
か
ら
く
り
と
浮
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山
　
　
田

和
　
　
人

　
か
ら
く
り
研
究
の
資
料
は
、
か
ら
く
り
の
動
態
を
と
ら
え
る
こ
と
を
主
要
な

目
的
と
す
る
限
り
、
や
は
り
、
現
存
か
ら
く
り
、
及
び
、
そ
の
映
像
資
料
・
写

真
資
料
が
も
っ
と
も
高
い
資
料
価
値
を
有
す
る
こ
と
に
な
る
。
さ
ら
に
、
か
ら

く
り
関
連
の
絵
尽
し
、
絵
番
付
や
浄
瑠
璃
・
歌
舞
伎
の
挿
絵
を
は
じ
め
と
す
る

絵
画
資
料
が
そ
れ
に
次
ぐ
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
れ
ら
に
伴
う
本
文
が
貴
重
で
あ
る

こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。

　
ま
た
、
こ
れ
ら
以
外
に
も
、
多
様
な
か
ら
く
り
関
連
の
周
辺
資
料
が
存
在
す

る
。
こ
れ
ら
の
整
備
も
ま
た
重
要
な
課
題
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
拙
稿
に
お
い

て
も
試
み
た
こ
と
が
あ
る
が
、
絵
本
や
、
双
六
な
ど
の
遊
戯
関
連
資
料
な
ど
も
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
０

か
ら
く
り
研
究
の
貴
重
な
資
料
で
あ
る
。
か
ら
く
り
研
究
の
進
展
の
た
め
に
は
、

こ
う
し
た
か
ら
く
り
関
連
の
周
辺
資
料
の
調
査
・
整
備
・
分
析
は
き
わ
め
て
重

要
な
作
業
と
い
え
る
。

　
本
稿
で
は
、
か
ら
く
り
の
周
辺
資
料
と
し
て
の
浮
世
草
子
に
注
目
し
て
み
た

　
　
　
　
　
か
ら
く
り
と
浮
世
草
子

い
。
こ
こ
で
は
、
二
点
の
浮
世
草
子
の
記
述
を
中
心
に
、
そ
れ
ら
が
、
ど
の
程

度
か
ら
く
り
研
究
の
資
料
た
り
得
る
の
か
、
検
討
し
て
み
た
い
。
こ
こ
で
の
検

討
の
結
果
が
同
時
に
浮
世
草
子
の
研
究
に
も
何
ら
か
の
か
た
ち
で
寄
与
し
得
れ

ば
幸
い
で
あ
る
。『

太
平
色
番
匠
』
「
ｅ
末
社
御
前
が
・
り
」

に
つ
い
て

　
本
作
は
、
天
理
図
書
館
善
本
叢
書
「
浮
世
草
子
集
」
二
の
解
題
に
よ
れ
ば
、

「
宝
永
六
年
前
半
期
の
刊
行
」
と
推
定
さ
れ
て
い
る
。
内
容
は
竹
本
近
六
と
松

本
時
五
郎
が
か
ら
く
り
細
工
で
腕
を
競
い
合
う
が
、
勝
利
し
た
近
六
を
時
五
郎

が
謀
計
を
め
ぐ
ら
し
て
、
陥
れ
る
と
い
う
展
開
に
な
っ
て
い
る
。
そ
の
意
味
で
、

『
太
平
色
番
匠
』
の
設
定
に
お
い
て
、
か
ら
く
り
の
要
素
は
不
可
欠
で
あ
る
。

あ
る
い
は
、
こ
の
か
ら
く
り
の
競
演
と
い
う
趣
向
も
何
ら
か
の
当
て
込
み
か
ら

き
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
今
は
触
れ
な
い
。
一
」
う
し
た
展
開
の
作
品
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
九



　
　
　
　
　
か
ら
く
り
と
浮
世
草
子

あ
る
の
で
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
本
文
中
に
は
、
い
ろ
い
ろ
の
か
ら
く
り
が

盛
り
込
ま
れ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
ま
ず
、
巻
一
「
○
末
社
御
前
が
・
り
」
の
当
該
の
本
文
を
掲
げ
る
。

　
兎
角
大
智
恵
と
い
ふ
今
の
世
中
。
大
む
か
し
内
裏
御
造
営
に
飛
騨
国
の
工
を

召
れ
其
後
も
紫
震
殿
の
造
は
。
か
れ
ら
が
な
が
れ
末
に
は
。
二
道
に
唱
家
作
り

を
大
工
と
い
ひ
。
偶
人
の
操
を
糸
練
師
と
い
ひ
子
を
出
す
や
っ
を
夜
事
細
工
と

い
ふ
。
ぜ
ん
ま
い
糸
が
ら
く
り
。
砂
時
計
吹
子
仕
か
け
に
。
智
恵
の
輪
を
み
が

く
竹
本
近
六
と
い
ふ
男
し
出
し
水
中
よ
り
烏
帽
子
直
衣
に
て
出
る
。
其
人
少
も

濡
ず
。
是
な
め
し
皮
の
袋
を
こ
し
ら
へ
。
そ
れ
に
水
を
へ
だ
つ
る
尤
な
事
聞
て

か
ら
は
べ
っ
し
て
も
な
い
事
な
れ
ど
人
の
気
を
と
る
が
道
く
の
達
人
。
又
松

本
時
五
郎
と
い
ふ
工
み
。
近
年
万
事
近
六
に
仕
落
さ
れ
。
無
念
に
思
ひ
枕
を
わ

つ
て
天
鼓
と
名
号
。
衣
桁
に
四
筋
の
紐
を
以
て
中
に
釣
。
謡
一
番
を
一
挺
鼓
に

打
す
る
や
を
は
の
拍
子
み
ぢ
ん
遅
速
な
く
。
天
晴
上
手
の
打
人
も
肝
を
っ
ぷ
し
。

干
鱈
五
枚
持
て
礼
に
わ
せ
る
。
是
通
路
事
と
い
ふ
て
。
衣
桁
の
足
よ
り
台
に
至

り
。
人
隠
居
て
四
筋
の
紐
よ
り
鼓
を
打
也
。
此
格
に
て
は
い
か
や
う
な
。
場
の

あ
る
事
も
成
べ
し
。
人
賢
過
気
の
付
所
が
う
は
か
は
ぶ
き
に
な
る
。
当
世
を
積

っ
て
時
五
郎
が
工
夫
尤
な
り
と
て
又
近
六
は
。
大
力
人
形
を
こ
し
ら
へ
大
兵
の

男
十
人
に
首
引
さ
す
誰
で
も
こ
ざ
れ
い
か
な
後
へ
こ
そ
引
。
前
へ
は
一
す
ん
も

引
出
さ
れ
ぬ
同
し
く
通
路
事
也
。
弥
時
五
郎
が
工
み
。
未
熟
成
と
い
は
れ
。
口

惜
近
六
と
火
を
す
っ
て
。
遺
恨
深
く
。
き
や
っ
が
細
工
の
名
を
落
す
手
だ
て
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
〇

