
士
口
州
窯
の
鉄
絵
文
様
に
つ
い
て

ー
磁
州
窯
と
の
文
様
比
較
に
よ
る
一
考
察
|

は
じ
め
に

一
吉
州
窯
の
鉄
絵
文
様

(
i
〕
古
川
窯
の
鉄
絵
に
お
け
る
特
般
的
な
文
様

[
2
〕
文
様
装
飾
の
構
成
に
よ
る
分
類

[
3
]
古
川
窯
の
鉄
絵
文
株
に
つ
い
て
の
考
察

二
鉄
絵
に
お
け
る
古
州
窯
と
磁
州
窯
の
影
響
関
係
の
有
担

1
]
十
一
口
州
窯
と
磁
州
窯
の
関
係

山
政
州
窯
に
つ
い
て

ω雨
空
…
鉄
絵
磁
に
対
す
る
従
来
の
見
解

作
品
の
比
較

考
察
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結
び，---， ，---， 

↑
ι
 

イ
i

三
γ
Jm主

子

素

は
じ
め
に

中
国
の
江
西
省
吉
安
県
、
水
和
鎮
に
位
置
す
る
古
川
窯
は
、
晩
唐
か

ら
元
代
末
頃
(
九
世
紀
ー
十
四
世
紀
中
期
)
ま
で
多
種
多
様
な
民
間

日
用
雑
器
を
焼
造
し
た
窯
で
あ
る

(
l
)
。
日
本
で
は
、
こ
と
に
吉
州
窯

産
の
天
目
が
「
鑑
蓋
」
と
し
て
建
窯
産
の
茶
碗
「
建
議
」
と
区
別
さ

れ
、
た
び
た
び
貴
重
な
唐
物
と
し
て
文
献
に
記
さ
れ
て
き
た
(

2

)

O

そ
し
て
吉
州
窯
産
の
黒
粕
茶
碗
は
今
日
、
木
葉
天
日
も
含
め
天
目
茶

碗
の
一
一
樫
と
し
て
賞
翫
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
古
州
窯
で
は
、
こ
の

よ
う
な
黒
紬
磁
を
生
産
す
る
一
方
、
白
磁
に
鉄
絵
文
様
の
あ
る
や
き

も
の
(
以
降
「
鉄
絵
(
磁
)
」
と
記
す
)
も
南
宋
か
ら
元
の
時
代
を

中
心
に
焼
い
て
お
り

(
3
)
、
図

1
の
大
型
の
双
耳
瓶
(
大
英
博
物
館
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蔵
）
等
が
そ
の
精
作
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
。

吉
州
窯
が
宋
か
ら
元
の
頃
に
鉄
絵
磁
も
焼
い
て
い
た
こ
と
は
、
永

和
鎮
の
踏
査
を
も
と
に
一
九
三
九
年

A

D

よ
っ
て
初
め
て
報
告
さ
れ
た
(
4
)
0

時
ま
だ
遺
品
が
少
な
く
、

ん
ど
な
か
っ
た
。
吉
州
窯
の
鉄
絵
が
注
目
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の

は
第
二
次
世
界
大
戦
後
で
あ
り
、

ち
に
中
国
の
研
究
者
が
窯
址
調
査
を
行
な
っ
た
こ
と
に
よ
る
。

五
八
年
に
は
蒋
玄
佑
氏
が

概
略
が
述
べ
ら
れ
る
に
至
っ
た
。

が
「
靖
康
の
変
」
（
一

よ
い
は
ず
で
あ
る
。

そ
の
後
続
け
て
論
じ
ら
れ
る
こ
と
は
ほ
と

中
華
人
民
共
和
国
が
成
立
し
た
の

『
吉
州
窯
』

(
5
)

を
著
し
、

そ
し
て
一
九
七
三
年
、

―
二
六
ー
一

え
た
可
能
性
が
あ
る
と
発
表
し

(
6
)
、

な
比
較
研
究
が
な
さ
れ
ぬ
ま
ま
、

さ
れ
て
今
日
に
至
っ
て
い
る
。

ブ
ラ
ン
ク
ス
ト
ン
に

し
か
し
吉
州
窯
の
鉄
絵
は
、
当

―
二
七
年
）

九

そ
の
鉄
絵
の

文-‘、

の
開

洟
先
銘
氏

南
下
し
て

江
西
省
に
逃
れ
た
磁
州
窯
の
陶
エ
が
釉
下
彩
の
技
法
を
吉
州
窯
に
伝

こ
の
説
に
よ
っ
て
吉
州
窯
の

鉄
絵
は
研
究
者
の
注
目
を
集
め
る
こ
と
と
な
っ
た
。

銘
氏
の
説
を
襄
づ
け
る
確
実
な
資
料
は
な
い
が
、

現
状
で
は
嗚
先

こ
の
説
が
事
実
で

あ
れ
ば
吉
州
窯
の
作
品
上
に
は
磁
州
窯
か
ら
の
影
郷
育
が
認
め
ら
れ
て

し
か
し
な
が
ら
吉
州
窒
の
鉄
絵
と
磁
州
窯
の
欽

絵
の
間
に
本
当
に
影
響
関
係
が
詑
め
ら
れ
る
の
か
ど
う
か
、

そ
こ
で
本
稿
で
は
、

具
体
的

漠
然
と
両
者
は
似
て
い
る
と
詔
識

吉
州
窯
と
磁
州

窯
の
鉄
絵
作
品
の
比
較
か
ら
洟
先
銘
氏
の
説
を
検
証
し
、

窯
の
鉄
絵
作
品
の
相
違
を
考
察
す
る
こ
と
に
よ
り
、

の
独
自
性
を
明
ら
か
に
し
て
い
き
た
い
と
思
う
。

さ
れ
て
い
る
吉
州
窯
の
鉄
絵
磁
の
数
は
決
し
て
十
分
と
は
い
え
な
い

が
、
そ
れ
ら
を
整
理
分
類
し
、
鉄
絵
の
発
生
や
発
展
を
探
る
こ
と
は

十
分
意
味
の
あ
る
こ
と
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

生
産
で
成
功
し
て
い
た
こ
の
窯
が
な
ぜ
そ
の
主
要
製
品
を
鉄
絵
磁
に

転
換
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
か
、

全
域
を
視
野
に
入
れ
て
も
、

い
時
期
に
だ
け
鉄
絵
が
流
行
し
た
の
か
を
考
え
る
上
で
も
、

示
唆
を
与
え
て
く
れ
る
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

さ
て
、

な
ぜ
南
宋
か
ら
元
時
代
に
か
け
て
の
短

磁
州
空
で
は
胎
に
白
化
粧
し
て
か
ら
鉄
絵
を
描
き
、

上
か
ら
透
明
釉
を
掛
け
て
焼
く
白
地
鉄
絵
と
呼
ば
れ
る
作
品
を
生
産

し
た
。

こ
れ
に
対
し
、
吉
州
窯
で
は
胎
が
白
い
た
め
、

州
窯
の
よ
う
な
白
化
粧
を
必
要
と
せ
す
、

き
、
透
明
釉
を
掛
け
て
焼
い
て
い
る
。

白
地
鉄
絵
と
称
さ
れ
る
場
合
が
あ
る
が
、

違
い
を
明
確
に
す
る
意
図
か
ら
、

ぇ
J

‘1ヽ／一ユ
クホ＇

「
白
地
鉄
絵
」
、

吉
州
窯
の
鉄
絵
を

さ
ら
に
両

吉
州
窯
鉄
絵
磁

現
在
ま
で
に
報
告

な
ぜ
な
ら
ば
、

ま
た
当
時
の
中
国

本
稿
で
は
便
宜
上
、

里
釉
磁

重
要
な

そ
の

基
本
的
に
磁

胎
の
上
に
直
接
鉄
絵
を
描

こ
れ
よ
り
吉
州
窯
の
鉄
絵
は

磁
州
窯
の
白
地
鉄
絵
と
区
別
さ
れ
る
。
吉
州
窒
の
鉄
絵
に
つ
い
て
も

こ
う
し
た
両
窯
の
技
法
の

磁
州
窯
の
鉄

「
白
磁
鉄
絵
」

と
呼
び
分
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け
る
こ
と
に
す
る
。
ま
た
吉
州
窯
と
磁
州
窯
の
作
品
の
器
形
を
比
較

検
討
す
る
こ
と
も
、
そ
れ
ぞ
れ
の
鉄
絵
装
飾
の
な
さ
れ
方
を
察
す
る

上
で

一
考
に
価
す
る
と
思
わ
れ
た
が
、
紙
枚
の
都
合
も
あ
り
、
今
回

は
文
様
の
比
較
を
中
心
に
論
を
展
開
す
る
こ
と
と
し
た
い
。

吉
州
窯
の
鉄
絵
文
様

吉
州
窯
で
は
青
磁
（
醤
褐
色

•

青
灰
色
）
、
白
磁

、

里
釉
磁
、
白

磁
鉄
絵
、
緑
釉
磁
｀
黄
釉
磁
な
ど
多
彩
な
製
品
が
生
産
さ
れ
た
。
そ

し
て
そ
の
主
要
製
品
の
変
遷
か
ら
、
焼
造
期
間
を
青
磁

・
白
磁
の
時

代
、
里
釉
磁
の
時
代
、
鉄
絵
の
時
代
の
三
時
代
に
わ
け
て
考
え
る
こ

と
が
で
き
る
。
焼
造
が
始
ま
っ
た
と
さ
れ
る
晩
塘
よ
り
、
吉
州
窯
で

は
青
磁
や
白
磁
、
里
釉
磁
が
生
産
さ
れ
て
い
た
か
、
南
宋
に
な
る
と

新
し
く
白
磁
鉄
絵
が
現
わ
れ
、
こ
れ
は
元
代
末
ま
で
生
産
さ
れ
た
。

南
宋
以
後
の
出
現
と
考
え
ら
れ
る
の
は
北
宋
以
前
の
堆
積
層
‘
墓
葬

か
ら
の
出
土
が
ま
だ
報
告
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
に
よ
る
。
こ
の
技
法

は
釉
下
彩
に
属
し
、
鉄
を
含
む
顔
材
で
胎
に
文
様
を
描
い
た
上
に
薄

く
透
明
釉
を
か
け
て
焼
成
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
技
法
と
し
て

