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歴
史
的
資
産
、
祭
り
、
伝
統
的
工
芸
品
。

歳
月
を
経
て
大
切
に
受
け
継
が
れ
て
き
た

ま
ち
の
誇
り
を
広
く
知
ら
し
め
る
こ
と
で
、

唐
津
市
は
さ
ら
な
る
前
進
を
は
か
る
。

写
真 

野
瀬
勝
一

取
材
・
文 

山
内
史
子

地域の底力 佐賀県唐津市

今
、
あ
ら
た
め
て

ふ
る
さ
と
を
誇
り

魅
力
を
発
信
す
る

佐
賀
県
唐
津
市

唐津市のまちなかに建つ「旧唐津銀行 辰野金吾記念館」。
1997 年まで佐賀銀行唐津支店として営業が行われた後、市に
寄贈された。日本銀行本店本館ほか全国に残る洋風近代建築の
設計を担った、地元出身の建築家辰野金吾が監修したもの。
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唐
津
市
に
あ
る
多
彩
な
資
産
を 

あ
ら
た
め
て
発
信
し
て
い
く

　

佐
賀
県
北
西
部
に
位
置
し
、
福
岡
県

に
隣
接
す
る
唐
津
市
は
、
県
内
で
は

佐
賀
市
に
次
い
で
二
番
目
に
多
い
約

一
二
万
二
〇
〇
〇
人
の
人
口
を
有
す

る
。
こ
の
地
の
歴
史
は
古
く
、
縄
文
時

代
の
遺
跡
で
日
本
最
古
の
水す

い
と
う稲

耕
作

跡
「
菜な

畑
ば
た
け

遺
跡
」
も
発
掘
さ
れ
て
い

る
。
ま
た
「
魏ぎ

し志
倭わ

人じ
ん

伝
」
に
記
さ
れ

た
弥や

よ
い生

時
代
の
末ま

つ
盧ら

国こ
く

で
は
な
い
か
と

も
い
わ
れ
る
。

　

唐
津
市
一
帯
は
、
朝
鮮
半
島
に
近
い

九
州
北
西
端
と
い
う
地
域
ゆ
え
、
古
い
に
し
えか

ら
文
化
や
人
が
渡
っ
て
く
る
日
本
の
玄

関
口
、
そ
し
て
交
易
の
拠
点
で
も
あ
っ

た
。
数
多
く
の
歴
史
舞
台
に
登
場
し
た

が
、
中
で
も
文ぶ

ん
ろ
く禄

元
年
（
一
五
九
二
）

に
始
ま
っ
た
文
禄
・
慶
長
の
役
で
は
日

本
の
政
治
・
経
済
の
中
心
と
な
っ
た
。

　
「
朝
鮮
半
島
へ
の
出
兵
基
地
と
し
て

豊と
よ
と
み臣

秀
吉
が
名な

ご

や
護
屋
城
を
築
き
、
そ
の

命
の
も
と
に
集
結
し
た
お
よ
そ
一
四
〇

の
諸
大
名
が
陣
屋
を
構
え
ま
し
た
。
七

年
ほ
ど
の
短
い
期
間
で
は
あ
り
ま
し
た

が
、
唐
津
に
は
約
二
〇
万
人
が
集
ま
る

大
都
市
が
で
き
た
ん
で
す
」　　

　

そ
う
語
る
の
は
、
二
○
一
七
年
か
ら

唐
津
市
長
を
務
め
る
峰
達た

つ
ろ
う郎

氏
だ
。
名

護
屋
城
跡
を
中
心
に
二
三
カ
所
の
陣
跡

が
国
の
特
別
史
跡
に
指
定
さ
れ
、
徳
川

家
康
、
加
藤
清き
よ
ま
さ正
、
黒
田
長な

が
ま
さ政
な
ど
歴

史
好
き
の
心
を
く
す
ぐ
る
そ
う
そ
う
た

る
武
将
た
ち
が
陣
屋
の
主
と
し
て
名
を

連
ね
る
。

　

加
え
て
、
豊
臣
秀
吉
に
よ
っ
て
当
地

に
封
ぜ
ら
れ
て
い
た
寺て

ら
ざ
わ
ひ
ろ
た
か

沢
広
高
が
、
慶

長
七
年
（
一
六
○
二
） 

か
ら
七
年
の
歳

月
を
か
け
て
唐
津
城
を
築
城
。
そ
の
後
、

昭
和
四
十
一
年
（
一
九
六
六
）
に
、
文

化
観
光
施
設
と
し
て
五
層
五
階
の
天
守

閣
が
建
て
ら
れ
、
ま
ち
を
見
下
ろ
し
て

い
る
。

　
「
名
護
屋
城
、
唐
津
城
と
、
秀
吉
ゆ

か
り
の
城
が
二
つ
も
あ
る
。
大
き
な
歴

史
的
資
産
で
す
。
秀
吉
が
遺
し
た
の
は

城
だ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
兵
の
鼓
舞

と
戦
没
者
の
供
養
の
た
め
に
当
時
お
こ

な
わ
れ
た
綱
引
き
が
、
今
も
『
呼よ

ぶ
こ子

大お
お

綱つ
な
ひ
き引
』
と
い
う
祭
り
と
し
て
受
け
継
が

れ
て
い
ま
す
」

　

