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ギ
ラ
ギ
ラ
と
耀
く
長
方
形
の
箱
は
、
青
か
ら
緑
を
主
と
し
て
、
所
々
に
赤
や
黄
が
覗
く
。
そ
う
し
た

色
や
反
射
の
調
子
を
揃
え
て
描
き
出
さ
れ
た
縞
模
様
は
、
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
段
違
い
に
な
り
、
耀
き
に
緩

急
が
生
ま
れ
躍
動
的
で
あ
る
。
さ
て
、
そ
の
縞
模
様
を
よ
く
見
れ
ば
、
箱
の
形
体
に
合
わ
せ
て
大
き
さ

を
調
節
し
な
が
ら
六
〜
八
㎜
角
に
整
え
ら
れ
た
小
片
の
集
合
体
で
あ
る
。
小
片
は
貝
殻
の
真
珠
層
を

切
り
出
し
た
も
の
で
、
年
輪
状
の
模
様
を
再
現
す
る
よ
う
に
並
べ
ら
れ
て
い
る
。
貝
殻
に
残
る
生
命
力

が
、
箱
と
い
う
人
工
的
な
形
に
収
め
ら
れ
て
い
る
か
の
よ
う
で
あ
る
。
本
作《
耀よ

う

貝が
い

螺ら

鈿で
ん

飾か
ざ
り

箱ば
こ

》は
、
黒

田
辰
秋
が
繰
り
返
し
手
が
け
た「
メ
キ
シ
コ
鮑あ

わ
び

貝
」の
螺
鈿
作
品
を
代
表
す
る
も
の
で
あ
り
、
黒
田
が

引
き
出
し
た
こ
の
貝
の
輝
き
を
版
画
家
・
棟
方
志
功
は「
耀よ

う

貝が
い

」と
名
付
け
た
。

　

黒
田
辰
秋
は
、一
九
〇
四（
明
治
三
十
七
）年
、
京
都
の
塗ぬ

師し

屋
に
生
ま
れ
た
。
小
学
生
時
代
、
動
物

園
へ
行
く
途
中
に
あ
っ
た
平
瀬
貝
類
博
物
館
で
、
初
め
て
メ
キ
シ
コ
鮑
貝
の
貝
殻
を
目
に
し
、
以
来
、

動
物
園
へ
の
行
き
帰
り
に
貝
殻
を
眺
め
る
こ
と
を
楽
し
み
に
し
た
の
だ
と
い
う
。
し
ば
ら
く
蒔
絵
の
修

行
を
し
た
後
に
、
家
業
を
手
伝
い
な
が
ら
独
学
で
漆
芸
に
励
ん
で
い
た
時
、
友
人
の
マ
ン
ド
リ
ン
に
施

さ
れ
た
メ
キ
シ
コ
鮑
貝
の
螺
鈿
を
目
に

し
、
素
材
と
し
て
求
め
る
よ
う
に
な
る
。

十
九
歳
頃
、
黒
田
は
大
阪
の
摺す

り

貝が
い

屋
で 

メ
キ
シ
コ
鮑
貝
を
手
に
入
れ
る
も
、
す
ぐ

に
は
使
用
せ
ず
、「
三
十
歳
ま
で
貝
殻
の
ま

ま
」眺
め
暮
し
た
。
そ
し
て
本
格
的
に
用
い

た
の
は
、一
九
三
五（
昭
和
十
）年
、
三
十
一

歳
の
黒
田
が
大
阪「
中
村
屋
」で
開
催
し
た

個
展
に
出
品
さ
れ
た
小
箱
と
さ
れ
る
。「
よ

う
や
く
作
家
と
し
て
の
自
己
を
見
出
」
し

た
こ
の
展
覧
会
に
お
い
て
、
初
め
て
思
い
入
れ
深
い
メ
キ
シ
コ
鮑
貝
に
向
き
合
い
、
構
想
を
実
現
さ
せ
た

の
で
あ
る
。

　
「
螺
鈿
」は
、
貝
殻
内
面
の
真
珠
層
ま
で
研
磨
し
た
板
状
の
材
を
様
々
な
形
に
加
工
し
、
漆
器
な
ど

の
表
面
を
装
飾
す
る
技
法
で
、
主
な
素
材
と
し
て
は
、
夜
光
貝
・
鮑
貝
・
白
蝶
貝
な
ど
で
あ
る
。
板
材

の
厚
み
に
よ
っ
て
呼
称
が
変
わ
り
、
特
に
一
・
三
㎜
以
上
を「
厚
貝
」、
〇
・
〇
六
〜
〇
・
〇
八
㎜
程
度

を「
薄
貝
」と
分
類
す
る
。
厚
貝
は
、
板
材
の
加
工
が
難
し
く
、
簡
潔
な
形
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
。
そ

