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□

要

旨

現
在
三
重
県
四
日
市
市
で
﹁
四
日
市
萬
古
焼
﹂
は
︑
経
済
産
業
大
臣
指
定
の
伝
統
的
工
芸
品
と
い
う
地
域
文
化
的
な
立
場
を
み
せ
な
が
ら
も
︑
人
々

の
生
業
と
し
て
地
域
の
経
済
を
支
え
て
い
る
︒
文
化
の
面
で
も
産
業
の
面
で
も
北
伊
勢
地
域
の
顔
と
も
い
え
る
︑
こ
の
四
日
市
の
や
き
も
の
は
何

時
︑
ど
の
よ
う
に
始
ま
り
︑
ど
う
い
っ
た
地
政
的
要
因
に
よ
っ
て
最
終
的
に
四
日
市
萬
古
焼
と
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
︒

四
日
市
萬
古
焼
は
︑
江
戸
中
期
元
文
年
間
︵
一
七
三
六
～
四
一
︶
に
桑
名
で
萬
古
焼
を
創
製
し
た
沼
波
弄
山
︑
江
戸
後
期
文
政
年
間
︵
一
八
一
八

～
二
九
︶
に
同
じ
く
桑
名
で
萬
古
焼
を
再
興
し
た
森
与
一
郎
︑
與
五
左
衛
門
︑
乃
至
彼
ら
の
技
術
の
継
承
者
が
四
日
市
に
移
っ
た
こ
と
に
よ
っ
て

今
に
伝
わ
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
︒
こ
れ
ま
で
﹁
萬
古
焼
の
伝
播
﹂
は
幕
末
か
ら
明
治
に
か
け
て
伊
勢
桑
名
で
始
ま
っ
た
再
興
萬
古
で
あ
る
﹁
有

節
萬
古
﹂
の
影
響
に
よ
り
東
北
の
二
本
松
や
秋
田
︑
北
関
東
の
足
利
に
伝
わ
っ
た
こ
と
が
建
言
さ
れ
て
い
る
が
︑
四
日
市
萬
古
焼
も
︑
四
日
市
は

桑
名
の
隣
地
と
は
言
え
︑
創
業
者
も
陶
法
技
術
も
使
用
粘
土
さ
え
も
全
く
異
な
り
︑
そ
の
始
ま
り
は
﹁
萬
古
焼
の
伝
播
﹂
に
よ
る
も
の
と
い
え
る
︒

﹁
萬
古
焼
の
伝
播
﹂
の
元
と
な
っ
た
の
は
江
戸
後
期
文
政
年
間
に
始
ま
っ
た
新
萬
古
︵
註
一
︶で

あ
る
︒
そ
の
桑
名
で
興
っ
た
新
萬
古
が
県
内
外
へ
と
広
が

り
を
見
せ
︑
最
終
的
に
四
日
市
に
根
付
く
こ
と
に
な
る
過
程
を
︑
や
き
も
の
と
い
う
伝
統
工
芸
の
技
術
伝
承
と
い
う
観
点
か
ら
考
察
し
て
み
る
こ

と
と
す
る
︒
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１
．

多
面
性
を
も
つ
萬
古
焼

萬
古
焼
は
江
戸
時
代
中
期
の
元
文
年
間
八
代
将
軍
徳
川
吉
宗
の
時
代
に
伊
勢
の
小
向
で
開
窯
し
た
︒
こ
の
時
期
は
陶
磁
器
の
歴
史
の
中

で
は
仁
清
・
乾
山
の
時
代
と
木
米
や
仁
阿
弥
道
八
の
時
代
の
ち
ょ
う
ど
中
間
に
当
る
︵
註
二
︶︒

桑
名
の
豪
商
沼
波
弄
山
︵
一
七
一
八
～
七
七
︶
が

創
め
︑
そ
の
青
磁
・
交
趾
な
ど
東
洋
陶
磁
の
写
や
︑
白
化
粧
さ
れ
た
器
に
色
と
り
ど
り
の
釉
薬
で
彩
ら
れ
た
色
絵
の
や
き
も
の
は
時
代
の

賞
賛
を
受
け
︑
地
元
だ
け
で
な
く
将
軍
の
御
膝
元
で
あ
る
江
戸
に
も
進
出
し
︑
当
時
は
国
内
で
も
高
く
評
価
さ
れ
た
や
き
も
の
で
あ
っ
た
︒

弄
山
亡
き
後
弄
山
の
妻
八
百
と
使
用
人
安
達
新
兵
衛
が
遺
志
を
継
ぎ
製
陶
事
業
を
継
承
す
る
が
︑
八
百
の
死
後
子
供
た
ち
は
製
陶
に
興
味

が
な
く
一
八
〇
〇
年
頃
一
度
廃
れ
て
し
ま
う
︒

萬
古
焼
は
伊
勢
の
﹁
地
方
窯
﹂
に
分
類
さ
れ
説
明
さ
れ
る
︒﹁
地
方
窯
︵
じ
か
た
が
ま
︶
﹂
と
い
う
定
義
は
現
在
の
と
こ
ろ
一
定
で
は
な
い
︵
註
三
︶︒

日
本
国
中
に
地
方
窯
は
数
え
き
れ
な
い
く
ら
い
あ
る
が
︑
現
代
に
や
き
も
の
の
産
地
と
し
て
残
る
も
の
の
う
ち
六
古
窯
と
い
わ
れ
て
い
る

常
滑
︑
瀬
戸
︑
信
楽
︑
越
前
︑
備
前
︑
丹
波
以
外
は
江
戸
時
代
に
操
業
し
だ
し
た
も
の
と
い
っ
て
よ
い
︒
そ
う
い
っ
た
江
戸
時
代
に
始
め

ら
れ
た
窯
は
︑
藩
主
導
で
藩
主
が
奨
励
︑
保
護
︑
窯
場
設
置
に
援
助
が
な
さ
れ
た
窯
や
︑
商
人
が
や
き
も
の
を
売
り
出
す
た
め
に
行
っ
た

窯
な
ど
が
一
般
的
で
あ
る
が
︑
萬
古
焼
は
全
く
異
質
で
他
の
類
型
に
当
て
は
ま
ら
な
い
や
き
も
の
と
い
え
る
︒
沼
波
弄
山
と
い
う
桑
名
の

商
人
が
︑
自
ら
の
個
人
的
興
味
︵
商
売
で
な
く
御
庭
焼
的
︶
と
趣
味
で
始
め
︑
そ
れ
が
京
都
や
江
戸
で
評
判
に
な
り
︑
将
軍
に
呼
ば
れ
江
戸

に
出
て
将
軍
家
御
用
達
と
な
る
の
で
あ
る
︵
製
作
場
所
を
移
動
す
る
︑
桑
名
藩
主
で
な
く
将
軍
の
御
用
達
︶︒
ま
た
作
品
に
つ
い
て
は
商
売
で
は

焼
か
な
か
っ
た
と
も
伝
わ
り
︑
全
容
の
詳
細
は
今
も
謎
に
包
ま
れ
て
︑
な
お
か
つ
弄
山
一
代
︵
厳
密
に
い
う
と
八
百
ら
が
受
け
継
ぐ
︶
で
忽

然
と
消
え
る
︒
そ
の
上
で
後
世
伊
勢
の
や
き
も
の
と
し
て
で
は
な
く
﹁
江
戸
の
や
き
も
の
︑
江
戸
萬
古
﹂
と
し
て
も
定
着
し
て
し
ま
う
︒

伝
統
工
芸
に
お
け
る
陶
法
技
術
の
伝
承
に
つ
い
て
︵
岡
村
︶
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程
な
く
﹁
伊
勢
の
や
き
も
の
﹂
は
文
政
年
間
頃
︑
沼
波
家
と
は
全
く
所
縁
の
な
い
桑
名
の
骨
董
舗
森
与
一
郎
有
節
︵
陶
祖
与
一
郎
︶
が
︑

煎
茶
趣
味
に
適
う
薄
く
て
軽
い
木
型
造
の
急
須
や
装
飾
に
釉
薬
を
厚
く
盛
り
上
げ
て
立
体
的
に
見
せ
る
盛
絵
な
ど
︑
古
萬
古
の
異
国
情
緒

的
な
も
の
で
は
な
く
大
和
復
古
調
の
新
し
い
萬
古
焼
︵
新
萬
古
有
節
焼
︶
を
桑
名
の
地
で
始
め
た
︵
註
四
︶︒

こ
の
新
し
い
萬
古
焼
は
様
々
な
化
学

反
応
を
引
き
起
こ
し
︑
幕
末
に
陶
祖
与
一
郎
の
子
森
與
五
左
衛
門
有
節
・
與
兵
衛
千
秋
兄
弟
や
︑
三
重
県
松
坂
射
和
の
地
に
竹
川
竹
斎
︑

同
県
津
の
安
濃
津
阿
漕
で
倉
田
久
八
ら
が
そ
れ
ぞ
れ
の
意
志
で
異
な
っ
た
﹁
萬
古
焼
﹂
を
想
起
し
︑
明
治
初
頭
に
は
︑
弄
山
が
興
し
た
古

い
萬
古
や
有
節
の
新
萬
古
の
技
術
と
は
ま
た
違
っ
た
持
ち
味
の
様
々
な
や
き
も
の
が
北
勢
の
地
を
中
心
に
勃
興
す
る
の
で
あ
る
︒

ま
た
萬
古
は
伊
勢
だ
け
で
は
な
い
︒
前
述
の
江
戸
萬
古
以
外
に
も
︑
そ
の
起
源
や
伝
わ
り
は
様
々
で
あ
る
が
︑
福
島
県
の
二
本
松
萬
古

焼
や
鴫
山
萬
古
焼
︑
秋
田
県
の
秋
田
萬
古
焼
︑
栃
木
県
の
足
利
萬
古
焼
な
ど
の
萬
古
を
冠
す
る
や
き
も
の
が
各
地
に
興
る
の
で
あ
る
︵
註
五
︶︒

そ

れ
ぞ
れ
の
地
域
で
焼
か
れ
た
や
き
も
の
に
は
そ
れ
ぞ
れ
異
な
っ
た
特
徴
や
工
法
が
見
ら
れ
︑
萬
古
焼
が
多
面
性
を
持
っ
た
特
異
な
や
き
も

の
と
い
え
る
︒

２
．

倣
い
萬
古
と
萬
古

s
t
y
l
e

何
故
○
○
萬
古
︵
○
○
は
地
名
で
倣
い
萬
古
の
こ
と
︶
と
萬
古
を
冠
す
る
や
き
も
の
が
幕
末
明
治
期
に
広
が
り
を
見
せ
る
の
か
︒
今
ま
で

は
﹁
有
節
の
発
明
し
た
木
型
を
使
っ
て
素
人
で
も
簡
単
に
作
陶
で
き
る
よ
う
に
な
る
た
め
︑
維
新
後
の
新
し
い
経
済
活
動
の
一
環
と
し
て

陶
器
作
り
が
取
り
入
れ
ら
れ
た
﹂
と
い
う
こ
と
が
萬
古
を
冠
す
る
や
き
も
の
の
説
明
で
︑
二
本
松
や
秋
田
︑
足
利
だ
け
で
な
く
︑
本
場
桑

名
や
四
日
市
で
も
言
わ
れ
て
き
た
︒
有
節
の
始
め
た
新
萬
古
の
技
術
的
な
伝
播
が
あ
っ
た
︵
木
型
造
の
技
法
︶
こ
と
で
﹁
萬
古
風
﹂
で
あ
っ

た
り
﹁
○
○
萬
古
﹂
と
言
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
り
と
考
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
︑
果
た
し
て
そ
う
で
あ
ろ
う
か
︒
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維
新
後
の
当
時
︑
日
本
で
は
殖
産
興
業
が
盛
ん
に
叫
ば
れ
︑
そ
の
中
で
も
陶
磁
器
は
西
欧
諸
外
国
︵
列
強
と
呼
ば
れ
る
国
々
︶
に
唯
一
文

化
的
に
対
抗
で
き
る
工
芸
品
で
あ
っ
た
こ
と
は
当
時
の
博
覧
会
資
料
か
ら
も
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
︒
日
本
各
地
の
や
き
も
の
の
中
で

