
平
安
初
期
に
お
け
る
鉛
粕
陶
器
生
産
の
変
質

高

橋

照

彦

平安初期における鉛軸陶器生産の変質（高橋）

【
要
約
】
　
古
代
窯
業
生
産
に
お
い
て
最
も
工
程
を
要
す
る
生
産
物
に
翠
蓋
陶
器
が
あ
る
。
鉛
紬
陶
器
生
産
は
、
弘
仁
年
賦
、
九
世
紀
初
め
頃
に
生
産
地
の
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

拡
散
・
生
産
内
容
の
変
質
・
生
産
量
の
増
大
と
い
っ
た
大
き
な
変
號
を
遂
げ
る
。
本
稿
は
、
こ
の
平
安
初
期
に
お
け
る
鉛
融
陶
器
生
産
の
変
質
過
程
を
跡
　
…

襲
激
ザ
欝
欝
雛
病
癖
ぱ
縫
蝶
鉾
噛
難
礎
無
α
攣
灘
藻
歴
諏
振
戦
藻
…

を
畿
内
で
技
術
教
習
し
、
そ
の
工
人
を
派
遣
し
て
尾
張
や
長
門
へ
緑
粕
警
衛
の
移
植
を
図
る
と
い
う
過
程
の
重
要
な
｝
段
階
を
示
す
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
　
胸

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

は
『
延
喜
愛
孫
に
み
ら
れ
る
年
払
雑
器
の
中
央
へ
の
収
取
と
直
結
す
る
も
の
で
あ
る
と
考
え
た
。
ま
た
、
そ
の
背
景
と
し
て
は
種
々
想
定
さ
れ
る
が
、
な
　
　

か
で
も
筆
者
は
弘
仁
期
の
儀
式
整
備
の
流
れ
を
重
要
視
し
、
国
家
的
な
儀
式
や
饗
宴
に
お
け
る
使
用
を
主
目
的
に
唐
風
文
化
を
体
現
す
る
高
級
食
器
と
し
　
｝

て
の
位
鷺
つ
け
が
嵯
峨
朝
段
階
で
薪
。
、
に
鉛
融
陶
器
に
攣
さ
蔓
そ
の
国
家
的
な
需
要
が
生
産
の
転
換
に
導
出
難
翻
し
讃
年
＝
月
…

は
　
じ
　
め
　
に

平
城
京
と
平
安
京
と
い
う
日
本
の
古
代
を
代
表
す
る
二
つ
の
都
城
を
比
較
す
れ
ば
、
当
然
な
が
ら
そ
の
両
者
に
は
継
続
す
る
側
面
と
変
化
す

る
側
面
が
認
め
ら
れ
る
。
そ
の
点
は
、
そ
こ
か
ら
出
土
す
る
焼
物
類
に
つ
い
て
も
当
て
は
ま
っ
て
い
る
。
平
安
京
出
土
の
土
師
器
は
長
岡
京
を

介
し
て
平
城
京
出
土
品
と
同
一
の
技
術
系
譜
上
に
あ
り
、
土
師
器
が
両
都
城
の
出
土
土
器
類
の
主
体
を
占
め
て
い
る
点
に
は
変
化
が
な
い
。
そ

の
一
方
で
、
奈
良
時
代
で
は
供
灯
具
に
お
い
て
土
師
器
と
と
も
に
須
恵
器
が
主
要
な
焼
物
類
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
平
安
時
代
に
は
須
恵
器
が
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減
少
し
、
代
わ
っ
て
紬
薬
の
施
さ
れ
た
焼
物
、
つ
ま
り
鉛
紬
・
灰
紬
な
ど
の
施
紬
陶
器
が
目
立
っ
て
く
る
。
土
器
・
陶
磁
器
供
血
具
の
中
で
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

施
紬
陶
器
の
比
率
は
、
平
安
京
内
な
ら
ば
ほ
ぼ
ど
の
地
点
で
も
五
～
二
十
％
を
占
め
て
い
る
。
施
紬
陶
器
の
な
か
で
も
鉛
粕
陶
器
は
、
粕
原
料

の
調
達
や
調
合
な
ど
の
生
産
工
程
を
要
し
、
古
代
窯
業
生
産
で
は
最
も
高
級
な
部
類
に
属
す
る
焼
物
で
あ
る
が
、
そ
の
生
産
の
変
質
は
平
城
京

的
土
器
構
成
と
平
安
京
的
土
器
構
成
を
画
す
る
最
も
顕
著
な
要
素
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
本
稿
は
、
奈
良
時
代
か
ら
平
安
時
代
へ
の
窯
業
生
産
の

移
行
過
程
の
解
明
に
向
け
て
、
特
に
鉛
粕
陶
器
の
変
容
に
つ
い
て
検
討
を
試
み
る
こ
と
に
し
た
い
。

　
そ
れ
で
は
、
こ
の
鉛
粕
陶
器
に
関
す
る
研
究
史
を
ご
く
簡
単
に
振
り
返
る
こ
と
に
し
よ
う
。
古
代
施
主
陶
器
生
産
に
関
す
る
先
駆
的
研
究
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②
　
　
　
　
　
　
③

進
め
た
の
は
、
楢
崎
彰
一
氏
と
田
中
琢
氏
で
あ
る
。
楢
崎
氏
は
、
猿
投
山
西
南
麓
古
窯
跡
群
の
調
査
成
果
を
ふ
ま
え
古
代
施
粕
陶
器
全
般
に
わ

た
っ
て
考
察
を
加
え
て
お
り
、
そ
の
研
究
の
基
礎
を
築
い
た
。
一
方
の
田
中
氏
は
、
奈
良
時
代
の
窯
業
生
産
を
主
た
る
研
究
テ
ー
マ
と
す
る
な

か
で
奈
良
三
彩
の
検
討
を
行
い
、
奈
良
三
彩
の
生
産
体
制
に
関
す
る
研
究
で
は
い
ま
だ
こ
れ
を
越
え
る
も
の
が
現
わ
れ
て
い
な
い
と
言
っ
て
過

言
で
は
な
い
。
た
だ
し
、
一
九
七
〇
年
代
ま
で
の
檎
崎
・
田
中
両
氏
ら
に
よ
る
研
究
段
階
で
は
、
生
産
地
・
消
費
地
双
方
に
お
い
て
考
古
資
料

が
必
ず
し
も
充
実
し
て
お
ら
ず
、
個
別
の
事
実
認
定
に
つ
い
て
は
問
題
を
残
し
て
い
た
。
そ
の
後
、
平
安
京
を
初
め
と
す
る
消
費
地
や
各
地
の

窯
跡
の
調
査
も
進
展
し
、
産
地
ご
と
の
生
産
内
容
や
推
移
な
ど
に
つ
い
て
も
か
な
り
把
握
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
き
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
成

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④
　
　
　
　
　
　
⑤

果
を
受
け
て
、
巽
淳
一
郎
玩
や
前
川
要
氏
な
ど
に
よ
り
史
的
背
景
も
含
め
た
検
討
も
行
わ
れ
つ
つ
あ
る
。
し
か
し
、
い
ず
れ
の
論
者
も
比
較
的

広
範
な
議
論
の
中
の
一
部
と
し
て
こ
の
奈
良
時
代
か
ら
平
安
時
代
初
め
の
鉛
触
陶
器
の
問
題
を
取
り
上
げ
て
い
る
こ
と
も
あ
り
、
必
ず
し
も
こ

れ
ま
で
に
出
さ
れ
た
諸
説
を
検
討
し
直
し
た
上
で
自
論
を
展
開
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
研
究
者
間
で
も
依
然
多
く
の
論
点

に
お
い
て
相
違
が
著
し
く
、
後
述
す
る
よ
う
に
筆
者
と
し
て
も
こ
れ
ま
で
の
諸
説
に
異
論
を
持
つ
部
分
が
少
な
く
な
い
。
特
に
、
文
献
資
料
を

含
め
た
統
一
的
な
理
解
を
得
る
ま
で
に
は
十
分
に
至
っ
て
い
な
い
と
言
っ
て
よ
か
ろ
う
。
よ
っ
て
、
以
下
で
は
こ
の
平
安
初
期
に
お
け
る
鉛
紬

陶
器
生
産
の
変
容
過
程
に
つ
い
て
従
来
の
諸
説
を
再
検
討
し
な
が
ら
そ
の
全
体
像
を
追
究
し
、
さ
ら
に
そ
の
要
因
あ
る
い
は
背
景
に
つ
い
て
も

考
察
を
行
う
こ
と
に
し
た
い
。
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①
　
平
尾
政
率
「
平
安
時
代
前
期
の
土
器
」
（
（
財
）
京
郡
市
埋
蔵
文
化
財
研
究
所
『
平

　
安
京
右
京
三
条
三
坊
』
、
　
九
九
〇
年
）
ほ
か
。

②
　
楢
晦
彰
一
「
彩
紬
陶
器
製
作
技
法
の
伝
播
」
（
『
名
古
屋
大
学
文
学
部
研
究
論

　
集
』
閥
四
、
史
学
一
五
、
　
一
九
六
七
年
・
）
、
同
「
日
本
の
霊
彩
と
蜘
弊
袖
」
（
五
島
美

　
術
館
『
日
本
の
猛
彩
と
緑
紬
』
、
一
九
七
四
年
）
、
岡
『
三
彩
・
緑
雨
』
（
『
臼
本
陶

　
磁
全
集
騙
第
五
巻
、
中
央
公
論
社
、
一
九
七
七
年
）
、
同
「
平
安
時
代
の
施
紬
陶

　
i
青
甕
と
白
盗
1
一
」
（
『
鍵
界
陶
磁
全
集
』
第
二
巻
く
臼
木
古
代
〉
、
小
学
館
、

　
一
九
七
九
年
）
ほ
か
。

③
田
．
三
盛
「
鉛
粕
陶
の
生
産
と
官
當
工
房
」
（
『
臼
木
の
三
彩
と
緑
粕
』
、
前
掲
）
、

　
同
「
三
彩
・
緑
粕
」
（
『
世
界
陶
磁
全
集
』
第
二
巻
〈
日
本
古
代
〉
、
前
掲
）
ほ
か
。

④
　
巽
淳
一
郊
「
古
代
窯
業
生
産
の
展
開
一
西
日
本
を
中
心
に
し
て
一
」
（
『
奈

　
良
国
立
文
化
財
研
究
所
創
立
三
〇
周
年
記
念
論
文
集
　
文
化
財
論
叢
』
、
～
九
八
三

　
年
）
、
岡
『
陶
磁
（
原
始
・
古
代
編
）
』
（
『
日
本
の
美
術
』
工
三
五
、
至
文
堂
、
一

　
九
八
五
年
）
ほ
か
。

⑤
　
前
川
要
贋
平
安
時
代
に
お
け
る
東
海
系
緑
紬
陶
器
の
使
用
形
態
に
つ
い
て
」

　
（
『
中
近
世
土
器
の
基
礎
研
究
』
皿
、
一
九
八
七
年
）
、
同
「
平
安
時
代
に
お
け
る

　
緑
粕
陶
器
の
編
年
的
研
究
」
（
『
古
代
文
化
』
第
四
一
巻
第
五
号
、
一
九
八
九
年
）
、

　
同
「
平
安
時
代
に
お
け
る
施
融
陶
磁
器
の
様
式
論
的
研
究
－
様
式
の
形
成
と
そ

　
の
歴
史
的
背
崇
一
i
」
（
『
古
代
文
化
島
鼠
算
｝
巻
第
八
・
一
〇
号
、
一
九
八
九
年
）

　
ほ
か
。

二
　
平
安
期
緑
粕
陶
器
生
産
の
成
立
過
程

平安初期における鉛紬陶器生産の変質（高橋）

　
（
1
）
　
新
生
産
地
に
お
け
る
技
術
導
入

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

　
鉛
糟
陶
器
生
産
は
、
八
世
紀
末
、
長
岡
京
期
か
そ
の
直
前
の
段
階
頃
に
部
分
的
に
変
容
を
遂
げ
る
。
そ
の
変
質
内
容
と
し
て
は
、
第
一
に
緑

糟
単
彩
駒
器
を
中
心
と
し
た
生
産
へ
の
転
化
が
挙
げ
ら
れ
る
。
そ
れ
以
前
の
奈
良
三
彩
に
も
緑
粕
単
彩
の
製
贔
は
あ
る
も
の
の
、
濃
緑
色
を
基

調
と
す
る
の
に
対
し
て
、
こ
の
段
階
の
も
の
は
淡
緑
色
を
呈
し
て
お
り
、
九
世
紀
前
半
に
も
継
続
す
る
様
相
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
の
時
期
に
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

中
国
文
物
模
倣
に
よ
る
新
甲
種
の
生
産
も
開
始
さ
れ
る
。
例
え
ば
、
新
た
に
登
場
す
る
椀
（
図
一
一
－
・
「
2
）
は
中
国
陶
磁
器
（
3
）
に
類
似
形
態

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

を
見
い
だ
す
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
緑
粕
単
彩
化
と
中
国
文
物
模
倣
に
よ
る
器
種
変
化
は
、
奈
良
三
彩
か
ら
の
変
質
を
窺
わ
せ
る
要
素
で
あ
り
、

こ
の
八
世
紀
末
濃
が
生
産
の
一
つ
の
圃
期
と
も
な
り
う
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
生
産
地
は
畿
内
に
限
ら
れ
て
い
る
も
の
と
推
測
さ
れ
、
生
産
量

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

も
依
然
と
し
て
少
な
く
、
都
城
周
辺
地
域
を
中
心
に
限
定
的
な
供
給
を
行
っ
て
い
る
点
で
、
基
本
的
に
は
奈
良
三
彩
と
ほ
と
ん
ど
変
化
が
な
い
。

ま
た
、
生
産
内
容
に
新
し
い
動
き
が
出
て
く
る
も
の
の
、
竈
・
羽
釜
・
甑
と
い
っ
た
こ
の
段
階
に
生
産
が
ほ
ぼ
限
ら
れ
る
特
殊
な
器
種
の
生
産

を
主
体
と
し
て
お
り
、
先
述
の
椀
の
形
態
も
後
の
蒋
期
に
続
く
も
の
で
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
変
質
へ
の
萌
芽
釣
な
動
き
は
認
め
ら
れ
る
が
、
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い
ま
だ
そ
の
前
段
階
に
あ
る
と
判
断
で
き
る
．

　
上
記
の
よ
う
な
部
分
的
変
容
を
経
て
、
九
世
紀
初
め
頃
に
さ
ら
に
大
き
な
変
化
が
訪
れ
る
。
そ
の
具
体
的
内
容
と
し
て
は
、
生
産
地
の
拡
散
、

生
産
内
容
の
変
質
、
生
産
量
の
増
加
な
ら
び
に
そ
れ
に
伴
う
出
土
地
の
増
加
、
の
三
点
が
挙
げ
ら
れ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
平
安
時
代
の
鉛
粕

陶
器
の
基
本
的
構
成
要
素
が
出
そ
ろ
う
こ
と
に
な
り
、
こ
の
時
期
が
古
代
鉛
職
陶
器
生
産
に
お
い
て
最
大
の
画
期
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
だ

ろ
う
。
よ
っ
て
、
本
稿
で
は
以
下
、
こ
の
九
世
紀
初
め
以
前
の
鉛
粕
陶
器
を
奈
良
三
彩
、
そ
れ
以
降
の
鉛
紬
陶
器
を
平
安
丁
字
粕
陶
器
（
あ
る

い
は
単
に
緑
粕
陶
器
）
と
呼
ぶ
こ
と
に
し
た
い
。

　
そ
れ
で
は
、
平
安
期
緑
粕
陶
器
の
成
立
期
で
あ
る
九
世
紀
初
頭
の
変
化
を
、
ま
ず
そ
の
新
生
産
地
の
技
術
導
入
過
程
を
軸
に
跡
付
け
て
み
る

こ
と
に
す
る
。
こ
の
時
期
に
新
た
に
成
立
す
る
生
産
地
に
は
、
尾
張
と
長
門
が
あ
る
。
第
一
に
問
題
と
な
る
の
は
、
新
生
産
地
の
技
術
系
譜
が

中
国
な
ど
か
ら
の
新
た
な
技
術
な
の
か
、
そ
れ
と
も
奈
良
三
彩
か
ら
継
続
す
る
従
来
の
鉛
紬
陶
器
の
技
術
な
の
か
と
い
う
点
で
あ
ろ
う
。
前
者

の
立
場
に
立
つ
坂
野
和
算
氏
は
、
器
形
・
器
種
構
成
・
装
飾
技
法
・
製
作
技
法
な
ど
を
根
拠
に
中
国
か
ら
の
磁
器
系
技
術
の
導
入
を
推
測
し
て

　
⑤

い
る
。
坂
野
氏
の
論
拠
と
し
て
挙
げ
た
前
三
者
に
つ
い
て
は
、
単
な
る
模
倣
に
よ
っ
て
も
あ
る
程
度
達
成
が
可
能
な
も
の
で
あ
り
、
十
分
な
根

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
拠
に
は
な
り
難
い
。
し
た
が
っ
て
、
製
作
技
術
そ
の
も
の
の
側
面
を
特
に
重
視
す
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
と

　　　O　IOc・m
図1　8世紀宋前後の三軸陶器
　　比較資料　縮尺1／5
　　1・2：奈良9興子目眩…一乗i遂…，

　　3：芳く都・西寺。

必
要
が
あ
る
。

　
ま
ず
、
古
代
の
日
本
で
は
そ
も
そ
も
磁
器
の
生
産
が
行
わ
れ
て
い
な
い
た
め
、
尾

張
や
長
門
に
導
入
さ
れ
た
の
は
明
ら
か
に
磁
器
自
体
の
生
産
技
術
で
は
な
い
。
ま
た
、

尾
張
の
黒
体
構
造
も
従
前
の
日
本
の
浮
体
構
造
の
範
疇
に
あ
り
、
そ
の
面
で
も
中
国

の
陶
磁
器
生
産
窯
か
ら
の
技
術
導
入
は
認
め
ら
れ
な
い
。
坂
野
氏
は
磁
器
系
技
術
の

根
拠
と
し
て
シ
ッ
タ
の
採
用
を
挙
げ
て
い
る
が
、
シ
ッ
タ
と
さ
れ
た
資
料
は
転
用
の

可
能
性
が
あ
る
と
し
て
も
あ
く
ま
で
窯
道
具
と
し
て
の
出
土
例
で
あ
り
、
シ
ッ
タ
の

66　（874＞
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確
実
な
採
用
に
つ
い
て
は
証
明
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
れ
に
ト
た
と
え
シ
ヅ
タ
が
使
用
さ
れ
て
い
た
と
し
て
も
レ
中
国
陶
磁
器
生
産
に
お
い
て
は

そ
れ
に
当
然
付
随
す
る
罵
り
出
し
高
台
の
手
法
が
尾
張
や
長
門
で
は
採
用
さ
れ
て
お
ら
ず
、
そ
の
点
か
ら
み
て
も
中
国
か
ら
の
体
系
的
技
術
移

入
は
考
え
ら
れ
な
い
。

　
尾
張
や
長
門
に
お
い
て
施
融
陶
器
生
産
に
伴
う
新
た
な
技
術
と
み
ら
れ
る
も
の
を
確
認
す
れ
ば
、
粕
の
調
合
・
施
粕
・
焼
成
の
一
連
の
工
程

を
黒
む
緑
粕
施
融
技
術
そ
の
も
の
と
、
白
く
素
地
を
焼
き
上
げ
る
技
術
な
ら
び
に
陰
刻
手
法
に
よ
る
装
飾
技
術
の
三
点
に
集
約
で
き
る
で
あ
ろ

う
。
前
二
者
は
畿
内
の
鉛
糟
陶
器
生
産
に
従
来
か
ら
み
ら
れ
た
技
術
で
あ
り
、
し
か
も
そ
の
技
術
内
容
は
山
城
・
尾
張
・
長
門
で
は
基
本
的
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

共
通
し
て
い
る
。
例
え
ば
、
椀
曲
言
の
二
次
焼
成
に
お
い
て
い
ず
れ
も
同
種
の
三
叉
ト
チ
ン
を
用
い
た
重
ね
焼
き
を
行
っ
て
お
り
、
施
紬
範
囲

と
し
て
は
壷
皿
類
で
は
全
面
に
施
粕
さ
れ
て
い
る
。
呑
舟
は
、
尾
張
の
も
の
が
他
よ
り
も
ガ
ラ
ス
質
の
良
好
な
仕
上
が
り
で
は
あ
る
が
、
い
ず

れ
も
黄
み
を
帯
び
た
透
明
融
に
近
い
も
の
や
淡
緑
色
を
基
調
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
尾
張
や
長
門
に
お
け
る
縁
紬
前
垂
な
ら
び
に
素
地
製
作
の

