
中
国
の
一
級
文
物
が
学
習
院
へ
や
っ
て
来
た
1
福
建
展
始
末
記
1

荒
川　

正
明

中国の一級文物が学習院へやって来た一福建展始末記一

は
じ
め
に
1
初
の
「
美
術
品
」
展

　

平
成
二
一
年
（
二
〇
〇
九
）
四
月
＝
二
日
か
ら
五
月
一
八
日
に
行
わ
れ
た
「
東
ア
ジ

ア
の
海
と
シ
ル
ク
ロ
ー
ド
の
拠
点　

福
建
」
展
は
、
学
習
院
大
学
史
料
館
に
と
っ
て
き

わ
め
て
画
期
的
な
催
し
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
む
し
ろ
か
な
り
破
天
荒
な
展
示
で
あ
っ
た

と
も
い
え
よ
う
（
写
真
1
・
2
）
。

　

そ
の
理
由
は
、
こ
れ
ま
で
学
習
院
の
収
蔵
品
を
中
心
と
し
て
主
に
歴
史
史
料
の
展
観

を
中
心
に
し
て
き
た
史
料
館
が
、
本
来
は
美
術
館
が
開
催
す
べ
き
レ
ベ
ル
の
美
術
品
の

展
示
に
挑
戦
し
た
か
ら
で
あ
る
。

1　展示場入ロ

2　展示風景

　

た
と
え
ば
中
国
の
「
重
要
文
化
財
」
と
で
も
い
う
べ
き
一
級
文
物
は
、
「
加
彩
十
二

生
肖
備
（
牛
）
・
（
鶏
）　

五
代
時
代
」
（
写
真
3
）
、
「
加
彩
官
人
桶　

五
代
時
代
」
（
写

真
4
）
、
「
銀
巻
雲
文
合
子　

南
宋
時
代
」
（
写
真
5
）
、
「
銀
鍍
金
碗
・
托
杯　

南
宋
時
代
」

（
写
真
6
1
1
・
6
－
2
）
、
「
青
白
磁
蓮
華
形
香
炉　

宋
時
代
」
（
写
真
7
）
、
「
蛙
形
石

製
硯　

宋
時
代
」
（
写
真
8
）
、
「
白
磁
観
音
像　

明
時
代
」
（
写
真
9
）
と
い
う
九
点
を

数
え
る
。
ま
さ
に
公
的
な
美
術
館
や
博
物
館
で
開
催
さ
れ
る
べ
き
質
の
高
い
美
術
作
品

を
多
数
含
む
展
観
で
あ
っ
た
。

　

客
観
的
に
見
て
史
料
館
の
設
備
が
、
美
術
展
示
に
相
応
し
い
安
全
性
（
地
震
対
策
お

よ
び
防
犯
上
の
備
え
）
を
確
保
で
き
て
い
た
か
ど
う
か
は
な
ん
と
も
心
許
な
い
。
こ
れ

ま
で
歴
史
史
料
の
展
示
を
中
心
に
し
て
き
た
方
針
か
ら
、
こ
の
点
に
関
し
て
は
や
む
を

得
な
い
と
い
う
べ
き
で
あ
う
。

3　加彩十二生肖桶（牛）・（鶏）

4　加彩官人桶
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5　銀巻雲文合子

7　青白磁蓮華形香炉

6－1　銀鍍金碗、6－2　銀鍍金托杯8　蛙形石製硯

　

