
丹
波
焼
の
里

20
22
　
秋
冬
号

ミ
ュ
ゼ
レ
タ
ー

vol.

32
丹波焼の里 ミュゼレター

発行：やきものの里プロデュース倶楽部

2022
autumn
winter

大西 雅文 作　丹波花入

丹
文
窯
「
焼
締
」　
大
西
文
博
氏
・
雅
文
氏

丹
波
の
手
仕
事

　

匠
の

技
1818

大
西
文
博
氏
の
祖
父
が
、
本
家
の
窯
元
か
ら
分
家
を
し
て
、

明
治
時
代
に
丹
文
窯
を
創
業
し
ま
し
た
。
三
代
目
文
博
氏
は
登
り
窯
焼
成
に
特
別

な
こ
だ
わ
り
が
あ
り
ま
す
。
丹
文
窯
の
登
り
窯
は
、
勾
配
が
約
15
度
あ
り
、
こ
の

角
度
が
最
も
火
の
走
り
が
よ
く
、
丹
波
の
窯
の
中
で
は
焼
成
温
度
が
一
番
高
い
は

ず
だ
と
言
わ
れ
て
い
ま
し
た
。
文
博
氏
は
、
兵
庫
県
の
高
齢
者
祝
福
事
業
の
一
環

と
し
て
、
丹
波
焼
の
登
り
窯
焼
成
の
花
瓶
を
兵
庫
県
在
住
の
百
歳
到
達
祝
の
記
念

品
と
し
て
採
用
し
て
も
ら
う
こ
と
に
尽
力
さ
れ
ま
し
た
。
こ
れ
が
、
登
り
窯
焼
成

技
術
継
承
の
一
助
と
な
り
、
全
国
で
も
珍
し
い
数
多
く
の
登
り
窯
が
現
役
の
焼
き

物
の
産
地
と
な
っ
て
い
ま
す
。
残
念
な
こ
と
に
、
登
り
窯
焼
成
の
花
瓶
の
贈
呈
は
、

昨
年
で
終
わ
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。

四
代
目
雅
文
氏
は
、
瀬
戸
市
で
の
４
年
間
の
修
行
の
の
ち
、
平
成
16
年
に
丹
波

に
戻
っ
て
き
ま
し
た
。
料
理
人
さ
ん
と
の
話
の
中

で
耳
に
し
た
「
緑
の
野
菜
を
盛
り
付
け
る
器
」
を

イ
メ
ー
ジ
し
て
赤
い
釉
薬
の
作
品
が
誕
生
し
ま
し

た
。
白
化
粧
の
上
に
鮮
や
か
な
赤
や
青
の
釉
薬
が

躍
動
す
る
雅
文
氏
の
食
器
は
、
料
理
屋
さ
ん
な
ど

に
人
気
が
あ
り
ま
す
。

雅
文
氏
は
、江
戸
時
代
の
赤
土
部
（
あ
か
ど
べ
）

に
魅
了
さ
れ
、
釉
薬
を
掛
け
た
現
代
的
な
作
品
作

り
と
並
行
し
て
、
登
り
窯
で
の
焼
締
め
作
品
も
作

り
続
け
て
い
ま
す
。
近
年
は
、
形
も
江
戸
期
の
物

に
似
せ
た
赤
土
部
作
品
に
挑
戦
し
て
い
ま
す
。
そ

の
他
、
三
本
峠
の
白
土
に
赤
土
部
を
掛
け
た
作
品
、
赤
に
こ
だ
わ
っ
た
赤
丹
波
、

高
温
に
な
る
窯
の
特
性
を
活
か
し
た
竹
焼
成
で
竹
の
灰
が
な
ま
こ
釉
の
様
に
白
く

溶
け
た
作
品
な
ど
、
色
合
い
の
違
う
焼
締
め
作
品
も
作
っ
て
い
ま
す
。
焼
成
前
の

登
り
窯
の
中
を
見
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
大
き
な
作
品
と
並
ん
で
存
在
感
の
あ

