
　
今
回「
九
州
の
逸
品
」で
は
、福
岡

県
朝
倉
郡
東
峰
村
の
伝
統
的
工
芸
品

で
あ
る「
小
石
原
焼
・
髙
取
焼
」を
紹

介
し
ま
す
。は
じ
め
に
、昨
秋
、国
指

定
重
要
無
形
文
化
財
保
持
者（
人
間

国
宝
）に
認
定
さ
れ
た
小
石
原
焼
陶

芸
家
・
福
島
善
三
氏
に
お
話
を
伺
い
ま

し
た
。

　
私
は
山
深
く
自
然
豊
か
な
小
石
原

で
3
0
0
年
以
上
続
く
小
石
原
焼
の

窯
元「
ち
が
い
わ
窯
」に
生
ま
れ
ま
し

た
。当
時
の
小
石
原
焼
は
一
子
相
伝
で

継
承
さ
れ
て
お
り
、8
〜
9
軒
し
か
窯

元
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。小
さ
い
頃

は
、祖
父
や
父
、7
人
程
の
職
人
さ
ん

が
働
く
作
業
場
に
入
っ
て
は
ろ
く
ろ
を

使
っ
て
遊
ん
で
い
ま
し
た
。　

　
高
校
時
代
か
ら
家
業
を
継
ぐ
こ
と

は
意
識
し
て
い
ま
し
た
が
、大
学
は
美

大
で
は
な
く
一
般
の
大
学
に
進
学
し
、

青
春
を
謳
歌
し
ま
し
た
。大
学
時
代
、

友
人
た
ち
が
就
職
活
動
に
入
っ
た
頃
、

「
良
い
窯
が
あ
れ
ば
弟
子
入
り
さ
せ
て

も
ら
お
う
」と
、全
国
の
窯
を
約
3
週

間
か
け
て
巡
る
こ
と
に
し
ま
し
た
。広

島
や
岡
山
、大
阪
な
ど
9
都
道
府
県
、

10
軒
近
い
窯
元
を
見
て
回
っ
て
気
付
い

た
こ
と
が
、小
石
原
焼
の
ろ
く
ろ
の
技

術
の
高
さ
で
す
。「
外
で
修
業
す
る
必

要
は
な
い
。小
石
原
に
戻
り
、祖
父
や

父
に
技
術
を
学
ぼ
う
」と
決
心
し
ま

し
た
。

　
私
が
大
学
を
卒
業
し
本
格
的
な
修

業
に
入
っ
た
こ
ろ
、民
陶
ブ
ー
ム
の
最

盛
期
で
小
石
原
に
新
し
い
窯
元
が
続
々

と
誕
生
し
、8
〜
9
軒
ほ
ど
し
か
な

か
っ
た
窯
元
も
40
軒
近
く
に
ま
で
増
え

ま
し
た
。

　
40
軒
近
く
あ
る
窯
元
が
同
じ
も
の

を
作
る
と
、需
要
と
供
給
の
バ
ラ
ン
ス

で
余
っ
て
し
ま
い
ま
す
。だ
っ
た
ら
、自

分
は
他
と
同
じ
こ
と
を
せ
ず
、伝
統
を

守
り
な
が
ら
も
新
し
い
も
の
を
生
み
出

し
て
い
こ
う
と
思
い
ま
し
た
。

　
と
は
い
え
、当
時
は
作
れ
ば
飛
ぶ
よ

う
に
売
れ
る
時
代
で
家
の
仕
事
が
多

く
、朝
8
時
か
ら
夕
方
5
時
ま
で
は
他

の
職
人
さ
ん
と
同
じ
よ
う
に
仕
事
を
こ

な
し
、そ
れ
が
終
わ
っ
て
か
ら
自
分
の

作
品
を
作
っ
て
様
々
な
公
募
展
に
応
募

し
ま
し
た
。

　
私
の
作
品
は
、と
び
か
ん
な

飛
鉋
や
は
　
け
　
め

刷
毛
目
と

い
っ
た
小
石
原
焼
の
技
法
を
あ
え
て
抑

え
た
作
風
で「
こ
れ
は
小
石
原
焼
ら
し

く
な
い
」と
若
い
う
ち
は
認
め
て
も
ら

え
な
い
こ
と
も
あ
り
ま
し
た
。し
か
し
、

飛
鉋
の
技
法
は
昭
和
初
期
に
始
ま
っ
た

も
の
で
す
。当
時
、最
新
だ
っ
た
も
の

が
、20
〜
30
年
経
て
ば
伝
統
に
な
る
。

だ
っ
た
ら
飛
鉋
や
刷
毛
目
に
と
ら
わ
れ

な
い
で
、自
分
が
良
い
も
の
を
作
っ
て
い

け
ば
、い
つ
か
そ
れ
が
伝
統
に
な
る
の
で

は
な
い
か
と
考
え
ま
し
た
。

　
今
は
、陶
土
、ゆ

う
や
く

釉
薬
の
原
料
と
な
る

長
石
、木
灰
、ワ
ラ
灰
、鉄
鉱
石
な
ど
、

原
材
料
の
ほ
と
ん
ど
を
小
石
原
の
地

で
調
達
し
、地
元
の
陶
土
を
す
い 

ひ 

水
簸
し
て

粘
土
に
し
、粘
土
を
こ
ね
て
ろ
く
ろ
を

廻
し
、独
自
の
釉
薬
を
か
け
て
窯
を

た焚

く
。す
べ
て
の
工
程
を
自
ら
で
行
っ
て
い

ま
す
。

　
ま
た
、釉
薬
も
理
想
と
す
る
色
が
出

る
ま
で
試
行
錯
誤
と
失
敗
を
繰
り
返

し
、無
駄
な
こ
と
も
た
く
さ
ん
し
て
き

ま
し
た
。1
つ
の
色
に
到
達
す
る
の
に

5
年
か
ら
10
年
か
か
る
の
で
、根
気
よ

く
諦
め
な
い
こ
と
が
肝
要
で
す
。

　
作
風
も
若
い
頃
か
ら
変
化
し
て
い
ま

す
。最
初
は
緑
の

て
つ
ゆ
う

鉄
釉
に
始
ま
り
、そ

の
後
か
く
ゆ
う

赫
釉
、中
野
あ
め
ゆ
う

飴
釉
な
ど
が
あ
り
、

今
は
青
白
い
釉
薬
を
使
っ
た「
な
か 

の 

中
野

げ
っ
ぱ
く 

じ 

月
白
瓷
」で
す
。

　
昨
秋
、福
岡
県
の
陶
芸
家
と
し
て
は

初
め
て
国
指
定
重
要
無
形
文
化
財
保

持
者（
人
間
国
宝
）に
選
ん
で
い
た
だ

き
、責
任
の
重
さ
を
改
め
て
感
じ
て
い

ま
す
。

　
人
間
国
宝
の
認
定
を
受
け
る
前
か

ら
5
年
先
の
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
は
埋
ま
っ
て

い
ま
し
た
が
、認
定
を
受
け
て
か
ら
さ

ら
に
忙
し
く
な
り
ま
し
た
。作
品
も
常

に
つ
く
っ
て
い
な
い
と
い
け
ま
せ
ん
か

ら
、今
も
東
峰
村
に
い
る
と
き
は
出
来

る
限
り
作
品
を
つ
く
っ
て
い
ま
す
。

　
若
い
う
ち
か
ら
人
間
国
宝
に
選
ん
で

い
た
だ
く
と
い
う
こ
と
は
、国
か
ら「
新

し
い
も
の
を
作
っ
て
く
だ
さ
い
」と
い
う

意
味
が
こ
め
ら
れ
て
い
る
の
だ
と
思
い

ま
す
。新
し
い
も
の
を
作
り
続
け
る
こ

と
は
、決
し
て
楽
な
こ
と
で
は
あ
り
ま

せ
ん
が
、試
行
錯
誤
し
な
が
ら
土
と
向

か
い
合
っ
て
い
こ
う
と
思
い
ま
す
。

　
昨
年
7
月
の
九
州
北
部
豪
雨
の
際

に
は
、多
く
の
方
に
助
け
て
い
た
だ
き

ま
し
た
。小
石
原
焼
の
窯
元
約
50
軒
の

う
ち
、半
数
近
く
が
被
災
し
ま
し
た

が
、1
軒
も
や
め
る
こ
と
な
く
続
け
て

い
ま
す
。

　
今
年
の
10
月
に
は
、福
岡
県
朝
倉
市

に
あ
る「
甘
木
歴
史
資
料
館
」で
小
石

原
の
復
興
を
祈
念
し
て
、小
石
原
の
作

家
数
人
で
企
画
展
を
開
催
す
る
予
定

で
す
。ま
た
、11
月
に
は
全
国
の
伝
統

的
工
芸
品
の
展
示
・
紹
介
を
行
う「
伝

統
的
工
芸
品
月
間
国
民
会
議
全
国
大

会
」が
福
岡
で
開
催
さ
れ
ま
す
の
で
、

小
石
原
焼
の
復
旧
・
復
興
支
援
に
つ
な

が
れ
ば
と
思
い
ま
す
。

　
私
も
東
京
や
大
阪
な
ど
で
作
品
展
示

を
す
る
こ
と
で
、小
石
原
焼
の
認
知
度

を
上
げ
て
い
け
れ
ば
と
思
って
い
ま
す
。

九州の「地域ブランド」を
ご紹介致します。

FILE No.47
KYUSYU NO IPPIN

特別編

東峰村にあるギャラリー

は
じ
め
に

3
0
0
年
以
上
続
く

小
石
原
焼
の
窯
元

Fukushima
Zenzo

福
島 

善
三

小
石
原
焼
陶
芸
家（
人
間
国
宝
） 

特
別
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー

Profile・1959年、小石原村（現・朝倉郡東峰村）に生まれる。
大学卒業後に家業の小石原焼窯元「ちがいわ窯」に従事。
「第15回日本陶芸展 大賞桂宮賜杯」、「第50回日本伝統工芸展 
日本工芸会総裁賞」など受賞多数。2014年「紫綬褒章」受賞。
2017年、「重要無形文化財保持者（人間国宝）」に認定。

