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陶
磁
器
と
い
う
焼
き
物
は
、
土
の
表
情
美
で
あ
る
。
気
品
あ
る
色
鮮
や
か
な
焼
き
物
は
、
そ
の
前
に
佇
む
人
の

心
を
引
き
寄
せ
る
の
だ
ろ
う
。
美
し
さ
に
魅
入
ら
れ
た
人
々
の
視
線
は
、
食
い
入
る
よ
う
に
そ
の
器
に
注
が
れ
て

い
る
。

　

こ
れ
は
、
陶
磁
器
美
術
館
の
情
景
で
は
な
い
。
わ
が
国
の
学
術
研
究
の
将
来
を
見
据
え
た
21 

世
紀
C 

O 

E 

プ
ロ

グ
ラ
ム
の
審
査
の
席
で
の
ひ
と
コ
マ
だ
。
文
部
科
学
省
に
よ
る
こ
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
は
、
大
学
に
世
界
最
高
水
準
の

研
究
拠
点
を
形
成
し
て
、
創
造
的
な
人
材
の
育
成
を
図
る
た
め
の
重
点
的
な
支
援
を
目
的
と
す
る
。

　

そ
の
席
で
の
こ
と
だ
。
審
査
を
受
け
る
研
究
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
サ
ブ
リ
ー
ダ
ー
で
も
あ
る
一
人
の
陶
工
が
自
身

の
作
品
の
前
で
話
し
始
め
る
と
、
素
朴
で
柔
ら
か
な
物
腰
の
語
り
口
が
作
品
の
醸
し
出
す
優
美
さ
と
相
ま
っ
て
場

の
雰
囲
気
を
一
瞬
和
ま
せ
た
が
、
す
ぐ
に
凛り
ん

と
し
た
緊
張
感
の
漂
う
静
寂
さ
に
変
え
た
の
を
、
筆
者
は
は
っ
き
り

と
記
憶
し
て
い
る
。
そ
の
陶
工
こ
そ
、
有
田
焼
を
代
表
す
る
名
工
、
一
四
代
酒さ
か

井い

田だ

柿か
き

右え

衛も

門ん

だ
っ
た
。

　

柿
右
衛
門
様
式
の
色
絵
磁
器
は
わ
が
国
が
世
界
に
誇
る
文
化
財
で
あ
り
、
西
欧
最
初
の
磁
器
で
あ
る
ド
イ
ツ
の

マ
イ
セ
ン
の
成
立
に
影
響
を
与
え
た
の
は
夙つ
と

に
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
九
州
産
業
大
学
が
大
学
院
に
新
た
な
専
攻
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を
設
け
て
当
代
の
柿
右
衛
門
を
教
授
に
招
き
、
美
学
・
美
術
史
・
文
化
史
の
世
界
的
レ
ベ
ル
の
研
究
と
そ
の
名
を

冠
し
た
窯
を
開
い
て
、
陶
芸
界
の
第
一
線
で
活
躍
で
き
る
ク
リ
エ
イ
テ
ィ
ブ
な
人
材
の
育
成
を
目
指
す
、
新
た
な

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
立
ち
上
げ
よ
う
と
し
た
の
だ
。

　

陶
磁
器
に
造
詣
が
深
い
と
は
お
世
辞
に
も
言
え
な
い
筆
者
も
、
他
の
審
査
で
は
あ
れ
ほ
ど
冷
静
だ
っ
た
高
名
な

審
査
委
員
の
一
人
が
興
奮
を
抑
え
ら
れ
ず
、
高
揚
感
溢
れ
る
口
調
で
柿
右
衛
門
様
式
の
世
界
的
な
価
値
を
説
明
し

た
の
に
は
驚
き
を
禁
じ
え
な
か
っ
た
。
同
時
に
、
陶
磁
器
産
地
が
何
百
年
と
い
う
時
を
超
え
て
、
き
わ
め
て
高
い

伝
統
工
芸
技
術
と
見
事
な
焼
き
物
づ
く
り
を
保
っ
て
生
き
続
け
て
い
る
の
に
深
い
感
銘
を
受
け
た
。

　

佐
賀
県
の
有
田
は
四
〇
〇
年
に
至
る
歴
史
を
も
ち
、「
和
様
磁
器
の
ふ
る
さ
と
」
と
呼
ぶ
の
に
ふ
さ
わ
し
い
伝

統
産
業
の
産
地
（
伝
統
産
地
）
だ
。
柿
右
衛
門
家
は
、
産
地
の
核
と
な
る
老
舗
の
窯
元
の
一
つ
で
あ
る
。
江
戸
前

期
に
初
め
て
赤
絵
付
に
成
功
し
た
初
代
柿
右
衛
門
か
ら
の
系
譜
を
も
ち
、
わ
が
国
の
磁
器
制
作
に
と
っ
て
革
新
的

な
工
芸
技
術
を
開
発
し
た
先
駆
者
の
家
と
し
て
産
地
の
生
き
残
り
に
大
き
く
貢
献
し
て
き
た
。
だ
が
、
柿
右
衛
門

の
よ
う
な
傑
出
し
た
陶
工
の
力
だ
け
で
、
産
地
は
生
き
残
っ
て
き
た
わ
け
で
は
な
い
。
有
田
に
も
他
の
陶
磁
器
の

産
地
に
も
、
優
れ
た
技
術
や
技
法
を
駆
使
す
る
陶
工
た
ち
は
い
る
。
そ
の
な
か
に
は
柿
右
衛
門
に
比
肩
す
る
名
工

も
多
い
。
そ
し
て
、
一
人
の
名
工
の
家
が
長
く
続
い
て
も
、
産
地
と
呼
べ
る
集
積
地
が
生
き
続
け
る
と
は
限
ら
な

い
は
ず
だ
。
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で
は
、
伝
統
産
地
は
い
か
に
し
て
生
き
残
っ
て
き
た
の
だ
ろ
う
か
。
た
と
え
ば
、
有
田
に
は
「
柿
右
衛
門
」
と

並
ぶ
産
地
の
代
表
的
な
様
式
に
「
鍋
島
」
が
あ
り
、
そ
の
な
か
の
色
鍋
島
を
受
け
継
ぐ
今い
ま

右え

衛も

門ん

窯
が
あ
る
。
さ

ら
に
、
明
治
維
新
で
激
変
し
た
産
地
で
会
社
組
織
に
倣
っ
た
新
し
い
組
織
を
設
立
し
、
産
地
復
興
の
先
駆
け
と
な

っ
た
香
蘭
社
、
そ
の
香
蘭
社
に
続
い
た
深
川
製
磁
な
ど
の
先
駆
的
な
プ
レ
ー
ヤ
ー
が
い
た
。
そ
し
て
、
何
よ
り
も

そ
う
し
た
先
導
者
に
続
く
多
く
の
名
も
な
い
、
し
か
し
誇
り
高
き
陶
工
た
ち
の
愚
直
な
ま
で
の
焼
き
物
づ
く
り
が

産
地
を
支
え
て
き
た
の
で
は
な
か
っ
た
か
。
産
地
を
代
表
す
る
工
芸
技
術
や
技
法
を
受
け
継
ぐ
陶
工
た
ち
は
産
地

を
支
え
る
核
と
な
っ
て
い
る
の
は
間
違
い
な
い
。
だ
が
、
伝
統
工
芸
技
術
を
習
得
し
よ
う
と
す
る
若
者
、
新
た
な

技
術
や
技
法
に
挑
戦
す
る
陶
工
、
関
連
す
る
業
者
が
い
て
こ
そ
産
地
生
き
残
り
の
力
が
生
ま
れ
る
。
産
地
に
は
工

芸
技
術
を
受
け
継
ぐ
多
く
の
人
材
を
育
成
し
、
集
積
地
と
し
て
生
き
残
ら
せ
る
基
盤
を
つ
く
っ
て
き
た
仕
組
み
が

あ
る
は
ず
だ
。

　

経
営
学
で
は
、
あ
る
企
業
が
他
の
企
業
と
協
働
し
て
顧
客
に
価
値
を
届
け
る
た
め
の
仕
組
み
を
「
ビ
ジ
ネ
ス
シ

ス
テ
ム
」
と
呼
ぶ
。
ビ
ジ
ネ
ス
に
関
連
す
る
活
動
を
何
も
か
も
一
つ
の
企
業
が
す
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
他
の

企
業
や
事
業
者
と
の
協
働
が
必
要
に
な
る
。
ヤ
マ
ト
運
輸
が
、
コ
ス
ト
は
か
か
る
が
収
益
は
見
込
め
る
小
口
荷
物

に
目
を
つ
け
、
各
都
道
府
県
に
拠
点
を
設
け
て
取
次
店
と
の
間
に
ハ
ブ
・
ア
ン
ド
・
ス
ポ
ー
ク
の
輸
送
ネ
ッ
ト
ワ

ー
ク
を
つ
く
り
あ
げ
、
翌
日
配
送
を
実
現
し
て
大
き
く
成
長
し
た
宅
急
便
事
業
な
ど
は
そ
の
例
だ
。
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わ
が
国
に
は
、
陶
磁
器
の
よ
う
な
地
場
の
伝
統
産
地
が
数
多
く
あ
る
。
和
紙
、
織
物
、
染
色
、
漆
器
、
醸
造
な

ど
、
地
域
の
歴
史
や
文
化
を
色
濃
く
反
映
し
、
数
百
年
に
わ
た
っ
て
生
き
続
け
る
伝
統
産
地
で
は
、
優
れ
た
伝
統

工
芸
技
術
や
技
法
が
代
々
受
け
継
が
れ
て
き
た
。

　

伝
統
産
業
の
ビ
ジ
ネ
ス
シ
ス
テ
ム
は
、
伝
統
産
地
の
工
芸
技
術
継
承
の
た
め
の
仕
組
み
を
内
包
し
、
最
終
顧
客

に
価
値
を
届
け
る
た
め
の
組
織
間
の
協
働
と
切
磋
琢
磨
の
制
度
的
仕
組
み
、
す
な
わ
ち
顧
客
へ
の
価
値
の
提
供
が

目
的
で
あ
る
取
引
関
係
に
も
と
づ
い
た
協
働
と
工
芸
技
術
継
承
の
人
材
育
成
の
仕
組
み
で
あ
る
。

　

伝
統
産
地
が
生
き
残
る
た
め
に
は
、
顧
客
へ
の
価
値
を
つ
く
り
出
す
伝
統
工
芸
技
術
の
継
承
や
技
能
の
伝
承
が

欠
か
せ
な
い
。
だ
が
、
産
地
が
生
き
残
る
た
め
に
は
、
産
地
間
の
厳
し
い
競
争
に
も
勝
ち
抜
か
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
伝
統
工
芸
技
術
を
も
と
に
顧
客
へ
の
訴
求
力
を
も
つ
産
地
ブ
ラ
ン
ド
を
形
成
す
る
の
は
、
そ
の
競
争
で
優
位

に
立
つ
た
め
の
鍵
の
一
つ
だ
が
、
優
れ
た
伝
統
工
芸
技
術
が
あ
っ
て
そ
の
技
術
や
技
能
を
も
つ
人
々
が
個
々
の
力

を
発
揮
す
れ
ば
、
そ
れ
で
産
地
が
生
き
残
れ
る
、
と
い
う
ほ
ど
甘
く
は
な
い
だ
ろ
う
。
陶
磁
器
の
伝
統
産
地
で
言

え
ば
、
焼
き
物
の
作
り
手
の
競
い
あ
い
と
切
磋
琢
磨
が
協
働
の
仕
組
み
に
組
み
込
ま
れ
て
い
る
が
ゆ
え
に
、
産
地

