
3

こ
と
ば
や
も
の
作
り
を
受
け
継
ぐ
と
い
う
こ
と
は
、
そ
の
背
後
に
ど
の

よ
う
な
動
機
づ
け
が
あ
っ
た
と
し
て
も
本
来
は
意
識
せ
ず
に
綿
々
と
続
い

て
い
く
の
が
理
想
で
あ
り
平
常
で
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。「
受
け
継
が

な
け
れ
ば
」
と
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
状
況
に
あ
る
こ
と
は
む
し
ろ
異

常
で
あ
り
決
し
て
望
ま
し
い
状
況
で
は
な
い
と
も
言
え
る
。
そ
の
よ
う
な

状
況
に
置
か
れ
て
い
る
も
の
の
典
型
の
一
つ
が
世
界
に
数
多
く
存
在
す
る

消
滅
の
危
機
に
瀕
し
た
言
語
で
あ
ろ
う
。
言
語
は
話
者
に
使
わ
れ
、
愛
さ

れ
、
話
者
に
と
っ
て
空
気
の
よ
う
な
当
た
り
前
の
存
在
で
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
ま
し
て
や
消
滅
す
る
な
ど
と
い
う
懸
念
は
本
来
持
た
れ
る
べ
き
で

な
い
も
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
琉
球
諸
語
は
今
ま
さ
に
岐
路
に
立
た
さ
れ

て
い
る
。

琉
球
の
言
語
の
理
論
的
研
究
を
始
め
て
一
五
年
以
上
経
つ
が
、
何
度
も

沖
縄
に
通
う
う
ち
に
す
ぐ
に
沖
縄
の
「
や
ち
む
ん
」（
沖
縄
語
で
「
焼
き
物

（
や
き
も
の
）
を
意
味
す
る
）
の
魅
力
に
取
り
憑
か
れ
て
し
ま
っ
た
。
そ

し
て
そ
こ
か
ら
日
本
の
手
仕
事
の
素
晴
ら
し
さ
に
魅
せ
ら
れ
て
現
在
に
至

っ
て
い
る
。
ち
ょ
う
ど
二
十
年
前
に
西
ア
フ
リ
カ
の
ガ
ー
ナ
に
一
年
間
滞

在
し
、
と
あ
る
北
部
の
村
の
言
語
の
調
査
研
究
を
し
て
い
た
際
に
は
、
や

は
り
ガ
ー
ナ
の
木
工
品
や
布
な
ど
民
藝
と
い
う
べ
き
も
の
に
大
変
感
銘
を

平　

岩　
　
　

健

 

緒
言　

受
け
継
ぐ
も
の
の
諸
相

特
集　

受
け
継
ぐ
も
の　

し
ま
く
と
ぅ
ば
と
や
ち
む
ん



4

受
け
た
。
こ
う
い
う
こ
と
自
体
は
私
や
研
究
者
に
限
ら
ず
よ
く
あ
る
こ
と

で
あ
ろ
う
。
し
か
し
よ
く
よ
く
考
え
て
み
る
と
言
語
も
や
ち
む
ん
・
民
藝

も
、
一
段
抽
象
化
す
る
と
い
ず
れ
も
個
か
ら
個
、
世
代
か
ら
世
代
へ
と

「
受
け
継
ぐ
」
も
の
で
あ
り
、
そ
こ
に
興
味
深
い
共
通
性
や
重
要
性
、
そ

し
て
魅
力
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
ま
た
「
受
け
継
ぐ
」
と
い
う
点
で
同

じ
問
題
に
直
面
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
そ
れ
が
本
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

