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一
般
に
、
陶
芸
趣
味
と
い
っ
た
場
合

に
は
、
い
ず
れ
も
市
販
の
粘
土
と
釉
薬

を
購
入
し
て
、
陶
芸
教
室
な
ど
の
電
気

窯
で
焼
成
す
る
の
が
普
通
で
あ
る
。
し

か
し
こ
こ
に
紹
介
す
る
「
陶
研
究
会
」

の
メ
ン
バ
ー
の
方
々
は
、
粘
土
や
釉
薬

の
原
材
料
を
自
ら
の
手
で
採
取
し
て
精

製
し
、
さ
ま
ざ
ま
な
焼
成
条
件
で
焼
き

上
げ
て
い
る
、
文
字
ど
お
り
や
き
も
の

を
研
究
さ
れ
て
い
る
方
々
な
の
だ
。
こ

の
よ
う
に
紹
介
す
る
と
「
そ
ん
な
原
始

的
な
こ
と
！
？
」
と
思
わ
れ
る
か
も
し

れ
な
い
が
、
や
き
も
の
の
原
点
で
あ
る

「
土
と
焼
き
」（
粘
土
や
釉
薬
原
材
料
の

採
取
と
精
製
、
そ
し
て
焼
成
の
す
べ
て
）

を
自
ら
の
手
で
実
践
さ
れ
て
い
る
、
も

っ
と
も
豊
か
な
や
き
も
の
生
活
を
送
ら

れ
て
い
る
方
々
な
の
で
あ
る
。

　

実
際
、
こ
の
陶
研
究
会
（
通
称
「
陶

研
」）
の
会
則
の
第
３
条
（
目
的
）
の

項
は
以
下
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

　
「
陶
土
へ
の
探
求
心
、
行
動
力
、
知

性
を
原
点
に
、
会
員
相
互
の
交
流
を
通

じ
て
新
し
い
陶
芸
知
識
、
技
術
向
上
を

は
か
る
」。
そ
し
て
会
の
活
動
の
３
本

柱
が
「
土
取
り
」
と
「
勉
強
会
」「
展

示
会
」
な
の
で
あ
る
。
国
内
に
は
多
く

の
陶
芸
愛
好
団
体
や
陶
芸
教
室
所
属
の

愛
好
グ
ル
ー
プ
は
あ
る
が
、「
土
取
り
」

を
主
活
動
の
一
つ
に
掲
げ
て
い
る
団
体

は
き
わ
め
て
稀
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
。
日
本
全
国
に
は
、
少
量
で
は
あ
っ

て
も
そ
の
土
地
そ
の
土
地
特
有
の
個
性

的
な
土
が
存
在
す
る
。
市
販
さ
れ
て
い

る
使
い
や
す
い
粘
土
と
は
異
な
り
、
粘

性
に
乏
し
か
っ
た
り
、
可
塑
性
に
難
点

が
あ
っ
た
り
、
雑
味
が
多
く
低
い
温
度

で
も
す
ぐ
に
へ
た
っ
て
し
ま
っ
た
り
し

て
、
き
わ
め
て
使
い
づ
ら
い
土
が
ほ
と

ん
ど
だ
ろ
う
。
し
か
し
逆
に
い
え
ば
、

そ
れ
ら
は
と
て
も
個
性
的
な
粘
土
で
あ

る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
雑
味
が
多
く

て
も
そ
れ
に
適
し
た
温
度
で
焼
け
ば
焼

き
締
ま
る
は
ず
だ
し
、
そ
の
不
純
物
が

赤泥土が採取できる真田地区の角間川の上流へ、角間
渓谷にそって向かう参加者

旧中山道の和田峠付近には、細かい黒曜石が斜面一面に見られ
る場所がある。写真上はこの場所で採取した黒曜石。

［
特
集
］粘
土
の
き
ほ
ん
Ｑ
＆
Ａ
14
［
特
別
編
］

和
田
峠
の
黒
曜
石
や

赤
泥
土
の
採
取

長
野
県
上
田
・
諏
訪
地
方
の

土
石
の
可
能
性
を
探
る

取
材
協
力 

陶
研
究
会

陶
研
究
会
２
０
１
４
年
度「
土
取
り
」現
地
探
訪
研
修
行
に
同
行
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か
え
っ
て
面
白
い
味
わ
い
を
現
す
可
能