は
生
き
残
っ
て
き
た
の
で
は
な
い
か
。
窯
元
の
盛
衰
や
新
陳
代
謝
は
避
け
ら
れ
な
い
が
、
産
地
の
競
争
が
支
え
る

協
働
の
仕
組
み
だ
か
ら
こ
そ
、
産
地
間
の
競
争
を
生
き
抜
く
力
と
な
っ
て
き
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
は
、

伝
統
産
地
に
共
通
す
る
特
徴
に
思
え
て
な
ら
な
い
。
本
書
で
は
、
経
営
学
の
視
点
か
ら
伝
統
産
地
生
き
残
り
の
仕

組
み
を
考
え
て
み
た
い
。
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わ
が
国
の
伝
統
産
地
の
多
く
は
、
歴
史
の
荒
波
に
耐
え
て
生
き
残
っ
て
き
た
。
と
り
わ
け
、
陶
磁
器
産
地
は
明

治
維
新
に
よ
っ
て
幕
藩
体
制
が
崩
壊
し
、
藩
の
庇
護
を
失
う
と
い
う
激
変
を
経
験
し
た
。
だ
が
、
そ
の
後
も
多
く

の
産
地
が
長
い
年
月
を
生
き
続
け
て
き
た
。
そ
の
背
後
に
は
、
転
換
期
の
危
機
的
な
環
境
変
化
を
乗
り
越
え
る
原

動
力
と
な
っ
た
先
導
的
な
窯
元
や
陶
工
た
ち
の
活
動
が
あ
り
、
そ
の
活
動
に
よ
っ
て
協
働
の
仕
組
み
が
変
化
し
て

き
た
か
ら
だ
ろ
う
。
産
地
を
変
貌
さ
せ
た
革
新
的
な
活
動
の
理
解
に
は
、
企
業
家
活
動
の
視
点
が
有
効
な
は
ず
で

あ
る
。
産
地
の
環
境
の
大
き
な
変
化
に
対
し
て
、
先
導
者
と
な
っ
た
窯
元
が
い
か
な
る
自
律
的
な
活
動
で
協
働
の

仕
組
み
を
変
え
、
産
地
を
生
き
残
ら
せ
る
こ
と
が
で
き
た
の
か
も
問
う
て
み
た
い
。

　

阪
神
・
淡
路
大
震
災
と
東
日
本
大
震
災
と
い
う
歴
史
的
な
災
禍
に
見
舞
わ
れ
た
日
本
社
会
で
は
、
地
域
社
会
の

活
性
化
を
い
か
に
し
て
図
る
か
が
主
要
な
課
題
の
一
つ
で
あ
る
。
そ
の
活
性
化
は
、
地
域
社
会
に
埋
め
込
ま
れ
た

さ
ま
ざ
ま
な
歴
史
的
要
因
や
文
化
的
要
因
を
基
盤
と
し
た
人
々
の
活
動
と
、
地
場
の
中
小
企
業
が
取
引
を
通
じ
て

織
り
な
す
協
働
の
仕
組
み
を
無
視
し
て
は
成
り
立
た
な
い
。

　

本
書
の
考
察
か
ら
、
地
域
社
会
の
活
性
化
と
地
場
産
業
や
中
小
企
業
の
経
営
に
つ
い
て
、
読
者
が
何
ら
か
の
示

唆
を
得
ら
れ
る
な
ら
、
筆
者
に
と
っ
て
何
よ
り
の
喜
び
で
あ
る
。
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は
じ
め
に

　

伝
統
産
地
と
聞
く
と
ど
ん
な
イ
メ
ー
ジ
が
頭
に
浮
ぶ
だ
ろ
う
か
。
数
百
年
の
歴
史
を
も
っ
て
命
脈
を
保
つ
地
場

の
伝
統
産
業
の
産
地
は
多
い
。
老
舗
の
歴
史
と
伝
統
工
芸
技
術
を
代
々
受
け
継
ぐ
名
工
、
凛
と
し
た
空
気
の
漂
う

匠
や
職
人
た
ち
の
仕
事
場
。
伝
統
産
地
に
は
先
達
の
残
し
た
わ
れ
わ
れ
の
心
の
ふ
る
さ
と
と
呼
べ
る
情
景
が
あ
る
。

　

し
か
し
、
伝
統
産
地
が
長
く
生
き
続
け
て
き
た
背
後
に
は
、
厳
し
い
現
実
の
な
か
を
生
き
残
っ
て
い
く
た
め
の

経
営
の
論
理
が
あ
る
は
ず
だ
。
だ
が
、
伝
統
産
地
の
生
き
残
り
に
つ
い
て
経
営
学
、
と
く
に
経
営
戦
略
や
経
営
組

織
の
視
点
か
ら
解
明
を
試
み
た
例
は
ほ
と
ん
ど
な
い
。
伝
統
工
芸
技
術
の
継
承
や
技
能
の
伝
承
が
、
産
地
に
埋
め

込
ま
れ
た
社
会
的
要
因
や
歴
史
的
要
因
と
ど
の
よ
う
に
か
か
わ
っ
て
、
伝
統
産
地
は
生
き
続
け
て
き
た
の
か
。
伝

統
産
地
を
支
え
る
人
々
は
、
い
か
な
る
役
割
を
果
た
し
て
き
た
の
か
。
こ
れ
ら
の
問
い
に
答
え
る
た
め
、
ま
ず
、

経
営
学
の
視
点
か
ら
伝
統
産
地
を
見
る
眼
に
つ
い
て
考
え
て
み
よ
う
。

1 

　
シ
ス
テ
ム
と
し
て
の
産
地

　
『
広
辞
苑
』
を
繙ひ
も
とく
と
、
産
地
は
「
物
品
を
産
出
す
る
土
地
」
と
あ
る
。
経
営
学
の
視
点
で
議
論
す
る
場
合
、

一
つ
の
産
業
を
中
心
に
多
く
の
関
連
業
種
で
構
成
さ
れ
る
地
域
的
な
広
が
り
と
い
う
一
般
的
な
意
味
で
捉
え
て
い
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い
。
産
地
は
多
く
の
同
業
者
と
関
連
す
る
産
業
の
集
積
で
形
成
さ
れ
、
そ
れ
ら
の
業
者
は
さ
ま
ざ
ま
な
取
引
を
通

じ
て
物
品
を
産
出
し
、
顧
客
に
届
け
る
た
め
の
分
業
関
係
に
あ
る
の
だ
。

　

産
地
に
は
大
規
模
な
企
業
が
存
立
し
て
い
る
場
合
も
あ
る
。
し
か
し
、
通
常
は
中
小
規
模
の
企
業
群
か
ら
成
る

集
積
地
と
し
て
理
解
さ
れ
て
い
る
。
わ
が
国
の
機
械
金
属
産
業
の
代
表
的
な
集
積
地
の
一
つ
で
あ
る
東
京
都
大
田

区
の
場
合
で
も
、
大
企
業
の
工
場
も
立
地
し
て
い
た
が
、
下
請
け
と
し
て
の
中
小
企
業
の
集
積
が
原
点
で
あ
っ
た
。

こ
う
し
た
事
実
が
示
す
よ
う
に
、
産
地
の
歴
史
的
な
発
端
は
、
集
積
の
基
礎
に
な
る
資
源
と
し
て
人
材
、
工
場
、

企
業
な
ど
が
あ
る
こ
と
、
集
積
の
核
と
な
る
リ
ー
デ
ィ
ン
グ
企
業
が
生
ま
れ
る
こ
と
、
伝
統
的
な
技
術
が
蓄
積
し

て
い
る
こ
と
な
ど
が
理
由
と
し
て
あ
げ
ら
れ
る
。

　

産
地
は
産
業
集
積
地
の
類
型
の
一
つ
と
し
て
、
大
き
く
「
城
下
町
型
」「
都
市
集
積
型
」「
産
地
型
」
の
三
つ
に

分
け
て
議
論
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る（

（
（

。「
城
下
町
型
」
の
例
に
は
、
ト
ヨ
タ
自
動
車
を
中
心
と
し
て
多
く
の
部
品
関

連
企
業
や
産
業
が
集
積
し
て
い
る
愛
知
県
豊
田
市
、
新
日
本
製
鐵
（
旧
八
幡
製
鉄
所
）
を
中
心
と
す
る
福
岡
県
北

九
州
市
、
日
立
造
船
が
中
心
で
あ
っ
た
広
島
県
因
島
市
な
ど
が
あ
り
、「
都
市
集
積
型
」
は
、
大
都
市
圏
と
そ
の

周
辺
に
機
械
、
金
属
、
電
機
に
関
連
す
る
中
小
規
模
の
製
造
業
が
集
積
し
て
い
る
、
東
京
都
大
田
区
や
大
阪
府
東

大
阪
市
な
ど
が
そ
の
例
で
あ
る
。「
産
地
型
」
は
、
金
属
洋
食
器
関
連
の
中
小
企
業
が
集
積
す
る
新
潟
県
燕
市
、

眼
鏡
産
業
関
連
の
福
井
県
鯖
江
市
を
中
心
と
す
る
地
域
な
ど
が
代
表
的
な
例
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

　

三
類
型
の
な
か
の
「
産
地
型
」
は
、
伝
統
工
芸
品
の
産
地
と
は
や
や
異
な
っ
て
い
る
よ
う
に
も
見
え
る
。
た
と
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え
ば
、
燕
（
新
潟
県
燕
市
と
そ
の
周
辺
地
域
）
は
、
金
属
の
精
密
加
工
技
術
で
グ
ロ
ー
バ
ル
な
レ
ベ
ル
に
あ
る
中
小

企
業
の
集
積
地
で
あ
り
、
和
釘
の
生
産
を
起
源
と
し
て
煙
管
、
洋
食
器
、
情
報
機
器
部
品
な
ど
の
主
要
な
製
品
が

入
れ
替
わ
る
こ
と
で
今
日
ま
で
生
き
残
っ
て
き
た（

（
（

。
燕
の
主
要
産
品
の
変
遷
を
も
う
少
し
詳
し
く
見
る
と
、
一
六

四
〇
年
頃
を
起
源
と
す
る
①
和
釘
・
鉛
釘
（
一
六
四
〇
〜
一
八
七
〇
年
）、
②
金
属
製
品
の
生
産
・
加
工
へ
の
転
業

期
で
の
銅
器
・
鉛
管
・
ヤ
ス
リ
・
矢
立
・
彫
金
（
一
七
五
〇
〜
一
九
二
〇
年
、
た
だ
し
、
鉛
管
一
八
五
〇
〜
一
九
五
五

年
）、
③
金
属
洋
食
器
産
地
へ
の
転
換
期
（
一
九
一
五
〜
一
九
四
一
年
）・
ハ
ウ
ス
ウ
ェ
ア
（
一
九
一
九
〜
一
九
四
一
年
）、

④
洋
食
器
の
復
活
（
一
九
四
六
〜
一
九
九
〇
年
）・
ス
テ
ン
レ
ス
の
ハ
ウ
ス
ウ
ェ
ア
の
復
活
（
一
九
四
六
〜
一
九
九
七

年
）、
⑤
金
属
加
工
対
象
の
多
角
化
が
進
ん
だ
時
期
の
ア
ル
ミ
サ
ッ
シ
・
魔
法
瓶
・
時
計
バ
ン
ド
・
チ
タ
ン
製
の

