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義
浄
『
南
海
寄
帰
内
法
伝
』
に
見
え
る

　
陶
磁
製
「
浄
瓶
」
に
つ
い
て

百
　
田
　
篤
　
弘

は
じ
め
に

　
中
国
・
唐
代
の
入
竺
僧
で
あ
る
義
浄
は
、
七
世
紀
後
半
の
咸
亨
二
年
（
六
七
一
）
に
中
国
・
広
州
を
出
発
し
、
海
路
を
経
て
イ
ン
ド
に
渡
っ

て
い
る
。
往
路
、
一
旦
東
南
ア
ジ
ア
に
あ
っ
た
仏
教
国
、
室
利
仏
逝
す
な
わ
ち
シ
ュ
リ
ー
ヴ
ィ
ジ
ャ
ヤ
（
ス
マ
ト
ラ
島
南
東
部
パ
レ
ン
バ
ン

付
近
と
さ
れ
る
）
に
滞
在
し
、
そ
の
後
イ
ン
ド
に
到
着
す
る
。
イ
ン
ド
に
十
数
年
滞
在
の
の
ち
、
帰
路
再
び
シ
ュ
リ
ー
ヴ
ィ
ジ
ャ
ヤ
に
赴
き
、

義
浄
は
こ
の
滞
在
中
『
大
唐
西
域
求
法
高
僧
伝
』
と
『
南
海
寄
帰
内
法
伝
』
を
著
し
たあ
。

　『
南
海
寄
帰
内
法
伝
』（
以
下
、『
寄
帰
伝
』
と
略
記
）
で
は
イ
ン
ド
お
よ
び
東
南
ア
ジ
ア
諸
国
で
義
浄
が
自
ら
見
聞
し
た
仏
教
徒
の
僧
院
生

活
が
述
べ
ら
れ
て
お
り
、
当
時
の
僧
院
生
活
の
実
際
が
具
体
的
に
語
ら
れ
て
い
る
。

　『
寄
帰
伝
』
は
多
数
の
章
か
ら
な
る
が
、
そ
の
う
ち
の
「
水
有
二
瓶
」
と
題
さ
れ
た
章
に
お
い
て
水
瓶
の
材
質
に
よ
っ
て
異
な
っ
た
用

途
が
与
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
伝
え
て
い
る
。
す
な
わ
ち
飲
用
の
た
め
の
清
浄
な
水
を
入
れ
る
容
器
は
す
べ
て
陶
磁
製
を
用
い
、
そ
れ
以

外
の
手
洗
い
用
な
ど
の
水
の
容
器
は
金
属
製
も
用
い
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
義
浄
は
こ
う
し
た
使
い
分
け
を
「
浄
法
」
と
伝
え
、
清
浄

な
水
用
の
水
瓶
は
「
浄
瓶
」、
そ
れ
以
外
の
水
瓶
は
「
触
瓶
」
と
し
て
区
別
さ
れ
て
い
た
と
し
て
い
るい
。
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ま
た
、
食
事
法
に
つ
い
て
述
べ
た
な
か
で
、
素
焼
き
製
と
目
さ
れ
る
「
瓦
器
」
は
一
度
し
か
用
い
る
こ
と
は
な
く
、
使
用
済
み
の
器
は

廃
棄
さ
れ
る
と
す
る
。
こ
れ
も
浄
法
に
し
た
が
っ
た
も
の
と
い
う
。
い
っ
ぽ
う
で
素
焼
き
よ
り
も
高
い
温
度
で
焼
成
さ
れ
た
硬
質
の
陶
磁

器
と
目
さ
れ
る
「
瓷
器
」
も
用
い
ら
れ
て
い
た
よ
う
で
、
そ
の
「
瓷
器
」
の
う
ち
で
「
油
合
」
の
も
の
は
清
潔
で
あ
る
こ
と
は
疑
い
な
い

と
述
べ
て
お
り
、
こ
れ
は
施
釉
さ
れ
た
陶
磁
器
を
さ
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

　
素
焼
き
製
の
土
器
は
焼
成
温
度
が
八
百
度
ほ
ど
で
あ
り
、
製
作
が
容
易
な
こ
と
か
ら
世
界
各
地
で
先
史
時
代
か
ら
製
作
さ
れ
て
い
る
が
、

高
温
焼
成
に
よ
る
施
釉
陶
磁
は
千
数
百
度
を
超
え
る
温
度
で
の
焼
成
が
必
要
で
あ
り
、
そ
の
た
め
の
特
殊
な
窯
や
技
術
が
不
可
欠
で
あ
る
。

七
世
紀
後
半
の
時
代
に
こ
う
し
た
高
温
焼
成
の
技
術
を
も
っ
て
、
品
質
の
高
い
施
釉
陶
磁
を
製
作
し
て
い
た
の
は
中
国
を
お
い
て
ほ
か
に

な
いう
。

　
す
な
わ
ち
、
シ
ュ
リ
ー
ヴ
ィ
ジ
ャ
ヤ
の
仏
教
界
で
は
七
世
紀
の
時
代
に
現
地
で
は
生
産
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
施
釉
陶
磁
が
輸
入
さ
れ
、

用
い
ら
れ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。

　
ま
た
、
義
浄
は
、「
瓷
」
器
に
つ
い
て
述
べ
た
な
か
で
、
イ
ン
ド
に
は
産
し
な
い
と
も
語
っ
て
お
り
、
施
釉
陶
磁
は
い
う
ま
で
も
な
く
硬

質
の
陶
磁
器
そ
の
も
の
が
輸
入
品
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
時
代
の
高
温
焼
成
さ
れ
た
陶
磁
器
と
い
え
ば
、
や
は
り
ま
ず
中
国
陶
磁

に
限
定
さ
れ
る
。

　
な
お
、
義
浄
は
、
浄
瓶
は
す
べ
て
陶
磁
製
の
水
瓶
を
用
い
る
と
伝
え
て
い
る
と
し
た
が
、
用
語
と
し
て
は
「
瓦
瓷
」
つ
ま
り
素
焼
き
土

器
と
見
ら
れ
る
「
瓦
」
器
と
硬
質
の
陶
磁
器
と
見
ら
れ
る
「
瓷
」
器
で
作
ら
れ
て
い
る
と
し
て
お
り
、
こ
の
よ
う
に
解
釈
す
れ
ば
浄
瓶
も

土
器
製
以
外
の
も
の
は
中
国
陶
磁
製
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
中
国
陶
磁
は
そ
の
品
質
の
高
さ
か
ら
、
古
く
か
ら
東
南
ア
ジ
ア
は
も
と
よ
り
は
る
か
ア
フ
リ
カ
の
地
へ
も
輸
出
さ
れ
て
い

た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
中
国
陶
磁
が
交
易
品
と
し
て
盛
ん
に
輸
出
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
の
は
、
考
古
学
調
査
に
よ
れ

ば
九
世
紀
初
め
以
降
で
あ
り
、
海
外
で
発
見
さ
れ
る
そ
れ
よ
り
早
い
時
期
の
製
品
は
そ
の
時
期
に
輸
出
さ
れ
た
か
ど
う
か
疑
問
視
さ
れ
て



義浄『南海寄帰内法伝』に見える陶磁製「浄瓶」について

5

い
る
。

　『
寄
帰
伝
』
が
伝
え
る
施
釉
陶
磁
を
含
む
高
温
焼
成
に
よ
る
硬
質
の
陶
磁
は
七
世
紀
後
半
に
記
録
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
発
掘
資
料
が

示
す
年
代
よ
り
も
百
年
以
上
早
い
こ
と
に
な
る
。
し
か
も
清
浄
な
水
を
入
れ
る
専
用
の
水
瓶
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば

一
定
の
数
量
が
使
用
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
思
わ
せ
る
。

　
ま
た
、
義
浄
は
「
浄
瓶
」
の
形
状
を
伝
え
て
い
る
が
、
そ
の
器
形
に
は
独
自
の
特
徴
が
あ
り
、
し
か
も
義
浄
は
そ
の
形
状
を
詳
細
に
伝

え
て
い
て
、
義
浄
の
時
代
に
は
中
国
で
は
あ
ま
り
知
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
器
種
で
あ
っ
た
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
る
。
そ
の
場
合
浄
瓶
は
中

国
に
お
い
て
輸
出
専
用
の
器
種
と
し
て
製
作
さ
れ
て
い
た
陶
磁
器
で
あ
る
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。

　
本
稿
で
は
、
義
浄
が
伝
え
る
陶
磁
製
水
瓶
が
投
げ
か
け
る
こ
う
し
た
諸
問
題
に
着
目
し
、
中
国
陶
磁
の
輸
出
に
か
か
わ
る
問
題
に
つ
い

て
検
討
し
た
い
。

一
、
浄
瓶
に
つ
い
て

　『
寄
帰
伝
』
は
四
十
の
章
か
ら
な
り
、
そ
の
第
六
章
は
「
水
有
二
瓶
」
と
題
さ
れ
、
浄
瓶
に
つ
い
て
こ
の
章
で
詳
述
し
て
い
る
。

　
と
こ
ろ
で
『
寄
帰
伝
』
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
本
稿
の
後
注あ
に
引
用
し
た
と
お
り
近
年
、
宮
林
昭
彦
・
加
藤
栄
司
両
氏
に
よ
っ
て
現
代

語
訳
が
刊
行
さ
れ
て
い
る
。
専
門
用
語
な
ど
に
ふ
り
が
な
や
解
説
を
つ
け
て
現
代
文
に
訳
出
さ
れ
、
非
常
に
利
用
し
や
す
く
な
っ
て
い
る
。

た
だ
し
本
稿
で
は
本
文
へ
の
引
用
は
原
典
の
引
用
と
い
う
性
格
を
考
慮
し
、訳
者
の
解
釈
が
加
え
ら
れ
た
現
代
語
訳
（
以
下
『
現
代
語
訳
本
』）

は
採
用
し
な
い
こ
と
と
す
る
。
た
だ
し
漢
文
の
白
文
で
は
読
み
づ
ら
い
と
い
う
点
に
配
慮
し
て
『
国
訳
一
切
経
』
に
収
録
さ
れ
た
読
み
下

し
文
を
引
用
す
る
。
現
代
語
訳
文
は
該
当
箇
所
に
つ
い
て
注
に
付
記
す
る
方
式
を
と
り
た
い
。
な
お
白
文
に
つ
い
て
は
『
寄
帰
伝
』
を
収

録
し
て
い
る
『
大
正
新
修
大
蔵
経
』
が
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
化
さ
れ
て
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
で
公
開
さ
れ
て
い
る
た
めえ
、
本
稿
へ
は
必
要
な
場

合
に
限
定
し
て
引
用
す
る
。
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浄
瓶
に
つ
い
て
『
寄
帰
伝
』
第
六
章
「
水
有
二
瓶
」
は
、
以
下
の
よ
う
に
伝
え
て
い
る
（
ふ
り
が
な
は
一
部
筆
者
に
よ
る
）。

　
凡お

よ

そ
水
に
は
浄
と
触そ
く

と
を
分
つ
。
瓶
に
も
二
枚
あ
り
。
浄
は
咸
こ
と
ご
と
く
瓦が

じ瓷
を
用
ゆ
。
触
は
銅
と
鉄
と
を
兼
ぬ
る
に
任
す
。
浄
は
非
時

の
飲
用
に
擬ぎ

し
、
触
は
乃
ち
便
利
に
須も
ち

ゆ
る
所
な
り
。
浄
は
則
ち
浄
手
に
て
方ま
さ

に
持
す
、
必
ず
須
ら
く
浄
処
に
安
著
す
べ
し
。
触
は
乃

ち
触
手
に
て
随
つ
て
執
る
、
触
処
に
之
を
置
く
可
し
。
斯
れ
に
准
ず
る
に
浄
瓶
及
び
新
た
に
浄
器
に
盛
る
所
の
水
は
非
時
に
飲
む
べ
しお

