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は
じ
め
に

　
高
麗
茶
碗
は
︑
朝
鮮
時
代
の
陶
磁
器(
以
下
︑
朝
鮮
陶
磁
と
呼
称)

を
用
い
た
茶
碗
の
総

称
で
︑
器
表
に
白
土
を
用
い
て
文
様
を
施
す
粉ふ
ん

青せ
い
沙さ

器き

︑
文
様
の
な
い
施
釉
陶
器
で
あ
る

灰か
い

青せ
い
沙さ

器き

︑
磁
器
質
の
胎
土
で
透
明
釉
を
掛
け
る
硬
質
白
磁
︑
陶
器
質
の
胎
土
で
白
濁
す

る
釉
を
掛
け
る
軟
質
白
磁
︑
日
本
か
ら
の
注
文
を
受
け
朝
鮮
陶
磁
の
技
法
を
用
い
た
注
文

茶
碗
な
ど
の
種
類
が
あ
る
︒

　
日
本
で
は
︑
一
六
世
紀
～
一
七
世
紀
前
半
の
遺
跡
か
ら
出
土
す
る
朝
鮮
陶
磁
碗
の
な
か

に
︑
遺
構
か
ら
茶
道
具
と
共
に
出
土
す
る
こ
と
で
︑
茶
碗
と
し
て
の
用
途
が
特
定
で
き
た

も
の
が
あ
る
︒
堺
環
濠
都
市
遺
跡
で
も
蔵
と
考
え
ら
れ
る
建
物
跡
か
ら
出
土
し
た
資
料
で
︑

茶
碗
と
判
断
で
き
る
事
例
が
複
数
認
め
ら
れ
る
︒

　
堺
環
濠
都
市
遺
跡
は
︑
室
町
時
代
か
ら
現
在
ま
で
続
く
都
市
﹁
堺
﹂
の
足
跡
を
の
こ
す

中
世･

近
世
を
代
表
す
る
遺
跡
で
︑
発
掘
調
査
に
よ
っ
て
遅
く
と
も
一
四
世
紀
後
半
に
は

町
と
し
て
の
景
観
が
形
成
さ
れ
た
こ
と
を
確
認
し
て
い
る
︒
ま
た
︑
堺
を
襲
っ
た
複
数
回

に
わ
た
る
火
災
の
復
興
や
︑
建
物
の
建
て
替
え
に
際
し
て
︑
盛
土
を
施
し
地
盤
の
か
さ
上

げ
を
行
う
こ
と
が
多
い
こ
と
か
ら
︑
各
時
代
の
遺
構
面
や
そ
れ
に
伴
う
陶
磁
器
類
が
整
地

層
に
よ
り
保
護
さ
れ
︑
良
好
な
状
態
で
残
さ
れ
て
い
る
︒
さ
ら
に
︑
一
五
世
紀
後
半
か
ら

一
七
世
紀
初
頭
の
遺
構
や
整
地
層
か
ら
出
土
し
た
陶
磁
器
か
ら
︑
国
内
外
の
交
易
で
も
た

ら
さ
れ
た
貴
重
な
器
を
所
持
す
る
人
々
の
暮
ら
し
の
一
端
が
明
ら
か
と
な
っ
た
︒

　
と
こ
ろ
で
︑
遺
跡
か
ら
出
土
す
る
陶
磁
器
を
は
じ
め
と
し
た
考
古
資
料
は
︑
人
々
が
所

持
し
た
道
具
が
時
代
を
経
て
出
土
す
る
こ
と
に
よ
り
︑
歴
史
の
物
的
証
拠
と
し
て
取
り
扱

う
こ
と
が
で
き
る
︒
し
か
し
︑
土
中
よ
り
出
土
す
る
遺
物
は
︑
次
の
点
に
つ
い
て
考
慮
す

る
必
要
が
あ
る
︒

　
遺
構
や
火
災
層
の
出
土
遺
物
は
︑
共
伴
す
る
器
の
組
み
合
わ
せ
に
よ
り
︑
そ
の
用
途
が

推
定
で
き
る
例
が
認
め
ら
れ
る
︒
一
方
で
こ
れ
ら
は
廃
棄
や
被
災
等
に
伴
う
資
料
で
あ
る

た
め
︑
当
時
の
所
持
物
全
て
を
把
握
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
︒
例
え
ば
︑
遺
構
か
ら
出
土

す
る
遺
物
は
︑
不
要
も
し
く
は
破
損
し
た
も
の
が
対
象
と
な
り
︑
ほ
か
に
も
火
災
層
か
ら

出
土
し
た
遺
物
は
︑
避
難
の
際
に
貴
重
品
だ
け
は
持
ち
出
さ
れ
た
可
能
性
が
あ
る
︒

　
ま
た
︑
遺
物
の
製
作
年
代
と
︑
使
用
後
に
廃
棄
さ
れ
た
年
代
に
は
時
期
差
が
あ
り
︑
個
々

の
器
の
使
用
期
間
は
異
な
る
︒
遺
物
の
年
代
に
つ
い
て
は
︑
窯
な
ど
の
生
産
遺
跡
の
資
料

や
年
代
の
定
点
と
な
る
遺
構
か
ら
出
土
し
た
遺
物
の
組
成
と
比
較
す
る
こ
と
で
︑
個
別
に

検
討
す
る
必
要
が
あ
る
︒

　
本
稿
で
は
︑
右
記
二
点
を
踏
ま
え
て
︑
一
六
世
紀
か
ら
一
七
世
紀
初
頭
の
遺
跡
か
ら
出

土
し
た
高
麗
茶
碗
に
つ
い
て
考
察
す
る
︒

１　
遺
跡
出
土
資
料
か
ら
み
た
高
麗
茶
碗
の
は
じ
ま
り

　
堺
環
濠
都
市
遺
跡
か
ら
出
土
し
た
陶
磁
器
に
︑
茶
道
具
が
少
な
か
ら
ず
含
ま
れ
て
い
る

こ
と
か
ら
︑堺
の
人
々
が
古
く
か
ら
茶
を
た
し
な
ん
で
い
た
こ
と
が
わ
か
る
︒
本
遺
跡
で
は
︑

一
四
世
紀
後
半
の
整
地
層
か
ら
瀬
戸
天
目
や
中
国
製
茶
入
（
本
書
四
二
頁　
39
―
2
）
な
ど
が

出
土
し
︑
一
五
世
紀
の
遺
構
や
整
地
層
か
ら
は
中
国
製
天
目
（
本
書
四
二
頁　
39
―
1
）
や
瀬

戸
天
目
︑
釜
︑
茶
臼
な
ど
が
出
土
し
た
︒

　
堺
環
濠
都
市
遺
跡
で
建
物
跡
か
ら
茶
道
具
が
ま
と
ま
っ
て
出
土
し
た
例
に
︑
一
五
世
紀

後
半
に
建
て
ら
れ
︑
一
六
世
紀
前
半
に
火
災
で
焼
失
し
た
︑
第
９
２
９
地
点
の
礎
石
建
物

Ｓ
Ｂ
６
１
５
・
Ｓ
Ｂ
６
１
７
が
あ
る
︒
倉
庫
と
考
え
ら
れ
る
礎
石
建
物
Ｓ
Ｂ
６
１
５
で
は
︑

中
国
製
茶
壺
と
中
国
製
青
磁
花
入
が
︑
茶
道
具
を
収
め
た
建
物
と
考
え
ら
れ
る
Ｓ
Ｂ
６
１
７

で
は
竹
製
茶
杓
︑
中
国
製
青
磁
鎬
蓮
弁
文
茶
碗
︑
風
炉
︑
中
国
製
藍
釉
水
注
が
出
土
し
た
︒

こ
の
よ
う
に
︑
出
土
遺
物
か
ら
み
る
と
一
六
世
紀
前
半
ご
ろ
ま
で
は
︑
茶
道
具
に
中
国
製

や
国
産
の
陶
磁
器
を
主
に
用
い
て
い
た
︒

　
高
麗
茶
碗
は
︑
一
六
世
紀
前
半
か
ら
中
頃
に
は
日
本
で
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
︑
滋