案
じ
。
心
に
う
な
づ
き
。
近
六
め
に
う
ゐ
め
を
見
す
る
智
恵
が
て
た
ぞ
と
四
五

人
の
手
下
ら
に
さ
・
や
き
法
師
撫
付
。
ざ
ん
切
半
髪
の
か
づ
ら
を
か
ぶ
ら
せ
其

身
も
や
つ
し
大
臣
田
舎
侍
と
名
乗
の
作
兵
衛
と
い
ふ
駕
篭
を
。
こ
ま
づ
け
ぐ
わ

さ
と
よ
い
物
は
づ
み
。
作
が
案
内
に
て
。
い
ば
ら
き
童
子
。
天
窓
か
ら
諸
事
。

雲
上
と
高
ふ
と
ま
り
。
酒
も
こ
さ
わ
ぎ
に
呑
か
け
。
目
利
と
あ
れ
こ
れ
貸
内
に
。

近
六
が
二
世
と
互
に
い
び
の
ま
た
に
入
ぼ
く
ろ
し
た
。
住
吉
や
の
台
。
な
ら
ぬ

も
ら
い
を
。
働
と
い
び
っ
な
も
の
。
投
か
け
く
。
き
ほ
ひ
か
ら
て
上
す
る

女
ご
首
で
は
し
り
あ
る
ひ
て
。
続
き
の
五
日
。
丸
で
今
宵
か
ら
の
さ
し
か
へ
と
。

鬼
の
か
い
な
と
つ
た
や
う
に
茨
木
屋
の
は
ん
じ
や
う
。
上
下
も
て
か
へ
す
内
に

は
や
太
夫
様
の
と
い
ふ
か
ら
や
・
し
ば
し
。

　
「
水
中
よ
り
烏
帽
子
直
衣
に
て
出
る
。
其
人
少
も
濡
ず
」
と
い
う
竹
本
近
六

の
か
ら
く
り
が
、
ま
ず
、
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
か
ら
く
り
に
っ
い
て
は
、
拙

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

稿
「
手
妻
研
究
資
料
と
し
て
の
『
若
水
千
歳
狐
』
」
に
お
い
て
詳
述
し
た
よ
う

に
、
『
若
水
千
歳
狐
』
に
は
「
水
中
よ
り
れ
い
じ
ん
の
す
が
た
に
て
山
本
弥
八

郎
出
と
り
か
ふ
と
を
さ
ら
し
の
人
形
と
か
へ
る
　
二
人
の
人
形
ぬ
の
さ
ら
し
の

き
よ
く
を
つ
か
ふ
手
づ
ま
」
の
用
例
が
あ
り
、
表
紙
に
も
伶
人
姿
の
山
本
弥
八

郎
が
水
中
か
ら
現
れ
て
、
手
妻
人
形
を
遣
う
と
こ
ろ
が
描
か
れ
て
い
る
。
こ
れ

と
同
様
に
、
『
竹
田
大
唐
繰
』
の
大
切
り
に
も
伊
藤
出
羽
の
手
妻
遣
い
が
描
か

れ
て
い
る
。

　
こ
の
趣
向
自
体
は
、
す
で
に
、
『
菓
大
門
屋
敷
』
の
山
本
飛
騨
檬
に
関
す
る



　
　
乏
守
疋
孤
つ
ひ
な
ダ
ド
い
６

孫静雀
噺

コ

“

　
ざ

“
…

、
、
ノ

一
ギ

雪
／

称

．
）

）
＼
．
．
一

　
　
白
　
二

　
。
一
，
じ
一

一
へ
一
…

　
一
一
　
　
　
ｓ

　
、
　
　
〃

、
、
“
＼

余
下
令

ね
弩
足

　
リ

倣
・
　
、

術
｛
，

吻
…
…
州
フ

、

参
ふ

そ
こ
す
蚤
マ
ら
？
め
も
り
■
ｋ
蒙
侍
ク

ろ
俗
「
グ
ー
に
く
メ
の
り
Ｙ
・
コ
）
ん
孝
＼
〈
Ｈ
ー

プ
く
３
正
て
呈
ろ
多
ユ
〃

尽
可
↑
（
下
ト
多
つ
め
ア
ミ
嵐
バ
て
人
派

て
夏
↑
、
り
・
弍
ケ
が
れ
て
さ
膏

拍
へ
冬
ひ
ろ
げ
１
－
董
と
丈
て
く

完
↑
冬
そ
る
ヘ
グ
ヘ
凧
？
｛
至
工

　
　
　
　
　
“

』草鑑
－
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か
ら
く
り
と
浮
世
草
子

記
事
と
し
て
「
別
し
て
水
学
の
術
を
得
、
水
中
に
入
り
て
水
中
よ
り
出
づ
る
に
、

衣
服
を
ぬ
ら
さ
ず
」
と
あ
る
の
と
同
工
の
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
『
磯
訓
蒙
鑑

草
』
に
も
「
水
の
中
へ
人
形
っ
か
ひ
な
が
ら
は
い
る
　
人
形
も
人
も
ぬ
れ
ま
せ

ぬ
」
か
ら
く
り
が
記
さ
れ
て
い
る
。
同
書
に
は
、
こ
の
か
ら
く
り
の
仕
掛
け
を

次
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
。
「
是
は
如
図
水
舟
の
底
に
人
の
出
入
す
る
ほ
ど

の
穴
を
明
ケ
　
其
穴
に
皮
に
て
作
り
た
る
袋
の
そ
こ
な
き
を
こ
し
ら
へ
　
か
の

穴
の
口
に
ぬ
い
付
ケ
う
る
し
に
て
と
め
　
口
を
き
ん
ち
や
く
の
ご
と
く
く
、
る

や
う
二
し
て
引
き
し
め
　
水
き
わ
よ
り
五
寸
ほ
ど
下
に
し
づ
め
を
き
　
扱
其
水

の
内
へ
入
ら
ん
と
す
る
と
き
舟
な
り
と
も
何
な
り
と
も
か
の
皮
の
と
を
り
へ

な
が
し
て
や
れ
ば
　
下
よ
り
其
な
が
れ
て
き
た
る
物
へ
口
を
ひ
ろ
げ
し
ゆ
へ

う
へ
と
し
た
へ
穴
で
き
　
其
内
へ
人
形
つ
か
い
な
が
ら
入
ル
に
水
に
ぬ
れ
ず
し

て
が
く
や
へ
人
か
よ
ふ
な
り
」
。

　
先
の
『
太
平
色
番
匠
』
の
記
事
に
は
、
「
是
な
め
し
皮
の
袋
を
こ
し
ら
へ
。

そ
れ
に
水
を
へ
だ
つ
る
」
と
あ
り
、
こ
の
記
述
は
、
か
ら
く
り
の
種
明
か
し
本

と
い
え
る
『
磯
訓
蒙
鑑
草
』
と
一
致
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
の
か
ら
く
り
の

構
造
に
つ
い
て
「
尤
な
事
聞
て
か
ら
は
べ
っ
し
て
も
な
い
事
な
れ
ど
人
の
気
を

と
る
が
道
の
達
人
」
と
評
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
評
が
つ
く
と
こ
ろ
も
面
白
い
。

作
者
は
こ
う
し
た
か
ら
く
り
に
あ
る
程
度
造
詣
の
深
い
人
物
で
あ
っ
た
よ
う
に

見
受
け
ら
れ
る
。

　
こ
の
近
六
の
か
ら
く
り
に
対
抗
し
て
、
松
本
時
五
郎
は
、
天
鼓
の
か
ら
く
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一
一
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二
二

を
も
っ
て
す
る
。

　
「
枕
を
わ
つ
て
天
鼓
と
名
号
。
衣
桁
に
四
筋
の
紐
を
以
て
中
に
釣
。
謡
一
番

を
一
挺
鼓
に
打
す
る
や
を
は
の
拍
子
み
じ
ん
遅
速
な
く
。
天
晴
上
手
の
打
人
も

肝
を
つ
ぷ
し
。
干
鱈
五
枚
持
て
礼
に
わ
せ
る
」
と
、
こ
の
か
ら
く
り
は
好
評
を

博
す
る
こ
と
に
な
る
。

　
こ
の
天
鼓
の
か
ら
く
り
に
関
し
て
は
、
多
く
の
絵
画
資
料
が
残
っ
て
い
る
。

『
若
楓
東
雛
形
』
に
も
、
「
か
ら
く
り
幽
曲
巨
水
鼓
」
が
あ
り
、
「
さ
て
と
り
立

ま
し
た
る
っ
、
・
み
の
は
こ
は
か
ざ
り
置
ま
し
た
る
い
か
う
の
わ
く
へ
か
け
ま
す

れ
ば
　
お
の
れ
と
音
が
い
た
し
ま
す
　
四
ほ
う
見
わ
た
し
に
っ
か
ま
っ
り
ま
し

て
　
し
つ
ら
い
の
な
い
所
を
御
ら
ん
下
さ
れ
ま
せ
　
は
こ
を
御
目
と
を
り
に
て

あ
ら
た
め
又
と
り
立
ま
す
る
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
以
外
に
も
『
竹
田
大