安
全
性
や
展
示
面
積
、
そ
し
て
展
示
設
備
に
限
界
の
あ
る
史
料
館
展
示
室
と
い
う
施

設
で
、
今
回
こ
の
よ
う
な
質
の
高
い
展
観
が
開
催
出
来
た
背
景
に
は
、
史
学
科
鶴
間
和

幸
教
授
を
は
じ
め
と
す
る
学
習
院
大
学
ア
ジ
ア
研
究
教
育
拠
点
事
業
に
関
わ
っ
た
メ
ン

バ
ー
の
方
々
の
熱
意
、
そ
し
て
各
方
面
か
ら
の
協
力
や
支
援
、
さ
ら
に
福
建
省
博
物
院

な
ど
の
所
蔵
館
の
多
大
な
理
解
を
得
ら
れ
た
こ
と
が
あ
る
。
ま
こ
と
に
画
期
的
な
こ
と

で
あ
っ
た
と
思
う
。
そ
し
て
何
よ
り
も
展
覧
会
を
成
功
裏
に
終
了
出
来
た
こ
と
は
、
今

後
の
史
料
館
で
の
展
示
活
動
の
可
能
性
を
大
き
く
広
げ
る
結
果
と
な
っ
た
。

入
場
料
は
取
ら
な
い
の
か
？

　

他
の
巡
回
先
で
あ
る
愛
知
県
陶
磁
資
料
館
や
山
口
県
立
萩
美
術
館
・
浦
上
記
念
館
な

ど
で
は
入
場
料
を
取
っ
て
い
た
。
こ
れ
だ
け
の
質
の
高
い
展
観
で
あ
る
点
か
ら
、
大
人

一
〇
〇
〇
円
（
学
生
八
〇
〇
円
V
と
い
う
価
格
で
あ
っ
た
。
と
く
に
、
共
同
開
催
館

で
あ
る
明
治
大
学
博
物
館
で
も
入
場
料
（
大
人
五
〇
〇
円
）
を
取
っ
て
お
り
、
ほ
ぼ
同

じ
内
容
構
成
で
あ
る
学
習
院
も
他
館
と
の
足
並
み
を
そ
ろ
え
る
べ
き
と
も
考
え
ら
れ
た

（
写
真
1
0
）
。
し
か
し
、
学
習
院
で
は
史
料
館
で
入
場
料
を
取
る
前
例
は
な
く
、
学
生
以

外
の
一
般
来
場
者
で
あ
っ
て
も
大
学
当
局
の
判
断
で
無
料
と
な
っ
た
。

　

入
場
料
に
関
し
て
は
、
今
後
と
も
十
分
に
検
討
さ
れ
る
べ
き
点
か
と
思
わ
れ
る
。
将

来
、
今
回
と
同
じ
よ
う
な
質
の
高
い
美
術
展
覧
会
を
開
催
す
る
場
合
、
当
然
の
こ
と
な

が
ら
か
な
り
の
費
用
が
か
か
る
。
本
学
の
学
生
は
無
料
と
し
て
も
、
は
た
し
て
外
部
か

9白磁観音像

10　明治大学博物館展示風景
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中国の一級文物が学習院へやって来た一福建展始末記一

ら
の
入
館
者
ま
で
も
無
料
に
す
る
必
然
性
が
あ
る
の
か
ど
う
か
は
検
討
の
余
地
が
あ

る
。
展
覧
会
事
業
の
収
支
の
問
題
を
含
め
て
十
分
な
議
論
が
必
要
で
あ
ろ
う
。

美
術
作
品
を
展
示
す
る

　

ご
存
じ
の
よ
う
に
文
学
部
棟
内
に
あ
る
史
料
館
の
展
示
面
積
は
八
八
，
m
し
か
な
い
。

こ
の
き
わ
め
て
限
ら
れ
た
ス
ペ
ー
ス
の
な
か
で
、
い
か
に
魅
力
的
な
デ
ィ
ス
プ
レ
ー
を

構
成
す
る
か
、
そ
こ
に
大
き
な
課
題
が
あ
っ
た
。

　

せ
っ
か
く
美
的
価
値
の
高
い
作
品
が
並
ぶ
わ
け
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
魅
力
を
十
分
伝

え
る
展
示
が
重
要
で
あ
る
と
判
断
さ
れ
た
。
作
品
を
美
し
く
見
せ
る
た
め
に
は
、
今
回

は
年
代
順
に
並
べ
て
い
く
こ
と
に
拘
る
必
要
性
は
な
い
と
私
は
考
え
た
。
作
品
と
の
出

会
い
に
よ
る
美
的
感
動
は
き
わ
め
て
重
要
で
あ
り
、
美
術
館
は
そ
の
体
験
が
深
く
心
に

染
み
込
む
よ
う
な
作
品
の
置
き
方
を
心
が
け
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　

