
　

二
〇
一
九
年
一
一
月
八
日
、
一
橋
大
学
大

学
院
言
語
社
会
研
究
科
主
催
（
山
口
大
学
経

済
学
部
協
力
）
に
よ
る
表
題
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ

ム
が
開
催
さ
れ
た
。

　

主
催
者
の
小
泉
先
生
は
、
数
年
前
か
ら
一

橋
大
学
の
商
品
陳
列
室
・
商
品
標
本
室
の
資

料
整
理
・
研
究
に
尽
力
し
て
お
り
、
そ
の
一

環
と
し
て
、
二
〇
一
九
年
二
月
に
本
学
商
品

資
料
館
も
視
察
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
の
出

会
い
が
契
機
と
な
り
、
本
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
が

実
現
し
た
。

　

本
シ
ン
ポ
は
、
Ｊ
Ａ
Ｘ
Ａ
か
ら
ハ
レ
パ
ネ

（
み
な
さ
ん
ご
存
じ
で
す
か
？
）
ま
で
登
場

す
る
エ
ス
プ
リ
の
効
い
た
小
泉
先
生
の
挨
拶

で
幕
を
開
け
、
当
館
企
画
室
員
の
成
富
敬
教

授
に
よ
る
報
告
「
山
口
大
学
商
品
資
料
館
の

現
状
と
課
題
」、
学
芸
員
の
宮
川
智
美
氏
に

よ
る
報
告
「
あ
い
ま
い
な
『
工
芸
』
の
領
域

と
可
能
性
」、
小
泉
先
生
に
よ
る
報
告
「
一

橋
大
学
商
品
陳
列
室
・
商
品
標
本
室
の
概
要

と
高
等
商
業
学
校
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
」、
商

品
陳
列
室
・
商
品
標
本
室
の
資
料
整
理
・
研

究
に
従
事
し
て
い
る
研
究
補
助
員
の
手
塚
恵

美
子
氏
に
よ
る
報
告
「
高
等
商
業
学
校
商
品

見
本
陳
列
所
の
初
期
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
形
成
」

が
続
い
た
。

　

最
後
に
は
登
壇
者
に
よ
る
パ
ネ
ル
デ
ィ
ス

カ
ッ
シ
ョ
ン
も
行
わ
れ
、
フ
ロ
ア
を
交
え
た

活
発
な
意
見
交
換
が
な
さ
れ
、
盛
会
の
う
ち

に
終
了
し
た
。「
資
料
館
便
り
」
前
号
に
ご

寄
稿
い
た
だ
い
た
学
芸
員
の
高
田
瑠
美
氏
も

駆
け
つ
け
て
く
だ
さ
っ
た
。

　

た
い
へ
ん
素
晴
ら
し
い
内
容
で
あ
っ
た
た

め
、
登
壇
者
の
方
々
に
「
資
料
館
便
り
」
へ

の
ご
寄
稿
を
お
願
い
し
、
本
号
を
発
行
す
る

こ
と
が
で
き
た
。
そ
の
よ
う
な
次
第
で
、
各

論
考
か
ら
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
当
日
の
熱
気
を
感

じ
と
っ
て
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。

　

以
下
、蛇
足
な
が
ら
個
人
的
雑
感
を
記
す
。

　

第
一
に
、
商
品
資
料
館
の
意
義
と
可
能
性

を
感
じ
る
こ
と
が
で
き
た
。
当
館
に
は
価
値

の
高
い
も
の
が
眠
っ
て
い
る
と
い
う
噂
こ
そ

耳
に
し
て
い
た
も
の
の
、
門
外
漢
に
は
そ
の

安
ら
か
な
寝
顔
か
ら
何
も
読
み
取
る
こ
と
が

で
き
な
い
。
ま
し
て
普
段
は
犯
罪
や
刑
罰
に

関
す
る
荒
く
れ
た
研
究
に
従
事
し
て
い
る
た

め
、
私
が
商
品
資
料
の
可
能
性
を
見
出
す
な

ど
、
Ｔ
ー
レ
ッ
ク
ス
が
日
本
の
社
会
保
障
制

度
の
未
来
を
考
え
る
よ
う
な
も
の
で
あ
っ

た
。

　

と
こ
ろ
が
、
本
シ
ン
ポ
の
宮
川
報
告
は
、

専
門
的
な
知
見
か
ら
当
館
の
意
義
を
説
得
的

に
論
じ
な
が
ら
、
恐
竜
の
脳
み
そ
に
も
理
解

可
能
な
ほ
ど
わ
か
り
や
す
い
も
の
で
あ
っ

た
。
と
り
わ
け
、
本
館
が
陶
磁
器
を
「
美
術

品
」
で
は
な
く
「
商
品
」
と
し
て
蒐
集
し
て

い
た
か
ら
こ
そ
、
現
在
の
陶
芸
史
に
お
け
る

再
評
価
の
潮
流
に
ピ
タ
リ
と
符
合
す
る
と
い

う
論
旨
（
だ
と
勝
手
に
解
釈
し
ま
し
た
）
に

は
目
か
ら
鱗
が
落
ち
た
。

　

