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長
春
天
山
の
灰
釉
茶
碗
に
つ
い
て

西
　
田
　
周
　
平

は
じ
め
に

　

前
号
の
拙
稿
「
天
山
井
戸
茶
碗
に
つ
い
て
」
に
お
い
て
、
陶
芸
作
家
長
春
天
山
（
一

九
四
九

－

）
が
、
近
年
ラ
イ
フ
ワ
ー
ク
と
し
て
取
り
組
ん
で
い
る
天
山
井
戸
茶
碗
に

つ
い
て
の
紹
介
を
行
っ
た①
。
し
か
し
、
こ
れ
ま
で
天
山
に
よ
っ
て
制
作
さ
れ
た
数
多

く
の
作
品
が
他
に
も
存
在
す
る
こ
と
か
ら
、
彼
の
作
品
を
十
分
に
紹
介
し
き
れ
て
い

な
い
感
が
あ
る
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
、
前
号
で
取
り
上
げ
た
天
山
井
戸
茶
碗
と
ほ
ぼ

同
時
期
に
制
作
を
開
始
し
た
、
彼
の
も
う
一
つ
の
代
表
作
と
も
い
う
べ
き
灰は
い
ゆ
う釉
茶ち
ゃ
わ
ん碗

と
、
灰
釉
花
入
、
灰
釉
水
指
（
い
わ
ゆ
る
灰
釉
シ
リ
ー
ズ
）
を
取
り
上
げ
、
未
公
開

の
も
の
を
中
心
に
紹
介
し
て
い
き
た
い
。
な
お
、
天
山
の
お
よ
そ
五
十
年
に
も
わ
た

る
陶
歴
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
前
号
の
「
天
山
井
戸
茶
碗
に
つ
い
て
」
に
詳
し
く
記

し
た
の
で
、
そ
ち
ら
を
参
照
し
て
い
た
だ
き
た
い
。
ま
た
、
特
に
断
り
の
な
い
限
り
、

作
品
は
個
人
蔵
の
も
の
で
あ
る
。

一
　
灰
釉
茶
碗
の
誕
生
に
つ
い
て

　

我
が
国
に
お
け
る
陶
磁
器
の
歴
史
を
紐
解
い
た
と
き
、
ま
ず
無
施
釉
の
焼
き
締
め

陶
器
を
生
産
し
て
い
た
期
間
の
、
相
当
な
長
さ
に
驚
か
さ
れ
る
。
備
前
、
信
楽
に
代

表
さ
れ
る
六
古
窯
は
中
世
に
始
ま
り
、
今
日
に
至
る
ま
で
連
綿
と
焼
き
締
め
陶
器
を

生
産
し
続
け
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

釉
薬
を
掛
け
ず
に
窯
に
入
れ
た
と
き
に
、
焼
き
上
が
っ
た
器
の
表
面
に
緑
色
の
ビ

ー
ド
ロ
が
あ
ら
わ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
こ
れ
は
、
器
表
に
被
っ
た
灰
が
焔
に
よ
っ
て

溶
け
、
土
と
反
応
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
窯
の
中
で
自
然
に
発

生
す
る
こ
と
か
ら
、
俗
に
自
然
釉
と
呼
ば
れ
て
い
る
。
自
然
釉
の
登
場
は
、
古
く
須

恵
器
に
ま
で
さ
か
の
ぼ
る
こ
と
が
可
能
で
あ
り
、
よ
り
自
然
釉
が
か
か
り
や
す
い
よ

う
に
焚
口
の
近
く
に
置
き
、
あ
る
い
は
刷
毛
で
釉
を
あ
ら
か
じ
め
塗
っ
て
お
く
な
ど

と
い
っ
た
探
求
の
積
み
重
ね
が
、
後
の
灰か
い
ゆ
う釉

陶
器
の
誕
生
へ
と
つ
な
が
っ
た
の
で
あ

る
。

　