か
ら
く
り
双
六
』
の
「
て
ん
こ
う
ん
り
や
う
か
く
（
天
鼓
雲
龍
閣
）
」
の
画
証

や
『
用
明
天
皇
職
人
鑑
』
の
表
紙
見
返
し
の
挿
絵
に
も
描
か
れ
て
い
る
。

　
そ
の
構
造
に
つ
い
て
は
、
『
磯
訓
蒙
鑑
草
』
に
次
の
よ
う
に
あ
る
。
す
な
わ

ち
、
「
天
鼓
の
か
ら
く
り
」
と
し
て
、
「
天
こ
の
謡
に
合
ま
し
て
箱
の
中
の
つ
“

み
お
の
れ
と
ひ
や
う
し
を
と
り
ま
す
る
」
絵
と
、
そ
の
図
解
が
収
め
ら
れ
て
い

る
。
そ
の
図
解
編
の
本
文
を
引
用
し
て
お
く
。
「
如
此
は
ち
弓
は
か
ね
て
鼓
の

箱
の
中
に
仕
込
て
あ
り
扱
つ
・
み
を
入
レ
候
と
き
筒
皮
み
な
は
づ
し
か
た
つ

け
　
壱
枚
の
皮
う
ち
は
大
鼓
の
き
み
に
し
か
け
あ
る
を
　
か
の
ば
ち
の
あ
た
る

所
へ
な
を
し
糸
を
っ
な
ぎ
っ
う
じ
か
け
お
く
時
　
ゑ
ん
の
下
よ
り
う
た
ひ
に
合



て
引
な
り
」
と
あ
り
、
鼓
の
箱
の
中
に
あ
ら
か
じ
め
仕
掛
け
て
あ
る
鯨
製
の
援

弓
で
、
分
解
し
た
鼓
の
皮
を
所
定
の
位
置
に
設
置
し
て
、
縁
の
下
に
通
じ
て
い

る
、
衣
桁
を
通
し
た
引
き
糸
を
引
い
て
、
謡
に
合
わ
せ
て
鼓
の
音
を
鳴
ら
す
か

ら
く
り
で
あ
る
。
鼓
を
吊
る
し
て
あ
る
紐
の
中
に
引
き
糸
を
通
し
て
、
見
物
か

ら
見
え
な
い
よ
う
に
す
る
の
が
工
夫
で
あ
る
。
こ
う
し
た
工
夫
を
、
『
太
平
色

番
匠
』
の
作
者
は
心
得
て
お
り
、
「
是
通
路
事
と
い
ふ
て
。
衣
桁
の
足
よ
り
台

に
至
り
。
人
隠
居
て
四
筋
の
紐
よ
り
鼓
を
打
也
。
此
格
に
て
は
い
か
や
う
な
。

場
の
あ
る
事
も
成
べ
し
。
人
賢
過
気
の
付
所
が
う
は
か
は
ぶ
き
な
る
」
と
評
し

て
い
る
。
通
路
事
と
い
う
術
語
は
当
時
の
か
ら
く
り
の
世
界
で
一
般
的
な
も
の

で
あ
る
。
「
衣
桁
の
足
よ
り
台
に
至
り
。
人
隠
居
て
四
筋
の
紐
よ
り
鼓
を
打
」

と
い
う
の
は
、
本
文
だ
け
で
は
何
が
衣
桁
の
足
か
ら
、
台
に
至
っ
て
い
る
の
か
、

人
が
隠
れ
て
四
筋
の
紐
よ
り
鼓
を
打
っ
と
は
ど
う
い
う
こ
と
な
の
か
、
暖
味
な

よ
う
に
田
い
え
る
。
し
か
し
、
こ
れ
は
作
者
が
こ
の
か
ら
く
り
に
つ
い
て
暖
味
な

知
識
し
か
持
た
な
か
っ
た
た
め
に
起
こ
っ
た
混
乱
生
言
う
こ
と
で
は
あ
る
ま
い
。

む
し
ろ
、
作
者
は
、
こ
の
か
ら
く
り
の
内
実
を
熟
知
し
て
お
り
、
こ
の
あ
た
り

の
書
き
ぶ
り
は
、
そ
う
し
た
こ
と
は
当
然
で
、
わ
ざ
わ
ざ
書
く
必
要
も
な
い
と

い
っ
た
風
で
あ
る
。
こ
こ
は
、
前
掲
の
絵
画
資
料
類
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、

「
衣
桁
の
足
よ
り
台
に
至
」
る
の
は
、
四
筋
の
紐
の
中
を
通
し
て
、
衣
桁
の
足

か
ら
縁
の
下
に
抜
け
て
い
く
引
き
糸
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
ま
た
、
「
人
隠
居

て
四
筋
の
紐
よ
り
鼓
を
打
」
つ
場
所
は
、
実
際
に
は
、
舞
台
の
縁
の
下
で
あ
る

　
　
　
　
　
か
ら
く
り
と
浮
世
草
子

が
、
こ
の
本
文
で
は
、
そ
の
場
所
は
明
示
さ
れ
て
い
な
い
。
む
し
ろ
、
四
筋
の

紐
を
通
し
た
引
き
糸
を
操
作
し
て
鼓
を
打
つ
と
い
う
遠
隔
操
作
の
か
ら
く
り
で

あ
る
こ
と
が
強
調
さ
れ
て
い
る
と
解
釈
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
こ
の
時
五
郎
の
天
鼓
の
か
ら
く
り
に
対
し
て
、
近
六
が
制
作
し
た
の
が
、

「
大
力
人
形
」
で
あ
っ
た
。
「
近
六
は
。
大
力
人
形
を
こ
し
ら
へ
大
兵
の
男
十
人

に
首
引
さ
す
誰
で
も
こ
ざ
れ
い
か
な
後
へ
こ
そ
引
。
前
へ
は
一
す
ん
も
引
出
さ

れ
ぬ
同
し
く
通
路
事
也
」
と
あ
る
が
、
こ
れ
も
、
か
ら
く
り
で
お
馴
染
み
の

「
首
引
人
形
」
で
あ
っ
た
。
『
磯
訓
蒙
鑑
草
』
の
図
解
編
に
は
「
首
引
大
力
人

形
」
と
あ
り
、
「
此
か
ら
く
り
も
芝
居
の
う
し
ろ
二
が
く
や
あ
り
　
此
所
二
人

二
人
巻
ろ
く
ろ
に
て
引
な
り
　
が
く
屋
の
壱
人
力
人
形
の
所
に
て
は
拾
人
力
の

余
に
聞
な
り
」
と
あ
り
、
力
学
的
に
は
鞭
櫨
の
原
理
で
、
小
さ
な
力
で
大
き
い

エ
ネ
ル
ギ
ー
を
生
み
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
い
わ
ば
、
ｏ
ｏ
ｏ
彗
汀
ア
皇
目
皇
婁
。
。