　
水
を
用
途
に
よ
っ
て
「
浄
」
と
「
触
」（
不
浄
の
意
）
に
分
け
、「
浄
」
水
を
入
れ
る
水
瓶
に
は
必
ず
「
瓦
瓷
」
す
な
わ
ち
陶
磁
製
を
用
い

る
と
い
う
。「
触
」
水
を
入
れ
る
水
瓶
に
は
銅
製
あ
る
い
は
鉄
製
も
用
い
る
と
し
て
い
る
。

　「
浄
」
水
は
非
時
す
な
わ
ち
昼
夜
を
問
わ
ず
い
つ

飲
ん
で
も
よ
くか
、「
触
」
水
は
排
泄
時
に
用
い
る
と
す

る
。「
浄
」
水
は
「
浄
手
」
で
持
ち
清
浄
な
場
所
に

保
管
す
る
。「
触
」
水
は
「
触
手
」
で
持
ち
浄
水
と

は
異
な
る
場
所
で
保
管
さ
れ
た
よ
う
で
あ
る
。

　
こ
う
し
た
浄
水
、触
水
の
区
別
に
し
た
が
っ
て「
浄

瓶
」
に
入
れ
ら
れ
た
水
、
あ
る
い
は
清
浄
な
器
に
入

れ
ら
れ
た
水
は
非
時
の
飲
用
に
さ
れ
た
と
い
う
も
の

で
あ
る
。

　
水
瓶
の
具
体
的
な
形
状
に
つ
い
て
義
浄
は
「
水
有

二
瓶
」
の
章
に
さ
ら
に
細
か
く
記
述
し
て
い
る
。
義

図１　緑釉浄瓶　唐代

ジャカルタ国立博物館蔵
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浄
が
『
寄
帰
伝
』
で
伝
え
る
浄
瓶
に
つ
い
て
は
義
浄
の
記
述
そ
の
ま
ま
の
実
作
例
が
知
ら
れ
て
お
り
、
一
例
を
図
示
す
る
（
図
１
）。
水

瓶
の
形
状
の
記
述
に
つ
い
て
は
図
と
見
比
べ
な
が
ら
読
む
と
理
解
し
や
す
い
。

　
其
れ
瓶
を
作
る
の
法
は
、
蓋
は
須
ら
く
口
に
連
ぬ
べ
し
。
頂
に
は
尖
台
を
出
す
こ
と
、
高
さ
両
指
ば
か
り
な
り
。
上
に
は
小
穴
を
通

ず
る
こ
と
、
麤ほ

ぼ〻

銅
箸
の
如
し
。
飲
水
は
此
の
中
に
在
く
可
し
。
傍
の
辺
に
は
則
ち
別
に
円
孔
を
開
く
、
口
を
擁
し
て
上
げ
し
む
る
こ

と
は
竪
に
高
さ
両
指
な
り
。
孔
は
銭
許
り
の
如
く
す
。
水
を
添
ふ
る
に
は
宜
し
く
此
の
処
に
於
て
し
、
二
三
升
を
受
く
可
し
。
小
は
無

用
を
成
す
。
斯
の
二
の
穴
に
は
虫
塵
の
入
ら
ん
こ
と
を
恐
れ
て
或
は
蓋
を
著
く
可
し
。
或
は
竹
木
を
以
て
し
、
或
は
布
葉
を
将も

っ

て
裹つ
つ

み

て
之
を
塞
ぐ
べ
し
。
彼

か
し
こ
に
は
、
梵
僧
あ
り
て
製
を
取
り
て
造
るき
。

　
水
瓶
の
口
に
は
蓋
が
あ
り
、
そ
の
蓋
の
頂
は
尖
っ
て
い
て
両
指
（「
指
」
は
長
さ
の
単
位
、
両
指
は
約
七
・
八
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
。
実
寸
は
注
に

引
用
の
『
現
代
語
訳
本
』
参
照き
）
ほ
ど
の
高
さ
が
あ
る
と
い
う
。
そ
の
上
に
銅
箸
ほ
ど
の
大
き
さ
の
小
穴
が
あ
る
と
す
る
。
こ
の
水
瓶
上
部

の
口
と
は
別
に
水
瓶
の
か
た
わ
ら
に
円
形
の
穴
が
あ
り
、
水
瓶
本
体
か
ら
や
は
り
両
指
分
の
高
さ
の
注
ぎ
口
が
つ
い
て
い
て
穴
の
大
き
さ

は
硬
貨
ほ
ど
と
い
う
。「
水
を
添
ふ
る
」
す
な
わ
ち
水
を
入
れ
る
の
は
こ
の
口
か
ら
と
あ
る
が
、
先
に
上
の
銅
箸
ほ
ど
の
小
穴
の
と
こ
ろ

で
「
飲
水
は
此
の
中
」
と
あ
る
の
で
、
水
を
飲
む
と
き
は
こ
の
頂
部
の
口
か
ら
飲
む
と
い
う
こ
と
の
よ
う
で
あ
る
。
容
量
は
二
、三
升
（
唐

升
で
一
一
八
八
〜
一
七
八
二
ミ
リ
リ
ッ
ト
ルく
）
と
し
て
い
る
。
容
量
の
少
な
い
も
の
は
用
い
ら
れ
な
い
と
い
う
。
二
つ
の
穴
に
は
中
の
水
に
虫

や
ゴ
ミ
が
混
入
す
る
の
を
防
ぐ
た
め
に
竹
や
木
で
作
ら
れ
た
蓋
が
つ
き
、
あ
る
い
は
布
や
植
物
の
葉
で
包
ん
だ
り
す
る
と
伝
え
て
い
る
。

　
義
浄
が
『
寄
帰
伝
』
で
伝
え
る
こ
う
し
た
水
瓶
は
、
図
１
の
ほ
か
中
国
陶
磁
製
の
唐
代
と
さ
れ
る
作
品
が
複
数
伝
世
し
て
い
るけ
。
図
１

も
中
国
陶
磁
製
で
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
の
ジ
ャ
カ
ル
タ
国
立
博
物
館
が
所
蔵
し
て
い
る
。
白
磁
作
品
が
多
い
中
で
本
作
は
全
体
に
緑
釉
が
か
け

ら
れ
て
お
り
、
や
は
り
唐
代
の
作
品
と
さ
れ
る
。
全
体
の
高
さ
は
二
五
・
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
で
頂
上
部
に
先
端
が
尖
っ
た
蓋
が
つ
き
、
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胴
部
の
か
た
わ
ら
に
別
に
口
が
設
け
ら
れ
て
い
る
。
頂
上
の
口
の
口
径
は
小
さ
い
よ
う
で
あ
る
が
、
胴
部
の
口
の
口
径
は
硬
貨
ほ
ど
の
大

き
さ
が
あ
り
そ
う
で
、
義
浄
が
伝
え
る
形
状
と
ほ
ぼ
一
致
し
て
い
る
。
義
浄
の
伝
え
る
と
こ
ろ
に
し
た
が
っ
て
一
般
に
浄
瓶
と
呼
ば
れ
る
。

　
義
浄
が
伝
え
る
「
浄
瓶
」
と
基
本
的
に
同
じ
形
状
の
水
瓶
は
銅
製
品
も
複
数
が
伝
世
し
て
お
り
、
正
倉
院
、
奈
良
・
法
隆
寺
に
伝
わ
る

作
品
が
よ
く
知
ら
れ
て
い
るこ
。
こ
の
二
つ
の
銅
製
の
水
瓶
に
は
胴
部
の
注
口
部
に
髭
を
蓄
え
た
人
物
の
顔
が
あ
し
ら
わ
れ
、
胡
面
注
口
な

ど
と
呼
ば
れ
る
。
同
様
の
人
物
面
を
あ
し
ら
っ
た
浄
瓶
、
触
瓶
式
の
水
瓶
が
中
央
ア
ジ
ア
・
ホ
ー
タ
ン
の
カ
ダ
リ
ク
遺
跡
か
ら
出
土
し
た

壁
画
に
も
描
か
れ
て
い
る
（
図
２
）。
こ
の
式
の
水
瓶
は
イ
ン
ド
、
東
南
ア
ジ
ア
地
域
だ
け
で
な
く
同
じ
こ
ろ
中
央
ア
ジ
ア
で
も
知
ら
れ

て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

　
銅
製
品
は
材
質
か
ら
、義
浄
に
し
た
が
え
ば
「
触
瓶
」
に
あ
た
る
が
美
術
品
の
名
称
と
し
て
は
相
応
し
く
な
い
た
め
か
「
仙
盞
形
水
瓶
」

な
ど
の
名
称
が
用
い
ら
れ
て
い
るさ
。

　
と
も
あ
れ
義
浄
が
伝
え
る
水
瓶
「
浄
瓶
」「
触
瓶
」
は
こ
の
よ
う
に
古
い
時
代
の
実
作
品
が
複
数
知
ら
れ
、
そ
の
具
体
的
な
姿
を
知
る
こ

と
が
で
き
る
点
で
貴
重
で
あ
る
。

二
、
シ
ュ
リ
ー
ヴ
ィ
ジ
ャ
ヤ
に
お
け
る
陶
磁

製
水
瓶

　
第
一
節
で
見
た
と
お
り
義
浄
は
「
浄
」
水
を
入

れ
る
「
浄
瓶
」
に
は
「
咸
く
瓦
瓷
を
用
ゆ
」
す
な

わ
ち
す
べ
て
陶
磁
製
を
用
い
る
、
と
し
て
い
た
。

『
寄
帰
伝
』
は
さ
ら
に
陶
磁
製
の
食
器
の
使
用
法

に
つ
い
て
第
九
章
「
受
斎
軌
則
」（
斎
会
〔
食
事
の

図２　胡面注口のある水瓶

（中央アジア・カダリク遺跡出土）

Fred H. Andrews, Wall Paintings 
from Ancient Shrines in Central Asia, 
London 1948, plate Ⅴ
Plate Ⅴ: Painted Fragments from 
Farhād-Bēg-Yailaki; Shrine ⅩⅡ
Painted Fragment from Khādalik; 
Kha. i. E. 0047
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招
待
〕
の
際
の
規
則
）
に
お
い
て
次
の
よ
う
に
伝
え
て
い
る
。

　
若
し
其
の
瓦
器
は
曽
て
未
だ
用
ひ
ざ
る
者
を
一
度
之
を
用
ゆ
。
此
れ
過と

が

無
き
こ
と
を
成
す
。
既
に
用
ひ
被
れ
訖お
わ

ら
ば
之
を
坑こ
う
ざ
ん塹
に
棄

て
よ
、
其
の
触
を
受
る
が
為
め
に
重
ね
て
収
む
可
か
ら
ず
。
故
に
西
国
の
路
の
傍
に
て
義た

だ

し
く
食
を
設
る
処
に
は
、
残
器
は
山
の
若
く

あ
り
。
曽
て
再
び
用
ふ
る
こ
と
無
き
も
、
即
ち
襄
陽
の
瓦
器
の
如
き
は
食
し
了お

わ

つ
て
更
に
収
る
。
向さ

き
に
之
を
棄
つ
る
若
き
は
便
ち
浄

法
を
用
ふ
れ
ば
な
りし
。

　
食
器
と
し
て
の
「
瓦
器
」
は
未
使
用
の
も
の
を
一
度
だ
け
用
い
る
と
い
い
、
使
用
済
み
の
も
の
は
不
衛
生
な
た
め
に
二
度
用
い
て
は
な

ら
ず
、廃
棄
せ
よ
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
内
容
か
ら
「
瓦
器
」
と
は
低
温
焼
成
の
素
焼
き
の
土
器
を
さ
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
西
国
（
イ

