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鉛
釉
陶
器
の
は
じ
ま
り 

 
 

━ 

七
・
八
世
紀
の
出
土
遺
物
の
科
学
的
特
徴
か
ら 

━ 

京
都
国
立
博
物
館
　
保
存
科
学
室
長
・
総
研
大
修
了
生�

　
降
幡
　
順
子

藤
尾　

そ
れ
で
は
、
続
い
て
の
講
演
に
移
り
た
い
と
思
い
ま
す
。
齋
藤
さ
ん
の
厳
し
い
ご
指
導
の
下
で
、
本
専

攻
を
二
〇
一
五
年
三
月
に
修
了
さ
れ
ま
し
た
降
幡
順
子
さ
ん
の
「
鉛
釉
陶
器
の
は
じ
ま
り
─
七
・
八
世
紀
の
出
土

遺
物
の
科
学
的
特
徴
か
ら
─
」
と
な
り
ま
す
。
そ
れ
で
は
降
幡
さ
ん
、
お
願
い
し
ま
す
。

降
幡　

ご
紹
介
い
た
だ
き
ま
し
て
、
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
歴
博
に
設
置
さ
れ
た
総
研
大
日
本
歴
史
専

攻
・
博
士
後
期
課
程
を
修
了
い
た
し
ま
し
て
、
現
在
、
京
都
国
立
博
物
館
保
存
科
学
室
に
勤
務
し
て
い
ま
す
降
幡

と
申
し
ま
す
。
本
日
は
鉛
釉
陶
器
の
話
を
さ
せ
て
い
た
だ
こ
う
と
思
い
ま
す
。
こ
れ
は
、
私
が
総
研
大
で
勉
強
し

て
い
た
と
き
の
研
究
テ
ー
マ
で
も
あ
り
ま
す
。
鉛
釉
陶
器
と
は
、
ど
の
よ
う
な
焼
き
物
な
の
か
、
既
に
ご
存
じ
の

方
も
い
ら
っ
し
ゃ
る
と
思
い
ま
す
が
、
は
じ
め
に
簡
単
に
ご
説
明
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
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唐
三
彩
や
奈
良
三
彩
と
い
う
単
語
を
、
歴
史
や
美
術
の
授
業
で
聞
い
た
こ
と
が
あ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
鉛

釉
陶
器
と
は
、
こ
れ
ら
の
総
称
の
よ
う
な
も
の
で
し
て
、
文
字
の
と
お
り
、
鉛
の
釉
薬
が
施
さ
れ
た
焼
き
物
の
こ

と
で
す
。
日
本
で
は
、
昔
か
ら
素
焼
き
の
焼
き
物
、
例
え
ば
縄
文
土
器
や
弥
生
土
器
が
あ
り
、
七
世
紀
頃
に
は
、

須
恵
器
や
土
師
器
と
い
っ
た
素
焼
き
の
土
器
が
存
在
し
て
い
ま
し
た
が
、
こ
れ
ら
に
加
え
て
、
色
の
付
い
た
釉
薬

を
、
人
為
的
に
表
面
に
施
し
た
焼
き
物
が
、
新
し
く
出
現
す
る
わ
け
で
す
。
は
じ
め
は
一
色
（
単
色
）
の
も
の
が

多
か
っ
た
の
で
す
が
、
八
世
紀
に
な
る
と
二
色
以
上
（
多
色
）
の
鉛
釉
陶
器
の
出
土
事
例
が
多
く
見
ら
れ
る
よ
う

に
な
り
ま
す
。

実
は
、
色
の
付
い
た
土
器
、
着
色
さ
れ
た
土
器
は
、
こ
れ
以
前
に
も
あ
り
ま
し
た
が
、
例
え
ば
赤
色
や
黒
色
な

ど
の
土
や
、
鉱
物
、
漆
な
ど
を
用
い
て
色
を
付
け
て
い
ま
し
た
。
こ
れ
ら
は
着
色
す
る
と
き
に
、
あ
ら
か
じ
め
何

色
で
あ
る
か
、
赤
な
ら
赤
、
黒
な
ら
黒
、
白
な
ら
白
と
い
う
こ
と
が
分
か
っ
て
着
色
を
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
に

対
し
て
、
鉛
釉
は
、
こ
れ
ら
と
は
ち
ょ
っ
と
材
料
が
違
う
た
め
、
土
器
の
上
に
釉
薬
を
塗
布
し
た
と
き
に
は
、
灰

色
や
黒
褐
色
の
泥
状
の
も
の
だ
っ
た
り
し
て
、
緑
色
や
黄
色
・
茶
色
と
い
う
色
は
し
て
お
り
ま
せ
ん
。
窯
の
中
に

入
れ
て
、
高
い
温
度
で
焼
い
て
初
め
て
、
目
的
の
色
が
見
え
て
く
る
わ
け
で
す
。

釉
薬
・
釉
と
い
う
言
葉
は
、
ガ
ラ
ス
質
の
コ
ー
テ
ィ
ン
グ
で
あ
る
点
が
ポ
イ
ン
ト
に
な
っ
て
お
り
ま
す
が
、
日

本
で
は
、
こ
の
ガ
ラ
ス
質
と
し
て
、
鉛
ガ
ラ
ス
を
主
成
分
と
す
る
も
の
が
、
突
然
七
世
紀
頃
に
登
場
す
る
わ
け
で

す
。
本
講
演
の
テ
ー
マ
に
あ
り
ま
す
「
自
然
科
学
か
ら
見
る
歴
史
資
料
」
と
い
う
視
点
か
ら
、
こ
の
鉛
釉
陶
器
の

材
料
に
つ
い
て
ア
プ
ロ
ー
チ
を
試
み
ま
し
た
の
で
、
ご
紹
介
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

は
じ
め
に
、
日
本
国
内
に
現
れ
ま
す
一
色
（
単
色
）
の
鉛
釉
陶
器
で
す
が
、
こ
れ
は
七
世
紀
か
ら
平
安
時
代
末
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頃
ま
で
、
日
本
で
も
作
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
も
の
で
す
。
た
だ
、
中
国
で
は
、
こ
れ
よ
り
も
か
な
り
前
か

ら
存
在
し
て
お
り
ま
し
て
、
釉
薬
の
材
料
が
鉛
ガ
ラ
ス
と
類
似
す
る
鉛
釉
陶
器
は
、
中
国
の
前
漢
時
代
に
は
、
遅

く
と
も
作
ら
れ
始
め
て
い
る
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
【
図
１
】。
ま
た
、
釉
薬
の
色
調
か
ら
緑
色
の
も
の
は
緑
釉

陶
器
、
茶
色
系
の
も
の
は
褐
釉
陶
器
と
も
呼
ば
れ
て
い
ま
す
【
図
２
】。
緑
色
の
も
の
は
銅
を
着
色
剤
と
し
て
お

り
、
茶
色
の
も
の
は
鉄
を
着
色
剤
と
し
て
お
り
ま
す
。
出
土
品
の
場
合
は
、
風
化
と
い
い
ま
し
て
、
表
面
が
真
白

く
な
っ
て
い
る
状
態
で
、
出
土
し
て
く
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
釉
色
の
濃
淡
は
、
も
ち
ろ
ん
銅
の
量
が
多
い
、
少

な
い
と
い
う
こ
と
も
あ
る
の
で
す
が
、
釉
薬
自
体
の
層
の
厚
さ
や
、
釉
薬
が
施
さ
れ
て
い
る
土
器
胎
土
の
色
な
ど