今
回
の
展
覧
会
で
は
、
私
は
史
料
館
を
あ
く
ま
で
美
術
館
と
想
定
し
て
陳
列
案
を

練
っ
て
み
た
。

　

会
場
構
成
は
、
大
枠
で
以
下
の
よ
う
な
四
つ
の
コ
ー
ナ
ー
に
区
別
し
た
。

　

（
一
）
古
代
か
ら
中
世
の
福
建

　

（
二
）
沈
没
船
の
語
る
世
界

　

（
三
）
茶
文
化
と
茶
陶
の
世
界

　

（
四
）
窯
跡
出
土
の
陶
片
資
料

古
代
か
ら
中
世
の
福
建

　

高
さ
二
、
六
五
メ
ー
ト
ル
の
大
き
な
壁
付
展
示
ケ
ー
ス
を
利
用
し
た
。
新
た
に
壁
を

白
色
系
の
ク
ロ
ス
で
統
一
し
、
作
品
が
ケ
ー
ス
の
な
か
で
映
え
る
よ
う
な
工
夫
を
し
た
。

さ
ら
に
、
工
芸
品
が
多
数
を
占
め
る
展
示
な
の
で
、
ケ
！
ス
内
に
展
示
台
を
加
え
、
地

上
八
〇
セ
ン
チ
の
高
さ
に
設
定
し
た
。

　

こ
こ
で
は
、
何
と
言
っ
て
も
福
州
の
五
代
時
代
の
劉
華
墓
出
土
の
桶
（
「
加
彩
十
二

生
肖
桶
（
牛
）
・
（
鶏
）
」
（
写
真
3
）
が
見
ど
こ
ろ
と
考
え
、
壁
ケ
ー
ス
の
最
初
に
置
い

11　青磁双耳盤口壺

12　青磁双耳盤ロ壺　法隆寺蔵

て
み
た
。
予
想
通
り
こ
の
二
体
の
備
は
人
気
者
と
な
り
、
絵
葉
書
の
売
上
ナ
ン
バ
ー
一

と
な
っ
た
。

　

そ
し
て
、
そ
の
次
に
は
福
建
に
お
け
る
唐
・
宋
文
化
の
色
濃
い
影
響
を
考
え
さ
せ
ら

れ
る
「
青
磁
双
耳
盤
口
壺
」
（
写
真
1
1
・
1
2
）
「
銀
鍍
金
碗
・
托
杯
」
（
写
真
6
－
1
・
2
）
「
青

銅
管
耳
扁
壺
」
な
ど
の
秀
作
を
置
き
、
そ
の
美
し
さ
を
堪
能
し
て
い
た
だ
く
よ
う
な
比

較
的
間
隔
を
空
け
て
ゆ
っ
た
り
と
配
置
す
る
よ
う
に
心
が
け
た
。

　

地
震
対
策
と
し
て
、
す
べ
て
の
作
品
に
は
テ
グ
ス
糸
を
使
っ
て
台
の
上
に
固
定
す
る

よ
う
に
し
た
。

沈
没
船
の
語
る
世
界

　

こ
の
コ
ー
ナ
ー
で
は
、
近
年
に
わ
か
に
活
発
化
し
て
い
る
福
建
省
の
水
中
考
古
学
の

成
果
を
ま
と
め
て
展
示
し
た
。
時
代
順
に
異
な
る
四
か
所
の
水
中
か
ら
引
き
揚
げ
ら
れ

た
遺
物
を
選
び
、
時
代
の
推
移
に
よ
っ
て
貿
易
陶
磁
の
種
類
が
変
化
し
て
い
く
様
子
を

分
か
り
や
す
く
展
示
す
る
よ
う
に
つ
と
め
た
。
こ
こ
で
は
大
量
に
引
き
上
げ
遺
物
の
雰

囲
気
を
出
す
た
め
に
、
磁
器
が
幾
重
に
も
重
な
り
合
う
よ
う
な
様
子
に
あ
え
て
置
い
て

み
た
。
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茶
文
化
と
茶
陶
の
世
界

　

