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平
成

十
三

年
二

月
 

窯
の

昔
と

今
 

窯
ク

ラ
ブ

新
築

記
念

 

                  

こ
の

小
冊

子
は

、
郷

土
歴

史
研

究
家

で
あ

る
田

中
鈴

夫
先

生
が

、
平

成
十

三
(
2
0
0
1
)年

二
月

大
富

窯
ク

ラ
ブ

新
築

を
祝

し
講

演
さ

れ
、

大
好

評
で

あ
っ

た
そ

の
内

容
を

初
版

の
小

冊
子

に
加

筆
し

、
ま

と
め

ら
れ

た

も
の

で
す

。
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窯
の

昔
と

今
 

一
、

 地
名

の
由

来
 

昔
は

大
富

竈
と

言
っ

て
い

た
。
何

故
大

富
を

つ
け

て
呼

ぶ
の

か
わ

か

ら
な

か
っ

た
。

 

そ
れ

は
昔

、
久

尻
竈

や
定

林
寺

竈
が

共
に

あ
っ

た
が

、
久

尻
竈

は
、

陶

祖
加

藤
筑

後
守

以
後

次
第

に
衰

え
た

。
定

林
寺

竈
も

竈
株

を
下

石
村

へ

売
っ

た
り

し
て

衰
え

て
い

っ
た

。
ひ

と
り

大
富

竈
の

み
が

残
り

そ
う

呼

ば
れ

て
い

る
こ

と
が

わ
か

っ
た

。
名

誉
な

こ
と

だ
と

思
っ

た
。
因

み
に

三
区

共
に

郷
と

窯
が

あ
っ

た
。
郷

の
名

は
、
定

林
寺

に
本

郷
町

が
残

り
、

久
尻

も
郷

町
が

残
っ

て
い

る
。
大

富
に

も
郷

の
名

が
あ

り
、
昔

は
平

和

町
の

付
近

を
郷

畑
と

言
っ

て
い

た
が

、
今

は
そ

の
名

は
残

っ
て

い
な

い
。
 

 
そ

の
窯

は
登

り
窯

（
久

尻
の

陶
祖

窯
の

よ
う

な
窯

）
で

あ
り

、
西

窯
第

二

町
内

会
の

裏
山

（
旧

称
と

り
の

こ
山

）
の

西
及

び
南

の
斜

面
（

共
に

今
は

団
地

）

に
造

ら
れ

て
お

り
、
そ

の
一

部
分

は
大

正
の

終
わ

り
頃

ま
で

焼
か

れ
て

い
た

。
又

中
窯

町
の

裏
山

で
も

明
治

の
中

頃
か

ら
加

藤
氏

の
先

祖
等

に

よ
り

焼
か

れ
て

お
り

、
燃

料
は

す
べ

て
薪

で
あ

っ
た

。
昭

和
の

初
め

頃

か
ら

は
平

地
に

移
さ

れ
石

炭
窯

と
な

り
、
製

造
と

焼
成

が
一

体
化

し
て

行
わ

れ
た

。
後

に
ガ

ス
及

び
電

気
焼

成
に

か
わ

り
今

日
に

至
っ

て
い

る
。
 

 次
に

窯
の

字
は

最
初

（
古

文
書

）
は

竈
で

あ
っ

た
が

、
大

正
の

頃
か

ら
昭

和
の

中
頃

ま
で

は
釜

の
字

に
な

っ
て

い
た

。
戦

後
は

灶
を

使
っ

た
時

も

あ
っ

た
が

現
在

は
郷

土
の

歴
史

を
あ

ら
わ

す
窯

の
字

に
落

ち
着

い
た

。
 

 二
、

 
山

の
名

称
 

 
大

富
村

が
上

組
・

下
組

・
窯

組
に

分
か

れ
て

い
た

の
で

、
山

は
四

分

割
さ

れ
て

い
た

が
そ

れ
ぞ

れ
に

所
属

し
て

い
た

。
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西
山

 
（

下
組

 
大

徳
原

か
ら

御
林

川
西

北
の

一
帯

）
 

仲
山

 
（

窯
組

 
伊

野
川

東
か

ら
美

佐
野

街
道

ま
で

）
 

北
山

 
（

窯
組

 
美

佐
野

街
道

東
よ

り
次
し

月 づ
き

街
道

ま
で

）
 

東
山

 
（

上
組

 
次

月
街

道
よ

り
東

の
一

帯
）

 

