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地域の底力

日
本
有
数
の
生
産
量
を
誇
る
窯
業
、

棚
田
を
守
り
な
が
ら
行
わ
れ
る
農
業
、
そ
し
て
酒
造
り
。

長
崎
県
東ひ
が
し

彼そ
の
ぎ杵
郡
波は

さ

み
佐
見
町
で
は
、

登
り
窯
を
共
有
す
る
も
や
い
の
伝
統
が
、

人
の
心
と
つ
な
が
り
を
育
ん
で
き
た
。

継
が
れ
た
思
い
が
そ
こ
か
し
こ
で
花
開
き
、

地
域
に
新
た
な
息
吹
を
も
た
ら
す
。

写
真 

野
瀬
勝
一

取
材
・
文 

山
内
史
子

長
崎
県
東
彼
杵
郡
波
佐
見
町

庶
民
の
器「
波
佐
見
焼
」が
誘い

ざ
な

う

も
や
い
の
心

数多くの窯元が残る波佐見町の「陶郷中
尾山」では、そこかしこで昔ながらのレ
ンガ造りの煙突が見られる。
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江
戸
時
代
か
ら
続
く 

「
波
佐
見
焼
」
の
転
機

　

長
崎
県
東
彼
杵
郡
波
佐
見
町
は
佐
世

保
市
の
東
に
隣
接
し
、
北
部
は
佐
賀

県
と
の
県
境
に
位
置
す
る
。
人
口
約

一
万
五
○
○
○
人
の
町
の
経
済
を
長
年

に
わ
た
り
支
え
て
き
た
の
は
、
全
国
有

数
の
生
産
量
を
誇
る
窯
業
だ
。

　
「
波
佐
見
焼
」
と
呼
ば
れ
る
磁
器
の
歴

史
は
古
く
、
口
伝
に
よ
れ
ば
大
村
藩
藩

主
大
村
喜よ

し
あ
き前が

豊
臣
秀
吉
に
よ
る
朝
鮮

出
兵
時
に
陶
工
を
連
れ
帰
り
、
登
り
窯

を
設
け
た
一
五
九
八
年
ま
で
遡
る
。
大

村
藩
が
目
指
し
た
の
は
、
器
の
大
量
生

産
。
全
長
約
一
七
○
メ
ー
ト
ル
と
い
う

世
界
最
大
の
「
大お

お
新し

ん

登
の
ぼ
り
窯か

ま」
や
そ
れ
に

次
ぐ
一
六
〇
メ
ー
ト
ル
の
「
中な

か
尾お

上う
わ

登
の
ぼ
り

窯か
ま

」
ほ
か
、
量
産
が
可
能
な
登
り
窯
が

数
多
く
設
け
ら
れ
た
。

　

果
た
し
て
、
安
価
で
丈
夫
な
波
佐
見

の
「
く
ら
わ
ん
か
碗
」
は
庶
民
の
間
で

広
く
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
こ
れ
ま

で
限
ら
れ
た
階
級
の
も
の
で
し
か
な

か
っ
た
磁
器
の
在
り
よ
う
に
変
化
を
も

た
ら
し
た
。
欧
州
に
輸
出
さ
れ
た
徳
利

型
の
容
器
「
コ
ン

プ
ラ
瓶
」
も
人
気

を
呼
び
、
フ
ラ
ン

ス
の
ル
イ
十
四
世

や
ロ
シ
ア
の
文
豪

ト
ル
ス
ト
イ
も
愛

用
し
た
と
か
。

　

手
頃
な
価
格
で

の
量
産
体
制
は
、

時
代
を
経
て
も
変

わ
ら
ず
。
や
が
て

高
度
成
長
期
と
と

も
に
、
さ
ら
な
る

大
躍
進
を
遂
げ

る
。

　
一
九
九
八
年
以

降
、
四
期
に
わ
た
り
波
佐
見
町
長
を
務

め
、
か
つ
て
は
自
ら
も
窯
業
に
携
わ
っ

て
い
た
一い

ち

瀬の
せ

政ま
さ

太た

氏
に
、
昨
今
の
状
況

を
伺
っ
た
。

　
「
昭
和
四
十
年
頃
ま
で
、
焼
き
物
を
扱

う
の
は
百
貨
店
や
専
門
店
ぐ
ら
い
だ
っ

た
の
で
す
が
、
そ
の
後
の
量
販
店
の
誕

生
に
よ
り
急
激
に
販
路
が
拡
大
し
た
ん

で
す
。
日
用
の
器
で
し
か
も
価
格
が
手

ご
ろ
な
波
佐
見
焼
は
、
ブ
ラ
イ
ダ
ル
、

通
信
販
売
、
頒は

ん
布ぷ

会
と
多
様
な
売
り
方

に
適
応
力
が
あ
り
ま
し
た
」

　

