
わが街、語る

り
は
好
き
で
し
た
ね
。

県
外
の
窯
業
の
学
校
を
出
て
、
二
十
二
歳
の

と
き
に
家
に
戻
り
ま
し
た
が
、
結
婚
を
機
に
家

を
出
て
、
娘
を
授
か
り
、
新
し
い
生
活
が
始
ま

り
ま
し
た
。
焼
き
物
か
ら
離
れ
、「
普
通
の
生
活

が
し
た
い
」
と
、
事
務
の
仕
事
に
就
い
た
こ
と

も
あ
っ
た
の
で
す
が
、
ど
こ
か
物
足
り
な
く
て
。

動
い
て
作
業
を
す
る
の
が
好
き
な
ん
で
す
ね
。

板
金
塗
装
の
仕
事
に
就
い
た
と
き
、
社
長
の
奥

さ
ん
に「
伊
藤
さ
ん
は
焼
き
物
が
で
き
る
ん
だ
か

ら
、
自
分
で
始
め
て
み
た
ら
」と
薦
め
ら
れ
て
、

結
局
、
借
り
て
い
た
家
の
庭
に
小
さ
な
窯
を
作
っ

て
、
焼
き
物
を
始
め
ち
ゃ
い
ま
し
た
ね
。

平
成
十
四
年（
二
〇
〇
二
年
）
に
父
が
亡
く

な
っ
て
、
そ
れ
か
ら
で
す
ね
、
時
々
、
戻
る
よ

う
に
な
っ
た
の
は
。
が
ら
ん
と
し
た
こ
う
ば
、

父
が
い
な
い
こ
う
ば
に
は
違
和
感
が
あ
り
ま
し

た
。「
荒
ら
し
た
く
な
い
な
」
と
思
っ
て
、
屋
根

の
修
理
を
機
会
に
、
自
分
の
作
業
場
を
こ
ち
ら

に
移
し
ま
し
た
。

笠
間
焼
と
い
え
ば
昔
は
、
柿か

き
ゆ
う釉
を
か
け
た
か

め
・
す
り
鉢
の
日
常
品
、
食
器
な
ど
で
し
た
が
、

今
は
新
し
い
作
家
さ
ん
た
ち
が
た
く
さ
ん
笠
間

で
創
作
活
動
を
し
て
い
て
、
作
品
も
バ
ラ
エ
テ
ィ

に
富
ん
で
い
ま
す
。
伝
統
だ
け
に
と
ら
わ
れ
な

い
、
寛
容
な
土
地
柄
な
の
で
し
ょ
う
ね
。

若
い
作
家
さ
ん
が
純
粋
な
気
持
ち
で
自
分
の

求
め
る
作
品
を
作
る
姿
を
見
て
い
る
と
、「
そ
う

だ
よ
ね
」と
感
動
を
覚
え
ま
す
。
私
は
門
前
小
僧

の
よ
う
に
作
業
は
覚
え
て
し
ま
い
ま
し
た
か
ら
、

作
り
方
は
知
っ
て
い
て
も
、
焼
き
物
に
対
し
て

は「
好
き
に
な
ら
な
く
ち
ゃ
」
と
自
分
に
強
い

る
時
期
が
長
く
て
。
五
十
を
過
ぎ
て
か
ら
で
す

ね
、
自
然
な
気
持
ち
で
好
き
だ
と
感
じ
る
よ
う

に
な
っ
た
の
は
。
そ
れ
が
わ
か
っ
て
、
今
、
作

る
こ
と
が
と
て
も
楽
し
い
で
す
。（
了
）

笠
間
で
生
ま
れ
育
っ
て
、
子
ど
も
の
頃
の
思

い
出
と
い
え
ば
、
母
家
に
隣
接
す
る
こ
う
ば
の

世
界
で
す
。

こ
う
ば
に
行
く
と
、
父
や
職
人
さ
ん
た
ち
を

は
じ
め
、
た
く
さ
ん
の
人
が
出
入
り
し
て
い
て
。

み
ん
な
近
く
に
住
ん
で
い
た
の
で
、
忙
し
い
と

き
は
奥
さ
ん
た
ち
も
ほ
っ
か
ぶ