こ
の
コ
ー
ナ
ー
で
は
茶
湯
を
嗜
む
多
く
の

層
に
楽
し
ん
で
い
た
だ
け
る
よ
う
に
、
「
北

苑
茶
園
」
の
資
料
と
茶
道
具
（
「
建
蓋
」
・
「
灰

被
天
目
」
・
「
褐
和
小
壺
（
茶
入
）
」
）
を
並
べ
た
。

　

と
く
に
茶
湯
の
展
示
の
雰
囲
気
を
少
し
で

も
醸
し
出
せ
る
よ
う
に
、
こ
こ
で
の
う
つ
わ

を
紫
色
の
歓
紗
の
上
に
乗
せ
て
み
た
。
福
州

出
土
の
「
褐
紬
小
壺
（
茶
入
）
」
は
陶
製
の

共
蓋
と
な
っ
て
お
り
、
国
内
の
茶
入
に
は
全

く
認
め
ら
れ
な
い
も
の
で
、

13　陶磁器の展示風景

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

多
く
の
観
衆
者
か
ら
注
目
を
浴
び
て
い
た
。

　

福
建
産
の
唐
物
天
目
が
日
本
に
到
来
さ
れ
た
の
は
、
早
く
も
平
安
時
代
後
期
（
一
二

世
紀
後
半
頃
）
と
考
え
ら
れ
る
。
中
世
都
市
の
博
多
や
京
都
な
ど
、
日
本
の
各
地
の
遺

跡
か
ら
唐
物
天
目
の
出
土
事
例
が
知
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
以
来
、
現
代
ま
で

お
よ
そ
九
百
年
近
く
私
た
ち
日
本
人
は
天
目
と
親
し
ん
で
き
た
こ
と
に
な
る
。

　

し
か
し
、
じ
つ
は
天
目
を
生
ん
だ
中
国
で
は
、
そ
の
天
目
の
生
産
は
福
建
省
・
建
窯
で
は

一
三
世
紀
、
灰
被
天
目
を
産
し
た
福
建
省
・
茶
洋
窯
で
は
ほ
ぼ
一
四
世
紀
に
、
そ
れ
ぞ
れ
生

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

産
を
終
了
さ
せ
て
し
ま
う
。
と
こ
ろ
が
、
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

本
で
は
天
目
へ
の
愛
着
は
衰
え
る
こ
と
な

14　織部鉢

く
、
室
町
時
代
か
ら
桃
山
時
代
ま
で
ア
ン

テ
ィ
ー
ク
の
唐
物
天
目
を
求
め
続
け
た
。
さ

ら
に
は
京
都
の
御
室
窯
、
そ
し
て
瀬
戸
や

美
濃
の
窯
で
も
和
物
天
目
を
、
一
七
世
紀
後

期
ま
で
延
々
と
生
産
し
続
け
る
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、
画
期
的
な
こ
と
と
し
て
、
最
初
の

唐
物
天
目
が
到
来
し
て
お
よ
そ
四
百
年
後

の
桃
山
時
代
、
日
本
で
は
独
特
の
黒
い
茶

碗
を
誕
生
さ
せ
た
。
そ
れ
は
漆
黒
色
に
輝
く
、

変
化
に
富
ん
だ
姿
の
茶
碗
で
あ
る
。

　

美
濃
窯
で
は
一
六
世
紀
初
期
の
大
窯
開

窯
以
来
、
黒
色
の
茶
碗
と
し
て
は
黒
褐
色
の

粕
薬
で
あ
る
天
目
を
専
ら
量
産
し
て
い
た
。

こ
れ
は
中
世
以
来
、
富
裕
層
の
ス
テ
イ
タ

ス
シ
ン
ボ
ル
と
さ
れ
て
き
た
中
国
福
建
省

の
建
窯
産
の
建
藍
天
目
、
い
わ
ゆ
る
唐
物

天
目
を
模
倣
し
た
も
の
で
、
美
濃
窯
の
天

15　色絵山永文大皿　古九谷

目
柚
は
黒
色
と
い
っ
て
も
暗
褐
色
に
近
い
色
調
で
あ
っ
た
。

　

