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有
田
の
陶
山
神
社
に
磁
器
の
狛
犬
が
寄

贈
さ
れ
て
あ
り
ま
す
が
、
私
は
今
回
淀
姫

神
社
参
拝
を
兼
ね
て
見
学
に
行
き
ま
し

た
。
そ
の
時
に
鳥
居
を
く
ぐ
っ
て
左
右
に

大
き
な
、
コ
バ
ル
ト
の
釉
を
か
け
た
ブ
ル

ー
の
し
ゃ
ち
ほ
こ
が
二
体
あ
り
ま
し
た
。

そ
れ
か
ら
三
の
鳥
居
を
進
ん
で
行
く
と
、

陶
器
の
阿
吽
の
形
を
し
た
狛
犬
が
あ
り
ま

し
た
。
一
体
は
角
が
付
い
た
狛
犬
で
、
対

に
な
る
も
う
一
体
は
角
が
な
い
狛
犬
で
し

た
。
有
田
の
陶
山
神
社
以
外
の
陶
器
の
狛

犬
で
、
こ
ん
な
に
も
大
き
な
も
の
が
作
れ

る
も
の
か
と
関
心
ま
し
た
。
石
段
を
上
が

り
社
殿
で
参
拝
を
終
わ
り
、
社
殿
の
周
囲

を
よ
く
見
る
と
本
殿
の
幕
に
三
つ
巴
が
付

い
て
い
ま
し
た
。
社
殿
の
右
に
丸
に
梶
の

葉
、
左
に
丸
に
梅
鉢
の
紋
が
入
っ
て
い
ま

し
た
。
そ
の
時
な
ぜ
こ
こ
に
梶
の
葉
の
紋

が
入
っ
て
い
る
の
か
？
？
と
思
い
ま
し

た
。
よ
く
考
え
る
と
松
浦
党
の
本
家
の
家

紋
で
し
た
。

こ
の
淀
姫
神
社
は
、
江
戸
時
代
天
領
の

地
で
、
当
時
肥
前
国
西
松
浦
郡
、
現
在
の

大
川
野
町
に
あ
り
ま
す
。

淀
姫
神
社
の
由
来

第
二
十
九
代

欽
明
天
皇
の
御
代
二
十

四
年
（
五
六
三
年
）
に
鎮
座
さ
れ
た
と
伝
え

ら
れ
て
い
ま
す
。

古
く
は
河
上
大
明
神
と
称
さ
れ
末
羅
県
鎮

守
の
霊
場
と
謳
わ
れ
ま
し
た
。
與
止
日
女

命
を
主
祭
神
と
し
、
後
世
に
武
御
名
方
命

と
菅
原
道
真
公
の
二
柱
を
勧
請
し
て
い
ま

す
。
明
治
五
年
（
一
八
七
二
年
）
、
社
格
制

定
の
際
に
郷
社
に
列
せ
ら
れ
、
淀
姫
神
社

と
改
称
さ
れ
ま
し
た
。

御
社
殿

文
明
七
年
（
一
四
七
五
年
）
領
主
・
源
治

が
社
殿
を
再
興
し
、
天
生
十
七
年
（
一
五
八

九
年
）
波
田
三
河
守
親
が
社
殿
を
修
造
（
勅

礼
現
在
）
、
明
暦
二
年
（
一
六
五
六
年
）
・

享
保
三
年
（
一
七
一
九
年
）
に
社
殿
を
改
修
、

宝
暦
九
年
（
一
七
五
九
年
）
社
殿
を
銅
板
葺

と
し
て
現
在
に
至
り
ま
す
。

―
淀
姫
神
社
御
由
緒
よ
り
―

こ
こ
で
よ
う
や
く
梶
の
葉
の
紋
用
が
出

て
き
た
疑
問
が
こ
の
説
明
を
読
ん
で
納
得

で
き
ま
し
た
。
波
田
氏
は
松
浦
党
と
深
く

関
係
が
あ
り
ま
す
。

昨
年
か
ら
神
社
巡
り
を
続
け
て
い
ま
す

が
、
皆
さ
ん
も
時
間
が
あ
れ
ば
淀
姫
神
社

へ
参
拝
さ
れ
て
、
歴
史
深
い
神
社
を
見
て

い
た
だ
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。

き
れ
い
な
透
き
通
っ
た
水
の
中
を
、
白
、

赤
、
黒
、
ま
だ
ら
、
ラ
メ
入
り
な
ど
の
色

と
り
ど
り
の
メ
ダ
カ
が
自
由
に
元
気
に
ス

イ
ス
イ
泳
い
で
い
る
。
自
分
だ
け
の
プ
ラ

イ
ベ
ー
ト
メ
ダ
カ
、
カ
ワ
イ
イ
！

至
福

の
刻
、
癒
さ
れ
る
。
一
日
に
二
回
、
三
回

と
見
に
行
く
。

今
年
は
ま
あ
う
ま
く
育
て
ら
れ
た
。

去
年
は
飼
い
方
が
我
流
で
、
な
っ
て
な
か

っ
た
の
で
夏
場
に
全
滅
し
た
。
ま
た
買
っ

た
が
、
ほ
と
ん
ど
死
な
せ
て
し
ま
っ
た
。

フ
ン
が
水
底
で
腐
っ
て
ヘ
ド
ロ
と
な
っ

て
、
メ
ダ
カ
に
悪
い
影
響
を
与
え
た
の
だ
。

今
年
は
大
反
省
し
て
、
ユ
ー
チ
ュ
ー
ブ

な
ど
動
画
を
参
考
に
し
て
メ
ダ
活
。
毎
日

フ
ン
を
ス
ポ
イ
ト
で
取
っ
た
り
、
メ
ダ
カ

の
入
っ
た
タ
ラ
イ
の
水
を
全
部
換
え
た

り
、
水
を
い
い
状
態
に
保
つ
こ
と
や
タ
ラ

イ
は
大
き
目
で
深
め
が
良
い
こ
と
な
ど
学

習
し
た
。
夏
は
昼
間
の
暑
い
盛
り
は
避
け

て
、
夕
方
二
時
間
ぐ
ら
い
汗
だ
く
で
メ
ダ

カ
の
世
話
。
七
〇
歳
の
じ
い
さ
ん
は
、
生

き
が
い
を
見
つ
け
た
。
毎
日
楽
し
い
。

今
の
時
期
、
メ
ダ
カ
は
冬
眠
し
た
状
態
。

寒
い
と
体
が
動
か
な
い
。
水
底
で
じ
っ
と

体
力
を
保
っ
て
い
る
。

来
た
る
春
ま
で

サ
ヨ
ウ
ナ
ラ
。

保
温
の
た
め
、
板
と
か

ビ
ニ
ー
ル
シ
ー
ト
で
覆
っ
て
い
る
。

越
冬
メ
ダ
カ
頑
張
っ
て
く
れ

な
お
、
講
演
予
定
の
内
容
に
つ
い
て
は

昨
年
八
月
二
十
二
日
多
久
市
中
央
公
民

館
に
て
講
演
さ
れ
た
「
高
麗
谷
窯
跡
の
秘

密
を
探
る
」
の
ダ
イ
ジ
ェ
ス
ト
版
で
講
演

頂
く
予
定
で
し
た
。
参
加
さ
れ
て
い
る
方

も
数
名
あ
り
ま
す
が
、
多
久
市
郷
土
資
料

館
に
て
図
録
を
入
手
し
配
布
予
定
で
す
。

ま
た
、
二
月
二
十
日
に
予
定
し
て
い
た

名
護
屋
城
博
物
館
で
の
家
田
館
長
に
よ

る
歴
史
講
座
「
国
交
回
復
以
後
の
日
朝
陶

磁
器
交
流
」
も
現
状
で
は
中
止
せ
ざ
る
を

得
な
く
な
り
ま
し
た
。
コ
ロ
ナ
の
終
息
後

に
改
め
て
計
画
の
再
検
討
を
行
い
た
い

と
思
い
ま
す
。

井
手
邦
男

金網で保護された

「しゃちほこ」

淀姫神社の三の鳥居にある狛犬

陶器の狛犬

鶴

一
樹
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本
年
一
月
下
旬
、
二
年
振
り
と
な
る
大

