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貝
次
郎
は
、
昭
和
二
十
九
年
こ
ろ
か

ら
詩
を
書
き
始
め
、
余
白
に
は
メ
モ
や

カ
ッ
ト
風
の
デ
ッ
サ
ン
が
記
入
さ
れ
て

い
る
。

　

詩
を
書
き
残
す
動
機
と
な
っ
た
の

は
、
銀
座
の
洋
菓
子
店
「
ウ
ェ
ス
ト
」

が
発
行
し
て
い
た
タ
ウ
ン
誌
に
応
募
し

て
、
何
度
も
掲
載
さ
れ
た
こ
と
の
よ
う

だ
。
当
時
の
選
者
は
「
深
尾
須
磨
子
」

さ
ん
。
詩
人
、
作
家
、
翻
訳
家
と
し
て

著
名
、
フ
ラ
ン
ス
に
渡
り
、
平
和
運
動

家
と
し
て
も
知
ら
れ
る
方
だ
っ
た
。

　

早
世
し
た
貝
次
郎
が
残
し
た
絵
画
と

詩
文
に
は
、
彼
の
優
し
い
こ
こ
ろ
が
漂

い
、
ま
た
謳
わ
れ
て
い
る
。

　
　

＊　

＊　

＊

　

そ
れ
か
ら
半
世
紀

を
経
た
時
代
の
い
ま
、

科
学
技
術
、
社
会
・

生
活
環
境
は
革
新
さ

れ
、
世
界
は
激
烈
な

変
動
を
繰
り
返
す
。

人
々
は
好
む
と
好
ま

ざ
る
に
拘
ら
ず
、
慌

た
だ
し
い
日
々
を
送

り
、
そ
れ
に
耐
え
て

暮
ら
さ
ざ
る
を
得
な

い
。
だ
か
ら
、
い
ま

こ
そ
、
こ
こ
ろ
に
響

く
も
の
、
そ
し
て
優

し
さ
が
求
め
ら
れ
て

い
る
の
で
は
な
か
ろ

う
か
。

　
「
か
い
じ
ろ
う
作
品
保
存
会
』
は
、

出
版
に
さ
い
し
て
、
こ
の
書
を
手
に
し

た
読
者
が
、
彼
の
作
品
の
一
つ
一
つ
を

鑑
賞
し
て
、
貝
次
郎
の
天
性
だ
っ
た
、

無
類
の
優
し
さ
に
共
鳴
さ
れ
ん
こ
と
を

願
っ
て
い
る
。

　

二
科
会
々
員
で
、
彼
の
恩
師
に
当
た

る
斉
藤
三
郎
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い

る
（
昭
和
三
十
八
年
）。

　
「
亡
く
な
っ
て
か
ら
約
一
年
経
っ
た
。

印
象
に
残
っ
て
い
る
も
の
を
探
っ
て
み

よ
う
。
彼
は
・
・
・

　

一
。
長
身
の
美
青
年
だ
っ
た
。

　

五
年
前
初
め
て
逢
っ
た
時
は
、
Ｇ
Ｉ

刈
り
が
よ
く
似
合
っ
た
。

　

　
　

詩
画
集

			　
　

ま
た
春
の
日
に

　
　
　
　
　
　
　

原　

貝
次
郎
著　

　

ア
ヴ
ァ
ン
ギ
ャ
ル
ド
の
画
家
が
、

ノ
ー
ト
一
杯
に
書
き
綴
っ
た
詩
と
、
油

絵
具
に
塗ま
み

れ
た
キ
ャ
ン
バ
ス
の
絵
を

見
据
え
て
編
集
さ
れ
、『
か
い
じ
ろ
う

作
品
保
存
会
』
か
ら
発
行
さ
れ
た
。

フ
ル
カ
ラ
ー
、A5

横
サ
イ
ズ
特
製
、

百
八
十
二
頁
、
発
売
は
揺
籃
社
。

　

貝
次
郎
の
作
品
と
し
て
、
多
く
の
詩
、

そ
し
て
絵
の
一
つ
一
つ
に
魅
せ
ら
れ
、

愛
好
し
て
止
ま
な
い
人
た
ち
は
、
作
品

の
保
存
に
努
め
、
何
時
の
日
か
公
け
に

す
る
こ
と
を
念
じ
て
き
た
。
編
集
に
携

わ
っ
た
同
会
の
メ
ン
バ
ー
は
、
生
前
、

彼
が
自
ら
記
し
た
メ
モ
書
き
を
隈
な
く

確
か
め
、
彼
の
意
向
を
慮
り
な
が
ら
、

詩
・
画
の
作
品
を
選
抜
し
、
年
代
を
追
っ

て
配
列
す
る
作
業
に
取
り
組
ん
だ
。

　
　
＊　

＊　

＊　

　
『
原
貝
次
郎
』
は
本
名
：
原　

武た
け
し。

詩
作
に
耽
っ
た
こ
ろ
は
、「
か
い
じ
ろ
う
」

と
記
し
て
い
た
。
昭
和
七
年
（
１
９
３
２
）

に
生
ま
れ
、
高
校
生
の
頃
、
音
楽
、
美

術
に
興
味
を
持
っ
て
、
ヴ
ァ
イ
オ
リ
ン

の
演
奏
と
油
絵
に
傾
倒
し
た
。

　

し
か
し
、
大
学
に
進
学
し
て
間
も
な

く
病
い
で
倒
れ
、
入
院
、
手
術
後
、
二

科
会
々
員
斉
藤
三
郎
氏
に
師
事
し
て
油

彩
を
学
ぶ
。
二
科
展
に
三
年
連
続
入
選

し
た
が
、
再
び
病
床
に
臥
し
、
快
方
に

向
か
う
こ
と
無
く
、
昭
和
三
十
七
年
一

月
永
眠
し
た
。
行
年
二
十
九
才
。
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春
の
風
景　

�960

年　

油
彩

　
　
　

　
　
　

 

春

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

原 

貝
次
郎

　
　

春
の
電
車
に

　
　

窓
か
ら
愛
が

　
　

と
ん
で
く
る

　
　

暖
い
小
春
日
だ

　
　

み
ん
な
青
く
生
え
そ
ろ
っ
た

　
　

畠
の
麦
の
穂
た
ち

　
　

ね
む
け
た
げ
な
休
止
符
か
ら

　
　

目
覚
め
て
い
っ
た
人
た
ち

　
　

今
は
ど
う
し
て
い
る
か

　
　

花
の
香
が
も
う
す
ぐ
に

　
　

