
田
中
組
「
傀
儡
師
」

の
人
形
と
そ
の
か
ら
く
り
の
構
造
　
そ
の
二

三
〇

田
中
組
「
傀
儡
師
」

の
人
形
と
そ
の
か
ら
く
り
の
構
造
　
そ
の
二

山
　
　
田

和
　
　
人

　
田
中
組
に
伝
承
さ
れ
て
い
る
か
ら
く
り
「
傀
儡
師
」
は
、
大
人
形
の
傀
儡
師

本
体
と
、
舟
に
固
定
さ
れ
て
い
る
小
人
形
と
、
別
の
か
ら
く
り
台
に
セ
ッ
ト
さ

れ
て
い
る
知
盛
人
形
か
ら
な
る
。
前
稿
で
は
、
絵
画
資
料
と
田
中
組
の
傀
儡
師

の
人
形
と
の
比
較
検
討
を
試
み
な
が
ら
、
傀
儡
師
人
形
本
体
と
知
盛
人
形
の
ス

ラ
イ
ド
機
構
を
中
心
に
、
田
中
組
傀
儡
師
の
か
ら
く
り
の
構
造
を
ま
と
め
た

（
拙
稿
「
田
中
組
『
傀
儡
師
』
の
人
形
と
そ
の
か
ら
く
り
の
構
造
」
『
同
志
社
国

文
学
』
四
十
号
　
平
成
六
年
三
月
）
。
本
稿
で
は
、
小
人
形
及
び
知
盛
人
形
の

構
造
と
操
作
方
法
を
中
心
に
分
析
す
る
こ
と
を
通
し
て
、
竹
田
か
ら
く
り
「
俺

偲
師
」
を
探
る
手
掛
か
り
と
し
た
い
。
こ
の
田
中
組
の
傀
儡
師
が
竹
田
か
ら
く

り
の
構
造
や
動
態
に
つ
い
て
明
ら
か
に
し
う
る
、
現
存
す
る
ほ
と
ん
ど
唯
一
の

例
で
あ
る
と
い
う
点
か
ら
、
で
き
る
だ
け
多
面
的
に
か
っ
調
査
の
結
果
の
早
期

報
告
の
必
要
か
ら
、
い
さ
さ
か
調
査
の
内
容
が
前
稿
と
重
な
る
点
に
つ
い
て
は

ご
容
赦
願
い
た
い
。

　
一
昨
年
十
月
九
日
、
本
学
至
誠
館
３
３
番
教
室
に
お
い
て
、
「
竹
田
か
ら
く
り

の
世
界
－
田
中
組
『
傀
儡
師
』
の
復
元
上
演
」
と
題
し
て
、
田
中
組
の
皆
さ
ん

に
よ
る
「
傀
儡
師
」
の
実
演
、
及
び
人
形
の
精
査
を
通
し
て
の
傀
儡
師
の
動
態

の
復
元
上
演
を
試
み
た
。
本
稿
で
は
、
そ
の
準
備
の
一
環
と
し
て
、
田
中
組
の

皆
さ
ん
の
協
力
に
よ
り
、
復
元
の
対
象
と
な
る
義
経
、
弁
慶
、
知
盛
の
そ
れ
ぞ

れ
の
人
形
の
衣
裳
を
脱
が
せ
て
、
そ
の
内
部
構
造
を
調
査
す
る
機
会
を
得
た
の

で
、
そ
の
際
に
撮
影
し
た
写
真
資
料
を
中
心
に
報
告
を
進
め
た
い
。
な
お
、
復

元
上
演
に
よ
っ
て
、
明
ら
か
に
し
え
た
点
に
っ
い
て
も
簡
単
に
触
れ
て
お
き
た

い
。　

こ
こ
で
、
本
論
に
入
る
前
に
断
っ
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
小
人

形
が
制
作
当
初
の
部
材
を
そ
の
ま
ま
用
い
て
い
る
も
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。
お
そ
ら
く
、
当
初
の
ま
ま
現
在
も
使
用
さ
れ
て
い
る
の
は
、
首
と
手

足
の
部
分
だ
け
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
以
外
は
、
折
り
に
触
れ
て
修
理
や
補
修
、
作



り
替
え
が
施
さ
れ
て
お
り
、
新
し
い
部
材
に
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
だ
か
ら

と
言
っ
て
、
こ
れ
ら
の
人
形
が
傀
儡
師
の
制
作
当
初
の
構
造
を
推
量
す
る
資
料

と
し
て
価
値
を
有
さ
な
い
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。

　
か
ら
く
り
人
形
は
生
き
て
上
演
さ
れ
続
け
る
か
ぎ
り
、
故
障
、
破
損
の
度
に
、

修
理
・
修
復
を
繰
り
返
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
る
の
は
当
然
で
あ
り
、
そ
う

し
て
修
復
さ
れ
る
こ
と
を
通
し
て
長
年
に
わ
た
り
上
演
を
続
け
る
こ
と
が
で
き

る
の
で
あ
る
。
か
ら
く
り
を
担
当
す
る
係
は
、
そ
う
し
た
修
理
・
修
復
を
含
め

て
、
人
形
の
調
整
を
上
演
の
度
ご
と
に
行
な
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
糸
が
切

