
須
恵
器
醜
の
製
作
技
術

植

野

浩

三

 

、

は

じ

め

に

須
恵
器
の
通
有
の
器
形
の

一
つ
と
し
て
腿
が
あ
る
。
こ
の
腿
は
、
五
、
六
世
紀

を
中
心
に
製
作

・
使
用
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
六
世
紀
に
な
る
と
形
態
、
用
途

に
大
き
な
変
化
を
生
じ
て
い
る
。
小
稿
は
、
こ
の
遽
の
製
作
技
術
を
検
討
し
、
製

作
過
程
を
復
原
す
る
こ
と
に
主
要
な
目
的
を
お
い
て
い
る
が
、
大
局
に
お
い
て
は

須
恵
器
全
体
の
製
作
技
術
と
の
関
連
を
指
摘
し
、
基
本
的
な
技
法
と
し
て
そ
の
位

置
付
け
を
行
な
う
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、

一
つ
の
法
則
的
な
手
法
を
抽
出
す
る
こ

と
に
よ
っ
て
、
須
恵
器
の
原
則
的
な
製
作
技
法
の
あ
り
方
を
研
究
す
る
こ
と
も
目

的
と
し
て
い
る
。

須
恵
器
の
製
作
技
術
の
研
究
は
、
田
中
琢
、
田
辺
昭
三
氏
ら
を
中
心
に
過
去
い

く

つ
か
の
成
果
を
お
さ
め
て
い
る
。
田
中
琢
氏
は
、
奈
良
時
代
以
前
の
須
恵
器
は

そ
の
ほ
と
ん
ど
が
第

一
段
階
で
粘
土
紐
巻
き
あ
げ
成
形
を
行
な
い
、
次
い
で
第
二

段
階
で
小
型
品
は

ロ
ク
ロ
成
形
、
大
型
品
は
叩
き
締
め
を
行
な
う
と
し
て
、
従
来

考
え
ら
れ
て
い
た
、
小
型
品
の
粘
土
塊
ひ
き
出
し
成
形
に
対
し
て
重
要
な
指
摘
を

(-
)

行
な

っ
だ
。

一
方
、
田
辺
昭
三
氏
は
、
陶
邑
古
窯
趾
群
の
調
査
成
果
に
基
づ
い
て
製
作
技
術

の
検
討
を
行
な

っ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
須
恵
器
の
製
作
過
程
を
三
段
階
に
分
け
、

第

一
段
階
を
粘
土
紐
巻
あ
げ
、
第
二
段
階
を

ロ
ク
ロ
成
形
、
各
部
接
合
、
細
部
の

ひ
き
出
し
、
各
部
の
打
圧
、
第
三
段
階
を
ナ
デ
、
削
り
な
ど
の
調
整
と
す
る
も
の

で
あ
る
。
成
形
の
第

一
段
階
で
は
、
大

・
小
型
の
器
形
に
か
か
わ
ら
ず
粘
土
紐
巻

き
あ
げ
を
行
な
う
と
し
、
第
二
段
階

で
ほ
ぼ
全
体
の
形
態
を
完
成
さ
せ
る
と
し
て

い
る
。
そ
の
ほ
か
、
手
法

の
細
部
に
わ
た
る
検
討
を
行
な
い
、
い
く

つ
も
の
問
題

(2
)

点
に
つ
い
て
も
指
摘
し
て
い
る
。

ま
た
、
近
年
に
な

っ
て
横
山
浩

一
氏
は
、
須
恵
器
に
み
ら
れ
る
タ
タ
キ
目
文
、

同
心
円
文
な
ど
の
細
部
に
わ
た
る
観
察
を
行
な
い
研
究
成
果
を
発
表
し
て
い
る
。

特
に
、
壷
、
甕
形
土
器
に
施
さ
れ
た
タ
タ
キ
目
文
に
つ
い
て
、
そ
の
先
後
関
係
を

入
念
に
観
察
し
、
製
作
技
法

に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
壷
、
甕
は
、
側

面
を
ま
ず
タ
タ
キ
成
形
し
、
そ
の
の
ち
に
底
部
を
丸
く
叩
き
出
し
な
が
ら
成
形
を

(3
)

行
な
う
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

以
上
掲
げ
た
も

の
の
他
に
、
い
く

つ
か
の
研
究
が
あ
る
が
、
さ
し
ず
め
右
記
の

研
究
成
果
を
基
に
し
て
論
を
展
開
し
て
い
く
こ
と
に
す
る
。
ま
た
、
須
恵
器
の
製
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作
過
程
の
復
原
を
主
要
な
目
的
と
す
る
た
め
、
小
稿
で
は
編
年
的
研
究
等
に
は
直

