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お
わ
り
には

じ

め

叩
き
目
と
は
、
土
器
や
土
製
品
を
作
る
際
、
器
壁
を
叩
き
締
め
る
乙
と
に
よ
っ
て
生
じ
た
道
具
の
圧
痕
を
い
う
。
と
の
論
文
は
須
恵
器

の
器
而
に
印
さ
れ
た
叩
き
目
を
、
製
作
過
程
と
関
係
づ
け
な
が
ら
ど
の
よ
う
に
判
読
す
べ
き
か
を
論
じ
た
も
の
で
あ
る
。
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須
恵
器
の
叩
き
目
な
い
し
叩
き
技
法
に
つ
い
て
は
す
で
に
い
く
つ
か
の
研
究
が
あ
る
が
、
取
り
扱
わ
れ
る
テ
l
マ
は
主
と
し
て
叩
き
目

文
様

ω変
遷
と
、
町
き
目
を
消
去
す
る
手
法
の
消
長
に
限
ら
れ
て
い
た
。
叩
き
自
の
器
国
に
お
け
る
方
向
や
、
叩
き
目
の
重
複
関
係
な

須
川
忠
肌
怖
の
叩
き
自
（
桃
山
）

伊七



初
山
広
探
の
叩
き
目
〈
桃
山
）

一
二
八

ど
、
鶴
田
に
お
け
る
叩
き
目
の
あ
り
方
を
正
面
か
ら
取
り
上
げ
た
研
究
は
見
ら
れ
な
い
。
乙
の
よ
う
な
研
究
の
現
状
を
考
慮
し
て
、
本
稿

で
は
叩
き
目
文
の
変
遷
な
ど
、
す
で
に
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
課
題
に
は
深
入
り
せ
ず
、
も
っ
ぱ
ら
、
叩
き
自
の
器
面
に
お
け
る
あ
り
方

を
法
則
的
に
把
握
す
る
乙
と
に
力
を
注
い
だ
。
叩
き
目
を
言
語
に
な
ぞ
ら
え
る
な
ら
ば
、
本
稿
は
、
叩
き
目
文
様
と
い
う
「
語
集
」
を
論

じ
た
も
の
で
は
な
く
、
叩
き
目
の
「
文
法
」
を
発
見
す
る
乙
と
を
目
ざ
し
た
も
の
で
あ
る
。

ハ
zv

こ
の
よ
う
な
研
究
は
瓦
な
ど
に
つ
い
て
す
で
に
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
も
の
の
、

須
恵
器
に
つ
い
て
は
今
回
が
最
初
の
試
み
で
あ
る
の

で
、
細
部
に
乙
だ
わ
ら
ず
、
大
筋
を
把
握
す
る
乙
と
に
努
め
た
。
そ
の
た
め
、
検
討
の
資
料
を
丸
底
の
壷
聾
類
で
、
し
か
も
、
平
行
線
叩

き
目
を
印
す
る
も
の
に
限
っ
た
。
乙
の
種
の
器
形
は
器
面
に
叩
き
目
を
残
す
こ
と
が
最
も
多
く
、
ま
た
、
平
行
線
叩
き
目
は
器
面
に
お
け

る
方
向
や
重
複
関
係
を
最
も
読
み
取
り
ゃ
す
い
か
ら
で
あ
る
。
主
と
し
て
取
り
扱
う
時
代
は
、
古
墳
時
代
か
ら
平
安
時
代
前
期
ま
で
と
し

た
。
理
想
を
い
え
ば
、
そ
れ
以
降
の
須
恵
器
系
の
焼
物
を
も
視
野
に
入
れ
て
論
を
展
開
す
べ
・
き
で
あ
ろ
う
が
、
現
在
の
筆
者
に
は
新
し
い

時
代
の
資
料
を
消
化
す
る
余
裕
が
な
い
の
で
、
右
の
よ
う
に
時
代
を
限
っ
た
わ
け
で
あ
る
。

叩
き
締
め
の
道
具

土
器
の
製
作
に
際
し
て
お
乙
な
う
器
壁
の
叩
き
締
め
に
は
、
二
つ
の
効
果
が
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
第
一
は
器
壁
の
調
整
で
あ
る
。
叩

粘
土
と
粘
土
の
つ
な
ぎ
目
の
接
着
が
よ
く
な
り
、
粘
土
中
の
気
抱
が
追
い
出
さ
れ
、
器
壁
の
厚
み
は
平
均
化
さ
れ

る
。
第
二
は
器
形
の
調
整
で
あ
る
。
叩
き
締
め
に
よ
っ
て
器
壁
が
簿
く
延
ば
さ
れ
る
と
、
土
器
の
表
面
積
が
ひ
ろ
が
り
、
土
器
の
形
に
も

変
化
が
生
じ
る
の
で
、
叩
き
方
を
適
当
に
加
減
す
れ
ば
、
土
器
を
意
図
す
る
形
に
近
づ
け
る
と
と
が
可
能
で
あ
る
。
の
ち
に
も
ふ
れ
る
よ

き
締
め
に
よ
っ
て
、

う
に
、
叩
き
締
め
作
業
に
よ
っ
て
、
土
器
を
も
と
の
形
と
似
て
も
似
つ
か
ぬ
も
の
に
変
え
て
し
ま
う
こ
と
も
あ
る
。

須
恵
器
の
叩
き
技
法
は
、
基
本
的
に
は
弥
生
式
土
器
の
そ
れ
と
似
て
い
る
。
叩
き
締
め
の
作
業
に
先
立
っ
て
、
粘
土
帯
積
み
上
げ
な
ど

の
技
法
に
よ
り
土
器
の
お
よ
そ
の
形
を
作
る
。
乙
の
、

い
わ
ゆ
る
第
一
次
成
形
を
終
っ
た
粗
型
に
対
し
叩
き
締
め
を
お
と
な
う
わ
け
で
あ
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一
気
に
全
体
の
第

る
が
、
大
型
の
器
を
作
る
場
合
は
、

次
成
形
を
お
こ
な
う
と
、
粘
土
の
自
重
で
形
が
く
ず
れ
る

お
そ
れ
が
あ
る
の
で
、
第
一
次
成
形
を
途
中
で
休
止
し
て

叩
き
締
め
を
お
と
な
い
、
粘
土
が
若
干
乾
燥
す
る
の
を
持

っ
て
、
第
一
次
成
形
と
叩
き
締
め
を
再
開
す
る
。
乙
の
こ

と
は
、
第
一
次
成
形
の
休
止
部
に
生
じ
や
す
い
剥
離
面
、

い
わ
ゆ
る
擬
口
縁
に
叩
き
目
を
印
す
る
も
の
が
あ
る
乙
と

に
よ
っ
て
確
認
で
き
る
。

叩
き
締
め
は
、
片
手
に
持
っ
た
当
て
具
を
土
器
の
内
而

に
当
て
が
い
、
他
方
の
手
に
持
っ
た
叩
き
具
で
土
器
の
外

面
を
叩
く
ζ

と
に
よ
っ
て
お
こ
な
う
。
し
た
が
っ
て
、
須

恵
器
の
叩
き
締
め
作
業
に
は
、
土
器
の
内
側
で
使
う
当
て

具
と
、
外
側
で
使
う
叩
き
具
と
の
、
少
な
く
と
も
二
つ
の
道
具
を
必
要
と
お
。
。
叩
き
締
め
の
道
具
に
は
粘
土
に
接
す
る
面
に
縄
を
巻
い

な
わ
ち
叩
き
目
が
つ
く
。

た
り
、
彫
刻
を
施
す
こ
と
が
多
い
。
こ
の
よ
う
な
面
に
凹
凸
の
あ
る
道
具
を
使
う
と
、
土
器
の
面
に
は
道
具
の
凹
凸
に
応
じ
た
圧
痕
、
す

叩
き
目
は
装
飾
的
な
効
果
を
も
つ
が
、
人
自
に
ふ
れ
な
い
土
器
の
内
面
に
も
叩
き
目
を
つ
け
、
ま
た
、

一
た
ん
つ
け
た
叩
き
目
を
の
ち

の
工
程
で
す
り
消
す
と
と
も
あ
る
の
で
、
装
飾
的
効
果
だ
け
を
ね
ら
っ
て
面
に
凹
凸
の
あ
る
道
具
を
使
う
の
で
は
な
い
乙
と
は
明
ら
か
で

あ
る
。
叩
き
締
め
道
具
の
而
に
凹
凸
を
つ
け
る
乙
と
に
つ
い
て
は
乙
れ
ま
で
一
般
に
、
道
具
を
粘
土
か
ら
は
が
れ
や
す
く
す
る
た
め
の
工

作
で
あ
る
と
説
明
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
古
店
津
の
叩
き
技
法
を
伝
承
す
る
金
子
認
氏
に
よ
る
と
、
道
具
を
粘
土
か
ら
は
が
れ
や
す
く

須
川
品
川
州
の
叩
き
目
（
桃
山
）

一
二
九
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忠
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。

す
る
に
は
、
道
具
に
水
を
合
ま
せ
て
お
け
ば
よ
い
の
で
あ
っ
て
、
凹
凸
を
つ
け
る
の
は
、
土
訴
を
叩

大阪・束奈良（同遺跡調査会保管）

い
た
際
に
表
而
の
粘
土
が
横
に
逃
げ
る
の
を
防
ぎ
、
叩
き
締
め
の
効
果
を
高
め
る
た
め
の
工
作
で
あ

（
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る
と
い
う
。

須
恵
器
の
叩
き
締
め
道
具
の
う
ち
w
H
て
兵
の
実
物
と
し
て
は
、
以
前
か
ら
土
製
品
の
存
在
が
知
ら

一
つ
は
、
円
盤
の
一
国
に
棒
状
の
把
手
を
つ
け
た
茸
形
の

れ
て
い
た
。
そ
の
形
状
に
は
二
種
あ
り
、

も
の
（
第
1
図
）
、
も
う
一
つ
は
平
田
が
小
判
形
で
、
把
手
が
な
く
、
浴
用
の
石
鹸
に
近
い
形
を
し
た

も
の
で
か
ぷ
。
い
ず
れ
も
同
心
円
を
刻
す
る
。
し
か
し
、
土
製
の
当
て
具
は
現
在
の
と
こ
ろ
岐
阜
県

下
か
ら
し
か
発
見
さ
れ
て
い
な
い
。
む
し
ろ
、
須
恵
器
の
内
面
町
き
自
に
木
目
の
痕
跡
が
あ
ら
わ
れ

て
い
る
こ
と
が
あ
る
の
で
、
木
製
の
当
て
具
が
広
く
使
用
さ
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ

て
い
た
。
果
し
て
最
近
、
愛
媛
県
窪
田
遺
跡
で
木
製
の
茸
形
当
て
具
が
発
見
さ
れ
、
従
来
の
推
定
が

裏
付
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
バ
～
。
乙
れ
は
針
葉
樹
の
心
持
材
製
で
、
表
而
の
同
心
円
文
は
木
口
の
年

弥生式土器用の叩き板

輸
ぞ
い
に
春
材
部
を
彫
り
く
ぼ
め
た
も
の
で
あ
る
。
同
心
円
文
に
つ
い
で
須
恵
器
の
内
面
叩
き
自
に

よ
く
あ
ら
わ
れ
る
平
行
線
文
の
原
体
に
つ
い
て
は
ま
だ
よ
く
わ
か
ら
な
い
。

須
喜
和
の
叩
き
具
は
、
大
阪
府
東
奈
良
造
町
出
土
の
弥
生
式
土
器
の
製
作
に
使
わ
れ
た
叩
き
板

（第
2
図
）
や
民
俗
例
か
ら
類
推
し
て
、
羽
子
板
状
の
木
製
叩
き
板
が
想
定
さ
れ
て
い
た
が
、

そ
の
実

第2図

物
と
見
ら
れ
る
も
の
が
、
や
は
り
探
回
遺
跡
か
ら
発
見
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
表
面
に
刻
み
が
な
い

が
、
使
用
に
よ
っ
て
表
面
が
磨
滅
し
、
木
目
が
浮
き
出
し
て
い
る
。

叩
き
板
に
つ
い
て
は
、
板
の
木
目
と
刻
み
目
の
関
係
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
こ
と
を

