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四

天
山
井
戸
茶
碗
に
つ
い
て

西
　
田
　
周
　
平

は
じ
め
に

　

平
成
二
十
九
年
（
二
〇
一
七
）
十
二
月
二
十
七
日
に
、
岐
阜
県
高
山
市
在
住
の
陶

芸
作
家
長ち

ょ
う

春し
ゅ
ん

天て
ん

山ざ
ん

が
、
京
都
紫
野
に
あ
る
大
徳
寺
孤
蓬
庵
へ
自
作
の
天
山
井
戸
茶
碗

「
晴
山
」
を
奉
納
し
た
。
こ
れ
は
異
例
の
出
来
事
で
あ
り
、
ま
さ
に
歴
史
的
な
快
挙
と

い
え
よ
う
。
本
報
告
で
は
、
こ
の
歴
史
的
出
来
事
で
あ
る
大
徳
寺
へ
の
奉
納
に
至
っ

た
経
緯
と
、
奉
納
さ
れ
た
天
山
井
戸
茶
碗
銘
「
晴
山
」（
図
一
）
と
、
最
近
窯
出
し
さ

れ
た
「
櫻
嶋
」（
図
二
、
個
人
蔵
）
に
つ
い
て
、
提
供
し
て
い
た
だ
い
た
資
料
を
元
に

紹
介
し
て
い
き
た
い
。

一　

長
春
天
山
に
つ
い
て

　

天
山
は
昭
和
二
十
四
年
（
一
九
四
九
）
福
岡
県
小
倉
市
に
生
ま
れ
た
。「
長
春
天
山

家
傳
陶
歴
」
に
よ
る
と
、
か
つ
て
豊
臣
秀
吉
に
仕
え
、
慶
長
五
年
（
一
六
〇
〇
）
ま

で
豊
前
小
倉
を
領
し
た
毛
利
壱
岐
守
吉
成
の
末
裔
で
あ
る
と
言
う
。
長
春
天
山
は
も

ち
ろ
ん
本
名
で
は
な
く
、
雅
号
で
あ
る
。「
長
春
」
は
か
つ
て
師
事
し
て
い
た
上
野
の

陶
芸
作
家
十
五
代
熊
谷
紅
陽
が
、「
天
山
」
は
飛
騨
高
山
に
移
住
し
た
の
を
機
に
、
自

ら
付
け
た
も
の
で
あ
る
。
江
戸
時
代
以
降
、
城
の
構
築
や
絵
画
・
書
・
陶
芸
な
ど
、

芸
術
的
な
仕
事
に
て
小
倉
藩
主
小
笠
原
候
の
御
用
を
つ
と
め
て
き
た
亀
屋
の
家
に
生

を
享
け
た
た
め
か
、
幼
少
の
頃
か
ら
絵
画
・
書
・
篆
刻
・
彫
刻
の
修
行
を
始
め
て
い
る
。

　