接
触
れ
ず
、
製
作
技
法
の
大
筋
を
把
握
す
る
こ
と
に
努
め
た
。
し
か
し
、
六
世
紀

後
半
代
に
な
る
と
、
各
地
に
地
方
窯
が
存
在
し
、
少
な
か
ら
ず
地
方
差
が
生
じ
て

㎝

図1大 型腿と小型

い
る
こ
と
は
確
実

で
あ
る
が
、
右
記
の
主
旨
か
ら
し
て
、
地
域
間
の
差
違
を
検
討

す
る
こ
と
は
行
な
わ
ず
、
あ
く
ま
で
も
基
本
的
な
手
法
の
抽
出
を
主
眼
に
お
い
て

い
る
こ
と
を
こ
と
わ

っ
て
お
き
た
い
。
こ
の
よ
う
な
問
題
は
、
今
後
の
課
題
と
し

て
、
地
方
窯
な
ら
び
に
出
土
遺
物
の
検
討
と
し
て
行
な

っ
て
い
き
た
い
と
考
え
て

い
る
。
尚
、
小
槁
で
使
用
し
て
い
る
資
料
は
、
お
も
に
大
阪
府

・
陶
邑
古
窯
肚
群

(4
V

出
土
の
も
の
で
あ
る
。

二
、
嘱
製
作
技
術
の
検
討

腿

の
な
か
に
は
、
体
部
に
外
反
す
る
口
頸
部
を
付
け
、
肩
部
か
ら
胴
部
に
か
け

て
円
孔
を
穿

っ
た
通
有
の
も
の
の
ほ
か
に
、
樽
形
腿
、
鳥
形
遽
、
二
重
腿
な
ど
が

あ
る
が
、
こ
れ
ら
に
関
し
て
は
別
稿
に
ゆ
ず
る
と
し
て
、
小
稿
で
は
除
外
し
て
い

る
。
腺
　は
、
そ
の
規
模
か
ら
大
型
と
小
型
に
分
類
さ
れ
る
が
、
大
型
遽
の
場
合
-

期

(五
世
紀
～
六
世
紀
前
半
)
の
な
か
で
消
滅
す
る
こ
と
が
言
わ
れ
て
い
る
。

一

方
、
小
型
線
　は

五
、
六
世
紀
を
中
心
と
し
て
存
在
し
て
い
る
が
、

一
部
で
は
七
、

八
世
紀
に
わ
た

っ
て
い
る
も

の
も
あ
る
。
小
稿
で
は
、
資
料
上

の
制
約
か
ら
五
、

六
世
紀
の
遽

に
限
定
し
て
観
察
を
行
な

っ
て
い
く
か
、
な
か
で
も
六
世
紀
後
半
代

(1
期
)
の
も
の
と
、
そ
れ
以
前

(1
期
)
の
遽
と
は
区
別
し
て
検
討

・
記
述
し

て
い
く
こ
と
に
し
た
い
。

須
恵
器
は
弥
生
土
器
、
土
師
器
と
は
異
な
り
、
害
窯
を
使
用
し
て
か
な
り
の
高

火
度
で
焼
成
す
る
た
め
、
応
々
に
し
て
土
器
表
面
に
自
然
紬
が
か
ぶ
さ
り
、
土
器

.・



観
察
を
困
難
に
し
て
い
る
こ
と
が
あ
る
。

し
か
し
、
こ
の
須
恵
器
の
堅
緻

・
耐
水

性
は
、
器
表
面
の
諸
痕
跡
を
よ
く
残
し
、
土
器
観
察
に
多
大
な
役
割
を
果
た
す
こ

と
も
事
実
で
あ
る
。
そ
こ
で
ま
ず
、
成
形
技
法
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
、
腿
に

み
ら
れ
る
手
法
を
観
察
し
、
い
く

つ
か
の
諸
特
徴
を
あ
げ
て
み
よ
う
。

1
期
の
醜

大
型
腿
、
小
型
腺
　は
と
も

に
存
在
す
る
が
、
相
方
と
も
か
な
り
共

通
の
手
法
を
用
い
て
い
る
。
口
頸
部
は
、
す
べ
て
横
ナ
デ
に
よ

っ
て
成
形
さ
れ
、

櫛
描
波
状
文
等
の
装
飾
を
施
し
て
い
る
。

こ
の
口
頸
部
は
、
体
部
と
は
別
に
製
作

し
、
接
合
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
体
部

外
面
は
、
上
半
を
横
ナ
デ
成
形
し
、
肩

部
か
ら
胴
部
に
か
け
て
装
飾
を
施
し
、
円
孔
を
穿

っ
て
い
る
。
大
型
醜
は
、
そ
の

ほ
と
ん
ど
が
タ
タ
キ
成
形
後
に
横
ナ
デ
成
形
を
行
な

っ
て
い
る
。
胴
部
か
ら
底
部

に
か
け
て
は
、
器
表
面
の
凹
凸
が
著
し
く
目
立

っ
て
い
る
が
、
こ
の
部
分
は
、
ほ

と
ん
ど
の
例
が
横
ナ
デ
、
回
転

ヘ
ラ
削
り
な
ど
を
施
す
こ
と
な
く
、
お
も
に
、
ナ

デ
、
タ
タ
キ
、
不
定
方
向
の

ヘ
ラ
削
り
痕
を
残
し
て
い
る
。
ま
た
、
タ
タ
キ
成
形

後
に
ナ
デ
を
施
す
も
の
も
あ
り
、
そ
の
手
法
は
様
々
で
あ
る
が
、
陶
邑
古
窯
趾
群

T
K
二
〇
八
号
窯
出
土
遺
物
で
報
告
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
小
型
遽

