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幡
枝
瓦
陶
兼
業
窯
跡

　
幡
枝
瓦
器
兼
業
窯
跡
は
、
京
都
市
左
京
区
岩
倉
幡
枝
町
福
枝
の
丘
陵
南
国

斜
面
に
あ
る
。
こ
の
付
近
で
は
、
古
く
か
ら
瓦
窯
の
存
在
が
知
ら
れ
、
な
か

で
も
幡
枝
窯
跡
の
西
南
約
三
〇
〇
メ
ー
ト
ル
に
あ
る
栗
栖
野
瓦
窯
は
、
平
安

京
の
官
瓦
窯
の
一
つ
と
し
て
有
名
で
あ
る
。

　
幡
枝
窯
跡
は
、
宝
ヶ
池
国
際
会
議
場
建
設
の
た
め
細
土
作
業
中
、
木
村
捷

三
郎
ら
に
よ
っ
て
発
見
さ
れ
、
一
九
六
三
年
三
～
四
月
、
京
都
府
教
育
委
員

会
が
発
掘
調
査
し
た
。
調
査
の
概
要
に
つ
い
て
は
、
発
掘
を
担
当
し
た
横
山

浩
～
・
吉
本
発
俊
が
、
日
本
考
古
学
協
会
の
席
上
で
発
表
し
た
〔
横
山
・
吉

本
一
九
六
三
〕
。
こ
の
発
表
に
よ
る
と
、
窯
の
構
造
は
劇
抜
式
の
登
窯
で
、

全
長
＝
｝
メ
ー
ト
ル
の
う
ち
重
量
部
下
｝
メ
ー
ト
ル
だ
け
は
地
山
を
利
用
せ

ず
に
粘
土
で
築
成
し
て
い
る
。
焼
成
室
の
幅
は
、
も
っ
と
も
広
い
と
こ
ろ
で

一
・
九
メ
ー
ト
ル
、
床
面
の
斜
面
は
二
五
度
前
後
で
あ
る
。
燃
焼
室
床
面
は
、

築
成
当
時
に
お
い
て
は
、
地
山
を
削
り
取
っ
て
階
段
を
作
っ
て
い
る
が
、
使

用
に
よ
る
磨
減
の
た
め
、
の
ち
に
は
床
面
に
瓦
を
積
ん
で
階
段
を
作
っ
て
い

る
。
床
上
の
堆
積
は
非
常
に
厚
く
、
焼
成
室
で
は
一
口
幕
、
燃
焼
室
で
は
六
層

に
わ
た
る
床
面
の
堆
積
が
み
ら
れ
た
。
床
面
の
上
昇
に
お
う
じ
て
、
燃
焼
室

の
壁
面
は
塗
り
な
お
さ
れ
、
ま
た
焚
ロ
は
後
退
し
て
い
る
。
煙
出
し
に
つ
い

て
は
、
ま
っ
た
く
不
明
で
あ
る
。
灰
原
も
、
焚
口
付
近
を
の
ぞ
き
、
発
掘
前

に
す
べ
て
失
わ
れ
て
い
た
。

　
幡
枝
窯
跡
か
ら
出
土
し
た
の
は
、
瓦
と
須
恵
器
で
あ
る
。
両
者
は
館
内
の

各
層
で
共
存
し
て
い
る
の
で
、
活
動
期
間
の
全
部
を
つ
う
じ
て
、
こ
の
窯
は

瓦
陶
兼
業
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
横
山
浩
一
は
、
幡
枝
窯
跡
が
、

本
来
、
階
段
を
そ
な
え
た
瓦
窯
と
し
て
設
計
さ
れ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
実

際
に
は
、
瓦
陶
兼
業
で
運
営
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
て
、
こ
の
よ
う
な



幡枝窯跡の瓦（佐原）

兼
業
は
、
辺
境
地
帯
で
は
し
ば
し
ば
み
ら
れ
る
現
象
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
畿

内
に
お
い
て
も
、
瓦
生
産
の
開
始
期
に
お
い
て
は
、
と
く
に
先
進
的
な
一
部

の
地
域
を
の
ぞ
い
て
、
や
は
り
同
様
な
兼
業
の
態
勢
が
と
ら
れ
た
こ
と
が
わ

か
る
、
と
し
て
い
る
。

　
幡
枝
窯
跡
か
ら
出
土
し
た
須
恵
器
は
、
ほ
ぼ
同
｝
の
特
徴
を
そ
な
え
て
お

り
、
一
様
式
と
し
て
扱
う
こ
と
が
で
き
る
よ
う
で
あ
る
。
瓦
に
つ
い
て
も
、

大
き
な
変
化
は
み
ら
れ
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
窯
の
操
業
期
間
は
、
比

較
的
短
か
っ
た
と
み
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
実
年
代
は
、
軒
丸
瓦
の
紋
様

に
よ
っ
て
、
ほ
ぼ
七
世
紀
前
半
に
比
定
で
き
る
。

　
幡
枝
窯
跡
の
軒
丸
瓦
に
は
三
つ
の
型
式
が
あ
り
、
横
山
浩
一
は
、
a
・

b
・
c
の
法
類
に
呼
び
わ
け
て
い
る
（
図
版
～
、
図
2
、
図
3
）
。
a
・
b

類
は
、
い
わ
ゆ
る
百
済
系
に
属
す
る
も
の
で
あ
る
。
a
類
は
、
　
○
葉
群
弁

で
、
ま
る
い
弁
の
端
に
切
り
込
み
を
入
れ
て
、
サ
ク
ラ
の
花
弁
状
に
し
て
い

る
。
b
類
は
a
類
と
よ
く
似
て
い
る
が
、
弁
端
の
切
り
込
み
、
弁
と
弁
と
の

問
の
襖
状
の
隆
起
、
周
縁
の
幅
、
厚
さ
が
a
類
よ
り
も
い
ち
じ
る
し
い
。
c

類
は
い
わ
ゆ
る
高
句
麗
系
に
属
す
る
も
の
で
あ
る
。
申
央
に
稜
線
を
入
れ
た

花
弁
八
弁
が
、
間
隔
を
あ
け
て
配
置
さ
れ
て
お
り
、
隣
り
合
う
町
端
の
間
に
、

襖
形
の
間
弁
を
置
い
て
い
る
。
a
類
は
、
細
片
ま
で
入
れ
る
と
九
個
、
b
類

は
二
個
あ
る
。
c
類
は
ほ
ぼ
完
全
な
瓦
当
が
一
個
あ
る
だ
け
で
あ
る
。
出
土

層
位
を
み
る
と
、
a
類
二
個
、
b
類
一
個
は
窯
内
の
第
三
層
か
ら
、
c
類
は

第
一
層
か
ら
出
土
し
て
い
る
。
他
の
七
個
は
す
べ
て
灰
原
か
ら
の
発
見
で
あ

る
。
少
数
の
資
料
の
年
代
を
、
層
位
関
係
か
ら
決
定
す
る
の
に
は
危
険
を
と

も
な
う
が
、
い
ち
お
う
、
a
・
b
連
類
が
古
く
、
c
類
が
新
し
い
と
い
う
結

果
が
で
て
い
る
と
言
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

二
　
幡
枝
窯
跡
出
土
瓦
の
造
瓦
技
術

　
瓦
の
製
作
技
術
を
研
究
す
る
際
に
は
、
土
俗
例
や
文
献
の
記
載
に
参
考
と

す
べ
き
も
の
が
あ
る
。
島
田
貞
彦
の
紹
介
し
た
琉
球
例
〔
島
田
～
九
三
五
〕
、

藤
島
亥
治
郎
が
紹
介
し
た
朝
鮮
例
〔
藤
島
一
九
三
九
〕
、
関
野
貞
が
上
代
造

瓦
技
術
の
考
察
時
に
参
照
し
た
朝
鮮
例
〔
関
野
～
九
二
七
〕
、
岡
天
工
開
物
』

の
記
載
な
ど
〔
宋
磁
星
一
六
三
七
〕
で
あ
る
。
考
古
資
料
か
ら
造
瓦
技
術
を

検
討
し
た
も
の
と
し
て
、
浦
林
亮
次
が
一
九
六
〇
年
に
発
表
し
た
論
文
［
浦

林
一
九
六
〇
］
と
、
佐
原
真
が
一
九
五
八
年
、
大
阪
府
柏
原
市
船
橋
遺
跡
の

瓦
を
材
料
に
行
な
っ
た
研
究
［
原
口
～
九
五
九
］
が
あ
る
。
こ
れ
ら
の
民
族

例
、
文
献
、
考
古
資
料
を
参
照
し
な
が
ら
、
幡
枝
窯
跡
の
瓦
の
製
作
技
術
を

概
観
し
よ
う
。
た
だ
し
、
丸
瓦
に
つ
い
て
は
、
十
分
な
観
察
を
し
て
い
な
い

た
め
、
軒
丸
瓦
に
つ
い
て
の
二
つ
の
問
題
を
と
り
あ
げ
た
に
と
ど
ま
る
。
平

瓦
の
各
部
名
称
は
図
1
の
と
お
り
で
あ
る
。
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A
　
軒
丸
瓦
の
技
術

1
　
瓦
三
部
の
接
着
手
法
　
　
幡
枝
窯

跡
で
は
、
一
当
部
と
丸
瓦
部
と
が
つ
な

が
っ
た
完
形
の
軒
丸
瓦
は
出
土
し
て
い

な
い
。
生
産
の
場
で
廃
棄
し
た
失
敗
最

の
た
め
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
瓦
当
の
裏

面
、
お
よ
び
こ
れ
と
接
着
し
た
丸
瓦
広

端
部
の
観
察
に
よ
っ
て
、
両
者
の
接
着

手
法
が
わ
か
る
。
そ
し
て
、
軒
丸
瓦
の

三
類
、
a
類
・
b
類
・
c
類
が
、
そ
れ

ぞ
れ
異
な
っ
た
接
着
手
法
を
と
る
こ
と

は
、
注
目
す
べ
き
で
あ
る
（
図
版
一
、

図
2
、
図
3
）
。

　
a
類
・
b
類
は
、
と
も
に
、

善縁狭二面

側

側
　
面

凹
　
面

縁凸
　
　
面

　　　　　　　　広端

図ユ　平瓦各部名称

広端

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
す
で
に
成
形
・
乾
燥
し
た
丸
瓦
の
先
を
、
や

わ
ら
か
い
瓦
当
裏
面
に
押
し
つ
け
る
手
法
を
と
っ
て
い
る
。
重
富
の
厚
さ
の

半
分
以
上
、
と
き
に
は
三
分
の
二
以
上
も
丸
瓦
の
先
を
押
し
つ
け
て
い
る
。

そ
し
て
、
瓦
当
と
丸
瓦
と
の
接
着
部
分
に
沿
っ
て
、
補
強
の
た
め
の
粘
土
を

加
え
て
い
る
。
a
類
と
b
類
と
が
違
う
点
は
、
a
類
で
は
、
丸
瓦
の
広
端
部

を
そ
の
ま
ま
瓦
当
裏
面
に
押
し
つ
け
て
い
る
の
に
、
b
類
で
は
、
広
端
に
沿

っ
て
凹
爾
・
凸
面
を
削
り
、
丸
瓦
の
先
端
を
懊
形
に
と
が
ら
せ
て
か
ら
、
目

当
裏
面
に
押
し
つ
け
て
い
る
点
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
a
類
の
丸
瓦
の
凹
面
に

は
、
広
端
末
端
ま
で
布
目
が
残
っ
て
お

り
、
瓦
当
裏
面
の
補
強
粘
土
に
も
、
末

端
ま
で
布
目
の
陽
型
が
つ
い
て
い
る
。

ニ
カ
、
b
類
に
用
い
た
丸
瓦
の
凹
颪
の

布
目
は
、
広
端
で
削
り
落
さ
れ
て
、
富

川
裏
面
の
対
応
部
分
に
も
布
目
は
な
く
、

箆
で
削
ら
れ
た
時
に
移
動
し
た
砂
粒
の

痕
跡
が
、
転
写
し
て
残
る
。
な
お
、
b

類
で
は
、
瓦
当
外
面
の
丸
瓦
と
接
す
る

部
分
に
も
、
補
強
粘
土
が
厚
く
認
め
ら

れ
る
。
a
類
で
は
さ
ほ
ど
顕
著
で
は
な
い
。

　
c
類
の
接
着
方
法
は
、

図2　軒丸瓦断面模式図

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
a
類
・
b
類
と
ま
っ
た
く
違
っ
て
い
る
。
あ
ら
か

じ
め
丸
瓦
を
成
形
・
乾
燥
す
る
こ
と
に
変
わ
り
な
い
が
、
こ
れ
を
瓦
当
裏
面

に
押
し
つ
け
る
の
で
は
な
く
、
あ
て
る
の
で
あ
る
。
瓦
当
は
二
重
に
形
成
さ

れ
て
い
る
。
ま
ず
瓦
型
に
粘
土
を
入
れ
て
指
で
よ
く
押
さ
え
る
。
指
頭
圧
痕

の
凹
凸
あ
る
面
が
で
き
あ
が
っ
て
、
す
こ
し
乾
燥
し
て
か
ら
、
丸
瓦
の
先
端

を
こ
の
面
に
あ
て
る
。
そ
し
て
、
粘
土
塊
を
こ
の
面
に
の
せ
て
、
丸
瓦
の
先

端
を
埋
め
る
よ
う
に
瓦
当
裏
面
を
成
形
し
、
最
後
に
表
面
を
土
師
器
と
同
じ

66　（456）
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図3　軒丸瓦の三種類

刷
毛
目
で
調
整
す
る
。
瓦
当
紋
様

の
差
が
、
同
時
に
瓦
当
接
着
手
法

の
差
と
し
て
あ
ら
わ
れ
て
い
る
の

で
あ
る
。
丸
瓦
の
観
察
を
進
め
な

け
れ
ば
断
言
で
き
な
い
が
、
す
く

な
く
と
も
、
a
類
、
b
類
に
対
応

す
る
丸
瓦
は
、
製
作
技
術
が
異
な

る
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
問
題
を
い

か
に
理
解
す
べ
き
か
は
後
で
論
じ

る
。2

　
軒
丸
瓦
の
釘
孔
　
　
軒
丸
瓦
の

丸
瓦
部
に
、
釘
孔
を
も
つ
も
の
が

一
〇
例
ほ
ど
あ
る
。
こ
の
う
ち
一

個
は
、
全
長
四
二
・
五
セ
ン
チ

メ
ー
ト
ル
で
、
瓦
当
を
失
っ
て
い

る
が
、
広
端
部
に
残
る
接
着
手
法

の
痕
跡
で
、
軒
丸
瓦
b
類
に
属
す

る
こ
と
が
わ
か
る
（
図
版
一
一
I

l
・
2
、
図
4
…
①
）
。
こ
の
釘
孔

は
、
瓦
当
面
か
ら
約
二
ニ
セ
ン
チ
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メ
ー
ト
ル
の
と
こ
ろ
で
、
凸
面
側
か
ら
垂
直
に
あ
け
て
い
る
。
ま
だ
粘
土
が

乾
き
き
っ
て
い
な
い
う
ち
に
穿
孔
し
た
た
め
、
凹
面
側
の
孔
の
周
囲
に
、
粘

土
が
は
み
出
し
て
い
る
。
こ
の
瓦
で
注
意
す
べ
き
こ
と
は
、
現
存
の
釘
孔
よ

り
も
三
・
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
瓦
当
面
寄
り
に
、
い
っ
た
ん
釘
孔
を
あ
け
、

こ
れ
を
粘
土
で
ふ
さ
い
だ
痕
跡
が
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
一
度

あ
け
た
釘
孔
を
ふ
さ
い
で
、
ま
た
あ
け
直
し
た
実
例
は
他
に
も
一
つ
あ
る

（
図
版
二
…
3
、
図
4
1
②
）
。
こ
れ
は
小
破
片
の
た
め
、
瓦
当
面
か
ら
の

題
離
は
わ
か
ら
な
い
。
こ
の
例
で
は
、
一
一
孔
問
の
踵
離
は
ニ
セ
ン
チ
メ
ー
ト

ル
と
な
っ
て
い
る
。
色
、
質
、
手
法
な
ど
か
ら
、
同
じ
工
房
の
作
品
で
あ
る

こ
と
は
間
違
い
な
い
。

　
釘
孔
の
あ
け
直
し
に
つ
い
て
は
、
瓦
工
が
あ
ら
か
じ
め
指
定
さ
れ
た
長
さ

を
誤
っ
た
た
め
と
か
、
誤
っ
た
指
定
が
の
ち
に
訂
正
さ
れ
た
た
め
と
か
い
ろ

い
ろ
想
像
で
き
る
。
広
端
か
ら
も
、
狭
端
か
ら
も
、
そ
れ
ぞ
れ
の
寝
様
が
ほ

ぼ
等
距
離
に
あ
る
こ
と
か
ら
み
る
と
、
瓦
当
側
か
ら
測
る
べ
き
と
こ
ろ
を
、

事
端
側
か
ら
測
っ
て
し
ま
っ
た
た
め
の
誤
り
か
も
し
れ
な
い
。
い
ず
れ
に
せ

よ
、
こ
の
釘
孔
の
あ
け
直
し
は
、
孔
の
位
置
の
わ
ず
か
一
寸
の
違
い
が
問
題

に
な
る
こ
と
を
物
語
る
も
の
で
あ
っ
て
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
こ
の
釘
孔

を
受
け
る
構
造
、
す
な
わ
ち
茅
負
の
幅
と
関
連
を
も
つ
も
の
で
あ
る
。
そ
し

て
、
瓦
工
の
仕
事
が
、
造
寺
工
の
仕
事
と
緊
密
な
関
係
を
も
っ
て
い
た
こ
と

を
示
し
て
い
る
。

　
飛
鳥
時
代
の
軒
丸
瓦
で
釘
孔
を
も
つ
も
の
と
し
て
は
、
飛
鳥
寺
や
法
隆
寺

若
草
伽
藍
な
ど
で
実
例
が
知
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
、
い
ず
れ
も
瓦
当
紋

様
が
、
角
ば
っ
た
弁
端
に
円
点
を
付
加
し
た
種
類
で
、
か
つ
、
丸
瓦
部
に
玉

縁
を
そ
な
え
た
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
飛
鳥
寺
頂
型
式
、
若
草
伽
藍
例
で
は
、

瓦
当
面
か
ら
面
心
の
距
離
が
約
二
六
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
あ
る
が
、
飛
鳥
寺
N

型
式
の
そ
れ
は
、
一
三
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
と
幡
枝
窯
跡
の
実
例
と
一
致
す
る

