
　
窯
道
具
の
記
号
に
つ
い
て

　

表
紙
や
下
の
写
真
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。
書
か

れ
て
い
る
記
号
が
読
め
ま
す
か
。
表
紙
や
写

真
１
は
漢
字
の
「
千
」、
写
真
２
は
カ
タ
カ
ナ

の
「
オ
」
の
よ
う
な
記
号
が
書
か
れ
て
い
ま
す
。

何
か
ピ
ン
と
来
ま
せ
ん
か
。
も
し
か
し
た
ら
、

「
千
」
は
、
茶
聖
と
も
称
せ
ら
れ
る
「
千
利
休
」

の
「
千
」
で
は
な
い
か
、
と
。

　

記
号
が
書
か
れ
て
い
る
も
の
は
、
窯
道
具

の
一
つ
で
匣こ
う
ば
ち鉢
と
い
い
ま
す
。
匣
鉢
と
は
、

陶
磁
器
を
焼
く
と
き
に
、
降
灰
の
付
着
を
防

ぐ
た
め
に
用
い
ら
れ
る
容
器
の
こ
と
で
、「
さ

や
」「
え
ん
ご
ろ
」
な
ど
と
も
呼
ば
れ
ま
す
（
図

１
参
照
）。

　

匣
鉢
に
み
ら
れ
る
記
号
は
、
陶
工
の
サ
イ

ン
と
も
い
わ
れ
て
お
り
、
同
じ
陶
工
や
陶
工

集
団
が
付
近
の
窯
を
使
用
し
て
い
た
可
能
性

や
、
注
文
者
を
判
別
す
る
た
め
に
記
し
た
可

能
性
な
ど
が
想
定
さ
れ
ま
す
。

　

久
々
利
の
大お
お
が
や萱
古
窯
跡
群
（
牟む

田た

洞ぼ
ら

古
窯

跡
・
窯か
ま
し
た下
古
窯
跡
・
弥や

七し
ち

田だ

古
窯
跡
）
は
、

美
濃
桃
山
陶
の
最
盛
期
の
窯
跡
で
あ
り
、
当

時
茶
の
湯
を
司
っ
て
い
た
千
利
休
ら
が
注
文

者
と
し
て
関
わ
っ
て
い
た
と
し
て
も
不
思
議

で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

窯
の
革
命
「
大
窯
」

　

美
濃
桃
山
陶
を
焼
い
た
窯
は
、
大
窯
と
呼
ば

れ
、
当
時
の
窯
と
し
て
は
革
命
的
な
窯
で
し
た
。

　

大
窯
以
前
は
、
山
の
斜
面
を
溝
状
に
掘
っ
て

作
る
地
下
式
ま
た
は
半
地
下
式
の
窖あ
な

窯
と
呼
ば

れ
る
窯
で
製
品
は
焼
か
れ
て
い
ま
し
た
。
窖
窯

で
は
、
地
下
の
水
分
の
影
響
を
受
け
る
た
め
、

燃
焼
温
度
が
適
切
に
上
が
ら
な
か
っ
た
り
、
製

品
を
直
接
重
ね
て
焼
く
た
め
、
焼
く
と
き
に
倒

れ
た
り
し
て
い
ま
し
た
。
そ
の
た
め
、
窯
は
改

良
を
重
ね
、
つ
い
に
大
窯
と
い
う
窯
が
作
ら
れ

ま
す
。

　

大
窯
は
、
地
上
式
ま
た
は
半
地
上
式
に
作

り
、
壁
や
天
井
な
ど
を
ド
ー
ム
状
に
作
り
つ
け

ま
す
。
焚
口
で
火
を
焚
き
、
分
炎
柱
で
天
井
を

支
え
、
小
分
炎
柱
を
備
え
て
窯
全
体
に
熱
を
効

　

高
ま
る
関
心

　

数
年
に
ま
た
が
る
調
査
で
は
、
牟
田
洞
古
窯

跡
、
窯
下
古
窯
跡
を
発
掘
し
、
ま
ず
は
、
窯
跡

の
数
・
構
造
、
周
辺
施
設
（
作
業
場
等
）
を
特

定
す
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
、

桃
山
陶
の
変
化
の
過
程
や
産
地
と
消
費
地
（
城

館
跡
・
都
市
遺
跡
）
の
結
び
付
き
な
ど
と
と
も

に
、
遺
跡
の
性
格
を
明
ら
か
に
し
て
い
き
ま
す
。

さ
ら
に
は
、
考
古
学
・
窯
業
史
・
茶
道
史
・
美

術
史
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
分
野
の
研
究
の
参
考
と

な
り
、
桃
山
文
化
の
一
端
に
光
を
当
て
る
こ
と

も
期
待
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

そ
の
た
め
、
地
元
関
係
者
以
外
に
も
著
名
な

研
究
者
に
大
萱
古
窯
跡
群
調
査
・
保
存
・
整
備

指
導
委
員
会
（
以
下
、
指
導
委
員
会
）
の
委
員

に
な
っ
て
い
た
だ
い
て
い
ま
す
。

　

