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錫
器
の
歴
史
と
現
在
　
―
製
品
の
種
類
を
中
心
に
―

宮
　
元
　
正
　
博

は
じ
め
に

　

人
類
の
歴
史
に
お
い
て
金
属
器
は
非
常
に
古
く
か
ら
使
用
さ
れ
て
い
る
。
中
で
も

銅
と
錫
の
合
金
で
あ
る
青
銅
の
歴
史
は
古
く
、
メ
ソ
ポ
タ
ミ
ア
や
エ
ジ
プ
ト
な
ど
で

は
紀
元
前
三
五
〇
〇
年
ご
ろ
に
青
銅
器
時
代
を
迎
え
て
い
る
。
ま
た
、
錫
は
延
性
・

展
性
に
富
み
、
融
点
が
低
く
扱
い
や
す
い
こ
と
か
ら
、
青
銅
器
の
材
料
と
し
て
だ
け

で
は
な
く
、
単
独
で
も
利
用
さ
れ
て
い
る
。
錫
器
と
し
て
最
古
の
も
の
は
「
巡
礼
者

の
壷
」
と
呼
ば
れ
る
も
の
で
、
紀
元
前
一
五
〇
〇
年
ご
ろ
の
エ
ジ
プ
ト
の
遺
跡
か
ら

発
掘
さ
れ
た
と
言
わ
れ
て
い
る
。
東
ア
ジ
ア
で
言
え
ば
、
中
国
が
錫
の
確
認
埋
蔵
量
、

可
採
掘
量
と
も
に
最
多
の
国①

で
、
錫
器
も
古
く
か
ら
作
ら
れ
て
お
り
、『
三
国
志
』

に
も
劉
備
玄
徳
が
母
親
に
錫
の
茶
壷
に
入
っ
た
茶
を
贈
っ
た
と
い
う
記
述
が
あ
る
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
近
年
の
日
常
生
活
の
中
で
は
、
金
属
器
は
な
じ
み
の
薄
い
も
の

に
な
っ
て
い
る
。
学
校
給
食
に
ア
ル
マ
イ
ト
の
器
が
使
わ
れ
て
い
た
こ
と
を
覚
え
て

い
る
方
も
多
い
と
思
う
が
、
今
は
こ
れ
も
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
や
セ
ラ
ミ
ッ
ク
へ
の
切
り

替
え
が
進
ん
で
い
る
。
家
庭
で
使
用
さ
れ
る
食
器
も
、
大
半
は
陶
磁
器
も
し
く
は
ガ

ラ
ス
で
作
ら
れ
て
お
り
、
現
在
身
の
回
り
に
あ
る
金
属
器
と
い
え
ば
、
台
所
用
品
を

除
け
ば
灰
皿
く
ら
い
か
も
し
れ
な
い
。
も
ち
ろ
ん
錫
器
も
例
外
で
は
な
く
、
大
半
の

家
庭
に
は
こ
の
や
わ
ら
か
い
光
を
放
つ
銀
白
色
の
器
は
置
か
れ
て
い
な
い
。

　

そ
し
て
、
こ
の
錫
と
い
う
金
属
は
日
本
国
内
で
は
産
出
量
の
少
な
い
レ
ア
メ
タ
ル

で
あ
る
。
国
内
で
錫
を
産
出
す
る
鉱
山
は
表
1
の
通
り
で
あ
る
が
、
そ
の
多
く
は
す

で
に
閉
山
し
て
お
り
、
国
産
錫
の
産
出
量
は
二
〇
〇
三
年
で
六
六
二
ト
ン
で
あ
る
。

同
年
の
国
内
の
供
給
量
は
三
五
、三
六
一
ト
ン
で
、
こ
れ
を
ま
か
な
う
に
は
程
遠
く
、

イ
ン
ド
ネ
シ
ア
、
タ
イ
、
マ
レ
ー
シ
ア
、
中
国
な
ど
か
ら
の
輸
入
に
よ
る
と
こ
ろ
が

大
き
い②
。
そ
の
大
半
は
工
業
的
に
利
用
さ
れ
て
お
り
、
錫
器
に
加
工
さ
れ
る
の
は
、

全
体
か
ら
見
れ
ば
ご
く
わ
ず
か
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　

本
稿
で
は
日
本
に
お
け
る
古
代
か
ら
戦
前
ま
で
の
錫
器
の
歴
史
を
概
観
し
た
後
、

現
在
製
造
さ
れ
て
い
る
錫
器
に
つ
い
て
論
じ
る
。

表 1　錫を産出する国内の鉱山
（閉山したものを含む）

都道府県 鉱山名
北海道 寿都
茨城 高取、大正
栃木 足尾
新潟 岩船
岐阜 恵比寿、高根、苗木
滋賀 田ノ上
京都 大谷、鐘打
兵庫 明延、生野
山口 玖珂、喜和田、藤ケ谷
大分 木浦、尾平
宮崎 男錫、土呂久、見立
鹿児島 谷山、垂水、屋久島仁田

（『日本産鉱誌』より作成）
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写真 1　錫薬壺（正倉院北倉128）『正倉院宝物』より転載

一
、
錫
器
の
歴
史

　

国
内
で
発
見
さ
れ
た
錫
製
品
の
中
で
も
っ

と
も
時
代
を
さ
か
の
ぼ
る
の
は
、
六
～
七
世

紀
の
関
東
地
方
の
古
墳
か
ら
発
掘
さ
れ
た
耳

環
で
あ
り
、
畿
内
に
お
け
る
工
芸
品
と
し
て

の
錫
の
使
用
は
八
世
紀
に
始
ま
る
と
さ
れ
て

い
る③
。
器
と
し
て
は
正
倉
院
の
北
倉
に
、「
錫

製
薬
壺
」
が
三
点
残
さ
れ
て
い
る
が
（
写
真

1 ④
）、
こ
の
薬
壷
に
は
ロ
ク
ロ
で
挽
い
た
と

見
ら
れ
る
跡
が
つ
い
て
お
り
、
こ
の
時
代
に

は
す
で
に
錫
を
ロ
ク
ロ
で
挽
く
技
術
が
存
在

し
た
こ
と
が
伺
え
る
。
ま
た
、
錫
単
独
の
製

品
で
は
な
い
が
、
九
世
紀
以
降
に
な
る
と
漆

器
と
の
つ
な
が
り
が
深
く
な
り
、
平
脱
（
平

文
）
や
覆
輪
の
素
材
と
し
て
銀
と
と
も
に
使

用
さ
れ
て
い
る
。
錫
器
が
日
本
に
伝
わ
っ
た

当
初
、
錫
地
金
は
主
と
し
て
中
国
と
の
交
易

で
入
手
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、『
続

日
本
紀⑤
』
の
文
武
四
年
（
七
〇
〇
）
の
記
述

に
「
令
丹
羽
国
献
錫
」
と
の
記
述
が
あ
る
こ

と
か
ら
、
奈
良
時
代
に
は
す
で
に
国
産
の
錫

が
産
出
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

　

一
〇
世
紀
に
な
る
と
、
錫
は
白
鉛
（
シ
ロ
ナ
マ
リ
）、
白
鑞
（
シ
ロ
メ
）
と
も
呼

ば
れ
、
何
ら
か
の
器
に
鋳
造
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
『
倭
名
類
聚
鈔⑥
』
か
ら
知
る
こ
と

が
で
き
る
。
中
世
期
の
錫
器
に
つ
い
て
は
『
お
湯
殿
上
日
記⑦
』
や
『
日
葡
辞
書⑧
』
に

あ
ら
わ
れ
、
ど
ち
ら
も
酒
器
と
し
て
取
り
扱
わ
れ
て
い
る
。
絵
図
な
ど
の
資
料
を
見

つ
け
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
た
め
、
そ
の
具
体
的
な
器
形
を
知
る
こ
と
は
で
き
て

い
な
い
が
、
神
酒
徳
利
（
瓶
子
）
や
銚
子
が
使
わ
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ

れ
る
。
現
代
に
お
い
て
も
、
宮
中
で
は
酒
の
こ
と
を
「
お
す
ず
」
と
呼
び
習
わ
し
て

お
り
、
錫
器
の
主
た
る
用
途
が
酒
器
で
あ
っ
た
こ
と
を
う
か
が
わ
せ
る
。

　

