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◇
や
き
も
の
の
魅
力
あ
ふ
れ
る
佐
賀

　

日
本
の
伝
統
工
芸
に
触
れ
る
旅・産
業
観
光
◇ 9

欧
州
へ
輸
出
さ
れ
た
美
し
い
古
伊
万
里

大
海
に
出
て
そ
の
素
晴
ら
し
さ
を
知
る

　

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
主
要
な
博
物
館
や
宮
殿
を
訪
ね
る
と
、

必
ず
と
言
っ
て
よ
い
ほ
ど
、
美
し
い
絵
付
け
が
な
さ
れ
た

日
本
の
古
伊
万
里
や
柿
右
衛
門
様
式
の
陶
磁
器
が
保
存
・

展
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
今
か
ら
４
０
０
年
近
く
も

前
に
、
オ
ラ
ン
ダ
東
イ
ン
ド
会
社
の
手
に
よ
っ
て
佐
賀
の

伊
万
里
港
か
ら
輸
出
さ
れ
た
も
の
だ
。
絢
爛
豪
華
な
絵
付

け
に
魅
せ
ら
れ
、
な
か
に
は
金
塊
や
兵
士
と
の
交
換
で
手

に
入
れ
た
王
侯
貴
族
も
い
た
と
い
う
。
海
を
渡
っ
た
や
き

も
の
は
、
中
世
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
権
力
と
富
の
象
徴
と
し
て

も
珍
重
さ
れ
た
。

　

さ
か
の
ぼ
る
こ
と
17
世
紀
の
初
頭
、
豊
臣
秀
吉
に
よ
る

朝
鮮
出
兵
（
文
禄
・
慶
長
の
役
）
の
お
り
日
本
へ
と
連
れ

て
こ
ら
れ
た
李
朝
の
陶
工
ら
の
手
に
よ
っ
て
、
日
本
で 

初
め
て
磁
器
生
産
が
始
ま
っ
た
と
さ
れ
る
。
そ
の
舞
台
と

な
っ
た
の
が
鍋
島
藩
、
今
の
佐
賀
県
だ
。
有
田
や
伊
万
里
、

そ
し
て
唐
津
と
聞
け
ば
、
地
名
も
そ
の
ま
ま
の
誰
も
が 

知
る
や
き
も
の
の
産
地
で
あ
る
。
窯
業
は
藩
の
主
要
な 

産
業
と
な
り
、
貢
物
や
輸
出
で
大
き
な
利
潤
を
も
た
ら
し

た
。

　

世
界
を
旅
し
て
初
め
て
、
日
本
の
産
業
や
文
化
、
歴
史

の
素
晴
ら
し
さ
を
認
識
さ
せ
ら
れ
る
と
い
う
の
は
皮
肉
な

話
だ
が
、
大
海
に
出
た
か
ら
こ
そ
気
づ
く
こ
と
は
往
々
に

し
て
あ
る
。

　

私
が
佐
賀
の
や
き
も
の
の
虜
に
な
っ
た
の
も
、
や
は
り

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
旅
が
き
っ
か
け
だ
。

　

旅
行
会
社
に
勤
務
し
て
い
た
１
９
９
１
年
、
ゴ
ー
ル
デ

ン
ウ
ィ
ー
ク
の
繁
忙
期
に
パ
ッ
ケ
ー
ジ
ツ
ア
ー
の
添
乗
員

と
し
て
駆
り
出
さ
れ
た
。
エ
ー
ゲ
海
を
ク
ル
ー
ズ
し
て
パ

リ
を
堪
能
す
る
コ
ー
ス
で
、
参
加
者
の
な
か
に
は
一
組
だ

け
、
パ
リ
で
挙
式
予
定
の
カ
ッ
プ
ル
が
い
た
。
ま
だ
海
外

ウ
エ
デ
ィ
ン
グ
が
珍
し
い
時
代
の
こ
と
で
、
パ
リ
に
到
着

し
て
か
ら
は
日
系
美
容
室
へ
の
手
配
変
更
な
ど
を
自
ら
が

オ
ペ
レ
ー
シ
ョ
ン
し
て
、
希
望
に
あ
う
よ
う
対
応
し
た
。

　

