
「明の古染付」観
北大路魯山人

青空文庫





　
染
付
は
今
か
ら
五
百
年
ば
か
り
前
の
支
那
明
代
に
完
成
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
迄
に
は
こ
ん
な
ス
キ

ツ
と
し
た
美
し
い
焼
物
は
実
に
見
た
く
も
見
ら
れ
な
か
つ
た
と
言
ふ
べ
き
だ
。
こ
れ
に
は
恐
ら
く
間
違
ひ

は
な
い
と
い
つ
て
よ
い
。

　
然
ら
ば
そ
れ
ま
で
に
ど
ん
な
焼
物
が
生
れ
て
ゐ
た
か
と
言
ふ
に
、
先
づ
漢
窯
か
ら
唐
三
彩
、
そ
れ
か
ら

宋
に
な
つ
て
は
青
磁
だ
と
か
赤
絵
だ
と
か
、
又
は
中
に
は
鉅
鹿
と
い
ふ
頗
る
つ
き
の
名
陶
器
も
あ
つ
た
の

で
あ
る
が
、
此
等
は
何
れ
も
概
し
て
そ
の
作
意
が
重
く
、
釉
類
釉
法
も
亦
決
し
て
無
審
判
で
は
な
か
つ
た

が
、
然
し
新
生
の
染
付
の
や
う
に
腹
の
底
を
わ
つ
て
見
せ
た
と
い
ふ
処
へ
は
、
ま
だ
な
か
な
か
行
く
事
が

出
来
な
か
つ
た
。

　
染
付
が
初
め
て
完
成
し
て
そ
の
顔
を
見
せ
た
時
、
当
時
の
支
那
の
人
は
こ
れ
を
ど
ん
な
に
驚
き
且
つ
喜

ん
で
迎
へ
た
で
あ
ら
う
。
そ
れ
迄
と
て
何
れ
は
ど
こ
か
の
一
部
で
こ
れ
が
完
成
の
為
の
研
究
が
し
つ
か
り

と
積
ま
れ
て
行
つ
て
ゐ
た
で
あ
ら
う
が
、
そ
の
出
来
上
つ
て
の
効
果
が
、
ま
さ
か
こ
ん
な
に
立
派
で
あ
ら

う
と
は
夢
想
だ
も
し
な
か
つ
た
に
違
ひ
な
い
。

　
今
迄
に
夢
想
だ
も
し
な
か
つ
た
染
付
の
あ
か
る
く
て
さ
つ
ぱ
り
と
し
た
美
し
さ
、
然
も
そ
れ
は
高
火
度

の
磁
質
の
も
の
で
、
そ
の
光
沢
、
そ
の
釉
色
、
と
て
も
今
迄
の
焼
物
に
は
求
め
ら
れ
な
か
つ
た
処
の
も
の
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と
い
ふ
以
外
に
、
好
む
が
ま
ま
の
形
、
す
き
な
や
う
な
模
様
が
、
殆
ど
い
く
ら
で
も
無
限
的
に
、
至