ま
た
、
こ
の
コ
ー
ナ
ー
の
最
後
に
は
、
懐
石
器
や
宴
の
う
つ
わ
に
使
用
さ
れ
た
と
考

え
ら
れ
る
潭
州
窯
産
の
華
や
か
な
「
五
彩
盤
」
や
「
青
花
盤
」
を
並
べ
た
（
写
真
1
3
）
。

　

華
南
三
彩
の
と
く
に
皿
・
鉢
・
合
子
な
ど
は
、
全
国
の
近
世
の
都
市
遺
跡
か
ら
、
近
年

発
掘
報
告
が
相
次
い
で
い
る
。
華
南
三
彩
を
目
に
し
た
当
時
の
日
本
人
は
、
絵
画
に
は
な

い
色
彩
の
輝
き
に
大
い
に
目
を
奪
わ
れ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
古
く
は
唐
三
彩
に
行
き
着
く

鉛
紬
の
エ
キ
ゾ
チ
ッ
ク
な
味
わ
い
に
、
桃
山
人
は
特
に
異
国
情
緒
を
感
じ
た
に
違
い
な
い
。

　

日
本
人
は
、
海
の
彼
方
に
あ
る
理
想
郷
を
長
く
信
じ
て
い
た
。
海
の
向
こ
う
に
あ
る

常
世
（
仙
境
）
の
国
と
は
、
温
か
い
南
の
楽
園
の
イ
メ
ー
ジ
に
包
ま
れ
て
い
た
。
そ
の

楽
園
へ
の
憧
れ
を
、
華
南
三
彩
の
ま
ば
ゆ
い
ば
か
り
の
鮮
や
か
な
色
彩
に
投
影
し
た
に

違
い
な
い
。
華
南
三
彩
の
緑
彩
や
黄
彩
の
輝
き
は
、
そ
の
後
日
本
の
や
き
も
の
に
移
植

さ
れ
、
宴
の
う
つ
わ
や
茶
道
具
の
な
か
に
表
現
さ
れ
て
い
っ
た
。

　

ま
ず
、
桃
山
時
代
後
期
の
美
濃
窯
で
、
織
部
焼
が
誕
生
す
る
。
こ
の
織
部
焼
に
は
華

南
三
彩
の
緑
彩
が
取
り
込
ま
れ
る
。
「
片
身
替
」
と
よ
ば
れ
う
つ
わ
半
面
の
み
に
緑
柚

を
か
け
る
ス
タ
イ
ル
で
、
桃
山
時
代
の
傾
い
た
美
意
識
や
エ
キ
ゾ
チ
シ
ズ
ム
を
演
出
す
る

（
写
真
1
4
）
。

　

さ
ら
に
、
一
七
世
紀
中
期
に
は
肥
前
窯
の
色
絵
磁
器
（
古
九
谷
様
式
）
に
、
緑
・
黄

の
二
彩
で
塗
り
埋
め
た
い
わ
ゆ
る
青
手
が
登
場
す
る
（
写
真
1
5
）
。
青
手
は
華
南
三
彩

に
倣
う
よ
う
に
し
て
、
う
つ
わ
の
外
面
ま
で
緑
・
黄
で
塗
り
尽
く
し
、
大
皿
は
ハ
レ
の

宴
の
場
を
飾
る
メ
イ
ン
デ
ィ
ッ
シ
ュ
と
し
て
用
い
ら
れ
た
の
だ
っ
た
。
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こ
の
青
手
は
、
絵
画
の
よ
う
に
線
を
重
視
す
る
の
で
は
な
く
、
色
だ
け
で
モ
チ
ー
フ

