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白
　
土
　
慎
太
郎

は
じ
め
に

　

陶
磁
器
の
制
作
に
お
い
て
、
優
れ
た
古
陶
を
範
に
そ
の
美
質
を
自
作

に
取
り
入
れ
る
手
法
を
﹁
本
歌
取
り
﹂
と
呼
ぶ
こ
と
が
あ
る
。
陶
磁
器
用

語
と
し
て
の
﹁
本
歌
﹂
は
﹁
歌
学
用
語
で
あ
っ
た
も
の
か
ら
の
転
用
﹂
で
、

﹁
先
人
や
他
窯
の
作
品
を
倣
っ
た
写
し
も
の
や
、
同
じ
手
の
も
の
が
作
ら

れ
た
場
合
、
そ
の
よ
り
ど
こ
ろ
と
な
る
も
と
の
オ
リ
ジ
ナ
ル
な
作
品
﹂
を

指
す〔
註
１
〕。
和
歌
に
お
け
る
﹁
本
歌
取
り
﹂
と
は
、
古
歌
の
語
句
や
趣
向

な
ど
を
取
り
入
れ
て
作
歌
す
る
こ
と
で
、
新
古
今
時
代
に
盛
ん
に
行
わ
れ

た
と
い
う
。
作
陶
に
お
け
る
本
歌
取
り
の
名
手
と
し
て
は
、
同
時
代
に

持
て
囃
さ
れ
需
要
が
高
か
っ
た
唐
物
な
ど
の
舶
来
品
を
巧
み
に
取
り
入

れ
た
尾
形
乾
山
︵
一
六
六
三
~
一
七
四
三
︶
や
、
中
国
の
呉
州
赤
絵
な
ど

を
本
歌
に
独
特
の
絵
付
を
完
成
さ
せ
た
奥
田
潁
川
︵
一
七
五
三
~
一
八
一

一
︶、
同
じ
く
中
国
陶
磁
を
本
歌
に
、
煎
茶
器
を
主
体
に
制
作
し
た
青
木

木
米
︵
一
七
六
三
~
一
八
三
三
︶
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
。
日
本
の
陶
磁
器

は
、﹁
本
歌
取
り
﹂
を
繰
り
返
し
取
り
入
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
次
々
に
改

変
さ
れ
、
そ
の
表
現
の
幅
は
世
界
的
に
見
て
も
際
立
っ
た
存
在
と
な
っ
た

の
で
あ
る
。

　

近
代
に
な
る
と
、
鑑
賞
陶
磁
や
朝
鮮
陶
磁
、
民
窯
の
発
見
や
、
古
窯
趾

の
発
掘
に
よ
っ
て
、
こ
れ
ま
で
の
茶
陶
を
中
心
と
す
る
価
値
観
に
加
え
、

よ
り
幅
広
い
分
野
の
古
陶
が
本
歌
と
さ
れ
る
よ
う
に
な
る〔
註
２
〕。
近
代

の
陶
芸
家
の
中
で
﹁
本
歌
取
り
﹂
を
縦
横
に
使
い
こ
な
し
た
作
家
と
し
て

は
、
中
国
明
時
代
の
古
染
付
や
天
啓
赤
絵
、
桃
山
時
代
の
古
陶
や
六
古
窯

な
ど
の
古
陶
を
本
歌
と
し
た
北
大
路
魯
山
人
︵
一
八
八
三
~
一
九
五
九
︶

が
挙
げ
ら
れ
る
。
強
烈
な
個
性
の
も
と
に
独
自
の
作
風
を
造
り
上
げ
た
魯

山
人
も
、
本
歌
な
し
に
は
自
ら
の
表
現
を
確
立
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ

壺
屋
か
ら
濱
田
庄
司
へ
、
河
井
寬
次
郎
か
ら
壺
屋
へ

受
け
継
が
れ
た
焼
物
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た
と
言
え
る
の
で
あ
る
。
近
代
以
降
の
工
芸
作
家
は
、
西
洋
に
由
来
し

た
近
代
的
な
﹁
オ
リ
ジ
ナ
リ
テ
ィ
﹂
を
常
に
求
め
ら
れ
て
き
た
と
言
え
る
。

絵
画
に
お
い
て
も
同
様
で
、
例
え
ば
中
近
世
の
絵
画
で
は
、
東
ア
ジ
ア
で

﹁
写
し
の
文
化
﹂
が
優
れ
た
造
形
を
生
み
出
す
原
動
力
と
な
っ
た
こ
と
を

踏
ま
え
、
近
代
的
な
﹁
オ
リ
ジ
ナ
リ
テ
ィ
﹂
が
﹁
差
異
﹂
を
意
識
し
て
強
調

す
る
こ
と
に
対
し
、
東
ア
ジ
ア
で
は
﹁﹃
積
み
重
ね
型
﹄
の
オ
リ
ジ
ナ
リ
テ

ィ
﹂
の
も
と
に
評
価
さ
れ
て
き
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る〔
註
３
〕。﹁
写

し
﹂
や
﹁
本
歌
取
り
﹂
と
い
う
行
為
の
積
み
重
ね
な
し
に
は
発
展
が
有
り

得
な
い
工
芸
の
分
野
で
は
、
な
お
さ
ら
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
で
注
意
が
必
要

な
の
は
、
本
歌
で
あ
る
古
陶
の
エ
ッ
セ
ン
ス
を
取
り
入
れ
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
深
み
の
あ
る
表
現
へ
と
昇
華
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
で
あ
る
。
す

な
わ
ち
、
本
歌
が
中
枢
に
持
つ
美
質
を
こ
そ
、
再
生
産
す
る
必
要
が
あ
る

の
で
あ
る
。
安
易
な
古
陶
の
引
用
は
、
表
面
的
な
写
し
に
留
ま
る
の
み
な

ら
ず
、
本
歌
を
貶
め
る
こ
と
に
さ
え
な
り
か
ね
な
い
。

　

と
こ
ろ
で
、﹁
本
歌
取
り
﹂
を
使
い
こ
な
し
た
近
代
の
陶
芸
家
と
し
て

は
、
濱
田
庄
司
︵
一
八
九
四
~
一
九
七
八
︶
も
そ
の
代
表
に
挙
げ
ら
れ
る

で
あ
ろ
う
。
濱
田
は
日
本
で
本
格
的
な
作
陶
を
始
め
る
直
前
に
イ
ギ
リ
ス

で
活
動
し
て
い
た
こ
と
も
あ
り
、
イ
ギ
リ
ス
の
ス
リ
ッ
プ
ウ
ェ
ア
を
は
じ

め
と
し
て
、
欧
州
の
焼
物
を
本
歌
と
し
た
作
例
も
見
ら
れ
る
が
、
そ
の
ほ

か
に
も
朝
鮮
時
代
の
陶
磁
や
、
日
本
近
世
の
民
陶
を
中
心
と
す
る
幅
広
い

陶
技
を
本
歌
と
し
、
自
ら
の
作
品
に
取
り
入
れ
て
い
る
。
濱
田
の
引
用
は
、

近
代
と
い
う
時
代
で
あ
れ
ば
こ
そ
生
ま
れ
た
、
新
し
い
価
値
観
に
基
づ
く

﹁
本
歌
取
り
﹂
な
の
で
あ
る
。
沖
縄
の
焼
物
を
現
在
と
後
世
に
﹁
受
け
継

ぐ
﹂
と
い
う
こ
と
を
考
え
る
た
め
に
、
ま
ず
は
濱
田
庄
司
が
壺
屋
焼
を
本

歌
と
し
た
例
を
見
て
い
き
た
い
。

濱
田
庄
司
と
「
本
歌
取
り
」
―
壺
屋
か
ら
濱
田
庄
司
へ

　

濱
田
庄
司
の
初
め
て
の
沖
縄
行
は
二
十
代
半
ば
の
一
九
一
八
年
で
あ
る
。

当
時
入
所
し
て
い
た
京
都
市
立
陶
磁
器
試
験
場
の
先
輩
で
、
生
涯
の
盟
友

と
な
っ
た
河
井
寬
次
郎
と
共
に
三
週
間
ほ
ど
過
ご
し
、
壺
屋
の
陶
工
・
新

垣
栄
徳
の
工
房
を
訪
れ
て
い
る
。
一
九
二
〇
年
、
イ
ギ
リ
ス
人
の
バ
ー
ナ

ー
ド
・
リ
ー
チ
が
イ
ギ
リ
ス
南
西
端
の
セ
ン
ト
ア
イ
ヴ
ス
に
築
窯
す
る
際

に
誘
い
を
受
け
て
渡
英
し
、
一
九
二
三
年
に
関
東
大
震
災
の
報
を
受
け
て

帰
国
す
る
ま
で
作
陶
を
続
け
た
濱
田
は
、
帰
国
後
に
京
都
に
住
む
河
井
の

鐘
渓
窯
や
、
後
に
拠
点
と
す
る
栃
木
県
益
子
で
作
陶
を
始
め
、
沖
縄
で
は

一
九
二
五
年
に
約
三
箇
月
、
一
九
二
七
~
二
八
年
に
は
合
わ
せ
て
正
味
一

年
ほ
ど
を
過
ご
し
、
本
格
的
に
作
陶
を
行
な
っ
た
。
一
九
二
七
年
は
、
沖

縄
の
丘
陵
に
広
が
る
砂
糖
黍
畑
を
見
て
、
後
に
濱
田
作
品
の
ト
レ
ー
ド
マ

ー
ク
と
な
る
黍
文
様
が
生
み
出
さ
れ
た
年
で
も
あ
る
。﹁
私
の
陶
器
の
仕

事
は
、
京
都
で
道
を
見
つ
け
、
英
国
で
始
ま
り
、
沖
縄
で
学
び
、
益
子

で
育
っ
た
﹂
と
後
に
語
ら
れ
る
よ
う
に〔
註
４
〕、
沖
縄
の
窯
場
・
壺
屋
は
益

子
を
拠
点
に
作
陶
す
る
ま
で
の
濱
田
を
培
っ
た
、
重
要
な
土
地
で
あ
っ

た
。
沖
縄
の
焼
物
が
濱
田
の
作
陶
に
与
え
た
影
響
に
つ
い
て
は
、
二
〇
〇

五
年
に
益
子
陶
芸
美
術
館
で
行
な
わ
れ
た
﹁
沖
縄
と
濱
田
庄
司
展
﹂〔
註
５
〕

や
、
二
〇
一
八
年
に
那
覇
市
立
壺
屋
焼
物
博
物
館
で
開
催
さ
れ
た
特
別
展
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﹁
民
藝
と
壺
屋
焼　

そ
の
影

響
と
現
在
﹂〔
註
６
〕
の
展
覧
会

図
録
で
も
詳
述
さ
れ
、
具
体

的
な
作
例
が
挙
げ
ら
れ
て
い

る
。
以
下
重
複
す
る
部
分
も

あ
る
が
、
こ
れ
ら
を
補
完
す

る
か
た
ち
で
、
濱
田
が
壺
屋

焼
の
器
形
や
技
法
を
自
作
品

の
創
造
の
源
泉
と
し
た
例
を
、

一
九
二
〇
年
代
の
作
品
を
中

心
に
挙
げ
て
い
き
た
い
。

　

ま
ず
は
沖
縄
の
素
材
を
使

い
な
が
ら
、
他
国
の
陶
磁
器

の
器
形
を
本
歌
と
し
た
一
例

を
挙
げ
る
〔
挿
図
１
〕。
扁

壺
は
各
国
で
作
ら
れ
た
器
形

だ
が
、
こ
の
扁
壺
は
濱
田
が

強
く
影
響
を
受
け
た
朝
鮮
陶

磁
の
器
形
を
本
歌
と
し
た
も

の
と
思
わ
れ
る
。
朝
鮮
の
扁

壺
は
、
三
島
手︵
粉
青
沙
器
︶

や
黒
釉
の
陶
器
に
多
く
見
ら

れ
る
、
轆
轤
で
瓶
形
に
成
形

し
た
後
、
両
側
か
ら
側
面
を
圧
し
扁
平
に
し
て
作
る
成
形
方
法
が
一
般
的

だ
が
、
白
磁
か
上
質
な
三
島
手
に
限
っ
て
は
、
轆
轤
で
成
形
し
た
二
つ
の

皿
を
向
か
い
合
わ
せ
に
繋
げ
て
袋
状
の
本
体
と
し
、
口
と
高
台
を
そ
の
後

に
取
り
付
け
る
。
濱
田
の
扁
壺
は
こ
れ
と
同
じ
成
形
法
で
あ
る
。〔
挿
図

２
〕
は
濱
田
と
と
も
に
民
藝
運
動
を
展
開
し
た
柳
宗
悦
︵
一
八
八
九
~
一

九
六
一
︶
が
創
設
し
た
日
本
民
藝
館
に
、
開
館
間
も
な
い
一
九
三
七
年
に

展
示
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
朝
鮮
の
扁
壺
で
、
恐
ら
く
濱
田
は