山
は

明
治

当
初

ま
で

は
幕

府
と

大
富

村
が

所
有

し
て

い
た

よ
う

で
あ

る
。
幕

府
所

有
地

は
政

府
所

有
地

と
か

わ
り

、
国

有
林

と
県

有
林

に
わ

か
れ

た
。
大

富
村

所
有

地
は

泉
村

が
出

来
て

も
そ

の
ま

ま
で

あ
っ

た
の

で
、
昭

和
の

初
め

法
改

正
に

よ
り

、
泉

町
へ

相
当

分
を

と
り

あ
げ

ら
れ

た
。
但

し
森

林
組

合
を

つ
く

れ
ば

よ
い

と
い

う
の

で
、
久

尻
区

は
森

林

組
合

を
つ

く
っ

て
免

れ
た

。
大

富
区
他

は
そ

れ
が
難

し
く

泉
町

へ
差

し

出
し

そ
れ

が
町

有
林

に
な

り
、
現

在
は
市

有
林

に
な

っ
て

い
る

。
残

っ

た
大

富
区

有
林

は
土
岐
市

が
出

来
た

時
に
市

有
林

に
な

っ
た

。
但

し
 

こ
れ

に
は
入

相
い

り
あ

い

権
が

あ
っ

た
。

 

 
こ

れ
に

よ
り

美
濃

焼
卸
団

地
及

び
愛
知

電
機
工
場

（
現

T
O
T
O
）
が

出
来

た
と
き

、
入

相
権

の
た

め
巨
額

の
収
入

が
大

富
区

へ
入

り
、
窯
倶
楽

部

建
築

の
助

成
金

に
も

な
っ

た
。
現

在
で

も
区

有
林

で
あ

っ
た
市

有
林

の

管
理
権

は
区
長

に
任
せ

ら
れ

て
い

る
よ

う
で

あ
る

。
 

 
こ

の
よ

う
な

山
の
管
理

の
歴

史
か

ら
大

徳
町

が
西

山
で

あ
っ

た
関

係
で

、
現

在
も

窯
地

区
と

地
続
き

で
あ

り
な

が
ら

窯
組

に
入

ら
な

い
理

由
が

わ
か

る
よ

う
な

気
が

す
る

。
 

 
茸

山
に
関

し
て

は
国

有
林

、
県

有
林

、
市

有
林

等
す

べ
て

が
区

に
委

任
さ

れ
て

い
る

。
 

 三
、

 
川

の
変

遷
 

伊
野

川
（

昔
は

井
の

川
）
が

窯
の

中
心

を
流

れ
、
他

に
御

林
お

は
や

し

川
 

窯
川

 
 

清
水

し
み

ず

川
と

炭
焼

川
が

定
林

寺
と

の
境

を
流

れ
て

い
る

。
 

 
伊

野
川

は
北

山
に

あ
る

昭
和
池

（
昭

和
初

期
築

堤
）、
奥
池

、
新
池

と
北

畠
池

（
昭

和
五

十
年

代
補

修
）
地
域

の
水

を
集

め
て

、
祖
母

の
懐

地
区

を
流
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れ
て

昔
は

仲
森
池

へ
そ

そ
い

で
い

た
。
仲

森
池

は
四
代
将
軍

家
綱

の
時

代
に

、
万

治
元

年
か

ら
三

年
が

か
り

で
岩

村
藩

の
命

を
う

け
て

造
ら

れ

て
い

る
。
旧

日
神

子
の

裏
山

が
堀

割
ら

れ
、
今

日
の

伊
野

川
に

な
っ

た
。
 

 
仲

森
池

は
最

初
は

も
っ

と
小

さ
か

っ
た

が
、
長

年
に

わ
た

っ
て

土
砂

 

が
た

ま
り

そ
れ

を
す
・

だ
し

・
・

し
て

今
日

に
至

っ
て

い
る

。
そ

の
出

さ
れ

た
 

土
砂

の
遺
物

が
慰
霊
塔

の
岡

で
あ

り
、

仲
道

で
あ
ろ

う
。

す
・

だ
し

・
・

の
 

最
後

は
昭

和
の

初
め

頃
で

、
そ

れ
以
降

は
土
砂

の
入

ら
ぬ

よ
う

に
工

夫

さ
れ

て
今

日
に

至
っ

て
い

る
。

造
成

時
の

苦
労

は
池

の
堤

の
東

端
に

立
つ

百

万
遍

供
養

塔
、

観
音

像
、

供
養

塚
に

そ
の

伝
承

を
残

し
て

い
る

。
 

 
御

林
川

は
久

尻
境

の
秋
葉

山
の

東
の
谷

の
昔

の
御

林
の
水

を
集

め

て
大

徳
町

と
西

窯
町

の
境

を
流

れ
、
御

林
川

の
名

が
つ

い
た

の
で

あ
ろ

う
。

 

