
永
井
宏
幸
提
出
学
位
申
請
論
文
（
課
程
博
士
）

『
中
部
日
本
弥
生
文
化
論
』
審
査
要
旨

論
文
の
内
容
の
要
旨

本
論
文
は
、
四
部
構
成
を
と
る
。

第
一
部
研
究
の
視
座
は
、
こ
れ
ま
で
の
弥
生
時
代
を
中
心
と
す
る
研
究
史
を
復
習
し
て
、
現

在
の
到
達
点
を
示
す
。
具
体
的
に
は
、
吉
田
富
夫
の
接
触
式
文
化
と
い
う
視
点
を
改
め
て
評
価

す
る
。
一
方
、
後
発
の
紅
村
弘
は
弥
生
土
器
の
研
究
に
偏
向
し
が
ち
の
趨
勢
に
対
し
て
、
西
か

ら
伝
播
し
て
来
た
弥
生
を
受
容
す
る
、
土
着
の
集
団
の
動
向
に
視
点
を
据
え
た
独
自
の
見
解
に

つ
い
て
、
と
り
わ
け
「
顕
示
論
」
を
掲
げ
る
。
つ
ま
り
「
美
麗
を
誇
示
す
る
」
遠
賀
川
の
壺
に

対
し
て
「
粗
い
条
痕
」
系
の
壺
に
強
固
な
「
対
立
観
念
の
顕
示
」
を
重
視
す
る
の
で
あ
る
。
つ
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ま
り
条
痕
文
系
が
、
共
同
体
と
し
て
の
象
徴
的
意
義
を
も
つ
「
表
現
・
模
倣
」
で
あ
り
、
シ
ン

ボ
ル
で
あ
っ
た
と
す
る
解
釈
に
注
目
す
る
。

第
二
部
中
部
弥
生
土
器
の
研
究
で
は
、
尾
張
平
野
の
弥
生
土
器
を
Ⅰ
期
か
ら
Ⅳ
期
に
至
る
編

年
網
を
提
示
し
た
上
で
、
い
く
つ
か
の
課
題
に
焦
点
を
当
て
て
具
体
的
に
検
討
す
る
。
そ
の
一

つ
は
、
伊
勢
湾
周
辺
地
域
の
弥
生
土
器
に
錯
綜
す
る
土
器
群
の
中
に
見
出
さ
れ
る
西
日
本
か
ら

の
搬
入
品
お
よ
び
そ
の
模
倣
品
の
出
現
か
ら
展
開
ま
で
の
時
期
的
な
変
化
を
追
跡
し
、
共
存
併

行
関
係
を
明
ら
か
に
し
て
編
年
的
な
位
置
づ
け
を
与
え
る
。
そ
の
二
つ
は
、
西
日
本
伝
来
の
弥

生
土
器
を
背
景
に
地
元
の
土
器
を
分
析
す
る
。
ま
ず
縄
文
土
器
の
系
譜
か
ら
発
達
、
盛
行
し
た

突
帯
紋
系
土
器
が
弥
生
時
代
の
中
に
埋
没
し
、
消
滅
し
て
い
く
過
程
を
明
ら
か
に
す
る
。
続
い

て
登
場
し
た
条
痕
紋
系
土
器
の
成
立
の
経
緯
を
詳
細
に
分
析
す
る
。
さ
ら
に
東
北
地
方
の
影
響

の
下
に
盛
行
し
た
浅
鉢
を
主
体
と
す
る
浮
線
網
状
紋
系
土
器
の
あ
り
様
を
分
析
す
る
。さ
ら
に
、

こ
れ
ら
三
系
統
の
土
器
群
に
遠
賀
川
系
土
器
が
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
の
か
、
と
く
に

朝
日
遺
跡
Ⅰ
期
を
詳
細
に
検
討
し
な
が
ら
、
出
現
か
ら
定
着
、
展
開
を
具
体
的
に
み
る
。
今
後
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は
、
土
器
の
胎
土
分
析
に
よ
る
産
地
同
定
の
可
能
性
を
課
題
と
す
る
。
そ
の
三
つ
は
、
遠
賀
川