指
導
委
員
会
で
は
、
出
土
品
の
年
代
や
他
の

窯
跡
で
の
出
土
品
と
の
差
異
、
伝
世
品
と
の
関

連
性
、
出
土
品
の
作
り
方
な
ど
を
話
し
合
い
な

が
ら
、
調
査
方
針
や
成
果
・
国
史
跡
指
定
を
目

指
す
範
囲
な
ど
を
話
し
合
っ
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
現
地
に
も
足
を
運
ぶ
な
ど
、
具
体
的

な
調
査
指
導
も
い
た
だ
い
て
い
ま
す
。

【
指
導
委
員
会　

委
員
】

※
次
ペ
ー
ジ
に
、
委
員
の
方
か
ら
こ
の
調
査

に
か
け
る
思
い
や
期
待
す
る
こ
と
な
ど
の

メ
ッ
セ
ー
ジ
を
い
た
だ
き
ま
し
た
の
で
、

紹
介
し
ま
す
。

率
的
に
行
き
渡
ら
せ
る
構
造
で
す
。
ま
た
、
製

品
を
匣
鉢
に
入
れ
、
窯
の
天
井
か
ら
落
ち
る
砂

粒
や
灰
な
ど
を
か
か
ら
な
く
し
た
り
、
焼
く
と

き
に
倒
れ
る
の
を
防
い
だ
り
し
ま
し
た
。
ま
た
、

積
み
重
ね
て
焼
け
た
の
で
、
よ
り
多
く
の
製
品

を
焼
け
ま
し
た
。
あ
る
窯
の
調
査
で
は
、
一
度

に
５
０
０
０
個
程
度
が
焼
け
た
と
言
わ
れ
て
い

ま
す
。
さ
ら
に
は
、
窯
が
ほ
ぼ
地
上
式
に
な
っ

た
た
め
、
横
に
取
り
出
し
口
を
付
け
、
楽
に
出

し
入
れ
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

　

窯
は
多
く
の
製
品
を
焼
い
た
際
に
は
何
割
か

の
失
敗
品
（
歪
ん
で
し
ま
っ
た
り
、
割
れ
て
し

ま
っ
た
も
の
）
が
出
ま
す
。
失
敗
品
は
窯
か
ら

取
り
出
し
た
後
に
選
別
さ
れ
、
窯
の
下
の
斜
面

に
捨
て
ら
れ
た
よ
う
で
す
。
そ
の
失
敗
品
や
匣

鉢
の
よ
う
な
窯
道
具
な
ど
を
廃
棄
し
た
と
こ
ろ

を
「
物も
の

原は
ら

」
と
い
い
ま
す
。

　

美
濃
桃
山
陶
の
聖
地
と
し
て

　

久
々
利
大
萱
地
区
に
あ
る
牟
田
洞
古
窯
跡
・

窯
下
古
窯
跡
・
弥
七
田
古
窯
跡
の
３
つ
を
合
わ

せ
て
大
萱
古
窯
跡
群
と
呼
ん
で
い
ま
す
。

　

安
土
桃
山
時
代
か
ら
江
戸
時
代
の
初
め
頃
ま

で
、
優
れ
た
桃
山
陶
を
生
み
出
し
て
世
に
送
り
、

日
本
の
文
化
芸
術
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
窯

場
で
す
。

　

昭
和
５
年
に
荒
川
豊
蔵
が
牟
田
洞
古
窯
跡

で
古
志
野
の
陶
片
を
発
見
し
た
こ
と
で
、
約

４
０
０
年
前
に
志
野
が
可
児
で
焼
か
れ
て
い
た

こ
と
を
明
ら
か
に
し
ま
し
た
。
豊
蔵
ら
が
古
窯

の
調
査
を
し
た
も
の
の
、
本
格
的
に
考
古
学
的

な
調
査
は
行
わ
れ
て
お
ら
ず
、
４
０
０
年
前
の

様
子
が
よ
く
残
さ
れ
て
い
る
貴
重
な
遺
跡
で
す
。

　