（「
受
け
継
ぐ
も
の　

し
ま
く
と
ぅ
ば
と
や
ち
む
ん
」（
二
〇
二
三
年
二
月

二
五
日 

於 

明
治
学
院
大
学
））
を
着
想
す
る
に
至
っ
た
き
っ
か
け
で
あ
っ

た
。
し
か
し
私
は
理
論
言
語
学
を
専
門
と
す
る
者
で
あ
り
、
民
藝
や
そ
れ

に
関
連
す
る
分
野
の
専
門
家
で
は
な
い
。
研
究
者
が
自
分
の
研
究
分
野
以

外
に
つ
い
て
あ
た
か
も
分
か
っ
た
よ
う
な
顔
を
し
て
好
き
勝
手
に
述
べ
る

こ
と
は
決
し
て
し
て
は
な
ら
な
い
こ
と
で
あ
る
。
そ
こ
で
各
分
野
で
活
躍

さ
れ
る
三
名
の
方
（
松
田
共
司
親
方
（
読
谷
山
焼
北
窯
松
田
共
司
工
房
）、

白
土
慎
太
郎
氏
（
日
本
民
藝
館
学
芸
員
）、
宮
良
信
詳
氏
（
琉
球
大
学
名
誉

教
授
））
に
ご
登
壇
い
た
だ
い
た
。

本
特
集
は
「
受
け
継
ぐ
」
と
い
う
こ
と
を
テ
ー
マ
に
、
何
を
ど
う
受
け

継
ぐ
の
か
、
そ
の
難
し
さ
や
大
切
さ
、
等
を
考
え
る
機
会
と
し
て
、
本
シ

ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
は
語
り
尽
く
せ
な
か
っ
た
こ
と
を
登
壇
者
そ
れ
ぞ
れ
に
語

っ
て
い
た
だ
く
こ
と
を
目
的
に
企
画
し
、
寄
稿
し
て
い
た
だ
い
た
。
繰
り

返
し
に
な
る
が
、「
受
け
継
ぐ
べ
き
も
の
は
何
か
」、「
ど
う
受
け
継
ぐ
の

か
」、
そ
し
て
「
受
け
継
ぐ
上
で
何
が
問
題
で
ど
う
解
決
す
れ
ば
よ
い
の

か
」、
私
は
専
門
家
で
は
な
い
の
で
確
固
と
し
た
答
え
は
持
ち
合
わ
せ
て

い
な
い
。
そ
れ
ぞ
れ
の
答
え
は
登
壇
者
の
三
名
が
確
か
に
持
っ
て
い
る
筈

で
あ
る
。

し
ま
く
と
ぅ
ば
と
や
ち
む
ん

本
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
発
想
の
も
と
に
な
っ
た
「
し
ま
く
と
ぅ
ば
」
と
「
や

ち
む
ん
」
の
間
に
存
在
す
る
共
通
性
を
言
語
学
者
の
視
点
か
ら
述
べ
て
お

き
た
い
。

本
特
集
の
宮
良
信
詳
氏
の
論
考
に
も
あ
る
通
り
、
し
ま
く
と
ぅ
ば
（
琉

球
諸
語
）
は
日
本
語
の
方
言
で
は
な
く
、
言
語
学
的
に
は
独
立
の
言
語
群

で
あ
る
。
今
だ
に
日
本
語
の
方
言
で
あ
る
と
か
、
標
準
語
で
あ
る
日
本
語

に
従
属
し
た
劣
っ
た
も
の
で
あ
る
と
誤
解
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
中
、
言
語

学
者
で
も
な
い
柳
宗
悦
が
、
沖
縄
の
陶
器
や
織
物
や
舞
踊
等
と
並
ん
で

「
琉
語
」
に
目
を
向
け
、
方
言
論
争
を
巻
き
起
こ
し
た
こ
と
は
さ
す
が
に

慧
眼
で
あ
る
。
し
か
し
柳
宗
悦
の
問
題
提
起
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
現
在
す

べ
て
の
琉
球
諸
語
が
日
本
語
と
い
う
言
語
の
前
に
消
滅
の
危
機
に
瀕
し
て

い
る
。
最
初
に
述
べ
た
よ
う
に
、
ま
さ
に
「
受
け
継
が
な
け
れ
ば
」
消
え

て
し
ま
う
状
況
に
あ
る
。
私
た
ち
言
語
学
者
は
現
在
し
ま
く
と
ぅ
ば
の
話

者
と
調
査
研
究
を
行
う
こ
と
が
で
き
て
い
る
が
、
十
年
後
に
今
と
同
じ
よ

う
に
研
究
で
き
て
い
る
だ
ろ
う
か
。
率
直
に
言
う
と
答
え
は
悲
観
的
で
あ

る
。
こ
の
「
受
け
継
が
な
け
れ
ば
」
消
え
て
し
ま
う
か
も
し
れ
な
い
と
い

う
状
況
は
、
後
継
者
問
題
、
原
材
料
の
問
題
、
安
価
な
代
用
品
の
問
題
等

を
考
え
る
と
民
藝
に
も
当
て
は
ま
る
か
も
し
れ
な
い
。
表
面
上
は
や
ち
む

ん
は
危
機
に
は
瀕
し
て
い
な
い
が
、
や
は
り
こ
れ
か
ら
考
え
て
い
か
な
く
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て
は
な
ら
な
い
問
題
は
多
い
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
。