も
反
映
し
て
お
り
ま
す
の
で
、
一
概
に
銅
や
鉄
の
量
の
多
少
だ
け
が
反
映
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

こ
の
よ
う
な
単
色
の
鉛

釉
陶
器
は
、
だ
い
た
い
日

本
で
は
六
世
紀
末
ぐ
ら
い

か
ら
見
ら
れ
始
め
ま
し
て
、

大
陸
か
ら
持
ち
込
ま
れ
た

と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

七
世
紀
に
な
り
ま
す
と
単

色
の
緑
釉
・
褐
釉
陶
器
の

出
土
例
が
増
加
す
る
こ
と

が
発
掘
調
査
か
ら
分
か
っ

図２　緑釉陶器�（京都国立博物館蔵）

図１　漢代緑釉陶器（京都国立博物館蔵）
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て
お
り
ま
す
。
奈
良
県
に
、
古
代
の
一
大
工
業
団
地
と
い
わ
れ
る
飛
鳥
池
遺
跡
と
い
う
、
七
世
紀
後
半
か
ら
八
世

紀
初
め
に
か
け
て
操
業
さ
れ
た
、
各
種
の
工
房
が
集
ま
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
工
房
遺
跡
が
ご
ざ
い
ま
す
。

こ
の
工
房
遺
跡
か
ら
は
、
先
ほ
ど
齋
藤
先
生
か
ら
お
話
が
あ
っ
た
、
金
銀
や
銅
、
鉄
の
よ
う
な
金
属
製
品
で
す
と

か
、
ガ
ラ
ス
や
琥
珀
、
水
晶
な
ど
で
作
ら
れ
た
玉
類
、
漆
製
品
や
瓦
な
ど
、
い
ろ
い
ろ
な
も
の
が
出
土
し
て
い
ま

す
。
さ
ら
に
、
こ
れ
ら
の
生
産
に
関
わ
る
工
具
類
な
ど
も
大
量
に
出
土
し
て
い
る
遺
跡
と
な
り
ま
す
。
ま
た
、
日

本
最
古
の
銅
銭
で
あ
る
富
本
銭
の
製
作
も
し
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
遺
跡
で
ご
ざ
い
ま
す
。

こ
の
飛
鳥
池
遺
跡
で
は
、
日
本
国
内
産
の
鉛
原
料
を
用
い
た
鉛
ガ
ラ
ス
の
生
産
が
確
認
さ
れ
て
お
り
ま
す
。
鉛

釉
陶
器
の
釉
薬
は
、
鉛
ガ
ラ
ス
と
化
学
組
成
が
類
似
し
、
主
な
材
料
は
同
じ
で
す
の
で
、
飛
鳥
池
遺
跡
で
も
鉛
釉

が
生
産
さ
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
、
当
然
考
え
ら
れ
ま
す
。
鉛
釉
陶
器
の
破
片
は
、
飛
鳥
池
遺
跡
で
出
土
し

て
お
り
ま
す
。
た
だ
残
念
な
が
ら
、
鉛
釉
陶
器
を
生
産
し
た
と
考
え
ら
れ
る
窯
跡
は
、
ま
だ
確
認
さ
れ
る
に
至
っ

て
は
お
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
飛
鳥
地
域
で
国
内
生
産
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
こ
と
を

議
論
す
る
た
め
に
は
、
と
て
も
重
要
な
遺
跡
の
一
つ
で
あ
り
ま
す
。

こ
こ
で
本
日
の
タ
イ
ト
ル
に
あ
り
ま
す
鉛
釉
陶
器
の
は
じ
ま
り
と
し
て
、「
七
世
紀
の
鉛
釉
陶
器
の
始
ま
り
」

と
「
八
世
紀
の
奈
良
三
彩
の
は
じ
ま
り
」
の
、
二
つ
に
ス
テ
ッ
プ
を
分
け
て
考
え
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
鉛

釉
陶
器
・
鉛
釉
は
、
日
本
で
開
発
さ
れ
た
技
術
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
従
い
ま
し
て
、
当
時
、
鉛
釉
の
生
産
を
お
こ

な
え
る
技
術
を
持
っ
て
い
る
人
達
か
ら
、
徐
々
に
広
ま
っ
て
、
そ
の
技
術
の
全
部
も
し
く
は
一
部
を
教
え
て
貰
っ

て
、
日
本
国
内
で
生
産
が
開
始
さ
れ
た
こ
と
に
な
り
ま
す
。
当
時
は
ざ
っ
く
り
と
言
い
ま
す
と
、
中
国
の
隋
や
唐
、

朝
鮮
半
島
で
は
百
済
や
高
句
麗
、
新
羅
と
い
う
国
々
が
、
候
補
と
し
て
挙
が
っ
て
く
る
と
思
い
ま
す
。
百
済
や
高
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句
麗
は
、
新
羅
・
唐
と
戦
い
ま
し
て
滅
ん
で
し
ま
い
ま
す
の
で
、
亡
命
の
た
め
に
当
時
の
日
本
・
倭
国
に
来
ら
れ

た
方
々
も
い
ま
す
の
で
、
こ
の
あ
た
り
の
事
情
で
、
多
く
の
技
術
が
入
っ
て
き
た
と
い
う
こ
と
が
一
つ
の
可
能
性

と
し
て
考
え
ら
れ
ま
す
。
こ
れ
ら
を
バ
ッ
ク
グ
ラ
ウ
ン
ド
と
し
て
考
慮
し
つ
つ
、
大
き
な
流
れ
を
考
え
る
と
、
ま

ず
六
世
紀
末
頃
か
ら
、
徐
々
に
単
彩
の
鉛
釉
陶
器
が
日
本
国
内
に
持
ち
込
ま
れ
、
そ
の
後
、
鉛
釉
の
生
産
を
お
こ

な
え
る
技
術
を
持
っ
て
い
る
人
達
か
ら
、
そ
の
技
術
の
全
部
も
し
く
は
一
部
を
教
え
て
貰
っ
て
、
日
本
国
内
で
の

単
彩
の
鉛
釉
陶
器
の
生
産
が
始
ま
る
と
い
う
こ
と
が
考
え
ら
れ
ま
す
。
い
っ
ぽ
う
多
色
の
釉
陶
器
は
、
六
世
紀
の

中
頃
に
は
中
国
・
北
斉
で
褐
釉
・
緑
釉
に
白
釉
が
加
わ
り
二
色
（
二
彩
）
の
陶
器
が
作
ら
れ
始
め
、
こ
れ
が
七
世

紀
後
半
頃
に
出
現
す
る
唐
三
彩
へ
繋
が
っ
て
い
く
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
唐
三
彩
は
、
さ
ら
に
藍
色
や
黒
色
等

も
追
加
さ
れ
た
鮮
や
か
な
鉛
釉
陶
器
で
あ
り
、
日
本
国
内
の
遺
跡
か
ら
は
、
七
世
紀
末
以
降
、
出
土
例
も
増
え
て

い
き
ま
す
。
八
世
紀
前
半
に
な
り
ま
す
と
、
唐
三
彩
と
比
べ
て
、
藍
色
や
黒
色
が
認
め
ら
れ
な
い
、
胎
土
粘
土
の