近
世
期
に
入
る
と
、
錫
器
は
社
寺
や
貴
族
、
武
家
階
級
だ
け
で
は
な
く
、
一
般
の

富
裕
層
に
も
広
ま
っ
て
い
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
畿
内
で
の
錫
器
生
産
は
、
寛
文
五

年
（
一
六
六
五
）
発
行
の
『
京
雀⑨
』
に
記
録
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
近
世
中
期
ま
で
に

は
盛
ん
に
な
っ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
大
阪
で
は
、
正
徳
四
年
（
一
七
一
四
）
に
近

代
か
ら
現
代
に
か
け
て
の
錫
器
製
造
・
販
売
を
リ
ー
ド
す
る
「
錫
半
」
の
初
代
半
兵

衛
が
堺
筋
で
開
業
し
た
と
さ
れ
て
お
り
、
慶
応
三
年
（
一
八
六
七
）
発
行
の
『
増

補 

浪
花
買
物
獨
案
内⑩
』
に
は
「
萬
錫
細
工
所
」
が
大
き
く
記
載
さ
れ
て
い
る
。

　

資
料
中
に
描
か
れ
て
い
る
挿
絵
を
見
る
と
、
店
の
棚
に
は
皿
、
徳
利
、
銚
子
（
も

し
く
は
急
須
）、
茶
壷
な
ど
、
現
在
作
ら
れ
て
い
る
も
の
と
ほ
ぼ
変
わ
ら
な
い
器
形

の
も
の
が
並
べ
ら
れ
て
い
る
。
制
作
の
様
子
が
描
か
れ
て
い
る
場
合
、
手
挽
き
ロ
ク

ロ
で
錫
器
を
挽
い
て
い
る
場
面
が
描
か
れ
て
い
る
こ
と
が
多
い
の
で
、
挽
物
が
主
流

と
な
っ
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
が
、『
増
補 

浪
花
買
物
獨
案
内
』
に
は
角
鉢
の

よ
う
な
器
も
描
か
れ
て
お
り
、
鍛
造
で
作
ら
れ
る
打
物
も
存
在
し
て
い
た
こ
と
が
わ

か
る
。

　

こ
の
時
期
に
広
ま
っ
た
煎
茶
道
も
錫
器
の
使
用
が
増
加
し
た
要
因
の
ひ
と
つ
で
あ
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る
と
考
え
ら
れ
る
。
煎
茶
道
で
は
現
在
に
至
る

ま
で
、
錫
製
の
道
具
が
使
用
さ
れ
、
中
で
も
茶

壷
に
つ
い
て
は
機
能
的
な
面
（
防
湿
性
）
か
ら

も
錫
製
の
も
の
が
最
上
と
さ
れ
て
い
る
。
当
初
、

そ
の
色
合
い
か
ら
錫
は
銀
の
代
用
金
属
と
し
て

使
用
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
銀
製
品
は
高

価
に
な
り
す
ぎ
、
文
人
煎
茶
の
建
前
に
あ
わ
な

い
こ
と
か
ら
も
、
比
較
的
安
価
で
手
に
入
る
錫

が
好
ま
れ
た
と
い
わ
れ
る⑪
。

　

近
世
期
の
錫
器
製
造
に
使
用
さ
れ
た
錫
が
ど

こ
か
ら
入
手
さ
れ
た
の
か
と
い
う
こ
と
に
関
し

て
は
、
時
期
か
ら
考
え
て
、
薩
摩
産
の
錫
を
用

い
て
い
た
と
す
る
の
が
有
力
で
あ
ろ
う
。『
鹿

児
島
県
史
』
に
よ
る
と
、
薩
摩
で
の
錫
鉱
山
の

発
見
は
明
暦
元
年
（
一
六
五
五
）
説
と
万
治
元

年
（
一
六
五
八
）
説⑫
が
あ
る
が
、
近
世
期
に
出

版
さ
れ
た
上
記
の
よ
う
な
名
所
地
誌
本
な
ど
に

は
、「
錫
屋
」「
錫
師
」「
錫
挽
」
な
ど
が
記
載

さ
れ
て
お
り
、
錫
器
の
生
産
量
が
増
え
て
き
た

時
期
と
ほ
ぼ
一
致
す
る
。

　

そ
の
薩
摩
で
は
、元
禄
一
四
年
（
一
七
〇
一
）

に
谷
山
錫
鉱
山
（
鹿
児
島
市
）
が
発
見
さ
れ
て

か
ら
多
く
の
錫
が
採
掘
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、

図 1　『京雀』より抜粋

図 2　『増補 浪花買物獨案内』より抜粋



三
四

錫
器
の
生
産
量
も
増
え
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
橘
南
谿
に
よ
っ
て
書
か
れ
た
近
世

の
紀
行
文
で
あ
る
『
西
遊
記⑬
』
に
は
「
薩
摩
な
ど
は
格
別
の
遠
国
故
に
や
、
城
下
に

も
猶
古
風
残
れ
り
。
器
物
も
酒
の
銚
子
と
い
ふ
も
の
な
し
、
皆
錫
の
徳
利
な
り
。」

と
あ
る
こ
と
か
ら
、
当
時
は
錫
器
の
使
用
が
古
風
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
、

す
で
に
薩
摩
で
錫
器
生
産
が
盛
ん
で
、
徳
利
が
広
く
使
わ
れ
て
い
た
こ
と
を
読
み
取

る
こ
と
が
で
き
る
。

　

ま
た
、
沖
縄
に
も
近
世
期
の
琉
球
王
国
時
代
に
制
作
さ
れ
た
と
さ
れ
る
瓶
子
（
玉

飾
瓶
子
）（
写
真
4
・
5
・
6
）
な
ど
の
錫
器
が
多
数
残
さ
れ
て
い
る
が
、
耳
盃
（
写

真
7
）
や
酒
盃
（
写
真
8
）
な
ど
、
形
状
か
ら
見
て
中
国
の
影
響
を
強
く
受
け
て
い

る
も
の
も
多
く
あ
る
。
近
世
期
以
前
の
琉
球
王
国
は
中
国
と
の
結
び
つ
き
が
強
く
、

『
琉
球
国
由
来
記⑭
』
に
は
康
熙
年
間
（
一
六
六
三
～
一
七
二
三
）
に
錫
器
の
製
造
技

術
を
学
ん
だ
と
あ
る
。
こ
の
記
述
が
正
し
い
と
す
る
な
ら
ば
、
沖
縄
の
初
期
の
錫
器

製
造
技
術
は
中
国
か
ら
伝
わ
っ
て
き
た
こ
と
に
な
る
。
写
真
4
の
瓶
子
の
底
面
を
見

て
も
、
本
体
部
分
と
袴
の
部
分
の
継
ぎ
方
は
本
土
の
焼
き
合
わ
せ
や
ロ
ウ
付
け
と
は

大
き
く
異
な
り
、
四
箇
所
だ
け
が
爪
状
に
ロ
ウ
付
け
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
異
な

写真 2　茶托

写真 3　茶壷

（ともに大阪錫器製の現代のもの）

写真 5　写真 4底面 写真 4　瓶子（久米島町）写真 6　玉飾瓶子[御玉貫]
（沖縄県立博物館・美術館）

写真 7　耳盃（久米島自然センター）写真 8　酒盃（久米島町）

＊写真 4～ 8は「沖縄の金工品」⑮より転載
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五

る
技
術
系
統
で
あ
る
と
も
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
琉
球
は
一
六
〇
九
年
以
後
、
事

実
上
薩
摩
藩
の
支
配
下
に
置
か
れ
て
お
り
、
遅
く
と
も
一
八
世
紀
半
ば
ま
で
に
錫
器

の
製
造
技
術
を
確
立
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
薩
摩
と
の
間
で
技
術
交
流
が
あ
っ
た
こ
と

は
想
像
に
難
く
な
く
、
現
存
す
る
錫
器
が
ど
ち
ら
の
技
法
を
用
い
て
製
造
さ
れ
た
か

を
判
断
す
る
に
は
時
期
尚
早
で
あ
る
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
今
後
、
沖
縄
に
残
さ

れ
て
い
る
錫
器
を
調
査
・
研
究
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
差
異
が
確
認
で
き
れ
ば
、
沖
縄

に
伝
わ
る
錫
器
の
技
術
系
統
が
判
明
す
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

　

近
代
に
入
る
と
、
明
治
五
年
に
錫
屋
半
兵
衛
に
よ
っ
て
、
漆
に
よ
る
着
色
技
法
で

あ
る
「
イ
ブ
シ
」
が
発
明
さ
れ
、
錫
器
の
需
要
が
増
え
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。
明
治