点
で
興
味
を
ひ
く
。
幡
枝
窯
跡
の
軒
丸
瓦
は
玉
縁
を
も
た
な
い
こ
と
、
そ
し

て
桜
花
状
の
花
弁
を
も
つ
こ
と
で
は
、
飛
鳥
寺
1
・
H
型
式
に
近
い
に
も
か

か
わ
ら
ず
、
懸
案
の
点
で
は
、
か
え
っ
て
紋
様
も
作
り
も
違
う
飛
鳥
寺
皿
・

N
型
式
に
近
い
わ
け
で
あ
る
。

B
　
平
瓦
の
技
術

　
幡
枝
窯
出
土
の
平
瓦
を
、
そ
の
叩
穏
、
作
り
（
と
く
に
、
追
憶
凸
面
の
仕

上
げ
方
）
な
ど
に
よ
っ
て
、
A
、
B
、
C
、
D
、
E
、
F
、
G
、
H
、
J
の

九
類
に
わ
け
て
検
討
を
加
え
た
。
こ
の
種
わ
け
は
、
な
お
不
完
全
で
、
と
く

に
A
類
は
検
討
途
上
で
A
1
と
A
2
の
二
種
に
細
分
し
た
。
ま
た
、
B
と
C

と
G
と
の
区
別
に
は
、
い
ま
だ
不
明
瞭
な
点
が
残
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
E
、

F
に
つ
い
て
は
、
明
確
な
型
式
と
し
て
扱
っ
て
よ
い
と
思
わ
れ
る
。
将
来
の

補
正
を
待
つ
こ
と
に
し
て
、
当
面
は
A
類
、
B
類
、
C
類
…
…
の
呼
名
を
使

う
こ
と
に
し
た
い
。
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各
類
の
特
徴
は
図
版
三
～
図
版
八
、
図
5
－
1
0
お
よ
び
表
1
に
ゆ
ず
っ
て
、

こ
こ
で
は
、
平
瓦
の
製
作
の
順
を
お
っ
て
、
そ
の
技
術
を
検
討
す
る
。

1
　
桶
巻
作
り
　
　
幡
枝
窯
跡
の
平
瓦
は
、
円
筒
状
（
正
し
く
は
裁
頭
円
錐

形
の
筒
）
に
仕
上
げ
た
粘
土
（
以
上
「
粘
土
円
筒
」
と
呼
ぶ
）
を
分
割
し
て

作
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
製
法
に
お
い
て
は
、
粘
土
円
筒
を
四
枚
に
分
割
す
る

の
が
～
般
的
な
た
め
「
四
枚
作
り
」
と
呼
び
、
後
の
＝
枚
作
り
」
と
対
比

す
る
こ
と
が
多
い
。
し
か
し
、
川
原
寺
の
瓦
の
よ
う
に
三
枚
に
分
割
し
た
も

の
、
幡
枝
窯
跡
の
平
瓦
の
よ
う
に
八
枚
に
分
割
し
た
も
の
（
図
5
1
②
《
本

個
体
は
、
佐
原
が
提
示
し
た
も
の
と
異
な
る
1
上
原
注
》
）
も
あ
る
か
ら
、

「
四
枚
作
り
扁
の
呼
称
は
適
当
で
は
な
い
。
こ
こ
で
は
、
粘
土
円
筒
の
芯
と

な
っ
た
内
端
を
「
桶
」
と
呼
び
、
桶
を
用
い
た
平
瓦
製
法
を
「
桶
巻
作
り
」

と
呼
ぶ
こ
と
に
し
よ
う
。

2
　
桶
の
構
造
　
　
桶
巻
作
り
で
は
桶
を
回
転
台
の
上
に
の
せ
て
、
作
業
を

す
る
の
が
常
で
あ
る
。
桶
の
構
造
は
、
民
族
例
に
お
い
て
、
二
つ
の
種
類
が

報
告
さ
れ
て
い
る
。
島
田
報
告
の
琉
球
例
は
、
細
工
を
つ
か
っ
て
連
綴
し
た

魚
板
で
構
成
さ
れ
て
お
り
、
扇
形
に
展
開
で
き
る
。
展
開
し
た
状
態
の
両
端

の
細
板
に
把
手
が
つ
い
て
お
り
、
こ
の
把
手
を
持
て
ば
、
粘
土
円
筒
を
桶
ご

と
そ
っ
く
り
持
ち
あ
げ
る
て
移
動
で
き
る
。
桶
自
身
は
水
平
方
向
に
伸
縮
自

在
だ
か
ら
、
把
手
を
ず
ら
し
て
、
粘
土
円
筒
内
に
巻
き
込
む
と
、
粘
土
円
筒

を
残
し
た
ま
ま
桶
を
と
り
は
ず
す
こ
と
が
で
き
る
。
桶
の
外
周
を
四
等
分
す

る
位
置
に
は
、
後
の
分
割
作
業
に
便
利
な
よ
う
に
、
縦
方
向
の
「
分
割
凸

帯
」
、
す
な
わ
ち
細
い
凸
帯
を
つ
け
て
い
る
。

　
『
天
工
開
物
』
の
桶
も
、
図
で
み
る
限
り
は
琉
球
例
に
近
い
。
と
こ
ろ
が

藤
島
報
告
の
朝
鮮
例
で
は
、
木
製
の
円
筒
を
「
桶
」
と
す
る
。
こ
れ
は
展
開

不
可
能
で
あ
る
。
た
だ
し
、
外
周
の
四
ヶ
所
に
分
割
男
帯
を
つ
け
て
い
る
点

は
、
他
の
例
と
同
じ
で
あ
る
。

　
幡
枝
窯
跡
の
平
瓦
製
作
に
用
い
た
桶
の
構
造
は
、
ま
っ
た
く
わ
か
ら
な
い
。

古
く
か
ら
注
意
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
桶
を
構
成
す
る
細
説
の
痕
が
段
違
い

と
な
る
も
の
が
大
多
数
で
あ
る
が
、
こ
の
段
違
い
の
現
わ
れ
方
に
も
、
交
互

に
高
低
に
な
っ
て
い
る
も
の
、
一
方
が
だ
ん
だ
ん
低
く
な
る
も
の
、
両
者
が

混
ざ
っ
て
い
る
も
の
な
ど
が
あ
る
。
使
用
申
に
、
隣
り
合
う
差
響
に
段
違
い

が
生
じ
る
ほ
ど
の
構
造
だ
っ
た
こ
と
だ
け
は
わ
か
る
。

　
ま
た
、
桶
に
か
ぶ
せ
た
布
が
や
ぶ
け
た
た
め
（
図
8
1
⑤
）
、
あ
る
い
は

布
が
桶
下
端
に
達
し
て
い
な
い
た
め
に
（
図
8
1
④
）
、
桶
自
体
の
圧
痕
が

直
接
瓦
の
凹
簡
に
つ
い
た
も
の
も
数
例
あ
る
。
は
っ
き
り
し
た
木
目
が
見
え

な
い
の
は
、
粘
土
が
つ
い
て
い
る
た
め
か
も
し
れ
な
い
。
桶
に
分
割
凸
帯
を

そ
な
え
た
こ
と
を
示
す
実
例
は
、
F
類
、
G
類
に
多
い
。

3
布
　
　
桶
と
粘
土
が
く
っ
つ
か
な
い
よ
う
に
、
桶
の
ま
わ
り
に
巻
き
つ

け
る
布
は
、
桶
の
形
状
に
し
た
が
っ
て
、
や
は
り
筒
状
を
呈
し
て
い
た
と
み

ら
れ
る
。
そ
の
縫
い
合
わ
せ
目
は
、
と
き
に
は
、
横
方
向
に
走
る
も
の
も
あ
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幡枝窯跡の瓦（佐原）

る
が
、
縦
方
向
に
走
る
も
の
が
大
多
数
を
占
め
て
い
る
。

　
瓦
に
残
る
布
目
は
、
も
ち
ろ
ん
、
瓦
の
乾
燥
と
焼
成
と
に
よ
っ
て
実
際
に

用
い
た
布
よ
り
も
縮
小
し
て
い
る
。
し
か
し
、
石
田
茂
作
の
指
摘
〔
石
田
一

九
四
七
〕
の
よ
う
に
瓦
の
布
目
を
相
互
に
比
較
す
る
場
合
に
は
、
有
用
で
あ

る
。
若
干
例
に
つ
い
て
三
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
（
約
一
寸
）
の
間
隔
に
あ
ら
わ

れ
る
布
目
の
糸
の
本
数
を
か
ぞ
え
て
比
べ
て
み
た
。

　
A
2
類
の
一
例
で
は
、
粗
い
布
（
端
辺
に
平
行
す
る
糸
二
六
本
、
側
辺
に

平
行
す
る
糸
二
三
本
）
と
、
細
か
い
布
（
端
艇
に
平
行
す
る
糸
二
九
本
、
側

辺
に
平
行
す
る
糸
三
〇
本
）
と
を
、
縫
い
合
わ
せ
て
使
っ
て
い
る
。
密
度
の

高
い
ほ
う
が
経
（
縦
糸
）
な
ら
ば
、
前
者
は
経
を
端
辺
と
平
行
に
、
後
者
は

経
を
側
辺
と
平
行
に
使
っ
て
い
る
こ
と
に
な
る
（
図
5
1
①
）
。
し
か
し
、

こ
の
よ
う
な
例
は
、
お
そ
ら
く
め
ず
ら
し
い
も
の
で
、
一
つ
の
類
で
用
い
る

布
の
粗
密
は
特
定
の
範
囲
に
限
ら
れ
て
、
他
の
類
の
布
と
区
別
で
き
そ
う
で

あ
る
。
た
と
え
ば
C
類
、
D
類
の
布
目
は
細
か
く
、
E
、
F
類
の
布
目
は
粗

い
も
の
が
多
い
。

　
経
緯
の
い
ず
れ
が
側
辺
と
平
行
す
る
か
に
つ
い
て
も
、
検
討
す
る
必
要
が

あ
る
。
大
阪
府
船
橋
遺
跡
で
は
、
緯
が
側
辺
と
平
行
す
る
の
が
～
般
で
あ
っ

た
。
幡
枝
窯
跡
の
場
合
も
、
調
べ
た
限
り
の
若
干
例
で
は
同
様
で
あ
る
。
桶

巻
作
り
平
瓦
な
ら
ば
、
布
の
長
辺
（
経
方
向
）
を
桶
の
円
周
に
沿
っ
て
使
う

ほ
う
が
自
然
で
あ
る
。

4
粘
土
　
　
『
天
工
開
物
抗
例
で
は
、
砂
の
な
い
粘
土
を
選
ん
で
瓦
の
材

料
と
す
る
こ
と
を
述
べ
、
藤
島
報
告
に
よ
る
朝
鮮
例
で
は
、
土
質
を
均
等
に

す
る
た
め
に
、
二
ヶ
所
以
上
の
土
を
一
緒
に
し
て
、
充
分
な
鋤
返
し
を
行
な

う
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
幡
枝
窯
跡
の
瓦
に
お
い
て
は
、
砂
粒
を
意
識

的
に
混
入
し
て
い
る
が
、
各
類
問
の
差
異
に
つ
い
て
の
検
討
は
ま
だ
行
な
っ

て
い
な
い
。

5
　
粘
土
角
材
、
　
管
巻
作
り
で
は
、
あ
ら
か
じ
め
「
粘
土
角
材
」
を
用
意

し
て
、
こ
れ
か
ら
、
粘
土
板
を
一
枚
ず
つ
そ
い
で
桶
に
巻
き
つ
け
る
方
法
を

と
る
。
『
天
工
開
物
』
例
で
は
、
泥
を
踏
み
均
し
て
、
そ
れ
を
高
い
長
方
形

に
積
み
上
げ
、
藤
島
が
報
告
し
た
朝
鮮
例
で
は
、
ま
ず
、
粘
土
を
山
形
に
盛

り
上
げ
て
、
こ
れ
を
整
然
と
し
た
長
方
形
の
平
面
形
を
も
っ
た
角
材
に
仕
上

げ
て
い
る
。
大
き
な
箆
で
各
面
を
丹
念
に
こ
す
り
、
凹
凸
や
空
洞
の
な
い
よ

う
に
、
丁
寧
に
作
っ
た
粘
土
角
材
で
あ
る
。

　
島
田
が
報
告
し
た
琉
球
例
は
こ
れ
ら
と
異
な
り
、
粘
土
角
材
の
平
面
形
は
、

扇
形
を
な
す
。
朝
鮮
例
は
、
粘
土
円
筒
が
筒
形
で
あ
る
か
ら
、
粘
土
角
材
の

平
面
形
は
長
方
形
で
も
よ
い
が
、
粘
土
円
筒
が
鶏
頭
円
錐
形
の
場
合
は
、
粘

土
角
材
の
平
面
形
は
、
琉
球
例
の
よ
う
に
扇
形
で
あ
る
こ
と
が
望
ま
し
い
。

し
か
し
、
『
天
工
開
物
』
の
絵
画
は
、
粘
土
円
筒
が
裁
頭
円
錐
形
で
あ
る
に

か
か
わ
ら
ず
、
粘
土
角
材
は
長
方
形
の
平
面
を
も
つ
姿
で
表
現
さ
れ
て
い
る
。

　
幡
枝
窯
跡
の
平
瓦
で
は
、
粘
土
板
を
桶
に
…
巻
き
し
た
合
わ
せ
目
が
、
瓦
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の
長
軸
に
そ
っ
て
縦
方
向
に
走
っ
て
い
る
。
合
わ
せ
匿
が
斜
め
に
走
る
も
の

は
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
前
提
と
な
る
粘
土
角
材
は
、
長
方
形
で
は
な
く
扇

形
の
平
面
を
も
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
こ
と
は
、
現
在
ま
で
観
察

し
て
き
た
限
り
で
は
、
飛
鳥
・
白
鳳
時
代
の
平
瓦
に
つ
い
て
一
般
に
意
え
る

こ
と
で
あ
る
。
た
だ
し
、
肥
後
や
武
蔵
の
よ
う
に
辺
境
の
地
帯
で
は
、
粘
土

角
材
を
用
意
せ
ず
、
一
一
、
三
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
幅
の
粘
土
帯
を
い
く
つ
も
、

積
み
重
ね
て
作
っ
て
い
る
。

6
　
粘
土
板
の
糸
切
痕
　
　
粘
土
角
材
の
存
在
は
、
粘
土
板
を
そ
ぐ
時
に
用

い
た
糸
の
走
路
が
、
平
行
す
る
条
線
と
し
て
野
面
に
残
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、

逆
に
確
か
め
ら
れ
る
。
こ
の
糸
の
走
跡
、
す
な
わ
ち
「
糸
切
痕
」
は
、
桶
野

作
り
の
瓦
だ
け
で
な
く
、
後
世
の
コ
野
作
り
し
に
も
顕
著
に
認
め
ら
れ
る
。

一
見
、
布
目
の
後
に
つ
い
た
か
の
よ
う
に
見
え
、
最
近
ま
で
そ
の
意
味
が
わ

か
っ
て
い
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
大
阪
府
船
橋
遺
跡
の
瓦
の
な
か
に
、
粘
土

板
を
桶
に
巻
き
つ
け
た
時
の
合
わ
せ
羅
の
剥
離
面
に
も
活
線
が
明
瞭
に
残
り
、

そ
れ
が
布
目
面
の
条
線
に
連
な
る
も
の
が
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
条

線
は
布
目
の
後
で
は
な
く
、
布
目
よ
り
も
先
に
、
粘
土
板
を
桶
に
巻
く
以
前

に
、
粘
土
板
面
に
つ
い
て
い
た
こ
と
が
わ
か
り
、
朝
鮮
例
の
よ
う
に
、
粘
土

角
材
か
ら
粘
土
板
を
糸
で
そ
い
だ
時
の
痕
跡
、
す
な
わ
ち
、
糸
切
痕
で
あ
る

こ
と
が
想
定
で
き
る
に
至
っ
た
。

　
幡
枝
窯
跡
の
瓦
に
も
糸
切
痕
を
残
す
も
の
が
多
い
。
船
橋
例
と
同
様
、
布

目
の
部
分
の
糸
切
痕
が
、
粘
土
板
の
合
わ
せ
目
の
剥
離
聞
に
続
く
好
例
も
あ

る
（
図
版
八
1
！
・
2
、
図
1
1
！
②
）
。

　
ま
っ
た
く
糸
切
痕
が
見
え
な
い
実
例
も
ま
た
多
い
。
こ
れ
ら
は
、
噌
天
工

開
物
』
例
の
よ
う
に
、
鉄
線
で
切
っ
た
可
能
性
も
あ
る
。
し
か
し
布
目
が
深

く
つ
い
て
い
る
と
こ
ろ
に
は
糸
切
痕
が
見
え
ず
、
布
目
が
浅
い
部
分
に
糸
切

痕
が
見
え
る
も
の
が
あ
る
こ
と
か
ら
考
え
る
と
、
粘
土
板
が
桶
に
強
く
押
し

つ
け
ら
れ
た
た
め
に
、
本
来
つ
い
て
い
た
糸
切
痕
が
消
え
て
し
ま
っ
た
可
能

性
が
高
い
。

　
幡
枝
窯
跡
の
瓦
で
は
、
一
般
に
、
平
瓦
凹
面
よ
り
も
丸
瓦
凹
面
に
、
糸
切

痕
が
は
っ
き
り
残
っ
て
い
る
も
の
が
多
い
。
桶
巻
作
り
の
瓦
は
凸
面
に
糸
切

痕
が
残
っ
て
い
な
い
。
し
か
し
、
後
世
の
｝
枚
作
り
の
瓦
で
は
、
凹
・
凸
両

面
に
糸
切
痕
を
残
す
も
の
が
多
い
。
こ
の
場
合
は
、
両
面
の
糸
切
痕
が
ほ
ぼ

同
一
方
向
に
走
っ
て
い
る
の
が
普
通
で
あ
っ
て
、
粘
土
角
材
か
ら
一
枚
、
一

枚
、
次
々
に
そ
い
で
い
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　
粘
土
角
材
か
ら
、
等
し
い
厚
さ
の
粘
土
板
を
そ
ぎ
と
る
に
は
、
以
下
の
方

法
が
あ
る
。
噸
天
工
開
物
臨
例
は
、
［
形
の
弓
に
鉄
線
を
張
っ
た
道
具
で
引

き
切
る
の
で
、
弓
の
長
辺
と
鉄
線
と
の
間
隔
が
粘
土
板
の
厚
さ
と
な
る
。
朝

鮮
例
で
は
、
瓦
の
厚
味
と
対
応
す
る
鋸
匿
を
つ
け
た
板
の
生
端
を
、
粘
土
角

材
に
そ
っ
と
押
し
つ
け
て
目
安
と
し
、
粘
土
角
材
の
両
側
に
同
じ
高
さ
の
板

を
固
定
し
て
、
譲
安
に
そ
っ
て
糸
を
走
ら
せ
て
引
き
切
る
。
糸
の
両
端
に
は
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表1　平瓦分類表（佐原メモと本文の記述にもとづき作成）