を
描
い
て
ゆ
く
。
言
い
換
え
れ
ば
、
な
に
か
あ
る
モ
チ
ー
フ
を
描
こ
う
と
い
う
の
で
は

な
く
、
た
だ
色
彩
の
組
み
合
わ
せ
の
妙
を
楽
し
む
だ
け
な
の
で
あ
る
。
絵
画
の
世
界
に

は
存
在
し
な
い
、
い
わ
ゆ
る
「
色
画
」
と
で
も
い
う
べ
き
意
匠
が
や
き
も
の
の
世
界
に

確
立
し
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
つ
ま
り
濃
厚
な
緑
と
鮮
明
な
黄
と
い
う
二
色
の
葛
藤

で
あ
っ
た
。
こ
の
二
色
を
い
か
に
面
白
く
か
つ
劇
的
に
、
限
ら
れ
た
器
面
に
対
置
さ
せ

る
か
と
い
う
こ
と
に
尽
き
る
デ
ザ
イ
ン
で
あ
っ
た
。
ま
さ
に
現
代
の
抽
象
芸
術
に
近
い

表
現
法
に
ま
で
到
達
し
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。

　

そ
し
て
、
華
南
三
彩
の
色
彩
法
は
江
戸
時
代
後
期
に
も
、
京
都
の
奥
田
頴
川
、
青
木

木
米
、
仁
阿
弥
道
八
ら
が
盛
ん
に
応
用
し
て
い
っ
た
の
だ
っ
た
。
そ
れ
は
、
い
か
に
も

一
九
世
紀
後
期
フ
ラ
ン
ス
の
印
象
派
の
画
家
た
ち
が
、
日
本
の
浮
世
絵
か
ら
イ
ン
ス
ピ

レ
ー
シ
ョ
ン
を
受
け
、
革
新
的
な
画
風
を
確
立
し
た
光
景
に
重
な
っ
て
見
え
る
。
日
本

の
陶
工
た
ち
は
福
建
の
や
き
も
の
に
楽
園
の
イ
メ
ー
ジ
を
投
影
し
て
、
そ
の
色
鮮
や
か

な
う
つ
わ
へ
の
憧
れ
を
抱
き
な
が
ら
、
新
た
な
ハ
レ
の
う
つ
わ
を
創
造
し
続
け
て
い
っ

た
の
で
あ
る
。

窯
跡
出
土
の
陶
片
資
料

　

窯
跡
出
土
の
陶
片
は
重
要
な
歴
史
資
料
で
あ
る
の
で
、
な
る
べ
く
多
数
を
展
示
し
た

い
と
考
え
た
。
と
く
に
貿
易
陶
磁
と
し
て
日
本
へ
と
多
数
も
た
ら
さ
れ
た
主
要
な
窯
跡

（
懐
安
窯
・
磁
寵
窯
・
南
安
窯
・
徳
化
窯
・
潭
州
窯
な
ど
）
を
網
羅
す
る
こ
と
に
し
た
。

こ
れ
ら
の
窯
の
ス
タ
イ
ル
は
、
日
本
の
や
き
も
の
に
も
大
き
な
影
響
を
与
え
て
い
る
。

　

日
本
陶
磁
の
造
形
は
、
古
代
以
来
日
本
に
輸
入
さ
れ
て
き
た
中
国
陶
磁
と
の
間
合
い

を
計
り
な
が
ら
、
展
開
し
て
き
た
よ
う
に
み
え
る
。
あ
る
時
代
は
中
国
陶
磁
に
追
随
し

肉
薄
す
る
た
め
に
、
中
国
陶
磁
の
ス
タ
イ
ル
を
モ
デ
ル
と
し
て
写
す
。
あ
る
い
は
、
他

の
時
代
は
意
図
的
に
中
国
陶
磁
の
影
響
か
ら
あ
え
て
遠
ざ
か
る
た
め
に
、
和
風
ス
タ
イ

ル
を
創
造
す
る
。
常
に
中
国
陶
磁
の
動
向
を
視
野
に
入
れ
な
が
ら
、
と
く
に
日
本
の
高

級
什
器
は
変
遷
を
重
ね
て
き
た
の
で
あ
る
。
日
本
の
窯
業
生
産
は
質
量
と
も
に
、
圧
倒

的
な
偉
容
を
誇
る
中
国
陶
磁
の
巨
大
な
影
に
脅
か
さ
れ
な
が
ら
、
活
動
を
継
続
し
て
き

た
。
と
く
に
九
世
紀
以
降
に
本
格
化
す
る
中
国
陶
磁
の
国
内
へ
の
圧
倒
的
な
輸
入
の
状

況
は
、
す
で
に
多
く
の
成
果
に
よ
っ
て
明
ら
か
な
っ
て
い
る
。

　