い
っ
ぱ
い
に
た
だ
よ
っ
て
い
る

　
　

の
ど
か
な
勾
配
の
丘

　
　

明
る
い
車
内　

ス
カ
ー
ト
の
前
を

　
　

ち
ょ
っ
と
開
げ
て
少
女
が
一
人
立
っ
て
い
る

二
。
無
類
の
善
人
で
、
繊
細
な
感
覚
の

持
主
。

　

三
。
彼
の
生
涯
は
、
ピ
ン
ク
カ
ラ
ー
。

　

以
上
の
こ
と
が
、
は
っ
き
り
と
蘇
っ

て
く
る
。

　

繊
細
と
正
直
な
性
格
は
、
そ
の
儘
作

品
に
示
さ
れ
、
特
に
結
婚
前
後
に
最
高

度
に　

甘
い
ピ
ン
ク
を
駆
使
し
た
。

　

画
は
、
甘
く
て
も
結
構
だ
し
、
そ
れ

な
り
に
厳
し
さ
を
加
え
て
行
け
ば
い
い

わ
け
だ
。
ま
し
て
難
し
い
顔
を
し
て

流
行
を
追
っ
て
、
本
人
の
も
の
な
ら
い

ざ
知
ら
ず
、
模
倣
や
思
い
つ
き
の
様
な

前
衛
絵
画
に
憂
き
身
を
や
つ
す
必
要
は

な
い
。
そ
ん
な
画
の
多
い
時
代
に
、
正

直
な
彼
の
作
品
に
は
大
変
好
感
が
も
て

た
」。

　

勿
論
、
ま
だ
画
業
の
浅
い
彼
の
仕
事

に
は
、
力
強
さ
な
ど
の
不
足
に
よ
る
欠

陥
も
あ
っ
た
こ
と
は
当
然
だ
け
れ
ど

も
、
反
面
、
作
者
の
醸
し
だ
す
高
調
し

た
情
景
は
、
白
日
の
妖
し
さ
と
で
も
い

お
う
か
、
や
は
り
こ
れ
も
立
派
な
近
代

的
感
覚
の
持
主
の
作
品
と
い
え
よ
う
。

　

前
衛
美
術
の
著
名
な
評
論
家
と
し
て

知
ら
れ
て
い
た
植
村
鷹
千
代
は
述
べ
て

い
る
（
昭
和
三
十
八
年
）。

　
「
原
貝
次
郎
と
い
う
青
年
芸
術
家
も
、

そ
の
作
品
も
、
今
日
の
現
実
を
考
え
合

わ
せ
て
み
る
と
、
得
難
い
存
在
で
あ
っ

た
こ
と
が
わ
か
る
。
芸
術
も
生
活
も

ト
ゲ
ト
ゲ
し
く
粗
暴
に
な
り
が
ち
な
今

日
、
あ
ま
り
に
も
ロ
マ
ン
チ
ッ
ク
、
あ

ま
り
に
も
詩
的
だ
と
人
は
い
う
か
も

し
れ
な
い
が
、
そ
れ
だ
け
彼
と
彼
の
芸

術
の
存
在
は
異
色
で
貴
重
で
あ
る
と
い

え
る
の
で
あ
る
。
芸
術
の
本
質
は
魅
力

に
あ
る
が
、
純
粋
な
自
由
、
純
粋
な
素

直
さ
は
、
芸
術
の
魅
力
の
本
質
に
つ
な

が
る
。
原
君
の
絵
は
そ
う
い
う
魅
力
を

も
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
」。

　
　
　
小
さ
い
挿
絵

　
原 

貝
次
郎
は
、
新
聞
、
雑
誌
、
タ
ウ
ン
誌
な
ど
か
ら

依
頼
さ
れ
て
、「
カ
ッ
ト
」
を
描
い
た
。

右
下
の
二
つ
の
カ
ッ
ト
は
、
ス
ポ
ー
ツ
、
テ
ニ
ス
が
テ
ー
マ

　
左
の
詩
と
カ
ッ
ト
の
組
合
わ
せ
は
、

　
天
麩
羅
友
の
会
発
行
：
「
て
ん
ぷ
ら
」
第
五
号
に
掲
載
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
昭
和
三
十
四
年
（1959

）

リンゴとヴァイオリン
　　�957年
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し
か
も
、
自
ら
は
染
織
家
と
し
て
研
鑽

に
励
み
、
雅
号
を
「
梢
美
」
と
称
し
て

数
多
の
作
品
を
発
表
し
、
著
書
（『
染
の

旅
』）
を
公
刊
し
た
。

　

画
家
の
貝
次
郎
は
、
さ
ら
に
、
詩
人

と
し
て
ス
タ
ー
ト
し
、
成
長
し
て
ゆ
く
。

　

詩
の
成
長
も
人
の
そ
れ
と
同
様
だ
。

内
な
る
も
の
を
そ
の
儘
、
文
字
に
す
る

そ
れ
が
幼
年
時
代
で
あ
り
、
そ
れ
に
妙

に
反
撥
の
態
度
を
と
る
の
が
少
年
時
代

で
あ
り
、
そ
の
ふ
た
つ
の
時
代
を
経
て

再
び
新
し
い
浄
化
さ
れ
たM

ärchen

を
求
め
る
の
が
青
春
時
代
で
あ
る
の
な

ら
、
そ
の
芽
生
が
こ
の
中
の
ど
こ
か
に

或
ひ
は
始
ま
っ
て
い
て
く
れ
る
か
も
し

れ
な
い
。
そ
し
て
屹
度
そ
う
あ
っ
て
く

れ
れ
ば
よ
い
が
、
な
ど
と
思
ひ
な
が
ら

随
分
遅
れ
て
し
ま
っ
た
け
れ
ど
、
ま
と

め
て
み
た
。
古
き
を
消
化
し
よ
り
新
し

きStep

の
為
に
・
・
・
・
・
。

　
　

八
月
三
日　

一
九
五
三
年

	

貝
次
郎
詩
集
の
始
め
に

　

貝
次
郎
は
自
ら
を
戒
め
つ
つ
、

　

大
学
ノ
ー
ト
に
誌
し
た
詩
文
の
編
集

を
仕
上
げ
た
「
貝
次
郎
詩
集
」
を
完
結

す
る
・
・
・

・
・
・
は
て
詩
と
は
一
体
何
ん
な
の
だ

自
信
を
持
ち
た
ま
え
、
午
前
の
時
間
に

居
て
、
午
后
の
結
実
の
確
信
を
抱
き
た

ま
え

　