部
分
が
、
唐
三
彩
と
比
べ
る
と
軟
質
（
軟
ら
か
い
）
焼
き
物
が
出
現
し
始
め
ま
す
。
こ
の
焼
き
物
が
、
奈
良
三
彩

と
呼
ば
れ
る
国
産
の
多
色
鉛
釉
陶
器
と
な
り
ま
す
。
こ
れ
ら
奈
良
三
彩
や
単
彩
の
鉛
釉
陶
器
が
、
ど
の
よ
う
な
技

術
的
系
譜
に
よ
っ
て
作
ら
れ
始
め
た
の
か
と
い
う
こ
と
を
、
答
え
に
た
ど
り
着
く
の
か
ど
う
か
難
し
い
で
す
が
、

考
え
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

ま
ず
一
つ
目
の
テ
ー
マ
は
、
七
世
紀
の
鉛
釉
陶
器
は
ど
の
よ
う
な
技
術
的
な
系
譜
の
上
に
あ
る
の
だ
ろ
う
か
と

い
う
も
の
で
す
。
鉛
釉
陶
器
の
出
土
事
例
を
確
認
で
き
る
七
世
紀
代
の
遺
跡
が
、
先
ほ
ど
も
ご
紹
介
さ
せ
て
い
た

だ
き
ま
し
た
飛
鳥
池
遺
跡
を
含
む
、
奈
良
県
の
飛
鳥
・
藤
原
地
域
に
も
多
く
ご
ざ
い
ま
し
た
。
そ
こ
で
、
こ
の
地

域
か
ら
出
土
し
た
資
料
に
つ
い
て
、
自
然
科
学
的
な
視
点
、
特
に
鉛
同
位
体
比
分
析
を
も
と
に
、
鉛
原
材
料
の
産
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地
に
つ
い
て
調
査
し
、
ま
ず
国
内
で
生
産
さ
れ
た
も
の
を
確
認
し
、
検
討
し
た
い
と
考
え
ま
し
た
。
従
来
か
ら
多

く
の
研
究
も
あ
っ
た
の
で
す
が
、
私
が
こ
の
テ
ー
マ
に
取
り
組
ん
だ
当
時
は
、
ど
の
資
料
が
国
産
品
、
つ
ま
り
日

本
国
内
で
作
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
の
か
、
確
定
し
て
い
な
い
資
料
が
ご
ざ
い
ま
し
た
。
そ
こ
で
、
ま
ず
「
ど
の
資

料
が
国
産
品
で
あ
る
の
か
」
問
題
に
つ
い
て
ア
プ
ロ
ー
チ
す
る
必
要
が
あ
り
ま
し
た
。
考
古
学
で
は
文
様
や
形
か

ら
、
こ
の
焼
き
物
は
新
羅
産
、
こ
ち
ら
は
中
国
産
と
い
う
判
断
が
で
き
る
資
料
が
あ
り
ま
す
し
、
奈
良
時
代
後
半

や
平
安
時
代
で
は
、
窯
跡
と
い
い
ま
し
て
、
焼
き
物
を
焼
い
た
窯
自
体
が
発
掘
調
査
で
確
認
さ
れ
て
い
ま
す
の
で
、

そ
の
窯
跡
か
ら
出
土
し
た
資
料
と
比
較
を
し
て
、
ど
こ
の
窯
で
作
ら
れ
た
焼
き
物
か
と
い
う
議
論
も
で
き
ま
す
。

し
か
し
、
七
世
紀
後
半
や
八
世
紀
前
半
の
鉛
釉
陶
器
を
焼
い
た
窯
跡
は
見
つ
か
っ
て
い
ま
せ
ん
。
そ
れ
も
あ
り
ま

し
て
、
七
世
紀
後
半
か
ら
八
世
紀
前
半
に
つ
い
て
は
、
考
古
学
者
の
ご
研
究
の
成
果
で
、
産
地
の
分
か
る
資
料
も

あ
り
ま
す
が
、
国
産
品
か
ど
う
か
、
よ
く
分
か
ら
な
い
と
い
う
資
料
も
、
ま
だ
存
在
し
て
い
ま
し
た
。
そ
こ
で
調

査
対
象
と
し
て
、
七
世
紀
の
遺
跡
か
ら
出
土
し
た
鉛
釉
陶
器
に
つ
い
て
、
ま
ず
国
産
品
か
ど
う
か
、
日
本
産
の
鉛

が
使
用
さ
れ
て
い
る
の
か
を
明
ら
か
に
す
る
と
と
も
に
、
胎
土
粘
土
の
主
成
分
で
、
何
か
区
別
が
で
き
か
な
い
か

を
検
討
す
る
こ
と
で
、
こ
の
国
産
品
と
舶
来
品
の
違
い
の
問
題
に
ア
プ
ロ
ー
チ
を
し
て
い
こ
う
と
考
え
ま
し
た
。

そ
の
際
に
、
鉛
同
位
体
比
に
つ
い
て
は
こ
ち
ら
歴
博
に
ご
ざ
い
ま
す
装
置
を
使
わ
せ
て
い
た
だ
き
、
鉛
同
位
体

比
分
析
を
行
い
ま
し
て
、
あ
と
は
蛍
光
Ｘ
線
分
析
で
胎
土
粘
土
の
化
学
組
成
、
Ｘ
線
回
折
測
定
で
胎
土
の
推
定
さ

れ
る
焼
成
温
度
に
つ
い
て
調
査
を
し
ま
し
た
。
破
壊
分
析
と
い
う
言
葉
が
先
ほ
ど
の
ご
講
演
に
も
あ
り
ま
し
た
け

れ
ど
も
、
残
念
な
が
ら
こ
の
鉛
同
位
体
比
分
析
は
、
非
破
壊
で
は
な
く
て
破
壊
分
析
で
す
の
で
、
一
ミ
リ
×
一
ミ

リ
位
の
小
さ
な
破
片
を
サ
ン
プ
リ
ン
グ
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
て
、
そ
れ
を
分
析
試
料
に
い
た
し
ま
し
た
。
こ
れ
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ら
の
調
査
で
、
も
ち
ろ
ん
大
き
な
違
い
が
出
れ

ば
い
い
の
で
す
が
、
逆
に
共
通
点
は
あ
る
の
か

な
ど
も
考
え
て
比
較
し
よ
う
と
思
っ
て
お
り
ま

し
た
。

鉛
同
位
体
比
分
析
は
、
鉛
の
鉱
山
・
地
域
に

よ
っ
て
鉛
の
同
位
体
比
が
異
な
る
こ
と
を
利
用

し
、
鉛
原
料
の
産
地
を
推
定
す
る
も
の
で
す
。

日
本
で
は
一
九
七
○
年
代
か
ら
研
究
さ
れ
始
め

て
お
り
、
東
京
文
化
財
研
究
所
の
馬
淵
先
生
や

平
尾
先
生
、
先
ほ
ど
ご
発
表
を
さ
れ
た
歴
博
の

齋
藤
先
生
ら
に
よ
っ
て
、
金
属
、
特
に
青
銅
製

品
に
含
ま
れ
る
鉛
に
つ
い
て
の
ご
研
究
も
か
な

り
進
ん
で
お
り
ま
す
。
古
代
の
鉛
に
は
、【
図

３
】
の
よ
う
な
、
あ
る
種
の
グ
ル
ー
プ
分
け
が

有
効
で
あ
る
こ
と
が
分
か
っ
て
き
ま
し
た
。
本

日
の
話
題
に
な
っ
て
お
り
ま
す
鉛
ガ
ラ
ス
や
鉛

の
釉
薬
に
つ
き
ま
し
て
は
、
山
崎
一
雄
先
生
が

積
極
的
に
分
析
調
査
を
さ
れ
て
お
ら
れ
ま
し
た
。

図３　鉛同位体比の分布�ｂ式図
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ａ
式
図
、
ｂ
式
図
が
あ
り
ま
し
て
、
図
３
は
ｂ
式
図
で
す
が
、
こ
の
よ
う
に
、
だ
い
た
い
の
グ
ル
ー
プ
分
け
が
あ