牟
田
洞
古
窯
跡
を
含
む
土
地
が
市
に
寄
贈
さ

れ
た
こ
と
を
機
に
、
市
教
育
委
員
会
で
は
平
成

24
年
度
か
ら
調
査
を
始
め
ま
し
た
。
極
力
景
観

を
損
な
わ
な
い
よ
う
に
窯
な
ど
の
保
存
を
行
い
、

「
美
濃
桃
山
陶
の
聖
地
」
と
し
て
、
地
域
の
誇

り
づ
く
り
の
た
め
に
一
体
的
な
整
備
を
進
め
て

い
き
ま
す
。

　

牟
田
洞
古
窯
跡
・
窯
下
古
窯
跡

　
　
　
調
査
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル

広報かに  2014.8.1　23　広報かに  2014.8.1

大
萱
古
窯
跡
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桃
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地
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そ
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を
解
く
～

平成 25 年度牟田洞古窯跡からの出土品に関心を寄せる委員
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大
萱
組
　
代
表

平
成
24
年
度

　
古
窯
周
辺
踏
査
・
地
形
測
量
図
作
成

平
成
25
年
度

　
遺
跡
の
範
囲
・
窯
の
位
置
と
数
の
確
認

平
成
26
年
度

　
窯
の
構
造
・
作
業
場
の
調
査

平
成
27
年
度

　
調
査
報
告
書
刊
行
・
国
史
跡
申
請



　

平
成
25
年
度
の
調
査
成
果

 

牟
田
洞
古
窯
跡

・
窯
の
数　

４
基

・
窯
の
大
き
さ
（
最
大
）　

推
定
全
長
6.7
ｍ

最
大
幅
が
約
2.8
ｍ

・
遺
跡
の
範
囲　

南
北
70
ｍ
程
度

・
出
土
品　

黄
瀬
戸
・
瀬
戸
黒
・
志
野
な
ど

の
桃
山
陶
、
す
り
鉢
や
皿
類
な
ど
の
日

常
食
器
、
匣
鉢
や
ト
チ
な
ど
の
窯
道
具

 

窯
下
古
窯
跡

・
窯
の
数　

２
基

・
窯
の
大
き
さ　

両
窯
跡
と
も
幅
約
2.8
ｍ

・
出
土
品　

瀬
戸
黒
・
志
野
・
鼠
志
野
・

黄
瀬
戸
な
ど
の
桃
山
陶
、
天
目
茶
碗
、

灰
釉
製
品
、
鉄
釉
製
品

　

今
年
度
の
調
査
に
つ
い
て

　

今
年
度
の
調
査
は
、
牟
田
洞
古
窯
跡
と
窯
下

古
窯
跡
で
目
的
を
分
け
て
調
査
を
行
い
ま
す
。

　

牟
田
洞
古
窯
跡
は
、
約
４
０
０
年
前
の
陶
工

た
ち
が
陶
器
を
つ
く
る
な
ど
作
業
し
て
い
た
場

所
が
ど
こ
に
あ
る
の
か
を
探
り
ま
す
。
通
常
は
尾

根
の
上
に
あ
る
と
い
わ
れ
て
お
り
、
牟
田
洞
古

窯
跡
で
も
尾
根
上
に
平
坦
な
場
所
が
み
ら
れ
ま

す
。
ま
た
、
こ
の
時
期
の
窯
に
は
窯
の
左
右
ど

ち
ら
か
に
製
品
を
出
し
入
れ
す
る
た
め
の
取
り

出
し
口
が
つ
く
た
め
、
そ
の
取
り
出
し
口
の
場

所
を
探
し
、
窯
跡
付
近
の
作
業
場
も
検
討
し
ま
す
。

　

窯
下
古
窯
跡
は
、
昨
年
度
の
調
査
で
２
基
の

窯
跡
が
あ
る
こ
と
が
分
か
っ
て
い
ま
す
。
そ
の

窯
跡
の
構
造
を
調
べ
る
た
め
に
窯
の
一
部
を
調

査
し
ま
す
。
天
井
が
落
ち
て
壊
れ
た
窯
で
す
が
、

壁
や
床
の
残
り
具
合
を
調
べ
た
り
、
当
時
の
窯

の
大
き
さ
や
傾
斜
、
煙
出
し
の
部
分
は
ど
う

な
っ
て
い
る
か
、
分
炎
柱
や
小
分
炎
柱
の
構
造

な
ど
を
調
べ
ま
す
。

　

