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要
旨

　

本
論
文
で
は
、
陶
藝
家
の
河
井
寬
次
郎
（
一
八
九
〇
年
〜
一
九
六
六
年
）
の
最
初
期
（
一
九
二
一
年
〜
一
九
二
七
年
頃
）
の
制
作
活
動
に
着
目
し
、
自

身
の
作
陶
や
古
陶
磁
と
の
出
合
い
を
通
じ
て
展
開
さ
れ
た
制
作
論
的
思
索
の
道
程
を
辿
る
。
こ
れ
に
よ
り
、〈
制み
ず
か
ら作
に
お
け
る
自お
の
ず
か
ら然
〉、
換
言
す
れ
ば
〈
な

す
こ
と
に
お
け
る
な
る
こ
と
〉
を
基
軸
と
す
る
初
期
河
井
の
制
作
論
の
内
実
を
明
ら
か
に
す
る
。

　

思
想
上
の
転
機
に
伴
う
作
風
の
変
化
に
つ
い
て
は
、
近
年
の
展
覧
会
で
も
し
ば
し
ば
紹
介
さ
れ
、
こ
れ
ま
で
多
く
の
研
究
が
蓄
積
さ
れ
て
き
た
。
本
論

文
に
お
い
て
は
、
河
井
が
自
身
の
創
作
活
動
を
反
省
し
作
陶
の
ス
タ
イ
ル
を
改
め
る
に
至
っ
た
経
緯
を
、
史
実
・
史
料
に
あ
た
り
な
が
ら
再
構
成
す
る
。

次
い
で
、
一
九
二
〇
年
代
に
河
井
が
確
立
し
た
制
作
論
的
立
場
に
つ
い
て
検
討
す
る
。
こ
の
点
に
関
し
て
、
先
行
研
究
で
ほ
と
ん
ど
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
。

従
来
か
ら
重
要
視
さ
れ
て
き
た
河
井
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
記
事
「
自
然
に
還
れ
」（
一
九
二
一
年
）
の
外
、
随
筆
「
李
朝
の
陶
器
に
就
て
」（
一
九
二
二
年
）、

講
演
「
陶
器
の
所
産
心
」（
一
九
二
四
年
）、
随
筆
「
陶
器
の
所
産
心
」（
一
九
二
七
年
）、
こ
れ
ら
三
つ
の
河
井
の
文
書
を
中
心
に
、
制
作
を
め
ぐ
る
河
井

の
思
索
を
読
み
解
い
て
ゆ
く
。

　

一
九
二
一
（
大
正
十
）
年
、「
第
一
回
創
作
陶
磁
展
観
」
を
以
て
、
河
井
は
個
人
作
家
と
し
て
歩
み
始
め
る
。
こ
の
頃
彼
は
、
中
国
・
朝
鮮
古
陶
磁
に

使
用
さ
れ
る
釉
薬
を
も
と
に
創
意
工
夫
を
施
し
た
作
品
を
制
作
し
て
い
た
。
だ
が
古
陶
磁
の
も
つ
美
的
効
果
は
、
元
来
、
陶
工
の
無
為
と
作
陶
上
の
偶

然
か
ら
生
ま
れ
る
。
そ
れ
を
河
井
は
、
化
学
的
知
識
の
技
術
的
応
用
に
よ
っ
て
再
現
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
素
朴
に
美
を
も
た
ら
す
陶
工
の
作
陶

と
、
こ
れ
を
人
為
的
に
追
い
求
め
た
自
身
の
制
作
と
の
隔
た
り
を
、
河
井
は
作
陶
経
験
や
美
的
体
験
に
照
ら
し
て
自
覚
し
た
。
こ
の
自
覚
の
も
と
、
日
本

の
実
用
雑
器
を
手
本
に
、
彼
の
制
作
的
模
索
が
始
ま
る
。
民
窯
の
作
陶
技
法
の
習
得
を
通
じ
て
、
彼
は
み
ず
か
ら
の
作
陶
上
で
〈
形
の
源
泉
〉
と
な
る
も