昭
和
四
十
年
（
一
九
六
五
）
十
九
歳
の
時
に
、
近
畿
大
学
工
学
部
を
中
退
し
、
陶

芸
作
家
を
目
指
し
て
本
格
的
な
修
行
を
開
始
し
、
在
学
中
に
心
惹
か
れ
た
「
油
滴
天

目
茶
碗
」
を
追
い
求
め
て
、
は
じ
め
に
京
都
で
釉
薬
原
料
を
扱
っ
て
い
た
伊
勢
久
商

店
の
岩
崎
勇
三
郎
に
釉
薬
に
つ
い
て
の
指
導
を
受
け
、
そ
の
後
岩
崎
の
紹
介
で
熊
谷

に
弟
子
入
り
し
た
。
油
滴
天
目
を
追
い
求
め
る
中
で
、
早
く
か
ら
穴
窯
で
生
じ
る
窯

変
が
も
た
ら
す
美
し
さ
に
気
付
き
、
自
ら
敷
地
内
に
数
回
窯
を
築
き
、
以
来
穴
窯
で

の
焼
成
に
こ
だ
わ
っ
て
作
陶
し
て
い
る
。
し
か
し
都
会
化
し
た
北
九
州
で
の
窯
焚
き

に
限
界
を
感
じ
、
昭
和
六
十
三
年
（
一
九
八
八
）
三
十
九
歳
の
時
に
飛
騨
高
山
に
移

住
し
た
。
そ
の
頃
縁
あ
っ
て
、
室
町
時
代
の
穴
窯
の
図
面
を
入
手
し
、
高
山
の
敷
地

内
に
こ
れ
を
復
元
、
以
来
こ
の
窯
で
も
っ
て
作
品
を
作
り
続
け
て
い
る
。
翌
年
一
月

に
は
復
元
し
た
穴
窯
の
初
窯
の
様
子
が
、
Ｎ
Ｈ
Ｋ
テ
レ
ビ
「
窖
窯
に
火
が
燃
え
る
」

に
て
放
映
さ
れ
、
そ
の
収
録
中
に
赤
い
木
葉
天
目
茶
碗
を
制
作
す
る
旨
を
宣
言
し
、

他
の
陶
芸
作
家
よ
り
批
判
を
受
け
た
も
の
の
、
平
成
三
年
（
一
九
九
一
）
に
赤
木
葉

天
目
茶
碗
「
秋
風
」
を
完
成
さ
せ
て
い
る
。
赤
い
木
葉
天
目
茶
碗
は
そ
れ
ま
で
に
作

例
が
な
く
、
従
前
よ
り
不
可
能
と
さ
れ
て
き
た
も
の
で
あ
っ
た
。

　

平
成
七
年
（
一
九
九
五
）
よ
り
お
よ
そ
十
五
年
間
、
当
時
東
京
国
立
博
物
館
陶
磁

室
長
（
現
人
間
国
宝
美
術
館
館
長
）
で
あ
っ
た
矢
部
良
明
氏
に
指
導
を
仰
い
だ
。
赤

木
葉
天
目
茶
碗
の
鑑
定
が
縁
で
あ
る
。
矢
部
氏
は
「
昨
今
の
よ
う
に
せ
ち
辛
く
な
っ

た
御
時
世
で
は
、
こ
の
よ
う
な
計
算
な
し
の
生
活
を
送
る
人
と
出
会
う
こ
と
は
、
す

っ
か
り
無
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
、
大
切
な
人
種
に
属
す
る
と
、
い
つ
も
考
え
て

い
る
」①

と
天
山
を
評
し
て
い
る
。
こ
の
間
に
猫
掻
き
手
長
春
青
茶
碗
、
茜
雲
茶
碗
、

窯
変
辰
砂
茶
碗
を
完
成
さ
せ
て
い
る
。
ま
た
平
成
二
十
二
年
（
二
〇
一
〇
）
以
降
は
、



一
〇
五

昨
年
四
月
一
日
に
逝
去
さ
れ
た
林
屋
晴
三
氏
に
指
導
を
仰
ぎ
、
更
な
る
高
み
を
目
指

し
て
修
行
を
重
ね
た
。
林
屋
氏
は
晩
年
「
流
派
を
問
わ
ず
、
今
を
問
う
」
た
め
に
、

新
宿
柿
傳
に
お
い
て
現
代
作
家
の
作
品
を
用
い
た
茶
会
を
定
期
的
に
催
し
、
現
代
の

茶
の
湯
と
茶
道
具
の
「
あ
る
べ
き
や
う
わ
」
を
模
索
さ
れ
て
い
た
。

　