橋
先
生
の
講
座
が
よ
う
や
く
実
現
の
運
び

と
な
り
、
一
月
一
日
付
の
史
談
会
通
信
に

掲
載
し
て
会
員
へ
喜
び
の
お
知
ら
せ
を
し

た
の
も
束
の
間
、
年
末
か
ら
新
型
コ
ロ
ナ

ウ
イ
ル
ス
オ
ミ
ク
ロ
ン
株
が
全
国
各
地
で

急
速
に
増
え
始
め
た
た
め
止
む
無
く
講
座

開
催
を
断
念
し
ま
し
た
。

大
橋
先
生
か

ら
は
「
江
戸
期
に
お
け
る
肥
前
磁
器
の
開

発
過
程
で
果
た
し
た
金
ヶ
江
三
兵
衛
集
団

の
役
割
に
つ
い
て
」
と
の
表
題
で
二
十
一

日
に
講
演
を
頂
く
予
定
で
し
た
が
、
急
遽

取
り
止
め
の
連
絡
を
取
り
ま
し
た
。
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◆本年度は毎月の史談会

通信を発行し、会報は例年

２月の発行に加え、７月増

刊号を発行しました。

◆史談会通信へも、研究発

表や近況報告など皆様の

投稿をお待ちしています。
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コ
ロ
ナ
禍
で
、
一
昨
年
度
に
続
き
本
年
度

も
活
動
は
全
面
的
に
中
止
せ
ざ
る
を
得
な
く

な
り
、
会
員
の
皆
様
と
会
え
ず
じ
ま
い
の
一

年
に
な
ろ
う
と
し
て
い
ま
す
。

毎
月
一
度
の
例
会
や
例
年
年
度
初
め
に
行

っ
て
い
た
食
事
会
も
出
来
な
い
ま
ま
、
二
年

が
過
ぎ
ま
し
た
。
皆
様
へ
毎
月
お
届
け
し
て

い
る
「
史
談
会
通
信
」
の
発
送
だ
け
で
、
何

と
か
つ
な
が
っ
て
い
る
も
の
の
、
寂
し
い
か

ぎ
り
で
す
が
や
む
を
得
な
い
こ
と
と
諦
め
て

い
ま
す
。

さ
て
、
四
月
か
ら
新
年
度
が
始
ま
り
ま
す

が
依
然
と
し
て
コ
ロ
ナ
の
感
染
拡
大
が
続
い

て
お
り
、
活
動
の
再
開
見
込
み
は
立
ち
ま
せ

ん
。
コ
ロ
ナ
の
終
息
の
目
途
が
立
た
た
ず
、

活
動
再
開
ま
で
ま
だ
ま
だ
時
間
が
か
か
り
そ

う
で
す
。

よ
っ
て
、
次
年
度
は
会
費
の
徴
収
は
行
わ

な
い
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
当
面
は
毎
月
の

史
談
会
通
信
の
発
行
と
、
会
報
の
発
行
だ
け

を
継
続
い
た
し
ま
す
。
皆
様
の
ご
理
解
と
ご

協
力
を
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

新
年
度
に
つ
い
て
は
、
各
自
で
研
究
テ

ー
マ
を
設
け
て
、
楽
し
み
な
が
ら
活
動
を

お
願
い
い
た
し
ま
す
。

ち
な
み
に
、
井
手
邦
男
さ
ん
は
二
年
前

か
ら
「
神
社
巡
り
」
を
継
続
し
て
お
ら
れ
、

鶴
美
百
合
さ
ん
は
キ
ー
ワ
ー
ド
を
ク
ロ
ス

か
ら
ハ
ー
ト
に
変
え
て
独
自
の
調
査
・
研

究
に
励
ん
で
お
ら
れ
ま
す
。
活
動
テ
ー
マ

は
自
由
で
す
が
、
無
理
を
せ
ず
楽
し
い
活

動
に
な
る
こ
と
を
祈
り
ま
す
。

ま
た
、
昨
年
に
引
き
続
き
七
月
に
会
報

発
行
を
予
定
し
て
い
ま
す
。
七
月
に
向
け

て
皆
様
の
活
動
が
よ
り
充
実
す
る
よ
う
期

待
し
て
い
ま
す
。
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有
田
で
は
、
長
年
に
渡
り
有
田
や
古
九