系
と
在
地
の
突
帯
紋
系
土
器
と
が
折
衷
し
て
成
立
し
た
深
鉢
・
甕
が
代
表
す
る
削
痕
遠
賀
川
式

土
器
が
、
煮
炊
具
の
み
で
あ
る
こ
と
に
注
目
し
、
中
部
高
地
に
系
譜
を
も
つ
三
ッ
井
型
深
鉢
と

の
関
係
を
明
ら
か
に
し
た
。
一
方
、
一
風
変
わ
っ
た
赤
焼
遠
賀
川
式
土
器
と
呼
ば
れ
て
い
た
一

群
を
、
三
重
県
地
域
に
発
達
し
た
個
性
派
で
あ
り
、
弥
生
文
化
成
立
期
の
動
静
の
中
に
金
剛
坂

式
と
し
て
位
置
づ
け
る
。
そ
の
四
は
、
一
遺
跡
に
お
け
る
出
土
数
は
少
数
な
が
ら
広
域
に
分
布

す
る
大
地
系
土
器
の
編
年
と
各
地
域
間
の
交
流
を
跡
づ
け
る
。

次
に
こ
う
し
た
基
本
器
種
の
分
析
に
続
い
て
、
東
海
地
方
を
中
心
に
発
達
し
た
極
め
て
特
徴

的
な
円
窓
付
土
器
を
取
り
上
げ
、
そ
の
性
格
を
検
討
す
る
。
中
期
後
葉
に
突
如
出
現
し
、
周
辺

地
域
に
若
干
の
搬
入
品
あ
る
い
は
模
倣
品
が
あ
る
ほ
か
、
遠
く
近
畿
地
方
に
も
認
め
ら
れ
る
。

一
部
に
器
表
面
に
風
化
の
痕
跡
を
と
ど
め
る
も
の
が
あ
り
、
墓
地
な
ど
に
晒
さ
れ
た
状
態
に
あ

っ
た
こ
と
を
指
摘
す
る
。

本
論
に
お
い
て
は
、
土
器
研
究
が
大
き
な
比
重
を
占
め
る
が
、
新
し
い
方
法
と
し
て
、
積
極
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的
な
印
象
材
型
抜
き
を
利
用
し
た
実
体
顕
微
鏡
の
観
察
を
試
み
て
い
る
。
こ
れ
ま
で
の
土
器
表

面
の
圧
痕
か
ら
動
植
物
を
見
つ
け
出
す
成
果
を
得
て
い
る
が
、
そ
れ
を
弥
生
土
器
の
施
文
原
体

の
同
定
に
活
用
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
結
果
、
貝
殻
の
殻
頂
部
を
用
い
た
施
文
で
あ
る

こ
と
を
確
定
し
た
。

ま
た
、
弥
生
土
器
は
単
な
る
容
器
や
煮
炊
具
と
し
て
の
用
途
に
と
ど
ま
ら
な
い
。
縄
文
時
代

以
来
製
塩
土
器
の
存
在
が
知
ら
れ
て
い
る
が
、
新
た
に
知
多
半
島
北
西
岸
に
分
布
す
る
「
烏
帽

子
型
深
鉢
」
が
、
製
塩
に
利
用
さ
れ
て
い
た
可
能
性
を
指
摘
し
て
い
る
。

第
三
部
は
、
土
器
論
と
は
異
な
る
、
文
化
論
と
も
い
う
べ
き
分
野
へ
の
取
り
組
み
で
あ
る
。

そ
の
一
つ
が
「
伝
達
思
考
の
道
具
」
と
い
う
独
自
の
概
念
の
提
唱
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
第
一
の

道
具
（
労
働
用
具
）
と
第
二
の
道
具
（
呪
術
・
儀
礼
に
か
か
わ
る
道
具
）
の
二
者
を
相
互
均
整

の
と
れ
た
状
態
に
保
つ
、
ヤ
ジ
ロ
ベ
イ
の
支
柱
と
し
て
の
役
割
を
果
す
機
能
を
有
す
る
も
の
と

す
る
。
そ
れ
こ
そ
が
モ
ノ
を
対
象
と
す
る
考
古
学
の
範
疇
を
超
え
た
�
コ
ト
バ
�
で
あ
る
と
す

る
。
コ
ト
バ
は
文
字
を
前
提
と
し
て
有
効
に
働
く
が
、
声
文
化
と
し
て
の
「
オ
ラ
リ
テ
ィ
」
に
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注
目
す
る
。
文
字
・
記
号
な
ど
は
記
録
と
し
て
カ
タ
チ
に
残
る
が
、
音
声
は
、
記
憶
の
領
域
に