唐
津
の
祭
り
と
い
え
ば
、「
唐
津
く

ん
ち
」
が
も
っ
と
も
知
ら
れ
る
存
在
だ
。

二
〇
一
六
年
に
は
全
国
一
八
府
県
三
三

件
の
祭
礼
行
事
と
と
も
に
、「
山
・
鉾ほ

こ
・

屋
台
行
事
」
と
し
て
ユ
ネ
ス
コ
無
形
文

化
遺
産
に
登
録
さ
れ
た
が
、
峰
氏
に
よ

れ
ば
、
市
内
に
は
唐
津
く
ん
ち
以
外
に

唐津市

● ●

長崎自
動車道

西九
州自
動車
道

からつ にじのまつばら

長崎県

唐津線

小城市

筑肥線

長崎本線

福岡県

佐賀県

九州佐賀国際空港

福岡空港

佐世保線

多久市

武雄市

伊万里市

玄海町

佐賀市

呼子港
名護屋城跡

唐津城

玄界灘

唐津湾

●

●
ありた

いまり
筑
肥
線

めいのはま
●

有田町

長
崎
本
線

●
さが

「今後の観光対策強化のために、隣接する福岡県糸
いとしま

島市
や九州の玄関口である福岡市とともに、九州北部地域の
連携を進めていきたい」と唐津市長の峰達郎氏は話す。

縄文時代晩期から弥生時代中期にわたる水田跡が
発掘された「菜畑遺跡」は、国指定史跡。市街地
近くにあり、水田や竪

たてあな

穴式住居が復元されている。

唐津市北西部の鎮
ちんぜいまち

西町に残る名護屋城跡は、
総面積約 17 ヘクタール。建設当時は大阪城
に次ぐ規模を誇り、周辺約 3 キロメートル圏
内に諸大名の陣屋が築かれた。
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名護屋城の解体資材を利用して築城されたと
いわれる唐津城。現在の天守閣は 1966 年に
天守台跡に建てられた。最上階の 5 階からは、
唐津のまちや唐津湾の景色が一望できる。

玄界灘の波が玄武岩を浸食してできた、唐津の景勝地
のひとつ「七ツ釜」。名称は 7 つの洞窟が並ぶことに
由来し、遊覧船でその洞窟を間近に見ることができる。

唐
津
湾
沿
岸
に
幅
約
五
〇
〇
メ
ー
ト
ル
、
長
さ
約
四
・

五
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
に
わ
た
り
一
〇
〇
万
本
ほ
ど
の
ク

ロ
マ
ツ
の
林
が
広
が
る
虹
の
松
原
は
、
一
七
世
紀
初

頭
に
植
林
が
行
わ
れ
た
。
玄
海
国
定
公
園
の
一
部
。

元日以外の毎日午前中に開催される呼子の朝市。特産品の
イカをはじめとする新鮮な魚介類や干物、野菜などを売る
店が約 200 メートルにわたり並び、観光客でにぎわう。

も
お
よ
そ
一
七
〇
を
数
え
る
祭
り
や
文

化
伝
承
事
業
が
受
け
継
が
れ
て
い
る
と

い
う
。

　
「
二
○
○
五
年
、
○
六
年
に
お
こ
な

わ
れ
た
一
市
六
町
二
村
の
合
併
に
よ

り
、
唐
津
市
だ
け
で
こ
れ
だ
け
多
く
の

文
化
伝
統
を
受
け
継
ぐ
こ
と
に
な
り
ま

し
た
。
た
だ
、
残
念
な
こ
と
に
、
そ
の

ほ
と
ん
ど
は
広
く
知
れ
渡
っ
て
は
い
な

い
ん
で
す
」
と
峰
氏
は
話
す
。

　

こ
う
し
た
歴
史
的
、
文
化
的
資
産
に

加
え
て
、
日
本
三
大
松ま

つ
ば
ら原

に
数
え
ら
れ

る
「
虹に

じ
の
松
原
」
な
ど
の
美
し
い
眺
め
、

呼
子
の
イ
カ
や
佐
賀
牛
を
は
じ
め
と
す

る
山
海
の
美
味
、
さ
ら
に
は
唐
津
焼
も

あ
る
。

　
「『
唐
津
に
何
が
あ
る
と
？
』
と
聞
か

れ
た
と
き
に
、『
何
で
も
あ
る
』
と
言
え

る
だ
け
の
も
の
が
唐
津
に
は
そ
ろ
っ
て

い
る
。
そ
れ
が
故
に
『
唐
津
と
言
え
ば

こ
れ
』
と
い
う
も
の
を
ア
ピ
ー
ル
で
き

て
い
な
か
っ
た
。
市
長
就
任
の
際
、
僕

は
唐
津
の
力
を
伸
ば
す
約
束
を
し
ま
し

た
が
、
そ
の
ひ
と
つ
に
発
信
力
が
あ
り

ま
す
。
唐
津
の
魅
力
を
う
ま
く
発
信
す

れ
ば
、
確
実
に
観
光
に
つ
な
が
る
。
一

度
来
て
い
た
だ
け
れ
ば
、
リ
ピ
ー
タ
ー

に
な
っ
て
く
だ
さ
る
。
そ
う
思
っ
て
い

ま
す
」

　

