
　

〝
濱
田
庄
司
ス
タ
イ
ル
〞と
益
子
参
考
館

　

さ
る
一
〇
月
二
日
か
ら
来
年
一
月
二
九
日

ま
で
益
子
陶
芸
美
術
館
で
『
理
想
の
暮
ら
し

を
求
め
て

－

濱
田
庄
司
ス
タ
イ
ル
』
展
が
開

か
れ
て
い
る
。

　

今
ま
で
数
多
く
の
濱
田
の
作
陶
展
や
コ
レ

ク
シ
ョ
ン
展
が
催
さ
れ
た
が
、
濱
田
の
陶
芸

の
初
期
作
品
や
、
作
陶
の
糧
と
な
っ
た
東
西

の
工
藝
の
蒐
集
に
加
え
て
、
家
族
や
弟
子
、

職
人
た
ち
も
含
め
た
仕
事
ぶ
り
、
暮
ら
し
ぶ

り
の
全
体
像
が
、
こ
れ
ほ
ど
具
体
的
に
紹
介

さ
れ
た
こ
と
は
な
い
。

　

益
子
の
住
居
の
写
真
や
図
面
を
は
じ
め

ホ
ー
ム
ス
パ
ン
の
背
広
や
ネ
ク
タ
イ
、
仕
事

着
な
ど
、
ま
た
益
子
の
熊
代
鍛
冶
屋
に
作
ら

せ
た
鉄
製
の
ラ
ン
プ
シ
ェ
ー
ド
や
沖
縄
や
益

子
で
の
昭
和
初
期
の
作
品
か
ら
は
、
濱
田
の

目
指
し
た
新
し
い
生
活
ス
タ
イ
ル
の
香
り
が

強
く
感
じ
ら
れ
る
。柳
宗
悦
や
河
井
寛
次
郎
、

バ
ー
ナ
ー
ド
・
リ
ー
チ
ら
と
の
親
交
も
さ
る

こ
と
な
が
ら
、
し
か
し
私
に
は
濱
田
は
や
は

り
関
東
の
人
で
あ
り
、
質
朴
で
骨
太
な
造
形

家
で
あ
る
印
象
が
強
い
。

　

今
展
の
図
録
で
も
、
孫
の
友
緒
に
よ
る

「
人
、モ
ノ
、思
考
が
交
わ
る
プ
ラ
ス
の
人
生
」

と
、
琢
司
に
よ
る
「
田
舎
の
暮
ら
し
へ
の
志

向
と
モ
ダ
ニ
ズ
ム
的
心
性
」
な
ど
、
濱
田
家

と
益
子
の
空
気
を
良
く
知
る
一
門
の
人
た
ち

に
よ
る
論
稿
の
切
り
口
は
、
こ
れ
か
ら
の
濱

田
研
究
に
と
っ
て
プ
ラ
ス
と
な
ろ
う
。

　

そ
の
濱
田
庄
司
の
『
益
子
参
考
館
』
と
周

辺
の
窯
場
は
、
不
幸
に
も
先
般
三
月
一
一
日

の
東
日
本
大
震
災
に
よ
っ
て
甚
大
な
被
害
を

受
け
た
。
こ
の
再
建
に
つ
い
て
は
益
子
町
を

は
じ
め
濱
田
の
人
柄
と
仕
事
を
慕
う
人
た
ち

に
よ
っ
て
再
建
基
金
が
設
立
さ
れ
、
ま
た
さ

ら
な
る
募
金
の
活
性
化
を
願
っ
て
『
濱
田
庄

司
ス
タ
イ
ル
』
展
の
前
日
、
オ
ー
プ
ニ
ン
グ

レ
セ
プ
シ
ョ
ン
が
開
か
れ
た
。

　

参
考
館
で
は
濱
田
晋
作
館
長
も
元
気
で
来

客
を
迎
え
、
館
の
周
辺
で
は
益
子
の
若
い
物

づ
く
り
た
ち
に
よ
る
募
金
協
賛
の
市
が
催
さ

れ
て
活
況
で
あ
っ
た
。
我
々
に
と
っ
て
身
近

な
陶
芸
の
郷
、
益
子
と
参
考
館
の
速
や
か
な

再
興
を
願
っ
て
や
ま
な
い
。　

（
志
賀
直
邦
）

特集 気鋭作家十二人による作陶展
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－

益
子
・
北
関
東
の
陶
業
被
災
を
超
え
て

－

気
鋭
作
家
十
二
人
に
よ
る
作
陶
展

会　

期

　

