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を
探
し
出
し
て
買
い
入
れ
て
来
た
り
し
て
お
り
ま
す
。

漆
は
生
産
地
よ
り
小
売
市
場
迄
、
昔
よ
り
複
雑
な
流
通

経
路
が
あ
り
、
産
地
に
出
向
い
て
仕
入
れ
て
も
決
し
て

安
く
な
く
、
た
だ
、
混
ぜ
物
が
な
い
良
質
の
日
本
産
と

い
う
事
で
こ
れ
だ
け
の
苦
労
を
し
て
い
ま
す
。
裕
り
上

っ
た
も
の
の
良
さ
は
私
共
に
は
よ
く
わ
か
っ
て
も
、
果

た
し
て
何
入
の
理
解
を
得
ら
れ
る
か
疑
問
で
、
漆
塗
り

を
汚
れ
止
め
程
度
に
思
っ
て
い
る
人
も
少
な
く
あ
り
ま

せ
ん
。
私
共
に
は
三
人
の
塗
師
に
仕
事
を
し
て
頂
い
て

い
ま
す
が
、
代
金
も
上
と
下
で
は
三
倍
と
違
い
が
あ
り
、

そ
れ
も
一
目
で
は
、
そ
れ
だ
け
の
違
い
の
判
る
人
は
ま

ず
お
ら
れ
ま
せ
ん
。
こ
の
上
物
虚
師
は
、
磨
き
に
使
う

角
粉
（
鹿
）
も
、
人
を
介
し
、
関
西
の
お
寺
か
ら
そ
の
年
に

切
っ
た
鹿
角
を
分
け
て
貰
い
、
自
宅
で
三
尺
角
の
囲
炉

襄
で
蒸
焼
き
に
し
て
造
っ
た
も
の
を
使
っ
て
お
り
ま
す
。

真
田
紐
も
今
で
は
造
っ
て
い
る
家
も
一
軒
に
な
っ
て

し
ま
い
ま
し
た
。
そ
れ
も
年
々
需
要
が
少
な
く
な
る
ば

か
り
で
す
。
戦
前
は
真
田
紐
を
造
っ
て
い
る
家
も
数
多

く
、
紐
も
絹
糸
が
十
分
打
込
ま
れ
て
い
る
た
め
結
ん
で

も
腰
が
あ
り
、
ピ
ン
と
し
て
い
た
も
の
で
す
が
、
戦
後

は
大
部
分
か
率
の
良
い
帯
止
め
紐
や
羽
織
紐
、
刀
の
下

緒
紐
と
い
っ
た
複
雑
な
が
ら
高
価
で
数
売
れ
る
も
の
を

造
る
方
へ
、
い
わ
ば
転
業
に
近
い
転
換
を
し
て
し
ま
い

ま
し
た
。
せ
め
て
私
共
だ
け
で
も
昔
に
近
い
紐
を
使
い

た
＜
、
色
を
定
め
、
横
糸
（
棉
）
に
一
本
ず
つ
嵯
り
を

入
れ
さ
せ
、
紐
に
強
さ
を
出
さ
せ
定
期
的
に
注
文
し
て

お
り
ま
す
。
注
文
は
一
巻
百
尺
を
三
巻
宛
と
し
、
紐
巾

も
三
分
よ
り
一
分
増
で
一
寸
迄
八
種
類
、
色
は
四
種
類

に
分
け
て
致
し
ま
す
が
、
一
ツ
の
保
存
箱
に
六
尺
か
ら

十
尺
位
し
か
使
用
し
ま
せ
ん
し
、
紐
な
し
の
保
存
箱
も

あ
り
、
現
在
箱
以
外
に
使
い
道
の
な
い
真
田
紐
の
先
々

---7---

現
在
私
共
の
屋
号
と
成
っ
て
い
る
「
墨
縄
堂
」
は
、

生
家
の
菩
提
寺
（
宗
猷
寺
）
に
山
岡
鉄
舟
氏
の
御
両
餓
の

お
墓
が
在
り
、
祖
父
が
檀
家
総
代
を
し
て
い
た
関
係
で
、

山
岡
鉄
舟
氏
に
お
願
い
し
て
つ
け
て
戴
い
た
も
の
で
す
。

こ
れ
は
万
葉
集
て
飛
騨
匠
を
詠
ん
だ
「
か
に
か
く
に
物

は
思
は
じ
飛
騨
人
の
打
つ
墨
縄
の
た
だ
一
道
に
」
の

歌
よ
り
と
ら
れ
た
も
の
で
、
ま
た
そ
の
時
に
同
じ
く
つ

け
て
煎
い
た
師
巧
斎
と
言
う
雅
号
を
併
せ
て
使
う
様
に

成
っ
た
わ
け
で
す
。

私
は
大
正
十
四
年
、
大
塚
に
て
二
男
四
女
の
長
男
と

し
て
出
生
し
ま
し
た
。
父
の
私
に
対
す
る
後
継
ぎ
の
夢

は
異
常
な
ほ
ど
に
強
く

r

さ
ら
に
修
業
す
る
に
あ
た
っ

て
年
齢
が
若
い
程
良
い
と
信
じ
て
い
た
た
め
、
あ
え
て

高
等
小
学
校
へ
行
か
さ
れ
ま
し
た
。
し
か
し
、
高
等
小
学

校
の
内
容
か
尋
常
小
学
校
と
さ
し
て
変
わ
ら
な