残
る
に
す
ぎ
な
い
。
た
し
か
に
、
両
方
と
も
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
と
し
て
、
相
互
に
移
動
し
、

伝
達
が
可
能
で
あ
る
が
、
音
声
は
原
則
と
し
て
直
接
的
な
対
面
を
前
提
と
し
、
第
三
者
の
介
在

余
地
が
少
な
く
、
有
効
性
に
難
が
あ
る
。
会
話
に
よ
っ
て
意
思
の
疎
通
を
保
障
す
る
�
コ
ト
バ
�

は
、
第
一
の
道
具
と
第
二
の
道
具
に
そ
れ
ぞ
れ
直
接
結
び
つ
き
、
そ
の
機
能
を
発
揮
す
る
。
そ

の
点
が
第
一
の
道
具
と
第
二
の
道
具
の
共
存
を
揺
る
ぎ
な
い
も
の
と
す
る
。つ
ま
り
�
コ
ト
バ
�

こ
そ
が
単
な
る
道
具
を
孤
立
さ
せ
る
こ
と
な
く
、
文
化
コ
ン
テ
ク
ス
ト
の
中
に
組
み
込
ま
れ
、

意
味
を
も
つ
も
の
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
道
具
が
個
体
と
し
て
、
個
人
的
な
関
係
で
完
結
す

る
も
の
で
は
な
く
、
集
団
、
社
会
、
文
化
の
中
で
機
能
す
る
も
の
に
な
る
と
す
る
。

そ
の
二
つ
が
、
空
間
認
識
の
問
題
で
あ
る
。
生
活
、
活
動
の
場
を
と
り
巻
く
空
間
を
自
然
環

境
と
の
関
係
か
ら
「
風
土
論
」、
社
会
環
境
と
の
関
係
か
ら
「
土
地
柄
」
と
し
て
対
峙
さ
せ
、

考
古
学
的
見
地
か
ら
の
遺
跡
論
を
「
土
地
柄
」
と
し
て
理
解
し
よ
う
と
す
る
。
土
地
柄
は
、
そ

の
土
地
の
も
つ
固
有
の
性
質
で
、〈
土
地
の
性
格
〉
で
あ
る
。
そ
の
土
地
柄
こ
そ
が
そ
の
場
を
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根
拠
と
す
る
人
々
の
対
応
・
適
応
の
仕
方
を
特
色
付
け
る
。
そ
の
特
色
の
具
体
的
な
内
容
は
遺

跡
の
中
の
遺
構
と
遺
物
に
反
映
さ
れ
て
お
り
、
遺
構
・
遺
物
の
状
態
や
配
置
と
し
て
そ
れ
ぞ
れ

の
個
性
的
な
特
色
を
表
現
さ
れ
る
と
す
る
。

ま
た
、
自
然
の
中
の
人
間
は
、
自
ら
の
生
活
・
社
会
・
空
間
を
確
保
す
る
が
、
こ
の
こ
と
は

自
然
と
の
一
線
を
画
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
そ
の
境
界
に
つ
い
て
、
弥
生
集
落
を
囲
繞
す
る