平
成
二
三
年
一
一
月
一
九
日（
土
）
〜
二
八
日（
月
）

　

一
一
月
二
〇
日（
日
）
、
二
三
日（
水
）
、

　

二
七
日（
日
）
は
営
業
い
た
し
ま
す
。

会　

場

　

た
く
み
二
階
ギ
ャ
ラ
リ
ー

　

営
業
時
間
一
一
時
か
ら
一
九
時
ま
で

　

（
日
曜
、
祝
日
、
最
終
日
は
一
七
時
半
ま
で
）

　

今
年
三
月
と
四
月
に
予
定
さ
れ
て
い
た
浜
田
英
峰
、
井

上
淳
平
さ
ん
の
作
陶
展
が
、
三
月
一
一
日
の
東
日
本
大
震

災
に
よ
っ
て
中
止
と
な
り
ま
し
た
。
井
上
さ
ん
は
島
岡
窯

修
業
の
の
ち
初
の
個
展
で
お
気
の
毒
な
こ
と
で
し
た
。
今

回
の
十
二
人
展
は
両
君
を
含
め
、
島
岡
達
三
、
合
田
好
道
、

瀧
田
項
一
門
下
の
気
鋭
の
作
家
に
よ
る
会
で
す
。
ど
な
た

も
東
日
本
大
震
災
で
は
窯
や
仕
事
場
が
被
災
し
、
今
な
お

再
建
途
上
で
あ
り
ま
す
。
し
か
し
作
品
は
い
ず
れ
も
普
段

の
暮
ら
し
の
た
め
の
器
で
す
か
ら
お
楽
し
み
い
た
だ
け
ま

す
。
ご
支
援
の
ほ
ど
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

作
家
名

和
田　

安
雄

大
塚　

茂
夫

島
岡　

龍
太

石
川　

雅
一

島
岡　
　

桂

浜
田　

英
峰

加
藤　

陽
子

塚
田　

広
幸

笠
原　

良
子

野
村　

朋
香

後
藤　

竜
太

井
上　

淳
平
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濱
田
庄
司
の
初
期
作
品
と
作
家
に
よ
る
量
産
の
仕
事

志 

賀  

直 

邦

　

身
辺
の
器
な
ど
に
つ
い
て
は
、
十
代
終
り

の
こ
ろ
の
記
憶
に
は
さ
し
て
残
っ
て
い
な

い
。
父
親
の
飲
み
友
達
で
、
ご
近
所
に
住
ん

で
お
ら
れ
た
武
者
小
路
侃
三
郎
さ
ん
が
後

年
、「
君
の
と
こ
ろ
に
は
濱
田
さ
ん
の
陶
器

が
た
く
さ
ん
あ
っ
て
ね
、
そ
れ
が
君
の
お
や

じ
さ
ん
と
吉
祥
寺
で
飲
み
歩
い
て
い
る
こ
ろ

み
ん
な
飲
み
代
に
取
ら
れ
て
し
ま
っ
た
の
を

覚
え
て
い
る
か
い
。」
と
い
わ
れ
、
そ
の
陶

器
が
ど
ん
な
品
だ
っ
た
の
か
ほ
と
ん
ど
頭
に

浮
か
ば
な
か
っ
た
。そ
れ
は
一
九
四
八
年（
昭

和
二
三
年
）
あ
た
り
の
、
ま
さ
に
戦
後
の
復

興
期
ご
ろ
の
話
だ
っ
た
と
思
う
。

　

