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は
じ
め
に

立
命
館
大
学
歴
史
考
古
学
ゼ
ミ
で
は
一
九
九
九
年
度
以
来
、
亀
岡
市
篠
窯
跡
群
の

分
布
調
査
を
行
っ
て
き
た
。
一
九
九
七
年
度
に
行
っ
た
大
津
市
仰
木
遺
跡
窯
跡
の
発

掘
調
査
に
よ
っ
て
、
い
わ
ゆ
る
「
篠
鉢
」
の
原
型
に
近
い
タ
イ
プ
の
須
恵
器
を
確
認

し
た
こ
と
が
最
初
の
調
査
要
因
で
あ
っ
た
。
篠
窯
跡
群
は
、
平
安
時
代
の
須
恵
器
窯

跡
・
瓦
窯
跡
と
し
て
全
国
的
に
著
名
で
あ
る
反
面
、
京
都
縦
貫
道
建
設
に
伴
う
発
掘

調
査
以
来
、
そ
の
研
究
が
十
分
に
進
ん
で
い
な
か
っ
た
。
立
命
館
大
学
か
ら
近
く
調

査
し
や
す
い
環
境
に
あ
っ
た
と
い
う
好
条
件
も
あ
っ
た
が
、
分
布
調
査
を
進
め
る
う

ち
に
、そ
の
方
法
論
を
学
生
と
と
に
も
模
索
す
る
必
要
が
大
き
い
と
感
じ
は
じ
め
た
。

高
度
経
済
成
長
以
後
、
行
政
発
掘
に
追
わ
れ
て
き
た
日
本
考
古
学
で
は
、
発
掘
調

査
の
技
術
や
遺
物
整
理
の
技
術
が
大
き
く
進
展
し
て
い
る
。
た
だ
し
、
行
政
発
掘
の

進
展
は
自
主
的
な
考
古
学
調
査
の
自
律
神
経
を
損
な
う
部
分
が
あ
る
こ
と
も
確
か
で

あ
る
。
各
地
で
盛
ん
に
行
わ
れ
て
い
た
分
布
調
査
は
、
一
九
九
九
年
当
時
、
極
め
て

少
な
く
な
っ
て
い
た
。
そ
の
こ
と
は
行
政
発
掘
が
減
少
し
つ
つ
あ
る
現
在
で
も
変
わ

り
が
な
い
。
今
現
在
、
考
古
学
の
野
外
調
査
方
法
を
確
立
す
る
た
め
に
、
も
っ
と
も

望
ま
れ
て
い
る
の
は
分
布
調
査
の
方
法
を
磨
く
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
は
学
生
が

考
古
学
を
学
ぶ
た
め
に
も
必
須
の
事
項
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。

た
と
え
ば
、
遺
跡
が
立
地
し
そ
う
な
地
形
を
探
し
出
し
、
実
際
の
踏
査
で
見
出
す

に
は
、
事
前
の
調
査
と
と
も
に
詳
細
な
地
表
面
観
察
が
必
要
で
あ
る
。
地
表
面
か
ら

遺
構
・
遺
物
の
有
無
を
観
察
す
る
方
法
は
経
験
に
追
う
部
分
が
大
き
い
。
し
か
し
、

そ
う
し
た
経
験
は
成
文
化
さ
れ
ず
、
後
の
発
掘
調
査
の
成
果
の
影
に
隠
れ
て
し
ま
う

こ
と
が
多
い
。
分
布
調
査
な
く
し
て
発
掘
調
査
の
成
果
は
見
込
め
な
い
し
、
発
掘
調

査
の
成
果
な
く
し
て
分
布
調
査
の
課
題
は
生
ま
れ
な
い
。
こ
こ
で
は
そ
う
し
た
視
点

を
重
視
し
た
上
で
、
須
恵
器
窯
跡
群
の
歩
き
方
、
あ
る
い
は
、
分
布
調
査
の
視
点
と

方
法
に
つ
い
て
の
試
行
錯
誤
を
紹
介
し
た
い
。

一
．
山
の
生
活
知
識
か
ら
見
た
「
窯
」

山
で
生
活
を
し
て
い
る
方
々
の
智
恵
は
、
遺
跡
を
踏
査
し
観
察
す
る
た
め
に
は
不

可
欠
な
情
報
を
多
く
含
ん
で
い
る
。
そ
の
方
々
か
ら
学
ん
だ
こ
と
を
紹
介
し
た
い
。

山
の
生
活
知
識
㈠　

―
微
地
形
と
水
―

須
恵
器
窯
は
稀
に
天
井
が
残
っ
て
い
る
例
が
あ
る
が
、
大
半
は
操
業
中
や
操
業
後

に
天
井
が
崩
落
し
て
い
る
。
窯
の
天
井
が
崩
落
し
た
後
に
土
砂
な
ど
が
流
れ
込
み
、

陥
没
痕
跡
は
目
立
た
な
く
な
る
が
、
地
表
面
に
そ
の
痕
跡
が
残
る
こ
と
が
あ
る
。
そ

の
場
合
、
発
掘
前
に
詳
細
な
地
形
測
量
図
を
と
っ
て
お
け
ば
、
発
掘
さ
れ
た
窯
体
と

発
掘
以
前
の
窪
み
の
位
置
が
よ
く
合
致
す
る
場
合
が
あ
る
（
丹
波
周
山
窯
跡
な
ど
。
京

須
恵
器
窯
の
歩
き
方

―
篠
窯
跡
群
分
布
調
査
の
た
め
に

―

木　

立　

雅　

朗
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都
大
学
考
古
学
研
究
室
一
九
八
二
）。
た
だ
し
、
そ
う
し
た
埋
没
痕
跡
を
明
瞭
に
残
す
の

は
地
下
式
窯
に
限
定
さ
れ
る
だ
ろ
う
。
半
地
下
式
窯
で
も
そ
う
し
た
痕
跡
は
残
り
う

る
が
、
地
上
式
窯
で
は
残
り
に
く
い
ど
こ
ろ
か
、
全
く
逆
に
窯
体
が
土
手
状
に
盛
り

上
が
る
場
合
も
想
定
さ
れ
る
（
後
述
）。

な
お
、
斜
面
全
体
が
わ
ず
か
に
く
ぼ
ん
で
い
た
場
合
、
雨
水
な
ど
を
集
め
や
す
い

た
め
、
そ
の
よ
う
な
地
点
に
窯
を
築
く
こ
と
は
少
な
い
。
例
外
的
に
備
前
焼
の
大
窯

が
そ
の
よ
う
な
地
形
を
好
む
と
い
う
が
、
備
前
焼
独
特
の
田
土
と
大
窯
の
特
徴
か
ら

生
ま
れ
た
特
殊
な
事
例
だ
と
想
定
さ
れ
る
（
備
前
市
教
育
委
員
会
石
井
啓
氏
ご
教
示
）。

考
古
学
研
究
者
は
多
量
の
遺
物
が
出
土
す
る
地
点
に
ト
レ
ン
チ
を
入
れ
る
こ
と
が

多
い
。
窯
に
近
い
地
点
に
遺
物
が
集
中
す
る
と
考
え
る
た
め
で
あ
る
。
あ
る
中
世
陶

器
の
窯
跡
発
掘
調
査
に
参
加
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
時
、
遺
物
集
中
地
区
の
溝
状
窪
み

の
地
点
に
最
初
の
ト
レ
ン
チ
が
設
定
さ
れ
た
。
窯
体
の
落
ち
込
み
で
あ
る
可
能
性
を

想
定
し
て
の
こ
と
で
あ
っ
た
と
記
憶
し
て
い
る
。
山
中
の
広
い
範
囲
に
遺
物
が
散
乱

し
て
い
る
規
模
の
大
き
な
窯
跡
で
あ
り
、
ど
こ
に
窯
が
あ
る
か
を
捜
索
す
る
こ
と
自

体
が
難
し
い
遺
跡
だ
っ
た
た
め
、
微
地
形
と
遺
物
散
布
状
況
を
熟
慮
し
た
上
で
選
ば

れ
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。

そ
の
時
、
発
掘
調
査
に
作
業
員
と
し
て
参
加
し
た
地
元
住
民
の
あ
る
方
が
次
の
よ

う
な
指
摘
を
し
た
。「
遺
物
が
沢
山
出
土
し
て
い
る
け
れ
ど
も
、そ
の
下
は
水
が
滲
み

出
し
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
水
が
集
ま
る
場
所
で
窯
を
見
つ
け
た
こ
と
が
な
い
。
考

古
学
を
勉
強
し
た
こ
と
は
な
い
が
、
山
芋
を
掘
っ
た
り
猪
穴
を
探
し
た
り
し
て
山
中

を
よ
く
掘
っ
た
か
ら
、
ど
ん
な
と
こ
ろ
に
窯
が
あ
る
か
、
よ
く
わ
か
っ
て
い
る
。
窯

は
も
っ
と
乾
い
た
と
こ
ろ
に
あ
る
。
あ
っ
ち
の
斜
面
だ
」。
そ
の
指
摘
ど
お
り
、水
が

滲
み
出
す
部
分
に
窯
は
存
在
せ
ず
、
指
さ
し
た
地
点
で
窯
が
検
出
さ
れ
た
。
多
量
の

遺
物
が
出
土
し
て
い
た
の
は
、
わ
ず
か
な
谷
地
形
に
失
敗
品
な
ど
を
投
棄
し
た
た
め

で
あ
っ
た
。「
山
」
の
生
活
知
識
に
基
づ
い
て
、「
山
」
全
体
の
微
地
形
や
特
性
を
観

察
す
る
必
要
が
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

な
お
、
水
が
滲
み
出
す
場
所
は
窯
の
温
度
を
上
げ
る
こ
と
が
で
き
な
い
た
め
に
避

け
ら
れ
る
が
、
水
は
窯
体
を
構
築
し
た
り
、
修
復
し
た
り
す
る
場
合
に
は
必
ず
必
要

に
な
る
。
そ
の
た
め
、
窯
体
の
直
下
か
ら
滲
み
出
す
水
は
嫌
わ
れ
る
が
、
付
近
に
水

を
得
る
場
所
が
あ
っ
た
ほ
う
が
便
利
で
あ
る
。
意
図
的
に
水
を
入
手
し
や
す
い
立
地

条
件
を
選
ん
だ
と
想
定
さ
れ
る
場
合
も
あ
る
（
山
形
県
高
安
窯
跡
。
北
野
二
〇
一
〇
）。

窯
の
立
地
条
件
や
埋
没
状
況
を
検
討
す
る
こ
と
は
、
分
布
調
査
に
と
っ
て
重
要
な

観
察
項
目
で
あ
る
。
ま
た
、
そ
れ
は
発
掘
調
査
に
際
し
て
も
重
要
な
情
報
と
な
る
。

窯
が
ど
の
よ
う
に
し
て
埋
没
し
て
い
っ
た
の
か
、
埋
没
後
は
ど
の
よ
う
な
環
境
に

あ
っ
た
の
か
な
ど
を
考
え
る
上
で
、
発
掘
前
の
地
形
測
量
図
が
も
つ
情
報
は
多
い
。

し
か
し
、
多
く
の
場
合
、
発
掘
後
の
地
形
測
量
図
を
掲
載
す
る
例
が
ほ
と
ん
ど
で
あ

る
。
地
形
の
観
察
は
発
掘
前
と
後
の
双
方
で
行
わ
な
け
れ
ば
意
味
が
少
な
い
。
分
布

調
査
で
は
発
掘
前
の
こ
と
し
か
理
解
で
き
な
い
が
、小
規
模
な
地
形
改
変
（
掘
削
や
地

滑
り
な
ど
）
は
表
面
観
察
で
判
明
す
る
場
合
も
あ
る
。

山
の
生
活
知
識
㈡　

―
窯
壁
は
資
源
―

石
川
県
の
白
山
麓
で
育
っ
た
故
・
伊
藤
常
次
郎
氏
は
焼
畑
農
耕
や
炭
焼
き
の
暮
ら

し
を
守
り
伝
え
、
そ
の
豊
富
な
知
識
を
活
か
し
た
民
俗
研
究
者
と
し
て
も
活
躍
さ
れ

た
。
か
つ
て
、
伊
藤
さ
ん
が
須
恵
器
窯
の
復
原
実
験
を
さ
れ
て
い
た
と
き
に
見
学
さ

せ
て
頂
き
、
経
験
に
基
づ
い
た
沢
山
の
お
話
を
伺
う
こ
と
が
で
き
た
。
伊
藤
氏
に
よ

る
と
、「
炭
焼
窯
を
新
し
く
築
く
時
、
天
井
粘
土
に
焼
粉
を
入
れ
る
と
丈
夫
な
窯
に
な

る
」
と
言
う
。
一
度
焼
か
れ
て
収
縮
し
た
窯
壁
は
粉
に
し
て
も
縮
ま
な
い
。
生
粘
土

だ
け
で
作
る
と
収
縮
率
が
高
い
が
、焼
粉
を
入
れ
る
と
収
縮
率
を
抑
え
ら
れ
る
た
め
、

確
か
に
合
理
的
な
方
法
で
あ
る
。
し
か
も
、
一
度
完
成
し
た
窯
の
天
井
は
、
わ
ざ
と

叩
い
て
大
き
な
ヒ
ビ
を
入
れ
る
。
窯
は
焼
成
中
に
熱
で
膨
張
し
、
焼
成
後
に
収
縮
す

る
。
そ
の
時
の
遊
び
の
部
分
を
作
っ
て
お
か
な
い
と
丈
夫
な
窯
に
な
ら
な
い
た
め
だ

と
言
う
。
炭
焼
き
窯
の
経
験
か
ら
伝
え
ら
れ
た
「
丈
夫
な
窯
」
の
ノ
ウ
ハ
ウ
は
大
変
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参
考
に
な
っ
た
が
、
そ
の
次
の
話
に
は
本
当
に
驚
か
さ
れ
た
。

