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書

評

前
田
裕
子
著
『
水
洗
ト
イ
レ
の
産
業
史
』

本
書
は
、
『
戦
時
期
航
空
機
工
業
と
生
産
技
術

形
成
』
(
東
京
大
学
出
版
会
、
二

O
O
一
年
)
に
て

技
術
者
深
尾
淳
二
に
着
目
し
た
筆
者
が
、
そ
の
部

下
で
あ
っ
た
杉
原
周
一
の
書
簡
を
発
掘
し
た
こ
と

か
ら
研
究
を
始
め
た
二
冊
目
の
業
績
で
あ
る
。
①

最
初
に
簡
単
な
紹
介
を
行
っ
た
後
、
②
本
書
全
体

に
関
す
る
コ
メ
ン
ト
を
附
し
、
①
そ
れ
か
ら
評
者

で
あ
る
宮
地
へ
の
批
判
に
対
す
る
回
答
を
し
て
、

④
最
後
に
若
干
の
苦
一
言
を
呈
す
る
と
い
う
か
た
ち

で
筆
を
運
ぶ
こ
と
と
し
た
い
。

ま
ず
序
章
で
は
、
水
洗
ト
イ
レ
の
登
場
と
普
及

が
、
都
市
衛
生
や
公
衆
衛
生
と
い
う
観
点
を
大
き

く
変
え
る
と
と
も
に
、
清
潔
さ
に
対
す
る
人
々
の

心
理
的
側
面
を
も
変
化
さ
せ
た
こ
と
に
着
目
し
た
。

そ
し
て
そ
の
水
洗
ト
イ
レ
が
、
単
な
る
衛
生
陶
器

の
問
題
で
は
な
く
、
給
排
水
設
備
を
伴
う
複
合
的

な
産
業
史
と
し
て
存
在
し
て
い
る
こ
と
を
発
見
し

た
。
そ
れ
を
受
け
て
「
第
一
章
前
史
」
で
は
、
水

宮

地

英

敏

洗
ト
イ
レ
設
備
に
関
す
る
研
究
の
サ
ー
ベ
イ
を
行

っ
た
。
そ
こ
で
の
観
察
に
よ
り
、
近
代
欧
米
の
水

洗
ト
イ
レ
が
当
初
か
ら
金
属
管
に
よ
る
給
排
水
を

前
提
と
し
た
の
に
対
し
、
日
本
の
ト
イ
レ
は
農
村

に
対
す
る
尿
尿
肥
料
の
問
題
か
ら
、
下
水
道
へ
の

排
出
を
所
与
の
前
提
と
し
な
い
こ
と
を
強
調
し
た
。

そ
の
上
で
、
欧
米
の
水
洗
ト
イ
レ
が
配
管
工
(
プ

ラ
マ

l
)
か
ら
発
展
し
て
い
く
の
に
対
し
て
、
日

本
の
水
洗
ト
イ
レ
が
陶
磁
器
業
者
か
ら
発
展
し
た

と
い
う
差
異
を
発
見
し
た
。
こ
の
着
目
こ
そ
が
本

書
を
作
り
上
げ
る
原
動
力
と
な
っ
て
い
る
。
そ
の

上
で
「
第
二
章
も
う
ひ
と
つ
の
前
史
」
で
は
、
既

存
の
研
究
に
依
拠
し
な
が
ら
陶
磁
器
業
史
を
概
括

し
、
森
村
グ
ル
ー
プ
の
中
で
日
本
陶
器
が
経
営
を

軌
道
に
乗
せ
て
い
く
こ
と
を
確
認
し
た
。

「
第
三
章
衛
生
陶
器
の
工
業
化
」
か
ら
が
水
洗

ト
イ
レ
産
業
の
分
析
に
あ
た
る
。
第
三
章
で
も
主

に
社
史
や
先
行
研
究
に
基
づ
き
、
ま
だ
水
洗
化
が

始
ま
る
以
前
に
、
衛
生
陶
器
と
い
う
分
野
が
先
に

確
立
し
て
い
く
様
子
が
描
か
れ
て
い
る
。
そ
れ
ま

で
愛
知
県
瀬
戸
の
中
小
メ
ー
カ
ー
が
主
に
携
わ
っ

て
い
た
衛
生
陶
器
部
門
に
、
日
本
陶
器
を
軌
道
に

乗
せ
た
大
倉
孫
兵
衛
と
和
親
父
子
が
碍
子
に
続
い

て
参
入
し
、
そ
の
技
術
水
準
を
飛
躍
さ
せ
た
こ
と

を
強
調
す
る
。
技
術
史
・
技
術
者
史
的
な
分
析
は

精
微
で
あ
る
。
日
本
陶
器
か
ら
発
展
し
た
東
洋
陶

器
(
東
陶
)
や
、
同
社
を
退
社
し
た
飛
鳥
井
孝
太
郎

の
名
古
屋
製
陶
所
(
名
陶
)
、
大
倉
父
子
が
支
援
し

た
伊
奈
製
陶
、
瀬
戸
の
高
島
製
陶
所
、
大
阪
の
丹

司
製
陶
所
な
ど
の
同
業
他
社
の
紹
介
も
な
さ
れ
る
。

「
第
四
章
水
栓
金
具
の
工
業
化
」
が
本
書
の
最

も
重
要
な
部
分
で
あ
り
、
杉
原
周
一
の
書
簡
や
ヒ

ア
リ
ン
グ
を
も
と
に
し
て
、
衛
生
陶
器
産
業
が
水

洗
ト
イ
レ
産
業
へ
と
脱
皮
し
て
い
く
姿
が
描
き
出

さ
れ
た
。
三
菱
重
工
で
の
航
空
エ
ン
ジ
ン
の
技
術

者
で
あ
っ
た
杉
原
が
、
戦
後
に
辿
り
着
い
た
の
が

東
陶
で
あ
っ
た
。
ト
イ
レ
の
品
質
を
向
上
さ
せ
る

た
め
に
は
、
衛
生
陶
器
だ
け
で
は
な
く
金
具
ま
で

含
め
て
の
改
善
が
必
要
で
あ
る
と
考
え
て
い
た
東

陶
に
と
り
、
技
術
お
よ
び
工
場
ラ
イ
ン
面
で
の
杉

原
の
貢
献
が
い
か
に
大
き
か
っ
た
か
が
偲
ば
れ
る
。

ま
た
そ
の
杉
原
を
重
用
し
続
け
た
、
江
副
孫
右
衛
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門
の
経
営
者
と
し
て
の
判
断
も
不
可
欠
で
あ
っ
た
。