天
山
は
平
成
二
十
五
年
頃
よ
り
、
灰
釉
茶
碗
を
制
作
し
始
め
た
。
そ
の
き
っ
か
け

と
な
っ
た
の
は
、
平
成
二
十
五
年
九
月
に
富
山
美
術
倶
楽
部
に
お
い
て
開
催
さ
れ
た

日
本
陶
磁
協
会
富
山
後
援
会
主
催
の
茶
会
の
席
上
で
、
天
山
の
師
で
あ
っ
た
故
林
屋

晴
三
氏
（
一
九
二
八

－

二
〇
一
七
）
と
と
も
に
、
数
少
な
い
桃
山
時
代
の
信
楽
茶
碗

「
水
の
子
」
と
双
璧
を
な
す
「
挽
臼
」
を
手
に
取
る
機
会
を
得
た
こ
と
で
あ
る
。「
挽

臼
」
を
前
に
、
林
屋
氏
よ
り
桃
山
の
信
楽
が
持
つ
魅
力
な
ど
に
つ
い
て
指
導
を
受
け

た
こ
と
が
、
灰
釉
茶
碗
の
制
作
に
つ
な
が
っ
た
の
で
あ
る
。

　

灰
釉
茶
碗
を
制
作
す
る
上
で
も
っ
と
も
重
要
な
事
は
、
土
で
あ
る
。「
水
の
子
」
や

「
挽
臼
」
の
よ
う
な
土
の
美
し
い
火
色
は
、
窯
変
に
よ
っ
て
あ
ら
わ
れ
る
も
の
で
あ
る

が
、
も
ち
ろ
ん
す
べ
て
の
土
が
そ
う
な
る
訳
で
は
な
い
。
た
と
え
信
楽
の
窯
跡
か
ら

掘
り
出
し
た
土
で
あ
っ
て
も
然
り
で
あ
る
。
窯
変
に
よ
っ
て
美
し
い
火
色
が
得
ら
れ

る
土
を
探
す
だ
け
で
、
数
年
の
月
日
が
経
っ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
。
ま
た
、
ど
の
木

材
を
薪
と
し
て
用
い
る
か
も
重
要
で
あ
る
。
そ
し
て
、
窯
の
中
で
の
置
き
場
所
に
も



一
五
四

か
な
り
の
工
夫
が
必
要
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
条
件
が
揃
っ
て
、
は
じ
め
て
天
山
が
理

想
と
す
る
灰
釉
茶
碗
と
な
る
の
で
あ
る
。

　

若
い
頃
よ
り
、
天
山
は
信
楽
の
よ
う
な
美
し
い
自
然
釉
の
か
か
っ
た
焼
き
締
め
陶

器
に
興
味
を
持
ち
、
様
々
に
研
究
を
重
ね
て
い
た
。
窯
変
自
然
釉
花
入
「
岩
清
水
」

（
図
一
）
や
、
平
成
二
十
三
年
頃
に
制
作
し
た
「
元
源
」（
図
二
）
は
、
そ
う
し
た
探

究
か
ら
誕
生
し
た
物
の
一
つ
で
あ
る
。
美
し
い
火
色
や
ビ
ー
ド
ロ
が
ど
の
よ
う
に
す

れ
ば
得
ら
れ
る
の
か
、
試
行
錯
誤
し
て
い
た
。
桃
山
の
信
楽
茶
碗
を
手
に
取
り
、
林

屋
氏
が
長
年
に
わ
た
っ
て
日
本
中
の
名
碗
を
手
に
取
っ
て
観
る
こ
と
に
よ
っ
て
得
ら

れ
た
研
究
成
果
を
直
接
教
わ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
桃
山
の
信
楽
に
迫
り
、
そ
の
上
天

山
の
灰
釉
茶
碗
を
生
み
出
す
こ
と
の
で
き
る
ヒ
ン
ト
を
得
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ

る
。
天
山
の
灰
釉
茶
碗
は
、
人
為
的
に
釉
薬
を
か
け
て
焼
成
し
た
も
の
で
は
な
く
、

無
施
釉
で
焼
き
締
め
た
だ
け
の
も
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
厳
密
に
い
え
ば
、
こ
れ