「
炭
焼
を
し
て
い
た
時
に
は
窯
跡
を
掘
り
出
し
て
窯
壁
を
取
り
出
し
、そ
れ
を
焼
粉

と
し
て
新
し
い
窯
を
作
っ
た
。
私
は
考
古
学
を
勉
強
し
て
い
る
人
た
ち
よ
り
も
須
恵

器
窯
跡
が
ど
こ
に
あ
る
か
よ
く
知
っ
て
い
る
。
そ
れ
が
な
い
と
丈
夫
な
炭
焼
窯
が
作

れ
な
い
か
ら
だ
」。
須
恵
器
窯
跡
群
が
あ
る
地
域
で
暮
ら
す
人
々
に
と
っ
て
、「
須
恵

器
窯
跡
」
も
大
切
な
「
資
源
」
の
一
部
な
の
で
あ
っ
た
。
自
分
で
も
分
布
調
査
を
し

た
こ
と
が
あ
る
南
加
賀
古
窯
跡
群
を
別
の
角
度
か
ら
歩
い
て
成
果
を
納
め
て
い
た
こ

と
を
知
り
、
衝
撃
は
大
き
か
っ
た
。
伊
藤
さ
ん
の
よ
う
な
生
活
の
必
要
に
迫
ら
れ
た

窯
跡
探
索
を
、
考
古
学
研
究
者
は
行
っ
て
い
な
い
。
炭
焼
窯
を
作
る
立
地
条
件
と
須

恵
器
窯
の
そ
れ
と
は
よ
く
似
て
い
た
で
あ
ろ
う
か
ら
、
須
恵
器
窯
跡
を
見
つ
け
る
こ

と
も
簡
単
だ
っ
た
だ
ろ
う
。
私
た
ち
は
、
そ
う
や
っ
て
活
用
さ
れ
た
須
恵
器
窯
跡
の

「
跡
」
を
分
布
調
査
で
「
発
見
」
し
、
発
掘
調
査
し
て
い
る
と
考
え
た
ほ
う
が
よ
い
。

な
お
、
森
内
秀
造
氏
は
窯
跡
の
窯
壁
を
削
り
取
っ
た
「
ズ
ル
ム
ケ
の
窯
」
を
発
掘

し
た
際
、
窯
壁
が
再
利
用
さ
れ
た
と
考
え
た
（
森
内
二
〇
〇
二
）。
い
つ
再
利
用
さ
れ

た
の
か
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
難
し
い
が
、
窯
跡
周
辺
で
何
ら
か
の
窯
を
築
く
場

合
、
再
利
用
さ
れ
る
こ
と
は
当
然
あ
っ
た
だ
ろ
う
。
窯
跡
の
埋
め
土
か
ら
新
し
い
須

恵
器
が
発
見
さ
れ
る
場
合
、
そ
う
し
た
再
利
用
に
よ
る
可
能
性
が
あ
る
。
操
業
直
後

に
次
の
窯
の
た
め
に
窯
壁
を
採
取
し
た
可
能
性
も
あ
る
が
、
か
な
り
後
世
に
な
っ
て

か
ら
発
見
さ
れ
、
採
取
さ
れ
た
可
能
性
も
あ
る
。
古
け
れ
ば
採
取
痕
跡
が
埋
ま
っ
て

残
り
に
く
い
と
思
わ
れ
る
が
、
採
取
時
期
が
新
し
け
れ
ば
、
採
掘
坑
が
落
ち
込
み
痕

跡
と
し
て
残
さ
れ
て
い
る
可
能
性
も
あ
る
。

管
見
に
よ
る
限
り
、
森
内
氏
の
指
摘
以
外
、「
窯
跡
」
が
資
材
と
し
て
再
利
用
さ
れ

た
と
い
う
報
告
事
例
を
知
ら
な
い
。
窯
跡
の
発
掘
調
査
や
分
布
調
査
で
は
そ
う
し
た

視
点
は
完
全
に
抜
け
落
ち
て
い
る
。
古
墳
の
発
掘
で
あ
れ
ば
「
盗
掘
坑
」
を
検
出
す

る
こ
と
は
よ
く
あ
る
が
、
窯
跡
の
発
掘
調
査
の
場
合
、
窯
壁
は
最
初
か
ら
「
研
究
の

対
象
外
」
で
あ
り
、「
除
去
す
べ
き
対
象
」
に
す
ぎ
な
い
た
め
、
そ
れ
が
ど
の
よ
う
に

し
て
壊
れ
て
埋
没
し
て
い
っ
た
の
か
、
埋
没
し
た
も
の
が
後
世
に
ど
の
よ
う
に
動
か

さ
れ
た
の
か
、
と
い
う
よ
う
な
検
討
は
ほ
と
ん
ど
な
さ
れ
て
い
な
い
。
断
面
図
は
と

ら
れ
て
い
る
が
、
窯
の
幅
や
床
面
の
枚
数
を
確
認
す
る
こ
と
に
主
眼
が
お
か
れ
て
い

る
。「
埋
め
土
」
の
記
載
が
省
か
れ
た
断
面
図
を
よ
く
見
か
け
る
し
、記
載
が
あ
っ
た

と
し
て
も
、
そ
う
し
た
部
分
に
注
意
が
払
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
は
思
え
な
い
。

発
掘
調
査
の
精
度
は
年
々
上
が
っ
て
い
る
と
聞
く
が
、
窯
跡
発
掘
の
ノ
ウ
ハ
ウ
を

蓄
積
し
た
窯
業
産
地
こ
そ
、
そ
う
し
た
手
順
を
省
く
傾
向
に
あ
る
の
で
は
な
い
か
。

確
か
に
、そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
遺
物
収
集
に
集
中
す
る
こ
と
が
で
き
る
。「
遺
跡
埋
没

後
の
状
況
」は
多
く
の
発
掘
現
場
で
検
討
が
省
略
さ
れ
る
傾
向
が
あ
る
。
未
だ
に「
お

宝
探
し
」「
潮
干
狩
り
」
的
な
遺
物
の
盗
掘
状
態
が
続
い
て
い
る
と
揶
揄
さ
れ
て
も
仕

方
が
な
い
と
思
う
。

二
．
窯
の
立
地
条
件
と
窯
構
造

須
恵
器
窯
の
立
地
条
件
は
、
窯
構
造
に
関
わ
り
な
く
一
致
す
る
部
分
と
、
窯
構
造

に
起
因
し
て
異
な
る
場
合
が
あ
る
。
水
が
集
ま
る
場
所
を
避
け
る
こ
と
＝
窪
地
を
避

け
る
こ
と
は
窯
構
造
が
違
っ
て
も
一
致
す
る
。
土
質
は
地
下
式
の
場
合
、
大
き
な
問

題
を
も
つ
が
、
半
地
下
式
や
地
上
式
の
場
合
、
地
下
式
が
作
れ
な
い
よ
う
な
岩
盤
や

そ
の
近
く
で
あ
っ
て
も
立
地
す
る
場
合
が
あ
る
。
土
砂
崩
れ
が
多
い
よ
う
な
地
質
条

件
で
は
、
地
下
式
窯
の
築
造
は
危
険
を
伴
う
。
し
か
し
、
地
上
式
窯
の
場
合
、
そ
う

し
た
地
質
条
件
の
中
に
条
件
に
合
致
し
た
ピ
ン
ポ
イ
ン
ト
の
狭
い
部
分
を
選
ん
で
立

地
す
る
場
合
が
あ
る
。

窯
の
築
造
方
法
に
よ
る
三
つ
の
分
類
と
定
義

須
恵
器
の
窯
構
造
は
地
下
式
窯
・
半
地
下
式
窯
・
地
上
式
窯
の
三
つ
に
分
類
で
き

る
。「
地
下
式
窯
」
は
斜
面
を
ト
ン
ネ
ル
状
に
掘
り
抜
い
て
作
る
窯
で
あ
り
、「
地
下
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掘
り
抜
き
式
窯
」
と
も
呼
ば
れ
て
い
る
。「
地
上
式
窯
」
は
窯
体
の
大
半
を
地
上
に
構

築
し
た
も
の
で
あ
り
、「
地
上
窯
体
構
築
式
窯
」
と
も
呼
ば
れ
て
い
る
。「
半
地
下
式

窯
」
は
、
斜
面
に
掘
っ
た
溝
の
上
に
天
井
部
の
み
を
架
構
す
る
も
の
で
あ
る
（
森
内

二
〇
一
〇
）。
な
お
、
地
上
式
窯
も
斜
面
に
僅
か
な
が
ら
で
も
溝
を
掘
っ
て
い
る
。

従
来
、「
地
下
式
」と「
半
地
下
式
」の
二
つ
に
大
別
さ
れ
て
い
た
が（
田
辺
一
九
六
六

な
ど
）、
私
自
身
は
、「
掘
り
抜
き
式
」
と
「
天
井
架
構
式
」
の
二
つ
に
大
別
し
て
捉

え
る
べ
き
だ
と
考
え
て
い
る
。「
半
地
下
式
」
は
「
地
下
式
窯
と
地
上
式
窯
の
中
間
的

な
も
の
」
と
い
う
よ
り
は
、
天
井
を
架
構
す
る
と
い
う
意
味
で
「
地
上
式
」
と
同
じ

仲
間
と
し
て
捉
え
る
べ
き
だ
ろ
う
。

㈠
地
下
式
窯

前
述
の
よ
う
に
、
地
下
式
窯
の
天
井
が
崩
落
し
て
い
た
場
合
、
遺
跡
化
し
て
埋
没

し
た
後
で
あ
っ
て
も
、
窯
体
の
陥
没
が
溝
状
の
落
ち
込
み
と
な
っ
て
残
る
。
さ
ら
に

前
庭
部
も
僅
か
な
が
ら
に
平
坦
な
微
地
形
が
残
る
。
溝
と
平
ら
な
面
の
セ
ッ
ト
が
確

認
さ
れ
た
場
合
、
地
下
式
窯
で
あ
っ
た
と
想
定
で
き
る
。

地
下
式
窯
を
掘
削
す
る
場
合
、
前
庭
部
を
大
き
く
削
り
だ
し
、
そ
こ
か
ら
窯
体
を

掘
り
抜
い
た
と
想
定
さ
れ
る
。
ま
た
、
排
煙
口
付
近
に
は
煙
道
や
排
煙
調
整
溝
な
ど

の
施
設
が
作
ら
れ
る
た
め
、
排
煙
口
付
近
も
大
き
く
削
り
だ
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。

削
り
出
し
た
土
や
く
り
抜
い
た
土
は
、
開
口
部
か
ら
斜
面
下
に
捨
て
る
し
か
な
い
た

め
、
前
庭
部
が
さ
ら
に
広
く
な
る
場
合
が
あ
る
。

な
お
、窯
の
床
面
の
傾
斜
角
度
と
地
表
面
の
傾
斜
角
度
は
必
ず
し
も
一
致
し
な
い
。

焚
口
と
排
煙
口
の
比
高
差
が
焔
の
ひ
き
を
左
右
す
る
た
め
（
余
語
二
〇
一
〇
）、
窯
焚

き
の
技
術
と
し
て
重
視
す
べ
き
な
の
は
床
面
の
傾
斜
角
度
で
は
な
く
、
焚
口
と
排
煙

口
の
比
高
で
あ
る
。
焔
は
床
で
は
な
く
、
天
井
を
這
う
こ
と
が
多
い
。
天
井
の
高
さ

や
角
度
、
ウ
イ
ン
グ
状
の
施
設
こ
そ
が
窯
焚
き
技
術
に
と
っ
て
重
要
な
要
素
な
の
だ

が
、
残
念
な
が
ら
天
井
を
詳
細
に
観
察
し
う
る
例
は
少
な
い
。

地
下
式
窯
の
場
合
、
窯
の
床
面
角
度
、
煙
道
の
長
さ
や
焚
口
と
排
煙
口
の
高
さ
を

計
算
し
て
窯
を
く
り
抜
く
地
点
を
選
択
し
た
と
想
定
さ
れ
る
。
意
図
的
に
傾
斜
変
換

点
を
狙
っ
て
築
造
し
て
い
る
地
下
式
窯
が
目
立
ち
、
窯
の
設
計
プ
ラ
ン
に
と
っ
て
作

業
量
を
軽
減
し
や
す
い
、
実
現
し
や
す
い
条
件
が
あ
っ
た
と
想
定
さ
れ
る
。

し
か
し
、
残
念
な
が
ら
、
そ
う
し
た
自
然
地
形
の
変
換
点
を
意
識
し
て
発
掘
調
査

報
告
書
に
図
面
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
例
が
少
な
い
。
窯
体
そ
の
も
の
に
関
心
が
集
中

し
、
自
然
地
形
の
特
徴
、
と
く
に
傾
斜
変
換
点
を
活
か
し
た
窯
作
り
の
知
識
や
自
然

地
形
へ
の
適
応
の
在
り
方
に
つ
い
て
、
検
討
さ
れ
る
こ
と
が
少
な
い
。
お
そ
ら
く
、

同
じ
地
下
式
窯
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
自
然
地
形
の
特
徴
に
よ
っ
て
、
傾
斜
変
換
点

を
選
択
し
な
い
地
域
や
時
期
、
好
ん
で
選
択
す
る
地
域
や
時
期
が
あ
る
と
想
定
さ
れ

る
。
薪
燃
料
の
選
択
的
利
用
に
つ
い
て
は
理
解
が
進
ん
で
き
て
い
る
が
、
そ
れ
と
は

違
う
視
点
か
ら
自
然
地
形
の
選
択
に
つ
い
て
も
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、「
前
庭
部
」
は
、
窯
詰
め
や
窯
焚
き
作
業
な
ど
の
た
め
に
必
要
な
ス

ペ
ー
ス
と
し
て
、
意
図
的
に
造
り
出
し
た
「
作
業
場
」
だ
と
考
え
ら
れ
て
い
る
と
思

う
。
た
だ
し
、「
前
庭
部
」
は
斜
面
を
垂
直
に
削
り
だ
し
た
場
合
、
否
応
な
く
同
時
に

削
り
だ
さ
れ
る
。
さ
ら
に
窯
築
造
の
掘
削
土
を
斜
面
下
に
投
棄
し
た
結
果
、
窯
の
前

に
平
坦
面
が
造
成
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
た
め
、「
前
庭
部
」
は
掘
削
と
造
成
土

