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は
じ
め
に

　

や
き
も
の
の
表
面
を
彩
る
装
飾
に
は
、
釉
薬
に
よ
る
加
彩
や
、
顔
料
に

よ
っ
て
文
様
を
描
く
絵
付
け
、
工
具
を
用
い
て
線
描
を
生
み
出
す
彫
り
文

様
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
技
術
を
駆
使
し
た
表
現
方
法
が
み
ら
れ
る
。
こ
の

よ
う
な
装
飾
を
施
す
方
法
は
、
や
き
も
の
の
焼
成
技
術
と
と
も
に
発
展
し

て
き
た
も
の
で
あ
り
、
特
に
、
色
絵
具
の
開
発
に
よ
っ
て
色
彩
豊
か
な
文

様
を
自
由
に
描
け
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
は
、
そ
の
表
現
の
幅
を
さ
ら
に

広
げ
た
と
い
え
よ
う
。

や
き
も
の
の
意
匠
と
文
様
表
現

─
「
氷
梅
文
」
の
描
法
分
析
を
中
心
に
─

松
浦
里
彩

　

し
か
し
、
や
き
も
の
に
施
さ
れ
る
装
飾
は
、
必
ず
し
も
意
図
的
で
あ
る

と
は
限
ら
な
い
。
た
と
え
ば
、
焼
成
中
に
窯
の
中
で
自
然
の
灰
が
天
然
の

釉
薬
と
し
て
降
り
か
か
る
こ
と
で
生
み
出
さ
れ
る
自
然
釉
や
、
高
温
焼
成

に
よ
る
亀
裂
、
予
期
せ
ぬ
欠
け
や
歪
み
な
ど
、
制
作
過
程
に
お
い
て
偶
然

起
こ
っ
た
現
象
を
も
景
色
と
称
し
、
ひ
と
つ
の
意
匠
と
し
て
成
立
さ
せ
る

こ
と
も
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
傾
向
は
特
に
日
本
に
お
い
て
顕
著
で
あ
り
、

窯
の
中
で
薪
な
ど
の
不
純
物
が
降
り
か
か
っ
た
も
の
を
「
胡
麻（
１
）」、
焼
成

と
冷
却
の
間
に
素
地
と
釉
に
収
縮
率
の
相
違
が
有
る
場
合
生
じ
る
釉
薬
の

剥
が
れ
を
「
虫
喰
い（
２
）」

と
称
す
る
な
ど
、
他
の
事
物
に
な
ぞ
ら
え
る
見
立

て（
３
）に
よ
っ
て
愛
で
る
こ
と
も
少
な
く
な
い
。
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ま
た
、
当
初
は
偶
然
の
産
物
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
現
象
も
需
要
者
に

よ
っ
て
鑑
賞
性
が
見
い
だ
さ
れ
る
と
、
次
第
に
表
現
の
ひ
と
つ
と
し
て
意

図
し
て
人
工
的
に
発
生
さ
せ
る
も
の
へ
と
変
化
し
て
い
く
場
合
も
あ
る
。

中
で
も
、
や
き
も
の
の
一
大
産
地
で
あ
る
中
国
で
は
、
古
来
よ
り
青
磁
釉（
４
）

に
発
生
す
る
こ
と
の
多
い
「
貫
入（
５
）」

に
高
い
鑑
賞
性
が
見
い
だ
さ
れ
て
き

た
。
特
に
、
優
品
が
数
多
く
生
み
出
さ
れ
て
き
た
中
国
南
宋
時
代
の
青
磁

に
み
ら
れ
る
貫
入
の
鑑
賞
性
は
高
く
、
貫
入
釉（
６
）と

呼
ば
れ
る
専
用
の
釉
薬

を
用
い
て
発
生
さ
せ
る
な
ど
、
当
時
よ
り
そ
の
需
要
度
も
高
か
っ
た
こ
と

が
う
か
が
え
る
。

　

鑑
賞
対
象
と
し
て
の
貫
入
の
影
響
は
、中
国
清
朝
の
磁
器
に
ま
で
及
ぶ
。

有
蓋
壺
を
中
心
に
み
ら
れ
る
、氷
面
に
亀
裂
が
入
る
様
子
を
表
わ
し
た「
氷

裂
文（
７
）」

や
、
氷
面
の
亀
裂
に
梅
花
を
散
ら
す
「
氷
梅
文（
８
）」

は
、
貫
入
に
よ
っ

て
生
み
出
さ
れ
た
形
状
に
由
来
し
意
匠
化
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い

る
。
貫
入
を
氷
面
に
生
じ
る
亀
裂
に
見
立
て
た
こ
れ
ら
の
意
匠
は
日
本
に

も
伝
わ
り
、
日
本
の
代
表
的
な
磁
器
で
あ
る
肥
前
磁
器
に
お
い
て
も
十
八

世
紀
前
後
よ
り
描
か
れ
始
め
、
さ
ら
に
染
織
品
な
ど
の
意
匠
と
し
て
も
取

り
入
れ
ら
れ
て
い
く
点
は
興
味
深
い（
９
）。

　

そ
れ
で
は
、
貫
入
の
形
状
か
ら
派
生
し
た
と
考
え
ら
れ
る
「
氷
裂
文
」

や
「
氷
梅
文
」
と
は
ど
の
よ
う
に
表
現
さ
れ
る
の
か
。
本
稿
で
は
、
氷
面

に
梅
花
を
加
え
る
こ
と
で
よ
り
意
匠
性
を
高
め
た「
氷
梅
文
」に
着
目
し
、

ま
ず
中
国
南
宋
時
代
の
青
磁
に
み
ら
れ
る
貫
入
に
つ
い
て
改
め
て
確
認
し

た
上
で
、
具
体
的
な
描
法
を
分
析
す
る
。
そ
し
て
、
描
法
に
お
け
る
傾
向

を
捉
え
る
と
と
も
に
、氷
梅
文
が
示
す
意
味
に
つ
い
て
考
察
を
加
え
た
い
。

一
、
南
宋
青
磁
に
み
ら
れ
る
貫
入

　

中
国
で
「
開
片
」
と
称
さ
れ
る
貫
入
は
昔
か
ら
鑑
賞
上
重
要
な
位
置
を

占
め
、
そ
の
形
状
か
ら
魚
子
文
や
牛
毛
文
、
柳
葉
文
、
蟹
爪
文
、
梅
花
片

文
、
氷
裂
文
な
ど
と
形
容
さ
れ
て
き
た
。
貫
入
の
美
し
さ
が
評
価
さ
れ
る

作
品
と
し
て
は
、
中
国
北
宋
代
の
汝
官
窯
や
南
宋
代
の
郊
壇
官
窯
・
哥
窯

の
青
磁
な
ど
が
あ
げ
ら
れ
る）

（1
（

が
、
南
宋
時
代
の
青
磁
は
青
磁
そ
の
も
の
と

し
て
だ
け
で
は
な
く
、
よ
り
複
雑
な
二
重
貫
入）

（（
（

が
み
ら
れ
る
な
ど
装
飾
面

に
お
い
て
も
完
成
度
が
高
い
と
い
え
よ
う
。
そ
こ
で
、
本
章
で
は
、
南
宋

時
代
の
青
磁
を
と
り
あ
げ
て
貫
入
に
つ
い
て
確
認
し
、
氷
梅
文
の
描
法
分

析
の
前
提
と
す
る
。

　

貫
入
と
は
、
や
き
も
の
の
釉
面
に
あ
ら
わ
れ
る
罅
割
れ
の
こ
と
で
、
器

面
全
体
に
わ
た
り
大
小
無
数
の
罅
が
は
し
る
意
匠
が
特
徴
的
で
あ
る
。
一

般
的
に
、
貫
入
は
焼
成
後
の
冷
却
過
程
に
お
い
て
、
素
地
よ
り
釉
薬
の
熱

膨
張
率
が
大
き
い
場
合
に
発
生
す
る
と
さ
れ
る
。
そ
の
た
め
、
器
面
全
体

に
広
が
る
貫
入
は
、
一
見
す
る
と
素
地
に
亀
裂
が
生
じ
て
い
る
か
の
よ
う
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に
も
み
え
焼
成
過
程
に
お
け
る
欠
損
と
も
捉
え
ら
れ
か
ね
な
い
が
、
実
際

に
は
素
地
で
は
な
く
釉
面
に
起
こ
る
現
象
で
あ
る
。

　

そ
も
そ
も
青
磁
と
は
、
後
漢
時
代
に
中
国
浙
江
省
北
部
の
越
州
窯
に
て

青
磁
と
呼
ぶ
に
値
す
る
製
品
の
焼
成
に
成
功
し
た
こ
と
に
そ
の
は
じ
ま
り

が
見
い
だ
さ
れ
、
三
世
紀
に
越
州
窯
で
焼
成
さ
れ
た
古
越
磁
に
よ
っ
て
高

品
質
の
製
品
が
完
成
し
た
と
さ
れ
る
。

　

青
磁
は
、鉄
を
呈
色
剤
と
す
る
青
磁
釉
を
掛
け
て
還
元
焼
成
す
る
た
め
、

鉄
の
配
合
量
や
焼
成
温
度
、
釉
薬
の
溶
解
加
減
な
ど
に
よ
っ
て
オ
リ
ー
ブ

色
の
深
い
緑
色
か
ら
灰
色
が
か
る
く
す
ん
だ
緑
色
、
澄
ん
だ
空
の
よ
う
な

青
色
ま
で
と
幅
広
い
発
色
が
み
ら
れ
る
。
中
で
も
、
南
宋
時
代
の
龍
泉
窯）

（1
（

で
制
作
さ
れ
た
青
磁
は
そ
の
頂
点
と
も
さ
れ
、
淡
い
空
色
の
よ
う
な
粉
青

色
の
製
品
は
日
本
で
は
砧
青
磁）

（1
（

と
称
さ
れ
重
用
さ
れ
て
き
た
。

　

