
　
1
9
8
5
年
に
発
足
し
、
28
年
の
伝
統
を
誇
る
「
興
南

高
校
J
R
C
イ
ン
タ
ー
ア
ク
ト
部
」
は
、
地
域
の
こ
と
を

知
り
、
地
域
の
た
め
に
貢
献
し
た
い
と
い
う
思
い
を
も
ち

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
を
行
っ
て
い
ま
す
。
現
在
は
1
年
生

6
人
、
2
年
生
8
人
の
14
人
で
全
員
女
子
部
員
と
い
う

構
成
で
す
。

　
活
動
内
容
は
、
街
頭
募
金
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
、
福
祉
イ
ベ

ン
ト
へ
の
参
加
な
ど
の
他
、
多
岐
に
わ
た
り
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

活
動
を
行
っ
て
い
ま
す
。
部
長
の
宮
里
彩
花
さ
ん（
2
年
生
）

は
「
初
め
て
行
っ
た
募
金
活
動
で
は
、
募
金
を
し
て
く
れ
る

人
は
少
な
い
と
思
っ
て
い
た
の
で
す
が
、
多
く
の
人
が

募
金
し
て
く
れ
て
、
そ
の
上
『
が
ん
ば
っ
て
ね
』
と
声
を

掛
け
て
く
れ
た
と
き
は
、
本
当
に
嬉
し
か
っ
た
で
す
」
と

体
験
談
を
話
し
ま

し
た
。
ま
た
別
の

2
年
生
は
、「
学
校

内
で
も
昨
年
か
ら

エ
コ
キ
ャ
ッ
プ
を
回

収
し
て
ア
フ
リ
カ
に

ワ
ク
チ
ン
を
送
る

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に

も
取
り
組
み
、
も

う
す
ぐ
目
標
の
数

に
到
達
で
き
そ
う

で
す
」
と
話
し
て
く

れ
ま
し
た
。

　

そ
う
語
る
2
年

▲入市当時の壺屋の配給所（1945年頃）

▲にぎわいを見せる壺屋（1950年代）
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き
ぶ
さ
ん

ロ
ケ
地：首
里
金
城
村
屋

市民・事業者・行政が支え合う協働のまちづくりに取り組む団体、個人を紹介します。

「旧
きゅう

御
う

茶
ちゃ

屋
や

御
う

殿
どぅん

石
せき

造
ぞう

獅
し し

子」

那覇市歴史博物館企画展

　壺屋は 1682 年に知花・湧田（現：那覇市泉崎）・宝口（現：那覇市
首里儀保町）の窯場を統合する形で、焼物の一大産地として誕生しま
した。
　戦後壺屋の陶工たちは、生活必需品の碗や皿、壺の生産再開のため、
誰よりも早く収容所から戻りました。そのため戦後の沖縄の復興は壺
屋から始まったとも言われます。しかし、戦後復興の地として発展し
た壺屋は現在のように住宅街となり、しだいに登り窯から出る煙が煙
害として問題視されるようになります。1974 年に登り窯の使用は停
止されましたが、ガス窯など周りに影響が出ないような形で壺屋での
生産は続いています。登り窯に強いこだわりをもつ陶工たちのなかに
は壺屋を出てその伝統を守る人たちもいますが、窯場の統合による壺

屋の成立から現在まで、330 年余り焼物の
産地として活動し続けています。

開館時間 10 時〜 19 時　木曜休館　☎ 869-5266 

コラム：壺屋の歴史～焼物が生まれる場所～

当館は空調設備取替え工事のため 12 月 9 日 ( 月 ) 
から２月下旬にかけて休館を予定しております。なお、
工事が完了次第開館いたします。ご了承ください。