一
〇
年
に
は
内
国
勧
業
博
覧
会
に
出
品
さ
れ
、
現
在
で
は
錫
器
が
製
造
さ
れ
て
い
な

い
長
崎
県
か
ら
も
出
品
さ
れ
て
い
る
。

　

そ
の
後
、
戦
前
の
大
阪
で
錫
器
製
造
業
者
が
三
〇
戸
を
越
え
て
い
た
と
伝
え
ら
れ

て
い
る⑯
こ
と
か
ら
、
大
正
か
ら
戦
前
に
か
け
て
、
錫
器
製
造
業
者
は
増
加
し
て
い
っ

た
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
第
二
次
世
界
大
戦
が
始
ま
る
と
、
錫
が
軍
需
物
資
と

し
て
統
制
さ
れ
入
手
が
困
難
に
な
っ
た
と
同
時
に
、
職
人
が
多
数
召
集
さ
れ
、
生
産

は
縮
小
し
て
い
か
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
た
。

二
、
現
代
の
錫
器

　

現
在
、
商
業
的
に
錫
器
を
製
造
し
て
い
る
業
者
は
大
阪
府
に
五
軒
、
京
都
府
に
五

件
、
東
京
都
に
一
軒
、
埼
玉
県
に
二
軒
、
鹿
児
島
県
に
三
軒
と
な
っ
て
い
る
。
生
産

量
で
は
、
大
阪
市
東
住
吉
区
の
大
阪
錫
器
株
式
会
社
（
以
下
、
大
阪
錫
器
と
記
述
）

が
シ
ェ
ア
の
五
〇
～
六
〇
％
を
持
っ
て
い
る
と
い
わ
れ
、
こ
こ
に
は
多
く
の
伝
統
的

技
術
が
保
存
・
伝
承
さ
れ
て
い
る
。

　

錫
器
の
製
作
技
法
に
は
大
き
く
わ
け
て
打
物
と
挽
物
が
あ
る
。
紙
型
な
ど
を
用
い

て
錫
を
板
状
に
鋳
造
し
、
槌
な
ど
で
叩
き
な
が
ら
成
形
し
て
い
く
の
が
打
物
で
、
一

部
の
皿
や
花
瓶
な
ど
、
回
転
体
で
な
い
製
品
は
こ
の
方
法
で
製
造
さ
れ
る
。
対
し
て
、

真
土
や
セ
メ
ン
ト
な
ど
で
作
ら
れ
た
鋳
型
に
地
金
を
流
し
込
む
「
鋳
込
み
」（
写
真

9
）
で
作
っ
た
イ
バ
ナ
シ
を
、
ロ
ク
ロ
と
カ
ン
ナ
を
用
い
て
挽
き
な
が
ら
成
形
し
て

い
く
（
写
真
10
）
の
が
挽
物
で
あ
る
。
大
阪
錫
器
の
製
品
は
挽
物
を
中
心
と
し
て
い

る
が
、
必
要
に
応
じ
て
打
物
の
技
術
も
用
い
る
。
戦
前
は
そ
れ
ぞ
れ
専
門
の
業
者
が

製
造
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
が
、
昭
和
二
四
年
に
会
社
組
織
と
な
っ
た
際
、
復
員
し

て
き
た
職
人
や
、
戦
後
に
な
っ
て
廃
業
し
た
工
場
の
職
人
な
ど
が
集
ま
り
、
ど
ち
ら

の
技
術
も
継
承
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
錫
器
を
作
る
に
は
様
ざ
ま
な
工
程
が
あ
る

写真 9　鋳込み

写真10　ロクとカンナで挽く作業
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が
、
職
人
の
体
制
と
し
て
完
全
な
分
業
制
は
と
っ
て
お
ら
ず
、
そ
れ
ぞ
れ
の
職
人
が

ど
の
工
程
も
こ
な
す
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
職
人
の
中
に
は
伝
統
工

芸
士
の
資
格
を
持
つ
も
の
も
お
り
、
若
い
職
人
へ
の
伝
統
的
技
術
の
継
承
が
積
極
的

に
行
な
わ
れ
て
い
る
。

　

近
年
の
錫
器
製
造
に
は
、
伝
統
的
な
技
法
と
と
も
に
、
現
代
的
な
技
術
も
多
く
用

い
ら
れ
て
い
る
。
鋳
造
の
際
に
は
真
土
型
や
セ
メ
ン
ト
型
だ
け
で
は
な
く
、
金
型
製

の
鋳
型
（
写
真
11
）
も
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
お
り
、
生
産
性
が
向
上
し
て
い

る
。
ま
た
、
遠
心
鋳
造
機
を
用
い
、
ア
ク
セ
サ
リ
ー
（
写
真
12
）
な
ど
も
作
ら
れ
て

い
る
。

　

現
代
の
機
械
を
使
っ
た
製
造
と
い
う
観
点
か
ら
見
れ
ば
、
回
転
体
の
場
合
は
ロ
ク

ロ
よ
り
も
旋
盤
を
使
っ
て
挽
け
ば
い
い
よ
う
に
思
う
が
、
旋
盤
は
バ
イ
ト
と
錫
器
の

接
点
が
点
に
な
る
た
め
、
表
面
を
拡
大
す

る
と
図
3
の
よ
う
に
な
る
。
ロ
ク
ロ
と
カ

ン
ナ
で
挽
い
た
場
合
、
接
点
が
線
に
近
く

な
る
の
で
図
4
の
よ
う
に
な
り
、
こ
ち
ら

の
ほ
う
が
直
線
率
で
は
高
く
な
る
。
こ
の

よ
う
に
、
伝
統
的
な
技
法
を
機
械
に
置
き

換
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
も
あ
る
が
、

逆
に
、
伝
統
的
な
技
法
を
現
代
の
機
械
を

用
い
て
行
な
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
例
も

あ
る
。
表
面
を
艶
消
し
に
す
る
た
め
の
伝

統
的
な
技
法
で
あ
る
「
砂
打
ち
」
に
か
わ

写真11　金属製の鋳型

写真12　アクセサリーなど

図 4　ロクロとカンナで挽いた表面の模式図

図 3　旋盤で挽いた表面の模式図

る
も
の
と
し
て
、
圧
縮
空
気
で
砂
を
吹
き
付
け
る
サ
ン
ド
ブ
ラ
ス
タ
ー
が
使
用
さ
れ

て
い
る
の
が
こ
れ
に
あ
た
る
。

　

大
阪
錫
器
の
製
品
の
種
類
に
つ
い
て
、
昭
和
二
八
年
の
も
の
、
昭
和
四
二
年
の
も

の
、
現
在
の
も
の
が
表
2
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
が
、
同
じ
器
形
で
容
量
の
違
う
も

の
を
含
め
、
そ
の
総
数
は
四
〇
〇
種
を
越
え
て
い
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。
現
在
、
最

も
多
く
作
ら
れ
て
い
る
の
は
酒
器
類
で
、
磨
・
白
上
・
イ
ブ
シ
な
ど
の
仕
上
げ
の
種

類
や
相
似
形
の
製
品
を
含
め
る
と
、
現
行
の
カ
タ
ロ
グ
に
記
載
さ
れ
て
い
る
も
の
だ

け
で
約
一
五
〇
種
ほ
ど
で
あ
る
。
酒
器
の
中
で
最
も
多
種
が
製
造
さ
れ
て
い
る
の
は

和
酒
器
で
あ
る
が
、
全
体
的
に
製
品
の
種
類
が
少
な
く
な
っ
て
い
る
昭
和
二
八
年
に

お
い
て
も
七
六
種
を
数
え
、
昭
和
四
二
年
に
は
一
六
四
種
に
ま
で
増
え
て
い
る
。
現

在
は
一
一
六
種
に
ま
で
減
少
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
日
本
酒
を
飲
む
人
口
が
減
り
、

需
要
が
減
っ
た
た
め
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
逆
に
、
ワ
イ
ン
カ
ッ
プ
、
ウ
ィ
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表 2　大阪錫器株式会社製品の年代別比較表表 2　大阪錫器株式会社製品の年代別比較表

