
土岐市の古窯　～妻木窯下古窯跡群～

妻木窯下古窯跡群は、美濃窯の中では唯一、室町時代から江戸時代の長期間にわたり、
同一丘陵内で窯業生産を行っていました。今回は、妻木窯下古窯跡群の資料が一堂に会す
る初の展覧会を行い、各時代の製品の特徴を紹介すると共に、窯が長期にわたって営まれ
続けた意味について考えてみたいと思います。

企画展
の

ご案内

同時開催　収蔵品展「美濃桃山陶」

う
ち
ん
た
ぁ
の
お
宝
、
な
ん
や
ね
？
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9/12（日）まで
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美
濃
陶
磁
歴
史
館
だ
よ
り

中
馬
と
は
、
江
戸
時
代
に
主
に
信
州
伊
那

地
方
の
農
民
が
副
業
と
し
て
行
っ
て
い
た
駄

賃
馬
稼
ぎ
が
発
展
し
た
荷
物
輸
送
業
の
こ
と

で
す
。
そ
の
中
馬
が
通
っ
た
街
道
が
、
い
わ

ゆ
る
中
馬
街
道
で
す
。
東
濃
南
部
に
は
、
名

古
屋
・
瀬
戸
方
面
か
ら
信
州
最
南
部
の
根ね

羽ば

へ
と
至
る
街
道
が
走
っ
て
お
り
、
土
岐
市
内

で
は
、
柿
野
・
細
野
・
曽
木
を
通
っ
て
い
ま

し
た
。こ
の
東
濃
南
部
を
通
る
街
道
の
他
に
、

名
古
屋
お
よ
び
岡
崎
方
面
か
ら
の
街
道
、
豊

橋
・
新
城
方
面
か
ら
の
街
道
が
あ
り
、
そ
れ

ら
の
街
道
が
根
羽
で
合
流
し
飯
田
へ
と
続
き

ま
し
た
。

中
馬
街
道
は
、
数
多
く
の
馬
が
荷
を
背

負
っ
て
行
き
来
し
た
た
め
、
旅
の
途
中
で
倒

れ
て
亡
く
な
る
馬
も
数
多
く
い
ま
し
た
。
そ

の
よ
う
な
馬
た
ち
を
供
養
す
る
と
と
も
に
道

中
の
安
全
を
祈
願
し
て
建
て
ら
れ
た
馬
頭
観

音
が
、
中
馬
街
道
沿
い
に
は
今
も
数
多
く
残

さ
れ
て
い
ま
す
。
今
回
は
、
曽
木
町
内
に
建

て
ら
れ
て
い
る
憤
怒
相
と
柔
和
相
と
い
う
全

く
異
な
る
様
相
を
持
っ
た
二
体
の
馬
頭
観
音

を
ご
紹
介
し
ま
す
。

馬
頭
観
音
は
、
馬
頭
明
王
と
も
呼
ば
れ
る

憤
怒
相
が
一
般
的
な
の
で
す
が
、
曽
木
町
内

を
は
じ
め
、
中
馬
街
道
沿
い
の
馬
頭
観
音
は

優
し
い
柔
和
相
の
も
の
が
多
く
見
受
け
ら
れ

ま
す
。
こ
れ
は
、
激
し
い
怒
り
の
力
で
諸
悪

と
苦
悩
、
煩
悩
を
打
ち
砕
く
明
王
と
し
て
の

姿
よ
り
も
、
馬
の
安
全
と
健
康
、
そ
し
て
旅

の
道
中
を
見
守
る
優
し
い
観
音
の
姿
が
求
め

ら
れ
た
か
ら
な
の
で
し
ょ
う
。

中
馬
街
道
沿
い
に
は
、
馬
頭
観
音
以
外
に

も
道
祖
神
や
お
地
蔵
様
、
山
の
神
な
ど
さ
ま

ざ
ま
な
石
造
物
が
建
て
ら
れ
て
お
り
、
往
時

の
信
仰
の
姿
を
垣
間
見
る
こ
と
が
で
き
ま

す
。
馬
頭
観
音
に
は
無
病
息
災
の
ご
利
益
も

あ
り
ま
す
。コ
ロ
ナ
禍
の
終
息
を
願
い
つ
つ
、

古
き
道
を
辿
り
な
が
ら
先
人
の
暮
ら
し
に
想

い
を
馳は

せ
て
み
て
は
い
か
が
で
し
ょ
う
か
。

馬頭観音（柔和相）
一面二臂（いちめんにひ、
一つの顔、二本の腕）
頭上の馬頭は不明瞭

馬頭観音（憤怒相）
三面八臂（さんめんはっぴ、
三つの顔、八本の腕）
頭上の馬頭は明瞭
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