は
晩
唐
時
代
に
湖
南
省
の
長
沙
窯
で
始
ま
る
と
さ
れ
、
南
宋
以
後
、

箪
彩
に
よ
る
装
飾
法
と
し
て
磁
州
窯
お
よ
び
吉
州
窯
で
発
展
し
、
そ

の
中
心
的
な
装
飾
技
法
と
な
っ
た
。

今
回
吉
州
窯
の
鉄
絵
文
様
の
特
色
を
知
る
た
め
、
ま
ず
現
時
点
で

入
手
で
き
る
作
品
資
料
（
写
真
）
を
可
能
な
限
り
多
く
収
集
し
、
ト

レ
ー
ス
し
て
ま
と
め
る
作
業
を
行
な
っ
た
。
そ
の
結
果
、
箪
者
が
収

集
で
き
た
作
品
資
料
の
総
数
は
一
六
五
点
で
あ
り
、
完
形
品
以
外
に

破
片
も
含
ん
で
い
る
。
こ
れ
ら
の
作
品
資
料
は
主
に
中
国
陶
磁
に
関

す
る
図
録
や
全
集
、

『文
物
』

・
『
考
古
』
等
の
中
国
の
報
告
書
か
ら
収

槃
し
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
全
作
品
資
料
中
で
お
お
よ
そ
の
製
作
年

代
が
特
定
で
き
る
作
品
の
報
告
は
現
在
わ
ず
か
五
克
に
過
ぎ
す
、
そ

れ
ら
の
資
料
を
も
と
に
文
様
の
編
年
を
行
う
こ
と
は
難
し
い
。
以
下

に
記
す
の
が
そ
の
五
点
の
作
品
で
あ
る
。

白
磁
鉄
絵
鹿
文
蓋
付
壺

南
宋
淳
熙
十
年
（
l

-

八一
i

i

)

墓
出
土
(
7
l
)

白
磁
鉄
絵
鹿
文
蓋
付
壺

南

宋

嘉

定

二
年
(
―
二

0
九
）
陳
墓
出
土

(
8
)

白
磁
鉄
絵
蓮
花
文
三
足
香
炉

南
宋
嘉
定
二
年
(
―
二

0
九）

白
磁
鉄
絵
器
蓋

元
延
祐
六
年
(
-
三
一
九
）

白
磁
鉄
絵
唐
草
文
瓶

図
6

図
5

図

4

図
3

・
図
2

同
墓
出
土

(
9
)

墓
出
土

(10
)



156 

斡
固
全
羅
南
道
新
安
郡
沖
引
揚
逍
物

元
代
沈
船
(
-
――-=-
―-
＿年
以
前
）

（11）

こ
の
他
に
も
元
墓
出
土
と
さ
れ
る
も
の
が
五
点
あ
る
が
、
具
体
的

な
墓
の
名
称
や
発
掘
報
告
は
明
ら
か
で
な
い
。
ま
た
出
土
し
た
推
稽

翔
か
ら
製
作
年
代
が
推
澗
さ
れ
た
り
、
時
代
の
特
定
で
き
る
他
窯
作

品
の
傾
向
（
作
風

・
枝
法
等
）
と
の
比
較
か
ら
時
代
が
拙
定
さ
れ
る

逍
品
も
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
報
告
備
に
記
さ
れ
た
年
代
は
、
根
拠
が
全

く
な
い
も
の
と
は
い
え
な
い
が
、
実
際
の
嬰
作
年
代
と
異
な
る
可
能

性
も
含
ん
で
い
る
。
図
表
を
作
成
す
る
際
に
は
、
報
告
瞥
な
ど
に
記

さ
れ
た
製
作
年
代
に
従
っ
た
が
、
以
下
の
考
察
で
は
前
述
し
た
製
作

年
代
の
明
ら
か
な
作
品
資
科
五
点
に
よ
っ
て
椎
測
可
能
な
場
合
の
み

時
代
的
特
徴
を
言
及
す
る
こ
と
に
し
た
。

[1
]
吉
州
察
の
鉄
絵
に
お
け
る
特
徴
的
な
文
椋

吉
州
窯
の
鉄
絵
で
は
同
じ
文
様
が
頗
繁
に
用
い
ら
れ
て
い
る
。
そ

れ
ら
の
文
様
の
役
割
に
注
目
す
る
と
〈
主
文
梯
と
し
て
描
か
れ
る
文

様
〉
、
〈
従
文
椋
と
し
て
描
か
れ
る
文
様
〉
の
二
つ
に
区
分
で
き
る

〔
屈
表
l
〕
。
な
お
、
本
稿
で
指
す
吉
州
窯
の
鉄
絵
に
お
け
る
主
文

様
に
は
大
別
し
て
一

ー紐
あ
る
。
そ
の
ー
つ
は
王
題
の
意
味
を
よ
り
強

調
し
、
明
確
に
す
る
た
め
設
け
ら
れ
た
窓
枠
の
中
に
描
か
れ
る
文
様

で
あ
る
。
こ
の
楊
合
、
窓
枠
の
外
を
埋
め
つ
く
す
文
様
は
地
文
（
充

填
文
様
）
で
あ
り
、
従
文
様
と
い
え
る
。
も
う
―
つ
の
主
文
様
は
、

窓
枠
等
で
器
面
を
分
割
す
る
こ
と
な
く
、
辟
形
全
体
の
な
か
で
最
も

目
立
つ
部
分
（
服
部
の
膨
ら
み
や
見
込
み
等
）
に
描
か
れ
た
文
様
で

あ
る
。
便
宜
上
、
以
上
に
定
義
し
た
主
文
様
以
外
は
全
て
従
文
様
と

す
る
。
た
だ
し
吉
州
窯
の
鉄
絵
文
様
に
は
窓
絵
が
な
く
て
も
器
面
を

文
様
が
埋
め
つ
く
す
楊
合
が
あ
る
。
こ
れ
ら
の
文
様
に
つ
い
て
は
従

文
様
と
し
て
扱
っ
た
。

A
．
主
文
様
と
し
て
描
か
れ
る
文
様

主
文
様
は
お
お
ま
か
に
動
物
文
、
植
物
文
、
そ
の
他
の
三
種
煩

に
分
類
で
き
る
。
そ
の
代
表
的
な
文
様
を
図
表
］

I
A
に
示
し
た
。

具
体
的
に
は
以
ド
の
よ
う
な
文
様
が
描
か
れ
て
い
る
。

◇
動
物
文
鹿
文
、
駕
裔
（
鴨
）
や
臥
凰
等
を
含
む
玲
文
、
そ
の
他

に
蝶
文
、
魚
文
も
見
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
の
な
か
で
鹿
文
と

鴛
尚
文
に
つ
い
て
取
り
上
げ
る
と
、
ま
ず
鹿
文
は
二
本
の

長
い
角
を
持
つ
鹿
が
、
後
ろ
足
を
高
く
跳
ね
あ
げ
て
走
る

姿
で
常
に
描
か
れ
て
い
る
。
口
に
霊
芝
を
く
わ
え
て
い
る

楊
合
も
あ
る
。
足
下
（
地
面
）
に
小
さ
な
雄
が

一
緒
に
描

か
れ
る
こ
と
も
多
い
。
「
鹿
」
の
読
み
が
俸
禄
の

「
禄
」

の
読
み
と
同
じ
「
‘lu
」
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
飛
び
跳
ね
る

鹿
の
姿
を
「
俸
禄
が
は
ね
あ
が
る
」
の
意
に
解
し
た
縁
起
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の
よ
い
吉
祥
文
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
鴛
爺
文
に
つ
い

て
は
、
蓮
等
の
植
物
の
そ
ば
を
二
羽
並
ん
で
泳
ぐ
図
が
多

く
見
ら
れ
る
。
こ
の
鴛
裔
は
鹿
文
同
様
、
鉄
絵
具
で
黒
く

塗
り
潰
す
よ
う
に
し
て
鳥
を
描
い
た
後
、
刻
線
で
細
部
を

表
し
て
い
る
。
鴛
狗
は
夫
婦
仲
の
良
さ
の
象
徴
で
あ
り
、

連
池
水
禽
図
に
は
幸
せ
な
結
婚
や
子
孫
繁
栄
の
顧
い
が
託

さ
れ
て
い
た
。

◇
植
物
文
桃
や
栴
の
よ
う
な
折
技
文
、
牡
月

・
蓮

・
椿
や
百
合
等

の
花
文
‘
草
文
、
唐
花
文
か
見
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
の
文
様

も
、
例
え
ば
蓮
の
花
に
は
男
子
誕
生
や
子
孫
繁
栄
、
牡
丹

に
は
富
貴
の
意
味
が
込
め
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
縁
起
の

良
い
文
様
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。

◇
そ
の
他
波
濤
文
、
人
物
文
、
唐
草
文
も
主
文
様
と
し
て
採
用
さ

れ
て
い
る
。
波
濤
文
は
晋
通
地
文
と
し
て
用
い
ら
れ
る
文

様
だ
が
、
窓
枠
の
中
に
描
か
れ
る
こ
と

に
よ
り
主
文
様
と

な
っ
て
い
る
。
ま
た
吉
州
窯
の
鉄
絵
で
人
物
図
が
描
か
れ

る
例
は
非
常
に
稀
で
、
収
集
し
た
作
品
資
料
中
、
＿
点
（
破

片
）
し
か
見
ら
れ
な
い
。

以
上
の
よ
う
に
、
主
文
様
と
し
て
描
か
れ
る
文
様
に
は
吉
祥
の

意
を
示
す
も
の
が
多
い

。

従
文
様
と
し
て
描
か
れ
る
文
様

◎
地
文
様
と
し
て
用
い
ら
れ
る
文
様

◇
唐
単
文
①
壺
や
瓶
の
器
面
全
体
を
獲
う
太
く
大
き
い
魁
草
文
、

細
か
な
蛸
唐
草
文
、
渦
巻
き
を
繋
い
だ
應
草
文
‘
牡
丹
座

草
文
な
ど
い
ろ
い
ろ
な
種
類
の
唐
草
文
が
見
い
だ
さ
れ

る
。
こ
れ
ら
の
中
で
特
徴
的
な
の
は
牡
丹
悲
草
文
で
、
花

が
黒
く
塗
り
潰
さ
れ
、
菓
先
を
の
ば
す
よ
う
に
し
て
器
面

を
隙
間
な
く
埋
め
て
い
る
。
そ
の
莱
は
外
巻
き
の
渦
巻
き

状
に
描
か
れ
る
。
唐
草
文
が
器
面
全
体
を
埋
め
つ
く
す
作

品
は
あ
る
が
、
牡
丹
唐
草
文
だ
け
で
器
面
全
体
を
埋
め
つ

く
す
例
は
な
く
、
常
に
窓
絵
と
組
み
合
わ
さ
れ
て
い
る
。

花
の
な
い
、
牡
丹
唐
草
の
葉
の
部
分
だ
け
の
よ
う
な
暦
草

文
も
あ
る
。

◇
網
代
文

(12
)
幾
何
学
文
の

一
種
と
い
え
る
が
、
こ
の
文
様
に
は
面

と
し
て
の
広
が
り
が
あ
る
。
主
に
窓
絵
の
外
の
地
文
と
し

て
、
ま
た
頚
部
や
脚
部
な
ど
の
充
填
文
様
と
し
て
頻
繁
に

使
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
点
で
、
後
述
す
る
他
の
幾
何
学
文