30FFG MONTHLY SURVEY Vol.111



　
今
回「
九
州
の
逸
品
」で
は
、福
岡

県
朝
倉
郡
東
峰
村
の
伝
統
的
工
芸
品

で
あ
る「
小
石
原
焼
・
髙
取
焼
」を
紹

介
し
ま
す
。は
じ
め
に
、昨
秋
、国
指

定
重
要
無
形
文
化
財
保
持
者（
人
間

国
宝
）に
認
定
さ
れ
た
小
石
原
焼
陶

芸
家
・
福
島
善
三
氏
に
お
話
を
伺
い
ま

し
た
。

　
私
は
山
深
く
自
然
豊
か
な
小
石
原

で
3
0
0
年
以
上
続
く
小
石
原
焼
の

窯
元「
ち
が
い
わ
窯
」に
生
ま
れ
ま
し

た
。当
時
の
小
石
原
焼
は
一
子
相
伝
で

継
承
さ
れ
て
お
り
、8
〜
9
軒
し
か
窯

元
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。小
さ
い
頃

は
、祖
父
や
父
、7
人
程
の
職
人
さ
ん

が
働
く
作
業
場
に
入
っ
て
は
ろ
く
ろ
を

使
っ
て
遊
ん
で
い
ま
し
た
。　

　
高
校
時
代
か
ら
家
業
を
継
ぐ
こ
と

は
意
識
し
て
い
ま
し
た
が
、大
学
は
美

大
で
は
な
く
一
般
の
大
学
に
進
学
し
、

青
春
を
謳
歌
し
ま
し
た
。大
学
時
代
、

友
人
た
ち
が
就
職
活
動
に
入
っ
た
頃
、

「
良
い
窯
が
あ
れ
ば
弟
子
入
り
さ
せ
て

も
ら
お
う
」と
、全
国
の
窯
を
約
3
週

間
か
け
て
巡
る
こ
と
に
し
ま
し
た
。広

島
や
岡
山
、大
阪
な
ど
9
都
道
府
県
、

10
軒
近
い
窯
元
を
見
て
回
っ
て
気
付
い

た
こ
と
が
、小
石
原
焼
の
ろ
く
ろ
の
技

術
の
高
さ
で
す
。「
外
で
修
業
す
る
必

要
は
な
い
。小
石
原
に
戻
り
、祖
父
や

父
に
技
術
を
学
ぼ
う
」と
決
心
し
ま

し
た
。

　
私
が
大
学
を
卒
業
し
本
格
的
な
修

業
に
入
っ
た
こ
ろ
、民
陶
ブ
ー
ム
の
最

盛
期
で
小
石
原
に
新
し
い
窯
元
が
続
々

と
誕
生
し
、8
〜
9
軒
ほ
ど
し
か
な

か
っ
た
窯
元
も
40
軒
近
く
に
ま
で
増
え

ま
し
た
。

　
40
軒
近
く
あ
る
窯
元
が
同
じ
も
の

を
作
る
と
、需
要
と
供
給
の
バ
ラ
ン
ス

で
余
っ
て
し
ま
い
ま
す
。だ
っ
た
ら
、自

分
は
他
と
同
じ
こ
と
を
せ
ず
、伝
統
を

守
り
な
が
ら
も
新
し
い
も
の
を
生
み
出

し
て
い
こ
う
と
思
い
ま
し
た
。

　
と
は
い
え
、当
時
は
作
れ
ば
飛
ぶ
よ

う
に
売
れ
る
時
代
で
家
の
仕
事
が
多

く
、朝
8
時
か
ら
夕
方
5
時
ま
で
は
他

の
職
人
さ
ん
と
同
じ
よ
う
に
仕
事
を
こ

な
し
、そ
れ
が
終
わ
っ
て
か
ら
自
分
の

作
品
を
作
っ
て
様
々
な
公
募
展
に
応
募

し
ま
し
た
。

　
私
の
作
品
は
、と

び
か
ん
な

飛
鉋
や
は
　
け
　
め

刷
毛
目
と

い
っ
た
小
石
原
焼
の
技
法
を
あ
え
て
抑

え
た
作
風
で「
こ
れ
は
小
石
原
焼
ら
し

く
な
い
」と
若
い
う
ち
は
認
め
て
も
ら

え
な
い
こ
と
も
あ
り
ま
し
た
。し
か
し
、

飛
鉋
の
技
法
は
昭
和
初
期
に
始
ま
っ
た

も
の
で
す
。当
時
、最
新
だ
っ
た
も
の

が
、20
〜
30
年
経
て
ば
伝
統
に
な
る
。

だ
っ
た
ら
飛
鉋
や
刷
毛
目
に
と
ら
わ
れ

な
い
で
、自
分
が
良
い
も
の
を
作
っ
て
い

け
ば
、い
つ
か
そ
れ
が
伝
統
に
な
る
の
で

は
な
い
か
と
考
え
ま
し
た
。

　
今
は
、陶
土
、ゆ

う
や
く

釉
薬
の
原
料
と
な
る

長
石
、木
灰
、ワ
ラ
灰
、鉄
鉱
石
な
ど
、

原
材
料
の
ほ
と
ん
ど
を
小
石
原
の
地

で
調
達
し
、地
元
の
陶
土
を
す
い 

ひ 

水
簸
し
て

粘
土
に
し
、粘
土
を
こ
ね
て
ろ
く
ろ
を

廻
し
、独
自
の
釉
薬
を
か
け
て
窯
を

た焚

く
。す
べ
て
の
工
程
を
自
ら
で
行
っ
て
い

ま
す
。

　
ま
た
、釉
薬
も
理
想
と
す
る
色
が
出

る
ま
で
試
行
錯
誤
と
失
敗
を
繰
り
返

し
、無
駄
な
こ
と
も
た
く
さ
ん
し
て
き

ま
し
た
。1
つ
の
色
に
到
達
す
る
の
に

5
年
か
ら
10
年
か
か
る
の
で
、根
気
よ

く
諦
め
な
い
こ
と
が
肝
要
で
す
。

　
作
風
も
若
い
頃
か
ら
変
化
し
て
い
ま

す
。最
初
は
緑
の

て
つ
ゆ
う

鉄
釉
に
始
ま
り
、そ

の
後
か
く
ゆ
う

赫
釉
、中
野
あ
め
ゆ
う

飴
釉
な
ど
が
あ
り
、

今
は
青
白
い
釉
薬
を
使
っ
た「
な
か 

の 

中
野

げ
っ
ぱ
く 

じ 

月
白
瓷
」で
す
。

　
昨
秋
、福
岡
県
の
陶
芸
家
と
し
て
は

初
め
て
国
指
定
重
要
無
形
文
化
財
保

持
者（
人
間
国
宝
）に
選
ん
で
い
た
だ

き
、責
任
の
重
さ
を
改
め
て
感
じ
て
い

ま
す
。

　
人
間
国
宝
の
認
定
を
受
け
る
前
か

ら
5
年
先
の
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
は
埋
ま
っ
て

い
ま
し
た
が
、認
定
を
受
け
て
か
ら
さ

ら
に
忙
し
く
な
り
ま
し
た
。作
品
も
常

に
つ
く
っ
て
い
な
い
と
い
け
ま
せ
ん
か

ら
、今
も
東
峰
村
に
い
る
と
き
は
出
来

る
限
り
作
品
を
つ
く
っ
て
い
ま
す
。

　
若
い
う
ち
か
ら
人
間
国
宝
に
選
ん
で

い
た
だ
く
と
い
う
こ
と
は
、国
か
ら「
新

し
い
も
の
を
作
っ
て
く
だ
さ
い
」と
い
う

意
味
が
こ
め
ら
れ
て
い
る
の
だ
と
思
い

ま
す
。新
し
い
も
の
を
作
り
続
け
る
こ

と
は
、決
し
て
楽
な
こ
と
で
は
あ
り
ま

せ
ん
が
、試
行
錯
誤
し
な
が
ら
土
と
向

か
い
合
っ
て
い
こ
う
と
思
い
ま
す
。

　
昨
年
7
月
の
九
州
北
部
豪
雨
の
際

に
は
、多
く
の
方
に
助
け
て
い
た
だ
き

ま
し
た
。小
石
原
焼
の
窯
元
約
50
軒
の

う
ち
、半
数
近
く
が
被
災
し
ま
し
た

が
、1
軒
も
や
め
る
こ
と
な
く
続
け
て

い
ま
す
。

　
今
年
の
10
月
に
は
、福
岡
県
朝
倉
市

に
あ
る「
甘
木
歴
史
資
料
館
」で
小
石

原
の
復
興
を
祈
念
し
て
、小
石
原
の
作

家
数
人
で
企
画
展
を
開
催
す
る
予
定

で
す
。ま
た
、11
月
に
は
全
国
の
伝
統

的
工
芸
品
の
展
示
・
紹
介
を
行
う「
伝

統
的
工
芸
品
月
間
国
民
会
議
全
国
大

会
」が
福
岡
で
開
催
さ
れ
ま
す
の
で
、

小
石
原
焼
の
復
旧
・
復
興
支
援
に
つ
な

が
れ
ば
と
思
い
ま
す
。

　
私
も
東
京
や
大
阪
な
ど
で
作
品
展
示

を
す
る
こ
と
で
、小
石
原
焼
の
認
知
度

を
上
げ
て
い
け
れ
ば
と
思
って
い
ま
す
。

九州の「地域ブランド」を
ご紹介致します。

FILE No.47
KYUSYU NO IPPIN

特別編

東峰村にあるギャラリー

は
じ
め
に

3
0
0
年
以
上
続
く

小
石
原
焼
の
窯
元

Fukushima
Zenzo

福
島 

善
三

小
石
原
焼
陶
芸
家（
人
間
国
宝
） 

特
別
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー

Profile・1959年、小石原村（現・朝倉郡東峰村）に生まれる。
大学卒業後に家業の小石原焼窯元「ちがいわ窯」に従事。
「第15回日本陶芸展 大賞桂宮賜杯」、「第50回日本伝統工芸展 
日本工芸会総裁賞」など受賞多数。2014年「紫綬褒章」受賞。
2017年、「重要無形文化財保持者（人間国宝）」に認定。
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今
回「
九
州
の
逸
品
」で
は
、福
岡

