
は
、

「
織
物
と
紡
織
」
（
『
列
島
の
古
代
史
5
』
、
二
〇
〇
六
年
、
岩
波
書
店
）
が

第
［
章
第
一
節
、
第
二
章
第
六
節
、
第
四
章
第
四
節
に
分
け
ら
れ
、
そ
れ
ぞ

れ
加
筆
が
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
論
文
を
解
体
し
、
薪
た
な
言

立
て
に
沿
っ
て
再
構
成
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
し
て
、
新
た
に
書
き

下
ろ
し
た
部
分
も
多
く
、
豊
富
な
図
や
写
真
を
補
っ
て
、
わ
か
り
や
す
く
す

る
こ
と
に
腐
心
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
体
系
的
な
章
立
て
の
背
景
に
、

自
ら
の
こ
れ
ま
で
の
研
究
を
再
編
成
す
る
努
力
が
あ
る
と
言
え
る
。

二
　
輪
状
式
部
始
機
を
め
ぐ
っ
て

　
単
に
体
系
的
な
叙
述
が
な
さ
れ
た
こ
と
が
本
書
の
特
色
で
は
な
い
。
筆
者

は
す
で
に
「
輪
状
式
原
始
機
の
研
究
」
（
『
古
代
文
化
騙
六
〇
巻
一
号
、
二
〇

〇
八
年
）
に
お
い
て
、
従
来
の
原
始
機
に
対
す
る
見
方
を
一
変
す
る
見
解
を

明
ら
か
に
し
て
い
る
が
、
本
書
で
は
そ
の
意
義
に
つ
い
て
さ
ら
に
検
討
を
進

め
、
新
た
な
紡
織
史
と
し
て
提
示
す
る
こ
と
に
成
功
し
て
い
る
。
そ
も
そ
も

出
土
織
機
は
、
部
材
で
あ
る
木
器
資
料
を
見
出
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
機
能
を
民

俗
例
、
民
族
誌
を
参
照
し
て
考
察
す
る
こ
と
か
ら
、
研
究
が
進
め
ら
れ
て
き

　
　
　
　
　
　
　
　
　
た
て
い
と

た
。
そ
の
結
果
、
従
来
は
経
糸
を
直
線
的
に
配
し
、
織
り
あ
が
っ
た
布
を
手

前
の
布
巻
具
で
巻
き
取
る
直
状
式
の
原
始
機
が
想
定
さ
れ
て
い
た
の
に
対
し
、

筆
者
は
布
巻
具
と
さ
れ
て
い
た
部
材
が
、
凹
凸
一
組
と
な
っ
て
郵
送
具
を
樽

成
す
る
こ
と
、
ま
た
足
で
突
っ
張
っ
て
経
糸
の
テ
ン
シ
ョ
ン
を
維
持
す
る
板

状
の
電
送
具
の
存
在
か
ら
、
織
り
あ
が
っ
た
布
が
前
方
に
送
り
出
さ
れ
る
輪

状
式
の
原
始
機
が
一
般
的
で
あ
っ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
こ
の
方
式
は

