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埴
輪
研
究
の
課
題

ーノ

西

宏

幸

う
と
考
え
、
こ
の
小
論
を
も
の
し
た
次
第
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
一
　
は
　
じ
　
め
　
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

　
わ
が
国
の
考
古
学
に
お
い
て
、
埴
輪
の
研
究
は
、
比
較
的
早
く
か
ら
取
り

く
ま
れ
た
テ
ー
マ
の
一
つ
で
あ
り
、
瞥
見
し
た
だ
け
で
も
、
少
な
か
ら
ぬ
量

の
論
文
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
そ
の
多
く
は
、
形
象
埴
輪
に
よ
る
風

俗
史
的
・
美
術
史
酌
観
点
に
と
ど
ま
っ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
だ
が
近
年
に

至
っ
て
、
円
筒
埴
輪
の
起
源
問
題
に
注
目
す
べ
き
進
展
を
み
る
よ
う
に
な
り
、

そ
の
他
の
点
で
も
、
埴
輪
が
改
め
て
考
古
学
者
の
注
意
を
ひ
き
は
じ
め
た
と

い
え
ぱ
、
こ
う
し
た
分
野
に
か
か
わ
る
者
の
ひ
い
き
欝
か
も
し
れ
な
い
が
、

と
も
か
く
、
従
来
と
は
異
な
る
新
た
な
気
運
の
醸
成
さ
れ
つ
つ
あ
る
こ
と
は

確
か
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
埴
輪
研
究
の
問
題
点
の
整
理
と
今
後
の
方
向
づ
け

と
に
、
本
論
の
主
要
な
枚
数
を
割
く
こ
と
も
、
あ
な
が
ち
無
益
で
は
な
か
ろ

二
　
埴
輪
の
出
現

　
埴
輪
の
起
源
に
つ
い
て
は
、
幾
人
か
の
研
究
者
に
よ
っ
て
論
じ
ら
れ
て
き

た
が
、
い
ず
れ
も
臆
説
を
大
き
く
越
え
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
こ
う
し
た

な
か
で
、
実
証
性
と
論
理
性
と
を
具
え
て
登
場
し
た
の
が
、
近
藤
義
郎
・
春

　
　
　
　
　
　
　
②

成
秀
爾
両
氏
の
論
文
で
あ
っ
た
。
そ
の
所
説
を
詳
し
く
紹
介
す
る
余
裕
は
な

い
が
、
　
「
吉
備
地
方
で
誕
生
し
た
円
筒
形
埴
輪
を
畿
内
諸
勢
力
が
う
け
い
れ
、

さ
ら
に
壷
と
円
筒
形
植
輪
の
合
体
し
た
朝
顔
形
埴
輪
を
う
み
だ
し
、
そ
れ
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

な
ら
ん
で
円
筒
形
埴
輪
の
使
用
が
盛
行
す
る
」
と
い
う
主
張
が
、
主
な
論
点

と
い
え
る
。
そ
し
て
、
そ
の
帰
結
に
至
る
作
業
と
し
て
、
吉
備
地
方
の
「
特

殊
土
器
類
」
を
「
立
亀
住
」
・
「
向
木
見
型
」
・
「
薫
陶
型
」
・
「
都
月
型
」



埴輪研：究の課題（川西）

の
以
上
四
段
階
に
型
式
編
年
し
た
わ
け
で
あ
る
。

　
昭
和
四
二
年
の
論
文
発
表
か
ら
規
在
ま
で
に
、
両
氏
の
所
論
に
対
す
る
有

力
な
反
証
は
提
出
さ
れ
て
い
な
い
が
、
資
料
的
に
は
、
京
都
府
…
向
日
市
寺
戸

　
　
　
　
　
④
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

の
元
稲
荷
古
墳
・
奈
良
県
桜
井
市
の
意
向
遺
跡
な
ど
で
、
　
「
都
月
型
円
筒
形

埴
輸
」
が
確
認
さ
れ
、
こ
の
問
題
に
つ
い
て
若
干
の
展
開
も
み
ら
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

す
な
わ
ち
、
元
稲
荷
古
墳
調
査
概
報
の
な
か
で
、
都
出
比
呂
志
氏
は
、
円

筒
埴
輪
を
「
も
の
を
載
せ
る
器
台
円
筒
」
と
「
配
列
の
た
め
の
円
筒
（
普

通
円
筒
）
」
と
に
分
け
る
視
角
か
ら
、
「
都
月
型
円
筒
形
壌
輪
」
　
の
再
検
討

を
お
こ
な
い
、
近
藤
。
春
成
両
氏
の
い
う
都
留
型
a
類
を
前
者
に
、
都
月
型

。
類
を
後
者
に
あ
て
よ
う
と
す
る
企
図
を
示
唆
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
　
「
器

台
円
筒
」
が
、
岡
山
梁
を
中
心
と
し
た
地
域
に
お
け
る
、
弥
生
式
時
代
後
期

の
特
殊
器
台
の
系
譜
を
ひ
く
点
は
認
め
な
が
ら
も
、
　
＝
カ
の
「
普
通
円
筒
」

ま
で
、
か
か
る
系
譜
関
係
か
ら
説
明
す
る
こ
と
に
疑
念
を
表
し
、
　
「
普
通
円

筒
は
、
多
量
に
配
列
す
る
こ
と
を
契
機
に
発
生
す
る
」
と
い
う
見
解
を
述
べ

て
い
る
。
つ
ま
り
、
墳
丘
へ
の
多
琶
配
列
を
契
機
と
し
て
出
現
す
る
「
普
通

円
筒
」
の
故
地
は
、
ま
だ
確
定
し
て
い
な
い
と
考
え
よ
う
と
い
う
わ
け
で
あ

る
。

　
し
か
し
、
都
出
氏
の
こ
う
し
た
新
見
解
も
、
　
「
普
通
円
筒
」
の
崖
現
を
解

明
し
た
こ
と
に
は
、
必
ず
し
も
な
ら
な
い
よ
う
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
　
「
普

通
円
筒
」
自
身
の
祖
型
が
、
大
量
配
列
と
い
う
現
象
の
現
わ
れ
る
以
前
に
、

存
在
し
た
の
か
否
か
に
つ
い
て
、
言
及
さ
れ
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
し
た

が
っ
て
氏
の
真
意
は
量
り
か
ね
る
が
、
か
り
に
祖
型
が
な
く
大
量
配
列
を
契

機
に
「
普
通
円
筒
」
が
突
如
に
発
現
し
た
と
解
す
る
な
ら
ば
、
氏
の
指
摘
は

や
や
説
得
力
を
失
う
観
を
ま
ぬ
が
れ
な
い
し
、
　
「
滑
台
円
筒
」
の
た
ぐ
い
に

そ
の
原
型
を
求
め
る
と
、
近
藤
・
春
成
両
氏
の
所
説
を
か
え
っ
て
支
持
す
る

こ
と
に
も
な
ろ
う
。
こ
の
点
に
都
出
氏
の
再
論
を
期
待
し
て
お
く
が
、
い
ず

れ
に
し
ろ
、
氏
も
述
べ
て
い
る
如
く
、
埴
輪
の
起
源
闇
題
に
と
っ
て
、
前
期

古
墳
出
土
埴
輪
の
編
年
が
焦
眉
の
課
題
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

　
加
え
て
、
近
藤
・
春
成
両
氏
の
論
文
に
対
す
る
多
少
の
問
題
点
を
、
あ
わ

せ
示
し
て
お
く
と
、
ま
ず
、
両
氏
の
設
定
し
た
「
特
殊
土
器
類
」
の
型
式
編

年
の
う
ち
、
　
「
宮
山
型
扁
と
次
の
「
都
月
型
」
と
の
あ
い
だ
に
、
型
式
学
上

の
ビ
ア
タ
ス
が
あ
り
、
と
り
わ
け
後
者
の
壷
形
土
器
は
、
畿
内
の
弥
生
式
蒔

代
後
期
に
お
け
る
あ
る
種
の
壷
形
土
器
か
ら
変
化
し
た
と
い
う
説
も
あ
る
。

ゆ
え
に
、
薄
身
も
含
め
て
、
　
「
宮
山
型
」
か
ら
「
薄
月
型
」
へ
の
移
行
が
、

吉
備
地
方
の
一
元
的
変
遷
の
み
で
解
決
さ
れ
る
か
ど
う
か
は
、
ま
だ
断
定
で

き
な
い
と
考
え
る
。
そ
の
ば
あ
い
、
畿
内
に
原
型
を
も
つ
と
も
い
う
こ
の
た

ぐ
い
の
壷
形
土
器
が
、
若
干
の
地
方
差
は
あ
っ
て
も
、
九
州
か
ら
関
東
に
至

る
重
鎖
出
現
前
の
古
墳
よ
り
出
土
し
て
い
る
事
実
は
、
迷
界
的
で
あ
ろ
う
。

　
ま
た
両
氏
の
論
文
は
、
　
「
特
殊
土
器
類
」
の
型
式
学
的
研
究
に
基
づ
い
て

お
り
、
　
「
特
殊
土
器
類
」
の
生
産
体
制
と
い
う
視
点
か
ら
は
述
べ
ら
れ
て
い
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な
い
。
こ
の
視
点
を
具
体
的
に
い
う
と
、
　
「
立
石
型
」
か
ら
「
都
月
型
」
に

及
ぶ
変
遷
の
な
か
で
、
そ
の
生
産
廊
制
の
画
期
が
ど
こ
に
あ
り
、
そ
れ
が
畿

内
の
堰
輪
の
生
産
体
制
へ
い
か
に
繋
が
っ
て
い
く
の
か
と
い
う
点
で
あ
る
。

か
か
る
研
究
方
向
も
、
埴
輪
の
起
源
を
論
ず
る
際
の
一
視
角
に
な
ろ
う
。

三
　
畿
内
に
お
け
る
埴
輪
の
編
年

　
今
日
の
埴
輪
研
寵
に
欠
縁
る
も
の
は
、
埴
輪
の
編
年
で
あ
る
。
そ
し
て
、

編
年
の
次
落
と
い
う
事
態
を
も
え
ち
し
た
要
心
の
大
半
は
、
従
来
の
研
究
の

主
根
が
概
ぬ
形
象
埴
輪
に
向
い
て
い
た
こ
と
に
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
形
象
埴

輪
弦
、
器
形
が
複
雑
で
個
体
差
が
大
き
い
う
え
に
、
器
種
竜
多
様
菰
た
め
、

破
井
か
ら
全
形
を
七
瀬
に
復
原
す
る
㌧
鮎
と
の
無
難
な
ば
あ
い
が
多
い
。
形
象

埴
輪
の
か
か
る
通
性
は
、
そ
れ
が
編
年
の
素
材
と
し
て
不
適
当
で
あ
る
こ
と

を
意
味
す
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
埴
輪
の
編
年
的
研
究
が
進
捗
を
み
な
か
っ
允
の