谷
論
が
語
り
続
が
れ
て
き
ま
し
た
。
い
ま

だ
有
田
陶
磁
の
起
源
に
は
、
な
ぞ
が
多
い

と
思
わ
れ
ま
す
。
特
に
有
田
は
一
つ
二
つ

の
真
実
が
、
い
や
も
っ
と
な
に
か
隠
さ
れ

て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
？
と
思
い

な
が
ら
、
日
々
、
古
い
本
で
な
に
か
手
が

か
り
に
な
る
よ
う
な
も
の
は
な
い
か
と
探

す
の
が
、
現
在
の
私
の
唯
一
の
楽
し
み
で

す
。さ

て
、
覚
え
て
い
る
方
も
い
ら
っ
し
ゃ

る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
ち
ょ
っ
と
前
ま

で
は
、
私
は
や
き
も
の
に
描
か
れ
て
い
る

ク
ロ
ス
文
の
謎
に
夢
中
で
し
た
。
し
か
し
、

現
在
は
ク
ロ
ス
（
十
字
）
か
ら
ハ
ー
ト
に

移
行
し
て
い
ま
す
。
ち
ょ
っ
と
は
成
長
し

た
の
で
は
？
と
思
っ
て
い
ま
す
。

さ
て
、
私
が
皿
の
縁
（
は
し
っ
こ
）
口

縁
部
の
と
こ
ろ
に
巡
っ
て
い
る
「
ハ
ー
ト

つ
な
ぎ
」
の
謎
？
の
き
っ
か
け
と
な
っ
た

の
は
、
山
辺
田
遺
跡
か
ら
出
土
し
た
染
付

小
獅
子
文
小
皿
で
し
た
。

私
は
、
小
・
中
・
高
時
代
を
伊
万
里
市

瀬
戸
町
の
牧
島
山
で
過
ご
し
ま
し
た
。

私
の
ふ
る
里
「
牧
島
山
」
は
文
献
等
に

は
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
ま
す
。

牧
島
山
は
伊
万
里
湾
に
面
し
て
い
て
、

湾
側
の
西
半
分
は
麓
か
ら
頂
上
ま
で
玄
武

岩
で
覆
わ
れ
て
い
て
、
江
戸
時
代
初
期
ま

で
は
、
牧
島
山
が
伊
万
里
湾
に
浮
か
ぶ
島

で
あ
っ
た
が
、
干
拓
に
よ
っ
て
現
在
の
瀬

戸
町
と
陸
続
き
に
な
っ
た
。
（
楠
久
津
と

牧
島
山
が
橋
で
つ
な
が
っ
て
い
ま
す
）

こ
の
島
は
古
く
楠
久
島
と
呼
ば
れ
て
い

た
が
、
元
和
八
年
（
一
六
二
二
年
）
佐
賀

藩
主
鍋
島
勝
茂
が
、
こ
の
島
が
牧
場
と
し

て
好
適
地
で
あ
る
こ
と
を
察
し
、
同
九
年

に
馬
を
放
牧
し
た
が
失
敗
に
終
わ
り
、
後

に
中
野
神
右
衛
門
を
奉
行
に
命
じ
二
十
頭

を
放
牧
さ
せ
、
こ
れ
に
ち
な
ん
で
牧
島
と

呼
ぶ
よ
う
に
な
っ
た
。
（
牧
島
山
に
は
現

在
で
も
馬
追
の
石
塁
が
残
っ
て
い
ま
す
。
）

牧
島
山
の
思
い
出
に
つ
い
て
記
憶
を
辿

る
と
、
我
が
家
は
台
湾
か
ら
の
引
き
揚
げ

で
、
当
時
は
食
べ
る
こ
と
が
第
一
で
、
親

類
の
勧
め
で
元
海
軍
用
地
で
あ
っ
た
「
牧

島
山
」
に
開
拓
団
の
一
員
と
し
て
入
植
し

ま
し
た
。
戦
時
中
は
、
牧
島
山
の
頂
上
に

は
高
射
砲
陣
地
が
あ
り
、
私
が
住
ん
で
い

た
家
は
高
射
砲
陣
地
に
電
気
を
送
る
た
め

の
発
電
所
建
屋
跡
で
、
高
射
砲
は
終
戦
と

同
時
に
爆
破
し
た
と
聞
い
て
い
ま
す
。

朝
、
自
宅
の
窓
を
開
け
る
と
伊
万
里
湾

と
釘
島
、
七
ツ
島
が
見
え
、
素
晴
ら
し
い

風
景
で
し
た
。
百
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
山
を
下

り
る
と
遠
浅
の
砂
浜
が
あ
り
、
タ
ツ
ノ
オ

ト
シ
ゴ
や
天
然
記
念
物
の
カ
ブ
ト
ガ
ニ
が

沢
山
い
ま
し
た
。
楠
久
側
の
海
岸
で
は
ナ

マ
コ
や
チ
ャ
ー
ラ
ギ
（
平
貝
）
が
沢
山
獲

れ
て
い
ま
し
た
。

牧
島
山
の
登
り
口
に
は
、
四
国
の
阿
波

の
船
団
基
地
が
あ
り
、
魚
市
場
は
賑
わ
っ

て
い
た
の
を
思
い
出
し
ま
す
。
周
り
に
は

造
船
所
や
映
画
館
、
病
院
、
銀
行
、
パ
チ

ン
コ
店
な
ど
が
あ
り
活
気
に
満
ち
て
お
り

ま
し
た
。
そ
の
頃
は
電
気
が
な
く
、
小
・

中
・
高
を
通
じ
て
ラ
ン
プ
生
活
で
し
た
。

作
物
は
麦
、
イ
モ
類
、
西
瓜
、
葉
タ
バ

コ
な
ど
が
中
心
で
し
た
。
肉
は
ミ
ー
と
い

う
名
前
の
猫
が
獲
っ
て
く
る
山
ウ
サ
ギ
が

御
馳
走
で
し
た
。
魚
は
漁
師
と
の
物
々
交

換
で
し
た
。

小
学
校
ま
で
は
一
時
間
半
ほ
ど
か
か
っ

て
通
学
し
て
お
り
ま
し
た
。
生
活
は
貧
乏

の
ど
ん
底
で
し
た
が
土
地
の
方
は
親
切

で
、
昔
の
こ
と
が
昨
日
の
こ
と
の
よ
う
に

目
に
浮
か
ん
で
き
ま
す
。

で
も
そ
れ
で
自
己
満
足
し
て
る
の
で
、
全
然

よ
い
わ
け
で
は
あ
ろ
う
。

そ
う
い
う
次
第
な
の
で
、
云
わ
ゆ
る
今
も

の
の
焼
き
も
の
に
は
ま
っ
た
く
興
味
が
湧

か
な
い
。
よ
く
周
り
の
方
が
、
こ
の
器
、
き

れ
い
ね
～
、
す
ご
く
細
密
に
画
か
れ
て
い
る

ね
～
、
と
か
お
っ
し
ゃ
っ
た
と
き
（
も
ち
ろ

ん
現
代
作
品
で
す
）
、
な
る
ほ
ど
凄
い
ナ
と

か
は
思
う
け
れ
ど
も
残
念
な
が
ら
欲
し
い

な
と
は
思
わ
な
い
。
も
ろ
に
興
味
が
な
い
と

か
を
顔
に
出
せ
ば
い
ろ
い
ろ
面
倒
に
も
思

う
の
で
、
そ
う
ね
～
、
と
か
相
槌
を
打
つ
わ

け
で
は
あ
る
。
け
れ
ど
も
、
ま
っ
た
く
買
え

な
い
が
、
唯
一
今
も
の
で
も
欲
し
い
と
思
う

の
が
全
く
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
そ
れ
は
、

十
三
代
や
十
四
代
の
今
右
衛
門
さ
ん
の
作

品
類
で
あ
る
。
自
分
で
も
よ
く
分
か
ら
な

い
。
心
惹
か
れ
れ
る
の
が
ど
こ
か
ら
く
る
の

か
、
説
明
は
難
し
い
け
れ
ど
も
、
ど
こ
か
近

世
に
通
じ
る
の
が
あ
る
か
ら
だ
ろ
う
か
と

も
思
っ
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
、
保
持
は
出
来

て
い
な
い
が
・
・
。

目
下
の
私
の
関
心
事
と
い
え
ば
、
有
田
と

い
う
町
の
も
つ
歴
史
と
、
そ
こ
に
残
る
文
化

的
遺
産
の
凄
さ
の
Ｐ
Ｒ
と
、
古
伊
万
里
等
を

中
心
に
し
た
肥
前
の
焼
き
も
の
ぐ
ら
い
し

か
な
い
の
で
、
そ
の
あ
た
り
を
つ
れ
づ
れ
に

記
し
て
み
た
い
。
先
に
つ
い
て
は
観
光
ガ
イ

ド
と
し
て
、
微
力
な
が
ら
の
発
信
の
場
を
別

に
求
め
る
と
し
て
、
肥
前
の
や
き
も
の
に
つ

い
て
は
、
自
分
に
と
っ
て
そ
の
魅
力
が
い
っ

た
い
ど
こ
か
ら
来
る
の
か
、
ま
っ
た
く
の
独

断
と
偏
見
の
素
人
目
線
で
、
少
し
ず
つ
自
由

に
書
い
て
い
け
た
ら
と
思
っ
て
い
る
。

出
土
し
た
の
は
寛
永
十
八
年(

一
六
四
一)

の
染
付
銘
の
染
付
瓶
と
同
じ
土
壌
か
ら
出

土
し
た
と
あ
っ
た
皿
で
す
。
そ
の
皿
は
、

最
初
見
込
み
に
描
か
れ
て
い
る
不
思
議
な

三
獅
子
の
目
が

〝
ぎ
ょ
ろ
っ
〟
と
し
て

い
る
の
で
、
そ
ち
ら
の
方
に
目
が
行
き
、

皿
の
縁
に
巡
っ
て
い
る
ハ
ー
ト
つ
な
ぎ
に

ま
で
は
目
が
い
き
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
そ

れ
も
そ
の
は
ず
、
「
そ
の
ハ
ー
ト
つ
な
ぎ
」

の
役
目
と
は
、
見
込
み
に
描
か
れ
て
い
る

獅
子
皿
を
ぐ
る
っ
と
囲
み
、
三
ギ
ョ
ロ
メ

獅
子
を
パ
リ
ッ
と
メ
リ
ハ
リ
を
与
え
て
引

き
締
め
る
装
飾
的
縁
取
りd

e
c
o
r
at
i
v
e

b
o
r
de
r
(

ボ
ー
ダ
ー)