い
と
知

る
と
、
わ
ず
か
一
学
期
で
中
退
さ
せ
ら
れ
る
は
め
に
な
り

ま
し
た
。
当
時
の
修
業
は
明
治
の
徒
弟
制
度
そ
の
ま
ま

で
物
指
と
定
木
で
た
た
か
れ
る
と
い
っ
た
厳
し
い
も
の

て
し
た
。
こ
う
し
た
い
わ
ぱ
少
年
時
代
の
苦
し
い
思
い

出
も
あ
る
修
業
を
経
て
、
そ
ろ
そ
ろ
一
人
前
に
な
り
、

上

（
選
定
保
存
技
術
（
美
術
工
芸
品
保
存
桐
箱
製
作
）
保
持
者
）

昭
和
十
九
年
に
陸
軍
高
射
砲
隊
に
入
隊
し
ま
し
竺
終

戦
復
員
後
、
父
と
異
な
る
指
物
「
春
慶
漆
塗
の
木
地
細

工
、
桜
、
桑
を
主
体
の
和
家
具
調
度
品
の
指
物
」
を
習
い

に
住
み
込
み
修
業
に
出
掛
け
、
昭
和
二
十
六
年
に
現
住

所
に
て
独
立
し
ま
し
た
。

独
立
し
た
頃
よ
り
、
戦
災
で
材
料
、
道
具
の
総
て
を
一っ

た
。

夜
に
し
て
失
っ
た
職
人
の
弱
さ
は
忘
れ
ら
れ
な
か

私
は
、
刃
物
に
、
砥
石
に
、
飽
、
鋸
に
と
良
い
道
具

を
揃
え
る
事
に
努
力
し
ま
し
た
。
良
い
鍛
治
屋
が
居
れ

ば
菓
子
箱
持
参
て
頼
み
に
行
き
、
何
年
で
も
し
っ
と
待

つ
と
い
っ
た
具
合
い
で
造
っ
て
貰
い
ま
し
た
。
道
具
販

売
店
へ
行
け
ば
何
て
も
揃
う
時
代
で
す
か
、
一
度
直
接

に
鍛
治
屋
に
注
文
し
て
造
ら
れ
た
道
具
を
使
っ
て
み
れ

ば
、
そ
の
切
れ
味
は
比
較
す
る
も
お
ろ
か
な
事
で
す
。

鋸
鍛
治
も
、
播
州
、
越
後
、
諏
訪
と
あ
り
、
私
は
色
々

使
っ
て
み
て
諏
訪
鋸
か
桐
材
の
細
工
に
は
そ
の
鋼
の
精

度
や
焼
入
れ
の
竪
さ
等
が
適
し
て
い
る
と
判
断
し
、
以

後
諏
訪
を
尋
ね
、
若
手
て
熱
心
な
者
を
探
し
出
し
造
っ

て
貰
っ
て
か
ら
三
十
年
経
ち
ま
す
が
、
そ
の
鍛
治
屋
の

造
っ
た
も
の
は
い
つ
も
同
じ
よ
う
な
出
来
を
み
せ
て
お

に
は
心
痛
む
思
い
が
致
し
ま
す
。
私
共
も
相
当
量
の
在

庫
が
あ
り
、
紐
の
た
め
の
胴
箱
を
造
っ
た
次
第
で
す
。

桐
箱
作
成
に
か
か
せ
ぬ
の
が
木
釘
で
、
こ
れ
は
昔
、
修

業
の
段
階
で
、
仕
事
の
初
歩
に
朝
か
ら
晩
ま
で
削
ら
さ

れ
た
も
の
で
す
。
関
西
の
一
部
で
は
今
で
も
自
家
製
を

使
っ
て
い
る
所
が
有
る
よ
う
で
す
。
関
東
に
お
い
て
は
、

江
戸
時
代
幕
府
の
牧
場
だ
っ
た
現
在
の
千
葉
県
柏
市
豊

四
季
地
方
か
明
治
時
代
に
開
墾
地
と
な
り
、
元
武
士
か

入
植
し
た
が
思
わ
し
く
な
く
、
副
業
と
し
て
始
め
た
木

釘
削
り
が
定
着
し
ま
し
た
。
箪
笥
、
和
家
具
、
箱
と
需

要
も
多
く
、
一
時
は
一
村
約
六
十
戸
の
ほ
と
ん
ど
が
木

釘
造
り
を
し
て
い
ま
し
た
。
し
か
し
、
昭
和
三
十
年
頃

か
ら
接
着
剤
の
進
歩
と
洋
家
具
の
進
出
、
桐
箪
笥
の
後

退
で
需
要
も
少
な
く
な
り
、
ま
た
東
京
の
ベ
ッ
ド
タ
ウ

ン
と
な
り
、
地
価
が
急
上
昇
し
て
、
土
地
で
得
た
お
金

を
資
金
に
木
釘
の
量
産
す
る
機
械
も
工
夫
さ
れ
、
漿
笥

等
に
使
わ
れ
る
大
き
い
釘
は
こ
れ
ら
で
造
ら
れ
る
よ
う

に
な
り
ま
し
た
。
し
か
し
、
軸
箱
、
刀
箱
等
の
保
存
箱

に
使
わ
れ
る
細
か
い
も
の
は
機
械
で
は
造
れ
ず
、
小
刀

で
昔
通
り
造
ら
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
。
こ
の
よ
う
に
し
て

