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明
治
の
輸
出
陶
磁
器
の
展
覧
会
が

ハ
マ
っ
子
を
驚
か
せ
た

先
ご
ろ
、
神
奈
川
県
立
歴
史
博
物
館
で
行

な
わ
れ
た
「
横
浜
・
東
京
―
明
治
の
輸
出
陶

磁
器
」
展
は
、
担
当
者
の
予
想
を
は
る
か
に

上
回
る
反
響
が
あ
っ
た
。
文
化
芸
術
に
対
す

る
関
心
度
が
高
い
地
域
で
あ
る
う
え
に
、
や

は
り
横
浜
地
元
人
は
「
横
浜
好
き
」
な
の
だ

と
い
う
こ
と
を
再
認
識
し
た
。
し
か
も
、
か

つ
て
横
浜
で
陶
磁
器
を
焼
い
て
い
た
こ
と
は
、

ハ
マ
っ
子
を
自
認
す
る
人
に
も
ほ
と
ん
ど
知

ら
れ
て
お
ら
ず
、
新
鮮
な
驚
き
を
も
た
ら
し

た
よ
う
だ
っ
た
。

こ
の
展
覧
会
は
、
明
治
時
代
に
主
と
し
て

欧
米
へ
の
輸
出
を
目
的
に
つ
く
ら
れ
た
陶
磁

器
を
紹
介
し
た
も
の
で
あ
る
。
幕
末
ご
ろ
か

ら
日
本
の
風
俗
や
文
化
が
欧
米
社
会
に
紹
介

さ
れ
て
ゆ
く
な
か
で
、
日
本
の
工
芸
品
が
人

気
を
博
し
、
い
わ
ゆ
る
ジ
ャ
ポ
ニ
ス
ム
ブ
ー
ム

が
巻
き
起
こ
る
。
そ
し
て
明
治
維
新
を
迎
え

た
日
本
で
は
、
国
際
社
会
で
列
強
諸
国
と
肩

を
並
べ
る
国
家
と
な
る
た
め
、
外
貨
を
獲
得

し
国
力
を
つ
け
る
こ
と
が
急
務
で
あ
っ
た
。

こ
の
よ
う
な
状
況
下
で
、
漆
器
・
金
属

器
・
陶
磁
器
な
ど
、
各
種
工
芸
品
の
持
つ
社

会
的
な
意
味
は
現
在
と
は
大
き
く
異
な
る
。

日
本
に
め
ぼ
し
い
産
業
な
ど
ま
だ
な
か
っ
た

こ
ろ
、
欧
米
社
会
に
売
り
込
め
る
輸
出
品
目

と
し
て
、
重
大
な
役
割
を
担
っ
て
い
た
か
ら

で
あ
る
。
い
わ
ゆ
る
富
国
強
兵
政
策
の
一
環

と
し
て
政
府
主
導
で
工
芸
の
振
興
が
図
ら
れ

た
が
、
各
地
の
職
人
た
ち
も
、
自
分
た
ち
が

国
家
を
支
え
て
い
る
と
い
う
自
覚
を
、
お
そ

ら
く
は
十
分
持
っ
て
い
た
だ
ろ
う
。

今
で
は
ほ
と
ん
ど
忘
れ
ら
れ
て
い
る
が
、
当

時
、
東
京
や
横
浜
と
い
っ
た
窯
業
の
伝
統
の

な
い
都
市
部
で
も
陶
磁
器
生
産
が
行
な
わ
れ
、

欧
米
で
の
需
要
に
応
え
よ
う
と
し
て
い
た
。

近
在
で
は
陶
土
を
産
出
し
な
い
た
め
、
原
材

料
の
供
給
、
素
地

き
　
じ
　

の
成
形
と
焼
成
を
瀬
戸
や

有
田
と
い
っ
た
古
く
か
ら
の
や
き
も
の
の
産

地
に
頼
っ
て
い
た
場
合
が
多
か
っ
た
。

し
か
し
、
新
し
い
時
代
の
波
を
受
け
て
、

欧
米
人
の
嗜
好
や
生
活
様
式
、
新
技
術
な
ど

の
情
報
が
得
や
す
い
こ
の
地
で
、
今
ま
で
に

な
い
試
み
が
盛
ん
に
行
な
わ
れ
て
い
た
の
で

あ
る
。
特
に
横
浜
は
日
本
最
大
の
貿
易
港
で

あ
り
、
輸
出
に
便
が
よ
い
こ
と
、
海
外
の
情

報
を
即
、
制
作
に
反
映
す
る
こ
と
が
で
き
る

た
め
、
主
と
し
て
陶
磁
器
の
絵
付
業
が
盛
ん

に
行
な
わ
れ
、
そ
の
他
に
も
各
種
工
芸
品
を
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明
治
時
代
、

