
き
ょ
う
と
の
や
き
も
の

あ
わ
た
や
き
と
き
よ
み
ず
や
き

京
都
の
焼
物

粟
田
焼
と
清
水
焼

20
知
る

■
京
都
で
産
す
る
陶
器

京
都
で
製
作
さ
れ
る
陶
器
は
、
天
平
年
間(

七
二
九
～
四
九)

に
行
基

ぎ
ょ
う
き

(

六
六
八
～
七
四
九)

が
東
山
の
清
閑
寺
に
窯
を
築
い
た
の
に
は
じ
ま
る

せ

い

か

ん

じ

か
ま

と
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

江
戸
時
代
初
期
よ
り
本
格
的
な
作
陶
が
は
じ
ま
り
、
三
文
字
屋
九
右

さ
ん
も
ん

じ

や

き

ゅ

う

衛
門
が
開
い
た
粟
田
口
焼
が
粟
田
焼
の
起
源
と
い
わ
れ
、
そ
の
後
、
東

え

も
ん

あ

わ

た

ぐ

ち

山
一
帯
の
音
羽
・
清
閑
寺
・
清
水
な
ど
に
築
か
れ
た
窯
は
清
水
焼
の
起

き
よ
み
ず

源
と
な
り
ま
し
た
。

■
色
絵
陶
器
の
大
成
と
御
室
焼

粟
田
口
の
窯
に
は
じ
ま
る
京
都
の
焼
物
は
、
金
森
宗
和(

一
五
八
四

か
な
も
り
そ
う

わ

～
一
六
五
六)

の
指
導
の
も
と
、
御
室
仁
和
寺
門
前
で
窯(
御
室
焼)

を

お

む

ろ

開
い
た
野
々
村
仁
清(
生
没

の

の

む
ら
に
ん
せ
い

年
未
詳)

に
よ
っ
て
大
き
く

開
花
し
ま
す
。

仁
清
は
、
粟
田
口
で
焼

物
の
基
礎
を
、
瀬
戸
に
赴

い
て
茶
器
製
作
の
伝
統
的

な
陶
法
を
学
び
ま
し
た
。

ま
た
当
時
の
京
都
の
焼
物

に
見
ら
れ
た
新
し
い
技
法

で
あ
る
色
絵
陶
器
の
完
成
者
と
も
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

そ
の
後
、
寛
永
期(

一
六
二
四
～
四
四)

に
入
る
と
、
赤
褐
色
の
銹
絵

さ
び

が
多
か
っ
た
初
期
の
清
水
・
音
羽
焼
な
ど
は
、
仁
清
風
を
学
ん
で
華
や

、

「

」

か
な
色
絵
の
陶
器
を
作
り
は
じ
め

こ
れ
ら
の
作
品
は
後
に

古
清
水

こ

き
よ
み
ず

と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。

■
町
売
り
と
乾
山
焼

け
ん
ざ
ん
や
き

そ
れ
ま
で
、
大
名
や
有
名
寺
社
等
に
買
い
取
ら
れ
て
い
た
粟
田
焼
な

ど
の
京
都
の
焼
物
は
、
万
治
年
間(

一
六
五
八
～
六
一)

ご
ろ
か
ら
町
売

り
が
は
じ
め
ら
れ
、
尾
形
乾
山(

一
六
六
三
～
一
七
四
三)

の
出
現
に
よ

お

が
た
け
ん
ざ
ん

っ
て
画
期
を
む
か
え
る
こ
と
と
な
り
ま
す
。

乾
山
は
、
正
徳
二(

一
七
一
二)

年
よ
り
二
条
丁
字
屋
町(

中
京
区
二

条
通
寺
町
西
入
丁
子
屋
町)

に
窯
を
設
け
て
焼
物
商
売
を
は
じ
め
て
お

、

、「

」

、

り

そ
の
清
新
な
デ
ザ
イ
ン
を
持
つ
食
器
類
は

乾
山
焼

と
し
て

世
上
の
好
評
を
博
し
ま
し
た
。

し
か
し
、
こ
の
乾
山
焼
は
、
ま
だ
ま
だ
庶
民
の
手
が
届
く
も
の
で
は

な
く
、
多
く
は
公
家
や
豪
商
な
ど
の
間
で
売
買
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