台
湾
を
は
じ
め
と
す
る
民
族
誌
が
知
ら
れ
、
日
本
古
代
の
例
で
も
可
能
性
が

考
え
ら
れ
た
こ
と
が
あ
っ
た
が
、
実
際
の
出
土
資
料
か
ら
実
証
し
た
の
は
、

こ
の
研
究
が
初
め
て
で
あ
る
。
そ
し
て
、
ミ
ニ
チ
ュ
ア
の
祭
具
で
あ
る
群
馬

県
上
細
井
稲
荷
山
古
墳
出
土
の
滑
石
製
の
機
の
模
型
が
こ
の
輪
状
機
の
部
材

で
あ
る
こ
と
を
見
抜
い
た
こ
と
か
ら
、
弥
生
時
代
以
来
の
輪
状
式
原
始
機
が

古
墳
時
代
申
期
に
継
続
す
る
こ
と
も
明
ら
か
に
し
、
出
土
し
た
織
機
部
材
か

ら
七
世
紀
ま
で
も
存
続
す
る
見
通
し
を
示
し
て
い
る
。
出
土
資
料
か
ら
再
現

さ
れ
た
輪
状
機
の
実
像
に
つ
い
て
は
、
筆
者
自
ら
が
モ
デ
ル
と
な
っ
て
第
五

八
図
に
示
さ
れ
て
お
り
、
た
い
へ
ん
わ
か
り
や
す
く
な
っ
て
い
る
。

　
こ
の
よ
う
な
輪
状
式
の
機
に
対
し
て
、
直
素
式
の
機
は
、
碍
本
列
島
で
は

地
機
、
高
機
の
導
入
と
し
て
現
れ
る
。
地
機
を
特
色
づ
け
る
部
材
と
し
て
経

巻
具
を
あ
げ
、
民
俗
例
を
参
照
し
て
、
地
機
特
有
の
機
能
と
経
巻
具
の
形
状

に
相
関
関
係
が
あ
る
こ
と
を
解
説
し
て
い
る
。
ま
た
開
革
具
や
緯
打
具
も
地

機
の
民
俗
例
と
共
通
す
る
出
土
織
機
部
材
が
取
り
上
げ
ら
れ
、
地
機
の
部
材

が
出
土
す
る
遺
跡
が
五
世
紀
以
降
の
渡
来
系
集
落
や
豪
族
の
拠
点
で
あ
る
こ

と
を
指
摘
し
て
い
る
。
高
機
に
つ
い
て
は
、
構
造
が
よ
り
複
雑
に
な
り
、
出

土
部
材
か
ら
特
定
す
る
こ
と
が
囲
難
と
な
っ
て
い
る
。
そ
の
中
で
、
機
台
に

取
り
付
け
る
軸
を
も
つ
経
巻
具
あ
る
い
は
布
巻
具
と
考
え
ら
れ
る
資
料
が
、
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高
機
の
部
材
と
し
て
認
定
で
き
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
広
範
に
存
在
が

認
め
ら
れ
る
輪
状
式
原
始
機
に
対
し
て
、
地
機
や
高
機
は
実
例
が
少
な
い
け

れ
ど
も
、
部
材
の
見
分
け
方
が
提
示
さ
れ
た
こ
と
か
ら
、
今
後
の
探
索
が
広

が
る
こ
と
が
期
待
で
き
る
。

　
日
本
列
島
の
弥
生
時
代
か
ら
古
墳
時
代
に
輪
状
式
原
始
機
が
一
般
的
で
あ

っ
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
結
果
、
さ
ら
に
周
辺
地
域
と
の
関
係
が
課
題

と
な
っ
て
く
る
。
第
四
章
で
は
、
中
国
大
陸
や
朝
鮮
半
島
で
の
輪
状
式
原
始

機
の
存
在
を
明
ら
か
に
し
、
東
ア
ジ
ア
の
中
で
の
普
遍
的
な
紡
織
技
術
で
あ

っ
た
こ
と
を
想
定
し
た
。
検
討
の
材
料
と
な
っ
た
資
料
が
少
な
い
こ
と
は
否

め
な
い
が
、
輪
状
式
原
始
機
の
広
範
な
存
在
は
疑
い
よ
う
が
な
い
。
そ
れ
に

対
し
て
、
機
台
を
も
つ
直
状
式
の
地
機
や
高
機
が
ど
の
よ
う
に
成
立
し
、
普

及
し
た
か
が
大
き
な
課
題
で
あ
る
。
筆
者
は
漢
薬
の
画
像
石
や
副
葬
用
の
模

型
か
ら
地
機
の
存
在
を
示
し
、
高
句
麗
の
壁
画
古
墳
の
例
か
ら
も
地
機
の
存

在
に
つ
い
て
注
意
を
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
事
例
の
蓄
積
は
重
要
な
作
業