林
屋
氏
は
、
平
成
二
十
八
年
（
二
〇
一
六
）
に
刊
行
し
た
図
録
「
第
一
回　

長
春

天
山
灰
釉
茶
碗
展
」
に
一
文
を
認
め
て
い
る
が
、
そ
の
中
で
「
私
が
例
年
新
宿
の
柿

傳
の
茶
室
で
催
し
て
い
る
初
釜
に
昨
年
か
ら
来
る
よ
う
に
な
り
、
そ
こ
で
使
っ
た
光

悦
作
の
赤
茶
碗
「
大
福
」
を
手
に
し
て
大
い
に
感
じ
る
こ
と
が
あ
っ
た
ら
し
く
、
独

特
の
作
振
り
の
手
づ
く
ね
の
茶
碗
に
窯
変
し
た
灰
釉
を
か
け
た
茶
碗
を
昨
年
の
秋
に

見
せ
て
く
れ
た
。
釉
景
色
と
焼
き
締
っ
た
土
味
、
そ
れ
に
口
造
り
と
高
台
に
も
一
風

あ
る
趣
が
あ
り
、
こ
こ
ま
で
来
て
く
れ
た
の
か
と
大
い
に
共
感
を
抱
い
た
。
彼
の
窖

窯
に
よ
る
灰
釉
は
魅
力
の
あ
る
も
の
を
生
み
出
す
窯
で
あ
り
、
こ
れ
か
ら
い
い
茶
碗

が
生
れ
て
く
る
こ
と
は
た
し
か
だ
」
と
述
べ
て
お
り
、
そ
の
後
の
制
作
に
大
き
な
期

待
を
抱
い
て
い
た
様
子
が
う
か
が
え
る
。

　

天
山
は
現
在
、
近
畿
・
中
部
地
方
の
百
貨
店
を
中
心
に
個
展
を
開
催
し
て
い
る
。

矢
部
、
林
屋
両
氏
に
師
事
し
た
関
係
で
、
彼
は
こ
れ
ま
で
一
度
も
公
募
展
に
出
品
し

た
こ
と
は
な
く
、
百
貨
店
に
お
け
る
個
展
で
の
み
作
品
を
発
表
し
て
い
る
。
こ
れ
ま

で
の
制
作
の
レ
パ
ー
ト
リ
ー
を
見
る
と
、
中
国
宋
時
代
の
油
滴
天
目
や
木
葉
天
目
、

朝
鮮
李
朝
時
代
の
高
麗
茶
碗
、
我
が
国
の
桃
山
時
代
の
瀬
戸
黒
茶
碗
・
織
部
茶
碗
な

ど
の
和
物
茶
碗
を
範
と
し
た
作
品
を
数
多
く
制
作
し
て
い
る
が
、
一
方
で
茜
雲
茶
碗
・

光
輝
茶
碗
な
ど
新
た
な
茶
碗
も
制
作
し
て
お
り
、
今
も
な
お
自
ら
の
作
陶
の
範
囲
を

広
げ
て
い
る
。

二　

天
山
井
戸
茶
碗
奉
納
の
き
っ
か
け
に
つ
い
て

　

そ
も
そ
も
天
山
が
平
成
二
十
二
年
八
月
頃
に
、
大
徳
寺
孤
蓬
庵
に
お
い
て
国
宝
「
喜

左
衛
門
」
大
井
戸
茶
碗
（
図
三
）
を
手
に
取
る
機
会
を
得
た
の
は
、
そ
れ
以
前
に
林

屋
氏
が
天
山
の
邸
宅
に
来
訪
し
た
際
、
あ
ら
か
じ
め
轆
轤
挽
き
し
て
お
い
た
百
碗
を

見
せ
た
と
こ
ろ
、
そ
の
内
四
十
六
碗
が
林
屋
氏
の
眼
に
適
っ
た
た
め
で
あ
る
。「
喜
左

衛
門
」
を
前
に
、
林
屋
氏
よ
り
「
天
山
な
ら
ば
、
か
な
ら
ず
や
、
国
の
宝
と
な
る
大

井
戸
茶
碗
を
完
成
す
る
事
が
で
き
よ
う
。
大
徳
寺
に
奉
納
せ
よ
」
と
命
じ
た
こ
と
が
、

天
山
氏
が
大
徳
寺
孤
蓬
庵
に
、
自
作
の
井
戸
茶
碗
を
奉
納
す
る
き
っ
か
け
と
な
っ
た

の
で
あ
る
。

　

