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鯉
江
良
二
作
《
信
楽
手
　
沓
茶
盌
》（
個
人
蔵
）末　

吉
　
佐
久
子

は
じ
め
に

　

鯉
江
良
二
（
一
九
三
八
～
）
は
、「
焼
か
な
い
焼
き
物
と
い
う
も
の
が
あ
っ
て
も
い

い
ん
じ
ゃ
な
い
か①
」
と
、
き
っ
ぱ
り
言
い
放
つ
日
本
を
代
表
す
る
現
代
陶
芸
家
で
あ

る
。
鯉
江
の
仕
事
に
は
「
轆
轤
を
使
わ
な
い
仕
事
と
使
う
仕
事②
」
が
あ
り
、「
こ
れ
ま

で
の
や
き
も
の
の
既
成
概
念
に
囚
わ
れ
な
い
発
想
で
、
土
か
ら
受
け
た
ひ
ら
め
き
を

か
た
ち
に
し
、
陶
の
新
た
な
可
能
性
を
追
求③
」
す
る
。「
陶
芸
に
戸
籍
を
お
き
な
が

ら
、
現
代
芸
術
の
前
線
に
躍
り
出
た
鯉
江
の
作
品④
」
は
、
国
内
外
の
陶
芸
美
術
館
や

コ
レ
ク
タ
ー
に
と
っ
て
欠
か
す
こ
と
の
で
き
な
い
作
品
と
な
っ
て
い
る
。

一
、
鯉
江
良
二
の
「
出
会
い
」

　

鯉
江
は
、
一
九
三
八
年
に
漁
業
と
焼
き
物
の
町
「
常
滑
」
に
生
ま
れ
育
つ
。
十
歳

の
時
か
ら
ア
ル
バ
イ
ト
に
行
き
始
め
た
と
い
う
土
管
素
地
製
造
所
。
そ
こ
で
十
四
歳

の
時
に
右
手
中
指
と
薬
指
の
第
一
関
節
を
失
う
。
戦
後
の
日
本
が
再
生
す
る
た
め
に
、

よ
う
や
く
世
の
中
全
体
が
立
ち
上
が
り
、
疾
走
し
始
め
た
時
代
で
あ
っ
た
。
こ
こ
で

鯉
江
は
「
ハ
ン
デ
ィ
キ
ャ
ッ
プ
を
持
っ
た
人
た
ち
の
生
命
力
」
に
出
会
い
、「
社
会
的

に
弱
い
立
場
の
人
と
い
う
の
は
、
人
間
性
の
中
で
何
か
強
い
と
こ
ろ
が
あ
る⑤
」
と
後

に
語
る
。
そ
し
て
「
僕
は
土
管
屋
で
す
か
ら⑥
」
と
よ
く
口
に
す
る
。

　

海
に
近
い
そ
の
生
家
の
二
～
三
軒
隣
に
住
ま
う
哲
学
者
の
谷
川
徹
三
と
、
そ
の
息

子
俊
太
郎
に
出
会
う
。
そ
の
谷
川
宅
で
イ
サ
ム
・
ノ
グ
チ
の
陶
作
品
の
角
皿
を
見
せ

て
も
ら
い
、
そ
れ
を
見
た
さ
に
何
度
も
何
度
も
谷
川
家
を
訪
れ
、
そ
の
皿
と
の
出
会

い
に
鯉
江
の
胸
が
高
鳴
っ
た
と
い
う⑦
。

　

陶
芸
家
を
目
指
す
つ
も
り
で
は
な
か
っ
た
と
い
う
が⑧
、
愛
知
県
立
常
滑
高
校
窯
業

科
に
入
学
し
、「
窯
業
」、「
原
料
学
」、「
地
質
学
」
な
ど
を
学
ぶ
。
卒
業
の
後
の
一
九

五
七
年
に
日
本
タ
イ
ル
ブ
ロ
ッ
ク
株
式
会
社
に
入
社
し
四
年
間
勤
務
す
る
。「
も
う
普

通
の
労
働
者
と
し
て
働
い
て
ま
し
た
。
大
き
な
会
社
じ
ゃ
な
い
か
ら
、
原
料
の
扱
い

か
ら
、
釉
薬
を
作
る
、
施
釉
か
ら
窯
入
れ
、
窯
焚
き
、
出
荷
と
か
全
行
程
を
や
ら
さ

れ
た
っ
て
い
う
か
や
っ
て
き
ま
し
た
ね
。
そ
い
う
こ
と
が
、
も
の
を
作
っ
て
い
く
上

で
、
自
分
の
精
神
構
造
そ
の
も
の
に
大
変
大
き
な
意
味
が
あ
っ
て
、
あ
あ
よ
か
っ
た

な
っ
て
い
う
ふ
う
に
僕
は
考
え
て
い
ま
す⑨
」
と
語
る
。
こ
の
期
に
焼
き
物
に
関
す
る

学
問
に
出
会
い
、
実
社
会
に
直
接
つ
な
が
る
焼
き
物
と
、
実
践
的
窯
業
技
術
に
出
会

っ
た
の
で
あ
る
。

　

