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『
地
域
が
誇
る
陶
芸
文
化
を
、

　
　

若
い
世
代
に
受
け
継
い
で
も
ら
い
た
い
』

　

古
高
取
を
伝
え
る
会
も
発
足
し
て
３
年
が

経
過
、
会
員
相
互
、
励
ま
し
合
い
、
そ
の
思

い
が
地
道
な
運
動
を
支
え
て
い
る
。

　

四
〇
〇
年
前
の
陶
工
達
の
生
き
ざ
ま
は
現

代
の
私
た
ち
に
何
を
訴
え
て
い
る
の
か
、
私

た
ち
は
、
何
を
学
び
と
れ
ば
よ
い
の
か
。

　

古
高
取
の
歴
史
的
、
文
化
的
価
値
を
再
度
、

た
し
か
め
あ
う
時
期
に
来
た
の
で
は
な
い
か
。

そ
れ
は
、
私
た
ち
会
の
今
後
の
活
動
内
容
に

も
大
き
く
か
か
わ
る
問
題
で
あ
る
。

　

九
月
二
十
八
日
か
ら
直
方
谷
尾
美
術
館
で

直
方
の
宝
「
古
高
取
展
」
が
開
催
さ
れ
る
。

あ
ら
た
め
て
、
古
高
取
の
原
点
を
そ
れ
ぞ
れ

が
、
た
し
か
め
あ
う
、
大
き
な
催
し
で
あ
る
。

会
員
一
人
一
人
が
力
を
あ
わ
せ
、
そ
の
成
功

に
向
け
努
力
が
必
要
で
あ
る
。
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古
高
取
を
直
方
市
の
歴
史
的
財
産
と

し
て
、
そ
の
魅
力
や
知
識
を
高
め
、
古

高
取
を
誇
れ
る
子
ど
も
た
ち
が
育
っ
て

い
く
活
動
の
場
と
し
て
焼
物
教
室
を
、

市
内
十
一
校
の
小
学
校
六
年
生
を
対
象

に
開
催
し
て
き
ま
し
た
。
年
間
の
実
践

を
各
校
が
計
画
し
、
そ
の
計
画
実
践
に

従
っ
て「
古
高
取
を
伝
え
る
会
」の
学
習

の
時
間
と
事
前
の
指
導
が
実
践
さ
れ
て

い
る
こ
と
は
、
大
変
な
進
歩
で
あ
る
と

思
わ
れ
ま
す
。

　

実
際
の
焼
物
教
室
の
会
員
の
指
導
の

場
に
お
い
て
は
、
古
高
取
に
つ
い
て
の

資
料
を
基
に
一
節
一
節
を
子
ど
も
た
ち

の
読
者
を
替
え
て
の
音
読
を
と
お
し
て

高
取
焼
の
概
略
を
理
解
さ
せ
る
と
と
も

に
、
直
方
の
内
ヶ
磯
の
高
取
焼
の
窯
で

発
掘
さ
れ
た
陶
器
類
や
そ
の
破
片
を
見

せ
、
ま
た
手
に
触
れ
さ
せ
る
こ
と
に
よ

り
、
一
層
の
理
解
を
深
め
さ
せ
る
機
会

を
与
え
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
今
ま
で
の

実
践
の
過
程
で
「
直
方
の
宝
」
と
言
う
べ

き
高
取
焼
を
多
く
の
方
々
に
理
解
し
て

欲
し
い
と
い
う
願
い
を
こ
め
て
い
ま
す

が
、
子
ど
も
た
ち
に
素
晴
ら
し
い
興
味

や
関
心
を
抱
い
て
い
る
姿
が
見
ら
れ
、

輝
き
は
じ
め
た
子
ど
も
た
ち
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元 
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真
剣
に
焼
物
作
成
に
努
め
て
い
る
そ
の

姿
に
は
感
動
さ
せ
ら
れ
、
大
変
な
喜
び

を
感
じ
て
い
ま
す
。

　

ま
た
学
校
に
お
い
て
は
、
自
作
の
丹

精
こ
め
て
作
ら
れ
た
お
茶
碗
で
お
茶
会

を
開
き
、
日
本
の
伝
統
文
化
の
体
験
は

大
変
有
意
義
な
催
し
で
あ
り
、
焼
物
作

り
へ
の
意
欲
が
感
じ
ら
れ
ま
す
。

　

