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本
論
は
、
十
七
世
紀
後
期
の
肥
前
磁
器
の
中
で
も
、
特
に
、
延
宝
期
を
中
心
に
展
開
し
た
絵
付
け
の
特
質

に
つ
い
て
、
文
様
の
表
現
と
配
置
の
観
点
か
ら
分
析
、
検
討
し
、
そ
の
構
成
要
素
や
成
立
背
景
を
明
ら
か
に

す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
。 

本
分
析
は
、
延
宝
期
の
絵
付
け
の
特
質
を
解
明
す
る
だ
け
で
は
な
く
、
肥
前
磁
器
の
生
産
窯
特
定
や
編
年

分
析
へ
の
活
用
が
期
待
で
き
、
西
欧
へ
の
輸
出
も
盛
ん
で
あ
っ
た
肥
前
磁
器
の
需
要
や
東
西
の
文
化
交
流

に
つ
い
て
も
、
絵
付
け
の
観
点
か
ら
考
察
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。 

ま
た
、
本
研
究
は
、
絵
画
や
他
の
工
芸
な
ど
複
数
の
分
野
か
ら
知
見
を
得
て
お
り
、
そ
の
成
果
は
他
の
分

野
の
研
究
に
も
活
か
す
こ
と
が
で
き
よ
う
。 

 

肥
前
磁
器
と
は
、
肥
前
地
方
（
現
在
の
佐
賀
県
・
長
崎
県
域
）
で
生
産
さ
れ
た
磁
器
の
総
称
で
あ
る
。
十

七
世
紀
初
頭
に
は
じ
ま
っ
た
肥
前
地
方
の
磁
器
生
産
は
有
田
の
地
を
中
心
と
し
た
が
、
出
荷
港
の
名
に
因

み
伊
万
里
焼
、
と
く
に
古
い
も
の
を
古
伊
万
里
と
も
呼
ぶ
。 

肥
前
磁
器
の
研
究
は
、
近
年
、
考
古
学
的
な
手
法
に
よ
る
産
地
と
消
費
地
の
分
析
が
深
化
さ
れ
、
特
に
編

年
研
究
が
精
力
的
に
進
め
ら
れ
て
き
た
。
そ
の
結
果
、
十
七
世
紀
の
肥
前
磁
器
は
主
に
、
寛
永
期
（
一
六
二

四
～
一
六
四
五
年
）
の
「
初
期
伊
万
里
」、
正
保
（
一
六
四
五
～
一
六
四
八
年
）
～
寛
文
期
（
一
六
六
一
～

一
六
七
三
年
）
の
「
初
期
色
絵
」（
い
わ
ゆ
る
古
九
谷
様
式
）、
延
宝
期(

一
六
七
三
～
一
六
八
一
年
）
の
「
柿

右
衛
門
様
式
」、
元
禄
期
（
一
六
八
八
～
一
七
〇
四
年
）
の
「
古
伊
万
里
金
襴
手
様
式
」
へ
と
変
遷
し
た
こ

と
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。 

十
七
世
紀
後
期
の
肥
前
磁
器
は
、
延
宝
期
頃
に
そ
の
主
流
を
な
す
作
風
を
確
立
し
た
と
考
え
ら
れ
て
い

る
。
赤
や
青
、
緑
、
黄
を
基
調
と
し
た
明
る
い
色
彩
と
繊
細
な
線
描
で
表
さ
れ
る
文
様
、
乳
白
色
の
「
濁
手
」

と
呼
ば
れ
る
素
地
が
際
立
つ
よ
う
な
文
様
の
配
置
で
構
成
さ
れ
る
世
界
観
が
印
象
的
な
そ
れ
は
、
現
在
「
柿

右
衛
門
様
式
」
と
い
う
名
称
で
親
し
ま
れ
て
い
る
。
中
で
も
、
延
宝
期
頃
の
作
と
推
定
さ
れ
る
、
白
く
滑
ら

か
な
素
地
に
淡
く
明
る
い
色
彩
で
文
様
を
施
し
た
「
色
絵
双
鳥
松
竹
梅
文
輪
花
皿
」（
佐
賀
県
立
九
州
陶
磁

文
化
館
蔵
）
は
代
表
的
な
存
在
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
作
例
は
主
に
輸
出
用
と
さ
れ
、
西
欧
の
王
侯
貴
族

た
ち
に
収
集
さ
れ
る
に
と
ど
ま
ら
ず
、
彼
ら
の
生
活
や
文
化
に
も
大
き
な
影
響
を
与
え
た
。 

 

し
か
し
、
詳
し
く
は
後
述
す
る
が
、
十
七
世
紀
後
期
の
肥
前
磁
器
の
中
で
も
、
延
宝
期
を
中
心
に
発
展
し
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た
と
さ
れ
る
作
風
や
造
形
の
傾
向
を
特
徴
的
に
捉
え
、
柿
右
衛
門
様
式
と
称
し
た
の
は
後
世
の
こ
と
で
あ

る
。
研
究
の
発
展
と
と
も
に
様
式
の
定
義
や
概
念
は
よ
り
明
確
化
さ
れ
た
が
、
そ
の
枠
組
み
に
は
現
在
で
も

研
究
者
に
よ
っ
て
捉
え
方
の
異
な
る
部
分
や
曖
昧
な
点
が
み
ら
れ
る
。
ま
た
、
従
来
の
肥
前
磁
器
研
究
は
、