カ
メ
ラ
部
品
お
よ
び
ゴ
ル
フ
ヘ
ッ
ド
・
情
報
機
器
部
品
・
航
空
機
翼
の
研
磨
な
ど
（
一
九
七
六
年
〜
現
在
）
と
い
う

五
つ
の
時
期
に
分
か
れ
る
。

　

主
要
な
製
品
の
入
れ
替
わ
り
に
よ
っ
て
、
燕
が
生
き
続
け
て
き
た
こ
と
は
明
ら
か
だ
。
だ
が
、
そ
の
背
後
に
は
、

製
品
の
入
れ
替
わ
り
は
あ
っ
て
も
、
金
属
加
工
の
産
地
と
し
て
の
性
格
が
変
わ
ら
な
か
っ
た
と
い
う
事
実
が
あ
っ

た
。
燕
の
金
属
加
工
の
技
術
は
一
七
世
紀
か
ら
継
承
・
蓄
積
さ
れ
、
基
盤
技
術
の
一
貫
性
も
認
め
ら
れ
る
。
そ
の

意
味
で
は
、
伝
統
産
地
と
同
じ
よ
う
に
、
基
盤
と
な
っ
た
技
術
の
継
承
と
蓄
積
が
産
地
の
生
き
残
り
に
大
き
く
寄

与
し
て
き
た
の
は
間
違
い
な
い
。

　

燕
は
金
属
加
工
の
高
度
化
だ
け
で
は
な
く
、
真し
ん

鍮ち
ゅ
う、
ス
テ
ン
レ
ス
、
ア
ル
ミ
と
い
う
よ
う
に
対
象
と
す
る
金
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属
の
幅
を
広
げ
て
生
き
残
り
を
図
る
方
向
と
、
ブ
ラ
ン
ド
や
職
人
の
ス
キ
ル
に
よ
る
デ
ザ
イ
ン
で
工
芸
化
す
る
方

向
と
に
分
化
し
て
発
展
し
て
い
く
。
一
九
八
四
年
頃
に
は
金
属
洋
食
器
産
地
と
し
て
の
ピ
ー
ク
を
迎
え
る
が
、
そ

の
頃
に
な
る
と
下
請
け
企
業
が
資
金
と
人
材
を
獲
得
し
、
技
術
の
高
度
化
を
図
っ
て
事
業
を
方
向
転
換
す
る
例
や
、

ス
ピ
ン
オ
フ
に
よ
っ
て
企
業
を
飛
び
出
し
て
創
業
す
る
企
業
家
も
現
れ
た
。

　

こ
の
地
域
で
企
業
家
の
活
動
が
見
ら
れ
る
の
は
め
ず
ら
し
く
な
い
。
そ
も
そ
も
世
界
的
な
競
争
力
を
誇
っ
た
ス

テ
ン
レ
ス
洋
食
器
の
発
展
プ
ロ
セ
ス
で
は
、
地
域
で
中
核
と
な
っ
た
革
新
的
な
企
業
と
そ
の
自
律
し
た
経
営
者
の

果
た
し
た
先
導
的
な
役
割
が
目
を
引
く
。
株
式
会
社
東
陽
理
化
学
研
究
所
と
そ
の
創
業
者
で
あ
っ
た
兼か
ね

古こ

敏と
し

男お

で

あ
る
。
兼
古
は
、
手
作
業
に
依
存
し
た
ス
テ
ン
レ
ス
の
研
磨
工
程
が
全
体
工
程
の
ボ
ト
ル
ネ
ッ
ク
と
な
っ
て
い
た

問
題
の
解
決
策
と
し
て
、
一
九
五
〇
年
に
商
業
化
に
成
功
し
た
電
解
研
磨
技
術
を
地
域
の
企
業
に
公
開
し
、
産
地

全
体
の
研
磨
工
程
の
品
質
向
上
と
量
産
対
応
を
可
能
に
し
た
。
ま
さ
に
、
一
人
の
革
新
的
な
経
営
者
の
自
律
し
た

活
動
が
産
地
発
展
の
基
盤
を
つ
く
っ
た
の
だ
。

　

産
地
で
は
物
品
の
作
り
手
が
地
理
的
に
集
中
す
る
こ
と
で
、
特
定
あ
る
い
は
関
連
業
種
の
技
術
や
熟
練
が
蓄
積

し
て
い
く
。
そ
れ
と
と
も
に
、
個
々
の
物
品
の
生
産
に
必
要
な
費
用
が
産
地
全
体
の
生
産
規
模
の
拡
大
の
影
響
を

受
け
て
節
約
さ
れ
る
と
い
う
経
済
的
な
効
果
が
生
じ
る
。
こ
れ
は
外
部
経
済
と
呼
ば
れ
る
現
象
に
ほ
か
な
ら
な
い（

（
（

。

そ
し
て
、
産
地
に
生
じ
た
経
済
的
な
効
果
の
背
後
に
あ
る
の
は
、
時
期
に
よ
っ
て
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
は
あ
る
と
は

い
え
、
組
織
的
な
関
連
性
が
認
め
ら
れ
て
一
つ
の
ま
と
ま
っ
た
シ
ス
テ
ム
と
し
て
機
能
す
る
と
い
う
特
性
だ
。
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産
業
集
積
は
、「
一
つ
の
比
較
的
狭
い
地
域
に
相
互
の
関
連
の
深
い
多
く
の
企
業
が
集
積
し
て
い
る
状
態
を
さ

す
」
と
定
義
さ
れ
る（

（
（

。
先
代
か
ら
事
業
を
承
継
す
る
生
産
者
や
新
た
に
事
業
を
興
す
企
業
家
の
よ
う
に
、
産
地
の

主
要
な
プ
レ
ー
ヤ
ー
が
関
連
す
る
業
者
と
相
互
に
関
係
性
を
も
ち
、
有
機
的
な
組
織
と
し
て
機
能
し
て
い
る
事
実

こ
そ
が
産
地
の
生
き
残
り
に
と
っ
て
重
要
な
の
だ
。

　

産
地
の
主
要
な
プ
レ
ー
ヤ
ー
が
ど
の
よ
う
な
組
織
的
な
関
連
性
を
も
っ
て
い
る
の
か
を
知
る
に
は
、
物
品
の
作

り
手
の
間
の
分
業
と
取
引
関
係
と
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
が
、
い
か
な
る
特
徴
を
も
っ
て
い
る
か
を
考
え
て
み
る
必
要

が
あ
る
。
し
か
も
、
そ
れ
は
地
域
に
埋
め
込
ま
れ
た
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
と
し
て
、
地
域
の
歴
史
や
社
会
的
な
影
響
を

受
け
て
い
る
は
ず
だ
。

　

地
域
研
究
の
分
野
で
は
、
産
業
集
積
地
内
の
企
業
間
の
分
業
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
理
解
す
る
の
に
、
多
様
な
プ
レ
ー

ヤ
ー
が
形
成
す
る
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
機
能
に
注
目
し
て
き
た
。
そ
の
代
表
的
な
研
究
で
は
、
大
量
生
産
の
技
術
と
ク

ラ
フ
ト
的
な
生
産
技
術
と
い
う
技
術
史
的
な
視
点
か
ら
中
小
規
模
の
企
業
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
注
目
し
、
ア
メ
リ

カ
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
（
イ
タ
リ
ア
、
ド
イ
ツ
、
フ
ラ
ン
ス
）、
日
本
の
産
業
社
会
を
比
較
し
て
地
域
経
済
活
性
化
の
新
た

な
指
針
が
示
さ
れ
て
い
る
。
次
節
で
は
、
そ
の
内
容
を
見
て
み
る
こ
と
に
し
よ
う
。
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2 

　
柔
軟
な
専
門
化
と
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ

小
さ
な
専
門
企
業
の
緩
や
か
な
結
び
つ
き

　

第
二
次
世
界
大
戦
後
の
歴
史
を
見
る
と
、
復
興
と
安
定
の
期
間
を
経
て
、
一
九
六
〇
年
代
後
半
か
ら
ア
メ
リ
カ

や
西
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
社
会
不
安
が
深
刻
化
し
て
い
く
。
ア
メ
リ
カ
で
は
、
ベ
ト
ナ
ム
戦
争
へ
の
抗
議
活
動
や
公
民

権
運
動
と
結
び
つ
き
、
西
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
場
合
は
、
学
生
や
移
民
労
働
者
も
巻
き
込
ん
で
社
会
変
革
を
目
指
す
抗

議
運
動
が
盛
ん
に
な
っ
た
。
ベ
ト
ナ
ム
戦
争
の
影
響
を
受
け
た
ア
メ
リ
カ
国
内
の
イ
ン
フ
レ
は
国
際
市
場
で
の
競

争
力
を
急
速
に
低
下
さ
せ
、
ブ
レ
ト
ン
・
ウ
ッ
ズ
体
制
の
終
結
を
告
げ
た
一
九
七
一
年
の
ニ
ク
ソ
ン
・
シ
ョ
ッ
ク

で
国
際
通
貨
体
制
は
変
動
相
場
制
に
移
行
し
た
。
世
界
経
済
は
、
第
四
次
の
中
東
戦
争
を
契
機
と
し
た
第
一
次
と

イ
ラ
ン
革
命
に
よ
る
第
二
次
と
の
二
度
に
わ
た
る
オ
イ
ル
・
シ
ョ
ッ
ク
、
さ
ら
に
は
ア
メ
リ
カ
の
高
金
利
政
策
に

よ
っ
て
世
界
的
な
景
気
後
退
へ
と
推
移
し
て
不
確
実
性
に
富
む
不
安
定
な
状
態
に
陥
っ
て
い
く
。

　

こ
う
し
た
一
九
七
〇
年
代
の
経
済
的
な
混
乱
に
直
面
し
た
企
業
と
各
国
家
の
反
応
を
つ
ぶ
さ
に
考
察
す
る
と
、

一
九
八
〇
年
代
半
ば
に
お
け
る
危
機
か
ら
の
対
照
的
な
二
つ
の
脱
出
法
の
方
向
性
を
見
い
だ
せ
る
。
一
つ
は
、
大

量
生
産
体
制
で
あ
る
。
企
業
は
生
産
プ
ロ
セ
ス
の
機
械
化
を
進
め
る
必
要
が
あ
る
が
、
政
府
が
民
間
の
経
済
活
動

の
状
況
を
見
な
が
ら
財
政
金
融
政
策
で
景
気
と
雇
用
の
拡
大
を
目
指
し
、
国
際
的
な
経
済
秩
序
を
確
立
す
る
こ
と
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が
求
め
ら
れ
る
体
制
で
も
あ
る
。
そ
し
て
、
も
う
一
つ
は
、
そ
う
し
た
量
産
型
の
生
産
体
制
に
代
わ
る
新
し
い
体

制
と
し
て
示
さ
れ
る
。
大
量
生
産
体
制
が
ベ
ル
ト
コ
ン
ベ
ア
ー
・
シ
ス
テ
ム
を
技
術
的
な
基
盤
に
し
た
少
品
種
大

量
生
産
を
特
徴
と
す
る
の
に
対
し
、
専
門
性
を
も
っ
た
中
小
企
業
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
注
目
す
る
「
柔
軟
な
専
門

化
（flexible specialization

）」
と
呼
ば
れ
た
現
象
だ（

（
（

。

　

柔
軟
な
専
門
化
は
、
産
地
内
部
の
独
立
し
た
数
多
く
の
小
さ
な
専
門
企
業
が
緩
や
か
に
結
び
つ
き
、
技
術
や
技

能
の
柔
軟
な
離
散
集
合
を
実
現
し
て
高
付
加
価
値
の
多
品
種
少
量
生
産
を
行
う
ク
ラ
フ
ト
的
生
産
体
制
に
よ
っ
て