の
底
部
外
面

を
入
念
に
平
滑
化
し
、
光
沢
を
も

つ
も
の
も
存
在
し
て
い
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も

こ
こ
で
重
要
な
こ
と
は
、
底
部
外
面
の
成
形

・
調
整
は
、
例
外
な
く
肩
部
か
ら
胴

部
の
成
形
後
に
、行
な

っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
底
部
の
ナ
デ
、
タ
タ
キ
目
、

ヘ
ラ

削
り
痕
は
、
胴
部
の
横
ナ
デ
痕
を
切
り
込
ん
で
施
さ
れ
て
お
り
、
成
形
の
先
後
関

係
を

つ
か
む
こ
と
が
で
き
る

(図
版
六
-
五
)。

次
に
内
面
の
観
察
に
う

つ
ろ
う
。
胴
部
か
ら
口
頸
部

に
か
け
て
は
、
ほ
と
ん
ど

の
例
が
横
ナ
デ
成
形
で
あ
る
が
、
大
型
燧
も
例
外
で
は
な
く
、
同
心
円
文
な
ど
の

痕
跡
を
残
す
も
の
は
稀
少
で
あ
る
。
し
か
し
、
体
部
と
口
頸
部
の
接
合
部
に
は
、

し
ば
し
ば
粘
土
紐
の
継
ぎ
目
痕
を
残
し
て
い
る
。
底
部
内
面
は
、
外
面
と
同
様
に

凹
凸
が
者
し
く
目
立

っ
て
お
り
、
上
方
よ
り
棒
状
の
工
旦
ハで
押
し
つ
け
た
痕
跡
を

例
外
な
く
認
め
る
こ
と
が
出
来
る
。
こ
の
痕
跡
は
、
睡
の
規
模

に
よ

っ
て
施
す
範

囲
を
異
に
し
て
い
る
が
、
底
部
外
面
に
み
ら
れ
た
凹
凸
と
対
応
し
て
、
か
な
り
の

密
度
で
認
め
る
こ
と
が
出
来
る
。
痕
跡
か
ら
復
原
す
る
工
具
の
形
状
、
規
模
は
様

様
で
あ
り
表
面

の
平
滑
な
凸
状
の
も

の
、
平
坦
な
面
を
も
つ
も
の
な
ど
が
あ
る
。

押
し
つ
け
を
行
な

っ
た
部
分
は
、
大
半
が
そ
の
痕
跡
を
残
す
が
、
稀
に
粗
い
ナ
デ

を
施
す
も
の
も
あ
る
、
こ
の
押
し
つ
け
は
、
胴
部
の
横
ナ
デ
を
切
り
込
ん
で
施
さ

れ
、
外
面
の
場
合
と
同
様

に
手
法
の
先
後
関
係
が
指
摘
出
来
る
の
で
あ
る
。
断
面

の
観
察
に
よ
れ
ば
、
胴
部
か
ら
底
部
に
至
る
部
分
に
か
な
り
肥
厚
し
た
箇
所
を
認

め
る
こ
と
が
出
来
る
。
押
し
つ
け
は
、
こ
の
部
位
以
下
に
施
さ
れ
、
手
法
の
先
後

関
係
と
と
も
に
成
形
段
階

の
復
原
を
可
能
に
し
て
い
る

(図
版
六
-

一
～
四
)
。

H
期
の
醜

H
期
の
麩
は
小
型
燧
に
限
ら
れ
る
。
そ
れ
も
、
形
態
を
大
き
く
変

化
さ
せ
、
本
来
の
機
態
を
し
だ
い
に
失
な

っ
て
い
く
段
階
の
も
の
で
あ
る
。
原
則

と
し
て
、
ほ
と
ん
ど
の
例
が
横
ナ
デ
成
形
で
製
作
さ
れ
、
体
部
、
口
頸
部
に
装
飾

を
施
し
て
い
る
。
胴
部
か
ら
底
部
に
か
け
て
は
、
横
ナ
デ
成
形
の
の
ち
、
回
転

ヘ

ラ
削
り
を
行
な
う
も

の
が
大
半
で
あ
る
が
、
ナ
デ
成
形
の
み
の
も
の
、
あ
る
い
は

ヘ
ラ
削
り
の
の
ち
に
ナ
デ
調
整
、
ハ
ケ
目
調
整
を
行
な
う
も
の
も
あ
る
。
タ
タ
キ
成

形
を
行
な
う
も

の
は
ほ
と
ん
ど
な
く
、
粘
土
紐
巻
き
あ
げ
か
ら
ロ
ク
ロ
成
形

へ
直
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接
移
行
し
、
底
部
の
回
転

ヘ
ラ
削
り
に
至

っ
て
い
る
。
体
部
内
面
も
す
べ
て
が
横

ナ
デ
痕
を
残
し
、
1
期
に
認
め
ら
れ
た
底
部
内
面
の
押
し
つ
け
痕
は
、
ま

っ
た
く

そ
の
痕
跡
を
認
め
な
い
。

以
上
が
遽

に
み
ら
れ
た
手
法
の
大
要
で
あ
る
が
、
1
期
と
∬
期

の
遽

の
場
合
、

大
き
な
相
違
点
を
認
め
る
こ
と
が
出
来
た
。
そ
れ
を
こ
こ
で
整
理
す
る
と
、
形
態

的
に
は
、
1
期
の
腿

は
小
型
の
器
形
に
限
ら
れ
、
口
頸
部
を
異
常

に
発
達
さ
せ

て

製
作
し
て
い
る
こ
と
。
手
法
的
に
は
、
底
部
内
面
に
み
ら
れ
た
押
し
つ
け
の
痕
跡

の
有
無
を
あ
げ
る
こ
と
が
出
来
よ
う
。
1
期
の
腿

は
、
底
部
内
面
に
棒
状
の
工
具

に
よ
る
押
し

つ
け
痕
が
普
遍
的
に
認
め
ら

れ
る
が
、
H
期
の
腿
は
こ
の
痕
跡
を
ま

っ
た
く
認
め
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

こ
れ
は
同
様
に
、
底
部
外
面
の
成
形

・

調
整
に
も
関
係
し
て
、
1
期
の
遽
が
主
と

し
て
ナ
デ
、
不
定
方
向
の
ヘ
ラ
削
り
、

タ
タ
キ
、

ハ
ケ
目
を
施
す
の
に
対
し
て
、
H
期
の
嘱
は
、
大
半
が
回
転

ヘ
ラ
削
り

を
行
な

っ
て
い
る
こ
と
に
お
い
て
も
指
摘

で
き
る
。

こ
の
よ
う
な
手
法
的
な
差
違
、
特
徴
は
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
1
期
と
∬
期