溝
、
い
わ
ゆ
る
環
壕
集
落
の
意
味
を
問
う
。
つ
ま
り
、
環
壕
集
落
と
は
戦
闘
を
予
想
す
る
社
会

で
あ
っ
て
、
防
御
と
し
て
の
機
能
が
大
方
の
研
究
者
に
よ
っ
て
、
支
持
さ
れ
て
き
て
い
る
が
、

む
し
ろ
敵
対
集
団
と
い
う
よ
り
も
自
然
と
対
峙
す
る
姿
勢
を
カ
タ
チ
で
表
現
し
た
人
間
の
主
体

性
を
確
認
す
る
機
能
と
理
解
す
る
。
そ
れ
故
、
環
壕
が
、
壁
の
構
築
で
は
な
く
、
文
字
通
り
、

大
地
に
刻
み
込
む
と
い
う
行
為
の
産
物
で
あ
る
と
こ
ろ
に
、
象
徴
的
な
意
識
を
み
る
。
そ
こ
に

縄
文
時
代
に
お
け
る
記
念
物
と
同
様
の
意
味
を
読
み
と
る
の
で
あ
る
。

終
章
に
中
部
弥
生
研
究
へ
の
提
言
と
し
て
、
改
め
て
こ
れ
ま
で
の
研
究
を
掘
り
起
こ
し
て
、

さ
ら
に
い
く
つ
か
の
課
題
を
俎
上
に
の
せ
る
。貝
塚
遺
跡
に
対
す
る
考
察
は
そ
の
一
つ
で
あ
る
。
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一
見
す
る
と
弥
生
時
代
が
稲
作
中
心
と
目
さ
れ
な
が
ら
も
、
大
規
模
な
貝
塚
の
存
在
か
ら
、
そ

の
実
体
は
豊
富
な
海
産
物
や
骨
角
製
品
か
ら
縄
文
以
来
漁
業
と
狩
猟
の
伝
統
が
途
絶
え
る
こ
と

な
く
継
続
し
て
い
た
こ
と
を
如
実
に
物
語
る
こ
と
を
重
視
す
る
。
一
方
、
大
遺
跡
に
も
か
か
わ

ら
ず
水
田
跡
の
見
つ
か
ら
な
い
ま
ま
の
朝
日
遺
跡
に
お
け
る
「
都
市
型
昆
虫
」
の
多
量
の
出
土

は
、
池
上
曽
根
遺
跡
例
な
ど
か
ら
議
論
さ
れ
て
き
て
い
る
「
弥
生
都
市
」
論
と
も
か
か
わ
る
可

能
性
に
つ
な
が
り
、
尾
張
平
野
の
あ
り
様
に
つ
い
て
の
重
要
な
課
題
が
提
起
さ
れ
る
。

論
文
審
査
の
結
果
の
要
旨

本
論
は
、
中
部
日
本
を
対
象
と
す
る
弥
生
文
化
論
で
あ
る
。
論
題
は
「
中
部
日
本
弥
生
文
化

論
」
と
し
て
、
中
部
日
本
と
銘
打
つ
も
の
の
、
具
体
的
に
は
尾
張
地
方
を
中
心
と
し
て
い
る
。

内
容
に
お
い
て
は
、
尾
張
地
方
に
の
み
局
限
す
る
も
の
で
は
な
い
が
、
タ
イ
ト
ル
か
ら
は
よ
り

広
域
に
及
ぶ
範
囲
が
イ
メ
ー
ジ
さ
れ
、
期
待
あ
る
い
は
予
想
さ
れ
る
内
容
に
し
っ
く
り
と
重
な
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ら
な
い
感
じ
は
否
め
な
い
。
た
し
か
に
、
中
部
地
方
と
は
伊
勢
湾
地
域
の
突
帯
紋
系
土
器
よ
り

派
生
し
た
条
痕
紋
系
土
器
様
式
の
分
布
範
囲
と
す
る
と
明
言
し
て
は
い
る
。
が
、
そ
れ
な
ら
な

お
の
こ
と
欲
を
承
知
で
さ
ら
に
言
え
ば
、
弥
生
文
化
は
先
行
の
縄
文
に
比
べ
る
と
米
作
り
、
金

属
器
を
保
有
す
る
全
く
異
な
る
文
化
で
あ
り
、
文
化
論
の
検
討
に
は
、
そ
の
点
が
十
分
考
慮
さ

れ
る
必
要
が
あ
る
。
と
く
に
東
海
地
方
の
銅
鐸
な
ど
の
あ
り
方
に
も
独
自
性
が
認
め
ら
れ
、
西

方
か
ら
東
進
す
る
弥
生
文
化
と
の
関
係
を
物
語
る
重
要
な
鍵
と
な
る
。
こ
う
し
た
点
を
視
野
に

入
れ
た
弥
生
文
化
全
体
の
中
で
の
位
置
づ
け
を
概
観
す
る
説
明
を
前
提
と
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