井
戸
茶
碗
は
高
麗
茶
碗
の
中
で
も
、
古
来
よ
り
特
別
に
尊
重
さ
れ
て
き
た
も
の
で

あ
る
。
江
戸
時
代
以
降
、
大
井
戸
、
小
（
古
）
井
戸
、
井
戸
脇
、
青
井
戸
、
小
貫
入

な
ど
に
分
類
し
て
い
る
が
、「
喜
左
衛
門
」
は
大
井
戸
茶
碗
の
代
表
作
の
一
つ
で
あ

る
。
や
や
開
き
気
味
に
立
ち
上
が
り
、
胴
部
に
は
轆
轤
目
が
よ
く
残
っ
て
い
る
。
堂

堂
と
し
た
風
格
が
あ
り
な
が
ら
、
胴
部
や
底
部
は
光
悦
の
茶
碗
の
よ
う
に
非
常
に
薄

く
造
ら
れ
て
い
る
。
胴
部
に
あ
る
漆
繕
い
も
見
所
の
一
つ
と
な
っ
て
い
る
。
ゆ
っ
た

り
と
し
た
轆
轤
で
あ
る
が
、
一
転
し
て
竹
節
状
に
削
ら
れ
た
高
台
は
力
強
く
、
釉
薬

が
乖
離
し
て
あ
ら
わ
れ
た
ざ
ら
つ
い
た
土
と
、
高
台
や
高
台
際
に
不
規
則
に
あ
ら
わ

れ
た
梅
花
皮
が
、
何
と
も
言
え
な
い
不
気
味
さ
を
醸
し
出
し
て
い
る
。
全
体
に
掛
け

ら
れ
た
釉
薬
は
美
し
い
枇
杷
色
を
呈
し
て
い
る
が
、
そ
の
上
に
は
黒
み
が
か
っ
た
雲

が
あ
ら
わ
れ
て
い
る
箇
所
も
あ
る
。
全
体
に
細
や
か
な
貫
入
が
入
り
、
見
込
み
を
上

か
ら
覗
け
ば
、
ま
る
で
吸
い
寄
せ
ら
れ
る
よ
う
な
感
覚
に
陥
り
、
底
知
れ
ぬ
深
い
井

戸
を
覗
く
よ
う
で
あ
る
。
中
箱
蓋
裏
の
書
付
に
よ
れ
ば
、
慶
長
年
間
に
竹
田
喜
左
衛



一
〇
六

門
な
る
も
の
が
所
持
し
て
い
た
こ
と
が
、
銘
の
由
来
で
あ
る
と
い
う
。
竹
田
喜
左
衛

門
の
後
は
数
人
を
経
て
、
雲
州
松
江
藩
主
松
平
不
昧
公
の
所
蔵
と
な
っ
た
。
不
昧
の

元
に
は
「
喜
左
衛
門
」
の
他
に
、「
細
川
」、「
加
賀
」
も
あ
り
、
声
価
の
高
い
こ
の
三

碗
は
「
天
下
の
三
井
戸
」
と
珍
重
さ
れ
て
き
た
。
こ
の
三
碗
す
べ
て
を
所
持
す
る
こ

と
が
で
き
た
の
は
不
昧
公
以
外
誰
も
お
ら
ず
、
明
治
以
降
の
名
の
あ
る
数
奇
者
で
さ

え
、
縁
が
な
け
れ
ば
大
井
戸
茶
碗
は
手
に
入
れ
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
こ
の
茶

碗
を
所
持
す
る
者
は
腫
物
を
患
う
と
い
う
言
い
伝
え
が
あ
り
、
不
昧
公
も
、
こ
の
茶

碗
を
受
け
継
い
だ
月
潭
も
腫
物
を
患
っ
て
死
去
し
た
こ
と
か
ら②
、
後
に
不
昧
公
に
縁

の
あ
る
大
徳
寺
孤
篷
庵
に
寄
進
さ
れ
、
以
来
同
寺
に
伝
わ
っ
て
い
る
。

　

天
山
は
こ
の
「
喜
左
衛
門
」
を
実
際
に
手
に
取
っ
て
眺
め
、
林
屋
氏
よ
り
大
徳
寺

孤
蓬
庵
に
奉
納
す
る
よ
う
言
わ
れ
た
際
、「
喜
左
衛
門
」
を
超
え
る
に
は
、
こ
れ
に
匹

敵
す
る
高
度
な
轆
轤
技
と
、「
加
賀
」
を
超
え
る
釉
景
色
、
す
な
わ
ち
美
し
い
枇
杷
色

の
中
に
五
色
の
雲
が
た
な
び
き
、
ま
る
で
桜
花
が
咲
い
た
か
の
よ
う
な
赤
い
斑
点
が

浮
か
び
上
が
る
よ
う
な
も
の
が
相
応
し
い
の
で
は
な
い
か
と
考
え
、
以
後
八
年
間
大

徳
寺
孤
蓬
庵
へ
の
奉
納
を
目
標
に
井
戸
茶
碗
の
制
作
を
続
け
て
き
た
。

三　

天
山
井
戸
茶
碗

　
「
天
山
井
戸
」
の
銘
は
林
屋
氏
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
林
屋
氏
は
「
第
一
回　