り
ま
し
て
、
例
え
ば
Ａ
、
Ｂ
、
Ｃ
、
Ｄ
と
分
か
れ
て
お
り
ま
す
。
現
在
は
も
う
ち
ょ
っ
と
、
細
か
く
グ
ル
ー
ピ
ン

グ
さ
れ
て
い
る
と
思
い
ま
す
が
、
こ
れ
を
参
考
に
し
な
が
ら
産
地
に
つ
い
て
も
考
え
て
い
こ
う
と
し
て
お
り
ま
す
。

鉛
の
同
位
体
比
と
は
何
だ
ろ
う
い
う
こ
と
で
す
け
れ
ど
も
、
鉛
の
質
量
数
が
異
な
る
四
つ
の
同
位
体
、
質
量
数

が
２
０
４
、
２
０
６
、
２
０
７
、
２
０
８
と
い
う
も
の
が
安
定
し
て
存
在
し
て
い
ま
す
。
こ
れ
ら
の
比
率
は
、
は

じ
め
一
定
な
の
で
す
が
、
こ
の
う
ち
の
２
０
６
、
２
０
７
、
２
０
８
の
鉛
は
、
そ
れ
ぞ
れ
ウ
ラ
ン
の
２
３
８
、
２

３
５
、
ト
リ
ウ
ム
の
２
３
２
が
放
射
壊
変
し
て
い
っ
て
、
最
終
的
に
鉛
の
安
定
な
核
種
に
な
る
と
い
う
こ
と
が
分

か
っ
て
お
り
ま
す
。
地
球
が
で
き
た
と
き
か
ら
と
い
う
、
す
ご
く
長
い
何
億
年
と
い
う
プ
ラ
ン
で
す
の
で
、
私
に

は
本
当
に
気
が
遠
く
な
る
よ
う
な
話
で
す
が
、
地
球
誕
生
の
と
き
か
ら
、
地
殻
に
わ
ず
か
に
含
ま
れ
て
お
り
ま
す

ウ
ラ
ン
や
ト
リ
ウ
ム
は
、
壊
変
に
よ
り
数
を
減
ら
し
て
、
鉛
は
増
加
し
ま
す
。
何
も
な
け
れ
ば
た
ぶ
ん
、
場
所
に

よ
ら
ず
一
定
の
比
率
の
ま
ま
で
、
普
通
に
鉛
の
同
位
体
は
増
え
て
、
ウ
ラ
ン
や
ト
リ
ウ
ム
が
減
る
と
い
う
プ
ロ
セ

ス
を
経
て
い
る
と
思
い
ま
す
。
し
か
し
実
際
に
は
、
地
殻
変
動
が
あ
り
ま
し
た
り
、
温
度
に
よ
っ
て
溶
け
て
成
分

が
変
わ
っ
た
り
し
て
、
鉛
が
濃
縮
し
て
鉛
の
鉱
山
が
で
き
て
い
る
わ
け
で
す
。
そ
の
と
き
に
は
当
然
、
ど
こ
か
の

段
階
で
ウ
ラ
ン
や
ト
リ
ウ
ム
は
、
排
除
さ
れ
て
鉛
が
濃
縮
さ
れ
て
い
き
ま
す
の
で
、
鉱
山
が
で
き
た
後
は
、
も
う

こ
の
比
率
が
そ
れ
以
上
変
わ
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
の
た
め
、
鉱
山
が
で
き
た
時
間
と
か
、
ど
の
よ
う
に
混

合
し
て
鉛
鉱
山
に
な
っ
て
い
っ
た
か
と
い
う
違
い
で
、
こ
の
比
率
が
地
域
ご
と
に
異
な
っ
て
く
る
わ
け
で
す
。
考

古
遺
物
の
原
料
に
関
す
る
産
地
推
定
の
研
究
で
は
、
こ
の
よ
う
な
こ
と
を
応
用
し
、
鉛
鉱
床
あ
る
い
は
産
出
し
た

地
域
の
鉛
同
位
体
比
の
比
較
か
ら
、
産
地
推
定
を
行
っ
て
い
ま
す
。
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ほ
か
に
蛍
光
Ｘ
線
分
析
や
Ｘ
線
回
折
分
析
を
実
施
し
て
い
て
、
こ
れ
ら
は
非
破
壊
で
で
き
ま
す
。
Ｘ
線
が
原
子

に
照
射
さ
れ
る
と
、
内
殻
軌
道
上
よ
り
、
電
子
が
弾
き
飛
ば
さ
れ
ま
す
。
そ
の
内
殻
の
軌
道
に
外
殻
電
子
が
落
ち

て
き
ま
す
。
そ
の
と
き
に
、
両
軌
道
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
差
に
相
当
す
る
Ｘ
線
（
特
性
Ｘ
線
）
が
放
出
さ
れ
ま
す
。
こ

の
特
性
Ｘ
線
は
元
素
に
よ
り
特
有
な
た
め
、
元
素
の
種
類
が
わ
か
り
ま
す
。
Ｘ
線
回
折
は
、
化
合
物
に
よ
っ
て
原

子
の
並
び
の
周
期
性
が
異
な
る
特
性
を
利
用
し
た
、
基
本
的
な
分
析
手
法
の
ひ
と
つ
で
す
。
結
晶
性
物
質
（
原
子

が
規
則
正
し
く
並
ん
で
い
る
物
質
）
に
Ｘ
線
を
照
射
し
て
現
わ
れ
る
回
折
線
を
計
測
し
、
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
と
照
合

す
る
こ
と
で
、
試
料
の
結
晶
構
造
や
分
子
構
造
を
調
べ
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
今
回
は
こ
れ
ら
を
使
い
ま
し
て
、

胎
土
粘
土
の
化
学
組
成
や
、
焼
成
温
度
に
よ
っ
て
、
で
き
る
結
晶
が
異
な
り
ま
す
の
で
、
結
晶
相
か
ら
推
定
焼
成

温
度
を
調
べ
ま
し
た
。

図
３
は
鉛
同
位
体
比
の
ｂ
式
図
で
す
け
れ
ど
も
、
縦
軸
と
横
軸
が
ど
う
な
っ
て
い
る
か
と
い
い
ま
す
と
、
こ
ち

ら
の
横
軸
が
鉛
の 206Pb/ 204Pb 

、
縦
軸
が 207Pb/ 204Pb 

と
な
っ
て
い
ま
し
て
、
こ
れ
を
そ
れ
ぞ
れ
プ
ロ
ッ
ト
し

た
も
の
を
ｂ
式
図
と
し
て
お
り
ま
す
。
こ
れ
ま
で
蓄
積
さ
れ
て
お
り
ま
す
鉱
山
な
ど
の
デ
ー
タ
を
基
に
、
だ
い
た