と
は
異
な
り
、
幾
何
学
文
の
な
か
で
も
特
に
注
目
す
べ
き

文
様
と
し
て
あ
げ
ら
れ
る
。

◇
蕉
葉
文
と
れ
も
下
向
き
で
特
に
壺
や
香
炉
の
器
面
全
体
を
覆
う

B
 



158 

こ
と
が
多
い
。
葉
の
中
央
に
太
い
芯
が
あ
り
、
そ
の
ま
わ

り
に
何
本
も
の
細
い
斜
線
が
左
右
対
称
に
引
か
れ
て
い

る。

◇
波
濤
文

器
面
全
体
を
覆
っ
た
り
、
窓
絵
が
あ
る
作
品
で
は
窓
絵

の
外
だ
け
で
な
く
、
主
文
様
と
し
て
窓
枠
の
中
を
埋
め
る

こ
と
も
あ
る
。
彼
頭
が
描
か
れ
、
そ
こ
か
ら
細
い
櫛
目
の

よ
う
な
線
を
描
い
て
波
の
勢
い
を
表
現
し
て
い
る
。
類
似

す
る
波
濤
文
は
元
代
以
降
の
青
花
に
も
み
ら
れ
る
が
、
そ

れ
ら
は
細
い
帯
状
の
文
様
で
あ
る
こ
と
が
多
い
の
に
対

し
、
吉
州
窯
の
彼
濤
文
は
も
っ
ば
ら
空
間
の
充
填
に
用
い

ら
れ
て
使
用
面
積
が
大
き
く
、
使
わ
れ
方
に
違
い
が
あ
る
。

波
の
表
現
も
丁
嘩
で
緻
密
な
も
の
、
粗
略
な
も
の
、
波
の

向
き
が
一
方
向
の
も
の
、
左
右
交
互
に
向
き
交
錐
し
て
い

る
も
の
な
ど
多
様
で
あ
る
。

◎
口
縁
部
、
頚
部
、
肩
部
、
胴
の
下
部
な
ど
に
用
い
ら
れ
る
細
い
苦

状
の
文
様
（
主
に
器
物
の
縁
部
分
の
装
飾
や
文
様
間
の
区
切
り
と

し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
）

◇
唐
草
文
②
充
填
文
様
と
し
て
用
い
ら
れ
る
唐
草
文
①
と
は
異
な

り
、
香
炉
の
口
縁
や
壺
、
瓶
な
ど
の
頸
部
を
飾
る
。
細
か

い
唐
草
文
が
多
い

。

◇
線
条
文

◇
蓮
弁
文

こ
こ
で
は
四
角
い
角
を
持
つ
渦
巻
き
状
の
文
様
や
連
続

文
様
を
雷
文
と
し
た
。
雷
文
は
瓶
や
壺
、
香
炉
の
頸
部
に

多
く
み
ら
れ
る
。
紀
年
墓
出
土
の
筒
形
香
炉
（
図

4
)

で

も
器
面
の
上
下
端
を
雷
文
が
飾
る
。

二
つ
の
逆
向
き
の
四

角
い
渦
巻
き
を
繋
い
だ
雷
文
が
み
ら
れ
る
。

壺
の
肩
や
瓶
の
下
方
に
用
い
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
。
器

面
上
方
で
は
下
向
き
に
、
器
面
下
方
で
は
上
向
き
に
拙
か

れ
る
。
蓮
弁
の
な
か
に
（
三
つ
の
）
里
い
途
り
潰
し
部
分

が
あ
る
も
の
、
蓮
弁
の
中
に
渦
巻
き
が
柚
か
れ
た
も
の
、

先
端
に
向
け
て
線
が
蓮
弁
の
中
を
埋
め
る
も
の
な
ど
が
あ

る
へe

◇
幾
何
学
文

◇
雷
文

（
線
条
文

・
網
代
文

・
雷
文
を
除
く
）
種
類
は
多
く
、

口
縁
晶
分
や
頚
部
、
或
い
は
器
形
の
下
方
に
用
い
ら
れ
る
。

一
本
線
に
よ
る
連
統
文
様
で
あ
る
場
合
が
多
い
。
胆
い
地

に

S
字
を
繋
い
た
文
椋
を
白
く
抜
く
も
の
も
あ
る
。
稀
に

網
代
文
の
よ
う
に
広
い
器
而
の
充
填
に
使
わ
れ
る
文
椋
が

あ
る
。

文
様
間
の
境
界
線
の
役
割
を
果
た
し
て
い
る
。
ま
た
長

頸
瓶
や
壺

．
瓶
、
香
炉
な
ど
の
頭
部
に
施
さ
れ
た
り
、
器

面
の
上
下
端
に
対
で
用
い
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
。
蝶
文
と
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組
み
合
わ
せ
て
使
わ
れ
る
場
合
も
あ
る
。
盆
子
や
枕
で
は

器
面
の
縁
取
り
に
用
い
ら
れ
て
い
る
。

[
2
]
文
様
装
飾
の
構
成
に
よ
る
分
類

吉
州
窯
鉄
絵
磁
の
文
様
装
飾
は
そ
の
構
成
か
ら
次
の
三
タ
イ
プ
に

分
け
ら
れ
る

(13)

。
〔
図
表

2
〕

a
．
賊
地
背
景
に
主
文
様
を
描
い
た
も
の

b

窓
絵
が
あ
り
、
窓
絵
の
外
を
文
様
で
埋
め
つ
く
し
て
い
る
も
の

C

．
窓
絵
か
な
く
、
器
面
全
体
を
文
様
で
埋
め
つ
く
し
て
い
る
も
の

無
地
背
景
に
拙
か
れ
た
主
文
様
に
は
孔
息
文
、
（
花
）
蝶
文
、
唐
草

文
、
牡
月
文
、
草
花
文
、
折
枝
文
、
鹿
文
等
か
み
ら
れ
る
。
窓
絵
が

あ
る
タ
イ
プ
で
は
、
窓
絵
に
鹿
文
、
駕
裔
文
、
花
鳥
文
、
茜
雁
文
、

韮
文
‘
梅
竹
文
、
折
枝
文
、
波
溝
文
等
が
、
色
絵
の
外
に
波
濤
文
、

唐
草
文
（
牡
丹
唐
草
文
）
、
網
代
文
が
描
か
れ
て
い
る
。
そ
し
て
窓

絵
が
な
い
タ
イ
プ
で
器
面
を
埋
め
つ
く
し
て
い
る
文
様
に
は
凰
凰

文
、
唐
草
文
、
蕉
葉
文
、
波
濤
文
、
網
代
文
‘
線
条
文
、
丸
文
等
か

あ
る
。

[
3
]
吉
州
窯
の
鉄
絵
文
様
に
つ
い
て
の
考
察

こ
れ
ま
で
の
観
察
結
果
を
ふ
ま
え
て
、
吉
州
窯
の
鉄
絵
作
品
の
特

徴
に
つ
い
て
言
及
す
る
。

①
文
様
装
飾
の
構
成

三
種
類
あ
る
文
様
装
飾
の
構
成
の
な
か
て
は
、
窓
絵
が
あ
り
、

し
か
も
窓
絵
の
外
を
文
様
で
埋
め
つ
く
し
て
い
る
タ
イ
プ
の
も
の

が
最
も
数
が
多
い
。
一
方
、
数
の
少
な
い
も
の
は
窓
枠
を
持
た
す

無
地
背
景
に
王
文
様
を
描
い
た
タ
イ
プ
で
あ
る
。
こ
の
タ
イ
プ
の

作
品
で
は
線
条
文
以
外
の
従
文
は
ほ
と
ん
と
使
わ
れ
て
い
な
い
。

鉄
絵
の
上
か
ら
刻
線
で
細
部
を
表
す
も
の
も
あ
る
。
そ
し
て
窓
絵

が
な
く
器
面
全
体
を
文
様
で
埋
め
つ
く
し
て
い
る
タ
イ
プ
に
は
、

密
度
の
高
い
細
密
な
文
様
て
器
面
を
埋
め
つ
く
す
作
品
が
多
い
。

器
面
全
体
を
主
要
な
、
ほ
ぼ
一
種
類
の
文
様
で
埋
め
つ
く
す
場
合

と
、
揺
面
を
帯
状
に
区
分
し
て
種
類
の
異
な
る
文
様
で
埋
め
る
場

合
が
あ
る
。
窓
絵
が
あ
り
、
窓
絵
の
外
を
文
様
で
埋
め
つ
く
し
て

い
る
タ
イ
プ
と
、
窓
絵
が
な
く
、
器
面
全
体
を
文
様
で
埋
め
つ
く

し
て
い
る
タ
イ
プ
は
、
紀
年
墓
出
土
資
料
に
よ
っ
て
南
宋
時
代
か

ら
あ
る
こ
と
が
確
認
て
き
る
。
一
方
、
無
地
背
景
に
生
文
様
を
描

い
た
タ
イ
プ
に
は
、
製
作
年
代
の
手
掛
か
り
と
な
る
作
品
資
料
は

な
い
。

②
文
様
の
使
用
法
と
主
従
関
係

文
様
使
用
に
際
し
て
の
規
則
性
を
見
い
だ
す
こ
と
は
難
し
い

が
、
興
味
深
い
用
い
ら
れ
方
を
す
る
文
様
か
存
在
す
る
。
例
え
は

波
濤
文
は
窓
絵
の
外
な
と
の
広
い
器
面
を
埋
め
る
従
文
様
と
し
て
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普
通
使
わ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
波
涛
文
が
窓
枠
の
中
に
入
り
窓
絵

と
な
る
場
合
が
あ
る
。
こ
の
と
き
波
渚
文
は
主
文
様
と
し
て
の
性

格
を
持
ち
合
わ
せ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
な
文
様
の
使
い
方

こ
そ
吉
州
窯
の
鉄
絵
装
飾
の
独
自
性
を
示
す
も
の
と
考
え
ら
れ

る
。
確
か
に
鹿
文
の
よ
う
に
主
文
様
と
し
て
の
意
味
と
役
割
が
明

ら
か
な
文
様
も
あ
る
が
、
地
文
に
も
主
文
様
と
等
し
い
価
値
が
与

え
ら
れ
る
場
合
が
あ
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
文
様
の
使
わ
れ
方

か
ら
、
吉
州
窯
の
鉄
絵
装
飾
の
中
心
が
主
題
の
文
様
の
み
を
強
調

す
る
こ
と
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
文
様
同
士
の
「
組
み
合
わ
せ
」

に
よ
る
構
成
に
置
か
れ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
で
き
る
。

③
文
様
と
形
態

個
々
の
文
様
形
態
に
は
定
型
化
が
認
め
ら
れ
る
。
例
え
ば
鹿
文

は
デ
フ
ォ
ル
メ
さ
れ
て
里
く
塗
り
潰
さ
れ
た
顔
と
胴
に
、
細
い
線

で
角
と
足
が
加
え
ら
れ
た
姿
で
常
に
描
か
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う