横
浜
は
欧
米
へ
の

輸
出
陶
磁
器
の

一
大
生
産
地
だ
っ
た



製
造
・
販
売
す
る
商
店
が
軒
を
連
ね
て
い
た
。

明
治
時
代
の
工
芸
を
テ
ー
マ
に
す
る
展
覧

会
は
、
今
ま
で
あ
ま
り
多
く
は
な
か
っ
た
。

明
治
工
芸
は
海
外
輸
出
を
目
的
に
つ
く
ら
れ

た
も
の
が
多
い
た
め
、
国
内
に
伝
わ
る
作
品

が
少
な
く
、
現
状
で
は
日
本
の
博
物
館
・
美

術
館
で
目
に
す
る
機
会
も
稀
で
あ
る
。
そ
の

た
め
、
日
本
人
自
身
が
明
治
工
芸
の
真
の
姿

を
知
ら
ぬ
ま
ま
長
い
年
月
を
経
て
き
た
。
こ

の
時
代
の
工
芸
の
多
く
は
「
芸
術
作
品
」
と

は
異
な
り
、
一
点
制
作
で
は
な
い
。
基
本
的

に
は
工
房
制
作
で
あ
り
、
作
品
の
オ
リ
ジ
ナ

リ
テ
ィ
は
今
ほ
ど
重
要
性
を
持
た
な
い
。
そ

し
て
先
に
述
べ
た
よ
う
な
社
会
的
背
景
に
よ

り
、「
商
品
」
と
し
て
の
側
面
も
強
く
持
っ
て

お
り
、
現
在
の
芸
術
や
美
術
に
対
す
る
評
価

基
準
で
は
捉
え
き
れ
な

い
部
分
が
大
き
い
の
も
、

そ
の
原
因
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
近
年
、
明
治

工
芸
を
盛
ん
に
海
外
か

ら
買
い
戻
し
て
い
る
個

人
コ
レ
ク
タ
ー
が
あ
り
、

彼
ら
の
真
摯
な
蒐
集
活

動
に
よ
っ
て
、
工
芸
史

の
空
白
地
帯
が
埋
め
ら

れ
よ
う
と
し
て
い
る
。

横
浜
の
旧
日
本
人
街

の
中
心
に
あ
り
、
明
治
に
建
て
ら
れ
た
横
浜

正
金
銀
行
本
店
の
建
築
を
そ
の
ま
ま
利
用
し

て
い
る
博
物
館
と
し
て
、
横
浜
の
陶
磁
器
を

世
に
広
く
紹
介
す
る
意
義
は
大
き
い
と
思
わ

れ
、
２
０
０
９
年
の
横
浜
開
港
１
５
０
周
年

を
ひ
か
え
た
こ
の
時
期
に
格
好
の
企
画
と
し

て
こ
の
展
覧
会
は
開
か
れ
た
。

宮
川
香
山
の
真
葛
焼
に
溢
れ
る

骨
太
な
ユ
ー
モ
ア
と
エ
ネ
ル
ギ
ー

横
浜
の
陶
磁
器
と
い
う
と
、
第
一
に
宮
川

み
や
が
わ

香こ
う

山ざ
ん

の
真
葛
焼

ま
く
ず
や
き

を
挙
げ
ね
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

宮
川
香
山
（
初
代
、
１
８
４
２
〜
１
９
１
６
年
）

は
京
都
東
山
・
真
葛