長
春

天
山
灰
釉
茶
碗
展
」
図
録
に
寄
せ
た
一
文
の
中
で
、「
ま
た
私
が
天
山
井
戸
と
言
っ
て

い
い
の
で
は
な
い
か
と
云
っ
た
井
戸
風
の
茶
碗
も
、
素
朴
さ
の
な
か
に
存
在
感
が
そ

な
わ
っ
て
き
て
、
一
碗
の
茶
を
お
い
し
く
飲
め
る
も
の
に
な
っ
た
」
と
、
天
山
井
戸

茶
碗
に
対
す
る
感
想
を
述
べ
て
い
る
。
こ
の
命
銘
に
つ
い
て
美
術
評
論
家
森
孝
一
氏

は
、
第
一
冊
目
の
天
山
井
戸
茶
碗
の
図
録
に
寄
せ
た
文
章
の
中
で
、「
現
代
作
家
の
道

具
を
組
み
合
わ
せ
て
、
現
代
の
茶
に
挑
戦
さ
れ
て
き
た
林
屋
先
生
だ
け
に
、
現
代
の

茶
陶
に
対
す
る
眼
は
厳
し
い
。
こ
の
命
銘
は
天
山
さ
ん
の
井
戸
茶
碗
を
『
茶
の
飲
め

る
一
碗
』
と
し
て
、
林
屋
先
生
が
認
め
た
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
こ
れ
は
奇
跡
に
近

い
出
来
事
と
言
っ
て
も
い
い
だ
ろ
う
」
と
述
べ
て
い
る
。

　

大
徳
寺
孤
蓬
庵
に
奉
納
さ
れ
た
「
晴
山
」
は
、
天
山
が
「
喜
左
衛
門
」
を
手
に
取

っ
て
眺
め
た
際
に
思
い
浮
か
べ
た
、
す
べ
て
の
条
件
を
満
た
し
た
も
の
で
あ
る
。
し

か
し
こ
の
す
べ
て
の
条
件
は
、
揃
う
べ
く
し
て
揃
っ
た
も
の
で
は
な
く
、
八
年
も
の

間
に
窯
に
入
れ
ら
れ
た
数
千
碗
の
中
で
、
偶
然
窯
中
で
窯
変
が
起
こ
っ
た
た
め
に
完

成
し
た
も
の
で
あ
る
。
最
初
は
思
う
よ
う
な
枇
杷
色
に
焼
き
上
が
ら
な
い
た
め
に
、

美
し
い
枇
杷
色
に
窯
変
す
る
土
を
探
す
だ
け
で
、
数
年
を
費
や
し
て
し
ま
っ
た
と
い

う
。
二
年
目
に
焼
き
上
が
っ
た
「
開
雲
」、「
開
寿
」、「
淨
雲
」（
い
ず
れ
も
個
人
蔵
）

の
三
碗
が
完
成
し
た
際
、
林
屋
氏
か
ら
「
四
百
五
十
年
間
何
人
も
完
成
で
き
な
か
っ

た
大
井
戸
茶
碗
を
よ
く
ぞ
作
り
上
げ
た
」
と
い
う
言
葉
を
賜
っ
た
と
の
こ
と
で
あ
っ

た
が
、
い
ず
れ
も
枇
杷
色
も
薄
く
、
ま
た
花
も
咲
い
て
い
な
い
こ
と
に
満
足
で
き
な

か
っ
た
た
め
、
こ
れ
ら
は
奉
納
し
な
か
っ
た
と
い
う
。
こ
れ
ら
が
完
成
し
た
し
ば
ら

く
後
に
、「
旭
雲
」（
図
四
、
個
人
蔵
）
が
完
成
し
た
。
こ
の
茶
碗
の
特
徴
は
、
天
山

井
戸
茶
碗
で
は
は
じ
め
て
、
高
台
部
に
自
然
の
梅
花
皮
（
図
五
）
が
あ
ら
わ
れ
た
の

で
あ
る
。

　