一
九
五
七
年
・
春
よ
り
夏
ま
で
、

　
　
　

八
月
九
日
、
昼
。

	　

エ
ピ
ロ
ー
グ

	

原	

貝
次
郎

・
・
・
・
・
美
し
い
結
末
で
あ
り
た
い

も
の
と
、
精
一
杯
の
や
せ
が
ま
ん
、
小

さ
い
も
の
が
育
っ
て
ゆ
き
な
が
ら
、
そ

れ
は
ま
た
離
れ
て
ゆ
く
こ
と
で
あ
っ

た
。
ひ
と
つ
の
初
め
か
ら
は
て
ま
で
の
、

そ
れ
は
こ
れ
わ
ず
か
の
花
び
ら
と
の
愛

の
、
楽
し
か
り
し
音
楽
の
言
葉
の
文
字
、

そ
う
で
な
か
っ
た
故
に
そ
う
あ
っ
た
ら

の
幸
ひ
に
酔
ひ
し
れ
る
、
こ
れ
は
そ
れ

詩
の
悲
し
み
と
本
質
か
・
・
・
・
・

　

一
九
六
〇
年　
　

詩
集
の
終
わ
り
に

　

か
い
じ
ろ
う
は
、
亡

く
な
る
前
、
母
校
の
志

木
市
立
志
木
小
学
校
で

小
学
生
に
図
工
を
教
え

た
。
そ
の
と
き
指
導
を

受
け
た
関
根
伸
夫
は
、

か
い
じ
ろ
う
に
示
唆
さ

れ
て
前
衛
芸
術
家
を
目

指
し
た
。
関
根
は
川
越

高
校
を
卒
業
し
て
美
術

大
学
に
進
ん
だ
。

　
「
環
境
美
術
」
を
標
榜

す
る
関
根
伸
夫
は
、
独

創
的
な
野
外
の
モ
ニ
ュ

メ
ン
ト
を
制
作
・
展
示

し
て
、
国
際
的
な
評
価

を
得
る
。
彼
は
、
東
京

都
庁
舎
シ
テ
ィ
ー
ホ
ー

ル
前
の
『
水
の
神
殿
』

を
は
じ
め
、
国
内
外
で
、
多
く
の
モ
ニ

ュ
メ
ン
ト
や
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
遂
行
し

た
。「
環
境
美
術
研
究
所
」
を
設
立
、

多
摩
美
術
大
学
環
境
デ
ザ
イ
ン
科
の
客

員
教
授
を
つ
と
め
る
。

　
「
か
い
じ
ろ
う
の
家
」
は
・
・
・

　

貝
次
郎
の
活
発
な
藝
術
活
動
は
、
主

に
生
家
の
一
角
に
佇
む
「
離
れ
家
」
で

行
な
わ
れ
た
。
平
成
十
五
年
、国
の
「
登

録
有
形
文
化
財
」
に
「
朝
日
屋
原
薬
局
」

が
登
録
さ
れ
、
離
れ
は
、
当
時
と
ほ
と

ん
ど
変
わ
ら
ぬ
姿
で
現
存
し
て
い
る
。

　

な
お
、
か
い
じ
ろ
う
を
ア
ー
テ
ィ
ス

ト
に
育
て
た
の
は
・
・
・

　

義
兄
の
小
谷
野
元
七
、
登
世
夫
妻
で

あ
る
。
小
谷
野
家
は
、
浦
和
（
現
・
さ

い
た
ま
市
）
の
資
産
家
と
し
て
知
ら
れ
、

知
識
人
と
の
広
い
交
友
を
ベ
ー
ス
と
し

て
、
二
科
会
員
、
斉
藤
三
郎
を
選
び
、

そ
の
指
導
を
仰
ぐ
こ
と
を
薦
め
た
。

　

登
世
は
、
か
い
じ
ろ
う
の
長
姉
で
、

彼
の
看
護
と
、
作
品
の
保
存
に
当
っ
た
。

本
書
の
主
な
原
資
料
（
絵
画
の
一
部
、
カ

ッ
ト
な
ど
）
が
、
今
日
ま
で
維
持
さ
れ
た

の
は
、
一
重
に
彼
女
の
努
力
に
よ
る
。

　

春
山
の
歌

春
山
を
呼
ぶ
と

こ
だ
ま
は　

泣
き
な
が
ら
ま
た
帰
る

な
ぜ
泣
き
な
が
ら
帰
っ
て
き
た
の

と
尋
ね
る
と

だ
っ
て
あ
な
た
は
無
理
な
こ
と

お
っ
し
ゃ
る
ん
で
す
も
の

と
眼
を
俯
せ
る

だ
か
ら
ぼ
く
が
春
山
を
呼
ぶ
と

こ
だ
ま
は　

泣
き
な
が
ら
ま
た
帰
る

　

定
理

痛
い
所
が
あ
った
ら

そ
れ
は
棘と

げ

落
ち
た
所
が
あ
った
ら

そ
れ
は
莟

柔
い
所
が
あ
った
ら

そ
れ
は
花
瓣

痛
い
所
と

落
ち
た
所
と

柔
い
所
と

み
ん
な
一
緒
だ
った
ら

そ
れ
は
愛

　

三
行

成
功
ー
平
凡

失
敗
ー
主
題

破
綻
ー
強
調

　

意
識

ひ
と
つ
の
も
の
を
失
った
時

し
っか
り
と
あ
な
た
の
囲
り
を
見
て

ご
ら
ん
な
さ
い

新
し
い
何
か
別
の
ひ
と
つ
の
も
の
を

与
え
ら
れ
て
い
る

　

耳
飾
り

ゆ
れ
る
ゆ
れ
る

耳
飾
り
が
ゆ
れ
る

風
も
な
い
の
に

だ
あ
れ
も
そ
ば
に
居
な
い
の
に

優
し
い
こ
と
を
想
っ
て
い
る

耳
飾
り
が
一
人
で
ゆ
っ
く
り

ゆ
れ
て
い
る

　

た
ぶ
ん
ね

た
ぶ
ん
ね

た
ぶ
ん
ね

ゆ
っ
く
り
と

ゆ
っ
く
り
と

春
が
ね

ど
こ
か
で
ね

黒
い
土
の
下

ど
こ
か
で
ね

春
が
ね

ゆ
っ
く
り
と

ゆ
っ
く
り
と

た
ぶ
ん
ね

た
ぶ
ん
ね

　