地
域
に
お
い
て
の
焼
物
教
室
は
、年
々

実
践
意
欲
が
感
じ
ら
れ
る
状
態
で
あ
り

ま
す
が
、
充
実
し
た
焼
物
教
室
の
発
展

を
考
え
る
と
、
現
状
で
は
会
員
不
足
が

今
後
の
課
題
と
な
り
そ
う
な
思
い
が
し

ま
す
。

　

今
ま
で
の
焼
物
教
室
の
活
動
の
主
体

者
で
「
古
高
取
を
伝
え
る
会
」の
指
導
者

で
も
あ
る
小
山
亘
氏
は
、古
高
取
内
ヶ
磯

窯
で
発
掘
さ
れ
た
茶
器
と
出
会
っ
て
か

ら
、古
高
取
の
研
究
を
始
め
ら
れ
、福
岡

県
で
も
有
名
な
研
究
者
と
し
て
現
在
に

至
っ
て
お
ら
れ
ま
す
。

　

焼
物
教
室
の
指
導
に
あ
た
っ
て
は
、

発
掘
さ
れ
た
陶
器
や
破
片
、
そ
の
他
参

考
資
料
を
持
参
さ
れ
、
子
ど
も
た
ち
や

一
般
の
方
々
に
対
し
て
、
常
に
笑
顔
で

理
解
し
や
す
い
言
葉
で
指
導
さ
れ
、

「
古
高
取
を
伝
え
る
会
」
の
発
展
の
た

め
に
ご
尽
力
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
心
か

ら
感
謝
し
て
い
ま
す
。

　

個
人
作
品
の
高
台
の
削
り
作
業
か
ら

素
焼
き
、
釉
薬
を
か
け
、
本
焼
き
と
陶

芸
の
工
程
の
中
で
陶
器
の
魅
力
を
生
か

す
一
番
大
切
な
作
業
で
あ
り
、一
生
懸
命

作
り
上
げ
た
作
品
が
良
く
も
悪
く
も
、

窯
た
き
で
決
ま
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
そ

の
気
遣
い
を
し
な
が
ら
窯
た
き
に
努
力

さ
れ
て
い
る
能
間
会
長
に
敬
意
を
表
す

と
と
も
に
感
謝
し
て
い
ま
す
。

　

最
後
に
、
次
代
を
担
う
子
ど
も
た
ち

に
歴
史
的
財
産
、
日
本
の
伝
統
文
化
を

伝
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
日
本
の
心
を

知
ら
し
め
て
い
く
こ
と
も
私
ど
も
の
使

命
な
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
教
室
で
の

子
ど
も
た
ち
の
目
を
見
て
い
ま
す
と
、

徐
々
に
興
味
を
持
ち
は
じ
め
、
輝
き

は
じ
め
た
よ
う
に
感
じ
ま
し
た
。
こ
の

よ
う
な
経
験
を
と
お
し
て
学
ん
だ
こ
と

を
将
来
に
生
か
せ
て
く
れ
れ
ば
と
願
っ

て
や
み
ま
せ
ん
。

古
高
取
の
魅
力
を
伝
え
る

　

以
前
よ
り
、
内
ヶ
磯
窯
で
焼
か
れ
た

茶
陶
を
眺
め
て
い
る
と
、
そ
の
窯
の
主

役
は
李
八
山
ら
朝
鮮
人
陶
工
で
は
な
く

日
本
人
陶
工
で
は
な
い
か
と
思
っ
て
い

た
。

　

そ
こ
で
焼
か
れ
た
茶
陶
の
特
徴
は
、

「
あ
そ
び
心
」
満
点
の
自
由
奔
放
さ
で

あ
る
、
そ
れ
は
京
の
空
気
を
知
り
且
つ

茶
の
湯
を
知
る
人
物
で
な
け
れ
ば
表
現

す
る
こ
と
は
出
来
な
い
。

　

当
時
の
日
本
と
李
朝
に
は
次
の
よ
う

な
違
い
が
あ
っ
た
。

四
百
年
前
を
想
う
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来
へ
と
つ
な
ぎ
、
さ
ら
に
地
域
お
こ
し

に
生
か
す
た
め
に
は
そ
れ
な
り
の
知
恵

と
工
夫
が
必
要
で
あ
る
。

　

私
は
い
ま
紙
芝
居
を
と
お
し
て
子
供

た
ち
と
の
ふ
れ
合
い
の
な
か
で
、
彼
等

の
目
線
に
発
信
で
き
る
手
作
り
の
題
材

を
模
索
し
て
い
る
。

　

