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ま
り
は
小
さ
な
活
動

　
　
　
　
　

で
あ
っ
た
と
し
て
も

　
　
　
　
　

熱
心
な
活
動
は
や
が

て
地
域
の
『
常
識
』
と
な
り
、
伝

統
や
文
化
に
姿
を
変
え
継
承
さ
れ

て
い
く
。
こ
れ
は
一
つ
の
例
で
す

が
、
住
民
の
皆
さ
ん
が
主
体
的
に

行
う
地
域
の
活
動
に
は
、
大
き
な

可
能
性
が
秘
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

日
本
の
伝
統
工
芸
の
一
つ
で
あ

る
『
陶
芸
』。
陶
芸
文
化
を
愛
好

し
、
陶
芸
活
動
を
楽
し
む
占
冠
村

陶
芸
サ
ー
ク
ル
『
陶と

う
せ
ん
が
ま

占
窯
』
は
、

１
９
９
４
（
平
成
４
）
年
か
ら
そ

の
活
動
を
開
始
。
当
時
公
民
館
が

開
催
し
た
陶
芸
教
室
の
参
加
者
を

中
心
に
、『
陶
芸
を
続
け
た
い
』

と
い
う
思
い
を
持
っ
た
人
が
集
ま

っ
て
設
立
に
至
り
ま
し
た
。

　

現
在
は
、
村
総
合
文
化
祭
へ
の

作
品
出
展
や
陶
芸
教
室
の
開
催
、

学
校
授
業
で
の
指
導
な
ど
幅
広
い

活
動
を
展
開
。
地
域
を
盛
り
上
げ

る
団
体
の
一
つ
と
な
り
ま
し
た
。

　

地
域
内
で
つ
な
が
り
の
希
薄
化

が
問
題
と
さ
れ
る
今
日
、
住
民
同

士
が
つ
な
が
り
楽
し
む
場
は
、
貴

重
な
場
だ
と
言
え
る
で
し
ょ
う
。

住
民
の
皆
さ
ん
が
楽
し
む
地
域
の

活
動
は
、
間
違
い
な
く
地
域
の
宝

物
の
一
つ
。
村
内
で
は
、
素
晴
ら

し
い
地
域
活
動
が
た
く
さ
ん
行
わ

れ
て
い
ま
す
。
今
月
は
陶
芸
サ
ー

ク
ル
陶
占
窯
の
活
動
に
迫
り
ま
す
。

　

占
冠
村
内
の
各
学
校
で
は
、
授

業
に
陶
芸
体
験
を
取
り
入
れ
、
子

ど
も
た
ち
に
芸
術
文
化
活
動
に
触

れ
る
機
会
を
提
供
し
て
い
ま
す
。

　
『
活
動
を
続
け
る
こ
と
が
で
き

る
の
は
多
く
の
方
々
か
ら
の
支
え

が
あ
っ
て
こ
そ
。
陶
芸
活
動
を
通

し
て
地
域
貢
献
も
し
た
い
と
考
え

て
い
ま
す
。
毎
年
子
ど
も
た
ち
に

指
導
の
機
会
を
設
け
て
く
だ
さ
る

の
は
嬉
し
い
こ
と
で
す
。』
と
、

陶
占
窯
代
表
の
五
十
嵐
正
雄
さ
ん

は
語
り
ま
す
。

　

陶
占
窯
は
、
学
校
で
の
指
導
だ

け
で
は
な
く
、
公
民
館
事
業
自
主

創
造
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
活
用
し
た
陶

芸
教
室
も
開
催
。
村
民
が
陶
芸
に

触
れ
る
機
会
を
創
出
す
る
な
ど
、

積
極
的
な
活
動
を
続
け
て
い
ま
す
。

陶
芸
に
触
れ
る
機
会
を

　

陶
芸
作
品
は
、
①
作
品
イ
メ
ー

ジ
の
決
定
、
②
土
練
り
、
③
成
形
、

④
削
り
、
⑤
乾
燥
、
⑥
素
焼
き
、

⑦
撥
水
剤
塗
り
、
⑧
色
付
け
、
⑨

本
焼
き
と
い
っ
た
工
程
を
経
て
完

成
し
ま
す
。

　