る
食
器
が
沢
山
詰
め
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
棚
板
の
上
に
は
陶
板
皿
が
敷
き
詰
め
ら

れ
、
そ
の
上
に
作
品
が
乗
せ
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
陶
板
皿
に
は
作
品
の
跡
に
で
き

た
焼
け
む
ら
が
牡
丹
餅
模
様
と
し
て
美
し
く
発
色
し
ま
す
。
今
年
４
月
、
登
り
窯

で
焼
成
さ
れ
た
作
品
だ
け
を
展
示
す
る
ギ
ャ
ラ
リ
ー
「ta

nbung
a
m

a
109

」
を
下

立
杭
に
オ
ー
プ
ン
し
ま
し
た
。
こ
れ
は
、
焼
締
め
の
食
器
は
、
料
理
人
さ
ん
に
も

な
じ
み
が
薄
い
の
で
、
登
り
窯
作
品
の
魅
力
を
感
じ
て
も
ら
え
、
料
理
と
の
組
み

合
わ
せ
の
ア
イ
デ
ア
を
膨
ら
ま
せ
て
も
ら
え
る
空
間
を

と
考
え
て
創
り
ま
し
た
。
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「
時
間
で
き
た
ら
丹
波
篠
山
市
に
あ
る
こ

ん
だ
温
泉
に
行
く
ん
よ
」
宝
塚
に
住
む
山
友

の
Ｔ
氏
は
い
う
。「
途
中
に
い
く
ら
で
も
温

泉
あ
る
で
し
ょ
」「
な
ん
か
ね
。
の
ん
び
り

す
る
ね
ん
。
家
内
も『
じ
ゃ
あ
私
も
行
く
わ
』

と
急
に
二
人
で
出
か
け
た
り
」
こ
ん
だ
温
泉

は
今
ま
で
何
度
も
利
用
し
て
い
る
が
あ
ら
た

め
て
取
材
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
。

お
話
を
伺
っ
た
の
は
三
代
目
社
長
杉
尾

氏
。「
阪
神
・
淡
路
大
震
災
が
あ
っ
て
そ
の

あ
と
兵
庫
県
が
こ
の
辺
の
断
層
を
調
べ
た

の
で
す
ね
。
そ
し
た
ら
断
層
が
ク
ロ
ス
し

て
い
る
と
こ
ろ
が
今
田
に
あ
る
こ
と
が
分

か
っ
て
、
温
泉
が
出
る
か
も
し
れ
な
い
と

い
う
こ
と
で
今
田
町
が
調
査
し
た
ん
で
す
。

１
３
０
０
ｍ
掘
っ
た
ら
お
湯
が
出
た
ん
や

ね
。
こ
れ
は
町
の
活
性
化
に
も
な
る
だ
ろ
う

と
。
平
成
11
年
の
こ
と
や
ね
。
せ
っ
か
く
温

泉
施
設
を
建
て
る
な
ら
広
い
見
晴
ら
し
の
良

い
と
こ
ろ
が
い
い
だ
ろ
う
と
い
う
こ
と
で
、

元
牧
草
地
だ
っ
た
こ
こ
ま
で
７
０
０
ｍ
お
湯

を
引
い
て
く
る
こ
と
に
し
た
ん
で
す
。
８
万

平
米
の
広
さ
な
ん
で
す
よ
こ
こ
。
ち
ょ
う
ど

兵
庫
陶
芸