も
、
け
だ
し
当
然
な
わ
甘
で
あ
る
。
そ
之
で
新
し
く
編
年
の
素
材
を
凝
集
る

と
す
れ
ば
、
円
筒
埴
輪
を
そ
れ
仁
あ
て
る
の
が
適
当
で
あ
ろ
う
。

　
さ
て
、
円
筒
埴
輪
は
、
飴
土
誇
成
形
．
調
整
・
タ
ガ
．
ス
カ
シ
．
焼
成
の

以
上
六
つ
の
墓
本
納
要
素
に
分
解
で
き
る
と
考
え
る
。
埴
輪
編
年
の
基
礎
に

円
筒
埴
輪
を
お
く
ば
あ
い
、
こ
れ
ら
の
諸
要
素
に
多
難
し
、
そ
れ
ら
の
各
々

の
変
化
を
追
う
鵡
と
に
よ
っ
て
、
諸
要
素
の
有
機
的
結
合
体
と
し
て
の
円
筒

埴
輪
が
、
お
の
ず
と
一
定
の
時
期
差
を
示
す
こ
と
は
、
比
較
的
容
易
に
推
察

で
き
る
。
こ
う
し
て
導
き
だ
さ
れ
た
編
年
私
案
も
な
い
わ
け
で
は
な
い
が
、

多
く
は
別
稿
に
譲
る
と
し
て
、
こ
こ
で
は
、
上
の
六
つ
の
要
素
の
う
ち
で
、

時
期
差
の
顕
著
な
も
の
に
つ
い
て
、
編
年
上
の
位
澱
づ
け
を
素
描
す
る
に
と

ど
め
た
い
。

　
ま
ず
円
筒
埴
輪
の
調
整
を
、
そ
の
施
す
個
所
に
よ
っ
て
、
外
面
調
整
と
内

面
調
整
と
に
大
き
く
分
け
、
さ
ら
に
外
薗
調
整
を
、
タ
ガ
を
つ
け
る
以
前
の

調
整
（
第
一
次
外
面
調
整
）
と
そ
れ
以
後
の
調
整
（
第
二
次
外
面
調
整
）
と

に
分
け
て
論
を
進
め
よ
う
。
そ
の
ぜ
あ
い
、
時
期
差
が
著
し
い
の
は
外
面
調

整
で
あ
る
の
で
、
少
し
外
面
の
調
整
法
に
つ
い
て
触
れ
て
お
く
と
、
板
の
木

目
に
億
ぽ
直
交
す
る
部
分
で
器
壁
を
な
で
る
こ
と
に
よ
っ
て
調
整
す
る
の
が

一
般
的
で
あ
り
、
ハ
ケ
メ
と
呼
称
さ
れ
て
い
、
る
の
が
こ
れ
に
あ
た
る
。
ま
え
、

と
き
に
木
目
に
平
行
す
る
部
位
を
調
整
に
用
い
る
こ
と
も
あ
る
し
、
ヘ
ラ
ケ

ズ
リ
・
ユ
ビ
ナ
デ
な
ぜ
、
板
に
よ
ら
な
い
外
面
調
整
法
も
存
す
る
。

　
い
ま
外
面
調
整
に
よ
る
編
年
巻
述
べ
る
に
つ
い
て
、
嘉
し
て
お
き
た
い
の

は
、
都
拙
比
呂
志
氏
の
以
下
の
指
摘
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
　
「
外
面
を
タ
テ

方
向
の
刷
毛
目
で
調
整
し
た
の
ち
、
突
熟
度
の
強
い
タ
ガ
を
貼
り
つ
け
、
タ

ガ
の
上
を
ヨ
コ
ナ
デ
す
る
特
微
を
持
つ
円
筒
埴
輪
は
前
期
古
墳
出
土
の
円
筒

埴
輪
の
中
で
も
古
い
要
素
を
示
し
、
タ
テ
方
向
の
刷
毛
屠
調
整
の
あ
と
、
タ

ガ
を
貼
り
つ
け
、
そ
の
上
を
ヨ
コ
ナ
デ
し
た
あ
と
、
さ
ら
に
タ
ガ
と
タ
ガ
と

の
澗
を
横
方
向
の
刷
毛
目
で
再
度
調
整
す
る
瀬
峰
を
持
つ
も
の
は
新
し
い
傾
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伺
を
示
す
。
さ
ら
に
、
こ
の
二
回
屡
の
横
方
向
の
刷
毛
目
調
整
を
省
略
し
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

も
の
は
、
後
期
以
降
の
円
筒
埴
輪
に
見
ら
れ
る
」
と
い
う
。
か
か
る
氏
の
賢

察
は
、
外
面
調
整
に
よ
っ
て
円
筒
埴
輪
を
大
き
く
三
時
期
に
区
分
し
た
点
で
、

ま
さ
し
く
卓
見
で
あ
り
、
外
面
調
整
に
よ
る
編
年
も
こ
れ
を
踏
ま
え
て
進
め

ざ
る
を
え
な
い
が
、
馬
に
対
す
る
疑
問
も
全
く
な
い
と
は
い
え
な
い
。
と
い

う
の
は
、
都
出
瓜
の
言
に
従
え
ば
、
前
期
で
も
古
い
時
期
と
し
た
円
筒
壇
輪

と
後
期
の
そ
れ
と
は
、
外
面
の
調
整
が
基
本
的
に
同
一
と
い
う
こ
と
に
な
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
京
都
府
向
日
市
寺
戸
大
塚
古
墳
の
円
筒
埴
輪
に
よ

っ
て
、
前
期
で
も
古
い
無
期
の
円
筒
埴
輸
を
代
表
さ
せ
る
と
、
縦
の
ハ
ケ
メ

億
第
一
次
外
面
調
整
に
も
第
二
次
外
面
調
整
に
も
用
い
て
お
り
、
そ
の
施
し

方
も
後
期
の
縦
ハ
ケ
メ
と
は
ち
が
っ
て
い
る
。
ま
た
横
肥
ケ
メ
を
、
第
一
次

及
び
第
二
次
の
外
面
調
整
に
使
う
こ
と
も
あ
る
。
こ
れ
ら
の
点
か
ら
し
て
、

古
墳
時
代
前
期
で
も
古
い
時
期
の
円
筒
埴
輪
の
外
面
調
整
は
、
縦
の
ハ
ケ
メ

を
基
調
と
し
な
が
ら
も
、
外
面
調
整
の
定
式
化
し
な
い
点
を
特
色
と
す
る
可

能
性
が
あ
る
。

　
五
世
紀
に
λ
る
と
、
円
筒
植
輪
の
外
面
調
整
せ
、
第
一
次
調
整
に
縦
ハ
ケ

メ
、
第
二
次
調
整
に
横
ハ
ケ
メ
と
い
う
一
連
の
技
法
が
火
半
を
占
め
る
に
至

り
、
外
面
調
整
が
あ
る
程
度
画
一
化
す
る
。
こ
の
時
期
の
横
ハ
ケ
メ
は
、
五

セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
前
後
の
間
隔
で
止
め
つ
つ
、
櫨
輪
を
上
か
ら
み
て
時
計
回

り
に
つ
け
る
の
を
通
例
と
す
る
。
横
ハ
ケ
メ
の
工
具
は
、
板
の
木
目
に
ほ
ぼ

直
交
す
る
部
分
を
主
に
使
う
が
、
と
き
に
平
行
部
分
を
用
い
る
こ
と
も
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
こ
う
し
た
一
定
間
隔
で
止
め
る
横
ハ
ケ
メ
以
外
に
止
め
な
い
横

ハ
ケ
メ
も
あ
り
、
両
者
の
技
法
上
の
差
異
は
無
視
で
き
な
い
。
そ
し
て
、
横

ハ
ケ
メ
の
停
止
の
有
無
は
、
ハ
ケ
メ
を
つ
け
る
際
に
工
具
を
智
歯
か
ら
離
す

か
否
か
と
い
う
点
と
関
連
す
る
可
能
性
も
あ
り
、
円
筒
埴
輪
製
作
に
お
け
る

回
転
台
使
用
の
問
題
と
も
、
密
接
に
か
か
わ
る
薯
象
で
あ
ろ
う
。
将
来
的
に

は
、
古
墳
時
代
前
期
の
円
筒
埴
輪
の
横
ハ
ケ
メ
と
中
期
の
そ
れ
と
を
分
け
る

メ
ル
ク
マ
ー
ル
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
。

　
か
く
し
て
、
横
の
ハ
ケ
メ
は
、
そ
の
施
し
方
が
次
第
に
粗
雑
に
な
り
、
つ

い
に
は
消
減
し
て
、
第
一
次
外
面
調
整
の
縦
ハ
ケ
メ
を
主
流
と
す
る
六
世
紀

代
の
円
筒
埴
輪
の
生
起
を
む
か
え
る
。
こ
の
縦
ハ
ケ
メ
を
み
る
と
、
工
具
で

器
壁
を
下
か
ら
上
へ
な
で
あ
げ
な
が
ら
、
向
か
っ
て
左
の
ハ
ケ
メ
が
右
の
ハ

ケ
メ
を
き
る
形
で
、
い
い
か
え
れ
ば
、
上
か
ら
み
て
時
計
回
り
に
つ
け
る
こ

と
が
多
い
。
ち
な
み
に
、
ユ
ビ
ナ
デ
・
ヘ
ラ
ケ
ズ
リ
な
ど
の
外
面
調
整
法
も

あ
る
が
、
ど
れ
も
第
一
次
外
面
調
整
で
あ
る
点
で
、
縦
の
ハ
ヶ
メ
と
変
わ
り

が
な
い
。

　
な
お
、
内
面
調
整
に
は
概
し
て
蒔
期
差
を
み
と
め
な
い
が
、
た
だ
内
面
に

お
け
る
ヘ
ラ
ケ
ズ
リ
技
法
の
使
用
は
、
前
期
古
墳
出
土
の
あ
る
種
の
円
筒
埴

輪
に
限
ら
れ
る
。

　
次
に
タ
ガ
に
つ
い
て
触
れ
て
み
よ
う
。
古
墳
時
代
前
期
の
円
筒
埴
輪
の
タ
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ガ
は
、
都
出
氏
の
述
べ
た
如
く
、
　
一
般
に
突
出
度
が
高
い
。
か
て
て
加
え
て
、

タ
ガ
の
上
面
・
側
面
・
下
面
と
も
墨
黒
、
す
る
ば
あ
い
も
多
く
、
全
体
に
シ
ャ

ー
プ
な
感
じ
で
あ
る
。
一
方
、
中
期
の
円
筒
壇
輪
の
タ
ガ
は
、
概
ね
断
面
が

台
形
状
を
な
し
、
鈍
重
な
印
象
を
与
え
る
。
も
っ
と
も
、
両
時
期
の
タ
ガ
の

調
整
は
、
親
指
を
タ
ガ
上
面
に
、
人
差
指
を
側
面
に
、
中
指
を
下
面
に
あ
て
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

上
か
ら
み
て
時
計
回
り
に
な
で
る
の
を
原
則
と
す
る
の
で
、
双
方
の
タ
ガ
の

あ
い
だ
に
質
的
な
差
は
な
い
と
も
い
え
る
。
こ
う
し
た
指
に
よ
る
タ
ガ
の
ほ

か
に
、
板
状
工
具
で
調
整
し
た
タ
ガ
も
存
在
す
る
が
、
そ
れ
は
五
世
紀
代
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

円
筒
埴
輪
の
第
一
段
タ
ガ
に
限
定
で
き
る
よ
う
で
あ
る
。

　
い
ず
れ
に
し
ろ
、
タ
ガ
の
変
化
が
始
ま
る
の
は
六
百
紀
に
近
づ
い
て
か
ら

で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
全
般
に
突
出
度
が
低
く
な
り
、
貧
弱
化
す
る
と
共
に
、

技
法
的
に
は
、
親
指
と
人
差
指
と
を
主
に
使
っ
て
、
器
壁
に
な
で
つ
け
る
如

く
調
整
す
る
よ
う
に
な
る
。
た
め
に
、
タ
ガ
の
断
面
が
三
角
形
に
近
く
な
る

こ
と
が
あ
る
。
そ
の
後
、
埴
輪
の
終
末
期
に
至
っ
て
、
第
一
段
の
タ
ガ
が
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

お
】
層
変
形
す
る
ば
あ
い
も
あ
る
。

　
ス
カ
シ
の
形
状
に
も
言
及
し
て
お
く
と
、
古
墳
時
代
前
期
に
は
、
三
角
形

・
巴
形
・
鉤
形
な
ど
多
彩
で
あ
る
が
、
中
期
以
降
、
円
形
に
ほ
ぼ
画
一
化
す

　
　
　
⑫

る
ら
し
い
。

　
つ
い
で
、
埴
輪
の
焼
成
方
法
に
つ
い
て
、
や
や
詳
し
く
述
べ
る
こ
と
に
す

る
。

　
焼
成
方
法
を
考
え
る
上
で
、
わ
け
て
も
刮
目
す
べ
き
は
、
埴
輪
の
外
面
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

