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一
．
は
じ
め
に

　

河
北
省
邯
鄲
市
に
所
在
す
る
磁
州
窯
は
、
観
台
窯
と
彭
城
窯
と
い
う
二
大
窯

跡
群
を
中
心
に
十
五
ほ
ど
の
小
窯
跡
群
か
ら
な
る
大
窯
業
地
で
あ
る
。
南
北
朝

時
代
に
青
磁
窯
と
し
て
始
ま
る
が
、
十
世
紀
に
は
白
地
陶
器

（
註
１
）・
黒
釉
陶
器
な
ど

を
焼
造
す
る
生
産
地
に
転
換
し
、
現
代
ま
で
の
お
よ
そ
一
千
年
の
長
き
に
わ
た

っ
て
多
様
な
種
類
の
陶
磁
器
を
生
産
す
る
窯
業
地
と
し
て
操
業
し
て
き
た
。
磁

州
窯
で
焼
造
さ
れ
た
白
地
陶
器
・
黒
釉
陶
器
な
ど
の
製
品
は
、「
官
」や「
内
府
」

の
文
字
が
記
さ
れ
た
役
所
で
用
い
ら
れ
た
製
品
も
わ
ず
か
な
が
ら
遺
存
す
る
も

の
の
、
大
半
は
碗
・
皿
・
鉢
・
盤
類
、
瓶
・
壷
類
、
枕
な
ど
の
民
間
向
け
の
日

常
生
活
用
の
製
品
で
あ
っ
た
。
一
般
的
に
民
衆
を
消
費
対
象
と
す
る
民
窯
は
、

多
く
の
同
業
者
と
の
競
合
に
勝
ち
抜
く
た
め
に
、安
く
て
丈
夫
で
使
い
や
す
く
、

質
が
よ
く
て
人
目
を
ひ
く
美
し
さ
が
あ
り
、
他
所
で
は
あ
ま
り
目
に
し
な
い
特

色
あ
る
製
品
と
い
う
、常
に
消
費
者
の
意
向
と
要
求
を
満
た
す
必
要
が
あ
っ
た
。

そ
の
た
め
磁
州
窯
で
は
、「
技
の
デ
パ
ー
ト
」
と
称
さ
れ
る
ほ
ど
の
多
様
な
施

文
技
法
・
施
釉
技
法
が
不
断
に
開
発
さ
れ
、
さ
ま
ざ
ま
な
時
代
に
お
い
て
も
廉

価
、
堅
牢
、
良
質
、
美
麗
、
か
つ
特
産
品
的
な
製
品
の
生
産
を
長
く
維
持
し
続

け
て
き
た
の
で
あ
る
。

　

大
阪
市
立
美
術
館
に
お
い
て
、
平
成
十
五
年
（
二
〇
〇
二
）
十
月
一
日
〜
十

二
月
八
日
に
開
催
し
た
特
別
展
「
白
と
黒
の
競
演
│
中
国
・
磁
州
窯
系
陶
器
の

世
界
│
」
で
は
、
日
本
国
内
に
所
蔵
さ
れ
る
磁
州
窯
系
陶
器
の
名
品
の
数
々
と

と
も
に
、
河
北
省
邯
鄲
市
文
物
保
護
研
究
所
か
ら
磁
州
窯
跡
群
の
発
掘
調
査
で

出
土
し
た
陶
片
を
拝
借
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
こ
の
窯
跡
出
土
の
陶
片
に
よ
っ

て
、
製
品
の
変
遷
と
装
飾
技
法
の
ヴ
ァ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
を
実
際
の
作
品
で
提
示

す
る
こ
と
が
で
き
た
。
そ
し
て
、
同
研
究
所
の
馬
忠
理
氏
と
邯
鄲
市
博
物
館
の

馬
小
青
氏
か
ら
は
磁
州
窯
跡
の
概
要
と
装
飾
技
法
に
関
す
る
玉
稿
を
い
た
だ
い

た（
註
２
）。

当
時
蓑
豊
館
長
の
指
導
の
も
と
に
共
同
で
こ
の
展
覧
会
の
企
画
・
準
備
・

運
営
に
関
わ
り
、
磁
州
窯
と
磁
州
窯
系
陶
器
に
つ
い
て
調
査
と
研
究
に
励
ん
だ

一
人
と
し
て
、
展
示
作
品
を
熟
覧
し
て
学
ん
だ
知
見
、
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
討
論

な
ど
を
通
じ
て
深
化
さ
せ
た
考
え
方
の
内
容
、
図
録
に
執
筆
し
た
内
容
の
訂
正

す
べ
き
点
の
指
摘
な
ど
に
つ
い
て
は
、
機
会
あ
る
ご
と
に
発
表
を
試
み
て
き

た（
註
３
）。
そ
こ
で
本
稿
で
は
、
異
論
も
多
か
っ
た
白
地
陶
器
と
磁
州
窯
系
陶
器
に
関

す
る
概
念
規
定
を
再
度
ま
と
め
な
お
し
、
さ
ら
に
馬
小
青
氏
の
五
〇
種
類
を
超

え
る
装
飾
技
法
の
論
考
の
再
検
討
を
ふ
ま
え
な
が
ら
、
施
文
技
法
を
中
心
に
と

し
た
再
整
理
に
よ
っ
て
磁
州
窯
系
陶
器
の
製
品
概
要
に
つ
い
て
ま
と
め
、
磁
州

磁
州
窯
系
陶
器
の
施
文
技
法
に
関
す
る
試
論

守　
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窯
系
陶
器
の
特
質
を
あ
き
ら
か
に
し
た
い
と
考
え
る
。

二
．
白
地
陶
器
と
磁
州
窯
系
陶
器
に
つ
い
て

　

北
斉
か
ら
隋
・
初
唐
代
に
か
け
て
焼
造
さ
れ
た
初
期
の
白
磁
器
は
、
華
北
地

方
の
青
磁
器
焼
成
に
お
け
る
い
く
つ
か
の
技
術
改
良
に
よ
っ
て
登
場
し
た
も
の

と
考
え
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
カ
オ
リ
ン
質
の
高
い
白
色
の
粘
土
の
選
定
、
水

簸
な
ど
に
よ
る
木
目
が
細
か
く
鉄
分
が
少
な
い
陶
土
の
生
成
、
植
物
灰
に
よ
る

青
磁
釉
に
改
良
を
加
え
な
が
ら
精
製
し
た
鉄
分
を
含
ま
な
い
透
明
釉
の
完
成
、

微
妙
な
空
気
調
整
に
よ
っ
て
中
性
焔
か
ら
酸
化
焔
ま
で
で
焼
き
上
げ
る
焼
成
技

術
の
改
良
な
ど
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
一
方
で
、
こ
う
し
た
初
期
の

白
磁
器
に
は
、
下
地
の
調
整
の
た
め
に
し
ば
し
ば
薄
く
白
化
粧
が
用
い
ら
れ
て

い
る
場
合
が
多
い
。
お
そ
ら
く
初
期
の
白
磁
の
製
作
過
程
に
お
い
て
は
、
水
簸

に
よ
る
鉄
分
除
去
に
よ
っ
て
生
成
で
き
る
純
白
な
陶
土
は
そ
れ
ほ
ど
大
量
に
は

作
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
た
め
に
、
淡
灰
白
色
の
素
地
と
し
て
焼
き

上
が
っ
て
し
ま
う
製
品
に
さ
ら
な
る
白
さ
を
加
え
る
た
め
に
、
純
白
な
白
泥
を

薄
く
塗
り
つ
け
る
器
面
の
調
整
技
法
が
登
場
し
た
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か

し
初
唐
代
ま
で
の
こ
の
白
化
粧
の
技
法
は
注
視
せ
ね
ば
見
過
ご
し
て
し
ま
う
よ

う
な
、
あ
く
ま
で
も
「
白
い
焼
物
」
を
作
る
た
め
の
下
地
調
整
技
法
に
と
ど
ま

っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

こ
う
し
た
下
地
調
整
技
法
の
た
め
の
白
化
粧
の
技
術
は
、
白
磁
以
外
に
も
用

い
ら
れ
て
い
た
。
軟
陶
系
の
鉛
釉
陶
器
の
中
に
は
、
例
え
ば
北
斉
期
に
登
場
し

た
淡
黄
釉
陶
器
や
淡
黄
釉
緑
斑
陶
器
、
河
南
省
鞏
義
黄
冶
窯
に
お
け
る
唐
代
の

三
彩
陶
器
な
ど
に
は
、
薄
い
白
化
粧
の
下
地
調
整
技
法
を
認
め
る
こ
と
が
で
き

る
。淡
黄
釉
陶
器
や
淡
黄
釉
緑
斑
陶
器
、河
南
省
鞏
義
黄
冶
窯
の
三
彩
陶
器
は
、

カ
オ
リ
ン
質
の
高
い
比
較
的
白
色
の
素
地
を
用
い
て
い
る
の
で
、
そ
の
全
て
に

白
化
粧
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
や
や
鉄
分
を
含
む
素
地
を
用
い
ざ
る
を
え

な
か
っ
た
作
品
に
は
、
七
〇
〇
〜
八
〇
〇
℃
の
低
火
度
焼
成
の
酸
化
焔
仕
上
げ

に
よ
る
素
地
の
赤
褐
色
化
に
対
処
す
る
た
め
に
、
白
化
粧
に
よ
る
調
整
が
行
わ

れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
三
彩
陶
器
で
も
、
澄
ん
だ
白
色
を
表
す
た
め
だ
け
で
は

な
く
、
褐
色
や
緑
色
の
色
彩
を
濁
ら
ず
鮮
や
か
に
発
色
さ
せ
る
た
め
に
は
、
素

地
の
白
色
が
黒
ず
ま
な
い
こ
と
が
重
要
で
、
こ
う
し
た
軟
陶
系
の
白
化
粧
の
技

法
も
、
い
わ
ば
「
白
い
素
地
の
焼
物
」
を
作
る
た
め
の
下
地
調
整
技
法
で
あ
っ

た
と
い
え
る
。

　

一
方
で
、
南
北
朝
〜
唐
・
五
代
に
お
け
る
江
西
省
洪
州
窯
・
安
徽
省
寿
州

窯
・
浙
江
省
婺
州
窯
な
ど
の
華
南
地
方
の
青
磁
の
生
産
地
で
も
、
青
磁
器
の
一

部
に
白
化
粧
が
施
さ
れ
た
作
品
の
存
在
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
本
来
青
磁

は
、
淡
灰
色
が
か
っ
た
素
地
の
上
に
植
物
灰
を
ベ
ー
ス
と
し
た
釉
薬
を
か
け
、

ダ
ン
パ
ー
を
備
え
た
窯
に
お
い
て
還
元
焔
で
焼
き
上
げ
た
陶
磁
器
で
あ
っ
て
、

作
品
の
最
大
の
魅
力
は
天
青
色
か
ら
緑
色
ま
で
の
深
み
の
あ
る
釉
薬
の
美
し
さ

に
あ
る
。
特
に
そ
の
釉
色
は
、
還
元
焔
に
よ
る
焼
成
で
変
化
し
た
釉
薬
中
の
鉄

分
の
青
い
粒
子
と
釉
薬
内
の
細
か
い
気
泡
と
に
光
が
当
た
っ
て
乱
反
射
す
る
こ

と
に
よ
っ
て
生
み
出
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
本
来
そ
れ
ほ
ど
白
い
素
地
が

必
要
な
わ
け
で
は
な
い
。

　

し
か
し
洪
州
窯
・
寿
州
窯
・
婺
州
窯
な
ど
の
華
南
地
方
の
青
磁
は
、
胎
土
や

釉
薬
に
酸
化
鉄
を
比
較
的
多
く
含
ん
で
お
り
、
十
分
な
還
元
焔
で
焼
き
上
げ
ら

れ
な
か
っ
た
た
め
に
、
素
地
は
や
や
暗
い
灰
色
〜
灰
褐
色
を
呈
し
、
釉
色
も
青

黄
色
〜
黄
褐
色
に
発
色
す
る
も
の
が
多
く
、
さ
ほ
ど
美
し
い
印
象
を
う
け
な
い

作
品
も
多
い
。
そ
の
た
め
に
、
白
化
粧
を
施
し
て
素
地
を
多
少
な
り
と
も
白
く

す
る
こ
と
で
、
釉
薬
そ
の
も
の
の
発
色
を
少
し
で
も
美
し
く
見
せ
よ
う
と
し
た
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も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
た
だ
し
、
白
化
粧
を
施
し
た
青
磁
器
に
は
、
釉
薬
・
化

粧
土
・
素
地
の
一
体
性
が
充
分
に
確
保
で
き
な
か
っ
た
こ
と
か
ら
、
釉
薬
が
剥

落
し
て
い
る
作
品
も
多
く
、
美
し
さ
の
点
で
は
当
時
か
ら
あ
ま
り
高
い
評
価
は

得
ら
れ
て
い
な
い
。
例
え
ば
陸
羽
（
？
〜
八
〇
四
）
の
著
し
た
『
茶
経
』（
七

五
八
〜
六
一
頃
成
立
）
の
巻
中
、
四
之
器
、
盌
の
項
目
で
も
、
寿
州
窯
・
洪
州

窯
の
青
磁
の
評
価
は
芳
し
く
な
い

（
註
４
）。
こ
の
よ
う
に
華
南
地
方
に
お
け
る
青
磁
製

作
に
か
か
る
白
化
粧
の
下
地
調
整
技
法
は
、
製
品
の
弱
点
を
十
分
に
は
糊
塗
で

き
る
ほ
ど
の
技
術
に
ま
で
は
な
っ
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　

ま
た
、
北
方
青
磁
の
代
表
的
な
生
産
地
で
あ
っ
た
陝
西
省
耀
州
窯
で
も
、
晩

唐
〜
五
代
の
青
磁
の
多
く
に
白
化
粧
の
存
在
が
認
め
ら
れ
る
。
晩
唐
期
に
は
そ

れ
ほ
ど
良
質
な
青
磁
器
は
焼
造
で
き
な
か
っ
た
が
、
五
代
に
な
る
と
華
南
地
方

の
青
磁
器
よ
り
は
深
み
の
あ
る
青
緑
色
の
発
色
が
得
ら
れ
て
お
り
、
釉
薬
の
剥

落
も
少
な
い
。
安
徽
・
浙
江
・
江
西
地
方
に
お
け
る
青
磁
の
白
化
粧
に
よ
る
下

地
調
整
技
法
と
燿
州
窯
の
白
化
粧
に
よ
る
下
地
調
整
技
法
と
の
間
に
、
ど
の
よ

う
な
関
連
性
や
影
響
関
係
が
あ
る
の
か
は
軽
々
に
は
明
示
で
き
な
い
も
の
の
、

少
な
く
と
も
華
南
地
方
の
も
の
よ
り
は
改
良
さ
れ
た
白
化
粧
の
下
地
調
整
技
法

に
よ
っ
て
、
釉
薬
・
化
粧
土
・
素
地
と
の
一
体
性
が
向
上
し
、
よ
り
美
し
い
青

磁
器
が
製
作
さ
れ
て
い
た
の
は
事
実
で
あ
る
。『
茶
経
』
の
「
鼎
州
窯
」
が
現

在
の
耀
州
窯
で
あ
る
か
否
か
は
に
わ
か
に
は
断
定
で
き
な
い
も
の
の
、
晩
唐
〜

五
代
期
に
は
白
化
粧
に
よ
る
下
地
調
整
技
法
に
よ
っ
て
、
耀
州
窯
が
越
州
窯
に

次
ぐ
青
磁
器
の
良
品
を
生
み
出
し
た
こ
と
は
首
肯
で
き
よ
う
。

　

さ
ら
に
耀
州
窯
で
は
晩
唐
期
に
わ
ず
か
な
が
ら
白
地
緑
斑
・
白
地
褐
斑
・
白

地
褐
彩
な
ど
の
白
色
の
地
色
を
基
調
と
す
る
陶
器
が
焼
造
さ
れ
て
い
た

（
註
５
）。
こ
れ

ら
に
は
、
良
質
な
「
白
い
色
調
の
作
品
」
に
仕
上
げ
る
た
め
の
製
作
技
法
と
し

て
、
白
化
粧
の
技
法
が
積
極
的
に
利
用
さ
れ
て
い
る
。
青
磁
器
と
は
異
な
る「
白

い
焼
物
」
の
製
作
の
た
め
に
、
下
地
調
整
技
法
で
あ
っ
た
白
化
粧
の
技
術
を
よ

り
積
極
的
に
器
面
の
製
作
技
法
と
し
て
用
い
て
お
り
、
先
駆
的
な
白
地
陶
器
と

も
い
え
る
作
品
が
登
場
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
施
文
具
に
筆
を
用
い

て
い
る
か
は
不
詳
な
が
ら
、
白
地
褐
彩
と
い
う
白
地
黒
花
〔
白
地
鉄
絵
〕
の
先

駆
的
な
技
法
に
よ
る
「
白
い
地
に
黒
い
文
様
の
あ
る
作
品
」
も
登
場
し
て
い
る

の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
こ
う
し
た
耀
州
窯
の
先
駆
的
な
白
地
陶
器
は
小
型
器
に

限
ら
れ
て
お
り
、
現
状
で
は
釉
薬
が
ほ
と
ん
ど
剥
落
し
て
い
る
作
品
も
多
く
、

焼
造
量
も
わ
ず
か
で
次
代
の
五
代
〜
北
宋
初
期
に
は
製
作
さ
れ
な
く
な
っ
て
し

ま
う
。
こ
う
し
た
作
品
の
焼
造
は
ま
さ
に
試
作
品
的
な
作
陶
と
い
え
る
も
の
で

あ
り
、
技
法
的
な
安
定
性
も
十
分
で
は
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
耀
州
窯
で

は
青
磁
器
で
も
北
宋
代
と
な
る
と
白
化
粧
の
な
い
作
品
が
中
心
と
な
り
、
白
地

陶
器
も
元
代
か
ら
生
産
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
た
め
、
白
化
粧
の
技
術
は
北
宋
〜

金
代
に
は
重
要
視
さ
れ
な
く
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

そ
の
の
ち
、
白
磁
器
・
軟
陶
系
の
鉛
釉
陶
器
・
青
磁
器
に
お
け
る
白
化
粧
の

下
地
調
整
技
法
と
は
異
な
る
「
白
化
粧
」
の
あ
り
方
が
、
燿
州
窯
以
外
で
も
唐

代
に
白
磁
を
焼
造
し
て
い
た
生
産
地
を
は
じ
め
と
し
て
登
場
す
る
。
五
代
〜
北

宋
初
期
の
河
南
省
周
辺
、
現
状
の
知
見
に
よ
れ
ば
鞏
義
芝
田
窯
・
密
県
西
関

窯
・
登
封
曲
河
窯
な
ど
で
、
白
磁
風
の
「
白
い
焼
物
」
が
陸
続
と
作
り
出
さ
れ

た
。
こ
う
し
た
「
白
い
焼
物
」
は
、
粗
悪
と
も
い
え
る
灰
色
や
灰
褐
色
の
素
地

に
白
化
粧
を
厚
く
施
し
、
素
地
と
白
泥
を
透
明
釉
で
し
っ
か
り
と
包
み
込
み
、

硬
く
焼
き
締
め
て
焼
成
す
る
こ
と
で
精
緻
な
製
品
に
仕
上
げ
た
焙
器
質
の
作
品

で
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
白
磁
風
の
「
白
い
焼
物
」
は
、
器
種
の
ヴ
ァ
リ
エ
ー
シ

ョ
ン
・
焼
成
量
・
製
品
の
均
一
性
な
ど
の
点
で
燿
州
窯
の
先
駆
的
な
白
地
陶
器

と
は
質
を
異
に
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
粗
悪
な
素
地
を
用
い
て
製
作
に
か
か
る

コ
ス
ト
を
減
ら
し
て
い
る
こ
と
、
白
化
粧
の
技
法
を
「
白
い
焼
物
」
を
作
る
必
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須
の
製
作
技
術
に
ま
で
高
め
て
い
る
こ
と
、
白
化
粧
の
上
に
施
す
透
明
釉
を
剥

落
し
づ
ら
い
性
質
の
も
の
に
ま
で
改
良
し
て
い
る
こ
と
、
大
量
生
産
を
指
向
し

な
が
ら
も
形
態
の
点
で
比
較
的
緊
張
感
の
あ
る
良
質
な
造
形
作
品
と
し
て
仕
上

げ
て
い
る
こ
と
な
ど
、
新
し
い
種
類
の
「
白
い
焼
物
」
を
安
定
的
に
焼
造
す
る

こ
と
に
成
功
し
た
の
で
あ
る
。お
そ
ら
く
は
、素
地
の
粘
土
・
白
色
の
化
粧
土
・

釉
薬
の
成
分
な
ど
の
素
材
の
改
良
と
と
も
に
、
窯
体
構
造
（
ロ
ス
ト
ル
式
の
饅

頭
窯
な
ど
）・
燃
料
（
薪
や
石
炭
な
ど
）
の
改
良
な
ど
の
焼
成
技
法
の
工
夫
が
、

こ
う
し
た
新
し
い
種
類
の
焼
物
を
創
造
す
る
技
術
革
新
の
中
核
と
な
っ
た
と
考

え
ら
れ
る
。
た
だ
し
、
詳
細
に
つ
い
て
は
不
明
な
点
も
多
く
、
今
後
の
発
掘
調

査
・
科
学
分
析
な
ど
の
成
果
に
負
う
と
こ
ろ
が
多
い
。

　

こ
う
し
た
晩
唐
・
五
代
・
北
宋
初
期
の
状
況
を
勘
案
す
れ
ば
、
白
地
陶
器
の

発
生
に
関
し
て
は
以
下
の
よ
う
に
ま
と
め
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
北
斉
期
に
登

場
し
た
淡
黄
釉
陶
器
・
淡
黄
釉
緑
斑
陶
器
や
、
初
唐
代
の
白
磁
、
河
南
省
鞏
義

黄
冶
窯
の
三
彩
陶
器
な
ど
で
用
い
ら
れ
た
、
白
化
粧
に
よ
る
下
地
調
整
技
法
を

参
考
と
し
な
が
ら
、
陝
西
省
耀
州
窯
で
は
華
南
地
方
の
青
磁
器
の
白
化
粧
技
法

に
改
良
を
加
え
て
、
浙
江
省
越
州
窯
に
劣
ら
な
い
美
し
い
青
磁
器
の
焼
造
に
成

功
し
た
。さ
ら
に
そ
う
し
た
白
化
粧
技
法
を
も
ち
い
て
実
験
的
な「
白
い
焼
物
」、

白
地
緑
斑
・
白
地
褐
斑
・
白
地
褐
彩
の
陶
器
の
試
作
的
な
作
品
を
焼
造
す
る
こ

と
が
で
き
た
。
と
こ
ろ
が
、
青
磁
器
の
焼
造
で
成
功
し
た
耀
州
窯
で
は
、
こ
う

し
た
白
い
陶
器
の
焼
造
は
注
目
さ
れ
る
こ
と
な
く
終
わ
っ
て
し
ま
っ
た
。
そ
の

後
、
河
南
省
の
鞏
義
芝
田
窯
・
密
県
西
関
窯
・
登
封
曲
河
窯
な
ど
の
生
産
地
で

は
、
耀
州
窯
で
の
先
行
例
の
製
作
技
術
を
も
と
に
、
粗
悪
な
素
地
を
用
い
な
が

ら
も
、
白
色
の
化
粧
土
と
良
質
な
透
明
釉
の
精
製
、
適
切
な
焼
成
技
法
へ
の
さ

ら
な
る
改
良
を
成
功
さ
せ
る
こ
と
で
、
品
質
と
し
て
安
定
し
た
白
化
粧
を
施
し

た「
白
い
陶
器（
＝
白
地
陶
器
）」を
製
造
す
る
技
法
が
確
立
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　

さ
て
、
河
南
省
の
鞏
義
芝
田
窯
・
密
県
西
関
窯
・
登
封
曲
河
窯
な
ど
の
地
域

に
お
い
て
成
立
し
た
、こ
う
し
た
白
地
陶
器
の
最
大
の
セ
ー
ル
ス
ポ
イ
ン
ト
は
、

新
た
な
安
い
「
白
い
焼
物
」
の
製
作
と
い
う
こ
と
だ
け
で
は
な
か
っ
た
。
そ
れ

だ
け
で
は
、
河
北
省
定
窯
の
白
磁
に
は
品
質
の
点
で
は
と
う
て
い
太
刀
打
ち
で

き
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
新
生
の
白
地
陶
器
は
耀
州
窯
の
白
地
緑
斑
・
白

地
褐
斑
・
白
地
褐
彩
の
装
飾
技
法
を
発
展
さ
せ
た
ば
か
り
で
な
く
、
さ
ら
に
は

今
ま
で
に
は
な
い
表
現
方
法
を
作
品
の
中
に
作
り
出
し
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は

白
化
粧
の
上
か
ら
素
地
に
ま
で
文
様
を
彫
り
込
む
こ
と
（
白
地
劃
花
〔
白
地
線

彫
〕・
白
地
剔
花
〔
白
地
掻
落
〕
な
ど
）
に
よ
っ
て
、
素
地
の
灰
色
あ
る
い
は

灰
褐
色
と
化
粧
土
の
白
色
と
い
う
色
彩
上
の
コ
ン
ト
ラ
ス
ト
を
器
面
装
飾
に
加

え
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
う
し
た
器
面
装
飾
を
色
彩
上
の
コ
ン
ト
ラ
ス
ト
で
浮
き

上
が
ら
せ
た
点
が
、
陝
西
省
耀
州
窯
の
青
磁
や
河
北
省
定
窯
の
白
磁
な
ど
と
競

合
で
き
る
、
河
南
地
域
の
白
地
陶
器
の
最
も
大
き
な
特
質
、
い
わ
ゆ
る
セ
ー
ル

ス
ポ
イ
ン
ト
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
う
し
た
白
地
陶
器
の
生
産
は
河

南
省
修
武
当
陽
峪
窯
・
河
南
省
鶴
壁
集
窯
な
ど
を
経
て
河
北
省
磁
州
観
台
窯
へ

と
拡
散
し
、
北
宋
〜
金
代
に
は
修
武
当
陽
峪
窯
や
磁
州
観
台
窯
で
白
地
陶
器
の

優
品
が
数
多
く
生
産
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　

こ
う
し
た
色
彩
上
の
コ
ン
ト
ラ
ス
ト
に
よ
る
文
様
表
現
を
獲
得
し
た
刻
文
に

よ
る
施
文
技
法
は
、
北
宋
中
期
に
な
る
と
さ
ら
な
る
変
貌
を
遂
げ
る
。
白
化
粧

の
上
に
黒
い
泥
状
の
溶
液
を
塗
り
、
文
様
の
余
白
部
分
の
黒
泥
だ
け
を
薄
く
掻

き
落
と
し
た
白
地
黒
剔
花
〔
白
地
黒
掻
落
〕
の
技
法
に
発
展
し
、
ま
た
北
宋
後

期
〜
金
代
に
は
白
化
粧
の
上
に
筆
を
用
い
て
黒
い
泥
状
の
溶
液
で
文
様
を
描
い

た
白
地
黒
花
〔
白
地
鉄
絵
〕
の
技
法
へ
と
発
展
し
、
白
と
黒
の
対
比
に
よ
る
明

暗
の
強
い
装
飾
と
し
て
さ
ら
に
魅
力
あ
る
優
品
を
生
み
出
し
て
い
っ
た
。
そ
し

て
、
緑
釉
・
褐
釉
（
黄
釉
）・
三
彩
な
ど
の
施
釉
技
術
を
こ
う
し
た
施
文
技
法
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と
組
み
合
わ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
色
彩
豊
か
な
や
き
も
の
を
も
焼
造
し
て
い