青
磁
釉
の
掛
か
る
肌
は
つ
や
や
か
な
が
ら
、
そ
の
釉
面
を
よ
く
み
る
と

罅
の
入
る
例
が
確
認
で
き
る
。
そ
れ
は
ほ
と
ん
ど
み
え
な
い
も
の
か
ら
、

わ
ず
か
に
み
え
る
も
の
、
明
ら
か
に
黒
茶
色
の
線
と
し
て
あ
ら
わ
れ
て
い

る
も
の
な
ど
さ
ま
ざ
ま
で
あ
る
。
貫
入
は
あ
ら
ゆ
る
や
き
も
の
の
釉
面
に

お
こ
る
現
象
で
あ
る
が
、
貫
入
釉
を
用
い
て
、
二
重
三
重
、
多
い
と
き
は

四
重
に
も
わ
た
り
繰
り
返
し
掛
け
る
こ
と
で
意
図
的
に
罅
割
れ
を
発
生
さ

せ
る
二
重
貫
入
は
、
玉
に
匹
敵
す
る
と
も
さ
れ
る
ほ
ど
の
鑑
賞
性
を
持
ち

合
わ
せ
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
貫
入
は
釉
面
に
起
こ
る
現
象
で
あ
っ
た
も
の
か
ら
意
図

的
に
発
生
さ
せ
る
も
の
へ
と
、
そ
の
捉
え
方
が
変
化
し
て
い
っ
た
こ
と
も

う
か
が
え
る
。
そ
れ
で
は
、
貫
入
と
は
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
も
の
な
の

か
。
本
稿
で
は
、
一
般
的
に
み
ら
れ
る
一
重
の
貫
入
と
、
南
宋
時
代
に
顕

著
な
二
重
貫
入
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
作
例
を
あ
げ
な
が
ら
確
認
す
る
。

①
一
重
の
貫
入

　

ま
ず
、
一
般
的
に
み
ら
れ
る
貫
入
で
あ
る
一
重
の
形
状
に
つ
い
て
、「
青

磁
盤
」（
東
京
国
立
博
物
館
蔵
）【
図
１
】
を
例
に
取
り
上
げ
確
認
す
る
。

「
青
磁
盤
」【
図
１
】
は
、
南
宋
時
代
（
十
二
～
十
三
世
紀
）
に
官
窯）

（1
（

で

制
作
さ
れ
た
作
品
と
さ
れ
、
や
や
く
す
み
な
が
ら
も
淡
い
青
色
に
発
色
す

る
青
磁
釉
は
ま
さ
に
南
宋
青
磁
の
代
表
例
で
あ
る
。

　

光
を
反
射
す
る
ほ
ど
の
艶
を
帯
び
て
い
る
粉
青
色
の
釉
面
に
は
、
器
の

内
側
か
ら
外
側
、
底
部
と
器
面
全
体
に
か
け
て
黒
茶
色
の
貫
入
が
み
ら
れ

る
。
そ
の
罅
は
、
ま
る
で
器
面
を
鈍
器
で
叩
い
た
か
の
よ
う
に
大
小
さ
ま

ざ
ま
な
形
状
で
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
罅
が
、
素
地
で
は
な
く
釉
面
に
起

こ
っ
て
い
る
こ
と
は
、
そ
の
基
点
を
た
ど
る
こ
と
で
確
認
で
き
る
。

　
「
青
磁
盤
」
に
み
ら
れ
る
貫
入
は
一
体
ど
こ
か
ら
は
じ
ま
っ
て
い
る
の

か
。
器
面
を
よ
く
み
る
と
、
そ
の
発
生
と
な
る
基
点
は
確
認
で
き
な
い
。

仮
に
、
鈍
器
の
よ
う
な
も
の
で
器
面
を
叩
い
た
場
合
、
そ
の
衝
撃
は
叩
い
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た
一
点
に
集
中
す
る
た
め
そ
こ
が
罅
の
基
点
と
な
り
罅
自
体
も
素
地
に
入

る
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
、【
図
１
】
の
「
青
磁
盤
」
で
は
そ
の
よ
う
な

衝
撃
に
よ
る
罅
の
基
点
と
な
る
部
分
が
確
認
で
き
な
い
。
さ
ら
に
、
見
込

み
と
底
部
に
起
こ
っ
て
い
る
貫
入
を
比
較
す
る
と
、
そ
の
形
状
が
一
致
し

て
い
な
い
こ
と
が
わ
か
る
。
つ
ま
り
、
貫
入
と
呼
ば
れ
る
罅
は
、
素
地
そ

の
も
の
で
は
な
く
釉
面
に
起
こ
っ
て
お
り
、
か
つ
一
点
を
基
点
と
し
て
広

が
る
罅
の
入
り
方
と
は
異
な
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
の
で
あ
る
。

　

ま
た
、
内
面
、
側
面
、
底
部
に
み
ら
れ
る
貫
入
の
入
り
方
は
そ
れ
ぞ
れ

異
な
る
。
ひ
と
つ
ひ
と
つ
の
罅
の
形
状
や
幅
も
不
規
則
で
、
細
か
な
罅
が

入
り
乱
れ
る
よ
う
に
集
中
し
て
い
る
部
分
も
あ
れ
ば
、
ひ
と
つ
の
大
き
な

罅
が
際
立
つ
部
分
も
み
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
変
化
に
富
む
そ
の
姿
は
、

ひ
と
つ
の
意
匠
と
し
て
成
立
し
鑑
賞
者
を
飽
き
さ
せ
な
い
も
の
と
い
え
よ
う
。

②
二
重
貫
入

　

次
に
二
重
貫
入
で
あ
る
。
二
重
貫
入
と
は
、
そ
の
名
の
通
り
釉
面
に
二

種
類
の
貫
入
が
生
じ
た
も
の
で
、
青
磁
釉
の
中
で
も
特
に
中
国
南
宋
の
官

窯
の
作
品
に
優
品
が
み
ら
れ
る
。
な
お
、
二
重
貫
入
と
い
う
呼
称
は
昭
和

期
の
日
本
に
お
い
て
つ
け
ら
れ
た
も
の
で
、
中
国
で
は
貫
入
の
入
っ
た
青

磁
を
砕
器
と
称
す
る
に
と
ど
ま
り
、
二
重
と
い
う
別
称
は
み
ら
れ
な
い）

（1
（

。

　

二
重
貫
入
に
つ
い
て
、
こ
こ
で
は
「
青
磁
輪
花
鉢
」（
東
京
国
立
博
物

図１　「青磁盤」
官窯
南宋時代（12～13世紀）
口径23.9 cm　高さ5.5 cm　底径19.7 cm
東京国立博物館蔵
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館
蔵
）【
図
２
】
を
と
り
あ
げ
確
認
す
る
。「
青
磁
輪
花
鉢
」
は
、「
青
磁
盤
」

【
図
１
】
同
様
、
南
宋
時
代
（
十
二
～
十
三
世
紀
）
に
官
窯
で
制
作
さ
れ

た
作
品
と
さ
れ
、
光
の
当
り
方
に
よ
っ
て
は
や
や
緑
味
を
帯
び
る
粉
青
色

に
発
色
し
た
青
磁
で
あ
る
。

　

器
面
を
み
る
と
、【
図
１
】
同
様
に
、
器
の
内
側
か
ら
外
側
、
高
台
内

に
お
よ
ぶ
ま
で
、
器
面
全
体
に
い
き
わ
た
る
よ
う
に
黒
茶
色
の
貫
入
が
み

ら
れ
る
。
特
に
、
見
込
み
中
央
と
内
側
の
口
縁
、
外
側
の
口
縁
ま
わ
り
で

は
一
段
と
細
か
な
罅
が
集
中
し
て
い
る
の
が
特
徴
的
と
い
え
よ
う
。

　
「
青
磁
輪
花
鉢
」
で
注
目
す
る
の
は
、
黒
茶
色
の
罅
の
合
間
を
縫
う
よ

う
に
、
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
さ
ら
に
細
か
く
入
る
白
色
の
小
さ
な
罅
に
よ
っ
て

成
立
す
る
二
重
の
貫
入
で
あ
る
。【
図
３
】。
二
重
貫
入
は
鑑
賞
を
目
的
に

人
工
的
に
発
生
さ
せ
て
い
る
も
の
で
、
も
と
も
と
、
貫
入
を
二
重
に
生
じ

さ
せ
る
こ
と
が
目
的
で
あ
る
こ
と
か
ら
通
常
の
制
作
よ
り
も
施
釉
回
数
が

多
く
、
二
重
か
ら
四
重
程
度
の
施
釉
を
繰
り
返
し
て
い
る
と
さ
れ
る
。
こ

れ
は
、
何
度
も
施
釉
を
繰
り
返
し
て
焼
成
す
る
こ
と
で
、
釉
薬
の
層
を
超

え
て
そ
の
表
面
に
入
る
罅
と
、
釉
薬
の
層
を
超
え
ず
表
面
に
ま
で
達
し
な

い
罅
を
同
時
に
発
生
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。
釉
薬
の
層
を

超
え
て
そ
の
釉
面
に
罅
が
達
す
れ
ば
粗
く
大
き
な
貫
入
が
で
き
、
釉
薬
の

層
を
超
え
ず
罅
が
表
面
に
達
し
な
い
場
合
は
細
か
な
貫
入
が
で
き
る
。
こ

の
現
象
が
ひ
と
つ
の
作
品
で
同
時
に
起
こ
る
時
、「
青
磁
輪
花
鉢
」
に
み

図２　「青磁輪花鉢」
南宋官窯
南宋時代（12～13世紀）
口径26.1 cm　高さ9.1 cm　底径7.1 cm
東京国立博物館蔵
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ら
れ
る
よ
う
な
二
重
貫
入
と
呼
ば
れ
る
罅
が
完
成
す
る
。
い
わ
ば
貫
入
の

発
展
形
と
い
え
よ
う
。

　

以
上
、
南
栄
時
代
の
青
磁
を
と
り
あ
げ
、
貫
入
の
発
生
の
仕
組
み
や
形

態
を
確
認
し
た
。
貫
入
は
、
注
視
し
な
け
れ
ば
器
に
起
こ
る
罅
割
れ
と
認

識
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
る
こ
と
は
容
易
に
推
測
で
き
る
。
し
か
し
、
特
に

南
宋
時
代
に
お
い
て
鑑
賞
性
が
認
め
ら
れ
た
こ
と
に
は
、
焼
き
上
が
ら
な

い
と
わ
か
ら
な
い
罅
の
形
状
を
楽
し
む
と
い
っ
た
点
以
外
に
も
、
当
時
青

磁
が
や
き
も
の
の
最
先
端
に
位
置
し
て
い
た
こ
と
も
関
係
し
て
い
る
の
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。
な
ぜ
な
ら
、
白
磁
は
、
十
四
世
紀
後
期
の
元
時
代
初

