
写
真
１　

瓦
鳩
置
物 

金
重
陶
陽
作　
個
人
蔵



写
真
２　

瓦
鳩
置
物 

金
重
陶
陽
作　

瓦
部
胴
の
表
面

写
真
３　

瓦
鳩
置
物 

金
重
陶
陽
作　

瓦
部
内
面



47

は
じ
め
に

　
「
備
前
焼 

瓦
鳩
置
物
」
は
、
近
年
、
岡
山
県
立
博
物
館
（
以
下
、
博
物

館
）
に
寄
託
さ
れ
た
金
重
陶
陽
（
一
八
九
六
〜
一
九
六
七
）
の
作
品
で
あ

る
。
博
物
館
で
は
平
常
展
に
お
い
て
、
細
工
物
と
呼
ば
れ
る
置
物
や
香
炉

な
ど
を
特
集
す
る
と
き
に
展
示
し
た
こ
と
も
あ
る
が
、
所
蔵
者
に
よ
っ
て

大
切
に
保
管
さ
れ
て
い
た
こ
と
も
あ
り
、
展
覧
会
図
録
や
作
品
集
な
ど
で

紹
介
さ
れ
た
こ
と
は
な
か
っ
た
。
備
前
焼
の
細
工
物
と
し
て
優
れ
た
作
品

で
あ
る
と
同
時
に
、
作
者
と
制
作
時
期
、
さ
ら
に
は
発
注
者
と
注
文
理
由

ま
で
わ
か
る
貴
重
な
作
品
で
あ
る
た
め
、
こ
こ
で
紹
介
す
る
。

一　

作
品
に
つ
い
て
（
写
真
１
）

　

計
測
値

　
　

高
さ　
　

二
七
・
一
㎝　
　

　
　

最
大
幅　

三
六
・
三
㎝　

　
　

奥
行　
　

二
〇
・
四
㎝　

　
　

重
さ　
　

二
、七
五
一
ｇ

　
　
　
　

　

箱
書
（
写
真
４
）　

　
　

蓋
表　

備
前
窯
／
瓦
鳩
置
物　
　

　
　

蓋
裏　

昭
和
甲
戌
師
走
／
金
重
陶
陽
作
／
方
印
（
金
重
）（
陶
陽
）

　

所
見

　

軒
丸
瓦
に
二
羽
の
鳩
が
と
ま
る
姿
を
表
し
た
備
前
焼
の
置
物
で
あ
る
。

一
羽
は
瓦
当
の
上
端
に
足
を
掛
け
て
左
を
向
き
、
遠
方
を
眺
め
る
よ
う
に

や
や
顔
を
上
げ
る
（
写
真
５
上
）。
も
う
一
羽
は
玉
縁
の
前
に
と
ま
り
、

首
を
左
に
傾
け
て
ま
っ
す
ぐ
前
方
を
見
つ
め
る
（
写
真
５
下
）。
そ
れ
ぞ

 
備
前
焼 

瓦
鳩
置
物
　
金
重
陶
陽
作

　
―
―
作
者
と
注
文
者
の
関
係
を
知
る
一
事
例
―
―

重
　
根
　
弘
　
和

写真 4 　箱書写真 ５ 　2羽の鳩



48

れ
胴
は
丸
く
ふ
く
ら
ん
だ
た
ま
ご
形
と
な
り
、
包
み
込
む
よ
う
に
羽
を
添

わ
せ
る
（
写
真
６
）。
そ
の
胴
か
ら
は
尾
羽
が
扇
形
に
の
び
る
。
羽
の
部

分
に
は
規
則
正
し
く
線
を
刻
み
、
羽
毛
の
質
感
を
表
現
す
る
（
写
真
７
）。

足
と
爪
に
つ
い
て
は
線
を
刻
む
だ
け
で
は
な
く
、
段
差
を
つ
け
る
こ
と
で

立
体
的
に
表
現
す
る（
写
真
８
）。

　

