
IV 

両
大
戦
簡
と
そ
れ
以
後
の
文
学
・
芸
術

1 註

彼
の
日
記
は
、
発
行
年
、
発
行
者
と
も
不
明
で
私
家
版
か
と
想
定
さ
れ

る
長
尾
空
々
(
一
平
)
『
旅
』
と
し
て
ま
と
め
ら
れ
、
そ
れ
は
、
大
正

新
興
美
術
運
動
の
重
要
な
舞
台
と
な
っ
た
日
比
谷
美
術
館
を
運
営
し
た

佐
藤
久
二
の
資
料
中
に
残
さ
れ
て
い
る
。

木
下
杢
太
郎
日
記
第
二
巻
、
岩
波
書
泊
、
一
九
八

O
年。

榔
沢
健
、
藤
田
腕
治
、
同
鹿
之
助
『
出
監
の
者
一
と
夜
へ
世
界
の
日
本
社
、

…
九
四
九
年
三
月
。

高
階
秀
爾
「
十
九
位
紀
後
半
の
フ
ラ
ン
ス
の
美
術
教
育

i
i
国
立

美
術
学
校
と
私
立
踊
塾
」
(
『
没
後
五

O
年
鹿
子
木
孟
郎
援
』
関
録
、

一
九
九

O
年
三
月
、
三
重
県
立
美
簡
館
。

今
橋
映
子
『
異
都
憧
回
以
日
本
人
の
パ
リ
ヘ
一
九
九
一
二
年
、
柏
書
房
)
。

五
十
嵐
久
雄
「
ア
カ
デ
ミ
ー
・
ジ
ュ
リ
ア
ン
に
学
ぶ
、
日
本
人
留
学
生

の
記
録
か
ら
」
(
吋
砕
山
美
術
朗
報
第
十
一
号
』
、
一
九
九

O
年
、
硫
山

美
術
館
)
。

拙
稿
「
児
島
虎
次
郎
の
サ
ロ
ン
・
ナ
シ
ョ
ナ
ル
と
帝
展
へ
の
出
品
作
と

紙
製
張
子
額
」
(
可
児
島
虎
次
郎
1

1

銀
製
張
子
額
の
謎
に
せ
ま
る
』
展

圏
録
、
加
計
美
術
館
、
二

O
O八
年
)
。

「
ア
ン
ド
レ
・
ロ
オ
ト
氏
と
ロ
ジ
ェ
・
ビ
ュ
シ
エ
ー
ル
氏
」
(
『
中
央
美

術
九
巻
七
口
ど
、
一
九
二
三
年
)
。

拙
稿
「
一
九
三

0
年
代
パ
リ
の
日
本
人
画
家
外
出
卯
三
郎
と
フ
ォ
ー

ヴ
ィ
ス
ム
」
(
『
一
九
二

0
年
代
パ
リ
の
日
本
人
両
家
』
展
国
録
、
問
問
山

県
立
美
術
館
、
一
九
九
四
年
)
。

『
薩
摩
治
郎
八
と
巴
里
の
日
本
人
画
家
た
ち
』
図
録
(
徳
島
県
立
近
代

美
術
館
他
、
一
九
九
八
年
)
。

拙
稿
「
背
後
に
人
間
が
い
る
こ
と

l
i
土
方
定
一
史
観
・
大
原
コ
レ
ク

シ
ョ
ン
・
そ
し
て
、
に
つ
い
て
の
素
描
」
(
『
和
製
油
画
1

1

創
造
の
軌

跡
』
展
悶
録
、
大
原
美
術
館
、
-
一

O
O一二年)。
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両
大
戦
隠
と
そ
れ
以
後
の
文
学
・
芸
術

西
欧
モ
デ
ル
ニ
テ
に
対
峠
す
る
日
本
の
伝
統
工
襲

ー
ー
ア
ン
リ
・
フ
ォ
シ
ヨ
ン
両
大
戦
間
期
の
考
察
を
導
き
に

稲
畑
貝
繁
美

一
九
七
九
年
か
ら
翌
年
に
か
け
、
『
浮
世
絵
と
印
象
派
の
画
家
た
ち
展
』
が
東
京
、
大
阪
、
福
岡
で
開
催
さ
れ
た
。
爾
来

三
O
年
を
経
過
し
た
。
こ
の
間
、
呂
仏
の
塞
術
交
流
に
関
す
る
研
究
も
長
足
の
進
歩
を
遂
げ
た
。
も
は
や
浮
世
絵
も
印
象
派
の

画
家
た
ち
も
、
今
日
の
若
い
研
究
者
た
ち
の
関
心
の
焦
点
で
は
な
く
な
っ
た
。

い
ま
や
我
々
は
、
印
象
派
を
よ
り
詳

一
方
で
、

細
か
つ
よ
り
広
い
文
化
的
な
地
形
図
の
な
か
に
、
釣
り
合
い
よ
く
位
置
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
ア
カ
デ
ミ
ー
の
画
家
や
中
霜

派
の
画
家
た
ち
に
も
、
印
象
派
に
劣
ら
ず
日
本
趣
味
へ
の
関
心
を
跡
付
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
他
方
、
青
銅
器
や
陶
磁
器
、
漆

襲
か
ら
七
宝
さ
ら
に
は
象
牙
の
根
付
か
ら
万
剣
に
い
た
る
分
野
も
、
欧
米
の
愛
好
家
の
興
味
を
惹
い
た
こ
と
は
、

9
3
 

な
し
。

い
う
ま
で
も

そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
う
し
た
領
域
が
こ
れ
ま
で
必
ず
し
も
十
分
に
は
踏
査
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
の
は
、
な
ぜ
だ
ろ
う

か
。
こ
う
し
た
領
域
は
東
洋
学
者
の
点
有
物
な
の
だ
ろ
う
か
。
な
ぜ
美
術
史
の
本
流
は
、
そ
れ
が
当
然
で
も
あ
る
か
の
よ
う
に
、

も
っ
ぱ
ら
絵
画
作
品
ば
か
り
を
取
り
上
げ
て
、
浮
世
絵
と
の
関
係
に
の
み
囚
わ
れ
て
き
た
の
か
。
そ
の
外
に
広
が
る
広
大
な
領

域
の
専
門
家
と
は
、
な
ぜ
没
交
渉
だ
っ
た
の
か
。
む
し
ろ
脱
領
域
の
共
同
研
究
を
進
め
、
恥
ず
べ
き
無
知
や
議
論
の
余
地
を
残

稲
畑
貝
繁
美

西
欧
モ
デ
ル
ニ
テ
に
対
崎
す
る
日
本
の
伝
統
工
墾
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IV 

両
大
戦
間
と
そ
れ
以
後
の
文
学
・
芸
術

す
欠
落
を
補
う
べ
き
で
は
な
い
の
だ
ろ
う
か
。
さ
ら
に
、
美
術
史
と
い
う
学
術
部
門
の
あ
り
か
た
そ
の
も
の
に
深
く
根
ざ
し
た
、

こ
の
よ
う
な
方
法
論
的
吉
日
さ
に
、
し
か
る
べ
き
手
当
て
を
施
す
べ
き
と
き
を
迎
え
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

へ
の
関
心
が
た
か

ま
っ
て
い
る
。
二

O
O七
年
に
は
、
『
現
代
日
本
の
美
の
怯
耐
え
』
が
昨
年
、
大
英
博
物
館
の
中
庭
二
階
の
特
設
会
場
で
、
ま
た

『
陶
磁
・
日
本
陶
磁
の
前
衛
と
伝
統
』
が
セ
!
ヴ
ル
陶
磁
美
術
館
で
開
催
さ
れ
、
ま
た
、
本
来
美
術
の
始
原
を
潤
い
直
す
こ
と

の
展
覧
会
を
二

O
O八
年
秋
か
ら
開
催
し
て
い
る
。
か
つ
て
は
絵
画
と
彫

こ
の
よ
う
な
、
学
術
研
究
に
お
け
る
重
心
の
移
動
と
見
合
う
よ
う
に
、
昨
今
の
欧
米
で
は
、

B
本
の

を
使
命
と
す
る
ケ
・
プ
ラ
ン
リ
!
美
術
館
は
、

刻
が
工
襲
に
た
い
し
て
、
絶
対
的
と
い
っ
て
よ
い
優
位
を
誇
っ
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
大
襲
術
が
他
の
分
野
、

と
り
わ
け
小
襲
術

と
か
応
用
襲
術
な
ど
と
呼
ば
れ
た
領
域
に
対
し
て
主
張
し
て
き
た
優
越
は
、
二

世
紀
の
は
じ
め
に
は
根
底
か
ら
揺
さ
ぶ
ら
れ

ょ
う
と
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
美
的
判
斯
の
展
開
の
起
源
を
探
る
と
な
る
と
、
こ
こ
一
五

O
年
ほ
ど
の
、

フ
ラ
ン
ス
と
日
本
と

の
襲
術
的
な
交
流
を
批
判
的
に
回
顧
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
以
下
、

し
て
一
八
六
二
年
か
ら
一
九

O
O年
に

相
限
定
し
て
、
予
備
的
な
考
察
を
め
ぐ
ら
し
て
み
た
い
。

ー
一
掬
磁
器
ジ
ヤ
ボ
ニ
ス
ム
の
は
じ
ま
り

一
八
六
二
年
ロ
ン
ド
ン
で
万
国
博
覧
会
が
開
催
さ
れ
る
。
日
本
と
欧
米
主
要
国
と
の
あ
い
だ
の
修
好
条
約
締
結
か
ら
わ
ず
か

四
年
後
の
こ
と
だ
っ
た
。
こ
の
お
り
、
最
初
の
駐
日
英
国
総
領
事
だ
っ
た
ラ
ザ
フ
ォ
ー
ド
・
オ
!
ル
コ
ッ
ク
が
、
そ
の
個
人
収

集
を
展
示
し
て
い
る
。

お
り
か
ら
英
部
に
滞
在
し
て
い
た
幕
府
の
遣
欧
使
節
が
こ
れ
を
自
に
し
て
い
る
。
淵
辺
徳
三
の
日
記
に

「
全
く
の
骨
董
品
の
ご
と
く
雑
呉
を
集
め
し
な
れ
ば
見
る
に
耐
え
ず
」

と
の
慨
嘆
が
み
え
る
。
祖
国
の
精
髄
な
ら
ざ
る
口
聞
が

lま異
国
の
公
衆
の
目
に
晒
さ
れ
る
こ
と
に
恥
辱
を
感
じ
る
。
裏
返
せ
ば
そ
こ
に
は
、
祖
国
の
構
髄
を
こ
そ
陳
列
し
て
、
海
外
列
強

と
の
審
美
的
・
蕗
業
的
な
競
争
に
伍
せ
ず
ん
ば
面
白
が
立
た
ぬ
、

と
す
る
意
識
が
芽
生
え
て
い
る
。
外
か
ら
の
眼
差
し
に
気
付

い
た
日
本
人
の
張
差
し
が
記
録
に
留
め
ら
れ
た
と
い
う
意
味
で
、
こ
こ
に
は
貴
重
な
開
眼
の
記
録
が
あ
る
。

当
時
、

日
本
の
陶
磁
器
は
清
の
康
照
・
乾
隆
帝
時
代
を
最
高
峰
と
す
る
景
徳
鎮
な
ど
の
呉
須
の
絵
付
け
と
、
ま
だ
明
確
に
区

一
八
世
紀
以
来
、
伊
万
里
を
似
せ
た
景
徳
鎮
が
出
回
る
一
方
、
景
徳
鎮
を
模
倣
し
た
右
田
が

別
さ
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。

オ
ラ
ン
ダ
東
イ
ン
ド
会
社
経
由
で
欧
州
に
輸
出
さ
れ
て
き
た
。

ホ
ィ
ス
ラ
!
の
《
紫
と
蓄
額
色
》
(
一
八
六
四
年
)
lま

「
J

山
心
的
口
一
品
日

下
相
同
町
ズ
H

の
称
号
を
持
つ
大
壷
が
置
か
れ
て
お
り
、
姫
君
の

服
装
と
も
ど
も
、
中
国
と
も
日
本
と
も
つ
か
な
い
東
洋
趣
味
を
酸
し
て
い
る
。
だ
が
こ
の
頃
か
ら
日
本
に
関
す
る
知
識
は
急

と
も
呼
ば
れ
る
が
、

そ
の
足
元
に
は
「
大
清
康
照
年
製
」

の
国
の
姫
君
」

速
に
具
体
化
す
る
。
こ
れ
は
池
上
志
治
が
は
や
一
一
一

O
年
前
に
立
証
し
た
こ
と
だ
が
、
水
戸
徳
川
家
が
蔵
す
る
《
徳
川
昭
武
の

肖
像
》
は
、
。
ハ
リ
で
ジ
ェ
イ
ム
ズ
・
テ
ィ
ソ
に
よ
り
鰐
作
さ
れ
た
作
品
だ
っ
た
。
幕
府
の
将
軍
・

の
名
代
と
し
て
昭
武

一
八
六
七
年
の
パ
リ
万
国
博
に
参
加
し
た
の
み
な
ら
ず
、
西
洋
画
法
を
も
学
ん
だ
が
、
そ
の
「
図
面
教
師
チ
ソ
ウ
」
と

は
、
も
っ
と
も
初
期
の
日
本
趣
味
を
代
表
す
る
油
絵
画
家
だ
っ
た
。
こ
れ
に
数
年
先
立
つ
一
八
六
三
年
に
は
フ
ァ
ン
タ
ン
リ
ラ

はト
ゥ
!
ル
が
《
ウ
ジ
ェ

1
ヌ
・
ド
ラ
ク
ロ
ワ
礼
賛
》
を
発
表
し
た
が
、

そ
の
後
瞬
く
聞
に
日
本
美
術
の
洗
礼
を
受
け
る
。

そ
の
右
翼
で
詩
人
ボ
!
ド
レ
ー
ル
の
周
囲
に
集
う
若
き

襲
術
家
た
ち
は
、

エ
ド
ゥ
ア
ー
ル
・
マ
ネ
は
北
斎
の
『
漫
画
』
か
ら
模
写
を

そ
の
な
か
の
コ
ウ
ホ
ネ
の
絵
は
フ
エ
リ
ッ
ク
ス
・
ブ
ラ
ッ
ク
モ
ン
も
、
自
ら
の
発
案
に
な
る
食
器
セ
ッ
ト
、

セ
ル
ヴ
ィ
ス
・
ル
ソ
!
の
絵
柄
の
ひ
と
つ
に
選
ん
で
い
る
。
こ
の
食
器
セ
ッ
ト
に
は
矯
や
伊
勢
海
老
な
ど
の
絵
柄
も
知
ら
れ
る

が
、
そ
れ
ら
が
北
斎
派
や
広
重
の
ど
の
よ
う
な
作
品
か
ら
原
画
を
借
用
し
た
か
も
、
今
日
で
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。

美
術
批
評
家
の
エ
ル
ネ
ス
ト
・
シ
ェ
ノ
!
は
一
八
六
八
年
以
来
「
非
対
称
」
と
い
う
概
念
を
発
案
し
て
、
こ
れ
を
頼
り
に
、

中
国
の
よ
う
な
左
右
相
称
と
対
句
と
を
重
視
す
る
美
学
と
は
好
対
照
を
な
す
日
本
美
学
の
特
質
を
摘
出
し
た
。
と
は
い
え
、
陶

磁
研
究
家
の
ロ

1
ラ
ン
・
ダ
ル
ピ
ス
も
指
摘
す
る
よ
う
に
、
食
器
皿
の
輪
郭
や
同
心
円
を
無
視
し
て
、
絵
柄
を
皿
の
な
か
に
自

在
に
投
げ
込
ん
だ
よ
う
な
、
囚
わ
れ
な
い
配
置
そ
の
も
の
は
、
日
本
の
源
泉
に
内
在
す
る
と
い
う
よ
り
は
、
む
し
ろ
告
用
し
た

側
の
フ
ラ
ン
ス
人
審
術
家
の
発
明
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
ア
ン
リ
・
ラ
ン
べ
!
ル
の
《
海
老
に
鱗
》
は
こ
れ
を
さ
ら
に

行
っ
て
い
る
が
、

稲
賀
繁
美

西
欧
モ
デ
ル
ニ
テ
に
対
持
す
る
日
本
の
伝
統
工
墾
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IV 

両
大
戦
間
と
そ
れ
以
後
の
文
学
・
芸
術

推
し
進
め
、

鯛
の
絵
柄
は
阻
の
淵
を
乗
り
越
え
て
、
裏
側
に
ま
で
続
い
て
い
る
。

、
ン
ト
ン
社
製
の
陶
磁
器
で
も
同
一
の
絵
柄

を
、
壷
の
側
面
の
円
周
曲
面
に
展
開
し
た
例
が
知
ら
れ
る
。

大
島
清
次
は
、

シ
ェ
ノ
!
の
唱
え
た

「
レ
ヒ
g
↓
可
ヲ
r
H
4

4
ヅ
占
メ
イ

1
1」

一
八
七
八

と

年
ご
ろ
に
オ

1
ギ
ュ
ス
ト
・
ル
ノ
ワ
ー
ル
が
執
筆
し
た
と
さ
れ
る

を
指
擁
し
て
い
る
。

不
規
則
主
義
」

の
あ
い
だ
に
親
和
性
の
あ
る
こ
と

シ
ェ
ノ

1
は
拘
磁
器
を
含
む
工
業
塾
術
の
刷
新
を
目
指
す
応
用
審
術
中
央
連
合
の
有
力
な
論
客
で
あ
っ
た

カま

一
方
の
ル
ノ
ワ
ー
ル
が
絵
付
け
職
人
か
ら
出
発
し
た
こ
と
は
、

周
知
の
事
実
で
あ
る
。

ラ
ン
ベ
!
ル
の

《
海
老
に
鯛
》
と

き
わ
め
て
類
似
し
た

「
海
老
と
鱗
」

の
図
柄
は
、

ク
ロ
ー
ド
・
モ
ネ
が
最
初
の
妻
カ
ミ

1
ユ
を
モ
デ
ル
に
、

サ
ロ
ン
入
選
を
目

指
し
て
描
い
た

《
日
本
娘
》

の
背
後
の
壁
に
貼
り
付
け
ら
れ
た
回
一
周
の
一
枚
に
も
見
ら
れ
る
。

す
で
に
マ
!