と
こ
ろ
が
バ
ブ
ル
時
代
を
経
て
、
事

態
は
一
転
す
る
。
よ
り
安
価
な
輸
入
商

品
の
影
響
も
あ
り
、
産
地
全
体
で
約

二
三
〇
億
円
あ
っ
た
窯
業
関
連
出
荷
額

は
現
在
、
約
七
〇
億
円
ま
で
縮
小
し
た
。

か
つ
て
は
、
マ
イ
ク
ロ
バ
ス
を
使
っ
て

近
隣
か
ら
も
通
勤
さ
せ
な
く
て
は
な
ら

な
い
ほ
ど
だ
っ
た
窯
業
の
就
労
人
口
も
、

ピ
ー
ク
時
の
約
五
四
〇
〇
人
か
ら
約

一
七
〇
〇
人
ま
で
落
ち
込
ん
だ
。
行
政

サ
イ
ド
も
ま
た
、
一
時
期
、
苦
し
い
財

政
状
況
に
瀕
し
て
い
た
。

　
「
国
の
後
押
し
も
あ
り
、
バ
ブ
ル
崩

壊
後
も
何
十
億
円
も
か
け
て
公
共
施
設

の
建
設
を
続
け
て
い
た
た
め
、
私
が
就

任
し
た
一
六
年
前
は
、
財
政
破
綻
寸
前

で
し
た
。
一
般
会
計
の
予
算
が
五
〇
億

円
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
起
債
残
高
は
最

高
で
約
八
〇
億
円
。
で
す
か
ら
ま
ず
は
、

公
共
事
業
や
職
員
数
の
削
減
を
は
じ
め
、

と
に
か
く
毎
年
、
歳
費
の
カ
ッ
ト
に
努

め
た
ん
で
す
」

　

少
し
ず
つ
財
政
の
好
転
を
目
指
す
な

か
、
企
業
誘
致
の
話
が
動
き
だ
す
。
デ

ジ
タ
ル
カ
メ
ラ
の
製
造
工
場
「
長
崎
キ

ヤ
ノ
ン
」
が
二
○
一
○
年
に
操
業
を

開
始
し
、
周
辺
の
住
人
を
含
め
て
約

一
二
〇
〇
人
の
雇
用
を
生
み
出
し
た
の

だ
。

　

と
は
い
え
、
波
佐
見
の
基
幹
産
業
が

「
波
佐
見
の
人
た
ち
は
共
同
体
意
識
が
強
い
。
そ
れ

ぞ
れ
の
役
割
に
責
任
を
も
ち
つ
つ
、
お
互
い
連
携
し

な
が
ら
地
域
を
守
ろ
う
と
い
う
意
識
は
昔
か
ら
あ
っ

た
と
思
い
ま
す
」
と
話
す
町
長
の
一
瀬
政
太
氏
。

日本の棚田百選のひと
つ「鬼木棚田」。真紅の
彼岸花が彩る秋をはじ
め、四季折々で美しい
表情を見せる。
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400 年ほど前、朝鮮
の陶工李祐慶が築い
た窯を復元した「畑
ノ原窯跡」。磁器窯と
しては日本でもっと
も古く、県指定文化
財に登録されている。
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窯
業
で
あ
る
こ
と
に
変
わ
り
は
な
い
。

そ
の
窯
の
炎
が
消
え
か
か
っ
て
い
る
の

は
確
か
だ
っ
た
。

　

地
場
産
業
の
再
生
を
図
ろ
う
に
も
、

大
き
な
事
業
は
難
し
い
。
そ
ん
な
な
か

で
一
瀬
氏
が
目
標
と
し
た
の
は
、
ま
ず

は
波
佐
見
焼
の
認
知
度
を
高
め
る
こ
と

だ
っ
た
。

　

全
国
の
家
庭
で
広
く
愛
用
さ
れ
な
が

ら
も
、
ブ
ラ
ン
ド
で
な
い
た
め
、
そ
れ

が
「
波
佐
見
焼
」
と
認
識
す
る
人
は
少

な
い
。
ま
た
「
特
徴
は
？
」
と
問
わ
れ

れ
ば
、
答
え
は
難
し
い
。

　
「
日
常
の
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
に
合
わ
せ

て
、
時
代
と
と
も
に
常
に
進
化
し
て
き

た
の
が
波
佐
見
焼
で
す
か
ら
、
決
ま
っ

た
様
式
や
定
義
が
な
い
。
そ
ん
な
波
佐

見
焼
の
こ
と
を
、
き
ち
ん
と
知
っ
て
い

た
だ
こ
う
と
思
っ
た
ん
で
す
」

　

波
佐
見
焼
の
特
徴
の
ひ
と
つ
が
、
分

業
シ
ス
テ
ム
だ
。
量
産
の
た
め
の
型
を

造
る
型
屋
、
素
地
を
造
る
生
地
屋
、
色

彩
や
釉ゆ

う
や
く薬
を
施
し
焼
成
し
て
完
成
さ
せ

る
窯
元
、
そ
し
て
営
業
や
企
画
を
担
う

商
社
と
、
四
段
階
に
分
化
さ
れ
て
い
る
。

　