性
も
あ
る
。
さ
ら
に
い
え
ば
、
一
般
的

な
商
品
化
を
目
指
す
の
で
あ
れ
ば
、
安

定
的
な
粘
土
や
釉
薬
の
供
給
と
再
現
性

の
高
い
焼
成
技
術
が
求
め
ら
れ
る
こ
と

に
な
る
が
、
再
現
性
よ
り
も
ど
ん
な
や

き
も
の
が
で
き
る
か
と
い
う
期
待
感
、

一
回
の
焼
成
し
か
望
め
な
い
量
の
粘
土

で
あ
っ
て
も
焼
い
て
み
る
こ
と
の
楽
し

み
を
味
わ
い
、
ま
さ
に
や
き
も
の
を
思

う
存
分
遊
び
尽
く
す
こ
と
が
で
き
る
の

が
ア
マ
チ
ュ
ア
陶
芸
の
醍
醐
味
で
あ
る

と
も
い
え
る
。
陶
研
究
会
の
メ
ン
バ
ー

の
方
々
の
な
か
に
は
超
ベ
テ
ラ
ン
の
方

も
多
い
が
、
と
に
か
く
「
何
で
も
焼
い

て
み
よ
う
」
と
い
う
チ
ャ
レ
ン
ジ
精
神

に
富
ん
だ
方
々
の
集
ま
り
で
あ
る
。

　

し
た
が
っ
て
、
こ
こ
で
は
特
別
編
と

し
て
、
陶
研
究
会
の
「
土
取
り
」
の
実

際
を
紹
介
し
た
い
。
こ
の
陶
研
究
会
で

毎
年
行
わ
れ
て
い
る
「
土
取
り
」
の
会

（
現
地
探
訪
）
が
昨
年
11
月
に
実
施
さ

れ
、
鉄
分
が
主
体
の
赤
泥
土
の
産
地
や

和
田
峠
の
黒
曜
石
の
産
地
も
訪
れ
る
と

聞
き
、
同
行
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
。
た

だ
し
、
当
初
は
予
定
し
て
い
た
「
土
」

そ
の
も
の
の
採
取
は
行
程
の
都
合
で
行

わ
れ
な
か
っ
た
こ
と
を
お
断
り
し
て
お

く
（
次
ぎ
の
機
会
に
は
ぜ
ひ
「
土
」
も

紹
介
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
）。

　

期
日
は
11
月
16
日
〜
17
日
、
探
訪
地

は
長
野
県
の
上
田
地
区
お
よ
び
諏
訪
地

方
、
参
加
者
は
総
勢
10
名
で
あ
っ
た
。

今
回
の
現
地
案
内
役
は
、
上
田
市
の
塩

田
地
区
に
工
房
を
持
ち
、
地
元
長
野
県

で
産
す
る
土
石
を
元
に
さ
ま
ざ
ま
な
、

や
き
も
の
の
焼
成
実
験
と
作
品
制
作
を

実
践
さ
れ
て
い
る
宮
澤
良
三
さ
ん
。
事

前
に
用
意
さ
れ
て
い
た
参
加
者
全
員
に

配
布
さ
れ
た
「
現
地
探
訪
研
修
行
資
料
」

は
Ａ
４
版
で
30
ペ
ー
ジ
に
お
よ
ぶ
も
の

で
、
探
訪
予
定
地
の
産
物
の
特
性
や
産

状
、や
き
も
の
原
料
と
し
て
の
特
性
（
実

際
の
焼
成
デ
ー
タ
も
含
む
）、
そ
し
て

コ
ー
ス
全
体
の
詳
細
な
地
図
な
ど
が
紹

介
さ
れ
て
い
た
。
こ
こ
で
は
、
そ
の
充

実
し
た
資
料
内
容
を
参
照
さ
せ
て
い
た

だ
き
な
が
ら
、
各
産
地
の
鉱
物
類
と
そ

の
焼
成
テ
ス
ト
の
結
果
の
一
部
を
紹
介

し
て
い
こ
う
。

　