で
あ
り
、
さ
ら
な
る
資
料
博
捜
が
求
め
ら
れ
よ
う
。

　
日
本
列
島
へ
の
地
機
や
高
機
の
導
入
も
重
要
な
テ
ー
マ
で
あ
る
。
地
機
の

導
入
が
五
世
紀
に
さ
か
の
ぼ
り
、
渡
来
集
団
が
主
導
し
た
こ
と
を
考
古
資
料

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
く
れ
は
と
り

か
ら
推
論
で
き
た
こ
と
が
重
視
で
き
る
。
文
献
史
料
で
は
渡
来
系
の
呉
織
・

あ
や
は
と
り

漢
織
に
つ
い
て
記
録
が
あ
り
、
高
度
な
紡
織
技
術
の
渡
来
が
想
定
さ
れ
て

い
た
が
、
そ
の
実
像
が
地
機
な
ど
、
玉
台
を
も
つ
機
の
導
入
で
あ
っ
た
こ
と

が
明
瞭
と
な
っ
た
。
他
の
手
工
業
分
野
で
の
技
術
導
入
の
過
程
と
も
相
似
す

る
現
象
で
あ
り
、
い
つ
ご
ろ
、
ど
の
地
域
か
ら
と
い
っ
た
課
題
に
つ
い
て
、

さ
ら
に
つ
め
て
い
く
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。

　
新
た
な
技
術
が
足
り
入
れ
ら
れ
る
～
方
で
、
輪
状
式
原
始
機
は
七
世
紀
初

め
ま
で
み
と
め
ら
れ
、
可
能
性
と
し
て
は
七
世
紀
前
半
ま
で
存
続
し
て
い
た

と
推
測
し
て
い
る
こ
と
も
注
目
さ
れ
る
。
異
な
る
方
式
の
織
機
が
併
存
し
た

理
由
は
何
な
の
か
、
生
産
す
る
織
物
の
違
い
な
の
か
、
新
た
な
疑
問
が
次
々

と
湧
い
て
く
る
。
こ
の
疑
問
に
答
え
て
く
れ
る
の
が
、
大
化
二
年
（
六
四

六
）
正
月
甲
子
条
の
「
改
新
の
詔
」
に
欝
及
の
あ
る
布
に
つ
い
て
の
記
載
で

あ
る
。
第
五
章
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
輪
状
式
の
原
始
機
が
こ
の
時

期
ま
で
存
続
し
た
と
考
え
る
こ
と
か
ら
、
「
端
」
を
単
位
と
す
る
布
・
絹
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ひ
ろ

地
機
や
高
機
で
織
ら
れ
、
聞
落
漏
を
単
位
と
す
る
麻
布
が
輪
状
式
原
始
機
に

よ
っ
て
織
ら
れ
て
い
た
と
推
測
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
る
。
尋
の
単
位
が
そ

の
後
に
続
か
な
い
こ
と
か
ら
、
原
始
機
の
終
焉
と
も
リ
ン
ク
さ
せ
る
こ
と
が

で
き
そ
う
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
律
令
制
の
税
の
基
礎
と
な
っ
た
織
物
に

つ
い
て
、
直
状
系
の
地
機
や
高
機
に
よ
る
紡
織
技
術
に
加
え
て
、
従
来
か
ら

の
輪
状
式
原
始
機
に
よ
る
布
も
ま
た
組
み
入
れ
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
示
さ
れ
、

貢
納
制
の
実
態
を
知
る
う
え
で
興
味
深
い
。
六
世
紀
代
の
織
幅
が
地
機
や
高

機
と
輪
状
式
原
始
機
で
共
通
す
る
と
い
う
現
象
も
ま
た
、
税
舗
と
の
関
わ
り

で
理
解
さ
れ
て
お
り
、
布
と
い
う
基
幹
物
資
の
生
産
に
関
わ
る
紡
織
技
術
の

解
明
は
、
国
家
の
形
成
過
程
を
考
え
る
霊
要
な
鍵
に
な
る
こ
と
も
痛
感
さ
せ

ら
れ
る
。

三
　
糸
づ
く
り
と
整
経
の
道
具

　
以
上
、
織
成
の
過
程
を
中
心
に
見
て
き
た
が
、
本
書
は
糸
づ
く
り
か
ら
始

ま
る
長
い
工
程
を
対
象
と
し
て
お
り
、
そ
の
過
程
で
用
い
ら
れ
た
道
具
に
対

す
る
悉
皆
的
な
検
討
も
大
き
な
位
置
を
占
め
て
い
る
。
糸
に
よ
り
を
か
け
る

際
の
道
具
で
あ
る
紡
錘
に
つ
い
て
の
検
討
の
ほ
か
、
よ
り
を
か
け
た
糸
を
巻

　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
せ
い
と
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
せ

き
取
り
、
輪
状
の
連
携
（
紹
）
の
形
に
す
る
道
具
で
あ
る
棟
、
そ
の
紹
を
保

持
し
回
転
さ
せ
て
糸
を
引
き
出
す
た
め
の
道
具
で
あ
る
紹
か
け
、
そ
し
て
紹
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か
け
に
か
け
た
糸
を
巻
き
取
る
道
具
で
あ
る
糸
枠
に
つ
い
て
集
成
的
な
検
討