一
九
六
一
年
に
、
新
設
さ
れ
た
常
滑
市
立
陶
芸
研
究
所
に
入
所
す
る
。
そ
し
て
一

九
六
六
年
に
退
所
し
独
立
す
る
が
、
こ
の
研
究
所
時
代
つ
ま
り
一
九
六
〇
年
代
に
は

鯉
江
に
と
っ
て
重
要
な
出
会
い
が
あ
る
。
東
京
で
の
ア
ン
フ
ォ
ル
メ
ル
や
抽
象
表
現

主
義
と
の
出
会
い
で
あ
り
、
京
都
で
の
過
去
の
価
値
観
に
囚
わ
れ
な
い
自
由
な
造
形

を
希
求
す
る
「
走
泥
社
」
と
、
そ
れ
を
結
成
し
た
八
木
一
夫
、
寺
尾
恍
示
ら
、
そ
し

て
彼
ら
の
作
品
と
の
出
会
い
で
あ
る⑩
。「
そ
の
頃
の
走
泥
社
展
の
会
場
に
は
オ
ブ
ジ
ェ

と
器
が
同
席
し
て
い
た
わ
け
。
け
れ
ど
も
走
泥
社
の
人
た
ち
が
作
る
器
は
、
そ
れ
ま

で
見
て
き
た
器
と
は
違
う
と
僕
は
見
た
ん
だ
ね
。
ど
こ
が
違
う
か
と
い
う
と
、
彼
ら



一
四
二

が
一
方
で
オ
ブ
ジ
ェ
を
作
っ
て
る
こ
と
で
、
そ
の
意
識
が
器
を
作
る
と
き
の
意
識
を

レ
ベ
ル
ア
ッ
プ
し
て
い
る
よ
う
な
気
が
し
た
ん
だ
な
。
そ
れ
は
す
ご
い
こ
と
じ
ゃ
な

い
か
と
思
っ
た
」
と
語
る
。
金
子
賢
治
氏
は
、
鯉
江
の
こ
の
発
言
を
次
の
よ
う
に
評

し
て
い
る
。「
つ
ま
り
、
壺
は
壺
で
も
そ
こ
に
差
が
あ
る
の
は
、
技
術
の
問
題
で
は
な

く
思
想
性
の
問
題
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
い
わ
ゆ
る
「
オ
ブ
ジ
ェ
」
の
み
な

ら
ず
、
器
で
あ
っ
て
も
そ
こ
に
思
想
や
概
念
を
盛
り
込
む
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
「
新

し
い
造
形
の
論
理
」
が
鋭
く
見
抜
か
れ
て
い
る
」
と
い
う⑪
。

　

そ
し
て
一
九
六
二
年
に
鯉
江
に
と
っ
て
公
募
初
出
品
と
な
る
作
品
《
洋
酒
瓶
》【
図

1
】
が
「
現
代
日
本
陶
芸
展
」
に
入
賞
す
る
こ
と
を
き
っ
か
け
に
湧
き
出
た
、「
や
き

も
の
と
は
何
か
」
と
い
う
大
疑
問
と
の
衝
撃
の
出
会
い
で
あ
る
。「
ビ
ー
ル
瓶
を
写
し

て
、
写
し
そ
こ
な
っ
て
洋
酒
瓶
に
な
っ
た⑫
」
の
に
「
ナ
ン
デ
、
俺
は
賞
を
も
ら
っ
た

ん
だ
」。
誇
り
と
も
不
安
と
も
つ
か
な
い
気
持
ち
が
片
時
も
離
れ
る
こ
と
が
な
か
っ
た

と
い
う⑬
。
こ
こ
か
ら
鯉
江
の
「
や
き
も
の
と
は
何
か
」
と
い
う
問
い
か
け
が
始
ま
る
。

　

こ
れ
ら
の
出
会
い
は
、
以
後
、
鯉
江
の
手
か
ら
生
み
出
さ
れ
る
作
品
を
通
じ
て
の

社
会
へ
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
へ
の
伏
線
と
な
っ
て
い
る
。

二
、
焼
か
な
い
焼
き
物
―
焼
か
れ
た
焼
き
物

　

そ
れ
か
ら
十
年
後
、
現
代
陶
芸
の
曖
昧
さ
を
引
き
裂
い
て
、
鯉
江
独
自
の
芸
術
観

が
発
信
さ
れ
る
。
一
九
七
一
年
、
第
一
回
日
本
陶
芸
展
に
出
品
さ
れ
た
、
焼
か
な
い

焼
き
物
の
代
表
作
と
も
言
え
る
《
土
に
帰
る
》（
の
ち
《
土
に
還
る
》
と
改
題
）【
図
2
】

で
あ
る
。
そ
の
契
機
と
な
っ
た
の
は
先
の
《
洋
酒
瓶
》
で
あ
っ
た⑭
。《
土
に
帰
る
》
は
、

シ
ェ
ル
ベ
ン
（Scherben

）（
衛
生
用
陶
器
の
再
生
粉
末
）
を
ピ
ラ
ミ
ッ
ド
の
よ
う

に
積
み
上
げ
、
そ
の
上
部
を
人
間
の
顔
に
型
取
り
し
て
固
め
た
だ
け
の
作
品
で
、
焼

い
て
は
い
な
い
。
し
た
が
っ
て
顔
は
や
が
て
崩
れ
去
る
た
め
、
乾
由
明
氏
は
「
こ
こ

に
は
人
間
が
消
え
て
土
に
還
帰
す
る
生
と
死
が
象
徴
的
に
表
現
さ
れ
て
い
る
。
し
か

し
あ
ら
あ
ら
し
い
土
の
質
感
を
し
め
す
シ
ェ
ル
ベ
ン
は
、
一
度
粉
末
に
な
っ
た
陶
器

の
骨
を
再
利
用
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
う
い
う
と
こ
ろ
か
ら
考
え
れ
ば
こ
の