っ
た
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
こ
の
よ
う
な
施
釉
技
術
の
改
良
に
加
え
て
、
金
代
に

は
透
明
釉
の
上
に
赤
・
緑
・
黄
（
褐
）
の
色
釉
を
の
せ
た
上
絵
付
け
の
技
法
、

白
地
紅
緑
彩
（
い
わ
ゆ
る
宋
赤
絵
）
を
生
み
出
し
、
陶
磁
器
に
お
け
る
ポ
リ
ク

ロ
ー
ム
の
装
飾
世
界
を
作
り
出
す
こ
と
に
も
成
功
し
た
。
こ
う
し
た
施
文
技

法
・
施
釉
技
法
な
ど
の
器
面
装
飾
の
多
様
性
が
、
白
地
陶
器
を
生
産
す
る
華
北

地
方
の
窯
業
地
の
大
き
な
特
質
と
な
っ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
本
稿
で
す
で
に
用
い
て
い
る
「
白
地
陶
器
」
と
い
う
用
語
に
つ

い
て
は
一
言
指
摘
し
て
お
く
必
要
が
あ
ろ
う
。「
白
地
陶
器
」
の
用
語
の
定
義

と
し
て
は
、
粗
悪
な
素
地
の
使
用
を
前
提
と
し
な
が
ら
も
、
器
面
の
製
作
技
法

と
器
面
の
装
飾
技
法
と
を
一
体
化
す
る
よ
う
に
改
良
さ
れ
た
白
化
粧
の
技
法

（
単
な
る
下
地
調
整
技
法
か
ら
脱
し
た
白
化
粧
の
技
法
）
を
用
い
た
高
火
度
焼

成
の
「
白
い
陶
器
」
と
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
白
地
陶
器
に
は
刻
文
や
筆
描
文

に
よ
る
施
文
技
法
と
と
も
に
透
明
釉
・
褐
釉
・
緑
釉
・
三
彩
釉
・
翡
翠
釉
・
黒

釉
な
ど
の
様
々
な
施
釉
技
法
が
用
い
ら
れ
、
白
磁
や
青
磁
な
ど
と
は
異
な
る
多

彩
な
装
飾
が
施
さ
れ
た
陶
器
と
し
て
展
開
し
て
い
く
の
で
あ
る
。

　

な
お
、
透
明
な
釉
薬
の
施
さ
れ
た
白
地
陶
器
に
つ
い
て
は
、
中
国
の
研
究
者

を
は
じ
め
と
し
て「
白
釉
陶
器
」「
白
釉
瓷
器
」と
表
記
す
る
こ
と
が
多
い

（
註
６
）。「
白

釉
」
と
は
本
来
白
く
発
色
す
る
釉
薬
の
こ
と
、
つ
ま
り
白
濁
し
た
釉
薬
（
白
濁

釉
）
の
こ
と
と
考
え
る
の
が
通
例
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
白
化
粧
を
し
て
透
明

釉
を
掛
け
た
陶
器
に
対
し
て
は
、
釉
薬
の
技
術
（
施
釉
技
法
）
に
よ
っ
て
「
白

い
陶
器
」
を
生
み
出
し
て
い
る
訳
で
は
な
い
の
で
、「
白
釉
陶
器
」
の
名
称
は

適
切
な
用
語
法
と
は
い
え
な
い
。
こ
の
点
で
は
、
白
い
素
地
の
陶
器
で
は
な
い

た
め
に
正
確
と
は
い
え
な
い
も
の
の
、
純
白
な
白
化
粧
の
技
術
の
方
を
高
く
評

価
し
て
、
従
来
か
ら
日
本
で
「
白
地
掻
落
」「
白
地
黒
掻
落
」
な
ど
と
し
て
用

い
て
い
る
用
語
に
よ
る
「
白
地
陶
器
」
と
い
う
言
葉
の
方
が
適
切
で
あ
る
と
考

え
る
。
た
だ
し
、「
白
磁（
は
く
じ
）」と
混
同
し
な
い
よ
う
に
、
慣
例
で
は「
白

地
陶
器
」
は
「
し
ろ
じ
と
う
き
」
と
湯
桶
読
み
す
る
こ
と
が
多
い
。
な
お
、
本

稿
で
は
、
釉
薬
名
と
し
て
は
「
白
釉
」
の
用
語
は
用
い
ず
、「
透
明
釉
」
の
名

称
を
用
い
て
い
る
。
さ
ら
に
、
本
来
な
ら
ば
作
品
の
種
類
の
表
現
と
し
て
は
釉

薬
の
名
称
も
冠
し
て
透
明
釉
白
地
劃
花
な
ど
と
い
う
べ
き
で
あ
る
が
、
煩
雑
と

な
る
の
で
「
透
明
釉
」
の
表
記
は
省
略
し
た
。

　

と
こ
ろ
で
、
河
南
省
で
確
立
し
、
河
北
省
磁
州
観
台
窯
で
生
産
が
大
規
模
化

し
た
白
地
陶
器
の
焼
造
技
術
、
す
な
わ
ち
、
粗
悪
な
陶
土
で
も
純
白
な
白
泥
に

よ
る
白
化
粧
と
刻
文
に
よ
る
器
面
装
飾
に
よ
っ
て
美
し
い
白
地
陶
器
を
作
り
出

す
製
作
技
術
、
煉
瓦
造
り
に
よ
る
ロ
ス
ト
ル
式
の
饅
頭
窯
の
構
築
・
石
炭
に
よ

る
燃
料
（
初
期
の
段
階
は
雑
木
の
薪
）
の
利
用
・
酸
化
焔
と
中
性
焔
を
作
り
出

す
空
気
調
整
な
ど
の
焼
成
技
術
は
、
華
北
地
方
一
帯
の
窯
業
生
産
者
た
ち
に
と

っ
て
は
模
倣
す
る
の
に
さ
ほ
ど
困
難
な
技
術
で
は
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

五
代
〜
北
宋
時
代
初
期
に
お
い
て
急
速
に
河
南
省
・
河
北
省
に
広
ま
っ
た
白
地

陶
器
の
製
作
技
術
は
、
北
宋
後
期
・
金
・
元
時
代
に
か
け
て
は
さ
ら
に
拡
散
し

て
、
山
西
省
・
山
東
省
・
安
徽
省
・
陝
西
省
な
ど
の
窯
業
生
産
地
で
も
暫
時
焼

造
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
の
た
め
、
特
産
品
的
に
際
だ
っ
た
製
品
を
除
い

て
は
、
熟
覧
観
察
に
よ
っ
て
こ
う
し
た
白
地
陶
器
の
生
産
地
を
断
定
的
に
同
定

す
る
こ
と
は
極
め
て
困
難
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
そ
こ
で
、
華
北
地
方
で
焼
造

さ
れ
た
こ
う
し
た
様
式
的
な
等
質
性
の
強
い
白
地
陶
器
を
「
磁
州
窯
」、
あ
る

い
は「
磁
州
窯
系
陶
器
」、そ
う
し
た
白
地
陶
器
を
焼
造
す
る
窯
業
生
産
地
を「
磁

州
窯
系
諸
窯
」
と
総
称
す
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た

（
註
７
）。
た
だ
し
、
い
わ
ゆ
る
河
北

省
磁
州
窯
そ
の
も
の
で
白
地
陶
器
の
本
格
的
な
焼
造
が
始
ま
っ
た
わ
け
で
は
な

い
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
種
類
の
白
地
陶
器
に
お
け
る
最
高
水
準
の
作
品
を
磁
州
窯
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が
常
に
作
り
続
け
て
い
た
わ
け
で
も
な
い
。
華
北
地
方
で
焼
造
さ
れ
た
こ
う
し

た
様
式
的
に
等
質
性
の
強
い
白
地
陶
器
を
「
磁
州
窯
」
の
名
の
も
と
に
く
く
る

こ
と
に
つ
い
て
は
い
ろ
い
ろ
な
問
題
点
も
あ
る
も
の
の
、
白
地
陶
器
の
最
も
大

規
模
で
安
定
的
、
か
つ
高
品
質
の
製
品
供
給
を
お
よ
そ
千
年
の
長
き
に
わ
た
っ

て
な
し
つ
づ
け
た
生
産
地
は
河
北
省
磁
州
窯
を
お
い
て
ほ
か
に
は
な
い
。
し
か

も
現
代
ま
で
続
く
と
い
う
点
で
は
ほ
ぼ
唯
一
の
白
地
陶
器
の
大
生
産
地
と
い
え

る
。
す
な
わ
ち
、
最
も
長
い
期
間
良
質
な
作
品
を
作
り
続
け
た
と
い
う
点
に
お

い
て
、
白
地
陶
器
の
中
心
的
な
生
産
地
と
し
て
「
磁
州
窯
」
の
冠
名
が
付
さ
れ

た
こ
と
は
、
研
究
史
的
な
事
例
を
超
え
て
き
わ
め
て
適
切
な
も
の
で
あ
っ
た
と

考
え
る
。

　

ま
た
一
方
で
華
北
地
方
の
磁
州
窯
系
諸
窯
で
は
、
透
明
釉
を
施
し
た
白
地
陶

器
の
他
に
も
、
高
火
度
の
緑
斑
や
褐
釉
（
飴
釉
）、
鉛
釉
系
低
火
度
の
緑
釉
・

褐
釉
、
ソ
ー
ダ
釉
系
の
翡
翠
釉
（
ト
ル
コ
青
釉
・
孔
雀
釉
・
孔
雀
青
）
な
ど
が

施
さ
れ
た
白
地
陶
器
が
あ
り
、
通
常
こ
う
し
た
白
地
陶
器
の
製
品
は
「
磁
州
窯

系
陶
器
」
に
包
括
さ
れ
る
。
磁
州
窯
系
緒
窯
で
は
さ
ら
に
青
磁
・
白
磁
・
泥
青

釉
陶
器
・
黒
釉
（
柿
釉
）
陶
器
な
ど
の
多
様
な
製
品
が
焼
造
さ
れ
て
い
る
が
、

通
常
こ
う
し
た
製
品
は
「
磁
州
窯
系
陶
器
」
の
範
疇
に
含
め
て
こ
な
か
っ
た
。

一
方
で
、
ほ
と
ん
ど
の
磁
州
窯
系
諸
窯
で
は
黒
釉
（
柿
釉
）
陶
器
が
併
焼
さ
れ

て
お
り
、
こ
う
し
た
黒
釉
（
柿
釉
）
陶
器
に
は
、
単
な
る
黒
釉
や
柿
釉
を
施
し

た
作
品
の
ほ
か
に
、
褐
色
や
銀
色
の
兎
毫
や
銀
色
に
発
色
し
た
細
か
い
円
形
の

油
滴
斑
（
華
北
地
域
特
有
の
油
滴
斑
）
が
浮
き
出
た
黒
釉
陶
器
な
ど
、
華
北
地

方
に
特
有
な
装
飾
技
法
の
製
品
も
多
い
。
一
方
で
、
こ
う
し
た
華
北
地
方
で
焼

造
さ
れ
た
黒
釉
陶
器
に
は
、
白
地
陶
器
と
の
関
連
性
が
強
い
も
の
が
多
い
と
考

え
る
。
例
え
ば
、
白
化
粧
が
施
さ
れ
た
黒
釉
（
柿
釉
）
陶
器
（
劃
花
〔
線
彫
〕

や
剔
花
〔
掻
落
〕
が
施
文
さ
れ
た
作
品
も
多
い
。）、
透
明
釉
と
黒
釉
（
柿
釉
）

が
掛
け
分
け
ら
れ
た
白
地
陶
器
（
透
明
釉
の
部
分
に
黒
花
〔
鉄
絵
〕
が
施
文
さ

れ
た
作
品
も
多
い
。）、
白
泥
を
釉
薬
に
混
ぜ
て
用
い
た
堆
白
線
文
の
あ
る
黒
釉

陶
器
、
白
化
粧
は
な
い
も
の
の
白
地
陶
器
と
同
様
な
刻
文
技
法
を
用
い
た
黒
釉

劃
花
〔
黒
釉
線
彫
〕・
黒
釉
剔
花
〔
黒
釉
掻
落
〕
の
作
品
、
黒
く
発
色
す
る
鉄

釉
の
ベ
ー
ス
に
別
種
の
赤
く
発
色
す
る
鉄
釉
を
用
い
て
装
飾
し
た
、
釉
彩
絵
技

法
と
で
も
呼
ぶ
べ
き
黒
釉
銹
斑
・
黒
釉
銹
花
の
作
品
な
ど
で
あ
る
。
こ
う
し
た

白
泥
を
用
い
て
施
文
す
る
白
地
陶
器
と
同
様
な
施
文
技
法
が
用
い
ら
れ
た
黒
釉

作
品
も
磁
州
窯
系
陶
器
に
含
め
て
考
え
た
い
と
い
う
の
が
近
年
の
私
の
考
え
方

で
あ
る
。

　

な
お
、
こ
う
し
た
磁
州
窯
系
諸
窯
で
焼
造
さ
れ
た
黒
釉
陶
器
に
つ
い
て
は
い

く
つ
か
の
議
論
が
あ
る
。
長
谷
部
楽
爾
氏
は
、
磁
州
窯
系
諸
窯
で
焼
造
さ
れ
た

黒
釉
剔
花
〔
黒
釉
掻
落
〕・
黒
釉
銹
斑
・
黒
釉
銹
花
・
黒
釉
白
辺
〔
黒
釉
白
縁
〕

な
ど
の
黒
釉
陶
器
を
磁
州
窯
系
陶
器
の
概
念
に
含
め
る
と
、
磁
州
窯
系
陶
器
の

輪
郭
が
あ
い
ま
い
に
な
る
こ
と
、
黒
釉
陶
器
は
中
国
全
域
で
作
り
続
け
ら
れ
て

い
る
陶
磁
器
で
あ
っ
て
「
い
わ
ゆ
る
磁
州
窯
と
は
次
元
の
異
な
る
陶
磁
器
の
ジ

ャ
ン
ル
で
あ
る
」
こ
と
を
主
な
理
由
と
し
て
黒
釉
陶
器
を
磁
州
窯
系
陶
器
に
含

め
る
こ
と
に
否
定
的
な
見
解
を
示
し
て
い
る
（
註
８
）。

ま
た
、
今
井
敦
氏
は
「
窯
址
の

考
古
学
的
な
調
査
が
あ
る
程
度
進
ん
だ
今
の
段
階
で
も
、
華
北
地
方
の
黒
釉
陶

磁
に
関
し
て
は
、
地
域
ご
と
の
作
風
の
異
同
は
必
ず
し
も
明
ら
か
に
な
っ
て
お

ら
ず
、
同
種
の
製
品
を
焼
い
た
グ
ル
ー
プ
と
し
て
の
耀
州
窯
系
、
磁
州
窯
系
、

鈞
窯
系
と
い
っ
た『
窯
系
』の
概
念
を
適
用
す
る
こ
と
も
困
難
で
あ
る
」と
し
、

華
北
地
方
の
民
窯
で
生
産
さ
れ
た
多
様
な
黒
釉
陶
磁
を
「
河
南
天
目
」
と
し
て

ひ
と
く
く
り
に
し
、
黒
釉
褐
彩
・
黒
釉
堆
白
・
油
滴
班
・
黒
釉
剔
花
〔
黒
釉
掻

落
〕
の
四
つ
に
分
類
し
て
装
飾
技
法
ご
と
に
解
説
を
加
え
て
い
る

（
註
９
）。
一
方
、
西

田
宏
子
・
佐
藤
サ
ア
ラ
氏
は
、「
磁
州
窯
系
の
窯
で
焼
か
れ
た
黒
釉
が
か
か
っ
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た
硬
い
陶
器
に
つ
い
て
は
、磁
州
窯
の
名
称
が
与
え
ら
れ
て
い
る
場
合
も
あ
る
」

と
し
な
が
ら
も
長
谷
部
氏
の
説
を
と
っ
て
、
従
来
便
宜
的
に
用
い
ら
れ
て
き
た

「
河
南
天
目
」
を
「
北
方
の
黒
釉
磁
器
」
と
位
置
づ
け
、「
華
北
一
帯
で
焼
か
れ

た
黒
釉
の
か
か
っ
た
陶
磁
器
」と
い
う
概
念
と
し
て
捉
え
な
お
し
、
こ
れ
を「
柿

釉
陶
磁
」「
油
滴
天
目
」「
黒
釉
褐
彩
」「
黒
釉
掻
落
」「
黒
釉
白
堆
線
文
」
に
分

類
し
て
技
法
を
整
理
し
て
い
る
。
た
だ
し
、「
磁
州
窯
系
（
河
南
天
目
）」「
磁

州
窯
系
の
河
南
天
目
」
と
い
っ
た
表
現
が
散
見
さ
れ
る
よ
う
に
、「
磁
州
窯
系
」

の
用
語
の
概
念
規
定
に
つ
い
て
は
や
や
あ
い
ま
い
さ
を
残
し
た
使
い
方
を
し
て

い
る

）
10

（
註

。

　

長
谷
部
氏
は
「
磁
州
窯
タ
イ
プ
の
や
き
も
の
」
を
白
地
陶
器
に
限
定
し
て
定

義
し
、
透
明
釉
・
褐
釉
（
飴
釉
）・
緑
釉
・
褐
釉
・
緑
褐
釉
・
三
彩
釉
・
翡
翠

釉
の
作
品
を
あ
げ
、
黒
釉
が
施
さ
れ
た
作
品
は
ほ
と
ん
ど
取
り
上
げ
な
い
。
し

か
し
な
が
ら
、
華
北
地
方
一
帯
の
生
産
地
の
黒
釉
陶
器
に
は
、
黒
釉
白
地
黒
点

彩
・
白
地
黒
釉
彩
や
、
黒
釉
と
透
明
釉
と
が
掛
け
分
け
ら
れ
た
白
化
粧
の
あ
る

作
品
の
ほ
か
、
下
地
に
白
化
粧
が
施
さ
れ
て
い
る
黒
釉
陶
器
も
か
な
り
の
量
で

存
在
す
る
。
し
か
も
、
黒
釉
堆
白
や
黒
釉
白
辺
〔
黒
釉
白
縁
〕
の
技
法
は
白
泥

を
用
い
た
装
飾
技
法
で
も
あ
る
の
で
、
こ
う
し
た
黒
釉
陶
器
は
透
明
釉
な
ど
を

か
け
た
白
地
陶
器
と
は
技
術
的
に
も
密
接
な
関
連
性
が
あ
る
。

　

ま
た
一
方
で
、
従
来
「
河
南
天
目
」
と
通
称
さ
れ
た
や
き
も
の
は
、
小
山
冨

士
夫
氏
や
加
藤
唐
九
郎
氏
に
よ
れ
ば
黒
釉
銹
斑
・
黒
釉
銹
花
の
作
品
の
み
を
示

し
て
お
り
、
黒
釉
堆
白
・
黒
釉
剔
花
〔
黒
釉
掻
落
〕・
油
滴
斑
・
黒
釉
白
辺
〔
黒

釉
白
縁
〕
な
ど
の
作
品
を
含
ん
だ
概
念
と
は
い
え
な
い

）
11

（
註

。
つ
ま
り
、
河
南
天
目

と
い
う
用
語
は
、
通
称
と
は
い
え
華
北
地
方
で
焼
か
れ
た
黒
釉
の
施
さ
れ
た
陶

磁
器
の
全
体
を
本
来
は
総
称
す
る
も
の
で
は
な
く
、「
天
目
」を
天
目
釉（
黒
釉
・

鉄
釉
）と
理
解
し
、「
河
南
天
目
」の
用
語
の
概
念
規
定
を
変
更
し
た
と
し
て
も
、

「
河
南
」
に
代
表
的
な
生
産
地
が
集
約
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
も
な
い
た
め
、
華

北
地
方
で
広
く
焼
造
さ
れ
た
黒
釉
陶
器
を
総
称
す
る
言
葉
と
し
て
は
、
あ
ま
り

適
切
な
用
語
と
は
い
え
な
い
と
考
え
る
。
さ
ら
に
、
近
年
の
『
窯
系
』
の
用
法

は
、森
達
也
氏
が
華
北
一
帯
の
窯
業
を
整
理
す
る
表
の
中
で
、「
耀
州
窯
系
青
瓷
、

鈞
窯
系
青
瓷
、
汝
窯
系
青
瓷
」
と
い
う
表
現
を
用
い
て
い
る
よ
う
に

）
12

（
註

、
製
品
の

種
別
ま
で
表
示
し
て
限
定
す
る
方
が
厳
密
で
適
切
な
論
考
が
で
き
る
と
考
え

る
。
そ
う
し
た
用
語
の
使
い
方
を
考
え
る
の
な
ら
ば
、
磁
州
窯
系
黒
釉
陶
器
と

い
っ
た
用
語
の
使
い
方
に
つ
い
て
も
概
念
規
定
を
明
確
に
す
れ
ば
問
題
は
な
い

と
考
え
る
。

　

そ
こ
で
本
稿
で
は
、
五
代
・
北
宋
・
金
・
元
・
明
・
清
時
代
を
中
心
と
し
た

華
北
地
方
一
帯
の
民
窯
で
焼
造
さ
れ
た
黒
釉
陶
器
の
う
ち
、
白
泥
素
地
技
法
・

釉
彩
技
法
・
刻
文
技
法
・
彩
絵
技
法
の
点
で
磁
州
窯
系
白
地
陶
器
と
密
接
な
関

連
性
が
あ
る
も
の
を
加
え
て
、「
磁
州
窯
系
陶
器
」
の
考
察
の
対
象
と
し
た
い
。

具
体
的
に
は
、白
泥
素
地
技
法
と
の
関
連
で
は
黒
釉
白
地
、黒
釉
掛
分
白
無
地
、

黒
釉
白
辺
〔
黒
釉
白
縁
〕、
黒
釉
堆
白
が
、
釉
彩
技
法
の
点
で
は
黒
釉
白
地
黒

点
彩
、
黒
釉
白
地
黒
彩
、
黒
釉
銹
斑
、
黒
釉
銹
花
が
、
刻
文
技
法
の
点
で
は
黒

釉
掛
分
白
地
剔
花
〔
黒
釉
掛
分
白
地
掻
落
〕、
黒
釉
掛
分
白
地
黒
花
劃
彩
（
黒

釉
掛
分
白
地
鉄
絵
線
彫
）、
黒
釉
白
地
剔
花〔
黒
釉
白
地
掻
落
〕、
黒
釉
劃
花〔
黒

釉
線
彫
〕、
黒
釉
剔
花
〔
黒
釉
掻
落
〕
が
、
彩
画
技
法
と
の
関
連
で
は
黒
釉
掛

分
白
地
黒
花〔
黒
釉
掛
分
白
地
鉄
絵
〕、
黒
釉
白
泥
彩
が
対
象
と
な
る
。
な
お
、

こ
う
し
た
白
地
陶
器
と
関
連
し
た
装
飾
技
法
が
施
さ
れ
た
一
群
の
黒
釉
陶
器
に

つ
い
て
は
、
前
述
の
森
氏
の
用
語
法
に
準
じ
て
考
え
る
な
ら
ば
、
磁
州
窯
系
黒

釉
陶
器
と
し
て
捉
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
つ
ま
り
、
磁
州
窯
系
陶
器
と
は
磁

州
窯
系
白
地
陶
器
と
磁
州
窯
系
黒
釉
陶
器
の
二
者
か
ら
な
る
も
の
と
考
え
た

い
。
な
お
、
以
前
に
発
表
し
た
論
考
中
の
磁
州
窯
系
黒
釉
陶
器
の
概
念
で
は
、



─ 10 ─

柿
釉
だ
け
の
作
品
や
華
北
地
方
に
特
有
な
油
滴
班
だ
け
の
作
品
も
磁
州
窯
系
陶

器
に
含
め
て
考
え
て
い
た
が
、
白
地
陶
器
の
装
飾
技
法
と
の
関
連
性
の
中
で
今

回
概
念
規
定
を
変
更
し
た
た
め
、
柿
釉
や
黒
釉
の
み
の
作
品
や
油
滴
斑
の
み
の

作
品
は
こ
う
し
た
概
念
の
作
品
群
に
は
含
め
な
い
こ
と
と
し
た

）
13

（
註

。蛇
足
な
が
ら
、

『
白
と
黒
の
競
演
│
中
国
・
磁
州
窯
衛
陶
器
の
世
界
│
』
大
阪
市
立
美
術
館
、

大
阪
（
二
〇
〇
二
）
で
取
り
上
げ
た
黒
釉
陶
器
の
中
で
も
、
兎
毫
の
あ
る
黒
釉

器
〔
図
版
二-

一
三
七
〕、
油
滴
斑
の
あ
る
黒
釉
器
〔
図
二-

一
三
八
〕
に
つ

い
て
は
、
胎
土
の
点
か
ら
は
華
北
地
方
の
生
産
地
の
所
産
で
は
あ
る
も
の
の
、

今
後
は
磁
州
窯
系
黒
釉
陶
器
の
考
察
か
ら
は
除
外
し
て
考
え
て
い
き
た
い
。

　

と
こ
ろ
で
、
こ
う
し
た
磁
州
窯
系
の
白
地
陶
器
・
黒
釉
陶
器
な
ど
の
製
作
・

焼
造
技
術
は
、
河
南
省
・
河
北
省
か
ら
山
西
省
・
陝
西
省
・
山
東
省
・
安
徽
省

に
広
が
り
、
さ
ら
に
は
長
城
を
超
え
て
「
西
夏
」
の
霊
武
窯
（
寧
夏
回
族
自
治

区
）、「
契
丹
・
遼
」
の
林
東
窯
（
内
蒙
古
自
治
区
）・
赤
峰
乾
瓦
窯
（
内
蒙
古

自
治
区
）・
遼
陽
缸
官
屯
窯
（
遼
寧
省
）
な
ど
の
塞
外
の
北
方
異
民
族
社
会
に

お
け
る
新
出
の
窯
業
生
産
に
も
影
響
を
及
ぼ
す
に
至
っ
た
。
こ
う
し
た
西
夏
の

霊
武
窯
、
遼
の
林
東
窯
・
赤
峰
乾
瓦
窯
・
遼
陽
缸
官
屯
窯
な
ど
に
お
け
る
白
地

陶
器
や
一
部
の
黒
釉
陶
器
を
磁
州
窯
系
陶
器
と
考
え
る
の
か
否
か
、
あ
る
い
は

そ
う
し
た
窯
業
生
産
地
を
磁
州
窯
系
諸
窯
に
含
め
る
か
否
か
に
関
し
て
は
、
い

く
つ
か
の
議
論
が
あ
る
。
長
谷
場
楽
爾
氏
が
指
摘
す
る
よ
う
に

）
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、
西
夏
や
遼
の

白
地
陶
器
の
製
作
技
法
に
は
華
北
地
方
の
磁
州
窯
系
諸
窯
か
ら
の
強
い
影
響
が

あ
る
こ
と
は
事
実
で
あ
る
も
の
の
、一
方
で
、そ
れ
ぞ
れ
の
造
形
に
関
し
て
は
、

霊
武
窯
に
は
山
西
地
域
の
磁
州
窯
系
諸
窯
に
は
な
い
形
姿
と
文
様
形
態
が
あ

り
、
林
東
窯
・
赤
峰
乾
瓦
窯
・
遼
陽
缸
官
屯
窯
に
も
華
北
地
方
と
は
全
く
異
な

る
器
形
や
文
様
装
飾
、
あ
る
い
は
華
北
地
方
で
は
主
流
と
な
ら
な
か
っ
た
文
様

装
飾
や
装
飾
技
法
が
存
在
す
る
。
上
記
の
視
点
か
ら
す
れ
ば
、
霊
武
窯
に
つ
い

て
は
い
さ
さ
か
曖
昧
さ
を
残
す
も
の
の
、
林
東
窯
・
赤
峰
乾
瓦
窯
・
遼
陽
缸
官

屯
窯
所
産
の
白
地
陶
器
・
一
部
の
黒
釉
陶
器
に
つ
い
て
は
、
華
北
地
方
一
帯
の

生
産
地
で
焼
造
さ
れ
た
作
品
と
は
充
分
に
選
別
す
る
こ
と
が
で
き
、
器
形
と
文

様
装
飾
、
装
飾
技
法
の
点
か
ら
は
さ
ほ
ど
の
同
類
性
・
近
似
性
を
持
っ
て
は
い

な
い
と
考
え
て
、
い
わ
ゆ
る
様
式
的
に
は
別
の
一
群
と
認
識
す
る
こ
と
が
で
き

る
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
本
稿
で
は
こ
う
し
た
塞
外
の
北
方
異
民
族
国
家
に