分類 昭和 28 年 昭和 42 年 現在

茶壷

1 平壷 磨キヌタ 茶壷 さざなみ 中次
2 八半 磨切立 茶壷 千寿（大）
3 大八半 磨豆壷 茶壷 千寿（磨）
4 四半斤 磨平壷 茶壷 千寿（朱イブシ）
5 半斤 磨八半 茶壷 千寿（黒イブシ）
6 壹斤 磨足付　切立 茶壷 千寿（緑）
7 ナツメ 磨大八半 茶壷 千寿（黄）
8 □形こぼし 磨四半 茶壷 千寿（青）
9 二寸 中次 磨新半斤 茶壷 千寿（白）

10 二二 中次 磨一斤 茶壷 金箔ちらし（小）
11 二四 中次 磨竹形茶入 茶壷 金箔ちらし（小）
12 三寸 中次 磨松沢茶入 茶壷 花丸
13 四寸 中次 イブシ豆壷 茶壷 朱竹
14 ツチメ ナツメ イブシ平壷 茶壷 イブシ八半
15 キヌタ イブシ八半 茶壷 イブシ大八半
16 切立 イブシ平丸 茶壷 イブシ四半
17 アラレ 六寸 菓子鉢 イブシ大八半 茶壷 イブシ半斤
18 五五 菓子鉢 イブシ四半斤 茶壷 イブシ壱斤
19 六寸 菓子鉢 イブシ新半斤 茶壷 磨（ミガキ）八半
20 鉄鉢 六寸 イブシ半斤壷 茶壷 磨（ミガキ）大八半
21 五寸 ヤンポ イブシ一斤壷 茶壷 磨（ミガキ）四半
22 イブシ京壷 茶壷 磨（ミガキ）半斤
23 ツチ目京壷 茶壷 磨（ミガキ）壱斤
24 イブシ切立　きぬた 茶壷 イブシ 中次 2.0 
25 磨ナツ目 茶壷 イブシ 中次 2.2 
26 磨二寸　中次 茶壷 イブシ 中次 2.4 
27 磨二二　中次 茶壷 イブシ 中次 2.6 
28 磨二四　中次 茶壷 イブシ 中次 3.0 
29 磨二六　中次 茶壷 磨 中次 2.0 
30 磨三寸　中次 茶壷 磨 中次 2.2 
31 磨四寸　中次 茶壷 磨 中次 2.4 
32 磨六寸　中次 茶壷 磨 中次 2.6 
33 イブシナツメ 茶壷 磨 中次 3.0 
34 イブシ二寸　中次 茶壷 イブシ 丸八半
35 イブシ二寸二分　中次 茶壷 イブシ 平丸
36 イブシ二四　中次 茶壷 丸イブシ
37 イブシ二六　中次 茶壷 イブシ トジメ
38 イブシ三寸　中次 ナツメ 朱イブシ
39 イブシ四寸　中次 ナツメ イブシ
40 ナツメ 磨
41 茶壷 磨 切立
42 茶壷 磨 キヌタ
43 茶壷 磨 切立 足付
44 茶壷 イブシ 切立
45 茶壷 松風
46 茶壷 俵型
47 茶壷 トジメ 2.6 中次
48 茶壷 ツチ目模様
49 茶壷 イブシ ヒサゴ（大）
50 茶壷 磨 ヒサゴ
51 茶壷 磨 ヒサゴ ヒサゴ枝付
52 茶壷 唐草

茶托

1 二五 丸 磨二五　丸 茶托 磨 丸型 2.5 
2 二五 分銅 磨二五　小判、分銅 茶托 磨 丸型 3.0 
3 二五 小判 磨二八　丸 茶托 磨 丸型 3.3 
4 二八 丸 磨三寸　丸 茶托 磨 丸型 3.5 
5 三寸 丸 磨三寸　蓮 茶托 磨 丸型 3.8 
6 三寸 打込 梅 磨三寸　小判、分銅 茶托 イブシ 丸型 2.5 
7 三寸 打込 蓮 磨三寸　打込　梅 茶托 イブシ 丸型 3.0 
8 三寸 小判 磨三一　丸 茶托 イブシ 丸型 3.3 
9 三寸 分銅 磨三一　反丸 茶托 イブシ 丸型 3.5 

10 三一 丸 磨三二　丸 茶托 イブシ 丸型 3.8 
11 三二 丸 磨三三　丸 茶托 イブシ 小判型 2.5 
12 三三 丸 磨三三　梅 茶托 イブシ 小判型 3.0 
13 三三 蓮 磨三三　一文字 茶托 イブシ 小判型 3.3 
14 三三 梅 磨三三　蓮 茶托 イブシ 小判型 3.5 
15 三三 一文字 磨三三　小判、分銅 茶托 イブシ 梅型 2.5 
16 三三 反り丸 磨三三　反丸 茶托 イブシ 梅型 3.0 
17 三三 小判 磨三五　丸 茶托 イブシ 梅型 .3 
18 三三 分銅 磨三五　小判、分銅 茶托 イブシ 梅型 3.5 
19 三五 丸 磨三五　梅 茶托 イブシ 分銅型 2.5 
20 三三 小判分銅 磨三八　丸 茶托 イブシ 分銅型 3.0 
21 三八 一文字 磨三八　一文字 茶托 イブシ 分銅型 3.3 
22 四寸 丸 磨四寸　丸 茶托 イブシ 分銅型 3.5 
23 磨四寸　小判、分銅 茶托 イブシ 打込梅 3.0 
24 磨四寸　梅 茶托 イブシ 打込梅 3.3 
25 松沢　三一　反 茶托 磨 小判型 3.0 
26 ツチ目三一　反 茶托 磨 小判型 3.3 
27 ツチ目三八　一文 茶托 磨 梅型 3.0 
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28 白岩目三八　一文字 茶托 磨 梅型 3.3 
29 磨三八　木瓜（山中） 茶托 磨 分銅型 3.0 
30 磨三八　木瓜切ラズニ 茶托 磨 分銅型 3.3 
31 磨三五　劒木瓜 茶托 磨 剣木瓜型 3.8 
32 イブシ二五　丸 茶托 イブシ トジメ 3.3 
33 イブシ二五　小判、分銅 茶托 イブシ トジメ 3.8 
34 イブシ二八　丸 茶托 浮舟 3.8 
35 イブシ三寸　丸 茶托 薄雲 3.8 
36 イブシ三寸　梅 茶托 布目 3.6 
37 イブシ三寸　蓮
38 イブシ三寸　小判、分銅
39 イブシ三寸　打込　梅
40 イブシ三一　丸
41 イブシ三二　丸
42 イブシ三三　丸
43 イブシ三三　梅
44 イブシ三三　一文字
45 イブシ三三　蓮
46 イブシ三三　小判、分銅
47 イブシ三三　反丸
48 イブシ三五　丸
49 イブシ三五　小判、分銅
50 イブシ三五　梅
51 イブシ三八　丸
52 イブシ三八　一文字
53 イブシ三八　小判
54 イブシ二五　梅
55 イブシ四寸　丸
56 イブシ四寸　小判、分銅
57 イブシ四寸　梅

イブシ四二　小判

その他・茶器

1 三一反り丸 磨碗形 建水 茶器揃 磨 筋入
2 京壷 磨京形 建水 茶器揃 みやび
3 建水 磨寸胴 建水 茶器揃 磨 二ツ組
4 イブシ碗形 建水 茶器揃 イブシ 三ツ組
5 イブシ京形 建水 茶器揃 トジメ 三ツ組
6 イブシ寸胴 建水 茶器揃 イブシ ヒサゴ
7 イブシ別形寸胴 建水 茶器揃 金箔ちらし

湯沸 / 急須

1 大湯沸 磨大湯沸 急須 イブシ 横手
2 中湯沸 磨中湯沸 急須 イブシ 上手
3 小湯沸 磨小湯沸 急須 磨 横手
4 エクボ大湯沸 磨茶沸 急須 エクボ 横手
5 エクボ中湯沸 磨横手急須　大 急須 トジメ 横手
6 エクボ小湯沸 磨豆急須 急須 磨 筋入れ
7 打物 槌目大平丸 磨雀口急須 建水 イブシ 椀型
8 打物 石目中平丸 磨横手急須　小 建水 イブシ 寸胴型
9 打物 石目肩切 磨特大湯沸 急須 磨 茶沸