型式・類 特徴 図番号

A1型式
iA1類〉

紫褐色で、焼きは堅い。厚さ1．5－2．Ocm。凸面広端にヨコナデがなく、

ｴ則として面取りもない。分割裁面1種・狂種ともにある。凸面の叩目

ﾍ、正方形に近い菱形の格子目で、一辺1cm未満。布目の密度は25本
^3cm前後。二目が不明瞭なのは、使い古した二二を使用したためか。

図7一①

A2類

灰色で、焼きは堅い。厚さ1．5～2．Ocm。凸面広端にヨコナデがなく、

､縁に面取りなし。分割裁揃1種が多い。凸面の叩目は、菱形の格子目

ﾅ、一辺lcm未満。完形に近い製品では、2種類の叩板を併用してい
驍ｱとがわかる。

図5一①

B類
灰色で、焼きはよい。厚さ2cm弱。凸面広端を数cm幅でヨコナデす
驕Bただし、面取りはない。凸面の塁壁は、正方形に近い菱形の格子目

ﾅ、一辺lcm前後。

図7一②，

@　　③

C類

青灰色～灰色で、非常に堅い。厚さ2cm弱。凸面広端を5cm以内でヨ
Rナデ調整。面取りは狭い。分割裁面H種。凸面の羽目は、正方形に近

｢菱形の格子目（一辺7～8mm）と平行線叩目。布目の密度は30本／
RCm。

図9一④

D類

青灰色～黒色で、非常に堅い。凸面広端に幅7cm以上の櫛状工具によ
驛?コナデを、一回の操作でほどこす。緬取りなし。分割裁禰H種。側

ﾊは、分割後の颪取りによって、3つの面をなす。布目の密度は30－

R5本／3cm

図9一①，

@　　②

EH1型式
iE類）

黄褐色一淡褐色で、焼きはあまりょくない。厚さ2cm強。凸面広端に

揩S－5cmの櫛状工具によるヨコナデを、玉圓あるいは2回以上ほど
ｱす。分割裁面H種。凸面の叩目は、一辺1．5cm前後の格子図。凹面
ﾉ糸切痕をもつものが多い。とくに広端凹面に糸切痕と須恵器の幽て具

ﾅある同心円紋を残すものが多い。布目の密度は20本／3cmと粗く、
P6本くらいのものもある。

図8一④
}10一①
@　一③
}1ユー①

F型式
iF類）

褐色一・淡褐色もしくは灰白色で、厚さ1～1．5cm。分割裁面工種。凸面

ｼ端を幅3．4cmの工具を2，3回操作してヨコナデ。凸而の叩目は、一
ﾓ2．5cm前後の粗い菱形で、なかに木目が粗く残っているのが特徴。

ｯ園の密度は25本／3cmと粗い。完形品1偲は、粘土円筒を8分割
ｵたことがわかる。

図6一①
@　一⑥

G類

灰色で、焼成良好。厚さ2cm弱。凸面広端を編2－4cmの工具を2，
R回操作して幅数。：nにわたりヨコナデし、凹面広端を輻広く（5cm近

｢）棚取する。分割歓面は1種が多い。凸面の叩目は、一辺ユcmほど
ﾌ正方形に近い菱形。すべて不明瞭になっているのは、叩板の老化にも

ﾆつくとみられる。布目の密度は30本／3cmと細かい

図7一④

}8一①

H類
図8一②，

@　　⑥

J類
窯跡付近の湯宿品で、窯と雪面関係がない。凹凸両面に糸切痕。凸面の

y目は、縦走する縄目。

図7一⑤，

@　　⑥
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幡枝窯跡の瓦（佐原）

縄
の
編
み
束
な
ど
を
つ
け
て
持
ち
や
す
く
し
て
あ
る
。

　
幡
枝
窯
跡
の
瓦
の
場
合
、
い
ず
れ
の
方
法
を
と
っ
た
か
わ
か
ら
な
い
が
、

糸
切
痕
の
目
線
が
平
行
せ
ず
、
簿
曲
・
事
始
し
て
い
る
の
は
、
糸
の
移
動
距

離
が
、
糸
の
両
端
や
各
部
分
で
異
な
っ
て
い
た
こ
と
を
示
す
。
弓
に
張
っ
た

糸
で
も
、
単
な
る
一
本
の
糸
で
も
、
一
人
で
操
作
し
た
結
果
と
想
定
で
き
る
。

7
　
粘
土
板
の
巻
き
つ
け
　
　
い
よ
い
よ
、
粘
土
角
材
か
ら
そ
い
だ
粘
土
板

を
、
布
を
か
ぶ
せ
た
桶
に
巻
き
つ
け
る
。
こ
の
場
合
、
粘
土
板
の
両
端
は
、

ぎ
り
ぎ
り
に
接
す
る
の
で
は
な
く
、
部
分
的
に
重
複
す
る
よ
う
に
巻
き
つ
け

る
。
幡
枝
窯
跡
の
平
瓦
、
船
橋
遺
跡
の
平
瓦
は
、
い
ず
れ
も
両
端
の
合
わ
せ

目
が
傾
斜
面
を
な
す
。
粘
土
板
を
桶
に
巻
き
つ
け
る
時
は
、
右
回
り
（
時
計

回
り
）
に
巻
く
場
合
と
、
左
回
り
（
逆
時
計
回
り
）
に
巻
く
場
合
と
が
考
え

ら
れ
る
。
仮
に
桶
を
上
か
ら
み
た
場
合
、
前
者
の
合
わ
せ
匿
が
な
す
傾
斜
は

Z
字
に
、
後
者
は
S
字
に
た
と
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
幡
枝
窯
跡
に
お
け
る
平
瓦
の
粘
土
板
合
わ
せ
目
に
は
S
字
が
多
く
、
見
た

限
り
で
は
、
丸
瓦
は
例
外
な
く
Z
字
と
な
っ
て
い
る
。
粘
土
板
の
巻
き
つ
け

法
ま
で
規
格
化
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
図
1
1
1
②
ほ
、
S
字
の
実
例
で
あ
る

《
図
化
し
た
断
面
は
、
下
か
ら
見
た
の
で
Z
字
と
な
っ
て
い
る
1
上
原
注
》
。

　
粘
土
板
合
わ
せ
目
は
、
G
類
で
は
被
接
着
面
を
手
掌
で
押
さ
え
て
か
ら
接

着
す
る
こ
と
が
多
い
。
こ
の
面
で
剥
離
し
た
場
合
、
被
接
着
面
に
は
そ
の
陰

型
、
接
着
面
に
は
陽
型
が
残
っ
て
い
る
。
両
者
の
乾
燥
の
進
み
具
合
に
、
さ

ほ
ど
差
違
は
な
い
と
思
わ
れ
る
の
に
、
こ
の
よ
う
に
は
っ
き
り
と
区
別
で
き

る
の
は
不
思
議
で
あ
る
。
な
お
、
桶
の
ど
の
部
分
か
ら
粘
土
板
を
巻
き
始
め

る
か
は
、
決
ま
っ
て
い
な
か
っ
た
ら
し
い
。
粘
土
板
合
わ
せ
目
の
で
て
く
る

部
分
は
、
瓦
の
中
ほ
ど
で
あ
っ
た
り
、
側
辺
ぎ
り
ぎ
り
で
あ
っ
た
り
、
い
ろ

い
ろ
で
あ
る
。

8
　
登
板
の
種
類
　
　
叩
板
紋
様
の
大
多
数
を
占
め
る
の
は
、
傾
斜
の
異
な

る
二
種
の
平
行
線
多
数
を
交
叉
さ
せ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
交
叉
角
度
や
平

行
線
の
間
隔
の
違
い
に
よ
っ
て
、
正
方
形
、
菱
形
、
平
行
四
辺
形
な
ど
の
変

化
が
生
じ
る
。
幡
枝
窯
跡
の
瓦
に
共
通
す
る
の
は
、
い
ず
れ
も
叩
板
の
柾
目

と
斜
交
す
る
よ
う
に
線
を
刻
ん
で
い
る
こ
と
で
あ
る
。
傾
斜
の
異
な
る
二
種

の
平
行
線
の
う
ち
、
一
方
だ
け
が
柾
目
に
ほ
ぼ
平
行
す
る
も
の
が
　
つ
あ
る

が
、
唯
｝
の
例
外
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
幡
枝
窯
跡
の
平
瓦
叩
舅
を
代
表

す
る
格
子
目
紋
は
、
同
じ
格
子
目
で
も
、
板
の
柾
目
に
平
行
あ
る
い
は
直
交

す
る
よ
う
に
線
を
刻
ん
だ
、
飛
鳥
寺
平
瓦
の
格
子
目
紋
と
は
ま
っ
た
く
異
な

る
原
理
に
よ
っ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

　
他
に
少
数
な
が
ら
、
平
行
線
を
柾
目
に
直
交
し
て
刻
ん
だ
叩
板
を
用
い
た

も
の
が
あ
る
。
そ
の
多
く
は
、
目
の
細
か
い
格
子
目
紋
と
同
一
の
瓦
に
現
わ

れ
て
い
る
。
確
認
で
き
る
も
の
は
、
D
類
平
瓦
に
多
く
、
C
類
平
瓦
に
も
あ

る
。
こ
の
平
行
線
紋
は
粗
く
太
い
も
の
で
、
須
恵
器
の
平
行
線
紋
叩
目
と
は

違
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
須
恵
器
の
叩
目
と
同
一
視
で
き
る
平
行
線
紋
も
皆
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無
で
は
な
い
。
丸
瓦
の
小
破
片
に
三
例
だ
け
認
め
ら
れ
た
。

　
須
恵
器
の
総
目
に
関
連
し
て
、
叩
板
で
須
恵
器
の
外
面
を
叩
い
て
成
形
す

る
時
、
内
面
に
あ
て
る
当
て
具
の
同
心
円
紋
、
い
わ
ゆ
る
青
海
波
紋
の
つ
い

た
瓦
が
、
い
ま
の
と
こ
ろ
一
二
例
あ
る
（
図
版
四
…
5
、
図
版
五
、
図
版
八

一
3
・
4
、
図
1
0
1
①
～
③
、
図
1
1
一
①
）
。
う
ち
わ
け
は
、
E
類
平
瓦
に

一
五
例
で
、
E
類
平
瓦
に
属
す
る
破
片
総
数
二
三
点
中
～
五
点
す
な
わ
ち
、

六
割
強
を
占
め
る
。
こ
の
ほ
か
、
E
類
と
よ
く
似
た
H
類
平
瓦
で
、
お
そ
ら

く
同
じ
工
房
の
製
品
と
み
ら
れ
る
も
の
に
、
三
例
あ
る
。
あ
と
は
型
式
不
明

例
で
あ
る
。

　
同
心
円
紋
が
つ
く
場
所
は
、
凹
面
広
端
に
限
ら
れ
る
。
同
心
円
紋
を
も
つ

瓦
の
凸
面
の
紋
様
は
、
一
例
が
平
行
線
紋
で
、
残
り
は
格
子
三
紋
で
あ
る
。

須
恵
器
内
面
の
同
心
円
紋
と
同
様
、
か
な
り
密
に
つ
く
も
の
と
、
粗
く
つ
く

も
の
と
が
あ
る
。
同
心
円
の
申
心
部
分
の
圧
痕
が
つ
く
こ
と
も
あ
る
が
、
い

ち
ば
ん
多
い
の
は
向
か
っ
て
右
側
が
強
く
お
さ
れ
、
左
方
に
ひ
ら
く
弧
と
し

て
残
っ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。

　
瓦
の
凹
面
を
み
た
場
合
、
左
側
辺
に
接
し
て
、
こ
の
左
ひ
ら
き
の
弧
が
認

め
ら
れ
る
も
の
が
あ
る
（
図
1
0
…
①
）
。
そ
の
同
心
円
紋
は
、
側
辺
や
広
端

の
馬
蝉
側
の
面
取
に
よ
っ
て
切
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
あ
る
。
こ
れ
は
、
同
心

指
紋
が
粘
土
円
筒
分
割
前
に
つ
い
た
可
能
性
を
示
し
て
い
る
。
同
心
円
紋
の

当
て
具
を
、
ど
の
よ
う
な
目
的
で
使
用
し
た
の
か
。
残
念
な
が
ら
解
決
を
将

来
に
ゆ
だ
ね
る
。

　
な
お
、
幡
枝
窯
跡
の
E
類
、
H
類
平
瓦
と
同
様
の
同
心
円
紋
は
、
す
で
に

飛
鳥
寺
の
平
瓦
に
お
い
て
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
飛
鳥
寺
の
場
合
も
、
凹
面

の
広
端
近
く
に
あ
る
と
い
う
。

9
　
明
板
の
形
態
と
叩
き
し
め
　
　
叩
打
の
形
態
と
そ
の
叩
き
し
め
方
法
に

つ
い
て
は
、
船
橋
遺
跡
の
平
行
線
神
叩
目
の
平
瓦
（
B
類
）
で
は
、
ほ
と
ん

ど
例
外
な
く
、
広
端
付
近
で
は
条
が
瓦
の
側
辺
に
平
行
し
て
縦
に
走
り
、
狭

端
に
近
づ
く
に
し
た
が
い
、
円
弧
を
描
き
な
が
ら
、
し
だ
い
に
左
上
り
、
右

下
り
の
傾
斜
を
な
し
て
狭
端
に
至
っ
て
い
る
。
こ
の
「
叩
き
し
め
の
円
弧
」

は
、
船
橋
B
類
と
は
異
な
る
船
橋
F
類
・
G
類
平
瓦
に
お
い
て
も
認
め
ら
れ

る
。
す
な
わ
ち
、
船
橋
B
類
平
瓦
で
は
、
広
端
部
か
ら
狭
端
部
に
向
け
て
縦

方
向
に
叩
き
し
め
る
作
業
を
、
粘
土
円
筒
の
周
囲
を
右
に
廻
り
な
が
ら
く
り

返
し
て
い
る
の
に
対
し
、
船
橋
F
類
・
G
類
平
瓦
で
は
、
広
端
部
か
ら
叩
き

し
め
始
め
る
点
に
変
わ
り
な
い
が
、
ま
ず
右
か
ら
左
に
横
方
向
に
叩
き
し
め
、

同
じ
作
業
を
上
へ
と
く
り
返
し
て
、
狭
端
部
に
お
よ
ん
で
い
る
。
こ
の
よ
う

に
、
叩
き
し
め
の
円
弧
は
、
叩
く
順
序
と
は
無
関
係
に
、
船
橋
B
・
F
・
G

類
平
瓦
に
共
通
し
て
認
め
ら
れ
る
。

　
ま
た
、
格
子
目
黒
に
関
し
て
、
叩
板
の
柾
目
に
平
行
・
直
交
し
て
線
を
刻

ん
だ
る
船
橋
A
類
平
瓦
で
は
、
広
端
付
近
で
格
子
が
側
縁
や
単
語
に
平
行
し

て
お
り
、
狭
端
付
近
で
は
斜
め
に
な
る
。
一
方
、
幡
枝
窯
跡
の
場
合
と
同
様
、
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幡枝窯跡の瓦（佐原）

叩
板
の
柾
目
に
斜
め
に
交
わ
る
線
で
格
子
目
を
刻
ん
だ
船
橋
C
類
平
瓦
で
は
、

逆
に
、
上
端
付
近
で
斜
交
、
狭
端
付
近
で
は
平
行
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
も
、

叩
き
し
め
自
体
は
広
端
部
か
ら
始
っ
て
お
り
、
桶
に
向
か
っ
て
左
下
に
中
心

を
麗
く
円
弧
を
描
い
て
狭
端
部
に
お
よ
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。
二
士
の
形
態

は
、
同
じ
朝
鮮
例
で
も
、
藤
島
報
告
例
で
は
、
柄
が
叩
板
の
長
辺
に
つ
い
た

T
亡
状
の
も
の
で
、
関
野
報
告
の
羽
子
板
状
の
叩
板
と
は
異
な
る
。
後
者
に

は
、
叩
板
と
そ
の
柄
の
幅
が
等
し
い
も
の
と
、
異
な
る
も
の
と
が
あ
り
う
る
。

　
船
橋
遺
跡
の
平
瓦
の
叩
目
を
、
羽
子
板
状
叩
板
に
よ
る
と
仮
定
す
れ
ば
、

桶
に
向
か
っ
て
左
下
に
あ
る
叩
き
し
め
の
円
弧
の
申
心
点
が
、
叩
板
の
柄
を

に
ぎ
る
瓦
斯
の
右
手
の
位
置
に
相
当
す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
場
合
、
粘
土

円
筒
の
位
置
は
、
覗
天
工
開
物
一
例
、
朝
鮮
例
、
琉
球
例
と
同
様
、
か
な
り

高
い
と
こ
ろ
に
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
～
方
、
T
去
状
叩
板
を
用
い
た
と
仮
定
す
る
と
、
粘
土
円
筒
の
位
置
は
低

く
、
瓦
工
は
、
こ
れ
を
見
お
ろ
す
姿
勢
で
作
業
を
行
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

と
こ
ろ
が
、
船
橋
F
類
、
G
類
平
瓦
で
は
、
叩
き
し
め
に
先
だ
つ
手
掌
に
よ

る
横
方
向
の
圧
痕
が
、
や
は
り
円
弧
を
描
い
て
い
る
の
で
、
二
種
の
叩
板
の

う
ち
、
羽
子
板
状
叩
板
が
使
用
さ
れ
、
粘
土
円
筒
も
高
い
位
置
に
あ
っ
た
と

す
る
方
が
、
よ
り
妥
当
性
を
も
つ
。

　
桶
巻
作
り
に
際
し
て
は
、
回
転
台
を
使
用
す
る
こ
と
が
多
い
。
船
橋
遺
跡

の
A
～
H
類
平
瓦
は
、
お
そ
ら
く
回
転
台
上
で
製
作
し
て
い
る
。
叩
き
し
め

が
、
桶
に
向
か
っ
て
右
か
ら
左
の
方
向
に
移
動
し
て
い
る
事
実
は
、
回
転
台

が
左
か
ら
右
へ
、
す
な
わ
ち
上
か
ら
み
て
左
（
逆
時
計
）
亘
り
で
あ
っ
た
こ

と
を
示
し
、
一
般
に
い
わ
れ
る
蹴
り
韓
櫨
の
方
向
と
｝
致
す
る
。

　
以
上
、
長
々
と
引
用
し
た
船
橋
遺
跡
の
平
瓦
は
、
大
部
分
が
白
鳳
時
代
に

属
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。
飛
鳥
寺
に
お
い
て
も
、
船
橋
遺
跡
の
平
瓦
と
同
様

の
叩
き
し
め
の
円
弧
が
は
っ
き
り
と
み
ら
れ
る
の
で
（
丸
瓦
の
面
目
に
も
、

そ
れ
が
認
め
ら
れ
る
）
、
こ
の
叩
き
し
め
の
円
弧
、
ひ
い
て
は
回
転
台
を
使

用
し
た
隆
盛
作
り
が
、
飛
鳥
時
代
ま
で
さ
か
の
ぼ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
と
こ

