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生
漆
と
の
混
合
比
率
を
模
索
す
る
実
験
を
行
っ
た
。
そ
ん
な
中
か
ら
今
回
の
伎

楽
面
試
作
で
は
図
ら
ず
も
接
着
補
助
剤
や
改
善
剤
と
し
て
の
フ
ノ
リ
の
機
能
に

気
づ
か
さ
れ
、
仮
面
制
作
の
技
法
に
通
底
す
る
フ
ノ
リ
の
活
用
に
見
ら
れ
る
古

人
の
工
夫
に
出
合
う
貴
重
な
体
験
と
な
っ
た
。
以
後
各
項
で
伎
楽
面
・
舞
楽
面
・

能
面
・
狂
言
面
に
つ
い
て
記
し
て
み
る
が
、
い
ず
れ
も
フ
ノ
リ
の
特
殊
な
性
質

が
有
効
に
働
い
て
い
る
こ
と
が
概
観
さ
れ
る
。

Ⅰ 

外
見
上
の
特
徴
と
分
類
に
つ
い
て

伎
楽
面
・
舞
楽
面
・
能
面
・
狂
言
面
の
外
見
上
の
特
徴
を
分
類
す
る
言
葉
と

し
て
、
近
年
は
伎
楽
面
を
仮
頭
（
か
と
う
）、
舞
楽
面
を
半
仮
頭
（
は
ん
か
と

う
）、
能
面
・
狂
言
面
を
仮
面
（
か
め
ん
）
と
称
す
る
こ
と
が
定
着
し
て
い
る
。

仮
頭
は
後
頭
部
ま
で
頭
全
体
を
覆
っ
て
し
ま
う
大
型
の
面
、
半
仮
頭
は
耳
の
周

辺
ま
で
ほ
ぼ
頭
の
半
分
を
覆
う
面
、
仮
面
は
顔
の
前
面
だ
け
を
覆
う
面
の
こ
と

で
あ
り
、
形
状
と
大
き
さ
に
よ
っ
て

面
を
三
種
類
に
分
類
す
る
方
法
で
あ

る
。
も
ち
ろ
ん
そ
れ
ら
の
中
間
的
な

形
状
の
面
も
あ
り
厳
密
で
確
実
な
分

類
法
で
は
な
い
が
、
だ
い
た
い
の
目

安
を
示
す
に
は
大
い
に
有
効
な
方
法

だ
と
い
え
る
。
た
だ
し
、
中
に
は
四

天
王
寺
所
蔵
の
瓶
子
取
面
の
よ
う
に
、

序能
面
・
狂
言
面
の
制
作
や
修
復
の
仕
事
を
始
め
て
四
十
年
が
過
ぎ
た
。
そ
の

間
に
は
能
面
・
狂
言
面
以
外
に
舞
楽
面
を
八
面
・
伎
楽
面
を
一
面
制
作
す
る
ご

依
頼
を
い
た
だ
い
た
。
手
掛
け
た
舞
楽
面
と
伎
楽
面
の
手
本
と
し
た
古
面
は
い

ず
れ
も
檜
と
思
わ
れ
る
彫
刻
木
地
に
漆
が
塗
ら
れ
、
そ
の
表
面
を
顔
料
に
よ
っ

て
着
色
さ
れ
て
い
た
。
数
百
年
以
上
前
に
制
作
さ
れ
た
舞
楽
面
や
伎
楽
面
の
、

し
か
も
漆
が
塗
ら
れ
た
表
面
に
、
部
分
的
で
は
あ
れ
水
溶
性
顔
料
（
膠
水
溶
液

を
混
合
し
た
顔
料
。
以
後
同
）
が
残
っ
て
い
る
こ
と
に
驚
き
興
味
を
ひ
か
れ
た
。

ま
た
当
初
は
能
面
以
外
の
面
に
つ
い
て
技
法
の
知
識
が
不
足
し
て
い
た
た
め
に
、

漆
の
上
に
直
接
水
性
顔
料
を
塗
り
制
作
途
中
で
あ
る
に
も
関
わ
ら
ず
漆
の
表
面

に
塗
っ
た
彩
色
が
剥
離
し
技
法
の
再
検
討
を
す
る
必
要
に
迫
ら
れ
た
。
そ
の
結

果
、
生
漆
に
膠
水
溶
液
を
混
ぜ
て
水
性
顔
料
の
吸
着
を
改
善
す
る
方
法
が
あ
る

こ
と
を
知
り
、
混
ぜ
る
膠
水
溶
液
の
濃
度
と
量
を
模
索
す
る
実
験
を
経
て
ほ
ぼ

実
用
で
き
る
水
準
に
達
し
た
。
し
か
し
、
そ
の
後
四
天
王
寺
の
陵
王
面
の
彩
色

が
剥
落
し
て
露
出
し
た
漆
の
部
分
か
ら
F
T
I
R
と
い
う
有
機
物
を
検
出
で

き
る
機
器
で
フ
ノ
リ
と
膠
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
り
、
両
者
の
濃
度
や

伎
楽
面
・
舞
楽
面
・
能
面
・
狂
言
面
の

比
較
研
究
¦
素
材
と
技
法
の
変
遷
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ど
を
利
用
し
て
そ
っ
く
り
の
同
じ
面
を
制
作
す
る
技
法
が
早
く
か
ら
工
夫
さ
れ

た
よ
う
だ
。
近
世
以
後
の
能
面
に
見
ら
れ
る
精
密
な
摸
作
を
制
作
す
る
技
法
も
、

す
で
に
舞
楽
面
の
制
作
に
お
い
て
は
基
本
が
確
立
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

Ⅱ 

面
の
修
復
と
変
形
に
つ
い
て

近
世
の
能
面
の
調
査
で
し
ば
し
ば
直
面
す
る
問
題
は
、
制
作
時
の
オ
リ
ジ
ナ

ル
の
彩
色
が
残
っ
て
い
る
例
が
極
め
て
少
な
い
こ
と
で
あ
る
。
例
え
ば
一
見
よ

く
落
ち
着
い
た
景
色
の
豊
か
な
彩
色
で
も
、
彩
色
の
断
面
が
見
え
る
紐
孔
周
辺

の
彩
色
層
断
面
を
ル
ー
ペ
な
ど
で
観
察
す
る
と
、
塗
り
重
ね
の
彩
色
層
が
確
認

で
き
る
こ
と
が
珍
し
く
な
い
。
古
い
彩
色
層
を
塗
り
替
え
る
と
い
う
こ
と
は
、

剥
落
や
剥
離
が
美
観
を
損
ね
て
い
る
表
面
の
修
復
を
目
的
と
し
て
行
わ
れ
た
と

考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
場
合
は
経
年
変
化
で
生
じ
た
表
面
か
ら

は
見
え
な
い
剥
離
な
ど
が
彩
色
層
と
木
地
の
間
の
内
部
に
眠
っ
て
い
る
場
合
が

多
く
、
古
い
彩
色
を
温
存
し
て
上
か
ら
彩
色
を
重
ね
る
方
法
は
大
変
危
険
と
言

え
、
塗
り
替
え
に
よ
っ
て
新
た
な
剥
離
・
剥
落
を
生
じ
た
例
も
多
い
。
常
識
的

に
考
え
る
と
、
塗
り
替
え
を
す
る
場
合
は
、
古
い
彩
色
層
を
完
全
に
取
り
除
き

木
地
層
に
直
接
彩
色
し
直
す
の
が
安
全
な
方
法
で
あ
る
。
し
か
し
、
問
題
の
あ

る
古
い
彩
色
層
を
温
存
し
た
ま
ま
で
、
上
か
ら
重
ね
塗
り
す
る
方
法
で
塗
り
替

え
が
行
わ
れ
た
例
が
多
い
の
は
な
ぜ
で
あ
ろ
う
か
。
各
地
の
神
社
に
能
面
が
ご

神
体
と
し
て
祀
ら
れ
て
い
る
事
例
も
多
く
、
能
面
が
信
仰
の
対
象
と
な
っ
た
特

殊
な
経
緯
が
関
係
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
能
面
の
霊
力
を
内
部
に
温
存
す

仮
頭
型
で
あ
り
な
が
ら
舞
楽
面
と
し
て
着
用
さ
れ
て
い
る
例
も
あ
り
、
今
後
よ

り
慎
重
な
分
類
が
検
討
さ
れ
る
べ
き
点
も
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。

日
本
に
現
存
す
る
面
で
は
、
歴
史
的
に
伎
楽
面
―
仮
頭
が
も
っ
と
も
古
く
、

次
い
で
舞
楽
面
―
半
仮
頭
が
古
く
、
能
面
・
狂
言
面
―
仮
面
が
も
っ
と
も
新

し
い
と
理
解
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
行
道
（
練
供
養
）
に
用
い
る
面
や
追
儺

面
な
ど
は
、
面
の
歴
史
や
形
状
も
多
様
で
ま
だ
十
分
な
調
査
が
進
ん
で
お
ら
ず
、

こ
れ
ら
を
含
め
た
う
え
で
面
全
体
を
厳
密
に
分
類
す
る
こ
と
は
難
し
い
。
ま
た
、

伎
楽
は
す
で
に
芸
態
の
詳
細
が
不
明
と
な
っ
て
い
る
の
で
、
残
さ
れ
た
面
が

も
っ
と
も
重
要
な
資
料
と
な
る
が
、
そ
の
様
式
・
制
作
技
法
な
ど
の
細
部
に
関

す
る
資
料
は
乏
し
く
、
今
回
試
作
に
よ
っ
て
素
材
の
隠
れ
た
性
質
や
技
法
に
関

し
て
理
解
が
進
ん
だ
。

伎
楽
面
を
概
観
し
て
ま
ず
気
づ
か
さ
れ
る
の
は
、
江
戸
時
代
以
降
の
能
面
に

見
ら
れ
る
よ
う
な
特
定
の
面
の
精
密
な
写
し
（
摸
作
）
が
制
作
さ
れ
る
こ
と
は

少
な
か
っ
た
点
で
あ
る
。
分
類
上
同
じ
面
と
判
断
で
き
る
複
数
の
伎
楽
面
を
比

較
し
て
も
、
細
部
ま
で
慎
重
に
模
写
さ
れ
た
面
は
極
め
て
少
な
く
、
む
し
ろ

個
々
の
面
が
個
性
的
で
自
由
闊
達
に
彫
刻
さ
れ
て
い
て
、
し
か
も
大
き
く
様
式

か
ら
外
れ
る
こ
と
が
な
い
統
一
感
が
あ
る
。
耳
の
形
状
な
ど
か
ら
作
者
を
特
定

で
き
る
伎
楽
面
の
内
、
同
じ
作
者
が
手
掛
け
た
、
同
じ
分
類
に
属
す
る
面
で
も

表
現
は
必
ず
し
も
一
致
し
な
い
。
自
由
さ
と
様
式
が
絶
妙
な
調
和
を
見
せ
、
個

性
的
な
躍
動
感
と
比
較
的
均
一
な
様
式
と
い
う
矛
盾
し
た
要
素
が
共
存
し
て
い

る
。
と
こ
ろ
が
舞
楽
で
は
複
数
の
演
者
が
一
緒
に
舞
う
た
め
、
型
紙
や
型
木
な
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Ⅲ 

試
作
の
方
法
な
ど
に
つ
い
て

宮
内
庁
の
成
瀬
正
和
氏
ら
に
よ
っ
て
、
詳
細
な
顔
料
分
析
に
基
づ
く
伎
楽
面

研
究
試
作
が
す
で
に
試
み
ら
れ
て
い
る
も
の
の
、
彫
刻
後
の
生
地
の
表
面
の
下

地
処
理
と
ヤ
ニ
（
木
の
油
:
以
後
ヤ
ニ
と
記
す
）
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
ま
だ