作
品
は
、
生
か
ら
死
へ
、
死
か
ら
生
へ
と
い
う
輪
廻
を
あ
ら
わ
す
と
い
え
る
だ
ろ
う
」

と
評
し
て
い
る⑮
。《
土
に
還
る
》
は
シ
リ
ー
ズ
化
【
図
3
】
さ
れ
る
。
ア
ン
フ
ァ
イ
ド

（un-fired

焼
か
れ
て
い
な
い
）
と
い
わ
れ
る
鯉
江
の
仕
事
は
、
い
わ
ば
陶
芸
の
仕
事

の
原
点
と
も
い
う
べ
き
核
心
を
、
も
っ
と
も
端
的
に
衝
い
て
い
る
と
言
わ
れ
て
い
る⑯
。

　

一
方
、「
焼
く
」
こ
と
の
意
味
を
問
い
か
け
る
「
焼
か
れ
た
作
品
も
」
制
作
し
て
い

る
。
そ
の
典
型
的
な
作
例
は
、
一
九
七
三
年
の
「
証
言
―
ミ
シ
ン
」「
証
言
―
時

計
【
図
4
】
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
シ
ェ
ル
ベ
ン
と
砂
で
つ
く
ら
れ
た
土
台
の
上
に
、

ミ
シ
ン
や
時
計
を
置
い
て
高
温
で
焼
い
た
も
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
の
物
体
は
黒
く

焼
け
た
だ
れ
て
、
辛
う
じ
て
原
型
を
と
ど
め
る
ば
か
り
に
な
っ
て
い
る
。
火
に
よ
っ

て
崩
壊
し
、
こ
こ
に
は
も
は
や
ミ
シ
ン
で
も
な
い
、
時
計
で
も
な
い
、
新
た
な
美
と

存
在
感
を
も
つ
独
自
の
物
体
が
た
ち
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
焼
け
た
時
計
は
、
八

時
十
五
分
と
い
う
広
島
に
原
爆
が
投
下
さ
れ
た
時
間
を
指
し
て
い
て
、
鯉
江
の
反
核

に
対
す
る
強
い
メ
ッ
セ
ー
ジ
と
な
っ
て
い
る
と
言
わ
れ
て
い
る⑰
。
そ
し
て
以
後
何
度

も
継
続
し
て
制
作
さ
れ
て
い
る
《
チ
ェ
ル
ノ
ブ
イ
リ
・
シ
リ
ー
ズ
》【
図
5
】
は
、《
証

言
》
と
同
じ
手
法
に
よ
り
な
が
ら
よ
り
多
様
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
原
発
事
故
に

対
す
る
激
し
い
告
発
と
な
っ
て
い
る⑱
。
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三
、
轆
轤
を
使
わ
な
い
仕
事
―
使
う
仕
事

　

鯉
江
の
轆
轤
を
使
わ
な
い
仕
事
に
は
、
先
の
作
品
も
挙
げ
ら
れ
る
が
、
他
に
も
《
熔

シ
リ
ー
ズ
》【
図
6
】
や
、「
焼
成
温
度
が
何
度
か
ら
が
焼
き
物
な
の
か⑲
」
と
の
可
逆

的
着
想
が
作
品
の
分
野
を
広
げ
た
《
雨
／
土

－

陶 

Ⅰ 

Ⅱ
》【
図
7
】
も
あ
る
。
そ
し

て
轆
轤
を
使
わ
な
い
仕
事
は
、
器
に
も
展
開
さ
れ
て
い
る
。《
連
々
皿
々
》（
俗
名　

電

車
）【
図
8
】
と
い
う
タ
タ
ラ
板
で
上
下
に
ス
ラ
イ
ス
し
て
作
ら
れ
て
い
る
作
品
で
あ

る
。
茶
席
の
横
列
風
景
に
、
隣
同
士
が
図
柄
で
な
く
本
体
と
し
て
つ
な
が
っ
て
い
る

こ
と
を
示
す
と
い
う
。
年
功
序
列
的
制
作
風
景
で
な
く
限
り
な
く
平
ら
か
で
あ
り
た

い
と
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
が
こ
め
ら
れ
て
い
る
と
さ
れ
て
い
る⑳
。
そ
の
他
に
も
轆
轤
を
使

わ
な
い
仕
事
は
、
皿
類
等
を
中
心
に
多
数
展
開
さ
れ
て
い
る
。

　

