
一

は
じ
め
に

「
手
桶
」
と
い
う
地
味
な
道
具
は
、
小
説
の
生
活
描
写
に
お
い
て
も
、
そ
れ
と

な
く
空
気
の
よ
う
に
登
場
す
る
。

﹇
…
…
﹈
下
宿
生
活
に
も
ど
る
く
ら
い
な
ら
、
は
じ
め
か
ら
家
を
持
た

な
い
ほ
う
が
よ
か
ろ
う
。
第
一
鍋
、
釜
、
手
桶
な
ど
と
い
う
世
帯
道
具
の

（
�
）

始
末
は
ど
う
つ
け
た
ろ
う
﹇
…
…
﹈（
夏
目
漱
石
『
三
四
郎
』）。

は
だ
し

夕
方
に
は
庭
に
水
を
打
っ
た
。
二
人
共
跣
足
に
な
っ
て
、
手
桶
を
一
杯

そ
こ
い
ら

ず
つ
持
っ
て
、
無
分
別
に
其
所
等
を
濡
ら
し
て
歩
い
た
（
夏
目
漱
石
『
そ

れ
か
ら
』）。

春
の
日
は
き
の
う
の
ご
と
く
暮
れ
て
、
折
々
の
風
に
誘
わ
る
る
花
吹
雪

が
台
所
の
腰
障
子
の
破
れ
か
ら
飛
び
込
ん
で
手
桶
の
中
に
浮
ぶ
影
が
、
薄

暗
き
勝
手
用
の
ラ
ン
プ
の
光
り
に
白
く
見
え
る
（
夏
目
漱
石
『
吾
輩
は
猫

で
あ
る
』）。

目
立
た
な
い
と
は
言
え
、
引
用
か
ら
も
窺
え
る
よ
う
に
、
生
活
用
水
を
汲

プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
の
バ
ケ
ツ
は
民
具
か
？

│
│
作
ら
れ
た
も
の
を
め
ぐ
る
哲
学

＊
丸

田

健

平成 29年 9月 6日受理 ＊教養部 准教授

要

旨

本
稿
は
「
現
在
ポ
リ
バ
ケ
ツ
は
民
具
で
あ
る
」
と
い
う
民
具
学
の
或
る
学
説
を
取
り

上
げ
る
。
な
ぜ
そ
の
よ
う
な
説
が
主
張
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
か
。
ま
ず
古
典
的

な
民
具
概
念
の
成
立
事
情
を
た
ど
る
（
第
二
章
）。
古
典
的
概
念
に
対
す
る
反
発
と
し

て
の
ポ
リ
バ
ケ
ツ
民
具
論
を
概
観
し
、
そ
の
主
張
の
構
造
を
検
討
す
る
（
第
三
章
）。

桶
の
構
成
要
件
の
複
数
性
を
確
認
す
る
た
め
、
桶
の
あ
ら
ま
し
を
描
写
す
る
（
第
四

章
）。
ポ
リ
バ
ケ
ツ
民
具
論
は
、
物
の
構
成
要
件
の
一
つ
の
み
を
不
十
分
に
満
た
す
も

の
で
あ
り
、
さ
ら
に
そ
の
他
の
も
の
を
等
閑
視
す
る
も
の
と
し
て
、
批
判
さ
れ
る
（
第

五
章
）。
最
後
に
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
つ
い
て
の
現
代
的
考
え
を
民
具
に
適
応
す
る
こ
と
を

提
案
す
る
。

【
キ
ー
ワ
ー
ド
】
ポ
リ
バ
ケ
ツ
民
具
論
、
結
物
、「
ア
イ
デ
ア
と
パ
タ
ー
ン
」、「
原
因
」

の
複
数
性
、
伝
承
性
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む
・
溜
め
る
・
運
ぶ
た
め
の
必

需
品
と
し
て
、
か
つ
て
手
桶
と

い
う
木
製
容
器
が
、
台
所
な
ど

の
生
活
空
間
に
置
か
れ
て
い

た
。
し
か
し
明
治
の
途
中
か

ら
、
近
代
工
業
的
な
素
材
・
製
法
で
作
ら
れ
る
ト
タ
ン
（
亜
鉛
メ
ッ
キ
鋼
板
）
製

の
バ
ケ
ツ
が
使
わ
れ
始
め
、
さ
ら
に
昭
和
中
期
以
降
に
は
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
製
の

（
�
）

「
ポ
リ
バ
ケ
ツ
」
が
出
回
っ
た
結
果
、
現
在
、
水
を
入
れ
た
り
運
ん
だ
り
す
る
た

め
の
最
も
あ
り
ふ
れ
た
生
活
道
具
は
ポ
リ
バ
ケ
ツ
と
な
っ
た
。

本
稿
で
は
、
ポ
リ
バ
ケ
ツ
に
つ
い
て
の
或
る
考
え
を
取
り
上
げ
る
が
、
そ
れ
は

民
俗
学
・
民
具
学
の
重
鎮

岩
井
宏
實
（
一
九
三
二
│
二
〇
一
六
）
に
よ
る
主
張

で
あ
る
。
手
桶
は
「
民
具
」
に
分
類
さ
れ
る
生
活
道
具
の
一
つ
だ
が
、
人
が
現
代

生
活
で
日
常
使
う
の
は
ポ
リ
バ
ケ
ツ
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
彼
は
い
ま
や
「
ポ�

リ�

バ�

ケ�

ツ�

も�

民�

具�

で�

あ�

る�

（
岩
井

二
〇
一
一
、
六
一
頁
、
傍
点
追
加
）」
と
主
張
す

（
�
）（
�
）

る
。
こ
の
考
え
を
我
々
は
、「
ポ
リ
バ
ケ
ツ
民
具
論
」
と
名
付
け
よ
う
と
思
う
。

検
討
し
た
い
問
題
は
、
ポ
リ
バ
ケ
ツ
を
民
具
に
加
え
る
こ
と
の
是
非
で
あ
る
。

例
え
ば
オ
ム
レ
ツ
や
プ
リ
ン
は
今
日
、
日
本
人
の
生
活
に
定
着
し
た
料
理
で
あ
る

に
せ
よ
、「
日
本
で
食
べ
ら
れ
て
い
る
。
だ�

か�

ら�

和
食
で
あ
る
」
と
結
論
す
る
な

ら
、
そ
れ
は
ず
い
ぶ
ん
短
絡
的
な
思
考
だ
ろ
う
。
同
様
に
、
ポ
リ
バ
ケ
ツ
民
具
論

が
「
庶
民
が
使
う
。
だ�

か�

ら�

民
具
で
あ
る
」
と
主
張
す
る
も
の
な
ら
、
そ
れ
に
も

類
似
の
│
│
あ
る
い
は
そ
れ
以
上
の
│
│
飛
躍
が
あ
る
よ
う
に
思
う
。
し
か
し
そ

れ
は
、
ど
ん
な
飛
躍
な
の
だ
ろ
う
か
。

多
く
の
概
念
に
は
、
し
ば
し
ば
曖
昧
さ
が
伴
う
。
そ
し
て
曖
昧
な
概
念
で
あ
れ

ば
、
解
釈
の
自
由
も
生
じ
る
だ
ろ
う
。
だ
が
手
桶
の
仲
間
に
ポ
リ
バ
ケ
ツ
を
加
え

る
自
由
さ
は
、
民
具
概
念
を
柔
軟
に
広
げ
、
現
代
へ
と
橋
渡
し
す
る
利
が
あ
る
よ

う
で
い
て
、
結
局
は
逆
効
果
に
終
わ
る
の
で
な
い
か
。
そ
れ
は
か
え
っ
て
概
念
の

特
色
を
薄
め
、
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
品
で
な
い
か
ら
こ
そ
発
揮
し
う
る
そ
の
意
義
を
、

結
果
的
に
失
わ
せ
る
の
で
な
い
か
。
本
稿
で
は
、
ポ
リ
バ
ケ
ツ
民
具
論
の
筋
道
を

明
確
に
取
り
出
す
と
と
も
に
、
手
桶
全
体
の
複
合
的
連
続
性
の
観
点
か
ら
ポ
リ
バ

ケ
ツ
民
具
論
へ
の
応
答
を
行
お
う
と
思
う
。

二

民
具
観
の
展
開

二
・
一

標
準
的
な
定
義

ポ
リ
バ
ケ
ツ
民
具
論
と
い
う
主
張
が
な
ぜ
、
民
具
研
究
の
第
一
人
者
か
ら
提
出

さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
か
。
最
初
に
そ
の
経
緯
を
辿
り
た
い
。

先
人
の
生
活
を
理
解
す
る
こ
と
を
期
待
し
て
、
日
本
の
庶
民
が
必
要
と
し
た
日

常
道
具
を
集
め
、
そ
れ
ら
を
土
台
に
民
具
研
究
の
先
鞭
を
つ
け
た
の
は
、
渋
沢
敬

三
（
一
八
九
六
│
一
九
六
三
）
と
、
彼
が
主
宰
す
る
研
究
組
織
／
施
設
「
ア
チ
ッ

ク
ミ
ュ
ー
ゼ
ア
ム
」
の
仲
間
た
ち
だ
っ
た
。
自
分
た
ち
が
ど
ん
な
道
具
を
選
ん
で

蒐
集
す
べ
き
な
の
か
、
ま
た
蒐
集
し
た
も
の
を
何
と
呼
ぶ
か
に
つ
い
て
は
、
昭
和

初
期
の
道
具
蒐
集
の
開
始
以
来
、
変
遷
が
あ
っ
た
（
宮
本

一
九
七
六
、
九
│
一

一
頁
、
宮
本
﹇
一
九
七
九
﹈
一
九
八
七
、
六
五
頁
以
下
、
近
藤

二
〇
〇
二
、
一

五
頁
以
下
な
ど
）。
集
め
た
も
の
の
呼
び
名
と
し
て
、「
民
俗
品
」「
蒐
集
物
」
な
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ど
が
使
わ
れ
た
こ
と
も
あ
っ
た
が
、
や
が
て
「
民
具
」
と
い
う
言
葉
が
定
着
し
て

今
に
至
る
。
し
か
し
「
民
具
」
と
呼
ば
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
物
の
具
体
的
内
容
・

範
囲
を
ど
う
定
め
る
か
に
つ
い
て
は
、
よ
り
根
本
的
な
模
索
が
あ
っ
た
。
蒐
集
初

期
の
様
子
を
回
想
し
た
次
の
記
述
を
読
む
と
、
蒐
集
物
│
│
そ
こ
で
は
「
民
俗

品
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
│
│
は
最
初
、
か
な
り
限
定
的
だ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。

渋
沢
先
生
が
こ
れ
を
集
め
は
じ
め
た
頃
に
は
そ
の
範
囲
は
き
わ
め
て
狭
い

も
の
で
あ
っ
た
。
漠
然
と
し
た
概
念
が
あ
っ
て
、
手
作
り
自
体
が
基
本
で
あ

り
、
職�

人�

の�

作�

っ�

た�

も�

の�

は�

で�

き�

る�

だ�

け�

除�

外�

し
て
い
る
。
未
開
社
会
に
あ

っ
て
は
、
職
業
分
解
は
ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
ず
、
そ
の
社
会
に
必
要
な
も
の
は

そ
こ
に
住
む
人
た
ち
に
よ
っ
て
自
給
さ
れ
て
い
た
。
そ
う
い
う
も
の
を
民
俗

品
と
い
う
な
ら
ば
、
当
然
、
鍛�

冶�

屋�

、�

大�

工�

、�

石�

工�

、�

瓦�

師�

、�

焼�

物�

師�

な�

ど�

の�

﹇�

専�

門�

職�

が�

﹈�

作�

っ�

た�

も�

の�

は�

民�

俗�

品�

と�

は�

言�

え�

な�

い�

こ
と
に
な
っ
て
来

る
。
し
た
が
っ
て
そ
の
初
め
、
渋
沢
先
生
と
先
生
の
主
催
す
る
ア
チ
ッ
ク
ミ

ュ
ー
ゼ
ア
ム
同
人
に
よ
っ
て
集
め
ら
れ
た
も
の
を
見
る
と
、
鉄
製
品
、
細
工

物
、
石
造
物
、
陶
器
類
な
ど
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
（
宮
本
﹇
一
九
七
九
﹈
一

九
八
七
、
四
六
│
四
七
頁
、
傍
点
追
加
）。

（
�
）

最
初
は
、
自
給
自
足
的
な
素
朴
な
道
具
を
念
頭
に
、
狭
い
範
囲
に
関
心
を
絞
っ
て

い
た
の
だ
っ
た
。
し
か
し
こ
の
引
用
箇
所
に
あ
る
よ
う
に
、
も
し
職
人
的
な
特
殊

技
術
な
し
に
自
作
で
き
る
簡
素
な
も
の
│
│
藁
の
草
履
や
竹
の
漁
具
な
ど
│
│
に

い

も

じ

限
定
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
例
え
ば
鍛
冶
屋
や
鋳
物
師
が
作
る
も
の
を
除
外
し
、
結

果
、
蒐
集
物
が
包
丁
や
鍋
・
釜
の
よ
う
な
生
活
必
需
品
さ
え
含
ま
な
く
な
る
な

ら
、
蒐
集
物
を
通
し
て
庶
民
生
活
を
理
解
す
る
と
い
う
目
的
が
、
達
成
困
難
に
な

る
こ
と
は
明
ら
か
だ
。

民
具
と
は
何
か
、
ま
た
そ
れ
は
具
体
的
に
何
を
含
む
か
の
問
題
は
、
そ
の
後
、

『
民
具
蒐
集
調
査
要
目
』
と
い
う
小
冊
子
が
作
製
さ
れ
た
こ
と
で
、
足
掛
か
り
が

で
き
た
。
こ
の
小
冊
子
は
、
民
具
を
用
途
ご
と
の
グ
ル
ー
プ
に
分
け
、
そ
れ
ぞ
れ

に
入
る
道
具
を
リ
ス
ト
化
し
た
民
具
蒐
集
・
研
究
の
手
引
で
あ
る
。
そ
の
前
書
き

に
、
次
の
よ
う
な
民
具
の
簡
潔
な
説
明
が
あ
る
。

﹇
民
具
と
は
﹈
我
々
の
同
胞
が
日
常
生
活
の
必
要
か
ら
技
術
的
に
作
り
出
し

た
身
辺
卑
近
の
道
具
﹇
で
あ
る
﹈（
ア
チ
ッ
ク
ミ
ュ
ー
ゼ
ア
ム
編

一
九
三

六
、
前
書
き
一
頁
）。

こ
の
規
定
は
、
以
後
、
民
具
研
究
で
た
び
た
び
言
及
さ
れ
、
民
具
の
標
準
的
定

義
の
役
割
を
担
っ
た
。
こ
こ
に
あ
る
「
同
胞
」
と
い
う
言
葉
が
、
こ
の
国
に
住
む

庶
民
全
般
を
指
す
な
ら
、
そ
こ
に
は
職
人
も
含
ま
れ
て
よ
い
。
そ
し
て
同
胞
と
し

て
の
職
人
が
作
る
、
庶
民
の
た
め
の
生
活
道
具
な
ら
、
そ
れ
は
民
具
に
加
わ
り
う

る
こ
と
に
な
る
。
実
際
、
要
目
に
リ
ス
ト
ア
ッ
プ
さ
れ
た
数
百
種
の
民
具
に
は
、

鍋
、
釜
、
包
丁
を
は
じ
め
、
専
門
職
な
い
し
半
専
門
職
が
作
る
生
活
道
具
が
多
く

含
ま
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
こ
に
お
い
て
、
民
具
の
内
容
は
、
蒐
集
当
初
よ
り

範
囲
が
ず
っ
と
広
が
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。
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二
・
二

宮
本
常
一
に
よ
る
さ
ら
な
る
明
確
化
の
試
み

『
民
具
蒐
集
調
査
要
目
』
は
民
具
研
究
の
重
要
な
一
里
塚
的
成
果
だ
が
、
改
善

の
余
地
が
残
る
こ
と
も
、
前
書
き
に
記
さ
れ
て
い
る
。『
要
目
』
に
課
題
が
残
る

と
す
れ
ば
、
例
え
ば
ど
ん
な
問
題
が
あ
り
う
る
だ
ろ
う
か
。
二
つ
の
「
線
引
き
問

題
」
が
、
指
摘
で
き
る
だ
ろ
う
。（
１
）
ま
ず
、
要
目
の
リ
ス
ト
に
は
（
専
門
技

術
を
持
つ
）
鍛
冶
職
人
が
作
る
鉄
製
品
は
加
わ
っ
た
が
、
例
え
ば
（
同
じ
く
専
門

技
術
を
備
え
た
）
焼
物
師
が
作
る
「
茶
碗
、
皿
、
徳
利
の
よ
う
な
品
目
」
は
民
具

（
�
）

リ
ス
ト
に
現
れ
な
い
。
こ
の
種
の
不
統
一
は
、
果
た
し
て
そ
の
ま
ま
で
よ
い
の
だ

ろ
う
か
。
こ
れ
は
つ
ま
り
、
古
く
か
ら
あ
っ
た
日
本
の
生
活
道
具
の
う
ち
、
ど
の

範
囲
を
民
具
と
す
る
か
と
い
う
問
題
だ
。（
２
）
も
う
一
つ
の
問
題
は
、
近
代
化

以
降
、
新�

し�

く�

作
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
道
具
の
う
ち
、
ど
の
範
囲
を
民
具
と
す