同
時
期
の
美
濃
の
窯
は
、
今
ま
で
に
数
基
が

調
査
さ
れ
て
お
り
、
窯
の
内
容
が
分
か
っ
て
い

る
部
分
も
あ
り
ま
す
が
、
可
児
市
で
は
こ
の
時

期
の
窯
を
掘
る
の
は
初
め
て
な
の
で
、
他
の
窯

と
の
比
較
が
期
待
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

国
史
跡
指
定
を
目
指
し
て

　

牟
田
洞
古
窯
跡
、
窯
下
古
窯
跡
は
、
優
れ
た

桃
山
陶
を
生
み
出
し
た
窯
跡
と
い
う
だ
け
で
は

な
く
、
作
業
場
、
物
原
な
ど
が
残
る
な
ど
窯
業

遺
跡
と
し
て
の
評
価
が
高
い
も
の
で
す
。
ま
た
、

両
窯
跡
は
陶
器
を
つ
く
っ
た
陶
工
集
団
の
活
動

単
位
を
考
え
る
上
で
、
距
離
的
に
も
時
期
的
に

も
重
要
で
あ
り
、
窯
跡
を
と
り
ま
く
谷
や
尾
根

の
自
然
地
形
が
あ
ま
り
壊
れ
る
こ
と
な
く
保
た

れ
て
い
る
こ
と
は
、
古
窯
跡
群
の
立
地
条
件
を

物
語
る
重
要
な
要
素
で
す
。

　

国
史
跡
の
指
定
を
受
け
る
と
い
う
こ
と
は
、

国
の
歴
史
を
語
る
上
で
欠
か
せ
な
い
と
い
う
意

味
が
あ
り
、
約
４
０
０
年
前
の
先
人
達
が
残
し

た
大
き
な
足
跡
を
後
世
に
伝
え
て
い
く
た
め
に

大
切
な
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

大
萱
古
窯
跡
群
は
、
地
形
や
出
土
遺
物
か
ら

「
群
」
と
し
て
つ
な
が
り
が
あ
り
、
歴
史
的
価

値
が
高
い
窯
跡
群
で
す
。
指
定
を
受
け
る
こ
と

が
で
き
れ
ば
、
美
濃
桃
山
陶
を
焼
い
た
窯
跡
で

は
土
岐
市
の
元
屋
敷
古
窯
跡
に
次
い
で
二
例
目

に
な
り
ま
す
。

　

調
査
は
、
窯
跡
の
調
査
だ
け
で
な
く
、
各
地

の
遺
跡
で
出
土
し
て
い
る
も
の
や
伝
世
品
と
比

較
す
る
こ
と
も
可
能
に
な
り
、
期
待
が
膨
ら
み

ま
す
。

問
合
先　

教
育
文
化
財
課

美
濃
桃
山
陶
の
聖
地

　

縁
あ
っ
て
、
荒
川
豊
蔵
が
建
設
し

た
豊
蔵
資
料
館
の
理
事
長
を
私
が
仰

せ
つ
か
っ
た
時
に
、
可
児
市
に
牟
田

洞
古
窯
跡
群
の
あ
る
土
地
と
豊
蔵
資

料
館
を
理
事
会
の
総
意
で
寄
付
さ
せ

て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

そ
れ
を
機
に
、
発
掘
調
査
が
決
ま

り
、
美
濃
桃
山
陶
の
謎
が
解
明
さ
れ

て
い
く
こ
と
と
な
り
、
非
常
に
う
れ

し
く
思
っ
て
い
ま
す
。
ま
た
国
内
の

各
分
野
の
第
一
人
者
の
先
生
方
に
お

集
ま
り
い
た
だ
い
た
の
で
、
し
っ
か

り
調
査
さ
れ
、
保
存
整
備
が
進
む
よ

う
祈
っ
て
い
ま
す
。

　

な
お
、
私
が
館
長
を
務
め
て
お
り

ま
す
現
代
陶
芸
美
術
館
に
９
月
６
日

か
ら
９
月
15
日
ま
で
、
久
々
利
大
萱

の
牟
田
洞
窯
で
焼
か
れ
た
と
い
わ
れ

る
国
宝
志
野
茶
碗
銘
「
卯う
の
は
な
が
き

花
墻
」
が
、

４
０
０
年
の
時
を
経
て
美
濃
に
初
め

て
里
帰
り
い
た
し
ま
す
。

委
員
長
　
榎
本　

徹

（
岐
阜
県
現
代
陶
芸
美
術
館 

館
長
）

大
窯
の
構
造
を
明
ら
か
に

　