美
術
館
が
開
館
の
準
備
中
で
、
そ

の
建
設
案
を
参
考
に
さ
せ
て
も
ら
っ
て
ね
。

山
の
中
腹
に
和
風
の
建
物
が
い
く
つ
か
建
っ

て
い
る
よ
う
に
し
た
ん
で
す
。
お
湯
が
出
た

の
は
今
田
の
薬
師
堂
の
近
く
な
の
で
『
こ
ん

だ
薬
師
温
泉
』
な
ん
で
す
よ
。
お
湯
は
食

塩
・
カ
ル
シ
ウ
ム
・
ヒ
ド
ロ
炭
酸
イ
オ
ン
な

ど
の
物
質
を
含
ん
で
て
肌
が
ツ
ル
ツ
ル
に
な

る
し
、
ま
た
食
塩
泉
は
皮
膚
の
表
面
の
血
管

が
広
げ
ら
れ
て
温
ま
る
の
で
保
温
効
果
が
高

く
て
ね
、『
暖
ま
る
湯
』
と
言
わ
れ
て
い
ま

す
。
浴
槽
に
よ
っ
て
温
度
を
変
え
て
い
て
好

き
な
温
度
で
ゆ
っ
く
り
入
っ
て
も
ら
え
ま

す
。
風
呂
場
は
地
元
丹
波
焼
の
陶
板
や
地
元

産
の
丹
波
石
を
ふ
ん
だ
ん
に
使
っ
た
『
丹
波

焼
陶
板
風
呂
』
や
『
丹
波
石
岩
風
呂
』
に
し

て
ね
。
地
域
の
活
性
化
に
も
な
る
よ
う
に
考

え
ま
し
た
。
お
風
呂
に
入
っ
た
後
は
『
ぬ
く

も
り
亭
』
で
ゆ
っ
く
り
く
つ
ろ
い
で
軽
食
も

食
べ
て
も
ら
っ
た
り
ね
。
別
棟
に
あ
る
農
産

物
直
売
所
『
こ
ん
だ
旬
菜
市 

農
（
み
の
り
）』

や
『
手
作
り
豆
腐 

夢
豆
腐
』『
手
作
り
ア
イ

ス 

和
（
な
ご
み
）』
も
人
気
で
ね
。
健
康
も

観
光
も
食
も
や
ね
」
な
る
ほ
ど
。

広
々
と
し
た
露
天
風
呂
に
つ
か
る
と
、
周

り
に
季
節
の
木
々
が
植
え
ら
れ
て
い
て
春
は

桜
、
秋
は
紅
葉
が
楽
し
め
る
。
す
ぐ
後
ろ
は

和
田
寺
山
、遠
く
に
は
西
光
寺
山
が
見
え
る
。

気
持
ち
い
い
。
空
が
広
い
。
本
当
に
の
ん
び

り
す
る
。
丹
波
焼
の
壺
の
口
か
ら
と
ろ
と
ろ

と
流
れ
出
る
お
湯
に
肩
を
当
て
て
み
た
。
次

は
白
髪
岳
に
登
っ
た
後
に
こ
の
温
泉
に
入
ろ

う
。

＊
登
山
プ
ラ
ン
　

　�

白
髪
岳
・
松
尾
山
・
虚
空
蔵
山
の
登
山
口

へ
お
迎
え
と
温
泉
入
浴
券
が
セ
ッ
ト
に

な
っ
た
も
の
が
あ
る

　
詳
し
く
は
ぬ
く
も
り
の
郷
Ｈ
Ｐ
で
＊

取
材
　
上
田
智
津
子
　
　
写
真
　
迫
田 

隆

「
ノ
」
を
書
く
よ
う
に
中
心
に
対
し
て
斜
め

に
入
れ
ら
れ
た
鎬
の
緩
や
か
な
曲
線
が
、
釉

薬
の
動
き
に
変
化
を
与
え
て
い
ま
す
。
一
彫

り
一
彫
り
丹
念
に
削
ら
れ
た
