
　

社
会
の
中
の
民
藝
運
動

　
第
二
次
世
界
大
戦
、
あ
の
痛
ま
し
い
戦
争

が
日
本
の
降
伏
に
よ
っ
て
終
結
し
て
か
ら
足

か
け
七
十
年
に
な
る
。
私
は
終
戦
の
年
の
九

月
、
集
団
疎
開
先
の
学
園
の
農
場
か
ら
帰
京

の
さ
い
、
焼
け
野
原
の
池
袋
駅
で
バ
ラ
ッ
ク

造
り
の
武
蔵
野
百
貨
店
（
今
の
西
武
）
を
見

つ
け
入
っ
て
み
た
。
そ
こ
で
学
童
用
の
ノ
ー

ト
、
鉛
筆
が
あ
る
の
を
見
て
何
か
ホ
ッ
と
し

た
気
持
ち
に
な
っ
た
こ
と
を
覚
え
て
い
る
。

　
し
か
し
教
科
書
は
そ
れ
か
ら
二
、三
年
は
、

ザ
ラ
紙
の
間
に
合
せ
で
あ
っ
た
。
そ
ん
な
こ

と
を
書
く
の
は
、
そ
れ
で
も
当
時
決
し
て
不

幸
せ
で
は
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
食
べ
る

も
の
は
乏
し
く
と
も
、
も
う
爆
弾
が
落
ち
な

い
、
家
族
皆
が
平
和
に
暮
せ
る
と
い
う
解
放

感
は
、
子
供
心
に
明
る
い
も
の
が
あ
っ
た
。

　

そ
の
後
朝
鮮
戦
争
や
ベ
ト
ナ
ム
戦
争
が

あ
っ
て
も
、
そ
れ
は
大
戦
の
戦
後
処
理
で

あ
っ
て
、
こ
れ
か
ら
は
国
家
間
の
確
執
も
民

族
紛
争
も
、
国
際
的
な
協
議
や
援
助
、
そ
し

て
譲
り
合
い
と
い
う
理
性
的
な
行
動
に
よ
っ

て
解
決
へ
の
方
向
に
進
む
で
あ
ろ
う
と
思
っ

て
い
た
。そ
れ
が
そ
う
で
も
な
い
の
で
あ
る
。

　
世
界
や
国
内
が
同
じ
よ
う
に
混
沌
と
し
た

昭
和
の
初
め
、柳
宗
悦
が
論
稿
「
工
藝
の
道
」

を
書
き
、
同
志
た
ち
と
「
日
本
民
藝
美
術
館

設
立
趣
意
書
」
を
発
表
し
て
民
藝
運
動
が
始

め
ら
れ
た
。

　
弱
肉
強
食
を
よ
し
と
す
る
社
会
風
潮
に
あ

き
た
ら
ず
、
社
会
の
公
正
と
多
様
性
と
、
柳

の
明
ら
か
に
し
た
「
当
り
前
で
日
常
的
な
暮

ら
し
の
中
に
、
真
実
の
美
が
あ
る
」
と
い
う

真
理
に
目
覚
め
た
多
く
の
青
年
、
工
人
た
ち

が
柳
の
運
動
に
参
加
し
て
き
た
。

　
こ
の
運
動
が
社
会
の
目
覚
め
、
そ
し
て
変

革
に
与
え
た
影
響
は
大
き
い
。
し
か
し
こ
ん

に
ち
民
藝
運
動
が
、
社
会
の
さ
ら
な
る
激
動

の
な
か
で
何
を
な
す
べ
き
か
。
柳
宗
悦
な
ら

ば
ど
う
思
索
し
、
い
か
に
行
動
し
た
か
、
私

は
い
つ
も
考
え
る
の
で
あ
る
。
答
え
は
い
つ

も
出
な
い
。
仮
説
で
は
な
く
、
い
ま
の
自
分

の
行
動
が
そ
の
答
え
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

の
で
あ
ろ
う
。　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
（
志
賀
直
邦
）
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ア
ー
カ
イ
ブ
ス(