も
っ
と
所
論
に
ぴ
た
り
と
相
応
し
い
、
然
る
べ
き
論
文
題
目
が
望
ま
れ
る
と
こ
ろ
で
も
あ
る
。

そ
れ
は
と
も
か
く
、
と
く
に
尾
張
を
舞
台
と
す
る
弥
生
文
化
の
展
開
は
、
西
か
ら
の
文
化
と

縄
文
以
来
の
伝
統
的
な
東
の
文
化
の
接
触
、融
合
地
域
に
あ
っ
て
独
特
な
動
き
を
示
し
て
い
る
。

そ
れ
だ
け
複
雑
な
様
相
を
解
明
す
る
こ
と
は
非
常
な
困
難
を
伴
う
の
で
あ
り
、
容
易
な
こ
と
で

は
な
い
。
論
者
は
そ
の
緒
を
土
器
の
分
析
を
手
掛
か
り
に
す
べ
く
、
取
り
組
む
と
こ
ろ
に
特
色

が
あ
る
。
土
器
は
日
常
生
活
の
必
要
品
と
し
て
、
大
量
に
製
作
さ
れ
、
し
か
も
粘
土
を
材
料
と
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す
る
こ
と
か
ら
、
造
形
上
地
域
色
や
時
期
的
変
遷
の
詳
細
を
よ
く
反
映
す
る
と
い
う
性
質
が
あ

る
。
そ
れ
故
に
土
器
の
あ
り
様
を
通
し
て
、
文
化
の
動
態
に
接
近
す
る
方
法
を
執
っ
た
と
こ
ろ

に
効
果
が
期
待
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
ま
さ
に
中
部
弥
生
文
化
を
土
器
論
を
土
台
と
し
て
議
論
す

る
妥
当
性
が
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
論
文
全
体
は
、
地
に
足
の
つ
い
た
着
実
な
検
証
の
過
程

を
良
く
伝
え
て
い
て
、
堅
実
な
成
果
を
示
し
て
い
る
。
換
言
す
れ
ば
、
い
わ
ゆ
る
考
古
学
的
方

法
に
よ
る
弥
生
土
器
分
析
の
緻
密
な
作
業
を
基
礎
と
し
て
、
ま
さ
に
典
型
的
な
考
古
学
的
研
究

の
模
範
を
見
る
。
た
し
か
に
そ
の
点
が
論
文
に
華
々
し
さ
を
欠
く
こ
と
と
な
っ
た
が
、
一
方
で

は
地
道
な
議
論
の
展
開
に
説
得
力
を
生
み
出
し
て
い
る
。
と
り
わ
け
、
こ
れ
ま
で
の
研
究
を
渉

猟
し
、
今
日
に
い
た
る
関
係
論
文
の
豊
富
な
引
用
に
良
く
示
さ
れ
て
い
る
。
ま
ず
手
始
め
に
当

該
地
方
の
弥
生
土
器
編
年
の
樹
立
を
目
指
し
た
こ
と
は
、
い
わ
ば
本
論
に
一
貫
す
る
時
間
軸
を

与
え
、
自
ら
所
論
に
秩
序
づ
け
る
こ
と
と
な
っ
て
い
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
西
か
ら
の
弥
生
文
化

の
強
力
な
伝
来
に
対
し
て
、
在
地
の
集
団
が
受
容
す
る
あ
り
様
を
解
き
ほ
ぐ
す
緒
を
確
実
に
掴

む
こ
と
を
可
能
に
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
複
雑
な
土
器
群
の
あ
り
方
に
反
映
さ
れ
て
お
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り
、
そ
れ
ら
の
土
器
様
式
を
い
ち
い
ち
俎
上
に
の
せ
て
、
当
時
の
当
該
地
域
に
お
け
る
縄
文
時

代
か
ら
弥
生
時
代
へ
の
移
行
期
の
実
情
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。

そ
の
視
点
が
、
接
触
期
土
器
研
究
の
四
つ
の
事
例
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
突
帯
紋
系
土
器
様
式

の
最
終
型
式
で
あ
る
馬
見
塚
式
の
再
検
討
、
突
帯
紋
系
土
器
様
式
か
ら
派
生
し
て
成
立
す
る
条

痕
紋
系
土
器
様
式
の
成
立
、
伊
勢
湾
周
辺
を
中
心
と
し
た
浮
線
紋
系
土
器
様
式
の
分
布
、
そ
し

て
尾
張
平
野
を
中
心
と
し
た
遠
賀
川
系
土
器
様
式
の
検
討
に
よ
く
示
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
分
析