れ
た
り
、
無
理
な
操
作
に
よ
っ
て
、
一
部
が
破
損
し
た
り
、
と
い
う
不
測
の
事

態
に
備
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
か
ら
く
り
担
当
者
の
役
割

で
あ
る
。
田
中
組
に
伝
承
さ
れ
て
き
た
傀
儡
師
も
そ
の
例
外
で
は
な
い
。
そ
う

し
た
か
ら
く
り
人
形
の
伝
承
の
実
態
に
即
し
て
言
う
な
ら
ば
、
か
ら
く
り
人
形

の
調
査
・
研
究
に
と
っ
て
重
要
な
の
は
、
そ
の
部
材
の
新
旧
で
は
な
く
、
そ
の

人
形
の
動
作
を
生
み
出
す
内
部
構
造
の
検
討
で
あ
る
。

　
傀
儡
師
の
人
形
は
前
稿
で
も
指
摘
し
た
よ
う
に
、
か
っ
て
の
竹
田
か
ら
く
り

の
「
傀
儡
師
」
の
動
態
と
も
一
致
し
て
お
り
、
詳
細
に
調
査
・
検
討
を
加
え
て

い
く
と
、
そ
の
構
造
は
竹
田
か
ら
く
り
の
演
技
を
可
能
に
す
る
だ
け
の
十
分
な

条
件
を
備
え
て
い
る
。
そ
う
し
た
こ
と
を
前
提
に
し
て
、
調
査
・
検
討
を
加
え

た
結
果
と
し
て
、
以
下
に
小
人
形
の
内
部
構
造
の
検
討
に
入
り
た
い
。

田
中
組
「
傀
儡
師
」
の
人
形
と
そ
の
か
ら
く
り
の
構
造

そ
の
一
一

義
経
人
形
の
内
部
構
造

　
義
経
人
形
は
典
型
的
な
箱
胴
形
式
で
あ
る
。
こ
れ
は
他
の
小
人
形
に
お
い
て

も
同
様
で
あ
る
。
か
ら
く
り
人
形
の
構
造
の
基
本
は
箱
胴
形
式
で
あ
り
、
そ
の

箱
胴
に
人
形
の
各
部
位
の
動
作
を
可
能
に
す
る
部
材
を
固
定
し
た
り
、
そ
の
中

の
空
問
を
利
用
し
て
差
し
金
や
上
下
の
ス
ラ
イ
ド
機
構
を
は
じ
め
と
し
て
操
作

糸
を
通
し
た
り
、
制
御
の
た
め
の
装
置
が
仕
組
ま
れ
て
い
る
。
こ
の
構
造
は
人

形
の
大
小
に
は
関
係
な
く
、
ほ
と
ん
ど
の
か
ら
く
り
人
形
に
共
通
し
て
い
る
。

　
以
下
に
、
こ
う
し
た
箱
胴
に
仕
組
ま
れ
た
各
部
位
を
写
真
資
料
を
提
示
し
な

が
ら
、
義
経
人
形
の
動
作
別
に
検
討
し
て
い
き
た
い
。

　
首
の
左
右

　
義
経
人
形
の
首
の
付
け
根
に
は
左

右
に
穴
が
明
け
ら
れ
て
お
り
、
操
作

糸
が
交
差
す
る
よ
う
に
張
ら
れ
て
い

る
（
写
真
１
）
。
左
の
糸
を
引
け
ば

人
形
の
首
は
左
を
、
右
の
糸
を
引
け

ば
人
形
の
首
は
右
を
向
く
よ
う
に
作

ら
れ
て
い
る
。
首
の
左
右
の
動
作
は
、

こ
う
し
た
首
の
下
に
通
さ
れ
た
糸
で

操
作
さ
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
と
考

１真写

三
一



　
　
　
　
　
田
中
組
「
傀
儡
師
」
の
人
形
と
そ
の
か
ら
く
り
の
構
造
　
そ
の
二

え
て
よ
い
。
因
み
に
、
こ
う
し
た
糸
の
存
在
も
し
く
は
糸
を
通
し
た
穴
を
確
認

で
き
な
い
場
合
に
は
、
首
の
動
作
は
期
待
で
き
な
い
こ
と
が
多
い
。
こ
の
操
作

糸
は
、
前
稿
で
も
指
摘
し
た
が
、
義
経
人
形
の
固
定
台
の
下
に
結
び
付
け
ら
れ

て
使
用
さ
れ
な
く
な
っ
て
い
た
が
、
今
回
の
復
元
上
演
の
際
に
、
元
の
糸
に
新

た
に
糸
を
付
け
足
し
て
、
そ
れ
を
舟
の
底
か
ら
操
作
す
る
こ
と
で
、
か
つ
て
は

下
遣
い
で
首
を
動
か
す
こ
と
が
で
き
た
こ
と
を
確
認
し
た
。

　
腕
の
上
下

　
義
経
の
腕
は
、
箱
胴
の

側
面
に
左
右
そ
れ
ぞ
れ
が

串
で
固
定
さ
れ
て
お
り
、

腕
の
付
け
根
に
明
け
た
穴

に
結
び
付
け
ら
れ
た
糸
を

引
く
こ
と
で
上
に
上
が
る
。

糸
を
放
す
と
腕
は
下
が
る

（
写
真
２
）
。

　
二
の
腕
に
は
小
さ
な
穴

が
明
け
ら
れ
、
そ
こ
に
糸

が
通
さ
れ
て
、
そ
の
糸
が

箱
胴
の
側
面
に
結
び
付
け

ら
れ
て
い
る
（
写
真
２
）
。

２真写

こ
れ
は
、
腕
が
こ
れ

以
上
、
上
が
ら
な
い

よ
う
に
す
る
た
め
の

制
御
用
の
糸
で
、
い

わ
ゆ
る
ス
ト
ッ
パ
ー

の
役
割
を
果
た
し
て

い
る
。
こ
れ
に
よ
っ

て
、
腕
が
上
昇
し
た

時
に
一
定
の
高
さ
で

停
止
し
、
そ
の
勢
い

が
後
述
す
る
肘
の
動

き
に
運
繁
す
る
こ
と

に
な
る
。

三
二

３真写

　
　
　
　
そ
う
し
た
反
発
力
を
誘
発
す
る
た
め
の
ス
ト
ッ
パ
ー
で
あ
る
。

　
腕
は
肘
の
関
節
で
曲
が
る
よ
う
に
作
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
を
操
作
す
る
た

め
の
糸
は
な
い
（
写
真
３
）
。
実
際
に
は
、
腕
を
振
り
上
げ
る
と
、
そ
の
上
昇

す
る
勢
い
で
最
上
部
で
前
述
し
た
よ
う
に
、
一
定
の
高
さ
で
急
停
止
し
、
そ
の

た
め
に
自
然
に
関
節
が
曲
が
っ
て
、
そ
こ
か
ら
刀
を
振
り
下
ろ
す
よ
う
に
し
て

腕
が
伸
び
て
い
く
。
そ
れ
だ
け
刀
を
振
り
下
ろ
す
白
然
な
動
作
に
近
く
な
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、
義
経
人
形
は
元
来
、
首
の
左
右
及
び
両
手
の
動
き
が
四
本
の

糸
の
操
作
で
実
現
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
の
糸
が
、



１
写
－
ダ

４真写

下
す
る
。
現
在
の
演
技
で
は
、
両
手
が
同
時
に
上
下
す
る
の
だ
が
、

が
そ
れ
ぞ
れ
に
動
作
で
き
る
よ
う
に
、
別
々
に
串
で
固
定
さ
れ
て
お
り
、

を
布
で
巻
き
付
け
て
固
定
し
て
い
る
（
写
真
１
・
２
）
。

上
下
す
る
の
は
、
こ
の
二
本
の
串
を
固
定
し
た
結
果
で
あ
る
。

定
の
仕
方
か
ら
み
て
、
以
前
は
二
本
の
腕
が
別
々
に
動
作
し
て
い
た
と
考
え
る

の
が
自
然
で
あ
る
。
竹
田
か
ら
く
り
の
「
傀
儡
師
」
の
絵
画
資
料
に
は
、
義
経

　
　
　
　
　
田
中
組
「
傀
儡
師
」
の
人
形
と
そ
の
か
ら
く
り
の
構
造
　
そ
の
二

人
形
の
箱
胴
の
基
盤
の
穴

に
通
さ
れ
て
、
そ
の
糸
が

固
定
台
か
ら
舟
の
底
を
通

っ
て
下
遣
い
で
操
作
さ
れ

る
。
基
盤
の
前
部
の
二
本

は
首
の
動
作
、
後
部
の
二

本
は
腕
の
上
下
の
動
作
を

可
能
に
し
て
い
る
一
写
真

４
）
。

　
と
こ
ろ
で
、
海
上
に
出

現
し
た
知
盛
の
亡
霊
に
立

ち
向
か
う
場
面
で
、
義
経

が
刀
を
振
り
上
げ
る
と
い

う
設
定
で
義
経
の
腕
は
上

　
　
　
　
　
　
左
右
の
腕

　
　
　
　
　
　
　
そ
れ

　
　
現
在
、
腕
が
同
時
に

　
　
　
　
そ
の
強
引
な
固

は
刀
を
持
っ
右
手
を
振
り
上
げ
て
描
か
れ
て
い
る
が
、
田
中
組
の
「
傀
儡
師
」

も
現
在
の
演
技
と
は
異
な
り
、
そ
れ
ら
の
絵
画
資
料
と
同
様
の
演
技
が
な
さ
れ

て
い
た
こ
と
が
推
察
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
か
っ
て
は
弁
慶
人
形
と

同
様
、
左
右
の
腕
が
同
時
に
上
下
し
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
わ
ざ
わ
ざ