の
廃
棄
に
よ
っ
て
否
応
な
く
形
成
さ
れ
る
性
格
の
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
従
来
の

調
査
で
は
前
庭
部
が
削
り
だ
し
で
あ
る
の
か
、
盛
土
で
あ
る
の
か
、
十
分
に
吟
味
さ

れ
た
例
は
ほ
と
ん
ど
な
い
と
思
う
。
窯
の
築
造
に
関
わ
る
周
囲
の
景
観
変
化
の
す
べ

て
と
と
も
に
、排
出
し
た
土
の
処
理
問
題
も
重
視
す
る
必
要
が
あ
る
。「
前
庭
部
」
が

排
出
土
の
未
処
理
の
結
果
広
く
な
っ
た
の
か
、
必
要
な
ス
ペ
ー
ス
と
し
て
積
極
的
に

造
り
出
さ
れ
た
の
か
、
遺
構
精
査
・
断
ち
割
り
な
ど
に
よ
っ
て
検
討
さ
れ
る
べ
き
だ

と
思
う
。
場
合
に
よ
っ
て
は
排
出
土
の
す
べ
て
が
確
認
で
き
る
例
や
、
排
出
土
の
存

在
が
ま
っ
た
く
わ
か
ら
な
い
例
が
あ
る
。

実
は
、
地
上
式
窯
の
場
合
、「
窯
詰
め
・
窯
焚
き
に
と
っ
て
必
要
な
ス
ペ
ー
ス
」
が

発
掘
調
査
で
検
出
さ
れ
る
こ
と
は
少
な
く
、
確
認
さ
れ
た
と
し
て
も
、
地
下
式
窯
に
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比
べ
て
狭
い
。
前
庭
部
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
僅
か
な
盛
り
土
で
形
成
さ
れ
る
程
度

で
、
残
り
に
く
く
、
狭
い
も
の
だ
っ
た
と
想
定
さ
れ
る
。
そ
の
た
め
、
す
べ
て
の
窯

で
地
下
式
窯
ほ
ど
の
広
さ
の
前
庭
部
が
必
要
だ
っ
た
と
は
思
え
な
い
。
実
際
に
傾
斜

変
換
点
で
窯
を
作
っ
た
た
め
、搬
出
し
た
土
の
ほ
と
ん
ど
が
急
傾
斜
地
に
廃
棄
さ
れ
、

前
庭
部
が
削
り
だ
し
部
分
し
か
残
ら
な
い
例
や
、
地
下
式
で
あ
る
の
に
排
出
土
に
よ

る
前
庭
部
が
ほ
と
ん
ど
確
認
で
き
な
い
例
も
あ
る
。
地
下
式
窯
は
長
時
間
の
焼
成
を

前
提
と
し
た
燃
費
の
悪
い
窯
で
あ
っ
た
と
想
定
さ
れ
る
た
め
、
地
上
式
窯
に
比
べ
て

大
量
の
薪
を
ス
ト
ッ
ク
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
可
能
性
は
残
る
が
、
そ
れ
と
前

庭
部
の
広
さ
の
問
題
は
別
に
検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
床
面
の
叩
き
締
め
範
囲

や
状
態
の
検
討
も
含
め
て
、
薪
の
運
搬
か
ら
ス
ト
ッ
ク
の
一
連
の
流
れ
を
検
討
す
る

必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
そ
の
よ
う
な
問
題
が
あ
る
に
し
て
も
、
地
下
式
窯
の
場
合
、

斜
面
の
掘
削
と
掘
削
土
の
投
棄
の
た
め
、
広
い
前
庭
部
を
造
成
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ

た
こ
と
も
間
違
い
が
な
い
。
そ
う
し
た
前
庭
部
は
窯
が
埋
没
し
た
あ
と
も
痕
跡
と
し

て
残
る
可
能
性
が
あ
る
。

な
お
、自
然
地
形
を
活
か
し
て
垂
直
の
壁
を
造
り
出
さ
ず
に
掘
削
を
始
め
た
場
合
、

掘
削
土
は
崖
下
に
落
ち
込
み
、
広
い
前
庭
部
を
作
ら
な
い
場
合
が
あ
る
。
窯
体
だ
け

で
な
く
、
前
庭
部
も
、
ほ
と
ん
ど
が
削
り
出
し
て
造
成
さ
れ
る
。
牛
頸
窯
跡
群
の
な

か
に
は
そ
う
し
た
窯
が
よ
く
み
ら
れ
る
よ
う
に
思
え
る
。

と
こ
ろ
で
、
大
野
城
市
教
育
委
員
会
の
舟
山
良
一
氏
に
よ
る
と
、
牛
頸
窯
跡
群
の

発
掘
調
査
で
は
、
灰
原
の
掘
削
の
た
め
に
ロ
ー
プ
に
捕
ま
り
な
が
ら
斜
面
を
移
動
す

る
こ
と
が
普
通
だ
と
い
う
。
何
人
も
の
作
業
員
が
虎
ロ
ー
プ
に
繋
が
り
な
が
ら
発
掘

作
業
を
進
め
て
い
る
状
況
を
は
じ
め
て
見
学
し
た
時
に
は
大
変
驚
か
さ
れ
た
が
、
案

内
を
し
て
く
だ
さ
っ
た
舟
山
氏
が
「
そ
ん
な
当
た
り
前
の
こ
と
が
珍
し
い
の
か
」
と

述
べ
ら
れ
た
こ
と
に
も
、
合
わ
せ
て
驚
か
さ
れ
た
。
同
じ
地
下
式
窯
卓
越
窯
跡
群
で

あ
る
南
加
賀
窯
跡
群
で
は
そ
の
よ
う
な
光
景
を
見
た
こ
と
が
な
い
。
南
加
賀
に
は
牛

頸
の
よ
う
な
地
形
・
土
質
の
山
が
な
い
た
め
で
も
あ
る
が
、
様
々
な
意
味
で
の
地
域

性
が
発
掘
ス
タ
イ
ル
ま
で
規
定
し
て
い
る
好
例
だ
と
思
う
。
自
然
条
件
に
よ
っ
て
異

な
る
だ
け
な
の
か
、
そ
の
よ
う
な
地
形
を
積
極
的
に
好
ん
で
選
択
し
て
い
る
の
か
、

そ
の
よ
う
な
地
形
で
な
け
れ
ば
作
る
こ
と
が
で
き
な
い
構
造
の
窯
だ
っ
た
の
か
な

ど
、
様
々
な
角
度
か
ら
地
域
性
を
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
。

㈡
半
地
下
式
窯

半
地
下
式
窯
は
斜
面
に
溝
を
掘
り
込
み
、
そ
の
後
で
天
井
を
架
工
す
る
。
基
本
的

に
煙
道
と
言
わ
れ
る
よ
う
な
長
い
煙
突
部
分
は
存
在
せ
ず
、
窯
の
床
面
と
斜
面
の
角

度
も
近
似
す
る
。
と
は
い
え
、
地
下
式
窯
と
同
様
に
、
開
口
部
と
前
庭
部
は
削
り
だ

し
て
造
成
さ
れ
る
。
掘
削
土
は
天
井
架
工
の
た
め
に
利
用
さ
れ
る
こ
と
も
あ
り
、
地

下
式
窯
ほ
ど
大
量
に
で
る
わ
け
で
は
な
い
。
ま
た
、
地
下
式
窯
と
違
っ
て
掘
削
土
は

真
横
に
も
捨
て
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
開
口
部
か
ら
搬
出
す
る
ほ
う
が
作
業

は
楽
だ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
土
の
量
は
地
下
式
窯
ほ
ど
で
は
な
い

た
め
、
地
下
式
窯
ほ
ど
広
い
前
庭
部
が
で
き
る
わ
け
で
は
な
い
と
想
定
さ
れ
る
。
地

下
式
窯
と
半
地
下
式
窯
の
前
庭
部
の
大
き
さ
を
比
較
し
た
例
を
知
ら
な
い
が
、
今
後

は
そ
う
し
た
比
較
も
必
要
に
な
っ
て
く
る
だ
ろ
う
。

な
お
、
半
地
下
式
窯
の
場
合
、
窯
周
囲
の
施
設
は
排
水
溝
な
ど
が
紹
介
さ
れ
る
程

度
で
あ
ろ
う
が
、
窯
体
を
浮
か
せ
る
よ
う
に
し
て
周
囲
を
掘
り
込
む
例
が
あ
り
（
石

川
県
和
気
後
山
谷
一
号
窯
・
和
気
小
し
ょ
う
ぶ
谷
二
号
窯
。
亀
田
二
〇
〇
五
）、
地
上
式
窯

の
窯
周
囲
掘
削
の
在
り
方
と
半
地
下
式
を
対
比
さ
せ
る
必
要
が
あ
る
。
地
上
式
窯
に

つ
い
て
は
周
囲
の
遺
構
に
注
意
が
払
わ
れ
る
が
、
半
地
下
式
窯
の
場
合
、
往
々
に
し

て
周
囲
に
注
意
が
払
わ
れ
て
い
な
い
よ
う
に
見
え
る
。
そ
れ
は
地
下
式
窯
に
窯
周
囲

の
遺
構
が
少
な
い
こ
と
の
影
響
で
あ
ろ
う
。
窯
体
の
周
囲
の
精
査
は
、
工
房
や
作
業

場
な
ど
の
付
帯
施
設
の
検
出
の
た
め
に
も
欠
か
せ
な
い
視
点
で
あ
り
、
注
意
が
必
要

で
あ
る
。

半
地
下
式
窯
も
地
下
式
窯
同
様
、
天
井
が
崩
落
し
た
場
合
、
遺
跡
化
し
て
埋
没
し

た
後
に
溝
状
痕
跡
が
残
る
場
合
が
あ
る
と
想
定
さ
れ
る
。
し
か
し
、
そ
の
痕
跡
は
地
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下
式
窯
ほ
ど
明
瞭
で
は
な
か
っ
た
可
能
性
が
高
い
。

㈢
地
上
式
窯

地
上
式
と
い
う
言
葉
か
ら
、
完
全
に
す
べ
て
が
地
上
に
浮
き
上
が
っ
て
い
る
よ
う

に
受
け
止
め
ら
れ
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
若
干
の
掘
り
込
み
を
も
っ
て
い
る
。

天
井
部
分
が
架
工
さ
れ
る
こ
と
は
半
地
下
式
と
変
わ
ら
な
い
が
、
地
上
式
の
場
合
、

側
壁
も
造
り
出
さ
れ
、
窯
の
外
側
に
は
保
護
土
が
貼
り
付
け
ら
れ
る
。
典
型
的
な
例

で
は
、
窯
が
立
地
す
る
周
囲
が
掘
り
く
ぼ
め
ら
れ
て
不
整
形
な
溝
、
も
し
く
は
階
段

状
平
坦
面
が
巡
り
、
結
果
的
に
は
窯
全
体
が
蒲
鉾
状
、
あ
る
い
は
土
手
状
に
浮
き
上

が
っ
た
状
態
に
な
る
。
周
囲
を
掘
り
く
ぼ
め
る
の
は
、
窯
体
の
大
部
分
を
地
上
に
浮

き
上
が
ら
せ
、
地
面
と
の
接
触
を
で
き
る
だ
け
少
な
く
す
る
工
夫
で
あ
っ
た
と
想
定

さ
れ
る
。
大
地
と
の
接
触
部
分
が
大
き
け
れ
ば
地
中
に
熱
を
奪
わ
れ
る
反
面
、
地
中

に
蓄
熱
さ
れ
る
。
空
気
に
触
れ
る
部
分
が
大
き
け
れ
ば
蓄
熱
は
さ
れ
な
い
が
、
放
熱

も
少
な
く
な
っ
た
と
想
定
さ
れ
る
。
そ
の
点
が
地
上
式
窯
に
と
っ
て
、
最
大
の
特
徴

で
あ
っ
た
と
考
え
て
い
る
。
ま
た
、
周
囲
を
掘
り
く
ぼ
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
地
表
面

を
流
れ
る
雨
水
な
ど
を
避
け
る
こ
と
も
で
き
た
だ
ろ
う
。
テ
ラ
ス
状
に
な
っ
て
い
る

場
合
に
は
薪
な
ど
の
集
積
場
と
し
て
も
使
用
し
た
可
能
性
も
想
定
さ
れ
る
。

地
下
式
や
半
地
下
式
の
場
合
、
地
中
に
滲
み
て
い
る
水
は
大
敵
で
あ
り
、
そ
の
た

め
に
窪
み
状
の
部
分
を
避
け
た
と
想
定
さ
れ
る
が
、
地
表
面
を
流
れ
る
水
に
つ
い
て

は
さ
ほ
ど
頓
着
し
な
か
っ
た
可
能
性
が
あ
る
。
少
な
く
と
も
、
地
表
面
の
水
を
カ
ッ

ト
す
る
施
設
は
そ
れ
ほ
ど
多
く
は
な
い
。
地
上
式
の
場
合
、
地
下
水
に
加
え
て
地
表

面
を
流
れ
る
水
に
注
意
を
払
っ
て
い
た
と
想
定
さ
れ
る
。

掘
削
す
る
土
は
天
井
と
側
壁
に
使
用
さ
れ
る
た
め
、
投
棄
さ
れ
る
土
は
ほ
と
ん
ど

で
な
い
。
周
囲
を
掘
り
く
ぼ
め
る
際
に
で
た
土
も
窯
の
保
護
土
と
し
て
貼
り
付
け
ら

れ
た
と
想
定
さ
れ
る
。
こ
の
保
護
土
が
確
認
さ
れ
る
か
否
か
が
、
地
上
式
窯
で
あ
る

か
な
い
か
の
重
要
な
指
標
に
な
る
。
通
常
、
窯
跡
の
「
断
ち
割
り
」
調
査
は
補
修
や

床
面
枚
数
の
確
認
が
主
目
的
と
さ
れ
、
窯
内
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
保
護