ン
ド
）
で
は
道
の
傍
ら
に
山
の
よ
う
に
使
用
済
み
の
器
が
積
み
上
げ
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
第
六
章
「
水
有
二
瓶
」
で
述
べ
た
「
浄
法
」

に
し
た
が
っ
た
使
用
法
に
よ
る
と
説
明
し
て
い
る
。
い
っ
ぽ
う
で
中
国
国
内
の
襄
陽
の
瓦
器
の
類
は
使
用
後
も
再
び
利
用
し
て
い
た
と
い

う
が
、
衛
生
上
の
理
由
か
ら
素
焼
き
の
土
器
は
一
度
だ
け
使
用
す
る
「
浄
法
」
に
し
た
が
う
べ
き
こ
と
を
勧
め
て
い
る
。

　「
受
斎
軌
則
」
に
は
さ
ら
に
次
の
よ
う
に
見
え
る
。

　
又

ま
復
た
五
天
に
は
元も

と
瓷じ

漆し
つ

無
し
。
瓷
は
若
し
油
合
な
れ
ば
是
れ
浄
き
こ
と
疑
無
しす
。

　
五
天
す
な
わ
ち
イ
ン
ド
に
は
も
と
も
と
「
瓷
」
器
と
「
漆
」
器
は
産
し
な
い
と
い
う
。
イ
ン
ド
で
も
素
焼
き
土
器
の
よ
う
な
も
の
は
古

く
か
ら
生
産
さ
れ
て
い
る
が
、「
瓷
」
器
は
そ
れ
ら
と
は
異
な
る
も
の
と
し
て
区
別
さ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

　
中
国
・
宋
代
に
な
っ
た
『
集
韻
』
に
は
、
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瓷
・

、
陶
器
の
緻
堅
な
る
者
な
り
。
或
は
缶
に
従
うせ
。

と
あ
り
、「
瓷
」「

」
は
硬
質
の
陶
磁
器
を
さ
す
と
い
い
、
瓷
は
素
焼
き
で
は
な
く
高
温
で
焼
成
さ
れ
た
陶
磁
器
を
意
味
す
る
言
葉
で
あ
っ

た
こ
と
が
わ
か
る
。

　
先
に
見
た
よ
う
に
「
浄
瓶
」
は
「
咸
く
瓦
瓷
を
用
ゆ
」
と
い
う
の
は
、す
な
わ
ち
す
べ
て
「
瓦
」
器
（
素
焼
き
製
の
土
器
）
あ
る
い
は
「
瓷
」

器
（
高
温
焼
成
に
よ
る
硬
質
の
陶
磁
器
）
が
用
い
ら
れ
て
い
た
と
の
意
と
な
り
、
字
義
ど
お
り
解
釈
す
れ
ば
浄
瓶
は
土
器
製
の
ほ
か
は
す
べ

て
高
温
焼
成
に
よ
る
硬
質
の
陶
磁
製
で
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
。

　『
寄
帰
伝
』
に
は
「
瓷
」
の
用
例
が
も
う
一
例
見
出
せ
る
。
第
十
八
章
「
便
利
之
事
」
す
な
わ
ち
用
便
の
方
法
に
つ
い
て
述
べ
た
中
で
、

　
凡
そ
是
れ
僧
坊
に
て
は
先
づ
浄
く
厠
処
を
治
む
べ
し
。（
中
略
）
若
し
卒
に
わ
か
に
水
瓶
無
く
ん
ば
、
瓷
瓦
等
の
鉢
を
用
ふ
こ
と
を
許
す
。
水

を
盛
り
て
将も

つ
て
入
り
て
一
辺
に
安
在
し
、
右
手
に
て
澆す
す

ぎ
洗
ふ
も
亦
傷う
れ

ふ
る
こ
と
無
き
な
りそ
。

と
あ
り
、
水
瓶
の
代
用
品
と
し
て
高
温
焼
成
や
素
焼
き
の
陶
磁
器
製
の
鉢
に
水
を
入
れ
て
そ
の
水
で
用
便
後
の
洗
浄
を
行
っ
て
い
た
と
い

う
も
の
で
あ
る
。

　
浄
瓶
の
ほ
か
鉢
な
ど
の
器
と
し
て
も
高
温
焼
成
の
陶
磁
器
が
用
い
ら
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

　
先
の
一
節
は
そ
の
硬
質
の
陶
磁
器
の
な
か
で
も
さ
ら
に
「
油
合
」
な
ら
ば
清
潔
で
あ
る
こ
と
は
疑
い
な
い
と
の
意
と
な
る
。

　「
油
」
に
つ
い
て
は
唐
代
の
劉
恂
が
著
し
た
『
嶺
表
録
異
』
に
次
の
よ
う
に
見
え
る
。
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広
州
の
陶
家
、
皆
、
土
の
鍋
・
鑊か
ま

を
作
り
、
焼
熱
す
る
に
土
を
以
て
之
に
油
す
。
其
の
潔
浄
な
る
こ
と
則
ち
鉄
器
に
愈ま
さ

るた
。

　
中
国
・
広
州
の
陶
家
で
は
土
を
「
油
」
し
て
焼
成
す
る
こ
と
で
鉄
器
よ
り
清
潔
な
鍋
類
を
生
産
し
て
い
る
と
い
う
。「
油
」
に
は
「
つ

や
を
出
す
」
と
い
う
意
味
が
あ
り
、
こ
こ
で
は
「
油
」
は
「
釉
」
の
意
味
で
用
い
ら
れ
て
お
り
釉
薬
を
施
す
意
味
と
解
釈
で
き
る
。
鉄
器

よ
り
も
清
潔
と
い
う
の
で
あ
る
か
ら
高
温
焼
成
に
よ
る
施
釉
陶
磁
で
あ
る
こ
と
は
疑
い
よ
う
が
な
い
。「
油
合
」
も
釉
薬
を
か
け
る
意
に

解
釈
で
き
る
。
す
な
わ
ち
義
浄
は
施
釉
陶
磁
製
の
器
に
つ
い
て
語
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
るち
。

　
な
お
、「
油
合
」
瓷
器
の
一
節
に
先
立
っ
て
第
九
章
「
受
斎
軌
則
」
の
冒
頭
に
は
、

　
凡
そ
西
方
の
赴
請
の
法
を
論
じ
、
并

な
ら
び
に
南
海
の
諸
国
を
も
略
し
て
其
の
儀
を
顕
さ
んつ
。

と
見
え
、
こ
こ
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
の
は
明
ら
か
に
中
国
国
内
で
は
な
く
イ
ン
ド
や
南
海
諸
国
で
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
ら
で
あ
る
。
つ

ま
り
義
浄
が
『
寄
帰
伝
』
を
著
し
た
七
世
紀
の
時
代
に
イ
ン
ド
あ
る
い
は
南
海
方
面
の
地
域
に
お
い
て
そ
の
地
で
は
産
し
な
い
施
釉
陶
磁

器
が
用
い
ら
れ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。

　「
受
斎
軌
則
」
は
さ
ら
に
次
の
よ
う
に
続
く
。

　
其
の
漆
器
は
或
る
時
は
賈
客
の
将も

つ
て
西
方
及
び
南
海
に
至
る
こ
と
あ
り
。
皆
用
ひ
て
食
さ
ざ
る
は
良
ま
こ
と
に
膩
あ
ぶ
ら
を
受
く
る
が
為
め
の
故

な
り
。
必
ず
若
し
是
れ
新
し
き
も
の
な
ら
ば
、
浄
灰
を
以
て
洗
ひ
て
膩
気
を
無
か
ら
し
め
ば
、
用
ふ
る
こ
と
も
亦
応ま

さ

に
得
べ
して
。

　
漆
製
品
が
東
洋
諸
国
の
特
産
品
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
が
、
漆
器
は
商
人
が
イ
ン
ド
や
南
海
諸
国
に
も
た
ら
す
こ
と
が
あ
っ
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た
と
伝
え
て
い
る
。
食
器
に
は
用
い
ら
れ
な
い
と
い
い
、
そ
れ
は
使
用
後
に
油
脂
分
が
残
っ
て
不
衛
生
な
た
め
で
器
が
新
し
く
油
脂
分
を

淨
灰
で
洗
い
落
と
す
こ
と
が
で
き
れ
ば
食
器
と
し
て
用
い
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

　
漆
器
に
つ
い
て
は
商
人
が
イ
ン
ド
や
南
海
諸
国
に
も
た
ら
す
こ
と
が
あ
っ
て
、
こ
の
地
域
で
（
食
器
以
外
の
用
途
で
は
あ
っ
た
が
）
使
用

さ
れ
て
い
た
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
、
陶
磁
器
に
つ
い
て
も
輸
入
は
可
能
で
あ
っ
た
と
考
え
て
よ
さ
そ
う
で
あ
る
。
む
し
ろ
商
人
に
よ
る
偶

発
的
な
漆
器
の
輸
入
に
触
れ
な
が
ら
陶
磁
器
に
つ
い
て
そ
の
よ
う
な
こ
と
に
触
れ
て
い
な
い
の
は
、
陶
磁
器
の
輸
入
が
そ
れ
ほ
ど
珍
し
い

こ
と
で
は
な
か
っ
た
こ
と
を
暗
に
物
語
っ
て
い
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。

　
こ
の
一
節
は
漆
器
と
瓷
器
は
も
と
も
と
イ
ン
ド
（「
受
斎
軌
則
」
の
冒
頭
に
南
海
諸
国
は
略
し
て
イ
ン
ド
に
含
め
て
述
べ
る
と
い
う
趣
旨
の
一
文

が
あ
る
の
で
東
南
ア
ジ
ア
も
含
め
て
）
に
は
産
し
な
い
が
、
い
ず
れ
も
（
量
は
と
も
か
く
と
し
て
）
輸
入
さ
れ
て
い
て
、
漆
器
は
不
衛
生
な
た

め
に
食
器
と
し
て
は
使
用
さ
れ
て
お
ら
ず
、
そ
れ
に
対
し
て
瓷
器
の
な
か
で
も
施
釉
さ
れ
た
も
の
は
明
ら
か
に
清
潔
で
あ
り
、
食
器
と
し

て
用
い
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
が
主
張
さ
れ
て
い
る
と
考
え
る
。

　
七
世
紀
後
半
の
唐
の
時
代
に
、
中
国
特
産
の
高
温
焼
成
の
陶
磁
器
が
、
施
釉
陶
磁
を
含
め
東
洋
諸
国
特
産
の
漆
器
と
あ
わ
せ
て
イ
ン
ド

や
南
海
諸
国
で
使
用
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
伝
え
て
い
る
と
見
た
い
。

　
な
お
、
浄
瓶
に
用
い
ら
れ
た
「
瓦
瓷
」
製
の
水
瓶
、
用
便
時
の
水
瓶
の
代
用
品
と
し
て
の
「
瓷
瓦
」
製
の
鉢
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
こ

こ
に
見
え
る
「
瓦
瓷
」「
瓷
瓦
」
の
部
分
は
そ
れ
ぞ
れ
陶
磁
器
製
と
い
う
ほ
ど
の
意
味
で
用
い
ら
れ
て
い
る
可
能
性
も
な
く
は
な
い
。
し
か

し
「
瓷
」
器
は
明
ら
か
に
「
瓦
」
器
と
は
品
質
の
異
な
る
も
の
と
し
て
区
別
さ
れ
て
い
る
し
、
用
い
ら
れ
て
い
た
の
が
「
瓦
」
器
す
な
わ

ち
素
焼
き
の
土
器
だ
け
で
は
な
か
っ
た
こ
と
か
ら
こ
の
よ
う
な
表
現
が
用
い
ら
れ
た
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
食
器
と
し
て
用
い
ら
れ
る

施
釉
陶
磁
と
と
も
に
高
温
焼
成
に
よ
る
中
国
陶
磁
製
の
水
瓶
（
浄
瓶
）
や
鉢
が
イ
ン
ド
、
東
南
ア
ジ
ア
地
域
で
あ
る
程
度
用
い
ら
れ
て
い