つ
て
気
や
す
く
作
ら
れ
る
染
付
　
　
実
際
人
に
よ
つ
て
は
感
激
、
興
奮
、
殆
ど
そ
の
度
を
知
ら
な
か
つ
た

で
あ
ら
う
。

　
そ
し
て
そ
の
驚
喜
と
讃
嘆
と
は
独
り
支
那
だ
け
に
止
ら
な
か
つ
た
。
忽
と
し
て
海
外
へ
、
国
外
へ
の
輸

出
と
な
つ
た
。
勿
論
そ
の
東
隣
の
わ
が
日
本
へ
も
好
ま
れ
、
無
数
に
送
つ
て
よ
こ
さ
れ
た
。
そ
れ
に
は
明

の
帝
室
を
始
め
時
の
人
の
上
下
が
挙
つ
て
出
来
る
だ
け
勢
ひ
を
つ
け
た
。

　
染
付
を
見
る
事
に
よ
つ
て
時
の
人
の
心
持
は
一
段
に
あ
か
る
く
朗
か
だ
つ
た
。
そ
れ
は
丁
度
夜
か
ら
引

出
さ
れ
た
昼
の
、
忽
然
た
る
相
そ
の
も
の
で
は
な
か
つ
た
か
。
乃
至
は
明
け
て
も
暮
れ
て
も
た
だ
鬱
然
た

る
山
を
だ
け
し
か
見
る
事
の
出
来
な
か
つ
た
人
の
前
に
、
図
ら
ず
も
開
け
た
青
海
原
の
そ
れ
で
あ
つ
た
か

も
わ
か
ら
な
か
つ
た
。

　
か
く
し
て
明
に
起
つ
た
染
付
は
、
明
で
そ
れ
自
体
を
完
成
さ
せ
た
。
ま
こ
と
に
染
付
の
生
命
は
明
一
代

を
限
つ
た
の
で
あ
る
。
明
の
一
代
三
百
年
の
間
に
生
れ
た
染
付
は
、
そ
の
後
の
い
か
な
る
染
付
の
そ
れ
よ

り
も
あ
ら
ゆ
る
点
に
於
て
一
番
立
派
で
芸
術
的
で
あ
つ
た
。
清
朝
に
な
つ
て
か
ら
も
盛
ん
に
こ
れ
の
復
興

が
企
図
さ
れ
実
行
さ
れ
た
。
康
煕
年
代
、
乾
隆
年
代
、
何
れ
も
一
生
懸
命
な
も
の
が
作
つ
て
出
さ
れ
た
。

が
そ
れ
は
畢
竟
す
る
に
、
他
の
す
べ
て
の
芸
術
が
左
様
で
あ
る
や
う
に
、
因
襲
に
と
ら
は
れ
て
、
技
巧
内
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だ
け
の
せ
ま
苦
し
い
発
展
、
即
ち
た
だ
技
巧
に
技
巧
を
重
ね
た
処
の
、
無
精
神
的
の
形
式
化
を
示
し
た
に

止
つ
た
。
そ
し
て
こ
の
結
果
は
芸
術
的
に
浅
薄
な
外
人
、
と
い
ふ
よ
り
は
む
し
ろ
理
智
的
な
白
人
の
喜
び

を
購
ふ
に
過
ぎ
な
か
つ
た
。

　
わ
が
国
に
於
て
も
こ
れ
が
仿
造
は
幾
度
か
企
て
ら
れ
た
。
九
州
の
有
田
の
如
き
、
伊
万
里
の
如
き
、
加

賀
の
九
谷
の
如
き
、
乃
至
京
窯
の
如
き
、
そ
の
後
を
追
ひ
な
が
ら
、
要
す
る
に
国
民
性
の
相
違
と
、
原
料

難
と
、
年
代
の
相
違
と
か
ら
、
遂
に
そ
の
右
に
出
る
事
が
出
来
な
か
つ
た
。
染
付
は
明
代
の
も
の
に
は
か

な
は
な
い
　
　
と
の
嘆
声
は
、
も
ら
さ
れ
る
事
な
し
に
然
も
人
の
心
に
響
き
わ
た
つ
た
。

　
此
の
間
に
在
つ
て
、
多
少
に
て
も
こ
れ
が
染
付
の
真
実
の
心
持
を
解
し
得
た
と
思
は
れ
る
の
は
、
木
米

・
保
全
な
ど
、
あ
は
れ
二
三
人
者
に
過
ぎ
な
か
つ
た
。

　
も
つ
と
も
ペ
ル
シ
ヤ
に
於
て
は
、
明
の
染
付
よ
り
些
し
時
代
を
前
に
し
て
、
品
質
、
作
意
を
こ
そ
異
に

す
れ
、
同
じ
く
コ
バ
ル
ト
を
用
ひ
て
以
て
明
の
染
付
と
、
や
や
そ
の
美
的
観
量
を
争
ふ
に
足
る
か
と
思
は

れ
る
程
の
も
の
を
作
り
出
し
て
ゐ
る
。
が
然
し
こ
れ
は
直
ち
に
以
て
明
の
染
付
と
対
比
す
可
き
性
質
の
も

の
で
は
な
い
。
即
ち
最
初
か
ら
そ
の
作
品
の
ね
ら
ひ
を
聊
か
な
が
ら
異
に
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。

