
唐
鼎
州
窯
は
宋
耀
州
窯
の
前
身
で
あ
ろ
う

愛

宕

松

男

文
献
よ
り
す
る
唐
鼎
州
窯
の
輪
郭

唐
鼎
州
窯
の
名
は
、
周
知
の
如
く
、
陸
羽
が
喫
茶
用
益
狸
を
品
評
す
る
に
際
し
、

そ
こ
で
の
製
作
に
係
る
狸
器
を
取
上
げ
て
論
じ
て
い
る
と

こ
ろ
か
ら
、
既
に
早
く
人
口
に
捨
灸
さ
れ
て
き
た
。

「茶
鰹
」
巻
二
に
い
う
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盤
。
越
州
上
。
鼎
州
次
。
委
州
次
。
岳
州
次
。
欝
州

・
洪
州
次
。
或
者
以
那
州
慮
越
州
上
。
殊
震
不
然
。
若
用
資
類
銀
。
越
地
克
類
玉
。

那

不
如
越
一
也
。
若
用
地
謁
類
雪
。
則
越
地
克
類
泳
。

用
不
如
越
二
也
。
用
資
白
而
茶
色
丹
。
越
養
育
而
茶
色
緑
。
用
不
如
越
三
也
O

i
-
-
-
越
州

①
 

琵

・
岳
盗品
皆
車円
。
車
円
則
盆
茶
。
茶
作
白
紅
之
色
。
用
州
議
白
。
茶
色
紅
。
霧
州
議
責
。
茶
色
紫
。
洪
州
葺
褐
。
茶
色
黒
。
悉
不
宜
茶
。

こ
こ
で
の
鼎
州
餐
は
寅
に
、
越
州
主
同
議
に

E
ぐ
第
二
位
と
い
う
高
い
評
債
を
蒙
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

も
っ
と
も
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
、
こ

の
鼎

州
議
に
関
す
る
叙
速
は
冒
頭
に
お
け
る
唯
の

一
言
に
限
ら
れ
、
岳
州
議
以
下
の
下
位
品
に
就
い
て
な
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
附
言
、
つ
ま
り
夫
ミ

の
顔
色
粕
に
よ
る
墨
色
の
仔
細
が
全
く
燭
れ
ら
れ
て
い
な
い
の
は
何
と
し
て
も
不
可
解
で
あ
る
が
、
し
か
し
少
な
く
と
も
こ
の
品
評
の
劉
象
と

し
て
取
上
げ
ら
れ
、
且
つ
茶
器
と
し
て
天
下
第
二
品
の
折
紙
を
つ
け
ら
れ
た
鼎
州
愛
で
あ
る
限
り
、
そ
れ
は
青
議
も
し
く
は
育
自
筆
で
あ
っ
た

に
違
い
な
い
。
何
と
な
れ
ば
、
喫
茶
用
具
と
し
て
の
立
場
か
ら
な
さ
れ
た
陸
羽
の
こ

の
品
評
は
、
専
ら
容
器
に
茶
を
盛
っ
た
際
の
茶
の
星
色
に

重
黙
を
か
け
る
関
係
上
、
茶
の
緑
色
を
は
え
し
め
る
青
議
が
最
貴
重
視
さ
れ
、
茶
の
緑
色
を
殺
す
乳
白
色
議

・
糞
奈
・

褐
糞
は
医
さ
れ
て
い
る

21 
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の
で
あ
る
か
ら
、
越
州
室内
交
に
E
ぐ
も
の
と
し
て
の
祭
器
を
興
え
ら
れ
た
鼎
州
議
が
黒
交
や
黄
議
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
か
ら
な
の
で
あ
る。

だ
が
し
か
し
、
そ
れ
に
し
て
も
、
鼎
州
窯
器
に
針
し
て
そ
れ
が
青
設
だ
と
い
う
説
明
を
殊
更
ら
こ
こ
で
陸
羽
が
省
略
し
て
い
る
の
は
、

草
卒
に

は
見
逃
し
え
ら
れ
な
い
粘
'な
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
員
意
に
つ
い
て
は
後
節
で
言
及
す
る
は
ず
で
あ
る
が
、
後
め
特
に
こ
こ
で
注
意
を
喚
起
し
て

お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

中
唐
の
初
期
、
嘗
時
の
数
あ
る
諸
窯
場
を
押
え
て
越
州
事
円
資
に
亜
ぐ
製
品
を
産
出
し
て
い
た
名
窯
、
し
か
も
そ
れ
は
北
方
中
園
で
の
唯

一
の

有
名
窯
で
も
あ
っ

た
こ
の
鼎
州
窯
は
、
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
、
晩
唐
か
ら
五
代

・
宋
以
後
に
引
績
い
て
文
献
上
に
そ
の
消
息
を
絶
え
て
残
さ
な
い

@
 

し
、
そ
の
窯
祉
に
つ
い
て
も
何
一
つ
と
し
て
知
見
が
傍
わ

っ
て
い
な
い
。
こ
れ
ま
た
不
可
解
と
い
え
ば
そ
う
云
え
な
い
こ
と
も
な
い
事
態
で
あ

っ
て
、
注
目
を
要
す
る
第
二
の
貼
で
あ
る
が
、
と
に
か
く
中
唐
の
世
に
鼎
州
窯
の
名
を
以
て
稽
せ
ら
れ
て
い
た
と
い
う
現
買
を
唯

一
の
援
り
所

一
躍
そ
の
位
置
が
比
定
で
き
る
わ
け
で
あ
る
し
、
事
貫
ま
た
比
定
さ
れ
て
来
て
も
い
る
の
で
あ
る
。
現
今
の
陳
西
省
西
安
市
の
北
北

と
し
て
、

西、

浬
水
に
臨
む
淫
陽
賂
を
以
て
之
に
嘗
て
る
説
は
、
藍
浦
「
景
徳
鎮
陶
録
」
よ
り
以
来
の
定
説
と
し
て
遵
奉
さ
れ
て
い
る
。

し
か
し
な
が
ら
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果
し
て
こ
の
比
定
で
い
い
も
の
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
先
に
指
摘
し
た
一
一
一
の
疑
問
を
考
え
弁
せ
て
、
も
う

一
度
更
め
て
唐
鼎
州
窯
の
所
在
を
問

題
に
し
直
す
の
は
、

こ
の
貼
か
ら
す
る
も
決
し
て
無
意
味
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。

宋
耀
州
窯
に
劃
す
る
在
来
の
知
見

唐
鼎
州
窯
の
所
在
地
が
右
に
見
た
如
く
、
現
今
の
浬
陽
牒
の
地
に
あ
っ
た
と
す
る
な
ら
ば
、
宋
耀
州
窯
は
之
に
極
く
近
接
し
て
存
在
し
た
こ

と
に
な
ら
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
何
と
な
れ
ば
、
宋
の
耀
州
は
現
今
の
耀
牒
に
首
た
る
の
だ
か
ら
、
浬
陽
鯨
と
の
距
離
三
十
キ
ロ

メ
ー
ト

ル
は
決
し
て
遠
い
と
は
い
え
な
い
の
で
あ
る
。
唯
し
か
し
、
距
離
的
に
は
か
く
ま
で
に
近
接
し
て
い
た
こ
の
南
窯
で
は
あ
っ
て
も
、

そ
の
年
代

的
な
聞
き
が
雨
者
を
剣
然
と
別
物
に
す
b
v
。
少
な
く
と
も
唐
鼎
州
窯

・
宋
耀
州
窯
と
い
う
限
り
、
前
者
は
唐
代
の
、
後
者
は
宋
代
の
窯
場
を
意

味
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
は
嘗
然
な
事
睦
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
J

A

円
お
こ
の
貼
に
つ
い
て
は
、
耀
州
な
る
州
の
起
源
を
尋
ね
て
、
そ
れ



が
五
代
に
始
ま
る
事
実
を
確
知
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
も
、
そ
れ
を
論
ず
る
ζ

と
が
で
き
よ
う
。

耀
州
の
創
設
を
記
す
第
一
史
料
と
し
て
の
つ
新
唐
書
」
地
理
志
で
は

筆
原
鯨
:
:
:
天
祐
三
年
李
茂
貞
墨
制
。
以
牒
置
耀
州。

の
よ
う
に
、
之
を
京
宗
の
天
一
路
三
年
(
九
O
六
)
に
係
け
て
い
る
。

時
の
鳳
朔
節
度
使
・
岐
王
と
し
て
全
開
中
を
制
覇
し
た
李
茂
貞
が
朝
廷
の

@
 

公
許
も
な
い
ま
ま
恐
い
ま
ま
に
、
華
原
豚
を
州
に
昇
格
せ
し
め
た
の
が
耀
州
の
抑
F

の
始
ま
り
で
あ
っ
た
と
い
う
。
爾
来
、
五
代
の
聞
を
遁
じ

「
五
代
史
記
」

て
多
少
の
嬰
革
は
あ
っ
た
が
、
耀
州
の
名
は
概
し
て
踏
襲
せ
ら
れ
る
期
聞
が
多
く
、
次
第
に
安
定
し
た
州
名
と
な

っ
て
ゆ
く
。

職
方
考
三
に
い
う

耀
州
本
筆
原
豚
。
唐
末
属
李
茂
貞
。
建
魚
耀
州
。
置
義
勝
箪
。
梁
末
帝
時
。
茂
貞
養
子
温
諮
以
州
降
梁
。
梁
改
耀
州
魚
崇
州
。
義
勝
目
静