充
分
に
検
証
さ
れ
た
と
は
言
い
難
い
状
況
に
あ
る
。
そ
こ
で
今
回
は
、
そ
れ
ら

の
問
題
の
解
明
を
目
標
に
、
伎
楽
面
試
作
の
作
業
に
取
り
組
む
こ
と
に
し
た
。

と
こ
ろ
で
、
能
面
の
制
作
で
は
素
材
と
し
て
主
に
檜
を
用
い
る
の
で
、
木
に
含

ま
れ
る
ヤ
ニ
の
除
去
に
は
特
に
苦
心
す
る
。
檜
よ
り
軽
量
で
あ
り
ヤ
ニ
も
出
な

い
利
点
も
あ
る
の
に
、
桐
を
素
材
に
し
た
能
面
が
少
な
い
の
は
な
ぜ
だ
ろ
う
か
。

ま
た
、
樟
が
あ
ま
り
用
い
ら
れ
な
い
の
は
、
単
に
重
た
い
と
い
う
理
由
だ
け
に

よ
る
も
の
な
の
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
ら
の
疑
問
も
あ
わ
せ
て
検
討
し
な
が
ら
制
作

を
試
み
た
。

下
記
試
作
面
の
内
、
伎
楽
面
は
正
倉
院
伎
楽
面
写
真
実
測
図
に
よ
る
正
面
図

と
側
面
図
か
ら
概
形
を
起
こ
し
、
図
録
に
掲
載
さ
れ
た
写
真
を
観
察
し
な
が
ら

彫
刻
を
行
っ
た
。
細
部
の
構
造
で
不
明
な
部
分
は
、
断
面
な
ど
の
写
真
か
ら
類

推
し
て
彫
刻
を
試
み
た
。
奈
良
時
代
の
伎
楽
面
作
者
た
ち
は
大
ま
か
な
型
木
や

型
紙
な
ど
は
利
用
し
た
か
も
し
れ
な
い
が
、
写
真
は
無
か
っ
た
の
で
ス
ケ
ッ
チ

等
を
活
用
し
な
が
ら
、
奈
良
時
代
か
ら
平
安
時
代
と
ほ
ぼ
同
様
の
、
か
な
り
自

由
な
方
法
で
面
を
制
作
し
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
後
述
の
と
お

り
、
当
時
の
作
者
た
ち
に
は
精
密
な
摸
作
（
複
製
）
を
制
作
す
る
意
図
は
あ
ま

り
感
じ
ら
れ
ず
、
作
品
ご
と
に
か
な
り
自
由
な
発
想
で
制
作
さ
れ
て
い
た
よ
う

る
と
い
う
発
想
が
あ
れ
ば
、
問
題
の
多
い
「
塗
り
重
ね
塗
り
替
え
」
が
多
用
さ

れ
た
理
由
も
頷
け
る
が
、
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
伎
楽
面
や
舞
楽
面
が
信
仰
の
対

象
と
し
て
祀
ら
れ
て
い
る
事
例
を
寡
聞
に
し
て
知
ら
な
い
の
で
、
能
面
の
よ
う

な
説
明
の
つ
か
な
い
変
形
は
少
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
仮
面
信
仰
に

つ
い
て
は
ま
だ
よ
く
分
か
ら
な
い
部
分
が
多
く
慎
重
に
考
え
た
い
。

ま
た
、
能
面
に
つ
い
て
は
一
見
わ
か
ら
な
い
く
ら
い
巧
み
に
修
復
さ
れ
た
修

復
痕
を
見
落
と
す
場
合
も
あ
り
、
ま
た
手
本
と
な
る
面
の
過
去
の
修
復
痕
を
そ

の
ま
ま
現
状
模
写
と
し
て
写
す
修
復
痕
模
写
も
珍
し
く
は
な
い
。
能
面
の
場
合

は
こ
の
よ
う
な
様
々
な
後
世
の
変
形
が
あ
る
が
、
伎
楽
面
・
舞
楽
面
の
場
合
は

ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
屋
外
で
の
上
演
が
多
か
っ
た
と
思
わ
れ
、
突
然
の
降
雨
に

よ
る
被
害
な
ど
を
考
慮
す
る
と
、
塗
り
替
え
や
修
復
を
必
要
と
す
る
事
態
も
少

な
か
ら
ず
生
じ
た
と
思
わ
れ
る
。
仮
に
塗
り
替
え
が
行
わ
れ
た
場
合
は
、
植
毛

は
一
旦
取
り
除
く
必
要
が
あ
る
の
で
植
え
替
え
は
必
須
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で

は
植
毛
痕
の
、
特
に
植
毛
孔
の
内
部
調
査
は
重
要
で
あ
ろ
う
。
伎
楽
面
に
限
定

し
て
も
、
東
大
寺
大
仏
開
眼
供
養
か
ら
平
安
時
代
末
を
想
定
し
て
４
０
０
年
あ

ま
り
の
時
間
の
間
に
は
、
能
面
に
起
こ
っ
た
と
同
様
の
色
々
な
変
化
が
想
定
さ

れ
る
の
で
、
現
在
の
伝
世
状
態
が
そ
の
ま
ま
制
作
当
初
の
姿
を
留
め
て
い
る
と

は
考
え
に
く
い
。
現
存
す
る
面
を
観
察
す
る
場
合
は
、
能
面
よ
り
は
る
か
に
長

い
伝
世
時
間
を
考
慮
し
て
経
年
変
化
や
変
形
・
改
造
が
あ
っ
た
可
能
性
を
含
ん

で
注
意
深
く
考
え
た
い
。
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○
伎
楽
面
「
金
剛
」

同
じ
く
写
真
実
測
図
と
図
録
写
真
に
基
づ
い
て
制
作
し
た
。
フ
ノ
リ
・
膠
引

き
処
理
を
行
い
、
白
土
を
下
地
と
し
て
塗
布
し
サ
ン
デ
ィ
ン
グ
を
行
っ
た
。
上

塗
り
は
胡
粉
と
代
赭
色
数
種
類
を
混
合
。
顔
彩
の
焦
げ
茶
色
を
エ
ア
ブ
ラ
シ
技

法
や
刷
り
込
み
刷
毛
で
塗
布
し
た
後
油
砥
ぎ
し
た
。
材
質
は
、
桐
材
を
用
い
た
。

○
伎
楽
面
「
崑
崙
」

同
じ
く
写
真
実
測
図
と
図
録
写
真
に
基
づ
い
て
制
作
し
た
。
彫
刻
完
成
後
、

表
面
に
膠
引
き
を
施
し
、
フ
ノ
リ
と
膠
を
混
入
し
た
生
漆
を
数
回
塗
布
し
た
。

乾
燥
後
#
4
0
0
の
空
砥
ぎ
ペ
ー
パ
ー
と
磨
き
砂
で
表
面
を
荒
ら
し
た
。
胡

粉
下
地
を
塗
り
サ
ン
デ
ィ
ン
グ
後
に
代
赭
色
を
混
ぜ
た
胡
粉
を
塗
っ
た
。
さ
ら

に
部
分
的
に
剥
落
彩
色
を
施
し
た
後
、
顔
彩
の
焦
げ
茶
色
他
を
エ
ア
ブ
ラ
シ
技

法
や
刷
り
込
み
刷
毛
で
塗
布
し
、
部
分
的
に
油
砥
ぎ
を
し
た
。
材
質
は
、
桐
材

を
用
い
た
。

○
伎
楽
面
「
迦
楼
羅
」

樟
材
で
迦
楼
羅
の
彫
刻
を
試
み
た
。
消
失
し
た
後
頭
部
の
形
状
不
明
の
た
め

前
面
だ
け
の
試
作
と
な
っ
た
。
あ
く
ま
で
参
考
と
し
て
の
彫
刻
の
た
め
、
初
期

段
階
で
制
作
を
中
断
し
た
。
重
量
は
大
変
重
く
な
っ
た
。

○
舞
楽
面
「
採
桑
老
」

切
顎
構
造
の
詳
細
は
、
四
天
王
寺
所
蔵
面
の
図
録
写
真
か
ら
ス
ケ
ッ
チ
を
起

こ
し
試
作
し
た
。
ま
た
、
動
眼
の
仕
組
み
を
再
現
す
る
た
め
に
、
手
向
山
八
幡

所
蔵
面
の
図
録
写
真
か
ら
試
作
し
た
。
木
地
に
フ
ノ
リ
・
膠
引
き
し
た
後
、
フ

な
の
で
、
そ
の
精
神
に
従
い
、
細
部
の
形
状
の
模
写
よ
り
も
動
勢
表
現
や
皮
膚

感
・
生
命
感
の
表
現
に
留
意
し
て
制
作
し
た
。
伎
楽
面
に
植
え
ら
れ
て
い
た
毛

の
長
さ
や
量
・
色
・
方
向
な
ど
が
不
明
の
た
め
、
植
毛
は
展
覧
会
の
時
点
で
は

一
部
を
除
い
て
は
施
さ
な
か
っ
た
。
近
世
以
降
の
能
面
制
作
に
は
彩
色
の
剥
落

や
疵
・
汚
れ
な
ど
も
模
写
さ
れ
た
作
例
が
少
な
く
な
い
が
、
伎
楽
面
に
は
そ
の

よ
う
な
精
密
現
状
模
写
は
無
か
っ
た
で
あ
ろ
う
と
判
断
し
た
が
実
際
に
は
ど
う

で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
ま
た
、
面
に
落
ち
着
き
と
深
み
を
加
え
る
古
色
付
け

も
無
か
っ
た
と
考
え
て
よ
い
の
だ
ろ
う
か
。
模
写
技
法
や
古
色
付
け
に
関
し
て

も
、
あ
ま
り
先
入
観
を
持
た
ず
に
試
作
に
臨
ん
だ
。

Ⅳ 

今
回
試
作
し
た
伎
楽
面
の
素
材
と
技
法
に
つ
い
て 
※
画
像
は
文
末
に
別
途
掲
載

○
伎
楽
面
「
力
士
」

写
真
実
測
図
と
図
録
に
掲
載
さ
れ
た
写
真
だ
け
に
よ
る
制
作
の
た
め
、
厳
密

に
「
写
す
」
こ
と
よ
り
全
体
の
生
命
感
に
留
意
し
て
制
作
し
た
。
肉
の
隆
起
や

デ
フ
ォ
ル
メ
が
変
化
に
富
ん
で
大
変
面
白
い
の
で
楽
し
み
な
が
ら
作
業
が
で

き
た
。
フ
ノ
リ
・
膠
引
き
（
木
地
の
細
胞
密
度
の
違
い
に
よ
る
塗
り
ム
ラ
の
発

生
を
軽
減
す
る
た
め
の
処
理
。
以
後
「
フ
ノ
リ
・
膠
引
き
」
と
記
す
）
を
行
い
、

白
緑
下
地
を
塗
布
し
サ
ン
デ
ィ
ン
グ
（
紙
・
布
ヤ
ス
リ
で
磨
く
こ
と
）
を
行
っ
た
。

上
塗
り
は
胡
粉
に
数
種
類
の
代
赭
色
と
辰
砂
を
混
ぜ
た
。
顔
彩
の
焦
げ
茶
色
他

を
エ
ア
ブ
ラ
シ
技
法
や
刷
り
込
み
刷
毛
で
塗
布
し
た
後
、
油
砥
ぎ
し
た
。
材
質

は
、
桐
材
を
用
い
た
。
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法
隆
寺　
　

樟
材
十
九
面　
　

桐
材
十
面　
　

乾
漆　
　

三
面

正
倉
院　
　

樟
材
一
面　
　

桐
材
百
十
四
面　
　

乾
漆　
　

三
十
六
面

法
隆
寺
所
蔵
面
三
十
二
面
中
乾
漆
面
な
ど
を
除
く
と
樟
材
製
の
伎
楽
面
が
十

九
面
に
対
し
桐
材
の
面
は
十
面
と
あ
る
。
と
こ
ろ
が
ほ
ぼ
同
時
代
か
や
や
後
の

正
倉
院
所
蔵
伎
楽
面
で
は
樟
材
製
の
面
は
わ
ず
か
一
面
に
減
り
桐
材
製
の
面
が

百
十
四
面
に
増
え
て
い
る
。
漆
下
地
に
よ
る
処
理
が
後
世
の
改
造
で
あ
る
可
能

性
も
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
制
作
当
初
か
ら
漆
下
地
で
あ
っ
た
と
す

