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市野年成 作　白丹波花文鉢

延
年
窯
「
白
丹
波
」　
市
野
年
成
氏
・
正
大
氏

丹
波
の
手
仕
事
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梅
雨
湿
る
午
後
、
鮮
や
か
な
橙
赤
色
の
凌の
う
ぜ
ん
か
ず
ら

霄
花
に
誘
わ
れ
る

よ
う
に
延
年
窯
へ
着
く
と
、
市
野
年
成
氏
と
ご
長
男
の
正
大
氏

の
出
迎
え
を
受
け
、兵
庫
陶
芸
美
術
館
を
眺
望
出
来
る
、最
高
の
ロ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
ギ
ャ

ラ
リ
ー
に
案
内
し
て
頂
き
ま
し
た
。
と
て
も
大
き
な
オ
ブ
ジ
ェ
か
ら
白
丹
波
の
大
皿
、

ワ
イ
ン
グ
ラ
ス
、
茶
碗
、
壺
等
、
古
典
的
な
伝
統
作
品
か
ら
現
代
的
で
斬
新
な
物
ま
で
、

見
事
な
作
品
が
展
示
さ
れ
て
い
ま
す
。
年
成
氏
は
大
学
を
卒
業
後
、
昭
和
46
年
に
京
都

醍
醐
寺
の
横
に
工
房
を
構
え
る
岩
淵
重
哉
氏
に
内
弟
子
と
し
て
師
事
さ
れ
、
四
年
間
の

内
弟
子
生
活
を
終
え
て
26
歳
の
時
丹
波
に
帰
っ
て
白
丹
波
に
関
わ
ろ
う
と
思
わ
れ
ま
し

た
。
岩
淵
氏
は
塩
釉
を
主
と
し
た
「
白
」
を
作
陶
さ
れ
て
お
り
、
年
成
氏
は
「
以
前
よ
り

好
き
だ
っ
た
“
白
”
に
惹
か
れ
師
匠
の
『
白
』
に
大
い
に
影
響
さ
れ
“
白
”
に
こ
だ
わ
る

よ
う
に
な
っ
た
」
と
言
わ
れ
ま
す
。
そ
の
後
昭
和
58
年
・
35
歳
の
時
よ
り
大
阪
芸
術
大

学
で
教
鞭
を
取
ら
れ
、
平
成
31
年
春
に
35
年
の
教
員
生
活
を
終
え
、
現
在
は
ご
子
息
二

人
と
共
に
作
陶
に
勤
し
ん
で
お
ら
れ
ま
す
。

　

白
丹
波
と
呼
ば
れ
る
技
法
を
用
い
た
製
品
が
江
戸
時
代

に
は
盛
ん
に
作
ら
れ
て
い
ま
し
た
が
、
明
治
の
頃
に
な
る

と
一
度
途
絶
え
て
し
ま
い
ま
し
た
。
丹
波
の
土
は
黒
の
発

色
が
良
い
の
で
、丹
波
と
言
え
ば「
黒
」と
言
う
事
と
な
り
、

昭
和
40
年
頃
ま
で
丹
波
で
は
、
白
丹
波
は
誰
も
作
ら
な
く

な
っ
て
お
り
、
年
成
氏
は
岩
淵
氏
と
の
出
会
い
も
あ
り
、

も
と
も
と
白
が
大
好
き
だ
っ
た
の
で
、
白
丹
波
の
作
陶
を

始
め
ら
れ
ま
し
た
。
丹
波
の
土
は
焼
成
す
る
と
赤
茶
色
に

な
る
の
で
、
そ
れ
に
白
を
施
し
て
白
い
生
地
を
作
り
、
そ

こ
へ
い
ろ
い
ろ
な
技
法（
鉄
絵
・
染
付
・
赤
絵
・
葉
型
文
等
）に
よ
り
装
飾
を
加
え
て
白

丹
波
を
確
立
さ
れ
ま
し
た
。
18
世
紀
の
頃
は
丹
波
の
近
辺
で
白
い
土
の
層
が
あ
り
、
そ

れ
を
採
取
し
て
作
ら
れ
て
い
ま
し
た
が
、
現
在
は
埋
蔵
量
も
少
な
く
天
草
陶
石
や
蛙が

い

目ろ
め

な
ど
を
精
製
し
て
、白
い
土
を
作
り
、鉄
分
の
多
い
丹
波
の
土
に
塗
り
白
い
素
地
を
作
っ

て
い
ま
す
。「
白
丹
波
も
還
元
焼
成
す
る
と
、
磁
器
の
様
な
真
っ
白
に
出
来
上
が
る
が
、

酸
化
焼
成
だ
と
柔
ら
か
く
、
少
し
黄
味
を
帯
び
た
白
に
な
る
の
で
、
還
元
焼
成
の
白
の

方
が
好
き
だ
」
と
言
っ
て
お
ら
れ
ま
し
た
。

　

最
近
は
白
丹
波
は
も
と
よ
り
、
漆
を
釉
薬
と
し
て
使
い
陶
器
面
の
一
部
に
テ
ク
ス

チ
ャ
ー
と
し
て
塗
り
、
強
制
乾
燥
し
て
定
着
さ
せ
た
作
品
も
制
作
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