@
 

勝
。
後
唐
復
震
耀
州
。
改
日
順
義
。
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従
っ
て
五
代
を
う
け
た
宋
が
蓄
に
仰
っ
て
耀
州
を
稽
し
て
よ
り
以
来
、
金
元
明
の
三
代
を
へ
て
清
朝
に
至
る
ま
で
、
こ
の
州
名
は
一

貫
し
て
ま

た
襲
ら
ず
、
以
て
現
今
の
耀
鯨
に
及
ぶ
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
州
名
と
し
て
の
耀
州
は
唐
も
滅
亡
す
る
前
年
に
至

っ
て
始
め

て
出
現
し
、
五
代
中
期
に
降

っ
て
漸
く
安
定
す
る
と
い
う
設
置
沿
革
を
も
つ
も
の
で
あ
っ
た
か
ら
、
そ
の
名
稽
に
耀
州
の
名
を
冠
し
て
耀
州
窯

と
命
名
さ
れ
る
か
ら
に
は
、
こ
の
窯
場
の
起
源
を
尋
ね
て
も
、
そ
れ
は
精
々
玉
代
中
期
ま
で
し
か
遡
り
え
な
い
は
ず
で
あ
ろ
う
と
は
、
常
識
的

な
一
躍
の
剣
断
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
事
賞
、
耀
州
窯
の
消
息
が
記
さ
れ
始
め
る
の
も
宋
代
の
文
献
か
ら
な
の
で
あ
り
、
そ
の
文
献

が
確
言
す
る
所
は
他
な
ら
ぬ
耀
州
窯
宋
代
起
源
説
な
の
で
あ
る
か
ら
、
嘗
然
そ
こ
に
宋
耀
州
窯
と
い
う
限
定
さ
れ
た
稽
呼
が
生
じ
、
そ
れ
が
こ

れ
ま
で
正
し
い
指
示
だ
と
し
て
一
般
に
受
容
さ
れ
て
き
た
。
こ
の
限
り
、
唐
鼎
州
窯
と
宋
耀
州
窯
と
は
唯
t

単
に
距
離
的
に
近
接
し
た
雨
地
方

で
興
亡
し
た
二
つ
の
窯
場
に
す
ぎ
な
か

っ
た
の
で
あ
る
。

23 

耀
州
窯
に
闘
す
る
最
も
早
い
記
録
は
、
周
知
の
如
く
陶
穀
の
撰
と
稿
せ
ら
れ
る
「
清
異
録
」
で
あ
る
。
巻
三
器
具
の
僚
に
い
う

小
海
属
。
'耀
州
陶
匠
創
造
一
等
卒
底
深
盤
。
朕
筒
古
。
競
小
海
鴎
。
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「
宋
史
」
巻
二
六
九
の
本
傍
に
よ
れ
ば
、
唐
昭
宗
天
復
三
年
〈
九
O
三

)
J宋
太
租
開
賓
三
年
(
九
七
O
)
の
生
涯
を
も
っ

た
陶
穀
で
あ
る
か
ら
、

た
と
え
宋
に
入

っ
て
十
一
年
間
の
晩
年
を
す
ご
し
た
と
は
い
え
、
寧
ろ
彼
は
五
代
の
人
と
稀
す
べ
き
で
あ
り
、
従

っ
て
「
清
異
録
」

が
も
し
彼

の
著
作
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
の
記
述
も
五
代
の
同
時
資
料
に
属
す
る
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら

「清
異
録
」
の
撰

@
 

者
に
つ
い
て
は
夙
に
異
論
の
あ
る
所
で
あ
り
、
内
容
か
ら
推
し
て
、
太
宗
朝
の
江
南
出
身
者
を
こ
れ
が
撰
者
と
す
る
設
に
従
い
た
い
。

そ
う
だ

と
す
れ
ば
、
耀
州
窯
の
消
息
は
や
は
り
宋
代
文
献
に
初
見
す
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
従
っ
て
右
に
掲
げ
た
所
謂
る
小
海
鴎
な
る
銀
器
は
、
北
宋
も

初
期
に
腐
す
る
耀
州
窯
の
製
品
と
な
る
わ
け
で
あ
る
が
、
圭
一円
資
か
自
由
A
A

か
の
別
は
こ
こ
で
も
示
さ
れ
て
い
な
い
け
れ
ど
も
、
と
に
か
く
嘗
時
の

士
大
夫
社
曾
で
話
題
と
な
る
よ
う
な
か
か
る
怨
器
を
造
製
し
て
い
た
と
い
う
一
事
か
ら
、
北
宋
民
窯
の
代
表
的
な

一
と
し
て
の
買
を
耀
州
窯
に

確
認
す
る
こ
と
は
安
嘗
の
至
り
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

北
宋
の
耀
州
窯
は
民
窯
で
あ
っ
た
け
れ
ど
も
、
同
時
に
又
そ
の
焼
造
器
を
朝
廷
に
貢
納
し
た
。

「
宋
史
」
巻
八
七
地
理
志
の
映
西
路
耀
州
の
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僚
に
は

「
貢
琵
器
」

と
あ
っ
て
、
琵
器
の
み

一
種
類
の
貢
献
が
録
せ
ら
れ
て
い
る
。
地
理
志
が
掲
げ
る
貢
献
の
自
に
は
そ
れ
が
何
時
代
の
制
に

基
づ
い
て
い
る
の
か
を
明
言
し
て
い
な
い
が

l
l恐
ら
く
元
践
の
制
度
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
が
|

|
耀
州
に
課
せ
ら
れ
た
貢
献
で
あ
る
限
り
、

南
宋
で
は
な
く
て
北
宋
期
の
事
買
で
あ
る
こ
と
は
紛
れ
も
な
い
。
殊
に
天
下
の
州
照
多
し
と
い
え
ど
も
、
河
南
府
の
琵
器
|
均
窯

・
汝
窯
l
・
信

徳
府
の
白
議
l
m川容一…ー
を
除
い
て
は
、
唯
こ
の
耀
州
の
み
が
資
器
を
貢
納
せ
し
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
|
|
破
損
率
の
高
い
琵
器
に
は
、
嘗

然
そ
の
運
輸
の
困
難
が
考
慮
さ
れ
て
、

専
ら
黄
河
流
域
の
製
産
州
の
み
に
こ
の
貢
献
が
劉
嘗
て
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
従
っ
て
奈
擦
の
貢
納
を
課
せ
ら
れ
て
い
な

い
州
(
例
え
ば
餓
州

・
紹
興
府
の
如
き
)
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
直
ち
に
そ
の
州
が
奈
怨
を
製
産
し
な
か
っ

た
と
は
勿
論
い
い
え
な
い
の
で
あ
る
が
l

sこ
の
黙
を

も
弁
せ
考
え
れ
ば
、
耀
州
窯
を
以
て
嘗
時
北
方
で
の
名
窯
の
一
で
あ
っ

た
と
見
な
し
て
も
強
ち
過
言
と
は
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
と
に

か
く
と
し
て
、
朝
廷
に
貢
納
す
る
か
ら
に
は
質
の
精
良
な
佳
器
で
な
く
て
は
叶
わ
な
い
。
民
窯
で
は
勿
論
す
べ
て
が
す
べ
て
か
か
る
佳
器
ば
か

り
焼
造
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
大
部
分
は
民
間
に
供
給
す
る
粗
器
で
あ
ろ
う
が
、
し
か
し
そ
れ
に
し
て
も
年
々
き
ま
っ
た
数
量
だ
け
の
佳
器

を
上
納
せ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
し
、

事
貫
そ
れ
だ
け
上
納
し
た
の
で
も
あ
る
と
す
れ
ば
、
こ

の
窯
に
は
既
に
か
な
り
の
技
術
と
規
模
と
が



確
保
さ
れ
て
い
た
に
違
い
な
い
。
そ
の
次
第
を
窺
う
資
料
と
し
て
、
元
豊
七
年
九
月
の
立
石
に
か
か
る
耀
州
窯
土
山
紳
の
碑
文
を
左
に
引
用
し

て
み
た
い
。

宋
耀
州
太
守
閣
公
奏
封
徳
庭
侯
之
碑

三
秦
張
隆
撰
弁
書
及
題
額

照
寧
中
尚
書
郎
閣
公
作
守
華
原
郡
。
島
明
年
時
和
政
通
。
奏
土
山
神
封
徳
雁
侯
。
:
:
:
侯
接
責
壁
鎮
之
西
南
。
附
子
山
樹
。
青
峰
四
回
。

淡
水
傍
潟
。
草
木
奇
怪
。
下
硯
居
人
。
如
在
掌
内
。
居
人
以
陶
器
魚
利
。
頼
之
謀
生
。
巧
如
沼
金
。
精
比
琢
玉
。
始
合
土
篤
塩。

轄
輪
就

制
。
方
園
大
小
。
皆
中
規
短
。
然
後
納
諸
空
間
。
灼
以
火
。
烈
焔
中
設
。
主
円
煙
外
飛
。
蝦
煉
累
日
。
赫
然
乃
成
。
撃
其
聾
鐙
鰹
如
也
。
覗
其

色
温
温
如
也
。
人
猶
是
頼
之
魚
利
。
量
不
時
子
紳
之
助
也
。
至
有
絶
大
火
。
啓
其
窯
而
覗
之
。
往
往
清
水
盈
勾
。
昆
虫
動
活
。
皆
莫
究
其