原
の
陶
工
、
宮
川
長
造

ち
ょ
う
ぞ
う

の
子
と
し
て
生
ま
れ
た
。
明
治
４
年
（
１
８
７

１
年
）
に
香
山
が
横
浜
に
窯
を
築
い
て
輸
出

向
け
の
陶
磁
器
制
作
を
始
め
た
の
が
、
横
浜

の
陶
磁
史
の
始
ま
り
を
示
す
出
来
事
で
あ
る
。

横
浜
で
の
彼
の
作
風
は
、
動
植
物
の
彫
刻

を
器
物
と
組
み
合
わ
せ
る
と
い
う
も
の
で
、

こ
れ
が
海
外
で
評
価
さ
れ
、
マ
ク
ズ
・
ウ
ェ

ア
と
し
て
世
界
的
に
有
名
と
な
っ
た
。
初
期

真
葛
焼
の
彫
刻
で
は
そ
の
リ
ア
ル
な
表
現
が

追
求
さ
れ
、
展
覧
会
会
期
中
に
は
展
示
室
で

時
折
、
驚
き
の
悲
鳴
が
上
が
る
ほ
ど
で
あ
っ

た
。
猫
や
鳩
や
蛙
の
姿
態
は
的
確
に
捉
え
ら

れ
、
毛
並
み
や
爪
な
ど
の
細
部
は
執
拗
に
再

現
さ
れ
、
そ
れ
が
陶
器
で
あ
る
こ
と
が
信
じ

ら
れ
な
い
ほ
ど
で
あ
る
。

彼
は
内
外
の
博
覧
会
な
ど
で
受
賞
を
重
ね
、

明
治
29
年
（
１
８
９
６
年
）
に
は
帝
室
技
芸

員
（
戦
前
の
宮
内
省
に
よ
る
美
術
・
工
芸
作

家
の
顕
彰
制
度
）
と
な
る
な
ど
、
ま
さ
に
明

治
陶
芸
界
の
重
鎮
と
目
さ
れ
て
い
た
人
物
で

あ
っ
た
。
し
か
も
明
治
の
早
い
う
ち
に
は
彫

刻
的
な
作
風
は
捨
て
、
中
国
磁
器
に
範
を
取

っ
た
作
風
に
早
々
と
転
換
し
て
お
り
、
そ
の

変
貌
ぶ
り
は
驚
嘆
に
値
す
る
。
時
代
を
先
読

み
す
る
嗅
覚
も
あ
り
、
新
し
い
こ
と
に
取
り

組
む
意
欲
は
晩
年
ま
で
衰
え
ず
、
横
浜
の
陶

芸
界
で
も
別
格
の
存
在
で
あ
っ
た
と
言
っ
て

い
い
。
す
で
に
伝
統
あ
る
京
都
で
高
い
名
声

を
得
て
い
な
が
ら
新
開
地
横
浜
に
移
っ
て
き

た
の
は
、
彼
の
持
っ
て
生
ま
れ
た
強
い
個
性

が
そ
う
さ
せ
た
の
だ
ろ
う
。

欧
米
を
強
く
意
識
し
て
い
た
か
ら
こ
そ
生

ま
れ
た
大
胆
な
作
風
に
戸
惑
い
を
覚
え
る
人

も
あ
る
だ
ろ
う
が
、
そ
の
造
形
の
質
の
高
さ

は
現
代
で
は
再
現
不
可
能
で
あ
る
。
そ
の
絵

付
や
彫
刻
に
は
骨
太
な
ユ
ー
モ
ア
が
溢
れ
、
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作
品
か
ら
放
た
れ
る
強
烈
な
エ
ネ
ル
ギ
ー
は
、