な
文
様
の
定
型
化
は
、
網
代
又
や
波
濤
文
を
は
し
め
ほ
と
ん
と
の

文
様
に
指
摘
で
き
る
。
そ
し
て
こ
の
定
型
化
は
、
吉
州
窯
の
特
徴

で
あ
る
文
様
の
組
み
合
わ
せ
を
重
視
す
る
と
い
う
装
飾
法
に
関
連

す
る
と
思
わ
れ
る
。
つ

ま
り
文
様
ひ
と
つ
ひ
と
つ
に
独
自
の
表
現

を
求
め
る
の
で
は
な
く
、
定
型
化
に
よ

っ
て
各
文
様
を
ひ
と
つ
の

パ
ー
ツ
（
部
分
）
と
み
な
す
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
文
様
を
扱

う
こ
と
は
、
文
様
を
自
由
に
組
み
合
わ
せ
て
作
品
全
体
を
装
飾
す

る
の
に
適
し
て
い
る
と
い
え
る
。

④
文
様
と
表
現
技
法
（
描
線
）

描
線
か
ら
も
文
様
の
表
現
に
は
個
性
が
与
え
ら
れ
て
い
な
い
こ

と
を
確
認
で
き
る
。
例
え
ば
牡
丹
唐
草
文
以
外
の
地
文
と
な
る
文

様
（
唐
草
文
、
波
濤
文
、
網
代
文
な
と
）
は
普
通
一
定
の
太
さ
の

線
で
描
か
れ
て
い
る
。
牡
丹
唐
草
文
に
つ
い
て
も
里
く
平
而
的
な

花
と
外
巻
き
の
築
に
定
型
化
さ
れ
、
や
は
り
筆
を
活
か
し
た
線
に

よ
る
文
様
と
は
み
な
し
が
た
い
。
そ
し
て
主
文
様
と
し
て
描
か
れ

る
文
椋
も
定
刑
沈
化
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
描
線
の
伸
び
や
か
さ
が

奪
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
描
線
の
特
徴
は
、
吉
州
窒
が
文
椋

を
組
み
合
わ
せ
の
パ
ー
ソ
（
部
分
）
と
し
て
扱
っ
て
い
る
性
格
を

よ
く
示
す
も
の
と
い
え
る
。

以
上
①
ー
④
の
考
察
か
ら
、
吉
州
窯
の
鉄
絵
文
様
の
特
色
は

、
定

型
化
し
た
文
様
を
自
由
に
組
み
合
わ
せ
て
帷
面
を
装
飾
し
て
い
る
点

に
あ
る
と
い
え
る
。
言
い
換
え
れ
ば
箪
の
利
点
を
生
か
す
絵
画
的
表

現
の
追
求
よ
り
も
、
作
品
全
体
に
お
け
る
文
様
同
士
の
自
由
な
組
み

合
わ
せ
に
趣
向
が
凝
ら
さ
れ
、
そ
の
構
成
に
よ
っ
て
生
じ
る
装
飾
性

が
重
視
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
波
濤
文
に
代
表



さ
れ
る
よ
う
に
、
主
文
様
や
従
文
様
と
し
て
役
割
を
限
定
さ
れ
な
い

文
械
が
あ
る
点
に
、
古
州
議
…
の
装
飾
に
対
す
る
自
由
で
柔
軟
な
性
格

を
窺
う
こ
と
が
で
き
る
。

な
お
、
器
形
と
文
様
の
関
係
に
つ
い
て
は
言
及
し
な
か
っ
た
が
、

文
様
と
器
形
(
器
物
)
に
特
定
の
組
み
合
わ
せ
の
決
ま
り
は
ほ
と
ん

ど
み
ら
れ
ず
(
日
、
文
様
の
選
択
は
か
な
り
自
由
で
あ
っ
た
と
考
え

ら
れ
る
。
こ
の
傾
向
は
、
窓
絵
に
拙
か
れ
る
文
様
と
窓
絵
の
外
を
組

め
て
い
る
文
様
と
の
問
に
、
特
定
の
組
み
合
わ
せ
が
な
い
こ
と
か
ら

も
看
取
さ
れ
る
。鉄

絵
に
お
け
る
吉
州
窯
と
犠
州
窯
の
影
響
関
係
の
有
無
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[
古
川
窯
と
磁
州
富
一
…
の
関
係

川
磁
州
窯
に
つ
い
て

政
州
議
一
一
は
、
主
に
民
間
日
用
雑
器
を
焼
い
て
い
た
中
国
北
部
の
民

窯
で
あ
っ
た
。
鉄
分
を
含
む
有
色
の
素
地
を
白
化
粧
し
、
透
明
紬
を

か
け
て
焼
い
た
白
く
硬
い
や
き
も
の
で
、
さ
ま
ざ
ま
な
文
様
装
飾
の

多
く
は
白
化
粧
の
上
に
施
さ
れ
る
。
こ
の
白
化
粧
の
上
に
鉄
絵
具
で

文
様
を
描
い
た
も
の
が
白
地
鉄
絵
で
あ
り
、
こ
れ
は
十
二
世
紀
以
降
、

磁
州
窯
の
代
表
的
な
装
飾
技
法
の
一
つ
と
な
っ
て
く
る
。
こ
れ
を
中

心
に
三
彩
粕
や
緑
粕
、
飴
粕
、
藍
柑
な
ど
を
施
し
た
作
品
、
村
上
に

赤
や
緑
で
上
絵
付
け
し
た
赤
絵
(
白
地
五
彩
)
、
そ
し
て
黒
利
を
扱

き
落
と
し
て
文
様
を
あ
ら
わ
し
た
作
品
な
ど
も
磁
州
窯
の
製
品
で
あ

る
口
狭
義
に
は
、
こ
の
磁
州
窯
と
い
う
名
称
は
河
北
省
磁
県
一
骨
折
の

紫
、
つ
ま
り
観
ム
口
窒
…
、
彰
城
鎮
窯
、
東
支
口
村
窯
等
の
窯
を
指
す
。

し
か
し
一
般
的
に
磁
州
窯
産
と
さ
れ
る
や
き
も
の
は
決
し
て
政
県
一

帯
の
窯
で
の
み
作
ら
れ
た
わ
け
で
は
な
い
。
河
北
省
磁
県
周
辺
の
み

な
ら
ず
広
く
河
南
省
、
安
徽
省
、
山
一
白
省
、
山
東
省
、
険
西
省
の
広

い
地
域
に
わ
た
っ
て
焼
成
さ
れ
て
い
た
。
こ
れ
ら
は
磁
州
窯
に
倣
っ

た
作
品
を
焼
成
す
る
窯
、
す
な
わ
ち
有
色
の
素
地
に
白
化
粧
を
施
す

手
法
を
と
る
曜
日
で
あ
り
、
厳
密
に
は
「
鶴
州
盛
一
一
…
系
」
と
し
て
区
別
さ

れ
る
が
、
今
日
で
は
狭
義
の
磁
州
窯
と
と
も
に
「
磁
州
盆
じ
と
総
称

さ
れ
て
い
る
(
目
。

さ
て
、

こ
の
河
北
・
河
南
の
綴
州
窃
一
…
の
謹
…
の
多
く
は
、
唐
末
五
代

の
頃
に
焼
成
を
開
始
し
た
と
報
告
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
開
始
時
に

つ
い
て
の
明
維
な
根
拠
と
な
る
資
料
は
こ
れ
ま
で
発
見
さ
れ
て
い
な

い
。
今
日
で
は
河
北
省
政
県
観
ム
口
鎮
と
彰
城
鎮
一
帯
に
位
置
す
る
路

川
窯
遺
跡
の
発
掘
調
査
(
一
九
八
七
年
)
に
よ
り
北
宋
時
代
の
十
一
世

紀
後
半
か
ら
金
代
初
期
の
十
二
世
紀
半
は
に
発
展
し
、
以
降
金
代
後

期
に
あ
た
る
十
三
世
紀
初
頭
の
頃
ま
で
繁
栄
期
を
迎
え
る
こ
と
が
判
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明
し
て
い
る
。
そ
し
て
蒙
古
軍
の
磁
州
占
領
（
ニ
ニ
九
年
）
後
、

磁
州
窯
は
衰
退
期
に
入
り
、
観
台
窯
で
は
明
代
初
期
に
生
産
が
停
止

さ
れ
た
。
観
台
窯
か
ら
遠
く
な
い
彩
城
鎮
で
は
明
代
を
通
し
て
な
お

生
産
が
続
け
ら
れ
た
が
、
磁
州
窯
の
全
国
の
窯
業
に
お
け
る
地
位
は

大
き
く
下
降
し
、
元
末
以
降
に
江
南
で
台
頭
し
て
き
た
景
徳
鎮
窯
の

洗
練
さ
れ
た
青
花
磁
器
が
よ
り
多
く
の
人
々
に
好
ま
れ
て
い
く
こ
と

と
な
る
(
1
6
)
0

②
両
窯
鉄
絵
磁
に
対
す
る
従
来
の
見
解

は
じ
め
に
述
べ
た
よ
う
に
、
磁
州
窯
の
鉄
絵
と
吉
州
窯
の
鉄
絵
の

影
嬰
関
係
が
有
力
視
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
嗚
先
銘
氏
の
説

に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
一

九
七
三
年
、
西
先
銘
氏
は
「
我
国
陶
姿
発

展
中
幾
個
問
題
」
と
い
う
論
文
の
な
か
で
吉
州
窯
の
鉄
絵
に
つ
い
て

注
目
す
べ
き
見
解
を
述
べ
た

(17)
。
そ
れ
は
青
花
起
源
の
問
題
に
関

連
し
て
取
り
上
げ
た
も
の
で
、
氏
は
北
宋
の
滅
亡
を
ま
ね
い
た
「
靖

康
の
変
」
の
際
に
、
江
西
省
へ
逃
れ
た
磁
州
窯
の
陶
エ
が
吉
州
窯
に

釉
下
彩
の
手
法
を
伝
え
た
可
能
性
は
非
常
に
高
い
と
考
察
し
た
。
こ

の
説
に
従
え
ば
吉
州
窯
の
鉄
絵
は
磁
州
窯
の
系
統
を
ひ
く
も
の
と
み

な
せ
る
こ
と
に
な
る
。
た
だ
し
余
家
棟
氏
の
よ
う
に
両
窪
の
影
響
関

係
を
認
め
な
が
ら
も
、
吉
州
窯
の
独
自
性
を
強
調
す
る
立
場
の
研
究

者
も
存
在
す
る
。
余
家
棟
氏
は
「
吉
州
窯
の
白
地
里
花
装
飾
は
釉
下

彩
装
飾
に
属
し
、
北
方
の
磁
州
窯
の
影
響
を
強
く
受
け
て
い
る
も
の

の
、
そ
こ
で
は
独
自
の
風
格
も
う
か
が
え
る
。
す
な
わ
ち
、
中
国
伝
統

の
水
墨
画
の
技
法
を
陶
器
の
装
飾
に
応
用
し
て
そ
の
内
容
を
豊
か
に

し
た
の
が
磁
州
窯
だ
が
、
吉
州
窒
は
そ
れ
を
学
ん
だ
上
で
民
間
の
剪

紙
技
術
を
創
造
的
に
釉
下
彩
装
飾
に
と
り
人
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
う