頭
に
景
徳
鎮
窯
が
完
成
さ
せ
る
ま
で
、
景
徳
鎮
窯
に
よ
る
青
白
磁
（
影
青
）

や
定
窯
に
み
ら
れ
る
黄
色
み
の
あ
る
象
牙
色
の
も
の
が
一
般
的
で
、
景
徳

鎮
に
よ
る
白
磁
の
完
成
ま
で
は
青
磁
が
大
き
な
位
置
を
占
め
て
い
た
と
考

え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

　

当
時
の
青
磁
は
、
釉
薬
に
よ
る
色
彩
表
現
の
ほ
か
、
主
に
彫
り
文
様
や

貼
花
、
象
嵌
と
い
っ
た
技
巧
に
よ
る
装
飾
が
み
ら
れ
る
。
さ
ま
ざ
ま
な
技

巧
を
凝
ら
し
た
意
匠
の
中
で
、
偶
然
生
ま
れ
る
罅
が
生
み
出
す
景
色
は
ど

れ
ほ
ど
趣
深
い
も
の
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
青
磁
に
起
こ
る
貫
入
を
単
な

る
罅
と
し
て
扱
う
の
で
は
な
く
、
意
匠
の
ひ
と
つ
と
し
て
成
立
さ
せ
、
さ

ら
に
は
意
図
的
に
罅
を
作
り
出
し
た
過
程
を
想
像
す
る
と
、
そ
こ
に
美
を

見
い
だ
し
た
人
々
の
感
性
が
思
い
浮
か
ば
れ
る
の
で
あ
る
。

二
、「
氷
梅
文
」
の
描
法

　

前
章
で
は
、
貫
入
に
つ
い
て
確
認
す
る
に
あ
た
り
、
中
国
南
宋
時
代
の

青
磁
を
と
り
あ
げ
、
罅
割
れ
の
起
こ
る
理
由
と
主
な
発
生
の
状
態
を
確
認

し
た
。
本
章
で
は
、
そ
の
貫
入
に
み
ら
れ
る
形
状
が
後
世
意
匠
化
さ
れ
た

と
考
え
ら
れ
る
氷
梅
文
に
着
目
し
、
中
国
清
朝
の
磁
器
お
よ
び
そ
の
影
響

を
受
け
十
八
世
紀
前
後
よ
り
描
か
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
日
本
の
磁
器
を
と

図３　図２の部分図
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り
あ
げ
、
具
体
的
な
描
法
を
分
析
す
る
。

　

な
お
、
本
稿
で
は
日
本
の
作
例
も
扱
う
た
め
、
酸
化
コ
バ
ル
ト
を
主
成

分
と
す
る
顔
料
を
呉
須
、
こ
の
顔
料
を
用
い
て
絵
付
け
を
施
す
磁
器
を
染

付
と
和
名
に
統
一
し
て
表
記
す
る
こ
と
と
す
る
。

（
一
）
中
国
磁
器
に
み
ら
れ
る
「
氷
梅
文
」
の
描
法

　

氷
梅
文
は
中
国
陶
磁
に
み
ら
れ
る
文
様
の
ひ
と
つ
で
、
氷
面
に
で
き
る

罅
を
表
現
し
た
不
規
則
な
線
描
の
間
に
白
梅
を
散
ら
し
、
氷
面
と
考
え
ら

れ
る
素
地
の
部
分
に
呉
須
で
色
彩
を
施
す
も
の
を
い
う
。『
飲
流
斎
説
瓷
』

に
は
「
梅
花
罐
」
と
あ
り
、「
全
身
に
氷
文
を
描
い
て
、
梅
花
片
々
を
散

ら
し
、
清
朝
康
熙
に
始
ま
る
」
と
い
う）

（1
（

。

　

梅
は
松
・
竹
と
と
も
に
寒
く
厳
し
い
冬
を
生
き
抜
く
「
歳
寒
三
友
」
の

ひ
と
つ
に
か
ぞ
え
ら
れ
る
代
表
的
な
吉
祥
文
様
で
、
新
春
を
象
徴
す
る
植

物
と
し
て
も
古
来
よ
り
人
々
に
愛
で
ら
れ
て
き
た
。
中
国
で
は
、
口
部
が

小
さ
く
肩
が
張
り
、
裾
に
向
か
う
に
連
れ
す
ぼ
ま
っ
て
い
く
形
状
の
瓶
を

「
梅
瓶
」
と
呼
び
、
そ
の
由
来
は
小
さ
な
口
が
梅
の
枝
を
生
け
る
の
に
ふ

さ
わ
し
い
か
ら
と
も
、『
飲
流
斎
説
瓷
』に
よ
れ
ば
こ
の
小
さ
な
口
径
を「
梅

の
痩
骨
」
と
呼
ぶ
か
ら
と
も
い
わ
れ
る）

（1
（

。
こ
の
よ
う
に
、「
梅
」
は
日
常

に
お
け
る
植
物
と
し
て
身
近
に
あ
っ
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

　

そ
れ
で
は
、
貫
入
に
み
ら
れ
る
罅
の
形
状
を
氷
面
に
見
立
て
、
そ
こ
に

新
春
を
象
徴
す
る
吉
祥
文
様
で
あ
る
梅
を
散
ら
す
氷
梅
文
は
ど
の
よ
う
に

表
現
さ
れ
る
の
か
。
こ
こ
で
は
、
次
の
二
つ
の
作
品
を
取
り
上
げ
、
そ
の

描
法
を
分
析
す
る
。

①
「
青
花
氷
梅
文
壺
」（
東
京
国
立
博
物
館
蔵
）【
図
４
】

　
「
青
花
氷
梅
文
壺
」
は
、
清
時
代
初
頭
の
十
七
～
十
八
世
紀
に
西
欧
向

け
の
輸
出
品
と
し
て
景
徳
鎮
で
制
作
さ
れ
た
と
さ
れ
、
欧
米
に
お
い
て

「
ホ
ー
ソ
ン
（
さ
ん
ざ
し
）」
と
呼
ば
れ
人
気
を
集
め
た
と
い
う）

（1
（

。

　

は
じ
め
に
色
彩
を
確
認
す
る
。

【
氷
面
】
…
呉
須

【
氷
面
の
亀
裂
線
】
…
呉
須

【
梅
の
花
弁
】
…
白
（
白
抜
き
に
よ
る
素
地
の
色
）

【
梅
の
輪
郭
線
】
…
呉
須

【
梅
の
し
べ
】
…
呉
須

　
「
青
花
氷
梅
文
壺
」
は
、
器
面
を
氷
面
に
見
立
て
る
よ
う
に
素
地
全
体

に
呉
須
を
施
し
、
水
の
イ
メ
ー
ジ
に
つ
な
が
る
よ
う
な
青
色
の
発
色
に
仕

上
げ
て
い
る
。
氷
面
の
亀
裂
を
表
わ
す
た
め
の
線
に
は
濃
い
呉
須
が
用
い

ら
れ
、
そ
れ
は
素
地
に
施
し
た
呉
須
と
の
色
調
差
を
だ
し
な
が
ら
も
主
張

し
す
ぎ
な
い
色
合
い
で
あ
る
。

　

罅
の
入
っ
た
氷
面
で
は
氷
が
大
小
に
割
れ
、
四
角
形
や
五
角
形
な
ど
大
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き
い
ブ
ロ
ッ
ク
と
、
そ
の
合
間
に
入
る
よ
う
に
小
さ
な
氷
が
多
数
描
か
れ

て
い
る
。
そ
れ
ら
を
よ
く
み
る
と
、
氷
の
厚
み
に
よ
る
影
を
あ
ら
わ
し
て

い
る
の
か
所
々
呉
須
に
濃
淡
が
つ
け
ら
れ
て
お
り
、
こ
の
よ
う
な
強
弱
表

現
は
呉
須
一
色
の
世
界
に
動
き
を
生
み
出
し
て
い
る
。

　

罅
の
入
っ
た
氷
面
に
見
立
て
ら
れ
た
青
色
の
素
地
に
は
、
壺
の
胴
を
一

周
囲
む
よ
う
に
白
色
の
梅
の
花
が
四
段
～
五
段
に
わ
た
り
描
か
れ
て
い

る
。
梅
は
、
呉
須
に
よ
る
輪
郭
線
で
描
か
れ
、
線
状
の
し
べ
を
も
つ
も
の

と
、
し
べ
が
円
形
に
簡
略
化
さ
れ
た
も
の
の
二
種
類
が
み
ら
れ
る
。
線
状

の
し
べ
を
も
つ
梅
花
で
は
、
花
弁
の
外
周
に
円
形
の
し
べ
を
も
つ
四
つ
の

梅
花
が
十
字
の
形
状
に
配
置
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
梅
花
の
配
置
形

態
は
特
徴
的
で
、
西
欧
向
け
の
作
例
と
さ
れ
る
こ
と
か
ら
西
欧
を
意
識
し

た
デ
ザ
イ
ン
と
も
推
測
で
き
る）

（1
（

。

　

描
か
れ
て
い
る
梅
花
は
白
梅
で
あ
ろ
う
か
。
器
面
全
体
を
覆
う
呉
須
の

色
彩
と
調
和
さ
せ
る
か
の
よ
う
に
花
弁
は
白
抜
き）

11
（

さ
れ
、
や
や
青
み
を
帯

び
る
染
付
素
地
の
白
色
に
よ
っ
て
表
現
さ
れ
て
い
る
。
氷
面
に
み
ら
れ
る

数
多
の
亀
裂
に
対
し
、
白
色
で
大
き
く
表
わ
さ
れ
る
梅
の
花
の
存
在
感
は

大
き
く
、
そ
の
規
則
的
な
配
置
か
ら
も
デ
ザ
イ
ン
性
の
高
い
作
例
で
あ
る

と
い
え
よ
う
。

②
「
青
花
氷
梅
文
茶
心
壺
」（
京
都
国
立
博
物
館
蔵
）【
図
５
】

　
「
青
花
氷
梅
文
茶
心
壺
」
は
底
部
に
「
道
光
年
製
」
の
銘
が
あ
る
こ
と

か
ら
、
新
朝
第
八
代
皇
帝
で
あ
る
道
光
帝
（
十
九
世
紀
）
の
時
代
の
作
例

と
考
え
ら
れ
る
。
茶
心
壺
と
は
煎
茶
道
具
の
一
種
で
、
茶
席
で
用
い
る
茶

葉
を
入
れ
る
容
器
の
こ
と
を
い
う）

1（
（

。

　