生
み
出
さ
れ
る
。
ク
ラ
フ
ト
的
な
生
産
体
制
は
、
産
地
内
で
専
門
化
し
た
企
業
間
の
調
整
機
構
が
経
済
的
合
理
性

を
も
つ
が
ゆ
え
に
維
持
さ
れ
る
。
そ
れ
と
同
時
に
、
ク
ラ
フ
ト
的
な
生
産
体
制
が
柔
軟
で
あ
り
続
け
る
た
め
に
は
、

企
業
間
と
企
業
内
で
の
協
力
を
促
進
す
る
役
割
を
担
う
組
織
を
つ
く
り
、
資
源
の
再
配
分
を
円
滑
に
進
め
て
技
術

革
新
の
能
力
を
維
持
し
て
い
か
ね
ば
な
ら
な
い
。

　

柔
軟
な
専
門
化
は
、「
第
三
の
イ
タ
リ
ア
（T

hird Italy

）」
に
結
び
つ
く
。
第
三
の
イ
タ
リ
ア
は
、
エ
ミ
リ
ア
・

ロ
マ
ー
ニ
ャ
州
を
中
心
と
す
る
北
東
部
・
中
部
地
域
の
伝
統
工
芸
に
類
す
る
工
業
の
多
い
中
小
企
業
の
集
積
で
あ

り
、
戦
前
か
ら
重
工
業
や
装
置
産
業
を
中
心
に
発
展
し
た
北
部
の
都
市
と
、
発
展
の
遅
れ
た
農
業
中
心
の
南
部
の

都
市
と
の
二
重
構
造
と
は
対
照
的
な
新
し
い
モ
デ
ル
と
な
っ
た
。

　

地
場
産
業
の
事
例
か
ら
の
こ
の
ユ
ニ
ー
ク
な
視
点
は
、
中
小
企
業
の
基
本
的
な
役
割
は
標
準
品
の
反
復
生
産
を

遂
行
す
る
大
量
生
産
体
制
の
補
完
機
能
を
果
た
す
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
、
デ
ュ
ア
リ
ズ
ム
（dualism

）
の
考
え
方
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よ
り
も
中
小
企
業
の
社
会
的
な
役
割
を
積
極
的
に
位
置
づ
け
た
。
も
ち
ろ
ん
、
柔
軟
な
専
門
化
体
制
の
も
と
で
企

業
間
の
分
業
を
調
整
し
、
同
時
に
技
術
革
新
を
促
進
し
て
い
く
の
は
簡
単
で
は
な
い
。
調
整
の
失
敗
や
コ
ス
ト
競

争
に
陥
っ
て
し
ま
う
リ
ス
ク
を
否
定
で
き
な
い
か
ら
だ
。

　

そ
れ
で
も
、
第
三
の
イ
タ
リ
ア
に
目
を
向
け
る
こ
と
は
、
わ
が
国
の
伝
統
産
地
の
生
き
残
り
を
考
え
る
う
え
で

大
き
な
意
味
が
あ
る
。
第
三
の
イ
タ
リ
ア
で
は
、
政
治
的
な
信
条
や
宗
教
の
共
通
性
が
民
族
的
な
つ
な
が
り
の
よ

う
に
人
々
を
つ
な
ぐ
役
割
を
果
た
し
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
と
し
て
の
一
体
感
が
地
域
に
お
け
る
企
業
間
の
結
び
つ
き

の
基
礎
に
あ
っ
た
。

　

地
場
産
業
の
中
小
企
業
は
、
地
域
で
の
競
争
と
協
働
を
通
じ
た
相
互
関
係
に
組
み
込
ま
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
。

そ
う
し
た
中
小
企
業
が
道
徳
律
を
犯
し
、
地
域
の
産
業
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
か
ら
追
放
さ
れ
て
し
ま
う
こ
と
は
、
自
ら

の
生
き
残
り
を
危
う
く
し
か
ね
な
い
。
柔
軟
な
専
門
化
の
提
唱
者
た
ち
が
、「
地
域
的
な
集
合
体
が
生
き
残
る
た

め
に
は
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
的
な
結
び
つ
き
が
、
民
族
的
、
政
治
的
、
宗
教
的
い
ず
れ
の
形
で
あ
れ
、
不
可
欠
で
は

な
い
か
」
と
述
べ
て
い
る
の
は
当
を
得
て
い
る（

（
（

。
地
域
の
集
団
や
組
織
の
間
で
取
引
の
基
準
に
反
す
る
行
為
は
、

単
に
経
済
的
な
取
り
決
め
を
破
る
と
い
う
以
上
の
意
味
を
も
ち
、
自
ら
の
属
す
る
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
根
幹
に
あ
る

道
徳
律
を
犯
す
こ
と
に
な
る
の
だ
。
地
域
に
根
差
し
て
生
き
残
り
を
図
ろ
う
と
す
る
中
小
企
業
だ
か
ら
こ
そ
、
地

域
の
社
会
的
な
牽
制
の
影
響
を
強
く
受
け
る
と
す
る
立
場
か
ら
考
え
れ
ば
、
少
し
も
違
和
感
は
な
い
は
ず
だ
。

　

地
域
で
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
よ
う
な
結
び
つ
き
と
、
そ
こ
か
ら
生
じ
る
社
会
的
な
牽
制
機
能
が
企
業
の
取
引
に
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影
響
を
お
よ
ぼ
す
こ
と
は
、
わ
が
国
で
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
専
門
的
な
技
能
の
蓄
積
し
た
地
場
産
業
の
集
積
地

を
対
象
に
し
た
研
究
の
成
果
を
見
て
み
よ
う
。

　

関
西
の
東
大
阪
地
域
を
基
盤
と
す
る
金
型
産
業
を
対
象
に
調
査
し
、
そ
の
産
業
集
積
の
分
業
構
造
の
特
徴
か
ら

産
地
の
生
き
残
り
を
可
能
に
す
る
要
因
を
探
っ
た
研
究
は
、
興
味
深
い
結
論
を
導
き
出
し
て
い
る（

（
（

。
東
大
阪
の
取

引
構
造
は
水
平
的
な
分
業
構
造
で
あ
り
、
同
じ
よ
う
な
技
術
を
も
っ
て
同
じ
用
途
市
場
に
特
化
し
た
中
小
企
業
を

中
心
と
す
る
、
仲
間
型
の
取
引
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
が
形
成
さ
れ
て
い
る
と
い
う
の
だ
。
そ
こ
で
は
企
業
が
緩
や
か
に

連
帯
し
、
時
に
は
仕
事
を
回
し
あ
い
な
が
ら
需
要
の
変
動
に
対
応
し
て
い
た
。

　

こ
の
取
引
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
維
持
し
て
い
く
に
は
、
特
定
の
業
者
だ
け
が
利
益
を
得
る
取
引
の
よ
う
な
「
出
し

抜
き
行
為
」
を
抑
制
す
る
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
が
重
要
だ
。
地
域
の
暗
黙
的
な
ル
ー
ル
や
慣
行
は
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
全

体
を
崩
壊
に
導
き
か
ね
な
い
同
業
者
の
過
当
競
争
を
防
ぎ
、
金
型
産
業
の
企
業
家
の
独
立
や
創
業
と
い
う
地
域
の

企
業
家
の
再
生
産
メ
カ
ニ
ズ
ム
に
影
響
を
お
よ
ぼ
し
て
い
た
。
仲
間
型
の
取
引
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
と
い
う
コ
ミ
ュ
ニ

テ
ィ
的
な
結
び
つ
き
と
地
域
の
社
会
的
な
牽
制
機
能
が
、
企
業
家
の
再
生
産
メ
カ
ニ
ズ
ム
の
基
礎
と
な
っ
て
い
た

の
だ
。

　

地
場
産
業
は
必
ず
し
も
伝
統
産
業
と
は
限
ら
な
い
。
だ
が
、
伝
統
産
業
は
地
場
産
業
の
範
疇
に
入
る
。
こ
こ
で

あ
げ
た
い
く
つ
か
の
研
究
成
果
が
示
唆
し
て
い
る
の
は
、
伝
統
的
な
地
場
産
業
の
集
積
地
で
の
生
産
者
と
そ
の
関

連
業
者
と
の
協
働
関
係
に
焦
点
を
当
て
、
産
地
の
協
働
の
仕
組
み
を
社
会
的
な
関
係
性
と
歴
史
的
な
プ
ロ
セ
ス
か
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ら
検
討
し
、
伝
統
産
地
の
担
い
手
の
再
生
産
と
産
地
の
生
き
残
り
と
い
う
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
を
探
る
視
点
の
大
切
さ

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
経
営
学
の
視
点
か
ら
伝
統
産
地
を
考
え
る
に
は
、
産
地
の
生
き
残
り
の
担
い
手
が
コ
ミ
ュ

ニ
テ
ィ
的
な
結
び
つ
き
の
な
か
で
ど
の
よ
う
な
協
働
の
仕
組
み
に
組
み
入
れ
ら
れ
、
産
地
の
人
材
育
成
と
生
き
残

り
に
い
か
な
る
役
割
を
果
た
し
て
い
る
の
か
を
見
て
み
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。

地
場
産
業
の
新
陳
代
謝
と
地
域
の
力

　

で
は
、
そ
も
そ
も
伝
統
産
地
の
生
き
残
り
は
ど
の
よ
う
な
論
理
で
説
明
さ
れ
る
の
だ
ろ
う
。
産
業
集
積
が
継
続

し
て
い
く
直
接
的
な
理
由
に
は
、
次
の
二
つ
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る（

（
（

。
一
つ
は
、
集
積
の
外
部
か
ら
外
部
市
場
と
直

接
的
な
関
係
を
も
っ
て
需
要
を
搬
入
す
る
企
業
（
需
要
搬
入
企
業
）
が
存
在
す
る
こ
と
だ
。
需
要
搬
入
企
業
は
、

集
積
の
内
部
に
あ
っ
て
そ
の
な
か
で
の
分
業
の
調
整
に
一
定
の
役
割
を
果
た
す
場
合
も
あ
る
し
、
集
積
の
外
部
か

ら
集
積
地
の
生
産
物
を
受
け
取
る
だ
け
の
場
合
も
あ
る
。
も
う
一
つ
は
、
集
積
地
の
諸
企
業
群
が
外
部
か
ら
の
需

要
の
変
化
に
対
応
す
る
柔
軟
性
を
群
と
し
て
保
ち
続
け
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
産
業
集
積
地
全
体
と
し
て
、
外
部

か
ら
搬
入
さ
れ
る
新
し
い
需
要
に
応
え
る
能
力
を
も
つ
こ
と
で
、
需
要
が
継
続
し
て
搬
入
さ
れ
る
の
だ
。

　

二
つ
の
理
由
の
う
ち
、
後
者
に
は
集
積
地
の
技
術
蓄
積
の
深
さ
、
分
業
の
調
整
の
容
易
さ
、
創
業
の
容
易
さ
の

三
つ
の
条
件
が
あ
る
。
三
つ
の
条
件
は
一
つ
の
セ
ッ
ト
と
し
て
揃
っ
て
い
る
必
要
が
あ
る
と
さ
れ
る
が
、
そ
の
た

め
に
は
集
積
の
内
部
に
「
人
々
の
接
触
の
頻
度
を
高
め
、
文
化
と
情
報
の
共
有
を
さ
せ
る
状
況
」
と
し
て
の
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「
場
」
の
形
成
が
必
要
だ
。
地
理
的
に
狭
隘
な
地
域
で
起
き
る
の
が
産
業
集
積
の
典
型
的
な
パ
タ
ー
ン
で
あ
り
、