る
か
と
い
う
も
の
だ
。
例
え
ば
織
物
を
考
え
た
と
き
、
明
治
以
降
、
紡
績
機
械
で

紡
い
だ
糸
、
化
学
染
料
を
使
っ
た
染
め
、
機
械
織
機
で
織
っ
た
布
、
な
ど
が
登
場

し
た
。
そ
う
い
っ
た
工
業
素
材
を
用
い
た
道
具
は
増
加
の
一
途
を
た
ど
る
が
、
そ

れ
ら
は
民
具
に
入
る
の
だ
ろ
う
か
。

リ
ュ
ッ
ク
姿
で
日
本
各
地
を
歩
き
、
庶
民
生
活
の
膨
大
な
記
録
を
残
し
た
民
俗

学
者

宮
本
常
一
（
一
九
〇
七
│
一
九
八
一
）
は
、
ア
チ
ッ
ク
ミ
ュ
ー
ゼ
ア
ム
の

代
表
的
メ
ン
バ
ー
だ
っ
た
が
、
民
具
研
究
に
は
特
に
渋
沢
の
死
後
、
力
を
注
い

だ
。
宮
本
は
民
具
に
つ
い
て
、
生
前
か
ら
聞
き
及
ん
で
い
た
渋
沢
の
考
え
を
で
き

る
だ
け
反
映
さ
せ
な
が
ら
、
さ
ら
に
概
念
を
は
っ
き
り
さ
せ
る
必
要
が
あ
る
と
考

え
た
（
宮
本
﹇
一
九
七
九
﹈
一
九
八
七
、
七
四
頁
）。
以
下
に
書
き
起
こ
す
の
は
、

彼
が
そ
の
民
具
研
究
を
ま
と
め
た
晩
年
の
著
書
『
民
具
学
の
提
唱
』
で
示
さ
れ
た

（
�
）

民
具
の
要
件
で
あ
る
（
宮
本
﹇
一
九
七
九
﹈
一
九
八
七
、
七
六
頁
）。

①
民
具
は
有
形
民
俗
資
料
の
一
部
で
あ
る
。

②
民
具
は
人
間
の
手
に
よ
っ
て
、
あ
る
い
は
道
具
を
用
い
て
作
ら
れ
た
も
の

で
、
動
力
機
械
に
よ
っ
て
作
ら
れ
た
も
の
で
は
な
い
。

③
民
具
は
民
衆
が
、
そ
の
生
産
や
生
活
に
必
要
な
も
の
と
し
て
作
り
出
し
た
も

の
で
、
使
用
者
は
民
衆
に
限
ら
れ
る
。
専
門
職
人
の
高
い
技
術
に
よ
っ
て
作

ら
れ
た
も
の
は
こ
れ
ま
で
普
通
、
工
芸
品
、
美
術
品
な
ど
と
い
わ
れ
、
多
く

は
貴
族
や
支
配
階
級
の
人
び
と
に
よ
っ
て
用
い
ら
れ
た
。
こ
れ
は
民
具
と
区

別
す
べ
き
で
あ
る
。

④
民
具
は
そ
の
制
作
に
多
く
の
手
続
き
を
と
ら
な
い
。
専
門
の
職
人
が
作
る
と

い
う
よ
り
も
、
素
人
ま
た
は
農
業
、
林
業
、
漁
業
の
か
た
わ
ら
制
作
し
て
い

る
も
の
で
あ
る
。

⑤
民
具
は
人
間
の
手
で
動
か
せ
る
も
の
で
あ
る
。

⑥
民
具
の
素
材
に
な
る
も
の
は
草
木
、
動
物
、
石
、
金
属
、
土
な
ど
で
原
則
と

し
て
は
化
学
製
品
は
含
ま
な
い
。

⑦
複
合
加
工
を
含
む
場
合
は
仕
あ
げ
を
す
る
も
の
が
、
素
人
ま
た
は
半
玄
人
で

あ
る
も
の
。

各
項
目
に
対
し
、
簡
単
に
解
釈
・
コ
メ
ン
ト
を
加
え
て
お
こ
う
。
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【
①
に
つ
い
て
】「
民
俗
資
料
」
と
は
、
庶
民
の
生
活
文
化
の
歴
史
を
表
す
も
の
を

指
す
言
葉
で
、
道
具
の
よ
う
に
物
質
的
な
も
の
が
「
有�

形�

民
俗
資
料
」
と
呼
ば
れ

（
�
）
る
。
①
は
民
具
を
そ
の
種
の
、
過
去
と
の
連
絡
、
つ
ま
り
伝
承
性
が
あ
る
も
の
と

し
て
特
徴
づ
け
る
項
目
で
あ
る
。

【
②
に
つ
い
て
】
こ
れ
は
民
具
を
、
人
間
の
身
体
作
業
が
投
入
さ
れ
て
で
き
た
も

の
と
し
て
特
徴
づ
け
る
項
目
で
あ
る
。
動
力
機
械
の
使
用
に
つ
い
て
は
後
ほ
ど
、

⑦
の
箇
所
で
補
足
が
あ
る
。

【
③
・
④
に
つ
い
て
】
こ
れ
ら
は
多
少
、
解
釈
を
要
す
る
。
先
に
④
を
読
む
こ
と

に
す
る
と
、
そ
れ
は
一
見
「
専
門
の
職
人
が
作
る
も
の
は
、
民
具
で
な
い
」
と
述

べ
る
か
の
よ
う
だ
。
だ
が
、
こ
れ
は
一
体
ど
う
い
う
こ
と
だ
ろ
う
。
と
い
う
の

も
、
も
し
こ
の
項
目
が
本
当
に
専
門
職
人
を
排
除
す
る
も
の
な
ら
、
そ
れ
は
民
具

観
を
、『
民
具
蒐
集
調
査
要
目
』
以
前
の
不
都
合
に
狭
い
も
の
へ
と
逆
戻
り
さ
せ

る
こ
と
に
な
る
か
ら
だ
。

だ
が
こ
こ
で
③
に
戻
り
、
そ
れ
を
慎
重
に
読
む
な
ら
、
専
門
職
人
が
作
る
道
具

を
一
律
に
除
外
す
る
こ
と
は
宮
本
の
真
意
で
な
か
ろ
う
と
解
釈
す
る
道
が
開
け

る
。
と
い
う
の
も
、
ま
ず
③
が
述
べ
る
の
は
、
民
具
は
、
民
衆
の
間
で
そ
の
普
段

の
生
活
の
た
め
に
作
ら
れ
た
も
の
だ
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
③
が
民
具

と
異
な
る
も
の
と
し
て
区
別
を
要
請
す
る
の
は
、
巧
緻
な
技
術
で
作
ら
れ
る
、
上

流
階
層
の
た
め
の
美
術
品
・
工
芸
品
で
あ
る
。
つ
ま
り
③
が
述
べ
て
い
る
「
民
具

vs
非
民
具
」
の
違
い
の
眼
目
は
、
用
途
の
違
い
に
帰
着
す
る
。

要
す
る
に
、
専
門
職
人
は
、
美
術
工
芸
品
ば
か
り
を
作
る
者
と
は
限
ら
な
い
。

宮
本
自
身
が
、
よ
り
以
前
に
或
る
所
で
、「
専�

門�

の�

職�

人�

の�

つ�

く�

っ�

た�

も�

の�

の�

中�

に�

も�

民�

具�

が�

あ�

る�

（
宮
本

一
九
六
九
、
六
頁
、
傍
点
追
加
）」
と
述
べ
て
お
り
、

職
人
の
製
作
物
に
も
種
類
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
宮
本
は
場

面
に
よ
っ
て
、「
専
門
の
職
人
」
と
い
う
言
葉
を
、
技
術
の
粋
を
凝
ら
し
た
美
術

品
を
専
門
に
作
る
人
を
仄
め
か
す
か
の
よ
う
に
使
う
こ
と
も
あ
る
。
こ
の
あ
た
り

に
、
宮
本
の
主
張
の
仕
方
の
紛
ら
わ
し
さ
、
不
安
定
さ
が
あ
る
よ
う
に
思
う
。
以

上
を
踏
ま
え
て
我
々
が
再
び
確
認
す
べ
き
は
、
専
門
職
人
に
は
、
美
術
・
工
芸
品

制
作
と
は
異
な
る
手
法
・
目
的
で
、
民�

衆�

の�

生�

活�

道�

具�

を�

作�

る�

人�

が�

い�

る�

と
い
う

こ
と
だ
。
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
専
門
職
人
の
作
を
、
自
動
的
に
民
具
か
ら
排
除
す

る
理
由
は
な
さ
そ
う
で
あ
る
。

④
は
次
の
よ
う
に
、
言
葉
の
不
足
を
補
っ
て
理
解
し
直
す
こ
と
が
で
き
よ
う
。

す
な
わ
ち

′④
民
具
は
そ
の
制
作
に
﹇
美
術
品
ほ
ど
の
﹈
多
く
の
手
続
き
を
と
ら
な
い
。

﹇
美
術
品
制
作
の
み
が
﹈
専
門
の
職
人
が
作
る
と
い
う
よ
り
も
、
素
人
ま
た
は

﹇
半
玄
人
さ
ら
に
は
専
門
職
人
が
﹈﹇
日
用
道
具
に
相
応
し
い
簡
素
な
手
法
で
﹈

制
作
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。

全
体
と
し
て
は
、
製
作
者
が
専
門
職
人
か
素
人
か
よ
り
は
、
む
し
ろ
│
│
美
術

工
芸
品
の
よ
う
な
技
巧
的
作
品
で
な
い
│
│
庶
民
の
実
用
品
で
あ
る
こ
と
が
重
要
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な
の
だ
。
そ
れ
ゆ
え
③
・
④
は
、
相
対
的
に
簡
素
な
技
術
で
作
ら
れ
る
、
実
用
性

を
重
ん
じ
た
庶
民
の
生
活
道
具
と
し
て
民
具
は
特
徴
づ
け
ら
れ
る
、
と
い
う
趣
旨

で
読
む
べ
き
だ
ろ
う
。

【
⑤
に
つ
い
て
】
こ
れ
は
民
具
を
、「
手
頃
さ
」
に
よ
っ
て
特
徴
づ
け
る
項
目
で
あ

る
。
つ
ま
り
そ
れ
は
、「
石
垣
と
か
井
戸
と
か
住
居
と
か
」
の
大
き
な
固
定
物
は
、

道
具
で
な
く
む
し
ろ
施
設
に
分
類
す
る
こ
と
で
、
そ
れ
ら
を
民
具
か
ら
区
別
す
る

も
の
に
な
っ
て
い
る
。（
た
だ
し
⑤
に
違
和
感
が
な
い
わ
け
で
も
な
い
。
例
え
ば
、

（
�
）

「
施
設
も
、
広
義
の
道
具
と
言
え
ま
い
か
」
と
い
う
反
論
が
予
測
で
き
よ
う
。）

【
⑥
に
つ
い
て
】
こ
れ
は
、
自
然
素
材
か
ら
作
る
も
の
と
し
て
、
民
具
を
特
徴
づ

け
る
項
目
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
例
え
ば
石
油
そ
の
も
の
は
天
然
資
源
だ
が
、
そ

こ
か
ら
工
業
的
に
合
成
さ
れ
た
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
は
化
学
素
材
（
非
自
然
素
材
）
に

分
類
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
民
具
の
素
材
で
は
な
い
こ
と
に
な
る
。

【
⑦
に
つ
い
て
】
こ
れ
は
、
こ
れ
ま
で
の
も
の
（
①
か
ら
⑥
）
と
は
か
な
り
性
格

を
異
に
す
る
項
目
で
あ
る
。

⑦
の
内
容
を
見
て
い
く
前
に
、
言
葉
の
整
理
・
確
認
が
必
要
だ
。
ま
ず
「
素
人

か
半
玄
人
」
の
部
分
は
、
先
の
③
・
④
に
つ
い
て
の
我
々
の
検
討
を
踏
ま
え
る
な

ら
、
庶
民
の
生
活
道
具
を
作
る
専�

門�

職�

人�

も�

加
え
て
解
釈
す
べ
き
と
思
わ
れ
る
。

次
に
「
複
合
加
工
」
│
│
お
よ
び
そ
の
対
語
「
一
次
加
工
」
│
│
と
い
う
語
に

つ
い
て
説
明
が
要
る
だ
ろ
う
。
そ
の
意
味
は
お
よ
そ
次
の
よ
う
な
も
の
だ
と
、
宮

本
の
文
章
か
ら
汲
み
取
る
こ
と
で
き
る
。
つ
ま
り
、
一
人
の
人
が
素
材
を
準
備

し
、
そ
こ
か
ら
比
較
的
単
純
な
作
業
に
よ
っ
て
も
の
を
作
る
こ
と
が
「
一
次
加

工
」
な
の
に
対
し
、
一
次
加
工
の
産
物
に
別
の
人
が
新
た
に
手
を
加
え
た
り
、
そ

れ
ら
の
素
材
を
組
み
合
わ
せ
た
り
し
て
、
よ�

り�

手�

の�

込�

ん�

だ�

も�

の�

を
作
る
こ
と
が

（

）

「
複
合
加
工
」
で
あ
る
、
と
。

以
上
を
踏
ま
え
て
言
う
と
、
⑦
は
、
複
合
加
工
が
混
じ
る
、
よ
り
複
雑
な
道
具

を
ど
う
扱
う
か
の
項
目
で
あ
る
。
手
が
込
ん
だ
も
の
は
美
術
工
芸
品
に
な
り
が
ち

だ
が
、
⑦
の
一
つ
の
意
味
は
、
手
が
込
ん
だ
も
の
で
も
、
そ
れ
が
（
素
人
や
半
玄

人
が
、
ま
た
、
美
術
工
芸
品
を
作
る
の
で
な
い
専
門
職
人
が
、
仕
上
げ
る
も
の

（

）

で
）
庶
民
の
生
活
道
具
に
な
る
な
ら
、
そ
れ
は
民
具
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
だ
。

だ
が
⑦
に
は
も
う
一
つ
、
本
稿
に
と
っ
て
よ
り
重
要
な
意
味
が
あ
る
。
明
治
以

降
の
近
代
化
に
伴
い
、
日
本
の
道
具
製
作
に
も
工
業
素
材
や
機
械
工
程
が
混
じ
る

よ
う
に
な
っ
て
い
く
。
こ
の
事
実
か
ら
生
ま
れ
る
疑
問
が
あ
る
。
つ
ま
り
、
た
と

え
ば
工
場
で
機
械
紡
績
さ
れ
た
糸
を
調
達
し
、
そ
れ
を
使
っ
て
織
ら
れ
た
反
物
は

民
具
な
の
か
。
そ
の
反
物
は
、
②
の
要
請
、「
民
具
は
手
仕
事
で
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
」
を
満
た
さ
な
い
の
で
な
い
か
。
ま
た
化
学
染
料
で
染
め
た
糸
を
調
達
し
、

そ
れ
を
使
っ
て
織
ら
れ
た
反
物
は
民
具
な
の
か
。
そ
れ
は
⑥
の
要
請
、「
民
具
は

天
然
素
材
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
を
満
た
さ
な
い
の
で
な
い
か
。
こ
れ
ら
の
疑

問
に
対
し
⑦
は
、
次
の
よ
う
に
答
え
る
こ
と
を
認
め
る
も
の
だ
。

化
学
染
料
を
つ
か
い
、
紡
績
糸
を
使
っ
て
も
、
そ
れ
を
高
機
な
ど
で
手
織

り
に
し
た
も
の
は
一
応
民
具
と
見
て
よ
い
の
で
は
な
い
か
﹇
…
…
﹈（
宮
本
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﹇
一
九
七
九
﹈
一
九
八
七
、
七
六
頁
）。

機
械
工
程
や
工
業
素
材
が
ま
じ
っ
て
も
、（
複
数
の
素
材
を
用
い
、
工
程
を
重
ね

て
作
る
複
合
加
工
の
品
で
あ
る
）
反
物
は
、
そ
れ
が
最
後
に
手
織
り
機
で
人�

が�

仕�

（

）

上�

げ�

た�

実
用
品
な
ら
ば
、
民
具
扱
い
で
一
応
よ
く
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

＊か
か
ず
ら

指
摘
し
う
る
個
別
の
疑
問
点
に
は
今
は
係
わ
な
い
こ
と
に
し
て
、
宮
本
の
民
具

規
定
は
次
の
よ
う
に
整
理
で
き
よ
う
。
つ
ま
り
民
具
と
は
、
①
伝
承
性
が
あ
り
、

②
手
仕
事
に
よ
る
も
の
で
、
③
・
④
美
術
・
工
芸
的
な
技
巧
の
作
と
い
う
よ
り
、

一
般
民
衆
の
暮
ら
し
で
使
う
も
の
で
、
⑤
手
で
動
か
せ
る
サ
イ
ズ
の
も
の
で
、
⑥

身
近
な
自
然
素
材
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
た
だ
し
⑦
工
業
的
な
素
材
・
製
法
が
混