生
産
地
や
消
費
地
、
編
年
の
分
析
と
い
っ
た
考
古
学
的
手
法
が
重
点
的
に
と
ら
れ
、
文
様
の
描
法
や
配
置
、

構
成
な
ど
絵
付
け
に
関
す
る
緻
密
な
分
析
は
長
く
今
後
の
課
題
と
さ
れ
て
き
た
。 

 

そ
こ
で
本
論
で
は
、
十
七
世
紀
後
期
の
肥
前
磁
器
、
特
に
延
宝
期
を
中
心
に
展
開
し
た
磁
器
群
を
論
の
中

心
に
据
え
、
絵
付
け
の
分
析
に
取
り
組
む
こ
と
と
し
た
。
分
析
を
行
う
に
あ
た
り
、
ま
ず
、
様
式
分
類
の
名

称
の
ひ
と
つ
と
も
な
っ
て
い
る
、
柿
右
衛
門
と
い
う
語
に
集
約
さ
れ
た
定
義
や
概
念
の
成
り
立
ち
を
追
い
、

現
状
を
捉
え
る
と
と
も
に
問
題
点
を
探
っ
た
。
そ
し
て
、
肥
前
磁
器
に
お
け
る
赤
絵
の
創
始
に
つ
い
て
史
料

を
用
い
た
考
察
を
加
え
、
柿
右
衛
門
様
式
と
い
う
名
称
で
括
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
対
象
の
作
風
を
把
握

す
る
と
と
も
に
、
製
作
年
代
を
確
認
ま
た
は
推
測
で
き
る
資
料
を
も
と
に
そ
れ
ら
が
定
着
し
た
年
代
を
推

測
し
た
。 

 

こ
れ
ら
の
考
察
を
踏
ま
え
た
上
で
、
本
論
の
主
要
テ
ー
マ
で
あ
る
、
延
宝
期
の
肥
前
磁
器
に
み
ら
れ
る
絵

付
け
の
構
成
要
素
や
成
立
背
景
の
解
明
に
向
け
、
図
様
を
構
成
す
る
最
小
単
位
で
あ
る
文
様
に
注
目
し
、
そ

の
表
現
と
配
置
の
観
点
か
ら
分
析
を
行
っ
た
。 

具
体
的
な
方
法
と
し
て
、
文
様
の
表
現
で
は
モ
チ
ー
フ
ご
と
の
分
類
に
は
じ
ま
り
、
文
様
の
形
態
や
線
描
、

色
彩
な
ど
主
に
描
法
の
分
析
を
試
み
た
。
文
様
の
配
置
で
は
、
延
宝
期
の
肥
前
磁
器
に
顕
著
な
白
い
素
地
が

際
立
つ
構
図
に
つ
い
て
、
文
様
が
描
か
れ
て
い
る
位
置
や
文
様
同
士
の
比
率
の
変
化
に
着
目
し
そ
の
変
遷

を
追
っ
た
。
さ
ら
に
、
同
時
代
の
絵
画
や
他
の
工
芸
と
の
比
較
分
析
も
行
い
、
こ
こ
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
構

図
の
あ
り
方
は
、
肥
前
磁
器
に
お
い
て
特
に
延
宝
期
に
特
徴
的
で
あ
る
と
と
も
に
、
ジ
ャ
ン
ル
を
超
え
た
時

代
的
な
傾
向
の
ひ
と
つ
で
あ
る
こ
と
も
明
ら
か
に
し
た
。 

肥
前
磁
器
の
輸
出
は
十
七
世
紀
半
ば
頃
に
始
ま
り
、
特
に
、
輸
出
用
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
延
宝

期
を
中
心
に
製
作
さ
れ
た
磁
器
群
は
、
西
欧
で
高
い
需
要
を
誇
っ
た
。
乳
白
色
の
素
地
か
ら
「m

ilky-w
h

ite

」

と
称
さ
れ
た
製
品
は
西
欧
の
王
侯
貴
族
た
ち
を
魅
了
し
、
城
郭
や
宮
殿
内
に
設
置
さ
れ
た
「
磁
器
の
間
」
と

呼
ば
れ
る
専
用
の
部
屋
に
飾
ら
れ
、
東
洋
的
な
趣
味
と
し
て
だ
け
で
は
な
く
権
力
の
象
徴
と
し
て
も
求
め

ら
れ
た
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
熱
狂
的
な
収
集
に
と
ど
ま
ら
ず
、
西
欧
諸
窯
で
の
磁
器
生
産
開
始
の
契
機
の
ひ

と
つ
と
も
な
り
、
日
本
で
は
す
で
に
生
産
・
輸
出
が
下
火
に
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
十
八
世
紀
以
降
も
ド
イ

ツ
の
マ
イ
セ
ン
窯
を
は
じ
め
イ
ギ
リ
ス
の
チ
ェ
ル
シ
ー
窯
な
ど
、
西
欧
諸
国
で
模
倣
品
が
作
ら
れ
る
ほ
ど

の
人
気
を
博
し
た
。 

西
欧
緒
窯
の
製
品
に
は
、
延
宝
期
の
肥
前
磁
器
に
見
ら
れ
る
作
風
を
取
り
入
れ
な
が
ら
、
文
様
や
器
形
な
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ど
を
西
欧
風
に
ア
レ
ン
ジ
し
た
と
思
わ
れ
る
作
例
も
多
く
み
ら
れ
、
そ
の
傾
向
は
十
九
世
紀
に
起
こ
る
ジ