の
役
だ
か
ら
で
す
。

ま
あ
脇
役
と
い
っ
て
い
い
の
か
も
し
れ
ま

せ
ん
。

そ
こ
で
、
寛
永
時
代
に
な
ぜ
？
染
付
の

「
ハ
ー
ト
つ
な
ぎ
」
を
縁
取
り
に
使
っ
た

の
だ
ろ
う
？
と
私
は
不
思
議
に
思
い
ま
し

た
。
な
に
か
、
こ
の
縁
取
り
に
込
め
ら
れ

た
思
い
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
？
と
思
っ

た
の
で
す
。
し
か
し
、
い
ま
ま
で
「
ハ
ー

ト
つ
な
ぎ
」
に
関
し
て
は
な
に
も
語
ら
れ

る
も
こ
と
も
な
く
、
資
料
も
イ
ン
タ
ー
ネ

ッ
ト
で
検
索
し
て
も
な
に
も
で
て
こ
な
い

超
レ
ア
も
の
な
の
だ
と
気
が
つ
き
ま
し

た
。
で
す
の
で
「
ハ
ー
ト
つ
な
ぎ
」
の
縁

取
り
関
し
て
は
ど
う
も
、
日
の
目
を
見
な

い
ま
ま
今
日
ま
で
き
た
よ
う
で
す
。
そ
の

一
方
、
文
様
帯
の
区
切
り
に
は
、
初
期
伊

万
里
の
如
意
頭
、
雷
文
、
七
宝
つ
な
ぎ
文

四
方
襷
（
よ
も
だ
す
き
）
文
、
連
弁
文
は

よ
く
目
に
す
る
文
様
帯
で
す
。

さ
て
、
急
に
文
様
帯
と
い
っ
て
も
ピ
ン

と
来
な
い
方
に
、
身
近
な
例
で
言
え
ば
、

ラ
ー
メ
ン
鉢
の
縁
に
め
ぐ
ら
さ
れ
て
い
る

四
角
い
渦
巻
き
模
様
で
は
な
い
で
し
ょ
う

か
。
雷
文
と
い
う
そ
う
で
す
が
、
由
来
を

調
べ
ま
し
た
ら
圧
倒
的
に
魔
除
け
の
意
味

と
書
か
れ
て
あ
り
ま
し
た
。
実
は
、
意
外

な
こ
と
に
、
雷
文
に
近
い
模
様
は
西
洋
に

も
存
在
し
、
メ
ア
ン
ダ
ー,

(
m
e
a
nd
e
r
)

と

い
わ
れ
メ
ア
ン
ダ
ー
川
と
い
う
蛇
行
し
た

川
と
由
来
に
あ
る
と
あ
り
ま
し
た
。
意
味

す
る
と
こ
ろ
は
、
す
な
わ
ち
「
永
遠
に
続

く
絆
」sy

m
b
o
li
z
e
d
i
n
f
i
n
it
y
a
n
d
u
n
i
t
y

と
私
は
解
釈
い
た
し
ま
し
た
。

ル
ネ
サ
ン
ス
期
の
絵
画
「
ア
テ
ナ
イ
の

学
堂
」
に
は
「
ギ
リ
シ
ア
雷
文
」
な
ど
と

呼
ば
れ
る
模
様
が
あ
り
、
ア
ー
チ
の
柱
に

描
か
れ
て
い
る
そ
う
で
す
。
あ
の
ラ
ー
メ

ン
鉢
の
雷
文
が
ロ
ー
マ
、
パ
リ
の
建
築
物

や
ギ
リ
シ
ャ
の
調
度
品
の
縁
に
取
り
込
ま

れ
て
い
る
と
は
、
い
や
は
や
、
ラ
ー
メ
ン

鉢
の
雷
文
っ
て
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な

ん
で
す
ね
。
そ
う
そ
う
、
雷
文
の
ラ
ー
メ

ン
鉢
を
手
が
け
た
の
は
、
九
谷
の
石
川
県

九
谷
村(

現
在
は
久
谷
町)

が
発
祥
の
磁
器

だ
と
か
、
そ
う
だ
！
今
度
は
、
有
田
と
九

谷
で
「
ハ
ー
ト
つ
な
ぎ
」
の
ラ
ー
メ
ン
鉢

の
文
様
帯
を
作
っ
た
ら
話
題
を
呼
び
そ
う

で
す
が
い
か
が
で
し
ょ
う
か
？

さ
て
、
山
辺
田
の
獅
子
皿
の
「
ハ
ー
ト

つ
な
ぎ
」
発
見
の
後
、
令
和
二
年
夏
の
、

村
上
先
生
の
著
書

伊
万
里
磁
器
の
創
始

窯
「
小
溝
窯
出
土
陶
片
」
が
出
版
さ
れ
ま

し
た
。
本
に
は
、
多
数
の
「
ハ
ー
ト
つ
な

ぎ
」
の
陶
片
の
写
真
が
目
に
と
び
こ
ん
で

き
ま
し
た
。

小
溝
の
陶
工
達
が
初
期
伊
万
里
の
皿
に

施
し
た
文
様
や
デ
ザ
イ
ン
は
、
山
辺
田
に

く
ら
べ
る
と
、
洗
練
さ
れ
た
文
様
や
デ
ザ

イ
ン
の
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。

は
た
し
て
、
往
時
の
陶
工
は
こ
の
「
ハ
ー

ト
つ
な
ぎ
」
の
示
す
意
図
を
知
っ
て
描
い

て
い
た
の
か
？

そ
れ
に
し
て
も
だ
れ
が

こ
の
よ
う
な
デ
ザ
イ
ン
を
考
案
し
た
の
だ

ろ
う
か
？

発
注
者
は
キ
リ
シ
タ
ン
大

名
？

内
藤
ジ
ョ
ア
ン
様
？
い
や
、
は
た

ま
た
、
有
田
に
ゆ
か
り
が
深
い
、
加
賀
藩

前
田
家
か
？
と
ま
す
ま
す
謎
は
深
ま
り
ま

し
た
。

次
に
「
ハ
ー
ト
つ
な
ぎ
」
を
発
見
し
た

の
は
、
昨
年
の
秋
で
す
。
前
回
の
会
報
七

月
増
刊
号
の
紙
面
に
載
せ
て
い
ま
す
が
、

伊
万
里
・
鍋
島
ギ
ャ
ラ
リ
ー
の
展
示
に
「
青

磁
染
付
桜
文
皿
」
の
展
示
品
が
り
ま
す
。

山
口
信
行

鶴
美
百
合

楠久（手前）と牧島山

染付小獅子文小皿－山辺田遺跡

（歴史民俗資料館蔵）

小溝窯出土陶片

佐
賀
の
焼
き
も
の
と
な
る
と
、
現
在
製

造
さ
れ
て
い
る
も
の
も
含
む
こ
と
と
な
る

の
で
、
敢
え
て
肥
前
の
焼
き
も
の
と
題
目

を
記
し
た
の
は
、
こ
の
地
域
が
肥
前
と
呼

ば
れ
て
い
た
頃
の
焼
き
も
の
を
暗
に
指
す

か
ら
で
は
あ
る
が
、
そ
れ
に
し
て
も
自
分

は
近
世
の
あ
け
ぼ
の
の
、
こ
の
地
域
の
焼

き
も
の
が
な
ん
と
好
き
な
も
る
の
か
と
、

つ
く
づ
く
自
分
で
呆
れ
る
こ
と
が
あ
る
。

要
す
る
に
卑
近
に
云
え
ば
、
古
唐
津
が
好

き
で
、
初
期
伊
万
里
（
初
期
有
田
）
が
好

き
で
、
古
伊
万
里
（
古
有
田
）
が
好
き
で
、

鍋
島
が
好
き
な
の
で
あ
る
。

好
き
な
の
で
、
つ
い
触
手
が
伸
び
る
わ

け
で
も
あ
る
が
、
一
般
に
古
い
も
の
は
値

が
張
る
の
で
、
そ
う
い
う
も
の
に
は
し
ょ

っ
ち
ゅ
う
は
手
を
出
せ
な
い
。
だ
が
、
ど

ん
な
に
大
き
な
キ
ズ
が
あ
っ
て
も
そ
の
時

代
の
本
物
が
欲
し
く
な
る
こ
と
が
あ
る
の

で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
貧
弱
な
自
分
の
蒐

集
の
中
に
は
、
何
個
真
っ
二
つ
に
割
れ
て

い
て
接
い
で
あ
る
も
の
が
あ
る
こ
と
か
。

－3－－4－
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さ
て
、
い
よ
い
よ
、
今
回
の
目
玉
！
「
ハ