萬
古
焼
は
既
に
京
焼
や
薩
摩
焼
︑
伊
万
里
焼
等
の
や
き
も
の
を
時
に
凌
駕
す
る
ほ
ど
有
名
な
も
の
で
あ
っ
た
と
い
え
る
︒

そ
の
賞
賛
の
対
象
の
技
術
は
木
型
使
用
だ
け
で
な
く
手
捏
成
形
に
よ
る
﹁
紙
の
よ
う
に
薄
く
て
軽
い
が
丈
夫
﹂
な
こ
と
と
装
飾
技
法
が

エ
ナ
メ
ル
質
の
釉
薬
を
盛
り
上
げ
る
い
わ
ゆ
る
盛
絵
や
練
込
︵
マ
ー
ブ
ル
・
杢
目
︶
な
ど
が
他
陶
に
類
の
な
い
も
の
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て

い
る
︒

薄
く
て
軽
く
丈
夫
な
こ
と
と
盛
絵
は
新
萬
古
有
節
焼
の
一
つ
の
特
徴
で
あ
る
が
︑
詳
細
に
当
時
の
史
料
や
今
に
残
る
作
品
を
見
て
い
く

と
︑
一
概
に
﹁
有
節
萬
古
か
ら
の
木
型
の
伝
播
﹂
と
は
違
う
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
分
る
︒

ま
ず
明
治
十
年
に
開
催
さ
れ
た
日
本
各
地
の
主
要
産
業
の
粋
を
集
め
て
開
催
さ
れ
た
第
一
回
内
国
勧
業
博
覧
会
の
出
品
目
録
に
お
け
る

萬
古
風
の
陶
器
に
つ
い
て
み
て
み
る
︒
二
本
松
萬
古
焼
の
大
島
義
質
は
﹁
急
須
︑
徳
利
︑
菓
子
皿
﹂
を
出
品
し
︑
ど
れ
も
﹁
陶
萬
古
形
﹂

と
記
載
さ
れ
︑
木
型
成
形
の
作
品
で
﹁
萬
古
風
ニ
倣
ヒ
一
層
ノ
造
意
ヲ
観
ル
﹂
と
評
価
さ
れ
花
紋
賞
牌
を
受
け
て
い
る
︒
鴫
山
萬
古
焼
の

笈
川
坤
六
は
﹁
急
須
︑
土
瓶
︑
燗
徳
利
︑
蛙
形
湯
沸
︑
月
見
形
花
瓶
﹂
を
出
品
︑
ど
れ
も
﹁
陶
萬
古
焼
﹂
と
記
載
さ
れ
︑
彼
は
褒
状
を
受

賞
し
て
い
る
︒
実
際
の
物
で
は
な
い
が
そ
れ
に
類
す
る
作
品
は
﹃
鴫
山
萬
古

︱

そ
の
源
流
と
変
遷

︱

﹄
に
載
る
器
物
よ
り
推
測
で
き
る

が
︑
表
面
を
指
で
押
さ
え
た
指
頭
文
と
蛙
な
ど
の
造
形
物
を
張
付
け
た
恐
ら
く
内
型
で
は
あ
る
が
底
部
分
と
主
胴
部
分
を
分
離
し
て
製
作

さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
︑
組
立
式
の
細
工
木
型
で
は
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
︒

秋
田
萬
古
焼
の
佐
伯
貞
治
は
﹁
牡
丹
海
棠
コ
ブ
シ
ノ
花
模
様
急
火
焼
︑
葡
萄
造
付
急
須
︑
蓮
造
付
急
須
︑
木
目
肌
紅
葉
急
須
︑
木
目
肌

桜
花
急
須
︑
鍔
釜
形
急
須
︑
竹
手
結
急
須
︑
達
磨
形
急
須
︑
竹
手
急
須
︑
桜
花
形
急
須
︑
湯
冷
器
︑
瓢
箪
切
透
葡
萄
切
透
茶
巾
挿
︑
紅
葉

鹿
蕗
菓
子
皿
︑
書
画
水
指
︑
蓮
ノ
葉
彫
茶
台
︑
菊
形
茶
台
︑
蓮
葉
彫
茶
碗
︑
蕗
造
付
茶
壺
︑
蓮
造
付
急
須
﹂
と
多
数
を
出
品
し
て
い
る
︒

伝
統
工
芸
に
お
け
る
陶
法
技
術
の
伝
承
に
つ
い
て
︵
岡
村
︶
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特
に
目
録
に
は
萬
古
と
は
表
記
は
な
い
が
﹁
西
京
及
桑
名
製
ノ
器
物
ニ
似
テ
自
ラ
別
ナ
リ
意
匠
宜
シ
ト
ス
﹂
と
評
価
さ
れ
︑
特
に
達
磨
形

急
須
と
蕗
造
付
茶
壺
を
﹁
最
モ
良
作
﹂
と
さ
れ
花
紋
賞
牌
を
受
け
て
い
る
︒
蓮
形
の
多
用
や
﹁
木
目
肌
﹂
と
い
う
練
込
技
法
を
使
っ
て
い

る
点
は
ど
ち
ら
か
と
い
う
と
四
日
市
萬
古
焼
的
な
感
じ
が
す
る
が
︑﹁
西
京
及
桑
名
﹂
に
似
て
い
る
と
の
評
価
は
︑
当
時
桑
名
や
西
京
の

出
品
作
の
傾
向
が
佐
伯
の
作
品
か
ら
推
測
で
き
る
例
と
い
え
る
︒

あ
ま
り
知
ら
れ
て
い
な
い
が
︑
山
形
の
平
清
水
焼
も
萬
古
風
の
や
き
も
の
を
作
っ
て
い
た
こ
と
が
こ
の
第
一
回
内
国
勧
業
博
覧
会
の
審

査
評
語
に
よ
り
分
る
︒
山
形
の
佐
藤
利
兵
衛
が
出
品
し
て
い
る
平
清
水
焼
陶
工
奥
山
三
藏
作
の
﹁
山
水
草
花
模
様
急
須
﹂
は
磁
器
で
あ
っ

た
よ
う
だ
が
︑
そ
の
評
価
に
﹁
陶
質
萬
古
二
類
シ
テ
粘
硬
ナ
リ
形
状
優
雅
製
作
其
式
ニ
適
フ
﹂
と
評
さ
れ
花
紋
賞
牌
を
受
け
︑
三
蔵
の
子

奥
山
三
五
郎
は
自
ら
﹁
錆
地
菊
形
透
桐
彩
色
珈
琲
碗
︑
乳
入
︑
砂
糖
壺
︑
急
須
﹂
を
出
品
︑
ど
れ
も
﹁
磁
﹂
の
み
と
記
載
が
あ
る
が
﹁
能

久
萬
古
ノ
式
ヲ
模
倣
ス
﹂
と
し
て
父
同
様
花
紋
賞
牌
を
受
賞
し
て
い
る
︒
萬
古
に
類
し
て
粘
硬
で
あ
る
こ
と
や
形
状
が
優
美
で
あ
る
こ
と

が
﹁
萬
古
ノ
式
﹂
で
あ
っ
た
こ
と
が
分
る
︒

次
に
ア
メ
リ
カ
人
で
明
治
初
頭
の
日
本
を
陶
器
収
集
で
駆
け
抜
け
た
エ
ド
ワ
ー
ド
・
シ
ル
ヴ
ェ
ス
タ
ー
・
モ
ー
ス
の
﹃
C
a
ta
lo
g
u
e
o
f

th
e
M
o
rse
C
o
lle
ctio
n
o
f
Ja
p
a
n
e
se
P
o
tte
ry
﹄︵
一
九
〇
一
：
以
降
訳
題
﹃
日
本
陶
器
目
録
﹄
と
す
る
：
註
六
︶
を
見
て
み
る
︒
萬
古
焼
に
つ

い
て
は
伊
勢
國
以
外
に
︑
武
藏
國
で
﹁
江
戸
萬
古
﹂︵
伊
勢
國
と
同
様
の
説
明
で
作
品
は
挙
が
っ
て
い
な
い
︶
が
項
建
て
さ
れ
て
い
る
︒
岩
代

國
に
は
﹁
二
本
松
﹂︵
im
ita
tio
n
o
f
B
a
n
k
o
p
o
tte
ry
:萬
古
の
模
造
品
︶
が
項
建
て
さ
れ
て
は
い
る
が
産
地
に
つ
い
て
の
説
明
は
な
く
︑
作
品

五
点
と
印
影
五
点
︑
伊
勢
國
の
萬
古
解
説
の
﹁
有
節
﹂
項
中
に
二
本
松
萬
古
が
紛
れ
込
ん
で
い
る
︵
﹁
雙
松
﹂
印
︶
も
の
が
一
点
あ
る
の
み

で
あ
る
︒
あ
と
の
秋
田
や
山
形
︑
下
野
︵
足
利
︶
に
つ
い
て
は
﹁
萬
古
﹂
に
関
し
て
特
に
記
載
が
な
い
こ
と
か
ら
︑
流
通
量
が
少
な
か
っ

た
た
め
か
収
集
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
︒
た
だ
興
味
深
い
こ
と
に
越
後
国
新
発
田
焼
と
山
城
國
の
於
多
福
庵
と
鸞
亭
と
い
う

や
き
も
の
に
対
し
て
﹁
萬
古
風
︵
B
a
n
k
o
sty
le
︶﹂
と
し
て
そ
れ
ぞ
れ
解
説
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
︒
モ
ー
ス
の
新
発
田
焼
標
本
二
点
は
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白
土
と
赤
土
が
使
わ
れ
無
釉
で
手
捏
ね
作
品
の
よ
う
で
あ
る
︒
他
に
見
る
新
発
田
焼
の
作
品
は
︑
張
付
や
急
須
の
型
の
様
式
が
鴫
山
萬
古

に
よ
く
似
た
器
形
を
し
て
い
る
︵
註
七
︶︒

ま
た
山
城
國
於
多
福
庵
︑
鸞
亭
に
つ
い
て
解
説
の
中
に
あ
る
作
品
は
︑
於
多
福
庵
は
﹁
表
面
が
繊
細
に

凸
凹
し
て
お
り
一
枚
の
粘
土
を
た
た
ん
で
作
る
﹂
た
た
み
作
り
で
作
ら
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
︒
鸞
亭
は
白
土
の
素
焼
き
の
も
の
で
暑
い

白
釉
が
掛
か
っ
て
い
る
作
品
が
挙
げ
ら
れ
︑
蓮
形
の
テ
ィ
ー
ポ
ッ
ト
形
状
の
も
の
も
作
ら
れ
て
い
た
よ
う
だ
︒

こ
れ
ら
の
資
料
か
ら
︑
二
本
松
の
﹁
萬
古
風
ニ
倣
ヒ
﹂
と
い
う
部
分
と
︑
平
清
水
の
評
価
に
出
て
く
る
﹁
其
式
﹂﹁
萬
古
ノ
式
﹂︑
モ
ー

ス
の
言
う
﹁
B
a
n
k
o
sty
le﹂
は
︑
実
際
の
出
品
作
品
が
今
の
と
こ
ろ
不
詳
で
あ
る
た
め
目
録
等
記
載
に
よ
り
推
測
す
る
ほ
か
な
い
が
︑

前
述
博
覧
会
出
品
作
品
や
モ
ー
ス
収
集
標
本
の
特
徴
か
ら
︑
た
た
み
作
り
を
基
本
と
す
る
﹁
陶
法
技
術
﹂
と
磁
器
質
的
硬
度
を
持
ち
そ
の

上
手
捻
成
形
や
木
型
成
形
し
や
す
い
﹁
土
﹂︵
せ
っ
き
質
︶
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
︒

３
．

萬
古
特
有
の
技
法
﹁
た
た
み
作
り
﹂
と
﹁
細
工
木
型
﹂

幕
末
か
ら
明
治
初
頭
に
見
ら
れ
る
萬
古
焼
の
技
術
的
特
徴
の
中
で
︑﹁
萬
古
様
式
﹂
や
﹁
萬
古
風
﹂
と
し
て
一
般
に
認
識
さ
れ
て
い
た
﹁
陶