純
粋
に
「
見
る
楽
し
み
」
を
与
え
て
く
れ
る
。

し
か
し
、
香
山
と
い
う
人
物
を
現
代
の
価
値

観
で
論
じ
る
の
は
難
し
い
。
私
た
ち
の
持
っ

て
い
る
一
般
的
な
芸
術
家
像
か
ら
大
き
く
は

み
出
し
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る
。

陶
磁
器
を
扱
う
商
人
や
絵
師
が

横
浜
に
集
ま
っ
て
き
た

安
政
６
年
（
１
８
５
９
年
）
に
横
浜
が
開

港
す
る
と
、
外
国
人
居
留
地
や
日
本
人
街
が

整
備
さ
れ
、
美
術
工
芸
品
を
取
り
扱
う
商
人

も
次
々
と
横
浜
に
出
店
し
て
い
っ
た
。
明
治

８
年
（
１
８
７
５
年
）
に
井
村
彦
次
郎
が
本

町
２
丁
目
に
店
を
構
え
、
こ
の
こ
ろ
か
ら
横

浜
で
も
陶
磁
器
絵
付
業
が
始
ま
っ
た
と
考
え

ら
れ
る
。
彼
ら
は
主
と
し
て
遠
方
の
窯
業
地

か
ら
素
地
を
取
り
寄
せ
て
横
浜
で
絵
付
を
し
、

外
国
商
館
と
取
り
引
き
を
す
る
と
い
う
業
態

の
商
人
た
ち
で
あ
っ
た
。

陶
磁
器
を
は
じ
め
美
術
工
芸
品
を
扱
う
商

店
は
、
横
浜
の
街
で
も
特
に
本
町
通
と
弁
天

通
に
数
多
く
軒
を
並
べ
て
い
た
。
陶
磁
器
商

た
ち
は
明
治
17
年
（
１
８
８
４
年
）
に
は
組

合
を
組
織
し
、
同
32
年
（
１
８
９
９
年
）
に

は
田
代
市
郎
次
を
代
表
と
し
て
、
横
浜
陶
器

商
同
業
組
合
を
立
ち
上
げ
る
。
明
治
の
半
ば

ご
ろ
に
は
陶
磁
器
貿
易
業
者
は
１
０
０
軒
近

く
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

ま
た
、
絵
付
を
行
な
う
専
門
の
職
人
で
あ

る
陶
画
工
は
本
格
的
な
腕
前
の
絵
師
で
も
あ

り
、
浮
世
絵
師
の
も
と
で
修
業
し
た
者
、
狩

野
派
に
学
ん
だ
者
な
ど
が
い
た
。
彼
ら
も
陶

器
絵
付
業
組
合
を
立
ち
上
げ
、
品
評
会
や
奨

励
会
を
開
い
て
活
動
し
、
明
治
30
年
（
１
８
９

７
年
）に
は
横
浜
陶
画
協
会
が
発
足
し
た
。
同

33
年（
１
９
０
０
年
）に
は
日
本
陶
画
協
会
と
改

称
し
、
こ
の
と
き
は
名
誉
会
員
５
名
、
賛
助

会
員
78
名
、
通
常
会
員
３
９
２
名
、
準
会
員

１
２
０
名
か
ら
な
る
大
団
体
に
発
展
し
て
い
た
。

日
本
人
陶
磁
器
商
と
外
国
商
館
の

せ
め
ぎ
合
い
を
描
写

展
覧
会
の
準
備
中
、