そ
の
こ
と
は

テ
ィ
ン
・
エ
イ
デ
ル
バ

1
グ
が
早
く
に
指
描
し
て
い
る
。

印
象
派
の
画
家
た
ち
の
構
図
の

不
規
員百
J性

は
、
し
ば
し
ば
論
じ

ら
れ
て
き
た
と
こ
ろ
だ
が
、

以
上
か
ら
す
る
と
、

」
れ
は
単
に
北
斎
や
広
重
の
浮
世
絵
風
景
画
に
見
ら
れ
る
特
異
な
構
図
の
模

倣
と
い
う
に
は
と
ど
ま
ら
ず
、

む
し
ろ
フ
ラ
ン
ス
の
受
容
者
側
が
、

日
本
の
装
能
的
源
泉
を
構
想
力
豊
か
に
自
在
に
活
用
す
る

な
か
で
開
発
さ
れ
た
技
法
で
も
あ
っ
た
、

と
い
う
こ
と
に
な
る
。

2 

一
八
七
八
年
。
ハ
リ
万
国
博
覧
会

だ
が
フ
ラ
ン
ス
な
り
欧
米
の
側
が
こ
う
し
た
左
右
対
称
の
忌
避
、
不
規
則
の
美
学
へ
の
晴
好
を
抱
い
て
い
た
こ
と
は
、
日
本

側
に
は
そ
う
簡
単
に
は
理
解
さ
れ
な
か
っ
た
節
が
あ
る
。

陶
磁
器
や
青
銅
器
の
見
本
陳
列
は
、

八
七
三
年
の
ウ
ィ
ー
ン
万
国
博
覧
会
の
日
本
展
示
写
真
を
見
る
と
、

お
お
よ
そ
左
右
相
称
の
配
置
状
態
で
撮
影
さ
れ
て
い
あ
o

東
端
に
は
日
本
、
西
端
に
は
プ

日
本
展
示
場
の
入
り
口
に
は
巨
大
な
磁
器
の
壷
と
鳥
居
(
こ
れ
も
磁
器
製
と
思
わ
れ

そ
の
先
に
は
名
古
屋
城
の
鰻
の
複
製
が
鎮
座
し
て
い
た
様
子
が
想
定
さ
れ
る
。

ラ
ジ
ル
と
い
う
配
置
だ
っ
た
会
場
で
、

る
)
が
、
こ
れ
ま
た
左
右
相
祢
で
並
ん
で
お
り
、

巨
大
な
徳
利
型
の
磁
器
の
双
子
は
一
八
世
紀
前
半
に
盛
期
を
見
た
欧
州
輸
出
用
伊
万
里
の
系
譜
を
引
く
も
の
で
、

ロ
コ
コ
様
式
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Fig.l ((瑠璃地金彩人物図蔓))( 対)

セーヴル焼、 1864/1876年、高さ 53.6x直径 20.6cm、東京

国立博物館

Pairofjar宮山ithclassical motifi; in OVe1苫iazepolychrome ename/s 

al1d gold 011 blue gro悶 zd，1864 / 1876， h 53.6 xφ20.6 cm， Tokyo 

National Museum 

の
宮
廷
や
富
裕
階
級
の
磁
器
展
示
室
の
入
り
口
や
暖
炉
の
両
翼
を
飾
る
た
め
に
発
注
さ
れ
た
も
の
の
名
残
を
こ
こ
に
み
る
こ
と

が
で
き
る
だ
ろ
う
。
こ
う
し
た
シ
ノ
ワ
ズ
リ
!
の
痕
跡
を
濃
厚
に
と
ど
め
る
陶
磁
器
の
配
列
は
、

一
八
七
六
年
の
セ
ン
ト
ル
イ

ス
博
覧
会
で
も
維
持
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
も
日
本
展
示
場
入
り
口
の
写
真
を
見
る
と
、
青
銅
製
の
巨
大
な
香
炉
が
対
と
な
っ

て
入
り
口
の
両
翼
を
囲
め
、
奥
に
は
こ
れ
も
一
対
の
大
太
鼓
が
配
置
さ
れ
た
な
か
で
、
こ
れ
ら
に
四
方
を
屈
ま
れ
て
、
正
面
中

そ
こ
に
比
較
的
大
柄
な
陶
磁
器
が
幾
つ
も
堆
く
積
み
上
げ
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
こ
で
も
極
力
左
右

で
き
る
か
ぎ
り
不
規
則
な
印
象
は
避
け
よ
う
と
す
る
、
展
示
へ
の
気
遣
い
が
顕
著
に
見
ら
れ
る
。

一
八
七
八
年
の
パ
リ
万
国
博
覧
会
の
あ
た
り
か
ら
、
抜
本
的
と
い
っ
て
よ
い
変
色
が
き
ざ
す
。
す
で
に
日
本
は

七
六
年
の
セ
ン
ト
ル
イ
ス
博
覧
会
に
も
、
輸
出
用
磁
器
と
並
ん
で
、
年
代
も
の
の
茶
陶
を
部
分
的
に
は
出
品
し
始
め
て
い
た
が
、

こ
の
七
八
年
の
パ
リ
万
国
博
へ
の
出
品
に
あ
た
っ
て
、
日
本
側
は
、
ふ
た
つ
の
大
き
く
異
な
る

央
に
飾
り
棚
仰
が
設
け
ら
れ
、

棺
称
を
維
持
し
、

と
こ
ろ
が
、

基
準
に
そ
っ
て
陶
磁
器
を
展
示
し
よ
う
と
し
た
ら
し
い
。

一
方
で
の
商
業
的
な
利
害
は
、
他
方

で
日
本
陶
磁
器
に
関
す
る
歴
史
的
な
い
し
地
域
的
な
知
識
提
供
に
よ
っ
て
補
わ
れ
る
べ
き
、

考
え
て
い
た
節
が
窺
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
。
ハ
リ
左
岸
は
シ
ャ
ン
・
ド
・
マ
ル
ス
に
設
け
ら
れ

た

「
諸
国
民
街
」

の
日
本
展
示
部
門
で
は
、
殖
産
興
業
に
期
っ
て
、
輸
出
用
陶
磁
器
が
主
流
に

陳
列
さ
れ
る
。
有
田
の
香
蘭
社
、
絵
付
け
を
専
門
と
し
た
東
京
の
瓢
池
園
な
ど
の
製
品
が
ブ
ラ

録ン
に ス
は側
あの
る18注
。目

を
集
め
て
お
り

さ
ら
に
七
宝
会
社
の
壷
な
ど
が
好
評
に
迎
え
ら
れ
た
、

だ
が
セ

1

の
商
業
披
興
は
、

の
歴
史
的
回
顧
に
よ
っ
て
補
完
さ
れ
ね
ば
な
ら
な

の
右
翼
で
は
東
洋
美
術
回
顧
展
が
組
織
さ
れ
た
。
フ
ラ
ン
ス
側
の
出

か
っ
た
。
ト
ロ
カ
デ
ロ

口
出
と
並
び
、
日
本
は
時
代
物
の
陶
磁
器
を
陳
列
し
た
。
さ
ら
に
こ
の
機
会
に
セ

1
ヴ
ル
の
開
磁

器
美
術
館
が
、
ザ
ク
セ
ン
や
オ
!
ス
ト
リ
ア
に
伍
し
て
、

日
本
の
展
示
品
か
ら
六
九
点
を
購

稲
賀
繁
美

西
欧
モ
デ
ル
ニ
テ
に
対
峠
す
る
吉
本
の
伝
統
工
塞 と
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Fig.4 1878年パリ万国博覧会、日本出品陶器
左:{廃津壷》、 17世紀初頭

右 《伊賀花入》、 17世紀初頭

下 《窟漆椀》、 16校紀末

C己ramiquesjaponaises presentees a I'Exposition universelle cle 

P剖isen 1878 p出ー lacommission impeliale du ]apon et offerles au 

mus長enational de c白amiquea Sevres 

Petite jarre， gres， fours de Karatsu 

-Vase，gl合s，fours d'Iga. 

【 Bol主the，gres， fours de l'匂ratsu.

Fig.3 ((備前》
ジョージ .A ・オーズリ一、ジ、エームズ・ L ・ボウズ r日本の磁器~ (へンリー・

サザラン社、 1875年利)所収[sl版

((Bizelい，G.Audsley &]. Bowes， Keramic ofJapan， 1875 

Fig.2 ((色絵育童文j吾子三脚香炉》

19世紀後半、フランス箇立絢磁器美術館

β円~le~台。抑制， Salsuma Ware， Mt阻止enalional cle C合間11-

que，鈴vres

IV 

両
大
戦
間
と
そ
れ
以
後
の
文
学
・
芸
術

入
し
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
。

セ
!
ヴ
ル
制
作
所
の
一
対
の
磁
器
〔
出
向
・
口
と

交
換
さ
れ
た
も
の
で
、
こ
れ
は
現
在
、
東
京
国
立
博
物
館
の
所
歳
と
な
っ
て
い

。コマ
旬
。
今
日
な
お
セ
!
ヴ
ル
陶
磁
器
美
術
館
で
確
認
で
き
る
作
品
を
一
瞥
す
る
と
、

一
八
七
八
年
の
日
本
出
品
の
概
要
を
部
分
的
な
が
ら
復
元
で
き
る
。
そ
こ
に
は
、

ふ
た
つ
の
傾
向
が
は
っ
き
り
と
区
別
で
き
る
。

一
方
で
、
す
で
に
当
時
欧
米
で
よ
く
知
ら
れ
て
い
た
輸
出
用
陶
磁
器
が
あ
る
。

薩
摩
か
ら
は
唐
子
の
香
炉

(E-N〕
、
桶
を
象
っ
た
花
生
け
、
鳳
嵐
を
金
と
辰
砂

で
撞
い
た
茶
碗
な
ど
が
知
ら
れ
ふ
。
ほ
か
に
も
有
田
、
備
前
、
瀬
戸
な
ど
が
確
認

で
き
る
。
こ
こ
に
も
見
ら
れ
る
よ
う
な
輸
出
品
へ
の
人
気
が
持
続
し
て
お
り
、
な

お
磁
器
が
好
ま
れ
て
い
た
こ
と
は
、
同
時
代
に
形
成
さ
れ
た
リ
ヴ
ア

0

ア
ー
ル
の

ジ
ェ
イ
ム
ズ
・
ボ
ウ
ズ
の
収
集
か
ら
も
明
ら
か
に
さ
れ
る
。

一
八
七
七
年
に
出
版

さ
れ
た
ボ
ウ
ズ
・
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
の
フ
ラ
ン
ス
語
版
カ
タ
ロ
グ
に
は
高
品
質
の
色

彩
石
版
画
が
掲
載
さ
れ
て
お
り
、
こ
こ
に
は
な
お
一
八
世
紀
の
シ
ノ
ワ
ズ
リ
!
の

延
長
を
な
す
成
集
思
想
あ
る
い
は
趣
味
が
支
配
的
だ
っ
た
〔
出
向
・
ω
〕0

年
の
パ
リ
万
国
博
覧
会
が
終
わ
っ
て
し
ば
ら
く
し
た

一
八
七
八

八
八

O
年
の
ボ
ン
・
マ
ル

シ
ェ
百
貨
屈
に
設
け
ら
れ
た
日
本
陶
磁
器
部
門
の
様
子
か
ら
も
、
磁
器
を
中
心
と

す
る
装
飾
品
が
依
然
と
し
て
裕
福
な
顧
客
の
購
買
意
欲
を
刺
激
し
て
い
た
様
子
が

窺
わ
れ
ふ
。
北
米
合
衆
国
マ
サ
チ
ュ
ー
セ
ッ
ツ
州
ス
プ
リ
ン
グ
フ
ィ
!
ル
ド
の

ヴ
ィ
ン
セ
ン
ト
・
ス
ミ
ス
博
物
館
は
、
こ
の
時
代
の
日
本
収
集
の
様
子
を
今
に
伝

え
る
生
き
た
化
石
の
ひ
と
つ
だ
が
、

そ
の
収
集
品
か
ら
も
、
こ
の
時
代
に
な
お
支
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配
的
だ
っ
た
趣
味
が
鮮
明
に
浮
か
び
あ
が
る
。
宮
川
香
山
の
巨
大
な
輸
出
用
問
磁
器
に
典
型
的
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、

た 入
念
な
柚
薬
の
机
の
う
え
に
綿
密
な
絵
付
け
を
施
し
た
、
整
っ
た
形
態
の
大
壷
が
、
大
規
模
な
収
集
に
は
不
可
欠
だ
っ

と
こ
ろ
が
一
八
七
八
年
の
パ
リ
万
国
博
覧
会
で
の
東
洋
美
術
回
顧
展
で
は
、

の
別
の
局
面
が
フ
ラ
ン
ス
の
観
衆
の
自
に
触
れ
た
。
陳
列
に
携
わ
っ
た
若
井
兼
三
郎
は
、
自
分
自
身
の
収
集
の
ほ
か
に
、

日
本
政
府
が
収
集
し
た
古
い
器
を
中
心
に
展
示
し
た
。
両
年
に
セ

1
ヴ
ル
が
入
手
し
た
作
例
か
ら
復
元
す
れ
ば
、

の
類
が
展
示
さ
れ
、
日
本
陶
磁

世
紀
前
後
の
瀬
戸
の
茶
入
、
伊
賀
妬
器
の
花
入
、

例
が
確
認
で
き
る
。
い
ず
れ
も
茶
の
湯
の
た
め
の
古
道
具
の
類
で
あ
る
。
手
捻
り
の
不
規
則
な
形
態
、
地
味
で
沈
ん
だ

の
茶
碗
、
瀬
戸
の
茶
入
、
備
前
の
水
差
富
山
州
・
仏
〕
と
い
っ
た
作

柏
薬
や
地
肌
の
色
彩
は
、

そ
れ
ま
で
支
配
的
だ
っ
た
派
手
な
す
べ

す
べ
の
磁
器
と
は
対
照
的
だ
。
(
ち
な
み
に
イ
ギ
リ
ス
で
も
、
大

英
博
物
館
の
オ
1
グ
ス
タ
ス
・
フ
ラ
ン
ク
ス
は
一
八
七
六
年
に
編

纂
し
た
日
本
の
焼
き
物
の
目
録
を
翌
年
に
は
大
改
訂
し
て
い
る
。

輸
出
用
磁
器
と
は
異
質
な
茶
道
具
の
陶
器
が
こ
の
時
期
か
ら
欧
州

の
専
門
家
の
注
目
を
惹
き
始
め
て
い
た
。
)

」
の
展
示
を
目
撃
し
た
美
術
批
評
家
の
フ
ィ
リ
ッ
プ
・
ゼ
ユ
ル

テ
ィ

l
は
、
最
初
に
こ
れ
ら
の
品
々
を
見
た
と
き
に
は
、

さ
し
て

興
味
を
抱
か
な
か
っ
た
、
と
正
富
に
回
想
し
て
い
る
。

一
見
し
た

と
こ
ろ
古
め
か
し
く
て
陰
気
な
印
象
を
与
え
、
形
態
に
も
日
を
驚

か
す
よ
う
な
変
化
に
は
乏
し
い
不
擬
い
な
器
が
、
い
か
に
も
手
狭

な
場
所
に
折
り
重
な
る
よ
う
に
展
示
さ
れ
て
い
た
ら
し
川
。
加
え

穏
賀
繁
美

西
欧
モ
デ
ル
ニ
テ
に
対
峠
す
る
臼
本
の
伝
統
工
墾 r七
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両
大
戦
間
と
そ
れ
以
後
の
文
学
・
芸
術

て
こ
の
折
に
日
本
側
が
準
備
し
た
陶
磁
器
解
説
の
冊
子
に
は
、
図
解
が
ま
っ
た
く
な
い
ま
ま
に
、
産
地
と
焼
き
物
の
名
称
が
羅

列
さ
れ
て
い
た
。
お
そ
ら
く
観
覧
者
は
、
こ
れ
で
は
実
際
の
作
品
を
同
定
す
る
確
認
作
業
も
ま
ま
な
ら
ず
、
さ
ぞ
か
し
困
惑
し

た
に
相
違
な
い
。

3
一
路
川
式
胤
『
観
古
図
説
』

の
登
場

こ
う
し
た
状
況
の
な
か
で
、
欧
米
の
臼
本
陶
磁
愛
好
者
の
晴
好
の
変
貌
に
決
定
的
な
役
割
を
果
た
し
た
の
が
、
路
川
式
胤

(
一
八
三
五

1
一
八
八
二
)
だ
っ
た
。
以
下
、
今
井
祐
子
氏
が
一
一

0
0
年
に
提
出
し
た
画
期
的
な
博
士
論
文
に
多
く
を
負
う

が
、
官
僚
を
辞
し
た
あ
と
陶
磁
研
究
に
専
心
し
た
路
川
は

八
七
六
年
か
ら
七
九
年
に
か
け
、
玄
々
堂
印
版
、

ア
!
レ
ン
ス
高

会
販
売
に
よ
り
、
七
巻
に
わ
た
る
『
観
吉
図
説
・
陶
磁
編
』
を
刊
行
す
る
。
本
書
は
日
本
陶
磁
愛
好
家
に
と
っ
て
か
け
が
え

の
な
い
指
南
書
と
な
弘
o

石
版
は
当
時
こ
の
方
面
の
第
一
人
者
の
技
師
だ
っ
た
亀
井
至
一
の
手
に
な
り
、
そ
れ
に
若
き
日
の

画
家
、
川
端
玉
章
が
手
彩
色
で
色
を
施
し
た
。
路
川
の
築
地
の
自
宅
は
、
二
つ
の
土
蔵
が
陶
磁
器
収
納
産
と
な
り
、
そ
の
隣

に
、
日
本
で
最
初
に
導
入
さ
れ
た
石
板
印
刷
機
の
一
台
が
据
え
ら
れ
た
。
外
国
人
愛
好
家
で
も
っ
と
も
蜂
川
に
私
淑
し
た
の
が
、

一
八
七
七
年
に
来
日
し
、
大
森
貝
塚
の
発
見
で
有
名
な
、

E
-
S
・
モ

1
ス
で
あ
る
。

『
観
古
図
説
』

の
記
述
を
見
る
と
、
博
物
学
的
な
配
慮
が
極
め
て
行
き
届
い
て
い
る
。
各
々
の
作
例
に
産
地
、
年
代
、
形
状

や
重
量
に
関
し
て
詳
細
な
記
述
が
な
さ
れ
る
。
墳
墓
か
ら
の
発
掘
品
(
須
恵
器
)
や
、
来
歴
の
あ
る
古
物
な
ど
に
は
、

そ
の
由

来
が
詳
し
く
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
器
の
糸
底
の
部
分
の
図
も
添
付
さ
れ
、

の
印
や
陶
工
の
名
前
も
確
認
で
き
る
よ
う
工
夫

が
さ
れ
て
い
る
。
原
色
図
版
の
傍
ら
に
は
寸
法
も
記
載
さ
れ
、
作
品
の
同
定
に
配
慮
が
な
さ
れ
て
い
る
。

fL 

本
書
の
五
巻
ま
で
は
た
だ
ち
に
フ
ラ
ン
ス
語
訳
さ
れ
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
。
先
に
述
べ
た
モ

1
ス
が

一
一
年
に
ボ

ス
ト
ン
美
術
館
年
報
に
述
べ
た
と
こ
ろ
で
は
、
二
巻
か
ら
五
巻
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
作
品
の
実
物
の
う
ち
の
多
く
は
、

モ
ー
ス

S
-
ビ
ン
グ
の
手
に
渡
っ
て
い
た
様
子
で
あ
る
。

Fig.5 {陶磁器2点》
S' ピング『芸術の日本~ 29号 (1890年)所裁

" Deux pieces de ceramique "， Le Ja戸011artistique，到。 29，

Septembre 1890 

が
一
八
七
七
年
に
初
来
日
し
た
段
階
で
、
す
で
に
美
術
商
、

ピ
ン
グ
は
ル

イ
・
ゴ
ン
ス
か
ら
の
依
頼
で
、
ゴ
ン
ス
の
著
作
『
日
本
美
術
』
(
一
八
八
三
年
)