い
る
家
は
数
軒
し
か
な
く
、
そ
れ
ら
の
人
も
皆
五
十
歳

以
上
に
な
り
、
若
い
人
は
一
人
も
い
ま
せ
ん
し
、
息
子
か

い
て
も
仕
事
が
単
純
す
ぎ
て
根
気
だ
け
を
必
要
と
し
変

化
が
な
い
た
め
や
ら
ず

r

後
継
者
が
い
な
い
現
状
で
す
。

木
釘
の
原
料
は
「
卯
の
花
の
匂
う
垣
根
に
ほ
と
と
ぎ

す
早
や
も
来
嗚
き
て
」
の
卯
の
花
（
ウ
ッ
、
キ
）
で
、
房

州
夷
隅
郡
山
間
部
と
伊
豆
大
島
の
一
部
に
群
生
す
る
も

の
で
す
。
し
か
し
、
主
に
国
有
林
内
の
事
な
の
で
、
山

の
手
入
れ
の
名
目
で
役
場
で
手
続
き
し
て
許
可
を
と
り
、

人
夫
を
ト
ラ
ッ
ク
に
乗
せ
山
に
入
り
、
山
の
斜
面
に
群

生
し
て
い
る
も
の
を
稲
刈
り
鎌
で
（
立
木
の
時
は
水
分
か

非
常
に
多
い
の
で
）
挽
く
と
い
う
よ
り
刈
る
と
い
う
感
じ

で
伐
採
し
て
持
ち
帰
り
、
束
に
し
て
土
中
に
埋
め
て
お

き
、
使
う
量
だ
け
出
し
て
釘
を
造
る
と
い
う
も
の
で
す
。

戦
前
は
価
格
も
米
一
升
釘
一
升
と
決
っ
て
い
た
の
で
す

が
、
今
は
前
記
の
如
く
削
る
人
が
少
な
く
な
っ
た
上
、

更
に
、
希
少
価
値
と
し
て
雑
誌
な
と
の
記
事
に
な
っ

た
事
も
あ
り
、
こ
の
頃
は
全
国
よ
り
注
文
が
来
る
よ

う
に
な
り
、
価
格
も
平
均
一
升
で
―
二
万
円
か
ら
一
番
細

い
も
の
は
五
万
円
以
上
の
も
の
も
珍
ら
し
く
あ
り
ま
せ

ん
。
毎
年
注
文
し
て
い
ま
す
が
、
同
じ
も
の
で
も
少
し

ず
つ
値
が
上
が
っ
て
来
て
い
ま
す
。
私
共
は
、
削
ら
れ

て
来
た
木
釘
は
、
ア
ク
を
取
り
除
く
た
め
に
大
き
い
バ

ケ
ツ
で
水
に
潰
け
、
毎
日
水
を
取
り
替
え
、
こ
れ
を
泡

が
全
然
出
な
く
な
る
迄
三
十
日
か
ら
五
十
日
位
続
け
、

後
に
こ
れ
を
日
光
に
約
一
か
月
さ
ら
し
、
カ
ラ
カ
ラ
と

い
う
音
が
す
る
迄
干
し
上
げ
、
こ
れ
以
上
木
や
せ
か
な

く
な
っ
た
状
態
に
し
て
数
年
間
蓄
え
て
置
き
ま
す
。
万

l

ア
ク
か
残
っ
た
と
き
は
釘
が
数
年
で
灰
黒
く
な
り
、

指
で
曲
げ
て
も
折
れ
る
程
に
も
ろ
く
な
り
、
使
う
事
が

で
き
な
く
な
り
ま
す
。

指
物
師
の
使
う
木
材
は
桑
、
桐
、
柿
、
桜
、
檜
、
朴

と
種
類
か
多
い
の
で
す
が
、
そ
れ
も
選
び
抜
い
た
良
材

を
少
量
し
か
使
わ
な
い
と
い
う
事
に
難
し
さ
が
あ
り

ま
す
。
私
は
桐
材
を
使
う
事
が
多
く
、
桐
の
木
や
鈍
く

ず
の
中
で
這
い
国
っ
て
育
っ
た
私
に
は
、
桐
の
木
が
も

っ
と
も
親
し
み
易
く
、
も
っ
と
も
尊
敬
し
て
い
る
も
の

か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
桐
の
木
は
日
本
全
国
に
あ
り
、
加

え
て
東
京
以
北
の
東
北
地
方
を
主
生
産
地
と
し
て
、
会

津
、
南
部
、
三
陸
地
方
の
も
の
が
高
級
品
と
し
て
そ
の

材
質
の
良
さ
か
知
ら
れ
て
い
ま
す
。
山
元
（
山
持
ち
で

桐
の
植
林
を
専
業
と
し
て
代
々
伝
わ
っ
て
い
る
者
）
は
親
代

上
田
累
縄
堂
の
事
ど
も

田

淑

宏

り
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
し
て
使
う
道
具
類
に
苦
労
し
て

優
れ
た
も
の
を
求
め
る
の
は
、
道
楽
や
趣
味
で
は
あ
り

ま
せ
ん
。
戦
前
に
は
名
人
道
具
を
選
ば
ず
と
い
う
言
葉

か
職
人
の
間
に
在
り
、
道
具
に
金
を
か
け
る
の
は
腕
か

悪
い
か
ら
だ
と
迄
言
わ
れ
、
そ
の
分
を
着
物
や
下
駄
に

金
を
掛
け
る
も
の
が
あ
り
ま
す
。
ま
た
桐
下
駄
の
柾
目

か
十
八
本
位
あ
る
も
の
が
粋
で
あ
る
と
競
っ
て
作
ら
せ

た
り
す
る
こ
と
か
流
行
し
、
昭
和
十
五
、
六
年
頃
迄
‘

主
に
居
職
（
家
の
中
で
仕
事
す
る
職
種
）
の
間
で
よ
く
言

わ
れ
て
き
ま
し
た
。
し
か
し
、
戦
後
道
具
を
失
い
、
再

び
求
め
る
た
め
に
色
々
と
見
聞
し
て
い
る
う
ち
に
、
戦

争
を
境
に
し
て
年
季
の
入
っ
た
鍛
治
屋
、
道
具
造
り
の

職
人
の
多
く
か
職
を
離
れ
た
り
廃
業
し
て
去
り
、
現
在

の
鍛
治
屋
も
銅
の
材
質
を
知
り
、
ま
た
使
う
用
途
に
依

る
焼
入
れ
程
度
を
わ
き
ま
え
て
い
る
者
が
非
常
に
少
な

く
な
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
し
た
。
後
継
者
の
た

め
に
も
正
し
い
道
具
を
残
す
と
い
う
事
は
大
切
な
こ
と

で
す
か
、
自
分
自
身
が
良
い
仕
事
を
す
る
た
め
に
も
吟

味
さ
れ
た
材
料
と
優
れ
た
道
具
が
必
要
で
あ
る
以
上
、

こ
う
し
た
現
象
は
ま
こ
と
に
残
念
な
事
で
あ
り
ま
す
。

指
物
師
の
仕
事
は
そ
の
範
囲
が
広
く
、
美
術
品
の
保

存
箱
を
始
め
、
調
度
品
を
造
り
、
ま
た
損
な
わ
れ
た
も

の
の
修
理
、
果
て
は
家
の
新
築
の
相
談
と
種
々
に
亘
っ

て
い
ま
す
。
そ
の
用
を
果
た
す
た
め
に
も
色
々
な
職
種

の
人
々
と
知
り
合
い
、
そ
の
人
達
の
協
力
に
依
っ
て
今

日
迄
無
事
仕
事
を
進
め
て
来
る
事
が
出
来
ま
し
た
。
そ

の
中
の
一
人
、
漆
塗
師
に
つ
い
て
申
し
上
げ
ま
す
と
、

普
通
塗
師
は
都
内
の
漆
問
屋
で
漆
を
仕
入
れ
て
い
る
の

が
大
部
分
で
す
が
、
こ
の
人
は
純
日
本
産
漆
が
良
い
と

遠
く
岩
手
迄
行
っ
て
仕
入
れ
、
ま
た
人
伝
て
に
茨
城
県

の
奥
で
漆
が
取
れ
る
話
を
聞
け
ば
、
尋
ね
尋
ね
て
場
所
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私
共
の
よ
う
に
伝
統
に
依
る
技
術
工
程
を
修
得
す
る

