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須
す

恵
え

器
き

　5世紀前半に朝鮮半島からの渡来人によってもたらされた窖
窯で高温焼成された青灰色、灰黒色の焼き物

灰
かい

釉
ゆう

陶器
　9世紀に猿投窯で開発された国産初の高火度焼成の施

せ

釉
ゆう

陶
器。植物の灰を釉

ゆう

薬
やく

に用いて刷
は

毛
け

で塗り、窯内で高温焼成する
と、表面が融けてガラス質になります。

山
やま

茶
ちゃ

碗
わん

11世紀末頃に出現する灰釉技法（釉薬）のない無
む

釉
ゆう

の焼き物。
尾張、東濃、渥美・湖西、遠江、美濃須衛といった種類の違う山茶
碗が現在確認されています。

▲須恵器

▲灰釉陶器

▲山茶碗

11
世
紀
末
に
山
茶
碗
の
窯
が
築
か
れ
、無
釉
の
碗
、皿
が
大
量
生
産
さ
れ
ま
す
。そ
れ
ま
で
の

猿
投
窯
の
製
品
が
高
級
陶
器
と
し
て
の
価
値
を
持
っ
て
い
た
の
に
対
し
、山
茶
碗
は
日
常
食
器

と
し
て
焼
か
れ
て
い
ま
す
。山
茶
碗
生
産
が
始
ま
る
と
生
産
量
が
爆
発
的
に
増
大
し
、窯
業
生

産
を
行
っ
て
い
な
か
っ
た
地
域
に
も
窯
が
築
か
れ
始
め
ま
す
。猿
投
窯
地
域
で
は
鳴
海
地
区
に

含
ま
れ
る
有
松
地
区
や
、知
多
半
島
で
は
中
世
最
大
の
窯
業
地
と
な
る
常
滑
も
操
業
を
開
始
し

ま
す
。さ
ら
に
三
河
国
で
は
、渥
美
窯
も
活
発
な
生
産
を
始
め
ま
す
が
、山
茶
碗
の
大
規
模
な
生

産
が
始
ま
る
と
井
ケ
谷
窯
は
次
第
に
衰
退
し
て
い
き
ま
す
。

　

井
ケ
谷
窯
77
基
の
中
で
、須
恵
器
、灰
釉
陶
器
の
窯
が
56
基
な
の
に
対
し
、山
茶
碗
の
窯
は
21

基
と
窯
の
数
で
も
顕
著
に
表
れ
て
い
ま
す
。井
ケ
谷
窯
も
洲
原
池
周
辺
を
離
れ
、泉
田
町
や
豊

田
市
花
園
町
な
ど
で
山
茶
碗
生
産
を
試
み
て
お
り
、中
世
の
窯
へ
の
転
換
に
努
力
し
た
こ
と
が

う
か
が
え
ま
し
た
が
、中
世
窯
に
転
換
す
る
こ
と
な
く
、井
ケ
谷
窯
は
生
産
を
終
了
し
ま
し
た
。

井
ケ
谷
窯
の
衰
退
―
中
世
の
様
子
―

　

令
和
３
年
11
月
中
旬
か
ら
埋
蔵
文
化
財
担
当
の
職

員
と
、愛
知
学
院
大
学
・
名
古
屋
大
学
で
考
古
学
を
専

攻
す
る
大
学
生
と
と
も
に
井
ケ
谷
地
区
、東
境
地
区

に
あ
る
窯
跡
の
分
布
調
査
を
行
っ
て
い
ま
す
。

　

開
発
に
伴
っ
て
滅
失
し
て
し
ま
っ
て
い
る
窯
跡
も

あ
り
ま
す
が
、新
規
発
見
の
窯
や
既
存
の
窯
に
つ
い

て
調
査
を
行
い
、今
後
成
果
報
告
で
き
る
よ
う
整
理

を
行
っ
て
い
き
ま
す
。

井
ケ
谷
古
窯
跡
群
の

分
布
調
査
を
行
っ
て
い
ま
す

▲井ケ谷古窯跡群分布調査の様子

　