が
緻
密
で
あ
る
こ
と
は
、
十
分
に
認
め
ら
れ
る
が
、
そ
の
緻
密
さ
が
当
該
地
域
に
展
開
し
た
弥

生
文
化
の
複
雑
な
様
相
を
難
解
に
し
て
い
る
だ
け
に
、
よ
り
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
に
説
明
す
る
工
夫

が
欲
し
い
も
の
で
あ
る
。
と
は
云
条
、
そ
の
具
体
的
な
方
法
が
直
ち
に
浮
か
ん
で
来
な
い
の
は
、

そ
れ
だ
け
の
複
雑
な
動
向
の
現
わ
れ
で
も
あ
る
。

論
者
の
独
自
な
視
点
の
も
う
一
つ
は
、
異
系
統
土
器
間
の
接
触
に
よ
っ
て
派
生
す
る
折
衷
土

器
を
め
ぐ
る
評
価
で
あ
る
。
三
ッ
井
形
深
鉢
が
在
来
の
晩
期
の
粗
製
土
器
を
遠
賀
川
系
土
器
と

の
接
触
に
よ
っ
て
生
成
し
た
「
削
痕
遠
賀
川
土
器
」
と
し
て
正
当
な
意
味
を
与
え
て
い
る
の
は
、
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重
要
な
研
究
成
果
と
い
え
る
。
ま
た
、
同
様
な
視
点
か
ら
「
金
剛
坂
式
土
器
」
を
馬
見
塚
式
土

器
の
深
鉢
変
容
壷
と
遠
賀
川
系
土
器
の
折
衷
土
器
様
式
と
し
て
位
置
づ
け
る
の
に
成
功
し
て
い

る
。さ

ら
に
、
中
部
地
方
に
広
く
分
布
す
る
大
地
系
土
器
の
ユ
ニ
ー
ク
な
様
式
を
通
し
て
、
広
域

交
流
と
い
う
新
し
い
切
り
口
に
よ
る
解
釈
を
試
み
て
い
る
の
は
土
器
編
年
を
越
え
た
地
域
間
ネ

ッ
ト
ワ
ー
ク
と
い
う
社
会
的
課
題
に
止
揚
し
、
今
後
の
さ
ら
な
る
検
討
が
期
待
さ
れ
る
と
こ
ろ

で
あ
る
。

円
窓
付
土
器
の
研
究
は
、
な
か
で
も
と
く
に
力
を
傾
注
し
た
テ
ー
マ
で
あ
る
が
、
網
羅
的
に

集
成
し
た
デ
ー
タ
の
分
析
に
基
づ
い
て
興
味
深
い
事
実
を
見
出
し
て
い
る
。
尾
張
平
野
を
中
心

に
分
布
す
る
中
で
、
と
く
に
朝
日
遺
跡
で
は
、
三
百
点
以
上
の
出
土
と
い
う
他
遺
跡
に
比
べ
て

圧
倒
的
多
数
を
誇
り
、
そ
の
特
異
な
性
格
が
示
唆
さ
れ
る
。
そ
の
朝
日
遺
跡
内
の
出
土
地
点
は

固
定
せ
ず
、
時
期
に
よ
っ
て
異
な
る
が
、
墓
域
と
そ
の
周
辺
に
偏
在
し
、
つ
い
で
環
壕
に
集
中

す
る
傾
向
が
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
朝
日
遺
跡
内
で
、
よ
り
大
規
模
な
東
西
両
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墓
域
か
ら
は
出
て
お
ら
ず
、
遺
跡
の
最
終
段
階
の
現
象
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
の
で
あ
る
。
そ

の
円
窓
付
土
器
を
観
察
す
る
と
、
焼
成
後
に
小
孔
が
穿
け
ら
れ
て
い
る
例
が
六
点
あ
り
、
方
形

周
溝
墓
の
供
献
さ
れ
る
細
頚
壷
の
底
部
付
近
に
施
さ
れ
る
小
孔
の
穿
孔
と
の
共
通
性
が
窺
わ
れ

る
こ
と
に
着
目
す
る
の
は
新
し
い
指
摘
で
あ
る
。
ま
た
、
完
形
品
の
器
表
面
が
剥
離
し
て
い
る
、

「
風
化
痕
」
の
み
ら
れ
る
例
は
、
墓
に
供
献
さ
れ
、
雨
晒
し
の
状
態
に
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か