一
方
、
轆
轤
を
使
う
仕
事
は
、
壺
、
甕
、
茶
盌
、
酒
器
な
ど
の
、
い
わ
ゆ
る
器
類

の
制
作
に
見
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
は
先
に
述
べ
た
若
い
頃
に
身
に
つ
け
た
焼
き
物
に
関

す
る
学
問
的
「
知
識
」
と
、
実
社
会
と
そ
の
中
の
「
労
働
」
で
培
っ
た
確
か
な
窯
業

「
技
術
」
に
支
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
鯉
江
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
性
、
可
逆
的
思
考
は
オ

ブ
ジ
ェ
作
品
だ
け
で
な
く
、
器
類
に
も
潜
ん
で
い
る
。

　
《
こ
ろ
り
》【
図
9
】
は
、
轆
轤
の
常
に
あ
る
一
本
の
回
転
軸
か
ら
解
放
さ
れ
た
い

と
い
う
欲
求
よ
り
生
み
出
さ
れ
た
か
た
ち
で
あ
る
。
不
定
形
の
上
に
輪
を
乗
せ
る
こ

と
に
よ
っ
て
、
よ
り
有
機
的
な
形
へ
と
向
か
う㉑
。
こ
の
作
品
は
湯
呑
で
は
あ
る
が
、

そ
の
器
形
は
桃
山
陶
の
沓
形
茶
盌
【
図
10
】
を
思
い
起
こ
さ
せ
る
。

　
《
斜
壺
》【
図
11
】
は
、
轆
轤
の
軸
盤
に
も
う
一
枚
、
木
製
の
盤
を
傾
斜
さ
せ
て
重

ね
る
。
そ
の
上
で
、
壺
を
挽
く
。
粘
土
は
傾
斜
し
た
ま
ま
ま
わ
る
。
踊
る
よ
う
な
回

転
運
動
に
な
る
だ
ろ
う
。
傾
い
た
ま
ま
底
を
切
り
離
す
。
こ
の
特
異
な
回
転
運
動
か

ら
生
ま
れ
た
の
が
《
斜
壺
》
で
あ
る㉒
。

　

釉
薬
掛
け
の
《
つ
ぽ
ぽ
ぽ
》【
図
12
】
と
い
う
壺
で
は
、
通
常
は
棚
板
か
ら
壺
を
浮

き
あ
げ
て
焼
成
す
る
た
め
に
ツ
ク
や
ト
チ
を
挿
む
が
、
鯉
江
は
そ
れ
を
鼎
の
脚
よ
う

に
壺
の
高
台
と
し
て
取
り
込
ん
で
い
る㉓
。

　

逆
に
、
壺
を
逆
さ
に
し
て
焼
成
し
た
《
オ
リ
ベ
壺
》【
図
13
】
で
は
口
ま
で
流
れ
た

釉
薬
が
口
で
留
ま
り
、
ツ
ク
が
付
い
た
ま
ま
作
品
と
な
っ
て
い
る㉔
。
胴
の
真
ん
中
に

は
勢
い
よ
く
入
れ
ら
れ
た
線
彫
の
×
が
効
い
て
い
る
。
こ
の
抽
象
文
の
よ
う
な
線
彫

の
×
は
鯉
江
の
作
品
に
よ
く
刻
ま
れ
る
モ
チ
ー
フ
で
あ
る
。

　
《
の
べ
皿
》【
図
14
】
は
、「
の
べ
皿
は
、
単
に
壺
の
内
側
が
見
た
い
と
い
う
欲
望
で

す㉕
」
と
い
っ
て
轆
轤
の
筒
挽
き
の
一
か
所
を
裂
い
て
引
き
延
ば
し
て
い
る
。
こ
れ
も

轆
轤
を
使
っ
た
鯉
江
作
品
の
一
つ
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
失
敗
す
れ
ば
適
当
に
切
り

刻
ん
で
《
も
み
じ
手
向
付
》《
色
九
谷
》
に
仕
上
げ
た
と
い
う㉖
。

四
、
鯉
江
良
二
作
《
信
楽
手
　
沓
茶
盌
》

　

さ
て
今
回
紹
介
す
る
鯉
江
良
二
作
《
信
楽
手　

沓
茶
盌
》（
個
人
蔵
）【
図
15
】
は
、

高
さ 

八
・
九
、
口
径 

一
〇
・
〇
～
一
二
・
二
、 

高
台
径 

四
・
五
～
五
・
〇
セ
ン
チ
メ
ー

ト
ル
の
信
楽
手
の
茶
盌
で
あ
る
。
鯉
江
ら
し
い
豪
快
で
奔
放
な
筆
に
よ
る
共
箱
【
図

16
】
が
付
い
て
い
る
。

　

茶
陶
信
楽
の
特
色
を
端
的
に
言
い
表
し
た
と
言
わ
れ
る
『
和
漢
諸
道
具
見
知
鈔㉗
』

に
は
、「
神シ
ガ
ラ
キ楽

焼
物
（
中
略
）
土
色
ハ
ざ
ん
ぐ
り
と
あ
ら
き
め
に
、
小
砂
の
や
き
は
ぜ

あ
り
、（
云
㉘々
）」
と
あ
る
が
、
本
作
品
は
そ
の
特
色
を
示
し
て
い
る
。
小
砂
混
じ
り

で
、
ざ
ん
ぐ
り
と
土
は
荒
い
が
、
掌
へ
の
感
触
は
比
較
的
優
し
く
、
手
持
ち
が
程
よ
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四
四