瓦
当
文
は
桐
文
で
あ
る
（
写

真
９
）。花
の
数
は
中
央
が
五
、

両
横
が
三
と
な
る
、
い
わ
ゆ
る

五
三
の
桐
で
、
羽
柴
秀
吉

（
一
五
三
七
〜
一
五
九
八
）
が
家

紋
に
使
用
し
た
こ
と
で
知
ら
れ

る
。
瓦
の
表
面
は
全
体
を
平
滑
に
仕
上
げ
、
胴
の
外
面
に
は
縦
方
向
、
内

面
に
は
横
方
向
に
撫
で
た
痕
が
筋
状
に
残
る
（
写
真
２
・
３
）。
内
面
の
中

央
付
近
に「
甲
戌
秋
日
／
陶
陽
作
」と
ヘ
ラ
で
刻
ま
れ
て
お
り（
写
真
10
）、

箱
の
墨
書
と
併
せ
て
見
る
と
、
昭
和
九
年
（
一
九
三
四
）
の
秋
に
成
形
が

終
わ
り
、
そ
の
後
に
焼
成
が
行
わ
れ
、
一
二
月
に
完
成
し
た
こ
と
が
わ
か

る
。

写真 6 　たまご形の胴

写真 7 　羽の表現

写真 8 　足の表現

写真 ９ 　瓦当

写真10　内面の文字
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二
羽
の
鳩
と
瓦
は
一
体
と
な
っ
て
お
り
、
箱
に
収
納
す
る
と
き
も
分
割

で
き
な
い
。
そ
れ
ぞ
れ
成
形
し
た
後
、
組
み
合
わ
せ
た
状
態
で
焼
成
さ
れ

て
い
る
。
作
品
の
上
面
に
は
灰
が
降
り
か
か
っ
て
溶
着
し
、
黄
土
色
に
発

色
す
る
。
こ
の
よ
う
に
溶
着
し
た
灰
を
、
地
元
で
は
ゴ
マ
と
呼
ぶ
。
鳩
の

上
面
に
か
か
っ
た
ゴ
マ
は
膜
を
張
る
よ
う
に
広
が
る
の
に
対
し
、
瓦
の
ゴ

マ
は
点
状
に
付
着
す
る
。

　

焼
成
後
、
作
品
の
全
面
に
何
か
を
塗
っ
た
痕
が
あ
る
（
写
真
２
・
３
）。

明
治
時
代
か
ら
昭
和
時
代
初
期
の
備
前
焼
に
は
窯
変
が
な
く
、
茶
色
一
色

の
も
の
が
多
か
っ
た
こ
と
か
ら
、「
は
や
漆
」
と
呼
ば
れ
る
ニ
ス
の
よ
う

な
薬
品
を
よ
く
塗
っ
て
い
た
と
伝
わ
る
（
桂
一
九
七
六
）。
お
そ
ら
く
、

こ
の
作
品
に
も
同
じ
こ
と
が
行
わ
れ
て
い
る
。

二　

金
重
陶
陽

　

明
治
二
九
年
（
一
八
九
六
）、
備
前
焼
窯
元
六
姓
の
一
つ
、
金
重
家
に

陶
陽
は
生
ま
れ
る
。
本
名
は
勇
。
父
は
細
工
物
の
名
工
と
し
て
知
ら
れ
る

槇
三
郎
（
雅
号
「
楳
陽
」）。
五
歳
の
頃
か
ら
や
き
も
の
に
興
味
を
持
ち
、

土
い
じ
り
を
は
じ
め
る
。
一
四
歳
の
と
き
に
伊
部
尋
常
高
等
小
学
校
高
等

科
を
卒
業
し
、
父
楳
楊
に
つ
い
て
作
陶
を
は
じ
め
る
。
二
二
歳
の
頃
か
ら

「
陶
陽
」
の
号
を
用
い
る
よ
う
に
な
っ
た
。

　