が
垂
直
方
向
に
働
く
の
に
対
し
て
、
そ
れ
が
水
平
方
向
に
働
く
と
考
え
れ
ば
よ

い
。
縁
の
下
で
直
径
の
比
較
的
大
き
な
鞭
櫨
の
取
っ
手
を
回
転
さ
せ
る
と
、
そ

の
力
は
観
客
の
相
当
数
に
匹
敵
す
る
力
を
発
揮
し
た
で
あ
ろ
う
。

　
な
お
、
「
此
ゆ
へ
に
人
形
の
首
よ
り
地
の
下
の
ろ
く
ろ
は
み
な
く
ろ
が
ね
に

て
至
極
で
う
ぶ
に
作
る
へ
し
」
と
い
う
本
文
は
、
理
に
か
な
っ
て
お
り
、
こ
の

か
ら
く
り
で
最
も
重
要
な
、
人
形
の
支
柱
及
び
鞭
轄
を
鉄
製
に
し
て
頑
丈
に
作

る
必
要
が
確
か
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
か
ら
く
り
研
究
か
ら
見
て
、
一
」
う
し
た
指
摘
は
他
に
は
見
出
さ
れ
な
い
貴
重

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
三
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な
も
の
で
あ
る
と
同
時
に
、
こ
の
作
品
に
即
し
て
言
え
ば
、
本
作
の
作
者
を
推

定
す
る
際
に
、
か
ら
く
り
に
精
通
し
た
人
物
、
あ
る
い
は
、
そ
う
し
た
知
識
を

身
近
に
得
る
こ
と
の
で
き
る
立
場
に
あ
っ
た
人
物
を
想
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
こ
と
に
な
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、
時
五
郎
の
天
鼓
の
か
ら
く
り
を
相
手
に
し
て
、
近
六
は
、
同

じ
く
通
路
事
で
勝
負
を
挑
み
、
見
事
に
打
ち
勝
っ
た
と
い
う
設
定
で
あ
る
。
こ

の
一
件
か
ら
、
時
五
郎
は
近
六
の
細
工
の
評
判
を
落
と
す
べ
く
、
謀
計
を
め
ぐ

ら
す
と
い
う
か
た
ち
で
、
話
が
展
開
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
。

　
こ
こ
で
取
り
上
げ
た
の
は
、
か
ら
く
り
と
、
と
り
わ
け
、
関
運
の
深
い
本
文



で
あ
る
が
、
そ
の
書
き
ぶ
り
か
ら
は
、
作
者
が
、
か
ら
く
り
に
か
な
り
精
通
し

て
い
た
と
推
定
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
本
文
の
内
容
は
、
か
ら
く
り
の
種
明

か
し
本
で
あ
る
『
磯
訓
蒙
鑑
草
』
の
記
述
と
一
致
し
て
お
り
、
そ
う
し
た
当
時

の
か
ら
く
り
の
実
情
を
十
分
に
踏
ま
え
て
執
筆
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　
『
磯
訓
蒙
鑑
草
』
の
刊
行
が
、
享
保
十
五
年
で
あ
り
、
宝
永
六
年
前
半
期
と

推
定
さ
れ
て
い
る
本
作
が
、
こ
れ
を
直
接
踏
ま
え
て
い
る
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。

と
は
い
う
も
の
の
、
作
者
が
実
際
の
見
聞
を
も
と
に
、
こ
の
本
文
を
執
筆
し
て

い
る
の
か
、
あ
る
い
は
、
す
で
に
、
『
磯
訓
蒙
鑑
草
』
に
類
す
る
か
ら
く
り
の

解
説
書
が
刊
行
さ
れ
て
い
た
の
か
、
こ
の
点
に
っ
い
て
は
、
今
は
確
認
の
し
よ

う
が
な
い
。
た
だ
、
一
」
う
し
た
か
ら
く
り
や
手
品
に
関
連
す
る
種
明
か
し
本
の

版
行
が
盛
ん
に
な
る
時
期
は
、
享
保
頃
か
ら
で
、
宝
永
頃
の
も
の
は
き
わ
め
て

少
な
い
。
た
と
え
ば
、
『
磯
訓
蒙
鑑
草
』
の
作
者
で
あ
る
多
賀
谷
環
中
仙
の
活

躍
に
注
目
し
て
も
、
『
珍
術
さ
ん
げ
袋
』
（
享
保
十
年
以
前
）
、
『
続
繊
悔
袋
』

（
享
保
十
二
年
）
、
『
和
国
智
恵
較
』
（
享
保
十
二
年
）
、
『
唐
土
秘
事
海
』
（
享
保

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

十
八
年
）
な
ど
、
ほ
ぼ
享
保
年
問
に
集
中
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
点
か
ら
言
え

ば
、
や
は
り
、
『
太
平
色
番
匠
』
が
、
こ
れ
ら
の
種
明
か
し
本
を
参
照
し
て
作

ら
れ
た
可
能
性
は
低
い
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
な
お
、
こ
れ
ら
の
手
品
関
連
資

料
に
つ
い
て
は
、
か
ら
く
り
研
究
の
立
場
か
ら
改
め
て
考
察
を
加
え
る
つ
も
り

で
あ
る
。

　
絵
画
資
料
は
、
か
ら
く
り
の
動
態
を
と
ら
え
る
上
で
貴
重
で
あ
る
が
、
『
太

　
　
　
　
　
か
ら
く
り
と
浮
世
草
子

平
色
番
匠
』
に
も
、
こ
の
天
鼓
の
か
ら
く
り
と
「
大
力
人
形
」
の
か
ら
く
り
の

舞
台
図
が
挿
絵
と
し
て
収
め
ら
れ
て
い
る
。

　
そ
の
挿
絵
に
は
、
「
山
本
弥
三
五
郎
」
が
天
鼓
の
か
ら
く
り
の
口
上
を
述
べ

て
い
る
と
こ
ろ
が
描
か
れ
て
い
る
。
ま
た
、
「
竹
田
出
雲
か
さ
い
く
人
形
け
ん

ぶ
っ
と
く
ひ
引
す
る
」
と
こ
ろ
が
描
か
れ
、
出
雲
が
口
上
を
の
べ
て
い
る
。
見

物
が
「
な
が
ふ
く
一
と
噺
し
た
り
、
「
ゑ
い
や
く
一
と
か
け
声
を
か
け
て

五
人
ほ
ど
の
見
物
が
首
引
き
を
し
て
い
る
と
こ
ろ
が
描
か
れ
て
お
り
、
見
物
が

皆
大
力
人
形
の
方
に
注
目
し
て
い
る
の
も
、
本
文
と
合
わ
せ
見
る
と
興
味
深
い
。

こ
の
首
引
き
人
形
の
か
ら
く
り
の
絵
画
資
料
は
案
外
少
な
く
、
舞
台
上
で
の
上

演
図
は
き
わ
め
て
少
な
い
。
そ
の
意
味
で
、
か
ら
く
り
研
究
の
貴
重
な
上
演
資

料
と
い
え
る
。

　
こ
こ
で
注
目
さ
れ
る
の
は
、
竹
本
近
六
や
松
本
時
五
郎
ら
登
場
人
物
で
は
な

く
、
竹
田
出
雲
、
山
本
弥
三
五
郎
ら
実
際
の
か
ら
く
り
師
が
描
か
れ
て
い
る
こ

と
で
あ
る
。
こ
の
当
時
、
竹
田
出
雲
は
、
竹
本
座
の
座
本
と
し
て
活
躍
し
て
お

り
、
そ
の
舞
台
に
か
ら
く
り
や
手
妻
な
ど
の
多
彩
な
演
出
を
工
夫
し
て
竹
本
座

の
隆
盛
期
を
形
成
し
て
い
っ
た
。
他
方
、
山
本
弥
三
五
郎
も
、
飛
騨
稼
と
し
て

種
々
の
か
ら
く
り
細
工
の
工
夫
を
し
て
い
る
こ
と
は
『
菓
大
門
屋
敷
』
の
通
り

で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
竹
田
出
雲
と
並
び
称
さ
れ
て
い
る
が
、
残
念
な
が
ら
、