じ
る
も
の
で
も
、
仕
上
げ
を
す
る
の
が
（
庶
民
の
生
活
道
具
づ
く
り
に
携
わ
る
）

人
間
で
あ
れ
ば
、
民
具
に
数
え
て
よ
い
。＊

こ
の
民
具
観
に
照
ら
せ
ば
、
現
代
社
会
に
あ
る
諸
々
の
生
活
道
具
に
つ
い
て
、

民
具
か
否
か
の
判
別
が
か
な
り
容
易
に
で
き
る
。
一
例
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
る

の
が
、
か
つ
て
の
手
桶
の
役
割
を
、
現
在
担
っ
て
い
る
バ
ケ
ツ
で
あ
る
。
バ
ケ
ツ

は
、
ト
タ
ン
製
が
中
心
の
時
期
を
経
て
、
現
在
は
ほ
と
ん
ど
が
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
製

に
な
っ
た
が
、
宮
本
は
次
の
よ
う
に
結
論
し
て
い
る
。

手
桶
は
民
具
で
あ
る
が
、
バ�

ケ�

ツ�

は�

民�

具�

で�

は�

な�

く�

な�

る�

（
日
本
常
民
文

化
研
究
所

一
九
六
九
、
六
頁
、
傍
点
追
加
）。

バ�

ケ�

ツ�

の�

よ�

う�

な�

も�

の�

は�

機
械
量
産
で
き
る
も
の
で
民�

具�

と�

は�

言�

い�

難�

い�

（
宮
本

一
九
八
七
、
七
六
頁
、
傍
点
追
加
）。

バ
ケ
ツ
は
民
具
で
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
そ
れ
ら
は
工
業
素
材
の
機
械
量
産
品
で
あ

り
、
仕
上
げ
も
手
仕
事
で
な
い
も
の
で
、
規
定
の
②
⑥
に
、
か
つ
⑦
に
も
反
す
る

か
ら
で
あ
る
。

三

ポ
リ
バ
ケ
ツ
民
具
論

三
・
一

概
要
│
│
「
民
具
は
古
い
も
の
か
」
と
い
う
疑
問

ポ
リ
バ
ケ
ツ
民
具
論
は
、
ポ
リ
バ
ケ
ツ
に
つ
い
て
の
宮
本
の
結
論
│
│
そ
し
て

根
底
的
に
は
、
そ
の
結
論
を
生
む
彼
の
民
具
観
│
│
へ
の
反
論
で
あ
る
。
岩
井
は

宮
本
の
民
具
観
を
「
厳
し
い
」
も
の
だ
と
批
判
的
に
考
え
て
い
る
よ
う
だ
が
、
そ

の
指
摘
は
果
た
し
て
妥
当
だ
ろ
う
か
。
と
い
う
の
も
、
宮
本
は
ア
チ
ッ
ク
ミ
ュ
ー

ゼ
ア
ム
初
期
の
民
具
観
に
固
執
し
た
の
で
は
な
い
。
我
々
の
理
解
で
は
、
宮
本
自

身
は
、「
専
門
の
職
人
の
つ
く
っ
た
も
の
の
中
に
も
民
具
が
あ
る
」
と
も
考
え
て

お
り
、
職
人
の
作
全
般
で
な
く
、
専
ら
美
術
工
芸
品
的
な
作
を
除
外
し
た
の
だ
っ

た
。
ま
た
宮
本
は
、
手
仕
事
、
自
然
素
材
に
よ
る
も
の
を
民
具
の
中
心
に
考
え
つ

つ
も
、
仕
上
げ
が
人
の
手
に
よ
る
な
ら
、
近
代
工
業
的
要
素
の
混
入
も
一
応
受
け

入
れ
る
よ
う
で
あ
っ
た
（
そ
の
当
否
に
は
今
は
触
れ
な
い
）。
岩
井
も
、
宮
本
が

民
具
の
「
厳
し
い
定
義
を
い
く
ぶ
ん
幅
を
広
げ
て
考
え
（
岩
井

二
〇
一
一
、
四

三
頁
）」
よ
う
と
し
た
こ
と
を
認
め
る
。
だ
が
そ
の
一
方
で
岩
井
は
、
研
究
者
た
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ち
の
民
具
観
は
依
然
、「
機
械
を
も
っ
て
作
ら
れ
た
も
の
を
排
除
し
、
手
作
り
に

よ
る
も
の
に
限
定
さ
れ
、
素
人
か
せ
い
ぜ
い
半
玄
人
の
つ
く
っ
た
も
の
（
岩
井

二
〇
一
一
、
五
六
頁
、
一
七
九
頁
）」
と
す
る
傾
向
が
強
い
ま
ま
だ
っ
た
と
捉
え
、

そ
こ
に
宮
本
の
影
響
を
見
て
い
る
。
そ
し
て
そ
の
よ
う
な
民
具
観
は
、「﹇
…
…
﹈

民
具
は
古
い
も
の
、
現
代
の
技
術
革
新
の
時
代
と
は
相
容
れ
な
い
前
時
代
の
も
の

と
い
う
意
識
・
感
覚
」
を
醸
成
し
て
き
た
の
だ
と
、
岩
井
は
指
摘
す
る
（
岩
井

二
〇
一
一
、
五
六
│
五
七
頁
、
一
七
九
頁
）。

岩
井
自
身
は
民
具
を
ど
う
考
え
る
の
だ
ろ
う
。
彼
は
、
民
具
は
人
間
の
「
生
活

の
必
要
か
ら
」
生
ま
れ
、「
機
能
性
と
実
用
性
を
本
旨
と
し
て
」
作
ら
れ
て
き
た

も
の
だ
か
ら
、
そ
の
本
質
は
途
絶
す
る
こ
と
な
く
、
未
来
へ
と
つ
な
が
る
は
ず

（
岩
井

二
〇
一
一
、
五
七
頁
、
一
七
九
│
一
八
〇
頁
）
と
捉
え
、「
民
具
は
古
い

も
の
」
と
い
う
民
具
観
か
ら
の
脱
却
を
試
み
る
。
岩
井
が
と
る
方
向
は
、
民
具
の

古
典
的
定
義
│
│
「
我
々
の
同
胞
が
日
常
生
活
の
必
要
か
ら
技
術
的
に
作
り
出
し

た
身
辺
卑
近
の
道
具
」
│
│
を
正
し
い
と
し
つ
つ
、
そ
れ
を
宮
本
と
同
じ
に
は
展

開
し
な
い
と
い
う
も
の
だ
。
古
典
的
定
義
の
文
言
に
は
、
素
材
や
製
法
へ
の
直
接

の
言
及
は
な
い
。
そ
こ
に
あ
る
の
は
、
日
本
人
が
日
常
生
活
の
必
要
の
た
め
に
作

っ
て
き
た
も
の
と
い
う
実�

用�

性�

へ�

の�

言�

及�

で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
岩
井
は
、
民
具
概

念
を
次
の
よ
う
に
解
釈
す
る
の
だ
。

﹇
…
…
﹈
材�

質�

が�

何�

で�

あ�

る�

か�

、�

ま�

た�

手�

作�

り�

で�

あ�

る�

か�

否�

か�

は�

、
資
源
材

料
、
生
産
構
造
、
流
通
機
構
、
社
会
形
態
の
差
異
か
ら
く
る
こ
と
で
あ
っ

て
、
民�

具�

に�

と�

っ�

て�

本�

質�

的�

な�

も�

の�

で�

は�

な�

い�

と
、
割
り
切
っ
て
理
解
す
る

必
要
が
あ
る
（
岩
井

二
〇
一
一
、
四
八
頁
（
傍
点
追
加
）、
六
一
頁
、
一

九
九
頁
）。

生
活
の
必
要
性
を
満
た
す
実
用
性
が
民
具
の
本
旨
で
あ
り
、
素
材
・
製
法
は
本
質

で
な
い
。
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
製
で
も
、
機
械
製
で
も
構
わ
な
い
。
そ
う
や
っ
て
彼

は
、
民
具
は
前
時
代
的
な
古
い
も
の
と
い
う
「
先
入
見
」
を
払
拭
し
よ
う
と
し

た
。
だ
か
ら
彼
は
言
う
│
│
現
代
の
人
び
と
の
生
活
の
中
に
生
き
、
使
い
こ
な
さ

れ
て
い
る
ポ
リ
バ
ケ
ツ
も
民
具
だ
、
と
。

三
・
二

そ
の
詳
細
│
│
「
ア
イ
デ
ア
と
パ
タ
ー
ン
」
の
伝
承
性

岩
井
の
考
え
に
は
、
さ
ら
に
立
ち
入
っ
て
検
討
す
べ
き
内
容
が
あ
る
。
民
具
の

本
旨
を
機
能
性
・
実
用
性
に
定
め
つ
つ
、
岩
井
は
民
具
の
別
の
側
面
も
重
視
す

る
。
こ
の
こ
と
を
確
認
す
る
た
め
、
民
具
成
立
の
四
段
階
と
し
て
岩
井
が
掲
げ
る

ス
テ
ッ
プ
を
少
し
整
理
し
て
示
す
こ
と
に
す
る
（
岩
井

二
〇
一
一
、
四
七
頁
。

参
考
、
五
四
頁
、
六
三
頁
）。

①
ま
ず
生
活
の
必
要
か
ら
、
あ
る
道
具
が
創
作
さ
れ
る
。

②
そ
の
道
具
が
、
共
同
体
の
メ
ン
バ
ー
か
ら
共
通
の
理
解
を
得
る
。

③
そ
の
道
具
の
ア
イ
デ
ア
と
パ
タ
ー
ン
が
定
型
化
さ
れ
伝
統
の
型
と
な
る
。

④
そ
れ
が
個
々
の
作
り
手
・
使
い
手
を
通
じ
、
伝
承
さ
れ
る
。

こ
の
四
段
階
の
中
身
を
見
て
い
こ
う
。
岩
井
は
、
民
具
に
特
に
重
要
な
の
は
、
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「
共
通
の
理
解
」
だ
と
言
う
（
岩
井

二
〇
一
一
、
四
七
頁
、
六
一
頁
）。
民
具
は

そ
の
性
格
上
、
社
会
の
メ
ン
バ
ー
一
般
に
一
定
の
理
解
が
行
き
渡
っ
て
い
る
。
そ

し
て
そ
の
理
解
の
内
容
は
、
メ
ン
バ
ー
た
ち
が
「
製
品
の
効
能
を
理
解
し
て
い
る

と
い
う
だ
け
で
な
く
、﹇
…
…
﹈
そ
の
意
匠
、
構
造
を
理
解
し
て
（
岩
井

二
〇

一
一
、
四
七
頁
、
六
一
頁
）」
い
る
こ
と
だ
と
さ
れ
る
。
つ
ま
り
共
通
理
解
に
は
、

（
１
）
効
能
と
（
２
）
意
匠
（
デ
ザ
イ
ン
）、
構
造
の
│
│
二
つ
の
、
し
か
し
お
そ

ら
く
互
い
に
つ
な
が
り
が
あ
る
事
柄
の
│
│
理
解
が
あ
る
と
さ
れ
る
。

こ
れ
は
ど
う
い
う
こ
と
だ
ろ
う
か
。
岩
井
は
「
効
能
」、「
意
匠
・
構
造
」
と
い

う
語
を
特
に
説
明
な
し
に
使
っ
て
い
る
が
、
お
そ
ら
く
、（
１
）「
効
能
」
は
民
具

に
求
め
ら
れ
る
機
能
、
あ
る
い
は
そ
こ
に
流
れ
る
発
想
を
表
し
、
ま
た
（
２
）

「
意
匠
・
構
造
」
は
、（（
１
）
の
実
現
に
必
要
な
）
民
具
の
形
・
型
を
表
す
も
の

と
、
理
解
で
き
よ
う
。
そ
れ
ら
を
岩
井
は
、
そ
れ
ぞ
れ
「
ア
イ
デ
ア
」「
パ
タ
ー

ン
」
と
言
う
こ
と
も
あ
り
、
む
し
ろ
こ
の
後
者
の
用
語
を
好
ん
で
使
う
。
そ
し
て

彼
は
、
民
具
の
「
効
能
と
意
匠
・
構
造
」
あ
る
い
は
「
ア
イ
デ
ア
と
パ
タ
ー
ン
」

こ
そ
が
、
理
解
が
共
時
的
に
共
有
さ
れ
、
さ
ら
に
過
去
、
現
在
、
未
来
へ
と
伝
承

さ
れ
る
も
の
で
、
持
続
性
が
あ
る
も
の
だ
と
主
張
す
る
。
つ
ま
り
岩
井
自
身
の
考

え
で
は
、「
民
具
は
あ
く
ま
で
も
伝
承
文
化
で
あ
る
」
が
（
岩
井

一
九
九
四
、

三
〇
八
頁
）、
彼
は
そ
の
伝
承
性
を
、「
ア
イ
デ
ア
と
パ
タ
ー
ン
」
に
絞
っ
て
民
具

を
捉
え
る
の
で
あ
る
。

次
の
文
章
を
見
て
お
こ
う
。

民
具
は
実
用
性
と
機
能
性
と
を
本
旨
と
す
る
も
の
で
あ
る
た
め
、
そ
の
ア

イ
デ
ア
と
パ
タ
ー
ン
は
伝
承
さ
れ
な
が
ら
、
物
そ
の
も
の
と
し
て
は
技
術
の

向
上
に
よ
っ
て
実
用
性
を
失
﹇
い
、﹈
消
滅
す
る
こ
と
も
あ
る
。﹇
…
…
﹈
し

か
し
﹇
…
…
﹈
伝
統
的
な
ア
イ
デ
ア
と
パ
タ
ー
ン
は
洗
練
さ
れ
再
生
産
さ

れ
、
伝
承
さ
れ
、
次
の
物
の
中
に
生
き
て
い
く
（
岩
井

二
〇
一
一
、
四
五

│
四
六
頁
）。

述
べ
ら
れ
て
い
る
の
は
、
民
具
Ａ
が
時
代
の
変
化
を
受
け
て
滅
ん
で
も
、
Ａ
に

備
わ
る
ア
イ
デ
ア
と
パ
タ
ー
ン
が
次
の
道
具
Ｂ
に
伝
承
さ
れ
、
そ
こ
に
生
か
さ
れ

る
こ
と
で
、
Ｂ
が
新
し
い
民
具
と
な
る
│
│
と
い
う
こ
と
だ
。

そ
う
い
っ
た
新
し
い
民
具
の
例
と
し
て
岩
井
が
取
り
上
げ
る
も
の
に
、
プ
ラ
ス

チ
ッ
ク
製
の
弁
当
行
李
が
あ
る
。
こ
の
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
容
器
に
先
行
す
る
民
具

は
、
コ
リ
ヤ
ナ
ギ
の
細
枝
を
編
ん
で
作
る
伝
統
的
な
弁
当
行
李
で
あ
る
。
食
べ
物

が
た
く
さ
ん
入
り
、
し
か
も
保
存
性
の
よ
さ
と
い
う
効
能
を
も
つ
の
が
よ
い
弁
当

入
れ
だ
と
す
れ
ば
、
そ
の
発
想
（
ア
イ
デ
ア
）
は
、
コ
リ
ヤ
ナ
ギ
製
の
弁
当
行
李

で
は
、
胴
と
蓋
の
両
方
に
深
さ
が
あ
り
、
編
み
物
細
工
が
も
つ
通
気
性
の
よ
さ
を

備
え
た
構
造
（
パ
タ
ー
ン
）
に
反
映
さ
れ
て
い
る
。
以
上
を
踏
ま
え
、
コ
リ
ヤ
ナ

ギ
の
弁
当
行
李
に
あ
る
そ
れ
ら
の
ア
イ
デ
ア
と
パ
タ
ー
ン
を
伝
承
す
る
も
の
と
し

て
、
岩
井
は
プ�

ラ�

ス�

チ�

ッ�

ク�

製�

の�

メ�

ッ�

シ�

ュ�

入�

り�

弁�

当�

入�

れ�

を
紹
介
す
る
の
で
あ

る
。
つ
ま
り
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
製
弁
当
行
李
は
、「
胴
と
蓋
が
同
じ
深
さ
で
二
食
分

入
れ
る
こ
と
が
で
き
、
柳
行
李
の
よ
う
に
﹇
編
目
状
の
﹈
透
き
間
を
つ
く
っ
て
い

て
、﹇
…
…
﹈
夏
場
の
弁
当
の
腐
敗
を
避
け
る
こ
と
が
で
き
」
る
も
の
だ
、
と

（
岩
井

二
〇
一
一
、
五
八
頁
）。
コ
リ
ヤ
ナ
ギ
製
弁
当
行
李
と
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
製
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弁
当
行
李
に
は
、
同
じ
ア
イ
デ
ア
と
パ
タ
ー
ン
が
一
貫
し
て
流
れ
て
い
る
。
そ
れ

ゆ
え
岩
井
に
よ
れ
ば
、
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
の
弁
当
行
李
も
民
具
だ
、
と
い
う
こ
と
に

な
る
。

プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
の
バ
ケ
ツ
も
同
様
で
あ
る
。
彼
は
言
う
。