技
術
に
、
そ
れ
ま
で
の
畿
内
の
技
術
か
ら
逸
脱
す
る
要
素
は
認
め
難
い
た
め
、
尾
張
や
長
門
の
施
糟
技
術
は
奈
良
時
代
以
来
の
畿
内
の
技
術
系

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

譜
を
引
く
と
み
る
の
が
妥
当
な
見
解
で
あ
ろ
う
。

　
残
さ
れ
た
陰
刻
手
法
に
つ
い
て
も
、
既
に
指
摘
が
な
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
青
磁
な
ど
中
国
陶
磁
器
に
認
め
ら
れ
る
文
様
よ
り
精
緻
な
も
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

で
あ
っ
て
、
中
国
の
陶
磁
器
生
産
か
ら
の
直
接
の
技
術
導
入
は
考
え
ら
れ
な
い
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
の
手
法
の
採
用
に
は
中
国
系
文
物
の
模
倣
が

引
き
金
と
な
っ
た
と
み
る
べ
き
で
は
あ
ろ
う
。
だ
が
、
そ
の
文
様
自
体
は
む
し
ろ
正
倉
院
宝
物
な
ど
に
み
ら
れ
る
属
本
の
種
々
の
工
芸
品
の
文

　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

様
と
の
類
似
度
が
高
く
、
吉
田
恵
二
氏
に
よ
り
指
摘
さ
れ
た
通
り
直
接
の
技
術
系
譜
と
し
て
は
中
央
官
営
工
房
の
画
師
や
蔭
工
な
ど
の
関
与
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

考
え
る
の
が
適
当
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
、
尾
張
の
緑
粕
陶
器
生
産
の
開
始
に
は
、
他
の
職
種
の
技
術
も
含
め
て
畿
内
系
技
術
が
採
用
さ
れ

て
い
る
も
の
と
判
断
で
き
る
の
で
あ
る
。

　
た
だ
し
、
全
面
的
に
畿
内
の
技
術
だ
け
で
各
地
の
生
産
を
捉
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
窯
体
構
造
を
見
れ
ば
、
畿
内
で
は
そ
れ
以
前
か
ら
の

通
有
の
窓
窯
が
継
続
す
る
と
み
ら
れ
る
の
に
対
し
、
尾
張
で
は
舟
底
状
ピ
ッ
ト
を
有
す
る
在
地
の
伝
統
系
譜
上
に
あ
る
建
窯
の
例
が
確
認
で
き
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⑪る
。
こ
れ
は
、
製
贔
の
素
地
の
焼
成
差
に
も
お
そ
ら
く
反
映
し
て
い
る
も
の
と
推
測
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、
尾
張
で
は
在
地
の
生
産
技
術
の
中
に
、

施
粕
や
素
地
の
焼
成
に
関
わ
る
技
術
の
み
を
取
り
込
ん
だ
も
の
で
あ
っ
て
、
緑
融
陶
器
生
産
の
全
工
程
が
畿
内
か
ら
直
接
的
に
導
入
さ
れ
て
い

る
の
で
は
な
い
と
推
測
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
在
地
の
生
産
組
織
へ
の
依
存
度
は
、
東
海
の
開
毛
期
の
窯
で
あ
る
玉
笹
一
四
号
窯
の

生
産
内
容
と
し
て
須
恵
器
が
か
な
り
の
量
を
占
め
る
点
か
ら
も
裏
付
け
ら
れ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
一
方
の
長
門
に
つ
い
て
は
窯
跡
が
不
明
で

あ
る
た
め
、
そ
の
点
の
比
較
に
つ
い
て
は
今
後
の
課
題
で
あ
る
。
た
だ
、
生
産
さ
れ
る
髄
脳
類
の
器
形
に
在
地
の
土
師
器
や
須
恵
器
に
酷
似
す

　
　
　
　
　
　
⑫

る
も
の
が
含
ま
れ
、
在
地
工
人
を
基
礎
に
畿
内
か
ら
撃
墜
施
緬
技
術
を
導
入
し
て
生
産
を
行
っ
た
と
み
ら
れ
る
点
で
は
、
尾
張
と
ほ
ぼ
同
様
の

状
況
だ
と
推
測
さ
れ
る
。

　
以
上
の
よ
う
に
、
緑
糟
陶
器
の
新
生
産
地
の
成
立
に
当
た
っ
て
は
従
来
か
ら
の
畿
内
系
技
術
が
取
り
入
れ
ら
れ
、
そ
の
生
産
は
在
地
の
土
器

工
人
に
大
き
く
依
存
す
る
姿
を
み
い
だ
し
う
る
も
の
と
書
え
る
。
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（
2
）
　
新
生
産
地
の
成
立
と
中
央
の
関
与

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

　
九
世
紀
初
め
以
前
の
鉛
紬
陶
器
生
産
は
中
央
の
官
営
工
房
で
閉
鎖
的
に
技
術
保
持
が
な
さ
れ
て
い
た
と
み
ら
れ
る
た
め
、
こ
の
段
階
に
お
け

る
新
生
産
地
の
成
立
を
中
央
の
関
与
の
有
無
と
い
う
側
面
か
ら
も
う
少
し
検
討
を
深
め
て
み
る
こ
と
に
し
た
い
。
ま
ず
問
題
と
な
る
の
は
、
畿

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

外
へ
の
生
産
地
の
拡
大
が
中
央
の
意
図
に
反
し
た
技
術
流
出
な
の
か
で
あ
ろ
う
。

　
ま
ず
、
生
産
の
主
体
に
な
る
椀
皿
類
を
法
会
の
点
か
ら
検
討
し
て
お
く
こ
と
に
し
た
い
（
図
二
）
。
こ
の
風
鐸
に
関
し
て
は
、
『
延
喜
民
部
省

式
』
年
料
雑
器
に
以
下
の
よ
う
な
規
定
が
あ
る
。

　
　
尾
張
闘
甕
器
。
大
椀
五
合
。
軽
蹄
琳
　
　
中
塗
五
口
。
雁
督
　
　
小
帯
・
。
耀
静
　
　
茶
椀
廿
口
。
礁
静
　
　
蓋
五
口
。
軽
憐
解
　
　
中
鰹
子
十
口
。
幽
静
　
　
小
難

　
　
子
五
口
。
軽
瑞
解
　
　
花
盤
十
口
。
軽
珊
解
　
　
花
形
塩
杯
十
口
。
叢
静
　
　
魁
十
口
。
軟
汐
田

　
　
長
門
国
甕
器
。
大
椀
五
合
。
軽
口
倣
・
　
中
畑
十
口
。
耀
静
　
小
椀
十
五
口
。
鰹
静
　
茶
椀
廿
口
。
薙
静
　
花
盤
錯
口
。
概
瀦
頒
　
花
形
叢
叢
十
口
。
叢
静
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説
田
凹
凹
龍

　
　
　
　
右
両
軸
所
レ
進
塁
料
雑
器
。
並
依
二
前
件
噌
其
用
愛
皆
罵
二
正
秘
叩

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

　
こ
の
記
載
に
見
ら
れ
る
「
甕
器
」
に
つ
い
て
は
、
緑
融
陶
器
と
み
る
の
が
ふ
さ
わ
し
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

該
期
の
一
寸
に
つ
い
て
は
、
ほ
ぼ
三
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
弱
と
推
定
さ
れ
て
お
り
、
先
の
規
定

に
当
て
は
め
れ
ば
、
図
二
の
九
世
紀
に
お
け
る
尾
張
の
法
博
分
布
は
、
『
延
喜
式
』
の
規
定

と
ほ
ぼ
対
応
し
た
ま
と
ま
り
と
い
う
こ
と
が
わ
か
る
。
長
門
で
も
、
中
椀
・
小
鳩
・
茶
椀
に

ほ
ぼ
対
応
さ
せ
る
こ
と
が
可
能
で
あ
ろ
う
。
と
な
れ
ば
、
尾
張
や
長
門
は
基
本
的
に
こ
の
中

央
で
定
め
ら
れ
た
法
事
規
定
に
沿
う
形
で
生
産
を
行
っ
て
い
た
と
判
断
さ
れ
、
九
世
紀
に
お

け
る
畿
外
の
生
産
地
が
単
に
独
自
の
生
産
を
展
開
し
て
い
た
の
で
は
な
く
、
年
料
雑
器
の
貢

納
国
と
し
て
中
央
か
ら
位
置
付
け
が
与
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
た
だ
し
、

こ
れ
は
一
つ
の
帰
結
で
あ
っ
て
、
中
央
の
意
図
に
沿
わ
な
い
技
術
流
出
の
後
に
、
そ
れ
へ
の

一
種
の
歯
止
め
的
な
も
の
と
し
て
追
認
す
る
形
で
、
貢
納
国
に
組
み
込
ま
れ
た
可
能
性
も
想

定
で
き
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
そ
こ
で
、
以
下
で
は
も
う
少
し
別
の
側
面
も
取
り
上
げ
て
お

く
こ
と
に
し
た
い
。

　
ま
ず
注
目
し
て
お
き
た
い
の
は
、
尾
張
の
陰
刻
文
様
で
あ
る
。
尾
張
猿
投
窯
に
お
け
る
陰

刻
文
様
は
、
開
心
当
初
と
み
ら
れ
る
製
品
で
は
多
様
で
精
緻
な
文
様
を
採
っ
て
お
り
、
先
述

し
た
よ
う
に
中
央
の
画
師
・
画
工
か
ら
の
技
術
導
入
が
あ
っ
た
と
考
え
ざ
る
を
得
な
い
。
そ

の
意
味
で
、
尾
張
に
お
け
る
緑
紬
陶
器
生
産
の
成
立
に
は
中
央
官
営
工
房
の
異
分
野
の
技
術

も
必
要
と
し
て
お
り
、
そ
れ
は
単
な
る
技
術
流
出
で
は
捉
え
ら
れ
ず
、
む
し
ろ
中
央
に
よ
る
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直
接
的
な
関
与
を
想
定
す
る
方
が
理
解
し
や
す
い
。

　
ま
た
、
生
産
の
主
体
を
な
す
椀
皿
類
の
器
形
に
つ
い
て
は
、
長
門
と
尾
張
で
は
い
ず
れ
も
そ
の
生
産
開
始
期
に
体
部
が
内
選
し
て
ロ
縁
端
部

が
外
反
す
る
形
態
の
器
皿
類
を
生
産
し
て
お
り
（
図
三
一
1
．
2
．
4
．
5
）
、
そ
れ
ら
は
従
来
の
鉛
紬
陶
器
に
も
、
土
師
器
や
須
恵
器
な
ど
の
他

の
窯
業
生
産
物
に
も
認
め
ら
れ
な
い
形
態
で
あ
る
。
新
生
産
地
の
成
立
に
当
た
っ
て
椀
親
類
の
新
器
形
が
採
用
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
が
畿
内
と

離
れ
た
尾
張
と
長
門
の
地
で
一
致
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
岡
様
の
様
相
は
、
こ
の
時
期
頃
に
施
粕
陶
器
と
し
て
生
産
が
開
始
す
る
耳
皿
や
水
注

な
ど
に
つ
い
て
も
見
い
だ
さ
れ
る
。
こ
の
点
か
ら
す
る
と
、
尾
張
と
長
門
の
両
者
は
個
別
の
技
術
流
出
に
よ
り
生
産
を
開
始
し
た
の
で
は
な
く
、

一
体
的
な
緑
融
陶
器
生
産
地
と
し
て
成
立
し
た
こ
と
が
窺
え
る
の
で
あ
る
。

　
さ
ら
に
生
産
地
の
面
か
ら
み
て
も
、
技
術
流
出
と
い
う
形
で
あ
れ
ば
も
う
少
し
広
く
生
産
地
が
拡
散
す
る
の
が
自
然
で
あ
ろ
う
が
、
現
状
か

ら
す
る
限
り
、
こ
の
九
世
紀
前
半
段
階
で
緑
紬
陶
器
生
産
を
確
認
で
き
る
の
は
尾
張
と
長
門
だ
け
で
あ
る
。
長
門
は
必
ず
し
も
窯
業
生
産
が
盛

ん
で
は
な
く
、
窯
業
生
産
の
技
術
力
と
い
う
面
だ
け
で
言
え
ば
、
む
し
ろ
他
の
須
恵
器
生
産
地
で
緑
粕
陶
器
生
産
が
行
わ
れ
て
も
不
思
議
で
は

な
い
。
と
こ
ろ
が
、
『
延
喜
式
』
に
規
定
の
あ
る
尾
張
と
長
門
に
し
か
生
産
が
拡
散
し
て
い
な
い
と
す
れ
ば
、
こ
の
尾
張
と
長
門
に
お
け
る
緑

紬
陶
器
生
産
の
開
始
は
、
単
な
る
畿
内
か
ら
の
技
術
流
出
に
よ
る
の
で
は
な
く
、
中
央
が
よ
り
積
極
的
に
こ
の
二
地
域
に
技
術
移
植
を
図
っ
た

結
果
だ
と
推
測
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
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層（

R
）
　
新
旧
生
産
地
の
相
互
関
係

　
そ
れ
で
は
本
章
の
最
後
に
、
新
興
二
生
産
地
と
従
来
よ
り
操
業
を
行
う
山
城
の
三
地
域
に
お
い
て
ど
の
よ
う
な
相
互
関
係
を
持
ち
な
が
ら
操

業
を
行
う
こ
と
に
な
っ
た
か
を
検
討
し
て
お
き
た
い
。
ま
ず
は
、
そ
の
生
産
内
容
を
み
て
お
く
こ
と
に
す
る
。

　
九
世
紀
前
半
に
お
け
る
富
国
類
の
国
形
に
つ
い
て
は
、
尾
張
に
お
い
て
少
量
な
が
ら
生
産
さ
れ
て
い
る
椀
（
図
三
一
3
）
は
明
ら
か
に
中
国
の

越
州
窯
系
青
磁
（
同
一
6
）
の
模
倣
形
態
で
あ
り
、
山
城
で
も
同
種
の
も
の
を
確
認
で
き
る
（
同
i
9
＞
。
長
鋼
に
つ
い
て
捻
不
明
な
が
ら
、
尾
張
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と
山
城
が
同
一
の
模
倣
対
象
を
持
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
の

一
方
で
、
そ
の
時
期
の
山
城
で
主
体
の
椀
皿
（
同
…
7
・
8
）
は
、
尾

張
や
長
門
で
一
般
的
な
も
の
（
同
1
1
・
2
・
4
・
5
）
と
比
較
す
る
と
、

黒
縁
端
部
の
外
反
や
体
部
の
内
野
、
が
弱
く
、
技
術
の
関
係
も
大
き
い

が
円
盤
状
あ
る
い
は
蛇
の
目
の
高
台
を
持
つ
点
で
異
な
っ
て
い
る
。

そ
の
二
形
差
に
つ
い
て
、
筆
老
は
国
産
の
漆
器
を
介
在
さ
せ
て
検
討

を
行
い
、
山
城
の
場
合
で
は
中
国
製
の
陶
磁
器
を
、
尾
張
や
長
門
の

場
合
で
は
金
属
器
を
模
倣
対
象
に
し
て
い
た
可
能
性
が
高
い
と
推
察

　
　
　
⑰

し
て
い
る
。
も
し
そ
れ
が
妥
当
だ
と
す
れ
ぼ
、
東
海
・
防
長
と
畿
内

と
で
は
や
や
異
な
る
側
面
も
持
っ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。

　
次
に
装
飾
手
法
に
関
し
て
は
、
尾
張
で
は
多
様
で
精
緻
な
陰
刻
文

様
に
加
え
て
、
口
縁
端
部
を
切
り
欠
き
、
体
部
外
面
に
縦
位
に
ヘ
ラ

描
き
沈
線
を
施
し
て
、
そ
の
内
面
側
に
粘
土
を
貼
り
付
け
る
タ
イ
プ

の
輪
花
手
法
も
認
め
ら
れ
る
（
図
三
一
1
）
が
、
緑
彩
文
様
に
つ
い
て

は
、
九
世
紀
前
半
で
は
ほ
と
ん
ど
確
認
で
き
な
い
。
一
方
、
山
城
で

は
九
世
紀
前
半
の
陰
刻
手
法
や
輪
花
文
の
例
が
ほ
と
ん
ど
な
く
、
口

縁
端
部
に
点
滴
状
に
緑
彩
を
施
す
欄
体
が
確
認
で
き
る
（
同
1
8
）
。

長
門
に
つ
い
て
は
、
こ
の
段
階
の
陰
刻
文
様
や
輪
花
文
が
ほ
と
ん
ど

確
認
で
き
な
い
点
で
畿
内
と
同
様
だ
が
、
三
彩
手
法
は
多
用
さ
れ
て
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お
り
、
点
滴
状
の
も
の
（
同
～
5
）
の
他
に
、
流
し
掛
け
風
の
も
の
や
ジ
グ
ザ
グ
状
の
幾
何
学
的
な
文
様
の
も
の
が
認
め
ら
れ
る
。
平
安
期
の
緑

彩
手
法
は
、
従
来
の
奈
良
三
彩
に
み
ら
れ
る
白
紬
と
縁
漁
の
掛
け
分
け
と
は
異
な
る
デ
ザ
イ
ン
を
持
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
陰
刻
花
文
で
推
測

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

さ
れ
る
の
と
同
様
に
、
こ
の
時
期
に
中
国
文
物
の
模
倣
に
基
づ
く
新
た
な
装
飾
と
し
て
採
用
さ
れ
た
も
の
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
の
点

で
、
山
城
と
長
門
の
間
に
も
、
中
国
指
向
の
新
規
手
法
を
共
有
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

　
こ
の
よ
う
に
産
地
間
で
部
分
的
に
共
通
す
る
要
素
を
持
ち
、
し
か
も
中
国
製
器
物
の
模
倣
と
い
う
同
じ
方
向
性
を
採
る
点
は
、
必
至
構
成
や

法
量
な
ど
の
大
枠
に
お
い
て
か
な
り
一
致
す
る
点
も
含
め
て
、
三
生
産
地
が
新
た
な
緑
粕
陶
器
生
産
を
行
う
べ
く
基
本
に
お
い
て
同
様
の
規
範

内
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
た
も
の
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
そ
の
一
方
で
、
産
地
に
よ
り
細
部
に
お
い
て
上
述
の
よ
う
な
生
産
内
容
差
を
持
っ
て
い

る
こ
と
に
な
る
が
、
そ
れ
も
技
術
受
容
者
側
の
要
因
に
よ
る
変
容
と
し
て
は
帰
結
で
き
な
い
。
そ
の
差
異
は
、
お
そ
ら
く
『
延
喜
式
』
に
み
ら

れ
る
よ
う
な
中
央
で
の
収
取
を
念
頭
に
入
れ
て
、
役
割
分
担
と
し
て
中
央
か
ら
積
極
的
に
付
与
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
点
は
、
消
費
地

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

と
し
て
例
え
ば
冷
然
院
に
お
い
て
、
精
緻
な
陰
刻
文
様
を
有
す
る
尾
張
誤
算
融
陶
器
と
緑
彩
を
施
す
山
城
産
緑
軸
陶
器
が
出
土
し
て
い
る
点
か

ら
も
類
推
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　
そ
れ
で
は
、
生
産
体
制
の
面
で
三
生
産
地
は
ど
の
よ
う
な
位
置
関
係
に
置
か
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
ま
ず
尾
張
・
長
門
に
つ
い
て
は
、

『
延
喜
民
部
省
式
』
の
記
載
に
従
え
ば
、
年
料
雑
器
と
し
て
の
緑
粕
陶
器
生
産
に
関
わ
る
用
度
は
す
べ
て
正
税
を
用
い
る
と
さ
れ
て
い
る
。
法

量
の
実
態
か
ら
も
推
測
さ
れ
る
よ
う
に
そ
の
規
定
が
有
効
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
少
な
く
と
も
年
男
雑
盟
に
つ
い
て
は
国
衙
直
営
の
生
産
体
制

を
想
定
せ
ざ
る
を
得
な
い
だ
ろ
う
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
れ
は
年
料
雑
器
に
つ
い
て
規
定
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
以
外
に
つ
い
て
は
こ
の
範
疇
に

あ
っ
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
に
、
生
産
に
必
要
な
物
資
と
言
え
ど
も
、
粘
土
や
薪
な
ど
に
関
し
て
は
少
な
く
と
も
従
来
か
ら
の

窯
業
生
産
組
織
に
よ
り
調
達
さ
れ
て
い
た
可
能
性
が
高
い
。
し
か
し
、
生
産
物
は
基
本
的
に
牌
、
延
喜
式
』
に
沿
う
形
で
生
産
さ
れ
て
い
る
よ
う

