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第
0
講
の
ね
ら
い

　
し
ば
し
ば
「
日
本
人
の
ル
ー
ツ
」
と
し
て
語
ら
れ
る
縄
文
時
代
像
に
問
題
点
は
な
い
の

か
？
　
現
代
の
「
日
本
」
の
枠
組
み
を
安
易
に
遠
い
過
去
に
遡
ら
せ
る
こ
と
の
危
険
性
に
つ

い
て
考
え
る
。



3　　第 0講　縄文時代は 「日本史」 なのか

■
時
代
背
景

　
文
字
史
料
の
残
さ
れ
て
い
な
い
時
代
の
歴
史
を
明
ら
か
に
す
る
武
器
は
、
遺
物
や
遺
跡
な
ど
の
考
古
資

料
で
す
。
従
来
、
考
古
資
料
の
年
代
決
定
に
は
放
射
性
炭
素
14
年
代
法
が
使
わ
れ
て
い
ま
し
た
が
、
近
年

で
は
Ａ
Ｍ
Ｓ
法（
加
速
器
質
量
分
析
法
）に
よ
っ
て
精
度
が
高
く
な
っ
た
炭
素
14
年
代
法
の
数
値
を
さ
ら
に

年
輪
年
代
法
で
補
正
す
る
較こ
う

正せ
い

炭
素
年
代
法
が
普
及
し
つ
つ
あ
り
ま
す
。
そ
の
た
め
、
先
史
時
代
の
年
代

に
つ
い
て
は
ま
だ
未
確
定
な
部
分
も
あ
り
ま
す
が
、
新
し
い
年
代
法
に
よ
れ
ば
、
日
本
列
島
で
の
土
器
の

発
生
は
一
万
三
〇
〇
〇
年
前
に
遡
る
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
や
が
て
、
こ
れ
ら
の
土
器
に
縄
を
こ
ろ
が
し
て

独
特
な
文
様
を
つ
け
た
縄
文
土
器
が
生
ま
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　
そ
の
後
、
約
一
万
年
前
に
は
温
暖
化
に
よ
り
海
水
面
が
上
昇
し
、
日
本
列
島
は
大
陸
か
ら
切
り
離
さ
れ
、

現
在
の
よ
う
な
列
島
が
形
作
ら
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
こ
の
新
し
い
列
島
に
展
開
し
た
縄
文
人
た
ち
の

生
活
は
、
こ
れ
ま
で
不
安
定
な
狩
猟
採
集
生
活
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
し
た
が
、
青
森
県
青
森
市
の
三さ
ん

内な
い

丸ま
る

山や
ま

遺
跡
の
発
見
に
よ
り
大
型
建
物
や
巨
大
集
落
を
も
つ
定
住
社
会
で
あ
っ
た
こ
と
や
、
土
器
の
穀
物
圧
痕

の
分
析
に
よ
り
マ
メ
科
植
物
や
キ
ビ
・
ア
ワ
の
栽
培
な
ど
も
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
て
い

ま
す
。
や
が
て
紀
元
前
三
〇
〇
〇
年
頃
に
は
、
そ
れ
以
前
か
ら
の
気
温
上
昇
に
よ
り
東
日
本
で
人
口
増
加

は
ピ
ー
ク
を
迎
え
ま
す
。
し
か
し
、
そ
の
頃
を
境
に
気
温
は
冷
涼
化
に
転
じ
、
ム
ラ
の
規
模
や
数
は
縮
小

に
向
か
い
ま
す
。
そ
う
し
た
な
か
で
、
土
偶
や
石
棒
な
ど
の
呪
具
が
多
く
作
ら
れ
た
り
、
環
状
列
石
な
ど

の
巨
大
モ
ニ
ュ
メ
ン
ト
が
作
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
こ
と
か
ら
、
縄
文
人
は
苛
酷
な
環
境
を
呪
術
の
力
で
乗
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り
越
え
よ
う
と
し
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
ま
す
。

　
新
し
い
年
代
測
定
法
の
出
現
に
よ
り
縄
文
時
代
の
始
ま
り
の
時
期
が
揺
れ
て
い
る
の
と
同
様
、
現
在
、

弥
生
時
代
の
始
ま
り
の
時
期
も
揺
ら
い
で
い
ま
す
。
こ
れ
ま
で
紀
元
前
五
世
紀
頃
に
北
部
九
州
に
水す
い

稲と
う

耕

作
が
伝
わ
り
、
弥
生
時
代
が
始
ま
っ
た
と
さ
れ
て
い
ま
し
た
が
、
最
新
研
究
に
よ
れ
ば
、
さ
ら
に
約
五
〇

〇
年
遡
る
紀
元
前
一
〇
世
紀
頃
で
あ
る
可
能
性
も
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
縄
文
か