こ
の
頃
の
彼
の
動
向
に
つ
い
て
は
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
。
た
だ
、
宝
永

期
の
両
者
を
較
べ
れ
ば
、
や
は
り
竹
田
出
雲
の
方
に
軍
配
が
上
が
る
の
で
は
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
五
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。

　
す
で
に
お
気
づ
き
の
こ
と
と
思
う
が
、
作
中
の
竹
本
近
六
は
、
竹
田
近
江
の
、

ま
た
、
松
本
時
五
郎
は
山
本
弥
三
五
郎
の
名
前
の
も
じ
り
に
な
っ
て
い
る
。
天

理
図
書
館
善
本
叢
書
の
当
該
作
の
解
題
に
は
、
「
両
者
の
名
は
竹
本
座
、
近
松
、

ま
た
山
本
飛
騨
撮
一
派
の
名
を
意
識
し
て
付
け
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
本
文
に
い

ろ
い
ろ
の
か
ら
く
り
を
し
る
し
、
巻
一
の
七
丁
裏
挿
絵
に
は
竹
田
出
雲
・
山
本

弥
三
郎
の
姿
が
描
か
れ
、
天
鼓
な
ど
の
か
ら
く
り
の
図
も
あ
る
。
天
鼓
な
ど
の

か
ら
く
り
か
ら
『
用
明
天
皇
職
人
鑑
』
を
意
識
し
て
の
発
端
と
思
わ
れ
る
」
と

指
摘
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
言
う
、
山
本
弥
三
郎
と
い
う
の
は
誤
読
で
あ
り
、

そ
の
た
め
に
、
飛
騨
撤
一
派
の
人
形
遣
い
の
名
前
と
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
い

さ
さ
か
判
読
し
に
く
い
が
、
こ
れ
は
「
弥
三
郎
」
で
は
な
く
、
「
弥
三
五
郎
」

と
読
む
べ
き
で
あ
ろ
う
。
と
す
れ
ば
、
こ
こ
に
は
、
出
雲
と
飛
騨
撮
と
い
う
か

ら
く
り
細
工
の
両
雄
が
登
場
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
意
味
で
は
、
そ
れ

ぞ
れ
が
か
ら
く
り
師
の
名
前
か
ら
付
け
ら
れ
た
も
の
と
考
え
る
方
が
自
然
で
あ

ろ
う
。
む
し
ろ
、
竹
本
近
六
は
、
竹
本
座
と
近
松
を
意
識
し
て
付
け
ら
れ
た
も

の
で
は
な
く
、
「
近
六
」
は
竹
田
出
雲
の
受
領
名
「
近
江
」
か
ら
き
て
お
り
、

「
竹
本
」
は
彼
が
座
本
と
し
て
活
躍
し
て
い
る
竹
本
座
・
竹
本
筑
後
擦
か
ら
、

命
名
さ
れ
た
と
読
む
べ
き
で
あ
ろ
う
。
松
本
時
五
郎
も
、
「
松
本
」
は
、
飛
騨

捺
の
「
山
本
」
か
ら
来
て
お
り
、
お
そ
ら
く
、
竹
と
松
の
縁
で
付
け
ら
れ
た
の

で
あ
り
、
「
時
五
郎
」
は
、
山
本
弥
三
五
郎
を
意
識
し
て
付
け
ら
れ
た
名
前
と



考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
は
、
あ
る
い
は
、
弥
三
五
郎
の
息
子
か
と
推
定

さ
れ
て
い
る
、
「
十
五
郎
」
の
可
能
性
も
考
慮
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
か
も
し

れ
な
い
。

　
な
お
、
蛇
足
に
な
る
が
、
前
掲
解
題
に
お
い
て
、
『
用
明
天
皇
職
人
鑑
』
と

の
関
連
に
つ
い
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
が
、
本
作
が
『
用
明
天
皇
職
人
鑑
』
を
意

識
し
て
、
発
端
に
こ
れ
ら
の
か
ら
く
り
師
を
登
場
さ
せ
た
と
は
必
ず
し
も
い
え

な
い
。
確
か
に
『
用
明
天
皇
職
人
鑑
』
の
鐘
入
り
の
段
の
舞
台
挿
絵
に
天
鼓
の

か
ら
く
り
が
描
か
れ
て
い
る
が
、
そ
の
事
実
と
、
本
作
に
天
鼓
の
か
ら
く
り
が

仕
組
ま
れ
て
い
る
こ
と
を
、
直
接
結
び
っ
け
て
考
え
る
こ
と
に
は
無
理
が
あ
る
。

当
時
、
天
鼓
の
か
ら
く
り
は
、
そ
れ
ほ
ど
特
殊
な
か
ら
く
り
で
あ
っ
た
と
は
考

え
ら
れ
ず
、
ま
し
て
や
、
そ
れ
が
『
用
明
天
皇
職
人
鑑
』
の
鐘
入
り
の
段
で
初

め
て
考
案
さ
れ
た
も
の
と
も
思
え
な
い
か
ら
で
あ
る
。

　
な
お
、
こ
の
舞
台
図
か
ら
見
る
と
、
近
六
と
時
五
郎
の
か
ら
く
り
の
競
演
は
、

そ
れ
ぞ
れ
に
自
慢
の
か
ら
く
り
を
あ
ら
か
じ
め
運
び
込
ん
で
お
い
て
、
そ
の
か

ら
く
り
台
を
舞
台
に
セ
ッ
ト
し
て
演
じ
さ
せ
た
よ
う
で
あ
る
。
本
文
か
ら
見
る

限
り
、
一
つ
の
か
ら
く
り
が
終
わ
っ
た
後
、
し
ば
ら
く
し
て
か
ら
改
め
て
、
か

ら
く
り
を
考
案
し
て
作
っ
た
よ
う
に
読
め
る
。
す
な
わ
ち
、
「
当
世
を
積
っ
て

時
五
郎
が
工
夫
尤
な
り
と
て
又
近
六
は
。
大
力
人
形
を
こ
し
ら
へ
大
兵
の
男
十

人
に
首
引
さ
す
」
と
い
う
本
文
は
、
新
し
く
大
力
人
形
の
か
ら
く
り
を
制
作
し

た
も
の
と
読
め
る
。
そ
う
と
す
れ
ば
、
こ
の
挿
絵
は
、
か
ら
く
り
の
競
演
を
異
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時
同
図
法
で
描
い
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
だ
が
、
挿
絵
を
見
る
限
り
、
二
人

の
か
ら
く
り
師
が
そ
れ
ぞ
れ
の
か
ら
く
り
を
舞
台
に
繰
り
出
し
て
競
演
し
た
も

の
と
読
む
方
が
自
然
で
あ
ろ
う
。
た
だ
し
、
こ
こ
に
描
か
れ
て
い
る
の
は
、
あ

く
ま
で
出
雲
で
あ
り
、
飛
騨
撤
で
あ
っ
て
、
作
中
人
物
と
は
一
致
し
な
い
。
し

か
し
、
演
じ
ら
れ
て
い
る
か
ら
く
り
の
演
目
は
本
文
の
通
り
で
あ
り
、
作
者
は
、

近
六
、
時
五
郎
を
こ
の
二
人
に
重
ね
合
わ
せ
よ
う
と
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ

こ
で
は
こ
れ
以
上
の
詮
索
は
材
料
が
な
い
以
上
続
け
る
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
。

　
い
ず
れ
に
せ
よ
、
こ
の
挿
絵
が
出
雲
と
飛
騨
稼
の
か
ら
く
り
の
競
演
を
描
い

て
い
る
の
は
確
か
だ
が
、
天
鼓
の
か
ら
く
り
の
挿
絵
に
は
、
い
さ
さ
か
問
題
が

あ
る
。
前
掲
の
絵
画
資
料
は
、
先
ほ
ど
の
か
ら
く
り
の
原
理
か
ら
言
っ
て
、
鼓

を
箱
の
内
に
納
め
る
こ
と
で
初
め
て
可
能
に
な
る
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
挿
絵
に

は
、
そ
の
箱
が
描
か
れ
て
お
ら
ず
、
衣
桁
に
直
接
鼓
が
括
り
っ
け
ら
れ
て
い
る
。

こ
う
し
た
構
図
の
資
料
は
他
に
見
出
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
ほ
と
ん
ど
す
べ
て

の
絵
画
資
料
が
、
鼓
と
、
そ
れ
を
納
め
る
衣
桁
に
吊
る
し
た
箱
と
を
舞
台
に
配

置
し
て
い
る
。
口
上
人
も
箱
を
開
い
て
、
そ
の
中
を
見
せ
た
り
、
箱
の
中
に
鼓

を
納
め
た
り
す
る
と
こ
ろ
が
描
か
れ
る
。
一
」
う
し
た
点
か
ら
言
え
ば
、
常
識
的

に
は
、
や
は
り
、
こ
の
挿
絵
の
天
鼓
の
か
ら
く
り
は
不
自
然
な
描
写
に
な
っ
て

い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
の
意
味
で
は
、
こ
の
挿
絵
に
は
虚
構
が
混
じ
っ

て
い
る
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
た
だ
し
、
こ
の
画
証
の
体
裁
で
、
ま
っ
た

く
動
作
が
不
可
能
か
と
い
え
ば
、
鼓
の
胴
の
中
に
援
弓
を
仕
掛
け
る
こ
と
が
で
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き
れ
ば
、
そ
の
鼓
を
吊
る
し
た
綱
の
中
を
引
き
糸
を
通
す
こ
と
は
同
じ
で
あ
り
、

縁
の
下
で
操
作
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
。
し
か
し
、
実
際
に
は
、
援
弓
を
仕

掛
け
る
だ
け
の
空
間
的
な
ゆ
と
り
が
鼓
の
胴
の
中
に
あ
る
と
は
考
え
が
た
い
の

で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
こ
の
当
時
、
出
雲
と
飛
騨
撤
が
、
か
ら
く
り
の
競
演
を
し
た
と

い
う
事
実
は
あ
っ
た
の
か
、
も
し
も
、
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
そ
の
事
実
を
当
て

込
ん
で
こ
の
浮
世
草
子
は
制
作
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
現
状
で
は
そ

れ
を
確
認
す
る
こ
と
は
で
き
そ
う
に
な
い
。
た
だ
、
浄
瑠
璃
史
に
照
ら
し
て
み

る
と
き
、
か
ら
く
り
師
の
両
雄
の
勢
力
関
係
は
ま
さ
に
本
作
に
描
か
れ
た
と
お

り
で
あ
っ
た
。
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次
に
藤
原
英
城
氏
が
紹
介
さ
れ
た
『
億
偶
用
心
記
』
（
宝
永
六
年
六
月
刊
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

の
記
事
に
注
目
し
て
み
た
い
。

　
本
文
を
以
下
に
引
用
す
る
。

　
弐
尺
三
寸
大
わ
き
ざ
し
を
。
弐
尺
五
寸
の
箱
の
内
て
。
ひ
と
り
ぬ
け
ま
す
。

す
な
は
ち
箱
を
あ
ら
た
め
て
お
め
に
か
け
ま
す
。
二
重
底
入
子
ぞ
こ
。
も
ち
ろ

ん
蓋
に
も
し
っ
ら
い
な
し
。
た
“
い
ま
は
こ
へ
わ
き
ざ
し
を
入
ま
す
。
し
ゆ
び

よ
ふ
ぬ
け
ま
す
れ
ば
お
な
ぐ
さ
み
。
そ
れ
太
鼓
う
っ
た
り
。
か
ち
く
く
。

さ
あ
ぬ
け
ま
し
た
時
の
し
あ
わ
せ
ざ
っ
と
ぶ
て
う
ほ
う
な
る
ぎ
を
。
お
め
に
か

け
ま
し
た
。
御
ひ
や
う
ば
ん
く
。
是
を
さ
へ
今
の
け
ん
ぶ
っ
き
を
っ
け
て
。

さ
や
が
わ
り
ざ
や
と
の
み
こ
み
け
る
。
ど
ふ
で
な
ん
ぞ
に
し
か
け
な
ふ
て
は
か

な
は
ぬ
は
づ
。

　
こ
の
記
事
は
、
竹
田
か
ら
く
り
に
お
い
て
し
ば
し
ば
上
演
さ
れ
た
「
太
平
の

太
刀
」
の
口
上
で
あ
る
。
か
ら
く
り
の
上
演
資
料
で
は
、
絵
尽
し
の
説
明
本
文

以
外
で
、
特
定
の
か
ら
く
り
口
上
が
記
さ
れ
る
こ
と
は
珍
し
く
、
そ
の
意
味
で
、

注
目
さ
れ
る
記
述
で
あ
り
、
若
干
の
考
察
を
加
え
て
お
く
べ
き
と
思
わ
れ
る
。

　
こ
の
か
ら
く
り
の
絵
画
資
料
を
次
に
掲
げ
る
。

　
『
機
関
梅
早
咲
』
に
は
、
か
ら
く
り
の
名
称
は
記
さ
れ
て
い
な
い
が
、
そ
の

図
柄
や
説
明
本
文
か
ら
太
平
の
太
刀
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
本
文
に