一
方
で
市
民
に
対
し
て
は
、「
唐
津

プ
ラ
イ
ド
」
と
い
う
テ
ー
マ
を
掲
げ
た
。

　
「
唐
津
は
、
食
や
文
化
面
だ
け
で
な

く
、
気
候
が
温
暖
で
災
害
が
少
な
い
な

ど
、
何
げ
な
く
過
ご
し
て
い
る
日
常
が

実
は
と
て
も
恵
ま
れ
て
い
る
。
唐
津
人

と
し
て
そ
れ
に
気
づ
き
、
誇
り
に
し
、

ふ
る
さ
と
を
世
界
に
Ｐ
Ｒ
し
て
い
き
ま

し
ょ
う
と
い
う
も
の
で
す
」

　

た
だ
、
唐
津
市
も
他
の
地
域
と
同
じ

よ
う
に
人
口
減
少
が
課
題
。
合
併
時
と

比
べ
て
約
一
万
人
減
少
し
、
行
政
も
頭

を
悩
ま
せ
る
。

　
「
戸
数
は
五
万
数
千
で
ほ
ぼ
横
ば
い
。

と
い
う
こ
と
は
、
単
身
世
帯
が
増
え
て

い
る
ん
で
す
ね
。
半
数
近
く
が
高
齢
者
、

と
い
う
地
域
も
あ
る
。
大
き
な
商
業
施

設
や
大
企
業
が
少
な
い
た
め
、
若
い
世

代
は
利
便
性
や
雇
用
を
求
め
て
市
外
に

流
出
す
る
傾
向
に
あ
り
ま
す
」

　

そ
の
打
開
策
と
し
て
市
民
が
集
え
る

環
境
を
つ
く
り
た
い
と
峰
氏
が
力
を
注

ぐ
の
が
、
フ
ァ
ミ
リ
ー
層
が
楽
し
め
る

娯
楽
施
設
の
建
設
だ
。
人
気
を
博
す
る

公
営
競
技
場
の
敷
地
を
活
用
し
、
子
ど

も
た
ち
が
遊
べ
る
ア
ト
ラ
ク
シ
ョ
ン
を

導
入
す
る
計
画
が
進
め
ら
れ
て
い
る
。

　

ま
た
、
こ
れ
ま
で
取
り
組
み
が
遅
れ

て
い
た
企
業
誘
致
に
関
し
て
は
、
化
粧

品
分
野
で
の
産
学
官
連
携
組
織
と
し
て

誕
生
し
た
「
ジ
ャ
パ
ン・コ
ス
メ
テ
ィ
ッ

ク
セ
ン
タ
ー
（
Ｊ
Ｃ
Ｃ
）」
に
期
待
が

か
か
る
。

　
「
二
〇
一
三
年
に
フ
ラ
ン
ス
・
コ
ス

メ
テ
ィ
ッ
ク
バ
レ
ー
と
協
力
連
携
協
定

を
締
結
し
、
Ｊ
Ｃ
Ｃ
を
設
立
し
ま
し
た
。

現
在
は
そ
の
フ
ラ
ン
ス
を
は
じ
め
タ

イ
、
台
湾
、
イ
タ
リ
ア
な
ど
の
コ
ス
メ

テ
ィ
ッ
ク
関
連
企
業
と
連
携
。
二
〇
〇

社
以
上
に
ご
参
加
い
た
だ
き
、
い
く
つ

か
の
企
業
は
す
で
に
唐
津
で
操
業
し
て

い
ま
す
。
こ
う
し
た
動
き
が
地
域
の
雇

用
や
消
費
に
つ
な
が
れ
ば
い
い
。
少
し

ず
つ
で
す
が
、
手
ご
た
え
を
感
じ
は
じ

め
て
い
ま
す
」



唐津曳山取締会総取締の大塚康泰氏は「唐
津はくんちがあるから人のつながりがき
ちんと保たれている」と話す。後ろは大
塚氏が住む京町の曳山「珠取獅子」。全
14 台の曳山は、祭りの時期以外でも唐津
神社近くの「曳山展示場」で見学できる。
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神
事
で
あ
る
祭
り
を
守
り 

子
ど
も
た
ち
に
継
い
で
い
く

　

唐
津
市
の
誇
り
。
そ
の
代
表
格
が
、

唐
津
く
ん
ち
だ
。
文
化
の
日
を
は
さ
む

十
一
月
二
〜
四
日
の
三
日
間
に
わ
た
り

開
催
さ
れ
、
約
五
〇
万
人
の
観
光
客
が

国
内
外
か
ら
訪
れ
る
。

　