　
明
の
時
代
の
染
付
、
こ
れ
を
通
常
古
染
付
と
呼
ぶ
。
そ
こ
で
話
題
を
か
へ
し
て
、
そ
の
古
染
付
と
は
一

体
ど
う
い
ふ
種
類
の
も
の
で
あ
る
か
　
　
と
い
ふ
処
に
置
く
。
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処
で
私
は
由
来
文
献
を
楯
に
し
て
物
を
観
る
と
い
ふ
事
を
嫌
つ
て
ゐ
る
一
人
で
あ
る
。
一
気
に
物
の
核

心
を
つ
か
ま
う
と
す
る
場
合
、
事
実
文
献
は
あ
ま
り
役
に
立
た
な
い
。
否
多
く
の
場
合
は
、
文
献
を
楯
に

取
る
と
い
ふ
事
が
、
却
つ
て
物
に
対
し
て
働
き
か
け
る
大
事
な
心
眼
を
く
ら
ま
せ
る
か
に
思
ふ
の
で
あ
る
。

そ
こ
で
文
献
を
楯
に
取
る
と
い
ふ
事
は
、
そ
れ
が
よ
く
行
つ
て
、
つ
ま
り
物
の
核
心
を
つ
か
む
為
の
方
便

と
か
、
技
巧
と
か
い
つ
た
も
の
に
し
か
な
ら
な
い
。
折
角
指
月
の
指
も
、
そ
の
指
に
見
取
ら
れ
て
し
ま
つ

て
は
肝
心
の
月
の
わ
か
ら
う
筈
は
な
い
。
私
の
こ
の
解
説
、
或
は
知
ら
ず
識
ら
ず
の
間
に
飛
ん
で
も
な
い

独
断
、
或
は
許
し
難
い
不
遜
を
敢
て
し
て
ゐ
る
や
う
な
事
に
な
つ
て
ゐ
る
か
も
知
れ
な
い
が
、
そ
れ
か
と

い
つ
て
、
私
に
は
別
に
何
等
他
意
は
な
い
の
で
あ
る
。
た
だ
ど
う
か
し
て
物
の
中
心
生
命
に
触
れ
て
見
度

い
と
い
ふ
迄
の
事
で
あ
る
。
従
つ
て
例
へ
ば
こ
こ
に
眼
前
山
中
商
会
の
宮
氏
の
秘
蔵
に
か
か
る
唐
の
太
宗

の
銘
の
あ
る
染
付
の
香
炉
を
何
か
然
る
可
き
文
献
と
共
に
つ
き
つ
け
ら
れ
て
も
、
私
に
は
唐
代
に
已
に
染

付
の
焼
成
が
示
さ
れ
て
あ
つ
た
と
は
、
な
か
な
か
軽
々
に
は
思
は
な
い
。
そ
れ
又
或
は
然
ら
ん
か
　
　
と

で
も
し
て
、
合
点
の
行
く
ま
で
そ
れ
を
注
視
す
る
ば
か
り
な
の
で
あ
る
。

　
で
私
は
古
染
付
と
は
　
　
そ
の
問
に
答
へ
る
為
に
は
、
訳
も
な
く
明
の
時
代
に
作
ら
れ
た
青
華
磁
器
が

そ
れ
で
あ
る
と
し
た
い
。
た
と
へ
鉄
分
の
顔
料
を
以
て
描
き
、
そ
れ
が
茶
褐
色
に
染
つ
て
単
に
青
華
と
色

の
相
違
に
過
ぎ
な
い
ま
で
に
行
つ
た
と
て
、
或
は
た
と
へ
材
料
関
係
や
製
法
が
ど
ん
な
に
同
じ
で
あ
つ
て
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も
、
染
付
と
い
ふ
言
葉
の
中
か
ら
は
断
然
こ
れ
を
は
じ
き
出
し
た
い
。
別
に
む
づ
か
し
く
な
く
、
た
だ
わ