正
大
氏
は
、
天
目
釉
の
発
色
を
研
究
さ
れ
て
お
り
、
年
成
氏
と
は
違
っ
た
目
線
で
丹

波
を
盛
り
立
て
て
お
ら
れ
、
年
成
氏
は
「
各
々
が
独
自
に
発
展
し
て
行
っ
て
く
れ
れ
ば

良
い
」
と
や
さ
し
い
眼
差
し
を
向
け
ら
れ
ま
し
た
。
後
継
者

も
立
派
に
成
長
さ
れ
た
安
堵
感
と
、
親
子
三
人
で
作
陶
し
て

行
く
情
熱
を
、
温
和
な
話
し
振
り
の
中
よ
り
感
じ
ま
し
た
。
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丹波の手仕事　匠の技 14
延年窯 　「白丹波」 　市野 年成氏

正大氏
「丹波立杭陶磁器協同組合」 

ができて 70 年
インタビュー

日本工芸会正会員って？
西端 　正氏
市野 悦夫氏
清水 一二氏

市野正大 作　陶漆鉢



源泉かけ流しの日帰り天然温泉

緑に囲まれた広い露天風呂で
ゆったり、のんびり、ほかほか。
農産物直売所、軽食コーナーも併設、
１日ゆっくりお過ごしください。

営業時間
AM10：00 〜 PM10：00（PM9：30 受付終了）
定休日 毎週火曜日（祝日は営業）
〒 669-2153
兵庫県丹波篠山市今田町今田新田 21-10
TEL.079-590-3377

http://yume-konda.com/◆ 入浴料 ◆
大人 700 円
（12 歳以上）
小人 300 円
（6 〜 11歳） TwitterHP Instagram

　