鎬
と
、
柔
和
な

糠
釉
が
調
和
し
、
健
や
か
で
温
か
み
の
あ
る

表
情
を
作
り
上
げ
て
い
ま
す
。

１
９
２
７
年
、鳥
取
県
東
伯
郡
北
条
町
（
現
・

東
伯
郡
北
栄
町
）
に
生
ま
れ
た
生
田
和
孝
は
、

終
戦
後
、
や
き
も
の
の
仕
事
を
志
し
、
京
都

の
藤
平
窯
で
河
井
武
一
に
師
事
し
、
51
年
か

ら
、
民
藝
運
動
に
深
く
関
わ
っ
た
河
井
寬
次

郎
の
も
と
で
研
鑽
を
積
み
ま
す
。

56
年
、
丹
波
焼
の
産
地
で
あ
る
今
田
町
を

制
作
の
地
に
選
ん
だ
生
田
は
、
地
元
の
製
陶

所
で
、
こ
の
土
地
に
根
ざ
し
た
土
と
釉
薬
に

よ
る
仕
事
を
肌
で
学
び
、
60
年
、
同
町
の
釜

屋
に
窯
を
構
え
、
独
立
し
ま
す
。
丹
波
と
郷

里
・
鳥
取
の
自
然
か
ら
得
た
原
料
を
も
と
に

生
み
出
さ
れ
た
日
常
の
う
つ
わ
は
、
実
直
で

情
に
厚
い
人
で
あ
っ
た
と
い
う
人
と
な
り
を

表
わ
す
よ
う
な
、
お
お
ら
か
さ
や
力
強
さ
が

感
じ
ら
れ
ま
す
。

鳥
取
の
籾
殻
灰
を
使
っ
た
糠
釉
は
、
生
田

の
仕
事
を
代
表
す
る
釉
薬
で
す
。
こ
の
ほ
か
、

鉄
釉
や
飴
釉
と
、
鎬
と
面
取
の
技
法
を
組
み

合
わ
せ
、
独
自
の
作
風
を
確
立
し
ま
し
た
。

75
年
に
は
、
日
本
陶
芸
展
で
優
秀
作
品
賞
・

文
部
大
臣
賞
を
受
賞
す
る
な
ど
着
実
に
個
人

作
家
と
し
て
の
あ
ゆ
み
を
進
め
て
い
ま
し
た

が
、
82
年
、
55
歳
と
い
う
若
さ
で
惜
し
ま
れ

な
が
ら
も
こ
の
世
を
去
り
ま
し
た
。

学
芸
員
　
村
上
　
ふ
み

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 〜 PM9：00（PM8：30 受付終了）

※営業時間は変更になることがあります。
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

（中学生以上）
小人 300 円
（小学生）

※小学生未満 無料
TwitterHP Instagram

生田和孝《糠釉鎬手大鉢》1979年頃

兵庫陶芸美術館（田巻敏昭氏寄贈）

「教えて！兵庫陶芸美術館」に出品

「
逸
品
！
」

学
芸
員 

私
の
オ
ス
ス
メ
作
品

こ
ん
だ
薬
師
温
泉

ぬ
く
も
り
の
郷

兵
庫
陶
芸
美
術
館

令
和
四
年
度
春
の
叙
勲

「
瑞
宝
単
光
章
」
受
章

市
野 
信
行
氏（
市
野
信
行
窯
）

令
和
４
年
４
月
29
日
付
け
の
春
の
叙
勲
に

て
、
陶
磁
器(

丹
波
立
杭
焼)