が
国
で
昔
か
ら
言
つ
て
ゐ
る
と
ほ
り
の
概
念
を
、
そ
の
ま
ま
些
し
強
く
は
つ
き
り
し
さ
へ
す
れ
ば
（
即
ち

明
代
青
華
磁
器
に
限
る
と
い
つ
た
や
う
に
）
そ
れ
で
よ
い
と
思
ふ
。
そ
し
て
私
は
古
染
付
の
作
品
に
接
し

た
場
合
、
往
々
に
し
て
こ
れ
は
明
初
で
あ
る
、
こ
れ
は
明
末
で
あ
る
な
ど
と
い
ふ
観
賞
的
断
案
の
言
葉
を

つ
か
ふ
が
、
そ
れ
に
対
し
て
は
大
抵
の
場
合
客
観
的
の
証
拠
材
料
を
有
し
て
ゐ
る
訳
で
は
な
く
、
そ
れ
こ

そ
類
推
的
に
一
つ
一
つ
い
は
ゆ
る
左
様
に
私
の
経
験
が
に
ら
み
を
利
か
し
た
ま
で
の
事
で
あ
る
が
、
然
し

物
に
は
一
つ
と
し
て
偶
然
の
発
生
、
発
達
、
変
化
、
終
滅
は
な
い
。
そ
こ
に
は
必
ず
因
果
の
支
配
を
受
く

る
に
最
も
従
順
な
る
内
実
の
心
が
あ
つ
て
、
そ
れ
が
そ
の
経
過
を
ど
こ
迄
も
合
理
的
な
も
の
に
し
て
行
く
。

古
染
付
の
初
、
中
、
末
と
言
つ
た
期
別
の
如
き
、
実
は
そ
れ
自
体
非
常
に
ハ
ツ
キ
リ
と
し
て
居
て
、
恰
も

子
供
か
ら
青
年
へ
、
青
年
か
ら
大
人
と
、
一
人
の
人
間
の
生
涯
を
見
る
や
う
に
感
ぜ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

で
敢
て
古
染
付
が
生
命
的
に
明
の
一
代
を
限
つ
て
ゐ
る
の
だ
と
言
ふ
所
以
で
あ
つ
て
、
ま
こ
と
に
明
一
代

に
い
は
ゆ
る
わ
が
古
染
付
は
そ
の
万
丈
の
気
焔
を
あ
げ
た
。
そ
し
て
主
と
し
て
そ
れ
が
焼
か
れ
た
処
は
景

徳
鎮
、
そ
れ
も
帝
室
の
御
器
窯
を
中
心
に
し
て
で
あ
つ
た
。

　
従
つ
て
こ
れ
が
原
土
は
何
れ
そ
の
遠
か
ら
ざ
る
処
よ
り
得
た
に
違
ひ
な
い
が
、
問
題
は
顔
料
で
あ
る
が
、

地
の
も
の
を
「
呉
州
」
、
ペ
ル
シ
ヤ
の
回
々
教
徒
の
手
を
通
じ
て
入
れ
ら
れ
た
と
言
ふ
コ
バ
ル
ト
を
「
回
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春
」
、
ボ
ル
ネ
オ
や
ス
マ
ト
ラ
辺
か
ら
輸
入
し
た
の
を
「
蘇
泥
勃
青
」
と
い
つ
た
と
か
そ
れ
ら
の
考
証
は

素
よ
り
文
献
軽
視
の
癖
あ
る
私
の
能
く
す
可
き
処
で
も
な
く
、
又
今
更
そ
れ
が
わ
か
つ
た
処
で
、
ど
う
に

も
大
し
た
問
題
と
は
な
ら
な
い
が
、
何
せ
明
一
代
三
百
年
の
間
の
事
で
あ
る
、
そ
の
コ
バ
ル
ト
の
鉱
石
も
、