８
０
０
年
以
上
に
わ
た
り
窯
の
炎
を
絶

や
す
こ
と
な
く
現
在
に
伝
え
、
日
本
六
古

窯
の
一
つ
に
数
え
ら
れ
る
「
丹
波
焼
」
は
兵

庫
県
の
中
東
部
、
丹
波
の
国
の
西
南
端
に

位
置
し
、
播
磨
・
摂
津
と
の
三
国
境
に
あ

る
緑
豊
か
な
自
然
に
恵
ま
れ
た
里
で
、
現

在
お
よ
そ
60
の
窯
元
が
あ
り
ま
す
。「
丹
波

立
杭
陶
磁
器
協
同
組
合
」
は
昭
和
25
年
に

設
立
さ
れ
今
年
70
年
を
迎
え
ま
し
た（
組
合

員
は
50
窯
元
）。
主
な
事
業
と
し
て
は
組
合

坏
土
工
場（
土
製
造
工
場
）に
お
け
る
陶
土

の
共
同
生
産
と
組
合
員
へ
の
供
給
、
資
材

等
の
共
同
購
入
、
陶
器
ま
つ
り
開
催
、
製

品
の
共
同
受
注
、
後
継
者
の
育
成
、
伝
統

工
芸
士
認
定
事
業
、
功
労
者
褒
賞
事
業
、

伝
統
工
芸
品
表
示
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
事
業

が
あ
り
ま
す
。
事
務
局
は
丹
波
伝
統
工
芸

公
園
「
立
杭
陶
の
郷
」
に
あ
り
ま
す
。「
丹

波
立
杭
焼
」
は
昭
和
53
年
に
国
の
伝
統
工

芸
品
の
指
定
を
受
け
、
昭
和
54
年
に
は
「
丹

波
立
杭
焼
伝
統
工
芸
士
」
が
認
定
さ
れ
、

現
在
は
10
名
の
伝
統
工
芸
士
が
活
躍
し
て

い
ま
す
。
昨
年
よ
り
理
事
長
を
さ
れ
て
い

る
市
野
秀
之
さ
ん（
雅
峰
窯
）に
お
話
を
伺

い
ま
し
た
。「
昨
年
か
ら
坏
土
工
場
の
メ
ン

テ
ナ
ン
ス
や
ラ
イ
ン
の
変
更
見
直
し
、
組

合
員
の
要
望
の
多
い
白
の
土
の
試
作
や
よ

展
示
し
お
客
様
に
は
窯
元
と
会
話
し
な
が

ら
器
を
選
ん
で
い
た
だ
き
ま
し
た
。
今
年

は
夏
に
延
期
さ
れ
ま
し
た
が
雨
の
中
た
く

さ
ん
の
お
客
様
が
来
て
く
だ
さ
り
、
本
当

に
あ
り
が
た
か
っ
た
で
す
。
た
と
え
ば
陶

の
郷
で
数
軒
ず
つ
の
窯
元
が
順
番
に
分
散

し
て
陶
器
市
の
よ
う
な
形
で
出
店
す
る
と

か
。
ま
た
、
お
正
月
の
『
福
風
呂
敷
』
は
毎

年
陶
の
郷
で
販
売
し
て
い
ま
し
て
た
い
へ

ん
好
評
を
い
た
だ
い
て
お
り
、
続
け
た
い

事
業
の
一
つ
で
す
。
来
年
は
密
に
な
ら
な

い
よ
う
に
工
夫
を
し
て
取
り
組
ん
で
い
き

た
い
で
す
。
他
に
は
、
力
を
入
れ
て
い
た

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
販
売
『
丹
波
の
イ
ロ
ド

リ
』（
丹
波
焼
の
里
か
ら
産
地
直
送
で
お
届

け
す
る
丹
波
焼
公
式
オ
ン
ラ
イ
ン
セ
レ
ク

ト
シ
ョ
ッ
プ
）を
今
ま
で
以
上
に
盛
り
上
げ

る
な
ど
。
こ
れ
か
ら
は
い
ろ
い
ろ
と
や
り

方
を
変
え
て
お
客
様
に
安
心
し
て
楽
し
ん

で
い
た
だ
け
る
よ
う
に
考
え
て
い
ま
す
。

丹
波
焼
の
里
に
足
を
運
ん
で
く
だ
さ
っ
た

お
客
様
に
は
豊
か
な
自
然
の
な
か
で
の
ん

び
り
と
窯
元
巡
り
を
し
て
ゆ
っ
た
り
と
里

山
の
景
色
を
楽
し
ん
で
い
た
だ
き
、
器
を

選
ん
で
い
た
だ
く
。
そ
う
い
う
時
間
が
い

い
で
す
ね
。
産
地
と
し
て
も
今
年
は
岐
路

に
な
る
か
も
し