法
技
術
﹂
と
﹁
土
﹂
の
う
ち
︑
陶
法
技
術
は
﹁
木
型
﹂
の
使
用
が
技
術
伝
承
に
と
っ
て
重
要
と
考
え
ら
れ
る
︒
そ
の
萬
古
特
有
の
技
法
に

関
連
し
て
︑
以
下
に
﹁
細
工
木
型
﹂
と
木
型
を
使
っ
た
工
程
﹁
た
た
み
作
り
﹂
に
つ
い
て
そ
れ
ぞ
れ
の
﹁
伝
わ
っ
た
系
統
﹂
を
考
え
て
み
る
︒

萬
古
焼
の
型
成
形
の
特
徴
の
一
つ
に
﹁
た
た
み
作
り
﹂
と
い
う
も
の
が
あ
る
︒
萬
古
焼
の
た
た
み
作
り
の
作
品
と
し
て
は
﹁
布
山
﹂
製

と
﹁
堀
友
直
﹂
製
の
も
の
が
よ
く
知
ら
れ
る
︒
た
た
み
作
り
の
﹁
た
た
み
﹂
は
︑
そ
の
器
の
表
面
仕
上
げ
の
状
態
が
床
材
の
﹁
畳
﹂
に
似

て
い
る
か
ら
と
い
う
説
も
あ
る
が
︑
陶
土
を
引
き
延
ば
し
板
道
に
し
た
も
の
を
木
型
に
た
た
む
様
に
押
し
付
け
て
作
る
一
種
の
﹁
タ
タ
ラ

作
り
﹂
か
ら
と
い
う
説
が
妥
当
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
︒
原
色
陶
器
大
辞
典
に
は
﹁
中
国
中
部
の
や
き
も
の
に
は
こ
の
手
法
を
用
い

伝
統
工
芸
に
お
け
る
陶
法
技
術
の
伝
承
に
つ
い
て
︵
岡
村
︶
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た
も
の
が
多
く
︑
わ
が
国
に
お
い
て
も
型
物
に
は
数
多
く
み
ら
れ
る
︒
大
正
時
代
ま
で
は
常
滑
の
小
径
の
土
管
の
成
型
に
は
こ
れ
が
多
く

用
い
ら
れ
﹂
と
あ
る
︒

型
作
り
の
基
本
的
な
作
り
方
で
あ
っ
た
よ
う
だ
が
︑
幕
末
期
に
こ
の
﹁
タ
タ
ラ
作
り
﹂
は
京
都
で
︑
簡
易
な
皿
等
だ
け
で
な
く
︑
茶
器

等
製
作
に
応
用
的
に
行
わ
れ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
︒
萬
古
焼
の
中
で
﹁
た
た
み
作
り
﹂
は
京
都
と
関
係
す
る
こ
と
が
少
な
く
な
い
︒

布
山
由
太
郎
は
京
都
で
商
売
の
修
行
を
し
て
い
た
際
︑
清
水
焼
の
窯
場
に
出
入
り
を
し
て
作
陶
を
覚
え
て
い
っ
た
伝
承
が
あ
る
︒
も
う

一
人
桑
名
の
走
井
萬
古
の
陶
工
精
華
は
京
都
よ
り
加
藤
茂
右
衛
門
に
呼
ば
れ
作
陶
し
︑
走
井
萬
古
閉
窯
後
︑
唯
福
寺
に
寄
寓
し
て
四
日
市

萬
古
焼
に
作
品
を
残
し
た
と
さ
れ
る
︒
こ
の
﹁
精
華
﹂
は
名
の
み
伝
わ
り
︑
作
品
の
詳
細
も
不
明
で
︑
も
し
か
す
る
と
四
日
市
で
は
別
号

で
作
陶
し
て
い
た
か
も
し
れ
な
い
が
︑
誰
を
指
す
の
か
今
の
と
こ
ろ
不
明
で
あ
る
︒
詳
細
は
不
明
だ
が
窯
道
具
も
作
り
︑
山
中
忠
左
衛
門

の
窯
で
作
品
を
焼
い
た
こ
と
も
伝
わ
る
︵
註
八
︶︒

倣
い
萬
古
の
二
本
松
萬
古
焼
創
業
に
関
わ
っ
た
山
下
春
吉
の
協
力
者
で
京
都
か
ら
迎
え
ら
れ
た
三
浦
屋
文
助
も
畳
作
り
の
名
手
で
あ
っ

た
と
も
伝
わ
っ
て
い
る
︵
註
九
︶︒

堀
友
直
自
体
は
京
都
で
修
行
し
た
と
い
う
伝
え
は
な
い
が
︑
堀
友
直
自
身
の
申
告
に
よ
る
と
︑
自
ら
の
技
法
は
﹁
自
己
研
究
﹂
に
よ
り

編
み
だ
し
た
と
し
て
お
り
︵
註
十
︶︑

桑
名
の
佐
藤
久
米
造
や
京
焼
の
技
術
を
参
考
に
し
た
と
考
え
ら
れ
る
︒
ま
た
堀
友
直
の
工
房
︵
堀
窯
︶
は
︑

当
初
の
長
島
か
ら
四
日
市
へ
移
る
際
︑
ま
ず
羽
津
の
志
氐
野
陶
器
の
協
力
を
得
た
と
の
こ
と
も
伝
わ
る
が
︑
こ
の
窯
は
田
端
教
証
と
の
関

係
も
あ
っ
た
と
思
わ
れ
︵
後
述
︶︑
そ
の
際
京
都
の
技
術
を
持
つ
﹁
精
華
﹂
と
の
関
係
も
少
な
か
ら
ず
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
︒

た
た
み
作
り
の
次
に
萬
古
焼
の
木
型
造
で
あ
る
が
︑
萬
古
焼
が
産
業
と
し
て
成
り
立
つ
き
っ
か
け
に
な
っ
た
﹁
轆
轤
成
型
技
術
に
比
べ
︑

誰
に
で
も
す
ぐ
で
き
る
成
形
方
法
﹂
と
し
て
よ
く
説
明
さ
れ
る
︒
そ
の
内
型
発
明
は
﹁
森
有
節
﹂
が
日
本
で
最
初
と
い
わ
れ
︑
製
法
と
製

品
は
世
の
中
の
賞
賛
を
受
け
た
と
い
わ
れ
て
い
る
︒
今
ま
で
の
通
説
で
行
く
と
︑
発
明
の
き
っ
か
け
は
提
灯
作
り
か
ら
発
想
を
得
た
と
い
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わ
れ
て
い
る
︒

木
型
の
類
型
で
現
在
木
型
の
作
り
や
実
物
が
分
る
も
の
は
︑
朝
日
町
所
蔵
の
森
有
節
家
伝
来
の
木
型
群
と
︑
二
本
松
萬
古
井
上
窯
が
所

蔵
し
て
い
る
伝
二
本
松
萬
古
焼
木
型
群
︑
亀
山
市
旧
家
に
伝
来
し
て
い
る
鈴
鹿
関
萬
古
焼
木
型
及
び
四
日
市
萬
古
焼
の
作
品
に
残
る
木
型

趾
の
四
つ
あ
る
が
︑
関
萬
古
焼
の
型
は
四
日
市
よ
り
伝
わ
っ
た
も
の
で
あ
り
︑
系
統
と
し
て
は
三
つ
と
考
え
ら
れ
る
︒

こ
の
う
ち
明
ら
か
に
系
統
が
違
う
も
の
は
森
有
節
家
伝
来
の
木
型
で
あ
る
︒
他
の
二
系
統
が
﹁
作
品
を
木
型
か
ら
作
る
﹂
た
め
に
存
在

し
て
い
る
も
の
に
対
し
︑
有
節
家
木
型
は
﹁
作
品
を
作
る
た
め
の
木
型
﹂
と
し
て
存
在
し
て
い
る
点
で
他
の
類
型
と
考
え
方
が
ま
る
で
違

う
︒
作
品
を
作
る
た
め
に
︑
そ
の
作
品
に
あ
っ
た
木
型
を
作
っ
た
た
め
︑
口
縁
の
広
さ
に
よ
っ
て
分
解
で
き
る
木
片
の
数
を
少
な
い
も
の

で
四
片
か
ら
多
い
も
の
で
十
片
ま
で
増
や
し
︑そ
れ
に
よ
っ
て
心
棒
断
面
の
形
状
も
正
方
形
か
ら
十
角
形
と
い
う
具
合
に
作
ら
れ
て
い
る
︒

そ
ん
な
有
節
家
の
木
型
は
量
産
に
向
い
て
い
る
と
は
言
え
な
い
︒
な
ぜ
な
ら
極
め
て
緻
密
で
精
巧
な
︑
そ
れ
こ
そ
が
芸
術
品
と
い
え
る
木

型
を
作
る
の
に
膨
大
な
技
術
と
時
間
が
必
要
だ
か
ら
だ
︒

有
節
家
木
型
の
製
作
は
い
つ
か
ら
作
ら
れ
た
の
か
不
明
で
あ
る
︒
た
だ
天
保
七
年
藩
主
臨
席
の
許
で
披
露
さ
れ
た
陶
技
が
﹁
轆
轤
﹂
と

さ
れ
て
い
る
こ
と
︑
天
保
十
年
製
の
三
重
県
指
定
文
化
財
御
神
酒
徳
利
は
簡
易
な
内
型
︵
部
分
的
に
分
割
さ
れ
て
成
形
し
接
合
し
て
い
る
︶
で

作
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
︑
細
工
木
型
に
つ
い
て
の
発
明
は
そ
れ
以
降
︑
早
く
て
も
天
保
末
期
と
考
え
ら
れ
る

︵
註
十
一
︶︒

四
日
市
萬
古
焼
の
型
は
基
本
的
に
と
て
も
シ
ン
プ
ル
で
︑
有
節
家
木
型
の
よ
う
に
口
縁
の
大
き
さ
に
よ
っ
て
分
解
で
き
る
木
片
数
を
変

え
る
こ
と
な
く
類
型
も
ほ
ぼ
一
つ
︵
心
棒
断
面
は
四
角
形
で
木
片
は
八
個
︶
で
︑
大
き
さ
と
成
形
様
式
︵
達
磨
形
︑
南
瓜
形
や
提
灯
形
等
︶
に

必
要
な
型
が
つ
く
ら
れ
て
い
る
︒

こ
の
木
型
は
有
節
家
か
ら
伝
わ
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
か
︒
木
型
製
作
に
関
し
て
不
可
解
な
伝
承
が
あ
る
︒
技
術
の
秘
匿
に
力
を
入
れ
て

い
た
森
有
節
が
︑
独
自
に
発
明
し
た
機
密
の
塊
細
工
木
型
を
︑
桑
名
の
刳
り
物
師
佐
藤
久
米
造
に
渡
し
て
製
作
を
依
頼
し
た
と
い
う
伝
承

伝
統
工
芸
に
お
け
る
陶
法
技
術
の
伝
承
に
つ
い
て
︵
岡
村
︶
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で
あ
る
︒
ま
た
そ
の
久
米
造
も
こ
の
木
型
が
ど
の
よ
う
に
組
み
立
て
ら
れ
て
い
る
か
わ
か
ら
ず
︑
水
中
で
分
解
し
そ
の
仕
組
み
を
理
解
し

複
製
を
作
っ
た
と
い
う
︒
こ
れ
ま
で
こ
の
伝
承
の
説
明
は
︑
自
己
の
陶
法
に
つ
い
て
外
部
に
漏
れ
る
の
を
忌
避
し
て
い
た
こ
と
に
つ
い
て

疑
問
視
さ
れ
て
き
た
が
︑
近
年
森
与
一
郎
と
與
五
左
衛
門
の
親
子
の
人
格
が
一
つ
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
た
こ
と
に
よ
る
矛
盾
と
な
っ
て

い
た
こ
と
が
判
明
し
︑久
米
造
は
木
型
の
実
物
を
与
一
郎
も
し
く
は
與
兵
衛
千
秋
か
ら
借
り
受
け
仕
組
を
理
解
し
た
こ
と
と
考
え
ら
れ
る
︒

水
の
中
に
浮
か
べ
た
事
象
は
彼
が
製
作
す
る
際
に
使
用
木
の
膨
張
率
や
反
り
等
計
算
す
る
た
め
に
試
行
錯
誤
し
て
い
た
行
為
が
誤
伝
し
た