ろ
が
、
幡
枝
窯
跡
の
平
瓦
に
お
い
て
は
、
こ
の
叩
き
し
め
の
円
弧
は
、
か
な

ら
ず
し
も
明
瞭
で
は
な
い
。
叩
き
し
め
の
円
弧
を
も
つ
平
瓦
が
あ
る
こ
と
は

事
実
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
F
類
の
よ
う
に
、
そ
れ
を
ま
っ
た
く
認
め
が
た

い
平
瓦
も
存
在
す
る
。
F
類
の
格
子
目
紋
は
、
広
端
か
ら
狭
量
に
い
た
る
ま

で
整
然
と
、
ほ
ぼ
同
じ
角
度
で
つ
い
て
い
る
（
図
6
1
①
～
⑥
）
。
さ
ら
に

精
査
し
て
、
他
の
類
の
場
合
も
検
討
し
た
い
。

　
F
類
の
叩
目
に
は
、
木
目
が
は
っ
き
り
残
っ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
A
1

類
（
図
版
三
…
2
、
図
7
一
①
）
、
G
類
（
図
版
七
1
1
、
図
7
1
④
、
図

8
i
①
）
は
格
子
目
の
現
れ
か
た
が
不
明
瞭
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
差
が
生

ず
る
理
由
と
し
て
は
、
叩
板
で
叩
く
際
の
、
粘
土
の
乾
燥
具
合
、
叩
き
か
た

の
強
弱
な
ど
も
考
慮
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
A
l
類
、
G
類
の
叩
目

に
つ
い
て
は
、
む
し
ろ
、
す
で
に
使
い
古
し
た
叩
板
を
使
用
し
た
た
め
に
、
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格
子
目
が
ぼ
け
て
し
ま
っ
た
と
み
ら
れ
る
。
こ
の
解
釈
が
正
し
い
と
す
れ
ば
、

A
l
類
、
G
類
の
製
作
者
は
、
幡
枝
で
初
め
て
瓦
を
作
っ
た
の
で
は
な
く
、

以
前
に
、
ど
こ
か
で
、
す
で
に
瓦
を
作
っ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。

紛
　
「
ヨ
コ
ナ
デ
」
調
整
　
　
幡
枝
窯
跡
の
平
瓦
で
は
、
叩
き
し
め
が
終
わ

っ
た
粘
土
円
筒
の
凸
面
広
端
沿
い
を
、
横
方
向
に
な
で
て
調
整
し
た
も
の
が

多
い
。
こ
の
「
ヨ
コ
ナ
デ
調
整
」
の
目
的
は
わ
か
ら
な
い
。

　
類
に
よ
っ
て
「
ヨ
コ
ナ
デ
調
整
」
の
工
具
が
違
っ
て
い
る
。
D
類
は
幅
数

セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
の
勲
状
工
具
（
図
版
四
…
3
・
4
、
図
9
1
①
②
）
、
E

類
は
そ
れ
よ
り
幅
の
狭
い
歯
状
工
具
（
図
1
0
1
④
）
な
ど
、
各
類
に
特
徴
的

な
工
具
を
使
っ
て
い
る
。
ま
た
、
類
に
よ
っ
て
、
｝
回
の
操
作
に
よ
る
も
の
、

二
～
三
回
の
操
作
に
よ
る
も
の
な
ど
の
違
い
が
あ
る
。
後
者
の
場
合
、
順
次
、

広
端
側
か
ら
狭
端
側
へ
と
操
作
し
て
い
る
。
調
整
の
方
向
は
、
桶
に
向
か
っ

て
右
か
ら
左
へ
（
晴
計
回
り
）
の
場
合
が
多
い
。
た
だ
し
、
そ
の
際
に
、
回

転
台
を
利
用
し
た
か
ど
う
か
は
疑
問
で
あ
る
。
幡
枝
窯
跡
の
平
瓦
で
は
、
ヨ

コ
ナ
デ
調
整
の
方
向
が
、
整
っ
た
水
平
方
向
を
な
す
も
の
が
少
な
い
か
ら
で

あ
る
。

釧
　
分
割
界
線
・
分
割
藏
線
・
分
割
載
面
　
　
　
｝
つ
の
粘
土
円
筒
を
分
割
し
て

作
る
平
瓦
の
枚
数
は
、
普
通
は
四
枚
で
あ
る
。
朝
鮮
例
、
琉
球
例
、
『
天
工

開
物
』
例
も
そ
う
で
あ
り
、
わ
が
国
の
上
代
の
瓦
も
四
枚
取
り
が
多
い
。
し

か
し
、
川
原
寺
の
平
瓦
に
は
、
三
枚
取
り
例
が
知
ら
れ
て
お
り
、
四
枚
取
り

以
外
の
例
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
幡
枝
窯
跡
の
場
合
も
、
四
枚
取
り
が
多

い
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
、
図
5
1
②
の
よ
う
に
、
八
枚
取
り
と
判
断
で
き

る
例
も
あ
る
。

　
藤
島
が
報
告
し
た
朝
鮮
例
、
琉
球
例
、
『
天
工
開
物
鳳
毛
で
は
、
分
割
の

た
め
に
、
桶
の
外
周
四
ヶ
所
に
、
縦
方
向
の
凸
帯
を
つ
け
て
い
る
。
こ
の

「
分
割
凸
帯
扁
に
よ
っ
て
、
粘
土
円
筒
の
内
面
四
ヶ
所
に
、
縦
方
向
の
分
界

線
、
す
な
わ
ち
「
分
割
界
線
」
が
で
き
る
。
朝
鮮
例
、
琉
球
例
で
は
、
桶
の

分
割
凸
帯
が
高
く
突
出
し
て
い
る
た
め
、
粘
土
円
筒
の
内
灘
に
生
じ
る
分
割

界
線
も
、
こ
れ
に
対
応
し
て
深
く
な
っ
て
い
る
。
だ
か
ら
、
粘
土
円
筒
が
乾

燥
し
た
後
（
朝
鮮
例
）
、
あ
る
い
は
粘
土
円
筒
の
ま
ま
焼
成
し
た
後
（
琉
球

例
）
、
こ
の
部
分
に
外
側
か
ら
衝
撃
を
与
え
る
だ
け
で
、
粘
土
円
筒
は
分
割

で
き
る
。

　
と
こ
ろ
が
、
幡
枝
窯
跡
の
平
瓦
の
う
ち
、
側
辺
に
沿
っ
て
一
部
に
分
割
界

線
を
残
す
も
の
（
図
1
0
1
④
⑤
な
ど
）
を
み
る
と
、
せ
い
ぜ
い
五
ミ
リ
メ
ー

ト
ル
程
度
の
浅
い
も
の
で
あ
る
。
こ
の
分
割
界
線
だ
け
で
は
、
瓦
は
分
割
で

き
な
い
。
刃
物
を
こ
の
分
割
界
線
に
沿
っ
て
走
ら
せ
る
た
め
の
目
安
と
し
て

の
役
割
を
果
た
す
も
の
ら
し
い
。

　
関
野
貞
が
引
用
し
た
朝
鮮
の
土
俗
例
で
は
、
粘
土
円
筒
が
生
乾
き
の
時
、

そ
の
内
側
か
ら
縦
に
刃
物
で
四
ヶ
所
に
切
れ
込
み
、
す
な
わ
ち
「
分
割
脚

線
」
を
入
れ
る
。
刃
先
は
、
瓦
の
厚
み
の
三
分
の
二
以
上
に
達
す
る
と
い
う
。
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幡枝窯跡の瓦（佐原）

そ
し
て
、
楽
浪
の
平
瓦
の
側
面
の
凹
面
寄

り
に
も
、
刃
物
の
痕
跡
が
残
っ
て
い
る
と

い
う
。

　
幡
枝
窯
跡
に
お
け
る
平
瓦
の
分
割
載
線

は
、
凹
面
の
広
端
か
ら
亭
亭
へ
、
す
な
わ

ち
粘
土
円
筒
内
面
の
下
方
か
ら
上
方
へ
向

け
て
入
れ
、
丸
瓦
の
分
割
裁
上
は
、
粘
土

円
筒
の
外
面
（
凸
面
側
）
か
ら
入
れ
て
い

る
。
こ
れ
は
、
船
橋
遺
跡
の
場
合
も
同
様

で
あ
る
。
平
瓦
の
分
割
戯
線
の
入
れ
か
た

に
は
、
一
一
種
類
あ
る
（
図
1
2
）
。
E
類
平
瓦

に
お
い
て
は
、
関
野
貞
が
指
摘
し
た
楽
浪

例
と
同
様
、
側
面
の
凹
衝
寄
り
に
認
め
ら

れ
る
。
裁
線
の
深
さ
は
、
平
瓦
の
厚
さ
の

半
分
～
三
分
の
二
に
お
よ
ぶ
が
、
い
ず
れ

も
凸
面
に
は
達
し
て
い
な
い
。
乾
燥
後
、

粘
土
円
筒
を
分
割
し
た
時
に
生
じ
る
分
割

破
面
は
、
側
面
の
凸
面
寄
り
に
ほ
ぼ
平
行

し
た
面
と
し
て
残
る
。
ま
た
、
側
面
の
凹

面
寄
り
に
は
、
分
割
裁
線
に
よ
っ
て
生
じ

1種

疏

影分割破面
○分割三面分割破二

二
　
吻

、ノ
○分割三面

図12　分割裁線の入れ方

た
面
、
す
な
わ
ち
「
分
割
裁
面
」
が
ま
だ
残
っ
て
い
る
（
分
割
裁
面
－
種
）
。

　
と
こ
ろ
が
、
C
類
・
F
類
平
瓦
で
は
、
こ
れ
と
違
っ
た
切
り
か
た
を
す
る
。

す
な
わ
ち
、
刃
物
を
凸
面
ま
で
深
く
切
り
込
む
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
こ
れ

で
は
、
生
乾
き
の
ま
ま
切
り
離
さ
れ
て
し
ま
う
か
ら
、
上
端
と
下
端
は
、
切

り
込
み
を
入
れ
な
い
ま
ま
に
し
て
お
く
。
だ
か
ら
、
乾
燥
後
に
分
割
し
て
で

き
た
側
面
の
大
部
分
は
分
割
戯
面
と
な
り
、
分
割
上
面
は
側
面
の
上
・
下
端

に
だ
け
に
残
る
。
分
割
破
面
と
分
翻
蔵
面
と
の
境
の
線
は
、
側
面
を
斜
め
に

走
る
も
の
が
多
い
（
分
割
載
面
－
種
）
。
と
き
に
は
、
ま
っ
す
ぐ
割
れ
ず
に
、

算
が
つ
い
た
状
態
の
も
の
も
あ
る
（
図
8
…
①
）
。

12

@
乾
燥
　
　
幡
枝
窯
跡
の
瓦
に
お
い
て
は
、
平
瓦
も
丸
瓦
も
、
狭
面
面
に

藁
状
の
圧
痕
が
残
っ
て
い
る
。
圧
痕
は
不
規
則
で
は
な
く
、
X
挙
状
に
交
叉

し
て
い
た
り
、
～
定
方
向
に
並
ん
で
い
る
。
同
種
の
圧
痕
は
、
船
橋
遺
跡
の

平
安
時
代
の
瓦
の
広
端
面
に
も
認
め
ら
れ
、
多
く
の
遺
跡
の
瓦
に
類
例
が
あ

る
と
い
う
。
お
そ
ら
く
、
藁
を
環
状
に
編
ん
で
、
そ
の
上
で
瓦
を
乾
燥
し
た

結
果
で
あ
ろ
う
。
こ
の
解
釈
が
正
し
い
と
す
れ
ば
、
浦
林
亮
次
が
、
飛
鳥
時

代
の
玉
縁
を
も
つ
丸
瓦
に
つ
い
て
指
摘
し
た
こ
と
と
一
致
し
、
飛
鳥
時
代
に

は
、
瓦
の
狭
端
を
下
に
し
て
乾
燥
し
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　
乾
燥
時
に
は
、
粘
土
円
筒
の
径
の
大
き
い
口
を
上
に
し
た
ほ
う
が
、
乾
燥

し
や
す
い
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
不
安
定
な
き
ら
い
が
あ
る
。
乾
燥
時

の
粘
土
円
筒
の
上
下
は
、
桶
を
は
ず
す
方
法
と
も
関
連
す
る
か
も
し
れ
な
い
。
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た
だ
し
、
分
割
裁
線
を
広
端
か
ら
狭
長
に
向
け
て
引
く
の
は
、
桶
を
は
ず
し

た
後
も
、
粘
土
円
筒
が
田
端
を
上
に
、
西
端
を
下
に
し
て
置
か
れ
て
い
た
可

能
性
を
示
す
。
な
お
、
先
に
ふ
れ
た
よ
う
に
、
お
そ
く
と
も
平
安
時
代
に
は
、

こ
の
上
下
は
逆
に
な
っ
て
い
る
。

13

@
分
割
　
　
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
朝
鮮
例
、
琉
球
例
で
は
、
桶
の
外
周

四
ヶ
所
に
、
縦
方
向
の
分
割
凸
帯
を
つ
け
て
お
り
、
こ
れ
で
粘
土
円
筒
の
内

面
に
深
い
分
割
界
線
が
で
き
る
。
粘
土
円
筒
が
乾
燥
し
た
後
、
あ
る
い
は
焼

成
後
に
、
分
割
界
線
の
外
側
を
叩
く
と
、
円
筒
は
割
れ
て
平
瓦
四
枚
が
で
き

る
の
で
あ
る
。

　
幡
枝
窯
跡
の
瓦
の
場
合
は
、
分
割
裁
線
を
新
た
に
入
れ
る
点
は
異
な
る
が
、

割
り
か
た
は
基
本
的
に
同
じ
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
分
割
は
、
す
べ
て
焼
成

に
先
だ
っ
て
行
な
っ
て
い
る
。
た
だ
し
、
次
項
に
あ
げ
る
「
面
取
り
調
整
」

を
す
る
類
と
し
な
い
類
と
で
は
、
分
割
す
る
時
の
粘
土
円
筒
の
乾
燥
度
合
が

異
な
る
可
能
性
が
あ
る
。

　
す
な
わ
ち
、
面
取
り
調
整
を
し
な
い
場
合
は
、
分
割
工
程
で
平
瓦
が
完
成

し
、
た
だ
ち
に
焼
成
工
程
に
は
い
れ
る
の
で
、
十
分
乾
燥
し
て
か
ら
分
割
す

る
と
考
え
ら
れ
る
の
に
対
し
て
、
点
取
り
調
整
を
す
る
場
合
は
、
こ
の
調
整

を
経
て
平
瓦
は
完
成
す
る
。
こ
の
調
整
を
行
な
う
の
は
、
粘
土
円
筒
が
完
全

に
乾
き
き
っ
た
後
で
は
あ
る
ま
い
。

　
事
実
、
多
く
の
場
合
、
面
取
り
し
た
部
分
の
粘
土
の
端
が
、
分
割
裁
面
に

わ
ず
か
に
重
な
っ
て
お
り
、
面
取
り
に
際
し
て
、
な
お
粘
土
が
動
く
状
態
に

あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
面
取
り
し
た
面
で
は
、
工
具
（
箆
）
の
動
い
た
方

向
に
砂
粒
が
移
動
し
た
痕
跡
を
残
す
こ
と
が
あ
る
。
し
か
し
、
分
割
戴
面
で

は
、
砂
粒
の
動
き
を
み
い
だ
す
こ
と
は
稀
で
あ
る
。
こ
れ
は
分
割
界
線
を
入

れ
た
時
期
と
、
面
取
り
の
時
期
が
異
な
る
こ
と
に
よ
る
。
隣
り
合
う
面
で
も
、

乾
燥
の
度
合
に
よ
っ
て
、
砂
粒
が
動
き
に
く
い
時
と
動
き
や
す
い
時
と
が
あ

る
の
だ
ろ
う
。

14

@
面
取
り
の
認
整
　
　
粘
土
円
筒
の
分
割
に
よ
っ
て
、
あ
る
種
の
平
瓦
は
、

い
ち
お
う
仕
上
る
。
あ
と
は
焼
け
ば
よ
い
だ
け
で
あ
る
。
事
実
、
E
類
や
F

類
の
多
く
は
、
そ
の
ま
ま
焼
い
て
い
る
。
丁
寧
に
仕
上
げ
る
場
合
は
、
側
面

の
分
割
破
面
を
箆
で
削
り
取
る
。
こ
れ
で
、
き
た
な
い
分
割
破
面
は
一
掃
さ

れ
る
。
し
か
し
、
分
割
書
面
の
う
ち
、
深
い
部
分
は
凹
み
と
な
っ
て
残
っ
て

い
る
こ
と
も
多
い
。

　
分
割
破
面
を
削
り
取
る
作
業
を
は
じ
め
と
し
て
、
端
面
、
側
面
に
沿
っ
て

～
定
の
幅
で
箆
削
り
す
る
工
程
を
門
面
取
り
調
整
」
と
呼
ぶ
。
面
取
り
調
整

の
有
無
、
ほ
ど
こ
す
部
分
、
調
整
の
程
度
は
、
一
つ
の
類
の
な
か
で
も
、
絶

対
的
に
決
っ
た
も
の
で
は
な
い
。
し
か
し
、
た
と
え
ば
C
類
平
瓦
で
は
、
凹

薦
広
端
に
面
取
り
調
整
を
ほ
ど
こ
す
も
の
が
多
く
、
D
類
平
瓦
で
は
少
な
い

な
ど
、
あ
る
程
度
の
法
則
姓
が
あ
る
。

15

@
焼
成
　
　
同
じ
類
の
瓦
は
、
似
た
堅
さ
、
似
た
色
調
で
あ
る
。
も
ち
ろ

86　（476）



幡枝窯跡の瓦（佐原）

ん
、
ま
っ
た
く
違
っ
た
色
や
質
の
も
の
も
少
数
含
ま
れ
る
が
、
大
勢
と
し
て

は
、
ほ
ぼ
一
様
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
粘
土
の
組
成
が
等
し
い
た
め
、
同
時
に