ま
た
量
産
と
聞
く
と
機
械
化
さ
れ
た

工
場
の
景
色
を
思
う
か
も
し
れ
な
い
が
、

実
は
七
割
が
人
に
よ
る
作
業
だ
。
型
造

り
か
ら
仕
上
げ
ま
で
、
随
所
で
細
か
い

職
人
技
が
重
ね
ら
れ
る
。

　
「
そ
の
工
程
を
全
部
見
せ
、
安
価
で
も

手
間
が
か
か
っ
て
い
る
事
実
を
、
そ
し

て
波
佐
見
焼
の
価
値
を
知
っ
て
い
た
だ

こ
う
と
」

　
そ
ん
な
思
い
か
ら
実
施
さ
れ
た
の
が
、

百
貨
店
ほ
か
販
売
に
携
わ
る
ス
タ
ッ
フ

を
波
佐
見
に
招
い
て
の
「
プ
ロ
養
成
講

座
」
だ
っ
た
。
そ
の
後
も
フ
ァ
ン
拡
大
、

サ
ポ
ー
タ
ー
養
成
と
目
的
を
変
え
、
講

座
は
続
け
ら
れ
て
い
る
。

　

さ
ら
に
は
つ
く
り
手
へ
の
刺
激
と
し

て
、
現
代
美
術
家
の
稲
垣
二
郎
氏
を
町

で
招

し
ょ
う
へ
い聘し
た
。
稲
垣
氏
は
「
あ
か
り
」

と
い
う
テ
ー
マ
で
、
メ
ー
カ
ー
の
若
手

に
創
作
さ
せ
た
そ
う
だ
。

　
「
思
う
ま
ま
に
つ
く
り
な
さ
い
と
い

う
稲
垣
先
生
の
ご
指
導
に
、
自
分
た
ち

は
ど
う
あ
る
べ
き
か
ま
で
感
じ
た
の
で

し
ょ
う
。
数
年
を
経
て
、
デ
ザ
イ
ン
や

形
状
、
絵
柄
ま
で
、
発
想
、
着
眼
点
が

大
き
く
変
わ
り
ま
し
た
ね
」

知
っ
て
も
ら
う
こ
と
で 

新
た
な
活
路
を
見
い
だ
す

　

そ
の
デ
ザ
イ
ン
と
い
う
概
念
を
い
ち

早
く
取
り
入
れ
、
独
自
の
展
開
を
手
が

け
て
き
た
の
が
、
創
業
一
七
七
九
年
の

老
舗
、
白は

く
さ
ん山
陶
器
だ
。

　

後
に
陶
磁
器
デ
ザ
イ
ナ
ー
の
第
一

人
者
と
な
る
森
正
洋
氏
を
迎
え
入
れ
、

一
九
六
一
年
に
は
「
Ｇ
型
し
ょ
う
ゆ
さ

し
」
で
「
第
一
回
グ
ッ
ド
デ
ザ
イ
ン
賞
」

を
受
賞
。
見
た
目
の
美
し
さ
だ
け
で
は

な
く
、
滴
ら
な
い
優
れ
た
機
能
性
を
も

併
せ
持
ち
、
今
な
お
人
気
の
高
い
ロ
ン

グ
セ
ラ
ー
と
な
っ
た
。

　
「
い
い
デ
ザ
イ
ン
は
、
時
代
を
経
て
も

変
わ
ら
な
い
。
鮮
度
が
失
わ
れ
な
い
ん

で
す
ね
」

　

森
氏
が
生
み
出
す
デ
ザ
イ
ン
と
機
能

性
に
優
れ
た
器
の
魅
力
を
語
る
の
は
、

白
山
陶
器
代
表
取
締
役
社
長
の
松
尾
慶

一
氏
だ
。
し
か
し
そ
ん
な
同
社
も
、
景

気
後
退
と
と
も
に
従
来
の
販
売
ル
ー
ト

で
磁
器
が
売
れ
な
い
不
遇
の
時
代
を
迎

え
て
し
ま
う
。

　

転
機
は
、
一
七
年
前
。
東
京
ド
ー
ム

で
開
催
さ
れ
る
国
内
最
大
級
の
器
の
展

白
山
陶
器
と
同
社
の
デ
ザ
イ
ナ
ー
の
森
正
洋
氏
の

名
を
、
世
に
広
く
知
ら
し
め
た
「
Ｇ
型
し
ょ
う
ゆ

さ
し
」。
白
山
陶
器
は
ほ
か
一
〇
〇
点
以
上
の
器
で

グ
ッ
ド
デ
ザ
イ
ン
賞
や
ロ
ン
グ
ラ
イ
フ
賞
を
受
賞
。

上／分業を担う型屋では、各窯元から受注した量産用の型を作成して
いる。右下／陶石を粉末、液状にしたものを、器の型に流し込む作業。
左下／彩色の後、器の表面がなめらかになるよう釉薬に浸す。

波佐見町地域の底力
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示
会
「
テ
ー
ブ
ル
ウ
エ
ア・フ
ェ
ス
テ
ィ