た
こ
と
を
伝
え
て
い
る
と
判
断
し
た
い
。
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三
、
輸
出
陶
磁
器
と
し
て
の
中
国
陶
磁

　
陶
磁
器
の
東
西
交
易
の
研
究
者
で
あ
る
三
上
次
男
氏
は
、
東
南
ア
ジ
ア
か
ら
西
ア
ジ
ア
地
域
に
か
け
て
晩
唐
か
ら
五
代
に
あ
た
る
九
世

紀
初
め
か
ら
十
世
紀
に
か
け
て
の
中
国
陶
磁
が
出
土
す
る
こ
と
を
述
べ
て
い
ると
。

　
た
と
え
ば
東
南
ア
ジ
ア
で
は
フ
ィ
リ
ピ
ン
（
ル
ソ
ン
島
南
部
の
バ
タ
ン
ガ
ス
、
ミ
ン
ダ
ナ
オ
島
西
北
部
の
ブ
ト
ゥ
ア
ン
）、
ジ
ャ
ワ
島
（
中
部
ジ
ャ

ワ
南
部
の
ジ
ョ
ク
ジ
ャ
カ
ル
タ
）、
ス
マ
ト
ラ
島
（
南
ス
マ
ト
ラ
の
パ
レ
ン
バ
ン
、
ジ
ャ
ン
ビ
）、
マ
レ
ー
半
島
（
チ
ャ
イ
ヤ
）、
南
ア
ジ
ア
で
は
ス

リ
ラ
ン
カ
（
マ
ン
ダ
イ
）
な
ど
か
ら
華
北
の
邢
州
窯
白
磁
と
さ
れ
て
き
た
白
磁
、
定
窯
白
磁
、
鞏
県
窯
な
ど
の
白
磁
類
、
越
州
窯
な
ど
の

浙
江
省
の
青
磁
な
ど
九
、十
世
紀
の
中
国
陶
磁
が
か
な
り
の
量
発
見
さ
れ
、イ
ン
ド
以
西
で
は
パ
キ
ス
タ
ン
（
バ
ン
ボ
ー
ル
）、イ
ラ
ン
（
シ
ー

ラ
ー
フ
、
ニ
シ
ャ
プ
ー
ル
）、
イ
ラ
ク
（
サ
マ
ッ
ラ
）、
遠
く
は
ア
フ
リ
カ
の
エ
ジ
プ
ト
（
フ
ス
タ
ー
ト
）
な
ど
の
遺
跡
か
ら
九
世
紀
初
め
以
降

の
中
国
陶
磁
が
出
土
し
て
い
るな
。
西
欧
の
研
究
者
に
よ
れ
ば
イ
ラ
ン
の
シ
ー
ラ
ー
フ
遺
跡
で
は
九
世
紀
初
頭
以
降
の
中
国
陶
磁
が
数
多
く

出
土
し
始
め
る
と
い
うに
。

　
中
国
陶
磁
が
盛
ん
に
海
外
に
輸
出
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
の
は
考
古
学
調
査
に
よ
る
科
学
的
研
究
に
し
た
が
う
限
り
こ
の
よ
う
に
九
世
紀

以
降
の
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
よ
り
早
い
時
代
に
海
外
に
輸
出
さ
れ
て
い
た
か
ど
う
か
は
疑
問
視
さ
れ
て
い
る
。
海
外
に
も
た
ら
さ
れ
る
こ

と
が
あ
っ
た
と
し
て
も
貿
易
陶
磁
と
し
て
の
性
格
は
乏
し
く
、
例
外
的
に
も
た
ら
さ
れ
た
程
度
と
考
え
ら
れ
て
い
るぬ
。

　
す
な
わ
ち
義
浄
が
伝
え
る
陶
磁
製
浄
瓶
な
ど
は
、
考
古
学
調
査
に
お
け
る
知
見
と
は
年
代
に
百
年
以
上
の
開
き
が
存
在
す
る
こ
と
に
な

る
。

　
ま
た
、
第
一
節
で
見
た
と
お
り
義
浄
は
浄
瓶
の
形
状
に
つ
い
て
詳
細
に
記
し
て
い
る
。『
寄
帰
伝
』
は
『
大
唐
西
域
求
法
高
僧
伝
』
と

あ
わ
せ
、
義
浄
が
帰
朝
に
先
立
っ
て
中
国
に
書
き
送
っ
た
も
の
で
あ
りね
、
中
国
本
土
に
知
ら
せ
る
目
的
で
著
述
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て

「
浄
瓶
」
は
当
時
の
中
国
本
土
で
は
ま
だ
あ
ま
り
知
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
器
種
で
あ
っ
た
と
考
え
る
の
が
妥
当
で
あ
る
。
知
ら
れ
て
い
た
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と
す
れ
ば
器
の
形
状
に
つ
い
て
細
か
く
記
す
必
要
が
な
いの
。

　
そ
の
場
合
、
浄
瓶
は
中
国
が
も
っ
ぱ
ら
輸
出
専
用
に
製
作
し
南
海
方
面
に
輸
出
し
て
い
た
陶
磁
貿
易
史
に
お
い
て
特
殊
な
器
種
で
あ
っ

た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　
い
っ
ぽ
う
考
古
学
調
査
が
示
す
中
国
陶
磁
の
輸
出
時
期
と
は
べ
つ
に
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
の
博
物
館
等
に
は
き
わ
め
て
古
い
時
代
の
中
国

陶
磁
が
収
蔵
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
ら
の
中
に
は
早
く
は
漢
代
（
後
漢
・
紀
元
一
〜
二
世
紀
頃
）
か
ら
隋
・
唐
代
に
か
け
て
の
時
代
の
も
の
も

含
ま
れ
、
不
確
実
な
情
報
で
は
あ
る
が
収
集
さ
れ
た
場
所
も
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
参
考
ま
で
に
ジ
ャ
カ
ル
タ
国
立
博
物
館
が
所
蔵
す
る
八

世
紀
以
前
の
中
国
陶
磁
を
一
覧
表
に
ま
と
め
る
。
図
１
に
掲
げ
た
緑
釉
浄
瓶
も
そ
の
う
ち
の
一
点
で
あ
り
（
一
覧
表
中
の
No. 

38
）、
義
浄
が

訪
れ
た
シ
ュ
リ
ー
ヴ
ィ
ジ
ャ
ヤ
が
あ
っ
た
と
さ
れ
る
ス
マ
ト
ラ
島
パ
レ
ン
バ
ン
で
の
収
集
と
伝
え
ら
れ
て
い
るは
。

　
ジ
ャ
カ
ル
タ
国
立
博
物
館
が
所
蔵
す
る
陶
磁
器
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
は
数
千
点
に
お
よ
ぶ
が
、
こ
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
は
ほ
ぼ
全
て
オ
ラ
ン
ダ

人
の
デ
・
フ
リ
ネ
ス
氏 E

. W
. V

an O
rsoy de F

lines 

が
一
九
二
〇
年
代
に
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
で
収
集
し
た
も
の
で
、
収
集
場
所
の
情
報

は
す
べ
て
フ
リ
ネ
ス
氏
に
よ
る
。
実
際
に
使
用
さ
れ
て
い
た
も
の
や
出
土
し
た
も
の
な
ど
発
見
の
状
況
は
さ
ま
ざ
ま
で
あ
る
が
、
全
て
イ

ン
ド
ネ
シ
ア
国
内
で
の
収
集
と
さ
れ
るひ
。

　
た
だ
し
、
そ
れ
ら
が
製
作
さ
れ
た
当
初
の
古
い
時
代
に
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
に
も
た
ら
さ
れ
た
も
の
か
古
陶
磁
と
し
て
の
ち
の
時
代
に
収
集

さ
れ
た
も
の
か
は
わ
か
ら
な
い
。

　
と
も
あ
れ
、
今
後
数
は
わ
ず
か
で
あ
っ
て
も
考
古
学
調
査
に
お
い
て
九
世
紀
よ
り
古
い
時
代
の
資
料
が
出
土
す
る
可
能
性
は
皆
無
で
は

な
い
。

　
な
お
、
す
で
に
触
れ
た
と
お
り
義
浄
は
往
路
・
復
路
と
も
シ
ュ
リ
ー
ヴ
ィ
ジ
ャ
ヤ
に
立
ち
寄
っ
て
い
る
。
し
か
も
復
路
で
の
滞
在
中
、

手
紙
を
託
そ
う
と
中
国
行
き
の
船
に
乗
り
込
ん
で
い
る
う
ち
に
た
ま
た
ま
順
風
で
あ
っ
た
た
め
に
船
が
港
を
離
れ
、
一
時
帰
国
し
て
し
ま

う
。
そ
の
後
再
度
シ
ュ
リ
ー
ヴ
ィ
ジ
ャ
ヤ
へ
渡
航
し
て
お
り
、
復
路
で
は
中
国
─
シ
ュ
リ
ー
ヴ
ィ
ジ
ャ
ヤ
間
を
一
往
復
半
し
て
い
るふ
。
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No. 名称 時代 収集場所 色別No.
1 緑釉博山奩 漢（1 ～ 2世紀） スマトラ島中西部 C1
2 緑釉博山奩 漢（1 ～ 2世紀） スマトラ島南東部 M4
3 緑褐釉共蓋壺 漢（1 ～ 2世紀） スマトラ島中西部 C2
4 緑釉狩猟文壺 漢（1 ～ 2世紀） スマトラ島南東部 C3
5 緑釉獣環壺 漢（1 ～ 2世紀） ジャワ島東部 M1
6 緑釉獣環壺 漢（1 ～ 2世紀） スマトラ島南西部 M2
7 緑釉動物文壺 漢（1 ～ 2世紀） スマトラ島南東部 M3
8 緑釉穀倉形明器（囷） 漢（1 ～ 2世紀） スマトラ島南部 M5
9 加彩刻文魁斗 漢（1 ～ 2世紀） カリマンタン島西部 M6
10 灰陶耳坏 漢（1 ～ 2世紀） ジャワ島西部 M7
11 緑釉勺 漢（1 ～ 2世紀） ジャワ島西部 M8
12 灰釉五連壺 漢（1 ～ 2世紀） ジャワ島西部 M11
13 灰釉鼎 漢（1 ～ 2世紀） ジャワ島西部 M12
14 灰釉刻文双耳壺 漢（1 ～ 2世紀） スマトラ島南西部 M13
15 灰釉斗 漢（1 ～ 2世紀） スマトラ島南東部 M14
16 灰釉豆 漢 スラウェシ島南部 M9
17 褐釉斗 漢 スマトラ島中西部 M10
18 加彩豆 三国（3 ～ 4世紀） スマトラ島南西部 M15
19 青磁獣形水注 晋（3 ～ 4世紀） スマトラ島中西部 C4
20 青磁双耳壺 東晋（4世紀） スマトラ島南東部 M16
21 青磁四耳壺 東晋（4世紀） スマトラ島南西部 M17
22 青磁天鶏壺 東晋～南朝（4 ～ 5世紀） スマトラ島南西部 C5
23 青磁連弁文四耳壺 隋（6 ～ 7世紀） スマトラ島南東部 C6
24 青磁四耳壺 隋（6 ～ 7世紀） スマトラ島南東部 C7
25 褐釉瓶 隋（6 ～ 7世紀） スマトラ島南東部 M20
26 褐釉四耳壺 南朝～唐（6 ～ 7世紀） バリ島北部 C8
27 白磁四耳壺 隋（6 ～ 7世紀） スマトラ島南東部 C9
28 白磁碗 隋（7世紀） スマトラ島南部 C10
29 白磁貼花文龍耳瓶 唐（7世紀） スマトラ島南東部 C11
30 三彩壺 唐（7世紀） スマトラ島南東部 C12
31 青磁双耳壺 唐（7世紀） スマトラ島南部 M18
32 青磁双耳壺 唐（7世紀） スマトラ島南東部 M19
33 青磁杯盤 唐（7世紀） スマトラ島南西部 M21
34 白磁高坏 唐（7世紀） スマトラ島南東部 M22
35 白磁唾壺 唐（7 ～ 8世紀） バンカ島 M23
36 白磁杯 唐（7 ～ 8世紀） ジャワ島東部 M24
37 白磁貼花文龍耳瓶 唐（7 ～ 8世紀） スマトラ島南東部 M29
38 緑釉浄瓶 唐（8世紀） スマトラ島南東部 C13
39 白釉狩猟文鳳首瓶 唐（8世紀） スマトラ島南東部 M30
40 三彩貼花文壺 唐（8世紀） スマトラ島南東部 M31
41 三彩鍑 唐（8世紀） スマトラ島南西部 M32
42 緑釉壺 唐（8世紀） スマトラ島南東部 M33
43 三彩鉢 唐（8世紀） スマトラ島南東部 M34
44 三彩瓶 唐（8世紀） カリマンタン島西部 M35
45 三彩瓶 唐（8世紀） スマトラ島南東部 M36
46 褐釉刻文水注 唐（8世紀） スマトラ島南東部 M42