10 打物 共手ボーフラ 磨水差シ 急須 イブシ 茶沸
11 茶沸 エクボ大湯沸 湯沸 磨き
12 急須 エクボ中湯沸 湯沸 磨き
13 豆急須 エクボ小湯沸 湯沸 ツチメ（大）
14 エクボ茶沸 湯沸 イブシ
15 イブシ大湯沸 湯沸 イブシ
16 イブシ中湯沸 湯沸 トジメ（大）
17 イブシ小湯沸
18 イブシ横手急須　大
19 イブシ横手急須　小
20 イブシ豆急須
21 イブシ雀口急須
22 イブシ茶沸
23 ツチ目大湯沸
24 ツチ目中湯沸
25 ツチ目小湯沸
26 ツチ目特大湯沸
27 打物腰張急須
28 ツチ目特大々湯沸
29 ツチ目平丸急須

菓子器

1 大ボンボン入 イブシ六寸　鉄鉢 銘々皿 唐花 2 枚入り
2 中ボンボン入 イブシ六寸　梅形 鈴形 ボンボン入
3 小ボンボン入 イブシ五、五　梅形 菓子器鉄鉢形
4 色付寸切バター入 イブシ五寸　梅 菓子器梅形
5 石目バター入 イブシ五、五　ヤンポ 銘々皿 3.0 双鶴 白 1 枚入り
6 色付 ヒビキ 白上東京　六寸　福寿 銘々皿 3.0 双鶴 白 2 枚入り
7 杉目 ヒビキ 白上東京　ボタン工 銘々皿 3.0 双鶴 朱 1 枚入り
8 ケーキセット イブシ五八　浅皿 銘々皿 3.0 双鶴 朱 2 枚入り
9 イブシ六五　浅皿 銘々皿 4.0 富士 白 1 枚入り

10 イブシケーキセット 銘々皿 4.0 富士 白 2 枚入り
11 磨六寸　鉄鉢 銘々皿 4.0 富士 朱 1 枚入り
12 磨六寸　梅 銘々皿 4.0 富士 朱 2 枚入り
13 磨五五　梅 菓子器 唐草
14 磨五、五　ヤンポ ヤンポ 唐草
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15 磨五八　浅皿 銘々皿 ツチメ 3 枚入
16 磨五　浅皿 銘々皿 石目
17 ツチ目京　ケーキセット（大） 銘々皿 夕霧 4.5
18 イブシ鈴形　大 銘々皿 夕霧 5.0
19 イブシ鈴形　小
20 磨鈴形　大
21 磨鈴形　小
22 白上丸型
23 磨色入　丸型

和酒器

1 小千呂利 磨肩反　千呂利 徳利セット 如月
2 羽衣徳利 磨肩丸　千呂利 酒器セット 弥生
3 ウルシ入 岩目千呂利 磨新肩反　千呂利 酒器セット かたらい
4 瓢箪千呂利 磨筋付小千呂利 酒器セット 玄武
5 寿千呂利 磨羽衣小千呂利 酒器セット 朱雀
6 小羽衣千呂利 磨深雪小千呂利 酒器セット 青龍
7 大羽衣千呂利 磨瓢形千呂利 ぐい呑 磨 筋入
8 宝珠徳利 磨新瓢形千呂利 ぐい呑 色入
9 色深雪千呂利 白岩目 ぐい呑 イブシ

10 浪千鳥千呂利 磨富士形 ぐい呑 朱イブシ
11 東形千呂利 磨支那酒次　1 号 ぐい呑 シルキー 足付
12 瓜形千呂利 磨支那酒次　2 号 ぐい呑 籐巻き
13 白岩目千呂利 磨新反重目 ぐい呑 腰丸形
14 筋磨深雪千呂利 色入茶肩反千呂利 ぐい呑 さざなみ
15 小坂白岩目千呂利 茶肩丸千呂利 平盃 うだげ（朱・白・黒）
16 折鶴酒次 茶深雪千呂利 平盃 縄目模様（朱・白・黒）
17 文鶴酒次 茶寿 酒器セット 青風
18 小腰槌目酒次 ウルシ岩目千呂利 酒器セット 吹雪
19 大腰槌目酒次 茶小千呂利 ぐい呑 松風（黒・朱・白・青・緑・黄）
20 小反盃洗 茶新反千呂利 ぐい呑 うすぐも（黒・朱・白・青・緑・黄）
21 瓢形盃洗 ダイヤ肩丸千呂利 ぐい呑 さざれ（黒・朱・白・青・緑・黄）
22 ウルシ大岩目盃洗 ダイヤ肩反千呂利 片口 こはま（小）
23 ウルシ小岩目盃洗 ツチ目平ナツ目酒次 片口 こはま（大）
24 色付小反り盃洗 イブシ小千呂利 千呂利 大腰形
25 色付大反り盃洗 イブシ衣小千呂利 千呂利 イブシ 竹
26 大白岩目盃洗 イブシ深雪千呂利 籐巻き酒瓶セット
27 小白岩目盃洗 イブシ新瓢千呂利 酒器セットさざなみ
28 丸型猪口 イブシ福寿 黒じょか 松竹梅
29 色付丸形猪口 イブシ寿 片口セットエクボ
30 ウルシ入岩目猪口 イブシ深雪 片口セット朱イブシ
31 白岩目猪口 イブシ酒次　小　共手 片口セット磨筋入
32 小坂白岩目猪口 イブシ酒次　大 上燗コップ 三杯五勺
33 大白岩目猪口 イブシ平ナツ目　酒次 上燗コップ 三杯七勺
34 タンポ 上金 一合二勺入 共手　寸胴　酒 上燗コップ 三杯一合
35 タンポ 上金 一合 白上支那　酒次 上燗コップ 一杯五勺
36 タンポ 上金 九勺 イブシ朱色　新瓢千呂 上燗コップ 一杯七勺
37 タンポ 上金 八勺 磨丸猪 上燗コップ 一杯八勺
38 タンポ 上金 七勺 磨富士猪口 上燗コップ 一杯一合
39 上かんコップ 磨瓢形猪口 上燗徳利 0.9
40 七勺入 徳利 白岩目瓢形猪口 上燗徳利 1.0
41 一合四勺入 徳利 ウルシ入岩目猪口 上燗徳利 1.4
42 二合一勺入 徳利 ウルシ入岩目足つ猪口 上燗徳利 2.1
43 一合一勺入 徳利 茶深雪チョコ 上燗徳利 3.0
44 冷酒用 コップ 茶寿猪口 上燗徳利 5.0
45 反りツチメコップ 白岩目足付猪口 上燗徳利 10.0
46 三杯七勺入コップ 磨台付トヂ目筋入猪口 タンポ 0.9
47 三杯五尺入コップ ツチ目足付猪口 タンポ 1.0
48 小千呂利 ツチ目台付トヂ目猪口 タンポ 1.2
49 羽衣徳利 ツチ目丸トヂ目猪口 タンポ 1.5
50 ウルシ入岩目千呂利 イブシ丸猪口 タンポ 2.0
51 瓢箪千呂利 イブシ福寿猪口 タンポ 3.0
52 寿千呂利 イブシ東京花丸 千呂利 芙蓉
53 小羽衣千呂利 イブシ東京松竹梅　大 千呂利 肩反
54 大羽衣千呂利 イブシ東京松竹梅　小 千呂利 肩丸
55 宝珠徳利 イブシトジメ寿猪口 千呂利 白岩目
56 色深雪千呂利 イブシトジメ深雪猪口 千呂利 茶線みゆき
57 浪千鳥千呂利 イブシトジメ寸切猪口 千呂利 あずま型
58 東形千呂利 磨暁猪口 千呂利 ツチメダイヤ
59 瓜形千呂利 茶線暁猪口 千呂利 イブシ 羽衣
60 白岩目千呂利 イブシ暁猪口 千呂利 槌目六角
61 筋磨深雪千呂利 磨新瓢猪口 千呂利 トジメ 朱イブシ
62 小坂白岩目千呂利 イブシ朱色新瓢 盃 磨 丸猪口 2 ヶ入
63 折鶴酒次 磨弥生形猪口 盃 白岩目 丸猪口 2 ヶ入
64 文鶴酒次 茶線新瓢 盃 茶線 丸猪口 2 ヶ入
65 小腰槌目酒次 磨二寸 盃 ツチメ 丸猪口 2 ヶ入
66 大腰槌目酒次 磨二、五寸 盃 イブシ 丸猪口 2 ヶ入
67 平棗 酒次 磨三寸 盃 あずま形 2 ヶ入
68 磨棗 ツチメ 磨三、五寸 盃 磨 足付猪口 2 ヶ入
69 手付寸切酒次 磨四寸 盃 茶線 足付猪口 2 ヶ入
70 小反り盃洗 磨四、五寸 盃 ツチメ 足付猪口 2 ヶ入
71 瓢形盃洗 磨五寸 盃 イブシ 足付猪口 2 ヶ入
72 大反り盃洗 磨六寸 盃 イブシ トジメ猪口 2 ヶ入
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73 色付小反り盃洗 白上二寸 玉杯 2 ヶ入
74 色付大反り盃洗 白上二、五寸 小酒器 あずま形
75 大白岩目盃洗 白上三寸 小酒器 芙蓉（平足）
76 小白岩目盃洗 白上三、五寸 小酒器 形反（平足）
77 丸形猪口 白上四寸 小酒器 白岩目（平足）
78 色付丸形猪口 白上四、五寸 小酒器 うるし岩目（平足）
79 ウルシ入岩目猪口 白上五寸 小酒器 茶線みゆき（平足）
80 白岩目盃洗 白上六寸 小酒器 ツチメダイヤ（平足）
81 小坂白岩目盃洗 白上三寸　松竹梅 小酒器 羽衣（平足）
82 大白岩目盃洗 磨三寸　三重 小酒器 肩反（足付）
83 特大ウルシ入岩目盃洗 磨三、五寸　三重 小酒器 茶線ゆみき（足付）
84 一升燗器 磨四寸　三重 小酒器 ツチメダイヤ（足付）
85 五合燗器 磨五寸　三重 小酒器 肩丸（平足）
86 五合タンポ 白上三寸　三重 小酒器 羽衣（足付）
87 三合タンポ 白上三、五寸　三重 小酒器 ツチメ六角（平足）
88 二合タンポ 白上四寸　三重 中酒器 肩反（平足）
89 一半タンポ 白上五寸　三重 中酒器 白岩目（平足）
90 一合二勺 五合　タンポ 中酒器 羽衣（平足）
91 一合タンポ 三合　タンポ 中酒器 ツチメダイヤ（足付）
92 九勺タンポ 二合　タンポ 中酒器 羽衣（足付）
93 八勺タンポ 一半　タンポ 中酒器 イブシトジメ（足付）
94 上燗コップ 一合二勺　タンポ 特大酒器 肩反（足付）
95 七勺タンポ 一合　タンポ 特大酒器 茶線みゆき（足付）
96 二寸 平盃 九勺　タンポ 晩酌セット＜千呂利・あずま形／ぐい呑・磨 筋入＞
97 二五 平盃 八勺　タンポ 冷酒セット
98 三寸 平盃 七勺　タンポ 徳利
99 三五 平盃 東京　一合　タンポ ぐい呑