二
十
一
）

国
際
工
藝
家
会
議
と
柳
、浜
田
両
先
生 

村 

岡 

景 

夫 

の
が
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
陶
器
な
ど
ま
だ

素
人
く
さ
い
も
の
ば
か
り
で
す
。
併
し
機
械

製
品
の
方
に
は
何
か
見
つ
か
る
で
し
ょ
う
。

　

米
国
で
は
之
か
ら
約
三
カ
月
暮
し
ま
す

が
、大
部
分
が
講
演
旅
行
の
た
め
、余
り
方
々

を
見
て
廻
る
暇
が
な
い
か
を
お
そ
れ
ま
す
。

只
メ
キ
シ
コ
で
は
凡
て
の
時
間
が
自
由
な
の

で
、
大
い
に
物
を
見
つ
け
出
せ
る
か
と
思
い

ま
す
。
こ
こ
で
又
米
国
で
の
収
入
の
殆
ど
全

部
を
空
に
す
る
事
で
し
ょ
う
。

　
東
京
で
は
間
も
な
く
沖
縄
展
が
あ
る
事
と

思
い
ま
す
。
見
ら
れ
な
い
の
は
残
念
で
す
。

何
か
良
い
品
が
あ
っ
た
ら
民
芸
館
の
た
め
、

と
っ
て
お
い
て
下
さ
い
。

　

昨
夜
こ
の
学
校
で
沖
縄
の
映
画
と
幻
燈
の

会
を
し
ま
し
た
。
皆
に
大
変
喜
ば
れ
ま
し
た
。

今
度
の
旅
で
は
フ
ィ
ル
ム
と
ス
ラ
イ
ド
は
ど

こ
で
も
圧
倒
的
人
気
で
、
此
の
分
で
は
他
の

工
芸
品
も
写
し
て
お
く
べ
き
だ
と
思
い
ま
す
。

　
欧
州
で
も
米
国
で
も
日
本
の
工
芸
の
実
状

は
全
く
知
ら
れ
て
い
な
い
と
云
っ
て
よ
い
の

で
す
。
同
じ
様
に
海
外
に
出
て
み
る
と
東
洋

の
思
想
が
大
い
に
も
の
を
云
う
こ
と
が
わ
か

り
ま
し
た
。
恐
ら
く
西
洋
の
文
化
と
充
分
太

刀
打
ち
出
来
る
の
は
、
佛
教
思
想
だ
け
か
と

思
わ
れ
ま
す
。
今
迄
西
洋
で
考
え
ら
れ
て
い

な
い
数
々
の
思
想
が
、
異
常
な
関
心
を
起
さ

せ
る
の
で
す
。
吾
々
は
外
国
に
来
て
、
東
洋

人
で
あ
る
事
を
感
謝
し
な
い
わ
け
に
は
ゆ
き

ま
せ
ん
で
し
た
。

　
諸
兄
の
健
在
を
い
の
る
。

十
月
十
八
日

（
一
九
五
二
年
十
二
月
十
五
日
刊
「
月
刊
た

く
み
」
№
３
よ
り
）

　

去
る
七
月
十
七
日
か
ら
二
十
七
日
ま
で

イ
ギ
リ
ス
の
デ
ボ
ン
シ
ャ
ー
州
に
あ
る

ダ
ー
テ
ィ
ン
ト
ン
・
ホ
ー
ル
で
開
か
れ
た

第
一
回
国
際
工
藝
家
会
議
に
東
洋
か
ら
招

か
れ
た
唯
二
人
の
代
表
と
し
て
柳
、
浜
田

両
先
生
は
志
賀
直
哉
氏
と
同
道
、
五
月

三
十
一
日
羽
田
発
、
途
中
バ
ン
コ
ッ
ク
、

イ
タ
リ
ア
の
各
地
と
フ
ラ
ン
ス
か
ら
南
下

し
て
ス
ペ
イ
ン
、
ポ
ル
ト
ガ
ル
を
廻
っ
て

イ
ギ
リ
ス
に
入
り
、
十
七
年
振
り
に
バ
ー

　
　
　 