〈
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V

最
初
に
的
確
に
指
摘
し
た
の
は
佐
原
真
氏
で
あ
る
。
同
氏
の
考
え
を
基
礎
に
置
き
な
が
ら
須
恵
器
の



場
〈
H
を
具
体
的
に
検
討
し
て
み
よ
う
。
叩
き
板
は
く
り
返
し
使
用
す
る
と
、
磨
滅
し
て
表
面
に
木
自
に
応
じ
た
凹
凸
を
生
じ
る
。
叩
き
作

業
の
際
に
こ
の
凹
凸
は
、
叩
き
板
に
人
工
的
に
刻
ま
れ
た
凹
凸
と
と
も
に
土
器
而
に
転
写
さ
れ
る
の
で
、
叩
き
自
を
観
察
す
れ
ば
、
刻
み

目
と
木
目
と
の
方
向
関
係
を
知
る
乙
と
が
で
き
る
。
叩
き
目
か
ら
推
定
す
る
と
、
平
行
線
を
刻
ん
だ
叩
き
板
に
は
、
刻
み
が
木
目
と
交
差

す
る
も
の
と
、
平
行
す
る
も
の
と
が
あ
る
。
交
差
す
る
も
の
は
大
部
分
が
直
交
す
る
が
、
斜
交
す
る
も
の
も
わ
ず
か
に
あ
る
。

木
目
と
交
差
す
る
平
行
線
叩
き
自
に
は
木
自
の
痕
跡
が
あ
ら
わ
れ
や
す
い
。
肉
眼
で
は
そ
れ
と
認
め
難
い
も
の
で
も
、
強
い
斜
光
線
の

下
で
拡
大
鏡
を
使
え
ば
、
た
い
て
い
の
場
合
、
叩
き
目
の
凹
部
に
、
刻
み
目
の
圧

L

挺
と
交
差
し
て
走
る
木
目
の
圧
痕
を
認
め
る
乙
と
が
で

き
る
（
図
版
第
一
t
h
a
－
－

2
）。

刻
み
目
の
圧
痕
と
交
差
し
て
木
目
の
圧
痕
が
明
瞭
に
見
え
る
平
行
線
叩
き
目
は
、

一
見
、
格
子
状
叩
き
目

の
よ
う
に
見
え
る
が
（
図
版
第
一
｜
3

・4
）
、
す
で
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、

こ
れ
は
擬
格
子
状
叩
き
目
と
で
も
称
す
べ
き
も
の

で
、
絡
子
目
を
刻
ん
だ
叩
き
板
か
ら
生
じ
る
真
正
の
格
子
状
叩
き
目
と
は
区
別
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

木
目
平
行
の
平
行
線
叩
き
自
に
も
、
刻
み
目
と
平
行
し
て
走
る
木
目
の
圧
痕
が
認
め
ら
れ
る
。
図
版
第
一

1
5
は
そ
の
例
で
あ
る
。
た

だ
し
、
木
目
交
差
刻
み
の
平
行
線
叩
き
自
に
く
ら
べ
る
と
木
目
の
痕
跡
は
あ
ら
わ
れ
に
く
い
。
刻
み
の
圧
痕
に
交
差
す
る
木
目
の
圧
痕
が

見
え
な
い
と
い
う
消
鋭
的
証
拠
と
、
器
面
に
お
け
る
叩
き
目
の
方
向
と
い
う
状
況
証
拠
に
も
と
づ
い
て
、
木
目
平
行
刻
み
の
平
行
線
叩
き

日
で
あ
る
と
判
定
せ
ざ
る
を
得
な
い
場
合
の
方
が
多
い
。
木
田
平
行
刻
み
の
平
行
線
叩
き
自
に
木
目
の
圧
痕
が
少
な
い
こ
と
に
つ
い
て

は
、
東
奈
良
出
土
の
弥
生
時
代
の
叩
き
板
の
よ
う
に
針
葉
樹
の
極
端
な
板
目
材
を
用
い
た
た
め
か
、
あ
る
い
は
、
針
葉
樹
材
の
春
材
部
を

彫
り
凹
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
木
目
と
一
致
し
た
刻
み
を
つ
け
て
い
る
た
め
か
、

も
と
も
と
叩
き
板
に
は
刻
み
が
な

く
、
人
工
的
な
刻
み
の
圧
痕
の
よ
う
に
見
え
る
も
の
が
、
実
は
板
の
磨
滅
に
よ
っ
て
浮
き
出
し
た
木
目
の
圧
痕
で
あ
る
の
か
．
三
通
り
の

説
明
が
考
え
ら
れ
る
。
な
お
、
格
子
状
叩
き
目
に
も
木
目
の
圧
痕
が
あ
ら
わ
れ
る
こ
と
は
少
な
い
が
、
全
く
認
め
ら
れ
な
い
わ
け
で
は
な

さ
ら
に
あ
る
い
は

ぃ
。
凶
版
第
一
1
1
6
は
そ
の
例
で
あ
る
。

念
の
た
め
記
し
て
お
く
と
、
叩
き
板
が
一
木
作
り
で
あ
れ
ば
、
町
き
自
に
あ
ら
わ
れ
た
木
目
の
方
向
と
柄
の
方
向
は
一
致
す
る
が
、
柄

州
制
…
山
山
端
の
叩
き
目
（
桃
山
）

一
一一



須
行
川
山
川
引
の
叩
き
目
（
桃
山
）

一

が
川
木
作
り
で
あ
れ
ば
、
両
者
の
方
向
が
一
致
し
な
い
こ
と
も
あ
り
得
る
。
須
町
必
需
の
掛
合
は
柄
を
別
木
作
り
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

て特
目、別
後の
の理

論由
をを
す μ
す出
めせ
るな
こ L、
との
とで
すゥ
る心ー
。応

日
本
や
朝
鮮
で
現
に
用
い
ら
れ
て
い
る
叩
き
板
と
同
じ
よ
う
に
、

一
木
作
り
で
あ
っ
た
と
し

叩
き
目
の
グ
ル
ー
プ
分
け

一
同

ω叩
き
締
め
の
動
作
に
よ
っ
て
探
凶
に
生
じ
る
叩
き

U
は
小
さ
な
も
の
で
あ
る
。
こ
の
小
さ
な
叩
き
目
が
無
数
に
集
っ
て
、
器
市

を
罷
っ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
叩
き
板
の
幅
を
復
原
し
た
り
、
叩
き
締
め
作
業
の
進
行
順
序
を
詳
細
に
追
跡
し
よ
う
と
す
れ
ば
、
複
雑
に

相
技
し
相
武
な
り
合
う
叩
き
目
の
な
か
か
ら
個
個
の
叩
き
痕
を
識
別
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
叩
き
目
の
観
察
は
、
最
終
的
に
は
、
そ
こ

ま
で
徹
氏
し
て
お
こ
な
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
研
究
の
最
初
の
段
階
か
ら
、
器
加
を
覆
う
叩
き
目
を
個
個
の
叩
き
痕
単
位
に
分
解

労
多
く
し
て
功
少
な
い
ば
か
り
か
、

細
部
に
拘
泥
し
て
大
局
を
見
失
う
お
そ
れ
が
あ
る
。

は
、
ま
ず
、
部
川
に
印
さ
れ
た
叩
き
目
を
い
く
つ
か
の
グ
ル
ー
プ
に
大
別
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
グ
ル
ー
プ
の
特
性
や
、
グ
ル
ー
プ
相
互
の
関

研
究
の
子
順
と
し
て

し
て
し
ま
う
こ
と
は
、

係
を
明
ら
か
に
し
て
大
局
を
把
採
し
、

し
か
る
の
ち
個
個
の
叩
き
痕
単
位
の
観
察
に
進
ん
だ
方
が
得
策
で
あ
る
と
考
え
る
。
本
稿
で
の
報

告
が
、
お
お
む
ね
叩
き
目
の
グ
ル
ー
プ
郎
仕
の
考
察
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
の
は
、
研
究
の
現
段
階
に
お
い
て
、

必
要
で
あ
る
と
考
え
た
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

そ
の
よ
う
な
作
業
が
ま
ず

き
日
と
、
刷
部
の
叩
き
自
に
分
つ
の
が
迎
出
で
あ
る
。
須
恵
探
の
査
蜜
は
、

一
個
の
須
恵
器
に
印
さ
れ
た
叩
き
目
を
お
お
ま
か
に
グ
ル
ー
プ
分
け
し
よ
う
と
す
る
場
合
、
士
宮
・
蜜
で
あ
れ
ば
、
ま
ず
、

．．
 

口
畑
山
部
が
な
で
仕
上
げ
で
あ
る
こ
と
が
多
く
、
ま
た
、
し
ば

口
頭
部
の
叩

し
ば
こ
の
部
分
に
文
様
が
付
さ
れ
る
。
そ
の
た
め
、
口
顎
部
の
最
終
仕
上
田
に
叩
き
目
が
残
っ
て
い
る
こ
と
は
少
な
い
が
、
仕
上
げ
の
ゆ

き
と
ど
か
な
か
っ
た
部
分
に
叩
き
目
が
成
っ
て
い
る
こ
と
が
あ
る
の
で
、
や
は
り
口
矧
部
に
も
叩
き
締
め
が
お
こ
な
わ
れ
た
こ
と
が
わ
か

る
の
で
あ
る
。
制
れ
口
の
形
状
等
か
ら
判
断
す
る
と
、
須
恵
器
の
議
裂
で
は
口
．
羽
部
と
胴
部
と
を
別
別
に
成
形
し
、

の
ち
に
接
合
す
る
手



法
が
広
汎
に
お
と
な
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
手
法
で
つ
く
ら
れ
た
土
器
で
は
、
当
然
、

口
頭
部
の
叩
き
締
め
と
、
胴
部
の
叩
き
締
め

と
が
別
個
の
作
業
と
し
て
お
こ
な
わ
れ
た
で
あ
ろ
う
か
ら
、
両
部
の
叩
き
目
を
別
別
の
グ
ル
ー
プ
に
分
け
る
と
と
は
十
分
に
理
由
の
あ
る

と
と
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
須
恵
器
の
系
譜
を
ひ
く
土
器
の
な
か
で
も
時
代
の
降
る
も
の
で
、
口
頭
部
と
胴
部
の
境
界
が
明
瞭
な
稜
を
な

口
顎
部
と
胴
部
を
別
作
り
と
せ
ず
、
二
つ
の
部
分
の
叩
き
締
め
を
一
連
の
作
業
と
し
て
お
こ
な
っ
た
も
の
が
あ
る
。

た
と
え
ば
、
福
岡
県
池
の
上
遺
跡
で
蔵
骨
器
に
使
わ
れ
て
い
た
須
恵
系
の
時
は
、
胴
部
か
ら
口
頭
部
に
ま
た
が
っ
て
内
面
叩
き
目
が
連
続

し
て
い
る
。
ま
た
、
兵
庫
県
の
明
石
で
作
ら
れ
た
平
安
末
期
の
魚
住
阿
で
は
、
外
耐
の
下
地
叩
き
目
が
胴
部
か
ら
口
頭
部
に
連
続
し
て
い

る
。
こ
の
よ
う
な
場
令
に
は
、
胴
部
か
ら
口
頭
部
に
わ
た
る
叩
き
目
を
一
辿
の
も
の
と
し
て
と
ら
え
ね
ば
な
ら
な
い
乙
と
は
い
う
ま
で
も

さ
な
い
器
形
で
は
、

須
恵
器
の
叩
き
目
（
横
山
）
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朝
部
の
叩
き
目
が
の
ち
の
工
程
で
消
し
去
ら
れ
る
の
を
原
則
と
す
る
の