の
陶
磁
器
の
章
の
執
筆
を
受
け
持
っ
て
い
る

ビ
ン
グ
が
こ
れ
ら
賂
川
の
著
書
に
記
載
さ
れ
た
現
物
を
含
む
圧
倒
的
な
質
量
の
陶
磁
器
を
所

有
し
、
な
お
か
つ
『
観
古
図
説
・
陶
磁
編
』
に
早
く
か
ら
親
し
ん
で
い
た
か
ら
に
栢
違
な
い
。
ゴ
ン
ス
本
の
挿
絵
に
は
、
明
治

の
輸
出
用
拘
磁
器
が
ほ
と
ん
ど
登
場
せ
ず
、
九
谷
焼
を
除
け
ば
、
図
版
の
大
半
が
茶
陶
に
よ
っ
て
占
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
こ
か

が
、
そ
れ
を
可
能
に
し
た
の
も
、

ら
も
ゴ
ン
ス
の
『
日
本
美
術
』

の
陶
磁
器
の
記
述
が
、
路
川
の
感
化
の
賜
物
だ
っ
た
と
推
定
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
よ
う
。
少
な

線
を
画
し
た
、
パ
ラ
ダ
イ
ム

変
換
が
達
成
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
限
り
で
、
ゴ
ン
ス
の
著
作
は
、
刊
行
時
点
の
最
新
知
識
を
盛
っ
た
著
作
だ
っ
た
こ
と
に
な
る
。

く
と
も
こ
こ
に
は
、

ほ
ん
の
数
年
前
の
ボ
ウ
ズ
ら
の
『
臼
本
陶
磁
』
の
認
識
と
は
は
っ
き
り
と

4
一
『
襲
術
の
日
本
』
と
『
観
古
図
説
』

さ
て
、

の
知
る
限
り
、
『
観
古
図
説
』
が

S
・
ピ
ン
グ
の
事
業
に
及
ぼ
し
た
影
響
は
、
ま
だ

十
分
に
は
解
明
さ
れ
て
い
な
い
。
ビ
ン
グ
が

八
八
八
年
か
ら
月
刊
で
三
年
間
刊
行
し
た
『
審
術
の

日
本
』
の
な
か
の
挿
絵
に
『
観
古
図
説
』
か
ら
の
借
用
の
あ
る
こ
と
は
、
た
し
か
に
今
井
氏
の
博
士

論
文
に
も
指
摘
は
さ
れ
て
い
る
。
だ
が
さ
ら
に
詳
細
に
観
察
す
る
と
、
い
ま
ま
で
未
確
認
の
い
く
つ

か
の
事
実
が
浮
か
び
あ
が
っ
て
く
る
。

一
八
九

O
年
七
月
『
襲
術
の
日
本
』
二
七
号
に
は
粟
田
口
焼

一
点
の
凶
販
が
み
ら
れ
る
(
由
出
〉
)
が
、
こ
れ
ら
は
路
川
の
著
作
の
石
版
画
を
ジ
ロ
ッ
タ
!
ジ
ユ

で
複
製
し
た
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
作

技
法
(
シ
ャ
ル
ル
・
ジ
ロ
!
開
発
の
機
械
的
複
製
技
法
)

品
解
説
に
は
『
観
吉
図
説
』
に
出
典
の
あ
る
こ
と
が
明
記
さ
れ
て
お
り
、

の
浅
鉢
は
錦
光
山

の
弟
子
、
宝
山
の
作
品
と
さ
れ
、
「
下
」

の
す
か
し
影
り
の
あ
る
六
角
形
の
平
皿
に
つ
い
て
ビ
ン
グ

稲
坦
田
一
繁
美

西
欧
モ
デ
ル
ニ
テ
に
対
峠
す
る
日
本
の
伝
統
工
警
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Fig.6 {大EB焼徳利))(紀伊国名草郡大沼村)

『観古図説』第6巻、 18所載

αOtaware円 Kwan-kcトDzu【aおu，VoI.6-18

Fig.7 ((雀ケ谷焼))(滋賀郡ま草津村)

『観古図説』第6巻、 11所載

αSuzume-ga-tani iV:紅e>>，Kwan-k小dzu-seおu，Vol. 6-11 

IV 

両
大
戦
闘
と
そ
れ
以
後
の
文
学
・
芸
術

は
、
ペ
ル
シ
ア
起
源
の
ア
ラ
ベ
ス
ク
の
追
憶
が
見
ら
れ
る
と
し
た
う
え
で
、
路
川
に
よ
れ

ば
制
作
後
一
五

O
年
は
経
過
し
て
い
る
と
の
観
察
を
付
け
加
え
る
。

つ
づ
く

八
九

O
年
九
月
の
二
九
号
も
、
路
川
の
著
作
か
ら
二
点
の
作
品
を
流
用
し
て

い
る
(
∞
出
内
)
(
出
向
・
巴
。
左
は

「
お
茶
の
た
め
の
熱
湯
を
入
れ
る
小
型
の
器
」

と
あ
る
が
、

酒
を
お
側
す
る
た
め
の
徳
利
の
便
用
法
に
ピ
ン
グ
が
通
じ
て
い
な
い
こ
と
が
露
呈
し
て
い

る
。
右
は
茶
壷
と
さ
れ
、
両
方
と
も
横
浜
の
「
大
田
焼
」
だ
と
す
る
。
路
川
の
著
作
に
は

大
田
焼
は
紀
伊
の
窯
と
さ
れ
て
い
て
、
仏
訳
に
誤
謬
が
混
入
し
た
ら
し
い
こ
と
が
窺
わ
れ

す
ず
め
が
た
に

さ
ら
に
日
本
語
原
著
で
は
徳
利
は
大
田
焼
だ
が
、
茶
壷
は
滋
賀
の
雀
ケ
谷

ア
ト
ワ
ビ
ュ

l
シ
ョ
ン

ビ
ン
グ
が
ふ
た
つ
の
図
版
を
纏
め
る
際
に
、
産
地
の
特
定
に

る
〔
出
向
・
2
0

と
あ
る

S
m・
3
0

混
乱
が
生
じ
た
様
が
見
て
取
れ
る
。
茶
査
に
は

貝
殻
が
象
山
欲
さ
れ
た
痕
跡
が
み
ら
れ
る

が
、
こ
れ
は
本
作
品
が
長
期
間
海
底
に
留
ま
っ
た
か
、
あ
る
い
は
陶
工
が
そ
の
様
子
を
意

図
的
に
模
倣
し
た
か
の
ど
ち
ら
か
」
だ
と
観
察
し
た
う
え
で
、

ビ
ン
グ
は
以
下
の
よ
う
な

奇
妙
な
申
し
訳
を
付
け
加
え
る
。

い
わ
く

「
執
筆
時
に
現
物
が
手
元
に
は
な
か
っ
た
た
め
、

こ
の
点
は
詳
ら
か
に
で
き
な
い
」

の
だ
と
。
こ
れ
は
何
を
示
唆
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

〕
の
謎
を
と
く
鍵
は
、

八
八
九
年
の
一
七
号
に
見
出
さ
れ
る
。
こ
こ
で
ビ
ン
グ
は
初

め
て
『
観
吉
図
説
』
に
言
及
し
て
い
た
の
だ
が
、

そ
こ
で
こ
う
述
べ
る
。

崎
川
に
よ
っ
て
刊
行
さ
れ
た
す
べ
て
の
器
は
、
寺
社
の
古
い
宝
物
庫
に
由
来
す
る

品
々
を
収
め
た
第

巻
を
別
と
し
て
、
今
日
で
は
す
べ
て
セ
イ
ラ
ム
の
モ
!
ス
教

授
の
手
に
帰
し
、
こ
の
情
熱
的
な
碩
学
が
作
り
上
げ
た
日
本
の
焼
き
物
(
甘
2
3
2

」
mw
℃
。
ロ
巳
∞

2
)
の
収
集
の
な
か
に
そ
の
場
所
を
占
め
て
い
る
。

先
に
見
た
モ
!
ス
の
証
一
一
一
一
口
で
は
ビ
ン
グ
の
所
有
と
さ
れ
た
路
川
由
来
の
品
々
は
、
こ
の
時
点
ま
で
に
逆
に
モ
!
ス
の
所
有
に
帰

し
て
い
た
こ
と
に
な
る
。

一
八
八
九
年
と
は
モ

l
ス
が
最
後
に
欧
州
に
滞
在
し
た
時
期
で
あ
り
、
翌
年
に
は
ボ
ス
ト
ン
美
徳
館

に
モ

l
ス
の
日
本
陶
磁
収
集
を
寄
贈
す
る
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
が
動
き
始
め
る
。
筆
ま
め
な
モ

1
ス
の
日
記
に
は
、

ビ
ン
グ
の
庄
で

お
そ
ら
く
こ
の
前
後
で
、

の
鑑
賞
が
至
福
を
粛
し
た
こ
と
が
語
ら
れ
る
の
み
で
、
購
入
の
事
実
は
不
思
議
な
こ
と
に
宇
一
面
の
う
え
に
は
見
え
な
い
。
だ
が

い
さ
さ
か
強
引
な
手
段
を
行
使
し

モ
ー
ス
は
ピ
ン
グ
の
手
元
か
ら
、
残
る
路
川
由
来
の
焼
き
物
を
、

い
ず
れ
に
せ
よ
商
売
人
ピ
ン
グ
は
、

て、

い
去
っ
て
い
た
ら
し
い
こ
と
が
、
灰
か
に
見
え
て
く
る
。

ほ
か
な
ら
ぬ
自
ら
が
、

度
は
『
観
古
図
説
』
掲
載
の
路
川
蔵
品
を
一
括
し
て
所
荷
し
て
い
た
と
い
う
事
実
を
、

お
く

とび
ロロぁ』こ

?主
雪?
需主
が、い
h な

瓦い。
る

一
八
八
九
年
一
二
月
の
二

O
号
に
も
、
道
八
製
茶
椀
に
つ
い
て
「
熔
川
の
著
作
よ
り
需
用
」

そ
う
は
告
白
し
て
い
な
い
も
の
の
、
も
は
や
現
物
が
手
元
に
な
い
か
ら
こ
そ
、

ピ
ン
グ
は
賂
川
の
著
作
か
ら
図
版
を
引
き
写
す

用
し
た
。
そ
こ
に
は
、

ほ
か
な
か
っ
た
の
で
あ
り
、
に
も
か
か
わ
ら
ず
ピ
ン
グ
は
『
審
術
の
日
本
』
に
こ
れ
だ
け
執
助
に
路
川
の
著
作
か
ら
図
版
を
借

ビ
ン
グ

と
う
と
う
手
放
し
た
『
観
吉
図
説
』
掲
載
の
現
物
拘
磁
へ
の
、

モ
!
ス
教
授
の
慾
惑
に
よ
り
、

の
灰
か
な
愛
情
の
靖
を
読
み
取
る
こ
と
も
許
さ
れ
ょ
う
か
。

モ
1
ス
・
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
の
な
か
で
緒
川
田
蔵
品
が

Z
吉
川
高
知
名
ω

↓uよ
ug
と
し
て
特
崩
の
扱
い
を
受
け
、
故
郷
セ
イ
ラ
ム
の

町
に
寄
贈
さ
れ
た
収
集
の
い
わ
ば
基
準
作
を
構
成
し
て
い
る
こ
と
は
、
広
く
知
ら
れ
る
。
一
例
に
す
ぎ
な
い
が
、
モ
!
ス
の
収

む
こ
う
づ
け

「
向
付
」
に
は
、
埼
川
の
『
観
古
図
説
』
に
図
版
が
掲
載
さ
れ
た
作
品
の
類
例
が

集
に
含
ま
れ
る
乾
山
の
段
違
い
の
角
血
の

含
ま
れ
て
い
る
。

穏
翼
繁
美

西
欧
モ
デ
ル
ニ
テ
に
対
陣
す
る
日
本
の
伝
統
工
翠
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Fig.9 ((祖母懐水指》

f観古Øð5ê~、第 5 巻、 20 所載

" Sobokai Ware (Seto) Pot >>， Ki即'an-kcトDzu剖帥，Vol.5-20 
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両
大
戦
間
と
そ
れ
以
後
の
文
学
・
芸
術

Fig.8 E.S. モース『日本陶器自録~ 4072番

Collection E. S. Morse， catalogue 4072， Water Jar， Province 

de Musashi， Sobakai ancl R且kurakuyen(" Type Ninagawaη) 

(pl刃CIV)

5 

茶
淘
磁
趣
味
と
世
紀
末
義
術

茶
陶
や
茶
道
具
の
妬
器
を
好
む
趣
味
が
、

一
八
九

0
年
代
以
蜂
の
欧
米
の
陶
磁

器
愛
好
家
や
製
作
者
の
あ
い
だ
に
広
ま
っ
て
ゆ
く
。
柏
薬
が
衰
の
鵠
面
を
流
れ
落

ち
る
ま
ま
に
焼
成
さ
れ
た
器
は
唱
Z
E
E広
と
呼
ば
れ
る
が
、
こ
れ
は
フ
ラ
ン

ス
で
は
ジ
ョ
ル
ジ
ュ
・
ウ
!
ン
シ
ェ
ル
や
ア
ン
リ
・
ヴ
ア
ロ
ン
ブ
ル
!
ズ
、
と
り

わ
け
ジ
ャ
ン
・
カ
リ
エ
ス
の
一
派
に
お
い
て
多
用
さ
れ
る
。
『
観
吉
図
説
』
に
も

そ

ぼ

か

い

同
様
の
表
情
の
作
例
が
、
祖
母
懐
焼
と
し
て
図
版
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
こ
の

は
、
モ
!
ス
も
と
り
わ
け
好
ん
だ
と
み
え
、
数
千
点
を
擁
す
る
そ
の
コ
レ
ク
シ
ョ

ン
・
カ
タ
ロ
グ
巻
末
で
、
わ
ざ
わ
ざ
拡
大
写
真
を
掲
載
し
た
う
ち
の
一
点
〔

2
・g

が
、
『
観
古
図
説
』
に
載
せ
ら
れ
た
祖
母
懐
焼
〔
出
向
・
忠
と
同
一
作
品
で
あ
る
こ

と
も
、
写
真
お
よ
び
本
文
か
ら
確
認
で
き
る
。

ビ
ン
グ
は
『
塾
術
の
日
本
』

の
図
版
に
よ
る
ド
キ
ュ
メ
ン
テ
イ
シ
ョ
ン
が
、
実

作
者
の
参
考
と
な
る
こ
と
を
期
待
し
て
い
た
が
、
今
井
裕
子
博
士
は
ポ

l
ル
・

ジ
ャ
ン
ネ
の
壷
に
、
『
襲
術
の
日
本
』
第
八
号
掲
載
の
竹
型
壷
の
応
用
例
を
み
い

だ
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
自
然
素
材
特
有
の
不
規
則
な
形
態
や
、
焼
成
の
途
中
で

灰
が
藩
下
し
て
で
き
た
自
然
紬
を
思
わ
せ
る
偶
然
任
せ
、
炎
の
意
想
外
な
効
果
に

委
ね
た
制
作
が
、
世
紀
末
以
降
の
フ
ラ
ン
ス
窯
業
で
は
、
あ
る
種
の
市
民
権
を
獲

得
し
て
ゆ
く
。

ル
イ
・
ゴ
ン
ス
も
一
八
九
八
年
一
一
月
に
『
装
飾
雑
誌
』
に
掲
載

し
た

欧
州
の
趣
味
に
た
い
す
る
日
本
曇
術
の
感
化
」

で

「
硬
い
土
の
焼

き
物
、
柚
薬
を
か
け
て
窯
変
さ
せ
た
す
ば
ら
し
い
妬
器
は
、

ほ
と
ん
ど
超
自

然
的
な
塾
術
で
あ
り
、
日
本
人
は
文
句
な
く
そ
の
名
匠
で
あ
ゐ
」
と
述
べ
て
、

Fig.10 ポー}[.，.ゴーギャン《自画像の護》あるいは《妬器

の自画像》

1889年、妬器、高さ 19.3cm、コペン八一ゲン装飾美術銀

Paul Gauguin， Pot en forme de tete， autoportrait， Sel印ortraitill 

stone叩w官， 1889， h. 19.3 cm， ceramique en gres， Museum of Decora-

tive Art， Copenhagen 

」
う
し
た
趣
味
の
推
移
を
追
認
し
て
い
る
。

こ
こ
ま
で
く
る
と
、
も
は
や
感
化
は
陶
磁
器
と
い
う
領
分
に
は
と
ど
ま
ら

、、、
J

ハν

争
ん
】
》
V

エ
ル
ネ
ス
ト
・
シ
ャ
プ
レ
に
よ
っ
て
妬
器
へ
と
導
か
れ
た
ポ
ー
ル

ゴ
!
ギ
ャ
ン
は
、
六

O
点
に
及
ぶ
き
わ
め
て
独
創
的
な
焼
き
物
を
製
作
し
て

い
る
。
《
由
民
画
像
の
蜜
》
あ
る
い
は
《
妬
器
の
自
画
像
》
〔
出
向
・

8
〕
は
自
然

柚
の
効
果
を
存
分
に
活
用
し
て
、
ゴ
ー
ギ
ャ
ン
の
塾
術
的
な
信
念
を
吐
露
し

て
い
る
。
赤
の
柚
薬
が
流
れ
る
ま
ま
、
あ
る
い
は
流
れ
る
ま
ま
を
装
っ
て
施

さ
れ
る
自
画
像
の
普
は
、
血
ま
み
れ
の
生
首
へ
と
変
貌
し
、
殉
教
者
と
し
て

の
襲
術
家
を
造
形
す
る
。
褐
色
の
粘
土
の
肌
の
う
え
に
、
こ
う
し
た
柚
薬
を

垂
ら
す
技
巧
ゆ
え
だ
ろ
う
か
、
批
評
家
の
フ
エ
リ
ッ
ク
ス
・
ブ
子
不
オ
ン
は

ゴ
ー
ギ
ャ
ン
の
作
品
を
、
ド
ラ
エ
ル
シ
ュ
の
窯
業
や
、
日
本
で
は
北
九
州
・

福
岡
の
高
取
焼
(
黒
田
家
藩
窯
)
〔
出
向
-
H
H

〕
と
類
比
し
て
み
せ
ゐ
o

子
で
提
ね
上
げ
た
オ
ブ
ジ
ェ
を
炎
の
試
練
に
晒
し
、
襲
術
的
創
作
を
気
ま

そ
し
て
襲
術
創
作
が
、

ぐ
れ
で
も
あ
れ
ば
崇
高
で
も
あ
る
焼
成
に
委
ね
る
。

Fig.11 {高取焼茶入》
Cha-i:γe， T.α初 tori.ヴakiW，αre 

人
間
の
能
力
を
超
え
た
自
然
の
懐
へ
と
奪
わ
れ
る
こ
と
を
も
厭
わ
な
い
。
こ

う
し
た
投
企
に
よ
っ
て
、
陶
襲
と
彫
刻
と
の
境
界
を
も
危
う
く
す
る
危
険
を

侵
し
つ
つ
、

そ
れ
を
代
価
に
、
塾
術
創
作
そ
の
も
の
の
定
義
を
問
い
直
す
。

こ
こ
に
野
蛮
人
を
自
称
す
る
ゴ
!
ギ
ャ
ン
な
ら
で
は
の
、
創
意
工
夫
が
あ
っ

穏
担
問
一
繁
美

西
欧
モ
デ
ル
ニ
テ
に
対
陣
す
る
日
本
の
伝
統
工
翠 占
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IV 