筆
者
が
近
代
陶
磁
史

の
重
要
な
資
料
で
あ
る
『
大
日
本
窯
業
協
会

雑
誌
』
を
読
み
漁
っ
て
い
る
と
、
そ
こ
に
盛

ん
に
横
浜
の
陶
磁
器
貿
易
事
情
を
報
告
し
て

い
る
人
物
が
い
た
。
彼
の
レ
ポ
ー
ト
の
お
か

げ
で
、
当
時
の
様
子
が
鮮
明
に
描
き
出
さ
れ

た
の
で
あ
る
。

そ
の
文
章
は
歯
切
れ
の
よ
い
調
子
で
日
本

人
貿
易
商
と
外
国
商
館
の
や
り
と
り
を
描
写

し
、
と
き
に
ユ
ー
モ
ラ
ス
で
、
ま
た
辛
辣
で

あ
り
、
た
い
へ
ん
理
知
的
な
書
き
手
で
あ
る

こ
と
が
読
み
取
れ
る
。
や
や
熱
が
籠
も
り
す

ぎ
て
い
る
き
ら
い
が
あ
る
が
、
い
か
に
も
明

治
の
才
気
溢
れ
る
青
年
の
文
章
と
い
う
感
じ

で
、
親
し
み
を
持
っ
た
。
彼
は
弁
天
通
２
丁

目
に
店
を
構
え
て
い
た
田
代
商
店
の
従
業
員

で
、
深
川
六
助
（
１
８
７
２
〜
１
９
２
３
年
）

と
い
う
。
『
窯
業
協
会
雑
誌
』
の
横
浜
地
方

通
信
員
と
し
て
、
明
治
30
年
代
に
は
盛
ん
に

執
筆
し
て
い
た
。

あ
る
と
き
は
「
陶
磁
器
時
評
」
と
称
し
て

イ
ロ
ハ
…
…
で
始
ま
る
寸
評
を
書
き
連
ね
て
、

次
の
よ
う
な
調
子
で
あ
る
。

リ

裏
面
の
計
画
を
不
知

し
ら
ず

西
洋
人
と
特
約
す

る
工
業
家
真

ま
こ
と

に
可
憐

ソ

粗
製
の
弊
品
位
検
査
の
煩
を
生
ず
敢あ

え

て

問と
う

改
良
策
無
き
や
否い

な

ナ

何
に
使
用
す
る
か
不
知

し
ら
ず

し
て
製
造
販
売

す
る
本
邦
輸
出
商
工

モ

若も

し
外
国
人
が
各
製
造
所
を
設
置
し
な

ば
我
工
商
対
策
如
何

い
か
ん

ま
た
あ
る
と
き
は
日
本
人
商
人
が
製
品
を

外
国
商
館
に
納
品
す
る
と
き
の
事
情
を
次
の

よ
う
に
記
し
て
い
る
。

「
…
…
製
品
を
渡
す
時
は
、（
納
め
る
と
云
う
）

売
人
持
ち
の
荷
作
り
を
派
遣
し
、
商
館
蔵
番

は
標
本
と
比
較
し
て
検
査
を
了
し
、（
必
ず
一

個
毎
に
検
査
す
る
な
り
）
荷
作
り
し
て
函
詰
迄

は
、
一
切
売
込
人
の
持
分
、
其
検
査
た
る
や
、

形
の
異
状
は
元
よ
り
、
寸
法
が
一
分
小
さ
い
、

大
き
い
と
、
苦
情
、
着
色
の
濃
淡
、
図
柄
の
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相
違
は
、
花
輪
の
大
小
よ
り
葉
が
一
枚
少
な