の
、
す
な
わ
ち
〈
も
の
の
な
る
は
た
ら
き
〉
に
逢
着
し
よ
う
と
試
み
た
の
で
あ
る
。
そ
の
成
果
は
、
一
九
二
四
（
大
正
十
三
）
年
の
第
四
回
展
以
降
に
発

表
さ
れ
た
シ
ン
プ
ル
な
生
活
陶
に
確
認
で
き
る
。

　

陶
工
の
作
陶
は
、
自
然
に
即
し
て
行
わ
れ
る
。
そ
し
て
彼
ら
陶
工
は
美
的
表
現
に
関
し
て
は
寡
欲
で
あ
る
。
こ
う
し
た
素
朴
な
制
作
の
あ
り
よ
う
が
、

作
ら
れ
る
べ
き
も
の
の
生
成
を
助
け
、
彼
ら
の
自
然
へ
の
従
順
さ
が
、「
作
る
」
は
た
ら
き
に
お
け
る
「
生
る
」
は
た
ら
き
、
す
な
わ
ち
〈
制
作
に
お
け

る
自
然
〉
を
実
現
さ
せ
て
い
る
。
こ
こ
に
、美
を
意
識
的
に
志
向
す
る
主
体
的
な
〈
自エ

ゴ我
〉
は
な
い
。
か
か
る
制
作
で
は
、〈
形
が
形
を
形
作
る
は
た
ら
き
〉

が
生
じ
る
。
こ
れ
に
よ
り
、
作
ら
れ
る
べ
き
「
形
」
が
お
の
ず
か
ら
な
る
。
そ
の
時
、
制
作
と
い
う
営
為
は
人
為
で
あ
り
つ
つ
人
為
を
超
え
る
。
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こ
の
よ
う
な
制
作
の
あ
り
よ
う
へ
と
陶
藝
家
が
到
る
こ
と
は
容
易
で
は
な
い
。
こ
の
困
難
さ
は
、
畢
竟
、
主
体
的
な
営
為
と
し
て
の
制
作
そ
の
も
の
に

起
因
す
る
。
河
井
は
こ
の
ア
ポ
リ
ア
を
自
覚
し
た
上
で
、「
自
然
に
帰
る

0

0

」
と
い
う
制
作
上
の
方
針
を
立
て
た
。〈
制
作
に
お
け
る
自
然
〉、
す
な
わ
ち
主

体
的
制
作
と
自
然
の
生
成
作
用
と
の
相
即
す
る
境
地
を
、理
論
的
・
実
践
的
な
姿
勢
と
し
て
指
向
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
を
称
し
て
河
井
は
、「
過

去
心
（
所
産
心
）
と
取
り
組
む
」
と
も
述
べ
て
い
る
。「
創
作
」
と
い
う
枷
を
外
れ
て
陶
藝
家
が
「
自
然
」
を
得
る
に
は
、風
土
、素
材
、用
途
、工
程
な
ど
、

制
作
を
条
件
づ
け
て
い
る
所
与
の
諸
契
機
に
従
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
、
陶
藝
家
は
〈
も
の
の
成
り
立
ち
を
司
る
原
理
と
し
て
の

自
然
〉
に
適
っ
た
制
作
に
近
づ
い
て
ゆ
く
。

　
「
作
る
こ
と
」の
奥
底
へ
と
向
け
て「
作
ら
れ
る
べ
き
も
の
」の
自
己
形
成
を
制
作
的
に
模
索
す
る
こ
と
は
、〈
形
が
成
る
〉作
用
へ
の
参
与
の
試
み
と
な
る
。

〈
自
然
〉
へ
と
完
全
に
は
到
り
得
な
い
が
故
に
、制
作
は
継
続
さ
れ
る
。
制
作
者
を
こ
の
よ
う
に
制
作
へ
と
不
断
に
駆
り
立
て
る
は
た
ら
き
は
、ま
さ
に
〈
制

作
に
お
け
る
自
然
〉
で
あ
る
。
一
九
二
〇
年
代
に
お
け
る
河
井
の
制
作
論
的
模
索
の
意
義
は
、
主
客
を
超
え
た
包
越
的
な
〈
自
然
〉
へ
と
、
作
陶
と
省
察

と
を
通
じ
て
到
ろ
う
と
し
た
こ
と
に
存
す
る
。