お
け
る
新
出
の
生
産
地
や
、
そ
こ
で
焼
造
さ
れ
た
白
地
陶
器
・
一
部
の
黒
釉
陶

器
な
ど
の
作
品
は
磁
州
窯
系
諸
窯
・
磁
州
窯
系
陶
器
に
は
含
め
ず
に
、西
夏
代
、

契
丹
・
遼
代
の
窯
業
生
産
地
、「
西
夏
瓷
」「
西
夏
の
陶
磁
器
」、「
遼
瓷
」「
契

丹
・
遼
の
陶
磁
器
」
と
し
て
独
立
し
て
考
え
る
こ
と
と
し
た
。
た
だ
し
、
浅
沼

桂
子
氏
か
ら
は
、
従
来
「
遼
瓷
」
と
考
え
ら
れ
て
い
る
一
部
の
白
地
陶
器
・
緑

釉
陶
器
・
三
彩
陶
器
な
ど
の
製
品
に
つ
い
て
は
、
契
丹
・
遼
王
朝
か
ら
磁
州
窯

系
諸
窯
へ
注
文
さ
れ
た
製
品
で
あ
る
可
能
性
に
つ
い
て
も
検
討
す
べ
き
で
あ
る

と
の
ご
教
示
を
い
た
だ
い
た
。
こ
う
し
た
磁
州
窯
系
陶
器
に
お
け
る
特
別
な
注

文
品
の
可
能
性
に
つ
い
て
は
、
塞
外
の
北
方
異
民
族
国
家
へ
の
貿
易
陶
磁
と
し

て
の
性
格
を
考
え
る
上
で
大
き
な
問
題
を
は
ら
ん
で
い
る
と
考
え
、
今
後
の
重

要
な
課
題
と
し
て
精
査
し
て
い
く
べ
き
も
の
と
考
え
る

）
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。

三
．
装
飾
技
法
の
諸
相

　

磁
州
窯
系
陶
器
の
大
き
な
魅
力
の
一
つ
は
装
飾
技
法
の
多
様
性
に
あ
る
と
い

っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。
装
飾
技
法
の
種
類
と
特
徴
に
つ
い
て
は
、
長
谷
部
楽

爾
氏
・
蓑
豊
氏
・
秦
大
樹
氏
・
馬
小
青
氏
・
王
建
中
氏
ら
の
論
考
）
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に
詳
し
く
整

理
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
し
、
長
谷
部
氏
の
論
考
で
は
十
四
種
で
磁
州
窯
系
陶
器

に
は
白
地
陶
器
し
か
含
ま
れ
て
お
ら
ず
、
蓑
氏
は
黒
釉
陶
器
も
含
め
て
十
九
種
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に
分
類
す
る
が
、
今
日
の
知
見
で
は
さ
ら
に
細
分
化
が
可
能
で
あ
る
。
秦
氏
や

馬
氏
の
論
考
は
磁
州
観
台
窯
出
土
作
品
の
分
類
が
中
心
で
あ
り
、
馬
氏
は
五
十

種
を
超
え
る
分
類
を
試
み
て
い
る
が
、
装
飾
技
法
と
成
形
技
法
、
施
釉
技
法
と

の
関
係
が
充
分
に
整
理
さ
れ
て
お
ら
ず
、
王
氏
の
論
考
は
十
二
種
に
分
類
す
る

が
、
用
語
上
の
統
一
が
充
分
に
取
れ
ず
に
終
わ
っ
て
い
る
。
ま
た
磁
州
観
台
窯

の
発
掘
報
告
書
、『
観
台
磁
州
窯
址

）
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』
で
は
、
出
土
陶
磁
器
を
普
通
瓷
器
（
白

釉
瓷
器
・
黒
釉
瓷
器
・
棕
黄
釉
瓷
器
）・
仿
定
瓷
器
（
白
釉
仿
定
器
・
黒
釉
仿

定
器
・
緑
釉
仿
定
器
）・
低
温
釉
瓷
器
（
緑
釉
と
黄
緑
釉
瓷
器
・
黄
釉
瓷
器
・

紅
緑
彩
瓷
器
・
翠
藍
釉
瓷
器
・
素
胎
半
成
品
）・
缸
胎
瓷
器
・
陶
砂
器（
陶
器
・

砂
器
）
の
五
種
に
分
類
し
、
そ
れ
ぞ
れ
器
形
ご
と
に
形
式
を
分
類
し
て
い
る
た

め
に
、
磁
州
観
台
窯
に
お
け
る
装
飾
技
法
の
全
容
を
俯
瞰
す
る
こ
と
が
、
な
か

な
か
難
し
い
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
、
装
飾
技
法
に
関
し
て
磁
州
窯
系
白
地
陶
器

と
磁
州
窯
系
黒
釉
陶
器
の
大
筋
で
の
整
理
を
試
み
た
い
と
考
え
る
。

　

通
常
陶
磁
器
に
お
け
る
装
飾
技
法
を
大
別
す
る
と
、
施
釉
技
法
と
施
文
技
法

の
二
種
が
あ
る
。
磁
州
窯
系
陶
器
に
用
い
ら
れ
た
釉
薬
に
は
、
透
明
釉
・
褐
釉

（
飴
釉
・
棕
黄
釉
と
も
い
う
。
な
お
、
黄
色
に
近
い
淡
い
発
色
の
場
合
は
黄
釉

と
も
い
う
。）・
緑
釉
・
緑
褐
釉
・
三
彩
釉
・
翡
翠
釉（
ト
ル
コ
青
釉
、
孔
雀
釉
、

孔
雀
青
と
も
い
う
）、
そ
し
て
黒
釉
が
あ
る
。
褐
釉
と
緑
釉
に
関
し
て
は
高
火

度
の
も
の
と
低
火
度
鉛
釉
の
も
の
と
の
二
種
が
あ
る
。
な
お
、
黒
釉
が
施
さ
れ

た
磁
州
窯
系
陶
器
に
つ
い
て
は
、
前
述
の
磁
州
窯
系
黒
釉
陶
器
の
概
念
規
定
に

関
わ
っ
て
、
白
化
粧
の
あ
る
白
地
陶
器
に
も
分
類
で
き
る
も
の
と
白
化
粧
は
な

い
が
白
地
陶
器
の
施
文
技
術
と
の
関
連
性
の
あ
る
も
の
と
に
区
分
で
き
る
。
白

化
粧
の
あ
る
黒
釉
陶
器
に
つ
い
て
は
、
白
地
陶
器
の
技
法
に
お
け
る
釉
薬
技
法

の
ヴ
ァ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
と
捉
え
て
、
黒
釉
陶
器
で
は
な
く
白
地
陶
器
に
分
類
す

る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。
た
だ
し
、
今
回
は
、
第
二
節
で
の
磁
州
窯
系
陶
器
の

研
究
史
的
側
面
を
重
視
し
、
磁
州
窯
系
白
地
陶
器
と
磁
州
窯
系
黒
釉
陶
器
と
を

別
設
定
し
た
こ
と
を
う
け
て
、
ま
た
磁
州
観
台
窯
跡
の
発
掘
報
告
書
で
も
黒
釉

掛
分
白
地
陶
器
な
ど
の
作
品
は
「
黒
釉
瓷
器
」
に
分
類
し
て
お
り
、
さ
ら
に
長

谷
部
楽
爾
氏
は
、
黒
釉
の
施
さ
れ
た
白
地
陶
器
に
関
し
て
は
、
黒
釉
掛
分
白
地

黒
花
劃
花
の
作
品
一
点
を
除
い
て
、
長
谷
部
氏
の
い
う
「
磁
州
窯
」
の
な
か
に

は
含
め
て
い
な
い

）
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の
で
、
白
化
粧
の
あ
る
黒
釉
陶
器
に
つ
い
て
は
、
一
応
黒
釉

陶
器
と
し
て
分
類
す
る
こ
と
と
し
た
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
本
稿
で
は
実
質
的
に

磁
州
窯
系
陶
器
を
、
黒
釉
を
ほ
ど
こ
さ
な
い
白
地
陶
器
と
、
白
地
陶
器
と
関
連

性
の
あ
る
装
飾
技
法
を
も
つ
黒
釉
陶
器
と
い
う
基
準
で
分
類
す
る
こ
と
に
も
な

っ
た
。

　

と
こ
ろ
で
、
磁
州
窯
系
白
地
陶
器
の
最
も
基
本
的
な
釉
薬
は
高
火
度
焼
成
の

透
明
釉
で
あ
り
、
こ
れ
は
当
初
か
ら
現
在
ま
で
不
断
に
使
わ
れ
続
け
て
き
た
。

そ
れ
に
銅
を
呈
色
剤
と
し
た
高
火
度
の
緑
釉
と
鉄
を
呈
色
剤
と
し
た
高
火
度
の

褐
釉
（
黄
釉
）
が
加
わ
り
、
北
宋
後
期
〜
金
代
に
な
っ
て
高
火
度
焼
成
で
透
明

感
の
あ
る
褐
釉
（
飴
釉
）
や
低
火
度
鉛
釉
の
緑
釉
・
褐
釉
・
三
彩
釉
の
焼
造
が

さ
か
ん
に
な
る
。
さ
ら
に
金
代
に
な
っ
て
ベ
ン
ガ
ラ
に
よ
る
赤
の
顔
料
が
上
絵

技
術
と
し
て
加
わ
り
、
元
代
に
な
っ
て
コ
バ
ル
ト
を
呈
色
剤
と
す
る
低
火
度
焼

成
の
ソ
ー
ダ
釉
で
あ
る
翡
翠
釉（
ト
ル
コ
青
釉
、
孔
雀
釉
、
孔
雀
青
と
も
い
う
）

が
加
わ
る
。

　

低
火
度
釉
で
あ
る
鉛
釉
系
の
緑
釉
・
褐
釉
（
黄
釉
）・
緑
褐
釉
・
三
彩
釉
は

基
本
的
に
は
唐
代
の
鉛
釉
と
変
わ
ら
な
い
が
、
こ
う
し
た
作
品
は
生
産
時
期
が

北
宋
・
金
・
元
代
な
の
で
用
語
と
し
て
は
不
適
切
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
も
の
の

以
前
は
「
宋
三
彩
」
と
も
い
わ
れ
て
い
た
。
刻
文
装
飾
な
ど
の
点
で
唐
三
彩
と

は
別
種
の
様
式
の
三
彩
で
あ
る
こ
と
が
強
調
さ
れ
て
い
た
が
、
施
釉
技
法
の
み

の
観
点
か
ら
で
は
そ
れ
ほ
ど
の
差
は
な
い
。
な
お
、
赤
い
顔
料
を
加
え
た
三
彩
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の
作
品
に
は
釉
表
が
光
沢
の
な
い
状
態
に
仕
上
が
る
も
の
が
多
い
こ
と
、
低
火

度
鉛
釉
の
褐
釉
（
黄
釉
）
に
つ
い
て
は
鉄
分
の
含
有
量
と
酸
化
焔
の
度
合
い
に

よ
っ
て
褐
色
か
ら
黄
色
ま
で
色
彩
を
変
化
さ
せ
て
お
り
、
白
地
紅
緑
彩
に
用
い

ら
れ
る
場
合
は
ほ
と
ん
ど
が
黄
色
の
発
色
を
し
て
い
る
点
な
ど
が
、
唐
三
彩
と

は
異
な
る
様
相
を
持
っ
て
い
る
。
翡
翠
釉
に
つ
い
て
は
、
イ
ラ
ン
で
盛
ん
に
焼

造
さ
れ
た
青
釉
陶
器
に
用
い
ら
れ
た
釉
薬
の
影
響
を
考
え
る
こ
と
が
で
き
、
モ

ン
ゴ
ル
帝
国
の
版
図
拡
大
と
ア
ラ
ブ
系
の
イ
ス
ラ
ム
文
化
と
の
関
わ
り
の
中

で
、
新
た
な
需
要
の
も
と
に
磁
州
窯
系
諸
窯
の
釉
薬
技
術
と
し
て
登
場
し
た
こ

と
が
わ
か
る
。
ま
た
、
褐
釉
に
つ
い
て
は
、
鉄
を
呈
色
剤
と
す
る
鉛
釉
の
低
火

度
焼
成
の
褐
釉
（
黄
釉
）
と
透
明
釉
に
呈
色
剤
と
し
て
の
鉄
分
が
入
っ
た
高
火

度
焼
成
の
褐
釉
（
飴
釉
）
と
の
二
種
類
が
あ
り
、
後
者
は
基
本
的
に
は
陝
西
省

耀
州
窯
な
ど
の
唐
代
青
磁
釉
の
系
譜
に
位
置
づ
け
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。な
お
、

白
地
褐
斑
、
黒
（
褐
）
泥
象
嵌
、
黒
釉
堆
白
、
白
地
黒
花
〔
鉄
絵
〕
褐
泥
彩
な

ど
に
用
い
ら
れ
た
褐
釉
・
象
嵌
や
賦
彩
の
た
め
の
黒
（
褐
）
泥
・
堆
白
線
な
ど

は
、
粘
質
性
で
透
明
感
が
少
な
く
粒
子
が
見
え
て
お
り
、
透
明
釉
に
褐
泥
や
黒

泥
や
白
泥
を
溶
か
し
込
ん
だ
も
の
を
使
用
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
こ
で

は
そ
う
し
た
も
の
を
暫
定
的
に
褐
泥
釉
・
黒
泥
釉
・
白
泥
釉
と
名
称
付
け
し
て

お
き
た
い
。

　

磁
州
窯
系
陶
器
の
施
文
技
法
に
は
大
別
し
て
白
泥
素
地
技
法
・
釉
彩
絵
技

法
・
刻
文
技
法
・
彩
絵
技
法
の
四
種
類
が
あ
り
、
さ
ら
に
そ
れ
ぞ
れ
に
関
し
て

施
文
具
の
相
違
や
い
く
つ
か
の
ヴ
ァ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
が
あ
っ
て
変
化
に
富
ん
で

い
る
。
た
だ
し
、
一
つ
の
作
品
の
中
に
は
主
文
様
と
周
辺
文
様
が
あ
り
、
そ
れ

ぞ
れ
に
異
な
る
施
文
技
法
が
使
わ
れ
る
こ
と
も
多
い
の
で
、
作
品
名
称
に
は
主

文
様
を
表
す
技
法
が
表
記
さ
れ
る
場
合
が
多
い
。
ま
た
、
技
法
の
名
称
は
同
一

の
も
の
に
つ
い
て
も
い
く
つ
か
の
呼
び
方
が
あ
り
、
ま
た
日
本
で
使
わ
れ
る
名

称
と
中
国
で
よ
く
用
い
ら
れ
る
も
の
と
に
も
相
違
が
あ
る
。
本
稿
で
は
、
中
国

で
用
い
ら
れ
て
い
る
呼
び
方
を
中
心
に
、
日
本
的
な
呼
称
を
併
記
し
て
表
示
し

て
い
き
た
い

）
19

（
註

。
な
お
、
透
明
釉
の
施
さ
れ
た
白
地
陶
器
に
つ
い
て
は
、
前
述
の

よ
う
に
「
白
釉
」
の
表
記
を
採
用
し
な
い
場
合
は
、
日
中
共
に
釉
薬
の
名
称
を

表
記
し
な
い
こ
と
が
ほ
と
ん
ど
で
、
ま
た
他
の
釉
薬
の
場
合
は
名
称
の
先
頭
に

釉
薬
名
を
表
記
し
て
い
る
こ
と
が
多
い
の
で
、
本
稿
も
そ
れ
ら
に
準
じ
る
。

　

最
初
に
磁
州
窯
系
白
地
陶
器
の
施
文
技
法
に
つ
い
て
四
種
類
の
大
別
に
基
づ

い
て
分
類
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
技
法
に
つ
い
て
内
容
を
ま
と
め
て
施
釉
技
法
の
種
類

を
表
記
し
、
次
に
磁
州
窯
系
黒
釉
陶
器
の
施
文
技
法
に
つ
い
て
ま
と
め
て
い
く
。

Ａ
．
磁
州
窯
系
白
地
陶
器
の
施
文
技
法

（
ａ
）
白
泥
素
地
技
法

　

白
化
粧
で
用
い
る
白
泥
や
、
年
度
素
地
の
装
飾
が
白
泥
を
用
い
る
こ
と
で
中

心
的
な
文
様
と
な
る
技
法
を
ま
と
め
た
。
成
形
技
法
の
領
域
線
上
に
あ
る
施
文

技
法
と
い
え
よ
う
。

〔
一
〕
白
無
地
（
し
ろ
む
じ
）【
図
１
】

図１　 白無地　梅瓶（部分）　北宋時代　
個人蔵　『白と黒の競演─中国・
磁州窯系陶器の世界─』大阪市立
美術館、大阪（2002）図版２ - ６

より転載
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灰
色
や
黄
灰
色
の
素
地
に
や
や
厚
め
に
白
化
粧
を
し
て
透
明
釉
を
か
け
た
も

の
で
、
他
の
装
飾
が
全
く
な
い
も
の
。
定
窯
白
磁
に
似
た
器
壁
が
薄
く
て
鋭
い

作
域
の
作
品
も
あ
り
、
白
地
陶
器
が
白
磁
の
安
価
な
代
替
品
で
あ
っ
た
こ
と
を

う
か
が
わ
せ
る
。
し
か
し
、
厚
め
の
白
化
粧
の
や
や
黄
化
し
た
風
合
い
は
、
い

か
に
も
暖
か
み
を
感
じ
さ
せ
て
、
白
磁
の
も
つ
や
や
冷
た
い
感
触
と
は
異
な
る

魅
力
を
作
り
出
し
て
い
る
。
一
方
で
、
白
磁
ほ
ど
に
は
耐
水
性
が
な
い
の
で
、

露
胎
部
分
や
透
明
釉
の
釉
端
の
部
分
か
ら
し
み
こ
ん
で
い
っ
た
汚
れ
が
白
化
粧

の
表
面
に
ま
で
浮
き
出
る
こ
と
も
多
く
、こ
れ
が
茶
色
い
シ
ミ
と
な
る
た
め「
汚

濁
」
と
し
て
嫌
わ
れ
る
こ
と
も
多
い
。
白
無
地
の
作
品
は
磁
州
窯
系
白
地
陶
器

の
全
期
間
に
製
作
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
優
品
に
は
五
代
〜
北
宋
後

期
の
も
の
が
多
い
。
基
本
的
に
は
ほ
と
ん
ど
が
透
明
釉
の
作
品
で
あ
る
が
、
磁

州
観
台
窯
出
土
品
に
は
、
緑
釉
白
無
地
の
作
品
も
あ
る
。

〔
二
〕白
無
地
劃
花
（
し
ろ
む
じ
か
っ
か
）〔
白
無
地
線
彫
（
し
ろ
む
じ
せ
ん
ぼ
り
）〕

【
図
２
】

　

素
地
に
線
彫
で
文
様
を
描
い
た
後
に
白
化
粧
を
施
し
た
も
の
で
、
細
い
水
平

沈
線
や
瓜
形
に
形
作
る
た
め
の
縦
線
、
や
や
太
い
凹
線
な
ど
に
よ
る
鎬
文
な
ど

の
単
純
な
装
飾
が
中
心
。
文
様
の
上
に
白
化
粧
が
施
さ
れ
る
た
め
に
、
装
飾
は

わ
ず
か
な
凹
部
に
よ
っ
て
表
さ
れ
そ
れ
ほ
ど
目
立
た
な
い
。
磁
州
観
台
窯
出
土

品
の
破
片
の
中
に
は
内
面
に
花
卉
文
の
あ
る
盤
も
あ
り
、
明
ら
か
に
定
窯
白
磁

の
模
倣
品
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る

）
20

（
註

。
こ
の
種
の
施
文
技
法
の
作
品
は
、
本
来
的

に
は
刻
文
技
法
の
作
例
と
と
ら
え
る
べ
き
だ
が
、
劃
花
に
よ
る
施
文
は
副
次
的

な
も
の
で
あ
る
た
め
に
、
従
来
か
ら
「
白
無
地
」
に
含
ま
れ
て
記
述
さ
れ
て
い

た
。
暫
定
的
に
「
白
無
地
線
彫
・
白
無
地
劃
花
」
の
名
称
を
与
え
た
が
、
こ
れ

は
白
地
陶
器
に
よ
る
定
窯
器
の
倣
製
品
で
あ
る
可
能
性
を
考
え
た
か
ら
で
あ

る
。
生
産
量
は
わ
ず
か
だ
が
、
北
宋
時
代
後
期
に
優
品
が
あ
る
。
ほ
と
ん
ど
が

透
明
釉
の
作
品
で
あ
り
、
磁
州
観
台
窯
か
ら
は
二
本
の
平
行
沈
線
が
頸
部
に
あ

る
緑
釉
が
施
さ
れ
た
長
頸
瓶
が
出
土
し
て
い
る
。

〔
三
〕
白
地
型
押
（
し
ろ
じ
か
た
お
し
）【
図
３
】

　

成
型
時
に
雌
型
に
よ
る
型
押
し
に
よ
っ
て
陽
刻
さ
れ
る
施
文
技
法
で
、
成
形

技
法
と
施
文
技
法
が
融
合
し
た
技
術
。
型
押
部
分
が
接
合
さ
れ
て
か
ら
白
化
粧

図２　 白無地劃花　鎬文鉢（部分）　北宋
時代　大阪市立美術館（田万コレ
クション）

図３　 白地型押褐斑　獅子形枕（部分）　
北宋時代　東京国立博物館　『白
と黒の競演─中国・磁州窯系陶器
の世界─』大阪市立美術館、大阪
（2002）図版２ - ９より転載
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さ
れ
る
の
で
、
文
様
は
白
化
粧
で
覆
わ
れ
て
し
ま
う
た
め
白
泥
素
地
技
法
に
分

類
し
た
。
枕
の
外
面
や
人
形
な
ど
の
立
体
物
の
陽
刻
文
様
に
使
用
さ
れ
た
。
従

来
は
印
花
技
法
に
含
ま
れ
て
考
察
さ
れ
て
い
た
が
、
い
わ
ゆ
る
ス
タ
ン
プ
に
よ

る
施
文
と
は
異
な
る
施
文
技
法
で
あ
る
た
め
、
暫
定
的
に
「
白
地
型
押
」
と
名

付
け
て
独
立
さ
せ
た
。作
例
に
は
東
京
国
立
博
物
館
所
蔵
白
地
型
押
獅
子
形
枕
、

永
安
五
年
（
一
二
〇
〇
）
墨
書
銘
緑
褐
釉
白
地
型
押
劃
花
蓮
池
文
長
方
形
枕
、

岡
山
・
林
原
美
術
館
所
蔵
褐
釉
白
地
緑
斑
獅
子
形
台
付
枕
、
至
順
二
年
（
一
三

三
一
）
墨
書
銘
三
彩
白
地
劃
花
花
卉
文
長
方
形
枕
の
側
面
文
様
を
は
じ
め
、
各

種
の
白
地
紅
緑
彩
の
人
形
な
ど
に
も
使
用
さ
れ
て
い
る
。
透
明
釉
・
緑
釉
・
褐

釉
・
緑
褐
釉
・
三
彩
釉
の
作
品
が
あ
り
、
北
宋
後
期
〜
元
代
に
優
品
が
多
い
。

な
お
、
磁
州
窯
系
白
地
陶
器
に
は
、
耀
州
窯
系
青
磁
碗
や
定
窯
系
白
磁
盤
に
多

用
さ
れ
る
、
雄
型
の
型
打
文
様
は
ほ
と
ん
ど
流
行
し
て
お
ら
ず
、
青
磁
や
白
磁

と
の
施
文
技
法
の
相
違
を
際
だ
た
せ
て
い
る

）
21

（
註

。

〔
四
〕
白
地
貼
花
（
し
ろ
じ
ち
ょ
う
か
）【
図
４
】

　

手
捻
り
や
雌
型
に
よ
る
型
押
し
に
よ
っ
て
文
様
を
形
造
り
し
、
器
表
に
貼
り

付
け
、
そ
の
後
白
化
粧
し
た
施
文
技
法
。
文
様
の
全
体
が
白
化
粧
で
覆
わ
れ
る

の
で
、
白
泥
素
地
技
法
に
分
類
し
た
。
枕
の
側
面
や
人
形
な
ど
の
部
分
装
飾
の

ほ
か
、
塔
・
舎
利
匣
な
ど
の
立
体
物
の
周
辺
模
様
な
ど
に
用
い
ら
れ
た
が
、
磁

州
窯
系
白
地
陶
器
で
は
そ
れ
ほ
ど
流
行
し
た
装
飾
で
は
な
い
。
透
明
釉
・
緑

釉
・
三
彩
釉
の
作
品
が
あ
り
、
北
宋
〜
金
代
の
作
品
に
用
い
ら
れ
た
。

〔
五
〕
白
地
絞
胎
（
し
ろ
じ
こ
う
た
い
）〔
白
地
練
上
（
し
ろ
じ
ね
り
あ
げ
）〕 

【
図
５
】

　

練
上
（
絞
胎
）
技
法
は
、
白
色
の
薄
い
粘
土
板
と
褐
色
な
ど
の
薄
い
粘
土
板

を
幾
層
も
重
ね
合
わ
せ
て
融
合
し
な
い
よ
う
に
揉
み
込
ん
で
素
地
を
作
り
、
断

面
部
分
に
お
け
る
素
地
の
色
調
に
よ
る
細
か
い
文
様
の
コ
ン
ト
ラ
ス
ト
を
器
面

装
飾
に
用
い
た
も
の
で
、
成
形
技
法
と
施
文
技
法
が
融
合
し
た
技
術
。
唐
代
の

河
南
省
鞏
義
黄
冶
窯
に
お
け
る
黄
釉
絞
胎
の
技
術
が
祖
形
で
あ
る
。
磁
州
窯
系

白
地
陶
器
で
は
、
作
品
全
体
を
絞
胎
素
地
で
作
り
、
白
化
粧
を
部
分
的
に
か
け

て
は
ぎ
取
り
、
透
明
釉
を
か
け
て
焼
成
し
た
も
の
が
多
い
。
素
地
全
体
に
絞
胎

を
用
い
た
こ
う
し
た
製
品
は
、唐
代
の
作
品
と
も
ど
も
小
型
の
作
品
が
多
い
が
、

図４　 三彩白地印花絞胎象嵌舎利匣（部
分）　河南省新密市法海寺塔地宮
出土　北宋時代・咸平元年（998）
銘　河南省博物院　『世界陶磁全
集12　宋』小学館、東京（1977）
図版128より転載