ア
ー
カ
イ
ブ
ス(

二
〇
）

ア
メ
リ
カ
通
信柳　

 

宗 

悦  

　
去
る
十
月
八
日
、
大
西
洋
を
飛
行
機
で
飛
ん

で
無
事
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
に
着
き
ま
し
た
。
日
々

非
常
に
忙
し
く
て
ろ
く
に
手
紙
を
書
く
暇
も
な

く
方
々
へ
失
礼
し
て
い
ま
す
。
諸
兄
か
ら
の
お

便
り
何
れ
も
嬉
し
く
拝
見
し
ま
し
た
。
不
在
中

き
っ
と
色
々
の
事
で
お
厄
介
を
か
け
て
い
る
に

違
い
な
く
ふ
か
く
感
謝
し
ま
す
。

　
浜
田
と
リ
ー
チ
と
の
協
同
展
（
ロ
ン
ド
ン
）

は
た
い
へ
ん
盛
会
で
、
吾
々
が
去
る
迄
に
何

れ
も
四
分
の
三
は
売
れ
て
い
ま
し
た
か
ら
、

あ
と
で
又
売
れ
た
事
と
思
い
ま
す
。
十
五
個

の
民
窯
は
何
れ
も
す
ぐ
売
れ
て
好
評
で
し
た
。

そ
れ
に
つ
れ
て
も
「
た
く
み
」
の
海
外
進
出

は
非
常
に
希
望
が
あ
る
わ
け
で
、
何
と
か
大

き
な
方
針
を
立
て
る
べ
き
と
思
い
ま
す
。

　
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
の
「
工
芸
」
と
い
う
店
は

大
変
美
し
い
店
で
し
た
。
品
物
さ
え
充
実
し

た
ら
、益
々
好
評
を
得
る
で
し
ょ
う
。ニ
ュ
ー

ヨ
ー
ク
に
着
い
て
早
速
新
作
工
芸
を
見
る
機

会
が
あ
り
ま
し
た
が
、
手
工
芸
の
方
は
欧
州

に
比
べ
、
大
変
見
劣
り
が
し
て
、
買
い
た
い

２
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ナ
ー
ド
・
リ
ー
チ
に
再
会
、
相
た
づ
さ
え