い
っ
た
貼
花
の
技
法
は
時
間
が
省
け
る
だ
け
で
な
く
、
一
風
変
わ
っ

た
味
わ
い
が
あ
る
」

(18)

と
述
べ
、
さ
ら
に
両
窯
の
鉄
絵
磁
の
異
な

る
特
徴
を
そ
の
原
料
の
違
い
に
求
め
て
い
る
。
「
磁
州
窯
磁
の
胎
は

含
鉄
量
が
特
に
多
く
白
味
が
落
ち
る
上
に
原
料
の
処
理
が
荒
っ
ぽ

い
。
そ
こ
で
こ
の
欠
陥
を
補
な
う
た
め
に
胎
体
に
白
色
の
化
粧
土
を

か
け
、
そ
の
上
に
絵
を
描
き
、
施
釉
し
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
吉
州

窯
の
胎
は
含
鉄
量
が
比
較
的
少
な
い
た
め
、
胎
と
釉
層
の
間
に
化
粧

土
を
か
け
て
い
な
い
。
」

(19)

「
こ
の
結
果
、
磁
州
窯
磁
は
真
白
な
地

の
上
に
黒
花
が
描
か
れ
る
こ
と
と
な
り
、
吉
州
窯
磁
は
浅
黄
が
か
っ

た
白
磁
の
上
に
耗
（
赤
褐
色
）
花
が
描
か
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
前

者
は
鮮
明
で
あ
り
、
後
者
は
柔
和
で
あ
る
。
L
(
2
0
)

吉
州
窯
が
実
際
に

剪
紙
技
術
を
釉
下
彩
装
飾
に
取
り
入
れ
て
い
る
か
と
い
う
問
題
は
残

さ
れ
る
が
、
原
料
の
違
い
に
注
目
し
た
説
明
は
か
な
り
説
得
力
の
あ

る
も
の
と
い
え
る
。



作
品
の
比
較

調
先
銘
氏
の
説
は
間
接
…
の
関
係
を
考
え
る
上
で
非
常
に
興
味
深
い

が
、
現
状
で
は
こ
の
説
を
裏
づ
け
る
文
献
な
ど
の
資
料
は
未
だ
示
さ

れ
て
お
ら
ず
、
仮
説
の
域
を
出
な
い
。
も
し
本
当
に
磁
州
徳
一
…
の
陶
工

が
古
州
窯
に
流
れ
込
み
、
吉
州
窯
に
そ
の
技
法
を
伝
え
た
な
ら
ば
、

作
品
に
お
い
て
磁
州
窯
と
の
影
響
関
係
を
示
す
具
体
的
な
証
拠
が
強

く
現
れ
て
よ
い
は
ず
で
あ
る
。
現
状
で
は
政
州
議
…
の
鉄
絵
の
方
が
よ

く
知
ら
れ
、
士
口
州
謹
…
の
鉄
絵
は
磁
州
指
一
一
…
系
の
亜
流
の
よ
う
に
扱
わ
れ

る
こ
と
が
多
い
。
ま
た
雨
空
…
の
作
品
が
混
同
さ
れ
て
い
る
場
合
さ
え

あ
る
。
一
般
に
は
両
窯
の
作
品
の
違
い
は
原
料
の
違
い
に
よ
る
化
粧

士
の
有
紫
、
そ
し
て
画
風
に
お
い
て
吉
州
窯
の
鉄
絵
の
方
が
細
か
く

繊
細
で
あ
る
と
い
う
指
摘
が
な
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
文
様
の
違
い

を
具
体
的
に
言
及
し
た
研
究
は
こ
れ
ま
で
に
は
な
い
。
そ
こ
で
次
に

政
州
窯
と
吉
州
窯
の
鉄
絵
作
品
の
比
較
を
行
い
、
両
岱
一
一
…
鉄
絵
磁
の
相

違
点
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
よ
り
指
先
銘
氏
の
説
の
検
証
を
試
み

る。
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こ
}
は
す
で
に
取
り
上
げ
た
吉
州
窯
の
鉄
絵
の
特
徴
的
な
文
様

を
中
心
に
、
磁
州
宅
一
…
の
鉄
絵
文
様
と
の
比
較
を
行
う
。
比
較
に
際
し

て
は
、
器
形
を
特
定
せ
ず
、
文
様
自
体
の
形
態
と
使
わ
れ
方
(
役
割
・

描

か

れ

て

い

る

に

着

目

し

た

(

幻

)

口

な

お

、

主

文

様

の

比

較

に

つ

い

て

は

古

州

窯

の

の

種

類

が

多
岐
に
わ
た
る
た
め
、
と
り
わ
け
特
徴
の
明
ら
か
な
鹿
文
を
そ
の
代

表
と
し
て
取
り
上
げ
た
。

。
鹿
文
吉
州
諒
一
…
で
は
デ
フ
ォ
ル
メ
さ
れ
、
定
型
化
し
た
形
態
で

頻
繁
に
主
文
様
と
し
て
使
わ
れ
る
。
磁
州
詔
一
…
で
も
鹿
文
は

欽
絵
の
枕
や
白
地
黒
掻
き
落
と
し
の
枕
等
に
み
ら
れ
る
。

し
か
し
磁
州
窯
の
鹿
文
は
、
士
ロ
州
謹
一
…
の
よ
う
に
必
ず
し
も

常
に
跳
び
は
ね
る
姿
で
描
か
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

ま
た
鹿
を
塗
り
潰
さ
ず
に
細
部
ま
で
筆
で
描
く
場
合
も
あ

る
よ
う
に
、
吉
州
輩
…
の
鹿
文
よ
り
も
絵
画
的
で
あ
り
、
文

様
は
定
型
化
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
し
て
吉
州
窯
ほ
ど
頻
繁

に
用
い
ら
れ
る
文
様
と
も
い
い
が
た
い
。

磁
州
窯
で
も
よ
く
使
わ
れ
、
細
か
な
も
の
か
ら
大
柄
な

も
の
ま
で
種
類
が
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
ら
は
大
概
、
帯
状

の
従
文
様
で
あ
り
、
士
口
州
窯
の
よ
う
に
唐
草
文
が
川
市
町
全

体
を
埋
め
つ
く
す
こ
と
は
な
い

Q

ま
た
磁
州
窯
に
も
牡
丹

唐
草
文
は
あ
る
が
、
士
口
州
窯
の
牡
丹
唐
草
文
と
は
花
も
葉

も
異
な
る
。
牡
丹
自
体
は
一
般
州
窯
に
も
あ
る
文
様
の
題
材

で
主
文
様
に
よ
く
み
ら
れ
る
が
、
唐
草
文
と
な
っ
て
窓
絵

の
外
の
地
文
と
な
る
こ
と
は
少
な
く
、
地
文
に
な
る
場
合
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磁
州
窯
に
も

も
窓
絵
の
面
積
の
方
が
明
ら
か
に
大
き
く
占
め
る
た
め
に

そ
の
面
積
は
小
さ
い
。

◇
蓮
弁
文
磁
州
窯
で
も
用
い
ら
れ
、
蓮
弁
の
中
に
唐
草
文
や
小
さ

な
丸
を
繋
い
だ
も
の
が
拙
ぎ
込
ま
れ
て
い
る
。
し
か
し
こ

れ
ら
は
吉
州
窯
で
蓮
弁
の
中
に
描
き
込
ま
れ
て
い
る
も
の

と
は
異
な
っ
て
い
る
。
ま
た
吉
州
窯
の
蓮
弁
文
は
磁
州
窯

と
比
較
し
て
短
い
。

◇
蕉
菓
文
吉
州
窯
で
用
い
ら
れ
る
蕉
葉
文
に
煩
す
る
文
椋
は
、
磁

州
窯
で
は
み
ら
れ
な
い
。

◇
網
代
文
磁
州
窯
で
は
み
ら
れ
な
い
。
磁
州
窯
て
は
こ
の
よ
う
な

幾
何
学
的
な
連
続
文
様
で
器
面
が
充
填
さ
れ
る
こ
と
も
な

、.
o

し

◇
雷
文

◇
波
淋
文

飴
州
窯
で
は
雷
文
は
ほ
と
ん
ど
使
わ
れ
て
い
な
い

。

吉
州
窯
作
品
で
は
地
文
と
し
て
頻
繁
に
用
い
ら
れ
て
い

る
が
、
磁
州
窯
に
は
こ
の
種
の
文
椋
が
み
ら
れ
な
い

。

◇
線
条
文
磁
州
窒
で
も
線
条
文
は
使
わ
れ
て
い
る
が
、
吉
州
窯
の

よ
う
に
何
本
も
の
線
条
文
が
頚
部
を
飾
る
こ
と
は
ほ
と
ん

ど
な
い
。
ま
た
吉
州
窯
の
よ
う
に
蝶
文
と
組
み
合
わ
せ
て

長
頸
瓶
の
頸
部
を
飾
る
こ
と
も
な
い
。

◇
幾
何
学
文
（
線
条
文

・
網
代
文

・
雷
文
を
除
く
）

幾
何
学
文
は
あ
る
が
、
吉
州
窯
に
比
べ
種
類
は
少
な
い
。

し
か
も
磁
州
窯
で
は
も
っ
ば
ら
細
い
喘
状
の
従
文
椋
に
徹

し
て
い
る
が
、
吉
州
窯
に
は
帯
状
の
文
椋
と
し
て
以
外
に

充
填
文
様
と
し
て
用
い
ら
れ
る
幾
何
学
文
が
あ
る
。

S
字

を
繋
い
だ
文
椋
は
両
窯
に
共
通
し
て
み
ら
れ
る
。

さ
て
、
こ
の
他
に
両
窯
の
鉄
絵
文
様
の
比
較
に
よ
っ
て
違
い
の
明

ら
か
に
な
っ
た
文
椋
と
し
て
窓
枠
が
あ
る
。

窓

枠

こ

の

窓

絵

を

持

つ

文

椋

構

成

こ

そ

、

磁

州

窯

と

吉

州

窯

（辿
弧
）

の
鉄
絵
文
柱
の
類
似
が
指
摘
さ
れ
る
根
拠
の

一
っ
て
あ
ろ

う
。

こ
の
中
に
主
文
株
が
柚
か
れ
る
こ
と
か
ら
、
E
文
椋
と

は
密
接
な
関
係
に
あ
る
文
椋
て
あ
る
。
吉
州
窯
で
は
料
面

を
競
う
文
様
の
な
か
に
連
弧
の
窓
枠
を
悩
き
、
そ
の
中
を

皿
地
に
し
て
主
文
梯
の
み
を
描
く
こ
と
で
、
よ
り
主
題
を

明
確
に
し
て
い
る
。
窓
枠
の
外
と
異
な
る
文
様
が
窓
枠
の

な
か
を
埋
め
つ
く
す
場
合
も
あ
る
。

こ
の
窓
枠
は
主
文
様

と
地
文
と
の
境
界
線
で
あ
り

、
弧
を
連
ね
た
窓
枠
に
は
四

連
弧
、
六
連
弧
、
八
連
弧
の
も
の
、
そ
し
て
窓
枠
が

二
重、

三
賃
に
な
っ
た
も
の
な
と
が
あ
る
。
弧
に
稜
を
も
つ
窓
枠

も
あ
る
。
紀
年
墓
出
土
作
品
（
図

2
、

3
)
に
よ
り
吉
州

窯
で
は
南
宋
時
代
か
ら
使
用
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
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と
さ
れ
る
。
磁
州
窯
て
も
窓
枠
は
、
王
文
様
を
強
調
す
る
の