■
焼
物
仲
間
の
形
成
と
焼
物
の
大
衆
化

町
売
り
が
主
流
と
な
り
つ
つ
あ
っ
た
明
和
年
間(

一
七
六
四
～
七

二)
、
粟
田
口
や
清
水
坂
・
五
条
坂
近
辺
の
町
内
で
は
、
ほ
と
ん
ど
の

者
が
陶
業
に
関
わ
る
よ
う
に
な
り

陶
工
達
は
同
業
者
団
体
で
あ
る

焼

、

「

屋
中
」
を
結
成
し
て
、
本
格
的
な
量
産
体
制
を
整
備
し
て
い
き
ま
す
。

こ
れ
に
よ
っ
て
五
条
坂
の
よ
う
に
新
し
く
勃
興
し
て
き
た
焼
物
は
、
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そ
の
大
衆
性
に
よ
っ
て
力
を
伸
ば
し
、
京
都
の
焼
物
の
中
で
も
老
舗
で

高
級
陶
器
を
生
産
し
て
い
た
粟
田
焼
に
と
っ
て
は
大
き
な
脅
威
と
な
り

ま
し
た
。

そ
ん
な
中
、
五
条
坂

に
お
い
て
粟
田
焼
に
似

た
も
の
を
低
価
格
で
産

す
る
よ
う
に
な
っ
た
た

め

文
政
七(

一
八
二
四)

、
年
、
焼
物
の
独
占
権
を

巡
っ
て
、
粟
田
焼
と
五

条
坂
と
の
間
で
争
論
が

起
こ
り
ま
し
た
。

■
磁
器
の
開
発

江
戸
初
期
に
は
、
肥
前
有
田(

佐
賀
県
西
松
浦
郡
有
田
地
方)

な
ど
に

あ
り
た

お
い
て
、
磁
器
の
生
産
が
盛
ん
に
行
わ
れ
、
そ
れ
が
多
少
の
こ
と
で
は

割
れ
な
い
も
の
だ
と
評
判
を
受
け
て
以
降
、
文
化
・
文
政
期(

一
八
〇

四
～
三
〇)

に
は
、
京
都
で
も
磁
器
の
需
要
が
一
段
と
増
加
し
、
作
風

も
仁
清
風
の
も
の
か
ら
有
田
磁
器
の
影
響
を
受
け
た
新
し
い
意
匠
へ
と

展
開
し
ま
す
。
そ
ん
な
中
、
京
都
に
お
い
て
最
初
に
完
全
な
磁
器
製
造

を
成
し
遂
げ
た
先
駆
者
が
奥
田
頴
川(

一
七
五
三
～
一
八
一
一)

で
す
。

お
く

だ

え
い
せ
ん

頴
川
の
門
人
に
は
青
木
木
米
を
筆
頭
に
仁
阿
弥
道
八
、
青
磁
に
独
自

あ
お

き

も
く
べ
い

に
ん

あ

み

ど
う
は
ち

の
手
腕
を
み
せ
た
欽
古
堂
亀
祐(

一
七
六
五
～
一
八
三
七)

ら
俊
秀
が
多

き

ん

こ

ど

う

き

す
け

、

、

。

く

こ
の
後

京
都
の
焼
物
界
は
最
盛
期
を
迎
え
る
こ
と
に
な
り
ま
す

し
か
し
、
幕
末
の
動
乱
や
明
治
二(

一
八
六
九)

年
の
東
京
遷
都
に
よ

っ
て
、
有
力
な
パ
ト
ロ
ン
で
あ
っ
た
公
家
・
大
名
家
・
豪
商
な
ど
を
失

い
、
京
都
の
焼
物
の
需
要
は
一
挙
に
低
下
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

■
明
治
期
の
京
都
の
焼
物

幕
末
・
明
治
の
変
革
期
に
お
い
て
、
粟
田
焼
で
は
輸
出
用
の
陶
磁
器

の
製
作
が
行
わ
れ
、
明
治
三(

一
八
七
〇)