ャ
ポ
ニ
ス
ム
で
も
確
認
で
き
る
。
た
と
え
ば
、
当
時
の
パ
リ
万
博
に
も
出
品
さ
れ
た
セ
ル
ヴ
ィ
ス
・
ル
ソ
ー

に
は
、
浮
世
絵
な
ど
日
本
の
絵
画
か
ら
モ
チ
ー
フ
を
転
用
す
る
傾
向
が
指
摘
さ
れ
る
が
、
と
り
わ
け
植
物
や

鳥
、
昆
虫
な
ど
の
花
鳥
文
様
を
ま
る
で
白
素
地
に
置
く
か
の
よ
う
に
ア
シ
ン
メ
ト
リ
ー
に
配
置
す
る
構
図

は
、
延
宝
期
の
肥
前
磁
器
を
思
わ
せ
る
の
で
あ
る
。 

こ
れ
よ
り
、
本
論
で
は
、
延
宝
期
を
中
心
に
制
作
さ
れ
た
肥
前
磁
器
が
西
欧
で
の
磁
器
生
産
や
文
化
に
影

響
を
与
え
た
と
い
う
点
に
つ
い
て
、
い
か
な
る
時
代
背
景
が
あ
り
、
ど
の
よ
う
な
要
素
が
こ
れ
ほ
ど
ま
で
の

熱
を
も
た
ら
し
た
の
か
考
察
し
た
。 

な
お
、
本
論
の
各
章
の
組
み
立
て
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。 

 

第
一
章
で
は
、
延
宝
期
の
肥
前
磁
器
を
扱
う
前
提
と
し
て
、
主
に
そ
の
時
期
に
展
開
し
た
作
風
や
作
例
を

指
し
て
用
い
る
柿
右
衛
門
と
い
う
語
に
注
目
し
た
。
先
に
触
れ
た
よ
う
に
、
柿
右
衛
門
様
式
と
は
、
十
七
世

紀
後
期
の
肥
前
磁
器
の
中
で
も
、
特
に
延
宝
期
を
中
心
に
発
展
し
た
作
風
や
造
形
の
傾
向
を
特
徴
的
に
捉

え
て
称
し
た
も
の
で
、
様
式
と
し
て
の
枠
組
み
は
後
世
に
提
唱
さ
れ
た
。
柿
右
衛
門
に
関
す
る
研
究
が
活
発

化
し
た
の
は
大
正
期
に
入
っ
て
か
ら
で
あ
り
、
様
式
概
念
と
し
て
唱
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
昭
和

期
半
ば
頃
の
こ
と
で
あ
る
。
現
在
で
も
、
様
式
の
定
義
や
概
念
の
捉
え
方
に
は
研
究
者
に
よ
っ
て
異
な
る
部

分
も
あ
り
、
解
釈
の
広
が
り
や
認
識
に
曖
昧
な
点
も
み
ら
れ
る
。 

そ
こ
で
、
本
章
で
は
、
柿
右
衛
門
、
柿
右
衛
門
様
式
、
濁
手
の
三
つ
の
語
に
焦
点
を
当
て
、
柿
右
衛
門
と

い
う
語
の
発
生
か
ら
、
従
来
組
み
立
て
ら
れ
て
き
た
柿
右
衛
門
観
や
柿
右
衛
門
様
式
と
称
さ
れ
る
様
式
概

念
が
定
着
す
る
ま
で
の
成
り
立
ち
を
追
い
、
改
め
て
研
究
史
を
整
理
し
た
。 

 

わ
ず
か
に
残
さ
れ
て
い
る
江
戸
期
の
史
料
に
は
、
そ
も
そ
も
柿
右
衛
門
と
は
細
工
者
の
名
で
あ
る
こ
と

が
記
さ
れ
て
い
る
。
明
治
期
に
入
る
と
、
赤
絵
の
創
始
者
と
し
て
酒
井
田
柿
右
衛
門
の
研
究
が
は
じ
ま
り
、

大
正
期
に
は
大
河
内
正
敏
氏
に
よ
る
『
柿
右
衛
門
と
色
鍋
島
』
（
彩
壺
会
一
九
一
六
年
）
が
発
表
さ
れ
、
歴

代
酒
井
田
柿
右
衛
門
の
生
没
年
の
明
記
や
具
体
的
な
作
例
が
提
示
さ
れ
る
な
ど
、
柿
右
衛
門
概
念
の
基
礎

と
な
る
詳
細
な
研
究
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
昭
和
期
に
な
る
と
、
永
竹
威
氏
に
よ
る
肥
前
古
陶
磁
の

様
式
論
が
提
唱
さ
れ
、
陶
工
柿
右
衛
門
の
存
在
は
そ
の
ま
ま
に
、
様
式
と
し
て
の
柿
右
衛
門
が
定
着
し
は
じ

め
る
。 

 

し
か
し
、
近
年
行
わ
れ
た
発
掘
調
査
か
ら
、
従
来
の
柿
右
衛
門
個
人
の
作
と
い
う
概
念
は
崩
さ
れ
る
こ
と

と
な
り
、
現
在
で
は
有
田
町
全
体
で
生
産
さ
れ
た
作
風
の
ひ
と
つ
で
あ
る
と
解
釈
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