子
供
た
ち
の
心
の
琴
線
に
触
れ
、
ふ

る
さ
と
を
い
つ
く
し
む
伝
承
文
化
は
何

か
、
を
考
え
て
い
る
。

　

郷
土
を
愛
す
る
者
の
一
人
と
し
て
、

次
世
代
へ
残
せ
る
歴
史
遺
産
に
あ
ら
た

に
付
加
価
値
を
与
え
よ
う
と
す
る
と
き

に
、「
古
高
取
を
伝
え
る
会
」
の
伝
承
の

系
譜
は
地
域
お
こ
し
の
か
な
め
で
は
な

か
ろ
う
か
。

　

い
ず
れ
の
郷
土
に
あ
っ
て
も
、
伝
承

文
化
と
い
わ
れ
る
よ
う
な
故
事
来
歴
、

昔
ば
な
し
の
一
つ
や
二
つ
は
あ
る
も
の

だ
。

　

な
か
で
も
子
供
た
ち
に
と
っ
て
教
育

効
果
が
高
く
、
未
来
へ
の
夢
を
語
れ
る

よ
う
な
伝
承
の
構
図
は
い
わ
ゆ
る
語
り

部
の
得
意
と
す
る
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。

　

古
高
取
遺
跡
は
福
智
山
の
自
然
愛
に

よ
っ
て
育
く
ま
れ
た
郷
土
の
誇
る
べ
き

文
化
遺
産
で
あ
り
、
文
化
財
と
し
て
の

価
値
に
加
え
、
郷
土
回
帰
プ
ロ
ジ
ェ
ク

ト
の
一
つ
の
象
徴
と
も
言
え
よ
う
。

　

と
こ
ろ
で
、
伝
承
の
技
法
は
種
々
あ

る
に
し
て
も
歴
史
的
認
識
を
忠
実
に
未

中
洛
外
図
屏
風
に
於
い
て
も
同
じ
で
あ

り
、
た
と
え
日
本
の
中
心
地
だ
と
し
て

も
、
そ
の
姿
は
豊
か
で
自
由
な
社
会
が

存
在
し
た
証
で
あ
ろ
う
。

　

一
方
、
李
朝
で
は
男
女
と
も
上
下
白

一
色
で
庶
民
が
衣
装
を
楽
し
む
こ
と
な

ど
出
来
な
か
っ
た
社
会
で
あ
る
。

　

陶
芸
の
面
で
は
、
日
本
で
は
土
灰
釉

の
他
、
鉄
や
銅
の
鉱
物
釉
な
ど
多
彩
な

釉
薬
を
使
っ
て
い
る
が
、
李
朝
で
は
井

土
茶
碗
や
熊
川
茶
碗
の
様
に
土
灰
釉
を

使
っ
た
も
の
が
中
心
で
あ
る
。
そ
の
他
、

内
ヶ
磯
窯
の
形
状
、
使
わ
れ
て
い
る
轆

轤
、
手
印
を
入
れ
る
習
慣
な
ど
は
日
本

特
有
の
も
の
で
あ
る
。

　

ま
た
李
八
山
個
人
に
つ
い
て
云
う
と

蟄
居
中
の
山
田
窯
で
焼
い
た
と
さ
れ
る

茶
碗
は
内
ヶ
磯
の
窯
で
焼
か
れ
た
茶
陶

と
明
ら
か
に
雰
囲
気
が
違
う
。
さ
ら
に

李
八
山
父
子
が
京
に
上
り
小
堀
遠
州
の

指
導
を
受
け
た
の
は
白
旗
山
窯
に
移
っ

て
か
ら
の
事
で
あ
る
。

　

内
ヶ
磯
窯
で
焼
か
れ
た
茶
陶
の
テ
ー

マ
は
「
あ
そ
び
心
」
で
あ
る
、
そ
れ
を

器
に
込
め
る
に
は
長
年
日
本
に
住
み
、

日
本
の
文
化
を
十
分
に
理
解
し
て
い
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

李
八
山
ら
朝
鮮
人
陶
工
が
日
本
の
文

化
に
馴
染
み
活
躍
す
る
よ
う
に
な
っ
た

の
は
も
っ
と
後
の
時
代
と
考
え
る
の
が

自
然
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

現
在
、
日
本
語
は
日
常
用
語
、
十
四
万

語
に
及
ん
で
い
る
、
「
大
辞
典
」
に
よ

れ
ば
方
言
、
古
代
語
、
帰
化
語
、
敬
語
、

謙
譲
語
等
を
含
め
る
と
七
十
二
万
語
に

及
ぶ
と
さ
れ
て
い
る
。

　