こ
の
種
の
も
の
を
目
に
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
装
飾
は
壺
屋
の
胎
土
に

白
化
粧
を
掛
け
て
呉
須
で
絵
付
を
し
、
薄
め
た
呉
須
と
飴
で
彩
色
さ
れ
て

い
る
。
こ
の
組
み
合
わ
せ
は
、
壺
屋
で
し
ば
し
ば
用
い
ら
れ
る
も
の
で
あ

る
。
濱
田
の
作
品
と
し
て
は
具
象
的
な
絵
付
で
、
表
面
に
は
中
央
で
交
差

す
る
二
本
の
竹
を
描
き
、
そ
の
余
白
を
筍
と
葉
で
埋
め
、
裏
面
に
は
左
右

に
葉
が
伴
う
や
や
太
い
竹
を
、
中
央
に
直
立
さ
せ
て
い
る
。
濱
田
の
朝
鮮

陶
磁
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
に
も
同
じ
成
形
法
に
よ
る
竹
文
様
の
白
磁
扁
壺
が
あ

る
が〔
註
７
〕、
こ
の
作
品
を
制
作
し
た
一
九
二
八
年
以
前
に
入
手
し
た
も
の

で
あ
る
か
ど
う
か
は
不
明
で
あ
る
。

次
に
、
壺
屋
焼
の
成
形
方
法
を
本
歌
と
し
た
例
を
挙
げ
る
。〔
挿
図
３
〕

は
、
肩
か
ら
胴
に
か
け
て
葡
萄
の
葉
と
果
実
を
鉄
絵
で
描
き
、
肩
に
太
い

持
ち
手
を
付
け
た
共
手
の
土
瓶
で
あ
る
。
鉄
絵
に
よ
る
葡
萄
文
は
、
朝
鮮

白
磁
の
絵
付
の
モ
チ
ー
フ
に
見
ら
れ
、
朝
鮮
陶
磁
に
共
手
の
土
瓶
も
あ
る

こ
と
か
ら
、
一
見
す
る
と
朝
鮮
陶
磁
が
本
歌
か
と
思
わ
れ
る
が
、
山
な
り

の
持
ち
手
は
朝
鮮
の
共
手
土
瓶
と
は
異
な
り
、
手
前
か
ら
奥
に
半
球
状
に

や
や
弧
を
描
い
て
い
る
。
以
下
は
、
沖
縄
の
共
手
土
瓶
で
あ
る
按
瓶
の
成

〔挿図1〕濱田庄司《白掛藍鉄
絵扁壺》壺屋　1928年　22.2×
19.5×12.2cm　日本民藝館

〔挿図 2〕《白磁扁壺》朝鮮時
代　15‒16世紀　18.6×22.3
×7.5cm　日本民藝館

〔挿図3〕濱田庄司《鉄絵共手
土瓶》　1927‒35年頃　19.4×
20.6×15.8cm　日本民藝館
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形
技
法
に
つ
い
て
、
濱
田
が
記
し
た
も
の
で
あ
る
。

あ
ん
び
ん
︵
水
差
︶
の
共
手
の
作
り
方
も
ち
ょ
っ
と
考
え
及
ば
な

い
手
法
で
あ
る
。
先
ず
、
轆
轤
の
回
転
に
よ
っ
て
分
厚
の
円
筒
形

を
作
り
適
宜
数
個
に
輪
切
り
に
し
、
ひ
と
つ
の
輪
の
一
カ
所
を
切

り
は
な
し
て
開
く
と
橋
型
に
な
る
。
こ
れ
を
胴
部
に
貼
り
、
共
手

と
す
る
の
で
あ
る〔
註
８
〕。

〔
挿
図
３
〕
は
、
持
ち
手
に
沿
う
轆
轤
目
が
確
認
で
き
る
こ
と
か
ら
、
按

瓶
の
成
形
法
を
引
用
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
水
差
し
と
し
て
使
用
さ

れ
た
沖
縄
の
按
瓶
が
共
手
で
あ
る
の
は
、
水
甕
に
直
接
沈
め
て
水
を
汲
む

た
め
と
言
わ
れ
、
焼
締
の
荒
焼
と
釉
薬
が
掛
か
る
上
焼
と
も
に
作
例
が
あ

る〔
註
９
〕。
日
本
民
藝
館
に
は
、
一
九
四
〇
年
頃
に
沖
縄
の
実
業
家
・
山

口
全
則
か
ら
寄
贈
を
受
け
た
按
瓶
が
所
蔵
さ
れ
て
お
り
〔
61
頁
挿
図
10
〕、

柳
が
﹁
形
堂
々
と
し
て
蓋
し
南
蛮
の
力
を
最
も
よ
く
示
せ
る
も
の
﹂
と
評

し
て
い
る
と
お
り
、
そ
の
雄
渾
で
豊
潤
な
形
は
他
に
類
を
見
な
い
。
濱
田

が
こ
の
作
品
そ
の
も
の
を
本
歌
と
し
た
と
見
ら
れ
る
の
が
、
寸
法
と
形
状

が
近
い
一
九
四
一
年
制
作
の
土
瓶
で
あ
る
〔
62
頁
挿
図
11
〕。
こ
の
時
期

に
は
既
に
円
熟
味
を
見
せ
て
い
た
黍
文
様
を
、
肩
の
稜
線
に
沿
っ
て
横
向

き
に
配
し
て
お
り
、
本
歌
の
雄
渾
さ
に
勝
る
と
も
劣
ら
な
い
印
象
の
器
形

と
力
強
い
黍
文
が
溶
け
合
い
、
本
歌
を
見
事
に
昇
華
し
た
濱
田
の
代
表
作

と
な
っ
て
い
る
。

　

次
に
装
飾
技
法
を
本
歌
と
し
た
例
を
見
よ
う
。〔
挿
図
４
〕
は
一
九
四

〇
年
に
壺
屋
で
撮
影
さ
れ
た
写
真
で
、
沖
縄
の
伝
統
的
な
技
法
、
竹
筒
を

使
っ
た
花
文
が
施
さ
れ
る
様
子
で
あ
る
。
後
年
濱
田
は
こ
の
技
法
に
つ
い

て
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。

独
特
な
技
法
と
し
て
、
ま
か
い
︵
茶
碗
︶
に
使
わ
れ
た
花
型
文
が

あ
る
。
こ
れ
は
径
一
寸
ぐ
ら
い
の
竹
筒
を
節
ま
で
届
か
な
い
程
度

に
縦
に
16
ぐ
ら
い
に
割
り
を
入
れ
、
中
央
へ
適
当
な
竹
を
押
込
む

と
、
割
っ
た
先
が
丸
く
開
く
、
こ
れ
を
絵
具
ま
た
は
色
釉
に
つ
け

て
釉
の
上
か
ら
押
す
と
花
型
が
出
来
る
。
あ
と
か
ら
筆
で
異
っ
た

色
を
中
央
に
う
つ
と
完
成
で
あ
る
。
こ
れ
は
一
老
婆
の
工
夫
と
聞

い
た
。
中
国
の
も
の
に
も
同
形
の
も
の
を
見
う
け
る
が
、
割
り
方

〔挿図4〕壺屋　花文を装飾する女性　1940
年撮影
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が
も
っ
と
細
く
、
さ
す
が
に
は
げ
し
い〔
註
10
〕。

中
国
の
﹁
同
形
の
も
の
﹂
と
は
、
中
国
・
磁
州
窯
系
の
、
い
わ
ゆ
る
絵
高

麗
梅
鉢
文
の
碗
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
ら
は
白
地
に
黒
や
黒
地
に
白
で
装
飾
さ

れ
た
、
中
央
の
点
を
囲
む
六
つ
の
点
か
ら
成
る
七
曜
文
で
、
古
く
日
本
に

輸
入
さ
れ
た
も
の
は
茶
道
具

の
茶
碗
と
し
て
伝
世
し
、
根

津
美
術
館
や
五
島
美
術
館
、

泉
屋
博
古
館
な
ど
に
所
蔵
が

あ
る
。
こ
れ
に
比
べ
壺
屋
の

花
文
は
濱
田
の
指
摘
通
り
、

割
り
が
細
い
た
め
点
の
数
が

多
い
。
沖
縄
に
は
中
国
陶
磁

が
数
多
く
渡
っ
て
い
る
た
め
、

こ
の
技
法
の
誕
生
に
は
中
国

陶
磁
も
影
響
し
た
か
も
し
れ

な
い
。

　
〔
挿
図
５
〕
は
、
濱
田
が

こ
の
装
飾
技
法
を
応
用
し
た

土
瓶
で
、
三
つ
の
花
文
に
鉄

絵
で
草
文
を
加
え
て
草
花
文

と
し
て
い
る
。
花
文
の
点
の

数
は
壺
屋
の
作
例
ほ
ど
で
は

な
い
が
多
い
。
こ
の
草
花
文
は
ア
サ
ヒ
ビ
ー
ル
大
山
崎
山
荘
美
術
館
が
所

蔵
す
る
三
國
荘
旧
蔵
品
﹁
花
文
蓋
付
碗
﹂︵
一
九
二
八
年
頃
︶
や〔
註
11
〕、
青

山
二
郎
著
﹃
濱
田
庄
司
陶
器
集
﹄
掲
載
の
﹁
蓋
物
﹂〔
註
12
〕︵
一
九
二
七
年
︶

〔
挿
図
６
〕
な
ど
、
同
時
期
の
作
品
に
も
確
認
で
き
る
。
轆
轤
成
形
さ
れ

た
土
瓶
本
体
に
付
く
口
や
耳
の
付
け
根
な
ど
に
色
釉
を
流
す
の
は
、
本
体

に
継
が
れ
た
箇
所
の
強
度
を
増
す
こ
と
と
装
飾
が
兼
ね
ら
れ
て
お
り
、
壺

屋
の
茶
家
︵
土
瓶
︶
な
ど
の
袋
物
に
は
良
く
見
ら
れ
る
技
法
で
あ
る
。
蓋

の
摘
み
は
細
く
急
激
に
立
ち
上
が
る
、
濱
田
の
初
期
の
蓋
物
作
品
に
特
有

な
形
状
で
、
肩
の
張
っ
た
胴
に
平
ら
に
乗
る
平
蓋
な
ど
、
全
体
的
に
初
々

し
い
器
形
で
、
力
強
い
作
風
を
確
立
す
る
以
前
の
過
程
の
作
品
に
位
置
付

け
ら
れ
よ
う
。

　
﹁
白
掛
彫
絵
色
差
注
瓶
﹂〔
61
頁
挿
図
９
〕
は
、
一
見
す
る
と
器
形
・
装

飾
と
も
旧
来
の
日
本
の
焼
物
と
は
異
な
る
モ
ダ
ン
な
印
象
で
あ
る
。
口
縁

の
一
部
を
摘
み
出
し
て
注
ぎ
口
と
し
、
胴
か
ら
首
に
か
け
持
ち
手
を
付
し

た
器
形
は
、
伝
統
的
な
日
本
の
焼
物
に
は
見
ら
れ
な
い
よ
う
で
あ
る
。
濱

田
が
範
と
し
た
の
は
イ
ギ
リ

ス
で
学
ん
だ
水
注
の
器
形
と

考
え
ら
れ
、
例
と
し
て
日
本

民
藝
館
所
蔵
の
﹁
ガ
レ
ナ
釉

水
注
﹂︵
挿
図
７
︶
を
挙
げ
る
。

こ
の
水
注
は
濱
田
も
し
く
は

リ
ー
チ
経
由
で
柳
が
入
手
し

た
も
の
と
思
わ
れ
、
セ
ン
ト

〔挿図7〕《ガレナ釉水注》　イ
ギリス　1920年代　19.5×
18.0×15.0cm　日本民藝館

〔挿図6〕濱田庄司《蓋物》　1927年　
※1933年『濱田庄司陶器集』より転載

〔挿図5〕濱田庄司《草花文
土瓶》　1927～28年　10.7×
17.3×13.0cm　日本民藝館
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ア
イ
ヴ
ス
の
あ
る
コ
ー
ン
ウ
ォ
ー
ル
地
方
を
産
と
す
る
こ
と
か
ら
﹁
コ
ー