そ
の
後
試
行
錯
誤
の
末
、
よ
う
や
く
美
し
い
枇
杷
色
が
あ
ら
わ
れ
た
「
晴
龍
」、「
晴

鳳
」（
と
も
に
個
人
蔵
）
の
二
碗
と
、
雲
が
か
か
っ
た
「
貴
龍
」、「
龍
鳳
」（
と
も
に

個
人
蔵
）
の
二
碗
が
完
成
し
、
さ
ら
に
そ
の
後
雲
の
中
に
美
し
い
桜
花
の
よ
う
な
赤

い
斑
点
が
あ
ら
わ
れ
た
「
衛
山
」、「
井
龍
」（
と
も
に
個
人
蔵
）
の
二
碗
も
完
成
し
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た
。
天
山
が
理
想
と
す
る
井
戸
茶
碗
に
必
要
な
美
し
い
枇
杷
色
、
五
色
の
雲
、
そ
し

て
赤
い
斑
点
が
揃
っ
て
き
た
た
め
、
こ
れ
ら
が
一
つ
の
茶
碗
に
あ
ら
わ
れ
れ
ば
、
い

よ
い
よ
大
徳
寺
孤
蓬
庵
へ
奉
納
す
る
運
び
と
な
る
の
だ
が
、
窯
変
は
窯
を
焚
け
ば
必

ず
起
こ
る
も
の
で
は
な
く
、
ま
た
ど
の
よ
う
に
変
化
す
る
か
は
、
窯
か
ら
作
品
を
出

す
ま
で
は
ま
っ
た
く
分
か
ら
な
い
た
め
、
後
は
完
成
す
る
ま
で
ひ
た
す
ら
窯
を
焚
き

続
け
る
の
み
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
八
年
目
に
し
て
、
よ
う
や
く
す
べ
て
が
そ
ろ
っ
た

「
晴
華
」（
個
人
蔵
）
が
、
ま
た
そ
の
後
に
「
靖
山
」（
個
人
蔵
）、「
晴
海
」（
図
六
、

個
人
蔵
）、
そ
し
て
奉
納
さ
れ
た
「
晴
山
」
の
三
碗
が
同
時
に
完
成
し
た
。

　
「
晴
山
」
を
観
る
と
、
や
や
赤
み
が
か
っ
た
枇
杷
色
に
、
五
色
の
雲
が
た
な
び
き
、

見
込
み
に
は
桜
花
の
よ
う
な
赤
い
斑
点
が
い
く
つ
も
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。
天
山
井
戸

に
み
ら
れ
る
赤
い
斑
点
は
、
土
中
の
石
が
爆
ぜ
た
こ
と
に
よ
っ
て
生
じ
た
も
の
で
あ

ろ
う
。
枇
杷
色
の
部
分
に
注
目
す
る
と
、
内
側
も
外
側
も
同
じ
箇
所
だ
け
が
枇
杷
色

に
変
化
し
て
い
る
た
め
、
こ
れ
は
高
温
の
炎
が
直
撃
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
土
の
色

が
変
化
し
た
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
五
色
の
雲
は
、
光
の
加
減
に
よ
っ