第
二
に
、
本
シ
ン
ポ
に
溢
れ
て
い
た
活
気

を
感
じ
る
こ
と
が
で
き
た
。
た
し
か
に
、
商

品
資
料
の
保
存
状
態
は
、
一
橋
よ
り
も
山
口

に
軍
配
が
上
が
る
か
も
し
れ
な
い
。し
か
し
、

一
橋
は
、「
モ
ノ
」
は
な
く
て
も
、
そ
れ
を

活
か
そ
う
と
す
る
「
人
」
や
「
知
恵
」
に
満

ち
て
い
た
。

　

少
な
い
資
料
か
ら
も
当
時
の
状
況
を
推
測

す
る
手
塚
氏
の
手
法
も
大
い
に
参
考
に
な
っ

た
し
、
会
場
に
は
関
東
周
辺
か
ら
多
く
の
専

門
家
が
集
ま
り
、
刺
激
的
な
意
見
が
飛
び

交
っ
て
い
た
。
小
泉
先
生
が
形
成
さ
れ
た
知

の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
触
れ
た
こ
と
で
、
当
館

が
ガ
ラ
パ
ゴ
ス
状
態
に
あ
っ
た
こ
と
を
痛
感

せ
ざ
る
を
得
な
い
状
況
に
追
い
込
ま
れ
て
し

ま
っ
た
。

　

読
者
の
方
々
に
と
っ
て
も
、
今
回
の
便
り

が
商
品
資
料
館
を
見
直
す
き
っ
か
け
と
な
れ

ば
幸
い
で
あ
る
。

　　　　第２2 号
2020（令和 2）年 3 月 31 日
　発行：山口大学経済学部
　　　　商品資料館企画室
　　　　山口市吉田 1677-1
　　　(083)933-5500（代表）

　

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

　
「
商
品
学
と
工
芸
史
の
は
ざ
ま

　
　

一
橋
大
学
と
山
口
大
学
の
所
蔵
資
料
か
ら
考
え
る
商
業
教
育
史
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 　

に
参
加
し
て

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

商
品
資
料
館
企
画
室
室
長

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

経
営
学
科
准
教
授

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

櫻
庭　

総



　
「
そ
こ
に
商
品
が
あ
っ
た
か
ら
」

            
と
ま
で
は
言
え
な
い
け
れ
ど

　
　
　
　

一
橋
大
学

                  

大
学
院
言
語
社
会
研
究
科
准
教
授

　
　
　
　
　
　
　
　
　

小
泉　

順
也

　

目
の
前
に
モ
ノ
が
置
か
れ
て
い
る
と
き
の
反
応
は

千
差
万
別
で
あ
る
。
手
に
取
っ
て
そ
れ
が
何
で
あ
る

か
を
確
か
め
る
人
も
い
れ
ば
、
一
瞥
も
せ
ず
素
通
り

す
る
人
も
い
る
。
あ
る
い
は
、
視
界
に
入
っ
て
も
気

に
留
め
な
い
人
も
い
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
が
手
の
ひ
ら

に
乗
る
く
ら
い
の
量
で
あ
れ
ば
問
題
な
い
が
、
千
の

単
位
で
所
蔵
さ
れ
て
い
る
と
な
る
と
話
は
ま
っ
た
く

別
で
あ
る
。

　