図５　 白地絞胎　碗（部分）　北宋時代　
静岡・MOA美術館　『白と黒の競
演─中国・磁州窯系陶器の世界
─』大阪市立美術館、大阪（2002）
図版２ -10より転載
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素
地
と
す
る
粘
土
板
の
大
き
さ
に
よ
る
制
約
と
収
縮
率
の
異
な
る
種
類
の
粘
土

を
用
い
る
た
め
に
大
型
作
品
の
製
作
に
は
不
向
き
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
と
考
え

ら
れ
て
い
る
。
優
品
に
は
五
代
〜
北
宋
初
期
の
も
の
が
多
い
。
唐
代
は
ほ
と
ん

ど
が
黄
釉
で
あ
る
も
の
の
、
磁
州
窯
系
白
地
陶
器
の
絞
胎
素
地
の
作
品
に
は
透

明
釉
と
緑
釉
の
作
品
が
あ
り
、
無
釉
の
作
例
も
あ
る
。

〔
六
〕
白
地
絞
胎
象
嵌
（
し
ろ
じ
こ
う
た
い
ぞ
う
が
ん
）〔
白
地
練
上
象
嵌
（
し

ろ
じ
ね
り
あ
げ
ぞ
う
が
ん
）〕【
図
６
】

　

素
地
を
円
形
な
ど
の
形
に
彫
り
、
彫
り
く
ぼ
め
た
形
に
加
工
さ
れ
た
絞
胎
素

地
の
薄
い
板
を
象
嵌
す
る
技
法
。
本
来
象
嵌
の
技
法
は
刻
文
技
法
に
分
類
さ
れ

る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
が
、
作
品
の
装
飾
に
お
い
て
、
絞
胎
に
よ
る
幾
何
学
文

様
が
印
象
的
で
あ
る
た
め
白
地
絞
胎
と
の
関
連
を
重
視
し
て
白
泥
素
地
技
法
に

分
類
し
た
。
白
泥
・
黒
泥
・
褐
泥
な
ど
の
泥
漿
を
用
い
ず
絞
胎
粘
土
を
部
分
的

に
用
い
る
点
が
他
の
磁
州
窯
系
白
地
陶
器
の
象
嵌
技
法
と
異
な
る
。
類
品
は
少

な
く
、
緑
釉
白
地
絞
胎
象
嵌
枕
の
上
面
の
装
飾
と
、
北
宋
・
咸
平
元
年
（
九
九

八
）
年
銘
三
彩
白
地
印
花
練
上
象
嵌
舎
利
匣
（
河
南
省
新
密
市
法
海
寺
塔
地
宮

出
土
）
の
側
壁
の
文
様
に
用
い
ら
れ
て
お
り
、
印
花
文
の
装
飾
と
併
用
さ
れ
る

こ
と
が
多
い
。
緑
釉
と
三
彩
釉
の
作
品
が
あ
り
、
五
代
〜
北
宋
初
期
の
み
に
用

い
ら
れ
た
技
法
で
あ
る

）
22

（
註

。

〔
七
〕
流
泥
（
り
ゅ
う
で
い
）〔
墨
流
（
す
み
な
が
し
）〕【
図
７
】

　

染
織
の
墨
流
し
染
め
と
同
様
な
効
果
を
ね
ら
っ
た
白
泥
と
褐
泥
を
用
い
た
装

飾
技
法
で
、
全
面
を
装
飾
す
る
も
の
と
部
分
的
な
装
飾
に
用
い
ら
れ
る
も
の
と

が
あ
る
。 

白
泥
と
褐
泥
を
融
合
し
な
い
よ
う
に
ゆ
る
く
攪
拌
し
て
水
の
流
れ

の
よ
う
な
文
様
を
作
り
出
し
、
こ
の
泥
漿
の
中
に
器
を
浸
し
て
流
水
の
よ
う
な

文
様
を
器
表
に
写
し
取
る
技
法
、
あ
る
い
は
白
泥
と
褐
色
泥
を
器
面
に
流
し
掛

け
て
作
品
を
上
下
左
右
に
動
か
し
て
水
の
流
れ
の
よ
う
な
文
様
を
表
す
技
法
に

よ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
白
地
絞
胎
の
装
飾
効
果
を
簡
便
な
方
法
で
倣

製
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
が
、
装
飾
効
果
は
や
や
異
な
り
、
類
品
は
あ
ま
り

多
く
は
な
い
。
小
振
り
な
壷
、
百
合
口
瓶
や
玉
壷
春
瓶
な
ど
の
ほ
か
小
型
の
水

注
・
香
炉
・
碗
な
ど
が
あ
り
、
大
型
の
作
品
は
未
見
で
あ
る
。
な
お
、
流
泥
の

作
品
に
は
透
明
釉
を
か
け
た
も
の
と
無
釉
の
作
品
が
あ
り
、
後
者
に
優
品
が
多

図６　 緑釉白地印花絞胎象嵌　幾何学文
如意頭形枕（部分）　北宋時代　個
人蔵　（白と黒の競演─中国・磁
州窯系陶器の世界─』大阪市立美
術館、大阪（2002）図版２ -111よ
り転載

図７　 流泥　高脚長頸壷（部分）　北宋時
代　大阪市立東洋陶磁美術館蔵
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い
。
北
宋
中
期
〜
元
代
の
も
の
が
多
い
）
23

（
註

。

（
ｂ
）
彩
釉
技
法

　

透
明
釉
を
か
け
た
白
無
地
の
作
品
に
、
緑
釉
や
褐
釉
な
ど
の
釉
薬
を
用
い
て

斑
文
や
点
彩
文
な
ど
の
装
飾
を
施
し
た
作
品
。
五
代
〜
北
宋
初
期
に
優
品
が
多

い
。

〔
八
〕
白
地
緑
斑
・
白
地
褐
斑
（
し
ろ
じ
り
ょ
く
は
ん
・
し
ろ
じ
か
つ
ぱ
ん
） 

【
図
８
】

　

双
耳
盤
口
瓶
・
水
注
な
ど
の
白
化
粧
さ
れ
た
接
合
部
分
な
ど
に
、
緑
釉
や
褐

釉
、
や
や
白
濁
し
た
褐
泥
釉
な
ど
を
無
造
作
に
散
ら
し
た
斑
文
に
よ
る
施
文
技

法
。
筆
に
よ
る
賦
彩
で
は
な
く
、
柄
杓
掛
け
か
ス
ト
ロ
ー
状
の
ス
ポ
イ
ト
に
よ

っ
て
釉
薬
を
数
滴
器
面
に
た
ら
す
施
文
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
色
釉
に
よ
る

色
彩
的
な
装
飾
で
あ
る
と
と
も
に
、
手
捏
ね
に
よ
る
注
口
部
・
双
耳
・
把
手
の

接
合
部
分
に
対
す
る
釉
薬
に
よ
る
補
強
の
意
味
合
い
が
あ
る
の
か
も
し
れ
な

い
。
特
に
、
静
岡
・
浜
松
市
美
術
館
所
蔵
の
双
耳
盤
口
瓶
に
は
、
双
耳
の
接
合

部
位
に
褐
釉
が
、
耳
と
耳
の
間
の
肩
部
に
緑
釉
が
施
さ
れ
、
二
種
類
の
釉
薬
が

用
い
ら
れ
て
い
る
と
と
も
に
、
施
釉
部
位
に
よ
っ
て
異
な
る
意
味
合
い
を
想
起

さ
せ
る
。
五
代
〜
北
宋
初
期
の
施
文
技
法
で
あ
る
。
器
面
全
体
に
は
透
明
釉
が

施
さ
れ
た
作
品
し
か
知
ら
れ
て
い
な
い
。

〔
九
〕
白
地
褐
点
彩
・
白
地
緑
点
彩
（
し
ろ
じ
か
つ
て
ん
さ
い
・
し
ろ
じ
り
ょ
く

て
ん
さ
い
）【
図
９
】

　

白
化
粧
を
し
て
透
明
釉
を
か
け
た
あ
と
で
、
透
明
度
の
高
い
褐
釉
や
緑
釉
を

文
様
の
形
に
列
点
状
に
配
置
し
て
表
現
を
し
た
も
の
。
褐
釉
や
緑
釉
の
釉
薬
が

盛
り
上
が
る
よ
う
に
施
文
さ
れ
て
い
る
の
で
、
筆
に
よ
る
賦
彩
で
は
な
く
ス
ト

ロ
ー
状
の
ス
ポ
イ
ト
、
あ
る
い
は
細
い
棒
の
先
端
か
ら
、
釉
薬
を
し
た
た
ら
せ

る
こ
と
に
よ
る
施
文
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
。
こ
の
施
文
技
法
に
は
緑
釉
の
作

例
は
少
な
く
、
大
半
が
褐
釉
に
よ
る
も
の
で
あ
る
た
め
に
、
従
来
は
白
地
黒
花

〔
鉄
絵
〕
に
含
め
て
考
え
ら
れ
て
き
た
。
本
稿
で
は
筆
に
よ
る
賦
彩
で
は
な
い

と
考
え
る
の
で
釉
彩
技
法
と
し
、
暫
定
的
に
「
白
地
点
彩
」
の
名
称
を
与
え
て

色
彩
と
し
て
の
「
褐
・
緑
」
を
加
え
て
表
記
し
た
。
五
代
〜
北
宋
初
期
の
施
文

図８　 白地緑斑　双耳壷（部分）　北宋時
代   個人蔵

図９　 白地褐点彩　五曜文長頸瓶（部分）   
北宋時代　東京富士美術館　『白
と黒の競演─中国・磁州窯系陶器
の世界─』大阪市立美術館、大阪
（2002）図版２ -65より転載
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技
法
で
、
褐
点
彩
に
は
麦
穂
文
・
三
葉
文
・
放
射
文
、
五
曜
文
・
七
曜
文
（
梅

花
文
）
な
ど
の
文
様
が
あ
り
、
緑
点
彩
に
は
蔘
葉
文
が
知
ら
れ
て
い
る
。
晩
唐

〜
五
代
の
陝
西
省
耀
州
窯
に
も
同
様
の
技
法
が
あ
り
、
そ
の
技
術
的
な
影
響
に

よ
る
文
様
と
も
考
え
ら
れ
る
。
な
お
、
筆
に
よ
る
黒
花
〔
鉄
絵
〕
装
飾
が
北
宋

代
に
出
現
す
る
と
、
白
地
褐
点
彩
に
よ
る
技
法
は
な
く
な
る
。
五
曜
文
・
七
曜

文
（
梅
花
文
）
の
み
が
筆
に
よ
る
黒
花
〔
鉄
絵
〕
で
引
き
続
き
施
文
さ
れ
て
い

く
が
、
釉
裏
彩
絵
に
な
る
た
め
に
彩
文
部
分
が
白
地
褐
点
彩
ほ
ど
に
は
盛
り
上

が
る
こ
と
は
な
い
。
器
面
全
体
に
は
透
明
釉
が
施
さ
れ
た
作
品
し
か
知
ら
れ
て

い
な
い
。

（
ｃ
）
刻
文
技
法

　

型
・
印
・
箆
・
櫛
状
工
具
・
円
管
な
ど
の
施
文
具
に
よ
っ
て
、
文
様
を
凹
凸

に
刻
み
出
す
技
法
を
さ
す
。
磁
州
窯
系
白
地
陶
器
の
北
宋
〜
金
代
の
中
心
的
な

装
飾
技
法
で
あ
り
、
磁
州
窯
系
白
地
陶
器
の
優
れ
た
特
質
を
表
し
た
も
の
。

〔
十
〕
白
地
印
花
（
し
ろ
じ
い
ん
か
）【
図
10
】

　

白
化
粧
後
に
小
型
の
ス
タ
ン
プ
で
捺
印
し
て
白
泥
を
落
と
す
施
文
方
法
。
枕

や
立
体
物
の
周
辺
文
様
に
用
い
ら
れ
る
こ
と
が
多
く
、
印
花
の
同
一
文
様
の
繰

り
返
し
が
劃
花
な
ど
の
主
文
様
を
際
だ
た
せ
て
い
る
。
作
例
に
は
、
前
述
の
緑

釉
白
地
絞
胎
象
嵌
枕
や
北
宋
・
咸
平
元
年
（
九
九
八
）
年
銘
三
彩
白
地
印
花
絞

胎
象
嵌
舎
利
匣
の
絞
胎
象
嵌
の
周
辺
文
様
の
ほ
か
、
大
阪
・
正
木
美
術
館
や
東

京
・
出
光
美
術
館
、
岡
山
・
林
原
美
術
館
所
蔵
の
豆
形
枕
の
上
面
の
鹿
文
や
牡

丹
文
の
周
囲
や
側
面
に
施
文
さ
れ
て
い
る
。
透
明
釉
・
緑
釉
・
三
彩
釉
の
作
品

が
知
ら
れ
て
い
る
が
、
類
例
は
さ
ほ
ど
多
く
は
な
い
。

〔
十
一
〕
白
地
印
花
黒
泥
象
嵌
（
し
ろ
じ
い
ん
か
こ
く
で
い
ぞ
う
が
ん
）【
図
11
】

　

白
地
印
花
の
作
品
の
内
、
主
文
様
に
用
い
ら
れ
た
印
花
の
凹
部
に
黒
泥
釉
を

象
嵌
す
る
作
品
が
あ
る
。
印
花
の
み
で
は
文
様
が
目
立
ち
に
く
い
た
め
に
、
黒

泥
釉
に
よ
る
象
嵌
を
し
て
周
囲
を
平
滑
に
し
て
文
様
を
強
調
し
て
い
る
。
作
例

は
少
な
く
、
東
京
富
士
美
術
館
や
岡
山
・
林
原
美
術
館
が
所
蔵
す
る
、
両
端
が

弓
な
り
に
反
る
元
宝
形
枕
に
お
け
る
上
面
の
木
の
葉
文
や
唐
花
文
、
唐
草
文
の

施
文
に
用
い
ら
れ
て
い
る
。
東
京
富
士
美
術
館
の
作
例
で
は
、
黒
泥
釉
が
上
面

の
一
部
に
飛
ん
で
い
る
。
透
明
釉
の
作
品
が
知
ら
れ
て
い
る
。

図10　 白地劃花　鹿文豆形枕（部分）　北
宋時代　正木美術館　『白と黒の
競演─中国・磁州窯系陶器の世界
─』大阪市立美術館、大阪（2002）
図版２ -24より転載

図11　 白地印花黒泥象嵌　葉文長方形枕
（部分）　北宋時代　東京富士美術
館　『白と黒の競演─中国・磁州
窯系陶器の世界─』大阪市立美術
館、大阪（2002）図版２ -26より
転載
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〔
十
二
〕
白
地
劃
花
（
し
ろ
じ
か
っ
か
）〔
白
地
線
彫
（
し
ろ
じ
せ
ん
ぼ
り
）〕 

【
図
12
】

　

白
化
粧
の
あ
と
で
素
地
に
ま
で
劃
花
文
様
が
施
さ
れ
る
技
法
で
、
白
化
粧
に

よ
る
白
色
と
劃
花
文
様
の
部
分
に
見
え
た
素
地
の
色
（
灰
色
・
赤
褐
色
・
茶
褐

色
な
ど
）
に
お
け
る
色
相
の
コ
ン
ト
ラ
ス
ト
が
鮮
や
か
で
、
磁
州
窯
系
白
地
陶

器
の
魅
力
を
作
り
出
し
て
い
る
主
要
な
施
文
技
法
の
一
つ
で
あ
る
。
施
文
の
様

相
は
、
先
端
が
丸
い
の
み

4

4

の
よ
う
な
施
文
具
に
よ
る
ま
っ
す
ぐ
な
凹
線
文
、
先

端
の
と
が
っ
た
箆
に
よ
る
花
卉
文
や
文
字
な
ど
を
細
く
線
彫
り
し
た
文
様
、
ス

ト
ロ
ー
状
の
細
い
円
管
の
先
端
を
印
花
の
よ
う
に
用
い
た
珍
珠
地
（
魚
子
地
）

文
様
、
平
ら
な
木
口
の
木
目
を
用
い
た
櫛
目
文
な
ど
の
よ
う
に
施
文
具
の
種
類

に
よ
っ
て
表
現
の
雰
囲
気
が
異
な
り
、
線
彫
り
の
装
飾
の
み
の
も
の
、
線
彫
り

の
主
文
様
に
珍
珠
地
の
充
填
文
様
が
あ
る
も
の
、
線
彫
り
の
主
文
様
に
櫛
目
文

が
充
填
さ
れ
た
も
の
、
主
文
様
が
櫛
目
文
に
よ
る
も
の
、
櫛
目
文
の
枠
取
線
に

線
彫
り
や
剔
花
（
掻
落
）
な
ど
が
組
み
合
わ
さ
る
も
の
な
ど
変
化
に
富
ん
で
い

る
。
五
代
〜
北
宋
初
期
に
は
じ
ま
り
元
代
ま
で
続
く
が
、
透
明
釉
・
褐
釉
（
飴

釉
）・
緑
釉
・
褐
釉
（
黄
釉
）・
緑
褐
釉
・
三
彩
釉
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
釉
薬
が
施

さ
れ
て
い
る
。

　

な
お
、
白
地
劃
花
珍
珠
地
（
魚
子
地
）
の
技
法
は
唐
代
金
銀
器
の
鏨
の
技
法

を
陶
磁
器
の
装
飾
に
応
用
し
た
も
の
で
、
花
卉
文
・
動
物
文
・
文
字
な
ど
の
劃

花
に
よ
る
主
文
様
の
余
白
に
小
円
文
様
を
充
填
さ
せ
る
装
飾
技
法
で
あ
る
。
五

代
〜
北
宋
初
期
に
河
南
省
密
県
西
関
窯
で
始
め
ら
れ
て
、
河
南
省
登
封
曲
河
窯

に
も
採
用
さ
れ
、す
ぐ
さ
ま
河
南
省
内
に
広
が
っ
て
河
北
省
へ
と
伝
播
し
、枕
・

瓶
類
・
盤
・
香
炉
・
壷
な
ど
の
装
飾
に
用
い
ら
れ
た
。
北
宋
中
期
に
隆
盛
し
て

金
代
に
は
下
火
に
な
っ
た
。
こ
の
作
例
の
大
半
は
透
明
釉
で
あ
る
が
、
磁
州
観

台
窯
か
ら
は
褐
釉
（
飴
釉
）
の
香
炉
・
瓶
・
壷
な
ど
も
出
土
し
て
い
る
。
と
こ

ろ
で
、
こ
う
し
た
白
地
劃
花
珍
珠
地
（
魚
子
地
）
の
技
法
に
は
、
劃
花
や
珍
珠

地
の
凹
部
に
褐
泥
釉
・
黒
泥
釉
を
象
嵌
し
た
と
考
え
ら
れ
る
作
品
も
あ
る
。
象

嵌
の
技
法
が
加
わ
る
こ
と
で
装
飾
の
印
象
が
大
い
に
異
な
る
た
め
、
本
稿
で
は

別
項
を
設
け
た
。

　

ま
た
、
櫛
目
文
は
北
宋
中
期
ご
ろ
に
劃
花
や
白
地
剔
花
〔
白
地
掻
落
〕
の
主

文
様
の
充
填
文
様
と
し
て
登
場
し
、
白
地
黒
剔
花
〔
白
地
黒
掻
落
〕
の
充
填
文

様
に
も
使
用
さ
れ
た
。
北
宋
後
期
に
は
波
涛
文
や
文
字
文
な
ど
の
主
文
様
に
も

用
い
ら
れ
、
金
代
に
は
枕
上
面
の
主
文
様
の
枠
取
線
な
ど
に
も
用
い
ら
れ
た
。

　

一
方
、
長
谷
部
楽
爾
氏
に
よ
れ
ば
、
白
地
劃
花
の
作
品
に
は
素
地
ま
で
彫
ら

ず
に
白
化
粧
だ
け
を
軽
く
彫
っ
て
透
明
釉
を
か
け
た
作
品
（
東
京
国
立
博
物
館

所
蔵
白
地
劃
花
蓮
花
文
碗
、
十
二
世
紀
）
も
あ
り
、
こ
れ
は
定
窯
白
磁
の
再
現

を
意
図
し
た
も
の
と
さ
れ
る

）
24

（
註

。
ま
た
、
森
達
也
氏
に
よ
れ
ば
、
五
代
末
〜
北
宋

初
期
の
耀
州
窯
青
磁
に
は
白
化
粧
の
上
か
ら
素
地
に
掛
け
て
劃
花
文
を
掘
り
込

ん
で
青
磁
釉
を
掛
け
る
製
品
が
あ
り
、
こ
れ
を
透
明
釉
に
か
え
れ
ば
磁
州
窯
系

の
白
地
劃
花
陶
器
に
良
く
似
た
も
の
と
な
る
と
し
て
お
り

）
25

（
註

、
こ
う
し
た
白
化
粧

図12　 白地劃花　牡丹文如意頭形台付枕
（部分）　北宋時代　大阪市立美術
館　『白と黒の競演─中国・磁州
窯系陶器の世界─』大阪市立美術
館、大阪（2002）図版２ -14より
転載
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の
上
か
ら
文
様
を
施
す
磁
州
窯
系
白
地
陶
器
の
代
表
的
な
技
法
の
祖
形
も
陝
西

省
耀
州
窯
に
あ
る
こ
と
を
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

〔
十
三
〕
白
地
劃
花
珍
珠
地
褐
〔
黒
〕
泥
象
嵌
（
し
ろ
じ
か
っ
か
ち
ん
し
ゅ
じ

か
つ
〔
こ
く
〕
で
い
ぞ
う
が
ん
）〔
白
地
線
彫
魚
子
地
褐
〔
黒
〕
泥
象
嵌
（
し
ろ

じ
せ
ん
ぼ
り
な
な
こ
じ
か
つ
〔
こ
く
〕
で
い
ぞ
う
が
ん
）〕【
図
13
】

　

前
項
の
白
地
劃
花
珍
珠
地
の
文
様
に
は
、
劃
花
・
珍
珠
地
の
文
様
の
凹
部
に

褐
泥
釉
・
黒
泥
釉
を
象
嵌
し
、
器
面
を
平
滑
に
仕
上
げ
た
も
の
も
あ
る
。
例
え

ば
、東
京
・
出
光
美
術
館
所
蔵
の
白
地
劃
花
珍
珠
地
黒
泥
象
嵌
牡
丹
文
梅
瓶
は
、

胴
部
上
半
の
牡
丹
文
と
珍
珠
地
、
及
び
上
下
の
輪
郭
線
に
は
黒
泥
釉
が
象
嵌
さ

れ
て
い
る
た
め
に
黒
い
文
様
と
し
て
鮮
や
か
に
表
現
さ
れ
て
い
る
が
、
胴
部
下

半
の
蓮
弁
文
と
輪
郭
線
は
劃
花
の
み
の
た
め
に
鮮
明
さ
に
欠
け
て
お
り
、
素
地

の
灰
色
を
呈
し
て
い
る
。
象
嵌
の
あ
る
劃
花
珍
珠
地
の
部
分
の
白
化
粧
の
箇
所

は
総
じ
て
平
滑
で
あ
り
、
象
嵌
の
な
い
部
分
に
つ
い
て
は
全
体
的
な
凹
凸
が
明

瞭
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
文
様
に
沿
っ
て
黒
泥
を
象
嵌
し
た
後
で
白
化
粧
ご
と
表

面
を
薄
く
広
く
剥
い
で
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。類
例
と
し
て
は
枕
な
ど
が
多
く
、

黒
泥
よ
り
褐
泥
を
用
い
た
も
の
が
多
い
。
管
見
に
よ
れ
ば
劃
花
と
珍
珠
地
の
文

様
の
あ
る
箇
所
に
褐
〔
黒
〕
泥
象
嵌
を
施
し
た
作
品
の
器
面
に
は
透
明
釉
を
施

し
た
も
の
の
み
で
あ
る
。

〔
十
四
〕
白
地
劃
花
白
泥
象
嵌
（
し
ろ
じ
か
っ
か
は
く
で
い
ぞ
う
が
ん
）〔
白
地

線
彫
白
泥
象
嵌
（
し
ろ
じ
せ
ん
ぼ
り
は
く
で
い
ぞ
う
が
ん
）〕【
図
14
】

　

素
地
を
線
彫
り
し
て
か
ら
器
面
全
体
を
白
化
粧
を
し
、
文
様
箇
所
の
白
化
粧

の
み
を
素
地
ま
で
薄
く
広
く
面
取
り
状
に
掻
き
落
し
た
細
線
白
泥
象
嵌
の
技
法

で
あ
る
。
ア
メ
リ
カ
・
ク
リ
ー
ブ
ラ
ン
ド
美
術
館
所
蔵
の
白
地
劃
花
白
泥
象
嵌

花
唐
草
文
盤
口
瓶
が
著
名
で
あ
り
、個
人
蔵
の
白
地
劃
花
花
唐
草
文
瓶
の
ほ
か
、

ア
メ
リ
カ
・
シ
カ
ゴ
美
術
館
所
蔵
の
白
地
劃
花
牡
丹
文
如
意
頭
形
枕
の
上
面
文

様
の
一
部
（
雲
気
文
）
に
も
使
用
さ
れ
て
い
る
。
馬
小
青
氏
は
、
一
九
八
七
年

河
北
省
邯
鄲
市
峰
々
砿
区
の
磁
州
臨
水
村
窯
か
ら
北
宋
代
と
推
定
さ
れ
る
枕
の

破
片
が
発
見
さ
れ
た
と
記
し
て
い
る

）
26

（
註

が
、
こ
れ
ら
の
作
品
の
生
産
地
も
素
地
や

文
様
の
作
風
な
ど
か
ら
河
南
省
・
河
北
省
内
の
磁
州
窯
系
緒
窯
の
作
品
と
考
え

ら
れ
る
。
一
方
で
、
山
西
省
惲
源
窯
で
も
上
記
の
作
品
と
は
異
な
る
作
風
の
白

図13　 白地劃花珍珠地褐泥象嵌　牡丹文
豆形枕（部分）　北宋時代　大阪市
立美術館　『白と黒の競演─中
国・磁州窯系陶器の世界─』大阪
市立美術館、大阪（2002）図版２

-18より転載

図14　 白地劃花白泥象嵌　唐草文盤口瓶
（部分）　北宋時代　アメリカ・ク
リーブランド美術館　長谷部楽爾
『中国の陶磁７巻　磁州窯』平凡
社、東京（1996）図版５より転載
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地
劃
花
白
泥
象
嵌
花
文
鉢
が
出
土
し
て
い
る
）
27