は
灰
釉
茶
碗
で
は
な
く
、「
焼
き
締
め
の
灰
被
茶
碗
」
と
呼
ぶ
べ
き
も
の
で
あ
る
が
、

林
屋
氏
は
こ
れ
に
合
格
の
お
墨
付
き
を
与
え
た
際
に
、
平
成
時
代
に
誕
生
し
た
ま
っ

た
く
新
し
い
茶
碗
で
あ
り
、
信
楽
と
は
も
は
や
別
格
で
あ
る
と
い
う
こ
と
か
ら
、
新

た
に
「
灰
釉
茶
碗
」
と
命
名
し
た
の
で
あ
る
。

二
　
作
品
紹
介

　

筆
者
は
平
成
二
十
八
年
に
大
阪
歴
史
博
物
館
に
お
い
て
行
わ
れ
た
「
第
一
回　

長

春
天
山
灰
釉
茶
碗
展
」
に
お
い
て
、
幸
運
に
も
出
品
さ
れ
た
す
べ
て
の
作
品
を
手
に

取
る
機
会
を
得
た
。
灰
釉
茶
碗
の
大
部
分
が
穏
や
か
な
轆
轤
で
あ
り
、
林
屋
氏
の
「
思

い
を
込
め
て
、
ゆ
っ
く
り
轆
轤
を
引
き
な
さ
い
」
と
い
う
言
葉
を
忠
実
に
守
っ
て
い

る
よ
う
に
思
え
た
。
ま
た
灰
釉
は
透
明
感
が
あ
り
、
宝
石
の
よ
う
に
眩
い
輝
き
放
つ

も
の
も
あ
れ
ば
、
黄
色
が
か
っ
た
も
の
、
水
色
に
近
い
色
を
呈
す
る
も
の
、
何
度
も

窯
に
入
れ
ら
れ
た
こ
と
に
よ
り
、
よ
く
灰
を
被
っ
て
い
る
も
の
な
ど
、
実
に
多
種
多

様
で
あ
っ
た
。

　

天
山
は
平
成
二
十
七
年
五
月
に
、
新
宿
柿
伝
に
お
い
て
、「
長
春
天
山
陶
展
」
を
開

催
し
た
。
柿
伝
で
の
個
展
は
こ
れ
で
二
回
目
で
あ
っ
た
が
、
こ
の
個
展
の
た
め
に
林

屋
氏
が
認
め
た
推
薦
文
中
の
「
過
日
こ
の
展
覧
会
出
品
作
の
一
部
を
拝
見
し
た
と
こ

ろ
、
灰
釉
の
素
直
な
作
行
き
の
茶
碗
が
あ
り
、「
こ
れ
で
い
い
の
で
は
な
い
か
」
と
独

り
言
を
つ
ぶ
や
い
て
い
た
。」
と
い
う
一
文
か
ら
、
灰
釉
茶
碗
に
対
す
る
林
屋
氏
の
率

直
な
感
想
が
う
か
が
え
る
。
平
成
二
十
八
年
に
刊
行
し
た
「
第
一
回　

長
春
天
山
灰

釉
茶
碗
展
」
図
録
に
も
、
林
屋
氏
は
「
長
春
天
山
の
茶
碗
に
つ
い
て
」
と
題
し
た
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
、
具
体
的
な
感
想
と
今
後
の
制
作
へ
の
期
待
を
述
べ
て
い
る
。
天
山
に

よ
れ
ば
、
そ
の
茶
碗
は
「
極
寿
」（
図
三
）
で
あ
る
と
い
う
。
こ
れ
は
、
林
屋
氏
が
所

蔵
し
て
い
た
本
阿
弥
光
悦
の
赤
楽
茶
碗
「
大
福
」
を
手
に
取
る
こ
と
に
よ
っ
て
刺
激

を
受
け
た
天
山
が
、
そ
の
後
手
づ
く
ね
で
形
成
し
た
も
の
の
一
つ
で
あ
る
が
、
な
る

ほ
ど
た
し
か
に
こ
れ
以
上
に
な
い
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
ほ
ど
の
薄
造
り
で
あ