付
着
し
た
黒
斑
の
存
否
で
あ
る
。
こ
の
黒
斑
と
い
う
の
は
、
円
筒
壇
輪
の
ば

あ
い
、
外
藤
の
一
方
と
そ
の
反
対
方
向
の
外
面
と
に
、
縦
に
長
く
つ
く
の
を

常
と
す
る
。
た
と
え
ば
、
先
に
述
べ
た
寺
戸
大
塚
古
墳
の
円
筒
埴
輪
で
は
、

底
部
が
確
認
で
き
る
五
十
本
余
り
の
す
べ
て
に
黒
斑
が
あ
り
、
ど
れ
も
こ
う

し
た
位
置
関
係
を
と
っ
て
い
る
。
円
筒
埴
輪
に
お
け
る
黒
斑
の
有
無
を
、
京

都
府
城
陽
市
の
久
津
川
古
墳
群
及
び
そ
の
近
傍
の
古
墳
で
確
か
め
て
み
る
と
、

　
　
　
　
　
⑭
　
　
　
　
　
　
　
⑮
　
　
　
　
　
　
　
⑯

金
比
羅
山
古
墳
・
平
川
車
塚
古
墳
・
宇
治
二
子
山
北
墳
の
円
筒
埴
輪
に
黒
斑

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰
　
　
　
　
　
　
　
⑱
　
　
　
　
　
　
　
⑲

が
存
す
る
の
に
対
し
、
青
塚
古
墳
・
宮
ノ
平
第
一
号
墳
・
坊
主
山
第
一
号
墳

　
　
　
　
　
　
⑳

・
留
山
第
一
号
墳
で
は
、
形
象
埴
輪
も
含
め
て
黒
斑
の
あ
る
埴
輪
は
皆
無
で

あ
る
。
と
り
わ
け
青
塚
古
墳
で
発
掘
さ
れ
た
円
筒
埴
輪
約
「
○
○
本
の
う
ち

の
い
ず
れ
に
も
黒
斑
が
な
い
。

　
か
か
る
相
違
は
、
単
な
る
偶
然
の
所
産
で
は
な
く
、
焼
成
方
法
の
根
本
的

な
差
異
に
起
因
す
る
と
い
え
る
。
と
い
う
の
は
、
大
阪
府
羽
曳
野
市
誉
田
白

　
　
　
⑳
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

鳥
埴
輪
窯
や
福
岡
県
八
女
市
忠
見
区
立
山
山
埴
輪
窪
…
の
白
土
品
に
は
黒
斑
が

な
く
、
し
た
が
っ
て
、
黒
斑
を
欠
く
壌
輪
は
、
須
恵
器
窯
と
同
様
な
構
造
の

審
窯
で
焼
成
し
た
蓋
然
性
が
高
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
黒
斑
を
も

つ
埴
輪
は
、
弥
生
式
土
器
と
大
差
な
い
焼
成
法
に
よ
る
と
推
測
さ
れ
る
。

　
し
か
し
、
以
上
の
点
を
定
説
化
す
る
に
は
、
ま
だ
い
く
つ
か
の
検
証
を
要

す
る
。
た
と
え
ば
、
黒
斑
の
付
着
す
る
原
因
に
つ
い
て
、
若
干
の
腹
案
も
な
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埴輪研究の課題（川西）

い
わ
け
で
も
な
い
が
、
い
ま
だ
確
定
的
な
解
答
を
得
て
い
な
い
。
た
だ
少
な

一
と
も
・
弥
生
式
土
器
の
黒
斑
に
関
す
る
佐
餐
氏
の
解
砺
を
・
埴
輪
に
援

用
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
ろ
う
。
ま
た
逆
に
、
窪
窯
で
焼
け
ば
な
ぜ
黒
斑

が
生
じ
な
い
の
か
と
い
う
点
も
、
十
全
な
説
明
を
用
意
で
き
な
い
。
そ
の
ほ

か
、
黒
斑
を
も
つ
埴
輪
の
焼
成
祉
が
発
見
さ
れ
る
こ
と
も
、
こ
の
問
題
を
大

き
く
進
め
る
結
果
を
も
た
ら
そ
う
。

　
か
く
の
如
く
さ
ま
ざ
ま
な
難
問
を
か
か
え
な
が
ら
も
、
黒
斑
の
有
無
が
焼

成
方
法
の
ち
が
い
を
意
味
し
、
そ
の
消
失
が
埴
輪
に
お
け
る
窓
窯
の
採
用
と

不
可
欠
に
結
び
つ
く
と
い
う
如
上
の
論
点
が
一
応
認
め
ら
れ
た
も
の
と
し
て
、

話
を
先
へ
進
め
る
こ
と
に
し
よ
う
。

　
さ
て
、
こ
の
焼
成
方
法
の
転
換
期
、
い
い
か
え
る
と
埴
輪
の
焼
成
へ
の
讐

窯
の
導
入
時
期
を
探
る
と
、
久
津
州
古
墳
群
で
は
、
平
川
車
塚
古
墳
か
ら
青

塚
古
墳
へ
の
あ
い
だ
に
求
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
り
、
古
墳
の
編
年
か
ら
み
た

実
年
代
で
い
え
ば
、
五
世
紀
中
葉
に
比
定
で
き
る
。
大
阪
府
高
槻
市
弁
天
山

古
墳
群
な
ど
座
右
の
資
料
か
ら
し
て
、
こ
の
年
代
比
定
は
、
畿
内
全
域
の
埴

輪
に
及
ぼ
し
て
ほ
ぼ
誤
り
な
い
と
思
わ
れ
る
し
、
そ
の
ば
あ
い
、
田
辺
昭
三

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

氏
の
説
《
須
恵
器
生
産
の
上
限
と
も
概
ね
合
致
す
る
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
、

須
恵
器
生
産
の
開
始
と
共
に
、
そ
の
焼
成
法
を
埴
輪
へ
大
幅
に
取
り
い
れ
た

と
い
う
状
況
も
、
想
定
で
き
る
わ
け
で
あ
る
。

　
た
だ
し
、
伝
至
神
陵
か
ら
出
土
し
た
と
い
う
壇
輪
に
つ
い
て
は
、
少
々
聞

題
が
残
っ
て
い
る
。
と
い
う
の
は
、
こ
の
古
墳
出
土
と
い
う
埴
輪
が
、
東
京

国
立
博
物
館
と
京
大
考
古
学
研
究
室
と
に
保
管
さ
れ
て
い
る
が
、
ど
れ
も
黒

斑
の
な
い
埴
輪
で
あ
り
、
宮
漏
で
焼
成
し
た
確
率
が
高
い
か
ら
で
あ
る
。
そ

し
て
、
伝
福
神
陵
の
年
代
を
五
世
紀
初
頭
と
す
れ
ば
、
砲
金
の
上
限
を
そ
こ

ま
で
引
き
あ
げ
る
こ
と
に
も
な
り
か
ね
な
い
し
、
い
き
お
い
、
田
辺
氏
の
い

う
須
恵
器
生
産
の
開
始
期
と
も
一
致
し
な
い
こ
と
に
な
る
。
讐
窯
の
上
限
に

関
す
る
、
埴
輪
と
須
恵
器
と
の
こ
う
し
た
矛
盾
を
解
く
に
は
、
五
世
紀
初
頭

と
い
う
伝
応
否
陵
の
年
代
自
身
を
改
め
る
方
途
も
あ
る
し
、
そ
の
年
代
観
を

認
め
る
立
場
な
ら
、
こ
れ
ら
の
埴
輪
を
、
伝
心
神
陵
築
造
以
後
に
遽
加
樹
立

し
た
も
の
と
み
な
す
こ
と
も
で
き
る
。
ま
た
、
正
規
の
発
掘
品
で
な
い
こ
と

を
理
由
に
、
伝
応
神
陵
出
土
に
異
議
を
唱
え
る
余
地
も
な
い
と
は
い
え
な
い
。

い
ず
れ
に
し
ろ
、
こ
の
点
の
究
明
は
、
単
に
埴
輪
の
編
年
に
と
ど
ま
ら
ず
、

多
く
の
産
繭
に
波
紋
を
投
げ
か
け
る
で
あ
ろ
う
。

　
右
に
論
じ
た
円
筒
埴
輪
の
諸
要
素
の
ほ
か
に
、
畿
内
に
お
け
る
六
世
紀
の

円
筒
埴
輪
の
特
色
を
、
も
う
一
点
あ
げ
て
お
こ
う
。
そ
れ
は
底
部
調
整
技
法

と
名
付
け
た
技
法
で
あ
る
。
こ
の
技
法
は
、
円
筒
埴
輪
製
作
工
程
の
最
終
に

近
い
段
階
で
、
円
筒
埴
輪
を
倒
立
し
、
底
部
付
近
内
面
を
お
さ
え
る
こ
と
に

よ
っ
て
お
こ
な
う
。
そ
の
ば
あ
い
、
親
指
を
底
部
付
近
内
面
に
、
残
り
の

指
を
外
面
に
あ
て
、
親
指
で
内
面
を
押
圧
す
る
方
式
を
と
る
が
、
残
り
の
指

と
外
面
と
の
あ
い
だ
に
、
板
状
工
具
を
は
さ
ん
だ
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
。
こ
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う
し
た
技
法
に
よ
っ
て
、
底
部
末
端
が
口
U
N
状
に
尖
る
こ
と
も
あ
る
が
、
大

し
て
尖
ら
な
い
ば
あ
い
も
あ
る
の
で
、
こ
の
技
法
が
底
部
末
端
を
尖
ら
せ
る

こ
と
を
意
図
し
て
い
た
と
ま
で
は
い
え
な
い
。

　
か
か
る
底
部
調
整
技
法
を
も
つ
円
筒
埴
輪
は
、
こ
の
技
法
に
よ
ら
な
い
個

体
と
、
ほ
ぼ
拮
抗
す
る
割
合
で
一
古
墳
内
に
並
置
し
て
あ
り
、
し
か
も
、
六

世
紀
の
埴
輪
に
至
る
過
渡
期
で
は
、
底
部
調
整
を
施
し
た
円
筒
埴
輪
に
、
タ

ガ
の
変
化
が
著
し
い
と
い
う
特
徴
を
指
摘
で
き
そ
う
で
あ
る
。
底
部
調
整
技

法
と
タ
ガ
と
の
こ
う
し
た
相
関
関
係
は
、
五
世
紀
か
ら
六
世
紀
へ
の
円
筒
埴

輪
の
変
遷
を
解
明
す
る
季
が
か
り
と
な
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
な
に
ゆ
え
こ

の
技
法
が
現
わ
れ
た
か
は
、
必
ず
し
も
あ
き
ら
か
で
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊧

　
そ
の
ほ
か
、
小
林
行
雄
氏
が
つ
と
に
論
じ
た
形
象
埴
輪
の
遷
移
も
、
横
ハ

ケ
メ
の
消
滅
・
タ
ガ
の
変
化
・
底
部
調
整
技
法
の
出
現
と
い
う
、
六
世
紀
の

円
筒
埴
輪
へ
の
一
連
の
変
容
と
、
期
を
一
に
す
る
よ
う
で
あ
る
。

　
か
く
し
て
、
以
上
に
語
り
き
た
っ
た
諸
点
を
主
な
基
準
に
す
れ
ば
、
畿
内

の
埴
輪
を
四
時
期
に
区
分
で
き
る
こ
と
が
、
お
の
ず
か
ら
知
ら
れ
る
で
あ
ろ

う
。
私
見
に
よ
る
と
、
そ
の
実
年
代
は
、
第
－
期
が
四
世
紀
後
半
、
第
H
期

が
五
世
紀
前
半
、
賢
覧
期
が
五
世
紀
後
半
、
第
W
期
が
六
世
紀
前
半
に
お
お

よ
そ
比
定
で
き
る
と
考
え
る
。

四
　
畿
内
以
外
の
地
方
の
埴
輪

　
畿
内
に
お
け
る
埴
輪
の
出
現
時
期
は
四
世
紀
中
葉
に
あ
た
ろ
う
が
、
他
の

地
方
で
は
少
々
遅
れ
、
比
較
的
早
い
と
こ
ろ
で
も
、
四
世
紀
後
葉
ま
で
下
が

る
よ
う
で
あ
る
。
そ
し
て
、
畿
内
の
第
－
期
か
ら
第
H
期
へ
の
移
行
に
対
応

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊧

す
る
変
化
は
、
岡
山
県
下
で
、
岡
山
市
沢
田
金
蔵
山
古
墳
の
円
筒
埴
輪
と
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

久
米
郡
棚
原
町
月
の
輪
古
墳
の
そ
れ
と
の
差
異
に
う
か
が
う
こ
と
も
で
き

る
。　

畿
内
と
他
の
地
方
と
の
関
係
で
特
に
重
要
な
の
は
、
豊
穣
の
伝
播
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
五
世
紀
中
葉
を
境
と
し
て
、
畿
内
の
埴
輪
の
焼
成
に
奮
窯
を
広

く
利
用
す
る
よ
う
に
な
る
が
、
ほ
ぼ
同
学
期
に
、
こ
の
焼
成
法
が
他
の
地
方

へ
も
伝
わ
る
の
で
あ
る
。
実
例
を
あ
げ
る
と
、
広
島
県
賀
茂
郡
西
條
町
の
三

ツ
城
古
墳
∵
岡
山
県
総
社
市
三
須
の
作
山
古
墳
・
静
岡
県
磐
田
市
鎌
田
の
堂

山
古
墳
の
以
上
三
古
墳
の
埴
輪
は
、
黒
斑
を
欠
く
点
で
、
審
窯
に
よ
っ
て
焼

成
し
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
、
副
葬
品
な
ど
か
ら
み
て
、
こ
れ
ら
の
古
墳

は
五
世
紀
中
葉
な
い
し
後
半
代
に
比
定
で
き
る
。
そ
う
し
た
ば
あ
い
、
田
辺

　
　
　
　
⑳

昭
三
氏
の
説
に
従
っ
て
、
須
恵
器
生
産
の
他
地
方
へ
の
最
初
の
伝
播
を
西
暦

五
〇
〇
年
前
後
と
み
れ
ば
、
埴
輪
と
須
恵
器
と
は
、
同
様
な
奮
窯
を
用
い
な

が
ら
、
そ
の
伝
播
の
蒔
期
に
ず
れ
が
あ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
点
を
解
決

す
る
に
は
、
従
来
の
古
墳
の
年
代
観
及
び
須
恵
器
の
実
年
代
を
全
面
的
に
変
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更
し
て
、
こ
の
ず
れ
の
解
消
を
は
か
る
努
力
を
す
る
か
、
あ
る
い
は
、
か
か

る
ず
れ
を
事
実
と
み
て
、
そ
の
解
釈
に
力
点
を
お
く
か
の
ど
ち
ら
か
で
あ
ろ

う
。　

そ
れ
は
と
も
か
く
と
し
て
も
、
他
の
地
方
で
植
輪
の
焼
成
に
奮
窯
を
広
範

に
用
い
る
よ
う
に
な
る
の
は
、
西
暦
五
〇
〇
年
前
後
と
い
う
須
恵
器
生
産
の

伝
播
が
、
あ
ず
か
っ
て
力
あ
ろ
う
。
こ
こ
で
は
微
に
入
る
の
を
避
け
、
六
世

紀
代
に
お
け
る
埴
輪
と
須
恵
器
と
の
関
係
に
つ
い
て
、
　
一
応
の
見
通
し
を
述

べ
る
に
と
ど
め
て
お
こ
う
。

　
ま
ず
、
畿
内
か
ら
九
州
ま
で
の
諸
地
方
で
は
、
埴
輪
と
須
恵
器
と
を
別
の

悪
摺
で
焼
成
す
る
の
を
常
態
と
し
た
よ
う
で
あ
る
α
そ
れ
に
対
し
て
、
畿
内

を
除
く
、
畿
内
よ
り
東
の
地
方
を
通
覧
す
る
と
、
三
重
・
愛
知
両
察
で
は
、

壌
輪
と
須
恵
器
と
の
あ
い
だ
に
技
法
の
交
流
は
な
い
が
、
双
方
を
共
通
の
讐

窯
で
焼
成
し
て
お
り
、
一
方
、
静
岡
県
西
部
や
石
川
県
で
は
、
須
恵
器
の
技

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

法
で
埴
輪
を
作
り
、
両
者
を
共
用
の
奮
窯
で
焼
い
て
い
る
。
ま
た
関
東
地
方

に
な
る
と
、
現
在
の
と
こ
ろ
六
世
紀
前
半
代
に
さ
か
の
ぼ
る
須
恵
器
窒
…
が
確

認
さ
れ
て
い
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
・
千
葉
県
我
孫
需
根
戸
の
金
馨
脚

の
埴
輪
に
み
る
如
く
、
六
世
紀
前
葉
に
は
讐
窯
に
よ
る
埴
輪
が
存
在
し
て
い

る
の
で
あ
る
。
畿
内
以
外
の
埴
輪
に
お
け
る
こ
う
し
た
地
方
差
の
意
味
す
る

と
こ
ろ
の
多
く
は
今
後
の
研
究
に
委
ね
て
お
く
が
、
し
い
て
そ
の
一
端
を

も
ら
せ
ぼ
、
送
呈
の
あ
り
方
か
ら
み
て
、
西
暦
五
〇
〇
年
前
後
と
い
う
須

恵
器
生
産
の
東
方
へ
の
最
初
の
伝
播
が
、
太
平
洋
側
は
静
岡
県
蒲
部
ま
で
、

日
本
海
側
は
石
川
県
ま
で
に
と
ど
ま
っ
た
可
能
性
が
あ
る
の
で
は
な
か
ろ
う

か
。　

ほ
か
に
、
畿
内
と
他
の
地
方
と
の
関
係
に
つ
い
て
、
円
筒
埴
輪
第
一
段
の

タ
ガ
を
板
状
工
具
で
整
形
す
る
技
法
が
畿
内
と
そ
の
西
に
阪
ら
れ
る
ら
し
い

こ
と
、
畿
内
の
第
選
期
か
ら
第
W
期
へ
の
一
連
の
変
化
は
、
他
の
地
方
の
埴

輪
に
も
何
ら
か
の
影
響
を
与
え
る
が
、
こ
の
う
ち
底
部
調
整
技
法
だ
け
は
畿

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

内
に
ほ
ぼ
限
定
で
き
る
こ
と
、
第
W
期
で
も
新
し
い
段
階
に
現
わ
れ
る
円
簡

埴
輪
第
一
段
タ
ガ
の
一
層
変
形
す
る
現
象
が
、
畿
内
よ
り
東
の
地
方
に
は
及

ん
で
い
な
い
可
能
性
が
あ
る
こ
と
、
な
ど
が
あ
げ
ら
れ
る
が
、
詳
細
は
別
冊

に
譲
っ
て
お
く
。

　
い
ず
れ
に
し
て
も
、
畿
内
と
他
の
地
方
と
の
関
係
を
問
題
に
す
る
際
に
は
、

畿
内
か
ら
埴
輪
工
人
が
移
動
し
た
状
況
を
想
定
す
る
必
要
が
あ
る
ば
あ
い
と
、

工
人
の
移
動
を
考
慮
せ
ず
と
も
、
そ
の
地
方
の
工
人
の
有
す
る
技
術
の
範
囲

内
で
、
畿
内
に
対
応
す
る
変
化
を
達
成
し
う
る
ば
あ
い
と
を
、
理
論
上
区
別

す
る
こ
と
が
基
本
的
な
視
角
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

五
　
埴
輪
工
人
を
め
ぐ
る
諸
問
題

　
埴
輪
工
人
を
論
じ
よ
う
と
す
る
と
ぎ
に
、
わ
れ
わ
れ
は
み
ず
か
ら
の
眼
で
、

埴
輪
に
印
さ
れ
た
製
作
者
の
微
妙
な
手
の
動
き
ま
で
も
看
取
す
る
と
こ
ろ
か
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ら
出
発
す
る
こ
と
が
、
必
須
の
条
件
で
あ
ろ
う
。
こ
の
点
を
君
過
す
れ
ば
、