県
朝
倉
郡
東
峰
村
の
伝
統
的
工
芸
品

で
あ
る「
小
石
原
焼
・
髙
取
焼
」を
紹

介
し
ま
す
。は
じ
め
に
、昨
秋
、国
指

定
重
要
無
形
文
化
財
保
持
者（
人
間

国
宝
）に
認
定
さ
れ
た
小
石
原
焼
陶

芸
家
・
福
島
善
三
氏
に
お
話
を
伺
い
ま

し
た
。

　
私
は
山
深
く
自
然
豊
か
な
小
石
原

で
3
0
0
年
以
上
続
く
小
石
原
焼
の

窯
元「
ち
が
い
わ
窯
」に
生
ま
れ
ま
し

た
。当
時
の
小
石
原
焼
は
一
子
相
伝
で

継
承
さ
れ
て
お
り
、8
〜
9
軒
し
か
窯

元
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。小
さ
い
頃

は
、祖
父
や
父
、7
人
程
の
職
人
さ
ん

が
働
く
作
業
場
に
入
っ
て
は
ろ
く
ろ
を

使
っ
て
遊
ん
で
い
ま
し
た
。　

　
高
校
時
代
か
ら
家
業
を
継
ぐ
こ
と

は
意
識
し
て
い
ま
し
た
が
、大
学
は
美

大
で
は
な
く
一
般
の
大
学
に
進
学
し
、

青
春
を
謳
歌
し
ま
し
た
。大
学
時
代
、

友
人
た
ち
が
就
職
活
動
に
入
っ
た
頃
、

「
良
い
窯
が
あ
れ
ば
弟
子
入
り
さ
せ
て

も
ら
お
う
」と
、全
国
の
窯
を
約
3
週

間
か
け
て
巡
る
こ
と
に
し
ま
し
た
。広

島
や
岡
山
、大
阪
な
ど
9
都
道
府
県
、

10
軒
近
い
窯
元
を
見
て
回
っ
て
気
付
い

た
こ
と
が
、小
石
原
焼
の
ろ
く
ろ
の
技

術
の
高
さ
で
す
。「
外
で
修
業
す
る
必

要
は
な
い
。小
石
原
に
戻
り
、祖
父
や

父
に
技
術
を
学
ぼ
う
」と
決
心
し
ま

し
た
。

　
私
が
大
学
を
卒
業
し
本
格
的
な
修

業
に
入
っ
た
こ
ろ
、民
陶
ブ
ー
ム
の
最

盛
期
で
小
石
原
に
新
し
い
窯
元
が
続
々

と
誕
生
し
、8
〜
9
軒
ほ
ど
し
か
な

か
っ
た
窯
元
も
40
軒
近
く
に
ま
で
増
え

ま
し
た
。

　
40
軒
近
く
あ
る
窯
元
が
同
じ
も
の

を
作
る
と
、需
要
と
供
給
の
バ
ラ
ン
ス

で
余
っ
て
し
ま
い
ま
す
。だ
っ
た
ら
、自

分
は
他
と
同
じ
こ
と
を
せ
ず
、伝
統
を

守
り
な
が
ら
も
新
し
い
も
の
を
生
み
出

し
て
い
こ
う
と
思
い
ま
し
た
。

　
と
は
い
え
、当
時
は
作
れ
ば
飛
ぶ
よ

う
に
売
れ
る
時
代
で
家
の
仕
事
が
多

く
、朝
8
時
か
ら
夕
方
5
時
ま
で
は
他

の
職
人
さ
ん
と
同
じ
よ
う
に
仕
事
を
こ

な
し
、そ
れ
が
終
わ
っ
て
か
ら
自
分
の

作
品
を
作
っ
て
様
々
な
公
募
展
に
応
募

し
ま
し
た
。

　
私
の
作
品
は
、と
び
か
ん
な

飛
鉋
や
は
　
け
　
め

刷
毛
目
と

い
っ
た
小
石
原
焼
の
技
法
を
あ
え
て
抑

え
た
作
風
で「
こ
れ
は
小
石
原
焼
ら
し

く
な
い
」と
若
い
う
ち
は
認
め
て
も
ら

え
な
い
こ
と
も
あ
り
ま
し
た
。し
か
し
、

飛
鉋
の
技
法
は
昭
和
初
期
に
始
ま
っ
た

も
の
で
す
。当
時
、最
新
だ
っ
た
も
の

が
、20
〜
30
年
経
て
ば
伝
統
に
な
る
。

だ
っ
た
ら
飛
鉋
や
刷
毛
目
に
と
ら
わ
れ

な
い
で
、自
分
が
良
い
も
の
を
作
っ
て
い

け
ば
、い
つ
か
そ
れ
が
伝
統
に
な
る
の
で

は
な
い
か
と
考
え
ま
し
た
。

　
今
は
、陶
土
、ゆ

う
や
く

釉
薬
の
原
料
と
な
る

長
石
、木
灰
、ワ
ラ
灰
、鉄
鉱
石
な
ど
、

原
材
料
の
ほ
と
ん
ど
を
小
石
原
の
地

で
調
達
し
、地
元
の
陶
土
を
す
い 

ひ 

水
簸
し
て

粘
土
に
し
、粘
土
を
こ
ね
て
ろ
く
ろ
を

廻
し
、独
自
の
釉
薬
を
か
け
て
窯
を

た焚

く
。す
べ
て
の
工
程
を
自
ら
で
行
っ
て
い

ま
す
。

　
ま
た
、釉
薬
も
理
想
と
す
る
色
が
出

る
ま
で
試
行
錯
誤
と
失
敗
を
繰
り
返

し
、無
駄
な
こ
と
も
た
く
さ
ん
し
て
き

ま
し
た
。1
つ
の
色
に
到
達
す
る
の
に

5
年
か
ら
10
年
か
か
る
の
で
、根
気
よ

く
諦
め
な
い
こ
と
が
肝
要
で
す
。

　
作
風
も
若
い
頃
か
ら
変
化
し
て
い
ま

す
。最
初
は
緑
の

て
つ
ゆ
う

鉄
釉
に
始
ま
り
、そ

の
後
か
く
ゆ
う

赫
釉
、中
野
あ
め
ゆ
う

飴
釉
な
ど
が
あ
り
、

今
は
青
白
い
釉
薬
を
使
っ
た「
な
か 

の 

中
野

げ
っ
ぱ
く 

じ 

月
白
瓷
」で
す
。

　
昨
秋
、福
岡
県
の
陶
芸
家
と
し
て
は

初
め
て
国
指
定
重
要
無
形
文
化
財
保

持
者（
人
間
国
宝
）に
選
ん
で
い
た
だ

き
、責
任
の
重
さ
を
改
め
て
感
じ
て
い

ま
す
。

　
人
間
国
宝
の
認
定
を
受
け
る
前
か

ら
5
年
先
の
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
は
埋
ま
っ
て

い
ま
し
た
が
、認
定
を
受
け
て
か
ら
さ

ら
に
忙
し
く
な
り
ま
し
た
。作
品
も
常

に
つ
く
っ
て
い
な
い
と
い
け
ま
せ
ん
か

ら
、今
も
東
峰
村
に
い
る
と
き
は
出
来

る
限
り
作
品
を
つ
く
っ
て
い
ま
す
。

　
若
い
う
ち
か
ら
人
間
国
宝
に
選
ん
で

い
た
だ
く
と
い
う
こ
と
は
、国
か
ら「
新

し
い
も
の
を
作
っ
て
く
だ
さ
い
」と
い
う

意
味
が
こ
め
ら
れ
て
い
る
の
だ
と
思
い

ま
す
。新
し
い
も
の
を
作
り
続
け
る
こ

と
は
、決
し
て
楽
な
こ
と
で
は
あ
り
ま

せ
ん
が
、試
行
錯
誤
し
な
が
ら
土
と
向

か
い
合
っ
て
い
こ
う
と
思
い
ま
す
。

　
昨
年
7
月
の
九
州
北
部
豪
雨
の
際

に
は
、多
く
の
方
に
助
け
て
い
た
だ
き

ま
し
た
。小
石
原
焼
の
窯
元
約
50
軒
の

う
ち
、半
数
近
く
が
被
災
し
ま
し
た

が
、1
軒
も
や
め
る
こ
と
な
く
続
け
て

い
ま
す
。

　
今
年
の
10
月
に
は
、福
岡
県
朝
倉
市

に
あ
る「
甘
木
歴
史
資
料
館
」で
小
石

原
の
復
興
を
祈
念
し
て
、小
石
原
の
作

家
数
人
で
企
画
展
を
開
催
す
る
予
定

で
す
。ま
た
、11
月
に
は
全
国
の
伝
統

的
工
芸
品
の
展
示
・
紹
介
を
行
う「
伝

統
的
工
芸
品
月
間
国
民
会
議
全
国
大

会
」が
福
岡
で
開
催
さ
れ
ま
す
の
で
、

小
石
原
焼
の
復
旧
・
復
興
支
援
に
つ
な

が
れ
ば
と
思
い
ま
す
。

　
私
も
東
京
や
大
阪
な
ど
で
作
品
展
示

を
す
る
こ
と
で
、小
石
原
焼
の
認
知
度

を
上
げ
て
い
け
れ
ば
と
思
って
い
ま
す
。

上.中野月白瓷鉢／下.赫釉鉋文壺

小
石
原
の
地
で
原
材
料
を
調
達
し
、

す
べ
て
の
工
程
を
一
人
で
行
う

人
間
国
宝
に
選
定

今
後
も
研
鑽
を
積
む

福
島 

善
三

了

九
州
北
部
豪
雨
か
ら
約
1
年

展
示
会
で
復
旧
・
復
興
支
援
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今
回「
九
州
の
逸
品
」で
は
、福
岡