を
お
こ
な
い
、
そ
れ
ら
の
消
長
を
明
ら
か
に
し
た
。
そ
の
結
果
、
弥
生
時
代

中
期
に
は
桿
が
現
れ
、
紹
か
け
が
古
墳
時
代
前
期
か
ら
普
及
す
る
こ
と
が
う

か
が
え
、
糸
枠
は
五
世
紀
中
葉
か
ら
後
葉
に
出
現
し
た
こ
と
を
確
認
し
て
い

る
。
こ
の
よ
う
な
出
現
の
時
期
差
は
、
人
の
手
に
か
け
た
糸
を
引
き
出
し
て

首
玉
を
つ
く
る
と
い
う
段
階
が
最
初
に
あ
り
、
紹
か
け
を
用
い
て
ひ
と
り
で

糸
玉
を
つ
く
る
段
階
、
さ
ら
に
糸
枠
を
用
い
て
小
分
け
す
る
段
階
へ
と
い
う

よ
う
に
、
紡
織
工
程
の
進
化
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
。
織
機
の
進
化
と
は

別
に
、
紡
織
工
程
の
変
遷
が
た
ど
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
お
り
、
重
要
な
指
摘

で
あ
る
と
言
え
る
。
最
後
の
糸
枠
に
つ
い
て
は
、
近
畿
地
方
に
先
に
現
れ
た

の
ち
各
地
に
広
が
る
状
況
が
判
明
し
、
織
機
の
場
合
と
同
様
、
新
た
な
技
術

の
［
部
と
し
て
も
た
ら
さ
れ
た
こ
と
が
示
唆
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
奈
良
時
代

に
な
る
と
糸
枠
の
嘉
木
加
工
に
地
域
差
が
見
ら
れ
、
宮
都
に
お
い
て
は
画
　

性
の
高
い
糸
枠
が
使
用
さ
れ
た
実
態
を
浮
き
上
が
ら
せ
て
い
る
。

　
糸
に
よ
り
を
か
け
る
紡
錘
に
つ
い
て
は
、
鉄
製
の
紡
錘
の
普
及
過
程
が
重

視
で
き
る
。
六
世
紀
か
ら
七
世
紀
前
半
は
西
日
本
の
限
ら
れ
た
場
所
で
使
用

さ
れ
て
い
た
の
に
対
し
、
七
世
紀
後
半
か
ら
八
世
紀
に
は
ほ
ぼ
全
國
的
に
用

い
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
な
お
か
つ
鉄
製
紡
輪
の
画
　
化
が
進
む
こ
と
が
指