土
は
窯
の
外
側
に
貼
ら
れ
る
た
め
、
そ
の
断
ち
割
り
を
窯
外
に
も
連
続
さ
せ
る
必
要

が
あ
る
。
半
地
下
式
で
も
天
井
部
に
保
護
土
が
貼
ら
れ
る
可
能
性
が
あ
る
が
、
側
壁

ま
で
保
護
土
が
確
認
さ
れ
れ
れ
ば
、地
上
式
と
認
識
し
て
も
よ
い
と
考
え
て
い
る
（
仰

木
遺
跡
窯
跡
の
発
掘
調
査
で
は
藤
原
学
氏
と
森
内
秀
造
氏
に
現
地
で
ご
指
導
い
た
だ
き
、断
ち

割
り
を
延
長
し
て
は
じ
め
て
認
識
で
き
た
）。
窯
外
に
広
が
っ
た
断
ち
割
り
に
よ
っ
て
さ

ら
に
深
く
掘
り
下
げ
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
窯
が
築
造
さ
れ
た
基
盤
の
状
況
が
従
来

以
上
に
明
確
に
確
認
で
き
る
だ
ろ
う
。

な
お
、
排
煙
口
部
分
や
窯
に
作
業
平
坦
面
が
削
り
だ
さ
れ
て
い
る
例
が
あ
る
が
、

こ
れ
は
排
煙
口
の
操
作
の
た
め
だ
と
想
定
さ
れ
る
。
窯
の
周
囲
に
掘
ら
れ
た
不
整
形

な
溝
、
も
し
く
は
階
段
状
平
坦
面
は
雨
水
な
ど
の
排
水
と
排
煙
口
へ
の
作
業
通
路
の

役
割
を
果
た
し
た
と
想
定
さ
れ
る
。

本
来
な
ら
ば
窯
焚
き
の
た
め
、
薪
を
積
み
上
げ
た
り
、
作
業
し
た
り
す
る
前
庭
部

も
必
要
で
あ
っ
た
と
想
定
さ
れ
る
が
、
前
述
の
よ
う
に
、
前
庭
部
が
検
出
さ
れ
た
例

は
ほ
と
ん
ど
な
い
と
思
わ
れ
る
。
窯
の
造
成
に
際
し
て
排
土
が
ほ
と
ん
ど
で
な
い
た

め
、
あ
っ
て
も
わ
ず
か
な
盛
り
土
に
よ
っ
て
で
き
た
小
さ
な
面
積
に
す
ぎ
ず
、
発
掘

前
に
流
出
し
て
失
わ
れ
る
程
度
の
も
の
だ
っ
た
と
想
定
さ
れ
る
。
今
後
、
前
庭
部
が

発
掘
調
査
で
確
認
さ
れ
る
こ
と
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
地
下
式
窯
に
比
べ
て

著
し
く
狭
い
も
の
だ
っ
た
と
想
定
さ
れ
る
。
お
そ
ら
く
、「
前
庭
部
」
で
の
作
業
空
間

は
必
ず
し
も
平
坦
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
の
だ
ろ
う
。
地
上
式

窯
の
場
合
、
窯
焚
き
作
業
に
際
し
て
は
、
む
し
ろ
な
い
ほ
う
が
よ
か
っ
た
の
か
も
知

れ
な
い
。
具
体
的
に
明
ら
か
に
で
き
な
い
が
、
そ
れ
は
焚
き
方
の
違
い
に
繋
が
る
可

能
性
も
あ
る
。

地
上
式
窯
の
場
合
、
天
井
が
崩
落
せ
ず
に
残
っ
た
例
は
聞
か
な
い
。
地
下
式
や
半

地
下
式
の
場
合
、
天
井
部
が
完
全
に
残
る
例
や
、
部
分
的
に
残
る
例
が
僅
か
な
が
ら

で
も
確
認
さ
れ
る
。
地
上
式
の
場
合
、
そ
れ
ら
に
対
し
て
脆
弱
で
残
り
に
く
か
っ
た

の
だ
と
想
定
さ
れ
る
。
構
造
上
の
問
題
も
あ
る
だ
ろ
う
が
、
焼
成
温
度
や
焼
成
時
間



三
一

須
恵
器
窯
の
歩
き
方

319

に
よ
る
焼
き
締
ま
り
、
操
業
回
数
の
多
さ
に
よ
る
焼
き
締
ま
り
な
ど
が
、
そ
れ
ら
よ

り
小
さ
か
っ
た
可
能
性
も
想
定
さ
れ
る
。
少
な
い
観
察
例
に
す
ぎ
な
い
が
、
窯
壁
に

付
着
す
る
自
然
釉
の
状
況
や
、
出
土
す
る
製
品
の
自
然
釉
や
焼
き
歪
み
の
程
度
な
ど

か
ら
、
そ
う
し
た
推
測
が
で
き
る
場
合
が
い
く
つ
か
確
認
さ
れ
る
。

さ
ら
に
大
き
な
違
い
は
、
天
井
が
崩
落
し
て
も
、
そ
の
痕
跡
が
地
上
に
残
り
に
く

い
こ
と
で
あ
る
。
も
と
も
と
蒲
鉾
状
に
盛
り
上
が
っ
た
部
分
が
崩
落
し
て
も
、
水
平

に
近
く
な
る
だ
け
で
陥
没
痕
跡
が
残
り
に
く
い
。
む
し
ろ
、
天
井
が
崩
落
し
た
後
で

す
ら
、
窯
壁
の
破
片
が
堆
積
し
て
周
囲
よ
り
高
く
な
る
場
合
も
あ
っ
た
と
想
定
さ
れ

る
。
そ
の
た
め
、
分
布
調
査
に
よ
っ
て
窯
体
の
落
ち
込
み
痕
跡
や
前
庭
部
の
痕
跡
を

見
い
だ
す
こ
と
は
不
可
能
で
あ
ろ
う
。
多
く
の
場
合
、
周
辺
と
変
わ
ら
な
い
斜
面
に

戻
っ
て
し
ま
っ
た
と
想
定
さ
れ
る
。

三
．
須
恵
器
窯
跡
群
分
布
調
査
の
課
題

地
表
面
観
察
と
窯
構
造

以
上
の
よ
う
に
、
窯
構
造
に
よ
っ
て
、
地
表
面
に
残
さ
れ
る
痕
跡
が
異
な
っ
た
と

想
定
さ
れ
る
。
地
上
式
が
主
流
を
占
め
る
と
想
定
さ
れ
る
篠
窯
跡
群
の
分
布
調
査
に

お
い
て
、こ
れ
ま
で
窯
体
の
陥
没
痕
跡
を
見
つ
け
た
こ
と
が
な
い
。「
灰
原
」
を
確
認

し
、
窯
体
の
場
所
を
特
定
で
き
た
場
合
で
あ
っ
て
も
、
切
り
通
し
の
断
面
で
窯
体
を

確
認
し
た
場
合
で
あ
っ
て
も
、
天
井
陥
没
に
よ
る
窪
み
地
形
の
残
存
は
確
認
で
き
な

か
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
傍
証
に
な
る
可
能
性
が
あ
る
。

窯
体
の
陥
没
痕
跡
や
前
庭
部
の
痕
跡
が
確
認
で
き
る
場
合
は
、
地
下
式
、
も
し
く

は
半
地
下
式
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
。
少
な
く
と
も
、
地
上
式
で
は
な
い
だ
ろ
う
。

そ
の
逆
に
陥
没
痕
跡
が
全
く
確
認
で
き
な
い
場
合
は
、
い
ず
れ
の
窯
構
造
で
あ
る
の

か
、そ
の
埋
没
状
況
に
よ
っ
て
異
な
る
で
あ
ろ
う
か
ら
厳
密
な
識
別
は
で
き
な
い
が
、

地
上
式
で
あ
っ
た
可
能
性
は
高
ま
る
。
そ
の
よ
う
な
視
点
で
も
微
地
形
を
観
察
す
る

必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
な
視
点
で
窯
跡
を
踏
査
・
発
掘
で
き
る
な
ら
ば
、
窯
築
造
に
際
し
て
生

じ
た
排
土
の
処
理
方
法
か
ら
前
庭
部
の
機
能
の
問
題
・
窯
構
造
に
よ
る
窯
焚
き
方
法

の
比
較
検
討
な
ど
に
研
究
を
展
開
で
き
る
と
思
う
。

窯
壁
片
の
検
討
と
観
察

分
布
調
査
は
も
と
よ
り
、
発
掘
調
査
に
お
い
て
も
、
窯
壁
片
を
採
集
し
て
検
討
し

た
例
は
数
少
な
い
。
窯
壁
片
は
窯
跡
で
あ
る
こ
と
を
示
す
大
切
な
証
拠
で
あ
り
、
分

布
調
査
で
は
必
ず
採
集
す
べ
き
も
の
だ
と
考
え
る
。
窯
跡
で
あ
る
の
か
そ
れ
以
外
の

遺
構
な
の
か
を
判
断
す
る
基
準
は
、
窯
体
・
灰
原
の
確
認
が
も
っ
と
も
重
要
で
あ
る
。

窯
壁
片
は
動
き
う
る
資
料
だ
が
、
焼
き
歪
ん
だ
資
料
と
合
わ
せ
て
窯
跡
が
近
く
に
あ

る
こ
と
を
示
す
重
要
な
指
標
に
な
り
う
る
。
ま
た
、
そ
の
窯
壁
片
か
ら
地
下
式
窯
の

も
の
か
、
地
上
式
窯
の
も
の
で
あ
る
か
と
い
う
検
討
も
成
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
少

な
く
と
も
、
ど
の
よ
う
な
状
態
の
窯
壁
で
あ
る
の
か
、
ス
サ
入
り
で
あ
る
か
、
窯
壁

の
中
に
木
舞
状
の
芯
材
が
確
認
で
き
る
の
か
、
地
山
削
り
だ
し
の
も
の
か
、
ど
の
よ

う
な
焼
け
具
合
か
、
ど
の
よ
う
な
形
状
か
、
な
ど
観
察
す
べ
き
こ
と
は
多
い
（
浜
中

二
〇
一
〇
参
照
）。「

灰
原
」
と
遺
物
散
布
と
窯
体

窯
跡
の
分
布
調
査
で
は
遺
物
の
散
布
範
囲
を
把
握
し
、「
灰
原
」
の
位
置
を
特
定
す

る
。
通
常
、
そ
の
「
灰
原
」
の
斜
面
上
方
に
窯
体
が
あ
る
と
考
え
る
。
し
か
し
、「
灰

原
」
の
残
存
は
遺
跡
に
よ
っ
て
異
な
る
こ
と
が
多
く
、
埋
没
し
て
地
表
面
に
現
れ
て

い
な
い
場
合
も
あ
る
。
そ
の
場
合
、
遺
物
の
散
布
範
囲
や
状
況
を
把
握
し
て
窯
跡
か

ど
う
か
も
含
め
て
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
。
遺
物
だ
け
が
散
布
す
る
場
合
、
必
ず
し

も
窯
跡
が
あ
る
と
は
限
ら
な
い
た
め
で
あ
る
。



三
二

320

滋
賀
県
大
津
市
仰
木
遺
跡
窯
跡
の
発
掘
調
査
に
際
し
て
は
、
遺
物
の
散
布
範
囲
の

斜
面
上
方
に
「
灰
原
」
と
窯
体
が
あ
る
と
想
定
し
た
。
し
か
し
、実
際
に
は
「
灰
原
」

が
小
さ
く
、
斜
面
下
の
か
な
り
離
れ
た
地
点
に
し
か
「
灰
原
」
が
確
認
で
き
な
か
っ

た
。
遺
物
の
散
布
範
囲
は
窯
跡
よ
り
上
に
広
が
っ
て
お
り
、
何
ら
か
の
作
業
や
後
世

の
土
の
移
動
に
よ
る
も
の
と
し
か
考
え
ら
れ
な
か
っ
た
。
残
り
の
よ
い
窯
跡
で
は
窯

体
の
下
に
「
灰
原
」
が
形
成
さ
れ
、
遺
物
の
散
布
も
「
灰
原
」
を
中
心
に
広
が
る
。

仰
木
遺
跡
の
場
合
、
柿
の
木
畑
か
ら
檜
林
に
改
変
さ
れ
た
土
地
で
あ
り
、
土
地
利
用

が
変
転
し
た
場
所
で
あ
っ
た
た
め
、
後
世
の
土
の
移
動
も
想
定
さ
れ
る
。
た
だ
し
、

遺
物
散
布
範
囲
の
発
掘
調
査
を
行
っ
て
い
な
い
た
め
、
そ
こ
に
何
ら
か
の
遺
構
が

あ
っ
た
可
能
性
も
残
る
。
分
布
調
査
だ
け
で
は
、
そ
う
し
た
こ
と
ま
で
明
ら
か
に
す

る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。

な
お
、「
灰
原
」
と
鍵
括
弧
付
き
で
呼
ぶ
の
は
、
真
っ
黒
の
炭
の
粉
状
の
土
層
に
対

し
て「
灰
」と
呼
ぶ
こ
と
に
抵
抗
が
あ
る
た
め
で
あ
る
。
そ
の
状
態
か
ら
い
え
ば「
炭

原
」
と
呼
ぶ
ほ
う
が
ふ
さ
わ
し
い
。
こ
の
用
語
の
は
じ
ま
り
に
つ
い
て
は
不
勉
強
で

あ
る
が
、
中
世
以
降
の
陶
磁
器
窯
の
「
物
原
」
を
古
代
の
須
恵
器
窯
に
当
て
は
め
た

用
語
だ
と
想
定
さ
れ
る
。

窯
跡
の
断
面
図
と
斜
面
の
記
録

窯
跡
の
実
測
図
で
は
横
断
面
と
縦
断
面
が
必
ず
つ
け
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
形
状
を

理
解
し
や
す
い
。
し
か
し
、
旧
地
表
面
の
ラ
イ
ン
が
表
示
さ
れ
な
い
例
が
多
い
。
窯

体
を
検
出
し
た
り
、
掘
り
下
げ
た
り
す
る
際
に
不
手
際
が
あ
れ
ば
、
縦
方
向
の
土
層

断
面
を
と
り
づ
ら
く
な
り
、床
面
だ
け
の
断
面
図
に
な
る
こ
と
が
あ
る
。
あ
る
い
は
、

地
下
式
窯
の
場
合
に
は
深
く
危
険
な
た
め
に
あ
ら
か
じ
め
周
囲
を
掘
り
下
げ
て
か
ら

掘
削
す
る
た
め
、旧
地
表
面
の
ラ
イ
ン
を
記
録
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
も
あ
る
。