県
朝
倉
郡
東
峰
村
の
伝
統
的
工
芸
品

で
あ
る「
小
石
原
焼
・
髙
取
焼
」を
紹

介
し
ま
す
。は
じ
め
に
、昨
秋
、国
指

定
重
要
無
形
文
化
財
保
持
者（
人
間

国
宝
）に
認
定
さ
れ
た
小
石
原
焼
陶

芸
家
・
福
島
善
三
氏
に
お
話
を
伺
い
ま

し
た
。

　
私
は
山
深
く
自
然
豊
か
な
小
石
原

で
3
0
0
年
以
上
続
く
小
石
原
焼
の

窯
元「
ち
が
い
わ
窯
」に
生
ま
れ
ま
し

た
。当
時
の
小
石
原
焼
は
一
子
相
伝
で

継
承
さ
れ
て
お
り
、8
〜
9
軒
し
か
窯

元
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。小
さ
い
頃

は
、祖
父
や
父
、7
人
程
の
職
人
さ
ん

が
働
く
作
業
場
に
入
っ
て
は
ろ
く
ろ
を

使
っ
て
遊
ん
で
い
ま
し
た
。　

　
高
校
時
代
か
ら
家
業
を
継
ぐ
こ
と

は
意
識
し
て
い
ま
し
た
が
、大
学
は
美

大
で
は
な
く
一
般
の
大
学
に
進
学
し
、

青
春
を
謳
歌
し
ま
し
た
。大
学
時
代
、

友
人
た
ち
が
就
職
活
動
に
入
っ
た
頃
、

「
良
い
窯
が
あ
れ
ば
弟
子
入
り
さ
せ
て

も
ら
お
う
」と
、全
国
の
窯
を
約
3
週

間
か
け
て
巡
る
こ
と
に
し
ま
し
た
。広

島
や
岡
山
、大
阪
な
ど
9
都
道
府
県
、

10
軒
近
い
窯
元
を
見
て
回
っ
て
気
付
い

た
こ
と
が
、小
石
原
焼
の
ろ
く
ろ
の
技

術
の
高
さ
で
す
。「
外
で
修
業
す
る
必

要
は
な
い
。小
石
原
に
戻
り
、祖
父
や

父
に
技
術
を
学
ぼ
う
」と
決
心
し
ま

し
た
。

　
私
が
大
学
を
卒
業
し
本
格
的
な
修

業
に
入
っ
た
こ
ろ
、民
陶
ブ
ー
ム
の
最

盛
期
で
小
石
原
に
新
し
い
窯
元
が
続
々

と
誕
生
し
、8
〜
9
軒
ほ
ど
し
か
な

か
っ
た
窯
元
も
40
軒
近
く
に
ま
で
増
え

ま
し
た
。

　
40
軒
近
く
あ
る
窯
元
が
同
じ
も
の

を
作
る
と
、需
要
と
供
給
の
バ
ラ
ン
ス

で
余
っ
て
し
ま
い
ま
す
。だ
っ
た
ら
、自

分
は
他
と
同
じ
こ
と
を
せ
ず
、伝
統
を

守
り
な
が
ら
も
新
し
い
も
の
を
生
み
出

し
て
い
こ
う
と
思
い
ま
し
た
。

　
と
は
い
え
、当
時
は
作
れ
ば
飛
ぶ
よ

う
に
売
れ
る
時
代
で
家
の
仕
事
が
多

く
、朝
8
時
か
ら
夕
方
5
時
ま
で
は
他

の
職
人
さ
ん
と
同
じ
よ
う
に
仕
事
を
こ

な
し
、そ
れ
が
終
わ
っ
て
か
ら
自
分
の

作
品
を
作
っ
て
様
々
な
公
募
展
に
応
募

し
ま
し
た
。

　
私
の
作
品
は
、と

び
か
ん
な

飛
鉋
や
は
　
け
　
め

刷
毛
目
と

い
っ
た
小
石
原
焼
の
技
法
を
あ
え
て
抑

え
た
作
風
で「
こ
れ
は
小
石
原
焼
ら
し

く
な
い
」と
若
い
う
ち
は
認
め
て
も
ら

え
な
い
こ
と
も
あ
り
ま
し
た
。し
か
し
、

飛
鉋
の
技
法
は
昭
和
初
期
に
始
ま
っ
た

も
の
で
す
。当
時
、最
新
だ
っ
た
も
の

が
、20
〜
30
年
経
て
ば
伝
統
に
な
る
。

だ
っ
た
ら
飛
鉋
や
刷
毛
目
に
と
ら
わ
れ

な
い
で
、自
分
が
良
い
も
の
を
作
っ
て
い

け
ば
、い
つ
か
そ
れ
が
伝
統
に
な
る
の
で

は
な
い
か
と
考
え
ま
し
た
。

　
今
は
、陶
土
、ゆ

う
や
く

釉
薬
の
原
料
と
な
る

長
石
、木
灰
、ワ
ラ
灰
、鉄
鉱
石
な
ど
、

原
材
料
の
ほ
と
ん
ど
を
小
石
原
の
地

で
調
達
し
、地
元
の
陶
土
を
す
い 

ひ 

水
簸
し
て

粘
土
に
し
、粘
土
を
こ
ね
て
ろ
く
ろ
を

廻
し
、独
自
の
釉
薬
を
か
け
て
窯
を

た焚

く
。す
べ
て
の
工
程
を
自
ら
で
行
っ
て
い

ま
す
。

　
ま
た
、釉
薬
も
理
想
と
す
る
色
が
出

る
ま
で
試
行
錯
誤
と
失
敗
を
繰
り
返

し
、無
駄
な
こ
と
も
た
く
さ
ん
し
て
き

ま
し
た
。1
つ
の
色
に
到
達
す
る
の
に

5
年
か
ら
10
年
か
か
る
の
で
、根
気
よ

く
諦
め
な
い
こ
と
が
肝
要
で
す
。

　
作
風
も
若
い
頃
か
ら
変
化
し
て
い
ま

す
。最
初
は
緑
の

て
つ
ゆ
う

鉄
釉
に
始
ま
り
、そ

の
後
か
く
ゆ
う

赫
釉
、中
野
あ
め
ゆ
う

飴
釉
な
ど
が
あ
り
、

今
は
青
白
い
釉
薬
を
使
っ
た「
な
か 

の 

中
野

げ
っ
ぱ
く 

じ 

月
白
瓷
」で
す
。

　
昨
秋
、福
岡
県
の
陶
芸
家
と
し
て
は

初
め
て
国
指
定
重
要
無
形
文
化
財
保

持
者（
人
間
国
宝
）に
選
ん
で
い
た
だ

き
、責
任
の
重
さ
を
改
め
て
感
じ
て
い

ま
す
。

　
人
間
国
宝
の
認
定
を
受
け
る
前
か

ら
5
年
先
の
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
は
埋
ま
っ
て

い
ま
し
た
が
、認
定
を
受
け
て
か
ら
さ

ら
に
忙
し
く
な
り
ま
し
た
。作
品
も
常

に
つ
く
っ
て
い
な
い
と
い
け
ま
せ
ん
か

ら
、今
も
東
峰
村
に
い
る
と
き
は
出
来

る
限
り
作
品
を
つ
く
っ
て
い
ま
す
。

　
若
い
う
ち
か
ら
人
間
国
宝
に
選
ん
で

い
た
だ
く
と
い
う
こ
と
は
、国
か
ら「
新

し
い
も
の
を
作
っ
て
く
だ
さ
い
」と
い
う

意
味
が
こ
め
ら
れ
て
い
る
の
だ
と
思
い

ま
す
。新
し
い
も
の
を
作
り
続
け
る
こ

と
は
、決
し
て
楽
な
こ
と
で
は
あ
り
ま

せ
ん
が
、試
行
錯
誤
し
な
が
ら
土
と
向

か
い
合
っ
て
い
こ
う
と
思
い
ま
す
。

　
昨
年
7
月
の
九
州
北
部
豪
雨
の
際

に
は
、多
く
の
方
に
助
け
て
い
た
だ
き

ま
し
た
。小
石
原
焼
の
窯
元
約
50
軒
の

う
ち
、半
数
近
く
が
被
災
し
ま
し
た

が
、1
軒
も
や
め
る
こ
と
な
く
続
け
て