初
日
は
午
前
10
時
に
上
田
駅
（
宮
澤

さ
ん
を
除
く
全
員
が
、
東
京
や
神
奈
川
、

千
葉
か
ら
参
加
）
に
集
合
、
最
初
の
目

的
地
で
あ
る
上
田
市
真
田
町
角
間
渓
谷

へ
、
車
に
分
乗
し
て
向
か
っ
た
。
な
お
、

昼
食
は
両
日
と
も
地
元
名
産
の
美
味
し

い
蕎
麦
を
い
た
だ
き
、
２
日
目
は
諏
訪

大
社
を
参
詣
し
て
解
散
し
た
。

今回の陶研究会の案内役・宮澤良三さんの
上田市の工房で、薪窯を見学する参加者。

行程途中のヴィーナスラインにある八島ヶ原湿原を
見学。日本の高層湿原の南限にあり学術的にも貴
重。

解散地の諏訪市では、諏訪大社（下社）に参詣し
て解散となった。

宮澤さんは、長野県のいたる所の土石を採
取して、粘土および釉薬の原材料として焼
成試験を行っている。

宮澤さんの工房内には、地元で採取した
粘土や釉薬を用いての焼成試験作品が多
数見られる。
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転石（褐鉄鉱）の表面も真っ赤だ。宮澤さんの工房にはここで採取された赤泥
土を乾燥した陶芸材料がポリバケツで保管
されている

泥土は精製する必要があるが、ベンガラ（鉄
釉）の原材料などになる。

　
「
角
間
川
の
赤
泥
土
」
と
は
、
褐
鉄

鉱
石
が
熱
水
作
用
に
よ
っ
て
そ
の
鉄
分

な
ど
が
溶
融
流
出
し
た
も
の
で
あ
ろ
う

と
い
わ
れ
て
い
る
。
た
し
か
に
こ
の
付

近
一
帯
に
は
温
泉
が
多
く
、
採
取
現
場

は
鉄
鉱
石
を
含
む
母
岩
の
地
層
を
通
っ

た
温
泉
水
が
、
鉄
分
を
融
か
し
て
浸
み

出
し
真
っ
赤
（
朱
色
）
な
泥
土
と
な
っ

て
小
さ
な
沢
を
埋
め
尽
く
す
よ
う
に
流

れ
て
い
る
。
一
行
は
そ
の
紅
色
の
泥
水

を
採
集
す
る
た
め
に
ビ
ニ
ー
ル
袋
等
を

用
意
し
、
沢
の
上
部
へ
と
向
か
う
。
小

さ
な
沢
筋
は
落
ち
葉
で
覆
わ
れ
て
い

た
。
わ
ず
か
に
見
え
る
流
れ
と
水
溜
ま

り
を
見
つ
け
て
泥
土
を
採
取
す
る
。

　

宮
澤
氏
の
資
料
に
よ
れ
ば
「
角
間
の

赤
泥
土
に
は
多
様
な
鉱
物
が
含
ま
れ
て

い
る
と
思
わ
れ
ま
す
。
ま
た
、
有
機
物

が
多
く
含
ま
れ
て
い
る
の
で
、
釉
の
か

か
り
具
合
も
一
定
せ
ず
、
い
ろ
い
ろ
な

模
様
に
な
る
」
と
あ
る
。
そ
し
て
こ
の

泥
土
を
乾
燥
さ
せ
た
後
に
８
０
０
℃
で

焼
成
す
る
と
、
奇
麗
な
弁
柄
風
の
物
質

に
な
る
と
い
う
。
ま
た
、
１
２
５
０
℃

程
度
で
焼
成
し
て
み
て
も
単
味
で
溶
融

す
る
こ
と
は
な
く
、
坏
土
と
し
て
利
用

す
る
に
は
着
色
材
が
適
当
と
の
こ
と
。

　