で
あ
り
、
こ
の
九
世
紀
前
半
に
つ
い
て
は
溶
湯
陶
器
の
消
費
地
も
官
的
な
様
梢
の
強
い
遺
跡
な
ど
に
き
わ
め
て
限
定
さ
れ
た
状
況
で
あ
る
。
こ

の
よ
う
な
こ
と
か
ら
判
断
す
れ
ば
、
九
世
紀
前
半
に
関
す
る
限
り
で
は
、
国
衙
の
強
い
関
与
を
想
定
す
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。
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一
方
の
山
城
に
関
し
て
は
、
生
産
内
容
に
つ
い
て
『
延
喜
式
』
に
は
規
定
が
な
い
も
の
の
、
新
置
形
の
椀
皿
類
の
生
産
な
ど
が
行
わ
れ
て
い

る
点
か
ら
、
そ
こ
に
は
や
は
り
国
家
的
に
生
産
内
容
の
な
ん
ら
か
の
規
定
が
存
在
し
て
い
た
可
能
性
が
あ
る
だ
ろ
う
。
製
吊
の
消
費
地
に
つ
い

て
は
、
確
か
に
そ
れ
以
前
よ
り
は
拡
大
し
て
い
る
が
、
官
衙
遺
跡
を
中
心
と
し
て
い
る
こ
と
も
尾
張
な
ど
の
製
口
叩
と
近
似
の
状
況
で
あ
る
。
ま

た
、
こ
の
九
世
紀
前
半
代
の
畿
内
の
緑
抽
陶
器
生
産
は
、
平
安
京
所
用
瓦
の
生
産
地
で
あ
る
洛
北
の
岩
倉
地
区
に
お
い
て
中
央
官
営
瓦
窯
に
付

随
す
る
よ
う
な
形
で
操
業
が
行
わ
れ
て
お
り
、
そ
の
点
で
九
世
紀
初
め
以
前
か
ら
と
ほ
と
ん
ど
変
化
が
な
く
、
中
央
官
営
工
房
に
よ
る
生
産
体

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

調
を
留
め
て
い
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る
。
『
延
喜
式
』
の
規
定
は
、
断
言
で
き
な
い
も
の
の
九
世
紀
で
も
前
半
に
当
た
る
可
能
性
が
高
く
、
も

し
そ
の
想
定
で
正
し
け
れ
ば
、
同
時
期
に
生
産
を
行
い
な
が
ら
も
山
城
に
規
定
が
な
く
尾
張
・
長
門
に
の
み
適
用
さ
れ
て
い
る
点
に
つ
い
て
も
、

　
　
　
　
　
　
⑫

中
央
官
営
工
房
と
困
衙
工
房
と
い
う
生
産
体
制
の
差
に
よ
っ
て
矛
盾
な
く
解
釈
で
き
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

　
こ
の
よ
う
に
、
三
生
産
地
は
中
央
官
司
と
国
衙
と
い
う
生
産
管
掌
者
の
差
異
を
持
ち
な
が
ら
も
、
九
世
紀
前
半
代
で
は
か
な
り
中
央
権
力
に

よ
る
介
在
を
大
き
く
受
け
な
が
ら
生
産
が
行
わ
れ
て
い
た
と
い
う
状
況
を
み
い
だ
す
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

平安初期における鉛緬晦器生産の変質（高橋）

①
　
巽
淳
一
郎
「
緑
紬
陶
器
の
研
究
現
状
と
課
題
」
（
三
重
県
埋
蔵
文
化
財
セ
ン
タ

　
i
↓
粛
宮
歴
史
博
物
館
『
緑
粕
陶
器
の
流
れ
』
、
一
九
九
〇
年
）
ほ
か
。

②
　
巽
淳
｝
郎
「
都
の
焼
き
物
の
特
質
と
そ
の
変
容
」
（
『
新
版
　
古
代
の
臼
本
』
第

　
六
港
〈
近
畿
∬
〉
、
角
川
書
店
、
一
九
九
一
年
）
。

⑧
　
奈
良
三
彩
も
唐
三
彩
の
模
倣
と
み
な
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
が
、
供
膳
形
態
に
関

　
し
て
は
須
恵
器
や
土
師
器
の
形
態
と
変
わ
る
と
こ
ろ
が
な
く
、
必
ず
し
も
中
圏
文

　
物
の
模
倣
が
著
し
く
は
な
い
。
西
弘
海
「
奈
良
饗
一
季
の
造
形
意
匠
に
つ
い
て
」
（
『
ま

　
器
様
式
の
成
立
と
そ
の
背
景
』
、
真
陽
栓
、
一
九
八
六
年
）
。

④
　
平
尾
政
幸
「
弘
㍍
甕
器
直
前
の
豪
胆
単
彩
陶
器
」
（
『
杉
山
信
三
先
生
米
寿
詑
念

　
論
集
　
平
安
京
歴
史
研
究
』
、
一
九
九
三
年
）
ほ
か
。
な
お
、
下
野
国
分
寺
跡
第

　
十
次
調
査
区
に
お
い
て
萌
芽
期
段
階
の
緑
瓢
陶
器
の
竃
が
出
土
し
て
お
り
、
畿
外

　
に
ま
っ
た
く
搬
嵐
さ
れ
て
い
な
い
わ
け
で
は
な
い
。

⑤
　
坂
野
和
信
「
日
本
古
代
施
粒
陶
器
の
再
検
討
〔
1
〕
1
初
期
の
鉛
糊
陶
・
灰

　
融
陶
四
1
」
（
『
考
古
学
雑
誌
』
第
轟
ハ
五
巻
第
二
n
写
、
　
一
九
七
九
年
）
。

⑥
中
圏
の
窯
跡
出
土
例
で
は
、
三
叉
ト
チ
ン
に
お
け
る
脚
端
部
の
一
方
の
み
が
突

　
起
し
も
う
一
方
が
平
坦
な
も
の
を
確
認
で
き
る
が
、
山
本
で
は
そ
の
種
の
も
の
は

　
出
土
し
て
お
ら
ず
、
い
ず
れ
も
同
種
の
形
態
で
あ
る
。
ま
た
匠
鉢
で
は
、
畿
内
と

　
東
海
は
粘
土
帯
積
み
上
げ
に
よ
る
円
筒
状
の
も
の
を
用
い
て
お
り
、
ま
っ
た
く
同

　
一
と
い
え
る
ほ
ど
の
も
の
で
あ
る
。
同
暗
調
の
中
国
で
は
、
そ
れ
以
外
に
漏
斗
状

　
の
薩
鉢
を
用
い
て
お
り
、
む
し
ろ
そ
れ
が
一
般
的
に
出
土
す
る
よ
う
だ
が
、
日
本

　
で
は
確
認
で
き
な
い
。
同
様
に
、
当
該
期
の
中
岡
で
は
い
わ
ゆ
る
ハ
マ
が
み
ら
れ

　
る
が
、
曲
調
の
古
代
の
窯
で
は
三
里
が
知
ら
れ
て
い
な
い
。

⑦
　
東
海
で
は
、
八
世
紀
鰹
節
の
い
わ
ゆ
る
「
原
始
灰
粕
陶
器
扁
の
盤
産
段
階
で
、

　
既
に
素
地
を
白
く
焼
き
上
げ
る
こ
と
が
可
能
に
な
っ
て
い
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
ろ
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た
め
、
そ
れ
を
す
べ
て
畿
内
の
緑
紬
陶
器
系
技
術
に
帰
す
る
べ
き
か
は
課
題
と
し

　
て
お
き
た
い
。

⑧
吉
田
恵
二
「
緑
粕
陶
と
灰
　
梱
陶
と
の
相
関
関
係
と
そ
の
編
年
に
つ
い
て
」
（
『
月

　
刊
考
古
学
ジ
ャ
ー
ナ
ル
』
二
＝
、
　
一
九
八
二
年
）
、
前
川
要
「
平
安
時
代
に
お

　
け
る
策
海
系
緑
眼
陶
器
の
使
用
形
態
に
つ
い
て
」
（
前
掲
）
ほ
か
。

⑨
荒
川
正
明
「
平
安
時
代
節
骨
陶
器
の
文
様
装
飾
－
そ
の
モ
デ
ル
と
コ
ピ
…
の

視
点
か
ら
一
」
（
『
貿
易
陶
磁
研
究
』
一
二
、
一
九
九
二
年
）
ほ
か
。

⑩
吉
田
恵
二
「
陰
刻
花
文
私
考
」
（
『
坂
本
太
郎
博
士
顛
題
目
念
日
本
史
学
論
集
』

　
上
巻
、
　
一
九
八
　
二
年
・
）
。

⑪
　
（
財
）
京
都
市
埋
蔵
文
化
財
研
究
所
『
京
都
市
内
遺
跡
試
掘
立
会
調
査
郵
駅
』
昭

　
和
六
〇
年
度
（
一
九
八
六
年
）
、
愛
知
県
教
育
委
員
会
『
愛
知
県
猿
投
山
西
南
麓
古

　
窯
跡
群
』
（
一
九
五
七
年
）
。

＠
　
福
岡
市
教
育
委
員
会
『
多
々
良
語
詞
遺
跡
』
m
（
一
九
八
五
年
）
ほ
か
。

⑬
　
田
中
琢
「
鉛
紬
陶
の
盤
産
と
官
営
工
房
」
（
前
掲
）
。

⑭
　
田
中
琢
氏
は
、
畿
内
か
ら
の
技
術
流
出
と
み
な
し
て
い
る
。
こ
れ
を
む
し
ろ
官

　
の
積
極
的
対
悠
と
み
る
の
は
巽
涼
一
郎
氏
で
あ
る
。
巽
氏
の
根
拠
は
器
種
構
成
の

　
変
化
か
ら
計
画
的
な
生
産
転
換
を
想
定
し
て
お
り
、
こ
の
点
は
筆
者
も
同
意
見
で

　
あ
る
。
田
中
「
鉛
粕
陶
の
生
産
と
官
営
工
房
」
（
前
掲
）
、
巽
「
古
代
窯
業
生
産
の

　
展
開
－
西
日
本
を
中
心
に
し
て
一
」
（
前
掲
）
。

⑮
拙
稿
「
防
長
産
緑
紬
陶
器
の
基
礎
的
研
究
」
（
『
国
立
歴
史
署
長
博
物
館
研
究
報

　
告
』
第
五
〇
集
、
一
九
九
三
年
）
第
一
野
寄
二
。

⑯
平
安
京
の
造
嘗
尺
に
つ
い
て
は
、
発
掘
成
果
か
ら
　
尺
H
二
九
・
入
四
セ
ン
チ

　
メ
ー
ト
ル
と
算
出
さ
れ
て
い
る
。
辻
純
一
「
発
掘
調
査
資
料
を
中
心
と
し
た
平
安

　
宮
復
原
の
現
況
」
（
『
杉
山
信
　
二
先
生
米
寿
記
念
論
集
　
平
安
京
歴
史
研
究
』
、
前

　
掲
）
。
出
土
の
物
差
し
や
伝
世
資
料
の
検
討
な
ど
は
下
記
文
献
を
参
照
さ
れ
た
い
。

　
奈
良
閣
立
文
化
財
研
究
所
『
木
器
集
成
図
録
』
（
近
畿
古
代
編
、
一
九
八
四
年
）
、

　
擬
本
杜
人
「
奈
良
時
代
の
尺
度
に
つ
い
て
」
（
『
M
U
s
E
U
M
魅
九
九
・
一
〇
〇

　
号
、
一
九
五
九
年
）
。

⑰
　
拙
稿
「
古
代
施
糖
陶
器
の
模
倣
対
象
一
…
磁
器
か
金
属
器
か
一
」
（
圏
立
歴

　
史
罠
俗
博
物
館
『
歴
博
』
五
五
号
、
一
九
九
二
年
）
。

⑱
中
国
唐
で
は
当
該
期
に
白
粕
立
山
の
製
品
を
生
産
し
て
お
り
、
日
本
の
緑
紬
陶

　
器
と
酷
似
し
た
も
の
が
認
め
ら
れ
、
お
そ
ら
く
そ
の
模
倣
と
し
て
臼
本
の
緑
彩
手

　
法
が
新
た
に
成
立
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
な
お
、
緑
彩
を
青
花
磁
器
や
長
沙
窯

　
の
彩
紬
に
求
め
る
見
解
は
門
崎
彰
一
琉
や
井
上
喜
久
男
氏
に
よ
り
既
に
出
さ
れ
て

　
い
る
。
ま
た
、
餌
薬
な
が
ら
巽
淳
一
郎
氏
も
筆
者
と
同
期
の
見
解
を
持
っ
て
い
る

　
ヒ
罵
の
御
教
示
を
得
た
。
瓢
惜
崎
「
平
安
の
緑
紬
陶
器
」
（
『
東
海
考
古
の
旅
』
、
」
毎
礒

　
薪
聞
社
、
一
九
八
九
年
）
、
井
上
『
尾
張
陶
磁
』
（
ニ
ュ
…
・
サ
イ
エ
ン
ス
社
、
一

　
九
九
二
年
）
七
九
頁
、
陳
西
省
考
古
研
究
所
『
豊
代
黄
土
窯
趾
』
（
文
物
出
版
社
、

　
～
九
九
二
年
）
ほ
か
。

⑲
　
（
財
）
京
都
市
埋
蔵
文
化
財
研
究
所
「
左
京
二
条
二
坊
（
エ
）
」
（
『
昭
和
五
七
年
度

　
京
都
市
埋
蔵
文
化
財
調
査
概
要
』
、
一
九
八
三
年
）
。

⑳
こ
の
時
期
の
岩
倉
幡
枝
の
丘
陵
で
は
瓦
と
緑
馳
陶
器
の
生
産
が
行
わ
れ
て
お
り
、

　
そ
の
瓦
窯
群
に
つ
い
て
は
周
知
の
解
り
『
延
喜
木
工
寮
式
』
に
見
え
る
栗
栖
野
瓦

　
屋
に
比
定
さ
れ
て
い
る
。
木
村
捷
三
郎
「
山
城
藤
枝
発
見
の
瓦
窯
祉
－
延
喜
式

　
に
見
え
た
る
栗
栖
野
瓦
屋
I
i
」
（
『
史
林
』
第
一
五
巻
第
四
号
、
一
九
三
〇
年
）

　
ほ
か
。

⑳
翌
の
法
量
規
定
は
、
雲
州
家
校
本
所
引
の
送
本
以
外
で
は
い
ず
れ
も
四
寸
七
分

　
と
し
て
お
り
、
五
寸
の
茶
椀
と
近
似
す
る
こ
と
に
な
る
。
九
抵
紀
前
半
頃
に
は
一

　
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
前
後
の
脊
磁
模
倣
形
態
の
椀
が
あ
り
、
も
し
そ
れ
を
茶
椀
と

　
す
れ
ば
、
形
態
に
よ
っ
て
盤
と
区
別
す
る
こ
と
が
で
き
る
た
め
、
九
世
紀
前
半
代

　
の
方
が
理
解
し
や
す
い
。

＠
　
こ
の
点
は
既
に
巽
淳
一
郎
氏
が
指
摘
し
て
い
る
。
た
だ
し
、
山
城
の
緑
紬
陶
器

　
生
産
を
一
貫
し
て
中
央
官
営
工
房
に
よ
る
生
産
と
す
べ
き
か
は
検
討
を
要
す
る
。

巽
「
古
代
窯
業
比
産
の
展
瀾
－
洒
日
本
を
巾
心
に
し
て
一
層
（
前
掲
）
。

74　（882）



三
　
弘
仁
甕
器
の
伝
習
記
事

安初期における鉛融陶器生産の変質（高橋）

　
（
1
）
　
伝
習
記
事
の
再
検
討

　
九
世
紀
初
め
に
お
け
る
緑
紬
陶
器
生
産
を
考
え
る
う
え
で
は
、
『
日
本
後
紀
』
弘
仁
六
年
（
八
一
五
）
正
月
丁
丑
（
五
日
）
条
の
い
わ
ゆ
る
「
弘

仁
玉
器
の
伝
習
記
事
」
に
注
目
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
本
章
で
は
こ
の
記
事
を
議
論
の
廻
上
に
載
せ
る
こ
と
に
し
た
い
。
対
象
箇
所
は
以
下
の
通

り
で
あ
る
。

　
　
造
養
器
生
尾
張
国
由
田
郡
人
三
家
人
部
乙
麻
呂
等
三
人
、
伝
習
成
レ
業
。
准
二
雑
生
「
聴
“
一
出
身
鴨

　
文
墨
を
確
認
し
て
お
く
と
、
「
尾
張
園
山
田
郡
に
本
貫
地
を
持
つ
造
甕
諸
生
の
三
家
人
部
乙
麻
呂
ら
三
人
が
技
術
教
習
を
受
け
、
そ
の
技
術

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

を
習
得
し
た
の
で
、
雑
生
と
同
等
の
扱
い
で
官
人
と
し
て
出
身
し
長
上
工
に
任
じ
ら
れ
た
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
記
事
に
関
し
て
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

従
来
か
ら
伝
習
場
所
と
伝
習
内
容
を
巡
っ
て
議
論
が
重
ね
ら
れ
て
き
た
。
こ
こ
で
は
諸
説
の
内
容
を
逐
一
掲
げ
な
い
が
、
結
論
だ
け
を
述
べ
れ

ば
、
伝
習
場
所
は
尾
張
の
国
衙
工
房
と
す
る
説
と
中
央
の
官
営
工
房
と
す
る
説
に
分
か
れ
、
伝
習
内
容
と
し
て
は
緑
紬
陶
器
の
み
・
灰
紬
陶
器

の
み
・
緑
融
陶
器
と
灰
粕
陶
器
の
荷
方
、
と
い
う
よ
う
に
諸
説
が
入
り
乱
れ
た
状
況
を
呈
し
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

　
ま
ず
、
伝
習
地
に
尾
張
を
当
て
る
説
か
ら
再
検
討
を
加
え
る
こ
と
に
す
る
。
伝
習
地
尾
張
説
の
主
要
な
論
者
と
し
て
は
、
馬
匹
彰
一
民
と
前

　
　
④

虚
夢
氏
が
挙
げ
ら
れ
る
の
で
、
両
氏
の
根
拠
を
整
理
し
て
お
き
た
い
。
楢
崎
疵
は
、
①
品
部
・
瀬
戸
の
出
身
地
に
は
畿
外
が
含
ま
れ
て
お
ら
ず
、

当
時
地
方
の
手
工
業
生
産
者
が
畿
内
に
上
番
せ
し
め
ら
れ
て
い
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
、
②
尾
張
は
緑
園
陶
器
生
産
の
伝
統
が
な
い
地
域
で
あ

り
、
尾
張
の
陶
工
が
中
央
の
官
工
房
に
上
番
す
る
こ
と
は
考
え
ら
れ
な
い
、
③
緑
粕
陶
器
生
産
は
弘
仁
以
降
も
引
続
き
平
安
京
周
辺
で
行
わ
れ

て
お
り
、
伝
習
す
ら
困
難
に
な
っ
た
畿
内
官
営
工
房
の
状
況
は
想
定
で
き
ず
、
ひ
い
て
は
畿
内
で
の
伝
習
も
考
え
ら
れ
な
い
、
と
し
て
い
る
。

さ
ら
に
前
川
軍
民
は
、
④
「
伝
習
成
業
」
を
「
正
史
に
と
ど
め
な
け
れ
ぼ
な
ら
ぬ
ほ
ど
扁
の
技
術
を
有
す
る
も
の
は
猿
投
窯
産
の
施
粕
陶
器
以

外
に
は
存
在
し
な
い
、
と
い
う
点
を
根
拠
に
挙
げ
て
い
る
。
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⑤

　
①
に
つ
い
て
は
、
重
池
か
ら
工
人
が
上
番
す
る
例
や
塞
外
の
工
人
が
長
上
工
に
任
ぜ
ら
れ
る
例
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
、
こ
の
根
拠
は
成

り
立
た
な
い
。
②
に
関
し
て
は
、
尾
張
出
身
の
者
が
伝
習
を
受
け
て
業
を
成
し
た
わ
け
で
あ
る
か
ら
、
彼
ら
が
以
前
に
尾
張
で
施
物
陶
器
生
産

に
携
わ
っ
て
い
る
こ
と
を
必
要
条
件
と
す
る
も
の
で
は
な
か
ろ
う
。
残
る
③
・
④
に
つ
い
て
は
、
中
央
官
営
工
房
が
技
術
の
保
持
す
ら
困
難
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

な
っ
て
い
た
と
考
え
る
従
来
の
伝
習
地
畿
内
説
を
批
判
す
る
点
や
、
猿
投
産
緑
融
陶
器
が
高
い
晶
質
を
も
つ
と
す
る
点
に
お
い
て
、
筆
者
も
妥