一
五
五

り
、
林
屋
氏
の
い
う
よ
う
に
高
台
と
口
造
り
に
は
独
特
の
趣
が
あ
る
。
土
の
火
色
も

緑
色
の
ビ
ー
ド
ロ
も
申
し
分
の
な
い
も
の
で
あ
る
。
高
台
回
り
は
灰
に
埋
ま
っ
た
た

め
だ
ろ
う
か
、
黒
く
変
色
し
て
い
る
。
光
悦
の
世
界
と
は
ま
た
違
っ
た
、
極
限
の
境

地
に
至
っ
た
稀
有
な
茶
碗
で
あ
る
。

　
「
鹿
鳴
」（
図
四
）
は
、
高
山
市
に
寄
贈
さ
れ
た
「
天
運
」（
図
五
）
や
「
天
謝
」（
図

六
）
な
ど
と
同
時
に
完
成
し
た
も
の
で
あ
り
、
作
行
は
ほ
ぼ
共
通
し
た
も
の
で
あ
る
。

い
ず
れ
も
高
台
か
ら
口
縁
部
に
か
け
て
広
が
り
を
見
せ
る
、
ゆ
っ
た
り
と
し
た
轆
轤

で
あ
る
。
納
得
の
い
く
ま
で
何
度
も
窯
に
入
れ
、
繰
り
返
し
灰
と
焔
を
浴
び
た
の
で

あ
ろ
う
、
土
に
は
火
色
が
あ
ら
わ
れ
て
お
り
、
釉
も
よ
く
溶
け
て
美
し
い
緑
色
を
呈

し
て
い
る
。

　
「
鵺
」（
図
七
）
は
、
灰
釉
茶
碗
の
中
で
も
、
特
に
趣
に
富
ん
だ
も
の
で
あ
る
。
こ

の
茶
碗
は
全
体
に
灰
を
よ
く
浴
び
て
お
り
、
黒
み
が
か
っ
た
灰
釉
と
胡
麻
の
よ
う
な

焦
げ
が
随
所
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。
轆
轤
は
、
碗
形
に
近
い
素
直
な
も
の
で
あ
り
な

が
ら
、
胴
部
に
は
箆
で
勢
い
よ
く
削
っ
た
跡
が
残
っ
て
お
り
、
天
山
の
灰
釉
茶
碗
の

中
で
は
も
っ
と
も
豪
快
な
も
の
で
あ
る
。
ま
た
内
側
の
見
込
み
に
溜
ま
っ
た
釉
は
、

天
山
の
灰
釉
茶
碗
ら
し
い
美
し
い
緑
色
で
あ
る
が
、
口
縁
付
近
の
灰
釉
は
や
は
り
灰

に
よ
り
黒
み
が
か
っ
て
い
る
。
灰
釉
茶
碗
に
し
て
は
珍
し
い
豪
快
な
轆
轤
と
黒
み
が

か
っ
た
釉
、
全
体
に
無
数
の
白
い
長
石
が
器
表
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
の
が
相
ま
っ
て
、

独
特
の
風
格
の
あ
る
も
の
と
な
っ
た
。

　
「
鵲
」（
図
八
）
は
、
全
体
に
薄
緑
色
の
釉
が
掛
か
っ
た
、
穏
や
か
な
茶
碗
で
あ
る
。

し
か
し
、「
極
寿
」
の
よ
う
な
、
限
界
に
達
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
ほ

ど
の
薄
造
り
で
あ
り
、
そ
の
た
め
に
得
も
言
わ
れ
ぬ
、
凜
と
し
た
緊
張
感
が
漂
っ
て

い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
見
込
み
に
溜
ま
っ
た
釉
は
美
し
い
ガ
ラ
ス
状
に
な
っ
て
お

り
、
光
の
加
減
に
よ
っ
て
は
、
宝
石
の
エ
メ
ラ
ル
ド
の
よ
う
な
眩
い
輝
き
を
放
つ
の

で
あ
る
。
一
方
「
水
鏡
」（
図
九
）
は
、
井
戸
茶
碗
風
の
形
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
す
で