い
ま
す
。

　
今
年
の
10
月
に
は
、福
岡
県
朝
倉
市

に
あ
る「
甘
木
歴
史
資
料
館
」で
小
石

原
の
復
興
を
祈
念
し
て
、小
石
原
の
作

家
数
人
で
企
画
展
を
開
催
す
る
予
定

で
す
。ま
た
、11
月
に
は
全
国
の
伝
統

的
工
芸
品
の
展
示
・
紹
介
を
行
う「
伝

統
的
工
芸
品
月
間
国
民
会
議
全
国
大

会
」が
福
岡
で
開
催
さ
れ
ま
す
の
で
、

小
石
原
焼
の
復
旧
・
復
興
支
援
に
つ
な

が
れ
ば
と
思
い
ま
す
。

　
私
も
東
京
や
大
阪
な
ど
で
作
品
展
示

を
す
る
こ
と
で
、小
石
原
焼
の
認
知
度

を
上
げ
て
い
け
れ
ば
と
思
って
い
ま
す
。

上.中野月白瓷鉢／下.赫釉鉋文壺

小
石
原
の
地
で
原
材
料
を
調
達
し
、

す
べ
て
の
工
程
を
一
人
で
行
う

人
間
国
宝
に
選
定

今
後
も
研
鑽
を
積
む

福
島 
善
三

了

九
州
北
部
豪
雨
か
ら
約
1
年

展
示
会
で
復
旧
・
復
興
支
援
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福
岡
県
朝
倉
郡
東
峰
村
に
は
、小
石

原
焼
と
髙
取
焼
の
窯
元
が
約
50
軒
あ

り
ま
す
。こ
こ
で
は
、そ
れ
ぞ
れ
の
陶
器

の
歴
史
や
特
徴
を
紹
介
し
ま
す
。

　
生
活
雑
器
と
し
て
の
道
を
歩
み
な
が

ら
、用
と
美
を
確
立
し
た
小
石
原
焼
。

　
素
朴
で
温
か
い
持
味
を
出
す
、飛

鉋
、刷
毛
目
、く

し 

め 

櫛
目
、ゆ
び
か
き

指
描
、流
し
掛

け
、打
掛
け
な
ど
の
技
法
が
生
き
て
い

ま
す
。

　
多
く
の
窯
元
は
、そ
ん
な
伝
統
の
技

を
大
切
に
受
け
継
ぎ
な
が
ら
、小
石
原

焼
の
発
展
を
願
っ
て
さ
ら
に
新
し
い
作

風
の
確
立
を
め
ざ
し
て
い
ま
す
。

　
1
6
8
2
年（
天
和
2
年
）、黒
田
3

代
藩
主
・
光
之
が
招
い
た
肥
前
・
伊
万

里
の
陶
工
が
中
国
風
の
磁
器
を
伝
え
、

既
に
小
石
原
に
あ
っ
た
髙
取
焼
と
交
流

す
る
こ
と
で
、小
石
原
焼
が
形
成
さ
れ

ま
し
た
。

　
大
正
か
ら
昭
和
の
は
じ
め
頃
ま
で

は
、共
同
窯
を
使
っ
て
大
型
の

か
め甕
・
鉢
・

皿
・
す
り
鉢
な
ど
を
作
っ
て
い
ま
し
た

が
、民
芸
活
動
の
推
進
者
、や
な
ぎ
む
ね
よ
し

柳
宗
悦
、

バ
ー
ナ
ー
ド・リ
ー
チ
ら
に
よ
っ
て
小
石

原
焼
が
全
国
に
紹
介
さ
れ
、民
陶
ブ
ー

ム
が
到
来
し
た
こ
と
で
共
同
窯
は
消

え
、個
人
窯
元
が
増
え
ま
し
た
。そ
こ

で
暮
ら
し
の
中
で
使
わ
れ
る
生
活
の
器

づ
く
り
が
活
発
化
し
て
い
っ
た
の
で
す
。

　
1
9
5
8
年（
昭
和
33
年
）ベ
ル

ギ
ー
の
ブ
リ
ュ
ッ
セ
ル
で
開
か
れ
た
万

国
博
覧
会
日
本
館
第
3
部
出
品
で
の

グ
ラ
ン
プ
リ
受
賞
、1
9
6
1
年（
昭

和
36
年
）の
日
本
工
芸
館
小
石
原
分
館

（
現・小
石
原
工
芸
館
）の
設
立
も
小
石

原
焼
の
発
展
に
弾
み
を
つ
け
ま
し
た
。

そ
し
て
、1
9
7
5
年（
昭
和
50
年
）に

は
陶
磁
器
で
は
日
本
初
と
な
る「
伝
統

的
工
芸
品
」に
指
定
さ
れ
ま
し
た
。

　
東
峰
村
に
は
髙
取
焼
の
技
法
を
継

承
す
る
窯
元
が
数
戸
あ
り
、「
遠
州
髙

取
」の
風
格
を
今
に
伝
え
、「
綺
麗
さ

び
」の
世
界
を
展
開
し
て
い
ま
す
。

　
精
密
な
工
程
、華
麗
な
釉
薬
、繊
細

な
生
地
味
。特
に
鉄
・
藁
灰
・
木
灰
・
長

石
を
原
料
と
し
、微
妙
な
調
合
で
作
ら

れ
た
釉
薬
を
駆
使
し
て
焼
成
さ
れ
る

茶
陶
類
は
、気
品
に
満
ち
あ
ふ
れ
て
い

ま
す
。

　
豊
臣
秀
吉
の
二
度
に
わ
た
る
朝
鮮
出

兵（
文
禄
・
慶
長
の
役
）で
、西
国
大
名

た
ち
は
、多
数
の
朝
鮮
人
陶
工
を
連
れ

帰
り
、各
地
に
焼
き
物
の
窯
を
開
か
せ

ま
し
た
。福
岡
藩
主
黒
田
長
政
も
そ
の

一
人
で
、連
れ
帰
っ
た
陶
工
八
山（
日
本

名
・
髙
取
八
蔵
）に
直
方
市
鷹
取
山
の

麓
に
窯
を
築
か
せ
た
の
が
髙
取
焼
の
始

ま
り
で
す
。

　
そ
の
後
、1
6
1
4
年（
慶
長
19

年
）に
直
方
市・内
ヶ
磯
に
、1
6
2
4

年（
寛
永
元
年
）に
山
田
市
・
唐
人
谷

に
、1
6
3
0
年（
寛
永
7
年
）に
飯
塚

市
・
白
旗
山（
現
・
飯
塚
市
幸
袋
）に
窯

を
移
し
ま
す
。こ
の
頃
、茶
人
小
堀
遠

州
の
指
導
を
受
け「
遠
州
髙
取
」様
式

が
ほ
ぼ
完
成
し
ま
す
。

　
八
蔵
は
こ
の
地
で
亡
く
な
り
、二
代

目
八
蔵
が
1
6
6
5
年（
寛
文
5
年
）

に
小
石
原
村
鼓
釜
床
に
開
窯
。元
禄
年

中（
1
6
8
8
年
〜
1
7
0
4
年
）に

早
良
郡
田
嶋
に
移
窯
す
る
と
共
に
、八

蔵
は
鼓
か
ら
通
勤
し
な
が
ら
御
用
を

務
め
ま
し
た
。

　
そ
の
後
明
治
維
新
ま
で
髙
取
家
は

代
々
福
岡
藩
窯
頭
取
の
職
務
を
務
め

て
い
ま
す
。

1.小石原焼の技術を駆使した作品
2.黒呉須を使ったモダンなカップ／3.被災後に屋根を改装（店舗外観）

上記写真は、昨年7月5日の九州北部豪雨の様子（東峰村）　※写真提供：東峰村役場

　
創
業
か
ら
約
3
5
0
年
、本
窯
十
統
の
一
つ
と
し
て
小
石
原

焼
の
歴
史
を
支
え
て
ま
い
り
ま
し
た
。民
陶
は
暮
ら
し
の
中
で
役

立
っ
て
こ
そ
、そ
の
価
値
が
生
ま
れ
ま
す
。栁
瀬
窯
で
は
小
石
原

焼
の
伝
統
的
な
技
法
を
守
り
な
が
ら
、新
し
い
デ
ザ
イ
ン
を
取
り

入
れ
て
い
ま
す
。今
の
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
に
調
和
す
る
よ
う
、暮
ら