の
製
作
技
術
、
製
作
技
法
の
相
違
を
反
映

し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
特
に
、
底

部
の
成
形
に
関
し
て
は
、
顕
著
に
う
か
が
え
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
1
期
に
主
体
的

に
用
い
ら
れ
た
技
法
が
、
技
術
的
水
準
、
形
態
的
要
求
の
な
か
で
変
革
さ
れ
て
い

っ
た
と
理
解
で
き
る
の
で
あ
る
。
こ
の
製

作
過
程
の
復
原
、
な
ら
び
に
歴
史
的
要

因
に
つ
い
て
は
、
次
項

で
詳
し
く
述
べ
る
こ
と
に
し
て
、
こ
こ
で
は

一
応
の
観
察

成
果
を
指
摘
す
る
に
留
め
て
お
き
た
い
。

三
、
腿
製
作
過
程
の
復
原

前
項
で
手
法

の
観
察
を
行
な

っ
て
き
た
が
、
こ
こ
で
は
、
そ
れ
に
基
づ
い
て
製

(5
)

作
過
程
の
復
原
を
行
な

っ
て
み
た
い
。
ま
ず
、
1
期
の
魅
に
つ
い
て
み
る
と
、
成

形
の
第

一
段
階
で
は
、
大

・
小
型
品
と
も

ロ
ク
ロ
盤
上
で
粘
土
紐
を
巻
き
あ
げ
て

粗
形
を

つ
く
る
。
こ
の
場
合
、
平
坦
な
盤
上
で
粗
形
を

つ
く
る
た
め
、
粘
土
紐
巻

き
あ
げ
は
側
面
の
み
行
な
い
、
底
部
は
平
底
を
呈
し
て
い
る
。
次
の
第
二
段
階
で

は
、
大
型
品
は
タ
タ
キ
成
形
を
行
な

っ
て
器
壁
を
締
め
、
全
体
の
形
を

つ
く
り
出

し
、
そ
の
の
ち
に

ロ
ク

ロ
成
形
を
行
な
っ
て
側
面
を
完
成
さ
せ
る
。
こ
の
段
階
で

器
表
面
に
み
ら
れ
る
タ
タ
キ
目
文
、
同
心
円
文
は
ほ
と
ん
ど
消
さ
れ
、

ロ
ク
ロ
目

を
残
す
の
み
と
な
る
。
小
型
品
も
同
様
に
、
こ
の
段
階
で
ロ
ク
ロ
成
形
を
行
な
い

形
を

つ
く
り
出
し
て
い
る
。
次
に
、
同
じ
手
順
を
踏
ん
で
製
作
し
て
お
い
た
口
頸

部
を
接
合
し
て
、
胴
部
上
半
の
成
形
を
完
了
さ
せ
る
。
そ
し
て
、
最
後
に
底
部
を

つ
く
り
出
す
作
業

に
移
る
。
側
面
の
ロ
ク
ロ
成
形
の
段
階
で
は
、
器
体
を
固
定
す

る
た
め
依
然
と
し
て
底
部
は
平
底
を
呈
し
て
い
る
が
、
こ
の
段
階
で
底
部
は
丸
く

つ
く
り
出
さ
れ
る
。
底
部
内
面
の
押
さ
え

つ
け
の
痕
跡
が
示
す
よ
う
に
、
器
体
は

ロ
ク
ロ
上
か
ら
離
さ
れ
、
底
部
は
内
面
か
ら
棒
状
の
工
旦
ハに
よ

っ
て

一
応
に
押
し

つ
け
ら
れ
、
突
き
出
さ
れ
る
。
こ
の
作
業
は
、
小
型
醜
あ
る
い
は
大
型
燧
の
場
合

も
、
器
体
を
掌
の
上
に
載
せ
て
行
な

っ
た
可
能
性
が
強
く
、
外
面
に
残
る
凹
凸
も

こ
の
時
生
じ
た
も
の
で
あ
る
。
断
面
に
み
ら
れ
る
胴
部
下
方
の
肥
厚
は
、
そ
の
部

位
が

ロ
ク
ロ
成
形
時
に
お
け
る
胴
部
下
端
、
あ
る
い
は
底
部
で
あ
る
こ
と
を
示
し
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て
い
る
と
考
え
ら
れ
、
中
央
部
の
み
を
押