バ
ル
」
へ
の
参
加
だ
っ
た
。
会
期
中
は

毎
年
九
日
間
で
三
〇
万
人
も
の
一
般
客

が
入
場
料
を
払
っ
て
来
場
す
る
。

　
「
そ
れ
ま
で
販
路
の
開
拓
は
問
屋
任
せ

に
し
て
い
た
の
で
す
が
、
こ
れ
か
ら
は

フ
ァ
ン
づ
く
り
を
こ
つ
こ
つ
や
っ
て
い

こ
う
、
エ
ン
ド
ユ
ー
ザ
ー
を
タ
ー
ゲ
ッ

ト
に
し
よ
う
と
。
そ
こ
で
デ
ザ
イ
ナ
ー

を
全
員
連
れ
て
行
き
、
お
客
さ
ん
と
相

対
し
て
話
を
し
て
も
ら
っ
た
ん
で
す
」

　

そ
の
結
果
、
ま
っ
た
く
新
た
な
業
界

か
ら
声
が
か
か
る
。
若
者
に
人
気
の

フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
シ
ョ
ッ
プ
だ
っ
た
。
自

ら
販
路
を
切
り
拓ひ

ら
く
活
力
を
得
た
松
尾

氏
は
、
東
京
南
青
山
に
シ
ョ
ー
ル
ー
ム

を
オ
ー
プ
ン
さ
せ
る
。

　
「
販
売
が
目
的
で
は
な
く
、
う
ち
の
器

を
見
て
、
知
っ
て
も
ら
う
た
め
に
で
す
」

　

そ
の
前
向
き
な
姿
勢
が
実
り
、
業
績

は
再
び
右
肩
上
が
り
へ
と
戻
っ
た
。

　
「
独
自
の
も
の
づ
く
り
を
し
て
独
自
の

ル
ー
ト
を
開
発
す
れ
ば
、
お
客
様
の
目

に
ふ
れ
、
知
っ
て
も
ら
え
る
」

　

そ
う
実
感
し
た
松
尾
氏
は
、
当
時
、

窯
元
四
五
社
か
ら
な
る
「
波
佐
見
陶
磁

器
工
業
協
同
組
合
」
の
副
理
事
長
（
現

在
は
理
事
長
に
）
を
務
め
て
い
た
こ
と

も
あ
り
、
他
の
窯
元
に
も
「
テ
ー
ブ
ル

ウ
エ
ア
・
フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル
」
へ
の
参

加
を
呼
び
か
け
た
。

　

市
場
が
拡
大
し
た
際
に
は
、
窯
元
は

流
行
に
合
わ
せ
た
問
屋
か
ら
の
指
示
に

従
い
、
し
か
も
常
に
せ
わ
し
い
な
か
で

注
文
に
応
じ
て
い
た
も
の
の
、
不
況
に

よ
っ
て
そ
の
流
れ
は
止
ま
っ
て
い
た
。

　
「
窯
元
は
問
屋
か
ら
の
リ
ク
エ
ス
ト
が

な
く
な
っ
た
段
階
で
、
何
を
つ
く
っ
て

い
い
か
わ
か
ら
な
く
な
っ
た
。
注
文
が

来
な
い
な
ら
自
分
で
商
品
開
発
し
よ
う

と
思
っ
て
も
、
何
も
浮
か
ば
な
い
。
波

佐
見
焼
に
携
わ
る
人
の
多
く
が
、
そ
う

い
う
状
況
だ
っ
た
ん
で
す
」

　
意
識
改
革
に
は
時
間
が
か
か
っ
た
が
、

フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル
の
プ
ロ
デ
ュ
ー
サ
ー

で
あ
り
、
経
営
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
と
し

て
も
知
ら
れ
る
今
田
功

い
さ
お
氏
の
力
添
え
を

得
て
、
参
加
者
の
間
に
は
や
が
て
一
体

感
が
生
ま
れ
る
。
消
費
者
の
反
応
を
受

け
て
、
自
意
識
も
構
築
さ
れ
た
。
当
初

は
「
波
佐
見
」
を
「
は
さ
み
」
と
読
め

な
い
来
場
者
も
多
か
っ
た
の
に
、
現
在

で
は
熱
い
注
目
を
浴
び
る
コ
ー
ナ
ー
に

成
長
し
た
。

地
域
振
興
の
た
め
に 

大
切
な
の
は 

人
の
つ
な
が
り

　
松
尾
氏
が
副
理
事
長
だ
っ
た
頃
、「
長

崎
県
陶
磁
器
卸
商
業
協
同
組
合
」
の
理

事
長
を
務
め
て
い
た
波
佐
見
焼
振
興
会

上／西海陶器児玉盛介氏は、若者たちの夢や憧れ
を叶える「西ノ原工房」に加えて、町内の窯元や
商社の器が揃う「くらわん館」の経営にも携わり、
町の活性化を牽引する役割を果たしている。左／
現在広々としたショールームを構える西海陶器は、
窯元だった創業者が 1946 年にリヤカー 1 台で卸
売りを始めたことに端を発する。

上
／
「
伝
統
の
技
法
を
使
い
つ
つ
、
今
の
ラ
イ
フ
ス

タ
イ
ル
に
合
っ
た
も
の
を
自
由
に
提
案
す
る
の
が
波

佐
見
焼
」
と
話
す
白
山
陶
器
代
表
取
締
役
社
長
の
松

尾
慶
一
氏
。
左
／
森
正
洋
氏
が
デ
ザ
イ
ン
し
た
大
ぶ

り
で
浅
め
の
形
が
特
徴
的
な
「
平
型
め
し
茶
碗
」
も
、

一
九
九
二
年
の
発
売
以
来
ロ
ン
グ
セ
ラ
ー
を
続
け
る
。

そ
の
デ
ザ
イ
ン
は
三
〇
〇
種
類
以
上
に
及
ぶ
と
か
。
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会
長
で
西さ