ニ
ッ
シ
ュ
・
ピ
ッ
チ
ャ
ー
﹂
と
呼
ば
れ
、
濱
田
が
滞
英
し
て
い
た
一
九
二

〇
年
代
前
半
に
は
、
荒
物
屋
の
店
先
に
数
多
く
並
べ
ら
れ
て
い
た
と
い
う

〔
註
13
〕。
装
飾
に
目
を
移
す
と
、
ジ
グ
ザ
グ
に
曲
折
し
た
線
が
横
向
き
に

胴
を
一
周
し
て
お
り
、
下
方
向
へ
繰
り
返
さ
れ
て
い
く
こ
と
で
網
状
の
文

様
と
な
っ
て
器
全
体
を
覆
い
尽
く
し
て
い
る
。
こ
れ
は
中
国
・
明
時
代
の

古
染
付
や
、
日
本
の
有
田
焼
に
見
ら
れ
る
網
目
文
の
応
用
で
あ
り
、
こ
こ

で
は
日
本
民
藝
美
術
館
︵
当
時
︶
の
所
蔵
品
と
し
て
﹃
工
藝
﹄
に
掲
載
さ

れ
た
鉄
絵
に
よ
る
網
目
文
の
茶
碗〔
註
14
〕︵
挿
図
８
︶
を
挙
げ
て
お
き
た
い
。

濱
田
は
中
国
や
日
本
の
網
目
文
の
よ
う
に
一
色
で
筆
で
施
す
の
で
は
な
く
、

制
作
地
で
あ
る
壺
屋
の
伝
統
的
な
線
彫
技
法
を
用
い
呉
須
と
飴
の
二
色
で

施
し
て
い
る
。

沖
縄
独
特
の
線
彫
り
の
技
法
は
、
白
掛
け
だ
け
の
と
き
線
彫
り
で

模
様
を
つ
け
、
上
か
ら
紺
青
と
鉄
錆
を
淡
く
溶
い
た
も
の
を
釉
薬

と
し
て
塗
る
。
線
彫
り
の
と
こ
ろ
だ
け
は
、
色
が
深
く
留
っ
て
線

描
き
の
代
り
を
し
、
淡
い
部
分
は
だ
み
の
役
を
す
る
。
沖
縄
の
釉

は
火
が
少
し
強
い
と
、
筆
書
き
の
線
だ
け
で
は
流
れ
易
い
の
で
考

え
だ
し
た
う
ま
い
智
恵
だ
と
思
う〔
註
15
〕。

濱
田
の
網
目
文
が
単
線
で
は
な
く
二
重
線
で
あ
る
の
は
、﹁
だ
み
の
役
﹂

を
す
る
﹁
淡
い
部
分
﹂
を
二
重
線
に
よ
っ
て
区
切
り
、
効
果
的
に
文
様
を

強
調
す
べ
く
採
用
し
た
た
め
だ
ろ
う〔
註
16
〕。
色
は
周
回
ご
と
に
交
互
に

配
さ
れ
、
リ
ズ
ム
感
の
あ
る
網
目
文
と
な
っ
て
い
る
。

　

最
後
に
、﹁
白
掛
彫
絵
色
差
注
瓶
﹂
に
近
い
時
期
に
作
ら
れ
た
も
う
一

つ
の
水
注
に
も
注
目
し
た
い
。﹁
焼
締
黒
流
水
注
﹂〔
挿
図
９
〕
は
、
器
形

の
本
歌
は
﹁
白
掛
彫
絵
色
差
注
瓶
﹂
と
同
じ
く
欧
州
製
陶
器
と
考
え
ら
れ

る
が
、
焼
締
の
地
に
黒
釉
を
流
し
掛
け
た
装
飾
技
法
に
つ
い
て
は
、
信
楽

焼
の
﹁
焼
締
黒
流
茶
壺
﹂〔
58
頁
挿
図
３
〕
が
本
歌
と
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ

る
。
こ
の
茶
壺
は
、
柳
、
富
本
憲
吉
︵
一
八
八
六
~
一
九
六
三
︶、
河
井
、

濱
田
の
連
名
で
起
草
さ
れ
た

﹃
日
本
民
藝
美
術
館
設
立
趣

意
書
﹄︵
一
九
二
六
年
四
月
︶

の
図
版
に
も
掲
載
さ
れ
た
も

の
で
、
前
年
の
秋
に
柳
が
入

手
し
た
ば
か
り
の
壺
で
あ
っ

た
。
流
し
釉
と
い
う
装
飾
技

法
自
体
は
、
日
本
で
発
達
し

全
国
の
民
窯
で
作
例
が
見
ら

れ
る
が
、
多
く
は
素
地
に
釉

薬
を
掛
け
た
後
、
そ
の
上
に

異
な
る
色
の
釉
薬
を
柄
杓
な

ど
で
等
間
隔
に
流
し
掛
け
す

る
例
が
多
く
、
無
釉
の
素
地

に
直
接
流
し
掛
け
る
例
は
少

な
い
。
柳
が
茶
壺
の
入
手
経

〔挿図8〕《鉄絵網目文茶碗》　
瀬戸　江戸時代　19世紀　
7.0×12.3cm　日本民藝館

〔挿図 9〕濱田庄司《焼締黒
流水注》　1926年頃　21.1×
22.0×19.2cm　日本民藝館
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緯
を
記
し
た
﹁
信
楽
の
茶
壺
﹂
で
は
、﹁
珍
し
く
も
そ
の
流
し
方
に
冴
え
た

当
り
が
あ
る
の
み
な
ら
ず
、
幾
筋
か
お
き
に
<
<
型
の
流
し
を
挟
ん
で

あ
る
。
形
よ
く
色
よ
く
筋
紋
が
冴
え
す
べ
て
が
確
実
で
強
い
。
私
は
こ
ん

な
に
も
見
事
な
流
し
釉
の
壺
を
見
た
こ
と
が
な
か
っ
た
﹂
と
評
さ
れ
、﹁
こ

の
壺
は
吾
々
の
間
で
は
一
つ
の
新
し
い
感
激
の
渦
を
起
し
た
。
仕
事
が
示

す
通
り
、
河
井
も
浜
田
も
随
分
こ
の
壺
か
ら
滋
養
分
を
摂
っ
た〔
註
17
〕﹂
と

も
記
さ
れ
て
お
り
、
彼
ら
の
間
で
一
大
セ
ン
セ
ー
シ
ョ
ン
を
引
き
起
こ
し

た
こ
と
が
分
か
る
。〔
挿
図
９
〕
は
、
一
九
二
八
年
八
月
に
京
都
・
吉
田

神
楽
岡
の
柳
邸
内
で
撮
影
さ
れ
た
写
真
〔
64
頁
挿
図
18
〕
に
写
り
込
む
こ

と
か
ら
制
作
年
の
下
限
が
知
れ
る
が
、
一
九
二
六
年
に
は
焼
締
に
流
釉
の

技
法
で
制
作
さ
れ
た
蓋
物
〔
挿
図
10
〕
が
制
作
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら〔
註

18
〕、
本
作
も
近
い
時
期
の
作
と
考
え
ら
れ
る
。
と
す
れ
ば
、
柳
が
﹃
日
本

民
藝
美
術
館
設
立
趣
意
書
﹄
に
信
楽
の
茶
壺
を
﹁
民
藝
﹂
を
代
表
す
べ
き

品
と
し
て
、
入
手
後
直
ち
に
掲

載
し
た
よ
う
に
、
濱
田
も
壺
を

目
に
し
て
す
ぐ
に
﹁
滋
養
分
を

摂
﹂
り
、
自
作
に
応
用
し
た
こ

と
が
窺
え
る
の
で
あ
る
。

　

以
上
濱
田
の
一
九
二
〇
年
代

後
半
の
作
品
を
中
心
に
、
壺
屋

焼
を
主
と
す
る
﹁
本
歌
取
り
﹂

の
様
相
を
見
て
き
た
が
、
壺
屋

の
豊
か
な
焼
物
文
化
が
濱
田
に

多
大
な
影
響
を
与
え
た
こ
と
が
窺
え
る
一
方
で
、
一
見
で
は
本
歌
と
さ
れ

た
作
品
が
連
想
し
難
い
ほ
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
古
陶
が
重
層
的
に
引
用
さ
れ
、

再
構
成
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
優
れ
た
古
陶
の
数
々
が
破
綻
す
る

こ
と
な
く
融
合
し
、
濱
田
独
自
の
作
品
と
な
っ
て
い
る
の
は
、
濱
田
が
触

発
さ
れ
た
古
陶
磁
へ
の
称
賛
や
敬
畏
が
、
作
品
の
背
後
に
積
み
重
ね
ら
れ

て
い
る
か
ら
だ
ろ
う
。

　

後
に
濱
田
が
一
定
の
世
評
を
得
る
よ
う
に
な
る
と
、
小
規
模
な
焼
物
生

産
地
だ
っ
た
益
子
に
は
多
く
の
陶
芸
家
が
移
り
住
み
、
一
大
生
産
地
へ
と

変
貌
す
る
。
濱
田
の
作
風
自
体
に
倣
っ
た
焼
物
の
生
産
者
も
現
わ
れ
る
よ

う
に
な
る
が
、
本
歌
と
な
っ
た
濱
田
作
品
を
凌
駕
す
る
焼
物
が
生
ま
れ
た

と
は
言
い
難
い
。
濱
田
作
品
を
倣
う
な
ら
ば
、
濱
田
が
ど
の
よ
う
な
古
陶

を
本
歌
に
自
作
品
に
積
み
重
ね
て
い
っ
た
の
か
、
遡
っ
て
考
え
る
必
要
性

が
あ
る
で
あ
ろ
う
。

河
井
寬
次
郎
の
型
物
試
作 

―
河
井
寬
次
郎
か
ら
壺
屋
へ

　

一
九
三
八
年
末
か
ら
翌
年
一
月
半
ば
に
か
け
て
の
約
二
週
間
、
民
藝
運

動
の
創
始
者
で
思
想
家
の
柳
宗
悦
は
、
初
め
て
の
沖
縄
旅
行
を
果
た
し
た
。

こ
の
旅
行
は
、
柳
の
知
人
で
沖
縄
県
学
務
部
長
を
務
め
て
い
た
山
口
泉
に

よ
り
、
沖
縄
県
教
育
会
の
招
聘
と
い
う
か
た
ち
で
実
現
し
た
も
の
で
、
首

里
、
博
物
館
、
壺
屋
を
始
め
と
し
て
本
島
各
地
を
訪
問
、
尚
家
の
尚
順
男

爵
他
多
く
の
人
士
と
交
歓
し
、
各
種
工
芸
品
の
生
産
地
を
視
察
、
講
演
会

や
座
談
会
を
開
催
し
た
ほ
か
、
新
旧
の
工
芸
品
を
数
多
く
集
め
た
旅
と
な

〔挿図10〕濱田庄司《蓋物》　1926年　
※1933年『濱田庄司陶器集』より転載
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っ
た
。

　

沖
縄
の
工
芸
品
と
生
産
さ
れ
る
土
壌
と
な
る
風
物
に
強
く
感
銘
を
受
け

た
柳
は
、
二
箇
月
後
に
再
び
沖
縄
の
地
を
踏
ん
だ
。
こ
の
旅
行
に
は
、
濱

田
庄
司
や
柳
夫
人
の
声
楽
家
・
兼
子
、
染
織
家
の
外
村
吉
之
介
と
柳
悦
孝
、

や
や
遅
れ
て
陶
芸
家
の
河
井
寬
次
郎
︵
一
八
九
〇
~
一
九
六
六
︶、
染
色

家
の
芹
沢
銈
介
︵
一
八
九
五
~
一
九
八
四
︶
と
岡
村
吉
右
衛
門
な
ど
、
民

藝
運
動
に
携
わ
っ
た
工
芸
作
家
が
加
わ
っ
た
。
一
行
は
嶺
井
首
里
女
学
校

長
宅
を
宿
舎
と
し
、
各
分
野
の
作
家
が
沖
縄
独
特
の
型
染
・
紅
型
や
、
芭

蕉
布
や
首
里
の
織
物
な
ど
を
調
査
し
て
大
き
な
成
果
を
残
し
た
が
、
焼
物

に
お
い
て
は
、
河
井
と
濱
田
が
壺
屋
に
通
い
作
陶
を
行
な
っ
て
い
る
。
調

査
旅
行
の
動
向
に
つ
い
て
は
、
こ
の
年
四
月
に
創
刊
し
た
﹃
月
刊
民
藝
﹄

に
詳
し
く
、
例
え
ば
六
月
号
で
は
彼
ら
の
壺
屋
で
の
活
動
が
直
ち
に
報
じ

ら
れ
て
い
る
。

河
井
さ
ん
は
、
壺
屋
で
、
型
物
を
主
に
、
三
彩
風
の
も
の
を
試
み

ら
れ
、
数
多
面
白
い
も
の
が
出
来
た
そ
う
で
す
。
皆
よ
り
一
足
先

に
五
月
十
日
頃
帰
洛
。

濱
田
さ
ん
も
、
同
じ
く
壺
屋
で
、
此
處
の
伝
統
的
な
手
法
を
活
し

た
も
の
を
作
り
、
今
度
は
更
に
南
蛮
も
試
み
、
五
月
末
帰
京
ま
で

に
は
、
随
分
多
く
の
品
が
で
き
る
こ
と
と
予
想
し
て
い
ま
す
。
赤

絵
の
復
興
も
特
筆
し
た
い
こ
と
の
一
つ
で
、
生
地
は
壺
屋
に
註
文

し
て
各
種
の
皿
、
鉢
、
ま
か
い
茶
碗
を
支
度
さ
せ
、
絵
付
に
は
芹

沢
さ
ん
も
吾
々
の
待
望
を
担
っ
て
従
事
し
て
居
ら
れ
ま
す〔
註
19
〕。

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
河
井
に
よ
る
型
物
制
作
、
濱
田
に
よ
る
前
節
で
見
た
よ