（
註

。
細
線
白
泥
象
嵌
の
技
法
は
類
例

の
少
な
い
技
法
で
は
あ
る
も
の
の
面
的
な
広
が
り
は
あ
り
、
と
も
に
北
宋
初
期

の
透
明
釉
の
作
例
と
い
え
る
。
な
お
、
こ
れ
ら
磁
州
窯
系
白
地
陶
器
の
象
嵌
技

法
は
白
泥
と
黒
泥
を
用
い
る
高
麗
青
磁
の
象
嵌
技
法
と
大
筋
で
は
変
わ
り
な
い

た
め
、
両
者
の
影
響
関
係
を
考
え
る
う
え
で
の
重
要
な
作
例
に
な
る
と
考
え
る

が
、
本
稿
で
は
問
題
提
起
に
と
ど
め
た
い
。

〔
十
五
〕
白
地
剔
花
（
し
ろ
じ
か
て
き
か
）〔
白
地
掻
落
（
し
ろ
じ
か
き
お
と
し
）〕

【
図
15
】

　

白
化
粧
を
施
し
た
後
で
、
文
様
の
余
白
部
分
を
素
地
に
ま
で
面
と
し
て
彫
り

込
む
施
文
技
法
で
、
白
化
粧
に
よ
る
地
色
の
白
色
と
掻
落
〔
剔
花
〕
文
様
の
部

分
に
見
え
る
素
地
色
（
灰
色
・
赤
褐
色
・
茶
褐
色
な
ど
）
と
の
色
相
の
コ
ン
ト

ラ
ス
ト
が
白
地
劃
花
〔
白
地
線
彫
〕
以
上
に
鮮
や
か
で
、
磁
州
窯
系
白
地
陶
器

の
魅
力
を
作
り
出
し
て
い
る
主
要
な
施
文
技
法
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。

　

長
谷
部
楽
爾
氏
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
白
地
剔
花
〔
白
地
掻
落
〕
の
作
品
に

は
文
様
を
深
く
彫
り
込
ん
で
浮
彫
風
に
仕
立
て
た
も
の
と
薄
く
彫
り
削
っ
た
作

例
と
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
る

）
28

（
註

。
前
者
は
文
様
の
輪
郭
が
際
だ
つ
た
め
に
鋭
さ

が
加
わ
っ
て
緊
張
感
の
あ
る
造
形
と
な
る
が
、
五
代
末
〜
北
宋
初
期
に
河
南
省

登
封
曲
河
窯
・
密
県
西
関
窯
な
ど
で
透
明
釉
の
作
品
が
焼
造
さ
れ
始
め
た
と
考

え
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
浮
彫
タ
イ
プ
の
作
品
で
は
、
ア
メ
リ
カ
・
フ
リ
ア
ギ
ャ

ラ
リ
ー
所
蔵
の
白
地
剔
花
唐
草
文
盤
口
瓶
が
最
も
古
い
作
例
と
さ
れ
、
盤
口
瓶

の
ほ
か
枕
や
銀
器
写
の
水
注
な
ど
の
施
文
に
も
用
い
ら
れ
て
い
る
。
長
谷
部

氏
・
謝
明
良
氏
・
森
達
也
氏
の
近
年
の
論
考

）
29

（
註

で
は
、
こ
う
し
た
作
例
は
陝
西
省

耀
州
窯
に
お
け
る
の
彫
り
の
深
い
浮
彫
風
の
刻
文
の
あ
る
作
品
群
と
の
関
連
性

が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

　

後
者
の
彫
り
の
浅
い
剔
花
の
作
品
は
、
掻
き
落
し
〔
剔
花
〕
の
彫
り
の
鋭
さ

が
和
ら
ぎ
、
文
様
全
体
が
柔
ら
か
み
の
あ
る
造
形
と
な
る
。
北
宋
中
期
か
ら
金

代
前
期
に
優
品
が
多
く
、元
代
前
期
ま
で
焼
造
さ
れ
て
い
る
。透
明
釉
・
緑
釉
・

三
彩
釉
の
作
品
が
あ
る
。
な
お
、
緑
釉
や
三
彩
白
地
陶
器
の
う
ち
素
地
の
赤
褐

色
が
、
掻
き
落
し
〔
剔
花
〕
に
よ
っ
て
露
呈
す
る
部
分
の
上
に
緑
釉
が
や
や
厚

く
施
さ
れ
る
と
、
色
あ
わ
せ
の
関
係
か
ら
黒
色
に
見
え
る
よ
う
に
な
り
、
白
化

粧
の
残
る
部
分
と
の
コ
ン
ト
ラ
ス
ト
を
白
地
黒
剔
花
〔
白
地
黒
掻
落
〕
の
よ
う

に
強
く
表
す
こ
と
を
ね
ら
っ
た
作
例
も
、
元
代
の
枕
な
ど
に
散
見
さ
れ
る
。

〔
十
六
〕
白
地
黒
剔
花
（
し
ろ
じ
く
ろ
て
き
か
）〔
白
地
黒
掻
落
（
し
ろ
じ
く
ろ

か
き
お
と
し
）〕【
図
16
】

　

白
化
粧
の
上
に
黒
泥
を
塗
り
、
黒
泥
の
み
を
薄
く
面
と
し
て
掻
き
落
と
す
こ

と
に
よ
っ
て
、
白
と
黒
の
コ
ン
ト
ラ
ス
ト
が
強
い
印
象
を
与
え
る
技
法
。
細
部

の
装
飾
に
は
劃
花
〔
線
彫
〕
を
加
え
る
。
磁
州
窯
系
白
地
陶
器
の
な
か
で
は
、

細
心
の
熟
練
を
要
す
る
最
も
手
が
込
ん
だ
施
文
技
法
で
あ
り
、
精
緻
で
繊
細
な

彫
り
文
様
と
力
強
く
豪
快
な
器
形
や
文
様
の
造
形
性
が
共
存
し
て
お
り
、
磁
州

窯
系
陶
器
の
魅
力
を
最
も
端
的
に
示
す
代
表
的
な
施
文
技
法
で
あ
る
。
通
常
は

図15　 白地剔花　束蓮文八角枕（部分）　
北宋時代　大阪市立美術館（山口
コレクション）
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文
様
の
余
白
部
分
を
面
と
し
て
掻
き
落
し
〔
剔
花
〕
す
る
た
め
に
文
様
そ
の
も

の
は
黒
泥
で
表
さ
れ
る
。
代
表
作
で
あ
る
兵
庫
・
白
鶴
美
術
館
所
蔵
白
地
黒
剔

花
龍
文
梅
瓶
、東
京
・
永
青
文
庫
所
蔵
白
地
黒
剔
花
牡
丹
文
梅
瓶
、ア
メ
リ
カ
・

ネ
ル
ソ
ン
ギ
ャ
ラ
リ
ー
所
蔵
白
地
黒
剔
花
龍
文
長
頸
瓶
の
瓶
類
は
、
三
口
と
も

に
幅
三
〜
五
ミ
リ
で
わ
ず
か
に
く
ぼ
ん
だ
丸
の
み
状
の
施
文
具
に
よ
っ
て
左
上

か
ら
右
下
に
黒
泥
が
掻
き
落
と
さ
れ
て
い
お
り
、
ほ
ぼ
同
一
の
工
房
作
と
考
え

ら
れ
る
。
河
北
省
邯
鄲
市
在
住
の
陶
芸
家
安
際
氏
所
蔵
の
磁
州
観
台
窯
出
土
陶

片
に
は
、
ネ
ル
ソ
ン
ギ
ャ
ラ
リ
ー
所
蔵
作
品
と
同
類
の
破
片
が
所
蔵
さ
れ
て
い

る
の
で
、
こ
れ
ら
の
三
口
は
と
も
に
磁
州
観
台
窯
の
所
産
と
考
え
ら
れ
る
。

　

ま
た
、
余
白
の
黒
泥
を
残
し
て
文
様
主
体
を
掻
落
〔
剔
花
〕
し
て
白
く
表
現

し
た
作
品
も
あ
る
が
、
こ
れ
は
い
わ
ば
通
常
作
品
に
お
け
る
白
と
黒
の
装
飾
を

反
転
さ
せ
た
も
の
で
あ
る
。
ご
く
わ
ず
か
な
類
例
し
か
な
い
が
、
こ
の
タ
イ
プ

は
東
京
国
立
博
物
館
所
蔵
白
地
黒
剔
花
牡
丹
文
枕
の
よ
う
に
、
黒
泥
を
薄
く
剥

が
し
た
場
合
は
文
様
の
輪
郭
線
を
表
示
す
る
た
め
に
縁
取
り
の
外
側
に
細
い
劃

花
を
一
本
加
え
て
文
様
を
強
調
し
て
お
り
、
ま
た
文
様
の
細
部
の
表
現
は
白
化

粧
の
上
に
黒
泥
の
細
線
が
残
さ
れ
て
表
さ
れ
る
の
で
、
通
常
の
余
白
を
剔
花
す

る
タ
イ
プ
に
比
べ
て
も
細
心
の
注
意
が
必
要
で
あ
る
。
静
岡
・
Ｍ
Ｏ
Ａ
美
術
館

所
蔵
緑
釉
白
地
黒
剔
花
兎
文
壷
の
ば
あ
い
は
、
黒
泥
を
掻
き
落
し
て
白
く
残
し

た
兎
文
以
外
の
周
辺
文
様
は
深
く
素
地
ま
で
を
掻
き
落
と
し
た
掻
落
文
様
〔
剔

花
文
様
〕
と
な
っ
て
お
り
、
主
文
様
と
は
異
な
る
印
象
の
文
様
と
な
る
た
め
に

主
文
様
の
白
さ
を
強
調
す
る
作
用
を
な
す
。
王
建
中
氏
は
こ
の
白
黒
反
転
の
掻

落
〔
剔
花
〕
作
品
を
「
黒
釉
地
剔
劃
花
」
と
呼
び
、
富
田
哲
雄
氏
は
そ
れ
を
「
黒

掻
落
し
」
と
訳
し
て
い
る

）
30

（
註

が
、
器
表
を
白
化
粧
し
た
の
ち
に
黒
泥
を
塗
り
、
主

文
様
の
み
薄
く
黒
泥
だ
け
を
掻
き
落
と
し
、
他
は
深
く
素
地
ま
で
彫
り
こ
ん
で

浮
彫
風
に
掻
き
落
と
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
基
本
的
に
は
白
地
黒
剔
花

〔
白
地
黒
掻
落
〕
の
技
法
と
変
わ
ら
な
い
。
従
っ
て
、
本
稿
で
は
別
項
を
立
て

な
い
こ
と
と
し
た
。
両
タ
イ
プ
と
も
に
北
宋
後
期
〜
金
代
初
期
に
か
け
て
盛
ん

に
な
っ
た
装
飾
で
あ
り
、
透
明
釉
の
ほ
か
に
緑
釉
を
用
い
た
作
例
が
あ
る
。

〔
十
七
〕
白
地
黒
劃
花
（
し
ろ
じ
く
ろ
か
っ
か
）〔
白
地
黒
線
彫
（
し
ろ
じ
く

ろ
せ
ん
ぼ
り
）〕」【
図
17
】

図16　 白地黒剔花　鳥文如意頭形台付枕
（部分）　北宋時代　大阪市立美術
館

図17　 白地黒劃花　束蓮文碗（部分）　北
宋～金時代　大阪市立東洋陶磁美
術館　『白と黒の競演─中国・磁
州窯系陶器の世界─』大阪市立美
術館、大阪（2002）図版２ -46よ
り転載
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白
化
粧
の
上
に
黒
泥
を
塗
り
、
黒
泥
の
上
か
ら
劃
花
を
施
し
た
施
文
技
法
。

主
と
し
て
白
地
黒
剔
花
や
白
地
黒
花（
鉄
絵
）の
細
部
表
現
に
用
い
ら
れ
る
が
、

主
文
様
を
表
し
た
も
の
に
は
、
白
化
粧
の
あ
と
で
内
面
に
の
み
黒
泥
を
塗
っ
て

中
央
に
花
卉
文
の
劃
花
を
、
余
白
に
は
櫛
目
文
が
施
さ
れ
て
い
る
碗
（
東
京
国

立
博
物
館
、
大
阪
市
立
東
洋
陶
磁
美
術
館
、
韓
国
・
中
央
博
物
館
所
蔵
）
が
三

口
知
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
ほ
か
に
は
枕
上
面
の
黒
泥
の
上
か
ら
詩
文
や
花
文
を

劃
花
し
た
作
例
な
ど
が
あ
る
。
白
化
粧
の
上
に
黒
泥
を
塗
り
、
回
転
台
の
上
で

断
続
的
に
施
文
具
を
作
品
に
当
て
て
細
か
い
点
を
刻
ん
だ
飛
白
文
（
飛
鉋
文
）

な
ど
も
、
こ
の
技
法
の
応
用
と
い
え
る
。
主
文
に
白
地
黒
劃
花
の
技
法
が
用
い

ら
れ
た
作
品
に
は
、
管
見
で
は
透
明
釉
が
施
さ
れ
て
い
る
。

〔
十
八
〕
白
地
剔
花
黒
泥
象
嵌
（
し
ろ
じ
て
き
か
こ
く
で
い
ぞ
う
が
ん
）〔
白
地

掻
落
黒
泥
象
嵌
（
し
ろ
じ
か
き
お
と
し
こ
く
で
い
ぞ
う
が
ん
）〕【
図
18
】

　

白
地
剔
花
〔
白
地
掻
落
〕
に
よ
っ
て
素
地
ま
で
掻
き
落
と
し
た
部
分
に
黒
泥

釉
を
塗
り
込
ん
だ
作
品
。
主
文
様
が
白
く
、
余
白
が
黒
く
な
る
の
で
、
白
地
黒

剔
花
〔
白
地
黒
掻
落
〕
の
反
転
タ
イ
プ
の
作
品
の
表
現
を
簡
便
な
技
法
で
表
し

た
技
法
と
も
い
え
る
。「
象
嵌
文
」
と
い
わ
れ
る
こ
と
が
多
い
が
、
器
表
全
体

を
平
滑
に
削
り
落
と
し
て
は
い
な
い
し
、
象
嵌
風
に
黒
泥
彩
す
る
技
法
と
表
現

す
る
方
が
正
確
で
あ
る
。
本
稿
で
は
「
十
九
．
白
地
劃
花
黒
泥
彩
」
と
の
紛
ら

わ
し
さ
を
考
慮
し
て
慣
例
的
な
名
称
を
用
い
て
「
白
地
剔
花
黒
泥
象
嵌
〔
白
地

掻
落
黒
泥
象
嵌
〕」
と
し
た
が
、
作
例
は
少
な
く
、
管
見
で
は
金
代
の
透
明
釉

を
施
す
作
品
が
あ
る
。

〔
十
九
〕
白
地
劃
花
黒
泥
彩
（
し
ろ
じ
か
っ
か
こ
く
で
い
さ
い
）〔
白
地
線
彫
黒

泥
彩
〕【
図
19
】

　

白
地
劃
花
で
施
文
さ
れ
た
文
様
の
余
白
部
分
に
黒
泥
釉
を
賦
彩
し
た
施
文
技

法
。
余
白
部
分
の
白
化
粧
の
上
か
ら
賦
彩
す
る
の
で
、
白
地
剔
花
黒
泥
象
嵌
よ

り
も
簡
便
な
技
法
と
し
て
試
み
ら
れ
た
の
だ
ろ
う
。
磁
州
観
台
窯
出
土
品
に
は

金
代
の
透
明
釉
の
作
例
が
あ
る
も
の
の
、
他
の
磁
州
窯
系
白
地
陶
器
の
類
品
は

ほ
と
ん
ど
知
ら
れ
て
い
な
い
。
む
し
ろ
遼
瓷
の
白
地
陶
器
で
盛
ん
に
な
っ
た
施

文
技
法
で
あ
る
。

図18　 白地黒劃花　詩文文八角長方形枕
（部分）　金時代　東京・静嘉堂文
庫美術館　『白と黒の競演─中
国・磁州窯系陶器の世界─』大阪
市立美術館、大阪（2002）図版２

-64より転載
　　　 詩文の劃花文様の左右にある唐草

の剔花文様の素地の部分に黒泥が
象嵌されている。

図19　 白地劃花黒泥彩　唐草文灯破片　
河北省邯鄲市観台窯出土　金時代   
磁県文物保護管理所　（白と黒の
競演─中国・磁州窯系陶器の世界
─』大阪市立美術館、大阪（2002）
図版１ -33より転載
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（
ｄ
）
彩
画
技
法

　

白
化
粧
を
し
た
後
に
、
筆
に
よ
る
絵
画
的
な
施
文
技
法
を
用
い
た
も
の
で
、

釉
下
彩
の
黒
花
〔
鉄
絵
〕
技
法
と
釉
上
彩
の
紅
緑
彩
の
技
法
と
が
あ
る
。
前
者

は
北
宋
後
期
〜
清
代
に
用
い
ら
れ
、
後
者
は
紀
年
銘
作
品
か
ら
金
時
代
の
作
例

が
あ
る
。

〔
二
〇
〕
白
地
黒
花
劃
彩
（
し
ろ
じ
こ
っ
か
か
っ
さ
い
）〔
白
地
鉄
絵
線
彫
（
し

ろ
じ
て
つ
え
せ
ん
ぼ
り
）【
図
20
】

　

本
来
は「
白
地
黒
花
劃
花
」と
す
べ
き
で
あ
ろ
う
が
、「
花
」が
二
つ
重
複
し
、

ま
た
「
白
地
黒
劃
花
」
は
別
項
で
使
用
し
た
た
め
、
文
様
の
主
体
は
黒
花
〔
鉄

絵
〕
で
あ
る
た
め
、
暫
定
的
に
「
白
地
黒
花
劃
彩
」
と
名
付
け
た
。
白
化
粧
の

上
か
ら
、
筆
に
黒
泥
を
染
み
込
ま
せ
て
文
様
を
描
き
、
輪
郭
や
細
部
に
線
彫
り

〔
劃
花
〕
を
加
え
た
も
の
。
白
地
黒
剔
花
〔
白
地
黒
掻
落
〕
の
簡
便
な
代
用
技

法
と
し
て
北
宋
後
期
に
は
登
場
す
る
が
、
黒
花
〔
鉄
絵
〕
だ
け
の
も
の
よ
り
は

線
彫
り
〔
劃
花
〕
に
よ
る
細
部
の
装
飾
が
あ
る
こ
と
で
白
地
黒
剔
花
〔
白
地
黒

掻
落
〕
と
同
様
な
視
覚
効
果
を
表
し
て
い
る
。
金
代
に
作
業
工
程
が
煩
雑
な
白

地
黒
剔
花
〔
白
地
黒
掻
落
〕
技
法
が
な
く
な
っ
た
後
で
も
、
作
例
は
少
な
く
な

る
も
の
の
元
代
ま
で
引
き
続
き
優
品
が
製
作
さ
れ
て
い
る
。
透
明
釉
・
緑
釉
の

作
品
が
知
ら
れ
て
い
る
が
、
広
口
壷
な
ど
に
は
漏
水
防
止
の
た
め
に
内
面
全
面

に
黒
釉
を
施
す
も
の
も
あ
る
。
な
お
、
金
代
の
作
例
に
は
劃
花
〔
線
彫
〕
の
み

に
よ
る
主
文
様
に
、
黒
花〔
鉄
絵
〕の
み
の
周
辺
文
様
を
加
え
た
白
地
陶
器（
例

え
ば
、
大
阪
市
立
東
洋
陶
磁
美
術
館
所
蔵
白
地
劃
花
「
風
花
雪
月
」
字
文
梅
瓶

な
ど
）
が
あ
る
。
こ
う
し
た
作
例
は
主
文
様
の
劃
花
〔
線
彫
〕
文
様
と
周
辺
文

様
で
あ
る
黒
花
〔
鉄
絵
〕
文
様
の
併
用
作
品
で
あ
る
か
ら
、
本
項
目
の
技
法
と

は
別
種
の
も
の
と
考
え
る
。

〔
二
一
〕
白
地
黒
花
（
し
ろ
じ
こ
っ
か
）〔
白
地
鉄
絵
（
し
ろ
じ
て
つ
え
）〕 

【
図
21
】

　

筆
に
黒
泥
を
染
み
込
ま
せ
て
白
化
粧
の
上
に
文
様
を
描
い
た
も
の
。
劃
花
を

伴
っ
た
黒
花
（
白
地
黒
花
劃
彩
〔
白
地
鉄
絵
線
彫
〕）
が
白
地
黒
剔
花
〔
白
地

黒
掻
落
〕
と
同
様
な
視
覚
的
効
果
を
持
つ
の
に
対
し
て
、
黒
花
〔
鉄
絵
〕
だ
け

の
も
の
は
文
様
に
柔
ら
か
さ
や
軽
快
さ
が
加
わ
り
、
細
線
描
き
の
作
品
で
は
絵

図20　 重要美術品　白地黒花劃彩　牡丹
蝶文吐魯瓶（部分）　北宋～金時代   
静岡・MOA美術館　『白と黒の競
演─中国・磁州窯系陶器の世界
─』大阪市立美術館、大阪（2002）
図版２ -78より転載

図21　 白地黒花　急字文碗（部分）　元時
代　大阪市立美術館（田万コレク
ション）   『白と黒の競演─中国・
磁州窯系陶器の世界─』大阪市立
美術館、大阪（2002）図版２ -66

より転載
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画
性
が
急
速
に
高
ま
っ
て
、白
地
黒
剔
花〔
白
地
黒
掻
落
〕・
白
地
黒
花
劃
彩〔
白

地
鉄
絵
線
彫
〕
と
は
別
種
の
魅
力
を
作
り
出
す
こ
と
に
成
功
し
て
い
る
。
白
地

黒
花
〔
白
地
鉄
絵
〕
の
技
法
は
、
金
代
か
ら
現
代
に
到
る
ま
で
、
磁
州
窯
系
白

地
陶
器
の
主
要
な
施
文
技
法
と
し
て
と
ぎ
れ
る
こ
と
な
く
存
続
し
て
い
る
。
そ

の
表
現
に
は
、
や
や
太
め
の
筆
緻
に
よ
る
民
画
風
の
も
の
、
細
線
に
よ
る
絵
画

表
現
の
強
い
も
の
、
詩
・
賦
・
曲
や
店
名
・
酒
名
・
符
丁
な
ど
の
文
字
装
飾
の

も
の
、
五
曜
文
・
七
曜
文
（
梅
花
文
）
の
よ
う
な
白
地
褐
点
彩
の
文
様
を
継
続

す
る
も
の
（
梅
花
文
茶
碗
と
し
て
日
本
に
伝
世
す
る
も
の
の
内
、「
日
向
（
ひ

な
た
）」
と
通
称
さ
れ
る
タ
イ
プ
は
磁
州
彭
城
窯
で
焼
造
さ
れ
た
白
地
黒
花
の

作
品
で
あ
る
。）
ま
で
さ
ま
ざ
ま
で
あ
る
。
透
明
釉
、
緑
釉
、
翡
翠
釉
が
器
面

に
施
さ
れ
た
作
品
が
知
ら
れ
て
い
る
が
、
広
口
壷
な
ど
に
は
漏
水
防
止
の
た
め

に
内
面
全
面
に
黒
釉
を
施
す
も
の
も
あ
る
。な
お
、白
地
黒
花
の
施
文
技
法
は
、

筆
を
用
い
た
釉
下
彩
絵
の
技
法
で
あ
り
、
施
文
の
顔
料
の
呈
色
剤
を
鉄
か
ら
コ

バ
ル
ト
に
か
え
れ
ば
ほ
と
ん
ど
同
じ
技
法
と
も
い
え
る
の
で
、
江
西
省
景
徳
鎮

窯
の
白
磁
青
花
の
先
駆
的
な
も
の
で
あ
る
と
の
考
え
方
も
あ
る
。
ま
た
実
際
に

清
代
に
な
る
と
白
地
青
花
の
作
例
も
登
場
す
る
。

〔
二
二
〕
白
地
黒
花
褐
泥
彩
（
そ
ろ
じ
こ
っ
か
か
つ
で
い
さ
い
）〔
白
地
鉄
絵
褐

泥
彩
（
し
ろ
じ
て
つ
え
か
つ
で
い
さ
い
）〕【
図
22
】

　

白
化
粧
の
上
か
ら
、
筆
に
黒
泥
を
染
み
込
ま
せ
て
文
様
を
描
き
、
さ
ら
に
部

分
的
に
褐
泥
を
用
い
て
余
白
や
黒
花
の
縁
取
り
の
中
を
充
填
し
た
り
、
明
代
後

半
以
降
に
は
黒
花
〔
鉄
絵
〕
と
は
別
種
の
文
様
を
併
記
す
る
作
品
も
登
場
す
る
。

上
海
博
物
館
所
蔵
の
金
・
大
定
二
年
（
一
一
六
二
）
銘
白
地
鉄
絵
褐
泥
彩
鳥
文

虎
形
枕
な
ど
を
初
期
の
典
型
作
と
す
る
が
、
元
・
明
・
清
代
に
も
そ
れ
ぞ
れ
時

代
に
即
し
た
特
色
あ
る
枕
や
壷
な
ど
の
作
品
が
作
ら
れ
て
い
っ
た
。
透
明
釉
の

作
品
が
知
ら
れ
て
い
る
が
、
広
口
壷
な
ど
に
は
漏
水
防
止
の
た
め
内
面
全
面
に

黒
釉
を
施
す
も
の
も
あ
る
。

〔
二
三
〕
白
地
黒
花
白
泥
彩
（
し
ろ
じ
こ
っ
か
は
く
で
い
さ
い
）【
図
23
】

　

白
化
粧
の
の
ち
平
筆
に
よ
っ
て
黒
花
〔
鉄
絵
〕
の
帯
を
描
き
、
そ
の
う
え
に

薄
く
も
う
一
度
白
泥
を
塗
り
、
さ
ら
に
白
泥
釉
の
細
か
い
七
曜
文
を
配
置
し
て

透
明
釉
を
施
し
た
も
の
。日
本
に
伝
来
す
る
、い
わ
ゆ
る
梅
花
文
茶
碗
の
う
ち
、

「
日
陰
（
ひ
か
げ
）」
と
通
称
す
る
タ
イ
プ
の
施
文
技
法
で
、
磁
州
彭
城
窯
の
所

図22　 白地黒花褐泥彩　芦雁図豆形枕
（部分）　元時代　大阪市立美術館
（山口コレクション）　『白と黒の
競演─中国・磁州窯系陶器の世界
─』大阪市立美術館、大阪（2002）
図版２ -93より転載

図23　 白地黒花白泥彩　七曜文碗（部分）
　明時代　東京・五島美術館　
『白と黒の競演─中国・磁州窯系
陶器の世界─』大阪市立美術館、
大阪（2002）図版３ -30より転載



