
柳
宗
悦
と
筑
後
の
手
仕
事
（
一
）	

大
庭
　
卓
也

　
私
は
若
い
頃
か
ら
、
気
に
入
っ
た
本
を
繰
り
返
し
読
む
癖
が
あ
る
。
多
読
の
人
と
比
べ

た
ら
読
ん
だ
本
の
数
は
断
然
少
な
く
な
る
が
、
そ
の
代
わ
り
、
じ
っ
く
り
時
間
を
か
け
て

著
者
の
文
章
や
思
考
方
法
に
向
き
合
っ
た
本
が
少
し
ず
つ
増
え
て
ゆ
く
。
柳や

な
ぎ
む
ね
よ
し

宗
悦
著
『
手

仕
事
の
日
本
』（
昭
和
二
十
三
年
刊
）
は
、
高
校
生
の
頃
か
ら
の
そ
う
し
た
愛
読
書
の
一

つ
で
あ
る
。
な
ぜ
こ
の
本
を
手
に
し
た
の
か
は
も
う
覚
え
て
い
な
い
。
世
に
言
う
文
学
少

年
な
ど
で
は
ま
っ
た
く
な
く
絵
ば
か
り
描
い
て
い
た
私
は
、
芸
術
雑
誌
を
拾
い
読
み
し
て

い
た
の
で
、
何
か
の
記
事
で
本
書
の
こ
と
を
知
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

　
柳
宗
悦
（
明
治
二
十
二
年‒

昭
和
三
十
六
年
）
は
、
大
正
か
ら
昭
和
に
か
け
て
の
美
術

評
論
家
。
日
常
生
活
の
器
具
に
美
を
見
出
そ
う
と
し
た
「
民
芸
」（
民0

衆
的
な
工
芸0

と
い

う
意
味
）
と
い
う
概
念
を
提
唱
し
、
思
想
家
や
芸
術
家
た
ち
と
と
も
に
様
々
な
活
動
（
大

正
十
五
年
か
ら
始
ま
っ
た
い
わ
ゆ
る
民
芸
運
動
）
を
通
し
て
そ
の
普
及
に
努
め
た
。『
手

仕
事
の
日
本
』
は
、二
十
年
近
く
の
時
間
を
か
け
て
日
本
に
残
る
手
仕
事
を
実
地
踏
査
し
、

後
世
に
伝
え
る
べ
き
も
の
を
吟
味
し
て
、
そ
の
魅
力
を
若
者
へ
向
け
て
紹
介
し
た
も
の
。

諸
事
情
で
戦
後
に
出
版
さ
れ
て
い
る
が
、原
稿
は
昭
和
十
八
年
に
書
き
終
え
ら
れ
て
お
り
、

「
記
し
て
あ
る
内
容
は
大
体
昭
和
十
五
年
前
後
の
日
本
の
手
仕
事
の
現
状
」（
序
）
だ
と
言

う
。
本
書
を
ひ
も
と
く
人
は
、
戦
前
ま
で
残
っ
て
い
た
手
仕
事
の
数
々
を
東
北
か
ら
沖
縄

へ
と
探
訪
す
る
旅
に
誘
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

	

○

　
旅
は
、
次
の
よ
う
な
書
き
出
し
で
始
め
ら
れ
て
い
る
（
第
二
章
「
日
本
の
品
物
」）。

私
は
こ
れ
か
ら
日
本
国
中
を
旅
行
致
そ
う
と
す
る
の
で
あ
り
ま
す
。
し
か
し
景
色
を
見

た
り
、
お
寺
に
詣も

う

で
た
り
、
名
所
を
訪
ね
た
り
す
る
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
の
土
地