100 四寸 平盃 一合　中丸　タンポ 上燗セット
101 六寸 平盃 九勺　中丸　タンポ 平盃 磨 2.0
102 三五 盃台 八勺　中丸　タンポ 平盃 磨 2.5
103 四寸 盃台 寸胴　一合 平盃 磨 3.0
104 白上 三五 盃台 一合二勺　重目　中丸 平盃 磨 3.5
105 白上 四寸 盃台 寸胴　一合　フタ付 平盃 磨 4.0
106 一升　徳利 三ツ重 磨 3.0
107 五合　徳利 三ツ重 磨 3.5
108 三合　大阪型（二、一合形ニテ） 三ツ重 磨 4.0
109 三合　東京型（一、四合形ニテ） 平盃 白上 2.0
110 二、一合　徳利 平盃 白上 2.5
111 一、四合　徳利 平盃 白上 3.0
112 七勺　徳利 平盃 白上 3.5
113 一合　徳利 平盃 白上 4.0
114 冷酒用一合徳利 三ツ重 白上 3.0
115 九勺　徳利 三ツ重 白上 3.5
116 三杯一合　コップ 三ツ重 白上 4.0
117 三杯七勺　コップ
118 三杯五尺　コップ
119 一杯四勺　コップ
120 一杯五尺　コップ
121 一杯六尺　コップ
122 一杯七勺　コップ
123 一杯八勺　コップ
124 水呑五尺　寸胴別型
125 水呑八勺　コップ
126 水呑一合　コップ
127 水呑六、五勺　コップ
128 磨小反　盃洗
129 磨大反　盃洗
130 白岩目小盃洗
131 ウルシ岩目大盃洗
132 ウルシ岩目小盃洗
133 ウルシ岩目特大盃洗
134 茶線小反盃洗
135 茶線大反盃洗
136 ツチ目小反盃洗
137 ツチ目東京形
138 ツチ目大反盃洗
139 ツチ目特大盃洗
140 白岩目特大
141 イブシ東京形盃洗
142 イブシ小反盃洗
143 イブシ大反盃洗
144 イブシ特大盃洗
145 イブシトジメ寿盃洗
146 イブシトジメ深雪
147 トジメ寸切小盃洗
148 トジメ寸切大盃洗
149 磨東京形盃洗
150 磨三、五寸
151 磨四寸
152 磨四、五寸

153 白上三、五寸
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154 白上三、五寸　東京
155 白上四寸
156 白上四寸　東京
157 イブシ三、五寸
158 イブシ三、五寸　東京
159 イブシ四寸
160 イブシ四寸　東京
161 磨三、五寸　東京
162 磨四寸　東京
163 白上四、五寸
164 イブシ四、五寸

洋酒器

1 赤線入洋酒セット 磨ウィスキーコップ　（大） シルキーシリーズ タンブラー スタンダード
2 光一号洋酒セット 磨ウィスキーコップ　（中） シルキーシリーズ タンブラー スタンダード ペア
3 槌目盆付洋酒セット 磨ウィスキーコップ　（小） シルキーシリーズ タンブラー ノーブル
4 大槌目洋酒瓶 磨ジープ型 シルキーシリーズ タンブラー ストレート
5 小槌目洋酒瓶 色入洋酒　（大） クレールシリーズ タンブラー ベルク（小）
6 ウイスキーコップ大 色入洋酒　（中） クレールシリーズ タンブラー ベルク（中）
7 ウイスキーコップ中 色入洋酒　（小） クレールシリーズ タンブラー ベルク（大）
8 ウイスキーコップ小 イブシ洋酒　（大） タンブラー かたらい（小）
9 ワインコップ大 イブシ洋酒　（中） タンブラー かたらい（大）

10 ワインコップ小 イブシ洋酒　（小） タンブラー 磨 筋入（小）
11 各種コップ台 イブシダイヤ型コップ タンブラー 磨 筋入（大）
12 ビールセット 色入光コップ タンブラー 磨
13 ビールセット用袴 色入二勺コップ タンブラー レディース
14 ビールセット用コップ台 ツチ目光型コップ タンブラー フィオーレ
15 ビールセット用銘々皿 ツチ目ジープコップ ビアーマグ
16 平槌目松竹梅 ツチ目ダイヤ型コップ ビールコップ（小）
17 杉目大角盆 レットコップ ビールコップ（大）
18 丸槌目振分盆 磨ワインコップ　大 タンブラー さざなみ（小）
19 杉目振分盆 磨ワインコップ　小 タンブラー さざなみ（大）
20 杉目手付盆 ツチ目松竹梅 シルキーシリーズ ジョッキストレート
21 反りワインコップ ツチ目手附 シルキーシリーズ ジョッキ ノーブル
22 ツチ目大角盆 クレールシリーズ ジョッキ ベルク（小）
23 ツチ目振分 クレールシリーズ ジョッキ ベルク（大）
24 イブシ水呑セット ジョッキ かたらい
25 ウルシ入岩目 ジョッキ さざなみ（小）
26 白岩目 ジョッキ さざなみ（大）
27 イブシコップ台 カスタムマグ
28 磨筋入コップ台 ジョッキ 寸胴
29 色入コップ台 ジョッキ 樽型
30 ツチ目コップ台 シルキーシリーズ タンブラー 籐巻スタンダード
31 シルキーシリーズ タンブラー 籐巻ストレート
32 焼酎カップ 磨
33 焼酎徳利
34 ワインカップ シルキー
35 ワインカップ シルキー（大）
36 ワインカップ S
37 ワインカップ 白
38 ワインカップ 朱
39 ワインカップ さざなみ
40 ワインカップ シルキーペア
41 ワインカップ（小） ペア
42 フリーカップ ペア
43 ウィスキーコップ ツチメ
44 ウィスキーコップ 磨
45 ウィスキーコップ 黒イブシ
46 ウィスキーコップ 朱イブシ
47 洋酒瓶