ら
弥
生
へ
の
変
化
も
絶
対
的
な
指
標
で
は
な
く
、
実
際
に
は
か
な
り
の
地
域
差
を
は
ら
ん
で
お
り
、
地
域

の
多
様
性
は
大
き
か
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
一
方
、
弥
生
時
代
に
な
る
と
、
環か
ん

濠ご
う

集
落
や
高
地
性
集
落
、
石
製
・
金
属
製
の
武
器
が
見
ら
れ
る
よ
う

に
な
り
ま
す
。
こ
の
時
期
に
は
、
ム
ラ
と
ム
ラ
と
の
あ
い
だ
で
激
し
い
本
格
的
な
戦
い
も
始
ま
っ
て
い
た

の
で
す
。
農
業
の
発
展
に
と
も
な
い
増
加
す
る
人
口
を
支
え
る
た
め
に
農
地
を
拡
大
し
よ
う
と
す
る
運
動

や
、
農
業
に
よ
っ
て
生
ま
れ
た
余
剰
生
産
物
を
収
奪
し
よ
う
と
す
る
運
動
が
、
そ
う
し
た
戦
い
を
生
み
出

し
て
い
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
ま
す
。
や
が
て
、
そ
の
戦
い
を
勝
ち
抜
い
た
ム
ラ
は
周
辺
の
い
く
つ
も
の
ム

ラ
を
統
合
し
、
新
た
な
政
治
的
な
ま
と
ま
り
と
し
て
の
ク
ニ
を
形
成
し
て
い
き
ま
し
た
。
弥
生
中
〜
後
期

の
墓
の
な
か
に
は
、
甕か
め

棺か
ん

に
多
量
の
副
葬
品
を
も
つ
も
の
や
、
巨
大
な
墳
丘
を
も
つ
も
の
も
現
れ
て
き
ま

す
。
こ
れ
ら
は
、
そ
う
し
た
ク
ニ
の
王
た
ち
の
墓
で
あ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
彼
ら
の
な
か
に
は
、

他
の
ク
ニ
よ
り
も
有
利
な
立
場
に
立
つ
た
め
に
、
中
国
や
朝
鮮
半
島
の
先
進
文
物
を
手
に
入
れ
よ
う
と
す

る
者
や
、
そ
れ
ら
大
国
の
政
治
的
な
後
ろ
盾
を
得
よ
う
と
す
る
者
ま
で
も
が
現
れ
て
く
る
よ
う
に
な
り
ま

す
。
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1　
〝
縄
文
Ｊ
Ａ
Ｐ
Ａ
Ｎ
〟
？

　
二
〇
一
八
年
夏
に
東
京
上
野
の
東
京
国
立
博
物
館
で
開
催
さ
れ
た
特
別
展
「
縄
文
―
一
万
年
の
美

の
鼓
動
」
は
、
火
焰
型
土
器（
新
潟
県
十
日
町
市
笹
山
遺
跡
出
土
）や
合
掌
土
偶（
青
森
県
八
戸
市
風
張
Ⅰ
遺
跡

出
土
）な
ど
縄
文
時
代
を
代
表
す
る
国
宝
六
件
が
一
堂
に
会
し
、
約
三
五
万
人
も
の
来
場
者
を
集
め
て

大
盛
況
に
終
わ
り
ま
し
た
。
縄
文
時
代
の
遺
品
が
国
宝
に
指
定
さ
れ
た
の
は
、
一
九
九
五
年
の〝
縄
文

の
ビ
ー
ナ
ス
〞（
長
野
県
茅
野
市
棚
畑
遺
跡
出
土
の
土
偶
）が
最
初
で
、
じ
つ
は
ま
だ
比
較
的
近
年
の
こ
と
で

す
。
そ
れ
ま
で
美
術
的
価
値
が
認
め
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
縄
文
時
代
の
土
器
や
土
偶
を
、
国
立
博
物
館