い
っ
ぽ
う
、
釉
薬
と
し
て
利
用
す
る

に
は
、溶
融
材
と
し
て
「
フ
リ
ッ
ト
（
白

玉
）・
長
石
・
楽
釉
」な
ど
を
用
い
て
焼
成

温
度
を
調
節
し
、
窯
変
を
狙
う
と
き
に

は
灰
釉
を
配
合
す
る
と
よ
い
と
い
う
。

宮
澤
氏
自
身
ま
だ
、
８
０
０
℃
焼
成
し

た
も
の
で
の
焼
成
試
験
は
行
っ
て
い
な

い
が
、
乾
燥
し
た
赤
泥
土
を
溶
融
材
と

し
て
配
合
し
た
テ
ス
ト
焼
成
を
い
く
つ

か
行
っ
て
い
る
。
赤
泥
土
５

：

フ
リ
ッ

ト
10

：

長
石
２
の
配
合
で
１
１
８
０
℃

焼
成
で
濃
焦
げ
茶
色
。
赤
泥
土
５

：

フ
リ
ッ
ト
20

：

長
石
５
の
配
合
で

１
２
３
０
℃
焼
成
で
黒
系
焦
げ
茶
色
。

赤
泥
土
５

：

楽
釉
（
９
０
０
℃
）
10

：

長
石
５
の
配
合
で
１
１
８
０
℃
焼
成
で

黒
。
赤
泥
土
20

：

フ
リ
ッ
ト
40

：

長
石

22

：

楽
釉
20
の
配
合
で
１
２
０
０
℃
焼

成
で
飴
釉
の
発
色
が
見
ら
れ
た
と
い

う
。
以
上
、
角
間
川
の
赤
泥
土
を
釉
薬

と
し
て
用
い
る
と
扱
い
づ
ら
い
反
面
、

変
化
が
多
様
で
面
白
い
材
料
だ
と
い
う

こ
と
が
で
き
る
と
の
こ
と
だ
。

沢の水が真っ赤な泥水となっている一角があり、真っ赤
な泥土が溜まっているところ。

角
間（
真
田
地
区
）の

赤
泥
土
を
採
取
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初
日
に
、
角
間
川
の
次
ぎ
に
訪
れ
た

の
は
、
鉱
物
マ
ニ
ア
の
間
で
は
古
く

か
ら
知
ら
れ
て
い
る
灰
沸
石
の
産
地

だ
。
案
内
し
た
宮
澤
さ
ん
自
身
が
語
る

よ
う
に
「
沸
石
自
体
は
や
き
も
の
と
は

直
接
関
係
な
い
」
と
思
わ
れ
る
鉱
物
だ

が
、
地
元
出
身
の
宮
澤
さ
ん
が
、
子
供

の
頃
か
ら
の
遊
び
場
で
あ
っ
た
裏
庭
の

よ
う
な
場
所
か
ら
産
出
す
る
鉱
物
で
あ

る
。
や
き
も
の
と
関
係
は
薄
い
と
は
い

っ
て
も
、
今
回
の
参
加
者
も
含
め
、
陶

研
究
会
の
メ
ン
バ
ー
の
方
々
は
い
ず
れ

も
き
わ
め
て
旺
盛
な
好
奇
心
の
持
ち
主

ば
か
り
で
あ
り
、「
や
き
も
の
」
と
隣

接
す
る
分
野
は
も
ち
ろ
ん
、
無
関
係
と

思
わ
れ
る
分
野
に
も
深
い
関
心
を
寄
せ

る
方
々
で
あ
っ
た
。

　