 
窯

川
の
水

は
斧 よ

き

研 と
ぎ

池
に

、
清
水

川
の
水

は
清
水
池

（
現

在
は

清
水

霊
苑

） 

に
供
養
碑

を
残

し
流

れ
て

い
る

。
炭

焼
川

の
水

は
昔

は
大

富
と

定
林

寺

の
間

で
取

り
あ

い
と

な
り

、
大

富
が
天
領

で
あ

っ
た

の
で
昼

を
と

り
、

定
林

寺
は
岩

村
藩

で
あ

っ
た

の
で
夜

と
な

っ
た

。
い

つ
も

大
富

に
こ

み

や
ら

れ
て

い
た

の
で

、
定

林
寺

の
各

所
に

、
小

さ
な
池

が
あ

っ
た

の
は

そ
の

遺
物

で
あ

る
と

い
わ

れ
て

い
た

。
 

 四
、

 
道

の
開

発
 

 
昔

の
美

佐
野

街
道

は
、
現

在
の

白
山

神
社

の
西
側

か
ら

伊
野

川
に

そ

っ
て

上
り

、
昔

の
上
之

郷
村

美
佐

野
や

御
嵩

町
に
通
じ

て
い

た
。
そ

れ

が
東
洞

の
斧

研
池

か
ら

上
る

道
路

に
か

わ
り

、
長

い
間

使
用

さ
れ

て
今

日
に

至
っ

て
い

る
。

そ
の
途

中
に

は
、

大
湫

と
い

う
小
盆

地
が

あ
り

、

昔
は

田
を
作

り
稲
作

を
し

て
い

た
。

終
戦

後
の
食
糧
難

の
時
代

に
は

、

数
年
間

泉
中
学
校

生
徒

が
管
理

し
て
米

の
収
穫

を
し

た
。
そ

の
後

、
人

の
住
ん

だ
こ

と
も

あ
る

。
 

 
次

月
街

道
は

東
窯

か
ら

上
り

、
休

み
松
峠

を
越

え
て

次
月

へ
通
じ

て

い
た

。
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こ

れ
等

の
道

は
中

山
道

と
脇

街
道

を
つ

な
ぐ

御
嵩

町
の

人
た

ち
の

生
活
商
用

道
路

で
も

あ
っ

た
。
大

正
か

ら
昭

和
に

か
け

て
日
曜

日
に

な

る
と

子
供

た
ち

が
大

人
と

共
に
早
朝

に
起
き

て
藁

を
背
負

っ
て

売
り

に
来

た
こ

と
は
語

り
草

に
な

っ
て

い
る

。
 

 
大

徳
町

か
ら

上
る

道
路

は
も

っ
と

新
し

く
、
盛
ん

に
使

わ
れ

る
よ

う

に
な

っ
た

の
は

明
治

時
代

に
な

っ
て

か
ら

で
、
御
嵩

町
が

東
濃

の
中
心

と
な

り
、
東
濃

中
学
校

や
裁
判

所
が

出
来

た
頃

か
ら

で
は

な
か
ろ

う
か

。

塞
の

神
峠

の
巡
査
刺
殺
事
件

や
、
東
濃

中
学
校
通
学

の
話
題

を
残

し
て

い
る

。
現

在
は
廃

道
と

な
り

、
代

わ
り

に
泉

北
団

地
か

ら
の

道
が

出
来

て
い

る
。

 

 
現

在
の

国
道

二
十

一
号
線

は
明

治
の

終
頃

、
定

林
寺

か
ら

出
て

い
た

県
会
議
員
沢

田
菊

次
郎

氏
の
努
力

に
よ

り
出

来
た

。
七
曲

り
を

し
て

い

て
「

だ
る

ま
道
」

と
も

言
っ

た
。

 

 
東

西
の

道
路

は
新

し
く

現
在

の
国

道
十

九
号
線

は
区
画
整
理

に
よ

り
難

な
く

で
き

た
。

 

 五
、

 
村

の
発

展
 

 
昔

は
道
路

の
周
辺

に
家

が
出

来
て

い
っ

た
。
美

佐
野

街
道

す
じ

に
出

来
た

の
が

西
窯

町
で

あ
り

、
次

月
街

道
す
じ

に
出

来
た

の
が

東
窯

町
で

あ
る

。
明

治
の

終
頃

に
現

在
地

に
泉

小
学
校

が
出

来
た

の
で

、
開

発
さ

れ
て

中
窯

町
へ

の
通

り
抜

け
る

道
路

が
出

来
発

展
し

て
行

っ
た

。
 

 
仲

森
池

の
南

に
は

定
林

寺
、
久

尻
に
通
ず

る
東

西
道
路

が
あ

り
、
南

に
通
ず

る
交
差
点

あ
た

り
が

中
心

と
な

り
仲

森
町

に
発

展
し

て
い

っ

た
。
（

仲
森

町
は

昔
窯

組
で

あ
っ

た
）
 

 
窯

組
全

体
の

中
心

は
庚
申
堂

で
あ

り
郷
倉

で
あ

っ
た

。
 

区
画
整
理

後
戸
数

が
増

え
、
東

窯
町

の
一

部
を

加
え

て
西

窯
町

か
ら

中

窯
町

が
独
立

し
、
西

窯
町

が
一

と
二

に
分
離

し
、
北

山
町

が
東

窯
町

よ

り
独
立

し
て

い
っ

た
。

 

 



窯の昔と今 

－ 6 － 

現
在
戸
数

（
二
０
０

一
年

三
月

）
（

平
成

1
3
年

）
 

             

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
（

単
位

 
戸

）
 

 