し
つ
け
て
、
底
部
を
突
き
出
し
た
結
果

生
じ
た
痕
跡
と
し
て
理
解
で
き
る
。
言

い
か
え
れ
ば
、
肩
部
か
ら
胴
部
に
か
け
て

は
、
タ
タ
キ
成
形
の
の
ち
に
ロ
ク
ロ
成
形
、
底
部
は
最
終
段
階
で
突
き
出
し
を
行

な

っ
て
器
壁
を
薄
く
仕
上
げ
て
い
る
が
、

そ
の
部
位
は
、
底
部
と
胴
部
と
の
屈
曲

部
と
し
て
、
器
壁
を
薄
く
仕
上
げ
る
こ
と
な
く
、
そ
の
痕
跡
を
残
し
て
い
る
と
考

え
ら
れ
る
。
そ
し
て
こ
の
痕
跡
は
、
製
作
過
程
を
考
え
る
上
で
の
有
力
な
根
拠
に

な

っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
底
部
の
突
き
出

し
が
完
了
す
る
と
、
次
に
底
部
外
面
の

調
整
が
行
な
わ
れ
る
。

一
般
的
に
、
ナ
デ
、
不
定
方
向
の

ヘ
ラ
削
り
、

ハ
ケ
目
な

ど
を
施
す
。
同
時
に
タ
タ
キ
成
形
を
行
な
う
も
の
も
あ
る
が
、
こ
れ
は
む
し
ろ
、

底
部
突
き
出
し
と
併
行
し
て
行
な
わ
れ
る
技
法
で
あ
ろ
う
。

底
部
の
成
形
が
、
肩
部
、
胴
部
の
成
形
後
に
行
な
わ
れ
る
こ
と
は
、
手
法
の
観

察
等
で
も
明
ら
か
で
あ
る
が
、
口
頸
部
の
接
合
と
の
先
後
関
係
に
つ
い
て
は
不
明

で
あ
る
。
た
だ
、
製
作
の
順
序
か
ら
い
け
ば
、
口
頸
部
を
接
合
し
、
あ
る
い
は
装

や

飾
を
施
し
た
の
ち
に
底
部
を

つ
く
り
出
す

の
が

一
番
合
理
的
で
あ
る
と
考

え
ら
れ

る
。
製
作
時
に
お
け
る
器
体
の
安
定
と
、
底
部
内
面
の
押
し
つ
け
痕
を
ナ
デ
消
す

こ
と
な
く
残
し
て
い
る
点
に
お
い
て
も
理
解
で
き
よ
う
。
し
か
し
、
特
に
、
五
世

紀
代
の
頸
部
の
す
ぼ
ま

っ
た
・遽
に
つ
い
て
み
る
と
、
広
範
囲
に
底
部
を
突
き
出
す

こ
と
は
、
非
常
に
困
難
な
作
業
で
あ
ろ
う

し
、
底
部
外
面
を
タ
タ
キ
成
形
し
て
い

る
醐

に
つ
い
て
も
、
内
面
の
当
て
具
の
問
題
が
生
じ
て
く
る
。
し
た
が

っ
て
、
こ

の
是
非
に
つ
い
て
は

一
応
捉
え
お
く
と
し

て
、
底
部
の
突
き
出
し
技
法
が
、
遽
の

基
本
的
な
成
形
技
法
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
点
に
注
目
し
て
お
き
た
い
。

第
三
段
階
は
調
整
で
あ
る
。
先
に
述
べ
た
底
部
外
面
の
調
整
の
ほ
か
に
、
胴
部

に
回
転

ヘ
ラ
削
り
を
行
な
う
も
の
も
あ
る
。
文
様
、
円
孔
も
こ
の
時
点
で
施
さ
れ

た
と
考
え
ら
れ
る
。

次
に
1
期
の
腿
に
つ
い
て
述
べ
よ
う
。
成
形
の
第

一
段
階
で
は
、
1
期
と
同
様

に
粘
土
紐
巻
き
あ
げ

に
よ

っ
て
粗
形
が
つ
く
ら
れ
る
。
第
二
段
階
に
な
る
と
、
そ

の
ほ
と
ん
ど
が
ロ
ク

ロ
成
形
に
よ

っ
て
行
な
わ
れ
、
細
部
の
ひ
き
出
し
等
も
行
な

わ
れ
る
。
し
か
し
、
こ
の
段
階
の
成
形
は
、
底
部
か
ら
口
縁
部
ま
で

一
気
に
し
て

行
な
わ
れ
る
の
で
は
な
く
、
体
部
の
み
を

ロ
ク
ロ
成
形
し
た
の
ち
、
さ
ら
に
粘
土(6

)