古
来
よ
り
日
本
人
は
世
界
一
多
く
の

語
彙
を
持
つ
民
族
と
云
わ
れ
、
そ
の
感

性
の
豊
さ
が
日
本
の
文
化
の
奥
深
さ
や

多
面
性
を
生
ん
で
き
た
。

　

ま
た
当
時
に
お
い
て
も
、
多
く
の
日

本
人
が
文
物
に
親
し
み
庶
民
で
も
茶
の

湯
を
楽
し
む
事
が
出
来
た
。

　

一
方
、
李
朝
で
は
ハ
ン
グ
ル
は
卑
し

い
文
字
と
さ
れ
両
班
や
一
部
の
者
は
漢

文
を
使
用
し
庶
民
と
上
層
階
級
に
は
文

化
的
断
層
が
あ
っ
た
、
ま
た
識
字
率
に

於
い
て
も
日
本
と
相
当
の
違
い
が
あ
っ

た
。

　

日
本
人
陶
工
の
地
位
は
と
云
う
と
信

長
や
秀
吉
の
政
策
で
瀬
戸
六
作
や
織
部

六
作
の
よ
う
に
国
内
を
自
由
に
往
来
で

き
る
権
利
を
与
え
ら
れ
た
陶
工
達
が
い

た
。

　

李
朝
の
陶
工
は
移
動
の
自
由
も
認
め

ら
れ
ず
、
利
益
を
得
る
卑
し
い
行
為
を

す
る
者
と
し
て
最
下
層
の
立
場
に
あ
っ

た
。

　

十
六
世
紀
初
期
に
描
か
れ
た
洛
中
洛

外
図
屏
風
「
島
根
県
立
美
術
館
」
蔵
で

は
、
庶
民
が
老
若
男
女
を
問
わ
ず
大
胆

な
柄
で
色
彩
豊
か
な
衣
装
を
身
に
纏
い

洛
中
見
物
を
楽
し
ん
で
い
る
。
他
の
洛

　

伝
承
の
系
譜
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「
第
三
回
」

<

平
成
二
十
二
年
六
月
十
一
日
（
金
）>

 

場
所
：
直
方
南
小
学
校

「
第
四
回
」

<

平
成
二
十
二
年
六
月
二
十
二
日
（
火
）>
 

場
所
：
直
方
東
小
学
校

　

今
年
度
の
子
供
焼
物
教
室
は
、
前
期
、

７
校
が
終
了
し
ま
し
た
。
各
小
学
校
の

６
年
生
の
全
児
童
と
教
師
た
ち
、
日
曜

参
観
日
で
は
、
保
護
者
の
方
も
参
加
し
、

に
ぎ
や
か
で
、
和
気
あ
い
あ
い
の
授
業

と
な
り
ま
し
た
。

　

作
品
製
作
中
に
と
て
も
ヒ
ビ
が
入
り

や
す
く
、
大
変
苦
労
し
て
い
ま
し
た
が
、

ど
の
子
も
集
中
し
て
取
り
組
む
姿
勢
に
、

い
つ
も
感
動
し
て
い
ま
す
。

　

今
年
は
、
自
分
の
作
っ
た
作
品
で
、

是
非
、
お
茶
会
を
し
て
欲
し
い
と
思
い

ま
す
。
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活
動
の
記
録

●
子
供
焼
物
教
室

　

前
期（
平
成
二
十
二
年
五
月
～
七
月
）

「
第
一
回
」

<

平
成
二
十
二
年
五
月
三
十
日
（
日
）>

 

場
所
：
新
入
小
学
校

「
第
二
回
」

<

平
成
二
十
二
年
六
月
四
日
（
金
）>

 

場
所
：
直
方
西
小
学
校

　

平
成
二
十
一
年
度
に
継
続
し
て
、
本

年
も
研
修
講
座
を
実
施
し
ま
す
。
昨
年

は
「
高
取
八
山
と
高
取
焼
に
つ
い
て
」

文
献
と
内
ヶ
磯
窯
の
陶
片
を
と
お
し
て

の
講
義
を
、
文
献
と
現
物
を
中
心
に
行

っ
て
き
ま
し
た
。

　