当
な
見
解
と
考
え
る
。
し
か
し
、
い
ず
れ
も
伝
習
場
所
そ
の
も
の
を
確
定
す
る
根
拠
と
し
て
は
不
充
分
な
も
の
と
言
わ
ざ
る
を
得
ず
、
指
摘
さ

れ
た
考
古
学
的
側
面
は
、
後
述
す
る
よ
う
に
畿
内
説
と
相
矛
盾
す
る
も
の
で
も
な
い
。

　
そ
こ
で
、
「
伝
習
記
事
」
に
沿
っ
て
伝
習
地
尾
張
説
を
再
検
討
し
た
い
。
ま
ず
、
国
衙
工
房
内
で
は
基
本
的
に
長
上
工
－
番
上
工
と
い
う
階

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

層
構
造
を
取
ら
な
い
と
考
え
ら
れ
て
い
る
た
め
、
乙
麻
呂
ら
は
あ
く
ま
で
中
央
の
技
術
官
人
と
し
て
長
上
工
に
任
ぜ
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
た

と
え
地
方
に
置
か
れ
た
中
央
か
ら
の
出
先
工
房
的
存
在
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
国
家
的
に
重
要
な
銭
貨
生
産
を
行
う
周
防
鋳
銭
司
で
さ
え
才
弁

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

長
上
は
二
～
三
人
制
あ
り
、
一
部
門
で
は
二
人
以
下
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
や
は
り
盛
名
が
す
べ
て
尾
張
で
の
教
翌
に
従
事
し
て
い
た
こ
と
は
考

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

え
難
い
。
ま
た
、
長
上
は
実
際
の
作
業
の
監
督
よ
り
も
伝
習
に
携
わ
る
こ
と
が
主
要
な
役
割
で
あ
っ
た
と
み
ら
れ
る
が
、
伝
習
地
物
張
説
に
立

て
ば
、
尾
張
の
工
房
で
既
に
技
術
伝
習
と
い
う
事
業
は
達
成
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
向
じ
窯
業
生
産
で
あ
る
中
央
の
瓦
生
産
に
お
い
て
も
、

承
和
元
年
（
八
三
四
）
以
前
の
段
階
で
は
木
工
寮
に
長
上
工
（
師
）
が
お
ら
ず
、
同
年
正
月
廿
九
日
に
技
術
力
低
下
を
理
由
に
造
言
長
上
が
一
名
置

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

か
れ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
こ
と
も
顧
慮
す
れ
ば
、
伝
習
完
了
後
の
尾
張
に
お
い
て
教
習
に
従
事
す
べ
く
造
緊
々
生
三
人
が
同
時
任
官
を
受
け
る

こ
と
は
不
自
然
す
ぎ
る
。
こ
の
よ
う
な
点
か
ら
、
尾
張
説
に
立
つ
限
り
、
中
央
工
房
に
お
い
て
教
習
活
動
に
妾
た
っ
た
工
人
が
い
た
と
考
え
ざ

る
を
得
ず
、
そ
の
任
宮
の
理
由
と
し
て
は
優
秀
な
技
術
力
を
有
す
る
が
故
で
あ
っ
た
と
推
測
す
る
の
が
ご
く
自
然
で
あ
ろ
う
。

　
と
こ
ろ
が
、
こ
の
時
期
に
尾
張
の
工
人
が
中
央
官
人
と
し
て
登
用
さ
れ
た
と
す
れ
ば
、
考
古
学
的
に
は
問
題
が
生
じ
て
く
る
。
優
れ
た
施
瓢

陶
器
生
産
技
術
を
持
つ
尾
張
の
工
人
が
畿
内
の
官
営
工
房
で
教
習
に
携
わ
れ
ば
、
当
然
東
海
か
ら
技
術
的
影
響
を
受
け
る
で
あ
ろ
う
が
、
そ
の

よ
う
な
現
象
は
見
い
だ
せ
ず
、
九
世
紀
前
半
頃
の
尾
張
藩
緑
粕
陶
器
に
み
ら
れ
る
優
昂
と
呼
び
う
る
も
の
も
灰
融
陶
器
も
同
時
期
の
畿
内
で
は
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平安初期における鉛紬陶器生産の変質（高橋）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

生
産
さ
れ
な
い
の
で
あ
る
。
三
人
も
任
用
さ
れ
な
が
ら
、
そ
の
著
し
い
効
果
が
認
め
ら
れ
な
い
と
す
る
と
、
正
史
に
残
さ
れ
た
こ
と
が
ほ
と
ん

ど
な
い
窯
業
生
産
部
門
に
お
い
て
、
な
ぜ
こ
の
記
事
が
正
史
に
留
め
ら
れ
た
の
か
も
疑
問
と
な
ら
ざ
る
を
得
な
く
な
る
。
そ
れ
に
、
畿
内
で
は

こ
の
段
階
以
前
か
ら
緑
粕
単
彩
陶
器
の
生
産
を
継
続
し
て
お
り
、
畿
外
か
ら
の
工
人
を
必
要
と
す
る
ほ
ど
の
衰
退
の
状
況
は
認
め
ら
れ
な
い
。

ま
た
、
伝
習
地
が
尾
張
で
あ
れ
ば
、
尾
張
へ
の
教
轡
に
は
畿
内
の
工
人
が
当
た
っ
た
と
考
え
ね
ば
な
ら
ず
、
そ
の
よ
う
な
工
人
が
存
在
す
る
に

も
か
か
わ
ら
ず
畿
外
か
ら
工
人
が
出
身
す
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
必
然
性
は
さ
ら
に
説
明
が
困
難
で
あ
る
。

　
こ
こ
で
改
め
て
従
来
の
伝
習
地
尾
張
説
に
つ
い
て
触
れ
て
お
く
と
、
山
下
峰
司
氏
も
指
摘
す
る
よ
う
に
、
い
ず
れ
も
「
聴
出
身
」
、
　
つ
ま
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

任
官
さ
れ
る
と
い
う
部
分
の
記
載
が
重
視
さ
れ
て
お
ら
ず
、
問
題
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
た
だ
、
こ
の
「
出
身
」
は
単
な
る
形
式
上
の
文
言

で
あ
り
、
や
は
り
猿
投
に
お
け
る
優
れ
た
施
粕
陶
器
の
焼
造
の
成
功
を
顕
彰
す
る
た
め
だ
と
い
う
従
来
的
な
見
解
も
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
し

か
し
、
そ
の
場
合
こ
の
よ
う
な
文
面
を
採
る
か
は
疑
わ
し
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
前
章
で
述
べ
た
よ
う
に
、
尾
張
の
生
産
開
始
に
は
中
央

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

か
ら
の
技
術
移
植
が
な
さ
れ
た
は
ず
で
あ
る
か
ら
、
正
史
の
立
場
か
ら
は
む
し
ろ
中
央
か
ら
の
教
習
者
の
派
遣
が
記
さ
れ
て
然
る
べ
き
で
あ
る
。

ま
た
、
そ
れ
ま
で
中
央
富
営
工
房
で
し
か
素
手
の
伝
習
が
行
わ
れ
て
い
な
か
っ
た
中
で
の
出
来
事
と
な
る
わ
け
で
あ
る
か
ら
、
教
習
場
所
と
し

て
の
尾
張
が
特
筆
さ
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
そ
れ
が
欠
落
す
る
こ
と
は
考
え
難
い
。
従
来
の
尾
張
説
の
よ
う
な
意
味
を
示
す
の
で
あ
れ
ば
、
お
そ

ら
く
門
始
め
て
新
様
の
資
器
を
焼
摂
す
」
と
い
っ
た
文
言
を
採
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
に
、
た
と
え
尾
張
の
優
れ
た
技
術
達
成
の
故
に
正
史
に
留

め
ら
れ
た
の
だ
と
し
て
も
、
そ
の
仮
説
に
よ
っ
て
ま
さ
に
革
新
的
で
あ
る
七
世
紀
の
登
第
製
品
あ
る
い
は
奈
良
三
彩
の
生
産
開
始
に
関
す
る
記

事
が
正
史
に
認
め
ら
れ
な
い
点
に
対
し
て
十
分
な
説
明
を
加
え
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
よ
う
に
、
い
く
つ
か
の
側
面
を
考
え
合

わ
せ
て
も
、
伝
習
地
尾
張
説
は
成
立
が
き
わ
め
て
困
難
で
あ
ろ
う
。

（
2
）
　
伝
習
記
事
の
史
的
位
置
付
け

ひ
る
が
え
っ
て
、
弘
仁
の
記
事
は
畿
内
の
中
央
官
営
工
房
で
の
伝
習
と
み
て
矛
盾
急
な
い
の
だ
ろ
う
か
。

本
節
で
は
、
そ
の
点
を
再
吟
味
し
、
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ざ
ら
に
伝
習
記
事
は
史
的
に
ど
う
位
置
付
け
う
る
の
か
に
つ
い
て
も
言
及
し
て
み
た
い
。

　
ま
ず
、
伝
習
地
畿
内
説
に
立
つ
な
ら
ば
、
尾
張
か
ら
の
上
番
工
人
が
長
上
工
と
し
て
官
人
に
取
り
立
て
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
こ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

は
他
の
事
例
か
ら
し
て
も
ご
く
自
然
な
技
術
官
人
の
登
用
方
法
で
あ
る
。
で
は
、
中
央
官
営
工
房
内
で
の
教
習
活
動
の
た
め
に
、
乙
麻
呂
ら
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

任
用
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
前
節
で
述
べ
た
通
り
、
こ
の
時
期
の
畿
内
中
央
官
営
工
房
の
生
産
に
お
い
て
は
畿
外
か
ら
の
工
人
を
必
要
と
す
る

ほ
ど
の
状
況
は
見
い
だ
し
難
く
、
ま
た
尾
張
か
ら
の
技
術
的
影
響
も
ほ
と
ん
ど
認
め
ら
れ
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
畿
内
で
の
生
産
に
関
与
し
て

い
た
と
す
れ
ば
、
伝
習
地
尾
張
説
と
同
様
の
矛
盾
点
を
抱
え
る
こ
と
に
な
る
。

　
そ
こ
で
改
め
て
注
卜
し
た
い
の
は
、
乙
麻
呂
ら
が
任
ぜ
ら
れ
た
長
上
工
は
伝
習
活
動
に
携
わ
る
こ
と
を
主
要
な
役
割
と
し
て
い
た
点
で
あ
る
。

こ
の
点
に
乙
麻
呂
ら
の
畿
内
で
の
活
動
の
痕
跡
が
乏
し
い
こ
と
を
加
味
し
て
考
慮
す
る
な
ら
ば
、
こ
の
長
上
工
へ
の
出
身
は
尾
張
で
の
教
習
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

影
た
っ
た
可
能
性
が
当
然
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
だ
ろ
う
。

　
尾
張
に
お
け
る
施
粕
陶
器
の
生
産
開
始
時
期
を
確
認
し
て
お
く
と
、
考
古
資
料
の
性
格
上
、
実
年
代
を
厳
密
に
は
特
定
で
き
な
い
が
、
ち
．
仏

う
ど
こ
の
弘
仁
上
勝
と
み
て
ほ
ぼ
間
違
い
な
い
よ
う
で
あ
る
。
例
え
ば
、
旧
平
城
宮
域
の
S
E
三
一
一
B
出
土
遺
物
は
平
城
上
皇
が
崩
御
す
る

天
長
二
年
（
八
二
五
）
後
の
短
期
間
の
う
ち
に
井
戸
に
投
入
さ
れ
た
遺
物
群
と
見
ら
れ
て
お
り
、
そ
こ
か
ら
は
成
立
期
段
階
に
相
当
す
る
新
生
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

山
城
産
緑
紬
陶
器
と
尾
張
産
灰
紬
陶
器
が
出
土
し
て
い
る
。
お
そ
ら
く
そ
れ
ら
の
西
国
陶
器
は
平
城
上
皇
存
命
中
に
も
た
ら
さ
れ
た
も
の
で
あ

ろ
う
か
ら
、
尾
張
に
お
け
る
施
粕
陶
器
生
産
の
開
始
も
九
世
紀
第
一
四
半
期
に
遡
る
可
能
性
が
強
い
だ
ろ
う
。
ま
た
、
平
尾
政
幸
氏
に
よ
れ
ば
、

平
安
京
に
お
い
て
は
、
平
安
京
土
師
器
編
年
で
番
う
1
期
新
段
階
（
実
年
代
と
し
て
は
八
一
〇
～
八
四
〇
年
頃
）
の
土
器
一
括
資
料
か
ら
は
尾
張
町

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

成
立
期
の
緑
粕
陶
器
が
出
土
す
る
が
、
一
期
中
段
階
（
七
八
○
～
八
　
○
年
頃
）
で
の
出
土
は
確
認
さ
れ
て
い
な
い
と
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
弘

仁
六
年
に
出
身
し
た
工
人
の
教
習
に
よ
っ
て
尾
張
在
地
で
の
生
産
が
開
始
し
た
こ
と
を
想
定
し
て
も
考
古
資
料
か
ら
す
れ
ば
年
代
的
に
齪
齢
は

な
い
こ
と
に
な
る
。

　
加
え
て
、
尾
張
の
う
ち
で
も
施
粒
陶
器
生
産
を
最
初
に
開
始
し
た
地
域
と
し
て
、
黒
笹
一
四
号
窯
な
ど
の
所
在
す
る
猿
投
窯
の
黒
点
地
区
が
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平安初期における鉛糟陶器生産の変質（高橋）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
砂

あ
る
点
に
も
注
意
し
た
い
。
黒
汗
地
区
は
、
従
来
か
ら
山
田
郡
な
い
し
愛
智
郡
に
属
す
る
と
推
測
さ
れ
て
い
る
が
、
山
田
郡
内
の
二
村
郷
・
山

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
愈

二
郷
・
石
作
郷
・
加
世
郷
の
そ
れ
ぞ
れ
の
比
定
地
に
囲
ま
れ
た
地
域
に
所
在
し
、
愛
智
郡
内
の
鳴
海
郷
や
日
部
郷
な
ど
と
隔
て
ら
れ
る
こ
と
に

な
る
た
め
、
山
田
郡
内
と
み
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。
記
事
に
み
え
る
造
公
器
生
の
乙
麻
呂
が
「
山
田
給
人
」
と
い
う
の
も
単
な
る
偶
然
の
一

致
に
帰
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、
前
章
の
検
討
結
果
に
従
え
ば
、
乙
麻
呂
が
中
央
で
の
生
産
に
従
事
し
た
の
で
は
な
く
、
陰

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

刻
手
法
も
含
め
て
獲
得
し
た
新
技
術
を
発
揮
し
て
尾
張
の
生
産
を
開
始
し
た
と
み
れ
ば
合
理
的
に
解
釈
で
き
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、
伝
習
地
が
畿
内
の
官
営
工
房
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
考
古
学
的
な
諸
成
果
に
矛
盾
し
な
い
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
な
お
、
伝
習
記

事
を
巡
る
争
点
の
一
つ
で
あ
る
伝
習
内
容
に
つ
い
て
は
、
こ
の
九
世
紀
初
め
の
時
期
に
畿
内
で
は
灰
融
陶
器
生
産
が
行
わ
れ
て
い
な
い
た
め
、

伝
習
内
容
は
必
然
的
に
緑
粕
陶
器
製
作
技
術
と
な
る
。
ま
た
、
十
世
紀
中
葉
頃
ま
で
の
文
献
資
料
に
限
定
す
れ
ば
、
単
に
「
菱
器
」
あ
る
い
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊧

「
甕
」
と
し
て
い
る
も
の
が
緑
粘
陶
器
を
指
し
て
い
る
こ
と
を
窺
う
こ
と
が
で
き
、
そ
の
点
か
ら
も
妥
当
で
あ
ろ
う
。

　
さ
て
、
こ
こ
で
も
う
一
つ
取
り
上
げ
て
お
き
た
い
の
は
、
『
延
喜
罠
部
論
式
』
で
尾
張
と
と
も
に
次
瓦
器
貢
納
国
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る
長

門
に
お
い
て
も
、
尾
張
と
ほ
ぼ
同
じ
時
期
に
緑
紬
陶
器
生
産
を
開
始
し
た
と
み
ら
れ
る
点
で
あ
る
。
長
門
で
の
生
産
開
始
の
プ
ロ
セ
ス
と
し
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
㊧

は
い
く
つ
か
の
可
能
性
を
指
摘
し
得
る
が
、
尾
張
の
工
人
で
あ
る
乙
麻
呂
ら
が
長
上
工
に
吸
い
上
げ
ら
れ
て
い
る
わ
け
だ
か
ら
、
こ
れ
と
別
に

長
門
の
工
人
が
上
番
し
て
技
術
習
得
を
行
っ
た
な
ど
と
考
え
る
よ
り
、
む
し
ろ
こ
の
弘
仁
六
年
正
月
に
任
じ
ら
れ
た
長
上
工
の
長
門
へ
の
派
遣

を
考
え
る
方
が
そ
の
任
命
の
意
義
も
見
い
だ
し
や
す
い
。
そ
し
て
そ
の
よ
う
に
想
定
す
る
こ
と
に
よ
り
、
三
人
も
の
工
人
が
教
習
を
主
た
る
任

務
と
す
る
長
上
に
任
ぜ
ら
れ
た
こ
と
と
も
整
合
的
に
理
解
し
う
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
以
上
の
よ
う
に
弘
仁
の
記
事
に
考
古
資
料
も
加
味
し
て
考
え
る
な
ら
ば
、
造
甕
密
生
の
出
身
の
意
味
は
、
そ
れ
を
亡
子
に
尾
張
や
長
門
で
の

緑
紬
陶
器
生
産
を
開
始
す
る
た
め
で
あ
っ
た
と
推
測
で
き
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
考
え
に
立
つ
と
、
尾
張
に
つ
い
て
は
地
元
出
身
の
工
人

が
結
果
と
し
て
帰
郷
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
前
景
陶
器
生
産
が
開
始
し
た
わ
け
で
あ
る
か
ら
、
実
質
的
に
は
上
番
工
人
の
技
能
体
得
に
よ
る
技
術

　
　
⑳

の
伝
播
で
あ
る
と
い
え
る
。
ま
た
、
尾
張
に
出
自
を
持
つ
工
人
で
あ
り
な
が
ら
も
、
既
に
中
央
官
人
に
取
り
立
て
ら
れ
た
者
の
再
派
遣
と
い
う
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意
味
で
、
形
式
的
に
は
官
人
の
派
遣
に
よ
る
技
術
伝
播
の
形
を
採
っ
た
も
の
だ
と
言
う
こ
と
も
で
き
る
。
　
こ
の
よ
う
に
、
『
日
本
後
紀
』
の
記

載
は
、
甕
器
生
産
に
お
け
る
単
な
る
一
つ
の
伝
習
記
事
で
は
な
く
、
尾
張
や
長
門
に
琵
器
の
技
徳
を
移
埴
す
る
具
体
的
な
過
程
に
お
い
て
の
重

要
な
一
段
階
を
示
す
も
の
と
解
釈
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
こ
の
重
富
の
生
産
技
術
移
植
と
の
関
連
で
取
り
上
げ
た
い
の
は
、
高
級
織
物
類
の
地
方
で
の
生
産
開
始
の
過
程
で
あ
る
。
『
続
日
本
紀
』
に

よ
れ
ぽ
、
和
銅
四
年
（
七
＝
）
に
は
錦
・
綾
の
技
術
を
教
習
す
る
た
め
挑
文
師
が
諸
国
に
派
遣
さ
れ
て
お
り
（
閏
六
月
丁
巳
条
）
、
翌
年
に
は
伊

勢
・
尾
張
を
初
め
と
す
る
二
一
ヶ
国
に
お
い
て
初
め
て
綾
錦
を
織
成
さ
せ
て
い
る
（
七
月
壬
午
条
）
。
そ
れ
以
前
に
は
高
級
織
物
生
産
の
技
術
が

中
央
の
み
で
独
占
的
に
保
持
さ
れ
て
い
た
と
み
ら
れ
、
挑
文
師
の
中
央
か
ら
の
派
遣
に
よ
っ
て
地
方
で
の
高
級
織
物
の
生
産
が
開
始
さ
れ
る
わ

け
で
あ
る
か
ら
、
状
況
と
し
て
は
甕
器
生
産
の
尾
張
な
ど
で
の
開
始
に
お
い
て
想
定
し
た
様
相
と
酷
似
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
高
級
織

物
生
産
の
そ
の
後
の
生
産
体
制
と
し
て
は
、
国
衙
に
よ
り
用
度
を
弁
卜
し
、
鼻
嵐
・
下
生
の
食
料
を
支
出
し
て
国
衙
直
営
工
房
に
お
い
て
生
産