と
り
ま
と
め
役
で
あ
る
唐
津
曳ひ

き
や
ま山

取

締
会
の
八
代
目
総
取
締 
大
塚
康や

す
ひ
ろ泰
氏
に

よ
れ
ば
、「
ヤ
マ
」
と
呼
ば
れ
る
曳
山

は
現
在
一
四
台
あ
り
、
一
八
一
九
年
か

ら
七
六
年
に
か
け
て
作
ら
れ
た
も
の
だ

と
い
う
。
曳
山
が
巡
行
す
る
一
四
の
町

の
区
分
け
は
、
江
戸
時
代
か
ら
ほ
と
ん

ど
変
わ
っ
て
い
な
い
。

　
「
唐
津
く
ん
ち
は
、
唐
津
神
社
の
秋

季
例
大
祭
。
唐
津
大
明
神
で
あ
る
住
吉

三
神
は
海
か
ら
来
ら
れ
た
神
様
で
す
の

で
、
年
に
一
度
、
里
に
お
連
れ
し
て
、

一
四
カ
町
を
清
め
る
た
め
に
曳
山
を
曳

く
ん
で
す
。
く
ん
ち
は
単
な
る
フ
ェ
ス

テ
ィ
バ
ル
で
も
遊
び
で
も
な
く
、
神
事

な
ん
で
す
。
こ
の
認
識
を
守
り
続
け
る

こ
と
が
で
き
れ
ば
、
唐
津
く
ん
ち
が
途

絶
え
る
こ
と
は
な
い
と
思
っ
て
い
ま

す
」

　

全
国
的
に
見
れ
ば
、
伝
統
行
事
を
未

来
へ
と
受
け
継
ぐ
人
材
の
確
保
が
課
題

と
な
っ
て
い
る
地
域
が
少
な
く
な
い

が
、
唐
津
で
は
後
継
者
に
事
欠
か
な
い

と
大
塚
氏
は
話
す
。

　

た
と
え
ば
幼
稚
園
、
保
育
園
で
は
、

曳
山
の
名
を
組
み
込
ん
だ
「
手
遊
び
歌
」

の
替
え
歌
が
歌
わ
れ
て
い
る
。
小
学
生

に
な
る
と
、
各
町
内
で
お
こ
な
わ
れ
る

笛
の
練
習
に
参
加
す
る
。

　
「
そ
う
い
う
流
れ
を
経
て
ヤ
マ
に
興

味
を
持
ち
、
自
然
と
唐
津
く
ん
ち
に
参

加
し
た
い
と
思
う
子
ど
も
た
ち
が
増
え

て
く
る
ん
で
す
。
私
た
ち
は
社
会
教
育

の
一
環
を
担
っ
て
い
る
、
と
い
う
意
識

も
強
く
持
っ
て
い
ま
す
。

子
ど
も
た
ち
が
大
き
く

な
っ
て
祭
り
に
参
加
す

れ
ば
、
地
区
の
つ
き
合

い
や
人
間
関
係
を
学
ぶ

こ
と
に
も
つ
な
が
り
ま

す
か
ら
」

　

伝
統
を
守
る
一
方
で
、

大
塚
氏
は
未
来
を
見
据

え
た
新
た
な
取
り
組
み

も
手
が
け
て
き
た
。

　
「
本
筋
は
変
え
て
は
い
け
な
い
。
で

も
、
将
来
の
唐
津
く
ん
ち
の
た
め
に
や

る
べ
き
こ
と
は
や
り
ま
す
よ
。
近
年
、

曳
山
の
修
理
の
た
め
の
材
料
が
不
足
し

て
い
ま
す
。
そ
こ
で
、
県
と
市
か
ら
山

を
借
り
て
二
○
一
八
年
か
ら
ア
カ
ガ
シ

の
植
林
を
始
め
ま
し
た
。
こ
れ
を
利
用

で
き
る
の
は
早
く
て
一
〇
〇
年
先
と
気

が
遠
く
な
る
よ
う
な
話
で
す
が
、
材
料

の
希
少
価
値
が
高
ま
る
な
か
、
今
や
っ

て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
ん
で
す
」

多
く
を
語
ら
ず
と
も
魅
せ
る

唐
津
焼
は
静
か
な
観
光
大
使

　

祭
り
同
様
、
唐
津
の
名
を
冠
し
た
誇

れ
る
も
の
に
、
唐
津
焼
が
あ
る
。
そ
の

歴
史
は
四
二
〇
年
以
上
前
、
安あ

づ
ち土

桃も
も
や
ま山

時
代
に
ま
で
さ
か
の
ぼ
る
と
話
す
の

は
、
中な
か
ざ
と里

太た
ろ
う
え
も
ん

郎
右
衛
門
陶
房
の
十
四
代

中
里
太
郎
右
衛
門
氏
だ
。
代
々
唐
津
藩

の
御
用
焼
き
物
師
を
務
め
て
い
た
中
里

家
に
は
、
初
代
が
一
五
九
六
年
に
焼
き

物
を
手
が
け
た
と
い
う
記
録
が
あ
る
そ

う
だ
。

　
「
唐
津
焼
の
特
徴
は
、
素
朴
で
温
か
い

こ
と
。
貫

か
ん
に
ゅ
う入と

い
う
ひ
び
割
れ
が
で
き

て
、
使
う
う
ち
に
ど
ん
ど
ん
色
が
変
化

し
て
い
く
の
も
魅
力
で
す
。
何
十
年
ど

こ
ろ
か
何
百
年
の
歳
月
を
経
て
も
、
唐

津
焼
は
変
化
し
て
い
く
ん
で
す
」

　