い
か
い海
陶
器
の
代
表
取
締
役
社
長
、

児
玉
盛
介
氏
も
ま
た
、
地
場
産
業
の
低

迷
を
な
ん
と
か
し
な
け
れ
ば
と
動
き
だ

し
た
ひ
と
り
だ
。
し
か
し
な
が
ら
、
が

む
し
ゃ
ら
に
走
り
だ
し
た
わ
け
で
は
な

い
の
が
興
味
深
い
。

　
「
地
域
お
こ
し
は
目
標
を
決
め
て
す
る

も
の
で
す
が
、
う
ま
く
い
か
な
け
れ
ば

逆
に
人
の
気
持
ち
が
ば
ら
ば
ら
に
な
る
。

地
域
の
特
産
品
や
イ
ベ
ン
ト
に
も
増
し

て
、
一
番
大
事
な
の
は
や
は
り
地
域
の

人
の
結
び
つ
き
。
で
す
か
ら
も
う
け
は

二
の
次
で
、
ま
ず
は
あ
ま
り
気
負
わ
ず

に
食
事
で
も
し
な
が
ら
と
い
う
感
じ
で
、

み
ん
な
で
わ
い
わ
い
言
う
と
こ
ろ
か
ら

ス
タ
ー
ト
し
た
ん
で
す
よ
」

　

な
に
か
を
成
し
遂
げ
な
け
れ
ば
と
い

う
重
圧
が
な
い
気
軽
な
勉
強
会
を
重
ね

る
う
ち
に
、
波
佐
見
の
歴
史
や
文
化
、

自
分
た
ち
の
存
在
意
義
を
あ
ら
た
め
て

見
直
そ
う
と
の
意
識
が
生
ま
れ
て
き
た
。

　

応
援
し
た
い
人
、
情
報
を
発
信
す
る

人
、
な
に
か
に
チ
ャ
レ
ン
ジ
し
た
い
人

も
集
ま
っ
て
き
た
。
ゆ
る
や
か
な
が
ら

確
実
に
広
が
る
縁
の
つ
な
が
り
は
、
明

ら
か
な
実
り
を
生
ん
で
い
る
。
そ
の
ひ

と
つ
が
、
か
つ
て
製
陶
工
場
だ
っ
た
昭

和
初
期
の
建
物
を
利
用
し
た
「
西
ノ
原

工
房
」
だ
。

　

一
五
○
○
坪
の
敷
地
に
カ
フ
ェ
、
若

手
作
家
の
作
品
を
扱
う
ギ
ャ
ラ
リ
ー
、

雑
貨
店
、
自
家
焙
煎
の
コ
ー
ヒ
ー
豆
店

が
建
ち
並
ぶ
が
、
い
ず
れ
も
歳
月
を
経

た
趣
あ
る
空
間
を
最
大
限
に
活
か
し
た
、

セ
ン
ス
の
良
さ
が
際
立
つ
。

　

コ
ン
セ
プ
ト
は
「
自
分
が
満
足
す
る

仕
事
を
す
る
。
日
本
一
い
い
も
の
を
集

め
る
」。
そ
れ
以
外
の
細
か
い
部
分
は
、

企
画
を
持
ち
込
ん
だ
若
い
世
代
に
、
自

由
に
任
せ
た
そ
う
だ
。

　
「
今
ま
で
は
東
京
を
中
心
に
消
費
地
に

売
り
に
行
っ
て
い
た
。
で
も
、
本
当
に

い
い
も
の
は
つ
く
っ
て
い
る
場
に
買
い

に
来
て
く
だ
さ
い
、
と
い
う
考
え
方
に

変
わ
っ
て
き
た
ん
で
す
。
今
は
ネ
ッ
ト

が
あ
っ
て
、
い
い
も
の
は
み
ん
な
が
発

信
し
て
く
れ
ま
す
か
ら
」

　
工
房
の
年
間
利
用
者
は
約
一
〇
万
人
。

他
県
か
ら
わ
ざ
わ
ざ
訪
れ
、
そ
の
ま
ま

リ
ピ
ー
タ
ー
と
な
る
客
が
多
い
と
い
う
。

そ
の
人
気
に
刺
激
を
受
け
、
他
の
地
域

か
ら
の
飲
食
店
の
進
出
も
増
え
た
。

　
「
国
内
外
に
陶
器
の
町
は
多
々
あ
り

ま
す
が
、
普
通
の
人
が
日
常
で
使
う
器

を
手
仕
事
で
つ
く
っ
て
い
る
産
地
は
あ

ま
り
な
い
。
そ
れ
が
波
佐
見
の
宝
だ
と
、

若
い
人
た
ち
を
含
め
て
地
元
に
認
識
し

て
も
ら
い
た
い
。
さ
ら
に
は
、
俺
も
や

り
た
い
と
い
う
後
継
者
を
見
つ
け
て
い

く
の
が
課
題
で
す
」

　