は
「
さ
い
し
よ
に
　
か
た
な
ば
こ
の
四
ほ
う
を
ひ
ら
き
う
ち
を
あ
ら
た
め
　
か

た
な
を
お
さ
め
お
け
ば
　
お
の
れ
と
さ
や
を
は
な
れ
あ
り
　
又
そ
の
ま
、
に

は
こ
に
お
さ
む
れ
ば
　
お
の
れ
と
さ
や
に
お
さ
ま
り
あ
る
　
お
め
ど
を
り
の
か

ら
く
り
」
と
あ
る
。
ま
た
、
『
機
関
竹
の
林
』
に
は
「
前
か
ら
く
り
泰
平
之
太

刀
」
が
収
め
ら
れ
て
お
り
、
本
文
に
は
「
太
平
の
太
刀
さ
や
に
と
く
と
お
さ
め

は
こ
の
内
を
あ
ら
た
め
い
れ
お
き
　
は
こ
の
四
方
を
ひ
ら
け
ば
　
お
の
れ
と
ぬ

け
は
な
れ
有
か
ら
く
り
」
「
御
見
物
何
れ
も
太
刀
を
あ
ら
た
め
　
ぶ
た
い
ゑ
さ

し
い
だ
す
」
と
あ
る
。
絵
尽
し
『
鳴
神
祝
ふ
て
式
三
』
に
も
「
か
ら
く
り
泰
平

の
御
刀
」
と
あ
り
、
本
文
に
は
「
は
こ
を
あ
ら
た
め
　
刀
を
入
だ
い
に
す
へ
お

け
ば
　
お
の
れ
と
ぬ
け
あ
る
か
ら
く
り
」
と
あ
る
。
こ
れ
ら
の
絵
画
資
料
を
参

照
す
る
と
、
太
平
の
太
刀
の
か
ら
く
り
の
動
態
が
ほ
ぽ
見
え
て
く
る
。
す
な
わ

ち
、
箱
の
中
を
改
め
て
刀
を
納
め
た
後
、
再
び
箱
を
開
く
と
刀
は
鞘
か
ら
自
ず

と
抜
け
出
て
い
る
と
い
う
か
ら
く
り
で
あ
る
。
た
だ
し
、
こ
れ
ら
の
絵
画
資
料

の
記
述
に
は
微
妙
な
差
異
が
見
受
け
ら
れ
る
。
そ
こ
で
、
そ
れ
ぞ
れ
に
っ
い
て
、

若
干
の
検
討
を
加
え
て
お
き
た
い
。

　
こ
れ
ら
の
絵
画
資
料
の
中
で
、
も
っ
と
も
そ
の
か
ら
く
り
の
展
開
を
詳
し
く

示
し
て
い
る
の
は
、
『
機
関
梅
早
咲
』
の
説
明
文
で
あ
る
。
本
文
で
は
、
最
初

に
刀
箱
の
中
を
改
め
る
た
め
に
、
箱
の
四
方
を
開
い
て
見
せ
る
こ
と
に
な
っ
て

い
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
『
機
関
竹
の
林
』
の
挿
絵
に
開
い
た
刀
箱
に
刀
を

納
め
る
瞬
間
が
描
か
れ
て
い
る
の
が
参
考
に
な
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
こ
の
刀
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箱
は
、
実
際
に
箱
の
四
方
が
開
く
よ
う
に
細
工
さ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
そ

の
後
、
箱
を
も
と
に
戻
し
て
蓋
を
閉
め
た
後
に
再
び
開
け
て
み
る
と
、
刀
が
抜

け
出
し
て
い
る
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
そ
の
後
に
、
改
め
て
、
蓋
を
閉
め
て
再

度
開
け
て
み
る
と
刀
は
も
と
の
通
り
に
鞘
に
納
ま
っ
て
い
る
と
い
う
か
ら
く
り

で
あ
る
。
こ
の
も
と
の
鞘
に
納
ま
る
と
い
う
説
明
は
『
機
関
梅
早
咲
』
に
し
か

認
め
ら
れ
な
い
の
だ
が
、
「
太
平
の
太
刀
」
と
い
う
趣
旨
か
ら
み
れ
ば
、
自
ず

と
も
と
の
鞘
に
納
ま
る
と
い
う
の
は
、
必
要
不
可
欠
の
動
作
で
あ
ろ
う
。
挿
絵

に
は
、
刀
を
改
め
て
い
る
人
物
と
、
刀
箱
を
開
い
て
刀
が
元
の
鞘
に
納
ま
っ
て

い
る
と
こ
ろ
を
観
客
に
み
せ
て
い
る
人
物
が
描
か
れ
て
い
る
。
舞
台
上
で
刀
を

改
め
る
た
め
に
、
『
機
関
竹
の
林
』
の
挿
絵
で
は
、
観
客
に
刀
を
渡
し
て
仕
掛

け
の
な
い
こ
と
を
確
認
さ
せ
て
い
る
。

　
以
上
の
絵
画
資
料
か
ら
類
推
さ
れ
る
動
態
を
前
提
に
し
て
、
前
掲
の
浮
世
草

子
の
口
上
を
対
比
し
て
み
る
と
、
そ
の
口
上
の
お
も
し
ろ
さ
が
よ
く
わ
か
る
。

　
「
弐
尺
三
寸
大
わ
き
ざ
し
を
。
弐
尺
五
寸
の
箱
の
内
て
。
ひ
と
り
ぬ
け
ま
す
」

　
こ
れ
は
、
こ
の
か
ら
く
り
の
か
ら
く
り
た
る
所
以
を
説
明
し
て
い
る
と
こ
ろ

で
あ
る
が
、
刀
を
抜
く
だ
け
の
長
さ
の
な
い
箱
の
中
で
、
刀
が
ひ
と
り
で
に
抜

け
出
す
こ
と
の
不
思
議
を
、
具
体
的
な
数
字
を
出
す
こ
と
で
強
調
し
、
説
得
力

を
持
た
せ
よ
う
と
し
て
い
る
。
絵
画
資
料
に
現
れ
た
口
上
人
の
い
か
に
も
巧
み

な
口
吻
が
窺
え
る
よ
う
で
あ
る
。

　
「
す
な
は
ち
箱
を
あ
ら
た
め
て
お
め
に
か
け
ま
す
。
二
重
底
入
子
ぞ
こ
。
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一
九



　
　
　
　
　
か
ら
く
り
と
浮
世
草
子

ち
ろ
ん
蓋
に
も
し
つ
ら
い
な
し
」

　
い
よ
い
よ
、
箱
の
中
を
改
め
る
段
に
な
っ
て
、
「
二
重
底
」
で
も
「
入
子
底
」

で
も
な
い
こ
と
、
ま
し
て
や
「
蓋
」
に
仕
掛
け
な
ど
な
い
こ
と
を
強
調
し
て
い

る
。
こ
の
口
上
は
箱
を
開
い
て
見
物
に
見
せ
る
際
に
語
る
も
の
で
、
一
つ
一
つ

確
認
し
な
が
ら
箱
の
底
や
蓋
に
仕
掛
け
の
な
い
こ
と
を
訴
え
る
。
い
さ
さ
か
想

像
を
た
く
ま
し
く
す
れ
ば
、
「
二
童
底
」
で
は
な
い
と
い
う
と
こ
ろ
で
は
、
底

を
叩
い
て
み
せ
た
り
し
て
底
が
か
さ
高
く
な
っ
て
い
な
い
こ
と
を
示
し
た
り
、

底
板
が
開
い
た
り
、
引
き
落
と
さ
れ
た
り
し
な
い
こ
と
を
確
認
す
る
の
で
あ
ろ

う
。
ま
た
、
「
入
子
底
」
の
と
こ
ろ
で
は
、
箱
の
底
の
部
分
が
入
れ
子
型
に
出

し
入
れ
で
き
る
よ
う
に
は
作
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
を
強
調
す
る
の
で
あ
ろ
う
。

箱
の
「
蓋
」
は
、
中
を
見
せ
た
り
逆
さ
ま
に
し
て
、
そ
の
仕
掛
け
の
な
い
こ
と

を
示
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

　
刀
が
ひ
と
り
で
に
抜
け
出
す
と
い
う
か
ら
く
り
に
と
っ
て
、
こ
の
口
上
は
も

っ
と
も
重
要
な
役
割
を
果
た
す
こ
と
に
な
る
。

　
「
た
、
・
い
ま
は
こ
へ
わ
き
ざ
し
を
入
ま
す
。
し
ゆ
び
よ
ふ
ぬ
け
ま
す
れ
ば
お

な
ぐ
さ
み
。
そ
れ
太
鼓
う
つ
た
り
。
か
ち
く
く
。
一

　
箱
改
め
が
終
わ
る
と
、
脇
差
し
を
箱
の
中
に
納
め
て
、
太
鼓
を
打
ち
出
す
と

い
う
の
は
、
他
の
資
料
で
は
見
出
さ
れ
な
い
記
述
で
、
か
ら
く
り
上
演
の
際
に
、

こ
う
し
た
演
出
が
常
に
な
さ
れ
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
他
に
例
が
見
ら
れ