摘
さ
れ
て
い
る
。
宮
都
に
お
け
る
糸
枠
の
規
格
化
が
進
む
時
期
と
重
な
っ
て

お
り
、
技
術
に
お
け
る
規
格
の
問
題
や
そ
の
背
景
を
考
え
る
う
え
で
注
目
で

き
よ
う
。
筆
者
の
研
究
の
中
で
は
、
こ
の
紡
錘
の
研
究
が
最
初
に
取
り
組
ん

だ
テ
ー
マ
で
あ
り
、
そ
の
後
の
製
糸
や
製
織
の
研
究
の
深
化
を
受
け
、
あ
ら

た
め
て
紡
錘
の
変
化
を
紡
織
史
全
体
の
中
で
問
い
直
す
こ
と
が
求
め
ら
れ
て

い
よ
う
。

　
以
上
の
よ
う
に
、
時
間
軸
上
で
の
展
開
過
程
と
と
も
に
、
列
島
内
に
お
け

る
地
域
差
、
中
心
－
周
縁
関
係
な
ど
、
紡
織
技
術
か
ら
明
ら
か
に
な
る
点
は

た
い
へ
ん
多
い
。
こ
れ
ら
の
事
実
が
律
令
国
家
の
成
立
と
ど
の
よ
う
に
関
わ

る
の
か
、
第
五
章
で
は
、
平
城
宮
・
京
の
状
況
、
地
方
の
状
況
を
取
り
上
げ
、

遺
跡
で
の
紡
織
具
の
共
伴
関
係
な
ど
を
も
と
に
、
紡
織
体
制
の
編
成
の
さ
れ

方
を
中
心
に
議
論
を
進
め
て
い
る
。
そ
し
て
、
紡
錘
や
桂
、
総
と
い
っ
た
製

糸
に
関
す
る
道
具
と
、
糸
枠
、
織
機
部
材
の
よ
う
な
製
織
に
関
す
る
道
具
の

出
土
遺
跡
を
検
討
し
、
製
糸
製
織
を
～
寒
し
て
お
こ
な
う
工
房
と
、
製
糸
と

製
織
が
分
業
し
て
お
こ
な
わ
れ
る
工
房
の
存
在
を
浮
き
上
が
ら
せ
る
こ
と
に

成
功
し
て
い
る
。
後
者
の
場
合
、
紹
の
状
態
で
糸
が
流
通
し
た
こ
と
が
導
き

出
さ
れ
、
考
古
資
料
で
は
ま
っ
た
く
残
ら
な
い
導
束
（
紹
）
の
流
通
が
あ
ぶ

り
出
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
。
製
糸
、
製
織
の
各
工
程
を
丁
寧
に
検
証
し
、
そ

れ
ぞ
れ
の
道
具
に
つ
い
て
遺
跡
ご
と
の
出
土
傾
向
を
明
ら
か
に
す
る
と
い
う

基
礎
的
作
業
が
、
紡
織
生
産
の
全
体
像
を
描
く
上
で
き
わ
め
て
重
要
で
あ
る

こ
と
が
示
さ
れ
る
。四

　
さ
ら
な
る
展
開
を
期
待
し
て

　
本
書
の
構
成
が
古
代
の
紡
織
生
産
に
つ
い
て
体
系
的
な
叙
述
を
目
指
し
て

い
る
た
め
、
全
体
を
見
渡
す
こ
と
が
可
能
と
な
っ
て
い
る
が
、
そ
の
こ
と
か

ら
逆
に
十
分
に
わ
か
っ
て
い
な
い
分
野
も
ま
た
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
。
最

後
に
い
く
つ
か
の
課
題
点
に
つ
い
て
触
れ
て
お
き
た
い
。

　
ま
ず
一
つ
目
は
国
衙
工
房
で
あ
る
。
本
書
の
第
五
章
で
触
れ
ら
れ
た
国
衙

工
房
の
内
容
は
、
文
献
に
も
と
つ
く
従
来
の
見
方
が
中
心
で
あ
り
、
他
の
部

分
で
見
ら
れ
た
よ
う
な
出
土
資
料
に
も
と
つ
く
分
析
は
ほ
と
ん
ど
お
こ
な
わ

れ
て
い
な
い
。
も
ち
ろ
ん
資
料
的
な
制
約
に
よ
る
と
思
わ
れ
る
が
、
他
の
生

産
分
野
で
も
国
衙
工
房
の
成
立
が
画
期
の
一
つ
と
し
て
認
識
さ
れ
る
よ
う
に
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な
っ
て
お
り
、
紡
織
生
産
に
お
け
る
国
衙
工
房
の
実
態
解
明
が
望
ま
れ
る
と

こ
ろ
で
あ
る
。

　
二
つ
目
は
、
東
ア
ジ
ア
の
中
で
も
朝
鮮
半
島
と
の
関
係
に
つ
い
て
さ
ら
に

研
究
の
深
化
が
求
め
ら
れ
る
点
で
あ
る
。
地
機
や
高
機
の
導
入
に
つ
い
て
、

朝
鮮
半
島
か
ら
の
渡
来
入
の
役
割
が
高
い
こ
と
が
触
れ
ら
れ
て
い
る
。
窯
業

生
産
や
鍛
冶
な
ど
の
他
の
生
塵
分
野
に
お
い
て
も
朝
鮮
半
島
か
ら
の
技
術
移

転
が
早
く
か
ら
知
ら
れ
、
道
具
レ
ベ
ル
で
の
共
通
性
が
明
ら
か
に
な
っ
て
い

る
。
紡
織
技
術
に
お
い
て
も
、
朝
鮮
半
島
側
の
資
料
に
対
す
る
検
討
を
進
め
、

彼
我
の
系
譜
関
係
を
明
ら
か
に
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
。
ま
た
、
糸
枠
や
鉄

製
紡
輪
な
ど
の
導
入
に
つ
い
て
も
、
東
ア
ジ
ア
の
中
で
の
位
麗
づ
け
が
必
要

と
な
ろ
う
。

　
次
に
、
本
書
が
明
ら
か
と
し
た
紡
織
体
制
は
お
お
む
ね
麻
布
の
製
糸
、
製

織
過
程
を
中
心
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
絹
に
関
係
す
る
と
考
え
ら