前
大
戦
聞
と
そ
れ
以
後
の
文
学
・
芸
術

た
。
こ
う
し
た
越
境
行
為
、
治
外
法
権
の
行
使
が
さ
ら
に
過
激
に
な
っ
た
と
こ
ろ
に
、
《
水
浴
の
女
の
い
る
果
物
皿
》
〔
出
向
・
巴
〕

が
出
現
す
る
。
妬
器
な
ら
で
は
の
素
材
の
可
塑
性
が
襲
術
家
を
魅
了
し
た
こ
と
も
、
フ
子
不
オ
ン
は
示
唆
し
つ
つ
、
ゴ
!
ギ
ヤ

と
観
察
す
る
。

ン
は

「
画
家
と
い
う
以
上
に
彫
塑
家
だ
」

こ
こ
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
人
体
表
現
と
皿
と
が
合
体
し
た
作
例
は
、
西
欧
世
界
に
も
た
し
か
に
存
在
は
す
る
。
と
は
い
え
、

ル
イ
・
ゴ
ン
ス
の
『
日
本
美
術
』
や
ピ
ン
グ
の
『
襲
術
の
日
本
』
に
は
、
妬
器
や
陶
器
で
ゴ

l
ギ
ャ
ン
の
こ
の
作
品
と
類
似
し

た
構
想
を
示
す
作
例
が
幾
つ
も
見
つ
か
る
。
立
体
感
の
あ
る
焼
物
を
塊
に
し
て
器
に
貼
り
付
け
る
技
法
で
は
、
宮
川
香
山
の
前

人
未
踏
の
超
絶
技
巧
が
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
彫
塑
的
と
い
っ
て
よ
い
浮
き
影
り
の
見
事
さ
で
、
欧
米
の
観
衆
を
驚
鍔
さ
せ
続
け
て

き
た
。
だ
が
蟹
を
あ
し
ら
っ
た
宮
山
の
大
血
の
よ
う
な
、
大
胆
こ
の
う
え
な
い
日
本
製
陶
磁
器
の
造
形
性
と
並
べ
て
も
、
ゴ
ー

モ
チ
ー
フ
の
う
え
で
は
こ
こ
に
は
波
の
表
象
が
見
ら
れ
る
が
、
も
ち

ギ
ャ
ン
の
こ
の
果
物
凱
は
、
微
塵
も
引
け
を
と
ら
な
い
。

ろ
ん
北
斎
の
通
称
《
大
波
》
は
、
ク
リ
ス
テ
ィ

1
ヌ
・
グ
!
ト
も
一
一
一
日
う
よ
う
に
、
ジ
ャ
ン
ル
を
越
え
て
世
紀
末
欧
州
の
襲
術
家

た
ち
を
魅
了
す
る
ア
イ
コ
ン
と
な
っ
た
。
例
え
ば
、
ド
ビ
ュ
ッ
シ
ー
の
「
海
」
の
楽
譜
の
表
紙
へ
の
借
用
は
有
名
、
だ
ろ
う
。
こ

の
世
紀
末
象
徴
主
義
の
鼠
土
を
浮
き
彫
り
に
す
る
た
め
に
は
、
こ
の
ゴ

l
ギ
ャ
ン
の
果
物
血
を
カ
ミ
!
ユ
・
ク
ロ

1
デ
ル
の

《
波
あ
る
い
は
水
浴
の
女
た
ち
》
〔
出
向
・
ロ
〕
と
比
較
す
る
こ
と
も
無
意
味
で
は
な
い
だ
ろ
う
。

さ
ら
に
彫
刻
へ
の
越
境
が
許
さ
れ
る
な
ら
ば
、

ナ
ン
シ
!
派
で
エ
ミ

1
ル
・
ガ
レ
の
潤
辺
に
居
た
ヴ
ィ
ク
ト
!
ル
・
プ
ル

1

ヴ
ェ
の
《
夜
》
〔
出
向

-
E
も
ま
た
、
こ
う
し
た
波
動
表
現
が
、
人
体
形
象
へ
と
寓
意
的
に
変
容
を
遂
げ
た
、
ひ
と
つ
の
変
異
例

の
う
ち
に
数
え
て
も
よ
い
だ
ろ
う
。
こ
こ
で
は
北
斎
の
《
神
奈
川
沖
波
裏
》
を
想
起
さ
せ
る
波
が
、
擬
人
化
さ
れ
て
《
悪
夢
》

へ
と
変
貌
し
、
《
眠
り
》
を
責
め
苛
ん
で
い
る
。
当
時
欧
州
に
滞
在
し
た
日
本
人
も
ま
た
、
こ
う
し
た
波
の
造
形
に
無
関
心
で

は
な
か
っ
た
。

そ
の
証
拠
に
、
山
内
得
立
は
一
九

O
O年
の
パ
リ
万
国
博
覧
会
の
折
に
《
ア
ホ
ウ
ド
リ
の
い
る
血
》
面
m・
5
〕

を
買
い
付
け
て
い
る
。

カ
ミ
!
ユ
・
ク
ロ

1
デ
ル
の
師
匠
に
言
及
す
る
こ
と
で
、

機
略
;
?
?
、

:
i
s
f
L
f
W
3
T
A
t
-
;
s
j
j
i
J
3
1
1
;
u
N
3
4
F

T
ぺ

Fig.12 ポール・ゴーギャン《水浴の女のいる築物思)(部分)

1887-88年、妬器、 29x 29cm、コペン八一ゲン、個人厳

Paul Gauguin， Compotier a la baigneuse (detail)， gr会s，29 x 29 cm， Collection 

Baillin-Bredholt， Copenhagen 

Fig.13 力ミーユ・クローデル《浪あるいは水浴の女たち》

1897-1903年、オニキスとブロンズ、 62x 52 x 50cm、個

人蔵

Camille Clauclel， La Vague ou Les baigneus田， 1897-1903， onyx et 

bronze， 62 x 52 x 50cm， collection pnv，己e

と
り
あ
え
ず
の
考
察
を
終
え
る
こ
と
に
し
よ
う
。

オ
ー
ギ
ュ
ス

Fig.14 ヴィクトール・ブルーヴ':r:((夜》

1894年、ブロンズ、 45.5x 79 x 48cm 

Victor Prouve， La N，抑止 1894，bronze， 45.5 x 79 x 48cm 

穏
賀
繁
美

西
欧
モ
フ叩

)1" 

7叩

lこ
対 1 Fig.15 ショワジー=)1.-=口ワ社(フランスHアホウドリのいる血》

時 11900年、 20.4x 42.5cm、愛媛、新居浜市広瀬歴史記念館

雪ILμdωηmα仰n附uゆ舟伽陀dゐ'eCαω12凶陥ω叩明5母ザeV'，升沖介1-.
百1m附M仰i州悶um，Nii悶1ロ泊l立hm附 E悶m脳h泌1註i悶
本
の
伝
統
工
墾
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Fig.16 オーギュスト・ロダン {j，¥)["ザツク》

1898年、ロダン美術館

Auguste Rocli訂，Balzac， 1898 

Fig.17 作者不明《靴を手iこした遼磨》

19世紀、妬器、 31.3x 14.5 x 12.5cm、ロダンi日蔵作品

Anonyme， Darurna a la chaussure， xrxe siecle， Gres a couverte 

craquele avec couleurs bleuatres， 31.3 x 14.5 x 12.5cm (aoc. coll 

Roclin) 

両
大
戦
間
と
そ
れ
iよL

Fig.18 ((錨女))後
(萩焼、秘薬を施した土器、寸法記載なし) 102 
)["イ・ゴンス r臼本美術~ (1883年)図版 i孟
αOudzume po巾 bo叫出ten terre合nailleede Haguい I~ 

αvne siecle)， Pl. XII， Figures humaines， I.ouis Gonse， I:art I芸

japo叩お (1883) 術

IV 

Fig.19 ((達磨》

(尾張、秘薬を施した妬君号、寸法記載なし)

jレイ・ゴンス『日本美術~ (1883年)図版

" Statuette de Dharma， Gresせmaillecraquele c1'Owari円 Col

lection H. Cernuschi， Pl. IV， Figures humaines， I.ouis Gonse， 

L'artjaponais (1883) 
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ト
・
ロ
ダ
ン
が
制
作
し
た
寝
巻
き
姿
の
《
パ
ル
ザ
ッ
ク
》
(
出
向

-
g〕
が
ひ
き
お
こ
し
た
醜
聞
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
青

S巴ctionlV Art et linerature depuis l'entre-deux四guerres

銅
像
は
一
八
九
八
年
の
国
民
美
術
協
会
の
サ
ロ
ン
で
拒
絶
さ
れ
た
。
《
靴
を
手
に
し
た
達
磨
》
〔
出
向
・

5
の
焼
き
物
が
ア
メ
リ

カ
人
の
友
人
、
ジ
ョ
ン
・
ト
ゥ

1
ド
に
よ
っ
て
ロ
ダ
ン
に
贈
ら
れ
た
の
は
、

そ
の
《
バ
ル
ザ
ッ
ク
》
録
の
醜
聞
の
後
の
こ
と
で
、

《
パ
ル
ザ
ッ
ク
》
像
に
よ
く
似
た
達
磨
を
わ
ざ
わ
ざ
贈
っ
た
の
は
、
彫
刻
家
を
慰
め
る
か
、
楽
し
ま
せ
る
か
す
る
た
め
の
御
冗

談
だ
っ
た
よ
う
だ
。
と
は
い
え
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
《
パ
ル
ザ
ッ
ク
》
制
作
に
先
立
ち
、
こ
の

「
日
本
人
ロ
ダ
ン

(岡山。佳ロ

ル
イ
・
ゴ
ン
ス
の
『
日
本

官
官
。

52)
」
の
他
の
参
照
源
を
見
る
機
会
が
ロ
ダ
ン
に
は
皆
無
だ
っ
た
、

美
術
』
の
頁
を
捲
り
さ
え
す
れ
ば
、
パ
ジ
ャ
マ
姿
の
ロ
マ
ン

と
は
言
え
ま
い
。
実
際
、

の
文
豪
を
発
案
す
る
の
に
好
適
な
縮
尺
模
型
の
雛
形
を
見
つ

る
よ
う
に
、

い
と
も
容
易
い
技
だ
っ
た
は
ず
な
の
で
あ
る

S
m・
5
・

5
〕。

の
ク
リ
ス
ト
ア
・
マ
ル
ケ
の
稿
に
も
あ

け
出
す
こ
と
な
ど
、

エ
ド
モ
ン
・
、
ド
・
ゴ
ン
ク

1
ル
や
ブ
エ
リ
ッ
ク
ス
・
ブ
ラ
ッ
ク
モ
ン
と
日
本
の
艶
本
の
エ
ロ
テ
ィ
ッ
ク
鑑
賞
に
血

美
術
』

の
図
版
に
目
を
通
さ
な
か
っ
た
、

道
を
あ
げ
、
や
が
て
ハ
ナ
コ
像
の
連
作
に
熱
中
す
る
こ
と
に
も
な
る
日
本
趣
味
の
彫
刻
家
が
、4

宝

と
想
定
す
る
ほ
う
が
、
無
理
と
い
う
も
の
だ
ろ
う
。

ル
イ
・
ゴ
ン
ス
の
著
作
『
日
本

6 

嚢
術
理
念
の
刷
新
に
む
け
て

て
考
察
を
め
ぐ
ら
せ
て
き
た
。
こ
の
期
間
、

本
稿
で
は
、
日
仏
の
襲
術
上
の
交
流
の
な
か
か
ら
、
陶
磁
器
を
中
心
と
し
て
、
一
九
世
紀
後
半
の
幾
つ
か
の
局
面
に
設
定
し

工
葱
は
お
お
き
な
価
舘
観
の
変
動
を
経
験
し
て
い
た
。
そ
の
な
か
で
、
日
本
の

陶
磁
器
の
発
見
が
い
か
に
フ
ラ
ン
ス
の
(
さ
ら
に
よ
り
広
く
は
欧
州
一
般
の
)

工
襲
概
念
の
進
化
に
貢
献
し
た
か
を
問
う
の

と
り
わ
け
輸
出
用
磁
器
の
彼
方
か
ら
出
現
し
た
茶
陶
や
妬
器
な
ど
の
焼

が
、
本
稿
の
目
的
で
あ
っ
た
。
日
本
の
工
蓄
の
発
見
、

き
物
へ
の
関
心
は
、
世
紀
末
の
ア

i
ル
・
ヌ
ヴ
ォ

1
の
美
学
へ
と
直
結
し
、
従
来
の
絵
画
や
彫
刻
に
優
位
を
与
え
る
美
術
観
そ

の
も
の
を
揺
る
が
せ
に
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
お
も
し
ろ
い
こ
と
に
、
冒
頭
に
触
れ
た
ラ
ザ
フ
ォ
ー
ド
・
オ

1
ル
コ
ッ
ク
は

穏
賀
繁
美

西
欧
モ
デ
ル
ニ
テ
に
対
縛
す
る
日
本
の
伝
統
工
襲
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IV 

間
大
戦
間
と
そ
れ
以
後
の
文
学
・
芸
術

一
八
七
八
年
の

『
日
本
の
美
術
と
工
業
』

で
は
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
モ
リ
ス
主
義
者
へ
と
変
貌
し
、
前
著
『
大
君
の
都
』

の
自
説
を

撤
回
し
て
い
る
。

中
世
に
理
想
を
見
出
す
中
世
主
義
の
立
場
か
ら
、

)
の
元
初
代
駐
日
公
使
は
、

日
本
に
い
わ
ゆ
る
高
級
審
術

が
不
在
で
あ
る
こ
と
に
こ
そ
、

日
本
の
審
美
的
優
位
を
主
張
し
よ
う
と
す
る
立
場
へ
と
、

劇
的
と
い
っ
て
も
よ
い
宗
旨
変
え
を

果
た
し
て
い
る
。

」
れ
は
時
代
的
符
合
と
し
て
も
、

き
わ
め
て
興
味
深
い
。

エ
ド
モ
ン
・
ド
・
ゴ
ン
ク

1
ル
は
一
八
九
二
年
五
月
一
一
一
一
日
の
日
記
に

ブ
フ
ン
ス
の

と工
観業
察審
し術
た49は

日
本
美
術
、

か
の

親
密
な
る
生
命
の
美
術
の
鞭
に
当
て
ら
れ
て
、

い
ま
や
大
勢
術
を
殺
そ
う
と
し
て
い
る
」

そ
れ
か
ら
す
で
に

一
六

O
年
が
経
過
し
た
。

そ
し
て
一
二
世
紀
を
迎
え
た
今
、

」
の
ゴ
ン
ク
ー
ル
の
観
察
の
帰
結
は
さ
ら
に
明
白
に
な
っ
た
よ
う

に
思
わ
れ
る
。
ヴ
ィ
ク
ト
ル
・
ユ
ゴ
!
の
輩
に
な
ら
っ
て

ご
」
れ
が
そ
れ
を
殺
し
た

い
換
え
て
み
ょ
う
か
。

そ
こ
に
誇

張
が
あ
る
の
は
無
論
だ
が
、

日
本
が
一
九
世
紀
末
欧
州
に
費
し
た
、

い
わ
ゆ
る
小
塾
術
た
る
工
襲
が

つ
い
に
は
欧
州
の
大
義

術
と
い
う
理
念
を
葬
り
去
っ
た
。

世
記
末
に
は
、

一
時
的
と
は
い
え
、

装
飾
襲
術
が
旧
来
の
大
喜
術
を
席
巻
し
た
。

む
ろ
ん
、

そ
の
す
べ
て
を

日
本
の
影
響
に
還
元
す
る
の
は
、
行
き
過
ぎ
だ
ろ
う
。

と
は
い
え
、

)
こ
に
は
手
仕
事

4

に
よ
る
生
活
の
装
飾

を
尊
重
す
る
価
値
観
の
発
露
が
見
ら
れ
、

ま
た
理
性
の
物
質
的
具
現
と
し
て
の
襲
術
と
い
う
定
義
に
対
す
る
根
底
的
な
反
省
が

含
ま
れ
て
い
た
こ
と
は
、
疑
え
ま
い
。

は
た
し
て
そ
れ
は
、
百
年
後
の
一
九
八

0
年
代
に
な
っ
て
、

ク
ロ
ー
ド
・
レ
ヴ
ィ

u
ス

ト
ロ

1
ス
が
述
べ
た

「
喪
失
さ
れ
た
メ
チ
エ
」
恢
復
の
た
め
の
試
み
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
(
こ
の
人
類
学
者
は
、

の
メ
チ
エ
を
喪
失
し
た
こ
と
に
、
深
い
慨
嘆
を
も
ら
し
た

)

0

現
代
美
術
が

頭
脳
優
先
の
あ
ま
り
、

あ
る
い
は
反
対
に
、

そ
れ
は
ハ

ン
ス
・
ベ
ル
テ
ィ
ン
グ
が
同
時
期
に
臆
せ
ず
し
て
語
っ
た

い
の
だ
ろ
う
か
?