日
本
と
イ
タ
リ
ア
に
は
比
較
的
大
き
い
有
名
な
集
積
の
例
が
多
い
。

　

企
業
間
分
業
の
経
済
的
な
合
理
性
に
焦
点
を
当
て
る
と
、
産
業
集
積
地
の
短
期
的
な
ダ
イ
ナ
ミ
ク
ス
の
源
は
、

集
積
し
て
い
る
企
業
群
の
一
般
的
な
機
能
や
経
済
的
な
意
義
と
需
要
変
動
へ
の
対
応
力
だ
。
た
し
か
に
、
こ
の
視

点
か
ら
は
産
地
の
現
在
の
協
働
の
仕
組
み
の
違
い
を
説
明
で
き
る
。
だ
が
、
な
ぜ
産
地
間
で
異
な
る
協
働
の
仕
組

み
が
生
み
出
さ
れ
る
の
か
と
い
う
産
地
を
形
成
す
る
要
因
や
、
長
い
年
月
を
経
て
生
き
残
っ
て
き
た
理
由
の
解
明

に
ま
で
十
分
な
説
得
力
を
も
っ
て
い
る
と
は
言
い
難
い
。
産
地
が
長
期
に
わ
た
っ
て
生
き
続
け
る
活
力
を
維
持
す

る
に
は
、
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
を
通
じ
た
事
業
の
転
換
や
、
既
存
の
企
業
が
新
し
い
企
業
と
入
れ
替
わ
る
新
陳
代
謝

が
必
要
に
な
る
。
長
き
に
わ
た
っ
て
生
き
残
る
産
地
に
は
、
新
陳
代
謝
を
可
能
に
す
る
企
業
家
、
技
能
者
、
熟
練

労
働
者
な
ど
を
育
成
し
て
再
生
産
で
き
る
よ
う
な
仕
組
み
が
埋
め
込
ま
れ
て
お
り
、
そ
の
人
材
育
成
の
仕
組
み
が

地
域
の
潜
在
的
な
力
、
い
わ
ば
「
地
域
力
」
と
な
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

地
域
力
に
注
目
し
た
視
点
は
、
伝
統
的
な
地
場
産
業
を
対
象
と
し
た
事
例
の
分
析
に
限
ら
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。

先
端
技
術
を
支
え
る
の
に
も
地
域
力
が
求
め
ら
れ
る
。
地
域
力
が
低
い
地
域
で
は
、
企
業
は
い
く
ら
優
秀
な
人
材

を
集
め
て
も
そ
の
力
を
十
分
に
発
揮
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
そ
の
結
果
と
し
て
競
争
力
で
ハ
ン
デ
ィ
キ
ャ
ッ

プ
を
負
い
、
立
地
す
る
企
業
は
グ
ロ
ー
バ
ル
な
レ
ベ
ル
で
の
厳
し
い
競
争
に
勝
ち
残
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
て

し
ま
い
か
ね
な
い
。
逆
に
言
え
ば
、
地
域
力
が
あ
る
か
ら
こ
そ
競
争
優
位
を
持
続
し
て
勝
ち
残
っ
て
い
る
の
だ
。
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次
節
で
は
、
地
域
力
と
い
う
視
点
に
つ
い
て
考
え
る
た
め
に
、
ア
メ
リ
カ
の
シ
リ
コ
ン
バ
レ
ー
の
事
例
を
見
て

み
よ
う
。
伝
統
産
地
と
シ
リ
コ
ン
バ
レ
ー
は
産
業
集
積
地
と
し
て
対
極
に
あ
る
よ
う
に
見
え
る
。
だ
が
、
コ
ミ
ュ

ニ
テ
ィ
の
よ
う
な
結
び
つ
き
を
基
盤
と
し
て
協
働
の
仕
組
み
が
成
り
立
っ
て
い
る
点
で
無
関
係
で
は
な
い
。
伝
統

産
地
の
生
き
残
り
と
協
働
の
仕
組
み
に
つ
い
て
考
え
る
際
の
ユ
ニ
ー
ク
な
視
座
を
提
供
し
て
く
れ
る
は
ず
だ
。

3 

　
シ
リ
コ
ン
バ
レ
ー
の
地
域
力

イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
の
メ
ッ
カ

　

シ
リ
コ
ン
バ
レ
ー
は
、
ア
メ
リ
カ
西
海
岸
の
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
の
南
五
〇
マ
イ
ル
に
位

置
し
、
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
の
メ
ッ
カ
と
し
て
名
高
い
。
近
く
に
は
、
西
海
岸
き
っ
て
の
名
門
大
学
で
あ
る
ス
タ
ン

フ
ォ
ー
ド
大
学
が
あ
る
。
ス
タ
ン
フ
ォ
ー
ド
大
学
の
あ
る
パ
ロ
ア
ル
ト
市
は
、
エ
レ
ク
ト
ロ
ニ
ク
ス
発
祥
の
町
と

し
て
有
名
で
あ
る
。

　

シ
リ
コ
ン
バ
レ
ー
は
、
産
業
ク
ラ
ス
タ
ー
の
代
表
的
な
事
例
と
し
て
も
取
り
上
げ
ら
れ
る
。
産
業
ク
ラ
ス
タ
ー

は
、
国
際
競
争
力
を
も
つ
産
業
の
地
理
的
な
集
中
と
し
て
提
唱
さ
れ
た
。
第
一
節
で
あ
げ
た
産
業
集
積
の
定
義
と

は
違
い
、
大
学
や
規
格
団
体
な
ど
の
関
連
機
関
ま
で
明
示
し
た
概
念
だ（

9
（

。
産
業
ク
ラ
ス
タ
ー
は
経
営
学
の
現
代
的
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は
じ
め
に

　

こ
の
章
で
は
、
わ
が
国
の
和
様
磁
器
の
ふ
る
さ
と
で
あ
る
有
田
焼
産
地
（
有
田
）
の
事
例
か
ら
、
窯
元
や
職
人

の
協
働
と
切
磋
琢
磨
の
仕
組
み
が
産
地
の
生
き
残
り
と
ど
の
よ
う
に
か
か
わ
っ
て
い
る
の
か
に
つ
い
て
考
え
て
み

よ
う
。

　

ま
ず
、
有
田
の
窯
元
の
経
営
実
態
に
関
す
る
実
地
調
査
の
結
果
を
見
て
お
こ
う（

（
（

。
調
査
は
有
田
商
工
会
議
所
の

後
援
を
得
て
質
問
票
と
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
の
形
式
で
行
っ
た
。
質
問
票
調
査
は
二
〇
〇
七
年
五
月
か
ら
七
月
に
実
施

し
、
二
三
〇
の
窯
元
か
ら
四
九
（
回
収
率
二
一
％
）
の
回
答
を
得
た
。
窯
元
へ
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
調
査
は
二
〇
〇

五
年
九
月
か
ら
二
〇
〇
七
年
一
二
月
、
お
よ
び
二
〇
一
二
年
二
月
に
実
施
し
、
一
九
の
窯
元
か
ら
協
力
を
得
た
。

　

質
問
票
調
査
で
得
ら
れ
た
、
有
田
の
窯
元
の
特
徴
と
分
業
に
関
す
る
主
な
発
見
事
実
は
次
の
通
り
だ
っ
た
。
会

社
形
態
の
窯
元
が
四
九
の
う
ち
二
五
（
五
一
％
）
あ
り
、
初
代
か
ら
三
代
目
ま
で
の
窯
元
が
半
数
以
上
を
占
め
る

が
、
そ
れ
よ
り
も
長
く
続
く
窯
元
も
広
く
分
布
し
て
い
る
。
主
要
な
経
営
課
題
は
、
販
路
の
確
保
、
技
能
の
伝
承
、

技
能
者
の
確
保
で
あ
り
、
自
家
小
売
が
多
く
な
っ
て
問
屋
の
力
が
弱
体
化
し
て
い
る
。
窯
元
内
で
の
分
業
の
程
度

を
成
形
、
絵
付
、
焼
成
、
出
荷
販
売
、
事
務
な
ど
の
作
業
別
の
人
員
配
置
か
ら
見
る
と
、
成
形
、
絵
付
、
出
荷
販

売
な
ど
に
人
を
配
置
し
て
分
業
を
手
厚
く
し
て
い
る
。
制
作
品
の
生
産
の
内
訳
は
、
食
器
、
酒
器
、
花
器
の
順
で

あ
り
、
量
産
品
と
作
家
物
の
比
率
は
ほ
ぼ
同
じ
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
量
産
品
の
う
ち
の
常
用
品
と
高
級
品
・
装
飾

鑑
賞
品
が
ほ
ぼ
同
じ
で
地
元
販
売
の
割
合
が
小
さ
い
。



117　　　1　わが国磁器のふるさと

　

調
査
か
ら
、
有
田
は
代
々
世
襲
で
受
け
継
い
で
き
た
窯
元
が
数
多
く
あ
る
伝
統
産
地
だ
と
わ
か
る
。
だ
が
、
有

田
も
他
の
産
地
と
同
じ
よ
う
に
、
江
戸
期
か
ら
明
治
維
新
の
激
変
を
経
験
し
た
産
地
で
あ
る
こ
と
に
変
わ
り
は
な

い
。
む
し
ろ
、
藩
と
い
う
公
権
力
が
厳
格
に
統
制
し
て
い
た
ゆ
え
に
、
有
田
の
変
化
は
大
き
く
激
し
い
も
の
と
な

ら
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。
以
下
で
は
、
江
戸
期
の
有
田
に
お
け
る
佐
賀
藩
の
統
制
と
磁
器
造
り
の
分
業
制
度
、
な

ら
び
に
明
治
維
新
に
よ
る
陶
磁
器
専
売
制
度
の
崩
壊
と
産
地
の
仕
組
み
の
自
生
的
な
再
生
と
い
う
歴
史
的
経
緯
を

ふ
ま
え
、
産
地
の
生
き
残
り
を
支
え
る
中
核
と
な
っ
た
窯
元
の
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
と
、
協
働
と
切
磋
琢
磨
に
よ
る
人
材

育
成
の
仕
組
み
に
つ
い
て
ビ
ジ
ネ
ス
シ
ス
テ
ム
と
企
業
家
活
動
の
視
点
か
ら
考
え
る
。
そ
れ
で
は
、
産
地
形
成
の

歴
史
的
な
経
緯
を
簡
潔
に
整
理
す
る
こ
と
か
ら
始
め
よ
う（

2
（

。

1 

　
わ
が
国
磁
器
の
ふ
る
さ
と

有
田
焼
と
は

　

佐
賀
県
有
田
は
わ
が
国
で
初
め
て
磁
器
が
焼
か
れ
た
、
四
〇
〇
年
に
お
よ
ぶ
歴
史
を
も
つ
和
様
磁
器
の
ふ
る
さ

と
だ
。
有
田
焼
は
現
在
の
佐
賀
県
有
田
町
、
西
有
田
町
、
伊
万
里
市
を
中
心
と
す
る
一
帯
か
ら
産
す
る
。
大
名
お

抱
え
の
御
用
焼
き
物
師
の
焼
い
た
茶
道
具
な
ど
が
発
端
で
は
な
く
、
創
業
期
か
ら
商
品
と
し
て
生
産
さ
れ
た
。
有
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田
焼
に
は
、
染
付
、
染
錦
、
金き
ん