平
成
十
五
年
七
月
、「
朝
日
屋
原
薬
局
」
が
、
有
形
文
化
財
（
建
造
物
、
七
件
）

と
し
て
文
化
庁
に
登
録
さ
れ
る
。「
か
い
じ
ろ
う
の
家
」
は
そ
の
一
つ
、

　
　
　
　
　
＝
数
寄
屋
造
り
の
「
離
れ
」
＝　
　
　

　
　

ま
た
春
の
日
に

小
鳥
た
ち　

木
々
に
さ
え
づ
り

花
は
咲
き　

春
は
き
た
れ
り

し
か
し
ま
た　

何な
ぜ

の
春
な
り

若
芽
た
ち　

緑
に
け
ぶ
り

風
よ
吹
け　

春
は
き
た
れ
り

し
か
し
ま
た　

何な
ぜ

の
春
な
り

だ
れ
と
し
も
な
く　

な
に
も
な
く

小
鳥
た
ち
群
れ　

花
は
咲
き

若
芽
た
ち　

風
よ
吹
け
！

し
か
し
ま
た
春
よ
い
づ
こ
に

あ
あ
春
ら
ん
ま
ん　

ひ
そ
ひ
そ
と

さ
く
ら
花　

咲
き
て
散
り
ゆ
く

　
　
　
か
い
じ
ろ
う
の
家
で・・・ メロディー　　　�960

武
蔵
野
の
町　
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よ
う
に
、
時
計
回
り
と
反
時
計
回
り
の

双
方
に
捩
じ
ら
れ
て
い
る
。

　

現
代
で
は
広
く
使
わ
れ
る
「
右
ネ
ジ
」

に
対
し
て
、
ほ
と
ん
ど
使
用
さ
れ
な
い

「
左
ネ
ジ
」（
逆
ネ
ジ
）
形
式
が
、
双
方
、

ほ
ぼ
対
等
に
関
係
で
取
り
入
れ
ら
れ
て

い
る
こ
と
に
注
目
し
た
い
。

　
「
対
掌
性
」
と
は
・
・
・

　

右
と
左
の
掌
て
の
ひ
らの

関
係
を
い
い
、
生
命

科
学
、
物
資
科
学
ほ
か
で
、
極
め
て
重

要
な
分
野
を
担
っ
て
い
る
。

　

例
え
ば
、
生
体
の
成
分
と
し
て
重
要

な
タ
ン
パ
ク
質
を
構
成
す
る
ア
ミ
ノ

酸
、
遺
伝
子
を
構
成
す
る
核
酸
は
、「
対

掌
性
」
を
も
つ
分
子
群
で
、
化
学
、
生

物
学
の
研
究
で
は
避
け
て
通
る
こ
と
が

で
き
な
い
概
念
で
あ
る
。

　

化
学
の
分
野
で
は
、「
キ
ラ
リ
テ
ィ
」

chiraliy

と
い
う
。
三
次
元
の
図
形
や

物
体
や
現
象
が
、
そ
の
鏡
像
と
重
ね
合

わ
す
こ
と
が
で
き
な
い
性
質
と
し
て
、

今
日
で
は
、
広
い
分
野
で
、
こ
の
用
語

が
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

　
「
キ
ラ
リ
テ
ィ
」
を
も
つ
性
質
を
キ

ラ
ル	(chiral)	

と
い
う
が
、
英
語
風
の

発
音
で
カ
イ
ラ
リ
テ
ィ
、
カ
イ
ラ
ル
と

も
読
み
、
ギ
リ
シ
ャ
語
で
「
手
」
を
意

味
す
る
χ
ε
ι
ρ	(cheir)	

が
語
源
と

さ
れ
て
い
る
。
一
方
、
キ
ラ
リ
テ
ィ
が

無
い
、
鏡
像
と
重
ね
合
わ
せ
ら
れ
る
こ

と
を
ア
キ
ラ
ル	(achiral)	

と
い
う
。	

　
「
対
掌
性
」
は
、
左
右
の
掌
の
対
を

意
味
し
て
い
る
が
、「
対
称
性
」
と
紛

ら
わ
し
い
。「
キ
ラ
リ
テ
ィ
」
は
、「
鏡

像
対
称
性
の
欠
如
」
で
あ
り
、
逆
の
意

味
に
な
る
こ
と
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

　

羽
状
縄
文
系
土
器
の
文
様
は
キ
ラ
リ

テ
ィ
を
も
ち
、「
対
掌
性
」
の
認
識
は
、

古
代
と
現
代
を
繋
い
で
い
る
。

　　
「
羽
状
縄
文
土
器
」
は
、
制
作
す
る

と
き
、
胎た
い

土ど

（
原
材
料
の
土
）
の
中
に
植

物
の
繊
維
を
混
入
さ
せ
た
繊せ
ん

維い

土
器
と

し
て
も
知
ら
れ
る
。
繊
維
土
器
は
、
縄

文
時
代
早
期
及
び
前
期
の
土
器
に
顕
著

に
見
ら
れ
る
が
、
土
器
の
焼
成
が
一
般

に
不
十
分
で
、
表
面
の
繊
維
が
抜
け
落

ち
、
細
か
い
溝
と
な
っ
た
も
の
が
多
い
。

但
し
、
内
部
の
繊
維
は
炭
化
し
て
残
存

し
、
断
面
は
表
面
の
白
っ
ぽ
い
部
分
に

挟
ま
れ
て
漆
黒
色
に
見
え
る
。
主
と
し

て
イ
ネ
科
の
葉
や
茎
の
よ
う
な
繊
維
質

の
植
物
の
繊
維
を
よ
く
精
製
し
た
も
の

を
使
用
し
た
と
考
え
ら
れ
て
お
り
、
壁

土
に
混
ぜ
る
よ
う
な
粗
い
茎
や
草
を
そ

の
ま
ま
使
用
し
た
も
の
で
は
な
い
。
土

器
の
底
部
以
外
で
は
、
繊
維
は
横
に

走
っ
て
い
る
こ
と
が
多
い
が
、
こ
れ
は
、

土
器
を
粘
土
紐
の
輪
積
み
に
よ
っ
て
制

作
す
る
た
め
、
予
め
粘
土
紐
を
引
き
延

ば
す
工
程
で
、
引
き
延
ば
さ
れ
た
粘
土

ひ
も
に
伴
っ
て
、
混
入
さ
れ
た
繊
維
が

横
に
走
る
よ
う
に
な
っ
た
も
の
と
推
察

さ
れ
る
。

　

繊
維
を
混
ぜ
た
の
は
、
粘
土
の
粘
性

　