興
味
深
い
の
は
、
明
治
以
降
減
少
し

て
い
た
窯
元
数
が
、
今
で
は
約
七
〇
軒

を
数
え
る
ほ
ど
に
息
を
吹
き
返
し
て
き

た
こ
と
。
な
か
に
は
、
海
外
出
身
の
陶

芸
家
も
い
る
と
か
。

唐津市最大の祭りである唐津くんち。「エンヤ、エンヤ、
ヨイサ、ヨイサ」のかけ声のなか、14 台の曳山が旧城
下町をまわる。右手奥の鳥居は、唐津神社。
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唐津駅前で観光客を迎える
のは、唐津くんちの曳山の
ひとつ「赤獅子」をかたどっ
た像。高さ約 3.5 メートル、
重さ約 2.1 トンと、唐津焼
の像としては最大のものだ。

中里太郎右衛門陶房の十四代中里
太郎右衛門氏は、唐津出身の篠

しのぶえ

笛
奏者佐藤和哉氏や地元の料理人と
も手を組み、唐津と日本の伝統文
化の発信に努めているという。

唐
津
焼
は
上
の
器
の
よ
う
に
侘わ

び
た
趣
を
た
た
え
て
い
る
の
が

特
徴
だ
が
、
中
里
氏
の
作
品
に

は
鮮
や
か
な
ブ
ル
ー
に
彩
ら
れ

た
器
も
見
ら
れ
る
。

　
「
一
般
的
に
伝
統
産
業
の
担
い
手
が

減
り
つ
つ
あ
る
と
聞
き
ま
す
が
、
唐
津

焼
に
関
し
て
は
若
手
を
中
心
に
窯
元
が

増
え
て
い
ま
す
か
ら
、
皆
さ
ん
驚
か
れ

る
ん
で
す
。
唐
津
焼
は
き
ら
び
や
か
さ

が
な
い
反
面
、
渋
い
良
さ
が
あ
る
。
そ

う
し
た
唐
津
焼
特
有
の
趣
が
多
く
の
陶

芸
家
を
ひ
き
つ
け
て
い
る
よ
う
な
気
が

し
ま
す
」

　

一
方
で
、
世
界
的
に
知
ら
れ
る
有
田

焼
と
は
異
な
り
、
唐
津
焼
の
認
知
度
は

国
内
外
と
も
に
ま
だ
ま
だ
低
い
と
中
里

氏
は
語
る
。

　
「
で
す
か
ら
唐
津
焼
を
理
解
し
て
も

ら
う
た
め
に
、
さ
ら
に
は
唐
津
焼
を
通

し
て
日
本
の
伝
統
文
化
を
世
界
に
知
っ

て
も
ら
う
た
め
に
ど
う
す
る
べ
き
か
と

日
々
考
え
て
い
ま
す
」

　

そ
の
課
題
に
対
し
て
中
里
氏
は
海
外

の
イ
ベ
ン
ト
に
積
極
的
に
参
加
し
、
唐

津
の
名
前
を
広
め
る
い
わ
ば
観
光
大
使

と
し
て
活
動
し
て
い
る
。
フ
ラ
ン
ス
、

イ
タ
リ
ア
、
イ
ギ
リ
ス
、
タ
イ
。
い
ず

れ
の
地
で
も
、
披
露
し
た
作
品
は
高
い

評
価
を
受
け
た
と
い
う
。

　
「
器
は
言
葉
を
介
さ
な
く
て
も
、
見

て
感
じ
て
わ
か
っ
て
も
ら
え
る
。
タ
イ

で
『
い
い
焼
き
物
と
は
、
ど
う
い
う
も

の
で
す
か
？
』
と
質
問
を
受
け
た
際
、

『
そ
れ
は
、
人
の
心
を
打
つ
も
の
で
す
』

と
答
え
た
と
こ
ろ
、
ど
よ
め
き
が
起
き

た
ん
で
す
。
唐
津
焼
を
通
じ
て
日
本
人

の
心
を
知
っ
て
も
ら
え
た
の
か
も
し
れ

ま
せ
ん
が
、
そ
う
い
う
反
応
は
逆
に
新

鮮
で
す
ね
」

　

地
元
で
は
、
ほ
か
の
窯
元
と
連
携
し

て
イ
ベ
ン
ト
を
開
催
。
そ
の
ひ
と
つ
、

五
月
の
連
休
中
に
ま
ち
な
か
の
商
店
街

を
利
用
し
て
催
さ
れ
る
「
唐
津
や
き
も

ん
祭
り
」
は
、
八
年
の
歳
月
を
経
て
毎

年
三
万
人
も
の
人
が
訪
れ
る
ほ
ど
人
気

を
博
す
よ
う
に
な
っ
た
。　

　

加
え
て
、
唐
津
焼
の
陶
片
を
模
し
た

唐
津
焼
陶
片
せ
ん
べ
い
を
開
発
す
る
な

ど
、
中
里
氏
は
「
こ
れ
ま
で
の
伝
統
に

な
い
こ
と
に
挑
戦
し
た
い
。
い
ろ
い
ろ

な
つ
な
が
り
で
、
世
界
に
唐
津
焼
を
広

め
た
い
」
と
話
す
。

「
去
華
就
実
」を
守
り
つ
つ 

唐
津
の
未
来
を
思
う

　