て
は
色
が
変
化
し
て
見
え
る
よ
う
に
思
わ
れ
、
岩
肌
を
思
わ
せ
る
よ
う
な
荒
荒
し
さ

も
感
じ
取
れ
る
。
堂
堂
と
し
た
風
格
で
あ
る
が
手
取
り
は
思
い
の
外
軽
く
、「
喜
左
衛

門
」
を
彷
彿
さ
せ
る
よ
う
な
、
ゆ
っ
た
り
と
し
た
轆
轤
で
あ
る
。
天
山
井
戸
茶
碗
の

制
作
に
当
た
り
、
ま
ず
「
喜
左
衛
門
」
に
肉
薄
す
る
よ
う
な
轆
轤
引
き
を
習
得
す
る

た
め
に
、
井
戸
型
の
茶
碗
の
制
作
に
励
ん
だ
。
こ
の
時
期
に
制
作
さ
れ
た
作
品
の
中

に
井
戸
型
の
も
の
が
い
く
つ
も
見
ら
れ
る
の
は
、
そ
の
た
め
で
あ
る
。
光
輝
茶
碗
「
瑞

雲
」（
図
七
、
個
人
蔵
）、
灰
釉
茶
碗
「
水
鏡
」（
図
八
、
個
人
蔵
）
も
そ
の
一
つ
で
あ

る
。
天
山
井
戸
に
用
い
ら
れ
て
い
る
土
は
、
泥
の
よ
う
な
も
の
で
あ
り
、
ま
た
細
か

な
石
も
多
く
含
ま
れ
て
い
る
た
め
、
轆
轤
引
き
に
は
一
苦
労
で
あ
っ
た
と
い
う
。「
晴

山
」
の
銘
は
、
師
で
あ
っ
た
林
屋
氏
に
敬
意
を
表
し
て
、
名
前
の
一
字
「
晴
」
の
字

を
入
れ
た
も
の
で
あ
る
。
蓋
裏
に
は
「
師
匠
林
屋
晴
三
先
生
共
長
春
天
山
が
八
年
間

に
て
完
成
し
大
徳
寺
孤
蓬
庵
奉
納
す
る
也
」
と
記
し
て
い
る
。
窯
変
が
も
た
ら
し
た

神
秘
の
茶
碗
で
あ
り
、
果
て
し
な
い
宇
宙
空
間
を
彷
彿
と
さ
せ
る
の
で
あ
る
。

　

天
山
井
戸
茶
碗
は
す
で
に
五
十
碗
ほ
ど
制
作
さ
れ
て
い
る
が
、
最
近
窯
出
し
さ
れ

た
も
の
の
一
つ
が
、「
櫻
嶋
」
と
名
付
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
茶
碗
は
「
晴

山
」
に
比
べ
る
と
、
胴
部
・
底
部
と
も
に
厚
く
挽
か
れ
て
お
り
、
手
取
り
は
ず
っ
し

り
と
重
い
。
こ
れ
は
「
喜
左
衛
門
」
の
よ
う
な
極
限
の
薄
さ
・
重
さ
に
、
こ
と
さ
ら

に
こ
だ
わ
る
必
要
は
な
い
と
指
導
を
受
け
た
こ
と
に
よ
る
と
い
う
。
お
っ
と
り
と
し

た
轆
轤
で
、
胴
部
に
は
轆
轤
目
が
よ
く
残
っ
て
い
る
。「
晴
山
」
の
よ
う
な
雲
は
あ
ら

わ
れ
て
い
な
い
も
の
の
、
美
し
い
や
や
赤
味
が
か
っ
た
枇
杷
色
が
全
体
に
あ
ら
わ
れ

て
お
り
、
ま
た
胴
部
の
一
部
に
は
墨
を
吹
き
付
け
た
か
の
よ
う
な
窯
変
（
吹
墨
窯
変
）

が
生
じ
て
い
る
。
土
が
赤
く
変
化
す
る
こ
と
は
極
め
て
珍
し
い
こ
と
な
の
で
あ
る
。

「
喜
左
衛
門
」
の
よ
う
な
王
者
の
風
格
や
、「
晴
山
」
の
よ
う
な
広
大
な
宇
宙
を
感
じ

さ
せ
る
よ
う
な
茶
碗
で
は
な
い
も
の
の
、
見
様
に
よ
っ
て
は
、
こ
れ
か
ら
散
り
ゆ
く

満
開
の
桜
が
持
つ
、
刹
那
的
な
美
し
さ
が
感
じ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
天
山
の
中
で
は
、

今
後
天
山
井
戸
茶
碗
が
ど
の
よ
う
な
方
向
に
向
っ
て
行
く
の
か
は
、
ま
だ
は
っ
き
り

と
定
ま
っ
て
い
な
い
と
い
う
が
、「
櫻
嶋
」
に
代
表
さ
れ
る
、
や
や
赤
み
が
か
っ
た
枇

杷
色
を
呈
し
た
、
素
朴
さ
と
華
や
か
さ
を
兼
ね
備
え
た
茶
碗
の
登
場
は
、
天
山
井
戸

茶
碗
の
新
た
な
方
向
性
を
指
し
示
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
て
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
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り
に