れ
が
か
え
っ
て
力
強
く
大
胆
な
表
現
と
な
る
。
一
方
、
薄
貝
は
扱
い
や
す
く
、
複
雑
な
形
を
用
い
た
、

細
や
か
で
優
雅
な
表
現
に
向
く
。
か
つ
て
大
陸
か
ら
日
本
に
渡
っ
て
き
た
こ
の
技
法
は
、
平
安
時
代

以
降
、
日
本
的
意
匠
の
中
に
溶
け
込
み
、
近
世
の
蒔
絵
装
飾
の
需
要
の
高
ま
り
に
と
も
な
っ
て
、
厚
貝

に
よ
る
雄
大
な
表
現
か
ら
、
薄
貝
を
用
い
た
よ
り
精
緻
な
表
現
へ
と
展
開
し
た
。

　

黒
田
が
螺
鈿
に
お
い
て
目
指
し
た
の
は
、
鎌
倉
以
前
の
力
強
い
表
現
で
あ
り
、
大
陸
や
朝
鮮
半
島
、

日
本
の
古
典
に
学
び
な
が
ら
、
自
己
の
表
現
を
追
求
し
て
い
っ
た
。 

初
期
に
は
単
純
化
さ
れ
た
植
物

モ
チ
ー
フ
を
描
出
し
て
お
り
、一
九
三
〇
年
代
末
か
ら
四
〇
年
代
初
頭
の
菖
蒲
や
梅
文
を
あ
し
ら
っ
た

作
例
で
は
、
植
物
の
姿
は
実
に
伸
び
や
か
で
あ
る
。
器
物
全
体
を
螺
鈿
で
覆
う
試
み
も
こ
れ
と
ほ
ぼ

並
行
し
た
が
、
最
初
の
頃
は
貝
殻
の
切
り
出
し
が
画
一
的
で
は
な
く
、
不
定
形
の
小
片
が
器
体
に
複

雑
に
嵌
め
込
ま
れ
て
い
る
。
そ
れ
が
正
方
形
や
長
方
形
あ
る
い
は
台
形
な
ど
に
整
え
る
傾
向
を
示
す

よ
う
に
な
る
の
は
、
戦
後
一
九
五
〇
年
頃
か
ら
の
こ
と
だ
。

　

今
一
度《
耀
貝
螺
鈿
飾
箱
》の
細
部
に
目
を
向
け
よ
う
。
こ
こ
で
は
文
様
を
構
成
す
る
厚
貝
の
小
片

が
四
角
形
や
三
角
形
の
一
定
の
形
体
に
お
さ
め
ら
れ
、
し
か
も
整
然
と
並
べ
ら
れ
て
い
る
。
お
そ
ら
く

こ
の
作
品
に
お
い
て
黒
田
は
、
貝
の
生
命
力
の
象
徴
と
で
も
み
な
す
べ
き
輝
き
を
最
大
限
に
引
き
出

し
な
が
ら
、
光
の
反
射
率
や
質
感
な
ど
を
分
析
し
、
自
ら
の
思
う
形
へ
と
再
構
成
す
る
こ
と
に
創
意

を
尽
く
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
蓋
の
角
を
面
取
り
し
た
だ
け
の
直
方
体
は
、
形
よ
り
も
む
し
ろ
鑑
賞
者
の

視
線
を
素
材
へ
と
促
し
て
い
る
よ
う
だ
。
研
磨
さ
れ
ず
に
残
さ
れ
た
真
珠
層
の
凹
凸
は
、野
趣
味
に
富

み
な
が
ら
、
目
に
入
る
光
と
色
の
量
を
調
節
す
る
効
果
を
も
ち
、
表
面
の
縞
模
様
も
ま
た
、
貝
殻
の
持

つ
幅
広
い
色
調
を
精
査
し
て
見
せ
て
い
る
。

　

黒
田
が
メ
キ
シ
コ
鮑
貝
を
手
に
し
て
か
ら
費
や
し
た
十
年
余
の
歳
月
は
、
自
身
が
素
材
に
看
取
し

た
美
を
分
析
し
、
自
己
の
造
形
言
語
、
つ
ま
り
器
物
と
い
う
形
体
と
螺
鈿
と
い
う
装
飾
法
に
お
い
て

論
理
的
に
置
き
換
え
る
た
め
の
時
間
だ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
そ
し
て
、そ
れ
は
制
作
行
為
に
よ
っ
て「
見

て
い
る
だ
け
で
、
楽
し
い
も
の
」だ
っ
た
メ
キ
シ
コ
鮑
貝
と
い
う
自
然
へ
の
黒
田
の
挑
戦
だ
っ
た
の
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
。 

（
工
芸
課
客
員
研
究
員
）

素
材
の
分
析
に
よ
る
創
造
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