若
い
世
代
に
も
、
少
し
ず
つ
変
化
が

生
じ
て
い
る
。そ
の
代
表
格
が
、商
社「
マ

ル
ヒ
ロ
」
の
馬
場
匡

き
ょ
う

平へ
い
氏
だ
。

　

三
〇
歳
に
な
っ
た
ば
か
り
の
馬
場
氏

は
将
来
、
会
社
を
継
ぐ
立
場
に
あ
る
が
、

働
き
始
め
た
当
初
は
、
ま
さ
し
く
松
尾

氏
が
話
し
て
い
た
通
り
の
、「
何
を
や
っ

て
い
い
の
か
わ
か
ら
な
い
」
状
況
だ
っ

た
そ
う
だ
。

　

や
が
て
、
自
ら
が
老
舗
再
生
に
成
功

し
た「
中
川
政ま
さ
し
ち七

商
店
」の
社
長
で
あ
り
、

経
営
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
と
し
て
も
活
躍

す
る
中
川
淳

じ
ゅ
ん

氏
の
力
を
借
り
、
新
た
な

道
を
目
指
す
こ
と
に
。
二
○
○
九
年
に

は
デ
ザ
イ
ン
性
を
高
め
た
「
Ｈ
Ａ
Ｓ
Ａ

Ｍ
Ｉ
」ブ
ラ
ン
ド
を
立
ち
上
げ
、マ
グ
カ
ッ

プ
を
は
じ
め
器
が
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
で
も
頻

繁
に
紹
介
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

　
「
波
佐
見
の
職
人
さ
ん
た
ち
は
、
多

様
に
対
応
し
て
き
た
歴
史
が
あ
り
ま
す
。

「西ノ原工房」のカフェ「モンネ・ムギ・ムック」のスタッ
フは全国から集まった若い人たち。観光客も遠路はるばる
訪れる。空間造りだけではなく、料理のおいしさも魅力。

「ギャラリーモンネ
ポルト」は、画材
や文具のセレクト
ショップにコンサー
トや展示会など多目
的に使える空間を併
設。「モンネ」とは
波佐見の方言で「だ
よねぇ」という意味。
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技
術
力
は
高
い
。
無
理
な
お
願
い
を
し

て
も
、
実
際
に
は
そ
れ
以
上
の
も
の
が

で
き
る
こ
と
も
多
い
ん
で
す
」

　

そ
の
職
人
が
、
こ
と
に
型
屋
、
生
地

屋
と
縁
の
下
を
支
え
る
部
分
で
後
継

者
が
少
な
い
現
状
を
馬
場
氏
は
憂
い
、

「the place

」
と
い
う
新
た
な
ブ
ラ
ン

ド
を
誕
生
さ
せ
た
。

　
「
型
屋
さ
ん
も
生
地
屋
さ
ん
も
、
単
な

る
下
請
け
で
は
な
く
も
の
づ
く
り
が
で

き
る
。
表
に
は
出
な
い
分
野
に
も
職
人

さ
ん
が
い
る
と
い
う
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
こ

め
て
、
商
品
を
開
発
し
よ
う
と
。
そ
の

第
一
歩
が
、
素
焼
き
の
植
木
鉢
で
し
た
」

　

馬
場
氏
が
さ
ら
に
目も

く
論ろ

む
の
は
、
自

社
の
器
を
中
心
に
扱
う
シ
ョ
ッ
プ
の
リ

ニ
ュ
ー
ア
ル
だ
。
こ
れ
ま
で
も
フ
ァ
ン

は
多
か
っ
た
が
、
二
○
一
五
年
四
月
四

日
か
ら
は
、
地
元
の
野
菜
や
米
の
販
売

も
手
が
け
る
。

　

と
い
う
の
も
、
窯
業
と
と
も
に
波
佐

見
の
人
々
の
暮
ら
し
を
支
え
る
の
が
、

農
業
だ
か
ら
。
日
本
の
棚
田
百
選
に
も

認
定
さ
れ
た
「
鬼お

に

木ぎ

棚
田
」
を
は
じ
め
、

美
し
い
景
色
を
織
り
成
し
て
も
い
る
。

　
「
目
指
し
て
い
る
の
は
、
道
の
駅
の
よ

う
な
品
ぞ
ろ
え
な
の
に
お
洒
落
な
空
間
。

最
終
的
に
は
器
を
使
っ
て
も
ら
う
の
が

目
的
で
す
が
、
ま
ず
は
波
佐
見
の
良
さ

を
知
っ
て
も
ら
い
た
い
ん
で
す
」　

訪
れ
れ
ば
わ
か
る 

波
佐
見
の
多
様
な
魅
力

　

波
佐
見
を
知
っ
て
も
ら
い
た
い
、
来

て
も
ら
い
た
い
。
そ
ん
な
流
れ
を
後
押

し
す
る
の
は
、町
が
立
ち
上
げ
た
ス
ロ
ー

ガ
ン
「
来
な
っ
せ
百
万
人
」
だ
。
波
佐

見
町
観
光
協
会
会
長
の
濱
田
一
夫
氏
に

よ
れ
ば
、
年
々
観
光
客
の
数
は
増
え
、

現
在
は
約
八
〇
万
人
ほ
ど
だ
と
い
う
。

　