賀
県
西に
し

万ゆ
る

木ぎ

遺
跡
［
挿
図
１
］
で
出
土
し
た
刷は

毛け

目め

粉
青
沙
器
の
碗
［
挿
図
２
―
１
］
か
ら
確

認
で
き
る
︒
こ
の
碗
は
︑
居
館
の
堀
か
ら
天
目
な
ど
の
茶
道
具
や
銅
製
の
花
器
と
共
に
出

土
し
た
︒
こ
の
刷
毛
目
粉
青
沙
器
碗
は
一
五
世
紀
後
半
か
ら
一
六
世
紀
前
半
に
朝
鮮
で
用

い
ら
れ
て
い
た
も
の
と
同
形
で
あ
り
︑
ま
た
同
様
の
碗
が
博
多
遺
跡
群
な
ど
で
も
出
土
し

て
い
る
こ
と
か
ら
︑
当
初
は
食
器
と
し
て
朝
鮮
か
ら
日
本
へ
も
た
ら
さ
れ
た
碗
の
な
か
か

ら
︑
茶
碗
と
し
て
ふ
さ
わ
し
い
も
の
を
選
び
用
い
た
と
考
え
ら
れ
る
︒

　
な
お
︑
刷
毛
目
粉
青
沙
器
碗
は
︑
江
戸
時
代
に
な
る
と
高
麗
茶
碗
の
﹁
刷
毛
目
﹂
と
呼

称
す
る
よ
う
に
な
る
︒

　
こ
の
頃
︑
史
料
で
は
一
六
世
紀
の
茶
の
湯
に
お
い
て
朝
鮮
陶
磁
の
碗
を
使
用
し
︑﹁
高
麗

茶
碗
﹂
と
し
て
珍
重
し
て
い
た
こ
と
を
︑
茶
会
記(

茶
会
の
内
容
を
記
録
し
た
書
物)

な
ど

か
ら
知
る
こ
と
が
で
き
る
︒
堺
の
豪
商
津
田
宗
達
︑宗
及
親
子
が
記
し
た
﹃
天
王
寺
屋
会
記
﹄

の
他
会
記
で
は
︑
一
五
四
九
年
︵
天
文
一
八)

に
堺
の
茶
人
の
椋
宗
理
が
ひ
ら
い
た
茶
会
で

高
麗
茶
碗
を
使
用
し
た
記
録
が
残
さ
れ
て
い
る
︒
堺
環
濠
都
市
遺
跡
で
は
︑
こ
の
時
期
に

刷
毛
目
粉
青
沙
器
の
碗
な
ど
が
数
点
確
認
で
き
る
も
の
の
︑
共
伴
資
料
な
ど
か
ら
高
麗
茶

碗
と
判
断
で
き
る
も
の
は
ま
だ
確
認
し
て
い
な
い
︒

２　
遺
跡
出
土
資
料
か
ら
み
た
高
麗
茶
碗
の
広
が
り

　
一
六
世
紀
後
半
の
遺
跡
で
は
︑
西
日
本
を
中
心
と
し
た
範
囲
で
同
じ
形
状
・
法
量
の
朝

鮮
陶
磁
碗
が
多
く
出
土
す
る
こ
と
か
ら
︑
高
麗
茶
碗
が
こ
の
時
期
か
ら
日
本
へ
広
ま
っ
た

こ
と
が
わ
か
る
︒
堺
環
濠
都
市
遺
跡
か
ら
出
土
す
る
高
麗
茶
碗
で
最
も
多
い
も
の
は
︑
見

込
み
に
円
形
の
段
を
有
す
る
灰
青
沙
器
碗
で
あ
る
︒
こ
の
形
状
の
碗
に
は
︑
釉
を
薄
く
掛

け
見
込
み
や
高
台
に
小
ぶ
り
の
目
跡
を
七
～
一
二
個
並
べ
る
も
の
［
挿
図
２
―
２
、
本
書
四
三

頁　
39
―
7
］
と
︑
釉
を
か
け
大
ぶ
り
の
目
跡
を
五
～
七
個
並
べ
る
も
の
［
挿
図
２
―
３
］
が

堺
環
濠
都
市
遺
跡
出
土
遺
物
か
ら
み
た
﹁
高
麗
茶
碗
﹂

永
井  
正
浩
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︑
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磁
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︑
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か
ら
み
た
高
麗
茶
碗
の
は
じ
ま
り

　
堺
環
濠
都
市
遺
跡
か
ら
出
土
し
た
陶
磁
器
に
︑
茶
道
具
が
少
な
か
ら
ず
含
ま
れ
て
い
る

こ
と
か
ら
︑堺
の
人
々
が
古
く
か
ら
茶
を
た
し
な
ん
で
い
た
こ
と
が
わ
か
る
︒
本
遺
跡
で
は
︑

一
四
世
紀
後
半
の
整
地
層
か
ら
瀬
戸
天
目
や
中
国
製
茶
入
（
本
書
四
二
頁　
39
―
2
）
な
ど
が

出
土
し
︑
一
五
世
紀
の
遺
構
や
整
地
層
か
ら
は
中
国
製
天
目
（
本
書
四
二
頁　
39
―
1
）
や
瀬

戸
天
目
︑
釜
︑
茶
臼
な
ど
が
出
土
し
た
︒

　
堺
環
濠
都
市
遺
跡
で
建
物
跡
か
ら
茶
道
具
が
ま
と
ま
っ
て
出
土
し
た
例
に
︑
一
五
世
紀

後
半
に
建
て
ら
れ
︑
一
六
世
紀
前
半
に
火
災
で
焼
失
し
た
︑
第
９
２
９
地
点
の
礎
石
建
物

Ｓ
Ｂ
６
１
５
・
Ｓ
Ｂ
６
１
７
が
あ
る
︒
倉
庫
と
考
え
ら
れ
る
礎
石
建
物
Ｓ
Ｂ
６
１
５
で
は
︑

中
国
製
茶
壺
と
中
国
製
青
磁
花
入
が
︑
茶
道
具
を
収
め
た
建
物
と
考
え
ら
れ
る
Ｓ
Ｂ
６
１
７

で
は
竹
製
茶
杓
︑
中
国
製
青
磁
鎬
蓮
弁
文
茶
碗
︑
風
炉
︑
中
国
製
藍
釉
水
注
が
出
土
し
た
︒

こ
の
よ
う
に
︑
出
土
遺
物
か
ら
み
る
と
一
六
世
紀
前
半
ご
ろ
ま
で
は
︑
茶
道
具
に
中
国
製

や
国
産
の
陶
磁
器
を
主
に
用
い
て
い
た
︒

　
高
麗
茶
碗
は
︑
一
六
世
紀
前
半
か
ら
中
頃
に
は
日
本
で
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
︑
滋