所
来
。
必
白
神
之
化
也
。
陶
人
居
多
沿
長
河
之
上
。
日
以
底
資
投
水
。
随
波
而
下
。
至
子
山
側
。
悉
化
震
白
泥
。
殊
無
事
護
之
齢
混
沙
石

大
宋
元
盟
七
年
九
月
十
八
日
立
石
。
鎮
賂
劉
徳
安

張
化
成

@
 

班
奉
職
監
耀
州
責
畳
銭
酒
税
粂
姻
火
呂
潤
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之
中
。
其
霊
叉
不
可
窮
也
。
:
:
:

糞
壁
鎮
と
は
耀
勝
城
の
北
北
西
十
五
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
に
在
る
鎖
で
、
「
金
史
」
二

O
、

の
「
嘉
靖
耀
州
志
」
巻
二
地
理
志
に
も

地
理
志
に
も
そ
の
名
を
掲
げ
ら
れ
て
い
る
外
、

喬
三
石

責
壁
鎮
一
名
黄
壁
案
O
i
-
-
-
鎖
故
有
陶
場
。
居
人
建
紫
極
宮
把
其
土
紳
。
宋
田
川
町
且
7

中
知
州
間
作
奏
。
以
鎮
土
山
神
封
徳
雁
侯
。
以
陶
冶
著

霊
鷹
故
也
。
:

と
あ
っ
て
、
北
宋
以
来
の
由
緒
あ
る
緊
落
で
あ
る
。
こ
の
責
壁
鎮
の
西
南
、
漆
河
に
臨
ん
で
宋
耀
州
窯
が
存
在
し
た
の
で
あ
る
が
、
照
寧

・
元

豊
の
交
に
は
玉
器
に
も
ま
が
う
精
微
温
潤
な
受
器
が
l
l
l
誇
張
し
た
表
現
で
は
あ
ろ
う
が
1

1
そ
こ
で
製
産
さ
れ
て
い
た
と
い
う
。
時
の
知
耀
州
事

閣
作
が
そ
の
地
の
郷
土
神
の
た
め
に
封
爵
を
乞
い
、
許
さ
れ
て
徳
麿
侯
の
霞
位
が
賜
興
さ
れ
た
経
緯
の
聞
に
も
、
朝
廷
へ
の
奈
器
貢
納
に
預
る

耀
州
窯
だ
か
ら
と
い
う
配
慮
が
恐
ら
く
あ
っ
た
な
れ
ば
こ
そ
で
あ
ろ
う
し
、
他
面
そ
の
郷
土
紳
H
土
山
神
が
全
く
の
陶
冶
紳
と
し
て
取
扱
わ
れ

25 
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て
い
る
複
に
も
、
居
民
を
拳
げ
て
陶
業
に
参
加
し
て
い
る
窯
場
と
し
て
の
性
絡
が
正
し
く
看
取
さ
る
べ
き
な
の
で
あ
る
。

宋
も
そ
の
前
中十
期
た
る
北
宋
を
終
る
と
、
耀
州
の
地
は
金
園
に
編
入
さ
れ
る
。
こ
の
金
闘
の
治
下
で
、
耀
州
窯
が
技
術
の
進
歩

・
生
産
規
模

の
撰
大
を
来
し
た
と
は
先
ず
考
え
ら
れ
な
い
。
精
々
の
と
こ
ろ、

北
宋
以
来
の
俸
統
保
守
に
汲
々
と
し
て
街
お
足
ら
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
。
金
代
の
文
献
で
耀
州
窯
を
述
べ
た
も
の
は
殆
と
見
嘗
ら
な
い
模
様
で
あ
る
が
、
幸
に
南
宋
側
に
は
些
少
な
が
ら
も
そ
の
般
を
補
う
も

の
が
存
す
る
。
例
え
ば
南
宋
初
の
周
輝
「
清
波
雑
志
」
巻
五
定
器
の
僚
で
あ
る
が
、
そ
こ
に
は
金
固
か
ら
南
宋
に
来
っ
た
土
人
の
言
だ
と
し
て

」
う
傍
え
て
い
る
。

又
嘗
見
北
客
言
。
耀
州
黄
浦
鎖
燐
議
器

0

・名
耀
器
。
白
者
負
上
。
河
朔
用
以
分
茶
。
出
室
二
有
破
一
昨
。
即
棄
子
河
。

⑦
 

一
タ
化
魚
泥
。

黄
浦
銀
と
あ
る
の
は
、
侍
聞
の
こ
と
と
て
責
壁
鎖
を
誤
っ
た
の
で
あ
ろ
う
が
、
と
に
か
く
金
代
に
入

っ
て
も
耀
州
窯
は
引
績
き
活
動
し
て
い

た
。
た
だ
こ
こ
で
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
北
宋
初
期
に
育
糞
窯
と
し
て
護
足
し
た
と
惇
え
ら
れ
る
こ
の
耀
州
窯
が

l
耀
州
雲

に
つ
い
て
は
後
述
す
る
坦
務
筆
衡
を
参
照
せ
よ
|
|
南
宋
期
は
そ
の
主
要
技
術
を
専
ら
白
資
に
注
ぐ
よ
う
に
な

っ
た
と
い
う
饗
北
で
あ
る
。

、も

っ
と
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も
そ
う
は
い
司
て
も
、
育
資
の
製
造
は
之
を
全
く
駿
止
し
た
わ
け
で
は
な
い
。
同
じ
く
南
宋
初
期
の
陸
湯
「
老
皐
落
筆
記
」
巻
こ
に
は
、
嘗
時

の
耀
州
育
交
を
記
し
て
次
の
よ
う
に
い
っ
て
い
る
か
ら

遼
寧
出
羅
。
謂
之
越
羅
。
亦
似
曾
稽
尼
羅
而
過
之
。
耀
州
出
主
円
資
器
。
語
之
越
器
。
似
以
其
類
齢
銚
懸
秘
色
也
。
然
極
粗
撲
不
佳
。
惟
食

時
埠
以
其
耐
久
多
用
之
。

こ
の
地
の
育
資
も
江
南
地
方
に
ま
で
職
出
さ
れ
る
ほ
ど
に
盛
ん
に
焼
造
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
は
専
ら
厚
手
造
り
の
竪
牢
さ
と
秘

@
 

つ
ま
り
一
般
料
理
屋
あ
た
り
に
向
く
中
下
流
品
が
主
た
る
も
の
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
間

色
ま
が
い
の
柑
色
を
頁
り
物
に
し
た
普
製
品
、

の
事
情
は
、

'俸
世
耀
州
議
に
劃
し
て
な
さ
れ
一て
い
る
品
評
に
照
し
て
も
、
甚
し
い
髄
離
を
生
ぜ
し
め
な
い
の
が
重
視
さ
る
べ
き
な
の
で
あ
る
。

で
は
こ
こ
で
「
飲
流
驚
説
議
」
に
見
え
る
許
之
衡
の
読
を
聞
い
て
み
よ
う
。

耀
窯
。
在
西
安
耀
州
。
亦
宋
時
所
建
。
初
焼
事
円
器
。
傍
汝
而
略
遜
。
後
焼
白
器
。
較
佳
。
初
製
者
其
粕
遁
亮
如
破
璃
。
其
色
徴
賞
。
略
似



蝦
青
色
。
後
製
者
其
粕
略
混
。
其
色
甚
由
。
有
似
牛
乳
之
白
。
有
似
粉
油
之
白
。
有
似
熟
菱
米
之
白
。
不
等
。
耀
窯
有
一
稽
細
胎

・
細
粕

者
。
胎
極
薄
而
稽
有
暗
花
。
粕
極
細
市
待
有
開
片
。
不
知
者
往
往
以
定
呼
之
。
其
貫
非
也
。
蓋
其
胎
雄
薄
而
仰
比
定
略
厚
。
其
紬
難
細
市

伺
比
定
略
粗
。
其
色
難
白
而
伯
比
定
略
閃
黄
也
。
而
暗
花
・
開
片
亦
輿
定
徴
有
不
同
。

乃
ち
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
宋
耀
州
器
で
は
先
ず
青
裁
で
あ
り
、
次
い

で
自
議
が
撞
頭
す
る
。
初
期
の
青
議
は
汝
窯
に
は
及
ば
な
か
っ
た
と
い
う
の

あ
り

で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
で
も
可
成
り
高
い
品
質
の
は
ず
で
あ
り
、
現
に
波
璃
の
よ
う
な
透
明
軸
が
施
さ
れ
て
い
た
と
い
う
。
描
く
白
委
に
二
類
が

一
は
失
透
紬
白
輩
、
二
は
今
一
つ
定
白
に
近
い
細
胎
細
紬
白
変
で
あ
る
。
第
二
の
細
胎
細
紬
の
白
査
が
「
清
波
雑
志
」
に
い
う
上
等
品

で
あ
り
、
之
に
比
べ
て
厚
手
の
失
透
明
紬
琵
が、

「
老
暴
落
筆
記
」
の

い
う
厚
手
育
資
と
共
に
金
代
耀
州
民
窯
を
代
表
す
る

一
般
商
品
向
き
の

議
器
で
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。

北
宋
か
ら
金
を
通
じ
て
、
大
し
た
零
落
も
な
く
製
産
活
動
を
績
け
た
耀
州
窯
に
関
し
て
、
宋
代
文
献
は
こ
の
よ
う
に
委
細
な
記
録
を
残
し
て
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で
は
そ
の
起
源
に
つ
い
て
は
何
如
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
耀
州
窯
の
起
源
を
述
べ
る
文
献
と
し
て
は
、
今
ま
で
の
所
ま
ず
葉