て
国
際
会
議
に
出
席
さ
れ
ま
し
た
。

　
こ
の
会
議
は
陶
器
と
染
織
と
の
二
部
門
に

関
す
る
凡
そ
二
十
ヶ
国
近
く
か
ら
集
ま
っ
た

学
者
、
評
論
家
、
美
術
館
員
、
指
導
員
、
工

芸
関
係
の
実
業
家
達
百
五
十
人
近
く
の
参
加

者
が
あ
り
、
そ
の
う
ち
陶
工
が
四
十
人
近
く

あ
っ
た
そ
う
で
す
。
地
元
の
英
国
人
が
一
番

多
く
、
次
は
米
国
人
で
、
ド
イ
ツ
か
ら
も
相

当
に
出
席
者
が
あ
り
、
欧
州
の
ほ
と
ん
ど
全

国
か
ら
集
ま
っ
て
き
た
の
に
東
洋
か
ら
招
か

れ
た
の
は
柳
、
浜
田
両
先
生
だ
け
だ
っ
た
そ

う
で
す
。

　
も
と
も
と
こ
の
会
議
は
日
本
に
な
じ
み
の

深
い
バ
ー
ナ
ー
ド
・
リ
ー
チ
氏
が
中
心
に

な
っ
て
開
か
れ
た
も
の
な
の
で
す
が
、
リ
ー

チ
氏
は
先
年
「
陶
工
の
本
」
を
著
わ
し
て
以

来
、
陶
工
と
し
て
今
欧
米
で
知
ら
ぬ
人
の
な

い
程
著
名
で
あ
り
、
欧
米
の
工
芸
界
に
大
き

な
影
響
を
与
え
て
い
る
人
で
、
恐
ら
く
ヰ
リ

ア
ム
・
モ
リ
ス
以
来
の
大
き
な
存
在
で
あ
る

と
云
わ
れ
て
お
り
ま
す
。

　
こ
の
リ
ー
チ
を
通
じ
て
柳
、
浜
田
両
先
生

は
既
に
し
ば
し
ば
欧
米
人
の
間
に
紹
介
さ
れ

て
い
た
の
で
今
度
の
会
議
に
集
ま
っ
た
人
達

は
皆
互
い
に
旧
知
の
様
な
思
い
が
し
た
そ
う

で
す
。
そ
の
上
浜
田
先
生
の
ロ
ク
ロ
や
絵
付

け
の
実
演
は
皆
か
ら
驚
き
を
以
て
見
ら
れ
、

柳
先
生
の
数
回
の
講
演
は
そ
の
東
洋
的
な
佛

教
的
な
考
え
方
が
、
西
洋
的
な
考
え
方
に
な

れ
て
い
る
人
々
に
、
大
き
な
問
題
を
投
げ
か

け
た
よ
う
で
す
。

　
リ
ー
チ
氏
は
今
度
の
会
議
へ
の
両
先
生
の

出
席
に
よ
っ
て
、
吾
々
西
洋
人
が
「
東
洋
の

内
か
ら
の
声
」
を
直
下
に
聞
く
機
会
が
始
め

て
与
え
ら
れ
、
そ
の
驚
異
の
気
持
ち
が
十
日

間
の
会
議
中
打
ち
続
い
た
と
感
激
の
言
葉
を

送
っ
て
き
て
お
り
ま
す
。
そ
の
う
え
に
民
芸

館
の
蒐
集
品
を
撮
っ
た
三
百
枚
の
カ
ラ
ー
・

ス
ラ
イ
ド
と
「
日
本
の
陶
磁
器
」
と
云
う
映

画
と
は
非
常
な
感
興
を
呼
び
、
数
回
映
写
す

る
こ
と
を
求
め
ら
れ
た
そ
う
で
す
。

　
戦
後
世
界
の
各
地
で
国
際
的
な
諸
種
の
会

議
が
幾
度
か
開
か
れ
ま
し
た
。
し
か
し
今
度

の
会
議
の
よ
う
に
日
本
の
代
表
、
日
本
の
文

化
が
会
議
を
主
導
し
、
感
激
と
畏
敬
と
で
迎

え
ら
れ
た
こ
と
は
恐
ら
く
未
だ
な
か
っ
た
こ

と
で
し
ょ
う
。
両
先
生
の
御
努
力
を
多
と
す

る
と
同
時
に
、
今
よ
う
や
く
半
ば
終
っ
た
今

度
の
旅
程
の
前
途
に
更
に
大
き
な
期
待
が
か

け
ら
れ
て
お
り
ま
す
。

（
一
九
五
二
年
十
月
十
五
日
刊
「
月
刊
た
く

み
」
№
１
よ
り
）

合本「たくみ」発行のご案内　
平
成
十
四
年
十
一
月
、
た
く
み
創
立

七
十
年
を
期
し
て
発
行
い
た
し
ま
し
た
小

冊
子
『
た
く
み
』
一
号
か
ら
五
十
号
ま
で

を
、
こ
の
た
び
二
冊
に
合
本
し
販
売
い
た

し
ま
す
。
第
一
集
、
第
二
集
と
も
各
一
冊

千
円
で
ご
ざ
い
ま
す
。
銀
座
の
「
た
く
み

本
店
」、
駒
場
の
日
本
民
藝
館
売
店
で
と
り

扱
っ
て
お
り
ま
す
。
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た
く
み
特
別
展

「
春
の
蔵
出
し
市
」

会
　
期　
平
成
二
十
六
年
四
月
二
十
六
日(

土)