る
と
、
全
体
の
制
作
技
法
が
統
一
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
に
な
る
。
技
法
の

問
題
か
ら
考
え
る
と
、
桐
材
の
下
地
を
サ
ン
ド
ペ
ー
パ
ー
な
ど
で
平
坦
に
仕
上

げ
て
も
、
桐
は
夏
目
（
春
材
）
と
冬
目
（
秋
材
）
の
密
度
が
大
き
く
ち
が
い
、

例
え
ば
漆
を
塗
る
と
浸
透
度
の
差
か
ら
粗
い
凹
凸
状
の
塗
り
ム
ラ
が
で
き
る
。

そ
の
凹
凸
を
無
く
す
た
め
に
下
地
漆
（
錆
下
な
ど
）
を
塗
り
平
滑
に
磨
く
方
法

も
あ
る
が
、
凹
凸
の
な
い
漆
下
地
を
作
る
に
は
複
数
回
の
塗
布
・
研
ぎ
出
し
が

必
要
で
重
量
が
増
え
る
た
め
、
桐
材
の
特
徴
で
あ
る
軽
さ
が
損
な
わ
れ
る
。
裏

面
に
も
同
じ
漆
下
地
に
よ
る
漆
塗
布
を
行
え
ば
さ
ら
に
重
量
は
増
え
る
。
一
方
、

能
面
を
桐
で
制
作
す
る
場
合
は
、
桐
材
の
問
題
点
で
あ
る
下
地
塗
り
の
年
輪
ム

ラ
を
無
く
す
た
め
に
夏
目
（
春
材
）
部
分
に
胡
粉
を
厚
塗
り
す
る
方
法
が
一
般

的
で
あ
る
が
、
下
地
層
の
厚
み
の
不
均
一
か
ら
ひ
び
割
れ
な
ど
の
問
題
を
生
じ

る
こ
と
が
多
い
。
こ
う
し
た
事
情
か
ら
、
法
隆
寺
・
正
倉
院
の
伎
楽
面
の
う
ち

桐
材
面
の
約
80
％
の
面
が
胡
粉
下
地
で
あ
る
こ
と
は
、
重
量
軽
減
へ
の
配
慮
で

あ
る
こ
と
が
想
像
で
き
る
。
も
ち
ろ
ん
、
フ
ノ
リ
・
膠
引
き
な
ど
の
事
前
処
理

ノ
リ
と
膠
を
混
ぜ
た
生
漆
を
塗
布
し
♯
4
0
0
の
ペ
ー
パ
ー
で
表
面
を
荒
ら

し
た
。
そ
の
後
、
胡
粉
下
地
を
塗
布
。
サ
ン
デ
ィ
ン
グ
し
黄
土
を
混
ぜ
た
胡
粉

を
塗
布
し
た
後
、
熱
湯
を
か
け
て
微
細
な
剥
落
を
作
っ
た
。
焦
げ
茶
色
を
エ
ア

ブ
ラ
シ
と
刷
り
込
み
刷
毛
で
塗
布
し
て
油
砥
ぎ
し
た
。
材
質
は
、
桐
材
を
用
い

た
。（
註
1
、
2
、
3
）

○
能
面
「
翁
」

標
準
的
な
翁
の
型
を
用
い
て
制
作
し
た
。
翁
の
切
顎
は
演
者
の
顎
の
動
き
に

よ
っ
て
前
後
に
動
く
よ
う
に
出
来
て
お
り
、
採
桑
老
の
切
顎
と
は
ま
っ
た
く
違

う
構
造
で
あ
る
こ
と
を
示
す
た
め
に
試
作
し
た
。
膠
引
き
し
た
後
、
フ
ノ
リ
と

膠
を
混
入
し
た
生
漆
を
木
地
に
塗
布
。
ペ
ー
パ
ー
と
磨
き
砂
で
表
面
を
荒
ら
し

て
胡
粉
下
地
を
塗
り
、
サ
ン
デ
ィ
ン
グ
後
に
黄
土
入
り
胡
粉
を
塗
布
し
た
。
さ

ら
に
、
熱
湯
を
か
け
て
剥
落
を
作
っ
た
後
、
エ
ア
ブ
ラ
シ
・
刷
り
込
み
刷
毛
で

景
色
を
作
り
油
砥
ぎ
し
た
。
材
質
は
、
檜
材
を
用
い
た
。

Ⅴ 

試
作
に
よ
る
発
見
や
知
見

1 

飛
鳥
・
奈
良
時
代
の
法
隆
寺
・
正
倉
院
の
伎
楽
面

『
正
倉
院
の
伎
楽
面
』
正
倉
院
事
務
所
編
集 

平
凡
社
発
行
、『
法
隆
寺
献
納

宝
物 

伎
楽
面
』
東
京
国
立
博
物
館 

編
集
発
行
な
ど
に
よ
り
、
現
存
す
る
法
隆

寺
・
正
倉
院
の
伎
楽
面
に
つ
い
て
材
料
に
よ
っ
て
分
類
す
る
と
以
下
の
通
り
の

面
数
に
な
る
。
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る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
な
に
が
檜
の
使
用
を
避
け
さ
せ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
能

面
打
と
し
て
は
普
段
悩
ま
さ
れ
て
い
る
檜
の
ヤ
ニ
（
油
）
が
原
因
か
と
す
ぐ
に

思
い
当
た
る
。
参
考
に
樹
種
別
の
気
乾
比
重
を
記
し
て
お
く
。

木
の
気
乾
比
重
（
空
気
中
の
湿
度
と
平
衡
状
態
）　　
　
　
　
　
　
　

桐
:
0
.
2
9

檜
:
0
.
4
1

楠
:
0
.
5
2

※
桐
は
軽
量
で
あ
る
が
、
比
重
が
樟
よ
り
軽
い
檜
の
使
用
例
が
無
い
。

3 

正
倉
院
伎
楽
面
の
下
地
塗
の
事
前
処
理
に
つ
い
て

成
瀬
氏
に
よ
る
と
、
正
倉
院
の
伎
楽
面
は
貝
殻
由
来
の
胡
粉
彩
色
が
多
い
と

の
こ
と
で
あ
る
。（
成
瀬
正
和
氏
『
正
倉
院
伎
楽
面
に
用
い
ら
れ
た
貝
殻
由
来

炭
酸
カ
ル
シ
ウ
ム
顔
料
』
に
よ
る
）

中
世
以
前
は
白
い
顔
料
は
す
べ
て
胡
粉
と
呼
ば
れ
、
白
い
顔
料
は
白
土
が
主

流
で
あ
る
と
い
う
俗
説
が
あ
っ
た
が
、
奈
良
時
代
か
ら
貝
殻
由
来
の
胡
粉
が
多

用
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
特
に
顔
料
と
し
て
の
重
さ
は
胡
粉
よ
り

白
土
が
や
や
重
た
く
、
胡
粉
が
選
ば
れ
た
理
由
は
軽
い
こ
と
に
も
あ
ろ
う
か
。

桐
や
樟
に
胡
粉
を
彩
色
す
る
場
合
に
も
、
年
輪
層
の
吸
湿
性
の
違
い
に
よ
っ
て

塗
面
に
ム
ラ
を
生
じ
る
「
年
輪
ム
ラ
」
を
防
ぎ
、
木
地
と
顔
料
の
接
着
を
改
善

す
る
フ
ノ
リ
・
膠
引
き
の
事
前
処
理
が
行
わ
れ
た
こ
と
が
想
像
さ
れ
る
。
現
物

な
ど
に
よ
り
、
さ
ら
に
重
量
軽
減
の
工
夫
が
な
さ
れ
た
可
能
性
も
あ
る
。
ま
た
、

鉛
白
や
白
土
・
白
緑
な
ど
胡
粉
よ
り
重
た
い
顔
料
が
下
地
塗
り
に
用
い
ら
れ
て

い
る
面
も
あ
る
よ
う
だ
が
、
そ
れ
ら
が
用
い
ら
れ
た
理
由
は
今
回
の
制
作
か
ら

は
類
推
で
き
な
か
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
、
胡
粉
以
外
の
顔
料
に
よ
る
下
地
塗
り
を

行
う
場
合
も
、
同
様
の
処
理
が
行
わ
れ
た
可
能
性
は
高
い
と
想
像
す
る
。
ま
た
、

漆
下
地
の
上
に
水
溶
性
顔
料
が
塗
ら
れ
た
三
十
二
面
に
は
、
漆
に
フ
ノ
リ
と
膠

を
混
ぜ
て
水
性
顔
料
の
接
着
を
改
善
す
る
処
理
が
す
で
に
採
用
さ
れ
て
い
た
可

能
性
が
高
い
と
み
ら
れ
、
今
後
の
科
学
的
検
証
が
待
ち
望
ま
れ
る
。
フ
ノ
リ
水

溶
液
（
ゾ
ル
と
呼
ぶ
）
は
常
温
か
ら
沸
騰
寸
前
の
温
度
ま
で
粘
度
が
ほ
と
ん
ど

変
わ
ら
な
い
が
、
こ
の
特
性
が
フ
ノ
リ
・
膠
引
き
を
用
い
る
に
際
し
て
極
め
て

重
要
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
桃
膠
（
モ
モ
ニ
カ
ワ
）
な
ど
も
増
粘
剤
と
し
て

の
利
用
が
あ
り
得
る
と
思
う
が
、
こ
れ
も
検
証
を
待
ち
た
い
。

2 

法
隆
寺
・
正
倉
院
所
蔵
面
の
樹
種
に
つ
い
て

東
大
寺
大
仏
開
眼
法
要
の
伎
楽
会
に
は
全
国
各
地
か
ら
面
が
寄
進
さ
れ
た
ら

し
く
、
技
法
に
地
域
性
を
示
す
多
様
さ
を
残
し
て
い
る
と
考
え
る
方
が
、
む

し
ろ
自
然
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
漆
下
地
の
上
に
彩
色
を
施
し
た
面
が
約

2
0
%
含
ま
れ
る
と
い
う
彩
色
技
法
上
の
多
様
性
は
あ
る
も
の
の
、
樹
種
は

桐
と
樟
の
み
が
用
い
ら
れ
て
い
て
統
一
感
が
あ
り
、
さ
ら
に
樟
よ
り
軽
い
檜
の

使
用
が
皆
無
な
の
は
む
し
ろ
不
自
然
と
思
わ
れ
る
。
柔
ら
か
く
彫
刻
し
た
後
の

木
の
狂
い
（
収
縮
に
よ
る
変
形
）
が
少
な
い
と
い
う
長
所
を
有
す
る
素
材
で
あ
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し
て
、
鬼
神
系
能
面
や
尉
系
能
面
を
側
面
か
ら
見
る
と
、
耳
が
頬
の
端
（
目
尻

の
す
ぐ
後
ろ
）
に
位
置
し
、
前
後
に
大
き
く
圧
縮
さ
れ
た
デ
フ
ォ
ル
メ
を
確
認

で
き
る
。

鬼
神
系
や
尉
系
は
前
後
の
圧
縮
デ
フ
ォ
ル
メ
が
確
認
し
や
す
い
が
、
女
面
や

男
面
で
も
同
様
の
デ
フ
ォ
ル
メ
が
起
こ
っ
て
い
る
。

伎
楽
面
の
場
合
は
ほ
ぼ
人
体
に
近
い
位
置
に
耳
が
あ
る
面
が
多
い
の
で
、
能

面
よ
り
は
写
実
的
に
デ
ザ
イ
ン
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
頭
に
被
る
構