も
の
で
あ
ろ
う
︒

筆
者
は
可
能
性
の
高
い
仮
説
と
し
て
﹁
四
日
市
萬
古
焼
の
型
は
久
米
造
の
工
夫
に
よ
る
も
の
で
は
な
い
か
﹂
と
考
え
る
︒
芸
術
的
で
緻

密
且
つ
精
巧
な
木
型
の
根
本
的
な
﹁
心
棒
を
抜
い
て
︑
そ
の
開
い
た
空
間
か
ら
木
片
を
取
出
す
内
形
の
細
工
木
型
﹂
を
も
っ
と
簡
単
に
作

れ
る
よ
う
に
な
れ
ば
︑
木
型
造
の
や
き
も
の
が
誰
に
で
も
出
来
る
よ
う
に
な
る
と
い
え
る
︒
あ
ま
り
に
も
手
間
の
か
か
る
有
節
家
木
型
で

は
作
陶
が
難
し
い
こ
と
か
ら
久
米
造
が
改
良
し
た
と
す
れ
ば
︑そ
の
意
味
で
久
米
造
が
桑
名
萬
古
の
始
ま
り
と
さ
れ
︑多
く
の
弟
子
を
持
っ

た
と
い
う
伝
承
︵
た
だ
弟
子
と
い
わ
れ
て
い
る
堀
友
直
︑
山
本
数
馬
等
も
公
言
さ
れ
て
い
な
い
︶
も
こ
の
木
型
考
案
に
よ
る
と
考
え
れ
ば
収
ま
り

も
つ
く
と
は
い
え
な
い
で
あ
ろ
う
か
︒

最
後
に
二
本
松
の
型
は
︑
有
節
家
木
型
と
抑
々
作
り
が
全
く
違
う

︵
註
十
二
︶︒

恐
ら
く
木
型
製
作
の
成
り
立
ち
が
違
う
た
め
で
︑
有
節
家
木
型
が

全
く
影
響
し
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
が
︑
京
都
か
ら
伝
わ
っ
た
﹁
た
た
み
作
り
﹂
の
技
術
か
ら
︑
二
本
松
独
自
の
内
型
の
木
型
を
発
明

し
た
も
の
と
推
測
で
き
る
︒

二
本
松
萬
古
焼
は
︑
そ
れ
ま
で
に
当
地
で
焼
か
れ
て
い
た
﹁
ふ
す
べ
焼
﹂
の
陶
工
山
下
惣
介
︵
四
代
︶
の
弟
春
吉
が
京
か
ら
来
た
三
浦

屋
文
助
の
た
た
み
作
り
の
急
須
か
ら
陶
芸
に
目
覚
め
て
工
夫
を
凝
ら
し
編
み
出
さ
れ
た
も
の
と
伝
わ
る
︒
三
浦
屋
文
助
︵
西
京
の
人
文
次

が
三
浦
家
に
入
っ
た
と
い
う
説
あ
り
︶
は
山
下
春
吉
の
兄
惣
介
に
雇
わ
れ
た
京
都
の
職
工
と
い
わ
れ
︑
嘉
永
六
年
に
二
本
松
に
来
た
と
の
こ
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と
で
あ
る
︒
そ
の
文
助
と
胴
が
四
角
い
手
捻
作
品
を
二
本
松
藩
の
重
臣
丹
羽
石
見
に
進
呈
し
た
と
さ
れ
る
︒
そ
の
時
茶
陶
に
四
角
い
も
の

が
不
釣
り
合
い
で
あ
る
点
を
指
摘
さ
れ
︑
安
政
三
年
三
月
某
日
二
本
松
藩
側
用
人
神
田
権
之
助
が
丹
羽
家
所
蔵
の
茶
器
︑﹁
勢
州
桑
名
初

代
有
節
の
万
古
﹂
を
わ
ざ
わ
ざ
持
参
し
て
春
吉
に
示
し
た
こ
と
に
よ
り
︑
そ
れ
を
ヒ
ン
ト
に
試
行
作
陶
し
続
け
た
︒﹁
萬
延
元
年
六
月
五

日
︑
丹
羽
紋
右
衛
門
よ
り
安
藤
瀬
兵
衛
へ
内
進
︑
二
本
松
出
来
之
急
須
一
つ
進
物
役
よ
り
取
上
相
廻
候
﹂
と
あ
る
が
︑
こ
の
頃
は
手
捻
で

試
行
錯
誤
が
続
け
ら
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
︒
文
久
二
年
浅
尾
数
馬
之
介
の
発
案
に
よ
る
丸
形
の
内
型
︑
そ
の
型
を
発
展
改
良
し
た
渡

辺
伊
八
郎
の
半
型
︑
明
治
四
年
伊
八
郎
が
く
ず
し
型
を
発
明
し
て
二
本
松
萬
古
の
発
展
の
礎
を
築
い
た
と
さ
れ
る
︒
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら

二
本
松
萬
古
焼
の
型
は
有
節
の
直
接
的
な
技
術
の
伝
播
と
い
う
も
の
で
な
く
︑
独
自
の
工
夫
を
も
と
に
編
み
出
し
た
木
型
に
若
干
有
節
の

影
響
を
受
け
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
︒

以
上
た
た
み
作
り
と
木
型
に
つ
い
て
み
て
き
た
が
︑
た
た
み
作
り
に
つ
い
て
い
え
ば
有
節
家
が
発
明
し
た
と
は
言
え
ず
︑
京
都
の
技
術

が
各
地
に
伝
わ
り
︑
そ
の
中
で
桑
名
や
四
日
市
︑
二
本
松
で
発
展
︑
自
家
藥
籠
と
し
た
も
の
と
い
え
る
︒
ま
た
木
型
も
一
概
に
有
節
家
か

ら
の
技
術
が
伝
播
し
た
と
い
う
よ
り
二
本
松
は
独
自
に
︑
四
日
市
に
は
有
節
家
の
木
型
の
考
え
方
を
利
用
し
て
作
り
や
す
さ
や
工
程
の
簡

略
化
と
い
う
改
良
に
よ
り
編
み
だ
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
と
い
え
る
︒

４
．
史
料
に
み
え
る
四
日
市
の
や
き
も
の
～
楽
只
窯
︑
海
蔵
庵
窯
︑
瀬
戸
助
焼

他
～

今
ま
で
﹁
萬
古
焼
の
伝
播
﹂
に
つ
い
て
論
述
し
て
き
た
が
︑
現
在
の
最
有
力
伝
承
地
で
あ
る
四
日
市
に
﹁
伝
播
﹂
す
る
要
因
に
つ
い
て

考
え
て
い
き
た
い
︒
伊
勢
国
は
古
来
神
宮
や
街
道
の
宿
場
駅
を
い
く
つ
も
抱
え
る
︑
京
都
や
名
古
屋
と
同
等
の
消
費
地
で
あ
り
︑
ま
た
や

き
も
の
の
見
地
か
ら
行
く
と
周
囲
に
古
来
よ
り
信
楽
︑
瀬
戸
︑
多
治
見
︑
常
滑
と
い
っ
た
大
規
模
な
産
地
に
隣
接
し
た
土
地
で
あ
っ
た
︒

伝
統
工
芸
に
お
け
る
陶
法
技
術
の
伝
承
に
つ
い
て
︵
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︶
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・
倣
い
萬
古
の
直
接
的
な
発
信
地
は
古
萬
古
で
は
な
く
︑
有
節
焼
と

京
焼
系
の
二
本
松
が
主
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
︒

・
二
本
松
萬
古
焼
と
有
節
焼
︵
新
萬
古
・
与
一
郎
と
与
五
左
衛
門
の

系
統
︶
は
直
接
関
係
の
な
く
︑
二
本
松
は
鴫
山
と
秋
田
︑
有
節
焼

は
足
利
と
菰
山
が
技
術
的
な
伝
播
︑
被
伝
播
の
関
係
を
持
つ
︒

・
型
作
り
の
系
統
に
つ
い
て
有
節
萬
古
の
構
造
的
な
特
徴
は
桑
名
や

二
本
松
と
は
全
く
違
い
独
特
の
も
の
と
い
え
る
︒
京
焼
の
畳
作
り

の
系
統
が
二
本
松
や
桑
名
に
伝
播
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
︒

・
佐
藤
久
米
蔵
の
桑
名
萬
古
始
祖
説
の
元
は
有
節
木
型
の
作
り
方
を

独
自
に
工
夫
し
た
こ
と
か
ら
と
考
え
る
と
説
明
が
付
く
︒
こ
の
有

節
萬
古
の
型
か
ら
発
想
し
た
急
須
型
は
桑
名
や
四
日
市
に
受
け
継

が
れ
て
い
っ
た
︒
二
本
松
の
型
は
心
棒
の
発
想
が
同
じ
で
あ
る
組

立
式
と
い
う
独
自
の
も
の
で
︑
東
海
道
で
﹁
萬
古
﹂
が
有
名
で
あ
っ

た
こ
と
か
ら
萬
古
を
冠
し
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
︒

・
弄
山
の
興
し
た
古
い
萬
古
を
古
萬
古
︑
与
一
郎
の
想
起
し
た
桑
名

の
有
節
焼
を
新
萬
古
︑
与
五
左
衛
門
が
小
向
で
始
め
た
小
向
有
節

︵
萬
古
︶
焼
と
父
与
一
郎
死
後
跡
を
継
い
だ
千
秋
流
有
節
︵
萬
古
︶

焼
を
千
秋
与
兵
衛
死
後
合
わ
せ
た
も
の
を
有
節
萬
古
︵
数
印
以
外
︶

と
い
う
︒

・
倣
い
萬
古
の
名
称
と
し
て
地
名
を
冠
す
る
も
の
は
○
○
萬
古
焼
︑

陶
匠
名
・
工
房
名
や
時
代
を
冠
す
る
も
の
は
○
○
萬
古
と
す
る
︒

︻
倣
い
萬
古
系
統
図
︼



豊
富
な
物
流
の
た
だ
な
か
で
萬
古
焼
以
前
ま
た
は
同
時
期
に
四
日
市
の
や
き
も
の
と
し
て
︑い
く
つ
か
の
や
き
も
の
が
史
料
に
み
え
る
︒

こ
こ
で
は
四
日
市
萬
古
焼
の
前
史
の
中
で
地
元
に
も
伝
わ
る
唯
福
寺
の
﹁
海
蔵
庵
﹂
の
や
き
も
の
︑
観
古
図
説
の
な
か
の
﹁
四
日
市
焼
﹂
︑

モ
ー
ス
の
﹃
日
本
陶
器
目
録
﹄
に
あ
る
﹁
瀬
戸
助
焼
﹂︑
あ
と
﹁
志
氐
野
陶
器
﹂
に
つ
い
て
各
々
考
察
し
て
い
き
た
い
︒

○
楽
只
窯
・
海
蔵
庵
窯

ま
ず
海
蔵
庵
の
や
き
も
の
は
︑
文
政
十
二
︵
一
八
二
九
︶
年
ご
ろ
︑
四
日
市
東
阿
倉
川
に
お
い
て
︑
田
端
教
正
︵
浄
土
真
宗
唯
福
寺
住
職
︶

が
信
楽
の
陶
工
上
島
庄
助
の
協
力
に
よ
っ
て
始
め
た
も
の
で
あ
る
︒
垂
坂
山
を
中
心
と
す
る
︑
や
き
も
の
に
適
し
た
土
を
発
見
し
︑
地
域

の
殖
産
︵
貧
民
救
済
︶
の
た
め
や
き
も
の
を
始
め
た
と
い
う
︒
こ
の
や
き
も
の
は
海
蔵
庵
窯
︑
庄
助
窯
︑
楽
只
窯
と
混
同
さ
れ
る
こ
と
が

多
い

︵
註
十
三
︶が

︑
海
蔵
庵
窯
は
商
用
の
窯
︑
楽
只
窯
は
田
端
教
正
が
趣
味
と
や
き
も
の
研
究
と
い
う
実
益
の
た
め
に
焼
い
た
も
の
で
︑
当
初
は
信