一
橋
大
学
に
は
商
品
陳
列
室
、
商
品
標
本
室
と
呼

ば
れ
る
部
屋
が
あ
る
。
そ
の
歴
史
は
、
一
八
七
五
年

に
商
法
講
習
所
と
し
て
開
所
し
た
一
橋
大
学
が
、
東

京
商
業
学
校
と
呼
ば
れ
て
い
た
時
代
の
一
八
八
〇
年

代
後
半
に
さ
か
の
ぼ
る
。
そ
の
頃
、
商
品
を
集
め
て

授
業
で
活
用
す
る
た
め
に
商
品
陳
列
所
が
整
備
さ
れ

た
。
た
だ
し
、
そ
の
施
設
の
呼
称
は
商
品
見
本
陳

列
所
、
商
品
見
本
陳
列
場
な
ど
時
代
に
よ
っ
て
異
な

る
。
学
内
資
料
に
初
め
て
施
設
名
が
登
場
し
て
か
ら

数
年
後
、
所
蔵
す
る
資
料
の
点
数
は
早
く
も
一
万
点

を
超
え
た
と
す
る
記
録
が
残
さ
れ
て
い
る
。
し
か

し
、
一
九
二
三
年
の
関
東
大
震
災
に
よ
り
、
建
物
や

ほ
ぼ
す
べ
て
の
資
料
や
関
連
文
書
は
焼
失
し
た
。
そ

の
後
、
資
料
収
集
を
再
開
し
た
が
、
資
料
の
台
帳
は

現
存
せ
ず
、購
入
記
録
も
ほ
と
ん
ど
残
っ
て
い
な
い
。

そ
れ
ゆ
え
、正
確
な
数
字
は
把
握
で
き
て
い
な
い
が
、

二
〇
一
九
年
一
二
月
の
時
点
で
数
千
点
を
優
に
超
え

る
資
料
の
存
在
は
確
認
さ
れ
て
い
る
。
か
つ
て
本
学

に
は
、
商
品
学
や
商
品
検
査
論
の
授
業
を
担
当
す
る

専
任
教
員
が
い
た
が
、
二
〇
〇
〇
年
代
に
相
次
い
で

退
職
す
る
と
、
商
品
資
料
は
文
字
通
り
放
置
さ
れ
て

き
た
。
二
〇
一
二
年
に
私
が
着
任
し
た
と
き
、
資
料

が
保
管
さ
れ
た
部
屋
は
積
年
の
埃
や
カ
ビ
の
に
お
い

で
長
く
は
留
ま
れ
な
い
ほ
ど
の
環
境
で
あ
り
、
一
部

の
床
は
腐
食
の
た
め
に
た
わ
ん
だ
状
態
で
あ
っ
た
。

　

こ
こ
で
自
己
紹
介
を
し
て
お
く
と
、
私
の
専
門
分

野
は
フ
ラ
ン
ス
美
術
史
で
あ
る
。
と
く
に
一
九
世
紀

後
半
の
印
象
派
か
ら
ナ
ビ
派
の
時
代
を
研
究
し
て
お

り
、
カ
ビ
臭
い
商
品
資
料
な
ど
と
は
無
縁
の
生
活
を

送
っ
て
い
た
。
し
か
し
、
着
任
後
は
美
術
史
や
フ
ラ

ン
ス
語
の
教
育
に
加
え
て
学
芸
員
養
成
も
担
当
し
た

た
め
、
可
能
な
範
囲
で
、
商
品
を
含
め
た
学
内
資
料

を
博
物
館
実
習
な
ど
で
活
用
す
る
よ
う
に
努
め
て
き

た
。
あ
わ
せ
て
講
演
会
を
開
催
し
た
り
、
小
さ
な
展

覧
会
を
企
画
し
た
り
し
て
、
そ
の
存
在
に
光
を
当
て

る
試
み
を
細
々
と
続
け
て
き
た
。
こ
う
し
た
実
績
が

実
を
結
び
、
学
内
で
の
認
知
度
が
徐
々
に
高
ま
っ

た
。
そ
の
結
果
と
し
て
、
急
な
展
開
で
あ
っ
た
が
、

学
内
の
新
規
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
「
一
橋
大
学
商
品
陳
列

室
・
商
品
標
本
室
の
環
境
整
備
と
資
料
整
理
」
が

二
〇
一
七
年
か
ら
立
ち
上
が
っ
た
。

　

こ
れ
は
、
私
が
所
属
す
る
言
語
社
会
研
究
科
、
商

品
資
料
を
管
轄
す
る
経
営
管
理
研
究
科
が
協
働
す
る

か
た
ち
で
実
現
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
経
費
の
大
半

は
経
営
管
理
研
究
科
が
負
担
し
、
私
に
加
え
て
、
経

営
管
理
研
究
科
助
手
一
名
、
新
た
に
採
用
し
た
研
究

補
助
員
一
名
が
中
心
に
な
っ
て
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
進

め
て
い
る
。
当
初
は
三
年
間
を
予
定
し
て
い
た
が
、

計
画
の
拡
大
に
と
も
な
い
一
年
延
長
し
、
二
〇
二
一

年
三
月
ま
で
の
継
続
が
決
定
し
て
い
る
。
そ
の
過
程

に
お
い
て
、
底
が
抜
け
る
可
能
性
の
あ
っ
た
床
を

含
め
て
、
商
品
陳
列
室
の
全
面
的
な
改
修
工
事
を
、

二
〇
一
九
年
九
月
に
終
え
た
こ
と
は
大
き
な
成
果
で

あ
っ
た
。

　