と
こ
ろ
で
、
私
が
大
学
を
出
て
た
く
み
の

仕
事
を
す
る
こ
と
に
な
っ
た
一
九
五
五
年
の

頃
、
濱
田
庄
司
先
生
の
作
品
は
抹
茶
碗
と
水

指
を
除
い
て
は
あ
ら
か
じ
め
桐
箱
を
つ
け
る

こ
と
は
な
か
っ
た
。
作
者
の
署
名
や
極
め
書

き
を
記
し
た
桐
箱
は
、
た
く
み
で
は
作
品
に

添
え
て
販
売
す
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
く
、

購
入
者
の
希
望
が
あ
れ
ば
そ
の
都
度
、
濱
田

先
生
に
お
願
い
を
し
て
い
た
。
先
生
の
抹
茶

碗
は
そ
の
こ
ろ
確
か
売
価
四
千
円
く
ら
い

だ
っ
た
と
思
う
。

　

河
井
寛
次
郎
先
生
の
作
品
は
京
都
と
い
う

土
地
柄
も
あ
っ
て
か
は
じ
め
か
ら
箱
書
つ
き

だ
っ
た
が
、
桐
箱
入
り
で
持
ち
帰
る
方
は
半

数
も
な
か
っ
た
と
思
う
。
所
得
も
安
か
っ
た

が
モ
ノ
も
そ
う
あ
ふ
れ
て
な
く
、
買
え
ば
す

ぐ
使
う
、
そ
う
い
う
時
代
で
あ
っ
た
。
思
い

だ
し
て
み
る
と
店
頭
の
河
井
作
品
は
多
く
が

香
炉
、
菓
子
鉢
、
小
花
立
、
蓋
物
、
土
瓶
、

湯
呑
、
小
皿
、
ぐ
い
呑
、
灰
落
な
ど
日
用
座

右
の
品
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
っ
た
。

　

そ
の
こ
ろ
家
に
は
濱
田
さ
ん
だ
け
で
は
な

く
て
河
井
寛
次
郎
や
富
本
憲
吉
の
食
器
も
、

数
は
多
く
は
な
い
が
皿
や
紅
茶
碗
セ
ッ
ト
な

ど
使
っ
て
は
い
た
。
し
か
し
飲
み
屋
の
女
将

に
、
ツ
ケ
代
と
し
て
濱
田
作
品
を
あ
ら
か
た

巻
き
上
げ
ら
れ
た
と
い
う
話
は
、
い
か
に
も

お
や
じ
ら
し
く
て
納
得
し
た
の
で
あ
っ
た
。

そ
れ
ら
の
濱
田
作
品
は
想
像
す
る
に
中
小
の

壺
や
食
器
で
あ
り
、
多
く
は
箱
書
が
な
い
か

ら
お
そ
ら
く
飲
み
屋
の
棚
に
飾
ら
れ
、
上
客

の
席
に
用
い
ら
れ
た
り
し
た
に
ち
が
い
な

い
。

　
　
　
　
　
　
　

◇

　

さ
て
、
芹
沢
銈
介
、
棟
方
志
功
を
含
め
民

芸
運
動
の
巨
匠
と
い
わ
れ
る
方
た
ち
の
作
品

は
、
先
生
方
が
海
外
の
ビ
エ
ン
ナ
ー
レ
で
受

賞
さ
れ
、
あ
る
い
は
文
化
功
労
者
、
文
化
勲

章
を
授
与
さ
れ
る
に
及
び
、
美
術
品
化
し
て

実
用
の
場
か
ら
す
っ
か
り
離
れ
て
し
ま
っ
た

中鉢（セントアイヴス窯、大正12年）
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か
と
い
う
と
、そ
う
と
ば
か
り
は
い
え
な
い
。

　

富
本
、
河
井
、
濱
田
、
芹
沢
、
棟
方
の
五

人
の
巨
匠
の
方
々
は
、
柳
宗
悦
の
民
藝
運
動

の
仲
間
で
あ
っ
た
だ
け
に
、
自
ら
の
制
作
活

動
の
な
か
で
、
人
々
の
日
常
の
暮
ら
し
に
用

い
ら
れ
る
実
用
の
品
々
の
創
作
と
頒
布
に
か

な
り
心
を
砕
い
た
時
代
が
あ
っ
た
。

　