い
と
か
、
金
が
は
げ
る
と
か
些
細
の
事
に
も

値
引
の
厳
談
、
漸

よ
う
や

く
無
事
に
納
め
た
と
売
人

の
安
心
、
実
に
何
よ
り
も
困
難
な
る
は
此
の

検
査
の
時
な
り
、
而し

か

し
て
此
検
査
は
全
く
商

館
の
利
益
に
止
ま
る
者
か
と
云
え
ば
、
然
ら

ず
、
商
館
は
値
引
し
て
一
割
乃
至

な
い
し

二
割
と
、

苦
情
を
附
け
て
の
余
得
、
商
人
（
売
込
人
）

は
、
不
完
全
の
商
品
を
、
無
難
に
納
め
よ
う

と
す
る
野
心
是こ

れ
検
査
な
く
し
て
輸
出
し
海

外
よ
り
申
来
た
る
罪
を
避
け
ん
が
為た

め
の
苦

心
、
此
再
検
査
が
取
引
両
間
、
商
業
の
機
略

な
り
と
は
、
又
呆
然
た
る
の
外
な
き
な
り
…
」

（
本
文
の
カ
タ
カ
ナ
表
記
を
適
宜
ひ
ら
が
な
に
改
め
た
）

こ
の
記
事
に
は
日
本
人
の
商
業
上
の
弱
い

立
場
、
ま
た
両
者
の
せ
め
ぎ
合
い
が
活
写
さ

れ
て
お
り
、
加
え
て
彼
の
冷
徹
な
現
状
認
識

が
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

深
川
は
佐
賀
県
有
田
の
出
身
で
、
幼
少
の

頃
か
ら
そ
の
才
は
際
だ
っ
て
お
り
、
小
学
校

長
の
推
薦
で
森
有
礼

あ
り
の
り

の
書
生
を
務
め
な
が
ら

東
京
美
術
学
校
に
通
っ
た
が
、
森
の
暗
殺
に

よ
っ
て
退
学
し
、
親
戚
で
あ
る
田
代
屋
で
働

い
て
い
た
。
彼
が
も
し
現
代
に
生
き
て
い
れ

ば
、
優
秀
な
学
芸
員
に
な
っ
た
の
で
は
な
い

か
と
思
う
ほ
ど
で
あ
る
。

し
か
し
、
深
川
が
『
窯
業
協
会
雑
誌
』
の

地
方
通
信
委
員
に
そ
の
名
を
連
ね
て
い
た
の

は
明
治
41
年
（
１
９
０
８
年
）
１
月
ま
で
で

あ
る
。
彼
は
肺
病
を
患
っ
て
帰
郷
、
以
後
、

同
誌
に
横
浜
関
連
の
記
事
が
載
る
こ
と
は
稀

に
な
っ
て
ゆ
く
。
そ
れ
と
軌
を
一
に
す
る
よ

う
に
横
浜
の
陶
磁
器
輸
出
業
は
斜
陽
の
時
代

を
迎
え
る
。
欧
米
の
デ
ザ
イ
ン
の
流
行
に
乗

り
遅
れ
た
こ
と
や
、
不
安
定
な
産
業
構
造
が

原
因
で
あ
ろ
う
。

デ
コ
ラ
テ
ィ
ブ
な
花
瓶
に
日
本
風
の
図
柄
の

不
思
議
な
和