或
は
地
か
ら
（
現
在
は
雲
南
省
か
ら
出
る
と
い
ふ
が
）
、
或
は
ペ
ル
シ
ヤ
か
ら
、
或
は
ボ
ル
ネ
オ
か
ら
、

或
は
安
南
か
ら
、
或
は
ス
マ
ト
ラ
か
ら
持
ち
は
こ
ば
れ
た
で
あ
ら
う
。
勿
論
そ
れ
に
は
そ
れ
、
上
質
、
下

質
、
い
ろ
い
ろ
あ
つ
た
で
あ
ら
う
。
又
そ
の
鉱
石
の
つ
ぶ
し
方
や
発
色
に
し
て
も
、
曰
く
呉
州
は
粗
く
て

発
色
は
黒
ず
む
、
回
春
は
こ
ま
か
く
て
、
呈
色
は
あ
ざ
や
か
だ
つ
た
　
　
な
ど
言
は
れ
る
の
で
あ
る
が
、

こ
れ
ら
は
何
れ
も
材
料
そ
の
も
の
を
眼
の
前
に
し
て
の
話
で
は
な
く
、
伝
世
の
古
染
付
の
作
品
を
見
て
の

い
は
ゆ
る
逞
ま
し
い
想
察
に
過
ぎ
な
い
儚
な
い
文
献
を
杖
に
し
て
の
歩
み
に
他
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
が
私
の
製
陶
経
験
で
言
へ
ば
、
焼
成
の
呈
色
は
、
全
く
窯
中
の
熱
度
の
高
低
、
火
焔
の
緩
急
、

そ
の
他
の
関
係
か
ら
種
々
に
変
化
を
見
せ
る
の
で
あ
つ
て
、
窯
変
の
呈
色
を
切
離
し
て
、
単
独
な
も
の
に

し
て
、
そ
こ
か
ら
だ
け
で
原
釉
を
考
察
す
る
と
い
ふ
事
は
、
時
に
事
実
を
往
々
に
し
て
思
ひ
が
け
な
い
処

に
運
び
去
つ
て
し
ま
ひ
は
せ
ぬ
か
と
考
へ
る
の
で
あ
る
。
然
れ
ば
私
は
そ
れ
よ
り
も
も
つ
と
一
実
的
に
作

品
に
接
近
し
て
行
つ
て
枝
葉
末
節
に
喰
ひ
つ
か
ず
、
そ
の
精
髄
に
触
れ
る
事
の
大
事
さ
を
、
何
よ
り
も
大

事
に
思
ふ
者
で
あ
る
。
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次
に
私
は
つ
い
で
に
私
の
い
は
ゆ
る
、

「
虫
食
の
弁
」

　
な
る
も
の
に
就
て
一
筆
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
古
染
付
を
手
に
せ
ら
れ
た
人
々
は
何
れ
も
そ
の
器
の

縁
又
は
角
々
等
に
虫
の
喰
つ
た
痕
の
や
う
に
、
上
釉
が
剥
落
し
て
居
る
事
に
気
が
つ
か
れ
る
で
あ
ら
う
。

必
ず
し
も
古
染
付
の
全
部
が
と
は
言
は
な
い
が
、
そ
の
大
多
数
は
先
づ
こ
の
虫
喰
ひ
か
ら
免
か
れ
な
い
の

で
あ
る
。

　
そ
こ
で
察
す
る
の
に
、
明
代
染
付
の
大
部
分
と
い
ふ
も
の
は
、
素
地
に
用
ゆ
る
石
生
地
（
焼
成
の
暁
は

陶
で
な
く
、
磁
と
な
る
質
の
も
の
）
が
粗
悪
で
あ
つ
て
、
例
へ
ば
現
在
わ
が
九
州
の
有
田
で
用
ひ
て
ゐ
る

や
う
な
純
白
な
美
し
い
無
鉄
分
の
原
料
土
の
産
出
有
る
無
く
、
こ
れ
を
若
し
そ
の
ま
ま
で
素
器
を
つ
く
り
、