で
生
れ
た
郷
土
の
品
物
を
探
し
に
行
く
の
で
あ
り
ま
す
。
日
本
の
姿
を
有も

っ
た
も
の
、

少す
く
なく

と
も
日
本
で
よ
く
こ
な
さ
れ
た
も
の
を
見
て
廻ま

わ

ろ
う
と
す
る
の
で
あ
り
ま
す
。
そ

れ
も
た
だ
日
本
の
も
の
と
い
う
の
で
は
な
く
、日
本
の
も
の
と
し
て
誇
っ
て
よ
い
品
物
、

即
ち
正
し
く
て
美
し
い
も
の
を
訪
ね
た
く
思
い
ま
す
。
…

高
校
生
の
私
は
、
清
々
し
い
文
章
に
ま
ず
心
を
ひ
か
れ
た
。
大
学
で
国
文
学
を
学
び
始
め

て
本
書
を
読
み
返
し
た
と
き
に
は
、
こ
の
清
々
し
さ
は
、
宗
悦
が
白し

ら

樺か
ば

派は

（
人
道
主
義
や

理
想
主
義
を
唱
え
た
文
学
流
派
。
代
表
作
家
に
武む

者し
ゃ

小の
こ
う
じ

　
路
実さ

ね

篤あ
つ

や
志
賀
直
哉
ら
が
い
る
）

の
人
々
と
親
交
を
持
っ
て
い
た
こ
と
に
根
差
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
つ
い
た
。

そ
し
て
大
学
院
へ
進
ん
だ
頃
に
は
、
あ
る
テ
ー
マ
の
も
と
に
膨
大
な
物
証
を
収
集
分
析
す

る
宗
悦
の
研
究
姿
勢
に
い
た
く
共
鳴
す
る
よ
う
に
も
な
っ
て
い
た
。
久
留
米
大
学
に
赴
任

し
て
十
数
年
が
過
ぎ
た
が
、
今
度
は
宗
悦
が
筑
後
の
手
仕
事
を
ど
の
よ
う
に
紹
介
し
て
い

る
の
か
が
気
に
な
っ
て
き
た
。
再
び
本
書
を
開
い
て
み
た
い
と
思
う
。

	