一
古
墳
内
の
円
筒
埴
輪
に
お
け
る
技
法
上
の
相
違
を
工
人
の
差
に
結
び
つ
け

る
と
い
う
操
作
は
、
徒
労
に
終
る
可
能
性
を
孕
ん
で
い
る
わ
け
で
あ
る
。
最

近
あ
い
前
後
し
て
公
表
さ
れ
た
二
つ
の
論
文
に
、
こ
う
し
た
危
惧
を
か
い
ま

み
た
の
で
、
そ
の
紹
介
も
か
ね
て
、
こ
こ
に
論
評
を
加
え
る
こ
と
に
す
る
。

発
表
の
順
序
と
は
逆
に
な
る
が
、
話
の
続
き
具
合
も
あ
る
の
で
、
ま
ず
吉
田

恵
二
氏
の
論
文
か
ら
取
り
あ
げ
て
み
よ
う
。

　
吉
田
氏
の
論
文
は
、
大
阪
府
堺
帯
浜
寺
南
町
に
所
在
し
た
経
塚
古
墳
の
円

筒
埴
輪
を
、
独
膚
の
基
準
で
分
類
し
、
そ
の
技
法
上
の
差
異
か
ら
、
製
作
工

人
の
実
体
を
復
原
し
よ
う
と
い
う
の
で
あ
る
。
氏
の
論
点
の
う
ち
で
正
鵠
を

得
て
い
る
も
の
に
つ
い
て
は
評
価
し
た
い
が
、
な
か
に
多
少
の
誤
謬
を
混
じ

て
い
る
の
で
、
こ
こ
で
は
主
に
そ
の
過
誤
と
疑
問
点
と
に
論
を
限
る
こ
と
に

す
る
。

　
は
じ
め
に
、
氏
は
経
塚
古
墳
の
円
筒
埴
輪
の
成
形
を
輪
づ
み
と
断
じ
て
い

る
が
、
実
見
し
た
限
り
、
巻
き
あ
げ
と
み
れ
な
い
こ
と
も
な
い
。
．
だ
が
、
な

に
ぶ
ん
内
薗
の
粘
土
紐
痕
が
消
え
て
お
り
、
断
定
は
で
き
な
い
。
か
り
に
氏

の
言
に
従
っ
て
輪
づ
み
と
す
れ
ば
、
畿
内
の
円
筒
埴
輪
の
成
形
に
、
輪
づ
み

と
巻
き
あ
げ
と
の
二
種
類
が
併
存
す
る
こ
と
に
な
っ
て
、
そ
の
意
義
は
小
さ

く
な
い
。
こ
の
点
で
氏
の
再
論
に
期
待
し
よ
う
。

　
輪
づ
み
・
巻
き
あ
げ
の
い
ず
れ
で
あ
れ
、
氏
が
工
人
差
の
基
準
に
し
た
技

法
上
の
相
違
と
は
、
直
接
か
か
わ
り
が
な
い
よ
う
な
の
で
、
し
ば
ら
く
お

く
と
し
て
も
、
氏
の
結
論
に
も
関
連
す
る
事
実
誤
認
に
つ
い
て
は
、
そ
れ

を
座
視
で
き
な
い
。
実
例
を
あ
げ
る
と
、
氏
は
、
底
部
付
近
外
面
の
ヘ
ラ

ケ
ズ
リ
の
有
無
を
も
っ
て
、
経
塚
古
墳
の
円
筒
埴
輪
を
大
き
く
二
分
し
、

各
々
A
技
法
・
B
技
法
と
名
付
け
て
い
る
。
だ
が
し
か
し
、
　
ヘ
ラ
ケ
ズ
リ

を
す
る
B
技
法
と
は
、
実
は
先
述
し
た
底
部
調
整
技
法
の
こ
と
で
あ
り
、

底
部
付
近
外
面
の
オ
サ
エ
を
、
氏
は
ヘ
ラ
ケ
ズ
リ
と
見
誤
っ
て
い
る
。
し
た

　
　
　
　
　
　
⑯

が
っ
て
、
　
「
基
都
外
面
を
ヘ
ラ
ケ
ズ
り
す
る
結
果
、
下
底
面
に
近
づ
く
に
従

　
　
（
引
用
者
補
足
）
　
　
　
　
　
⑯

っ
て
（
断
面
が
）
細
く
な
り
」
と
い
う
の
は
誤
り
で
あ
っ
て
、
実
際
に
は
、

底
部
付
近
内
面
を
お
さ
え
る
親
指
の
力
を
、
外
面
で
単
に
支
え
る
だ
け
な
の

で
、
底
部
宋
端
の
尖
る
と
い
う
現
象
が
生
じ
る
の
は
、
外
面
の
ヘ
ラ
ケ
ズ
リ

に
よ
る
の
で
は
な
く
、
主
に
内
面
の
押
圧
に
由
因
す
る
の
で
あ
る
。

　
さ
ら
に
氏
は
、
タ
ガ
の
断
面
形
と
調
整
法
と
に
も
着
厨
し
、
そ
の
断
面
形

を
Z
形
・
〉
形
・
コ
形
の
三
種
類
に
分
け
て
い
る
が
、
こ
の
三
分
類
は
、
タ

ガ
の
技
法
的
本
質
を
あ
ま
り
表
わ
し
て
い
な
い
。
な
か
で
も
宝
形
と
い
う
タ

ガ
に
は
、
親
指
を
タ
ガ
の
上
騰
（
氏
の
い
う
上
端
）
に
、
人
差
指
を
側
面
に
、

中
指
を
下
面
（
氏
の
い
う
下
端
）
に
あ
て
、
上
か
ら
み
て
時
計
回
り
に
な
で

る
ば
あ
い
と
、
親
指
・
人
差
指
の
あ
て
書
及
び
ナ
デ
の
方
向
は
同
じ
だ
が
、

中
指
を
概
ね
タ
ガ
直
下
の
外
面
に
あ
て
る
ば
あ
い
と
の
二
つ
が
あ
る
。
こ
れ

を
い
い
か
え
れ
ば
、
前
者
は
、
親
指
・
人
差
指
・
中
指
を
使
っ
て
、
タ
ガ
を
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器
壁
か
ら
な
で
あ
げ
る
こ
と
に
比
較
的
注
意
を
払
う
の
に
対
し
、
後
者
は
、

タ
ガ
に
加
え
る
中
指
の
働
き
を
減
じ
、
主
に
親
指
と
人
差
指
と
を
用
い
て
、

あ
た
か
も
器
壁
に
な
で
つ
け
る
か
の
如
く
に
、
タ
ガ
を
調
整
す
る
。
つ
ま
り
、

両
者
の
ち
が
い
は
、
タ
ガ
製
作
原
理
の
差
と
も
み
る
こ
と
が
で
き
る
わ
け
で

あ
る
。
ま
た
、
親
指
と
人
差
指
と
を
主
に
使
う
後
者
の
タ
ガ
が
、
底
部
調
整

技
法
を
も
つ
円
筒
集
合
に
多
い
点
か
ら
み
て
も
、
両
者
を
宝
形
タ
ガ
と
い
う

同
一
の
範
疇
に
押
し
こ
め
る
こ
と
は
、
妥
嶺
で
は
な
か
ろ
う
。
ち
な
み
に
、

底
部
調
整
技
法
の
円
筒
埴
輪
に
限
ら
れ
る
〉
形
タ
ガ
は
、
親
指
と
人
差
指
の

み
の
調
整
に
か
か
る
こ
と
を
付
記
し
て
お
く
。

　
外
面
調
整
の
ハ
ケ
メ
の
着
眼
点
と
し
て
、
氏
は
、
方
向
・
走
り
方
・
密
度

の
以
上
三
点
を
あ
げ
、
方
向
を
右
傾
と
垂
直
と
に
、
走
り
方
を
断
続
と
連
続

と
に
分
け
て
い
る
。
し
か
し
こ
う
し
た
観
点
は
、
埴
輪
工
人
を
識
別
す
る
の

に
、
や
や
不
充
分
と
思
わ
れ
る
。
吉
田
氏
の
努
力
を
否
定
す
る
つ
も
り
は
な

い
が
、
埴
輪
工
人
の
抽
出
を
め
ざ
す
人
の
た
め
に
、
以
下
の
試
み
を
提
起
し

て
お
き
た
い
。

　
第
1
・
1
図
は
、
経
塚
古
墳
の
代
表
的
な
円
筒
埴
輪
を
外
面
全
体
に
わ
た

っ
て
拓
影
し
、
ハ
ヶ
メ
の
境
界
線
な
ど
を
書
き
く
わ
え
た
も
の
で
あ
る
。
そ

の
所
見
に
つ
い
て
言
及
し
て
み
よ
う
。
な
お
、
括
弧
内
は
、
吉
田
氏
の
論
文

に
お
け
る
壇
輪
衰
示
で
あ
る
。

　
第
－
図
の
一
（
d
類
の
一
）
　
吉
田
氏
に
よ
れ
ば
、
こ
の
円
筒
埴
輪
の
外

面
調
整
の
ハ
ケ
メ
は
、
方
向
が
右
傾
し
、
走
り
方
が
断
続
す
る
と
い
う
。
だ

が
、
そ
の
製
作
者
を
論
議
す
る
以
上
、
単
に
ハ
ケ
メ
の
断
続
・
連
続
に
と
ど

ま
ら
ず
、
ハ
ケ
メ
の
施
し
方
も
重
要
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
、
こ
の
円
筒
埴
輪

の
外
面
調
整
の
ハ
ケ
メ
を
、
姐
上
に
の
せ
る
こ
と
に
す
る
。

　
こ
の
ハ
ケ
メ
は
、
向
か
っ
て
右
下
か
ら
左
上
へ
、
工
具
で
器
壁
を
な
で
あ

げ
る
こ
と
に
よ
っ
て
施
し
て
あ
り
、
ハ
ケ
メ
の
は
じ
ま
り
は
、
粘
土
が
盛
り

　
　
　
　
　
⑰

あ
が
っ
て
い
る
。
そ
の
は
じ
ま
り
を
拓
影
か
ら
た
ど
っ
て
み
る
と
、
次
の
こ

と
が
わ
か
る
。
す
な
わ
ち
、
そ
の
は
じ
ま
り
は
、
底
部
付
近
外
面
を
上
か
ら

み
て
時
計
回
り
に
一
周
し
た
の
ち
、
左
上
方
に
向
か
っ
て
上
昇
し
、
そ
れ
か

ら
水
平
方
向
に
転
ず
る
。
そ
し
て
、
前
回
と
ほ
ぼ
同
一
個
所
に
至
っ
て
、
再

び
左
上
方
に
方
向
を
変
え
、
今
度
は
さ
ほ
ど
急
激
な
上
昇
で
は
な
い
が
、
左

へ
進
む
に
従
っ
て
、
上
昇
の
程
度
が
に
ぶ
る
の
で
あ
る
。
し
か
も
タ
ガ
の
位

置
は
、
ハ
ケ
メ
の
は
じ
ま
り
が
水
平
に
近
く
移
行
す
る
高
さ
に
あ
る
。
ハ
ケ

メ
と
タ
ガ
と
の
こ
う
し
た
関
係
か
ら
、
こ
の
円
筒
埴
輪
の
製
作
者
の
意
を
汲

み
と
る
な
ら
ば
、
ハ
ケ
メ
を
つ
け
る
段
階
か
ら
、
す
で
に
タ
ガ
の
付
着
位
騒

を
あ
る
程
度
予
想
し
、
タ
ガ
に
よ
っ
て
そ
の
は
じ
ま
り
を
消
そ
う
と
し
た
、

と
解
す
る
こ
と
も
不
況
で
態
・

　
ハ
ケ
メ
の
方
向
も
同
様
に
、
垂
直
か
右
傾
か
と
い
う
よ
り
も
、
そ
の
内
実

を
重
視
す
べ
き
で
あ
る
。
そ
の
ば
あ
い
、
こ
の
円
筒
埴
輪
の
ハ
ケ
メ
の
傾
斜

は
、
拓
影
の
中
央
部
分
が
両
端
に
較
べ
て
幾
分
大
き
い
。
角
度
の
こ
う
し
た
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差
異
は
、
お
そ
ら
く
、
工
具
と
埴
輪
と
の
位
置
関
係
の
変

化
な
ど
に
よ
る
と
推
察
で
き
る
が
、
そ
の
具
体
的
な
あ
り

方
に
つ
い
て
は
、
ま
だ
不
明
な
点
が
多
い
。

　
な
お
、
タ
ガ
の
横
ナ
デ
調
整
は
、
全
周
を
一
挙
に
な
で

る
わ
け
で
な
く
、
タ
ガ
か
ら
指
を
離
し
な
が
ら
、
く
り
か

え
し
な
で
る
の
を
常
と
す
る
。
横
ナ
デ
の
こ
の
よ
う
な
開

始
部
分
は
、
第
一
段
タ
ガ
で
一
～
二
個
所
、
第
二
段
タ
ガ

で
少
な
く
と
も
二
個
所
存
在
す
る
。
横
ナ
デ
は
概
し
て
な

め
ら
か
で
あ
る
。

　
第
－
図
の
2
（
a
類
の
一
）
　
こ
の
円
筒
植
輪
の
外
面

調
整
の
ハ
ケ
メ
は
、
吉
田
氏
に
よ
る
と
、
垂
直
方
向
で
、

走
り
方
が
連
続
す
る
と
い
う
。
氏
の
い
う
連
続
す
る
ハ
ケ

メ
と
は
、
　
「
タ
ガ
間
を
一
気
に
走
る
も
の
」
を
さ
す
ら
し

い
が
、
氏
の
定
義
か
ら
す
れ
ば
、
連
続
と
い
う
衰
現
を
、

タ
ガ
の
部
分
で
ハ
ケ
メ
が
き
れ
る
ば
あ
い
と
、
タ
ガ
で
き

れ
ず
に
文
字
通
り
連
続
す
る
ば
あ
い
と
の
二
様
に
と
る
こ

と
が
で
ぎ
る
。
氏
は
両
方
の
意
味
で
使
っ
て
い
る
の
か
も

し
れ
な
い
が
、
ど
ち
ら
に
し
ろ
、
こ
の
円
筒
埴
輪
の
外
薗

調
整
の
ハ
ケ
メ
は
、
随
所
で
き
れ
て
お
り
、
連
続
と
み
る

こ
と
は
難
か
し
い
。
ハ
ケ
メ
の
は
じ
ま
り
に
上
図
と
同
様
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な
規
剛
性
を
み
る
こ
と
も
で
き
る
が
、
や
や
不
確