焼
か
れ
た
た
め
、
あ
る
い
は
別
々
に
焼
か
れ
て
も
、
ほ
ぼ
同
様
な
手
順
で
焼

か
れ
た
た
め
で
あ
ろ
う
。
瓦
の
部
分
に
よ
る
色
の
違
い
は
、
自
然
軸
の
あ
り

が
た
か
ら
、
窯
内
に
お
け
る
置
き
換
え
を
考
え
る
こ
と
も
不
．
珂
能
で
あ
る
ま

い
。
た
だ
し
、
幡
枝
窯
跡
の
瓦
の
な
か
に
は
、
階
段
を
作
る
た
め
に
窯
内
に

敷
い
た
も
の
が
あ
る
。
こ
の
場
合
は
、
何
度
も
火
熱
を
受
け
る
の
で
、
そ
れ

が
本
来
の
色
や
質
を
示
し
て
い
る
と
は
言
え
な
い
。
な
お
、
こ
の
よ
う
な
二

次
的
変
化
を
受
け
た
平
瓦
は
、
特
定
類
に
限
ら
れ
る
．
司
能
性
が
あ
る
。
そ
こ

で
は
、
凹
面
の
上
に
の
せ
た
須
恵
器
の
口
縁
の
痕
が
、
ま
る
く
残
っ
て
い
る
。

凸
面
に
は
そ
の
例
は
な
い
。
当
然
な
が
ら
、
不
安
定
な
た
め
で
あ
ろ
う
。

三
　
考

察

A
　
幡
枝
窯
跡
の
瓦
の
隼
参
差

　
表
2
に
、
平
瓦
各
類
の
、
窯
内
部
で
の
層
位
関
係
を
示
す
。
A
類
に
つ
い

て
は
、
か
ぞ
え
は
じ
め
た
段
階
で
、
異
な
っ
た
類
一
ろ
を
一
緒
に
扱
っ
て
い

る
こ
と
に
気
づ
い
た
の
で
、
本
来
は
異
な
っ
た
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
で
呼
ぶ
べ

き
も
の
を
、
便
宜
的
に
A
1
・
A
2
と
命
名
し
た
。
中
層
か
ら
出
土
し
た
も

の
は
、
お
そ
ら
く
す
べ
て
A
l
類
に
属
し
、
上
層
か
ら
出
土
し
た
も
の
は
A

2
類
に
属
す
る
。
F
類
は
、
小
破
片
で
も
特
徴
が
よ
く
つ
か
め
る
の
で
、
端

紅
・
側
颪
を
欠
く
も
の
も
、
数
に

含
め
て
表
化
し
た
。
他
の
類
に
つ

い
て
は
、
広
端
部
が
現
存
す
る
破

片
の
み
を
扱
い
、
類
別
が
不
明
確

な
も
の
は
省
い
た
。
今
後
の
精
査

に
よ
っ
て
、
各
類
が
明
確
に
識
別

で
き
る
よ
う
に
な
れ
ば
、
能
化
で

き
な
か
っ
た
多
数
の
破
片
も
、

F
・
H
類
以
外
の
各
課
の
数
字
に

プ
ラ
ス
さ
れ
る
か
、
他
の
ア
ル
フ

ァ
ベ
ッ
ト
で
表
示
し
た
新
し
い
欄

に
記
入
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の

よ
う
に
、
今
後
の
調
査
が
進
め
ば
、

若
干
の
補
正
が
必
要
と
な
る
か
も

し
れ
な
い
が
、
現
時
点
で
は
、
表

2
の
結
果
を
も
っ
て
、

た
と
み
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

　
幡
枝
窯
跡
出
土
の
平
瓦
は
、

F
類
と
A
1
類
と
は
、

つ
の
類
は
、

表2　平瓦各類の暦位別数量

A
且

A
2

B C D E F G H

上層 4 2 7 4 1
1

1 17

中層 5 1 34 1

下層 4 1 20 1

各
類
問
の
お
お
よ
そ
の
年
代
関
係
が
明
ら
か
に
な
つ

　
　
　
　
　
　
　
古
段
階
と
新
段
階
の
二
つ
に
大
別
で
き
る
。

　
　
　
　
幡
枝
窯
跡
の
古
段
階
に
属
す
る
瓦
で
あ
る
。
こ
の
二

色
や
作
り
な
ど
で
異
な
っ
た
特
徴
を
も
つ
。
そ
れ
ぞ
れ
を
平
瓦
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F
型
式
、
A
1
型
式
と
呼
ぶ
。
A
2
、
B
、
C
、
D
、
E
、
G
、
H
類
は
、

幡
枝
窯
跡
の
新
段
階
に
属
す
る
瓦
で
あ
る
。
こ
の
う
ち
、
個
性
が
強
く
、
は

っ
き
り
区
別
で
き
る
の
は
E
類
で
あ
る
。
灰
原
出
土
の
H
類
の
な
か
に
は
、

凸
面
広
端
の
仕
上
げ
を
の
ぞ
け
ば
、
他
の
点
で
は
す
べ
て
E
類
と
一
致
す
る

も
の
が
含
ま
れ
て
い
る
。
こ
れ
を
H
1
類
と
し
、
他
の
H
類
と
区
別
す
る
。

E
類
と
H
1
類
と
を
ま
と
め
て
E
H
1
型
式
と
呼
ぶ
。

　
E
類
が
～
点
、
下
層
か
ら
出
土
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
上
層
出
土
例
と
ま

っ
た
く
同
じ
特
徴
を
そ
な
え
て
い
る
。
先
に
、
E
類
を
新
段
階
と
考
え
た
が
、

こ
の
一
例
の
出
土
層
位
が
下
層
で
あ
る
こ
と
が
確
か
な
ら
ば
、
E
類
、
す
な

わ
ち
E
H
1
型
式
の
出
現
自
体
は
、
A
1
型
式
・
F
型
式
と
同
様
、
古
段
階

に
さ
か
の
ぼ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
、
一
型
式
内
で
の
変
化
が
穏
立
た
な

い
程
度
の
時
間
を
、
窯
の
継
続
年
代
と
想
定
で
き
る
。

　
G
類
の
～
例
も
ま
た
下
層
か
ら
出
土
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
凸
面
広
端
の

仕
上
げ
が
違
う
こ
と
を
の
ぞ
け
ば
、
色
、
質
、
他
の
手
法
な
ど
、
す
べ
て
A

1
型
式
そ
の
も
の
で
あ
る
。
む
し
ろ
A
1
型
式
の
変
異
と
し
て
扱
う
べ
き
も

の
で
あ
る
。
な
お
、
A
2
、
B
、
C
、
D
、
G
類
は
、
現
段
階
で
は
、
た
だ

ち
に
型
式
に
置
き
換
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
あ
る
類
は
ま
と
め
ら
れ
て
、

あ
る
類
は
細
分
さ
れ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
型
式
に
整
理
さ
れ
る
だ
ろ
う
。

　
幡
枝
窯
跡
の
丸
瓦
に
つ
い
て
も
、
平
瓦
と
同
様
の
操
作
に
よ
っ
て
、
類

別
・
整
理
し
て
型
式
化
が
可
能
で
あ
ろ
う
。
い
ま
の
と
こ
ろ
、
中
層
か
ら
出

土
し
て
い
る
軒
丸
瓦
a
、
b
類
が
平
瓦
A
1
型
式
、
F
型
式
お
よ
び
そ
れ
ら

に
対
応
す
る
丸
瓦
と
一
組
と
な
り
、
ま
た
、
上
層
出
土
の
軒
丸
瓦
が
上
層
出

土
の
仮
想
数
型
式
の
平
瓦
の
あ
る
も
の
、
お
よ
び
そ
れ
と
セ
ッ
ト
に
な
る
丸

瓦
と
対
応
す
る
こ
と
が
予
想
で
き
る
。

B
　
瓦
の
型
式
・
造
瓦
単
位
・
造
畢
工
房
・
造
瓦
集
団

　
幡
枝
窯
跡
出
土
の
平
瓦
は
、
古
・
新
の
二
段
階
に
わ
け
ら
れ
、
各
段
階
は

二
つ
以
上
の
型
式
か
ら
な
る
。
下
層
・
中
層
に
お
い
て
は
、
二
つ
の
型
式
、

上
層
に
お
い
て
は
、
仮
想
三
～
四
つ
の
型
式
が
あ
る
。

　
こ
こ
で
見
方
を
か
え
て
、
瓦
の
生
産
形
態
を
考
え
る
。
す
で
に
概
観
し
た

よ
う
に
、
桶
巻
作
り
に
よ
る
造
瓦
は
、
か
な
り
複
雑
な
多
く
の
工
程
を
必
要

と
し
て
お
り
、
瓦
工
一
人
の
仕
事
と
し
て
は
無
理
が
あ
る
。
朝
鮮
例
で
は
、

桶
を
移
動
す
る
に
も
、
二
人
が
か
り
で
あ
る
。
『
天
工
開
物
』
の
挿
図
で
も
、

二
、
三
人
が
仕
事
に
あ
た
っ
て
い
る
。
こ
こ
で
、
そ
の
人
数
を
決
め
る
必
要

は
な
い
が
、
　
｝
つ
の
桶
を
用
い
た
一
工
程
の
瓦
造
り
に
は
、
お
そ
ら
く
三
、

四
人
の
瓦
工
が
従
事
し
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
幾
人
か
の
瓦

工
が
一
組
と
な
っ
て
造
瓦
に
従
事
し
た
と
み
ら
れ
る
。
こ
れ
を
「
造
瓦
単

位
」
と
呼
ぶ
。
つ
ま
り
、
も
っ
と
も
小
規
模
の
下
瓦
は
、
一
造
瓦
単
位
に
よ

っ
て
行
な
う
こ
と
に
な
る
。

　
し
か
し
、
二
つ
以
上
の
造
瓦
単
位
が
集
ま
っ
て
仕
事
を
す
る
可
能
性
も
あ
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る
。
し
た
が
っ
て
、
～
つ
の
仕
事
場
、
す
な
わ
ち
門
造
瓦
工
房
」
は
、
一
造

瓦
単
位
に
よ
っ
て
な
る
場
合
、
二
造
瓦
単
位
以
上
に
よ
っ
て
な
る
場
合
を
、

可
能
性
と
し
て
考
え
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
な
お
、
瓦
造
り
の
仕
事
場
は

屡
外
に
あ
る
が
、
適
語
が
な
い
の
で
、
こ
こ
で
は
仮
に
「
造
瓦
工
房
し
の
語

を
使
う
。
こ
の
語
は
、
単
な
る
空
間
的
な
仕
事
場
と
い
う
意
味
に
と
ど
ま
ら

ず
、
造
瓦
単
位
の
集
合
体
と
い
う
意
味
に
拡
大
し
て
使
う
。

　
我
々
が
、
先
に
型
式
と
呼
ん
だ
も
の
の
　
つ
～
つ
は
、
こ
の
一
造
瓦
工
房

の
作
品
で
あ
ろ
う
。
一
型
式
が
二
～
三
類
か
ら
成
り
立
っ
て
い
る
場
合
、
複

数
の
造
型
単
位
か
ら
な
る
造
瓦
工
房
と
の
関
連
が
考
え
ら
れ
る
か
も
し
れ
な

い
。
幡
枝
窯
跡
で
は
、
同
時
に
二
型
式
以
上
の
平
瓦
が
並
存
す
る
。
こ
れ
は
、

同
時
に
、
二
（
あ
る
い
は
そ
れ
以
上
の
）
造
瓦
工
房
が
存
在
し
、
同
じ
窯
を

｝
緒
に
用
い
た
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
あ
ろ
う
。

　
こ
れ
ま
で
、
我
々
は
、
幡
枝
窯
跡
の
瓦
を
扱
う
時
に
、
つ
と
め
て
差
違
を

み
い
だ
そ
う
と
努
力
し
て
き
た
。
こ
こ
で
観
点
を
か
え
て
、
幡
枝
窯
跡
の
平

瓦
事
体
を
見
渡
す
と
、
あ
る
種
の
共
通
性
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
も
ま
た
事
実

で
あ
る
。
こ
の
共
通
性
は
、
幡
枝
窯
跡
の
瓦
を
、
他
の
遺
跡
の
瓦
と
対
比
す

る
こ
と
で
明
確
に
な
る
。

　
た
と
え
ば
、
飛
鳥
寺
跡
出
土
瓦
と
比
べ
る
と
、
以
下
の
特
徴
が
明
ら
か
に

な
る
。
①
幡
枝
窯
跡
の
瓦
の
叩
冒
は
、
板
に
斜
め
に
交
わ
る
線
を
刻
ん
だ

格
子
目
紋
で
あ
る
。
②
「
叩
き
し
め
の
円
弧
」
が
は
っ
き
り
し
な
い
。
③

十
二
凸
面
を
ヨ
コ
ナ
デ
調
整
す
る
も
の
が
多
い
。
こ
れ
は
、
飛
鳥
寺
の
平
瓦

が
、
板
に
直
交
も
し
く
は
斜
交
す
る
延
線
に
よ
る
格
子
叩
定
紋
を
も
ち
、

「
叩
き
し
め
の
円
弧
」
が
明
確
で
、
凸
面
広
端
の
ヨ
コ
ナ
デ
調
整
が
顕
著
で

な
い
事
実
と
対
照
的
で
あ
る
。
ま
た
、
ヨ
コ
ナ
デ
調
整
に
際
し
て
、
回
転
運

動
を
利
用
し
な
い
こ
と
や
、
狭
端
面
に
植
物
圧
痕
を
も
つ
こ
と
も
、
幡
枝
窯

跡
の
瓦
の
共
通
点
で
あ
る
。

　
以
上
の
よ
う
に
検
討
を
進
め
る
と
、
同
時
に
二
つ
以
上
並
存
す
る
と
考
え

た
幡
枝
窯
の
造
瓦
工
房
は
、
全
体
で
一
つ
に
ま
と
ま
っ
た
「
造
畢
集
団
」
を

形
成
し
て
い
た
と
予
想
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
幡
枝
窯
は
、
数
造
瓦
工
房
か
ら

な
る
一
造
瓦
集
団
に
よ
っ
て
経
営
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
ま
で
話
が
お

よ
べ
ば
、
一
造
瓦
集
団
を
形
成
す
る
個
々
の
造
瓦
工
房
の
成
員
が
窯
を
操
業

し
た
の
か
、
ま
た
、
一
造
瓦
集
団
が
、
そ
の
造
瓦
工
房
以
外
に
、
窯
工
を
も

っ
て
い
た
か
も
問
題
に
な
る
。
し
か
し
、
こ
こ
で
は
こ
れ
以
上
の
推
論
は
さ

し
ひ
か
え
よ
う
。

　
つ
ぎ
は
軒
丸
瓦
、
丸
瓦
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
、
い
ず
れ
は
平
瓦
と
セ
ッ
ト

で
扱
え
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
未
整
理
の
現
段
階
で
は
、
平
瓦
と
別
個
に
考

え
る
。
幡
枝
窯
跡
の
軒
丸
瓦
a
、
b
、
c
の
各
類
は
、
先
に
指
摘
し
た
と
お

り
、
異
な
っ
た
手
法
で
丸
瓦
に
接
着
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
a
、
b
類
の

丸
瓦
は
、
色
・
質
に
お
い
て
も
区
別
さ
れ
、
仕
上
げ
も
違
っ
て
い
る
。
こ
の

こ
と
か
ら
、
幡
枝
窯
跡
の
丸
瓦
に
は
最
小
限
三
つ
の
型
式
が
あ
り
、
そ
れ
に
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対
応
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
異
な
っ
た
瓦
当
面
が
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
異
な
っ
た
接

着
手
法
が
と
ら
れ
て
い
る
と
醤
え
る
。
平
瓦
と
同
様
に
、
こ
れ
ら
は
そ
れ
ぞ

れ
異
な
っ
た
造
築
工
房
の
仕
事
で
あ
ろ
う
。

　
こ
の
想
定
は
、
実
は
飛
鳥
寺
瓦
の
整
理
結
果
に
も
示
さ
れ
て
い
る
。
飛
鳥

寺
の
軒
丸
瓦
に
は
、
幡
枝
軒
丸
瓦
a
、
b
類
と
同
様
、
ま
る
い
弁
の
端
に
切

り
込
み
を
入
れ
た
も
の
（
藤
澤
｝
夫
の
「
円
端
切
込
」
と
い
う
表
現
を
借
り

て
「
円
端
切
込
式
」
と
呼
ぶ
）
と
、
角
ば
っ
た
弁
の
先
に
円
点
を
つ
け
た
も

の
（
藤
澤
一
夫
の
用
語
に
よ
っ
て
「
角
端
点
珠
式
」
と
呼
ぶ
）
と
が
あ
る
。

円
端
切
込
式
を
代
表
す
る
飛
鳥
寺
－
型
式
の
軒
丸
瓦
は
、
蔵
頭
円
錐
形
を
二

分
し
た
丸
瓦
部
を
そ
な
え
、
角
端
点
珠
式
を
代
表
す
る
飛
鳥
寺
皿
型
式
の
軒

丸
瓦
は
、
円
筒
二
分
形
に
玉
縁
を
付
加
し
た
丸
瓦
部
を
そ
な
え
て
い
る
。
両

者
は
作
り
も
異
な
り
、
た
と
え
ば
、
回
目
紋
を
残
す
の
は
前
者
に
隈
ら
れ
、

後
者
の
凸
弼
は
よ
く
磨
か
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
セ
ッ
ト
に
な
る
普
通
の
丸

瓦
に
も
、
両
者
が
存
在
す
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
飛
鳥
寺
に
お
い
て

も
、
瓦
当
直
の
差
違
は
、
同
時
に
対
応
す
る
丸
瓦
の
差
と
し
て
現
わ
れ
て
い

る
わ
け
で
あ
る
。
こ
の
差
は
、
幡
枝
窯
跡
の
軒
丸
瓦
・
丸
瓦
で
考
え
た
よ
う

に
、
製
作
技
術
を
異
に
し
、
使
用
す
る
瓦
有
紋
の
瓦
型
を
異
に
す
る
造
面
工

房
の
存
在
を
意
味
す
る
の
で
あ
ろ
う
。

　
丸
瓦
、
平
瓦
の
対
応
関
係
が
不
明
確
で
あ
る
が
、
幡
枝
窯
が
、
複
数
の
造

瓦
工
房
か
ら
な
る
造
面
集
団
に
よ
っ
て
経
営
さ
れ
て
い
た
可
能
性
を
考
え
た
。

瓦
を
消
費
す
る
寺
院
と
瓦
生
産
者
と
は
、
お
そ
ら
く
、
個
々
の
造
言
工
房
と

直
接
に
結
び
つ
い
て
い
た
の
で
な
く
、
造
血
集
団
を
と
い
う
ま
と
ま
り
と
結

び
つ
い
て
い
た
と
想
像
さ
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
幡
枝
窯
跡
か
ら
瓦
を
供
給