い
。
信
楽
焼
と
伊
賀
焼
は
血
縁
関
係
に
あ
る
と
言
わ
れ
る
が
、
信
楽
は
火
度
が
低
い

の
で
、
激
し
く
焼
き
ぬ
い
た
古
伊
賀
に
比
し
て
手
取
り
は
軽
め
で
あ
る
と
さ
れ
る㉙
。

　

鯉
江
は
、
灰
釉
、
白
磁
、
織
部
、
萩
、
引
き
出
し
黒
な
ど
多
様
な
技
法
の
茶
盌
を

制
作
し
て
い
る
。
そ
し
て
信
楽
の
土
を
使
用
し
、
轆
轤
挽
き
し
て
そ
れ
を
縦
に
切
っ

た
《
西
風
・
東
風
》【
図
17
】
や
信
楽
モ
ミ
ジ
手
向
付
【
図
18
】
も
制
作
し
て
い
る

が
、
信
楽
手
の
茶
盌
は
極
め
て
珍
し
い
。
一
般
に
古
伊
賀
の
デ
フ
ォ
ル
メ
の
烈
し
い

警
抜
な
成
形
や
強
い
箆
目
に
対
し
て
、
信
楽
は
、
や
や
お
と
な
し
い
器
形
で
あ
る
と

さ
れ
る
が
、
本
作
は
大
き
く
歪
ん
で
い
る
。
し
か
し
そ
の
歪
み
は
、
鯉
江
の
手
技
に

よ
っ
て
絶
妙
な
バ
ラ
ン
ス
が
保
た
れ
て
い
る
。「
ひ
ょ
う
げ
た
」
と
い
わ
れ
る
桃
山
陶

の
織
部
【
図
19
】
を
彷
彿
さ
せ
る
豪
快
な
沓
形
で
あ
る
。
轆
轤
成
形
し
た
の
ち
、
全

体
を
大
き
く
歪
め
た
と
思
わ
れ
る
。

　

自
然
な
轆
轤
の
味
と
い
う
の
で
は
な
く
、
力
に
ま
か
せ
た
ス
ピ
ー
ド
感
で
勝
負
し

て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
、
外
側
に
走
る
鯉
江
の
指
が
直
に
感
じ
ら
れ
る
轆
轤
目
【
図

20
】
が
い
き
い
き
と
し
て
い
る
。

　

内
側
と
見
込
み
に
は
、
ス
ピ
ー
ド
あ
る
轆
轤
の
回
転
に
よ
っ
て
、
土
に
混
じ
る
小

石
粒
が
、
流
れ
星
の
よ
う
な
軌
跡
と
な
っ
て
残
っ
て
い
る
。【
図
21
】
そ
し
て
見
込
み

と
腰
の
立
ち
上
が
り
の
境
目
付
近
に
あ
る
石
は
ぜ
【
図
22
】
が
、
リ
ズ
ム
を
加
え
て

い
る
。

　

口
縁
は
静
か
に
う
ね
る
穏
や
か
な
山
道
で
あ
る
。【
図
23
】
一
方
、
高
台
は
ダ
イ
ナ

ミ
ッ
ク
に
箆
で
削
ら
れ
、
高
台
内
は
豪
快
に
ざ
く
っ
と
抉
ら
れ
て
い
る
。
彫
塑
的
美

を
感
じ
る
。【
図
24
】

　

火
表
は
酸
化
焼
成
に
よ
る
緋
色
が
火
焔
の
よ
う
に
走
る
。【
図
25
】
一
方
、
火
裏
に

は
静
か
に
白
い
満
月
が
浮
き
出
て
い
る
。【
図
26
】

　

見
ど
こ
ろ
は
、
よ
け
い
な
箆
目
が
な
い
代
わ
り
に
、
胴
に
刻
ま
れ
た
線
彫
り
で
あ

ろ
う
。
こ
こ
に
鯉
江
の
仕
掛
け
が
あ
る
。
抽
象
文
の
×
や
線
の
構
成
に
よ
る
四
角
に

も
見
え
る
こ
の
線
彫
り
は
、
他
の
鯉
江
の
作
品
に
も
よ
く
見
ら
れ
る
モ
チ
ー
フ
で
あ

る
。
し
か
し
こ
こ
に
鯉
江
の
仕
掛
け
が
潜
ん
で
お
り
、
こ
の
茶
盌
を
手
に
す
る
者
を

後
に
驚
か
せ
る
。
茶
の
湯
の
拝
見
の
時
の
よ
う
に
、
高
台
を
見
よ
う
と
茶
盌
を
お
も

む
ろ
に
横
に
寝
か
し
て
観
た
瞬
間
、
観
る
者
の
眼
に
「
良
」
の
字
が
入
っ
て
く
る
の

で
あ
る
。
つ
ま
り
こ
の
線
彫
り
は
、
共
箱
の
左
下
に
し
る
さ
れ
た
「
良
」
と
お
な
じ

形
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
鯉
江
の
し
た
り
顔
が
み
え
て
き
そ
う
で
あ
る
。
土
が