か
の

「
美
術
史
の
終
一
志
」

の
、
最
初
の
兆
候
だ
っ
た

っ
て
よ

ク
リ
ス
テ
ィ
ア
ン
・
パ
テ
ュ
ー
か
ら
イ
マ
ヌ
エ
ル
・
カ
ン
ト
に
至
る
系
J
の
な
か
で
、

F
3
 

を
経
由
し
て
、
啓
蒙
の
時
代
は
美
術
と
い
う
理
念
を
鋳
込
み
、
鍛
え
て
き
た
。

一
百
科
全
書
派
の
ダ
ラ
ン
ベ
!
ル
な
ど

に
、
社
会
的
に
認
知
さ
れ
、

制
度
的
に
保
障
さ
れ
て

世
紀
ほ
ど
存

で予
三日
-l-~つ
E、o':l-.1しユ

で

モ
デ
ル
ニ
テ
の
旗
頭
の
し
た

し
か
し
理
念
と
し
て
の
塾
術
は
、

現
在
、

そ
の
末
期
の
苦
闘
に
端
い
で
い
る
、

と
い
っ
て
も
過
言
で
は
あ
る
ま
い
。

か
つ
て
襲
術
が
人
間
の
頭
脳
に
よ
る
活
動

コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
に
よ
る
デ
ジ
タ
ル
・

と
し
て
自
ら
に
許
し
た
創
造
性
は
、

現
在
で
は
社
会
的
に
も
貧
血
状
態
に
陥
っ
て
い
る
。

デ
ー
タ

(EmEZm弘
山
)
に
よ
っ
て
席
巻
さ
れ
た
現
代
社
会
は
、
奇
妙
な
こ
と
に
も
人
間
の
指
(
弘
仲
間
吉
田
)
に
宿
っ
た
能
力
を

4
a
 

忘
却
す
る
方
向
へ
と
極
端
な
傾
斜
を
呈
し
て
い
あ
。
ア
ン
ド
レ
・
ル
ロ
ワ
リ
グ
ー
ラ
ン
は
、
そ
れ
に
対
し
て
、
ま
だ
電
算
機
な

ど
萌
芽
状
態
で
あ
っ
た
時
代
の
著
作
『
身
振
り
と
一
一
一
一
口
葉
』
で
、

つ
と
に
警
鐘
を
発
し
て
い
た
。
と
す
れ
ば
、
今
こ
そ
指
そ
し
て

手
に
宿
っ
た
潜
在
的
(
〈

55})
能
力
を
再
考
し
、
カ
ン
ト
が
第
二
の
脳
を
認
め
た
こ
の
器
官
の
開
発
を
目
指
す
べ
き
と
き
で

は
な
い
だ
ろ
う
仇
o

こ
の
文
脈
で
、
ア
ン
リ
・
フ
ォ
シ
ヨ
ン
の
『
手
を
讃
え
て
』
か
ら
引
用
し
て
お
き
た
い
。

手
は
ほ
と
ん
ど
生
き
た
存
在
だ
。
召
使
だ
ろ
う
か
。
お
そ
ら
く
は
。
だ
が
そ
れ
は
、
近
る
よ
う
な
自
由
な
才
覚
を
も

ち
、
表
情
を
宿
し
て
い
る
。
隈
も
な
け
れ
ば
声
も
持
た
な
い
が
、
手
は
物
を
見
て
、
語
り
か
け
る
。
(
:
:
:
)
人
間
の
顔

そ
れ
は
掴
み
、
作
り
出

し
、
し
ば
し
ば
も
の
を
す
ら
考
え
て
い
る
よ
う
だ
。
[
:
:
:
〕
口
も
利
け
ず
、
目
も
見
え
な
い
器
官
が
、
ど
う
し
て
あ
れ

は
、
と
り
わ
け
幾
つ
も
の
受
容
器
官
が
組
み
合
わ
さ
っ
て
出
来
て
い
る
が
、
手
は
活
動
だ
。

ほ
ど
の
説
得
力
を
も
っ
て
語
り
か
け
る
の
だ
ろ
う
か
?
[
:
:
:
〕
私
は
手
を
体
と
も
、
精
神
と
も
切
り
離
し
は
し
な
い
。

か
し
ず

だ
が
手
と
精
神
と
の
関
係
は
、
聞
き
分
け
の
良
い
召
使
と
、
彼
に
侍
か
れ
た
主
人
と
の
関
係
な
ど
よ
り
も
、
は
る
か

に
複
雑
だ
。
精
神
が
予
を
つ
く
り
、
手
が
精
神
を
作
る
。
能
造
し
な
い
仕
草
、
そ
の
場
限
り
の
手
振
り
は
、
意
識
の

状
態
を
挑
発
し
、
そ
れ
に
輪
郭
を
与
え
る
。
創
造
す
る
動
作
、
も
の
つ
く
り
の
手
わ
ざ
は
、
内
面
の
生
命
の
う
え
に
、

引
き
続
く
作
用
を
及
ぼ
す
。
手
は
触
覚
か
ら
、
そ
の
受
身
の
受
容
性
を
奪
い
去
る
。
手
は
触
覚
を
、
経
験
と
行
動
へ

ヒ
ト
は
手
か
ら
、
船
即
刻
、
重
さ
、
密
度
、
数
を
我
が
も
の
と
す
る
術
を
学
ぶ
。
前
人
未
到
の
宇
苗
を

と
組
織
す
る
。

創
造
し
な
が
ら
、
手
は
そ
の
い
た
る
と
こ
ろ
に
、
己
の
刻
印
を
残
し
て
ゆ
く
。
手
は
素
材
を
変
身
さ
せ
、
形
を
変
容

そ
の
素
材
や
形
と
自
分
を
照
ら
し
合
わ
せ
て
、
腕
比
べ
す
る
。
人
間
を
訓
育
し
て
く
れ
る
存
在
で
あ

さ
せ
な
が
ら
、

稲
省
一
繁
美

西
欧
モ
デ
ル
ニ
テ
に
対
峠
す
る
呂
本
の
伝
統
工
嬰
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る
手
は
、
人
間
を
時
空
の
う
ち
に
増
殖
さ
せ
て
ゆ
く
。

IV 

両
大
戦
間
と
そ
れ
以
後
の
文
学
・
芸
術

ア
ン
リ
・
ア
ォ
シ
ヨ
ン

「
手
を
讃
え
て
」
(
一
九
四
三
年
)

こ
の
フ
ォ
シ
ヨ
ン
の
考
察
を
、
歴
史
的
な
文
脈
の
う
ち
に
位
置
づ
け
な
お
す
こ
と
は
、
敢
え
て
し
ま
い
。
た
だ
、

フ
ォ
シ
ヨ

ン
が
リ
ヨ
ン
美
術
館
の
館
長
と
し
て
、
ラ
フ
ァ
エ
ル
・
コ
ラ
ン
の
日
本
陶
磁
器
坂
集
遺
贈
の
受
け
入
れ
に
尽
力
し
た
人
物
で

あ
っ
た
こ
と
だ
け
を
、
想
起
し
て
お
く
に
と
ど
め
よ
う
。
さ
し
あ
た
り
、
以
下
の
よ
う
な
問
い
か
け
を
開
い
た
ま
ま
に
し
て
、

本
稿
を
終
え
た
い
。
す
な
わ
ち
ア
ン
リ
・
ブ
ォ
シ
ヨ
ン
が
そ
の
晩
年
に
書
い
た
こ
の
『
手
を
讃
え
て
』
か
ら
、
我
々
は

の
将
来
に
、
現
状
の
関
塞
を
打
破
す
る
た
め
の
い
か
な
る
教
訓
を
汲
む
こ
と
が
で
き
る
の
だ
ろ
う
か
。
職
人
的
な
手
金

い
ま
だ
未
開
発
な
る
潜
在
的
可
能
性
を
見
出
す
こ
と
は
で
き
な

い
の
だ
ろ
う
か
。
吉
年
以
上
前
の
ル
イ
・
ゴ
ン
ス
や
エ
ド
モ
ン
・
ド
・
ゴ
ン
ク
!
ル
が
日
本
美
術
に
託
し
て
語
っ
た
言
葉
に
も
、

"、J

そ
う
し
た
問
い
か
け
が
信
っ
て
い
た
に
違
い
な
い
。

の
な
か
に
、
「
美
術
史
の
終
意
」

を
生
き
延
び
る
た
め
の
、

疑
い
な
く
、

後
記

両
大
戦
開
と
そ
れ
以
持
の
時
期
の
文
学
・
襲
術
と
い
う
セ
ク
シ
ョ
ン
で

の
発
表
を
依
頼
さ
れ
た
。
だ
が
、
こ
の
時
期
の
工
翠
に
関
し
て
述
べ
る

た
め
に
は
、
一
八
六
二
年
に
ま
で
遡
る
こ
と
が
必
要
と
な
り
、
本
稿
で

は
一
八
六
二
年
か
ら
一
九

O
O年
を
中
心
に
論
じ
た
。
一
九

O
O年
か

ら
A

九
五
四
年
に
至
る
時
期
に
関
し
て
は
、
筆
者
は
す
で
に
英
語
、
日

本
語
で
幾
つ
か
の
論
文
を
ま
と
め
、
フ
ラ
ン
ス
の
パ
リ
・
日
本
文
化
会

館
を
は
じ
め
と
す
る
場
所
で
講
演
も
試
み
て
い
る
の
で
、
そ
ち
ら
に
譲

2 

(
め
巳
・
)
ゆ
p
h
b
」
U
C
ミ
N
h
ミ
内
ミ
ヘ
品
ミ
w
ベA
V
W
1
y
向
。
円
山
知
口
出
町
民
何
回
ユ
2
J
g
c
o
D
m
凶
f

Hhv∞。・

冨
Z
S
〉
Z
ロ
由
主
唱
会
4
3
宮
内
訪
問
)
め
の
宮
仏
命
的
か
の
F
m
戸
口
m
古
田
m
w
吋
江
田
巴
A
ロ命的

σ
E
2
F
し
『
山
℃
C
ロ
Z
-
m
明
E
D
の
め
一
円
。
】
m
戸
}
)
。
巳
∞
自
ク
H
N
m
w
H
}
}
5
2
h
c
-
a

]
E
Z
-
m
凶
円
)
Z
E
C
B
Y
H
)
。
口
町
江
田
め
器
。
円
山
内
バ
ロ
ゆ
y
λ
ミ
2
を
守
む
な
芯
ミ
向

。
。
~
~
c
Q
ロ
偽
札
ぶ
H
N
h
h比
n
h
¥
Q
M
M
。
3
Q
E
m
w
h
h
出
向
で
門
云
九
戸
、
S
G
4
九
町
内
川
〉
k
h
q
n
匂
~
。
b
r
w

M)「め∞∞め∞

O
ユゆ門戸仲町凶]山田門会出(山Awm，「州山口のめ唱NOOAY℃℃・]{∞HEHhvh山・

の
め
ロ
雪
山
p
z
r
F
S
H
H
H
寸
志
に
よ
る
以
下
の
詳
細
な
年
表
を
参
照
の
こ
と
。

の
忠
弘
C
ぬ
口
。
仏
め
で
白
内
℃
。
印
{
片
山
。
口
、
Q
H
U
G
ミ
な
さ
向
日

]5∞
∞
一
『
ジ
ャ
。
ホ
ニ
ス
ム
』

日
)
号
日
夕
日
窓
口
口
一
g
号
∞
玄
5
b
g
z
丘
一
。
E
C
M
内
一
東
京
、
開
立
関
洋
美

術
館
、
一
九
八
八
年
。

Z
W
C
}
め
問
。
5
5
2
-
2
命
。
子
(
リ
ミ
否
認
脅
さ
守
宮
足
。
丸
町
三
P
E
E
P

吋
宮
田
「
目
立
田
宮
云
ロ
∞
2
5
H
V
2
∞
∞
w
N
O
O
吋
-

h
y
ュ
丸
山
口
。
ω
z
g
x
c
(
か
門
戸
)
w
司
令
，
F
E
S
ミ
s
h
刊
む
「
号
ミ
マ
む
込
H
h
o
ミ
h
p
w
E

E
ミ
ミ
ミ
む
と
§
S
ミ
h
m
w
w
H
N
b
z
E
C
ロ
仏
2
E
5
2
2
山
門
戸
。
ロ
き
u
p
N
O
O
G
・

同
屯
芸
与
さ
芯
均
三
冨
5
2
含
0
5
5
2
ロ

q・NOO∞・

芳
賀
徹
『
大
君
の
使
節
』
、
東
京
、
中
公
新
書
、
一
九
六
八
年
o

E
n
y
ミ
仏
己
完
自
S
F
冨
R
m
刊
号
立
問
冨
R
U
O
D
ω
丘
(
包
∞
・

)
Lむ
き
2

h
弘
行
ミ
ミ
ミ
唱
で
さ
え
町
可
J
Z
ω
片
山
C
白
色
の
と
}
伶
弓
え
〉
吋
F
4〈
g
E
D
h
-
。

p
d
z

の
山
口
角
川
吋
可
司
ロ
z
w
m
区
一
。
P
H也市
w
p
z
-
N
N
W
日
)
℃
・
∞
G
B
∞
吋
・

日
付
丘
町
ω
B
山
(
リ
ゲ
丘
町
二
宮
5
2
目
的
∞
。
グ
6
2
4司
Z
m
N
H
ロ
∞
可
ロ
の
さ
へ
。
同

1

「。wcmHmwt司
ω
〉
}
内
山
g
w
m
川
v
v
・
-
ロ
n
E
N
m
凶
σ
ロ
吋
O
Y
J
P
B
山
内
山
内
同
(
め
円
山
・
)
唱
'
」
む
、
?

ミhミnEQM4・同九以内凶山口∞}HmwHHM件。「ロmw片山CDmwYHゆ∞。w山)匂・HA肝吋gM印。・

三
浦
篤
『
近
代
芸
術
家
の
表
象
』
、
東
京
、
東
京
大
学
出
版
会
、

二
O
O六
年
、
一
一
一

O
O頁
以
下
。

ト
ロ
~
勺
可
む
芯
町
内
コ
川
内
ロ
コ
出
向
~
町
、
む
、
。
3
w
h
w
九
品
、
叫
N
h
G
司
会
川
旬
、
R
司、同九3H2wh」むHU01

3
む
な
'
さ
と
2
4
Q
号
、
低
向
。
ミ
同
志
、
言
明
む
な
忌
5
E
h
n
n
g
え
ご
き
た
た
吾

、
H
h
N
F
四
九
恥
丘
町
w
『
フ
ラ
ン
ス
が
夢
見
た
日
本
ヘ
東
京
、
東
京
国
立
博
物

館
、
二

O
O八
年
。
大
久
保
純
一
が
ラ
ン
ベ
!
ル
の
食
器
セ
ッ
ト
の

3 4 5 6 8 9 10 11 

る
。
こ
れ
ら
の
論
文
出
版
(
を
含
め
以
下
の
註
を
御
参
照
い
た
だ
き
た
い
。

な
お
「
謹
」
の
字
に
つ
い
て
は
全
体
と
の
不
統
一
に
も
か
か
ら
わ
ず
正

字
を
使
わ
せ
て
い
た
だ
く
。
「
芸
」
は
別
字
と
の
認
識
ゆ
え
の
判
断
で

中めマ
h
v

。

1 ~主

『
浮
世
絵
と
印
象
派
の
画
家
た
ち
展
』
、
東
京
、
サ
ン
シ
ャ
イ
ン
美
術

館
、
一
九
七
九

1
八

O
年
。
以
下
も
参
照
。
n
E
S
ぴ
C
3
7
J
E
S
色
白

12 

大
部
分
の
絵
柄
の
源
泉
を
特
定
し
て
い
る
。
北
斎
、
広
重
ば
か
り
で
な

く
幸
野
楳
嶺
、
中
山
崇
岳
、
河
鍋
暁
欝
な
ど
、
同
時
代
の
絵
部
た
ち
か

ら
も
絵
柄
が
取
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
、
判
明
し
た
。

何
吋
門
戸
命
的
件
門
町
。
∞
ロ
め
ど
ケ
余
円
m
H
1
4
い
」
山
℃
。
ロ
包
∞
v
v
w
m
リ
。
口
町
内
山
コ
川
口
の
め
h
m
w
一
円
。
P

で巴ロ目。ロのめ口一行門出]め(山め由mwえい印mw℃℃口scm山田p-JD(凶ロ∞仲間・日ゆw]{ゆ町内山
4
・

H
∞
。
。
・
A
A
H
h
】
m
w
【
)
。
ロ
U
M
M
m
w
ユ
由
v
J
C
G
N
n
H
H
町
民
向
』
句
会
話
H
1
Q
ミ
ア
由
。
℃
・
]
{
∞
吋
∞
・

戸山口H・2g円〉]古田ゆ余円Tm伶2凶泌∞ロAか山ぴ己己門

z∞門仏-宮戸ロHし〕一古m∞凶℃。ロ巴~宮∞自⑦の♀か「E∞同g阿出凶山
Z心己去m伶2川泌∞
 

ゆ口明H吋1hω凶ロの⑦vyvJw~句叫mb叩てミ~‘付伶~』町Fw
』

h~町てNどh伶えぬ~む~句円。門ミ凡~瓜Hm瓜川丸内，』司むミ九な旬hえ叫N史h
ミ
N史h』h~m瓜?川r内陀叫

ミきむミき。
ン
ス
胸
陶
附
磁
器
に
お
け
る
日
本
趣
味
の
幕
開
け
」
『
ジ
ヤ
。
ホ
ニ
ス
ム
学
会

報
』
二
一
一
号
、
二

O
O二
年
、
九

1
二
O
頁。

大
島
清
次
『
ジ
ヤ
ボ
ニ
ス
ム
一
浮
世
絵
と
印
象
派
の
閥
辺
へ
美
術
公

論
社
、
一
九
八

O
年
一
講
談
社
学
術
文
庫
、
一
九
九
二
年
。

冨
R
Z
ロ
虫
色
巳
σ
2
m
w
百
六
『
者
。
巴
由
自
め
山
口
色
町
伶
門
戸
岳
ロ
2
0
3
江
戸
お

〉
江
田
v
v
w
」
む
、
。
ミ
h
ミ
町
、
」
h
判
、
む
ミ
内
』
内
『
足
、
妥
当
内
向
。
ミ
~
汁
高
ミ
n
p
h
ミ
~
~
戸
主
3

3
3
h
J
}
5
2
2
z
m
H
M
門
円
程
5
2
M
E
C内

kr・
F
E
u
-
P
℃
・
5
P
吋
4
0
・
呂
、
吋
・

司
近
代
窯
業
の
父
ゴ
ッ
ト
フ
リ
!
ト
・
ワ
グ
ネ
ル
と
万
宙
博
覧
会
へ
愛

知
県
陶
磁
資
料
館
、
二

O
O四
年
、
五
七
頁
。

こ
の
点
は
、
今
井
祐
子
に
よ
る
未
刊
行
博
士
論
文
『
ジ
ャ
。
ホ
ニ
ス
ム
期

の
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
呂
本
陶
磁
器
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
の
形
成
|
|
日
本

陶
器
へ
の
間
接
と
交
易
の
展
開
』
(
神
戸
大
学
、
総
合
人
間
科
学
研
究

科
、
一
一

O
O一
二
年
)
が
明
確
に
立
証
し
た
。
以
下
を
参
照
。
今
井
祐
子

二
八
七
八
年
パ
リ
万
博
と
日
本
陶
磁
器
」
『
国
際
文
化
学
』
第
六
号
、

二
O
O二
年
、
…

1
一
二
頁
。
ま
た
ジ
ュ
ヌ
ヴ
ィ
エ
!
ヴ
・
ラ
カ
ン
ブ

ル
が
述
べ
る
と
お
り
、
セ
ン
ト
・
ル
イ
ス
万
国
博
覧
会
に
も
、
日
本
は

茶
陶
を
出
品
し
て
お
り
、
そ
の
う
ち
か
な
り
の
量
が
販
売
さ
れ
た
。
当

時
の
サ
ウ
ス
・
ケ
ン
ジ
ン
ト
ン
美
備
館
が
そ
の
あ
る
部
分
を
購
入
し
て

い
る
。
こ
の
状
況
に
つ
い
て
は
、
同
時
代
に
刊
行
さ
れ
た
大
英
博
物
館

勤
務
の
オ

i
ガ
ス
ト
ゥ
ス
・
フ
ラ
ン
ク
ス
の
日
本
陶
磁
に
関
す
る
目
録

13 14 15 16 17 

稲
担
田
一
繁
美

西
欧
モ
デ
ル
ニ
テ
に
対
峠
す
る
B
本
の
伝
統
工
警

拙
訳56
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の
改
訂
状
況
か
ら
裏
付
け
を
得
ら
れ
る
。
〉
ロ
m
g
Z
∞
巧
・
却
さ
の
宮
唱

、
む
』
U
Q
表
出
向
、
。
『
町
内
ご
J
H
・
m
u
i
由
。
(
凶
ゆ
円
山
一
c
c
p
M
m
w
∞
。
一
吋
m
w
M
)
ユ
ロ
ゲ
J
N
W
円
。
「
紅