自
由
な
発
想
で
作
品
を
作
る
こ

と
が
で
き
る
の
は
、
陶
芸
の
大
き

な
魅
力
の
一
つ
で
す
。
作
品
の
完

成
イ
メ
ー
ジ
を
決
定
す
る
工
程
で

は
、
個
人
の
自
由
な
発
想
が
楽
し

さ
を
生
み
、
想
像
力
を
高
め
て
く

れ
る
こ
と
で
し
ょ
う
。
作
品
の
成

形
作
業
で
は
、
造
形
的
な
美
し
さ

を
知
る
こ
と
が
で
き
る
だ
け
で
は

な
く
、
ア
イ
デ
ィ
ア
を
形
に
す
る

思
考
力
、
表
現
す
る
手
法
な
ど
の

感
性
を
磨
く
き
っ
か
け
と
な
り
ま

す
。
ま
た
、
陶
芸
作
品
の
完
成
に

至
る
ま
で
に
は
、
粘
土
を
練
る
、

伸
ば
す
、
描
く
と
い
っ
た
指
先
を

使
用
す
る
作
業
が
た
く
さ
ん
あ
り

ま
す
。
こ
れ
ら
の
作
業
は
脳
に
良

い
刺
激
と
な
り
、
脳
の
活
性
化
に

つ
な
が
り
ま
す
。

　

陶
芸
活
動
を
通
し
て
得
ら
れ
る

も
の
は
、
想
像
力
や
感
性
だ
け
で

は
あ
り
ま
せ
ん
。
作
品
を
完
成
さ

せ
る
喜
び
や
楽
し
さ
、
達
成
感
を

味
わ
う
こ
と
が
で
き
る
の
も
陶
芸

想
像
力
・
感
性
を
育
み
、

表
現
す
る
楽
し
さ
を
知
る

活
動
の
大
き
な
魅
力
の
一
つ
と
言

え
ま
す
。

　

作
品
を
作
り
続
け
る
と
技
術
の

幅
も
広
が
り
、
挑
戦
し
た
い
も

の
・
作
り
た
い
も
の
が
増
え
て
い

き
ま
す
。
前
向
き
な
挑
戦
心
は
、

生
き
が
い
と
な
っ
て
私
達
の
人
生

を
き
っ
と
豊
か
に
し
て
く
れ
る
は

ず
。『
達
成
』
と
『
挑
戦
』。
こ
の

２
つ
は
私
達
が
人
生
を
生
き
抜
く

上
で
も
欠
か
せ
な
い
も
の
で
す
。

始

▲▶学校で取り入れられる陶芸教室。
　　写真は中央小学校の授業の様子です。
　　「優しく教えてくれるので安心して作
ることができる」と子どもたちから高
い満足感を得ています。

村総合文化祭に展示される陶芸作品。
質の高い陶芸作品が、毎年会場に並びます。
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陶
芸
作
品
づ
く
り
の
体
験
を
通

し
て
焼
き
物
の
技
法
を
知
る
こ

と
、
焼
き
物
の
魅
力
に
触
れ
、
身

近
な
美
術
作
品
へ
の
造
詣
を
深
め

る
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
陶
芸
体

験
教
室
が
村
内
学
校
の
授
業
に
取

り
入
れ
ら
れ
ま
し
た
。

　

学
校
の
授
業
で
陶
芸
の
技
法
な

ど
を
指
導
す
る
の
は
陶
芸
サ
ー
ク

ル
『
陶
占
窯
』
の
皆
さ
ん
。
地
域

住
民
が
講
師
と
な
り
、
児
童
生
徒

に
対
し
て
陶
芸
の
技
法
な
ど
を
丁

寧
に
教
え
ま
す
。

　