賀
県
西に
し

万ゆ
る

木ぎ

遺
跡
［
挿
図
１
］
で
出
土
し
た
刷は

毛け

目め

粉
青
沙
器
の
碗
［
挿
図
２
―
１
］
か
ら
確

認
で
き
る
︒
こ
の
碗
は
︑
居
館
の
堀
か
ら
天
目
な
ど
の
茶
道
具
や
銅
製
の
花
器
と
共
に
出

土
し
た
︒
こ
の
刷
毛
目
粉
青
沙
器
碗
は
一
五
世
紀
後
半
か
ら
一
六
世
紀
前
半
に
朝
鮮
で
用

い
ら
れ
て
い
た
も
の
と
同
形
で
あ
り
︑
ま
た
同
様
の
碗
が
博
多
遺
跡
群
な
ど
で
も
出
土
し

て
い
る
こ
と
か
ら
︑
当
初
は
食
器
と
し
て
朝
鮮
か
ら
日
本
へ
も
た
ら
さ
れ
た
碗
の
な
か
か

ら
︑
茶
碗
と
し
て
ふ
さ
わ
し
い
も
の
を
選
び
用
い
た
と
考
え
ら
れ
る
︒

　
な
お
︑
刷
毛
目
粉
青
沙
器
碗
は
︑
江
戸
時
代
に
な
る
と
高
麗
茶
碗
の
﹁
刷
毛
目
﹂
と
呼

称
す
る
よ
う
に
な
る
︒

　
こ
の
頃
︑
史
料
で
は
一
六
世
紀
の
茶
の
湯
に
お
い
て
朝
鮮
陶
磁
の
碗
を
使
用
し
︑﹁
高
麗

茶
碗
﹂
と
し
て
珍
重
し
て
い
た
こ
と
を
︑
茶
会
記(

茶
会
の
内
容
を
記
録
し
た
書
物)

な
ど

か
ら
知
る
こ
と
が
で
き
る
︒
堺
の
豪
商
津
田
宗
達
︑宗
及
親
子
が
記
し
た
﹃
天
王
寺
屋
会
記
﹄

の
他
会
記
で
は
︑
一
五
四
九
年
︵
天
文
一
八)

に
堺
の
茶
人
の
椋
宗
理
が
ひ
ら
い
た
茶
会
で

高
麗
茶
碗
を
使
用
し
た
記
録
が
残
さ
れ
て
い
る
︒
堺
環
濠
都
市
遺
跡
で
は
︑
こ
の
時
期
に

刷
毛
目
粉
青
沙
器
の
碗
な
ど
が
数
点
確
認
で
き
る
も
の
の
︑
共
伴
資
料
な
ど
か
ら
高
麗
茶

碗
と
判
断
で
き
る
も
の
は
ま
だ
確
認
し
て
い
な
い
︒

２　
遺
跡
出
土
資
料
か
ら
み
た
高
麗
茶
碗
の
広
が
り

　
一
六
世
紀
後
半
の
遺
跡
で
は
︑
西
日
本
を
中
心
と
し
た
範
囲
で
同
じ
形
状
・
法
量
の
朝

鮮
陶
磁
碗
が
多
く
出
土
す
る
こ
と
か
ら
︑
高
麗
茶
碗
が
こ
の
時
期
か
ら
日
本
へ
広
ま
っ
た

こ
と
が
わ
か
る
︒
堺
環
濠
都
市
遺
跡
か
ら
出
土
す
る
高
麗
茶
碗
で
最
も
多
い
も
の
は
︑
見

込
み
に
円
形
の
段
を
有
す
る
灰
青
沙
器
碗
で
あ
る
︒
こ
の
形
状
の
碗
に
は
︑
釉
を
薄
く
掛

け
見
込
み
や
高
台
に
小
ぶ
り
の
目
跡
を
七
～
一
二
個
並
べ
る
も
の
［
挿
図
２
―
２
、
本
書
四
三

頁　
39
―
7
］
と
︑
釉
を
か
け
大
ぶ
り
の
目
跡
を
五
～
七
個
並
べ
る
も
の
［
挿
図
２
―
３
］
が

堺
環
濠
都
市
遺
跡
出
土
遺
物
か
ら
み
た
﹁
高
麗
茶
碗
﹂

永
井  

正
浩
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あ
る
︒
な
お
︑
江
戸
時
代
に
な
る
と
前
者
の
よ
う
な
特
徴
を
持
つ
碗
を
﹁
斗と

と々

屋や

﹂︑
後
者

の
碗
を
﹁
蕎そ

麦ば

﹂
と
呼
称
す
る
︵
註
1
︶︒
片
山
ま
び
氏
は
︑﹁
斗
々
屋
﹂
の
碗
の
法
量
や
器
形

が
朝
鮮
時
代
の
一
六
世
紀
に
用
い
ら
れ
た
碗
と
異
な
る
こ
と
か
ら
︑
日
本
か
ら
の
注
文
茶

碗
で
あ
っ
た
可
能
性
を
指
摘
す
る
︒

　
福
井
県
一
乗
谷
朝
倉
氏
遺
跡
で
は
︑
一
五
七
三
年
︵
天
正
元
︶
の
火
災
層
な
ど
か
ら
多

く
の
朝
鮮
陶
磁
が
出
土
し
て
い
る
︒
な
か
で
も
︑
第
51
次
調
査
の
区
画
15
﹁
医
者
の
家
﹂

で
は
︑瀬
戸
美
濃
茶
入
や
越
前
水
指
な
ど
の
茶
道
具
と
共
に
﹁
斗
々
屋
﹂
が
出
土
し
て
い
る
︒

な
お
︑同
遺
跡
の
西
山
光
照
寺
跡
で
は
﹁
蕎
麦
﹂
が
出
土
し
て
お
り
︑﹁
斗
々
屋
﹂
や
﹁
蕎
麦
﹂

が
一
五
七
〇
年
代
に
は
日
本
で
流
通
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
︒