アブ・リド編集・解説『東洋陶磁大観３  ジャカルタ国立博物館』（講談社  1977）より。
・収集場所はほとんどの作品に固有地名が明記されているが、大まかな表記にとどめた。
・色別No.は、Cは原色掲載されていることを示し、数字は原色図版番号である。Mはモノ

クロ掲載されていることを示し、数字は同じくモノクロ図版番号である。
・掲載作品総数は、ベトナム、タイなど、中国以外の作品も含め、原色図99点、モノクロ図

329点の計428点。

ジャカルタ国立博物館所蔵　中国陶磁（８世紀以前）一覧
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高
僧
伝
等
、
当
時
の
史
料
が
伝
え
る
よ
う
に
海
路
は
遭
難
の
危
険
が
つ
き
ま
と
っ
た
け
れ
ど
も
、
季
節
風
に
よ
る
遠
距
離
航
海
は
こ
の

よ
う
に
す
で
に
恒
常
化
し
て
お
り
、
そ
う
し
た
航
路
を
通
じ
て
量
的
に
は
少
な
か
っ
た
と
し
て
も
陶
磁
器
の
輸
出
は
行
わ
れ
て
い
た
の
で

な
い
だ
ろ
う
か
。

　
と
こ
ろ
で
、
中
国
陶
磁
製
の
浄
瓶
が
中
国
で
は
使
用
さ
れ
ず
も
っ
ぱ
ら
シ
ュ
リ
ー
ヴ
ィ
ジ
ャ
ヤ
な
ど
海
外
に
輸
出
さ
れ
て
い
た
と
い
う

の
は
か
な
り
特
殊
な
輸
出
の
あ
り
方
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
輸
出
専
用
に
製
作
さ
れ
た
中
国
陶
磁
の
例
は
時
代
は
下
が
る
が
日
本
の
平
安

時
代
の
遺
跡
で
あ
る
経
塚
か
ら
出
土
す
る
経
筒
や
合
子
の
例
が
あ
る
。

　
日
本
の
経
塚
か
ら
は
中
国
陶
磁
製
の
青
白
磁
や
白
磁
、
青
磁
な
ど
の
経
筒
が
出
土
す
る
が
、
河
原
正
彦
氏
に
よ
れ
ば
中
国
で
の
出
土
例

は
知
ら
れ
て
お
ら
ず
、
こ
れ
ら
は
平
安
貴
族
の
注
文
に
よ
る
製
作
と
考
え
ら
れ
る
と
い
うへ
。
さ
ら
に
経
塚
か
ら
同
時
に
出
土
す
る
青
白
磁

の
合
子
類
の
な
か
に
当
時
の
日
本
製
の
和
鏡
の
意
匠
と
類
似
す
る
文
様
を
あ
し
ら
っ
た
も
の
が
あ
り
、
こ
れ
ら
に
つ
い
て
も
や
は
り
平
安

貴
族
に
よ
る
注
文
品
の
可
能
性
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

　
と
も
あ
れ
高
温
焼
成
に
よ
る
陶
磁
製
の
浄
瓶
が
中
国
国
内
で
は
あ
ま
り
知
ら
れ
ず
、
も
っ
ぱ
ら
シ
ュ
リ
ー
ヴ
ィ
ジ
ャ
ヤ
な
ど
外
国
の
僧

院
で
用
い
ら
れ
て
い
た
と
す
れ
ば
、
輸
出
陶
磁
と
し
て
製
作
さ
れ
て
い
た
と
考
え
る
ほ
か
は
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
中
国
陶
磁
の
輸
出
が

本
格
化
す
る
百
年
以
上
も
前
に
輸
出
専
用
の
陶
磁
器
が
製
作
さ
れ
て
い
た
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
『
寄
帰
伝
』
の
記
録
だ
け
か
ら
判
断
す

る
こ
と
は
難
し
く
、
今
後
の
課
題
と
し
て
お
き
た
い
。

四
、
水
瓶
の
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
名
「
ク
ン
デ
ィ
カ
」
に
つ
い
て

　
イ
ン
ド
、
東
南
ア
ジ
ア
方
面
に
お
い
て
水
瓶
は
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
で
「
ク
ン
デ
ィ
カ
」（K

undika

）
あ
る
い
は
「
ケ
ン
デ
ィ
」（K

endi

）

と
呼
ば
れ
て
い
た
。
中
国
語
で
は
音
訳
し
て
「
捃
稚
迦
」「
軍
持
」
な
ど
と
表
記
さ
れ
、
仏
教
関
係
文
献
に
記
さ
れ
て
い
る
。

　
た
と
え
ば
早
く
は
、
五
世
紀
の
法
顕
『
仏
国
記
』
に
法
顕
が
師
子
国
（
ス
リ
ラ
ン
カ
）
か
ら
耶
婆
提
（
ジ
ャ
ワ
）
へ
向
か
う
途
中
で
時
化
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に
あ
い
、
船
の
沈
没
を
恐
れ
た
乗
員
乗
客
ら
が
荷
物
を
海
中
に
投
げ
棄
て
た
際
に
、

　
法
顕
も
亦
君
墀
及
び
澡
罐
并
に
余
物
を
以
て
海
中
に
棄
擲
すほ
。

と
あ
り
、
こ
こ
に
見
え
る
「
君
墀
」
は
イ
ン
ド
、
東
南
ア
ジ
ア
で
用
い
ら
れ
て
い
た
ケ
ン
デ
ィ
（
ク
ン
デ
ィ
カ
）
を
さ
す
と
考
え
ら
れ
るま
。

　
玄
奘
『
大
唐
西
域
記
』
に
は
次
の
よ
う
に
見
え
る
。

　
南
の
石
の
上
に
は
則
ち
佛
が
捃
稚
迦
《
原
注
　
即
ち
澡
瓶
也
。
旧
〔
訳
〕
に
て
軍
持
と
曰
ふ
は
訛
略
也
》
を
置
き
し
跡
有
りみ
。

　
　

　『
大
唐
西
域
記
』
は
貞
観
二
〇
年
（
六
四
六
）
の
成
立
で
あ
る
が
、「
捃
稚
迦
」
は
中
国
語
で
は
「
澡
瓶
」
で
あ
る
と
説
明
さ
れ
て
い
て
七

世
紀
に
な
っ
て
も
中
国
で
は
ま
だ
馴
染
み
の
薄
い
言
葉
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
ま
た
「
軍
持
」
は
古
い
略
称
と
し
て
い
る
。

　
義
浄
も
ま
た
『
寄
帰
伝
』
の
「
受
斎
軌
則
」
の
章
で
、

　
或
は
屑
或
は
土
に
て
手
を
澡あ

ら

い
て
浄
か
ら
し
む
。
或
は
施
主
が
水
を
授
づ
け
、
或
は
自
か
ら
君
持
を
用も

つ
て
す
る
は
、
時
に
随
つ
て

事
を
済
し
、
重
ね
て
来
り
て
踞
坐
すむ
。

と
記
し
て
お
り
、「
君
持
」
の
語
を
用
い
て
い
る
。

　
ま
た
、
同
じ
く
第
三
十
六
章
「
亡
財
僧
現
」（
僧
侶
の
遺
産
相
続
法
等
）
に
は
「
浄
触
の
君
持
」
と
も
見
えめ
、
浄
瓶
、
触
瓶
も
現
地
で
は
当

然
の
こ
と
な
が
ら
ケ
ン
デ
ィ
（
ク
ン
デ
ィ
カ
）
の
語
を
用
い
て
呼
ば
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
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千
手
観
音
像
の
所
依
経
典
の
一
つ
で
あ
る
不
空
訳
『
千
手
千
眼
観
世
音
菩
薩
大
悲
心
陀
羅
尼
』
に
は
「
軍
持
手
」
の
語
と
と
も
に
水
瓶

の
図
が
掲
げ
ら
れ
て
い
るも
。
仏
像
の
儀
軌
類
、
図
像
集
な
ど
に
は
こ
の
よ
う
に
図
と
と
も
に
記
し
た
例
が
少
な
く
な
い
。
不
空
は
八
世
紀

の
人
で
あ
る
が
、
ク
ン
デ
ィ
カ
、
ケ
ン
デ
ィ
に
つ
い
て
の
情
報
が
徐
々
に
中
国
の
仏
教
界
に
知
ら
れ
て
い
く
様
子
が
う
か
が
え
る
。

　
用
語
と
し
て
の
君
持
、軍
持
な
ど
の
普
及
と
中
国
に
お
け
る
実
際
の
浄
瓶
、触
瓶
式
の
水
瓶
の
普
及
と
は
時
を
同
じ
く
し
て
進
ん
で
い
っ

た
よ
う
で
あ
る
。『
寄
帰
伝
』
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
情
報
に
前
後
す
る
形
で
浄
瓶
、
触
瓶
式
の
水
瓶
は
中
国
国
内
の
仏
教
界
に
普
及

し
て
い
っ
た
と
推
測
で
き
よ
う
。

結
語

　
考
古
学
調
査
の
結
果
が
物
語
る
と
お
り
中
国
陶
磁
の
海
外
輸
出
は
九
世
紀
か
ら
本
格
化
し
た
と
考
え
ら
れ
、
こ
の
時
代
に
海
上
輸
送
あ

る
い
は
陶
磁
器
生
産
の
技
術
革
新
な
ど
が
行
わ
れ
、
大
量
輸
出
が
始
ま
っ
た
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
量
的
な
問
題
を
別
に
す

れ
ば
九
世
紀
よ
り
早
い
時
代
に
陶
磁
器
輸
出
が
全
く
行
わ
れ
な
か
っ
た
と
は
い
え
な
い
。
い
っ
ぽ
う
『
寄
帰
伝
』
は
僧
院
と
い
う
限
ら
れ

た
世
界
で
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
ら
に
つ
い
て
伝
え
る
の
み
で
あ
り
、
広
く
イ
ン
ド
や
東
南
ア
ジ
ア
一
般
の
生
活
を
伝
え
る
も
の
で
は
な

い
。
そ
う
し
た
事
情
が
考
古
学
調
査
と
文
献
記
録
と
の
年
代
の
乖
離
と
い
う
現
象
を
生
じ
さ
せ
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
と
も
あ
れ『
寄

帰
伝
』
は
中
国
陶
磁
が
貿
易
陶
磁
と
し
て
海
外
に
大
量
に
輸
出
さ
れ
始
め
る
以
前
の
記
録
で
あ
り
、
海
外
輸
出
が
本
格
化
し
て
い
く
過
程