最
初
に
述
べ
た
よ
う
に
、
し
ま
く
と
ぅ
ば
も
や
ち
む
ん
も
民
藝
と
称
さ

れ
る
も
の
も
、
一
度
消
え
て
し
ま
う
と
全
く
同
一
の
元
の
も
の
に
戻
す
こ

と
は
極
め
て
困
難
で
あ
る
（
特
に
言
語
は
全
く
不
可
能
で
あ
る
）
と
い
う

共
通
点
が
あ
る
。
そ
の
理
由
は
、
こ
と
ば
も
も
の
も
そ
れ
ら
を
生
み
出
す

の
は
ヒ
ト
の
心
的
プ
ロ
セ
ス
に
他
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
言
語
に
関

し
て
は
言
語
学
者
のN

oam
 C

hom
sky

が
言
語
をI-Language

と
定
式
化

し
、
ヒ
ト
の
み
が
暗
黙
的
なK

now
ledge of Language

（
言
語
知
識
）
を

生
得
的
に
有
す
る
と
し
た
。
手
仕
事
や
も
の
作
り
に
お
け
る
様
々
な
知
識

（「
身
体
知
」
と
も
称
さ
れ
る
）
も
ま
さ
に
同
様
で
、
往
々
に
し
て
非
常
に

内
省
し
に
く
い
、
言
語
化
し
に
く
い
知
識
で
あ
る
。
哲
学
者
のM

ichael 
Polanyi

は
こ
れ
を
「
暗
黙
知
」
と
呼
ん
だ
。

故
に
、
言
語
を
受
け
継
ぐ
に
は
ヒ
ト
の
中
に
受
け
継
が
れ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
宮
良
信
詳
氏
の
論
考
に
お
い
て
、
し
ま
く
と
ぅ
ば
の
学
校
教
育

へ
の
導
入
、
受
け
継
ぎ
手
と
な
る
若
い
子
供
た
ち
へ
の
教
育
の
必
要
性
が

強
く
主
張
さ
れ
て
い
る
所
以
で
あ
る
。
言
語
は
化
石
と
し
て
残
ら
な
い
と

は
よ
く
言
わ
れ
る
こ
と
で
あ
る
が
、
そ
の
代
わ
り
に
言
語
は
辞
書
や
文
法

書
と
い
っ
た
書
物
と
し
て
あ
る
程
度
残
す
こ
と
は
可
能
で
あ
る
。
一
方
や

ち
む
ん
や
民
藝
は
形
と
し
て
は
残
る
。
し
た
が
っ
て
美
術
館
や
博
物
館
な

ど
に
収
蔵
し
て
残
す
こ
と
も
可
能
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
に
残

す
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
こ
こ
で
言
う
意
味
で
の
「
受
け
継
ぐ
」
こ
と
で
は
な