に
前
号
で
も
述
べ
た
と
お
り
、
天
山
井
戸
茶
碗
を
制
作
し
始
め
た
時
期
と
重
な
っ
て

い
る
た
め
に
、
井
戸
茶
碗
を
引
く
練
習
を
兼
ね
て
轆
轤
引
き
し
た
も
の
を
、
そ
の
ま

ま
窯
に
入
れ
た
こ
と
に
よ
り
、
井
戸
型
の
灰
釉
茶
碗
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
全
体
に

薄
緑
色
の
釉
が
よ
く
か
か
っ
て
い
る
こ
と
は
先
の
「
鵲
」
と
共
通
し
て
い
る
が
、
こ

ち
ら
は
見
込
み
に
溜
ま
っ
た
釉
が
、
透
明
感
の
な
い
水
色
と
な
っ
て
い
る
。

　
「
寿
風
」（
図
十
）
は
、
あ
ま
り
作
例
の
な
い
高
麗
桶
茶
碗
を
写
し
た
も
の
で
あ
る
。

高
麗
桶
茶
碗
は
、
高
台
の
二
か
所
を
桶
の
よ
う
に
切
る
こ
と
か
ら
そ
の
名
が
付
い
た

と
思
わ
れ
る
。
高
台
か
ら
口
縁
部
に
か
け
て
ほ
ぼ
一
直
線
に
広
が
り
を
見
せ
て
お
り
、

至
っ
て
素
直
な
轆
轤
で
あ
る
。
内
に
は
や
や
黄
色
が
か
っ
た
ビ
ー
ド
ロ
が
片
身
に
か

か
っ
て
い
る
。
か
つ
て
は
萩
な
ど
の
高
麗
茶
碗
の
影
響
を
強
く
受
け
た
窯
場
で
も
つ

く
ら
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
り
、
数
は
少
な
い
が
伝
世
品
が
存
在
し
て
い
る②
。
天
山
は
、

あ
る
個
人
が
所
蔵
し
て
い
た
高
麗
桶
茶
碗
を
手
に
取
る
機
会
が
あ
り
、
そ
の
時
一
つ

で
も
多
く
こ
の
茶
碗
の
写
し
を
つ
く
っ
て
、
こ
の
世
に
残
し
た
い
と
思
い
立
ち
、
今

も
制
作
を
続
け
て
い
る
。
天
山
の
高
麗
桶
茶
碗
の
中
で
、
形
体
、
窯
変
と
も
に
優
れ

て
い
る
も
の
と
し
て
「
福
乃
雲
」「
永
暦
」（
図
十
一
）
が
挙
げ
ら
れ
る
。

　

灰
釉
花
入
「
青
龍
」（
図
十
二
）
は
、
竹
製
の
花
入
と
し
て
は
一
般
的
と
も
い
え
る

一
重
切
花
入
を
写
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
天
山
の
つ
く
る
花
入
と
し
て
は
あ
ま
り
例

の
な
い
も
の
で
あ
る
。
も
っ
と
も
美
濃
の
荒
川
豊
蔵
（
一
八
九
四

－

一
九
八
五
）
は

黄
瀬
戸
で
竹
花
入
を
制
作
し
て
お
り
、
一
重
切
の
も
の
も
あ
る
。
荒
川
の
黄
瀬
戸
は

裸
で
焼
か
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
た
め
、
桃
山
時
代
の
「
難
波
」
の
よ
う
な
明
る
い

黄
色
で
は
な
く
く
す
み
が
か
っ
た
黄
色
で
あ
り
、
ま
た
焦
げ
が
あ
ら
わ
れ
る
な
ど
し
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て
い
る
た
め
、
白
竹
の
清
々
し
さ
や
、
そ
の
中
に
あ
ら
わ
れ
る
染
み
や
胡
麻
な
ど
と

は
異
な
る
、
独
特
な
世
界
を
醸
し
出
し
て
い
る
。
特
に
昭
和
二
十
九
年
（
一
九
五
四
）

に
制
作
さ
れ
た
竹
花
入
は
、
焼
成
中
に
正
面
と
反
対
側
が
大
き
く
裂
け
て
い
る
が
、

こ
の
裂
け
目
は
作
為
の
な
い
偶
然
の
も
の
で
あ
り
、
ま
た
こ
の
裂
け
目
が
生
む
迫
力

は
、
も
は
や
竹
に
よ
る
も
の
と
は
比
べ
る
ま
で
も
な
い
だ
ろ
う
。

　