「
第
五
章
戦
後
住
宅
産
業
の
発
展
と
衛
生
設
備
メ

ー
カ
ー
の
誕
生
」
で
は
、
駐
留
米
軍
住
宅
、
住
宅

公
団
の
集
合
住
宅
、
学
校
や
公
共
施
設
、
民
間
の

集
合
住
宅
、
そ
し
て
戸
建
て
の
建
替
え
や
修
築
と
、

水
洗
ト
イ
レ
産
業
の
市
場
が
広
ま
っ
た
こ
と
を
強

調
す
る
。
人
々
の
清
潔
さ
や
衛
生
に
対
す
る
認
識

の
変
化
も
合
わ
さ
っ
て
、
水
洗
ト
イ
レ
の
普
及
を

後
押
し
し
た
。
そ
こ
に
第
四
章
で
描
い
た
技
術
史

的
な
革
新
を
引
っ
下
げ
て
、
東
陶
や
伊
奈
製
陶
の

二
強
体
制
で
、
金
具
部
品
メ
ー
カ
ー
の
技
術
力
底

上
げ
も
伴
い
な
が
ら
産
業
と
し
て
確
立
し
て
い
っ

た
と
本
書
を
ま
と
め
て
い
る
。

以
上
簡
単
に
要
約
を
し
た
が
、
産
業
史
と
い
う

視
角
で
本
書
を
捉
え
た
時
に
、
必
ず
し
も
そ
れ
が

成
功
し
て
い
る
と
は
一
言
口
い
難
い
の
で
は
な
い
で
あ

ろ
う
か
。
第
一
章
の
欧
米
と
日
本
の
対
比
で
、
プ

ラ
マ
ー
か
ら
発
展
し
た
欧
米
と
、
衛
生
陶
器
か
ら

発
展
し
た
日
本
と
の
差
異
と
い
う
視
点
は
素
晴
ら

し
か
っ
た
。
し
か
し
具
体
的
な
日
本
の
分
析
で
は
、

衛
生
陶
器
メ
ー
カ
ー
が
誕
生
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
、

偶
然
戦
後
に
優
秀
な
機
械
金
属
技
術
者
が
放
逐
さ

れ
、
彼
を
引
き
入
れ
た
東
陶
が
金
具
な
ど
の
水
洗

部
分
で
技
術
的
な
優
位
に
立
っ
た
と
読
み
取
れ
る
。

し
か
し
金
具
で
技
術
的
に
優
位
に
立
つ
こ
と
は
、

そ
れ
が
経
営
的
に
成
功
す
る
こ
と
を
す
ぐ
に
は
意

味
し
な
い
。
筆
者
は
中
小
水
栓
金
具
メ
ー
カ
ー
が

垂
直
統
合
で
き
な
か
っ
た
と
述
べ
る
。
史
実
は
そ

の
通
り
で
あ
ろ
う
が
、
で
は
ど
の
時
点
で
、
衛
生

陶
器
メ
ー
カ
ー
が
主
で
水
栓
金
具
メ
ー
カ
ー
が
従

と
な
る
取
引
体
制
が
構
築
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

杉
原
周
一
登
用
前
の
取
引
関
係
の
分
析
が
薄
い
た

め
に
、
戦
前
・
戦
時
に
確
立
し
て
い
る
の
か
、
戦

後
の
杉
原
以
後
の
変
化
な
の
か
よ
く
分
か
ら
な
い
。

ま
た
、
本
書
で
は
戦
前
の
衛
生
陶
器
業
界
を
東

陶
と
名
陶
の
二
強
と
し
て
い
る
。
先
行
研
究
で
あ

る
神
谷
高
校
氏
の
視
角
を
受
け
継
い
で
い
る
の
で

あ
ろ
う