コ
ッ
プ
や
お
皿
な
ど
の
食
器
類

や
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
の
置
物
な
ど
、

子
ど
も
た
ち
が
作
り
た
い
も
の
は

多
岐
に
わ
た
り
ま
す
。『
可
能
な

限
り
、
希
望
す
る
も
の
を
作
ら
せ

て
あ
げ
た
い
。』
と
、
陶
占
窯
の

皆
さ
ん
は
陶
芸
の
技
法
の
指
導
と

と
も
に
、
作
品
完
成
に
至
る
手
助

け
も
行
い
ま
す
。
授
業
を
受
け
た

子
ど
も
た
ち
は
、
完
成
し
た
作
品

に
満
足
げ
。『
子
ど
も
た
ち
に
陶

芸
を
楽
し
ん
で
も
ら
い
た
い
。』

と
い
う
思
い
や
り
の
心
と
積
極
的

な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
、
子

ど
も
た
ち
に
大
き
な
達
成
感
を
与

え
ま
す
。

　

学
校
授
業
で
行
う
陶
芸
教
室

は
、
陶
芸
の
技
法
等
を
教
え
る
だ

け
の
時
間
で
は
な
く
、
学
校
と
地

域
住
民
の
交
流
の
輪
を
広
げ
る
貴

重
な
時
間
で
も
あ
り
ま
す
。

焼き物の技法に触れる、焼き物の魅力を知る

児童生徒に大好評の陶芸体験の授業時間。
学校と地域をつなぐ、貴重な時間。
地域に欠かせない教育活動に。

正
雄
さ
ん
：
陶
芸
の
授
業
で
は
、

失
敗
を
恐
れ
て
挑
戦
で
き
な
い
子
、

作
り
た
い
も
の
を
上
手
に
表
現
で

き
ず
、
失
敗
し
て
泣
き
出
し
て
し

ま
う
子
な
ど
が
い
ま
す
。

正
子
さ
ん
：
陶
芸
作
品
に
は
正
解

が
あ
り
ま
せ
ん
。
ど
ん
な
形
に
な

っ
て
も
い
い
ん
で
す
。
世
界
に
一

つ
だ
け
し
か
な
い
も
の
を
つ
く
る

　