　
そ
の
後
︑﹁
斗
々
屋
﹂
な
ど
が
本
州
西
部
や
日
本
海
を
中
心
と
し
た
遺
跡
か
ら
出
土
す
る

よ
う
に
な
る
こ
と
か
ら
︑
一
五
七
〇
年
代
以
降
に
高
麗
茶
碗
の
需
要
が
高
ま
る
と
考
え
ら

れ
る
︒
堺
環
濠
都
市
遺
跡
で
も
︑同
時
期
の
遺
構
や
整
地
層
か
ら
﹁
刷
毛
目
﹂
や
﹁
斗
々
屋
﹂

な
ど
が
出
土
す
る
︒

　
ま
た
︑
一
五
八
六
年
︵
天
正
一
四
︶
の
火
災
層
が
認
め
ら
れ
る
大
分
県
中
世
大
友
府
内

町
跡
で
は
︑
朝
鮮
陶
磁
碗
が
建
物
跡
や
寺
の
堀
跡
な
ど
か
ら
多
量
に
出
土
し
て
お
り
︑

一
五
八
〇
年
代
に
な
る
と
高
麗
茶
碗
の
需
要
が
さ
ら
に
高
ま
る
こ
と
が
わ
か
る
︒
一
例
を

あ
げ
る
と
︑
第
12
次
調
査
の
礎
石
建
物
Ｓ
Ｂ
０
１
で
は
︑
火
災
層
か
ら
中
国
製
天
目
や
備

前
水
指
な
ど
の
茶
道
具
と
共
に
﹁
斗
々
屋
﹂
が
出
土
し
た
︒
中
世
大
友
府
内
町
跡
か
ら
出

土
し
た
高
麗
茶
碗
に
は
︑﹁
斗
々
屋
﹂
や
﹁
蕎
麦
﹂︑﹁
刷
毛
目
﹂
の
他
に
︑
注
文
茶
碗
と
考

え
ら
れ
る
﹁
彫ほ
り

三み

島し
ま

﹂
や
︑
粉
青
沙
器
碗
の
高
台
を
研
磨
す
る
こ
と
で
高
さ
を
調
整
し
茶

碗
と
し
て
用
い
た
も
の
が
あ
る
︒

　
一
五
八
〇
～
九
〇
年
代
以
降
に
な
る
と
︑
関
西
各
地
で
朝
鮮
陶
磁
碗
の
出
土
例
が
増
加

す
る
︒
堺
環
濠
都
市
遺
跡
で
も
例
外
で
は
な
く
︑
第
６
５
５
地
点
で
は
︑
蔵
と
考
え
ら
れ

る
建
物
の
中
か
ら
︑
茶
陶
と
共
に
﹁
蕎
麦
﹂
一
点
と
﹁
斗
々
屋
﹂
二
点
が
出
土
し
た
︒

　
こ
の
時
期
は
︑白
磁
の
皿
や
鉢
︑陶
器
の
甕
や
瓶
な
ど
碗
以
外
の
朝
鮮
陶
磁
も
出
土
す
る
︒

当
時
の
茶
の
湯
に
お
い
て
︑朝
鮮
陶
磁
は
茶
碗
だ
け
で
な
く
︑そ
の
際
に
行
わ
れ
る
食
事
や
︑

宴
に
用
い
る
器
に
も
用
い
ら
れ
て
い
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
︒

　

遺
跡
の
出
土
時
期
よ
り
古
い
例
と
な
る
が
︑﹃
天
王
寺
屋
会
記
﹄
の
他
会
記
に
は
︑

一
五
六
七
年
︵
永
録
一
〇
︶
の
記
録
に
︑
天
王
寺
屋
道
叱
が
︑
豊
後
か
ら
持
ち
帰
っ
た
と

考
え
ら
れ
る
高
麗
茶
碗
で
茶
会
を
催
し
た
記
録
が
残
さ
れ
て
い
る
︒
ま
た
自
会
記
で
も
︑

一
五
六
四
年
︵
永
禄
七
︶
か
ら
一
五
七
七
年
︵
天
正
五
︶
の
記
録
に
︑
豊
後
の
客
人
を
招

い
て
堺
で
催
し
た
茶
会
で
高
麗
茶
碗
を
用
い
た
記

録
が
み
ら
れ
る
︒
こ
の
こ
と
か
ら
朝
鮮
陶
磁
の
茶

陶
の
入
手
に
︑
豊
後
の
大
友
氏
も
し
く
は
城
下
の

商
人
が
関
わ
っ
た
可
能
性
が
あ
る
︒

　
そ
の
後
︑
一
五
九
〇
年
代
末
頃
か
ら
一
六
二
〇

年
代
に
か
け
て
︑
日
本
で
は
唐
津
︑
志
野
︑
織
部

を
は
じ
め
と
し
た
様
々
な
種
類
の
陶
器
を
茶
の
湯

の
器
に
取
り
入
れ
て
い
る
︒
こ
れ
に
よ
り
︑
茶
碗

の
産
地
や
外
見
に
多
様
化
が
み
ら
れ
る
︒

　

堺
環
濠
都
市
遺
跡
で
確
認
し
た
火
災
層
の
う

ち
︑
最
も
規
模
が
大
き
い
も
の
は
︑
一
六
一
五
年

︵
慶
長
二
〇
︶
の
大
坂
夏
の
陣
の
前
哨
戦
に
よ
り

堺
の
ほ
ぼ
全
域
が
焼
失
し
た
火
災
に
伴
う
も
の
で

あ
る
︒
こ
の
焼
土
層
で
は
︑
茶
陶
を
は
じ
め
と
す

る
陶
磁
器
や
金
属
製
品
な
ど
が
建
物
に
伴
う
位
置

を
保
っ
た
ま
ま
良
好
な
状
態
で
出
土
す
る
こ
と
が

多
い
︒
な
か
に
は
︑
蔵
や
町
屋
な
ど
の
建
物
跡
の

中
か
ら
朝
鮮
陶
磁
碗
が
茶
陶
と
共
に
出
土
し
た
こ

と
で
︑
高
麗
茶
碗
と
推
定
で
き
る
出
土
例
を
複
数

確
認
し
て
い
る
［
表
１
］︒

　
こ
れ
ら
の
多
く
は
蔵
な
ど
の
遺
構
か
ら
出
土
し

た
が
︑
第
２
６
３
地
点
Ｓ
Ｂ
３
は
︑
会
合
衆
の
会

所(
集
会
や
宴
を
行
う
場)