宮
澤
さ
ん
は
、
そ
う
し
た
仲
間
で
あ

る
こ
と
を
前
提
に
、
こ
の
灰
沸
石
の
産

地
を
紹
介
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
場

所
は
、
上
田
市
の
塩
田
と
内
村
の
間
に

独
鈷
山
（
と
っ
こ
ざ
ん
）
が
あ
り
、
そ

の
西
側
、
沢
山
湖
の
一
角
の
鞍
ヶ
淵
と

呼
ば
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
な
お
、
こ

の
鞍
ヶ
淵
の
灰
沸
石
は
、
こ
の
地
方
で

は
「
蛇
骨
石
」
と
呼
ば
れ
「
鞍
ヶ
淵
の

大
蛇
伝
説
」
の
元
と
な
っ
て
い
る
。
そ

れ
は
、
灰
沸
石
の
針
状
の
結
晶
形
態
が

放
射
状
に
集
ま
っ
て
そ
ろ
ば
ん
玉
の
よ

う
に
な
り
、
ま
る
で
大
蛇
の
骨
の
一
部

の
よ
う
に
見
え
た
た
め
で
あ
ろ
う
と
言

わ
れ
て
い
る
。
現
在
で
も
そ
の
産
地
は

健
在
で
あ
る
こ
と
が
確
認
で
き
た
。

　

ち
な
み
に
沸
石
に
関
し
て
、
宮
澤
氏

が
用
意
さ
れ
た
資
料
に
は
以
下
の
よ
う

に
記
さ
れ
て
い
る
の
で
原
文
の
ま
ま
紹

介
し
て
お
こ
う
。
な
お
元
素
鉱
物
の
組

成
か
ら
み
て
も
、
長
石
な
ど
と
同
様
、

珪
酸
塩
鉱
物
の
一
種
で
あ
る
。

　
「
沸
石
は
ゼ
オ
ラ
イ
ト
と
も
い
う
。

ゼ
オ
ラ
イ
ト
は
主
に
ナ
ト
リ
ウ
ム
や
カ

ル
シ
ウ
ム
の
ア
ル
カ
リ
金
属
と
カ
ル
シ

ウ
ム
や
マ
グ
ネ
シ
ム
ム
な
ど
ア
ル
カ
リ

土
類
金
属
を
含
み
、
水
分
子
を
結
晶
水

の
形
で
保
有
し
て
い
る
ア
ル
ミ
ノ
珪
酸

塩
鉱
物
で
あ
る
。」

　
「
主
な
分
子
量
は
珪
酸
〈
65
〜
72
％
〉、

ア
ル
ミ
ナ
〈
10
〜
15
％
〉、
カ
ル
シ
ウ

ム
〈
２
〜
３
％
〉、
ナ
ト
リ
ウ
ム
〈
２

〜
５
％
〉、水
分
〈
４
〜
９
％
〉
で
あ
る
。

沸
石
系
の
種
類
は
30
種
類
く
ら
い
あ

る
。
産
地
は
主
に
、
北
海
道
・
東
北
地

方
で
あ
る
。
用
途
は
畜
産
用
飼
料
添
加

材
、
園
芸
培
養
土
、
土
壌
改
良
材
、
水

質
浄
化
材
な
ど
に
利
用
さ
れ
て
い
る
。」

「鞍ヶ淵の伝説」（「蛇骨石」と呼ばれた灰沸石が大蛇
伝説のもと）の案内板のある一帯が灰沸石の産地だ。

鞍
ヶ
淵（
産
川
上
流
）の

灰
沸
石
を
採
取

案内役の宮澤さんは「やきものとは直接
関係ないと思うが」と言いつつ、子供の
頃から裏庭のように知っていた沸石の産
地も紹介してくれた。

母岩は安山岩などの玄武岩系で、この岩石のいたる
ところに白い奇麗な灰沸石のソロバン玉状の結晶が
見られる。
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初
日
に
地
元
の
温
泉
ホ
テ
ル
で
一
泊

し
、
夜
遅
く
ま
で
や
き
も
の
談
義
に
花

を
咲
か
せ
た
一
行
、
二
日
目
は
和
田
峠

の
黒
曜
石
の
産
地
へ
向
か
っ
た
。

　

和
田
峠
の
黒
曜
石
は
、
流
紋
岩
質
マ

グ
マ
が
水
中
な
ど
で
噴
出
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
急
冷
さ
れ
、
ガ
ラ
ス
質
と
な
っ