爛ら
ん

手で

な
ど
と
呼
ば
れ
る
磁
器
が
あ
る
が
、
染
付
の
青
と
金
や
赤
で
多
彩
な
模
様
の

描
か
れ
た
色
絵
の
鮮
や
か
さ
は
中
国
景
徳
鎮
の
影
響
を
受
け
、
絵
付
の
や
わ
ら
か
さ
や
余
白
を
残
し
た
優
美
な
図

様
を
特
徴
と
す
る
。
そ
し
て
、
上
絵
付
を
施
し
た
伝
統
工
芸
品
を
量
産
で
き
る
産
地
と
し
て
、
現
在
に
至
る
ま
で

生
き
続
け
て
い
る
。

　

有
田
焼
の
様
式
に
は
、「
古
伊
万
里
」「
柿
右
衛
門
」「
鍋
島
」
の
三
つ
の
流
れ
が
あ
る
。「
古
伊
万
里
」
様
式
と

呼
ば
れ
る
染
付
磁
器
の
多
く
は
大
鉢
、
小
鉢
、
大
皿
、
小
皿
な
ど
の
日
常
生
活
で
使
う
食
器
で
あ
り
、
素
地
全
面

を
覆
っ
て
絵
付
が
施
さ
れ
、
作
り
手
の
個
性
を
反
映
し
た
自
由
な
仕
上
げ
が
な
さ
れ
て
い
る
。「
古
伊
万
里
」
と

い
う
呼
び
名
は
、
有
田
と
そ
の
周
辺
で
つ
く
ら
れ
た
磁
器
が
伊
万
里
港
か
ら
江
戸
、
京
都
、
大
坂
な
ど
の
国
内
の

大
量
消
費
地
、
さ
ら
に
は
ア
ジ
ア
や
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
向
け
て
船
積
み
さ
れ
た
た
め
、
港
の
名
前
が
通
り
名
と
な
っ

た
の
だ
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
中
国
製
陶
磁
器
の
通
り
名
が
「
チ
ャ
イ
ナ
」
だ
っ
た
の
に
対
し
、
日
本
製
の
陶
磁
器
は

「
イ
マ
リ
」
と
呼
ば
れ
て
い
た
。

　
「
柿
右
衛
門
」
様
式
は
、「
赤
絵
」「
余
白
」「
濁に
ご
し

手で

」
を
総
合
し
て
「
初
代
柿
右
衛
門
親
子
に
よ
っ
て
完
成
さ

れ
た
色
絵
磁
器
の
様
式
と
そ
れ
に
類
す
る
染
付
磁
器
の
様
式
」（
一
四
代
酒
井
田
柿
右
衛
門
）
で
あ
る（

（
（

。「
赤
絵
」
は
、

赤
い
色
の
絵
の
具
で
描
か
れ
る
か
ら
こ
の
名
で
呼
ば
れ
る
の
で
は
な
い
。
い
ろ
い
ろ
な
色
を
使
う
た
め
に
色
絵
、

彩
絵
と
も
呼
ば
れ
る
が
、
赤
色
の
発
色
が
一
番
難
し
く
、
ま
た
赤
色
が
い
ち
ば
ん
目
立
つ
た
め
に
「
赤
絵
」
と
呼

ば
れ
る
の
だ
。
柿
右
衛
門
様
式
は
初
代
が
開
発
し
て
か
ら
三
代
に
わ
た
っ
て
整
え
ら
れ
、
柿
右
衛
門
の
技
法
の
代
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名
詞
と
な
っ
た
「
濁
手
」
も
そ
の
こ
ろ
に
完
成
し
た
。「
濁
手
」
は
有
田
の
方
言
で
「
米
の
研
ぎ
汁
」
を
意
味
す

る
「
に
ご
し
」
の
よ
う
な
柔
ら
か
み
の
あ
る
白
磁
の
こ
と
を
い
う
。
柿
右
衛
門
様
式
の
特
徴
は
素
地
の
白
と
「
余

白
」
を
活
か
し
た
構
図
と
「
濁
手
」
と
さ
れ
る
。
有
田
の
磁
器
は
中
国
の
影
響
を
受
け
て
始
ま
っ
て
い
る
が
、

「
余
白
」
は
「
日
本
独
自
の
デ
ザ
イ
ン
が
確
立
し
て
い
く
ポ
イ
ン
ト
が
『
余
白
』
の
感
覚
だ
っ
た
ん
じ
ゃ
な
い
か
」

（
一
四
代
酒
井
田
柿
右
衛
門
）
と
さ
れ
る
よ
う
に
、
日
本
人
の
も
つ
独
特
の
美
意
識
を
反
映
し
て
い
る
。

　
「
鍋
島
」
様
式
は
、
佐
賀
藩
直
営
の
窯
場
で
あ
る
藩は
ん

窯よ
う

で
一
般
の
市
場
に
は
出
る
こ
と
の
な
い
城
中
御
用
品
、

幕
府
や
大
名
へ
の
献
上
品
、
贈
答
品
と
し
て
つ
く
ら
れ
た
。
鍋
島
藩
窯
は
、
一
六
七
五
年
に
現
在
の
伊
万
里
市
大

川
内
山
へ
移
窯
さ
れ
て
本
格
的
な
運
営
が
始
ま
り
、
明
治
維
新
後
の
廃
藩
置
県
ま
で
有
田
焼
制
作
の
中
心
と
な
っ

た
。「
鍋
島
」
に
は
、「
青
磁
鍋
島
」「
染
付
鍋
島
」「
銹さ
び

釉ゆ
う

鍋
島
」「
色
鍋
島
」
が
あ
る
。
そ
の
な
か
で
も
「
色
鍋

島
」
は
、
精
巧
な
技
術
と
斬
新
な
意
匠
に
よ
る
高
い
品
格
を
も
っ
た
色
絵
磁
器
と
し
て
注
目
を
浴
び
た
。

有
田
焼
の
は
じ
ま
り

　

有
田
焼
の
歴
史
は
、
朝
鮮
人
陶
工
の
李り

参さ
ん

平ぺ
い

が
一
六
一
六
年
に
有
田
泉
山
で
白
磁
鉱
を
発
見
し
、
天
狗
谷
窯
で

白
磁
器
を
焼
い
た
こ
と
に
端
を
発
す
る
。
李
参
平
は
朝
鮮
か
ら
佐
賀
藩
に
連
れ
帰
ら
れ
た
陶
工
の
一
人
で
あ
り
、

有
田
に
移
り
住
ん
で
一
六
五
五
年
に
亡
く
な
っ
て
い
る
。
こ
の
時
期
の
九
州
は
、
豊
臣
秀
吉
に
よ
る
文
禄
・
慶
長

の
役
で
各
大
名
が
連
れ
帰
っ
た
朝
鮮
陶
工
に
よ
っ
て
焼
き
物
が
盛
ん
に
焼
か
れ
始
め
、
有
田
焼
の
他
に
も
北
九
州
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の
上
野
焼
、
高
取
焼
、
佐
賀
の
唐
津
焼
、
長
崎
の
波
佐
見
焼
、
三
川
内
焼
、
熊
本
の
八
代
焼
、
鹿
児
島
の
薩
摩
焼

な
ど
が
起
こ
っ
た
。
有
田
で
の
磁
器
生
産
の
初
期
に
は
い
く
つ
か
の
陶
工
集
団
が
存
在
し
て
お
り
、
白
磁
鉱
の
発

見
に
よ
っ
て
外
部
か
ら
有
田
へ
来
て
陶
業
に
従
事
す
る
人
々
が
増
え
、
そ
の
こ
ろ
か
ら
有
田
郷
全
体
で
磁
器
の
焼

成
が
盛
ん
に
な
っ
て
産
地
を
形
成
し
て
い
っ
た（

（
（

。
有
田
の
天
狗
谷
古
窯
の
発
掘
調
査
で
発
見
さ
れ
た
六
基
の
窯
跡

は
、
い
ず
れ
も
完
全
に
磁
器
の
み
を
焼
い
た
窯
で
あ
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
て
い
る
。

　

一
六
四
〇
年
代
に
な
る
と
、
中
国
人
技
術
者
か
ら
得
た
色
絵
の
技
法
が
有
田
に
伝
わ
る
。
最
初
の
伝
来
は
、
伊

万
里
の
陶
商
で
あ
っ
た
東
島
徳
左
衛
門
が
、
一
六
四
四
年
に
長
崎
へ
来
航
し
た
清
国
の
技
術
者
か
ら
陶
磁
器
へ
の

彩
画
着
色
法
を
教
え
ら
れ
、
そ
れ
を
有
田
の
初
代
柿
右
衛
門
（
酒
井
田
喜
三
右
衛
門
）
へ
伝
え
た
と
さ
れ
る
。
柿
右

衛
門
様
式
の
創
家
で
あ
る
柿
右
衛
門
家
に
残
る
古
文
書
『
赤あ
か

絵え

之の

具ぐ

覚お
ぼ
え』
に
よ
る
と
、
初
代
柿
右
衛
門
が
こ
の

こ
ろ
に
東
島
徳
左
衛
門
や
呉ご

須す

権ご
ん

兵べ

衛え

ら
の
協
力
に
よ
っ
て
赤
絵
付
に
成
功
し
た（

（
（

。
初
代
柿
右
衛
門
の
革
新
的
な

工
芸
技
術
の
開
発
は
産
地
に
と
っ
て
劇
的
な
も
の
だ
っ
た
。
一
六
四
六
年
に
は
佐
賀
藩
が
有
田
の
窯
業
を
自
領
の

特
産
業
と
し
、
柿
右
衛
門
家
を
御
用
焼
き
物
師
と
し
た
。
柿
右
衛
門
家
は
江
戸
期
か
ら
有
田
の
窯
元
と
し
て
例
外

的
に
、
制
作
か
ら
赤
絵
付
ま
で
を
一
貫
し
て
行
う
こ
と
を
認
め
ら
れ
て
い
た
の
だ
。

　

赤
絵
付
の
技
術
は
、
秘
法
と
し
て
他
人
へ
の
漏
洩
を
厳
格
に
禁
じ
た
。
だ
が
、
一
六
七
〇
年
代
に
は
柿
右
衛
門

家
以
外
に
も
赤
絵
付
専
門
の
上
絵
師
が
現
れ
た
た
め
、
藩
は
矢
継
ぎ
早
に
手
を
打
つ
。
赤
絵
付
業
者
を
一
カ
所
に

集
め
た
赤
絵
町
を
新
た
に
つ
く
り
、
一
六
七
二
年
に
は
業
者
を
一
一
軒
に
制
限
し
た
。
一
六
七
五
年
に
は
藩
の
御
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用
窯
を
大
川
内
山
に
移
し
、
赤
絵
町
の
御
用
赤
絵
屋
が
上
絵
付
す
る
と
い
う
、
窯
焼
き
と
赤
絵
付
の
業
者
の
分
業

体
制
を
確
立
す
る
。
窯
焼
き
と
赤
絵
屋
を
登
録
制
に
改
革
し
て
厳
し
く
取
り
締
ま
り
、
そ
れ
ま
で
の
窯
税
を
運
上

金
と
し
て
、
一
七
五
一
年
に
は
名
代
札
と
い
う
証
票
を
交
付
す
る
許
可
制
度
の
も
と
で
増
産
す
る
よ
う
に
な
る
。

そ
の
後
、
一
七
七
〇
年
に
赤
絵
付
業
者
は
一
六
軒
が
永
代
の
限
定
数
と
さ
れ
た
。

　

現
在
の
有
田
で
柿
右
衛
門
家
と
並
び
称
さ
れ
る
今
右
衛
門
家
は
、
赤
絵
町
の
赤
絵
屋
の
な
か
で
優
れ
た
技
術
を