が
、
確
か
に
ホ
テ
ル
や
官
庁
向
け
な
ど
の

衛
生
陶
器
は
高
品
質
の
二
社
が
ほ
ぼ
手
中
に
収
め

て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
地
中
に
埋
め
込

む
だ
け
の
便
器
の
製
作
は
容
易
で
あ
り
、
し
か
も

照
明
が
暗
か
っ
た
当
時
に
あ
っ
て
は
、
個
々
の
家

庭
で
は
白
さ
の
追
及
も
厳
し
く
な
か
っ
た
で
あ
ろ

う
。
詳
細
な
デ

l
タ
を
見
つ
け
難
い
部
分
で
あ
る

が
、
筆
者
が
東
陶
・
名
陶
時
代
と
す
る
一
九
二

0

年
代
で
は
、
一
九
二
五
年
に
刊
行
さ
れ
た
『
明
治

工
業
史
化
学
工
業
篇
』
に
「
便
器
の
如
き
は
瀬
戸

の
長
ず
る
所
」
と
の
叙
述
も
あ
る
。
東
陶
・
名
陶

や
筆
者
が
挙
げ
た
中
堅
メ
ー
カ
ー
の
み
な
ら
ず
、

戦
前
の
衛
生
陶
器
メ
ー
カ
ー
は
よ
り
小
零
細
な
陶

磁
器
業
者
の
活
躍
の
余
地
が
大
き
か
っ
た
の
で
は

な
い
か
。
そ
の
意
味
で
、
戦
前
の
二
強
と
戦
後
の

二
強
の
「
強
さ
」
の
意
味
合
い
は
全
く
別
物
で
あ

ろ、っ。と
な
る
と
、
戦
前
の
メ
ー
カ
ー
乱
立
か
ら
、
戦

後
の
東
陶
・
伊
奈
製
陶
の
二
強
の
時
代
へ
の
移
り

変
わ
り
は
、
何
が
原
因
で
あ
っ
た
か
が
重
要
と
な

る
。
筆
者
は
水
栓
金
具
技
術
に
原
因
を
求
め
る
の

で
あ
ろ
う
が
、
も
う
一
つ
戦
時
体
制
を
経
験
し
て

い
る
点
を
軽
視
す
べ
き
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
陶

磁
器
業
は
不
要
不
急
産
業
で
あ
り
、
多
く
の
メ
ー

カ
ー
が
転
廃
業
や
代
用
品
製
造
を
押
し
付
け
ら
れ

て
い
る
。
こ
の
過
程
で
変
化
し
た
の
か
変
化
し
な

か
っ
た
の
か
は
明
確
に
す
る
必
要
が
あ
る
。
そ
の

上
で
、
戦
後
に
東
陶
と
伊
奈
製
陶
で
九
割
も
の
寡

占
体
制
を
構
築
し
て
い
く
過
程
を
描
く
べ
き
で
あ

ろ
う
。
繰
り
返
し
に
な
る
が
、
技
術
的
に
品
質
が

向
上
す
れ
ば
、
そ
れ
が
市
場
に
広
が
っ
て
い
く
と

い
う
見
方
は
楽
観
的
す
ぎ
る
。
市
場
の
開
拓
の
様

子
や
、
そ
れ
が
軌
道
に
乗
る
ま
で
の
企
業
経
営
の

あ
り
方
、
ま
た
衛
生
陶
器
と
水
栓
金
具
で
ど
の
よ

う
な
収
益
構
造
に
あ
っ
た
の
か
な
ど
、
産
業
史
と
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し
て
の
よ
り
精
密
な
分
析
が
な
さ
れ
な
か
っ
た
こ