六
、

 
白

山
神

社
 

 
「

白
山

神
社

に
は

昔
高

田
明

神
が
祀

ら
れ

て
い

た
と

い
わ

れ
て

い

た
。
」

大
富

は
昔
高

田
勅
旨

田
と

い
わ

れ
、

土
岐

氏
が

守
護

に
な

っ
て

か
ら

発
展

し
て

い
っ

た
。
そ

の
最

初
は

仲
森
池

西
の

地
に

土
岐

国
房

が

居
を

か
ま

え
た

と
考

え
ら

れ
、
そ

の
子
孫

の
頼
貞

が
現

在
の

大
富
舘

跡

の
地

に
居

を
か

ま
え

美
濃

国
守
護

と
し

て
勢

い
を
ふ

る
っ

た
。
そ

し
て

そ
の

守
護

神
と

し
て
高

田
明

神
を

白
山

神
社

の
地

に
祀

っ
た

と
考

え

ら
れ

る
。

 

 
そ

の
後
武

田
勝
頼

の
臣
仁
木
籐

九
郎

に
よ

り
焼

か
れ
約
百

十
年

後

の
貞
享

三
年

（
五

代
将

軍
綱

吉
の

代
）
に

白
山

神
社

が
創
建

さ
れ

今
日

に
至

っ
て

い
る

。
 

 
数

年
前

、
白

山
神

社
境

内
の
境

の
厄

年
の
寄

付
に

よ
る

石
柱

の
囲

い

作
成

の
時

、
大
鳥
居

の
付

近
か

ら
墓

石
が

発
見

さ
れ

た
。
そ

れ
に

は
庵

主
と
信
士

の
戒

名
が
記

さ
れ
享
保

五
年

八
月

九
日

と
の

こ
さ

れ
て

い

る
。
隣

の
大
鳥
居

の
完

成
記
念

日
は

十
一

月
末

日
で

あ
る

。
察

す
る

に

当
時

の
大

富
の
戸
数

は
百
戸

以
下

の
水
呑
百
姓

で
あ

っ
た

で
あ
ろ

う
。

計
 

東
窯

町
 

中
窯

町
 

西
窯

町
一

 

西
窯

町
二

 

仲
森

町
 

北
山

町
 

町
 

名
 

八
五

三
 

二
六

五
 

 
 

一
六

二
 

 
 

一
八

一
 

 

一
二

五
 

 

四
七

 
 

七
三

 
 

登
録
戸
数

 

六
五
０

 
 

一
六

八
 

 

一
一

九
 

 

一
二

九
 

 

一
一

六
 

 

四
五

 
 

七
三

 
 

加
入
戸
数

 

二
０

三
 

九
七

 

四
三

 

五
二

 

九
 

二
 

０
 

未
加
入
戸
数
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こ
ん

な
農
民

か
ら
数

年
か

け
て

、
庵
主

（
尼

僧
）
が

中
心

に
な

っ
て
寄

付

を
集

め
て
建
立

し
た

も
の

の
、
そ

の
竣
工

を
目
前

に
し

て
亡

く
な

っ
た

の
で

そ
の
死

を
悼

み
そ

れ
に
協
力

し
た
作
男

と
共

に
名

を
刻

み
建
立

し
た

も
の

で
は

な
い

か
と
推
察

さ
れ

る
。

 

 
又

最
近

神
殿

の
片
隅

に
十

一
面
観
音

（
顔

が
十

一
あ

る
観

音
）
が

発
見

さ

れ
た

。
専
門

家
に
鑑

定
し

て
も

ら
っ

た
と

こ
ろ

、
本

体
の
像

が
も

っ
と

も
古

く
、
脚
座

は
次

で
、
向
背

が
最

も
新

し
い
事

が
わ

か
っ

た
。
察

す

る
に
高

田
明

神
が

焼
か

れ
た

時
、
村

人
が
持

ち
出

し
て

何
処

か
に

お
祀

り
し

て
お
き

、
白

山
神

社
が

出
来

た
時

に
脚
座

を
造

り
、
そ

の
後

に
向

背
を

造
っ

た
も

の
で

あ
ろ

う
。
そ

の
向
背

に
は

山
内

氏
と

か
か

れ
て

い

る
。

山
内

氏
は

幕
末

の
頃

の
下

組
の
庄
屋

で
あ

る
。

 

 
明

治
初

年
こ

の
よ

う
な

由
緒

の
あ

る
仏
像

で
あ

っ
た

の
で

村
人

は

神
仏

分
離

の
時
勿

体
な

い
と
考

え
延
命

寺
に

移
さ
ず

、
本
殿

の
片
隅

に

隠
し

て
お

い
た

の
で

あ
ろ

う
。
そ

し
て

今
日

に
至

り
発
見

さ
れ

た
。
こ

れ
に

よ
り
高

田
明

神
の

あ
と

が
白

山
神

社
で

あ
る

こ
と

が
証

明
さ

れ

た
。

 

 
か

く
の
如
き

由
緒

あ
る

白
山

神
社

な
る

が
故

か
孝
助
嫁

の
伝

承
も

伝
え

ら
れ

て
い

る
。

 