旅
も
最
終
日
と
な
っ
た
夜
、
ホ
テ
ル
近
く
の
セ
ー
ヌ
川

の
ほ
と
り
を
歩
い
て
い
る
と
、
新
婦
の
友
人
で
ツ
ア
ー
参

加
者
の
一
人
と
ば
っ
た
り
鉢
合
わ
せ
た
。
親
友
が
今
宵
、

彼
と
二
人
き
り
で
楽
し
ん
で
い
る
の
を
邪
魔
し
ち
ゃ
い
け

な
い
と
、
途
中
で
別
れ
て
ホ
テ
ル
に
戻
っ
て
き
た
と
い
う
。

ほ
か
の
参
加
者
は
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
三
昧
で
血
眼
な
自
由
行

動
の
夜
だ
っ
た
。
そ
れ
で
バ
ー
へ
お
誘
い
し
て
、
二
人
で

グ
ラ
ス
を
傾
け
な
が
ら
仕
事
の
こ
と
や
互
い
の
身
の
上
話

に
及
ん
だ
。
昼
間
、
ベ
ル
サ
イ
ユ
宮
殿
で
見
た
古
伊
万
里

に
つ
い
て
の
知
識
が
豊
富
だ
っ
た
の
で
尋
ね
た
と
こ
ろ
、

佐
賀
の
ご
出
身
と
い
う
。

　

帰
国
後
も
写
真
や
手
紙
を
交
わ
す
よ
う
に
な
り
、
つ
い
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に
は
そ
の
年
の
冬
、
私
は
彼
女
に
招
か
れ
て
佐
賀
・
有
田

の
地
を
訪
ね
る
こ
と
に
な
っ
た
。
彼
女
は
自
ら
ハ
ン
ド
ル

を
握
っ
て
、
秘
窯
の
歴
史
を
保
存
・
再
現
し
た
鍋
島
藩
窯

公
園
や
、
や
き
も
の
の
神
様
が
祀
ら
れ
た
陶
山
神
社
を
案

内
し
て
く
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
か
ら
と
い
う
も
の
、
佐

賀
の
や
き
も
の
に
魅
せ
ら
れ
、
幾
度
と
な
く
九
州
の
地
へ

足
を
運
ぶ
よ
う
に
な
っ
た
。
彼
女
に
薦
め
ら
れ
て
収
集

し
た
有
田
焼 

し
ん
窯
の
「
青
花
」
と
い
う
ブ
ラ
ン
ド
は
、

紅
毛
異
人
の
文
様
が
特
徴
で
、
今
も
我
が
家
の
食
卓
を

飾
っ
て
い
る
。

海
の
幸
・
山
の
幸
を
盛
っ
て
こ
そ
映
え
る
器

や
き
も
の
を
テ
ー
マ
に
食
べ
歩
く
佐
賀
の
旅

　

先
日
、
佐
賀
県
の
職
員
に
連
れ
ら
れ
て
、
県
内
西
部
を

す
み
ず
み
視
察
す
る
機
会
に
恵
ま
れ
た
。
羽
田
か
ら
空
路

約
２
時
間
、
有
明
佐
賀
空
港
に
降
り
立
つ
と
、
佐
賀
平
野

に
広
が
る
畑
に
は
大
豆
が
黒
々
と
実
り
、
海
苔
の
養
殖
棚

が
水
面
に
光
る
美
し
い
有
明
海
が
一
望
で
き
た
。

　

め
ざ
す
は
、「
唐
津
く
ん
ち
」
で
有
名
な
唐
津
の
街
で

あ
る
。
唐
（
今
の
中
国
）
へ
向
か
う
港
口
（
津
）
を
意
味

す
る
だ
け
あ
っ
て
、
肥
前
名
護
屋
城
跡
な
ど
歴
史
的
に
も

見
ど
こ
ろ
が
多
い
。
呼
子
の
烏
賊
か
ら
透
け
て
み
え
そ
う

な
青
磁
の
器
も
よ
い
が
、
温
も
り
を
感
じ
さ
せ
る
唐
津
焼

は
煮
つ
け
や
焼
き
魚
を
、
よ
り
一
層
ひ
き
た
て
る
。
料
理

を
盛
っ
て
こ
そ
の
器
だ
け
に
、
や
き
も
の
の
旅
に
グ
ル
メ

は
欠
か
せ
な
い
。

　