か
で
あ
る
。
総
じ
て
氏
の
い
う
連
続
の
ハ
ケ
メ
と

は
、
ハ
ケ
メ
の
は
じ
ま
り
が
不
明
瞭
な
も
の
を
、

連
続
と
見
誤
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

　
ま
た
、
氏
は
ハ
ケ
メ
の
方
向
を
垂
直
と
し
て
い

る
が
、
や
や
傾
斜
し
た
も
の
も
含
ん
で
い
る
。
タ

ガ
の
横
ナ
デ
開
始
部
分
は
、
第
一
段
タ
ガ
で
一
個

所
確
認
し
た
に
と
ど
ま
る
。

　
こ
の
円
筒
埴
輪
の
製
作
者
を
、
想
像
を
借
り
て

分
析
す
れ
ば
、
ハ
ケ
メ
の
は
じ
ま
り
を
外
壁
に
残

す
こ
と
を
嫌
う
癖
を
も
っ
て
い
た
た
め
に
、
ハ
ケ

メ
の
は
じ
ま
り
が
盛
り
あ
が
る
の
を
避
け
、
し
か

も
タ
ガ
に
よ
っ
て
そ
の
は
じ
ま
り
を
隠
そ
う
と
い

う
配
慮
ま
で
し
た
、
と
推
測
す
る
こ
と
も
で
き

る
。　

第
－
図
の
一
（
9
類
の
5
）
　
吉
田
氏
は
、
こ

の
円
筒
埴
輪
の
外
面
調
整
を
、
断
続
・
右
傾
の
ハ

ケ
メ
で
あ
る
と
説
く
。
ハ
ケ
メ
の
は
じ
ま
り
を
た

ど
る
と
、
外
面
を
ま
さ
に
螺
旋
状
に
め
ぐ
っ
て
お

り
、
同
じ
断
続
と
は
い
っ
て
も
、
第
王
図
の
一
と
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施
し
方
が
多
少
異
な
る
と
み
る
こ
と
も
で
き
る
。
ハ
ケ
メ
の
傾
斜
に
は
や
や

差
が
あ
り
、
た
と
え
ば
第
二
段
目
の
ハ
ケ
メ
に
つ
い
て
、
角
度
の
変
化
す
る

部
分
が
二
欄
所
存
す
る
。

　
タ
ガ
の
横
ナ
デ
開
始
部
分
は
、
第
一
段
タ
ガ
に
三
個
所
あ
る
。
こ
の
う
ち

一
個
所
は
タ
ガ
の
粘
土
紐
の
端
に
あ
た
り
、
こ
の
ば
あ
い
は
ナ
デ
の
開
始
一

終
了
部
分
で
も
あ
る
が
、
そ
れ
が
ス
カ
シ
の
位
置
と
舎
致
し
て
い
る
。
か
か

る
あ
り
方
か
ら
み
て
、
製
作
者
が
、
こ
こ
を
何
ら
か
の
基
準
位
置
に
し
て
、

第
一
段
タ
ガ
及
び
ス
カ
シ
を
作
っ
た
状
況
も
考
え
ら
れ
る
。
と
す
れ
ば
、
タ

ガ
の
横
ナ
デ
開
始
部
分
が
そ
の
反
対
部
分
に
も
一
個
所
あ
り
、
同
じ
く
ス
カ

シ
の
位
置
と
対
応
す
る
こ
と
も
、
意
味
の
あ
る
こ
と
か
も
し
れ
な
い
。
第
二

段
タ
ガ
の
横
ナ
デ
開
始
部
分
は
、
一
個
所
残
っ
て
い
る
。
そ
の
ほ
か
、
タ
ガ

直
下
の
横
ナ
デ
部
分
が
波
状
を
呈
す
る
が
、
こ
れ
は
、
タ
ガ
を
横
ナ
デ
調
整

す
る
以
前
に
、
タ
ガ
の
粘
土
紐
を
円
筒
埴
輪
の
外
面
に
擦
り
つ
け
た
痕
跡
で

あ
る
。

　
第
翌
春
の
2
（
f
類
の
2
）
　
こ
の
円
筒
埴
輪
の
外
面
調
整
は
、
吉
田
氏

に
よ
っ
て
、
右
傾
・
連
続
の
ハ
ケ
メ
と
さ
れ
て
い
る
。
底
部
付
近
に
は
じ
ま

る
ハ
ケ
メ
を
、
一
度
に
長
く
引
き
あ
げ
て
は
い
る
も
の
の
、
そ
の
の
ち
ハ
ケ

メ
を
さ
ら
に
加
え
る
点
か
ら
し
て
、
こ
れ
を
連
続
と
み
る
の
は
困
難
で
あ
る
。

バ
ケ
メ
の
は
じ
ま
り
に
法
則
性
は
看
取
で
き
な
い
が
、
ハ
ケ
メ
の
角
度
の
異

な
る
部
分
が
、
拓
影
の
中
央
や
や
右
よ
り
と
左
端
付
近
と
の
二
個
所
に
あ
る
。

そ
し
て
、
両
者
の
間
隔
は
円
筒
埴
輪
の
約
半
周
に
あ
た
る
。
と
す
れ
ば
、
バ

グ
メ
の
あ
り
方
が
半
周
毎
で
ち
が
う
と
い
う
こ
と
に
も
な
ろ
う
。

　
タ
ガ
の
横
ナ
デ
開
始
部
分
は
、
少
な
く
と
も
、
第
一
段
タ
ガ
で
二
個
所
、

第
二
・
三
段
タ
ガ
で
各
一
個
所
あ
る
。
そ
の
横
ナ
デ
は
な
め
ら
か
さ
を
欠
き
、

処
々
で
止
ま
っ
て
い
る
。
な
お
、
吉
田
氏
が
f
類
と
し
た
一
群
の
円
筒
埴
輪

の
な
か
に
、
第
三
段
目
に
ス
カ
シ
の
あ
る
も
の
と
、
な
い
も
の
と
が
あ
り
、

こ
れ
ら
を
同
一
人
の
製
作
と
す
れ
ば
、
か
か
る
形
態
上
の
相
違
は
何
に
よ
る

の
で
あ
ろ
う
か
。

　
以
上
、
経
塚
古
墳
の
円
筒
埴
輪
に
お
け
る
外
面
調
整
の
代
裏
例
を
取
り
あ

げ
た
わ
け
で
あ
る
が
、
こ
う
し
た
視
座
か
ら
、
氏
の
分
類
し
た
円
筒
埴
輪
を

再
吟
味
す
る
と
、
氏
が
同
一
工
人
と
し
た
も
の
の
な
か
に
、
そ
れ
と
み
な
せ

な
い
も
の
も
混
入
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
そ
の
点
に
こ
と
さ

ら
触
れ
る
こ
と
は
控
え
、
氏
の
分
類
基
準
で
工
入
を
弁
別
す
る
の
は
容
易
で

な
い
、
と
だ
け
い
う
に
と
ど
め
よ
う
。

　
加
う
る
に
、
氏
は
、
埴
輪
工
入
の
「
集
団
的
統
一
体
の
最
小
基
本
単
位
」

を
「
工
人
単
位
」
と
呼
び
、
　
「
工
人
単
位
が
い
く
つ
か
集
ま
っ
た
も
の
」
を

「
工
人
集
団
」
と
名
付
け
る
こ
と
を
確
言
し
、
　
「
工
人
単
位
」
の
技
法
上
の

表
徴
と
し
て
、
既
述
し
た
底
部
調
整
技
法
の
有
無
を
あ
て
て
い
る
。
工
人
に

関
す
る
こ
う
し
た
把
握
方
法
の
当
否
は
問
わ
な
い
に
し
て
も
、
な
に
ゆ
え
底

部
調
整
の
技
法
が
「
思
入
単
位
」
を
示
す
の
か
に
つ
い
て
は
、
そ
の
論
拠
が
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充
分
示
さ
れ
て
い
な
い
。
こ
の
論
証
を
欠
く
な
ら
、
　
「
工
人
単
位
」
を
表
わ

す
技
法
が
、
無
理
に
底
部
調
整
技
法
で
な
く
て
も
、
そ
の
他
の
要
素
で
も
よ

い
こ
と
に
な
る
。

　
い
ず
れ
に
し
ろ
、
一
古
墳
内
の
埴
輪
か
ら
製
作
工
人
の
実
体
を
復
原
し
よ

う
と
い
う
際
に
、
人
間
へ
の
深
い
洞
察
と
、
も
の
に
対
す
る
鋭
い
観
察
眼
と

が
な
け
れ
ば
、
い
く
ら
工
人
集
団
論
を
展
開
し
て
も
、
何
を
か
言
わ
ん
や
で

あ
る
。
し
か
し
そ
れ
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
吉
田
氏
の
論
文
が
、
一
古
墳
内
の

埴
輪
か
ら
製
作
工
人
を
論
じ
う
る
地
平
を
、
多
少
な
り
と
も
切
り
ひ
ら
い
た

点
に
は
、
一
応
の
評
価
を
下
し
て
お
き
た
い
。

　
経
塚
古
墳
の
羅
文
が
寒
け
に
さ
れ
な
い
段
階
で
論
議
す
る
の
は
、
必
ず
し

も
実
り
あ
る
と
は
い
え
な
い
の
で
、
填
輪
の
詳
細
は
正
報
告
に
託
す
る
こ
と

と
し
、
つ
ぎ
に
、
関
東
地
方
の
埴
輪
を
取
り
あ
げ
た
識
俊
二
郎
氏
の
論
文
へ

と
筆
を
転
ず
る
こ
と
に
す
る
。

　
轟
氏
の
論
文
は
、
関
東
地
方
わ
け
て
も
千
葉
県
北
西
部
の
埴
輪
を
微
細
に

分
析
す
る
こ
と
を
も
っ
て
、
氏
が
下
総
型
と
呼
称
す
る
一
系
統
の
埴
輪
を
分

離
抽
出
し
、
こ
の
種
の
埴
輪
を
基
軸
に
し
て
、
こ
の
地
域
に
お
け
る
六
世
紀

か
ら
七
世
紀
代
の
壇
輪
工
人
の
問
題
に
せ
ま
ろ
う
と
す
る
試
み
が
、
主
要
な

テ
ー
マ
で
あ
る
。
そ
し
て
、
吉
田
茂
と
同
様
な
目
的
意
識
を
も
ち
な
が
ら
も
、

そ
の
方
法
に
お
い
て
、
一
古
墳
内
の
埴
輪
に
と
ど
ま
ら
ず
、
一
定
地
域
の
埴

輪
を
克
開
に
追
究
し
た
と
こ
ろ
に
、
轟
氏
の
真
骨
頂
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

換
言
す
れ
ば
、
他
の
系
統
の
埴
輪
工
人
と
の
比
較
を
通
じ
て
、
下
総
型
埴
輪

と
い
う
一
定
の
製
作
伝
統
を
担
っ
た
工
人
を
探
求
す
る
こ
と
、
一
古
墳
内
で

の
埴
輪
の
分
類
か
ら
、
下
総
型
埴
輪
工
人
の
実
体
を
あ
き
ら
か
に
す
る
こ
と
、

と
い
う
二
つ
が
ア
プ
ロ
ー
チ
の
主
な
視
角
と
い
え
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