唐
津
は
多
く
の
功
績
あ
る
先
人
た
ち

が
生
ま
れ
育
っ
た
地
で
も
あ
る
。
後
に

触
れ
る
建
築
家
の
辰た

つ
野の

金き
ん

吾ご

の
ほ
か
に

も
、
早
稲
田
大
学
学
長
や
早
稲
田
実
業

学
校
の
校
長
を
務
め
た
経
済
学
者
の
天

野
為た
め
ゆ
き之

、
丸
の
内
オ
フ
ィ
ス
街
の
基
礎

を
築
い
た
建
築
家
の
曽そ

ね禰
達た

つ
ぞ
う蔵、

九
州

ほ
か
全
国
の
炭
鉱
開
発
に
力
を
注
い
だ

麻
生
政ま

さ
か
ね包
ら
、
明
治
維
新
後
、
日
本
の

近
代
化
に
影
響
を
及
ぼ
し
た
人
々
を
数

多
く
輩
出
し
た
。
そ
う
語
る
の
は
、
宮み

や

島じ
ま

醤し
ょ
う
ゆ油
株
式
会
社
代
表
取
締
役
社
長
で

唐
津
商
工
会
議
所
会
頭
で
も
あ
る
宮
島

清せ
い
い
ち一
氏
だ
。

　
「
そ
の
理
由
に
は
、
英
語
教
育
を
行

う
洋
学
校
『
耐た

い
こ
う恒
寮
』
が
一
八
七
一
年

に
創
設
さ
れ
た
際
、
後
に
日
本
銀
行
総

裁
や
総
理
大
臣
な
ど
を
歴
任
し
た
高
橋

是こ
れ
き
よ清

が
英
語
教
官
と
し
て
赴
任
し
、
す

ば
ら
し
い
教
育
を
お
こ
な
っ
た
こ
と
が

あ
げ
ら
れ
ま
す
」

　

辰
野
金
吾
も
ま
た
、
こ
の
耐
恒
寮
を

経
て
海
の
向
こ
う
へ
渡
っ
て
い
る
。

　
「
そ
れ
に
も
増
し
て
強
調
し
た
い
の

は
、
江
戸
時
代
を
通
じ
て
唐
津
の
少
年

教
育
が
非
常
に
す
ぐ
れ
て
い
た
と
い
う

こ
と
で
す
。
耐
恒
寮
の
生
徒
た
ち
は
英

語
こ
そ
素
人
で
し
た
が
、
漢
文
の
知
識

に
お
い
て
は
す
ぐ
れ
て
い
た
。
高
橋
是

清
は
学
生
た
ち
に
負
け
な
い
よ
う
、
こ

の
地
で
必
死
に
漢
文
の
勉
強
を
し
て
い

た
そ
う
で
す
」



宮島醤油代表取締役社長の宮島清一
氏。1882 年創業の宮島醤油は現在、
唐津市内事業所の約 400 名を含め
全国で 700 名近い従業員を抱える。

唐津赤レンガの会会長の田中勝氏は、日本国内だけ
でなくフランスにまで赴いて唐津くんちの囃

はや

子
し

のパ
フォーマンスを披露するなど、長年にわたり唐津の観
光面での魅力発信に力を注いできた。
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宮
島
氏
に
よ
れ
ば
、
江
戸
時
代
の
唐

津
は
漢
文
を
は
じ
め
民
間
教
育
が
盛
ん

だ
っ
た
と
か
。
そ
こ
に
は
、
二
七
〇
年

間
に
大
名
家
が
六
代
か
わ
っ
た
歴
史
が

影
響
し
て
い
る
と
い
う
。

　
「
こ
の
地
に
ゆ
か
り
の
薄
い
殿
様
に

対
し
て
忠
誠
心
が
弱
か
っ
た
こ
と
も
あ

り
、
代
々
あ
る
大
庄
屋
が
中
間
管
理
職

と
し
て
大
き
な
役
割
を
果
た
し
て
い
ま

し
た
。
庄
屋
は
業
績
を
上
げ
る
た
め
教

育
や
産
業
の
振
興
を
手
が
け
、
競
い

合
っ
て
民
間
塾
を
つ
く
り
ま
し
た
」

　

ま
た
、
古
く
か
ら
唐
津
は
、
大
陸
、

朝
鮮
半
島
に
向
か
っ
て
開
か
れ
、
当
地

を
詠よ

ん
だ
歌
が
万
葉
集
に
何
十
首
も
見

ら
れ
る
ほ
ど
。
そ
の
唐
津
に
住
む
人
の

気
質
を
、
宮
島
氏
は
こ
う
語
る
。

　
「
郷
土
愛
が
非
常
に
強
い
で
す
ね
。
よ

そ
を
う
ら
や
ま
し
が
る
よ
り
も
、
唐
津

が
一
番
と
思
っ
て
い
る
人
た
ち
が
多
い

と
思
い
ま
す
」

　

宮
島
氏
が
会
頭
を
務
め
る
商
工
会
議

所
の
考
え
も
、
同
様
だ
。

　
「
唐
津
の
良
さ
を
認
識
し
、
そ
れ
を

生
か
し
て
い
く
。
歴
史
と
文
化
の
ま
ち

づ
く
り
を
し
っ
か
り
や
ろ
う
と
い
う
の

が
、
唐
津
の
経
済
界
の
基
本
的
な
ス
タ

ン
ス
で
す
。
住
み
よ
い
、
上
品
な
ま
ち

で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
一
番
大
事
で
、

そ
れ
を
崩
す
必
要
は
な
い
。
観
光
、
と

り
わ
け
イ
ン
バ
ウ
ン
ド
に
関
し
て
は
、

巨
大
な
免
税
店
な
ど
は
あ
り
ま
せ
ん

が
、
焼
き
物
や
景
色
、
食
事
な
ど
を
楽

し
ん
で
い
た
だ
き
た
い
。
そ
う
い
う
路

線
で
い
い
と
思
い
ま
す
」

　