８
世
紀
中
頃
か
ら
猿
投
窯
の
中
心
は
黒
笹
地
区

お
よ
び
鳴
海
地
区（
現
在
の
み
よ
し
市
、豊
明
市
周

辺
）に
移
っ
て
お
り
、灰
釉
陶
器
を
主
体
と
す
る
新

し
い
窯
業
が
大
規
模
に
展
開
さ
れ
よ
う
と
し
て
い

ま
し
た
。井
ケ
谷
窯
は
そ
の
時
期
に
灰
釉
陶
器
生
産

の
期
待
を
担
っ
て
、黒
笹
地
区
か
ら
の
技
術
伝
播
に

よ
り
開
窯
し
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。こ
の
時
期
の
井

ケ
谷
窯
の
窯
は
２
基
確
認
さ
れ
て
お
り
、猿
投
窯
の

他
の
地
域
で
は
、鳴
海
地
区
に
５
基
、折
戸
地
区（
現

在
の
東
郷
町
）に
１
基
、黒
笹
地
区
に
２
基
あ
り
、東

山
・
岩
崎
地
区（
現
在
の
日
進
市
）に
は
、こ
の
時
期

の
窯
は
見
つ
か
っ
て
い
ま
せ
ん
。

▲西石根第7号窯出土須恵器

　

５
世
紀
に
朝
鮮
半
島
か
ら
先
進
的
な
文
物
や
技

術
が
日
本
に
伝
来
し
ま
し
た
。鉄
製
の
農
具
や
か
ま

ど
、硬
い
焼
き
物
で
あ
る
須
恵
器
の
技
術
も
そ
の
一

つ
で
す
。

　

須
恵
器
は
、５
世
紀
に
大
阪
府
堺
市
の
陶す

え

邑む
ら

窯よ
う

で

本
格
的
に
生
産
が
始
ま
り
ま
し
た
。同
じ
頃
、東
海

地
方
で
も
尾
張
で
須
恵
器
生
産
が
始
ま
っ
た
と
考

え
ら
れ
て
い
ま
す
。伊
勢
山
中
学
校
遺
跡
な
ど
熱
田

台
地
や
そ
の
周
辺
の
集
落
の
跡
か
ら
は
、陶
邑
窯
や

朝
鮮
半
島
で
生
産
さ
れ
た
も
の
と
は
違
っ
た
特
徴

を
持
つ
須
恵
器
が
出
土
し
て
お
り
、最
も
古
い
猿
投

窯
産
の
須
恵
器
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。こ
れ
ら
の

須
恵
器
を
焼
い
た
窯
跡
は
ま
だ
発
見
さ
れ
て
い
ま

せ
ん
が
、５
世
紀
に
猿
投
窯
が
開
窯
し
た
と
考
え
ら

れ
ま
す
。

　

猿
投
窯
が
始
ま
る
５
世
紀
中
頃
は
、窯
跡
は
名
古

屋
市
東
部
の
東
山
地
区
に
限
ら
れ
、井
ケ
谷
窯
で
生

産
が
本
格
的
に
始
ま
る
の
は
、約
300
年
後
の
８
世
紀

に
入
っ
て
か
ら
と
な
り
ま
す
。

▲伊勢山中学校遺跡出土品
　  （ 名古屋市教育委員会蔵 

写真提供：名古屋市博物館）

　

井
ケ
谷
窯
が
最
も
発
展
す
る
の
は
８
世
紀
末
か

ら
９
世
紀
前
半
で
す
。こ
の
時
期
に
生
産
を
拡
大

し
、そ
の
生
産
量
は
猿
投
窯
の
主
体
と
成
す
黒
笹
地

区
や
鳴
海
地
区
に
匹
敵
す
る
ほ
ど
で
し
た
。こ
の
こ

と
は
、猿
投
窯
の
他
の
地
域
が
尾
張
国
に
属
す
る
こ

と
と
は
異
な
り
、井
ケ
谷
窯
が
三
河
国
の
窯
業
地
で

あ
っ
た
こ
と
と
深
い
関
わ
り
を
持
っ
て
い
る
と
思

わ
れ
ま
す
。こ
れ
ま
で
三
河
国
の
窯
業
の
中
心
地
で

あ
っ
た
豊
橋
市
南
東
部
地
域
に
代
わ
っ
て
、井
ケ
谷

窯
が
三
河
の
窯
業
を
支
え
る
存
在
と
な
り
、大
規
模

な
生
産
の
拡
大
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と

を
反
映
し
て
い
ま
す
。『
延
喜
式
』に
記
載
さ
れ
て
い

る「
陶
器
貢こ

う

納の
う

国
」と
し
て
河
内
、和
泉（
現
在
の
大

阪
府
）、尾
張
、備
前（
現
在
の
岡
山
県
）の
須
恵
器
生

産
国
と
並
ん
で
、三
河
国
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
の

は
、こ
の
井
ケ
谷
窯
の
発
展
が
背
景
に
あ
っ
た
た
め

と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

▲石根第5号窯出土品
（写真提供：愛知県陶磁美術館）

猿
投
窯
の
は
じ
ま
り

井
ケ
谷
窯
の
は
じ
ま
り

井
ケ
谷
窯
の
最
盛
期

―
古
代
の
様
子
―

焼き物の種類