と
い
う
解
釈
は
極
め
て
興
味
深
い
。
こ
う
し
た
風
化
痕
か
ら
の
考
察
は
従
来
な
か
っ
た
も
の
で

あ
り
、
円
窓
付
土
器
の
性
格
理
解
の
た
め
の
貴
重
な
一
石
を
投
じ
て
く
れ
る
も
の
と
し
て
、
高

く
評
価
さ
れ
る
。

如
上
の
土
器
に
か
か
わ
る
分
析
、
考
究
と
は
別
に
、
い
わ
ゆ
る
文
化
論
の
試
み
が
あ
る
。
そ

の
中
で
、
第
三
の
道
具
と
し
て
の
�
コ
ト
バ
�
に
関
す
る
問
題
提
起
は
刺
激
的
で
あ
り
、
今
後

の
展
開
が
期
待
さ
れ
る
。
し
か
し
、
依
然
と
し
て
第
一
、
第
二
の
道
具
と
並
ん
で
鼎
立
さ
れ
る

べ
き
第
三
の
道
具
の
概
念
に
つ
い
て
さ
ら
な
る
理
論
武
装
が
要
求
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
の

克
服
が
弥
生
文
化
研
究
と
理
解
の
新
た
な
地
平
を
拓
い
て
く
れ
る
は
ず
で
あ
る
。
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ま
た
、
弥
生
時
代
を
特
色
づ
け
る
環
壕
集
落
に
つ
い
て
、
従
来
弥
生
時
代
と
は
戦
争
時
代
と

い
う
考
え
方
か
ら
導
き
出
さ
れ
た
と
こ
ろ
の
防
御
施
設
と
い
う
解
釈
に
異
を
唱
え
る
。
そ
し
て

む
し
ろ
対
人
間
関
係
で
は
な
く
、
む
し
ろ
自
然
と
対
峙
す
る
世
界
観
の
現
わ
れ
で
あ
る
と
す
る

の
は
、
注
目
す
べ
き
独
自
の
主
張
で
あ
る
。
こ
の
戦
闘
用
説
の
し
が
ら
み
か
ら
脱
し
た
新
し
い

仮
説
は
評
価
さ
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
戦
闘
施
設
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
が
、
直
ち
に
自
然

と
の
対
峙
の
表
現
で
あ
る
と
結
論
す
る
だ
け
で
は
な
く
、
他
集
団
に
対
し
て
自
ら
の
権
威
、
力

を
誇
る
示
威
の
施
設
と
し
て
の
意
味
、
意
義
に
つ
い
て
は
一
考
が
欲
し
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。

以
上
、
い
く
つ
か
の
課
題
を
残
す
も
の
の
、
本
論
文
提
出
者
の
永
井
宏
幸
は
博
士
（
歴
史
学
）

の
学
位
を
授
与
さ
れ
る
資
格
を
有
す
る
も
の
と
認
め
ら
れ
る
。
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平
成
二
十
三
年
二
月
十
八
日

主
査

國
學
院
大
學
大
学
院
客
員
教
授

小

林

達

雄

◯印

副
査

國

學

院

大

學

教

授

�

田

康

雄

◯印

副
査

國
學
院
大
學
栃
木
短
期
大
学
教
授

小

林

�

樹

◯印
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永
井
宏
幸

学
力
確
認
の
結
果
の
要
旨

左
記
三
名
が
各
専
門
分
野
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
学
力
確
認
の
試
験
を
行
っ
た
結
果
、
博
士
（
歴
史

学
）
の
学
位
を
授
与
さ
れ
る
学
力
が
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
。

平
成
二
十
二
年
十
二
月
十
六
日

学
力
確
認
担
当
者

主
査

國
學
院
大
學
大
学
院
客
員
教
授

小

林

達

雄

◯印

副
査

國

學

院

大

學

教

授

�

田

康

雄

◯印

副
査

國
學
院
大
學
栃
木
短
期
大
学
教
授

小

林

�

樹

◯印
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