○

　
九
州
の
手
仕
事
探
訪
は
焼
物
か
ら
で
、
有
田
焼
（
佐
賀
県
有
田
町
周
辺
）、
薩
摩
焼
（
鹿

児
島
県
）、
小お

鹿ん

田た

焼や
き

（
大
分
県
日
田
市
）、
小こ

石い
し

原わ
ら

焼や
き

（
福
岡
県
朝
倉
郡
）
に
続
い
て
、

筑
後
の
焼
物
と
し
て
は
み
や
ま
市
（
旧
三
池
郡
）
高た

か

田た

町ま
ち

二ふ
た

川か
わ

地
区
の
「
二
川
焼
」
を
第

一
に
挙
げ
て
い
る
。

…
筑
後
に
あ
る
窯
場
で
は
三み

池い
け

郡
の
二ふ

た

川が
わ

を
挙
げ
る
べ
き
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
仕
事
場

と
し
て
美
し
い
茅か

や

葺ぶ
き

の
建
物
が
見
ら
れ
ま
す
。
こ
の
窯
は
昔
北
九
州
地
方
で
よ
く
描
か

れ
た
松
絵
の
大お

お

捏こ
ね

鉢ば
ち

や
水み

ず

甕が
め

を
、
一
番
近
年
ま
で
焼
い
て
い
た
と
こ
ろ
で
あ
り
ま
す
。

近
頃
ま
た
再
興
し
ま
し
た
が
雄
大
な
作
品
で
あ
り
ま
す
。
こ
こ
で
出
来
る
も
の
で
水
甕

や
蓋ふ

た

附つ
き

壺つ
ぼ

に
よ
い
品
が
あ
り
ま
す
が
、
甕
で
「
利り

休き
ゅ
う

」
と
呼
ん
で
い
る
黄
色
い
釉う

わ
ぐ
す
り薬

の

が
あ
り
ま
す
。
こ
の
色
は
特
別
に
美
し
く
や
や
艶つ

や

消け
し

の
渋
い
調
子
で
あ
り
ま
す
。
…

浅
野
陽
吉
著
『
筑
後
陶と

う

瓷し

考
』（
昭
和
十
年
刊
）
は
当
地
の
焼
物
に
関
す
る
基
礎
的
研
究
だ

が
、
本
書
に
よ
る
と
二
川
焼
の
起
源
は
江
戸

時
代
後
期
に
遡
り
、
明
治
初
年
に
米よ

ね

作さ
く

（
明

治
三
十
年
頃
ま
で
存
命
）と
い
う
弓ゆ

み

野の

焼や
き（

佐

賀
県
武
雄
市
で
作
ら
れ
た
唐
津
焼
の
一
種
。

松
の
絵
を
大
胆
に
描
い
た
鉢
や
甕
で
有
名
）

の
陶
工
が
二
川
へ
来
て
松
絵
の
技
法
を
伝
え

た
が
、
間
も
な
く
途
絶
え
た
と
言
う
。

　
宗
悦
が
松
絵
の
二
川
焼
を
初
め
て
手
に
し

た
の
は
、
大
正
十
五
年
（
昭
和
元
年
）
の
夏
、

長
野
県
小こ

諸も
ろ

の
道
具
屋
に
お
い
て
で
あ
っ
た
。
そ
の
時
は
ど
こ
の
陶
器
か
分
か
ら
ず
、
以

後
仲
間
た
ち
と
調
査
を
進
め
、
松
絵
の
陶
器
は
江
戸
時
代
初
期
か
ら
北
部
九
州
（
宗
悦
は

「
北
九
州
地
方
」
と
呼
ん
で
い
る
）
す
な
わ
ち
佐
賀
県
唐
津
や
武
雄
一
帯
で
盛
ん
に
作
ら
れ

た
も
の
で
、
最
後
に
二
川
の
地
へ
伝
わ
っ
て
い
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
（
柳
宗
悦