に
対
し
、
胴
部
の
叩
き
目
は
最
終
仕
上
面
に
残
さ
れ
る
と
と
が
多
い
。
胴
部

の
叩
き
目
は
、
側
面
の
叩
き
目
と
、
底
面
の
叩
き
目
の
二
つ
に
分
け
て
取
り

扱
う
の
が
適
当
で
あ
る
。
須
恵
器
を
見
な
れ
た
研
究
者
は
す
で
に
気
付
か
れ

て
い
る
乙
と
と
思
う
が
、
丸
底
の
壷
聾
の
胴
部
に
印
さ
れ
た
叩
き
目
は
、
胴

の
上
部
と
下
部
で
い
ち
じ
る
し
く
様
子
を
異
に
し
て
い
る
。
そ
れ
ぞ
れ
を
胴

部
側
面
叩
き
目
、
胴
部
底
面
叩
き
目
と
よ
び
分
け
て
記
述
す
る
ζ

と
に
し
よ

う
（
第
3
図
）
。
側
面
叩
き
目
は
比
較
的
方
向
が
そ
ろ
っ
て
お
り
、
製
作
者
が
あ

る
程
度
、
装
飾
的
効
果
を
意
識
し
て
い
た
乙
と
が
読
み
取
れ
る
。
乙
れ
に
対

第3図

し
底
面
町
き
目
は
、
方
向
が
そ
ろ
わ
ず
、
乱
雑
な
外
観
を
呈
す
る
。
ま
た
、

側
面
と
底
面
と
で
叩
き
目
文
様
を
異
に
す
る
こ
と
も
少
な
く
な
い
。
側
面
叩

一一一一一一一



川
淵
必
然
の
叩
き
目
（
州
側
山
）

一
三
問

き
日
と
い
抗
出
叩
き
目
は
こ
の
よ
う
に
は
っ
き
り
と
迫
っ
て
い
る
の
で
、
実
物
に
つ
い
て
両
者
を
凡
分
け
る
こ
と
は
容
易
で
あ
る
。
し
か

し
、
側
出
と
庇
削
の
叩
き
目
が
施
さ
れ
る
範
囲
は
一
線
を
附
し
て
明
瞭
に
分
れ
る
の
で
は
な
く
、
両
者
は
か
な
り
の
範
聞
に
わ
た
っ
て
町

な
り
介
っ
て
い
る
。
査
や
中
・
小
型
の
墾
で
は
、
側
市
叩
き
目
の
下
限
は
不
明
瞭
で
あ
る
が
、
底
川
叩
き
自
の
上
限
は
明
瞭
で
あ
っ
て
、

底
か
ら
測
っ
て
胴
の
高
さ
の
四
分
の
一
な
い
し
三
分
の
一
あ
た
り
に
あ
る
と
と
が
多
い
。
た
だ
し
、
時
代
の
降
る
土
器
で
胴
部
最
大
径
の

部
分
が
い
ち
じ
る
し
く
上
方
に
か
た
よ
っ
て
い
る
も
の
で
は
、
底
面
叩
き
目
の
上
限
が
高
い
位
置
を
占
め
る
傾
向
が
あ
り
、
胴
の
高
さ
の

四
分
の
三
ぐ
ら
い
の
と
こ
ろ
に
ま
で
達
す
る
乙
と
が
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
場
合
、
底
面
町
き
呂
と
い
う
言
葉
を
用
い
る
の
は
い
さ
さ
か
鵠

賭
さ
れ
る
が
、
底
阿
よ
り
ひ
き
つ
づ
い
て
施
さ
れ
た
叩
き
目
で
あ
る
の
で
や
は
り
こ
の
語
を
用
い
て
お
く
。

胴
部

ω
叩
き
目
が
側
面
と
底
耐
の
グ
ル
ー
プ
に
分
れ
る
の
は
、
外
国
の
み
な
ら
ず
、
内
加
に
つ
い
て
も
汽
て
は
ま
る
こ
と
で
あ
る
。
内

而
に
一
一
相
知

ω町
一
て
兵
し
か
用
い
な
い
土
探
で
は
、
内
側
而
叩
き
目
と
内
底
而
叩
き
自
の
区
別
を
つ
け
難
い
こ
と
も
あ
る
が
、
当
て
具
を

変
え
て
い
る
場
合
に
は
両
者
を
容
易
に
判
別
で
き
る
。
内
外
の
底
而
叩
き
目
の
上
限
が
誤
認
の
余
地
が
な
い
ほ
ど
明
瞭
な
土
掠
に
つ
い
て

検
し
て
み
る
と
、
内
底
而
叩
き
目
の
上
限
は
、
外
底
而
の
そ
れ
の
裏
側
に
正
し
く
位
置
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
（
図
版
第
一
｜
7
）
。
こ

叩
き
目
が
内
外
呼
応
し
て
つ
け
ら
れ
る
こ
と
か
ら
く
る
当
然
の
結
果
で
あ
る
。

－
士
、
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町
部

ω叩
き
自
に
つ
い
て
は
ま
だ
観
察
例
が
少
な
い
の
で
、
本
章
で
記
し
た
以
上
に
詳
述
す
べ
き
こ
と
を
持
ち
あ
わ
せ
な
い
が
、
胴

部
の
叩
き
目
に
つ
い
て
は
な
お
論
ず
べ
き
こ
と
が
多
い
の
で
、

次
に
章
を
分
っ
て
側
面
と
底
而
の
叩
き
目
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
詳
述
す

る

胸
部
の
側
面
叩
き
目

胴
部
側
山
叩
き
自
の
あ
り
方
を
法
則
的
に
理
解
す
る
端
紡
を
得
る
た
め
、
叩
き
目
文
の
な
か
で
も
最
も
単
純
な
平
行
線
叩
き
目
を
取
り

上
げ
、
そ
の
器
国
に
お
け
る
方
向
を
検
討
し
て
み
よ
う
。
外
側
而
に
印
さ
れ
た
平
行
線
叩
き
目
は
、
正
縦
位
な
い
し
縦
位
よ
り
の
斜
位
を



と
る
も
の
（
図
版
第
二
－
｜
1
）
と
、
正
横
位
な
い
し
横
位
よ
り
の
斜
位
を
と
る
も
の

福岡・ j中ノ島

（宗像大社）

（
図
版
第
二
l
2
）
と
に
大
別
で
き
る
。
前
者
を
縦
位
平
行
線
叩
き
目
、
後
者
を
横

位
平
行
線
町
き
目
と
総
称
し
て
お
こ
う
。
縦
位
平
行
線
叩
き
目
は
古
墳
時
代
か
ら

平
安
時
代
に
わ
た
っ
て
広
く
お
こ
な
わ
れ
る
が
、
特
に
古
い
時
代
に
多
く
、
古
墳

土師器

時
代
の
平
行
線
叩
き
目
は
ほ
と
ん
ど
こ

ω類
に
属
す
る
。
こ
れ
に
対
し
、
横
位
平

行
線
叩
き
目
は
新
し
い
時
代
に
盛
行
す
る
も
の
で
、
そ
の
存
在
が
目
立
ち
は
じ
め

｛

叩

）

る
の
は
古
墳
時
代
終
末
期
以
降
で
あ
る
。

第4図

両
種
の
平
行
線
叩
き
自
に
つ
い
て
木
自
の
痕
跡
を
検
し
て
み
る
と
、
原
則
と
し

て
縦
位
平
行
線
町
き
目
は
木
目
直
交
刻
み
の
叩
き
板
を
、
横
位
平
行
線
叩
き
目
は

に
木
目
抗
交
刻
み

ω叩
き
板
を
使
用
し
た
ら
し
い
も

ωが
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
外
側
面
の
叩
き
締
め
は
、
叩
き
板
を
土
器
に
対
し
桃
位
に

木
目
平
行
刻
み
の
叩
き
板
を
使
用
し
て
お
り
、
例
外
的
に
、
横
位
平
行
線
叩
き
目

か
ま
え
て
お
こ
な
う
の
が
原
則
で
あ
っ
て
、
例
外
的
に
、
縦
位
に
か
ま
え
る
こ
と
も
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

例
外
的
と
凡
な
し
た
木
目
直
交
刻
み
の
械
位
平
行
線
叩
き
目
は
、
福
岡
県
沖
ノ
品
祭
肥
遺
跡
の
須
恵
器
等
に
疑
わ
し
い
も
の
が
若
干
け
ん

（

日

）

ら
れ
る
だ
け
で
、
尖
例
は
非
常
に
少
な
い
。
む
し
ろ
新
し
い
時
代
の
土
師
器
に
凡
る
こ
と
の
方
が
多
い
。
弥
生
式
土
器
、
古
式
土
師
器
の

平
行
線
叩
き
目
は
す
べ
て
木
目
平
行
刻
み
で
あ
る
が
、
古
墳
時
代
終
末
期
以
降
、
奈
良
平
安
時
代
の
土
師
器
に
は
、
須
恵
器
と
同
様
な
木

白
川
交
刻
み
の
叩
き
板
を
使
っ
た
も
の
が
あ
り
、
そ
の
な
か
に
叩
き
板
を
土
器
に
対
し
梢
位
に
使
用
し
た
も
の
と
な
ら
ん
で
、
縦
位
に
位

〈

H
V

用
し
た
も
の
を
凡
か
け
る
。
実
例
は
沖
ノ
品
祭
肥
追
跡
ほ
か
北
部
九
州
の
追
跡
出
土
品
に
あ
る
（
第
4
図
）
。
叩
き
板
を
縦
位
に
か
ま
え
る

の
は
、
糠
轍
上
に
正
立
さ
せ
た
土
器
の
側
面
を
叩
く
の
に
は
ふ
さ
わ
し
く
な
い
位
い
方
で
あ
る
。
機
櫨
を
使
わ
な
い
土
師
器
の
方
に
、
叩

き
板
を
縦
位
に
使
っ
た
例
が
よ
り
多
く
認
め
ら
れ
る

ωは
、
む
し
ろ
円
然
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
な
お
、
須
恵
器
の
胴
邸
側
面
に
、
水
口
平

須
一
山
山
探
の
叩
き
目
（
桃
山
）

Ji. 



須
恵
器
の
叩
き
目
（
横
山
）

一一二六

行
刻
み
の
叩
き
板
を
縦
位
に
使
用
し
た
例
に
は
、
い
ま
だ
接
し
た
こ
と
が
な
い
。

須
恵
器
に
一
般
的
な
、
叩
き
板
を
横
位
に
使
用
し
た
平
行
線
叩
き
目
を
見
る
と
、
外
側
面
の
叩
き
回
全
体
が
正
縦
位
あ
る
い
は
正
梢
位

を
と
る
こ
と
は
少
な
い
。
多
か
れ
少
な
か
れ
、
叩
き
目
が
傾
き
を
も
ち
、
し
か
も
、
部
分
に
よ
っ
て
傾
き
を
異
に
す
る
の
が
普
通
で
あ

る
。
批
も
よ
く
見
か
け
る
の
は
、
縦
位
平
行
線
叩
き
目
の
場
合
、
胴
の
下
部
で
は
右
上
り
の
斜
位
な
い
し
斜
め
縦
位
で
あ
る
が
、
上
方
に

ゆ
く
に
し
た
が
っ
て
傾
き
が
少
な
く
な
り
、
頚
部
直
下
で
は
正
縦
位
に
な
る
と
い
う
タ
イ
プ
で
あ
る
（
図
版
第
二
l
1）
。
横
位
平
行
総
叩

き
目
の
場
合
、
胴
の
下
部
で
は
左
上
り
の
斜
位
な
い
し
斜
め
横
位
を
と
る
が
、
上
方
に
ゆ
く
に
し
た
が
っ
て
傾
き
が
少
な
く
な
り
、
頚
部

世
下
で
は
正
横
位
と
な
る
も
の
が
最
も
多
い
（
図
版
第
二
｜
2
）0

た
と
す
る
と
、
胴
の
下
部
を
叩
く
際
に
は
板
を
斜
め
下
方
に
向
け
、
叩
き
が
上
部
に
及
ぶ
に
し
た
が
い
、
板
の
方
向
を
水
平
に
近
づ
け
て

い
ず
れ
の
場
合
も
、

正
立
し
た
土
器
を
右
手
に
持
っ
た
叩
き
板
で
叩
い

い
っ
た
と
読
み
取
る
と
と
が
で
き
る
（
第
5
図
下
段
）
。
と
れ
が
最
も
よ
く
見
か
け
る
タ
イ
プ
で
あ
る
が
、