楽
代
官
も
兼
ね
た
四
日
市
代
官
多
羅
尾
氏
の
関
係
し
た
信
楽
の
陶
法
か
ら
学
び
始
め
た
も
の
で
あ
る
︒
そ
の
後
楽
只
窯
は
︑
教
証
の
陶
技

が
進
ん
で
か
ら
は
信
楽
の
用
法
に
限
ら
ず
︑
近
隣
で
名
声
を
博
す
新
萬
古
有
節
焼

︵
註
十
四
︶の

影
響
を
受
け
た
こ
と
が
︑
今
も
残
る
作
品
に
よ
っ
て

分
る
︒
ま
た
教
証
の
作
陶
は
︑
陶
土
︑
築
窯
︑
熟
練
職
工
の
育
成
︑
有
節
の
萬
古
焼
の
研
究
︵
細
工
木
型
等
︶
な
ど
︑
後
発
し
た
山
中
忠

左
衛
門
ら
の
開
窯
の
下
地
と
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
︑
将
来
の
四
日
市
萬
古
焼
へ
と
繋
が
る
大
き
な
役
割
を
果
た
し
た
と
い
え
る
︒
田
端
教

正
が
七
十
歳
に
な
る
明
治
初
年
頃
そ
の
役
割
を
終
え
︑
窯
を
閉
じ
る
︒
教
証
と
そ
の
事
績
に
つ
い
て
は
唯
福
寺
に
あ
る
﹁
海
蔵
庵
窯
趾
﹂

碑
が
す
べ
て
で
あ
る
た
め
全
文
を
挙
げ
て
お
く
︒

海
蔵
庵
窯
趾

黄
檗
管
長
玉
田
書
︵
碑
表
︶

︵
碑
文
︶

當
山
第
十
三
世
住
職
田
端
教
正
師
文
政
十
二
年
江
州
信
樂
陶
工
上
島
庄
助
ヲ
招
キ
此
地
ニ
窯
ヲ
築
キ
製
陶
ヲ
創
ム
コ
レ
実
ニ
四
日
市

ニ
於
ケ
ル
陶
業
ノ
先
驅
タ
リ
當
時
庄
助
ハ
窯
材
耐
火
物
ノ
入
手
ニ
苦
慮
數
年
ニ
渉
リ
近
傍
山
野
ヲ
探
礦
シ
試
験
ス
ル
コ
ト
幾
十
回
猶

伝
統
工
芸
に
お
け
る
陶
法
技
術
の
伝
承
に
つ
い
て
︵
岡
村
︶
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適
品
ヲ
得
ル
ニ
至
ラ
ズ
遂
ニ
庚
申
山
ノ
土
ヲ
以
テ
築
窯
シ
多
數
ノ
工
人
ト
用
具
釉
薬
顔
料
ノ
類
ハ
總
テ
之
ヲ
信
樂
ニ
求
メ
シ
モ
窯
材

不
良
ノ
為
辛
苦
惨
憺
想
像
ニ
絶
ス
サ
レ
ド
師
ハ
飽
ク
迄
之
ヲ
産
業
化
シ
以
テ
貧
民
ニ
職
ヲ
與
ヘ
ン
ト
欲
シ
一
部
檀
徒
ノ
反
對
ヲ
排
シ

巨
額
ノ
私
財
ヲ
抛
チ
遂
ニ
能
ク
之
ヲ
完
成
セ
リ
偶
四
日
市
代
官
多
羅
尾
氏
ハ
同
郷
人
庄
助
ノ
関
與
ト
師
ノ
熱
意
ニ
感
シ
テ
大
ニ
之
ヲ

庇
護
援
助
シ
其
ノ
御
用
窯
ト
為
ス
然
ル
ニ
幕
末
ニ
至
リ
氏
ハ
退
官
シ
庄
助
モ
亦
嗣
子
失
踪
シ
慶
應
年
間
惜
ク
モ
廃
絶
ノ
止
ム
ナ
キ
ニ

至
リ
シ
ガ
工
人
數
名
ハ
藤
井
元
七
窯
ニ
移
リ
更
ニ
山
中
忠
左
ヱ
門
堀
友
直
等
桑
名
系
萬
古
ニ
其
技
術
ヲ
合
流
シ
以
テ
四
日
市
萬
古
ノ

基
礎
ヲ
作
レ
リ
教
正
師
ハ
老
後
私
塾
ヲ
開
キ
子
弟
教
導
ノ
傍
陶
作
ヲ
樂
ミ
明
治
十
四
年
八
十
三
歳
ヲ
以
テ
示
寂
ス
距
今
百
二
十
餘
年

師
ガ
蒔
キ
シ
一
粒
ノ
種
子
ハ
後
萬
倍
シ
大
萬
古
焼
ト
シ
テ
燃
タ
ル
美
果
ヲ
結
ビ
巨
然
工
産
界
ニ
重
要
地
歩
ヲ
占
ム
ル
ニ
至
ル
洵
ニ
偉

ナ
ル
哉
茲
ニ
其
遺
徳
ヲ
頌
シ
陶
跡
ヲ
顯
彰
セ
ン
ガ
為
有
志
相
謀
リ
テ
碑
ヲ
建
テ
以
テ
之
ヲ
不
朽
ニ
傳
フ

昭
和
三
十
年
文
化
ノ
日

内
田
金
次
撰

出
口
碧
巌
書

︵
註
十
五
︶

○
四
日
市
焼
・
阿
倉
村
焼

次
に
四
日
市
焼
で
あ
る
が
︑
蜷
川
式
胤
の
著
し
た
﹃
観
古
図
説
﹄
に
よ
る
と
︑
弘
化
三
(一
八
四
六
)年
に
開
窯
し
明
治
五
︵
一
八
七
二
︶

年
頃
ま
で
阿
倉
川
に
存
在
し
て
い
た
と
さ
れ
る
や
き
も
の
で
︑
誰
が
作
陶
し
て
い
た
か
に
つ
い
て
は
不
明
で
は
あ
る
が
粟
田
焼
風
や
瀬
戸

助
作
の
中
服
茶
碗
を
作
っ
て
い
た
と
さ
れ
る
︒﹃
観
古
図
説
﹄
文
末
に
は
︑

毎
年
徳
川
家
ノ
賎
臣
東
京
本
荘
一
ツ
目
ノ
住
人
高
原
藤
平
方
ヘ
輸
送
シ
タ
リ
シ
カ
明
治
元
年
後
ハ
之
レ
モ
止
テ
家
業
立
カ
タ
キ
ニ
付

万
古
作
ノ
急
須
ヲ
摸
製
シ
テ
商
フ
ナ
リ

と
記
載
さ
れ
て
い
る
︒
こ
う
い
っ
た
記
述
か
ら
︑
蜷
川
の
い
う
四
日
市
焼
は
田
端
教
正
に
作
陶
の
手
ほ
ど
き
を
し
た
上
島
庄
助
が
彼
と
と

も
に
始
め
た
前
述
の
海
蔵
庵
窯
を
指
し
て
い
る
も
の
と
い
え
る
︒

海
蔵
庵
窯
で
は
田
端
教
正
と
庄
助
が
と
も
に
阿
倉
川
村
で
︑
商
業
的
な
成
果
を
求
め
て
信
楽
風
の
陶
器
を
焼
い
た
と
考
え
ら
れ
︑
そ
の
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や
き
も
の
は
一
時
四
日
市
に
お
い
て
盛
ん
に
な
っ
た
と
し
て
伝
わ
る
︒
し
か
し
幕
府
の
出
先
機
関
と
し
て
の
四
日
市
代
官
所
の
後
援
が
無

く
な
る
と
と
も
に
明
治
維
新
ご
ろ
廃
業
に
至
っ
た
と
さ
れ
る
︒

塩
田
力
蔵
編
﹃
日
本
近
世
窯
業
史
﹄
の
中
に
挙
げ
て
あ
る
明
治
十
七
年
小
藤
文
次
郎
調
査
に
お
い
て
︑

四
日
市
新
萬
古
焼
は
弘
化
三
年
阿
倉
川
村
に
て
始
め
て
起
業
︒
粟
田
窯
に
類
す
る
陶
器
を
焼
く
︒
幕
府
に
献
上
す
る
が
維
新
以
来
廃

せ
り

と
記
述
さ
れ
て
お
り
︑
山
高
信
離
﹃
大
成
陶
誌
﹄
の
な
か
で
﹁
阿
倉
村
焼
﹂
と
い
う
項
で
︑

元
加
納
遠
江
守
領
分
に
て
阿
福
茶
盌
千
個
つ
ゝ
毎
年
幕
府
に
献
す
︑
明
治
五
年
此
ま
で
窰
猶
存
す
と
云
ふ

と
あ
る
︒
以
上
の
こ
と
か
ら
四
日
市
焼
︵
い
わ
ゆ
る
海
蔵
庵
窯
︶
は
︑
幕
末
新
萬
古
よ
り
若
干
遅
い
か
同
じ
く
ら
い
の
時
期
に
︑
当
初
貧

民
救
済
を
目
途
に
田
端
教
証
に
よ
っ
て
始
め
ら
れ
︑
当
時
の
四
日
市
代
官
多
羅
尾
氏
の
庇
護
を
受
け
て
︑
上
島
庄
助
ら
信
楽
系
の
陶
工
に

よ
っ
て
主
に
江
戸
で
消
費
す
る
た
め
に
焼
か
れ
て
い
た
も
の
で
︑
別
に
阿
倉
村
焼
と
も
と
い
わ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る

︵
註
十
六
︶︒

○
瀬
戸
助
焼

三
つ
目
と
し
て
取
り
上
げ
る
瀬
戸
助
焼
で
あ
る
が
︑
今
ま
で
伊
勢
の
や
き
も
の
の
中
で
あ
ま
り
詳
細
が
分
っ
て
い
な
か
っ
た
や
き
も
の

で
あ
る
︒
明
治
九
年
頃
成
立
し
た
﹃
陶
器
年
暦
﹄
に
﹁
瀬
戸
助
焼

伊
勢
四
日
市
ノ
驛
ノ
人
ナ
リ
傳
不
詳
明
和
安
永
ノ
コ
ロ
ト
云
﹂
と
い

う
記
述
が
あ
り
︑
明
治
二
十
年
頃
成
立
の
﹃
陶
磁
攷
﹄
は
少
し
詳
し
く
︑

尾
州
ノ
人
瀬
戸
ニ
テ
陶
法
ヲ
学
ヒ
後
明
和
安
永
ノ
頃
伊
勢
州
四
日
市
駅
ニ
住
シ
テ
製
陶
ス
ト
即
チ
磁
器
ナ
リ
益
シ
瀬
戸
窰
ニ
於
テ
ハ

此
頃
ヨ
リ
磁
器
ヲ
製
シ
タ
リ
ト
見
ユ
然
レ
閏
未
タ
精
良
ナ
ラ
ザ
ル
ヲ
以
テ
前
ニ
述
ル
如
ク
加
藤
民
吉
ガ
奮
起
肥
ノ
有
田
至
リ
テ
磁
製

ノ
妙
訣
ヲ
熟
得
シ
帰
来
大
ニ
此
業
ヲ
廣
充
セ
シ
ナ
ラ
ン

と
あ
る
︒
明
和
安
永
の
頃
と
い
え
ば
弄
山
の
焼
い
た
古
い
萬
古
の
時
代
で
あ
る
︒
ま
た
磁
器
を
焼
成
し
て
い
た
と
す
る
な
ら
ば
日
本
の
陶

伝
統
工
芸
に
お
け
る
陶
法
技
術
の
伝
承
に
つ
い
て
︵
岡
村
︶
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芸
史
の
な
か
で
も
非
常
に
早
い
製
成
と
な
る
︒
瀬
戸
助
は
天
明
寛
政
の
頃
江
戸
に
お
い
て
も
茶
碗
師
と
し
て
︑
江
戸
時
代
幕
府
役
職
者
や

諸
大
名
の
要
諦
の
わ
か
る
﹃
武
鑑
﹄
に
も
記
載
が
さ
れ
て
お
り
︑
ま
た
日
本
全
国
で
瀬
戸
助
窯
が
あ
る
こ
と
で
も
有
名
で
あ
る
が
実
態
は