で
あ
っ
た
可
能
性
が

指
摘
さ
れ
る
大
型
の
礎
石
建
物
に
伴
う
蔵
で
︑
大

量
の
中
国
磁
器
︑
国
産
陶
器
の
茶
道
具
と
共
に
高

麗
茶
碗
が
出
土
し
た
︒
青
磁
碗
︑
色
調
の
異
な
る

﹁
斗
々
屋
﹂二
点
︑﹁
蕎
麦
﹂︑白
磁
碗
と
バ
ラ
エ
テ
ィ

に
富
ん
だ
碗
が
出
土
し
て
お
り
︑
季
節
や
客
に
応

じ
て
茶
道
具
の
揃
え
を
変
え
る
こ
と
が
で
き
る
よ

う
に
︑
複
数
の
高
麗
茶
碗
を
所
有
し
て
い
た
と
考

え
ら
れ
る
︒

　
堺
環
濠
都
市
遺
跡
か
ら
出
土
し
た
﹁
斗
々
屋
﹂︑﹁
蕎
麦
﹂︑﹁
彫
三
島
﹂（
本
書
四
三
頁　
39

―
8
）
は
一
乗
谷
朝
倉
氏
遺
跡
や
中
世
大
友
府
内
町
跡
か
ら
出
土
し
た
碗
と
形
状
等
に
共
通

す
る
点
が
多
く
︑
こ
れ
ら
は
一
六
世
紀
後
半
以
降
に
朝
鮮
か
ら
堺
に
も
た
ら
さ
れ
た
と
考

え
ら
れ
る
︒
一
方
︑
白
磁
碗
は
︑
右
記
二
遺
跡
か
ら
出
土
す
る
碗
と
胎
土
や
形
状
が
異
な

る
こ
と
か
ら
︑
や
や
新
し
い
様
相
を
示
す
可
能
性
が
あ
る
︒

３　
ま
と
め

　
こ
の
よ
う
に
︑
堺
環
濠
都
市
遺
跡
か
ら
出
土
す
る
高
麗
茶
碗
は
︑
そ
の
多
く
が
一
六
世

紀
後
半
に
も
た
ら
さ
れ
堺
の
人
々
に
広
く
受
け
入
れ
ら
れ
た
︒
こ
の
時
期
は
︑
茶
碗
だ
け

で
な
く
鉢
や
皿
な
ど
の
食
器
︑
徳
利
や
片
口
鉢
な
ど
の
酒
器
︑
甕
な
ど
の
容
器
も
朝
鮮
か

ら
堺
へ
も
た
ら
さ
れ
て
い
た
︒
こ
れ
ら
は
堺
で
使
用
す
る
た
め
に
運
ば
れ
た
も
の
だ
け
で

な
く
︑
堺
を
経
由
し
て
国
内
で
販
売
す
る
商
品
も
含
ま
れ
る
こ
と
か
ら
︑
相
当
な
規
模
の

交
易
が
朝
鮮
と
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
想
像
で
き
る
︒

　
﹃
天
王
寺
屋
会
記
﹄
を
み
る
と
︑
津
田
宗
達
の
記
し
た
自
会
記
に
一
五
五
四
年
︵
天
文

二
三
︶の
茶
会
で
高
麗
茶
碗
の
使
用
が
記
さ
れ
て
い
る
︒
以
降
の
記
述
で
︑一
五
六
五
年︵
永

禄
八
︶
ま
で
は
﹁
高
麗
茶
碗
﹂(

茶
会
記
で
は
主
に
﹁
か
う
ら
い
茶
碗
﹂
と
表
記)

や
﹁
上

高
麗
茶
碗
﹂
で
あ
っ
た
も
の
が
︑
翌
年
か
ら
﹁
高
高
麗
茶
碗
﹂︑﹁
平
高
麗
茶
碗
﹂︑﹁
了
雲

高
麗
茶
碗
﹂︑﹁
少
高
麗
茶
碗
﹂
な
ど
︑
茶
碗
の
形
状
や
所
有
者
を
茶
碗
の
名
称
に
付
し
て

記
す
よ
う
に
な
る
︒
ま
た
一
五
八
四
年
︵
天
正
一
二
︶
以
降
は
︑﹁
井
戸
茶
碗
﹂
や
﹁
太
文

高
麗
茶
碗
﹂︑﹁
高
麗
う
ば
茶
碗
﹂﹁
歪
た
る
高
麗
茶
碗
﹂
な
ど
の
名
称
が
新
た
に
記
さ
れ
て

い
る
︒
こ
の
こ
と
は
︑
一
六
世
紀
中
頃
～
後
半
の
時
期
に
堺
の
豪
商
が
使
用
す
る
よ
う
な

貴
重
な
高
麗
茶
碗
が
︑
堺
で
使
わ
れ
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
︒

　
天
正
年
間
は
︑
高
麗
茶
碗
の
普
及
が
急
速
に
進
む
時
期
で
あ
る
こ
と
が
︑
出
土
資
料
か

ら
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
︒
た
だ
し
︑
遺
跡
か
ら
出
土
す
る
朝
鮮
陶
磁
の
茶
碗
は
︑
史

料
に
記
さ
れ
た
﹁
高
麗
茶
碗
﹂
と
必
ず
し
も
一
致
し
な
い
︒
例
え
ば
﹁
井
戸
﹂
や
﹁
粉
引
﹂

な
ど
︑
当
時
の
茶
人
の
評
価
が
高
い
高
麗
茶
碗
は
︑
堺
環
濠
都
市
遺
跡
で
は
︑
当
該
時
期

の
遺
構
や
整
地
層
に
伴
う
出
土
事
例
は
な
く
︑
可
能
性
の
あ
る
破
片
が
確
認
で
き
た
の
み

で
あ
る
（
本
書
四
三
頁　
39
―
5
・
6
）︒

　
当
時
は
︑
高
麗
茶
碗
と
呼
称
す
る
朝
鮮
陶
磁
碗
の
評
価
に
つ
い
て
︑
個
体
ご
と
に
大
き

な
差
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
︒
評
価
の
高
い
碗
は
︑
破
損
し
て
も
修
復
し
て
用
い
ら
れ
︑

ま
た
火
災
に
あ
っ
た
際
に
は
避
難
す
る
優
先
順
位
が
高
い
と
予
想
さ
れ
る
こ
と
か
ら
︑
発

掘
調
査
で
こ
れ
ら
の
存
在
を
確
認
す
る
こ
と
は
難
し
い
︒

　
こ
の
よ
う
に
︑
遺
跡
か
ら
出
土
す
る
朝
鮮
陶
磁
碗
の
大
半
は
︑
名
物
と
呼
ば
れ
る
よ
う

な
特
別
な
も
の
で
は
な
い
︒
こ
れ
ら
が
堺
で
大
量
に
出
土
す
る
こ
と
か
ら
︑
一
六
世
紀
後

半
以
降
︑
相
当
な
量
の
茶
碗
が
朝
鮮
か
ら
堺
に
運
ば
れ
︑
多
く
は
商
品
と
し
て
︑
一
部
は

堺
の
茶
会
で
用
い
た
と
考
え
ら
れ
る
︒
そ
の
背
景
に
は
豪
商
が
持
っ
て
い
た
高
麗
茶
碗
と

同
様
の
茶
碗
を
︑
も
し
く
は
﹁
高
麗
物
﹂
の
道
具
を
所
持
し
た
い
︑
と
い
う
思
い
が
人
々

に
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
︒

　
一
六
世
紀
後
半
か
ら
一
七
世
紀
初
頭
に
か
け
て
︑
こ
れ
ほ
ど
多
く
出
土
し
た
高
麗
茶
碗

は
︑
そ
の
後
出
土
事
例
が
激
減
す
る
︒
堺
環
濠
都
市
遺
跡
も
例
外
で
は
な
く
︑
大
坂
や
江

戸
で
局
所
的
に
出
土
す
る
事
例
は
あ
る
が
︑
こ
れ
ま
で
の
よ
う
に
市
中
を
流
通
す
る
よ
う

な
状
況
は
認
め
ら
れ
な
い
︒

　
一
七
世
紀
に
な
る
と
朝
鮮
と
の
交
易
は
倭
館
を
通
じ
た
も
の
に
限
定
さ
れ
る
︒
そ
の
後
︑

対
馬
藩
が
釜
山
の
倭
館
で
茶
碗
を
生
産
す
る
よ
う
に
な
り
︑
高
麗
茶
碗
の
生
産
や
流
通
方

法
に
大
き
な
変
化
が
生
じ
る
︒
こ
の
よ
う
な
時
代
背
景
も
相
ま
っ
て
︑
高
麗
茶
碗
の
流
通

に
大
き
く
か
か
わ
っ
て
き
た
堺
は
︑
慶
長
二
〇
年
の
火
災
を
契
機
に
そ
の
役
割
を
終
え
た

と
考
え
ら
れ
る
︒

︵
堺
市
文
化
財
課　
学
芸
員
︶

︵
註
1
︶ ﹁
斗
々
屋
﹂
の
多
く
は
﹁
平
斗
々
屋
﹂
と
呼
ぶ
タ
イ
プ
の
も
の
で
あ
る
︒
な
お
︑
出
土
遺
物
の
中
に
は
︑
腰
の