集
客
を
担
う
の
は
、
ゴ
ー
ル
デ
ン

ウ
ィ
ー
ク
中
に
開
催
さ
れ
る
「
波
佐
見

陶
器
ま
つ
り
」
ほ
か
、「
桜お

う
と
う
さ
い

陶
祭
」
な

ど
町
内
各
地
で
開
か
れ
る
陶
器
市
の
要

素
を
も
っ
た
各
種
イ
ベ
ン
ト
だ
。
波
佐

見
焼
の
魅
力
は
、
多
様
な
趣
味
嗜
好
や

ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
に
対
応
し
た
バ
ラ
エ

テ
ィ
に
富
ん
だ
ラ
イ
ン
ナ
ッ
プ
。
若
い

世
代
を
含
め
、
誰
が
訪
れ
て
も
財
布
の

ひ
も
が
緩
む
力
を
秘
め
て
い
る
。

　

器
作
り
や
農
業
、
料
理
な
ど
、
体
験

プ
ロ
グ
ラ
ム
も
多
彩
だ
。

　
「
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
は
ま
ず
、
町
民
の
皆

さ
ん
に
お
渡
し
す
る
ん
で
す
。
自
分
も

楽
し
む
。
そ
れ
が
一
番
大
事
な
こ
と
で

は
な
い
で
し
ょ
う
か
。『
絶
対
し
て
く
だ

さ
い
』
で
は
な
か
な
か
人
は
集
ま
っ
て

い
た
だ
け
ま
せ
ん
か
ら
。
募
集
な
ど
事

務
的
な
こ
と
は
観
光
協
会
で
行
い
ま
す

が
、
実
践
は
地
元
の
人
。
ほ
と
ん
ど
自

発
的
で
す
」

　

町
内
に
こ
そ
鉄
道
の
駅
は
な
い
が
、

波
佐
見
へ
と
至
る
ア
ク
セ
ス
も
ま
た
多

岐
に
わ
た
る
。
町
の
中
心
か
ら
車
で

一
〇
分
ほ
ど
の
距
離
に
三
つ
の
駅
が
あ

り
、
高
速
の
入
り
口
ま
で
は
数
分
。
長

左／「やきもの公園」の一画、「世界の窯広場」には、
古代から近代にかけての各国の窯 12 基が再現さ
れた。写真はイギリスの「ボトルオープン昇炎式
窯」。下／公園内にある「くらわん館」を案内し
てくれた、波佐見町観光協会会長の濱田一夫氏は
自らも陶器の卸問屋を営む。手にしているのは、
江戸時代の「コンプラ瓶」。

商
社
「
マ
ル
ヒ
ロ
」
の
原
動
力
で
あ
る
馬
場
匡
平
氏
は
、
波
佐
見
焼
を
未

来
に
継
ご
う
と
努
め
る
若
手
の
ひ
と
り
。

馬場氏が手がけた「HASAMI」ブランドの器は、デザ
インや色合いの美しさだけではなく、重ねて収納でき
る日本の暮らしに映える機能性も備える。

馬場氏が型屋、生地
屋とともにものづ
くりに挑んだ「the 
place」の植木鉢。
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崎
空
港
ま
で
も
四
〇
分
と
、
交
通
の
便

に
恵
ま
れ
て
い
る
。

　

町
内
の
散
策
に
関
し
て
は
、
イ
ベ
ン

ト
の
際
に
は
シ
ャ
ト
ル
バ
ス
が
運
行
さ

れ
る
が
、
普
段
は
車
が
な
い
と
正
直
な

と
こ
ろ
移
動
は
難
し
い
。
そ
れ
は
今
後

の
課
題
の
ひ
と
つ
だ
が
、
二
○
一
五
年

に
は
、
二
軒
の
ホ
テ
ル
が
新
規
オ
ー
プ

ン
す
る
。
確
実
に
人
が
動
い
て
い
る
証

し
だ
ろ
う
。

　

さ
て
、
窯
業
、
農
業
に
加
え
、
も
う

ひ
と
つ
、
こ
の
町
で
は
江
戸
時
代
か
ら

暮
ら
し
に
深
く
関
わ
る
産
業
が
あ
る
。

町
内
で
唯
一
の
酒
蔵
、
一
七
七
二
年
創

業
の
今
里
酒
造
に
よ
る
酒
造
り
だ
。
全

国
津
々
浦
々
で
飲
ん
で
も
ら
え
る
よ
う

に
と
の
思
い
が
込
め
ら
れ
た
「
六

ろ
く
じ
ゅ
う十

餘よ

州し
ゅ
う」
は
、
文
字
通
り
全
国
の
日
本
酒
通

に
も
知
ら
れ
て
い
る
。

　
「
私
ど
も
で
酒
造
り
に
使
う
米
は
、
ほ

と
ん
ど
が
波
佐
見
産
。
地
元
の
風
土
や

気
候
に
根
ざ
し
て
い
ま
す
。
日
本
酒
が

低
迷
し
た
時
期
も
あ
り
ま
し
た
が
、し
っ

か
り
造
っ
て
い
れ
ば
お
客
様
が
わ
か
っ

て
く
だ
さ
る
と
い
う
考
え
で
、
こ
れ
ま

で
や
っ
て
ま
い
り
ま
し
た
」

　