ま
た
、「
黒
浜
貝
塚
」
も
、
蓮
田
市

に
所
在
す
る
。
大
宮
台
地
の
縁
辺
に
立

地
す
る
縄
文
時
代
前
期
か
ら
中
期
と
さ

れ
る
群
小
貝
塚
で
あ
る
。
こ
こ
か
ら
発

掘
さ
れ
た
「
黒
浜
式
土
器
」
は
、
胎
土

に
多
量
の
繊
維
を
含
ん
で
い
て
、
繊
維

は
焼
成
に
よ
っ
て
炭
化
し
、
断
面
は
漆

黒
色
で
、
こ
の
時
期
特
有
の
「
羽
状
縄

文
」
が
特
徴
的
で
あ
る
。

　

右
撚
り
（
Ｚ
撚
り
）
の
撚
り
紐
を
縦
に

お
い
て
、
横
方
向
に
転
が
す
と
左
上
が

り
右
下
が
り
で
縄
目
が
平
行
に
並
び
、

左
撚
り
（
Ｓ
撚
り
）
の
撚
り
紐
を
同
時
に
、

縦
に
お
い
て
横
方
向
に
転
が
す
と
右
上

が
り
左
下
が
り
で
縄
目
が
平
行
に
並

ぶ
。
こ
れ
を
同
時
に
施
文
し
た
り
、
順

番
に
分
け
て
鳥
の
羽
の
よ
う
に
縄
文
を

器
面
に
施
文
す
る
技
法
が
使
わ
れ
た
。

　

蓮
田
市
内
の
貝
塚
群
は
・
・
・

　

埼
玉
県
の
東
中
央
に
位
置
す
る
「
蓮

田
市
」
は
、
市
内
中
央
を
南
東
方
向
に

向
か
う
「
蓮
田
台
地
」
と
、
そ
の
東
部

に
並
ぶ
「
黒
浜
台
地
」
を
占
め
、「
大

宮
台
地
」
の
一
部
を
形
成
し
て
い
る
。

ま
た
、
そ
の
間
を
流
れ
る
元
荒
川
及
び

西
の
境
を
流
れ
る
綾
瀬
川
周
辺
の
低
地

を
含
み
、JR

東
北
本
線
（
宇
都
宮
線
）

		　

左
巻
き
と
右
巻
き
の
繩
文
を

    

土
器
の
装
飾
と
し
て
配
置
し
た
・
・
・

　
　

日
本
人
の
ル
ー
ツ
は
・
・
・

　

日
本
列
島
が
大
陸
か
ら
切
り
離
さ
れ
、

人
類
を
含
む
動
物
は
、
独
自
の
進
化
過

程
に
入
っ
た
と
さ
れ
る
（
何
万
年
か
前
？
）。

ま
た
、
日
本
人
は
、
遺
伝
子
に
よ
る
推

定
で
は
、日
本
列
島
で
誕
生
し
た
と
い
う
。

　

そ
こ
で
暮
ら
す
人
々
の
知
的
な
活
動

は
、
石
器
を
道
具
と
し
て
使
い
、
狩
猟
で

獲
物
を
得
る
仕
事
か
ら
始
ま
っ
た
。
や
が

て
、
地
球
規
模
の
温
暖
化
に
向
か
う
と
、

日
本
列
島
に
は
森
林
が
拡
大
し
、
ク
リ

な
ど
の
果
実
が
採
れ
る
よ
う
に
な
る
。

　

そ
れ
ま
で
移
動
を
繰
り
返
し
て
い
た
古

代
人
は
、
住
居
を
つ
く
っ
て
定
住
化
す
る

よ
う
に
な
る
。
列
島
の
全
域
で
発
掘
調

査
が
進
む
と
、
各
地
で
多
数
の
住
居
跡

が
発
見
さ
れ
た
。
地
面
を
掘
っ
て
つ
く
ら

れ
た
「
竪
穴
住
居
」
と
呼
ば
れ
、
そ
こ

に
は
「
土
器
」
な
ど
が
埋
蔵
さ
れ
て
い
た
。

　

日
本
人
は
土
器
を
創
作
し
た
・
・
・

	　
「
土
器
」
は
食
料
を
煮
炊
き
す
る
た
め

に
、
粘
土
を
捏
ね
て
筒
状
の
形
に
成
形
し

た
の
ち
素
焼
き
で
作
ら
れ
、
そ
の
表
面
は

多
様
な
文も
ん

様よ
う

（
図
柄
）
で
装
飾
さ
れ
た
。

主
に
、
植
物
の
茎
な
ど
で
撚
っ
た
縄
が
使

わ
れ
た
の
で
、
何
時
し
か
、「
縄
文
土
器
」

と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
る
。

　

日
本
列
島
で
縄
文
土
器
が
使
わ
れ
た

時
代
は
、
約
一
万
五
千
年
前
（
紀
元
前

百
三
十
一
世
紀
こ
ろ
）
に
遡
る
。
以
後
、
驚

く
べ
き
こ
と
に
、
ほ
ぼ
、
二
千
三
百
年
前

（
紀
元
前
四
世
紀
こ
ろ
）
に
か
け
て
、
古
代
人

（「
縄
文
人
」）
は
日
本
列
島
で
活
動
し
た
。

　

世
界
的
な
視
野
に
お
い
て
、
煮
炊
き
が

で
き
る
、「
縄
文
土
器
」
に
類
い
す
る
土

器
は
発
見
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
こ
で
、「
縄

文
土
器
」
は
、
日
本
の
古
代
人
の
創
作

と
い
っ
て
も
差
し
支
え
は
無
い
。

　

奥
東
京
湾
の
形
成

　

約
六
千
年
前
を
ピ
ー
ク
と
し

て
、
温
暖
化
に
伴
う
海
水
面
上

昇
が
起
こ
る
。
こ
れ
を
「
縄
文

海
進
」と
言
う
。
関
東
平
野
で
は
、

東
京
湾
の
水
位
は
上
昇
し
、
埼
玉
県
東

部
か
ら
栃
木
県
南
端
に
ま
で
拡
大
し
て
、

「
奥
東
京
湾
」（
古
東
京
湾
と
も
）
や
、
鹿

島
灘
か
ら
霞
ヶ
浦
を
経
て
西
進
し
た
「
古

鬼
怒
湾
」
な
ど
が
形
成
さ
れ
、
九
十
九

里
浜
は
水
没
し
た
。
東
京
湾
は
北
方
に

向
か
っ
て
侵
入
し
、
さ
ら
に
二
つ
に
分
岐

し
て
、
一
方
は
、
武
蔵
野
台
地
の
縁
辺
に

沿
い
、
現
・
川
越
市
に
向
か
う
が
、
も
う

一
方
は
、
現
・
さ
い
た
ま
市
を
越
え
て
、

大
宮
台
地
の
縁
辺
に
迫
り
、
現
・
蓮
田

市
に
向
か
う
。

　