さ
て
、
こ
の
「
青
龍
」
は
正
面
に
花
窓
を
設
け
、
そ
の
下
に
節
を
箆
削
り
で
表
現

し
、
そ
こ
に
芽
を
後
か
ら
付
け
加
え
て
い
る
。
透
明
感
の
あ
る
灰
釉
が
半
身
に
か
か

っ
て
お
り
、
瑞
々
し
い
青
竹
を
思
わ
せ
る
。
土
に
は
美
し
い
火
色
が
あ
ら
わ
れ
て
お

り
、
よ
く
焼
き
締
ま
っ
て
い
る
。
下
部
は
灰
に
埋
ま
っ
て
燻
ぶ
っ
た
た
め
に
黒
く
焦

げ
て
お
り
、
一
部
に
は
艶
も
見
ら
れ
る
。
き
わ
め
て
焼
き
上
が
り
の
よ
い
花
入
で
あ

る
と
思
う
の
だ
が
、
惜
し
む
ら
く
は
、
窓
で
あ
る
。
背
面
に
向
か
っ
て
も
う
少
し
切

り
込
ん
で
い
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
強
度
に
問
題
が
出
て
く
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
よ

り
緊
張
感
の
あ
る
花
入
に
な
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

　

灰
釉
花
入
「
鳳
老
人
」（
図
十
三
）
は
、「
寿
老
人
」「
福
老
人
」「
光
老
人
」「
天
老

人
」「
龍
老
人
」
と
同
時
に
完
成
し
た
も
の
で
あ
る
。「
青
龍
」
は
灰
が
よ
く
溶
け
て

い
た
の
に
対
し
、
こ
ち
ら
は
被
っ
た
灰
が
ほ
と
ん
ど
溶
け
ず
に
こ
び
り
つ
い
て
い
る
。

僅
か
に
右
耳
の
周
辺
に
ビ
ー
ド
ロ
が
認
め
ら
れ
る
。
同
時
に
完
成
し
た
「
寿
老
人
」

は
、
灰
は
よ
く
溶
け
て
美
し
い
ビ
ー
ド
ロ
と
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
置
い
た
場
所

の
わ
ず
か
な
違
い
に
よ
る
差
が
、
こ
れ
ほ
ど
ま
で
に
あ
ら
わ
れ
る
こ
と
に
驚
か
さ
れ

る
。
縦
に
も
横
に
も
箆
を
入
れ
て
い
る
が
、
特
に
最
後
に
入
れ
た
で
あ
ろ
う
縦
の
箆

に
は
よ
く
力
が
籠
っ
て
い
る
。
桃
山
と
は
異
な
る
箆
の
入
れ
方
で
あ
り
、
灰
を
多
く

被
り
焦
げ
が
非
常
に
多
い
た
め
に
よ
り
寂
び
た
雰
囲
気
と
な
り
、
天
山
の
作
陶
が
新

た
な
境
地
に
至
っ
た
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

灰
釉
水
指 

「
南
風
」（
図
十
四
）
は
、
林
屋
氏
よ
り
南
蛮
水
指
を
写
す
よ
う
に
言
わ

れ
て
制
作
し
た
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
何
度
も
窯
に
入
れ
焼
成
し
た
た
め
に
、
自

然
釉
の
美
し
い
、
南
蛮
水
指
と
は
ま
っ
た
く
趣
の
異
な
る
も
の
と
な
っ
て
し
ま
っ
た

た
め
に
、「
焼
き
過
ぎ
で
あ
る
」
と
お
叱
り
を
受
け
て
し
ま
っ
た
と
い
う
エ
ピ
ソ
ー
ド

が
あ
る
。
南
蛮
の
水
指
を
写
し
た
も
の
と
し
て
見
る
と
、
い
さ
さ
か
装
飾
が
過
ぎ
る

き
ら
い
が
あ
り
、
ま
た
釉
に
全
体
の
半
分
以
上
が
覆
わ
れ
て
い
る
た
め
、
土
味
を
味

わ
う
と
い
う
点
に
お
い
て
は
、
少
々
不
足
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
一
つ