形
状
な
ど
伝
世
の
﹁
斗
々
屋
﹂
や
﹁
蕎
麦
﹂
の
特
徴
と
合
致
し
な
い
も
の
も
あ
る
︒

︹
参
考
文
献
︺

・ ﹃
茶
道
古
典
全
集
﹄
第
七
巻
︵
天
王
寺
屋
会
記　
他
会
記
︶　
淡
交
社　
一
九
五
九
年

・ ﹃
茶
道
古
典
全
集
﹄
第
八
巻
︵
天
王
寺
屋
会
記　
自
会
記
︶　
淡
交
社　
一
九
五
九
年

・ 

片
山
ま
び
﹁
韓
国
陶
磁
史
に
お
け
る
高
麗
茶
碗
﹂﹃
新
た
な
る
江
戸
の
美
意
識　
茶
の
湯
名
碗
﹄
徳
川
美
術
館
・
五
島

美
術
館　
二
〇
〇
六
年

・ 

永
井
正
浩
﹁
堺
環
濠
都
市
遺
跡
出
土
の
朝
鮮
王
朝
陶
磁
器
碗
﹂﹃
堺
市
博
物
館
報
﹄
二
六
号　

堺
市
博
物
館  

二
〇
〇
七
年

出土地点 出土遺構 出土した高麗茶碗の種類と点数 本書図版番号
第 263 地点（堺区甲斐町東 2丁）	 SB3			 青磁 1　斗々屋 2　蕎麦 1　軟質白磁 1	 挿図 2-3
第 39 地点（堺区熊野町西 2丁）	 SB301			 斗々屋 1　蕎麦１	
第 47 地点（堺区甲斐町西 2丁）	 SB04		 斗々屋 1	
第 84 地点（堺区宿院町東 1丁）	 礎石建物	 斗々屋 1	 39-7
第 787 地点	（堺区熊野町東 2丁）	 SS201	 軟質白磁 1	
第 232-7 地点（堺区甲斐町西 2丁）	 塼列建物		 彫三島 1	 39-8
第 929 地点（堺区車之町西 1丁）	 	SB101		 硬質白磁 1	

表１　堺環濠都市遺跡の 1615 年 ( 慶長 20) 被災面から出土した主な高麗茶碗の例
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あ
る
︒
な
お
︑
江
戸
時
代
に
な
る
と
前
者
の
よ
う
な
特
徴
を
持
つ
碗
を
﹁
斗と

と々

屋や

﹂︑
後
者

の
碗
を
﹁
蕎そ

麦ば

﹂
と
呼
称
す
る
︵
註
1
︶︒
片
山
ま
び
氏
は
︑﹁
斗
々
屋
﹂
の
碗
の
法
量
や
器
形

が
朝
鮮
時
代
の
一
六
世
紀
に
用
い
ら
れ
た
碗
と
異
な
る
こ
と
か
ら
︑
日
本
か
ら
の
注
文
茶

碗
で
あ
っ
た
可
能
性
を
指
摘
す
る
︒

　
福
井
県
一
乗
谷
朝
倉
氏
遺
跡
で
は
︑
一
五
七
三
年
︵
天
正
元
︶
の
火
災
層
な
ど
か
ら
多

く
の
朝
鮮
陶
磁
が
出
土
し
て
い
る
︒
な
か
で
も
︑
第
51
次
調
査
の
区
画
15
﹁
医
者
の
家
﹂

で
は
︑瀬
戸
美
濃
茶
入
や
越
前
水
指
な
ど
の
茶
道
具
と
共
に
﹁
斗
々
屋
﹂
が
出
土
し
て
い
る
︒

な
お
︑同
遺
跡
の
西
山
光
照
寺
跡
で
は
﹁
蕎
麦
﹂
が
出
土
し
て
お
り
︑﹁
斗
々
屋
﹂
や
﹁
蕎
麦
﹂

が
一
五
七
〇
年
代
に
は
日
本
で
流
通
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
︒

　
そ
の
後
︑﹁
斗
々
屋
﹂
な
ど
が
本
州
西
部
や
日
本
海
を
中
心
と
し
た
遺
跡
か
ら
出
土
す
る

よ
う
に
な
る
こ
と
か
ら
︑
一
五
七
〇
年
代
以
降
に
高
麗
茶
碗
の
需
要
が
高
ま
る
と
考
え
ら

れ
る
︒
堺
環
濠
都
市
遺
跡
で
も
︑同
時
期
の
遺
構
や
整
地
層
か
ら
﹁
刷
毛
目
﹂
や
﹁
斗
々
屋
﹂

な
ど
が
出
土
す
る
︒

　
ま
た
︑
一
五
八
六
年
︵
天
正
一
四
︶
の
火
災
層
が
認
め
ら
れ
る
大
分
県
中
世
大
友
府
内

町
跡
で
は
︑
朝
鮮
陶
磁
碗
が
建
物
跡
や
寺
の
堀
跡
な
ど
か
ら
多
量
に
出
土
し
て
お
り
︑

一
五
八
〇
年
代
に
な
る
と
高
麗
茶
碗
の
需
要
が
さ
ら
に
高
ま
る
こ
と
が
わ
か
る
︒
一
例
を

あ
げ
る
と
︑
第
12
次
調
査
の
礎
石
建
物
Ｓ
Ｂ
０
１
で
は
︑
火
災
層
か
ら
中
国
製
天
目
や
備

前
水
指
な
ど
の
茶
道
具
と
共
に
﹁
斗
々
屋
﹂
が
出
土
し
た
︒
中
世
大
友
府
内
町
跡
か
ら
出

土
し
た
高
麗
茶
碗
に
は
︑﹁
斗
々
屋
﹂
や
﹁
蕎
麦
﹂︑﹁
刷
毛
目
﹂
の
他
に
︑
注
文
茶
碗
と
考

え
ら
れ
る
﹁
彫ほ
り

三み

島し
ま

﹂
や
︑
粉
青
沙
器
碗
の
高
台
を
研
磨
す
る
こ
と
で
高
さ
を
調
整
し
茶

碗
と
し
て
用
い
た
も
の
が
あ
る
︒

　
一
五
八
〇
～
九
〇
年
代
以
降
に
な
る
と
︑
関
西
各
地
で
朝
鮮
陶
磁
碗
の
出
土
例
が
増
加

す
る
︒
堺
環
濠
都
市
遺
跡
で
も
例
外
で
は
な
く
︑
第
６
５
５
地
点
で
は
︑
蔵
と
考
え
ら
れ

る
建
物
の
中
か
ら
︑
茶
陶
と
共
に
﹁
蕎
麦
﹂
一
点
と
﹁
斗
々
屋
﹂
二
点
が
出
土
し
た
︒

　
こ
の
時
期
は
︑白
磁
の
皿
や
鉢
︑陶
器
の
甕
や
瓶
な
ど
碗
以
外
の
朝
鮮
陶
磁
も
出
土
す
る
︒

当
時
の
茶
の
湯
に
お
い
て
︑朝
鮮
陶
磁
は
茶
碗
だ
け
で
な
く
︑そ
の
際
に
行
わ
れ
る
食
事
や
︑

宴
に
用
い
る
器
に
も
用
い
ら
れ
て
い
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
︒

　