住
居
跡
と
「
貝
塚
」
の
発
掘

　

分
岐
し
て
侵
入
し
た
奥
東
京
湾

の
沿
岸
に
は
、
多
く
の
古
代
人
が

定
住
し
始
め
る
。
こ
の
こ
と
は
、

発
掘
調
査
に
よ
っ
て
、
住
居
跡
や
、

食
料
だ
っ
た
貝
類
の
捨
て
場
だ
っ

た
、
多
数
の
「
貝
塚
」
に
よ
っ
て

証
明
さ
れ
た
。

　
「
羽う
じ

状ょ
う

縄じ
ょ
う

文も
ん

土
器
」
の

　
　
　
　
　
　
　
発
見
・
・
・

　

今
か
ら
五
千
年
前
の
こ
と
に
な

る
。「
縄
文
時
代
前
期
」
と
さ
れ

る
貝
塚
か
ら
、の
ち
に「
羽
状
縄
文
」

と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
文
様

を
も
つ
土
器
が
発
掘
さ
れ
た
。

　

羽
状
縄
文
と
は
・
・
・

　

土
器
に
施
さ
れ
た
縄
文
の
一
種
で
、

矢や

羽ば
ね

状
の
装
飾
（
図
柄
、
様
式
）
を
も
つ
。

　

矢
羽
は
矢
に
取
り
付
け
ら
れ
る
羽

で
、
一
本
の
矢
に
使
う
羽
は
裏
表
に
揃

え
ら
れ
る
（
下
の
図
）。
そ
こ
で
、
弓
道

で
は
、
時
計
回
り
に
回
転
し
て
進
む
甲

矢
と
、
そ
の
逆
の
乙
矢
と
の
一
対
が
使

わ
れ
る
。

　

羽
状
縄
文
の
土
器
類
の
文
様
は
、
右

と
左
に
捻ひ
ね

っ
て
撚よ

ら
れ
た
二
本
の
縄
（
原

体
）
を
交
互
に
回
転
し
て
施
紋
す
る
方

法
で
作
り
出
さ
れ
る
。
縄
は
、
矢
羽
の

を
抑
え
、
乾
燥
の
際
の
亀
裂
を
防
ぐ
た

め
と
考
え
ら
れ
、
関
東
地
方
で
は
、
早

期
中
葉
の
田
戸
上
層
式
か
ら
繊
維
土
器

が
現
れ
、
前
期
中
葉
の
黒
浜
式
を
最
後

に
消
失
し
た
。

　

縄
文
土
器
は
装
飾
的
に
・
・
・

　

繊
維
土
器
を
制
作
す
る
た
め
に
、
繊

維
を
粘
土
に
よ
く
な
じ
ま
せ
て
締
ま
っ

た
胎
土
に
す
る
た
め
に
、
様
々
な
縄
文

が
発
達
し
た
。
例
え
ば
、
関
東
地
方
で

は
、花
積
下
層
式
、関
山
式
、黒
浜
式
に
、

羽
状
縄
文
を
初
め
、コ
ン
パ
ス
文
、ル
ー

プ
文
な
ど
の
縄
文
が
隙
間
な
く
器
面
に

施
さ
れ
た
。

　
「
関せ
き
山や
ま
関
山
土
器
」
と
「
黒
浜
土
器
」

　

関
山
式
の
縄
文
原
体
は
、複
節
、複
々

節
と
い
っ
た
複
数
回
に
わ
た
っ
て
撚
っ

た
非
常
に
複
雑
な
縄
で
あ
る
こ
と
が
知

ら
れ
て
い
る
。
東
北
地
方
で
は
、
円
筒

下
層
式
土
器
に
羽
状
縄
文
が
発
達
し
、

北
海
道
南
部
で
は
円
筒
下
層
式
の
系
譜

を
ひ
く
土
器
群
が
製
作
さ
れ
た
。
北
海

道
中
部
か
ら
道
東
地
方
に
か
け
て
は
、

北
筒
式
と
い
う
独
特
な
繊
維
土
器
が
作

ら
れ
た
。
関
山
式
土
器
は
、
縄
文
前
期
、

約6,500

年
前
の
も
と
さ
れ
、
奥
東
京

湾
に
沿
っ
た
埼
玉
県
蓮
田
市
の
関
山
で

発
掘
さ
れ
た
。

「
対
掌
性
」
を
認
識
し
た

古
代
の
日
本
人
！

奥 

東 

京 

湾 

と 

貝 

塚 

の 

分 

布

　
弓
矢
と
矢や

羽ば
ね
の
話
し

　
矢
羽
は
、
矢
に
取
り
付
け
ら
れ
て
い
る

羽
の
こ
と
。
単
に
羽は

と
呼
ば
れ
る
こ
と
も

あ
る
。
鷲
、
鷹
、
白
鳥
、
七
面
鳥
、
鶏
、

鴨
な
ど
様
々
な
種
類
の
鳥
の
羽
が
使
用
さ

れ
る
が
、
特
に
鷲
や
鷹
と
い
っ
た
猛
禽
類

の
羽
は
最
上
品
と
し
て
珍
重
さ
れ
、
中
近

世
に
は
武
士
間
の
贈
答
品
に
も
な
っ
て
い

る
。
使
用
さ
れ
る
部
位
も
手
羽
か
ら
尾
羽

ま
で
幅
広
い
が
、
尾
羽
の
一
番
外
側
（
石

打
と
よ
ば
れ
る
）
が
最
も
丈
夫
で
、
ま
た
希

少
価
値
も
高
い
た
め
珍
重
さ
れ
る
。

	

