
　

前
回
の
「
黒
い
壺つ

ぼ

」
に
引
き
続
き
、
渥

美
窯
が
世
に
出
る
き
っ
か
け
と
な
っ
た
事

件
を
紹
介
し
ま
し
ょ
う
。

　

渥
美
半
島
で
か
つ
て
焼
き
物
が
焼
か

れ
て
い
た
こ
と
は
、
ま
っ
た
く
知
ら
れ
て

い
な
か
っ
た
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
江

戸
時
代
の
歴
史
書
に
も
、
神
戸
町
の
谷
ノ

口
、
新
美
、
市
場
に
「
皿
焼
穴
」、
つ
ま

り
陶
器
を
焼
く
窯か

ま

が
あ
っ
た
と
の
記
録
が

あ
る
の
で
す
。
し
か
し
、
そ
れ
が
い
つ
の

時
代
か
、
だ
れ
に
よ
っ
て
焼
か
れ
て
い
た

か
の
記
述
は
な
く
、
そ
の
こ
ろ
に
は
ま
っ

た
く
人
々
の
記
憶
か
ら
失
わ
れ
て
い
た
よ

う
で
す
。
こ
の
焼
き
物
、
明
治
の
終
わ
り

か
ら
大
正
時
代
に
は
、
行

ぎ
ょ
う

基き

（
奈
良
時
代

の
僧
）
が
指
導
し
て
焼
い
た
と
さ
れ
る
も

の
に
似
て
い
る
こ
と
か
ら
、
奈
良
時
代
の

須す

恵え

器き

の
窯
と
し
て
理
解
さ
れ
て
い
た
よ

う
で
す
。
大
正
11
年
に
指
定
さ
れ
た
六
連

町
の
国
の
史
跡
「
百
々
陶
器
窯
跡
」
は
ま

さ
し
く
こ
の
理
解
で
、
奈
良
時
代
の
窯
と

し
て
指
定
さ
れ
た
の
で
す
。
し
か
し
、
畑

の
隅
や
山
か
ら
た
び
た
び
見
つ
か
る
茶
わ

ん
や
甕か

め

の
破
片
に
、
地
元
の
研
究
者
は
す

る
ど
く
注
意
を
払
っ
て
い
ま
し
た
。

　

昭
和
25
年
（
１
９
５
０
年
）
６
月
に
、

田
原
市
芦
町
平
岩
古
窯
で
、
藤
原
顕
長
の

銘
の
入
っ
た
壺
片
が
出
土
し
、
翌
年
に
は

文
章
と
し
て
報
告
さ
れ
ま
し
た
。そ
の
後
、

昭
和
31
年
に
小
野
田
勝
一
さ
ん
を
は
じ
め

と
す
る
野
田
史
談
会
が
、
渥
美
窯
の
解
明

と
い
う
目
的
意
識
の
も
と
、
大
ア
ラ
コ
古

窯
に
学
術
的
な
メ
ス
を
入
れ
た
の
で
す
。

そ
の
後
の
渥
美
窯
発
掘
の
さ
き
が
け
と
な

る
調
査
で
し
た
。

　

昭
和
40
年
、
日
本
考
古
学
協
会
生
産
技

術
特
別
委
員
会
窯
業
部
会
の
調
査
を
は
じ

め
と
す
る
２
度
の
調
査
を
経
て
、
こ
の
壺

の
全
容
が
わ
か
る
短た

ん

頸け
い

壺こ

や
多
数
の
文
字

入
り
陶
片
が
出
土
し
ま
し
た
。
こ
の
壺
に

刻
ま
れ
た
藤
原
顕
長
（
１
１
１
７
年
〜

１
１
６
７
年
）
は
、
１
１
３
６
年
か
ら

１
１
５
５
年
に
か
け
て
２
度
、
三
河
の
国

司
と
な
っ
た
人
物
で
し
た
。
つ
ま
り
、
こ

の
壺
は
こ
の
い
ず
れ
か
の
時
代
に
焼
か
れ

た
も
の
な
の
で
す
。
こ
れ
と
同
じ
壺
は
、

愛
知
県
陶
磁
資
料
館（
伝で

ん

鎌か
ま

倉く
ら

出
土
）、
三

島
市
三
ツ
谷
新
田
・
山
梨
県
富
沢
町
の
壺

な
ど
が
知
ら
れ
て
い
ま
す
。
伝
鎌
倉
出
土

の
壺
以
外
は
、
見
つ
か
っ
た
場
所
や
そ
の

と
き
の
様
子
が
知
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
こ

の
壺
は
、
経

き
ょ
う

塚づ
か
※

で
お
経
を
入
れ
る
容
器

と
し
て
使
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
に

な
り
ま
し
た
。

　

通
常
、
こ
の
よ
う
な
焼
き
物
は
、
記
録

と
し
て
残
さ
れ
て
い
な
い
な
ど
、
知
り
得

る
情
報
が
少
な
い
た
め
、
焼
き
物
が
見
つ

か
っ
た
状
況
、形
の
特
徴
を
相
互
に
比
べ
、

時
代
を
推
定
し
て
い
ま
し
た
。
し
か
し
、

苦
労
し
て
推
定
し
た
そ
の
時
代
も
、
絶

対
的
に
正
し
い
と
い
う
保
証
は
な
い
の
で

す
。
焼
い
た
場
所
と
、
使
わ
れ
た
場
所
が

つ
な
が
っ
た
だ
け
で
も
大
変
な
発
見
な
の

に
、こ
の
壺
は
、い
つ
、ど
こ
で
、だ
れ
が
、

何
の
目
的
で
焼
い
た
か
が
わ
か
っ
て
い
る

の
で
す
。
す
な
わ
ち
こ
の
壺
は
、
こ
の
時

代
に
焼
か
れ
た
焼
き
物
と
し
て
は
、
奇
跡

的
な
情
報
を
持
っ
た
壺
な
の
で
す
。

　

大
ア
ラ
コ
古
窯
跡
は
、
平
安
時
代
終
わ

り
の
の
焼
き
物
の
生
産
の
様
子
や
社
会
の

情
勢
ま
で
わ
か
る
重
要
な
遺
跡
と
し
て
、

昭
和
42
年
に
国
の
史
跡
に
指
定
さ
れ
ま
し

た
。
こ
れ
ら
の
研
究
に
携
わ
っ
た
方
々
の

熱
意
に
敬
服
す
る
ば
か
り
で
す
。（
増
山
）

※
経
塚
に
つ
い
て
は
次
号
で
紹
介
し
ま
す
。

▼
文
化
財
課
（
崋
山
会
館
２
階
）

☎
23
局
３
５
３
１　

22
局
３
８
１
１

ま
ぼ
ろ
し
の
古こ

窯よ
う

、渥
美
焼 

2

　
　

〜
藤ふ

じ
わ
ら
の原
顕あ

き

長な
が

の
壺
の
発
見
〜

▲大アラコ古窯跡現況

▲大アラコ古窯跡から見つかった藤原顕長の壺片
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