
ま
ぼ
ろ
し
の
渥
美
窯
を
発
見

平
安
か
ら
室
町
時
代
に
か
け
て

の
古
い
焼
き
物
は
、
六
古
窯

（
瀬
戸
焼
・
常
滑
焼
・
越
前
焼
・
信

楽
焼
・
丹
波
焼
・
備
前
焼
）
が
古
美

術
の
愛
好
家
を
中
心
に
知
ら
れ
て
い

ま
し
た
。

　

し
か
し
、
こ
れ
ら
に
属
さ
な
い
産

地
不
明
の
不
思
議
な
壺つ
ぼ

が
あ
る
こ
と

が
愛
好
家
の
間
で
話
題
と
な
っ
て
い

ま
し
た
。

　

そ
の
壺
に
は
蓮は
す

の
花
び
ら
を
ま
ね

た
線
が
壺
の
肩
に
刻
ま
れ
、
黒
っ
ぽ

い
色
を
し
て
い
る
独
特
の
特
徴
が
あ

り
ま
し
た
。
陶
磁
器
研
究
者
の
本
多

氏
（
２
頁
の
写
真
説
明
を
参
照
）
は
、

そ
の
不
思
議
な
焼
き
物
に「
黒
い
壺
」

と
謎
め
い
た
名
前
を
付
け
ま
し
た
。

こ
の
壺
の
産
地
の
究
明
は
、
陶
磁
研

究
の
大
き
な
課
題
と
な
り
ま
し
た
。

　

や
が
て
、
大
正
時
代
に
発
掘
さ
れ

た
坪つ
ぼ
さ
わ沢
古
窯
（
加
治
町
）
の
出
土
品

に
、
そ
れ
ら
し
い
も
の
が
あ
る
こ
と

が
分
か
り
ま
し
た
。

　

そ
し
て
昭
和
38
年
、
加
治
農
業
協

同
組
合（
当
時
）の
天
井
裏
に
し
ま
っ

て
あ
っ
た
20
数
個
の
壺
の
中
か
ら
、

つ
い
に
「
黒
い
壺
」
を
発
見
し
た
の

で
し
た
。

　

日
本
陶
磁
研
究
の
課
題
で
あ
っ
た

「
黒
い
壺
」の
産
地
が
渥
美
半
島
だ
っ

た
と
証
明
さ
れ
た
と
同
時
に
、
ま
ぼ

ろ
し
の
窯
「
渥
美
窯
」
が
、
世
に
出

た
瞬
間
で
も
あ
り
ま
し
た
。

　

渥
美
窯
が
営
ま
れ
た
平
安
時
代
末

期
か
ら
鎌
倉
時
代
は
、
源
氏
・
平
氏

が
活
躍
し
た
武
士
の
世
と
な
る
激
動

の
時
代
で
し
た
。

　

渥
美
窯
の
焼
き
物
は
、
碗
・
皿
・

鉢
な
ど
の
食
事
に
使
う
日
常
品
の
ほ

か
、
他
の
産
地
と
違
い
特
注
品
の
焼

き
物
が
多
い
の
が
特
徴
で
す
。

　

そ
の
後
、
国
司
の
名
前
を
刻
ん
だ

壺
の
発
見
、
東
大
寺
再
建
の
瓦
を
焼

い
た
伊
良
湖
東
大
寺
瓦
窯
の
発
掘
、

渥
美
窯
が
瀬
戸
に
先
駆
け
て
玉
の
よ

う
に
輝
く
釉
を
全
面
に
か
け
た
焼
き

物
を
焼
い
て
い
た
こ
と
な
ど
、
日
本

の
焼
き
物
の
歴
史
を
変
え
る
よ
う

な
、
す
ば
ら
し
い
発
掘
や
発
見
が
相

次
ぎ
ま
し
た
。

　

そ
し
て
、
渥
美
窯
は
六
古
窯
と
肩

を
並
べ
、
日
本
を
代
表
す
る
窯
と
し

て
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
す
。

　

ま
た
、
渥
美
半
島
に
は
国
指
定
史

跡
の
窯
跡
が
大
ア
ラ
コ
古
窯
跡
、
伊

良
湖
東
大
寺
瓦
窯
跡
、
百
々
陶
器
窯

跡
と
３
カ
所
も
あ
り
ま
す
。
こ
の
よ

う
に
複
数
の
窯
が
指
定
さ
れ
て
い
る

中
世
窯
は
ほ
か
に
は
な
く
、
い
か
に

渥
美
窯
が
重
要
視
さ
れ
て
い
る
か
が

分
か
る
で
し
ょ
う
。
今
で
は
、
渥
美

半
島
各
地
で
５
０
０
基
以
上
の
窯
が

確
認
さ
れ
て
い
ま
す
。

美
し
さ
を
誇
る
壺
の
誕
生

国
宝
『
秋あ
き
く
さ
も
ん
こ

草
文
壺
』
は
、
渥
美

窯
の
代
表
作
品
で
、中
世
（
鎌

倉
・
室
町
時
代
ご
ろ
）
の
焼
き
物
で

唯
一
、
国
宝
と
な
っ
て
い
ま
す
。
秋

草
文
壺
は
、
私
た
ち
が
共
感
で
き
る

美
し
さ
が
詰
ま
っ
た
、
ま
さ
に
日
本

を
代
表
す
る
壺
と
い
え
ま
す
。

　

壺
に
絵
を
描
く
こ
と
は
、
当
時
と

し
て
は
ず
い
ぶ
ん
革
新
的
な
こ
と
で

し
た
。
ま
た
、
素
晴
ら
し
い
芸
術
性

を
持
っ
た
人
た
ち
が
関
わ
っ
て
い
た

こ
と
が
分
か
り
ま
す
。
渥
美
窯
の
職

人
た
ち
は
果
敢
に
新
し
い
こ
と
に
挑

戦
し
て
い
っ
た
よ
う
で
す
。

　

同
じ
よ
う
に
絵
が
描
か
れ
た
国
の

重
要
文
化
財
『
芦あ
し
さ
ぎ
も
ん
さ
ん
じ
こ

鷺
文
三
耳
壺
』
も

渥
美
窯
の
代
表
作
で
す
。

秋草文壺

国宝。渥美窯の代表作
品。ススキ・ウリ・柳や
トンボなどの文様が壺を
キャンバスとして大胆に
描かれ、秋のひっそりとし
た風情を表現している。
（慶應義塾蔵）

芦鷺文三耳壺

国の重要文化財。神
仏が宿るといわれる州

浜に芦と戯れる鷺
サギ

が描かれている。この
壺の製作者は、優れた絵画知識を持っ
ていたのでしょう。戦前・後に電力王と言
われた実業家、茶人でもあった松永耳

じ あ ん

庵
が愛した壺。（愛知県陶磁美術館蔵）
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