柔
ら
か
い
う
ち
に
彫
っ
た
の
か
、
伸
び
や
か
で
繊
細
な
線
と
な
っ
て
い
る
。
鯉
江
の

作
品
を
調
べ
て
い
く
と
、「
良
」
の
字
が
大
き
く
よ
こ
に
寝
て
彫
ら
れ
て
い
る
茶
盌
が

他
に
も
あ
り
、《
長
石
と
貝
釉
茶
碗
》【
図
27
】
が
そ
れ
で
あ
る㉚
。
こ
の
よ
う
な
仕
掛

け
は
、
茶
盌
だ
け
で
な
く
、
壺
【
図
28
】
や
水
指
な
ど
に
も
み
ら
れ
、
線
彫
り
だ
け

で
は
な
く
絵
付
け
の
、
よ
こ
に
寝
た
「
良
」
の
字
が
描
か
れ
た
杯
【
図
29
】
も
あ
る
。

　

本
作
品
は
、「
茶
の
湯
の
用
」
と
し
て
も
、
オ
ブ
ジ
ェ
と
し
て
の
「
鑑
賞
の
用
」
ど

ち
ら
の
舞
台
に
も
堂
々
と
鎮
座
す
る
茶
盌
で
あ
ろ
う
。

　

日
本
陶
磁
の
精
華
と
い
わ
れ
る
桃
山
陶
と
い
う
古
典
を
敬
っ
て
は
い
る
が
、
倣
作

に
は
走
っ
て
い
な
い
。
い
く
ら
迫
っ
て
も
鯉
江
は
、
独
自
の
距
離
を
あ
け
て
い
る
と

い
う
メ
ッ
セ
ー
ジ
が
潜
ん
で
い
る
作
品
と
い
え
よ
う
。

お
わ
り
に

　

鯉
江
の
仕
事
量
は
膨
大
で
あ
る
。
大
小
数
々
の
展
覧
会
も
催
し
、
ギ
ャ
ラ
リ
ー
で

の
個
展
を
含
め
る
と
国
内
外
で
数
え
き
れ
な
い
ほ
ど
の
数
と
な
る
。
美
術
館
に
お
け
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る
代
表
的
な
展
覧
会
と
し
て
は
、
一
九
九
六
年
に
岐
阜
県
美
術
館
で
開
催
さ
れ
た
「
鯉

江
良
二
展
《
地
⇄
人
》」
や
二
〇
〇
六
年
の
韓
国
・
亜
州
美
術
館
で
の
「Stealing 

Godʼs Fire RY
O

JI K
O

IK
E

」
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
、
国
内
外
で
活
躍
が
見
ら
れ
る㉛
。

ま
た
一
九
六
七
年
の
第
五
回
朝
日
陶
芸
展
秀
作
賞
、
一
九
九
二
年
度
の
日
本
陶
磁
協

会
賞
、
二
〇
〇
二
年
の
織
部
賞
な
ど
、
数
々
の
賞
も
受
賞
し
て
い
る
。
鯉
江
良
二
は
、

自
ら
の
手
か
ら
生
み
出
さ
れ
る
作
品
か
ら
様
々
な
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
発
し
な
が
ら
、
精