の
水
指
と
し
て
見
れ
ば
、
形
体
、
景
色
と
も
に
出
来
栄
え
の
良
い
、
風
格
の
あ
る
も

の
で
あ
り
、
自
然
釉
の
流
れ
が
大
胆
で
、
迫
力
も
あ
る
。
そ
う
し
た
点
で
は
、
大
い

に
評
価
で
き
る
も
の
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
共
蓋
の
収
ま
り
が
い
さ
さ
か
悪
い
の
が

気
に
は
な
る
が
、
こ
れ
は
焼
成
中
に
歪
ん
で
し
ま
っ
た
た
め
に
生
じ
た
も
の
と
思
わ

れ
る
。
最
後
は
窯
に
す
べ
て
を
委
ね
ね
ば
な
ら
な
い
と
こ
ろ
が
、
焼
き
物
を
造
る
上

で
の
も
っ
と
も
辛
い
と
こ
ろ
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

お
わ
り
に

　

今
回
は
灰
釉
茶
碗
と
花
入
、
水
指
合
わ
せ
て
十
三
点
を
紹
介
し
た
が
、
天
山
の
茶

碗
は
そ
の
時
々
で
ま
っ
た
く
様
子
の
異
な
る
も
の
に
な
る
こ
と
が
、
理
解
で
き
る
だ

ろ
う
。
灰
釉
茶
碗
の
制
作
に
と
っ
て
重
要
と
な
る
三
つ
の
条
件
に
加
え
、
酸
化
焼
成

や
還
元
焼
成
な
ど
、
窯
の
焚
き
方
に
も
結
果
は
左
右
さ
れ
る
た
め
、
同
じ
よ
う
な
も

の
を
二
度
、
三
度
と
繰
り
返
し
制
作
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の

こ
と
が
か
え
っ
て
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
が
豊
富
に
な
る
こ
と
に
も
つ
な
が
っ
た
の
で
あ

る
。
ま
た
釉
薬
を
か
け
ず
に
こ
れ
程
の
も
の
に
仕
上
げ
る
た
め
に
は
、
何
度
も
繰
り
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返
し
窯
に
入
れ
て
焼
き
上
げ
る
必
要
が
あ
る
た
め
、
一
度
に
完
成
す
る
作
品
の
数
が

少
な
い
の
も
、
仕
方
の
な
い
こ
と
で
あ
る
。

　

灰
釉
茶
碗
は
、
林
屋
氏
が
数
百
年
後
に
名
碗
と
し
て
残
り
う
る
も
の
と
し
て
認
め

た
と
こ
ろ
に
大
き
な
価
値
が
あ
り
、
林
屋
氏
の
亡
き
今
、
新
た
に
灰
釉
茶
碗
を
制
作

す
る
こ
と
に
何
の
意
味
も
な
く
、
ま
た
目
の
前
に
は
天
山
井
戸
茶
碗
の
完
成
と
い
う

大
き
な
目
標
が
横
た
わ
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
灰
釉
茶
碗
が
こ
れ
よ
り
先
に
制
作
さ