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

が
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
『
延
喜
式
』
に
児
ら
れ
る
盗
塁
生
産
と
比
較
す
れ
ば
、
甕
器
生
産
で
は
人
件
費
の
支
給
は
な
い
よ
う
で

は
あ
る
が
、
正
税
に
よ
る
必
要
物
資
の
調
達
な
ど
、
こ
の
点
で
も
ほ
ぼ
対
応
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
こ
の
諸
国
で
の
高
級
織
物
の
織
成
開
始
に
お
い
て
特
に
注
意
す
べ
き
で
あ
る
の
は
、
そ
の
生
産
物
の
中
央
へ
の
貢
納
を
目
的
と
さ
れ
て
い
た

㊧点
で
あ
る
。
上
記
の
よ
う
な
甕
器
と
綾
錦
な
ど
の
地
方
で
の
生
産
開
始
の
過
程
に
お
け
る
共
通
性
を
ふ
ま
え
れ
ば
、
五
器
生
産
の
場
合
も
高
級

織
物
生
産
と
ほ
と
ん
ど
同
様
に
中
央
へ
の
貢
納
を
前
提
と
し
た
技
術
移
植
で
あ
っ
た
と
推
測
す
る
の
が
妥
嶺
で
あ
ろ
う
。
灘
羅
の
貢
納
と
は
、

言
う
ま
で
も
な
く
具
体
的
に
は
『
延
喜
民
部
省
式
』
に
み
ら
れ
る
無
料
雑
器
で
あ
る
。
伝
響
記
事
と
『
延
喜
式
』
の
規
定
と
の
連
関
性
に
つ
い

て
は
、
『
延
喜
民
部
省
式
』
見
料
雑
器
が
九
世
紀
、
中
で
も
前
半
代
の
規
定
と
み
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
時
期
的
に
見
て
も
十
分
整
合
す
る
も
の

で
あ
ろ
う
。

　
さ
ら
に
、
錦
・
綾
な
ど
の
生
産
の
場
合
、
長
上
工
の
派
遣
や
織
成
の
開
始
が
正
史
に
記
載
さ
れ
て
い
る
点
に
も
留
意
す
べ
き
で
あ
る
。
高
級

織
物
生
産
が
地
方
で
開
始
に
至
る
過
程
が
正
史
に
留
め
ら
れ
た
の
は
、
織
物
生
産
自
体
に
対
す
る
国
家
露
な
関
心
度
も
あ
ろ
う
が
、
お
そ
ら
く
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そ
れ
だ
け
で
は
な
く
、
そ
れ
が
国
家
的
な
地
方
へ
の
積
極
的
技
術
移
植
で
あ
り
、
そ
の
帰
結
と
し
て
生
産
物
が
中
央
へ
の
貢
納
物
と
し
て
収
取

さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
点
に
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
と
判
断
さ
れ
る
。
次
瓦
器
生
産
も
、
当
時
に
お
い
て
最
も
高
級
な
部
類
に
属
す
る
焼
物
で
あ

り
、
畿
外
で
の
生
産
開
始
に
は
綾
錦
と
ほ
ぼ
同
じ
過
程
を
辿
っ
て
い
る
。
正
史
に
留
め
ら
れ
る
こ
と
の
稀
有
と
も
い
え
る
窯
業
生
産
部
門
に
お

い
て
弘
仁
の
甕
器
伝
習
記
事
が
残
さ
れ
た
理
由
も
、
弘
仁
の
次
瓦
器
技
術
移
植
と
そ
の
結
果
と
し
て
の
地
方
で
の
生
産
、
そ
し
て
そ
れ
に
伴
う
中

央
の
収
奪
と
い
っ
た
一
連
の
動
き
で
捉
え
る
こ
と
に
よ
り
自
ず
と
納
得
さ
れ
よ
う
。

平安初期における鉛粕陶器生産の変質（高橋）

①
　
櫛
木
謙
周
氏
は
「
長
上
官
を
も
っ
て
一
人
前
の
官
人
と
し
て
扱
わ
れ
た
の
で
あ

　
り
、
厳
密
な
意
味
で
官
人
へ
の
出
身
と
い
う
落
合
は
こ
の
段
階
を
さ
す
」
と
し
て

　
お
り
、
こ
の
伝
習
記
事
も
長
上
官
へ
の
出
身
の
例
と
し
て
挙
げ
て
い
る
。
黒
木
「
技

　
術
官
人
論
一
日
中
手
工
業
労
働
力
編
成
比
較
の
一
視
点
…
」
（
『
富
山
大
学
人

　
文
学
部
紀
要
騙
第
一
五
集
、
「
九
八
九
年
）
。

②
弘
仁
盗
器
に
関
す
る
研
究
史
に
つ
い
て
は
、
前
川
要
氏
や
井
上
喜
久
男
馬
に
よ

　
る
整
理
が
あ
る
の
で
、
詳
し
く
は
そ
れ
に
譲
り
た
い
。
前
川
「
平
安
時
代
に
お
け

　
る
東
海
系
旧
藩
陶
器
の
使
用
形
態
に
つ
い
て
」
（
前
掲
）
、
井
上
「
尾
張
甕
器
考
」

　
（
『
愛
知
県
陶
磁
資
料
館
研
究
紀
要
』
一
一
、
一
九
九
二
年
）
。
た
だ
し
、
前
川
・

　
井
上
両
氏
の
整
理
で
は
文
献
史
学
の
立
場
か
ら
言
及
し
た
論
考
な
ど
が
い
く
つ
か

　
漏
れ
て
い
る
の
で
、
以
下
に
列
挙
し
て
お
く
。
浅
香
年
木
「
平
安
期
の
窯
業
生
産

　
を
め
ぐ
る
諸
問
題
」
（
『
日
本
古
代
手
工
業
史
の
研
究
』
、
法
政
大
学
出
版
会
、
　
一

　
九
七
一
年
）
、
星
野
達
雄
「
「
弘
仁
盗
器
」
と
尾
張
資
器
に
つ
い
て
の
覚
君
」
（
『
法

　
政
考
古
学
』
第
一
集
、
　
一
九
七
七
年
）
、
櫛
木
下
周
「
技
術
官
人
論
一
日
中
手

　
工
業
労
働
力
編
成
比
較
の
一
視
点
1
」
（
前
掲
）
、
同
「
律
令
制
期
に
お
け
る
手

　
工
業
発
展
の
特
質
」
（
北
陸
古
代
手
工
業
生
産
史
研
究
会
『
北
陸
の
古
代
手
工
業

　
生
産
』
、
一
九
八
九
年
）
、
山
下
峰
司
「
〈
弘
仁
甕
器
〉
と
国
衙
工
房
」
（
『
瀬
戸
市

　
歴
史
民
俗
資
料
賄
研
究
紀
要
』
X
、
一
九
九
一
年
）
。

③
楢
崎
彰
…
氏
「
彩
粕
陶
器
製
作
技
法
の
伝
播
」
（
前
掲
）
入
五
頁
、
岡
「
猿
投

　
窯
に
つ
い
て
」
（
『
M
U
S
E
U
M
』
一
ご
一
四
号
、
一
九
六
九
年
）
二
八
・
二
九
頁
、

　
同
『
由
甕
』
（
『
日
本
陶
磁
全
集
』
第
六
巻
、
中
央
公
論
社
、
一
九
七
六
年
）
四
八

　
頁
ほ
か
。

④
　
前
川
要
「
平
安
時
代
に
お
け
る
東
海
系
緑
緬
陶
器
の
使
用
形
態
に
つ
い
て
」
（
前

　
掲
）
。

⑤
　
例
え
ば
、
丹
波
国
を
本
貫
地
と
し
て
い
る
金
銀
長
上
工
の
丹
波
直
瓜
主
な
ど
が

　
挙
げ
ら
れ
（
撰
桃
日
本
後
紀
』
承
和
四
年
九
月
乙
丑
条
）
、
こ
の
よ
う
な
例
は
少
な

　
く
な
い
。
平
野
邦
雄
「
日
本
に
お
け
る
古
代
鉱
業
と
手
工
業
」
（
『
古
代
史
講
座
』

　
九
、
一
九
穴
三
年
）
一
八
六
頁
、
阿
部
猛
「
工
匠
の
存
在
形
態
」
（
『
律
令
國
家
解

　
体
過
程
の
研
究
』
、
　
一
九
六
六
年
）
三
〇
六
・
三
一
一
・
三
＝
～
頁
、
浅
香
年
木

　
「
律
令
期
の
官
営
工
房
工
匠
の
出
自
と
系
譜
」
（
『
日
本
古
代
手
工
業
史
の
研
究
』
、

　
前
掲
）
ほ
か
参
照
。
な
お
、
浅
香
年
木
氏
の
指
摘
に
あ
る
よ
う
に
須
恵
器
生
産
な

　
ど
の
窯
業
生
産
部
門
で
は
そ
も
そ
も
品
部
・
雑
戸
の
存
在
は
考
え
難
い
。
弘
仁
の

　
記
事
の
「
原
資
器
生
」
と
い
う
記
載
か
ら
み
て
も
、
こ
の
段
階
の
早
薬
陶
器
生
産

　
は
い
わ
ゆ
る
「
師
－
生
」
編
成
に
よ
る
生
産
と
考
え
ね
ば
な
る
ま
い
。
浅
香
「
手

　
工
業
部
と
そ
の
周
辺
」
（
『
日
本
古
代
手
工
業
史
の
研
究
』
、
前
掲
）
、
同
「
平
安
期

　
の
塞
…
業
生
産
を
め
ぐ
る
諸
問
題
」
（
前
掲
）
。

⑥
田
中
琢
「
鉛
紬
陶
の
生
産
と
官
営
工
房
」
（
前
掲
）
。

⑦
　
櫛
木
謙
周
「
律
令
制
期
に
お
け
る
手
工
業
発
展
の
特
質
」
（
前
掲
）
。
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⑧
八
木
充
「
周
防
鋳
銭
司
の
歴
史
と
鋼
銭
鋳
造
」
（
山
口
市
教
育
委
員
会
『
周
防
鋳

　
銭
司
跡
』
、
一
九
七
八
年
）
。

⑨
櫛
木
飴
興
「
技
術
官
人
論
…
1
日
中
手
工
業
労
働
力
編
成
比
較
の
一
視
点
…
」

　
（
前
掲
）
。

⑩
『
類
聚
三
代
格
』
承
和
元
年
正
月
二
九
日
太
政
官
符
。

⑪
　
洛
北
で
は
、
緑
紬
陶
器
を
併
出
す
る
灰
紬
陶
器
窯
（
中
の
谷
二
区
二
号
窯
、
虎

　
難
山
一
号
窯
式
併
行
、
十
世
紀
後
半
～
十
一
世
紀
初
め
）
が
発
掘
さ
れ
て
い
る
。

　
た
だ
し
、
こ
の
窯
は
洛
北
で
は
緑
粕
陶
器
の
生
産
が
ほ
ぼ
行
わ
れ
な
く
な
る
時
期

　
の
も
の
で
あ
り
、
ま
っ
た
く
の
東
海
系
技
術
に
よ
る
操
業
で
、
伝
統
的
な
畿
内
の

　
生
産
技
術
と
は
異
質
で
あ
る
。
こ
れ
以
前
の
窯
で
は
、
こ
の
よ
う
な
東
海
系
の
窯

　
は
確
認
で
き
ず
、
少
な
く
と
も
九
世
紀
段
階
の
灰
紬
陶
器
生
産
は
否
定
的
に
な
ら

　
ざ
る
を
得
な
い
。
（
財
）
京
都
市
埋
蔵
文
化
財
研
究
所
『
昭
和
六
一
年
度
京
都
市
埋

　
蔵
文
化
財
調
査
概
要
賑
（
一
九
八
九
年
）
。

⑫
山
下
峰
司
「
〈
弘
仁
土
器
〉
と
圏
衙
工
房
」
（
前
掲
）
。

⑬
　
例
え
ば
、
錦
窯
の
教
習
に
挑
文
師
を
派
遣
す
る
記
事
が
あ
る
。
『
続
目
本
紀
』

　
和
銅
四
年
閏
六
窟
月
替
巳
条
。

⑭
面
木
謙
周
「
技
術
官
人
論
－
臼
中
手
工
業
労
働
力
編
成
比
較
の
一
視
点
一
」

　
（
前
掲
）
。

⑮
こ
の
弘
仁
の
伝
習
に
伴
う
出
身
を
、
大
同
年
閣
前
後
に
集
中
し
て
行
わ
れ
る
宮

　
司
整
理
や
そ
の
後
の
加
減
廃
鐙
、
あ
る
い
は
長
上
工
の
定
数
化
の
動
き
の
中
で
捉

　
え
る
こ
と
も
一
つ
の
仮
説
と
し
て
は
可
能
で
あ
る
。
し
か
し
、
単
な
る
そ
れ
だ
け

　
の
動
き
で
あ
れ
ば
、
他
の
手
工
業
生
産
か
ら
み
て
三
名
が
畿
外
か
ら
出
身
し
生
産

　
組
織
を
拡
大
す
る
こ
と
は
や
や
不
自
然
で
あ
る
し
、
ま
た
そ
の
場
合
正
史
に
留
め

　
ら
れ
る
こ
と
の
意
味
も
十
分
に
は
説
明
で
き
な
い
だ
ろ
う
。

⑬
山
下
峰
司
既
は
、
一
つ
の
可
能
性
と
し
て
長
上
官
の
各
地
へ
の
派
遣
と
遮
動
す

　
る
こ
と
を
想
定
し
て
い
る
。
山
下
「
〈
弘
仁
甕
器
〉
と
隊
衙
工
房
」
（
前
掲
）
。

⑰
奈
良
属
立
文
化
財
研
究
所
『
平
城
宮
発
掘
調
査
報
告
』
w
（
一
九
六
六
年
）
。

⑯
平
尾
政
率
「
平
安
時
代
前
期
の
士
器
」
（
前
掲
）
。
な
お
、
平
尾
氏
は
ご
く
最
近

　
こ
の
尾
張
の
朋
窯
時
期
を
根
拠
に
伝
習
地
畿
内
説
を
唱
え
て
い
る
。
平
尾
「
緑
軸

　
陶
器
・
灰
瓢
陶
器
・
白
色
土
器
」
（
（
財
）
古
代
学
協
会
・
古
代
学
研
究
所
編
『
平

　
安
京
提
要
』
、
角
川
雷
店
、
…
九
九
四
年
）
。

⑲
浅
田
員
由
「
猿
投
窯
の
生
産
構
造
」
（
『
愛
知
県
陶
磁
資
料
館
研
究
紀
要
』
八
、

　
一
九
八
九
年
）
一
八
頁
ほ
か
。
な
お
、
浅
田
氏
は
上
掲
と
別
の
論
考
に
お
い
て
、

　
逆
に
弘
仁
の
俊
習
記
事
を
根
拠
に
黒
笹
地
区
は
山
田
郡
で
あ
っ
た
と
い
う
推
測
を

　
行
っ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
必
ず
し
も
妥
当
な
推
論
の
方
向
で
は
な
か
ろ
う
。
浅
田

　
「
猿
投
窯
生
産
転
換
の
一
側
面
i
生
産
と
流
通
の
問
題
点
1
」
（
『
愛
知
県
陶

　
磁
資
料
館
研
究
紀
要
』
三
、
一
九
八
四
年
）
。

⑳
　
林
英
夫
編
『
愛
知
県
の
地
名
』
〈
延
髄
歴
史
地
名
大
系
二
三
〉
（
一
九
八
一
年
）
、

　
竹
内
理
三
編
『
角
川
日
本
地
名
大
辞
典
晦
二
三
〈
愛
知
県
〉
（
一
九
八
九
年
）
。

⑳
　
乙
麻
呂
ら
が
中
央
の
官
人
と
し
て
取
り
立
て
ら
れ
た
と
す
れ
ば
、
尾
張
で
の
緑

　
紬
陶
器
の
焼
造
開
始
に
よ
っ
て
主
要
な
る
任
務
も
果
た
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
そ

　
れ
以
後
は
再
び
中
央
へ
戻
る
必
要
は
な
い
の
か
と
い
う
こ
と
も
問
題
と
な
ろ
う
。

　
考
古
資
料
か
ら
み
る
か
ぎ
り
、
中
央
に
戻
る
よ
う
な
状
況
は
考
え
難
い
こ
と
か
ら
、

　
乙
麻
呂
ら
は
任
期
付
き
の
長
上
工
で
あ
っ
た
か
、
あ
る
い
は
周
防
鋳
銭
司
に
み
ら

　
れ
る
よ
う
に
地
方
の
在
地
生
産
に
携
わ
る
終
身
の
官
と
な
っ
て
い
た
か
の
い
ず
れ

　
か
を
想
定
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
『
類
聚
三
代
絡
』
斉
衡
二
年
九
月
十
二
日
太
政
官

　
符
。

⑫
　
『
延
喜
式
』
や
『
西
宮
記
』
に
み
え
る
「
資
」
は
後
の
文
献
の
同
じ
場
面
で
「
青

　
甕
」
と
呼
ば
れ
て
お
り
、
緑
融
陶
器
と
み
る
の
が
ふ
さ
わ
し
い
（
表
一
参
照
）
。
詳

　
し
く
は
別
稿
を
用
意
し
た
い
。

＠
　
一
つ
の
想
定
と
し
て
は
、
『
日
本
後
期
』
に
は
欠
文
が
多
い
た
め
に
、
　
そ
の
欠

　
文
中
に
毘
張
と
海
様
に
長
門
の
工
人
に
対
す
る
面
心
記
事
が
あ
っ
た
可
能
性
も
想

　
定
で
き
な
く
は
な
い
。

＠
櫛
木
謙
門
門
律
令
篇
下
に
お
け
る
技
術
の
伝
揺
と
変
容
に
関
す
る
試
論
」
（
『
歴
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史
学
研
究
』
五
一
八
㌔
一
九
八
三
年
）
ひ

㊨
　
島
木
謙
周
「
律
令
制
下
に
お
け
る
技
術
の
伝
播
と
変
容
に
関
す
る
試
論
」
（
前

　
掲
）
。

⑯
　
養
老
賦
役
令
三
五
の
諸
国
貢
献
物
条
に
錦
・
綾
な
ど
高
級
識
物
類
が
含
ま
れ
て

　
お
り
、
大
宝
令
も
朝
集
使
貢
献
罰
条
と
さ
れ
つ
つ
も
ほ
ぼ
同
文
と
見
ら
れ
る
こ
と

　
か
ら
、
大
宝
令
段
階
で
既
に
地
方
で
生
産
が
行
わ
れ
て
い
た
と
す
る
考
え
も
あ
る
。

　
し
か
し
、
大
津
透
氏
の
指
摘
の
よ
う
に
、
上
記
の
貢
献
物
条
は
空
文
で
あ
っ
た
可

　
能
性
が
高
く
、
・
少
な
く
と
も
高
級
織
物
類
に
つ
い
て
は
、
令
鰯
下
に
お
い
て
織
部

　
司
に
品
部
が
属
す
る
と
い
う
在
り
方
か
ら
も
推
測
さ
れ
る
よ
う
に
、
中
央
に
の
み

　
存
在
す
る
高
度
の
技
術
体
系
で
あ
っ
た
と
見
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。
大
津
「
律

　
令
収
取
鵠
度
の
特
質
1
一
日
窟
賦
衡
令
の
比
較
研
究
1
」
へ
『
東
洋
文
化
研
究
所

　
紀
要
』
第
百
十
冊
、
一
九
八
九
年
、
一
九
二
・
二
一
九
頁
ほ
か
、
後
に
『
律
令
国

　
家
支
配
構
造
の
研
究
』
（
岩
波
書
店
、
一
九
九
三
年
）
所
収
）
。

⑳
　
天
平
四
年
（
七
…
一
三
）
越
前
国
郡
稲
帳
（
『
大
臼
本
古
文
書
勧
一
）
四
六
六
頁
、

　
天
平
六
年
（
七
三
㎎
）
尾
張
国
正
税
帳
（
『
大
日
本
古
文
轡
』
…
）
六
〇
九
．
六
一

　
〇
・
六
一
二
～
六
一
三
頁
、
天
平
十
年
（
七
三
八
）
駿
河
国
正
税
帳
（
『
大
日
塞
古

　
開
毛
口
』
二
）
　
一
　
一
山
ハ
～
一
　
　
七
頁
。

⑱
　
大
津
透
「
律
令
収
取
髄
度
の
特
暫
ハ
ー
日
｛
腸
賦
〔
役
令
の
比
較
研
究
一
」
（
前

　
掲
）
ほ
か
。

四
　
鉛
紬
陶
器
生
趨
に
お
け
る
変
質
の
背
景

平安初期における鉛融陶器生産の変質（高橋）

　
（
1
）
　
変
質
に
至
る
諸
要
因
の
検
討

　
本
章
で
は
、
前
章
ま
で
の
検
討
を
ふ
ま
え
、
鉛
粕
陶
器
生
産
の
変
質
の
背
景
を
考
え
て
み
た
い
。
ま
ず
は
、
平
安
期
緑
粕
陶
器
生
産
が
奈
良