左
右
別
々
に
動
作
す
る
よ
う
に
腕
の
構
造
を
串
式
に
変
更
す
る
と
い
う
の
も
、

不
自
然
な
よ
う
に
思
え
る
が
い
か
が
で
あ
ろ
う
。
む
し
ろ
、
か
ら
く
り
人
形
の

伝
承
過
程
で
の
変
化
と
し
て
、
伝
承
者
に
と
っ
て
、
人
形
の
操
作
が
難
し
く
な

っ
て
く
る
と
、
操
作
の
簡
略
化
が
生
じ
て
く
る
。
そ
の
結
果
、
別
々
に
動
い
て

い
た
両
手
が
固
定
さ
れ
て
、
さ
ら
に
両
方
の
糸
を
結
び
付
け
れ
ば
一
本
の
糸
で

操
作
で
き
る
こ
と
に
な
り
、
人
形
の
操
り
は
簡
単
に
な
る
。
首
の
動
き
も
難
し

く
な
っ
て
く
る
と
、
操
作
糸
を
人
形
の
固
定
台
の
底
に
結
び
付
け
て
固
定
し
て
、

そ
の
動
作
を
止
め
て
し
ま
う
。
こ
う
し
た
か
ら
く
り
操
作
の
技
術
伝
承
の
常
か

ら
言
え
ば
、
わ
ざ
わ
ざ
左
右
の
腕
を
複
雑
に
操
作
で
き
る
よ
う
に
工
夫
を
加
え

て
い
く
と
い
う
の
は
、
い
さ
さ
か
不
自
然
に
思
え
て
く
る
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
人
形
の
内
部
構
造
を
精
査
す
る
と
、
元
来
の
人
形
の
動
作
が
見

え
て
く
る
。
こ
こ
に
、
か
ら
く
り
人
形
の
調
査
の
ポ
イ
ン
ト
が
あ
る
。
調
査
と

動
態
研
究
が
不
可
欠
に
結
び
付
い
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
な
お
、
今
回
の
復
元

上
演
で
は
、
義
経
の
首
が
左
右
に
回
る
こ
と
を
実
際
に
示
し
た
。
し
か
し
、
そ

れ
が
ど
う
い
う
演
技
で
あ
っ
た
の
か
は
、
不
明
で
あ
る
。

三
三



田
中
組
「
傀
儡
師
」

の
人
形
と
そ
の
か
ら
く
り
の
構
造
　
そ
の
二

二
　
弁
慶
人
形
の
内
部
構
造

　
腕
の
上
下
及
び
左
右

　
弁
慶
人
形
の
腕
は
上
下
左
右
に
動
く
と
こ
ろ
が

そ
の
た
め
に
次
の
よ
う
な
構
造
に
な
っ
て
い
る

、
義
経
人
形
と
は
異
な
る
。

（
写
真
５
）
。
腕
の
部
材
が
差

　
　
し
込
ま
れ
た
主

　
　
軸
を
上
下
の
軸

　
　
受
け
に
固
定
し

　
　
て
い
る
。
こ
の

　
　
腕
を
差
し
込
ん

　
．
だ
主
軸
は
、
上

　
　
下
の
軸
受
け
の

５真
間
で
左
右
に
回

写　
　
転
す
る
よ
う
に

　
　
な
っ
て
お
り
、

　
　
弁
慶
の
腕
の
ほ

　
　
ぼ
中
央
に
穴
を

　
　
明
け
て
結
び
付

　
　
け
ら
れ
た
操
作

　
　
糸
を
引
く
こ
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
四

で
、
腕
が
内
側
に
絞
り
込
ま
れ
て
、
弁
慶
が
数
珠
を
押
し
操
む
、
両
手
を
打
ち

合
わ
せ
る
演
技
が
可
能
に
な
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
絞
り
込
ま
れ
た
腕
が
自
動

的
に
も
ど
る
よ
う
に
、
ば
ね
が
主
軸
と
箱
胴
の
問
に
使
用
さ
れ
て
い
る
（
写
真

６
）
。

　
腕
の
付
け
根
に
は
上
下
の
動
き
の
た
め
の
操
作
糸
が
結
び
付
け
ら
れ
て
お
り
、

糸
を
引
く
と
腕
が
上
が
る
よ
う
に
セ
ッ
ト
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
し
、
現
在
は
、

後
述
す
る
よ
う
に
本
体
が
上
昇
す
る
と
き
に
そ
れ
に
連
動
し
て
こ
の
糸
が
引
っ

張
ら
れ
て
腕
が
自
動
的
に
上
が
る
よ
う
に
、
弁
慶
人
形
を
固
定
し
て
あ
る
舟
の

一
部
に
二
本
の
糸
を
結
び
付
け
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
こ
の
糸
を
単
独
で
操
作

す
る
こ
と
は
な
い
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
糸
を
単
独
で
操
作
す
れ
ば
、
弁
慶
の
腕

を
上
下
さ
せ
る
こ
と
は
可
能
で
あ
り
、
そ
れ
だ
け
さ
ま
ざ
ま
な
演
技
の
可
能
性

も
想
定
で
き
る
。

　
か
ら
く
り
人
形
で
腕
の
上
下
左
右
の
動
き
を
演
技
の
中
に
取
り
入
れ
る
た
め

に
は
、
原
則
的
に
こ
こ
で
見
た
よ
う
な
基
本
構
造
が
必
要
で
あ
る
。
な
お
、
操

作
の
仕
方
に
よ
っ
て
、
こ
う
し
た
構
造
を
も
っ
て
い
る
か
ら
く
り
人
形
は
、
腕

の
回
転
も
可
能
に
な
る
。
も
ち
ろ
ん
、
弁
慶
人
形
の
場
合
に
は
、
そ
う
し
た
腕

の
回
転
は
演
技
と
し
て
は
必
要
で
は
な
い
。

　
首
の
左
右
及
び
上
下

　
弁
慶
人
形
に
も
、
義
経
人
形
と
同
じ
首
の
付
け
根
に
左
右
に
交
差
さ
せ
た
操

作
糸
が
張
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
操
作
も
義
経
人
形
と
同
じ
で
あ
る
。
首
が
左
右



に
そ
れ
ぞ
れ
の
糸
の

操
作
に
よ
っ
て
回
転

す
る
。
従
来
、
田
中

組
の
弁
慶
人
形
の
演

技
で
は
首
の
動
き
は

認
め
ら
れ
な
か
っ
た

の
だ
が
、
内
部
構
造

を
改
め
て
精
査
し
た

結
果
、
首
の
左
右
の

回
転
の
た
め
の
操
作

糸
が
発
見
さ
れ
た
。

今
回
の
復
元
上
演
で

は
、
発
見
さ
れ
た
操

作
糸
に
新
た
に
糸
を

結
ん
で
、
実
際
に
首

・
窪
、

’
幻

６真写

を
動
か
す
こ
と
カ
で
き
る
こ
と
を
示
し
た
。
た
だ
し
、
そ
れ
が
ど
う
い
う
演
技

の
中
で
用
い
ら
れ
た
の
か
に
つ
い
て
は
不
明
で
あ
る
。

　
ま
た
、
弁
慶
人
形
の
首
は
義
経
の
そ
れ
と
は
異
な
り
、
首
が
後
方
に
反
り
返

る
よ
う
に
作
ら
れ
て
い
る
。
首
の
上
下
と
言
っ
て
も
、
こ
の
場
合
、
か
ら
く
り

人
形
に
よ
く
見
ら
れ
る
う
な
ず
き
と
は
異
な
り
、
首
は
後
方
に
の
み
動
く
。
弁

　
　
　
　
　
田
中
組
「
傀
儡
師
」
の
人
形
と
そ
の
か
ら
く
り
の
構
造
　
そ
の
二

慶
の
首
は
文
楽
人
形
と
同
じ
構
造

に
な
っ
て
お
り
、
耳
の
後
方
左
右

に
貫
通
し
て
い
る
竹
の
横
栓
を
軸

に
し
て
、
首
が
後
方
に
反
り
返
る

よ
う
に
造
作
さ
れ
て
い
る
（
写
真

７
）
。
そ
し
て
、
首
の
後
方
に
結

び
付
け
た
糸
が
首
に
沿
っ
て
抜
け

て
お
り
、
肩
板
に
固
定
さ
れ
て
い

る
。
元
来
、
こ
の
糸
は
固
定
さ
れ

て
い
た
も
の
で
あ
る
の
か
、
あ
る

い
は
か
つ
て
は
こ
の
糸
の
操
作
に

よ
っ
て
、
弁
慶
人
形
が
数
珠
を
押

し
操
む
演
技
を
す
る
時
に
、

認
で
き
な
い
。
ま
た
、

た
も
の
で
あ
る
の
か
、

を
実
証
的
に
示
す
こ
と
は
で
き
な
い

７真写

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
首
を
傾
け
た
も
の
で
あ
る
の
か
、
現
時
点
で
は
確