い
ど
の
辺
り
の
産
地
な
の
か
を
推
定
し
て
い
き
ま
す
。

そ
れ
で
本
当
に
全
部
が
分
か
る
の
か
と
い
う
話
で
す
け
れ
ど
も
、
と
り
あ
え
ず
今
の
目
的
は
鉛
原
料
が
日
本
産
、

国
内
産
の
資
料
を
確
定
す
る
こ
と
で
あ
り
、
可
能
で
あ
れ
ば
、
外
国
産
の
も
の
が
、
朝
鮮
半
島
産
な
の
か
と
か
中

国
産
な
の
か
、
そ
れ
以
外
な
の
か
、
が
分
か
れ
ば
い
い
か
な
と
思
っ
て
や
っ
て
お
り
ま
す
。
た
だ
し
、
鉛
原
料
の

産
地
が
例
え
ば
朝
鮮
半
島
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
そ
の
土
器
そ
の
も
の
が
朝
鮮
半
島
で
作
ら
れ
た
と
イ
コ
ー
ル
に
な

ら
な
い
こ
と
も
問
題
と
し
て
は
ご
ざ
い
ま
す
。
た
だ
、
そ
の
辺
は
し
っ
か
り
理
解
し
て
、
調
査
を
進
め
て
い
っ
た
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と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

こ
ち
ら
は
鉛
釉
陶
器
で
は
な
く
て
、
関
係
す

る
で
あ
ろ
う
鉛
ガ
ラ
ス
の
結
果
に
な
り
ま
す

【
図
４
】。
六
世
紀
か
ら
七
世
紀
の
出
土
資
料
で

す
。
プ
ロ
ッ
ト
は
バ
ラ
バ
ラ
で
す
け
れ
ど
も
、

グ
ラ
フ
左
側
の
線
上
（
Ｐ
領
域
）
に
多
い
傾
向

を
示
し
て
い
ま
す
。
こ
の
Ｐ
領
域
は
、
朝
鮮
半

島
産
の
遺
物
で
、
特
に
百
済
の
王
宮
里
遺
跡
と

か
、
百
済
領
域
の
お
寺
の
弥
勒
寺
跡
か
ら
出
土

し
た
遺
物
と
か
、
そ
う
い
う
も
の
に
由
来
す
る

領
域
に
な
る
の
で
す
が
、
そ
の
辺
り
に
プ
ロ
ッ

ト
さ
れ
る
鉛
ガ
ラ
ス
が
多
い
こ
と
が
分
か
り
ま

す
。
同
じ
よ
う
に
、
今
度
は
今
日
の
テ
ー
マ
に

な
っ
て
お
り
ま
す
、
鉛
釉
の
結
果
を
プ
ロ
ッ
ト

し
ま
し
た
【
図
5
】。
そ
う
し
ま
す
と
、
先
ほ

ど
の
ガ
ラ
ス
は
Ｐ
領
域
に
多
か
っ
た
の
で
す
が
、

今
回
は
こ
こ
以
外
に
も
、
も
っ
と
バ
ラ
バ
ラ
と

分
布
し
て
、
複
数
の
鉛
原
料
が
使
わ
れ
て
い
る

図４　６世紀から７世紀�鉛ガラス
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と
い
え
ま
す
。
鉛
ガ
ラ
ス
と
は
ち
ょ
っ
と
異
な

り
ま
す
し
、
こ
こ
に
あ
る
Ａ
、
Ｂ
、
Ｃ
、
Ｄ
と

い
っ
た
領
域
は
、
青
銅
製
品
の
結
果
で
す
け
れ

ど
も
、
そ
れ
と
は
違
う
部
分
に
も
分
布
が
あ
る

こ
と
が
分
か
り
ま
す
。
日
本
産
の
領
域
に
も
あ

り
ま
す
の
で
、
や
っ
と
こ
こ
に
、
日
本
産
の
原

料
を
使
っ
た
鉛
釉
陶
器
が
あ
る
こ
と
が
分
か
っ

て
き
ま
し
た
。

ち
ょ
っ
と
面
白
い
と
い
う
か
、
今
回
分
析
し

た
土
器
に
は
新
羅
産
特
有
の
文
様
が
あ
る
資
料

が
あ
り
、
こ
の
土
器
は
新
羅
産
と
考
え
ら
れ
る

の
で
す
け
れ
ど
も
、
こ
の
鉛
同
位
体
比
は
グ
ラ

フ
右
側
の
線
Ｄ
に
近
い
所
（
Ｄ
領
域
）
に
プ
ロ

ッ
ト
さ
れ
ま
し
た
。
同
じ
朝
鮮
半
島
産
で
も
左

側
は
百
済
領
域
の
遺
物
で
し
た
け
れ
ど
も
、
こ

ち
ら
に
は
、
も
し
か
し
た
ら
新
羅
領
域
で
作
ら

れ
た
も
の
が
プ
ロ
ッ
ト
さ
れ
て
い
る
の
か
も
し

れ
ま
せ
ん
。
ま
た
「
色
見
」
と
い
い
ま
し
て
、

図５　６世紀後半〜７世紀�鉛釉陶器
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何
度
ぐ
ら
い
で
釉
薬
が
溶
け
る
の
で
あ
ろ
う
か
、
ど
の
よ
う
な
色
に
な
る
か
を
テ
ス
ト
す
る
破
片
で
す
け
れ
ど
も
、

こ
の
色
見
の
破
片
資
料
の
茶
色
の
ベ
ー
ス
部
分
は
、
割
れ
た
土
器
で
す
。
こ
れ
は
土
器
の
型
式
か
ら
日
本
の
土
師

器
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
上
に
緑
釉
が
ち
ょ
っ
と
だ
け
残
っ
て
い
ま
し
て
、
こ
の
鉛
を
調
べ
ま
し
た
ら
、

こ
れ
も
朝
鮮
半
島
産
（
Ｄ
領
域
）
と
な
り
ま
し
た
。
明
ら
か
に
胎
土
の
部
分
と
、
鉛
釉
の
産
地
に
ず
れ
が
生
じ
て

い
て
、
日
本
で
作
ら
れ
た
土
師
器
の
上
に
外
国
産
の
釉
薬
が
塗
ら
れ
て
い
ま
す
。
日
本
で
作
ら
れ
た
土
師
器
の
破

片
を
わ
ざ
わ
ざ
朝
鮮
半
島
に
輸
出
し
て
、
一
筆
サ
ッ
と
塗
っ
て
も
ら
っ
た
も
の
を
、
ま
た
輸
入
し
て
テ
ス
ト
ピ
ー

ス
に
使
う
こ
と
は
た
ぶ
ん
な
い
で
あ
ろ
う
と
考
え
ま
す
。
そ
う
な
る
と
、
お
そ
ら
く
で
す
が
、
ガ
ラ
ス
素
材
・
ガ

ラ
ス
塊
（
フ
リ
ッ
ト
）
の
状
態
で
、
持
ち
運
び
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
て
お
り
ま
す
の
で
、
フ
リ
ッ
ト
と
し
て

朝
鮮
半
島
か
ら
輸
入
さ
れ
た
鉛
ガ
ラ
ス
が
、
日
本
で
使
用
さ
れ
た
可
能
性
や
、
他
に
も
鉛
鉱
石
が
持
ち
込
ま
れ
た