と
の
ほ
か
、
叩
き
目
か
ら
推

定
さ
れ
る
叩
き
板
の
方
向
が
、
下
よ
り
、
斜
め
下
方
↓
水
平
↓
斜
め
上
方
と
変
る
も
の
、
水
平
↓
斜
め
上
方
と
変
化
す
る
も
の
も
多
少
認

め
ら
れ
る
。
以
上
す
べ
て
の
場
合
に
共
通
し
て
い
え
る
こ
と
は
、
叩
き
板
の
動
き
が
柄
の
方
に
要
を
置
い
た
扇
形
の
軌
跡
を
え
が
い
て
い

る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
叩
き
板
の
動
き
方
は
、

工
人
が
姿
勢
や
腕
の
位
置
を
な
る
べ
く
動
か
さ
な
い
で
、
し
か
も
、

で
き
る
だ
け

広
い
範
囲
を
叩
こ
う
と
す
る
際
、
自
然
に
生
じ
て
く
る
動
き
方
で
あ
っ
て
、
佐
原
翼
民
が
桶
巻
き
造
り
の
平
瓦
に
つ
い
て
、

の
円
弧
」
と
い
う
言
葉
で
表
現
し
て
い
る
叩
き
板
の
動
き
と
全
く
同
じ
性
質
の
も
の
で
あ
る
（
第
5
図）。

「
叩
き
締
め

瓦
の
場
合
が
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
、
須
恵
器
の
外
側
面
叩
き
自
に
も
す
べ
て
「
叩
き
締
め
の
円
弧
」
が
認
め
ら
れ
る
と
い
う
わ
け
で
は

な
い
。
特
に
、
小
型
の
費
や
壷
で
は
「
円
弧
」
の
あ
ら
わ
れ
方
が
微
弱
で
あ
る
。

「
円
弧
」
が
最
も
明
瞭
に
あ
ら
わ
れ
る
の
は
照
一
両
が
凹

0
セ
ン
チ
台
の
中
型
の
蜜
で
あ
る
。
中
型
の
裂
の
叩
き
目
を
よ
く
観
察
し
て
の
ち
小
型
の
蜜
や
壷
の
叩
き
目
を
見
る
と
、
「
円
弧
」
の
ど

の
部
分
が
器
面
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
か
を
読
み
取
れ
る
よ
う
に
な
る
。
い
か
な
る
理
由
に
よ
る
の
か
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
器
高
が
数
十

セ
ン
チ
に
達
す
る
大
型
の
習
で
は
、

か
え
っ
て
「
叩
き
締
め
の
円
弧
」
の
あ
ら
わ
れ
方
は
不
明
瞭
で
あ
る
。



〔横位平行線町き目〕〔縦位平行線叩き呂〕

須
十
必
然
の
叩
き
目
（
桃
山
）

須

恵

器

須
忠
則
研
の
「
叩
き
締
め
の
円
弧
」
と
瓦
の
そ
れ
と
が

相
違
す
る
点
は
、
瓦
で
は
下
よ
り
、
水
平
↓
斜
め
上
方

と
進
行
す
る
の
に
対
し
、
須
恵
器
で
は
斜
め
下
方
↓
水

瓦と須恵器にあらわれた「叩き締めの円弧」模式図

平
と
い
う
動
き
を
見
せ
る
例
が
圧
倒
的
に
多
い
こ
と
で

あ
る
。
乙
の
違
い
が
生
じ
た
の
は
、
製
作
中
の
土
器
が

工
人
の
体
に
対
し
て
瓦
よ
り
も
低
い
位
置
に
置
か
れ
て

〈

M
〉

い
た
た
め
で
あ
る
と
解
さ
れ
る
。

外
側
面
の
叩
き
自
の
最
下
部
に
は
、
叫
に
、
同
上
の

叩
き
目
と
は
方
向
を
具
に
す
る
正
縦
位
も
し
く
は
正
横

位
に
近
い
叩
き
自
を
見
る
こ
と
が
あ
る
。

乙
れ
は
「
叩

き
締
め
の
円
弧
」
の
法
則
だ
け
で
は
理
解
で
き
な
い
現

品
川
か
で
あ
る
が
、
胴

ω外
側
面
の
下
端
は
、
叩
き
板
を
斜

め
下
方
に
向
け
て
叩
く
と
叩
き
残
り
の
部
分
が
生
じ
ゃ

す
い
の
で
、

工
人
が
特
に
姿
勢
を
低
く
し
て
、
叩
き
板

第5図

を
水
平
方
向
に
向
け
な
が
ら
叩
き
を
お
こ
な
い
、

以
後

は
円
然
な
姿
勢
に
復
し
て
、
「
叩
き
締
め
の
円
弧
」
の

法
則
に
し
た
が
う
叩
き
絞
の
動
か
し
方
を
し
た
と
考
え

れ
ば
説
明
が
つ
く
。

須
忠
叩
空
軍
費
の
ほ
と
ん
ど
は
「
叩
き
締
め
の
円
弧
」

一
三
七



須
恵
器
の
叩
き
目
（
横
山
）

;¥ 

の
中
心
を
土
器
の
向
っ
て
左
側
に
持
つ
。
乙
れ
は
右
利
き
の
工
人
に
よ
っ
て
製
作
さ
れ
た
と
す
れ
ば
当
然
の
こ
と
で
あ
る
。
少
数
な
が
ら

見
ら
れ
る
と
こ
ろ
の
、

「
円
弧
」
の
中
心
を
向
っ
て
右
側
に
持
つ
土
器
は
、

一
応
、
左
利
き
の
工
人
の
作
と
考
え
ら
れ
る
が
、

乙
れ
を
断

定
す
る
に
は
、
出
現
頻
度
の
吟
味
等
の
手
続
が
必
要
で
あ
ろ
う
。

「
叩
き
締
め
の
円
弧
」
を
示
さ
な
い
で
、
側
面
の
平
行
線
叩
き
回
全
体

が
正
縦
位
あ
る
い
は
正
横
位
を
と
る
も
の
は
、
叩
き
目
の
方
向
を
そ
ろ
え
る
こ
と
に
つ
い
て
、

工
人
が
特
別
の
配
慮
を
し
た
も
の
と
考
え

ら
れ
る
。
ま
た
、

「
町
き
締
め
の
円
弧
」
を
示
す
も
の
で
も
、
叩
き
目
が
全
体
と
し
て
整
然
と
し
た
流
れ
を
え
が
く
も
の
は
、

工
人
が
自

然
の
手
の
動
き
に
ま
か
せ
て
叩
い
た
の
で
は
な
く
、
や
は
り
、
叩
き
板
の
方
向
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
乙
と
に
意
識
的
な
努
力
を
は
ら
っ

た
の
で
あ
ろ
う
。

以
上
述
べ
た
よ
う
に
、
瓦
に
つ
い
て
い
わ
れ
て
い
る
「
叩
き
締
め
の
円
弧
」
の
法
則
を
援
用
す
れ
ば
、
須
恵
器
の
外
側
面
に
お
け
る
叩

き
目
の
方
向
の
変
化
を
合
理
的
に
理
解
で
き
る
の
で
あ
る
が
、
乙
れ
は
平
行
線
叩
き
自
に
限
ら
ず
、
そ
れ
以
外
の
文
様
か
ら
成
る
叩
き
自

に
つ
い
て
も
当
て
は
ま
る
こ
と
で
あ
る
。
く
わ
し
く
は
述
べ
な
い
が
、
図
版
第
二

l
3
に
示
す
よ
う
に
、
格
子
状
文
か
ら
成
る
外
側
面
叩

き
自
に
も
「
叩
き
締
め
の
円
弧
」
が
明
瞭
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。

な
お
、
今
後
観
察
を
進
め
る
際
に
留
意
す
べ
き
点
と
し
て
、
側
面
二
重
叩
き
の
問
題
が
あ
る
。
平
安
末
期
と
推
定
さ
れ
る
魚
住
焼
の
蜜

（

げ

）

で
は
、
側
面
に
ま
ず
下
地
叩
き
を
施
し
、
さ
ら
に
そ
の
上
か
ら
方
向
の
違
う
仕
上
げ
叩
き
目
を
施
す
手
法
が
叫
ん
ら
れ
る
。
乙
の
よ
う
な
手

法
が
い
つ
に
は
じ
ま
る
か
は
明
ら
か
で
な
い
が
、
古
墳
時
代
終
末
期
以
降
、
奈
良
時
代
の
蜜
類
に
も
二
重
叩
き
の
形
述
を
と
ど
め
る
も
の

円
山
間
）

が
少
数
な
が
ら
見
ら
れ
る
。
そ
れ
以
前
の
時
代
の
も
の
に
は
、
ま
だ
明
確
な
二
重
叩
き
の
実
例
を
知
ら
な
い
が
、
今
後
も
そ
の
有
無
に
つ

い
て
は
注
意
を
は
ら
い
た
い
。

外
側
面
の
叩
き
自
に
つ
い
て
は
、
叩
き
の
進
行
方
向
や
、
全
面
に
つ
け
た
叩
き
目
の
上
に
さ
ら
に
部
分
的
に
叩
き
目
を
付
加
す
る
手
法

な
ど
、
追
求
す
べ
き
点
が
多
く
残
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
よ
う
な
一
叩
き
痕
単
位
の
観
察
を
必
要
と
す
る
問
題
に
つ
い
て
は
、
今
回
は
一

切
ふ
れ
な
い
こ
と
に
し
て
お
く
。



須
恵
器
の

mき
目
（
横
山
）

四
胴
部
底
面
の
叩
き
目

外
底
面
の
叩
き
目
は
、
従
来
の
発
掘
報
告

書
等
に
「
自
由
な
方
向
を
と
る
」
と
か
「
乱

矢印は叩きの進行JI珂序を示す

打
し
て
い
る
」
と
か
い
う
言
葉
で
表
現
さ
れ

て
い
る
よ
う
に
、
方
向
が
ま
ち
ま
ち
で
、
乱

雑
無
秩
序
な
も
の
と
見
な
さ
れ
て
き
た
。
し

か
し
、
く
わ
し
く
観
察
し
て
み
る
と
、
底
面

の
町
き
目
も
決
し
て
手
あ
た
り
次
第
に
つ
け

ら
れ
た
の
で
は
な
く
、

一
定
の
手
順
に
従
つ

て
施
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

底面叩き目模式図

そ
も
そ
も
外
底
面
の
叩
き
目
が
乱
雑
に
見

え
る
の
は
、
互
い
に
方
向
を
異
に
す
る
叩
き

目
の
群
が
複
雑
に
重
な
り
合
っ
て
い
る
た
め

で
あ
る
。
方
向
を
同
じ
く
す
る
叩
き
白
ご
と

第B図

に
一
括
し
て
ゆ
く
と
、
全
体
を
い
く
つ
か
の

群
に
分
解
す
る
乙
と
が
で
き
る
。

4
も
つ
ム
』

も
、
先
に
印
さ
れ
た
叩
・
き
目
が
の
ち
の

mき

自
に
よ
っ
て
消
さ
れ
る
と
と
も
あ
る
の
で
、

一
三
九



須
志
郎
耐
の
叩
き
目
（
横
山
）

四
0 

そ
れ
ぞ
れ
の
叩
き
目
群
の
本
来
の
範
囲
を
正
確
に
つ
き
と
め
る
乙
と
は
難
し
い
が
、
お
よ
そ
の
範
囲
を
推
定
す
る
と
と
は
可
能
で
あ
る
。

た
と
え
ば
図
版
第
三
に
か
か
げ
た
外
底
面
の
叩
き
目
は
、
の
ち
に
部
分
的
に
加
え
ら
れ
た
叩
き
目
を
無
視
す
る
と
、
第
6
図
の
よ
う
に
五

群
に
分
解
で
き
る
。

叩
き
目
群
の
布
置
は
幾
何
学
的
に
整
正
で
あ
る
と
は
い
い
難
い
が
、
全
く
秩
序
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
最
も
よ
く
遭
遇
す
る
タ
イ
プ

