
受け継がれる
300年の技術と伝統
そして現代の萬古焼へ

３
０
０
周
年
を
迎
え
た
萬
古
焼

日
市
、
桑
名
な
ど
そ
れ
ぞ
れ
の

地
で
発
展
を
遂
げ
た
萬
古
焼
は

菰
野
町
へ
も
波
及
し
ま
し
た
。
森 

有

節
に
陶
法
を
学
ん
だ
菰
野
町
の
土ど

い井

吉き
ち
ぞ
う造

は
菰
野
藩
主
か
ら
「
菰こ

ざ
ん山

」

の
銘
を
賜
り
、
１
８
５
２
年
か

ら
東
菰
野
村
で
「
菰
山
焼
」

と
称
さ
れ
る
焼
き
物
の
作

陶
を
始
め
ま
し
た
。
菰
山

焼
は
茶
器
や
花
器
な
ど
が

多
く
、「
菰
山
」
の
丸
枠
印

が
捺
さ
れ
て
い
ま
す
。
吉
造

が
１
８
９
９
年
に
亡
く
な
る

と
菰
山
焼
は
衰
退
し
、
遺
さ
れ

て
い
る
菰
山
焼
の
作
品
は
大
変
貴
重

な
も
の
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

菰
山
焼
の
衰
退
以
降
、
１
９
４
５

年
頃
か
ら
町
内
で
製
陶
所
が
開
窯
さ

れ
始
め
ま
し
た
。
土
地
が
平
坦
で
広

く
、
燃
料
と
な
る
薪
が
付
近
で
豊
富

に
得
ら
れ
交
通
の
便
も
優
れ
て
い
た

こ
と
か
ら
竹
成
区
を
中
心
に
製
陶
所

が
で
き
は
じ
め
、
そ
の
後
、
永
井
区
、

下
村
区
、
川
北
区
、
宿
野
区
な
ど
で

萬
古
焼
の
生
産
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

１
９
６
５
年
頃
に
は
町
内
に
10
箇
所

以
上
の
製
陶
所
が
存
在
し
、
四
日
市

市
の
萬
古
工
場
群
に
も
匹
敵
す
る
規

模
と
な
っ
て
い
ま

し
た
。

四 菰
山
焼
と
菰
野
萬
古
の
発
展

古
焼
は
、
江
戸
時
代
中
期
に
桑

名
で
陶
器
専
属
の
問
屋
を
営
ん

で
い
た
沼ぬ

な
み
ろ
う
ざ
ん

波
弄
山
が
朝
日
町
小
向
に

窯
を
開
い
た
こ
と
が
始
ま
り
と
い
わ

れ
て
い
ま
す
。
弄
山
の
作
品
に
は
沼

波
家
の
屋
号
で
あ
る
萬
古
屋
の
「
萬

古
」
あ
る
い
は
「
萬
古
不
易
」
の
印

を
押
し
た
こ
と
か
ら
萬
古
焼
と
呼
ば

れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

　

弄
山
が
作
る
焼
き
物
は
好
評
を
博

し
、
後
に
将
軍
家
か
ら
の
注
文
も
受

け
る
ほ
ど
評
価
が
高
い
も
の
で
し
た
。

１
７
５
１
年
に
は
江
戸
の
向
島
小
梅

の
地
に
も
窯
を
設
け
、
江
戸
で
も
萬

古
焼
は
評
判
を
得
ま
し
た
。
し
か
し
、

１
７
７
７
年
に
弄
山
が
亡
く
な
る
と
、

萬
古
焼
は
徐
々
に
衰
退
の
一

途
を
た
ど
る
よ
う
に
な
り

ま
し
た
。
現
在
で
は
、
こ

の
時
代
の
作
品
を
弄
山

以
降
に
再
興
さ
れ
た
萬

古
焼
に
対
し
て
「
古
萬

古
」
と
呼
ん
で
い
ま
す
。

萬 陶
祖 

沼
波
弄
山
の
功
績

波
弄
山
の
死
後
、
桑
名
の
古
物

商
、
森 

有ゆ
う
せ
つ節

と
弟
の
千

せ
ん
し
ゅ
う秋

が

萬
古
焼
を
再
興
す
る
た
め
、
萬
古
発

祥
の
地
で
あ
る
朝
日
町
小
向

で
窯
を
開
き
ま
し
た
。
有
節

は
神
社
の
大
工
仕
事
を
こ
な

す
ほ
ど
木
工
技
術
に
長
け
器

用
で
、
弟
の
千
秋
も
兄
に
劣

ら
ぬ
才
能
の
持
ち
主
で
あ
っ

た
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
２

人
は
そ
の
才
能
を
生
か
し
、

当
初
は
沼
波
弄
山
の
作
風
を

再
現
し
た
も
の
を
多
く
作
陶

し
て
い
ま
し
た
が
、
次
第
に
時
代
を

先
取
り
す
る
よ
う
な
独
自
の
新
技
法

を
い
く
つ
も
生
み
出
し
、
人
気
を
集

め
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
有
節
独

自
の
技
法
と
こ
れ
ま
で
に
な
い
独
創

的
な
作
品
か
ら
、
有
節
の
作
品

は
「
有
節
萬
古
」
と
呼
ば
れ

る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

　