と
は
残
念
で
あ
る
。

続
い
て
評
者
に
対
す
る
批
判
点
へ
の
回
答
を
試

み
て
お
こ
う
。
二
点
あ
る
。
一
つ
目
は
一

O
八

|

九
頁
に
か
け
て
の
、
日
本
陶
器
の
所
有
の
変
化
に

関
す
る
点
で
あ
る
。
評
者
は
宮
地
英
敏
[
二

0
0

五

a]
六
九
頁
で
森
村
市
左
衛
門
と
大
倉
父
子
の

対
立
に
よ
っ
て
森
村
が
日
本
陶
器
か
ら
資
金
・
を
引

き
上
げ
た
点
を
説
明
し
、
同
七
二
|
一
一
一
頁
の
と
こ

ろ
で
、
日
本
陶
器
の
経
営
が
安
定
化
し
た
後
に
日

本
陶
器
の
株
の
過
半
を
森
村
組
へ
渡
す
代
わ
り
に
、

森
村
組
内
の
森
村
家
の
所
有
を
五
割
か
ら
四
割
へ

と
削
減
し
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
換
言
す
る

な
ら
ば
、
い
か
に
「
手
打
ち
」
を
行
っ
た
か
と
い

う
こ
と
を
分
析
し
た
。
こ
れ
に
対
し
て
筆
者
は
、

「
森
村
組
の
日
陶
株
保
持
は
一
時
的
で
、
そ
の
持

分
は
ほ
ど
な
く
森
村
同
族
株
式
会
社
や
個
人
に
分

散
さ
れ
た
」
と
指
摘
す
る
。
筆
者
に
よ
る
評
者
へ

の
批
判
は
明
示
的
で
は
な
い
が
、
そ
れ
ら
は
「
一

時
的
」
で
大
き
な
意
味
を
持
た
な
か
っ
た
の
だ
と

い
う
批
判
だ
と
受
け
止
め
て
反
論
す
る
こ
と
に
し

た
し評

者
の
論
考
に
お
い
て
重
要
な
部
分
は
、
森
村

組
と
い
う
輸
出
を
担
当
す
る
部
分
と
、
日
本
陶
器

と
い
う
製
造
を
担
当
す
る
部
分
が
、
森
村
市
左
衛

門
と
大
倉
父
子
の
対
立
か
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
経
営
の

た
め
に
は
不
可
欠
で
あ
り
な
が
ら
資
本
関
係
が
切

れ
て
い
る
と
い
う
不
完
全
な
状
態
を
、
い
か
に
解

消
し
た
か
と
い
う
と
こ
ろ
で
あ
る
。
そ
れ
へ
の
対

応
が
、
日
本
陶
器
株
を
森
村
組
が
持
つ
代
わ
り
に
、

森
村
組
に
対
す
る
森
村
家
の
絶
対
的
な
所
有
構
造

を
崩
す
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
で
あ
る
か
ら
、

日
本
陶
器
の
株
式
の
所
有
が
、
森
村
組
か
ら
森
村

家
へ
移
っ
た
と
し
た
ら
大
き
な
状
況
の
変
化
と
な

る
。
と
こ
ろ
が
、
森
村
組
か
ら
「
森
村
岡
族
株
式

会
社
や
個
人
」
へ
の
譲
渡
は
、
森
村
家
の
人
々
の

み
な
ら
ず
他
の