は
第
6
図
の
よ
う
に
、
底
面
の
中
央
を
中
心
と
し
、
周
囲
を
放
射
状
に
近
い
形
で
何
区
画
か
に
分
け
て
叩
い
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
隣
り

合
う
叩
き
自
の
群
は
互
い
に
大
幅
に
重
な
り
合
っ
て
い
る
の
で
、
た
い
て
い
の
部
分
は
二
回
以
上
、
違
っ
た
方
向
か
ら
の
叩
き
締
め
を
受

け
て
い
る
。
底
面
の
中
央
部
を
第
6
図
の
よ
う
に
叩
き
、
さ
ら
に
そ
の
周
囲
を
何
区
画
か
に
分
け
て
叩
く
も
の
も
見
受
け
る
。
多
く
の
例

に
つ
い
て
意
識
的
な
観
察
を
進
め
れ
ば
、
い
く
つ
か
の
類
型
を
区
別
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
る
が
、
筆
者
の
研
究
は
ま
だ
そ

と
ま
で
到
達
し
て
い
な
い
。

以
上
の
よ
う
な
底
面
叩
き
自
の
あ
り
方
は
、
底
の
叩
き
締
め
を
お
こ
な
う
に
当
っ
て
、
工
人
が
土
器
を
小
刻
み
に
回
転
し
な
か
っ
た
乙

と
を
示
し
て
い
る
。
大
型
品
は
別
と
し
て
、
底
の
叩
き
締
め
を
受
け
る
土
器
は
工
人
の
膝
と
片
腕
で
支
え
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
が
、
工
人

は
日
分
の
体
と
土
器
と
の
位
置
関
係
を
一
た
ん
定
め
る
と
、
そ
れ
を
な
る
べ
く
動
か
さ
な
い
で
作
業
を
進
め
よ
う
と
し
た
ら
し
い
。

？こ

ん
定
め
た
位
置
で
叩
き
や
す
い
部
分
を
叩
き
尽
く
し
、

そ
れ
以
上
叩
き
締
め
を
続
け
る
に
は
土
器
の
位
置
を
動
か
さ
ざ
る
を
得
な
い
状
態

は
じ
め
て
土
器
を
多
少
回
転
し
、
す
で
に
一
度
叩
い
た
部
分
か
ら
ま
だ
叩
い
て
い
な
い
部
分
に
ま
た
が
っ
て
叩
き

締
め
を
続
行
す
る
。
こ
の
よ
う
な
動
作
を
く
り
返
し
て
、
底
面
の
叩
き
締
め
を
お
乙
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
叩
き
締
め
の
進
行
方
向
に

つ
い
て
は
ま
だ
十
分
な
観
察
を
お
こ
な
っ
て
い
な
い
が
、
凶
版
第
三
の
土
器
は
第
6
図
に
矢
印
で
示
し
た
よ
う
に
、
底
面
か
ら
凡
て
逆
時

計
廻
り
に
叩
き
締
め
が
進
行
し
て
い
る
。

に
た
ち
い
た
っ
た
時
、五

胴
部
側
面
の
叩
き
目
と
底
面
の
叩
き
自
の
重
複
関
係



査
蜜
類
の
胴
に
見
ら
れ
る
側
面
叩
き
目
と
底
面
町
き
自
は
、
製
作
の
途
上
で
い
ず
れ
が
先
に
印
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
須
恵
器
の
叩

き
自
に
つ
い
て
意
識
的
な
観
察
を
は
じ
め
る
以
前
、
筆
者
は
漠
然
と
、
叩
き
締
め
の
作
業
は
土
器
の
下
部
か
ら
上
部
K
及
ぶ
も
の
と
想
像

し
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
、
実
物
の
叩
き
目
の
示
す
重
複
関
係
は
、
必
ず
し
も
そ
の
よ
う
な
想
像
と
は
合
致
し
な
い
の
で
あ
る
。
胴
の
側
面

叩
き
目
と
底
面
叩
き
目
が
重
複
し
て
い
る
部
分
に
つ
い
て
検
す
る
と
、
盛
や
中
型
・
小
型
の
蜜
で
は
、
側
面
叩
き
自
が
底
面
町
き
目
に
よ

っ
て
お
し
つ
ぶ
さ
れ
て
お
り
（
図
版
第
四

1
l上
よ
り
三
段
目
）
、

側
面
の
叩
き
締
め
が
底
面
の
叩
き
締
め
に
先
行
し
て
い
る
と
と
が
わ

か
る
。
乙
れ
に
つ
い
て
は
、

い
ま
だ
例
外
に
遭
遇
し
た
こ
と
が
な
い
。
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、

乙
の
先
後
関
係
は
外
面
の
叩
き
呂
ば
か
り

で
な
く
、
内
面
の
叩
き
自
に
つ
い
て
も
当
て
は
ま
る
。

叩
き
目
の
先
後
関
係
は
、
叩
き
目
と
表
面
調
整
痕
と
の
先
後
関
係
を
も
あ
わ
せ
考
え
る
乙
と
に
よ
っ
て
一
層
明
ら
か
と
な
る
。
査
や
中

・
小
型
の
蚤
で
は
、
叩
き
目
の
上
に
刷
毛
目
調
整
ゃ
な
で
な
ど
の
表
面
調
整
を
施
す
場
合
、
側
面
の
叩
き
締
め
に
ひ
き
つ
づ
い
て
側
面
の

表
川
調
整
を
お
こ
な
い
、
底
面
の
叩
き
締
め
は
あ
と
ま
わ
し
に
す
る
の
が
一
般
的
な
手
順
で
あ
る
。
い
い
か
え
れ
ば
、
側
面
と
底
面
の
叩

き
締
め
作
業
の
聞
に
、
側
面
の
表
面
調
整
の
工
程
を
は
さ
み
乙
ん
で
い
る
。
実
例
は
枚
挙
に
い
と
ま
が
な
い
。
図
版
第
四
｜
2
に
示
し
た

の
は
そ
の
一
例
で
あ
っ
て
、
側
面
叩
き
自
の
上
に
つ
け
た
刷
毛
目
を
底
而
叩
き
自
が
お
し
つ
ぶ
し
て
い
る
。
い
わ
ば
、
刷
毛
目
と
い
う
一

種
の
「
間
層
」
に
よ
っ
て
、
側
面
と
底
面
の
叩
き
目
の
先
後
関
係
が
明
示
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
こ
の
例
で
は
底
面
は
叩
き
放
し
で

あ
る
が
、
底
面
に
も
刷
毛
目
調
整
な
ど
を
お
乙
な
い
た
い
場
合
は
、
側
面
の
表
面
調
整
と
は
別
個
に
、
底
面
の
叩
き
締
め
終
了
後
、
底
面

の
表
面
調
整
を
お
こ
な
う
。
図
版
第
四

1
3
は
そ
の
実
例
で
あ
る
。
こ
の
土
器
で
は
、
側
面
叩
き
自
の
上
を
走
る
刷
毛
目
を
底
而
叩
き
日

が
お
し
つ
ぶ
し
、
さ
ら
に
そ
の
底
面
叩
き
目
の
上
を
別
の
刷
毛
目
が
走
っ
て
い
る
。

胴
の
側
面
の
叩
き
締
め
が
先
行
し
、
底
面
の
叩
き
締
め
が
あ
と
ま
わ
し
に
さ
れ
る
と
い
う
事
実
は
、

一
μ不
思
議
な
ζ

と
の
よ
う
で
あ

の
ち
の
工
程
で
丸
底
に
叩
き
上
げ
た
と
考
え
れ
ば
説
明
は
つ
く
。
推
定
さ
れ

る
工
程
を
い
ま
少
し
詳
し
く
述
べ
る
と
、
ま
ず
、
胴
部
の
第
一
次
成
形
は
、
櫨
瞳
を
回
転
台
と
し
て
利
用
し
な
が
ら
、
粘
土
品
積
み
上
げ

る
が
、
醜
輔
の
盤
上
で
成
形
さ
れ
た
土
器
の
平
ら
な
底
を
、

須
恵
誌
の
叩
き
目
（
横
山
）

四
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第7図須窓器蜜の断面

五JL城宮（奈文研保管）矢印は第1

次成形時の側面と底面の境目と鍛
定される個所を示す

凹

の
技
法
に
よ
っ
て
お
こ
な
わ
れ

る
。
雛
輔
の
盤
上
で
成
形
さ
れ

る
か
ら
、
底
は
当
然
、
平
底
と

な
る
わ
け
で
あ
る
。

つ
ぎ
に
、

や
は
り
軸
瞳
を
回
転
台
と
し
て

利
用
し
な
が
ら
側
面
の
叩
き
締

め
を
お
こ
な
い
、
さ
ら
に
要
す

れ
ば
、
職
輔
の
回
転
力
を
利
用

し
な
が
ら
、
側
凶
叩
き
目
の
上
に
刷
毛
目
調
整
あ
る
い
は
な
で
を
施
す
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
機
櫨
上
で
お
こ
な
っ
た
方
が
都
合
の
よ
い

作
業
を
す
ま
せ
た
の
ち
、
土
器
を
轍
轍
か
ら
取
り
は
ず
し
、
底
面
の
叩
き
締
め
を
お
こ
な
う
。
そ
の
際
、
最
初
平
底
に
作
ら
れ
て
い
た
底

部
は
、
叩
き
締
め
に
よ
っ
て
薄
く
延
ば
さ
れ
る
の
で
、
底
面
が
外
に
張
り
出
し
て
、
丸
底
と
な
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
さ
ら
に
必
要
が

あ
れ
ば
、
土
器
を
輔
輔
の
盤
上
に
倒
立
さ
せ
、
韓
瞳
の
回
転
力
を
利
用
し
な
が
ら
底
部
の
表
面
調
整
を
お
と
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

須
恵
器
を
観
察
し
慣
れ
た
研
究
者
は
す
で
に
気
付
い
て
お
ら
れ
る
乙
と
と
思
う
が
、
丸
底
を
持
つ
須
恵
器
の
壷
蜜
の
断
面
を
見
る
と
、

底
近
く
を
め
ぐ
っ
て
器
壁
が
や
や
厚
い
部
分
が
あ
り
、
そ
れ
よ
り
下
方
で
は
ま
た
急
に
厚
み
が
減
っ
て
、
底
は
薄
く
仕
上
げ
ら
れ
て
い
る

の
が
普
通
で
あ
る
（
第
7
図）。

筆
者
は
、

乙
の
底
近
く
で
器
壁
が
や
や
厚
く
な
っ
て
い
る
部
分
が
、
機
轍
上
で
お
こ
な
わ
れ
た
第
一
次
成

形
の
際
、
胴
部
の
側
面
の
下
端
で
あ
っ
た
個
所
に
当
る
の
で
あ
ろ
う
と
考
え
て
い
る
。

胴
部
側
面
の
叩
き
締
め
作
業
が
底
面
の
叩
き
締
め
作
業
に
先
行
し
て
い
る
と
い
う
と
と
は
、
当
然
、
底
面
の
叩
き
締
め
に
と
り
か
か
る

以
前
に
、
胴
部
会
体
の
第
一
次
成
形
が
終
っ
て
い
た
と
と
を
意
味
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
底
面
の
叩
き
締
め
は
、
胴
部
上
端
の
開
口
部
か

ら
当
て
具
を
握
っ
た
手
を
さ
し
入
れ
て
お
乙
な
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
土
器
が
さ
ほ
ど
大
き
く
な
い
場
合
は
問
題
な
い
が
、
胴
の
高
さ



が
あ
る
限
度
を
越
え
る
と
、

胴
上
端
の
開
口
部
か
ら
手
を
さ
し
入
れ
た
の
で
は
、

当
て
具
を
底
面
に
と
ど
か
せ
る
と
と
が
不
可
能
に
な

る
。
須
悲
器
の
蜜
の
な
か
に
は
、
明
ら
か
に
そ
の
よ
う
な
限
度
を
越
え
た
大
き
さ
の
も
の
が
あ
る
の
で
、

そ
の
よ
う
な
大
型
品
で
も
、
果

し
て
胴
部
側
面
の
町
き
締
め
が
底
面
の
そ
れ
に
先
行
し
て
い
る
か
否
か
を
点
検
す
る
必
要
が
あ
る
。
器
高
数
十
セ
ン
チ
以
上
の
大
窪
は
、