う
な
伝
統
的
な
壺
屋
の
手
法
を
活
か
し
た
制
作
、
染
色
家
の
芹
沢
に
よ
る

上
絵
付
の
仕
事
が
行
な
わ
れ
た
よ
う
で
あ
る
。
民
藝
運
動
に
よ
る
壺
屋
へ

の
影
響
に
つ
い
て
は
こ
れ
ま
で
に
多
く
の
指
摘
が
あ
り
、
こ
こ
で
言
わ
れ

る
﹁
赤
絵
の
復
興
﹂
に
つ
い
て
も
先
行
研
究
が
あ
る
が〔
註
20
〕、
河
井
が
関

わ
っ
た
﹁
型
物
﹂
に
つ
い
て
は
ほ
と
ん
ど
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
。
本
節
で

は
、
河
井
が
制
作
し
た
﹁
型
物
﹂
を
検
証
し
、
民
藝
運
動
が
壺
屋
と
い
う

産
地
に
与
え
た
影
響
の
一
端
を
示
し
た
い
。

　
﹃
月
刊
民
藝
﹄
で
創
刊
号
よ
り
連
載
さ
れ
て
い
た
﹁
琉
球
日
記
﹂
で
、
壺

屋
で
の
主
な
動
向
を
抜
粋
す
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。

三
月　

三
十
日　

朝
壺
屋
に
行
く
。
濱
田
が
十
三
年
前
に
仕
事
を

し
た
思
ひ
出
な
つ
か
し
い
處
だ
。︵
中
略
︶
新
垣
栄
徳
さ
ん
の

家
に
行
く
。
こ
ゝ
は
今
度
濱
田
、
河
井
の
仕
事
場
で
あ
り
、
十

三
年
前
の
濱
田
の
仕
事
場
で
あ
る
。

四
月　
　

二
日　

濱
田
は
壺
屋
に
て
仕
事

四
月　
　

八
日　

午
後
一
時
河
井
鹿
兒
島
よ
り
宮
古
丸
に
て
到
着
。

鼠
色
の
合
帽
に
て
颯
爽
と
上
陸
。

四
月　
　

十
日　

濱
田
、
河
井
終
日
壺
屋
。︵
中
略
︶
河
井
、
今

日
は
仕
事
始
め
に
て
型
七
つ
を
作
る
。

四
月　

十
一
日　

壺
屋
に
行
き
、
濱
田
、
芹
沢
絵
付

四
月　

十
二
日　

今
日
は
壺
屋
で
最
初
の
窯
詰
め
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四
月　

十
三
日　

濱
田
、
河
井
終
日
壺
屋
で
仕
事

四
月
二
十
一
日　

壺
屋
で
窯
出
し
、
河
井
の
型
物
試
作
が
出
る

四
月
二
十
四
日　

河
井
少
恙
、
香
蓮
丸
を
の
ん
で
臥
床
。
濱
田
、

壺
屋
で
仕
事
。

四
月
二
十
六
日　

濱
田
、
河
井
は
壺
屋
へ
行
き
、
芹
澤
、
岡
村
は

瀬
名
波
へ

四
月
二
十
八
日　

窯
詰
前
に
て
河
井
、
濱
田
、
早
朝
よ
り
壺
屋
に

行
き
終
日
活
動

四
月　

三
十
日　

朝
、
壺
屋
に
つ
い
て
の
感
想
を
河
井
と
濱
田

交
々
語
る
。
外
村
筆
録
。
あ
と
は
河
井
、
濱
田
壺
屋
に
い
そ
ぎ

窯
詰
前
の
仕
事
に
忙
し

五
月　
　

一
日　

こ
の
日
、
那
覇
で
は
河
井
、
濱
田
明
日
の
窯
詰

の
ひ
ま
を
ぬ
す
ん
で
識
名
園
に
行
き
、
そ
の
村
の
美
し
さ
に
甚

く
喜
ぶ

五
月　
　

二
日　

壺
屋
で
は
今
日
窯
詰
に
て
多
忙
。
夕
方
か
ら
火

が
入
つ
た

五
月　
　

四
日　

明
後
日
出
立
皈
京
の
河
井
は
濱
田
と
共
に
首
里

の
挨
拶
に
ま
は
る

五
月　
　

五
日　

午
後
壺
屋
で
は
第
二
囘
の
窯
出
し
、
来
訪
者
が

眞
に
多
く
、
河
井
の
型
物
初
め
て
多
量
に
出
、
次
郎
君
の
唐
草

や
、
三
郎
君
︵
引
用
者
注
・
金
城
次
郎
お
よ
び
新
垣
栄
三
郎
を

指
す
︶
の
魚
の
絵
付
が
ぴ
つ
た
り
し
て
ゐ
る
の
に
感
心
す
る

五
月　
　

六
日　

一
同
壺
屋
に
行
き
昨
日
の
窯
出
し
全
部
を
見
る
。

河
井
正
午
に
湖
北
丸
で
出
帆

五
月　

十
八
日　

濱
田
今
日
も
壺
屋
︵
中
略
︶
夕
、
壺
屋
の
栄
徳

さ
ん
と
こ
で
食
事
に
あ
づ
か
つ
た
。
酒
と
共
に
栄
徳
さ
ん
大
い

に
歌
ひ
踊
る
。
こ
の
代
表
的
琉
球
人
に
一
同
惚
れ
〳
〵
見
入
つ

た
。
濱
田
、
歌
や
踊
り
を
肴
に
し
つ
ゝ
傍
に
て
仕
事

五
月　

十
九
日　

一
昨
日
と
昨
日
、
琉
球
新
報
紙
上
に
田
中
の

﹁
織
物
﹂
の
文
章
が
掲
載
さ
れ
、
今
日
は
芹
澤
の
﹁
紅
型
﹂
が
掲

載
さ
れ
た
。
之
は
明
日
か
ら
の
報
告
展
覧
会
に
際
し
て
発
表
し

た
も
の
で
、
明
日
は
濱
田
の
﹁
壺
屋
﹂、
明
後
日
は
外
村
の
﹁
織

物
﹂
が
載
る
予
定
で
あ
る
。
午
後
、
大
門
の
南
洋
薬
品
会
社
の

樓
上
で
展
覧
会
の
用
意
を
し
た
。
何
と
し
て
も
多
い
の
は
壺
屋

の
も
の
で
あ
る
。
会
場
の
和
室
、
調
子
よ
し

五
月　

二
十
日　

今
日
か
ら
﹁
琉
球
の
仕
事
報
告
展
覧
会
﹂
だ
。

六
時
一
同
揃
つ
て
未
だ
か
つ
て
な
い
早
起
を
し
、
濱
田
は
起
き

ぬ
け
に
壺
屋
に
走
り
、
外
村
は
首
里
の
反
物
を
集
め
に
行
く
。

壺
屋
で
は
午
後
四
時
半
窯
詰
終
了
。
会
場
は
多
く
の
来
観
者
が

あ
り
、
質
問
が
あ
つ
た
り
、
喜
ば
れ
た
り
、
大
い
に
賑
ふ
。

五
月
二
十
一
日　

報
告
展
覧
会
第
二
日
。︵
中
略
︶
濱
田
、
壺
屋

に
行
き
、
芹
澤
同
行
、
赤
絵
つ
け

五
月
二
十
二
日　

濱
田
、
外
村
は
明
後
日
出
帆
の
浮
島
丸
で
帰
る

と
い
ふ
の
で
時
間
割
し
て
仕
事
を
片
付
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
く

な
つ
た　

五
月
二
十
三
日　

朝
、
壺
屋
で
窯
出
し
。
濱
田
は
陶
器
の
荷
造
り
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の
世
話
に
大
活
動

五
月
二
十
四
日　

濱
田
、
外
村
帰
途
に
つ
く

五
月　

三
十
日　

芹
沢
出
帆〔
註
21
〕

﹁
河
井
、
濱
田
は
壺
屋
へ
﹂﹁
濱
田
、
壺
屋
で
仕
事
﹂
な
ど
簡
単
な
記
述
の

日
付
は
省
い
た
が
、
日
記
を
通
読
す
れ
ば
、
濱
田
は
沖
縄
到
着
後
約
二
箇

月
後
に
帰
途
に
つ
く
ま
で
の
四
十
五
日
間
の
う
ち
ほ
ぼ
毎
日
の
四
十
日
ほ

ど
、
や
や
遅
れ
て
沖
縄
入
り
し
た
河
井
は
二
十
日
間
滞
沖
し
十
四
日
ほ
ど

壺
屋
に
通
っ
て
仕
事
を
し
た
こ
と
が
分
か
る
。
濱
田
の
仕
事
ぶ
り
は
、
六

月
中
旬
に
益
子
と
沖
縄
で
の
近
作
展
覧
会
が
控
え
て
い
た
た
め
で
も
あ
る

の
だ
ろ
う〔
註
22
〕。
型
物
に
つ
い
て
は
、
四
月
十
日
に
河
井
が
﹁
仕
事
始
め

に
て
型
七
つ
を
作
る
﹂
と
い
う
記
述
が
注
目
さ
れ
る
。

　

陶
磁
器
に
お
け
る
型
物
は
、
土
型
や
石
膏
型
を
使
っ
て
、
轆
轤
で
は
作

り
出
せ
な
い
形
状
の
焼
物
を
数
多
く
作
り
出
せ
る
の
が
特
徴
で
あ
る
。
河

井
が
自
作
に
石
膏
型
を
多
用
し
た
の
は
、
量
産
と
い
う
よ
り
は
表
現
の
た

め
と
い
う
傾
向
が
強
い
が
、
壺
屋
と
い
う
産
地
に
と
っ
て
も
、
安
価
に
量

産
で
き
る
製
品
と
し
て
充
分
に
成
立
す
る
成
形
方
法
だ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

　

河
井
が
壺
屋
で
試
み
た
型
成
形
の
焼
物
は
、
一
九
三
九
年
の
ほ
ぼ
同
時

期
に
刊
行
さ
れ
た
﹃
工
藝
﹄
第
一
〇
〇
号
︵
十
月
三
十
日
刊
︶
と
﹃
月
刊
民

藝
﹄
第
八
号︵
十
一
月
一
日
刊
︶に
図
版
掲
載
さ
れ
た
各
一
点
が
確
認
で
き
、

と
も
に
日
本
民
藝
館
に
現
存
す
る
。﹃
工
藝
﹄
第
一
〇
〇
号
で
は
、﹁
民
藝

協
会
同
人
が
此
の
四
、
五
両
月
に
亙
つ
て
、
琉
球
に
滞
在
し
た
時
の
試
作

品
﹂
と
し
て
、
工
芸
家
た
ち
が
制
作
に
関
わ
っ
た
焼
物
や
染
織
計
七
点
が

掲
載
さ
れ
た
。
そ
の
意
図
が
記
さ
れ
た
解
説
は
、
民
藝
運
動
の
作
家
た
ち

が
伝
統
的
な
工
芸
品
に
ど
の
よ
う
な
姿
勢
で
向
き
合
っ
て
い
た
か
が
良
く

示
さ
れ
て
い
る
の
で
、
以
下
に
引
用
し
て
お
き
た
い
。

私
達
の
此
の
旅
は
様
々
な
も
の
を
見
学
す
る
為
も
あ
つ
た
が
一
つ

に
は
琉
球
各
種
の
伝
統
的
な
工
藝
を
見
直
し
其
の
手
法
を
学
び
、

そ
れ
を
将
来
ど
う
活
す
べ
き
か
の
問
題
を
解
く
為
で
も
あ
つ
た
。

も
と
よ
り
結
果
は
将
来
に
属
す
る
こ
と
で
あ
る
が
、
兎
も
角
其
の

端
緒
を
得
た
い
希
望
か
ら
色
々
の
仕
事
が
試
み
ら
れ
た
。
吾
々
は

指
導
と
云
ふ
や
う
な
お
こ
が
ま
し
い
こ
と
を
始
め
か
ら
試
み
に
行

つ
た
の
で
は
な
い
。
教
へ
る
よ
り
も
先
づ
学
び
、
沖
縄
の
生
活
の

中
に
入
つ
て
工
人
達
と
一
緒
に
仕
事
を
し
、
ど
う
云
ふ
も
の
を
産

む
こ
と
が
出
来
る
か
を
親
し
く
試
み
る
に
あ
つ
た
。
短
い
滞
在
の

事
故
何
も
充
分
に
出
来
な
い
の
は
当
然
で
あ
る
が
、
併
し
幾
許
か

の
答
へ
は
用
意
が
出
来
た
や
う
に
感
じ
る
。
さ
う
し
て
其
の
さ
ゝ

や
か
な
結
果
を
通
し
て
も
将
来
の
希
望
は
大
き
い
。
今
後
は
正
し

い
目
標
と
、
賢
明
な
進
み
方
が
何
よ
り
も
必
要
で
あ
ら
う〔
註
23
〕。

掲
載
さ
れ
た
型
物
は
﹁
三
彩
角
瓶
﹂〔
挿
図
11
、
63
頁
挿
図
17
〕
で
、
解

説
に
は
﹁
名
酒
泡
盛
を
入
れ
る
瓶
に
作
ら
れ
し
も
の
。
三
彩
風
の
点
彩

は
、
壺
屋
に
て
前
よ
り
試
み
ら
れ
た
も
の
。
河
井
が
新
に
型
を
起
し
て
新

し
い
用
途
を
開
か
う
と
せ
る
も
の
﹂
と
あ
る〔
註
24
〕。
も
う
一
点
の
型
物
は
、

﹃
月
刊
民
藝
﹄
に
掲
載
さ
れ
た
﹁
唐
草
文
角
瓶
﹂〔
挿
図
12
、
63
頁
挿
図
15
〕
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で
あ
る
。﹁
新
し
く
図
案
さ
れ
た
形
の
上
に
、
在
来
の
模
様
を
そ
の
ま
ま