認
め
ら
れ
、
色
絵
付
の
工
程
を
委
託
さ
れ
た
御
用
赤
絵
屋
と
な
っ
た
家
柄
で
あ
る
。
一
七
五
二
年
の
「
皿
山
代
官

記
録
」
で
は
、
赤
絵
屋
取
締
庄
屋
を
仰
せ
つ
け
ら
れ
る
ま
で
に
な
っ
て
い
る
。
そ
の
今
右
衛
門
家
の
記
録
に
よ
る

と
、
当
時
の
統
制
の
厳
し
さ
を
示
す
例
と
し
て
、
赤
絵
生
地
は
大
川
内
山
の
藩
吏
詰
所
で
厳
密
に
選
品
さ
れ
て
長

持
に
収
納
さ
れ
、
藩
吏
の
付
添
い
の
も
と
に
赤
絵
町
の
今
右
衛
門
家
に
託
送
さ
れ
、
今
右
衛
門
家
で
は
斎さ
い

戒か
い

沐も
く

浴よ
く

し
て
色
絵
付
し
、
佐
賀
藩
の
鍋
島
家
紋
章
入
の
幔ま
ん

幕ま
く

を
張
り
め
ぐ
ら
し
て
高
張
り
提
灯
を
掲
げ
、
藩
吏
の
監
督
と

警
護
の
も
と
で
赤
絵
窯
を
焚た

き
続
け
る
と
い
う
徹
底
ぶ
り
で
あ
っ
た
。

　

一
七
一
六
年
に
は
、
大
阪
の
富
田
に
陶
商
「
天
満
屋
」
が
開
業
さ
れ
る
な
ど
、
上
方
に
ま
で
陶
磁
器
の
交
易
が

お
よ
ぶ
よ
う
に
な
る
。
佐
賀
藩
は
、
享
和
期
か
ら
見
為
替
仕
法
に
よ
っ
て
古
伊
万
里
や
唐
津
焼
を
販
売
す
る
伊
万

里
商
人
か
ら
陶
磁
器
の
買
付
を
行
い
、
大
坂
市
場
で
一
手
に
売
り
捌さ
ば

く
と
い
う
流
通
統
制
を
実
施
す
る
。
一
八
〇

〇
年
代
に
は
有
田
焼
の
生
産
が
増
加
し
、
窯
焼
き
の
名
代
札
は
二
〇
〇
枚
を
超
え
た
。
幕
末
の
佐
賀
藩
主
と
し
て

著
名
な
鍋な
べ

島し
ま

閑か
ん

叟そ
う

も
一
八
三
〇
年
に
一
七
歳
で
家
督
相
続
し
て
以
降
、
有
田
焼
の
生
産
販
売
を
積
極
的
に
推
進
し
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た
。

　

江
戸
期
の
有
田
は
有
田
皿
山
と
呼
ば
れ
、
わ
が
国
を
代
表
す
る
色
絵
磁
器
の
生
産
地
で
あ
っ
た
。
有
田
皿
山
と

は
有
田
焼
の
生
産
拠
点
の
総
称
で
あ
る
が
、
そ
れ
と
と
も
に
有
田
の
村
々
を
指
す
言
葉
で
内
山
、
外
山
、
大
外
山

の
三
地
域
に
区
分
さ
れ
て
い
た
。
現
在
の
地
区
で
言
え
ば
、
内
山
は
旧
有
田
町
、
外
山
は
有
田
町
中
部
と
西
部
、

西
有
田
町
、
伊
万
里
市
の
一
部
地
域
、
大
外
山
は
、
山
内
町
、
武
雄
市
、
塩
田
町
、
嬉
野
市
に
わ
た
る
諸
地
域
を

指
す
。
ち
な
み
に
「
皿
山
」
と
は
、
元
来
は
焼
き
物
（
皿
）
を
焼
く
土
地
や
場
所
（
山
）
を
意
味
す
る
。
有
田
は
、

泉
山
の
陶
石
と
い
う
原
料
に
恵
ま
れ
て
陶
磁
器
産
地
と
し
て
発
展
を
遂
げ
た
。
し
か
し
、
そ
の
生
産
体
制
の
背
後

に
は
、
佐
賀
藩
が
陶
工
の
私
生
活
ま
で
管
理
下
に
置
こ
う
と
し
た
、
厳
し
い
統
制
の
歴
史
が
あ
る
。
で
は
、
佐
賀

藩
の
厳
し
い
統
制
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

2 

　
佐
賀
藩
に
よ
る
統
制
と
分
業
制

統
制
の
時
代

　

有
田
の
歴
史
は
、
わ
が
国
磁
器
市
場
の
占
有
を
目
的
と
し
た
佐
賀
藩
に
よ
る
統
制
の
歴
史
で
も
あ
り
、
窯
元

（
窯
焼
き
）
を
厳
格
に
管
理
す
る
政
策
で
意
図
的
に
競
争
を
制
限
し
た（

6
（

。
藩
直
営
の
藩
窯
を
設
け
、
藩
主
と
藩
庁
が
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む
す
び
に
か
え
て

　

わ
が
国
に
は
、
代
々
受
け
継
が
れ
て
き
た
名
工
や
匠
の
技
が
息
づ
く
、
さ
ま
ざ
ま
な
伝
統
産
地
が
生
き
続
け
て

い
る
。
経
済
産
業
省
の
指
定
す
る
「
伝
統
的
工
芸
品
」
に
は
二
〇
〇
以
上
の
品
目
が
あ
り
、
京
都
や
新
潟
の
よ
う

に
一
五
を
超
え
る
品
目
が
生
き
続
け
る
地
域
も
あ
る
。

　

伝
統
産
地
の
盛
衰
は
、
一
つ
の
ビ
ジ
ネ
ス
シ
ス
テ
ム
や
企
業
家
活
動
の
視
点
か
ら
だ
け
で
は
語
り
つ
く
せ
な
い
。

現
代
ま
で
生
き
続
け
る
伝
統
産
地
で
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
仕
組
み
や
慣
行
は
地
域
の
特
性
に
あ
わ
せ
て
工
夫
さ
れ
て

き
た
か
ら
だ
。
伝
統
産
地
の
内
部
で
は
工
芸
技
術
の
継
承
と
技
能
や
技
法
の
伝
承
が
積
み
重
ね
ら
れ
、
長
い
時
間

の
経
過
と
と
も
に
形
づ
く
ら
れ
て
埋
め
込
ま
れ
て
き
た
制
度
や
慣
行
と
織
り
成
さ
れ
て
、
産
地
と
し
て
の
独
自
性

を
生
み
出
し
て
き
た
。
し
か
し
、
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
の
時
代
を
迎
え
、
多
く
の
伝
統
産
地
が
厳
し
い
環
境

の
も
と
で
生
き
残
り
を
模
索
し
て
い
る
。

　

陶
磁
器
産
地
の
経
済
的
な
現
状
も
厳
し
い
。
そ
れ
で
も
、
細
々
と
で
は
あ
っ
て
も
生
き
残
り
の
基
盤
を
残
し
て

い
る
産
地
は
多
い
。
陶
磁
器
産
地
に
は
、
窯
元
の
作
風
や
活
動
、
顧
客
に
対
す
る
価
値
提
供
の
あ
り
方
を
方
向
づ

け
て
窯
元
間
で
の
同
質
的
な
競
争
を
避
け
、
過
剰
で
な
い
競
争
状
態
を
維
持
す
る
不
文
律
が
あ
る
。
そ
の
不
文
律
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は
、
伝
統
工
芸
技
術
の
継
承
と
デ
ザ
イ
ン
・
コ
ン
セ
プ
ト
を
担
う
人
材
育
成
と
協
働
の
仕
組
み
を
支
え
て
い
る
。

　

わ
が
国
の
地
域
の
活
性
化
は
、
地
場
産
業
の
活
性
化
な
く
し
て
は
あ
り
え
な
い
。
そ
の
鍵
は
何
か
と
い
う
問
い

を
考
え
る
に
は
、
何
百
年
に
も
わ
た
っ
て
生
き
残
っ
て
き
た
伝
統
産
地
に
注
目
す
べ
き
で
は
な
い
か
。「
神
は
細

部
に
宿
る
」
と
言
う
。
歴
史
も
ま
た
細
部
に
真
実
を
宿
し
て
お
り
、
賢
者
と
し
て
歴
史
に
学
ぶ
と
す
れ
ば
、
環
境

の
激
変
に
耐
え
て
し
た
た
か
に
生
き
残
る
た
め
の
ヒ
ン
ト
は
そ
こ
に
あ
る
は
ず
だ
。
劇
的
な
革
命
家
と
機
敏
な
革

新
者
、
そ
し
て
日
々
の
仕
事
に
愚
直
に
取
り
組
む
人
々
、
取
引
に
よ
る
協
働
の
利
益
を
生
み
出
す
産
地
の
協
働
の

仕
組
み
は
、
伝
統
工
芸
技
術
を
次
世
代
へ
受
け
継
ぐ
人
々
の
競
い
あ
い
と
切
磋
琢
磨
が
支
え
て
い
る
。
デ
ザ
イ

ン
・
コ
ン
セ
プ
ト
や
伝
統
工
芸
技
術
の
継
承
と
、
重
層
的
な
競
争
に
支
え
ら
れ
た
協
働
と
人
材
育
成
の
仕
組
み
が

伝
統
産
地
の
生
き
残
り
の
決
め
手
で
あ
っ
た
と
言
っ
て
い
い
。

　

本
書
で
記
述
し
た
の
は
、
そ
う
し
た
伝
統
産
地
に
埋
め
込
ま
れ
、
工
芸
技
術
を
受
け
継
い
で
き
た
人
々
の
精
神

を
形
成
し
、
伝
承
す
る
仕
組
み
で
あ
っ
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

　

わ
が
国
の
伝
統
産
地
に
は
、
時
代
を
超
え
て
脈
々
と
受
け
継
が
れ
て
き
た
も
の
づ
く
り
の
精
神
が
あ
る
。
産
地

の
伝
統
工
芸
技
術
に
誇
り
を
も
ち
、
挑
戦
的
に
も
の
づ
く
り
に
取
り
組
ん
で
き
た
人
々
が
受
け
継
ぐ
精
神
で
あ
る
。

自
立
の
精
神
に
富
み
、
小
さ
く
ま
と
ま
ろ
う
と
は
し
な
い
し
、
い
わ
ん
や
自
虐
的
で
は
な
い
。
ま
た
、
生
き
残
っ

て
い
る
伝
統
産
地
の
人
々
は
ど
ん
な
強
者
も
弱
者
と
と
も
に
生
き
て
い
る
。
産
地
で
社
会
的
な
牽
制
機
能
が
働
き
、
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強
者
は
権
威
が
あ
っ
て
も
力
を
乱
用
し
な
い
。
一
強
他
弱
の
関
係
に
あ
る
の
で
は
な
く
、「
お
陰
さ
ま
」
の
精
神

が
浸
透
し
て
い
る
自
生
的
な
空
間
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
伝
統
産
地
の
制
度
や
慣
行
、
気
風
は
決
し
て
公
権

力
が
決
め
て
き
た
も
の
で
は
な
い
。

　

伝
統
産
地
の
工
芸
技
術
を
守
り
、
受
け
継
ご
う
と
す
る
人
々
は
革
新
的
だ
。
産
地
が
変
わ
ら
ず
に
生
き
残
る
に