@
 

茸
「
坦
粛
筆
衡
」
し
か
な
さ
そ
う
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
陶
宗
儀
「
報
耕
録
」
巻
二
九
に
よ

っ
て
そ
の
内
容
を
窺
う
こ
と
に
す
る
。

い
る
の
で
あ
る
が
、

宋
葉
軍
坦
驚
筆
衡
云
。

本
朝
以
定
州
白
磁
器
有
芭
不
堪
用
。

途
命
汝
州
造
青
窯
器
。

故
河
北
・
唐
・
郵
・
耀
州
悉
有
之
。

汝
窒
…
魚

魁
。
:
:
:

乃
ち
汝
州
窯
の
設
置
に
刺
戟
さ
れ
て
江
北
の
諸
地
方
に
育
祭
窯
が
興
っ
た
際
、
耀
州
窯
も
そ
の

一
と
し
て
成
立
し
た
と
い
う
の
で
あ
る
か
ら
、

勿
論
そ
の
起
源
は
宋
代
に
入

っ
て
か
ら
だ
と
す
る
読
で
あ
る
。
薬
草
の
こ
の
読
に
は
、
格
別
な
根
援
が
示
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
も
な
い
け
れ
ど
・

も
、
何
し
ろ
こ
れ
以
外
に
耀
州
窯
の
起
源
に
鯛
れ
た
設
と
て
も
な
い
関
係
上
、
誰
し
も

一
躍
こ
れ
に
従
っ
て
き
た
。
も
っ
と
も
前
に
引
用
し
た

張
隆
の
徳
雁
侯
碑
に
は
、
東
菅
永
和
年
閉
会
西
五
J
三
五
六
)
、

州
窯
の
基
礎
が
聞
か
れ
た
と
す
る
土
地
の
古
侍
承
を
紹
介
し
て
い
る
が
、
勿
論
こ
れ
を
そ
の
ま
ま
信
用
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
と
す
れ
ば
、

従
来
か
ら
の
定
設
に
従
っ
て
耀
州
窯
北
宋
起
源
設
を
認
め
る
か
、
乃
至
は
慎
重
を
期
し
て
、
少
な
く
と
も
宋
人
に
は
そ
う
考
え
ら
れ
て
い
た
と

栢
林
な
る
人
物
が
こ
の
地
に
来
っ
て
甑
陶
の
術
を
居
民
に
数
え
、

こ
こ
に
耀

27 
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限
定
し
て
か
か
る
か
、
執
れ
に
し
て
も
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
こ
れ
以
上
の
態
度
が
執
り
え
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
が
、
事
責
は
果
し
て
そ
れ
で

十
分
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。耀

州
古
客
一一
μ

祉
の
現
地
調
査
に
よ
っ
て
得
ら
れ
た
新
事
貫

土
山。

。
立
地
域

01 5ギ千
'-'-ー---..l

隙
西
省
考
古
研
究
所
が
一
九
五
八
年
秋
か
ら
翌
年
十

一
月
に
か
け
て
行

っ
た
耀

豚
周
遊
の
古
窯
祉
調
査
は
、
唐
J
元
に
亙
る
古
窯
祉
・作
坊
祉
な
ど
若
干
座
の
外
、

八
寓
五
千
有
齢
に
の
ぼ
る
多
量
の
琵
片
を
護
掘
調
査
す
る
こ
と
が
で
き
、
枚
穫
の

多
い
成
果
を
奉
げ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
幸
に
し
て
そ
の
調
査
報
告
書
「
快
西
銅
川

耀
州
窯
」
(
一

九
六
五
年
、
侠
西
省
考
古
研
究
所
刊
)
も
公
刊
さ
れ
て
、
詳
細
な
結
果
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が
判
る
段
階
に
な
っ
て
い
る
の
で
、
之
に
基
づ
き
こ
こ

に
問
題
の
必
要
資
料
を
摘

出
略
記
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

(A) 

こ
の
調
査
の
封
象
と
な

っ
た
地
区
は
三
ケ
所
、
乃
ち
耀
鯨
北
北
東
十
五
キ
ロ
の

質
量
鎖

・
銅
川
市
東
南
十
五
キ
ロ
の
立
地
披

・
立
地
披
の
東
面
七
キ
ロ

(銅
川
市

東
南
東
十
七
キ

ロ
)
の
上
庖
村
で
あ
る
が
、
う
ち
後
二
者
は
元
代
の
窯
祉
に
係
る
も

の
で
あ
る
か
ら

(
A
園
参
照
)
、

こ
こ
で
は
姑
く
慮
外
に
置
く
。
必
要
な
の
は
黄

壁
鎮
の
東
南
、
漆
水
に
、
沿
う
て

「
十
皇
室
…
場
」
の
稿
を
持
っ
て
い
た
古
窯
祉
な
の

で
あ
る
。
位
置
的
に
い
っ
て
之
が
宋
耀
州
窯
に
嘗
た
る
は
ず
で
あ
る
し
、

叉
そ
の

見
込
の
下
に
護
掘
さ
れ
た
の
で
あ
る
が
、
出
土
品
の
示
す
所
は
全
く
意
外
に
も
、

宋
の
遺
物
に
始
ま
ら
な
い
で
そ
の
先
に
更
に
唐
の
遺
物
が
見
出
さ
れ
た
の
で
あ
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る。

乃
ち
護
片
包
含
層
は
困
層
に
分
れ
て
お
り
、
第
四
屠

に
は
専
ら
唐
の
遺
物
の
み
を
、
第
三
J
第
二
層
に
は
宋
金

元
の
遺
物
を
混
じ
、
そ
し
て
第

一
一
層
に
は
金
元
の
遺
物
を

限

っ
て
牧
め
て
い
た
。
向
お
そ
の
上
に
、
唐
と
宋
以
降
と

の
聞
に
は
相
嘗
明
瞭
な
地
区
的
区
分
も
認
め
ら
れ
る
の
で

あ

っ
て
、
最
南
に
位
す
る
護
掘
第
三
匡
が
唐
代
及
び
北
宋

晩
期
、
北
西
に
偏
し
た
第
二
匿
が
北
宋
初
期

・
中
期
と
金

(B) 

元
時
代
、
中
央
部
第
一
地
区
が
北
宋
中
期
、
責
壁
鎖
に
南

接
し
た
最
北
部
の
第
四
匿
が
北
宋
中
期
と
い
っ
た
概
略
で
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あ
る

(
B
地
図
・
分
期
表
を
参
照
〉
。

遺
物
そ
の
物
に
つ
い
て
は
、

第
一
期
文
化
に
属
す
る
唐

代
の
そ
れ
が
、
碗

・
盤
・
盆

・
査
を
主
と
し
て
す
べ
て
倣

口
・
卒
底
。
唯
一
つ
白
粕
小
粉
盆
の
蓋
に
黒
色
花
紋
を
影

給
す
る
が
こ
れ
は
全
く
の
例
外
事
例
を
な
し
、
他
は
す
べ

て
素
面
ば
か
り
で
、
刻
花
・
印
、花
も
施
さ
れ
て
い
な
い
。

軸
は
黒
色
・
白
色
粕
が
主
を
な
し
、
黄
色
・

緑
色
紬
こ
れ

に
次
ぎ
、
淡
青
色
粕
は
極
め
て
稀
少
で
あ
る
。
胎
粕
と
も

に
厚
く
し
て
不
透
明
細
を
使
用
し
、

且
つ
施
粕
は
口
部
・

腹
部
に
限
ら
れ
て
下
腹
部

・
足
部
に
は
及
ば
な
い
と
し
γ

う
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黄
壁
銀
古
資
室
…
遺
祉
文
化
分
期
表