れ
な
い
で
す
ね
。
気
を
引

き
締
め
て
や
っ
て
い
き
ま
す
」

（
尚
、
今
後
の
事
業
に
つ
き
ま
し
て
は
新
型

コ
ロ
ナ
の
感
染
の
状
況
に
よ
り
変
更
と
な

る
場
合
も
あ
り
ま
す
。
公
式
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

で
ご
確
認
く
だ
さ
い
。�

tanbayaki.com

）

取
材　

上
田�

智
津
子　
　

写
真　

迫
田�　
　

隆

り
良
質
の
土
の
製
造
な
ど
地
道
に
や
っ
て

い
ま
す
。
坏
土
工
場
が
で
き
た
の
は
昭
和

38
年
。
土
作
り
は
重
労
働
で
器
つ
く
り
の

作
業
の
半
分
く
ら
い
を
占
め
て
い
ま
し
た
。

坏
土
工
場
が
で
き
て
、
窯
元
は
製
作
に
専

念
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
と

聞
い
て
い
ま
す
」

新
型
コ
ロ
ナ
禍
で
秋
の
陶
器
ま
つ

り
は
中
止
。
新
し
い
チ
ャ
レ
ン
ジ

を
感
謝
の
気
持
ち
で
模
索
中
…

　
「
お
客
様
へ
の
感
謝
の
気
持
ち
で
始
め
た

陶
器
ま
つ
り
は
毎
年
2
日
間
で
10
万
人
以

上
が
来
て
く
だ
さ
い
ま
す
。
中
止
に
な
り

残
念
で
す
が
、
違
っ
た
形
で
ロ
ン
グ
ラ
ン

で
開
催
し
、
同
時
に
週
末
を
利
用
し
て
な

に
か
で
き
な
い
か
と
考
え
て
い
ま
す
。
昨

春
に
一
日
限
定
で
開
催
し
た
軽
ト
ラ
市
は

各
窯
元
が
各
々
一
台
の
軽
ト
ラ
に
商
品
を

｢
丹
波
立
杭
陶
磁
器
協
同
組
合
」
が
で
き
て
70
年

丹 波 立 杭 陶 磁 器 協 同 組 合 の 歴 史
昭和12（1937）年 「丹波陶器工業組合」設立　　共同販売・共同購買を行う

昭和23（1948）年4月 兵庫県神戸工業試験所立杭支所開設（後の兵庫県立工業
試験場）

昭和25（1950）年9月 「丹波陶磁器協同組合」設立　　12月設立登記　　組合
員 42人

昭和26（1951）年 陶製酒樽を開発　　後年業界生産額の過半を占める
昭和32（1957）年3月 丹波立杭窯（作窯技法）が国の無形文化財に指定（選択）
昭和35（1960）年4月 町制施行により、「今田村」から「今田町」へ

昭和38（1963）年 組合坏土工場設置　原料土共同購入、陶土精製の近代化、
組合員へ供給開始

昭和44（1969）年4月 今田町立丹波焼陶芸会館開設　管理運営を組合が受託
昭和48（1973）年4月 三田市四ッ辻で原土採取用地購入

昭和53（1978）年 「丹波立杭焼」国の伝統的工芸品として、通商産業大臣の
指定を受ける

昭和53（1978）年11月 陶器市開催。　翌年からは「丹波立杭焼陶器まつり」と
して毎年開催

昭和54（1979）年2月 丹波立杭焼伝統工芸士認定

昭和60（1985）年6月 名称を「丹波立杭陶磁器協同組合」と改称
今田町立丹波伝統工芸公園　「立杭陶の郷」　開園

昭和63（1988）年4月 陶の郷内に観光物産センター完成、組合陶器即売場・陶
芸教室を開設

平成2（1990）年3月 陶の郷内に登り窯築窯、「平成窯」と名付け初窯焼き
平成6（1994）年9月 組合坏土工場改築　陶土精製設備改善
平成11（1999）年4月 多紀郡４町合併により「篠山市」誕生
平成12（2000）年11月 組合設立 50周年記念事業実施
平成17（2005）年7月 観光物産センター（窯元横丁）リニューアルオープン
平成18（2006）年4月 篠山市指定管理者として「陶の郷」運営を受託
平成19（2007）年5月 第１回丹波焼「春ものがたり」開催
平成26（2014）年～ 最古の登り窯修復事業（平成 26年度～ 27年度）
平成27（2015）年4月 篠山市が日本遺産認定（丹波焼構成文化財）
平成27（2015）年11月 最古の登り窯初焼成