唐
津
で
は
杵
島
炭
鉱
で
一
財
を
な
し
た
実
業
家
の
旧

宅
・
高
取
邸
を
訪
ね
た
り
、
著
名
な
陶
芸
家
で
あ
る
中
里

太
郎
右
衛
門
窯
を
見
学
し
た
あ
と
、
創
業
１
２
８
年
の
歴

鍋島藩窯公園を案内してもらい佐賀やきものの魅力に魅せられた

中里太郎右衛門窯に残る旧い登り窯に日本のやきものの歴史を感じる

自宅で毎日食卓にのぼる「青花」。中国語で「チンホワ」と発音し、
藍色と白の染付の器を意味する（筆者私物）
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史
あ
る
佇
ま
い
の
宿「
洋
々
閣
」へ
と
向
か
い
汗
を
流
し
た
。

そ
こ
で
夕
食
の
席
、
主
人
（
あ
る
じ
）
の
話
を
聞
い
て
驚

い
た
。
日
本
円
が
ま
だ
１
米
ド
ル
３
６
０
円
の
固
定
相
場

の
時
代
、
大
学
を
卒
業
し
た
ば
か
り
の
主
人
は
箱
根
宮
ノ

下
の
富
士
屋
ホ
テ
ル
へ
就
職
し
て
、
接
遇
の
イ
ロ
ハ
を
学

ん
だ
と
い
う
。
出
さ
れ
た
料
理
も
一
流
だ
が
、
も
て
な
し

も
素
晴
ら
し
い
。
何
よ
り
館
内
に
陶
芸
作
家
・
中
里
隆
の

作
品
ギ
ャ
ラ
リ
ー
を
擁
し
て
お
り
、
来
る
者
の
目
を
楽
し

ま
せ
て
い
る
。
ふ
と
見
る
と
、
宿
泊
客
の
外
国
人
も
ギ
ャ

ラ
リ
ー
を
覗
い
て
、
や
き
も
の
を
見
入
っ
て
い
る
。
食
事

を
は
さ
ん
で
、
あ
ら
た
め
て
ギ
ャ
ラ
リ
ー
で
器
を
眺
め
る

と
、
観
る
心
持
ち
が
違
っ
て
い
る
の
が
わ
か
る
。

　

翌
日
、
一
路
、
有
田
へ
向
か
っ
た
。
ち
な
み
に
、
有
田

の
街
を
巡
る
に
は
歩
き
や
す
く
低
い
靴
が
よ
い
。
窯
元
で
、

古
く
か
ら
あ
る
登
り
窯
を
見
学
し
た
り
、
工
房
を
訪
ね
歩

く
の
に
適
し
て
い
る
。
耐
火
煉
瓦
を
積
み
上
げ
た
ト
ン
バ

イ
塀
の
あ
る
裏
通
り
は
、
と
て
も
ひ
っ
そ
り
し
て
い
て
散

策
に
も
ち
ょ
う
ど
よ
い
。

　

今
回
、
つ
い
ぞ
念
願
か
な
っ
て
、
し
ん
窯
の

工
房
を
訪
ね
る
こ
と
が
で
き
た
。
１
８
３
０
年
、

鍋
島
藩
指
導
の
も
と
に
築
か
れ
た
と
さ
れ
る
し

ん
窯
で
、
青
花
匠
と
い
わ
れ
る
伝
統
工
芸
士
の

方
か
ら
お
話
を
う
か
が
い
、
工
房
で
絵
付
け
の

様
子
を
見
学
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
。
そ
し
て
あ

ら
た
め
て
、
普
段
使
う
食
器
に
愛
着
を
感
じ
た
。

飾
る
の
も
よ
い
が
、
日
々
の
暮
ら
し
の
な
か
で

活
か
さ
れ
て
こ
そ
が
、
や
き
も
の
の
命
で
あ
り

作
り
手
の
喜
び
な
の
で
は
な
い
か
と
感
じ
た
の

で
あ
る
。

工
場
萌
え
に
み
る
産
業
観
光
の
曙

や
き
も
の
収
集
な
ら
小
さ
な
箸
置
き
か
ら

　

