
　

19
世
紀
後
半
に
は
、万
国
博
覧
会
へ

出
品
し
た
こ
と
に
よ
り
、欧
米
か
ら
高

い
評
価
を
受
け
、そ
れ
を
き
っ
か
け
と

し
て
瀬
戸
で
作
ら
れ
た
や
き
も
の
の
輸

出
が
盛
ん
に
な
り
ま
す
。さ
ら
に
20
世

紀
に
入
る
と
、大
量
生
産
の
体
制
が
確

立
し
ま
す
。そ
の
一
方
で
、職
人
や
陶
工

か
ら
作
家
へ
の
意
識
改
革
も
起
き
、陶

芸
分
野
の
成
立
へ
と
つ
な
が
っ
て
い
き
ま
す
。大
正
3
年

（
1
9
1
4
）に
は
瀬
戸
に
お
け
る
最
初
の
創
作
家
集
団
で

あ
る
「
瀬
戸
図
案
研
究
会
」が
設
立
さ
れ
、そ
の
後
も
「
瀬
戸

陶
芸
協
会
」を
は
じ
め
と
し
た
い
く
つ
か
の
団
体
が
発
足

し
、国
内
で
も
最
先
端
の
陶
芸
活
動
が
行
わ
れ
る
こ
と
に
な

り
ま
す
。

　
ま
た
、昭
和
時
代
に
は
ノ
ベ
ル
テ
ィ
や
飲
食
器
、タ
イ
ル
、

衛
生
陶
器
、碍
子
、理
化
学
用
品
な
ど
の
生
産
が
大
幅
に
伸

び
、輸
出
を
中
心
と
し
た
瀬
戸
の
や
き
も
の
づ
く
り
は
最
盛

期
を
迎
え
ま
す
。そ
の
後
、変
動
相
場
制
の
導
入
や
オ
イ
ル

シ
ョ
ッ
ク
な
ど
に
よ
り
、輸
出
向
け
製
品
は
徐
々
に
低
迷
し

て
い
き
ま
す
が
、そ
の
一
方
で
、フ
ァ
イ
ン
セ
ラ
ミ
ッ
ク
ス

な
ど
最
先
端
技
術
を
駆
使
し
た
分
野
へ
の
進
出
な
ど
、陶
都

瀬
戸
の
歴
史
は
未
来
に
向
け
て
つ
な
が
れ
て
い
き
ま
す
。

躍
進
す
る
陶
都

▲建水　月山窯出土
16世紀後半　胴径15.2㎝

◀染付山水図大花瓶
伝 加藤民吉・伊豆原麻谷 画
（重要有形民俗文化財）
19世紀前期　高さ46.8㎝

▲牡丹文碧瓷鉢　加藤華仙
昭和21年（1946）　口径48.5㎝

▲パーティの前
丸山陶器株式会社
昭和35年（1960）　高さ39.7㎝（男）

▲花文花瓶　長江明治
昭和3～10年（1928～1935）　胴径23.4㎝

▲瑠璃釉瓢形蓋付壺　三代川本治兵衛
（重要有形民俗文化財）
19世紀前期　高さ19.6㎝

▲せと窯風景　小田切春江
19世紀中期　幅49.0㎝

▲折縁鉄絵鉢　伝 穴田窯出土
寛永12年（1635）　口径28．0㎝

▲菱野のおでく（市指定有形民俗）

▲源敬公廟（国指定建造物）

▲水野代官所碑

▲雲興寺鐘楼（国登録建造物）
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15
世
紀
末
期
に
な
る
と
、一
度
に
よ
り
多
く
の
製