〜
五
月
二
日(

金)

　
　
　
　
四
月
二
十
七
日(

日)

、
二
十
九
日(

火
・
祝)

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　
十
一
時
〜
十
九
時
（
日
・
祝
日
、
最
終
日
は
十
七
時
半
ま
で
）

出
品
品
目

●

陶
器
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　 

　
浜
田
庄
司
、
佐
久
間
藤
太
郎
、
島
岡
達
三
、

　
金
城
次
郎
、
益
子
ほ
か
日
本
の
民
窯
、
中

　
国
、
韓
国
、
ペ
ル
ー
な
ど

●

染
織
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
柚
木
沙
弥
郎
、
四
本
貴
資
、
鳥
取
木
綿
、

　
庄
内
の
小
幅
帯
地
な
ど

●

木
工
・
雑
工
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
ガ
ラ
ス
器
、
曲
げ
わ
っ
ぱ
、
こ
ね
鉢
、
韓

　
国
の
一
閑
張
、
海
洲
盤(

角
膳)

な
ど

●

玩
具
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
古
作
三
春
張
子
、
山
形
さ
が
ら
人
形
、
沖

　
縄
張
子
、
下
河
原
人
形
、
長
野
松
本
の
木

　
製
面
、
山
形
笹
野
彫
、
久
米
土
人
形
、
八

　
橋
人
形
、
こ
け
し
。
韓
国
、
ト
ル
コ
、
チ

　
ベ
ッ
ト
、
ペ
ル
ー
、
ア
フ
リ
カ
な
ど
諸
外

　
国
の
玩
具
　

２     三番叟（三春張子）４ 三彩ピッチャー（佐久間窯）

１   掛分火鉢（浜田庄司）３         石像（韓国）

４
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９    釘彫かめ（苗代川焼）

８ 六角花瓶（佐久間藤太郎）

６ 菊文大皿（佐久間藤太郎）

５       流掛小壷（堤焼）

12 ちゃぐちゃぐ馬（岩手県）

11        木製虎（中国）

10       行灯皿（瀬戸焼） ７      笹絵徳利（瀬戸焼）13       親子（八橋人形）

５
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14                  飯碗（佐久間窯）18   ぐい呑、徳利、とんすい（佐久間窯）

15        隅切なす絵皿（佐久間藤太郎）19     柿釉コーヒー碗皿（佐久間藤太郎）

16             びわ絵片口（佐久間窯）20           扁壷２種（佐久間藤太郎）

17        柿釉特大灰落（佐久間藤太郎）21        ティーポット２種（佐久間窯）

６

平成26年（2014年）4月15日



26 三彩流掛大皿（佐久間藤太郎）

25 黒釉線彫角瓶（佐久間藤太郎）

23 三彩火鉢（佐久間藤太郎）

22  松絵尺皿（佐久間賢司）

29 三彩抜絵壷（佐久間藤太郎）

28     水注（佐久間孝雄） 

27  焼〆花瓶（佐久間藤太郎） 24    五寸蓋物（佐久間窯）30 打掛花瓶（佐久間藤太郎）

７

たくみ第56号



31                           絵馬
35            おしくら（さがら人形）

32              八寸ひあげ（東北地方）36            象乗り唐児（三春人形）

33             小幅帯３種（庄内地方）37                花巻黄金牛（岩手県）

34                  コンロ（秋田県）  38                黒馬土鈴（奈良県）
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44 錦祥女（三春張子）