に
用
い
ら
れ
て
い
る
が
、
詳
し
く
観
察
す
る
と
両
窯
の
窓

枠
の
形
に
は
違
い
が
乾
め
ら
れ
る
。
吉
州
窯
で
は
弧
を
円

形
に
組
ん
で
形
作
ら
れ
た
窓
枠
が
多
い
の
に
対
し
、
磁
州

窯
で
は
弧
に
稜
の
あ
る
窓
枠
が
断
然
多
い
（
図

7
)
。
例

外
も
あ
る
が
、
比
較
に
よ
り
吉
州
窯
の
窓
枠
の
形
は
独
自

の
文
梯
と
し
て
詔
め
ら
れ
る
。
ま
た
磁
州
窪
で
は
吉
州
窯

に
比
べ
窓
絵
部
分
が
器
面
に
占
め
る
割
合
が
大
き
い
。

以
上
、
文
様
自
体
に
注
目
し
て
比
較
し
て
き
た
が
、
吉
州
窯
で
描

か
れ
る
鉄
絵
文
様
に
は
、
興
味
深
い
手
法
に
よ
る
も
の
が
あ
る
。
そ

れ
は
文
様
部
分
を
白
く
残
し
て
背
景
を
黒
く
並
り
潰
す
表
現
法
で
あ

る
。
こ
の
手
法
に
つ
い
て
も
磁
州
窯
と
比
較
す
る
こ
と
に
す
る
。

黒
地
白
抜
き
こ
の
手
法
に
よ
る
吉
州
空
の
文
様
は
、
充
壊
文
様

と
し
て
用
い
ら
れ
る
。
里
地
に
連
続
文
様
の
蓮
花
蓮
葉
文

を
白
く
抜
き
出
す
も
の
が
多
い
が
、
他
の
文
様
を
白
く
抜

い
た
例
も
あ
る
。
こ
の
種
の
文
様
が
器
面
全
体
を
埋
め
つ

く
し
た
り
（
図

8
)
、
窓
枠
の
中
を
埋
め
つ
く
す
こ
と
も

あ
る
。
南
宋
時
代
の
紀
年
墓
出
土
の
香
炉
（
図

4
)

に
も

蓮
花
蓮
葉
文
を
白
く
抜
い
た
例
か
み
ら
れ
、
そ
の
時
代
に

は
既
に
使
用
さ
れ
て
い
た
手
法
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

一
方
、
磁
州
空
で
は
枕
な
ど
で
主
文
様
の
背
景
を
型
く
残

し
、
文
様
を
白
地
が
現
れ
る
よ
う
に
掻
き
落
と
し
た
作
品

（図

9
)
は
あ
る
が
、
鉄
絵
磁
で
吉
州
窯
の
よ
う
に
連
続

文
様
の
背
景
を
黒
く
塗
り
潰
し
、
文
様
を
白
く
抜
い
た
例

は
み
ら
れ
な
い
。

[
3
]
考
察

以
上
の
比
較
に
基
つ
き
、
鉄
絵
文
様
に
み
ら
れ
る
吉
州
窯
と
磁
州

窯
の
関
係
の
有
無
を
考
察
す
る
。

①
文
様
の
題
材

吉
州
窯
と
磁
州
窒
に
は
鹿
草
文
や
蓮
弁
文
な
ど
の
よ
う
に
分
類

の
名
称
上
、
同
じ
文
様
に
屈
す
文
様
は
あ
る
が
、
実
際
に
描
か
れ

た
文
様
を
比
較
す
る
と
、
全
く
同
形
式
の
文
様
は
ほ
と
ん
と
な
い

こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
注
目
す
ぺ
き
こ
と
と
し
て
吉
州
窯
で
地
文

と
し
て
穎
繁
に
用
い
ら
れ
る
波
濤
文
、
網
代
文
、
蕉
葉
文
と
い
っ

た
文
様
、
そ
し
て
連
続
文
様
を
黒
地
白
抜
き
で
表
す
手
法
は
磁
州

窯
で
は
み
ら
れ
な
い
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
る
。
吉
州
窯
で
よ
く
用
い

ら
れ
る
特
徴
的
な
文
様
に
、
磁
州
窒
か
ら
の
影
響
が
看
取
さ
れ
な

い
こ
と
は
、
両
窯
の
関
係
を
考
え
る
う
え
で
検
討
さ
れ
る
ぺ
き
点

で
あ
る
。
さ
ら
に
磁
州
窯
で
は
窓
絵
に
主
文
椋
と
し
て
山
水
図
や

人
物
図
か
描
か
れ
る
こ
と
も
多
い
が
、
吉
州
窯
で
は
背
景
を
伴
わ
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ず
、
加
熱
地
背
景
上
に
吉
祥
の
意
味
を
一
不
す
文
様
の
み
を
表
す
。
人

物
図
や
山
水
図
の
よ
う
な
絵
画
的
な
文
様
も
ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
な

い
。
(
士
口
州
窯
に
お
け
る
人
物
図
は
破
片
一
点
に
み
ら
れ
る
の

み
。
)

②
文
様
の
構
成

政
州
窯
で
も
吉
州
窯
同
様
に
三
種
類
の
文
様
の
構
成
タ
イ
プ
が

み
ら
れ
る
。
各
タ
イ
プ
ご
と
に
両
窯
の
相
違
点
を
述
べ
る
。

無
地
背
景
に
主
文
様
を
描
い
た
も
の

鉄
絵
の
上
か
ら
刻
線
を
入
れ
る
技
法
は
両
窯
で
使
わ
れ
て
い

る。

a b 

窓
絵
が
あ
り
、
窓
絵
の
外
を
文
様
で
埋
め
つ
く
し
て
い
る
も
の

大
き
な
違
い
は
磁
州
窯
の
窓
絵
は
古
州
窯
の
窓
絵
よ
り
も
器

面
に
占
め
る
割
合
が
大
き
い
こ
と
で
あ
る
(
図
印
)
。
こ
れ
よ

り
磁
州
窯
で
は
、
窓
絵
に
描
く
文
様
表
現
に
主
眼
を
置
い
て
製

作
し
て
い
た
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
。
そ
の
た
め
地
文
部
分
は
小

さ
く
、
そ
の
存
在
を
主
張
す
る
こ
と
は
な
い
。
そ
れ
に
対
し
古

州
窯
で
は
、
窓
絵
の
外
を
埋
め
る
文
様
の
方
が
器
而
に
占
め
る

割
合
が
大
き
く
、
地
文
と
い
う
本
来
脇
役
の
文
様
に
も
存
在
価

値
が
十
分
に
あ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
も
両
窯
に
お
け
る
文
様
装

飾
の
関
心
が
、
古
川
川
容
一
…
で
は
窓
枠
の
中
の
文
様
と
外
の
文
様
と

の
対
比
、
つ
ま
り
「
組
み
合
わ
せ
」
に
あ
り
、
磁
州
窯
で
は
窓

絵
に
描
く
、
王
文
様
の
表
現
に
あ
っ
た
こ
と
を
そ
の
特
徴
の
違
い

と
し
て
指
摘
で
き
る
。

窓
絵
が
な
く
、
器
一
回
全
体
を
文
様
で
埋
め
つ
く
し
て
い
る
も
の

磁
州
密
一
一
の
こ
の
タ
イ
プ
の
作
品
(
図
口
、
ロ
)
で
器
面
を
埋

め
て
い
る
草
葉
文
や
牡
丹
丈
は
吉
州
窯
の
鉄
絵
に
は
み
ら
れ
な

い
文
様
で
あ
る
。
特
に
牡
丹
文
に
関
し
、
古
州
議
…
で
充
填
文
様

と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
牡
丹
唐
草
文
は
常
に
窓
絵
を
伴
う
も

の
で
あ
る
こ
と
を
考
慮
す
る
と
、
文
一
様
の
題
材
は
共
通
し
て
い

て
も
同
じ
性
質
の
も
の
で
は
な
い
、
)
と
が
指
摘
で
き
る
。

こ
の
よ
う
に
丈
様
装
飾
の
構
成
は
同
じ
で
あ
っ
て
も
、
具
体
的

に
作
品
を
比
べ
る
と
、
両
窓
口
の
文
様
が
持
つ
性
質
に
は
異
な
る
点

が
多
く
見
受
け
ら
れ
る
。

③
文
枝
の
表
現
(
形
態
・
描
線
)

文
様
の
題
材
が
共
通
し
て
い
て
も
阿
窯
の
文
様
は
似
て
い
な
い

こ
と
が
多
い
。
ま
た
古
川
窯
で
は
文
様
の
組
み
合
わ
せ
重
視
に

よ
っ
て
主
文
様
ま
で
も
が
定
型
化
さ
れ
、
繰
り
返
し
用
い
ら
れ
る

傾
向
が
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
磁
州
窯
で
は
文
様
の
組
み
合
わ
せ
を

装
飾
の
主
眼
と
は
し
て
い
な
い
た
め
か
、
主
文
様
が
定
型
化
さ
れ

る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
と
い
え
る
。

C 
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そ
し
て
描
線
に
つ
い
て
は
、
吉
州
窯
で
は
地
文
と
し
て
使
用
さ

れ
る
文
様
が
一
定
の
太
さ
の
線
で
緻
密
に
器
面
を
埋
め
る
こ
と
が

多
い
の
に
対
し
、
磁
州
窯
は
太
さ
に
変
化
の
あ
る
籠
致
で
描
か
れ

文
様
も
大
柄
で
あ
る
。
つ
ま
り
描
線
の
傾
向
と
し
て
は
吉
州
窯
で

は
緻
密
で
単
調
な
表
現
が
多
く
、
磁
州
窯
で
は
の
び
や
か
で
生
き

生
き
と
し
た
表
現
の
も
の
が
多
い
。
た
だ
し
磁
州
窪
作
品
に
お
い

て
も
人
物
図
や
山
水
図
に
限
っ
て
み
れ
ば
｀
細
い
線
で
非
常
に
繊

細
に
描
か
れ
て
お
り
、
文
様
と
い
う
よ
り
も
絵
画
に
近
い
。
そ
し

て
物
語
の

i

場
面
の
よ
う
で
さ
え
あ
る
（
図

13)
。
こ
の
よ
う
に

磁
州
窒
の
作
品
に
は
粗
く
勢
い
の
あ
る
籠
致
と
繊
細
な
籠
使
い
に

よ
っ
て
文
様
が
描
き
分
け
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
に
対
し
吉
州
窯