宮
島
醤
油
本
社
の
応
接
室
に
は
、
唐

津
藩
主
の
直
系
で
、
海
軍
中
将
や
宮
中

顧
問
官
を
務
め
た
小
笠
原
長な
が
な
り生
が
、
同

社
創
業
者
七
世
宮
島
傳で

ん
べ
え

兵
衞
に
送
っ
た

書
「
去き

ょ
か華
就し

ゅ
う
じ
つ
実
」
が
社
是
と
し
て
掲
げ

ら
れ
て
い
た
。
こ
の
言
葉
は
、「
表
面
的

な
こ
と
、
華
や
か
な
こ
と
を
捨
て
、
実

質
あ
る
こ
と
に
専
念
せ
よ
」
と
い
う
意

味
だ
が
、
質
実
な
歴
史
的
資
産
を
守
っ

て
き
た
唐
津
の
ま
ち
や
、
侘
び
た
魅
力

を
た
た
え
る
唐
津
焼
を
ほ
う
ふ
つ
と
さ

せ
印
象
深
か
っ
た
。

唐
津
出
身
の
建
築
家 

辰
野
金
吾
の
名
を 

広
め
る
た
め
に

　

歴
史
的
資
産
と
し
て
は
、
一
九
一
二

年
に
竣
工
し
た
「
旧
唐
津
銀
行
」
が
新

た
に
脚
光
を
浴
び
て
い
る
。
県
の
重
要

文
化
財
に
指
定
さ
れ
た
建
物
は
、
前
述

し
た
辰
野
金
吾
が
監
修
し
、
そ
の
弟
子

の
田
中
実
が
設
計
を
手
が
け
た
。
赤
い

れ
ん
が
と
白
い
御
影
石
の
組
み
合
わ
せ

や
屋
根
の
上
に
王
冠
の
よ
う
に
小
塔
や

ド
ー
ム
を
載
せ
る
、「
辰
野
式
」
と
呼

ば
れ
る
独
自
の
様
式
が
見
ら
れ
る
。

　

江
戸
時
代
末
期
に
唐
津
の
下
級
武
士

の
子
と
し
て
生
ま
れ
た
辰
野
金
吾
は
、

イ
ギ
リ
ス
に
留
学
の
後
、
日
本
の
近
代

建
築
の
先
駆
的
存
在
と
し
て
数
多
く
の

洋
風
建
築
を
手
が
け
た
。
日
本
銀
行
本

店
本
館
、
東
京
駅
丸
ノ
内
本
屋
、
大
阪

市
中
央
公
会
堂
、
奈
良
ホ
テ
ル
な
ど
が

今
も
残
る
が
、
辰
野
の
地
元
で
は
そ
の

功
績
を
た
た
え
る
意
識
は
こ
れ
ま
で
薄

か
っ
た
と
話
す
の
は
、「
唐
津
赤
レ
ン

ガ
の
会
」
会
長
の
田
中
勝

ま
さ
る

氏
だ
。

　

佐
賀
銀
行
唐
津
支
店
と
し
て
の
役
割

を
終
え
、
建
物
は
二
○
一
一
年
か
ら
一

般
公
開
さ
れ
て
い
た
が
、
文
化
財
と
し

て
の
旧
唐
津
銀
行
を
よ
り
力
強
く
発
信

す
る
た
め
に
、「
辰
野
金
吾
」
の
名
を
つ

け
た
い
。
そ
の
願
い
を
か
な
え
る
の
に
、

辰
野
金
吾
没
後
一
〇
〇
年
と
な
る
二
○

一
九
年
を
絶
好
の
機
会
と
と
ら
え
、
同

会
で
は
三
一
七
六
名
の
署
名
を
集
め
、

建
物
を
所
有
す
る
唐
津
市
に
働
き
か
け

た
。
尽
力
は
実
り
、
辰
野
金
吾
の
命
日
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「旧唐津銀行 辰野金吾記念館」には、窓口のカウンターほか明治時
代から受け継がれてきた空間が残る。一角には、唐津焼でできた辰
野金吾の胸像も展示されている。

絶景のビューポイントとして知られる標高約 284 メートルの鏡山
から眺めた虹の松原と唐津湾。晴れた日には、海の向こうに壱

い き

岐の
島が見えることもあるという。

明
治
時
代
、
炭
鉱
技
術
者
か
ら
杵き

島し
ま

炭
鉱
の
炭
鉱
主

と
な
っ
た
高た
か
と
り
こ
れ
よ
し

取
伊
好
の
邸
宅
も
ま
た
、
唐
津
市
の
歴

史
的
資
産
の
ひ
と
つ
。
約
二
三
〇
〇
坪
の
敷
地
に
建

つ
屋
敷
に
は
、
能
舞
台
も
備
え
ら
れ
て
い
る
。

に
あ
た
る
三
月
二
十
五
日
、
旧
唐
津
銀

行
は
別
称
を
「
辰
野
金
吾
記
念
館
」
と

す
る
承
認
が
お
り
た
。

　