富
本
の
場
合
、
一
九
三
二
年
（
昭
和
七
）、

瀬
戸
の
品
野
窯
で
の
、
石
皿
風
の
鉄
描
大
皿

（
径
３
７
、７
セ
ン
チ
）
八
〇
枚
の
頒
布
会
の

仕
事
な
ど
そ
の
試
み
の
さ
き
が
け
で
あ
っ

た
。
ロ
ク
ロ
と
焼
成
は
職
人
だ
が
絵
付
け
は

富
本
で
、
私
が
確
認
し
た
模
様
は
、
春
夏
秋

冬
紋
と
笹
紋
で
、
裏
に
大
き
め
の
富
の
字
の

署
名
が
あ
る
。
ま
た
一
九
二
九
年
、
信
楽
神

山
窯
で
汽
車
土
瓶
の
身
と
蓋
に
鉄
描
で
数
多

く
の
絵
を
描
き
、
安
価
で
販
売
し
た
と
い
わ

れ
る
が
、
い
ま
で
は
若
干
の
蓋
し
か
残
っ
て

い
な
い
。
そ
の
ほ
か
の
仕
事
で
は
、
瀬
戸
そ

の
他
で
の
白
磁
に
染
付
と
色
絵
の
仕
事
が
あ

る
。
こ
れ
ら
は
富
泉
の
印
名
の
あ
る
量
産
品

を
除
き
、
多
く
は
そ
の
年
限
り
の
試
み
で

あ
っ
た
。

　

河
井
は
、
一
九
五
七
年
（
昭
和
三
二
）、

た
く
み
企
画
の
工
芸
品
頒
布
会
に
、
呉
須
釉

花
紋
ぐ
い
呑
千
個
を
制
作
、
濱
田
も
ま
た
各

種
湯
呑
を
同
じ
く
千
個
制
作
し
た
。（
こ
の

頒
布
会
は
私
が
担
当
し
た
）。
こ
の
頒
布
会

は
し
か
し
、一
客
あ
た
り
販
価
５
０
０
円（
送

料
込
）、
作
家
原
価
（
桐
箱
入
）
３
０
０
円

と
い
う
サ
ー
ビ
ス
価
格
で
あ
っ
た
か
ら
利
益

は
あ
ま
り
な
か
っ
た
が
完
売
し
、
河
井
、
濱

田
の
作
品
を
一
般
に
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
に
普
及

す
る
と
い
う
意
味
で
話
題
を
呼
ん
だ
。
こ
れ

ら
の
頒
布
会
用
作
品
は
、
当
時
か
ら
個
展
作

品
と
の
区
別
は
な
く
先
生
方
の
量
産
品
と
し

て
は
特
筆
し
て
い
い
と
思
っ
て
い
る
。

　

濱
田
や
河
井
、
富
本
が
、
量
産
の
品
と
し

て
し
ば
し
ば
作
っ
た
の
は
ほ
か
に
着
物
の
帯

止
め
が
あ
る
。
こ
れ
も
戦
前
か
ら
戦
後
の
一

時
期
に
か
け
て
人
気
で
あ
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　

◇

　

濱
田
庄
司
は
柳
宗
悦
の
昭
和
初
期
か
ら
の

同
志
の
な
か
で
は
、
染
色
工
藝
家
の
芹
沢
銈

介
と
並
ん
で
も
っ
と
も
量
産
に
心
を
寄
せ
た

作
家
で
あ
っ
た
。
陶
芸
と
染
色
と
は
素
材
、

技
法
と
も
ま
っ
た
く
異
な
る
が
、
し
か
し
工

香炉（益子窯、大正6年）

盛器（益子佐久間窯、昭和3年）
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芸
と
い
う
分
野
に
お
い
て
類
似
、
共
通
す
る

と
こ
ろ
は
き
わ
め
て
多
い
。
つ
ま
り
基
本
的

に
実
用
を
旨
と
す
る
か
ら
材
料
は
地
元
で
調

達
が
容
易
で
あ
り
、
幾
つ
も
の
工
程
、
協
業

に
よ
っ
て
地
方
的
特
色
が
出
や
す
く
、
需
要

も
ま
た
一
定
の
広
さ
を
持
つ
。
つ
ま
り
民
藝

で
あ
る
。

　