陶
芸
活
動
の
拠
点
で
あ
る
民
芸

加
工
授
産
所
を
訪
問
す
る
と
、
陶

芸
サ
ー
ク
ル
『
陶
占
窯
』
の
代
表

者
で
あ
る
五
十
嵐
正
雄
さ
ん
と
奥

さ
ん
の
正
子
さ
ん
が
迎
え
て
く
れ

ま
し
た
。

――
陶
芸
を
初
め
て
体
験
す
る
子

ど
も
た
ち
の
様
子
を
教
え
て
く
だ

さ
い
。

――
陶
芸
教
室
に
協
力
し
て
何
か

変
化
は
あ
り
ま
し
た
か
。

正
雄
さ
ん
：
地
域
の
子
ど
も
た
ち

と
の
つ
な
が
り
が
で
き
た
こ
と
で

す
ね
。
陶
芸
の
授
業
を
担
当
し
た

――
陶
芸
教
室
の
準
備
に
は
、
大

変
な
面
も
あ
る
と
思
い
ま
す
。

正
雄
さ
ん
：
陶
芸
作
品
は
、
粘
土

の
中
に
空
気
が
混
じ
っ
て
い
る

と
、
焼
き
上
げ
た
と
き
に
空
気
が

膨
張
し
て
割
れ
て
し
ま
い
ま
す
。

粘
土
の
中
に
残
っ
て
い
る
空
気
を

抜
く
た
め
に
は
、
菊き

く
ね練

り
と
い
う

工
程
が
必
要
で
す
。
菊
練
り
は
、

陶
芸
に
慣
れ
て
い
な
い
素
人
の
方

や
力
が
弱
い
子
ど
も
に
は
難
し
い

作
業
で
す
。
そ
こ
で
、
陶
占
窯
の

会
員
が
授
業
が
始
ま
る
前
ま
で

に
、
菊
練
り
な
ど
の
下
準
備
を
し

て
お
き
ま
す
。
不
足
し
て
い
れ
ば

作
品
に
着
色
す
る
た
め
の
釉ゆ

う
や
く薬

を

作
り
足
す
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

正
子
さ
ん
：
児
童
生
徒
ら
が
満
足

し
て
も
ら
う
た
め
、
下
準
備
は
念

入
り
に
行
い
ま
す
。

正
雄
さ
ん
：
『
お
世
話
に
な
っ
て

い
る
関
係
者
の
皆
さ
ん
の
た
め
に

も
、
地
域
に
何
か
を
し
て
あ
げ
た

い
』、
そ
の
思
い
が
私
た
ち
の
活

動
の
柱
に
な
っ
て
い
ま
す
。

ん
だ
か
ら
、
他
人
と
比
べ
る
必
要

な
ん
て
あ
り
ま
せ
ん
。
歪
な
形
に

な
っ
た
と
し
て
も
そ
れ
が
味
に
な

る
。
陶
芸
の
魅
力
の
一
つ
で
す
。

正
雄
さ
ん
：
失
敗
を
恐
れ
る
子
ど

も
た
ち
に
は
、『
正
解
な
ん
て
な
い

の
だ
か
ら
、
思
い
切
り
や
っ
て
み

な
さ
い
。
も
し
穴
が
あ
い
て
し
ま

っ
た
り
、
形
が
崩
れ
て
も
大
丈
夫

だ
。
お
じ
さ
ん
が
、
ち
ゃ
ん
と
直

し
て
あ
げ
る
か
ら
。』と
伝
え
ま
す
。

そ
の
一
言
が
あ
る
と
、
安
心
し
て

授
業
に
臨
め
る
よ
う
で
す
。

日
、
授
業
を
受
け
た
下
校
途
中
の

生
徒
が
家
の
近
く
を
通
り
ま
し

た
。『
楽
し
か
っ
た
か
！
』
と
声

を
か
け
る
と
『
す
ご
く
楽
し
か
っ

た
！
』
と
笑
顔
で
答
え
て
く
れ
ま

し
た
。

正
子
さ
ん
：
子
ど
も
た
ち
は
、
体

験
し
た
授
業
の
内
容
を
家
庭
で
話

し
て
い
る
そ
う
な
ん
で
す
よ
。
保

護
者
の
方
と
お
会
い
し
た
と
き
、

『
嬉
し
そ
う
に
話
し
て
い
ま
し
た

よ
。』
と
、
そ
の
様
子
を
聞
く
こ

と
が
で
き
ま
し
た
。
大
変
嬉
し
い

こ
と
で
す
。

正
雄
さ
ん
：
兄
や
姉
が
い
る
子

は
、
家
で
陶
芸
に
つ
い
て
ア
ド
バ

イ
ス
を
受
け
て
い
る
よ
う
で
す
。

先
に
体
験
し
た
兄
（
姉
）
の
話
を

聞
い
た
子
は
、
よ
り
興
味
を
持
っ