 
《
孝
助

は
母

と
二

人
で

こ
の

窯
に
住
ん

で
い

た
。
或

る
日

、
母

の
薬

を
買

い
に

郷
へ

行
き

、
戻

り
に
花

の
木

の
下

を
通

り
か

か
っ

た
と

こ
ろ

、

一
匹

の
白
狐

が
足

に
と

げ
を
刺

し
て
困

っ
て

い
た

。
親
切

な
孝
助

は
そ

れ
を

と
っ

て
や

り
は

な
し

て
や

っ
た

。
数

日
後

の
夜
孝
助

の
家

に
綺
麗

な
娘

が
や

っ
て
き

て
嫁

に
し

て
く

れ
と

い
う

。
孝
助

は
喜
ん

で
嫁

に
し

て
や

り
、
ま

も
な

く
子

が
生

ま
れ

る
こ

と
に

な
っ

た
。
そ

の
時
嫁

は
「
私

が
よ

い
と

言
う

ま
で
産
室

に
来

て
は

い
け

な
い
」
と

言
っ

た
。
待

て
ど

お
呼

び
が

な
い

の
で
孝
助

が
こ

っ
そ

り
見

に
行

く
と
狐

が
子

を
育

て

て
い

た
。
嫁

は
「

正
体

を
見

ら
れ

た
以

上
私

は
人
間

に
戻

れ
な

い
」

と

言
っ

て
お

守
り

の
金

の
棒

を
置
き

、
十

八
年

後
、

白
い
花

（
な

ん
じ

ゃ
も

ん
じ

ゃ
）
の

下
で

の
再

会
を

言
い

残
す

と
消

え
て

い
っ

た
。
》

今
も
花

の

木
と

ひ
と

つ
ば

た
ご

（
な

ん
じ

ゃ
も

ん
じ

ゃ
）
は

白
い
花

を
咲

か
し

て
い

る
。
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こ

の
白

山
神

社
は

昭
和

五
年

に
改

築
さ

れ
、
昭

和
三

十
八

年
神

泉
殿

が
新

築
さ

れ
今

日
に

至
っ

て
い

る
。

 

 七
、

 
敬

神
崇

仏
 

 
神

仏
習

合
時
代

の
白

山
神

社
に

は
今

の
神

泉
殿

の
場

所
に
玉

林
山

竜
泉

寺
が

あ
り

、
白

山
神

社
と
交
々

山
伏

や
尼
僧

が
お
護

り
し

て
い

た

よ
う

で
あ

る
。

山
伏

の
子
孫

は
こ

の
地

に
お

ら
れ

る
。

 

 
明

治
初

年
政

府
の

神
仏

分
離
令

に
よ

り
、
仏
像

は
全

部
延
命

寺
に

移

さ
れ

た
。

そ
の
代

わ
り

に
嘉
永

七
年

に
愛
染

寺
（

伏
見

稲
荷

）
か

ら
延
命

寺
に
迎

え
ら

れ
て

い
た

土
岐
稲
荷

が
白

山
神

社
に

移
さ

れ
た

。
土
岐
稲

荷
が

土
岐

一
稲
荷

と
い

わ
れ

る
よ

う
に

な
っ

た
の

は
昭

和
の

初
め

新

聞
に

よ
る

新
十

名
所
投
票

の
時

か
ら

で
あ

る
。

 

 
又

大
徳

原
に

あ
り

道
関
坊

大
徳

が
い

た
と

思
わ

れ
る
松

林
寺

（
大

富

と
久

尻
の

境
の

松
林

寺
沢

の
地

名
よ

り
推

測
）
と

共
に

あ
っ

た
御
鍬

大
神
宮

の

碑
が

白
山

神
社

に
移

さ
れ
祀

ら
れ

て
い

る
。

 

 
日

神
子

神
社

は
幕
末

に
上

組
下

組
の
境

か
ら

仲
森
池

の
西

に
移

さ

れ
今

は
境

内
に
祀

ら
れ

て
い

る
。

 

 
庚
申
堂

は
江
戸

時
代

の
中
期

頃
よ

り
窯

組
の
信
仰

の
中
心

で
あ

り

青
面
金
剛

が
お
祀

り
し

て
あ

る
。
昔

は
茶
番

と
い

う
制
度

が
町

内
を
廻

り
、
毎

年
八

月
中
旬

に
お
祭

り
を

し
て

い
た

。
 

 
猶

、
昔

は
村

の
入

り
口

に
津
島

神
社

が
祀

ら
れ
疫
病

や
不
幸

が
村

内

に
入

ら
ぬ
様

、
山
頂

に
は
秋
葉

神
社

を
お
祀

り
し

て
火
災

に
な

ら
ぬ
様

、

五
穀
豊
穣

を
祈

っ
て

お
愛
宕

さ
ま

を
ま

つ
り

、
山

の
入

り
口

に
は

山
神

様
を

ま
つ

り
、
山

へ
薪

を
と

り
に

行
っ

た
時
怪
我

を
せ
ぬ

よ
う

に
そ

れ

ぞ
れ
祈

っ
て

い
た

。
そ

れ
が

区
画
整
理

に
よ

り
庚
申
堂

及
び

東
窯

町
の

え
ん

ま
平

に
集

め
ら

れ
て
祀

ら
れ

て
い

る
。

 

