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educat ion and cul ture
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課
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日
本
遺
産
『
日
本
磁
器
の
ふ

る
さ
と
　
肥
前
』
の
歴
史
ス
ト
ー

リ
ー
の
始
ま
り
は
、『
肥
前
窯
業

の
始
ま
り
と
日
本
磁
器
生
産
の

幕
開
け
』
と
題
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
16
世
紀
末
頃
、
九
州
北
部
の

唐
津
市
北
波
多
周
辺
で
陶
器
（
唐

津
焼
）
の
生
産
が
始
ま
り
ま
し

た
。
そ
こ
へ
『
文
禄
・
慶
長
の

役
（
１
５
９
２
～
１
５
９
８
）』

の
際
に
肥
前
の
各
大
名
が
朝
鮮

半
島
か
ら
連
れ
帰
っ
た
陶
工
の

技
術
が
加
わ
り
、
伊
万
里
・
有
田
・

武
雄
・
三
川
内
・
波
佐
見
な
ど

の
周
辺
各
地
へ
と
産
地
が
拡
大

し
た
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
こ
の
時
期
の
歴
史
ス
ト
ー

リ
ー
を
構
成
す
る
文
化
財
と
し

て
市
内
で
は
、
県
指
定
史
跡
の

茅か
や

ノの

谷た
に

１
号
窯
跡
（
松
浦
町
藤

川
内
）
が
あ
り
ま
す
。

　
窯
跡
の
全
長
は
約
52
ｍ
あ

り
、
製
品
を
焼
い
た
焼
成
室
は

22
室
以
上
あ
っ
た
と
推
定
さ
れ

ま
す
。
こ
の
窯
で
は
朝
鮮
唐
津

と
呼
ば
れ
る
黒
色
の
鉄て

つ

釉ゆ
う

と
白

色
の
藁わ

ら

灰ば
い

釉ゆ
う

を
か
け
分
け
た
唐

津
焼
が
作
ら
れ
、
特
に
大
形
の

瓶
が
生
産
さ
れ
ま
し
た
。
朝
鮮

唐
津
の
瓶
の
優
品
は
出
光
美
術

館
な
ど
に
所
蔵
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
肥
前
地
域
で
の
陶
器
（
唐
津

焼
）
の
生
産
は
、
江
戸
時
代
以

降
も
継
承
さ
れ
て
い
く
一
方

で
、
そ
の
技
術
を
母
体
と
し

て
、
日
本
初
の
磁
器
の
焼
成
が

開
始
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

↑ストーリーの構成文化財の一つで
　ある茅ノ谷１号窯跡

　
日
本
遺
産
シ
リ
ー
ズ
②

　
多
く
の
人
は
「
障
害
が
あ
る
こ

と
で
差
別
を
し
て
は
い
け
な
い
」

と
分
か
っ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、

残
念
な
が
ら
障
害
を
理
由
と
し
た

差
別
が
存
在
し
て
い
る
こ
と
も
事

実
で
す
。

　
こ
の
よ
う
な
中
、
障
害
を
理
由

と
す
る
差
別
を
な
く
す
こ
と
で
、

障
害
が
あ
る
人
も
な
い
人
も
お
互

い
に
人
格
や
個
性
を
尊
重
し
合
い

な
が
ら
共
に
生
き
る
社
会
の
実
現

を
目
指
し
た
、
障
害
者
差
別
解
消

法
が
施
行
さ
れ
て
１
年
が
経
過
し

ま
し
た
。

　
こ
の
法
律
は
、
障
害
の
あ
る
人

に
対
す
る
『
不
当
な
差
別
的
取
扱

い
』
を
禁
止
し
、
障
害
の
あ
る
人

が
困
っ
て
い
る
と
き
に
求
め
に
応

じ
て
、
負
担
に
な
り
す
ぎ
な
い
範

囲
で
『
合
理
的
配
慮
』
を
行
う
よ

う
に
定
め
て
い
ま
す
。
国
や
県
・

市
な
ど
は
、『
合
理
的
配
慮
』
を
必

ず
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
が
、

会
社
や
お
店
な
ど
は
、
障
害
の
あ

る
人
が
困
ら
な
い
よ
う
に
で
き
る

だ
け
努
力
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い

ま
す
。

　
で
は
、『
合
理
的
配
慮
』
と
は

ど
の
よ
う
な
も
の
で
し
ょ
う
か
。

具
体
的
な
例
と
し
て
は
、
車
い
す

を
利
用
し
て
い
る
人
が
移
動
す
る

と
き
に
段
差
が
あ
る
場
合
に
、
ス

ロ
ー
プ
を
使
っ
て
補
助
す
る
こ
と

や
、
窓
口
で
筆
談
や
読
み
上
げ
、

手
話
な
ど
障
害
の
特
性
に
応
じ
た

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
手
段
を
用

い
て
対
応
す
る
こ
と
な
ど
が
挙
げ

ら
れ
ま
す
。

　『
合
理
的
配
慮
』
の
ポ
イ
ン
ト

は
、
そ
の
人
の
意
向
に
配
慮
し
な

が
ら
そ
れ
ぞ
れ
の
特
徴
や
状
況
に

応
じ
た
配
慮
を
考
え
る
こ
と
で

す
。
ま
た
、
配
慮
す
る
側
に
と
っ

て
も
、
負
担
が
重
く
な
り
す
ぎ
な

い
よ
う
ど
ん
な
工
夫
が
で
き
る
か

考
え
、
対
話
を
重
ね
て
い
く
こ
と

も
重
要
な
こ
と
で
は
な
い
で
し
ょ

う
か
。

　
誰
も
が
安
心
し
て
自
分
ら
し
く

生
き
て
い
け
る
社
会
を
つ
く
る
た

め
に
、
一
人
一
人
が
今
一
度
考
え

て
み
ま
し
ょ
う
。

こ
の
コ
ー
ナ
ー
は
、
隔
月
の
シ
リ
ー
ズ
で
掲
載
し

て
い
ま
す
。
こ
れ
を
手
が
か
り
に
、
家
庭
で
人
権
・

同
和
問
題
に
つ
い
て
話
し
合
っ
て
み
ま
し
ょ
う
。

みんなで
考えよう

人権・同和問題
Ｎo. ２２８

『
合
理
的
配
慮
』
を
考
え
る
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