那
覇
市
に
寄
贈
さ
れ
た
横
内
家
資

料
の
中
に
は
、
約
3
0
0
点
の
錦
絵

が
含
ま
れ
て
い
ま
す
。
錦
絵
は
多
く

の
色
で
刷
ら
れ
た
木
版
画
の
こ
と
で
、

浮
世
絵
と
も
呼
ば
れ
ま
す
。
葛
飾
北

斎
ら
が
活
躍
し
た
江
戸
後
期
が
最
盛

期
で
し
た
が
、
明
治
以
降
に
も
西
南

戦
争
な
ど
社
会
的
出
来
事
を
知
ら
せ

る
メ
デ
ィ
ア
と
し
て
大
き
な
役
割
を

果
た
し
て
い
ま
し
た
。

横
内
家
資
料
の
錦
絵
は
、
幕
末
か

ら
明
治
30
年
頃
の
間
に
制
作
さ
れ
た

も
の
で
、
女
性
や
子
ど
も
が
描
か
れ

た
作
品
を
主
と
し
た
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
で

す
。
そ
の
中
に
は
、
明
治
期
に
活
躍

し
た
絵
師
楊よ

う
し
ゅ
う
ち
か
の
ぶ

洲
周
延
（
1
8
3
8
～

1
9
1
2
）
の
代
表
作
の一つ
で
あ
る

『
千
代
田
の
大
奥
』
シ
リ
ー
ズ
が
あ

り
ま
す
。
幕
府
の
行
事
な
ど
を
取
材

し
た
江
戸
懐
古
的
な
こ
の
シ
リ
ー
ズ

は
、
明
治
の
人
々
の
人
気
を
得

ま
し
た
。

そ
の
ほ
か
女
性
教
育
に

取
り
入
れ
ら
れ
た
子
女

の
礼
式
（
作
法
）
や
和

洋
折
衷
の
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン

な
ど
、
新
し
い
時
代
の

女
性
の
姿
が
生
き
生
き
と

国
宝
尚
家
衣
裳
1
月
の
特
別
展
示

「
松
竹
梅
が
描
か
れ
た
紅
型
衣
裳
」

期	

1
月
6
日(

月)

～
2
月
5
日(

水)

期	

1
月
6
日(

月)

～
3
月
12
日(

水)

費	

一
般 

３
０
０
円

▲

「
千
代
田
大
奥
御
花
見
」
揚
州
周
延

明
治
27
年

年の初めの錦絵展～琉球で見る江戸文化の華～

　
「
き
ぶ
さ
ん
」
と
は
煙
り
が
鼻
や
眼

を
刺
激
し
て
違
和
感
を
感
じ
る
こ
と
。

ひ
ど
い
時
に
は
息
苦
し
く
な
る
こ
と
。

　

昔
は
、
慣
れ
な
い
人
（
若
い
お
嫁

さ
ん
な
ど
）
が
煮
炊
き
す
る
と
薪(

ま

き)

の
く
べ
方
が
悪
か
っ
た
り
、ま
た
、

薪
が
青
か
っ
た
り
し
て
燃
え
方
が
悪

い
と
、「
き
ぶ
し
が
、
き
ぶ
さ
ん
ど
う
」

と
敬
遠
さ
れ
た
も
の
で
し
た
。

（
例
文
）

夫
―

ど
ぅ
く
煙き
ぶ

さ
ん
ね
ー
す
し
が
？

妻
ー

隣
ぬ
家
が
、
秋
刀
魚
や
ち
ょ
ー
る

ぐ
と
ぅ
ど
ぅ
あ
ん
で
ー
。

夫
ー

あ
ん
ど
ぅ
や
る
い
、
く
ぬ
ぐ
る

や
、
た
む
ん
使
い
し
え
ー

を
ぅ

ら
ん
ぐ
と
ぅ
、
き
ぶ
さ
い
ね
ー
、

　
　