た
め
に
は
、
一
生
懸
命
に
留
っ
て
一
通
り
出
来
る
よ
う

に
な
る
の
に
五
、
六
年
か
か
り
‘
材
料
の
選
別
か
ら
仕

上
げ
ま
で
一
人
て
行
え
る
よ
う
に
な
る
の
に
は
最
小
限

十
年
は
要
し
ま
す
。
徒
弟
制
度
に
昔
の
厳
し
さ
を
欠
い

て
い
る
現
在
で
は
、
高
卒
で
五
年
程
す
る
と
二
十
三
歳

と
な
り
、
本
人
も
第
三
者
も
一
人
前
に
な
っ
た
よ
う
な

錯
覚
を
す
る
よ
う
で
す
。
そ
れ
だ
け
に
、
更
に
頁
六

年
、
熟
練
す
る
た
め
に
同
じ
よ
う
な
仕
事
の
繰
り
返
し

か
、
マ
ン
ネ
リ
に
思
え
る
の
か
、
本
入
の
技
術
は
そ
う

す
る
こ
と
で
進
歩
は
ゆ
る
や
か
な
坂
道
を
登
る
よ
う
に

巧
く
な
っ
て
行
く
の
で
す
か
、
案
外
自
覚
も
な
く
、
ま

た
仕
事
以
外
に
も
な
や
む
年
頃
で
、
中
に
は
挫
折
し
て

去
っ
て
行
く
者
も
あ
り
ま
す
。

技
術
と
知
識
の
双
方
を
バ
ラ
ン
ス
よ
く
身
に
つ
け
れ

ば
、
こ
れ
は
素
晴
ら
し
い
事
で
す
。
先
人
達
が
年
を
と

り
、
や
が
て
次
の
世
代
か
そ
う
な
る
と
え
か
い
た
職
人

の
理
想
像
か
も
知
れ
ま
せ
ん
か
、

l

方
が
抜
き
出
た
時
、

特
に
知
識
が
あ
ま
り
先
行
し
過
き
る
と
頭
て
分
か
っ
て

い
て
手
か
動
か
な
い
と
い
う
事
に
も
な
り
か
ね
ま
せ
ん
。

職
人
の
家
に
生
ま
れ
て
学
校
を
出
る
と
い
う
事
は
、
恵

そ
れ
な
り
に
親
の

ま
れ
た
環
境
に
あ
る
こ
と
で
あ
り
、

願
望
て
あ
り
、
本
人
も
或
る
程
度
の
目
覚
を
し
て
進

ん
た
道
と
は
申
せ
、
な
か
な
か
難
し
い
よ
う
て
す
。
職

人
に
は
技
術
以
外
の
心
掛
け
と
申
し
ま
し
ょ
う
か
、

毎
月
一
日
と
十
五
日
の
紋
日
の
過
し
方
、
身
の
潔
め
方
、

先
輩
へ
の
礼
、
職
方
へ
の
接
し
方
な
ど
列
記
す
れ
ば
数

多
い
事
柄
が
あ
り
、
こ
れ
を
軽
ん
じ
る
と
、
落
ち
行
く

歯
止
め
を
総
て
失
っ
た
如
く
に
な
り
、
誰
も
手
を
伸
べ

て
く
れ
ず
、
自
分
で
這
い
上
る
他
は
な
く
、
ま
た
そ
の
原

因
も
分
か
ら
ず
に
人
生
を
終
わ
る
人
か
多
い
よ
う
で
す
。

々
申
し
伝
え
に
依
っ
て
、
親
の
植
え
た
木
を
子
が
伐
り
、

子
の
植
え
た
木
を
孫
が
伐
る
と
い
っ
た
や
り
方
を
守
っ

て
お
り
ま
す
。
日
常
は
山
の
手
入
れ
の
他
は
こ
れ
と
い

っ
た
仕
事
を
持
た
ず
、
財
が
あ
る
た
め
株
相
場
な
ど
し

て
お
り
、
経
済
の
見
通
し
な
ど
に
は
、
山
奥
に
在
り
な

が
ら
東
京
の
桐
材
問
屋
筋
よ
り
も
明
る
い
こ
と
が
あ
り

ま
す
。
数
年
前
の
オ
イ
ル
シ
ョ
ッ
ク
の
よ
う
な
不
安
定

な
経
済
状
態
の
時
に
は
、
桐
丸
太
が
腐
る
も
の
で
は
な

い
こ
と
も
あ
り
、
東
京
に
は
一
年
間
一
本
の
丸
太
も
出

荷
せ
す
、
価
格
の
安
定
を
待
っ
と
い
っ
た
具
合
い
で
し

た
。
ま
た
職
人
が
何
人
か
で
金
を
持
ち
寄
り
、
良
い
桐

丸
太
欲
し
さ
に
山
元
へ
行
っ
て
も
相
手
に
さ
れ
ず
、
む

し
ろ
東
京
よ
り
高
伯
を
つ
け
ら
れ
て
す
ご
す
ご
と
帰
っ

て
来
た
事
も
あ
る
よ
う
で
す
。
山
元
か
東
京
へ
集
金
に

来
る
時
は

r

外