著
『
工
芸
の
道
』〈
昭
和
三
年
刊
〉
の
「
挿
絵
に
つ
い
て
」、
民
芸
運
動
の
機
関
誌
『
工
芸
』

三
十
三
号
〈
昭
和
八
年
十
月
〉
所
収
の
水
町
和
三
郎
「
松
模
様
を
描え

が
い

た
北
九
州
の
古
窯
跡
」、

水
谷
良
一
「
二
川
の
陶
業
」、
柳
宗
悦
「
同
人
雑
録
」）。
さ
ら
に
昭
和
九
年
一
月
に
は
、

宗
悦
は
そ
の
年
の
三
月
に
東
京
で
開
催
す
る
「
現
代
日
本
民
窯
展
」
の
準
備
の
た
め
に
、

水
谷
良
一
（
官
僚
）
や
河
井
寛
次
郎
（
陶
芸
家
）
ら
と
二
川
焼
の
角す

み

熊
五
郎
窯
を
実
際
に

訪
問
。
そ
の
時
陶
工
た
ち
に
松
絵
の
復
興
を
促
し
、
河
井
が
デ
ザ
イ
ン
を
描
い
て
指
導
し

た
と
言
う
（『
工
芸
』
三
十
九
号
〈
昭
和
九
年
二
月
〉
所
収
の
水
谷
「
筑
後
の
二
川
」）。

民
芸
運
動
に
協
力
し
た
イ
ギ
リ
ス
人
の
陶
芸
家
バ
ー
ナ
ー
ド
・
リ
ー
チ
が
、
同
年
の
二
月

末
か
ら
三
月
上
旬
ま
で
角
窯
に
滞
在
し
て
二
川
焼
を
調
査
し
た
の
も
（『
み
や
ま
市
史
』

通
史
編
下
巻
、
令
和
二
年
刊
）、
宗
悦
た
ち
の
強
い
勧
め
が
あ
っ
た
か
ら
に
違
い
な
い
。

先
に
触
れ
た
『
筑
後
陶
瓷
考
』
が
ま
と
め
ら
れ

た
の
は
リ
ー
チ
の
滞
在
後
だ
が
、
角
熊
五
郎
が

松
絵
の
復
興
に
目
下
努
め
て
い
る
こ
と
が
特
筆

さ
れ
て
い
る
。『
手
仕
事
の
日
本
』
で
宗
悦
が

二
川
焼
の
松
絵
を
「
近
頃
ま
た
再
興
し
ま
し
た

が
雄
大
な
作
品
で
あ
り
ま
す
」
と
言
う
と
こ
ろ

を
見
れ
ば
、
昭
和
十
五
年
頃
に
は
角
窯
が
宗
悦

ら
の
要
望
に
応
え
て
松
絵
を
見
事
に
再
現
し
て

い
た
の
だ
ろ
う
。

　『
み
や
ま
市
史
』
は
、
明
治
大
正
期
に
二
川
焼
の
窯
元
は
八
軒
あ
り
、
昭
和
の
初
め
に

四
軒
、
戦
時
中
に
湯
た
ん
ぽ
や
飯
椀
な
ど
を
製
作
し
た
あ
た
り
か
ら
次
第
に
窯
の
火
は
消

え
て
ゆ
き
、
昭
和
三
十
年
頃
に
は
角
窯
だ
け
が
残
っ
た
と
記
す
。
宗
悦
が
「
仕
事
場
と
し

て
美
し
い
茅か

や

葺ぶ
き

の
建
物
が
見
ら
れ
ま
す
」
と
讃
え
た
光
景
は
、
現
在
高
田
町
の
上か

み

楠く
す

田だ

か

ら
下し

も

楠く
す

田だ

に
か
け
て
点
在
す
る
窯
跡
か
ら
偲
ぶ
よ
り
ほ
か
は
な
い
。

	

○

　
次
に
、
筑
後
市
赤
坂
地
区
の
「
赤
坂
焼
」。
こ
れ
は
、
黒
田
藩
の
御
用
窯
と
し
て
栄
え

赤坂焼・梅
うめ

竹
たけ

文
もん

徳
とっくり

利（福岡県立美術館蔵）

赤坂焼・染
そめ

付
つけ

落
らく

雁
がん

文
もん

皿
ざら

（同館蔵）

赤坂焼・黄
おう

釉
ゆう

蜷
にな

尻
じり

茶
ぢゃ

碗
わん

（同館蔵） 二川焼・二
に

彩
さい

松
まつ

文
もん

壺
つぼ

（福岡県立美術館蔵）



た
高
取
焼
（
福
岡
県
福
岡
市
早
良
区
西に

し
じ
ん新

周
辺
）
と
同
じ
作
風
の
も
の
と
し
て
、

…
久
留
米
近
く
に
赤
坂
の
窯
が
あ
り
ま
す
。西に

し
じ
ん
ま
ち

新
町
の
系
統
を
引
く
品
物
を
焼
き
ま
す
。

と
、
ご
く
簡
単
に
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
焼
物
に
つ
い
て
『
筑
後
陶
瓷
考
』
は
、
文
化