て
授
業
を
受
け
て
く
れ
ま
す
。
初

め
て
陶
芸
を
体
験
す
る
は
ず
の
子

が
こ
だ
わ
り
を
持
っ
て
授
業
に
臨

む
姿
は
大
変
微
笑
ま
し
い
。
私
た

ち
の
取
組
が
家
庭
の
話
題
に
の
ぼ

る
の
は
大
変
光
栄
な
こ
と
で
す
。

▲素焼きと本焼きを行う専用の窯の内部。本焼き

は、作品に掛けた釉
ゆうやく

薬を高温で溶かすことで、作

品の装飾や強度を持たせるために行う工程です。

　1,230℃という高温で、約14時間かけて作品を焼

き上げます。陶芸作品が出来上がるまでには約

１ヶ月の時間を要します。

美しい仕上げに欠かせない『釉
ゆうやく

薬』

完成した陶芸作品に、着色やコーティング

など装飾の役割を果たす『釉薬』。

陶芸作品の素地に水や汚れが染み込むこと

を防ぐと同時に、さまざまな色や質感など

を表現します。陶芸作品の印象を大きく左

右する『釉薬』は、欠かすことのできない

要素の一つです。

この『釉薬』は、購入すると実は高価なもの。

お金をかけずに陶芸を楽しみたい陶占窯の

皆さんは、なんとこの『釉薬』を手作りし

ています。様々な素材を混ぜ合わせる釉薬

の配合は、手間と時間がかかるとても大変

な作業です。陶芸を楽しむためにも、下準

備は欠かせません。陶占窯では、約10種類

の釉薬を準備しています。

▲粘土から空気を押
し出す。空気が抜
けきっていないと
壊れる原因にも。

陶占窯代表
五十嵐正雄さん
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65
歳
の
と
き
、
陶
芸
に
興
味
を

抱
き
活
動
を
開
始
し
た
黒
瀬
房
子

さ
ん
。
約
20
年
に
わ
た
り
陶
芸
活

動
を
続
け
ま
し
た
。「
完
成
し
た

作
品
が
良
い
形
を
し
て
い
た
ら
本

当
に
嬉
し
い
。
も
っ
と
若
い
と
き

か
ら
や
っ
て
い
た
ら
良
か
っ
た
。」

と
陶
芸
に
対
す
る
思
い
を
話
し
始

め
ま
し
た
。
房
子
さ
ん
は
、
粘
土

の
購
入
や
、若
い
会
員
へ
の
指
導
、

窯
へ
の
火
入
れ
、
作
業
場
の
掃
除

な
ど
、
陶
芸
活
動
の
土
台
と
な
る

下
準
備
や
管
理
を
と
お
し
て
陶
占

窯
の
活
動
を
支
え
て
き
ま
し
た
。

房
子
さ
ん
は
、
村
民
芸
加
工
授
産

所
に
毎
日
の
よ
う
に
通
っ
て
い
た

た
め
、
会
員
の
一
部
に
は
『
雇
わ

れ
管
理
人
』
と
誤
解
さ
れ
る
こ
と

も
あ
っ
た
そ
う
で
す
。
陶
占
窯
の

会
長
の
正
雄
さ
ん
は
、「
黒
瀬
さ

ん
が
い
て
く
れ
た
お
か
げ
で
活
動

を
続
け
る
こ
と
が
で
き
た
。」
と

感
謝
を
語
り
ま
す
。

黒瀬　房子さん
陶占窯の活動を支えた

▶取材に伺うと、黒瀬さんが制作したお気に入りの作品を
紹介してくれました。右の写真は黒瀬さんが初めて制
作したフクロウ。目元を作るのが難しく、旦那さんの
顔を見て参考にしたとのことです。『じいさんの顔』と、
暖かな笑みを浮かべてフクロウを紹介してくれました。

　

藤
本
広
栄
さ
ん
は
、
村
内
学
校

で
実
施
す
る
陶
芸
教
室
の
指
導
を

行
う
講
師
の
一
人
で
す
。「
子
ど

も
た
ち
の
成
長
の
た
め
に
、
作
業

は
見
守
っ
て
あ
げ
る
べ
き
な
の
で

し
ょ
う
け
ど
、
難
し
い
工
程
で
は

手
伝
う
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
ど
こ

ま
で
な
ら
手
伝
っ
て
い
い
の
か
。

ど
う
や
っ
て
作
業
を
進
め
て
も
ら

う
か
。
教
え
る
側
も
常
に
勉
強
が

必
要
で
す
よ
ね
。」
と
指
導
の
難

し
さ
を
話
し
て
く
れ
ま
し
た
。

　