ま
ず
、「
青
花
氷
梅
文
茶
心
壺
」
の
色
彩
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

【
氷
面
】
…
呉
須

【
氷
面
の
亀
裂
線
】
…
白
（
白
抜
き
に
よ
る
素
地
の
色
）

【
梅
の
花
弁
】
…
白
（
白
抜
き
に
よ
る
素
地
の
色
）

【
梅
の
輪
郭
線
】
…
呉
須

図４「青花氷梅文壺」
景徳鎮窯
清時代（17～18世紀）
口径4.6 cm　高さ15.8 cm　底径7.1 cm
東京国立博物館蔵
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【
梅
の
し
べ
】
…
呉
須

　
「
青
花
氷
梅
文
茶
心
壺
」
も
「
青
花
氷
梅
文
壺
」【
図
４
】
同
様
、
素
地

を
氷
面
に
見
立
て
て
い
る
た
め
か
、
器
面
全
体
に
呉
須
を
施
し
鮮
や
か
な

青
色
に
発
色
さ
せ
て
い
る
。し
か
し
、「
青
花
氷
梅
文
壺
」と
異
な
る
の
は
、

氷
の
罅
を
示
す
線
描
を
呉
須
で
は
な
く
素
地
の
白
色
を
活
か
す
白
抜
き
で

表
現
し
て
い
る
点
で
あ
る
。
器
面
全
体
に
張
り
巡
ら
す
か
の
よ
う
に
表
わ

さ
れ
る
そ
の
罅
は
細
く
鋭
い
線
描
で
あ
り
、
そ
こ
に
生
ま
れ
る
大
小
様
々

な
形
状
の
氷
の
ブ
ロ
ッ
ク
に
も
鋭
さ
が
感
じ
ら
れ
る
。

　

白
抜
き
に
よ
る
氷
裂
線
と
青
色
で
染
め
ら
れ
た
素
地
の
上
に
は
、
白
の

花
弁
に
よ
る
梅
花
が
お
お
ら
か
に
散
ら
さ
れ
る
。
梅
花
の
輪
郭
線
に
は
呉

須
が
用
い
ら
れ
、
し
べ
に
も
呉
須
が
み
ら
れ
る
。
し
べ
の
形
状
は
線
状
と

円
形
の
二
種
類
が
み
ら
れ
、
線
状
の
し
べ
を
も
つ
梅
花
の
周
り
に
は
横
を

向
く
三
つ
の
梅
花
が
そ
れ
を
囲
む
よ
う
に
配
置
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、

そ
の
合
間
に
は
円
形
の
し
べ
で
表
わ
さ
れ
る
単
体
の
梅
花
が
散
ら
さ
れ
て

い
る
。

　
「
青
花
氷
梅
文
茶
心
壺
」
の
梅
花
は
、
リ
ズ
ミ
カ
ル
な
が
ら
も
比
較
的

不
規
則
に
配
置
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
み
え
る
が
、
実
際
は
氷
面
の
罅
を
表

す
白
抜
き
の
線
描
が
よ
く
み
え
る
よ
う
、
絶
妙
な
バ
ラ
ン
ス
が
と
ら
れ
て

い
る
と
感
じ
ら
れ
る
。
鋭
い
氷
裂
線
と
お
お
ら
か
な
白
の
梅
花
が
繊
細
さ

を
生
み
出
し
て
い
る
対
象
的
な
世
界
観
で
あ
る
。

図５　「青花氷梅文茶心壺」
京都国立博物館蔵
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以
上
、
本
項
で
は
、「
青
花
氷
梅
文
壺
」
と
「
青
花
氷
梅
文
茶
心
壺
」

の
二
つ
の
作
品
を
取
り
上
げ
、
氷
面
と
梅
花
の
表
現
方
法
に
つ
い
て
分
析

し
た
。
両
作
品
は
、
氷
面
を
呉
須
で
青
に
発
色
さ
せ
、
素
地
の
色
を
活
か

し
た
白
色
の
梅
花
を
散
ら
し
て
い
る
点
が
共
通
し
て
い
る
。
し
か
し
、
氷

裂
を
示
す
線
描
に
は
違
い
が
み
ら
れ
、罅
を
白
抜
き
で
表
わ
し
て
い
る「
青

花
氷
梅
文
茶
心
壺
」
に
は
、鋭
さ
と
と
も
に
繊
細
さ
も
感
じ
ら
れ
た
。

　

ま
た
、
ど
ち
ら
の
作
例
に
お
い
て
も
、
器
面
に
行
き
わ
た
る
氷
の
罅
に

対
し
て
梅
の
花
が
大
き
く
描
か
れ
る
点
が
印
象
的
で
あ
る
。
そ
れ
は
ま
る

で
、
鑑
賞
者
が
梅
の
花
の
散
っ
た
氷
面
を
上
か
ら
覗
き
見
て
い
る
か
の
よ

う
な
感
覚
を
覚
え
る
こ
と
か
ら
、
氷
梅
の
意
匠
は
自
然
界
の
風
景
を
描
き

と
っ
た
と
い
う
よ
り
も
、
庭
園
な
ど
あ
る
程
度
人
の
手
が
加
え
ら
れ
た
空

間
に
お
け
る
自
然
現
象
に
季
節
の
移
り
変
わ
り
を
感
じ
取
り
、
そ
れ
を
意

匠
化
し
た
も
の
な
の
で
は
な
い
か
と
も
想
像
す
る
の
で
あ
る
。

（
二
）
日
本
磁
器
に
み
ら
れ
る
「
氷
梅
文
」
の
描
法

　

梅
は
中
国
を
原
産
と
し
、
日
本
に
は
奈
良
時
代
以
前
に
渡
来
し
た
と
さ

れ
る
。
日
本
に
お
い
て
も
古
来
よ
り
愛
で
ら
れ
て
き
た
が
、江
戸
時
代
以
降

に
品
種
改
良
が
進
む
と
江
戸
中
期
頃
か
ら
は
果
実
生
産
も
盛
ん
に
な
っ
た）

11
（

。

　

中
国
同
様
、
日
本
に
お
い
て
も
松
・
竹
と
も
に
吉
祥
文
の
ひ
と
つ
と
し

て
か
ぞ
え
ら
れ
、
工
芸
を
は
じ
め
多
く
の
美
術
品
に
取
り
入
れ
ら
れ
て
き

た
。
や
き
も
の
に
お
い
て
は
、
た
と
え
ば
高
麗
茶
碗
の
高
台
周
り
に
み
ら

れ
る
粒
状
に
な
っ
た
釉
薬
の
縮
れ
を
梅
花
皮
と
称
す
例
が
み
ら
れ
る
な

ど
、日
本
に
お
い
て
も
梅
は
身
近
な
存
在
で
あ
っ
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

　

肥
前
磁
器
を
筆
頭
に
日
本
の
や
き
も
の
に
注
目
す
る
と
、
梅
の
花
だ
け

を
描
く
も
の
、
梅
の
幹
ま
で
描
く
も
の
、
花
と
枝
を
描
く
も
の
な
ど
そ
の

文
様
表
現
と
意
匠
の
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
は
豊
富
で
あ
る
。
そ
こ
に
、
中
国

清
朝
磁
器
に
み
ら
れ
る
氷
梅
文
が
日
本
に
も
伝
わ
る
と
、
十
八
世
紀
前
後

よ
り
肥
前
磁
器
な
ど
に
取
り
入
れ
ら
れ
る
よ
う
に
な
る）

11
（

。

　

そ
れ
で
は
、
日
本
の
磁
器
に
み
ら
れ
る
氷
梅
文
は
ど
の
よ
う
に
表
現
さ

れ
て
い
る
の
か
。
本
項
で
は
、
氷
梅
文
の
み
ら
れ
る
作
例
を
三
点
と
り
あ

げ
、
そ
の
描
法
を
分
析
し
て
い
く
。

①
「
染
付
梅
花
氷
裂
文
蓋
付
壺
」（
佐
賀
県
立
九
州
陶
磁
文
化
館
蔵
柴
田

夫
妻
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
）【
図
６
】

　
「
染
付
梅
花
氷
裂
文
蓋
付
壺
」
は
、
十
八
世
紀
後
期
か
ら
十
九
世
紀
前

半
頃
に
制
作
さ
れ
た
と
推
測
さ
れ
る
染
付
の
壺
で
あ
る
。
高
さ
が
二
十
セ

ン
チ
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
お
そ
ら
く
茶
心
壺
と
し
て
用
い

ら
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

　

ま
ず
、「
染
付
梅
花
氷
裂
文
蓋
付
壺
」
の
色
彩
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

【
氷
面
】
… 

染
付
用
の
白
素
地
を
活
か
し
た
白
を
基
礎
に
一
部
呉
須
に



やきものの意匠と文様表現─ 55 ─

よ
る
彩
色

【
氷
面
の
亀
裂
線
】
…
呉
須

【
梅
の
花
弁
】
…
呉
須

【
梅
の
輪
郭
線
】
…
呉
須

【
梅
の
し
べ
】
…
呉
須

　
「
染
付
梅
花
氷
裂
文
蓋
付
壺
」
の
意
匠
は
、
こ
れ
ま
で
に
取
り
上
げ
た

作
例
と
は
色
彩
が
反
対
で
、
氷
面
を
素
地
の
白
、
梅
花
を
呉
須
で
彩
色
し

て
い
る
。

　

器
面
全
体
を
め
ぐ
る
氷
の
亀
裂
線
は
や
や
太
め
の
呉
須
で
描
か
れ
、
短

い
直
線
で
多
数
表
わ
さ
れ
る
こ
と
か
ら
も
強
さ
や
鋭
さ
が
感
じ
ら
れ
る
。

氷
は
、
大
き
な
亀
裂
の
中
に
小
さ
な
亀
裂
が
何
個
も
起
こ
る
形
状
で
表
現

さ
れ
て
お
り
、
素
地
の
白
さ
と
相
ま
っ
て
ま
る
で
壺
自
体
に
罅
が
は
い
っ

て
い
る
か
の
よ
う
で
も
あ
る
。

　