古
墳

ω墳
任
部
か
ら
の
出
土
例
が
し
だ
い
に
増
え
つ
つ
あ
る
が
、
そ
れ
等
を
適
切
な
方
向
に
回
転
し
、
適
切
な
光
線
状
態
で
観
察
す
る
機

会
に
恵
ま
れ
る
こ
と
は
必
ず
し
も
容
易
で
は
な
い
。
そ
の
た
め
、
今
日
ま
で
に
、
上
記
の
よ
う
な
観
点
か
ら
筆
者
が
実
査
し
得
た
大
聾
の

数
は
ご
く
わ
ず
か
で
あ
る
。
そ
の
な
か
で
も
、
叩
き
自
の
残
り
方
が
良
好
で
、
重
複
関
係
を
確
認
で
き
た
の
は
、
福
岡
県
小
田
茶
日
山
古

墳
出
土
品
（
凶
版
第
五
）
等
の
数
例
で
あ
る
。
こ
れ
等
の
大
聾
で
は
、
底
面
の
叩
き
目
が
側
面
の
叩
き
自
に
先
行
し
て
つ
け
ら
れ
て
い
る

乙
と
、
す
な
わ
ち
、
中
・
小
の
蜜
と
は
逆
に
底
聞
の
叩
き
締
め
を
終
っ
て
か
ら
側
面
の
叩
き
締
め
を
お
と
な
っ
て
い
る
と
と
が
認
め
ら
れ

円
四
）

た
（
問
版
畑
山
・
k
l下
）
。
利
用
で
き
た
資
料
は
ご
く
わ
ず
か
で
あ
る
が
、
胴
部
底
面
の
叩
き
締
め
が
側
而
の
そ
れ
に
先
行
す
る
乙
と
は
理
論

的
に
も
叶
然
の
こ
と
で
あ
る
の
で
、
大
型
裂
に
共
通
す
る
一
般
的
原
則
と
見
て
よ
か
ろ
う
。
お
そ
ら
く
、
大
型
聾
の
場
合
は
轍
輸
を
使
わ

ず
、
最
初
か
ら
底
を
九
底
と
し
、
粘
土
乾
燥
の
た
め
の
適
当
な
休
止
を
は
さ
み
な
が
ら
、
粘
土
帯
積
み
上
げ
と
叩
き
締
め
の
作
業
を
交
互

に
く
り
返
し
て
、
成
形
を
お
こ
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

中
・
小
型
の
賓
と
大
型
の
聾
と
で
胴
部
の
叩
き
締
め
の
手
順
が
反
対
に
な
っ
て
い
る
と
す
る
と
、
具
体
的
に
、
ど
の
く
ら
い
の
大
き
さ

の
土
器
を
墳
と
し
て
手
順
の
逆
転
が
お
こ
っ
て
い
る
だ
ろ
う
か
。
と
の
点
に
つ
い
て
は
、
ま
だ
は
っ
き
り
し
た
境
界
線
を
指
摘
で
き
る
だ

け
の
デ
l
タ
を
持
ち
A

合
せ
て
い
な
い
。
た
だ
、
胴
高
四
五
セ
ン
チ
前
後
の
土
器
で
側
而
叩
き
締
め
が
底
面
叩
き
締
め
に
先
行
す
る
も
の
が

円

引

〉

一
方
、
佐
賀
県
藤
付
三
号
墳
出
土
の
聾
は
胴
高
四
五
セ
ン
チ
で
あ
る
が
、
底
面
叩
き
締
め
が
側
面
叩
き
締
め
に
先
行
す
る

ぺ
よ
）
う
1
ノ
、

カ
f
i
d－

の
で
、
お
よ
そ
こ
の
れ
，
出
の
大
き
さ
を
境
界
と
し
て
手
順
が
逆
転
す
る
の
で
は
な
い
か
と
予
測
し
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
胴
高
四
五

セ
ン
チ

ω裂
で
は
上
脚
ま
で
土
器
の
中
に
さ
し
入
れ
な
い
と
、
手
に
掘
っ
た
当
て
れ
ハ
を
内
底
而
に
と
ど
か
せ
る
ζ

と
は
で
き
な
い
。
そ
こ

ま
で
深
く
手
を
土
器
の
中
に
さ
し
入
れ
る
と
、
叩
き
板
で
叩
い
て
い
る
局
部
を
工
人
が
直
接
、
限
で
見
る
乙
と
が
で
き
な
く
な
る
。
そ
れ

須
泌
総
の
叩
き
目
〈
桃
山
）

一
四
三
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忠
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一
凹
凶

で
も
底
耐
の
叩
き
締
め
作
業
が
可
能
で
あ
っ
た
の
か
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
筆
者
は
い
さ
さ
か
の
不
安
を
感
じ
て
い
る
。
あ
る
い
は
筆
者

の
観
察
や
考
え
方
に
誤
り
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、

一
応
、
見
た
ま
ま
考
え
た
ま
ま
を
述
べ
て
お
く
。

お

わ

り

こ
の
論
文
は
、
須
恵
器
の
叩
き
目
の
器
面
に
お
け
る
あ
り
方
を
、
製
作
過
程
と
関
係
さ
せ
な
が
ら
理
解
し

よ
う
と
試
み
た
も
の
で
あ
る
。
最
初
の
試
み
で
あ
る
の
で
、
大
筋
を
示
す
程
度
に
と
ど
ま
っ
た
が
、
と
の
よ
う
な
技
法
分
析
を
さ
ら
に
深

冒
頭
に
も
記
し
た
よ
う
に
、

め
て
ゆ
け
ば
、
従
来
の
方
法
で
は
と
り
出
せ
な
か
っ
た
時
代
的
・
地
域
的
特
徴
を
明
ら
か
に
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
る
。

本
杭
で
筆
者
が
最
も
強
調
し
た
か
っ
た
の
は
、
須
恵
掠
の
丸
底
の
壷
裂
は
、
原
則
と
し
て
、

一
た
ん
一
千
底
に
成
形
さ
れ
、
の
ち
の
工
程

で
丸
底
に
叩
き
上
げ
ら
れ
る
こ
と
、
例
外
と
し
て
、
大
型
の
裂
は
最
初
か
ら
丸
底
の
形
で
成
形
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。

ζ

の
製
作
の
手
．
順

を
念
一
叫
に
置
か
な
い
と
、
叩
市
川
に
お
け
る
叩
き
自
の
あ
り
ガ
を
正
し
く
読
み
取
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

一
た
ん
平
底
に
作
っ
た
も
の
を
丸
底
に
叩
き
上
げ
る
と
い
う
と
と
は
奇
異
に
感
じ
ら
れ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
世
界
各
地
に
現
存
す
る

伝
統
的
な
土
器
製
作
法
を
参
照
す
れ
ば
、
決
し
て
例
外
的
な
製
作
法
で
な
い
こ
と
が
わ
か
る
。
叩
き
締
め
の
工
程
に
お
け
る
土
器
の
変
形

は
想
像
以
上
の
も
の
で
あ
っ
て
、
第
一
次
成
形
品
と
全
く
違
っ
た
形
に
叩
き
上
げ
ら
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
は
な
は
だ
し
い
場
合
は
、
底
の

（

包

）

無
い
円
筒
形
の
粗
型
を
叩
い
て
丸
底
の
土
需
を
作
り
あ
げ
る
。
た
と
え
ば
イ
ン
ド
で
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
伝
統
的
な
土
器
製
作
法
で
は
、

ま
ず
轍
輔
の
回
転
力
を
利
用
し
て
底
の
無
い
第
一
次
成
形
品
（
第
8
図
内
側
）
を
挽
き
出
し
、
こ
れ
を
鵬
械
か
ら
は
ず
し
て
暫
時
乾
燥
し
た

の
ち
叩
き
締
め
を
お
こ
な
う
。
叩
き
締
め
の
工
程
で
底
の
孔
は
し
だ
い
に
縮
小
し
て
ふ
さ
が
れ
て
し
ま
い
、
ふ
っ
く
ら
と
し
た
胴
の
丸
底

の
部
形
（
第
8
関
外
側
）
が
で
き
上
が
る
。
完
成
品
の
上
に
第
一
次
成
形
品
の
面
影
が
残
っ
て
い
る
の
は
口
顎
部
だ
け
で
あ
っ
て
、
そ
の
他

の
部
分
は
似
て
も
似
つ
か
ぬ
形
に
変
っ
て
し
ま
う
。
完
成
品
、
だ
け
を
見
れ
ば
、
乙
れ
が
無
底
の
粗
型
か
ら
叩
き
出
さ
れ
た
と
は
、
誰
も
想

像
で
き
な
い
よ
う
な
変
り
方
で
あ
る
。
イ
ン
ド
の
例
で
は
第
一
次
成
形
を
磯
櫨
水
挽
き
で
お
こ
な
う
が
、
中
国
雲
南
行
に
住
む
僚
族
は
粘
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第8図 内側一策1次成形品外側一完成品

(Dumont氏報告より〉
叩き締めの効果

土
叫
杭
み
上
げ
の
技
法
で
底
の
無
い
円
筒
形
の
粗
型
を
作
り
、
乙

円

nv

れ
を
叩
い
て
丸
底
の
土
問
掃
に
仕
上
げ
る
。
筆
者
は
一
時
、
日
木
の

須
忠
器
の
浪
費
も
底
の
無
い
粗
型
か
ら
叩
き
出
さ
れ
た
の
で
は
な

い
か
と
疑
っ
た
と
と
が
あ
る
。
し
か
し
、
須
忠
岡
市
の
場
合
は
、
第

一
次
成
形
の
際
に
底
部
と
側
壁
の
境
目
で
あ
っ
た
と
推
定
さ
れ
る

あ
た
り
に
粘
土
を
接
合
し
た
痕
跡
の
残
っ
て
い
る
乙
と
が
あ
る
の

で
、
第
一
次
成
形
品
に
も
底
が
あ
っ
た
と
見
る
べ
き
で
あ
る
。

須
恵
器
の
よ
う
に
、

一
た
ん
平
底
に
作
っ
た
も
の
を
丸
底
に
叩

き
上
げ
る
技
法
は
、
や
は
り
中
図
書
南
省
の
僚
族
が
お
こ
な
っ
て

円
割
〉

い
る
伝
統
的
な
土
器
製
作
法
の
な
か
に
見
ら
れ
る
。

乙
の
場
合

は
、
ま
ず
原
始
的
な
醜
櫨
の
盤
上
で
、
粘
土
帯
積
み
上
げ
の
技
法

に
よ
っ
て
円
筒
形
平
底
の
粗
型
を
作
り
、

口
縁
部
の
み
は
轍
櫨
の

回
転
力
を
利
用
し
て
仕
上
げ
る
。
つ
い
で
、
輔
櫨
の
盤
上
で
円
筒

形
の
粗
型
の
側
面
を
叩
き
、

ふ
く
ら
み
の
あ
る
腹
部
を
作
り
上
げ

た
の
ち
（
第
9
図

a
）
、
土
器
を
磯
轍
か
ら
は
ず
し
て
乾
燥
さ
せ
、
半
乾
き
の
時
に
底
を
叩
い
て
平
底
を
丸
底
と
す
る
（
第
9
図
b
）
。
と

の
工
程
は
、
細
部
に
相
違
は
あ
る
も
の
の
、
基
本
的
に
は
先
に
筆
者
が
日
本
の
須
恵
訴
に
つ
い
て
推
定
し
た
工
程
と
同
じ
で
あ
る
。

叩
き
目
の
あ
り
方
か
ら
見
る
と
、
朝
鮮
三
国
時
代
の
陶
質
土
器
も
須
恵
器
と
同
様
な
工
杭
を
と
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
一
例
を
あ
げ
る

と
、
第
叩
閣
は
長
崎
県
対
島
大
将
軍
山
石
棺
基
出
土
の
百
済
系
と
さ
れ
て
い
る
短
期
双
耳
畿
の
町
き
目
で
あ
持
。
と
の
査
は
胴
部
側
面
に