そ
の
喜
び
を
か
み
し
め
つ
つ
、
唐
津

赤
レ
ン
ガ
の
会
の
発
足
の
き
っ
か
け
と

な
っ
た
一
二
年
前
の
で
き
ご
と
を
田
中

氏
は
振
り
返
る
。

　
「
東
京
で
観
光
バ
ス
に
乗
っ
た
際
、

東
京
駅
は
辰
野
金
吾
設
計
と
い
う
説
明

が
あ
っ
た
も
の
の
、
残
念
な
が
ら
彼
の

出
身
地
な
ど
に
は
な
に
も
触
れ
ら
れ
な

か
っ
た
ん
で
す
。
私
か
ら
す
れ
ば
、
辰

野
が
佐
賀
県
唐
津
市
の
出
身
で
あ
る
こ

と
ぐ
ら
い
は
言
っ
て
ほ
し
か
っ
た
の
で

す
が
…
…
。
そ
う
い
う
思
い
か
ら
郷
土

の
誇
り
で
あ
る
辰
野
金
吾
を
も
っ
と
発

信
し
な
け
れ
ば
と
ス
タ
ー
ト
し
た
の

が
、
唐
津
赤
レ
ン
ガ
の
会
の
前
身
で
す
」

　

辰
野
金
吾
記
念
館
の
別
称
が
付
さ
れ

た
こ
と
に
よ
り
、
ま
ち
の
注
目
度
は
高

ま
り
つ
つ
あ
る
と
田
中
氏
は
話
す
。
辰

野
金
吾
の
命
日
に
は
慰
霊
祭
が
行
わ

れ
、
今
後
は
記
念
館
で
の
展
示
の
充
実

が
は
か
ら
れ
る
が
、
田
中
氏
に
は
さ
ら

な
る
思
い
が
あ
る
。

　
「
福
岡
市
の
赤
煉れ
ん
が瓦

文
化
館
（
旧
日
本

生
命
保
険
株
式
会
社
九
州
支
店
）、
北
九

州
市
の
西
日
本
工
業
倶く

ら

ぶ
楽
部
会
館
（
旧

松
本
家
住
宅
）、
大
分
銀
行
赤
レ
ン
ガ
館

（
旧
二
十
三
銀
行
本
店
）、
武た

け
お雄
温
泉
楼

門
な
ど
、
九
州
に
残
る
辰
野
金
吾
の
作

品
を
ま
わ
る
記
念
ツ
ア
ー
が
で
き
れ
ば

と
思
っ
て
い
ま
す
。
ま
ず
は
九
州
か
ら

は
じ
め
、
東
京
駅
、
日
本
銀
行
、
奈
良

ホ
テ
ル
な
ど
全
国
へ
と
広
げ
て
い
き
た

い
で
す
ね
」

守
り
つ
つ
攻
め
る 

唐
津
流
が
未
来
に
花
開
く

　

地
に
根
付
く
良
き
も
の
は
守
り
な
が

ら
、
唐
津
は
少
し
ず
つ
進
化
し
て
い
る
。

二
○
一
八
年
に
は
初
め
て
、
海
外
の
ク

ル
ー
ズ
船
が
唐
津
に
寄
港
。
一
九
年
に

は
地
元
の
老
舗
ホ
テ
ル
が
よ
り
グ
レ
ー

ド
ア
ッ
プ
し
た
新
館
を
オ
ー
プ
ン
さ

せ
、
駅
前
に
誕
生
す
る
商
業
施
設
に
は

長
期
滞
在
客
、
い
わ
ゆ
る
バ
ッ
ク
パ
ッ

カ
ー
向
け
の
簡
易
宿
泊
所
が
設
け
ら
れ

る
な
ど
、
観
光
客
の
受
け
入
れ
態
勢
が

着
々
と
整
備
さ
れ
て
い
る
。

　

ま
た
、
唐
津
を
は
じ
め
と
す
る
佐
賀

県
を
舞
台
と
し
た
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
作

品
「
ユ
ー
リ
!!! 

ｏ
ｎ 

Ｉ
Ｃ
Ｅ
」「
ゾ
ン

ビ
ラ
ン
ド
サ
ガ
」
が
話
題
と
な
り
、
物

語
に
描
か
れ
た
場
所
を
数
多
く
の
フ
ァ

ン
が
訪
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
れ
ま

で
と
異
な
る
層
が
唐
津
へ
と
旅
す
れ
ば

ま
ち
が
活
性
化
す
る
だ
け
で
は
な
く
、

市
の
埋
も
れ
て
い
る
資
産
に
光
が
当
た

る
可
能
性
も
あ
る
。

　

歴
史
や
古
き
良
き
伝
統
を
受
け
継
い

で
守
り
、
そ
し
て
ま
ち
の
誇
り
を
発
信

す
る
革
新
的
な
攻
め
。
未
来
に
向
け
て

攻
守
が
力
強
く
巧
み
に
働
く
こ
と
で
、

唐
津
の
魅
力
は
よ
り
輝
き
を
増
す
こ
と

だ
ろ
う
。

佐賀県唐津市地域の底力