さ
れ
た
北
野
廃
寺
の
瓦
を
検
討
す
れ
ば
、
あ
る
程
度
、
見
通
し
を
た
て
る
こ

と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

C
　
百
済
系
・
高
句
麗
系

　
飛
鳥
時
代
の
軒
丸
瓦
は
、
瓦
当
紋
様
の
違
い
に
よ
っ
て
、
百
済
系
と
高
句

麗
系
に
大
別
す
る
こ
と
が
多
い
。
藤
澤
～
央
は
、
両
者
が
多
く
の
寺
院
跡
で

共
存
す
る
だ
け
で
な
く
、
瓦
窯
跡
に
お
い
て
も
、
大
和
平
隆
寺
瓦
窯
の
よ
う

に
共
存
例
が
あ
る
こ
と
、
両
者
の
中
間
的
紋
様
が
存
在
す
る
こ
と
な
ど
か
ら
、

両
者
は
紋
様
系
統
を
異
に
す
る
が
、
同
じ
作
風
に
よ
る
同
一
工
人
た
ち
が
製

作
し
た
も
の
と
考
え
て
い
る
。
幡
枝
窯
跡
に
お
い
て
も
、
百
済
系
と
高
句
麗

系
の
軒
丸
瓦
が
共
存
す
る
の
で
、
藤
澤
の
見
解
は
、
さ
ら
に
妥
当
性
を
強
め

た
か
に
み
え
る
。
し
か
し
、
我
々
は
、
現
在
、
こ
れ
と
ま
っ
た
く
反
対
の
見

解
を
と
っ
て
い
る
。
瓦
当
紋
様
の
み
を
扱
っ
て
い
る
時
に
は
不
明
瞭
な
両
系

の
位
置
づ
け
は
、
両
者
の
丸
瓦
と
の
関
係
に
よ
っ
て
、
か
な
り
明
確
な
も
の

と
な
る
。

　
ま
ず
、
順
序
と
し
て
、
百
済
系
の
な
か
の
二
者
、
す
な
わ
ち
、
賞
罰
切
込

式
と
角
端
点
珠
江
と
の
関
係
か
ら
考
え
る
。
円
端
切
込
式
と
角
端
点
珠
式
の
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軒
丸
瓦
は
、
表
3
の
よ
う
に
、
消
費
遺
跡
に
お
い
て
独
立
し
て
存
在
す
る
場

合
と
、
共
存
し
て
存
在
す
る
場
合
と
が
あ
る
。
大
き
く
み
る
と
、
こ
れ
ら
は

地
方
差
に
も
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
を
、
先
述
し
た
弁
当
紋
様
と
造
瓦
工
房
・

平
瓦
集
団
と
の
関
係
に
結
び
つ
け
て
説
明
す
れ
ば
、
円
端
切
込
式
の
豊
春
を

も
つ
造
瓦
集
団
と
角
端
点
適
々
の
瓦
型
を
も
つ
造
瓦
集
団
と
が
存
在
し
、
そ

の
一
方
か
ら
瓦
を
供
給
さ
れ
た
寺
院
、
両
方
か
ら
瓦
を
供
給
さ
れ
た
寺
院
の

違
い
が
、
表
3
の
違
い
と
し
て
現
わ
れ
た
と
言
え
よ
う
。
そ
れ
が
同
時
に
分

布
差
に
も
な
っ
て
い
る
事
実
は
、
造
瓦
集
団
の
分
布
差
を
反
映
し
て
い
る
の

か
も
し
れ
な
い
。

表3　百済系軒丸瓦の花弁形態による分類

　　　　　弁端の形態

o土遺跡
円端切込式 角端点珠式

囁津　四天王寺 ○

河内　新堂廃寺 ○

大稲　法隆寺 ○

大和　飛鳥寺 ○ ○

大和横井廃寺（中臣寺） ○ ○

山城　高麗寺 ○

山城　北野廃寺 ○

円端　　　　　　角髪　　　　　　尖端

　　図13軒丸瓦の花弁形態の分類

　
高
句
麗
系
軒
丸
瓦
、
す
な
わ
ち
幡
枝
窯
の
軒
丸
瓦
。
類
は
、
丸
瓦
の
接
着

手
法
に
お
い
て
a
、
b
類
と
峻
別
で
き
る
。
a
、
b
類
問
に
も
差
違
が
あ
る

が
、
瓦
当
裏
面
に
押
し
つ
け
る
の
に
先
だ
っ
て
、
丸
瓦
の
先
を
細
く
と
が
ら

せ
る
細
工
の
有
無
は
、
同
～
手
法
の
な
か
で
の
小
さ
な
変
化
と
考
え
て
よ
い
。

し
か
し
。
類
の
そ
れ
は
、
本
質
的
に
a
、
b
類
と
は
異
な
っ
て
い
る
。
と
こ

ろ
が
、
幡
枝
窯
の
百
済
系
・
高
句
麗
系
軒
丸
瓦
の
間
に
認
め
ら
れ
る
瓦
当
と

丸
瓦
と
の
接
着
手
法
の
差
違
は
、
本
場
の
百
済
と
高
句
麗
の
軒
丸
瓦
の
接
着

手
法
に
お
い
て
も
、
そ
っ
く
り
認
め
ら
れ
る
。
こ
の
事
実
は
、
横
山
浩
一
の

教
示
お
よ
び
京
大
考
古
学
教
室
の
蔵
品
の
観
察
に
も
と
つ
く
。
な
お
、
横
山

に
よ
れ
ば
、
浦
林
亮
次
は
、
東
大
建
築
学
研
究
室
所
蔵
の
瓦
に
よ
っ
て
、
こ

の
事
実
を
確
か
め
て
い
る
と
い
う
。

　
幡
枝
窯
の
軒
丸
瓦
。
類
に
み
る
丸
瓦
接
着
手
法
が
、
日
本
の
高
句
麗
系
軒

丸
瓦
に
｝
般
的
な
ら
ば
、
高
句
麗
系
、
百
済
系
の
瓦
当
紋
様
は
、
各
々
の
接

着
手
法
と
セ
ッ
ト
で
日
本
に
も
た
ら
さ
れ
た
可
能
性
が
あ
る
。
両
者
は
、
藤

澤
が
考
え
た
よ
う
に
、
同
一
の
工
人
た
ち
が
製
作
し
た
の
で
は
な
く
、
む
し

ろ
別
の
工
入
た
ち
の
手
に
な
る
も
の
だ
ろ
う
。
先
の
用
語
法
に
も
と
つ
く
な

ら
ば
、
少
な
く
と
も
、
異
な
る
影
野
工
房
の
作
品
と
み
る
べ
き
だ
ろ
う
。
そ

し
て
、
瓦
当
紋
様
だ
け
で
は
な
く
、
製
作
手
法
に
お
け
る
細
部
の
特
徴
も
合

わ
せ
て
臼
本
に
伝
わ
っ
た
の
な
ら
ば
、
高
句
麗
系
瓦
当
紋
様
は
百
済
を
経
由

し
て
日
本
に
伝
わ
っ
た
高
句
麗
百
済
系
、
通
常
の
百
済
系
を
南
梁
百
済
系
と
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呼
び
わ
け
る
藤
澤
の
用
語
法
は
妥
当
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
今
ま
で
ど
お
り
、

高
句
麗
系
、
百
済
系
と
呼
ぶ
ほ
う
が
よ
い
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
今
後
、

百
済
に
お
け
る
高
句
麗
系
軒
丸
瓦
に
関
し
て
、
観
察
を
深
め
る
必
要
が
あ
る

こ
と
も
事
実
で
あ
る
。

　
呼
称
問
題
は
さ
て
お
き
、
百
済
系
の
聖
帝
工
房
が
百
済
系
の
瓦
型
を
、
高

句
麗
系
の
造
瓦
工
房
が
高
句
麗
系
の
瓦
型
を
使
用
し
た
と
い
う
仮
定
を
さ
ら

に
｝
歩
進
め
る
と
、
問
題
と
な
る
の
は
、
百
済
系
軒
丸
瓦
と
高
句
麗
系
軒
丸

瓦
の
あ
り
か
た
の
違
い
、
す
な
わ
ち
前
者
が
独
立
し
て
存
在
す
る
場
合
が
あ

る
の
に
対
し
て
、
後
者
は
、
寺
院
跡
に
お
い
て
も
、
窯
跡
に
お
い
て
も
、
常

に
百
済
系
と
共
存
し
て
い
る
事
実
で
あ
る
。
法
隆
寺
、
四
天
王
寺
、
新
堂
廃

寺
、
飛
鳥
寺
な
ど
が
百
済
系
軒
丸
瓦
の
み
で
創
建
さ
れ
た
寺
院
、
大
和
・
向

原
寺
（
豊
浦
寺
）
、
奥
山
久
米
寺
、
平
心
寺
、
河
内
・
衣
縫
廃
寺
、
船
橋
廃

寺
、
山
城
・
北
野
廃
寺
な
ど
が
、
百
済
系
と
高
句
麗
系
軒
丸
瓦
の
共
存
す
る

寺
院
で
あ
る
。
そ
し
て
高
句
麗
系
軒
丸
瓦
だ
け
が
出
土
す
る
寺
院
や
瓦
窯
は

見
あ
た
ら
な
い
。
こ
の
事
実
を
、
造
瓦
工
房
、
造
説
集
団
の
概
念
に
照
ら
す

と
、
以
下
の
よ
う
な
解
釈
も
可
能
で
あ
る
。

　
百
済
系
の
造
瓦
工
房
の
み
か
ら
な
る
百
済
系
愚
子
集
団
が
存
在
し
た
の
に

対
し
て
、
高
句
麗
系
造
瓦
集
団
は
存
在
し
な
か
っ
た
。
高
句
麗
系
の
瓦
工
は
、

造
瓦
工
房
の
次
元
で
は
実
在
し
て
も
、
他
の
百
済
三
舟
瓦
工
房
と
と
も
に
造

瓦
集
団
を
構
成
し
た
。
飛
鳥
寺
、
四
天
王
寺
、
法
隆
寺
な
ど
、
百
済
系
軒
丸

瓦
だ
け
が
出
土
す
る
寺
院
は
、
百
済
皇
霊
瓦
集
団
か
ら
瓦
を
供
給
さ
れ
た
。

一
方
、
向
原
寺
、
奥
山
久
米
寺
の
よ
う
に
、
両
者
が
出
土
す
る
寺
院
は
、
百

済
翌
翌
瓦
工
房
と
高
句
麗
系
造
瓦
工
房
が
構
成
す
る
造
瓦
集
団
と
関
係
を
も

っ
た
、
と
い
う
解
釈
で
あ
る
。
幡
枝
窯
も
平
隆
寺
窯
も
、
両
造
畢
工
房
か
ら

な
る
造
型
集
団
が
経
営
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
瓦
博
士
と
は
、
こ
こ
で
野
趣
集

団
と
呼
ん
だ
組
織
の
統
率
者
で
も
あ
っ
た
ろ
う
。

　
一
つ
の
寺
院
跡
で
発
見
さ
れ
た
瓦
に
は
、
別
の
造
瓦
集
団
す
な
わ
ち
別
の

窯
か
ら
も
た
ら
さ
れ
た
諸
型
式
や
、
同
じ
窯
で
も
別
の
造
瓦
工
房
か
ら
も
た

ら
さ
れ
た
諸
型
式
が
混
在
し
、
さ
ら
に
は
、
他
の
寺
院
か
ら
転
用
し
た
瓦
も

含
む
。
ま
た
、
寺
院
の
存
続
年
代
に
対
応
し
て
、
出
土
瓦
の
時
代
幅
も
長
期

間
に
お
よ
ぶ
こ
と
が
多
い
。
こ
れ
に
対
し
て
、
一
つ
の
瓦
窯
か
ら
出
土
す
る

瓦
は
、
よ
り
純
粋
な
資
料
で
あ
る
。
二
型
式
以
上
の
瓦
が
同
じ
層
か
ら
出
土

す
れ
ば
、
同
時
期
に
二
つ
以
上
の
造
瓦
工
房
が
存
在
し
た
こ
と
が
わ
か
る
。

遠
く
離
れ
た
場
所
に
あ
る
別
個
の
瓦
窯
間
で
、
瓦
の
型
式
が
～
致
す
れ
ば
、

造
瓦
工
房
の
移
動
が
想
定
で
き
る
な
ど
、
多
く
の
問
題
が
発
展
す
る
可
能
性

が
あ
る
。
な
お
、
本
稿
の
執
筆
に
際
し
て
、
［
藤
澤
一
九
六
～
a
・
一
九
六

～
b
］
や
［
艶
文
研
一
九
五
九
］
を
多
く
参
照
し
た
。

参
考
文
献

石
田
　
茂
作
　
【
九
四
七
年

　
巻
第
一
〇
号

「
布
目
瓦
の
時
代
判
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」
『
考
古
学
雑
誌
』
第
三
四
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浦
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史
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史
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瓦
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九
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年
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飛
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学
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冊

原
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正
三
　
一
九
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九
年
　
　
『
船
橋
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跡
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遺
物
の
研
究
翫
（
噸
大
阪
府
文
化
財
調

　
　
査
報
告
書
』
第
八
輯
）

藤
澤
一
夫
【
九
六
｝
年
a
　
「
日
鮮
古
代
屡
瓦
の
系
譜
」
噸
世
界
美
術
全
集

　
　
第
二
巻
　
日
本
（
2
）
飛
鳥
・
白
鳳
睡
角
川
書
店

藤
澤
　
一
夫
　
皿
九
六
一
年
b
　
「
写
生
」
『
世
界
考
古
学
大
系
　
第
四
巻
　
日
本

　
　
W
盛
平
凡
社

藤
島
亥
治
郎
　
一
九
三
九
年
　
　
「
朝
鮮
瓦
の
製
法
に
就
い
て
」
『
綜
合
菊
瓦
研
究
臨

　
　
第
二
分
冊
（
『
夢
殿
隔
第
一
九
冊
）

横
山
浩
一
・
吉
本
箋
俊
　
一
九
六
三
年
　
「
京
都
市
幡
枝
の
飛
鳥
時
代
瓦
陶
兼
業
窯

　
　
跡
」
『
日
本
考
古
学
協
会
昭
和
三
八
年
度
大
会
研
究
発
表
要
旨
撫

解

説

佐
原
真
さ
ん
と
「
幡
枝
窯
跡
の
瓦
」
　
　
　
「
幡
枝
窯
跡
の
瓦
」
は
、
　
一
〇
〇

一一

N
七
月
一
〇
日
に
、
七
〇
歳
で
亡
く
な
っ
た
佐
原
真
さ
ん
の
未
公
表
レ

ポ
ー
ト
で
あ
る
。
佐
原
さ
ん
は
、
一
九
五
八
年
、
京
都
大
学
大
学
院
文
学
研

究
科
修
士
課
程
に
入
学
し
、
同
博
士
課
程
の
単
位
取
得
退
学
後
は
、
一
九
六

四
～
九
四
年
に
奈
良
国
立
文
化
財
研
究
所
、
一
九
九
四
年
～
二
〇
〇
　
年
に

国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
に
勤
務
し
、
そ
れ
ぞ
れ
奈
良
国
立
文
化
財
研
究
所
埋

蔵
文
化
財
セ
ン
タ
ー
研
究
指
導
部
長
・
同
セ
ン
タ
ー
長
、
国
立
歴
史
民
俗
博

物
館
長
な
ど
の
要
職
を
歴
任
し
た
。
日
本
考
古
学
に
お
い
て
、
佐
原
さ
ん
が

成
し
遂
げ
た
仕
事
と
そ
の
意
義
、
あ
る
い
は
私
た
ち
後
進
に
託
し
た
課
題
に

関
し
て
は
、
二
〇
〇
五
年
一
月
～
九
月
に
刊
行
さ
れ
た
金
関
恕
・
春
成
秀
爾

編
燭
佐
原
真
の
仕
事
』
全
六
巻
（
岩
波
書
店
）
に
詳
し
い
。

　
『
佐
原
真
の
仕
事
2
　
道
具
の
考
古
学
駈
の
解
説
で
述
べ
た
よ
う
に
、
依

原
さ
ん
が
、
一
九
七
二
年
に
公
表
し
た
「
平
瓦
桶
巻
作
り
」
（
叫
考
宵
学
雑

誌
』
第
五
八
巻
第
二
号
、
日
本
考
古
学
会
）
は
、
佐
原
さ
ん
の
観
察
眼
と
観

察
か
ら
導
い
た
推
論
、
そ
し
て
、
そ
の
成
果
の
整
理
・
表
現
・
記
述
力
が
遺

憾
な
く
発
揮
さ
れ
た
名
論
文
で
あ
る
。
屋
根
に
葺
く
瓦
の
中
で
、
最
も
普
遍

的
な
平
瓦
に
つ
い
て
、
製
作
工
程
に
従
っ
て
、
観
察
す
べ
き
ポ
イ
ン
ト
を
整

理
し
た
同
論
文
は
、
現
在
な
お
、
出
土
平
瓦
を
分
析
し
報
告
す
る
際
の
カ
タ

ロ
グ
・
教
本
と
し
て
の
意
義
を
失
っ
て
い
な
い
。
「
幡
枝
窯
跡
の
瓦
扁
は
、

そ
の
「
平
瓦
桶
巻
作
り
漏
執
筆
に
際
し
、
大
阪
府
柏
原
市
船
橋
遺
跡
出
土
瓦
、

奈
良
県
明
日
香
村
の
飛
鳥
寺
・
川
原
寺
跡
出
土
瓦
と
と
も
に
、
実
際
に
佐
原

さ
ん
が
観
察
し
て
、
着
眼
点
や
分
析
法
を
考
え
る
根
拠
に
な
っ
た
考
古
資
料

の
一
つ
で
あ
る
。

「
幡
枝
窯
跡
の
瓦
」
の
意
義
　
　
幡
枝
幸
は
『
京
都
市
遺
跡
地
図
台
帳
』
（
京
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都
市
文
化
市
民
局
二
〇
〇
三
年
刊
）
に
は
、
「
元
稲
荷
窯
跡
」
と
い
う
密
輸

名
で
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
佐
原
さ
ん
が
紹
介
し
た
よ
う
に
、
京
都
市
左
京
区

岩
倉
幡
枝
町
に
所
在
す
る
七
世
紀
前
半
（
飛
鳥
時
代
）
の
雨
意
兼
業
窯
で
、

一
九
六
｝
二
年
、
京
都
大
学
文
学
部
博
物
館
の
助
手
だ
っ
た
横
山
浩
一
さ
ん
が

主
導
し
て
発
掘
調
査
を
実
施
し
た
。
佐
原
さ
ん
が
京
都
大
学
大
学
院
に
在
学

し
た
最
後
の
年
で
あ
る
。
発
掘
し
た
ば
か
り
の
良
好
な
～
括
資
料
を
陸
前
に

し
て
、
す
で
に
大
阪
府
船
橋
遺
跡
の
遺
物
整
理
に
お
い
て
、
原
口
正
三
さ
ん

の
も
と
で
瓦
の
観
察
眼
を
身
に
つ
け
て
い
た
依
原
さ
ん
の
考
古
学
者
魂
が
燃

え
上
が
っ
た
こ
と
は
、
容
易
に
想
像
が
つ
く
。

　
門
平
瓦
桶
巻
作
り
」
の
註
の
な
か
で
、
佐
原
さ
ん
は
「
京
都
大
学
大
学
院

に
お
け
る
浅
野
清
先
生
の
日
本
建
築
史
の
授
業
の
レ
ポ
ー
ト
の
テ
ー
マ
と
し

て
幡
枝
窯
の
平
瓦
と
、
丸
瓦
の
～
部
と
を
整
理
し
て
ま
と
め
た
。
横
山
氏
と

は
、
報
告
書
で
そ
の
内
容
を
公
表
す
る
こ
と
を
約
し
て
い
た
が
、
今
回
御
厚

意
に
よ
っ
て
、
そ
の
一
部
を
公
け
に
す
る
こ
と
が
で
き
た
」
と
述
べ
て
い
る
。

浅
野
清
さ
ん
が
、
京
都
大
学
文
学
部
で
門
日
本
上
代
建
築
遺
跡
と
遺
構
」
を

講
じ
た
の
は
、
一
九
六
三
年
度
後
期
の
集
中
講
義
な
の
で
、
年
度
末
に
提
出

す
る
レ
ポ
ー
ト
の
執
筆
年
月
も
、
お
お
よ
そ
見
当
が
つ
く
。
た
だ
し
、
本
レ

ポ
ー
ト
の
第
三
節
「
考
察
扁
の
原
稿
枠
外
に
は
、
「
後
日
の
付
加
」
と
メ
モ

が
あ
り
、
「
考
察
」
原
稿
の
字
体
も
や
や
異
な
っ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、