　
　
　
　
　
　
　
　
そ
う
し
た
動
作
は
ど
の
よ
う
な
演
技
の
な
か
で
な
さ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
れ
に
つ
い
て
も
伝
承
が
途
切
れ
て
い
る
以
上
、
そ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
。
た
だ
、
前
稿
で
も
触
れ
た
よ
う
に
、
弁

慶
が
数
珠
を
押
し
操
む
所
作
を
す
る
と
き
に
、
そ
の
祷
り
の
激
し
さ
を
表
現
す

る
た
め
に
、
首
を
上
下
に
動
か
す
仕
草
は
効
果
的
で
あ
り
、
両
手
を
打
ち
合
わ

す
所
作
と
と
も
に
知
盛
の
亡
霊
を
退
散
さ
せ
る
に
十
分
な
迫
力
が
あ
っ
た
も
の

か
と
、
推
量
さ
せ
ら
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
五



　
　
　
　
　
田
中
組
「
傀
儡
師
」
の
人
形
と
そ
の
か
ら
く
り
の
構
造
　
そ
の
二

　
こ
の
首
か
ら
伸
び
る
胴
串
部
分
が
箱
胴
を
左
右
に
渡
し
た
支
柱
に
は
め
込
ま

れ
て
お
り
、
そ
の
横
に
渡
し
た
支
柱
の
左
端
に
ぜ
ん
ま
い
が
巻
か
れ
て
お
り
、

人
形
の
首
を
一
定
の
位
置
に
固
定
し
て
い
る
。
こ
の
ぜ
ん
ま
い
で
首
が
反
り
返

っ
て
も
元
に
戻
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
首
の
上
下
運
動
の
あ
る
人

形
の
場
合
、
一
」
う
し
た
固
定
用
の
ぜ
ん
ま
い
が
仕
組
ま
れ
て
い
る
こ
と
が
多
い
。

こ
の
ぜ
ん
ま
い
の
有
無
が
必
ず
し
も
首
の
動
き
の
操
作
を
予
想
さ
せ
る
も
の
と

は
言
え
な
い
か
も
し
れ
な
い
が
、
や
は
り
、
そ
の
機
能
と
構
造
か
ら
言
え
ば
、

弁
慶
人
形
の
首
も
や
は
り
、
糸
の
操
作
で
後
方
に
反
り
返
る
動
作
を
し
て
い
た

可
能
性
は
高
い
。
た
だ
、
弁
慶
人
形
の
動
き
は
き
わ
め
て
激
し
い
の
で
、
そ
の

動
作
の
振
動
で
首
が
結
果
的
に
動
く
よ
う
に
作
ら
れ
て
い
る
可
能
性
も
あ
る
。

　
本
体
の
上
下

　
弁
慶
は
、
知
盛
の
亡
霊
を
祷
り
伏
せ
る
た
め
に
、
立
ち
上
が
っ
て
数
珠
を
押

し
操
み
、
両
手
を
激
し
く
打
ち
合
わ
せ
る
。
こ
う
し
た
演
技
は
、
弁
慶
人
形
本

体
が
上
下
す
る
機
構
を
備
え
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
弁
慶
人
形
の
人
形
の

箱
胴
の
中
央
に
は
、
四
角
の
木
枠
が
納
ま
っ
て
お
り
、
そ
の
木
枠
の
中
を
弁
慶

人
形
の
支
柱
と
な
る
柱
が
通
っ
て
い
る
。
こ
の
支
柱
を
ス
ラ
イ
ド
し
て
弁
慶
の

箱
胴
全
体
が
上
下
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
支
柱
の
後
方
に
は
、
操
作

糸
の
納
ま
る
溝
が
切
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
糸
を
引
く
と
、
人
形
の
箱
胴
部
分
が

上
昇
し
て
弁
慶
が
立
ち
上
が
る
。
弁
慶
人
形
の
支
柱
の
下
部
に
は
、
滑
車
が
取

り
付
け
ら
れ
て
お
り
、
糸
は
こ
の
滑
車
を
通
し
て
操
作
さ
れ
る
。

　
弁
慶
人
形
の
操
作

用
の
糸
は
舟
の
底
に

三
本
が
通
っ
て
お
り
、

二
本
が
左
右
の
腕
を

絞
り
込
ん
で
両
手
を

打
ち
合
わ
せ
て
数
珠

を
押
し
操
む
所
作
を

さ
せ
る
。
こ
の
舟
底

を
通
し
た
二
本
の
糸

を
下
で
結
ん
で
、
そ

れ
を
引
い
て
い
る
。

そ
し
て
、
あ
と
の
一

本
が
本
体
を
上
下
さ

せ
る
。

三
六

，
、
、
養籔

８真写

　
　
　
弁
慶
人
形
の
腕
の
上
下
は
、
人
形
本
体
が
引
き
上
が
る
と
き
に
そ
れ
に

連
動
し
て
上
昇
す
る
よ
う
に
左
右
の
二
本
の
操
作
糸
を
、
弁
慶
人
形
の
固
定
し

て
あ
る
舟
の
骨
組
み
の
一
部
に
結
び
付
け
て
あ
る
（
写
真
８
）
。
人
形
本
体
が

上
昇
す
れ
ば
、
当
然
、
腕
を
引
き
上
げ
る
糸
が
引
か
れ
て
、
弁
慶
の
両
手
が
上

が
る
。

　
こ
の
三
本
の
引
き
糸
は
、
舟
の
底
部
に
付
属
し
て
い
る
木
製
の
三
個
の
滑
車

を
介
し
て
そ
れ
ぞ
れ
舟
の
下
に
下
ろ
さ
れ
て
い
る
。
弁
慶
人
形
は
、
動
き
が
激



し
い
の
で
、
糸
に
対
す
る
摩
擦
も
大
き
く
な
る
。

車
が
装
備
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

三
　
舟
子
人
形
の
内
部
構
造

そ
の
た
め
に
こ
の
よ
う
に
滑

　
首
の
左
右

義
経
、
弁
慶
と
同
様
の
仕
組
み
で
舟
子
の
首
が
動
作
す
る
。
こ
の
人
形
の
首

だ
け
は
、
現
在
の
伝
承
で
も
舟
を
漕
ぎ
な
が
ら
首
を
左
右
に
振
る
。
そ
の
た
め

に
引
き
糸
が
二
本
、
舟
の
底
に
通
じ
て
い
る
。
こ
の
人
形
も
あ
わ
せ
て
傀
儡
師

の
人
形
は
、
傀
儡
師
本
体
も
含
め
て
、
す
べ
て
首
を
振
る
所
作
を
演
じ
て
い
た

こ
と
に
な
る
。

　
本
体
の
前
後

舟
子
の
演
披
は
、
舟
が
姿
を
現
し
て
か
ら
、
櫓
を
握
っ
て
舟
を
漕
ぐ
と
こ
ろ

に
あ
る
。
両
手
は
、
櫓
に
固
定
さ
れ
て
お
り
、
舟
子
人
形
の
前
後
運
動
に
よ
っ

て
、
舟
を
漕
ぐ
所
作
が
展
開
さ
れ
る
。
舟
子
人
形
の
支
柱
の
穴
に
通
さ
れ
た
二

本
の
糸
が
そ
れ
ぞ
れ
舟
底
に
通
じ
て
お
り
、
こ
の
糸
を
引
く
と
人
形
が
起
き
上

が
っ
た
り
、
倒
れ
た
り
す
る
。
こ
の
糸
の
引
き
加
減
で
舟
子
の
漕
ぎ
だ
す
勢
い

に
変
化
を
付
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
伝
承
に
よ
れ
ば
、
知
盛
の
亡
霊
が
海
に
没