こ
の
よ
う
な
な
か
で
、
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「
商
品
学

と
工
芸
史
の
は
ざ
ま
：
一
橋
大
学
と
山
口
大
学
の
所

蔵
資
料
か
ら
考
え
る
商
業
教
育
史
」
が
一
橋
大
学
で

二
〇
一
九
年
一
一
月
八
日
に
開
催
さ
れ
た
。
タ
イ
ミ

ン
グ
と
し
て
は
、
部
屋
の
環
境
整
備
に
一
定
の
目
途

が
た
ち
、
資
料
の
整
理
と
研
究
に
本
格
的
に
着
手
し

よ
う
と
す
る
矢
先
で
あ
っ
た
。
全
体
で
三
五
名
の
参

加
者
が
あ
っ
た
が
、
そ
の
な
か
に
首
都
圏
の
大
学
や

博
物
館
に
勤
務
す
る
専
門
家
も
含
ま
れ
て
い
た
。
そ

こ
で
は
、
顔
を
合
わ
せ
て
話
を
す
る
こ
と
の
意
義
を

久
し
ぶ
り
に
実
感
す
る
機
会
と
な
っ
た
。
正
直
な
と

こ
ろ
、山
口
大
学
も
一
橋
大
学
も
程
度
の
差
は
あ
れ
、

膨
大
な
商
品
資
料
を
ど
の
よ
う
に
活
用
す
る
の
か
と

い
う
同
様
の
悩
み
を
抱
え
て
い
る
。
こ
う
し
た
現
状

認
識
が
共
有
さ
れ
た
と
き
、
よ
う
や
く
仲
間
を
見
つ

け
た
よ
う
な
喜
び
が
湧
い
て
き
た
。
登
壇
者
の
専
門

分
野
は
異
な
り
、
共
通
の
基
盤
は
ほ
と
ん
ど
な
い
。

本
来
で
あ
れ
ば
、
商
品
学
や
商
業
教
育
の
歴
史
を
語

る
資
格
は
な
か
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
私
が
知

る
範
囲
で
は
、
当
該
分
野
の
専
門
家
は
い
な
い
に
等

し
い
の
で
あ
る
。

　

振
り
返
る
と
、私
も
当
初
は
傍
観
す
る
つ
も
り
で
、

本
件
に
つ
い
て
は
及
び
腰
で
あ
っ
た
。
そ
れ
で
も
、

頼
み
の
綱
は
い
つ
ま
で
も
現
れ
ず
、
ど
こ
か
の
段
階

で
自
分
が
や
れ
る
範
囲
で
取
り
組
め
ば
よ
い
と
気
持

ち
を
切
り
替
え
た
。
モ
ノ
が
学
内
に
あ
る
以
上
、
何

ら
か
の
対
応
が
求
め
ら
れ
る
。
こ
う
し
た
心
構
え
が

生
ま
れ
た
と
き
、
少
し
ず
つ
歯
車
は
動
き
始
め
た
。

「
な
ぜ
資
料
整
理
を
始
め
た
の
か
」
と
問
わ
れ
た
な

ら
ば
、「
行
き
が
か
り
で
」
と
答
え
る
く
ら
い
で
、「
そ

こ
に
商
品
が
あ
っ
た
か
ら
」
な
ど
と
見
栄
を
切
る
こ

と
は
で
き
な
い
。
し
か
し
、
地
道
な
学
内
資
料
の
整

理
を
通
し
て
、
学
内
の
教
職
員
や
外
部
の
専
門
業
者

と
の
新
た
な
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
が
築
か
れ
た
の
は
確
か

で
あ
る
。
今
回
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
を
き
っ
か
け
に
、

山
口
大
学
や
大
阪
東
洋
陶
磁
美
術
館
と
の
不
思
議
な

縁
も
生
ま
れ
た
。
視
界
に
入
っ
て
こ
な
い
よ
う
に
し

て
も
、
そ
こ
に
商
品
資
料
は
残
さ
れ
て
い
る
。
こ
う

し
た
状
況
を
前
に
関
係
者
の
協
力
の
輪
が
さ
ら
に
広

が
る
こ
と
を
期
待
し
た
い
。
そ
の
先
に
、
商
品
学
や

商
品
資
料
を
歴
史
的
に
検
証
し
よ
う
と
す
る
機
運
が

生
ま
れ
る
可
能
性
は
あ
る
だ
ろ
う
。



　
陶
芸
史
か
ら
み
た
商
品
資
料
館

　
　
　
　

大
阪
市
立

　
　
　
　
　

東
洋
陶
磁
美
術
館
学
芸
員

　
　
　
　
　
　
　
　
　

宮
川　

智
美

　

一
橋
大
学
で
行
わ
れ
た
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「
商
品
学

と
工
芸
史
の
は
ざ
ま
：
一
橋
大
学
と
山
口
大
学
の
所

蔵
資
料
か
ら
考
え
る
商
業
教
育
史
」（
二
〇
一
九
年

一
一
月
八
日
）
に
、
縁
あ
っ
て
参
加
さ
せ
て
い
た
だ

い
た
。
商
品
資
料
館
の
歴
史
や
商
品
学
に
つ
い
て
と

り
上
げ
る
両
大
学
の
皆
さ
ま
の
な
か
で
、
私
の
役
割

は
陶
芸
史
の
立
場
か
ら
山
口
大
学
商
品
資
料
館
に
つ

い
て
発
言
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
。
貴
館
へ
は
、
本
誌

二
二
号
へ
寄
稿
さ
れ
た
髙
田
瑠
美
氏
（
菊
池
寛
実
記

念
智
美
術
館
）
と
と
も
に
伺
っ
た
が
、
十
分
な
調
査

も
出
来
な
い
ま
ま
「
位
置
付
け
と
資
料
の
特
徴
及
び

意
義
」
を
語
る
失
礼
を
お
許
し
い
た
だ
き
た
い
。

　

貴
館
が
所
蔵
す
る
陶
磁
器
は
、
明
治
・
大
正
時
代

に
収
集
さ
れ
た
も
の
で
、
古
陶
磁
も
含
ま
れ
る
が
、

多
く
は
収
集
と
同
時
代
に
制
作
さ
れ
た
も
の
だ
ろ

う
。
陶
磁
器
は
日
用
品
で
あ
り
、
産
業
、
デ
ザ
イ
ン
、

芸
術
、欧
米
で
は
室
内
調
度
品
と
し
て
も
認
識
さ
れ
、

様
々
な
領
域
で
論
じ
ら
れ
て
き
た
。
コ
レ
ク
シ
ョ
ン

の
位
置
付
け
を
考
え
る
時
、
ま
ず
は
近
代
陶
芸
が
ど

の
よ
う
に
語
ら
れ
て
き
た
の
か
を
振
り
返
る
必
要
が

あ
る
。

　

