
　

こ
れ
ま
で
、
大
ア
ラ
コ
古
窯
や
東
大

寺
瓦
窯
跡
な
ど
の
渥
美
窯
で
は
、
当
時
の

権
力
者
や
有
力
な
寺
院
の
注
文
に
よ
っ
て

製
品
が
焼
か
れ
て
い
た
こ
と
を
紹
介
し
て

き
ま
し
た
。
今
回
か
ら
は
、
ほ
か
の
窯
場

と
は
異
な
る
渥
美
窯
の
特
徴
を
説
明
し
ま

す
。

　

渥
美
窯
で
は
、
壺
な
ど
に
絵か

い

画が

文も
ん

様よ
う

を

描
く
こ
と
が
多
く
あ
り
ま
す
。
そ
の
文
様

は
、鳥
、植
物
な
ど
、い
わ
ゆ
る
「
花
鳥
画
」

と
呼
ば
れ
る
も
の
で
す
。
陶
器
の
荒
っ
ぽ

い
器
面
に
流
れ
る
よ
う
な
タ
ッ
チ
で
描
か

れ
た
日
本
的
な
絵
画
文
様
。
こ
の
集
大
成

の
作
品
が
、
神
奈
川
県
で
見
つ
か
っ
た
国

宝
「
秋あ

き

草く
さ

文も
ん

壺つ
ぼ

」
で
す
。
渥
美
窯
で
焼
か

れ
た
壺
と
し
て
は
も
っ
と
も
優
雅
な
形
を

し
て
い
る
高
さ
42
㎝
の
こ
の
壺
に
は
、
そ

の
名
が
示
す
と
お
り
、
口
か
ら
胴
部
に
か

け
て
秋
の
景
色
が
ヘ
ラ
で
刻
み
込
ま
れ
て

い
ま
す
。
ス
ス
キ
・
ウ
リ
・
柳
な
ど
の
秋

草
や
ト
ン
ボ
な
ど
の
文
様
が
壺
を
キ
ャ
ン

パ
ス
と
し
て
大
胆
に
描
か
れ
、
日
本
的
な

秋
の
風
情
を
表
現
し
て
い
ま
す
。
美
し
く

流
れ
た
自
然
の
釉ゆ

う

薬や
く

（
陶
磁
器
の
素
地
の

表
面
に
施
す
ガ
ラ
ス
質
の
溶
液
）、
窯
の

微
妙
な
温
度
に
よ
っ
て
変
化
し
た
味
わ
い

の
あ
る
器
の
表
面
。
こ
れ
ら
は
、
普
通
の

製
品
と
し
て
で
は
な
く
、
特
別
に
依
頼
さ

れ
た
「
あ
つ
ら
え
も
の
」
だ
っ
た
こ
と
を

感
じ
さ
せ
、
渥
美
窯
の
製
品
を
語
る
う
え

で
の
大
き
な
特
徴
と
い
え
ま
す
。

　

こ
の
壺
は
当
時
、
お
墓
の
骨
壺
と
し
て

使
わ
れ
た
も
の
で
、
な
お
か
つ
考
古
学
的

な
調
査
、
報
告
を
経
て
世
に
出
た
わ
け
で

す
の
で
、
本
来
は
考
古
資
料
と
し
て
扱
わ

れ
る
と
こ
ろ
で
す
。
し
か
し
、
そ
の
美
し

さ
か
ら
、
考
古
資
料
と
し
て
で
は
な
く
、

美
術
工
芸
品
と
し
て
国
宝
指
定
を
受
け
て

い
る
の
で
す
。
ち
な
み
に
、
こ
の
壺
は
、

中
世
の
焼
き
物

と
し
て
は
唯
一

の
国
宝
と
な
っ

て
い
る
こ
と
も

つ
け
加
え
て
お

き
ま
し
ょ
う
。

　

平
安
時
代
、

藤
原
氏
三
代
京

都
と
並
ん
で
栄

華
を
誇
っ
た
奥

州
平
泉
。
そ
の

平
泉
で
開
か
れ

た
儀
式
や
宴
の

場
で
使
わ
れ
て

い
た
最
高
級
品
は
、
中
国
製
の
磁
器
で
し

た
。
し
か
し
、
そ
の
次
に
位
置
づ
け
ら
れ

て
い
た
の
は
、
渥
美
窯
で
焼
か
れ
た
絵
画

文
の
壺
で
あ
っ
た
こ
と
が
、
近
年
の
発
掘

調
査
で
明
ら
か
に
な
っ
て
い
ま
す
。
当
時

の
有
力
者
た
ち
も
、
こ
れ
ら
絵
画
文
の
壺

の
芸
術
的
な
美
し
さ
を
認
め
、
さ
か
ん
に

注
文
し
て
い
た
の
で
し
た
。―

つ
づ
く―

（
増
山
）
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ま
ぼ
ろ
し
の
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窯よ
う

、渥あ
つ

美み

窯よ
う 
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〜
絵
画
文
の
壺つ
ぼ

の
な
ぞ
〜

▲日本的な秋の風情が表現された絵画文の様子

▼美術工芸品として国宝に指定されている「秋草文壺」
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