期三第 (宋北〕 期二第 期一第
文化分期

元 ・金 l期1J)t 中期 早期 庖

第第第 第 第第第第 第 第第~
地四一一 二 一 一 一

匿~ ~ 庖 直直直匿 医 匿匿直 暦

t佐

一一一 三三四二 四四 積
厨層層 層 層暦居居 麿 居居

4 3 2 1 432 1 4 3 2 1 3 2 1 4 3 2 1 
、、、、 、、、、 、、 、

刻花胎菱 :(UU台育 市草花胎色背
開白 H勅j粗享台白

有「 紋種 組和1黄色
紋亥中IJ紋FEEP粕更部最需色h 

符紋潟 元粕色 色 主
銭。 1類霊 粕句最帝h 銭 ・

大安 類 !享宵
刻以 粗 o 1I母窯: 要

多 。F出 ドp問 。多 増 。多 刻 稀有 。色 包
二様胎 -，刻月台 。 多胎 筒胎 月古車h
年 化面黒 大勢J面次 。面次 箪面 Z色E面不最j!，~ メ白入

t了 。不 色 槻 。上有 活上有
的蓮花 上衣白

物ー寸
上粕 L 自月 印白!色国 花 上 多

至 自 - 衣白 刻衣 現時 白 及
フじ 衣青 長 。色 主IJ 。粕 緋

花 衣紘。攻有黄色十 。色
荊」j 質地帯背II 精致 質地

。勅 特

糊 牡商 型占
年L 

紀年銘 竪器

。堅

丹花 i起皮紋今
早等倒軍不透 ・

紀年銘等

月 硬 紋硬
白 飾 紋飾 明。線色
色 粕

多満布子 制面
青紺1

光
亮 淡

興銭、金η口
器

的務 裂紋者 青色

制

正
外信内号 車多変

宮器

阪
銭

加
わ

っ
て
、
こ
こ
に
所
謂
る
宋
代
耀
州
窯
器
の
特
徴
が
額
さ
れ
て
く
る
の
で
あ
る
。

特
黙
を
具
え
て
い
る
。
之
に
針
し
て
第

期
文
化
に
属
す
る
宋
代
遺
物
で
は
、
先
、ず

器
形
が
唐
代
に
比
べ
て
増
加
す
る
。
胎
土

も
灰
白
土
を
使
用
し
た
上
に
エ
ン
ゴ

l
ベ

を
施
す
よ
う
に
な
り
、
触
も
少
数
の
黒
色

醤
色
触
を
除
い
て
殆
ど
が
宇
透
明
の
青

色
紬
に
進
化
し
、

且
つ
刻
花

・
印
花
の
紋

飾
が
出
現
す
る
の
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、

早
期
宋
代
造
物
に
在
つ
て
は
、
顔
色
軸
で

- 30ー

は
既
に
専
ら
青
色
紬
に
轄
換
し
て
は
い
る

も
の
の
器
形
は
前
代
の
白
色
軸
受
控
に
近

似
し
、
胎
紬
と
も
に
未
だ
粗
厚
の
域
を
股

し
な
い
の
で
あ
る
が
、
か
か
る
前
代
的
特

色
も
中
期
に
至
っ
て
完
全
に
消
滅
す
る
。

乃
ち
胎
は
薄
く
軸
は
勾
し
く
、
焼
成
も
高

火
度
を
用
い
る
所
か
ら
鰻
質
の
堅
硬
化
を

来
し
、

更
に
そ
の
上
に
印
花
紋
の
装
飾
が

右
の
要
約
を
内
容
と
す
る
銅
川
耀
州
窯
祉
の
護
掘
調
査
結
果
が
粛
し
た
成
果
と
し
て
、
先
ず
第
一
に
、
文
献
に
よ
る
考
誼
の
上
か
ら
ま
た
停



世
遺
品
の
鑑
賞
の
上
か
ら
、

宋
一
耀
州
窯
に
奥
え
ら
れ
て
い
た
従
来
の
評
債
を
再
確
認
せ
し
め
る
こ
と
に
な
っ
た
貼
を
、拳
げ
る
こ
と
が
で
き
よ

う。

し
か
し
な
が
ら
、
そ
れ
に
も
増
し
て
重
要
な
貢
献
は
何
と
い
っ
て
も
、
耀
州
窯
の
起
源
に
閲
す
る
従
来
の
定
設
を
大
き
く
破
り
、
云
わ
れ

来
っ
た
如
く
そ
れ
が
宋
代
に
始
ま
っ
た
も
の
で
は
決
し
て
な
く
て
、
遠
く
唐
代
に
濫
携
す
る
も
の
だ

っ
た
と
す
る
賓
誼
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

そ
れ
が
唐
初
に
ま
で
遡
り
う
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
こ
れ
ら
窯
祉
の
遺
物
を
西
安
市
東
郊
の
韓
森

案
で
最
近
に
護
掘
調
査
さ
れ
た
天
賓
期
の
墳
墓
出
土
品
と
比
較
せ
し
め
て
得
ら
れ
た
結
論
な
の
で
あ
る
。
黄
壁
鎮
の
古
窯
が
、
初
唐
か
ら
唐

一

で
あ
ろ
う。

し
か
も
唐
代
と
い
っ
て
も
、

代
を
貫
通
し
て
五
代
・

宋
に
連
績
す
る
も
の
、
つ
ま
り
完
全
な
唐
代
窯
で
も
あ
っ
た
と
い
う
こ
の
新
知
見
は
、

唐
鼎
州
窯
と
こ
の
耀
州
窯
と
の

関
連
を
更
め
て
問
題
に
し
う
る
徐
地
を
拓
く
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

何
と
な
れ
ば
、
距
離
的
に
至
近
の
関
係
に
在
っ

た
こ
の
南
窯
が
、
そ
れ

に
も
拘
ら
ず
剣
然
と
別
個
の
も
の
と
決
め
ら
れ
て
来
た
の
は
、

一に
係
っ
て
前
者
は
唐
の
窯
場
、
後
者
は
宋
に
創
ま
る
窯
場
と
い
う
越
え
難
い

そ
れ
が
今
や
、
共
に
唐
代
窯
と
し
て
の
時
期
的
同
一

性
を
保
謹
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
ば
か
り
で

時
代
差
が
あ
っ
た
な
れ
ば
こ
そ
で
あ
る
が
、

な
く
、
唐
代
で
の
そ
の
製
品
が
こ
れ
ま
た
賢
し
く
圭
円
安
も
し
く
は
青
白
糞
を
持
っ
て
い
た
事
賓
が
貧
誼
さ
れ
て
き
た
か
ら
で
あ
る
。

で
は
鼎
州
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窯
と
耀
州
窯
と
は
い
か
に
関
連
せ
し
め
ら
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

四

唐
鼎
州

(
雲
陽
市
牌
)
と
宋
耀
州

(
筆
原
懸
〉
の
地
理
的
関
連

唐
一
代
を
逼
じ
て
、

鼎
州
を
稽
せ
ら
れ
た
地
は
三
箇
所
を
か
ぞ
え
る
。

一
は
武
徳
元
年
(
六
一
八
)
J貞
観
八
年

2
ハ=一四〉

の
聞
の
鼎
州
で

あ
っ
て
、

こ
れ
は
現
今
の
河
南
省
霊
賓
鯨
西
南
三
十
里
に
位
す
る
弘
農
故
鯨
城
に
治
し
た
。

の
聞
の
鼎
州
で
、
こ
れ
は
現
今
の
険
西
省
浬
陽
豚
の
北
方
三
十
里
に
位
す
る
雲
陽
故
豚
城
に
治
し
た
。

現
今
の
険
西
省
富市
T
鯨
の
東
北
六
十
三
里
に
位
す
る
美
原
故
鯨
城
に
治
し
た
。
ど
の
三
地
の
う
ち
で
、

二
は
天
授
二
年
(
六
九
二
J
大
足
元
年
(
七
O
一
)

三
は
天
筋
三
年
(
九
O
六
)J
梁
貞
明
元

年
(
九
一
五
)
の
聞
の
鼎
州
で
、

初
期
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中
唐
人
た
る
陸
羽
が
籍
り
て
以
て
窯
名
に
附
し
た
鼎
州
と
は
、
そ
の
時
代
的
近
接
か
ら
い
っ
て
も
第
二
の
鼎
州
と
見
な
す
の
が
最
も
安
嘗
で
あ

⑪
 

る。
、従
来
こ
の
鼎
州
窯
を
論
ず
る
限
り
、
誰
も
が
之
に
異
議
を
唱
え
な
か
っ
た
の
も
尤
も
で
あ
る
。
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則
天
武
后
朝
に
建
置
さ
れ
叉
駿
止
さ
れ
た
こ
の
鼎
州
左
は
、

で
は
ど
の
範
園
の
管
匿
を
持
ち
ど
の
地
貼
に
治
し
た
の
で
あ
っ
た
ろ
う
か
。
こ

の
軸
'
に
関
す
る
考
察
が
、
こ
れ
ま
で
や
や
と
も
す
れ
ば
疏
略
に
過
ぎ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る。

「
奮
唐
書
」
地
理
志
に
は
、
鼎
州
蔵
置
に

つ
い
て

多
少
の
年
代
的
混
飢
が
あ
る
が
、
「
新
唐
古一回
」
地
理
志
は
よ
く
之
を
修
正
し
て
い
る
。
新
志
に
よ
れ
ば
、
武
后
の
天
授
二
年、

そ
れ
ま
で
潅
州

一
州
を
以
て
京
兆
の
二
十
鈴
懸
を
統
轄
し
て
い
た
償
制
を
改
め
て
、
鴻

・
稜

・
宜

・
鼎
の
四
州
を
新
設
し
、
薙
州
と
井
せ
て
京
兆
五
州
の
制
が

こ
の
新
設
四
州
の
内
容
は

敷
か
れ
た
。
l|
「唐
大
詔
令
集
」

容
九
十
九
に
も
、
天
授
二
年
七
月
九
日
付
の
「
置
鴻
宜
鼎
桜
等
州
制
」
が
載
っ
て
い
る
|
|

次
の
通
り
で
あ
る
。

鴻
州
|
|
潤
南
傍
・
慶
山
・
一
回
同
陵

・
機
陽
四
鯨

理
州
|
|
始
卒
傍
・
武
功
・
奉
天

・
設
屋

・
好
時
五
鯨

宜
州
|
|
永
安
僑
(
後
改
燃
名
篤
牽
原
〉

・
同
官

・
冨
卒

・
美
原
四
鯨
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鼎
州
|
1
1
雲
陽
俺

・
淫
陽

・
閑
泉
・

三
原
四
鯨

但
し
こ
の
四
川
と
い
っ
て
も
、
今
の
場
合
に
問
題
と
な
る
の
は
宜
州
と
鼎
州
だ
け
で
あ
る
。

便
宜
上
ま
ず
鼎
州
か
ら
考
謹
を
始
め
る
が
、
そ
の

街
郭
た
る
雲
陽
豚
と
は
現
浬
陽
鯨
の
北
方
三
十
里
に
位
す
る
惰
代
創
設
の
鯨
で
あ
っ
た
。
惰
が
こ
こ
に
雲
陽
鯨
を
設
置
し
た
の
は
、