紐
を
巻
き
あ
げ
て

ロ
ク
ロ
成
形
し
、
口
頸
部
を
つ
く
り
出
す
方
法
に
よ
っ
て
い
る
。

そ
し
て
、
最
後
に
調
整
を
行
な
う
。
調
整
は
、
文
様
、
円
孔
を
施
す
の
と
併
行
し

て
、
底
部
の
回
転

ヘ
ラ
削
り
を
行
な
う
。
こ
の
段
階
で
、
平
底
の
底
部
は
丸
底
に

仕
上
げ
ら
れ
、
全
体
の
形
を
整
え
る
こ
と
に
な
る
。
回
転

ヘ
ラ
削
り
以
外
の
手
法

と
し
て
は
、
不
定
方
向
の

ヘ
ラ
削
り
、
ナ
デ
、

ハ
ケ
目
等
を
施
す
例
が
あ
る
が
、

1
期
に
み
ら
れ
た
突
き
出
し
技
法
に
よ
ら
な
い
の
は
共
通
の
特
徴
で
あ
る
。
尚
、

こ
の
ヘ
ラ
削
り
は
、
調
整
の
段
階
で
行
な
わ
れ
る
が
、
全
体
の
形
態
を
整
え
る
意
味

に
お
い
て
は
、
成
形

の
第
二
段
階
と
同
様
の
役
割
と
し
て
と
ら
え
る
こ
と
が
で
き

る
の
で
あ
る
。

以
上
の
よ
↑つ
に
、
大
筋
で
は
あ
る
が
、
1

・
H
期
の
腿
の
製
作
過
程
を
復
原
す

る
こ
と
が
出
来
た
。
底
部
を
つ
く
り
出
す
技
法
に
お
い
て
は
、
1
期
と
H
期
の
間

で
か
な
り
の
相
違
が
認
め
ら
れ
、
製
作
技
術
史
上
の
重
要
な
画
期
と
し
て
把
握
で

き
、
特
記
す
べ
き
事
柄
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
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四
、
遽
製
作
技
術
の
評
価

腿

に
み
ら
れ
る
個
々
の
手
法
、
製
作
過
程
の
復
原
は
先
に
述
べ
た
通
り
で
あ
る

が
、
従
来
、
さ
ま
ざ
ま
な
分
野
か
ら
注
目
さ
れ
て
き
た
底
部
内
面
の
凹
凸
は
、
丸

底
の
底
部
を
つ
く
り
出
す
た
め
の
突
き
出
し
痕
と
し
て
理
解
で
き
、
1
期
の
腿
に
お

け
る
普
遍
的
な
手
法
と
し
て
把
握
さ
れ
た
。
底
部
の
突
き
出
し
、
あ
る
い
は
叩
き

出
し
は
、
壷
、
甕
に
お
い
て
す
で
に
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
腿
も
例
外

に
も
れ
な
い

一
つ
と
し
て
知
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
横
山
浩

一
氏
に
よ
れ
ば
、
壷
、

甕
は
、
五
〇
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
よ
う
な
大
型
品
を
除
い
て
、
側
面
の
タ

タ
キ
成
形
の
の
ち
に
、

一
応
に
底
部
を
叩
き
出
し
て
い
る
と
い
う
。
底
部
外
面
に

残
る
タ
タ
キ
目
痕
は
、
側
面
の
タ
タ
キ
成
形
の
の
ち
に
施
さ
れ
、
そ
の
重
複
関
係

は
顕
著

に
認
め
る
こ
と
が
で
き
、
断
面
に
よ
る
器
壁
の
観
察
で
も
こ
れ
に
順
じ
て

(7
)

こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

壷
、
甕
に
施
さ
れ
る
こ
の
よ
う
な
技
法

が
、
腿

に
も
同
様
に
行
わ
れ
る
こ
と
は

特
に
丸
底
に
製
作
す
る
上
に
お
い
て
、
必
至

の
条
件
で
あ

っ
た
と
解
さ
れ
る
。
し

た
が

っ
て
、
遽

に
み
ら
れ
る
こ
の
手
法
は
、
特
別
な
も
の
で
は
な
く
、
須
恵
器
製

作
技
術
の

一
連
の
技
法
と
し
て
把
握
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

1
期
の
腺
　が
、
壷
、
甕
等
と
同
様
な
技
法
を
用
い
て
い
る
こ
と
は
、
腿
を
含
め

た
壷

・
甕
形
土
器
の
製
作
に
あ
た

っ
て
、
製
作
技
術
に

一
つ
の
法
則
性
が
存
在
し

た
か
ら
に
違
い
な
い
。
た
と
え
ば
、
蓋
杯
、
高
杯
、
把
手
付
椀
な
ど
、
比
較
的
小

型
の
、
口
頸
部
の
開
口
す
る
須
恵
器
に
関
し
て
は
、
底
部
外
面
を

ヘ
ラ
削
り
等
の

調
整
を
行
な
う
こ
と
に
よ

っ
て
形
態
を

つ
く
り
出
し
て
い
る
。

一
方
、
壷
、
甕
、

腿
な
ど
の
大
型
の
器
形
で
、
口
頸
部
の
く
び
れ
る
も
の
に
関
し
て
は
、
底
部
を

一

応
に
突
き
出
し
、
叩
き
出
し
成
形
に
よ
り
形
態
を
つ
く
り
出
し
て
い
る
。
こ
の
よ

う
に
、
須
恵
器
の
製
作
に
あ
た

っ
て
は
、
大
型
、
小
型
の
規
模
、
形
態
に
よ

っ
て

製
作
技
法
を
大
別
す
る
こ
と
が
で
き
、
大
略
で
は
あ
る
が
器
形
に
よ

っ
て
製
作
技

法
が
限
定
出
来
る
の
で
あ
る
。

小
型
腿
は
、
全
体
の
規
模
か
ら
す
れ
ば
小
型
に
属
す
る
が
、
底
部
の
成
形
は
大

型
腿
と
同
様
な
技
法
を
用
い
て
い
る
。
こ
れ
は
、
形
態
に
左
右
さ
れ
る
技
法
の
限

定
で
あ
り
、
製
作
技
法
が
形
態
を
規
定
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
、