浅
野
さ
ん
が
門
考
察
」
を
読
ん
だ
か
ど
う
か
わ
か
ら
な
い
。
し
か
し
、
基
本

的
に
、
一
九
六
四
年
三
月
以
前
に
執
筆
さ
れ
、
将
来
の
幡
枝
窯
の
報
告
書
作

成
の
た
め
に
、
佐
原
さ
ん
が
保
存
し
て
い
た
原
稿
が
、
本
レ
ポ
ー
ト
「
幡
枝

窯
跡
の
瓦
」
な
の
で
あ
る
（
以
下
「
本
レ
ポ
ー
ト
」
と
略
称
）
。

　
本
レ
ポ
ー
ト
に
お
い
て
は
、
「
平
瓦
桶
巻
作
り
」
と
同
様
、
平
瓦
の
製
作

工
程
に
従
っ
て
幡
枝
窯
跡
出
土
の
平
瓦
の
特
徴
を
記
述
し
て
お
り
、
一
九
七

二
年
に
公
表
し
た
論
文
の
原
形
が
、
　
九
六
〇
年
代
の
前
半
ま
で
に
出
来
上

が
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
た
だ
し
、
約
八
年
の
間
に
、
当
然
、
見
解
は

深
ま
る
。
た
と
え
ば
、
本
レ
ポ
ー
ト
で
は
、
粘
土
板
を
型
に
巻
付
け
る
「
粘

土
板
桶
巻
作
り
平
瓦
し
以
外
に
、
す
で
に
粘
土
紐
を
型
に
巻
付
け
る
「
粘
土

紐
器
量
作
り
平
瓦
扁
の
存
在
を
指
摘
し
て
い
る
が
、
呼
称
は
未
定
と
な
っ
て

い
る
。
し
か
も
、
後
者
を
「
肥
後
や
武
蔵
の
よ
う
な
」
「
辺
境
の
技
法
」
と

位
置
づ
け
る
な
ど
、
歴
史
的
評
価
は
妥
当
性
を
欠
く
。
一
九
七
工
業
の
「
平

瓦
桶
巻
き
作
り
」
で
は
、
藤
原
富
に
粘
土
重
富
巻
き
作
り
が
あ
る
と
認
識
し

た
結
果
、
「
辺
境
の
技
法
」
論
は
影
を
潜
め
た
。
ま
た
、
本
レ
ポ
ー
ト
に
お

い
て
「
残
念
な
が
ら
解
決
を
将
来
に
ゆ
だ
ね
る
」
と
述
べ
た
、
同
心
円
紋
当

て
具
痕
は
、
「
平
瓦
桶
巻
作
り
」
に
お
い
て
は
、
「
補
足
の
叩
き
し
め
・
合
板

の
同
心
円
紋
圧
痕
扁
と
し
て
見
事
に
解
決
を
み
た
。
読
者
も
「
平
瓦
春
巻
作

り
」
と
対
比
す
る
こ
と
で
、
佐
原
さ
ん
の
研
究
の
進
歩
の
跡
を
読
み
と
っ
て

い
た
だ
き
た
い
。

　
幡
枝
窯
跡
の
発
掘
調
査
成
果
は
、
同
年
一
〇
月
に
名
古
屋
大
学
で
開
催
さ
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幡枝窯跡の瓦（佐原）

れ
た
日
本
考
古
学
協
会
大
会
に
お
い
て
、
簡
単
に
紹
介
さ
れ
た
に
す
ぎ
な
い
。

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
成
果
は
、
古
墳
時
代
の
終
末
や
飛
鳥
時
代
の
始
ま

り
を
示
す
須
恵
器
編
年
の
基
準
資
料
と
し
て
、
し
ば
し
ば
引
用
さ
れ
て
き
た
。

考
古
学
研
究
者
数
を
倍
増
さ
せ
た
団
塊
の
世
代
が
、
日
本
考
古
学
の
基
礎
知

識
を
学
ん
だ
『
日
本
の
考
古
学
臨
金
七
巻
（
河
出
書
房
、
　
一
九
六
五
～
六
七

年
）
に
お
い
て
は
、
「
古
墳
と
寺
院
と
の
年
代
関
係
一
を
た
ど
る
「
有
力
資

料
」
と
し
て
門
島
枝
古
窯
趾
出
土
の
一
括
遺
物
」
を
挙
げ
、
「
瓦
の
ほ
う
は

飛
鳥
寺
創
建
当
初
の
も
の
と
酷
似
し
て
い
る
の
で
、
こ
の
一
括
遺
物
の
年
代

を
六
世
紀
宋
か
ら
七
世
紀
初
頭
に
限
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
明
言
し
て

い
る
（
近
藤
義
郎
「
古
墳
と
は
な
に
か
扁
『
日
本
の
考
古
学
W
　
古
墳
時
代

〈
上
〉
鳴
一
九
六
六
年
）
。
論
旨
は
明
快
だ
が
、
「
一
括
遺
物
」
の
具
体
的
内

容
を
と
も
な
わ
な
か
っ
た
こ
と
が
惜
し
ま
れ
る
。

　
そ
の
後
も
、
古
墳
時
代
の
終
末
、
あ
る
い
は
飛
鳥
時
代
（
歴
史
時
代
）
の

開
始
を
示
す
基
準
資
料
と
し
て
、
「
飛
鳥
寺
創
建
瓦
に
酷
似
し
た
瓦
と
共
伴

し
た
」
幡
枝
窯
跡
出
土
の
須
恵
器
は
、
し
ば
し
ば
引
用
さ
れ
た
。
し
か
し
、

実
物
を
見
た
研
究
者
は
必
ず
し
も
多
く
な
く
、
そ
の
全
貌
も
不
明
瞭
な
ま
ま

だ
っ
た
。
飛
鳥
寺
創
建
瓦
に
酷
似
す
る
事
実
が
、
年
代
を
限
定
す
る
根
拠
と

な
る
の
か
、
と
い
う
こ
と
も
議
論
の
組
上
に
上
が
っ
た
。
し
か
し
、
同
一
様

式
・
同
年
代
の
認
定
は
、
瓦
窯
紋
様
だ
け
で
な
く
、
圧
倒
的
多
数
を
占
め
る

平
瓦
や
丸
瓦
を
含
め
て
議
論
す
べ
き
こ
と
で
、
全
貌
が
不
明
瞭
な
ま
ま
で
は
、

議
論
が
盛
り
上
が
り
を
欠
い
た
の
も
当
然
で
あ
る
。

　
そ
の
後
、
飛
鳥
な
ど
の
消
費
遺
跡
で
も
七
世
紀
代
の
土
器
編
年
の
基
準
と

な
る
資
料
が
増
加
し
、
京
都
府
宇
治
市
の
隼
上
り
窯
や
京
都
府
八
幡
市
と
大

阪
府
枚
方
市
に
ま
た
が
る
楠
葉
平
野
山
窯
な
ど
、
幡
枝
窯
と
ほ
ぼ
同
時
代
の

瓦
陶
兼
業
窯
の
発
掘
や
検
討
が
進
ん
だ
。
必
ず
し
も
幡
枝
窯
跡
に
頼
ら
ず
と

も
、
古
墳
時
代
の
終
末
、
飛
鳥
時
代
の
開
始
年
代
を
、
土
器
型
式
で
議
論
で

き
る
よ
う
に
な
っ
た
の
だ
。
し
か
し
、
常
に
複
数
の
資
料
を
つ
き
あ
わ
せ
て
、

編
年
や
時
代
相
を
追
究
す
る
考
古
学
に
お
い
て
、
幡
枝
窯
跡
の
史
的
価
値
は

何
ら
衰
え
て
い
な
い
。
そ
の
具
体
的
内
容
の
提
示
と
検
討
は
、
現
在
な
お
重

要
な
意
義
が
あ
る
。

　
た
と
え
ば
、
六
世
紀
後
半
～
七
世
紀
前
半
の
須
恵
器
編
年
を
再
検
討
し
た

菱
田
哲
郎
さ
ん
は
、
三
段
階
に
細
分
し
た
隼
上
り
窯
須
恵
器
編
年
の
第
二
段

階
、
田
辺
昭
三
編
年
の
T
K
一
ご
七
の
初
裏
段
階
、
飛
鳥
地
域
土
器
編
年
の

飛
鳥
1
～
∬
の
過
渡
段
階
に
、
幡
枝
窯
跡
の
須
恵
器
を
位
置
づ
け
、
共
晶
し

た
飛
鳥
寺
式
軒
丸
瓦
（
本
レ
ポ
…
ト
a
類
）
は
飛
鳥
寺
例
よ
り
も
降
っ
た
六

一
〇
年
頃
の
も
の
と
評
価
し
た
（
菱
田
哲
郎
「
畿
内
の
初
期
瓦
生
産
と
工
人

の
動
向
扁
『
史
林
』
六
九
巻
三
号
、
一
九
八
六
年
）
。
た
だ
し
、
飛
鳥
1
の
須

恵
器
は
、
六
四
一
年
に
造
営
を
開
始
し
た
奈
良
県
桜
井
市
山
田
寺
跡
の
整
地

土
壌
か
ら
も
出
土
す
る
（
奈
良
文
化
財
研
究
所
一
山
田
寺
発
掘
調
査
報
告
煕

学
報
六
三
、
二
〇
〇
二
年
）
の
で
、
幡
枝
窯
跡
の
須
恵
器
は
「
一
様
式
」
で
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「
操
業
期
間
は
、
比
較
的
短
か
っ
た
」
と
す
る
本
レ
ポ
ー
ト
の
指
摘
は
現
在

な
お
妥
当
で
も
、
六
一
〇
年
と
い
う
限
定
値
は
直
ち
に
承
認
で
き
そ
う
も
な

い
。

　
ま
た
、
菱
田
さ
ん
が
考
え
た
よ
う
に
、
隼
上
り
窯
の
操
業
開
始
が
幡
枝
窯

に
先
行
す
る
な
ら
、
隼
上
り
窯
に
飛
鳥
寺
式
軒
丸
瓦
が
存
在
せ
ず
、
幡
枝
窯

に
お
い
て
、
飛
鳥
寺
式
軒
丸
瓦
（
本
レ
ポ
ー
ト
a
・
b
類
）
が
隼
上
り
窯
同

範
の
軒
丸
瓦
（
本
レ
ポ
ー
ト
。
類
）
よ
り
古
い
と
層
位
的
に
認
定
し
た
佐
原

説
が
、
ど
の
よ
う
に
整
合
す
る
の
か
も
気
が
か
り
で
あ
る
。
少
な
く
と
も
、

幡
枝
窯
の
年
代
は
、
本
レ
ポ
ー
ト
の
よ
う
に
「
ほ
ぼ
七
世
紀
前
半
に
比
定
で

き
る
」
程
度
で
収
め
て
お
く
の
が
無
難
と
思
わ
れ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
幡
枝
窯
跡
の
須
恵
器
に
関
し
て
は
、
実
物
は
ほ
と
ん
ど
報
告

さ
れ
な
い
ま
ま
、
複
数
の
実
見
者
の
証
言
に
よ
り
、
年
代
的
な
位
置
づ
け
が

議
論
さ
れ
て
い
る
。
量
が
限
ら
れ
て
、
容
易
に
金
印
を
見
渡
す
こ
と
が
可
能

な
須
恵
器
で
あ
る
か
ら
だ
。
ま
た
、
軒
丸
瓦
に
関
し
て
は
、
一
部
で
写
真
も

公
開
さ
れ
、
北
野
廃
寺
で
出
土
し
た
縫
箔
例
な
ど
か
ら
、
そ
の
実
体
の
一
部

は
周
知
の
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
京
都
府
立
山
城
郷
土
資
料
館

の
第
一
圃
特
別
展
の
図
録
欄
山
城
の
古
瓦
』
（
一
九
八
三
年
）
に
は
、
本
レ

ポ
ー
ト
a
類
と
C
類
の
瓦
当
面
の
写
真
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
量

が
膨
大
な
丸
瓦
や
平
瓦
の
特
徴
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
何
ら
言
及
さ
れ
て

い
な
い
。
本
レ
ポ
ー
ト
は
、
そ
れ
を
主
題
に
し
た
唯
｝
の
論
考
な
の
で
あ
る
。

　
成
稿
途
上
、
何
人
か
の
日
本
古
代
瓦
研
究
者
に
、
本
レ
ポ
ー
ト
の
原
稿
に

添
付
さ
れ
た
幡
枝
窯
跡
黒
土
平
瓦
の
写
真
コ
ピ
ー
を
見
せ
る
と
、
一
様
に
い

ぶ
か
し
げ
な
顔
を
し
た
。
現
代
の
研
究
水
準
で
は
、
七
世
紀
前
半
の
平
瓦
と

い
う
よ
り
も
、
七
世
紀
後
半
の
平
瓦
の
イ
メ
ー
ジ
に
近
い
の
だ
。
し
か
し
、

佐
原
さ
ん
が
本
レ
ポ
ー
ト
を
書
い
た
当
時
は
、
「
幡
枝
窯
跡
の
瓦
」
は
七
世

紀
前
半
の
瓦
の
基
準
資
料
だ
っ
た
。
二
〇
〇
五
年
四
月
七
日
、
横
山
浩
一
さ

ん
も
黄
泉
路
に
旅
立
っ
た
。
幡
枝
窯
跡
の
具
体
像
を
示
し
、
そ
の
史
的
価
値

に
照
射
す
る
仕
事
は
、
次
世
代
の
考
古
学
研
究
者
に
委
ね
ら
れ
て
し
ま
っ
た

の
で
あ
る
。
本
レ
ポ
ー
ト
は
、
そ
の
次
世
代
に
送
る
佐
原
さ
ん
に
よ
る
最
後

の
メ
ッ
セ
ー
ジ
で
も
あ
る
。

　
以
上
に
述
べ
た
よ
う
に
、
佐
原
さ
ん
の
「
幡
枝
窯
跡
の
瓦
」
は
、
現
在
の

平
瓦
研
究
の
基
礎
・
基
本
で
あ
る
「
平
瓦
書
巻
作
り
」
の
原
点
と
な
る
レ

ポ
ー
ト
と
し
て
、
研
究
史
的
価
値
が
高
い
ば
か
り
で
な
く
、
古
墳
時
代
の
終

末
、
飛
鳥
時
代
の
開
始
を
示
す
瓦
・
須
恵
器
編
年
の
基
準
と
し
て
利
用
さ
れ

な
が
ら
、
未
報
告
の
ま
ま
だ
っ
た
幡
枝
窯
（
元
稲
荷
窯
〉
跡
の
実
態
の
一
端

を
知
る
上
で
も
貴
重
な
論
考
で
あ
る
。
是
非
、
こ
れ
を
公
表
し
た
い
と
願
っ

た
理
由
で
あ
る
。

門
幡
枝
窯
跡
の
瓦
」
掲
載
の
経
緯
　
　
以
下
、
本
レ
ポ
ー
ト
を
投
稿
す
る
に

至
っ
た
経
緯
を
記
す
。
佐
原
さ
ん
が
、
奈
良
国
立
文
化
財
研
究
所
埋
蔵
文
化

財
セ
ン
タ
ー
の
研
究
指
導
部
長
だ
っ
た
～
九
八
○
年
代
後
半
、
同
セ
ン
タ
ー
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の
研
究
員
だ
っ
た
私
に
「
幡
枝
窯
跡
の
瓦
」
の
コ
ピ
ー
を
渡
し
て
、
「
京
大

在
学
中
に
書
い
た
原
稿
だ
け
ど
、
論
文
集
に
掲
載
す
る
価
値
が
あ
る
か
な
」

と
諮
問
し
た
。
｝
課
し
て
、
（
前
述
の
理
由
で
）
公
表
の
価
値
が
あ
る
と
判

断
で
き
た
の
で
、
そ
の
旨
、
申
し
上
げ
た
。
し
か
し
、
肝
心
の
「
論
文
集
」

に
お
屋
に
か
か
る
こ
と
は
、
つ
い
に
な
か
っ
た
。

　
そ
の
頃
、
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
の
春
成
秀
爾
さ
ん
が
、
佐
原
さ
ん
の
還

暦
を
記
念
し
て
、
銅
鐸
論
を
中
心
と
し
た
論
文
集
を
刊
行
し
よ
う
と
悪
戦
苦

闘
し
て
い
た
こ
と
は
、
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
長
退
任
記
念
と
し
て
、
よ
う