描
き
し
も
の
。
筆
致
捨
て
難
い
。
識
ら
ず
し
て
識
る
模
様
の
納
め
方
、
し

ぶ
き
呉
州
﹂
と
柳
に
よ
る
解
説
が
あ
り
、
名
称
は
﹁
泡
盛
角
瓶
﹂
と
付
さ

れ
て
い
る〔
註
25
〕。﹁
新
し
く
図
案
さ
れ
た
形
﹂
が
誰
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た

か
は
記
さ
れ
て
い
な
い
が
、
河
井
が
試
み
た
型
物
試
作
品
と
見
て
間
違
い

な
か
ろ
う
。
こ
の
二
点
が
、
一
九
三
九
年
の
河
井
に
よ
る
型
物
試
作
の
基

準
作
と
な
る
。
こ
れ
ら
の
焼
物
に
は
、
型
物
を
得
意
と
し
た
河
井
に
、
沖

縄
に
相
応
し
い
今
ま
で
に
な
い
形
の
焼
物
を
提
案
し
て
も
ら
い
、
伝
統
的

な
壺
屋
焼
に
融
合
し
た
新
し
い
伝
統
を
切
り
開
く
目
論
見
が
あ
っ
た
の
だ

ろ
う
。

　
﹁
琉
球
日
記
﹂
で
確
認
す
れ
ば
、
四
月
十
日
に
七
つ
が
作
ら
れ
た
河
井

の
型
物
は
、
早
く
も
二
十
一
日
に
は
焼
成
さ
れ
て
窯
出
し
さ
れ
た
ら
し
い
。

こ
の
時
に
撮
影
さ
れ
た
写
真
〔
挿
図
13
〕
を
見
る
と
、
伝
統
的
な
作
風
の

壺
屋
焼
に
混
じ
っ
て
、
河
井
が
試
作
し
た
〔
挿
図
11
〕
の
型
を
使
用
し
た

と
思
わ
れ
る
型
物
、
左
下
に
は
〔
挿
図
12
〕
の
型
を
使
用
し
た
と
思
わ
れ

る
単
色
釉
の
角
瓶
、〔
挿
図
11
〕の
底
部
を
正
方
形
と
し
た
よ
う
な
角
瓶
と
、

七
つ
の
型
物
の
う
ち
三
つ
が
確
認
で
き
る
。
河
井
は
五
月
六
日
に
帰
京
す

る
が
、
そ
の
直
前
の
二
日
か
ら
二
度
目
の
窯
焚
も
行
な
わ
れ
、
五
日
に
は

河
井
の
型
物
成
形
作
が
多
量
に
窯
出
し
さ
れ
た
と
い
う
。
工
房
の
新
垣
栄

盛
は
、
こ
の
時
の
型
物
の
制
作
ぶ
り
を
﹁
濱
田
河
井
両
氏
の
壺
屋
滞
在
中

鋳
込
に
忙
殺
さ
れ
て
、
轆
轤
は
蹴
り
度
く
て
た
ま
ら
な
か
つ
た
け
れ
ど
も

ど
う
に
も
な
ら
な
か
つ
た
﹂〔
註
26
〕
と
振
り
返
っ
て
お
り
、
河
井
考
案
の

型
を
使
っ
た
焼
物
が
、
壺
屋
の
工
人
の
手
で
相
当
数
作
ら
れ
た
こ
と
が
窺

え
る
の
で
あ
る
。

　

日
本
民
藝
館
に
は
、
昭
和
時
代
の
壺
屋
産
陶
器
が
多
く
所
蔵
さ
れ
て
い

る
が
、
残
念
な
が
ら
制
作
年
代
の
記
録
が
ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
な
い
。
だ
が
、

収
集
記
録
が
辿
れ
る
も
の
を
見
る
と
、
戦
前
の
作
品
と
思
し
き
も
の
は
ほ

ぼ
全
て
柳
が
来
沖
し
た
一
九
三
九
年
も
し
く
は
四
〇
年
に
入
手
さ
れ
た
も

の
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
多
く
は
こ
の
時
期
に
集
め
ら
れ
た
と
推
察
さ
れ
る
。

そ
し
て
こ
れ
ら
に
は
、
型
成
形
に
よ
る
焼
物
が
い
く
つ
か
含
ま
れ
て
い
る

〔挿図11〕《白掛三彩角瓶》　
壺屋（型・河井寬次郎考
案）　1939年　26.4×16.2
×12.2cm　日本民藝館

〔挿図12〕《唐草文角瓶》　壺屋
（型・河井寬次郎考案）　1939年　
11.9×14.0×9.2cm　日本民藝館

〔挿図13〕壺屋　新垣栄徳窯にて（部分、全図は59頁挿図5）　
1939年4月　撮影・𤘩宮城昇
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の
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
こ
れ
ら
の
型
物
は
、
一
九
三
九
年
に
河
井
が
考
案

し
た
可
能
性
が
あ
る
。

　

以
下
主
な
も
の
を
挙
げ
て
い
く
が
、
ま
ず
確
実
な
も
の
と
し
て
は
、

〔
挿
図
11
〕
と
同
じ
型
が
使
用
さ
れ
た
河
井
寬
次
郎
の
作
品
が
確
認
で
き

る
〔
63
頁
挿
図
16
〕。
搔
落
し
の
技
法
で
一
枚
の
葉
を
収
め
た
丸
文
を
上

下
に
二
つ
配
し
、
そ
の
裏
〔
挿
図
14
〕
に
は
二
つ
の
丸
文
を
基
本
に
こ
の

頃
の
河
井
の
作
品
に
時
折
見
ら
れ
る
、
円
内
を
十
字
と
や
や
婉
曲
し
た
菱

状
の
線
で
区
画
し
た
幾
何
文
が
線
彫
で
施
さ
れ
て
お
り〔
註
27
〕、
こ
れ
ら

を
薄
め
た
呉
須
と
飴
で
彩
る
点
は
、
前
節
で
見
た
よ
う
に
壺
屋
の
伝
統
的

な
装
飾
法
を
利
用
し
た
も
の
で
あ
る
。
河
井
試
作
の
型
に
よ
る
素
地
に
、

自
ら
装
飾
し
た
作
品
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　

次
に
、
窯
出
し
の
記
念
写
真
に
も
写
り
込
む
底
部
が
正
方
形
の
角
瓶
を

見
る
と
、
河
井
の
作
と
さ
れ
て
き
た
角
瓶
が
一
点
〔
挿
図
15
〕
と
、
壺
屋

産
陶
器
と
さ
れ
る
角
瓶
複
数
〔
挿
図
16
~
18
〕
が
同
形
の
角
瓶
と
し
て
確

認
で
き
る〔
註
28
〕。
こ
の
う
ち
〔
挿
図
15
〕
と
〔
挿
図
16
〕
は
、
と
も
に
三

彩
で
点
打
し
た
伝
統
的
な
技
法
で
装
飾
さ
れ
て
お
り
、〔
挿
図
15
〕
の
み

河
井
に
よ
る
加
飾
と
す
る
蓋
然
性
が
低
い
こ
と
に
気
付
く
。
そ
こ
で
、
当

時
撮
影
さ
れ
た
写
真
な
ど
を
再
確
認
し
て
み
た
と
こ
ろ
、
一
九
四
〇
年
一

月
、
柳
に
よ
る
三
度
目
の
沖
縄
調
査
の
際
に
撮
影
さ
れ
、
同
年
八
月
に
公

開
さ
れ
た
文
化
映
画
﹁
琉
球
の
民
藝
﹂〔
註
29
〕
に
お
い
て
、
窯
出
し
の
後
に

壺
屋
焼
の
焼
物
が
複
数
映
し
出
さ
れ
る
シ
ー
ン
〔
挿
図
19
〕
に
、〔
挿
図

15
〕
そ
の
も
の
が
混
ざ
っ
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
た
。
こ
の
シ
ー
ン
に

使
用
さ
れ
た
壺
屋
焼
は
、
確
認
で
き
る
限
り
〔
挿
図
15
〕
を
含
め
た
四
点

以
上
が
日
本
民
藝
館
所
蔵
の
壺
屋
産
陶
器
で
あ
り
、
監
修
者
た
ち
が
理
想

と
す
る
伝
統
的
な
壺
屋
焼
の
数
々
が
集
め
ら
れ
た
可
能
性
が
高
い
。﹁
琉

球
の
民
藝
﹂
を
紹
介
す
べ
く
製
作
さ
れ
た
こ
の
作
品
に
河
井
と
い
う
陶
芸

家
の
作
品
を
使
用
す
る
こ
と
は
不
自
然
で
あ
り
、
沖
縄
の
伝
統
を
踏
ま
え

た
新
し
い
か
た
ち
の
民
藝
と
し
て
、
こ
の
角
瓶
が
映
像
に
使
用
さ
れ
た
と

〔挿図14〕河井寬次郎《白掛搔落
葉文角瓶》　（63頁挿図16の裏面）　
26.8×16.8×11.8cm　1939年　日
本民藝館

〔挿図15〕《白掛三彩角瓶》　壺屋
（型・河井寬次郎考案）　1939年　
26.4×11.6cm　日本民藝館

〔挿図16〕《白掛三彩角瓶》　壺屋
（型・河井寬次郎考案）　1939年
頃　26.0×11.3cm　日本民藝館
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み
る
べ
き
だ
ろ
う
。

　
〔
挿
図
12
〕
と
同
じ
型
で
成
形
さ
れ
た
焼
物
を
見
る
と
、
ま
ず
赤
絵
に

よ
る
上
絵
付
が
施
さ
れ
た
角
瓶
が
あ
る
が
〔
挿
図
20
〕、
こ
れ
に
つ
い
て

は
後
述
す
る
。
も
う
一
点
確
認
で
き
る
の
が
、
日
本
民
藝
館
の
記
録
に

﹁
昭
和
十
七
年
頃
﹂
の
制
作
と
あ
る
、
呉
須
と
飴
で
幾
何
文
を
描
い
た
角

瓶
で
あ
る
〔
挿
図
21
〕。
記
載
の
通
り
一
九
四
二
年
頃
の
も
の
と
す
れ
ば
、

濱
田
も
河
井
も
一
九
三
九
年
を
最
後
に
戦
前
は
壺
屋
を
訪
ね
て
い
な
い
た

め
、
河
井
が
残
し
た
型
を
使
用
し
て
壺
屋
の
陶
工
が
絵
付
し
た
作
、
と
い

う
こ
と
に
な
る
。

〔挿図18〕《黒釉角瓶》　壺屋（型・
河井寬次郎考案）　1939年頃　
26.8×11.4cm　日本民藝館

〔挿図19〕文化映画
「琉球の民藝」より　
1940年

〔挿図20〕《赤絵角瓶》　壺
屋（型・河井寬次郎考案）　
1939年頃　11.9×14.0×
9.3cm　日本民藝館

〔挿図21〕《幾何文角瓶》　
壺屋（型・河井寬次郎考案）　
1942年頃　11.8×14.3×
9.4cm　日本民藝館

〔挿図17〕《唐草文角瓶》　壺屋
（型・河井寬次郎考案）　1939年頃　
25.9×11.2cm　日本民藝館
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次
に
、
文
献
な
ど
に
記
録
は
な
い
も
の
の
、
河
井
が
関
わ
っ
た
と
思
わ