濱
田
は
一
九
三
一
年
（
昭
和
六
）、
益
子

に
三
室
の
登
り
窯
を
築
き
、
制
作
の
拠
点
を

お
い
て
か
ら
は
さ
ま
ざ
ま
な
作
業
、
工
程
で

地
元
の
専
門
職
人
の
手
を
か
り
た
。
そ
の
こ

と
は
ま
た
益
子
な
ど
の
窯
業
産
地
の
特
色
で

も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　

濱
田
の
初
期
の
仕
事
と
し
て
は
、

一
九
二
三
年
（
大
正
一
二
）
の
イ
ギ
リ
ス
・

セ
ン
ト
ア
イ
ヴ
ス
窯
、
一
九
二
六
年
の
京
都

の
河
井
寛
次
郎
の
窯
、
一
九
二
五
年
と
二
七

年
の
琉
球
窯
で
の
制
作
、
そ
し
て
一
九
二
四

年
か
ら
一
九
三
〇
年
（
昭
和
五
）
に
か
け
て

の
益
子
の
佐
久
間
窯
な
ど
で
の
制
作
が
あ

る
。
こ
れ
ら
の
作
品
を
収
蔵
家
か
ら
集
め
て

『
濱
田
庄
司
陶
器
集
』
と
題
す
る
写
真
集
が

一
九
三
三
年
に
出
版
さ
れ
た
。
Ｂ
４
版
、
手

織
木
綿
の
表
紙
に
、
本
紙
は
手
漉
き
和
紙
、

写
真
版
は
全
87
図
と
い
う
大
変
に
贅
沢
な
豪

華
本
で
あ
る
。

　

青
山
二
郎
に
よ
る
編
集
、
工
政
会
倉
橋
籐

治
郎
に
よ
る
出
版
と
あ
れ
ば
う
な
ず
け
る
の

だ
が
、
こ
の
作
品
集
は
今
日
な
お
濱
田
の
原

点
を
知
る
に
も
っ
と
も
ふ
さ
わ
し
い
も
の
と

思
う
。
今
号
の
た
く
み
誌
で
も
こ
の
な
か
か

ら
幾
つ
か
を
紹
介
し
た
い
。
と
く
に
濱
田
の

卓
上
食
器
の
な
か
で
も
ユ
ニ
ー
ク
な
形
態
と

実
用
性
で
知
ら
れ
る
醤
油
注
は
一
九
二
六
年

の
河
井
窯
で
の
作
だ
が
、
次
は
一
九
四
二
年

の
自
邸
窯
出
し
の
醤
油
注
の
話
。

　

実
は
私
の
高
校
時
代
の
恩
師
岩
崎
英
二
郎

先
生
か
ら
う
か
が
っ
た
の
だ
が
、
氏
が
東
大

生
の
こ
ろ
、
軽
井
沢
の
家
で
使
う
食
器
を
母

上
に
連
れ
ら
れ
て
益
子
の
濱
田
庄
司
の
窯
出

し
で
選
ん
だ
と
い
う
。
す
で
に
世
界
大
戦
た

け
な
わ
で
都
内
に
は
良
い
食
器
が
な
か
っ
た

の
だ
と
い
わ
れ
た
。
そ
の
後
東
京
の
本
宅
が

空
襲
で
焼
け
、
戦
後
に
建
て
直
し
て
か
ら
食

器
を
軽
井
沢
か
ら
選
び
、
今
も
っ
て
愛
用
し

て
い
ま
す
。
と
く
に
醤
油
注
は
毎
日
の
食
卓

に
は
欠
か
せ
ま
せ
ん
、
と
話
さ
れ
た
。
因
み

片口（琉球窯、昭和2年）

醤油注（河井寛次郎窯、大正15年）
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に
氏
は
河
井
寛
次
郎
初
期
作
品
の
蒐
集
で
も