安
全
管
理
の
問
題
も
避
け
ら
れ
な
い
と
は
い
え
、
行
政
発
掘
の
現
場
で
は
時
間
や
予

算
が
優
先
さ
れ
、
必
要
な
部
分
を
省
略
せ
ざ
る
を
得
な
い
場
合
が
あ
る
。
そ
の
よ
う

な
状
態
も
悪
い
影
響
を
与
え
て
い
る
の
か
、
旧
地
表
面
の
ラ
イ
ン
を
記
録
し
な
い
窯

跡
の
発
掘
調
査
報
告
書
が
多
い
。
報
告
書
に
記
載
し
な
い
だ
け
で
な
く
、
最
初
か
ら

必
要
の
な
い
情
報
と
し
て
注
意
さ
れ
ず
、
発
掘
現
場
で
の
作
業
が
省
略
さ
れ
て
い
る

の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
に
加
え
て
周
囲
の
地
形
測
量
図
が
な
い
た
め
、
旧
地

表
面
の
地
形
が
全
く
わ
か
ら
な
い
例
が
少
な
く
な
い
。
行
政
的
に
限
界
が
あ
る
な
ら

ば
、
せ
め
て
窯
体
を
斜
め
前
方
か
ら
撮
影
し
た
写
真
を
掲
載
し
て
く
れ
れ
ば
、
ど
の

よ
う
な
地
形
を
選
択
し
て
い
る
の
か
理
解
す
る
助
け
に
な
る
。
し
か
し
、
そ
う
し
た

写
真
す
ら
な
い
も
の
が
多
い
。

な
お
、
地
山
や
旧
地
表
面
の
状
態
こ
そ
が
重
要
な
情
報
で
あ
り
、
天
井
崩
落
後
の

地
表
面
の
状
態
に
意
味
が
な
い
と
考
え
ら
れ
、
断
面
図
に
図
化
さ
れ
な
か
っ
た
場
合

も
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
確
か
に
窯
築
造
前
や
築
造
段
階
の
地
表
面
の
状
態
が
重
要

で
あ
り
、
そ
れ
は
周
囲
の
観
察
に
よ
っ
て
復
原
す
る
必
要
が
あ
る
。
し
か
し
、
崩
落

後
の
状
態
も
重
要
な
情
報
で
あ
る
。
ま
た
、
周
囲
の
状
況
か
ら
窯
築
造
以
前
の
地
表

面
を
復
原
す
る
こ
と
も
重
要
な
作
業
に
な
る
。
必
ず
し
も
杓
子
定
規
に
発
掘
以
前
の

地
形
を
記
録
す
れ
ば
よ
い
わ
け
で
は
な
い
と
考
え
て
い
る
。

「
ど
の
よ
う
な
傾
斜
を
選
択
的
に
選
ん
で
い
る
の
か
」、
そ
し
て
「
そ
の
地
形
を
ど

の
よ
う
に
改
変
し
て
須
恵
器
窯
や
周
辺
施
設
を
作
っ
た
の
か
」
と
い
う
視
点
は
、
発

掘
調
査
報
告
書
に
と
っ
て
大
切
で
は
な
い
よ
う
に
思
え
る
。
窯
床
面
の
傾
斜
角
度
は

重
要
な
情
報
と
し
て
記
述
さ
れ
て
も
、
旧
地
表
面
の
傾
斜
角
度
が
報
告
さ
れ
る
例
は

ほ
と
ん
ど
見
な
い
。「
行
政
発
掘
の
限
界
」
を
理
由
に
し
て
省
略
さ
れ
た
こ
と
が
、そ

の
ま
ま
踏
襲
さ
れ
た
の
だ
ろ
う
か
。
窯
の
前
後
左
右
を
含
め
た
周
囲
の
地
形
観
察
・

記
録
が
必
要
だ
と
考
え
て
い
る
。

分
布
調
査
で
窯
を
探
す
場
合
、
発
掘
さ
れ
た
窯
跡
の
状
況
か
ら
そ
の
地
域
の
窯
の

立
地
条
件
を
検
討
す
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
現
状
で
は
発
掘
調
査
報
告
書
の
大

半
は
分
布
調
査
の
参
考
に
す
る
に
は
情
報
不
足
で
あ
る
。
篠
窯
跡
群
の
分
布
調
査
に

お
い
て
は
ク
リ
ノ
メ
ー
タ
ー
を
使
用
し
て
現
地
で
地
表
面
の
傾
斜
角
度
を
略
測
す
る
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よ
う
に
し
て
い
る
。
な
お
、
窯
が
立
地
し
た
と
想
定
さ
れ
る
斜
面
は
一
定
の
角
度
で

は
な
く
、
谷
底
付
近
・
中
腹
・
頂
上
付
近
な
ど
で
傾
斜
角
度
が
変
化
し
て
い
る
。
そ

の
よ
う
な
変
化
を
利
用
し
て
い
る
た
め
、
傾
斜
変
換
点
毎
に
傾
斜
角
度
を
計
測
す
る

よ
う
に
努
め
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
れ
を
発
掘
例
と
比
較
す
る
こ
と
が
難
し
い
。
篠

窯
跡
群
の
場
合
、
多
く
が
地
上
式
で
あ
っ
た
と
想
定
さ
れ
る
た
め
、
床
面
の
傾
斜
角

度
と
地
表
面
の
傾
斜
角
度
は
類
似
し
て
い
た
と
想
定
し
て
い
る
が
、厳
密
に
言
え
ば
、

そ
の
こ
と
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
新
た
に
発
掘
調
査
す
る
し
か
確
認
す
る

す
べ
が
な
い
の
で
あ
る
。

地
下
式
窯
の
場
合
、
ど
の
よ
う
な
傾
斜
を
も
っ
た
斜
面
を
ど
の
よ
う
に
く
り
抜
い

た
の
か
が
重
要
な
観
察
項
目
に
な
る
。
地
域
や
時
代
に
よ
っ
て
は
特
徴
的
な
傾
斜
の

部
分
を
狙
っ
て
窯
を
く
り
抜
い
て
い
る
と
想
定
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
地
表
面
の
傾

斜
角
度
と
窯
の
床
面
の
傾
斜
角
度
は
、
半
地
下
式
や
地
下
式
の
場
合
に
は
異
な
っ
て

い
た
と
想
定
さ
れ
る
し
、
そ
れ
を
計
算
し
て
築
造
し
た
は
ず
で
あ
る
。
そ
の
計
算
こ

そ
が
重
要
な
研
究
視
点
で
あ
り
、
分
布
調
査
の
際
に
も
役
立
つ
情
報
に
な
る
。

四
．
篠
窯
跡
群
の
特
徴
と
分
布
調
査

　
　

―
発
掘
調
査
報
告
書
の
批
判
的
検
討
―

丘
陵
西
側
斜
面
に
多
い
こ
と
―
窯
の
立
地
と
風
―

立
花
正
寛
氏
は
篠
窯
跡
群
の
窯
の
立
地
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

「
各
窯
は
、
芦
原
一
・
三
号
窯
を
除
き
、
丘
陵
西
側
斜
面
に
位
置
し
て
い
る
。
こ
れ

は
、
も
っ
と
も
焼
成
に
適
し
た
一
定
方
向
に
吹
く
風
（
四
季
を
通
じ
て
晩
秋
か
ら
冬
に

か
け
て
の
よ
う
な
湿
度
の
低
い
、乾
燥
し
た
北
西
風
の
冬
型
季
節
風
）
を
長
時
間
受
け
る
こ

と
が
で
き
る
篠
地
域
の
谷
あ
い
の
地
形
を
考
慮
し
た
た
め
と
推
察
さ
れ
る
。
中
世
に

お
け
る
六
大
古
窯
跡
群
に
も
、
ま
た
現
代
の
薪
窯
に
お
い
て
も
同
様
の
こ
と
が
み
ら

れ
る
」（
立
花
一
九
八
九
、
九
八
頁
）。
水
谷
寿
克
氏
と
岡
崎
研
一
氏
も
同
様
の
指
摘
を

繰
り
返
し
て
い
る
（
水
谷
・
岡
崎
一
九
九
一
、
二
三
一
頁
）。
窯
自
体
が
湿
度
か
ら
守
ら

れ
易
い
、周
囲
全
体
が
乾
燥
し
や
す
い
と
い
う
意
味
で
あ
る
な
ら
ば
理
解
で
き
る
が
、

風
を
求
め
て
窯
が
立
地
し
た
と
い
う
理
解
は
首
肯
し
難
い
。

実
際
の
窯
焚
き
に
際
し
て
、
高
温
に
達
し
た
窯
に
風
が
吹
き
こ
め
ば
炎
が
逆
流
し

て
焚
口
か
ら
吹
き
出
し
、
窯
焚
き
作
業
が
危
険
に
な
る
。
ま
た
、
窯
内
部
に
風
が
入

れ
ば
、
高
温
に
な
っ
た
製
品
や
窯
に
と
っ
て
は
非
常
に
冷
た
い
空
気
が
吹
き
込
む
こ

と
に
な
り
、
冷
め
割
れ
を
起
こ
す
危
険
性
が
高
い
。
現
在
の
窯
焚
き
で
は
、
冷
た
い

風
が
吹
き
こ
む
の
を
防
ぐ
よ
う
に
注
意
を
払
っ
て
い
る
。
覆
屋
を
作
っ
て
焚
口
周
辺

を
広
く
覆
っ
た
り
、
焚
口
部
分
を
鉄
板
や
耐
火
ボ
ー
ド
で
蓋
を
し
て
焼
成
し
て
い
る

の
は
そ
う
し
た
こ
と
も
原
因
で
あ
る
。
発
掘
調
査
で
前
庭
部
に
覆
屋
が
検
出
さ
れ
る

場
合
、一
般
的
に
は
窯
焚
き
作
業
や
薪
の
雨
除
け
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
と
思
う
。

し
か
し
、
風
除
け
の
効
果
も
期
待
さ
れ
て
い
た
可
能
性
が
あ
る
と
想
定
し
て
い
る
。

季
節
風
に
よ
っ
て
窯
の
湿
度
を
低
く
押
さ
え
ら
れ
る
と
す
れ
ば
、
窯
焚
き
段
階
で

も
同
じ
危
険
を
伴
う
こ
と
に
な
る
。
焚
口
を
風
か
ら
守
る
施
設
が
必
要
に
な
る
だ
ろ

う
。
風
は
窯
焚
き
に
と
っ
て
は
湿
度
と
同
様
に
大
敵
で
あ
る
。
な
お
、
篠
窯
跡
群
で

は
多
く
の
窯
が
丘
陵
頂
点
部
分
よ
り
下
に
立
地
し
て
い
る
。
こ
れ
は
排
煙
口
に
風
が

吹
き
込
ん
で
焔
の
引
き
を
弱
め
る
こ
と
を
避
け
た
た
め
で
は
な
い
か
と
想
定
し
て
い

る
。
煙
道
が
な
い
場
合
、
風
は
排
煙
口
に
お
い
て
も
嫌
わ
れ
た
と
思
わ
れ
る
。

季
節
風
は
季
節
限
定
で
あ
る
に
し
て
も
、
強
い
風
の
吹
き
う
る
地
帯
は
避
け
た
可

能
性
が
高
い
。
湿
度
と
風
の
双
方
を
避
け
る
の
が
窯
焚
き
の
基
本
的
な
知
識
だ
と
思

う
。
こ
の
こ
と
は
、
窯
跡
研
究
会
の
須
恵
器
窯
焼
成
実
験
の
経
験
と
そ
れ
に
参
加
し

て
下
さ
っ
た
陶
芸
家
の
方
々
か
ら
教
え
て
頂
い
た
経
験
に
よ
る
。
な
お
、
現
代
の
陶

芸
家
の
多
く
は
薪
窯
の
経
験
が
豊
富
で
あ
り
、
篠
窯
跡
群
発
掘
調
査
段
階
よ
り
そ
の

経
験
が
深
ま
っ
て
い
る
よ
う
に
感
じ
て
い
る
。
ま
た
、
季
節
風
に
つ
い
て
も
、
道
路

建
設
に
伴
う
発
掘
現
場
で
は
山
林
の
樹
木
が
す
べ
て
伐
採
さ
れ
た
状
態
で
あ
っ
た
と
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想
定
さ
れ
る
が
、
そ
の
よ
う
な
状
態
で
感
じ
る
風
と
樹
木
が
あ
る
状
態
と
で
は
大
き

く
異
な
る
。
須
恵
器
窯
が
山
を
丸
裸
に
し
て
い
た
の
で
あ
れ
ば
、
歴
史
的
追
体
験
と

い
え
る
が
、
現
状
で
は
そ
の
可
能
性
は
高
く
な
い
（
北
野
二
〇
一
〇
・
小
林
二
〇
一
〇
な

ど
）。
以
上
の
理
由
で
、
季
節
風
な
ど
の
自
然
の
風
を
利
用
し
た
た
め
に
窯
の
立
地
に

偏
り
が
生
じ
た
わ
け
で
は
な
い
と
考
え
る
。

丘
陵
の
特
徴
的
地
形
㈠

　
　