白
ロ
仏
〉
5
2
同
居
己
的
ゆ
ロ
E
L
2
N
-
H
L
C
H
M
仏
C
D
・
本
件
に
つ
い
て
は
、
以
下

の
論
文
が
有
益
。
ニ
コ
ル
・
ル
マ
ニ
エ
!
ル
「
英
国
ヴ
ィ
ク
ト
リ
ア

時
代
の
日
本
陶
磁
器
蒐
集
」
(
有
地
芽
浬
訳
)
可
美
術
フ
ォ
!
ラ
ム
幻
』

二
O
O
一
年
、
一

O
一
1
一一

O
頁
。
さ
ら
に
今
井
祐
子
「
西
洋
に
お

け
る
日
本
陶
器
蒐
集
」
と
路
川
式
胤
著
『
腕
古
関
説
』
」
『
ジ
ャ
ポ
ニ
ス

ム
研
究
』
二
二
号
、
ニ

O
O一
一
年
、
二
八
真
。
英
国
に
お
け
る
こ
う
し

た
日
本
陶
磁
器
に
対
す
る
新
視
点
は
、
フ
ラ
ン
ス
で
の
動
向
と
同
時
並

行
だ
っ
た
こ
と
が
窺
え
る
。

こ
れ
ら
の
海
外
陣
覧
会
に
出
品
さ
れ
た
輪
出
用
工
審
品
で
現
存
す
る
作

例
が
以
下
の
展
覧
会
で
再
現
展
示
さ
れ
た
。
『
吐
紀
の
祭
典
・
万
国
博

覧
会
の
美
術
』
東
京
国
立
博
物
館
、
二

O
O四
1
五
年
。

伊
藤
嘉
章
二
八
七
八
年
パ
リ
万
由
博
覧
会
に
お
け
る
日
仏
陶
磁
の
交

換
」
同
上
展
覧
会
臨
録
。
一
五
六

1
一
六
一
頁
。

薩
摩
焼
パ
リ
伝
統
美
展
実
行
委
員
会
(
編
)
吋
薩
摩
焼
ヘ
堺
市
博
物
館
、

二
O
O八
年
、
二
一
一
一

1
二
八
、
四
七
頁
o

z
-
m
c
g
E
S
庁
ヨ
前
掲
論
文
、
二

O
O
一
年
、
一

O
七

1
八
頁
。
ま

た
『
ジ
ヤ
ボ
ニ
ス
ム
の
テ
ー
ブ
ル
ウ
エ
ア
ヘ
東
京
、
松
下
電
工
汐
関

ミ
ュ
1
ジ
ウ
ム
ほ
か
、
二

O
O七
年
、
一

O
八
1
0九
頁
。
ボ
ウ
ズ
に

よ
る
蒐
集
に
関
し
て
は
、
畑
智
子
「
ボ
ウ
ズ
・
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
に
み
る

一
九
世
紀
輪
出
工
芸
の
需
要
の
一
様
相
」
稲
質
繁
美
(
編
)
『
伝
統
工

塾
再
考
・
京
の
う
ち
そ
と
へ
忠
文
間
出
版
、
二

O
O七
年
、
二

0
0

1
二
一
六
頁
。

ト
足
立
と
E
H
S
p
u
c
。
2
0
σ
2
5
∞
。
w
こ
の
押
絵
は
、
今
井
祐
子
の
博

士
論
文
、
二

O
O二
年
に
図
六
二
と
し
て
掲
載
。

こ
の
際
の
購
入
作
品
目
録
は
、
前
掲
、
伊
藤
嘉
章
論
文
に
掲
載
さ

れ
、
そ
の
い
く
つ
か
が
再
展
覧
会
で
里
帰
り
を
果
た
し
た
。
前
掲
『
位

紀
の
祭
典
・
万
国
博
覧
会
の
美
徳
』
八
三
貰
以
下
。
ま
た
、
以
下
で

急
進
の
美
術
批
評
家
、
。
フ
ィ
リ
ッ
プ
・
ピ
ュ
ル
テ
ィ
ー
は
、
も
ち
ま
え

の
政
治
感
覚
か
ら
、
高
級
輸
出
用
磁
器
に
日
本
の
裕
福
な
指
紋
の
貴

族
趣
味
を
、
反
対
に
歪
ん
で
地
味
な
茶
陶
に
臼
本
の
民
衆
の
晴
好
を

認
め
る
よ
う
な
判
断
を
示
し
て
い
る
。
(
℃
}
凶
・
∞
ロ
3
w
h
む
同
)
。
町
内
可
同
町
内
『

宮
、
。
可
町
内
~
む
さ
ぬ
む
史
、
む
、
。
ミ
、
円
可
。
N
h
n
。
λ
芯
高
3
n
m
N
h
w
市
何
回
H
・
s
・
〉
・
c
c
m
ロ
C
P

H
∞
∞
h
f
H
H
U
包
N
。
。
N
一
℃
・
5
2
0
事
実
認
識
と
し
て
は
、
ま
っ
た
く
荒

唐
無
稽
だ
が
、
こ
し
た
図
式
が
古
物
の
茶
道
具
へ
の
関
心
を
高
め
る
の

に
侍
ら
か
の
貢
献
を
果
た
し
た
可
能
性
は
排
除
で
き
な
い
。
も
っ
と

も
、
ル
イ
・
ゴ
ン
ス
は
一
八
八
三
年
刊
行
の
吋
日
本
美
能
』
の
「
陶

磁
器
」
部
へ
の
序
文
P
2
2
の
。
S
F
胃
止
完
ぬ
き
の
町
岳
山
々

2
ロ
ユ
∞

の
か
「
m
w
g
E
ロ
め
〕
m
w
℃
。
ロ
m
H
2
σ
色
。
h
ゼ
ミ
p
h
む
、
。
ミ
ミ
ア
H
∞
∞
ω
)
で
、
ビ
ュ
ル

テ
ィ
!
の
見
解
と
は
正
反
対
に
、
茶
掬
こ
そ
が
富
硲
階
級
の
垂
誕
の
的

で
あ
り
、
名
物
に
は
法
外
な
値
段
が
つ
く
こ
と
を
述
べ
て
い
た
。
ビ
ュ

ル
テ
ィ
ー
も
一
八
八
九
年
公
刊
の
月
刊
誌
『
襲
術
の
臼
本
』
掲
載
記

事

会

E

3

Z
号
g
E
u
g
y
な
缶
、
S
E
な
H
S
N
h
p
D
。
口
2
5
w

H
∞
∞
m
w
で
は
、
か
つ
て
の
自
己
の
見
解
を
訂
正
し
て
い
る
。
一
八
七
八

年
か
ら
八
四
年
に
か
け
て
の
儒
値
観
の
混
乱
が
分
か
る
。

今
井
博
士
論
文
は
一
八
七
頁
で
借
用
の
事
実
に
触
れ
て
は
い
る
が
、
そ

の
意
味
ま
で
は
探
求
し
て
い
な
い
。

司逼逼蕗趨一べ
ツ
ト
符
合
に
よ
つ
て
分
類
さ
れ
て
い
る

O

J
L
。
∞
℃
}
山
口
円
リ
}
括
的
w
w
h
句
、
む
』
U
O
ミ
む
ミ
な
ミ
Q
N
h
p
ロ
。
H
、
戸
∞
め
七
J
H
∞
∞
川
Y

H
)

円)・GAFSG印・

今
井
博
士
論
文
、
一
五
九
頁
も
参
照
。
こ
れ
に
対
し
て
、
稲
貿
の
仮
説

は
、
ビ
ン
グ
所
蔵
の
雄
山
川
市
蔵
品
の
う
ち
幾
っ
か
が
誼
接
モ

i
ス
の
手

に
渉
っ
た
最
後
の
時
期
を
、
一
八
八
九
年
の
事
と
特
定
す
る
可
能
性
を

提
案
す
る
も
の
で
あ
る
。

『
モ
!
ス
の
見
た
汀
本
展
一
セ
イ
ラ
ム
・
ピ
!
ボ
デ
ィ
ー
博
物
館
・
モ
ー

ス
・
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
ヘ
西
武
美
術
館
、
九
八
九
年
、
一
一
一
六
百
一
。
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W 

両
大
戦
聞
と
そ
れ
以
後
の
文
学
・
芸
術

24 

も
展
示
さ
れ
た
o
n
E
ユ
注
目
見
ω
E
S
W
C
(
E
-
Y
司
令
ケ
ミ
ミ
叫
で
内
需
尋

問「『可む九九立。ミミ内~む円伐とるミミ凡QN町内」
.G、。ミミUmw同)mwH山田一一w同月山口口一cロ門凶め∞

γ
山
口
忠
2
2
m
w
c
g
m
W
C
M
W
N
o
o
o
w
℃
・
ω
N
・

相
)
町
・
}
W
C
吋
片
山
〉
入
入
門
m
w
旬
。
叶
m
w
ユ
ゆ
ω
ロ
ト
可
何
回
目
}
。
ロ
M
v
v
・
h
町
、
む
、
。
ミ
ロ
ミ
な
と
Q
N『

my

∞
岳
Z
Bぴ
2

5
∞
タ
毛

-gs可・

同
)
m
H
己
の
S
D
M
E
F
余
戸
山
わ
か
円
m
w
g
E
C
O
門
凶
作
2
w
辻
吋
b
s
m
w
，
。
ュ
2
H
円
v
v
w
c
h
叫

B

Nmミ同九九h~umhMNhHaaロミアMVmw吋山田温]戸∞、吋∞ゆ℃円)・∞mwNEω一。。。，mWHO-

峰
山
の
著
作
は
、
一
八
七
八
年
パ
リ
万
国
博
覧
会
日
本
出
品
の
展
示
案

内
冊
子
の
準
備
と
は
無
関
係
に
企
附
さ
れ
た
も
の
と
想
定
さ
れ
る
。
路

川
の
『
観
古
関
説
陶
磁
編
』
の
衝
撃
は
、
七
八
年
の
パ
リ
万
国
博
覧
会

註
後
か
ら
顕
著
に
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
状
況
か
ら
し
て
、
こ
の

著
作
は
博
覧
会
霞
前
に
は
す
で
に
、
ビ
ン
グ
の
周
囲
に
集
っ
て
い
た
目

敏
い
収
集
家
た
ち
の
注
目
す
る
と
こ
ろ
と
な
っ
て
い
た
よ
う
だ
。
こ
の

あ
た
り
の
状
況
に
つ
い
て
は
、
目
白
色
J
E
W
P
A
A
h
y
ω
ロ
m
N
2
z
m
d
・

8
岳

、
吋
知
的
古
田
問
。
「
凶
何
回
}
)
山
口
命
的
め
円
。
吋
知
器
片
的
三
」
Q
H
M
む
ミ
勾
ぬ
て
た
三
2
0
・
H
0
・

N。OAF-℃})-HCHgHN吋・

日目・ω・

γ
向。吋∞ゆw会一zzmwm州
mwd〈
m
H
W
∞
ベ
可
対
命
的
。
こ
さ
包
括
的
め
旬
。
2
2
可
v
v
-

〉
止
ま
さ
さ
角
川
¥
己
完
ヘ
会
句
史
~
~
町
H
N
F
〈
。
]
・
F
Z
0
・
2
・
由
。
∞
S
F
図
。
∞
件
。
ロ

宮
5
2
5
0
同
百
円
お
〉
2
・
問
。
ぴ
・
お
お
一
山
口
g
r
N
O
O
N
一
℃
・
H
N
斗
・

こ
こ
に
み
ら
れ
る
よ
う
な
価
髄
観
の
断
絶
と
亀
裂
と
は
、
実
際
に
磁
器

愛
好
を
金
科
玉
条
と
す
る
ボ
ウ
ズ
と
、
茶
陶
に
こ
そ
日
本
陶
磁
器
の
神

髄
を
認
め
よ
う
と
す
る
モ
1
ス
と
の
あ
い
だ
に
論
争
を
引
き
お
こ
し

た
。
畑
智
子
前
掲
論
文
参
部
。
こ
れ
に
続
く
一
八
八

0
年
代
前
半
に

は
、
龍
油
会
が
山
中
心
と
な
っ
て
パ
リ
で
「
日
本
美
術
縦
覧
会
」
を
企

画
す
る
が
、
失
敗
に
終
わ
っ
た
こ
と
が
『
大
日
本
美
術
新
報
へ
第
七

巻
、
一
八
八
一
一
一
年
五
月
一
一
二
日
の
記
載
な
ど
か
ら
も
確
認
で
き
る
。
今

井
博
士
も
擁
認
す
る
と
お
り
(
博
士
論
文
一
八
四
百
九
)
だ
が
、
そ
の
背

景
に
は
パ
リ
の
美
術
商
た
ち
と
の
連
携
の
失
敗
に
加
え
て
、
当
時
お
り

か
ら
の
金
融
危
機
に
見
舞
わ
れ
た
事
も
看
過
で
き
ま
い
。
ま
た
共
和
派
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技
法
上
の
こ
と
に
つ
い
て
は
荒
川
正
明
「
陶
芸
に
お
け
る
世
紀
末
様
式

i
i
十
九
世
紀
末
の
西
洋
と
自
本
の
美
術
陶
磁
の
交
流
」
『
出
光
美
術

館
研
究
紀
要
ヘ
一
九
九
五
年
、
九
七

1
一
二
三
頁
。

2
4
3
え
ω
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昌
宏
・
∞
タ
内
ミ
ミ
。
内
定
。
¥
H
p
m
足
。
1
h
n
守
口
町
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町
向
。
ミ
ミ

缶
、
2
2
町
、
ミ
町
内
ミ
w
n
m
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g
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山
旧
宮
一
、
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5
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N
Z
2
∞
広
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3
・
2
タ
5
2
・
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u
口〈・

市
m
w
己
〕
ゆ
m
w
ロ
ロ
ゆ
ロ
3
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〈
俗
的
。
σ
。
c
g
山
口
P
5
0
九
r
m
H
・
P
叩角川白色]]月山田口「⑦同HE

m
s
σ
タ
ω
。
4
3
v
宮
g
Z
S
円
円
。
E
Z
め
の
か
2
5
E
5
・
(
リ
丸
山
}
。
h
川
口
ぬ
門
山
め

て
ゆ
凶
日
)
。
∞
一
位
。
夕
、
む
、
。
ミ
号
、
3
m
y
河
内
山
口
E
C
D
円
山
内
山
田

ζ
ロ
∞
か
め
∞
Z
m
E
C
出
向
凶
C
M
F

E∞∞・z・ω吋hv・

八
八
回
。
口
一
円
命
日
目
-
め
ゆ
ロ
円
)
。
件
。
ユ
作
仏
⑦
∞
角
川
円
。
v
J
h
n
k
む
、
。
ミ
む
ミ
な
と
Q
N
h
m
w
ロ
。
∞
唱

(凶かの・H∞∞∞-E・

g・
ジ
ャ
ン
ネ
の
作
例
と
こ
の
掲
載
図
版
と
の
比
較

を
提
唱
し
た
の
は
、
今
井
祐
子
博
士
論
文
、
二

O
O二
年
、
一
九

O
頁。

円
l
o
z
u
の
。
己
的
少
余
円
何
回
三
}
ω
句
。
ロ
包
∞
江
田
C
口
一
ロ
出
口
2
凶
の
め
田
口
「
}
め
m
o
b
円

。
g
.
。
℃
角
川
内
門
戸
》
河
内
て
ど
町
民
m
h
h
q
な
え
向
山
内
C
可
Q
H
q
y
円
。
ョ
。
凶
〈
H
H
F
H
∞
φ
∞
・
℃
日
)
・

己
N
z
H
H
F
展
覧
会
図
録
吋
ジ
ヤ
ボ
ニ
ス
ム
ヘ
一
九
八
八
年
、
日
本
語

販
、
三
九
四
頁
に
日
本
語
訳
掲
載
。

云
2
2
。
出
。
門
Y
W
「
由
。
H
Y
C
Q
N
h
-
宣
言
ぱ
町
内
ミ
ミ
九
門
戸
ヘ
A
h
さ
え
〕
二
、
こ
言
。
ミ
?

~
。
、
ミ
ミ
え
ゐ
¥
E
~
h
入
ム
ミ
・
戸
。
ロ
門
目
。
口
一
明
白
ぴ
2
・
2
H
門
日
明
ω
σ
σ
F
H
φ
め

AF・℃℃・∞N'

HOω-HHN一一mm-∞。w∞〕{・

明，

E
-
M
内
町
内
山
口
市
山
。
ロ
・
〈
《
門
め
江
戸
山
口
∞
v
v
w
弘
之
内
『
内
ミ
ミ
必
定
m
y
H
A
F
仏
か
の
よ
同
∞
∞
山
Y

Q
ミ
ミ
h
』
u
E
h
室
内
向
。
ミ
司
、
~
b
H
n
p
ピ
ぴ
「
向
日
ユ
ゆ
り
さ
N
W
H
h
w
吋
。
¥
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Arts etme仕組ti託erst佐radi副t討lonr註1詑elsa初uJa叩ponf;白ac伐ealaM在白0-
derni江teocciden凶1託tale(1850一1900的1):Al民，モec∞out舵ed'官E日-lenrii 
F肋oci1日llon由 quelquesobservations pr・eliminaires

Inaga Shigemi 

Elles [les mainsJ切れtpresq制 desetγesα抗imes.

Des servantes ? Peut-etre. Mαis douees d'z朗幹nie

初ergiq悦 etlibγe， d';抵抗ep均sionomie引 sagessans

ヲ側xet sa;陥世oix，mαis qui voient et qui争αγlent.

[...] Lαfαce humαine est surtout u筑 comゆose

d'orgαnesγecepteurs. Lαmain est αction : elle 

cree， et pαrfois 0抗 di;γαitqu'elle pense. […J Pouγ-

quoi 1'0γgane muet et aveugle nous争αγle-t-ilαvec

tα'nt defoγce争EγS祝αsi悦?[…JJe ne sepαγe争αsla 

mαぬni伽 corpsni de l'es;長吋.Mais entre espγ江

et mαin les γelαtions ne so叫抑saussi simples 

que celles d'un chef obei et d'un docile serviteur. 

Leゆγitfaitla mα加，1αmαinfait l'espγit. Legeste 

qui ne cγee争αs，le geste sαns lendemαin争γovoque

et definit l'etαt de conscience. Le geste qui cγee 

exeγce une action continue suγla百ieinteγ'Ieuγe. 

Lα mα悦 arrachele toucher a sa争αssiviteγecep-

ti悦 ，elle 1'0γgαnise争ouγl'exPeγienceet争ouγYαC司

tion. Ellea;持γ側 da l'homme a possedeγl'et四 due，

le poids， la densite， le nombre. Creα悦tun u悦i悦 γs

i悦dit，elleヲlaissepartout so悦 er.託金rei悦 e.Elle 

se mes税関併記clamαti注γE伊 'ellemetα'moγ付zose，

仰 eclafoγme qu'elle tγαnsfigure. Educαtγice de 

I'homme， elle le multi;争liedα郡山spαceet dans le 

temps. 