車
で
ホ
テ
ル
迄
来
て
ジ
ャ
ン
パ
ー
に
ビ

ニ
ー
ル
鞄
と
い
う
姿
に
着
替
え
、
桐
材
問
屋
へ
歩
い
て

顔
を
出
す
と
い
っ
た
芝
居
を
す
る
術
を
、
親
よ
り
の
い

い
伝
え
と
し
て
か
た
く
な
に
守
り
通
し
、
そ
れ
が
十
分

通
じ
る
所
に
桐
材
を
求
め
る
難
し
さ
の
一
端
が
う
か
か

わ
れ
ま
す
。
桐
の
木
は
秋
す
っ
か
り
葉
が
落
ち
き
っ
て

か
ら
根
元
よ
り
伐
り
倒
し
ま
す
が
、
戦
前
は
土
を
一
一
尺

位
掘
り
下
け
て
伐
り
、
根
元
の
張
っ
た
所
は
一
尺
二
、

三
寸
位
に
切
り
取
り
、
こ
れ
で
桐
胴
丸
く
り
抜
火
鉢
を

造
り
、
高
緑
品
と
し
て
売
っ
た
も
の
で
し
た
。
特
に
大

き
い
も
の
は
蒔
絵
を
施
し
た
り
し
て
あ
り
ま
し
た
が
、

今
日
で
は
墜
房
器
具
の
発
達
と
生
活
様
式
の
変
化
で
、

も
は
や
現
役
で
火
鉢
造
り
の
出
来
る
職
人
は
一
人
も
い

な
く
な
り
ま
し
た
。

こ
の
よ
う
に
し
て
伐
り
倒
し
た
桐
丸
太
は
、
そ
の
場

所
で
横
に
し
て
雪
を
待
ち
ま
す
。
十
二
月
か
ら
二
月
頃
、

十
分
に
雪
が
降
り
積
り
、
下
の
方
が
根
雪
と
成
っ
て
凍

っ
て
か
ら
、
ソ
リ
に
乗
せ
ト
ラ
ッ
ク
の
通
る
道
ま
で
お

ろ
し
て
来
ま
す
。
こ
の
作
業
が
全
部
人
の
手
で
行
わ
れ

r

他
の
木
材
の
よ
う
に
鳶
口
は
全
く
使
い
ま
せ
ん
。
桐
は

丸
太
の
時
は
水
分
が
多
く
、
樫
や
松
に
匹
敵
す
る
と
い

わ
れ
る
程
重
い
も
の
で
す
。
橋
の
な
い
川
で
は
浅
い
所

を
多
く
の
人
が
肩
に
か
つ
い
で
渡
る
そ
う
で
、
こ
の
山

出
し
の
費
用
に
依
っ
て
丸
太
の
単
価
も
相
当
上
る
と
の

事
で
す
。
ま
た
一
時
期
、
尺
貫
法
禁
止
を
機
会
に
、
伐

り
出
さ
れ
た
桐
丸
太
が
立
方
米
で
売
買
さ
れ
る
よ
う
に

な
っ
た
た
め
長
さ
か
一
糎
単
位
で
値
が
つ
く
の
で
根
元

の
張
り
出
し
た
部
分
も
値
を
つ
け
、
上
は
枝
の
下
迄
一

杯
に
伐
っ
て
出
荷
さ
れ
て
来
る
よ
う
に
な
り
、
姿
の
悪

い
丸
太
が
問
屋
に
並
ん
で
お
り
ま
し
た
。
こ
机
ら
を
私

共
が
求
め
て
も
結
局
は
後
先
を
切
り
捨
て
る
の
で
、
そ

れ
だ
け
メ
ー
ト
ル
法
で
職
人
が
損
し
た
時
代
が
あ
り
ま

し
た
。
し
か
し
、
数
年
前
よ
り
以
前
の
よ
う
な
値
の
つ

け
方
が
復
活
し
て
来
ま
し
た
。

丸
太
の
標
準
は
、
年
輪
目
の
少
な
い
も
の
を
長
さ
六

尺
六
寸
に
、
年
輪
目
の
多
く
あ
る
も
の
は
六
尺
三
寸
に

伐
っ
て
あ
り
、
年
輪
目
の
少
な
い
も
の
は
丸
挽
き
と
い

っ
て
、
端
か
ら
全
部
同
じ
厚
さ
、
同
じ
方
向
に
製
材
し

ま
す
。
こ
れ
か
笥
木
目
の
出
る
板
目
板
と
い
わ
れ
ま
す
。

年
輪
目
の
多
い
も
の
は
梨
割
り
と
言
っ
て
、
丸
太
を
先

ず
十
字
に
挽
き
四
ツ
に
し
ま
す
よ
こ
れ
を
普
通
三
角
材

と
称
し
て
い
ま
す
）
。
こ
の
三
角
材
を
ア
ク
抜
き
す
る
た

め
に
根
元
の
方
を
上
に
し
、
北
側
の
水
ハ
ケ
の
良
い
所
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に
立
て
か
け
て
二
年
以
上
雨
に
あ
て
（
こ
れ
を
二
入
梅
と