た
も
の
だ
。
こ
の
地
方
の
黒
曜
石
は

27
万
年
前
頃
の
噴
出
で
形
成
さ
れ
、
そ

の
後
に
火
口
上
部
が
崩
れ
、
山
裾
に
流

れ
落
ち
た
も
の
で
あ
る
と
い
わ
れ
て
い

る
。
た
だ
し
、
和
田
峠
の
黒
曜
石
を
有

名
に
し
た
の
は
、
そ
の
欠
片
が
鋭
利
な

刃
物
状
の
形
に
な
り
、
３
万
円
前
の
旧

石
器
時
代
か
ら
４
０
０
０
年
前
の
縄
文

中
期
ま
で
、
矢
尻
や
石
斧
、
ナ
イ
フ
な

ど
と
し
て
加
工
さ
れ
、
こ
の
地
か
ら
全

国
各
地
に
も
た
ら
さ
れ
た
と
い
う
歴
史

的
な
事
実
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

　

和
田
峠
か
ら
産
出
す
る
黒
曜
石
を
用

い
て
パ
ー
ラ
イ
ト
を
生
産
し
て
い
る
工

場
が
現
地
に
あ
り
、
黒
曜
石
の
研
究
機

関
と
し
て
は
明
治
大
学
の
研
究
所
と
長

門
町
運
営
の
「
黒
曜
石
体
験
ミ
ュ
ー
ジ

ア
ム
」
が
あ
る
。
残
念
な
こ
と
に
こ
の

ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
の
見
学
は
17
日
が
休
館

日
の
月
曜
で
あ
っ
た
た
め
で
き
な
か
っ

た
。
た
だ
し
、
一
昨
年
に
廃
業
し
た
パ

ー
ラ
イ
ト
生
産
会
社
の
は
か
ら
い
で
、

残
さ
れ
て
い
た
ロ
シ
ア
か
ら
輸
入
さ
れ

た
黒
曜
石
と
北
海
道
産
の
も
の
の
サ
ン

プ
ル
を
見
せ
て
い
た
だ
く
こ
と
が
で
き

た
。
そ
の
大
半
は
、
い
わ
ゆ
る
黒
い
ガ

ラ
ス
質
の
部
分
と
、
い
く
ら
か
発
泡
し

て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
軽

石
質
の
部
分
と
が
層
状
に
な
っ
て
い
る

塊
で
あ
っ
た
（
和
田
峠
で
採
取
し
た
黒

曜
石
の
欠
片
の
周
囲
に
も
、
似
た
よ
う

な
質
の
礫
が
見
ら
れ
た
の
で
、
成
分
的

国産およびロシアからの輸入黒曜石などを用い
てパーライトを生産していた工場に積み上げら
れていた炉材の煉瓦。

和田峠付近には数カ所の黒曜石山地があり、写真
のスキー場の頂上には黒曜石の露頭もあるという。

和田峠の道路脇の斜面には、降り積もった
落葉に混じって、黒曜石の砕片（自然崩落
と思われる）が容易に採取できる。

落葉を取り除くと、細片に混じって塊状の
黒曜石も多数見られる。

長径で３〜４㎝ほどのさまざまな形の黒曜石
が、上部から崩落してきたのか無数に散乱し
ている。

和
田
峠
の
黒
曜
石
を

採
取

旧中山道の和田峠付近の黒曜石採取地。
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に
も
似
た
も
の
な
の
か
も
し
れ
な
い
。

　