Henri Focillon， << Eloge de la main >>
1 

PI・eliminaire

L'exposition Ukiyo“e Prints and The 

Impressionist Painters eut lieu a Tokyo， Osaska 

et Fukuoka en 1979-1980
2
. Depuis， presque 

trente ans se sont ecoules. Entre-temps les 

etudes sur les echanges artistiques entre la 

France et le J apon se trouvent considerable-

ment developpees. Ni l'estampe ukかo-eni les 

peintres impressionnistes ne se tr・ouventplus 

au centre d'interet des jeunes chercheurs d'au-

jourd'hui. D'une part nous sommes capables de 

situer les impressionnistes dans une cartogra-

phie culturelle a la fois plus 仕endueet plus de-

taillee et nous avons constate que les peintres 

academiques ou les artistes de juste-milieu ont 

仕enon moins sensibles au J aponisme que les 

noyaux durs des impressionnistes
3
. D'autre 

part， nous avons observe que les bronzes et les 

ceramiques， les laques ou les emaux cloison-

nes， ou encore les ciselures d'ivoir・enetsuke ou 

les sabres japonais etc. ont attire autant d'inte-

ret des amateurs europeens de l'句oqueque ne 

le firent les estampes ukかO明J.
Pourquoi alors avonsωnous neglige ces 

vastes domaines ? Ce ter・rainest-i11'apanage 

des orientalistes ? Pour quelle raison parlions-

nous exclusivement de 1'art pictural comme si 

cela allait de soi et ne nous interessions-nous 

qu'a l'estampe japonaise ukiyo-e au detriment 

d'autres ? Ne faudrait-il pas chercher davan欄

tage a collaborer mutuellement avec les specia-

lites d'autres domaines afin de combler cette 

lacune non moins facheuse que discutable de 

notre connaissance ? N'est-il pas grand temps 

de remedier a la cecite methodologique qui est 

profondement enracinee dans la discipline de 

l'histoire de l'art? Voici en resume ce que pro-

posera ma presentation. 

Ce deplacement du centre de gravite dans 

nos recherches academiques correspond aussi 

au regard attentif que porte aujourd守lUile 

grand public occidental sur les arts et metiers 

au Japon. L'exposition， Crajting Beauty in 

Modern Japan， qui a eu lieu l'annee derniere au 

British Museum 
5
， ou celle de Toji， avant岨garde
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et tradition de la ceramique japonαise au羽usee

de Sevres n'en sont que les deux temoignages 

sail1ants parmi tant d'autres 
6
. Et le孔1useeQuai 

Branly vient d'inaugurer une exposition sur 

le Mingei au mois de septembre 20087
• Jadis， 

la suprematie de la peinture et de la sculpture 

vis-a-vis des arts et metiers etait inebranlable. 

Mais cette distinction que les Beaux鞠Arts

avaient imposee aupres des arts dits appliques 

et/ou mineurs semble etre secou白 defond 

en comble au debut du XXle siecle. Afin de 

remonter a l'origine de cette evolution du gout 

et du jugement est泌tique，il faudrait jeter un 

regard retrospectif sur les cent cinquante ans 

des echanges artistiques entre l'Occident et le 

Japon. En voici quelque observations prelimi-

naires portant sur la periode de 1862 a 1900. 

1. Les debuts du Japonisme dans l'art cera幽

mlque 

A Londres en 1862， eut lieu l'Exposition 

universelle， quatre ans seulement apres la 

conclusion du traite d'amitie entre le Japon et 

des pays occidentaux. Rutherford Alcock， le 

premier consul britannique y a pr・esentesa 

collection privee. L'installation du bric a brac 

en desordre a choque la delegation du shogu-

nat en visite en Angleterre. Fuchinobe Tokuzo 

note dans son journal qu'il ne supportait pas 

la vue d'un tel etalage des objets sans qualite 

rassembles au gres d'un amateur etranger 

depourvu de gout esthetique. En tant que 

Japonais， il ne pouvait s'empecher de ressentir 

une honte. Voici sans doute un des premiers 

temoignages dans lesquels les Japonais se 

sentirent deshonores face a la representation 

qu'on se faisait du Japon. Le regard japonais est 

devenu alors sensible aux regards 仕rangers

portes sur leur propre culture et les J aponais 

commencerent a se soucier de la qualite de 

luers produits d'exportation 
8
. 

A cette epoque c'est a peine si l'on distin-

guait la porcelaine japonaise bleu et blanc 

d'avec les produits chinois de la Dynastie 

des Qing. Le PeuPle et rose (1864) par James 

M. Whistler en est un exemple. Le grand pot a 

the en porcelaine pose sur le plancher est idenω 

tifie comme produit officiel durant le regne 

de l'empereur Kangxi et ne releve donc pas 

du Japon
9
. Mais la connaissance factuelle du 

Japon se concr仕iserapidement. lkegami Chuji 

(qui nous a quitte prematurement) a identi従

il y a trente ans le Portrait du Prince Tokugawa 

Akitake (1868) comme peinture execut白
10 

par James Tissot'u. Le jeune prince assista 

a l'Exposition universelle a Paris en 1867 en 

tant que rep陀sentantdu Taicoon du shogunat 

et apprit la peinture occidentale aupres du 

peintre francais. Quelques annees auparavant， 

Fantin嶋Latouravait execute un portrait des 
11 

artistes en Eloge d'Eugene Delacroix". On sait 

que des jeunes artistes qui se reunissent ici 

autour de Charles Baudelaire devaient bientot 

apprecier Le Mangwa de Hokousai. L'image 

d'une plante aquatique que copia乱1anetde 

l'Hokousai・Mangwaest aussi reprise par 

Felix Bracquemond comme un des motifs 

du Service Rousseau qu'il a concu et realise. 

Des motifs animaliers， tels le faisan ou la lan-

gouste dont il a profite ont白etires de diverses 
12 

sources japonaises qu'on a deja identifiees 

Critique d'art， Ernest Chesneau a develop-

pe depuis 1869 l'idee de dissymetrie comme 

marque distinctive de l'esthetique japonaise 

qui contraste nettement avec la predilection 
13 

chinoise de symetrie et de contrepoids 

M. Laurens d'Albis precise cependant que la 

facon de jeter librement les motifs sur 1'assiette 

et de les associer (sorte de collage， avant la 

lettre) sans en respecter la structure concen咽

trique de la bordure ne releve pas de 1'original 

japonais mais plutot de l'inventivite du cr，白teur
14 

francais qui en a tir・eprofit". Le Plat avec le 

dorade et les crevettes par Henri Lambert (1836-

1909) va encore plus loin en depliant le dessin 

vers le revers du plat au-dela de la bordure. Un 

vase de Minton (ca. 1870) reprend le meme 

motif sur un fond circulaire. Oshima Seiji， 

dont nous regrettons la disparition recente， a 

observe une similarite entre l'idee de dissy-

metrie chez Ernest Chesneau et le slogan d'ir-

regulariste que developpa vers 1878 Auguste 
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Renoir (dont on sait qu'il a commence sa car-
15 

riere en tant que peintre de la ceramique) 

Martin Eidelberg a montre pour sa part que 

le meme motif de poisson et de crustaces se 

retrouve dans un des eventails piques au fond 
16 

de LaJapo仰 ise(1875-6) de Claude Monet 

L'irregularite de composition chez les impres-

sionnistes ne releve donc pas seulement des 

estampes japonaises mais aussi de l'emploi 

libre et inventif que les Francais ont fait des 

motifs 必coratifstires des sources japonaises. 

2. L'Exposition universelle a Paris en 1878 

Or， il semble que le cote japonais ait pris 

longtemps avant de se rendre compte du gout 

francais pour l'irregularite. D'apres les photos 

prises a l'occasion de l'Exposition universelle 

a Vienne en 1873 l'etalage des echantillons 
17 

respecte une composition symetrique". A 

l'entree du pavillon japonais se trouve une 

paire de vases colossaux qui nous rappellent 

les produits d'exportation du four Imari dans 

la premiere moitie du XVIUe siecle. L'etalage 

semble etre concu selon le modele coutumier 

de Porzelan Kammer du style Rococo. Le 

meme souci de la symetrie dans la lignee de 

la Chinoiserie se retrouve a l'entree de l'Ex-

position a Saint Louis en 1876. Flanquee par 

un pair de vases decoratifs en bronze d'une 

dimension considerable， et suivie par une paire 

de tambours au fond， se trouve au centre une 

etagere sur les rayons de laquelle sont dispo-

ses des vases qui evitent autant que possible 

l'arrangement irregulier au profit de 1モquilibre
symetrique droite gauche. 

Or un changement drastique commence a 

s'operer aux alentours de l'Exposition univer-
18 

selle a Paris de 1878'
u
. 11 semble que le ]apon 

ait essaye de realiser alors deux presentations 

de nature considerablement differente. La 

delegation japonaise a voulu completer l'interet 

commercial par le souci d'une仕uditiona la fois 

historique et geographique. D'une part， dans 

la section japonaise sur la Rue des Nations 

au Champs de Mars ont仕ereunies des cera“ 

miques， pour la plupart porcelaines d'exporta舗

tion， tels que les produits de Koransha a Arita 

ou ceux du Hyochi-en a Tokyo. Compagnie 

fondee a l'origine a l'occasion de l'Exposition 

universelle a Vienne， le Hyochi-en se speciaω 

lisa dans la peinture decorative appliquee sur 

les ceramiques. Les emaux cloisonnes promus 

par la soci批eShippo kaisha remporterent 
19 

egalement une popularite pr匂onderante

Mais la promotion commerciale sur la rive 

gauche de la Seine doit etre complet白 surla 

rive droite par une retrospective historique ; 

ce qui constitue le second volet. En effet une 

exposition retrospective de l'art oriental fut or-

ganisee a l'aile droite du Palais du Trocad仕o.A

cote des collections francaises， les J aponais ont 

presente des ceramiques anciennes. On sait 

par ailleurs qu'a cette occasion， le Musee de 

ceramiques de Sevres (sic)， tout comme ses ho-

mologues en Saxe et en Autriche， s'est procure 

69 pieces exposees duJapon en echange d'une 

paire de vases de la manufacture de Sevres 

(lesquels se trouvent conservees aujourd'hui 
20 

au Musee national de Tokyo)"u (fig. 1: p. 245) 

L'apel写udes pieces qui sont encore conserves 

au Musee de Sevres nous permet de recons-

truire partiellement la presentation japonaise. 

On peut en effet y constater deux tendances 

distinctes. 

D'une part， on trouve certes des styles 

deja bien connus tels que Satsuma (un bruleω 

parfum aux enfants chinois (fig. 2 : p. 246)， 

un base a fleurs en forme de seau， ou un bol 

du the decore d'un phenix en or et en rouge 

de cinabre， etc. sont recemment presentes au 
21 

Japon-')， Arita， Bizen， Seto， etc. La popularite 

durable des ces specimens et la preference 

pour la porcelaine d'exportation sont mises 

en evidence par la collection dont se vantait 

James L. Bows a Liverpool. La version fran-

caise du catalogue de cette collection， publiee 

en 1877， contient des i1lustrations en chromo幽

，22 
lithographie de qualite....(fig. 3 : p. 246). On 

peut y reconnaitre le gout dominant des col-

lectionneurs europeens de 1モpoque; gout qui 

prolongeait encore l'heritage de la chinoiserie. 

L'int仕ieurdu grand magasin Le Bon Marche 
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a Paris en 1880 au lendemain de l'Exposition 

universelle montre bien la continuite d'un tel 

gout parmi la clientele plus ou moins fortu-
23 

nee M.  La Collection du Mus的 VincentSmith a 

Springfield， Massachusetts， aux Etats unis， un 

des fossiles vivants de la collection de l'epoque， 

par exemple， laisse compr官 ldreque la popula-

rite d'un Miyakawa Kozan s'explique bien dans 

ce contexte. 

孔rIaisdans l'exposition retrospective de l'art 

oriental au Palais du Trocadero en 1878， un 

nouvel aspect de la ceramique japonaise com-

mence a se reveler : A cote de ces pieces a peau 

lisse destinees a l'exportation se trouvent aussi 

des pieces anciennes et encore peu connues. 

Wakai Kenzabur・o(1834-1908) s'occupa de 

la pr・esentationet montra non seulement sa 

propre collection mais aussi celle reunie par le 

gouvernement japonais. Parmi une soixantaine 

de pieces obtenues par le Musee de Sevres en 

1878 se trouvent des vieux objets : une boite a 

the de Seto du XVle siecle， un pot de gres de 

Karatsu (ca. 1610)， un vase d'Iga (ca. 1600)， un 

bol a the encore de Karatsu (ca. 1585) ou celui 

de Seto et aussi un recipient a eau de Bizen 
24 

(XVIIle siecle)， etc"~(fig. 4 : p. 247). Autant 

de pieces de poterie a l'usage de la ceremonie 

du the. Leurs formes irregulieres tournees a 

la main et leur couleur sombre se distinguent 

nettement des porcelaines ou des ceramiques 

d'exportation que le gouvernement japonais ne 

cessait de promouvoir jusqu'ici. 

Temoin oculaire de cette exposition retros-

pective de l'art oriental en 1878， Philippe Burty 

se rappelle， onze ans apres en 1889， qu'a pre-

miere vue il n'a pas ete extremement interesse 

par la presentation japonaise， qui monttait 

des objets divers peu voyants， lugubres et rus-

tiques entasses dans un endroit par trop exigu. 

<< M. Wakai s'etait moins preoccupe des 

gouts europeens que des traditions classiques. 

11 avait range sur ses rayons des pots peu va-

ries， avec des couverc1es plats en ivoire， des 

tasses de toutes dimensions， a ouvertures plus 

ou moins evasees， et dont les profits etaient 

souvent bossuees par des coups de pouce fan-

taisistes. La terre dont etaient faites les tasses 

contenait jusqu'a des cailloux， pour imiter les 

antiques. Mais les emaux variaient du noir 

intense jusqu'au blanc， le plus lumineux， et 

passant par d'innombrables demi-teintes， des 

cremes， des nuances d'aurores. La preoccupa附

tion des colorations exquises l'emportait sur la 
25 

pauvrete des formes _J. >> 

La brochure officielle d'explication， prepa-

1・eeau nom de Maeda Masana， entre autres， 

manquait d'ai1leurs d'i1lustrations et ne semble 

malheureusement pas avoir beaucoup ai必

la compr・ehensiondu public. Le manque de 

concordance entre la brochure et l'etalage em-

pecha les spectateurs d'identifier des pieces 

exposees selon la marque ou le lieu de produc-
26 

tion 

A en juger par la description de Ph. 

Burty， beaucoup de pieces presentees se 

composaient de coupes ou de vases pour la 

ceremonie du the. En contraste net avec la 

porcelaine ra茄neea surface polie et emai1lee 

de la Manufacture de Sevres que les Japonais 

convoitaient， ce qui predominait dans cette ex-

position retrospective du J apon etait des pieces 

d'origine utilitaire a la vie quotidienne qu'on 

qualifie de << poterie a the (chato) >>. Les boites a 

the ou les bols a the confectionnes d'une main 

capricieuse montrent des formes irr匂ulieres

mais peu variees. La peau reste tantot nue et 

rugueuse， tantot couverte de glacures sombres 

et informelles comme si la retomb白 decendre 

avait coule naturellement pendant la cuisson. 

La peau se trouvait parfois a l'etat de biscuit. 

Ils sont pour la plupart prives de peinture fine 

et sophistiquee mais les glacures montrent 

des couleurs fort nuancees et delicatement 

variees. Parmi eux il y a eu des pieces qui sont 

semblables a ce que l'on nommerait en fran伊is

le gres cerame ou le gres flambe. Leur gout 

rustique et la couverture d'email apparemment 

aleatoire ont au moins sur・prisdes amateurs 

europeens avertis. 

3. Ninaga，司'aNoritane et KwaIトkoDzusetsu 

Un connaisseur japonais， Ninagawa 
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Noritane (1835-1882)， joua un ro1e determinant 

dans cette evo1ution du gout qui venait de se 

manifester parmi 1es amateurs occidentaux 

dans 1eur appreciation de 1a ceramique japo・

naise. L'ouvrage de Ninagawa， Kwan-ko Dzz十

setsu (1876-79， en 7 vo1umes imprime par 

Gengendo et diffuse par 1a compagnie Ahrens 

a Tsukiji) deviendra un guide indispensab1e 

des amateurs tant europeens qu'americains 1es 
.' 27 plUS avertls . t'our ces volumes， les lllustra嶋

tions ont ete fournies par 1e dessinateur Kamei 

Shiichi (1843-1905) au moyen de 1a lithogra柑

phie en cou1eurs rehaussee a 1a main par 1e 

peintre Kawabata Gyokusho. 11 faudrait aussi 

noter que 1a presse de lithographie dont dispo-

sait Ninagawa fut 1a premiere qui ait 仕einsta1幽

1ee au J apon. La maison de Ninagawa servait a 

1a fois d'imprimerie et de magazin des pieces 

en sa possession， et l'atelier fut frequente par 

1es amateurs etrangers， dont 1e p1us ce1ebre fut 

Edward Sy1vester Morse， que nous evoquerons 

dans un instant. 

Dans 1a presentation fort bien documentee， 

on voit 1es pieces minutieusement classees 

se10n 1e 1ieu geographique de production ou 

des fours. Que1ques gres decouverts 10rs de 

fouilles archeo1ogiques ou des ceramiques 

anciennes sont accompagnes de notices his-

toriques. La base de chaque piece est illustree 

afin de permettre l'identification par 1e seau 

du four ou l'inscription du potier. La taille de 

chaque piece est aussi clairement indiquee a 

cote de l'illustration pour en saisir 1a dimension 

precIse. 

Il est a remarquer que 1es cinq premiers 

vo1umes de ce livre ont e胎 immediatementtra-

duits en francais (et aussi allemand) des 1878. 

Collectionneur americain， E. S. Morse precise 

aussi que 1es pieces mentionnees dans 1es 

vo1umes 2， 3， 4 et 5 semb1ent avoir ete deja ap-

portees en Europe 10rsque MOl・searriva pour 

1a premiere fois au Japon en 1877 et que beau-

coup d'entre elles etaient en 1a possession de 
28 

S. Bing en 1883
4u
. Cette possession permit a 

Bing de rediger 1e chapitre sur << 1a ceramique >> 

que Louis Gonse 1ui avait demande pour son 

livre sur I:art japonais (1883). 11 faudrait insis-

ter sur 1e fait que 1e choix des illustrations dans 

1e chapitre des arts ceramiques montre l'apport 

incontestab1e de 1a connaissance de Ninakawa 

dans I:art japonais de Louis Gonse. La prepon但

derance des poteries a the et l'absence quasi 

tota1e de porce1aines contemporaines d'expor-

tation dans cette publication ne s'expliqueraient 

pas autrement. Cette observation atteste 

l'actualite (jusqu'ici trop ma1 reconnue) dont 

jouissait 1e livre pionnier de Louis Gonse dans 

1e milieu artistique contemporain de l'epoque. 

Ce 1ivre marque clairement un clivage par rap-
29 

port au precedent critere 

Deux commentaires seront necessaires 

entre parentheses ici. Premierement， 1e cote 

japonais et en particulier 1a soci白eRyuchikai， 

dirigee par Sano Tsunetami， semb1e n'avoir pas 

tres bien compr台 1evirage amorce en France 

en matiere du gout sur 1a ceramique japonaise. 

En 1884， Henri Bouillet， viceωpresident de 

l'Union centra1e des arts decoratifs， seconde 

par S. Bing， a demande 1a soci仕eRyuchikai de 

1eur fournir un echantillon parfait de l'art cera-

mique contemporain du Japon pour remedier 

a 1a confusion que 1a presentation japonaise a 

l'Exposition universelle de 1878 avait facheuse-

ment causee aupres du pub1ic francais. La 

societe Ryuchikai a du decliner 1a proposition 

francaise en raison de 1a concurrence avec 

une autre exposition d'arts japonais a Paris 
30 

qu'elle projetait elle輔même~u. On connait 

l'echec commercia1 de cette exposition， NiPpon 

Bijutsu Jurai kai. 11 est vrai que 1e cote japonais 

continuait a montr官 1aporce1aine lisse a motif 

natura1iste que 1e public et 1es amateurs fran-

cais n'appreciaient p1us autant qu'auparavant. 