い
。
し
ま
く
と
ぅ
ば
も
や
ち
む
ん
も
民
藝
も
ヒ
ト
の
中
に
受
け
継
が
れ
て

こ
そ
初
め
て
受
け
継
ぐ
と
言
え
る
。

ま
さ
に
こ
の
「
言
語
知
識
も
や
ち
む
ん
や
民
藝
に
お
け
る
身
体
知
も
ど

ち
ら
も
暗
黙
知
で
あ
る
」
と
い
う
共
通
点
が
、
こ
の
二
つ
が
ど
の
よ
う
に

習
得
さ
れ
身
に
付
く
の
か
と
い
う
問
題
を
さ
ら
に
非
常
に
難
し
く
し
て

い
る
。
言
語
に
し
ろ
や
ち
む
ん
に
し
ろ
民
藝
に
し
ろ
「
見
て
聞
い
て
覚
え

ろ
」
と
い
う
側
面
が
多
々
あ
る
こ
と
は
否
定
で
き
な
い（
沖
縄
語
で
は
「
み

ー
な
れ
ー
、
ち
ち
な
れ
ー
」
と
言
う
）。
第
一
言
語
（
母
語
）
の
場
合
は
ヒ

ト
に
内
在
す
るU

niversal G
ram

m
ar

の
お
か
げ
で
そ
れ
で
難
な
く
習
得

で
き
る
が
、
第
二
言
語
（
外
国
語
）
と
な
る
と
大
人
に
な
っ
て
し
ま
っ
て

か
ら
「
聞
い
て
覚
え
る
」
の
は
容
易
で
は
な
い
し
多
大
な
時
間
を
要
す
る
。

ま
た
こ
の
「
見
て
聞
い
て
覚
え
ろ
」
と
い
う
経
験
的
方
法
論
は
、
身
体
知

を
受
け
継
ぐ
上
で
は
よ
く
機
能
す
る
こ
と
が
多
い
一
方
で
、
一
旦
「
受
け

継
が
な
け
れ
ば
」
消
え
て
し
ま
う
と
い
う
切
迫
し
た
状
況
に
陥
っ
た
時
は

時
間
が
か
か
り
す
ぎ
る
と
い
う
負
の
面
も
あ
る
だ
ろ
う
。
暗
黙
知
で
あ
る

が
故
に
意
識
的
に
教
授
す
る
こ
と
は
極
め
て
難
し
い
。
暗
黙
知
は
極
め
て

言
語
化
が
困
難
で
あ
り
、
言
語
化
で
き
な
い
も
の
は
こ
と
ば
で
伝
え
に
く

い
。N

oam
 C

hom
sky

は
「
言
語
＝
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
道
具
」
で

あ
る
と
い
う
一
般
的
な
通
念
に
対
し
て
、
言
語
は
ど
こ
ま
で
コ
ミ
ュ
ニ

ケ
ー
シ
ョ
ン
の
道
具
と
し
て
最
適
化
さ
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
と
問
う
。

そ
れ
は
暗
黙
知
の
問
題
を
考
え
る
と
す
ぐ
に
答
え
が
分
か
る
。M

ichael 
Polanyi

が
言
う
よ
う
に
、
私
た
ち
は
明
ら
か
に
言
葉
に
で
き
る
こ
と
よ

り
多
く
の
こ
と
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
り
、
言
葉
に
で
き
な
い
こ

と
は
と
て
も
多
い
。
言
語
は
私
た
ち
が
思
っ
て
い
る
ほ
ど
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
、
意
思
の
伝
達
に
は
最
適
化
さ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
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で
は
、
こ
と
ば
は
暗
黙
知
の
習
得
に
何
の
役
に
も
立
た
な
い
の
だ
ろ
う

か
。
こ
と
ば
（
言
語
知
識
）
と
も
の
作
り
（
身
体
知
）
の
関
係
は
単
に
共
通

性
が
あ
る
だ
け
に
と
ど
ま
ら
な
い
。
陶
藝
に
せ
よ
、
民
藝
に
せ
よ
、
そ
れ

ら
を
作
る
高
次
の
認
知
能
力
は
ヒ
ト
の
持
つ
言
語
能
力
の
進
化
な
く
し
て

は
不
可
能
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
。
い
か
に
言
語
化
が
し
に
く
い
と
は
言
え
、

い
く
ら
言
語
が
不
器
用
な
道
具
で
あ
る
と
は
言
え
、
言
語
を
全
く
用
い
ず

に
や
ち
む
ん
や
民
藝
の
身
体
知
の
習
得
が
行
わ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
で

は
言
語
は
身
体
知
に
お
い
て
一
体
ど
の
よ
う
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
の

だ
ろ
う
か
。
科
学
者
と
し
て
の
私
の
関
心
は
こ
こ
に
あ
る
の
だ
が
、
残
念

な
が
ら
そ
の
答
え
は
ま
だ
全
く
と
い
い
ほ
ど
分
か
っ
て
お
ら
ず
、
科
学
的

に
は
極
め
て
興
味
深
い
領
域
で
あ
る
。
役
に
た
つ
だ
け
で
は
な
く
言
語
化

が
時
に
は
邪
魔
と
な
る
こ
と
も
十
分
に
あ
り
得
る
。
私
た
ち
ヒ
ト
は
良
く

も
悪
く
も
言
語
に
極
め
て
大
き
く
依
存
す
る
生
物
で
あ
る
。
言
語
に
よ
り

曖
昧
な
世
界
を
分
節
し
、
理
解
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
る
一
方
で
、
創
造