こ
の
講
座
の
結
論
は
、
内
ヶ
磯
窯
の

大
き
さ
や
規
模
か
ら
福
岡
藩
の
藩
営
の

大
工
場
で
、
朝
鮮
陶
工
の
高
取
八
山
一

党
で
は
藩
は
心
も
と
な
い
た
め
、
唐
津

寺
沢
家
か
ら
の
五
十
嵐
次
左
衛
門
に
代

表
さ
れ
る
一
党
、
そ
れ
に
文
献
に
現
れ

な
い
京
の
や
き
も
の
屋
の
京
陶
工
の
一

郡
の
渡
り
陶
工
の
介
在
が
見
え
隠
れ
し

て
い
る
。

　

内
ヶ
磯
窯
が
開
窯
し
た
の
が
、
慶
長

十
九
年（
一
六
一
四
）に
火
入
れ
を
行
っ
た

わ
け
で
、
開
窯
当
時
は
い
わ
ゆ
る
古
田

織
部
好
み
の
沓
形
茶
碗
・
向
付
・
皿
・

水
指
・
花
生
等
の
茶
道
具
と
庶
民
の
た

め
の
日
常
の
器
を
生
産
焼
成
し
た
も
の

で
、
発
掘
調
査
で
の
検
出
遺
物
か
ら
も

理
解
で
き
る
。

　

現
在
京
阪
地
区
の
消
費
地
の
発
掘
調

<

平
成
二
十
二
年
七
月
三
日(

土)

　
　
　
　

～
十
一
月
二
十
七
日
（
土
）>

 

場
所
：
直
方
中
央
公
民
館
、
他

●
高
取
焼
基
礎
研
修
講
座
に
つ
い
て

「
第
五
回
」

<

平
成
二
十
二
年
六
月
二
十
五
日(

金)
>

 

場
所
：
直
方
北
小
学
校

「
第
六
回
」

<

平
成
二
十
二
年
六
月
二
十
七
日(

日)
>

 

場
所
：
上
頓
野
小
学
校

「
第
七
回
」

<

平
成
二
十
二
年
七
月
九
日(

金)
>

 

場
所
：
植
木
小
学
校
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査
で
、
多
く
の
内
ヶ
磯
製
の
高
取
焼
が

検
出
さ
れ
て
い
る
。
京
三
条
の
や
き
も

の
屋
町
の
有
来
新
兵
衛
邸
や
中
之
町
遺

跡
等
か
ら
高
取
焼
・
唐
津
焼
の
九
州
の

製
品
が
一
割
以
上
出
土
し
て
い
る
し
、

秀
吉
が
築
城
し
た
大
阪
城
遺
跡
の
落
城

の
灰
層
の
下
の
層
か
ら
高
取
・
唐
津
焼

が
検
出
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
堺
の
市
街

の
消
費
地
遺
跡
か
ら
も
検
出
さ
れ
て
い

る
。

　

こ
れ
ら
の
内
ヶ
磯
製
の
製
品
を
動
か

し
た
の
は
、
島
井
宗
室
・
神
屋
宗
湛
等

の
博
多
商
人
と
京
三
条
界
隈
の
京
商
人

達
で
あ
っ
た
こ
と
が
理
解
で
き
る
。

　

内
ヶ
磯
製
の
織
部
好
み
の
今
ヤ
キ
と

称
す
る
茶
道
具
や
日
常
雑
器
等
が
畿
内

で
検
出
さ
れ
て
い
る
。

　

そ
の
た
め
に
、
神
屋
宗
湛
が
書
い
た

『
神
屋
宗
湛
日
記
』
を
中
心
に
茶
会
記

と
古
田
織
部
と
の
関
係
を
求
め
て
み
る

こ
と
に
本
年
の
研
修
講
座
と
し
た
。

　

第
一
回
よ
り
第
三
回
は
終
了
し
た
が
、

あ
と
第
四
回
よ
り
第
六
回
が
残
っ
て
い

る
の
で
、
是
非
参
加
し
て
く
だ
さ
い
。

第
一
回 

七
月
三
日
『
神
屋
宗
湛
日
記
』

　

天
正
十
五
年 

唐
津
か
ら
上
洛（
北
野

　

茶
会
）
に
参
加
の
為

第
二
回 

七
月
二
十
四
日

 

『
神
屋
宗
湛
日
記
』

　