れ
る
こ
と
は
、
二
度
と
な
い
も
の
と
思
わ
れ
る
。
も
し
再
び
挑
戦
す
る
と
す
れ
ば
、

こ
れ
以
上
に
優
れ
た
灰
釉
茶
碗
の
姿
が
思
い
浮
か
ん
だ
時
で
あ
ろ
う
。

注①　

本
紀
要
の
前
号
に
投
稿
し
た
、
拙
稿
「
天
山
井
戸
茶
碗
に
つ
い
て
」
に
お
い
て
記
し

た
内
容
に
若
干
の
変
更
点
が
あ
る
の
で
、
こ
こ
で
補
足
し
て
お
き
た
い
。
長
春
天
山
は

岐
阜
県
高
山
市
に
お
い
て
作
陶
活
動
を
行
っ
て
い
た
が
、
現
在
富
山
県
礪
波
市
に
居
を

移
し
、
制
作
を
続
け
て
い
る
。
も
っ
と
も
、
穴
窯
は
高
山
に
置
い
た
ま
ま
で
あ
る
の
で
、

窯
を
焚
く
と
き
は
轆
轤
引
き
し
た
作
品
と
と
も
に
高
山
へ
移
動
す
る
の
で
あ
る
。
天
山

井
戸
茶
碗
に
つ
い
て
は
、
京
都
紫
野
大
徳
寺
へ
の
奉
納
後
、
萱
振
御
坊
大
徳
山
恵
光
寺

に
「
晴
光
」
を
、
比
叡
山
延
暦
寺
に
「
道
心
」
を
、
天
台
真
盛
宗
別
格
本
山
西
来
寺
に

「
龍
寶
」
を
立
て
続
け
に
奉
納
し
、
さ
ら
に
臨
済
宗
相
国
寺
派
管
長
有
馬
頼
底
猊
下
に

「
彩
風
」
を
、
ま
た
茶
道
速
水
流
速
水
宗
樂
家
元
に
も
二
碗
贈
呈
し
た
と
い
う
。
ま
た
、

そ
の
後
に
完
成
し
た
も
の
の
一
つ
に
「
鶴
雲
」（
図
十
五
）
が
あ
る
が
、
桃
山
の
青
井
戸

茶
碗
の
よ
う
な
薄
い
枇
杷
色
、
五
色
の
雲
、
桜
の
花
と
い
う
従
前
の
条
件
に
加
え
て
、

青
白
い
炎
の
よ
う
な
色
と
い
う
、
新
た
な
要
素
が
加
わ
っ
た
も
の
と
な
っ
て
お
り
、
天

山
井
戸
茶
碗
は
以
前
よ
り
も
な
お
一
層
味
わ
い
が
深
ま
っ
て
い
る
こ
と
を
我
々
に
示
唆

図
一　

窯
変
自
然
釉
花
入
「
岩
清
水
」

図
　
版 し

て
い
る
。
な
お
、
前
号
一
〇
五
頁
下
段
七
行
目
の
「
命
じ
た
こ
と
」
は
、「
命
じ
ら
れ

た
こ
と
」
の
誤
り
で
あ
る
の
で
、
謝
し
て
こ
こ
に
訂
正
し
た
い
。

②　

河
野
良
輔
『
萩
・
出
雲
』（
陶
磁
大
系
第
十
四
巻
、
昭
和
五
十
年
、
平
凡
社
）
図
版
六

十
八
に
萩
焼
の
高
麗
桶
茶
碗
の
モ
ノ
ク
ロ
写
真
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。

図
版
出
典

図
一
、
図
二
、
図
四
、
図
七
か
ら
図
十
五　

筆
者
撮
影
。

図
三
、
図
五
、
図
六　
「
第
一
回　

長
春
天
山
灰
釉
茶
碗
展
」
図
録
よ
り
転
載
。
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図
二　

灰
釉
茶
碗
「
元
源
」

図
三　

灰
釉
茶
碗
「
極
寿
」

図
四　

灰
釉
茶
碗
「
鹿
鳴
」

図
五　

灰
釉
茶
碗
「
天
運
」
岐
阜
県
高
山
市
所
蔵
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図
六　

灰
釉
茶
碗
「
天
謝
」

図
七　

灰
釉
茶
碗
「
鵺
」

図
九　

灰
釉
茶
碗
「
水
鏡
」

図
八　

灰
釉
茶
碗
「
鵲
」
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図
十
二　

灰
釉
花
入
「
青
龍
」

図
十
三　

灰
釉
花
入
「
鳳
老
人
」

図
十　

灰
釉
茶
碗
「
寿
風
」

図
十
一　

窯
変
高
麗
桶
茶
碗
「
永
暦
」
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図
十
四　

灰
釉
水
指
「
南
風
」

図
十
五　

天
山
井
戸
茶
碗
「
鶴
雲
」