ー
ト
つ
な
ぎ
」
大
発
見
！
に
つ
な
が
り
ま

す
！
こ
こ
フ
ィ
ナ
ー
レ
を
飾
る
に
ふ
さ
わ

し
い
逸
品
で
す
。
い
ま
ま
で
は
、
染
付
の

「
ハ
ー
ト
つ
な
ぎ
」
を
観
て
き
ま
し
た
が
、

こ
れ
が
、
な
、
な
、
な
ん
と
、
「
色
絵
」

の
「
ハ
ー
ト
つ
な
ぎ
」
な
の
で
す
！
「
あ

ん
た
、
ど
こ
で
み
つ
け
た
と
ね
？
」
っ
て

声
が
聞
こ
え
ま
す
が
、
は
い
、
そ
れ
は
、

有
田
図
書
館
所
蔵
の
日
本
の
や
き
も
の

３
、
文
：
永
竹
威
氏
の
本
で
し
た
。

こ
れ
を
見
た
と
き
は
、
え
え
？
色
絵
の

ハ
ー
ト
？
！
ハ
ー
ト
に
突
然
、
赤
い
色
？

凄
す
ぎ
ま
す
！
驚
き
で
す
。
い
ま
ま
で
、

染
付
の
ハ
ー
ト
し
か
見
て
い
な
か
っ
た
だ

け
に
な
お
さ
ら
で
す
。

そ
こ
で
、
確
信
し
ま
し
た
。
こ
の
「
ハ

ー
ト
つ
な
ぎ
」
文
は
聖
書
で
い
う
、
「
ア

ガ
ペ
ー
の
愛
」
で
は
な
い
の
か
と
。
ハ
ー

ト
、
す
な
わ
ち
人
と
人
を
結
ぶ
、
友
情
、

絆
が
あ
り
ま
す
が
、
そ
れ
が
永
遠
に
続
く

よ
う
に
と
願
い
が
込
め
ら
れ
た
文
様
で
は

な
い
か
と
。
そ
こ
で
、
私
は
こ
の
赤
絵
の

壺
の
ハ
ー
ト
つ
な
ぎ
の
永
竹
先
生
の
説
明

文
を
読
ん
で
や
っ
ぱ
り
そ
う
か
と
思
っ
た

の
が
次
の
記
述
で
す
。

「
色
絵
、
岩
牡
丹
図
壺

江
戸
前
期

有

田
南
川
原
山

柿
右
衛
門
系

高
さ2

3
.
2

口
径

1
0
.
7

胴
径1

8
.
9

典
型
的
な
柿
右

衛
門
様
式
の
岩
牡
丹
図
で
、
や
や
、
複
雑

な
模
様
構
成
で
あ
る
。
彩
絵
は
、
呉
須
赤

絵
調
で
あ
る
。
蓋
付
の
沈
香
壺
の
形
状
で
、

西
欧
向
け
の
作
調
で
あ
る
。
」
と
結
ば
れ

て
い
ま
し
た
。

そ
の
小
皿
の
高
台
外
側
面
に
「
ハ
ー
ト
染

付
の
連
続
文
様
」
が
巡
ら
さ
れ
て
い
ま

す
。
お
皿
の
絵
柄
は
、
桜
と
流
水
で
と
て

も
可
憐
な
小
皿
で
す
。
そ
こ
で
、
鍋
島
の

高
台
側
面
に
「
ハ
ー
ト
つ
な
ぎ
」
が
あ
り

ま
す
か
？
と
尋
ね
た
と
こ
ろ
、
あ
れ
は
ハ

ー
ト
で
は
あ
り
ま
せ
ん
よ
。
「
猪
の
目
」

（
い
の
し
し
の
目
）
で
す
と
い
う
説
明
を

受
け
た
と
い
う
訳
で
す
。
後
に
調
べ
た
と

こ
ろ
、
猪
の
目
は
魔
除
け
の
意
味
が
あ

り
、
古
来
か
ら
神
社
仏
閣
に
あ
る
と
あ
り

ま
し
た
。

前
田
順
三

先
生
の
説
明
文
で
も
お
わ
か
り
の
よ
う
に
、

西
欧
向
け
と
い
う
の
は
、
こ
の
文
様
は
ハ
ー

ト
と
い
う
意
図
で
文
様
帯
と
し
て
描
か
れ

た
と
い
う
こ
と
だ
と
確
信
し
ま
し
た
。

そ
れ
に
し
て
も
、
苛
酷
な
江
戸
時
代
の
禁

教
下
に
よ
く
耐
え
て
今
日
ま
で
生
き
永
ら

え
て
き
た
も
の
だ
と
思
い
ま
す
。
こ
の
さ
り

げ
な
い
ハ
ー
ト
つ
な
ぎ
の
縁
取
り
（
ボ
ー
ダ

ー
）
が
目
立
た
な
か
っ
た
こ
そ
、
今
日
私
達

が
見
る
こ
と
が
で
き
た
の
か
も
し
れ
ま
せ

ん
。
そ
の
お
か
げ
で
、
こ
の
「
ハ
ー
ト
つ
な

が
り
の
帯
」
が
江
戸
時
代
か
ら
令
和
四
年
の

私
達
ま
で
つ
な
が
っ
て
い
て
、
こ
れ
か
ら
も

永
遠
に
こ
の
ハ
ー
ト
（
愛
）
が
続
く
の
で
し

ょ
う
。

大
串
和
夫

昨
年
の
夏
、
私
の
地
区
の
方
か
ら
、
「
古

い
地
区
の
書
類
を
処
分
し
た
い
」
と
の
相

談
が
あ
り
、
書
類
を
頂
き
ま
し
た
。
こ
の

中
に
大
正
・
昭
和
時
代
の
地
区
の
財
産
（
祭

田
な
ど
）
に
関
す
る
書
類
等
の
他
に
、
火

災
の
罹
災
記
録
に
関
す
る
書
類
が
あ
り
ま

し
た
。
有
田
は
歴
史
上
大
火
災
が
あ
り
、

皆
様
ご
存
知
の
文
政
十
一
年
八
月
九
日

（
旧
暦
）
の
大
火
で
す
。
こ
の
時
、
九
州

地
方
は
大
暴
風
雨
（
台
風
）
に
襲
わ
れ
、

そ
の
年
が
戉
子
の
年
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら

「
子
（
ね
）
年
の
大
風
」
ま
た
は
「
シ
ー

ボ
ル
ト
台
風
」
と
も
呼
ば
れ
て
い
ま
す
。

当
時
、
有
田
皿
山
の
焼
失
家
屋
は
約
八
五

〇
軒
で
死
者
も
四
～
五
〇
人
あ
り
、
皿
山

千
軒
と
呼
ば
れ
た
場
所
で
焼
け
残
っ
た
の

は
一
五
〇
軒
あ
ま
り
で
あ
っ
た
と
の
こ
と

で
す
。

「色絵岩牡丹図壺」

江戸前期

有田南川原山

柿右衛門系

さ
て
、
最
後
の
最
後
に
「
ハ
ー
ト
つ
な
ぎ
」

を
も
っ
と
見
た
い
と
思
わ
れ
て
い
る
の
で

は
な
い
で
し
ょ
う
か
？
リ
ク
エ
ス
ト
に
ふ

さ
わ
し
い
の
を
再
発
見
い
た
し
ま
し
た
。

そ
れ
は
、
ド
レ
ス
デ
ン
国
立
美
術
館
に
所
蔵

さ
れ
て
い
る
も
の
で
す
。

ど
う
ぞ
ご
ゆ
っ
く
り
ド
レ
ス
デ
ン
の
壺

を
ご
鑑
賞
く
だ
さ
い
。

そ
れ
で
は
、
史
談
会
の
み
な
さ
ま
今
年
も

ど
う
ぞ
よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

さ
て
、
外
尾
山
の
火
災
は
大
正
十
四
年

九
月
十
二
日
午
前
二
時
頃
に
出
火
し
ま
し

た
。
罹
災
し
た
の
は
住
家
が
六
軒
、
空
き