陶
芸
を
含
む
工
芸
は
、
当
初
美
術
と
は
認
識
さ
れ

て
い
な
か
っ
た
。
日
本
で
初
め
て
の
官
立
の
美
術
展

は
、一
九
〇
七
年
に
始
ま
る
文
部
省
美
術
展
覧
会（
文

展
）
で
あ
り
、
日
本
画
・
洋
画
・
彫
刻
と
い
う
三
部

門
が
設
け
ら
れ
て
い
る
。
工
芸
家
の
発
表
の
場
は
、

一
九
一
三
年
に
農
商
務
省
の
主
催
で
始
ま
る
図
案
及

応
用
作
品
展
が
あ
り
、
の
ち
に
商
工
省
に
引
き
継
が

れ
商
工
省
工
芸
展
覧
会
と
な
る
。
絵
画
や
彫
刻
が
文

部
省
の
管
轄
な
の
に
対
し
、
工
芸
に
は
産
業
と
し
て

の
視
点
が
強
か
っ
た
と
い
え
る
。
こ
れ
を
不
服
と
す

る
工
芸
作
家
た
ち
の
働
き
か
け
も
あ
り
、
文
展
か
ら

名
称
を
変
え
た
帝
国
美
術
院
展
で
、
一
九
二
七
年
に

初
め
て
第
四
部
と
し
て
「
美
術
工
芸
」
の
部
門
が
設

置
さ
れ
た
。
こ
れ
は
工
芸
が
美
術
と
し
て
位
置
付
け

ら
れ
た
重
要
な
出
来
事
だ
と
言
わ
れ
、
近
代
陶
芸
史

は
こ
う
し
て
登
場
し
た
個
人
作
家
の
陶
芸
家
の
作
品

を
中
心
に
論
じ
て
き
た
。

　

で
は
明
治
・
大
正
時
代
は
陶
芸
の
空
白
期
な
の
か

と
言
え
ば
、
決
し
て
そ
う
で
は
な
い
。
殖
産
興
業
や

輸
出
振
興
の
も
と
、
欧
米
か
ら
窯
業
技
術
を
学
ん
で

設
備
を
近
代
化
し
、
デ
ザ
イ
ン
の
改
良
を
政
府
主
導

で
組
織
的
に
行
っ
て
い
る
。
産
業
と
し
て
の
明
治
陶

芸
も
含
め
た
陶
芸
史
の
見
直
し
は
、
一
九
九
〇
年
代

か
ら
急
速
に
進
み
、
歴
史
的
観
点
と
美
的
観
点
か
ら

再
評
価
さ
れ
て
い
る
。

　

例
え
ば
『
ジ
ャ
パ
ニ
ー
ズ
・
デ
ザ
イ
ン
の
挑
戦　

産
総
研
に
残
る
試
作
と
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
』
展
（
愛
知

県
陶
磁
資
料
館
、
二
〇
〇
九
年
）
で
は
、
産
業
技
術

総
合
研
究
所
の
所
蔵
作
品
を
紹
介
し
て
い
る
。
所
蔵

作
品
と
は
、
京
都
市
陶
磁
器
試
験
場
を
は
じ
め
、
市

立
・
国
立
の
試
験
所
で
作
ら
れ
た
試
作
品
と
、
参
考

品
と
し
て
収
集
さ
れ
た
一
九
世
紀
後
半
か
ら
二
〇
世

紀
の
陶
磁
器
で
あ
る
。
同
展
で
こ
れ
ら
は
「
産
総
研

に
残
る
試
作
と
参
考
収
集
品
（
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
）
と

は
、
近
代
の
日
本
に
お
け
る
陶
磁
器
制
作
（
製
陶
）

に
関
す
る
科
学
や
技
術
、
デ
ザ
イ
ン
に
つ
い
て
の
先

端
的
な
研
究
の
膨
大
な
成
果
」
だ
と
認
識
さ
れ
て
い

る
。こ
う
し
た
歴
史
的
観
点
か
ら
の
見
直
し
に
加
え
、

明
治
期
の
輸
出
工
芸
は「
超
絶
技
巧
」と
い
う
キ
ャ
ッ

チ
・
フ
レ
ー
ズ
の
も
と
、
現
在
は
美
的
観
点
か
ら
も

受
け
入
れ
ら
れ
て
い
る
。

　

つ
ま
り
明
治
・
大
正
時
代
の
陶
磁
器
は
、
近
年
陶

芸
史
で
研
究
対
象
と
す
る
意
義
が
見
直
さ
れ
て
お

り
、
貴
館
の
資
料
も
こ
う
し
た
動
向
の
も
と
評
価
で

き
る
。
特
に
商
品
学
の
「
参
考
収
集
品
」
は
、
す
で

に
陶
芸
史
が
見
出
し
た
制
作
側
の
資
料
で
は
な
く
、

需
要
側
か
ら
の
異
な
る
視
点
を
提
供
し
て
く
れ
る
か

も
し
れ
な
い
。

　

