
今
秋
に
開
業
予
定
の
イ
オ
ン
モ
ー
ル
土

岐
を
楽
し
み
に
し
て
い
る
方
は
き
っ
と
多

い
こ
と
で
し
ょ
う
。
で
す
が
、
そ
の
開
業

予
定
地
に
古
い
窯
跡
が
あ
っ
た
こ
と
を
ご

存
じ
の
方
は
少
な
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ

う
か
。

そ
の
窯
跡
は
、「
中
山
１
号
窯
跡
」
と

名
付
け
ら
れ
て
い
ま
す
。
室
町
時
代
（
15

世
紀
前
半
頃
）
に
山や
ま
茶ぢ
ゃ
碗わ
ん
を
生
産
し
て
い

た
窯
で
し
た
。
山
茶
碗
と
は
、
無
釉
の
素

朴
な
器
で
す
。
現
在
の
美
濃
焼
と
同
じ
よ

う
に
、
誰
も
が
気
軽
に
使
う
こ
と
の
で
き

る
焼
き
物
で
し
た
。

平
成
27
年
か
ら
28
年
に
か
け
て
行
っ
た

発
掘
調
査
で
は
、
窯
本
体
だ
け
で
な
く
捨

て
ら
れ
た
薪
の
灰
や
失
敗
品
の
堆
積
の

他
、
調
査
事
例
の
少
な
い
作
業
場
と
住
居

の
跡
も
合
わ
せ
て
発
見
さ
れ
ま
し
た
。
こ

れ
ま
で
不
明
瞭
だ
っ
た
当
時
の
工
房
全
体

の
様
子
を
明
ら
か
に
し
て
く
れ
る
重
要
な

多
く
の
情
報
を
得
る
こ
と
が
で
き
ま
し

た
。

窯
そ
の
も
の
は
い
わ
ゆ
る
窖あ
な
窯が
ま
な
の
で

す
が
、
少
し
後
の
戦
国
時
代
に
登
場
す
る

大お
お

窯が
ま

に
通
じ
る
構
造
を
持
つ
特
異
な
窯
で

し
た
。
大
窯
は
ど
の
よ
う
に
発
明
さ
れ
た

の
か
、
こ
の
発
見
が
そ
の
謎
を
解
く
糸
口

と
な
る
は
ず
で
す
。

中
山
１
号
窯
跡
は
、
名
前
に
１
号
と
あ

る
と
お
り
、
周
辺
に
複
数
の
窯
跡
が
あ
っ

た
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
そ
れ
ら

は
中
山
鉱
山
に
よ
る
粘
土
採
掘
作
業
で
既

に
失
わ
れ
て
い
ま
し
た
。

昔
の
窯
か
ら
鉱
山
へ
と
姿
を
変
え
、
そ

し
て
今
度
は
鉱
山
か
ら
商
業
施
設
に
、
人

が
生
き
て
い
く
た
め
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
開

発
行
為
が
必
要
で
す
。
こ
の
よ
う
な
開
発

行
為
で
や
む
を
得
ず
失
わ
れ
る
遺
跡
を
可

能
な
限
り
記
録
に
残
し
、
未
来
へ
と
引
き

継
い
で
い
く
た
め
に
行
わ
れ
る
の
が
発
掘

調
査
で
す
。
遺
跡
は
ご
先
祖
さ
ま
の
残
し

た
か
け
が
え
の
な
い
遺
産
で
す
。
記
憶
と

し
て
だ
け
で
も
未
来
の
子
孫
へ
残
し
伝
え

て
い
き
た
い
で
す
ね
。

▼中山１号窯で作られた山茶碗（碗と小皿）▼中山１号窯（窯体）

前庭部

▼前庭部から発掘された最終焼成後の失敗品の堆積

焚
口

焼
成
室
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美
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連
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コ
ラ
ム

う
ち
ん
た
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の
お
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な
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や
ね
？
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