鳥
の
羽
は
反
り
の
向
き
で
表
裏
が
あ
り
、

こ
れ
を
半
分
に
割
い
て
使
用
し
、
一
本
の

矢
に
使
う
羽
は
裏
表
を
同
じ
に
揃
え
ら
れ

る
た
め
、
矢
に
は
二
種
類
で
き
る
。
矢
が

前
進
し
た
と
き
に
時
計
回
り
に
回
転
す
る

の
が
甲
矢
（
は
や
、
早
矢
・
兄
矢
と
も
書
く
）

で
あ
り
、逆
が
乙
矢（
お
と
や
、弟
矢
と
も
書
く
）

で
あ
る
。
甲
矢
と
乙
矢
あ
わ
せ
て
一
対
で

「
一ひ
と
て手

」
と
い
い
、
射
る
と
き
は
甲
矢
か

ら
射
る
。

　
甲
矢
と
乙
矢

　
矢
羽
は
、
矧は
ぎ
と
呼
ば
れ
る
糸
で
箆
に
固

定
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
う
ち
鏃
側
の
矧
を

本も
と
は
ぎ矧

、
筈
側
の
矧
を
末う
ら
は
ぎ矧

と
い
う
。
こ
こ

か
ら
矢
を
作
る
こ
と
を
「（
矢
を
）
矧
ぐ
」

と
い
う
。

　
矢
羽
の
数
に
よ
っ
て
い
く
つ
か
種
類
が

あ
り
、
二
枚
羽
は
原
始
的
な
羽
数
で
軌
道

が
安
定
し
に
く
い
が
、
儀
式
用
と
し
て
儀

仗
に
用
い
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
飛

ぶ
軌
道
の
安
定
性
を
得
る
た
め
四
枚
羽
と

な
っ
た
が
矢
が
回
転
せ
ず
、
三
枚
羽
と
し

て
矢
を
回
転
さ
せ
鏃
で
的
と
な
る
対
象
物

を
え
ぐ
り
取
り
殺
傷
力
が
強
化
さ
れ
た
。

　
現
在
競
技
で
用
い
ら
れ
て
い
る
矢
は
、

す
べ
て
三
枚
羽
の
も
の
で
あ
る
。
羽
に
も

す
べ
て
名
前
が
付
け
ら
れ
て
い
る
。

　
走は
し
り
ば羽

矢
を
弦
に
番
え
た
と
き
、
上
側
で
垂
直
に

な
る
羽
。

　
頬ほ
お
ず
り
ば

摺
羽

矢
を
弦
に
番
え
た
と
き
、
手
前
下
側
に
く

る
羽
。
矢
を
引
い
て
き
た
と
き
、
頬
に
触

れ
る
た
め
こ
う
呼
ぶ
。
ま
た
、
弓ゆ
ず
り
ば
摺
羽
と

も
い
わ
れ
る
。

　
外と
か
け
ば

掛
羽

矢
を
弦
に
番
え
た
と
き
、
向
こ
う
側
の
下

に
く
る
羽
。

矢
羽
（
鷲
）

下
が
甲
矢
、
上
が
乙
矢

左
が
甲
矢
（
は
や
）、

右
が
乙
矢
（
お
と
や
）
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及
び
東
北
自
動
車
道
が
市
内
を
縦
断
し

て
い
る
。

　

縄
文
時
代
前
期
（
約
6
千
年
前
）
に
は
、

す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
温
暖
化
に

よ
っ
て
東
京
湾
が
北
上
し
、「
奥
東
京

湾
」
を
形
成
し
て
お
り
、
蓮
田
市
の
遺

跡
群
は
そ
の
湾
岸
に
迫
っ
て
い
た
。

　

西
側
で
は
、「
関
山
貝
塚
」
が
発
掘

さ
れ
、
ま
た
、
東
側
か
ら
は
、「
黒
浜

貝
塚
」
が
発
見
さ
れ
、
こ
れ
ら
の
貝

塚
群
か
ら
出
土
し
た
土
器
は
、
そ
れ
ぞ

れ
「
関
山
式
土
器
」
と
「
黒
浜
式
土
器
」

と
呼
ば
れ
る
。
考
古
学
で
、
こ
れ
ら
の

遺
跡
は
、「
標
識
遺
跡
」
と
し
て
、
ま

た
、発
掘
さ
れ
た
土
器
は
、「
標
識
土
器
」

と
し
て
指
定
さ
れ
た
。
そ
こ
で
、
こ
れ

ら
の
遺
跡
、
土
器
類
は
、
縄
文
時
代
の

遺
跡
の
年
代
を
知
る
た
め
の
基
礎
資
料

と
な
っ
て
い
る
。

　　

花は
な
づ
み
か
そ
う
し
き

積
下
層
式
土
器
は
・
・
・

　

奥
東
京
湾
を
隔
て
、
蓮
田
市
の
対
岸

に
所
在
す
る
春
日
部
市
に
所
在
す
る

「
花
積
貝
塚
」
か
ら
出
土
し
た
土
器
で
、

「
関
山
式
土
器
」
に
先
行
す
る
型
式
と

推
定
さ
れ
て
い
る
。

　

胎
土
に
繊
維
を
多
量
に
含
み
、
撚
り

の
異
な
る
原
体
を
結
束
し
た
「
羽
状
縄

紋
土
器
」
が
発
掘
さ
れ
た
。

　

花
積
と
い
う
地
名
の
ハ
ナ
は
塙は
な
わの
類

語
で
台
地
の
こ
と
、
ス
ミ
は
住
む
の
意

で
あ
る
と
い
う
。
縄
文
時
代
か
ら
住
む

の
に
好
適
な
台
地
だ
っ
た
こ
と
を
、
こ

の
地
名
は
表
し
て
い
る
。

本
紙
「
市
民
プ
レ
ス
」
は
年
四
回
（
一
、四
、七
、十
月
、各
五
日
）
発
行
。

「
市
民
フ
ォ
ー
ラ
ム
」
の
活
動

　
「
市
民
フ
ォ
ー
ラ
ム
」
は
、
地
域
住
民
と

行
政
に
対
し
て
取
材
活
動
を
行
な
い
、
報

道
に
よ
っ
て
市
民
の
公
共
参
加
を
推
進
し

ま
す
。
ま
た
市
民
間
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ

ン
の
増
進
に
努
め
ま
す
。

読
者
の
「
オ
ピ
ニ
オ
ン
」（
意
見
・
感
想
）

を
お
寄
せ
下
さ
い
。

 TEL　

090

（3048

）5502
	　

　
　