を
考
察
す
る
上
で
参
考
と
す
べ
き
史
料
と
い
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
海
外
輸
出
が
本
格
化
し
て
間
も
な
い
九
世
紀
の
記
録
で
あ
る
ア
ラ
ブ
史
料
『
中
国
と
イ
ン
ド
の
諸
情
報
』
に
は
、
次
の
よ
う
に
見
え
る
。

　
彼
ら
に
は
良
質
の
粘
土
が
あ
っ
て
、
そ
れ
を
使
っ
て
薄
手
の
ガ
ラ
ス
容
器
の
よ
う
な
コ
ッ
プ
（
陶
磁
器
の
碗
）
が
作
ら
れ
、［
素
材
は
］

粘
土
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
容
器
に
入
っ
て
い
る
水
の
光
の
具
合
が
透
け
て
見
え
る
ほ
ど
［
薄
い
も
の
］
で
あ
るや
。
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　「
彼
ら
」
と
は
中
国
人
の
こ
と
で
あ
り
中
国
陶
磁
の
品
質
の
高
さ
を
絶
賛
し
て
い
る
。
こ
の
記
録
は
中
国
陶
磁
に
つ
い
て
伝
え
る
ア
ラ

ビ
ア
語
に
よ
る
最
も
古
い
記
録
の
一
つ
と
さ
れ
る
が
、
外
国
人
の
中
国
陶
磁
に
対
す
る
憧
れ
の
大
き
さ
の
一
端
を
伝
え
て
あ
ま
り
あ
る
。

　
同
じ
く
九
〜
十
世
紀
ご
ろ
の
ア
ラ
ブ
史
料
で
あ
る
イ
ブ
ン
・
フ
ル
ダ
ー
ズ
ビ
フ
の
『
諸
道
路
と
諸
国
の
書
』
は
中
国
か
ら
の
輸
入
品
の

な
か
に
「
陶
土
」
を
あ
げ
て
お
りゆ
、
優
秀
な
中
国
陶
磁
へ
の
憧
れ
か
ら
同
じ
よ
う
な
陶
磁
器
を
自
国
で
製
作
し
よ
う
と
試
み
ら
れ
て
い
た

こ
と
が
推
察
で
き
る
。
材
料
だ
け
入
手
し
て
も
千
数
百
度
の
高
温
焼
成
を
行
う
技
術
が
な
け
れ
ば
中
国
陶
磁
の
よ
う
な
高
品
質
の
陶
磁
器

を
製
作
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
は
い
う
ま
で
も
な
い
。

　
と
も
あ
れ
九
世
紀
以
前
か
ら
中
国
と
外
国
と
の
交
流
は
海
上
に
よ
る
も
の
を
含
め
て
多
数
記
録
さ
れ
て
お
り
、
外
国
人
が
優
れ
た
中
国

陶
磁
に
触
れ
る
機
会
は
少
な
く
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
外
国
人
に
よ
る
中
国
陶
磁
へ
の
憧
れ
は
九
世
紀
以
前
も
変
わ
ら
な
か
っ
た
と
推

測
さ
れ
、
清
浄
な
飲
用
水
を
入
れ
る
容
器
な
ど
と
し
て
中
国
陶
磁
が
相
応
し
い
も
の
と
認
識
さ
れ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
す
で
に
触
れ
た
と
お
り
唐
代
と
見
ら
れ
る
中
国
陶
磁
製
の
浄
瓶
は
複
数
伝
わ
っ
て
お
り
、
一
定
量
の
量
産
が
行
わ
れ
て
い
た
と
見
て
よ

さ
そ
う
で
あ
る
。
い
ず
れ
も
出
土
品
で
あ
ろ
う
が
ス
マ
ト
ラ
島
で
発
見
さ
れ
た
と
の
伝
承
を
も
つ
ジ
ャ
カ
ル
タ
国
立
博
物
館
の
所
蔵
品
以

外
、
発
見
場
所
に
関
す
る
情
報
は
な
い
。

　『
寄
帰
伝
』
の
記
録
を
裏
付
け
る
よ
う
な
資
料
が
、
い
つ
の
日
か
正
式
の
考
古
学
調
査
に
よ
っ
て
発
見
さ
れ
る
こ
と
を
期
待
し
て
、
本

稿
を
結
び
た
い
。

注（
１
） 

宮
林
昭
彦
・
加
藤
栄
司
訳
『
現
代
語
訳
　
南
海
寄
帰
内
法
伝
』　
法
藏
館
　
二
〇
〇
四
　
四
四
四
〜
四
五
〇
頁
　「
翻
経
三
蔵
義
浄
法
師
年
譜
」、

ほ
か
。

（
２
）「
浄
法
」
と
い
う
の
は
僧
侶
が
守
る
べ
き
制
法
と
し
て
定
め
ら
れ
た
も
の
で
、
衣
食
住
、
所
作
な
ど
に
も
及
ぶ
も
の
で
あ
る
。『
寄
帰
伝
』
で
も
浄
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瓶
、
触
瓶
に
と
ど
ま
ら
ず
食
事
、
用
便
な
ど
浄
と
触
（
不
浄
の
意
）
の
区
別
が
こ
と
細
か
く
説
か
れ
て
い
る
。
な
お
注
１
引
用
の
『
現
代
語
訳
　

南
海
寄
帰
内
法
伝
』
の
訳
者
は
『
寄
帰
伝
』
に
見
え
る
こ
う
し
た
区
別
に
つ
い
て
「
日
常
を
浄
・
不
浄
の
二
範
疇
に
分
け
、
一
旦
「
不
浄
」
状
態

に
な
る
と
浄
化
儀
礼
を
経
て
自
ら
を
「
浄
」
状
態
に
移
行
さ
せ
な
い
と
普
通
の
日
常
生
活
に
復
帰
で
き
な
い
と
い
う
構
造
は
正
し
く
密
教
の
原
理

そ
の
も
の
」
と
し
（
同
書
「
解
題
に
代
え
て
」
四
三
三
頁
）、
七
世
紀
に
お
け
る
イ
ン
ド
仏
教
の
密
教
化
進
展
の
表
れ
と
捉
え
て
い
る
。

（
３
）
中
国
以
外
で
高
温
焼
成
の
陶
磁
器
を
生
産
し
た
地
域
と
し
て
は
朝
鮮
半
島
が
あ
る
が
、
中
国
陶
磁
に
比
肩
す
る
陶
磁
器
の
始
ま
り
は
高
麗
時
代
の

高
麗
青
磁
か
ら
で
出
現
そ
の
も
の
が
九
世
紀
以
降
で
あ
る
。
東
南
ア
ジ
ア
地
域
で
は
ベ
ト
ナ
ム
が
早
く
か
ら
陶
磁
器
を
産
出
し
て
い
る
が
、
九
世

紀
ま
で
中
国
の
支
配
下
に
あ
っ
て
独
自
性
の
あ
る
陶
磁
の
創
出
は
そ
れ
よ
り
の
ち
の
時
代
で
あ
る
。
日
本
の
場
合
中
世
に
茶
の
湯
に
用
い
ら
れ
る

陶
磁
器
が
焼
き
始
め
ら
れ
る
ま
で
は
日
用
雑
器
の
よ
う
な
も
の
が
中
心
で
、
海
外
輸
出
が
本
格
化
す
る
の
は
伊
万
里
な
ど
の
肥
前
磁
器
の
輸
出
が

始
ま
っ
た
一
七
世
紀
以
降
で
あ
る
。

（
４
）「『
大
正
新
修
大
蔵
経
』
テ
キ
ス
ト
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
」
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
。『
寄
帰
伝
』
は
「
事
彙
部
・
外
教
部
・
目
録
部
」
の
五
四
巻
に
収
録
さ
れ

て
い
る
。http://21dzk.l.u-tokyo.ac.jp/SA

T
/

（
５
）『
国
訳
一
切
経
』
和
漢
撰
述
部
　
史
伝
部
　
十
六
下
　
大
東
出
版
社
　
一
九
八
〇
　
五
七
頁
。

　
　
　『
現
代
語
訳
本
』
は
以
下
の
と
お
り
（
四
六
〜
四
七
頁
。
ふ
り
が
な
も
同
書
に
よ
る
。
以
下
同
じ
）。

　
　
　
　「
凡お
よ

そ
（
イ
ン
ド
の
僧
伽
で
は
、）
水
は
浄
・
触そ
く

（
不
浄
）
を
分
け
（
て
、
二
範
疇
と
す
）
る
の
で
あ
り
、（
ま
た
そ
の
水
を
入
れ
る
）
瓶
び
ょ
う
に
も
（
、

当
然
な
が
ら
、
浄
瓶
・
触
瓶
の
）
二ふ

た
つ枚
が
あ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
浄
（
瓶
に
）
は
咸み
な

瓦す

や

き

（
器
）
や
瓷い
し
や
き

（
器
）
の
も
の
を
用
い
る
の
で
あ
る
が
、

触
（
瓶
に
）
は
、（
こ
れ
ら
以
外
に
）
銅
や
鉄
（
製
）
も
（
、
前
述
の
陶
磁
器
製
の
も
の
と
同
様
に
、）
兼と

も

に
（
用
い
て
も
）
任
か
ま
わ
な
い
の
で
あ
る
。

　
　
　
　

浄
（
瓶
の
水
）
は
「
非い
つ
で
も時
（
時
間
の
制
限
な
し
に
自
由
）」
に
飲
用
す
る
と
擬さ

れ
る
の
で
あ
り
、
触
（
瓶
の
水
）
は
便ト
イ
レ利
（
の
と
き
）
に
所も

ち須

い
る
の
で
あ
る
。
浄
（
瓶
）
は
浄き

よ

（
め
た
）
手
に
し
て
方は

（
始じ

）
め
て
持
て
る
も
の
で
あ
り
、
必か
な
ら須
ず
（
清
）
浄
処
に
安
お
著
く
の
で
あ
る
が
、
触

（
瓶
）
は
触
手
（
不
浄
の
手
）
で
も
随す

き

に
執と

っ
て
よ
く
、
触
処
（
不
浄
処
、
ト
イ
レ
）
に
置
い
て
可よ

い
の
で
あ
る
。

　
　
　（
次
に
飲
用
の
浄
水
の
二
種
、「
時
水
」
と
「
非
時
水
」
に
つ
い
て
述
べ
て
お
く
。）
唯
だ
斯こ

の
浄
瓶
、
及
び
新
（
た
に
）
浄き
よ

（
め
ら
れ
た
用
）
器

に
盛
っ
た
水
だ
け
が
「
非
時
」
に
飲
む
合べ

き
も
の
で
あ
る
。」

（
６
）
非
時
は
午
後
〜
夜
間
（
明
朝
前
ま
で
）
の
意
で
午
後
以
降
は
比
丘
と
し
て
食
事
を
と
る
べ
き
時
間
で
な
い
こ
と
か
ら
非
時
と
さ
れ
る
が
、
注
５
に

引
用
し
た
と
お
り
『
現
代
語
訳
本
』
で
は
時
に
関
わ
ら
ず
常
時
の
意
に
解
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
に
し
た
が
っ
て
お
く
。

