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『佐礼谷窯』　陶芸家

さん
（松山市在住）

陶芸は

「自分を探す旅」です
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中
山
町
佐
礼
谷
に
あ
る
工
房

「
佐
礼
谷
窯
」。
自
然
と
調
和
し
た

建
物
は
ど
こ
か
懐
か
し
さ
を
感
じ

さ
せ
ま
す
。
陶
芸
家
の
清
家
さ
ん

は
佐
礼
谷
に
魅
力
を
感
じ
、
縁
も

ゆ
か
り
も
な
い
こ
の
地
を
陶
芸
作

り
の
場
所
に
選
び
ま
し
た
。

　「
佐
礼
谷
と
い
う
地
名
の
響
き

が
よ
か
っ
た
ん
で
す
。
も
ち
ろ
ん

陶
芸
づ
く
り
の
環
境
に
も
い
い
と

思
い
ま
し
た
。
何
よ
り
も
空
が
ひ

ら
け
て
い
ま
す
。」

　
八
幡
浜
市
で
生
ま
れ
、
松
山
市

で
の
会
社
勤
め
を
経
て
、
３７
歳
の

と
き
に
佐
賀
県
で
陶
芸
の
修
業
に

入
り
ま
し
た
。

　「
休
み
の
日
に
は
自
家
菜
園
な

ど
を
楽
し
み
、
ず
っ
と
土
に
関
わ

り
た
い
と
思
っ
て
た
ん
で
す
。」

　
２
年
間
修
業
し
独
立
、
平
成
２

年
か
ら
佐
礼
谷
窯
を
拠
点
に
、
毎

年
５
月
と

１１
月
の「
窯
開
き
」（
焼

き
上
げ
た
新
作
を
展
示
、
販
売
）

に
向
け
、
３
人
体
制
で
陶
芸
と
向

き
合
う
日
々
を
送
っ
て
い
ま
す
。

　
唐
津
焼
を
ベ
ー
ス
と
し
た
『
佐

礼
谷
焼
』
は
、
佐
礼
谷
の
良
質
な

赤
土
を
主
な
材
料
と
し
て
、
さ
ま

ざ
ま
な
土
を
混
ぜ
合
わ
せ
、
独
自

の
技
法
を
用
い
て
焼
成
し
て
い
ま

す
。
特
徴
は
陶
器
を
焼
き
上
げ
る

際
に
用
い
る
技
法「
炭
化
焼
き
締

め
」。
工
房
の
裏
に
あ
る
登
り
窯

（
斜
面
を
使
っ
て
炎
の
効
率
を
生

か
す
窯
）
は
、
一
度
焼
き
上
げ
た

陶
器
を
い
ぶ
し
て
仕
上
げ
る
珍
し

い
窯
で
す
。
い
ぶ
す
薪
に
は
、
周

囲
の
雑
木
や
切
り
落
と
さ
れ
た
栗

の
木
の
枝
な
ど
を
使
い
ま
す
。

　「
日
々
試
行
錯
誤
し
な
が
ら
、
さ

ま
ざ
ま
な
材
料
や
技
法
を
用
い

て
、
い
つ
も
多
種
、
多
様
な
も
の

を
作
ろ
う
と
思
っ
て
い
ま
す
。
窯

開
き
の
際
に
来
て
い
た
だ
く
お
客

さ
ん
は
も
と
よ
り
、
で
き
る
だ
け

多
く
の
方
に
、
生
活
の
中
の
い
ろ

ん
な
場
面
で
使
用
し
て
も
ら
い
た

い
で
す
。」

　
工
房
の
中
に
は
、
湯
呑
み
や
急

須
、
鍋
、
あ
か
り
と
い
っ
た
豊
富

な
種
類
の
陶
器
が
並
び
ま
す
。

　「
自
分
に
と
っ
て
陶
芸
と
は
、『
自

分
を
探
す
旅
』
で
す
。
何
年
や
っ

て
も
い
ろ
ん
な
失
敗
を
し
ま
す
。

失
敗
や
成
功
を
繰
り
返
し
て
い
く

中
で
、
今
ま
で
気
付
か
な
か
っ
た

自
分
自
身
を
発
見
し
ま
す
。
陶
芸

は
、
自
分
の
奥
に
眠
る
新
た
な
自

分
を
引
き
出
し
て
く
れ
ま
す
。」

　
清
家
さ
ん
の
自
分
を
探
す
旅

は
、
ま
だ
ま
だ
続
き
ま
す
。