幹
部
達
へ
も
行
わ
れ
て
い
る
。
こ

の
た
め
日
本
陶
器
の
株
式
の
所
有
構
造
は
、
森
村

家
の
所
有
割
合
が
大
き
く
な
る
一
九
二
二
年
で
も
、

一
六
、
八
一
一
株
/
四

O
、
0
0
0株
と
約
四
二

%
に
過
ぎ
な
い
。
森
村
組
を
介
し
た
間
接
的
な
所

有
か
ら
直
接
的
な
所
有
へ
と
移
っ
て
い
る
が
、
こ

こ
で
は
本
質
的
に
は
何
も
変
化
し
て
い
な
い
。
筆

者
に
よ
る
批
判
は
あ
ま
り
的
を
射
た
も
の
で
は
な

く
、
最
初
は
何
を
批
判
し
て
い
る
の
か
気
付
か
な

い
ほ
ど
で
あ
っ
た
。

二
点
目
は
九
八
l
九
頁
の
森
村
組
の
「
本
業
」

意
識
に
関
し
て
で
あ
る
。
筆
者
は
評
者
と
同
じ
伊

勢
本
一
郎
の
回
想
録
(
毛
筆
本
で
あ
り
頁
な
ど
は

附
し
て
い
な
い
)
と
、
新
た
に
「
組
合
契
約
書
」

を
用
い
な
が
ら
、
森
村
組
が
「
陶
磁
器
や
雑
貨
の

直
輸
出
」
を
「
本
業
」
と
意
識
し
て
い
た
と
主
張

す
る
。
こ
の
部
分
は
日
本
陶
器
が
設
立
さ
れ
て
製

造
と
販
売
が
分
離
さ
れ
、
森
村
市
左
衛
門
と
大
倉

父
子
の
対
立
が
鮮
明
に
な
っ
た
一
九

O
九
年
の
、

森
村
組
の
「
本
業
」
を
明
示
す
る
形
で
叙
述
さ
れ

る
。
こ
の
文
脈
の
限
り
に
お
い
て
は
そ
れ
は
正
し

-w 
し
か
し
森
村
グ
ル
ー
プ
の
発
展
の
上
で
は
、
宮

地
英
敏
[
二

O
O
五
b
]
四
三
頁
で
述
べ
た
よ
う

に
、
森
村
組
が
段
通
(
タ
ペ
ス
ト
リ
ー
や
敷
物
に

使
用
)
の
工
場
進
出
を
模
索
し
て
い
た
一
八
九

0

年
代
と
い
う
時
期
に
、
段
通
の
売
行
き
が
悪
く
な

っ
た
と
い
う
連
絡
が
入
り
、
「
陶
磁
器
の
輸
出
」

が
「
本
業
」
で
あ
る
と
確
認
し
た
こ
と
こ
そ
が
重

要
で
あ
る
。
森
村
組
の
経
営
に
あ
っ
て
は
、
こ
の

「
陶
磁
器
」
の
部
分
が
本
業
で
あ
る
こ
と
が
ま
ず

意
味
を
持
っ
て
い
た
。
そ
う
で
な
け
れ
ば
森
村
組

に
よ
る
陶
磁
器
業
の
垂
直
統
合
が
説
明
で
き
な
く

な
っ
て
し
ま
う
。

こ
の
点
を
筆
者
は
、
森
村
市
左
衛
門
と
大
倉
父

子
の
違
い
に
よ
っ
て
説
明
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
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し
か
し
、
評
者
を
含
め
た
多
く
の
先
行
研
究
に
よ