し
に
潤
い
を
も
た
ら
す
作
品
づ
く
り
を
目
指
し
て
い
ま
す
。

　
昨
年
の
九
州
北
部
豪
雨
で
は
、裏
山
が
崩
れ
土
砂
が
家
や
店

舗
ま
で
入
っ
て
き
ま
し
た
。傾
斜
地
で
あ
り
、土
砂
の
流
れ
先
が

あ
っ
た
為
、建
物
の
被
害
が
少
な
か
っ
た
の
が
幸
い
で
す
。重
機
が

使
え
な
い
場
所
で
し
た
の
で
、ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
皆
さ
ん
に
手
作
業

で
土
砂
を
取
り
除
い
て
頂
け
た
の
で
、と
て
も
あ
り
が
た
か
っ
た
で

す
。通
行
止
め
が
続
き
ま
し
た
の
で
小
石
原
焼
支
援
の
た
め
の
イ

ベン
ト
を
各
地
で
開
催
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。県
庁
ロ
ビ
ー
や
道

の
駅
な
ど
皆
様
の
あ
た
た
か
い
ご
支
援
に
感
謝
い
た
し
て
お
り
ま

す
。ご
支
援
を
忘
れ
ず
、日
々
努
力
し
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

　
多
く
の
方
々
の
温
か
い
ご
支
援
に
心
よ
り
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。

栁瀬眞一

有限会社 やまさん 栁瀬窯元
やな  せ かま もと

：福岡県朝倉郡東峰村
大字小石原790

：0946-74-2206

：9：00～17：00

：不定休

住 所

電 話

営業時間

定 休 日

■

■

■

■

■http://www.yanasekamamoto.
com/

現
在
の
小
石
原
焼
に
至
る
ま
で

名
声
を
得
た
小
石
原
焼

髙
取
焼
の
ル
ー
ツ

※写真・情報提供：東峰村役場

小
石
原
焼

こ
　
い
し 

わ
ら 
や
き

髙
取
焼

た
か 

と
り 

や
き

九州北部豪雨からの復旧・復興をめざす
小石原焼・髙取焼

　
昨
年
の
九
州
北
部
豪
雨

で
は
、小
石
原
焼
・
髙
取
焼

の
約
50
窯
元
の
内
、半
数
近

く
が
甚
大
な
被
害
を
受
け

ま
し
た
。降
り
始
め
か
ら
の

5
0
0
ミ
リ
を
超
え
る
雨

量
は
、幹
線
の
国
道
2
1
1

号
と
焼
き
物
の
産
地
を
直

撃
し
、窯
元
の
住
居
は
も
と

よ
り
、作
業
場
、製
造
所
等

に
打
撃
を
受
け
ま
し
た
。中

に
は
、土
砂
で
窯
が
倒
壊
す

る
な
ど
大
き
な
被
害
が
出

て
、復
興
に
時
間
が
か
か
っ

て
い
る
窯
元
も
あ
り
ま
す
。

　
今
回
は
、小
石
原
焼
・
髙

取
焼
か
ら
5
軒
の
窯
元
を

紹
介
し
ま
す
。窯
元
は
他
に

も
た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
の

で
、ぜ
ひ
東
峰
村
へ
足
を
運

ん
で
、様
々
な
窯
元
を
巡
り

復
旧
・
復
興
を
後
押
し
く
だ

さ
い
。

1
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岡
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が
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50
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こ
で
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史
や
特
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を
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介
し
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す
。
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が
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と
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。
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目
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目
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指
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、流
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掛

け
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ど
の
技
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が
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て
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ま
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。
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の
窯
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の
技
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受
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。
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光
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里
の
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が
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風
の
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と
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こ
と
で
、小
石
原
焼
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形
成
さ
れ

ま
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。
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正
か
ら
昭
和
の
は
じ
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頃
ま
で

は
、共
同
窯
を
使
っ
て
大
型
の

か
め甕
・
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・

皿
・
す
り
鉢
な
ど
を
作
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い
ま
し
た

が
、民
芸
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動
の
推
進
者
、や
な
ぎ
む
ね
よ
し

柳
宗
悦
、

バ
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チ
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に
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て
小
石

原
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が
全
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に
紹
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さ
れ
、民
陶
ブ
ー
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が
到
来
し
た
こ
と
で
共
同
窯
は
消

え
、個
人
窯
元
が
増
え
ま
し
た
。そ
こ

で
暮
ら
し
の
中
で
使
わ
れ
る
生
活
の
器

づ
く
り
が
活
発
化
し
て
い
っ
た
の
で
す
。

　
1
9
5
8
年（
昭
和
33
年
）ベ
ル

ギ
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の
ブ
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で
開
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た
万

国
博
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会
日
本
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第
3
部
出
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で
の

グ
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プ
リ
受
賞
、1
9
6
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昭

和
36
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）の
日
本
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小
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分
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）の
設
立
も
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発
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に
弾
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。

そ
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、1
9
7
5
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和
50
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は
陶
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で
は
日
本
初
と
な
る「
伝
統

的
工
芸
品
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指
定
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れ
ま
し
た
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東
峰
村
に
は
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取
焼
の
技
法
を
継

承
す
る
窯
元
が
数
戸
あ
り
、「
遠
州
髙

取
」の
風
格
を
今
に
伝
え
、「
綺
麗
さ

び
」の
世
界
を
展
開
し
て
い
ま
す
。

　
精
密
な
工
程
、華
麗
な
釉
薬
、繊
細

な
生
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に
鉄
・
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・
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・
長
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を
原
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な
調
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で
作
ら
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釉
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を
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使
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て
焼
成
さ
れ
る

茶
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は
、気
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に
満
ち
あ
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て
い

ま
す
。

　
豊
臣
秀
吉
の
二
度
に
わ
た
る
朝
鮮
出

兵（
文
禄
・
慶
長
の
役
）で
、西
国
大
名

た
ち
は
、多
数
の
朝
鮮
人
陶
工
を
連
れ

帰
り
、各
地
に
焼
き
物
の
窯
を
開
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せ

ま
し
た
。福
岡
藩
主
黒
田
長
政
も
そ
の

一
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で
、連
れ
帰
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た
陶
工
八
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日
本

名
・
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取
八
蔵
）に
直
方
市
鷹
取
山
の

麓
に
窯
を
築
か
せ
た
の
が
髙
取
焼
の
始

ま
り
で
す
。

　
そ
の
後
、1
6
1
4
年（
慶
長
19

年
）に
直
方
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磯
に
、1
6
2
4

年（
寛
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元
年
）に
山
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市
・
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に
、1
6
3
0
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7
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）に
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市
・
白
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山（
現
・
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市
幸
袋
）に
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を
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し
ま
す
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の
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、茶
人
小
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の
指
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を
受
け「
遠
州
髙
取
」様
式

が
ほ
ぼ
完
成
し
ま
す
。

　
八
蔵
は
こ
の
地
で
亡
く
な
り
、二
代

目
八
蔵
が
1
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6
5
年（
寛
文
5
年
）

に
小
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原
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に
開
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と
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は
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ら
通
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が
ら
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を
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ま
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。
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の
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明
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新
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で
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は
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業
か
ら
約
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年
、本
窯
十
統
の
一
つ
と
し
て
小
石
原

焼
の
歴
史
を
支
え
て
ま
い
り
ま
し
た
。民
陶
は
暮
ら
し
の
中
で
役

立
っ
て
こ
そ
、そ
の
価
値
が
生
ま
れ
ま
す
。栁
瀬
窯
で
は
小
石
原

焼
の
伝
統
的
な
技
法
を
守
り
な
が
ら
、新
し
い
デ
ザ
イ
ン
を
取
り

入
れ
て
い
ま
す
。今
の
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
に
調
和
す
る
よ
う
、暮
ら

し
に
潤
い
を
も
た
ら
す
作
品
づ
く
り
を
目
指
し
て
い
ま
す
。

　
昨
年
の
九
州
北
部
豪
雨
で
は
、裏
山
が
崩
れ
土
砂
が
家
や
店

舗
ま
で
入
っ
て
き
ま
し
た
。傾
斜
地
で
あ
り
、土
砂
の
流
れ
先
が

あ
っ
た
為
、建
物
の
被
害
が
少
な
か
っ
た
の
が
幸
い
で
す
。重
機
が

使
え
な
い
場
所
で
し
た
の
で
、ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
皆
さ
ん
に
手
作
業