そ
れ
で
も
柿
右
衛
門
と
い
う
個
人
名
は
用
い
ら
れ
続
け
、
現
在
は
い
わ
ゆ
る
「
典
型
的
な
柿
右
衛
門
様
式
」
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（
狭
義
）
と
広
義
の
柿
右
衛
門
様
式
と
い
っ
た
濁
手
に
重
点
を
置
く
捉
え
方
が
主
と
な
っ
て
い
る
。 

 

濁
手
と
呼
ば
れ
る
乳
白
色
の
素
地
は
、
現
在
柿
右
衛
門
様
式
を
捉
え
る
際
の
大
き
な
一
要
素
で
あ
り
、
特

に
典
型
例
に
必
須
の
条
件
と
さ
れ
て
い
る
。
は
じ
め
に
乳
白
色
の
素
地
に
注
目
し
、
優
れ
た
特
徴
の
ひ
と
つ

と
し
て
提
言
し
た
の
も
大
河
内
氏
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
そ
の
後
、
乳
白
色
が
洗
米
の
と
ぎ
汁
に
似
て

い
る
こ
と
か
ら
濁
手
と
い
う
名
称
が
つ
け
ら
れ
、
特
徴
的
な
素
地
と
し
て
扱
わ
れ
る
に
至
っ
て
い
る
。 

 

確
か
に
、
延
宝
期
の
肥
前
磁
器
に
み
ら
れ
る
白
素
地
の
色
調
は
、
そ
れ
ま
で
の
色
絵
素
地
よ
り
さ
ら
に
白

さ
を
増
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
そ
の
色
調
に
は
明
確
な
基
準
が
な
く
、
研
究
者
に
よ
っ
て
捉
え

方
が
異
な
る
こ
と
や
、
昭
和
六
十
三
年
に
行
わ
れ
た
赤
絵
町
の
発
掘
調
査
で
は
、
遺
構
の
最
下
層
か
ら
濁
手

と
す
る
色
調
に
近
い
乳
白
色
の
陶
片
が
出
土
し
て
い
る
こ
と
な
ど
、
検
討
す
べ
き
点
は
ま
だ
多
く
、
全
貌
の

解
明
に
は
課
題
が
残
さ
れ
て
い
る
。 

 

第
二
章
で
は
、
前
章
で
行
っ
た
柿
右
衛
門
に
関
す
る
定
義
や
概
念
の
研
究
史
の
整
理
を
受
け
、
十
七
世
紀

後
期
の
肥
前
磁
器
に
み
ら
れ
る
絵
付
け
に
つ
い
て
、
史
料
や
研
究
史
に
基
づ
き
検
討
し
た
。
着
目
し
た
の
は
、

（
一
）
肥
前
磁
器
に
お
け
る
赤
絵
の
創
始
者
と
創
始
時
期
、（
二
）
延
宝
期
の
作
風
形
成
年
代
、（
三
）
延
宝

期
の
具
体
的
な
作
風
と
柿
右
衛
門
様
式
と
捉
え
る
た
め
の
条
件
の
三
点
で
あ
る
。 

（
一
）
肥
前
磁
器
に
お
け
る
赤
絵
の
創
始
者
と
創
始
時
期 

 

肥
前
磁
器
に
お
け
る
赤
絵
の
創
始
に
つ
い
て
、
確
認
で
き
る
最
古
史
料
の
ひ
と
つ
で
あ
る
初
代
酒
井
田

柿
右
衛
門
に
よ
る
「
覚
」
、
三
代
酒
井
田
柿
右
衛
門
の
「
申
上
口
上
」、
当
時
の
皿
山
代
官
で
あ
っ
た
大
石
軍

兵
か
ら
五
代
酒
井
田
柿
右
衛
門
へ
送
ら
れ
た
と
さ
れ
る
文
書
よ
り
、
初
代
酒
井
田
柿
右
衛
門
の
関
与
が
認

め
ら
れ
る
と
推
測
し
た
。
ま
た
、
そ
の
創
始
時
期
と
し
て
、
初
代
酒
井
田
柿
右
衛
門
と
三
代
酒
井
田
柿
右
衛

門
の
文
書
に
加
え
、「
今
利
」、「
赤
絵
」「
錦
手
」
と
い
う
語
の
初
見
史
料
か
ら
、
一
六
四
〇
年
代
、
特
に
一

六
四
一
～
一
六
四
七
年
の
間
に
成
立
し
た
の
で
は
な
い
か
と
推
測
し
た
。 

（
二
）
延
宝
期
の
作
風
形
成
年
代 

 

延
宝
期
の
作
風
が
お
よ
そ
ど
の
年
代
に
確
立
し
た
の
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
、
本
論
で
は
、
①
京
都
西

本
願
寺
の
経
蔵
の
腰
張
り
に
使
用
さ
れ
た
「
色
絵
唐
草
団
龍
文
陶
板
」（
福
岡
県
立
美
術
館
蔵
）
と
「
色
絵

応
龍
文
陶
板
」（
東
京
国
立
博
物
館
蔵
）、
②
発
掘
陶
片
か
ら
製
作
の
下
限
年
代
が
推
測
で
き
る
「
色
絵
竹
梅