の
文
様
は
、
意
図
的
に
単
調
な

i

定
の
太
さ
の
線
で
―
つ
の
文
様

を
描
き
通
す
こ
と
が
多
く
、
両
窯
の
違
い
は
描
線
の
特
徴
に
も
詔

め
ら
れ
る
。

以
上
の
考
察
に
よ
り
、
吉
州
窯
と
磁
州
空
~
の
鉄
絵
に
は
頬
似
す
る

文
様
も
な
い
わ
け
で
は
な
い
が
、
そ
れ
ら
が
両
窒
の
影
響
関
係
を
示

す
根
拠
と
は
な
り
え
な
い
こ
と
が
理
解
さ
れ
る
。
文
様
の
題
材
‘
構

成
、
表
現
（
形
態

・
描
線
）
の
考
察
か
ら
は
吉
州
窯
と
磁
州
窯
に
類

似
点
は
少
な
く
、
両
窯
の
鉄
絵
に
お
け
る
影
響
関
係
を
文
様
面
か
ら

結
び

実
証
す
る
の
は
困
難
で
あ
る
。
磁
州
窯
で
は
窓
絵
に
描
く
文
様
の
表

現
の
追
求
か
ら
絵
画
的
に
文
様
が
描
か
れ
る
よ
う
に
な
り
、
吉
州
窯

で
は
文
様
の
「
組
み
合
わ
せ
」
に
関
心
が
向
け
ら
れ
て
い
た
た
め
、

地
文
と
し
て
の
文
様
が
発
達
し
て
い
っ
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
こ

の
よ
う
な
関
心
の
方
向
性
の
違
い
か
ら
両
窒
の
鉄
絵
は
発
展
の
仕
方

に
異
な
り
を
み
せ
、
吉
州
窯
と
磁
州
空
の
鉄
絵
は
そ
れ
ぞ
れ
に
独
自

の
特
徴
を
そ
な
え
る
、
全
く
別
種
の
作
風
を
作
り
上
げ
た
と
い
え
る
。

そ
れ
ゆ
え
冽
先
銘
氏
の
説
は
、
吉
州
窯
の
鉄
絵
の
成
り
立
ち
を
考
え

る
上
で
適
切
と
は
い
い
か
た
い
。
確
か
に
両
蛮
の
影
郷
商
関
係
を
完
全

に
否
定
す
る
証
拠
も
な
い

。
し
か
し
文
様
を
詳
細
に
比
較
し
た
限
り

に
お
い
て
、
磁
州
窒
の
鉄
絵
が
吉
州
窯
の
鉄
絵
に
大
き
な
影
響
を
与

え
た
と
は
考
え
に
く
く
、
た
と
え
磁
州
窯
が
そ
の
鉄
絵
創
始
期
に
影

響
を
与
え
て
い
た
と
し
て
も
、
吉
州
窯
は
そ
れ
を
発
展
さ
せ
て
独
自

の
鉄
絵
を
作
り
上
げ
て
い
っ
た
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
。

嗚
先
銘
氏
が
指
摘
し
た
吉
州
窯
と
磁
州
窯
の
鉄
絵
に
お
け
る
影
響

関
係
を
検
証
す
る
か
た
ち
で
論
を
進
め
て
き
た
。
そ
の
結
果
、
こ
れ

ま
で
鉄
絵
と
い
う
同
一
の
装
飾
技
怯
ゆ
え
に
混
同
さ
れ
る
こ
と
も
少
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な
く
な
か
っ
た
古
州
窯
の
鉄
絵
を
、
磁
州
議
一
…
の
も
の
と
区
別
で
き
た

だ
け
で
な
く
、
士
口
州
謹
一
…
の
鉄
絵
文
様
の
独
自
性
に
つ
い
て
も
あ
る
程

度
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
た
よ
う
に
思
う
。

最
後
に
、
古
州
窯
の
鉄
絵
の
誕
生
や
発
展
を
考
え
て
い
く
う
え
で
、

磁
州
窯
か
ら
の
百
一
接
の
影
響
関
係
が
文
様
上
認
め
ら
れ
な
い
に
し
て

も
、
吉
州
窃
一
…
の
鉄
絵
成
立
に
は
中
国
南
部
の
窯
な
ど
、
磁
州
窯
以
外

の
窯
か
ら
の
影
響
も
考
え
ら
れ
得
る
か
も
し
れ
な
い
。
そ
し
て
当
時
、

中
国
の
陶
磁
器
装
飾
に
台
頭
し
て
き
た
筆
に
よ
る
絵
付
け
(
粕
下
彩
)

そ
れ
自
体
の
確
立
な
ど
の
要
素
が
関
与
し
た
可
能
性
に
つ
い
て
も
考

察
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
今
後
は
(
磁
州
窯
以
外
の
)
他

窯
と
の
影
響
関
係
や
他
の
工
芸
品
な
ど
と
の
影
響
関
係
の
可
能
性
を

探
る
こ
と
も
課
題
と
な
る
。
古
川
窯
の
黒
紬
磁
に
施
さ
れ
る
文
様
と

の
関
連
も
興
味
深
く
、
生
産
の
中
心
が
黒
紬
磁
か
ら
鉄
絵
磁
生
産
へ

移
行
し
た
経
緯
も
ま
だ
判
明
し
て
い
な
い
。
さ
ら
に
吉
州
窯
が
と
り

い
れ
た
器
形
の
特
性
や
文
様
装
飾
の
選
択
基
準
な
ど
、
よ
り
詳
ら
か

に
考
察
さ
れ
る
べ
き
問
題
は
多
い
。
一
物
資
料
の
発
克
・
報
告
を
待
っ

と
と
も
に
、
今
後
も
よ
り
深
い
研
究
を
続
け
て
い
き
た
い
と
考
え
て

、-A

〉

O

ト
V
ヴ
ム

/ι

キ
+
ム

圭
由
民

(
l
)

吉
州
袋
…
の
焼
造
期
間
に
つ
い
て
は
文
献
資
料
と
発
掘
資
料
に
よ
っ
て
枚

討
さ
れ
て
い
る
が
、
明
確
な
答
え
は
得
ら
れ
て
い
な
い
。
一
九
八

O
年
か

ら
一
九
八
一
年
に
行
な
わ
れ
た
窯
社
発
掘
調
査
に
よ
れ
ば
、
本
覚
寺
山
領
窯

床
最
下
層
お
よ
び
天
足
嶺
堆
積
層
の
最
下
層
出
土
口
川
の
焼
造
法
や
器
物
に

は
各
地
時
代
墓
か
ら
の
出
土
品
と
伺
様
の
傾
向
が
み
ら
れ
、
ま
た
各
地
の

(
晩
)
官
事
・
五
代
墓
出
土
の
器
物
は
古
州
窯
の
初
期
の
も
の
と
詩
形
が

近
い
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
(
江
西
省
丈
物
工
作
隊
・
古
安
県
丈
物
管

理
弁
公
主
余
家
棟
・
隙
定
宗
「
吉
州
窯
遺
此
先
制
報
告
」
♂
爪
徳
鎮
陶

変
』
一
九
八
一
二
年
第
二
一
期
参
照
。
ほ
ほ
同
じ
内
容
が
江
凶
省
丈
物
工
作

隊
・
吉
安
県
文
物
管
理
弁
公
室
「
江
一
白
土
口
州
窯
遣
社
発
掘
間
報
」
『
考
十
日
』

一
九
八
二
{
五
に
も
あ
る
)
。
下
限
に
つ
い
て
は
、
未
だ
土
口
州
窃
一
一
の
つ
十
四

カ
所
の
堆
桜
田
刊
に
別
代
政
界
が
出
土
す
る
堆
積
層
が
発
見
さ
れ
て
い
な
い

こ
と
か
ら
、
一
冗
代
末
ま
で
の
活
動
と
推
定
さ
れ
て
い
る
(
余
家
棟
「
試
論

古
川
窯
」
『
長
徳
鎮
陶
迩
』
第
一
二
期
…
九
八
一
二
年
参
照
)ο

本
稿
で
は
川
ハ
丸

山
川
資
料
を
小
心
に
推
定
し
た
桜
丘
を
現
状
に
お
い
て
信
頼
し
、
晩
山
口
か
ら

一
冗
代
ぶ
ま
で
を
古
川
袋
、
の
お
お
よ
そ
の
活
動
期
間
と
み
な
し
、
そ
の
見
解

に
従
っ
て
い
る
。

(
2
)

南
北
朝
時
代
中
間
の
貞
治
六
年
(
一
三
六
七
)
に
成
立
し
た
「
新
札
往
来
』

(
吋
続
群
書
類
従
」
血
管
第
三
六
一
一
一
所
収
・
内
閣
文
庫
蔵
)
に
は
、

:
建
菜
、
泊
滴
、
容
変
、
魁
輩
、
・



と
記
載
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
室
町
時
代
の

S
Z口
観
左
右
帳
記
』
(
文
明
八

年
・
一
四
七
六
能
阿
弥
奥
書
、
ぷ
叶
書
類
従
』
巻
第
一
ニ
六
一
所
収
・
内
閣

文
庫
蔵
)
で
は
盤
議
と
能
皮
議
が
取
り
上
げ
ら
れ
、
以
下
の
よ
う
な
記
述

が
み
ら
れ
る
。

敵曲…議
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土
白
シ
薬
ア
メ
色
ニ
テ
ホ
ジ
有
鳥
花
ノ
形
禦
ノ
内
ニ

ア
リ
千
匹
ハ
カ
リ

間
前
へ
ツ
サ
ン
ニ
似
タ
リ
代
間
前
一
本
く
ろ
さ
薬
に

で
あ
る
な
り

(
3
)

本
稿
で
は
「
磁
」
を
、
中
国
で
の
「
益
」
と
同
義
の
も
の
と
し
て
用
い
た
。

し
た
が
っ
て
日
本
で
磁
器
を
意
味
す
る
「
磁
」
と
同
一
の
も
の
で
は
な
い
。

古
州
窯
の
胎
土
に
つ
い
て
は
蒋
玄
倍
氏
が
『
吉
州
窯
l
現
紙
紋
様
貼
印
的

査
器
』
(
文
物
出
版
社
一
九
五
八
年
)
の
な
か
で
、
吉
州
議
…
に
は
七
種
類

の
素
地
が
あ
り
、
鉄
絵
磁
に
は
堅
い
「
益
質
」
の
素
地
を
用
い
て
い
る
と

述
べ
て
い
る
が
、
こ
れ
が
日
本
で
い
う
磁
土
ま
た
は
陶
土
の
い
ず
れ
に
あ

た
る
の
か
は
定
か
で
な
い
。

(
4
)

〉

b
・
p・
2
5
Zコ4

入

K
C
F
2
2
3
5
H
円
。
町
玄
3
h
ー
な
l

与
さ
ミ
N
K
G
h
札へさ
l

¥
ど

S
H
日
刊
札
円
相
芯
仇
叫

2-叫

J
0
・n・~山〉(〈戸一三
w
ω
ψ

(
5
)

蒋
玄
拾
(
註
3
前
掲
書
)

0

(6)

指
先
銘
「
我
国
陶
盗
発
展
中
的
幾
個
問
題
」
『
文
物
』

一
四
、
二

O
!
こ
九
頁
。

(
7
)

楊
后
礼
「
介
紹
九
件
古
州
窯
彩
絵
空
器
」
『
文
物
』

八
O
真。

能
皮
議

7し
t 

，ヒ

九
)¥. 