家
が
一
軒
の
合
計
七
軒
で
す
。
（
名
前
な

ど
も
記
載
さ
れ
て
い
ま
す
が
省
略
）

こ
の
火
災
で
、
消
防
組
の
一
人
が
骨
折

し
、
重
傷
を
負
っ
て
い
ま
す
。
当
時
は
出

火
に
伴
う
義
損
金
が
有
田
村
内
、
各
地
区

か
ら
集
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

内
訳
は
、

境
野

五
四
円
五
〇
銭

古
木
場

三
〇
円
二
〇
銭

北
戸
矢

三
四
円
六
〇
銭

南
戸
矢

六
六
円
一
〇
銭

桑
古
場

一
〇
六
円

戸
杓

九
七
円
一
〇
銭

東
外
尾

九
四
円
五
〇
銭

西
外
尾

六
〇
円
五
〇
銭

丸
尾

一
〇
〇
円

黒
牟
田

二
一
九
円

応
法

九
四
円

宿
（
本
町
）
一
九
八
円

外
尾
山

四
五
〇
円

そ
の
他

四
三
〇
円

合
計
で
二
千
百
一
円
四
五
銭
で
す
。

因
み
に
、
大
正
一
四
年
当
時
の
米
一
俵

（
六
〇
キ
ロ
）
の
価
格
が
一
六
円
二
三
銭

し
て
い
る
の
で
、
現
在
の
お
金
に
換
算
す

る
と
約
二
百
三
十
六
万
円
に
な
り
ま
す
。

当
時
の
世
相
は
、
大
正
後
期
か
ら
昭
和

前
期
に
か
け
て
の
大
不
況
の
厳
し
い
時
代

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
村
民
の
皆
様
が
義
損

金
を
支
出
さ
れ
困
窮
者
を
助
け
て
お
ら
れ

本
町
の
外
尾
神
社
（
ふ
げ
ん
さ
ん
）
に
は
、

「
天
照
大
神
宮
」
と
「
天
神
様
（
菅
原
道
真

像
）
」
の
二
つ
の
御
神
体
が
あ
り
、
「
天
照

大
神
宮
」
は
太
陽
神
を
、
そ
し
て
「
天
神
様
」

は
雷
神
す
な
わ
ち
雨
の
神
様
を
お
祀
り
し

て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

「
天
神
様
・
天
満
宮
」
と
言
え
ば
菅
原
道
真

公
と
い
う
こ
と
で
、
多
く
の
人
が
学
問
の
神

と
い
う
も
の
を
最
初
に
連
想
す
る
と
思
わ

れ
る
が
、
も
と
も
と
天
神
・
雷
神
信
仰
と
い

う
も
の
が
あ
り
、
雷
神
は
そ
の
音
、
光
等
の

様
相
か
ら
畏
怖
の
対
象
と
し
て
庶
民
か
ら

崇
め
ら
れ
て
き
た
。

ま
た
、
雷
は
雨
を
も
た
ら
す
。
日
の
光
と

と
も
に
農
耕
に
は
絶
対
的
な
も
の
で
あ

る
。
「
稲
妻
（
い
な
ず
ま
）
」
は
現
在
「
妻
」

の
字
を
書
く
が
、
元
来
は
「
夫
」
の
字
を

書
い
た
と
考
え
る
。
「
つ
ま
」
は
配
偶
者

の
一
方
の
異
性
で
夫
婦
の
一
方
の
名
称
で

あ
り
、
「
夫
」
「
妻
」
と
書
い
て
「
つ
ま
」

と
読
ま
せ
、
万
葉
集
な
ど
に
も
よ
く
出
て

く
る
。
そ
の
「
稲
夫
」
で
あ
る
が
、
稲
の

結
実
期
に
良
く
発
生
し
、
そ
の
雷
光
が
稲

を
妊
娠
さ
せ
、
実
る
も
の
と
考
え
ら
れ
て

い
た
。
実
際
雷
が
多
い
年
は
豊
作
と
言
わ

れ
て
き
た
。

そ
の
よ
う
な
昔
か
ら
の
雷
神
信
仰
と
、

菅
原
道
真
が
死
後
雷
神
と
化
し
た
怨
霊
信

仰
と
が
結
び
つ
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
、

そ
の
雷
神
を
具
現
化
し
た
し
た
も
の
と
し

て
菅
原
道
真
像
が
祀
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ

た
と
思
わ
れ
る
。
太
陽
神
と
雷
神
、
ま
さ

に
外
尾
神
社
の
鳥
居
に
刻
ん
で
あ
る
「
風

雨
順
時
禾
穀
豊
穣
」
の
祈
り
で
あ
る
。

「
禾
」
と
は
「
稲
」
の
こ
と
で
あ
り
、
よ

く
「
五
穀
豊
穣
」
と
は
い
う
が
、
実
際
に

は
稲
作
が
大
半
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
か
ら

「
禾
穀
豊
穣
」
（
か
こ
く
ほ
う
じ
ょ
う
）

が
率
直
な
表
現
で
あ
ろ
う
。

戸
杓
の
天
満
宮
に
お
い
て
も
社
殿
の
す

ぐ
背
後
の
上
段
に
「
天
照
大
神
宮
」
を
祀

っ
て
あ
る
し
、
丸
尾
の
「
観
音
さ
ん
」
も

本
町
の
外
尾
神
社
と
全
く
同
じ
よ
う
な
形

式
で
、
左
奥
に
「
天
照
皇
大
神
宮
」
と
「
天

神
様
」
が
祀
っ
て
あ
る
。
大
野
は
逆
に
神

社
の
扁
額
は
「
大
神
宮
」
と
な
っ
て
い
て
、

奥
に
天
神
様
を
お
祀
り
し
て
あ
る
。

ま
た
、
社
殿
の
前
に
は
天
神
様
の
使
い

－5－－6－

ま
す
。
当
時
の
記
録
に
よ
れ
ば
、
平
均
額
・

被
害
の
程
度
・
生
活
状
態
を
勘
案
し
て
義

損
金
を
配
付
さ
れ
て
お
り
、
災
害
を
被
っ

た
人
を
助
け
る
と
い
う
習
慣
が
あ
り
ま
し

た
。な

お
、
火
災
の
あ
っ
た
場
所
は
、
藤
巻

製
陶
所
前
の
通
称
「
産
業
道
路
」
か
ら
外

尾
山
ロ
ー
タ
リ
ー
に
か
け
て
の
道
路
部
分

で
す
。

昨
今
、
地
震
な
ど
の
自
然
災
害
や
火
災

な
ど
頻
発
し
て
お
り
、
取
り
上
げ
ま
し
た
。

【
参
考
文
献
】

有
田
町
史
通
史
編

シーボルト台風の北部九州の経路

ドレスデン国立美術館所蔵

「小西達男；1828 年シーボルト台風と高潮」より
青磁染付桜文皿（部分）
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前
回
は
、
幻
の
「
初
源
伊
万
里
」
に
つ