で
土
砂
を
取
り
除
い
て
頂
け
た
の
で
、と
て
も
あ
り
が
た
か
っ
た
で

す
。通
行
止
め
が
続
き
ま
し
た
の
で
小
石
原
焼
支
援
の
た
め
の
イ

ベン
ト
を
各
地
で
開
催
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。県
庁
ロ
ビ
ー
や
道

の
駅
な
ど
皆
様
の
あ
た
た
か
い
ご
支
援
に
感
謝
い
た
し
て
お
り
ま

す
。ご
支
援
を
忘
れ
ず
、日
々
努
力
し
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

　
多
く
の
方
々
の
温
か
い
ご
支
援
に
心
よ
り
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。

栁瀬眞一

有限会社 やまさん 栁瀬窯元
やな  せ かま もと

：福岡県朝倉郡東峰村
大字小石原790

：0946-74-2206

：9：00～17：00

：不定休

住 所

電 話

営業時間

定 休 日

■

■

■

■

■http://www.yanasekamamoto.
com/

現
在
の
小
石
原
焼
に
至
る
ま
で

名
声
を
得
た
小
石
原
焼

髙
取
焼
の
ル
ー
ツ

※写真・情報提供：東峰村役場

小
石
原
焼

こ
　
い
し 

わ
ら 

や
き

髙
取
焼

た
か 

と
り 

や
き

九州北部豪雨からの復旧・復興をめざす
小石原焼・髙取焼

　
昨
年
の
九
州
北
部
豪
雨

で
は
、小
石
原
焼
・
髙
取
焼

の
約
50
窯
元
の
内
、半
数
近

く
が
甚
大
な
被
害
を
受
け

ま
し
た
。降
り
始
め
か
ら
の

5
0
0
ミ
リ
を
超
え
る
雨

量
は
、幹
線
の
国
道
2
1
1

号
と
焼
き
物
の
産
地
を
直

撃
し
、窯
元
の
住
居
は
も
と

よ
り
、作
業
場
、製
造
所
等

に
打
撃
を
受
け
ま
し
た
。中

に
は
、土
砂
で
窯
が
倒
壊
す

る
な
ど
大
き
な
被
害
が
出

て
、復
興
に
時
間
が
か
か
っ

て
い
る
窯
元
も
あ
り
ま
す
。

　
今
回
は
、小
石
原
焼
・
髙

取
焼
か
ら
5
軒
の
窯
元
を

紹
介
し
ま
す
。窯
元
は
他
に

も
た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
の

で
、ぜ
ひ
東
峰
村
へ
足
を
運

ん
で
、様
々
な
窯
元
を
巡
り

復
旧
・
復
興
を
後
押
し
く
だ

さ
い
。

1
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父
・
鬼
丸
翁
明
、子
・
た
か
ゆ
き

尚
幸
の
窯
元
で
す
。物
づ
く
り

に
喜
び
と
誇
り
を
持
ち
、手
間
隙
か
け
て
、丁
寧
な
手

仕
事
を
心
が
け
て
い
ま
す
。伝
統
的
な
技
法
を
使
っ
た

器
や
水
玉
模
様
の
器
な
ど
、使
っ
て
い
る
人
が
や
さ
し
い

気
持
ち
に
な
れ
る
器
作
り
に
注
力
し
て
い
ま
す
。

　
九
州
北
部
豪
雨
で
は
、工
房
と
店
に
土
砂
が
流
れ
込

み
ま
し
た
が
、皆
で
力
を
合
わ
せ
て
土
砂
を
か
き
だ
し
、

な
ん
と
か
1
カ
月
後
に
は
店
の
営
業
を
再
開
す
る
こ
と

が
で
き
ま
し
た
。機
械
の
整
備
や
建
物
の
補
修
工
事
な

ど
、復
旧
途
中
で
は
あ
り
ま
す
が
、被
災
後
は
多
く
の

人
に
支
え
ら
れ
、励
ま
さ
れ
ま
し
た
。こ
の
場
を
か
り
て

お
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

　
こ
れ
か
ら
も
、日
々
の
暮
ら
し
が
、豊
か
に
楽
し
く
な

る
よ
う
な
器
作
り
を
目
指
し
て
ま
い
り
ま
す
。

　
親
子
三
代
で
作
陶
し
て
い
ま
す
。黒
田
藩
の
御
用
窯

で
小
堀
遠
州
公
の
指
導
に
よ
り
、1
6
0
0
年
頃
か
ら

火
を
絶
や
す
事
な
く
茶
道
具
を
造
っ
て
参
り
ま
し
た
。

作
行
き
と
し
て
は
薄
造
り
が
基
調
で
多
種
多
様
な
色

使
い
が
特
徴
で
す
。

　
昨
年
の
九
州
北
部
豪
雨
で
は
、登
り
窯
の
傍
ら
の
山

が
崩
れ
50
ｔ
以
上
の
土
砂
が
流
出
し
ま
し
た
が
、幸
い

に
も
窯
自
体
に
は
被
害
が
な
く
、多
く
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