─ 25 ─

産
で
あ
る
。
黒
花
〔
鉄
絵
〕
の
帯
が
薄
い
白
泥
塗
布
と
の
関
連
で
や
や
青
灰
色

を
帯
び
、
七
曜
文
（
梅
花
文
）
の
白
泥
装
飾
を
色
彩
的
に
も
鮮
明
に
し
て
い
る
。

「
日
陰
」
タ
イ
プ
の
碗
な
り
の
梅
花
文
茶
碗
に
は
、
腰
部
以
下
を
黒
泥
で
塗
布

す
る
（
黒
釉
と
す
る
説
も
あ
る
が
、
薄
く
透
明
度
も
あ
る
の
で
黒
泥
塗
布
後
透

明
釉
を
掛
け
て
焼
成
し
た
も
の
と
考
え
る
。）
も
の
が
あ
り
、
ま
た
器
全
体
を

黒
泥
で
塗
布
し
て
、
薄
い
白
泥
塗
布
を
行
わ
ず
に
、
外
面
上
部
に
白
泥
釉
の
七

曜
文
を
配
置
し
た
作
品
も
あ
る
。
な
お
、
白
泥
釉
に
よ
る
七
曜
文
は
明
末
〜
清

代
初
期
に
ま
で
続
い
た
彩
画
技
法
で
あ
り
、
お
そ
ら
く
は
筆
に
よ
る
施
文
と
考

え
ら
れ
る
が
、
器
面
か
ら
盛
り
上
が
っ
て
凸
状
に
な
っ
て
お
り
、
黒
釉
堆
白
と

同
様
な
イ
ッ
チ
ン
掛
け
の
可
能
性
も
あ
り
、
な
お
確
定
を
見
な
い
。

〔
二
四
〕
白
地
紅
緑
彩
（
し
ろ
じ
こ
う
り
ょ
く
さ
い
）【
図
24
】

　

透
明
釉
を
か
け
て
焼
造
し
た
白
地
陶
器
の
上
か
ら
、
赤
・
緑
・
黄
（
淡
い
褐

色
）
な
ど
の
釉
薬
で
図
案
を
描
い
て
再
度
低
火
度
で
焼
き
あ
げ
た
も
の
。
上
絵

付
の
技
法
に
よ
っ
て
つ
く
ら
れ
た
た
め
、
江
西
省
景
徳
鎮
窯
の
五
彩
磁
器
の
先

駆
的
な
も
の
と
捉
え
る
こ
と
も
で
き
る
。
生
産
時
期
が
金
代
な
の
で
用
語
と
し

て
は
不
適
切
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
が
、
以
前
は
「
宋
赤
絵
」
と
も
い
わ
れ
た
。

器
面
に
は
透
明
釉
が
施
さ
れ
る
が
、
三
彩
釉
の
作
品
の
一
部
に
花
弁
な
ど
を
斑

点
状
に
赤
絵
で
表
現
し
た
作
例
も
あ
り
、
こ
う
し
た
三
彩
陶
器
の
技
法
が
改
良

さ
れ
て
白
地
紅
緑
彩
の
技
法
が
確
立
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
磁
州
観
台
窯
・
磁

州
彭
城
窯
・
磁
州
臨
水
村
窯
の
ほ
か
、
山
西
省
長
治
窯
な
ど
で
も
盛
ん
に
焼
造

さ
れ
て
い
る
。

〔
二
五
〕
白
地
青
花
（
し
ろ
じ
せ
い
か
）【
図
25
】

　

白
地
の
上
か
ら
コ
バ
ル
ト
顔
料
で
文
様
を
描
き
、
透
明
釉
を
施
し
た
も
の
。

江
西
省
景
徳
鎮
窯
の
青
花
磁
器
の
影
響
の
も
と
に
、
磁
州
彭
城
窯
の
白
地
陶
器

の
技
術
を
用
い
て
作
成
さ
れ
た
も
の
。
清
代
後
半
〜
中
華
民
国
に
下
が
る
類
例

が
多
い
た
め
、
作
風
の
優
れ
た
作
品
は
少
な
い
。
山
西
省
霍
州
窯
・
楡
次
窯
な

ど
で
も
焼
造
さ
れ
て
い
る
。

Ｂ
．
磁
州
窯
系
黒
釉
陶
器
】

　

五
代
〜
元
、
明
清
時
代
を
中
心
と
し
た
華
北
一
帯
の
民
窯
で
焼
造
さ
れ
た
黒

釉
陶
器
の
う
ち
、
第
二
節
で
述
べ
た
よ
う
に
、
白
泥
素
地
技
法
・
刻
文
技
法
・

図24　 白地紅緑彩　牡丹文碗（部分）　金
時代　大阪市立美術館（田万コレ
クション）

図25　 白地青花　垂柳双燕文長方形枕
（部分）　清時代・宣統３年（1911）
銘　個人蔵　葉哲民『中国磁州窯
（上、下巻）』河北美術出版社（2009）
下巻P305より転載
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彩
絵
技
法
の
点
で
、磁
州
窯
系
白
地
陶
器
と
密
接
な
関
連
性
が
あ
る
も
の
を「
磁

州
窯
系
黒
釉
陶
器
」
と
し
て
考
察
の
対
象
と
し
た
。
な
お
、
黒
釉
と
透
明
釉
の

掛
分
製
品
に
つ
い
て
は
、
装
飾
と
い
う
観
点
を
重
視
し
た
た
め
、
鉢
や
四
耳
瓶

な
ど
の
外
面
に
黒
釉
が
施
釉
さ
れ
た
製
品
に
つ
い
て
の
み
掛
分
作
品
に
分
類
し

た
。
内
面
全
面
に
黒
釉
を
施
し
、
外
面
に
白
化
粧
と
透
明
釉
を
施
し
た
壷
な
ど

の
作
品
は
、技
法
的
に
は
黒
釉
と
透
明
釉
の
掛
け
分
け
作
品
で
は
あ
る
も
の
の
、

黒
釉
施
釉
の
意
味
は
装
飾
と
い
う
よ
り
も
保
水
力
を
高
め
る
た
め
と
考
え
る
べ

き
で
あ
り
、
あ
え
て
掛
け
分
け
作
品
に
は
分
類
せ
ず
に
従
来
の
よ
う
に
白
地
陶

器
に
分
類
し
た
。

（
ａ
）
白
泥
素
地
技
法

　

白
化
粧
の
あ
る
黒
釉
陶
器
・
白
泥
を
文
様
装
飾
に
用
い
た
黒
釉
陶
器
を
取
り

上
げ
る
。白
化
粧
の
有
無
と
い
う
観
点
だ
け
か
ら
で
は
、「
黒
釉
掛
分
白
地
劃
花
」

「
黒
釉
白
地
剔
花
」
な
ど
や
、「
黒
釉
白
地
黒
彩
」「
黒
釉
掛
分
白
地
黒
花
」
な

ど
は
白
泥
素
地
技
法
に
も
分
類
す
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
こ
れ
ら
は
施
文
と
し

て
の
観
点
を
重
視
し
て
刻
文
技
法
や
彩
絵
技
法
に
分
類
し
た
。

〔
一
〕
黒
釉
白
地
（
こ
く
ゆ
う
し
ろ
じ
）【
図
26
】

　

白
化
粧
を
施
し
、そ
の
上
か
ら
内
外
面
な
ど
に
黒
釉
や
柿
釉
を
施
し
た
作
品
。

白
化
粧
に
よ
る
下
地
調
整
の
技
法
の
範
疇
で
捉
え
る
こ
と
も
で
き
る
が
、
露
胎

部
分
を
よ
り
白
く
し
て
黒
釉
と
の
コ
ン
ト
ラ
ス
ト
を
強
調
す
る
意
匠
と
捉
え
る

こ
と
も
で
き
よ
う
。
黒
釉
陶
器
を
丹
念
に
観
察
す
る
と
、
薄
い
白
化
粧
の
作
例

は
各
時
代
に
散
見
す
る
が
、
磁
州
観
台
窯
な
ど
の
出
土
品
で
は
白
化
粧
の
あ
と

で
黒
釉
を
口
縁
か
ら
胴
部
上
半
に
ぐ
る
り
と
一
周
掛
け
た
金
〜
元
代
の
碗
皿
類

や
、
胴
部
下
半
の
露
胎
部
に
や
や
厚
め
に
白
化
粧
が
施
さ
れ
た
瓶
・
水
注
類
に

特
徴
的
な
作
例
が
あ
る
。
黒
釉
は
、
柿
釉
を
含
め
た
単
味
の
も
の
の
ほ
か
、
褐

色
や
銀
色
の
兎
毫
や
銀
色
に
発
色
し
た
細
か
い
円
形
の
油
滴
斑
（
華
北
地
域
特

有
の
油
滴
斑
）
が
浮
き
出
た
作
例
も
あ
る
。

〔
二
〕
黒
釉
〔
柿
釉
〕
掛
分
白
無
地
（
こ
く
ゆ
う
〔
か
き
ゆ
う
〕
か
け
わ
け
し

ろ
む
じ
）【
図
27
】

　

黒
釉
と
透
明
釉
を
掛
け
分
け
て
白
と
黒
の
コ
ン
ト
ラ
ス
ト
を
強
調
し
た
作

図26　 黒釉白地　皿（部分）　河北省邯鄲
市富田窯・観台窯・彭城西窯出土
　元時代　邯鄲市文物保護研究
所・磁県文物保護管理所　『白と
黒の競演─中国・磁州窯系陶器の
世界─』大阪市立美術館、大阪
（2002）図版１ -105～107より転載

図27　 黒釉掛分白無地　碗（部分）河北
省邯鄲市富田窯出土　元時代　邯
鄲市文物保護研究所　『白と黒の
競演─中国・磁州窯系陶器の世界
─』大阪市立美術館、大阪（2002）
図版１ -112- １より転載



─ 27 ─

品
。白
化
粧
の
あ
と
で
、外
面
に
黒
釉
を
内
面
に
は
透
明
釉
を
施
し
た
碗
・
皿
・

鉢
類
や
、
胴
部
上
半
に
白
化
粧
を
し
て
透
明
釉
を
か
け
、
胴
部
下
半
に
黒
釉
を

施
し
た
瓶
類
な
ど
が
あ
る
。
晩
唐
期
の
河
南
省
鞏
県
窯
な
ど
で
は
白
磁
釉
と
黒

釉
と
を
掛
け
分
け
た
白
磁
黒
釉
の
碗
・
皿
・
盤
類
が
製
作
さ
れ
て
い
る
が
、
そ

う
し
た
作
例
と
同
様
の
発
想
で
製
作
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
な
お
、
白

化
粧
の
あ
と
で
外
面
に
柿
釉
を
内
面
に
は
透
明
釉
を
施
し
た
碗
・
皿
・
鉢
類
も

極
め
て
わ
ず
か
な
が
ら
存
在
す
る
。

〔
三
〕
黒
釉
白
辺
（
こ
く
ゆ
う
は
く
へ
ん
）〔
黒
釉
白
縁
（
こ
く
ゆ
う
し
ろ
ふ
ち
）〕

【
図
28
】

　

黒
釉
を
施
釉
し
た
あ
と
に
、
外
面
あ
る
い
は
内
外
面
の
口
縁
部
直
下
の
黒
釉

を
削
り
、
素
地
の
露
胎
部
分
を
白
化
粧
し
透
明
釉
を
施
し
た
作
品
を
い
う
。
大

半
の
器
形
は
碗
・
皿
類
で
、
碗
類
に
は
碗
な
り
の
天
目
形
の
作
例
と
端
反
の
作

例
が
あ
っ
て
、
日
本
で
は
「
白
縁
茶
碗
」「
白
覆
輪
天
目
茶
碗
」
な
ど
と
も
呼

ば
れ
る
。
こ
う
し
た
黒
釉
白
辺
天
目
茶
碗
に
は
、
単
味
の
黒
釉
の
も
の
の
ほ
か

に
、
黒
釉
を
二
度
掛
け
し
た
作
品
も
あ
る
が
、
二
度
目
の
釉
薬
に
は
銀
色
に
発

色
し
た
円
形
の
油
滴
斑
（
華
北
地
域
特
有
の
結
晶
斑
）
が
浮
き
出
る
こ
と
が
多

い
。
な
お
、
油
滴
斑
が
浮
き
出
た
黒
釉
白
辺
天
目
茶
碗
の
日
本
で
の
古
い
伝
世

例
と
し
て
は
、
伊
達
家
伝
来
の
作
例
が
大
阪
市
立
東
洋
陶
磁
美
術
館
に
所
蔵
さ

れ
て
い
る
。
碗
皿
類
の
他
に
も
、
水
注
の
口
縁
部
や
香
炉
の
鍔
の
先
端
部
分
が

白
縁
と
な
る
作
例
が
磁
州
観
台
窯
か
ら
出
土
し
て
い
る
。

〔
四
〕
黒
釉
堆
白
（
こ
く
ゆ
う
た
い
は
く
）【
図
29
】

　

白
泥
に
よ
る
堆
白
線
文
に
よ
っ
て
文
様
が
表
さ
れ
た
黒
釉
陶
器
を
さ
す
が
、

堆
白
線
文
は
縦
方
向
の
垂
線
文
で
あ
る
こ
と
が
多
い
。
堆
白
線
文
は
、
白
泥
釉

を
チ
ュ
ー
ブ
状
の
施
文
具
に
入
れ
て
押
し
出
す
こ
と
で
凸
線
文
を
描
き
（
日
本

で
は
イ
ッ
チ
ン
掛
け
と
も
い
い
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
ス
リ
ッ
プ
ウ
ェ
ア
ー
と
呼

ば
れ
る
技
法
。）、
そ
の
あ
と
に
黒
釉
を
施
し
て
焼
成
す
る
が
、
焼
成
中
に
凸
線

文
部
分
に
施
さ
れ
た
黒
釉
が
薄
く
な
っ
て
、
白
泥
の
線
文
が
黒
釉
の
表
面
に
顔

を
出
す
こ
と
に
よ
っ
て
表
現
さ
れ
る
。黒
釉
は
厚
く
掛
け
る
必
要
が
あ
る
た
め
、

二
度
掛
け
さ
れ
る
こ
と
も
多
い
。
ほ
と
ん
ど
が
、
北
宋
後
期
〜
金
代
の
所
産
で

あ
る
が
、「
内
府
」
銘
を
白
泥
線
で
施
し
た
明
代
の
黒
釉
陶
器
も
基
本
的
に
は

図28　 重要文化財　黒釉白辺油滴天目茶
碗（部分）　金時代　大阪・藤田美
術館　『白と黒の競演─中国・磁
州窯系陶器の世界─』大阪市立美
術館、大阪（2002）図版２ -139よ
り転載

図29　 黒釉堆白　水柱（部分）　北宋～金
時代　大阪市立東洋陶磁美術館　
『白と黒の競演─中国・磁州窯系
陶器の世界─』大阪市立美術館、
大阪（2002）図版２ -140より転載
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こ
の
技
法
で
あ
る
。

（
ｂ
）
彩
釉
技
法

〔
五
〕
黒
釉
白
地
黒
点
彩
（
こ
く
ゆ
う
し
ろ
じ
こ
く
て
ん
さ
い
）【
図
30
】

　

森
達
也
氏
が
「
白
地
黒
釉
彩
（
素
胎
黒
彩
）」
と
名
付
け
た
技
法

）
31

（
註

。
白
化
粧

の
あ
と
で
や
や
褐
色
が
か
っ
た
透
明
度
の
高
い
黒
釉
を
用
い
た
皿
の
作
品
が
知

ら
れ
て
い
る
。
漬
け
掛
け
技
法
に
よ
っ
て
口
縁
部
を
円
弧
状
に
施
釉
し
、
内
底

面
を
星
形
に
塗
り
残
し
て
、ス
ポ
イ
ト
あ
る
い
は
先
端
の
尖
っ
た
棒
状
施
文
具
、

筆
な
ど
の
施
文
具
に
よ
っ
て
、
黒
釉
で
花
文
・
五
曜
文
・
三
葉
文
な
ど
の
文
様

を
施
す
。
陝
西
省
耀
州
窯
に
は
晩
唐
〜
五
代
に
同
様
な
装
飾
法
が
あ
り
、
河
南

省
密
県
窯
・
陜
県
窯
・
魯
山
段
店
窯
・
宝
豊
清
凉
寺
窯
・
鶴
壁
集
窯
、
河
北
省

磁
州
観
台
窯
で
は
五
代
〜
北
宋
初
期
の
出
土
例
が
あ
る
。

〔
六
〕
黒
釉
白
地
黒
彩
（
こ
く
ゆ
う
し
ろ
じ
こ
く
さ
い
）【
図
31
】

　

白
化
粧
の
あ
と
で
、漬
け
掛
け
技
法
に
よ
っ
て
口
縁
部
を
円
弧
状
に
施
釉
し
、

内
底
面
を
星
形
に
塗
り
残
し
、
こ
の
内
底
部
分
に
筆
に
よ
っ
て
「
元
祐
四
年
／

五
月
戊
辰
／
李
貴
刊
造
」
の
銘
文
が
黒
釉
で
施
さ
れ
た
作
例
が
大
阪
市
立
東
洋

陶
磁
美
術
館
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
。
少
な
く
と
も
元
祐
四
年
（
一
一
八
九
）
の

北
宋
中
期
ご
ろ
に
、
黒
釉
を
用
い
て
筆
で
施
文
す
る
黒
釉
白
地
黒
彩
の
作
品
が

焼
造
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
が
、
そ
の
類
例
は
き
わ
め
て
希
少
で
あ
る
。

〔
七
〕
黒
釉
銹
斑
（
こ
く
ゆ
う
し
ゅ
う
は
ん
）【
図
32
】

　

酸
化
鉄
の
成
分
が
異
な
る
二
種
類
の
鉄
釉
を
掛
け
分
け
て
、
黒
地
に
赤
褐
色

の
斑
点
文
様
を
付
加
し
た
も
の
。
い
わ
ゆ
る
「
河
南
天
目
」
と
通
称
さ
れ
る
も

の
で
、
乱
雑
な
斑
点
文
様
の
施
さ
れ
た
碗
・
皿
・
有
蓋
鉢
・
吐
魯
瓶
・
梅
瓶
・

壷
な
ど
の
作
例
の
ほ
か
、
黒
釉
堆
白
長
頸
瓶
の
口
縁
部
に
五
方
向
の
斑
点
が
施

さ
れ
た
作
例
や
、
磁
州
観
台
窯
や
磁
州
彭
城
窯
な
ど
で
は
碗
の
内
面
に
放
射
線

状
に
鎬
文
と
し
て
施
さ
れ
た
出
土
例
も
あ
る
。
金
〜
元
代
の
所
産
と
考
え
ら
れ

る
。
な
お
、
磁
州
窯
系
の
黒
釉
銹
斑
天
目
茶
碗
の
日
本
に
お
け
る
古
い
伝
世
例

は
今
の
と
こ
ろ
未
発
見
で
あ
る
が
、
博
多
環
濠
遺
跡
な
ど
の
出
土
例
は
わ
ず
か

に
は
あ
る
。
ま
た
、
愛
知
県
徳
川
美
術
館
に
は
瀬
戸
窯
で
模
倣
さ
れ
た
黒
釉
銹

斑
天
目
茶
碗
が
所
蔵
さ
れ
て
お
り
、
こ
う
し
た
作
例
が
の
ち
の
瀬
戸
・
美
濃
窯

の
菊
花
天
目
茶
碗
の
祖
形
と
な
っ
た
こ
と
を
類
推
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

図30　 黒釉白地黒点彩　珠文皿（部分）   
晩唐～五代　東京国立博物館　
西田宏子・佐藤サアラ『中国の
陶磁第６巻　天目』平凡社、東
京（1999）図版16より転載

図31　 黒釉白地黒彩 「元祐４年」 銘平
碗（部分）北宋・元祐４（1089）
年 大阪市立東洋陶磁美術館　
『白と黒の競演─中国・磁州窯系
陶器の世界─』大阪市立美術館、
大阪（2002）図版２ -136より転載

図32　 黒釉銹斑　有蓋鉢（部分）　金
時代   東京富士美術館　『白と
黒の競演─中国・磁州窯系陶器
の世界─』大阪市立美術館、大
阪（2002）図版２ -150より転載
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〔
八
〕
黒
釉
銹
花
（
こ
く
ゆ
う
し
ゅ
う
か
）【
図
33
】

　

酸
化
鉄
の
成
分
が
異
な
る
二
種
類
の
鉄
釉
を
用
い
て
、
黒
色
に
発
色
す
る
黒

釉
を
施
釉
し
、
さ
ら
に
赤
褐
色
の
釉
薬
で
花
卉
文
・
草
文
な
ど
の
文
様
を
描
い

て
焼
成
し
た
も
の
。
い
わ
ゆ
る
「
河
南
天
目
」
と
通
称
さ
れ
る
も
の
で
、
赤
褐

色
の
発
色
が
鮮
や
か
に
な
れ
ば
、豪
華
な
装
飾
効
果
が
あ
り
、金
〜
元
代
の
壷
・

吐
魯
瓶
・
梅
瓶
な
ど
の
作
品
が
知
ら
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
黒
釉
銹
花
の
作
例

は
、
南
宋
時
代
の
江
西
省
吉
州
窯
の
黒
釉
褐
彩
陶
器
と
の
影
響
関
係
を
考
え
る

上
で
も
興
味
深
い
資
料
で
あ
る
。

（
ｃ
）
刻
文
技
法

〔
九
〕
黒
釉
掛
分
白
地
剔
花
（
こ
く
ゆ
う
か
け
わ
け
し
ろ
じ
て
き
か
）〔
黒
釉
掛

分
白
地
掻
落
（
こ
く
ゆ
う
か
き
わ
け
し
ろ
じ
か
き
お
と
し
）〕【
図
34
】

　

外
面
に
黒
釉
が
、
内
面
に
は
白
化
粧
後
剔
花
の
文
様
が
施
さ
れ
て
透
明
釉
が

掛
け
ら
れ
た
作
例
が
あ
る
。
磁
州
観
台
窯
出
土
品
に
は
碗
・
皿
類
も
あ
る
が
、

大
振
り
な
鉢
の
遺
例
も
多
く
、
透
明
性
の
高
い
単
味
の
黒
釉
が
口
縁
外
部
す
れ

す
れ
ま
で
施
さ
れ
て
い
る
。
北
宋
後
期
〜
金
時
代
の
作
例
が
あ
る
。

〔
十
〕
黒
釉
白
地
剔
花
（
こ
く
ゆ
う
し
ろ
じ
て
き
か
）〔
黒
釉
白
地
掻
落
（
こ
く

ゆ
う
し
ろ
じ
か
き
お
と
し
）〕【
図
35
】

　

白
化
粧
を
施
し
た
上
に
黒
釉
を
施
し
、
生
乾
き
の
時
に
黒
釉
の
み
を
剔
花
し

た
作
品
。
北
宋
〜
金
代
に
か
け
て
製
作
さ
れ
る
が
、
黒
釉
の
み
を
掻
き
落
と
す

技
法
は
手
間
が
か
か
っ
た
ほ
ど
に
は
白
と
黒
の
コ
ン
ト
ラ
ス
ト
が
そ
れ
ほ
ど
明

図33　 黒釉銹花　牡丹文吐魯瓶（部分）　
金～元時代　東京国立博物館　
『白と黒の競演─中国・磁州窯系
陶器の世界─』大阪市立美術館、
大阪（2002）図版２ -151より転載

図34　 黒釉掛分白地剔花　牡丹文鉢（部
分）　金時代　個人蔵　『白と黒の
競演─中国・磁州窯系陶器の世界
─』大阪市立美術館、大阪（2002）
図版２ -28より転載

図35　 黒釉白地剔花　牡丹唐草文玉壷春
瓶（部分）　金時代　個人蔵　『白
と黒の競演─中国・磁州窯系陶器
の世界─』大阪市立美術館、大阪
（2002）より図版２ -147転載
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瞭
で
は
な
い
た
め
か
、
作
例
は
量
的
に
は
多
く
な
い
が
、
黒
釉
剔
花
の
作
品
に

比
べ
る
と
丁
寧
に
剔
花
さ
れ
た
文
様
の
優
品
が
多
い
。

〔
十
一
〕
黒
釉
劃
花
（
こ
く
ゆ
う
か
っ
か
）〔
黒
釉
線
彫
（
こ
く
ゆ
う
せ
ん
ぼ
り
）〕

【
図
36
】

　

白
化
粧
を
施
さ
ず
に
、
黒
釉
を
施
し
た
あ
と
、
生
乾
き
の
う
ち
に
釉
の
上
か

ら
素
地
に
掛
け
て
劃
花
〔
線
彫
〕
で
文
様
を
施
し
た
も
の
。
黒
釉
劃
花
は
劃
花

〔
線
彫
〕
の
部
分
が
素
地
の
色
と
な
る
た
め
に
灰
色
〜
黄
灰
色
に
な
る
こ
と
が

多
い
。
唐
草
文
・
草
花
文
・
魚
文
な
ど
の
ほ
か
「
内
府
」
の
文
字
や
吉
祥
句
を

劃
花
し
た
瓶
類
・
壷
類
な
ど
が
あ
り
、
金
〜
元
代
の
作
例
が
多
い
。

〔
十
二
〕
黒
釉
剔
花
（
こ
く
ゆ
う
て
き
か
）〔
黒
釉
掻
落
（
こ
く
ゆ
う
か
き
お
と
し
）〕

【
図
37
】

　

白
化
粧
を
施
さ
ず
に
、
黒
釉
を
施
し
た
あ
と
、
生
乾
き
の
う
ち
に
釉
の
上
か

ら
素
地
に
掛
け
て
掻
落
〔
剔
花
〕
で
文
様
を
施
し
た
も
の
。
素
地
が
灰
色
・
黄

灰
色
な
ど
の
た
め
に
黒
釉
と
素
地
の
コ
ン
ト
ラ
ス
ト
が
白
地
劃
花
・
白
地
剔
花

と
は
逆
に
な
る
が
、浮
彫
風
に
深
彫
り
し
た
作
例
は
な
い
。唐
草
文
・
草
花
文
・

動
物
文
な
ど
の
瓶
・
壷
類
が
あ
り
、
北
宋
〜
元
代
の
作
例
が
多
い
。

〔
十
三
〕
黒
釉
掛
分
白
地
黒
花
劃
彩
（
こ
く
ゆ
う
か
け
わ
け
し
ろ
じ
こ
っ
か
か
っ

さ
い
）〔
黒
釉
掛
分
白
地
鉄
絵
線
彫
（
こ
く
ゆ
う
か
け
わ
け
し
ろ
じ
て
つ
え
せ
ん

ぼ
り
）〕【
図
38
】

　

元
代
の
四
耳
瓶
な
ど
に
は
、
胴
部
上
半
部
に
白
地
黒
花
劃
彩
の
装
飾
を
、
胴

下
半
部
に
黒
釉
を
施
し
た
も
の
が
あ
る
。
類
例
は
あ
ま
り
な
い
が
、
白
地
黒
花

図36　 黒釉劃花　「福徳長寿」字文梅瓶
（部分）　金～元時代　個人蔵　
『白と黒の競演─中国・磁州窯系
陶器の世界─』大阪市立美術館、
大阪（2002）図版２ -145より転載

図38　 黒釉掛分白地黒花劃彩　龍文四耳
瓶（部分）　元時代　富岡美術館　
『白と黒の競演─中国・磁州窯系
陶器の世界─』大阪市立美術館、
大阪（2002）図版２ -75より転載

図37　 黒釉剔花　牡丹文壷（部分）　金時
代　上海博物館蔵　西田宏子・佐
藤サアラ『中国の陶磁第６巻　天
目』平凡社、東京（1999）図版73

より転載
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劃
彩
〔
白
地
鉄
絵
線
彫
〕
の
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
の
一
つ
で
、
黒
釉
を
外
面
に
用