言
う
）
、
一
月
か
ら
三
月
頃
迄
に
順
次
必
要
に
応
じ
て

r

ま
た
目
通
り
、
年
輪
の
数
に
依
っ
て
四
分
よ
り
八
分
位

の
厚
さ
に
挽
き
、
春
先
の
雨
に
あ
て
た
後
十
分
乾
燥
さ

せ
ま
す
。
こ
の
ア
ク
抜
き
は
自
分
で
や
ら
ね
ば
安
心
で

昔
よ
り
今
日
迄
、
職
人
の
間
の
願
い
に
も
似
た
も
の

に
、
別
収
入
が
あ
っ
た
ら
と
い
う
言
葉
が
あ
り
ま
す
。

こ
れ
は
世
相
か
下
況
な
時
な
と
と
く
に
話
題
に
な
っ
て

お
り
ま
す
。
こ
れ
は
ら
く
を
し
た
い
と
か
、
美
味
し
い

も
の
を
食
べ
た
い
と
言
う
事
で
は
な
く
、
少
し
で
も
余

分
な
材
料
を
仕
入
れ
た
い
、
生
活
に
心
配
な
く
仕
事
が

出
来
た
ら
、
と
思
っ
て
の
事
で
す
。
中
に
少
数
の
人
達

か
、
地
の
利
を
得
た
り
、
ま
た
内
儀
さ
ん
に
副
業
的
技

術
か
あ
っ
た
た
め
に
、
踏
切
っ
て
何
ら
か
の
別
収
入
を

得
て
い
る
人
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
ら
の
人
達
は
一
見
し

て
は
経
済
に
ゆ
と
り
も
出
来
、
心
豊
か
に
仕
事
か
出
来

る
の
で
、
理
想
的
に
み
え
ま
す
か
、
そ
れ
ら
の
人
を
見

て
い
ま
す
と
、
や
か
て
仕
事
に
鋭
さ
か
消
え
甘
さ
が
目

だ
っ
て
参
り
ま
す
。

よ
く
入
生
を
山
登
り
に
た
と
え
る
話
が
あ
り
ま
す
か
、

仕
事
を
す
る
事
も
ま
た
同
じ
と
言
え
ま
す
。
若
い
時
は

登
り
道
の
連
続
で
、
わ
き
目
も
ふ
ら
ず
た
だ
ひ
た
す
ら

に
進
み
、
や
か
て
年
を
と
っ
て
四
方
を
見
渡
す
ゆ
と
り

も
出
来
、
こ
こ
で
永
い
経
験
に
よ
り
得
た
技
術
と
考
え

方
を
発
揮
し
た
仕
事
が
出
来
る
よ
う
に
な
る
も
の
と
思

い
ま
す
。
仕
事
を
長
く
続
け
て
来
た
人
達
は
無
駄
話
は

好
ん
で
し
て
も
、
仕
事
の
話
は
つ
か
れ
る
の
で
（
相
手

に
わ
か
る
よ
う
に
）
話
さ
な
い
よ
う
に
す
る
人
が
多
い

の
て
す
が
、
若
い
人
達
か
も
っ
と
話
の
聞
き
上
手
に
な

れ
ば
、
先
輩
よ
り
得
難
い
体
験
話
な
ど
貴
重
な
事
を
知

り
、
や
が
て
そ
れ
か
自
分
の
血
と
な
り
肉
と
な
り
進
歩

し
て
行
く
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

以
上
こ
こ
に
私
の
生
い
立
ち
と
、
四
十
数
年
の
間
私
の

手
と
な
っ
た
色
々
の
道
具
の
事
、
ま
た
仕
事
を
通
じ
て

知
り
合
っ
た
職
業
の
違
う
人
達
の
事
を
書
き
綴
り
ま
し

た
が
、
私
の
こ
れ
迄
過
し
た
年
月
は
、
戦
争
に
依
っ
て
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き
な
い
も
の
で
す
。
も
し
も
、
ア
ク
抜
き
が
完
全
で
な