（
７
）
前
掲
『
国
訳
一
切
経
』　
五
七
頁
。

　
　
　『
現
代
語
訳
本
』
は
以
下
の
と
お
り
（
四
七
〜
四
八
頁
）。



義浄『南海寄帰内法伝』に見える陶磁製「浄瓶」について

21

　
　
　「（
浄
）
瓶
の
（
製つ

く

り

）
作
法
は
、（
以
下
の
通
り
で
あ
る
。
ま
ず
蓋
の
突
端
の
「
尖
台
」
に
つ
い
て
説
明
す
る
。）
蓋ふ
た

は
（
必か

な

ら

）
須
ず
口
に
連
つ
な
が

っ
て

い
て
（
蓋
・
口
が
一
体
で
あ
り
、そ
の
蓋
の
）
頂
（
上
）
に
尖と

ん
が
り台
が
出
て
お
り
、高
さ
は
両
指
（
二
指
。
指
、指
量 anguli 

は
度
量
衡
単
位
、3.88cm

）

可ば
か

り
、（
こ
の
蓋
頂
上
部
の
尖
台
）
上
に
小
穴
が
通
じ
て
お
り
、（
そ
の
太
さ
は
）
麁ほ
ぼ

、
銅
箸
如く
ら

い
（
、
浄
水
は
こ
こ
か
ら
出
る
の
）
で
あ
る
。（
そ

し
て
、）
飲
（
用
）
水
は
此
の
（
浄
瓶
の
）
中
に

在
い
れ
て
お
く
べ
き
な
の
で
あ
る
。

　
　
　（
次
に
、
水
の
注
入
口
で
あ
る
「
添
水
孔
」
に
つ
い
て
言
え
ば
、
瓶
の
）
傍わ

き辺
に
は
別
に
円ま
る

（
い
）
孔あ
な

が
開
け
ら
れ
て
お
り
、（
そ
の
位
置
は
、

瓶
の
）
口
を
（
手
で
）
擁も

っ
て
上
に
し
た
と
き
竪た
て

に
高
さ
両
指
、
孔
（
の
大
き
さ
）
は
銭
許ほ
ど

如く
ら

い
、
水
を
添い

れ
る
と
き
に
は
宜よ
ろ

し
く
此こ

こ処
か
ら
す

る
の
で
あ
る
。

　
　
　（
瓶
の
容
量
と
し
て
は
、）
二
〜
三
升
（1.19

〜1.78ℓ

）
は
受
け
ら
れ
る
可
き
で
あ
り
、（
中
国
の
よ
う
に
容
量
の
）
小
さ
な
も
の
は
無
用
で
成あ

る
。

　
　
　（
前
述
の
、
①
蓋
頂
上
部
尖
台
の
小
穴
と
、
②
傍
辺
の
添
水
孔
の
、）
斯こ

の
二
（
つ
の
）
穴
は
、
虫
や
塵
が
入
る
の
を
恐
れ
て
、
或
い
は
蓋
を
著

け
る
可
き
で
あ
り
、（
そ
の
蓋
の
素
材
は
、）
或
い
は
竹
や
木
を
も
っ
て
、
或
い
は
布
や
葉
で
も
っ
て
、
こ
れ
を
裹つ

つ

み
塞ふ
さ

ぐ
の
で
あ
る
。

　
　
　
　

彼そ

ち

ら

（
処
＝
中
国
）
に
梵
イ
ン
ド

僧
が
有
る
な
ら
ば
（
指
導
を
乞
い
、
そ
の
）
製
か
た
ち
（
に
範
）
を
取
っ
て
造
る
の
が
よ
い
だ
ろ
う
。」

（
８
）
京
都
大
学
文
学
部
東
洋
史
研
究
室
編
『
改
訂
増
補
　
東
洋
史
辞
典
』　
東
京
創
元
新
社
　
一
九
六
九
　
八
九
七
頁
　「
中
国
度
量
衡
表
」
参
照
。
換

算
値
は
前
掲
注
に
引
用
の
と
お
り
『
現
代
語
訳
本
』
と
ほ
と
ん
ど
同
じ
で
あ
る
。

（
９
）
た
と
え
ば
左
記
の
作
品
が
あ
り
す
べ
て
唐
代
と
さ
れ
る
中
国
陶
磁
作
品
で
あ
る
。

　
　
　

・
白
磁
浄
瓶
　
高
さ
一
七
・
八
㎝
（
佐
藤
雅
彦
『
陶
磁
大
系
三
七
　
白
磁
』
平
凡
社
　
一
九
七
五
　
カ
ラ
ー
図
一
四
）

　
　
　

・
白
磁
浄
瓶
　
高
さ
二
七
・
〇
㎝
（
雄
山
閣
『
陶
器
講
座
五
　
中
国
Ⅰ
・
古
代
』　
一
九
八
二
　
単
色
図
一
二
八
）

　
　
　

・
白
磁
浄
瓶
　
高
さ
二
〇
・
四
㎝
（
同
右
　
単
色
図
一
二
九
）

　
　
　

・
白
磁
浄
瓶
　
高
さ
二
六
・
三
㎝
　
Ｂ
Ｓ
Ｎ
新
潟
美
術
館
蔵
（
小
学
館
『
世
界
陶
磁
全
集
一
一
　
隋
・
唐
』　
一
九
八
九
　
一
一
〇
図
）

（
10
）
正
倉
院
事
務
所
・
後
藤
四
郎
編
集
『
正
倉
院
の
金
工
』　
日
本
経
済
新
聞
社
　
一
九
七
六
　
一
一
八
図
、
奈
良
国
立
博
物
館
『
仏
教
工
芸
の
美
』

展
図
録
　
一
九
八
二
　
九
六
図
。
奈
良
博
図
録
は
法
隆
寺
伝
来
の
水
瓶
を
唐
代
（
八
世
紀
）
の
作
と
す
る
。

（
11
）
前
掲
書
、
作
品
解
説
。

（
12
）
前
掲
『
国
訳
一
切
経
』　
六
一
〜
六
二
頁
。

　
　
　『
現
代
語
訳
本
』
は
以
下
の
と
お
り
（
六
四
頁
）。

　
　
　「
若も

し
其
（
の
食
器
）
が
瓦
器
（
瀬
戸
物
）
で
曽か
つ

て
未
だ
用
い
た
こ
と
の
無
い
も
の
で
あ
っ
た
な
ら
ば
、（
こ
れ
は
膩
あ
ぶ
ら

気よ
ご
れ
が
器
に
染
み
込
ん
で
お
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ら
ず
、
不
浄
で
は
な
い
の
で
）
一
度
な
ら
ば
之こ

れ
を
用
い
て
も
、
此
れ
は
過
ち
で
は
無
い
こ
と
に
成
る
。（
こ
の
原
則
か
ら
し
て
）
既
に
用
い
ら

れ
訖お

わ

っ
た
な
ら
ば
、
之
れ
（
瓦
器
）
を
坑あ

な壍
に
棄
て
て
し
ま
う
。（
そ
の
理
由
は
瓦
器
が
食
物
を
）
受
け
て
触そ
く

（
不
浄
）
と
為な

っ
て
し
ま
う
た
め
、

重ふ
た
た
び
（
回
）
収
（
し
再
使
用
）
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。
故
に
西イ
ン
ド国
の
路
傍
で
義ぎ

食じ
き

処し
ょ

を
設
け
た
と
こ
ろ
で
は
、（
遺
棄
さ
れ
た
食
器
、

す
な
わ
ち
）
残
器
が
山
の
若よ

う

に
な
っ
て
お
り
、（
い
ま
だ
）
曽
て
（
中
国
の
よ
う
に
瓦
器
の
）
再
（
使
）
用
な
ど
と
い
う
こ
と
は
な
い
の
で
あ
る
。

　
　
　（
と
こ
ろ
が
そ
の
イ
ン
ド
で
以
下
の
よ
う
な
現
実
が
あ
る
。）
即
ち
（
中
国
の
）
襄
陽
（
産
）
の
瓦
器
の
如よ

う

な
も
の
は
、
食
（
事
の
終
）
了
後
に

更ふ
た
た
び
（
回
）
収
し
て
い
る
の
で
あ
る
。（
こ
の
回
収
に
際
し
て
は
、作
法
と
し
て
）
向さ
き

に
こ
れ
を
棄
て
（
、そ
の
後
で
他
者
に
委
付
し
た
形
式
を
と
）

る
若よ

う

な
の
で
、
こ
れ
は
浄
法
（
説
浄
　vikalpa=

浄
施
、
分
別
）
と
同
じ
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。」

　
　
　『
現
代
語
訳
本
』
は
襄
陽
の
瓦
器
の
よ
う
な
器
が
イ
ン
ド
で
再
利
用
さ
れ
て
い
る
と
解
釈
し
一
旦
廃
棄
さ
れ
た
形
式
を
と
る
こ
と
で
浄
法
と
同
じ

結
果
と
な
る
と
す
る
が
、
形
式
は
と
も
あ
れ
瓦
器
が
素
焼
き
の
器
で
あ
れ
ば
使
用
済
み
の
も
の
の
再
利
用
は
不
衛
生
で
あ
り
浄
法
に
反
し
て
し
ま

う
。
こ
こ
は
イ
ン
ド
で
の
浄
法
に
対
し
て
中
国
で
は
襄
陽
産
の
瓦
器
が
（
あ
る
い
は
、
襄
陽
で
は
瓦
器
が
）
再
利
用
さ
れ
て
い
る
け
れ
ど
も
さ
き

に
述
べ
た
と
お
り
イ
ン
ド
で
こ
れ
を
棄
て
る
の
は
浄
法
を
用
い
る
か
ら
で
あ
る
と
し
て
中
国
で
の
不
衛
生
な
慣
習
を
批
判
し
て
い
る
と
解
釈
す
べ

き
と
考
え
る
。

　
　
　

参
考
ま
で
に
該
当
個
所
の
原
文
を
引
用
し
て
お
く
（『
大
正
新
修
大
蔵
経
』
五
四
巻
　
二
〇
九
頁
上
）。

　
　
　「
故
西
國
路
傍
設
義
食
處
。
殘
器
若
山
。
曾
無
再
用
。
即
如
襄
陽
瓦
器
食
了
更
收
。
向
若
棄
之
便
同
（
マ
マ
）
淨
法
。」

（
13
）
前
掲
『
国
訳
一
切
経
』　
六
二
頁
。

　
　
　『
現
代
語
訳
本
』
は
以
下
の
と
お
り
（
六
四
頁
）。

　
　
　「
又ま

た復
五イ

ン

ド

天（
竺
）
で
は
、
元
よ
り
瓷い
し
や
き

（
器
）
や
漆
う
る
し
（
器ぬ
り

）
は
無
い
の
で
あ
る
。（
も
っ
と
も
、
こ
れ
ら
）
瓷
（
器
）
で
も
、
油
（
釉
、
上う
わ

薬ぐ
す
り
）
を

合か

け
た
若よ
う

な
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
（
、
残
食
の
膩
気
が
器
に
染
み
込
ま
な
い
の
で
、
こ
れ
は
再
使
用
し
て
も
構
わ
ず
、）「
浄
（
の
範
疇
）」（
に
属

す
べ
き
も
の
）
で
あ
る
こ
と
は
疑
い
無
い
（
、
と
し
て
よ
い
だ
ろ
う
）。」

（
14
）『
集
韻
』
巻
一
　
平
声
一
　
脂
第
六
（『
景
印
　
文
淵
閣
四
庫
全
書
』
二
三
六
巻
　
台
湾
商
務
印
書
館
　
台
北
　
一
九
八
六
　
四
五
三
頁
上
）。

　
　
　「
瓷

　
陶
器
之
緻
堅

　
　
　
　
　
　
者
或
从
缶
　
」

（
15
）
前
掲
『
国
訳
一
切
経
』
九
〇
〜
九
一
頁
。

　
　
　『
現
代
語
訳
本
』
は
以
下
の
と
お
り
（
一
八
四
頁
）。

　
　
　「
凡お
よ

そ
僧
坊
と
い
う
も
の
は
、
先
ず
（
必か

な

ら
）須
ず
や
厠
処
を
浄き
よ

く
治
め
る
べ
き
も
の
な
の
で
あ
る
。（
中
略
）
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若も

し
も
卒に

わ

か

（
爾
）
な
こ
と
で
水
瓶
が
無
か
っ
た
な
ら
ば
、
瓷
い
し
や
き・
瓦
す
や
き
（
製
）
等
の
鉢
を
（
代
わ
り
に
）
用
い
る
こ
と
も
許
さ
れ
る
の
で
あ
り
、（
こ