洋
折
衷
が
生
ま
れ
た

横
浜
で
つ
く
ら
れ
、
海
外
へ
運
ば
れ
て
い

っ
た
陶
磁
器
に
は
、
花
瓶
や
壺
類
、
装
飾
用

タ
イ
ル
や
磁
板
な
ど
が
あ
る
。
そ
れ
か
ら
カ

ッ
プ
＆
ソ
ー
サ
ー
や
テ
ィ
ー
セ
ッ
ト
類
が
数

多
く
つ
く
ら
れ
た
こ
と
も
特
筆
さ
れ
る
。
こ

れ
ら
の
素
地
の
供
給
地
は
圧
倒
的
に
瀬
戸
・

多
治
見
地
方
で
あ
っ
た
よ
う
で
、
素
地
生
産

者
の
銘
が
入
る
も
の
も
少
な
く
な
い
。

そ
し
て
、
絵
付
の
題
材
は
日
本
の
古
典
的

な
山
水
・
花
鳥
風
月
が
最
も
多
く
、
ま
た
歴

史
上
の
人
物
、
美
人
、
コ
ミ
カ
ル
な
動
物
や

妖
怪
の
姿
な
ど
も
好
ま
れ
た
よ
う
で
あ
る
。

こ
と
さ
ら
に
日
本
情
緒
を
強
調
す
る
よ
う
な

画
題
は
、
欧
米
の
異
国
趣
味
の
欲
求
を
満
た

す
も
の
で
あ
る
。

画
風
の
特
徴
と
し
て
は
、
明
治
時
代
の
工

芸
図
案
の
常
と
し
て
、
模
様
と
い
う
よ
り
、

絵
画
そ
の
も
の
を
陶
磁
器
上
に
移
し
た
よ
う

な
も
の
が
多
い
。
同
時
代
の
浮
世
絵
や
挿
絵
、

日
本
画
を
彷
彿
と
さ
せ
る
よ
う
な
作
品
も
あ

る
。
さ
ら
に
油
絵
風
な
も
の
、
写
真
を
転
写

し
た
も
の
ま
で
あ
り
、
あ
ら
ゆ
る
情
報
を
貪

欲
に
取
り
入
れ
て
い
た
陶
画
工
た
ち
の
姿
勢

が
う
か
が
え
る
。

そ
れ
ら
は
ほ
ぼ
す
べ
て
手
描
き
で
、
細
密

を
極
め
、
人
物
の
毛
筋
や
表
情
、
鳥
の
羽
根
、

植
物
の
葉
脈
や
虫
食
い
跡
に
至
る
ま
で
描
き
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込
ん
で
い
る
。
風
景
を
描
く

際
に
は
淡
い
色
調
を
ぼ
か
し

て
遠
景
の
霞
む
さ
ま
を
表
現

し
た
り
、
半
透
明
の
釉
薬
で

鳥
の
羽
毛
や
波
の
飛
沫
を
重

ね
描
き
し
、
よ
り
奥
行
き
の

あ
る
質
感
を
出
そ
う
と
し
た

跡
が
見
え
る
も
の
も
あ
る
。

お
そ
ら
く
国
内
の
一
級
の
腕

前
を
持
っ
た
陶
画
工
た
ち
が

横
浜
に
集
ま
り
、
し
の
ぎ
を

削
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
横
浜
で
行
な
わ
れ
て
い
た
の
は
、