編
集
部
原
宛
に
ど
う
ぞ

右
巻
き
、
左
巻
き

右
巻
き
、
左
巻
き
と
は
、
巻
き
方
、
正
確

に
は
「
巻
き
の
方
向
が
右
か
左
か
」
を
表
わ

す
が
、
こ
の
直
観
的
な
定
義
は
曖
昧
さ
を
含

み
、
混
乱
の
元
と
な
っ
て
い
る
。

渦う
ず
ま巻
き
は
平
面
の
中
の
巻
き
で
、
時
計
回
り

と
反
時
計
回
り
と
が
あ
る
（
図
１
）。

螺ら
せ
ん旋

は
、「
ば
ね
」、
円
い
柱
の
軸
方
向
に
進

み
な
が
ら
、
こ
れ
に
巻
き
つ
く
形
状
で
あ
る

が
、
巻
き
方
に
二
種
類
が
あ
る
（
図
２
）。

Ｚ
撚
り
（
ゼ
ッ
ト
よ
り
、
Ｚ
縒
り
と
も
）、
Ｓ
撚
り

（
エ
ス
よ
り
、
Ｓ
縒
り
と
も
）

Ｚ
巻
き
（
ゼ
ッ
ト
ま
き
、
Ｚ
捲
き
と
も
）、
Ｓ
巻
き

（
エ
ス
ま
き
、
Ｓ
捲
き
と
も
）
が
使
わ
れ
る
。

一
方
、
右
手
と
左
手
、
右
ね
じ
と
左
ね
じ
で

区
別
す
る
こ
と
も
あ
る
が
、
曖
昧
で
、
混
乱

が
起
こ
り
が
ち
で
あ
る
。

縄
文
前
期
の
代
表
遺
跡
と
し
て
知
ら
れ
る

「
幸
田
貝
塚
」
で
発
掘
さ
れ
た
深
鉢
型
の

羽
状
縄
文
系
関
山
式
土
器

　
　
　
　
　
　
　
　
（
松
戸
市
立
博
物
館
蔵
）

時
計
回
り

反
時
計
回
り

図２ 　

捻
っ
て
撚
ら
れ
た
二
本
の
原
縄
・
・
・

		

藁
（
ア
サ
、
シ
ュ
ロ
の
毛
な
ど
、
植
物
の
繊
維
を

撚
り
合
わ
せ
る
）

　
さ
ら
に
「
撚
り
あ
わ
せ
る
」
か
、

　
ひ
ね
る
【
捻
る
・
拈
る
・
撚
る
と
・
・
・
】

　
　

↓

　

縄
（
細
長
い
）

　
　

↓

			

綱
（
太
く
て
長
い
）

　
「
糸
」
の
素
材
は
繊
維

　
　

↓

　

中
程
度
の
太
さ
に
束
ね
る
、
と
紐
に

　　

天
然
繊
維
（
植
物
、
動
物
、
鉱
物
）

に
対
し
て

　

化
学
繊
維
（
化
学
プ
ロ
セ
ス
で
製
造
さ
れ
る
繊

維
の
総
称
、
ポ
リ
ア
ミ
ド
、
ポ
リ
エ
ス
テ
ル
、
な
ど
）

図１

　
　
黒
浜
式
土
器

　
縄
文
前
期
の
代
表
遺
跡
と
し
て
知
ら
れ
る

　
「
黒
浜
貝
塚
」
で
発
掘
さ
れ
た

　
　
　
深
鉢
型
の
羽
状
縄
文
系
土
器

高
さ45.6

㎝
、
胴
回
り
は
、
上
か
ら
口
径40.5

㎝
、

頚
部
径28.0

㎝
、
底
径　

��.5

㎝

　
　
　
　
　
　
　
埼
玉
県
蓮
田
市
所
蔵

　
　
　
　
　
　
　
（「
文
化
財
資
料
館
」
に
展
示
中
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
上
の
絵
は
、

　
縄
文
土
器
の
文
様
の
モ
デ
ル

中
央
に
鏡
を
置
き
、
左
右
に
は
、

二
本
の
茎
（
又
は
藁
）
を
、
そ
れ
ぞ
れ
左
と
右
と

に
捻
じ
っ
た
鏡
像
体
の
紐
（
又
は
縄
）
と

そ
れ
ら
を
、
粘
土
面
に
押
し
つ
け
た
土
器
面
の

文
様
を
示
し
た

　
上
の
絵
は

　
二
本
の
紐
の
モ
デ
ル

　
　
Ｓ
撚
り　
Ｚ
撚
り

左
右
の
縄
紋
が
交
差
し
た
・
・
・

「
羽
状
縄
紋
土
器
」
特
有
の
文
様

　
縄
文
時
代
と
は
、
縄な
わ
を
押
し
つ
け
て

文
様
と
し
た
土
器
が
発
掘
さ
れ
た
こ
と

に
よ
る
。
ま
た
、
日
本
は
世
界
で
最
も

古
い
土
器
が
発
見
さ
れ
た
地
域
と
さ
れ

て
い
る
。

　
「
な
わ
」
は
こ
の
時
代
を
象
徴
す
る

重
要
な
考
古
学
的
対
象
物
で
あ
り
、「
な	

わ
」
自
体
は
腐
っ
て
残
っ
て
い
な
く
て

も
、
当
時
の
人
の
生
活
を
知
る
キ
ー
の

一
つ
に
は
違
い
な
い
と
思
わ
れ
る
。

　
も
の
を
結
ん
だ
り
、
束
ね
た
り
す
る

た
め
に
、
絹
や
毛
、
麻
や
木
綿
、
化
学

繊
維
、
紙
、
革
な
ど
を
組
み
、
あ
る
い

は
編
み
、	

縫
い
合
せ
た
細
長
い
も
の

は
「
紐
」
と
い
わ
れ
、
紐
よ
り
細
い
細

い
糸
は
、
天
然
維
お
よ
び
化
学
繊
維
を

引
き
揃
え
て
、	

撚
り
を
か
け
た
物
の

こ
と
で
あ
る
。
こ	

の
工
業
的
に
撚
り

を
か
け
た
も
の
の
こ
と
を
専
門
的
に

は
撚
糸
と
い
う
。

　
ま
た
、
ク
モ
の
糸
の
よ
う
に
、
紡

績
と
は
無
関
係
な
長
細
い
形
状
の
物

も
含
め
て
糸
と
呼
ぶ
。

　
一
方
、「
ロ
ー
プ
」
は
、
紐
や
針
金

な
ど
の
細
長
い
繊
維
ま
た
は
素
線
を

縒
り
合
わ
せ
た
も
の
で
、
牽
引
な
ど

を
目
的
と
す
る
と
き
に
は
「
綱
」
と

も
い
い
、
縛
る
た
め
の
ロ
ー
プ
は
縄

と
も
い
う
。
ま
た
、
ザ
イ
ル
は
ド
イ

ツ
語
で
「
綱
」
を
意
味
、	

英
語
の
ロ
ー

プ
と
同
義
語
で
あ
る
。
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