﹇
手
桶
が
﹈
さ
ら
に
機
械
工
業
製
品
化
さ
れ
て
ブ
リ
キ
バ
ケ
ツ
と
な
り
、
プ

ラ
ス
チ
ッ
ク
製
の
も
の
が
出
現
し
て
き
て
、
そ
れ
が
今
日
重
宝
さ
れ
て
い
る

の
で
あ
る
が
、
そ
こ
に
一�

貫�

し�

て�

流�

れ�

て�

い�

る�

ア�

イ�

デ�

ア�

と�

パ�

タ�

ー�

ン�

は�

同�

じ�

で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
を
使
う
も
の
が
抵
抗
感
を
持
た
ず
、
人
々
の
生

活
の
中
に
生
き
、
使
い
こ
な
さ
れ
て
い
る
。
な
ら
ば
ポ�

リ�

バ�

ケ�

ツ�

も�

民�

具�

で�

あ�

る�

（
岩
井

二
〇
一
一
、
六
〇
│
六
一
頁
、
傍
点
追
加
。
参
考
、
四
五

頁
、
一
九
八
頁
）。

で
は
こ
こ
で
、
手
桶
と
ポ
リ
バ
ケ
ツ
に
一
貫
す
る
ア
イ
デ
ア
と
パ
タ
ー
ン
と
は

何
か
。
二
つ
を
見
比
べ
、
共
通
点
が
見
つ
か
る
な
ら
、
そ
れ
は
、（
１
）
水
を
漏

ら
さ
ず
、
運
搬
も
容
易
で
あ
る
べ
き
と
い
う
ア
イ
デ
ア
、
お
よ
び
そ
れ
を
実
現
す

る
（
２
）
開
口
型
で
、
或
る
程
度
の
深
さ
が
あ
り
、
浸
透
性
・
孔
・
透
き
間
が
な

く
、
サ
イ
ズ
や
重
さ
が
手
頃
な
容
器
で
、
下
げ
て
運
ぶ
た
め
の
持
ち
手
が
あ
る
と

い
う
形
状
的
パ
タ
ー
ン
、
と
い
う
も
の
だ
ろ
う
。
生
活
の
必
要
を
満
た
す
実
用
性

を
本
旨
と
す
る
民
具
に
見
つ
か
る
こ
れ
ら
の
「
ア
イ
デ
ア
と
パ
タ
ー
ン
」
が
伝
承

さ
れ
る
こ
と
で
新
し
い
道
具
│
│
こ
の
場
合
、
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
の
バ
ケ
ツ
│
│
も

民
具
と
み
な
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
岩
井
の
考
え
で
は
、
重
要
な
の
は
そ
の
「
ア
イ

デ
ア
と
パ
タ
ー
ン
」
で
あ
り
、
他
の
事
柄
、
例
え
ば
「
材
質
が
何
で
あ
る
か
、
ま

た
手
作
り
で
あ
る
か
否
か
は
、﹇
…
…
﹈
民
具
に
と
っ
て
本
質
的
な
も
の
で
な
い
」

と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

三
・
三

あ
る
疑
問

と
こ
ろ
で
ポ
リ
バ
ケ
ツ
民
具
論
に
は
、
さ
ら
な
る
主
張
が
加
わ
る
。
稿
を
進
め

る
前
に
こ
こ
で
そ
の
内
容
を
短
く
確
認
し
、
疑
問
点
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
。

意
匠
や
構
造
に
つ
い
て
社
会
に
共
通
理
解
が
あ
る
こ
と
は
、
民
具
が
単
純
な
道

具
で
あ
る
こ
と
を
意
味
す
る
、
と
岩
井
は
考
え
る
。
そ
し
て
そ
の
こ
と
か
ら
彼

は
、
材
料
や
製
作
道
具
や
設
備
さ
え
あ
れ
ば
、
誰
も
が
自
作
で
き
る
の
が
民
具
な

の
だ
と
言
う
。

﹇
共
通
の
理
解
と
は
﹈
製
品
の
効
能
を
理
解
し
て
い
る
と
言
う
だ
け
で
な
く
、

創
作
者
と
同
じ
程
度
に
使
用
者
が
そ
の
意
匠
、
構
造
を
理
解
し
て
い
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
﹇
…
…
﹈。
つ
ま
り
﹇
民
具
と
は
﹈
適
当
な
材
料
と
製
作
道
具

と
設
備
さ
え
与
え
ら
れ
れ
ば
、
一
般
の
人
間
が
そ
れ
と
同
じ
程
度
の
も
の
を

製
作
で
き
る
も
の
で
あ
る
（
岩
井

二
〇
一
一
、
四
七
頁
）。

逆
に
「
特
別
高
度
な
知
識
、
特
殊
な
技
術
を
要
求
す
る
も
の
は
﹇
民
具
﹈
の
範
疇

に
入
ら
な
い
（
岩
井

二
〇
一
一
、
四
七
頁
）」
と
彼
は
言
う
。
そ
の
代
表
例
は
、

岩
井
に
よ
れ
ば
、
現
代
の
電
子
・
電
気
機
器
で
あ
る
。
そ
れ
ら
の
電
気
的
仕
組

み
・
回
路
に
つ
い
て
一
般
人
は
共
通
理
解
を
持
た
ず
、
電
気
製
品
は
一
般
人
に
は
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「
ブ
ラ
ッ
ク
ボ
ッ
ク
ス
」
だ
か
ら
で
あ
る
。
典
型
は
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
だ
が
、
他

の
家
電
製
品
な
ど
も
同
じ
だ
と
い
う
。
岩
井
は
民
具
を
、
隠
れ
た
内
部
を
持
つ
電

気
機
械
類
と
は
違
い
、
人
間
の
身
体
だ
け
を
動
力
に
使
用
す
る
単
純
な
も
の
だ
と

す
る
。
だ
か
ら
今
日
多
く
の
人
に
使
わ
れ
る
点
で
は
同
じ
で
も
、
一
方
の
ポ
リ
バ

ケ
ツ
は
民
具
だ
が
、
他
方
の
パ
ソ
コ
ン
（
そ
し
て
そ
の
他
の
電
気
製
品
）
は
民
具

で
な
い
こ
と
に
な
る
。

こ
の
考
え
へ
の
疑
問
を
二
つ
、
書
き
出
し
て
お
こ
う
。

第
一
の
疑
問
は
こ
う
で
あ
る
。
岩
井
は
、
民
具
は
単
純
な
道
具
だ
か
ら
、
一
般

人
も
作
れ
る
も
の
と
し
た
。
し
か
し
桶
作
り
の
素
材
や
道
具
を
手
に
し
て
、
私
は

手
桶
を
作
れ
る
だ
ろ
う
か
。
仮
に
そ
れ
ら
し
き
形
が
で
き
て
も
、
恐
ら
く
そ
れ
は

漏
れ
る
桶
│
│
桶
と
は
言
え
な
い
桶
│
│
に
終
わ
る
だ
ろ
う
。
ま
た
素
材
、
道

具
、
設
備
が
あ
れ
ば
、
私
は
薪
窯
の
炎
を
操
っ
て
、
焼
物
を
焼
き
上
げ
ら
れ
る
だ

ろ
う
か
。
あ
る
い
は
鍛
冶
仕
事
で
、
鉄
の
温
度
を
目
で
見
極
め
な
が
ら
、
鉄
を
接

合
し
た
り
、
形
を
叩
き
出
し
た
り
で
き
る
だ
ろ
う
か
。
岩
井
は
、
従
来
の
民
具
観

に
は
専
門
職
人
に
よ
る
製
作
物
を
排
除
す
る
傾
向
が
あ
っ
た
と
し
て
、
そ
の
狭
さ

を
批
判
し
た
。
し
か
し
仮
に
民
具
を
、
素
人
が
自
作
で
き
る
も
の
に
限
れ
ば
、
岩

井
自
身
が
、
専
門
職
人
に
よ
る
生
活
道
具
を
排
除
す
る
こ
と
に
な
り
そ
う
だ
。

第
二
の
疑
問
は
こ
う
で
あ
る
。
岩
井
は
「
特
別
高
度
な
知
識
、
特
殊
な
技
術
を

要
求
す
る
も
の
は
﹇
民
具
﹈
の
範
疇
に
入
ら
な
い
」
と
す
る
の
だ
っ
た
。
伝
統
的

民
具
づ
く
り
に
も
専
門
的
知
識
・
技
能
が
あ
り
う
る
こ
と
は
脇
に
置
き
、
今
は
ポ

リ
バ
ケ
ツ
と
い
う
工
業
製
品
を
考
え
よ
う
。
ポ
リ
バ
ケ
ツ
の
製
造
工
程
と
い
う
の

は
お
そ
ら
く
、
非
専
門
家
に
は
そ
の
機
械
構
造
が
ブ
ラ
ッ
ク
ボ
ッ
ク
ス
で
あ
る

「
射
出
成
型
機
」
を
操
作
し
て
、
溶
か
し
た
ポ
リ
エ
チ
レ
ン
樹
脂
を
バ
ケ
ツ
の
金

型
に
射
出
し
、
冷
や
し
て
固
化
し
た
後
に
取
り
出
す
、
と
い
っ
た
も
の
だ
ろ
う
。

素
材
を
射
出
す
る
シ
リ
ン
ダ
ー
の
温
度
、
金
型
の
温
度
、
射
出
の
圧
力
な
ど
、
工

場
で
調
整
が
必
要
の
よ
う
だ
。
適
切
に
調
節
す
る
に
は
、
専
門
的
知
識
、
技
術
経

験
が
要
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
だ
と
す
る
と
（
１
）「
ポ
リ
バ
ケ
ツ
は
（
一
般
人
も

作
れ
る
）
民
具
で
あ
る
」
と
い
う
主
張
と
、（
２
）「
特
殊
技
術
・
知
識
を
要
す
る

も
の
（
つ
ま
り
ポ
リ
バ
ケ
ツ
）
は
民
具
で
な
い
」
と
い
う
主
張
が
矛
盾
す
る
が
、

こ
れ
に
つ
い
て
ど
う
考
え
れ
ば
よ
い
の
か
。

こ
の
疑
問
に
対
し
岩
井
は
、「
製
造
過
程
の
複
雑
な
メ
カ
ニ
ズ
ム
、
た
と
え
ば

ポ
リ
バ
ケ
ツ
を
製
作
す
る
た
め
の
機
械
に
関
す
る
理
解
と
い
っ
た
も
の
は
必
要
で

な
い
（
岩
井

二
〇
一
一
、
四
七
頁
、
六
一
頁
、
一
九
九
頁
）」
と
書
く
だ
け
で
、

そ
れ
以
上
の
説
明
を
与
え
て
く
れ
な
い
。「
必
要
で
な
い
」
と
は
、
ど
う
い
う
意

味
だ
ろ
う
。
岩
井
は
、
あ
る
と
き
は
民
具
に
特
殊
技
術
・
知
識
は
不
要
で
あ
る
こ

と
を
要
請
し
、
あ
る
と
き
は
そ
れ
が
実
際
必
要
な
こ
と
を
不
問
に
す
る
。
こ
の
よ

う
な
齟
齬
は
、
読
む
側
を
困
惑
さ
せ
る
。

四

桶
・
樽
の
あ
ら
ま
し

だ
が
ポ
リ
バ
ケ
ツ
民
具
論
に
は
、
よ
り
根
本
的
と
思
わ
れ
る
問
題
が
あ
る
。
そ

の
問
題
と
は
、
岩
井
が
民
具
を
、
生
活
の
必
要
性
か
ら
生
ま
れ
、
か
つ
伝
承
性
を

備
え
た
道
具
と
考
え
る
と
き
、
な
ぜ
彼
は
伝
承
性
を
、「
ア
イ
デ
ア
と
パ
タ
ー
ン
」

だ
け
に
求
め
、
そ
れ
以
外
の
事
柄
を
顧
み
な
い
の
か
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
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こ
の
問
題
を
考
え
る
た
め
、
手
桶
と
は
何
か
を
そ
の
基
本
に
戻
っ
て
捉
え
直
す

作
業
を
し
た
い
。
そ
し
て
手
桶
は
桶
に
属
す
る
道
具
で
あ
る
か
ら
、
手
桶
を
知
る

に
は
、
桶
と
は
何
か
を
知
ら
ね
ば
な
る
ま
い
。

四
・
一

桶
の
基
本
│
│
そ
の
発
想
や
形
態
な
ど

く
れ

桶
と
は
何
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
細
長
い
板
│
│
そ
れ
は
「
側
板
」「
側
」「
榑
」
な

た
が

ど
と
呼
ば
れ
る
│
│
を
何
枚
も
並
べ
て
筒
型
に
し
、
丈
夫
な
輪
│
│
箍
│
│
を
か

け
、
そ
れ
を
き
つ
く
打
ち
込
ん
で
結
束
し
、
最
後
に
底
を
嵌
め
た
も
の
で
あ
る
。

ゆ
い
も
の

桶
は
板
を
箍
で
結
っ
て
作
る
の
で
、
結
物
・
箍
物
と
呼
ば
れ
る
。

桶
は
、
も
の
を
入
れ
る
深
さ
を
持
ち
、
ふ
つ
う
上
に
軽
く
開
い
た
円
筒
形
を
し

て
い
る
（
箍
を
喰
い
込
ま
せ
る
に
は
、
上
下
ど
ち
ら
か
へ
傾
斜
が
胴
部
に
必
要

だ
）。
他
に
、
底
面
に
も
の
を
広
げ
る
こ
と
が
で
き
る
、
広
く
て
浅
い
「
半
切
り

／
半
桶
」
タ
イ
プ
も
あ
る
。
ま
た
上
か
ら
見
た
形
が
楕
円
の
も
の
も
あ
れ
ば
、
一

箇
所
が
注
ぎ
口
に
な
っ
て
い
る
水
滴
型
の
「
狐
桶
」
も
あ
る
。
側
板
の
一
本
を
上

に
伸
ば
し
て
持
ち
手
と
し
た
も
の
は
、「
片
手
桶
」
で
あ
る
。
そ
し
て
向
き
合
う

側
板
を
二
本
上
に
伸
ば
し
、
二
本
の
間
に
横
木
を
渡
し
て
持
ち
手
に
し
た
も
の

に
、「
手
桶
」
が
あ
る
。
側
板
を
下
に
伸
ば
し
、
脚
に
し
た
桶
も
あ
る
。
桶
に
は
、

取
り
外
し
可
能
な
蓋
が
つ
く
こ
と
も
あ
る
。
桶
の
仲
間
に
は
「
樽
」
も
あ
る
が
、

こ
れ
は
（
取
り
外
し
式
で
な
く
）
固
定
蓋
で
塞
い
だ
密
閉
容
器
で
、
酒
な
ど
の
液

体
の
保
管
・
輸
送
に
使
わ
れ
る
。

形
の
多
様
さ
を
例
示
し
た
が
、
桶
の
サ
イ
ズ
も
大
小
様
々
で
、
片
手
に
乗
る
も

の
か
ら
、
中
に
人
が
何
人
も
入
れ
る
「
大
桶
」
│
│
標
準
的
な
も
の
で
も
直
径
・

高
さ
が
そ
れ
ぞ
れ
約
二
メ
ー
ト
ル
、
容
量
が
三
〇
石
（＝

五
四
〇
〇
㍑
（
一
石＝

（

）

十
斗＝

百
升
））
と
い
う
も
の
│
│
ま
で
が
作
ら
れ
た
。

四
・
二

桶
の
素
材
│
│
木
工
文
化
の
一
部
で
あ
る
こ
と

我
々
の
祖
先
た
ち
は
、
風
土
の
中
に
豊
富
に
あ
っ
た
樹
木
を
使
い
、
多
く
の
道

具
を
作
っ
て
き
た
。
木
の
加
工
技
術
に
は
、
結
物
以
外
に
、
①
木
の
塊
の
内
外
を

く
り
も
の

刃
物
で
削
っ
て
作
る
刳
物
、
②
木
を
割
っ
て
作
っ
た
薄
長
板
（
古
く
は
剥
い
だ
樹

ま
げ
も
の

皮
）
を
、
筒
状
に
曲
げ
て
綴
じ
合
わ
せ
、
底
を
嵌
め
た
曲
物
、
③
粗
く
整
え
た
木

ひ
き
も
の

塊
を
轆
轤
で
回
転
さ
せ
、
刃
物
で
内
外
を
削
っ
て
作
る
挽
物
、
④
板
を
組
み
合
わ

さ
し
も
の

せ
て
作
る
四
角
い
指
物
（
板
物
、
組
物
）
と
い
っ
た
も
の
が
あ
る
。

古
い
木
器
は
、
湿
地
に
浸
か
っ
て
腐
敗
を
免
れ
た
も
の
が
、
稀
に
出
土
す
る
。

発
掘
さ
れ
た
縄
文
・
弥
生
時
代
の
木
器
に
は
、
刳
物
が
多
い
。
弥
生
時
代
に
な
る

と
、
曲
物
、
挽
物
、
ま
た
素
朴
な
指
物
の
報
告
例
も
見
え
始
め
る
。
古
墳
時
代
に

は
曲
物
の
出
土
品
が
増
え
、
曲
物
は
さ
ら
に
奈
良
時
代
以
降
、
柄
杓
や
食
具
な

ど
、
多
く
の
用
途
で
生
活
に
普
及
し
て
い
っ
た
。
挽
物
も
、
奈
良
・
平
安
時
代
に

か
け
発
達
し
、
使
用
が
広
が
っ
て
い
く
。
奈
良
時
代
に
は
高
度
な
指
物
技
術
も
日

本
へ
入
っ
て
い
る
。
一
つ
の
技
術
が
他
の
技
術
に
対
し
て
一
概
に
優
れ
て
い
る
わ

け
で
な
く
、
製
法
に
適
し
た
製
作
物
が
あ
り
、
ま
た
製
法
に
適
し
た
樹
種
が
あ

る
。我

々
の
テ
ー
マ
で
あ
る
結
物
は
、
他
の
木
工
技
術
と
較
べ
、
日
本
で
の
普
及
は

意
外
に
遅
か
っ
た
よ
う
だ
。
平
安
時
代
に
結
物
技
術
が
大
陸
か
ら
九
州
へ
伝
わ
っ

た
の
が
、
日
本
の
結
物
の
始
ま
り
と
考
え
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
の
技
術
は
、
暫
く
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（