製
造
業
従
事

者
と
し
て
の
伝
統
工
芸
業
務
功
労
が
認
め
ら

れ
、
瑞
宝
単
光
章
を
受
章
さ
れ
ま
し
た
。
50

年
以
上
作
陶
に
携
わ
り
伝
統
工
芸
士
と
し
て

ご
活
躍
さ
れ
る
と
と
も
に
、
長
年
、
幼
稚
園
、

特
別
支
援
学
校
、
高
齢
者
大
学
で
の
指
導
を

通
し
、
丹
波
焼
の
魅
力
を
発
信
し
て
こ
ら
れ

ま
し
た
。
兵
庫
県
い
な
み
野
学
園
陶
芸
学
科

で
は
教
え
る
こ
と
の
む
つ
か
し
さ
を
、
特
別

支
援
学
校
で
は
相
手
の
立
場
に
立
つ
こ
と
の

重
要
性
を
痛
感
。
一
方
で
生
徒
さ
ん
か
ら
教

え
ら
れ
る
こ
と
も
多
く
、
自
分
よ
り
年
上
の

方
が
頑
張
っ
て
お
ら
れ
る
姿
は
大
き
な
励
み

に
。あ

る
日
の
こ
と
、
店
を
訪
れ
た
中
学
生
の

少
年
に
「
僕
の
お
茶
碗
と
同
じ
色(

釉
薬)

や
」
と
言
わ
れ
、
尋
ね
る
と
幼
稚
園
の
作
陶

体
験
で
作
っ
た
お
茶
碗
を
今
も
大
切
に
使
っ

て
い
る
そ
う
で
す
。
作
陶
体
験
を
通
し
、
ご

年
配
か
ら
若
い
世
代
ま
で
丹
波
焼
の
魅
力
が

伝
わ
っ
て
い
る
こ
と
が
実
感
で
き
る
お
話
で

し
た
。

日
々
、
時
間
に
追
わ
れ
過
ご
し
て
こ
ら
れ

た
今
「
受
章
を
一
つ
の
区
切
り
に
や
き
も
の

を
始
め
た
頃
の
初
心
に
返
り
、
や
き
も
の
を

正
面
か
ら
見
つ
め
な
お
し
た
い
」
と
切
々
と

語
ら
れ
ま
す
。「
慌
て
ず

に
ス
ロ
ー
ワ
ー
ク
と
い

う
の
か
な
。
や
り
た
い

こ
と
を
ゆ
っ
く
り
と
落

ち
着
い
て
、
陶
芸
に
携

わ
っ
て
い
き
た
い
で
す

ね
。
新
し
い
こ
と
に
も
チ
ャ
レ
ン
ジ
し
た
い
。

動
け
る
限
り(

陶
芸
を)

続
け
て
い
き
た
い
」

と
穏
や
か
な
口
調
の
中
に
、
先
生
の
熱
い
思

い
を
感
じ
ま
し
た
。

丹
波
焼
で
８
人
目
の
受
章
は
、
仲
間
を
は

じ
め
こ
れ
ま
で
の
数
々
の
出
会
い
の
お
か
げ
、

と
感
謝
を
語
ら
れ
る
信
行
先
生
の
益
々
の
ご

活
躍
を
祈
念
い
た
し
ま
す
。

文
　
増
田
　
知
子
　
　
写
真
　
迫
田
　
隆

―�

山
の
風
に
吹
か
れ
て
の
～
ン
ビ
リ�

―
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interview丹波焼の里の暮らしを見つめて
京都女子大学　学長　竹安 栄子氏