遺
跡
の
出
土
時
期
よ
り
古
い
例
と
な
る
が
︑﹃
天
王
寺
屋
会
記
﹄
の
他
会
記
に
は
︑

一
五
六
七
年
︵
永
録
一
〇
︶
の
記
録
に
︑
天
王
寺
屋
道
叱
が
︑
豊
後
か
ら
持
ち
帰
っ
た
と

考
え
ら
れ
る
高
麗
茶
碗
で
茶
会
を
催
し
た
記
録
が
残
さ
れ
て
い
る
︒
ま
た
自
会
記
で
も
︑

一
五
六
四
年
︵
永
禄
七
︶
か
ら
一
五
七
七
年
︵
天
正
五
︶
の
記
録
に
︑
豊
後
の
客
人
を
招

い
て
堺
で
催
し
た
茶
会
で
高
麗
茶
碗
を
用
い
た
記

録
が
み
ら
れ
る
︒
こ
の
こ
と
か
ら
朝
鮮
陶
磁
の
茶

陶
の
入
手
に
︑
豊
後
の
大
友
氏
も
し
く
は
城
下
の

商
人
が
関
わ
っ
た
可
能
性
が
あ
る
︒

　
そ
の
後
︑
一
五
九
〇
年
代
末
頃
か
ら
一
六
二
〇

年
代
に
か
け
て
︑
日
本
で
は
唐
津
︑
志
野
︑
織
部

を
は
じ
め
と
し
た
様
々
な
種
類
の
陶
器
を
茶
の
湯

の
器
に
取
り
入
れ
て
い
る
︒
こ
れ
に
よ
り
︑
茶
碗

の
産
地
や
外
見
に
多
様
化
が
み
ら
れ
る
︒

　

堺
環
濠
都
市
遺
跡
で
確
認
し
た
火
災
層
の
う

ち
︑
最
も
規
模
が
大
き
い
も
の
は
︑
一
六
一
五
年

︵
慶
長
二
〇
︶
の
大
坂
夏
の
陣
の
前
哨
戦
に
よ
り

堺
の
ほ
ぼ
全
域
が
焼
失
し
た
火
災
に
伴
う
も
の
で

あ
る
︒
こ
の
焼
土
層
で
は
︑
茶
陶
を
は
じ
め
と
す

る
陶
磁
器
や
金
属
製
品
な
ど
が
建
物
に
伴
う
位
置

を
保
っ
た
ま
ま
良
好
な
状
態
で
出
土
す
る
こ
と
が

多
い
︒
な
か
に
は
︑
蔵
や
町
屋
な
ど
の
建
物
跡
の

中
か
ら
朝
鮮
陶
磁
碗
が
茶
陶
と
共
に
出
土
し
た
こ

と
で
︑
高
麗
茶
碗
と
推
定
で
き
る
出
土
例
を
複
数

確
認
し
て
い
る
［
表
１
］︒

　
こ
れ
ら
の
多
く
は
蔵
な
ど
の
遺
構
か
ら
出
土
し

た
が
︑
第
２
６
３
地
点
Ｓ
Ｂ
３
は
︑
会
合
衆
の
会

所(

集
会
や
宴
を
行
う
場)

で
あ
っ
た
可
能
性
が

指
摘
さ
れ
る
大
型
の
礎
石
建
物
に
伴
う
蔵
で
︑
大

量
の
中
国
磁
器
︑
国
産
陶
器
の
茶
道
具
と
共
に
高

麗
茶
碗
が
出
土
し
た
︒
青
磁
碗
︑
色
調
の
異
な
る

﹁
斗
々
屋
﹂二
点
︑﹁
蕎
麦
﹂︑白
磁
碗
と
バ
ラ
エ
テ
ィ

に
富
ん
だ
碗
が
出
土
し
て
お
り
︑
季
節
や
客
に
応

じ
て
茶
道
具
の
揃
え
を
変
え
る
こ
と
が
で
き
る
よ

う
に
︑
複
数
の
高
麗
茶
碗
を
所
有
し
て
い
た
と
考

え
ら
れ
る
︒

　
堺
環
濠
都
市
遺
跡
か
ら
出
土
し
た
﹁
斗
々
屋
﹂︑﹁
蕎
麦
﹂︑﹁
彫
三
島
﹂（
本
書
四
三
頁　
39

―
8
）
は
一
乗
谷
朝
倉
氏
遺
跡
や
中
世
大
友
府
内
町
跡
か
ら
出
土
し
た
碗
と
形
状
等
に
共
通

す
る
点
が
多
く
︑
こ
れ
ら
は
一
六
世
紀
後
半
以
降
に
朝
鮮
か
ら
堺
に
も
た
ら
さ
れ
た
と
考

え
ら
れ
る
︒
一
方
︑
白
磁
碗
は
︑
右
記
二
遺
跡
か
ら
出
土
す
る
碗
と
胎
土
や
形
状
が
異
な

る
こ
と
か
ら
︑
や
や
新
し
い
様
相
を
示
す
可
能
性
が
あ
る
︒

３　
ま
と
め

　
こ
の
よ
う
に
︑
堺
環
濠
都
市
遺
跡
か
ら
出
土
す
る
高
麗
茶
碗
は
︑
そ
の
多
く
が
一
六
世

紀
後
半
に
も
た
ら
さ
れ
堺
の
人
々
に
広
く
受
け
入
れ
ら
れ
た
︒
こ
の
時
期
は
︑
茶
碗
だ
け

で
な
く
鉢
や
皿
な
ど
の
食
器
︑
徳
利
や
片
口
鉢
な
ど
の
酒
器
︑
甕
な
ど
の
容
器
も
朝
鮮
か

ら
堺
へ
も
た
ら
さ
れ
て
い
た
︒
こ
れ
ら
は
堺
で
使
用
す
る
た
め
に
運
ば
れ
た
も
の
だ
け
で

な
く
︑
堺
を
経
由
し
て
国
内
で
販
売
す
る
商
品
も
含
ま
れ
る
こ
と
か
ら
︑
相
当
な
規
模
の

交
易
が
朝
鮮
と
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
想
像
で
き
る
︒

　
﹃
天
王
寺
屋
会
記
﹄
を
み
る
と
︑
津
田
宗
達
の
記
し
た
自
会
記
に
一
五
五
四
年
︵
天
文

二
三
︶の
茶
会
で
高
麗
茶
碗
の
使
用
が
記
さ
れ
て
い
る
︒
以
降
の
記
述
で
︑一
五
六
五
年︵
永

禄
八
︶
ま
で
は
﹁
高
麗
茶
碗
﹂(

茶
会
記
で
は
主
に
﹁
か
う
ら
い
茶
碗
﹂
と
表
記)

や
﹁
上

高
麗
茶
碗
﹂
で
あ
っ
た
も
の
が
︑
翌
年
か
ら
﹁
高
高
麗
茶
碗
﹂︑﹁
平
高
麗
茶
碗
﹂︑﹁
了
雲

高
麗
茶
碗
﹂︑﹁
少
高
麗
茶
碗
﹂
な
ど
︑
茶
碗
の
形
状
や
所
有
者
を
茶
碗
の
名
称
に
付
し
て

記
す
よ
う
に
な
る
︒
ま
た
一
五
八
四
年
︵
天
正
一
二
︶
以
降
は
︑﹁
井
戸
茶
碗
﹂
や
﹁
太
文

高
麗
茶
碗
﹂︑﹁
高
麗
う
ば
茶
碗
﹂﹁
歪
た
る
高
麗
茶
碗
﹂
な
ど
の
名
称
が
新
た
に
記
さ
れ
て

い
る
︒
こ
の
こ
と
は
︑
一
六
世
紀
中
頃
～
後
半
の
時
期
に
堺
の
豪
商
が
使
用
す
る
よ
う
な

貴
重
な
高
麗
茶
碗
が
︑
堺
で
使
わ
れ
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
︒