授
業
で
は
、
穴
が
空
い
て
し
ま

っ
た
り
、
思
い
描
い
た
形
に
な
ら

な
か
っ
た
り
す
る
子
も
い
る
そ
う

で
す
。「
穴
が
空
い
て
も
ほ
と
ん

ど
の
場
合
で
は
修
復
可
能
で
す

が
、
初
め
て
の
体
験
な
の
で
失
敗

は
仕
方
の
な
い
こ
と
で
す
よ
ね
。

『
失
敗
を
、次
は
ど
う
生
か
す
か
』。

こ
の
授
業
で
は
、
想
像
力
や
表
現

力
を
育
む
こ
と
が
で
き
る
と
思
い

ま
す
が
、『
失
敗
す
る
体
験
』
か

ら
学
べ
る
も
の
も
あ
る
と
思
い
ま

す
。
失
敗
か
ら
学
び
、
挑
戦
す
る

よ
う
に
な
っ
て
く
れ
る
と
嬉
し
い

で
す
。」
と
、
広
栄
さ
ん
は
子
ど

も
達
の
失
敗
を
む
し
ろ
肯
定
的
に

捉
え
て
い
ま
す
。

「
普
通
の
掃
き
掃
除
で
は
粘
土
片

な
ど
の
粉
塵
が
宙
に
舞
い
上
が
っ

て
し
ま
い
ま
す
の
で
、
濡
れ
た
新

聞
紙
を
床
に
敷
き
詰
め
て
箒
で
掃

く
な
ど
、
掃
除
の
仕
方
に
も
工
夫

が
必
要
で
し
た
。
ま
た
、
陶
器
の

焼
成
作
業
を
行
う
日
は
早
朝
５
時

か
ら
作
業
を
開
始
す
る
こ
と
も
あ

り
ま
し
た
。
当
時
の
窯
は
、
現
在

の
よ
う
な
立
派
な
窯
で
は
な
く
、

強
い
風
が
吹
く
と
火
が
消
え
て
し

ま
う
こ
と
も
あ
り
ま
し
た
。
消
火

し
な
い
よ
う
に
、
燃
料
を
調
整
す

る
な
ど
し
な
が
ら
一
日
中
見
守
っ

て
い
た
こ
と
が
何
度
も
あ
り
ま

す
。
陶
芸
作
品
は
一
人
で
は
完
成

さ
せ
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。
作

る
た
め
の
環
境
を
整
え
た
り
、
下

準
備
が
欠
か
せ
な
い
。
大
変
だ
っ

た
こ
と
は
た
く
さ
ん
あ
り
ま
し
た

が
、
協
力
し
て
く
れ
る
た
く
さ
ん

の
人
や
会
長
の
五
十
嵐
さ
ん
が
い

た
か
ら
頑
張
る
こ
と
が
で
き
ま
し

た
。」
と
、
陶
芸
活
動
に
費
や
し

た
日
々
を
懐
か
し
そ
う
に
語
っ
て

く
れ
ま
し
た
。

▶姉が習っていた陶芸に興味を持ち、陶
芸を開始。現在は活動を休止中ですが
授業の指導には参加しているとのこ
と。授業では複数人の陶占窯の会員が
指導にあたります。右は広栄さん作。

藤本　広栄さん
陶芸教室講師を努める

　

陶
占
窯
は
、
中
央
地
区
の
占
冠

村
民
芸
加
工
授
産
所
（
毎
週
月
・

水
曜
日
）
と
ト
マ
ム
地
区
の
地
域

カ
フ
ェ
『
ミ
ナ
・
ト
マ
ム
』（
毎

週
水
曜
日
）の
２
箇
所
で
活
動
中
。

ミ
ナ
・
ト
マ
ム
で
行
っ
て
い
る
陶

芸
活
動
の
取
材
に
伺
う
と
、
会
員

が
和
気
あ
い
あ
い
と
作
品
づ
く
り

に
取
り
組
ん
で
い
ま
し
た
。

　

ミ
ナ
・
ト
マ
ム
で
陶
芸
を
始
め

て
１
年
に
な
る
中
学
1
年
生
の
藤

本
さ
ん
。
周
り
の
会
員
に
教
え
て

も
ら
い
な
が
ら
陶
芸
を
楽
し
ん
で

い
ま
す
。
取
材
時
は
、
陶
占
窯
副

会
長
の
小
林
睦
子
さ
ん
が
、
粘
土

の
練
り
方
な
ど
を
藤
本
さ
ん
に
教

え
て
い
ま
し
た
。
地
域
活
動
に
参

加
を
し
て
い
な
け
れ
ば
、
つ
な
が

ら
な
か
っ
た
か
も
し
れ
な
い
交
流

の
輪
。
地
域
活
動
を
と
お
し
て
、

交
流
の
輪
は
大
き
く
広
が
っ
て
い

き
ま
す
。

　