三
彩
の
生
産
と
画
さ
れ
る
要
素
の
一
つ
で
あ
る
、
生
産
内
容
の
変
質
と
い
う
観
点
か
ら
上
記
の
問
題
に
迫
っ
て
み
る
こ
と
に
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

　
生
産
内
容
の
変
化
と
し
て
よ
く
取
り
上
げ
ら
れ
る
も
の
に
、
硬
陶
の
出
現
が
挙
げ
ら
れ
る
。
た
だ
し
、
九
世
紀
前
半
の
段
階
で
は
、
畿
内
産

緑
紬
陶
器
も
い
ま
だ
属
島
に
属
し
て
お
り
、
防
長
産
も
基
本
的
に
軟
陶
と
い
え
る
淡
黄
塵
色
の
素
地
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
硬
直
あ
る
い
は
須
恵

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

質
の
素
地
で
あ
る
こ
と
を
産
地
を
越
え
て
共
通
し
た
当
該
期
の
特
質
と
し
て
背
景
を
論
じ
る
べ
き
で
は
な
い
。

　
硬
陶
の
ほ
か
に
平
安
期
緑
紬
陶
器
の
特
質
と
し
て
従
来
か
ら
最
も
重
視
さ
れ
て
い
る
の
が
、
緑
粕
単
彩
化
で
あ
ろ
う
。
か
つ
て
小
笠
原
好
彦

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

氏
は
緑
粕
単
彩
化
を
奈
良
三
彩
か
ら
の
技
術
力
の
低
下
に
よ
る
も
の
と
想
定
し
た
。
し
か
し
、
奈
良
三
彩
と
平
安
期
緑
粕
陶
器
で
は
技
術
面
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

大
き
な
差
は
考
え
ら
れ
な
い
。
ま
た
、
奈
良
三
彩
と
平
安
期
緑
粕
陶
器
は
振
鼓
的
に
も
異
な
る
も
の
で
あ
っ
て
、
省
力
化
・
粗
雑
化
の
結
果
と

し
て
単
色
化
し
た
も
の
で
は
な
い
こ
と
か
ら
も
、
単
な
る
技
術
力
の
低
下
が
原
因
で
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
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⑤

　
上
記
の
説
を
除
け
ば
、
野
心
単
彩
化
の
背
景
と
し
て
し
ば
し
ば
語
ら
れ
る
の
は
青
磁
模
倣
と
い
う
点
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
第
二
章
で

述
べ
た
よ
う
に
、
緑
雨
陶
器
は
単
に
青
磁
模
倣
だ
け
で
は
捉
え
ら
れ
ず
、
金
属
製
品
も
含
め
た
中
国
文
物
の
模
倣
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
。
ま
た
、

単
彩
化
と
い
う
点
で
は
、
既
に
こ
の
前
段
階
で
あ
る
長
岡
京
期
前
後
か
ら
そ
の
方
向
に
移
行
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
緑
紬
単
彩
化
あ
る
い

は
青
磁
模
倣
だ
け
か
ら
こ
の
弘
仁
期
の
変
化
を
捉
え
る
べ
き
で
は
な
く
、
む
し
ろ
椀
縁
類
に
代
表
さ
れ
る
新
器
形
の
出
現
な
ら
び
に
供
膳
形
態

主
体
の
生
産
へ
の
転
化
と
い
っ
た
零
種
構
成
の
変
革
全
体
を
よ
り
重
視
す
べ
き
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

　
こ
の
器
種
変
革
の
過
程
を
明
瞭
に
す
る
た
め
に
は
、
当
然
な
が
ら
当
該
期
で
あ
る
弘
仁
の
初
期
だ
け
で
な
く
、
そ
の
前
段
階
か
ら
の
土
器
様

式
の
推
移
に
注
意
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
奈
良
時
代
の
土
器
様
式
は
基
本
的
に
土
師
器
と
須
恵
器
に
よ
り
構
成
さ
れ
る
が
、
畿
内
で
は
八
世
紀

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

後
半
か
ら
そ
れ
ら
が
法
量
の
縮
小
化
と
器
種
の
減
少
・
調
整
の
粗
雑
化
あ
る
い
は
省
略
化
傾
向
を
辿
る
。
こ
れ
は
、
八
世
紀
前
半
ま
で
は
ほ
ぼ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

安
定
し
て
い
た
土
器
様
式
が
、
八
世
紀
後
半
以
降
そ
の
平
衡
を
崩
し
つ
つ
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
土
器
様
式
の
流
れ
の
中

に
器
種
変
革
が
生
ま
れ
た
九
世
紀
初
め
を
位
置
付
け
れ
ば
、
そ
れ
に
は
旧
来
的
な
土
器
様
式
で
は
安
定
し
な
い
が
た
め
に
、
新
た
な
平
衡
、
す

な
わ
ち
新
た
な
意
匠
と
し
て
の
轡
形
が
求
め
ら
れ
て
い
た
と
い
う
よ
う
な
時
代
的
基
層
を
看
取
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
、
そ
の
変
革
時

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

期
が
ま
さ
に
弘
仁
文
化
と
総
称
さ
れ
る
唐
風
文
化
の
流
行
期
で
あ
っ
た
点
を
考
え
る
と
、
土
器
様
式
の
変
化
が
求
め
ら
れ
た
下
地
の
上
に
妾
時

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

の
文
化
指
向
が
重
な
り
、
唐
墨
文
物
の
模
倣
に
基
づ
く
新
た
な
器
種
構
成
が
生
ま
れ
た
と
解
釈
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

　
こ
の
よ
う
な
想
定
に
よ
り
、
地
種
構
成
の
変
革
に
至
る
構
造
を
あ
る
程
度
説
明
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
そ
の
よ
う
な
器
種
変
革
は

須
恵
器
や
他
の
焼
物
に
起
こ
っ
て
も
よ
い
は
ず
で
あ
る
の
に
、
そ
の
変
革
が
第
一
に
現
わ
れ
た
の
は
他
で
も
な
く
緑
粕
陶
器
あ
る
い
は
灰
粕
陶

雛
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
こ
れ
だ
け
で
は
緑
粕
陶
器
に
お
け
る
変
革
の
十
分
野
説
明
と
は
な
っ
て
い
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

　
そ
れ
へ
の
一
つ
の
解
釈
と
し
て
は
、
墨
形
の
変
革
の
み
な
ら
ず
、
食
器
構
成
の
あ
り
方
ま
で
も
唐
風
を
指
向
し
て
い
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。

唐
代
の
食
器
は
実
に
様
々
で
、
青
磁
・
白
磁
・
黄
雲
磁
・
黒
紬
磁
や
種
々
の
金
属
器
な
ど
で
占
め
ら
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
り
、
特
に
そ
の
色
彩

が
豊
富
で
あ
っ
た
。
日
本
で
も
、
弘
仁
期
か
そ
れ
以
降
に
、
少
な
く
と
も
平
安
京
で
は
緑
糟
陶
器
・
灰
紬
陶
器
・
黒
色
土
器
・
土
師
器
、
さ
ら
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平安初期における鉛紬陶器生産の変質（高橋）

に
は
漆
器
や
輸
入
陶
磁
器
な
ど
材
質
や
色
彩
の
異
な
る
多
様
な
食
器
構
成
を
採
る
よ
う
に
な
る
。
こ
の
よ
う
に
み
れ
ば
、
そ
れ
ま
で
特
殊
な
野

景
が
生
産
の
中
心
で
あ
っ
た
鉛
紬
陶
器
に
お
い
て
供
膳
形
態
が
主
体
に
な
る
こ
と
は
、
日
本
で
も
唐
と
同
様
の
様
々
な
色
彩
の
食
器
構
成
が
頃

指
さ
れ
た
結
果
と
し
て
納
得
し
う
る
と
こ
ろ
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
の
解
釈
の
み
で
は
須
恵
器
な
ど
に
し
ば
ら
く
は
全
面
的
な
落
種
変
化
が
起

こ
ら
な
か
っ
た
と
い
う
点
の
解
決
と
は
必
ず
し
も
な
っ
て
い
な
い
。

　
そ
の
点
か
ら
す
れ
ば
、
こ
の
時
期
の
唐
風
文
化
が
貴
族
階
級
の
み
に
享
受
さ
れ
る
側
面
が
強
く
、
特
に
そ
れ
へ
の
需
要
に
応
え
る
も
の
と
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

て
、
惣
髪
陶
器
の
み
に
変
化
が
生
ま
れ
た
こ
と
も
推
灘
さ
れ
る
。
た
だ
し
、
も
し
そ
う
だ
と
す
る
な
ら
ば
限
定
的
な
生
産
で
も
構
わ
な
い
わ
け

で
あ
る
か
ら
、
従
来
か
ら
の
畿
内
の
生
産
窯
で
も
お
そ
ら
く
そ
の
生
産
は
可
能
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
、
長
門
・
尾
張
と
い
っ
た
地
域
に
限
定
的

な
が
ら
も
生
産
地
の
拡
散
が
み
ら
れ
る
と
い
う
平
安
期
緑
粕
陶
器
の
も
う
一
つ
の
大
き
な
構
成
要
素
が
十
分
に
説
明
で
き
な
い
。
そ
れ
に
加
え

て
、
成
立
当
初
の
東
海
産
の
緑
風
陶
器
が
律
令
国
家
の
北
限
と
も
い
え
る
胆
沢
城
に
ま
で
い
ち
早
く
も
た
ら
さ
れ
、
逆
に
防
長
産
が
北
九
州
や

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

大
宰
府
な
ど
に
供
給
さ
れ
て
い
る
こ
と
や
、
正
史
に
留
め
ら
れ
る
よ
う
な
国
家
的
な
技
術
移
植
が
行
わ
れ
、
国
家
的
な
規
定
の
も
と
で
生
産
を

開
始
し
て
い
る
こ
と
に
は
、
何
ら
か
の
よ
り
大
き
な
契
機
が
別
に
存
在
し
た
こ
と
を
示
唆
さ
せ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
（
2
）
　
平
安
期
緑
粕
陶
器
生
産
の
成
立
背
景

　
前
節
の
諸
条
件
を
満
た
し
変
質
を
全
般
的
に
説
明
し
う
る
よ
う
な
背
景
と
し
て
は
、
こ
の
頃
に
日
本
に
も
た
ら
さ
れ
た
密
教
（
純
血
）
と
の
関

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

連
が
こ
れ
ま
で
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
確
か
に
前
川
要
幾
が
示
し
た
よ
う
に
、
密
教
的
な
用
途
で
の
使
用
例
や
器
種
は
存
在
す
る
。
し
か
し
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

現
状
と
し
て
確
実
な
例
は
九
世
紀
後
半
以
降
の
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
梵
字
を
陰
刻
す
る
緑
融
陶
器
が
注
目
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
き
わ
め

て
例
外
的
な
も
の
で
、
一
般
的
に
は
花
や
草
・
蝶
な
ど
の
文
様
の
み
が
描
か
れ
、
必
ず
し
も
密
教
に
直
接
結
び
付
く
も
の
と
は
番
え
な
い
。
緑

野
陶
器
の
出
土
地
点
と
し
て
も
、
密
教
系
寺
院
や
密
教
修
法
に
伴
う
こ
と
が
明
瞭
な
例
よ
り
も
、
平
安
京
や
国
府
周
辺
な
ど
か
ら
出
土
す
る
緑

営
陶
器
の
量
の
方
が
は
る
か
に
多
い
。
さ
ら
に
、
緑
粕
陶
器
に
密
教
法
具
で
あ
る
金
属
製
仏
具
の
代
用
畠
と
し
て
の
役
割
の
み
を
与
え
る
と
す
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れ
ば
、
陶
磁
器
模
倣
の
可
能
性
が
高
い
畿
内
産
緑
紬
陶
器
や
五
彩
手
法
を
多
用
す
る
防
長
産
緑
瓢
陶
器
が
成
立
す
る
こ
と
に
対
す
る
統
一
的
な

把
握
は
困
難
で
あ
る
。

　
加
え
て
、
養
畜
と
の
関
連
か
ら
平
安
期
の
緑
粕
陶
器
生
産
が
始
ま
っ
た
と
す
る
と
、
弘
仁
六
年
の
伝
習
記
事
は
時
期
的
に
や
や
齪
臨
を
来
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

す
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
空
海
の
密
教
儀
式
が
公
認
さ
れ
る
と
い
う
意
味
で
、
東
大
寺
の
中
に
灌
頂
道
場
が
設
け
ら
れ
る
こ
と
や
宮
中
の
真
言

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

院
で
御
修
法
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
る
こ
と
は
重
要
な
位
置
を
占
め
る
と
思
わ
れ
る
が
、
そ
の
年
は
前
者
が
弘
仁
一
三
年
（
八
二
一
一
）
、
後
者
が

承
和
元
年
（
八
三
四
）
で
あ
る
。
密
教
自
体
が
公
的
に
取
り
入
れ
ら
れ
る
以
前
に
、
尾
張
に
お
い
て
密
教
農
具
と
し
て
の
緑
融
陶
器
の
生
産
を
開

始
す
る
動
き
が
あ
っ
た
と
は
考
え
難
い
。
お
そ
ら
く
、
唾
壷
や
風
字
硯
・
陶
枕
な
ど
調
度
品
的
な
も
の
が
兇
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
の
と
同
様
、

派
生
的
に
密
教
的
な
製
贔
も
生
産
す
る
よ
う
に
な
っ
た
と
み
る
方
が
良
か
ろ
う
。

　
そ
れ
で
は
、
こ
の
他
に
は
新
た
な
平
安
期
緑
粕
陶
器
の
成
立
を
も
た
ら
す
契
機
は
見
い
だ
せ
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
参
照
し
た
い
の
が
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

文
献
に
見
え
る
緑
粕
陶
器
、
「
甕
」
門
青
資
」
の
使
用
状
況
で
あ
る
（
表
一
）
。
そ
れ
ら
は
大
き
く
①
仏
具
あ
る
い
は
寺
院
な
ど
の
財
物
・
什
物
、

②
蔵
骨
器
、
③
酒
器
な
ど
を
含
む
食
膳
具
、
に
分
か
れ
る
だ
ろ
う
。
こ
の
中
で
①
・
②
の
よ
う
な
使
用
形
態
は
既
に
奈
良
三
彩
の
段
階
に
お
い

て
一
般
的
に
認
め
ら
れ
る
も
の
で
、
こ
れ
を
平
安
期
に
お
け
る
変
革
の
契
機
と
す
る
こ
と
は
で
き
ず
、
平
安
期
緑
紬
陶
器
の
出
土
地
と
し
て
も

寺
院
や
墓
な
ど
に
限
定
さ
れ
な
い
。

　
そ
う
す
る
と
、
③
の
側
面
に
注
目
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
な
か
で
も
節
会
な
ど
に
お
け
る
使
用
例
が
あ
り
、
宮
廷
内
の
国
家
的
な
儀
式
、
饗
宴

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

な
ど
で
使
わ
れ
る
容
器
の
一
つ
に
こ
の
緑
粕
陶
器
が
存
在
し
て
い
る
点
に
気
付
か
さ
れ
る
だ
ろ
う
。
弘
仁
期
は
、
唐
風
文
化
の
流
行
期
で
あ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

と
と
も
に
、
宮
廷
儀
礼
の
整
備
あ
る
い
は
復
活
が
な
さ
れ
た
時
期
で
も
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
儀
式
整
備
の
一
環
と
し
て
こ
の
平
安
期
緑
紬
陶
器

　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊧
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

の
成
立
を
位
置
付
け
れ
ぼ
、
弘
仁
期
の
早
い
段
階
で
の
伝
習
記
事
の
存
在
と
時
期
的
に
も
符
合
す
る
で
あ
ろ
う
し
、
伝
習
記
事
が
正
史
に
留
め

ら
れ
た
意
味
を
も
説
明
で
き
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
こ
の
時
期
の
儀
式
の
整
備
の
背
景
と
し
て
は
、
既
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
通
り
、
国
家
的

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

儀
礼
が
天
皇
を
中
心
と
す
る
君
臣
上
下
欄
係
の
秩
序
維
持
の
機
能
を
持
つ
こ
と
か
ら
、
そ
の
強
化
と
し
て
の
側
面
が
大
き
い
。
儀
式
の
場
で
の
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平安初期における鉛糊陶器生産の変質（高橋）

　　　　　　　　　　　　　　　　蓑1　文献にみえる「甕」とその用途
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上
下
秩
序
の
明
示
は
、
そ
の
場
で
使
用
さ
れ
る
容
器
類
に
お
い
て
も
適
用
さ
れ
て
お
り
、
使
用
者
の
身
分
に
よ
っ
て
使
用
で
き
る
容
器
の
材
質

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊧

が
限
定
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
文
献
の
上
で
確
認
で
き
る
。
例
え
ば
緑
粕
陶
器
に
つ
い
て
も
、
鴨
江
家
次
第
』
に
よ
る
と
、
三
節
の
御
酒
を
供
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

る
の
に
翼
廊
の
杯
を
用
い
、
「
需
給
臣
下
」
と
さ
れ
て
い
る
。
正
月
節
会
と
い
う
国
家
的
饗
宴
を
彩
り
、
使
用
者
を
限
定
す
る
高
級
食
器
と
し

て
の
位
置
付
け
が
、
緑
粕
陶
器
に
与
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
つ
ま
り
、
国
家
的
儀
式
あ
る
い
は
そ
の
他
の
饗
宴
に
お
い
て
階
層
性
を

明
示
す
る
容
器
と
し
て
こ
の
虚
血
陶
器
が
着
目
さ
れ
、
唐
風
文
化
を
体
現
化
し
た
高
級
容
器
と
し
て
そ
の
新
た
な
生
産
が
開
始
さ
れ
た
こ
と
が

想
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
そ
れ
と
の
関
連
で
触
れ
て
お
き
た
い
の
は
、
平
安
時
代
に
入
っ
て
か
ら
平
安
京
内
の
最
重
要
と
も
い
え
る
公
的
な
建
物
に
緑
粕
単
彩
瓦
が
ま

と
ま
っ
て
使
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
点
で
あ
る
。
例
え
ば
、
延
暦
二
四
年
頃
に
は
完
成
し
て
い
た
と
み
ら
れ
る
豊
楽
院
に
は
緑
粕
瓦
が
葺
か
れ

　
　
㊧

て
い
る
。
こ
の
豊
楽
院
は
唐
風
の
建
築
で
国
家
的
な
饗
宴
を
執
り
行
う
揚
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
も
、
唐
風
指
向
の
饗
宴
の
場
に
緑
漁
製
品
が
位

置
付
け
ら
れ
る
も
の
と
し
て
岡
一
線
上
に
あ
ろ
う
。
ま
た
、
朝
堂
院
な
ど
も
弘
仁
六
年
に
修
理
を
行
っ
た
際
に
緑
粕
瓦
に
葺
き
代
え
ら
れ
た
よ

　
　
　
⑳

う
で
あ
り
、
天
皇
の
遊
覧
所
で
あ
る
神
泉
苑
の
乾
臨
閣
な
ど
で
も
緑
紬
瓦
が
用
い
ら
れ
て
い
た
。
同
じ
緑
粕
を
施
し
て
お
り
、
儀
式
や
饗
宴
を

彩
る
舞
台
装
置
と
し
て
平
安
初
期
に
そ
の
使
用
が
拡
大
す
る
こ
と
か
ら
も
、
双
方
の
一
体
的
な
動
き
を
考
え
る
の
は
不
自
然
で
は
な
か
ろ
う
。

　
さ
ら
に
、
先
に
記
し
た
よ
う
な
儀
礼
行
為
は
平
安
宮
で
行
わ
れ
る
と
と
も
に
、
そ
の
縮
小
さ
れ
た
形
の
も
の
が
各
国
府
を
初
め
と
す
る
地
方

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
嬢
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊧

官
衙
な
ど
で
執
り
行
わ
れ
て
い
た
と
み
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
点
を
考
慮
す
れ
ば
、
当
該
期
に
進
め
ら
れ
た
全
国
的
な
儀
式
体
系
の
整
備
の
一
環

と
し
て
、
そ
の
用
具
の
一
部
を
構
成
す
る
融
融
陶
器
が
各
地
で
必
要
に
な
っ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
容
易
に
予
想
さ
れ
る
。
全
国
的
な
需
要
に
は
、