天
正
十
五
年
十
月
十
二
日　

古
田
織
部

　

の
茶
会
記
録

　

慶
長
四
年
二
月
二
十
六
日　

古
田
織
部

　

の
茶
会
記
録

第
三
回 

八
月
二
十
八
日

 

『
神
屋
宗
湛
日
記
』

　

慶
長
十
年
六
月
朔
日　

古
田
織
部
の

　

茶
会
記
録

第
四
回 

九
月
二
十
五
日（
土
）
十
三
時
～

 

『
神
屋
宗
湛
日
記
』

　

慶
長
十
一
年
九
月
廿
一
日　

古
田
織
部

　

の
茶
会
記
録

第
五
回 

十
月
二
十
三
日（
土
）
十
三
時
～

 

『
神
屋
宗
湛
日
記
』
の
ま
と
め

　

宗
湛
か
ら
見
た
信
長
・
秀
吉
・
黒
田
家

第
六
回 

十
一
月
（
調
整
中
）

　

「
神
屋
宗
湛
の
遺
跡
を
訪
ね
て
歩
く
」

　
　

※

博
多
駅
集
合

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

副
島 

邦
弘

　

直
方
市
賑
わ
い
ま
ち
づ
く
り
協
議
会

「
食
の
発
掘
」
部
会
の
イ
ベ
ン
ト
に
参
加

し
ま
し
た
。

[

ゆ
う
や
け]

の
焼
ス
パ
ご
存
知
で
す
か
？

古
高
取
の
様
に
四
〇
〇
年
前
の
話
で
は

な
く
、つ
い
十
五
年
前
ま
で
古
町[

田
中

茶
舗]

の
近
く
に
あ
っ
た
そ
う
で
す
。

　

こ
の「
焼
ス
パ
」
を
ご
当
地
Ｂ
級
グ
ル
メ

と
し
て
将
来
的
に
は
全
国
展
開
ま
で
と

大
き
な
目
標
を
持
ち
試
作
を
重
ね
て
、

酷
暑
の
八
月
七
日
（
土
）
百
道
浜
の
Ｔ
Ｎ

Ｃ
祭
り
と
鞍
手
高
校
「
鞍
稜
祭
」
に
て
デ

ビ
ュ
ー
し
ま
し
た
。

　

各
一
〇
〇
食
を
無
料
提
供
し
ア
ン
ケ

ー
ト
を
い
た
だ
く
と
言
う
こ
と
で
し
た
。

　

ほ
と
ん
ど
の
人
が
「
な
つ
か
し
い
味
」

「
お
母
さ
ん
が
作
っ
て
く
れ
た
味
」
と

う
れ
し
い
回
答
で
し
た
。

　

今
後
の
活
動
と
し
て
は
、
イ
ベ
ン
ト
の

結
果
を
ふ
ま
え
「
直
方
の
焼
ス
パ
」
で

町
を
ア
ピ
ー
ル
す
る
。

　

と
こ
ろ
で
焼
ス
パ
っ
て
何
？

材
料
（
ス
パ
ゲ
ッ
テ
ィ
、
豚
肉
、
キ
ャ
ベ

ツ
、
玉
ね
ぎ
）
を
ケ
チ
ャ
ッ
プ
味
（
醤
油
、

ソ
ー
ス
）
で
焼
仕
上
げ
た
も
の
。

　

こ
れ
か
ら
は
い
ろ
ん
な
所
で
焼
ス
パ

<

平
成
二
十
二
年
八
月
七
日（
土
）>

 

場
所
：
福
岡
市
百
道
浜
、
他

●
「
直
方
の
焼
ス
パ
」
デ
ビ
ュ
ー
！

　

（
直
方
市
賑
わ
い
ま
ち
づ
く
り
協
議
会
）　

を
口
に
す
る
機
会
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。

ご
期
待
を
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

末
松
登
志
子

な
ん
で
も
掲
示
板

　

平
成
二
十
二
年
五
月
二
日（
日
）
、直
方

市
須
崎
町
公
園
で
行
わ
れ
た
「
須
崎
町

公
園
ス
テ
ー
ジ
」
で
古
高
取
の
パ
ネ
ル

展
示
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

●
須
崎
町
公
園
ス
テ
ー
ジ
で
パ
ネ
ル

　

展
示
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「
古
高
取
通
信
」
会
報
・
Ｎ
Ｏ
７

　