）

そ
れ
以
上
伝
播
し
な
か
っ
た
。
そ
れ
が
鎌
倉
・
室
町
時
代
に
な
る
と
、
次
第
に
結

（

）

物
容
器
が
増
え
、
多
く
の
場
面
で
曲
物
容
器
と
置
き
換
わ
り
、
江
戸
時
代
に
は
庶

民
生
活
の
隅
々
へ
と
浸
透
し
た
。

木
器
同
士
を
比
べ
た
と
き
、
結
物
の
利
点
の
一
つ
は
、
材
料
の
廃
棄
率
の
低
さ

だ
ろ
う
。
刳
物
や
挽
物
の
場
合
、
素
材
の
中
身
を
え
ぐ
っ
て
容
器
を
作
る
の
で
、

深
さ
が
あ
る
も
の
だ
と
素
材
の
大
部
分
を
捨
て
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
結
物
は
、

割
り
や
す
い
木
（
ス
ギ
、
ヒ
ノ
キ
、
サ
ワ
ラ
な
ど
）
を
割
っ
て
細
長
板
を
作
り
、

そ
れ
ら
を
並
べ
て
容
器
に
す
る
の
で
、
刳
物
・
挽
物
の
よ
う
な
無
駄
は
な
い
。
そ

の
点
、
曲
物
も
、
木
を
割
っ
た
薄
板
を
曲
げ
て
作
る
の
で
、
材
料
の
廃
棄
率
は
低

い
が
、
曲
物
は
薄
い
分
、
華
奢
と
な
り
、
大
き
な
も
の
は
作
れ
な
い
。
ま
た
曲
物

容
器
の
深
さ
は
材
料
の
薄
板
の
幅
に
制
限
さ
れ
る
点
で
も
、
曲
物
で
は
大
き
な
も

の
は
作
れ
な
い
。
大
き
さ
に
限
度
が
あ
る
こ
と
は
、
刳
物
・
挽
物
に
も
当
て
は
ま

る
。
刳
物
・
挽
物
の
場
合
、
完
成
品
が
素
材
よ
り
大
き
く
な
る
こ
と
は
な
い
か
ら

だ
。
こ
れ
ら
を
考
え
た
と
き
、
結
物
の
も
う
一
つ
の
利
点
は
、
素
材
よ
り
大
き
な

も
の
を
作
れ
る
点
だ
。
つ
ま
り
結
物
だ
と
、
細
長
い
側
板
を
並
べ
足
す
こ
と
で
、

刳
物
・
挽
物
、
曲
物
と
は
比
較
に
な
ら
な
い
程
い
ろ
い
ろ
な
大
き
さ
の
容
器
が
で

き
る
の
で
あ
る
。
底
板
も
、
板
を
継
ぎ
合
わ
せ
る
こ
と
で
、
必
要
な
大
き
さ
が
作

れ
る
わ
け
で
あ
る
。

結
物
の
側
板
の
結
束
に
は
、
箍
が
必
要
で
あ
る
。
箍
材
に
適
し
て
い
る
の
は
竹

マ
ダ
ケ

│
│
と
り
わ
け
真
竹
│
│
で
あ
る
。
引
っ
張
り
に
対
す
る
強
度
が
非
常
に
強
い
点

が
、
竹
を
優
れ
た
結
束
材
に
し
て
い
る
。
ま
た
成
長
が
早
く
、
豊
富
に
採
取
で
き

る
点
も
よ
い
。
竹
を
長
く
裂
い
た
も
の
を
、
輪
に
編
ん
だ
も
の
が
箍
に
な
る
。
緩

ま
な
い
箍
を
編
む
に
は
、
胴
を
二
周
半
か
ら
三
周
さ
せ
る
長
さ
が
必
要
と
い
う
。

直
径
二
メ
ー
ト
ル
の
桶
だ
と
最
低
一
五
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
の
竹
が
要
る
が
、
真
竹
は

好
条
件
で
は
二
十
メ
ー
ト
ル
に
成
長
す
る
の
で
、
必
要
な
長
さ
が
と
れ
る
。
そ
し

て
そ
の
大
桶
に
入
れ
た
液
体
の
水
圧
に
も
竹
は
耐
え
、
結
束
を
保
て
る
の
で
あ

る
。
桶
樽
が
大
量
に
、
ま
た
巨
大
な
も
の
ま
で
も
が
作
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の

は
、
竹
に
負
う
と
こ
ろ
も
大
き
い
。

と
い
う
わ
け
で
木
と
竹
を
素
材
と
す
る
結
物
技
術
に
よ
っ
て
、
軽
く
て
丈
夫
で

大
小
様
々
の
容
器
を
、
無
駄
も
少
な
く
作
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
桶
が
も
つ
性
質

は
、
壺
や
甕
と
い
っ
た
焼
物
容
器
（
そ
れ
ら
は
重
く
て
割
れ
や
す
く
、
大
き
さ
も

限
度
が
あ
る
）
と
比
べ
て
も
利
点
が
大
き
か
っ
た
。
た
だ
し
結
物
は
、
経
年
の
木

の
縮
み
に
よ
っ
て
箍
が
緩
む
と
、
漏
れ
が
生
じ
る
。
そ
れ
ゆ
え
保
守
が
要
る
が
、

定
期
的
に
保
守
を
す
れ
ば
長
く
使
え
た
。
さ
ら
に
ど
こ
か
に
傷
み
が
出
て
も
、
傷

ん
だ
側
板
を
交
換
す
れ
ば
、
再
生
で
き
る
。
大
桶
な
ど
は
実
際
そ
の
よ
う
な
保

守
・
補
修
を
繰
り
返
し
、
百
年
以
上
も
大
切
に
使
っ
た
と
い
う
。

木
の
文
化
に
は
乱
伐
と
い
う
負
の
歴
史
も
あ
る
が
、
他
方
で
、
桶
樽
に
適
し
た

木
を
循
環
供
給
す
る
林
業
も
整
え
ら
れ
た
。
桶
樽
用
の
杉
を
、
人
間
の
数
世
代
を

か
け
て
育
て
る
仕
組
み
を
作
っ
た
吉
野
は
、
特
に
有
名
で
あ
る
。

四
・
三

桶
を
作
る
人
・
作
る
道
具

桶
を
作
る
の
は
、「
桶
職
」「
桶
大
工
」「
桶
屋
」
な
ど
と
呼
ば
れ
た
桶
職
人
で

あ
る
。
桶
類
が
近
世
に
庶
民
生
活
の
必
需
品
と
な
っ
て
か
ら
比
較
的
最
近
ま
で
、

桶
屋
は
大
工
、
左
官
屋
、
畳
屋
な
ど
に
並
ぶ
、
身
近
な
存
在
だ
っ
た
（
例
え
ば
京
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都
の
町
だ
と
、
桶
屋
は
現
在
数
軒
し
か
な
い
が
、
戦
前
、
そ
の
数
は
一
八
〇
軒
も

あ
っ
た
と
い
う
）。
桶
屋
は
、
注
文
に
応
じ
一
所
で
い
ろ
い
ろ
な
桶
樽
を
作
っ
た

よ
う
だ
。
だ
が
そ
の
在
り
方
は
一
通
り
で
な
く
、
た
と
え
ば
灘
を
は
じ
め
と
す
る

関
西
の
酒
造
地
帯
で
は
、
生
活
道
具
を
作
る
桶
屋
と
は
完
全
に
分
化
す
る
形
で
、

（

）

清
酒
運
搬
用
の
酒
樽
を
専
門
に
作
る
職
人
た
ち
が
い
た
。
ま
た
桶
は
保
守
を
要
す

る
た
め
、
各
地
に
修
理
専
門
の
職
人
も
い
た
。

桶
職
人
は
、
他
の
職
人
同
様
、
自
分
の
身
体
と
諸
道
具
を
駆
使
し
て
仕
事
を
す

る
。
伝
統
的
な
桶
の
作
り
方
は
、
以
下
の
よ
う
に
説
明
で
き
る
だ
ろ
う
。
乾
燥
さ

せ
、
あ
る
程
度
の
大
き
さ
に
整
え
た
木
の
塊
を
、
カ
ー
ブ
が
つ
い
た
刃
物
で
割
っ

て
側
板
を
粗
取
り
し
、
そ
れ
ら
を
さ
ら
に
天
日
乾
燥
さ
せ
る
。
次
に
、
両
側
に
持

せ
ん

ち
手
が
あ
る
「
銑
」
と
い
う
刃
物
を
使
う
。
準
備
し
た
側
板
を
、
前
方
に
設
置
し

た
台
と
自
分
の
腹
の
間
に
挟
ん
で
固
定
し
、
銑
を
両
手
で
引
く
こ
と
で
側
板
の

表
・
横
・
裏
を
粗
く
削
る
。
さ
ら
に
外
丸
鉋
・
内
丸
鉋
で
側
板
の
裏
表
を
整
え

る
。
桶
の
上
部
に
来
る
木
口
も
鉋
で
削
っ
て
お
く
。
そ
し
て
最
も
重
要
と
さ
れ
る

の
が
、
側
板
同
士
が
正
確
に
接
合
す
る
よ
う
、
専
用
の
型
で
角
度
を
決
め
な
が

ら
、「
正
直
鉋
（
正
直
台
）」
と
い
う
鉋
で
、
接
合
面
を
平
滑
に
す
る
工
程
だ
。
こ

れ
を
疎
か
に
す
る
と
、
隙
間
が
残
り
、
漏
れ
る
桶
に
な
っ
て
し
ま
う
。
こ
の
「
正

直
が
け
」
の
作
業
が
終
わ
る
と
、
側
板
を
並
べ
、
仮
組
み
を
す
る
。
問
題
が
な
け

れ
ば
、
次
に
側
板
同
士
を
竹
の
合
釘
・
米
糊
で
接
着
し
、
仮
箍
で
締
め
る
。
糊
が

乾
い
た
ら
、
桶
の
胴
の
上
木
口
を
平
ら
に
し
、
底
部
も
余
分
な
部
分
を
切
り
揃
え

た
う
え
で
平
ら
に
し
、
さ
ら
に
胴
の
内
側
を
仕
上
げ
る
。
底
板
が
入
る
溝
を
彫
っ

た
ら
、
仮
箍
を
外
し
、
胴
の
外
側
も
仕
上
げ
る
。
ま
た
竹
を
割
り
、
必
要
な
細
さ

に
裂
き
、
薄
く
削
り
、
そ
れ
を
編
ん
で
竹
箍
を
作
り
、
胴
に
打
ち
込
む
。
底
板
を

作
る
に
は
、
板
を
数
枚
、
竹
合
釘
と
糊
で
接
着
し
、
円
形
に
切
り
、
面
と
縁
を
整

え
る
。
最
後
に
底
板
を
桶
に
嵌
め
、
桶
が
完
成
す
る
。

粗
描
し
た
こ
れ
ら
一
連
の
作
業
を
、
桶
職
人
は
手
際
よ
く
行
う
。
銑
を
か
け
る

と
き
の
両
腕
の
往
復
運
動
、
桶
の
胴
を
足
で
回
転
さ
せ
な
が
ら
鉋
掛
け
を
す
る
作

業
、
長
い
竹
を
送
り
出
し
な
が
ら
割
り
、
裂
く
作
業
、
竹
を
生
き
物
の
よ
う
に
し

な
ら
せ
な
が
ら
箍
に
編
ん
で
い
く
手
の
動
き
、
槌
を
打
ち
お
ろ
し
て
箍
を
締
め
る

動
作
、
な
ど
な
ど
、
修
業
時
代
か
ら
観
察
・
経
験
を
重
ね
、
身
体
で
思
考
し
て
覚

え
た
種
々
の
動
き
が
そ
こ
に
あ
る
。

＊

図 2 銑と正直台
『和漢三才図会』より
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桶
の
普
及
、
桶
職
人
の
活
躍
は
、
道
具
の
発
展
と
も
切
り
離
せ
な
い
。
日
本
の

た
て
び
き
の
こ

木
材
加
工
の
歴
史
の
中
で
、
①
縦
挽
鋸
と
②
台
鉋
の
登
場
は
画
期
的
だ
っ
た
と
言

わ
れ
る
。
木
材
用
の
鋸
に
は
横
挽
鋸
と
縦
挽
鋸
が
あ
り
、
前
者
は
繊
維
を
切
断
し

な
が
ら
木
を
横
に
切
る
道
具
、
後
者
は
繊
維
に
沿
っ
て
木
を
縦
に
切
る
道
具
で
あ

り
、
二
つ
は
刃
の
形
状
が
違
う
。
横
挽
鋸
は
鎌
倉
時
代
に
は
す
で
に
使
わ
れ
て
い

た
が
、
縦
挽
鋸
は
そ
れ
に
遅
れ
て
室
町
時
代
中
頃
に
、
ま
た
台
鉋
は
同
時
代
に
や

や
遅
れ
て
日
本
へ
入
っ
た
と
推
測
さ
れ
て
い
る
。
鋸
と
は
そ
も
そ
も
薄
く
叩
き
伸

ば
し
た
鋼
板
に
細
か
い
刃
を
付
け
た
道
具
で
、
製
作
に
は
技
術
が
必
要
で
あ
る
。

そ
の
た
め
日
本
で
は
丸
太
の
製
材
は
長
ら
く
、
鋸
に
頼
ら
な
い
単
純
な
方
法
で
行

よ
き

わ
れ
て
き
た
。
つ
ま
り
そ
れ
は
斧
で
倒
し
た
木
に
楔
を
打
ち
、
繊
維
に
沿
っ
て
割

ち
ょ
う
な

や
り

る
こ
と
で
角
材
や
板
を
作
る
方
法
で
あ
る
。
割
っ
た
面
の
粗
い
凹
凸
は
、
釿
や
槍

が
ん
な
鉋
で
削
る
こ
と
で
平
ら
に
近
付
け
た
の
で
あ
る
。
縦
挽
鋸
と
台
鉋
の
登
場
は
画
期

的
だ
っ
た
と
述
べ
た
が
、
縦
挽
鋸
が
画
期
的
だ
っ
た
の
は
、
割
る
方
法
以
外
の
製

材
を
可
能
に
し
た
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
台
鉋
が
画
期
的
だ
っ
た
の
は
、
そ
れ
ま
で

割
っ
た
面
の
凹
凸
を
釿
や
槍
鉋
で
均
し
て
い
た
の
が
、
縦
挽
鋸
で
挽
い
た
材
に
台

鉋
を
滑
ら
せ
る
こ
と
で
、
従
来
と
は
較
べ
も
の
に
な
ら
な
い
平
面
を
作
れ
る
よ
う

に
な
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
道
具
は
、
桶
作
り
と
ど
ん
な
関
係
に
あ
る
の
だ
ろ
う
。
桶
作
り
で
重

要
な
の
は
、
液
体
を
漏
ら
さ
ぬ
よ
う
、
側
板
同
士
を
密
着
さ
せ
ね
ば
な
ら
な
い
点

だ
。
台
付
き
鉋
の
登
場
以
前
は
、
側
板
の
接
合
面
も
槍
鉋
│
│
あ
る
い
は
そ
れ
に

（

）

類
し
た
刃
物
│
│
で
平
ら
に
す
る
ほ
か
な
く
、
熟
練
を
要
し
た
だ
ろ
う
。
だ
が
新

し
く
登
場
し
た
正
直
鉋
は
、
平
面
製
作
の
困
難
を
簡
単
に
解
決
し
た
。
正
直
鉋
は

（

）

台
鉋
の
一
種
で
、
水
平
で
長
い
台
を
持
ち
、
そ
の
中
央
に
刃
が
入
れ
て
あ
り
、
刃

を
上
に
向
け
、
台
を
固
定
し
て
使
う
。
台
の
上
に
側
板
を
押
し
て
滑
ら
せ
る
と
、

面
が
平
滑
に
削
ら
れ
る
。
こ
の
正
直
台
の
登
場
で
、
桶
作
り
が
格
段
に
容
易
に
な

り
、
桶
の
普
及
が
本
格
化
し
た
の
で
あ
る
。
も
う
一
つ
、
縦
挽
鋸
と
桶
の
関
係
に

つ
い
て
だ
が
、
桶
作
り
で
は
、
基
本
的
に
木
を
割
っ
て
材
を
取
る
た
め
、
ふ
つ
う

縦
挽
鋸
は
使
わ
な
い
。
し
か
し
割
り
易
い
樹
種
で
も
、
ま
っ
す
ぐ
木
理
が
通
っ
た

素
性
の
よ
い
も
の
ば
か
り
で
は
な
い
。
曲
が
り
・
捩
じ
れ
が
あ
る
木
も
あ
る
が
、

曲
が
っ
た
木
は
繊
維
に
沿
っ
て
曲
が
っ
て
割
れ
る
た
め
、
桶
材
に
は
使
い
が
た

い
。
し
か
し
縦
挽
鋸
が
あ
れ
ば
、
木
理
が
ど
ん
な
材
も
ま
っ
す
ぐ
に
製
材
で
き

る
。
近
世
に
は
醸
造
用
の
大
桶
が
多
く
作
ら
れ
た
が
、
そ
れ
が
可
能
に
な
っ
た
の

は
、
縦
挽
鋸
に
よ
っ
て
、
木
理
に
よ
ら
ず
に
大
き
な
部
材
が
得
ら
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
か
ら
と
言
わ
れ
る
。