こ
と
や
ガ
ラ
ス
の
リ
サ
イ
ク
ル
な
ど
も
考
え
ら
れ
ま
す
。

た
だ
し
、
ガ
ラ
ス
製
品
と
し
て
今
見
つ
か
っ
て
い
る
も
の
は
、
グ
ラ
フ
右
側
の
Ｐ
領
域
の
ほ
う
が
多
い
で
す
。

で
も
こ
の
色
見
破
片
は
左
側
の
Ｄ
領
域
で
す
の
で
、
そ
の
辺
の
違
い
が
、
例
え
ば
同
じ
ガ
ラ
ス
フ
リ
ッ
ト
で
も
、

ガ
ラ
ス
製
品
に
使
っ
て
い
る
の
と
鉛
釉
陶
器
で
は
使
っ
て
い
る
も
の
が
違
っ
て
い
た
の
か
、
偶
々
、
何
か
時
期
の

違
い
の
よ
う
な
も
の
に
よ
る
の
か
等
は
、
ま
だ
こ
れ
か
ら
考
え
な
い
と
い
け
な
い
の
で
す
が
、
そ
う
い
う
今
後
の

課
題
に
も
な
り
そ
う
な
面
白
い
結
果
が
得
ら
れ
ま
し
た
。
さ
ら
に
土
器
の
部
分
と
釉
薬
の
部
分
は
、
あ
る
意
味
分

け
て
考
え
な
い
と
い
け
な
い
ケ
ー
ス
が
七
世
紀
の
鉛
釉
陶
器
に
は
あ
る
こ
と
も
分
か
り
ま
し
た
。

こ
の
よ
う
に
分
け
て
考
え
な
い
と
い
け
な
い
事
例
を
、
も
う
一
つ
ご
紹
介
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
川
原
寺
の
磚

（
タ
イ
ル
）
で
す
。
従
来
の
分
析
で
は
、
国
産
の
鉛
が
検
出
さ
れ
て
い
ま
し
た
の
で
、
全
て
国
内
で
作
ら
れ
た
も
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の
、
国
内
産
だ
と
い
わ
れ
て
い
て
、
日
本
最
古
の
鉛
釉
磚
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
て
い
た
も
の
で
す
。
た
だ
、

こ
れ
に
つ
き
ま
し
て
は
、
モ
チ
ー
フ
と
し
て
は
同
じ
水
波
文
で
す
が
、
一
方
が
半
肉
彫
、
も
う
一
方
が
線
彫
と
、

文
様
の
描
き
出
し
方
が
違
い
ま
す
。
こ
れ
に
つ
き
ま
し
て
は
、
歴
博
に
以
前
お
ら
れ
ま
し
た
高
橋
先
生
も
ご
指
摘

さ
れ
て
お
り
、
作
ら
れ
た
時
期
が
違
う
、
も
し
く
は
使
わ
れ
て
い
た
場
所
が
違
う
で
あ
ろ
う
と
い
う
ご
意
見
が
出

て
お
り
ま
し
た
。
そ
こ
で
今
回
、
こ
の
二
つ
を
ち
ゃ
ん
と
分
け
て
調
査
し
て
み
ま
し
た
。
文
様
以
外
に
も
結
構
違

う
と
こ
ろ
は
あ
り
ま
し
て
、
半
肉
彫
の
磚
（
タ
イ
プ
１
）
は
、
厚
さ
が
厚
く
て
、
胎
土
色
が
赤
色
・
淡
茶
色
、
い

っ
ぽ
う
線
彫
り
（
タ
イ
プ
２
）
は
、
厚
さ
が
薄
く
て
、
胎
土
は
白
色
と
い
っ
た
違
い
が
あ
り
ま
す
。
鉛
同
位
体
比

分
析
を
し
て
み
ま
す
と
、 
タ
イ
プ
１
は
Ｐ
領
域
、 

タ
イ
プ
２
は
Ｃ
領
域
に
別
々
に
プ
ロ
ッ
ト
さ
れ
ま
し
た
【
図
６
】。 

タ
イ
プ
１
は
朝
鮮
半
島
産
で
、
タ
イ
プ
２
は
国
内
産
で
は
な
い
か
と
い
う
結
果
に
な
り
ま
し
て
、
七
世
紀
末
か
ら

八
世
紀
の
他
の
遺
跡
出
土
瓦
に
付
い
て
い
る
釉
薬
に
つ
い
て
も
調
査
し
て
み
ま
す
と
、
タ
イ
プ
２
と
同
じ
Ｃ
領
域

に
プ
ロ
ッ
ト
さ
れ
、
バ
ラ
ツ
キ
は
少
し
あ
り
ま
す
が
、
タ
イ
プ
２
に
使
用
さ
れ
た
鉛
原
料
は
八
世
紀
の
も
の
に
近

い
こ
と
が
わ
か
り
ま
し
た
。
こ
こ
で
は
、
同
じ
寺
院
か
ら
出
土
し
て
い
て
、
水
波
紋
と
い
う
同
じ
モ
チ
ー
フ
が
描

か
れ
た
磚
で
も
違
い
が
あ
る
こ
と
が
分
か
り
ま
し
た
。
作
ら
れ
た
時
期
が
違
う
と
考
え
る
と
、
タ
イ
プ
１
の
ほ
う

が
、
お
そ
ら
く
川
原
寺
創
建
時
に
近
い
で
あ
ろ
う
と
考
え
て
お
り
ま
す
。
タ
イ
プ
２
は
奈
良
時
代
の
修
理
時
の
も

の
な
の
か
、
そ
れ
と
も
使
用
さ
れ
た
建
物
が
違
っ
て
い
て
、
建
物
が
造
ら
れ
た
時
期
が
違
う
の
か
、
な
ど
色
々
な

可
能
性
を
考
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

胎
土
の
化
学
組
成
も
、
や
は
り
タ
イ
プ
１
と
タ
イ
プ
２
で
は
違
い
ま
し
た
。
タ
イ
プ
１
は
Ｐ
領
域
（
朝
鮮
半
島

産
）
と
鉛
同
位
体
比
が
近
か
っ
た
の
で
、
朝
鮮
半
島
で
作
ら
れ
た
土
器
と
似
て
い
る
の
か
と
思
っ
た
の
で
す
が
、
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胎
土
結
果
を
見
ま
す
と
、
Ｐ
領
域
の
資
料
胎
土

で
は
な
く
、
胎
土
自
体
は
七
世
紀
の
国
内
産
鉛

釉
陶
器
と
の
ほ
う
が
類
似
す
る
結
果
と
な
り
、

釉
薬
だ
け
が
Ｐ
領
域
（
朝
鮮
半
島
産
）
の
原
材

料
が
使
わ
れ
て
い
る
可
能
性
が
考
え
ら
れ
ま
す
。

ま
た
、
タ
イ
プ
２
は
、
七
世
紀
の
胎
土
の
化
学

組
成
と
比
べ
る
と
、
ど
ち
ら
か
と
い
う
と
鉄
含

有
量
が
少
な
い
傾
向
が
あ
り
ま
す
の
で
、
時
代

が
ち
ょ
っ
と
後
に
な
る
資
料
と
同
じ
傾
向
が
み

ら
れ
、
八
世
紀
と
い
う
意
味
で
は
な
い
の
で
す

が
、
胎
土
の
化
学
組
成
で
も
、
七
世
紀
の
単
彩

鉛
釉
陶
器
の
胎
土
よ
り
は
、
奈
良
三
彩
資
料
と

類
似
し
て
い
る
の
か
な
と
考
え
て
お
り
ま
す
。

今
、
胎
土
色
を
赤
茶
色
と
か
、
白
色
と
か
使

っ
て
お
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
拡
大
写
真
を
撮
っ

て
み
る
と
こ
の
位
の
違
い
が
あ
り
ま
す【
図
７
】。 

中
央
が
先
ほ
ど
白
色
と
言
っ
て
い
た
胎
土
で
す
。

左
上
が
赤
茶
色
の
胎
土
色
で
、
右
上
が
こ
の
後

図６　川原寺出土磚
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お
話
し
し
ま
す
奈
良
三
彩
の
胎
土
に
な
り
ま
す
。

