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磁
印
じ
い
ん
、 

陶  

印 

と
う
い
ん

取
り
混
ぜ
六
顆
を
ご
紹
介
す
る
。

　
中
国
の
青
磁
と
染
付
、
朝
鮮
の
高
麗
青
磁
、
日
本
の
古
瀬
戸
、
こ
の
中
、
中
国
と
朝
鮮
は
す
で
に
お
馴

染
み
か
も
知
れ
な
い
が
、
古
瀬
戸
の
陶
印
に
至
っ
て
は
珍
と
す
る
人
が
あ
ろ
う
。

　
私
に
篆
刻
の
研
究
及
び
心
得
が
あ
る
と
い
う
理
由
で
、
大
き
な
顔
し
て
批
判
す
る
の
で
は
な
い
が
、
私

の
観
る
と
こ
ろ
、
こ
の
中
日
本
製
印
が
一
番
芸
術
的
に
優
れ
て
い
る
と
思
う
。
固もと
よ
り
印
材
も
篆
刻
も
共

に
だ
。
毎
度
い
う
こ
と
だ
が
、
中
国
や
朝
鮮
は
そ
れ
が
な
ん
で
あ
ろ
う
と
内
容
が
乏
し
い
。
そ
の
代
り
容

貌
風
采
が
立
派
だ
。
大
概
な
人
は
、
こ
の
容
貌
風
采
に
魅
せ
ら
れ
て
先
ず
参
っ
て
し
ま
う
。
彼
の 

物 

徂 

ぶ
つ
そ
ら

徠 い
ほ
ど
の
人
間
で
さ
え
、
中
国
風
に
は
兜
を
脱
い
で
そ
の
容
貌
風
采
に
全
く
惚
れ
き
っ
て
し
ま
っ
た
く

ら
い
だ
か
ら
、
大
概
な
人
間
が
一
応
は
チ
ャ
ー
ム
さ
れ
る
の
も
決
し
て
無
理
は
な
い
が
、
そ
れ
に
し
て
も

今
日
ま
で
に
は
ず
い
ぶ
ん
と
体
験
も
積
ん
だ
こ
と
だ
か
ら
、
今
後
は
チ
ト
心
し
て
自
覚
す
べ
き
で
は
な
い

か
。
幸
い
こ
の
頃
、
日
本
ば
や
り
の
際
で
も
あ
る
か
ら
…
…
。

　
私
は
い
つ
も
い
う
が
、
中
国
や
朝
鮮
は
芝
居
の
馬
鹿
殿
様
み
た
い
な
も
の
で
、
そ
の
出
で
立
ち
が
立
派

な
の
み
で
、
肝
心
の
内
容
は
て
ん
で
空
虚
な
の
だ
か
ら
…
…
、
こ
ち
ら
が
相
当
な
人
間
で
あ
る
限
り
、
膝

を
交
え
て
永
く
親
し
み
、
か
つ
、
敬
す
る
わ
け
に
は
ゆ
か
な
い
の
だ
。
こ
ち
ら
の
眼
が
真
に
日
本
美
術
を
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認
識
す
る
に
及
ん
で
は
、
義
理
に
も
、
も
は
や
中
国
、
朝
鮮
と
一
緒
に
交
遊
す
る
わ
け
に
は
ゆ
か
な
く
な

る
。
陶
器
な
ど
内
容
的
に
殊
に
物
足
り
な
い
か
ら
だ
。

　
書
で
も
、
画
で
も
、
彫
刻
で
も
、
そ
の
他
な
ん
で
あ
ろ
う
と
、
日
本
の
如
く
内
容
の
力
、
す
な
わ
ち
、

国
民
性
的
人
格
、
そ
れ
に
具
わ
る
幽
雅
に
し
て
含
蓄
有
る
美
し
さ
を
も
っ
た
も
の
は
、
中
国
に
も
朝
鮮
に

も
な
い
。
陶
磁
器
に
お
い
て
も
勿
論
ご
多
分
に
洩
れ
な
い
。
日
本
の
物
は
、
ち
ょ
っ
と
見
が
華
々
し
く
な

い
が
、
長
く
玩
味
す
る
に
及
ん
で
達
人
の
味
が
出
て
来
る
。

　
私
は
か
つ
て
書
道
に
没
頭
し
た
こ
と
も
あ
る
が
、
最
初
は
世
間
並
に
中
国
に
非
ず
ん
ば
夜
も
日
も
明
け

な
い
時
が
あ
っ
た
。
そ
れ
が
段
々
深
入
り
し
て
か
ら
六
朝
、
隋
、
唐
な
ど
は
先
ず
良
し
と
し
て
、
そ
の
後

の
書
と
い
う
も
の
、
実
は
風
采
ば
か
り
な
の
だ
と
い
う
こ
と
に
気
が
つ
い
た
。
か
く
し
て
日
本
の
上
代
書

に
眼
が
開
き
、
日
本
の
高
僧
偉
傑
の
墨
蹟
に
親
し
み
を
覚
え
、
惹
き
つ
け
ら
れ
る
時
は
、
も
は
や
明
代
あ

た
り
の
書
は
物
の
数
で
な
く
な
っ
て
、
自
然
敬
遠
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
た
。
こ
う
な
っ
て
来
る
と
、
形