―
渓
谷
の
発
達
と
地
図
に
表
現
さ
れ
な
い
崖
―

篠
窯
跡
群
を
踏
査
す
る
と
、
川
筋
で
崖
が
発
達
し
て
い
る
こ
と
に
気
づ
く
。
そ
の

こ
と
は
二
五
〇
〇
分
の
一
地
形
図
を
眺
め
て
い
て
も
見
え
な
い
。
写
真
測
量
で
作
成

さ
れ
た
地
形
図
は
そ
う
い
う
意
味
で
役
に
立
た
な
い
。地
図
を
頼
り
に
し
て
い
る
と
、

川
向
こ
う
の
丘
陵
に
渡
る
こ
と
が
で
き
な
い
「
渓
谷
」
が
突
然
現
れ
て
驚
か
さ
れ
る

こ
と
が
あ
る
。
林
道
な
ど
を
境
に
し
て
急
激
に
落
ち
込
む
崖
地
形
も
、多
く
の
場
合
、

地
図
に
表
記
さ
れ
な
い
。
篠
の
踏
査
経
験
か
ら
す
る
と
、
比
較
的
大
き
な
谷
で
あ
れ

ば
川
に
そ
っ
て
谷
を
移
動
す
る
こ
と
が
困
難
で
、
尾
根
筋
に
移
動
す
る
し
か
方
法
が

な
い
地
点
が
多
か
っ
た
。
小
さ
な
谷
で
あ
っ
て
も
下
流
域
ほ
ど
崖
が
発
達
し
て
し
て

い
る
例
も
あ
り
、
谷
筋
の
山
道
は
比
較
的
発
達
し
て
い
な
い
よ
う
に
感
じ
る
。
低
い

丘
陵
で
は
谷
筋
や
川
に
平
行
し
て
い
る
山
道
も
あ
る
が
、
高
い
丘
陵
で
崖
が
発
展
し

て
い
る
場
合
に
は
崖
よ
り
上
の
斜
面
を
迂
回
せ
ざ
る
を
得
な
い
状
態
で
あ
っ
た
。
特

に
ア
ナ
ウ
シ
谷
奥
や
石
原
畑
支
群
で
は
、
渓
谷
が
移
動
を
阻
み
、
窯
跡
の
対
岸
に
移

動
で
き
な
い
。

灰
ヶ
谷
一
・
二
・
三
号
窯
は
、「
灰
ヶ
谷
」
と
呼
ば
れ
る
谷
に
等
間
隔
に
並
ん
で
発

見
さ
れ
て
い
る
（
灰
ヶ
谷
二
号
窯
は
藤
原
重
彦
氏
発
見
。
三
号
窯
は
二
〇
〇
八
年
立
命
館
大

学
発
見
）。
し
か
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
窯
跡
の
中
間
に
地
図
に
現
れ
て
い
な
い
崖
が
発
達

し
て
い
る
上
に
小
規
模
な
滝
状
の
地
形
も
あ
り
、
谷
川
や
谷
下
部
を
移
動
し
よ
う
と

す
る
と
、
た
ど
り
着
く
こ
と
が
困
難
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
尾
根
に
近
い
山
道
で
は

楽
に
到
達
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
窯
体
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
が
、
少

な
く
と
も
崖
が
発
達
し
た
斜
面
中
腹
以
下
に
は
立
地
し
得
な
い
し
、
移
動
も
困
難
で

あ
る
。
お
そ
ら
く
、
斜
面
中
腹
以
上
の
尾
根
筋
に
近
い
ル
ー
ト
を
使
用
し
て
い
た
と

想
定
さ
れ
、
将
来
は
窯
体
も
そ
の
ル
ー
ト
沿
い
で
検
出
さ
れ
る
だ
ろ
う
。

丘
陵
の
特
徴
的
地
形
㈡

　
　

―
地
層
傾
斜
に
よ
る
斜
面
の
角
度
の
違
い
―

篠
窯
跡
群
が
立
地
す
る
丘
陵
は
、
大
き
く
眺
め
れ
ば
、
京
都
市
西
京
区
か
ら
続
く

山
塊
の
一
部
で
あ
る
。
京
都
市
で
「
西
山
」
と
呼
ば
れ
る
山
脈
は
、
京
都
市
側
か
ら

眺
め
る
と
急
峻
な
斜
面
だ
が
、
亀
岡
市
側
か
ら
眺
め
る
と
そ
れ
と
は
対
照
的
に
な
だ

ら
か
な
斜
面
で
あ
る
。
さ
ら
に
細
部
の
地
形
を
み
る
と
、
篠
窯
跡
群
が
立
地
す
る
谷

筋
の
地
形
は
、
東
向
き
斜
面
が
急
峻
で
西
向
き
斜
面
は
な
だ
ら
か
で
あ
る
点
で
「
西

山
」
の
地
形
と
一
致
し
て
い
る
。
お
そ
ら
く
、
地
層
の
傾
斜
が
地
形
の
特
徴
に
反
映

し
て
い
る
と
想
定
さ
れ
る
。
篠
窯
跡
群
が
立
地
す
る
丘
陵
を
東
西
方
向
に
見
れ
ば
、

ち
ょ
う
ど
縦
挽
き
鋸
の
歯
の
よ
う
に
見
え
る
だ
ろ
う
。
そ
の
た
め
、
篠
窯
跡
群
で
は

東
向
き
斜
面
は
相
対
的
に
急
で
窯
を
築
造
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し

て
西
向
き
斜
面
に
は
窯
を
築
造
し
や
す
い
斜
面
が
発
達
し
て
い
る
。

ア
ナ
ウ
シ
谷
・
ア
ナ
ウ
シ
谷
奥
窯
跡
、
石
原
畑
窯
な
ど
は
そ
う
し
た
状
況
が
明
確

で
、
い
ず
れ
も
西
向
き
斜
面
に
窯
が
築
造
さ
れ
て
い
る
反
面
、
反
対
側
の
東
向
き
斜

面
に
は
窯
が
確
認
さ
れ
て
い
な
い
。
た
だ
し
、
こ
の
東
向
き
斜
面
は
傾
斜
が
き
つ
す

ぎ
て
、
と
て
も
踏
査
が
で
き
な
い
地
形
で
あ
る
た
め
、
正
確
に
い
う
な
ら
ば
斜
面
の

踏
査
が
で
き
て
い
な
い
。
踏
査
は
歩
き
や
す
い
崖
下
の
谷
底
の
一
部
に
と
ど
ま
っ
て

い
る
。
現
状
の
地
形
が
奈
良
・
平
安
時
代
も
変
わ
ら
な
か
っ
た
と
想
定
さ
れ
る
か
ら
、

窯
そ
の
も
の
を
作
れ
る
よ
う
な
地
形
で
は
な
か
っ
た
と
考
え
て
い
る
。
こ
う
し
た
特

徴
は
石
原
畑
窯
よ
り
西
側
、
篠
イ
ン
タ
ー
付
近
で
は
や
や
薄
ま
っ
て
い
る
が
、
そ
れ

で
も
黒
山
窯
が
立
地
す
る
丘
陵
は
そ
の
傾
向
が
明
瞭
で
あ
る
。
黒
山
ほ
ど
明
瞭
で
は
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な
い
が
、
騎
馬
ヶ
谷
・
騎
馬
ヶ
谷
奥
窯
が
立
地
す
る
丘
陵
に
も
そ
の
傾
向
が
見
て
取

れ
る
。
騎
馬
ヶ
谷
奥
窯
も
西
南
斜
面
に
面
し
て
い
る
。
た
だ
し
、
黒
山
で
は
そ
う
し

た
地
形
に
反
し
て
丘
陵
頂
上
部
の
傾
斜
が
ゆ
る
や
か
な
部
分
を
利
用
し
て
、
東
の
急

傾
斜
側
に
面
し
て
窯
が
作
ら
れ
て
い
る
よ
う
だ
。
丘
陵
上
平
坦
面
を
利
用
し
て
小
型

三
角
窯
が
立
地
し
て
い
る
可
能
性
も
あ
る
。

な
お
、
谷
の
片
側
斜
面
だ
け
に
窯
が
築
造
さ
れ
る
場
合
、
谷
全
体
の
薪
燃
料
を
管

理
し
て
い
た
と
想
定
す
る
こ
と
も
で
き
る
が
、
こ
の
よ
う
な
地
形
上
の
制
約
を
受
け

て
い
た
可
能
性
も
想
定
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。

地
下
式
窯
で
あ
れ
ば
比
較
的
急
な
傾
斜
で
も
窯
を
作
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
地
上

式
の
窯
構
造
は
急
傾
斜
の
斜
面
に
築
造
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
。
踏
査
の
段
階
で

す
で
に
「
な
い
だ
ろ
う
」
と
い
う
先
入
観
を
も
っ
て
臨
ん
で
い
る
こ
と
も
確
か
だ
が
、

今
の
と
こ
ろ
、
急
傾
斜
の
斜
面
で
は
基
本
的
に
窯
は
確
認
さ
れ
て
い
な
い
。

地
質
条
件
に
よ
る
窯
の
分
布
限
界

　
　

―
京
都
市
よ
り
の
部
分
は
礫
が
多
く
、
窯
築
造
に
不
利
―

石
原
畑
支
群
の
踏
査
を
行
い
、
さ
ら
に
そ
れ
よ
り
東
側
の
谷
筋
の
踏
査
を
行
っ
た

が
、
急
激
に
礫
が
増
加
し
、
粘
土
質
の
地
山
か
ら
礫
が
多
い
地
山
に
変
化
し
て
い
っ

た
。
西
山
に
近
づ
く
ほ
ど
、
礫
が
卓
越
す
る
よ
う
に
感
じ
た
。
石
原
畑
支
群
が
東
限

に
な
り
、
そ
れ
以
東
で
は
遺
物
も
全
く
採
集
で
き
な
か
っ
た
。
こ
う
し
た
条
件
の
も

と
で
窯
を
築
造
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
は
な
い
が
、
困
難
で
あ
ろ
う
。
篠
イ
ン
タ
ー

付
近
の
窯
が
密
集
す
る
地
点
で
は
こ
う
し
た
礫
を
見
た
記
憶
が
な
い
。
土
質
の
条
件

が
よ
い
部
分
に
結
果
と
し
て
窯
が
集
中
し
て
い
る
傾
向
を
確
認
で
き
る
。

播
磨
で
は
岩
盤
付
近
に
窯
を
築
造
し
た
例
も
あ
る
。
地
上
式
の
窯
で
あ
れ
ば
粘
土

さ
え
至
近
距
離
に
あ
れ
ば
築
造
で
き
る
た
め
で
あ
ろ
う
。
篠
窯
跡
群
で
は
そ
こ
ま
で

し
て
窯
を
築
造
し
て
い
な
か
っ
た
と
想
定
さ
れ
る
。
自
然
条
件
に
恵
ま
れ
て
い
た
こ

と
も
そ
の
理
由
に
な
る
だ
ろ
う
が
、
条
件
の
よ
い
地
点
を
選
ぶ
こ
と
が
で
き
る
社
会

的
条
件
が
整
っ
て
い
た
可
能
性
も
想
定
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
分
布
の
様
相
か
ら
、

窯
の
操
業
を
許
さ
れ
た
範
囲
を
抽
出
し
、
社
会
と
の
関
係
に
つ
い
て
検
討
す
る
必
要

も
あ
る
。

埋
没
微
地
形
と
窯
構
造

篠
窯
跡
群
の
分
布
調
査
で
は
、
地
表
面
観
察
で
灰
原
を
確
認
で
き
た
と
し
て
も
、

窯
体
の
陥
没
痕
跡
を
見
つ
け
た
こ
と
が
な
い
。
そ
れ
は
主
た
る
窯
構
造
が
地
上
式
で

あ
っ
た
た
め
だ
と
想
定
さ
れ
る
。
発
掘
調
査
で
は
す
べ
て
が
半
地
下
式
で
あ
る
と
報

告
さ
れ
て
い
る
。
確
か
に
半
地
下
式
を
含
ん
で
い
る
が
多
く
は
地
上
式
で
あ
ろ
う
。

埋
没
微
地
形
が
残
ら
な
い
こ
と
も
、
そ
う
し
た
想
定
を
補
強
し
て
く
れ
る
。

「
灰
原
」
と
「
小
規
模
地
滑
り
」
の
問
題

窯
跡
を
発
見
す
る
契
機
は
様
々
で
あ
る
が
、
用
水
路
や
林
道
、
山
道
な
ど
に
よ
っ

て
土
層
断
面
が
露
出
し
て
い
る
部
分
で
な
け
れ
ば
発
見
は
困
難
で
あ
る
。
中
に
は
腐

食
土
で
土
壌
が
全
く
露
出
し
て
い
な
く
て
も
、
大
量
の
遺
物
が
散
布
し
て
認
識
で
き

る
場
合
も
あ
る
が
、
過
半
数
は
土
壌
の
露
出
が
重
要
な
鍵
に
な
る
。
そ
の
た
め
、
分

布
調
査
で
は
土
壌
が
露
出
し
て
い
る
部
分
を
中
心
に
観
察
す
る
こ
と
に
な
る
が
、
い

く
つ
か
の
窯
跡
の
灰
原
や
灰
原
の
下
方
で
小
規
模
な
地
滑
り
状
の
痕
跡
を
確
認
す
る

こ
と
が
で
き
た
。
窯
の
操
業
に
よ
っ
て
周
囲
の
立
ち
木
が
伐
採
さ
れ
る
な
ど
、
自
然

環
境
が
大
き
く
改
変
さ
れ
た
場
合
、
そ
う
し
た
地
滑
り
が
起
こ
り
や
す
か
っ
た
の
で

は
な
い
か
と
想
定
し
て
い
る
。
小
規
模
な
地
滑
り
に
は
凹
部
と
溜
ま
り
の
両
方
が
確

認
さ
れ
る
が
、「
灰
原
」
も
ひ
と
つ
の
地
滑
り
を
形
成
し
て
い
る
場
合
が
あ
る
。
ア
ナ

ウ
シ
谷
奥
二
・
三
号
窯
で
は
林
道
法
面
に
灰
原
が
露
出
し
て
お
り
、
そ
の
露
出
範
囲

か
ら
灰
原
の
広
が
り
が
明
確
で
あ
る
。
離
れ
て
眺
め
る
と
、
灰
原
だ
け
が
僅
か
に
盛

り
上
が
っ
て
見
え
る
。
若
干
は
下
方
に
ず
り
落
ち
た
可
能
性
が
あ
る
と
は
言
え
、
窯

か
ら
掻
き
出
さ
れ
た
ま
ま
、
凸
状
の
堆
積
が
維
持
さ
れ
て
い
る
可
能
性
が
あ
る
。
ま
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た
、
石
原
畑
四
号
窯
の
灰
原
下
方
に
は
小
規
模
な
地
滑
り
に
よ
る
小
さ
な
凹
地
が
確