の
場
で
は
そ
れ
が
自
己
を
縛
っ
て
し
ま
い
、
自
由
な
発
想
が
妨
げ
ら
れ
る

こ
と
も
あ
る
。
言
語
と
身
体
知
の
関
係
性
を
科
学
的
に
解
き
明
か
す
こ
と

は
「
受
け
継
ぐ
」
と
い
う
こ
と
の
一
側
面
を
明
ら
か
に
す
る
可
能
性
を
秘

め
て
い
る
よ
う
に
感
じ
る
。
新
た
な
ブ
レ
イ
ク
ス
ル
ー
的
研
究
は
こ
れ
ま

で
関
係
が
な
い
と
思
わ
れ
て
来
た
分
野
同
士
の
学
際
領
域
が
つ
な
が
っ
た

時
に
生
ま
れ
る
こ
と
が
多
々
あ
る
。
も
し
拙
稿
が
認
知
科
学
者
の
目
に
止

ま
り
、
理
論
言
語
学
者
と
の
共
同
研
究
に
興
味
を
持
た
れ
た
場
合
は
是
非

ご
連
絡
い
た
だ
き
た
い
と
切
に
願
っ
て
い
る
。

受
け
継
ぐ
と
い
う
こ
と

「
受
け
継
ぐ
」
と
い
う
こ
と
ば
に
内
在
す
る
視
点
は
過
去
だ
け
で
は
な

い
。
過
去
の
も
の
を
現
在
に
受
け
継
ぎ
、
そ
れ
を
未
来
に
つ
な
げ
る
と
い

う
よ
う
に
過
去
、
現
在
、
未
来
と
い
う
時
間
軸
が
内
在
し
て
い
る
。
ま

た
「
受
け
継
ぐ
も
の
」
に
は
も
ち
ろ
ん
形
あ
る
「
も
の
」
も
あ
る
が
、
目

に
は
見
え
な
い
「
こ
と
」
も
あ
る
に
違
い
な
い
。「
受
け
継
ぐ
」
と
い
う
こ

と
に
は
、
こ
れ
ま
で
に
受
け
継
が
れ
て
き
た
何
か
変
わ
ら
ぬ
も
の
や
こ

と
、
大
き
な
支
え
と
な
る
も
の
が
あ
る
（
松
田
共
司
親
方
は
よ
く
「
根
」

と
い
う
言
い
方
を
さ
れ
た
り
も
す
る
）。
言
語
の
場
合
は
私
た
ち
言
語
学

者
がU

niversal G
ram

m
ar

（
普
遍
文
法
）
と
呼
ぶ
生
成
メ
カ
ニ
ズ
ム
で
あ

り
、Faculty of Language

（
言
語
機
能
）
と
呼
ぶ
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
か

ら
生
じ
て
い
る
地
球
上
の
六
〇
〇
〇
以
上
も
の
個
別
言
語
の
生
成
的
文
法

シ
ス
テ
ム
で
あ
る
。
変
わ
ら
ず
受
け
継
が
れ
て
い
く
も
の
が
あ
っ
て
こ
そ
、

連
続
体
と
し
て
の
同
一
性
の
保
持
が
可
能
で
り
、
そ
の
重
要
性
は
計
り
知

れ
な
い
。
も
の
作
り
に
お
い
て
は
そ
れ
が
ど
う
い
う
も
の
で
あ
る
の
か
は

私
の
よ
う
な
素
人
に
は
分
か
ら
な
い
が
、
松
田
共
司
親
方
、
白
土
慎
太
郎

氏
の
寄
稿
に
そ
れ
ぞ
れ
述
べ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
思
う
。

し
か
し
最
後
に
こ
こ
で
は
敢
え
て
、
受
け
継
ぐ
と
い
う
こ
と
の
も
う
一

つ
の
側
面
に
目
を
向
け
て
み
た
い
と
思
う
。
本
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
と
本
特
集

を
通
し
て
敢
え
て
「
守
る
も
の
」
で
は
な
く
「
受
け
継
ぐ
も
の
」
と
い
う
こ

と
ば
を
用
い
た
。
受
け
継
ぐ
と
い
う
こ
と
は
単
に
過
去
か
ら
現
在
、
そ
し

て
未
来
へ
と
寸
分
違
わ
ぬ
も
の
を
守
り
、
受
け
渡
す
こ
と
で
は
な
い
。
寸
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分
と
も
変
わ
ら
ぬ
こ
と
が
美
徳
と
は
必
ず
し
も
限
ら
な
い
。
変
化
は
必
然