竹
安
先
生
と
丹
波
焼
の
地
・
立
杭
と
の
関
わ
り

は
、
ど
の
よ
う
な
も
の
な
の
で
し
ょ
う
。

初
め
て
立
杭
を
訪
れ
た
の
は
関
西
学
院
大
学
大

学
院
生
の
時
で
す
。
私
自
身
の
研
究
関
心
は
、
日

本
の
農
村
に
は
全
然
な
か
っ
た
の
で
す
が
、
恩
師

の
余
田（
よ
で
ん
）
博
通
先
生
が
１
９
７
８
年
に
、

大
規
模
な
科
学
研
究
費
を
取
ら
れ
て
、「
お
金
取
っ

て
き
た
か
ら
、
調
査
に
行
け
」
っ
て
。
そ
れ
で
放

り
込
ま
れ
た
の
が
立
杭
で
し
た
。
私
は
、
大
学
院

で
実
地
調
査
を
す
る
な
ん
て
夢
に
も
思
っ
て
い
ま

せ
ん
で
し
た
。
社
会
調
査
の
授
業
も
受
け
た
こ
と

が
な
い
の
に
、
突
然
現
地
に
放
り
込
ま
れ
ち
ゃ
っ

た
、
と
い
う
状
態
で
し
た
。
大
先
生
方
が
イ
ン
タ

ビ
ュ
ー
を
し
た
り
調
べ
た
り
し
て
ら
っ
し
ゃ
る
姿

を
側
で
見
て
、
学
ば
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
な

に
よ
り
も
上
立
杭
も
下
立
杭
も
地
域
の
皆
さ
ん
方

か
ら
可
愛
が
っ
て
い
た
だ
い
て
、
実
地
調
査
が
楽

し
い
っ
て
い
う
こ
と
を
体
験
し
ま
し
た
。
当
時
、

私
は
立
杭
で
技
術
革
新
が
進
む
に
つ
れ
て
家
族
の

働
き
方
が
変
化
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
家
族
関
係
が

ど
の
よ
う
に
変
わ
っ
た
の
か
、
と
い
う
こ
と
を
明

ら
か
に
し
た
い
と
思
っ
て
色
々
と
調
べ
さ
せ
て
い

た
だ
き
ま
し
た
。
異
分
野
の
研
究
者
が
一
緒
に
一

週
間
ほ
ど
泊
ま
り
込
ん
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
お
家
に

伺
っ
て
、
立
杭
の
焼
き
物
の
歴
史
か
ら
家
族
の
役

割
や
親
族
関
係
な
ど
様
々
な
こ
と
を
教
え
て
も
ら

い
ま
し
た
。

そ
れ
を
ま
と
め
ら
れ
て
「
近
代
化
と
家
族
・
地

域
社
会
学
」
と
い
う
本
に
さ
れ
た
ん
で
す
ね
。
女

性
の
置
か
れ
た
位
置
と
か
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
問
題

と
か
は
。

当
時
立
杭
で
は
、
古
く
か
ら
の
農
家
副
業
だ
っ

た
「
焼
き
物
」
が
、
農
業
を
他
人
に
任
せ
て
だ
ん

だ
ん
専
業
化
し
て
い
っ
た
時
期
で
し
た
。
そ
の
プ

ロ
セ
ス
で
家
族
の
役
割
が
変
わ
り
、
そ
れ
に
つ
れ

て
家
族
の
関
係
も
変
化
し
て
く
る
っ
て
い
う
と
こ

ろ
に
関
心
が
あ
っ
た
の
で
す
け
れ
ど
、
後
に
「
民

俗
学
」
を
教
え
る
こ
と
に
な
っ
た
と
き
に
こ
の
調

査
の
経
験
が
い
ろ
い
ろ
役
に
立
ち
ま
し
た
。
当
時

は
ま
だ
女
性
の
課
題
を
対
象
と
し
た
研
究
は
日
本

で
は
広
ま
っ
て
い
ま
せ
ん
で
し
た
し
、
私
も
特
に

関
心
を
持
っ
て
い
た
と
は
言
え
ま
せ
ん
で
し
た
。

し
か
し
、
窯
元
の
女
性
た
ち
か
ら
女
同
士
の
気
安

さ
で
、
調
査