と
く
に
中
国
・
福
建
の
や
き
も
の
は
、
日
本
の
ハ
レ
の
宴
席
に
使
わ
れ
た
什
器
や
茶

道
具
（
抹
茶
お
よ
び
煎
茶
）
の
世
界
に
、
計
り
知
れ
な
い
ほ
ど
大
き
な
影
響
を
与
え
た
。

古
く
は
南
宋
時
代
の
建
窯
の
「
天
目
」
（
建
蓋
）
や
同
安
窯
系
の
青
磁
碗
、
明
末
清
初

で
は
福
建
省
潭
州
窯
の
「
呉
須
赤
絵
」
や
「
華
南
（
交
趾
）
三
彩
」
の
大
皿
や
鉢
、
さ

ら
に
清
時
代
で
は
徳
化
窯
の
白
磁
な
ど
は
、
時
代
を
超
え
て
日
本
の
や
き
も
の
に
造
形

の
規
範
を
与
え
て
き
た
。
そ
れ
は
、
単
に
福
建
の
や
き
も
の
が
貿
易
商
品
と
し
て
到
来

し
た
か
ら
で
は
な
く
、
そ
の
背
景
に
は
人
と
人
と
の
深
い
交
流
が
存
在
し
た
に
違
い
な

く
、
だ
か
ら
こ
そ
日
本
の
習
慣
の
な
か
に
福
建
の
や
き
も
の
が
深
く
根
を
お
ろ
す
こ
と

に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　

陶
片
は
重
要
な
歴
史
資
料
で
あ
る
が
、
あ
く
ま
で
も
考
古
遺
物
で
あ
り
、
展
示
で
は
伝

世
さ
れ
た
美
術
品
と
は
一
線
を
画
し
た
い
と
思
っ
た
。
そ
こ
で
、
入
口
か
ら
向
か
っ
て
右

側
の
窓
際
沿
い
に
覗
き
ケ
ー
ス
を
並
べ
、
そ
こ
に
一
括
し
て
置
く
よ
う
に
し
た
（
写
真
1
6
）
。

　

観
衆
者
か
ら
は
、
見
や
す
い
と
い
う
ご
意
見
の
あ
る
一
方
で
、
陶
片
を
ケ
ー
ス
い
っ

ぱ
い
に
詰
め
込
ん
だ
た
め
に
見
ず
ら
い
と
い
う
ご
指
摘
も
い
た
だ
い
た
。

　

と
こ
ろ
で
、
今
回
の
展
示
の
最
大
の
目
玉

で
あ
る
一
級
文
物
の
二
つ
の
立
体
像
、
「
加

彩
官
人
桶
」
二
〇
世
紀
頃
）
と
「
白
磁
観

音
像
」
（
一
六
世
紀
）
と
を
独
立
ケ
ー
ス
に

入
れ
る
こ
と
と
し
た
。
い
ず
れ
も
三
六
〇
度

ど
の
角
度
か
ら
も
眺
め
ら
れ
る
よ
う
に
制
作

さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
を
壁
ケ
ー
ス
に
入
れ
、

単
に
正
面
か
ら
し
か
見
ら
れ
な
く
す
る
こ
と

は
大
変
残
念
な
こ
と
で
あ
る
。
よ
っ
て
独
立

ケ
ー
ス
に
単
独
で
入
れ
る
こ
と
に
決
定
し
、

そ
の
独
立
ケ
ー
ス
を
愛
知
県
陶
磁
史
料
館
か

ら
お
借
り
し
、
そ
の
他
に
レ
ン
タ
ル
で
お
借

16　窯跡出土陶片の展示コーナー
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17　加彩官人桶

18　白磁観音像

り
す
る
こ
と
と
し
た
，

　