不
明
の
陶
工
で
あ
る
︒

モ
ー
ス
の
﹃
日
本
陶
器
目
録
﹄
に
は
﹁
瀬
戸
助
焼
は
伊
勢
の
四
日
市
で
高
原
と
い
う
人
に
よ
っ
て
江
戸
で
売
ら
れ
た
や
き
も
の
﹂
と
も

記
述
が
あ
る
︒
こ
の
記
述
は
﹃
観
古
図
説
﹄
の
四
日
市
焼
を
意
識
し
て
書
か
れ
て
い
る
よ
う
に
も
見
え
る
︒
蜷
川
と
モ
ー
ス
の
い
う
﹁
高

原
﹂
は
高
原
藤
平
の
こ
と
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
︒
高
原
は
江
戸
の
高
原
焼
の
創
始
者
高
原
藤
兵
衛
の
一
族
と
考
え
ら
れ
︑
将
軍
家
御
茶
碗

師
と
し
て
御
用
窯
を
浅
草
本
願
寺
前
で
営
ん
で
い
た
︵
﹃
原
色
陶
器
大
辞
典
﹄
及
び
﹃
工
芸
鏡
﹄
︶︒
前
述
の
﹃
観
古
図
説
﹄
四
日
市
焼
の
考
察

に
も
﹁
高
原
﹂
が
出
て
く
る
の
は
︑
こ
の
瀬
戸
焼
と
四
日
市
焼
︵
い
わ
ゆ
る
海
蔵
庵
窯
︶
を
混
同
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
︒

ま
た
瀬
戸
助
焼
の
実
物
に
つ
い
て
著
者
は
実
見
し
た
こ
と
が
な
い
が
︑
明
治
十
三
年
十
一
月
田
中
芳
男
が
記
し
た
﹃
采
集
陶
磁
器
目
録
﹄

の
中
に
﹁
茶
碗

陶

伊
勢
三
重
郡
四
日
市

瀬
戸
助

明
和
安
永
間

金
三
円
五
十
銭
﹂
と
売
買
が
記
録
さ
れ
存
在
し
て
い
た
こ
と
が

分
る
︒

○
志
氐
野
陶
器

前
述
の
三
つ
の
四
日
市
の
や
き
も
の
の
他
に
︑
四
日
市
萬
古
焼
と
ほ
ぼ
同
時
代
で
あ
る
が
︑
後
の
四
日
市
萬
古
焼
と
は
区
別
さ
れ
る
や

き
も
の
と
し
て
﹁
志
氐
野
陶
器
﹂
が
挙
げ
ら
れ
る
︒
こ
の
や
き
も
の
は
︑﹃
明
治
六
年
地
誌
提
要
材
料
編
﹄
に
萬
古
陶
器
︵
朝
明
郡
小
向
村

等
製
︶
と
併
記
さ
れ
た
志
氐
野
陶
器
︵
三
重
郡
四
日
市
等
製
︶
と
表
記
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
分
る
︒
三
重
県
の
調
査
で
あ
り
︑
明
治
六
年
は

ち
ょ
う
ど
四
日
市
に
堀
友
直
が
窯
を
築
い
た
時
期
で
も
あ
り
︑山
中
忠
左
衛
門
の
窯
も
明
治
三
年
に
は
操
業
を
開
始
し
て
い
る
は
ず
だ
が
︑

わ
ざ
わ
ざ
﹁
四
日
市
製
﹂
の
﹁
志
氐
野
陶
器
﹂
と
し
て
記
載
さ
れ
て
い
る
︒

羽
津
村
と
い
え
ば
慶
應
三
年
に
元
七
と
い
う
陶
工
が
桑
名
藩
内
︵
当
時
の
羽
津
は
桑
名
領
︶
で
確
認
さ
れ
︑
こ
の
元
七
が
羽
津
の
地
に
窯
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を
築
い
て
﹃
ひ
で
の
﹄
の
印
を
捺
し
た
作
品
を
残
し
た
藤
井
元
七
と
考
え
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
が
石
原
佳
樹
氏
﹃
市
場
価
値
の
高
い
四
日

市
万
古

︱

移
行
期
に
﹁
志
氐
野
陶
器
﹂
の
存
在
﹄︵
発
見
！
三
重
県
の
歴
史
︶
に
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
︒
し
か
し
﹃
第
三
回
内
国
勧
業
博
覧

会
三
重
県
出
品
解
説
﹄
の
藤
井
元
七
自
身
に
よ
る
申
告
は
慶
応
二
年
﹁
萬
古
生
器
地
ヲ
製
造
ス
ル
ヿ
ヲ
始
メ
以
来
生
器
地
而
巳
製
シ
窯
焼

業
者
エ
販
賣
シ
営
業
セ
リ
明
治
十
六
年
煮
至
リ
焼
窯
ヲ
建
築
シ
焼
窯
業
ヲ
創
業
セ
リ
﹂
と
し
て
お
り
︑
桑
名
藩
で
の
陶
工
と
し
て
の
確
認

は
と
も
か
く
︑
志
氐
野
陶
器
窯
の
経
営
者
と
し
て
関
わ
っ
て
い
た
か
ど
う
か
は
定
か
で
は
な
い
︒
た
だ
明
治
六
年
当
時
有
節
焼
系
と
は
別

に
海
蔵
庵
窯
︵
阿
倉
川
︶
に
影
響
を
受
け
︑
隣
村
の
羽
津
に
て
開
窯
し
︑
海
蔵
庵
窯
閉
窯
後
︑
工
人
等
引
き
取
っ
て
︵
海
蔵
庵
窯
趾
碑
文
に

あ
る
︶︑
桑
名
の
新
萬
古
系
と
違
う
信
楽
系
の
や
き
も
の
を
焼
い
て
い
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る

︵
註
十
七
︶︒

以
上
資
料
に
見
え
る
四
日
市
の
や
き
も
の
﹁
楽
只
窯
﹂︑﹁
四
日
市
焼
︵
海
蔵
庵
窯
・
阿
倉
村
焼
︶
﹂︑
﹁
瀬
戸
助
焼
﹂︑﹁
志
氐
野
陶
器
﹂
に

つ
い
て
み
て
き
た
わ
け
で
あ
る
が
︑
他
に
も
﹃
日
本
陶
瓷
史
﹄︵
大
正
十
五
年
︶
に
明
治
初
年
に
開
窯
し
﹁
今
日
は
廃
絶
し
て
了
つ
た
﹂
三

重
郡
富
田
村
の
﹁
富
田
焼
﹂
と
い
う
も
の
も
見
え
る
︒
こ
れ
は
志
氐
野
陶
器
と
同
一
の
物
か
ど
う
か
も
不
明
で
あ
る
︒
ま
た
四
日
市
萬
古

焼
の
国
内
外
の
博
覧
会
で
好
評
を
博
し
た
一
つ
の
特
徴
で
あ
る
﹁
木
目
焼
﹂
の
創
始
者
四
日
市
駅
医
師
千
葉
伶
三
と
い
う
人
物
が
前
田
了

白
写
本
﹃
茶
譜
茶
話
聞
書
空
也
堂
来
由
﹄︵
成
立
年
不
詳
︶
に
載
る
が
︑
千
葉
が
萬
古
陶
匠
茂
福
平
藏
の
師
匠
で
あ
る
こ
と
が
分
る
く
ら
い

で
こ
れ
も
ま
た
詳
細
は
不
明
で
あ
る
︒

こ
れ
ら
の
四
日
市
の
や
き
も
の
は
資
料
が
不
十
分
な
こ
と
や
四
日
市
萬
古
焼
に
吸
収
さ
れ
て
し
ま
っ
た
こ
と
も
含
め
︑
古
萬
古
︑
有
節

萬
古
︑
四
日
市
萬
古
焼
と
い
う
三
つ
の
個
性
的
で
イ
ン
パ
ク
ト
の
強
い
有
名
な
や
き
も
の
に
比
べ
る
と
︑
ど
う
し
て
も
埋
没
し
見
え
づ
ら

い
﹁
経
緯
﹂
と
な
っ
て
し
ま
い
が
ち
に
な
る
︒
し
か
し
こ
れ
ら
や
き
も
の
が
︑
伊
勢
の
地
で
豊
富
な
物
流
に
押
し
流
さ
れ
ず
︑
し
っ
か
り

と
根
付
い
て
い
た
こ
と
が
後
の
歴
史
に
繋
が
っ
た
と
い
え
る
︒

伝
統
工
芸
に
お
け
る
陶
法
技
術
の
伝
承
に
つ
い
て
︵
岡
村
︶
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５
．

桑
名
か
ら
の
移
入
と
山
中
忠
左
衛
門
～
四
日
市
萬
古
焼
の
成
立
～

前
述
の
四
日
市
の
や
き
も
の
は
四
日
市
萬
古
焼
前
史
と
い
え
る
︒
で
は
四
日
市
に
お
い
て
所
謂
﹁
萬
古
焼
﹂
が
焼
か
れ
る
よ
う
に
な
っ

た
の
は
い
つ
の
こ
と
で
あ
ろ
う
か
︒
現
在
四
日
市
の
萬
古
焼
の
始
め
に
語
ら
れ
る
の
は
山
中
忠
左
衛
門
で
あ
る
︒
山
中
忠
左
衛
門
は
伊
勢

国
三
重
郡
末
永
村
︵
現
四
日
市
市
︶
の
人
︒
幕
末
嘉
永
年
間
に
地
区
困
民
の
救
済
の
た
め
に
末
永
村
で
窯
を
開
い
た
と
さ
れ
︑
萬
古
焼
研

究
者
水
谷
英
三
氏
に
﹁
四
日
市
萬
古
の
父
﹂
と
ま
で
言
わ
れ
て
い
る
︒

近
年
幕
末
明
治
の
萬
古
焼
の
様
子
に
つ
い
て
は
朝
日
町
所
蔵
寄
贈
文
書
等
資
料
群
の
解
明
等
に
よ
り
大
幅
な
見
直
し
が
な
さ
れ
て
き
て

い
る
︒
所
謂
﹁
有
節
萬
古
﹂
の
位
置
付
け
が
こ
れ
ま
で
の
與
五
左
衛
門
有
節
の
天
保
二
年
開
業
か
ら
も
う
一
代
前
の
父
与
一
郎
有
節
の
開

業
す
る
文
化
後
半
頃
ま
で
大
幅
に
遡
る
こ
と
と
な
っ
て
き
た
こ
と
が
大
き
い
︒
そ
し
て
与
一
郎
有
節
が
始
め
た
桑
名
の
新
萬
古
有
節
焼
に

影
響
を
受
け
た
陶
工
︵
与
一
郎
有
節
の
弟
子
も
含
む
︶
も
明
ら
か
と
な
り
つ
つ
あ
り
︑
四
日
市
へ
桑
名
か
ら
の
萬
古
焼
の
移
入
も
も
う
少
し

早
く
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
︒
ま
た
諸
本
で
山
中
忠
左
衛
門
が
本
格
的
に
焼
成
に
成
功
し
た
の
は
明
治
三
年
︵
﹃
海
藏
小
誌
﹄
に
よ
る
︒
︶
と
さ

れ
て
い
る
︒
山
中
忠
左
衛
門
開
窯
以
前
に
四
日
市
で
陶
工
と
し
て
活
躍
し
た
と
思
わ
れ
る
の
は
前
述
の
文
政
年
間
に
開
窯
し
た
田
端
教
正

は
別
格
と
し
て
︑
圦
山
開
之
助
︑
蔀
莊
平
︑
岡
本
城
峯
無
眼
楽
ら
が
挙
げ
ら
れ
る
︒
ま
た
山
中
忠
左
衛
門
の
窯
︵
山
忠
窯
︶
が
本
格
稼
働

し
た
明
治
三
年
以
前
に
創
業
し
た
と
思
わ
れ
る
四
日
市
の
窯
は
︑
広
く
認
識
さ
れ
て
い
る
明
治
十
四
年
第
二
回
内
国
勧
業
博
覧
会
解
説
に

記
載
が
あ
る
よ
う
に
︑
圦
山
開
之
助
開
窯
が
安
政
六
年
︑
小
川
半
助
が
万
延
元
年
︑
森
莊
𠮷
が
文
久
元
年
︑
堀
友
直
が
文
久
二
年
と
な
っ