平成27（2015）年12月 篠山市がクラフト &フォークアート分野で、ユネスコ創
造都市ネットワークに加盟

平成29（2017）年4月 丹波焼含む日本六古窯が日本遺産認定
平成30（2018）年1月 丹波焼で地域団体商標登録
平成30（2018）年12月 組合坏土工場　陶土精製設備改善
平成31（2019）年４月 第１回丹波焼軽トラ市開催
令和元（2019）年5月 丹波篠山市に市名変更
令和元（2019）年12月 組合坏土工場メンテナンス、新機材導入

丹波伝統工芸公園 立杭陶の郷

組合坏土工場



in
terv
iew

司
会
：
日
本
工
芸
会
の
陶
芸
部
門
の
正

会
員
が
丹
波
篠
山
市
に
12
名
お
ら
れ
ま

す
。
ど
の
よ
う
に
す
る
と
日
本
工
芸
会

正
会
員
に
認
定
さ
れ
る
の
で
す
か
。

清
水
：
「
日
本
伝
統
工
芸
展
」
に
４
回
入

選
す
る
と
正
会
員
に
認
定
さ
れ
ま
す
。

以
前
は
連
続
で
４
回
入
選
と
聞
い
て
い

ま
し
た
が
、
今
は
通
算
の
入
選
回
数
が

条
件
に
な
っ
て
い
ま
す
。

司
会
：
い
ろ
い
ろ
公
募
展
が
あ
り
ま
す

が
、
ど
う
し
て
伝
統
工
芸
展
に
作
品
を

出
そ
う
と
思
わ
れ
た
の
で
す
か
。

西
端
：
私
の
場
合
、
父
の
影
響
が
あ
り

ま
し
て
、
焼
き
物
屋
を
や
る
と
い
う
こ

と
は
公
募
展
へ
の
出
品
も
す
る
ん
だ
と

自
然
に
感
じ
て
ま
し
た
。
父
は
日
展
の

方
に
出
し
て
お
り
ま
し
た
が
、
自
分
が

や
り
た
い
と
思
っ
て
い
た
仕
事
と
伝
統

工
芸
展
の
展
覧
会
の
目
的
や
考
え
方
が

比
較
的
近
い
の
か
な
あ
と
。
最
初
は
入

選
と
か
に
は
箸
に
も
棒
に
も
か
か
り
ま

せ
ん
で
し
た
。

市
野
：
20
代
の
頃
は
展
覧
会
と
い
う
の

は
意
識
な
ん
て
な
い
し
、
こ
ん
な
も
ん

が
あ
る
ん
か
と
思
っ
て
た
ん
で
す
け
ど
、

僕
た
ち
よ
り
20
歳
ぐ
ら
い
上
の
西
端
末

晴
さ
ん
世
代
の
、
大
上
昇
さ
ん
や
市

野
信
水
さ
ん
、
市
野
省
三
さ
ん
と
か
が

日
展
や
伝
統
工
芸
展
の
本
展
に
出
し
て

は
っ
た
ん
で
。
僕
の
初
入
選
は
41
歳
で

し
た
か
、
初
め
て
出
し
た
の
が
本
展
で

拾
っ
て
も
ら
え
て
、
嬉
し
か
っ
た
で
す

ね
。

清
水
：
私
は
最
初
立
杭
で
勉
強
さ
せ
て

も
ら
っ
て
、
そ
れ
が
一
段
落
し
た
後
瀬

戸
へ
行
か
し
て
も
ら
い
ま
し
た
。
瀬
戸

は
そ
の
当
時
結
構
力
の
あ
る
産
地
で
、

行
か
せ
て
も
ら
っ
た
窯
元
の
周
り
に
は
、

日
展
や
日
本
工
芸
会
の
偉
い
先
生
方
が

お
ら
れ
ま
し
た
。
そ
の
後
ち
ょ
っ
と
だ

け
備
前
に
行
か
せ
て
頂
い
た
と
き
の
先

生
が
、
正
会
員
だ
っ
た
こ
と
も
理
由
の

1
つ
で
す
。
初
め
て
本
展
に
出
し
た
の

は
西
端
さ
ん
が
日
本
工
芸
会
総
裁
賞
を

取
ら
れ
た
１
９
８
９
年
。
悦
夫
さ
ん
や

皆
さ
ん
入
選
し
て
お
ら
れ
る
ん
で
す
が
、

私
一
人
通
ら
な
く
て
、
そ
こ
か
ら
初
入

選
ま
で
15
年
か
か
り
ま
し
た
。
よ
う
や

く
入
選
さ
せ
て
頂
い
て
正
会
員
に
な
っ

て
、
今
は
工
芸
会
と
い
う
も
の
や
、
会

の
中
の
こ
と
を
勉
強
さ
せ
て
頂
い
て
る

の
こ
出
か
け
て
い
っ
た
ん
で
す
け
ど
、

西
端
さ
ん
の
作
品
が
日
本
工
芸
会
総
裁

賞
と
い
う
こ
と
で
、
メ
イ
ン
の
と
こ
ろ

に
置
い
て
あ
っ
て
、
そ
う
い
う
会
場
を

拝
見
し
な
が
ら
、
こ
こ
に
並
べ
て
も
ら

え
る
よ
う
に
な
り
た
い
な
と
思
い
つ
つ

丹
波
に
帰
っ
て
き
た
記
憶
が
あ
る
ん
で

す
。
悦
夫
さ
ん
も
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
ま

し
た
が
西
端
さ
ん
が
総
裁
賞
を
取
ら
れ

た
と
い
う
こ
の
前
後
の
年
、
丹
波
と
い

う
こ
の
土
地
に
、
作
家
的
な
焼
き
物
、

陶
芸
家
と
い
う
認
識
が
芽
生
え
始
め
た

の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

司
会
：
こ
こ
最
近
は
、
出
品
さ
れ
る
方

が
少
な
く
な
っ
て
き
て