銚子

1 五合 駒 銚子 一対 磨五合　丸駒　1 ヶ 銚子 磨 駒形 3 号
2 五合 富士 銚子 一対 磨四合　駒 銚子 磨 駒形 4 号
3 五合 丸 銚子 一対 磨三合　駒丸 銚子 磨 駒形 5 号
4 白上 五合 銚子 一対 磨肩一銚子（五合） 銚子 磨 丸型 対入
5 四合 駒 銚子 一対 白上五合　駒 銚子 イブシ 駒形 3 号
6 白上 四合 銚子 一対 白上四合　駒 銚子 イブシ 駒形 4 号
7 三合 駒 銚子 一対 白上三合　駒 銚子 イブシ 駒形 5 号
8 三合 丸 銚子 一対 イブシ五合　駒丸 銚子 磨 駒形正四合
9 三合 富士 銚子 一対 イブシ四合　駒 銚子 白上肩一形

10 三合 新富士 銚子 一対 イブシ三合　駒 銚子 磨 ナツメ形
11 白上 三合 銚子 一対 イブシ三合　平駒 銚子 ツチメ ナツメ形
12 磨東京　三合　駒 銚子 イブシ ナツメ形
13 白上東京　三合　駒 屠蘇器 磨 ナツメ形
14 白上東京　四合　駒 屠蘇器 磨 駒形 3 号
15 白上東京　五合　駒 屠蘇器 磨 駒形 4 号 
16 イブシ東京　三合　駒 屠蘇器 磨 駒形 5 号
17 イブシ東京　四合　駒 屠蘇器 イブシ 駒形 3 号
18 イブシ東京　五合　駒 屠蘇器 イブシ 駒形 4 号
19 屠蘇器 イブシ 駒形 5 号

花瓶

1 九寸花生 イブシ九寸　菖蒲形 ミニ花瓶 円
2 七寸花生 イブシ七寸　菖蒲形 ミニ花瓶 遥（磨）
3 丸型四八花生 イブシ六、五寸　菖蒲形 ミニ花瓶 遥（黒）
4 六五花生 イブシ五、五寸　菖蒲形 ミニ花瓶 雅（朱）
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5 五五花生 イブシ五寸　菖蒲形 ミニ花瓶 望（磨）
6 イブシ五、七　丸型 ミニ花瓶 望（黒）
7 磨九寸　菖蒲形 ミニ花瓶 響（磨）
8 磨七寸　菖蒲形 ミニ花瓶 響（朱）
9 磨六、五寸　菖蒲形 ミニ花瓶 そよ風（黒）

10 磨五、五寸　菖蒲形 ミニ花瓶 そよ風（磨）
11 磨五寸　菖蒲形 花瓶 梢
12 磨五、七　丸型 花瓶 室生（小）
13 花瓶 室生（大）
14 花瓶 ブーケ
15 花瓶 飛鳥
16 花瓶 ひょうたん
17 花瓶 小袖
18 花瓶 祝駒（大）
19 花瓶 祝駒（小）
20 花瓶 椿
21 花瓶 菊
22 花瓶 シルキー
23 花瓶 さざなみ（大）
24 花瓶 さざなみ（中）
25 花瓶 さざなみ（小）
26 花瓶 玉型 小菊
27 花瓶 寿型 小菊
28 花器 さざなみ 10.0
29 花器 さざなみ 5.0
30 花器 さざなみ 4.0
31 花器 飛水
32 イブシ花瓶 12.0 菖蒲形大阪城
33 花瓶 イブシ 5.7 丸形
34 花瓶 イブシ 9.0 菖蒲形
35 花瓶 イブシ 5.5 菖蒲形
36 花瓶 イブシ 6.5 菖蒲形

皿

1 五寸皿 盛皿 梅
2 五八さしみ 盛皿 さえずり
3 盛皿 桜貝
4 盛皿 浮波
5 盛皿 四方皿
6 盛皿 丸皿 足付
7 おしぼり皿
8 長角盛器
9 盛皿 月の渚

10 小皿 いずみ
11 中皿 いずみ
12 長皿 いずみ
13 角皿 いずみ

喫煙具

1 寸切莨セット イブシ寸切莨セット
2 色付寸切莨セット イブシ夏目莨セット
3 □目形莨セット イブシ瓢丹莨セット
4 円盤莨入 色入寸切莨セット
5 硝子莨セット 色入瓢丹莨セット
6 色付大灰皿 イブシトジメ　寸切莨セット
7 深 中灰皿 鶴首　赤線入セッ
8 浅 中灰皿 光型　セット
9 浅 盃灰皿

10 掛碁付灰皿
11 色付小灰皿
12 色付円盤灰皿

文房具

1 朱肉入れ 大阪城
2 朱肉入れ 松
3 朱肉入れ 宝船
4 朱肉入れ ぶどう
5 朱肉入れ 松竹梅
6 パールトレイ（高級アコヤ本真珠付）
7 パールペントレイ（高級アコヤ本真珠付）
8 ペン皿 千代紙（小）
9 ペン皿 千代紙（大）

10 ペン皿 （マーク入）
11 書道具揃 鳳凰
12 朱肉入れ
13 筆立て
14 水滴
15 筆置き
16 文鎮
17 香合 鳳凰
18 焚きがら入れ
19 香道具建て

瓶敷

1 五八ノゾキ 二八　瓶敷
2 三寸瓶敷 三寸　瓶敷
3 二八瓶敷 二八　瓶敷
4 六五浅鉄鉢 三寸　瓶敷

＊１昭和 28 年、昭和 42 年の製品の表は大阪錫器株式会社に保管されている定価表から作成した。

＊２現在の製品の表は同社の現行のカタログから作成した。

＊３本表は『なにわ・大阪文化遺産学叢書 8 大阪の伝統工芸―茶湯釜と浪華錫器―』に掲載したものに修正を加えたものである。
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ス
キ
ー
カ
ッ
プ
、
タ
ン
ブ
ラ
ー
、
ビ
ア
カ
ッ
プ
な
ど
の
洋
酒
器
は
一
貫
し
て
増
加
傾

向
に
あ
り
、
現
在
は
こ
ち
ら
が
主
力
商
品
と
な
り
つ
つ
あ
る
よ
う
で
あ
る
。

　

次
い
で
茶
壷
、
急
須
、
茶
托
、
建
水
な
ど
の
茶
道
具
類
が
続
く
が
、
こ
ち
ら
は
酒

器
と
は
異
な
り
、
伝
統
的
な
デ
ザ
イ
ン
の
も
の
が
多
い
よ
う
で
あ
る
。
ロ
ク
ロ
で
挽

か
れ
た
錫
製
の
茶
壷
は
密
閉
性
が
高
く
、
茶
葉
な
ど
を
入
れ
て
お
く
際
に
長
期
間
風

味
を
保
つ
こ
と
が
で
き
る
と
い
わ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
制
作
に
は
高
度
な
技
術
が
要

求
さ
れ
、「
茶
壷
が
挽
け
れ
る
よ
う
に
な
れ
ば
一
人
前
の
職
人
」
と
い
わ
れ
る
こ
と

も
あ
る
。

　

そ
の
ほ
か
、
菓
子
器
、
花
器
、
小
物
、
皿
、
文
房
具
な
ど
、
現
代
の
生
活
ス
タ
イ

ル
に
あ
わ
せ
た
様
ざ
ま
な
製
品
が
作
ら
れ
て
お
り
、
中
に
は
和
酒
器
や
洋
酒
器
な
ど

と
デ
ザ
イ
ン
的
に
統
一
さ
れ
て
い
る
も
の
も
あ
る
。「
槌
目
」「
岩
目
」
な
ど
の
伝
統

的
な
も
の
も
含
め
、
表
面
の
仕
上
げ
や
器
形
に
よ
る
製
品
の
シ
リ
ー
ズ
化
は
古
く
か

ら
行
わ
れ
て
い
る
が
、
新
た
に
作
ら
れ
た
シ
リ
ー
ズ
で
は
「
さ
ざ
な
み
」（
写
真
13

～
16
）
な
ど
と
と
も
に
、「
ク
レ
ー
ル
」「
シ
ル
キ
ー
」「
ベ
ル
ク
」
な
ど
、
伝
統
に

と
ら
わ
れ
な
い
現
代
的
な
名
称
も
使
わ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
特
徴
的
な
も
の
と
し
て