が
初
め
て
「
美
術
品
」
と
し
て
大
々
的
に
展
示
し
た
と
こ
ろ
に
、
こ
の
展
覧
会
の
画
期
的
な
意
義
が
あ

り
ま
し
た
。

　
ま
た
、
二
〇
二
一
年
七
月
に
は
、
一
道
三
県
に
ま
た
が
る
全
一
七
遺
跡
を
構
成
資
産
と
す
る
「
北
海

道
・
北
東
北
の
縄
文
遺
跡
群
」
が
、
ユ
ネ
ス
コ
の
世
界
遺
産（
文
化
遺
産
）に
登
録
さ
れ
ま
し
た
。
こ
れ

に
よ
り
、
縄
文
遺
跡
の
価
値
は
、
世
界
的
に
も
認
め
ら
れ
た
こ
と
に
な
り
ま
す
。
そ
の
他
、
近
年
は
日

本
各
地
の
博
物
館
・
資
料
館
で
縄
文
時
代
に
関
す
る
展
覧
会
が
開
か
れ
た
り
、「
土
偶
」
の
写
真
集
や

書
籍
が
話
題
に
な
る
な
ど
、
縄
文
時
代
は
人
々
の
注
目
を
集
め
て
い
ま
す
。
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こ
の
「
縄
文
ブ
ー
ム
」
の
き
っ
か
け
と
な
っ
た
の
が
、
一
九
九
二
年
か
ら
始
ま
っ
た
青
森
県
青
森
市

の
巨
大
集
落
、
三
内
丸
山
遺
跡
の
発
掘
で
す
。
こ
の
遺
跡
の
発
掘
の
結
果
、
巨
大
建
造
物
や
植
物
栽
培

の
事
実
な
ど
が
次
々
と
明
ら
か
に
な
り
、
旧
来
の
「
遅
れ
た
縄
文
時
代
」「
不
安
定
な
非
定
住
社
会
」

の
イ
メ
ー
ジ
が
大
き
く
覆
さ
れ
ま
し
た
。
研
究
者
の
な
か
に
は
、
三
内
丸
山
遺
跡
を
「
古
代
都
市
」、

縄
文
文
化
を
「
縄
文
文
明
」
と
ま
で
呼
ん
で
持
ち
上
げ
る
人
た
ち
ま
で
現
れ
ま
し
た
。
も
ち
ろ
ん
、
そ

れ
ら
が
起
爆
剤
に
な
っ
て
、
各
地
の
マ
イ
ナ
ー
な
縄
文
遺
跡
に
光
が
当
て
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
こ
こ

三
〇
年
で
研
究
や
遺
跡
保
存
が
進
展
し
た
こ
と
の
意
義
は
計
り
し
れ
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
縄
文
時
代
を

安
易
に
ユ
ー
ト
ピ
ア
の
よ
う
に
描
き
、「
縄
文
時
代
に
生
ま
れ
た
ほ
う
が
、
私
た
ち
は
幸
せ
だ
っ
た
の

で
は
？
」
と
言
わ
ん
ば
か
り
の
論
説
に
は
、
正
直
言
っ
て
、
戸
惑
い
を
覚
え
ま
す
。
ま
し
て
、
そ
う
し

た
楽
観
的
な
縄
文
イ
メ
ー
ジ
に
乗
っ
か
っ
て
、
私
た
ち
「
日
本
人
」
の
独
自
性
や
先
進
性
を
強
調
す
る

よ
う
な
主
張
に
は
、
か
な
り
危
う
い
も
の
を
感
じ
ま
す
。

　
文
字
史
料
な
ど
も
残
さ
れ
て
い
な
い
時
代
の
研
究
は
、
遺
跡
や
遺
物
か
ら
当
時
の
社
会
実
態
を
考
え

て
い
か
ね
ば
な
ら
ず
、
ど
う
し
て
も
具
体
的
な
部
分
は
推
測
や
想
像
に
頼
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
そ
の