知
ら
れ
る
静
嘉
堂
文
庫
美
術
館
の
創
始
者
岩

崎
小
弥
太
の
曾
孫
に
あ
た
る
。
岩
崎
家
が
日

常
の
器
に
濱
田
の
作
を
用
い
て
い
た
と
は
流

石
と
い
え
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

そ
れ
と
も
う
一
つ
、
濱
田
の
幅
広
い
陶
業

の
な
か
で
わ
り
に
知
ら
れ
て
い
な
い
試
み
を

記
そ
う
。
実
は
こ
の
話
は
本
誌
た
く
み
38
号

で

｢

傷
兵
と
陶
器｣

と
い
う
タ
イ
ト
ル
で
す

で
に
紹
介
済
み
な
の
だ
が
、
要
約
す
れ
ば

一
九
四
四
年
（
昭
和
一
九
）
の
こ
と
、
医
学

博
士
式
場
隆
三
郎
の
斡
旋
で
、
戦
争
で
の
負

傷
兵
を
統
括
す
る
軍
事
保
護
院
か
ら
、
各
地

の
保
護
院
で
使
用
す
る
た
め
の
大
量
の
食
器

の
製
作
依
頼
が
あ
っ
た
、と
い
う
こ
と
だ
っ
た
。

　

濱
田
は
い
う
。「
何
し
ろ
量
が
問
題
だ
っ

た
。
い
か
に
益
子
で
も
こ
の
時
勢
に
三
万
組

十
五
万
個
を
お
い
そ
れ
と
引
き
受
け
ら
れ
は

し
な
い
。
資
材
と
労
力
か
ら
い
っ
て
も
、
困

難
は
伴
う
。し
か
し
こ
れ
は
利
害
を
無
視
し
、

奉
仕
し
て
も
や
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
仕
事
だ
と

思
っ
て
引
き
受
け
た
。」
続
け
て
「
試
作
は

無
理
し
て
い
い
も
の
を
作
っ
た
わ
け
で
は
な

い
。
大
体
私
の
窯
と
佐
久
間
君
の
窯
で
、
第

一
回
の
一
万
五
千
組
を
年
内
に
あ
げ
る
計
画

を
た
て
て
準
備
を
す
す
め
て
い
る
。」

　

掲
載
し
た
試
作
５
点
セ
ッ
ト
の
写
真
を
見

る
と
戦
後
一
貫
し
て
作
ら
れ
て
き
た
濱
田
窯

の
、
食
器
シ
リ
ー
ズ
の
原
型
と
い
っ
て
も

い
い
。
こ
の
仕
事
が
そ
の
後
ど
う
展
開
し

た
か
に
つ
い
て
は
二
、
三
の
説
が
あ
っ
て
、

一
九
四
四
年
末
か
ら
翌
年
八
月
の
敗
戦
に
か

け
て
栃
木
県
で
も
大
田
原
の
陸
軍
飛
行
場
が

爆
撃
さ
れ
た
く
ら
い
だ
か
ら
、
軍
事
保
護
院

に
納
入
さ
れ
た
の
は
契
約
の
一
部
で
し
か
な

か
っ
た
ろ
う
。
そ
れ
に
し
て
も
こ
の
大
量
の

食
器
造
り
の
経
験
の
蓄
積
が
、
戦
後
の
濱
田

の
仕
事
の
復
興
に
と
っ
て
大
き
な
力
と
な
っ

た
こ
と
は
疑
い
な
い
。

軍事保護院依頼の負傷兵用
５個組食器（昭和19年）
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「
く
ば
団
扇
」
の
は
な
し

瀧 

田  

項 

一

 　

今
夏
は
節
電
が
称
え
ら
れ
て
、
扇
子
や
団

扇
が
世
に
姿
を
現
わ
し
た
。
い
ま
ま
で
忘
れ

ら
れ
そ
う
に
な
っ
て
い
た
も
の
が
、
時
代
の

寵
児
に
な
っ
た
如
く
に
、
宣
伝
用
の
団
扇
を

街
か
ど
で
配
り
、
人
々
が
持
ち
歩
く
光
景
は

長
い
間
み
ら
れ
な
か
っ
た
。

　

折
角
、
団
扇
を
も
う
一
度
見
直
し
て
み
る

良
き
機
会
で
は
な
い
か
と
思
っ
て
み
た
。

　

ボ
ク
は
丸
亀
の
あ
の
大
振
り
の
真
ン
円
る

団
扇
を
愛
用
し
て
い
る
。
大
胆
に
色
分
け
し

た
の
が
好
ま
し
い
。
ま
た
堅
固
な
房
総
の
う

ち
わ
も
い
と
お
し
い
。

　