し
て
か
ら
、
急
い
で
そ
の
場
を
立
ち
去
る
べ
く
勢
い
よ
く
櫓
を
漕
ぐ
よ
う
に
演

じ
た
と
い
う
。
そ
し
て
、
人
形
の
支
柱
が
糸
を
引
い
た
勢
い
で
折
れ
た
り
し
な

い
よ
う
に
、
ス
ト
ッ
パ
ー
の
役
割
を
す
る
竹
製
の
ば
ね
に
結
び
付
け
た
糸
が
支

　
　
　
　
　
田
中
組
「
傀
儡
師
」
の
人
形
と
そ
の
か
ら
く
り
の
構
造
　
そ
の
二

９真写

櫓
を
伸
縮
さ
せ
る
た
め
の
、
糸
が
必
要
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、

舟
子
の
人
形
は
、
三
つ
折
り
の
状
態
で
畳
み
込
ま
れ
て
い
る
の
で
、

を
格
納
す
る
た
め
に
、
通
常
は
櫓
を
縮
め
て
い
る
。
そ
こ
で
、
舟
が
伸
び
て
全

体
が
現
わ
れ
た
と
き
に
、
舟
子
の
持
っ
櫓
が
糸
の
操
作
で
写
真
の
よ
う
に
伸
び

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
七

柱
に
固
定
さ

れ
て
い
る
。

現
在
は
竹
を

ば
ね
に
使
用

し
て
い
る
が
、

こ
れ
も
お
そ

ら
く
か
つ
て

は
鯨
の
ひ
げ

が
用
い
ら
れ

て
い
た
の
で

は
な
い
か
と

推
量
し
て
い

る
　
（
写
真

９
）
。

　
さ
ら
に
舟

子
人
形
に
は
、

義
経
、
弁
慶
、

　
舟
子
の
櫓



　
　
　
　
　
田
中
組
「
傀
儡
師
」
の
人
形
と
そ
の
か
ら
く
り
の
構
造
　
そ
の
二

る
よ
う
に
作
ら
れ
て
お
り
、
こ
の
舟
弁
慶
の
場
面
が
終
わ
る
と
、
縮
ん
で
元
の

状
態
に
戻
る
（
写
真
１
０
）
。

　
こ
の
櫓
の
伸
縮
用
の
操
作
糸
を
合
わ
せ
て
、
舟
子
人
形
は
六
本
の
糸
を
操
作

１０真写

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
八

す
る
こ
と
で
動
作
し
て
お
り
、
こ
の
動
き
を
制
御
す
る
た
め
に
さ
ら
に
ス
ト
ッ

パ
ー
の
役
割
を
す
る
糸
が
設
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

四
　
知
盛
人
形
の
内
部
構
造

　
前
稿
で
も
指
摘
し
た
よ
う
に
、
知
盛
の
人
形
は
、
傀
儡
師
と
は
別
の
樋
式
の

か
ら
く
り
台
で
演
技
す
る
。
そ
し
て
、
そ
の
か
ら
く
り
台
そ
の
も
の
が
ス
ラ
イ

ド
式
の
機
構
で
上
下
し
て
、
知
盛
が
海
中
よ
り
出
現
す
る
と
い
う
場
面
の
演
出

を
可
能
に
し
て
い
る
。
知
盛
の
人
形
の
演
技
で
最
大
の
眼
目
は
義
経
に
憾
み
を

な
し
て
、
長
刀
を
振
り
廻
し
な
が
ら
荒
れ
狂
う
所
作
に
あ
る
。
そ
の
た
め
に
人

形
に
も
工
夫
が
な
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
知
盛
の
人
形
の
仕
組
み
に
つ
い

て
、
そ
の
構
造
に
即
し
て
検
討
を
加
え
て
み
た
い
。

　
首
の
左
右
及
び
上
下

　
知
盛
の
人
形
の
首
も
他
の
小
人
形
の
首
と
同
様
に
左
右
に
動
く
。
知
盛
人
形

が
樋
式
の
か
ら
く
り
台
を
左
右
に
移
動
す
る
と
き
、
首
を
左
右
に
振
り
っ
っ
、

義
経
主
従
に
挑
み
か
か
る
迫
力
の
あ
る
所
作
が
演
じ
ら
れ
る
。
首
の
操
作
は
、

首
の
左
右
に
通
し
て
あ
る
糸
に
よ
っ
て
行
な
わ
れ
る
。
知
盛
人
形
の
首
を
固
定

し
て
あ
る
、
箱
胴
の
左
右
に
わ
た
し
た
支
柱
の
左
端
に
、
弁
慶
人
形
と
同
様
に

鯨
の
ぜ
ん
ま
い
が
巻
か
れ
て
お
り
、
こ
の
人
形
の
首
が
上
下
に
動
い
て
い
た
可

能
性
が
考
え
ら
れ
る
（
写
真
ｕ
）
。
現
在
も
首
の
左
右
の
糸
を
同
時
に
引
く
と

若
干
う
な
ず
く
。



腕
の
左
右
及
び
上
下

　
腕
の
左
右
、
上
下
の
動
作
は
、
弁
慶
人
形
と
同
じ
構
造
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ

れ
る
。
た
だ
し
、
知
盛
人
形
の
場
合
に
は
、
肩
板
と
軸
受
け
の
聞
の
腕
を
差
し

＼
、
、一

　
叙

　
潮

ｎ真写

田
中
組
「
傀
儡
師
」

の
人
形
と
そ
の
か
ら
く
り
の
構
造
　
そ
の
二

１２真写

込
ん
だ
主
軸
が
百
八
十
度
回
転
し
て
、
腕
が
前
後
に
動
く
。
そ
し
て
、
そ
の
主

軸
に
差
し
込
ま
れ
た
腕
が
上
下
に
動
作
す
る
（
写
真
１
２
）
。
現
在
は
、
こ
の
三

本
の
糸
を
丁
字
形
の
操
作
棒
に
結
び
付
け
て
、
丁
字
形
の
左
右
に
腕
の
前
後
の

動
き
を
、
も
う
一
本
に
腕
の
上
下
の
動
き
を
さ
せ
て
い
る
。
こ
れ
が
左
右
の
二

本
の
腕
に
そ
れ
ぞ
れ
設
け
ら
れ
て
お
り
、
知
盛
人
形
は
腕
の
動
き
に
合
計
六
本

の
糸
が
設
け
ら
れ
て
い
る
（
写
真
１
３
）
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
九