<

発
行>

　
　

古
高
取
を
伝
え
る
会

　

<

発
行
日>

　
　

平
成
二
十
二
年
九
月
十
四
日

　

<

現
在
の
会
員
数>

　
　

正
会
員　

 

七
十
六
名

　
　

賛
助
会
員 

十
四
名
（
十
九
口
）

　
　
　
　

団
体 

二
団
体
（
三
口
）

　

<

マ
イ
茶
碗
の
数>

　
　

３
７
６
１
個

　

<

事
務
局>

　
　

〒
八
二
二-

〇
〇
二
六

　
　

福
岡
県
直
方
市
津
田
町
七-

十
四

　
　

Ｔ
Ｅ
Ｌ 

〇
九
四
九(

二
三)

一
一
三
一

<

編
集
後
記>

　

九
月
に
入
っ
て
も
暑
い
毎
日
が
続

い
て
い
ま
す
が
、
九
月
は
、
直
方
の

宝
「
古
高
取
」
展
の
準
備
や
会
報
の

発
行
、
古
高
取
標
識
作
成
の
準
備
等

広
報
部
会
の
活
動
も
盛
り
沢
山
で
す
。

暑
さ
に
負
け
な
い
よ
う
頑
張
ろ
う
と

思
い
ま
す
。
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
充
実

や
古
高
取
の
魅
力
発
信
の
た
め
に
は
、

ま
だ
沢
山
や
る
こ
と
が
あ
る
と
思
い

ま
す
。
皆
様
の
益
々
の
ご
協
力
を
お

願
い
致
し
ま
す
。
ア
イ
デ
ア
等
も
ど

う
ぞ
お
聞
か
せ
く
だ
さ
い
。
み
ん
な

で
頑
張
り
ま
し
ょ
う
。

<掲載内容募集> 「古高取」の魅力を発信するためのイベント情報など募集しています。

写真は前回の「古高取」展の様子

　　　　　　　　　　　　　　　　　いよいよはじまる！
　　　　　　　　直方の宝「古高取」展  [９月２８日（火）～１０月３日（日）]

　高取焼発祥の地・直方市の宅間・内ヶ磯の窯で焼かれた高取焼は「古高取」と呼ばれ、陶磁史の中でも極
めて重要な位置を占めています。
　「古高取を伝える会」はこの「古高取」の魅力を地域社会への発信・啓発活動を行うこと、次世代に伝承
していくこと、およびこれらの活動を通し、直方のまちづくりに貢献していくことを目的として、
平成２０年４月１日から活動を開始しました。現在は理事会を軸に、焼物教室部会・広報部会・学習
部会等様々な活動を行なっています。
　当会では直方谷尾美術館にてわずか一週間足らずの期間ではありますが、活動の足跡を多くの方に
知っていただくことも啓発活動の一つと考え、実行委員会を立ち上げ、直方の宝「古高取展」と銘うった
催しを開催する運びとなりました。
　直方谷尾美術館での催しは二度目です。今回は当会発足当初から続けている直方市内の小学校六年生
を対象にしたマイ茶碗製作体験学習や平成２１年度、５回のシリーズで行った勉強会の内容、そして、紅葉
ウォーキングなど楽しいイベントを含めこれまでの活動の内容を様々な形で盛りだくさんに紹介してみる
ことになりました。
　１０月２日（土）１１時からは直方歳時館子供茶道教室の子供達による呈茶や、午後１時３０分からは
学習部会が担当して行なう「古高取問答―なんでも質問箱に答える」を計画しています。そして翌３日（日）
には直方で採取した粘土で作品を作る焼物教室を開催します。
　焼物教室は午前と午後それぞれ２５名づつ、材料費・作品焼成費の実費は負担していただきます。
先着順に受付させていただきますので、「古高取を伝える会」にお早めに直接お申込みください。
　この催しの中でお勧めしたいのは、直方所在の
内ヶ磯窯跡出土品の代表的なものと比較対比できる
類似の伝世品を併せて展示させていただいている点
です。さらに出土品から見えてきた内ヶ磯窯や「織部
好み」の茶陶器などの製作者に関わりのある作品等
の情報など新しい展示を心がけています。
また視覚から実感していただこうと様々な工夫を凝
らしていますので、一人でも多くの方にご観覧いただ
ければ幸いです。
お誘い合わせのうえご来場いただけることを願って
います。　　　　　　　　　　（展覧会実行委員長）