造
な
の
で
、
顔
の
後
部
に
人
間
の
頭
が
は
い
る
空
間
を
付
加
し
た
形
状
に
な
っ

て
い
て
、
前
後
に
引
き
延
ば
し
た
よ
う
な
伸
長
デ
フ
ォ
ル
メ
が
確
認
出
来
る
面

が
多
い
。
仮
頭
を
あ
ま
り
大
き
く
作
る
と
仮
面
の
中
で
頭
が
遊
ん
で
目
の
位
置

が
ず
れ
る
た
め
、
例
え
ば
当
て
を
用
い
て
頭
と
面
の
遊
び
を
あ
る
程
度
固
定
で

き
る
と
し
て
も
、
あ
ま
り
内
側
の
空
間
を
大
き
く
作
る
こ
と
は
逆
に
演
技
に
障

り
が
あ
っ
た
と
想
像
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、
頭
が
か
ろ
う
じ
て
入
り
あ
ま
り
遊
び

が
な
い
空
間
の
前
方
に
、
顔
の
部
分
の
誇
張
さ
れ
た
立
体
的
な
造
形
が
付
加
さ

の
木
彫
素
地
部
分
を
F
T
I
R
分
析
す
る
と
検
出
さ
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ

う
か
。

江
戸
時
代
以
降
の
彩
色
に
優
れ
た
能
面
を
観
察
す
る
と
、
平
均
し
て
下
地
塗

り
層
を
含
む
胡
粉
層
が
極
め
て
薄
い
面
が
多
い
。
現
在
で
は
年
輪
ム
ラ
を
解
消

す
る
た
め
に
、
下
塗
り
と
サ
ン
ド
ペ
ー
パ
ー
な
ど
に
よ
る
サ
ン
デ
ィ
ン
グ
（
サ

ン
ド
ペ
ー
パ
ー
な
ど
で
表
面
を
平
滑
に
仕
上
げ
る
作
業
:
以
後
サ
ン
デ
ィ
ン
グ

と
呼
ぶ
）を
複
数
回
繰
り
返
す
方
法
や
、下
地
を
一
気
に
厚
塗
り
し
て
サ
ン
デ
ィ

ン
グ
に
時
間
を
か
け
る
方
法
が
あ
る
。
そ
の
他
、
少
量
の
胡
粉
を
含
む
ニ
カ
ワ

液
を
木
地
に
刷
り
込
む
方
法
な
ど
多
様
で
あ
る
。
目
止
め
（
木
地
の
細
胞
の
隙

間
を
ふ
さ
ぐ
）
の
役
目
を
果
た
す
の
で
、
ど
の
よ
う
な
方
法
を
用
い
る
場
合
に

も
フ
ノ
リ
・
膠
引
き
し
て
お
く
こ
と
は
有
効
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。

4 

伎
楽
面
に
お
け
る
前
後
の
伸
長
デ
フ
ォ
ル
メ
に
つ
い
て

能
面
を
側
面
か
ら
観
察
す
る
と
、
耳
の
位
置
が
前
方
に
移
動
す
る
「
前
後
の

圧
縮
デ
フ
ォ
ル
メ
」
を
多
く
の
面
で
確
認
で
き
る
。
特
に
分
か
り
や
す
い
例
と
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作
例
の
中
に
は
、
毛
描
き
を
し
て
古
色
も
付
け
た
彩
色
表
面
に
礬
砂
を
ひ
い
た

上
を
荏
の
油
で
拭
い
た
と
思
わ
れ
る
例
が
あ
る
。
ま
た
、
明
応
二
年
（
一
四
九

三
年
）
奇
進
の
刻
銘
を
持
つ
、
奈
良
県
吉
野
郡
勝
手
神
社
蔵
の
檜
垣
本
七
郎
作

の
能
面
「
若
い
男
」
に
は
、
極
め
て
透
明
で
堅
牢
な
油
砥
ぎ
皮
膜
が
現
在
も
良

好
な
状
態
で
残
さ
れ
て
い
る
。
同
年
に
奇
進
さ
れ
た
能
面
「
若
い
女
」
は
、
永

く
「
社
務
所
の
廂
先
に
さ
ら
さ
れ
て
」
い
た
ら
し
く
（
野
上
豊
一
郎
著
『
能
面

論
考
』）、
薄
い
半
透
明
な
皮
膜
状
の
彩
色
表
面
が
捲
れ
あ
が
っ
た
よ
う
な
状
態

で
、
油
砥
ぎ
層
独
特
の
損
傷
が
目
立
つ
。「
若
い
男
」
は
左
の
紐
孔
か
ら
外
側

が
割
れ
て
欠
失
し
て
い
る
の
で
、
廂
先
に
掛
け
る
こ
と
が
で
き
ず
、
健
全
な
油

砥
ぎ
皮
膜
が
温
存
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
。「
若
い
男
」
は
「
若
い
女
」
の
往
古

の
姿
を
偲
ば
せ
て
く
れ
る
貴
重
な
資
料
で
も
あ
る
。
さ
ら
に
、
江
戸
時
代
初
期

の
天
才
的
能
面
打
ち
で
あ
る
大
野
出
目
家
是
閑
吉
満
に
よ
っ
て
施
さ
れ
た
増
女

な
ど
の
油
砥
ぎ
の
表
面
は
約
五
百
年
経
過
し
た
現
在
で
も
黄
変
も
せ
ず
に
無
色

透
明
で
堅
牢
な
被
膜
を
保
持
し
て
い
る
。
是
閑
は
も
と
秀
吉
に
仕
え
た
具
足
師

と
の
言
い
伝
え
も
あ
り
、
油
砥
ぎ
の
技
術
伝
承
が
多
方
面
に
わ
た
っ
て
い
た
こ

と
が
想
像
さ
れ
る
。
荏
油
と
蜜
陀
僧
に
よ
る
皮
膜
の
場
合
は
、
経
年
変
化
に
よ

る
黄
変
が
顕
著
で
あ
る
ら
し
い
の
で
、
特
殊
な
乾
性
油
を
日
光
に
曝
す
な
ど
の

処
理
が
行
わ
れ
た
可
能
性
が
あ
る
。（
註
5
）

た
だ
し
、
こ
う
し
た
「
油
色
」
の
処
理
に
つ
い
て
は
、
伝
存
す
る
全
て
の
面

に
同
じ
処
理
が
施
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
こ
と
か
ら
、
制
作
当
初
か
ら
の

意
図
的
な
技
法
で
あ
る
の
か
、
後
世
の
処
理
で
あ
る
の
か
も
問
題
に
な
る
。
例

れ
た
よ
う
な
構
造
に
な
る
た
め
に
、
前
後
へ
の
伸
長
デ
フ
ォ
ル
メ
が
生
じ
た
も

の
と
想
像
で
き
る
。

仮
面
の
中
で
多
少
な
り
と
も
演
者
の
頭
が
動
く
こ
と
は
避
け
ら
れ
な
か
っ
た

で
あ
ろ
う
。
仮
面
の
中
で
頭
が
動
く
と
い
う
こ
と
は
目
の
孔
の
位
置
が
動
い
て

（
ず
れ
て
）
視
覚
を
失
う
瞬
間
が
あ
る
こ
と
を
意
味
し
、
能
面
を
着
け
て
顔
を

横
に
鋭
く
動
か
す
「
キ
ル
」
と
い
う
動
き
は
難
し
い
。
ま
た
、
能
面
の
よ
う
な

中
間
表
情
と
い
え
る
造
形
の
面
が
少
な
く
、
基
本
姿
勢
（
ウ
ケ
な
ど
）
か
ら
、

わ
ず
か
に
顔
（
頭
）
を
上
下
に
動
か
し
て
感
情
変
化
を
表
現
す
る
、
能
の
よ
う

な
微
妙
な
演
技
に
も
向
い
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
。
誇
張
さ
れ
た
喜
怒
哀
楽
の

大
き
な
所
作
に
よ
る
動
的
な
演
技
を
目
指
し
た
野
村
万
之
丞
氏
の
「
真
伎
楽
」

は
、
伎
楽
面
の
本
質
を
上
手
く
活
用
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。（
註
4
）

小
野
功
龍

著
『
仏
教
と
舞
楽
』
に
「『
伎
楽
』
自
体
が
行
道
的
要
素
と
演
劇
的
要
素
の
濃

厚
な
も
の
で
あ
っ
た
」
と
あ
る
の
も
首
肯
で
き
る
。

5 

彩
色
の
油
色
に
つ
い
て

『
正
倉
院
の
伎
楽
面
』
の
解
説
の
中
で
、
毛
利
久
氏
が
彩
色
に
見
ら
れ
る
油

色
に
つ
い
て
触
れ
て
お
ら
れ
る
。
全
百
七
十
一
面
中
の
三
十
三
面
に
つ
い
て
、

「
油
色
」
と
い
う
処
理
が
見
ら
れ
る
と
の
こ
と
で
あ
る
。
よ
り
新
し
い
時
代
の

仮
面
で
あ
る
能
面
に
は
、
乾
性
油
を
含
ま
せ
た
布
で
拭
き
濡
れ
色
と
光
沢
を
出

し
同
時
に
耐
水
性
を
増
す
、
ま
た
は
彩
色
表
面
に
礬
砂
引
き
し
て
か
ら
乾
性
油

で
拭
く
場
合
も
あ
る
。
十
六
世
紀
中
頃
の
仏
師
が
打
っ
た
と
思
わ
れ
る
能
面
の
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た
。
薄
片
状
剥
離
の
原
因
は
、
胡
粉
粒
子
が
薄
片
状
（
タ
ブ
レ
ッ
ト
状
）
で
あ

る
こ
と
と
関
係
が
あ
る
と
考
え
て
い
る
が
、
今
後
の
科
学
分
析
を
待
ち
た
い
。

ち
な
み
に
、
室
町
時
代
以
前
の
仮
面
に
用
い
ら
れ
た
白
色
顔
料
を
白
土
と
す
る

説
の
初
出
は
わ
か
ら
な
い
。

7 

漆
木
屑
に
つ
い
て

漆
木
屑
や
膠
木
屑
に
よ
る
彫
刻
補
修
や
充
填
は
、
近
世
作
の
能
面
に
も
多

用
さ
れ
た
。
多
用
さ
れ
た
こ
と
が
分
か
る
理
由
は
、
漆
・
膠
い
ず
れ
の
場
合

も
、
木
屑
盛
の
上
の
彩
色
も
し
く
は
木
屑
盛
自
体
が
木
地
面
か
ら
剥
離
し
て
目

視
で
き
る
例
や
、
剥
脱
し
て
失
わ
れ
て
い
る
場
合
が
多
い
こ
と
に
よ
る
。
漆
木

屑
の
場
合
は
や
は
り
表
面
の
彩
色
の
剥
離
が
多
く
、
膠
木
屑
の
場
合
は
木
屑
自

体
が
木
地
か
ら
剥
離
・
脱
落
し
て
い
る
場
合
が
多
い
。
漆
・
膠
い
ず
れ
の
場
合

も
、
盛
り
上
げ
ら
れ
た
素
材
の
内
部
ま
で
し
っ
か
り
と
固
化
・
乾
燥
さ
れ
て
い

れ
ば
あ
ま
り
問
題
は
な
い
よ
う
だ
が
、
乾
燥
が
不
充
分
で
あ
れ
ば
制
作
後
に
生

じ
る
収
縮
に
よ
り
色
々
な
問
題
を
生
じ
る
。
ま
ず
、
盛
り
上
げ
た
木
屑
素
材
全

体
が
収
縮
し
た
場
合
は
、
木
地
と
の
接
着
面
の
間
に
微
細
な
ズ
レ
を
起
こ
し
接

着
不
良
に
つ
な
が
る
。
ま
た
、
上
か
ら
塗
ら
れ
た
彩
色
も
素
地
の
収
縮
に
よ
っ

て
剥
離
や
ひ
び
割
れ
を
起
こ
す
。
能
面
の
場
合
は
近
世
に
定
着
し
た
紙
彩
色
（
註

6
）

の
応
用
で
、
盛
り
上
げ
た
木
屑
全
体
を
覆
う
よ
う
に
和
紙
を
貼
っ
て
か
ら
彩

色
す
る
方
法
が
一
般
的
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
方
法
も
木
屑
表
面
と
紙
の
接