は
写
真
17
の
よ
う
な
製
品
が
あ
げ
ら
れ
る
。
こ
れ
は
錫
と
木
材
を
張
り
合
わ
せ
て
挽

か
れ
た
洒
脱
な
一
品
で
あ
る
が
、
錫
を
木
材
と
組
み
合
わ
せ
る
と
い
う
発
想
は
旧
来

か
ら
あ
り
、
新
し
い
わ
け
で
は
な
い
。
た
と
え
ば
、
写
真
18
は
木
製
の
胴
部
に
錫
製

の
蓋
と
底
板
が
つ
け
ら
れ
た
茶
壷
で
、
大
正
時
代
に
収
集
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
こ

の
よ
う
に
、
伝
統
的
技
法
を
基
礎
と
し
て
斬
新
な
製
品
を
製
造
し
て
い
る
の
も
、
現

代
の
錫
器
の
特
徴
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

　

ま
た
、
注
文
者
の
要
望
に
応
じ
て
オ
ー
ダ
ー
メ
イ
ド
に
よ
る
製
作
も
行
な
わ
れ
て

お
り
、
大
阪
錫
器
で
は
イ
ン
タ
ー
ハ
イ
の
メ
ダ
ル
（
写
真
19
）
や
大
相
撲
大
阪
場
所

写真14　花器

写真13　花瓶写真15　ジョッキ

写真16　ぐい呑み

さざなみシリーズ（大阪錫器製）

写真17　ぐい飲み
（大阪錫器製）

写真18　茶壷

（
写
真
18
は
『
な
に
わ
・
大
阪
文
化
遺
産
学
叢
書
8　

大
阪
の
伝
統
工

芸
―
茶
湯
釜
と
大
阪
浪
華
錫
器
―
』
よ
り
転
載
）
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の
大
阪
市
長
杯
（
写
真
20
）
な
ど
も
製
作
さ
れ
た
。
喫
煙
具
や
瓶
敷
な
ど
、
現
在
で

は
作
ら
れ
な
く
な
っ
て
い
る
も
の
も
あ
る
が
、
こ
れ
ら
は
需
要
が
減
少
し
た
た
め
カ

タ
ロ
グ
に
記
載
さ
れ
な
く
な
っ
た
製
品
で
、
現
在
で
も
注
文
が
あ
れ
ば
制
作
す
る
こ

と
が
で
き
る
と
い
う
。
な
お
、
表
2
に
は
記
載
さ
れ
て
い
な
い
が
、
昭
和
二
八
年
の

定
価
表
に
は
ア
ン
チ
モ
ン
で
作
ら
れ
た
製
品
も
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
ア
ン
チ
モ
ン
は

か
つ
て
錫
の
代
用
金
属
と
し
て
使
わ
れ
て
い
た
が
、
現
在
は
使
用
さ
れ
て
い
な
い
。

　

製
品
の
販
売
経
路
と
し
て
は
、
か
つ
て
は
錫
半
へ
の
卸
売
が
大
き
な
比
重
を
占
め

て
お
り
、
昭
和
二
八
年
・
四
二
年
の
定
価
表
に
記
載
さ
れ
て
い
る
ほ
と
ん
ど
の
製
品

に
つ
い
て
、
錫
半
へ
の
卸
売
価
格
が
記
載
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
そ
の
こ
と
が
伺

え
る
。
現
在
は
、
百
貨
店
や
飲
食
店
へ
の
卸
売
販
売
、
工
場
で
の
直
接
販
売
な
ど
の

ほ
か
に
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
よ
る
通
信
販
売
と
い
っ
た
新
し
い
販
売
形
態
も
行
な

わ
れ
て
い
る
。

写真20　�大相撲大阪場
所大阪市長杯

（ただし同型のもの）

写真19　インターハイのメダル

お
わ
り
に

　

現
代
の
日
本
に
お
い
て
、
錫
器
が
保
存
さ
れ
て
い
る
場
所
と
し
て
は
社
寺
が
多
く
、

金
属
器
と
い
う
こ
と
も
あ
り
、
儀
礼
の
際
に
用
い
ら
れ
る
特
別
な
器
物
と
い
う
印
象

が
あ
る
が
、
本
来
は
工
芸
品
と
日
用
品
の
中
間
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
器
で
あ
る
と
考

え
ら
れ
る
。
詳
細
な
調
査
が
な
さ
れ
て
い
な
い
だ
け
で
、
旧
家
に
も
相
当
数
の
所
蔵

が
あ
る
と
思
わ
れ
、
今
後
そ
れ
ら
の
錫
器
が
ど
の
よ
う
な
場
面
で
ど
の
よ
う
に
用
い

ら
れ
て
い
た
の
か
を
調
査
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
錫
器
の
位
置
づ
け
が
は
っ
き
り
し

て
く
る
で
あ
ろ
う
。

　

技
術
系
統
に
お
い
て
も
い
ま
だ
不
明
な
点
が
あ
り
、
残
さ
れ
た
古
い
錫
器
を
見
る

だ
け
で
は
判
明
し
な
い
こ
と
も
多
い
。
し
か
し
、
現
在
制
作
さ
れ
て
い
る
錫
器
の
多

く
は
伝
統
的
な
技
術
に
立
脚
し
て
お
り
、
こ
れ
を
紐
解
い
て
い
く
こ
と
に
よ
っ
て
か

つ
て
の
技
術
が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
可
能
性
は
高
い
と
思
わ
れ
る
。

注①　

二
〇
〇
五
年
現
在

②　
『
鉱
物
資
源
マ
テ
リ
ア
ル
フ
ロ
ー
二
〇
〇
四
』
独
立
行
政
法
人
石
油
天
然
ガ
ス
・
金

属
鉱
物
資
源
機
構　

二
〇
〇
五
年

③　

成
瀬
正
和
「
わ
が
国
上
代
の
工
芸
材
料
と
し
て
の
錫
」『
正
倉
院
年
報
』
一
一
号　

一
九
八
九
年

④　
『
正
倉
院
宝
物
二 

北
倉
Ⅱ
』　

毎
日
新
聞
社　

一
九
九
六
年

⑤　

黒
板
勝
美
編
『
續
日
本
紀
』
新
訂
増
補　

吉
川
弘
文
館　

二
〇
〇
〇
年
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⑥　

源
順
撰
・
正
宗
敦
夫
編
纂
校
訂
『
倭
名
類
聚
鈔
』　

風
間
書
房　

一
九
五
四
年

⑦　

塙
保
己
一
編
、
太
田
藤
四
郎
補
『
群
書
類
従
補
遺
三
』　

続
群
書
類
従
完
成
会　

一

九
九
四
年

⑧　

土
井
忠
生
・
森
田
武
・
長
南
実
編
訳
『
邦
訳
日
葡
辞
書
』　

岩
波
書
店　

一
九
八
〇

年
⑨　

中
村
幸
彦
・
日
野
龍
夫
『
新
編
稀
書
複
製
會
叢
書
』
第
三
二
巻
、
臨
川
書
店
、
一
九

九
〇
年

⑩　

大
阪
経
済
史
料
集
成
刊
行
委
員
会
編
『
大
阪
経
済
史
料
集
成
』
第
一
一
巻　

大
阪
商

工
会
議
所　

一
九
七
七
年

⑪　

小
川
行
楽
『
煎
茶
器
の
基
礎
知
識
』
光
村
推
古
書
院　

一
九
八
六
年

⑫　
『
鹿
児
島
県
史 

第
二
巻
』　

鹿
児
島
県　

一
九
四
〇
年

⑬　

橘
南
谿
著
、
宗
政
五
十
緒
校
注
『
東
西
遊
記
』
東
洋
文
庫
、
平
凡
社
、
一
九
七
四
年

⑭　
『
琉
球
国
由
来
記
』　

琉
球
史
料
研
究
会　

一
九
五
七
年

⑮　
『
沖
縄
の
金
工
品
関
係
資
料
調
査
報
告
書
』　

沖
縄
県
教
育
委
員
会　

二
〇
〇
七
年

⑯　

吉
田
晶
子
・
宮
元
正
博
・
千
葉
太
朗
編　
『
な
に
わ
・
大
阪
文
化
遺
産
学
叢
書
八　

大
阪
の
伝
統
工
芸
―
茶
湯
釜
と
大
阪
浪
華
錫
器
―
』
関
西
大
学
な
に
わ
・
大
阪
文

化
遺
産
学
研
究
セ
ン
タ
ー　

二
〇
〇
八
年