桶
職
人
と
そ
の
道
具
か
ら
桶
を
見
て
き
た
が
、
桶
作
り
は
桶
職
人
だ
け
で
は
成

り
立
た
な
い
こ
と
に
も
、
留
意
す
べ
き
だ
ろ
う
。
例
え
ば
桶
屋
は
様
々
な
刃
物
を

使
う
が
、
そ
れ
ら
を
作
る
の
は
、
鍛
冶
職
人
と
い
う
別
の
職
人
で
あ
る
。
ま
た
桶

の
素
材
と
な
る
木
は
、
山
仕
事
に
関
わ
る
職
人
た
ち
（
木
の
苗
を
植
え
、
枝
打
ち

を
し
、
木
を
切
り
、
運
び
出
し
た
り
す
る
技
術
を
持
つ
様
々
な
人
々
）
が
生
産
す

る
。
竹
の
生
産
に
関
わ
る
人
々
も
い
る
。
輸
送
用
の
酒
樽
の
場
合
、
規
格
化
さ
れ

た
サ
イ
ズ
の
側
板
│
│
「
樽
丸
」
と
呼
ば
れ
る
│
│
を
専
門
に
作
る
職
人
が
い

て
、
樽
職
人
は
受
け
取
っ
た
樽
丸
か
ら
酒
樽
を
組
み
立
て
る
。
桶
作
り
を
追
っ
て

ゆ
く
と
、
桶
屋
を
支
え
る
他
の
多
く
の
人
々
の
存
在
も
視
野
に
入
っ
て
く
る
。
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四
・
四

桶
の
用
途

桶
の
普
及
は
、
日
本
人
の
生
活
に
数
々
の
変
化
を
も
た
ら
し
た
。
顕
著
な
も
の

に
、
醸
造
文
化
全
体
へ
の
影
響
が
あ
る
。
桶
は
酒
造
り
を
変
え
た
。
中
世
の
酒
造

り
は
、
陶
製
の
壺
・
甕
を
利
用
し
た
小
規
模
な
も
の
で
、
醸
造
用
の
甕
は
二
〜
三

石
入
り
が
限
度
で
あ
っ
た
。
し
か
し
近
世
初
頭
に
は
一
〇
石
入
り
の
醸
造
用
木
桶

が
作
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
一
度
に
仕
込
め
る
酒
量
が
飛
躍
的
に
増
え
た
。
酒
造

り
は
木
桶
で
行
う
も
の
へ
と
変
化
す
る
と
と
も
に
、
桶
の
大
型
化
は
進
み
、
二
〇

石
、
三
〇
石
入
り
も
作
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
仕
込
み
、
貯
蔵
用
の
大
桶
だ
け

で
な
く
、
酒
造
容
器
の
ほ
と
ん
ど
が
桶
樽
と
な
り
、
酒
蔵
に
は
様
々
な
大
き
さ
・

形
の
桶
樽
が
溢
れ
た
。
酒
造
地
帯
が
│
│
伊
丹
や
池
田
、
後
に
は
灘
五
郷
と
い
っ

た
│
│
上
方
筋
に
集
中
し
た
の
は
、
吉
野
と
い
う
杉
産
地
が
あ
っ
た
こ
と
、
良
質

な
竹
も
近
辺
に
豊
富
だ
っ
た
こ
と
、
と
も
大
い
に
関
係
が
あ
る
。
そ
し
て
大
量
に

作
ら
れ
た
酒
は
、
新
し
い
四
斗
樽
に
詰
め
ら
れ
、
廻
船
で
江
戸
へ
下
り
、
そ
こ
で

消
費
さ
れ
た
。
そ
の
量
は
最
盛
期
は
百
万
樽
を
超
え
た
と
い
い
、
毎
年
そ
れ
だ
け

の
新
樽
が
作
ら
れ
た
の
だ
。

桶
樽
が
も
た
ら
し
た
影
響
は
、
酒
造
り
に
止
ま
ら
な
い
。
酒
造
の
副
産
物
で
あ

る
大
量
の
酒
粕
か
ら
、
安
価
な
酢
が
作
ら
れ
、
こ
の
粕
酢
は
江
戸
で
寿
司
を
庶
民

の
日
常
食
に
さ
せ
た
。
ま
た
酒
造
用
（
仕
込
み
、
貯
蔵
）
の
大
桶
は
修
理
を
し
な

が
ら
五
十
年
も
使
う
と
、
味
噌
や
醤
油
の
醸
造
所
に
払
い
下
げ
ら
れ
、
そ
こ
で
も

修
理
を
し
な
が
ら
、
今
度
は
味
噌
・
醤
油
製
造
の
た
め
に
百
年
ほ
ど
使
わ
れ
た
。

加
え
て
江
戸
で
空
に
な
っ
た
酒
樽
は
、
醤
油
等
の
運
搬
に
再
利
用
さ
れ
た
。
こ
の

よ
う
に
桶
樽
は
、
酒
だ
け
で
な
く
各
種
醸
造
調
味
料
の
普
及
に
も
大
い
に
関
わ
っ

て
お
り
、
そ
れ
ら
な
く
し
て
日
本
の
醸
造
文
化
は
語
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

桶
類
は
他
に
、
漁
業
、
製
塩
業
、
農
業
な
ど
で
も
活
躍
し
た
。
農
業
と
の
か
か

こ
え
お
け

わ
り
で
は
、
日
陰
の
桶
と
し
て
、「
肥
桶
」
を
挙
げ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
江
戸
時
代

し
も
ご
え

に
は
人
口
増
加
に
伴
い
、
下
肥
が
積
極
的
に
農
業
で
使
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ

た
。
原
料
と
な
る
排
泄
物
は
、
人
口
が
集
ま
る
都
市
部
で
回
収
さ
れ
、
大
量
の
糞

尿
が
貴
重
な
資
源
と
し
て
、
舟
や
牛
馬
で
近
郊
の
農
村
ま
で
運
ば
れ
た
。
そ
の
回

収
・
運
搬
に
使
わ
れ
た
容
器
が
、
丈
夫
で
軽
く
数
を
調
達
で
き
る
肥
桶
だ
っ
た
。

下
肥
は
田
畑
の
穀
物
・
野
菜
の
収
穫
を
大
幅
に
増
や
し
、
そ
れ
ら
収
穫
は
都
市
に

届
け
ら
れ
、
人
々
の
口
へ
入
っ
た
。
収
穫
の
一
部
は
酒
や
味
噌
や
醤
油
に
な
っ
て

消
費
さ
れ
た
。
そ
し
て
都
市
の
排
泄
物
は
再
び
農
村
へ
循
環
し
た
。
こ
の
よ
う
な

屎
尿
利
用
は
、
下
水
の
な
い
時
代
に
都
市
の
衛
生
を
保
つ
こ
と
に
も
貢
献
し
た
。

こ
の
生
活
全
体
を
、
根
底
で
支
え
た
の
が
桶
で
あ
っ
た
。

桶
類
は
生
業
だ
け
で
な
く
、
家
の
暮
ら
し
の
随
所
に
も
溶
け
込
ん
だ
。
明
治
生

ま
れ
の
女
性
が
、
家
庭
に
あ
っ
た
桶
の
種
類
を
次
の
よ
う
に
回
想
し
て
い
る
が

（
吉
羽

一
九
八
七
、
九
頁
）、
そ
れ
ら
は
明
治
以
前
か
ら
あ
り
、
大
正
、
昭
和
の

あ
る
時
期
ま
で
普
通
に
用
い
ら
れ
て
い
た
も
の
だ
。

①
つ
る
べ
桶
（
井
戸
か
ら
水
を
汲
み
上
げ
る
）、
②
手
桶
（
つ
る
べ
桶
か
ら

水
を
移
し
て
運
ぶ
）、
③
洗
面
桶
（
顔
を
洗
う
）、
④
研
ぎ
桶
（
米
を
研
ぐ
）、

⑤
洗
い
桶
（
野
菜
な
ど
を
洗
う
）、
⑥
お
櫃
（
ご
飯
を
入
れ
る
）、
⑦
半
切
桶

（
浅
い
桶
で
、
う
ど
ん
、
そ
ば
、
ま
ん
じ
ゅ
う
の
粉
を
練
る
。
す
し
飯
を
合

わ
せ
る
の
に
も
使
う
）、
⑧
番
手
桶
（
掃
除
の
よ
う
な
雑
役
に
使
う
手
桶
）、
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⑨
風
呂
桶
、
片
手
桶
、
湯
桶
（
風
呂
関
連
の
道
具
）、
⑩
岡
持
（
蓋
と
手
の

つ
い
た
浅
い
桶
で
、
料
理
を
入
れ
て
運
ぶ
）、
⑪
雨
水
桶
（
雨
水
を
溜
め

る
）、
⑫
蒸
桶
（
赤
飯
な
ど
を
作
る
と
き
に
使
う
）、
⑬
洗
濯
盥
（
洗
濯
に
使

う
）、
⑭
漬
物
桶
、
味
噌
桶
、
醤
油
桶
（
漬
物
、
味
噌
、
醤
油
を
作
る
の
に

（

）

使
う
）。

樽
桶
類
が
溢
れ
る
生
活
は
、
明
治
期
以
降
徐
々
に
衰
え
、
そ
れ
ら
は
今
日
ほ
と

ん
ど
残
っ
て
い
な
い
。
上
水
道
の
整
備
で
、
人
は
川
や
井
戸
か
ら
水
を
汲
ま
な
く

な
っ
た
。
下
水
道
が
発
達
す
る
と
、
屎
尿
の
回
収
は
な
く
な
り
、
農
家
は
化
学
肥

料
を
使
い
始
め
た
。
ま
た
ト
タ
ン
や
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
な
ど
、
安
価
な
新
素
材
の
容

器
が
広
ま
っ
た
。
酒
造
り
は
ホ
ー
ロ
ー
、
ス
テ
ン
レ
ス
の
タ
ン
ク
に
な
り
、
出
荷

は
ガ
ラ
ス
瓶
に
な
っ
た
。
ご
飯
は
電
気
炊
飯
器
で
保
温
も
兼
ね
る
よ
う
に
な
り
、

櫃
は
使
わ
な
く
な
っ
た
。
こ
れ
ら
の
変
化
が
桶
類
を
不
要
に
し
た
。

し
か
し
現
在
、
桶
樽
文
化
が
生
活
か
ら
完
全
に
消
滅
し
た
わ
け
で
は
な
い
。
電

気
炊
飯
器
の
時
代
で
も
、
水
分
を
調
整
し
、
冷
え
て
も
ご
飯
を
お
い
し
く
保
つ
お

櫃
に
は
一
定
の
需
要
が
あ
る
。
半
切
り
桶
も
、
寿
司
飯
を
作
る
の
に
必
要
だ
ろ

う
。
風
呂
場
で
、
片
手
桶
、
湯
桶
を
使
う
人
も
い
る
。
味
噌
桶
で
自
家
製
味
噌
を

仕
込
む
人
も
い
る
。
手
桶
で
打
ち
水
す
る
夏
の
日
の
光
景
も
、
私
の
町
で
は
た
ま

に
み
か
け
る
。
ス
ギ
や
サ
ワ
ラ
な
ど
の
柾
目
の
桶
に
は
、
楚
々
と
し
て
飾
り
気
の

な
い
材
料
の
魅
力
が
、
そ
の
ま
ま
現
れ
て
い
る
。

五

ポ
リ
バ
ケ
ツ
民
具
論
再
考

桶
樽
の
あ
ら
ま
し
を
長
く
見
た
の
は
、「
手
桶
と
は
何
か
」
を
知
り
た
い
た
め

だ
っ
た
。
桶
は
ふ
だ
ん
顧
み
る
機
会
も
な
い
だ
ろ
う
裏
方
道
具
で
あ
る
。
そ
れ
を

あ
え
て
振
り
返
る
こ
と
で
、
そ
れ
は
実
は
語
る
べ
き
多
く
の
顔
を
も
っ
た
道
具
で

あ
る
こ
と
が
見
え
た
よ
う
に
思
う
。
し
か
し
桶
で
あ
れ
何
で
あ
れ
、
何
か
を
知

る
・
理
解
す
る
、
と
は
そ
も
そ
も
ど
う
い
う
こ
と
か
。
何
か
を
知
る
に
は
、
何
を

知
れ
ば
い
い
の
だ
ろ
う
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
、
何
か
を
理
解
す
る
こ
と
に
つ
い

て
、
次
の
よ
う
に
言
う
。

﹇
…
…
﹈
わ
れ
わ
れ
が
そ
れ
ぞ
れ
の
も
の
を
知
り
え
た
と
お
も
う
の
は
、
そ

れ
を
成
り
立
た
し
め
て
い
る
第
一
の
原
因
・
第
一
の
原
理
を
知
っ
て
、
そ
れ

の
構
成
要
素
に
ま
で
到
達
し
た
と
き
に
ほ
か
な
ら
な
い
﹇
…
…
﹈。（
ア
リ
ス

ト
テ
レ
ス

一
九
八
〇
ａ
、
五
一
頁
）

﹇
…
…
﹈
わ
れ
わ
れ
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
も
の
に
つ
い
て
〈
な
ぜ
〉
と
い
う
こ

と
を
把
握
し
な
い
う
ち
は
、
つ
ま
り
第
一
の
原
因
を
把
握
し
な
い
う
ち
は
、

そ
れ
ぞ
れ
の
も
の
を
知
り
え
た
と
は
お
も
わ
な
い
。（
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス

一
九
八
〇
ａ
、
六
九
頁
）

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
、
そ
れ
を
知
る
こ
と
で
対
象
が
分
か
る
と
い
う
、
対
象
の
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「
第
一
の
原
因
」
な
る
も
の
を
、
多
元
的
に
考
え
て
い
る
。
こ
こ
で
「
原
因
（ai-

tia
）」
と
い
う
語
が
意
味
す
る
の
は
、「
な
ぜ
或
る
も
の
が
そ
こ
に
在
る
の
か
」
を

説
明
す
る
事�

由�

│
│
対
象
を
あ
ら
し
め
て
い
る
「
こ
と
わ
け
」
│
│
で
あ
る
が
、

彼
に
よ
れ
ば
そ
れ
に
は
四
つ
あ
る
。
そ
れ
ら
は
次
の
も
の
で
あ
る
。

①
Ｘ
が
ど
う
い
う
も
の
か
、
ど
う
い
う
形
の
も
の
か
を
表
す
規
範
観
念
。

②
Ｘ
の
材
料
と
な
る
べ
き
素
材
。

③
Ｘ
の
観
念
を
基
に
、
素
材
か
ら
実
際
に
Ｘ
を
作
り
出
す
作
用
。

④
Ｘ
が
満
た
す
目
的
。

伝
統
的
に
、
①
は
形
相
因
、
②
は
質
料
因
、
③
は
動
力
因
、
④
は
目
的
因
と
呼
ば

れ
る
。
因
み
に
ポ
リ
バ
ケ
ツ
民
具
論
の
考
え
は
、
民
具
に
は
特
有
の
「
ア
イ
デ
ア

と
パ
タ
ー
ン
」
が
あ
り
、
そ
れ
が
木
や
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
と
い
っ
た
素
材
の
中
に
生

か
さ
れ
る
こ
と
で
、
例
え
ば
手
桶
や
ポ
リ
バ
ケ
ツ
が
で
き
る
と
い
う
も
の
だ
っ

た
。
す
る
と
手
桶
や
ポ
リ
バ
ケ
ツ
に
流
れ
て
い
る
「
ア
イ
デ
ア
と
パ
タ
ー
ン
」
は

そ
の
形
相
因
に
、
木
や
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
は
質
料
因
に
対
応
す
る
の
だ
ろ
う
。
さ
ら

に
手
桶
や
ポ
リ
バ
ケ
ツ
の
制
作
に
関
わ
る
人
や
機
械
・
道
具
、
技
術
な
ど
は
動
力

因
で
、「
日
常
の
生
活
の
た
め
」
と
い
う
様
々
な
用
途
は
、
目
的
因
と
い
う
こ
と

に
な
ろ
う
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
的
考
え
で
は
、
対
象
の
理
解
は
、
こ
う
い
っ
た
複