れ
る
壺
屋
産
陶
器
の
型
物
を
確
認
し
て
お
く
と
、
い
か
に
も
河
井
ら
し
い

造
形
感
覚
に
よ
る
〔
挿
図
22
~
24
〕
が
あ
る
。〔
挿
図
22
〕
は
首
と
口
が
河

井
作
品
に
多
用
さ
れ
る
角
形
で
、
朝
鮮
陶
磁
の
俵
壺
に
似
た
扁
壺
で
あ

り〔
註
30
〕、〔
挿
図
23
、
24
〕
は
ほ
ぼ
同
形
の
河
井
作
品
が
あ
る
〔
挿
図
29
、

30
〕。
な
お
〔
挿
図
29
〕
に
見
ら
れ
る
器
形
は
、
伊
万
里
焼
の
角
瓶
〔
挿
図

31
〕
が
本
歌
と
考
え
ら
れ
る
。
さ
ら
に
伊
万
里
焼
の
器
形
の
も
と
を
辿
れ

ば
、
江
戸
時
代
に
長
崎
の
出
島
を
通
じ
て
日
本
に
請
来
さ
れ
た
、
欧
州
製

の
角
形
ガ
ラ
ス
酒
瓶
を
写
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。〔
挿
図
24
〕
は
、
轆
轤

で
丸
い
鉢
を
成
形
し
た
後
、
六
角
の
型
に
押
し
付
け
て
変
形
さ
せ
た
も
の

で
、
一
九
四
一
年
に
日
本
民
藝
館
で
行
な
わ
れ
た
﹁
生
活
展
﹂
会
場
中
央

の
卓
上
に
飾
ら
れ
た
写
真
が
残
さ
れ
て
お
り
〔
挿
図
32
〕、
戦
前
の
作
で

あ
る
こ
と
は
確
実
で
あ
る
。

　
〔
挿
図
25
~
28
〕
は
河
井
特
有
の
形
状
と
は
言
え
な
い
が
、
複
数
作
ら

れ
た
こ
と
が
確
実
な
型
物

で
あ
る
。〔
挿
図
25
、
26
〕

は
轆
轤
目
が
な
く
、
高
台

は
楕
円
形
の
平
底
で
、
型

の
継
ぎ
目
が
側
面
縦
方
向

に
残
る
こ
と
か
ら
型
成
形

と
考
え
ら
れ
、
既
に
指
摘

が
あ
る
よ
う
に
両
者
は
同

じ
型
に
よ
る
も
の
と
見
ら

れ
る〔
註
31
〕。
沖
縄
の
伝

統
的
な
焼
物
で
あ
る
抱
瓶

は
、
古
く
は
轆
轤
成
形
に

よ
る
円
筒
を
二
つ
に
切
り
、

一
つ
を
反
転
さ
せ
て
成

形
し
た
と
い
う
が〔
註
32
〕、

〔
挿
図
27
、
28
〕
は
と
も

〔挿図23〕《唐草文角瓶》　壺
屋（型・河井寬次郎考案か）　
1939年頃　27.3×11.0cm　日
本民藝館

〔挿図25〕《唐草文扁壺》　壺
屋（型・河井寬次郎考案か）　
1939年頃　21.8×15.8×12.6cm　
日本民藝館

〔挿図24〕《幾何文六角鉢》　
壺屋（型・河井寬次郎考案か）　
1939年頃　27.7×10.2cm　日
本民藝館

〔挿図26〕《赤絵丸文扁壺》　
濱田庄司絵付（型・河井寬次
郎考案か）　1939年頃　20.8
×16.5×13.2cm　日本民藝館

〔挿図22〕《赤絵扁壺》　壺屋
（型・河井寬次郎考案か）　
1939年頃　河井寬次郎記念館
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に
轆
轤
目
が
な
く
同
形
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
本
体
は
同
じ
型
を
用
い
た
型

成
形
と
考
え
ら
れ
、
形
状
が
や
や
異
な
る
首
と
注
ぎ
口
、
抱
瓶
と
し
て
は

異
例
の
胴
の
中
央
一
箇
所
と
肩
の
三
箇
所
に
あ
る
突
起〔
註
33
〕
は
、
型
成

形
の
後
に
加
え
ら
れ
た
と
思
わ
れ
る
。
こ
れ
ら
の
型
物
も
、
河
井
が
試
作

し
た
可
能
性
の
あ
る
型
物
と
し
て
挙
げ
て
お
き
た
い
。

　

と
こ
ろ
で
、
こ
れ
ら
河
井
が
関
与
し
た
と
み
ら
れ
る
焼
物
の
う
ち
、

〔
挿
図
20
〕
の
角
瓶
と
、〔
挿
図
22
〕
の
河
井
寬
次
郎
記
念

館
が
所
蔵
す
る
扁
壺
、〔
挿
図
27
〕
の
抱
瓶
に
は
類
似
す

る
上
絵
付
が
施
さ
れ
て
い
る
。〔
挿
図
20
、
27
〕
は
、
柳

が
没
し
た
後
の
あ
る
時
期
か
ら
、
日
本
民
藝
館
で
は
濱
田

庄
司
作
品
と
し
て
分
類
さ
れ
て
き
た
た
め
に
、
近
年
の
展

覧
会
で
は
〔
挿
図
20
〕
が
濱
田
庄
司
の
作
品
と
し
て
紹
介

さ
れ
た
こ
と
も
あ
る
の
だ
が〔
註
34
〕、
制
作
者
に
つ
い
て

は
再
考
が
必
要
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
濱
田
が
制
作
し

た
と
記
さ
れ
る
日
本
民
藝
館
の
台
帳
に
は
、
河
井
考
案
の

型
で
あ
り
な
が
ら
そ
の
記
録
が
な
い
こ
と
に
加
え
、
台
帳

〔挿図27〕《赤絵抱瓶》　壺屋（型・河
井寬次郎考案か）　1939年頃　10.4×
17.3×9.4cm　日本民藝館

〔挿図29〕河井寬次郎《白地花文角瓶》　
1941年頃　26.6×13.0cm　日本民藝館

〔挿図28〕《線彫抱瓶》　壺屋（型・河
井寬次郎考案か）　1939年頃　10.8×
17.7×9.5cm　日本民藝館

〔挿図30〕河井寬次郎《花文六角鉢》　
1939年頃　8.0×14.0×16.2cm　日本
民藝館

〔挿図31〕《色絵牡丹文角瓶》　伊万里　
江戸時代　18世紀前半　20.2×10.1cm　
日本民藝館
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自
体
が
柳
没
後
に
新
た
に
再
編
さ
れ
た
も
の
で
、
柳
在
世
時
に
使
用
さ
れ

て
い
た
台
帳
ま
で
遡
っ
て
確
認
す
る
と
、〔
挿
図
20
〕
の
産
地
の
項
に
は

﹁
生
地
︰
︰
琉
球
壺
屋
／
上
絵
︰
︰
東
京
蒲
田
﹂
と
素
地
に
つ
い
て
の
記

録
が
あ
り
、
作
者
の
項
に
は
﹁
上
絵　

芹
沢
銈
介
﹂
と
記
さ
れ
て
い
る
か

ら
で
あ
る
。
こ
の
書
入
れ
は
柳
の
筆
跡
で
は
な
い
こ
と
に
加
え
、
制
作
年

代
の
記
入
も
な
く
、
柳
在
世
時
の
台
帳
も
作
品
入
手
後
か
な
り
の
年
月
を

経
て
か
ら
制
作
さ
れ
て
い
る
た
め
、
確
実
な
情
報
と
言
い
切
る
こ
と
は
で

き
な
い
が
、
か
つ
て
は
壺
屋
素
地
に
芹
沢
に
よ
る
上
絵
付
、
と
認
識
さ
れ

て
い
た
こ
と
は
確
認
で
き
る
。
一
九
三
九
年
の
壺
屋
で
は
、
芹
沢
が
化
粧

土
を
掛
け
た
壺
屋
の
白
素
地
に
上
絵
付
を
試
み
る
予
定
で
あ
っ
た
が
、
日

程
の
都
合
上
僅
か
し
か
時
間
が
取
れ
な
か
っ
た
た
め
、
蒲
田
に
あ
る
芹
沢

工
房
に
﹁
濱
田
氏
の
設
計
に
よ
る
上
絵
窯
を
築
い
て
、
壺
屋
か
ら
生
地
を

と
り
よ
せ
、
帰
京
後
に
そ
の
仕
事
に
取
掛
る
こ
と
に
予
定
を
か
え
た
﹂〔
註

35
〕
ら
し
く
、
先
述
の
台
帳
で
上
絵
が
﹁
東
京
蒲
田
﹂
と
さ
れ
て
い
る
こ
と

も
一
応
は
納
得
が
い
く
。

　

類
似
す
る
絵
付
の
角
瓶
・
扁
壺
・
抱
瓶
は
、
い
ず
れ
も
壺
屋
の
素
地
を

使
っ
た
型
成
形
で
あ
り
、
絵
付
は
同
一
作
者
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
。
で

は
、
三
者
と
も
芹
沢
に
よ
る
絵
付
な
の
だ
ろ
う
か
。﹁
琉
球
日
記
﹂
で
は
、

四
月
十
一
日
に
濱
田
と
芹
沢
が
壺
屋
で
絵
付
し
た
と
あ
る
が
、
こ
の
時
は

河
井
に
よ
る
型
は
ま
だ
焼
成
さ
れ
て
い
な
い
た
め
、
焼
成
前
の
素
地
へ
の

絵
付
か
工
房
作
の
皿
や
鉢
な
ど
へ
の
上
絵
付
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
以
後
四

月
二
十
一
日
と
五
月
五
日
の
二
度
の
窯
出
し
で
河
井
に
よ
る
型
が
焼
き
上

が
る
が
、
二
度
目
の
窯
出
し
で
は
型
物
に
壺
屋
特
有
の
唐
草
や
魚
の
絵
付

〔挿図32〕日本民藝館「生活展」の展示　1941年　左側に六角鉢が展示されている
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が
﹁
ぴ
つ
た
り
し
て
ゐ
る
の
に
感
心
す
る
﹂
と
い
う
記
載
は
あ
る
も
の
の
、

赤
絵
に
つ
い
て
は
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
。
そ
も
そ
も
本
焼
後
に
絵
付
を
し

再
度
焼
成
す
る
必
要
が
あ
る
赤
絵
に
つ
い
て
は
、
五
月
二
十
一
日
に
芹
沢

が
濱
田
と
壺
屋
に
行
き
赤
絵
を
施
し
た
と
い
う
記
載
し
か
な
く
、﹁
琉
球

日
記
﹂
に
は
上
絵
の
焼
成
を
し
た
と
い
う
記
録
自
体
な
い
の
で
あ
る
。
こ

れ
ら
の
こ
と
か
ら
、
五
月
六
日
に
一
足
早
く
帰
京
し
た
河
井
が
壺
屋
で
赤

絵
を
施
し
た
可
能
性
は
極
め
て
低
い
。
そ
の
後
に
河
井
が
京
都
の
工
房
で

絵
付
を
し
た
と
い
う
可
能
性
は
ど
う
か
。
一
九
八
六
年
に
な
っ
て
、﹃
民

藝
﹄
に
﹁
琉
球
日
記
﹂
の
推
敲
前
の
手
控
え
が
掲
載
さ
れ
た
が
、
こ
こ
に

は
発
表
時
の
﹁
琉
球
日
記
﹂
に
は
見
ら
れ
な
い
記
述
が
若
干
含
ま
れ
て
い

る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
河
井
が
出
帆
し
た
五
月
六
日
、
二
度
目
の
窯
出
し

作
品
を
全
て
見
た
後
、﹁
無
地
の
物
は
芹
沢
の
赤
絵
素
地
と
な
り
、
河
井

の
型
物
又
加
わ
る
﹂
と
記
さ
れ
て
お
り〔
註
36
〕、
河
井
の
型
物
も
芹
沢
の

絵
付
素
地
と
さ
れ
た
可
能
性
が
示
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
﹃
月
刊
民
藝
﹄