年
に
は
六
代
目
錦
光
山
宗
兵

き
ん
こ
う
ざ
ん
そ
う

べ

衛(

一
八
二
四
～
八
四)

に
よ
っ
て
制
作
さ
れ
た
「
京
薩
摩
」
が
海
外
で

え

き
ょ
う
さ
つ
ま

大
き
く
評
価
さ
れ
ま
し
た
。
し
か
し
、
昭
和
初
期
の
不
況
に
よ
っ
て
、

工
場
機
能
は
ほ
と
ん
ど
停
止
し
て
し
ま
い
、
そ
の
後
、
粟
田
焼
は
衰
退

へ
と
む
か
い
ま
す
。

一
方
、
清
水
五
条
坂
で
も
輸
出
用
製
品
を
生
産
し
ま
す
が
、
こ
れ
も

成
功
を
見
る
こ
と
が
出
来
ま
せ
ん
で
し
た
。
し
か
し
、
そ
の
後
は
、
伝

統
的
な
高
級
品
趣
向
、
技
術
的
な
卓
越
さ
、
個
人
的
・
作
家
的
な
性
格

を
強
め
な
が
ら
生
産
を
継
続
し
、
六
代
目
清
水
六
兵
衛
な
ど
多
く
の
陶

き
よ
み
ず
ろ
く

べ

え

芸
家
を
輩
出
し
ま
し
た
。

第
二
次
大
戦
後
に
は
清
水
焼
団
地(

山
科
区
川
田
清
水
焼
団
地
町)

な

ど
へ
と
生
産
の
地
を
広
げ
、
走
泥
社
が
新
し
い
陶
芸
運
動
を
行
う
な
ど

そ
う
で
い
し
ゃ

陶
芸
の
地
と
し
て
世
界
的
に
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
昭
和
五
十
二
年

三
月
に
「
京
焼
・
清
水
焼
」
と
し
て
通
産
省
よ
り
伝
統
的
工
芸
品
の
指

定
を
受
け
る
に
至
っ
て
い
ま
す
。

歩
く
／
見
る

■
粟
田
焼
発
祥
地
碑

東
山
区
粟
田
口
鍛
冶
町(

粟
田
神
社
参
道)

粟
田
焼
は
洛
東
粟
田
地
域
で
生
産
さ
れ
た
陶
器
の
総
称
で
、
元
来
は

粟
田
口
焼
と
い
う
名
称
で
し
た
が
、
窯
場
が
粟
田
一
帯
に
拡
大
さ
れ
た

た
め
粟
田
焼
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

寛
永
元(
一
六
二
四)

年
、
三
条
蹴
上
今
道
町
に
住
む
瀬
戸
の
陶
工
三さ

ん

文
字
屋
九
右
衛
門
が
、
東
山
区
東
山
五
条
付
近
で
産
出
す
る
遊
行
土
や

も
ん

じ

や

き

ゅ

う

え

も
ん

ゆ
ぎ
ょ
う
つ
ち

左
京
区
岡
崎
天
王
町
お
よ
び
粟
田
口
付
近
で
産
出
す
る
岡
崎
土
を
用
い

洛東の焼物商(『都名所図会』巻三)
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て
銹
絵
・
染
付
陶
器
を
生
産
し
た
こ
と
が
粟
田
口
焼
の
は
じ
ま
り
で
、

江
戸
初
期
以
降
、
青

蓮

院(

東
山
区
粟
田
口
三
条
坊
町)

の
保
護
の
も

し
ょ
う
れ
ん
い
ん

と
発
展
し
ま
す
。

明
治
三(

一
八
七
〇)

年
に
は
、
近
代
の
粟
田
焼
を
代
表
す
る
、
薩
摩

焼
色
絵
の
作
風
を
取
り
入
れ
た
「
京
薩
摩
」
の
彩
画
法
が
開
発
さ
れ
、

以
後
、
輸
出
の
黄
金
時
代
を
向

か
え
ま
す
が
、
の
ち
に
貿
易
不

振
と
な
り
、
昭
和
四
十
五
年
三

代
目
伊
東
陶
山
、
昭
和
五
十
九

い

と
う

と
う
ざ
ん

年
楠
部
彌
弌
の
死
去
に
よ
り
粟

く
す

べ

や

い
ち

田
焼
は
衰
退
す
る
こ
と
に
な
り

ま
す
。

■
清
水
焼
発
祥
地
碑

東
山
区
五
条
通
東
大
路
西
入
北
側(

若
宮
八
幡
宮
前)