一
つ
の
法
則
性

が
指
摘
出
来
る
の
で
あ
る
。

一
方
、
∬
期
の
腿
は

一
変
し
て
、
外
面
の
調
整

に
よ

っ
て
底
部
を
つ
く
り
出
し

て
い
る
。
こ
の
現
象
は
、
形
態
的
な
要
求
と
し
て
、
あ
る
い
は
壷
、
甕
に
み
ら
れ

る
製
作
技
術
の
法
則
性
か
ら
脱
し
た
、

一
つ
の
技
術
的
な
変
革
と
し
て
と
ら
え
ね

ば
な
ら
な
い
。
壷
、
甕
に
施
さ
れ
る
底
部
叩
き
出
し
の
法
則
的
な
技
法
は
、
須
恵

器
製
作
の
基
本
的
な
技
法
と
し
て
後
代
ま
で
用
い
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
か
ら
、

直
接

こ
の
技
法
の
消
滅
に
は

つ
な
が
ら
な
い
。
む
し
ろ
、
蓋
杯
、
高
杯
な
ど
の
外
面

調
整
と
共
通
す
る
技
法
と
し
て
理
解
で
き
、
線
　製
作
史
上
の

一
画
期
と
す
る
こ
と

が
出
来
よ
う
。

こ
の
技
法
の
初
源
期
と
し
て
は
、
大
概
的
に
∬
期
と
し
て
い
る
か
、
全
体
的
な

位
置
付
け
に
お
い
て
は
相
違
な
い
。
た
だ
し
陶
邑
M
T

一
五
型
式
の
段
階
で
は
、
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底
部
内
面
に
押
し
込
み
痕
を
認
め
る
も
の
の
他
に
、
内
面
を

ロ
ク
ロ
成
形
の
み
で

仕
上
げ
て
い
る
も
の
も
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
遽
製
作
技
術
の
変
革
は
、
こ
の
M

T

一
五
型
式
か
ら
T
K

一
〇
型
式
の
段
階

で
確
実
に
行
な
わ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る

の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
技
法
は
、
六
世
紀
代
を
通
じ
て
普
遍
的
な
手
法
と
し

て
施
さ
れ
て
い
く
。

図
版

六
-
六
に
示
し
た
例
は
、
鳥
取
県
東
伯
郡
東
伯
町
代
代
古
墳
よ
り
出
土
し
.

(8
)

た
醜
の
底
部
内
面
で
あ
る
。
こ
の
遽
は
、

六
世
紀
後
半
代
に
属
す
る
も
の
で
あ
る

か
、
依
然
と
し
て
底
部
内
面
に
突
き
込
み
痕
を
残
し
て
い
る
。
体
部
内
外
面
を

ロ

ク
ロ
成
形
し
た
の
ち
、
内
面
か
ら
突
き
込

み
を
行
な
い
、
さ
ら
に
、
底
部
外
面
に

回
転

ヘ
ラ
削
り
を
施
し
て
い
る
。
こ
の
痕

跡
は
い
う
ま
で
も
な
く
、
1
期
の
遽

に

み
ら
れ
た
底
部
突
き
出
し
の
技
法
で
あ
る

か
、
外
面
の
回
転

ヘ
ラ
削
り
を
併
用
し

て
い
る
点
に
特
徴
が
あ
る
。
こ
の
醒
の
場
合
、
底
部
の
成
形
は
あ
く
ま
で
も
回
転

ヘ
ラ
削
り
に
よ
る
部
分
が
大
で
あ
り
、
内
面
の
突
き
込
み
は
主
体
的
な
要
素
に
な

っ
て
い
な
い
と
こ
ろ
か
ら
考
え
る
と
、
む
し
ろ
特
異
な
例
と
し
て
理
解
で
き
、
形

式
的
に
施
さ
れ
た
可
能
性
が
あ
る
。
し
か
し
、
形
式
的
か
つ
地
方
的
特
色
と
は
い

え
、
こ
の
よ
う
な
痕
跡
を
残
す
須
恵
器
が
存
在
す
る
こ
と
は
、
遽

の
製
作
技
術
を

検
討
し
ま
た
技
法

の
変
遷
を
考
え
る
上
に
お
い
て
も
興
味
深
い
資
料
で
あ
る
。

五

、

お

わ

り

に

こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、
腿
の
底
部
成
形
は
、
壷
、
甕
等
に

一
般
的
に

行
な
わ
れ
る
底
部
突
き
出
し

(叩
き
出
し
)
技
法
に
よ

っ
て
行
な
わ
れ
て
い
た
。

こ
れ
は
、
須
恵
器
製
作
技
術
の

一
連
の
技
法
と
し
て
、

一
つ
の
法
則
と
で
も
い
え

る
べ
き
も
の
と
し
て
施
さ
れ
て
い
る
。
仮
に
須
恵
器
を
壷
、
甕
等
の
大
型
品
と
、

蓋
杯
、
高
杯
、
把
手
付

碗
等
の
小
型
品
に
分
類
す
る
と
す
れ
ば
、
腿

に
み
ら
れ
る

こ
れ
ら
の
手
法
は
、
形
態
の
要
素
と
と
も
に
大
型
品
に

一
般
的
、
か

つ
共
通
し
た

手
法
と
し
て
把
握
で
き
る
の
で
あ
る
。

H
期
の
遽
は
、
1
期
の
慮
と
製
作
技
法
を
異
に
し
て
、
専
ら
小
型
品
に
み
ら
れ

る
技
法
を
施
す
よ
う
に
な
る
。
こ
れ
は
、
腿
の
製
作
技
術
上
に
お
い
て
、

一
つ
の

変
革
期
で
あ
り
、
画
期
と
し
て
と
ら
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
「
『陶
邑
古
窯
趾
群
』