い
板
で
箱
を
造
っ
た
場
合
、
数
年
た
っ
と
鼠
黒
色
の
様

な
斑
点
が
出
た
り
、
柾
目
が
何
本
か
黒
く
な
り
、
箱
も
狂

い
だ
し
、
底
板
の
場
合
、
虫
の
発
生
を
み
る
こ
と
も
し

ば
し
ば
で
す
。
こ
の
板
造
り
は
非
常
に
難
し
く
、
自
分

が
納
得
す
る
迄
し
な
け
れ
ば
意
味
が
な
い
事
で
す
。

普
通
、
町
の
画
商
や
表
具
師
に
納
め
る
桐
箱
を
造
っ

て
い
る
入
逹
は
、
桐
板
の
柾
目
通
り
か
良
く
、
品
物
が

入
れ
ば
そ
れ
で
よ
し
と
し
ま
す
。
数
日
で
第
三
者
に
渡

り
、
再
び
見
る
事
も
な
い
か
ら
で
す
。
こ
の
人
達
の
桐

材
仕
入
は
非
常
に
楽
な
も
の
で
、
丸
太
は
敬
遠
し
、
問

屋
に
一
坪
か
ら
二
坪
単
位
で
結
束
し
て
あ
る
板
を
買
い

求
め
て
箱
を
造
っ
て
お
り
ま
す
。
こ
の
様
な
板
は
、
前

記
の
よ
う
な
ア
ク
抜
き
も
し
て
お
ら
ず
、
湿
気
す
ら
あ

り
、
数
年
を
待
た
ず
し
て
損
な
わ
れ
る
の
も
自
明
な
事

で
す
。
こ
の
様
な
箱
を
造
っ
て
い
る
人
達
も
少
な
く
な

る
一
方
で
す
。
戦
前
よ
り
の
職
人
も
老
人
に
な
り
、
自

立
し
て
い
る
者
で
は
五
十
六
歳
の
私
が
一
番
若
く
、
四

十
歳
か
ら
五
十
歳
の
人
は
見
当
た
り
ま
せ
ん
。
ま
た
現

在
専
業
と
し
て
い
る
家
は
五
指
に
満
た
ず
、
後
継
ぎ
が

一
緒
に
仕
事
を
し
て
い
る
家
は
更
に
少
な
く
な
り
ま
す
。

こ
の
よ
う
に
、
バ
ト
ン
タ
ッ
チ
が
う
ま
く
行
か
な
か

っ
た
原
因
に
は
戦
争
も
あ
り
ま
す
が
、
も
う
一
ッ
の
原

因
と
し
て
、
現
代
画
家
の
作
品
か
大
郎
分
額
装
に
な
り
、

書
と
か
図
柄
が
縦
長
の
絵
で
あ
る
場
合
に
初
め
て
軸
表

装
さ
れ
、
桐
箱
に
入
札
ら
れ
る
と
い
っ
た
需
要
の
後
退

が
拍
車
を
か
け
た
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。
ま
た
、
複
製

工
芸
版
通
信
販
売
等
に
必
要
な
量
産
的
な
も
の
は
、
現

在
埼
玉
県
春
日
部
地
方
に
い
る
桐
箪
笥
造
り
の
職
人
が
、

桐
蘊
笥
の
売
れ
行
き
不
振
の
た
め
に
、
見
よ
う
見
真
似

で
掛
軸
箱
を
造
っ
た
も
の
が
出
廻
っ
て
い
る
よ
う
で
す
。

物
事
に
選
択
の
余
地
が
な
く
、
好
む
と
好
ま
ざ
る
と
に

関
わ
り
な
く
、
世
の
中
が
激
し
く
変
わ
り
、
仕
事
以
外
に

生
き
て
い
く
術
を
知
ら
ぬ
私
に
は
、
た
だ
た
だ
仕
事
を

し
、
仕
事
の
内
に
生
き
甲
斐
を
見
つ
け
、
ひ
た
す
ら
に

二
の
道
を
進
む
外
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
戦
災
に

よ
り
、
無
一
物
よ
り
出
発
し
た
私
に
と
っ
て
は
、
道
具

一
丁
求
め
る
事
が
出
来
た
時
、
ま
た
余
分
に
桐
材
を
仕

入
れ
る
事
か
出
来
た
時
な
ど
、
な
ん
と
も
い
え
な
い
喜

び
に
浸
っ
た
も
の
で
す
が
、
今
も
っ
て
初
心
を
忘
れ
な

｀`
 

い
よ
う
に
自
分
自
身
の