お
ら
れ
ま
す
が
。

清
水
：
私
ら
が
30
代
ぐ
ら
い
に
な
っ
た

頃
で
す
と
、
百
貨
店
な
ど
で
個
展
す
る

と
い
う
の
が
す
ご
い
憧
れ
や
っ
た
ん
で

す
が
、
百
貨
店
の
美
術
画
廊
で
個
展
を

す
る
た
め
に
は
「
せ
め
て
支
部
展
ぐ
ら

い
通
っ
と
い
て
く
だ
さ
い
」
っ
て
言
わ

れ
て
。
今
の
30
代
の
人
っ
て
、結
構
ギ
ャ

ラ
リ
ー
さ
ん
か
ら
ぽ
っ
と
声
が
か
る
の

で
、
伝
統
工
芸
展
や
日
展
に
出
し
て
入

選
し
て
会
員
だ
会
友
だ
と
い
う
看
板
を

背
負
わ
な
く
て
も
っ
て
い
う
感
覚
に

な
っ
て
き
て
い
る
の
か
な
と
思
い
ま
す
。

市
野
：
今
は
映
像
や
画
像
で
あ
ら
ゆ
る

世
界
中
の
作
品
が
見
ら
れ
ま
す
よ
ね
。

抽
象
的
な
品
物
な
り
、
幅
広
い
評
価
を

受
け
て
、
そ
う
い
う
人
は
さ
ら
さ
ら
公

募
展
に
出
す
意
識
も
な
い
や
ろ
う
し
、

そ
れ
に
画
廊
な
り
企
画
す
る
側
が
ア

ピ
ー
ル
す
る
な
ど
選
択
肢
が
広
い
ん
で

す
か
ね
。

清
水
：
今
は
も
う
悦
夫
さ
ん
が
お
っ

し
ゃ
っ
た
よ
う
な
Ｓ
Ｎ
Ｓ
を
使
っ
た
発

信
っ
て
い
う
の
を
自
分
一
人
で
出
来
ま

す
か
ら
。
た
だ
工
芸
会
に
い
ま
し
た
ら
、

日
本
中
の
い
ろ
ん
な
と
こ
ろ
の
会
員
さ

ん
た
ち
と
お
話
を
し
ま
す
と
、
丹
波
と

い
う
産
地
で
や
っ
て
い
る
と
知
ら
な
い

こ
と
は
い
っ
ぱ
い
あ
る
わ
け
で
す
。
同

じ
も
の
を
作
る
に
し
て
も
ア
プ
ロ
ー
チ

の
仕
方
が
違
う
こ
と
を
勉
強
さ
せ
て
も

ら
う
機
会
は
あ
っ
て
、
そ
う
い
う
繋
が

り
と
い
う
の
は
こ
う
い
っ
た
組
織
の
も

の
す
ご
く
い
い
部
分
だ
と
思
う
ん
で
す
。

司
会
：
今
後
こ
う
あ
っ
て
ほ
し
い
と
い

う
よ
う
な
思
い
は
い
か
が
で
し
ょ
う
か
。

西
端
：
私
は
、
好
き
に
や
っ
た
ら
い
い

日
本
工
芸
会
に
つ
い
て

公
益
社
団
法
人
日
本
工
芸
会
は
、
重
要
無
形
文

化
財
保
持
者（
い
わ
ゆ
る
人
間
国
宝
）を
中
心
に

伝
統
工
芸
作
家
、
技
術
者
等
で
組
織
す
る
団
体
。

現
在
、
工
芸
分
野
重
要
無
形
文
化
財
保
持
者
含

め
正
会
員
約
１
２
０
０
名
が
所
属
。

下
部
組
織
と
し
て
全
国
９
支
部（
東
日
本
・
東
海
・

富
山
・
石
川
・
近
畿
・
中
国
・
山
口
・
四
国
・
西
部
）

を
置
い
て
、
各
地
方
会
員
相
互
の
連
絡
を
密
に

す
る
と
と
も
に
、
そ
の
地
域
の
伝
統
工
芸
の
向

上
発
展
に
努
力
し
、
支
部
毎
に
研
究
会
、
研
修

会
等
を
実
施
す
る
と
と
も
に
、
毎
年
そ
の
地
方

の
特
色
を
生
か
し
た
支
部
展
を
開
催
。

又
、
伝
統
工
芸
の
専
門
分
野
別
の
組
織
と
し
て

全
員
を
７
部
会
に
分
け（
陶
芸
・
染
織
・
漆
芸
・

金
工
・
木
竹
工
・
人
形
・
諸
工
芸
）分
野
毎
の
研

究
会
及
び
、
年
一
回
の
部
会
展
を
開
催
し
、
伝

統
工
芸
技
術
の
発
展
と
向
上
の
た
め
に
活
動
。

同
会
が
文
化
庁
・
Ｎ
Ｈ
Ｋ
・
朝
日
新
聞
社
と
主

催
す
る
日
本
伝
統
工
芸
展
は
、
昭
和
29
年
か
ら

年
一
回
毎
年
開
催
。

日
本
伝
統
工
芸
展
は
、
文
化
財
保
護
法
の
趣
旨

に
そ
っ
て
、
歴
史
上
・
芸
術
上
価
値
の
高
い
工

芸
技
術
を
保
護
育
成
す
る
た
め
開
催
さ
れ
る
最

大
規
模
の
公
募
展
。

同
会
は
、
こ
の
ほ
か
に
も
、
重
要
無
形
文
化
財

保
持
者
を
講
師
と
す
る
伝
承
事
業
や
記
録
保
存

等
を
行
う
な
ど
無
形
文
化
財（
工
芸
技
術
）の
保

存
・
伝
承
及
び
公
開
に
関
す
る
事
業
を
推
し
進

め
、
そ
の
実
績
で
は
、
他
に
比
較
す
る
も
の
の

な
い
日
本
国
内
唯
一
の
組
織
。

昭
和
30
年
6
月
27
日
社
団
法
人
設
立
許
可

平
成
23
年
4
月
1
日
公
益
社
団
法
人
移
行
認
定
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よ
り