 
又

最
近

中
央

道
北

の
雷

の
宮

に
お
祀

り
し

て
あ

っ
た
雷

神
（

八
大

竜

王
）
が
団

地
造

成
に

よ
り
団

地
の

北
辺

に
移

さ
れ

守
り

神
と

し
て
祀

ら

れ
る

こ
と

に
な

っ
た

。
 

 



窯の昔と今 

－ 9 － 

八
、

 
人

口
の

増
加

 

《
大

富
略
記
》

に
よ

れ
ば

、
幕
末

か
ら

明
治

の
始

め
頃

、
窯

組
五

十

戸
余

（
下

組
五

十
戸

余
、

上
組

二
七

戸
余

）
と
記

さ
れ

て
お

り
、
明

治
一

四
年

の
土
岐
郡

地
史

に
も

大
体
同
数

が
か

か
れ

て
い

る
。
そ

れ
か

ら
七

十
年

後
の

昭
和

の
始

め
頃

も
五

十
八
戸

と
い

わ
れ

て
い

た
。

 

何
故

こ
ん

な
に

発
展

し
な

か
っ

た
の

だ
ろ

う
か

。
 

窯
組

の
南

に
は

白
山

神
社

と
泉

小
学
校

を
含

め
て
全

面
積

が
御

林
と

い
わ

れ
、
そ

の
中

に
三
輪

古
墳

も
あ

り
番

人
も

お
か

れ
て

い
た

幕
府
直

轄
の

大
森

林
で

あ
り

、
仲

森
池

も
あ

っ
て

、
わ
ず

か
に

東
西

に
美

佐
野

街
道

、
次

月
街

道
が

あ
り

、
耕

地
は

南
の

平
地

に
あ

る
と

い
っ

た
地
理

的
条
件

が
悪

く
、
資
力

の
あ

る
も

の
で

も
夫
婦

が
同
居

し
、
大

家
族

と

な
り

分
家

は
余

り
認

め
ら

れ
な

か
っ

た
よ

う
で

あ
る

。
二
男

、
三
男

は

他
所

（
郡

外
）
に
奉
公

に
行
き
別
居

を
し

て
い

っ
た

。
戸
数

が
増

え
始

め

た
の

は
終

戦
後

区
画
整
理

が
行

な
わ

れ
た

以
後

で
あ

る
。

 

 九
、

 
古

墳
と

炭
坑

 

 
 
○

古
墳

 

 
窯

の
地

は
高
台

で
南

面
で

あ
る

の
で

昔
か

ら
人

の
住
む

の
に
適

し

て
い

た
。
ペ
ト
ロ
グ

ラ
フ

（
岩

刻
模

様
）
が
多
数

あ
る

こ
と

か
ら
考

え
て

も
他

地
域

よ
り
文

化
が
進
ん

で
お

り
古

墳
が
多

か
っ

た
。
そ

の
最

た
る

も
の

は
三
輪

古
墳

で
あ

っ
た

。
こ

れ
は

こ
の

地
に

三
輪

氏
と

い
う

大
豪

族
が

お
り

そ
の

墳
墓

と
考

え
ら

れ
る

。
こ

れ
に
対

し
久

尻
に
乙
塚

古
墳

が
あ

る
。
こ

れ
は

第
十
代

崇
神
天
皇

の
孫
娘

の
乙
姫

の
墓

で
あ

る
。
乙

姫
は

北
山

の
久
々
利
宮

か
ら

山
坂

を
こ

え
て

三
輪

氏
に
嫁

に
こ

ら
れ

、

没
後
乙
塚

と
三
輪

古
墳

と
な

っ
た

の
で

あ
ろ

う
。

 

 
三
輪

古
墳

は
明

治
の

終
わ

り
頃

、
泉

小
学
校
建

築
の

た
め
破
壊

さ
れ

た
が

当
時

は
写
真
技
術

が
低

く
写
真

が
一
枚

も
な

い
の

は
誠

に
残
念

で
あ

る
。
大

正
の
末
期

頃
ま

で
そ

の
跡

に
池

が
あ

り
そ

の
中

に
日

本
地

図
が
作

ら
れ

て
お

り
大
き

な
岩

と
築

山
が

あ
っ

た
。
夜

な
夜

な
亡
霊

が
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で
る

と
の

う
わ

さ
も

さ
れ

て
い

た
。

 