で
あ
り
逃
れ
ら
れ
な
い
も
の
で
あ
る
。
言
語
も
同
様
で
あ
る
。
古
く
は
既

に
枕
草
子
に
も
こ
と
ば
の
乱
れ
を
憂
う
一
節
が
あ
る
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ

て
い
る
が
、
今
も
昔
も
言
語
の
話
者
の
中
に
は
そ
の
時
そ
の
時
常
に
若
い

世
代
に
見
ら
れ
る
こ
と
ば
の
変
化
を
「
こ
と
ば
の
乱
れ
」
で
あ
る
と
あ
た

か
も
「
正
し
い
こ
と
ば
」
が
存
在
す
る
か
の
よ
う
に
感
じ
る
も
の
で
あ
る
。

し
か
し
こ
と
ば
の
変
化
は
決
し
て
乱
れ
で
は
な
い
。
ど
の
言
語
に
お
い
て

も
、
こ
と
ば
は
そ
れ
ぞ
れ
一
人
一
人
の
話
者
の
中
で
は
む
し
ろ
常
に
変
化

し
続
け
て
い
る
も
の
で
あ
り
、
常
に
新
た
な
音
声
、
意
味
、
単
語
、
文
法

が
生
じ
て
は
消
え
て
い
く
と
い
う
プ
ロ
セ
ス
が
繰
り
返
さ
れ
て
い
る
。
そ

の
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
営
み
は
誰
に
も
止
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
で
あ

り
、
縛
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
尤
も
、
で
は
ど
の
よ
う
な
変
化
で
あ
っ
て

も
許
容
さ
れ
る
か
と
言
わ
れ
れ
ば
決
し
て
そ
ん
な
こ
と
は
あ
り
得
な
い
。

言
語
学
者
が
明
ら
か
に
し
た
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
変
化
や
変
異
そ
の
も
の

も
実
は
言
語
シ
ス
テ
ム
の
原
理
メ
カ
ニ
ズ
ム
が
許
容
す
る
形
式
で
し
か

起
こ
ら
な
い
の
で
あ
る
（
そ
れ
は
生
物
進
化
理
論
に
お
け
る
遺
伝
、
複
製
、

突
然
変
異
の
プ
ロ
セ
ス
を
想
起
す
る
と
分
か
り
や
す
い
）。

や
ち
む
ん
や
民
藝
に
お
い
て
は
ど
う
だ
ろ
う
か
。
使
う
こ
と
と
密
接

に
関
わ
る
雑
器
も
民
藝
も
、
使
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
そ
の

時
代
そ
の
時
代
に
敏
感
に
反
応
し
少
し
ず
つ
変
化
す
る
も
の
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
。
私
が
や
は
り
美
し
さ
や
魅
力
を
感
じ
る
の
は
一
切
何
も
変
わ

ら
ぬ
も
の
で
は
な
く
、
ど
こ
か
に
わ
ず
か
な
が
ら
で
あ
っ
て
も
、
作
り
手

や
そ
の
作
り
手
が
生
き
る
時
代
の
新
し
さ
、
変
化
、
ら
し
さ
、
挑
戦
、
想

像
や
創
造
が
自
然
と
滲
み
出
て
い
る
も
の
で
あ
る
よ
う
に
感
じ
る
。
理
論

物
理
学
者
のAlbert Einstein

はIm
agination is m

ore im
portant than 

know
ledge

と
い
う
言
葉
を
残
し
て
い
る
。
そ
の
真
意
は
誤
解
さ
れ
る
こ

と
も
多
い
が
、
し
っ
か
り
と
し
た
知
識
（
基
礎
）
を
前
提
と
し
た
上
で
想

像
す
る
力
、
想
像
を
働
か
せ
て
創
造
的
に
考
え
る
力
の
重
要
性
を
述
べ

た
も
の
で
あ
る
（
と
私
は
考
え
る
）。
何
も
変
わ
ら
な
い
ま
ま
の
も
の
は
、

話
者
が
途
絶
え
て
使
用
さ
れ
る
こ
と
が
な
く
な
っ
た
言
語
の
よ
う
な
も
の

で
あ
る
。
当
た
り
前
で
あ
る
が
話
者
が
消
滅
し
た
言
語
、
日
常
的
に
使
わ

れ
る
こ
と
が
な
く
な
っ
た
言
語
は
変
化
せ
ず
や
が
て
消
滅
す
る
。
白
土
慎

太
郎
氏
の
論
考
が
的
確
に
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
沖
縄
の
や
ち
む
ん
も