力
的
な
創
作
活
動
を
展
開
し
、
そ
れ
ら
は
高
い
評
価
を
得
て
い
る
。

　
「
全
部
テ
ス
ト
ピ
ー
ス
や
か
ら㉜
」
と
言
っ
て
の
け
る
鯉
江
の
言
葉
か
ら
は
、
本
作
品

も
鯉
江
に
と
っ
て
は
、「
仕
事
」
で
あ
り
、「
テ
ス
ト
ピ
ー
ス
」
で
あ
る
の
か
も
し
れ

な
い
。

注①　

加
藤
孝
造
・
鯉
江
良
二
・
榎
本
徹
ほ
か
「
日
本
陶
磁
協
会
岐
阜
県
支
部
ト
ー
ク
セ
ッ

シ
ョ
ン
」（『
陶
説
』
五
九
八
号
、
日
本
陶
磁
協
会
、
二
〇
〇
三
年
、
八
一
頁
）。

②　

乾
由
明
ほ
か
編
集
『
現
代
日
本
の
陶
芸　

第
十
四
巻
、
土
と
火
の
奇
想
』
講
談
社
、

一
九
八
四
年
、
一
〇
四
頁
。

③　

森
孝
一
「
鯉
江
良
二　

足
付
壺
」（『
陶
説
』
六
六
五
号
、
日
本
陶
磁
協
会
、
二
〇
〇

八
年
）。

④　

芝
辻
政
彦
「
鯉
江
良
二
―
現
代
芸
術
に
掴
ま
っ
た
陶
の
造
形
家
」（『
陶
説
』
六
〇

三
号
、
日
本
陶
磁
協
会
、
二
〇
〇
三
年
、
七
一
頁
）。

⑤　

鯉
江
良
二
・
内
田
鋼
一
・
森
孝
一
「
鼎
談
―
作
家
の
原
風
景
」（『
陶
説
』
六
六
八

号
、
日
本
陶
磁
協
会
、
二
〇
〇
八
年
、
七
六
頁
）。

⑥　

梅
田
美
津
子
「
鯉
江
良
二
先
生
の
こ
と
」（『
陶
説
』
六
六
五
号
、
日
本
陶
磁
協
会
、

二
〇
〇
八
年
、
二
五
頁
）。

⑦　

同
書
、
二
七
頁
。

⑧　

前
掲
書
、
森
孝
一　

二
〇
〇
八
年
。

⑨　

前
掲
書
、
加
藤
孝
造
・
鯉
江
良
二
・
榎
本
徹
ほ
か　

二
〇
〇
三
年
、
八
三
頁
。

⑩　

前
掲
書
、
森
孝
一
、
二
〇
〇
八
年
。

⑪　

金
子
賢
治
「
誇
り
高
く
、
土
に
還
る
―
鯉
江
良
二
論
―
」（
鯉
江
良
二
『
鯉
江
良

二
作
品
集
』、
講
談
社
、
一
九
九
四
年
、
一
〇
頁
）。

⑫　
「『‘
つ
く
る
’
と
は
何
を
つ
く
る
こ
と
か
』
と
い
う
問
題
を
め
ぐ
っ
て
常
滑
の
陶
芸
家

鯉
江
良
二
と
話
し
た
こ
と
（『
か
た
ち
・
ノ
ー
ト
』
一
号
、
か
た
ち
社
、
一
九
八
三
年
）。

⑬　

前
掲
書
、
芝
辻
政
彦
、
二
〇
〇
三
年
、
六
三
頁
。

⑭　

同
書
、
六
三

－

六
四
頁
。

⑮　

乾
由
明
「
鯉
江
良
二
―
仕
事
と
人
間
」（『
陶
説
』
六
六
五
号
、
日
本
陶
磁
協
会
、

二
〇
〇
八
年
、
三
五
頁
）。

⑯　

乾
由
明
・
林
屋
晴
三
責
任
編
集
『
日
本
の
陶
磁　

現
代
篇　

第
七
巻
』、
中
央
公
論

社
、
一
九
九
三
年
、
二
四
六
頁
。

⑰　

前
掲
書
、
乾
由
明
、
二
〇
〇
八
年
、
三
五

－

三
六
頁
。

⑱　

同
書
、
三
六
頁
。

⑲　

前
掲
書
、
芝
辻
政
彦
、
二
〇
〇
三
年
、
六
七
頁
。

⑳　

鯉
江
良
二
『
鯉
江
良
二
作
品
集 T

H
E W

O
RK

S O
F RY

O
JI K

O
IE

』
講
談
社
、

一
九
九
四
年
、
七
一
頁
。

㉑　

同
書
、
八
一
頁
。

㉒　

前
掲
書
、
芝
辻
政
彦
、
二
〇
〇
三
年
、
七
一
頁
。

㉓　

同
書
、
七
一
頁
。

㉔　

同
書
、
七
一
頁
。

㉕　

前
掲
書
、
鯉
江
良
二
、
一
九
九
四
年
、
七
二
頁
。
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㉖　

前
掲
書
、
芝
辻
政
彦
、
二
〇
〇
三
年
、
七
二
頁
。

㉗　

菊
屋
七
郎
兵
衛
・
萬
屋
清
兵
衛
・
柏
原
屋
清
右
衛
門
『
和
漢
諸
道
具
見
知
鈔
』（
萬
寶

全
書
：
十
三
巻
：
八
）
一
七
一
八
年
。

㉘　
（　

）
カ
ッ
コ
内
筆
者
加
筆
。

㉙　

満
岡
忠
成
『
陶
磁
体
系　

全
四
八
巻　

第
八
巻　

信
楽　

伊
賀
』
平
凡
社
、
一
九
七

六
年
、
九
五

－

九
六
頁
。

㉚　

杉
浦
澄
子
「
鯉
江
良
二
＝
展
」（『
陶
説
』
四
一
〇
号
、
日
本
陶
磁
協
会
、
一
九
八
七

年
、
七
一
頁
）。

㉛　

大
長
智
広
・
大
西
遼
「
愛
知
県
陶
磁
美
術
館 

企
画
展
「
鯉
江
良
二
展
―
土
に
還
る　

そ
れ
以
前
・
そ
れ
以
後
―
」
同
時
開
催
「
常
滑

－

古
常
滑
・
急
須
・
陶
影
」
に
寄
せ

て
」（『
陶
説
』
七
四
七
号
、
日
本
陶
磁
協
会
、
二
〇
一
五
年
、
三
八
頁
）。

㉜　

前
掲
書
、
梅
田
美
津
子
、
二
〇
〇
八
年
、
三
〇
頁
。

図
版
出
典

【
図
1
】『
陶
説
』
六
〇
三
号
、
日
本
陶
磁
協
会
、
二
〇
〇
三
年

【
図
2
】【
図
4
】『
陶
説
』
六
六
五
号
、
日
本
陶
磁
協
会
、
二
〇
〇
八
年

【
図
3

－

1
】【
図
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－
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】【
図
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－