左
下
が
新
羅
産
特
有
の
文
様
の
あ
る
胎
土
で
淡

赤
色
、
中
央
下
が
Ｐ
領
域
に
該
当
し
ま
し
た
土

器
の
胎
土
色
で
す
。
右
下
は
唐
三
彩
で
す
け
れ

ど
も
、
こ
う
や
っ
て
見
る
と
、
徐
々
に
白
く
な

っ
て
い
く
。
古
い
単
彩
鉛
釉
の
赤
茶
色
が
、
ど

う
も
外
国
産
の
や
つ
に
は
あ
ま
り
な
い
な
、
近

い
の
は
左
下
か
な
、
と
い
う
感
じ
に
な
り
ま
す
。

七
世
紀
の
単
彩
の
鉛
釉
陶
器
は
、
ま
と
め
ま

す
と
、
国
産
の
鉛
釉
陶
器
が
飛
鳥
池
遺
跡
の
出

土
品
の
中
に
あ
り
ま
し
た
の
で
、
窯
跡
は
見
つ

か
っ
て
い
ま
せ
ん
が
、
国
内
産
の
原
料
を
使
っ

て
焼
か
れ
て
い
る
で
あ
ろ
う
、
と
考
え
て
も
い

い
の
か
な
と
い
う
資
料
が
特
定
で
き
ま
し
た
。

鉛
の
原
材
料
は
複
数
の
地
域
の
も
の
が
使
わ
れ

て
い
ま
す
が
、
鉛
ガ
ラ
ス
よ
り
は
Ｄ
領
域
（
朝

鮮
半
島
産
）
の
も
の
が
多
い
。
川
原
寺
の
水
波

文
磚
は
、
古
い
と
思
わ
れ
る
タ
イ
プ
１
の
ほ
う

図7　胎土色調
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で
Ｐ
領
域
（
朝
鮮
半
島
産
）
が
使
わ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
り
、
Ｃ
領
域
（
国
内
産
）
と
Ｐ
領
域
の
、
両
方
の
鉛

原
料
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
新
た
に
確
認
で
き
ま
し
た
。
胎
土
の
色
が
白
色
へ
と
移
っ
て
行
く
傾
向
が
あ
り
ま

す
け
れ
ど
も
、
今
回
の
資
料
で
は
、
ど
ち
ら
か
と
い
う
と
Ｐ
領
域
系
の
胎
土
が
、
よ
り
白
色
系
の
も
の
が
多
い
と

い
う
結
果
に
な
り
ま
し
た
。

同
じ
よ
う
な
感
じ
で
、
奈
良
三
彩
は
ど
ん
な
技
術
で
作
ら
れ
て
き
た
の
だ
ろ
う
か
と
い
う
こ
と
で
す
が
、
今
ま

で
の
話
で
考
え
ま
す
と
、
も
う
既
に
釉
薬
が
一
色
の
、
国
内
産
の
単
彩
鉛
釉
陶
器
が
あ
り
ま
す
の
で
、
こ
れ
を
多

色
に
す
れ
ば
い
い
で
あ
ろ
う
と
い
う
こ
と
も
考
え
ら
れ
ま
す
。
土
器
の
形
は
、
須
恵
器
や
土
師
器
の
形
を
ま
ね
し

た
も
の
も
あ
り
ま
す
。
文
様
に
つ
い
て
は
疑
う
こ
と
な
く
唐
三
彩
の
影
響
が
見
ら
れ
ま
す
。
最
初
に
奈
良
三
彩
を

作
っ
た
人
は
一
体
ど
の
技
術
を
使
っ
て
い
た
人
々
で
あ
ろ
う
か
と
い
う
こ
と
を
考
え
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。
そ

こ
で
八
世
紀
の
遺
跡
か
ら
出
土
し
た
鉛
釉
陶
器
資
料
を
分
析
し
ま
し
た
。
そ
う
し
ま
す
と
、
奈
良
三
彩
と
い
わ
れ

て
い
る
も
の
は
、
す
べ
て
国
内
産
の
鉛
原
料
で
し
た
【
図
８
】。
面
白
い
こ
と
に
、
唐
三
彩
と
い
わ
れ
て
い
る
も

の
は
、
も
ち
ろ
ん
日
本
の
領
域
で
は
な
い
所
に
プ
ロ
ッ
ト
さ
れ
る
の
で
す
が
、
こ
れ
ま
で
の
中
国
産
の
青
銅
器
の

結
果
と
は
、
ち
ょ
っ
と
違
っ
た
所
に
も
分
布
を
す
る
資
料
が
あ
る
こ
と
が
分
か
り
ま
し
て
、
鉛
釉
の
原
料
は
、
青

銅
器
と
は
必
ず
し
も
同
一
で
は
な
い
こ
と
が
分
か
り
ま
す
。
し
か
し
ど
こ
の
鉱
山
の
も
の
か
等
は
ま
だ
分
か
り
ま

せ
ん
が
、
今
後
の
研
究
が
進
め
ば
明
ら
か
に
な
る
の
で
は
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。

ま
た
実
は
、
こ
の
奈
良
三
彩
の
中
に
も
値
に
ば
ら
つ
き
が
あ
り
ま
す
。
今
考
え
て
お
り
ま
す
の
が
、
国
内
産
地

と
し
て
は
長
登
周
辺
の
鉱
山
が
考
え
ら
れ
て
い
る
の
で
す
が
、
需
要
と
供
給
を
満
た
す
た
め
に
、
長
登
以
外
の
も

の
も
供
給
さ
れ
て
い
た
可
能
性
が
あ
る
結
果
と
な
り
ま
し
た
。
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胎
土
分
析
の
結
果
で
す
け
れ
ど
も
、
奈
良
三