田
中
組
「
催
偲
師
」

の
人
形
と
そ
の
か
ら
く
り
の
構
造

　
写
真
１
３

そ
の
二

　
長
刀
の
回
転

　
知
盛
人
形
の
最
大
の
特
徴
は
、
長
刀
を
振
り
回
し
て
、
義
経
主
従
に
襲
い
か

か
る
荒
々
し
い
所
作
に
あ
る
。
こ
れ
は
知
盛
人
形
の
右
腕
に
仕
組
ま
れ
た
回
転

機
構
に
よ
る
。

　
こ
の
右
腕
は
、
肘
の
部
分
で
二
っ
に
わ
か
れ
て
お
り
、
肘
を
曲
げ
て
長
刀
を

後
方
に
引
き
っ
け
る
動
作
と
腕
を
伸
ば
し
て
左
右
に
振
る
所
作
、
右
手
の
回
転

と
い
っ
た
動
き
を
可
能
に
し
て
い
る
（
写
真
１
４
）
。
後
に
も
触
れ
る
が
、
回
転

の
た
め
の
引
き
糸
は
一
本
の
糸
で
っ
な
が
っ
て
お
り
、
糸
を
引
く
と
そ
の
勢
い

が
人
形
の
箱
胴
の

内
部
を
通
っ
て
肩

板
に
仕
組
ま
れ
た

二
つ
の
滑
車
を
介

し
て
、
右
手
を
回

転
さ
せ
て
、
長
刀

を
回
す
。
実
際
に

は
、
観
客
側
か
ら

見
て
左
回
り
に
回

転
す
る
。
糸
の
水

平
方
向
の
回
転
運

動
が
右
手
に
通
じ

る
回
転
機
構
で
垂

直
方
向
の
回
転
に

転
換
さ
れ
、
長
刀

を
勢
い
よ
く
回
す

の
で
あ
る
が
、

四
〇

１４真写

　
　
　
　
　
　
こ
の
手
の
回
転
運
動
を
円
滑
に
す
る
た
め
に
、
右
腕
は
右
の
写

真
の
よ
う
な
内
部
構
造
に
な
っ
て
い
る
（
写
真
１
４
）
。
糸
と
い
っ
て
も
こ
の
場

合
に
は
紐
と
い
っ
た
ほ
う
が
よ
い
だ
ろ
う
。

　
写
真
で
は
、
回
転
機
構
の
部
分
が
肘
を
曲
げ
た
状
態
に
な
っ
て
い
る
が
、
肘



を
伸
ば
し
た
と
き
に
は
、
こ
の
回
転
機
構
の
部
分
が
外
側
の
糸
を
通
し
た
滑
車

部
分
に
接
し
て
、
こ
の
滑
車
で
円
滑
に
糸
が
引
か
れ
る
よ
う
に
工
夫
さ
れ
て
い

る
。
糸
は
当
然
、
こ
の
方
向
か
ら
引
い
て
、
回
転
さ
せ
ら
れ
る
。
逆
に
引
く
と
、

滑
車
な
し
に
引
く
こ
と
に
な
る
の
で
、
糸
が
摩
擦
で
引
き
切
れ
る
可
能
性
が
高

く
な
る
。

　
長
刀
を
勢
い
よ
く
回
転
さ
せ
る
た
め
に
は
、
両
手
を
広
げ
た
長
さ
ぐ
ら
い
を

一
気
に
引
か
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

こ
の
糸
を
引
く
と

き
に
は
、
片
方
を

引
き
っ
っ
、
も
う

片
方
を
微
妙
に
弛

め
て
い
か
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
っ

ま
り
、
こ
の
操
作

用
の
糸
を
張
っ
た

状
態
に
し
た
ま
ま

糸
を
引
か
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
完

全
に
弛
め
て
引
く

　
　
　
　
　
田
中
組

１５真写

「
傀
儡
師
」
の
人
形
と
そ
の
か
ら
く
り
の
構
造
そ
の
一

と
、
空
転
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
回
転
し
た
糸
を
元
に
戻
す
た
め
に