れ
ら
の
鉢
に
）
水
を
盛
り
、
将

も（
持
）
っ
て
（
厠
内
に
）
入
り
、
一
辺
に
安
お
在
き
、
右
手
で
（
鉢
を
傾
け
、
左
手
で
身
体
を
）
澆
す
す
ぎ

洗あ
ら
い
す
る
の
も
、

亦
（
律
の
規
定
を
）
傷
つ
け
る
も
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。」

（
16
）『
嶺
表
録
異
』
巻
中
（
注
14
前
掲
『
四
庫
全
書
』
五
八
九
巻
　
八
六
頁
下
〜
八
七
頁
上
）。

　
　
　「
廣
州
陶
家
皆
作
土
鍋
鑊
燒
熱
以
土
油
之
其
潔
淨
則
愈
於
鐵
器
」

（
17
）「
油
合
」
を
釉
薬
を
か
け
る
意
に
解
釈
す
る
の
は
注
13
で
見
た
と
お
り
『
現
代
語
訳
本
』
も
同
じ
で
あ
る
。

（
18
）
前
掲
『
国
訳
一
切
経
』　
六
一
頁
。

　
　
　『
現
代
語
訳
本
』
は
以
下
の
と
お
り
（
六
三
頁
）。

　
　
　「
凡お
よ

そ
（
こ
の
章
で
は
、）
西イ
ン
ド方
の
（
施
主
か
ら
の
食 bhakta 

の
延お

ま

ね

き

）
請
（nim

antrita

）
に
（
応こ
た

え
て
、
斎お
と
き会
に
）
赴
お
も
む
く
（
と
き
）
の
法
き
ま
り
、
并な
ら

び
に
南
海
諸
国
（
、
す
な
わ
ち
現
在
の
地
理
上
の
東
南
ア
ジ
ア
諸
国
で
当
時
行
な
わ
れ
て
い
た
同
様
の
赴
請
の
法
）
に
つ
い
て
論
じ
、
略ざ

っ
と
其

の
儀

き
ま
り
を
顕あ
き

ら
か
に
し
て
み
る
こ
と
に
す
る
。」

（
19
）
前
掲
『
国
訳
一
切
経
』　
六
二
頁
。

　
　
　『
現
代
語
訳
本
』
は
以
下
の
と
お
り
（
六
四
頁
）。

　
　
　「
漆
器
で
も
、
或
い
は
時
に
賈あ
き
ん
ど客
が
将も
つ
て
く
る

（
来
な
ど
）
し
て
西イ
ン
ド方
に
至
り
、（
あ
る
い
は
現
在
の
東
南
ア
ジ
ア
、
す
な
わ
ち
）
南
海
に
（
普
）
及
し
て

は
い
る
も
の
の
、
皆

ま
つ
た
く
食
（
器
）
と
し
て
は
用
い
ら
れ
て
い
な
い
。（
そ
れ
は
）
良
ま
こ
と
に
膩
（
気
）
を
受
け
て
し
ま
う
故か
ら

で
あ
る
。（
も
っ
と
も
こ
の

漆
器
、）
必

も
若
し
も
こ
れ
が
新
し
い
も
の
で
あ
っ
て
、浄き
れ

い
な
灰
（
の
粉
末
）
で
も
っ
て
洗
っ
て
膩
気
が
無
い
よ
う
に
さ
せ
た
の
で
あ
る
な
ら
ば
（
、

再
び
）
用
い
る
こ
と
も
亦ま

た

得で
き

る
の
で
あ
る
。」

（
20
）
三
上
次
男
『
陶
磁
貿
易
史
研
究
』
上
　
中
央
公
論
美
術
出
版
　
一
九
八
七
　
三
三
〇
〜
三
四
三
頁
　「
東
南
ア
ジ
ア
に
お
け
る
晩
唐
・
五
代
時
代

の
陶
磁
貿
易
」。

（
21
）
前
掲
注
に
同
じ
。

（
22
）
佐
々
木
達
夫
「
イ
ン
ド
洋
の
中
世
貿
易
陶
磁
が
語
る
生
活
」『
上
智
ア
ジ
ア
学
』
十
一
　
一
九
九
三
。

（
23
）
三
上
次
男
氏
は
「
九
世
紀
以
前
の
中
国
陶
磁
も
朝
鮮
や
日
本
、
あ
る
い
は
考
古
学
的
に
は
、
や
や
不
確
実
性
が
残
る
が
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
か
ら
も
、

極
め
て
僅
か
で
は
あ
る
が
発
見
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
陶
磁
器
は
貿
易
陶
磁
と
し
て
の
性
格
は
少
な
く
、
む
し
ろ
中
国
に
来
た
外
国

人
、
ま
た
は
中
国
か
ら
外
国
に
で
か
け
た
中
国
の
使
節
や
商
人
が
、
土
産
品
ま
た
は
贈
与
品
と
し
て
、
こ
れ
ら
の
陶
磁
器
を
そ
れ
ぞ
れ
の
国
に
運

ん
だ
も
の
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
る
、
と
考
え
た
方
が
妥
当
で
あ
ろ
う
」（
三
上
前
掲
書
三
三
〇
頁
）
と
す
る
。
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（
24
）『
現
代
語
訳
本
』
所
収
「
翻
経
三
蔵
義
浄
法
師
年
譜
」
ほ
か
。

（
25
）
浄
瓶
の
製
作
法
に
つ
い
て
注
７
に
見
た
と
お
り
『
現
代
語
訳
本
』
は
「
彼そ

ち

ら

（
処
＝
中
国
）
に
梵
イ
ン
ド

僧
が
有
る
な
ら
ば
（
指
導
を
乞
い
、そ
の
）
製
か
た
ち
（
に

範
）
を
取
っ
て
造
る
の
が
よ
い
だ
ろ
う
」
と
し
て
い
る
。
中
国
で
は
浄
瓶
の
形
状
、
作
成
法
の
知
識
が
な
か
っ
た
こ
と
が
前
提
に
な
っ
て
お
り
筆

者
の
理
解
と
同
じ
で
あ
る
。

（
26
）
ア
ブ
・
リ
ド
編
集･

解
説
『
東
洋
陶
磁
大
観
三
　
ジ
ャ
カ
ル
タ
国
立
博
物
館
』
講
談
社
　
一
九
七
七
　
三
〇
二
頁
　
英
文
作
品
解
説
に
よ
る
。

（
27
）
前
掲
書
　
ア
ブ
・
リ
ド
解
説
。

（
28
）『
現
代
語
訳
本
』
所
収
（
四
四
四
〜
四
五
〇
頁
）「
翻
経
三
蔵
義
浄
法
師
年
譜
」。
一
時
帰
国
の
記
事
そ
の
も
の
は
義
浄
『
大
唐
西
域
求
法
高
僧
伝
』

巻
下
（『
大
正
新
修
大
蔵
経
』
五
一
巻
　
一
一
頁
上
〜
中
）
に
見
え
る
。

（
29
）
河
原
正
彦
「〈
概
説
〉
日
本
人
が
好
ん
だ
中
国
陶
磁
」（
京
都
国
立
博
物
館
『
日
本
人
が
好
ん
だ
中
国
陶
磁
』
展
図
録
　
一
九
九
一
　
所
収
）。

（
30
）『
高
僧
法
顕
伝
』
師
子
国
の
段
（
前
掲
『
国
訳
一
切
経
』　
四
〇
頁
）。

（
31
）
長
沢
和
俊
訳
注
『
法
顕
伝
・
宋
雲
行
紀
』（
平
凡
社
　
一
九
七
八
　
一
四
八
〜
一
四
九
頁
）
は
、「
君
墀
」
を
「
ク
ン
デ
ィ
カ K

uṇḍika. 

軍
持
、

浄
瓶
と
も
訳
す
。
両
口
の
水
瓶
」、「
澡
罐
」
を
「
口
澡
ぎ
な
ど
に
用
い
る
洗
面
器
」
と
し
て
い
る
。

（
32
）『
大
唐
西
域
記
』
巻
第
十
　
伊
爛
拏
鉢
伐
多
国
の
段
（『
国
訳
一
切
経
』
和
漢
撰
述
部
　
史
伝
部
　
十
六
上
　
大
東
出
版
社
　
一
九
八
三
　
四
五
二

頁
）。

（
33
）
注
５
前
掲
『
国
訳
一
切
経
』
十
六
下
　
六
二
頁
。

（
34
）
注
５
前
掲
『
国
訳
一
切
経
』
十
六
下
　
一
二
七
頁
。

（
35
）『
大
正
新
修
大
蔵
経
』
二
〇
巻
　
一
一
七
頁
中
。
図
は
左
の
と
お
り
で
あ
る
が
浄
瓶
と
形
状
が
や
や
異
な
る
の
は
転
写
の
際
の
写
し
崩
れ
に
よ
る

も
の
で
あ
ろ
う
。
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（
36
）
家
島
彦
一
訳
注
『
中
国
と
イ
ン
ド
の
諸
情
報
１
』　
平
凡
社
　
二
〇
〇
七
　
五
五
頁
。

（
37
）
藤
本
勝
次
編
「
海
上
交
通
の
史
料
」（
藤
本
勝
次
・
山
田
憲
太
郎
・
三
杉
隆
敏
『
海
の
シ
ル
ク
ロ
ー
ド
─
絹
・
香
料
・
陶
磁
器
』　
大
阪
書
籍
　

一
九
八
二
　
一
九
八
頁
）。

（
も
も
た
　
あ
つ
ひ
ろ
・
委
嘱
研
究
員
）
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However, I consider that ciqi at Srivijaya in the seventh century are Chinese ceramics 

because Yijing can clearly distinguish between ciqi (stoneware, fired in high temperature) 

and waqi (earthenware, fired in low temperature).

   Small numbers of Chinese ceramics made before ninth century (from first or second 

to eighth century) were found in Indonesia, however, not by formal archaeological 

excavation, suggesting that Chinese ceramics were exported abroad before ninth century 

even in no-large quantity.

   I conclude that Yijing reports that Chinese ceramics Jingping were exported to 

Southeast Asia in the seventh century.



27

On Ceramic Jingping （浄瓶） Referred in Nanhai Jigui 
Neifa Zhuan （南海寄帰内法伝） Written by Buddhist 
Priest Yijing （義浄）

Atsuhiro Momota

   Buddhist priest Yijing (義浄 ) stayed at a Southeast Asian Buddhist country, Srivijaya, 

and recorded the Buddhist life there which was entitled Nanhai Jigui Neifa Zhuan (南海

寄帰内法伝 A Buddhist Report from Southern Sea) in the seventh century.

   In the report, he referred to water bottles, distinguishing Jingping (浄瓶 Clean Bottles) 

for drinking water and that of the similar uses from Chuping (触瓶 Non-clean Bottles) 

for hand-washing water and those of the same kind of purposes.

   In the report, he tells Jingping are all made of ceramics, in which there are two types, 

waqi (瓦器 earthenware), fired in low temperature (around eight hundred degrees), and 

ciqi (瓷器 stoneware), fired in high temperature (a thousand and several hundred degrees).

   He also states that ciqi (stoneware) never originated from India nor in Southeast Asian 

countries, especially glazed ciqi are undoubtedly clean to be used for containers for food 

and drink. Stoneware (glazed either non-glazed) in seventh century are impossible not to 

be Chinese ceramics because no other countries besides China had such a excellent skill 

of ceramic production at that time, indicating that Chinese ceramics were exported to 

Southeast Asian countries in seventh century.

   Archaeological evidence shows that Chinese ceramics began being exported abroad 

significantly after the ninth century, indicating that the stoneware at Srivijaya referred 

by Yijing were exported over one hundred years earlier than archaeological findings tell. 