こ
う
し
た
位
置
付
け
を
踏
ま
え
て
、
貴
館
所
蔵
資

料
の
特
徴
と
意
義
を
簡
単
に
ま
と
め
た
い
。第
一
に
、

実
物
の
資
料
が
残
さ
れ
て
い
る
こ
と
。
当
た
り
前
に

思
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
こ
の
時
期
の
作
品
は

ま
さ
に
「
商
品
」
や
「
試
作
」
と
認
識
さ
れ
、
保
管

状
態
は
必
ず
し
も
良
く
な
い
。
そ
の
中
で
、
貴
館
の

資
料
は
収
集
の
実
態
を
そ
の
ま
ま
残
す
総
体
と
し
て

の
意
義
も
あ
る
。
こ
れ
に
加
え
て
個
別
の
作
品
も
、

板
谷
波
山
や
河
井
寬
次
郎
な
ど
、
近
代
陶
芸
史
に
お

い
て
重
要
な
作
家
と
関
係
の
深
い
機
関
の
作
品
が
所

蔵
さ
れ
て
い
る
。
個
別
の
作
品
の
意
義
は
、
今
後
周

辺
資
料
と
関
連
づ
け
る
こ
と
で
よ
り
明
確
に
な
る
だ

ろ
う
。

　

第
二
に
、
各
資
料
の
収
集
時
の
情
報
が
残
さ
れ
て

い
る
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
商
品
学
と
い
う
領
域
の

方
法
で
あ
ろ
う
、
収
集
年
や
収
集
場
所
、
購
入
額
、

産
地
、
寄
贈
者
な
ど
の
記
録
が
残
さ
れ
、
そ
の
物
に

対
す
る
当
時
の
認
識
を
窺
う
こ
と
が
で
き
る
。

　

こ
れ
ら
の
資
料
を
ど
う
生
か
し
て
ゆ
く
か
に
話
を

進
め
た
時
、
残
念
な
が
ら
商
品
学
や
経
済
学
と
い
う

元
の
文
脈
に
お
い
て
は
、
も
は
や
あ
ま
り
活
用
の
余

地
は
な
い
の
だ
ろ
う
。
し
か
し
文
脈
を
変
え
る
と
異

な
る
意
義
が
生
じ
、
そ
の
こ
と
に
気
が
付
く
ほ
ど
に

時
が
経
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
は
確
か
だ
。

　

最
も
単
純
な
活
用
法
を
思
い
つ
く
ま
ま
記
せ
ば
、

学
部
の
枠
を
こ
え
た
博
物
館
実
習
の
場
と
し
て
の
利

用
だ
ろ
う
か
。
学
生
が
目
録
を
写
真
付
き
で
デ
ー
タ

化
し
、
テ
ー
マ
を
設
け
て
展
示
を
作
る
な
か
で
各
作

品
の
周
辺
資
料
を
調
べ
、
基
礎
資
料
を
蓄
積
す
る
こ

と
が
出
来
る
だ
ろ
う
。
幸
い
、
成
果
を
発
表
す
る
場

と
し
て
の
本
誌
ま
で
揃
っ
て
い
る
。

　

も
ち
ろ
ん
類
似
す
る
傾
向
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
を
持

つ
専
門
機
関
と
の
連
携
は
有
意
義
で
あ
る
。
ま
ず
は

一
橋
大
学
商
品
陳
列
室
と
の
出
会
い
が
、
次
の
展
開

を
導
く
も
の
に
な
る
こ
と
を
期
待
し
た
い
。



　
中
国
語
に
「
物
尽
其
用
」
と

い
う
四
文
字
熟
語
が
あ
り
ま

す
。
そ
の
意
味
は
文
字
の
と
お

り
、
物
の
役
割
を
十
分
に
果
た

す
べ
き
、
資
源
を
浪
費
し
な
い

と
い
う
こ
と
で
す
。

商
品
資
料
館
に
は
「
物
」
が
溢

れ
て
い
て
、
こ
れ
ら
の
「
物
」

は
旧
高
商
時
代
や
戦
後
の
経
済

学
部
の
研
究
・
教
育
に
数
十
年

以
上
に
渡
っ
て
、
十
分
に
そ
の

役
割
を
果
た
し
て
き
た
と
言
え

る
で
し
ょ
う
。

　
し
か
し
、
時
代
と
と
も
に
商

品
学
の
内
容
が
変
わ
り
、
商
品

学
と
い
う
概
念
を
超
え
て
（
捨

て
て
と
言
っ
て
も
よ
い
く
ら

い
）、
色
ん
な
分
野
か
ら
、
い

ま
商
品
資
料
館
に
収
蔵
さ
れ
て

い
る
沢
山
の
物
の
「
用
」
を
探

す
こ
と
が
我
々
に
と
っ
て
一
番

の
課
題
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　
こ
の
時
代
が
与
え
て
く
れ
た