　
ま
ず
、
茂
の
あ
げ
た
下
総
型
円
筒
埴
輪
の
諸
特
徴
を
、
参
考
ま
で
に
列
挙

し
て
み
よ
う
。

　
①
　
下
総
型
の
前
段
階
に
比
し
て
、
作
り
及
び
細
部
の
仕
上
げ
が
粗
雑
に

な
り
、
個
体
差
も
顕
著
に
な
る
。

　
②
　
前
段
階
よ
り
底
径
及
び
口
径
が
縮
少
し
、
全
体
に
細
身
と
な
る
。

　
㈲
　
巻
き
あ
げ
は
、
基
部
の
上
か
ら
口
縁
部
ま
で
連
続
し
て
お
こ
な
う
の

が
原
則
と
な
る
。

　
㈹
　
ス
カ
シ
は
縦
長
の
楕
円
形
と
な
り
、
穿
孔
後
に
指
で
調
整
す
る
。

　
㈲
　
タ
ガ
は
大
部
分
が
く
ず
れ
た
山
形
を
呈
し
、
下
側
の
ナ
デ
も
粗
雑
で

あ
る
。

　
⑥
　
第
一
段
タ
ガ
の
位
置
は
、
前
段
階
よ
り
か
な
り
低
く
な
る
。

　
如
上
の
特
質
を
も
つ
と
い
う
下
総
型
円
筒
埴
輪
に
つ
い
て
、
詳
し
く
検
討

し
た
わ
け
で
も
な
い
の
で
、
軽
々
な
論
評
は
避
け
て
お
く
が
、
か
り
に
、
こ

の
種
の
円
筒
埴
輪
の
分
布
圏
が
、
一
定
の
伝
統
を
も
つ
埴
輪
工
人
の
活
動
範

囲
、
す
な
わ
ち
製
作
の
た
め
に
移
動
し
た
行
動
圏
を
示
す
と
す
る
繊
氏
の
所

説
が
承
認
で
き
る
と
す
れ
ば
、
後
輪
研
究
に
と
っ
て
、
こ
れ
は
重
要
な
指
摘

121 （611）



と
い
わ
ね
ば
な
る
ま
い
。

　
ひ
る
が
え
っ
て
、
吉
田
氏
は
、
埴
輪
窯
の
採
用
が
コ
定
場
所
に
お
け
る

大
量
生
産
性
・
集
中
生
産
性
と
そ
こ
か
ら
の
＝
兀
的
供
給
」
を
捉
し
た
と
考

え
、
供
給
範
囲
の
遠
距
離
化
が
埴
輪
の
軽
量
化
と
小
型
化
と
を
要
請
し
、
「
大

量
生
産
性
」
が
埴
輪
製
作
の
粗
雑
化
を
促
進
す
る
と
述
べ
て
い
る
。
埴
輪
生

産
の
定
着
性
を
唱
え
る
吉
田
氏
の
こ
う
し
た
考
え
方
が
、
工
人
の
移
動
性
を

説
く
灘
幾
の
見
解
と
鯉
齢
を
ぎ
た
す
と
す
れ
ば
、
両
者
の
ち
が
い
を
、
幾
内

と
下
総
と
の
地
方
差
に
よ
る
と
す
る
の
か
、
は
た
ま
た
埴
輪
工
人
の
根
本
的

理
解
に
か
か
わ
る
と
す
る
の
か
と
い
う
点
が
聞
題
に
な
ろ
う
。
だ
が
、
そ
の

解
決
に
は
、
実
証
的
研
究
の
更
な
る
積
み
か
さ
ね
が
必
要
で
あ
る
。

　
つ
い
で
な
が
ら
、
吉
田
氏
に
疑
念
を
呈
し
て
お
こ
う
。
既
述
の
如
く
、
畿

内
の
埴
輪
の
焼
成
は
、
五
世
紀
中
葉
を
境
に
し
て
、
概
ね
窓
窯
を
使
用
す
る

よ
う
に
な
る
が
、
讐
窯
導
入
期
の
円
筒
埴
輪
の
園
丁
は
、
そ
れ
以
前
と
大
差

な
く
、
あ
え
て
小
型
化
を
い
う
な
ら
、
そ
れ
は
六
世
紀
に
近
づ
い
て
か
ら
と

考
え
る
。
か
か
る
事
象
を
、
歯
田
氏
が
埴
輪
の
供
給
範
囲
の
遠
距
離
化
の
み

で
解
釈
し
よ
う
と
す
る
な
ら
、
そ
れ
は
少
々
単
純
に
す
ぎ
る
の
で
は
な
か
ろ

う
か
。
古
墳
毎
で
雑
節
の
大
き
さ
が
異
な
る
ば
あ
い
の
解
釈
は
さ
て
お
く
と

し
て
、
埴
輪
が
小
型
化
す
る
原
閃
を
氏
の
解
釈
以
外
に
求
め
る
と
す
れ
ば
、

審
窯
と
い
う
一
定
の
空
間
内
に
お
い
て
、
　
一
度
に
焼
成
で
き
る
填
輪
数
を
増

加
さ
せ
よ
う
と
す
る
配
慮
に
よ
る
と
も
考
え
ら
れ
る
。

　
ま
た
吉
田
氏
は
、
埴
輪
製
作
の
粗
雑
化
が
、
「
大
量
生
産
性
」
に
由
因
す
る

と
し
て
い
る
。
し
か
し
、
粗
雑
化
へ
の
質
的
と
も
い
え
る
転
換
は
、
五
世
紀

宋
か
ら
六
世
紀
初
頭
（
私
案
に
よ
る
第
二
期
と
第
W
期
の
間
）
に
あ
り
、
こ
の

特
期
に
埴
輪
の
使
用
が
増
加
し
た
と
も
思
わ
れ
な
い
の
で
、
粗
雑
化
を
「
大

鵬
生
産
性
」
か
ら
説
く
こ
と
に
も
難
点
が
あ
ろ
う
。
た
だ
し
、
　
「
大
量
生

産
性
」
と
い
う
言
葉
を
、
埴
輪
一
個
あ
た
り
の
製
作
に
投
下
す
る
労
働
量
の

軽
減
を
は
か
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
単
位
時
間
内
に
製
作
す
る
埴
輪
数
を
増
大

さ
せ
る
と
い
う
意
味
に
解
し
、
か
か
る
変
化
の
契
機
を
、
埴
輪
使
用
の
増
加

と
せ
ず
に
、
埴
輪
が
そ
れ
ま
で
保
持
七
て
い
た
意
義
の
変
質
に
求
め
る
な
ら

ば
、
一
応
の
賛
意
を
表
し
た
い
。
も
っ
と
も
、
　
「
大
量
生
産
性
」
と
い
う
語

で
、
右
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
的
確
に
表
現
で
き
る
か
否
か
は
、
ま
た
別
の
議
論

で
あ
ろ
う
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
　
「
大
量
生
産
性
」
・
「
集
中
生
産
性
」
と
い

う
吉
田
氏
の
用
語
に
対
し
て
、
厳
密
な
概
念
規
定
を
望
ん
で
お
い
た
方
が
よ

さ
そ
う
で
あ
る
。

　
や
や
脇
道
に
そ
れ
た
の
で
話
を
戻
す
と
、
下
総
型
円
筒
埴
輪
に
お
け
る
華

氏
の
も
う
一
つ
の
分
析
視
角
は
、
一
算
劇
薬
の
円
筒
埴
輪
か
ら
工
人
集
団
の

実
体
を
推
測
し
よ
う
と
す
る
点
に
あ
る
。
だ
が
、
こ
の
論
点
に
つ
い
て
は
少

な
か
ら
ぬ
不
徹
底
さ
を
内
包
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
氏
の
円
筒
植
輪
分
類

の
主
要
な
基
準
は
、
外
面
調
整
の
ハ
ケ
メ
の
密
度
に
あ
り
、
氏
に
よ
れ
ば
、

そ
の
粗
密
が
、
円
筒
埴
輪
の
タ
ガ
の
高
さ
と
何
ら
か
の
相
関
関
係
を
も
つ
と
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埴輪研究の課題（川西）

い
う
。
く
り
か
え
す
よ
う
に
、
下
総
型
な
る
円
筒
埴
輪
を
大
し
て
実
歯
し
て

い
な
い
の
で
、
立
ち
い
っ
た
批
評
は
で
き
な
い
が
、
畿
内
の
六
世
紀
代
の
円

筒
埴
輪
を
み
る
限
り
、
ハ
ケ
メ
の
粗
密
は
、
三
輪
工
人
を
識
別
す
る
有
力
な

根
拠
と
ま
で
は
い
え
な
い
よ
う
で
あ
る
。
し
か
も
ハ
ケ
メ
密
度
の
数
値
は
、

同
一
の
工
具
を
用
い
て
も
、
施
す
と
き
の
角
度
に
よ
っ
て
異
な
る
し
、
ま
た
、

そ
の
測
定
個
所
に
よ
っ
て
も
差
が
生
じ
て
く
る
。
吉
田
氏
の
ば
あ
い
と
同
様

に
、
外
面
調
整
の
方
式
と
い
っ
た
点
を
、
重
視
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
こ
の
よ
う
に
、
ハ
ケ
メ
の
密
度
や
タ
ガ
の
高
さ
に
端
的
に
み
ら
れ
る
こ
と

で
あ
る
が
、
獅
氏
の
分
類
基
準
に
は
、
円
筒
埴
輪
各
部
位
の
計
測
値
を
用
い

る
傾
向
が
強
い
。
こ
う
し
た
方
法
は
、
一
見
す
れ
ば
い
か
に
も
明
快
で
あ
る

が
、
し
か
し
、
計
測
点
の
ち
が
い
な
ど
に
よ
っ
て
、
そ
の
数
値
が
変
動
す
る

可
能
性
も
あ
る
し
、
な
に
よ
り
、
埴
輪
に
印
さ
れ
た
製
作
者
の
手
の
動
き
が
、

数
値
化
に
よ
っ
て
見
失
わ
れ
る
危
険
が
あ
る
わ
け
で
あ
る
。
こ
の
点
に
氏
の

注
意
を
喚
起
し
て
お
き
た
い
。

　
同
氏
に
よ
れ
ば
、
下
総
型
と
い
う
特
質
は
、
円
筒
埴
輪
に
限
ら
ず
、
朝
顔

形
埴
輪
や
形
象
埴
輪
に
も
あ
る
と
い
う
。
な
か
で
も
形
象
埴
輪
を
、
下
の
基

台
も
含
め
て
、
製
作
技
法
か
ら
把
握
せ
ん
と
し
た
点
は
、
高
く
評
価
さ
れ
て

よ
か
ろ
う
。
氏
の
論
述
は
、
下
総
型
埴
輪
に
的
を
絞
り
つ
つ
も
、
多
岐
に
わ

た
っ
て
い
る
の
で
、
そ
の
す
べ
て
に
触
れ
る
ゆ
と
り
は
な
い
が
、
氏
の
真
塾

な
研
究
姿
勢
と
共
に
、
御
益
す
る
と
こ
ろ
の
多
い
好
論
文
の
一
つ
と
い
え
る
。

　
以
上
、
埴
輪
に
つ
い
て
、
余
り
に
多
く
を
語
り
す
ぎ
た
よ
う
で
あ
る
。
そ

の
た
め
に
、
残
し
き
た
っ
た
問
題
も
少
な
く
な
い
わ
け
で
あ
る
が
、
小
論
の

主
旨
が
埴
輪
研
究
の
諜
題
で
あ
っ
て
み
れ
ば
、
不
充
分
な
が
ら
も
、
所
期
の

目
的
は
一
応
達
し
た
と
い
え
よ
う
か
。
な
お
、
私
論
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、