い
た
作
例
で
あ
る
。

（
ｄ
）
彩
画
技
法

〔
十
四
〕
黒
釉
掛
分
白
地
黒
花
（
こ
く
ゆ
う
か
け
わ
け
し
ろ
じ
こ
っ
か
）〔
黒
釉

掛
分
白
地
鉄
絵
（
こ
く
ゆ
う
か
け
わ
け
し
ろ
じ
て
つ
え
）〕【
図
39
】

　

内
側
に
は
白
地
黒
花
の
文
様
が
あ
っ
て
透
明
釉
が
施
さ
れ
、
外
側
は
黒
釉
が

施
さ
れ
た
大
振
り
な
洗
形
の
鉢
や
、
胴
部
上
半
に
白
地
黒
花
の
文
様
が
あ
っ
て

胴
部
下
半
に
黒
釉
が
施
さ
れ
る
瓶
類
が
あ
る
。
前
者
は
透
明
性
の
低
い
単
味
の

黒
釉
を
外
面
に
施
し
、外
面
の
口
縁
下
方
と
底
部
直
上
の
黒
釉
を
剥
ぎ
取
っ
て
、

魚
藻
文
や
花
卉
文
、
龍
文
な
ど
を
鉄
絵
で
描
い
た
大
鉢
で
、
元
代
の
作
品
が
多

い
。
後
者
は
胴
部
上
半
に
白
化
粧
の
上
に
花
卉
文
・
草
花
文
や
、
吉
祥
句
・
酒

名
・
店
名
な
ど
の
文
字
が
黒
花
で
描
か
れ
、
胴
部
下
半
に
は
黒
釉
を
施
し
た
四

耳
瓶
な
ど
で
、
元
代
の
作
品
が
多
い
。

〔
十
五
〕
黒
釉
白
泥
彩
（
こ
く
ゆ
う
は
く
で
い
さ
い
）【
図
40
】

　

黒
釉
を
施
釉
し
た
あ
と
に
、
筆
な
ど
を
用
い
て
白
泥
で
文
様
な
ど
を
付
し
た

も
の
。
河
北
省
磁
州
観
台
窯
跡
か
ら
は
、
黒
釉
施
釉
後
に
白
泥
を
円
形
に
描
い

た
黒
釉
白
泥
彩
鼓
胴
（
北
宋
末
期
）
が
出
土
し
て
い
る
。
晩
唐
期
の
河
南
省
魯

山
段
店
窯
や
陝
西
省
耀
州
窯
で
は
黒
釉
青
白
斑
の
鼓
胴
が
出
土
し
て
い
る
が
、

本
器
が
こ
う
し
た
晩
唐
期
の
装
飾
を
ま
っ
た
く
異
な
る
装
飾
技
法
で
模
倣
し
た

作
例
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
こ
の
技
法
は
今
の
と
こ
ろ
北
宋
時
代
の

河
北
省
磁
州
観
台
窯
出
土
品
に
し
か
類
例
が
な
い
が
、
黒
釉
の
上
か
ら
白
泥
を

か
き
つ
け
た
も
の
と
、
黒
釉
を
薄
く
円
形
に
剥
い
だ
上
に
白
泥
を
か
き
つ
け
た

も
の
と
の
二
種
類
の
技
法
が
同
一
個
体
上
に
あ
り
、
装
飾
技
法
と
し
て
は
安
定

し
た
も
の
と
は
い
え
な
か
っ
た
。
な
お
、
晩
唐
期
の
陝
西
省
耀
州
窯
に
は
、
黒

釉
を
施
し
た
あ
と
で
花
卉
文
を
劃
花
し
て
、
そ
の
箇
所
に
白
泥
釉
を
塗
り
込
ん

だ
「
黒
釉
刻
花
白
泥
象
嵌
」
の
水
注
が
１
点
出
土
し
て
お
り

）
32
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、
こ
う
し
た
施
文

技
法
と
の
類
似
性
も
こ
こ
に
付
記
し
て
お
き
た
い
。

図39　 黒釉掛分白地黒花　魚藻文大鉢
（部分）　元時代　京都国立博物館
　『白と黒の競演─中国・磁州窯
系陶器の世界─』大阪市立美術館、
大阪（2002）図版２ -68より転載

図40　 黒釉白泥彩　鼓胴破片　北宋時代
　河北省考古研究所　『白と黒の
競演─中国・磁州窯系陶器の世界
─』大阪市立美術館、大阪（2002）
図版１ -32より転載
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四
．
お
わ
り
に

　

白
地
陶
器
と
磁
州
窯
系
陶
器
に
つ
い
て
の
考
察
か
ら
磁
州
窯
系
白
地
陶
器
と

磁
州
窯
系
黒
釉
陶
器
の
概
念
規
定
の
整
理
を
行
い
つ
つ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
装
飾
技

法
に
つ
い
て
の
概
略
を
ま
と
め
た
。磁
州
窯
系
陶
器
の
装
飾
技
法
に
つ
い
て
は
、

白
地
陶
器
を
二
十
五
種
に
、
黒
釉
陶
器
を
十
五
種
に
分
類
し
、
そ
の
技
術
的
な

内
容
を
整
理
し
つ
つ
発
展
系
列
的
に
位
置
づ
け
た
。

　

陶
磁
研
究
の
み
な
ら
ず
、
小
さ
な
技
法
上
の
相
違
や
装
飾
上
の
特
異
さ
を
こ

と
さ
ら
に
取
り
上
げ
て
作
品
を
細
分
類
し
て
い
く
こ
と
は
あ
ま
り
建
設
的
な
作

業
と
は
い
え
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
磁
州
窯
系
陶
器
で
は
白
地
陶
器
も
黒
釉

陶
器
も
そ
う
し
た
技
法
的
な
差
異
で
表
さ
れ
た
作
品
の
装
飾
に
お
け
る
印
象
が

大
き
く
異
な
る
こ
と
が
多
く
、
本
稿
は
そ
う
し
た
製
品
の
表
層
に
現
れ
た
印
象

的
な
差
異
を
重
視
し
な
が
ら
、
細
分
の
た
め
の
細
分
に
な
ら
な
い
よ
う
に
技
法

の
分
類
を
検
討
し
て
き
た
。
そ
し
て
、
施
文
技
法
の
全
体
像
を
磁
州
窯
系
白
地

陶
器
も
磁
州
窯
系
黒
釉
陶
器
も
と
も
に
、
白
泥
素
地
技
法
・
彩
釉
技
法
・
刻
文

技
法
・
彩
画
技
法
の
四
種
類
に
大
別
し
て
分
類
す
る
こ
と
で
体
系
づ
け
る
こ
と

が
で
き
た
と
考
え
る
。

　

ま
た
個
別
の
施
文
技
法
の
点
で
は
、
白
無
地
劃
花
、
白
地
型
押
、
白
地
絞
胎

象
嵌
〔
白
地
練
上
象
嵌
〕・
白
地
劃
花
珍
珠
地
褐
泥
象
嵌
〔
白
地
線
彫
魚
子
地

褐
泥
象
嵌
〕・
白
地
剔
花
黒
泥
象
嵌
〔
白
地
掻
落
黒
泥
象
嵌
〕・
白
地
劃
花
黒
泥

彩
〔
白
地
線
彫
黒
泥
彩
〕
な
ど
の
象
嵌
風
の
施
文
技
法
な
ど
を
従
来
の
分
類
か

ら
独
立
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
た
。
ま
た
、
白
無
地
と
白
無
地
劃
花
が
定
窯
系
の

白
磁
を
意
識
し
た
模
倣
品
・
倣
製
品
で
あ
る
こ
と
、
型
押
の
施
文
技
術
が
成
形

技
法
と
の
関
わ
り
の
中
か
ら
生
ま
れ
た
も
の
で
、
い
わ
ゆ
る
ス
タ
ン
プ
に
よ
る

印
花
文
と
は
全
く
異
な
る
施
文
技
術
で
あ
る
こ
と
、
従
来
ほ
と
ん
ど
ふ
れ
ら
れ

な
か
っ
た
貼
花
文
様
に
関
す
る
指
摘
、
褐
泥
釉
・
黒
泥
釉
な
ど
の
各
種
の
象
嵌

技
術
の
指
摘
と
出
現
の
意
義
な
ど
、
作
品
の
熟
覧
に
よ
っ
て
見
出
し
検
討
し
て

き
た
内
容
を
整
理
し
ま
と
め
る
こ
と
が
で
き
た
。

　

さ
ら
に
、
馬
小
青
氏
が
細
分
し
た
「
白
地
鉄
絵
線
彫
」〔
白
地
黒
花
劃
彩
〕、

「
白
地
褐
彩
」〔
白
地
褐
点
彩
〕、「
外
黒
釉
内
白
無
地
」〔
黒
釉
掛
分
白
無
地
〕、

「
梅
花
文
」
の
施
文
技
術
な
ど

）
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に
関
し
て
、
施
文
技
術
相
互
の
発
展
的
な
意
義

付
け
の
整
理
が
で
き
た
と
考
え
る
。
つ
ま
り
、
白
地
黒
花
劃
彩
〔
白
地
鉄
絵
線

彫
〕
が
白
地
黒
剔
花
〔
白
地
黒
掻
落
〕
の
簡
便
化
か
ら
登
場
し
、
白
地
黒
剔
花

〔
白
地
黒
掻
落
〕
技
法
が
使
わ
れ
な
く
な
っ
た
元
時
代
に
ま
で
用
い
ら
れ
た
こ

と
。
白
地
黒
花
劃
彩
〔
白
地
黒
線
彫
〕
の
施
文
技
法
か
ら
白
地
黒
花
〔
白
地
鉄

絵
〕
の
み
の
施
文
技
法
が
確
立
し
て
い
っ
た
こ
と
。
黒
釉
と
透
明
釉
を
施
し
た

白
地
陶
器
の
併
用
器
を
「
黒
釉
掛
分
白
無
地
」
と
名
称
付
け
し
て
、
碗
・
皿
・

鉢
類
の
み
な
ら
ず
瓶
類
を
含
ん
だ
装
飾
技
法
と
し
て
再
整
理
を
し
、
黒
釉
陶
器

に
分
類
し
た
こ
と
。
白
地
褐
点
彩
・
白
地
緑
点
彩
の
施
文
技
法
が
筆
に
よ
る
も

の
で
は
な
く
、
白
地
黒
花
〔
白
地
鉄
絵
〕
の
技
法
と
の
関
連
性
は
ど
ち
ら
か
と

い
え
ば
希
薄
で
あ
る
こ
と
。
一
方
で
梅
花
文
な
ど
の
七
曜
文
・
五
曜
文
な
ど
の

み
が
白
地
褐
点
彩
技
法
か
ら
は
じ
ま
る
も
の
の
、
金
代
頃
か
ら
筆
に
よ
る
白
地

黒
花
技
法
に
変
化
し
た
こ
と
。
そ
し
て
、
そ
の
文
様
が
明
末
〜
清
代
初
期
に
ま

で
降
る
と
い
わ
ゆ
る
日
本
に
伝
世
す
る
「
日
向
」「
日
陰
」
と
通
称
さ
れ
る
２

種
類
の
技
法
に
よ
る
「
梅
花
文
茶
碗
」
に
ま
で
継
続
し
て
施
文
さ
れ
て
い
っ
た

こ
と
。「
日
陰
」
と
通
称
さ
れ
る
施
文
技
法
は
白
地
黒
花
白
泥
彩
〔
白
地
鉄
絵

白
泥
彩
〕
と
い
う
特
別
な
施
文
技
法
に
よ
る
こ
と
な
ど
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で

き
た
。

　

一
方
で
、
こ
う
し
た
個
別
の
施
文
技
法
の
整
理
の
の
ち
に
、
改
め
て
第
一
節
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で
述
べ
た
磁
州
窯
系
黒
釉
陶
器
に
対
す
る
定
義
や
概
念
規
定
に
立
ち
返
っ
て
み

る
と
、
華
北
地
方
一
帯
の
黒
釉
陶
器
の
特
徴
的
な
一
群
は
、
ほ
と
ん
ど
が
磁
州

窯
系
黒
釉
陶
器
に
含
ま
れ
て
い
る
か
の
よ
う
に
考
え
る
こ
と
が
で
き
た
。
こ
れ

は
う
が
っ
た
見
方
を
す
れ
ば
、
白
地
陶
器
の
施
文
技
術
の
影
響
を
受
け
て
、
は

じ
め
て
華
北
地
方
の
黒
釉
陶
器
は
魅
力
あ
る
製
品
と
な
っ
た
の
だ
と
考
え
る
こ

と
が
で
き
よ
う
。
黒
釉
と
い
う
透
明
度
の
ほ
と
ん
ど
な
い
釉
薬
を
施
し
た
製
品

が
、
白
地
陶
器
の
製
作
に
お
け
る
透
明
釉
・
褐
釉
・
三
彩
釉
・
翡
翠
釉
な
ど
の

施
釉
技
術
と
は
掛
分
技
法
な
ど
の
点
で
発
想
に
お
い
て
異
な
る
項
目
が
多
い
こ

と
も
改
め
て
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
、
そ
れ
ゆ
え
長
谷
部
氏
や
今
井
氏
の

い
う
と
こ
ろ
の
黒
釉
陶
器
は
「
異
な
る
範
疇
」
の
や
き
も
の
で
あ
る
と
い
う
主

張
も
、
部
分
的
に
は
首
肯
で
き
る
も
の
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
た
。

　

と
こ
ろ
で
、
ま
さ
に
「
磁
州
窯
系
」
と
冠
を
つ
け
る
そ
の
定
義
内
容
に
つ
い

て
の
さ
ら
な
る
考
察
が
今
後
必
要
で
あ
る
と
考
え
る
。つ
ま
り
、「
定
窯
系
白
磁
」

「
耀
州
窯
系
青
磁
」「
鈞
窯
系
澱
青
釉
陶
器
」
な
ど
の
よ
う
に
、「
〜
窯
系
」
と

い
う
冠
を
つ
け
た
表
現
は
、
一
定
の
広
が
り
の
あ
る
地
域
の
中
の
異
な
る
窯
業

地
で
作
ら
れ
た
生
産
品
が
、
製
作
・
施
文
技
法
や
装
飾
様
式
の
点
で
き
わ
め
て

近
似
し
た
特
長
を
持
つ
よ
う
に
な
り
、
各
々
の
窯
業
地
を
容
易
に
弁
別
す
る
こ

と
が
で
き
な
く
な
っ
て
き
た
状
況
に
対
応
す
る
た
め
に
使
わ
れ
て
き
た
用
語
で

あ
る
。
そ
し
て
前
述
の
定
窯
系
、
耀
州
窯
系
、
鈞
窯
系
の
三
者
は
一
定
の
焼
造

期
間
と
装
飾
性
に
お
い
て
狭
い
範
囲
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
あ
る
程

度
の
限
定
さ
れ
た
製
品
の
範
囲
を
示
し
て
い
る
。
一
方
で
、
磁
州
窯
系
陶
器（
磁

州
窯
系
白
地
陶
器
・
磁
州
窯
系
黒
釉
陶
器
）
に
つ
い
て
は
焼
造
期
間
の
長
さ
と

装
飾
性
に
お
け
る
多
様
性
の
点
で
、
他
の
三
者
と
は
異
な
る
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
持

っ
て
一
定
の
作
品
の
枠
の
中
に
納
ま
ら
な
い
状
況
が
形
作
ら
れ
て
き
た
。
つ
ま

り
、
白
地
陶
器
（
あ
る
い
は
黒
釉
陶
器
）
と
し
て
は
ど
う
い
っ
た
様
式
の
作
品

ま
で
を
そ
の
範
疇
の
中
に
捉
え
て
「
磁
州
窯
系
陶
器
」
と
し
て
位
置
づ
け
る
の

が
妥
当
な
の
か
と
い
う
こ
と
が
改
め
て
問
題
と
な
っ
て
き
た
の
で
あ
る
。

　

実
は
こ
の
課
題
は
今
井
敦
氏
が
思
わ
ず
語
っ
た
所
感
に
基
づ
い
て
い
る
。
二

〇
〇
五
年
に
出
川
哲
郎
氏
・
森
達
也
氏
・
今
井
敦
氏
と
守
屋
の
四
人
は
、
山
西

省
考
古
学
研
究
所
の
猛
輝
氏
と
と
も
に
山
西
省
の
磁
州
窯
系
緒
窯
の
踏
査
を
行

っ
た
。
今
井
氏
の
所
感
と
は
、
山
西
省
大
同
窯
に
て
表
面
採
集
に
よ
り
資
料
を

集
め
た
お
り
、
そ
れ
ら
を
熟
覧
し
な
が
ら
今
井
氏
が
思
わ
ず
語
っ
た
言
葉
で
あ

る
。
表
現
、
ニ
ュ
ア
ン
ス
な
ど
の
点
で
氏
の
真
意
を
正
確
に
捉
え
て
い
る
か
は

当
時
の
メ
モ
に
よ
る
た
め
に
、
あ
く
ま
で
も
文
責
は
守
屋
に
あ
る
が
、「
鉅
鹿

出
土
品
な
ど
の
北
宋
時
代
の
磁
州
窯
の
白
地
陶
器
を
『
磁
州
窯
系
陶
器
』
の
標

識
作
品
と
し
て
考
え
る
な
ら
ば
、
山
西
省
大
同
窯
で
製
作
さ
れ
た
作
品
と
は
精

緻
さ
や
作
風
・
作
域
の
点
で
か
な
り
の
相
違
が
あ
る
。
は
た
し
て
様
式
論
と
し

て
考
え
た
場
合
に
大
同
窯
で
製
作
さ
れ
た
作
品
ま
で
『
磁
州
窯
系
陶
器
』
の
範

疇
と
し
て
考
え
て
よ
い
の
で
あ
ろ
う
か
？
」
と
い
っ
た
内
容
で
あ
っ
た

）
34

（
註

。

　

大
同
窯
で
は
若
干
の
白
地
陶
器
と
と
も
に
多
量
の
黒
釉
陶
器
が
表
採
で
き
る

が
、
そ
の
中
の
白
地
陶
器
と
い
く
つ
か
の
種
類
の
黒
釉
陶
器
は
、
今
の
と
こ
ろ

装
飾
技
法
上
の
近
似
性
か
ら
は
磁
州
窯
系
陶
器
に
分
類
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ

る
と
私
は
考
え
て
い
る
。
こ
の
点
で
は
今
井
氏
の
所
感
と
筆
者
の
見
解
と
は
異

な
っ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
従
来
か
ら
磁
州
窯
系
緒
窯
に
含
め
て
考
え
ら

れ
て
い
る
山
西
省
懐
仁
窯
で
は
、
今
回
検
討
し
た
磁
州
窯
系
黒
釉
陶
器
に
含
め

る
こ
と
の
で
き
る
黒
釉
劃
花
・
黒
釉
剔
花
な
ど
が
若
干
存
在
す
る
ほ
か
に
、
鶏

腿
瓶
な
ど
の
磁
州
窯
系
黒
釉
陶
器
と
は
全
く
異
な
る
特
徴
的
な
黒
釉
陶
器
が
数

多
く
焼
造
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
華
北
地
方
で
作
ら
れ
た
白
地
黒
花
〔
白
地
鉄

絵
〕
の
作
品
の
う
ち
、
明
代
か
ら
現
代
ま
で
の
多
様
な
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
が
あ

る
文
様
の
全
て
の
作
品
を
「
磁
州
窯
系
白
地
陶
器
」
の
範
疇
に
包
括
し
て
よ
い
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の
か
と
の
問
題
も
あ
る
。
ま
た
、
白
地
に
鉄
絵
を
筆
で
描
く
こ
と
と
、
白
地
に

コ
バ
ル
ト
顔
料
を
用
い
て
筆
で
絵
を
描
く
こ
と
は
、
技
法
的
に
は
同
じ
で
あ
る

と
の
理
由
か
ら
、
本
稿
で
は
白
地
青
花
〔
白
地
染
付
〕
も
磁
州
窯
系
白
地
陶
器

の
技
法
と
し
て
記
載
し
た
。
一
方
、
清
代
の
白
地
青
花
〔
白
地
染
付
〕
の
装
飾

は
江
西
省
景
徳
鎮
窯
の
作
品
の
模
倣
・
倣
製
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
ら
を
「
磁
州

窯
系
白
地
陶
器
」
の
様
式
の
範
疇
で
と
ら
え
る
こ
と
に
は
、
は
た
し
て
妥
当
性

が
あ
る
の
か
と
い
う
問
題
な
ど
、
今
後
も
整
理
し
て
い
く
べ
き
大
き
な
課
題
と

考
え
る
。

　

同
様
に
白
地
陶
器
・
黒
釉
陶
器
に
つ
い
て
河
南
・
河
北
・
山
西
・
陝
西
・
山

東
・
安
徽
に
わ
た
る
広
大
な
地
域
の
生
産
地
に
お
い
て
、
磁
州
窯
系
陶
器
の
存

在
の
有
無
や
製
作
技
法
の
変
遷
を
時
空
列
に
沿
っ
て
検
討
し
て
い
く
こ
と
も
大

き
な
課
題
で
あ
り
、
華
南
地
方
の
白
地
陶
器
や
鉄
絵
陶
器
と
の
相
互
の
比
較
検

討
や
整
理
も
重
要
な
課
題
と
い
え
よ
う
。

註１
． 「
白
地
陶
器
」
と
は
、
基
本
的
に
は
白
化
粧
を
施
し
て
釉
薬
を
施
し
焼
成
し
た
炻
器
質

の
陶
磁
器
の
こ
と
で
あ
る
が
、
そ
の
定
義
に
つ
い
て
は
第
二
章
で
触
れ
て
い
る
の
で

参
照
し
て
い
た
だ
き
た
い
。
こ
こ
で
あ
え
て
そ
れ
に
触
れ
な
い
の
は
、
下
地
調
整
技

法
と
装
飾
技
法
と
の
関
連
性
と
白
化
粧
の
技
法
の
歴
史
的
展
開
の
中
で
、「
白
地
陶
器
」

と
い
う
言
葉
の
意
義
を
考
え
た
ほ
う
が
理
解
が
得
や
す
い
か
ら
で
あ
る
。

２
． 

馬
忠
理
（
齋
藤
龍
一
訳
）「
磁
州
窯
概
説
」『
白
と
黒
の
競
演
│
中
国
・
磁
州
窯
系
陶

器
の
世
界
│
』
大
阪
市
立
美
術
館
、
大
阪
（
二
〇
〇
二
）

　
　

 

馬
小
青
（
齋
藤
龍
一
訳
）「
磁
州
窯
の
さ
ま
ざ
ま
な
装
飾
技
法
と
そ
の
製
作
時
期
」『
白

と
黒
の
競
演
│
中
国
・
磁
州
窯
系
陶
器
の
世
界
│
』
大
阪
市
立
美
術
館
、
大
阪
（
二

〇
〇
二
）

３
． 

蓑
豊
・
守
屋
雅
史
「
白
と
黒
の
競
演
│
中
国
・
磁
州
窯
系
陶
器
の
世
界
│
」『
白
と
黒

の
競
演
│
中
国
・
磁
州
窯
系
陶
器
の
世
界
│
』大
阪
市
立
美
術
館
、
大
阪（
二
〇
〇
二
）

　
　

 

平
成
十
五
年
十
一
月
三
〇
日
に
は
東
洋
陶
磁
学
会
第
三
〇
回
大
会
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

「
磁
州
窯
系
陶
器
の
発
生
と
展
開
」
に
て
「
磁
州
窯
系
陶
器
の
日
本
へ
の
流
入
と
展
開
」

に
つ
い
て
発
表
し
、
平
成
十
六
年
三
月
六
日
に
は
愛
知
県
陶
磁
資
料
館
主
催
の
中
国

陶
磁
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「
中
国
陶
磁
研
究
の
到
達
点
」
に
お
い
て
「
磁
州
窯
系
陶
器

の
諸
問
題
」
を
発
表
し
た
。

　
　

 

ま
た
、
平
成
十
五
年
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
発
表
内
容
に
つ
い
て
は
、
加
筆
訂
正
し
て
、

守
屋
雅
史
「
磁
州
窯
系
陶
器
の
朝
鮮
半
島
・
日
本
へ
の
流
入
に
つ
い
て
の
試
論
」『
東

洋
陶
磁
』
第
三
三
号
（
二
〇
〇
四
）
に
ま
と
め
た
。

　
　

 

さ
ら
に
、
守
屋
雅
史
「
磁
州
窯
系
陶
器
の
流
れ
」・「
磁
州
窯 

河
北
省
磁
州
窯
と
河
南

省
、
山
西
省
ほ
か
の
磁
州
窯
系
諸
窯
」『
中
国
や
き
も
の
入
門
』平
凡
社
、（
二
〇
〇
九
）

で
、
磁
州
窯
系
陶
器
の
ヴ
ァ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
と
白
地
陶
器
の
窯
業
地
に
つ
い
て
概
要

を
記
し
た
。

４
． 

布
目
潮
渢
・
中
村
喬
訳
注『
中
国
の
茶
書
』東
洋
文
庫
二
八
〇　

平
凡
社（
一
九
七
六
）

所
収
。

　
　

 「
盌
は
越
州
が
上
品
。
鼎
州
は
次
品
。
婺
州
は
次
品
。
岳
州
は
次
品
。
寿
州
・
洪
州
は

次
品
。」
と
い
い
、
釉
調
も
越
州
・
岳
州
の
磁
器
は
青
く
、
寿
州
の
磁
器
は
黄
色
、
洪

州
の
磁
器
は
褐
色
と
す
る
。
白
化
粧
を
施
さ
な
い
浙
江
省
越
州
窯
の
評
価
が
高
い
の

は
、
素
地
・
形
態
・
釉
色
・
釉
調
の
点
で
も
良
質
精
美
な
青
磁
の
作
品
が
多
か
っ
た

こ
と
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。

　
　

 

浙
江
省
婺
州
窯
は
越
州
窯
系
青
磁
の
重
要
な
生
産
地
の
一
つ
で
あ
る
が
、唐
〜
五
代
・

北
宋
期
に
は
濃
灰
色
・
暗
赤
褐
色
の
素
地
に
白
化
粧
が
施
さ
れ
た
作
品
も
多
く
、
剥

落
し
や
す
い
青
黄
色
の
青
磁
釉
が
施
さ
れ
て
、
そ
れ
ほ
ど
良
質
と
は
い
え
な
い
も
の

で
あ
っ
た
。

　
　

 

湖
南
省
岳
州
窯
（
湘
蔭
窯
）
は
後
漢
末
〜
唐
代
の
窯
跡
で
、
晩
唐
期
に
は
印
花
文
・

貼
花
文
な
ど
の
独
特
な
装
飾
が
あ
り
、
素
地
は
白
い
。
白
化
粧
は
報
告
さ
れ
て
は
い

な
い
も
の
の
、
酸
化
炎
焼
成
に
よ
る
や
や
黄
ば
ん
だ
釉
調
の
作
品
が
多
く
、
釉
薬
と

素
地
と
の
密
着
が
悪
く
て
釉
薬
に
は
細
か
い
貫
入
が
入
っ
て
剥
落
し
て
し
ま
っ
た
作

品
も
多
い
。

　
　

 

安
徽
省
寿
州
窯
は
北
斉
か
ら
晩
唐
五
代
に
か
け
て
活
動
し
た
窯
跡
で
、
隋
代
ま
で
は

灰
白
色
の
素
地
に
光
沢
の
あ
る
青
緑
色
の
青
磁
が
焼
造
さ
れ
て
い
た
が
、
晩
唐
期
に

は
白
化
粧
を
施
し
た
黄
褐
色
の
あ
ま
り
良
質
と
は
い
え
な
い
青
磁
が
焼
造
さ
れ
る
よ

う
に
な
っ
た
。

　
　