た
め
誰
も
が
自
由
に
想
像
の
翼
を
広
げ
て
、
そ
の
考
察
に
加
わ
る
こ
と
が
で
き
る
垣
根
の
低
さ
が
魅
力

で
も
あ
り
ま
す
が
、
お
お
む
ね
研
究
の
文
脈
や
多
数
の
事
例
を
熟
知
し
て
い
る
専
門
研
究
者
の
考
察
は

慎
重
に
な
り
が
ち
で
、
そ
れ
ら
を
踏
ま
え
な
い
非
専
門
家
の
叙
述
は
奔
放
に
な
り
が
ち
、
と
い
う
困
っ

た
傾
向
が
あ
り
ま
す
。
実
際
、
書
店
に
溢
れ
る
縄
文
関
係
の
書
籍
の
う
ち
、
非
専
門
家
が
書
い
た
本
の
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な
か
に
、
い
わ
ゆ
る
「
ト
ン
デ
モ
本
」
と
呼
ば
れ
る
珍
妙
な
主
張
を
展
開
し
た
も
の
が
少
な
く
あ
り
ま

せ
ん
。
そ
れ
ら
の
本
は
、
一
見
、
読
み
や
す
く
、
内
容
も
面
白
い
の
で
多
く
の
人
た
ち
に
受
け
入
れ
ら

れ
て
し
ま
う
の
で
す
が
、
複
雑
な
前
提
を
乱
暴
に
捨
象
し
て
い
る
わ
け
で
す
か
ら
読
み
や
す
い
の
は
当

た
り
前
で
、
あ
え
て
常
識
的
な
理
解
と
は
逆
の
こ
と
を
言
お
う
と
し
て
い
る
の
で
す
か
ら
面
白
く
感
じ

る
の
も
当
然
で
す
。
み
な
さ
ん
も
、
そ
れ
ら
の
本
を
手
に
と
る
と
き
、
面
白
い
か
面
白
く
な
い
か
、
読

み
や
す
い
か
読
み
に
く
い
か
、
だ
け
を
基
準
に
し
て
選
ば
な
い
よ
う
、
十
分
に
注
意
を
し
て
く
だ
さ
い

（
最
低
限
、
最
新
の
学
術
的
な
文
献
を
引
用
し
、
ち
ゃ
ん
と
注
や
参
考
文
献
一
覧
に
記
載
し
て
い
る
か
ど
う
か
が
、

信
頼
で
き
る
本
か
否
か
を
見
極
め
る
さ
い
の
目
安
と
な
る
で
し
ょ
う
）。

　
と
こ
ろ
で
、
二
〇
二
一
年
に
「
北
海
道
・
北
東
北
の
縄
文
遺
跡
群
」
が
世
界
遺
産
と
さ
れ
る
に
あ
た

っ
て
は
、
官
民
あ
げ
て
の
大
き
な
登
録
運
動
が
あ
り
ま
し
た
。
そ
の
な
か
で
、
世
界
遺
産
登
録
の
国
民

的
な
気
運
盛
り
上
げ
の
た
め
縄
文
遺
跡
群
世
界
遺
産
登
録
推
進
本
部
が
、
全
国
紙
に
「
世
界
へ
届
け
。

縄
文
一
万
年
の
願
い
。」
と
い
う
一
面
広
告
を
打
ち
ま
し
た（『
読
売
新
聞
』
二
〇
一
七
年
七
月
七
日
朝
刊
）。

そ
こ
に
は
画
面
い
っ
ぱ
い
に
巨
大
な
日
の
丸
が
描
か
れ
、
そ
の
中
央
で
、
ま
る
で
世
界
遺
産
登
録
を
祈

念
す
る
か
の
よ
う
に
合
掌
土
偶
が
手
を
合
わ
せ
て
い
る
イ
ン
パ
ク
ト
あ
る
図
様
が
採
用
さ
れ
て
お
り
、

大
き
な
文
字
で
「
縄
文
Ｊ
Ａ
Ｐ
Ａ
Ｎ
」
と
い
う
コ
ピ
ー
も
掲
げ
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
郷
土
の
歴
史
や
文

化
を
誇
り
た
い
と
い
う
気
持
ち
は
わ
か
ら
な
く
も
あ
り
ま
せ
ん
が
、
し
か
し
、
こ
の
広
告
に
は
Ｓ
Ｎ
Ｓ

の
一
部
な
ど
で
疑
問
の
声
も
あ
が
り
ま
し
た
。
み
な
さ
ん
は
、
こ
の
広
告
の
ど
こ
が
お
か
し
い
か
わ
か
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る
で
し
ょ
う
か
？

　「
日
本
」
と
い
う
国
号
が
成
立
し
た
の
は
、
諸
説
あ
り
ま
す
が
、
お
お
よ
そ
天
武
天
皇
の
時
代（
七
世

紀
後
半
）と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
当
た
り
前
の
話
で
す
が
、
縄
文
時
代
に
は
、
ま
だ
「
日
本
」
は
存