時
代
は
今
、
陶
芸
ブ
ー
ム
に
あ
る
。
陶
芸
教
室
に
通
う

の
は
都
会
人
が
も
っ
ぱ
ら
だ
が
、
趣
味
が
高
じ
て
窯
元
を

め
ぐ
り
、
作
家
の
も
と
に
本
格
的
な
手
習
い
を
す
る
人
も

い
る
ら
し
い
。
し
か
し
窯
業
は
、
旅
館
や
料
亭
の
時
代
的

な
減
少
と
と
も
に
斜
陽
に
あ
る
。
そ
こ
で
有
田
で
は
〝
ふ

る
さ
と
創
生
〞
を
目
的
に
有
志
ら
が
集
い
、
滞
在
型
観
光

に
よ
る
上
級
者
向
け
の
作
陶
指
導
や
若
手
ア
ー
テ
ィ
ス
ト

の
育
成
な
ど
を
積
極
的
に
行
う
取
り
組
み
を
始
め
て
い
る
。

２
０
１
６
年
、
日
本
は
や
き
も
の
発
祥
４
０
０
年
を
迎
え

る
が
、
有
田
で
の
体
験
交
流
型
観
光
が
、
往
時
の
活
気
を

取
り
戻
す
こ
と
を
祈
る
。

　

一
つ
の
産
業
を
核
に
し
た
観
光
の
あ
り
方
を
「
産
業
観

光
」
と
呼
ぶ
。
伝
統
的
地
場
産
業
や
近
代
的
な
製
造
業
、

先
端
技
術
の
現
場
、
産
業
遺
産
な
ど
を
観
光
対
象
に
し
て

い
る
の
が
特
徴
で
、
雇
用
の
創
出
も
は
か
れ
る
た
め
サ
ス

テ
ィ
ナ
ブ
ル
ツ
ー
リ
ズ
ム
（
持
続
可
能
な
観
光
）
の
代
名

詞
と
も
い
わ
れ
て
い
る
。
も
の
づ
く
り
の
国
・
ニ
ッ
ポ
ン

の
強
み
を
活
か
し
た
、
新
し
い
旅
の
カ
タ
チ
と
い
え
よ
う
。

　

産
業
観
光
で
代
表
的
な
の
は
、「
工
場
萌
え
」
な
る
言

葉
ま
で
生
ん
だ
工
場
夜
景
ツ
ア
ー
だ
。
夜
間
照
明
で
輝
く

コ
ン
ビ
ナ
ー
ト
地
帯
の
夜
景
が
、
観
る
人
の
心
を
く
す
ぐ

る
ら
し
い
。
川
崎
市
を
は
じ
め
室
蘭
や
四
日
市
、
北
九
州

の
ほ
か
兵
庫
の
姫
路
や
山
口
の
周
南
も
新
た
に
参
加
す
る

「
全
国
工
場
夜
景
サ
ミ
ッ
ト
」
に
は
、
関
心
を
寄
せ
る
自

治
体
も
多
く
、
い
ず
こ
も
臨
海
部
に
立
地
す
る
こ
と
か
ら

夜
景
ク
ル
ー
ズ
も
好
評
だ
。

　

学
生
身
分
な
ら
、
や
き
も
の
の
収
集
に
は
お
金
が
か
か

り
過
ぎ
る
。体
験
す
る
に
も
技
量
が
不
安
で
あ
れ
ば
、ギ
ャ

ラ
リ
ー
を
覗
い
て
ホ
ン
モ
ノ
を
見
る
目
を
養
え
ば
よ
い
。

お
気
に
入
り
の
品
を
み
つ
け
た
ら
、
５
客
１
セ
ッ
ト
で
な

く
と
も
バ
ラ
で
購
入
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
近
ご

ろ
は
、
販
売
す
る
側
も
消
費
者
の
立
場
に
立
っ
て
い
る
の

が
わ
か
る
。
そ
れ
で
も
、
よ
い
も
の
は
単
価
も
高
い
。

　

私
は
若
い
こ
ろ
か
ら
旅
先
で
、
さ
ま
ざ
ま
な
箸
置
き
を

購
入
し
て
、
そ
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
は
軽
く
百
を
超
す
。
ご

朱
印
や
ス
タ
ン
プ
も
好
き
だ
が
、
箸
置
き
は
か
さ
ば
ら
ず

高
額
で
な
く
、
自
分
へ
の
お
土
産
に
ち
ょ
う
ど
よ
い
。
収

集
し
た
一
つ
ひ
と
つ
に
思
い
出
が
あ
り
、
来
客
時
に
は
、

ち
ょ
っ
と
し
た
話
題
づ
く
り
に
な
る
。
た
っ
た
一
つ
で
よ

い
か
ら
、
旅
の
思
い
出
に
箸
置
き
を
購
入
し
て
み
る
の
も

よ
い
だ
ろ
う
。

有田・しん窯の「匠」と呼ばれる伝統
工芸士から登り窯の説明を受ける