(8)

練
柏
泉
「
江
西
出
土
九
件
宋
代
古
州
銀
…
み
ん
川
市
」
『
文
物
』

四
九
頁
。

(9)

陳
柏
泉
(
註
8
前
掲
書
)
四
九
頁
。

(
凶
)
楊
后
札
「
江
西
永
豊
県
一
冗
代
延
祐
六
年
墓
」
『
文
物
』

八
五
頁
。

(
日
)
一
九
七
六
年
韓
国
全
羅
南
道
新
安
郡
智
道
部
防
築
旦
沖
合
で
発
見
さ
れ

た
沈
没
貿
易
船
か
ら
の
引
き
揚
げ
遺
物
に
は
韓
函
の
高
麗
青
磁
、
中
国
の

陶
磁
器
・
金
属
器
・
木
製
品
・
石
製
品
な
ど
と
、
日
本
の
金
属
川
市
e

木
製

品
な
ど
が
含
ま
れ
て
い
た
。
そ
の
遺
物
に
送
り
状
で
あ
る
「
宅
一
泊
三
年
六

月
一
日
」
と
記
さ
れ
た
木
札
と
「
東
福
寺
」
と
舎
か
れ
た
木
札
が
あ
っ
た
こ

と
か
ら
、
二
ニ
二
三
年
直
後
に
日
本
に
向
け
て
出
航
し
、
沈
没
し
た
中
国

元
代
の
商
船
と
推
測
さ
れ
て
い
る
。

(
円
以
)
こ
の
文
様
に
は
特
定
の
呼
称
が
な
い
。
陳
定
楽
「
古
川
州
窯
益
枕
及
早
期

松
市
口
考
」
(
『
考
古
』
一
九
人
一
二
i

九
〉
で
は
こ
の
文
掠
は
「
勾
連
紋
」
と

さ
れ
、
白
磁
鉄
絵
水
禽
文
琵
の
作
品
解
説
(
「
世
界
関
磁
全
集
一
二
宋
』
小

学
館
一
九
七
七
年
三
三
五
百
(
)
で
は
「
網
代
文
」
と
呼
ん
で
い
る
。
本
稿

で
は
便
宜
上
「
網
代
文
」
の
呼
称
で
扱
う
こ
と
と
し
た
。

(
日
)
こ
の
分
類
に
際
し
て
は
、
資
料
数
が
ま
と
ま
っ
て
お
り
、
分
類
や
比
較

の
行
い
易
い
器
形
で
あ
る
長
頚
瓶
、
悔
瓶
、
章
、
香
炉
、
水
注
(
一
点
)

の
器
物
に
限
定
し
て
図
表
を
作
成
し
た
。

(
同
)
盤
の
底
部
に
は
双
魚
文
が
描
か
れ
る
な
ど
若
干
例
は
認
め
ら
れ
る
。

(
日
)
さ
ら
に
磁
州
窯
の
名
称
は
広
義
的
に
は
晩
唐
時
代
以
降
、
白
磁
の
代
替

一
九
七
五
l

一
L
吋
¥
レ
レ
ー
ト
ぃ

一
，
サ
ノ

l
ノ
J

d
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物
と
し
て
白
粕
鞠
を
生
産
し
た
華
北
の
各
地
の
焼
造
窯
を
ま
と
め
て
磁
州

窯
と
し
て
扱
う
場
合
が
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
磁
州
窯
は
窯
場
の
名
称
で
あ

る
と
と
も
に
作
風
の
名
称
と
し
て
も
使
わ
れ
て
い
る
。

(M)

権
蜜
山
「
中
国
陶
磁
考
志
の
教
育
と
研
究
」
『
中
国
の
考
古
学
農
i
北

京
大
学
考
古
学
系
発
掘
成
果
』
出
光
美
術
館
一
九
九
五
年
二
二
八
l

二
二

九
頁
参
照
。

(
口
)
鴇
先
銘
(
註

6
前
掲
書
)

0

氏
は
北
方
の
磁
州
窯
の
鉄
絵
を
作
る
工
人
が
、
靖
康
の
変
で
南
方
の
古
州

安
…
へ
移
動
し
て
古
州
窯
に
利
下
彩
絵
技
法
が
伝
え
ら
れ
た
と
し
、
宋
末
元

初
頃
に
古
州
窯
か
ら
こ
の
技
法
が
景
徳
鎮
に
伝
わ
っ
て
景
徳
鎮
で
青
花
が

生
ま
れ
た
と
推
論
し
た
。
ま
た
一
九
八

O
年
に
は
、
唐
代
長
沙
悠
一
一
…
の
利
下

彩
技
術
が
磁
州
銃
一
一
…
の
鉄
絵
を
生
み
、
宋
代
の
磁
州
窯
と
定
続
出
の
影
響
を
受

け
た
吉
州
窯
の
鉄
絵
が
景
徳
鎮
の
青
花
誕
生
の
前
提
で
あ
る
と
論
を
発
展

さ
せ
た
。
(
鳴
先
銘
『
文
物
』
一
九
八

O
四
、
五
i

九
一
頁
。
)

(
国
)
余
家
棟
「
中
国
陶
迩
全
集
日
吉
州
袋
一
…
』
上
海
人
民
美
術
出
版
社
・
美
乃

美
一
九
八
六
年
一
二
四
i

一
二
五
真
。
向
内
容
は
、
李
輝
柄
「
略
談
古
州
笠
…
」

子
〈
物
』
一
九
八
五
八
八

0
1
八
一
頁
に
も
記
載
さ
れ
て
い
る
。

(
川
口
)
余
家
棟
(
註
児
前
掲
書
)
一
二
五
頁
参
照
。

(
加
)
余
家
棟
(
註
間
前
掲
掛
一
一
回
)
一
一
一
五
頁
参
照
。

(
幻
)
こ
の
比
較
を
行
う
に
あ
た
り
、
磁
州
窯
の
製
品
全
て
を
見
通
せ
た
わ
け

で
は
な
い
。
し
か
し
筆
者
は
可
能
な
限
り
多
く
の
作
品
の
観
察
と
比
較
を

試
み
、
両
窯
の
文
様
の
形
態
や
使
わ
れ
方
の
傾
向
の
違
い
を
大
筋
に
お
い

て
捉
え
る
こ
と
は
で
き
る
と
考
え
る
。

図
版
典
拠

『
世
界
陶
磁
全
集
日
遼
金
一
冗
』
小
学
館
一
九
八
一
年
(
図

1
、
6
、
7
、
印
、
口
、

ロ
、
日
)
、
「
文
物
』
一
九
八
二
ム
ニ
(
図

2
)
、
「
中
国
江
西
省
文
物
展
』
岐

阜
県
美
術
館
一
九
八
八
年
(
図
3
)
、
『
中
国
陶
斐
全
集
日
吉
州
窯
』
上
海
人
民

美
術
出
版
社
・
美
乃
美
一
九
八
六
年
(
図

4
)
、
「
文
物
」
一
九
八
七
七
(
図

5
)
、
『
中
由
美
術
全
集
工
整
美
術
一
編

2
』
上
海
人
民
美
術
出
版
社
一
九
八
八

年
(
図

8
)
、
『
東
洋
陶
磁
日
ボ
ス
ト
ン
美
術
館
」
講
談
社
一
九
八

O
年
(
図

9
)

(
付
記
)

本
稿
は
卒
業
論
文
の
一
部
を
取
り
上
げ
、
加
筆
訂
正
を
行
な
っ
た
も
の
で
あ

る
。
執
筆
に
あ
た
り
、
出
光
美
術
館
の
弓
場
紀
知
先
生
、
静
嘉
堂
文
庫
美
術
館

の
長
谷
川
祥
子
氏
よ
り
多
大
な
る
御
教
示
と
資
料
の
提
供
を
賜
り
ま
し
た
。
記

し
て
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

(
さ
の

も
と
、
」
)
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図 4 白磁欽絵謹花文三足香炉

合ナH窯南宋(1209>;手)
iIl.q省博物館

区lt-b別商 図l-a白磁鉄絵唐主主文双耳瓶

古州窯元
大英博物館

凶 3 佐i 餓欽絵版文章を付~:を
::tfナH喜若 干十q5記(l209ゴド)



i辺6 白磁鉄絵!若草文瓶(両面)古州窯 元(J323if-以前)

韓国国立中央博物館

図 8 I当日i鉄絵;js;{E文治{

古州言葉 朱

安徽省博物館
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図5-a白磁鉄絵器禁
吉州窯元(1319年〕

IZlS-b室長内側

図7 白地欽絵唐子文長類瓶

磁州言語 元
シアトル美術館
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図10 白地欽絵能文至宝

磁州主主 元

梅沢記念館

図l2 白地欽絵!tl:丹文瓶

綴州主義 金

図13 白地欽絵人物文枕

政州窯元
大英博物館

図 9 白地黒犠洛し花鳥文枕

磁州窯北宋
ボストン美術鉛

図11 白地鉄絵主事業文瓶

磁州三星 金

2吉岡美術館



B.従文操として鵠かれる文棟

。地文として用いられる文機

網代文

蕪葉文

披講文

。口縁部、顕部、肩部、腕の下部などに用いられる細い帯状の文捺
(主に器物の縁部分の袈飾や文様間の区切りとして用いられている)

唐草文

雷文

幾何学文

[割震文
総条文
を除く
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図表 1

〈吉升j窯白磁鉄絵における特徴的な文様〉
A.主文様として描かれる文捧
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図表 2

《吉丹、!窯の白磁鉄絵一文様の構成タイプによる分類〉

la.無地背景に ! 
主文揮を描いたものI b.窓絵があり、窓絵の外を文棟で埋めつくしている
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図表 3

《磁州窯の鉄絵文様〉
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