な
い
の
で
想
像
に
と
ど
ま
る
が
、
注
目
さ
れ
る
記
述
で
あ
る
。

三
〇

　
「
さ
あ
ぬ
け
ま
し
た
時
の
し
あ
わ
せ
」

　
こ
こ
で
、
い
よ
い
よ
刀
が
抜
け
出
る
の
か
と
、
見
物
の
関
心
を
集
め
る
。

　
「
ざ
っ
と
ぷ
て
う
ほ
う
な
る
ぎ
を
。
お
め
に
か
け
ま
し
た
。
御
ひ
や
う
ば
ん

く
。
」

　
箱
を
開
け
る
と
、
見
事
に
刀
が
抜
け
出
て
お
り
、
見
物
の
拍
手
喝
采
で
幕
を

閉
じ
る
口
上
。

　
と
こ
ろ
が
、
面
白
い
こ
と
に
、
こ
の
か
ら
く
り
に
つ
い
て
、
作
者
は
あ
る
種

冷
や
や
か
な
視
線
を
送
る
。

　
「
是
を
さ
へ
今
の
け
ん
ぶ
っ
き
を
っ
け
て
。
さ
や
が
わ
り
ざ
や
と
の
み
こ
み

け
る
。
ど
ふ
で
な
ん
ぞ
に
し
か
け
な
ふ
て
は
か
な
は
ぬ
は
づ
」
と
、
今
の
見
物

は
、
鞘
が
割
り
鞘
に
な
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
疑
っ
て
い
る
と
い
う
の
で

あ
る
。
箱
に
仕
掛
け
を
作
る
の
で
は
な
く
、
鞘
に
仕
掛
け
を
し
て
い
る
の
だ
ろ

う
と
い
う
至
極
も
っ
と
も
な
推
測
で
あ
る
。
か
ら
く
り
の
種
明
か
し
と
い
っ
た

こ
と
に
関
心
が
大
い
に
集
ま
っ
て
い
る
こ
と
を
示
す
輿
味
深
い
記
事
と
い
え
る
。

　
実
は
、
こ
の
か
ら
く
り
の
樽
造
に
っ
い
て
は
、
そ
れ
を
明
ら
か
に
す
る
だ
け

の
資
料
が
残
念
な
が
ら
見
出
さ
れ
て
い
な
い
。
も
ち
ろ
ん
、
割
り
鞘
を
使
用
し

て
い
た
可
能
性
も
十
分
に
考
え
ら
れ
る
。
た
だ
し
、
そ
の
刀
を
観
客
に
確
認
さ

せ
る
と
い
う
『
機
関
竹
の
林
』
の
例
な
ど
か
ら
推
測
す
れ
ば
、
か
な
り
精
巧
な

作
り
の
刀
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
る
。
実
際
に
、
割
り
鞘
を
使
用
し

て
い
た
の
な
ら
ば
、
他
愛
の
な
い
め
く
ら
ま
し
の
か
ら
く
り
と
い
う
こ
と
に
な



る
が
、
た
と
え
そ
う
で
あ
る
と
し
て
も
、
見
物
の
気
を
そ
そ
る
口
上
人
の
巧
み

な
口
上
を
そ
れ
と
し
て
楽
し
む
、
そ
う
し
た
か
ら
く
り
見
物
の
仕
方
も
一
つ
の

あ
り
方
で
あ
ろ
う
。

　
お
そ
ら
く
、
一
」
う
し
た
口
上
は
そ
の
場
そ
の
場
に
応
じ
た
当
意
即
妙
の
話
芸

を
発
揮
し
て
、
時
に
は
真
に
迫
り
、
時
に
は
滑
稽
に
も
演
じ
ら
れ
た
も
の
で
あ

り
、
そ
の
舞
台
の
実
際
を
示
す
記
録
は
絵
尽
し
以
外
に
は
出
会
う
こ
と
が
ほ
と

ん
ど
で
き
な
い
。
そ
の
意
味
で
、
こ
の
浮
世
草
子
の
記
事
は
、
そ
の
片
鱗
を
窺

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

わ
せ
て
く
れ
る
貴
重
な
資
料
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

　
今
回
は
、
二
点
の
浮
世
草
子
に
し
ぼ
っ
て
、
か
ら
く
り
研
究
と
の
接
点
を
探

っ
て
み
た
。
こ
こ
で
取
り
上
げ
た
、
浮
世
草
子
の
記
事
・
内
容
は
、
そ
の
当
時

の
か
ら
く
り
の
実
態
を
推
定
す
る
上
で
貴
重
な
資
料
た
り
得
て
い
る
こ
と
は
少

な
く
と
も
本
稿
に
お
い
て
確
認
で
き
た
の
で
は
な
い
か
と
思
っ
て
い
る
。
今
後
、

さ
ら
に
、
か
ら
く
り
研
究
の
周
辺
資
料
の
調
査
・
整
理
の
一
環
と
し
て
、
浮
世

草
子
の
本
文
の
検
討
を
続
け
て
い
き
た
い
と
考
え
て
お
り
、
様
々
な
御
示
教
、

御
叱
正
を
願
え
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。

　
店
）
所
収
本
を
使
用
し
た
。

　
　
，
同
志
社
国
文
学
－
四
一
号
・
一
九
九
四
年
一
一
月
。

＠
　
国
立
劇
場
資
料
課
編
集
『
緒
方
奇
術
文
庫
書
目
解
題
』
（
紀
伊
国
屋
書
店
）
一
九

　
九
二
年
九
月
。

　
　
「
月
尋
堂
と
梨
園
の
人
々
」
（
【
近
世
文
芸
－
六
四
号
）
一
九
九
六
年
六
月
。

＠
拙
稿
「
池
田
文
庫
所
蔵
か
ら
く
り
絵
番
付
に
つ
い
て
」
『
池
田
文
庫
館
報
－
７
号

　
（
一
九
九
五
年
四
月
）
に
お
い
て
、
竹
田
か
ら
く
り
の
口
上
人
「
竹
田
甚
右
衛
門
」

　
に
つ
い
て
ま
と
め
て
お
い
た
。
そ
の
独
特
の
語
り
口
調
が
当
時
の
見
物
に
大
変
人
気

　
の
あ
っ
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
と
と
も
に
、
か
ら
く
り
が
見
せ
物
芸
と
同
じ
く
、
口

　
上
人
の
巧
み
な
話
術
に
支
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

　
図
版
一
覧
を
次
に
掲
げ
る
。

　
『
磯
訓
蒙
鑑
草
－
（
稀
書
複
製
会
叢
書
所
収
本
よ
り
転
載
）

　
『
太
平
色
番
匠
』
（
天
理
図
書
館
善
本
叢
書
七
八
巻
『
浮
世
草
子
集
－
二
〈
八
木
書

店
〉
よ
り
乾
載
）

　
『
機
関
竹
の
林
－
（
国
立
国
会
図
書
館
所
蔵
本
）

　
最
後
に
、
今
回
、
取
り
上
げ
た
『
太
平
色
番
匠
』
の
か
ら
く
り
関
連
の
記
事
に
つ
い

て
、
御
示
唆
い
た
だ
い
た
藤
原
英
城
氏
に
深
謝
申
し
あ
げ
ま
す
。

注
¢
　
「
か
ら
く
り
演
出
と
絵
画
資
料
」
（
『
近
世
文
蓼
』
六
一
号
）
一
九
九
五
年
一
月
。

　
「
『
竹
田
大
か
ら
く
り
双
六
－
に
つ
い
て
「
か
ら
く
り
研
究
資
料
と
し
て
の
絵
双
六
」

　
（
『
人
文
学
－
一
五
四
号
）
一
九
九
三
年
一
一
月
。

　
　
テ
キ
ス
ト
は
、
天
理
図
書
館
善
本
叢
書
七
八
巻
「
浮
世
草
子
集
」
二
一
八
木
書

　
　
　
　
か
ら
く
り
と
浮
世
草
子

三
一
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