竹
を
剥
い
で
骨
を
組
み
紙
を
貼
っ
て
の
工

程
は
手
間
が
か
か
る
わ
り
に
安
い
値
で
あ
る

が
、
夏
の
夕
涼
み
に
盆
踊
り
に
は
欠
か
せ
ぬ

も
の
で
あ
る
。

　

団
扇
の
中
で
特
筆
し
た
い
の
は
、
沖
縄
の

「
く
ば
団
扇
」で
あ
る
。何
の
飾
り
気
も
な
く
、

な
ン
の
工
夫
も
無
い
。
荒
物
の
領
域
に
と
ゞ

ま
っ
て
い
る
が
、
美
し
い
南
の
島
の
形
で
あ

る
。

　

芹
沢
先
生
が
着
物
の
模
様
と
し
て
見
事
に

捉
え
活
き
返
ら
せ
た
図
柄
は
傑
作
の
ひ
と
つ

で
あ
る
。

　

「
く
ば
」
の
葉
は
棕
櫚
（
し
ゅ
ろ
）
に
似

た
椰
子
科
の
樹
で
、
扇
状
に
開
い
た
葉
を
う

ま
く
用
い
た
だ
け
の
団
扇
で
あ
る
が
、
ボ
ク

は
長
く
愛
用
し
て
い
る
。
夏
が
過
ぎ
る
と
壁

に
吊
り
下
げ
て
そ
の
形
を
楽
し
ん
で
い
る
。

こ
の
風
は
遠
い
南
の
邦
、
琉
球
の
風
を
呼
ぶ

の
で
あ
る
。（

筆
者
は
烏
山
在
住
、
陶
芸
家
）

沖縄の「くば団扇」

７

たくみ第51号



　
　

た
く
み
特
別
展

　
　

民
藝
運
動
の
作
家
と
職
人
の
仕
事
展

会　

期 

平
成
二
三
年
一
二
月
三
日（
土
）〜
一
二
日（
月
）

 
（
一
二
月
四
日
、
一
一
日
の
日
曜
日
は
営
業
い
た
し
ま
す
。）

会　

場 
銀
座
た
く
み
二
階
ギ
ャ
ラ
リ
ー

 

営
業
時
間　

一
一
時
か
ら
一
九
時
ま
で
（
日
曜
、最
終
日
は
一
七
時
半
ま
で
）

　

柳
宗
悦
に
よ
っ
て
民

藝
品
の
健
康
で
日
常
的

な
美
し
さ
が
広
く
紹
介

さ
れ
て
か
ら
八
十
余

年
、
そ
の
間
ど
れ
ほ
ど

多
く
の
工
人
や
作
家
た

ち
が
励
ま
さ
れ
、
志
に

目
覚
め
て
、
日
々
の
生

活
文
化
を
豊
か
に
し
て

き
た
こ
と
で
し
ょ
う
か
。

　

た
く
み
で
は
こ
の
度

も
永
年
の
民
藝
愛
好
家

の
協
力
を
得
て
、
こ
れ

ら
の
作
者
た
ち
の
旧
作
品
を
集
め
展

示
、
即
売
い
た
し
ま
す
。
ど
う
ぞ
お
楽

し
み
く
だ
さ
い
。

　
　

† 

作 

家 †

濱
田
庄
司
、
バ
ー
ナ
ー
ド
・
リ
ー

チ
、
芹
沢
銈
介
、
島
岡
達
三
、
船

木
研
児
、
河
井
寛
次
郎
、
金
城
次

郎
、
川
上
澄
生
、
そ
の
ほ
か

　
　

† 

品 

目 †

陶
磁
器
、
民
窯
古
作
品
、
掛
軸
、

版
画
額
装
、
海
外
の
布
と
古
陶
、

雑
貨
ほ
か

　
　