は
、
伝
統
を
受
け
継
ぐ
人
々
が
そ
の
時
代
の
最
高
の
も
の
づ
く
り
を
す
べ
く
イ
ノ
ベ
ー
テ
ィ
ブ
で
あ
り
続
け
る
こ

と
が
必
要
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
決
し
て
先
代
か
ら
受
け
継
ぐ
も
の
を
墨
守
し
て
き
た
わ
け
で
は
な
い
の
だ
。

伝
承
に
完
成
は
あ
っ
て
も
伝
統
に
完
成
は
な
い
。
完
成
し
た
時
点
で
妥
協
の
産
物
と
な
っ
て
い
る
か
ら
だ
。
完
成

へ
の
プ
ロ
セ
ス
に
あ
る
こ
と
が
創
造
性
を
生
む
。
新
た
な
挑
戦
こ
そ
が
伝
統
を
守
る
証
で
あ
る
と
言
っ
て
い
い
。

　

伝
統
を
受
け
継
ぐ
人
々
は
、
自
ら
挑
戦
し
て
制
作
し
た
工
芸
品
へ
の
自
己
評
価
は
厳
し
い
。
だ
が
、
い
っ
た
ん

世
に
出
す
と
決
め
た
作
品
に
は
自
信
を
も
ち
、
こ
と
さ
ら
卑
下
し
た
り
は
し
な
い
。
過
信
は
禁
物
だ
が
、
身
の
丈

に
あ
っ
た
な
ど
と
言
わ
な
い
で
、
わ
れ
わ
れ
も
日
々
の
仕
事
を
挑
戦
者
の
気
持
ち
で
見
つ
め
直
し
て
み
よ
う
。

　

気
品
あ
る
伝
統
工
芸
品
の
背
後
に
は
多
く
の
作
り
手
た
ち
の
高
み
へ
の
あ
く
な
き
挑
戦
と
革
新
の
追
求
が
あ
る
。

同
時
に
、
伝
統
産
地
の
生
き
残
り
と
作
り
手
の
盛
衰
に
は
冷
徹
な
経
営
の
原
理
が
働
く
。
伝
統
産
地
を
経
営
学
の

視
点
か
ら
見
つ
め
、
産
地
で
働
く
人
々
の
革
新
へ
の
挑
戦
と
協
働
の
利
益
を
こ
れ
か
ら
も
考
え
て
い
き
た
い
。
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謝
　
　
辞

　

本
書
の
執
筆
に
あ
た
っ
て
は
、
多
く
の
研
究
者
の
成
果
か
ら
刺
激
を
い
た
だ
い
た
。
す
べ
て
の
方
の
お
名
前
を

あ
げ
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
こ
こ
に
お
礼
を
述
べ
た
い
。
と
り
わ
け
、
基
礎
と
な
っ
た
調
査
に
つ
い
て
、
神
戸

大
学
名
誉
教
授
・
甲
南
大
学
特
別
客
員
教
授
加
護
野
忠
男
先
生
か
ら
陶
磁
器
産
業
研
究
会
を
通
じ
て
賜
っ
た
学
恩

に
は
感
謝
の
言
葉
も
な
い
。
京
都
と
信
楽
の
実
地
調
査
は
、
滋
賀
大
学
伊
藤
博
之
教
授
の
協
力
を
得
て
共
同
プ
ロ

ジ
ェ
ク
ト
と
し
て
進
め
た
。
シ
リ
コ
ン
バ
レ
ー
の
記
述
は
、
慶
應
義
塾
大
学
上
山
隆
大
教
授
か
ら
適
切
な
指
摘
を

頂
い
た
。
記
し
て
感
謝
し
た
い
。
ま
た
、
学
部
時
代
の
恩
師
の
元
神
戸
大
学
学
長
新
野
幸
次
郎
先
生
か
ら
は
、
伝

統
産
地
の
研
究
に
温
か
い
激
励
を
い
た
だ
き
、
四
半
世
紀
続
く
ゼ
ミ
O 

B 

の
読
書
会
は
知
的
な
刺
激
を
得
る
機
会

と
な
っ
て
い
る
。

　

伝
統
産
地
の
実
地
調
査
に
ご
協
力
い
た
だ
い
た
多
く
の
方
々
に
も
お
礼
を
申
し
上
げ
た
い
。
と
く
に
、
産
地
の

事
例
の
記
載
内
容
に
つ
い
て
コ
メ
ン
ト
を
い
た
だ
い
た
、
有
田
の
今
右
衛
門
窯
当
主
一
四
代
今
泉
今
右
衛
門
氏
と

今
右
衛
門
陶
舗
社
長
今
泉
善
雄
氏
、
信
楽
の
壺
久
郎
陶
房
当
主
冨
増
純
一
氏
、
信
楽
陶
器
工
業
協
同
組
合
参
事
橋

本
浩
氏
に
厚
く
お
礼
申
し
上
げ
る
。
あ
り
う
べ
き
誤
謬
は
筆
者
に
帰
す
る
も
の
で
あ
る
。

　

本
書
の
刊
行
は
、
有
斐
閣
書
籍
編
集
第
二
部
尾
崎
大
輔
、
柴
田
守
の
両
氏
か
ら
き
め
細
や
か
な
支
援
を
い
た
だ

い
た
。
書
籍
の
公
刊
プ
ロ
セ
ス
は
、
著
者
と
出
版
社
の
地
道
な
協
働
作
業
の
過
程
で
も
あ
る
こ
と
を
実
感
し
た
。

両
氏
に
改
め
て
謝
意
を
表
し
た
い
。
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筆
者
は
、
家
族
の
存
在
が
心
の
支
え
と
な
っ
て
著
作
に
結
実
す
る
と
信
じ
て
き
た
。
そ
の
思
い
は
、
研
究
者
と

し
て
仕
事
を
始
め
て
か
ら
一
貫
し
て
変
わ
ら
な
い
。
最
後
に
、
私
事
に
わ
た
っ
て
恐
縮
で
あ
る
が
、
日
々
の
仕
事

意
欲
を
支
え
て
く
れ
る
家
族
、
裕
子
、
幸
平
、
幸
典
に
感
謝
の
気
持
ち
を
記
し
て
お
き
た
い
。

　
　
二
〇
一
三
年

冬
将
軍
の
威
勢
強
き
と
き
に　
　
　
　

　

ソ
フ
ィ
ア
通
り
を
臨
む
研
究
室
に
て

山
田　

幸
三　
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ビジネスシステム　40, 41, 43-45, 

47, 48, 99, 229
　京都花街の――　54
　伝統産業の――　47, 55, 64, 71, 

206
備前焼　169
火止め日　177
火　鉢　162, 167, 171-173, 175-179, 

181-184, 188, 192, 202, 208, 209, 
213, 218

品質検査　177
ファミリー・ビジネス　101-107, 

109, 111, 113
フェデックス　43
深川製磁　29, 132-136, 138-140, 

143, 145-147, 156, 171, 212, 214, 
216, 225

深川様式　133, 134, 156
不文律　36, 67, 68, 71, 100, 157, 158, 

196, 198, 203, 206, 216-219, 221, 
229

ブランド　202
プロダクション　50
プロデューサー　142
分　業　124-127, 148, 157, 196, 212, 

216, 217
平地窯　180, 181
ヘゲモニー　117, 145-147, 156, 189, 

190, 211-217, 224
ペプシコーラ　43
ベルトコンベアー・システム　8
辺境企業　69
辺境の創造性　69
ベンチャー企業　19
ベンチャー・キャピタル　18, 20-22



VIII　　　索　　引

ペンローズ効果　84
法　師　102

◎ ま　　行

マラケシュ　65
マリー・ブリザール社　102
丸市陶工場　184
丸加製陶所　184
丸十製陶　189
丸二陶料商店　175
丸元製陶　189
見為替仕法　121, 130
美濃焼　169, 209
みはる窯　189
無形文化財　34, 170
免許制　124
メンター　51
モニタリング　221, 222
物前勘定　125
模範工場　167
模　倣　87

◎ や　　行

ヤキヤ　173, 174, 182
ヤマト運輸　41, 43, 87
窯業試験場　179
窯業補導所　174

養子縁組　105, 106

◎ ら　　行

ライフタイム・コミットメント　77
楽　天　75, 77
乱　売　177
リスクテイキング　91-93
リードユーザー　57, 220
流通規制　121, 130
臨時工　213
ルート 128　15-18, 20, 220
ろくろ師　124
六古窯　23, 163, 169
ロールモデル　52

◎ わ　　行

和久製陶所　135
ワット商会　134
和様磁器　117

◎ アルファベット

BJT　55, 56, 147, 192, 214, 226
B to B　42
B to C　41
OFF-JT　52
OJT　52, 55
UPS　87



　　　IX

◎ あ　　行

青木木米　58
アベグレン，ジェームズ・C.　77
伊奈初之丞　28
今井金作　171
今井半次　175
今泉今右衛門　139
　――（10代）　140, 147, 220
　――（11代）　136, 140
　――（12代）　134, 140
　――（13代）　140, 142
　――（14代）　139, 142-144, 150, 

153, 226, 223
今泉善雄　152
上島久一　175
上田宗寿　190
上田直方　170
ヴェーバー，マックス　94
遠藤平橘　167
尾形乾山　58
奥田頴川　58
奥田碩　107
奥田三代吉　167

◎ か　　行

カーズナー，イスラエル・M.　86, 
87

兼古敏男　5
金重陶陽　170
河合寛次郎　59

清水六兵衛　60
楠部彌弌　58, 60
クライナー，ユージン　19
ゲイツ，ビル　75
呉須権兵衛　120
小山富士夫　23
金剛重光　108
金剛為氏　106
金剛治一　106
金剛喜定　106
近藤悠三　58

◎ さ　　行

サイモン，ハーバート　224
酒井田柿右衛門　111, 139
　――（初代）　120, 139
　――（11代）　139
　――（12代）　136, 134, 140
　――（13代）　140
　――（14代）　139, 142, 149, 150, 

223
清水喜助　106
シュンペーター，ヨーゼフ・A.　

81, 84-86, 89, 96, 98, 146
ショックレー，ウィリアム　19
ジョブズ，スティーブ　75
千利休　58

◎ た　　行

高橋道八　147
高橋楽斉　170

人 名 索 引



X　　　索　　引

武田伊久子　53
武田國男　109, 111
武田長兵衛　109
竹中藤右衛門　106
竹中藤兵衛正高　105
田中和一　195
谷井直方　172
忠　蔵　166
張富士夫　107
辻常明　80, 129
手塚亀之助　80, 129, 132
冨増純一　198, 226
富本憲吉　58
豊田章男　107
ドラッカー，ピーター・F.　84

◎ な　　行

中内㓛　69
中里太郎右衛門　141
鍋島勝茂　123
鍋島閑叟　121
ノイス，ロバート　19
野々村仁清　58

◎ は　　行

橋本浩　182, 195
長谷川閑史　109
東島徳左衛門　120
深海墨之助　80, 129, 130, 132

深川勇　136
深川栄左衛門（7代）　130
深川栄左衛門（8代）　79, 80, 129, 

130, 148
深川栄左衛門（9代）　133, 135
深川進　136
深川忠次　133, 134, 136
藤原啓　170
藤原鉄造　170
ペンローズ，エディス　84, 85
本城愼之介　76

◎ ま　　行

三木谷浩史　75-78
宮下善爾　60, 63
ムーア，ゴードン　19
村田珠光　164
村田甚太郎　167

◎ や　　行

柳宗悦　59

◎ ら　　行

李参平　119, 220

◎ わ　　行

ワグネル，ゴットフリート　79, 147
渡辺捷昭　107
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