陶
磁
器
生
産
の
う
ち
、
絵
付
と
い
う
仕
上
げ

工
程
の
み
だ
っ
た
の
で
、
時
折
、
器
そ
の
も

の
の
形
と
絵
付
が
ち
ぐ
は
ぐ
に
な
っ
て
し
ま

う
傾
向
が
見
受
け
ら
れ
る
。
海
外
市
場
を
意

識
し
て
、
伝
統
的
な
日
本
の
陶
磁
器
に
は
な

い
非
常
に
デ
コ
ラ
テ
ィ
ブ
な
デ
ザ
イ
ン
の
花

瓶
な
ど
が
見
ら
れ
る
が
、
そ
こ
に
日
本
風
の

図
柄
が
描
か
れ
る
と
、
何
と
も
不
思
議
な
和

洋
折
衷
が
生
ま
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
の
珍
妙

さ
加
減
が
、
ま
さ
に
「
明
治
の
横
浜
」
を
象

徴
し
て
い
る
の
だ
と
も
言
え
る
だ
ろ
う
。

垢
抜
け
て
い
て
明
る
い
陶
磁
器
に
は

横
浜
人
の
気
性
が
漂
う

し
か
し
、
こ
れ
ら
の
不
思
議
な
陶
磁
器
は
、

海
外
か
ら
の
要
望
に
応
え
る
う
ち
に
こ
の
よ

う
な
形
に
な
っ
た
の
か
、
そ
れ
と
も
日
本
側

か
ら
提
示
さ
れ
た
も
の
な
の
だ
ろ
う
か
。
に

わ
か
に
判
断
し
が
た
い
が
、
い
ず
れ
に
し
ろ

得
体
の
知
れ
な
い
緊
張
感
が
発
散
さ
れ
て
お

り
、
一
種
の
興
奮
状
態
の
中
で
彼
ら
は
制
作

し
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
と
思
う
。

日
本
の
美
術
史
を
俯
瞰

ふ
　
か
ん

し
て
み
る
と
、
国

を
壊
し
、
新
し
く
つ
く
ろ
う
と
い
う
時
代
に

芸
術
は
一
つ
の
極
み
に
達
す
る
よ
う
に
見
え

る
。
工
芸
を
見
て
い
る
限
り
で
は
、
幕
末
明

治
は
日
本
美
術
の
一
つ
の
ピ
ー
ク
に
数
え
て

も
い
い
の
で
は
な
い
か
と
さ
え
思
う
。
そ
し

て
、
明
治
維
新
は
大
き
な
戦
乱
を
伴
う
こ
と

は
な
か
っ
た
が
、
大
き
な
国
家
の
危
機
で
あ

り
、
海
外
へ
の
玄
関
口
で
あ
る
横
浜
で
は
、

そ
れ
が
肌
身
に
感
じ
ら
れ
た
だ
ろ
う
。
明
治

工
芸
の
あ
の
混
沌
と
し
た
パ
ワ
ー
が
す
ぐ
に

収
束
し
て
し
ま
う
の
も
、
た
だ
単
に
欧
米
に

飽
き
ら
れ
た
か
ら
と
い
う
だ
け
で
は
な
い
。

あ
れ
だ
け
の
緊
張
状
態
が
そ
う
長
い
間
続
く

わ
け
は
な
い
の
だ
か
ら
。

し
か
し
、
時
代
状
況
が
異
な
る
と
は
い
え
、

彼
ら
の
仕
事
を
現
代
の
私
た
ち
と
切
り
離
し

て
理
解
し
よ
う
と
す
る
態
度
は
退
屈
だ
。
真

葛
焼
の
リ
ア
リ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
造
形
、
横
浜

絵
付
の
細
密
描
写
を
見
る
に
つ
け
、
基
礎
的

な
技
術
が
現
代
工
芸
と
は
比
べ
も
の
に
な
ら

な
い
ほ
ど
、
高
い
レ
ベ
ル
に
達
し
て
い
る
の

を
認
め
ざ
る
を
え
な
い
。

こ
う
い
っ
た
技
術
は
一
体
、
ど
こ
で
ど
の

よ
う
に
習
得
で
き
る
も
の
だ
ろ
う
か
。
リ
ア

ル
な
立
体
造
形
は
、
現
代
で
言
え
ば
模
型
の

造
型
師
の
仕
事
に
見
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ

う
が
、
筆
線
の
文
化
は
果
た
し
て
今
生
き
な

が
ら
え
て
い
る
だ
ろ
う
か
。
長
い
訓
練
と
新

鮮
な
観
察
眼
に
裏
打
ち
さ
れ
た
緊
張
感
の
あ

る
筆
さ
ば
き
、
舞
踏
に
も
似
た
爽
快
な
線
の

リ
ズ
ム
は
、
現
代
で
は
見
出
す
こ
と
が
難
し

い
が
、
東
洋
的
な
感
性
の
本
質
に
連
な
る
文

化
で
あ
り
、
た
だ
の
職
人
仕
事
と
斬
っ
て
捨

て
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
感
じ
て
い
る
。

美
術
作
品
に
お
い
て
、
細
密
す
ぎ
た
り
、

装
飾
が
凝
り
す
ぎ
て
い
る
作
風
は
ど
こ
か
神

経
質
な
印
象
を
与
え
て
し
ま
う
も
の
だ
が
、
横

浜
の
陶
磁
器
に
は
そ
う
い
っ
た
弱
々
し
さ
が

感
じ
ら
れ
な
い
の
が
不
思
議
だ
。
職
人
た
ち

が
、
あ
く
ま
で
生
き
る
た
め
の
手
段
と
し
て

制
作
し
て
い
た
か
ら
な
の
だ
ろ
う
か
。
作
品

を
展
示
し
て
み
る
と
、
色
彩
と
い
い
構
図
と

い
い
、
湿
っ
た
所
が
な
く
、
垢
抜
け
て
い
て
、

不
思
議
な
明
る
さ
を
持
っ
て
い
る
こ
と
に
気

が
つ
い
た
。
お
洒
落
で
新
し
も
の
好
き
、
で

も
さ
わ
が
し
く
て
ち
ょ
っ
と
バ
タ
臭
い
…
…
、

筆
者
の
周
り
に
い
る
横
浜
人
の
気
性
が
そ
こ

に
す
で
に
あ
る
よ
う
な
気
が
し
た
。a
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