そ
し
て
直
ち
に
釉
薬
を
か
け
て
焼
く
と
す
れ
ば
、
恐
ら
く
焼
成
の
器
は
、
そ
の
焼
上
り
の
色
が
そ
の
含
有

鉄
分
の
為
に
青
黒
く
表
現
さ
れ
、
願
ふ
処
の
純
白
の
結
果
が
得
ら
れ
な
い
事
に
な
る
。

　
そ
こ
で
丁
度
天
ぷ
ら
に
衣
を
つ
け
る
や
う
に
、
他
か
ら
無
鉄
分
の
白
土
を
取
つ
て
来
て
、
ド
ロ
ド
ロ
に

溶
き
、
そ
の
素
器
の
上
に
化
粧
掛
け
と
い
ふ
の
を
す
る
。
こ
こ
で
器
を
一
旦
乾
燥
さ
せ
る
と
、
お
し
ろ
い

を
塗
つ
た
や
う
に
な
る
、
そ
こ
へ
今
度
は
改
め
て
釉
薬
を
か
け
、
初
め
て
窯
に
入
れ
て
焼
く
、
と
い
ふ
方
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法
で
や
つ
て
来
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

　
こ
の
方
法
で
や
る
他
は
無
か
つ
た
か
ら
や
つ
た
の
は
よ
い
。
成
程
、
色
は
全
体
に
白
く
あ
が
る
が
こ
の

場
合
、
困
つ
た
事
に
は
、
中
身
の
素
地
に
な
る
土
と
、
化
粧
掛
け
の
土
と
は
、
そ
れ
ぞ
れ
質
が
違
つ
て
、

熱
に
対
す
る
収
縮
の
度
に
些
少
な
が
ら
開
き
を
見
せ
る
。
そ
こ
で
広
く
平
か
な
面
は
別
状
は
な
い
が
、
縁

ま
は
り
だ
と
か
、
口
づ
く
り
だ
と
か
、
角
の
あ
る
角
作
り
だ
と
か
言
つ
た
処
に
於
て
化
粧
土
が
素
地
を
離

れ
て
少
し
づ
つ
浮
び
上
る
。
そ
れ
が
又
い
つ
の
間
に
か
物
に
触
れ
て
ポ
リ
と
剥
落
す
る
の
で
あ
る
。
こ
れ

さ
へ
無
か
つ
た
ら
と
明
人
は
如
何
に
悩
ん
だ
か
知
れ
な
い
所
の
も
の
で
あ
る
。

　
こ
れ
は
如
何
に
も
古
染
付
で
あ
る
と
言
ふ
一
つ
の
証
拠
に
は
な
る
も
、
又
一
寸
雅
致
が
な
い
で
も
な
い

が
、
所
詮
は
無
き
に
如
か
ず
で
あ
つ
て
、
現
に
高
価
な
扱
ひ
を
受
け
て
居
る
染
付
形
物
香
合
の
如
き
は
、

殆
ど
こ
の
ほ
つ
れ
が
無
い
の
で
あ
る
。
製
作
上
か
ら
言
へ
ば
、
化
粧
掛
け
の
苦
労
と
面
倒
さ
と
、
そ
れ
に

よ
つ
て
生
ず
る
破
損
は
、
実
際
製
陶
者
の
抱
く
大
き
な
悩
み
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
之
れ
は
要
す
る
に

粗
末
な
胎
土
し
か
な
か
つ
た
悲
し
さ
で
、
そ
れ
故
に
二
重
三
重
の
手
間
を
か
け
又
苦
労
を
し
た
所
以
。
若

し
こ
れ
が
現
在
京
都
あ
た
り
で
用
ひ
て
ゐ
る
九
州
の
天
草
の
原
料
石
の
や
う
な
も
の
が
、
当
時
の
支
那
に

発
見
さ
れ
て
ゐ
た
な
ら
ば
、
こ
の
古
染
付
は
必
ず
や
も
つ
と
も
つ
と
立
派
に
仕
上
げ
ら
れ
て
ゐ
て
、
そ
の

美
観
驚
く
に
堪
へ
た
る
も
の
が
あ
つ
た
に
相
違
な
い
。
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然
し
日
本
で
仿
造
す
る
偽
物
其
他
の
染
付
な
ど
に
は
、 