そ
う
話
す
の
は
、
代
表
取
締
役
社
長

の
今
里
栄
子
氏
だ
。
穏
や
か
な
甘
味
を

秘
め
た
、
バ
ラ
ン
ス
の
取
れ
た
う
ま
さ
。

波
佐
見
町
で
扱
わ
れ
る
九
割
が
今
里
酒

造
の
酒
だ
と
い
う
の
に
も
納
得
だ
。

　
「
地
元
の
方
が
『
ほ
か
の
酒
は
も
う
飲

ま
ん
で
よ
か
ば
い
』
と
お
っ
し
ゃ
っ
て

く
れ
る
」
と
顔
を
ほ
こ
ろ
ば
せ
た
の
は
、

蔵
の
跡
継
ぎ
で
あ
り
専
務
取
締
役
を
務

め
る
今
里
拓
氏
。

　
「
波
佐
見
町
に
は
、
皆
で
町
の
も
の

を
大
事
に
す
る
一
体
感
が
あ
り
ま
す
ね
。

そ
ん
な
な
か
で
、
と
に
か
く
品
質
の
い

い
酒
を
地
元
の
米
で
仕
込
み
、
皆
さ
ん

に
喜
ん
で
飲
ん
で
い
た
だ
き
、
さ
ら
に

は
自
信
を
持
っ
て
波
佐
見
の
酒
と
言
っ

て
も
ら
え
る
酒
を
つ
く
る
。
そ
れ
が
う

ち
と
し
て
の
地
域
へ
の
貢
献
だ
と
思
っ

て
い
ま
す
」

　

一
年
に
一
度
、
四
月
の
蔵
開
き
の
際

に
は
国
の
有
形
文
化
財
に
登
録
さ
れ
た

古
い
蔵
が
開
放
さ
れ
、
大
吟
醸
や
純
米

大
吟
醸
と
い
っ
た
高
価
な
酒
も
振
る
舞

わ
れ
る
。
二
○
一
四
年
に
は
、
二
日
間

で
七
〇
〇
〇
人
の
来
場
者
を
数
え
た
そ

う
だ
。今

も
継
が
れ
て
い
る 

「
も
や
い
」の
精
神

　

各
方
面
で
話
を
伺
い
つ
つ
気
付
い
た

の
は
、
町
全
体
が
表
だ
っ
て
一
丸
と
な

り
、
地
域
の
再
生
に
取
り
組
む
状
況
で

は
な
い
と
い
う
こ
と
。
し
か
し
な
が
ら
、

そ
れ
ぞ
れ
の
思
い
は
自
然
と
ひ
と
つ
に

な
っ
て
い
る
。

　
波
佐
見
焼
振
興
会
会
長
の
児
玉
氏
は
、

波
佐
見
の
気
質
に
関
し
て
こ
う
話
し
て

波佐見町地域の底力

い
た
。「
波
佐
見
焼
は
、
誰
か
一
人
の

作
家
が
突
出
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

皆
が
そ
ろ
い
、
も
や
い
窯
で
器
を
焼
い

て
、
初
め
て
結
果
が
出
る
」

　
「
も
や
い
」
と
は
、
共
同
で
も
の
を
所

有
す
る
こ
と
。
か
つ
て
は
ひ
と
つ
の
登

り
窯
に
協
力
し
て
火
を
入
れ
て
き
た
の

だ
。

　
「
棚
田
も
同
じ
で
す
。
上
か
ら
水
を
流

す
か
ら
、
自
分
だ
け
早
場
米
を
つ
く
ろ

う
な
ん
て
で
き
な
い
。
そ
う
い
う
Ｄ
Ｎ

Ａ
が
、
波
佐
見
の
人
に
は
継
が
れ
て
き

た
ん
だ
と
思
う
ん
で
す
」

　

人
の
和
が
旨う

ま
き
酒
を
醸か

も
す
と
い
わ
れ

る
、
酒
造
り
も
ま
た
然
り
。
地
場
に
根

づ
い
た
産
業
が
、
波
佐
見
独
得
の
人
情

を
培
っ
て
き
た
。
そ
し
て
今
、
そ
の
人

情
が
逆
に
地
場
産
業
を
再
び
育
も
う
と

し
て
い
る
。

素焼きされた器は、この後に色彩が施され、釉薬
がかけられて再び窯へ。小さな皿ひとつとっても、
完成までには数多くの人の手がかかっている。

「酒屋だから酒だけを」という亡きご主人の思いを継ぎ、逆境のとき
でも焼酎やリキュールを造ることはなかったと話す、今里酒造代表
取締役社長を務める今里栄子氏。「六十餘州」は、国内はもちろん海
外での評価も高い。蔵の一部は江戸後期の建築。