鳥
文
輪
花
皿
」（
佐
賀
県
立
九
州
陶
磁
文
化
館
蔵
柴
田
夫
妻
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
）、
③
絵
画
か
ら
製
作
の
下
限
年

代
が
特
定
で
き
る
「
色
絵
唐
人
物
文
蓋
付
大
壺
」（
東
京
国
立
博
物
館
蔵
）
の
三
例
を
取
り
上
げ
考
察
し
た
。 

 
 

そ
の
結
果
、
現
在
ま
で
認
識
さ
れ
て
き
た
延
宝
期
頃
の
作
風
は
、
主
に
一
六
八
〇
年
代
を
中
心
に
定
着
し

た
の
で
は
な
い
か
と
推
測
し
た
。 
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（
三
）
延
宝
期
の
具
体
的
な
作
風
と
柿
右
衛
門
様
式
と
捉
え
る
た
め
の
条
件 

前
章
で
行
っ
た
研
究
史
の
整
理
か
ら
、
現
在
の
柿
右
衛
門
様
式
は
「
典
型
的
な
柿
右
衛
門
様
式
」
と
「
広

義
の
柿
右
衛
門
様
式
」
に
分
類
し
て
捉
え
る
傾
向
に
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
。
典
型
的
な
柿
右
衛
門
様
式
と

さ
れ
る
も
の
に
は
基
準
が
設
け
ら
れ
て
お
り
、
絵
付
け
に
関
し
て
は
主
に
、
①
濁
手
素
地
、
②
繊
細
な
輪
郭

線
、
③
明
る
い
色
彩
、
④
左
右
非
対
称
で
余
白
を
多
く
と
る
絵
画
的
意
匠
と
い
っ
た
要
素
が
あ
げ
ら
れ
る
。 

一
方
、
広
義
の
柿
右
衛
門
様
式
で
は
捉
え
方
の
幅
が
広
が
る
。
大
き
な
点
と
し
て
、
典
型
的
な
柿
右
衛
門

様
式
の
一
要
素
と
さ
れ
る
濁
手
素
地
で
あ
る
が
、
染
付
の
使
用
は
不
向
き
と
さ
れ
て
い
る
た
め
、
染
付
が
用

い
ら
れ
て
い
る
時
点
で
典
型
例
か
ら
外
れ
て
い
く
こ
と
と
な
る
。
ま
た
、
染
付
の
使
用
例
以
外
に
も
、
赤
や

緑
な
ど
の
色
彩
が
目
立
ち
色
調
が
濃
い
例
な
ど
、
典
型
例
と
は
異
な
る
要
素
を
持
つ
作
例
が
含
ま
れ
る
。 

つ
ま
り
、
延
宝
期
の
作
風
を
捉
え
る
に
は
、
い
わ
ゆ
る
「
典
型
例
」
と
「
広
義
例
」
を
合
せ
た
も
の
が
そ

の
全
貌
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
「
典
型
例
」
と
い
う
基
準
を
設
け
た
か
ら
こ
そ
そ

こ
に
準
ず
る
要
素
が
引
き
出
せ
、
延
宝
期
の
肥
前
磁
器
の
全
体
像
を
つ
か
む
こ
と
に
つ
な
が
る
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。 

 

第
三
章
で
は
、
文
様
の
表
現
に
つ
い
て
分
析
を
行
っ
た
。
延
宝
期
の
肥
前
磁
器
に
み
ら
れ
る
特
徴
を
把
握

す
る
に
あ
た
り
、
本
研
究
で
は
、
江
戸
時
代
初
期
か
ら
幕
末
ま
で
の
有
田
磁
器
を
幅
広
く
有
し
、
肥
前
磁
器

の
作
例
を
網
羅
で
き
る
一
大
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
で
あ
る
佐
賀
県
立
九
州
陶
磁
文
化
館
所
蔵
「
柴
田
夫
妻
コ
レ

ク
シ
ョ
ン
」
を
軸
に
、
適
宜
参
考
と
な
る
作
品
を
加
え
な
が
ら
約
四
〇
〇
〇
件
の
作
例
を
分
析
対
象
と
し
た
。 

具
体
的
な
方
法
と
し
て
、
ま
ず
、
十
七
世
紀
を
中
心
と
し
た
肥
前
磁
器
に
み
ら
れ
る
主
な
文
様
か
ら
、
普

遍
的
に
み
ら
れ
る
【
Ａ
】
松
、【
Ｂ
】
竹
、【
Ｃ
】
梅
の
植
物
や
【
Ｄ
】
鳥
類
、
【
Ｅ
】
一
六
五
〇
年
代
以
降

み
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
柴
垣
、
用
い
ら
れ
る
こ
と
の
多
い
【
Ｆ
】
菊
、【
Ｇ
】
蝶
の
七
種
類
を
取
り
上
げ
そ

れ
ぞ
れ
に
基
準
を
設
け
て
分
類
し
た
。
そ
し
て
、
各
モ
チ
ー
フ
の
中
で
分
類
し
た
項
目
ご
と
に
描
か
れ
方
を

ま
と
め
、
延
宝
期
頃
の
作
例
に
み
ら
れ
る
表
現
が
分
類
項
目
の
ど
こ
に
該
当
す
る
の
か
、
延
宝
期
の
前
後
で