り
し
て
窯
づ
め

と
か
窯
出
し
と
か
の
お
手
伝
い
に
来
ま
し
た
。

私
が
生
ま
れ
る
前
は
こ
う
ば
の
二
階
で
寝
泊
ま

り
し
て
い
る
職
人
さ
ん
も
い
た
そ
う
で
す
。

賑
や
か
で
、
活
気
が
あ
っ
て
、
み
ん
な
何
か

し
ら
作
っ
て
い
て
。
小
さ
い
頃
は
遊
び
道
具
は

な
く
、
テ
レ
ビ
も
な
か
っ
た
の
で
、
遊
び
場
と

い
え
ば
、
こ
う
ば
か
裏
山
。
あ
ち
こ
ち
裸
足
で

チ
ョ
ロ
チ
ョ
ロ
し
て
、
い
た
ず
ら
し
て
、
何
か

壊
し
て
怒
ら
れ
る
、
と
い
う
の
が
日
課
で
し
た

（
笑
）。
拍
子
木
が
あ
っ
て
、
始
業
の
時
や
、
お

茶
の
時
間
に
カ
ン
カ
ン
と
鳴
ら
す
の
が
母
家
の

者
の
役
目
。
時
々
、「
や
ら
せ
て
」と
せ
が
ん
で
、

上
手
く
音
が
鳴
る
と
嬉
し
か
っ
た
の
を
よ
く
覚

え
て
い
ま
す
。小

学
生
く
ら
い
に
な
る
と
、
手
伝

い
も
日
常
茶
飯
事
。
当
時
、
水
戸
の

偕
楽
園
の
梅
酒
が
入
っ
た
、
麻
紐
付

き
の
徳
利
を
た
く
さ
ん
出
荷
し
て
い

て
、
中
学
の
頃
か
ら
は
祖
母
と
一
緒

に
毎
週
末
、
石
膏
で
の
鋳
込
み
の
作

業
や
乾
燥
作
業
。
思
い
出
す
と
う
ん

ざ
り
す
る
く
ら
い
で
す（
笑
）。

こ
う
ば
中
心
の
生
活
、
そ
れ
が
自

然
で
し
た
。
で
す
か
ら
、「
後
継
ぎ
」

に
な
る
の
も
自
然
に
決
ま
っ
て
い

て
、そ
れ
が
た
ま
ら
な
く
嫌
で
。「
後

を
継
ぐ
ん
だ
よ
」と
言
わ
れ
る
の
が

疎
ま
し
く
て
、
誰
も
知
ら
な
い
土
地

に
行
き
た
か
っ
た
。
と
に
か
く
、
家

を
出
た
か
っ
た
。
で
も
、
も
の
づ
く

この街の伝統と歴史を背負って、
今、素直に作陶の楽しさを感じる。
笠間焼発祥の窯元で生まれた。その生い立ちと生業をすべて受け入れなければならなかった半生。焼き物
を作る技術も日常生活で身につけた。だから、「陶芸家」と呼ばれるのは、今でもなんとなく小恥ずかしい。
でも、陶芸に興味を持って街を訪れる人たちと交わるのはとっても楽しい。「人が好き」と笑顔で語るとき、
多くの人が行き交ったこうば（工場）での思い出が鮮やかに蘇る。

陶芸家
伊藤 慶子さん

伊藤　慶子（いとう・けいこ）
陶芸家。久野陶園 14 代目。
1960 年、笠間焼元祖の窯元久野陶園に生まれる。
愛知県立瀬戸窯業高等学校陶芸専攻科卒業後、結
婚を期に個人作家として作陶活動を再開。陶炎祭
やクラフトフェアなど、市内のイベントに参加す
る傍ら、個展やグループ展を開催。2007 年、先代
の死去により久野陶園を継承。こうば屋根や付帯
設備の老朽化が進む中、市内の有志らを中心に、
施設の再生と存続を目的にクラウドファンディン
グ (CF) を立ち上げ、現在、その支援金をもとに
修復が進み、ギャラリースペースなどを新設する
計画が進んでいる。
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