そ
の
地
が

秦
漢
の
雲
陽
鯨
の
一
部
に
相
嘗
す
る
所
か
ら
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
注
意
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
は
、
秦
漢
の
雲
陽
照
治
と
惰
唐
の
雲
陽
豚
治

⑪
 

と
が
別
個
で
あ
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
宋
自
の
「
績
、
通
典
」
も
云
う
よ
う
に

雲
陽
故
城
。
在
今
鯨
西
北
六
十
里
。

雲
陽
故
城
、
乃
ち
秦
漢
の
雲
陽
豚
城
は
宋
の
雲
陽
問
問
、
乃
ち
惰
唐
以
来
の
雲
陽
鯨
城
と
六
十
里
の
距
離
を
へ
だ
っ
南
地
を
な
し
て
い
た
。
中
園

古
今
地
名
大
酔
典
(
商
務
印
書
館
設
行
)
に
よ
る
と
、
こ
の
故
城
は
現
在
も
淳
化
豚
西
北

(東
北
?
)
に
存
し
て
い
る
と
い
う
。
従
っ
て
唐
鼎
州
の

管
区
は
、
浬
水
下
流
域
南
岸
の
地
か
ら
東
北
に
向
っ
て
清
水
を
越
え
、
漆
水
中
流
西
岸
に
迫
る
範
圏
で
あ
っ
た
。
之
に
劃
し
て
宜
州
は
と
い
え

ば
、
温
水
下
流
域
爾
岸
か
ら
漆
水
中
流
域
東
岸
に
か
け
て
の
地
域
を
領
し
て
い
る
か
ら
、
鼎
州

・
宜
州
の
雨
州
は
略
《
漆
水
を
界
と
し
て
隣
接



。美
原

水

事 ¥護I(耀州)

属品(宜州)
城

i且

。
浮
化

本'

-~ 

し
合
っ
て
い
た
わ
け
で
あ
る
。
し
か
も
宜
州
の

侍
部
た
る
筆
原
鯨
は
現
耀
豚
の
東
南
に
位
す
る

筆
原
故
城
な
の
か
、

現
三
原
鯨
の
北
方
三
十
里

に
位
す
る
永
安
放
城
な
の
か
、
乃
至
は
そ
れ
以

外
の
地
貼
な
の
か
、
に
わ
か
に
は
決
定
し
難
い

朕
態
に
あ
る
。
宜
州
州
治
が
葦
原
故
城
・

永
安

故
城
に
在
っ
た
の
な
ら
ば
、
こ
れ
は
鼎
州
雲
陽

鯨
と
接
績
す
る
地
域
で
あ
る
か
ら
、
宜
州

・
鼎

州
は
箪
に
州
境
を
接
す
る
の
み
で
は
な
く
て
、

広
阿
部
の
牒
境
を
も
互
に
東
西
に
接
し
合
っ
た
開

- 33ー

係
に
立
つ

で
あ
ろ
う
。

殊
に
輿
地
皐
の
大
家
で

あ
っ
た
顧
租
福
岡
の
見
解
で
は
、
天
授
二
年
設
置

の
宜
州
城
は
雲
陽
故
城
に
治
し
た
と
す
る
。

「
讃
史
方
輿
紀
要
」

巻
五
十
四
に
い
う

耀
州
。
秦
矯
内
史
地
。
漢
矯
左
鴻
捌
地
。
貌
菅
時
属
北
地
郡
。
後
貌
置
北
礎
知
州
。
西
貌
改
宜
州
。
叉
置
北
地
郡
。
零
改
魚
、通
川
郡
。
開
皇

初
郡
鹿
。
大
業
初
州
陵
。
以
其
地
一腐
京
兆
郡
。
唐
武
徳
初
復
置
宜
州
。
貞
一
観
十
七
年
省
入
権
問
州
。
一
一
部一区宮
ー一畑一
緒
一
制
。
天
一
筋
初
李
茂
貞
…情

置
耀
州
及
義
勝
軍

0

・
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顧
粗
品
の
こ
の
見
解
が
も
し
正
し
い
と
す
れ
ば
、
天
授
二
年
の
宜
州
は
古
雲
陽
城
に
、
鼎
州
は
雲
陽
豚
城
に
治
し
て
、

境
を
南
北
に
隣
接
し
合
っ
て
い
た
こ
と
と
な
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
殊
に
も
し
こ
う
だ
と
し
た
な
ら
ば
、
雲
陽
城
と
い
う
名
稽
上
の
共
、
逼
項
を
仲

こ
れ
叉
そ
の
侍
郭
の
腕



介
と
し
て
|

|
現
質
に
は
新
古
の
別
が
あ
っ
た
の
で
は
あ
る
が
1
1
1

雨
者
を
混
同
す
る
蓋
然
性
は
盆
《
高
ま
る
は
ず
で
あ
る
。

中
唐
期
の
江
南
に
生
き
た
陸
羽
は
快
西
地
方
の
詳
し
い
地
理
に
通
じ
な
か
っ
た
と
し
て
も
、
首
時
と
し
て
そ
れ
は
嘗
然
で
あ
る
。
殊
に
問
題

の
宜
州
・

鼎
州
と
い
う
の
は
共
に
、
陸
羽
の
生
前
牢
世
紀
も
昔
に
、
し
か
も
女
帝
の
気
紛
れ
か
ら
僅
か
十
年
間
と
い
う
短
命
で
終
鷲
し、

E
つ

且
つ
雨
者
は
上
記
の
よ
う
に
隣
接
し
合
い
、
更
に
は
雲
陽
城
と
い
う
共
通
名
さ
え

も
持
つ
錯
綜
関
係
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
れ
だ
け
の
後
件
が
具
備
し
て
い
れ
ば
、
陸
羽
な
ら
ず
と
も
雨
者
の
混
同
は
避
け
難
い
で
あ
ろ
う
。

つ
い
之
が

「雲
陽
鯨
笠
…
」
と
理
解
さ
れ

そ
の
後
つ
い
に
再
建
さ
れ
な
か
っ

た
特
殊
な
二
州
で
あ
る
。

れ
ば
、
す
ぐ
に
も

「
鼎
州
窯
」
と
混
稀
さ
れ
う
る
は
ず
で
あ
る
。

正
確
に
は
「
古
雲
陽
鯨
城
を
州
治
と
す
る
宜
州
管
内
の
黄
壁
鎮
祭
」
と
で
も
稀
す
べ
き
で
あ
ろ
う
が
、

か
く
し
て
宋
代
に
降
る
と
、
こ
こ
で
は
五
代
か
ら
始
め
て
出
現
し
来

っ
た
新

州
名
耀
州
が
管
区
の
上
で
も
華
原

・
冨
卒

・
三
原

・
雲
陽

・
同
官

・
美
原
の
六
豚
を
領
す
る
の
だ
か
ら
、
天
授
年
間
の
宜
州

・
鼎
州
は
共
に

従

っ
て
嘗
て
唐
代
で
の
宜
州

・
鼎
州
混
同
の
問
題
も
無
意
識
の
裡
に
解
決
さ
れ
て
し
ま
う
こ
と
に
な

そ
れ
は
資
壁
鎮
祭
を
指
す
場
合
、
決
し
て
誤

っ
た
稀
呼
と
は
な
ら
な
い
し
、
そ
れ
に
窯
場
の
命
名
に
普

首
然
そ
う
稿
せ
ら
れ

そ
の
中
に
包
括
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、

る

つ
ま
り
耀
州
窯
と
さ
え
云
え
ば
、
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例
え
ば
杭
州
徳
精
霊
…
も
越
州
笠
…
の
名
に
よ

っ
て
稽
せ
ら
れ
る
類
で
あ
る
1

1

に
も
適

っ
て
い
る
か
ら
、

た
は
ず
で
あ
る
が
、
唐
の
宜
州

・
鼎
州
を
そ
の
中
に
包
括
し
た
宋
の
こ
の
耀
州
を
以
て
命
名
す
る
な
ら
、
同
時
に
そ
れ
は
巌
密
な
意
味
で
の
唐

宜
州
窯
に
も
唐
鼎
州
笠
…
に
も
適
合
す
る
稿
謂
と
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
か
ら
な
の
で
あ
る
。

り
な
が
ら
も
、
耀
州
と
い
う
全
然
別
個
の
州
名
を
以
て
そ
れ
を
稿
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ

た
宋
代
に
と
っ
て
は
、
そ
の
結
果
と
し
て
意
識
の

上
に
於
て
も
、
唐
鼎
州
窯
と
宋
耀
州
笠
…
の
断
絶
を
来
さ
ず
に
は
お
か
な
か

っ
た
。
資
壁
鋲
窯
と
い
ろ
寅
鐙
は
唐
宋
を
通
じ
て
一
つ
で
あ
り
、
し

貫
質
的
に
は
鼎
州
窯
(
リ
宜
州
窯
〉

を
指
す
言
で
あ

か
も
そ
こ
で
は
初
唐
か
ら
宋
に
亙
っ
て
連
綿
す
る
質
績
を
翠
げ
て
い
た
の
で
あ
る
か
ら
、
唐
で
も
宋
で
も
首
然
そ
の
窯
場
は
看
過
さ
れ
る
は
ず