変
化
が
み
ら
れ
る
場
合
は
ど
の
よ
う
な
変
遷
が
あ
る
の
か
分
析
し
た
。 

そ
の
結
果
、
一
例
と
し
て
、
延
宝
期
の
肥
前
磁
器
に
描
か
れ
る
松
で
は
幹
の
色
彩
に
、
梅
で
は
花
の
形
態

に
他
の
年
代
に
み
ら
れ
る
も
の
と
は
異
な
る
表
現
が
認
め
ら
れ
た
。
た
だ
し
、
時
代
に
伴
う
変
化
が
み
ら
れ

な
い
モ
チ
ー
フ
も
あ
り
、
そ
の
場
合
は
普
遍
性
の
高
い
表
現
が
さ
れ
る
も
の
と
し
た
。 

そ
し
て
、
こ
の
文
様
分
析
の
活
用
を
試
論
す
べ
く
、
本
論
で
は
梅
文
様
を
一
例
に
『
柿
右
衛
門
様
式
総
合

調
査
事
業
報
告
書
』（
佐
賀
県
立
九
州
陶
磁
文
化
館
一
九
九
九
年
）
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
、
柿
右
衛
門
古
窯

出
土
陶
片
の
ト
レ
ー
ス
一
覧
を
用
い
て
検
証
し
た
。
す
る
と
、
本
論
で
分
類
し
た
形
態
の
多
く
が
確
認
で
き
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た
一
方
で
、
他
の
年
代
に
み
ら
れ
る
も
の
と
は
異
な
る
表
現
が
認
め
ら
れ
た
延
宝
期
の
形
態
は
確
認
で
き

な
か
っ
た
。
こ
れ
よ
り
、
本
論
で
抽
出
し
た
延
宝
期
に
み
ら
れ
る
梅
の
形
態
は
、
同
窯
で
製
作
さ
れ
た
作
例

に
は
用
い
ら
れ
て
い
な
い
、
ま
た
は
同
窯
の
操
業
期
間
の
主
要
な
形
態
で
は
な
か
っ
た
こ
と
な
ど
が
考
え

ら
れ
、
文
様
の
分
析
は
生
産
窯
や
制
作
年
代
の
特
定
に
活
用
で
き
る
可
能
性
が
見
い
だ
せ
た
。 

ま
た
、
文
様
の
分
析
を
行
う
と
と
も
に
モ
チ
ー
フ
の
組
み
合
わ
せ
に
も
着
目
し
た
。
延
宝
期
の
肥
前
磁
器

に
み
ら
れ
る
図
様
に
は
、
下
絵
に
狩
野
派
や
土
佐
派
と
い
っ
た
絵
師
の
関
連
が
示
唆
さ
れ
て
い
る
。
本
論
で

は
、
モ
チ
ー
フ
の
組
み
合
わ
せ
に
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
需
要
の
高
さ
が
う
か
が
え
る
鶉
文

様
を
取
り
上
げ
、
絵
画
作
例
と
の
比
較
を
行
っ
た
。 

そ
の
結
果
、
鶉
文
を
主
題
と
す
る
肥
前
磁
器
に
は
絵
画
と
の
類
似
点
が
多
く
み
ら
れ
た
が
、
モ
チ
ー
フ
の

組
み
合
わ
せ
や
景
観
表
現
な
ど
の
細
部
、
特
に
地
面
の
表
現
に
大
き
な
違
い
が
み
ら
れ
た
。
さ
ら
に
、
そ
の

よ
う
な
差
異
は
、
十
七
世
紀
の
肥
前
磁
器
に
お
い
て
も
時
代
に
よ
る
表
現
の
変
化
と
し
て
現
れ
て
お
り
、
延

宝
期
の
図
様
の
特
異
性
を
強
め
る
一
要
素
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。 

 

第
四
章
で
は
、
文
様
の
配
置
に
つ
い
て
分
析
を
行
っ
た
。
延
宝
期
の
肥
前
磁
器
に
は
、
白
い
素
地
を
際
立

た
せ
る
よ
う
な
構
図
が
顕
著
で
あ
り
、
そ
れ
は
文
様
の
配
置
や
構
成
に
よ
っ
て
成
り
立
っ
て
い
る
と
考
え

る
。
そ
こ
で
、
文
様
の
配
置
方
法
や
文
様
同
士
の
比
率
の
変
化
か
ら
、
こ
の
よ
う
な
構
図
が
で
き
る
ま
で
の

変
遷
過
程
を
分
析
し
た
。 

 

具
体
的
に
は
、
分
類
の
基
準
や
方
法
は
第
三
章
と
同
じ
と
し
、
特
に
配
置
面
に
変
化
が
み
ら
れ
た
【
Ｂ
】

竹
、【
Ｄ
】
鳥
類
、【
Ｅ
】
柴
垣
、
【
Ｆ
】
菊
、【
Ｇ
】
蝶
文
様
を
対
象
と
し
た
。 

分
析
の
結
果
、
延
宝
期
に
描
か
れ
る
文
様
は
器
面
の
片
側
に
重
点
的
に
配
置
さ
れ
る
傾
向
が
あ
る
こ
と

や
、
配
置
場
所
や
文
様
同
士
の
比
率
に
変
化
が
表
れ
や
す
い
の
は
空
中
を
移
動
で
き
る
モ
チ
ー
フ
に
多
い

こ
と
な
ど
が
明
ら
か
と
な
り
、
文
様
の
配
置
と
構
成
に
は
明
確
な
意
図
が
あ
る
様
子
が
う
か
が
え
た
。
ま
た
、