着
不
良
で
、
彩
色
が
紙
と
と
も
に
剥
離
す
る
事
例
が
多
い
。
こ
の
場
合
も
、
木

え
ば
、
野
外
で
の
公
演
で
は
、
急
な
雨
な
ど
か
ら
面
を
守
る
た
め
に
防
水
処
理

と
し
て
応
急
的
に
油
が
塗
ら
れ
た
可
能
性
も
あ
る
。
ま
た
、「
清
水
」
や
「
仏

師
」・「
六
地
蔵
」
な
ど
の
狂
言
で
は
舞
台
上
で
役
者
が
手
で
面
を
直
接
掴
む
場

面
も
多
く
、「
油
色
」
の
処
理
は
彩
色
の
損
傷
を
避
け
る
た
め
に
工
夫
さ
れ
た

方
法
と
も
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
演
技
上
の
面
の
扱
い
に
対
応
す
る
た

め
、
さ
ら
に
彩
色
に
深
み
と
強
度
を
増
す
た
め
、「
油
色
」
の
技
法
が
制
作
当

初
か
ら
試
み
ら
れ
て
定
着
し
て
行
く
と
い
う
経
緯
は
、
容
易
に
想
像
す
る
こ
と

が
で
き
る
。「
油
色
」
は
や
が
て
能
面
や
狂
言
面
の
油
研
ぎ
に
繋
が
る
技
法
の

萌
芽
と
し
て
位
置
づ
け
た
い
が
、
油
皮
膜
の
科
学
的
分
析
な
ど
に
よ
っ
て
、
伝

存
の
経
緯
の
解
明
な
ど
に
新
し
い
展
望
が
拓
け
る
こ
と
に
期
待
し
た
い
。

6 

薄
片
状
剥
離
に
つ
い
て

一
般
的
に
胡
粉
彩
色
の
修
復
で
は
、下
塗
り
を
含
め
た
面
積
で
薄
片（
フ
レ
ー

ク
状
）
に
な
っ
て
剥
離
し
た
彩
色
層
を
、
接
着
も
し
く
は
復
元
す
る
方
法
が
圧

倒
的
に
多
い
。
職
人
的
伝
承
の
世
界
で
は
、
薄
片
状
剥
離
を
起
こ
す
の
は
胡
粉

彩
色
の
特
徴
で
あ
り
、
薄
片
状
剥
離
を
確
認
出
来
れ
ば
顔
料
は
胡
粉
と
推
定
で

き
る
と
さ
れ
て
い
る
。
成
瀬
氏
も
触
れ
て
お
ら
れ
る
が
、
前
述
し
た
よ
う
に
室

町
時
代
以
前
の
白
い
顔
料
は
全
て
白
土
で
あ
る
と
い
う
間
違
っ
た
通
念
も
あ
り
、

こ
れ
ま
で
は
こ
う
し
た
職
人
的
伝
承
に
疑
問
を
持
っ
て
い
た
。
し
か
し
、
正
倉

院
伎
楽
面
の
多
く
に
薄
片
状
剥
離
が
見
ら
れ
、
約
8
割
が
胡
粉
下
地
で
あ
っ
た

こ
と
は
、
職
人
の
伝
承
を
安
易
に
軽
視
で
き
な
い
こ
と
の
再
認
識
に
つ
な
が
っ
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特
定
で
き
る
作
例
が
少
な
く
断
定
す
る
の
は
危
険
で
あ
る
が
、
手
向
山
八
幡
所

蔵
面
は
、
そ
れ
以
前
の
舞
楽
面
の
素
材
・
技
法
を
踏
襲
し
な
が
ら
大
多
数
が
檜

に
変
化
し
て
い
る
。
ヤ
ニ
が
強
い
檜
の
場
合
は
、
ま
ず
漆
が
ヤ
ニ
止
め
の
た
め

に
複
数
回
塗
ら
れ
て
、
そ
の
表
面
に
水
性
顔
料
接
着
の
た
め
に
次
章
で
述
べ
る

新
し
い
工
夫
が
試
行
さ
れ
始
め
る
の
で
あ
ろ
う
。

Ⅶ 

四
天
王
寺
所
蔵
舞
楽
面
「
陵
王
」
に
み
る
技
術
革
新
の
痕
跡

四
天
王
寺
蔵
「
陵
王
」
摸
作
面
の
制
作
に
際
し
顔
料
調
査
を
行
っ
た
が
、
水

性
彩
色
が
剥
落
し
れ
漆
の
下
塗
り
が
露
出
し
た
龍
の
腹
の
部
分
か
ら
か
ら
フ

ノ
リ
と
膠
が
検
出
さ
れ
た
（
奈
良
文
化
財
研
究
所
高
妻
・
赤
田
両
氏
に
よ
る

屑
盛
と
木
地
、
木
屑
盛
と
紙
の
接
着
は
、
両
者
と
も
ニ
カ
ワ
が
浸
透
し
や
す
い

素
材
な
の
で
、
フ
ノ
リ
・
膠
引
き
が
行
わ
れ
て
い
る
可
能
性
が
高
い
と
思
わ
れ

る
。
伎
楽
面
・
舞
楽
面
の
古
い
作
例
で
は
木
屑
盛
り
が
多
用
さ
れ
た
よ
う
だ
が
、

木
屑
の
表
面
や
上
記
の
よ
う
な
種
々
の
問
題
部
分
に
、
紙
彩
色
を
施
し
た
痕
跡

を
留
め
る
面
の
報
告
は
少
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
、
能
面
制
作
の
中
で
工

夫
さ
れ
た
方
法
か
も
し
れ
な
い
。

Ⅵ 

平
安
時
代
末
頃
の
使
用
樹
種
の
変
化
に
つ
い
て
:
手
向
山
八
幡
宮
蔵
舞

楽
面田

邉
三
郎
助
著
『
日
本
の
面
』
に
よ
る
と
平
安
時
代
末
期
の
作
例
を
中
心
と

す
る
手
向
山
八
幡
宮
所
蔵
の
舞
楽
面
に
は
檜
の
使
用
が
増
え
て
い
て
、
し
か
も

樟
材
の
面
は
含
ま
れ
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
。
こ
れ
は
劇
的
な
変
化
と
い
っ
て

よ
い
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
「
採
桑
老
」
や
「
散
手
」
面
に
は
漆
下
地
が
塗
ら
れ

て
い
て
、
漆
塗
布
に
よ
る
檜
の
ヤ
ニ
の
漏
出
防
止
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
檜

は
次
に
述
べ
る
蘭
陵
王
面
の
竜
の
よ
う
な
丸
彫
り
の
形
で
は
、
ヤ
ニ
の
除
去
処

置
が
行
い
に
く
い
（
後
述
:
過
熱
に
よ
る
ヤ
ニ
の
除
去
）。
し
か
し
、
漆
の
塗

膜
の
表
面
は
水
性
顔
料
の
接
着
が
弱
い
た
め
、
漆
下
地
の
多
用
は
顔
料
の
剥
落

の
原
因
に
な
っ
た
と
想
像
さ
れ
る
。
緑
青
の
原
料
で
あ
る
孔
雀
石
や
、
群
青
の

原
料
と
し
て
の
ラ
ピ
ス
ラ
ズ
リ
な
ど
は
、
非
常
に
貴
重
な
鉱
物
で
大
変
高
価
な

素
材
で
あ
っ
た
ら
し
く
、
ヤ
ニ
を
防
ぐ
た
め
の
漆
塗
面
へ
の
顔
料
の
接
着
の
改

善
に
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
試
行
錯
誤
が
行
わ
れ
た
も
の
と
想
像
さ
れ
る
。
時
代
を

四天王寺蔵　陵王
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方
法
と
し
て
多
用
さ
れ
た
と
想
像
で
き
る
。
面
以
外
で
は
、
神
社
の
朱
塗
り
な

ど
建
築
物
の
彩
色
下
地
と
し
て
も
多
用
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
想
像
さ
れ
る
。
こ

の
よ
う
な
先
行
技
術
の
延
長
と
し
て
フ
ノ
リ
と
膠
を
生
漆
に
混
ぜ
る
方
法
が
工

夫
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
と
想
像
す
る
。

朱
漆
を
用
い
た
全
面
漆
塗
り
の
舞
楽
面
も
、
平
安
時
代
か
ら
多
く
制
作
さ
れ

て
い
る
。
朱
漆
は
馬
頭
・
環
城
楽
・
散
手
な
ど
、
赤
い
色
の
面
に
は
多
用
さ
れ

た
よ
う
で
あ
る
。
鎌
倉
時
代
以
降
の
舞
楽
面
の
作
例
に
は
、
春
日
大
社
所
蔵
の

散
手
の
よ
う
に
鎌
倉
時
代
に
補
彩
と
し
て
塗
り
替
え
ら
れ
た
朱
漆
が
美
し
く

残
っ
て
い
る
例
も
見
ら
れ
る
。
こ
れ
は
仏
師
の
作
（
田
邉
三
郎
助
著
『
日
本
の

面
』
毎
日
新
聞
社
に
よ
る
）
ら
し
い
が
、
朱
色
の
場
合
は
朱
漆
で
の
彩
色
が
一

般
的
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
一
方
、
白
や
肌
色
・
黄
土
色
な
ど
の
色
は
漆
で

は
出
し
に
く
い
た
め
、
フ
ノ
リ
と
膠
入
り
の
漆
の
上
に
胡
粉
な
ど
で
彩
色
す
る

方
法
が
選
ば
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
ま
た
、
砥
ぎ
あ
げ
た
下
地
漆
の
う
え
に
蜜

陀
彩
色
（
蜜
陀
僧
に
よ
る
油
彩
色
）
の
技
法
で
彩
色
さ
れ
た
仮
面
も
あ
っ
た
と

思
わ
れ
、
今
後
、
科
学
分
析
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
が
、
蜜
陀

彩
色
に
よ
っ
て
制
作
さ
れ
た
舞
楽
面
は
多
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
想
像
さ
れ

る
。
数
は
す
く
な
い
が
能
面
に
も
蜜
陀
彩
色
の
面
が
あ
り
、
伎
楽
面
・
舞
楽
面

か
ら
技
法
が
伝
わ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

伎
楽
面
や
舞
楽
面
を
制
作
し
た
仏
師
や
職
人
達
の
世
界
で
は
、
師
匠
か
ら
弟

子
へ
口
伝
や
秘
伝
の
形
で
様
々
な
技
法
や
素
材
に
関
す
る
伝
承
が
あ
っ
た
で
あ

ろ
う
。
近
年
は
分
析
機
器
の
発
達
で
驚
く
ほ
ど
色
々
な
こ
と
が
分
か
る
よ
う
に

F
T
I
R
調
査
に
よ
る
）。
こ
れ
は
明
ら
か
に
漆
塗
面
と
水
性
顔
料
の
接
着
を

改
善
す
る
工
夫
と
思
わ
れ
る
。
生
漆
は
も
と
も
と
2
0
%
前
後
の
水
分
を
含

み
、フ
ノ
リ
・
膠
水
溶
液
を
混
合
で
き
る
。
乾
燥
後
表
面
を
細
か
い
サ
ン
ド
ペ
ー

パ
ー
な
ど
で
研
磨
す
れ
ば
、
漆
面
に
フ
ノ
リ
・
膠
分
子
が
露
出
し
て
水
性
顔
料

を
よ
く
接
着
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。
フ
ノ
リ
水
溶
液
は
接
着
力
は
弱
い
が
液