っ
て
明
ら
か
な
よ
う
に
、
森
村
市
左
衛
門
は
製
造

工
程
へ
と
進
出
し
て
い
く
こ
と
に
全
面
的
に
反
対

で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
。
垂
直
統
合
に
時
間
と
資

金
が
大
量
に
か
か
る
点
に
、
森
村
市
左
衛
門
と
森

村
組
の
多
く
の
人
々
は
不
満
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

森
村
派
と
大
倉
派
で
対
立
を
惹
起
す
る
ほ
ど
の
時

期
を
も
っ
て
、
森
村
組
の
「
本
業
」
意
識
を
説
明

付
け
て
し
ま
う
の
は
行
き
過
ぎ
で
あ
ろ
う
。
「
陶

磁
器
」
が
「
本
業
」
で
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
、
森
村

組
(
森
村
グ
ル
ー
プ
)
は
雑
貨
の
様
々
な
輸
出
を
拡

大
し
て
総
合
商
社
化
を
目
指
す
の
で
は
な
く
、
碍

子
や
衛
生
陶
器
、
ス
パ
ー
ク
プ
ラ
グ
な
ど
の
陶
磁

器
と
い
う
枠
内
で
発
展
し
て
い
っ
た
、
と
い
う
企

業
グ
ル
ー
プ
の
発
展
の
あ
り
方
が
捉
え
難
く
な
っ

て
し
宇
で
つ
。

最
後
に
若
干
の
苦
言
を
呈
し
た
い
。
本
書
の
主

題
は
水
洗
ト
イ
レ
が
産
業
と
し
て
確
立
し
て
い
く

動
向
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
あ
り
、
そ
こ
か
ら

見
れ
ば
第
二
章
の
陶
磁
器
業
史
に
関
す
る
部
分
な

ど
は
付
け
足
し
の
よ
う
な
部
分
で
あ
る
。
そ
の
た

め
に
、
筆
者
と
し
て
は
先
行
研
究
な
ど
を
詳
細
に

明
記
す
る
こ
と
な
く
、
大
雑
把
に
概
括
し
て
し
ま

っ
た
部
分
が
多
岐
に
わ
た
っ
て
い
る
。

例
え
ば
九
二
三
頁
で
は
、
大
倉
孫
兵
衛
が
飛

鳥
井
孝
太
郎
ら
を
伴
っ
て
渡
欧
す
る
の
に
際
し
、

森
村
組
内
か
ら
反
対
の
声
が
上
が
り
、
そ
の
一
人

で
あ
っ
た
村
井
保
固
が
同
行
し
て
、
村
井
の
判
断

や
説
得
に
委
ね
る
と
い
う
決
断
が
な
さ
れ
た
点
な

ど
が
、
回
顧
録
な
ど
を
駆
使
し
て
叙
述
さ
れ
る
。

森
村
市
左
衛
門
や
森
村
組
の
他
の
メ
ン
バ
ー
と
は

違
う
、
大
倉
父
子
の
活
躍
を
強
調
す
る
上
で
必
要

不
可
欠
な
部
分
で
も
あ
る
。
し
か
し
こ
の
点
は
、

砂
川
幸
雄
[
ニ
0
0
0
]
六
一
二
頁
に
よ
っ
て

明
ら
か
に
さ
れ
た
重
要
な
点
で
あ
る
が
、
同
じ
資

料
な
ど
を
使
っ
て
同
じ
文
脈
で
語
っ
て
い
る
に
も

か
か
わ
ら
ず
丁
寧
な
脚
注
が
附
さ
れ
て
い
な
い
。

ま
た
日
本
陶
器
に
よ
っ
て