態  

々 

わ
ざ
わ
ざ

こ
の
剥
落
の
虫
食
ひ
を
つ
く
る
可
く
苦

心
を
払
ふ
者
さ
へ
あ
る
。
を
か
し
な
話
で
あ
る
。

　
そ
れ
か
ら
支
那
の
染
付
は
、
釉
が
生
掛
け
だ
と
言
つ
て
ゐ
る
そ
の
証
拠
は
裏
面
の
高
台
で
あ
る
が
古
染

付
の
そ
れ
を
仔
細
に
点
検
す
る
と
き
、
高
台
を
削
つ
た
跡
が
、
釉
薬
と
一
緒
に
け
づ
ら
れ
て
ゐ
る
。
こ
れ

は
何
で
も
な
い
事
の
や
う
で
あ
る
が
、
日
本
の
染
付
に
は
見
ら
れ
な
い
図
で
あ
る
（
日
本
で
は
生
掛
け
を

し
な
い
習
慣
で
あ
る
か
ら
）
。

　
こ
れ
は
何
で
も
支
那
で
は
素
地
で
形
を
つ
く
る
場
合
、
円
形
で
あ
れ
ば
ロ
ク
ロ
で
つ
く
り
（
高
台
及
び

そ
の
付
近
は
仕
上
げ
な
い
ま
ま
で
）
、
一
旦
乾
燥
さ
せ
若
し
そ
れ
が
皿
で
あ
る
な
ら
ば
、
皿
の
上
に
あ
た

る
表
面
に
白
い
化
粧
土
を
か
け
（
素
焼
し
な
い
生
素
地
に
）
、
又
再
び
乾
燥
さ
せ
、
次
に
裏
面
を
ロ
ク
ロ

に
か
け
て
仕
上
げ
（
但
し
高
台
の
中
を
除
き
）
、
そ
れ
に
裏
側
全
部
化
粧
掛
け
を
し
そ
れ
を
又
乾
燥
さ
せ

る
。
そ
の
表
裏
共
に
化
粧
掛
け
し
た
の
が
乾
燥
し
切
つ
た
時
、
更
に
そ
の
上
に
灰
質
釉
薬
（
透
明
に
さ
す

可
き
）
を
表
裏
一
時
に
か
け
る
か
、
或
は
物
に
よ
つ
て
は
表
裏
又
も
や
中
外
二
重
に
く
す
り
掛
け
し
て
こ

れ
を
乾
燥
し
、
そ
こ
で
又
々
ロ
ク
ロ
に
載
せ
グ
ル
グ
ル
廻
し
乍
ら
高
台
の
中
の
仕
上
げ
削
り
と
言
ふ
の
を

す
る
の
で
あ
る
。

　
此
際
素
器
の
土
と
掛
け
た
釉
薬
と
が
一
緒
に
削
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
痕
跡
は
日
本
で
仿
造
し
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た
染
付
に
は
全
く
見
ら
れ
な
い
も
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
日
本
で
の
こ
れ
が
製
作
は
、
ロ
ク
ロ
の
上

で
素
器
を
完
成
さ
せ
て
し
ま
ひ
、
且
つ
化
粧
掛
け
の
必
要
が
な
い
為
に
、
直
ち
に
そ
れ
を
素
焼
し
、
素
焼

し
た
も
の
に
釉
薬
を
一
時
に
両
面
と
も
に
か
け
る
や
う
に
し
て
ゐ
る
関
係
か
ら
、
高
台
の
縁
づ
く
り
は
釉

薬
と
素
地
が
一
緒
に
仕
上
げ
ら
れ
て
居
る
事
は
な
い
の
で
あ
る
。

　
蛇
足
な
が
ら
上
述
を
以
て
序
に
代
へ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
昭
和
六
年
『
古
染
付
百
品
集
』
上
巻
よ
り
　
原
文
の
ま
ま
）
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