数
│
│
彼
の
場
合
は
四
つ
│
│
の
構
成
契
機
を
理
解
す
る
こ
と
で
得
ら
れ
る
も
の

で
あ
り
、
一
般
に
納
得
し
や
す
い
考
え
だ
ろ
う
。
我
々
も
そ
れ
を
念
頭
に
、
桶
の

発
想
、
桶
の
素
材
、
桶
の
製
作
、
桶
の
用
途
の
四
つ
に
整
理
し
つ
つ
、
樽
桶
の
あ

ら
ま
し
を
示
し
た
。
岩
井
本
人
も
、
彼
の
曲
物
研
究
で
は
、
素
材
、
製
法
、
作
り

手
に
も
言
及
し
た
総
合
的
ア
プ
ロ
ー
チ
を
行
っ
て
い
る
（
岩
井

一
九
九
四
）。

ポ
リ
バ
ケ
ツ
民
具
論
の
問
題
は
何
か
。
振
り
返
っ
て
お
く
な
ら
、
岩
井
の
民
具

観
の
基
本
に
あ
る
の
は
、
民
具
の
古
典
的
定
義
│
│
す
な
わ
ち
民
具
と
は
「
我
々

の
同
胞
が
日
常
生
活
の
必
要
か
ら
技
術
的
に
作
り
出
し
た
身
辺
卑
近
の
道
具
」
だ

と
い
う
考
え
│
│
で
あ
る
。
加
え
て
彼
は
、
古
典
的
定
義
に
は
必
ず
し
も
明
示
的

で
な
い
、
民
具
が
備
え
る
べ
き
伝�

承�

性�

が�

あ�

る�

こ�

と�

も
強
調
し
た
。
つ
ま
り
民
具

は
、
生
活
の
必
要
か
ら
作
ら
れ
た
道
具
が
「
慣
行
的
に
伝
承
さ
れ
る
」
も
の
だ
、

と
。
た
だ
彼
は
、
民
具
の
伝
承
性
を
そ
の
「
ア
イ
デ
ア
と
パ
タ
ー
ン
」
に
の
み
求

め
、
素
材
や
製
法
の
伝
承
性
は
切
り
捨
て
る
の
で
あ
っ
た
。
│
│
こ
れ
に
つ
い

て
、
二
つ
の
問
題
を
指
摘
し
た
い
。

【「
ア
イ
デ
ア
と
パ
タ
ー
ン
」
│
│
形
相
因
│
│
の
貧
弱
さ
】

一
つ
目
の
問
題
は
、
民
具
の
伝
承
性
を
「
ア
イ
デ
ア
と
パ
タ
ー
ン
」
に
絞
る
と

き
、
岩
井
は
そ
も
そ
も
道
具
か
ら
「
ア
イ
デ
ア
と
パ
タ
ー
ン
」
を
必
要
十
分
に
取

り
出
せ
て
い
る
か
、
と
い
う
も
の
だ
。
例
え
ば
他
の
容
器
と
比
較
し
た
と
き
の
手

桶
の
最
大
の
独
自
性
は
、
そ
れ
が
│
│
木
板
を
束
ね
て
作
る
│
│
結
物
で
あ
る
こ

と
に
見
出
だ
せ
る
と
思
わ
れ
る
が
、
手
桶
と
ポ
リ
バ
ケ
ツ
に
共
通
し
て
流
れ
る
伝

承
性
を
考
え
る
と
き
、
岩
井
が
そ
の
「
結
物
性
」
の
ア
イ
デ
ア
に
言
及
す
る
こ
と

は
な
い
。
そ
れ
は
彼
の
ア
プ
ロ
ー
チ
の
必
然
的
帰
結
だ
ろ
う
。
も
し
ポ
リ
バ
ケ
ツ

と
桶
を
何
ら
か
の
連
続
し
た
「
ア
イ
デ
ア
と
パ
タ
ー
ン
」
の
下
に
、
一�

つ�

に�

繋�

げ�

よ�

う�

と�

す�

れ�

ば�

、
ポ
リ
バ
ケ
ツ
は
型
に
流
し
込
ん
で
作
る
成
型
品
な
の
だ
か
ら
、
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桶
の
結
物
性
は
考
慮
か
ら
落
と
さ
ざ
る
を
え
な
い
。

で
は
両
方
の
道
具
に
、「
一
貫
し
て
流
れ
て
い
る
ア
イ
デ
ア
と
パ
タ
ー
ン
」
と

く
ぼ

は
何
だ
ろ
う
。
二
つ
の
共
通
点
と
言
え
ば
高
々
、「
も
の
を
入
れ
る
凹
み
が
あ
り
、

（

）

持
ち
運
び
の
持
ち
手
が
付
い
て
い
る
、
云
々
」
く
ら
い
に
思
え
る
。
し
か
し
こ
こ

で
問
い
た
く
な
る
の
は
、「
凹
み
、
取
っ
手
、
等
々
」
は
、
果
た
し
て
伝�

承�

さ�

れ�

た�

「
ア
イ
デ
ア
と
パ
タ
ー
ン
」
な
の
か
と
い
う
こ
と
だ
。
と
い
う
の
も
、
機
能
か

ら
自
ず
と
生
ま
れ
る
形
が
あ
る
。
生
物
の
例
だ
と
、
昆
虫
と
鳥
の
羽
は
身
体
の
左

右
に
伸
び
た
薄
く
広
い
構
造
体
で
形
が
互
い
に
似
て
い
る
が
、
そ
れ
ら
は
飛
ぶ
機

能
の
た
め
に
自
ず
と
そ
の
形
に
な
っ
た
。
し
か
し
両
者
に
発
生
的
つ
な
が
り
│
│

遺
伝
的
伝
承
│
│
は
な
く
、
そ
れ
ら
は
別�

々�

の�

経�

路�

を�

経�

て�

、
似
た
形
へ
進
化
し

た
も
の
で
あ
る
。
以
上
の
こ
と
は
「
二
つ
は
相
似
だ
が
相
同
で
な
い
」
と
表
さ
れ

る
。
こ
こ
か
ら
手
桶
と
ポ
リ
バ
ケ
ツ
に
つ
い
て
、
次
の
懸
念
が
生
じ
る
。
つ
ま
り

凹
み
・
持
ち
手
が
あ
る
こ
と
等
々
も
、
鳥
と
昆
虫
の
羽
と
似
て
、
求
め
ら
れ
る
機

能
か
ら
自
然
と
│
│
伝�

承�

と�

は�

無�

関�

係�

に�

│
│
生
じ
た
こ
と
に
過
ぎ
な
い
の
で
な

い
か
。
ポ
リ
バ
ケ
ツ
と
手
桶
に
は
特
に
伝
承
関
係
は
な
い
が
、
機
能
が
類
似
し
て

い
る
た
め
形
も
類
似
し
て
お
り
、
時
代
状
況
の
中
で
単
に
一
方
が
他
方
を
置
き
換

え
た
、
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
か
。

こ
の
懸
念
が
妥
当
な
ら
、
次
の
よ
う
に
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
ポ
リ
バ
ケ
ツ
民

具
論
の
よ
う
に
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
成
型
バ
ケ
ツ
を
、
手
桶
の
「
ア
イ
デ
ア
と
パ
タ
ー

ン
」
を
一
貫
し
て
伝
承
す
る
民
具
と
み
な
す
こ
と
は
、
手
桶
の
独
自
性
で
あ
る
結

物
性
│
│
そ
れ
は
道
具
史
に
お
け
る
、
人
間
の
真
の
ア
イ
デ
ア
の
一
例
だ
ろ
う

│
│
を
等
閑
視
し
、
ポ
リ
バ
ケ
ツ
と
手
桶
の
単
な
る
相
似
的
な
類
似
性
（
凹
み
、

取
っ
手
）
を
、
伝
承
的
「
ア
イ
デ
ア
と
パ
タ
ー
ン
」
だ
と
読
み
違
え
る
こ
と
だ
ろ

う
。
民
具
の
伝
承
性
を
、
そ
の
よ
う
な
「
ア
イ
デ
ア
や
パ
タ
ー
ン
」
に
（
誤
っ

て
）
見
出
そ
う
と
す
る
こ
と
は
、
形
相
因
的
な
側
面
に
限
っ
て
も
、
民
具
を
不
充

分
に
、
表
層
的
に
し
か
捉
え
な
い
結
果
を
招
く
と
思
わ
れ
る
。

【
そ
の
他
の
構
成
要
素
の
切
り
捨
て
に
よ
る
概
念
の
希
薄
化
】

ポ
リ
バ
ケ
ツ
民
具
論
に
対
し
て
指
摘
で
き
る
第
二
の
問
題
は
、
⑴
手
桶
を
構
成

す
る
要
素
は
複
数
か
ら
成
り
（
四
原
因
説
で
は
四
つ
）、
そ
し
て
さ
ら
に
⑵
民
具

に
は
伝
承
性
が
求
め
ら
れ
る
な
ら
、
そ
の
伝
承
性
は
当
然
そ
の
構
成
要
素
の
た
だ

一
つ
で
な
く
、
そ
れ
ら
複
数
に
跨
っ
て
求
め
る
べ
き
だ
ろ
う
、
と
い
う
も
の
だ
。

つ
ま
り
ポ
リ
バ
ケ
ツ
が
手
桶
を
伝
承
す
る
道
具
な
ら
、
手
桶
の
「
ア
イ
デ
ア
や
パ

タ
ー
ン
」
だ
け
で
な
く
、
素
材
や
製
法
や
用
途
に
つ
い
て
も
、
手
桶
と
何
ら
か
の

伝
承
的
な
つ
な
が
り
を
持
っ
て
し
か
る
べ
き
だ
。
し
か
し
岩
井
は
次
の
よ
う
に
言

う
の
だ
っ
た
│
│

材
質
が
何
で
あ
る
か
、
ま
た
手
作
り
で
あ
る
か
否
か
は
、
資
源
材
料
、
生

産
構
造
、
流
通
機
構
、
社
会
形
態
の
差
異
か
ら
く
る
こ
と
で
あ
っ
て
、
民
具

に
と
っ
て
本
質
的
な
も
の
で
は
な
い
と
、
割
り
切
っ
て
理
解
す
る
必
要
が
あ

る
（
岩
井

二
〇
一
一
、
六
一
頁
、
一
九
九
頁
）。

こ
の
引
用
箇
所
で
彼
は
、
素
材
や
製
法
（
す
な
わ
ち
質
料
因
や
作
用
因
）
は
民
具

に
と
っ
て
本
質
的
で
な
い
、
と
宣
言
し
て
い
る
。
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
品
や
機
械
生
産
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品
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
工
業
的
特
性
を
理
由
に
、
民
具
か
ら
排
除
で
き
な
い
、
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。

右
の
引
用
で
、
特
に
取
り
上
げ
て
お
き
た
い
箇
所
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
素
材
や

製
法
が
民
具
に
本
質
的
で
な
い
の
は
、
素
材
や
製
法
の
違
い
は
「
資
源
材
料
（
の

有
無
）、
生
産
構
造
、
流
通
機
構
、
社
会
形
態
」
│
│
と
い
っ
た
社
会
状
況
│
│

の
違
い
に
よ
っ
て
決
ま
る
こ
と
だ
か
ら
だ
、
と
さ
れ
て
い
る
部
分
だ
。
な
ぜ
社
会

状
況
に
左
右
さ
れ
る
こ
と
は
、
民
具
の
本
質
に
関
わ
ら
な
い
と
い
う
の
だ
ろ
う
。

お
そ
ら
く
岩
井
は
、
社
会
状
況
（
そ
の
進
歩
状
況
）
は
そ
の
時
代
や
場
所
の
偶
然

的
な
事
情
か
ら
決
ま
る
も
の
に
す
ぎ
ず
、
そ
う
い
う
偶
然
に
左
右
さ
れ
る
素
材
や

製
法
は
、
そ
の
偶
然
性
ゆ
え
、
民
具
の
本
質
か
ら
外
す
べ
き
な
の
だ
、
と
考
え
て

い
る
の
で
な
い
か
。

し
か
し
Ｘ
と
い
う
対
象
の
構
成
要
件
と
し
て
Ａ
、
Ｂ
、
Ｃ
が
あ
る
と
し
て
、
と

き
に
よ
っ
て
Ａ
の
充
足
が
難
し
い
場
合
が
増
え
て
き
た
と
き
、「
Ａ
を
満
た
せ
る

か
否
か
は
状
況
に
よ
る
こ
と
だ
か
ら
、
そ
れ
は
Ｘ
の
構
成
要
素
か
ら
除
外
す
べ
き

だ
」
と
す
る
な
ら
、
そ
れ
こ
そ
が
状
況
的
で
、
ア
ド
ホ
ッ
ク
な
対
応
で
な
い
か
。

仮
に
そ
う
し
た
と
き
、
Ａ
も
構
成
要
素
と
考
え
る
人
か
ら
す
れ
ば
、
Ｘ
は
そ
の
意

味
を
変
え
る
。
Ｘ
は
本
質
を
維
持
し
た
の
で
な
く
、
元
の
Ｘ
で
な
く
な
る
の
で
あ

る
。結

局
、
岩
井
の
考
え
は
、
民
具
の
複
数
の
構
成
要
素
の
一
つ
だ
け
（「
ア
イ
デ

ア
と
パ
タ
ー
ン
」）
に
伝
承
性
を
求
め
る
こ
と
│
│
し
か
も
不
充
分
な
形
で
│
│

に
よ
っ
て
だ
け
で
な
く
、
他
の
構
成
要
素
を
切
り
捨
て
る
こ
と
に
よ
っ
て
も
、
民

具
の
概
念
を
貧
困
に
さ
せ
る
。
物
は
（
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
的
に
）
複
数
の
構
成
要

素
か
ら
成
る
と
考
え
る
な
ら
、
素
材
が
何
か
、
製
法
が
ど
ん
な
で
あ
る
か
は
、
む

し
ろ
民
具
の
本
質
・
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
に
直
接
関
わ
る
こ
と
だ
ろ
う
。
そ
し
て

そ
う
い
っ
た
素
材
や
製
法
は
、
資
源
や
生
活
の
あ
り
よ
う
に
大
き
く
影
響
さ
れ
る

の
だ
か
ら
、「
資
源
材
料
、
生
産
構
造
、
流
通
機
構
、
社
会
形
態
」
ま
で
も
が
、

民
具
の
本
質
に
触
れ
て
く
る
重
要
事
項
で
な
か
ろ
う
か
。
も
ち
ろ
ん
社
会
状
況

は
、
時
代
に
よ
っ
て
変
化
す
る
。
だ
が
変
化
の
中
に
、
比�

較�

的�

変�

わ�

ら�

ず�

に�

伝�

承�

さ�

れ�

る�

部�

分�

が
あ
り
、
民
具
の
伝
承
性
は
、
そ
の
よ
う
に
、
意
志
や
努
力
に
よ
っ

て
継
承
さ
れ
た
諸�

々�

の�

つ�

な�

が�

り�

の�

、�

ゲ�

シ�

ュ�

タ�

ル�

ト�

的�

全�

体�

の
中
に
こ
そ
、
見

出
し
う
る
。
文
化
は
そ
の
よ
う
に
入
組
ん
だ
、
立
体
的
な
つ
な
が
り
を
も
つ
も
の

だ
ろ
う
。
そ
し
て
民
具
の
構
成
要
素
の
複
合
性
を
重
視
す
れ
ば
、
素
材
や
製
法
は

も
ち
ろ
ん
、「
資
源
材
料
、
生
産
構
造
、
流
通
機
構
、
社
会
形
態
」
さ
え
、�

割�

り�

切�

っ�

て�

捨
て
る
こ
と
は
で
き
な
い
は
ず
で
あ
る
。

六

お
わ
り
に

本
稿
は
ポ
リ
バ
ケ
ツ
民
具
論
の
是
非
を
検
討
す
る
も
の
で
、「
民
具
と
は
何
か
」

自
体
を
問
う
も
の
で
な
か
っ
た
が
、
終
わ
り
に
差
し
か
か
り
、
こ
の
問
い
に
関
し

て
考
え
て
お
く
べ
き
こ
と
が
あ
る
よ
う
に
思
う
。
民
具
学
で
は
か
つ
て
、
民
具
の

（

）

厳
密
な
定
義
を
求
め
ら
れ
た
こ
と
が
あ
っ
た
。
だ
が
厳�

密�

さ�

は
ど
こ
ま
で
求
め
る

べ
き
も
の
だ
ろ
う
か
。

一
般
的
に
、
も
の
の
分
類
あ
る
い
は
概
念
の
定
義
の
仕
方
に
つ
い
て
の
現
代
的

（

）

考
え
は
、
必
要
十
分
条
件
的
な
厳
密
さ
が
常
に
好
ま
し
い
と
は
考
え
な
い
。
そ
こ
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で
曖
昧
さ
が
許
容
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
が
、
曖
昧
さ
を
内
包
す
る
概
念
で
も
、
実