れ
る
地
機
や
高
機
の
類
例
が
少
な
い
こ
と
に
起
因
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る

が
、
さ
ら
に
養
蚕
や
絹
糸
、
絹
綿
（
真
綿
）
つ
く
り
も
合
わ
せ
て
議
論
す
る

こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
筆
者
の
努
力
に
よ
っ
て
輪
状
原
始
機
の
存
在
は
か
な

り
鮮
明
と
な
っ
て
お
り
、
紡
織
生
産
の
基
礎
は
ほ
ぼ
明
ら
か
に
な
っ
た
と
書

え
る
が
、
高
級
織
物
の
生
産
技
術
に
つ
い
て
は
、
一
部
の
文
献
を
除
く
と
ほ

と
ん
ど
手
が
か
り
が
な
い
の
が
現
状
で
あ
ろ
う
。
と
く
に
布
と
と
も
に
律
令

制
下
の
税
の
品
臼
と
な
る
絹
綿
に
つ
い
て
は
、
生
産
工
程
や
生
産
用
具
の
解

明
が
ま
た
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　
最
後
に
、
手
工
業
史
の
中
で
の
位
麗
づ
け
も
残
さ
れ
た
大
き
な
課
題
で
あ

る
。
考
古
学
か
ら
手
工
業
へ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
は
、
製
品
や
用
具
、
工
房
な
ど

が
残
り
や
す
い
も
の
を
中
心
に
進
め
ら
れ
て
き
た
。
窯
業
や
鉄
器
生
産
、
玉

作
、
製
塩
な
ど
が
そ
の
代
表
例
で
あ
る
。
し
か
し
、
紡
織
生
産
は
普
遍
的
で

あ
る
と
と
も
に
現
物
貨
幣
と
し
て
の
役
割
も
あ
り
、
税
の
収
奪
と
も
密
接
に

関
わ
っ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
そ
の
展
開
過
程
が
明
ら
か
に
な
る
こ
と
は
、

他
の
生
産
分
野
の
理
爆
に
と
っ
て
も
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
に
な
る
だ

ろ
う
。
考
古
学
に
よ
る
手
工
業
史
の
構
築
に
向
け
て
、
紡
織
生
産
を
土
台
と

し
て
さ
ま
ざ
ま
な
分
野
の
理
解
を
統
合
し
て
い
く
こ
と
も
ま
た
、
大
き
な
目

標
の
一
つ
と
謡
え
る
だ
ろ
う
。

　
い
く
つ
か
の
課
題
に
も
触
れ
た
が
、
生
産
技
術
の
研
究
で
は
、
実
際
に
復

元
し
て
み
る
こ
と
が
重
要
な
研
究
方
法
と
し
て
確
立
し
て
い
る
。
そ
の
際
に

民
俗
例
、
民
族
誌
を
参
照
す
る
こ
と
も
ま
た
重
要
な
意
義
を
も
つ
。
こ
の
よ

う
な
方
法
が
随
所
に
と
ら
れ
て
い
る
こ
と
も
筆
者
の
研
究
の
特
徴
で
あ
り
、

本
書
に
は
そ
の
成
果
が
い
た
る
と
こ
ろ
に
散
り
ば
め
ら
れ
て
い
る
。
結
果
と

し
て
、
紡
織
と
い
う
分
野
が
、
実
験
考
古
学
や
民
族
（
俗
）
考
古
学
に
と
っ

て
の
格
好
の
材
料
で
あ
る
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
研
究
の
展

開
は
、
考
古
学
を
足
が
か
り
と
し
な
が
ら
、
紡
織
と
い
う
分
野
に
お
い
て
歴

史
学
や
民
俗
学
・
民
族
学
を
統
合
し
よ
う
と
す
る
著
者
の
意
図
に
も
と
づ
い

て
い
る
と
考
え
ら
れ
、
本
書
で
は
用
語
の
整
理
な
ど
、
統
合
に
向
け
た
基
礎

的
な
作
業
も
お
ろ
そ
か
に
さ
れ
て
い
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
考
古
学
を
専
門

と
す
る
人
ば
か
り
で
な
く
、
広
く
歴
史
学
や
民
俗
学
に
関
心
を
も
つ
方
々
に
、

是
非
と
も
手
に
と
っ
て
読
ん
で
い
た
だ
き
た
い
書
物
で
あ
る
こ
と
を
、
最
後

に
付
雷
し
て
お
き
た
い
。
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