氷
を
み
る
と
、
所
々
深
み
の
あ
る
呉
須
で
彩
色
さ
れ
て
い
る
部
分
が
確

認
で
き
る
。
そ
の
形
状
は
三
角
形
や
長
方
形
、
台
形
な
ど
様
々
で
、
全
体

的
に
直
線
に
よ
っ
て
表
わ
さ
れ
る
氷
裂
の
中
、
白
素
地
を
活
か
し
た
氷
面

の
ア
ク
セ
ン
ト
に
も
な
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
表
現
は
、
素
地
の
白
色

の
印
象
が
強
い
氷
裂
と
、
呉
須
で
表
わ
し
た
梅
花
と
の
調
和
を
と
る
た
め

の
措
置
な
の
か
も
し
れ
な
い
。

　

梅
花
を
み
る
と
、
花
弁
、
輪
郭
線
、
円
形
と
線
状
で
表
わ
さ
れ
る
し
べ

全
て
が
呉
須
一
色
で
描
か
れ
て
い
る
。
梅
の
花
は
正
面
を
向
く
も
の
を
中

心
に
横
を
向
い
た
も
の
も
い
く
つ
か
み
ら
れ
、
さ
ら
に
そ
の
合
間
に
は
二

～
三
枚
の
花
弁
を
ま
と
め
た
も
の
が
散
ら
さ
れ
て
い
る
。

　

器
面
全
体
の
印
象
と
し
て
は
、
氷
の
罅
、
梅
花
と
も
に
比
較
的
大
き
く

濃
い
線
描
で
描
か
れ
、
デ
ザ
イ
ン
性
が
高
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
先
述
し

た
よ
う
に
、
氷
の
一
部
ブ
ロ
ッ
ク
に
は
呉
須
が
施
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら

図６　「染付梅花氷裂文蓋付壺」
1780～1840年代
口径7.8 cm　高さ19.4 cm　底径7.7 cm
佐賀県立九州陶磁文化館蔵柴田夫妻コレクション
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も
色
彩
バ
ラ
ン
ス
に
注
意
し
て
い
る
こ
と
が
う
か
が
え
、
素
地
の
白
さ
が

目
立
つ
た
め
に
そ
の
影
響
を
少
し
抑
え
よ
う
と
し
て
い
る
よ
う
に
感
じ
ら

れ
よ
う
。

②
「
染
付
氷
裂
梅
花
文
小
碗
」（
佐
賀
県
立
九
州
陶
磁
文
化
館
蔵
柴
田
夫

妻
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
）【
図
７
】

　
「
染
付
氷
裂
梅
花
文
小
碗
」
は
、
十
九
世
紀
前
半
頃
に
制
作
さ
れ
た
と

推
測
さ
れ
る
肥
前
磁
器
の
染
付
碗
で
あ
る
。
西
欧
へ
の
金
襴
手
の
輸
出
が

衰
退
し
て
以
降
、
日
本
で
は
染
付
製
品
の
生
産
へ
と
シ
フ
ト
し
、
こ
の
よ

う
な
染
付
磁
器
が
広
く
流
通
し
て
一
般
的
に
使
用
さ
れ
て
い
っ
た
も
の
と

考
え
ら
れ
る
。

　

は
じ
め
に
、「
染
付
氷
裂
梅
花
文
小
碗
」
の
色
彩
を
確
認
す
る
。

【
氷
面
】
…
呉
須

【
氷
面
の
亀
裂
線
】
…
呉
須

【
梅
の
花
弁
】
…
白
（
白
抜
き
に
よ
る
素
地
の
色
）

【
梅
の
輪
郭
線
】
…
呉
須

【
梅
の
し
べ
】
…
呉
須

　
「
染
付
氷
裂
梅
花
文
小
碗
」
に
お
い
て
も
、
や
は
り
器
面
を
氷
面
に
見

立
て
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
、
外
側
に
は
素
地
全
面
に
や
や
深
み
の
あ
る
青

に
発
色
す
る
呉
須
が
掛
け
ら
れ
て
い
る
。
氷
は
多
数
の
塊
が
密
着
し
て
い

る
よ
う
に
み
え
る
ほ
ど
、
濃
い
色
調
の
呉
須
で
太
い
輪
郭
線
が
と
ら
れ
、

五
角
形
や
六
角
形
の
ブ
ロ
ッ
ク
状
の
固
体
と
し
て
大
き
く
表
わ
さ
れ
る
。

そ
れ
は
貫
入
を
想
起
さ
せ
る
罅
で
は
な
く
、氷
面
に
大
き
な
亀
裂
が
入
り
、

ブ
ロ
ッ
ク
状
に
割
れ
た
氷
が
描
か
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

　

梅
花
を
み
る
と
、
花
の
輪
郭
線
と
線
状
の
し
べ
が
呉
須
で
描
か
れ
、
花

図７　「染付氷裂梅花文小碗」
1800～60年代
口径8.5 cm　高さ6.0 cm　底径4.2 cm
佐賀県立九州陶磁文化館蔵柴田夫妻コレクション
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弁
は
白
抜
き
に
よ
る
素
地
の
白
色
で
表
わ
さ
れ
て
い
る
。
梅
花
は
全
体
的

に
比
較
的
小
ぶ
り
で
、
器
面
中
央
に
正
面
を
向
く
二
つ
と
横
を
向
く
一
つ

が
配
置
さ
れ
、
そ
の
四
方
を
囲
む
よ
う
に
横
を
向
い
た
さ
ら
に
小
さ
な
四

つ
が
散
ら
さ
れ
て
い
る
。

　

太
く
濃
い
呉
須
で
表
わ
さ
れ
る
氷
の
亀
裂
線
に
対
し
、
細
い
輪
郭
線
で

小
さ
く
控
え
め
に
散
ら
さ
れ
る
梅
花
に
は
、
ふ
と
視
線
を
向
け
た
先
か
ら

春
の
気
配
を
感
じ
取
る
、
そ
の
よ
う
な
瞬
間
が
切
り
取
ら
れ
て
い
る
か
の

よ
う
な
印
象
を
受
け
る
。

③
鴻
池
家
伝
来
永
楽
関
係
資
料　

永
楽
得
全
「
染
付
氷
梅
文
小
皿
」（
京

都
国
立
博
物
館
蔵
）【
図
８
】

　

永
楽
得
全
（
一
八
五
三
～
一
九
〇
九
年
）
は
、
明
治
期
の
京
焼
の
陶
工

で
あ
る
。明
治
維
新
後
の
茶
道
衰
微
の
時
代
に
あ
り
家
業
が
低
迷
す
る
中
、

永
楽
家
再
興
の
た
め
積
極
的
に
万
博
へ
参
加
す
る
な
ど
、
茶
碗
や
花
生
け

の
作
陶
に
あ
た
っ
た）

11
（

。
本
項
で
は
鴻
池
家
に
伝
わ
る
資
料
の
う
ち
、
永
楽

得
全
作「
染
付
氷
梅
文
小
皿
」を
と
り
あ
げ
、氷
梅
文
の
描
法
を
分
析
す
る
。

　
「
染
付
氷
梅
文
小
皿
」
は
明
治
時
代
の
制
作
と
さ
れ
二
十
一
枚
が
伝
わ

る
。
こ
れ
ら
は
京
焼
と
考
え
ら
れ
る
が
、
素
地
は
磁
胎
で
あ
る
。
ま
ず
色

彩
を
確
認
す
る
と
、
次
の
よ
う
に
な
る
。

【
氷
面
】
…
呉
須
（
薄
瑠
璃
）

【
氷
面
の
亀
裂
線
】
…
呉
須

【
梅
の
花
弁
】
…
白
（
白
抜
き
に
よ
る
素
地
の
色
）

【
梅
の
輪
郭
線
】
…
呉
須

【
梅
の
し
べ
】
…
呉
須

　
「
染
付
氷
梅
文
小
皿
」
で
は
、
氷
面
を
表
わ
す
素
地
を
薄
瑠
璃
で
表
わ

し
て
い
る
点
が
特
徴
的
で
あ
る
。
薄
瑠
璃
は
染
付
の
一
種
で
、
酸
化
コ
バ

ル
ト
を
器
面
に
薄
く
塗
っ
た
の
ち
、
透
明
釉
を
施
し
て
高
火
度
焼
成
し
た

図８　永楽得全「染付氷梅文小皿」
明治時代（19～20世紀）
京都国立博物館蔵
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も
の
で
あ
る）

11
（

。
呉
須
を
薄
く
塗
る
た
め
、
本
稿
で
取
り
上
げ
て
い
る
他
の

作
例
の
よ
う
に
器
面
全
体
に
呉
須
を
施
す
場
合
よ
り
薄
い
発
色
と
な
る
。

薄
い
呉
須
が
施
さ
れ
た
氷
面
に
は
、
濃
い
呉
須
で
罅
が
描
か
れ
る
。
罅
に

よ
っ
て
ブ
ロ
ッ
ク
に
わ
か
れ
た
氷
片
は
大
き
く
描
か
れ
て
い
る
が
、
そ
の

線
描
は
比
較
的
細
く
、
繊
細
な
様
子
が
う
か
が
え
る
。

　

器
面
に
は
、
控
え
め
に
数
個
の
梅
花
が
散
ら
さ
れ
る
。
花
の
輪
郭
線
と

し
べ
を
呉
須
で
描
き
、
花
弁
は
素
地
の
白
色
で
表
現
す
る
。
器
面
左
側
に

三
つ
の
梅
花
が
連
な
り
、
そ
の
右
側
に
は
一
つ
の
梅
花
が
配
置
さ
れ
る
。

他
に
も
、
横
向
き
の
梅
花
が
ご
く
小
さ
く
描
か
れ
所
々
に
散
ら
さ
れ
て
い

る
。
氷
の
ブ
ロ
ッ
ク
と
比
べ
る
と
、
梅
花
は
控
え
め
に
描
か
れ
て
い
る
印

象
を
受
け
る
が
、
氷
の
罅
も
比
較
的
細
い
線
描
で
表
さ
れ
て
い
る
こ
と
か

ら
器
面
全
体
に
繊
細
さ
が
感
じ
ら
れ
よ
う
。

　