い
ま
し
め
に
致
し
て
お
り
ま

す
。
倅
二
人
も
私
の
後
に
続
き
、
も
く
も
く
と
仕
事
に

向
っ
て
お
り
ま
す
が
、
私
は
倅
達
に
仕
事
を
押
し
つ
け

る
事
な
く
、
自
発
心
を
大
事
に
し
、
う
ま
く
行
か
ぬ
時

は
何
度
で
も
、
同
じ
事
を
繰
返
し
や
ら
せ
、
大
き
い
失

敗
よ
り
も
小
さ
い
間
違
い
を
厳
し
く
叱
り
f
仕
事
が
終

わ
れ
ぱ
何
て
も
話
し
合
い
、
決
し
て
物
事
は
一
人
で
決

め
す
、
家
族
で
話
し
合
っ
て
か
ら
決
め
る
と
い
っ
た
方

針
を
持
っ
て
来
ま
し
た
。

今
回
は
か
ら
ず
も
選
定
保
存
技
術
の
認
定
を
戴
き
誠

に
あ
り
か
た
い
事
と
存
じ
て
お
り
ま
す
。
と
共
に
、
自
分

の
今
迄
歩
ん
で
来
た
仕
事
に
対
す
る
姿
勢
か
こ
れ
で
決

し
て
間
違
っ
て
は
い
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
と
思
い
、

何
か
ほ
っ
と
し
た
気
持
で
い
る
こ
の
頃
で
す
。

残
さ
れ
た
半
生
は
‘
倅
を
含
め
た
若
い
人
達
に
、
物

を
造
る
意
義
と
‘
良
い
も
の
を
造
る
に
は
材
料
と
道
具

だ
け
で
な
く
、
自
分
自
身
の
平
常
の
心
構
え
が
大
切
で

あ
る
事
な
ど
、
機
会
あ
る
毎
に
教
え
伝
え
、
灯
り
を
消

す
こ
と
な
く
後
世
に
委
ね
る
事
を
生
き
甲
斐
と
し
て
過

し
て
行
き
た
い
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。

（
う
え
だ

よ
し
ひ
ろ
）
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定

価
年
間
購
読
料

八

0
円
（
送
料
四
五
円
）

、
一
六

0
円
（
送
料
共
）

0
本
年
四
月
、
重
要
無
形
文
化
財
に
載
金
が
新

た
に
指
定
さ
れ
、
こ
の
保
持
者
と
し
て
斎
田
梅

亭
さ
ん
が
認
定
さ
れ
ま
し
た
。
裁
金
の
技
術
は
、

仏
画
、
仏
像
等
の
荘
厳
、
加
飾
の
技
術
と
し
て

藤
原
、
鎌
倉
時
代
に
盛
行
し
、
今
日
ま
で
伝
承

さ
れ
て
き
た
美
術
工
芸
史
上
貴
重
な
も
の
と
し

て
、
技
術
保
存
の
必
要
性
が
高
い
と
さ
れ
て
い

ま
す
。
斎
田
さ
ん
は
、
技
術
を
磨
く
か
た
わ
ら
、

裁
金
の
工
芸
品
へ
の
応
用
な
ど
保
存
振
興
に
努

め
て
こ
ら
れ
ま
し
た
が
、
去
る
六
月
一
日
急
逝

さ
れ
ま
し
た
。
生
前
の
御
功
績
に
限
り
な
い
敬

意
を
捧
げ
、
御
冥
福
を
お
祈
り
し
ま
す
。

0
ま
た
、
選
定
保
存
技
術
の
保
持
者
に
追
加
認

定
さ
れ
た
上
田
淑
宏
さ
ん
に
、
美
術
工
芸
品
保

存
桐
箱
製
作
の
現
状
等
に
つ
い
て
書
い
て
い
た

だ
き
ま
し
た
。
上
田
さ
ん
は
、
十
三
歳
頃
か
ら

父
親
の
指
導
を
受
け
、
製
作
、
修
理
等
に
従
事

し
て
い
ま
す

0

永
年
に
わ
た
り
技
術
を
磨
き
続

け
て
き
た
お
二
人
の
言
葉
に
は
、
強
く
訴
え
る

も
の
が
あ
り
ま
す
。
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