九
年
に
八
女
郡
水み

ず

田た

の
次
郎
吉
と
い
う
陶
工
に
よ
っ
て
始
め
ら
れ
、
以
後
三
原
と
緒
方
と

い
う
二
つ
の
家
が
経
営
し
た
こ
と
、
有
馬
藩
の
御
用
窯
と
な
っ
て
藩
主
用
の
食
器
や
茶
器

を
製
作
し
た
こ
と
、
九
代
藩
主
有
馬
頼よ

り

徳の
り

が
興
し
た
柳や

な
ぎ
は
ら原

焼や
き

、
十
一
代
藩
主
頼よ

り

咸し
げ

が
興
し

た
東と

う

野や

亭て
い

焼や
き

の
陶
匠
を
務
め
た
こ
と
、
明
治
以
降
は
民み

ん

窯よ
う

（
一
般
民
衆
の
日
用
品
を
焼
く

窯
）と
し
て
緒
方
家
の
人
々
に
よ
っ
て
維
持
さ
れ
、昭
和
九
年
当
時
は
三
軒
の
窯
元
が
あ
っ

た
こ
と
な
ど
を
伝
え
る
。
そ
し
て
戦
後
昭
和
三
十
年
頃
ま
で
に
そ
れ
ら
は
み
な
休
止
状
態

と
な
り
、一
旦
復
活
を
遂
げ
た
が
（
昭
和
五
十
三
年
刊
『
増
補
筑
後
陶
瓷
考
』
の
附
録
「
春

夏
秋
冬
楽
し
い
窯
場
め
ぐ
り
」
に
お
け
る
緒
方
正
明
氏
の
赤
坂
焼
の
解
説
）、『
筑
後
市
の

文
化
財‒

平
成
16
年
度
版‒

』（
平
成
十
七
年
、
筑
後
市
教
育
委
員
会
）
に
は
、
す
で
に

生
産
さ
れ
て
い
な
い
旨
が
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
焼
物
の
関
連
品
で
今
も
作
ら
れ
て
い
る

も
の
に
、
赤
坂
焼
の
陶
工
た
ち
が
余
技
と
し
て
作
っ
て
い
た
と
い
う
「
赤
坂
人
形
」
が
あ

る
。
合
わ
せ
型
に
土
を
押
し
て
形
を
作
り
、素
焼
き
に
し
て
色
を
付
け
た
素
朴
な
玩
具
で
、

昭
和
五
十
五
年
三
月
に
は
福
岡
県
の
特
産
工
芸
品
・
民
芸
品
に
指
定
。
現
在
で
は
赤
坂
焼

よ
り
も
む
し
ろ
こ
の
玩
具
の
ほ
う
が
よ
く
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。

	

○

　
な
お
『
手
仕
事
の
日
本
』
で
は
赤
坂
焼
に
続
け
て
、

も
と
よ
り
歴
史
に
有
名
な
窯
で
廃す

た

れ
て
し
ま
っ
た
り
全
く
昔
の
面
影
が
な
い
ほ
ど
に
衰

え
て
し
ま
っ
た
も
の
も
少す

く
な

く
あ
り
ま
せ
ん
。
例
え
ば
肥
前
の
唐か

ら

津つ

や
、ま
た
は
現う

つ
つ
が
わ川

や
、

筑
前
の
上あ

が

野の

や
、
筑
後
の
八や

つ

代し
ろ

の
如
き
、
昔
の
勢
い
は
過
ぎ
去
り
ま
し
た
。
…

と
、
す
で
に
衰
退
し
た
九
州
の
窯
と
し
て
「
筑
後
の
八
代
」
と
い
う
の
が
あ
る
。
唐
津
焼

（
佐
賀
県
唐
津
市
）、
現
川
焼
（
長
崎
県
）、
上
野
焼
（
福
岡
県
田
川
郡
）
と
並
べ
る
に
相

応
し
い
の
は
、
や
は
り
熊
本
藩
の
御
用
窯
で
あ
っ
た
八
代
焼
（
高こ

う

田だ

焼や
き

）
で
、「
筑
後
」

は
「
肥
後
」
の
誤
り
で
あ
ろ
う
。

	

（
文
学
部
国
際
文
化
学
科
・
日
本
近
世
文
学
専
攻
）

＊	

『
手
仕
事
の
日
本
』
の
引
用
は
ワ
イ
ド
版
岩
波
文
庫
本
（
平
成
十
五
年
刊
）
に
よ
り
、
適
宜
読
み
仮
名
を
加
え

て
い
る
。
所
蔵
品
の
画
像
を
提
供
下
さ
っ
た
福
岡
県
立
美
術
館
に
お
礼
を
申
し
上
げ
る
。

伝
統
工
芸
の
国
・
筑
後
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