い
て
古
美
術
誌
「
目
の
眼
」
を
参
考
に
し

な
が
ら
紹
介
し
た
が
、
今
回
も
同
誌
二
月

号
に
掲
載
さ
れ
た
勝
見
充
男
氏
の
興
味
深

い
コ
ラ
ム
に
出
く
わ
し
た
。

タ
イ
ト
ル
は
「
辰
砂
の
ク
ル
ス
文
」
で

十
字
文
の
美
し
い
小
壺
の
写
真
に
釘
づ
け

に
な
っ
た
。
そ
れ
は
勝
見
氏
が
あ
る
コ
レ

ク
タ
ー
か
ら
譲
り
受
け
た
物
で
、
掌
に
す

っ
ぽ
り
と
収
ま
る
よ
う
な
初
期
伊
万
里
の

小
壺
で
あ
る
。

野
田
敏
夫
著
『
古
伊
万
里
探
求
』
で
、

「
辰
砂
菖
蒲
文
小
壺
」
と
紹
介
さ
れ
て
い

た
が
、
勝
見
氏
は
そ
れ
に
違
和
感
を
憶
え

て
次
の
よ
う
に
反
論
し
て
い
る
。

「
確
か
に
菖
蒲
と
言
え
な
い
こ
と
も
な

い
が
、
あ
ま
り
に
も
不
自
然
な
デ
ザ
イ
ン
。

こ
れ
は
十
字
架
（
ク
ル
ス
文
）
で
は
な
い

か
。
い
わ
ゆ
る
キ
リ
シ
タ
ン
物
の
一
つ
で

「
四
月
二
十
日
午
前
十
一
時
深
川
栄
左
衛
門

が
外
務
省
官
吏
三
名
を
案
内
、
西
洋
館
を
見

物
に
来
た
。
後
で
尋
ね
る
と
『
ア
メ
リ
カ
前

大
統
領
夫
妻
遊
行
の
つ
い
で
伊
万
里
、
有
田

に
来
る
噂
で
、
旅
館
を
見
積
る
た
め
に
来
た

と
の
こ
と
』
昨
今
の
報
せ
で
は
本
月
末
ま
で

に
は
各
地
へ
来
る
噂
で
、
饗
応
役
は
佐
賀
、

土
佐
の
知
事
で
両
所
よ
り
内
々
に
深
川
へ
依

頼
状
が
来
て
同
所
に
宿
が
定
ま
っ
た
模
様
で

大
金
を
費
や
し
造
作
を
し
て
い
る
」
と
あ
り

ま
す
。

昨
年
の
東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
と
同
様
に
感

染
症
の
拡
大
で
当
初
の
計
画
が
変
更
さ
れ
た

の
で
す
。
感
染
症
の
怖
さ
を
実
感
し
ま
し
た
。

－7－

中
村
貞
光

本
年
度
も
昨
年
に
続
き
活
動
自
粛
を
継

続
し
た
ま
ま
で
一
年
が
終
わ
ろ
う
と
し
て

い
ま
す
が
、
今
年
も
「
会
報
」
発
行
が
予
定

通
り
完
了
し
、
何
と
か
史
談
会
の
体
面
を
保

つ
こ
と
が
出
来
ま
し
た
。
毎
年
、
正
月
明
け

直
後
か
ら
「
会
報
」
作
り
に
追
わ
れ
ま
す
が
、

今
回
も
無
事
編
集
作
業
を
終
え
る
こ
と
が

で
き
、
会
員
皆
様
の
ご
協
力
の
お
か
げ
と
感

謝
し
て
い
ま
す
。

－8－

六
月
～
九
月
に
、
当
初
長
崎
、
伊
万
里
、

皿
山
（
有
田
）
、
兵
庫
（
大
阪
・
京
都
）
、

静
岡
、
横
浜
（
東
京
・
日
光
）
な
ど
を
計

画
さ
れ
て
い
ま
し
た
が
、
当
時
西
日
本
で

は
コ
レ
ラ
が
流
行
し
て
お
り
（
西
南
戦
争

の
帰
還
兵
が
全
国
に
広
め
た
）
、
「
流
行

病
有
之
地
は
一
切
罷
越
す
と
…
」
と
言
う

こ
と
で
、
伊
万
里
、
兵
庫
で
の
上
陸
は
な

く
有
田
へ
の
訪
問
は
な
く
な
り
、
幻
の
有

田
訪
問
に
な
り
ま
し
た
。
た
だ
準
備
は
さ

れ
て
い
て
、
そ
の
こ
と
が
以
下
の
文
面
か

ら
わ
か
り
ま
す
。

一
、
明
治
十
二
年
（
一
八
七
九
）
五
月

西

松
浦
郡
長
は
グ
ラ
ン
ト
将
軍
一
行
が
松
島

搦
で
上
陸
、
伊
万
里
か
ら
大
木
村
を
へ
て

皿
山
ま
で
の
道
中
、
道
路
の
破
損
、
橋
梁

の
墜
落
な
ど
は
修
繕
す
る
よ
う
に
戸
長
へ

指
示
、
道
路
は
整
備
さ
れ
た
。
特
に
従
来

通
行
し
て
い
た
渡
河
の
飛
石
に
替
え
、
前

年
新
設
さ
れ
た
橋
で
は
橋
の
取
り
付
け
道

路
が
必
要
と
な
り
、
こ
の
道
路
が
人
力
車

通
行
に
支
障
が
あ
る
た
め
道
幅
を
拡
げ
る

工
事
が
行
わ
れ
た
。
た
だ
、
道
路
拡
張
に

伴
う
潰
地
（
つ
ぶ
れ
ち
）
の
借
地
は
そ
の
後
も

永
く
引
き
継
が
れ
ま
し
た
。
「
グ
ラ
ン
ド

補
い
」
（
二
里
町
誌
よ
り
）

二
、
グ
ラ
ン
ト
将
軍
が
有
田
を
訪
れ
る
と

い
う
の
で
石
場
の
勤
番
所
を
新
築

饗
応

の
た
め
（
有
田
町
史
陶
業
編
）

三
、
田
代
家
文
書
の
中
の
「
明
治
十
二
年

各
地
へ
遣
わ
す
手
紙
控
え
」
に
は
、
有
田

に
居
た
助
作
の
義
兄
安
吉
が
長
崎
に
居
る

助
作
に
有
田
の
状
況
を
次
の
よ
う
に
知
ら

せ
て
い
ま
す
。

で
あ
る
大
き
な
牛
が
狛
犬
の
如
く
対
に
し

て
置
か
れ
て
い
る
。
外
尾
町
の
椎
谷
神
社

も
、
本
殿
よ
り
手
前
の
鳥
居
よ
り
入
っ
た

す
ぐ
右
の
所
に
天
満
宮
と
天
照
皇
大
神
宮

を
お
祀
り
し
て
あ
る
し
、
外
尾
山
の
八
幡

さ
ん
も
社
殿
の
裏
に
「
大
（
太
？
）
神
宮
」

と
「
天
神
様
」
を
お
祀
り
し
て
あ
る
。

外尾神社 天神様

外尾神社 天照大神宮

四
十
歳
半
ば
ま
で
薬
局
経
営
だ
け
に
没

頭
し
、
何
の
趣
味
も
持
た
ず
仕
事
だ
け
に

生
き
て
き
た
私
は
「
文
章
を
書
く
」
こ
と

が
大
の
苦
手
だ
っ
た
。
未
だ
文
章
力
は
上

達
し
な
い
が
、
文
章
を
書
く
こ
と
自
体
は

そ
れ
ほ
ど
苦
に
な
ら
な
く
な
っ
た
。
も
っ

と
も
日
記
程
度
の
文
章
で
も
、
若
い
頃
に

比
べ
れ
ば
大
い
な
る
進
歩
で
、
こ
れ
に
も

転
機
が
あ
る
。

当
時
、
私
の
仕
事
場
で
あ
る
薬
局
の
隣

に
鰻
屋
が
あ
っ
た
が
、
そ
の
鰻
屋
が
廃
業

し
代
わ
り
に
古
本
屋
が
出
店
し
て
き
た
。

丁
度
四
十
歳
半
ば
の
事
で
あ
る
。
若
い
頃
、

山
岡
荘
八
著
の