在
し
て
い
ま
せ
ん
。
さ
ら
に
「
日
の
丸
」
に
い
た
っ
て
は
、
日
本
国
の
国
旗
と
し
て
使
用
さ
れ
る
よ
う

に
な
っ
た
の
は
幕
末（
一
九
世
紀
後
半
）以
降
の
話
で
、
正
式
に
「
国
旗
」
と
法
制
化
さ
れ
た
の
は
一
九

九
九
年
の
こ
と
で
す
。
だ
と
す
れ
ば
、「
日
の
丸
」
と
い
う
近
現
代
の
「
日
本
」
を
象
徴
す
る
意
匠
と

縄
文
時
代
の
土
偶
を
組
み
合
わ
せ
て
、「
日
本
」
の
歴
史
が
あ
た
か
も
「
一
万
年
」
続
い
て
き
た
か
の

よ
う
に
国
内
外
に
ア
ピ
ー
ル
す
る
、
こ
の
広
告
は
、
か
な
り
の
誇
大
広
告
と
い
う
べ
き
で
し
ょ
う（
そ

の
国
土
に
ル
ー
ツ
と
な
る
民
族
が
住
み
着
い
て
い
た
こ
と
だ
け
を
歴
史
の
起
点
に
す
る
な
ら
、
ど
の
国
の
歴
史
も

数
万
年
〜
数
十
万
年
の
歴
史
を
も
ち
ま
す
）。
実
際
、
日
本
民
族
の
優
秀
さ
を
こ
と
さ
ら
に
誇
示
し
た
い
一

部
の
人
た
ち
は
、
さ
き
に
あ
げ
た
「
縄
文
ユ
ー
ト
ピ
ア
」
論
な
ど
を
日
本
文
化
論
に
巧
み
に
組
み
込
み

つ
つ
、
縄
文
時
代
を
日
本
の
歴
史
の
悠
久
さ
を
語
る
論
拠
と
し
て
過
度
に
強
調
す
る
傾
向
が
あ
り
ま
す
。

　
た
だ
、
こ
の
新
聞
広
告
に
ほ
と
ん
ど
の
人
が
気
を
留
め
な
か
っ
た
の
も
事
実
で
あ
っ
て
、
現
在
、
多

く
の
人
た
ち
は
「
縄
文
時
代
」
を
「
日
本
史
」
の
一
部
と
見
る
こ
と
に
は
何
ら
疑
問
を
も
っ
て
い
ま
せ

ん
。
現
に
小
・
中
・
高
校
の
日
本
史
教
科
書
も
「
縄
文
時
代
」
を
立
派
な
「
日
本
史
」
と
し
て
扱
っ
て

い
ま
す
。
し
か
し
、
本
当
に
「
縄
文
時
代
」
を
「
日
本
史
」
の
枠
組
み
で
語
っ
て
よ
い
の
で
し
ょ
う

か
？
　
そ
も
そ
も
「
日
本
史
」
と
は
、
い
っ
た
い
何
な
の
で
し
ょ
う
か
？
　
本
講
を
本
書
の
「
第
0
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講
」
と
位
置
づ
け
、
タ
イ
ト
ル
を
「
縄
文
時
代
は
「
日
本
史
」
な
の
か
」
と
し
た
理
由
も
、
ま
さ
に
そ