以
上
、
日
本
磁
器
に
み
ら
れ
る
氷
梅
文
に
つ
い
て
、
三
作
例
を
と
り
あ

げ
そ
の
描
法
を
確
認
し
た
。
先
に
あ
げ
た
二
点
が
肥
前
磁
器
で
あ
る
の
に

対
し
三
点
目
は
京
焼
で
あ
る
た
め
、
表
現
上
の
地
域
差
や
伝
来
の
年
代
差

が
あ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
と
も
に
十
八
世
紀
後
期
以
降
の

作
例
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
氷
梅
文
が
十
八
世
紀
前
後
に
日
本
に
伝
わ
っ
た

後
、一
般
的
な
意
匠
と
し
て
取
り
入
れ
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

　

ま
た
、
本
稿
で
と
り
あ
げ
た
三
作
例
も
、
中
国
磁
器
の
作
例
同
様
す
べ

て
染
付
磁
器
で
あ
っ
た
。
梅
花
も
染
付
ま
た
は
素
地
の
白
色
で
表
現
し
て

い
る
点
が
中
国
磁
器
に
み
ら
れ
た
表
現
と
共
通
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な

点
に
は
、
氷
梅
文
が
単
に
新
た
な
意
匠
と
し
て
伝
来
し
た
の
で
は
な
く
、

素
地
は
氷
や
水
を
イ
メ
ー
ジ
す
る
青
色
で
表
わ
す
こ
と
や
、
梅
花
は
そ
の

青
色
の
色
調
を
考
慮
し
た
表
現
に
す
る
と
い
う
形
式
が
、
日
本
磁
器
に
も

受
け
継
が
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

【
小
結
】

　

本
章
で
は
、
中
国
と
日
本
の
磁
器
に
み
ら
れ
る
氷
梅
文
の
描
法
に
つ
い

て
分
析
し
た
。
今
回
取
り
上
げ
た
氷
面
と
梅
花
に
つ
い
て
、
双
方
の
描
法

を
比
較
す
る
と
次
の
よ
う
に
ま
と
め
ら
れ
る
。

　
（
一
）
中
国
磁
器
に
み
ら
れ
る
描
法

　
　
「
氷
面
」
… 

素
地
を
呉
須
で
彩
色
す
る
。
貫
入
の
形
状
を
意
匠
化
し

た
氷
裂
文
に
基
づ
い
て
い
る
た
め
か
、
細
い
線
描
を
駆

使
す
る
こ
と
で
そ
の
形
状
を
表
わ
す
。

　
　
「
梅
花
」
… 

花
弁
は
白
抜
き
に
よ
る
素
地
の
白
色
で
あ
る
。
細
か
な

罅
が
入
る
氷
面
に
対
し
て
大
き
く
描
か
れ
、
数
個
の
花

が
連
な
る
よ
う
に
器
面
全
体
に
配
置
さ
れ
る
。

　
（
二
）
日
本
磁
器
に
み
ら
れ
る
描
法

　
　
「
氷
面
」
… 

呉
須
に
よ
る
彩
色
、
ま
た
は
素
地
の
白
色
で
表
さ
れ
る
。
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ブ
ロ
ッ
ク
状
の
氷
が
み
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
氷
面
の
罅

割
れ
を
ひ
と
つ
の
意
匠
と
し
て
解
釈
し
て
い
る
様
子
が

う
か
が
え
る
。

　
　
「
梅
花
」
… 

花
弁
は
白
抜
き
に
よ
る
素
地
の
白
色
、
ま
た
は
呉
須
に

よ
る
彩
色
。
氷
面
が
呉
須
の
場
合
は
白
の
花
弁
、
白
素

地
を
活
か
し
て
い
る
場
合
は
呉
須
に
よ
る
彩
色
が
み
ら

れ
た
。
氷
裂
に
対
し
比
較
的
小
さ
く
描
か
れ
、
器
面
の

所
々
に
氷
面
が
み
え
る
よ
う
間
を
と
り
な
が
ら
配
置
さ

れ
る
。

　

今
回
の
分
析
で
は
、
中
国
磁
器
と
日
本
磁
器
と
も
に
、
コ
バ
ル
ト
顔
料

を
主
成
分
と
し
た
染
付
に
よ
る
作
例
を
確
認
し
た
。
色
絵
磁
器
も
盛
ん
に

制
作
さ
れ
て
い
る
時
代
で
あ
る
こ
と
を
考
え
る
と
、
氷
や
水
と
い
っ
た
青

の
イ
メ
ー
ジ
が
基
礎
に
あ
る
こ
と
、
特
に
中
国
磁
器
に
お
い
て
は
貫
入
が

青
色
の
陶
磁
で
あ
る
青
磁
に
よ
く
み
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
コ

バ
ル
ト
顔
料
に
よ
る
色
彩
を
用
い
て
い
る
も
の
と
推
測
す
る
。

　

ま
た
、
中
国
磁
器
で
は
氷
面
の
罅
を
表
わ
す
線
描
が
細
や
か
で
あ
る
の

に
対
し
梅
花
が
大
き
く
描
か
れ
、
日
本
磁
器
で
は
氷
裂
が
ブ
ロ
ッ
ク
状
に

表
わ
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
ほ
ど
強
い
印
象
で
あ
る
の
に
対
し
、
梅
花
は
細

い
線
描
で
控
え
め
に
描
か
れ
る
と
い
っ
た
対
象
的
な
傾
向
が
み
ら
れ
た
。

こ
の
点
に
お
い
て
は
、
中
国
で
は
氷
裂
文
の
由
来
と
な
る
貫
入
の
表
現
を

重
視
し
て
い
る
の
に
対
し
、
日
本
で
は
罅
の
入
る
氷
面
に
梅
花
が
散
る
と

い
う
場
面
そ
の
も
の
を
意
匠
化
し
て
い
る
よ
う
な
印
象
を
受
け
る
。
そ
の

た
め
に
作
風
に
差
異
が
発
生
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

た
だ
し
、
こ
れ
は
本
稿
で
の
分
析
結
果
で
あ
り
、
表
現
の
傾
向
を
抽
出

す
る
た
め
の
分
析
対
象
と
な
る
作
例
が
少
な
い
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。
対

象
作
例
を
増
や
し
、
さ
ら
な
る
分
析
を
進
め
る
こ
と
は
今
後
の
課
題
と
し

た
い
。

お
わ
り
に

　

本
稿
で
は
、
や
き
も
の
に
施
さ
れ
る
装
飾
の
中
で
も
、
や
き
も
の
自
体

に
起
こ
る
現
象
が
由
来
の
南
宋
時
代
に
み
ら
れ
る
貫
入
に
注
目
し
、
後
世

そ
れ
が
意
匠
化
さ
れ
た
例
と
し
て
氷
梅
文
を
と
り
あ
げ
、
そ
の
描
法
を
分

析
し
て
き
た
。
も
と
も
と
釉
面
に
発
生
す
る
罅
の
ひ
と
つ
で
あ
っ
た
貫
入

が
ひ
と
つ
の
意
匠
と
し
て
成
立
し
、
意
図
的
に
発
生
さ
せ
る
二
重
貫
入
が

開
発
さ
れ
た
こ
と
は
当
時
に
お
い
て
大
き
な
意
味
が
あ
っ
た
と
い
え
よ

う
。
さ
ら
に
、
後
世
す
で
に
可
能
と
な
っ
て
い
た
絵
筆
に
よ
る
絵
付
け
に

よ
り
、
文
様
の
ひ
と
つ
と
し
て
表
現
さ
れ
て
い
く
こ
と
に
は
、
意
匠
と
し

て
見
立
て
る
に
と
ど
ま
ら
な
い
、
受
け
継
が
れ
る
美
の
感
覚
も
見
い
だ
さ
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れ
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
最
後
に
、
本
稿
で
の
分
析
を
通
し
て
考
え
る

氷
梅
文
が
示
す
意
味
に
つ
い
て
考
察
を
加
え
た
い
。

　

中
国
陶
磁
と
日
本
陶
磁
、
そ
れ
ぞ
れ
の
作
例
に
み
ら
れ
た
よ
う
に
、
氷

梅
文
は
氷
の
張
っ
た
水
面
に
亀
裂
が
入
り
、
そ
の
亀
裂
の
上
を
漂
う
か
の

よ
う
に
梅
花
を
散
ら
し
て
描
か
れ
る
の
が
基
本
的
な
形
態
で
あ
る
。
氷
が

張
る
こ
と
か
ら
季
節
は
冬
で
あ
り
気
温
は
０
度
に
達
す
る
こ
と
が
わ
か
る

が
、
そ
の
氷
面
に
は
亀
裂
が
み
ら
れ
、
真
冬
よ
り
も
春
先
の
気
温
が
上
昇

す
る
時
期
を
表
わ
し
て
い
る
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
。
一
般
的
に
、
海
面
や

湖
面
な
ど
に
張
る
氷
は
、
気
温
の
上
昇
に
よ
り
水
温
が
上
が
っ
た
際
に
溶

け
は
じ
め
、
氷
層
が
薄
く
な
る
と
と
も
に
亀
裂
が
入
り
次
第
に
割
れ
る
も

の
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
は
自
然
に
起
こ
る
現
象
で
あ
る
が
、
ど
こ
か
焼

成
と
冷
却
の
温
度
差
に
よ
る
膨
張
率
の
差
か
ら
生
じ
る
貫
入
の
原
理
に
通

ず
る
も
の
が
感
じ
ら
れ
る
。

　

そ
し
て
、
亀
裂
の
入
り
は
じ
め
た
氷
面
に
は
、
新
春
を
象
徴
す
る
梅
の

花
が
散
る
よ
う
に
描
か
れ
る
。
特
に
、
梅
は
白
素
地
を
活
か
し
た
白
色
の

花
弁
で
描
か
れ
る
こ
と
が
多
く
見
受
け
ら
れ
た
。
こ
れ
は
、
氷
面
を
コ
バ

ル
ト
顔
料
の
青
色
で
表
わ
す
こ
と
を
踏
ま
え
た
色
調
の
調
和
を
考
慮
し
た

も
の
と
推
測
で
き
る
が
、
一
部
白
梅
の
開
花
時
期
が
春
先
に
あ
た
る
こ
と

か
ら
氷
の
溶
け
始
め
る
時
期
が
示
さ
れ
て
い
る
可
能
性
も
考
え
ら
れ
よ
う
。

　