徳
川
家
康
全
二
十
六
巻
を

読
ん
だ
こ
と
が
あ
る
だ
け
で
、
読
書
に
ほ

と
ん
ど
興
味
が
な
か
っ
た
私
が
、
た
ま
た

ま
司
馬
遼
太
郎
の
「
竜
馬
が
ゆ
く
」
に
出

会
い
、
読
書
の
楽
し
さ
に
目
覚
め
「
坂
の

上
の
雲
」
「
翔
ぶ
が
如
く
」
「
菜
の
花
の

沖
」
な
ど
数
作
品
を
一
気
に
読
ん
だ
。

北

方
謙
三
の
ハ
ー
ド
ボ
イ
ル
ド
小
説
に
は
一

時
期
は
ま
っ
て
し
ま
い
作
品
に
登
場
す
る

バ
ー
ボ
ン
（
ワ
イ
ル
ド
タ
ー
キ
ー
）
を
飲

み
な
が
ら
深
夜
の
読
書
に
耽
っ
た
。
女
性

の
心
理
描
写
が
巧
み
な
渡
辺
淳
一
の
小
説

も
か
な
り
の
作
品
を
読
ん
だ
が
、
な
か
で

も
野
口
英
世
の
伝
記
小
説
「
遠
き
落
日
」

や
乃
木
希
典
夫
妻
の
生
涯
を
描
い
た
「
静

寂
の
声
」
が
印
象
に
残
っ
て
い
る
。

中
で
も
「
無
影
燈
」
は
医
師
と
し
て
の
実

経
験
が
盛
り
込
ま
れ
た
作
品
で
特
に
印
象

台座に「安永五 申」 （安永５年 １７７６年）

深
く
記
憶
に
新
し
い
。

こ
の
頃
は
、
本
業
の
薬
局
で
の
仕
事
は
バ

ブ
ル
崩
壊
後
で
の
ん
び
り
す
る
時
間
が
増

え
て
い
て
、
相
談
机
の
上
に
は
常
時
五
～
十

冊
の
本
を
積
ん
で
、
毎
日
二
～
三
冊
の
本
を

並
行
し
て
読
ん
で
い
た
。

数
年
間
は
ジ
ャ

ン
ル
を
超
え
て
年
に
二
～
三
百
冊
を
読
ん

で
い
た
の
で
、
本
を
読
む
こ
と
で
自
然
と
文

章
を
書
く
こ
と
に
慣
れ
て
い
っ
た
気
が
す

る
。
振
り
返
れ
ば
乱
読
に
近
い
読
書
が
大
い

に
役
立
っ
て
い
る
。

若
い
頃
か
ら
メ
カ
音
痴
だ
っ
た
私
は
、
パ

ソ
コ
ン
を
購
入
し
た
も
の
の
触
る
こ
と
が

怖
く
て
一
年
間
も
放
置
し
て
い
た
。
一
念
発

起
し
て
か
ら
は
同
窓
会
の
会
報
作
り
や
ホ

ー
ム
ペ
ー
ジ
作
り
に
挑
戦
し
て
き
た
。
文
字

入
力
の
練
習
を
兼
ね
、
自
分
史
「
軌
跡
」
を

書
き
始
め
現
在
も
続
い
て
い
る
。

初
め
て
の
海
外
旅
行
はA

4

版3
3

ペ
ー
ジ

の
旅
行
記
と
し
て
書
き
残
し
、
網
膜
剥
離
で

三
週
間
の
入
院
を
し
た
時
はA

4

版1
4

ペ
ー

ジ
、
四
年
前
の
肋
骨
骨
折
はB

5

版3
4

ペ
ー

ジ
の
入
院
記
録
に
な
っ
た
。

馬
場
正
明

吉
永

登

て
い
る
現
在
、
肥
前
窯
業
圏
と
し
て
佐
賀

県
も
歴
史
的
遺
産
の
発
見
と
保
存
に
取
り

組
む
べ
き
段
階
に
来
て
い
る
の
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
。

グ
ラ
ン
ト
将
軍
は
ア
メ
リ
カ
南
北
戦
争

時
の
北
軍
の
将
軍
で
、
第
十
八
代
の
ア
メ

リ
カ
大
統
領
（
一
八
六
九
～
一
八
七
七
）

で
、
ユ
リ
シ
ー
ズ
・
シ
ン
プ
ソ
ン
・
グ
ラ

ン
ト
が
正
式
名
で
、
ア
メ
リ
カ
史
上
初
の

陸
軍
士
官
出
身
の
大
統
領
で
す
。

グ
ラ
ン
ト
将
軍
は
、
大
統
領
の
任
期
を

終
え
た
あ
と
、
船
で
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
か
ら
中

東
、
ア
ジ
ア
と
廻
り
、
清
国
、
日
本
へ
訪

れ
ま
し
た
。
こ
の
時
の
東
京
で
の
一
場
面

が
昨
年
の
大
河
ド
ラ
マ
「
晴
天
を
衝
け
」

で
放
映
さ
れ
ま
し
た
。

日
本
訪
問
は
明
治
十
二
年
（
一
八
七
九
）

は
な
い
か
と
感
じ
た
の
だ
。
江
戸
期
の
伊
万

里
焼
の
な
か
に
、
ク
ル
ス
文
な
ど
潜
ま
せ
た

〝
隠
れ
キ
リ
シ
タ
ン
伊
万
里
〟
な
る
も
の

が
存
在
す
る
こ
と
は
昔
か
ら
指
摘
さ
れ
て

い
る
。
」
と
述
べ
て
い
る
。

さ
ら
に
最
初
の
所
蔵
者
だ
っ
た
前
田
久

子
氏
の
『
偲
ば
ゆ
伊
万
里
』
に
は
「
辰
砂
十

文
字
壺
」
と
あ
り
、
お
そ
ら
く
こ
ち
ら
の
方

が
実
像
に
近
い
の
だ
ろ
う
と
思
わ
れ
た
。
」

と
記
し
て
い
る
。
コ
レ
ク
タ
ー
に
よ
る
と
、

発
掘
さ
れ
た
の
は
百
間
窯
（
山
内
町
宮
野
板

ノ
川
内
）
で
、
発
掘
さ
れ
た
年
代
も
見
つ
け

た
人
も
分
か
っ
て
い
る
と
い
う
。

そ
し
て
、
「
こ
れ
を
造
っ
た
陶
工
が
キ
リ

シ
タ
ン
だ
っ
た
の
か
、
特
別
な
注
文
品
だ
っ

た
の
か
は
判
ら
な
い
。
た
だ
、
焼
成
の
不
具

合
か
、
背
面
に
釉
の
荒
れ
た
部
分
が
生
じ
て

物
原
に
廃
棄
さ
れ
た
の
だ
ろ
う
。
」
と
述
べ

て
い
る
。

有
田
皿
山
と
キ
リ
シ
タ
ン
に
つ
い
て
は

鶴
美
百
合
さ
ん
が
精
力
的
に
調
査
研
究
を

続
け
て
い
て
、
史
談
会
会
報
で
も
何
回
か
文

献
や
製
品
を
紹
介
し
て
い
る
。

そ
れ
に
よ
る
と
キ
リ
シ
タ
ン
禁
教
令
が

出
さ
れ
る
前
は
、
鍋
島
藩
と
宣
教
師
た
ち
は

親
し
い
関
係
に
あ
り
、
鹿
島
を
中
心
に
い
く

つ
か
の
南
蛮
寺
（
教
会
や
修
道
院
）
が
建
て

ら
れ
て
お
り
、
肥
前
の
陶
工
た
ち
の
中
に
も

キ
リ
シ
タ
ン
信
者
が
い
た
こ
と
は
十
分
に

考
え
ら
れ
る
。
禁
教
令
発
布
後
は
、
キ
リ
シ

タ
ン
関
連
の
製
品
は
ほ
と
ん
ど
破
砕
さ
れ

消
滅
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

長
崎
の
潜
伏
キ
リ
シ
タ
ン
関
連
遺
産
が

ユ
ネ
ス
コ
の
世
界
文
化
遺
産
に
登
録
さ
れ

「辰砂十文字壺」・「辰砂菖蒲文小壺」