Mais i1 serait errone d'y voir 1a seu1e cause de 

l'echec. La crise economique par suite de ban-

queroute de l'Union g白lera1een 1883-84 est 1a 

cause principa1e de l'insucces， et 1a faillite d'une 

cooperation avec 1es marchands inf1uents en 

France dans cette crise economique est 1e se-

cond facteur de 1もchec.

Deuxiemement， 1a position politique de 

l'Union centra1e des arts decoratifs doit etre 
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prise en consideration. Ph. Burty， porte刷paro1e

d'une certaine tendance du Centre， insistait 

dans une serie de conferences donnees en 

1884， sur 1e fait que 1es Japonais preferaient 1a 

poterie a 1a porce1aine et que cette derniere se 

limitait a des objets de 1uxe en 1a possession 
31 

des gens de pouvoir~'. Comme ce1a est souvent 

1e cas avec ce critique republicain gambettiste， 

i1 y a dans cette assertion une schematisation 

dichotomique exageree. C'est en tant que repu倫

b1icain 1ibera1 et combattant que Burty declara 

sa pl・eference1a poterie au gout rustique et 

popu1aire au detriment de 1a porce1aine qu'il 

qua1ifie d'aristocratique. 11 attribua de force 

1a porce1aine aux detenteurs du pouvoir qu'il 

identifie avec ses opposants po1itiques tant 

monarchistes que royalistes. Certes demago幽

gique， cette qualification par trop simpliste n'en 

contribue pas moins a conso1ider un nouveau 

gout pour 1a poterie japonaise dans 1e marche 
32 

antiquaire 

Pourtant i1 faudrait etre prudent 10rsqu'on 

juge 1a pertinence de cette dichotomie sur 1e 

p1an du fait historique. A titre d'hypothese 

de travail， il vaudrait mieux supposer une bi-

furcation dans l'appreciation de 1a ceramique 

japonaise : dans 1es annees 80 du XIxe siecle， 

1a porce1aine japonaise continuait a attirer 1a 

cliente1e p1us ou moins fortunee du gout dit 

<< bourgeois >> tandis que 1es amateurs avertis 

ont commence a porter p1us d'attention sur 1e 

gout japonais a 1a poterie a l'usage de 1a cere-

monie du the. Si 1もta1agedes ceramiques japo-

naises chez 1e grand magazine， te1 que 1e Bon 

Marche， eut pour 1e cib1e principa1e 1a cliente1e 

ferue de porce1aine d'exportation， ce fut chez 

1es antiquaires specialises ou dans 1es ventes 

aux encheres que 1es poteries p1us ou moins 

datees et anciennes ont仕erecherchees a des 

prix parfois demesures et meme insenses. 

4. L'apporf du Kwanko Dzusetsu sur Le J.酔

pon artistique 

Revenons a Kwan-ko Dzu-setu. Chose 

cuneuse， au moms a立laconnaissance， on n'a 

pas jusqu'ici assez insiste sur 1e fait que S. Bing 

fait l'emprunt direct d'illustrations de Kwan-ko 

Dzu-setsu dans 1a confection du ce1ebre Japon 

αrtistique， revue mensuelle qu'i1 pub1ia pendant 
33 

trois ans en 36 vo1umes de 1888 a 1891 ~~. Dans 

1a livraison nO 27， se trouvent deux exemp1es 
34 

d'Awataguchi yaki (B耳A)~~， dont l'illustration 

par 1e procedee de gillotage est une reproduc-

tion ca1quee sur une lithographie de l'ouvrage 

de Ninagawa (vol. 4， p. 9 fig. 19， 20). La notice 

exp1icative mentionne explicitement 1e nom de 

“Kwan-ko-dzu-setsu (sic)" et donne en 1・esume

l'observation de Ninagawa qui attribue une 

piece (en haut) a Hozan， comme << un descen-

dant du grand potier Kinkozan >> et S. Bing 

ajoute que << 1e decor， genera1ement trace en 

arabesques， r併合1ed'incontestab1es reminis-

cences persanes >>. L'autre piece， en bas， << un 

des compartiments superposees d'une boite a 

gateaux ajouree >> que Ninagawa << croit a 150 

ans d'existence >>. 

La livraison nO 29 de septembre 1890 

reproduit deux illustrations de l'ouvrage de 

Ninagawa (BHC). << A gauche， un petit vase 

a eau chaude pour 1e the >> une interpreta-

tion erronee de “tokkuri" contenant du sake 

rechauffe， et << a droite un tshα四 tsubo(sic) 

destine a conserver 1e the. Ninagawa donne 

a ces objets 1e nom d'Otayaki >>， village pres 

de Yokohama， se10n S. Bing (fig. 5: p. 249). 

Or Kwanko Dzusetsu donne une explication 

differente， 1e tokkuri ou contenant allonge 

pour rechauffer du sake est bien d'Ota-yaki 

mais dans 1e pays de Kii (vol. 6， fig. 18) (fig. 6 : 

p. 250)， et 1e vase a gauche n'est pas d'Ota yaki 

mais indique comme Suzumegadani-yaki， pro-

venant du pays de Shiga (vol. 6， fig. 11) (長g.7:

p. 250). Le regroupement effectue par Bing est 

sans doute a l'origine de cette confusion. Bing 

continue en disant que cette piece << offre des 

traces d'incrustations de coquillage soit que 

cette piece ait 10ngtemps sejourne dans 1a meに

soit qu'i1 y ait 1a une imitation dont 1e potier se 

serait fait un amusement >>. Et l'auteur confesse 

ne pouvoir << eclaircir ce point， n'ayant pas eu 

en mains 1es pieces origina1es>>. Pour・quoiBing

a-t-i11aisse une telle insinuation 白 igmatique?
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La clef pour resoudre cette question se 

trouve dans la premiere livraison portant 

mention de l'ouvrage de Ninagawa， le nO 17， de 

septembre 1889 (BJB). Les illustrations cor-

respondent a Iwakura-yaki (Ninagawa， vol. 5， 

fig. 1) et a Dohachi-yaki (vol. 5， fig. 3) de Kyoto. 

Dans la notice S. Bing mentionne que << toute la 

collection des objets publies par Ninagawa， ex-

cepte les antiquites appartenant aux vieux tre-

sors de temples， a passe aujourd'hui aux mains 

du professeur Edward S. Morse， a Salem， pour 

prendre place dans la celebre col1ection de 

poteries japonaises formee par cet erudit pas舗

，35 
slOnne >>. 

Ces passages suggerent que l'ancienne 

collection Ninagawa en la possession de Bing 

venait de passer aux mains de Morse peu 

avant septembre 1889， date qui correspond 
36 

au dernier sejour de Morse en Europe ~V. La 

notice dans la livraison nO 20 (decembre 1889) 

souscrit a cette hypothese. lci， a propos d'un 

autre bol << fabrique par Do-Hatshi >> (AIG) 

Bing indique c1airement que l'i11ustration en 

est << empruntee a l'ouvrage de Ninagawa >> 

(vol. 5， fig. 40). Ce qui laisse entendre que 

l'original n'existait plus chez S. Bing. Et on 

sait bien que l'ancienne col1ection Ninagawa 

constituera le noyau le plus authentique de la 

collection Morse， comme l'atteste une serie de 

mukouzuke du style Kenzan (Ninagawa， vo1. 4， 

主g.30). La collection Morse contient une autre 

piece de la meme s白色 quecelle illustree dans 
37 

le Kwanko Dzusetsu 

5. Le gout de la poteris a the et l'art de la 

fin du siecle 

Le gout pour la poterie a the d'origine ja-

ponaise ainsi que la predilection pour le gres 

marquent la fabrication ceramique francaise 

de la fin du XIxe siecle. Le gres flambe de 

Georges Hoentchel， d'Henri Val10mbreuse 

et en particulier de l'ecole de Jean Carries en 

sont des exemples typiques. Louis Gonse en 

temoigne clairement dans son article << L'art ja-

ponais et son influence sur le gout europeen >> 

en 1898. Gonse parle ici << de la ceramique 

de grand feu， de cet art du feu qui est l'art 

ceramique par excellence : argiles dures， gres 

emailles et flambes， etc.， de cet art merveilleux 

et presque surnaturel dont les Japonais ont ete 
38 

les maitres incontest白>>.Il est a remarquer 

qu'une piece de gres flambe de Sobokai (Seto) 

dans l'ancienne collection Ninagawa (fig. 9 : 

p. 252) est specifiquement reproduite dans le 

catalogue de la collection Morse (P1. XXIV)， 

(fig. 8 : p. 252)suggerant l'importance que 

le collectionneur americain portait a cette 
39 

《白uvre>> qu'il traite a titre individuel 

Les gres email1es ou flambes de modele ja欄

ponais se trouvent pratiques par les ceramistes 
40 " francais'
V
. On connait par exemple de Paul 

41 
Jeanneney un 均seen forme de bαmbou (1904) 

qui imite fidelement un exemple de Seto dont 

S. Bing avait mis une image dans Le Japon 

artistique (ID) 42. Mais l'inspiration s'etend au-

dela du domaine la ceramique. Initie au gres 

par le ceramiste Ernest Chaplet， Paul Gauguin 

realise une soixantaine de ceramiques fort 
43 

originales ~~. L'Autoportrait en gres (fig. 10 : 

p. 253) sert de manifeste a sa prise de position 

radicale. Faire couler l'email rouge ou faire 

semblant de le laisser couler. Ce qui permet a 

l'artiste de s'identifier avec une tete de martyr 

ensanglantee. C'est dans ce traitement libre de 

la glacure que Felix Feneon croyait a la perti-

nence de comparer Gauguin aussi bien avec les 

ouvriers de Delaherche qu'avec les ceramistes 

japonais de Takatori a Fukuoka (主g.11: p. 253). 

<< Le Gauguin des vases et des statues qui ins-

crit un reve fauve et des formes innovees dans 

ce gres des potiers de Takatori du XVIIe siecle 

et du XVIIle aux bruns puissant et gras rehauら
44 

ses de couleurs sombrement ec1atantes A A .>> 

Soumettre l'objet a l'epreuve主naledu feu et 

confier la creation artistique au destin aussi ca-

pricieux que sublime de la cuisson. Laisser ain-

si la nature arracher la creation artistique au-

dela de la faculte humaine. Telle fut l'inventivite 

selon Gauguin qui remet en cause la definition 

meme de la creativite artistique， au risque de 

briser la frontiere entre le terrain des potiers 

et le domaine des sculpteurs. Plus audacieux 
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encore dans cette transgression extraterrito-

riale est un Compotier a la baigneuse (1887-8) 

(fig. 12 : p. 255). La plasticite de la matiere du 

gres fascina l'artiste. <<Le gres honni， nefaste 

et dur， ill'aime >> ecrit encore Felix Feneon qui 
45 

voit Gauguin << plus statuaire que peintre ~J. >> 

L'exemple de la combinaison des figures 

humaines avec le vase n'est pas absent en 

Occident. Neanmoins non seulement dans 

L~αrt jαρonais (1883) de Louis Gonse mais 

aussi dans Le Japonαrtistique de S. Bing (1888-

1891)， on voit frequemment illustres des objets 

en gres ou en ceramique qui manifestent une 

certaine affinite esthetique avec le compotier 

de Gauguin. Quant au traitement de pate a 

modeler， la virtuosite technique d'application 

de la pate que devoilent quelques echan剛

tillons de羽iyakawaKozan emervei1lait les 

ceramistes occidentaux par ses reliefs quasi働

46 sculpturaux' v

• Et le compotier de Gauguin 

<< se tient >> bien avec le grand bol a crabe de 

Miyakawa. Quant a la representation de la 

vague， La Grande 均gued'Hokousai donnait 

l'inspiration a des artistes divers. Dans ce 

contexte que l'on qualifie du symbolisme de 

la fin du siecle， il ne serait pas trop hasardeux 

de rapprocher le Compotier a la baigneuse de 

Gauguin avec La vogue ou les baigneuses (1897-
47 

1903) de Camille Claudel" (fig. 13: p. 255). 

Par ailleurs， il n'est pas entierement gratuit 

d'avancer l'hypothese que La Nuit (1894) de 
48 

Victor Prouve (1858-1943) AU(fig. 14: p. 255) 

a l'Ecole de Nancy n'en est qu'une variante 

anthropomorphique， 0むlagrande vague 

hokusaisque se transforme en 'Nuit' cauchか

maresque qui tourmente le ‘Sommeil'. Et le 

Japon n'a pas ete insensible a la possibilite 

plastique de metamorphose qui se cree au 

croisement de la sculpture et de la ceramique. 

C'est ce qu'atteste l'achat d'un Bol a albatros (la 

vague se transforme ici en l'aile d'un oiseau) 

par Yamanouchi Tokuryu a l'Exposition uni-
49〆

verselle a Paris en 1900 AJ (宣g.15: p. 255). 

Tenons-nous en au maitre de Camille 

Claude1. Le scandale de Balzac (1898) (fig. 16 : 

p. 256) d'Auguste Rodin est bien connu. La 

statue fut refusee au Salon de la Societe natio-

nale des Beaux-Arts en 1898. Il semble que la 

statuette en terre de Daruma a la chaussure 

du J apon ne fut offerte au sculpteur par un 

Americain， J ohn Tweed qu'au lendemain du 
50 

scandale， afin d'amuser le sculpteur
JV 
(fig. 17 : 

p. 256). Mais ce fait n'exclut pas forcement 

la possibilite que Rodin avait eu precedem-

ment la chance de voir d'autres specimens 

du << Rodin Japonais >>. En effet， il aurait suffi 

a Rodin de feuilleter L'art japonais de Louis 
51 

Gonse~A(fig. 18， 19 : p. 256) pour decouvrir 

quelques maquettes-modeles en miniature de 

陀CI討ainromantique qu'il va vouloir montrer 

enpYJama. 

6. Au dela de la notion de << Beaux幽Arts>> 

Dans notre communication nous nous 

sommes borne a etudier quelques aspects de la 

relations entre la France et le Japon en matiere 

de ceramique dans la deuxieme moitie du XIxe 

siecle. Nous avons porte notre aitention sur les 

arts et metiers en pleine mutation. Notre ques-

tion consistait a savoir dans quelle mesure la 

decouverte des ceramiques japonaises a contri-

bue a faire evoluer la conception francaise (en 

particulier et occidentale en extension) des 

arts et metiers entre 1862 et 1900. L'impact 

des arts et metiers du Japon debouche sur l'Art 

Nouveau pour ebranler la suprematie de la 

peinture ou de la sculpture dans la hierarchie 
52 

des Beaux-Arts 

Dans son journal， Edmond de Goncourt 

ecrivait en effet ceci : << l'art industriel francais， 

sous le coup de fouet de l'art japonais， de la 

vie intime， est en train de tuer le grand-art>> 
53 

(13 mai 1892) JJ. Depuis， plus d'un siecle s'est 

ecoule. Entre-temps， on a vu l'apogee du mo-

dernisme et son declin. Le postmodernisme 

mediatique est aussi depasse. Et la conse-

quence de la declaration de Goncourt est 

devenue encore plus evidente au debut du 

XXle siecle. Faut-il repeter Victor Hugo pour 

declarer non sans exageration : << Ceci tua 

cela >> a savoir que l'art dit mineur du Japon a 

tue le grand art en Occident ? S'agit-il alors d'un 
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essai de rehabilitation d'un << metier perdu >>， 

au dire de Claude Levi-Strauss， l'anthropologue 

qui a tant regrette la perte du m仕ierdans l'art 
54 

moderne en Occident ?，rx Est-ce au contraire le 

symptome de ce que Hans Belting n'hesita pas 

a decrire il y a deja un quart de siecle comme 
55 

<< das Ende del・Kunstgeschichte>> ? 

Depuis Christian Batteux jusqu'a 

Emmanuel Kant， en passant par d'Alembert 

etc.， l'idee des Beaux-Arts a ete philosophi-

quement forgee et elaboree au cours du siecle 
56 

des lumieres"u. Elle a ete ensuite socialement 

consolid白 etinstitutionnellement soutenue 

pendant a peu pres deux siecles， sous les 
，57 

etendards de la modernite"， . Mais les Beaux-

arts comme idee motrice semblent se trouver 

actuellement dans leur phase terminale. La 

primaute que les Beaux-arts accordent au cer哨

veau ne garantit plus la cr伺tiviteartistique. A 

l'epoque actuelle， supplantee par les donnees 

numel匂ues(digital data)， l'on oublie curieuse-

ment la faculte des doigts humains (digital 
58 

faculty)"U. Ne faut-il pas reconsiderer la faculte 

inherente a la main dans laquelle Kant recon-
59 

naissait le deuxieme cerveau ?"" C'est a ce 

moment precis qu'Henri Focillon semble de 

nouveau nous venir en aide， avec le texte que 
60 

nous avons mls en exergue 

Voici la question que je voudrais laisser 

ouverte : Quelle lecon pouvons-nous puiser 

dans son << Eloge de la main >> afin de trouver 

une issue dans l'avenir des arts et m仕iers?Ne 

pouvons-nous pas trouver dans le travail ma-

nuel artisanal quelque possibilite encore peu 

exploree pour survivre a la << Fin de l'histoire 
61 

de l'art >> qui nous guette ? 
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Ed. Fabian Wurm Gりttingen: Seidl， 1993， 

traduit en japonais par Takimoto Masashi 

sous le titre Dezain no Chiisana Tetsugaku， 

Tokyo， Kajima Shuppankai， 2009. Notre 
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Inaga Shigemi Arts et metiers traditionnels auJapon face a la Modernite occidentale (1850-1900) 

France -]apon 150e Anniversaire Colloque iternational 

Cent cinquante ans d'echanges artistiques entre 
la France et le J apon 

Les 22 et 23 novembre 2008， a l'auditorium de la Maison franco-japonaise a Tokyo. 

Organise par La Soci仕efranco-japonaise d'art et d'archeologie， La Maison franco-

japonaise a Tokyo. 

Avec le concours de l'Ambassade de France au Japon， de La Soci批edu Japonisme 

et du J ournal Nikkei. 

Soutenu par La Fondation du Japon， La Fondation d'Ishibashi et La Societe des 

echanges culturels internationaux. 

Premiere journ白:La seconde moitie du XIXe siecle 

Moderateur : Takashina Shuji 

9h30 InaugurポionHiguchi Yoichi (P陀sidentdu Conseil d'Administration de la MFJ) 

9h45-12hOO Section 1 : Nouvelle perspective du Japonisme 

<< Connaissance de l'artjaponais en France sous le Second Empire avant et apres 

le traite de 1858 >> 

Genevieve Lacambre 

<< Le japonisme en Enfer : a propos de la reception et de l'influence de l'art ero-

tique japonais en France >> 

Christophe Marquet 

<< Les katagami et l'Ecole de Nancy>> 

Mabuchi Akiko 

13hOO-16hOO Section II : Academisme francais et la peinture japonaise moderne 

Conference 1 

<< Les maitres francais de peintres japonais a Paris : Collin， Laurens et Puvis de 

Chavannes >> 

Bruno Foucart 

<< Raphael Collin et ses disciples japonais >> 

Miura Atsushi 
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