一
九
一
四
年
に
テ
ー

ブ
ル
ウ
エ
ア
(
デ
ィ
ナ
ー
セ
ッ
ト
)
が
完
成
し
、
そ

の
経
営
が
飛
躍
的
に
安
定
化
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
、

日
本
陶
器
の
多
角
化
(
後
に
各
社
独
立
)
へ
と
い
う

方
向
性
を
見
せ
始
め
た
こ
と
を
一

O
六
頁
で
強
調

し
て
い
る
。
し
か
し
、
第
一
次
世
界
大
戦
に
よ
る

大
戦
景
気
の
影
響
と
、
デ
ィ
ナ
ー
セ
ッ
ト
の
完
成

が
組
み
合
わ
さ
り
、
そ
れ
が
日
本
陶
器
の
多
角
化

(
伊
奈
製
陶
に
あ
っ
て
は
大
倉
和
親
の
個
人
的
な

出
資
・
援
助
と
い
う
形
で
)
の
進
展
を
導
い
た
と

い
う
構
図
は
、
大
森
一
宏
[
一
九
九
七
]
一
五
九

頁
が
打
ち
出
し
て
い
る
。
様
ん
?
な
資
料
を
用
い
て

筆
者
は
こ
の
構
図
を
描
く
が
、
社
史
な
ど
の
記
述

か
ら
飛
躍
を
遂
げ
た
先
行
す
る
大
森
氏
の
論
文
が

脚
注
で
説
明
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。

評
者
に
関
す
る
部
分
で
は
、
一

O
三

四

頁

の

日
本
陶
器
設
立
当
初
の
経
営
を
電
力
用
碍
子
が
支

え
て
い
た
点
を
、
日
本
陶
器
の
「
業
務
報
告
」
を

利
用
し
な
が
ら
利
益
率
な
ど
の
説
明
を
し
て
い
る
。

し
か
し
こ
の
点
は
、
{
岳
地
英
敏
[
二

O
O
五

a]

で
、
同
じ
日
本
陶
器
の
「
業
務
報
告
」
を
用
い
る

こ
と
で
、
そ
れ
ま
で
文
章
と
し
て
し
か
語
ら
れ
な

か
っ
た
電
力
用
碍
子
が
日
本
陶
器
の
経
営
を
支
え

た
点
を
、
具
体
的
な
数
値
を
も
っ
て
始
め
て
詳
細

に
明
ら
か
に
し
た
部
分
で
あ
る
。
同
じ
資
料
を
使

っ
て
同
じ
文
脈
で
語
っ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず

丁
寧
な
脚
注
は
附
さ
れ
な
か
っ
た
。

ま
た
本
書
全
体
の
視
角
に
属
す
る
が
、
東
洋
陶

器
に
お
い
て
水
栓
金
具
が
経
営
的
に
重
要
な
ウ
エ

イ
ト
を
占
め
る
よ
う
に
な
る
と
い
う
論
点
は
、
研

究
史
を
踏
ま
え
る
と
大
塚
佳
彦
[
一
九
七
八
]
一

六
四
|
八
頁
に
お
け
る
衛
生
陶
器
と
金
具
の
セ
ッ

ト
が
重
要
で
あ
る
と
の
分
析
に
行
き
着
く
。
大
塚

氏
の
分
析
は
産
業
史
的
と
い
う
よ
り
は
経
営
史
的

な
叙
述
に
力
点
が
あ
る
と
は
い
う
も
の
の
、
同
一
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の
論
点
を
巡
る
議
論
で
あ
り
な
が
ら
そ
れ
へ
の
言