別
の
機
会
を
得
て
、
そ
の
責
を
果
す
所
存
で
あ
る
。

　
①
　
本
論
に
い
う
埴
輪
と
は
、
円
筒
埴
輪
と
形
象
櫨
輪
と
を
含
め
た
意
味
で
あ
る
。

　
　
そ
し
て
円
筒
埴
輪
に
は
、
朝
顔
形
壇
輪
と
通
常
の
円
筒
埴
輪
と
を
あ
わ
せ
て
呼
ぶ

　
　
ば
あ
い
と
、
通
常
の
円
筒
二
輪
の
み
を
さ
す
ば
あ
い
と
の
二
つ
の
用
法
が
あ
る
。

　
　
木
画
で
は
、
注
に
断
わ
ら
な
い
限
り
、
円
筒
壇
輪
と
い
う
語
を
前
者
の
意
味
で
用

　
　
い
る
こ
と
に
す
る
。

　
②
近
藤
義
郎
・
春
成
秀
爾
「
埴
輪
の
起
源
」
（
『
考
古
学
研
究
駈
第
　
三
巻
第
三
号

　
　
昭
和
二
年
置
ニ
ー
三
五
ペ
ー
ジ
）

　
③
注
②
の
三
三
－
三
四
ペ
ー
ジ

　
④
　
京
大
文
学
部
考
古
学
研
究
室
・
向
日
丘
陵
古
墳
群
調
査
団
「
京
都
向
日
丘
陵
の

　
　
晶
朋
期
＋
口
墳
群
の
調
査
」
（
『
中
ハ
林
臨
第
五
四
巻
第
六
温
ウ
　
昭
和
四
六
年
　
　
一
｝
六
一

　
　
一
三
九
ペ
ー
ジ
）

　
⑤
　
石
野
博
信
「
奈
良
県
纒
向
遣
跡
の
調
査
」
（
『
古
代
学
研
究
』
第
六
五
号
　
昭
和

　
　
四
七
年
　
三
六
－
三
九
ペ
ー
ジ
）

　
⑥
注
④
の
一
三
一
一
＝
二
九
ペ
ー
ジ

　
⑦
注
④
の
＝
二
〇
1
＝
三
ペ
ー
ジ

　
⑧
注
④
の
一
二
〇
1
＝
二
一
ペ
ー
ジ

　
⑨
指
に
布
又
は
繰
皮
を
は
さ
ん
で
な
で
た
可
能
性
が
強
い
。
あ
る
い
は
、
埴
輪
自

　
　
体
を
圓
し
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

　
⑩
円
篤
櫃
輪
の
最
下
段
を
第
…
段
と
呼
び
、
そ
れ
よ
り
上
を
、
順
次
第
二
・
第
三

　
　
段
と
呼
ぶ
こ
と
に
す
る
。
そ
の
ば
あ
い
、
第
一
段
と
第
二
段
と
を
画
す
る
タ
ガ
を
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第
一
段
タ
ガ
、
第
二
段
と
第
三
段
を
画
す
る
タ
ガ
を
笙
擾
タ
ガ
と
名
付
け
る
。

⑪
た
と
え
ば
、
大
阪
府
高
槻
市
宿
久
庄
南
壕
古
墳
の
円
筒
埴
輪
の
第
一
段
タ
ガ
に
、

　
粘
土
紐
を
指
で
器
壁
に
擦
り
つ
け
た
だ
け
で
、
横
ナ
デ
を
し
な
い
も
の
が
あ
る
。

⑫
こ
の
点
は
都
出
氏
の
示
唆
に
よ
る
。

⑭
　
こ
の
黒
斑
に
つ
い
て
は
、
西
口
寿
生
氏
と
の
討
論
に
負
う
と
こ
ろ
が
大
き
い
こ

　
と
を
明
記
し
て
お
く
。

⑭
　
吉
本
発
俊
「
金
比
羅
山
古
墳
発
掘
調
査
概
要
」
　
（
京
都
府
教
育
委
員
会
『
埋
蔵

　
文
化
財
発
掘
調
査
論
叢
』
昭
和
四
〇
年
　
五
一
－
五
七
ペ
ー
ジ
）

⑯
　
梅
原
末
治
『
久
津
川
古
墳
研
究
』
大
正
九
年

⑯
西
谷
正
『
宇
治
二
子
山
古
墳
』
昭
和
四
三
年

⑰
堤
ま
三
郎
「
青
塚
古
墳
発
掘
調
査
概
要
」
（
京
都
府
教
育
委
員
会
『
埋
蔵
文
化

　
財
発
掘
調
査
概
査
』
昭
和
三
九
年
　
二
〇
1
二
六
ペ
ー
ジ
）

⑱
　
高
橋
美
久
二
氏
の
御
教
示
に
よ
る
。

⑲
吉
本
霰
釜
「
坊
主
山
古
墳
．
発
掘
調
査
概
要
」
（
京
都
府
教
育
委
員
会
『
埋
蔵
文

　
化
財
発
掘
調
査
概
報
』
昭
和
四
〇
年
　
五
八
一
六
五
ペ
ー
ジ
）

⑳
　
堤
圭
三
郎
「
枯
山
古
墳
発
掘
調
査
概
要
」
　
（
京
都
府
教
育
委
員
会
『
埋
蔵
文
化

　
財
発
掘
調
査
概
報
』
昭
和
四
二
年
　
四
八
一
五
四
ペ
ー
ジ
）

⑳
　
大
阪
府
教
育
委
員
会
『
誉
田
白
鳥
遣
跡
発
掘
調
査
概
要
』
（
『
大
阪
府
文
化
財
調

　
査
概
要
』
一
九
七
一
一
閥
　
昭
和
四
七
年
）

＠
　
八
女
古
窯
跡
下
調
査
団
『
福
岡
県
八
女
市
立
山
山
窯
跡
群
』
昭
和
四
七
年

⑬
　
小
林
行
雄
・
佐
原
真
『
紫
雲
出
』
昭
和
三
九
年
　
二
九
ペ
ー
ジ
　
弥
生
式
士
器

　
の
黒
斑
に
対
す
る
佐
原
氏
の
解
釈
に
も
や
や
難
が
あ
る
。
た
と
え
ば
、
雲
南
省
瓦

　
族
の
土
器
作
り
を
み
る
と
、
べ
つ
だ
ん
佐
原
氏
の
解
釈
で
な
く
て
も
、
土
器
の
表

　
面
に
黒
斑
が
三
碧
す
る
よ
う
で
あ
る
。
李
仰
松
「
雲
南
省
瓦
族
製
陶
概
況
」
（
『
考

　
古
通
訊
』
一
九
五
八
年
第
二
期
　
甥
三
－
閥
○
ペ
ー
ジ
）
ち
な
み
に
、
黒
斑
を
欠

　
く
土
師
器
が
畿
内
で
現
わ
れ
る
の
は
、
舩
…
橋
O
一
罪
か
ら
の
可
能
性
が
あ
る
。

⑳
　
田
辺
昭
三
「
須
恵
器
の
誕
生
」
（
『
日
本
美
術
工
芸
』
第
三
九
〇
号
　
昭
和
四
六

　
年
　
八
六
－
九
三
ペ
ー
ジ
）

⑳
　
小
林
行
雄
『
植
輪
』
（
『
陶
器
全
集
』
第
一
巻
　
昭
和
四
【
年
　
一
六
ペ
ー
ジ
）

⑳
　
西
谷
真
治
・
鎌
木
義
昌
『
金
蔵
山
古
墳
』
昭
和
三
四
年

⑳
　
近
藤
義
郎
編
『
月
の
輪
古
墳
』
昭
和
三
五
年

⑳
　
松
崎
寿
和
・
木
下
忠
・
豊
元
国
・
池
田
次
郎
『
三
ツ
城
古
墳
賑
（
『
広
島
県
文
化

　
財
調
査
報
告
』
第
一
韓
人
文
編
　
昭
和
二
八
年
）

⑳
内
藤
晃
氏
の
御
好
意
に
よ
り
、
静
岡
大
学
の
蔵
幅
を
実
見
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
。

⑳
田
辺
昭
三
「
須
浜
再
生
産
の
諸
士
期
」
（
『
日
本
美
術
工
芸
』
第
三
九
二
号
昭

　
和
四
六
年
　
七
西
－
八
一
ぺ
；
ジ
）

⑳
　
石
川
県
で
は
窯
祉
が
未
発
見
で
あ
る
が
、
同
県
羽
咋
郡
押
水
町
北
川
尻
遺
跡
出

　
土
の
円
筒
埴
輪
片
な
ど
か
ら
、
静
岡
県
西
部
と
共
通
し
た
様
相
を
も
つ
可
能
性
が

　
強
い
。
橋
本
澄
夫
「
石
川
県
押
水
町
森
本
大
塚
古
墳
の
予
備
的
調
査
」
（
『
石
川

　
考
古
学
研
究
会
会
誌
』
第
一
〇
号
　
昭
和
四
一
年
　
七
九
一
九
一
ペ
ー
ジ
）
及
び
、

　
山
村
宏
・
嶋
竹
秋
・
大
崎
辰
夫
・
尾
藤
院
・
宮
本
豊
彦
・
増
井
義
昭
「
遠
江
の
須

　
恵
器
生
産
」
（
『
古
代
学
研
究
』
第
五
〇
号
　
昭
和
四
三
年
一
五
－
二
九
ペ
ー
ジ
）

⑫
　
東
大
文
学
部
考
古
学
研
究
室
編
『
我
孫
子
古
墳
群
』
昭
和
四
四
年

⑳
畿
内
以
外
の
例
と
し
て
は
、
和
歌
山
県
和
歌
山
市
森
の
井
辺
八
幡
山
古
墳
・
香

　
川
県
善
通
寺
市
善
通
寺
町
の
香
色
山
遺
跡
、
以
上
二
遺
跡
出
土
の
円
筒
埴
輪
が
、

　
底
部
調
整
技
法
を
も
つ
か
も
し
れ
な
い
。
実
見
に
よ
っ
て
検
証
し
な
け
れ
ば
な
ら

　
な
い
が
、
い
ず
れ
に
し
ろ
、
こ
の
技
法
は
畿
内
色
が
強
い
と
い
え
よ
う
。
森
浩
一
・

　
伊
藤
勇
輔
他
『
井
辺
八
幡
山
古
墳
』
昭
和
四
七
年
。
松
本
豊
胤
「
香
川
県
善
通
寺

　
市
香
色
山
出
十
…
の
円
筒
棺
」
（
『
考
古
学
雑
誌
』
第
四
六
巻
第
三
暑
　
昭
和
三
五
年

　
照
穴
－
五
｛
ハ
ペ
ー
ジ
）

⑭
　
士
口
田
恵
二
「
壌
輪
生
産
【
の
復
原
」
（
『
考
古
学
研
究
』
第
一
九
巻
第
三
号
　
昭
和

　
四
八
年
　
三
〇
1
四
入
ペ
ー
ジ
）

⑳
　
吉
田
氏
は
、
円
筒
埴
輪
最
下
段
一
－
第
一
段
を
基
部
と
呼
ん
で
い
る
が
、
適
切
な

　
用
語
と
は
い
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
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⑯
注
⑭
の
三
四
ペ
ー
ジ

⑪
　
佐
原
真
「
弥
生
式
土
器
製
作
工
程
観
察
の
一
例
」
禽
考
古
学
研
究
陸
第
一
九
巻

　
第
三
号
　
昭
和
四
八
年
　
　
　
〇
七
一
　
一
二
ペ
ー
ジ
）
の
注
②
参
照
。

⑳
　
こ
う
し
た
ハ
ケ
メ
の
つ
け
方
と
同
様
な
も
の
が
、
京
都
府
城
陽
由
巾
観
音
堂
幽
1
4
山

　
第
一
号
墳
（
注
＠
）
の
円
筒
埴
輪
に
あ
る
。

⑲
　
轟
俊
二
郎
『
膣
輪
研
究
』
第
　
冊
　
昭
和
四
八
年

⑩
　
こ
の
ば
あ
い
の
円
筒
埴
輪
と
い
う
語
は
、
通
常
の
円
筒
面
輸
の
み
を
さ
し
、
朝

　
顔
形
埴
輪
は
除
外
し
て
い
る
。

追
記
　
ハ
ケ
メ
の
角
度
に
つ
い
て
、
ホ
文
の
説
明
と
図
版
と
が
一
致
し
て
い
な
い
が
、

　
こ
れ
は
邸
欄
の
関
係
に
よ
る
。
一
応
本
文
の
方
を
正
確
と
み
て
い
た
だ
き
た
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
京
都
大
学
大
学
院
・
京
都
市
左
京
区
薫
谷
町
一
　
水
口
方
）
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