き
わ
め
て
小
規
模
な
生
産
で
あ
っ
た
煽
来
的
な
畿
内
の
官
営
工
房
で
は
応
え
る
こ
と
が
で
き
ず
、
緑
職
陶
器
生
産
地
を
尾
張
と
長
門
と
い
う
よ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

う
に
畿
内
の
東
と
西
に
配
し
た
こ
と
は
十
分
に
想
定
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
が
、
平
安
器
鞘
管
晦
器
の
構
成
要
素
た
る
生
産
地
の
拡
大
と
生

産
量
の
一
定
増
加
の
背
景
で
あ
っ
た
と
推
測
し
た
い
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
仮
説
こ
そ
、
九
世
紀
前
半
の
東
海
産
緑
融
駒
器
が
山
城
で
は
冷
然

院
、
畿
外
で
は
斎
宮
や
胆
沢
城
な
ど
で
ま
と
ま
っ
て
出
土
し
て
お
り
、
平
安
京
や
地
方
官
衙
を
中
心
と
し
た
消
費
動
向
を
示
す
と
い
う
考
古
学
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平安初期における鉛粕陶器生産の変質（高橋）

的
事
実
と
も
適
合
す
る
で
あ
ろ
う
。

　
最
後
に
、
上
記
の
よ
う
な
背
景
で
緑
野
陶
器
生
産
が
開
始
し
た
と
す
れ
ば
、
何
故
ほ
か
で
も
な
く
尾
張
と
長
門
の
二
国
に
新
生
産
地
が
成
立

し
た
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
触
れ
て
お
く
こ
と
に
し
た
い
。
ま
ず
尾
張
に
つ
い
て
は
、
在
地
の
伝
統
的
な
窯
業
技
術
基
盤
が
あ
り
、
当
該
期
に

お
け
る
全
国
で
も
抜
き
ん
出
た
生
産
力
を
挙
げ
る
こ
と
で
ほ
ぼ
異
論
は
な
か
ろ
う
。
　
一
方
の
長
門
に
つ
い
て
は
、
九
世
紀
頃
に
は
既
に
須
恵
器

生
産
が
衰
退
化
傾
向
を
示
し
て
い
る
よ
う
で
あ
り
、
し
か
も
爾
日
本
地
域
の
中
で
比
較
し
て
も
傑
出
し
て
窯
業
生
産
が
盛
ん
で
あ
っ
た
と
は
言

　
　
⑳
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

い
難
い
。
そ
こ
で
当
然
考
慮
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
の
は
、
原
材
料
の
問
題
で
あ
ろ
う
。
長
門
は
『
延
喜
式
』
な
ど
に
そ
の
貢
納
が
記
載
さ
れ
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

い
る
通
り
妾
該
期
の
鉛
の
産
地
で
あ
る
と
み
ら
れ
、
同
時
に
銅
の
産
地
で
も
あ
り
、
呈
色
材
と
し
て
の
緑
青
も
容
易
に
入
手
で
き
る
も
の
と
判

　
　
　
⑭

断
さ
れ
る
。
こ
の
点
以
外
に
は
、
長
門
と
緑
粕
陶
器
を
直
接
結
び
付
け
得
る
要
素
は
認
め
難
い
こ
と
か
ら
、
お
そ
ら
く
粕
の
原
材
料
の
調
達
に

至
便
な
地
域
で
あ
る
と
い
う
点
が
、
成
立
の
一
大
要
因
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
も
ち
ろ
ん
、
尾
張
に
つ
い
て
も
原
材
料
と
し
て
の
上
質

の
陶
土
と
い
う
面
で
は
優
れ
て
選
択
に
価
す
る
地
域
で
あ
る
。

　
た
だ
し
、
長
門
の
開
窯
の
主
因
を
原
材
料
に
求
め
る
と
し
て
も
、
銅
や
鉛
の
産
地
は
西
国
に
お
い
て
他
に
も
見
ら
れ
、
長
門
が
特
に
選
ば
れ

た
別
の
要
因
も
考
慮
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
想
起
さ
れ
る
の
は
、
鋳
銭
使
が
弘
仁
九
年
三
月
か
ら
天
長
二
年
四
月
ま
で
長
門
に
置
か
れ

　
　
　
　
　
　
⑯

て
い
た
点
で
あ
る
。
鋳
銭
は
当
然
な
が
ら
銅
や
鉛
を
原
料
と
す
る
た
め
、
緑
紬
陶
器
生
産
と
原
材
料
面
で
の
共
通
性
を
有
し
て
お
り
、
鋳
銭
使

と
い
う
中
央
か
ら
の
出
先
機
関
が
設
置
さ
れ
て
い
る
と
い
う
点
で
、
長
門
は
原
材
料
の
調
達
さ
ら
に
は
労
働
力
の
確
保
と
い
う
面
も
含
め
て
中

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

央
か
ら
の
技
術
移
植
を
図
る
の
に
最
も
適
し
た
条
件
を
備
え
て
い
た
と
言
え
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

①
　
吉
細
恵
二
「
緑
粕
陶
と
灰
紬
陶
と
の
相
関
関
係
と
そ
の
編
年
に
つ
い
て
」
（
前

掲
）
、
巽
淳
一
郎
「
古
代
窯
業
生
産
の
展
開
－
西
舞
本
を
中
心
に
し
て
－
i
…
」

　
Ω
剛
掲
）
ほ
か
。

②
　
硬
陶
の
出
現
が
須
恵
器
生
産
と
の
関
連
を
考
・
え
る
う
え
で
絵
筆
す
べ
き
現
象
で

　
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。

③
　
小
笠
原
好
彦
「
正
倉
院
陶
器
の
製
作
を
め
ぐ
っ
て
」
（
『
考
古
学
雑
誌
』
第
六
二

　
巻
第
二
号
、
一
九
七
六
年
）
。

④
由
崎
一
雄
「
小
笠
原
好
彦
氏
の
「
正
倉
院
陶
器
の
製
作
を
め
ぐ
っ
て
」
を
読
ん

　
凶
、
1
技
術
｝
畷
で
の
批
燃
刊
1
」
　
（
『
考
山
出
巌
ザ
雑
拙
ゆ
』
熔
塑
口
繕
一
一
巻
簿
叩
ゴ
胃
万
、
　
一
九
七

　
六
年
）
。
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⑤
　
寺
島
臨
海
　
「
平
安
京
娼
土
の
旨
意
陶
器
」
（
『
考
古
学
雑
誌
』
第
六
一
巻
第
三
号
、

　
｝
九
七
六
年
）
、
矢
韻
良
明
「
，
晩
唐
五
代
の
越
州
窯
系
青
磁
と
平
安
前
期
の
緑
緬

　
陶
と
灰
粕
陶
と
の
相
関
関
係
」
（
『
月
刊
考
古
学
ジ
ャ
…
ナ
ル
』
二
一
｝
、
前
掲
）
、

音
義
恵
二
「
緑
粕
陶
と
灰
融
陶
と
の
縮
関
関
係
と
そ
の
編
年
に
つ
い
て
」
（
前
掲
）

　
ほ
か
。

⑥
　
酉
弘
海
「
土
器
様
式
の
成
立
と
そ
の
背
景
」
（
『
小
林
行
雄
博
士
古
稀
記
念
論
文

　
集
考
古
学
論
考
』
、
　
一
九
八
二
年
、
後
に
『
土
器
様
式
の
成
立
と
そ
の
背
景
』

　
（
前
掲
）
所
収
）
ほ
か
。

⑦
西
弘
海
氏
は
、
筆
者
の
述
べ
た
「
土
器
様
式
の
平
衡
」
と
い
う
状
況
に
関
し
て

　
「
土
器
様
式
の
発
展
」
と
い
う
用
語
を
使
用
し
て
い
る
。
西
「
土
器
様
式
の
成
立

　
と
そ
の
背
景
」
（
前
掲
）
。

③
　
儀
式
や
衣
服
、
殿
閣
・
耳
門
の
名
称
な
ど
の
唐
風
化
は
周
知
の
通
り
で
あ
ろ
う
。

　
『
日
本
紀
略
』
弘
仁
九
年
三
月
丙
午
条
、
同
年
・
平
易
全
曲
条
ほ
か
。

⑨
　
土
器
様
式
の
平
衡
の
有
無
と
意
匠
と
し
て
の
器
形
の
変
化
と
い
う
関
係
を
逆
の

　
面
で
示
す
の
は
、
正
倉
院
三
彩
に
代
表
ざ
れ
る
奈
良
三
彩
で
あ
る
。
そ
れ
が
基
本

　
的
に
須
恵
器
あ
る
い
は
土
師
器
の
形
態
を
採
る
の
は
、
八
世
紀
前
半
～
中
葉
頃
が

　
土
器
様
式
と
し
て
の
安
定
期
で
あ
っ
た
た
め
に
、
新
た
な
意
匠
と
し
て
の
盤
形
を

　
あ
ま
り
必
要
と
し
な
か
っ
た
と
い
う
状
況
が
大
き
く
作
用
し
た
の
で
は
な
い
か
と

　
推
測
で
き
る
。
奈
良
三
彩
と
須
恵
器
や
土
師
器
の
器
形
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、

　
西
弘
海
「
奈
良
猛
彩
の
造
形
意
匠
に
つ
い
て
」
（
前
掲
）
参
照
。

⑩
多
様
な
色
彩
の
容
器
に
変
化
し
た
点
に
つ
い
て
は
、
既
に
森
隆
氏
な
ど
が
薫
目

　
し
て
い
る
。
森
隆
「
近
江
系
緑
粕
陶
器
の
編
年
と
器
形
酌
系
譜
に
関
す
る
若
干
の

　
蘭
留
醐
」
（
『
考
古
学
雑
誌
』
第
七
山
商
量
第
四
口
写
、
　
　
九
九
一
年
）
　
ほ
か
。

⑪
　
緑
粕
陶
器
生
産
は
平
安
初
期
よ
り
日
常
什
器
化
を
圏
指
し
て
新
た
な
生
産
が
開

　
始
さ
れ
た
と
い
う
見
解
が
巽
淳
～
郎
氏
な
ど
に
よ
り
出
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
な

　
が
ら
、
九
世
紀
前
半
代
で
は
、
入
念
な
ミ
ガ
キ
を
施
し
精
緻
な
陰
刻
の
文
様
を
描

　
く
尾
張
産
緑
地
陶
器
な
ど
の
存
在
や
製
贔
の
消
費
状
況
を
み
て
も
、
広
範
な
需
要

　
層
へ
の
洪
給
を
想
定
し
た
生
産
は
考
え
ら
れ
な
い
だ
ろ
う
。
巽
淳
一
郎
「
古
代
窯

　
業
生
産
の
展
開
－
西
臼
太
・
を
中
心
に
し
て
一
」
（
前
掲
）
。
消
費
状
況
に
関
し

　
て
は
、
薗
川
霧
「
平
安
時
代
に
お
け
る
東
海
系
緑
園
陶
器
の
使
用
形
態
に
つ
い
て
」

　
」
（
前
掲
）
、
燃
倉
本
久
和
「
大
阪
北
一
輪
の
古
代
後
翻
期
：
中
世
土
器
様
網
」
（
『
｛
口
阿
槻
市

　
文
化
財
年
報
』
昭
和
六
三
・
平
成
元
年
度
、
一
九
九
一
年
）
な
ど
参
照
。

⑫
　
伊
藤
博
潅
・
佐
久
闘
賢
・
寛
厳
章
…
「
胆
沢
城
東
方
官
衙
南
地
区
出
土
の
施
駄

　
陶
器
」
（
『
考
古
学
雑
誌
』
第
七
〇
巻
第
一
号
、
一
九
八
四
年
）
、
福
岡
市
教
育
委

　
員
会
『
多
女
良
込
田
遺
跡
険
皿
（
前
掲
）
ほ
か
。

⑬
前
川
要
「
平
安
時
代
に
お
け
る
爽
海
系
緑
軸
陶
器
の
使
用
形
態
に
つ
い
て
」
（
前

　
掲
）
。

⑭
武
蔵
国
分
寺
田
土
例
。
国
分
寺
市
史
編
さ
ん
委
員
会
『
国
分
寺
市
史
』
上
巻
（
一

　
九
八
六
年
）
。
密
教
的
な
陰
刻
を
持
つ
も
の
と
し
て
は
、
他
に
輪
宝
や
梵
字
を
配

　
し
た
京
都
・
仁
和
寺
出
土
の
灰
漁
…
陶
器
が
あ
る
が
、
管
兇
の
及
ぶ
か
ぎ
り
確
実
な

　
も
の
は
こ
の
こ
例
程
度
で
あ
る
。
（
財
）
京
都
市
埋
蔵
文
化
財
研
究
所
『
仁
和
寺
境

　
内
発
掘
愈
愈
報
告
』
（
一
九
九
〇
年
）
。

⑮
『
類
聚
三
代
格
』
承
和
三
年
五
月
九
日
太
政
官
符
。

⑩
　
『
続
日
本
粟
興
』
承
和
元
年
十
二
月
乙
未
条
、
『
類
聚
三
代
格
』
承
和
元
年
十

　
二
月
廿
九
日
太
政
官
符
。

⑰
表
の
作
成
に
当
た
っ
て
は
、
亀
井
明
徳
「
平
安
期
輸
入
陶
磁
器
の
名
称
と
実
体
」

　
（
『
考
古
学
雑
誌
』
第
六
一
巻
第
一
号
、
一
九
七
五
年
）
、
野
場
喜
子
門
平
安
陣
代

　
陶
磁
器
の
使
用
例
に
つ
い
て
」
（
『
名
古
屋
市
博
物
館
研
究
紀
要
』
第
一
〇
集
、
一

　
九
八
七
年
）
、
井
上
喜
久
男
「
尾
張
搬
器
考
」
（
前
掲
）
な
ど
を
参
照
し
た
。

⑯
　
他
に
も
、
精
進
日
な
ど
に
お
け
る
天
皇
の
預
常
食
器
と
し
て
の
使
用
例
が
あ
る
。

　
こ
れ
は
、
平
安
期
の
新
た
な
動
き
の
可
能
性
が
あ
り
、
も
し
そ
う
だ
と
す
れ
ば
重

　
要
な
側
角
と
思
わ
れ
る
が
、
そ
の
機
能
の
み
を
重
視
す
る
と
、
生
産
地
の
拡
大
や

　
生
産
量
の
増
加
は
矛
盾
し
た
動
向
と
な
る
だ
ろ
う
。

⑳
　
由
中
裕
『
平
安
朝
の
年
中
行
購
』
（
塙
書
房
、
　
一
九
七
二
年
）
。
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平安初期における鉛粕陶器生産の変質（高橋）

⑳
　
宮
廷
儀
礼
の
唐
風
化
と
の
関
係
に
う
い
て
は
、
既
に
宇
野
隆
夫
氏
が
雷
及
し
て

　
い
る
。
た
だ
、
宇
野
氏
自
身
も
断
り
書
ぎ
し
て
い
る
通
り
、
そ
の
論
文
で
は
事
例

　
の
提
示
や
論
証
が
ほ
と
ん
ど
省
略
さ
れ
て
い
る
。
な
お
、
宇
野
氏
は
弘
仁
の
伝
習

　
記
事
に
つ
い
て
も
、
『
日
太
・
後
紀
』
岡
年
の
第
一
番
目
に
「
侍
臣
を
前
殿
に
宴
す
」

　
の
記
事
が
見
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
そ
こ
で
用
い
ら
れ
た
食
器
を
製
作
し
た
功
績
に

　
対
す
る
「
出
身
」
と
み
な
し
て
い
る
。
た
だ
、
二
つ
の
記
事
の
相
関
性
ま
で
を
読

　
み
取
る
こ
と
は
無
理
が
あ
ろ
う
。
宇
野
「
古
代
的
食
器
様
式
」
（
歴
史
時
代
土
器

　
研
究
同
人
会
『
歴
史
時
代
土
器
研
究
』
第
七
号
、
　
一
九
八
九
年
）
、
弼
『
律
令
祉

　
会
の
考
古
学
的
研
究
　
北
陸
を
舞
台
と
し
て
』
（
娃
書
房
、
一
九
九
一
年
）
。

⑳
　
山
中
裕
氏
に
よ
れ
ば
、
花
宴
が
弘
仁
三
年
、
内
宴
が
弘
仁
四
年
差
新
設
さ
れ
、

　
正
月
の
三
瀬
な
ど
も
弘
仁
に
入
っ
て
ご
く
す
ぐ
の
時
期
に
復
活
あ
る
い
は
整
備
さ

　
れ
る
と
い
う
。
ま
た
、
橋
本
義
則
氏
に
よ
る
と
、
弘
仁
六
年
頃
嵯
峨
朝
の
儀
式
整

　
備
に
と
っ
て
重
要
な
年
で
あ
っ
た
と
ざ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
点
は
、
弘
仁
六

　
年
の
伝
醤
記
事
と
も
時
期
的
に
符
合
す
る
で
あ
ろ
う
。
な
お
、
簸
会
の
完
成
や
儀

　
式
の
唐
風
化
は
、
既
に
種
壷
朝
の
頃
か
ら
で
あ
る
こ
と
が
湊
敏
郎
氏
ら
に
よ
り
指

　
摘
さ
れ
て
お
り
、
萌
芽
期
段
階
の
緑
紬
陶
器
生
産
と
も
共
通
す
る
歩
み
と
し
て
注

　
目
さ
れ
る
。
山
中
『
平
安
朝
の
年
中
行
事
』
（
前
掲
）
、
橋
本
「
「
外
記
政
」
の
成

　
立
－
都
城
と
儀
式
－
」
（
『
史
林
』
第
六
四
巻
第
六
号
、
一
九
八
一
年
）
、
同

　
「
平
安
宮
草
創
期
の
豊
楽
院
」
（
岸
俊
男
教
授
退
官
記
念
会
『
日
本
政
治
社
会
史

　
研
究
』
中
、
一
九
八
四
年
）
、
湊
「
平
安
初
期
の
宮
廷
年
中
行
事
」
（
『
古
代
文
化
』

　
第
三
四
巻
第
四
号
、
一
九
八
二
年
）
。

＠
　
湊
敏
郎
「
平
安
初
期
の
宮
廷
年
中
行
事
」
（
前
掲
）
、
橋
本
義
期
「
平
安
宮
草
創

　
期
の
豊
楽
院
」
（
前
掲
）
、
神
谷
正
畠
「
『
内
裏
式
』
と
弘
仁
期
の
儀
式
」
（
『
國
學
院

　
大
學
大
田
院
紀
要
i
文
学
研
究
科
1
』
第
二
一
輯
、
一
九
九
〇
年
）
ほ
か
。

⑳
　
野
場
誓
子
「
平
安
時
代
陶
磁
器
の
使
用
例
に
つ
い
て
」
（
前
掲
）
ほ
か
。

⑭
　

『
江
家
次
第
』
…
巷
第
一
、
元
欝
宴
会
。
な
お
、
他
に
も
同
種
の
記
載
が
あ
り
、

　
『
延
喜
造
酒
司
式
』
で
は
諸
善
会
に
使
用
す
る
酒
盃
と
し
て
の
「
資
藍
」
は
内
命

　
嫌
以
上
と
さ
れ
て
い
る
。

⑮
　
冷
然
院
で
は
九
世
紀
前
半
代
と
み
ら
れ
る
尾
張
産
の
精
緻
な
陰
刻
文
様
を
施
す

　
良
質
の
緑
紬
陶
器
が
ま
と
ま
っ
て
出
土
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
嵯
峨
朝
に
冷
然
院

　
で
し
ば
し
ば
行
わ
れ
る
詩
宴
な
ど
の
席
で
用
い
ら
れ
た
可
能
性
が
高
い
と
考
え
て

　
い
る
。
漢
詩
が
詠
ま
れ
る
場
で
唐
風
の
器
は
ま
さ
に
ふ
ざ
わ
し
い
。
嵯
峨
院
に
お

　
い
て
も
、
嵯
峨
天
皇
も
し
く
は
上
皇
に
供
さ
れ
た
と
み
ら
れ
る
「
供
御
」
の
墨
書

　
を
持
つ
土
師
器
と
と
も
に
緑
豆
陶
器
が
高
い
比
率
で
出
土
し
て
い
る
。
こ
れ
に
つ

　
い
て
も
、
冷
然
院
例
と
同
様
に
嵯
峨
院
で
行
わ
れ
た
饗
宴
な
ど
の
際
に
用
い
ら
れ

　
た
こ
と
を
考
え
て
お
く
べ
き
で
あ
ろ
う
。
『
B
本
紀
略
』
弘
仁
七
年
八
月
丁
巳
条
、

　
同
八
年
四
月
壬
辰
条
、
同
十
年
十
月
乙
抑
条
、
同
十
一
年
八
月
丙
戌
条
な
ど
。
（
財
）

　
京
都
市
埋
蔵
文
化
財
研
究
所
「
左
京
二
条
二
坊
（
二
）
」
（
前
掲
）
、
古
代
の
土
器

　
研
究
会
『
古
代
の
土
器
1
　
亀
城
の
土
器
集
成
』
（
一
九
九
二
年
）
。

（
⑳
　
植
山
茂
「
平
安
宮
豊
楽
院
の
瓦
」
（
『
ひ
ろ
た
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
　
古
板
図
考
』
、