「
未
知
」
に
対
し
て
、
我
々
だ

け
で
は
な
く
、
同
系
の
研
究
教

育
機
関
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、

色
ん
な
他
分
野
の
専
門
家
と
連

携
し
、
知
恵
を
出
し
合
っ
て
い

く
こ
と
が
大
事
だ
と
感
じ
て
い

ま
す
。

　

そ
の
一
例
と
し
て
、「
大
阪

市
立
東
洋
陶
磁
美
術
館
」
学
芸

員
の
宮
川
智
美
さ
ん
と
「
菊
池

寛
実
記
念
智
美
術
館
」
学
芸
員

の
高
田
瑠
美
さ
ん
が
商
品
資
料

館
に
来
館
さ
れ
、
そ
の
調
査
結

果
を
二
〇
一
九
年
一
月
発
行
の

「
陶
説
」(

公
益
社
団
法
人
日
本

陶
磁
協
会)

に
発
表
さ
れ
ま
し

た
。

　
お
二
人
の
論
文
を
拝
見
す
る

と
、
い
ま
ま
で
我
々
が
把
握
し

て
い
な
い
商
品
資
料
館
の
所
蔵

品
に
秘
め
ら
れ
て
い
た
一
つ
の

「
用
」
が
少
し
見
え
て
き
ま
し

た
。
ま
た
、
こ
の
号
に
掲
載
し

て
い
る
文
章
を
読
ん
で
い
た
だ

く
と
、
読
者
の
皆
様
も
連
携
の

大
事
さ
を
感
じ
て
い
た
だ
け
る

の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　
「
商
品
資
料
館
だ
よ
り
」
第

一
号
と
同
様
に
、
桜
が
咲
く
季

節
の
前
に
皆
様
に
第
二
号
を

届
け
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

我
々
は
こ
れ
か
ら
も
商
品
資
料

館
の
「
物
尽
其
用
」
の
実
現
に

努
力
し
て
い
く
所
存
で
あ
り
、

そ
の
進
展
を
こ
の
「
商
品
資
料

館
だ
よ
り
」
を
通
じ
て
皆
様
に

届
け
て
い
き
ま
す
。（
商
品
資

料
館
企
画
室
・
観
光
政
策
学
科

准
教
授　
袁　
麗
暉
）

　
　
利
用
し
て
も
ら
っ
て
こ
そ

　
　
　
　
　

商
品
資
料
館
企
画
室

　
　
　
　
　
　

経
営
学
科
教
授

　
　
　
　
　
　
　
　
　

成
富　

敬

　

商
品
資
料
館
に
は
高
さ
一
〇
数
セ
ン
チ
の
人
種
模

型
が
置
い
て
あ
る
。
飾
っ
て
あ
る
と
い
う
よ
り
置
い

て
あ
る
。
札
に
は
島
津
製
作
所
。
島
津
と
言
え
ば
京

都
の
精
密
機
器
メ
ー
カ
で
あ
り
、「
島
津
源
蔵
」
の

名
と
と
も
に
進
取
の
精
神
に
あ
ふ
れ
た
老
舗
企
業
の

イ
メ
ー
ジ
が
あ
る
。
島
津
製
作
所
製
人
形
の
寄
贈
者

と
し
て
二
代
目
島
津
源
蔵
の
弟
島
津
源
吉
氏
の
名
が

記
さ
れ
て
い
る
。
幸
い
現
在
の
商
品
資
料
館
新
営
に

尽
力
さ
れ
た
第
三
代
商
品
学
担
当
高
取
健
郎
教
授
が

残
さ
れ
た
目
録
と
現
物
の
お
か
げ
で
「
い
つ
、
ど
こ

で
、
だ
れ
が
、
な
ぜ
」
の
う
ち
「
な
ぜ
」
の
み
が
不

明
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
明
治
四
四
年
三
月
か
ら
大
正

一
三
年
六
月
ま
で
、
山
口
高
等
商
業
学
校
長
の
任
に

あ
っ
た
横
地
石
太
郎
氏
と
の
縁
で
寄
贈
さ
れ
た
も
の

で
あ
ろ
う
。
根
拠
と
な
る
資
料
が
見
つ
か
っ
て
お
ら

ず
、「
お
そ
ら
く
…
で
あ
ろ
う
」
と
記
さ
ざ
る
を
得

な
い
。

　

明
治
三
八
年
、
山
口
高
等
学
校
は
山
口
高
等
商
業

学
校
へ
の
改
称
と
改
組
が
な
さ
れ
、
五
月
八
日
、
第

一
回
入
学
式
が
挙
行
さ
れ
た
。
こ
の
時
期
は
日
露
戦

争
の
重
要
局
面
に
あ
り
、
国
運
を
懸
け
た
日
本
海
海

戦
は
わ
ず
か
そ
の
二
〇
日
後
の
こ
と
で
あ
る
。
応

召
し
戦
地
に
赴
く
教
官
も
お
り
、
松
本
源
太
郎
校

長
や
横
地
氏
に
と
っ
て
取
り
組
ま
ね
ば
な
ら
な
い

課
題
は
山
積
し
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
商
品
資
料

目
録
に
は
横
地
氏
寄
贈
と
し
て
校
長
就
任
直
前
の

明
治
四
四
年
二
月
に
花
瓶
、
校
長
離
任
時
の
大
正

一
三
年
六
月
に
香
炉
も
記
さ
れ
て
い
る
。
い
か
な
る

思
い
で
あ
っ
た
ろ
う
。

　