清
水
焼
は
東
山
の
清
水
坂
・
五
条
坂
近
辺
で
焼
か
れ
た
陶
磁
器
の
総

称
で
、
一
説
に
は
宝
徳
期(

一
四
四
九
～
五
二)

に
音
羽
屋
九
郎
右
衛
門

お
と

わ

や

く

ろ

う

え

も
ん

が
清
閑
寺(

東
山
区
清
閑
寺
山
ノ
内
町)

の
近
く
に
開
窯
し
た
音
羽
焼
が

せ
い
か
ん

じ

起
源
で
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
音
羽
焼
は
清
閑
寺
の
庇
護
を
受
け

発
展
し
ま
し
た
が
、
慶
長(

一
五
九
六
～
一
六
一
五)

末
に
阿
弥
陀
ケ
峰

の
豊
国
廟
に
煙
が
か
か
る
た
め
、
命
に
よ
り
清
水
寺
近
辺
へ
と
窯
を
移

転
し
、
そ
の
後
、
こ
の
辺
り
に
は

清
水
・
五
条
・
八
坂
焼
な
ど
も
開

窯
さ
れ
ま
し
た
。

粟
田
焼
が
高
級
陶
器
を
中
心
に

生
産
し
た
の
に
対
し
て
、
日
常
雑

器
類
の
生
産
を
主
と
し
て
発
展

し
、
文
政
年
間(

一
八
一
八
～
三

〇)

以
降
、
磁
器
の
生
産
も
始
め
ま
し
た
。
陶
家
と
し
て
清
水
六
兵
衛

き
よ
み
ず
ろ
く

べ

え

・
高
橋
道
八
家
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
、
粟
田
焼
が
衰
退
し
て
以
降
、
京
都

た
か
は
し
ど
う
は
ち

で
産
す
る
陶
磁
器
の
代
表
的
な
名
称
と
な
り
ま
し
た
。

■
野
々
村
仁
清
窯
跡

右
京
区
御
室
竪
町

の

の

む
ら
に
ん
せ
い

野
々
村
仁
清
は
丹
波
国
北
桑
田
郡
野
々
村(

京
都
府
美
山
町)

出
身
と

伝
え
ら
れ
て
い
る
陶
芸
家
で
、
名
は
清
右
衛
門
と
い
い
、
京
の
粟
田
口

や
瀬
戸
で
陶
芸
を
修
行
し
た
後
、
茶
匠
金
森
宗
和
の
指
導
を
受
け
、
宗

か
な
も
り
そ

う

わ

和
好
み
の
斬
新
で
洒
落
た
作
風
の
茶
器
を
作
り
ま
し
た
。

正
保
年
間(

一
六
四
四
～
四
八)

御
室
仁
和
寺
門
前
に
開
窯
し
て

御

、

「

室
焼
」(

仁
和
寺
焼)

を
作
成
、
轆
轤
成
形
と
色
絵
付
に
卓
越
し
た
才
能

ろ
く

ろ

を
発
揮
し
、
後
水
尾
上
皇
を
は
じ
め
多
く
の
公
家
や
大
名
な
ど
に
好
ま

れ
ま
し
た
。

こ
の
石
標
は
仁
清
の
窯
跡
を
示
す
も
の
で
、
清
水
寺(

東
山
区
清
水

一
丁
目)

に
は
作
陶
を
記
念
し
た
石
碑
が
建
て
ら
れ
て
い
ま
す
。

■
尾
形
乾
山
陶
窯
跡

右
京
区
鳴
滝
泉
谷
町(

法
蔵
寺
前)

お

が
た
け
ん
ざ
ん

尾
形
乾
山
は
、
京
都
の
呉
服
商
雁
金
屋
三
代
目
尾
形
宗
謙
の
次
男
と

か
り
が
ね

や

お

が
た
そ
う
け
ん

し
て
生
ま
れ
ま
し
た
。
兄
は
有
名
な
尾
形
光
琳(

一
六
五
八
～
一
七
一

お

が
た
こ
う
り
ん

六)