少
人
数
か
ら
始
ま
っ
た
陶
占
窯

の
小
さ
な
活
動
。
現
在
で
は
、
地

域
住
民
を
結
び
つ
け
る
大
切
な
役

割
を
果
た
し
て
い
ま
す
。
今
回
ご

紹
介
し
た
陶
占
窯
の
活
動
は
、
村

で
行
わ
れ
て
い
る
素
晴
ら
し
い
地

域
活
動
の
一
つ
。
日
常
的
に
行
わ

れ
て
い
る
行
政
区
の
取
組
や
文

化
・
ス
ポ
ー
ツ
な
ど
の
地
域
活
動

は
、
地
域
住
民
の
つ
な
が
り
を
つ

く
り
、
そ
の
つ
な
が
り
は
地
域
の

活
力
の
源
と
な
り
ま
す
。
住
民
同

士
が
つ
な
が
り
楽
し
む
地
域
活
動

の
場
は
、
間
違
い
な
く
地
域
の
宝

物
の
一
つ
で
す
。
地
域
活
動
に
目

を
向
け
、
知
り
、
参
加
す
る
。
地

域
活
動
へ
の
参
加
が
、
魅
力
あ
る

地
域
づ
く
り
へ
の
第
一
歩
で
す
。

▲陶占窯副会長の小林さん（左）と、陶芸を始めて一年

目の藤本さん（右）。初心者にも丁寧に教えます。

きっかけは幼少期の粘土遊び

ずっと陶芸が大好き

トマムの陶芸古参江頭一馬さん

陶芸を始めて10年以上になる古参の江頭一馬さ

んは、ミナ・トマムで活動中。子どもの頃から

粘土細工を作るのが好きでした。

「川
かわべり

縁にも粘土はそこら中に落ちているんです

よ。子どもの頃は、川縁の粘土で形を作って遊

ぶのが好きでした。ある時、中央地区で陶芸活

動をやっているのを知り、陶芸を始めました。

以来、陶芸を楽しんでいます。」と江頭さん。

今回は立派な徳利とおちょこを制作しました。

その出来栄えは陶占窯会

長の五十嵐さんも絶賛す

るほど。この徳利で家族

でお酒を楽しみたいと話

してくれました。

いいね！

――
想お

も
い像

を
指
先
に
の
せ
て
。
世
界
に
一
つ

の
、
あ
な
た
に
し
か
作
れ
な
い
『
器か

た
ち』

を
作
り

ま
せ
ん
か
。

――
１
９
９
２
年
、
公
民
館
が
開
催
し
た
陶
芸

教
室
。
そ
の
教
室
が
き
っ
か
け
と
な
り
、
陶
芸

に
興
味
を
持
つ
人
々
が
集
い
陶
芸
活
動
が
開
始

し
ま
し
た
。
現
在
で
は
、陶
芸
文
化
を
愛
好
し
、

陶
芸
活
動
を
楽
し
む
陶
芸
サ
ー
ク
ル『
陶
占
窯
』

と
し
て
活
動
。
21
名
が
在
籍
し
て
い
ま
す
。

　

会
員
が
制
作
し
た
作
品
の
文
化
祭
へ
の
出

展
、
公
民
館
自
主
創
造

プ
ロ
グ
ラ
ム
を
活
用
し

た
陶
芸
教
室
の
開
催
、

学
校
授
業
で
の
陶
芸
指

導
な
ど
幅
広
く
活
動
を

続
け
て
い
ま
す
。

活動日時　
中 央 地 区　毎週月・水曜日（５月～11月）
トマム地区　毎週水曜日（年中活動）

活動場所
中 央 地 区　占冠民芸加工授産所
トマム地区　ミナ・トマム

会　　費
大人　月500円　子ども　月300円

代表者　五十嵐　正雄
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