組
府
文
叩
き
目
を
右
上
り
の
斜
め
縦
位
に
印
し
、
そ
の
上
に
箆
拙
き
の
平
行
線
文
を
め
ぐ
ら
す
。
こ
の
箆
拙
き
文
は
器
而
に
時
計
廻
り
の

抗
出
泌
総
の
叩
き
目
（
桃
山
）

四
五



須
恵
器
の
叩
き
目
（
杭
山
）

b 

中国雲南省僚族の土器製作状況（張季氏報告より）

a 

第自図

一
四
六

螺
旋
状
に
え
が
か
れ
て
い
て
、
箆
描
き
施
文
ま
で
の
工
程
が
回
転
台
あ
る
い

は
轍
輔
の
上
で
な
さ
れ
た
と
と
を
示
し
て
い
る
。
底
面
は
数
方
向
か
ら
叩
き

締
め
、
底
面
叩
き
目
は
側
面
叩
き
目
と
箆
描
き
の
線
を
お
し
つ
ぶ
し
て
い

る
。
と
れ
等
す
べ
て
の
特
徴
は
、

日
本
の
須
恵
器
の
叩
き
目
の
器
面
に
お
け

る
あ
り
方
と
全
く
同
じ
で
あ
る
。
須
恵
器
の
底
面
叩
き
出
し
の
技
法
は
、
直

接
に
は
朝
鮮
か
ら
伝
来
し
た
も
の
で
あ
る
と
と
が
了
解
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
な
が
ら
、
朝
鮮
の
陶
質
土
器
は
、
丸
底
の
形
を
と
る
も
の
で
も
い

く
ぶ
ん
平
底
の
趣
を
践
し
、
安
定
が
よ
い
。
な
か
に
は
上
げ
底
風
の
も
の
も

あ
る
。
こ
れ
に
く
ら
べ
る
と
、
日
本
の
古
墳
時
代
須
恵
器
は
完
全
な
丸
底
の

も
の
が
多
く
、
安
定
が
悪
い
。
輔
輔
あ
る
い
は
平
ら
な
台
の
上
で
第
一
次
成

形
を
お
と
な
う
と
、
当
然
平
底
の
組
型
が
で
き
、
そ
の
底
を
叩
き
締
め
る
と

底
面
が
張
り
出
し
て
く
る
と
と
は
避
け
難
い
が
、
必
ず
し
も
日
本
の
須
想
器

の
よ
う
な
完
全
な
丸
底
に
仕
上
げ
る
必
要
は
な
い
。
須
恵
器
の
壷
聾
の
底
が

特
に
丸
味
を
帯
び
て
い
る
の
は
、
須
恵
器
製
作
技
術
の
日
本
化
の
過
程
で
お

と
っ
た
現
象
で
あ
り
、
日
本
人
に
よ
る
選
択
の
結
果
で
あ
忍
。
お
そ
ら
く
、

須
恵
器
伝
来
当
時
の
日
本
人
が
、
丸
底
の
土
師
器
を
使
い
慣
れ
て
い
た
こ
と

と
関
係
が
あ
る
の
で
あ
ろ
う
。

本
稿
を
草
す
る
に
当
つ
て
は
、
多
く
の
方
々
か
ら
助
言
を
い
た
だ
き
、
ま

た
資
料
の
調
査
に
つ
い
て
援
助
を
得
た
。
特
に
お
世
話
に
な
っ
た
方
を
記
す



百済系土器の叩き目

対馬大将軍山
（東京国立博蔵）

第1目図

と
、
岩
瀬
市
信
、
岡
内
三
員
、
岡
崎
敬
、

小
田
宮
士
雄
、
近
藤
義
郎
、
佐
田
茂
、

佐
原
田
降
、
高
島
忠
平
、
巽
淳
一
郎
、
回

辺
昭
三
、
楢
崎
彰
一
、
西
田
直
、
西
谷

正
、
束
中
川
忠
美
、
松
本
豊
胤
、
三
島

格

木
村
豪
球
、

辺正
I] 

村
井
市
雄
、

勉
、
柳
田
康
雄
、
弓
場
紀
知
、
吉
田
恵

二
、
渡
辺
正
気
の
諸
氏
で
あ
る
。
問
芸

家
金
子
認
氏
に
は
叩
き
技
法
の
実
演
を
お
願
い
し
た
う
え
、
執
劫
な
質
問
に
快
く
答
え
て
い
た
だ
い
た
。
最
後
に
、
資
料
の
閲
覧
や
写
真

の
掲
載
に
便
立
を
は
か
つ
て
い
た
だ
い
た
東
京
国
立
博
物
館
、
京
都
大
学
文
学
部
博
物
館
、
京
都
市
埋
蔵
文
化
財
研
究
所
、
奈
良
国
立
文

化
財
研
究
所
、
岡
山
大
学
考
古
学
研
究
室
、
九
州
歴
史
資
料
館
、
福
岡
市
立
歴
史
資
料
館
、
北
九
州
市
立
歴
史
博
物
館
、
北
九
州
市
埋
蔵

文
化
財
調
査
室
、
兵
庫
県
、
香
川
県
、
愛
媛
県
、
福
岡
県
、
福
岡
市
、
久
留
米
市
、
佐
賀
県
、
熊
本
県
の
各
教
育
委
員
会
、
大
阪
府
東
奈

良
泣
跡
調
公
会
、
な
ら
び
に
講
談
社
に
謝
意
を
表
す
る
。

〔
付
記
〕
本
論
文
は
昭
和
五
十
四
年
度
文
部
省
科
学
研
究
費
（
一
般
・

B
）
に
よ
る
「
刷
毛
目
技
法
を
中
心
と
し
た
土
器
製
作
技
術
史
の
再
検
討
」
の
成

果
で
あ
る
。

〔註〕
（

l
）
 

問
辺
昭
三
一
『
陶
邑
古
宮
市
此
群
』

I
（
『
研
究
論
集
』
第
一

O
号

（
『
大
阪
府
文
化
財
調
査
報
告
主
官
』
第
二
八
・
二
九
・
三
O
輯

平
安
学
園
教
育
研
究
会
一
九
六
六
）
、
中
村
浩
ほ
か
『
陶
邑
』

I
・
1
・
E

一
九
七
六
・
七
八
・
七
八
）
。

須
恵
器
の
叩
き
目
（
桃
山
）

一
四
七



須
山
山
以
の
叩
き
目
（
桃
山
）

四
A 

（2
）
弥
生
式
土
法
・
古
式
土
附
訴
に
つ
い
て
は
、
都
出
比
呂
志
「
古
制
出
現
前
夜
の
集
団
関
係
」
（
『
考
古
学
研
究
』
第
二

O
巻
第
四
サ
一
九
七
四
）

関
川
尚
功
「
機
内
地
方
の
古
式
土
師
探
」
（
石
野
博
信
・
関
川
尚
功
『
纏
向
』
桜
井
市
教
委
一
九
七
六
）
。
瓦
に
つ
い
て
は
、
原
口
正
ゴ
了
佐

川
出
兵
「
瓦
類
」
（
『
船
橋
遺
跡
の
遺
物
の
研
究
』
平
安
学
問
考
古
ク
ラ
ブ
一
九
五
七
）
、
佐
原
真
「
平
川
桶
品
佳
作
り
」
（
『
考
古
学
雑
誌
』
知

五
八
巻
第
二
号
一
九
七
二
）
な
ど
。

（3
）
脱
の
よ
う
な
小
型
の
援
の
な
か
に
は
、
外
底
面
に
掌
を
w
J
て
、
胴
の
開
口
部
か
ら
棒
状
の
辺
久
を
さ
し
こ
ん
で
氏
を
叩
き
締
め
た
と
考
え
ら
れ
る

も
の
が
あ
る
。
こ
の
場
合
に
は
、
道
具
は
一
つ
で
よ
い
。

（4
）
金
子
認
氏
の
直
接
の
教
示
に
よ
る
。

（5
）
柏
崎
彰
一
氏
の
教
一
不
に
よ
る
。
発
抑
調
査
の
出
土
日
川
と
し
て
は
、
岐
阜
市
老
制
一
号
室
…
山
土
品
ハ
『
老
測
古
窯
群
発
掘
調
査
概
報
』
岐
阜
市
教
委

一
九
七
八
〕
等
が
あ
る
。
い
ず
れ
も
茸
形
。
採
集
川
と
し
て
は
、
以
前
か
ら
小
川
栄
一
氏
収
集
品
が
知
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
の
ほ
か
に
占
美
術
市

川
引
に
流
出
し
た
も
の
が
数
個
あ
る
。
ほ
と
ん
ど
が
茸
形
品
で
、
石
鹸
形
日
叩
は
小
川
氏
収
集
川
問
中
に
二
例
あ
る
の
み
で
あ
る
。

な
お
、
福
岡
以
宮
の
前
遺
跡
発
見
の
茸
形
土
製
品
〔
『
宮
の
前
遺
跡
（
A
I
D地
点
）
』
福
岡
県
労
住
協
一
九
七
一
三
三
氏
以
下
第
五

閃
〕
を
弥
生
式
土
明
得
用
の
当
て
具
と
見
る
一
局
倉
洋
彰
氏
等
の
意
見
は
従
う
べ
き
で
あ
る
。
弥
生
式
土
法
・
土
陶
器
を
出
す
福
岡
県
東
郷
遺
跡
の
報

告
〔
『
東
郷
遺
跡
群
』
日
本
住
宅
公
団
一
九
六
七
第
六
三
図
〕
に
、
格
子
状
文
を
刻
す
る
茸
形
当
て
只
ら
し
い
も
の
が
図
示
さ
れ
て
い
る
ζ

と
を
西
谷
正
氏
の
教
示
で
知
っ
た
が
、
本
文
に
こ
れ
に
関
す
る
記
述
が
な
い
の
で
詳
細
は
不
明
。

（6
）
一
九
七
八
年
、
愛
媛
県
調
査
。
調
査
担
当
者
で
あ
る
長
井
数
秋
氏
等
の
ど
好
意
に
よ
り
実
見
で
き
た
。

（7
）
京
奈
良
遺
跡
調
査
会
調
査
。

（8
）
版
日
正
三
・
佐
原
真
「
瓦
類
一
（
『
船
橋
遺
跡
の
遺
物
の
研
究
』
平
安
学
園
考
古
ク
ラ
ブ
一
九
五
七
）
、
田
辺
昭
三
「
陶
邑
古
窯
枇
群
』

I

（
『
研
究
論
差
第
一

O
号
平
安
学
園
教
育
研
究
会
一
九
六
六
）
三
九
頁
以
下
な
ど
。

（9
）
中
川
別
代
の
『
天
工
関
包
に
、
大
盗
は
上
下
に
二
分
割
し
て
成
形
し
、
「
木
槌
」
で
叩
い
て
接
合
す
る
と
記
す
。
現
行
刊
本
指
図
に
は
制
を
別

木
と
し
た
丁
字
形
の
金
槌
様
の
槌
を
え
が
く
が
、
こ
れ
が
ど
ζ

ま
で
真
を
伝
え
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
出
0
5
5
m
f
河
口
色
色
町
り

λ
v
y
E白
山
件

当
o
岳
3
5
ω
戸
出
向
・
間
お
に
の
せ
る
大
謹
製
作
用
の
叩
き
具
は
、
叩
き
板
と
い
う
よ
り
「
槌
」
で
あ
る
が
、
級
槌
の
類
に
腐
し
一
木
作
り
で

あ
る
。

（
叩
）

（

U
）
 

『
池
の
上
墳
墓
群
』
（
『
甘
木
市
文
化
財
調
査
報
告
書
』
第
五
集
一
九
七
九
）
第
一
二
九
図
。

一
九
七
九
年
、
兵
庫
県
教
委
調
査
。
土
法
に
つ
い
て
は
発
掘
担
当
者
大
村
敬
通
氏
の
教
一
不
に
よ
る
。



（
ロ
）
側
面
に
検
位
平
行
線
叩
き
目
を
印
す
る
須
恵
器
は
、
福
岡
県
木
塚
遺
跡
出
土
日
開
〔
『
木
塚
遺
跡
』
（
『
久
留
米
市
文
化
財
調
査
報
告
書
』
第
一
四