で
す
。

清
閑
を
愛
し
隠
逸
を
好
ん
だ
人
物
で
、
姻
戚
に
あ
た
る
本
阿
弥
光
悦

ほ
ん

あ

み

こ
う
え
つ

(

一
五
五
八
～
一
六
三
七)

の
孫

空
中
斎

光
甫
よ
り
焼
物
の
手
ほ
ど
き

く
う
ち
ゅ
う
さ
い
こ
う

ほ

を
受
け
、
元
禄
二(

一
六
八
九)

年
、
御
室
に
幽
居
を
構
え
て
習
静
堂
と

称
し
ま
し
た
。
そ
の
後
、
近
隣
の
野
々
村
仁
清
に
陶
技
を
学
び
、
同
十

二(

一
六
九
九)

年
、
鳴
滝
村(

右
京
区
鳴
滝
泉
谷
町)

に
開
窯
、
こ
の
窯

が
京
都
の
乾
の
方
角
に
あ
た
る
た
め
、
号
を
乾
山
と
し
た
と
伝
え
ら
れ

て
い
ま
す
。
作
品
に
は
、
兄
光
琳
の
絵
付
に
よ
る
合
作
な
ど
、
清
新
な

意
匠
の
色
絵
の
傑
作
が
数
多
く
残
っ
て
い
ま
す
。
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こ
の
石
碑
は
乾
山
の
窯
跡
を
示
す
も
の
で
、
宅
跡
の
石
碑
と
並
び
建

っ
て
お
り
、
他
に
清
水
寺
に
も
石
碑
が
建
て
ら
れ
て
い
ま
す
。

■
奥
田
頴
川
宅
跡

東
山
区
大
黒
町
通
五
条
上
る
東
側

お
く

だ

え
い
せ
ん

、

、

奥
田
頴
川(

一
七
五
三
～
一
八
一
一)

は

本
名
を
頴
川
庸
徳
と
い
い

え

が
わ
つ
ね
の
り

叔
父
の
営
む
五
条
坂
大
国
町
の
質
商
丸
屋
の
養
子
と
な
り
、
三
十
代
ま

で
家
業
を
営
み
ま
す
が
、
作
陶
を
志
し
て
清
水
の
陶
工
海
老
屋
清
兵
衛

え

び

や

せ
い

べ

え

に
学
び
、
建
仁
寺
内
に
開
窯
し
ま
し
た
。

天
明
年
間(

一
七
八
一
～
八
九)

に
京
焼
最
初
の
磁
器
焼
成
に
成
功
、

古
赤
絵
や
染
付
・
交
趾
な
ど
の
色
釉
磁
器
を
焼
き
ま
し
た
。
中
で
も
呉

こ

う

ち

ご

須
赤
絵
は
、
中
国
明
代
の
赤
絵
の
模
倣
の
域
を
脱
し
た
独
自
の
作
風
が

す見
ら
れ
有
名
で
す
。
門
下
か
ら
名
工
を
出
し
、
江
戸
後
期
の
京
都
焼
物

界
の
全
盛
期
を
築
き
ま
し
た
。

■
青
木
木
米
宅
跡

東
山
区
大
和
大
路
通
四
条
上
る
西
側(

白
川
畔)

あ
お

き

も
く
べ
い

青
木
木
米(

一
七
六
七
～
一
八
三
三)

は
、
祇
園
新
地
縄
手
町
の
茶
屋

も
く
べ
い

「
木
屋
」
に
生
ま
れ
、
通
称
木
屋
佐
兵
衛(

佐
平)

と
名
乗
り
、
晩
年
に

聴
覚
を
失
っ
た
た
め
聾
米
と
も
称
し
ま
し
た
。

ろ
う
べ
い

学
問
を
好
み
、
幼
時
か
ら
儒
学
を
高
芙
蓉
に
学
び
ま
す
が
、
二
十
九

こ
う
ふ

よ

う

歳
で
朱

笠
亭

の
『
陶
説
』
を
読
み
、
刺
激
を
受
け
て
作
陶
を
志
し
ま

し
ゅ
り
ゅ
う
て
い

す
。
奥
田
頴
川
に
入
門
し
、
煎
茶
器
を
主
体
に
独
自
の
作
風
を
確
立
、

文
人
陶
工
と
し
て
名
を
成
し
ま
し

た
。文

化
二(

一
八
〇
五)