火
事
と
ぅ
ば
っ
ぺ
ー
て
ぃ

や
が

て
ぃ
消
防
署
ん
か
い
電
話
す
る

と
ぅ
く
る
や
た
さ
。

（
和
訳
）

夫
―
あ
ま
り
に
煙
り
ぽ
っ
い
が
？･･･

妻
―

隣
の
家
で
、
秋
刀
魚
を
焼
い
て
い

る
よ
う
で
す
よ
。

夫
―

そ
う
な
ん
だ
、
近
頃
は
薪
を
使
う

人
が
い
な
く
な
っ
て
煙
が
出
る
と

　
　



火
事
と
つ
い
間
違
え
て
し
ま
う
ね
。

消
防
署
に
電
話
す
る
と
こ
ろ

だ
っ
た
よ

御
茶
屋
御
殿
（
別
称
東
苑
）
は
、
国
王 

が
遊
覧
さ
れ
、
外
国
の
使
臣
を
招
い
て 

宴
な
ど
が
開
か
れ
た
王
家
の
別
荘
で
す
。

『
南
島
風
土
記
』（
一
九
五
〇
年
）
に
は
、

前
川
家
家
譜
に
よ
る
と
、
一
六
七
七
年
、

伊
舎
堂
親
方
守
浄
が
普
請
奉
行
と
な
り
、

建
設
さ
れ
た
と
記
さ
れ
て
い
ま
す
。

積極性を身につけた“南を興す”うちなーんちゅを目指して

〈
出
演
〉 

　
金
城
町
老
人
会　
会
員　
堀
川 

恭
宏
さ
ん
（
左
）

 

敏
子
さ
ん
（
右
）

【
お
問
い
合
わ
せ
】

那
覇
市
文
化
協
会 

う
ち
な
ー
ぐ
ち
部
会　
比
嘉
朝
文
、
名
嘉
山
秀
信　
☎
０
９
０・４
３
４
７・８
７
９
８

生
も
、
入
部
し
た
当
初
は
控
え
め
で
あ
ま
り
表
に
出
な
い
生

徒
だ
っ
た
そ
う
で
す
。し
か
し
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
を
通
し
、

多
く
の
人
と
の
触
れ
合
い
の
中
で
行
動
力
、
積
極
性
が
身

に
付
き
「
自
主
的
に
動
く
」
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た

そ
う
で
す
。
そ
ん
な
先
輩
を
1
年
生
メ
ン
バ
ー
は
「
は
じ

め
て
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
に
不
安
や
戸
惑
い
も
あ
り
ま
し

た
が
、
先
輩
の
行
動
力
や
積
極
性
を
見
て
私
た
ち
も
励
ま

さ
れ
て
い
ま
す
」
と
信
頼
を
お
い
て
い
ま
す
。

　
そ
し
て
今
、
こ
の
メ
ン
バ
ー
が
熱
く
取
り
組
ん
で
い
る
の

が
、
ブ
ー
ゲ
ン
ビ
レ
ア
を
育
て
、
地
域
の
方
や
観
光
客
へ 

プ
レ
ゼ
ン
ト
す
る
「
ブ
ー
ゲ
ン
ビ
レ
ア
で
め
ん
そ
ー
れ
ー 

コ
ツ
コ
ツ
☆Flow

erProject

」
で
す
。
こ
の
企
画
は

地
域
の
方
々
と
交
流
を
す
る
き
っ
か
け
と
し
て
「
那
覇
市
の

花
」
で
あ
る
ブ
ー
ゲ
ン
ビ
レ
ア
を
自
分
た
ち
で
育
て
配
布

す
る
こ
と
で
地
域
貢
献
を
行
う
も
の
で
す
。
顧
問
の
先
生
は 

「
那
覇
市
に
あ
る
学
校
で
す
し
、
那
覇
を
Ｐ
Ｒ
し
た
い
と
い

う
思
い
か
ら
ブ
ー
ゲ
ン
ビ
レ
ア
に
決
め
ま
し
た
。
７
月
に
は

今
帰
仁
村
で
栽
培
指
導
を
受
け
、
挿
し
木
か
ら
育
て
始
め

現
在
２
０
０
個
ほ
ど
が
花
を
つ
け
始
め
て
い
ま
す
。
１
月
か

ら
地
域
の
皆
様
に
配
布
を
し
て
い
く
予
定
で
、
生
徒
た
ち
も

と
て
も
楽
し
み
に
し
て
い
ま
す
」
と
、話
し
て
く
れ
ま
し
た
。

　
J
R
C
イ
ン
タ
ー
ア
ク
ト
部
は
、
多
く
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ

ア
活
動
を
通
し
「“
南
を
興
す
”
う
ち
な
ー
ん
ち
ゅ
」
を
目

指
し
て
、
頑
張
っ
て
い
る
皆
さ
ん
で
し
た
。
伝
統
あ
る
活
動

が
先
輩
か
ら
後
輩
へ
と
引
き
継
が
れ
、
多
く
の
笑
顔
が
広

が
っ
て
い
ま
す
。

表
さ
れ
て
い
ま
す
。
特
に
、

明
治
十
年
代
に
流
行
し
た

中
国
（
清
朝
）
楽
器
で
の

合
奏
や
、
中
国
風
の
調
度

品
も
描
か
れ
て
い
る
こ
と

か
ら
、
西
洋
や
中
国
の
舶

来
品
に
親
し
む
幕
末
・
明
治

の
世
相
が
感
じ
ら
れ
ま
す
。

今
回
の
企
画
展
で
は
、
美
人
画

を
中
心
と
し
た
錦
絵
を
紹
介
い
た
し
ま

す
。
新
春
を
彩
る
華
や
か
な
女
性
達

の
姿
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

玄
関
前
約
四
〇
ｍ
の
岩
陰
に
あ
っ
た 

石
造
獅
子
も
、
同
じ
こ
ろ
に
つ
く
ら
れ

た
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、

沖
縄
戦
に
よ
っ
て
破
壊
さ
れ
、
一
九
七
九

年
に
戦
前
の
写
真
を
も
と
に
し
て
修
復

さ
れ
、
今
日
に
至
っ
て
い
ま
す
。
石
造 

獅
子
は
冊
封
使
汪
楫
が
初
め
て 

紹
介
し
、
周
煌
の
『
琉
球
国
志
略
』

（
一
七
五
六
年
）
に
は
、「
山
の
岩
に
『
霛
』

の
字
の
よ
う
な
梵
字
を
掘
り
込
み
、 

石
獅
子
が
そ
の
下
の
岩
陰
に
座
っ
て 

い
る
。
下
に
は
小
さ
な
四
角
い
池
が
あ

り
、
石
で
つ
く
ら
れ
た
龍
の
口
か
ら
、

水
が
激
し
く
湧
き
出
て
く
る
。
そ
の

池
の
中
に
は
金
魚
が
飼
わ
れ
て
い
る
。 

前
に
は
た
く
さ
ん
の
竹
が
、
後
ろ
に
は 

古
い
松
が
数
十
株
も
あ
っ
て
、
そ
れ
ら

に
趣
が
あ
っ
て
美
し
い
」
と
記
さ
れ
、

石
造
獅
子
と
そ
の
周
り
の
情
景
を
伝
え

て
い
ま
す
。

も
と
石
造
獅
子
の
あ
っ
た
岩
陰
は
、

が
け
崩
れ
の
恐
れ
が
生
じ
た
た
め
、

現
在
は
、
崎
山
公
園
内
の
雨
乞
嶽
側
に

移
し
て
あ
り
ま
す
。

☎ 862-3761
862-3762 

うちなーぐちや

隣
ぬ
家
が

秋
刀
魚
や
ち
ょ
ー
る

ぐ
と
ぅ
ど
ぅ

あ
ん
で
ー

ど
ぅ
く

煙き
ぶ

さ
ん
ね
ー

す
し
が
？
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