細
工
物
を
得
意
と
す
る
「
で
こ
師
」
で
あ
っ
た
陶
陽
だ
が
、
三
六
歳
に

な
る
昭
和
七
年
（
一
九
三
二
）
頃
か
ら
本
格
的
に
ロ
ク
ロ
を
使
用
し
、
制

作
の
中
心
を
細
工
物
か
ら
茶
道
具
へ
と
移
す
。
陶
陽
が
茶
道
具
に
注
目
し

た
理
由
に
つ
い
て
は
、
時
代
背
景
の
ほ
か
、
自
身
が
茶
道
を
習
い
始
め
た
、

細
工
物
よ
り
も
効
率
良
く
収
入
が
得
ら
れ
る
作
品
を
作
り
た
か
っ
た
な

ど
、
様
々
な
要
因
が
あ
っ
た
と
伝
え
ら
れ
る
。
以
後
、
川
喜
田
半
泥
子
、

荒
川
豊
蔵
、
一
三
代
三
輪
休
雪
、
北
大
路
魯
山
人
、
イ
サ
ム
・
ノ
グ
チ
ら

と
交
流
し
、
数
々
の
作
品
を
発
表
す
る
。
そ
し
て
、
昭
和
三
一
年

（
一
九
五
六
）、
六
〇
歳
の
と
き
、
備
前
焼
の
技
術
に
よ
り
重
要
無
形
文
化

財
技
術
保
持
者
に
認
定
さ
れ
る
（
岡
山
県
立
美
術
館
一
九
九
六
）。
昭
和

時
代
前
期
ま
で
不
況
に
あ
え
い
で
い
た
備
前
焼
に
興
隆
を
も
た
ら
し
た
功

績
は
大
き
い
と
さ
れ
、
備
前
焼
中
興
の
祖
と
も
呼
ば
れ
る
。

三　

制
作
の
経
緯

　

備
前
市
浦
伊
部
の
来
住
家
当
主
が
、
当
時
親
し
く
し
て
い
た
金
重
陶
陽

に
備
前
焼
を
注
文
す
る
と
き
、
瀬
戸
内
市
牛
窓
町
の
親
戚
に
、
ど
う
い
っ

た
も
の
が
欲
し
い
か
を
尋
ね
た
。
そ
の
親
戚
が
、
自
分
が
来
住
家
か
ら
嫁

い
だ
こ
と
を
示
す
も
の
が
欲
し
い
と
答
え
た
と
こ
ろ
、
こ
の
作
品
が
制
作

さ
れ
た
。

　

天
正
一
〇
年
（
一
五
八
二
）、
当
時
の
来
住
家
当
主
、
法
悦
（
〜

一
六
〇
九
）
は
、毛
利
氏
を
攻
め
る
た
め
兵
を
率
い
て
き
た
羽
柴
秀
吉
を
、

浦
伊
部
の
自
宅
へ
と
招
く
約
束
を
す
る
。
法
悦
が
秀
吉
を
応
対
す
る
客
殿

と
門
を
新
築
し
、
接
待
の
準
備
を
進
め
て
い
た
と
こ
ろ
、
明
智
光
秀
（
〜

一
五
八
二
）
が
織
田
信
長
（
一
五
三
四
〜
一
五
八
二
）
を
討
つ
と
い
う
本

能
寺
の
変
が
起
こ
る
。
結
果
、
秀
吉
は
来
住
家
に
立
ち
寄
る
こ
と
な
く
、

急
ぎ
京
都
ま
で
戻
る
こ
と
に
な
る
が
、
そ
の
と
き
に
新
築
し
た
門
は
後
に

太
閤
門
と
称
さ
れ
、
現
代
ま
で
伝
わ
る
。
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瓦
当
に
刻
ま
れ
た
五
三
の
桐
は
、
こ
の
伝
承
に
基
づ
く
。
陶
陽
は
秀
吉

の
家
紋
を
刻
む
こ
と
で
、
来
住
家
ゆ
か
り
の
作
品
で
あ
る
こ
と
を
示
し
、

注
文
者
の
希
望
に
応
え
た
。

　

な
お
、
門
に
つ
い
て
は
、「
伝
太
閤
門
跡
」
と
し
て
、
平
成
六
年
（
一
九

九
四
）
に
備
前
市
の
指
定
史
跡
と
な
る
。

　

陶
陽
が
制
作
し
た
瓦
鳩
の
置
物
は
、
こ
の
他
に
も
い
く
つ
か
知
ら
れ
る

が
、
鳩
は
一
羽
の
も
の
が
多
く
、
二
羽
の
も
の
は
珍
し
い
。
本
作
は
結
婚

の
お
祝
い
と
し
て
制
作
さ
れ
た
と
伝
わ
る
た
め
、
瓦
で
羽
を
休
め
る
二
羽

の
鳩
は
、
夫
婦
の
姿
を
表
し
て
い
る
可
能
性
が
あ
る
。

　