と
こ
ろ
で
す
。

司
会
：
日
本
伝
統
工
芸
展
の
最
高
賞
を

受
賞
さ
れ
た
と
き
は
ど
ん
な
思
い
で
し

た
か
。

西
端
：
本
来
な
ら
自
分
が
作
り
続
け
た

い
仕
事
を
出
品
し
て
、
入
選
し
て
い
く

の
が
自
然
な
ん
で
す
が
、
そ
の
と
き
は

敢
え
て
私
に
は
難
し
い
だ
ろ
う
な
と
い

う
仕
事
に
挑
戦
し
ま
し
た
。
そ
れ
が
た

ま
た
ま
認
め
て
も
ら
っ
た
と
い
う
こ
と

で
、
常
に
新
し
い
こ
と
に
挑
む
気
持
ち

は
あ
り
ま
し
た
ね
。

市
野
：
西
端
さ
ん
が
最
高
賞
を
取
ら
れ

て
２
年
後
、
僕
が
本
展
の
初
入
選
し
た

年
に
は
、
元
和
さ
ん
も
初
入
選
で
最
高

賞
に
近
い
賞
を
取
り
は
っ
た
。
そ
ん
な

短
期
間
に
最
高
賞
に
近
い
も
の
が
２
つ

も
出
る
な
ん
て
、
あ
の
と
き
は
す
ご
く

び
っ
く
り
し
ま
し
た
ね
。
そ
れ
か
ら
丹

波
焼
自
体
が
単
な
る
産
業
じ
ゃ
な
し
に
、

公
募
展
に
出
品
し
て
い
く
よ
う
な
推
進

力
に
な
っ
た
と
い
う
ん
か
な
。
こ
こ
の

地
元
の
力
っ
て
、
狭
い
と
こ
ろ
で
、
陶

器
を
作
っ
て
る
家
も
人
数
も
限
ら
れ
て

ま
す
け
ど
、
す
ご
い
集
中
力
で
、
自
分

独
自
の
作
品
を
皆
開
発
し
て
ね
。
僕
な

り
に
考
え
る
と
、
こ
こ
の
焼
き
物
に
関

し
て
の
転
換
点
や
っ
た
ん
と
違
う
か
な
。

清
水
：
初
め
て
出
し
た
と
き
に
自
分
は

落
選
し
て
い
る
の
に
、
東
京
ま
で
の
こ

ん
じ
ゃ
な
い
か
と
思
う
ん
で
す
。
今
の

時
代
に
合
っ
た
や
り
方
で
精
一
杯
や
っ

て
ほ
し
い
な
あ
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
を

長
い
間
そ
う
い
う
こ
と
を
続
け
る
こ
と

で
、
丹
波
の
伝
統
と
い
う
の
は
生
ま
れ

る
の
か
な
あ
と
思
い
ま
す
。
公
募
展
に

挑
戦
し
て
入
選
し
た
り
す
る
と
大
き
い

自
信
に
繋
が
り
ま
す
ね
。

市
野
：
人
間
っ
て
い
う
の
は
一
様
で
は

な
い
か
ら
、
機
械
文
明
が
進
む
ほ
ど
農

業
と
か
こ
う
い
う
素
朴
な
も
の
に
惹
か

れ
る
人
が
一
部
だ
け
で
も
い
る
。
や
っ

ぱ
り
そ
う
い
う
人
が
続
け
て
く
れ
れ
ば

と
思
い
ま
す
。

清
水
：
こ
う
い
う
公
募
展
や
伝
統
工
芸

展
に
出
す
と
い
う
の
は
西
端
さ
ん
が

お
っ
し
ゃ
っ
た
よ
う
に
通
れ
ば
嬉
し
い

で
す
し
落
ち
れ
ば
悔
し
い
で
す
。
次
ど

う
し
よ
う
と
考
え
た
り
す
る
、
そ
う
い

う
メ
リ
ハ
リ
を
つ
け
る
た
め
の
一
つ
の

ツ
ー
ル
な
の
か
な
と
い
う
気
も
し
ま
す

し
、
出
す
以
上
は
入
選
し
た
い
わ
け
で

す
か
ら
、
そ
れ
に
向
か
っ
て
考
え
ま
す
。

そ
れ
が
技
術
の
向
上
と
い
う
ん
で
す
か

ね
、
丹
波
に
は
若
い
人
た
ち
が
轆
轤（
ろ

く
ろ
）と
か
制
作
に
関
し
て
も
力
の
あ
る

人
た
ち
も
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
。
昨
年

丹
波
か
ら
も
久
し
ぶ
り
に
正
会
員
に
な

ら
れ
た
市
野
秀
作
さ
ん
の
よ
う
に
。
そ

う
い
う
人
が
丹
波
か
ら
も
っ
と
何
人
も

出
て
こ
ら
れ
て
、
他
の
人
た
ち
に
刺
激

を
与
え
て
い
た
だ
け
た
ら
な
あ
と
思
い

ま
す
。

司
会
・
写
真　

迫
田�　

隆

丹波篠山市在住　日本工芸会正会員
　　名　前（窯名）	 認定年	　　受　賞

初代	市野信水（信水窯）	1983	 （1997逝去）

西端　正（末晴窯）	 1989	日本工芸会総裁賞	'89

市野元和（省三窯）	 1993	高松宮記念賞	 '91

二代	市野信水（信水窯）	1993

ピーター・ハーモン	 1994

市野清治（丹泉窯）	 1995

市野元祥（壺市）	 1996

市野秀之（雅峰窯）	 1997

大上雅司（せ窯）	 1998

市野悦夫（丹波㊀窯）	 1998

市野哲次（市野悟窯）	 2000

市野良行（寿庵）	 2001	 （2017逝去）

清水一二（珀耀窯）	 2006

西端大備（末晴窯）	 2009	 （2010逝去）

市野秀作（省三窯）	 2019

「
―
丹
波
焼
の
匠
た
ち
―

　
　
丹
波
篠
山
市
在
住

日
本
工
芸
会
正
会
員 

作
品
展
」

や
き
も
の
の
里
情
報
コ
ー
ナ
ー

（
兵
庫
陶
芸
美
術
館
展
示
棟
正
面
入
口
横
）

令
和
２
年
９
月
６
日
～
11
月
29
日

日本工芸会正会員って？
日本工芸会正会員　　西端　正氏　　市野悦夫氏　　清水一二氏

清水一二氏　　　　　　西端　正氏　　　　　市野悦夫氏



出石焼 －但馬の小京都で生まれた珠玉のやきもの－
2020年9月12日（土）〜11月29日（日）
　「雪よりも白い」と表現される白磁が特徴的な出石焼は、江戸
時代後期に創業した兵庫県内の多くの窯場が廃窯していく中で
さまざまな困難を乗り越え、やきものづくりが続けられていま
す。本展では当館の所蔵品に加え、各地の博物館や美術館、個
人が所蔵されている優品を一堂に会し、その歴史や技法などを
紹介します。

出石　《白磁貼花薔薇文籠形花入》　明治時代前期　兵庫陶芸美術館

ひょうごゆかりの古陶磁 
－丹波焼・三田焼・王地山焼－
2020年12月12日（土）〜2021年2月21日（日）
　当館は2005年の開館以来、購入、寄贈、寄託などによって
収蔵作品を充実させてきました。当館の収蔵作品は、丹波焼を
はじめとする兵庫県内の古陶磁や国内外の現代陶芸の作品など、
多岐にわたります。本展では、近年、新たに収蔵品に加わった
丹波焼・三田焼・王地山焼の作品を中心に紹介します。

丹波　《壺》　室町時代中期　兵庫陶芸美術館

No Man's Land －陶芸の未来、未だ見ぬ地平の先－
2021年3月20日（土）〜2021年5月30日（日）　予定
　陶芸の素材や技法を用いながら、独創的な作風で現代性を追
求し、工芸のみならず、現代美術・デザイン・建築などの幅広
い分野から注目を集める30～40代の実力作家15名の作品世界
を通じて、「陶芸の未来」を再考します。