品
を
焼
く
こ
と
が
で
き
る
「
大
窯
」が
登
場
し
ま
す
。

16
世
紀
後
期
に
は
瀬
戸
の
陶
工
が
美
濃
へ
と
移
り
、

茶
の
湯
の
流
行
と
と
も
に
「
黄
瀬
戸
」「
瀬
戸
黒
」「
志

野
」と
い
っ
た
新
し
い
技
術
・デ
ザ
イ
ン
の
や
き
も
の

を
作
り
出
し
、さ
ら
に
17
世
紀
初
期
の
「
連
房
式
登

窯
」の
導
入
と
相
ま
っ
て「
織
部
」が
生
産
さ
れ
ま
す
。

そ
の
後
、尾
張
藩
は
慶
長
15
年
（
1
6
1
0
）に
加
藤

利
右
衛
門
を
は
じ
め
と
す
る
陶
工
を
美
濃
か
ら
赤
津

村
や
下
品
野
村
へ
召
還
し
、瀬
戸
窯
業
を
再
興
し
ま

す
。以
降
、尾
張
藩
の
庇
護
の
も
と
、日
用
品
を
中
心

に
や
き
も
の
づ
く
り
が
発
展
し
て
い
き
ま
す
。ま
た
、

同
時
に
名
工
た
ち
に
よ
る
一
品
物
の
制
作
も
盛
ん
に

行
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。

　
そ
し
て
、19
世
紀
前
期
に
は
本
格
的
に
磁
器
の
生

産
も
開
始
さ
れ
、多
種
多
様
な
や
き
も
の
が
生
み
出

さ
れ
ま
す
。

多
様
化
す
る
技
術
・
表
現

　
戦
国
時
代
の
瀬
戸
は
、品
野
の
品
野
城
・桑
下
城
を
舞
台
に
、尾
張
の
織
田
氏
と
三
河
の
松
平
・

今
川
氏
の
間
で
攻
防
が
繰
り
広
げ
ら
れ
ま
し
た
。江
戸
時
代
に
な
る
と
、尾
張
藩
領
と
な
り
、赤

津
や
品
野
の
窯
屋
が
藩
の
御
用
を
務
め
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。ま
た
、初
代
藩
主
徳
川
義
直
は
、

水
野
の
地
を
鹿
狩
り
で
何
度
も
訪
れ
て
お
り
、自
ら
の
墓
所
を
定
光
寺
に
定
め
ま
し
た
。狩
場
案

内
役
で
あ
っ
た
水
野
氏
は
御
林
方
奉
行
に
任
ぜ
ら
れ
、尾
張
藩
の
林
業
を
統
括
し
、後
に
は
、こ

の
地
に
設
置
さ
れ
た
水
野
代
官
も
兼
任
す
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。

尾
張
徳
川
家
と
瀬
戸

　
瀬
戸
村
は
明
治
25
年（
1
8
9
2
）に
瀬
戸
町
と
な
り
、瀬
戸
川
沿
い
に
官
公
庁
や
商
店
が

軒
を
連
ね
、「
せ
と
も
の
」の
町
と
し
て
賑
わ
っ
て
い
ま
し
た
。明
治
38
年（
1
9
0
5
）に
は

「
瀬
戸
自
動
鉄
道
」（
現
在
の「
名
鉄
瀬
戸
線
」）」が
開
業
し
、瀬
戸
の
陶
磁
器
は
国
内
は
も
と

よ
り
海
外
へ
と
運
ば
れ
て
い
き
ま
し
た
。大
正
14
年（
1
9
2
5
）に
赤
津
村
・今
村
・美
濃
之

池
村
と
合
併
、昭
和
４
年
（
1
9
2
9
）に
市
制
施
行
さ

れ「
瀬
戸
市
」が
誕
生
し
ま
す
。

　
昭
和
初
め
の
世
界
恐
慌
か
ら
第
二
次
世
界
大
戦
に
か

け
て
は
、陶
磁
器
産
業
に
と
っ
て
も
厳
し
い
時
代
と
な

り
ま
す
が
、戦
後
は
い
ち
早
く
復
興
し
、水
野
村
、幡
山

村
、品
野
町
と
合
併
し
、昭
和
34
年（
1
9
5
9
）に
現
在

の
瀬
戸
市
に
な
り
ま
し
た
。

　
平
成
17
年
（
2
0
0
5
）に
は
、自
然
の
叡
智
を
テ
ー

マ
に
国
際
博
覧
会「
愛
・地
球
博
」が
開
催
さ
れ
ま
し
た
。

ま
た
、平
成
29
年
（
2
0
1
7
）に
は
日
本
六
古
窯
の
一

つ
と
し
て
日
本
遺
産
に
認
定
さ
れ
、現
在
も「
せ
と
も
の

の
ま
ち
」と
し
て
の
ブ
ラ
ン
ド
を
保
ち
な
が
ら
、新
た
な

も
の
づ
く
り
の
ま
ち
へ
と
発
展
を
続
け
て
い
ま
す
。

陶
都
か
ら
創
造
都
市
へ

▲蔵所町周辺（中央が旧瀬戸市役所） 昭和4年（1929）

▲名鉄尾張瀬戸駅（旧駅舎） 平成11年（1999）

▲愛・パーク（瀬戸万博記念公園）

上絵金彩菊垣雀図大花瓶▶
初代川本桝吉
19世紀後期　高さ75.2㎝

写真提供　フォトスタジオ伊里
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