の
皆
様
の
お
陰
で
早
期
に
現
状
に
近
い
状
態
に
戻
す
こ

と
が
で
き
ま
し
た
。豪
雨
以
来
、皆
様
に
は
大
変
ご
心

配
を
お
掛
け
し
、ま
た
ご
支
援
い
た
だ
き
ま
し
て
、心
か

ら
深
く
お
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

　
今
後
も
心
の
こ
も
っ
た
作
品
を
作
り
続
け
て
い
き
た
い

と
思
い
ま
す
。ど
う
か
よ
ろ
し
く
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

　
4
0
0
年
以
上
の
歴
史
と
伝
統
を
受
け
継
ぐ
、一
子

相
伝
に
よ
る
髙
取
焼
直
系
の
窯
元
で
す
。茶
器
で
使
う

器
を
は
じ
め
、普
段
遣
い
の
器
な
ど
を
作
っ
て
い
ま
す
。

　
九
州
北
部
豪
雨
で
は
、土
を

つ搗
く
唐
臼
や
穴
窯
、駐

車
場
な
ど
数
ヵ
所
被
災
し
ま
し
た
。少
し
ず
つ
復
旧
し

な
が
ら
作
陶
し
て
い
ま
す
が
、穴
窯
の
再
建
は
時
間
が

か
か
る
為
、今
年
の
7
月
、小
ロ
ッ
ト
の
生
産
用
に
単
窯

を
作
り
ま
し
た
。

　
こ
こ
に
至
る
ま
で
は
、本
当
に
た
く
さ
ん
の
方
々
の
ご

支
援
や
ご
協
力
、多
く
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
方
々
の
お
力

添
え
が
あ
り
ま
し
た
。心
か
ら
お
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

　
ギ
ャ
ラ
リ
ー
を
併
設
し
て
い
ま
す
の
で
、陶
器
市

「
み
ん
と
う
さ
い

民
陶
祭
」の
時
だ
け
で
な
く
、普
通
の
日
に
も
訪
れ
て

ゆ
っ
く
り
器
を
見
て
い
た
だ
け
れ
ば
嬉
し
い
で
す
。

1.作品を展示するギャラリーを併設
2.十三代 髙取八山作 茶碗／3.窯焚きの様子（写真は登り窯）

1.食卓が楽しくなる手の温もりのある器
2.1本1本手彫りした器／3.店舗外観

1.香るカップシリーズ
2.店舗外観／3.世界最高水準の高音質スピーカーシステム

1.築148年の店舗。今年5月半ばに茅葺屋根の修復工事を終える
2.肩衝茶入／3.前押茶碗

髙取焼八仙窯
たか とり やき はっ せん がま

　
髙
取
焼
の
名
工
で
知
ら
れ
る
初
代・鬼
丸
雪
山
の
茶

陶
と
し
て
の
伝
統
を
受
け
継
ぎ
な
が
ら
、現
代
に
必
要

と
さ
れ
る
も
の
づ
く
り
を
目
指
し
て
い
ま
す
。

　
例
え
ば
、「
香
る
カ
ッ
プ
」は
髙
取
焼
の
特
徴
を
活
か

し
た
薄
い
作
り
で
、飲
み
物
の
香
り
を
引
き
立
て
、飲
み

口
が
薄
く
や
さ
し
い
口
当
た
り
で
す
。ま
た
、鉄
分
が
多

く
き
め
が
細
か
い
小
石
原
の
土
を
使
っ
て
つ
く
る
陶
器

ス
ピ
ー
カ
ー
は
、高
音
が
特
に
美
し
い
と
世
界
中
か
ら

注
文
が
入
っ
て
い
ま
す
。

　
九
州
北
部
豪
雨
で
は
茶
室
に
土
砂
が
入
り
ま
し
た

が
、皆
さ
ん
の
協
力
も
あ
り
、復
旧
す
る
こ
と
が
で
き
ま

し
た
。

　
こ
れ
か
ら
も
東
峰
村
か
ら
世
界
に
向
け
て
、付
加
価
値

の
高
い
、今
ま
で
に
な
い
作
品
を
発
信
し
て
い
き
ま
す
。

二代目 鬼丸碧山

左から髙取忍、十三代 髙取八仙、
髙取周一郎

十三代 髙取八山

鬼丸翁明

翁明窯元
おう めい かま もと

髙取焼鬼丸雪山窯
たか とり やき おに まる せつ ざん がま

髙取焼宗家
たか とり やき そう  け

：福岡県朝倉郡東峰村
大字小石原鼓2511

：0946-74-2045

：9：00～17：00

：月曜

住 所

電 話

営業時間

定 休 日

■

■

■

■

※月曜が祝日の場合は火曜休業
■http://www.takatoriyaki-
souke.com/

：福岡県朝倉郡東峰村
大字小石原962-1

：0946-74-2810

：8：00～18：00

：なし

住 所

電 話

営業時間

定 休 日

■

■

■

■

■http://takatoriyaki.com/

：福岡県朝倉郡東峰村
大字小石原1126-1

：0946-74-2186

：10：00～18：00

：不定休

住 所

電 話

営業時間

定 休 日

■

■

■

■

■http://www.020oumei.info/

：福岡県朝倉郡東峰村
大字小石原812-1

：0946-74-2211

：9：00～18：00

：なし

住 所

電 話

営業時間

定 休 日

■

■

■

■

※団体のお客様は、事前連絡があると
対応がスムーズにできます

■http://takatoriyaki.co.jp/
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父
・
鬼
丸
翁
明
、子
・
た
か
ゆ
き

尚
幸
の
窯
元
で
す
。物
づ
く
り

に
喜
び
と
誇
り
を
持
ち
、手
間
隙
か
け
て
、丁
寧
な
手

仕
事
を
心
が
け
て
い
ま
す
。伝
統
的
な
技
法
を
使
っ
た

器
や
水
玉
模
様
の
器
な
ど
、使
っ
て
い
る
人
が
や
さ
し
い

気
持
ち
に
な
れ
る
器
作
り
に
注
力
し
て
い
ま
す
。

　
九
州
北
部
豪
雨
で
は
、工
房
と
店
に
土
砂
が
流
れ
込

み
ま
し
た
が
、皆
で
力
を
合
わ
せ
て
土
砂
を
か
き
だ
し
、

な
ん
と
か
1
カ
月
後
に
は
店
の
営
業
を
再
開
す
る
こ
と

が
で
き
ま
し
た
。機
械
の
整
備
や
建
物
の
補
修
工
事
な

ど
、復
旧
途
中
で
は
あ
り
ま
す
が
、被
災
後
は
多
く
の

人
に
支
え
ら
れ
、励
ま
さ
れ
ま
し
た
。こ
の
場
を
か
り
て

お
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

　
こ
れ
か
ら
も
、日
々
の
暮
ら
し
が
、豊
か
に
楽
し
く
な

る
よ
う
な
器
作
り
を
目
指
し
て
ま
い
り
ま
す
。

　
親
子
三
代
で
作
陶
し
て
い
ま
す
。黒
田
藩
の
御
用
窯

で
小
堀
遠
州
公
の
指
導
に
よ
り
、1
6
0
0
年
頃
か
ら

火
を
絶
や
す
事
な
く
茶
道
具
を
造
っ
て
参
り
ま
し
た
。

作
行
き
と
し
て
は
薄
造
り
が
基
調
で
多
種
多
様
な
色

使
い
が
特
徴
で
す
。

　
昨
年
の
九
州
北
部
豪
雨
で
は
、登
り
窯
の
傍
ら
の
山

が
崩
れ
50
ｔ
以
上
の
土
砂
が
流
出
し
ま
し
た
が
、幸
い

に
も
窯
自
体
に
は
被
害
が
な
く
、多
く
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

の
皆
様
の
お
陰
で
早
期
に
現
状
に
近
い
状
態
に
戻
す
こ

と
が
で
き
ま
し
た
。豪
雨
以
来
、皆
様
に
は
大
変
ご
心

配
を
お
掛
け
し
、ま
た
ご
支
援
い
た
だ
き
ま
し
て
、心
か

ら
深
く
お
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

　
今
後
も
心
の
こ
も
っ
た
作
品
を
作
り
続
け
て
い
き
た
い

と
思
い
ま
す
。ど
う
か
よ
ろ
し
く
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

　
4
0
0
年
以
上
の
歴
史
と
伝
統
を
受
け
継
ぐ
、一
子

相
伝
に
よ
る
髙
取
焼
直
系
の
窯
元
で
す
。茶
器
で
使
う

器
を
は
じ
め
、普
段
遣
い
の
器
な
ど
を
作
っ
て
い
ま
す
。

　
九
州
北
部
豪
雨
で
は
、土
を

つ搗
く
唐
臼
や
穴
窯
、駐

車
場
な
ど
数
ヵ
所
被
災
し
ま
し
た
。少
し
ず
つ
復
旧
し

な
が
ら
作
陶
し
て
い
ま
す
が
、穴
窯
の
再
建
は
時
間
が

か
か
る
為
、今
年
の
7
月
、小
ロ
ッ
ト
の
生
産
用
に
単
窯

を
作
り
ま
し
た
。

　
こ
こ
に
至
る
ま
で
は
、本
当
に
た
く
さ
ん
の
方
々
の
ご

支
援
や
ご
協
力
、多
く
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
方
々
の
お
力

添
え
が
あ
り
ま
し
た
。心
か
ら
お
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

　
ギ
ャ
ラ
リ
ー
を
併
設
し
て
い
ま
す
の
で
、陶
器
市

「
み
ん
と
う
さ
い

民
陶
祭
」の
時
だ
け
で
な
く
、普
通
の
日
に
も
訪
れ
て

ゆ
っ
く
り
器
を
見
て
い
た
だ
け
れ
ば
嬉
し
い
で
す
。

1.作品を展示するギャラリーを併設
2.十三代 髙取八山作 茶碗／3.窯焚きの様子（写真は登り窯）

1.食卓が楽しくなる手の温もりのある器
2.1本1本手彫りした器／3.店舗外観

1.香るカップシリーズ
2.店舗外観／3.世界最高水準の高音質スピーカーシステム

1.築148年の店舗。今年5月半ばに茅葺屋根の修復工事を終える
2.肩衝茶入／3.前押茶碗

髙取焼八仙窯
たか とり やき はっ せん がま

　
髙
取
焼
の
名
工
で
知
ら
れ
る
初
代・鬼
丸
雪
山
の
茶

陶
と
し
て
の
伝
統
を
受
け
継
ぎ
な
が
ら
、現
代
に
必
要

と
さ
れ
る
も
の
づ
く
り
を
目
指
し
て
い
ま
す
。

　
例
え
ば
、「
香
る
カ
ッ
プ
」は
髙
取
焼
の
特
徴
を
活
か

し
た
薄
い
作
り
で
、飲
み
物
の
香
り
を
引
き
立
て
、飲
み

口
が
薄
く
や
さ
し
い
口
当
た
り
で
す
。ま
た
、鉄
分
が
多

く
き
め
が
細
か
い
小
石
原
の
土
を
使
っ
て
つ
く
る
陶
器

ス
ピ
ー
カ
ー
は
、高
音
が
特
に
美
し
い
と
世
界
中
か
ら

注
文
が
入
っ
て
い
ま
す
。

　
九
州
北
部
豪
雨
で
は
茶
室
に
土
砂
が
入
り
ま
し
た

が
、皆
さ
ん
の
協
力
も
あ
り
、復
旧
す
る
こ
と
が
で
き
ま

し
た
。

　
こ
れ
か
ら
も
東
峰
村
か
ら
世
界
に
向
け
て
、付
加
価
値

の
高
い
、今
ま
で
に
な
い
作
品
を
発
信
し
て
い
き
ま
す
。

二代目 鬼丸碧山

左から髙取忍、十三代 髙取八仙、
髙取周一郎

十三代 髙取八山

鬼丸翁明

翁明窯元
おう めい かま もと

髙取焼鬼丸雪山窯
たか とり やき おに まる せつ ざん がま

髙取焼宗家
たか とり やき そう  け

：福岡県朝倉郡東峰村
大字小石原鼓2511

：0946-74-2045

：9：00～17：00

：月曜

住 所

電 話

営業時間

定 休 日

■

■

■

■

※月曜が祝日の場合は火曜休業
■http://www.takatoriyaki-
souke.com/

：福岡県朝倉郡東峰村
大字小石原962-1

：0946-74-2810

：8：00～18：00

：なし

住 所

電 話

営業時間

定 休 日

■

■

■

■

■http://takatoriyaki.com/

：福岡県朝倉郡東峰村
大字小石原1126-1

：0946-74-2186

：10：00～18：00

：不定休

住 所

電 話

営業時間

定 休 日

■

■

■

■

■http://www.020oumei.info/

：福岡県朝倉郡東峰村
大字小石原812-1

：0946-74-2211

：9：00～18：00

：なし

住 所

電 話

営業時間

定 休 日

■

■

■

■

※団体のお客様は、事前連絡があると
対応がスムーズにできます

■http://takatoriyaki.co.jp/

1

2 3

1

2 3

1

2 3

1

2 3
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