彩
と
唐
三
彩
は
胎
土
の
化
学
組
成
が
異
な
り
、

焼
成
温
度
も
奈
良
三
彩
は
約
一
○
○
○
度
以
下

で
す
け
れ
ど
も
、
唐
三
彩
は
一
一
○
○
と
か
、

一
二
○
○
度
位
で
焼
か
れ
て
お
り
ま
す
の
で
、

胎
土
組
成
も
、
焼
く
温
度
も
違
う
と
い
う
こ
と

が
分
か
り
ま
し
た
。
表
面
の
調
整
で
す
け
れ
ど

も
、
こ
れ
は
考
古
学
の
方
が
じ
っ
く
り
と
表
面

を
観
察
し
て
教
え
て
く
だ
さ
る
の
で
す
が
、
割

と
七
世
紀
の
も
の
は
「
ナ
デ
」
で
調
整
さ
れ
て

い
る
も
の
が
多
く
、「
ケ
ズ
リ
」
も
あ
る
。
奈

良
三
彩
も
基
本
的
に
「
ナ
デ
」
が
多
い
。
唐
三

彩
は
区
別
が
難
し
い
の
も
あ
る
の
で
す
が
、

「
ナ
デ
」
と
「
ケ
ズ
リ
」
が
み
ら
れ
る
。
ナ
デ

終
わ
っ
て
ケ
ズ
リ
を
す
る
も
の
が
多
い
と
い
う

こ
と
で
す
。
た
だ
、
こ
ち
ら
の
初
期
の
鉛
釉
陶

器
、
八
世
紀
前
半
と
い
わ
れ
て
い
る
資
料
は
変

則
的
で
、「
ミ
ガ
キ
」
の
調
整
を
さ
れ
て
い
る

図８　奈良三彩と唐三彩
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こ
と
が
分
か
っ
て
お
り
ま
す
。
ミ
ガ
キ
は
割
と
土
師
器
に
多
い
調
整
方
法
ら
し
い
の
で
す
。
ま
た
全
面
施
釉
を
さ

れ
て
い
る
と
い
う
意
味
で
も
、
実
は
ち
ょ
っ
と
変
わ
っ
た
鉛
釉
陶
器
で
す
。
こ
の
資
料
の
鉛
原
料
は
国
内
産
の
結

果
が
出
て
い
ま
す
。
従
い
ま
し
て
、
奈
良
三
彩
が
作
ら
れ
始
め
た
頃
、
八
世
紀
前
半
に
は
色
々
な
、
例
え
ば
須
恵

器
と
か
単
彩
鉛
釉
陶
器
の
作
り
手
が
作
っ
て
い
た
も
の
に
、
土
師
器
の
作
り
手
が
ち
ょ
っ
と
手
を
貸
し
た
り
協
力

を
し
て
い
た
り
と
い
う
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
と
い
う
か
、
複
数
の
技
術
者
が
作
っ
て
い
る
よ
う
な
段
階
が
一
時
期

あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
こ
と
も
考
え
ら
れ
ま
す
。

こ
こ
で
、
簡
単
に
比
較
い
た
し
ま
す
と
、
単
彩
鉛
釉
陶
器
は
、
鉛
の
原
材
料
は
朝
鮮
半
島
産
と
日
本
産
が
多
い

と
い
え
ま
す
。
そ
の
後
、
七
世
紀
末
以
降
の
瓦
磚
や
奈
良
三
彩
は
す
べ
て
日
本
産
に
な
り
ま
す
。
胎
土
は
赤
色
系

か
ら
徐
々
に
白
色
に
な
っ
て
い
き
ま
す
。
焼
成
温
度
は
、
日
本
の
資
料
は
七
世
紀
か
ら
八
世
紀
を
通
じ
て
ず
っ
と

低
い
け
れ
ど
も
、
唐
三
彩
は
高
い
で
す
。

単
彩
釉
か
ら
奈
良
三
彩
へ
は
、
ど
ん
な
技
術
的
な
系
譜
を
持
っ
て
い
る
か
を
考
え
ま
す
と
、
上
に
付
い
て
い
る

釉
薬
に
つ
き
ま
し
て
は
、
単
彩
釉
の
初
め
は
朝
鮮
半
島
産
の
フ
リ
ッ
ト
等
を
使
用
し
て
い
た
け
れ
ど
も
、
そ
の
後

は
国
内
産
へ
、
七
世
紀
末
以
降
は
、
ば
ら
つ
き
は
ご
ざ
い
ま
す
が
、
大
き
く
外
れ
る
も
の
が
あ
り
ま
せ
ん
の
で
、

奈
良
三
彩
は
、
お
そ
ら
く
そ
の
ま
ま
七
世
紀
の
単
彩
の
流
れ
を
汲
ん
だ
鉛
原
料
を
使
用
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か

と
思
っ
て
お
り
ま
す
。
た
だ
し
、
釉
色
を
多
色
に
し
て
い
る
点
や
、
胎
土
の
色
調
が
、
奈
良
三
彩
で
は
白
色
が
多

く
な
る
点
な
ど
唐
三
彩
の
影
響
が
見
ら
れ
ま
す
。

つ
ぎ
に
唐
三
彩
と
奈
良
三
彩
に
つ
き
ま
し
て
は
、
土
の
化
学
組
成
、
焼
成
温
度
が
違
い
ま
す
し
、
釉
薬
に
つ
き

ま
し
て
は
、
藍
色
が
無
い
な
ど
、
使
用
し
て
い
な
い
色
も
あ
り
ま
す
の
で
、
例
え
ば
唐
三
彩
を
作
っ
て
い
る
人
か
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ら
直
接
教
え
て
も
ら
っ
た
わ
け
で
は
な
い
の
で
は
な
い
か
と
、
断
定
は
で
き
ま
せ
ん
け
れ
ど
も
、
何
か
ち
ょ
っ
と

違
和
感
が
あ
る
の
が
唐
三
彩
と
奈
良
三
彩
で
す
。
結
論
と
し
て
、
奈
良
三
彩
は
、
七
世
紀
か
ら
ず
っ
と
続
い
て
い

る
技
術
に
、
唐
三
彩
の
モ
チ
ー
フ
だ
け
を
模
倣
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
ま
す
。
鉛
の
原
材
料
は
、
奈

良
三
彩
が
作
ら
れ
始
め
た
初
期
の
段
階
で
も
、
中
国
産
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
例
え
ば
七
世
紀
の
単
彩
鉛
釉
陶

器
で
は
、
日
本
産
胎
土
と
朝
鮮
半
島
産
釉
薬
が
混
ざ
っ
て
い
ま
す
の
で
、
技
術
交
流
等
々
が
あ
っ
て
も
お
か
し
く

な
い
結
果
な
の
で
す
が
、
今
回
、
分
析
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
初
期
の
奈
良
三
彩
は
、
中
国
産
の
原
材
料
が
今
の
と

こ
ろ
あ
り
ま
せ
ん
の
で
、
最
初
か
ら
日
本
の
鉛
原
料
を
使
っ
た
釉
薬
の
製
造
技
術
が
そ
の
ま
ま
色
だ
け
変
え
て
、

モ
チ
ー
フ
だ
け
模
倣
す
る
と
い
う
感
じ
で
取
り
入
れ
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
お
り
ま
す
。

た
だ
、
ど
ち
ら
に
し
て
も
、
七
世
紀
の
朝
鮮
半
島
系
の
技
術
で
す
と
か
、
八
世
紀
の
中
国
の
文
様
部
分
の
影
響

を
受
け
て
い
る
こ
と
は
確
実
で
す
の
で
、
あ
る
意
味
、
い
ろ
い
ろ
な
技
術
を
、
複
数
の
方
面
か
ら
取
り
入
れ
て
、

日
本
の
鮮
や
か
な
鉛
釉
陶
器
の
生
産
が
始
め
ら
れ
て
い
た
と
考
え
て
い
い
の
で
は
な
い
か
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。

ご
清
聴
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

藤
尾　

皆
さ
ま
も
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
そ
れ
で
は
こ
れ
か
ら
舞
台
上
の
準
備
を
い
た
し
ま
し
て
、
鼎

談
を
行
い
た
い
と
思
い
ま
す
の
で
、
少
々
お
待
ち
い
た
だ
け
ま
す
で
し
ょ
う
か
。
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