実
は
新
た
な
も
の
を
受
け
入
れ
昇
華
さ
せ
る
こ
と
に
よ
り
受
け
継
が
れ
て

来
て
い
る
。
そ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
や
ち
む
ん
が
現
在
使
い
手
で
あ
る

人
々
も
作
り
手
で
あ
る
人
々
も
魅
了
し
続
け
て
い
る
の
は
、
や
ち
む
ん
に

は
沖
縄
の
や
ち
む
ん
と
い
う
「
根
」
を
大
切
に
し
つ
つ
、
多
様
な
変
化
や

新
し
さ
や
挑
戦
、
想
像
と
創
造
を
許
容
す
る
豊
か
さ
や
大
ら
か
さ
が
あ
る

か
ら
で
は
な
い
か
と
感
じ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
。

さ
て
、
素
人
の
戯
言
は
こ
こ
ま
で
に
し
て
是
非
三
名
の
寄
稿
を
読
ん
で

い
た
だ
き
た
い
と
思
う
。

結
び
に
代
え
て
本
号
の
表
紙
に
つ
い
て
少
し
記
し
て
お
き
た
い
。
本
特

集
を
組
む
に
あ
た
り
松
田
共
司
親
方
に
何
か
表
紙
に
よ
い
や
ち
む
ん
は
な

い
か
ご
相
談
し
た
と
こ
ろ
、「
何
か
沖
縄
ら
し
い
も
の
が
い
い
ね
」
と
お
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っ
し
ゃ
り
、
二
〇
二
三
年
六
月
の
窯
焚
で
ア
ン
ダ
ガ
ー
ミ
（
油
甕
）
を
焼