て
お
り
︑
山
中
忠
左
衛
門
が
事
業
化
に
成
功
す
る
以
前
に
各
々
製
陶
が
始
ま
っ
て
い
る
︒
そ
れ
以
外
に
も
慶
應
元
年
伊
達
傳
三
郎
︑
谷
ス

ミ
は
慶
応
二
年
︑
藤
井
元
七
は
慶
応
三
年
︑
太
田
仁
右
衛
門
︑
茂
福
平
藏
は
明
治
元
年
に
開
業
し
て
お
り
幕
末
に
は
桑
名
︑
四
日
市
に
お
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い
て
多
勢
の
窯
が
で
き
て
い
た
こ
と
が
分
る
︒

そ
の
こ
と
か
ら
通
説
の
と
お
り
忠
左
衛
門
だ
け
が
陶
工
と
し
て
窯
を
始
め
︑
そ
の
陶
技
を
後
進
の
有
志
に
教
え
た
こ
と
に
よ
っ
て
四
日

市
の
萬
古
焼
が
始
ま
っ
た
と
は
言
え
な
い
︒
山
中
忠
左
衛
門
の
功
績
は
こ
れ
ま
で
言
わ
れ
て
い
る
よ
う
な
﹁
初
め
て
四
日
市
で
窯
を
成
功

さ
せ
た
﹂
こ
と
で
は
な
く
︑﹁
四
日
市
に
お
い
て
私
財
を
投
じ
て
や
き
も
の
を
産
業
化
し
定
着
化
さ
せ
た
﹂
こ
と
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
︒

人
と
の
関
わ
り
の
中
で
︑
そ
の
技
術
的
な
移
入
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
︒
前
述
の
と
お
り
︑
四
日
市
に
は
︑
信

楽
系
の
海
蔵
庵
の
や
き
も
の
︵
楽
只
窯
・
海
蔵
庵
窯
・
四
日
市
焼
︶
や
瀬
戸
助
焼
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
雑
器
︵
瀬
戸
系
︶
を
作
る
素
地
が
あ
っ

た
う
え
で
︑
幕
末
の
混
乱
の
中
︑
桑
名
よ
り
与
一
郎
の
弟
子
蔀
莊
平
や
無
眼
楽
岡
本
城
峯
︑
京
都
の
技
術
を
基
礎
に
し
た
圦
山
開
之
助
ら

が
移
り
︑
新
萬
古
有
節
焼
と
は
違
う
斑
駁
器
や
手
捻
技
術
を
伝
え
︑
そ
の
技
術
に
小
川
半
助
︑
伊
藤
豊
助
ら
が
触
発
さ
れ
た
︒
同
じ
く
桑

名
よ
り
佐
藤
久
米
造
が
考
案
し
た
有
節
家
の
物
と
は
違
う
細
工
木
型
を
用
い
て
谷
ス
ミ
や
伊
藤
庄
藏
ら
が
技
術
を
競
い
︑
堀
友
直
は
桑
名

の
陶
工
の
影
響
も
受
け
な
が
ら
独
自
に
京
焼
技
術
の
外
型
に
よ
る
土
瓶
製
造
や
た
た
み
作
り
茶
器
を
生
産
し
て
い
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
︒

山
中
忠
左
衛
門
の
山
忠
窯
は
後
に
四
日
市
萬
古
焼
の
名
工
と
い
わ
れ
る
職
工
を
多
数
擁
し
て
い
た
の
は
ま
ぎ
れ
の
な
い
事
実
で
あ
る
︒

ま
た
田
端
教
正
師
の
蒔
い
た
種
か
ら
信
楽
系
の
技
術
は
益
田
佐
蔵
や
藤
井
元
七
ら
に
よ
っ
て
受
け
継
が
れ
︑
い
ろ
い
ろ
な
技
術
や
職
人
が

交
じ
り
合
う
こ
と
に
よ
っ
て
︑
豊
か
な
発
想
と
︑
異
質
な
文
化
が
互
い
に
切
磋
琢
磨
で
き
る
環
境
を
醸
し
出
し
︑
他
に
例
を
見
な
い
四
日

市
の
や
き
も
の
﹁
四
日
市
萬
古
焼
﹂
が
成
立
し
た
と
い
え
る
︒

こ
の
成
立
過
程
に
お
い
て
︑
単
一
的
な
思
想
や
技
術
に
固
執
す
る
こ
と
な
く
︑﹁
誰
も
し
て
い
な
い
面
白
い
原
野
の
開
拓
﹂
精
神
と
自

力
本
願
の
研
究
開
発
に
膨
大
な
財
力
を
消
費
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
四
日
市
萬
古
焼
は
文
化
と
産
業
の
両
立
を
可
能
に
し
た
と
言
え
よ
う
︒

伝
統
的
な
も
の
だ
け
で
は
地
域
を
支
え
る
産
業
と
し
て
の
規
模
は
保
て
な
い
︒
伝
統
的
で
あ
り
︑
商
売
と
し
て
成
り
立
つ
先
進
性
や
実

用
性
を
兼
ね
備
え
て
い
る
必
要
が
有
る
が
︑
四
日
市
と
い
う
場
所
は
地
の
利
と
し
て
萬
古
発
祥
の
桑
名
の
隣
で
あ
る
こ
と
と
や
き
も
の
に

伝
統
工
芸
に
お
け
る
陶
法
技
術
の
伝
承
に
つ
い
て
︵
岡
村
︶

― 69―



適
し
た
陶
土
が
あ
っ
た
こ
と
︑
あ
と
人
の
利
と
し
て
幕
末
に
﹁
四
日
市
萬
古
焼
﹂
と
し
て
開
花
す
る
以
前
に
や
き
も
の
に
関
し
て
歴
史
と

従
事
し
て
い
た
職
人
と
職
人
に
な
る
人
が
存
在
し
た
こ
と
︑
あ
と
と
て
も
重
要
な
こ
と
で
あ
る
が
天
の
利
と
し
て
︑
こ
れ
ら
の
条
件
を
生

か
せ
る
財
力
と
先
見
の
明
を
持
っ
た
人
物
が
い
た
こ
と
が
大
き
い
と
い
え
る
︒

今
地
域
文
化
及
び
地
域
産
業
と
し
て
成
り
立
つ
礎
と
な
っ
た
人
々
の
事
象
が
少
し
で
も
明
ら
か
に
な
る
こ
と
で
︑
萬
古
焼
の
真
の
姿
が

顕
れ
る
︒
そ
の
た
め
に
今
後
も
資
料
研
究
が
な
さ
れ
︑
広
く
語
り
継
が
れ
て
い
か
な
く
て
は
な
ら
な
い
︒

６
．
﹁
萬
古
﹂
と
は
な
に
か
～
萬
古
名
称
の
伝
承
～

萬
古
焼
の
﹁
萬
古
﹂
と
い
う
名
称
の
由
来

︵
註
十
八
︶に

つ
い
て
は
︑
弄
山
の
陶
工
ブ
ラ
ン
ド
名
﹁
萬
古
﹂
よ
り
萬
古
焼
と
名
付
け
ら
れ
た
と
さ
れ

る
︒﹁
萬
古
不
易
﹂
の
印
に
つ
い
て
は
弄
山
死
後
︑
安
達
新
兵
衛
が
﹁
萬
古
之
不
易
︵
弄
山
の
意
志
を
伝
え
る
た
め
と
い
う
意
味
で
俗
説
の
永

遠
に
変
わ
ら
な
い
も
の
と
し
て
意
味
で
は
な
い
︶﹂
を
願
い
押
印
し
た
と
考
え
ら
れ
る
︒
本
来
や
き
も
の
は
︑
地
名
や
陶
工
名
を
冠
す
る
も
の

が
多
い
︒
同
じ
創
製
者
で
あ
っ
て
も
窯
の
場
所
を
変
わ
っ
た
こ
と
に
よ
っ
て
名
称
も
変
わ
る
こ
と
が
や
き
も
の
の
世
界
で
は
普
通
に
よ
く

あ
る
が
︑
萬
古
焼
は
仁
清
や
乾
山
同
様
陶
工
名
で
あ
っ
た
た
め
桑
名
か
ら
江
戸
に
移
っ
た
際
も
変
わ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
︒

新
萬
古
の
与
一
郎
有
節
も
当
初
は
︑
名
称
と
し
て
有
節
焼
︑
桑
名
焼
な
ど
と
冠
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
が
︒
伊
勢
乃
至
は
江
戸
由
来
の

﹁
萬
古
﹂
と
い
う
ブ
ラ
ン
ド
名
を
継
承
し
た
と
考
え
ら
れ
る
︒

本
論
で
は
萬
古
焼
の
伝
統
的
な
技
法
﹁
た
た
み
作
り
﹂
と
﹁
木
型
﹂︑
技
術
伝
承
の
素
地
と
な
る
地
域
性
を
も
と
に
萬
古
焼
が
い
く
つ

か
の
倣
い
萬
古
の
一
つ
と
し
て
﹁
四
日
市
萬
古
焼
﹂
と
な
っ
た
系
譜
を
見
て
き
た
︒
古
萬
古
か
ら
新
萬
古
へ
の
技
術
的
陶
法
の
伝
承
は
ほ

ぼ
な
い
︒
ま
た
新
萬
古
と
し
て
萬
古
焼
を
再
生
し
た
森
有
節
家
の
技
術
や
陶
法
に
つ
い
て
も
︑
基
本
的
に
﹁
移
植
﹂
さ
れ
た
も
の
で
は
な
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伝
統
工
芸
に
お
け
る
陶
法
技
術
の
伝
承
に
つ
い
て
︵
岡
村
︶
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く
︑
有
節
家
の
発
明
に
よ
る
新
た
な
発
想
を
得
て
︑
自
ら
が
新
し
い
技
法
を
編
み
出
し
て
い
っ
た
根
本
的
な
工
夫
し
て
い
く
思
想
そ
の
も

の
が
遠
く
﹁
秋
田
萬
古
焼
﹂
で
あ
り
︑﹁
二
本
松
萬
古
焼
﹂
で
あ
り
︑
そ
れ
ら
諸
々
﹁
萬
古
焼
﹂
で
あ
っ
た
と
い
え
る
︒

﹁
四
日
市
萬
古
焼
﹂
と
し
て
伝
統
的
工
芸
品
に
も
な
っ
て
い
る
や
き
も
の
の
成
り
立
ち
は
前
述
の
古
い
萬
古
か
ら
の
流
れ
か
ら
と
い
う

通
説
と
は
若
干
違
い
︑
ど
ち
ら
か
と
い
う
と
幕
末
か
ら
始
ま
る
社
会
シ
ス
テ
ム
の
激
動
に
よ
る
勃
興
と
考
え
た
方
が
分
り
や
す
い
︒
明
治

の
時
代
か
ら
現
代
に
い
た
る
ま
で
︑
萬
古
焼
は
新
萬
古
有
節
焼
と
は
違
う
﹁
明
治
萬
古
﹂︑﹁
大
正
焼
﹂
等
優
れ
た
工
夫
に
よ
っ
て
甦
り
続

け
︑
そ
の
伝
統
的
工
芸
の
知
恵
で
地
場
産
業
と
し
て
も
成
り
立
っ
て
い
る
の
で
あ
る
︒

註
一

本
論
で
は
江
戸
中
期
沼
波
弄
山
が
創
成
し
た
萬
古
焼
を
古
萬
古
と
云
う
の
に
対
し
︑
森
与
一
郎
が
桑
名
で
新
た
に
焼
き
始
め
た
有
節
焼
以
降
の
こ

と
を
新
萬
古
と
い
う
︒

二

古
萬
古
の
時
代
的
な
検
証
は
岡
村
﹃
色
絵
の
系
譜
︱
萬
古
の
生
ま
れ
た
時
代
﹄
四
日
市
市
立
博
物
館
研
究
紀
要
第
十
四
号
参
照
︒