は
弛
め
て
糸
を
反
対
側
に
巻
き
と
る
。

　
構
造
的
に
は
単
純
で
あ
る
が
、
実
際
の
演
技
の
上
で
は
長
刀
の
回
転
の
表
現

効
呆
は
き
わ
め
て
大
き
い
。

　
足
踏
み

　
絵
画
資
料
に
描
か
れ
て
い
る
知
盛
は
、
義
経
主
従
に
立
ち
向
か
い
、
長
刀
を

さ
ま
ざ
ま
に
使
い
な
が
ら
、
謡
に
あ
わ
せ
て
足
拍
子
を
と
る
。
田
中
組
の
知
盛

人
形
の
脚
部
に
注
目
す
る
と
、
膝
の
関
節
で
足
が
曲
が
る
よ
う
に
作
ら
れ
て
お

り
、
大
腿
部
の
上
部
か
ら
斜
め
に
細
い
部
材
が
差
し
込
ま
れ
て
お
り
、
そ
の
先

端
に
は
糸
を
通
す
た
め
の
穴
が
明
け
ら
れ
て
い
る
（
写
真
１
５
）
。
た
と
え
ば
、

こ
こ
に
通
し
た
操
作
糸
を
下
に
引
く
と
、
大
腿
部
が
上
が
り
そ
の
結
果
、
膝
が

引
き
上
げ
ら
れ
て
足
が
上
が
る

（
写
真
１
６
）
。
逆
に
腕
の
操
作
糸

を
こ
の
穴
に
通
し
て
、
上
か
ら

引
い
た
場
合
に
は
、
大
腿
部
が

下
が
り
膝
が
ま
っ
す
ぐ
に
伸
び

て
、
緩
め
る
と
関
節
が
曲
が
る
。

こ
れ
が
左
右
交
互
に
繰
り
返
さ

れ
る
の
で
、
知
盛
が
足
拍
子
を

踏
む
所
作
に
な
る
。
い
ず
れ
に

１６真写

四
一



　
　
　
　
　
田
中
組
「
傀
儡
師
」
の
人
形
と
そ
の
か
ら
く
り
の
構
造
　
そ
の
二

よ
っ
て
も
、
知
盛
の
足
拍
子
は
可
能
で
あ
る
の
だ
が
、
知
盛
人
形
の
操
作
の
た

め
の
基
盤
の
穴
が
現
在
使
用
さ
れ
て
い
る
よ
り
も
数
が
多
い
の
で
、
む
し
ろ
、

足
拍
子
の
た
め
の
糸
を
そ
れ
と
し
て
操
っ
て
い
た
可
能
性
の
ほ
う
が
高
い
。
い

ず
れ
に
せ
よ
、
こ
の
脚
部
の
構
造
は
、
こ
う
し

た
足
拍
子
を
前
提
に
作
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
こ

と
を
確
か
に
示
し
て
い
る
。

五
　
唐
子
人
形
の
内
部
構
造

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
二

げ
た
状
態
に
戻
る
。
こ
れ
は
、
両
腕
に
仕
掛
け
ら
れ
た
ば
ね
の
働
き
に
よ
る
。

た
だ
し
、
こ
の
ば
ね
は
弁
慶
の
腕
の
ば
ね
と
は
逆
に
付
け
ら
れ
て
い
る
。
弁
慶

人
形
の
場
合
は
、
糸
を
引
く
と
腕
が
左
右
に
開
き
、
糸
を
放
す
と
元
に
戻
る
よ

　
腕
の
左
右
及
ぴ
上
下

　
二
体
の
唐
子
人
形
は
、
傀
儡
師
の
箱
の
な
か

か
ら
登
場
し
て
、
三
味
線
に
あ
わ
せ
て
両
手
に

持
っ
た
チ
ャ
ッ
パ
を
打
ち
合
わ
せ
て
踊
り
、
再

ぴ
、
箱
の
な
か
に
姿
を
消
し
て
い
く
。
こ
の
人

形
の
動
き
で
注
目
さ
れ
る
の
は
、
唐
子
人
形
の

チ
ャ
ッ
パ
を
打
ち
鳴
ら
す
所
作
で
あ
る
。
唐
子

人
形
は
普
通
の
状
態
で
は
、
両
手
を
拡
げ
た
か

た
ち
に
な
っ
て
い
る
（
写
真
１
７
）
。
両
手
を
打

ち
合
わ
せ
る
た
め
に
左
右
の
糸
を
引
く
と
、
両

手
が
水
平
に
内
側
に
絞
ら
れ
て
打
ち
合
わ
さ
れ

る
。
糸
を
放
す
と
、
両
手
は
自
動
的
に
元
の
拡

１７真写

う
に
は
ね
を
張
っ
て
い
る
が
、
唐
子
人
形
の
場

合
は
、
糸
を
引
く
と
腕
が
左
右
に
絞
ら
れ
て
、

糸
を
放
す
と
元
に
戻
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

こ
れ
は
ば
ね
の
位
置
を
変
え
る
だ
け
で
そ
の
動

く
方
向
は
簡
単
に
変
わ
る
。
チ
ャ
ッ
パ
を
鳴
ら

す
度
に
こ
の
糸
の
操
作
を
繰
り
返
す
こ
と
に
な

る
。　

人
形
本
体
の
上
下
及
び
左
右

　
唐
子
が
登
場
す
る
た
め
に
は
、
唐
子
人
形
本

体
が
、
傀
儡
師
の
箱
の
側
面
に
固
定
さ
れ
た
支

柱
を
、
エ
ス
カ
レ
ー
タ
の
よ
う
に
上
昇
、
下
降

し
て
い
く
ス
ラ
イ
ド
機
構
が
必
要
で
あ
っ
た
。

支
柱
の
下
部
に
は
、
木
製
の
滑
車
が
二
個
取
り

付
け
ら
れ
て
お
り
、
支
柱
に
連
結
し
て
い
る
糸

を
、
こ
の
滑
車
を
介
し
て
引
く
こ
と
に
な
る
。

唐
子
人
形
の
場
合
、
他
の
小
人
形
と
異
な
り
、

箱
の
中
に
納
め
ら
れ
て
い
る
の
で
、
そ
の
操
作



は
、
箱
の
背
後
で
行
な
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
現
在
は
、
二
体
の
人
形
を
上
下

さ
せ
る
た
め
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
二
本
の
糸
を
結
ん
で
、
二
体
が
揃
っ
て
上
下
す

る
よ
う
に
セ
ッ
ト
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
引
き
上
げ
る
た
め
に
は
、
結
び
付

け
て
あ
る
、
そ

れ
ぞ
れ
の
唐
子

の
上
昇
用
の
糸

を
引
く
。
そ
し

て
、
二
体
の
人

形
が
上
に
上
が

る
と
、
糸
を
俺

偲
師
の
箱
の
内

に
結
び
付
け
て

固
定
し
て
い
る
。

下
げ
る
と
き
に

は
逆
に
下
げ
る

ほ
う
の
糸
を
引

く
。　

し
か
も
、
こ

の
唐
子
が
箱
の

上
で
方
向
転
換

そ
の
一
一

！８真写

田
中
組
「
傀
儡
師
」
の
人
形
と
そ
の
か
ら
く
り
の
構
造

で
き
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
、
人
形
の
固
定
台
そ
の
も
の
が
上
下
す
る
必
要

が
あ
る
。
実
際
に
唐
子
人
形
は
チ
ャ
ッ
パ
を
正
面
か
ら
右
、
左
と
方
向
を
変
え

て
打
ち
鳴
ら
す
の
で
、
固
定
台
の
下
に
内
蔵
さ
れ
た
滑
車
で
方
向
転
換
が
で
き

る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
（
写
真
１
８
一
。
滑
車
に
は
左
右
二
本
の
糸
を
固
定
す
る

た
め
の
穴
が
明
け
ら
れ
て
お
り
、
こ
の
滑
車
に
通
さ
れ
た
糸
を
引
く
と
、
滑
車

と
直
結
し
て
い
る
人
形
本
体
が
回
転
す
る
機
構
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
糸
の
操

作
は
人
形
の
動
き
が
見
え
に
く
い
の
で
操
る
の
が
難
し
く
、
誤
る
と
唐
子
同
士

が
対
称
的
な
動
き
を
し
て
く
れ
な
い
こ
と
に
な
る
の
で
慎
重
な
操
作
を
要
す
る
。

　
　
　
　
六
　
傀
儡
師
の
畳
み
込
み
と
舟
の
折
り
畳
み

　
最
後
に
今
回
の
復
元
上
演
の
際
に
、
試
み
た
人
形
の
動
態
の
検
証
例
を
付
け

加
え
て
お
き
た
い
。

　
ま
ず
、
こ
の
傀
儡
師
の
か
ら
く
り
の
最
も
大
き
な
演
出
効
果
で
あ
る
、
舞
台

転
換
に
っ
い
て
ま
と
め
て
お
く
。
傀
儡
師
が
折
り
畳
ま
れ
て
、
箱
の
中
に
格
納

さ
れ
て
い
く
と
こ
ろ
の
演
山
山
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
っ
い
て
は
、
傀
儡
師
の
人
形

の
上
半
身
の
本
体
の
内
部
に
組
み
込
ま
れ
て
い
る
、
円
盤
に
紐
を
わ
た
し
て
そ

の
紐
の
操
作
で
傀
儡
師
の
畳
み
込
み
と
復
元
を
可
能
に
し
て
い
る
一
円
盤
に
つ

い
て
は
前
稿
の
写
真
参
照
一
。
円
盤
の
回
り
に
は
紐
を
固
定
す
る
た
め
の
溝
が

あ
り
、
そ
の
溝
に
は
紐
を
固
定
す
る
た
め
に
打
ち
付
け
た
釘
の
あ
と
が
残
っ
て

い
る
。
そ
こ
で
、
こ
の
円
盤
の
溝
に
紐
を
打
ち
付
け
て
そ
の
紐
を
、
知
盛
の
人

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
三



田
中
組
「
傀
儡
師
」

の
人
形
と
そ
の
か
ら
く
り
の
構
造

１９真写

最
後
に
勢
い
が
っ
き
過
ぎ
て
傀
儡
師
の
人
形
に
衝
撃
を
与
え
て
し
ま
う
。

意
味
で
紐
の
両
側
を
し
っ
か
り
と
張
り
な
が
ら
円
滑
に
回
転
さ
せ
て
い
か
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
操
作
を
誤
ら
な
け
れ
ば
、
ゆ
っ
た
り
と
傀
儡
師
が
箱
の
な
か

そ
の
二

形
の
腕
の
回
転

機
構
と
同
じ
よ

う
に
両
側
か
ら

引
き
な
が
ら
、

ゆ
っ
く
り
と
円

盤
を
回
転
さ
せ

て
い
っ
た
。
片

方
の
紐
だ
け
を

引
く
と
、
回
転

の
途
中
ま
で
は

ゆ
っ
た
り
と
し

た
動
き
で
よ
い

の
だ
が
、
後
半

で
一
気
に
人
形

が
箱
に
落
ち
込

ん
で
し
ま
う
。

逆
の
場
合
も
、

　
　
　
　
そ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
四

に
畳
み
込
ま
れ
、
ま
た
、
ゆ
っ
た
り
と
元
に
戻
っ
た
。
現
在
の
伝
承
で
は
、
偲

偲
師
の
円
盤
を
固
定
し
て
い
る
内
部
の
骨
組
み
の
棒
を
手
で
押
し
た
り
、
引
い

た
り
し
て
、
傀
儡
師
を
畳
み
込
ん
で
い
る
。
し
か
し
、
先
に
見
た
よ
う
に
傀
儡

師
の
上
半
身
に
内
蔵
さ
れ
て
い
る
円
盤
の
回
転
を
利
用
す
れ
ば
、
紐
の
遠
隔
操

作
で
傀
儡
師
の
収
納
、
復
元
が
可
能
に
な
る
。
元
来
、
そ
の
よ
う
に
作
ら
れ
て

い
た
の
で
あ
る
。

　
ま
た
、
従
来
の
伝
承
で
は
、
三
つ
折
り
の
舟
は
、
あ
ら
か
じ
め
そ
れ
を
傍
ら

に
準
備
し
て
お
い
て
、
遣
い
手
が
箱
の
背
後
か
ら
手
で
持
ち
上
げ
て
、
し
だ
い

に
舟
を
引
き
伸
ば
し
て
箱
の
上
に
舟
の
姿
が
現
わ
れ
る
よ
う
に
遣
っ
て
い
る
。

し
か
し
、
元
来
、
傀
儡
師
の
か
ら
く
り
は
、
傀
儡
師
か
ら
舟
弁
慶
、
舟
弁
慶
か

ら
傀
儡
師
と
い
う
変
化
が
最
も
重
要
な
働
き
で
あ
っ
た
。
そ
の
変
化
の
演
出
は
、

先
の
傀
儡
師
の
遠
隔
操
作
に
よ
る
畳
み
込
み
と
と
も
に
、
舟
の
出
現
の
仕
方
に

お
い
て
も
重
要
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
舟
が
三
つ
折
り
に
な
っ
て
い
る
の
は
、