1
」
に
よ
れ
ば
、
須
恵
器
生
産
の
展
開
を
三
つ
の
画
期
と
し
て
と
ら
え
る
こ
と
が

(9
)

い
わ
れ
て
い
る
。
そ
の
第

一
の
画
期
は
、長
脚

一
段
透
し
高
杯
の
出
現
期
で
あ
り
、

須
恵
器
の
量
産
化
を
暗
示
す
る
製
作
技
術
上
の
変
化
が
あ
ら
わ
れ
る
時
期
で
あ
る
。

そ
し
て
、
こ
の
時
期
は
、
高
杯
や
遽
等
の
器
形
が
実
用
性
を
は
な
れ
て
装
飾
化
の

傾
向
を
示
し
、
量
的
に
も
特
殊
な
発
達
を
示
す
と
い
わ
れ
て
い
る
。
小
稿
で
指
摘

し
た
露
製
作
技
術
の
変
革
期
が
、
こ
の
第

一
の
画
期
と
合
致
す
る
こ
と
は
単
な
る

偶
然
で
は
な
く
、
須
恵
器
生
産

の
展
開
の
な
か
で
、
同
様
な
変
化
を
も
た
ら
し
た

と
考
え
ら
れ
る
。

し
た
が

っ
て
、
遽

に
み
ら
れ
た
製
作
技
法
の
変
革
は
、
器
種
組
成
、
技
法
の
省

略
化
、
形
態
の
変
化
、
生
産
の
展
開
と
い
っ
た
須
恵
器
生
産
全
体
の
枠
の
な
か
で

組
み
立
て
、
研
究
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
り
、
し
い
て
は
、
生
産
と
供
給
、
需
要

の
あ
り
方
を
考
察
す
る
上
に
お
い
て
も
留
意
せ
ね
ば
な
ら
な
い
事
柄
で
あ
ろ
う
。
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ち
な
み
に
第

一
の
画
期
で
は
、
長
脚

一
段
透
し
高
杯
の
出
現
、
魅
、
高
杯
の
装
飾

化
と
と
も
に
、
提
瓶
、
横
瓶
の
出
現
、
大
型
腿
、
直
口
壷
、
把
手
付
椀
、
甑
等
の

器
形
の
消
滅
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

小
稿
で
は
、
線
　の
製
作
過
程
の
復
原
を
基
に
し
て
、
須
恵
器
全
体
の
製
作
技
術

の
法
則
性
に
つ
い
て
述
べ
、
そ
の
位
置
付
け
を
行
な

っ
て
き
た
。
こ
の
よ
う
な
観

点
、
な
ら
び

に
成
果
は
、
須
恵
器
の
製
作
技
術
を
研
究
す
る
上
に
お
い
て
も
重
要

な
位
置
を
占
め
、
ま
た
地
方
の
須
恵
器
を
研
究
す
る
上
に
お
い
て
も
有
力
な
手
段

に
な
る
と
考
え
ら
れ
る
。

註

(1
)

田
中

琢

「
須
恵
器
製
作
技
術

の
再
検
討

」

(
『
考
古
学
研
究
』
第

一
一
巻
第

二
号
)

一

九
六

四
年
。

(2
)

田
辺
昭
三

『
陶
邑
古
窯
祉
群
』

1

(
『平

安
学
園
研
究
論
集
』
第

一
〇
号
)

一
九

六
六

年
。

(3
)

横
山
浩

一

「
須
恵
器

の
叩
き

目
」

(

『
史
淵
』

第

一
一
七
輯

九
州
大
学
文

学
部

)

一
九
七

九
年
。

(4
)

平

安

学

園

保

管

資
料
、

な
ら
び

に
筆
者

の
管
見

に
よ
る
も

の
を
中
心

に
用
い
て
い
る
。

尚
、

資

料

の
実
見
、

な

ら
び

に
小

稿
を
草
す
る

に
際
し

て
、

田
辺
昭

三
、

萩
本
勝
氏

ほ

か

諸
関
係

の
方

々
か
ら
、
有
益
な
助
言
、
協
力
を

い
た
だ

い
た
。
記
し

て
謝
意

を

表

し

ま
す
。

(5
)

先

に
述

べ
た
よ
う

に
、
製
作
過
程

の
復
原

は
、
田
辺

昭
三

『
陶
邑
古
窯

趾
群

』
1

に

よ
る
と

こ
ろ
が
大
き

い
。
前
掲
註

(
2
)
。

(6
)

成
形

の
各
段
階

は
、
単

に
成
形

の
順
序
を
表

わ
す

の
で
は
な
く
、
成
形
時

に
お
け
る

技
法

の
位
置
付
け
を
各
段
階

別

に
示
し
た
も

の
で
あ
る
。
し
た
が

っ
て
、
第

一
段
階
(
一

次

成
形
)
と
第

二
段
階

(
二
次
成
形
)
が
反
復
す

る
こ
と
も
あ
り
う
る
し
、
第
二
段
階

と
第
三
段
階

(調
整
)

が
逆
転
す
る
場
合
も

あ
る
。
田
辺
昭

三

『
須
恵

器
大
成
』

角
川

書
店

一
九

八

一
年
。

(7
)

前
掲
註

(
3
)
。

(8
)

亀
井

熈
人
ほ
か

『
代
代
吉
墳
発
掘
調
査
概
報
』
鳥
取
県
東
伯
町
教
育
委
員
会

一
九

七
七
年

。

(9
)

前
掲

註

(
2
)
。
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