見附正康　《無題》　2018年　兵庫陶芸美術館

Message －現代陶芸コレクション－
2020年9月12日（土）〜11月29日（日）
　心に残った風景への共感、社会への提唱、自身
の心象など、作家は様々な想いを持って作品を生
み出します。本展では、近年収集された現代陶芸
コレクションを通して作品に込められたメッセー
ジについて考えるいくつかのキーワードとともに、
多様な陶による表現のありようを紹介します。

北川宏人　《TU1625－MENTAL�ARMED》�
2016年　兵庫陶芸美術館

2020年度著名作家招聘事業×テーマ展
植松永次展
2020年12月12日（土）〜2021年2月21日（日）
　土と炎を素材としながら、彫刻にも、陶芸にも括
りきれない独創的な作品を制作する造形作家・植松
永次氏（1949～）。そのユニークな土との対話方法
から、やきもの表現の新たな可能性を探ります。

植松永次　《初めの白》　2016年　個人蔵

丹波焼の世界 season4
2020年3月25日（水）〜2021年2月28日（日）
　2017年に日本遺産に認定された日本六古窯のひ
とつに数えられ、800年以上の歴史を持つ丹波焼。
変化しながらも現在まで続く丹波焼の世界をお楽
しみ下さい。

丹波　《色絵桜川文徳利》　江戸時代後期�
兵庫陶芸美術館（田中寛コレクション）�兵庫県指定重要有形文化財

編集 : 陶芸文化プロデューサー　兵庫県丹波篠山市今田町上立杭 4	TEL：079-597-3961　令和２年９月１日発行（年 2回春・秋季発行）

丹波伝統工芸公園

〒669-2135�兵庫県丹波篠山市今田町上立杭3
TEL.079-597-2034　FAX.079-597-3232
UR L . h t t p : // www . t a n b a y a k i . c o m /
【入 園 料】�高校生以上� 200 円
� 小�中�学�生� 50 円
【開園時間】�AM10:00 ～ PM5:00（通年）
【休 園 日】�年末年始
� 毎週火曜日［４月１日より］
� （但し、祝日は営業します。）

兵庫陶芸美術館　〒 669‐2135��丹波篠山市今田町上立杭 4　電話：079-597-3961（代表）　　HP��http://www.mcart.jp

プレゼントのお知らせ
兵庫陶芸美術館・陶の郷・こんだ薬師
温泉の招待券を３施設セットでペア５
組10名様にプレゼント。
●応募方法
　�ハガキに　〒住所・氏名・年齢・本紙
の入手場所（○○美術館など）・ご意見、
ご感想をご記入の上、下記の宛先まで
お送りください。
●締め切り
　�2021年２月末日消印有効。応募多数の
場合は抽選になります。
●宛先
　〒669―2135
　�丹波篠山市今田町上立杭４
　�兵庫陶芸美術館内「陶芸文化プロ
デューサー」宛
なお、ご応募頂いた方の個人情報は当選
者への発送、本紙企画の参考以外の目的
には使用いたしません。また当選発表は
発送をもってかえさせて頂きます。

展覧会の見ドコロ兵庫陶芸美術館 2020年度
開館 15 周年

◦特別展のご案内 ◦テーマ展のご案内

丹波焼を『見る・作る・楽しむ』

窯元横丁
丹波焼の 50軒の窯元の作品を買うことが出来る
「窯元横丁」。どこか懐かしくあたたかな空間で、
ゆったりと買い物をお楽しみいただけます。伝
統的な丹波焼からアーティスティックな作品ま
で、さまざまなやきものが展示販売されていま
す。一つひとつの作品をじっくり手にとりなが
ら、散歩気分で歩いてみてください。見ている
だけでも楽しくなりますよ。

陶芸教室
丹波焼の郷で、陶芸体験してみませんか。小さ
なお子様からどなたでも、手びねり（粘土細工）
や絵付け体験に挑戦していただけます。釉薬を
かけて焼き上げてから、ご自宅まで宅配便で発
送いたします。あなただけのオリジナルやきも
のをつくってみるのも楽しいですよ。

※�最新の展覧会・直行バス等の情報
は当館ホームページをご覧下さい。

２つの日本遺産をつなぐ ゆったりバスで行く 丹波焼の里と篠山城下町
JR 篠山口駅を起点に、こんだ薬師温泉を経由し、兵庫陶芸美術館がある丹波焼の里と篠山城下町を結ぶ直通バ
スを期間限定で運行します。
バスでのんびり、２つの日本遺産「丹波篠山デカンショ節」「きっと恋する六古窯」のまち・
丹波篠山の魅力をお楽しみください。

運 行 日：2020 年9月 5日（土）～11月29日（日）の土曜、日曜、祝日運行
所要時間：丹波焼の里（停留所：兵庫陶芸美術館）と篠山城下町（停留所：篠山営業所）間を約 50分
料　　金：区間最大 500円
問い合せ：兵庫陶芸美術館
　　　　　TEL�079-597-3961

【イベント中止のお知らせ】
10 月に開催を予定していました「第 43回丹波焼陶器まつり」は、新型コロナウィルス感染症拡大防止の
ため中止となりました。

直通バス運行路線図
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