有
節
萬
古
の
人
気

に
注
目
し
た
四
日

市
市
末
永
村
の
山

中
忠ち

ゅ
う
ざ
え
も
ん

左
衛
門
は

困
窮
し
た
人
々

に
職
を
与
え
て

救
済
し
よ
う
と

四
日
市
の
地
場

産
業
と
し
て
窯
業

沼

を
興
し
ま
し
た
。
こ
れ
が
「
四
日
市

萬
古
」
の
始
ま
り
で
す
。
四
日
市
萬

古
は
四
日
市
市
垂
坂
山
の
陶
土
を
使

い
、
木
型
、
土
型
に
よ
る
成
形
の
容

易
さ
か
ら
多
く
流
通
さ
せ
る
こ
と
が

で
き
、
四
日
市
港
が
整
備
さ
れ
交
通

網
が
発
展
す
る
と
、
需
要
が
増

大
し
て
全
国
へ
広
が
り
ま
し

た
。
ま
た
、
海
外
向
け

の
製
品
を
製
造
し
、

販
路
を
輸
出
へ
も

広
げ
て
い
き
ま
し

た
。
こ
う
し
て
世

の
中
に
萬
古
焼
が

大
き
く
知
ら
れ
る
こ
と

に
繋
が
り
ま
し
た
。

特
集

▲
　色絵金彩山水文盃

◀
色絵龍文花生

▲
　青釉色絵山水文獅子鈕銚子◀

　色絵雨龍桃文盃洗

広報こもの
№ 709

３

古萬古
有節萬古

古萬古

◀
　菰野焼菓子鉢

古萬古

菰山焼

◀
　色絵四季花文平向付
有節萬古

▲

　色絵菊牡丹文福面形皿
有節萬古

◀
　徳利
菰山焼

◀
　青釉三人形蓋置
有節萬古

※掲載している「古萬古」「有節萬古」は全て
パラミタミュージアム所蔵のものです。

沼
波
弄
山
が
桑
名
に
生
ま
れ
る

沼
波
弄
山
が
朝
日
町
小
向
村
に
開
窯

沼
波
弄
山
が
江
戸
の
向
島
小
梅
で
江
戸

萬
古
を
開
窯

森 

有
節
と
千
秋
が
小
向
村
に
開
窯

土
井
吉
蔵
が
東
菰
野
村
で
開
窯

山
中
忠
左
衛
門
が
四
日
市
末
永
村
に
開
窯

四
日
市
と
東
京
間
に
蒸
気
船
の
航
路
が

開
通

山
中
忠
左
衛
門
が
陶
法
を
一
般
公
開
し

萬
古
焼
の
量
産
体
制
を
確
立

四
日
市
港
が
開
港
し
、
萬
古
焼
の
輸
出

が
広
が
る

関
西
鉄
道
が
開
通
し
萬
古
焼
の
販
路
が

拡
大
す
る

機
械
ろ
く
ろ
の
導
入

菰
野
町
内
に
製
陶
所
が
創
業

自
動
成
形
機
の
導
入

第
１
回
菰
野
ば
ん
こ
焼
窯
出
市
の
開
催

B
A
N

K
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 3
0
0
th

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
始
動

１
７
１
８
年

１
７
３
６
年
～

　

１
７
４
０
年

１
７
５
１
年

１
８
３
２
年

１
８
５
２
年

１
８
５
３
年

１
８
７
０
年

１
８
７
３
年

１
８
８
４
年

１
８
９
０
年

１
９
１
８
年
頃

１
９
４
５
年

１
９
６
４
年

２
０
０
６
年

２
０
１
８
年

享
保
３
年

元
文
年
間

宝
暦
元
年

天
保
３
年

嘉
永
５
年

嘉
永
６
年

明
治
３
年

明
治
６
年

明
治
17
年

明
治
23
年

大
正
７
年
頃

昭
和
20
年

昭
和
39
年

平
成
18
年

平
成
30
年

萬
古
焼
の
始
ま
り

有
節
萬
古

四
日
市
萬
古
の
始
ま
り

陶
祖
生
誕
３
０
０
周
年

菰
山
焼
の
始
ま
り

萬
古
焼
の
歴
史
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▶
　色絵山水文仙盞瓶

古萬古

◀
色絵山水文雪輪鉢
古萬古

有
節
萬
古
か
ら
四
日
市
萬
古
へ

▲
　青釉丸文猪口
有節萬古

祖
生
誕
３
０
０
周
年
を
２
０
１
８

年
に
迎
え
た
萬
古
焼
。
三
重
県

北
部
を
中
心
に
地
場
産
品
と
し
て
古

く
か
ら
生
産
さ
れ
、
菰
野
町
も
そ
の

生
産
地
の
ひ
と
つ
と
し
て
技
術
を
受

け
継
い
で
い
ま
す
。
萬
古
焼
に
携
わ

る
職
人
た
ち
は
、
３
０
０
年
の
歴
史

の
中
で
そ
れ
ぞ
れ
の
窯
元
で
創
意
工

夫
を
行
い
、
蓄
積
さ
れ
た
技
術
を
昇

華
さ
せ
、
そ
し
て
今
日
の
萬
古

焼

を
焼
き
上
げ
て
い
ま
す
。

今
月
号
の
特
集
で
は
、

現
代
の
萬
古
焼
が
形
作

ら
れ
る
ま
で
の
系
譜

と
菰
野
の
地
で
意
欲

的
に
作
陶
活
動
を
行
う

７
人
の
窯
元
た
ち
の
姿
を

お
伝
え
し
ま
す
。

陶