近
年
の
城
郭
遺
跡
な
ど
の
発
掘
調
査

で
も
美
濃
桃
山
陶
が
出
土
し
て
い
ま
す
。

し
か
し
、美
濃
桃
山
陶
が
ど
ん
な
窯
で

焼
か
れ
た
の
か
、ど
れ
ぐ
ら
い
の
規
模

だ
っ
た
の
か
、と
い
っ
た
遺
跡
と
し
て

の
内
容
は
、ま
だ
詳
細
に
分
か
っ
て
い

ま
せ
ん
。

　

学
術
的
な
調
査
と
し
て
は
、窯
が
何

基
あ
る
か
、使
わ
れ
て
い
た
期
間
は
ど

れ
ぐ
ら
い
か
、窯
が
作
ら
れ
た
順
番
は

ど
う
か
、工
房
の
跡
は
あ
る
か
な
ど
を

調
べ
る
こ
と
が
重
要
で
す
。つ
ま
り
、全

部
掘
っ
て
調
べ
る
の
で
は
な
く
、で
き

る
限
り
遺
跡
を
壊
さ
ず
に
掘
っ
て
調
べ

る
こ
と
が
重
要
で
す
。保
存
を
し
っ
か

り
し
た
上
で
、最
終
的
に
は
公
開
し
て

い
く
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

物
原
が
幅
70
ｍ
ぐ
ら
い
あ
り
、範
囲

が
か
な
り
広
い
遺
跡
で
す
。全
国
的
に

も
注
目
さ
れ
て
い
る
調
査
で
す
の
で
、

し
っ
か
り
と
取
り
組
ん
で
い
き
ま
す
。

副
委
員
長
　
藤
澤
良り

ょ
う
す
け祐

（
愛
知
学
院
大
学 

文
学
部
教
授
）

新
し
い
価
値
付
け
を

　

牟
田
洞
窯
と
窯
下
窯
は
、美
濃
の
桃
山
茶
陶

を
焼
い
た
窯
の
中
で
も
重
要
な
窯
で
す
。窯
下

窯
は
か
つ
て
文
禄
２
年（
１
５
９
３
）銘
の
黄

瀬
戸
が
出
土
し
、牟
田
洞
窯
は
荒
川
豊
蔵
が

志
野
の
陶
片
を
発
見
し
た
こ
と
と
、志
野
の
中

で
も
最
も
優
れ
た
も
の
を
焼
い
た
窯
と
し
て

も
知
ら
れ
て
い
ま
す
。今
回
の
調
査
で
は
、二

つ
の
窯
に
共
通
の
窯
印
の
あ
る
匣
鉢
が
見
つ

か
り
、両
者
が
極
め
て
密
接
な
関
係
に
あ
る

こ
と
も
分
か
り
ま
し
た
。こ
の
窯
印
は
弥
七

田
窯
か
ら
も
同
じ
も
の
が
あ
る
と
い
う
こ
と

で
す
。こ
れ
は
そ
れ
ぞ
れ
の
窯
と
し
て
の
興
味

と
と
も
に
、そ
れ
ら
が
ひ
と
つ
の
群
と
し
て
存

在
し
た
と
い
う
こ
と
は
、窯
業
遺
跡
と
し
て
の

意
味
が
さ
ら
に
大
き
く 

な
る
と
思
い
ま
す
。

　

今
後
、こ
れ
ら
の
窯
の
製
品
が
京
都
な
ど

の
畿
内
へ
、木
曽
川
を
使
っ
て
ど
う
運
ば
れ
た

の
か
、流
通
面
で
も
新
た
な
成
果
が
期
待
さ

れ
ま
す
。も
う
一
方
で
、荒
川
豊
蔵
の
窯
が
牟

田
洞
窯
に
築
か
れ
、現
代
に
お
け
る
陶
芸
の

原
点
と
な
っ
た
こ
と
も
、大
き
な
意
味
が
あ
る

と
思
い
ま
す
。

東
京
国
立
博
物
館
学
芸
部
長
　
伊
藤
嘉よ

し

章あ
き
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小分炎柱（窯下古窯跡）

藤澤副委員長から説明を受ける
近隣市町村の学芸員たち

灰釉小天目（窯下古窯跡）

出土状況

天目茶碗と匣鉢（窯下古窯跡）

筒形碗（窯下古窯跡）

すり鉢（窯下古窯跡）

黄瀬戸陶片（牟田洞古窯跡）

記号のある匣鉢（窯下古窯跡）

志野陶片（牟田洞古窯跡）

窯下古窯跡から
出土した天目茶碗

発掘調査の状況を熱心に聞く参加者 約 200 人が参加

市
民
の
関
心
も
高
ま
る

牟
田
洞
古
窯
跡
発
掘
調
査
現
地
説
明
会