つ
ま
り
、
氷
梅
文
と
は
、
貫
入
の
形
状
に
由
来
す
る
氷
裂
文
を
そ
の
原

型
と
し
な
が
ら
も
、
自
然
界
に
お
け
る
氷
面
の
亀
裂
と
照
ら
し
合
わ
せ
、

さ
ら
に
梅
の
花
を
組
み
合
せ
る
こ
と
で
、
新
春
を
象
徴
す
る
吉
祥
文
様
と

し
て
表
わ
さ
れ
た
意
匠
と
解
釈
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

【
註
】

（
１
） 

炻
器
質
の
無
釉
焼
き
締
め
陶
の
焼
き
上
が
り
の
特
徴
の
一
つ
で
、
焼
成
中
に
器
物

の
表
面
に
薪
の
灰
が
部
分
的
に
降
り
か
か
っ
て
釉
化
し
た
も
の
。
備
前
焼
に
多
く

み
ら
れ
る
。（
編
集
代
表
矢
部
良
明
『
日
本
陶
磁
大
辞
典
』
普
及
版
、
五
五
九
項
、

角
川
学
芸
出
版
、
二
〇
一
一
年
を
参
照
。）

（
２
） 

釉
の
剥
落
、
ほ
つ
れ
の
こ
と
。
多
く
は
白
磁
に
生
じ
、
器
面
の
角
に
点
綴
や
細
か

い
線
を
な
し
て
現
れ
る
も
の
で
、
素
地
と
釉
と
の
収
縮
率
の
相
違
か
ら
生
じ
る
。

材
料
に
違
和
が
生
じ
た
時
、
そ
の
収
縮
の
差
が
器
の
先
端
に
生
じ
、
素
地
か
ら
浮

き
上
が
り
、こ
の
浮
き
が
破
裂
し
て
、素
地
が
外
か
ら
直
に
見
え
る
状
態
と
な
る
。

こ
れ
を
虫
喰
い
と
称
し
、
日
本
の
茶
人
が
美
的
効
果
と
し
て
評
価
し
た
。
中
国
で

は
、
明
時
代
の
万
暦
年
間
（
一
五
七
三
～
一
六
二
〇
）
に
景
徳
鎮
の
白
磁
・
染
付
・

色
絵
磁
器
に
認
め
ら
れ
、
天
啓
年
間
（
一
六
二
一
～
二
七
）
に
日
本
の
茶
人
か
ら

の
注
文
で
つ
く
ら
れ
た
古
染
付
に
と
く
に
顕
著
に
み
ら
れ
る
。
粗
笨
を
好
む
日
本

の
茶
人
の
た
め
に
、
景
徳
鎮
の
陶
工
が
美
的
効
果
を
狙
っ
て
工
夫
し
た
結
果
で
あ

る
。
な
お
、
自
然
剥
落
や
、
永
年
土
中
に
あ
っ
て
釉
が
劣
化
し
て
起
き
た
剥
落
は

虫
喰
い
と
は
呼
ば
な
い
。（
編
集
代
表
矢
部
良
明
『
日
本
陶
磁
大
辞
典
』
普
及
版
、

一
三
三
七
項
、
角
川
学
芸
出
版
、
二
〇
一
一
年
を
参
照
。）

（
３
） 

造
形
物
を
知
名
度
の
高
い
ほ
か
の
事
物
に
な
ぞ
ら
え
て
、
親
し
み
深
さ
を
増
進
さ

せ
る
工
夫
の
こ
と
。
と
く
に
、
茶
道
具
・
趣
味
の
や
き
も
の
に
そ
の
面
白
さ
が
生

き
て
い
る
。（
編
集
代
表
矢
部
良
明『
日
本
陶
磁
大
辞
典
』普
及
版
、一
三
一
二
項
、
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角
川
学
芸
出
版
、
二
〇
一
一
年
を
参
照
。）

（
４
） 

淡
青
色
ま
た
は
淡
緑
色
の
灰
釉
の
こ
と
。
青
磁
釉
は
、
灰
と
土
石
類
で
調
製
し
た

釉
を
厚
く
施
し
高
温
で
還
元
焼
成
す
る
と
、
灰
に
含
ま
れ
る
わ
ず
か
な
鉄
分
が
還

元
作
用
に
よ
り
酸
化
第
一
鉄
に
変
わ
り
淡
緑
色
に
な
る
。
鉄
分
が
少
な
い
と
淡
青

色
、
そ
れ
が
増
す
と
緑
味
を
帯
び
る
。
ま
た
釉
の
溶
融
が
完
全
で
な
い
時
の
色
は

薄
く
、
完
全
に
溶
け
る
と
黒
味
が
か
る
。（
編
集
代
表
矢
部
良
明
『
日
本
陶
磁
大

辞
典
』
普
及
版
、
七
五
八
項
、
角
川
学
芸
出
版
、
二
〇
一
一
年
を
参
照
。）

（
５
） 

① 

釉
面
に
現
れ
る
罅
割
れ
の
こ
と
。
貫
入
が
発
生
す
る
最
も
一
般
的
な
原
因
は
、

素
地
よ
り
釉
の
ほ
う
が
熱
膨
張
率
の
大
き
い
場
合
で
、
焼
成
後
の
冷
却
過
程
で

釉
面
に
引
っ
張
り
応
力
が
か
か
り
、
弾
性
限
界
を
超
え
る
と
起
き
る
。
ア
ル
カ

リ
成
分
を
多
く
含
有
す
る
釉
に
発
生
し
や
す
く
、
こ
れ
を
防
ぐ
に
は
、
珪
石
の

量
を
増
や
す
と
効
果
的
。

 

② 

中
国
で
は
開
片
と
称
し
、
昔
か
ら
鑑
賞
上
重
要
な
位
置
を
占
め
る
。
そ
の
形
状

か
ら
、
魚
子
文
・
牛
毛
文
・
柳
葉
文
・
蟹
爪
文
・
百
圾
砕
・
梅
花
片
文
・
氷
裂

文
・
断
線
文
な
ど
と
形
容
さ
れ
る
。
中
国
北
宋
代
の
汝
官
窯
、
南
宋
代
の
郊
壇

官
窯
・
哥
窯
の
青
磁
な
ど
が
有
名
で
、
特
に
南
宋
代
官
窯
に
み
ら
れ
る
二
重
貫

入
は
、
人
為
を
超
越
し
た
そ
の
神
秘
的
な
趣
が
賞
翫
さ
れ
て
い
る
。

 

　

 （
編
集
代
表
矢
部
良
明
『
日
本
陶
磁
大
辞
典
』
普
及
版
、
三
六
七
項
、
角
川
学

芸
出
版
、
二
〇
一
一
年
を
参
照
。）

（
６
） 

貫
入
が
入
る
よ
う
に
意
図
し
た
釉
薬
の
こ
と
。
亀
裂
釉
、
罅
薬
と
も
い
う
。
中
国

南
宋
官
窯
の
青
磁
釉
に
表
れ
る
二
重
貫
入
は
そ
の
一
つ
で
、
そ
の
美
し
さ
は
玉
に

匹
敵
す
る
も
の
と
し
て
名
高
い
。（
編
集
代
表
矢
部
良
明
『
日
本
陶
磁
大
辞
典
』

普
及
版
、
三
六
七
項
、
角
川
学
芸
出
版
、
二
〇
一
一
年
を
参
照
。）

（
７
） 

貫
入
の
一
種
。
線
状
に
不
規
則
に
走
る
罅
割
れ
の
こ
と
。
氷
文
と
も
い
う
。
近
世
、

中
国
で
陶
磁
器
の
鑑
賞
が
進
む
に
つ
れ
、
貫
入
も
人
工
に
よ
ら
な
い
天
工
の
技
と

し
て
評
価
・
分
類
の
目
安
と
し
て
さ
ま
ざ
ま
に
形
容
さ
れ
た
。
明
代
高
濂
の
『
遵

生
八
牋
』
に
宋
代
の
官
窯
や
哥
窯
の
寸
評
と
し
て
、「
紋
は
氷
裂
鱔
血
を
取
て
上

と
な
し
、
梅
花
片
墨
紋
は
こ
れ
に
次
ぐ
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
明
代
の

造
園
指
南
書
『
園
冶
』
な
ど
に
も
、
牆
・
窓
・
鋪
地
の
意
匠
に
こ
の
名
が
あ
り
、

時
代
の
好
み
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
明
・
清
代
の
景
徳
鎮
で
は
宋
代
の
模
倣