認
さ
れ
た
。
こ
こ
で
は
灰
原
層
は
確
認
さ
れ
ず
、
赤
土
の
流
土
が
崩
落
し
た
様
子
が

わ
か
る
が
、
そ
の
な
か
に
上
の
灰
原
層
か
ら
流
れ
込
ん
だ
須
恵
器
が
若
干
含
ま
れ
て

お
り
、
そ
の
露
頭
の
確
認
が
窯
跡
発
見
の
き
っ
か
け
と
な
っ
た
。
通
常
、
凹
地
状
に

崩
落
す
る
部
分
は
水
が
滲
み
出
す
な
ど
、
水
を
集
め
や
す
い
微
地
形
が
確
認
さ
れ
る

が
、
こ
こ
で
は
そ
う
し
た
こ
と
は
確
認
し
が
た
か
っ
た
。
か
つ
て
、
窯
が
作
ら
れ
た

時
に
周
囲
の
開
発
や
土
の
移
動
が
何
ら
か
の
影
響
を
与
え
、
そ
れ
が
後
世
に
小
規
模

な
地
滑
り
を
起
こ
さ
せ
た
可
能
性
も
想
定
さ
れ
る
。遺
物
を
含
む
地
滑
り
地
帯
に
は
、

人
間
活
動
の
何
ら
か
の
影
響
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
可
能
性
が
あ
る
。
単
純
な

自
然
の
崩
落
で
あ
れ
ば
も
と
も
と
当
時
の
人
々
も
避
け
て
い
た
は
ず
で
あ
り
、
遺
物

も
含
ま
れ
な
い
だ
ろ
う
。

た
だ
し
、
小
規
模
な
地
滑
り
が
確
認
さ
れ
る
か
ら
と
い
っ
て
必
ず
窯
が
存
在
し
た

と
は
限
ら
な
い
。
小
規
模
な
地
滑
り
が
確
認
さ
れ
る
か
ら
こ
そ
、
結
果
と
し
て
遺
物

の
散
布
が
確
認
し
や
す
く
な
り
、
遺
跡
発
見
に
到
る
。
逆
に
い
え
ば
、
小
規
模
な
地

滑
り
が
起
こ
ら
な
か
っ
た
場
合
、
遺
跡
は
発
見
し
に
く
く
な
る
。
周
辺
の
地
形
を
さ

ら
に
詳
細
に
検
討
し
、
小
規
模
地
滑
り
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
解
明
し
た
い
。
そ
の
た
め

に
は
、
地
滑
り
と
そ
の
周
辺
の
発
掘
調
査
や
ボ
ー
リ
ン
グ
調
査
な
ど
が
不
可
欠
で
あ

ろ
う
。
従
来
の
発
掘
調
査
で
こ
う
し
た
現
象
に
つ
い
て
注
意
が
払
わ
れ
た
例
を
聞
か

な
い
。
篠
特
有
の
こ
と
で
あ
る
か
も
含
め
て
検
討
が
必
要
で
あ
る
。

灰
原
以
外
の
遺
物
集
積
地

　
　

―
窯
跡
で
は
な
い
「
遺
物
散
布
地
」
の
意
味
―

窯
跡
周
辺
に
は
「
製
品
集
積
地
」
な
ど
と
呼
ば
れ
る
遺
物
集
積
地
が
確
認
さ
れ
る

こ
と
が
あ
る
。
灰
原
か
ら
採
集
さ
れ
る
遺
物
は
黒
色
の
炭
が
付
着
し
て
い
る
が
、
窯

跡
周
辺
で
は
灰
原
層
か
ら
洗
い
出
さ
れ
る
な
ど
し
て
黒
色
炭
や
土
が
完
全
に
洗
い
と

ら
れ
た
遺
物
を
採
集
す
る
こ
と
も
多
い
。
そ
れ
は
灰
原
土
が
雨
で
流
し
と
ら
れ
た
た

め
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
鍋
倉
二
―
一
号
窯
で
は
赤
土
が
付
着
し
て
い
る
の

に
も
か
か
わ
ら
ず
、黒
色
炭
層
が
全
く
確
認
で
き
な
か
っ
た
。
周
囲
を
確
認
す
る
と
、

山
道
の
拡
張
工
事
で
現
れ
た
露
頭
の
赤
土
層
か
ら
遺
物
が
採
集
さ
れ
た
。
窯
壁
の
細

か
な
凹
凸
内
に
ま
で
赤
土
が
充
填
さ
れ
て
い
る
た
め
、
遺
物
洗
浄
の
際
に
難
儀
し
た

記
憶
が
あ
る
。
そ
う
し
た
例
は
灰
原
以
外
に
由
来
す
る
遺
物
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
お

そ
ら
く
は
製
品
を
選
別
し
て
廃
棄
さ
れ
た
り
、
不
良
品
を
ス
ト
ッ
ク
す
る
「
場
」
が

窯
の
周
辺
に
設
け
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
よ
り
低
い
部
分
に
灰
原
層
が
露

出
し
て
い
た
た
め
、
明
ら
か
に
別
遺
構
が
あ
る
と
想
定
さ
れ
た
。

発
掘
調
査
で
は
明
確
な
遺
構
が
確
認
さ
れ
な
い
場
合
が
多
い
た
め
、「
窯
」
や
「
灰

原
」
と
同
じ
レ
ベ
ル
で
認
識
さ
れ
て
い
る
と
は
思
え
な
い
が
、
遺
物
の
散
布
状
態
な

ど
を
総
合
的
に
検
討
す
れ
ば
、
明
確
に
そ
う
し
た
「
場
」
を
認
識
せ
ざ
る
を
得
な
い

だ
ろ
う
。
そ
れ
が
窯
に
隣
接
す
る
場
合
も
あ
れ
ば
、
や
や
離
れ
て
存
在
す
る
場
合
も

あ
る
。
作
業
面
や
工
房
な
ど
の
遺
構
が
検
出
さ
れ
る
可
能
性
も
あ
る
。
滋
賀
県
春
日

北
遺
跡
で
は
窯
体
の
背
後
の
削
り
だ
し
た
平
坦
面
に
多
量
の
遺
物
と
窯
壁
片
が
積
み

上
げ
ら
れ
て
お
り
、
窯
壁
片
の
ス
ト
ッ
ク
場
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
た
（
平
井
美
典

二
〇
〇
九
）。

灰
原
以
外
の
遺
物
散
布
地
は
、
工
房
や
製
品
集
積
地
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
事
例
が

あ
り
、
定
型
化
し
て
認
識
で
き
る
「
遺
構
」
で
は
な
い
が
、
そ
の
存
在
や
意
味
に
つ

い
て
十
分
に
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
。
分
布
調
査
に
お
い
て
も
、「
遺
物
の
散
布
」
に

つ
い
て
灰
原
か
ら
の
流
出
と
し
て
簡
単
に
処
理
す
る
だ
け
で
は
な
い
。
お
そ
ら
く
、

こ
う
し
た
遺
物
が
採
集
さ
れ
る
地
点
を
発
掘
調
査
す
れ
ば
「
工
房
」
な
ど
の
作
業
空

間
が
検
出
さ
れ
る
の
だ
ろ
う
。
遺
物
を
採
集
し
た
際
に
は
、
そ
の
器
表
面
の
状
態
や

ど
の
地
層
に
由
来
す
る
の
か
な
ど
、
周
囲
を
よ
く
観
察
し
て
検
討
す
べ
き
で
あ
る
。

な
お
、
小
谷
一
・
二
号
窯
（
二
〇
〇
九
年
立
命
館
大
学
新
発
見
窯
）
で
は
山
道
の
造
成

に
よ
っ
て
切
断
さ
れ
た
窯
体
断
面
か
ら
遺
物
を
採
集
で
き
た
が
、
こ
の
場
合
も
遺
物

表
面
に
は
赤
土
が
付
着
し
て
い
た
。
窯
体
内
を
埋
め
た
土
が
遺
物
の
表
面
を
覆
っ
て
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い
た
た
め
で
あ
る
。

須
恵
器
窯
跡
と
山
道
・
獣
道
―
地
形
と
通
路
―

篠
窯
跡
群
の
分
布
調
査
に
お
い
て
は
、
窯
が
立
地
し
そ
う
な
地
点
を
重
点
的
に
踏

査
し
、
急
な
斜
面
な
ど
、
須
恵
器
窯
が
立
地
し
そ
う
に
な
い
地
点
は
で
き
る
だ
け
省

く
よ
う
に
し
て
き
た
。
し
か
し
、
そ
れ
で
も
予
想
外
の
地
点
か
ら
須
恵
器
を
採
集
す

る
こ
と
が
あ
り
、
可
能
な
範
囲
で
面
的
な
踏
査
も
心
が
け
て
い
る
。
な
お
、
崖
で
遺

跡
が
な
い
と
思
い
込
ん
で
い
た
谷
底
で
遺
物
を
採
集
す
る
こ
と
も
あ
っ
た
が
、
そ
れ

は
崖
の
上
に
良
好
な
斜
面
が
あ
る
こ
と
を
見
落
と
し
て
い
た
た
め
で
あ
っ
た

（
二
〇
一
一
年
発
見
の
下
東
山
六
号
窯
な
ど
）。
急
傾
斜
や
崖
に
窯
や
遺
跡
が
な
い
こ
と
は

明
ら
か
で
あ
り
、
地
形
の
観
察
が
重
要
で
あ
る
こ
と
は
論
を
待
た
な
い
。
そ
し
て
、

い
く
つ
か
の
遺
跡
を
発
見
し
て
い
く
う
ち
に
、
山
道
沿
い
に
窯
跡
が
多
い
こ
と
に
気

づ
い
た
。現
在
で
も
山
道
が
縦
横
に
走
っ
て
い
る
が
、以
前
に
比
べ
て
山
に
入
る
人
々

の
数
や
頻
度
は
少
な
く
な
っ
た
と
想
定
さ
れ
る
。
そ
れ
で
も
主
要
な
山
道
は
「
歩
き

や
す
い
部
分
」
や
「
移
動
に
必
要
な
部
分
」
に
あ
り
、
維
持
さ
れ
て
い
る
。
な
か
に

は
獣
道
化
し
て
人
間
が
通
ら
な
い
部
分
も
あ
る
が
、
そ
う
し
た
道
も
含
め
て
、
窯
跡

を
発
見
し
た
部
分
に
は
何
ら
か
の
通
路
が
存
在
す
る
こ
と
が
多
い
。
ブ
ッ
シ
ュ
で
完

全
に
覆
わ
れ
た
り
、
急
斜
面
や
崖
に
よ
っ
て
到
達
し
が
た
い
わ
け
で
は
な
い
。
多
く

の
場
合
、比
較
的
到
達
し
や
す
い
部
分
に
窯
が
集
中
し
て
い
る
と
い
う
印
象
を
も
つ
。

こ
れ
は
須
恵
器
窯
築
造
や
焼
成
に
際
し
て
も
、
製
品
の
搬
出
入
を
含
め
た
移
動
を
重

視
し
て
選
地
さ
れ
た
た
め
だ
と
想
定
さ
れ
る
。
そ
の
意
味
で
当
時
の
道
を
復
原
し
つ

つ
、
窯
の
分
布
を
確
認
す
る
こ
と
、
崖
に
囲
ま
れ
て
い
て
も
歩
い
て
到
達
で
き
る
道

を
探
す
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
ま
っ
た
く
足
を
踏
み
入
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
よ
う

な
前
人
未
到
の
困
難
地
を
無
理
に
踏
査
す
る
必
要
は
少
な
い
と
感
じ
て
い
る
。
た
だ

し
、
地
形
の
特
徴
が
あ
り
、
そ
れ
を
読
み
こ
ん
で
踏
査
す
る
必
要
は
あ
る
。

私
は
学
生
時
代
、
古
墳
の
分
布
調
査
を
す
る
際
、
ど
う
や
っ
て
ブ
ッ
シ
ュ
を
克
服

す
る
か
、
ど
う
や
っ
て
踏
査
困
難
な
急
斜
面
や
や
せ

4

4

尾
根
を
踏
査
す
る
か
と
い
う
よ

う
な
、
あ
る
種
の
サ
バ
イ
バ
ル
・
ゲ
ー
ム
の
よ
う
な
感
覚
を
も
っ
て
挑
ん
で
い
た
こ

と
が
あ
っ
た
。
し
か
し
、
篠
窯
跡
を
踏
査
し
続
け
る
う
ち
、
そ
う
し
た
イ
メ
ー
ジ
は

小
さ
く
な
っ
て
き
た
。
今
に
し
て
思
え
ば
、
古
墳
の
分
布
調
査
で
も
踏
査
が
困
難
な

地
点
で
発
見
し
た
こ
と
は
な
か
っ
た
と
思
う
。
理
に
適
っ
た
築
造
計
画
が
な
さ
れ
て

い
た
の
で
あ
ろ
う
。
前
述
し
た
灰
ヶ
谷
支
群
の
三
つ
の
窯
は
ま
さ
し
く
、
そ
の
と
お

り
の
分
布
を
し
め
し
て
い
る
。
谷
川
を
苦
労
し
て
遡
っ
て
発
見
し
た
灰
ヶ
谷
三
号
窯

は
、
山
腹
を
走
る
山
道
を
使
え
ば
簡
単
に
到
達
で
き
た
。
さ
ら
に
谷
奥
の
二
号
窯
・

一
号
窯
も
同
じ
山
道
を
使
え
ば
簡
単
に
到
達
で
き
た
。
西
山
三
号
窯
（
二
〇
〇
九
年
立

命
館
大
学
発
見
）
の
周
辺
は
急
峻
な
斜
面
で
山
腹
の
山
道
が
発
達
し
て
い
な
か
っ
た
。

こ
こ
で
は
珍
し
く
谷
筋
の
道
が
発
達
し
て
お
り
、
急
峻
な
斜
面
を
さ
け
て
、
踏
査
が

楽
な
谷
道
を
歩
い
て
い
る
時
に
遺
跡
を
発
見
し
た
。

「
通
路
」は
今
も
昔
も
歩
き
や
す
い
部
分
に
存
在
し
た
可
能
性
が
高
い
。
そ
れ
を
復

原
す
る
こ
と
、「
地
形
を
読
み
解
く
」
こ
と
が
重
要
で
あ
る
こ
と
を
痛
感
し
て
い
る
。

な
お
、以
上
の
こ
と
は
山
城
や
宗
教
的
施
設
で
は
当
て
は
ま
ら
な
い
可
能
性
が
あ
る
。

こ
こ
で
紹
介
し
て
い
る
特
徴
は
あ
く
ま
で
須
恵
器
窯
跡
に
限
定
し
た
傾
向
に
す
ぎ
な

い
こ
と
を
断
っ
て
お
く
。

「
地
形
を
読
み
解
く
」
た
め
に
は
結
局
の
と
こ
ろ
、「
歩
く
こ
と
が
で
き
る
部
分
」

を
す
べ
て
歩
く
し
か
な
い
。本
当
に
遺
跡
が
あ
る
な
ら
、た
と
え
目
の
前
に
崖
が
あ
っ

て
も
、
必
ず
ど
こ
か
に
到
達
し
や
す
い
別
ル
ー
ト
が
あ
る
だ
ろ
う
か
ら
、「
迂
回
」
し

て
全
面
踏
査
を
行
う
べ
き
で
あ
る
。危
険
な
崖
や
急
斜
面
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
れ
ば
、