の
粘
り
が
強
い
。
四
天
王
寺
蔵
「
陵
王
」
に
フ
ノ
リ
と
膠
が
検
出
さ
れ
た
の
は
、

検
出
膠
水
溶
液
と
漆
を
均
一
に
混
ぜ
る
た
め
の
増
粘
材
と
し
て
用
い
ら
れ
た
の

で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
事
実
、
生
漆
に
膠
水
溶
液
だ
け
を
混
ぜ
る
と
水

飴
の
よ
う
に
粘
り
が
出
て
大
変
塗
り
に
く
く
な
る
が
、
フ
ノ
リ
と
膠
の
混
合
液

を
混
ぜ
た
場
合
は
、
多
少
粘
り
は
出
る
も
の
の
伸
び
が
よ
く
な
り
塗
り
や
す
い
。

職
人
の
経
験
の
蓄
積
か
ら
生
ま
れ
た
工
夫
か
も
し
れ
な
い
。

フ
ノ
リ
と
膠
の
混
合
液
は
、
仏
像
や
仏
具
に
金
箔
を
貼
り
つ
け
る
截
金
（
き

り
が
ね
）
の
接
着
剤
と
し
て
も
つ
か
わ
れ
る
。
木
の
表
面
に
膠
だ
け
を
塗
る
と

木
地
へ
の
浸
透
が
早
く
、
金
箔
と
木
を
接
着
す
る
機
能
が
損
な
わ
れ
る
。
逆
に
、

フ
ノ
リ
だ
け
で
は
接
着
力
が
弱
い
の
で
、
両
者
を
混
合
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
浸

透
性
を
抑
え
充
分
な
接
着
力
の
あ
る
接
着
剤
を
作
る
工
夫
が
な
さ
れ
た
の
で
あ

ろ
う
。
截
金
の
技
法
も
仏
像
の
装
飾
技
術
と
し
て
、
仏
教
伝
来
と
ほ
ぼ
同
時
に

伝
わ
っ
て
き
た
よ
う
で
あ
る
。
ま
た
、
桐
材
の
よ
う
に
春
材
（
夏
目
）
と
秋
材

（
冬
目
）
の
細
胞
密
度
差
が
大
き
な
木
の
表
面
に
胡
粉
や
白
土
・
緑
青
な
ど
の

顔
料
を
下
地
塗
り
す
る
際
に
、
あ
ら
か
じ
め
フ
ノ
リ
・
膠
引
き
し
て
お
く
方
法

も
、
年
輪
相
互
の
細
胞
密
度
の
違
い
に
よ
っ
て
起
こ
る
年
輪
ム
ラ
を
緩
和
す
る
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の
糖
分
を
含
む
の
で
、
新
た
な
カ
ビ
や
虫
食
い
の
原
因
に
な
る
危
険
性
が
あ
る
。

十
六
世
紀
頃
か
ら
製
造
が
始
ま
る
ア
ル
コ
ー
ル
濃
度
が
高
い
焼
酎
の
登
場
で
、

熱
で
表
面
に
抽
出
し
た
ヤ
ニ
の
溶
解
・
除
去
が
容
易
に
な
り
、
檜
の
使
用
が
一

般
化
し
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
ヤ
ニ
除
去
の
処
理
を
施
し
て
も
残
留

し
た
ヤ
ニ
が
出
て
彩
色
を
汚
し
た
面
は
少
な
く
な
い
し
、
ま
た
除
去
し
き
れ
な

か
っ
た
ヤ
ニ
が
表
面
に
現
れ
た
た
め
に
逆
に
有
名
に
な
っ
た
節
木
増
や
木
汁
怪

士
の
よ
う
な
例
も
あ
る
。
江
戸
時
代
以
降
は
通
常
裏
面
に
漆
が
塗
ら
れ
る
よ
う

に
な
る
が
、
こ
の
処
置
は
ヤ
ニ
止
め
で
は
な
く
、
演
能
後
水
拭
き
や
焼
酎
な
ど

に
よ
る
滅
菌
な
ど
に
よ
っ
て
面
裏
を
清
潔
に
保
つ
た
め
の
工
夫
で
あ
ろ
う
。
現

在
能
面
の
ヤ
ニ
除
去
法
と
し
て
一
般
化
し
て
い
る
ア
ル
コ
ー
ル
に
よ
る
脱
脂
法

（
ア
ル
コ
ー
ル
に
面
全
体
を
数
日
浸
し
熱
湯
で
煮
沸
し
て
ヤ
ニ
を
除
去
す
る
方

法
）
も
、
度
数
40
度
前
後
の
焼
酎
で
あ
れ
ば
同
様
の
効
果
を
期
待
で
き
る
で
あ

ろ
う
。
し
か
し
肉
厚
の
大
型
面
は
加
熱
す
る
と
表
面
と
内
部
の
温
度
差
が
原
因

で
木
割
れ
が
起
こ
り
や
す
く
な
る
の
で
、
舞
楽
面
は
漆
に
よ
る
ヤ
ニ
止
め
の
方

法
が
焼
酎
の
登
場
以
後
も
活
用
さ
れ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。

Ⅸ 

最
後
に

鎌
倉
時
代
以
前
の
舞
楽
面
は
樟
・
桐
・
檜
が
混
在
し
、
彩
色
も
胡
粉
下
地
・

漆
下
地
・
漆
彩
色
な
ど
多
様
で
あ
る
。
こ
れ
ら
舞
楽
面
の
多
様
な
技
法
・
素
材

は
江
戸
時
代
ま
で
続
く
。
樟
材
の
能
面
は
中
尊
寺
所
蔵
「
若
女
」、
天
川
弁
才

天
社
所
蔵
の
「
阿
古
父
尉
」
な
ど
が
あ
り
、
い
ず
れ
も
能
面
創
造
期
の
歴
史
と

な
っ
て
き
た
が
、
ま
だ
ま
だ
未
知
の
技
法
や
素
材
の
工
夫
が
隠
れ
て
い
る
は
ず

で
あ
る
。
道
具
も
素
材
も
現
在
よ
り
優
れ
た
も
の
が
用
い
ら
れ
た
こ
と
を
前
提

に
し
て
、
制
作
現
場
を
想
像
す
べ
き
か
と
思
う
。

Ⅷ 

近
世
能
面
に
お
け
る
制
作
技
法
の
変
化
:
ヤ
ニ
の
溶
剤
と
し
て
の
焼
酎

登
場江

戸
時
代
以
降
の
能
・
狂
言
面
の
素
材
は

檜
が
圧
倒
的
に
多
く
、
漆
下
地
を
行
わ
ず

木
地
に
直
接
胡
粉
彩
色
を
施
す
技
法
が
主
流

に
な
る
。
檜
な
ど
の
ヤ
ニ
を
除
去
す
る
た
め
、

彫
刻
を
施
し
た
檜
材
の
表
面
を
遠
火
の
炭
火

（
遠
赤
外
線
）
な
ど
で
長
時
間
加
熱
し
ヤ
ニ

を
抽
出
す
る
。
し
か
し
彫
刻
表
面
に
抽
出
し

た
ヤ
ニ
を
そ
の
ま
ま
放
置
す
る
と
、
水
性
顔

料
を
は
じ
い
て
し
ま
い
接
着
不
良
が
生
じ
る
。

一
般
的
に
、
木
材
表
面
に
自
然
に
湧
出
し
た

ヤ
ニ
は
、
酒
や
焼
酎
で
拭
き
取
る
と
よ
い
と

さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
お
そ
ら
く
酒
や
焼

酎
に
含
ま
れ
る
エ
チ
ル
ア
ル
コ
ー
ル
で
ヤ
ニ

を
溶
解
除
去
す
る
効
果
が
あ
る
た
め
で
あ
ろ

う
が
、
酒
は
ア
ル
コ
ー
ル
濃
度
が
低
く
多
量
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に
も
共
通
し
て
、
優
れ
た
面
は
デ
フ
ォ
ル
メ
の
中
に
も
写
実
と
し
て
の
柔
ら
か

さ
を
表
現
す
る
彫
刻
の
工
夫
が
見
ら
れ
、
生
命
力
を
感
じ
取
る
こ
と
が
で
き
る
。

伎
楽
・
舞
楽
・
能
・
狂
言
の
芸
能
と
し
て
の
有
り
よ
う
が
仮
面
の
発
展
に
ど
の

よ
う
に
影
響
し
た
か
に
つ
い
て
は
意
見
を
述
べ
る
立
場
に
な
い
が
、
仮
面
の
制

作
技
法
と
素
材
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
仮
面
が
用
い
ら
れ
る
芸
能
の
境
界
を
越
え
て
、

影
響
・
触
発
し
あ
い
な
が
ら
発
展
し
て
き
た
よ
う
に
思
え
る
。

註
1 

舞
楽
:
採
桑
老
面
と
能
楽
:
翁
面
の
切
顎
構
造
に
つ
い
て

翁
面
の
切
顎
の
由
来
を
採
桑
老
の
切
顎
に
求
め
る
説
が
あ
る
。
多
く
の
皺
を

刻
み
老
体
と
し
て
表
現
さ
れ
た
造
形
の
面
が
多
い
採
桑
老
面
の
切
顎
は
、
一
見

す
る
と
翁
面
に
共
通
す
る
か
に
見
え
る
が
、
実
は
そ
の
構
造
と
動
き
は
ま
っ
た

く
違
う
も
の
で
あ
る
と
言
え
る
。
手
向
山
八
幡
宮
の
採
桑
老
は
顎
が
外
れ
て

消
失
し
て
い
る
が
、
そ
の
た
め
、
よ
り
明
確
に
翁
面
と
の
違
い
が
目
視
で
き

る
。
顎
と
顔
の
断
面
（
接
合
面
）
の
方
向
は
上
下
に
垂
直
で
あ
り
、
し
か
も
外

側
に
開
い
た
台
形
型
を
し
て
い
る
た
め
顎
は
前
後
に
は
動
か
な
い
。
こ
の
構
造

は
、
顎
に
固
定
し
た
紐
を
面
裏
の
目
（
眼
球
）
に
つ
な
ぎ
、
さ
ら
に
額
部
分
に

装
着
し
た
バ
ネ
（
鯨
の
髭
）
か
ら
目
に
紐
を
つ
な
い
で
、
演
者
の
顎
の
上
下
動

に
よ
っ
て
目
が
上
下
に
動
く
よ
う
に
工
夫
し
た
「
仕
掛
け
顎
」
で
あ
る
。
バ
ネ

の
力
で
通
常
目
は
下
を
見
て
い
る
が
、
演
者
が
口
を
開
い
て
顎
が
下
方
に
引
か

れ
る
と
目
が
上
を
向
き
、
口
を
閉
じ
る
と
ま
た
バ
ネ
の
力
で
目
が
も
と
の
下
向

き
に
戻
る
。
顎
は
演
者
の
口
の
動
き
に
よ
っ
て
接
合
面
を
上
下
に
滑
る
構
造
に

関
わ
る
名
品
で
あ
る
。
檜
に
漆
下
地
を
施
し
た
作
例
は
丹
生
神
社
所
蔵
「
翁
」、

宝
生
家
所
蔵
「
霊
怪
士
」
な
ど
が
あ
る
。
乾
漆
面
は
か
な
り
の
数
の
作
例
が
あ

り
、
蜜
陀
彩
色
と
の
組
み
合
わ
せ
で
普
通
の
木
彫
能
面
と
し
て
所
蔵
さ
れ
て
い

る
例
も
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
科
学
分
析
を
待
ち
た
い
。

上
記
以
外
に
も
、
中
世
作
の
能
面
に
は
ニ
カ
ワ
と
胡
粉
に
よ
る
水
溶
性
の
彩

色
の
下
に
黒
い
漆
下
地
を
施
し
た
面
が
散
見
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
作
例
は
、

檜
の
ヤ
ニ
除
去
に
限
界
が
あ
る
面
、
例
え
ば
、
尉
面
や
彫
り
の
深
い
鬼
神
面
の

目
の
周
囲
な
ど
、
炭
火
で
の
加
熱
が
難
し
い
部
分
を
持
つ
面
の
場
合
は
、
漆
で

ヤ
ニ
を
封
じ
込
め
る
方
法
が
選
択
さ
れ
た
こ
と
も
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、