こ
に
あ
り
ま
す
。

2　

縄
文
は
ユ
ー
ト
ピ
ア
か
？

　
近
年
、
様
々
な
場
で
縄
文
時
代
が
再
評
価
さ
れ
て
い
る
理
由
を
調
べ
上
げ
て
み
る
と
、
お
お
よ
そ
以

下
の
三
点
の
イ
メ
ー
ジ
が
主
要
な
論
拠
と
な
っ
て
い
る
よ
う
で
す
。

（
1
）
高
い
造
形
美
を
誇
る
縄
文
土
器
や
土
偶

（
2
）
エ
コ
ロ
ジ
カ
ル
な
縄
文
社
会

（
3
）
戦
争
・
階
級
の
な
か
っ
た
縄
文
社
会

　
た
し
か
に
縄
文
土
器
や
土
偶
を
見
る
と
、
そ
の
造
形
美
に
、
合
理
主
義
に
染
ま
っ
て
し
ま
っ
た
私
た

ち
現
代
人
が
忘
れ
て
い
る
高
い
精
神
性
を
感
じ
る
の
は
事
実
で
す
。
ま
た
、
Ｓ
Ｄ
Ｇ
ｓ（
持
続
可
能
な
開

発
目
標
）を
掲
げ
て
い
る
現
代
人
に
と
っ
て
、
肥
大
化
し
て
し
ま
っ
た
生
産
と
消
費
の
規
模
を
抑
制
し
、

自
然
や
環
境
と
の
調
和
を
取
り
戻
す
こ
と
は
喫
緊
の
課
題
で
も
あ
り
ま
す
。
最
後
の
、
戦
争
や
社
会
の

格
差
を
無
く
し
て
い
く
こ
と
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
人
類
究
極
の
課
題
で
し
ょ
う
。

　
し
か
し
、
こ
こ
で
強
調
さ
れ
て
い
る
縄
文
イ
メ
ー
ジ
は
、
果
た
し
て
本
当
に
正
し
い
も
の
な
の
で
し

ょ
う
か
？
　
以
下
、
個
々
の
論
拠
を
点
検
し
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。
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ま
ず
、（
1
）の
縄
文
土
器
や
土
偶
の
造
形
美
の
問
題
で
す
。
最
初
に
縄
文
土
器
の
芸
術
性
に
着
目
し

た
の
は
、「
太
陽
の
塔
」
な
ど
の
作
品
で
知
ら
れ
る
芸
術
家
、
岡
本
太
郎（
一
九
一
一
―
九
六
）と
い
わ
れ

て
い
ま
す
。
彼
は
、
そ
の
著
書
『
日
本
の
伝
統
』（
一
九
五
六
年
）の
な
か
で
「
こ
の
よ
う
な
反
美
学
的
な
、

無
意
味
な
、
し
か
も
見
る
者
の
心
情
を
根
底
か
ら
す
く
い
あ
げ
ひ
っ
く
り
か
え
す
、
と
て
つ
も
な
い
美

学
が
、
世
界
の
美
術
史
を
通
じ
て
見
ら
れ
る
で
し
ょ
う
か
」
と
述
べ
て
、
縄
文
土
器
の
美
を
絶
賛
し
て

い
ま
す
。
こ
れ
ら
の
提
言
が
縄
文
美
の
再
発
見
に
つ
な
が
り
、
二
〇
一
八
年
の
東
京
国
立
博
物
館
で
の

特
別
展
に
つ
な
が
っ
て
い
る
の
で
す
。

　
た
だ
し
、
縄
文
土
器
の
研
究
が
進
ん
だ
現
在
で
は
、
縄
文
土
器
も
決
し
て
独
創
的
な
も
の
で
は
な
く
、

地
域
や
時
代
に
よ
っ
て
一
定
の
類
型
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
て
い
ま
す
。
彼
ら
の
作

っ
た
複
雑
な
文
様
は
必
ず
し
も
作
者
個
人（
芸
術
家
）の
個
性
を
ア
ピ
ー
ル
す
る
た
め
の
も
の
で
は
な
く
、

彼
ら
が
帰
属
す
る
ム
ラ
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
を
再
確
認
す
る
た
め
の
も
の
で
、
む
し
ろ
そ
れ
ら
の

規
格
か
ら
外
れ
た
「
個
性
的
」
な
作
品
は
き
わ
め
て
少
な
か
っ
た
よ
う
で
す
。
縄
文
土
器
の
芸
術
性
を

現
代
芸
術
と
並
べ
て
過
度
に
強
調
す
る
の
は
、
縄
文
人
が
生
き
た
時
代
の
文
脈
を
無
視
し
た
も
の
で
、

慎
重
で
な
く
て
は
な
り
ま
せ
ん
。

　
つ
い
で
、（
2
）の
縄
文
人
の
エ
コ
ロ
ジ
ー
生
活
に
つ
い
て
は
、
ど
う
で
し
ょ
う
か
。
た
し
か
に
縄
文

人
の
生
活
は
ほ
ぼ
一
〇
〇
パ
ー
セ
ン
ト
を
自
然
の
恵
み
に
依
存
し
て
い
ま
し
た
が
、
ま
だ
人
口
も
さ
ほ

ど
多
く
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
か
ら
、
後
の
時
代
の
よ
う
に
人
間
の
生
産
活
動
に
よ
っ
て
自
然
や
環
境
が
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