陶
陽
自
身
は
こ
の
作
品
に
つ
い
て
、「
快
心
の
出
来
」
と
語
っ
た
と
伝

わ
る
。

お
わ
り
に

　

制
作
の
経
緯
は
、
所
蔵
者
か
ら
の
聞
き
取
り
に
基
づ
く
。
そ
の
内
容
か

ら
判
断
す
る
限
り
、「
瓦
鳩
置
物
」
は
特
別
な
注
文
品
と
言
え
る
。
注
文

者
は
家
族
の
結
婚
祝
を
作
ろ
う
と
考
え
た
。
同
時
に
、
経
済
的
に
厳
し
い

状
況
に
あ
る
親
し
い
作
家
を
支
援
し
た
い
と
い
う
意
図
も
あ
っ
た
か
も
し

れ
な
い
。
こ
の
作
品
が
制
作
さ
れ
た
昭
和
時
代
初
期
は
、
備
前
焼
を
求
め

る
人
は
少
な
く
な
っ
て
お
り
、作
家
は
非
常
に
苦
労
し
て
い
た
と
伝
わ
る
。

そ
う
し
た
環
境
の
中
、
注
文
を
受
け
た
作
者
は
自
分
の
作
風
を
活
か
し
た

上
で
、
注
文
者
の
希
望
を
満
た
す
作
品
を
作
っ
た
。
そ
し
て
、
作
品
は
現

在
ま
で
大
切
に
伝
え
ら
れ
て
き
た
。

　

後
に
ま
で
大
切
に
伝
え
ら
れ
る
作
品
は
、
注
文
者
の
希
望
に
沿
っ
て
制

作
さ
れ
た
稀
少
品
が
多
い
が
、
大
量
生
産
品
か
ら
選
ば
れ
て
い
る
場
合
も

あ
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
そ
れ
を
良
い
と
思
う
価
値
観
を
共
有
す
る
人

が
後
に
続
か
な
け
れ
ば
、
伝
え
ら
れ
る
こ
と
は
な
い
。
価
値
観
を
共
有
す

る
た
め
に
は
、
作
品
に
ま
つ
わ
る
情
報
も
非
常
に
重
要
と
な
る
。
そ
の
よ

う
に
考
え
、
こ
こ
で
は
、
作
品
を
収
め
る
箱
の
墨
書
を
含
め
、
制
作
の
経

緯
や
注
文
者
の
意
図
、
そ
し
て
、
注
文
を
受
け
て
制
作
し
た
作
者
、
さ
ら

に
は
当
時
の
社
会
状
況
ま
で
紹
介
し
た
。

　

作
品
を
鑑
賞
す
る
と
き
、
な
る
べ
く
先
入
観
な
く
作
品
と
向
き
合
う
ほ

う
が
望
ま
し
い
と
思
う
が
、
そ
れ
は
難
し
い
こ
と
で
も
あ
る
。
作
品
と
出

会
う
前
に
ど
う
し
て
も
何
ら
か
の
情
報
は
得
て
し
ま
う
。
ど
ん
な
箱
に

入
っ
て
い
る
か
を
知
る
だ
け
で
も
印
象
は
変
わ
る
だ
ろ
う
し
、
誰
が
見
せ

て
く
れ
た
も
の
か
、
ど
こ
に
置
い
て
あ
る
の
か
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
も

作
品
の
見
え
方
は
異
な
る
。
そ
れ
ま
で
の
経
験
か
ら
受
け
る
影
響
も
大
き

い
。
自
身
が
ど
の
よ
う
な
情
報
に
影
響
を
受
け
て
い
る
か
を
明
示
し
て
お

く
こ
と
も
重
要
で
あ
る
。

　

作
品
の
所
蔵
者
お
よ
び
関
係
者
の
ご
高
配
に
よ
り
、
貴
重
な
作
品
の
調
査

を
行
う
機
会
に
恵
ま
れ
ま
し
た
。成
果
を
本
稿
に
ま
と
め
る
に
あ
た
っ
て
は
、

多
く
の
方
の
援
助
を
受
け
ま
し
た
。
文
末
で
は
あ
り
ま
す
が
、
こ
の
場
を
お

か
り
し
て
、
ご
協
力
い
た
だ
い
た
み
な
さ
ま
に
、
お
礼
申
し
あ
げ
ま
す
。
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