集
一
九
七
七
）
第
一
七
図
一
一
〕
、
香
川
県
喜
兵
衛
島
七
号
墳
出
土
口
問
〔
喜
兵
衛
島
調
査
団
「
謎
の
師
楽
式
」
（
『
歴
史
評
論
』
七
二
号
一
九

五
六
）
第
一
一
図
一
一
〕
な
ど
、
古
墳
時
代
終
末
期
以
前
に
も
例
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
が
、
少
数
で
あ
る
。
北
部
九
州
で
は
、
福
岡
県
白
萩
横
穴

群
出
土
日
間
〔
「
白
萩
横
穴
群
』
（
『
北
九
州
市
文
化
財
調
査
報
告
書
』
第
三
二
集
一
九
七
九
）
第
一
三
図
四
七
・
四
八
〕
、
岡
県
池
田
横
穴
群

第
一
七
号
横
穴
群
前
庭
前
土
日
間
〔
『
池
田
横
穴
群
』
飯
塚
市
教
委
一
九
七
八
第
三
三
図
〕
、
岡
県
大
行
事
総
穴
群
出
土
口
町
〔
『
大
行
事
横
穴

鮮
』
（
『
大
任
町
文
化
財
調
査
報
告
書
』
第
三
集
一
九
七
九
）
第
三
六
図
一

O
八
〕
な
ど
、
古
墳
時
代
終
末
期
以
降
の
遺
跡
の
出
土
品
に
例
が

多
ぃ
。
と
の
種
の
土
器
を
特
に
数
多
く
出
し
て
い
る
の
は
福
岡
県
沖
ノ
島
祭
抱
迭
跡
〔
沖
ノ
島
第
三
次
調
査
隊
『
宗
像
沖
ノ
島
』
宗
像
大
社
復
興

期
成
会
一
九
七
九
〕
で
あ
る
。
同
遺
跡
出
土
の
叩
き
目
の
あ
る
須
盲
一

4

器
は
、
ほ
と
ん
ど
横
位
平
行
線
叩
き
目
を
印
す
る
。
ま
た
、
同
種
土
器
の

窯
跡
は
福
岡
県
宗
像
町
に
あ
る
と
い
う
〔
前
掲
『
宗
像
沖
ノ
島
』
四
四
九

t
四
五

O
頁
〕
。
横
位
平
行
線
叩
き
目
を
印
す
る
須
恵
器
は
、
地
域
に

よ
っ
て
出
現
頻
度
に
差
が
あ
り
、
現
在
の
と
こ
ろ
、
北
部
九
州
以
外
の
地
で
は
出
土
例
が
少
な
い
。
平
城
京
で
は
、
左
京
一
条
三
坊
の
溝
（
S
D

四
八
五
）
か
ら
出
土
し
た
和
銅
の
紀
年
墨
書
を
有
す
る
広
口
密
〔
『
平
城
宮
発
抑
調
査
報
止
己
羽
（
『
奈
良
国
立
文
化
財
研
究
所
学
報
』
第
二
三

冊
一
九
七
四
）
図
版
六
五
｜
一
に
墨
書
部
分
の
み
写
真
を
掲
載
〕
が
現
在
の
と
こ
ろ
初
出
で
あ
る
が
、
類
例
は
少
な
い
。
回
辺
昭
三
氏
に
よ
る

と
、
平
安
京
で
も
皆
無
で
は
な
い
が
、
き
わ
め
て
少
数
。
大
阪
府
陶
邑
窯
跡
群
で
は
、
操
業
の
全
期
聞
に
わ
た
り
乙
の
種
の
叩
き
目
を
印
す
る
土

器
を
生
産
し
て
い
な
い
。
た
だ
し
、
平
安
時
代
末
期
以
降
に
各
地
で
作
ら
れ
た
須
恵
器
系
の
焼
物
に
は
横
位
平
行
線
叩
き
目
が
目
立
つ
。
横
位
平

行
線
叩
き
自
の
消
長
に
つ
い
て
は
、
本
稿
の
主
一
題
か
ら
や
や
離
れ
る
の
で
、
さ
ら
に
調
査
を
進
め
て
、
別
稿
に
お
い
て
詳
述
し
た
い
。

（
臼
）
乙
の
点
に
つ
い
て
は
縦
察
が
不
十
分
で
あ
る
の
で
、
確
言
を
避
け
た
い
。

（M
）
中
山
平
次
郎
氏
が
「
祝
部
式
弥
生
式
土
器
」
と
仮
称
し
た
土
器
で
あ
る
。
同
氏
「
祝
部
式
の
圧
痕
を
示
せ
る
弥
生
式
土
器
」
（
『
考
古
学
』
第
五

巻
第
七
号
一
九
三
四
）
参
照
。
沖
ノ
島
出
土
口
聞
に
つ
い
て
は
、
沖
ノ
島
第
一
次
調
査
隊
『
沖
ノ
島
』
宗
像
大
社
復
興
期
成
会
一
九
五
八
二

二
O
氏
以
下
の
記
述
、
同
第
三
次
調
査
隊
『
宗
像
沖
ノ
島
』
向
上
期
成
会
一
九
七
九
巻
頭
原
色
凶
版
政
、
図
版
八
四
一

2
三
な
ど
を
見

ょ
。
類
似
の
土
器
は
、
最
近
、
福
岡
県
下
の
古
培
、
海
岸
遺
跡
等
か
ら
の
出
土
例
が
増
え
つ
つ
あ
り
、
な
か
に
は
、
製
域
土
器
と
推
定
さ
れ
る
も

の
も
含
ま
れ
て
い
る
。

（
日
）
註
2
に
か
か
げ
た
瓦
に
関
す
る
論
文
。

（
国
）
佐
原
真
氏
は
、
註
2
に
か
か
げ
た
瓦
に
関
す
る
論
文
で
、
製
瓦
用
の
回
転
台
な
い
し
磯
糠
は
、
工
人
の
体
に
対
し
て
比
較
的
高
い
位
置
に
あ
っ
た

と
推
定
し
て
い
る
。

須
志
川
市
の
叩
き
目
（
桃
山
）

一
四
九



須
泌
総
の
叩
き
目
（
横
山
〉

五
0 

（
口
）
訪
日
に
同
じ
。

（
四
）
た
と
え
ば
福
岡
県
沖
ノ
島
五
号
遺
跡
出
土
護
〔
沖
ノ
島
三
次
調
査
隊
『
宗
像
沖
ノ
島
』
宗
像
大
社
復
興
期
成
会

城
宮
主
馬
寮
井
戸
（
S
E六
二
ハ
六
）
出
土
嚢
。

（
四
）
『
小
田
茶
臼
塚
古
墳
』
（
『
甘
木
市
文
化
財
調
査
報
告
』
第
四
集
一
九
七
九
）
図
版
三
二
｜
四
、
第
三

C
図。

（
却
）
火
刑
一
懇
に
も
胴
部
の
側
面
叩
き
目
と
、
底
面
叩
き
目
と
の
区
別
が
あ
る
。
大
型
建
の
底
を
叩
き
締
め
る
際
に
は
、
土
器
を
裏
返
し
ま
た
は
紘
倒
し

と
し
、
側
面
を
叩
き
締
め
る
際
に
は
、
土
器
を
正
立
さ
せ
て
作
業
を
お
こ
な
っ
た
と
推
定
す
る
。

（
幻
）
一
九
七
八
年
、
佐
賀
県
教
委
調
査
。

（沼）

U
E
5
0ロ
F
円、・
2
〉

H
N
O
E
R
E

－uz
m，g
E
B
o
h
ω
o
E
F
E門
店
釦
ロ
司

0
7
2田
玄
ロ

m・2

』
has－
Z印
N岨

H
N
H
・
お
よ
び
こ
の
報
文
に
対
す
る

。－Mom
－
t
〉・

s
c
oミ
g
B
E
g
g』

h
Q
S
u
s
g句
苫
－

（
幻
）
林
戸
「
主
南
僚
族
制
淘
術
調
査
」
（
『
考
古
』
一
九
六
五
年
第
一
二
期
）

（
処
）
張
本
ナ
「
西
双
版
納
僚
族
的
制
陶
技
術
」
（
『
考
古
』
一
九
五
七
第
九
期
）
。
な
お
、
李
仰
松
「
雲
南
省
一
九
狭
製
陶
紙
記
」
（
『
考
古
遁
訊
』
一

九
五
八
第
二
期
）
は
、
上
面
が
凹
ん
だ
原
始
的
な
台
を
使
う
叩
き
技
法
を
紹
介
し
て
い
る
。
こ
の
場
合
も
、
側
面
叩
き
締
め
は
底
面
叩
き
締
め

に
先
行
す
る
。

（
部
）
駒
井
和
愛
・
増
田
精
一
・
中
川
成
夫
・
曽
野
寿
彦
「
考
古
学
か
ら
鋭
た
対
応
」
（
『
対
馬
の
自
然
と
文
化
』
一
九
五
四
）
、
小
出
箆
士
維
「
西
日

本
発
見
の
百
済
系
土
器
」
（
『
古
文
化
談
叢
』
第
五
集
一
九
七
八
）
。

（
部
）
金
，

v

ナ
認
氏
の
実
演
か
ら
推
測
す
る
と
、
底
面
の
中
央
よ
り
も
そ
の
周
囲
を
強
く
叩
き
締
め
れ
ば
、
上
底
風
に
な
る
。

（
幻
）
土
山
舶
の
底
聞
を
叩
き
締
め
、
し
か
も
平
底
に
仕
上
げ
る
に
は
、
底
と
な
る
べ
き
粘
土
板
を
最
初
に
板
あ
る
い
は
犠
輸
の
上
で
叩
い
て
お
き
、
そ
の

上
に
土
器
の
側
壁
を
積
み
上
げ
れ
ば
よ
い
。
と
の
手
法
は
現
犯
の
朝
鮮
や
日
本
の
伝
統
的
陶
芸
家
の
問
に
も
伝
承
さ
れ
て
い
る
。

ζ

の
手
法
で
つ

く
ら
れ
た
土
総
は
底
部
外
而
に
叩
き
目
を
残
さ
な
い
。
と
こ
ろ
が
、
熊
本
県
北
浦
A
然
出
土
の
瓶
〔
坂
本
経
品
叫
ん
「
小
代
山
麓
古
窯
枇
群
翻
査
報
告
」

（
坂
本
『
肥
後
上
代
文
化
の
研
究
』
一
九
七
九
〉
第
六
図
〕
の
よ
う
に
、
平
ぼ
で
あ
り
な
が
ら
’
版
部
外
商
に
叩
き
目
を
残
す
須
恵
胤
悼
の
一
昨
が
あ

る
。
そ
の
製
作
手
順
の
詳
細
は
今
後
検
討
の
要
が
あ
る
。

一
九
七
九

図
版
八
六
〕
、
平



図版第一 叩き目細部

7 外面 内面



嚢の側面叩き目

香
川
・
権
八
原
古
墳

（
香
川
県
教
委
保
管
）

（
下
左
）
横
位
平
行
線
叩
き
目
平
城
京
（
奈
文
研
保
管
）

（
下
右
）
格
子
状
叱
き
目
平
安
京
（
京
都
市
埋
文
研
保
管
）

（
上
）
縦
位
平
行
線
叩
き
目

図版第二



図版第三査の底面叩き目

香川・綾歌町（東京国立博物館蔵）



図版第四 叩き目と刷毛目の重複関係

，・園、

全

形

，－、

、＿＿，

，－、

胴

上

部

、”..J

〔
底
面
町
き
目
上
隈
〕

部

、＿，

1 香川・綾歌町

（東京国立博蔵）
2 福岡・番塚古墳 3福岡・小戸古墳

（九大文学部保管） （九大文学部保管）



大嚢の叩き目

（下）（上）

大
察
の
全
形

側
面
叩
き
自
と
底
面
叩
き
自
の重

複
部
分

図版第五

福岡・小田茶臼山古墳（福岡県教委保管）