や
く
日
の
目
を
見
た
佐
原
真
『
銅
鐸
の
考
古
学
』
（
東
京
大
学
出
版
会
、
二

〇
〇
二
年
刊
）
の
末
尾
に
、
春
成
さ
ん
が
記
し
た
「
後
記
（
一
九
九
二
年
）
」

「
続
後
記
（
　
九
九
八
年
）
」
門
続
々
後
記
（
二
〇
〇
二
年
）
」
を
読
ん
で
、

初
め
て
知
っ
た
。

　
春
成
さ
ん
か
ら
、
『
佐
原
真
の
学
事
』
刊
行
計
画
を
聞
い
た
と
き
、
「
幡
枝

窯
跡
の
瓦
」
の
収
録
を
提
案
し
よ
う
と
思
っ
た
。
し
か
し
、
本
文
に
不
可
欠

の
挿
図
に
関
し
て
は
、
メ
モ
写
真
の
コ
ピ
ー
が
原
稿
に
貼
付
さ
れ
て
い
る
だ

け
な
の
で
、
改
め
て
本
文
に
従
っ
て
図
を
作
る
手
間
を
考
え
る
と
、
次
々
と

仕
事
を
こ
な
し
て
、
周
囲
も
ペ
ー
ス
に
巻
き
込
む
春
成
さ
ん
に
、
こ
れ
を
申

し
出
る
勇
気
は
と
て
も
湧
か
な
か
っ
た
。
そ
し
て
、
私
の
手
元
に
は
「
幡
枝

窯
跡
の
瓦
」
の
原
稿
コ
ピ
ー
だ
け
が
残
っ
た
。

　
な
お
、
「
幡
枝
窯
跡
の
瓦
」
に
添
付
さ
れ
た
メ
モ
写
真
は
、
浪
貝
毅
さ
ん

が
撮
影
し
た
と
明
記
さ
れ
て
い
る
。
浅
野
清
さ
ん
へ
の
レ
ポ
ー
ト
は
、
連
名

で
提
出
し
た
の
だ
ろ
う
か
。
浪
貝
さ
ん
は
、
京
都
大
学
大
学
院
博
士
課
程
を

終
え
、
京
都
市
お
よ
び
日
本
の
埋
蔵
文
化
財
行
政
の
基
礎
作
り
に
尽
力
し
た

が
、
夫
折
レ
た
。
私
が
入
学
し
た
当
時
、
京
都
大
学
考
古
学
研
究
会
の
学
生

を
率
い
て
、
長
岡
京
内
裏
正
殿
や
比
叡
山
横
川
中
堂
、
円
勝
寺
跡
の
発
掘
な

ど
を
主
導
し
た
。
現
在
の
私
が
あ
る
上
で
の
、
恩
人
の
一
人
で
も
あ
る
。

　
崔
英
姫
さ
ん
は
、
韓
国
の
豊
国
大
学
大
学
院
で
考
古
学
を
学
び
、
修
士
論

文
で
江
原
地
方
の
高
麗
時
代
瓦
を
分
析
・
考
察
し
た
才
媛
で
あ
る
。
二
〇
〇

六
年
、
京
都
大
学
大
学
院
博
士
後
期
課
程
に
編
入
学
し
、
同
僚
で
朝
鮮
考
古

学
を
専
攻
す
る
吉
井
秀
夫
さ
ん
が
指
導
に
当
た
っ
て
い
た
。
吉
井
さ
ん
が
、

韓
国
に
長
期
出
張
す
る
こ
と
に
な
り
、
留
守
中
の
指
導
を
依
頼
さ
れ
た
。
御

希
望
は
、
日
本
の
｝
括
出
土
平
瓦
の
調
査
・
分
析
と
の
こ
と
。
分
析
す
る
な

ら
　
括
性
の
高
い
生
産
遺
跡
の
瓦
だ
。
す
ぐ
に
総
合
博
物
館
で
保
管
し
て
い

る
幡
枝
窯
跡
の
瓦
の
こ
と
が
頭
に
浮
か
ん
だ
。

　
博
物
館
の
山
中
　
郎
さ
ん
に
こ
と
わ
っ
て
、
阪
口
英
毅
さ
ん
の
案
内
で
、

麗
さ
ん
と
幡
枝
窯
跡
の
資
料
を
見
た
。
私
が
学
生
の
時
は
、
旧
陳
列
館
の
屋

根
裏
部
屋
に
う
ず
た
か
く
積
ま
れ
、
と
て
も
簡
単
に
見
ら
れ
る
状
態
に
な
か

っ
た
資
料
だ
。
見
る
と
平
瓦
を
納
め
た
木
箱
の
横
に
、
A
類
、
F
類
な
ど
の

ラ
ベ
ル
を
添
付
し
た
も
の
が
あ
る
。
思
わ
ず
声
を
上
げ
た
。
佐
原
さ
ん
の
分

類
だ
。
こ
れ
を
「
幡
枝
窯
跡
の
瓦
」
の
原
稿
と
対
照
し
、
内
容
に
沿
っ
て
、
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崔
さ
ん
に
原
稿
の
浄
書
や
図
面
の
製
作
を
し
て
も
ら
え
ば
、
①
未
知
の
幡
枝

窯
跡
出
土
瓦
の
一
端
が
明
ら
か
に
な
る
。
②
佐
原
さ
ん
の
未
発
表
原
稿
が
公

表
で
き
る
。
③
羅
さ
ん
の
日
本
語
の
勉
強
、
研
究
の
＝
蒲
に
も
な

る
。
…
こ
れ
を
一
石
三
鳥
と
い
わ
ず
し
て
何
と
言
お
う
。
佐
原
さ
ん
の

悪
筆
を
知
ら
な
い
崔
さ
ん
は
、
喜
ん
で
引
き
受
け
て
く
れ
た
。

　
し
か
し
、
事
態
は
そ
れ
ほ
ど
導
く
は
な
か
っ
た
。
佐
原
分
類
に
従
っ
て
、

該
当
す
る
平
瓦
を
抽
出
し
よ
う
と
し
て
も
、
必
ず
し
も
ラ
ベ
ル
ど
お
り
の
モ

ノ
が
箱
に
入
っ
て
い
な
い
の
だ
。
分
類
後
、
四
〇
年
以
上
を
経
過
す
れ
ば
当

然
だ
。
そ
の
間
、
新
し
い
文
学
部
博
物
館
の
竣
工
な
ど
に
と
も
な
い
、
何
度

か
の
移
転
も
余
儀
な
く
さ
れ
て
い
る
。
結
局
、
羅
さ
ん
と
、
半
日
か
け
て
、

幡
枝
窯
出
土
品
を
納
め
た
箱
を
す
べ
て
通
覧
し
、
お
目
当
て
の
瓦
を
捜
索
し

た
。
そ
れ
で
も
出
て
こ
な
い
資
料
が
あ
っ
た
。
と
く
に
「
叩
き
し
め
の
円

弧
」
が
見
え
ず
、
佐
原
さ
ん
を
悩
ま
せ
た
F
類
平
瓦
の
完
形
品
が
見
つ
け
ら

れ
な
か
っ
た
の
は
、
痛
恨
の
き
わ
み
で
あ
る
。
代
わ
り
に
、
F
類
平
瓦
の
破

片
を
た
く
さ
ん
図
化
し
て
、
全
体
像
に
近
づ
こ
う
と
し
た
。
天
国
の
佐
原
さ

ん
は
、
許
し
て
く
れ
る
だ
ろ
う
か
。
な
お
、
行
方
不
明
の
F
類
平
瓦
完
形
品

は
、
佐
原
さ
ん
が
「
八
枚
取
り
と
判
断
」
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
代
用
品
と

し
た
図
5
1
②
の
簿
曲
と
幅
の
度
合
は
、
せ
い
ぜ
い
五
枚
取
り
程
度
で
、
八

枚
取
り
と
判
断
で
き
る
個
体
は
見
つ
か
ら
な
か
っ
た
。

　
御
遺
族
に
佐
原
さ
ん
の
「
幡
枝
窯
跡
の
瓦
」
の
公
表
を
承
諾
し
て
頂
く
た

め
、
春
成
さ
ん
に
事
情
を
告
げ
て
、
連
絡
先
を
伺
っ
た
。
し
ば
ら
く
の
後
、

春
成
さ
ん
か
ら
電
話
が
あ
っ
た
。
な
ん
と
「
幡
枝
窯
跡
の
瓦
」
の
初
校
が
、

手
元
に
あ
る
と
い
う
の
だ
。
「
論
文
集
扁
の
た
め
、
佐
原
さ
ん
は
出
版
社
に

原
稿
を
渡
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
渡
す
前
に
、
原
稿
に
手
を
入
れ
た
か
ど

う
か
気
に
な
り
、
春
成
さ
ん
に
お
願
い
し
て
、
初
校
コ
ピ
ー
を
送
っ
て
頂
い

た
。
＝
様
式
偏
が
「
一
様
四
季
扁
と
な
る
な
ど
、
印
刷
所
の
初
歩
的
入
力

ミ
ス
が
目
立
つ
が
、
手
元
の
原
稿
コ
ピ
ー
と
対
照
し
て
も
、
佐
原
さ
ん
が
、

書
き
換
え
て
入
稿
し
た
様
子
は
見
え
な
か
っ
た
。

成
稿
に
際
し
て
　
　
本
レ
ポ
ー
ト
成
稿
に
際
し
、
基
本
的
に
原
稿
を
尊
重
し

た
。
し
か
し
、
明
ら
か
な
誤
字
や
矛
盾
、
歴
史
評
価
と
関
係
の
な
い
単
純
な

誤
解
を
修
正
し
、
重
複
す
る
記
述
を
削
除
し
、
表
現
不
足
を
補
っ
た
。
ま
た
、

旧
字
体
を
現
行
字
体
に
改
め
、
ひ
ら
が
な
表
記
・
カ
タ
カ
ナ
表
記
・
漢
字
表

記
が
交
雑
し
て
い
た
表
記
法
を
統
一
し
、
本
文
中
に
挿
入
さ
れ
た
引
用
文
献

を
、
抽
出
方
式
で
文
末
に
一
括
し
た
。
造
瓦
民
俗
例
な
ど
は
、
く
り
返
し
引

用
さ
れ
て
い
る
が
、
原
稿
に
し
た
が
い
、
初
出
時
に
引
用
を
明
記
す
る
に
と

ど
め
た
。
さ
ら
に
、
奈
良
国
立
文
化
財
研
究
所
で
後
進
を
指
導
し
た
時
の
佐

原
さ
ん
に
な
ら
い
、
受
動
表
現
を
能
動
表
現
に
改
め
て
、
文
章
を
ス
リ
ム
化

し
た
部
分
が
あ
る
。

　
し
か
し
、
本
レ
ポ
ー
ト
の
研
究
史
的
意
義
を
尊
重
し
て
、
先
述
の
「
辺
境

の
技
法
」
論
や
、
現
在
な
ら
「
ヨ
コ
ハ
ケ
」
と
呼
ぶ
「
櫛
状
工
具
に
よ
る
ヨ
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コ
ナ
デ
」
な
ど
、
一
九
六
〇
年
代
前
半
と
い
う
時
代
的
制
約
に
よ
る
認
識
不

足
や
用
語
は
、
「
土
俗
」
な
ど
、
現
代
で
は
死
語
に
近
い
表
現
も
含
め
て
、

あ
え
て
改
訂
し
て
い
な
い
。
｝
方
で
、
軒
丸
瓦
の
丸
瓦
部
に
お
け
る
竪
穴
の

開
け
直
し
の
指
摘
や
、
高
句
麗
系
軒
丸
瓦
の
接
着
手
法
の
指
摘
な
ど
、
現
在

な
お
新
鮮
で
、
今
後
、
類
例
に
も
と
つ
く
事
実
関
係
の
再
検
討
や
意
義
づ
け

を
必
要
と
す
る
所
見
の
ほ
う
に
注
蟹
し
て
い
た
だ
き
た
い
。
ま
た
、
三
節

「
考
察
」
に
お
い
て
、
窯
跡
出
土
瓦
が
造
瓦
組
織
復
原
資
料
と
し
て
有
効
で

あ
る
事
実
を
看
破
し
た
の
は
先
駆
的
見
解
で
あ
る
が
、
分
析
に
際
し
て
駆
使

し
た
「
造
瓦
単
位
」
「
造
瓦
工
房
」
「
造
瓦
集
団
」
概
念
の
有
効
性
に
つ
い
て

は
、
今
後
な
お
検
討
を
要
す
る
だ
ろ
う
。

　
「
幡
枝
窯
跡
の
瓦
扁
は
、
発
掘
後
一
年
も
経
ず
に
執
筆
さ
れ
た
。
出
土
瓦

は
す
べ
て
洗
浄
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
所
要
空
写
を
差
し
引
く
と
、
充
分
な
整

理
・
検
討
時
間
が
あ
っ
た
と
は
思
え
な
い
。
二
節
門
B
平
瓦
の
製
作
技
術
偏

の
冒
頭
で
、
佐
原
さ
ん
自
身
が
門
分
類
は
不
完
全
」
と
断
っ
て
い
る
理
由
で

あ
る
。
三
節
「
考
察
」
と
対
照
す
れ
ば
、
整
理
中
、
執
筆
申
に
も
分
類
基
準

が
揺
ら
い
で
い
る
の
が
わ
か
る
。
表
1
「
平
瓦
分
類
表
」
は
、
添
付
写
真
に

佐
原
さ
ん
が
書
き
込
ん
だ
メ
モ
書
き
を
、
本
文
の
記
述
と
合
わ
せ
て
文
章
化

し
た
が
、
表
化
す
る
の
に
十
分
な
観
察
項
目
が
網
羅
さ
れ
て
い
な
い
。
分
類

に
際
し
て
設
定
さ
れ
た
「
類
」
と
「
型
式
」
の
区
別
も
理
解
し
に
く
い
。
た

と
え
ば
、
佐
原
分
類
に
お
い
て
は
、
凸
面
叩
板
の
原
体
差
を
、
十
分
に
検
討

し
て
い
な
い
。
た
し
か
に
「
幡
枝
窯
跡
の
瓦
」
は
、
そ
の
差
を
認
知
し
に
く

い
資
料
で
は
あ
る
。
し
か
し
、
「
平
瓦
蟻
巻
作
り
」
の
議
論
に
沿
っ
て
、
臼

本
や
韓
国
で
行
な
わ
れ
て
い
る
平
瓦
研
究
の
現
在
の
水
準
か
ら
す
れ
ば
、

「
幡
枝
窯
跡
の
瓦
」
の
分
類
は
、
明
ら
か
に
見
劣
り
す
る
。
た
と
え
ば
、
窪

さ
ん
は
、
凸
面
機
翼
の
原
体
同
定
に
は
じ
ま
り
、
多
く
の
属
性
を
連
鎖
さ
せ

て
、
高
麗
平
瓦
を
分
類
し
て
お
り
、
そ
の
作
業
の
一
端
は
韓
国
で
既
に
発
表

さ
れ
て
い
る
（
崔
英
姫
「
江
原
地
方
高
麗
時
代
遡
7
1
舛
叫
豊
田
研
究
」

『
文
化
史
學
』
一
二
号
、
二
〇
〇
四
年
）
。
現
在
の
観
察
眼
で
「
幡
枝
窯
跡

の
瓦
」
を
再
検
討
し
、
さ
ら
に
共
晶
し
た
須
恵
器
と
の
関
係
を
解
明
す
る
作

業
は
、
次
世
代
研
究
考
の
仕
事
で
あ
る
。

　
佐
原
さ
ん
が
先
鞭
を
つ
け
た
平
瓦
研
究
は
、
必
ず
し
も
、
現
在
で
も
瓦
研

究
の
主
流
に
な
っ
て
は
い
な
い
。
一
九
七
〇
年
代
前
半
に
は
、
佐
原
さ
ん
を

越
え
る
研
究
は
な
く
、
一
九
七
〇
年
代
も
後
半
に
い
た
っ
て
、
宮
城
県
多
賀

城
な
ど
で
、
佐
原
さ
ん
の
「
平
瓦
桶
巻
作
り
」
を
教
本
に
、
地
域
や
実
物
に

即
し
た
分
析
が
深
ま
る
。
し
か
し
、
膨
大
量
を
分
析
対
象
と
す
る
平
瓦
研

究
・
丸
瓦
研
究
は
、
ま
だ
低
調
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
佐
原
さ
ん
が
越
え
ら

れ
な
か
っ
た
壁
が
、
現
在
な
お
越
え
ら
れ
な
い
ま
ま
に
、
破
行
的
に
研
究
が

進
展
し
て
い
る
面
も
あ
る
。

　
た
と
え
ば
、
佐
原
さ
ん
は
、
布
目
圧
痕
に
お
け
る
経
（
縦
糸
）
と
緯
（
横

糸
）
を
、
布
の
単
位
当
た
り
の
本
数
で
区
別
し
よ
う
と
し
た
。
経
の
本
数
が
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緯
の
本
数
を
上
ま
わ
る
と
い
う
の
だ
。
こ
の
見
解
は
「
平
瓦
書
巻
作
り
」
に

お
い
て
、
明
確
な
分
類
基
準
と
し
て
提
起
さ
れ
た
。
し
か
し
、
平
織
の
布
を

織
る
際
に
、
緯
打
具
で
強
く
緯
を
打
ち
込
め
ば
、
緯
の
密
度
は
増
す
。
本
数

の
多
寡
は
、
必
ず
し
も
経
緯
を
区
別
す
る
基
準
に
な
ら
な
い
。
だ
か
ら
、
図

5
1
①
の
布
の
継
ぎ
合
わ
せ
法
に
関
す
る
佐
原
さ
ん
の
説
明
は
誤
り
で
、
布

の
耳
同
士
を
継
い
だ
痕
跡
と
理
解
し
た
方
が
よ
い
。

　
そ
の
後
、
佐
原
さ
ん
の
基
準
で
、
布
の
経
緯
を
分
類
す
る
研
究
は
な
く
な

っ
た
が
、
む
し
ろ
瓦
の
側
辺
（
縦
）
と
端
野
（
横
）
に
平
行
す
る
糸
の
本
数

を
そ
れ
ぞ
れ
数
え
て
、
糸
の
密
度
を
議
論
す
る
こ
と
が
多
く
な
っ
た
。
し
か

し
、
瓦
の
布
目
圧
痕
を
観
察
し
て
、
使
用
し
た
布
の
経
緯
を
区
別
す
る
の
は
、

そ
れ
ほ
ど
困
難
で
は
な
い
。
平
織
の
布
は
、
ピ
ン
と
張
っ
た
経
に
、
比
較
的

ル
ー
ズ
な
緯
を
潜
ら
せ
て
織
る
。
緊
張
状
態
の
経
に
対
し
て
、
緯
が
上
下
に

く
ね
り
な
が
ら
直
交
す
る
わ
け
だ
。
圧
痕
で
は
わ
か
り
に
く
い
が
、
粘
土
で

型
を
と
っ
て
観
察
す
る
と
、
経
緯
の
区
別
は
九
割
が
た
可
能
で
あ
る
。
近
年

は
、
布
の
綴
じ
合
わ
せ
痕
跡
な
ど
を
主
な
根
拠
に
、
布
を
個
体
識
別
し
て
平

瓦
や
丸
瓦
を
分
類
す
る
の
が
流
行
ら
し
い
。
し
か
し
、
佐
原
さ
ん
が
こ
だ
わ

り
続
け
て
、
区
別
で
き
な
か
っ
た
布
の
経
緯
を
理
解
で
き
て
い
る
か
、
い
さ

さ
か
気
が
か
り
で
あ
る
。
織
り
の
技
術
を
知
ら
ず
、
布
を
正
し
く
分
類
で
き

る
と
は
思
え
な
い
か
ら
で
あ
る
。

　
現
在
な
お
、
軒
瓦
の
み
を
研
究
対
象
と
し
て
、
圧
倒
的
多
数
を
占
め
る
平

瓦
や
丸
瓦
を
報
告
す
ら
し
な
い
研
究
者
は
少
な
く
な
い
。
も
ち
ろ
ん
手
間
と

時
間
を
考
え
れ
ば
、
よ
り
情
報
量
の
多
い
軒
瓦
を
中
心
に
議
論
す
る
理
由
も

分
か
る
が
、
数
の
限
ら
れ
た
軒
瓦
情
報
だ
け
で
、
重
大
な
結
論
を
導
く
こ
と

は
慎
む
よ
う
、
自
戒
す
る
今
日
こ
の
頃
で
あ
る
。
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