　

国
宝
で
あ
る
「
喜
左
衛
門
」
を
手
に
取
り
、
ま
た
多
く
の
名
碗
を
観
て
き
た
林
屋

氏
の
指
導
を
受
け
た
か
ら
に
は
、
国
宝
を
超
え
、
ま
た
歴
史
に
残
る
茶
碗
を
造
ら
ね

ば
な
ら
な
い
と
い
う
強
烈
な
プ
レ
ッ
シ
ャ
ー
の
中
で
、
必
要
以
上
に
「
喜
左
衛
門
」

に
囚
わ
れ
る
こ
と
な
く
、「
火
」
の
力
、「
水
」
の
力
、「
土
」
の
力
、「
木
」
の
力
を

う
ま
く
借
り
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
ら
の
井
戸
茶
碗
を
完
成
し
た
こ
と
に
敬
意
を
表

し
た
い
。
か
つ
て
林
屋
氏
は
「
富
と
名
誉
を
求
め
ず
に
、
歴
史
に
残
る
も
の
、
国
の

宝
と
な
る
も
の
を
造
れ
」
と
指
導
し
た
と
い
う
が
、
こ
の
天
山
井
戸
茶
碗
は
ま
さ
に

そ
の
言
葉
通
り
の
も
の
と
な
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
天
山
井
戸
茶
碗

と
「
喜
左
衛
門
」
は
単
純
に
比
較
す
る
こ
と
の
で
き
る
も
の
で
は
な
く
、
ま
た
比
較

す
る
こ
と
に
意
味
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
森
氏
も
天
山
井
戸
茶
碗
の
図
録
に
寄

せ
た
文
章
の
中
で
、「
こ
の
代
表
碗
（「
晴
山
」
の
こ
と
）
と
国
宝
「
喜
左
衛
門
」
大

井
戸
茶
碗
を
比
較
し
て
み
た
と
こ
ろ
で
意
味
を
な
さ
な
い
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
天
山
さ

ん
は
天
山
さ
ん
の
井
戸
茶
碗
を
完
成
さ
せ
た
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
貴
い
の
で
あ
っ
て
、

そ
こ
に
天
山
井
戸
命
銘
の
意
味
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
伝
統

的
な
も
の
を
制
作
す
る
作
家
の
中
に
は
、
古
の
名
碗
を
た
だ
写
す
だ
け
の
作
家
や
、

あ
る
い
は
名
碗
に
自
ら
の
作
為
を
重
ね
合
せ
る
こ
と
で
、
自
分
な
り
の
作
品
を
生
み

出
そ
う
と
し
て
い
る
作
家
が
い
る
が
、
や
は
り
単
な
る
「
写
し
物
」
は
永
久
に
「
本

歌
」
に
な
る
こ
と
は
な
く
、
ま
た
必
要
以
上
に
名
碗
に
固
執
し
て
誕
生
し
た
作
品
が
、

結
局
そ
の
名
碗
に
は
及
ば
な
い
も
の
で
あ
る
と
な
る
と
、
そ
の
作
品
は
も
は
や
意
味

の
な
い
も
の
と
な
っ
て
し
ま
う
。
か
つ
て
の
名
碗
に
学
ぶ
べ
き
こ
と
は
数
多
く
あ
れ

ど
、
名
碗
の
持
つ
世
界
か
ら
脱
却
し
、
心
を
自
由
に
作
陶
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
現

代
に
相
応
し
い
自
分
の
茶
碗
が
誕
生
す
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

天
山
井
戸
茶
碗
は
す
で
に
五
十
碗
ほ
ど
存
在
す
る
の
だ
が
、
未
だ
公
の
場
で
は
発

表
さ
れ
て
い
な
い
。
近
い
将
来
天
満
屋
デ
パ
ー
ト
に
お
い
て
、「
大
徳
寺
奉
納
記
念

展
」
と
題
し
て
天
山
井
戸
茶
碗
を
発
表
す
る
予
定
で
あ
る
と
い
う
。
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釉
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「
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個
人
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