 
江
西
省
洪
州
窯
は
後
漢
末
〜
五
代
の
青
磁
を
中
心
と
し
た
窯
跡
で
、
盛
唐
〜
中
唐
期

（
八
〜
九
世
紀
初
頭
）
が
最
盛
期
で
、
灰
色
の
素
地
に
白
化
粧
の
あ
る
褐
色
〜
青
褐
色

の
釉
調
の
青
磁
が
多
く
焼
造
さ
れ
た
。

　
　

 

な
お
、
越
州
窯
に
次
ぐ
評
価
が
与
え
ら
れ
て
い
る
「
鼎
州
窯
」
に
つ
い
て
は
所
在
な
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ど
は
確
定
は
さ
れ
て
お
ら
ず
詳
細
は
今
の
と
こ
ろ
不
詳
で
あ
る
。
し
か
し
、
近
年
の

発
掘
調
査
な
ど
の
成
果
か
ら
導
か
れ
た
陝
西
省
黄
堡
鎮
に
お
け
る
唐
代
の
青
磁
生
産

の
あ
り
方
か
ら
、
現
在
の
陝
西
省
耀
州
窯
そ
の
も
の
、
あ
る
い
は
そ
の
前
身
に
あ
た

る
と
考
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
て
い
る
。
耀
州
窯
で
は
、
晩
唐
〜
五
代
期
の
青

磁
は
褐
色
の
素
地
に
白
化
粧
が
施
さ
れ
や
や
灰
色
が
か
っ
た
青
磁
釉
が
施
さ
れ
た
や

や
粗
雑
な
も
の
が
多
い
。
し
か
し
五
代
〜
北
宋
初
期
に
な
る
と
、
浙
江
省
越
州
窯
の

翡
色
青
磁
の
影
響
を
受
け
て
白
化
粧
の
あ
る
青
磁
の
中
で
は
か
な
り
上
質
な
作
品
を

作
り
始
め
、
や
が
て
特
徴
あ
る
北
方
青
磁
の
一
大
生
産
地
と
な
る
。
た
だ
し
、
北
宋

期
に
は
白
化
粧
の
な
い
青
磁
器
と
な
っ
て
い
く
。

５
． 

近
年
開
催
さ
れ
た
陝
西
省
耀
州
窯
の
展
覧
会
【
大
阪
市
立
東
洋
陶
磁
美
術
『-

中
国

中
原
に
華
ひ
ら
い
た
名
窯-　

耀
州
窯
』
朝
日
新
聞
社
（
一
九
九
七
）】
に
よ
れ
ば
、

唐
代
九
世
紀
に
白
化
粧
が
施
さ
れ
た
白
い
器
、
九
・
白
釉
合
子（
白
無
地
盒
）、
一
〇
・

白
地
黒
花
花
文
合
子
（
白
地
褐
彩
盒
）、
十
一
・
白
地
鉄
斑
小
壷
（
白
地
褐
斑
小
壷
）

が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
黒
釉
器
で
も
、
白
化
粧
の
上
に
黒
釉
を
施
し
て
い
る

十
二
・
白
地
黒
花
花
文
碗
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
作
品
は
、
内
底
面
を
五
角
形

に
黒
釉
を
掛
け
残
し
て
、
角
の
五
カ
所
に
四
斑
を
一
単
位
と
し
て
黒
釉
の
点
彩
を
施

こ
し
、
内
底
部
に
は
九
斑
を
点
彩
し
て
い
る
。
ま
た
、
唐
〜
五
代
期
九
〜
十
世
紀
の

白
化
粧
を
施
し
た
青
磁
と
し
て
は
、
十
三
・
青
磁
三
足
壷
、
十
四
・
青
磁
壷
が
紹
介

さ
れ
て
い
る
。

６
． 

磁
州
観
台
窯
の
発
掘
報
告
書
で
あ
る
、北
京
大
学
考
古
学
系
・
河
北
省
文
物
研
究
所
・

邯
鄲
地
区
文
物
保
管
所
編
『
観
台
磁
州
窯
址
』
文
物
出
版
社
、
北
京
（
一
九
九
七
）

で
は
、
泰
大
樹
氏
・
馬
忠
理
氏
ら
は
、
白
化
粧
を
し
て
透
明
釉
を
掛
け
た
磁
州
窯
に

特
徴
的
な
作
品
も
「
白
釉
瓷
器
」、
素
地
が
純
白
で
白
化
粧
を
施
さ
ず
に
透
明
釉
を
掛

け
た
河
北
省
定
窯
白
磁
の
模
倣
作
品
も
「
白
釉
瓷
器
」
と
い
っ
て
白
化
粧
の
有
無
で

の
区
別
を
し
て
い
な
い
。
本
来
後
者
は
「
白
磁
」
で
あ
っ
て
、
註
12
に
お
け
る
森
達

也
氏
の
用
語
法
に
準
じ
れ
ば
、
器
形
の
形
態
な
ど
の
点
か
ら
も
定
窯
系
白
磁
と
呼
称

す
べ
き
も
の
と
考
え
る
。

　
　

 

な
お
、
矢
部
良
明
「
白
釉
陶
器
」『
角
川
日
本
陶
磁
大
辞
典
』
角
川
書
店
（
二
〇
〇
二
）

で
は
、「（
２
）
白
素
地
（
し
ろ
き
じ
）
に
透
明
釉
を
掛
け
た
白
地
透
明
釉
陶
は
、
本

義
か
ら
す
れ
ば
白
釉
で
は
な
い
が
、
そ
う
見
え
る
こ
と
か
ら
一
般
に
は
白
釉
陶
と
呼

ば
れ
て
い
る
。」
と
し
、「
晩
唐
時
代
の
九
世
紀
に
は
、
白
磁
を
焼
造
で
き
な
か
っ
た

華
北
の
磁
州
窯
が
、
白
磁
を
模
し
て
白
化
粧
地
透
明
釉
陶
を
開
発
し
た
。
磁
州
窯
は

五
代
時
代
の
一
〇
世
紀
に
な
る
と
白
地
透
明
釉
陶
を
素
地
に
し
て
、
白
釉
緑
彩
、
白

釉
象
嵌
、
白
釉
掻
き
落
と
し
、
白
釉
黒
掻
き
落
と
し
、
白
釉
鉄
絵
な
ど
を
創
案
し
て

い
く
。」
と
す
る
。
こ
の
短
い
文
章
の
中
で
「
白
地
透
明
釉
陶
」「
白
釉
陶
」「
白
化
粧

地
透
明
釉
陶
」
の
三
通
り
の
用
語
で
解
説
し
て
い
る
陶
磁
器
は
、
本
稿
に
言
う
「
白

地
陶
器
」
と
ほ
ぼ
同
じ
内
容
の
陶
磁
器
と
考
え
ら
れ
る
。
と
こ
ろ
が
、
矢
部
氏
が
同

じ
く
解
説
し
て
い
る
「
白
素
地
（
し
ろ
き
じ
）」
の
項
目
と
読
み
比
べ
て
み
る
と
、「
白

地
透
明
釉
陶
」
は
、
白
磁
器
を
指
し
て
も
よ
い
こ
と
と
な
り
、「
白
化
粧
」
の
意
義
が

曖
昧
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
ニ
ュ
ア
ン
ス
の
点
か
ら
も
、
磁
州
窯
に
お
い
て
白
磁

の
模
倣
品
と
し
て
「
白
化
粧
地
透
明
釉
陶
」
が
開
発
さ
れ
て
か
ら
、「
白
地
透
明
釉
陶
」

を
素
地
と
し
て
五
代
以
降
様
々
な
陶
磁
器
が
誕
生
し
て
い
く
こ
と
と
な
り
、
両
者
の

意
味
内
容
に
つ
い
て
も
説
明
が
な
い
た
め
に
そ
の
相
違
も
明
ら
か
で
は
な
い
。

７
． 「
磁
州
窯
」
と
い
う
言
葉
は
あ
く
ま
で
も
生
産
地
の
名
称
と
し
て
用
い
る
べ
き
で
、
生

産
品
を
示
す
用
語
と
し
て
用
い
る
こ
と
は
適
切
で
は
な
い
と
考
え
る
。
そ
の
た
め
、

本
稿
で
は
こ
う
し
た
「
磁
州
窯
」
と
い
う
用
語
を
「
磁
州
窯
に
特
徴
的
な
白
地
陶
器
」

と
い
う
よ
う
な
陶
磁
器
の
種
類
と
し
て
の
用
語
と
し
て
は
用
い
な
い
。
ま
た
、
磁
州

窯
系
陶
器
の
概
念
は
、
磁
州
窯
内
の
窯
跡
か
ら
出
土
し
た
作
品
の
全
て
陶
磁
器
の
種

類
を
捉
え
て
い
う
言
葉
で
は
な
く
、
磁
州
窯
を
華
北
地
域
に
ひ
ろ
が
っ
た
代
表
的
な

生
産
地
の
ひ
と
つ
と
し
て
捉
え
、
河
北
地
方
の
生
産
地
で
一
連
の
同
様
な
製
作
技
法

や
焼
成
技
術
に
基
づ
い
て
焼
造
さ
れ
た
、
特
徴
的
か
つ
典
型
的
な
種
類
の
や
き
も
の

と
し
て
抽
出
さ
れ
た
作
品
群
を
示
す
も
の
と
考
え
て
い
る
。
本
稿
で
は
、
後
述
す
る

よ
う
に
華
北
地
方
一
帯
で
焼
造
さ
れ
た
磁
州
窯
に
特
徴
的
な
白
地
陶
器
と
黒
釉
陶
器

〔
白
地
陶
器
の
白
泥
技
法
・
施
文
技
法
と
の
関
係
性
の
あ
る
黒
釉
陶
器
に
限
定
し
て
い

る
〕
の
二
者
に
つ
い
て
磁
州
窯
系
陶
器
と
概
念
規
定
し
て
い
る
。
あ
わ
せ
て
、
こ
う

し
た
磁
州
窯
系
陶
器
（
白
地
陶
器
と
黒
釉
陶
器
）
を
焼
造
す
る
生
産
地
を
「
磁
州
窯

系
諸
窯
」
と
呼
称
す
る
。

８
． 

長
谷
部
楽
爾
『
中
国
の
陶
磁
七
巻　

磁
州
窯
』
平
凡
社
（
一
九
九
六
）
な
ど

９
． 

今
井
敦
「
中
国
黒
釉
陶
磁
の
歴
史
」『
唐
物
天
目
│
福
建
省
建
窯
出
土
天
目
と
日
本
伝

世
の
天
目
│
』
茶
道
資
料
館
（
一
九
九
四
）

　
　

 

な
お
、
今
井
氏
は
「
河
南
天
目
」『
角
川
日
本
陶
磁
大
辞
典
』
角
川
書
店
（
二
〇
〇
二
）

の
中
で
は
「
艶
や
か
な
黒
釉
の
地
に
赤
褐
色
の
斑
文
を
表
す
の
が
代
表
的
な
装
飾
技

法
で
あ
る
」
が
、
こ
の
他
に
堆
白
線
文
、
黒
釉
掻
落
、
油
滴
斑
な
ど
も
含
ま
れ
る
と

し
て
い
る
。

10
． 
西
田
宏
子
・
佐
藤
サ
ア
ラ
『
中
国
の
陶
磁
六
巻　

天
目
』
平
凡
社
（
一
九
九
九
）

11
． 

小
山
冨
士
夫
『
陶
磁
体
系
三
八　

天
目
』
平
凡
社
（
一
九
七
四
）

　
　

加
藤
唐
九
郎
「
河
南
天
目
」『
原
色
陶
器
大
辞
典
』
淡
交
社
（
一
九
七
二
）

12
． 

森
達
也
「
磁
州
窯
系
陶
瓷
生
産
地
の
分
布
と
展
開
」『
東
洋
陶
磁
』
第
三
三
号
（
二
〇



─ 36 ─

〇
四
）

13
． 

守
屋
雅
史
「
磁
州
窯
系
陶
器
の
朝
鮮
半
島
・
日
本
へ
の
流
入
に
つ
い
て
の
試
論
」『
東

洋
陶
磁
』
第
三
三
号
（
二
〇
〇
四
）

　
　

 
黒
釉
や
柿
釉
の
み
の
作
品
を
、
素
地
や
釉
調
、
器
形
の
特
色
な
ど
の
熟
覧
観
察
か
ら
、

華
北
地
方
の
磁
州
窯
系
諸
窯
で
焼
造
さ
れ
た
も
の
と
そ
う
で
な
い
も
の
と
に
選
別
す

る
こ
と
は
、
現
状
で
は
あ
ま
り
科
学
的
と
は
い
え
な
い
。
た
だ
し
、
特
徴
的
・
典
型

的
な
も
の
に
関
し
て
は
定
窯
系
や
建
窯
系
、
吉
州
窯
系
な
ど
の
作
品
を
選
別
す
る
こ

と
も
あ
な
が
ち
不
可
能
で
は
な
い
よ
う
に
、
磁
州
窯
系
諸
窯
で
焼
造
さ
れ
た
と
考
え

ら
れ
る
作
品
も
一
応
同
定
す
る
こ
と
は
で
き
る
。
特
に
、
銀
色
の
細
か
い
円
形
の
油

滴
斑
が
あ
る
黒
釉
陶
器
は
、
華
北
地
方
に
特
有
な
黒
釉
の
作
例
と
し
て
は
特
徴
的
な

も
の
で
あ
る
が
、
こ
う
し
た
油
滴
斑
の
技
法
は
建
窯
系
の
油
滴
斑
と
の
関
連
性
の
中

で
検
討
す
べ
き
も
の
で
、
長
谷
部
氏
の
い
う
よ
う
に
黒
釉
陶
器
全
体
の
ジ
ャ
ン
ル
の

中
で
考
察
す
べ
き
装
飾
技
法
と
い
え
よ
う
。
そ
の
た
め
、
今
回
の
磁
州
窯
系
黒
釉
陶

器
の
概
念
規
定
の
中
に
は
油
滴
斑
の
み
の
作
品
は
含
め
な
か
っ
た
。

14
． 

註
８
と
同
じ
。
た
だ
し
、
長
谷
部
氏
は
「
い
か
に
も
異
民
族
ら
し
い
独
特
の
も
の
を

焼
い
て
い
る
け
れ
ど
も
、
製
品
の
中
に
は
磁
州
窯
と
同
類
の
も
の
が
確
か
に
あ
る
。」

と
し
、「
こ
れ
ら
を
磁
州
窯
の
中
に
含
め
て
考
え
る
こ
と
は
、
不
都
合
な
こ
と
で
は
な

い
と
思
う
。」
と
し
て
お
ら
れ
る
が
、
遼
の
白
地
陶
器
の
全
て
を
「
磁
州
窯
」
に
含
め

て
考
え
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
註
八
の
文
献
で
、「
磁
州
窯
」
と
し
て
取
り
上
げ
て

い
る
遼
代
の
作
品
は
、
出
光
美
術
館
所
蔵
の
白
地
掻
落
唐
花
文
盤
口
瓶
（
図
版
二
二
）

と
浜
松
市
美
術
館
所
蔵
の
白
地
掻
落
牡
丹
文
梅
瓶
（
図
版
二
三
）
の
二
点
で
、
西
夏

の
霊
武
窯
の
作
品
に
つ
い
て
は
白
地
掻
落
牡
丹
文
壷
・
瓶
（
挿
図
十
三
）
の
二
点
で

あ
る
。

15
． 

浅
沼
氏
か
ら
は
、
磁
州
観
台
窯
で
出
土
し
た
緑
釉
鸚
鵡
形
水
注
に
つ
い
て
、
従
来
は

遼
代
の
陶
磁
器
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
た
作
品
に
極
め
て
類
似
す
る
点
に
つ
い
て
も
ご

教
示
い
た
だ
い
た
。
ま
た
、
矢
島
律
子
氏
も
「
宋
三
彩
」『
角
川
日
本
陶
磁
大
辞
典
』

角
川
書
店
（
二
〇
〇
二
）
に
て
遼
代
の
領
域
で
出
土
し
た
三
彩
の
一
部
は
定
窯
や
磁

州
窯
系
の
所
産
と
思
わ
れ
る
と
し
て
い
る
。

16
． 

磁
州
窯
系
陶
器
の
分
類
に
か
か
る
諸
氏
の
代
表
的
な
文
献
を
あ
げ
る
と
、
以
下
の
も

の
が
あ
る
。

　
　

 

長
谷
部
楽
爾
『
陶
磁
大
系
三
九
巻　

磁
州
窯
』
平
凡
社
、
東
京
（
一
九
七
四
）

　
　

 

長
谷
部
楽
爾
「
磁
州
窯
・
河
南
天
目
」『
世
界
陶
磁
全
集
十
二　

宋
』
小
学
館
、
東
京

（
一
九
七
七
）

　
　

 

長
谷
部
楽
爾「
元
代
の
磁
州
窯
・
吉
州
窯
そ
の
他
」『
世
界
陶
磁
全
集
十
三　

遼
・
金
・

元
』
小
学
館
、
東
京
（
一
九
八
一
）

　
　

長
谷
部
楽
爾
『
中
国
の
陶
磁
七
巻　

磁
州
窯
』
平
凡
社
、
東
京
（
一
九
九
六
）

　
　

 M
ino, Y

utaka, 

‶Freedom
 of Clay and Brush through Seven Centuries in 

N
orthern China: T

zu
-chou T

ype W
ares, 960-1600 A

.D
.

”, Indianapolis 
M
useum

 of A
rt, Indianapolis

（
一
九
八
〇
）

　
　

 

秦
大
樹
（
小
野
木
祐
子
訳
）「
磁
州
窯
式
の
形
成
と
発
展
」『
東
洋
陶
磁
』
第
二
〇
・

二
一
号
（
一
九
九
〇
・
九
一
・
九
三
）

　
　

 

馬
小
青
（
齋
藤
龍
一
訳
）「
磁
州
窯
の
さ
ま
ざ
ま
な
装
飾
技
法
と
そ
の
製
作
時
期
」『
白

と
黒
の
競
演
│
中
国
・
磁
州
窯
系
陶
器
の
世
界
│
』
大
阪
市
立
美
術
館
、
大
阪
（
二

〇
〇
二
）〔
註
二
と
同
じ
。〕

　
　

 

王
建
中
『
名
窯
名
瓷
名
家
鑑
賞
叢
書　

磁
州
窯
瓷
鑑
定
与
鑑
賞
』
江
西
美
術
出
版
社
、

南
昌
（
二
〇
〇
二
）

　
　

 

王
建
中
（
富
田
哲
雄
訳
）『
中
国
名
窯
名
瓷
シ
リ
ー
ズ
四　

磁
州
窯
瓷　

鑑
賞
と
鑑
定
』

二
玄
社
、
東
京
（
二
〇
〇
五
）

17
． 

北
京
大
学
考
古
学
系
・
河
北
省
文
物
研
究
所
・
邯
鄲
地
区
文
物
保
管
所
編
『
観
台
磁

州
窯
址
』
文
物
出
版
社
、
北
京
（
一
九
九
七
）

18
． 

註
８
と
同
じ
。

19
． 

例
え
ば
、
磁
州
窯
系
陶
器
に
限
ら
ず
、
日
本
で
使
わ
れ
る
こ
と
の
多
い
「
線
彫
」
は

中
国
で
は
「
劃
花
」
あ
る
い
は
「
刻
花
」
と
表
記
す
る
こ
と
が
多
い
。
劃
花
と
刻
花

の
差
は
細
い
沈
線
で
細
か
い
文
様
を
施
す
技
法
と
、
や
や
太
い
凹
線
的
な
沈
線
で
大

振
り
な
文
様
を
施
す
技
法
と
の
差
と
考
え
ら
れ
る
が
、
幾
分
恣
意
的
に
使
わ
れ
て
い

る
。
磁
州
窯
系
陶
器
で
は
「
劃
花
」
と
表
記
す
る
こ
と
が
多
い
の
で
、
本
稿
で
は
こ

れ
を
用
い
る
。
ま
た
練
上
は
絞
胎
、
墨
流
は
流
泥
、
掻
落
は
剔
花
、
魚
子
地
は
珍
珠
地
、

鉄
絵
は
黒
花
（
花
は
中
国
で
は
文
様
の
意
味
を
持
つ
。）
と
中
国
で
は
呼
称
さ
れ
、
磁

州
観
台
窯
の
報
告
書
で
は
黒
釉
白
縁
は
黒
釉
白
辺
と
表
記
し
て
お
り
、
本
稿
で
は
こ

れ
ら
に
準
じ
る
。

20
． 

註
17
の
磁
州
観
台
窯
の
発
掘
報
告
書
で
「
第
四
章
出
土
遺
物　

第
二
節
仿
定
瓷
器
」

に
分
類
さ
れ
て
い
る
白
釉
仿
定
器
は
、
白
地
陶
器
で
は
な
い
。
基
本
的
に
は
白
化
粧

が
施
さ
れ
な
い
、
純
白
に
近
い
素
地
に
透
明
釉
が
施
さ
れ
た
白
磁
器
な
ど
を
指
し
て

い
る
。
白
地
陶
器
で
あ
る
白
無
地
や
白
無
地
劃
花
の
作
品
が
、
定
窯
の
倣
製
品
で
あ

る
可
能
性
に
つ
い
て
は
こ
の
報
告
書
で
は
ふ
れ
ら
れ
て
い
な
い
。

21
． 

磁
州
観
台
窯
出
土
品
に
は
、
高
火
度
の
褐
釉
（
飴
釉
）
の
碗
に
は
雄
型
に
よ
る
型
打

文
様
が
報
告
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
う
し
た
作
例
に
は
白
化
粧
が
施
さ
れ
て
い
る
記
述

は
な
い
。
ま
た
、
管
見
に
よ
る
と
こ
ろ
で
は
、
山
西
省
な
ど
の
磁
州
窯
系
緒
窯
で
出
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土
す
る
黄
釉
や
緑
釉
の
印
花
文
様
の
あ
る
碗
類
に
も
白
化
粧
が
施
さ
れ
て
い
る
例
は

な
い
と
考
え
て
い
る
。

22
． 
絞
胎
の
薄
い
板
を
器
面
の
全
体
や
一
部
に
張
り
付
け
た
、
唐
代
風
の
形
態
の
黄
釉
作

品
を
散
見
す
る
こ
と
が
あ
る
。
こ
う
し
た
施
文
技
法
や
作
例
を
唐
代
の
も
の
と
す
る

説
が
あ
る
と
と
も
に
、
部
分
的
に
貼
り
付
け
ら
れ
た
作
例
に
は
鉄
分
の
多
い
素
地
を

持
つ
作
品
や
高
火
度
焼
成
の
作
品
が
あ
る
た
め
、
そ
う
し
た
作
例
に
つ
い
て
は
、
磁

州
窯
系
諸
窯
に
お
け
る
明
清
代
の
復
古
作
品
で
あ
る
と
す
る
意
見
も
あ
る
。
た
だ
し
、

未
だ
確
証
を
得
な
い
。

23
． 

や
や
厚
い
白
化
粧
の
上
に
赤
褐
色
と
暗
褐
色
に
よ
る
流
泥
文
様
を
表
し
、
透
明
釉
を

か
け
た
玉
壷
春
瓶
の
作
品
を
し
ば
し
ば
見
る
こ
と
が
あ
る
。
こ
の
種
の
作
品
も
金
代

の
作
例
と
す
る
説
と
、
明
〜
清
代
の
復
古
作
品
で
あ
る
と
の
説
が
あ
り
、
未
だ
確
証

を
得
な
い
。

24
． 

註
８
と
同
じ
。

25
． 

註
12
と
同
じ
。

26
． 

註
２
と
同
じ
。

27
． 

出
川
哲
郎
氏
・
森
達
也
氏
・
今
井
敦
氏
・
筆
者
と
の
踏
査
に
お
い
て
確
認
。
註
34
参

照
。

28
． 

長
谷
部
楽
爾
「
北
宋
前
期
の
磁
州
窯
に
つ
い
て
」『
東
洋
陶
磁
』
第
一
号
、
東
洋
陶
磁

学
会
、
東
京
（
一
九
七
四
）

29
． 

長
谷
部
楽
爾
、
註
８
と
同
じ
。

　
　

 

謝
明
良
「
耀
州
窯
遺
址
五
代
青
瓷
的
年
代
問
題
│
従
所
謂
「
柴
窯
」
談
起
」『
故
宮
学

術
季
刊
』
十
六
│
二
（
一
九
九
八
）

　
　

 

森
達
也
、
註
12
と
同
じ
。

30
． 

王
建
中
『
名
窯
名
瓷
名
家
鑑
賞
叢
書　

磁
州
窯
瓷
鑑
定
与
鑑
賞
』
江
西
美
術
出
版
社
、

南
昌
（
二
〇
〇
二
）

　
　

 

王
建
中
（
富
田
哲
雄
訳
）『
中
国
名
窯
名
瓷
シ
リ
ー
ズ
四　

磁
州
窯
瓷　

鑑
賞
と
鑑
定
』

二
玄
社
、
東
京
（
二
〇
〇
五
）

31
． 

註
12
と
同
じ
。
黒
釉
陶
器
に
分
類
し
た
た
め
、
森
氏
の
命
名
に
準
じ
て
最
初
に
も「
黒

釉
」
を
加
え
る
と
「
黒
釉
白
地
黒
釉
彩
」
と
な
る
。
文
様
は
黒
釉
で
点
彩
・
賦
彩
さ

れ
る
の
で
正
し
い
命
名
と
な
る
が
、「
黒
釉
」の
用
語
が
二
重
に
な
っ
て
し
ま
う
た
め
、

後
方
の
「
黒
釉
」
を
「
黒
彩
」
と
し
て
、
暫
定
的
に
「
黒
釉
白
地
黒
点
彩
」・「
黒
釉

白
地
黒
彩
」
と
名
付
け
た
。

32
． 

註
５
と
同
じ
。

33
． 

註
２
に
同
じ
。

34
． 

大
阪
市
立
東
洋
陶
磁
美
術
館
の
出
川
哲
郎
氏
・
愛
知
県
陶
磁
資
料
館
の
森
達
也
氏
・

東
京
国
立
博
物
館
の
今
井
敦
氏
と
私
の
四
人
に
よ
る
共
同
研
究
と
し
て
、
小
山
富
士

夫
基
金
の
助
成
を
得
て
、
二
〇
〇
五
年
に
山
西
省
考
古
研
究
所
の
猛
輝
氏
と
と
も
に

山
西
省
の
磁
州
窯
系
諸
窯
の
踏
査
を
し
た
。
ま
た
、
引
き
続
き
河
南
・
河
北
・
山
東

の
磁
州
窯
系
緒
窯
の
踏
査
を
経
て
、
詳
し
い
調
査
内
容
を
ま
と
め
て
い
こ
う
と
考
え

て
い
る
。
な
お
、
山
西
省
の
踏
査
の
概
要
に
つ
い
て
は
、
守
屋
雅
史
が
二
〇
〇
七
年

一
月
二
七
日
に
東
洋
陶
磁
学
会
西
日
本
研
究
会
に
て
「
山
西
省
の
陶
磁
│
磁
州
窯
系

陶
器
窯
を
訪
ね
て
│
」
と
題
し
て
報
告
を
し
た
。