こ
の
傾
向
は
延
宝
期
以
前
か
ら
徐
々
に
変
化
し
て
き
た
も
の
と
考
え
ら
れ
、
延
宝
期
に
顕
著
な
白
素
地
の

際
立
つ
構
図
が
定
着
す
る
ま
で
の
変
遷
過
程
を
明
ら
か
に
で
き
た
こ
と
は
大
き
な
成
果
で
あ
る
。 

加
え
て
、
白
素
地
の
際
立
つ
構
図
が
延
宝
期
に
顕
著
で
あ
る
点
に
つ
い
て
、
ど
の
よ
う
な
背
景
が
推
測
さ

れ
る
の
か
考
察
し
た
。
本
論
で
は
、
同
時
代
の
絵
画
作
例
や
和
鏡
な
ど
の
工
芸
品
、
小
袖
な
ど
の
染
織
品
と

比
較
し
た
結
果
、
文
様
を
画
面
の
右
側
に
集
中
的
に
配
置
す
る
傾
向
が
共
通
し
て
み
ら
れ
、
中
で
も
皿
と
同

じ
円
形
の
和
鏡
で
は
、
十
七
世
紀
か
ら
十
八
世
紀
中
頃
ま
で
の
作
例
に
類
似
す
る
図
様
が
認
め
ら
れ
た
。 

磁
器
と
和
鏡
に
共
通
ま
た
は
類
似
す
る
図
様
の
存
在
が
確
認
で
き
た
こ
と
か
ら
、
こ
れ
ら
の
原
案
は
絵

画
に
あ
る
と
も
推
測
で
き
る
。
明
確
な
下
絵
の
特
定
や
下
絵
師
に
関
す
る
資
料
な
ど
は
確
認
さ
れ
て
い
な
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い
が
、
こ
れ
ら
が
連
動
す
る
よ
う
に
同
時
期
に
み
ら
れ
る
と
い
う
点
に
お
い
て
も
、
工
芸
と
絵
画
、
さ
ら
に

は
工
芸
間
の
相
互
影
響
が
う
か
が
え
る
。
こ
れ
は
、
時
代
的
な
ひ
と
つ
の
大
き
な
傾
向
と
し
て
捉
え
る
こ
と

が
で
き
、
白
素
地
の
際
立
つ
構
図
が
成
立
し
た
背
景
の
一
因
に
は
、
国
内
に
お
け
る
流
行
が
推
測
で
き
る
の

で
あ
る
。 

 
 

第
五
章
で
は
、
延
宝
期
の
肥
前
磁
器
に
お
け
る
輸
出
に
つ
い
て
、
第
三
章
な
ら
び
に
第
四
章
で
分
析
し
た

結
果
を
踏
ま
え
な
が
ら
、
冒
頭
で
提
示
し
た
よ
う
に
、
筆
者
が
延
宝
期
頃
の
肥
前
磁
器
の
代
表
作
と
考
え
る

「
色
絵
双
鳥
松
竹
梅
文
輪
花
皿
」
の
作
品
分
析
を
通
し
、
西
欧
に
お
い
て
ど
の
よ
う
な
要
素
が
求
め
ら
れ
需

要
を
高
め
た
の
か
考
察
し
た
。 

延
宝
期
に
制
作
さ
れ
た
肥
前
磁
器
が
主
に
西
欧
向
け
の
輸
出
品
と
考
え
ら
れ
て
い
る
の
は
、
こ
れ
ら
の

磁
器
が
国
内
で
は
ほ
と
ん
ど
確
認
で
き
な
か
っ
た
の
に
対
し
、
国
外
の
伝
世
品
と
し
て
多
く
確
認
で
き
た

こ
と
に
由
来
す
る
。
現
在
、
柿
右
衛
門
と
称
さ
れ
る
こ
の
よ
う
な
磁
器
群
は
、
特
に
ド
イ
ツ
・
ザ
ク
セ
ン
の

ア
ウ
グ
ス
ト
強
王
に
よ
っ
て
熱
烈
に
収
集
さ
れ
、
一
七
〇
九
年
に
は
強
王
の
主
導
の
も
と
ド
イ
ツ
・
マ
イ
セ

ン
で
磁
器
焼
成
に
成
功
し
、
多
く
の
模
倣
品
が
製
作
さ
れ
る
ほ
ど
の
影
響
を
与
え
た
。 

十
七
世
紀
後
期
に
日
本
の
磁
器
輸
出
が
盛
ん
に
な
っ
た
こ
と
に
は
、
中
国
明
末
期
に
起
こ
っ
た
内
乱
に

伴
う
海
禁
政
策
も
大
き
く
関
係
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
当
初
、
肥
前
磁
器
は
中
国
か
ら
の
輸
出
が
停
止
し

た
際
の
代
替
品
と
し
て
求
め
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
展
海
令
後
の
中
国
磁
器
は
、

そ
れ
ま
で
の
主
力
輸
出
品
で
あ
っ
た
芙
蓉
手
や
赤
絵
か
ら
康
熙
五
彩
と
称
さ
れ
る
ス
タ
イ
ル
に
変
化
し
て

お
り
、
そ
の
作
風
は
柿
右
衛
門
様
式
の
磁
器
と
の
関
連
も
示
唆
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
肥
前
磁
器
を
模
倣
し