第
八
号
に
は
、
十
二
月
に
東
京
日
本
橋
の
髙
島
屋
で
予
定
さ
れ
て
い
る

﹁
琉
球
新
作
工
藝
展
覧
会
﹂︵
十
二
月
二
日
~
七
日
、
日
本
民
藝
協
会
主
催
、

日
本
文
化
協
会
後
援
︶
の
た
め
に
、
芹
沢
に
加
え
、
鈴
木
繁
男
も
蒲
田
の

工
房
で
筆
を
執
っ
た
こ
と
、
さ
ら
に
﹁
河
井
、
濱
田
の
両
氏
も
、
各
自
の

工
房
に
於
て
、
同
じ
く
壺
屋
出
来
の
角
瓶
、
そ
の
他
の
生
地
に
上
絵
を
試

み
て
居
ら
れ
る
の
で
、
髙
島
屋
展
に
於
け
る
陶
器
は
、
数
も
種
類
も
賑
や

か
に
揃
ふ
こ
と
ゝ
思
ひ
ま
す
﹂
と
あ
り
、
さ
ら
に
は
﹁
之
等
の
作
の
中
か

ら
、
幸
ひ
に
壺
屋
に
適
す
る
図
案
を
得
た
場
合
に
は
、
壺
屋
の
仕
事
と
し

て
継
続
す
る
段
取
り
に
な
つ
て
ゐ
ま
す
﹂
と
記
さ
れ
て
い
る〔
註
37
〕。
と
こ

ろ
が
、
後
年
記
さ
れ
た
柳
悦
孝
の
回
想
に
よ
る
と
、
河
井
や
濱
田
が
各
自

の
工
房
に
戻
っ
た
後
に
壺
屋
素
地
に
絵
付
を
し
た
可
能
性
は
低
そ
う
で
あ

る
。

柳
悦
孝
﹁
い
ざ
と
な
っ
た
ら
、︵
引
用
者
註
・
髙
島
屋
で
の
﹁
琉
球

新
作
工
藝
展
覧
会
﹂
に
︶浜
田
、
河
井
両
先
生
が
出
品
な
さ
ら
な
い
。

だ
け
ど
髙
島
屋
に
は
焼
物
も
出
す
と
約
束
し
て
い
る
。
そ
れ
で
芹

沢
さ
ん
が
そ
の
し
り
ぬ
ぐ
い
す
る
羽
目
に
な
っ
た
ん
で
す
。
し
か

し
さ
す
が
に
浜
田
さ
ん
も
気
が
と
が
め
ら
れ
た
ら
し
く
、
赤
絵
の

薬
の
調
合
と
か
、
窯
を
つ
く
る
と
か
、
そ
う
い
う
こ
と
は
濱
田
さ

ん
が
蒲
田
に
来
て
や
っ
て
下
さ
い
ま
し
た
ね
。
芹
沢
庭
内
に
大
小

二
つ
赤
絵
の
窯
を
つ
く
り
ま
し
て
ね
、
そ
こ
で
芹
沢
さ
ん
が
悪
戦

苦
闘
な
さ
っ
た
わ
け
で
す
。
駒
場
の
民
芸
館
や
そ
の
他
に
残
っ
て

い
る
芹
沢
赤
絵
は
そ
の
時
の
も
の
で
、
そ
う
い
う
経
緯
で
出
来
た

ん
で
す
よ
ね
。︵
中
略
︶
鈴
木
繁
男
君
、
岡
村
君
等
々
の
応
援
団
、

そ
れ
に
私
に
い
た
る
ま
で
絵
付
を
手
伝
い
ま
し
た
ね
。
今
か
ら
思

う
と
冷
汗
三
斗
で
す
け
れ
ど
⋮
⋮
﹂〔
註
38
〕

こ
の
よ
う
に
文
献
資
料
を
見
る
限
り
で
は
、
日
本
民
藝
館
と
河
井
寬
次
郎

記
念
館
が
所
蔵
す
る
赤
絵
型
物
陶
器
の
絵
付
は
、
壺
屋
で
五
月
二
一
日
に

上
絵
付
を
行
な
っ
た
と
い
う
記
録
が
あ
る
芹
沢
︵
も
し
く
は
濱
田
︶
に
よ

る
も
の
か
、
蒲
田
の
芹
沢
工
房
に
送
ら
れ
た
型
物
素
地
に
、
芹
沢
あ
る
い

は
鈴
木
繁
男
、
岡
村
吉
右
衛
門
、
柳
悦
孝
ら
が
上
絵
付
を
行
っ
た
可
能
性
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も
加
わ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

　

絵
付
自
体
を
見
て
み
る
と
、
河
井
が
一
九
三
〇
~
四
〇
年
代
に
使
用
し

た
草
文
と
も
趣
を
異
に
し
、
濱
田
に
よ
る
当
時
の
赤
絵
の
典
型
例
〔
挿
図

26
〕
と
も
筆
勢
が
異
な
り
、
さ
ら
に
芹
沢
の
赤
絵
や
赤
絵
に
因
む
手
控
帖

を
参
照
し
て
も
、
近
い
絵
付
は
確
認
で
き
な
い〔
註
39
〕。
意
匠
は
赤
で
花

文
様
を
描
き
、
緑
で
点
描
を
加
え
た
も
の
で
あ
る
。
戦
前
の
壺
屋
産
陶
器

に
は
、
呉
須
で
菊
唐
草
文
様
を
描
い
た
作
例
が
あ
る
が
〔
挿
図
33
〕、
赤

絵
の
意
匠
は
こ
こ
か
ら
菊
花
文
の
部
分
を
取
り
出
し
た
よ
う
な
絵
付
で
あ

り
、
壺
屋
の
職
人
が
絵
付
を
施
し
た
、
と
見
る
こ
と
も
で
き
そ
う
だ
。

　

以
上
絵
付
の
筆
者
は
現
在
の
と
こ
ろ
判
然
と
せ
ず
、
今
後
の
課
題
と

し
て
お
き
た
い
。
だ

が
作
者
の
同
定
が
難

し
い
と
い
う
こ
と
は

す
な
わ
ち
、
作
家
の

個
性
が
表
面
に
出
て

い
な
い
焼
物
、
と
い

う
こ
と
に
な
る
。
一

九
三
九
年
の
壺
屋
で

の
活
動
は
、﹁
オ
リ

ジ
ナ
リ
テ
ィ
﹂
が
求

め
ら
れ
る
近
代
陶
芸

と
は
異
な
り
、
作
家

性
よ
り
も
産
地
性
が

優
先
さ
れ
て
お
り
、
河
井
に
よ
る
型
や
工
芸
作
家
に
よ
る
上
絵
付
が
、
壺

屋
の
伝
統
的
な
陶
器
に
融
合
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
産
地

独
特
の
地
方
性
と
と
も
に
無
銘
性
も
求
め
ら
れ
た
民
藝
運
動
に
と
っ
て
は
、

見
事
に
そ
の
目
的
を
果
た
し
得
た
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
。

　

河
井
に
よ
り
導
入
さ
れ
た
型
物
成
形
の
技
法
は
、
そ
の
後
壺
屋
に
定
着

し
た
の
だ
ろ
う
か
。
壺
屋
の
新
垣
栄
盛
が
河
井
の
型
物
の
鋳
込
に
忙
殺
さ

れ
た
、
と
い
う
前
述
の
記
事
は
、
鋳
込
み
成
形
と
い
う
壺
屋
に
と
っ
て
の

新
し
い
技
術
を
行
な
う
土
壌
を
育
ん
だ
、
と
い
う
こ
と
に
も
な
る
。
戦
後
、

甚
大
な
被
害
を
被
っ
た
沖
縄
本
島
の
中
で
も
比
較
的
被
害
が
少
な
か
っ
た

壺
屋
で
は
、
米
軍
の
意
向
も
あ
っ
て
、
早
く
も
一
九
四
五
年
の
一
一
月
に

は
窯
業
復
興
の
た
め
陶
工
た
ち
の
先
発
隊
が
壺
屋
に
戻
っ
た
と
い
う〔
註
40
〕。

こ
の
後
の
復
興
に
民
藝
運
動
が
果
た
し
た
役
割
は
大
き
く
、
一
九
五
二
年

七
月
に
は
米
軍
の
入
島
許
可
を
得
た
柳
悦
孝
や
上
野
訓
治
ら
が
戦
後
の
沖

縄
民
芸
の
調
査
を
敢
行
し
、
日
本
民
藝
協
会
の
協
力
の
も
と
、
一
一
月
に

は
﹁
琉
球
工
藝
文
化
展
﹂︵
渋
谷
・
東
横
百
貨
店
︶
が
開
催
さ
れ
た〔
註
41
〕。

展
覧
会
で
は
第
一
部
を
戦
前
の
工
藝
文
化
、
第
二
部
を
戦
後
篇
と
し
て
先

の
調
査
で
集
め
た
製
品
を
、
第
三
部
で
は
沖
縄
の
手
法
を
生
か
し
た
新
人

の
作
品
を
そ
れ
ぞ
れ
展
示
し
、
十
日
間
で
六
十
万
人
に
近
い
入
場
者
を
得

た
と
い
う〔
註
42
〕。

　

一
九
五
七
年
三
月
末
に
は
、
河
井
を
団
長
と
し
て
上
村
六
郎
、
黒
田
辰

秋
ら
が
参
加
し
た
琉
球
伝
統
工
芸
視
察
団
が
沖
縄
に
渡
り
、
約
一
週
間
の

間
に
さ
ま
ざ
ま
な
工
芸
品
を
視
察
し
た〔
註
43
〕。
そ
の
様
子
は
﹃
琉
球
新

〔挿図33〕壺屋・新垣栄徳工房での金城次郎による
絵付　1940年
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報
﹄
で
も
大
き
く
取
り
上
げ
ら
れ
、
現
地
の
人
々
に
と
っ
て
も
伝
統
的
な

文
化
を
見
直
す
機
会
と
な
っ
た
と
い
う
。
四
月
六
日
の
﹃
琉
球
新
報
﹄
で

は
、
視
察
の
様
子
を
七
枚
の
写
真
で
振
り
返
っ
て
い
る
が〔
註
44
〕、
そ
の

う
ち
の
一
枚
は
壺
屋
焼
を
手
に
持
つ
河
井
の
写
真
で
、﹁
こ
れ
は
一
八
年

前
私
が
作
っ
た
形
だ
﹂

と
懐
か
し
む
さ
ま
が
捉

え
ら
れ
て
い
る
〔
挿
図

34
〕。
器
形
は
底
面
が

や
や
広
が
っ
た
角
扁
壺

で
、
現
存
す
る
型
物
作

品
は
見
当
た
ら
な
い
も

の
の
、
河
井
の
型
が
戦

後
も
引
き
続
い
て
使
用

さ
れ
た
可
能
性
も
窺
わ

せ
る
。

　

前
述
の
﹁
琉
球
工
藝

文
化
展
﹂
以
後
、
渋
谷

の
東
横
百
貨
店
で
は
毎

年
の
よ
う
に
沖
縄
の
民

藝
展
が
行
な
わ
れ
た

が
、
一
九
五
九
年
の
展

覧
会
を
報
じ
た
記
事
に

は
、〔
挿
図
20
〕
に
近

い
形
状
の
角
瓶
が
掲
載
さ
れ
て
お
り
〔
挿
図
35
〕、
壺
屋
で
の
型
に
よ
る

角
瓶
づ
く
り
が
定
着
し
つ
つ
あ
っ
た
こ
と
が
窺
え
る
。
こ
の
角
瓶
は
作
風

か
ら
判
断
す
る
と
、
戦
前
の
新
垣
工
房
で
濱
田
や
河
井
の
間
近
で
仕
事
を

し
、
後
に
沖
縄
を
代
表
す
る
陶
芸
家
の
一
人
と
な
っ
た
金
城
次
郎
に
よ
る

可
能
性
が
高
い
が
、
後
の
金
城
の
作
品
に
も
型
成
形
の
角
瓶
が
散
見
さ
れ
、

一
九
七
〇
年
前
後
の
制
作
と
い
う
角
瓶
も
確
認
で
き
る〔
註
45
〕。
金
城
は

住
宅
が
増
え
た
壺
屋
で
は
登
り
窯
の
焼
成
が
で
き
な
く
な
っ
た
こ
と
か
ら
、

一
九
七
二
年
に
読
谷
村
へ
と
仕
事
場
を
移
す
。
こ
れ
を
機
に
多
く
の
陶
工

が
読
谷
村
に
集
ま
る
が
、
一
九
九
〇
年
に
築
窯
さ
れ
た
読
谷
山
焼
北
窯
で

も
、
型
物
の
角
瓶
は
現
在
に
至
る
ま
で
作
り
続
け
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら

の
角
瓶
は
、
河
井
と
い
う
近
代
を
代
表
す
る
陶
芸
家
と
、
壺
屋
特
有
の
素

材
と
陶
技
を
持
つ
陶
工
た
ち
の
共
同
作
業
に
よ
っ
て
、
産
地
の
新
た
な
可

能
性
を
切
り
開
き
、
か
つ
現
代
ま
で
引
き
継
が
れ
て
き
た
、
貴
重
な
例
と

い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

註〔
註
１
〕﹃
角
川
日
本
陶
磁
大
辞
典
﹄
角
川
書
店
、
二
〇
〇
二
年

〔
註
２
〕﹃
人
間
国
宝
と
古
陶　

対
峙
す
る
眼
と
手
﹄
茨
城
県
陶
芸
美
術
館
、

二
〇
一
〇
年

〔
註
３
〕島
尾
新
﹁
引
用
の
自
由
﹂﹃
多
摩
美
術
研
究
﹄
１
号
、
多
摩
美
術
大
学
、

二
〇
一
二
年

〔挿図34〕壺屋で角扁壺を見る河井
寬次郎　1957年　※「琉球新報社」
提供

〔挿図35〕「沖縄民芸展」に出品され
た角瓶　※『民芸手帖』1959年9月
号より転載
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〔
註
４
〕
濱
田
庄
司
﹃
濱
田
庄
司
七
十
七
盌
譜
﹄
日
本
民
藝
館
、
一
九
七
二

年
〔
註
５
〕﹃
沖
縄
と
濱
田
庄
司
展
﹄
益
子
陶
芸
美
術
館
、
二
〇
〇
五
年

〔
註
６
〕﹃
民
藝
と
壺
屋
焼　

そ
の
影
響
と
現
在
﹄
那
覇
市
立
壺
屋
焼
物
博

物
館
、
二
〇
一
八
年

〔
註
７
〕﹃
濱
田
庄
司
蒐
集　

益
子
参
考
館
２　

東
洋
﹄
学
習
研
究
社
、
一

九
七
八
年
、
図
版
171

〔
註
８
〕
濱
田
庄
司
﹁
沖
縄
の
陶
技
﹂﹃
沖
縄
の
陶
器
﹄
琉
球
電
信
電
話
公
社
、

一
九
七
二
年

〔
註
９
〕
前
掲
註
５
図
版
19
解
説

〔
註
10
〕
前
掲
註
８

〔
註
11
〕﹃
没
後
40
年
濱
田
庄
司
展　

山
本
爲
三
郎
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
よ
り
﹄

ア
サ
ヒ
ビ
ー
ル
大
山
崎
山
荘
美
術
館
、
二
〇
一
七
年
、
図
版
19

〔
註
12
〕
青
山
二
郎
﹃
濱
田
庄
司
陶
器
集
﹄
工
政
会
出
版
部
、
一
九
三
三
年
、

第
30
図
。
解
説
に
﹁
竹
筒
の
先
を
い
く
つ
か
に
割
っ
て
拡
げ
、
濃
い
白

掛
土
に
浸
し
て
素
地
の
上
に
捺
印
し
、
こ
れ
を
花
弁
に
見
立
て
て
鉄
絵

を
差
す
。
こ
れ
は
現
在
の
琉
球
の
茶
碗
︵
マ
カ
イ
︶
に
最
も
普
通
に
行

は
れ
る
手
法
を
利
用
せ
り
﹂﹁
琉
球
窯
﹂﹁
昭
和
二
年
﹂
と
あ
る
。

〔
註
13
〕
濱
田
庄
司
﹁
滞
英
雑
記
︵
ス
リ
ッ
プ
・
ウ
ェ
ア
︶﹂﹃
工
藝
﹄
第
25
号
、

聚
樂
社
、
一
九
三
三
年
一
月
。
水
尾
比
呂
志
訳
・
編
﹁
浜
田
庄
司
回
想

記
2　

セ
ン
ト
・
ア
イ
ヴ
ス
で
の
日
々
﹂︵﹃
民
藝
﹄
第
四
二
〇
号
、
日

本
民
藝
協
会
、
一
九
八
七
年
十
二
月
︶
に
も
同
様
の
記
載
が
あ
る
。

〔
註
14
〕﹃
工
藝
﹄
第
27
号
、
聚
樂
社
、
一
九
三
三
年
三
月
、
図
版
２

〔
註
15
〕
前
掲
註
８

〔
註
16
〕
同
じ
文
様
が
施
さ
れ
た
蓋
物
を
解
説
し
た
﹃
濱
田
庄
司
陶
器
集
﹄

に
よ
れ
ば
、﹁
二
股
の
箆
﹂
で
網
目
が
彫
ら
れ
た
と
い
う
︵
前
掲
註
12
第

34
図
解
説
︶。

〔
註
17
〕
柳
宗
悦
﹁
信
楽
の
茶
壺
﹂﹃
蒐
集
物
語
﹄
中
央
公
論
社
、
一
九
五
六

年
〔
註
18
〕
前
掲
註
12
第
22
図
。
解
説
に
﹁
焼
〆
に
黒
釉
を
流
す
﹂﹁
益
子
窯
﹂

﹁
大
正
十
五
年
﹂
と
あ
る
。

〔
註
19
〕﹁
民
藝
協
会
だ
よ
り
﹂﹃
月
刊
民
藝
﹄
第
３
号
、
日
本
民
藝
協
会
、

昭
和
十
四
年
六
月

〔
註
20
〕
倉
成
多
郎
﹁
沖
縄
陶
芸
に
お
け
る
民
藝
風
赤
絵
様
式
の
成
立
と
展

開
﹂﹃
沖
縄
県
立
芸
術
大
学
紀
要
﹄
27
号
、
二
〇
一
九
年

〔
註
21
〕﹁
日
本
民
藝
協
会
同
人　

琉
球
日
記
﹂
第
２
回
~
第
７
回
﹃
月
刊
民

藝
﹄
第
２
~
７
号
、
日
本
民
藝
協
会
、
一
九
三
九
年
五
~
十
月

〔
註
22
〕﹁
民
藝
ニ
ュ
ー
ス
﹂﹃
月
刊
民
藝
﹄
第
3
号
、
日
本
民
藝
協
会
、
一

九
三
九
年
六
月

〔
註
23
〕
柳
宗
悦
﹁
本
号
原
色
版
挿
絵
小
註
﹂﹃
工
藝
﹄
第
100
号
、
日
本
民
藝

協
会
、
一
九
三
九
年
十
月

〔
註
24
〕
前
掲
註
23

〔
註
25
〕
柳
宗
悦
﹁
琉
球
工
芸
解
説
﹂﹃
月
刊
民
藝
﹄
第
8
号
、
日
本
民
藝
協

会
、
昭
和
十
四
年
十
一
月

〔
註
26
〕
新
垣
栄
盛
﹁
壺
屋
陶
工
日
記
抄
﹂﹃
月
刊
民
藝
﹄
第
8
号
、
日
本
民

藝
協
会
、
一
九
三
九
年
十
一
月

〔
註
27
〕
呉
須
、
鉄
、
辰
砂
に
よ
る
絵
付
で
は
あ
る
が
、﹃
京
都
国
立
近
代

美
術
館
所
蔵
作
品
集　

川
勝
コ
レ
ク
シ
ョ
ン　

河
井
寬
次
郎
﹄︵
光
村
推

古
書
院
、
二
〇
一
九
年
︶
図
版
256
な
ど
に
同
様
の
文
様
が
確
認
で
き
る
。

〔
註
28
〕
前
掲
註
６
に
は
、
本
稿
の
挿
図
15
が
河
井
寬
次
郎
作
品
と
し
て
、

挿
図
16
が
壺
屋
産
陶
器
と
し
て
掲
載
さ
れ
︵
図
版
26
お
よ
び
58
︶、
同
様

の
型
を
用
い
て
製
作
さ
れ
た
と
推
定
さ
れ
て
い
る
。

〔
註
29
〕﹁
琉
球
の
民
藝
﹂
監
修
:
柳
宗
悦
、
式
場
隆
三
郎　

企
画
:
日
本

民
藝
協
会　

製
作
:
大
日
本
文
化
映
画
製
作
所
、
11
分



受け継がれた焼物

33

〔
註
30
〕
こ
の
扁
壺
に
つ
い
て
は
、
同
じ
型
に
よ
る
作
例
は
現
在
の
と
こ
ろ

確
認
で
き
て
い
な
い
。
作
品
の
所
在
に
つ
い
て
は
、
鷺
珠
江
氏
︵
河
井

寬
次
郎
記
念
館
︶、
梶
山
博
史
氏
︵
中
之
島
香
雪
美
術
館
︶
に
ご
教
示
を

賜
っ
た
。
こ
の
場
を
借
り
て
御
礼
申
し
上
げ
た
い
。

〔
註
31
〕
前
掲
註
６
比
嘉
立
広
に
よ
る
図
版
56
、
57
の
解
説

〔
註
32
〕
倉
成
多
郎
﹃
壺
屋
焼
入
門
﹄
ボ
ー
ダ
ー
イ
ン
ク
、
二
〇
一
四
年

〔
註
33
〕
突
起
が
付
く
抱
瓶
の
作
例
は
ほ
か
に
も
、
前
掲
註
11
図
版
69
に
一

九
四
〇
年
頃
の
濱
田
作
品
と
し
て
掲
載
が
あ
る
。
絵
付
は
典
型
的
な
濱

田
の
赤
絵
の
丸
文
で
、
型
成
形
に
よ
る
も
の
か
確
認
は
出
来
て
い
な
い

が
、〔
挿
図
27
、
28
〕
と
同
じ
型
に
よ
る
可
能
性
も
あ
る
。
ま
た
、
前
掲

註
６
図
版
77
に
は
、
や
や
小
振
り
な
が
ら
突
起
が
付
く
赤
絵
抱
瓶
が
掲

載
さ
れ
て
い
る
。
一
九
六
〇
年
代
の
金
城
次
郎
作
品
と
さ
れ
て
き
た
も

の
の
、
解
説
に
は
〔
挿
図
27
〕
の
抱
瓶
と
の
類
似
か
ら
、﹁
作
者
の
再
検

討
も
含
め
て
、
何
か
し
ら
の
影
響
関
係
が
考
え
ら
﹂
れ
る
、
と
指
摘
が

あ
る
。
さ
ら
に
、
河
井
寬
次
郎
記
念
館
に
も
突
起
の
あ
る
壺
屋
産
の
赤

絵
抱
瓶
が
所
蔵
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
に
つ
い
て
は
改
め
て
の
調
査
が

必
要
で
あ
る
。

〔
註
34
〕
前
掲
註
５
、
第
２
章
﹁
沖
縄
の
濱
田
庄
司
﹂
図
版
84

〔
註
35
〕
前
掲
註
22

〔
註
36
〕
外
村
吉
之
介
﹁
あ
る
民
藝
運
動
者
の
来
し
方
・
行
く
手
⑶
六
十
年

の
回
顧
と
展
望
﹂﹃
民
藝
﹄
第
408
号
、
日
本
民
藝
協
会
、
一
九
八
六
年
十

二
月

〔
註
37
〕﹁
民
藝
協
会
た
よ
り
﹂﹃
月
刊
民
藝
﹄
第
8
号
、
日
本
民
藝
協
会
、

一
九
三
九
年
十
一
月

〔
註
38
〕︵
対
談
︶芹
沢
銈
介
、
柳
悦
孝
﹁
回
想
7　

沖
縄
行
、
そ
し
て
紅
型
﹂

﹃
芹
沢
銈
介
全
集
﹄
第
２
巻
月
報
７
、
中
央
公
論
社
、
一
九
八
一
年

〔
註
39
〕﹃
芹
沢
銈
介
全
集
﹄
第
28
巻
︵
中
央
公
論
社
、
一
九
八
二
年
︶
に
は

芹
沢
が
絵
付
し
た
陶
器
が
、
第
15
巻
と
第
16
巻
︵
一
九
八
一
年
︶
に
は

赤
絵
に
関
す
る
手
控
帖
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。

〔
註
40
〕
前
掲
註
32

〔
註
41
〕﹃
民
藝
通
信
﹄
第
7
号
︵
琉
球
特
集
︶、
日
本
民
藝
協
会
、
一
九
五

二
年
十
一
月

〔
註
42
〕﹁
協
会
記
﹂﹃
民
藝
通
信
﹄
第
8
号
、
日
本
民
藝
協
会
、
一
九
五
二

年
十
二
月

〔
註
43
〕﹃
民
藝
﹄
第
55
号
︵
沖
縄
民
藝
特
集
︶、
東
京
民
藝
協
会
、
一
九
五

七
年
七
月

〔
註
44
〕﹁
素
晴
し
い
民
芸　

工
芸
視
察
団
を
追
っ
て
﹂﹃
琉
球
新
報
﹄
一
九

五
七
年
四
月
六
日
夕
刊

〔
註
45
〕
松
井
健
ほ
か
﹃
金
城
次
郎
壺
屋
時
代
作
品
集
﹄
国
書
刊
行
会
、
二

〇
二
〇
年
、
図
版
34
。〔
挿
図
23
〕に
似
た
形
状
の
型
が
使
用
さ
れ
て
い
る
。