は
な
く
、
現
に
世
人
の
注
目
を
ひ
い
て
唐
で
は
鼎
州
窯

・
宋
で
は
耀
州
窯
と
稽
せ
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
惜
し
い
か
な
こ
の
商
州
名
の
間

に
連
開
が
依
け
て
い
た
た
め
、
遂
に
質
稜
そ
の
物
ま
で
が
互
に
無
関
係
な
二
物
と
し
て
意
識
さ
れ
理
解
さ
れ
て
し
ま
っ

た
の
で
あ
る。

以
上
の
考
誼
を
以
て
、

私
は
唐
鼎
州
窯
が
宋
耀
州
窯
の
前
身
だ
っ

た
事
賞
を
誼
明
し
え
た
も
の
と
信
ず
る
。

こ
の
考
察
に
し
て
も
し
正
し



い
と
ず
る
な
ら
ば
、
第
一
節
で
指
摘
し
て
お
い
た
唐
鼎
州
窯
に
闘
す
る
南
つ

η
疑
鮎
も
自
ら
氷
解
す
る
こ
と
で
あ
ろ
う
σ

乃
ち
一
は
、
陸
羽
に

よ
っ
て
越
窯
に

E
ぐ
名
窯
と
し
て
推
賞
さ
れ
た
鼎
窯
で
あ
り
な
が
ら
パ
以
後
そ
の
消
息
の
停
え
が
皆
無
で
あ
る
黙
へ
の
疑
問
で
あ
る
。
之
は
更

め
て
説
明
す
る
ま
で
も
な
く
、
貫
質
的
に
は
耀
州
窯
の
名
で
傍
わ
っ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
唯
t

名
稽
の
相
遠
か
ら
、
停
わ
る
所
が
な
か
っ
た

よ
う
に
錯
費
さ
れ
た
だ
け
な
の
で
あ
る
。
績
い
て
そ
の
第
二
は
「
茶
鰹
」
の
護
担
品
評
に
於
て
は
茶
の
墨
色
を
左
右
す
る
重
要
要
素
と
し
て
糞

器
顔
色
馳
が
最
大
の
関
心
事
を
な
し
て
い
た
の
で
あ
る
か
ら
、
天
下
第
二
品
の
折
紙
を
つ
け
た
鼎
州
査
に
劃
し
て
は
嘗
然
そ
れ
が
育
設
で
あ
る

か
ら
と
の
附
言
が
あ
っ
て
然
る
べ
き
な
の
に
、
濁
り
鼎
州
議
に
の
み
之
が
依
け
て
い
る
不
可
解
さ
で
あ
っ
た
。
之
に
つ
い
て
は
、
初
唐
以
来
そ

の
窯
場
活
動
を
績
け
て
い
た
責
壁
鎮
窯
第
三
区
で
は
、
現
に
白
議
を
主
と
し
な
が
ら
も
間
t

淡
青
査
を
も
贋
造
し
て
い
た
の
で
あ
る
か
ら
、
陸

羽
が
こ
の
淡
育
資
を
取
上
げ
て
越
州
育
資
に
亜
ぐ
名
品
だ
と
評
し
え
た
わ
け
な
の
で
あ
る
が
、
そ
の
反
面
こ
の
窯
場
は
越
州
の
上
林
窯
や
徳
清

窯
の
よ
う
な
青
護
専
一
の
窯
で
は
な
く
て
寧
ろ
白
議
を
主
と
す
る
窯
で
あ
っ
た
所
か
ら
、
鼎
州
器
は
必
ず
し
も
青
愛
で
は
な
い
と
い
う
現
買
を

顧
慮
せ
ざ
る
を
え
な
い
。
こ

の
た
め
に

「
茶
組
」
で
は
特
に
鼎
州
議
の
み
に
例
外
を
許
し
て
「
鼎
州
議
は
青
し
」
と
い
う
肝
腎
の
定
義
を
之
か

ら
削
除
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
と
説
明
し
て
、

第
二
の
疑
貼
も
極
く
園
滑
に
逼
融
せ
し
め
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
も
の
で
あ

ろ
う
。
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註①
茶
経
の
こ
の
一
節
は
、
少
な
く
と
も
こ
の
ま
ま
で
は
意
が
通
じ
な
い
。

「茶
作
自
紅
之
色
」
は
術
文
で
あ
る
か
、
然
ら
ざ
れ
ば
そ
の
間
に
脱
文
が

あ
ろ
う
と
指
摘
し
、
腕
文
が
あ
る
な
ら
そ
れ
は
鼎
州
委
・
婆
州
議
の
奈
色

に
つ
い
て
の
叙
述
だ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
、
と
す
る
日
比
野
丈
夫
氏
「
唐

宋
時
代
の
二
、
三
の
磁
隻
…
」

(
立
命
館
文
事
一

一
四
腕
)
の
見
解
に
同
感

で
あ
る
。

鼎
州
護
の
愛
色
が
若
し
こ
こ
に
述
べ
ら
れ
て
い
た
と
す
る
な
ら
ば
、
恐
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ら
く
そ
れ
は
「
鼎
州
第
青
白
」
の
一
語
で
あ
っ
た
ろ
う
。
蓋
し
、
茶
の
色

を
理
想
的
な
緑
に
呈
色
せ
し
め
る
越
州

・
岳
州
の
育
資
に
は
及
ば
な
く
と

も
、
そ
れ
を
丹

・
紫
・
黒
色
に
濁
ら
す
邪
州
自
棄

・
誇
州
貰
奈

・
洪
州
褐

議
に
比
ぶ
れ
ば
、
よ
り
す
ぐ
れ
て
、
淡
紅
色
の
程
度
に
止
め
る
と
い
う
の

で
あ
る
か
ら
、
変
色
は
自
ら
白
読
が
か
っ
た
育
禁
色
、
つ
ま
り
青
白
色
で

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
後
述
す
る
よ
う
に
、
唐
鼎
州
窯
の
後
'
身

た
る
宋
耀
州
窯
祉
か
ら
愛
掘
さ
れ
た
唐
代
背
禁
は
淡
青
色
資
な
の
で
あ
る
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か
ら
、
こ
の
事
賞
に
照
し
で
も
右
の
推
測
は
抱
着
し
な
い
で
あ
ろ
う
。
或

い
は
ま
た
原
文
に
説
字
を
認
め
る
だ
け
で
、
術
文

・
脱
文
は
想
定
し
な
い

見
方
も
成
立
し
え
ら
れ
よ
う
。
こ
の
場
合
な
ら
ば
、
白
紅
を
白
線
の
説
と

し
て
一
悠
そ
の
意
味
を
通
ぜ
し
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

②
朱
説
明
「
陶
説
」
谷
五
説
器
中
、
宋
穏
の
項
に
は
酒
僚
の
目
を
立
て
、

「議
官
謂
耀
州
青
格
」

と
い
う
「
清
閑
央
銀
」
の
一
節
を
例
引
し
つ
つ
井
せ
て

そ
の
考
稗
を
な
し
て
い
る
。
穏
と
は
岡
崎
鶏
績
の
略
穏
で
、
櫨
形
を
な
し
た

飲
酒
器
で
あ
る
と
い
う
の
が
そ
の
説
明
で
あ
る
か
ら
、
朱
時
棋
は
「
諸
問
異
録
」

の
こ
の
記
載
を
以
て
、
{
木
代
耀
州
笠
…
が
育
設
の
酒
器
を
焼
迭
し
て
い
た
登

左
と
な
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
そ
れ
だ
け
の
結
論
で
は
未
だ
不

完
全
た
る
を
免
れ
な
い
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
と
い
う
の
も
「
消

臭
録
」
の
本
文
で
は
!
l
'
資
額
堂
秘
笈
本
に
は
こ
の
箇
所
が
飲
漏
し
て
い

る
。
設
邪
本
に
よ
る
。
l
l
i
晩
唐
の
士
人
章
痢
の
抱
話
を
国
間
げ
、
そ
の
説

明
と
し
て
陶
般
が
そ
れ
を
〔
宋
代
の
〕
耀
州
宵
檎
だ
と
断
じ
て
い
る
の
で

あ
る
か
ら

抗
措
都
酒
海
也
。
梁
奉
常
利
泉
病
子
甘
、
劉
姶
遺
玉
露
春
病
子
辛
、

白星
甫

別
駕
慶
雲
春
病
子
艇
。
光
線
大
夫
致
仕
章
的
取
三
家
、
組
。
撹
合
澄
得
飲

。，.