† 

書 

籍 

†

柳
宗
悦
選
集
、
初
版
本
船
箪
笥
、

私
版
本
木
喰
上
人
の
彫
刻
ほ
か
、

工
藝
、
美
術
関
係
図
書
、
図
録
、

ほ
か
一
般
図
書

花紋湯呑（河井寛次郎）

８

平成23年（2011年）11月15日



絵皿（メキシコ）

象嵌大皿（島岡達三）

山水絵蓋物（益子焼） 版画 酒と煙草（川上澄生）

版画 少女像（川上澄生）

ローソク徳利（丹波立杭焼）

９
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象嵌花瓶（島岡達三） 水鳥図飾皿（舩木研児） 行灯（古民藝）

土瓶（福岡野間窯） スリップ釉ピッチャー
（舩木研児）

鳩文飾皿（舩木研児）

神像（インドネシア） 風見鶏燭台（インドネシア） 馬の目皿（瀬戸焼）
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キリム（トルコ）多彩花文タイル（トルコ）

キリム（トルコ）多彩花文タイル（トルコ）

版画 つけ文（川上澄生）番茶器揃五客組（濱田庄司）

版画 蛮船図（川上澄生）六角小鉢（濱田庄司）
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歳
時
記

芹
沢
銈
介
カ
レ
ン
ダ
ー
の
こ
と

　

今
年
も
芹
沢
先
生
の
型
染
カ
レ
ン
ダ
ー
が

出
来
あ
が
り
ま
し
た
。
先
生
の
カ
レ
ン
ダ
ー

は
自
ら
「
型
絵
紙
染
暦
」
ま
た
は
「
絵
暦
」

と
名
付
け
ら
れ
た
だ
け
あ
っ
て
、
ま
っ
た
く

独
自
な
も
の
で
す
。

　

年
間
一
二
カ
月
に
表
紙
を
つ
け
て
一
三
枚

が
、
四
季
の
風
景
、
暮
し
の
行
事
や
祭
り
、

お
伽
話
、
草
花
や
郷
土
玩
具
な
ど
身
辺
の
あ

ら
ゆ
る
対
象
か
ら
題
材
を
と
り
、
一
年
を
と

お
し
て
楽
し
め
る
美
し
い
暦
と
し
て
表
現
さ

れ
て
い
ま
す
。

　

海
外
で
も
昔
か
ら
広
く
愛
好
の
方
々
が

あ
っ
て
、
今
年
も
大
判
の
型
染
版
と
小
さ
い

卓
上
版
が
作
ら
れ
て
い
ま
す
。
型
染
版
は
売

り
切
れ
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
の
で
、
早
め
に

お
申
し
込
み
下
さ
い
。

　
　

あ
と
が
き

　

三
・
一
一
の
東
日
本
大
震
災
以
降
、
天
候
、

人
心
と
も
不
順
に
感
ず
る
こ
と
多
く
、
落
ち
着

か
な
い
半
年
余
り
で
あ
っ
た
。

　

さ
て
、「
た
く
み
」
誌
へ
は
今
号
掲
載
の
瀧

田
項
一
先
生
ほ
か
近
藤
京
嗣
、
嶋
本
裕
子
氏
ら

か
ら
寄
稿
い
た
だ
い
た
が
、
今
号
は
展
示
会
企

画
の
た
め
誌
面
の
余
裕
が
な
く
次
回
掲
載
の
予

定
で
あ
る
。

　

震
災
以
降
、
み
ん
げ
い
、
手
仕
事
、
た
く
み

の
手
技
な
ど
、
当
社
の
創
業
来
の
使
命
で
あ
る

仕
事
に
注
目
い
た
だ
い
て
い
る
。
い
ま
は
、
モ

ノ
が
い
ら
な
い
の
で
は
な
く
、
佳
い
も
の
を
見

極
め
、
大
事
に
、
わ
が
子
を
育
て
る
よ
う
に
末

永
く
使
う
こ
と
、
暮
し
と
モ
ノ
が
調
和
す
る
こ

と
が
大
切
で
あ
る
。
心
が
い
や
さ
れ
る
本
物
の

仕
事
を
し
て
い
き
た
い
と
思
う
。

（
Ｓ
）

発　

行 

株
式
会
社
た
く
み
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円
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芹沢銈介型染カレンダー
型染版（上写真） 16,275円
小型卓上版 1,103円
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