「
加
彩
官
人
桶
」
（
写
真
1
7
）
は
唐
風
の
造
形
を
感
じ
さ
せ
る
逸
品
で
、
穏
や
か
で
あ

り
気
品
を
感
じ
さ
せ
る
表
情
は
な
ん
と
も
魅
力
的
で
あ
る
。
表
面
に
塗
ら
れ
た
彩
色
は

ほ
と
ん
ど
失
わ
れ
て
い
る
が
、
む
し
ろ
臼
い
胎
土
に
よ
る
素
地
の
味
わ
い
も
ま
た
な
か

な
か
良
い
。
何
よ
り
も
こ
の
時
期
の
こ
れ
だ
け
見
事
な
像
は
、
日
本
で
は
ほ
と
ん
ど
見

る
こ
と
の
な
い
も
の
で
あ
る
。

　

「
白
磁
観
音
像
」
（
写
真
1
8
）
は
ま
さ
に
徳
化
窯
の
類
品
中
で
も
頂
点
に
位
置
づ
け
ら

れ
る
作
で
あ
る
。
衣
が
微
妙
に
波
打
つ
か
た
ち
や
指
先
の
し
な
や
か
さ
な
ど
は
じ
つ
に

見
ご
た
え
が
あ
る
。
妖
艶
な
そ
の
姿
や
ポ
ー
ズ
か
ら
は
通
常
の
「
観
音
像
」
と
は
異
な

る
要
素
が
感
じ
ら
れ
る
。
こ
の
種
の
観
音
像
は
西
洋
に
も
輸
出
さ
れ
た
可
能
性
が
高
く
、

そ
の
点
か
ら
も
む
し
ろ
キ
リ
ス
ト
教
の
マ
リ
ア
像
か
ら
の
影
響
も
感
じ
ら
れ
る
。
「
何

朝
宗
」
銘
か
ら
一
六
世
紀
後
期
に
活
躍
し
た
名
工
の
作
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る

点
も
重
要
で
あ
る
。

無
事
終
了
し
、
お
よ
そ
三
千
人
近
い
来
館
者
を
迎
え
る
こ
と
が
出
来
た
こ
と
は
、
今
後

の
史
料
館
の
活
動
に
と
っ
て
大
い
な
る
自
信
に
も
な
り
、
か
つ
ひ
と
つ
の
重
要
な
画
期

に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

そ
し
て
何
よ
り
も
多
く
の
学
生
諸
君
が
質
の
高
い
福
建
文
物
に
直
に
触
れ
、
身
近
に

見
学
す
る
体
験
は
、
と
く
に
重
要
な
教
育
の
場
と
な
っ
た
。

　

今
回
の
よ
う
な
質
の
高
い
美
術
展
覧
会
が
、
こ
れ
か
ら
も
学
習
院
大
学
で
継
続
的
に

行
わ
れ
て
い
く
こ
と
を
私
は
熱
望
し
て
い
る
。

注写
真
1
・
2
・
1
3
・
1
6
・
1
7
・
1
8　

学
習
院
大
学
ア
ジ
ア
研
究
教
育
拠
点
事
業
提
供

写
真
5
〜
8　

海
の
シ
ル
ク
ロ
ー
ド
の
出
発
点
”
福
建
”
展
開
催
実
行
委
員
会
『
東
ア

ジ
ア
の
海
と
シ
ル
ク
ロ
ー
ド
の
拠
点　

福
建
－
沈
没
船
、
貿
易
都
市
、
陶
磁
器
、
茶
文

化
1
』
（
二
〇
〇
八
年
）
よ
り
転
載
。

写
真
3
・
4
・
9
〜
1
2
・
1
4
・
1
5　

著
者
提
供
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お
わ
り
に

と
も
か
く
、
中
国
の
一
級
文
物
を
い
く
つ
も
含
む
質
の
高
い
展
覧
会
が
何
事
も
な
く