横
地
氏
は
金
沢
の
人
で
あ
る
。
明
治
一
七
年
帝
国

大
学
で
応
用
化
学
を
学
ん
だ
後
、
神
戸
師
範
学
校
、

京
都
中
学
校
、
鹿
児
島
高
等
中
学
造
士
館
、
福
島
県

尋
常
中
学
校
長
、
愛
媛
県
尋
常
中
学
校
長
を
経
て
、

明
治
三
三
年
山
口
高
等
学
校
に
着
任
し
て
い
る
。
着

任
ま
で
の
わ
ず
か
な
期
間
に『
東
京
人
類
學
會
雜
誌
』

第
一
五
巻
第
一
七
〇
号（
明
治
三
三
年
五
月
二
〇
日
）

に
「
伊
豫
國
周
桑
郡
吉
岡
村
の
古
墳
」
を
手
は
じ
め

に
土
器
、
金
環
、
石
器
に
関
す
る
六
編
を
上
梓
し
て

い
る
。
ま
た
明
治
期
日
本
に
お
け
る
人
類
学
の
泰
斗

坪
井
正
五
郎
氏
と
の
交
流
は
『
人
類
学
会
報
告
』
第

一
巻
第
三
号
（
明
治
十
九
年
四
月
二
四
日
）
の
「
遠

江
菅
ヶ
谷
横
穴
よ
り
出
で
し
土
器
」
に
お
い
て
試
験

を
横
地
氏
に
頼
ん
だ
旨
の
記
載
に
よ
り
明
ら
か
で
あ

る
。
ま
た
、
昭
和
四
年
に
は
東
亜
天
文
学
会
の
前
身

で
あ
る
天
文
同
好
会
の
雑
誌
『
天
界
』
に
「
明
治

二
十
年
の
皆
既
日
蝕
を
見
て
」
を
掲
載
し
て
お
り
、

京
都
に
お
い
て
中
心
的
な
役
割
を
果
た
し
て
い
た
山

本
一
清
、
さ
ら
に
は
新
城
新
蔵
と
い
っ
た
天
文
宇
宙

分
野
の
人
々
と
の
交
流
も
想
起
さ
れ
る
。

　

以
上
記
し
た
事
柄
は
国
立
国
会
図
書
館
デ
ジ
タ
ル

コ
レ
ク
シ
ョ
ン
は
じ
め
、
盛
ん
に
整
備
が
進
め
ら
れ

て
い
る
各
種
デ
ジ
タ
ル
ア
ー
カ
イ
ブ
を
利
用
し
入
手

し
た
資
料
を
基
に
し
て
い
る
。
当
初
の
「
な
ぜ
」
に

対
す
る
芋
づ
る
式
調
査
の
軸
は
「
横
地
石
太
郎
」
で

あ
っ
た
が
、
素
人
の
浅
は
か
さ
か
、
自
分
で
面
白
い

と
思
う
脇
道
へ
逸
れ
、
ま
た
戻
っ
て
は
逸
れ
を
繰
り

返
し
、
収
束
は
闇
の
か
な
た
に
あ
る
。

　

一
橋
大
学
に
お
い
て
、
歴
史
の
一
幕
を
表
す
重
厚

な
建
築
物
の
中
に
商
品
陳
列
室
・
商
品
標
本
室
が
よ

み
が
え
る
。
山
口
大
学
の
商
品
資
料
館
は
本
学
の
歴

史
の
一
端
を
具
現
化
し
た
も
の
で
あ
り
一
朝
一
夕
に

で
き
る
も
の
で
は
な
い
。
本
学
で
は
学
術
資
産
継
承

事
業
の
一
環
と
し
て
商
品
資
料
の
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
化

が
進
め
ら
れ
て
い
る
。
見
方
に
よ
っ
て
は
廃
棄
さ
れ

る
運
命
に
あ
る
資
料
は
、
一
度
失
え
ば
二
度
と
蘇
ら

せ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
大
学
が
所
有
す
る
特
許
で

は
な
い
が
「
利
用
し
て
も
ら
っ
て
こ
そ
」
で
あ
る
。

新
た
に
戴
い
た
学
内
外
の
つ
な
が
り
を
広
げ
、
専
門

家
非
専
門
家
を
問
わ
ず
、
一
般
の
人
に
も
気
分
よ
く

利
用
し
て
も
ら
っ
て
こ
そ
商
品
資
料
館
の
生
き
る
道

が
開
け
る
。
商
品
資
料
館
へ
の
ご
支
援
を
期
待
し
本

稿
を
閉
じ
る
。

編
集
後
記

横地石太郎