年
、
青
蓮

院
宮
粟
田
口
御
所
の
御
用
焼
物
師

と
な
り

仁
阿
弥
道
八
・
永
楽
保
全

、に
ん

あ

み

ど
う
は
ち

え
い
ら
く

ほ

ぜ
ん

(

一
七
九
五
～
一
八
五
四)

と
と
も

に
幕
末
の
京
都
焼
物
界
の
三
名
工

と
い
わ
れ
ま
し
た
。
色
絵
・
青
磁
な
ど
に
佳
品
を
残
し
、
頼
山
陽
や

ら
い
さ
ん
よ
う

田
能
村
竹
田
ら
と
も
親
交
が
あ
り
ま
し
た
。

た

の

む
ら
ち
く
で
ん

■
仁
阿
弥
道
八
宅
跡

東
山
区
五
条
通
東
大
路
西
入
南
側

に
ん

あ

み

ど
う
は
ち

初
代
高
橋
道
八(

？
～
一
八
〇
四)

は
、
伊
勢
亀
山
藩
士
の
家
に
生
ま

た
か
は
し
ど
う
は
ち

れ
ま
し
た
が
、
宝
暦
年
間(

一
七
五
一
～
六
四)

に
粟
田
に
出
て
作
陶
を

始
め
ま
す
。
以
後
代
々
高
橋
道
八
を
名
乗
り
、
現
在
の
当
主
は
八
代
目

に
あ
た
り
ま
す
。

歴
代
の
中
で
も
初
代
道
八
の
次
男
で
あ
る
仁
阿
弥
道
八(

二
代
目
、

一
七
八
三
～
一
八
五
五)

が
有
名
で
、
奥
田
頴
川
に
陶
技
を
学
ん
だ
彼

は
、
文
化
八(

一
八
一
一)

年
、
粟
田
口
か
ら
五
条
坂
に
移
転
、
文
政
九

(

一
八
二
六)

年
に
仁
和
寺
宮
か
ら
「
仁
」
の
字
を
、
醍
醐
三
宝
院
門
跡

よ
り
「
阿
弥
」
号
を
下
賜
さ
れ
、
そ
れ
以
後
、
仁
阿
弥
と
称
す
る
よ
う

に
な
り
ま
す
。

家
業
で
は
染
付
磁
器
で
名
声
を
博

し
ま
す
が
、
自
ら
は
茶
の
湯
趣
味
を

基
調
と
し
た
琳
派
風
の
色
絵
・
唐
物

な
ど
を
制
作
、
こ
と
に
本
阿
弥
光
悦

や
尾
形
乾
山
ら
の
作
風
を
得
意
と
し

ま
し
た
。
仁
阿
弥
道
八
の
弟
尾
形

お

が
た。

周
平

も
陶
芸
家
と
し
て
有
名
で
す

し
ゅ
う
へ
い

■
五
条
坂

陶
器
ま
つ
り

東
山
区
五
条
坂
付
近

八
月
の
七
日
か
ら
十
日
ま
で
行
わ
れ
る
こ
の
ま
つ
り
で
は
、
五
条
通

の
東
大
路
か
ら
五
条
橋
東
詰
の
間
に
約
五
百
軒
の
露
店
が
な
ら
び
、
多

彩
な
イ
ベ
ン
ト
が
繰
り
広
げ
ら
れ
ま
す
。
地
元
清
水
の
窯
元
、
問
屋
、

小
売
店
そ
し
て
作
陶
家
と
と
も
に
、
瀬
戸
や
信
楽
、
多
治
見
な
ど
全
国

し
が
ら
き

た

じ

み

の
陶
器
業
者
が
店
を
連
ね
、
京
都
の
夏
の
風
物
詩
に
な
っ
て
い
ま
す
。