　
天
正
年
間
は
︑
高
麗
茶
碗
の
普
及
が
急
速
に
進
む
時
期
で
あ
る
こ
と
が
︑
出
土
資
料
か

ら
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
︒
た
だ
し
︑
遺
跡
か
ら
出
土
す
る
朝
鮮
陶
磁
の
茶
碗
は
︑
史

料
に
記
さ
れ
た
﹁
高
麗
茶
碗
﹂
と
必
ず
し
も
一
致
し
な
い
︒
例
え
ば
﹁
井
戸
﹂
や
﹁
粉
引
﹂

な
ど
︑
当
時
の
茶
人
の
評
価
が
高
い
高
麗
茶
碗
は
︑
堺
環
濠
都
市
遺
跡
で
は
︑
当
該
時
期

の
遺
構
や
整
地
層
に
伴
う
出
土
事
例
は
な
く
︑
可
能
性
の
あ
る
破
片
が
確
認
で
き
た
の
み

で
あ
る
（
本
書
四
三
頁　
39
―
5
・
6
）︒

　
当
時
は
︑
高
麗
茶
碗
と
呼
称
す
る
朝
鮮
陶
磁
碗
の
評
価
に
つ
い
て
︑
個
体
ご
と
に
大
き

な
差
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
︒
評
価
の
高
い
碗
は
︑
破
損
し
て
も
修
復
し
て
用
い
ら
れ
︑

ま
た
火
災
に
あ
っ
た
際
に
は
避
難
す
る
優
先
順
位
が
高
い
と
予
想
さ
れ
る
こ
と
か
ら
︑
発

掘
調
査
で
こ
れ
ら
の
存
在
を
確
認
す
る
こ
と
は
難
し
い
︒

　
こ
の
よ
う
に
︑
遺
跡
か
ら
出
土
す
る
朝
鮮
陶
磁
碗
の
大
半
は
︑
名
物
と
呼
ば
れ
る
よ
う

な
特
別
な
も
の
で
は
な
い
︒
こ
れ
ら
が
堺
で
大
量
に
出
土
す
る
こ
と
か
ら
︑
一
六
世
紀
後

半
以
降
︑
相
当
な
量
の
茶
碗
が
朝
鮮
か
ら
堺
に
運
ば
れ
︑
多
く
は
商
品
と
し
て
︑
一
部
は

堺
の
茶
会
で
用
い
た
と
考
え
ら
れ
る
︒
そ
の
背
景
に
は
豪
商
が
持
っ
て
い
た
高
麗
茶
碗
と

同
様
の
茶
碗
を
︑
も
し
く
は
﹁
高
麗
物
﹂
の
道
具
を
所
持
し
た
い
︑
と
い
う
思
い
が
人
々

に
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
︒

　
一
六
世
紀
後
半
か
ら
一
七
世
紀
初
頭
に
か
け
て
︑
こ
れ
ほ
ど
多
く
出
土
し
た
高
麗
茶
碗

は
︑
そ
の
後
出
土
事
例
が
激
減
す
る
︒
堺
環
濠
都
市
遺
跡
も
例
外
で
は
な
く
︑
大
坂
や
江

戸
で
局
所
的
に
出
土
す
る
事
例
は
あ
る
が
︑
こ
れ
ま
で
の
よ
う
に
市
中
を
流
通
す
る
よ
う

な
状
況
は
認
め
ら
れ
な
い
︒

　
一
七
世
紀
に
な
る
と
朝
鮮
と
の
交
易
は
倭
館
を
通
じ
た
も
の
に
限
定
さ
れ
る
︒
そ
の
後
︑

対
馬
藩
が
釜
山
の
倭
館
で
茶
碗
を
生
産
す
る
よ
う
に
な
り
︑
高
麗
茶
碗
の
生
産
や
流
通
方

法
に
大
き
な
変
化
が
生
じ
る
︒
こ
の
よ
う
な
時
代
背
景
も
相
ま
っ
て
︑
高
麗
茶
碗
の
流
通

に
大
き
く
か
か
わ
っ
て
き
た
堺
は
︑
慶
長
二
〇
年
の
火
災
を
契
機
に
そ
の
役
割
を
終
え
た

と
考
え
ら
れ
る
︒

︵
堺
市
文
化
財
課　
学
芸
員
︶

︵
註
1
︶ ﹁
斗
々
屋
﹂
の
多
く
は
﹁
平
斗
々
屋
﹂
と
呼
ぶ
タ
イ
プ
の
も
の
で
あ
る
︒
な
お
︑
出
土
遺
物
の
中
に
は
︑
腰
の

形
状
な
ど
伝
世
の
﹁
斗
々
屋
﹂
や
﹁
蕎
麦
﹂
の
特
徴
と
合
致
し
な
い
も
の
も
あ
る
︒

︹
参
考
文
献
︺

・ ﹃
茶
道
古
典
全
集
﹄
第
七
巻
︵
天
王
寺
屋
会
記　
他
会
記
︶　
淡
交
社　
一
九
五
九
年

・ ﹃
茶
道
古
典
全
集
﹄
第
八
巻
︵
天
王
寺
屋
会
記　
自
会
記
︶　
淡
交
社　
一
九
五
九
年

・ 

片
山
ま
び
﹁
韓
国
陶
磁
史
に
お
け
る
高
麗
茶
碗
﹂﹃
新
た
な
る
江
戸
の
美
意
識　
茶
の
湯
名
碗
﹄
徳
川
美
術
館
・
五
島

美
術
館　
二
〇
〇
六
年

・ 

永
井
正
浩
﹁
堺
環
濠
都
市
遺
跡
出
土
の
朝
鮮
王
朝
陶
磁
器
碗
﹂﹃
堺
市
博
物
館
報
﹄
二
六
号　

堺
市
博
物
館  

二
〇
〇
七
年

出土地点 出土遺構 出土した高麗茶碗の種類と点数 本書図版番号
第 263 地点（堺区甲斐町東 2丁）	 SB3			 青磁 1　斗々屋 2　蕎麦 1　軟質白磁 1	 挿図 2-3
第 39 地点（堺区熊野町西 2丁）	 SB301			 斗々屋 1　蕎麦１	
第 47 地点（堺区甲斐町西 2丁）	 SB04		 斗々屋 1	
第 84 地点（堺区宿院町東 1丁）	 礎石建物	 斗々屋 1	 39-7
第 787 地点	（堺区熊野町東 2丁）	 SS201	 軟質白磁 1	
第 232-7 地点（堺区甲斐町西 2丁）	 塼列建物		 彫三島 1	 39-8
第 929 地点（堺区車之町西 1丁）	 	SB101		 硬質白磁 1	

表１　堺環濠都市遺跡の 1615 年 ( 慶長 20) 被災面から出土した主な高麗茶碗の例
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