た
例
も
確
認
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
延
宝
期
の
肥
前
磁
器
が
独
自
の
ス
タ
イ
ル
を
確
立
し
、
輸
出
市
場
の
中
心

に
い
た
様
子
が
う
か
が
え
る
。 

本
論
で
の
文
様
と
構
図
の
分
析
結
果
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
延
宝
期
の
肥
前
磁
器
の
絵
付
け
に
は
、

他
の
製
作
年
代
の
作
例
に
は
み
ら
れ
な
い
文
様
表
現
や
白
素
地
の
際
立
つ
構
図
な
ど
、
特
徴
的
な
要
素
が

認
め
ら
れ
る
。
本
論
で
は
、
「
色
絵
双
鳥
松
竹
梅
文
輪
花
皿
」
だ
け
で
は
な
く
、
類
似
す
る
作
例
の
「
色
絵

柴
垣
松
竹
梅
鳥
文
輪
花
皿
」
（
個
人
蔵
）
も
と
り
あ
げ
、
用
い
ら
れ
て
い
る
モ
チ
ー
フ
と
文
様
の
配
置
に
注

目
し
て
分
析
し
、
そ
の
需
要
や
影
響
を
与
え
た
要
素
を
探
っ
た
。 

 

そ
の
結
果
、
モ
チ
ー
フ
で
は
柴
垣
と
鶉
が
、
文
様
の
配
置
で
は
白
素
地
を
際
立
た
せ
る
構
図
が
好
ま
れ
る

傾
向
が
み
ら
れ
た
。
特
に
、
い
わ
ゆ
る
余
白
の
あ
る
構
図
は
西
欧
の
磁
器
製
品
に
も
積
極
的
に
取
り
入
れ
ら

れ
て
お
り
、
肥
前
磁
器
の
文
様
配
置
を
模
し
な
が
ら
西
洋
の
文
様
を
用
い
る
な
ど
の
発
展
も
み
ら
れ
、
そ
の

影
響
は
十
九
世
紀
に
起
こ
る
ジ
ャ
ポ
ニ
ス
ム
に
ま
で
及
ぶ
。
こ
れ
よ
り
、
延
宝
期
の
肥
前
磁
器
に
顕
著
な
構
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図
の
あ
り
方
が
、
い
か
に
西
欧
の
磁
器
に
大
き
な
影
響
を
も
た
ら
し
た
の
か
明
ら
か
と
な
っ
た
。 

 

以
上
、
本
論
で
は
、
研
究
史
に
お
け
る
十
七
世
紀
後
期
の
肥
前
磁
器
と
柿
右
衛
門
様
式
の
捉
え
方
を
整
理

し
た
上
で
、
そ
の
絵
付
け
に
つ
い
て
文
様
の
表
現
と
配
置
の
観
点
か
ら
分
析
し
、
構
成
要
素
や
成
立
背
景
を

明
ら
か
に
し
た
。
さ
ら
に
、
こ
れ
ら
は
輸
出
用
の
磁
器
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
国
内
外
で
の
影
響
や
需

要
に
つ
い
て
も
考
察
し
た
。 

ま
た
、
本
論
で
の
研
究
史
の
整
理
や
文
様
の
表
現
及
び
配
置
の
分
析
、
海
外
需
要
の
考
察
を
通
し
、
白
を

極
め
た
と
も
い
え
る
濁
手
と
称
さ
れ
る
素
地
の
存
在
の
大
き
さ
を
再
確
認
す
る
こ
と
と
も
な
っ
た
。
絵
付

け
の
土
台
で
あ
り
な
が
ら
そ
れ
自
身
の
鑑
賞
性
も
高
い
こ
の
素
地
は
、
細
密
な
線
描
と
明
る
い
色
彩
に
よ

る
絵
付
け
や
、
素
地
が
際
立
つ
よ
う
な
構
図
を
と
る
こ
と
を
可
能
と
し
、
こ
の
よ
う
な
絵
付
け
が
あ
る
か
ら

こ
そ
素
地
の
存
在
も
一
層
引
き
立
て
ら
れ
て
い
る
と
考
え
る
。 

柿
右
衛
門
様
式
と
称
さ
れ
る
、
十
七
世
紀
後
期
の
肥
前
磁
器
を
代
表
す
る
作
風
は
、
素
地
や
釉
薬
に
お
け

る
技
術
の
発
展
と
、
同
時
代
の
豊
か
な
意
匠
性
を
反
映
し
た
絵
付
け
が
絶
妙
の
バ
ラ
ン
ス
で
融
合
し
成
立

し
て
い
る
。
そ
し
て
、
初
期
伊
万
里
か
ら
積
み
重
ね
ら
れ
て
き
た
要
素
は
徐
々
に
洗
練
さ
れ
、
輸
出
を
介
す

る
こ
と
で
よ
り
強
化
し
、
西
欧
に
お
い
て
も
絶
大
な
需
要
を
誇
る
こ
と
と
な
っ
た
。
つ
ま
り
、
延
宝
期
を
中

心
に
み
ら
れ
る
こ
の
よ
う
な
作
風
は
、
和
と
洋
の
テ
イ
ス
ト
を
併
せ
持
つ
、
延
宝
期
に
成
熟
し
た
肥
前
磁
器

の
ひ
と
つ
の
完
成
形
な
の
で
あ
る
。 