及
は
な
さ
れ
な
い
。
大
塚
氏
の
分
析
よ
り
も
筆
者

は
よ
り
詳
細
な
分
析
を
行
つ
て
は
い
る
が
、
先
行

研
究
に
よ
る
分
析
視
角
の
発
見
に
は
も
っ
と
敬
意

が
払
わ
れ
て
然
る
べ
き
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。

逐
一
挙
げ
て
い
く
と
際
限
が
な
い
の
で
こ
の
辺

で
止
め
て
お
く
が
、
学
術
論
文
や
学
術
書
で
あ
れ

ば
当
然
行
わ
れ
る
べ
き
、
先
行
研
究
と
筆
者
本
人

の
オ
リ
ジ
ナ
リ
テ
ィ
と
の
分
離
が
、
第
二
章
を
中

心
に
し
て
多
く
の
部
分
で
不
明
確
に
な
っ
て
し
ま

っ
て
い
る
。
陶
磁
器
業
や
森
村
グ
ル
ー
プ
の
経
営

に
関
す
る
部
分
で
、
特
に
そ
の
傾
向
が
強
い
。
第

四
章
な
ど
の
史
実
発
掘
の
点
で
は
鍛
密
さ
を
持
っ

て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
こ
そ
な
お
さ
ら
、
学
術
書

と
し
て
出
版
さ
れ
る
か
ら
に
は
も
っ
と
厳
密
な
先

行
研
究
へ
の
リ
ス
ペ
ク
ト
は
払
わ
れ
て
当
然
だ
っ

た
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
研
究
を
行
う
に
あ

た
っ
て
は
研
究
史
整
理
を
細
部
ま
で
す
る
と
い
う

基
本
的
な
作
業
を
尊
重
し
て
こ
そ
、
新
し
い
研
究

の
意
義
を
説
得
的
に
説
明
で
き
る
も
の
で
あ
る
。

二
冊
目
の
学
術
書
を
刊
行
さ
れ
た
筆
者
に
対
し
て
、

評
者
の
よ
う
な
若
輩
者
か
ら
こ
の
よ
う
な
こ
と
を

指
摘
す
る
の
は
信
越
か
も
し
れ
な
い
が
、
学
術
的

な
研
究
に
携
わ
る
者
の
基
本
と
し
て
、
今
後
は
も

う
少
し
丁
寧
に
研
究
史
と
向
き
合
う
よ
う
注
文
を

つ
け
つ
つ
、
筆
を
捌
く
こ
と
と
し
た
い
。
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投
稿
へ
の
お
誘
い
!

『
歴
史
評
論
』
は
、
編
集
委
員
会
の
立
て

た
企
画
に
基
づ
く
依
頼
原
稿
と
、
皆
様
か
ら

の
投
稿
論
文
に
よ
っ
て
つ
く
ら
れ
て
い
ま
す
。

ふ
る
っ
て
ご
投
稿
下
さ
い
。

投
稿
規
定
は
以
下
の
と
お
り
で
す
。

枚

数

二

O
O字
一

O
O
枚
以
内
(
図
・
表

含
む
)
。

原
稿
縦
書
き
・
完
全
原
稿
と
し
、
コ
ピ
ー

を
一
部
添
え
て
下
さ
い
。

・
図
表
は
三
枚
以
内
厳
守
、
鮮
明
な
も
の
に

限
り
ま
す
。

-
審
査
の
迅
速
化
の
た
め
、
住
所
・
氏
名
(
ふ

り
が
な
)
・
目
次
を
記
し
た
別
紙
一
枚
を

添
え
て
下
さ
い
。

-
手
書
き
原
稿
本
文
・
注
と
も
一
マ
ス
一

字
、
横
書
で
、
鉛
筆
書
き
は
不
可
と
し
ま
す

0

・
ワ
ー
プ
ロ
原
稿

B
5
一
枚
二
六
字
・
二

二
行
。
原
則
と
し
て
デ
l
タ
は
テ
キ
ス
ト

形
式
で
(
「
一
太
郎
」
「
ワ

i
ド
」
「
エ
ク
セ

ル
」
の
場
合
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
文
書
形
式

の
ま
ま
で
結
構
で
す
)
。
フ
ロ
ッ
ピ
ー
に

プ
リ
ン
ト
・
ア
ウ
ト
を
添
え
て
下
さ
い
。

審
査
編
集
委
員
会
に
お
い
て
審
査
し
、
三

カ
月
以
内
に
結
果
を
お
知
ら
せ
で
き
る
よ
う

努
力
致
し
ま
す
。
な
お
、
他
誌
へ
の
二
重
投

稿
は
ご
遠
慮
下
さ
い
。
転
載
は
掲
載
後
一
年

間
は
控
え
て
い
た
だ
き
ま
す
。

原
稿
送
り
先
歴
史
科
学
協
議
会
事
務
所

『
歴
史
評
論
』
編
集
委
員
会
宛
、
投
稿
で
あ

る
旨
を
明
記
し
て
下
さ
い
。

『
歴
史
評
論
』
編
集
委
員
会
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