之
。
途
潟
一
維
部
第
一

。
名
護
宮
集
大
成
。
議
宮
謂
耀
州
情
(
背
)
様
。

こ
の
文
献
は
唐
代
に
畑
地
州
青
櫨
の
名
問
怖
が
あ
っ

た
と
い
う
資
料
で
は
勿
論

な
い
け
れ
ど
も
(
燦
州
な
る
州
名
は
李
茂
貞
に
始
ま
る
以
上
、
唐
代
に
か

か
る
稀
呼
が
存
し
う
る
徐
地
は
全
く
な
い
の
で
あ
司
令
が
)
l
|
こ
の
限
り
、

朱
淡
が
こ
の
記
載
を
掲
げ
て
宋
代
耀
州
育
資
の
資
料
と
す
る
の
は
、
そ
れ

自
身
決
し
て
誤
り
と
は
な
し
え
ら
れ
な
い
。
|
|
唯
し
か
し
問
題
の
議
官

そ
の
も
の
は
、
あ
く
ま
で
も
晩
唐
期
に
般
存
し
た
事
物
に
相
違
な
い
の
で

あ
る
。
従
っ
て
、
も
し

「湾
異
鍛
」
の
こ
の
断
定
が
正
組
仰
を
え
た
も
の
で

あ
っ
た
と
す
る
な
ら
ば
、
勿
論
そ
れ
は
宋
耀
州
笠
…
の
前
身
を
な
す
唐
代
窯

の
製
品
に
係
ら
ね
ば
な
ら
な
い
は
ず
で
あ
ろ
う
。
本
論
文
の
後
段
で
考
設

す
る
よ
う
に
、
宋
耀
州
客
一
一'
の
前
身
は
唐
鼎
州
窯
な
の
で
あ
る
か
ら
、
的
確

に
そ
う
命
名
し
て
記
録
さ
れ
て
は
い
な
い
け
れ
ど
も
、
質
は
晩
唐
期
鼎
州

笠
…
育
資
の
消
息
が
か
か
る
形
で
こ
こ
に
停
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
つ

ま
り
「
清
異
鍛
」
の
箸
者
は
、
唐
鼎
州
宰
一
…
の
育
資
を
世
間
時
宋
代
に
ひ
き
あ

て
て
耀
州
育
設
と
叩
憎
し
て
い
た
わ
け
で
あ
る
。

①

「
資
治
通
鑑
」

容
二
六
八
に
は
次
の
記
事
を
婦
、
げ
て

〔
梁
太
組
〕
乾
化
元
年
三
月
壬
辰
。
岐
王
募
華
原
賊
帥
温
制
問
。
以
魚
俵

子
。
以
葉
原
震
耀
州
。
美
原
信
同
鼎
州
。
置
義
勝
軍
。
以
絡
魚
節
度
使
。

使
帥
似
岐
丘
(
冠
長
安
。
詔
感
化
節
度
使
康
懐
貞
・忠
武
節
度
使
牛
存
節
。

以
同

・
準

・
河
中
兵
討
之
。

一
見
し
た
と
こ
ろ
、
李
茂
貞
に
よ
る
耀
州
創
設
を
乾
化
元
年
(
九

一
一
〉

に
係
け
る
か
の
如
く
で
あ
る
が
、
砂
田
然
こ
の
日
付
は
温
簡
の
長
安
侵
冠
に

か
け
ら
る
べ
き
も
の
、
従
っ
て
耀
州
設
置
は
こ
れ
に
先
行
す
る
も
の
で
あ

っ
て
、
こ
の
貼
、
「
新
暦
警
」
の
天
祐
三
年
設
と
協
調
し
う
る
徐
地
を
持

っ
て
い
る
。

①

「

替

五
代
史
」
者
八
、
梁
末
帝
本
紀
に
よ
れ
ば
、
梁
朝
に
耀
州
が
崇
州

と
改
め
ら
れ
た
の
は
貞
明
元
年
(
九

一
五
)
十
二
月
で
あ
る
し

貞
明
元
年
十
二
月
乙
未
。
詔
改
翠
原
燃
震
崇
州
静
勝
軍
。
以
美
原
田肺魚

俗
州
。
以
骨
同
開
胸
郡
。
以
僑
A
叩
義
路
軍
節
度
使

・
鼎
耀
等
州
観
察
使

・
特

進
検
校
太
保

・
同
卒
意
事
李
彦
縮
局
府
特
進
検
校
太
侍

・
同
卒
章
事
。

充

静
勝
軍
節
度
使

・
崇
俗
等
州
視
察
使

・
河
内
郡
開
園
侯
。
の
復
本
姓
温

名
昭
闘
。
昭
闘
華
原
賊
帥
也
。
李
茂
貞
以
震
養
子
。
以
華
原
篤
耀
州
。

美
原
潟
鼎
州
。
僑
命
昭
闘
篤
節
度
使
。
至
是
錦
款
。
故
有
是
命
。
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書
各
三
十
、
唐
荘
宗
本
紀
に
よ
れ
ば
、
こ
の
崇
州
を
再
び
緩
州
と
改
冊
帯

し
た
の
は
同
光
元
年
(
九
一
三
一
)
十
二
月
に
属
す
る
。

同
光
元
年
十
二
月
戊
寅
。
詔
改
僑
梁
耀
州
静
勝
寧
。
復
篤
順
義
箪
。

③
徐
嘉
錫
「
四
唐
提
要
拙
耐
震
」
轡
十
八
に
、
こ
の
考
設
は
詳
し
い
。

⑤
喬
三
石
「
嘉
靖
耀
州
志
」
に
は
こ
の
徳
態
侯
碑
に
つ
い
て
の
記
載
は
あ

る
が
、
碑
文
そ
の
物
を
収
録
し
て
は
い
な
い
。
近
時
の
公
刊
に
か
か
る

「
険
商
銅
川
耀
州
窯
」
が
孝
に
も
附
録
と
し
て
、
こ
の
碑
文
を
牧
め
て
い

る。

⑦
こ
の
一
柳
秘
的
停
設
は
、
前
に
引
用
し
た
「
徳
態
侯
碑
文
」
に
も
見
え
る

も
の
、
恐
ら
く
北
宋
初
期
以
来
の
停
承
で
あ
ろ
う
が
、
そ
れ
が
時
代
を
南

宋
に
降
り
土
地
を
江
南
に
移
し
て
も
、
略
ミ
原
の
ま
ま
の
形
で
停
播
し
て

来
て
い
る
の
は
興
味
深
い
。

③
「
老
撃
事
色
筆
記
」
の
こ
の
記
述
に
封
し
て
、
陳
高
里
氏
は
耀
州
育
奈
の

佳
品
と
粗
口
問
の
二
種
類
を
そ
こ
に
理
解
し
よ
う
と
す
る
。
乃
ち
越
器
と
稽

せ
ら
れ
る
も
の
は
前
者
で
あ
り
、
食
躍
で
使
用
さ
れ
る
も
の
は
後
者
で
あ

る
と
見
る
の
で
あ
る
。
(「
中
園
育
委
史
略
」
第
二
章
第
五
節
)
郵
之
誠
氏

「
骨
董
演
記
」
谷
二
耀
州
越
窯
も
叉
略
《
こ
れ
と
同
じ
見
解
で
あ
る
。
し

か
し
な
が
ら
陸
湯
の
こ
の

一
文
は
、
前
後
に
一間
分
し
て
こ
の
よ
う
な
解
懇

を
果
し
て
充
て
う
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
、
疑
を
容
れ
ざ
る
を
得
な
い
。
本

論
で
は
か
か
る
解
宝
探
ら
な
か
っ
た
。
も
っ
と
も
陸
湯
が
目
し
て
粗
器
と

す
る
の
は
、
相
封
的
な
意
味
で
の
粗
器
な
の
で
あ
っ
て
、
省
時
の
士
大
夫

が
常
用
し
た
で
あ
ろ
う
景
徳
鎮
の
青
白
鷺

・
龍
泉
牢
早
川
の
育
資
に
比
較
し
て

の
言
に
違
い
な
い
。

①
葉
演
が
南
宋
人
で
あ
る
こ
と
は
、
彼
が
修
内
司
窯

・
郊
熔
窯
に
つ
い
て

語
っ
て
い
る
所
か
ら
分
明
で
あ
る
。
唯
t

南
宋
と
い
っ
て
も
初
期
か
後
期

か、

.そ
の
判
定
は
つ
け
ら
れ
な
い
。
後
の
著
書
「
坦
風
間
筆
衡
L

は
現
在
設

部
に
枚
め
ら
れ
て
停
わ
っ
て
い
る
が
、
こ
の
説
明
刊
本
は
甚
し
い
飲
本
で
あ

る
か
ら
、
本
文
に
引
用
す
る
箇
所
は
見
嘗
ら
な
い
。
従
っ
て
こ
こ
で
は

「
綴
耕
録
」
引
用
の
文
を
使
用
す
る
。

⑬
も
っ
と
も
最
近
で
は
日
比
野
丈
夫
氏
「
唐
宋
時
代
の
一
一
一
一
一
の
磁
窯
」
が

第
一
の
鼎
州
、
乃
ち
河
南
省
鑑
賞
豚
下
の
弘
農
故
蘇
城
説
を
採
っ
て
い

ヲ
匂
。

司

(ω
宋
白

「
績
遇
血
〈」
は
散
佼
書
で
あ
る
か
ら
、
勿
論
こ
こ
で
使
用
す
る
の

は
そ
の
引
用
さ
れ
た

一
節
で
あ
る
。
「
資
治
通
鑑
」
各
五
六
、
漢
紀
桓
帝

永
康
元
年
の
僚
に
見
え
る
漢
の
雲
陽
燃
に
註
し
て
胡
三
省
が
之
を
引
用
し

て
い
る
。

ー

l
四
ニ
・
十

一
・
廿
日
稿
了
1
1
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