 
又

昭
和

六
年

頃
校
舎

増
築

の
た

め
そ

の
裏

山
が
壊

さ
れ

た
。
そ

の
頃

火
の
玉

が
あ

が
る

と
の

う
わ

さ
が

あ
っ

た
。
多

分
そ

こ
に

三
輪

古
墳

の

陪
臣
塚

が
あ

っ
た

た
め

で
あ
ろ

う
と

い
わ

れ
た

。
今

は
そ

の
あ

と
か

た

も
な

い
。
現

在
当

時
の

あ
と

を
何

か
の
形

で
と
ど

め
よ

う
と

い
う

う
ご

き
が

あ
る

。
 

 
山
麓

に
あ

っ
た

古
墳

も
多

く
壊

さ
れ

た
が

、
現

在
は

泉
北
団

地
の
境

に
あ

る
愛
宕

山
古

墳
、
そ

の
東
麓

の
庵
ヶ
洞

古
墳

、
仲

山
の

山
中

に
あ

る
中
根

古
墳

、
そ

し
て

北
山

古
墳

等
の

み
に

な
っ

た
。

 

  
 
○

炭
坑

 

 
大

正
の

頃
、
斧

研
池

の
北

、
窯

川
の
傍

そ
の
他

に
穴

が
何
ヵ

所
か

あ

り
水

が
た

ま
っ

て
薄

気
味
悪

か
っ

た
。
そ

れ
は
亜

炭
を
掘

っ
た

炭
坑

の

穴
で

あ
っ

た
。

そ
の

付
近

が
終

戦
後

燃
料
不
足

の
た

め
又
掘

ら
れ

た
。

し
か

し
炭
層

が
薄

い
と

か
で

、
瑞
浪
市

日
吉

町
あ

た
り

か
ら
ど
ん
ど
ん

採
掘

さ
れ

る
よ

う
に

な
っ

た
の

で
中
止

さ
れ

た
。

 

 
と

も
か

く
我

が
郷

土
の

地
下

に
は
薄

い
が
亜

炭
層

が
あ

る
こ

と
が

証
明

さ
れ

た
。

 

 十
、

 
集

会
所

 

 
大

富
は

昔
か

ら
天
領

（
幕

府
直

轄
の

領
地

）
で

あ
り

、
統
括

す
る
役

所
は

木
曽

川
べ

り
の
笠
松

に
あ

り
、
代
官

所
と

い
っ

た
。
そ

こ
へ
税
金

（
米

）

を
納

め
な

け
れ

ば
な

ら
ぬ

。
そ

れ
を

集
め

る
人

が
庄
屋

で
あ

り
、
集

め

る
場

所
が

郷
倉

で
あ

っ
た

。
 

 
郷
倉

は
大

富
に

三
ヵ

所
あ

っ
た

。
上

組
は

西
上

町
に

、
下

組
は

報
徳

町
に

、
窯

組
は
庚
申
堂

の
西

に
大
き

な
建
物

が
あ

っ
た

。
庄
屋

は
そ

の

郷
倉

で
す

べ
て

の
事

を
と

り
し
き

り
、
会

合
等

も
隣

の
庚
申
堂

を
含

め

て
や

っ
て

来
た

よ
う

で
あ

る
。
そ

し
て

そ
こ

に
窯

組
の

す
べ

て
の
公

共

機
具

も
置

か
れ

て
い

た
。

 

 
明

治
、

大
正

、
昭

和
に

な
り

、
自

治
も
ど
ん
ど
ん
複
雑
多
様

化
し

て
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き
た

の
で

、
昭

和
六

年
白

山
神

社
境

内
の

北
隅

に
窯

組
の
倶
楽

部
が
建

設
さ

れ
た

。
大

富
区

の
先
端

を
き

っ
た
画
期
的

な
事
業

で
あ

っ
た

。
そ

し
て

郷
倉

に
管
理

さ
れ

て
い

た
窯

組
の

道
具

が
移

さ
れ

た
。
そ

の
中

に

は
江
戸

時
代

の
も

の
も

あ
っ

た
。

 

 
昭

和
四

十
年

に
は

人
口

が
増

え
、
生
活
様
式

も
か

わ
り

、
各
種

会
合

が
多

く
な

っ
て
き

た
の

で
会
議
室

を
作

る
等

、
内

部
を

一
新

し
て

今
日

に
至

っ
た

。
 

 
平

成
十

三
年

一
月

新
庁
舎
竣
工

し
て

面
目

を
一

新
し

た
。

 

 十
一

、
広

報
自

治
組

織
 

 
広

報
の
始

ま
り

は
テ
レ
ビ

の
時
代
劇

で
み

る
高
札

で
あ
ろ

う
か

。
そ

の
高
札

が
大

富
に

二
ヵ

所
あ

り
、
一

つ
は

大
富

の
辻

で
あ

り
、
一

つ
は

森
口

の
北
隅

（
中

窯
町

み
ど

り
や

酒
店

）
の
辻

に
あ

っ
た

。
 

 
自

治
は
庄
屋

、
年
寄

、
百
姓
代

、
組
頭

、
定

使
じ

ょ
う

づ
かい

の
組

織
に

よ
っ

て
 

行
な

わ
れ

て
い

た
よ

う
で

あ
る

。
庄
屋

は
《

大
富
略
記
》

に
よ

れ
ば

田

中
氏

二
名

が
何
度

も
か

か
れ

て
い

る
。
田

中
両

家
の
世
襲
交
代
制

に
よ

っ
て

な
さ

れ
て

い
た

よ
う

で
あ

る
。
年
寄

は
顧
問
格

、
百
姓
代

は
協
議

役
、
組
頭

は
五

人
組

の
責
任
者

、
定

使
い

は
こ

れ
を
通
知

し
て

ま
わ

る

役
、

当
時
庄
屋

と
定

使
い

に
は
手

当
が

出
て

い
た

よ
う

で
あ

る
。

 