い
て
く
だ
さ
っ
た
。
ア
ン
ダ
ガ
ー
ミ
は
沖
縄
で
は
昔
豚
の
ラ
ー
ド
を
貯
蔵

す
る
た
め
に
各
家
庭
で
使
わ
れ
て
い
た
も
の
で
、
ネ
ズ
ミ
等
か
ら
守
る
た

め
に
耳
に
棕
櫚
紐
を
通
し
て
蓋
を
し
台
所
に
吊
る
し
て
い
た
沖
縄
独
特
の

や
ち
む
ん
で
あ
る
。
し
か
し
窯
焚
中
に
ち
ょ
う
ど
こ
の
ア
ン
ダ
ガ
ー
ミ
を

置
い
て
い
た
登
窯
の
袋
の
天
井
が
落
ち
て
し
ま
い
、
窯
く
そ
と
呼
ば
れ
る

降
り
も
の
が
大
量
に
つ
い
て
し
ま
っ
た
の
だ
と
言
う
。
ま
さ
に
登
窯
な
ら

で
は
の
こ
と
で
あ
る
が
、
と
て
も
焼
き
上
が
り
が
よ
か
っ
た
だ
け
に
残
念

で
も
あ
り
、
松
田
共
司
親
方
は
当
初
も
う
一
度
作
り
ま
し
ょ
う
か
と
お
っ

し
ゃ
っ
て
い
た
。
し
か
し
そ
の
夜
那
覇
に
戻
り
改
め
て
よ
く
考
え
て
み
る

と
、
実
は
こ
れ
も
ま
さ
に
「
受
け
継
ぐ
」
と
い
う
壮
大
な
営
み
の
中
の
一

つ
な
の
で
は
な
い
か
と
思
い
至
っ
た
。
私
た
ち
は
と
も
す
れ
ば
う
ま
く
で

き
た
も
の
（「
上
等
（
ジ
ョ
ー
ト
ー
）
な
も
の
」）、
目
に
見
え
る
最
終
的
な

結
果
に
目
が
向
き
が
ち
で
あ
る
。
し
か
し
、
登
窯
で
焼
か
れ
る
も
の
の
数

は
膨
大
で
、
う
ま
く
焼
け
る
も
の
も
あ
れ
ば
そ
う
で
な
い
も
の
も
あ
る
。

大
切
な
美
し
い
も
の
を
受
け
継
ぐ
と
い
う
こ
と
は
ひ
と
目
に
触
れ
る
こ

と
の
な
い
日
々
の
様
々
な
試
み
や
挑
戦
、
そ
し
て
成
功
と
失
敗
と
反
省
の

繰
り
返
し
の
上
に
成
り
立
っ
て
い
る
も
の
で
は
な
い
か
。「
残
念
だ
ね
〜
。

で
も
ま
た
作
っ
て
焼
け
ば
い
い
さ
」
と
笑
顔
で
話
す
松
田
共
司
親
方
に
は
、

受
け
継
ぎ
手
と
し
て
す
べ
て
を
抱
擁
す
る
や
ち
む
ん
へ
の
向
か
い
合
い
方
、

ま
さ
に
沖
縄
の
や
ち
む
ん
そ
の
も
の
が
感
じ
ら
れ
た
。
松
田
共
司
親
方
に

は
そ
う
い
う
思
い
を
伝
え
て
表
紙
と
し
て
使
用
す
る
こ
と
に
ご
快
諾
い
た

だ
い
た
。
尚
、
こ
の
ア
ン
ダ
ガ
ー
ミ
の
写
真
は
松
田
共
司
工
房
の
裏
の
木

陰
で
松
田
共
司
親
方
に
お
気
に
入
り
の
向
き
を
選
ん
で
い
た
だ
い
て
二
人

で
あ
あ
で
も
な
い
こ
う
で
も
な
い
と
言
い
な
が
ら
（
蚊
に
刺
さ
れ
ま
く
り

な
が
ら
）
撮
影
し
た
も
の
で
あ
る
。
所
謂
ハ
ネ
モ
ノ
と
さ
れ
る
も
の
で
あ

る
が
、
ど
こ
か
美
し
く
、
力
強
く
、
愛
お
し
く
、
ま
た
嬉
し
そ
う
に
、
そ

し
て
大
ら
か
に
輝
い
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
の
は
気
の
せ
い
だ
ろ
う
か
。
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。
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催
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催
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だ
け
る
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た
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司
親
方
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だ
い
た
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ん
べ
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川
真
也
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と
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子
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に
は
ご
無
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理
を
言
っ
た
に
も
関
わ
ら
ず
快
諾
し
て
く
だ
さ
り
、
少
な
い
予
算
で
本
当

に
素
敵
な
フ
ラ
イ
ヤ
ー
を
作
っ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
ま
た
チ
ラ
シ
の
写

真
や
当
日
の
松
田
共
司
親
方
の
パ
ワ
ー
ポ
イ
ン
ト
で
使
用
し
た
写
真
は

写
真
家
の
仲
間
勇
太
氏
が
撮
影
さ
れ
た
も
の
で
使
用
の
快
諾
を
い
た
だ

き
ま
し
た
。
そ
し
て
、
北
窯
売
店
、C

lay C
offee &

 G
allery

、
日
本
民

藝
館
、
鎌
倉
も
や
い
工
藝
、craft house Sprout

、good.stock_okinaw
a

、

工
芸
喜
頓
、
工
芸
生
活
、58w

orks

、JO
ZO

 C
afe

／
ギ
ャ
ル
リ
雪
月
花
、

M
O

G
I Folk Art

、m
ofgm

ona
の
皆
様
に
は
フ
ラ
イ
ヤ
ー
の
設
置
な
ど
イ

ベ
ン
ト
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知
に
大
変
大
き
な
ご
協
力
を
賜
り
ま
し
た
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ま
し
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こ
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に
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た
し
ま
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。

　

ま
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か
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り
素
人
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ろ
な
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か
せ
て
く
だ

さ
っ
た
り
質
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を
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く
だ
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っ
た
松
田
共
司
工
房
の
お
弟
子
さ
ん
の
み

な
さ
ん
（
五
十
音
順
に
上
原
汐
氏
、
崎
原
盛
仁
氏
、
島
袋
貴
寿
氏
、
島
袋

萌
美
氏
、
田
中
将
也
氏
、
辻
本
雄
也
氏
、
東
條
直
斗
氏
、
萩
原
陸
氏
、
眞

榮
田
知
里
氏
）、
沖
縄
語
首
里
方
言
の
調
査
研
究
で
大
変
お
世
話
に
な
っ

て
い
る
嘉
数
美
津
子
氏
、
そ
し
て
本
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
企
画
か
ら
運
営
ま

で
様
々
な
段
階
で
大
変
に
ご
尽
力
し
て
く
だ
さ
っ
た
言
語
文
化
研
究
所
の

伊
東
絢
氏
に
も
こ
こ
に
感
謝
い
た
し
ま
す
。