な
お
、
パ
ー
ラ
イ
ト
と
は
黒
曜
石
や

真
珠
岩
、
松
脂
岩
な
ど
を
加
熱
し
て
生

産
さ
れ
る
資
材
で
あ
る
。
そ
の
用
途
は

建
材
、
保
湿
保
冷
材
、
耐
火
断
熱
レ
ン

ガ
、
濾
過
助
材
、
土
壌
改
良
材
な
ど
多

様
で
あ
る
。
ち
な
み
に
真
珠
岩
を
加
熱

す
る
と
急
速
に
膨
張
し
、
元
の
体
積
の

40
〜
50
倍
に
な
り
、
白
色
の
無
数
の
気

泡
を
も
っ
た
球
体
状
〜
粒
体
状
に
変
化

す
る
。
こ
の
発
泡
し
た
軽
量
の
粒
が
、

既
述
の
各
用
途
に
適
し
た
物
理
的
特
性

を
持
つ
よ
う
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
ち

な
み
に
黒
曜
石
の
化
学
組
成
は
、
珪
酸

と
ア
ル
ミ
ナ
が
80
％
以
上
を
占
め
、
他

に
ナ
ト
リ
ウ
ム
、
カ
リ
ウ
ム
と
少
量
の

酸
化
鉄
と
結
晶
水
を
含
む
の
が
特
徴
で

あ
り
、
そ
の
意
味
で
は
長
石
の
成
分
と

似
て
い
る
。
た
だ
し
鉄
分
が
多
い
た
め

焼
成
し
て
溶
か
す
と
灰
色
に
な
る
。

　

宮
澤
さ
ん
は
事
前
の
調
査
で
、
現
在

で
も
黒
曜
石
が
産
す
る
場
所
（
私
有
地

で
は
な
い
）
の
聞
き
取
り
を
行
っ
て
お

り
、
そ
の
う
ち
の
一
か
所
を
今
回
案
内

し
て
く
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
旧
中

山
道
の
峠
道
の
一
画
に
あ
り
、
車
で
行

く
と
う
っ
か
り
見
過
ご
し
て
し
ま
う
よ

う
な
場
所
だ
っ
た
。
狭
い
山
道
の
片
側

に
寄
せ
て
車
を
駐
め
て
、
落
ち
葉
が
降

り
積
も
っ
た
山
の
斜
面
に
近
寄
る
と
、

黒
曜
石
の
細
片
が
無
数
に
あ
る
の
が
確

認
で
き
た
。
そ
の
形
態
は
さ
ま
ざ
ま
だ

っ
た
が
、
小
さ
な
塊
状
の
も
の
か
ら
い

わ
ゆ
る
刃
物
状
の
薄
片
の
も
の
ま
で
、

色
も
真
っ
黒
な
の
も
か
ら
半
透
明
、
な

か
に
は
完
全
に
透
明
な
も
の
ま
で
さ
ま

ざ
ま
で
あ
っ
た
。
な
お
、
こ
の
黒
曜
石

の
原
石
と
な
っ
て
い
る
流
紋
岩
等
が
粘

土
化
し
た
も
の
は
、
や
き
も
の
の
材
料

と
し
て
の
利
用
価
値
が
あ
る
の
で
は
な

い
か
と
い
う
。
ち
な
み
に
写
真
で
も
紹

介
し
た
が
、
こ
の
黒
曜
石
を
焼
い
て
み

た
結
果
は
「
粉
砕
し
て
９
０
０
℃
で
焼

く
と
軽
い
球
状
の
よ
う
に
な
る
。
さ
ら

に
、
温
度
を
上
げ
１
２
３
０
℃
に
す
る

と
粒
状
の
泡
の
よ
う
に
な
る
。
粉
末
に

す
る
と
溶
け
る
」。
釉
薬
原
料
と
し
て

の
可
能
性
に
つ
い
て
は
、
長
石
と
成
分

が
似
て
い
る
た
め
基
礎
材
と
し
て
の
可

能
性
は
あ
る
と
い
う
。
実
際
に
黒
曜
石

に
各
種
の
草
木
灰
を
配
合
し
た
焼
成
テ

ス
ト
も
行
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

宮澤さんが黒曜石の耐火度を調べるためや、
焼成テストを行うために地元の和田峠で採取し
たもの。

麦草峠産の黒曜石テスト焼成。左から
1250℃と1230℃。

和田峠産の黒曜石の焼成テスト：左から、粉末状にしたものの1225℃と1250℃、原
石のまま焼成の1225℃と1250℃。

宮澤さんの工房で、地元産原料の粘土や釉薬
を用いたさまざまな焼成テストピースや焼成作
品を見る一行。

かつては、和田峠産の黒曜石は真っ黒なもの
だけと言われていたが、このように、淡い黒か
らほとんど透明なものまで変化に富んだ黒曜
石が見られる。