無
理
や
危
険
を
承
知
で
踏
査
す
る
必
要
は
全
く
な
い
。
し
か
し
、「
遺
跡
が
な
さ
そ
う

だ
か
ら
省
く
」と
い
う
消
極
的
姿
勢
だ
け
で
は
地
形
を
読
み
解
く
こ
と
が
で
き
な
い
。

遺
跡
発
見
以
上
に
「
地
形
を
読
み
解
く
」
こ
と
を
重
視
し
、
そ
う
し
て
読
み
解
い
た

地
形
と
「
遺
跡
」
と
の
関
係
性
を
検
討
す
る
こ
と
が
も
っ
と
も
重
要
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
、
発
掘
調
査
で
そ
う
し
た
道
に
つ
い
て
検
討
さ
れ
る
こ
と
は
少
な
い
。
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発
掘
調
査
の
た
め
に
つ
け
る
通
路
は
重
機
を
使
用
す
る
こ
と
も
あ
り
、
従
前
の
「
山

道
」
な
ど
を
利
用
し
な
い
こ
と
も
多
い
。
自
然
も
地
形
も
破
壊
し
て
か
ら
発
掘
調
査

に
入
る
な
ら
ば
、
そ
う
し
た
イ
メ
ー
ジ
を
形
成
し
に
く
い
。

窯
の
回
帰
と
森
林
再
生
の
サ
イ
ク
ル

　
　

―
八
世
紀
後
半
の
窯
跡
に
再
来
す
る
一
〇
世
紀
の
窯
―

石
原
畑
支
群
で
は
八
世
紀
後
半
代
の
窯
が
廃
絶
し
た
あ
と
、
空
白
期
間
を
置
い
て

一
〇
世
紀
代
の
窯
が
再
来
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
例
は
三
軒
屋
東
窯
跡
で
も
確
認
で

き
る
（
三
軒
屋
東
窯
跡
は
発
掘
さ
れ
て
い
な
い
が
採
集
須
恵
器
は
「
八
世
紀
中
ご
ろ
か
ら
九

世
紀
代
の
も
の
が
中
心
で
、
一
部
十
世
紀
中
頃
の
も
の
と
思
わ
れ
る
も
の
が
あ
る
」
と
い
う
。

樋
口
二
〇
〇
〇
、二
七
四
頁
。
現
地
を
確
認
し
た
と
こ
ろ
、
一
〇
世
紀
代
の
須
恵
器
は
斜
面
下

方
に
集
中
し
て
い
た
）。
自
然
回
復
を
待
っ
て
再
来
し
た
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
る
が
、

戦
略
的
に
古
い
窯
跡
の
近
接
地
を
選
び
、
窯
壁
の
再
利
用
を
も
く
ろ
ん
だ
可
能
性
も

想
定
さ
れ
る
。
す
で
に
指
摘
さ
れ
る
て
い
る
よ
う
に
山
頂
付
近
に
作
っ
た
八
世
紀
後

半
の
窯
に
比
べ
て
一
〇
世
紀
の
窯
は
そ
れ
よ
り
下
方
に
築
か
れ
て
い
る
。
し
か
も
、

平
坦
面
に
近
い
。
そ
の
た
め
、
窯
と
「
現
地
工
房
」
が
近
接
す
る
タ
イ
プ
だ
と
想
定

さ
れ
る
。
八
世
紀
後
半
代
の
窯
は
そ
う
し
た
周
辺
施
設
は
や
や
離
れ
て
い
る
こ
と
が

多
い
。
斜
面
を
雛
壇
場
に
造
成
し
な
け
れ
ば
窯
に
近
接
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
な
い
地

形
で
あ
る
。
富
山
県
小
杉
流
通
業
務
団
地
内
遺
跡
群
で
確
認
さ
れ
る
よ
う
な
タ
イ
プ

の
テ
ラ
ス
状
遺
構
が
埋
没
し
て
い
る
場
合
、分
布
調
査
で
は
明
ら
か
に
し
が
た
い
が
、

遺
物
が
灰
原
を
越
え
て
広
く
分
布
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
で
き
れ
ば
、
関
連
施
設
の

広
が
り
を
認
識
で
き
る
可
能
性
も
あ
る
。
し
か
し
、
現
状
で
は
灰
原
以
外
の
遺
物
の

広
が
り
を
確
認
で
き
な
い
た
め
、「
現
地
工
房
」
を
想
定
し
が
た
い
。
八
世
紀
後
半
代

は
窯
と
「
現
地
工
房
」
が
離
れ
て
い
た
可
能
性
が
高
い
。
こ
う
し
た
空
間
利
用
の
違

い
は
、
八
世
紀
後
半
と
一
〇
世
紀
の
生
産
シ
ス
テ
ム
の
違
い
に
起
因
し
て
い
る
可
能

性
が
あ
る
。
な
お
、
近
年
藤
原
重
彦
氏
や
立
命
館
大
学
が
発
見
し
た
七
世
紀
後
半
〜

八
世
紀
前
半
の
窯
（
自
蓮
坊
・
地
蔵
ヶ
尾
地
内
）
は
、
丘
陵
先
端
部
に
立
地
し
て
い
る
。

そ
の
た
め
、
窯
の
近
く
に
「
現
地
工
房
」
の
存
在
を
想
定
し
や
す
く
、
八
世
紀
後
半

と
は
異
な
っ
て
い
る
。

発
掘
調
査
し
な
け
れ
ば
最
終
的
な
結
論
を
出
す
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
分
布
調
査

で
あ
っ
て
も
そ
の
よ
う
な
目
的
を
持
っ
て
微
地
形
や
遺
物
散
布
状
況
を
検
討
す
る
こ

と
で
一
定
の
成
果
が
期
待
で
き
る
。

五
．
考
古
学
の
野
外
調
査
と
し
て
の
分
布
調
査
と
現
代
学
生

華
々
し
い
発
掘
調
査
の
成
果
に
つ
い
て
は
、
各
地
で
学
ぶ
こ
と
が
で
き
る
。
し
か

し
、
都
市
化
や
再
開
発
が
進
行
し
た
現
在
、
自
然
の
中
に
遺
跡
を
探
し
求
め
る
よ
う

な
「
古
く
さ
い
考
古
学
」
は
、
も
は
や
、
は
や
ら
な
い
よ
う
に
見
え
る
。「
町
を
離
れ

て
野
に
山
に　

遺
跡
求
め
て
行
く
俺
は　

…
」（「
考
古
学
エ
レ
ジ
ー
」
の
歌
詞
の
一
節
）

な
ど
と
い
う
牧
歌
的
な
考
古
学
的
調
査
よ
り
も
、
重
機
に
追
わ
れ
て
調
査
す
る
工
事

現
場
的
発
掘
調
査
の
ほ
う
が
一
般
的
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
学
生
た
ち
の
生
活
環
境

も
大
き
く
様
変
わ
り
し
、
か
つ
て
の
よ
う
に
野
山
を
歩
き
回
り
、
遺
跡
・
遺
物
と
直

接
的
に
対
話
し
て
い
た
「
考
古
学
少
年
」
は
ほ
と
ん
ど
見
な
い
。
ま
た
、
普
及
啓
蒙

活
動
が
進
ん
だ
現
在
で
は
、
遺
跡
や
遺
物
と
の
ふ
れ
あ
い
は
あ
る
意
味
で
間
接
的
に

な
ら
ざ
る
を
得
な
い
。
ど
ん
な
に
充
実
し
た
遺
跡
公
園
や
考
古
学
博
物
館
が
あ
っ
た

と
し
て
も
、
そ
れ
は
「
創
ら
れ
た
遺
跡
・
遺
物
」
と
い
う
側
面
が
ぬ
ぐ
え
な
い
。
現

在
の
生
活
環
境
の
な
か
で
は
、
自
然
と
の
関
わ
り
は
極
端
に
少
な
く
、
遺
跡
・
遺
物

と
自
然
環
境
と
の
関
係
を
考
え
る
力
が
乏
し
く
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
。
自
然
の
中
に

残
さ
れ
た
「
遺
跡
」
か
ら
過
去
を
復
原
す
る
能
力
、
そ
し
て
、
発
掘
調
査
の
課
題
を

入
手
す
る
能
力
を
涵
養
す
る
必
要
が
あ
る
。

学
生
た
ち
の
観
察
力
・
想
像
力
は
、
そ
の
生
い
立
ち
に
よ
っ
て
大
き
く
異
な
る
。

野
山
に
遊
ん
だ
経
験
が
あ
る
学
生
は
視
点
が
鋭
く
、「
分
布
調
査
」
の
ノ
ウ
ハ
ウ
を
素
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早
く
習
得
す
る
。
そ
れ
以
外
の
多
く
の
学
生
は
、
つ
い
て
歩
く
の
に
必
死
で
、
遺
跡

の
環
境
を
観
察
し
、立
地
し
や
す
い
地
点
を
探
し
出
す
な
ど
と
い
う
こ
と
は
難
し
い
。

ど
う
し
て
も
遺
物
を
採
集
す
る
だ
け
の
踏
査
に
終
始
し
て
し
ま
う
。

実
は
高
度
経
済
成
長
期
に
育
っ
た
私
自
身
、
今
の
学
生
と
同
じ
問
題
を
持
っ
て
い

る
。
か
ろ
う
じ
て
前
近
代
的
生
活
の
智
恵
の
シ
ッ
ポ
に
触
れ
た
と
は
言
え
、
そ
れ
以

前
の
人
々
に
比
べ
て
遥
か
に
自
然
環
境
に
対
す
る
観
察
力
が
弱
い
。
自
分
自
身
も
野

外
調
査
に
よ
っ
て
鍛
練
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
立
場
で
あ
る
こ
と
は
違
い
な
い
。
学

生
と
と
も
に
自
然
環
境
か
ら
多
く
の
こ
と
を
学
ば
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
、
か

つ
て
の
発
掘
現
場
で
は
、
山
野
に
つ
い
て
の
経
験
豊
か
な
方
々
が
作
業
員
と
し
て
参

加
さ
れ
、
多
く
の
こ
と
を
学
ぶ
こ
と
が
で
き
た
が
、
今
で
は
そ
う
し
た
人
々
も
め
っ

き
り
減
少
し
て
し
ま
っ
た
。
私
の
よ
う
な
高
度
経
済
成
長
期
に
育
っ
た
人
間
に
役
割

が
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
う
し
た
こ
と
を
自
覚
し
、
橋
渡
し
す
る
こ
と
だ
と
感
じ
て
い

る
。篠

窯
跡
群
は
都
市
部
に
隣
接
し
な
が
ら
残
さ
れ
た
希
有
な
窯
跡
群
で
あ
り
、
歴
史

的
意
義
も
高
い
。
こ
う
し
た
模
索
を
行
う
に
は
理
想
的
な
窯
跡
群
で
あ
る
。

大
規
模
発
掘
調
査
と
遺
跡
破
壊

須
恵
器
窯
跡
の
発
掘
調
査
は
、
高
度
経
済
成
長
期
以
降
、「
開
発
」
と
い
う
名
の
里

山
破
壊
に
よ
っ
て
進
行
し
た
。
研
究
史
に
残
る
猿
投
窯
跡
群
や
陶
邑
窯
跡
群
の
研
究

も
、
開
発
に
対
応
し
た
事
前
調
査
に
違
い
な
い
。
そ
の
た
め
、
大
半
の
窯
跡
は
失
わ

れ
、
そ
の
成
果
を
検
証
す
る
こ
と
が
困
難
に
な
っ
た
部
分
が
あ
る
こ
と
は
否
定
で
き

な
い
。
事
前
の
分
布
調
査
を
行
っ
た
と
は
い
え
、
自
主
的
な
研
究
活
動
に
よ
っ
て
発

掘
調
査
の
課
題
を
抽
出
し
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
そ
の
意
味
で
社
会
変
動
に
対
す

る
受
け
身
の
対
応
で
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。
分
布
調
査
の
成
果
は
地
味
で
気
長
あ
る

こ
と
は
間
違
い
な
い
が
、
目
的
を
も
っ
た
自
主
的
な
分
布
調
査
は
、
か
つ
て
の
発
掘

調
査
と
は
異
な
り
積
極
的
意
味
を
も
つ
。

お
わ
り
に

か
つ
て
、
分
布
調
査
と
発
掘
調
査
は
、
野
外
調
査
の
車
の
両
輪
で
あ
る
と
し
て
、

分
布
調
査
も
相
応
に
重
視
さ
れ
て
い
た
。
時
代
は
進
み
、行
政
発
掘
の
成
果
の
前
に
、

遅
々
と
し
た
分
布
調
査
は
時
代
遅
れ
の
感
が
ぬ
ぐ
え
な
い
。
し
か
し
、
健
全
な
考
古

学
研
究
の
展
開
の
た
め
に
は
不
可
欠
な
知
的
営
為
だ
と
考
え
て
い
る
。
雑
感
に
過
ぎ

な
い
が
、
こ
う
し
た
視
点
が
発
掘
調
査
で
も
注
意
さ
れ
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。
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