近
世
以
降
も
特
別
ヤ
ニ
が
強
い
木
に
は
、
漆
に
よ
る
ヤ
ニ
止
め
処
理
が
活
用
さ

れ
た
で
あ
ろ
う
。
能
面
の
創
作
期
と
さ
れ
る
室
町
時
代
の
能
・
狂
言
面
に
用
い

ら
れ
た
素
材
・
技
法
は
、
鎌
倉
時
代
以
降
の
舞
楽
面
の
技
法
・
素
材
に
も
似
た

多
様
性
が
あ
っ
た
。
大
き
さ
と
形
状
の
違
い
は
あ
る
が
、
伎
楽
面
・
舞
楽
面
・

能
面
・
狂
言
面
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
素
材
・
技
法
お
よ
び
発
展
過
程
に
想
像
以
上

の
共
通
点
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
能
面
・
狂
言
面
に
関
し
て
は
、
江
戸

時
代
以
降
に
は
焼
酎
を
活
用
し
た
と
思
わ
れ
る
ヤ
ニ
抜
き
に
よ
り
、
膠
と
胡
粉

に
よ
る
彩
色
が
固
定
化
し
て
い
る
。
し
か
し
室
町
時
代
の
多
様
な
作
例
を
見
る

と
、
や
は
り
先
行
す
る
伎
楽
面
・
舞
楽
面
の
素
材
・
技
法
を
必
要
に
応
じ
踏
襲

し
て
活
用
し
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
特
に
、
多
く
の
伎
楽
面
に
見
ら
れ
る
柔

ら
か
い
皮
膚
感
を
表
す
彫
刻
表
現
は
技
術
練
磨
の
頂
点
を
思
わ
せ
、
同
時
代
の

仏
像
の
表
現
に
比
し
て
も
遜
色
は
無
い
。
伎
楽
面
・
舞
楽
面
・
能
面
・
狂
言
面
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れ
た
と
想
像
さ
れ
る
。
現
在
は
す
で
に
動
眼
や
動
貌
の
機
能
を
失
っ
て
い
る
面

も
多
い
が
、
か
つ
て
は
そ
う
し
た
機
能
を
有
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
面
は
多
く
、

動
眼
・
動
貌
を
よ
り
お
も
し
ろ
く
見
せ
る
こ
と
が
舞
楽
の
舞
い
の
型
や
構
成
に

も
影
響
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。

註
3 

サ
ン
ド
ペ
ー
パ
ー
の
試
作

フ
ノ
リ
の
特
性
を
活
用
し
て
サ
ン
ド
ペ
ー
ペ
ー
（
サ
ン
ド
ク
ロ
ス
と
記
す
べ

き
か
）
の
試
作
を
試
み
た
。
ニ
カ
ワ
は
布
に
塗
布
す
る
と
す
ぐ
に
布
に
沁
み
込

み
砂
の
接
着
材
と
し
て
は
機
能
し
な
い
。
フ
ノ
リ
は
液
の
粘
度
が
高
い
の
で
布

に
す
ぐ
に
は
沁
み
込
ま
な
い
が
接
着
力
が
弱
い
。
ニ
カ
ワ
の
分
量
を
増
や
し
て

粘
度
を
高
め
る
と
乾
燥
し
た
ペ
ー
パ
ー
は
固
く
な
っ
て
作
業
に
適
さ
な
い
。
そ

こ
で
布
の
表
面
に
フ
ノ
リ
と
ニ
カ
ワ
の
混
合
液
を
塗
布
し
、
砕
い
て
篩
い
に
か

け
粒
状
を
整
え
た
砂
を
ふ
り
か
け
、
乾
燥
後
同
混
合
液
を
複
数
回
上
か
ら
塗
布

す
る
と
充
分
な
強
度
を
持
つ
サ
ン
ド
ペ
ー
パ
ー
が
制
作
で
き
る
。
実
際
に
制
作

に
使
用
し
た
が
、
サ
ン
ド
ペ
ー
パ
ー
と
し
て
充
分
使
用
に
耐
え
る
こ
と
を
確
認

で
き
た
。
微
粒
子
の
ペ
ー
パ
ー
も
フ
ノ
リ
と
ニ
カ
ワ
の
濃
度
を
調
整
す
れ
ば
比

較
的
簡
単
に
制
作
で
き
る
。

註
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捨
て
ニ
カ
ワ
に
つ
い
て

故
野
村
万
之
丞
氏
の
依
頼
で
、
完
成
し
た
脱
乾
漆
の
伎
楽
面
に
彩
色
だ
け
を

施
し
た
経
験
が
あ
る
。
本
来
の
脱
乾
漆
は
薄
く
頑
丈
な
仕
上
が
り
に
な
る
が
、

な
っ
て
い
て
、
翁
面
の
よ
う
に
演
者
の
謡
の
発
声
で
顎
が
前
後
に
動
く
構
造
と

は
同
じ
で
は
な
い
。
こ
う
し
た
顎
の
構
造
が
採
桑
老
本
来
の
形
状
で
あ
っ
た
と

思
わ
れ
る
が
、
中
に
は
採
桑
老
面
よ
り
成
立
の
新
し
い
翁
面
の
切
顎
構
造
を
逆

に
模
し
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
面
も
あ
り
、
顎
を
斜
め
に
切
り
放
し
て

紐
で
つ
な
い
だ
だ
け
の
構
造
の
採
桑
老
面
も
伝
存
し
て
い
る
。舞
楽「
採
桑
老
」

は
、
不
老
長
寿
の
仙
薬
と
さ
れ
る
桑
の
葉
を
探
す
老
人
の
舞
で
あ
り
、
面
の
形

状
か
ら
も
能
の
「
翁
」
と
は
共
通
点
は
乏
し
い
と
思
わ
れ
る
が
、
舞
の
調
子
や

拍
律
な
ど
音
楽
的
な
要
素
か
ら
の
検
証
も
必
要
か
も
し
れ
な
い
。

註
2 

舞
楽
面
が
半
仮
頭
で
あ
る
理
由

採
桑
老
面
を
制
作
す
る
場
合
、
裏
面
額
部
分
に
装
着
し
た
バ
ネ
（
鯨
の
髭
）

を
紐
で
目
と
顎
に
つ
な
い
で
、
動
眼
や
動
貌
の
仕
掛
け
を
ほ
ど
よ
く
調
整
す
る

た
め
に
は
、
か
な
り
繊
細
で
微
妙
な
作
業
が
必
要
と
な
る
。
紐
の
長
さ
は
特
に

重
要
で
、
結
び
目
の
位
置
に
よ
っ
て
動
眼
の
動
き
が
変
わ
り
、
演
じ
る
度
に
微

調
整
が
必
要
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
胡
徳
楽
の
よ
う
に
鼻
が

左
右
に
揺
れ
る
構
造
の
面
も
、
紐
の
締
め
方
で
動
き
が
変
わ
る
の
で
繊
細
な
調

整
が
行
わ
れ
た
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
面
を
着
け
て
舞
う
個
々
の
演
者
の
顔
に
合

わ
せ
た
微
調
整
も
必
要
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
よ
う
な
微
調
整
を
行
う

た
め
に
は
裏
が
全
面
開
い
て
い
る
半
仮
頭
で
あ
る
こ
と
が
か
な
り
重
要
で
あ
ろ

う
。
さ
ら
に
演
者
の
顎
の
動
き
を
利
用
す
る
た
め
に
は
顎
の
位
置
や
面
の
大
き

さ
な
ど
も
関
係
す
る
た
め
、
公
演
に
当
た
っ
て
は
極
め
て
微
妙
な
調
整
が
な
さ
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色
合
い
で
あ
る
。
洞
白
は
是
閑
の
晩
年
に
大
野
出
目
家
の
養
子
と
な
る
が
、
若

打
ち
の
面
に
も
明
る
い
色
の
油
砥
ぎ
の
名
作
が
多
い
の
で
若
年
以
来
洞
白
独
自

の
油
砥
ぎ
技
法
を
持
っ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
用
い
る
油
の
種
類
や
処
理
法
の

な
ど
多
様
な
油
砥
ぎ
技
法
が
あ
っ
た
ら
し
い
。

註
6 

紙
彩
色
の
狙
い

素
地
に
ひ
び
割
れ
や
節
・
入
り
皮
・
ヤ
ニ
出
し
で
炭
化
し
た
表
面
の
補
強
な

ど
、
問
題
が
あ
る
場
合
紙
を
貼
っ
て
彩
色
の
接
着
を
補
強
す
る
。
木
地
の
ひ
び

割
れ
や
節
・
入
り
皮
な
ど
に
よ
る
彩
色
剥
離
を
予
防
す
る
た
め
に
考
案
さ
れ
た

方
法
の
よ
う
だ
。
し
か
し
貼
ら
れ
た
紙
の
繊
維
に
上
か
ら
塗
布
し
た
胡
粉
が
か

ら
み
紙
と
胡
粉
層
の
接
着
は
安
定
し
て
い
る
が
、
紙
と
木
地
の
接
着
面
は
「
絡

み
」
が
無
い
た
め
接
着
不
良
を
起
こ
し
剥
離
し
た
事
例
が
多
い
よ
う
で
あ
る
。

補
註
1 

飛
鳥
苑
池
遺
跡
出
土
面
の
復
刻
試
作
に
つ
い
て

橿
原
考
古
学
研
究
所
の
ご
好
意
で
調
査
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
苑
池
遺
構
出
土

面
を
そ
の
計
測
図
や
写
真
か
ら
復
刻
試
作
し
た
。
出
土
面
と
記
し
た
が
、
面
で

あ
る
か
ど
う
か
も
不
明
で
あ
る
の
で
試
作
か
ら
何
か
分
か
る
こ
と
が
あ
れ
ば
と

考
え
て
特
定
の
予
見
を
持
た
ず
に
着
手
し
た
。

ま
ず
本
体
の
彫
刻
は
平
た
い
大
型
の
平
鑿
で
ザ
ク
ザ
ク
と
荒
く
削
っ
た
石
膏

像
の
面
と
り
の
よ
う
な
削
り
跡
が
確
認
で
き
、
彫
刻
の
ご
く
初
期
段
階
で
あ
る

ら
し
い
こ
と
が
分
か
る
。
し
か
も
木
槌
で
鑿
を
叩
い
た
際
に
生
じ
る
細
か
い
階

依
頼
を
受
け
た
脱
乾
漆
面
は
漆
の
混
合
量
が
か
な
り
少
な
い
素
材
で
、
砥
粉
が

主
成
分
か
と
思
わ
れ
る
表
面
は
爪
で
剥
が
せ
る
ほ
ど
柔
ら
か
く
、
直
接
胡
粉
彩

色
を
施
す
こ
と
が
た
め
ら
わ
れ
た
。
極
め
て
脆
弱
で
や
わ
ら
か
く
、
一
般
的
な

脱
乾
漆
の
技
法
で
制
作
さ
れ
た
面
で
は
な
か
っ
た
の
で
、
変
形
さ
せ
ず
に
強
度

を
増
す
方
法
を
工
夫
す
る
し
か
選
択
肢
は
無
か
っ
た
。
そ
こ
で
約
3%
の
膠
水
溶

液
に
エ
チ
ル
ア
ル
コ
ー
ル
を
加
え
て
浸
透
度
を
高
め
、
刷
毛
塗
り
や
霧
吹
き
で

塗
布
を
繰
り
返
し
て
表
面
を
補
強
し
た
。
こ
の
方
法
は
フ
ノ
リ
・
膠
引
き
と
は

逆
に
浸
透
度
を
高
め
た
膠
で
軟
弱
な
素
材
を
補
強
す
る
狙
い
で
行
っ
た
。
ま
た

上
か
ら
塗
布
す
る
水
性
顔
料
の
接
着
を
改
善
す
る
目
的
も
あ
り
、
一
種
の
捨
て

膠
と
位
置
付
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
用
い
ら
れ
た
脱
乾
漆
素
材
の
デ
ー