3
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図
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】【
図
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図
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図
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図
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】
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図
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図
18
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図
28
】【
図
29
】
鯉
江
良
二
『
鯉
江
良
二
作
品
集 T

H
E W

O
RK

S O
F 

RY
O

JI K
O

IE

』
講
談
社
、
一
九
九
四
年

【
図
3

－

4
】『
陶
説
』
七
四
七
号
、
日
本
陶
磁
協
会
、
二
〇
一
五
年

【
図
6
】【
図
11
】『
陶
説
』
六
〇
三
号
、
日
本
陶
磁
協
会
、
二
〇
〇
三
年

【
図
10
】『
没
後
四
〇
〇
年　

古
田
織
部
展
』
Ｎ
Ｈ
Ｋ
プ
ロ
モ
ー
シ
ョ
ン
、
二
〇
一
四
年

【
図
15
】【
図
16
】【
図
20
】～【
図
26
】
筆
者
撮
影

【
図
19
】『
平
成
十
八
年
度
特
別
展　

茶
道
具
拝
見
―
出
土
品
か
ら
見
た
堺
の
茶
の
湯
』

堺
市
博
物
館
、
二
〇
一
五
年

【
図
27
】『
陶
説
』
四
一
〇
号
、
日
本
陶
磁
協
会
、
一
九
八
七
年



一
四
七 【図 ₃ ︲ ₃ 】「土に還る」1977年　愛知県常滑市天竺にて【図 ₃ ︲ ₄ 】「土に還る」1971年　常滑市蔵

【図 ₁ 】「洋酒瓶」1962年【図 ₂ 】「土に還る︲68」1968︲71年頃
第一回日本陶芸展出品作　春風洞画廊蔵

【図 ₃ ︲ ₁ 】「土に還る」1971年 ₃ 月28日
名古屋・栄公園にて制作。
写真は左より ₈ 時 ₀ 分、　 ₉ 時15分、 ₉ 時20分の記録

【図 ₃ ︲ ₂ 】「土に還る」1984年　
埼玉県立近代美術館「今日の版画展」
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【図 ₄ 】左「証言―ミシン」1973年
山口県立美術館蔵

右「証言―時計」1973年
常滑市蔵

【図 ₅ 】「チェルノブイリ　シリーズ」　Ｈ9．4～19．0×30．0×30．0cm　1989～90年

右「熔」1965年【図 ₆ 】左「熔」1968年
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【図10】「黒織部吊るし文茶碗　銘雁かね」　
桃山時代　17世紀初期　
口径11．2～14．7　高台径6．4　高7．6cm

【図 ₇ 】　左「雨／土―陶Ⅰ」H30×150×150cm　1982年　山口県立美術館（1990年撮影）
　　　　右「雨／土―陶Ⅱ」H30×150×150cm　1983年

【図 ₈ 】「連々皿々（俗 電車）」
連皿 H3．9×15．0×総長75．5cm　1985年

【図 ₉ 】「ころり」大：H8．3×10．3cm
　　　　　　　　小：H8．5×9．4cm　
 1980年代初期～
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【図11】「斜壺」1962年
カタログに「傾壺」とかかれている
が、現在は鯉江が呼ぶ「斜壺」という
言い方が忠実であろうとされている。

（柴田政彦　『陶説』603号　71頁。）

【図12】「つぽぽぽ」H32．5×33．5×30．4cm　1990年

【図15】「信楽手　沓茶盌」（個人蔵）
高8．9　口径10．0～12．2　高台径4．5～5．0cm

【図16】共箱

【図13】「オリベ壺」H42．0×29．5cm　1993年【図14】「のべ皿」H5．0×47．0×26．0cm　1978年
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【図21】「信楽手　沓茶盌」内側、見込み部分
スピードある轆轤の回転によって小石粒が流
れ星のような軌跡となって残る。

【図22】「信楽手　沓茶盌」見込みと腰の立ち
上がり部分の境目付近の石はぜ

【図17】「西風・東風」
左 H31．6×11．0×32．0cm
右 H31．6×34．5×8．5cm　1992年

【図18】「信楽モミジ手向付」
右手前 H11．6×21．0×19．3cm
 1992年

【図19】「黒織部」8．2×14．2cm
堺環濠都市遺跡　SKT771地点より出土
文禄、慶長年間

【図20】「信楽手　沓茶盌」部分
鯉江の指が直に感じられるいきいきと
した轆轤目
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【図23】「信楽手　沓茶盌」口縁部分は穏やかな山道
となっている。

【図24】「信楽手　沓茶盌」高台部分
彫塑的美を感じる。

【図29】「ハイ」右端 H3．3×4．2cm　1990

【図25】「信楽手　沓茶盌」火表の緋色【図26】「信楽手　沓茶盌」火裏に浮き出る満月

【図27】「長石と貝釉茶碗」

【図28】「オリベ壺」
H42．0×29．5cm　1993