や
様
式
の
美
は
全
く
芝
居
の
お
殿
様
で
あ
る
こ
と
が
次
第
に
判
っ
て
来
る
。
そ
う
い
え
ば
、
な
る
ほ
ど
名

君
と
い
わ
れ
る
に
は
、
人
間
と
し
て
内
容
の
優
れ
た
も
の
が
入
用
な
は
ず
だ
。
書
に
お
い
て
も
そ
の
通
り
、

な
ん
だ
っ
て
そ
の
通
り
。
こ
の
場
合
、
万
法
帰
一
を
い
く
ら
振
り
廻
し
て
も
よ
い
。

　
こ
こ
に
掲
げ
た
陶
磁
印
の
見
方
も
、
そ
の
大
義
は
少
し
も
変
る
も
の
で
は
な
い
。
篆
刻
な
ど
も
中
国
か
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ぶ
れ
の
病
的
時
代
は
、
篆
刻
は
中
国
に
見
る
の
み
と
安
心
し
て
い
る
が
、
い
ず
く
ん
ぞ
は
か
ら
ん
、
日
本

上
代
の
御
璽
ぎ
ょ
じ
や
、
名
刹
に
見
る
い
わ
ゆ
る
大
和
古
印
な
る
も
の
は
、
彼
の
秦
漢
銅
印
な
ど
到
底
及
ば
ざ
る

気
品
と
風
貌
と
を
具
え
て
凜
然
た
る
も
の
が
あ
る
。

　
中
国
に
見
る
べ
き
篆
印
は
、
秦
、
漢
、
魏
、
六
朝
の
時
代
で
あ
る
。

　
明
代
や
清
朝
に
な
っ
て
は
、
書
画
篆
刻
な
に
も
か
も
無
精
神
の
骸
む
く
ろに
成
り
了
っ
た
。
い
わ
ば
マ
ネ
キ
ン

に
イ
ン
チ
キ
衣
裳
着
せ
た
よ
う
な
も
の
だ
。
そ
の
中
で
も
二
、
三
名
を
成
す
者
も
な
い
で
は
な
い
が
、
そ

れ
は
鳥
な
き
里
の
蝙
蝠
に
過
ぎ
な
い
。

　
こ
ん
な
こ
と
な
ど
是
非
と
も
識
っ
て
お
か
ね
ば
な
ら
ぬ
の
は
今
の
日
本
画
家
で
あ
る
は
ず
だ
が
、
遺
憾

な
が
ら
、
今
の
日
本
画
家
中
、
篆
刻
の
鑑
識
、
同
時
に
捺
印
意
義
を
解
す
る
者
幾
人
あ
り
や
と
、
指
を
折

っ
て
見
て
も
、
失
敬
だ
が
一
人
も
出
て
こ
な
い
。
画
家
と
い
う
画
家
み
な
が
み
な
無
我
夢
中
で
、
わ
け
も

な
く
習
慣
の
跡
を
追
っ
て
、
画
面
に
理
由
な
く
捺
印
し
て
い
る
ま
で
だ
。
し
か
も
、
そ
の
印
の
捺
し
方
さ

え
な
ん
ら
知
る
と
こ
ろ
が
な
い
。
定
木
を
当
て
て
捺
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
安
心
し
て
い
る
よ
う
な
の
が
多

い
。
現
今
の
画
人
中
特
に
優
れ
た
天
分
を
有
す
る
古
径
こ
け
い
、 
靫  

彦 
ゆ
き
ひ
こ

の
両
君
で
さ
え
、
篆
刻
の
鑑
賞
と
捺
印

の
概
念
を
欠
い
て
い
る
。
だ
か
ら
捺
さ
れ
た
印
は
目
障
り
で
あ
り
、
従
っ
て
捺
印
上
の
意
義
を
判
然
し
な

い
う
ら
み
が
あ
る
。
况
い
わ
んや
そ
の
他
の
画
家
た
ち
に
至
っ
て
は
、
遺
憾
な
が
ら
印
を
解
す
る
者
が
、
一
人
も
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な
い
と
い
う
憐
れ
な
現
状
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
肝
心
の
画
業
さ
え
芸
術
上
か
ら
観
る
こ
と
を
失
っ
て
し

ま
っ
て
、
中
国
の
書
画
じ
ゃ
な
い
が
、
風
采
出
で
立
ち
の
形
式
美
を
整
え
る
の
み
に
専
念
没
頭
す
る
以
外
、

画
能
皆
無
の
有
様
で
あ
る
か
ら
、
捺
印
に
ま
で
論
を
及
ぼ
す
こ
と
は
チ
ト
無
理
だ
と
い
う
の
が
本
当
だ
。

し
か
し
、
一
旦
分
れ
ば
み
な
一
緒
に
ど
っ
と
判
る
は
ず
だ
か
ら
、
現
代
画
家
た
る
者
、
単
な
る
一
つ
の
印

と
い
え
ど
も
、
無
我
夢
中
の
鈍
感
境
か
ら
釈
然
目
覚
め
ん
こ
と
に
こ
れ
努
め
て
、
な
に
ご
と
に
も
真
個
意

義
あ
る
精
神
行
為
に
進
ん
で
欲
し
い
も
の
だ
。
そ
れ
は
直
ち
に
画
の
上
の
肥
料
と
な
っ
て
、
死
画
を
活
画

に
更
新
さ
す
秘
術
で
も
あ
る
か
ら
だ
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
昭
和
十
年
）
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