 
明

治
以
降

は
庄
屋
制
度

が
廃
止

さ
れ

、
窯

組
長

を
東

西
交
代

で
や

り

そ
の

下
に

五
人

組
制

が
あ

り
自

治
が

行
な

わ
れ

て
い

た
。
五

人
組

が
隣

保
班

の
名

に
か

わ
っ

た
の

は
「
ト
ン
ト
ン
ト
カ

ラ
リ
ン
隣

組
」
の
歌

に

あ
る

よ
う

に
戦

時
中

か
ら

で
あ
ろ

う
か

。
 

 
今

日
の

よ
う

な
自

治
組

織
が

出
来

た
の

は
終

戦
後

か
ら

で
、
東

西
両

町
が

発
足

し
、
西

窯
か

ら
中

窯
が
独
立

し
て

二
つ

に
わ

か
れ

、
仲

森
と

北
山

も
分
離

し
て

今
日

に
至

っ
て

い
る

。
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十
二

、
遺

跡
・

伝
承

地
 

旧
地

名
 

 
 

 
遺

跡
・

伝
承

 

芝
 

原
 

（
東

窯
）
墓

地
 

炭
 

焼
 

（
東

窯
）

定
林

寺
と

の
水
争

い
の

川
が
流

れ
て

い
る

 

清
 
水

 
（

東
窯

）
池

の
跡

、
墓

地
 

三
 
輪

 
（

中
窯

）
古

墳
（

泉
小
学
校

）
 

森
 

口
 

（
中

窯
）
高
札

所
 

松
林

寺
沢

（
大

徳
）

川
の
源

に
松

林
寺

あ
り

 

鐘 か
ね

鋳
い

原 ば
ら

 
（

大
徳

）
延
命

寺
の
釣

り
鐘

を
鋳

っ
た

所
 

庵
 
洞

 
（

西
山

）
昔
尼

さ
ん

が
い

た
と

い
う
洞

 

狐
 
洞

 
（

西
山

）
土
岐

一
稲
荷

を
一

時
移

し
た

所
 

祖
母

そ
ぼ

の
ふ

と懐 こ
ろ

 
（

北
山

）
祖
母

が
良
質

の
陶

土
を

発
見

し
懐

に
 

入
れ

て
持

ち
帰

っ
た
場

所
 

雷
の
宮

 
（

北
山

）
雷

神
の
祀

り
場

所
 

中
 
根

 
（

仲
山

）
古

墳
 

          

印
刷

 
加

藤
章

雄
 

 

 

編
集

者
 

田
中

鈴
夫

 

発
行

者
 

十
二

年
度

窯
組

役
員

 

 
 

 
 

 
代

表
 

林
 

省
三

 

発
 

行
 

平
成

十
三

年
三

月
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 補
足
 

 一
．

「
か

ま
」
の

漢
字

は
竈

か
ら
竃

に
な

り
一

般
に

は
略

字
の


が
使

用
さ

れ
て

い

た
よ

う
で

あ
る

が
、


の
字

は
標

準
フ

ォ
ン

ト
に

無
い

た
め

作
成

し
た

。
 

窯
組

が
使

用
し

て
い

る
鉦 か

ね

に
は

 

文
政

元
戊

寅
年

土
岐

郡
大

富
村


郷

東
組

 

と
刻

印
さ

れ
て

い
る

。
 

文
政

元
戊

寅
年

＝
1
8
1
8

つ
ち

の
え

と
ら

 

 

二
．

窯
ク

ラ
ブ

 
・
・
・
 
岐

阜
県

土
岐

市
泉

中
窯

町
に

あ
る

窯
地

区
の

集
会

所
の

名
称

 

（
＝

窯
組

の
倶

楽
部

）
 

 三
．

窯
地

区
 
・
・
・
・
 
泉

町
の

大
富

区
内

に
あ

り
、

西
窯

町
・
東

窯
町

・
中

窯
町

の
３

町
 

よ
り

構
成

３
町

内
会

を
ま

と
め

る
の

が
窯

組
（
現

在
４

町
内

会
）
 

 四
．

（
こ

の
色

）
の

文
字

は
岡

田
加

筆
。

 

キーワード    岐 阜 県 土 岐 市 泉 町  窯 地 区  

大 富 村  孝 助 嫁  仲 森 池  三 輪 古 墳  田 中 鈴 夫  

白 山 神 社  高 田 明 神 玉 林 山 竜 泉 寺  だるま道  

美 佐 野 街 道 (みざのかいどう) 次 月 街 道 (しずきかいどう) 

大 富 略 記  ペトログラフ（岩刻 模 様 ） 林 省 三  

泉 村  窯 クラブ はなのき ひとつばたご 
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