　
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
一
九
八
九
年
）
。

⑳
　
山
中
章
「
長
岡
京
か
ら
平
安
京
へ
1
都
…
城
造
営
に
み
る
律
令
体
制
の
変
質
」

　
（
『
新
版
　
古
代
の
日
本
』
六
〈
近
畿
紅
〉
、
前
掲
）
。

⑱
　
古
瀬
奈
津
子
「
唐
礼
継
受
に
関
す
る
覚
書
一
地
方
に
お
け
る
儀
礼
。
儀
式

　
1
」
（
『
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
研
究
報
告
』
第
三
五
集
、
一
九
九
一
年
）
。

⑳
古
瀬
奈
津
子
氏
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
通
り
、
九
世
紀
前
半
頃
に
悪
乗
の
建
物
が

　
礎
石
建
物
化
し
、
前
庭
が
拡
大
化
す
る
の
も
、
こ
の
時
期
の
國
家
的
な
儀
式
整
備

　
と
対
応
す
る
動
き
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
同
種
の
整
備
は
国
分
寺
な
ど
で
も
認

　
め
ら
れ
る
よ
う
で
あ
る
。
古
瀬
「
唐
桑
継
受
に
関
す
る
覚
書
一
地
方
に
お
け
る

　
儀
礼
・
儀
式
1
」
（
前
掲
）
、
山
中
敏
史
「
国
衙
∵
郡
衙
の
構
造
と
変
遷
」
（
『
講

　
座
日
本
歴
史
』
二
、
東
京
大
学
出
版
会
、
　
一
九
八
四
年
）
、
原
田
和
彦
「
平
安
時

　
代
初
期
に
お
け
る
国
分
寺
の
細
粗
」
（
國
學
院
大
學
日
本
史
学
専
攻
大
学
院
会
『
史

　
学
研
究
集
録
所
々
一
四
号
、
一
九
八
九
年
）
。

⑳
　
既
に
巽
淳
　
合
字
が
、
尾
躾
と
長
門
が
そ
れ
ぞ
れ
東
舞
一
円
と
西
扇
一
円
の
需
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要
を
溝
た
す
た
め
に
生
産
を
開
蛤
し
た
と
み
て
い
る
ひ
た
だ
し
、
笑
際
上
の
供
給

　
関
係
と
し
て
は
、
長
門
が
西
国
一
円
の
需
要
を
満
た
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
く
、

　
企
函
と
現
実
に
は
ズ
レ
が
存
在
し
て
い
た
も
の
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
巽
「
古
代
窯

　
業
生
産
の
展
開
一
西
日
本
を
中
心
に
し
て
一
」
（
前
掲
）
。

⑳
桑
原
邦
彦
・
池
田
善
文
門
防
長
地
域
の
須
恵
器
窒
…
跡
と
編
年
研
究
」
（
周
陽
考
古

　
学
研
究
所
『
山
口
県
の
土
師
器
．
須
恵
器
』
、
｝
九
八
一
年
）
、
山
口
県
教
育
委
員

　
会
『
生
産
池
跡
分
布
調
蒼
報
告
懲
　
窯
業
』
（
一
九
八
三
年
）
。

⑫
　
奈
良
時
代
の
文
献
で
あ
る
が
、
『
造
仏
所
作
物
鰻
』
に
よ
れ
ば
、
粕
の
原
材
料

　
と
し
て
黒
鉛
、
緑
青
、
赤
土
、
白
石
な
ど
が
列
挙
さ
れ
て
い
る
。
福
山
敏
男
門
奈

　
良
時
代
に
お
け
る
興
福
寺
西
金
堂
の
造
営
」
（
『
日
華
建
築
史
の
研
究
』
、
　
｝
九
凶

　
三
年
）
参
照
。

⑱
　
『
延
喜
主
税
寮
式
』
上
。

⑭
　

『
続
㌶
本
紀
』
文
武
二
年
九
月
廿
八
β
条
に
は
、
緑
青
の
貢
納
を
命
ぜ
ら
れ
て

　
い
る
ひ

⑭
　
栄
原
永
遠
男
「
鋳
銭
司
の
変
遷
偏
（
『
日
本
国
代
銭
貨
流
通
史
の
研
究
』
、
塙
漁
口

　
房
、
一
九
九
三
年
）
。

⑯
私
見
で
は
長
門
へ
の
緑
紬
陶
器
の
技
術
教
轡
が
弘
仁
六
年
正
月
以
降
で
、
そ
れ

　
ほ
ど
晒
、
期
を
隔
て
な
い
頃
に
行
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
が
、
そ
れ
は
厳
密
に
言
え
ば

　
長
門
に
鋳
銭
使
が
置
か
れ
る
弘
仁
九
年
よ
り
先
行
す
る
可
能
性
が
高
い
。
弘
仁
九

　
年
以
前
の
鋳
銭
の
官
司
と
し
て
は
、
所
在
地
不
明
な
が
ら
妊
暦
九
年
十
月
か
ら
弘

　
仁
七
年
七
月
ま
で
鋳
銭
劉
の
設
置
が
確
認
で
き
る
。
も
し
そ
れ
が
長
門
に
あ
っ
た

　
と
す
る
な
ら
ば
、
緑
町
陶
器
窯
設
置
に
は
そ
の
鋳
銭
司
の
存
在
が
背
後
に
あ
っ
た

　
た
め
と
し
て
理
解
し
や
す
く
な
る
。
た
だ
、
た
と
え
そ
れ
が
長
門
で
は
な
い
に
し

　
て
も
、
弘
仁
期
に
鋳
銭
使
が
置
か
れ
る
だ
け
の
素
地
を
長
門
に
見
い
だ
す
こ
と
は

　
許
さ
れ
よ
う
。
栄
原
永
遠
｝
男
「
鋳
銭
司
の
変
遷
」
（
前
掲
）
。
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五
　
結

輩P目

　
本
稿
で
は
、
鉛
融
陶
器
生
産
が
変
質
し
、
平
安
時
代
の
新
た
な
緑
粕
陶
器
が
誕
生
す
る
過
程
に
焦
点
を
絞
り
、
そ
の
実
態
と
歴
史
的
背
景
を

追
求
し
て
み
た
。
最
後
に
若
干
の
見
通
し
も
含
め
て
、
製
晶
の
性
格
と
生
産
体
制
の
側
面
か
ら
奈
良
三
彩
と
平
安
翠
緑
融
陶
器
の
そ
れ
ぞ
れ
の

特
徴
に
つ
い
て
私
見
を
述
べ
て
お
き
た
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

　
ま
ず
性
格
論
に
関
し
て
だ
が
、
奈
良
三
彩
が
儀
式
用
容
器
の
性
格
を
持
つ
点
は
従
来
か
ら
指
摘
さ
れ
て
お
り
、
一
方
の
平
安
期
緑
融
陶
器
に

つ
い
て
は
そ
の
成
立
に
導
い
た
用
途
と
し
て
筆
者
は
国
家
的
な
儀
式
や
饗
宴
で
の
使
用
を
重
視
し
た
。
そ
の
よ
う
に
記
す
と
、
奈
良
三
彩
も
平

安
期
緑
粕
陶
器
も
同
じ
儀
器
と
い
う
名
で
一
括
り
に
さ
れ
か
ね
な
い
が
、
そ
こ
に
は
質
的
差
異
を
持
つ
も
の
と
考
え
て
い
る
。
奈
良
三
彩
は
基

本
的
に
仏
事
・
祭
事
と
い
っ
た
種
類
の
儀
式
に
用
い
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
の
に
対
し
、
平
安
期
緑
紬
陶
器
は
奈
良
三
彩
の
よ
う
な
機
能
も
一
部



平安初期における鉛糟陶器生産の変質（高橋）

継
承
す
る
も
の
の
、
む
し
ろ
実
際
に
食
す
る
た
め
に
人
が
用
い
る
器
物
を
構
成
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
基
本
的
な
性
格
と
し
て
は
奉
献
具

か
ら
食
膳
具
、
宗
教
祭
器
か
ら
実
用
食
器
へ
の
変
化
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
が
当
然
な
が
ら
軽
種
構
成
や
そ
の
比
率
を
変
化
さ
せ
る
こ

と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
た
と
え
平
安
初
期
の
段
階
で
は
密
と
し
て
公
的
な
儀
式
や
饗
宴
の
場
で
用
い
ら
れ
る
高
級
品
で
あ
ろ
う
と
も
、
平
安

期
緑
紬
陶
器
が
食
膳
具
と
し
て
の
性
格
を
持
つ
よ
う
に
な
っ
た
点
は
、
後
述
の
生
産
の
変
質
と
も
相
侯
っ
て
、
よ
り
広
い
需
要
層
へ
の
供
給
へ

と
後
に
展
開
す
る
道
を
開
く
こ
と
に
も
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　
次
に
生
産
体
欄
に
つ
い
て
は
、
九
世
紀
前
半
代
ま
で
に
限
る
と
、
山
城
の
生
産
は
奈
良
三
彩
以
来
の
旧
来
的
体
制
を
維
持
し
て
い
た
可
能
性

が
強
く
、
尾
張
や
長
門
も
国
衙
の
関
与
が
高
い
も
の
と
推
測
さ
れ
る
。
そ
の
点
で
は
、
初
期
の
平
安
期
緑
粒
陶
器
生
産
も
国
家
的
な
統
制
か
ら

ま
っ
た
く
外
れ
た
存
在
で
は
な
く
、
以
前
か
ら
の
継
承
的
な
側
面
を
色
濃
く
残
し
て
い
る
。
た
だ
し
、
平
安
期
緑
粕
陶
器
生
産
で
は
、
特
電
的

な
生
産
を
行
う
た
め
に
在
地
生
産
力
を
動
員
し
た
新
た
な
組
織
が
形
成
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
奈
良
三
彩
生
産
に
お
い
て
は
施
粕
に
関
す
る
一

連
の
技
術
が
素
地
製
作
と
は
別
工
人
に
よ
り
閉
鎖
的
に
保
持
さ
れ
て
い
た
と
推
測
さ
れ
る
の
に
対
し
、
平
安
期
緑
紬
陶
器
で
は
在
地
の
窯
業
集

団
に
取
り
込
ま
れ
、
そ
の
内
部
に
お
い
て
技
術
伝
習
の
体
制
が
組
ま
れ
て
い
た
可
能
性
が
高
い
。
そ
の
よ
う
な
生
産
組
織
の
改
変
は
平
安
期
の

大
き
な
変
質
点
と
判
断
さ
れ
、
以
後
の
生
産
拡
大
を
方
向
づ
け
る
重
要
な
要
件
に
な
っ
た
と
み
て
よ
か
ろ
う
。

　
本
稿
の
検
討
結
果
か
ら
す
る
と
、
平
安
初
期
の
鉛
粕
陶
器
生
産
の
変
質
は
、
嵯
峨
朝
が
も
た
ら
し
た
い
わ
ば
上
か
ら
の
変
革
と
い
う
側
面
が

強
い
こ
と
に
な
る
。
だ
が
、
新
生
の
緑
粕
陶
器
生
産
は
お
そ
ら
く
そ
の
当
初
の
企
図
を
越
え
て
九
世
紀
後
半
か
ら
十
世
紀
に
か
け
て
大
い
に
盛

行
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
要
因
に
は
、
上
記
の
製
品
の
性
格
と
生
産
体
制
の
変
質
が
大
き
な
位
置
を
占
め
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
そ
し

て
、
そ
の
生
産
に
対
す
る
国
家
的
規
制
が
弱
ま
る
に
し
た
が
い
、
需
要
度
の
高
ま
り
も
手
伝
っ
て
、
本
稿
の
冒
頭
に
述
べ
た
よ
う
な
平
安
京
な

ど
で
の
施
粕
陶
器
の
格
段
の
消
費
量
増
加
を
も
た
ら
す
結
果
に
な
っ
た
も
の
と
推
測
し
て
い
る
。
平
安
期
緑
酒
陶
器
生
産
の
九
世
紀
後
半
以
降

の
展
開
と
他
の
窯
業
生
産
と
の
関
連
な
ど
に
つ
い
て
は
、
今
後
さ
ら
に
検
討
を
深
め
て
い
き
た
い
。

　
①
…
礪
崎
彰
一
「
日
本
の
三
彩
と
緑
粕
」
（
前
掲
）
砥
か
。
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門
付
記
〕
　
本
稿
は
、
京
都
大
学
大
学
院
文
学
番
茶
科
に
髭
出
し
た
修
士
論
文
の
一
蔀
を
も
と
に
ま
と
ぬ
証
し
た
も
の
で
あ
る
ひ
修
士
論
文
の
作
成
に
当
た
ク
て

　
は
小
野
山
節
先
生
に
ご
指
導
い
た
だ
き
、
菱
田
哲
郎
氏
ほ
か
考
古
学
研
究
室
の
諸
学
兄
か
ら
も
種
々
ご
教
示
を
受
け
た
。
ま
た
、
吉
岡
康
暢
氏
に
は
愚
稿
段

　
階
で
昌
を
通
し
て
い
た
だ
き
、
本
誌
へ
の
掲
載
な
ら
び
に
文
章
表
現
な
ど
に
関
し
て
は
高
橋
克
講
氏
の
お
手
を
煩
わ
せ
た
。
本
稿
の
内
容
の
一
部
は
、
考
古

　
学
研
究
会
関
西
例
会
な
ら
び
に
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
共
同
研
究
「
権
力
表
象
の
場
と
儀
礼
」
研
究
会
に
お
い
て
発
表
の
機
会
を
得
て
お
り
、
会
出
席
の
各
氏

　
よ
り
ご
教
示
を
賜
わ
っ
た
。
さ
ら
に
は
、
古
代
の
土
器
研
究
会
会
員
を
初
め
と
し
て
下
記
の
方
々
か
ら
は
常
日
頃
種
々
の
ご
指
導
、
ご
繋
馬
を
賜
わ
っ
て
い

　
る
。
資
料
の
実
見
な
ど
に
当
た
っ
て
は
、
御
名
前
を
逐
一
掲
げ
な
い
が
、
さ
ら
に
多
く
の
方
々
の
お
世
話
に
な
っ
て
お
り
、
そ
の
点
を
こ
こ
に
明
記
し
深
謝
の

　
意
を
表
し
ま
す
。
末
筆
な
が
ら
、
日
頃
の
学
恩
に
対
す
る
感
謝
の
意
を
込
め
て
、
本
稿
を
今
年
度
退
官
を
迎
え
ら
れ
る
小
野
山
節
先
生
に
献
呈
い
た
し
ま
す
。

　
　
上
村
和
直
、
宇
野
隆
夫
、
岡
田
茂
弘
、
尾
野
善
裕
、
小
森
俊
寛
、
佐
藤
隆
、
佐
原
真
、
白
石
太
一
郎
、
巽
淳
一
郎
、
都
出
比
綴
志
、
仁
藤
敦
史
、
平
尾
政

　
幸
、
古
瀬
奈
津
子
、
前
川
要
、
森
隆
、
吉
田
孝
（
敬
称
略
）
。
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挿
図
等
出
典
一
覧

　
実
測
図
は
い
ず
れ
も
筆
者
が
再
ト
レ
ー
ス
を
行
っ
て
お
り
、
図
の
統
一
上
、
一
部

改
変
を
加
え
て
い
る
。
御
了
承
願
い
た
い
。
な
お
、
纂
者
実
測
分
な
ど
も
参
考
文
献

を
掲
げ
た
。

　
図
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Transformation　of　Lead－Glazed　Ware　Production’

　　　　　　　　　　　in　the　Early　Heian　Period

by

TAKAHAsm　Teruhiko

　　The　production　of　lead－glazed　ware　（three－color　and　green－glazed　vLTare）’

reqired　the　most　complicated　process　in　the　ceramic　industry　of　ancieBt’

Japan。　Productioll　changed　considerably　in　Konin（弘仁）era，　the　first閲

quarter　of　9　th　century．　First，　production　of　green－glazed　ware　spread

beyond　the　Kinai　area　to　Ozvari　and　Nagato　provinces．　Second，　new’

types　of　green－g玉azed　ware　started　to　be　produced，　the　maill　products・

being　bowls　and　diskes．　Third，　the　production　increased，　the　products・

being　supplied　to　public　sites　all　over　Japan．　These　are　important’

characteristics　which　distlnguish　production　of　Heian　lead－glazed　ware・

from　that　of　IVara　ware．　ln　this　paper，　lead－glazed　ware　preduction　in

I〈onin　and　the　hlstorical　background　of　this　transformatlon　are　considered．．

　　The　productien　teclmiques　in　Owari　and　Nagato　are　re－examined．　lt

is　clear　tliat　these　are　identical　and　was　introduced　from　tlie　1〈inai’

area．　Furthermore，　this　technlque　was　not　introduced　by　chance，　but’

was　trcfinsplanted　inten£ionally　by　the　central　government．

　　An　article　in　part　of　the　oMcial　history　of　the　state，　“Nihon－koki”，，

三sdiscussed．　A工though　the　article　is　so　brief　tha£its　interpretation　is．・

in　dispute，　it　does　seem　to　suggest　that　craftsmen　in　Owari　mastered’

the　techn三que　of　glazed－ware　in　the　6　th　year　of盈ηz勿（815　AD），and’

further，　that　they　were　taught　the　technlque　at　a　factory　managed　by

the　central　government　in　1〈inai，　subsequently　being　dispatched　to　Owari’

and　Nagato．　A　possible　purpose　of　this　transplantation　was　the　pro－

cureinent　of　‘miscellaneous　vessels　for　annual　provision’，　“Nenryo一一

Zakki　”，　as　listed　in　the　code　ef　the　ministry　of　financial　affairs，　“Engi’

minbu－sho　shiki　”．

　　Concerning　the　historical　bacl〈ground　of　this　transplantation，　severalS

reasons　are　suggested．　jNGany　historical　documents　describe　glazed　ware・

as　tableware　for　national　ceremonies　and　feasts．　National　ceremonies・

and　feasts　were　frequently　re－arranged　in　Konin　era，　and　it　is　concluded／．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（966）



’that　production　of　new　style　leacl－glazed　ware　and　increase　in　production

’were　linked　with　these　re－arrangements，　and　that　the　transplantation

was　made　necessary　by　the　inability　of　the　factory　in　Kinai　to　meet

’these　new　demands．

InterRal Party　Dem．ocracy　in　the　Chinese　Commttnist

　Party：　the　disputes　of　the　1920　s

by

EDA　Kenji

　　The　1920　s，　the　first　ten　years　of　一the　history　of　the　Chinese　Communist

Party，　is　a　period　of　repeated　and　ferocious　dispute．　The　rules　of　the

party　tended　to　be　highly　centralistic，　and　Bolshevic　“Democratic　Cen一

’tralism　”　was　not　introduced　as　the　principle　of　organisation．　However，

・since　the　leaders　of　the　CCP，　which　had　begtm　as　an　intellectuals’　party，

pursued　theories　of　revolution　and，　following　much　argument，　decided

on　party　policy，　the　national　congress　and　central　committee’s　plenary

・session　functioned　as　the　place　where　the　democratic　will　was　decided．

For　the　few　years　after　1927，　with　the　Othcial　adoption　of　“Democratic

Centralism”　and　the　opportunity　for　ordinary　party　members　to　partic－

ipate　in　debates　in　party　journals，　the　CCP　enjoyed　its　period　of　greatest

・democratic　activity．　However，　in　the　1930　s　the　CCP　became　much　more

’monolithic：　minorlty　groups　which　opposed　the　party　center　were　ex一

’pelled，　and　party　members　suspected　of　holding　contrary　ideas　were

・subjected　to　“self－criticism”．　These　changes　in　the　nature　of　the　CCP

’were　achived　as　a　result　of　the　power　gained　by　Mao　Zedong　by　the

1940s．　Three　other　factors　which　contributed　to　these　changes　were：

（1）　the　severity　of　the　situation　produced　by　the　underground　straggle

，and　the　war；　（2）　the　permeation　of　Stalinism；　（3）　the　loss　of　positlon

’within　the　party　of　many　of　the　theorists　who　had　formed　its　early

lleadership．

（965）