43  腹出し（三春張子）

40 狐の嫁入り（土人形）

39  羯鼓（三春張子）

48 竹田の女達磨（大分県）

47    大黒（堤土人形）

46 ひょうたん抱き（さがら人形）

45  唐人形（三春張子）

42 鯛乗りえびす（香川県）

41    天神（三春張子）

50 太鼓打ち（下河原土人形）

49 狐義太夫（赤坂土人形）
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あ
と
が
き

　
こ
の
た
び
の
「
春
の
蔵
出
し
市
」
の
ご
案
内

を
し
ま
し
ょ
う
。
永
年
の
お
得
意
様
が
ご
所
蔵

の
民
藝
の
品
々
、
昔
む
か
し
の
海
外
旅
行
で
手

に
入
れ
た
今
で
は
現
地
に
も
無
い
珍
品
、
郷
土

玩
具
で
知
ら
れ
た
ふ
る
さ
と
の
、
か
な
り
前
の

張
り
子
人
形
や
土
人
形
な
ど
。

　
ま
た
若
い
頃
か
ら
好
き
で
窯
に
も
か
よ
っ
て

集
め
た
、
益
子
の
佐
久
間
藤
太
郎
窯
の
三
代
の

方
の
陶
器
な
ど
な
ど
、
縁
あ
っ
て
た
く
み
で
お

預
か
り
し
た
品
々
で
す
。
個
人
の
方
の
そ
れ
ぞ

れ
の
思
い
入
れ
が
あ
っ
て
、
歴
史
や
物
語
り
ま

で
感
じ
と
れ
る
の
で
す
。

　
民
藝
品
は
使
っ
て
こ
そ
愛
着
が
出
る
も
の
で

す
。
ま
た
同
じ
産
地
の
品
で
も
、
時
代
に
よ
っ

て
味
わ
い
や
表
情
が
ち
が
う
の
も
面
白
い
も
の

で
す
。
お
楽
し
み
下
さ
い
。

 

（
Ｓ
）

発　
行 

株
式
会
社
た
く
み

 

東
京
都
中
央
区
銀
座
八

－

四

－

二

 

発
行
責
任
者　
志
賀
直
邦

電　
話 

〇
三

－

三
五
七
一

－

二
〇
一
七

Ｆ
Ａ
Ｘ 

〇
三

－

三
五
七
一

－

二
一
六
九

振　
替 

〇
〇
一
一
〇

－

二

－

三
五
六
五
九

定　
価 

六
〇
円
（
税
込
）

歳
時
記

天
然
素
材
の
編
組
品

　

近
頃
、
山
ブ
ド
ウ
の
手
提
げ
が
人
気

で
、
中
国
産
の
も
の
も
日
本
で
増
え
て
い

ま
す
。

　
作
り
は
と
も
か
く
、
材
料
が
薄
い
の
で

折
れ
や
す
く
、
色
艶
も
出
て
こ
な
い
よ
う

で
す
。

　
た
く
み
で
は
様
々
な
植
物
で
編
ま
れ
た

籠
や
笊
を
扱
っ
て
い
ま
す
が
、
昔
か
ら
そ

れ
ぞ
れ
の
山
に
自
生
し
、
農
閑
期
に
生
活

道
具
と
し
て
作
ら
れ
て
き
た
も
の
で
す
。

　
や
は
り
日
本
の
風
土
で
育
っ
た
も
の
が

湿
度
に
も
耐
え
、
長
持
ち
す
る
の
で
し
ょ

う
。

　
使
う
ほ
ど
に
し
な
や
か
に
丈
夫
に
な
り

ま
す
の
で
、
も
っ
た
い
な
い
と
仕
舞
い
こ

ま
ず
に
、
じ
っ
く
り
と
育
て
て
い
た
だ
き

た
い
と
思
い
ま
す
。 

　
　

(

Ｋ
Ｓ)

前
列
左
か
ら
山
ブ
ド
ウ
手
提
げ
（
青
森
）、
山
ブ

ド
ウ
背
負
い
籠（
福
島
）、ス
ズ
竹
手
提
げ（
岩
手
）、

左
奥
は
マ
タ
タ
ビ
平
笊
（
福
島
）
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