タ
が
な
い
の
で
そ
の
吸
着
性
と
補
強
の
効
果
は
表
面
に
指
な
ど
で
触
れ
て
感
じ

取
る
し
か
方
法
が
な
か
っ
た
。
ま
た
内
部
へ
の
捨
て
膠
の
浸
透
が
温
・
湿
度
変

化
で
ど
の
よ
う
な
変
化
を
生
じ
る
か
と
い
う
疑
問
も
あ
り
、
経
年
変
化
が
気
に

な
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

註
5 

児
玉
近
江
と
出
目
洞
白
の
油
砥
ぎ
の
違
い
に
つ
い
て

江
戸
時
代
前
期
の
能
面
打
の
名
人
で
あ
る
児
玉
近
江
と
出
目
洞
白
は
と
も
に

江
戸
出
目
家
満
永
の
弟
子
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
両
者
が
行
う
油
砥
ぎ
は
大
き
な

違
い
を
見
せ
る
。児
玉
近
江
は
浸
透
性
の
あ
る
乾
性
油
を
使
用
し
た
た
め
か（
理

由
は
不
明
）、
色
が
濡
れ
色
を
呈
し
重
た
い
暗
い
印
象
が
あ
る
。
一
方
で
出
目

洞
白
の
用
い
た
油
砥
ぎ
は
、
彩
色
層
へ
の
浸
透
が
少
な
い
た
め
か
軽
い
明
る
い
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液
」
ま
た
は
単
に
「
ヤ
シ
ャ
」
と
称
す
る
タ
ン
ニ
ン
が
主
成
分
の
染
料
で
あ
る

ら
し
い
が
、
日
本
画
の
模
写
を
す
る
際
な
ど
に
紙
に
時
代
（
古
色
:
黄
変
）
を

つ
け
る
際
の
染
料
と
し
今
日
で
も
広
く
使
わ
れ
て
い
る
。
現
代
の
能
面
制
作
で

も
「
古
び
液
」
や
「
ス
ス
」
な
ど
の
名
称
と
し
て
面
に
落
ち
着
き
と
濃
淡
の
変

化
を
つ
け
る
た
め
に
、
水
で
薄
め
た
液
を
エ
ア
ブ
ラ
シ
な
ど
の
技
法
で
吹
き
付

け
た
り
、
布
に
し
み
こ
ま
せ
て
表
面
に
打
ち
付
け
た
り
す
る
技
法
で
用
い
ら
れ

て
い
る
。
と
こ
ろ
が
近
年
に
な
っ
て
出
来
上
が
っ
た
面
を
壁
に
か
け
て
飾
っ
て

い
た
と
こ
ろ
、
全
体
の
落
ち
着
い
た
色
が
白
く
脱
色
し
た
よ
う
に
変
化
し
た
と

い
う
報
告
が
多
く
な
り
、
表
面
に
塗
っ
た
色
が
太
陽
光
の
影
響
で
白
く
脱
色
し

て
し
ま
う
こ
と
が
分
か
っ
た
。
お
そ
ら
く
昔
か
ら
こ
の
現
象
は
あ
っ
た
と
思
わ

れ
る
が
、
近
年
の
オ
ゾ
ン
層
破
壊
に
よ
る
強
い
紫
外
線
の
影
響
に
よ
る
も
の
か

脱
色
の
速
度
が
速
ま
っ
た
こ
と
が
想
像
さ
れ
る
。
実
際
に
「
ヤ
シ
ャ
液
」
を
顔

彩
な
ど
の
水
性
顔
料
に
変
え
て
制
作
す
る
と
こ
の
よ
う
な
脱
色
は
起
こ
ら
な
い

の
で
、
脱
色
は
ヤ
シ
ャ
液
が
原
因
と
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

万
葉
古
歌
の
「
摺
れ
る
」
と
は
「
磨
り
染
め
」
に
す
る
と
い
う
意
味
で
あ
る

よ
う
だ
が
、
万
葉
の
時
代
か
ら
用
い
ら
れ
て
き
た
一
般
的
な
染
め
方
の
よ
う
で

あ
る
。
こ
の
歌
は
真
榛
の
染
液
で
慕
う
人
が
染
め
て
く
れ
た
、
ま
た
は
二
人
で

染
め
た
布
の
色
が
退
色
し
た
こ
と
を
恋
心
が
薄
ら
い
だ
意
味
に
な
ぞ
ら
え
た
歌

で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
植
物
染
料
で
あ
る
ヤ
シ
ャ
に
よ
っ
て
染
め
た
布
が
退

色
し
や
す
い
こ
と
を
伝
え
る
歌
で
も
あ
り
、
古
画
模
写
や
能
面
制
作
で
古
色
を

添
え
る
染
料
と
し
て
は
問
題
を
含
む
と
い
う
こ
と
を
教
え
て
く
れ
る
。
伝
統
的

段
状
の
鑿
跡
が
み
ら
れ
ず
、
熟
練
し
た
職
人
が
手
で
荒
く
削
っ
た
と
思
わ
れ
そ

の
鑿
運
び
に
は
躊
躇
い
や
無
駄
が
な
い
。
ま
る
で
い
つ
も
通
り
の
手
順
で
慣
れ

た
仕
事
を
こ
な
し
て
い
る
よ
う
な
鮮
や
か
な
彫
技
が
見
ら
れ
る
。
ご
く
初
期
段

階
の
彫
刻
で
あ
り
な
が
ら
、
眼
球
の
突
起
部
分
に
墨
書
き
で
目
の
彫
刻
の
下
絵

が
流
麗
な
線
で
描
か
れ
て
い
て
見
事
で
あ
る
。
繊
細
な
細
い
筆
が
用
い
ら
れ
て

い
る
が
、
一
筆
描
き
の
柔
ら
か
い
線
で
目
の
形
が
巧
み
に
表
現
さ
れ
て
い
る
の

で
よ
ほ
ど
の
熟
練
者
で
あ
ろ
う
こ
と
が
想
像
さ
れ
た
。
面
で
あ
る
か
否
か
は
不

明
で
あ
る
し
、
上
下
左
右
の
寸
法
が
仮
面
と
す
る
と
子
供
用
と
し
て
も
小
さ
過

ぎ
る
。
し
か
し
裏
が
明
ら
か
に
意
図
的
に
彫
り
さ
げ
ら
れ
て
い
る
こ
と
も
事
実

で
あ
り
、
場
合
に
よ
っ
て
は
我
々
の
想
定
を
超
え
る
よ
う
な
芸
能
の
た
め
に
制

作
さ
れ
た
仮
面
か
も
し
れ
な
い
。
顎
の
下
に
は
四
角
い
溝
ま
た
は
ホ
ゾ
の
よ
う

な
窪
み
が
彫
り
始
め
ら
れ
て
い
て
、
そ
の
機
能
が
分
か
れ
ば
未
知
の
用
途
も
判

明
す
る
か
と
思
わ
れ
る
。

補
註
2 

榛
の
木
の
実
、
矢
車
の
実

住
吉
の
遠
里
小
野
（
と
お
さ
と
お
の
）
の
真
榛
（
ま
は
り
）
も
ち

摺
れ
る
衣
の
盛
り
過
ぎ
ゆ
く

（
万
葉
集
1
1
5
6
）

真
榛
（
ま
は
り
）
と
は
榛
の
木
の
実
ま
た
は
矢
車
の
実
で
、
小
型
の
松
笠

（
松
ぼ
っ
く
り
）
の
よ
う
な
形
状
の
実
を
煮
沸
・
抽
出
し
て
で
き
る
深
い
赤
茶

色
の
液
が
古
く
か
ら
染
料
と
し
て
用
い
ら
れ
て
き
た
ら
し
い
。「
ヤ
シ
ャ
ブ
シ
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に
な
る
ほ
ど
軽
く
柔
ら
か
く
な
る
が
、
樹
上
部
に
な
る
ほ
ど
樹
径
は
小
さ
く
な

り
木
取
り
の
自
由
度
は
低
く
な
る
。
そ
こ
で
、
素
材
と
な
る
木
の
様
々
な
個
性

に
合
わ
せ
て
彫
刻
し
、
彩
色
技
法
も
選
択
し
な
け
れ
ば
、
問
題
を
生
じ
る
場
合

が
多
い
。
例
え
ば
、
重
た
い
木
を
使
用
し
た
場
合
、
裏
面
を
大
き
く
彫
り
肉
厚

を
薄
く
し
な
い
と
面
の
重
量
が
大
き
く
な
る
事
例
が
挙
げ
ら
れ
る
が
、
ヤ
ニ
や

節
・
木
割
れ
や
入
り
皮
の
処
理
な
ど
、
ヤ
ニ
以
外
に
も
個
別
に
対
応
す
べ
き
課

題
は
多
様
で
あ
る
。

な
美
術
表
現
で
あ
る
技
法
に
疑
問
を
投
げ
か
け
る
歌
で
も
あ
る
。

補
註
３　

木
の
ヤ
ニ
は
木
裏
に
出
る
と
い
う
説
に
つ
い
て

木
表
（
キ
オ
モ
テ
）・
木
裏
（
キ
ウ
ラ
）
と
い
う
用
語
に
は
二
つ
意
味
が
あ
る
。

ま
ず
一
年
を
通
し
て
日
が
良
く
当
た
る
木
の
南
側
半
分
を
木
表
と
し
、
あ
ま
り

日
が
当
ら
な
い
北
側
半
分
を
木
裏
と
す
る
意
味
。
一
方
で
木
の
断
面
を
上
か
ら

見
て
、
木
の
芯
に
近
い
側
を
木
裏
、
外
側
の
樹
皮
に
近
い
側
を
木
表
と
す
る
意

味
も
あ
る
。

針
葉
樹
の
北
側
（
木
裏
）
の
材
木
の
ヤ
ニ
は
芯
よ
り
も
周
辺
の
部
分
に
多
く
、

逆
に
南
側
（
木
表
）
の
材
は
周
辺
の
材
木
よ
り
芯
に
近
い
部
分
に
多
い
こ
と
は

ま
ち
が
い
な
い
よ
う
だ
が
、
木
表
に
も
木
裏
に
も
ヤ
ニ
は
出
る
。
ま
た
木
の
周

辺
に
近
い
部
分
を
木
表
と
し
芯
に
近
い
部
分
を
木
裏
と
す
る
分
け
方
の
場
合
、

正
目
で
制
作
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
能
面
で
は
木
表
と
木
裏
は
面
の
左
右
に
あ
た

り
同
じ
く
ヤ
ニ
は
木
表
に
も
木
裏
に
も
出
る
。
さ
ら
に
よ
り
小
さ
な
木
で
能
面

を
制
作
す
る
方
法
で
あ
る
芯
の
方
向
（
木
裏
）
を
前
（
鼻
の
方
向
）
に
し
て
木

取
り
し
た
場
合
も
同
様
で
、
ヤ
ニ
は
木
裏
・
木
裏
の
両
方
向
も
出
る
。
つ
ま
り

部
位
に
よ
る
量
の
多
少
は
あ
る
が
、
南
側
（
木
表
）
に
も
北
側
（
木
裏
）
に
も
、

ま
た
芯
側
に
も
樹
皮
側
に
も
ヤ
ニ
は
出
る
。

ま
た
木
の
気
乾
比
重
は
基
本
デ
ー
タ
と
し
て
は
貴
重
で
あ
る
が
、
素
材
と
し

て
切
断
さ
れ
た
個
々
の
木
材
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
に
個
性
と
も
い
え
る
多
様
さ
が

あ
る
。
根
に
近
い
部
分
は
細
胞
密
度
も
高
く
重
く
硬
い
傾
向
が
あ
り
、
樹
上
部
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