
 

 

そ
つ
た
く
窯
（
啐
啄
窯
）
命
名
の
由
来 

  

啐
啄
と
言
う
語
は
禅
書
の
『
碧
厳
録
』
に
「
啐
啄
同
時
」
と
い
う
言
葉
で
書
か
れ
て
い
ま
す
。 

そ
の
禅
書
に
あ
る
本
来
の
意
味
は
「
機
を
得
て
、
両
者
相
応
ず
る
得
が
た
い
好
機
」
と
解
さ
れ 

て
お
り
ま
す
。
禅
の
言
葉
に
は
世
俗
的
な
言
葉
が
引
用
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
言
葉
に
つ
い
て
も 

「
鳥
が
卵
を
産
み
ま
さ
に
孵
ら
ん
と
す
る
と
き
、
ひ
な
が
内
か
ら
殻
を

つ
つ啐

き
全
く
同
時
に
、 

親
鳥
が
外
か
ら
殻
を

つ
つ啄

く
と
、
そ
の
機
に
卵
が
割
れ
て
健
全
な
ひ
な
が
誕
生
す
る
」
と
い
う
事
を 

禅
の
修
業
の
活
に
取
り
入
れ
た
も
の
だ
と
伝
え
ら
れ
て
お
り
ま
す
。
即
ち
、
修
行
僧
が
厳
し
い 

修
行
を
し
て
、
そ
の
師
で
あ
る
師
家
か
ら
「
さ
と
り
の
機
」
を
与
え
ら
れ
る
こ
と
を
言
う
の
で
す
。

禅
書
で
は
そ
こ
で
啐
啄
同
時
の
機
と
も
言
っ
て
お
り
ま
す
。 

 

こ
の
禅
語
を
現
代
の
社
会
生
活
の
中
で
使
う
と
、
い
ろ
い
ろ
な
事
で
き
わ
め
て
有
意
義
に 

そ
の
関
係
を
理
解
す
る
事
が
出
来
ま
す
。
即
ち
、
師
と
そ
の
弟
子
、
教
師
と
そ
の
教
え
子
、 

上
司
と
部
下
、
さ
ら
に
親
と
子
、
夫
と
妻
等
々
の
関
係
で
、
こ
の
啐
啄
同
時
と
言
う
事
が
考
え 

ら
れ
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
人
間
関
係
だ
け
で
な
く
「
物
創
り
」
な
ど
に
つ
い
て
も 

［
啐
啄
同
時
の
機
］
を
捉
え
る
と
い
う
こ
と
は
極
め
て
大
事
な
こ
と
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。 

 

焼
き
物
の
場
合
、
土
と
火
の
関
係
は
そ
の
作
者
が
絶
好
の
機
会
を
ど
の
よ
う
に
捉
え
る
か 

と
言
う
事
で
出
来
上
が
る
作
品
の
い
の
ち
を
定
め
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。 

 

私
は
啐
啄
窯
と
言
う
命
名
は
、
こ
の
よ
う
な
事
を
考
え
て
い
た
し
ま
し
た
。
そ
し
て
、
と
く 

に
”

そ
つ
た
く

“
と
平
仮
名
で
表
現
し
た
の
は
単
に
読
み
易
い
と
い
う
だ
け
の
た
め
で
な
く
、 

啐
啄
と
言
う
こ
と
ば
の
中
に
包
み
込
ま
れ
て
い
る
意
味
を
解
釈
と
か
説
明
で
は
な
く
、
こ
と
ば
の 

五
韻
で
端
的
に
伝
え
た
い
と
考
え
た
結
果
で
す
。
こ
の
こ
と
は
私
ひ
と
り
の
考
え
で
は
な
く
、 

そ
の
筋
の
専
門
家
か
ら
も
、
平
仮
名
の
表
現
の
方
が
馴
染
み
易
く
、
名
称
と
し
て
は
適
当
で 

あ
る
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。 

           

平
成
十
五
年
九
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