元
来
、
箱
の
上
に
出
現
し
た
三
つ
折
り
の
舟
が
こ
の
状
態
か
ら
し
だ
い
に
左
右

に
開
い
て
、
舟
弁
慶
の
場
面
に
転
換
す
る
よ
う
に
作
ら
れ
て
い
た
の
で
は
な
い

か
と
推
定
さ
れ
る
。
そ
れ
で
は
、
三
つ
折
り
の
舟
の
折
り
畳
ま
れ
る
両
側
に
付

け
た
糸
で
操
作
す
れ
ば
よ
い
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
（
写
真
１
９
）
。
と

こ
ろ
が
、
舟
を
三
っ
に
畳
む
こ
と
は
糸
の
操
作
で
で
き
る
が
、
残
念
な
が
ら
舟

を
開
く
こ
と
は
で
き
な
い
。
現
在
の
舟
に
も
そ
う
し
た
糸
が
張
ら
れ
て
い
る
が
、

そ
れ
は
あ
く
ま
で
舟
が
こ
れ
以
上
開
か
な
い
よ
う
に
ス
ト
ッ
パ
ー
の
役
割
を
す



る
糸
で
あ
っ
て
、
こ
の

舟
の
開
閉
と
は
関
係
は

な
い
。
そ
こ
で
、
さ
ら

に
舟
の
各
部
位
を
詳
細

に
検
討
し
て
み
る
と
、

舟
の
三
つ
折
り
に
な
る

骨
組
み
の
部
材
の
中
に

写
真
の
よ
う
な
切
れ
込

み
が
あ
り
、
そ
の
切
れ

込
み
の
両
側
に
明
ら
か

に
細
い
軸
を
固
定
す
る

た
め
の
穴
が
明
い
て
い

る
（
写
真
２
０
）
。
こ
の

切
れ
込
み
が
写
真
１
９
の

２０真写

よ
う
に
舟
の
前
後
に
っ
い
て
い
る
。
こ
れ
を
利
用
し
て
舟
を
畳
み
込
ん
だ
り
、

引
き
伸
ば
し
た
り
し
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
推
測
が
っ
く
。
今
回
は
、
竹
の
ひ
ご

を
利
用
し
て
み
た
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
切
れ
込
み
に
竹
の
ひ
ご
を
固
定
す
る
把

手
を
付
け
、
ひ
ご
を
舟
の
底
に
明
け
ら
れ
て
い
る
四
角
の
穴
に
通
し
て
、
舟
の

下
か
ら
ひ
ご
を
押
し
上
げ
て
舟
を
拡
げ
、
畳
む
と
き
に
は
ひ
ご
を
引
い
て
舟
を

引
き
寄
せ
た
。
こ
れ
で
舟
の
開
閉
の
遠
隔
操
作
が
可
能
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
っ

　
　
　
　
　
田
中
組
「
傀
儡
師
」
の
人
形
と
そ
の
か
ら
く
り
の
構
造
　
そ
の
二

た
。
こ
の
舟
の
伸
縮
装
置
の
素
材
が
竹
の
ひ
ご
で
あ
る
か
ど
う
か
は
別
に
し
て
、

こ
う
し
た
機
構
を
備
え
て
い
れ
ば
こ
そ
、
舟
が
箱
の
背
後
か
ら
現
わ
れ
る
と
同

時
に
舟
が
押
し
開
か
れ
て
義
経
、
弁
慶
、
舟
子
が
登
場
す
る
と
い
う
演
出
が
可

能
に
な
る
。
ま
た
、
こ
う
し
た
機
構
を
前
提
に
し
て
は
じ
め
て
、
舟
の
底
に
あ

る
四
角
の
穴
の
意
味
も
、
よ
く
理
解
で
き
る
。

　
唐
子
人
形
が
傀
儡
師
の
箱
の
中
か
ら
登
場
し
て
チ
ャ
ッ
パ
を
打
ち
鳴
ら
し
て

踊
っ
た
あ
と
、
再
び
箱
の
中
に
姿
を
消
し
て
い
く
。
そ
の
箱
の
中
に
さ
ら
に
俺

偲
師
が
畳
み
込
ま
れ
、
そ
の
箱
か
ら
、
実
際
に
は
箱
の
背
後
か
ら
舟
が
出
現
す

る
と
い
う
一
連
の
変
化
が
傀
儡
師
の
か
ら
く
り
の
醍
醐
味
で
あ
っ
た
。
田
中
組

に
伝
承
さ
れ
て
い
る
傀
儡
師
の
構
造
を
分
析
し
た
結
果
、
そ
う
し
た
連
続
の
変

化
の
演
出
が
か
っ
て
は
可
能
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
確
認
で
き
た
。
そ
の
た

め
に
、
傀
儡
師
の
箱
や
舟
に
工
夫
を
凝
ら
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
小
人
形
に
も
微
妙

な
動
作
が
で
き
る
よ
う
に
操
作
糸
を
組
み
込
ん
で
い
る
。
こ
う
し
て
、
現
存
す

る
か
ら
く
り
の
動
態
と
構
造
か
ら
、
こ
の
か
ら
く
り
の
元
来
の
動
き
を
復
元
し

っ
っ
調
査
を
続
け
て
き
た
。
こ
こ
で
、
我
々
は
、
か
ら
く
り
人
形
の
動
き
が
現

在
の
伝
承
を
上
回
っ
て
は
る
か
に
繊
細
な
動
き
を
実
現
し
え
て
い
た
か
も
し
れ

な
い
と
い
う
こ
と
に
留
意
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
そ
の
動
き
は
微
妙
な
糸
の

遣
い
方
に
よ
っ
て
左
右
さ
れ
る
。
複
雑
に
張
り
め
ぐ
ら
さ
れ
た
糸
を
巧
み
に
操

作
し
て
い
く
、
ま
さ
に
絶
妙
な
糸
取
り
の
技
が
生
き
て
い
た
時
代
を
想
定
す
べ

き
で
あ
ろ
う
。
強
か
ら
ず
弱
か
ら
ず
、
ほ
ん
の
わ
ず
か
な
力
で
人
形
を
自
在
に
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田
中
組
「
傀
儡
師
」
の
人
形
と
そ
の
か
ら
く
り
の
構
造
　
そ
の
二

操
る
、
鍛
え
ぬ
か
れ
た
か
ら
く
り
の
妙
技
を
念
頭
に
置
く
必
要
が
あ
る
の
で
は

な
か
ろ
う
か
。

　
付
記
　
本
稿
を
成
す
に
当
た
り
、
愛
知
県
半
田
市
亀
崎
田
中
組
の
皆
さ
ん
の

ご
協
力
、
と
り
わ
け
、
古
田
龍
也
氏
の
ご
教
示
に
深
謝
申
し
上
げ
ま
す
。
な
お
、

本
稿
は
、
一
九
九
三
年
度
同
志
社
大
学
学
術
奨
励
研
究
の
成
果
の
一
部
で
も
あ

り
ま
す
。

四
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