も
行
わ
れ
て
い
る
。
意
図
的
に
貫
入
を
着
色
す
る
技
法
や
、
貫
入
が
発
生
し
や
す

い
釉
も
あ
り
、
ま
た
、
筆
描
き
で
こ
の
幾
何
形
図
案
を
表
し
た
例
も
あ
る
。（
編

集
代
表
矢
部
良
明
『
日
本
陶
磁
大
辞
典
』
普
及
版
、
一
一
七
四
項
、
角
川
学
芸
出

版
、
二
〇
一
一
年
を
参
照
。）

（
８
） 

中
国
陶
磁
の
文
様
の
一
つ
で
、
氷
の
罅
を
思
わ
せ
る
不
規
則
な
線
描
の
間
に
白
梅

を
散
ら
し
、
余
白
を
薄
い
青
花
で
濃
染
め
す
る
意
匠
の
こ
と
。
厳
寒
に
咲
く
清
白

高
潔
な
姿
か
ら
、
吉
祥
寓
意
の
伝
統
文
様
と
な
っ
て
い
る
。『
飲
流
斎
説
瓷
』
に

は
「
梅
花
罐
」
と
あ
り
、「
全
身
に
氷
文
を
描
い
て
、
梅
花
片
々
を
散
ら
し
、
清

朝
康
熙
に
始
ま
る
」
と
い
う
。
立
春
や
観
梅
の
節
に
臣
下
に
賜
っ
た
も
の
だ
と
も

い
う
。
清
代
の
有
蓋
壺
が
代
表
的
な
も
の
と
し
て
よ
く
知
ら
れ
、
新
年
の
茶
葉
罐

と
し
て
珍
重
さ
れ
た
と
の
説
も
あ
る
。
壺
の
ほ
か
に
、
瓶
や
碗
な
ど
の
文
様
と
し

て
も
用
い
ら
れ
た
。
日
本
の
染
織
文
様
で
も
氷
梅
や
梅
花
氷
裂
と
し
て
知
ら
れ
て

い
る
。（
編
集
代
表
矢
部
良
明
『
日
本
陶
磁
大
辞
典
』
普
及
版
、
一
一
七
三
項
、

角
川
学
芸
出
版
、
二
〇
一
一
年
を
参
照
。）

（
９
） 

や
き
も
の
に
氷
裂
文
を
取
り
入
れ
た
一
例
と
し
て
、
尾
形
乾
山
「
色
絵
石
垣
文
角

皿
」（
京
都
国
立
博
物
館
蔵
）
が
あ
げ
ら
れ
、
素
地
の
白
色
に
加
え
、
青
・
赤
・
緑
・

黄
な
ど
色
彩
豊
か
に
あ
ら
わ
す
点
が
特
徴
的
で
あ
る
。
ま
た
、
山
東
京
伝
編
・
歌

川
豊
国
画
『
梅
花
氷
裂
』（
文
化
三
年
）
で
は
、
挿
図
の
外
枠
と
し
て
氷
裂
文
や

梅
を
用
い
る
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
例
が
確
認
で
き
る
。

（
10
） 
前
掲
５
を
参
照
の
こ
と
。

（
11
） 
釉
面
に
二
種
類
の
貫
入
が
生
じ
た
も
の
を
い
う
。
主
に
青
磁
釉
に
発
生
す
る
。
南

宋
官
窯
の
青
磁
釉
が
最
も
効
果
的
に
二
重
貫
入
を
装
飾
に
利
用
し
た
例
で
あ
り
、

施
釉
を
二
重
、
三
重
に
時
に
は
四
重
に
掛
け
て
い
る
こ
と
が
陶
片
の
断
面
か
ら
知

ら
れ
る
。（
編
集
代
表
矢
部
良
明
『
日
本
陶
磁
大
辞
典
』
普
及
版
、
一
九
五
九
項
、
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角
川
学
芸
出
版
、
二
〇
一
一
年
を
参
照
。）

（
12
） 
中
国
浙
江
省
西
南
部
の
龍
泉
市
を
中
心
に
、
唐
代
か
ら
清
代
に
か
け
て
焼
造
さ
れ

た
青
磁
窯
。
空
色
の
粉
青
か
ら
緑
色
の
梅
子
青
の
間
に
属
す
る
色
調
が
多
く
、
ガ

ラ
ス
質
で
釉
中
に
細
か
い
結
晶
と
気
泡
が
入
り
、胎
土
は
磁
質
化
が
比
較
的
強
い
。

（
編
集
代
表
矢
部
良
明
『
日
本
陶
磁
大
辞
典
』
普
及
版
、
一
四
四
三
項
、
角
川
学

芸
出
版
、
二
〇
一
一
年
を
参
照
。）

（
13
） 

中
国
、
宋
・
元
時
代
に
龍
泉
窯
が
焼
造
し
た
、
淡
麗
な
青
色
に
特
色
が
あ
る
最
良

の
青
磁
を
い
う
日
本
の
呼
称
。
伊
達
政
宗
所
持
の
花
入
が
大
き
な
亀
裂
を
生
じ
、

鎹
で
止
め
て
い
た
の
を
砧
と
名
付
け
た
と
す
る
説
（『
槐
記
』）
と
、
紀
州
徳
川
家

伝
来
の
花
入
れ
が
衣
を
打
つ
砧
に
形
が
似
て
お
り
、
こ
れ
を
本
歌
と
し
た
た
め
と

す
る
説
が
あ
る
。
鳳
凰
耳
花
入
や
鯱
耳
花
入
れ
が
代
表
例
。（
編
集
代
表
矢
部
良

明
『
日
本
陶
磁
大
辞
典
』
普
及
版
、
三
九
〇
項
、
角
川
学
芸
出
版
、
二
〇
一
一
年

を
参
照
。）

（
14
） 

宮
廷
用
の
陶
磁
器
を
焼
く
た
め
に
置
か
れ
た
窯
。
民
窯
に
相
対
す
る
概
念
で
あ
る

が
、
実
際
に
は
、
宮
廷
用
の
陶
磁
器
を
専
門
に
焼
造
す
る
官
営
の
工
場
が
置
か
れ

て
い
た
場
合
と
、民
窯
に
宮
廷
用
の
陶
磁
器
を
焼
造
さ
せ
て
い
た
場
合
と
が
あ
る
。

（
編
集
代
表
矢
部
良
明
『
日
本
陶
磁
大
辞
典
』
普
及
版
、
三
六
八
～
三
六
九
項
、

角
川
学
芸
出
版
、
二
〇
一
一
年
を
参
照
。）

（
15
） 

編
集
代
表
矢
部
良
明
『
日
本
陶
磁
大
辞
典
』
普
及
版
、
一
九
五
九
項
、
角
川
学
芸

出
版
、
二
〇
一
一
年
を
参
照
。

（
16
） 

前
掲
８
に
同
じ
。

（
17
） 

編
集
代
表
矢
部
良
明
『
日
本
陶
磁
大
辞
典
』
普
及
版
、
一
三
四
四
～
一
三
四
五
項
、

角
川
学
芸
出
版
、
二
〇
一
一
年
を
参
照
。

（
18
） ColBase

参
照
。

（
19
） 

日
本
に
お
い
て
も
、
十
字
と
思
わ
れ
る
文
様
が
施
さ
れ
た
陶
磁
器
な
ど
が
確
認
さ

れ
る
こ
と
か
ら
、
注
文
品
や
西
欧
へ
の
輸
出
を
意
識
し
た
作
品
が
制
作
さ
れ
た
こ

と
が
推
測
さ
れ
る
。

（
20
） 

こ
こ
で
は
墨
弾
き
を
さ
し
て
用
い
た
。
墨
弾
き
と
は
、
染
付
磁
器
で
白
抜
き
の
文

様
を
つ
く
る
た
め
の
技
法
で
、
素
焼
き
し
た
器
面
に
、
濃
く
磨
っ
た
墨
で
白
く
抜

き
た
い
文
様
を
描
き
、
そ
の
上
に
呉
須
で
濃
染
ま
た
は
吹
き
掛
け
を
行
う
と
、
墨

に
含
ま
れ
る
膠
の
た
め
墨
描
き
の
部
分
の
呉
須
が
は
じ
か
れ
る
。
こ
れ
を
空
焼
き

す
る
と
墨
の
部
分
が
消
失
し
白
抜
き
に
な
る
。（
編
集
代
表
矢
部
良
明
『
日
本
陶

磁
大
辞
典
』
普
及
版
、
七
四
四
項
、
角
川
学
芸
出
版
、
二
〇
一
一
年
を
参
照
。）

（
21
） 

編
集
代
表
矢
部
良
明
『
日
本
陶
磁
大
辞
典
』
普
及
版
、
八
八
九
項
、
角
川
学
芸
出

版
、
二
〇
一
一
年
を
参
照
。

（
22
） 

バ
ラ
科
の
落
葉
高
木
。
中
国
原
産
で
奈
良
時
代
以
前
に
渡
来
し
た
と
い
わ
れ
、
各

地
で
栽
培
さ
れ
て
い
る
。
宮
崎
、
大
分
県
の
一
部
の
山
間
に
は
、
野
生
状
態
の
も

の
が
見
ら
れ
、
園
芸
品
種
は
三
〇
〇
以
上
あ
る
。
高
さ
六
～
十
メ
ー
ト
ル
に
達
す

る
。
樹
皮
は
堅
く
黒
褐
色
。
古
い
枝
に
は
小
枝
が
変
形
し
た
刺
が
あ
る
。
葉
は
卵

形
で
先
が
急
に
狭
く
な
り
、
縁
に
は
浅
井
鋸
歯
が
あ
る
。
早
春
、
葉
に
先
だ
っ
て

香
り
の
よ
い
五
弁
花
が
咲
く
。
色
は
白
、
紅
、
淡
紅
な
ど
が
あ
り
八
重
咲
も
あ
る
。

（
編
集　

日
本
大
辞
典
刊
行
会　
『
日
本
国
語
大
辞
典
』（
縮
刷
版
）
第
二
巻
、

三
十
七
頁
、
一
九
八
一
年
を
参
照
。）

（
23
） 

肥
前
磁
器
に
お
け
る
氷
裂
は
、
中
国
清
朝
磁
器
の
影
響
で
一
七
〇
〇
年
前
後
に
描

き
始
め
た
。
中
国
磁
器
の
影
響
で
氷
裂
地
に
梅
花
を
散
ら
し
た
も
の
が
少
な
く
な

い
。（
大
橋
康
二
『
文
様
別　

小
皿
・
手
塩
皿
図
鑑　

佐
賀
県
立
九
州
陶
磁
文
化

館　

柴
田
夫
妻
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
』、
二
五
二
頁
、
株
式
会
社
青
幻
舎
、
二
〇
一
四

年
を
参
照
。）

（
24
） 

編
集
代
表
矢
部
良
明
『
日
本
陶
磁
大
辞
典
』
普
及
版
、
一
六
二
項
、
角
川
学
芸
出

版
、
二
〇
一
一
年
を
参
照
。

（
25
） 

編
集
代
表
矢
部
良
明
『
日
本
陶
磁
大
辞
典
』
普
及
版
、
一
四
〇
項
、
角
川
学
芸
出

版
、
二
〇
一
一
年
を
参
照
。
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図
版
出
典
一
覧
】

図
１ ColBase
（https://colbase.nich.go.jp/?locale=ja

）

図
２ ColBase

（https://colbase.nich.go.jp/?locale=ja

）

図
３ ColBase

（https://colbase.nich.go.jp/?locale=ja

）　
「ColBase

」（https://
colbase.nich.go.jp/collection_item

s/tnm
/T

G-1234?locale=ja

）
を
ト
リ

ミ
ン
グ

図
４ ColBase

（https://colbase.nich.go.jp/?locale=ja

）

図
５ ColBase

（https://colbase.nich.go.jp/?locale=ja

）

図
６ 

佐
賀
県
立
九
州
陶
磁
文
化
館
『
寄
贈
記
念　

柴
田
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
Ⅷ
─
華
麗
な
る

古
伊
万
里
の
世
界
─
』
二
〇
〇
二
年

図
７ 

佐
賀
県
立
九
州
陶
磁
文
化
館
『
寄
贈
記
念　

柴
田
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
Ⅷ
─
華
麗
な
る

古
伊
万
里
の
世
界
─
』
二
〇
〇
二
年

図
８ ColBase

（https://colbase.nich.go.jp/?locale=ja
）