三

本
論
で
は
﹁
地
方
窯
﹂
の
﹁
地
方
﹂
は
﹁
チ
ホ
ウ
﹂
で
は
な
く
﹁
ジ
カ
タ
﹂
と
し
︑
将
軍
家
を
初
め
大
名
等
が
行
っ
た
︑
自
身
が
茶
人
趣
味
等
に

よ
り
作
陶
に
関
与
し
た
﹁
御
庭
焼
﹂
を
除
く
︑
そ
の
土
地
に
根
付
い
た
や
き
も
の
の
窯
を
﹁
地
方
窯
﹂
と
す
る
︒
同
じ
よ
う
な
用
語
で
国
焼
と
い
う

の
は
本
窯
で
あ
る
瀬
戸
窯
以
外
の
茶
陶
︒

四

陶
祖
与
一
郎
及
び
有
節
焼
等
桑
名
の
萬
古
焼
に
つ
い
て
は
井
上
喜
久
男
﹃
神
宮
徴
古
館
所
蔵
萬
古
焼
に
つ
い
て
﹄
瑞
垣
第
二
四
一
号
及
び
岡
村
﹃
幕

末
明
治
期
の
桑
名
の
萬
古
陶
工
﹄
桑
名
市
博
物
館
紀
要
第
十
四
号
参
照
︒

五

萬
古
を
冠
せ
ず
影
響
を
受
け
た
や
き
も
の
は
多
い
︒
代
表
的
な
も
の
は
三
重
県
津
市
の
安
東
焼
や
阿
漕
焼
が
挙
げ
ら
れ
る
︒
本
論
で
詳
し
く
触
れ

な
か
っ
た
が
秋
田
萬
古
焼
や
鴫
山
萬
古
焼
等
倣
い
萬
古
は
ど
の
よ
う
に
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
た
か
明
治
年
間
に
書
か
れ
た
﹃
大
成
陶
誌
﹄
か
ら
見
て
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み
る
︒
そ
の
中
に
二
本
松
及
び
鴫
山
は
項
目
が
立
て
ら
れ
て
お
ら
ず
︑﹁
佐
藤
伊
兵
衛
﹂
項
の
後
段
に
﹁
安
達
郡
二
本
松
に
萬
古
焼
を
模
造
す
︑
其
窰

は
同
郡
成
田
村
に
あ
り
て
︑
嘉
永
年
間
黒
釉
の
土
器
を
製
し
︑
明
治
初
年
に
萬
古
焼
の
模
造
を
創
む
︑
会
津
郡
田
島
村
岩
瀬
郡
長
沼
村
安
積
郡
福
永

村
に
も
粗
器
を
製
す
︑
開
業
皆
近
頃
な
り
︒﹂
と
あ
る
︒
同
書
中
羽
後
國
の
項
に
は
秋
田
萬
古
焼
の
﹁
佐
伯
孫
三
郎
﹂
が
立
項
さ
れ
て
お
り
︑﹁
南
秋

田
郡
保
戸
野
愛
宕
町
に
住
し
︑︵
中
略
︶
同
郡
泉
村
に
築
窰
し
明
治
五
年
二
本
松
村
田
鐵
之
助
を
雇
ひ
︑
三
重
縣
に
派
し
て
萬
古
焼
を
傳
習
し
歸
來
士

族
の
子
弟
五
十
餘
人
を
本
業
に
就
か
し
む
︑
十
五
年
自
宅
に
移
す
︑
同
年
八
月
磁
器
を
試
む
︑︵
後
略
︶
﹂
と
あ
る
︒
惜
し
く
も
足
利
萬
古
焼
に
つ
い

て
は
記
述
さ
れ
て
い
な
い
が
そ
れ
ぞ
れ
の
立
ち
位
置
が
み
ら
れ
て
面
白
い
︒

六

原
著
﹃
日
本
陶
器
目
録
﹄
の
訳
文
は
岡
村
﹃
モ
ー
ス
・
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
の
な
か
の
萬
古
焼
﹄
四
日
市
市
立
博
物
館
紀
要
第
十
二
号
参
照
︒

七

後
に
新
潟
県
で
新
発
田
焼
を
始
め
る
保
科
謙
吾
は
第
一
回
内
国
勧
業
博
覧
会
に
羽
前
国
置
賜
郡
米
沢
立
町
か
ら
出
品
し
て
お
り
﹁
中
盎
︵
は
ち
：

ほ
と
ぎ
︶
︑
筆
置
﹂
を
出
品
︑﹁
陶
白
黒
﹂
と
な
っ
て
い
る
︒
こ
の
陶
白
黒
や
モ
ー
ス
の
白
土
と
赤
土
と
い
う
表
記
か
ら
練
込
の
作
品
だ
っ
た
可
能
性

も
あ
る
︒
ま
た
註
五
に
挙
げ
た
﹃
大
成
陶
誌
﹄
越
後
國
の
項
に
﹁
保
科
謙
吾
﹂
項
あ
り
︑﹁
新
發
田
上
町
の
住
︑
明
治
十
年
十
一
月
草
水
三
光
二
村
の

土
を
得
て
茶
器
を
製
す
﹂
と
あ
る
︒

八

﹃
海
藏
小
誌
﹄
参
照
︒

九

﹃
二
本
松
万
古
焼
の
話
﹄
参
照
︒

十

﹃
明
治
十
四
年
内
国
勧
業
博
覧
会
三
重
県
出
品
解
説
﹄
参
照
︒

十
一

有
節
家
に
残
る
木
型
群
の
中
で
現
在
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る
も
の
の
中
で
年
紀
の
彫
銘
及
び
墨
書
銘
が
あ
る
も
の
は
文
久
二
︵
一
八
六
二
︶
年
︑

慶
応
四
年
︑
明
治
二
年
︑
同
三
年
︵
一
八
六
八
～
七
〇
︶
の
も
の
が
あ
る
︒
木
型
は
與
五
左
衛
門
弟
與
兵
衛
が
考
案
し
た
と
も
伝
え
ら
れ
︑
そ
の

こ
と
か
ら
與
兵
衛
の
亡
く
な
っ
た
元
治
元
年
ま
で
に
は
作
品
が
作
ら
れ
て
い
た
と
い
え
る
︒

十
二

二
本
松
萬
古
焼
の
全
般
に
関
し
て
は
﹃
二
本
松
万
古
焼
の
話
﹄
及
び
﹃
鴫
山
萬
古
﹄
を
参
照
と
し
た
︒
東
北
地
方
へ
の
萬
古
焼
の
伝
播
は
足
利

伝
統
工
芸
に
お
け
る
陶
法
技
術
の
伝
承
に
つ
い
て
︵
岡
村
︶
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系
と
二
本
松
系
と
二
つ
の
流
れ
が
あ
る
こ
と
は
浅
川
充
弘
氏
が
既
に
﹃
萬
古
焼
の
東
日
本
へ
の
伝
播
﹄︵
平
成
二
十
七
年
度
朝
日
町
歴
史
博
物
館
企

画
展
﹁
萬
古
焼
︑
東
へ
︱
秋
田
・
二
本
松
・
鴫
山
・
足
利
︱
﹂
図
録
所
収
︶
で
指
摘
さ
れ
て
い
る
が
︑
筆
者
は
二
本
松
萬
古
焼
及
び
二
本
松
萬

古
焼
の
派
生
で
あ
る
鴫
山
萬
古
は
有
節
萬
古
の
伝
播
で
は
な
い
と
考
え
る
︒

十
三

庄
助
窯
と
い
う
も
の
は
抑
な
い
︒
四
日
市
市
唯
福
寺
境
内
に
あ
る﹃
海
蔵
庵
窯
趾
﹄碑
文
に
よ
る
と
楽
只
窯
と
海
蔵
庵
窯
の
関
係
は
明
確
で
あ
り
︑

教
正
師
や
庄
助
の
想
像
を
絶
す
る
苦
労
も
慮
れ
る
︒
窯
業
の
地
域
の
殖
産
興
業
化
や
四
日
市
代
官
所
と
の
関
係
な
ど
も
碑
文
に
撰
ば
れ
︑﹁
四
日
市

ニ
於
ケ
ル
陶
業
ノ
先
驅
﹂
た
る
気
概
が
彫
ら
れ
て
い
る
︒

十
四

有
節
の
萬
古
焼
と
の
関
係
は
︑
与
一
郎
有
節
の
存
在
が
不
明
で
あ
っ
た
頃
は
與
五
左
衛
門
の
小
向
開
窯
が
天
保
二
年
の
た
め
田
端
ら
の
開
窯
は

三
年
ほ
ど
早
い
と
考
え
ら
れ
て
い
た
が
︑
文
政
年
間
に
創
業
し
た
陶
祖
与
一
郎
の
作
陶
の
ほ
う
が
早
い
こ
と
と
な
っ
た
︒

十
五

井
上
喜
久
男
氏
よ
り
教
示
を
受
け
た
も
の
を
︑
現
地
碑
文
に
よ
り
確
認
し
た
︒

十
六

四
日
市
の
や
き
も
の
の
陶
工
に
つ
い
て
政
田
庄
兵
衛
に
つ
い
て
挙
げ
て
お
く
︒
政
田
は
今
の
と
こ
ろ
明
治
六
年
ウ
ィ
ー
ン
万
国
博
覧
会
に
出
品

し
た
こ
と
が
分
る
陶
工
︒
ウ
ィ
ー
ン
万
博
の
目
録
に
他
陶
に
先
ん
じ
て
萬
古
焼
が
並
ぶ
の
で
あ
る
が
︑
そ
の
中
で
一
人
政
田
の
み
﹁
急
須

ス
カ

シ
入

一

三
重
勢
州
四
日
市

政
田
庄
兵
衛
造
﹂
と
氏
名
と
住
所
が
分
る
︒
他
に
萬
古
焼
は
十
四
品
出
品
さ
れ
て
い
て
器
種
は
分
か
る
が
︑
出

品
者
は
全
て
﹁
三
重
︵
県
︶
勢
州
萬
古
﹂﹁
萬
古
﹂
と
な
っ
て
い
る
た
め
誰
の
作
品
か
は
不
明
︒
こ
の
こ
と
か
ら
政
田
は
萬
古
焼
で
は
な
く
四
日
市

焼
と
し
て
出
品
さ
れ
た
可
能
性
が
大
き
い
︒
こ
れ
以
降
政
田
が
資
料
に
出
て
こ
な
い
こ
と
︑﹁
政
田
﹂
が
﹁
益
田
﹂
の
誤
伝
と
で
は
な
い
か
と
の
考

え
か
ら
︑
政
田
庄
兵
衛
は
四
日
市
焼
の
窯
に
従
事
し
て
い
た
陶
工
の
益
田
佐
藏
で
は
な
い
か
と
考
え
る
︒

十
七

萬
古
陶
が
小
向
︑
志
氐
野
陶
が
四
日
市
と
な
っ
て
い
る
と
こ
ろ
が
興
味
深
い
︒
当
時
の
産
地
の
中
心
は
そ
れ
ぞ
れ
有
節
の
窯
と
教
証
の
窯
と
い

う
意
識
が
あ
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
︒
唯
福
寺
の
﹃
海
蔵
庵
窯
趾
﹄
碑
文
に
慶
応
年
間
に
窯
が
廃
絶
止
む
無
き
に
至
っ
た
と
き
に
藤
井
元
七
窯
に

工
人
が
数
人
移
っ
た
と
い
う
こ
と
も
あ
り
志
氐
野
陶
器
と
藤
井
元
七
と
の
関
係
は
全
く
な
い
わ
け
で
な
い
が
︑
生
地
だ
け
で
焼
窯
を
持
た
な
い
元
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七
が
志
氐
野
陶
器
を
主
導
し
て
い
た
と
い
え
る
の
か
今
の
と
こ
ろ
詳
細
は
不
明
で
あ
る
︒

十
八

岡
村
﹃
萬
古
の
称
と
印
銘
に
つ
い
て
﹄
三
重
県
史
研
究
第
二
十
三
号
参
照
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︱
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萬
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︑
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史
博
物
館

二
〇
一
五

朝
日
町
歴
史
博
物
館
紀
要
第
九
号

朝
日
町

二
〇
一
六

︵
お
か
む
ら

と
も
い
ち
ろ
う
・
元
四
日
市
市
立
博
物
館
学
芸
員
︶

― 76―