際
の
使
用
に
支
障
が
な
い
も
の
は
少
な
く
な
い
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
曖
昧
だ
か
ら
こ

そ
、
柔
軟
に
永
く
使
え
る
耐
久
性
が
あ
る
概
念
に
も
な
り
う
る
。
民
具
概
念
は
、

そ
の
よ
う
な
曖
昧
さ
を
含
む
概
念
の
一
つ
と
認
識
す
べ
き
で
な
い
か
。

基
本
的
に
は
、
民
具
概
念
は
そ
の
典
型
的
事
例
を
先
人
の
生
活
に
持
つ
も
の
で

あ
り
、
さ
ら
に
そ
れ
ら
の
典
型
諸
例
は
、「
身
近
な
自
然
素
材
か
ら
手
仕
事
で
作

（

）

ら
れ
、
日
常
生
活
で
使
わ
れ
た
道
具
」
と
し
て
特
徴
付
け
う
る
も
の
だ
ろ
う
。
時

代
は
変
化
す
る
も
の
で
、
と
り
わ
け
二
〇
世
紀
以
降
の
変
化
は
著
し
い
た
め
、
過

去
の
典
型
例
と
同
じ
も
の
を
作
る
こ
と
は
年
々
難
し
い
。
典
型
例
に
近
い
も
の
で

も
、
製
作
工
程
が
部
分
が
機
械
化
さ
れ
、
素
材
を
輸
入
に
頼
っ
て
い
る
こ
と
な
ど

は
稀
で
な
い
。
そ
の
現
実
を
認
め
た
上
で
、
民
具
と
は
、
典�

型�

例�

を�

規�

範�

│
│
理�

念�

型�

│
│
と�

し�

つ�

つ�

、�

規�

範�

か�

ら�

外�

れ�

る�

も�

の�

も�

、�

そ�

の�

程�

度�

に�

よ�

っ�

て�

は�

仲�

間�

に�

含�

み�

う�

る�

緩�

や�

か�

な�

集�

合�

で�

あ�

る�

、
と
考
え
る
の
が
妥
当
で
な
い
か
。
た
だ
し

中
心
か
ら
外
れ
る
ほ
ど
、
限
界
事
例
に
近
づ
き
、
や
が
て
は
概
念
か
ら
脱
落
す
る

も
の
と
な
る
。

そ
う
考
え
る
な
ら
、
或
る
生
活
道
具
が
民
具
か
否
か
は
、
典
型
例
と
の
つ
な
が

り
、
ま
た
典
型
例
か
ら
の
相
対
的
距
離
で
判
断
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
例
え
ば
ポ

リ
バ
ケ
ツ
は
、
比
較
対
象
と
な
る
典
型
的
民
具
と
し
て
の
手
桶
の
つ
な
が
り
か

ら
、
最
も
遠
い
場
所
に
あ
る
。
と
い
う
の
も
ポ
リ
バ
ケ
ツ
は
、「
ア
イ
デ
ア
と
パ

タ
ー
ン
」
に
つ
い
て
は
、
最
小
限
の
類
似
し
か
手
桶
と
共
有
し
な
い
。
加
え
て
、

素
材
的
に
は
、
結
物
と
│
│
そ
し
て
「
木
の
文
化
」
に
属
す
る
他
の
伝
統
的
な
木

製
容
器
と
も
│
│
断
絶
が
あ
る
。
製
法
は
機
械
に
よ
る
も
の
だ
か
ら
、
職
人
の
手

仕
事
の
伝
統
と
も
断
絶
が
あ
る
。
実
際
、
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
容
器
の
普
及
に
押
さ
れ

る
よ
う
に
し
て
、
桶
職
人
の
多
く
が
昭
和
三
〇
年
代
に
廃
業
・
転
業
を
余
儀
な
く

さ
れ
た
と
い
う
。
ポ
リ
バ
ケ
ツ
は
手
桶
を
受
け
継
い
だ
と
い
う
よ
り
、（
托
卵
さ

れ
た
カ
ッ
コ
ー
の
雛
の
よ
う
に
）
そ
れ
と
す
り
替
わ
っ
た
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
ポ

リ
バ
ケ
ツ
は
、
手
桶
の
系
譜
の
伝
承
者
で
な
く
、
む
し
ろ
伝
承
と
の
断
絶
・
葛
藤

を
象
徴
す
る
道
具
と
見
る
べ
き
で
な
い
か
。
民
具
概
念
を
柔
軟
な
カ
テ
ゴ
リ
ー
と

考
え
た
と
き
で
さ
え
、
ポ
リ
バ
ケ
ツ
は
、
民
具
の
規
範
的
事
例
と
の
つ
な
が
り
は

最
大
限
に
薄
い
道
具
で
あ
る
。

伝
承
者
か
否
か
の
判
断
が
、
ポ
リ
バ
ケ
ツ
よ
り
難
し
い
場
合
も
あ
る
。
た
と
え

ば
（
木
が
割
れ
る
性
質
を
生
か
し
た
伝
統
的
な
）
打
割
法
で
な
く
、
機
械
製
材
し

た
板
で
作
っ
た
桶
に
は
、
ど
れ
ほ
ど
伝
承
性
が
あ
る
の
か
。
側
板
を
接
着
す
る
の

に
、
米
糊
で
な
く
木
工
ボ
ン
ド
を
使
っ
た
も
の
は
ど
う
か
。
側
板
同
士
を
つ
な
ぐ

合
釘
を
省
略
し
た
も
の
は
ど
う
か
。
内
外
の
削
り
や
箍
の
打
ち
込
み
を
機
械
で
行

う
も
の
は
ど
う
か
。
竹
箍
を
、
針
金
・
金
属
テ
ー
プ
に
し
た
も
の
は
ど
う
か
。
側

板
を
結
い
合
わ
せ
る
の
に
箍
を
使
わ
ず
、
合
成
接
着
剤
の
強
力
な
接
着
力
だ
け
に

頼
っ
た
も
の
は
ど
う
か
。
│
│
こ
れ
ら
の
物
と
、
規
範
例
と
の
距
離
を
ど
う
見
積

も
る
か
。
あ
る
い
は
ど
れ
く
ら
い
の
逸
脱
な
ら
、
総
合
的
に
み
て
、
手
桶
の
系
統

樹
の
枝
に
組
み
込
め
る
も
の
と
見
な
す
か
。
典
型
例
と
の
違
い
を
、
そ
の
道
具
の

進
歩
と
見
な
せ
る
場
合
も
あ
る
の
か
。
こ
れ
ら
の
問
い
に
対
し
、
一
律
に
結
論
は

出
せ
な
い
。
人
に
よ
っ
て
判
断
は
異
な
り
う
る
し
、
状
況
に
よ
っ
て
判
断
が
異
な

る
こ
と
も
あ
り
う
る
た
め
、
個
別
に
検
討
・
反
省
が
必
要
だ
。
だ
が
少
な
く
と

も
、
こ
れ
ら
の
様
々
な
、
結
物
の
微
妙
な
逸
脱
例
、
境
界
例
も
考
慮
す
る
と
、
ポ
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リ
バ
ケ
ツ
は
連
続
性
に
お
い
て
、
そ
れ
ら
の
逸
脱
の
は
る
か
彼
岸
に
あ
る
道
具

だ
。
ポ
リ
バ
ケ
ツ
が
手
桶
の
伝
承
者
で
な
い
こ
と
は
、
明
ら
か
で
な
い
だ
ろ
う

か
。

注

（
�
）
太
字
追
加
。
続
く
引
用
の
太
字
二
ヶ
所
も
同
様
。

（
�
）
「
ポ
リ
バ
ケ
ツ
」
は
企
業
の
登
録
商
標
で
あ
る
が
、
本
稿
で
は
普
通
名
詞
と
し
て
使

う
。

（
�
）
同
趣
旨
の
主
張
は
小
谷
（
一
九
八
二
）
に
も
あ
り
、
岩
井
に
影
響
を
与
え
て
い
る
。

（
�
）
詳
し
く
取
り
上
げ
な
い
が
、
民
芸
分
野
に
も
類
似
の
主
張
が
あ
る
。
そ
れ
は
美
し

い
実
用
品
で
あ
れ
ば
、
工
業
製
品
も
民
芸
品
で
あ
る
、
と
い
う
主
張
で
あ
る
（
湯
浅

一
九
七
九
、
一
九
八
〇
）。

（
�
）
そ
れ
ら
は
当
時
「
土
俗
品
」
と
も
呼
ば
れ
て
い
た
。
た
だ
表
現
に
伴
う
侮
蔑
的
ニ

ュ
ア
ン
ス
の
た
め
、
渋
沢
た
ち
は
こ
の
語
を
避
け
た
。

（
�
）
渋
沢
敬
三
も
宮
本
常
一
も
、
昭
和
三
〇
年
頃
の
時
点
で
、
陶
器
を
民
具
と
見
な
し

て
い
な
か
っ
た
ら
し
い
（
宮
本
（﹇
一
九
七
九
﹈
一
九
八
七
、
四
七
頁
）。

（
�
）
彼
は
、
こ
の
要
件
は
論
文
「
民
具
試
論
（
一
）」（
宮
本

一
九
六
九
）
で
表
し
た

定
義
を
も
う
一
度
整
理
し
た
も
の
と
言
う
が
、
二
つ
の
間
で
は
書
き
方
が
変
わ
っ
て

い
る
と
こ
ろ
も
あ
る
。

（
�
）
「
民
俗
資
料
」
の
言
葉
は
か
つ
て
文
化
財
保
護
法
で
も
使
わ
れ
た
が
、
一
九
七
〇
年

の
法
改
正
で
言
葉
遣
い
が
変
わ
り
、「
民
俗
資
料
」
は
「
民
俗
文
化
財
」
と
な
っ
た
。

「
有
形
民
俗
資
料
」
は
し
た
が
っ
て
「
有
形
民
俗
文
化
財
」
と
な
っ
た
。

（
�
）
宮
本
は
、「
そ
れ
﹇
ら
﹈
を
専
門
に
研
究
す
る
人
び
と
の
手
に
よ
っ
て
研
究
法
も
確

立
さ
れ
て
き
て
い
る
」
こ
と
を
、
石
造
物
や
民
家
を
民
具
か
ら
外
す
理
由
と
し
て
い

る
か
に
み
え
る
が
、
そ
れ
だ
と
セ
ク
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
に
な
り
か
ね
な
い
。
既
存
の
研

究
を
適
宜
踏
ま
え
つ
つ
、
石
造
物
や
民
家
も
、
鍋
や
釜
の
延
長
と
し
て
民
具
学
で
も

扱
う
こ
と
は
、
期
待
す
べ
き
こ
と
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

（

）
例
え
ば
竹
細
工
の
籠
、
藁
細
工
の
草
履
な
ど
は
一
次
加
工
の
品
で
あ
る
。
ま
た
庶

民
が
日
常
使
用
し
た
白
木
の
椀
は
一
次
加
工
の
品
で
あ
る
。
し
か
し
白
木
地
の
椀
に
、

さ
ら
に
別
の
素
材
で
あ
る
漆
を
か
け
て
作
っ
た
塗
物
椀
は
、
二
次
加
工
の
品
で
あ
る

（
宮
本

一
九
六
九
、
五
頁
）。

（

）
「
一
般
に
複
合
加
工
さ
れ
た
も
の
は
一
応
民
具
と
区
別
せ
ら
れ
る
﹇
美
術
工
芸
品
の

よ
う
な
﹈
も
の
が
多
く
な
る
。
染
色
の
よ
う
な
も
の
は
い
ず
れ
も
複
合
加
工
で
あ
る
。

す
る
と
こ
れ
は
民
具
に
入
ら
ぬ
か
と
い
う
に
、
縞
や
絣
の
よ
う
な
も
の
は
、
農
家
の

婦
女
に
よ
っ
て
織
ら
れ
る
も
の
が
多
く
、﹇
美
術
品
を
作
る
よ
う
な
﹈
専
門
の
職
人
で

は
な
い
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
民
具
に
入
る
こ
と
に
な
る
﹇
…
…
﹈（
宮
本

一
九
六

九
、
五
頁
、﹇

﹈
内
の
語
句
は
筆
者
に
よ
る
補
足
）。」

（

）
こ
の
方
針
に
は
疑
問
も
浮
か
ぶ
。
機
械
織
り
の
反
物
は
、
機
械
仕
上
げ
な
の
で
、

民
具
で
な
い
こ
と
に
な
ろ
う
。
し
か
し
反
物
を
さ
ら
に
手�

仕�

事�

に�

よ�

っ�

て�

着�

物�

に�

す�

る�

と�

き�

、
そ
れ
は
そ
の
手
仕
事
に
よ
っ
て
、
民
具
に
変
わ
る
の
だ
ろ
う
か
。

（

）
大
桶
に
は
さ
ら
に
巨
大
な
六
〇
石
入
り
、
百
石
入
り
の
も
の
も
あ
る
と
い
う
。

（

）
結
物
技
術
で
作
っ
た
筒
を
井
戸
側
に
利
用
し
た
跡
が
、
九
州
地
方
の
平
安
遺
跡
か

ら
発
掘
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
こ
か
ら
先
の
展
開
が
な
い
と
い
う
（
小
泉
編

二
〇
一

四
、
鈴
木
論
文
二
三
頁
以
下
）。

お

け

（

）
因
み
に
「
お
け
」
は
も
と
も
と
績
ん
だ
麻
糸
（
麻
）
を
入
れ
る
容
器
（
笥
）
を
指

す
言
葉
で
、
古
く
は
曲
物
が
使
わ
れ
て
い
た
。
し
か
し
結
物
の
普
及
に
従
い
、
専
ら

結
物
の
容
器
が
「
お
け
」
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

（

）
酒
樽
は
、
規
格
化
さ
れ
た
も
の
を
早
く
大
量
に
作
る
こ
と
が
肝
要
で
、
そ
の
た
め

素
材
・
製
法
に
は
普
通
の
桶
類
と
異
な
る
特
徴
が
あ
る
。

（

）
銑
を
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
吉
川
（
一
九
八
三
、
二
六
六
│
二
七
七
頁
）

は
、
槍
鉋
の
先
端
に
も
柄
を
つ
け
れ
ば
銑
に
な
る
と
指
摘
し
、
銑
は
槍
鉋
か
ら
分
岐

し
た
も
の
だ
と
言
う
。
そ
し
て
銑
は
槍
鉋
よ
り
「
平
滑
に
優
れ
た
機
能
」
を
も
つ
道

具
で
あ
る
。

（

）
吉
川
（
一
九
八
三
、
二
七
八
頁
）
は
、
正
直
鉋
が
台
鉋
の
始
ま
り
で
あ
る
可
能
性

を
指
摘
し
て
い
る
。

（

）
吉
羽
（
一
九
八
七
）
に
あ
る
リ
ス
ト
を
少
し
改
変
し
た
。
改
変
し
た
の
は
、
括
弧
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内
の
説
明
を
補
足
・
修
正
し
た
点
お
よ
び
、
⑭
が
「
樽
」
と
あ
っ
た
の
を
「
桶
」
と

し
た
点
な
ど
で
あ
る
。

（

）
他
に
漏
れ
な
い
、
サ
イ
ズ
や
重
さ
が
手
頃
で
あ
る
、
適
度
に
丈
夫
で
あ
る
、
な
ど

な
ど
を
加
え
て
も
い
い
（
本
稿
の
三
・
二
最
後
段
落
を
参
照
）。

（

）
そ
れ
が
宮
本
の
民
具
定
義
の
試
み
と
な
り
、
そ
れ
に
対
す
る
一
つ
の
応
答
と
し
て

ポ
リ
バ
ケ
ツ
民
具
論
が
登
場
し
た
わ
け
で
あ
る
。

（

）
例
え
ば
ヴ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
家
族
的
類
似
の
考
え
は
、
こ
の
種
の
傾
向
の

先
駆
け
だ
ろ
う
。
そ
し
て
彼
が
挙
げ
る
ゲ
ー
ム
の
概
念
は
、
厳
密
な
定
義
を
寄
せ
付

け
な
い
概
念
の
好
例
で
あ
る
。

（

）
宮
本
の
民
具
規
定
だ
と
、
①
②
③
④
⑥
あ
た
り
の
項
目
が
基
本
に
な
る
。
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Summary

Are Plastic Buckets Folk Tools?
──A Philosophy of Things Made──

Ken MARUTA

In this article, I will take up a certain theory of folklore studies which asserts that a plastic bucket

should be considered a folk tool of the present age. Why was such a claim advanced, and what exactly

is wrong with it, if it is in fact problematic? First, we will see the formation of the classical definition

of folk tools（Chapter 2）. Then, we will see how the “folk tool theory of plastic buckets” was put for-

ward as an antithesis to the classical definition（Chapter 3）. In order to recognize the plurality of condi-

tions for folk tools, we will have an historical overview of wooden yuimono buckets（Chapter 4）. The

“folk tool theory of plastic buckets” is criticized for satisfying only one condition（insufficiently at

that）, and neglecting the others（Chapter 5）. Finally, the suggestion is made to determine membership

as a folk tool according to the relative distance from core examples.

【Key words】folk tool theory of plastic buckets, wooden bucket, “ideas and patterns”, Aristotelian plu-

ralness of causes, traditionality
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