の
合
間
に
暮
ら
し
の
こ
と
な
ど
雑
多

な
話
を
た
く
さ
ん
聞
か
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

立
杭
の
変
化
で
は
、
坯
土
工
場
が
で
き
た
こ
と

が
大
き
い
と
思
い
ま
す
。
労
働
力
の
大
幅
な
削
減

き
れ
ば
東
北
の
復
興
は
可
能
じ
ゃ
な
い
か
と
考

え
、「
日
本
酒
文
化
を
核
と
し
た
ツ
ー
リ
ズ
ム
と

地
域
振
興
」
と
い
う
テ
ー
マ
で
、
研
究
を
始
め
ま

し
た
。
大
規
模
な
試
飲
会
で
は
、
参
加
者
が
何
千

人
だ
っ
た
、
と
い
う
よ
う
に
人
数
が
成
果
の
よ
う

に
言
わ
れ
ま
す
。
観
光
で
も
「
入
込
数
」
が
指
標

に
使
わ
れ
ま
す
が
、
果
た
し
て
そ
の
数
値
が
地
域

の
経
済
に
ど
れ
だ
け
効
果
を
も
た
ら
し
た
か
検
証

さ
れ
ま
せ
ん
。低
価
格
の
試
飲
会
の
運
営
者
に「
イ

ベ
ン
ト
の
参
加
者
っ
て
皆
さ
ん
が
販
売
し
た
い
お

酒
の
購
買
層
な
の
で
し
ょ
う
か
」
っ
て
申
し
上
げ

る
ん
で
す
ね
。

丹
波
立
杭
の
陶
器
ま
つ
り
に
置
き
換
え
る
と
。

陶
器
ま
つ
り
に
何
万
人
と
人
が
来
ら
れ
ま
す
け

れ
ど
、
本
当
に
売
り
た
い
、
高
価
な
作
品
を
評
価

し
て
買
っ
て
く
れ
る
人
た
ち
に
、
皆
さ
ん
は
ど
の

よ
う
な
ア
プ
ロ
ー
チ
や
サ
ー
ビ
ス
を
し
て
い
る
の

か
、
と
い
う
こ
と
を
今
一
度
考
え
て
も
ら
い
た
い

と
思
い
ま
す
。
こ
れ
を
買
う
よ
う
な
人
た
ち
が
、

立
杭
で
ど
ん
な
時
間
の
過
ご
し
方
を
求
め
て
い
る

の
か
。登
り
窯
や
立
杭
の
景
観
を
見
渡
し
な
が
ら
、

丹
波
焼
の
食
器
で
地
元
の
食
材
を
使
っ
た
料
理
を

ゆ
っ
た
り
と
楽
し
む
よ
う
な
上
質
の
休
日
を
過
ご

す
。
窯
元
を
訪
ね
て
作
者
か
ら
作
品
に
込
め
ら
れ

た
思
い
を
じ
っ
く
り
と
聞
く
こ
と
で
、
作
品
へ
の

愛
着
も
生
ま
れ
、
結
果
と
し
て
高
額
な
作
品
で
も

購
入
さ
れ
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。何
よ
り
、

立
杭
へ
の
愛
着
を
持
っ
て
い
た
だ
け
る
よ
う
に
な

る
と
思
う
ん
で
す
。

丹
波
焼
は
、
技
術
向
上
は
皆
さ
ん
一
生
懸
命
努

力
し
て
こ
ら
れ
ま
し
た
し
、
今
も
続
け
て
お
ら
れ

る
と
思
い
ま
す
。
そ
う
い
う
意
味
で
は
兵
庫
陶
芸

美
術
館
が
で
き
た
の
は
す
ご
く
大
き
い
イ
ン
パ
ク

ト
だ
と
思
い
ま
す
。
居
な
が
ら
に
し
て
、
い
ろ
ん

な
作
品
に
触
れ
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
生
産
戦
略

は
そ
れ
で
充
分
展
開
で
き
ま
す
が
、
こ
れ
か
ら
大

事
な
の
は
、経
済
が
低
迷
す
る
日
本
を
見
据
え
て
、

販
売
戦
略
を
ど
う
展
開
す
る
か
だ
と
思
い
ま
す
。

買
っ
て
く
だ
さ
い
、
と
作
品
を
並
べ
る
だ
け
で
な

く
、
丹
波
焼
で
ど
う
い
う
生
活
ス
タ
イ
ル
を
提
案

す
る
の
か
っ
て
い
う
観
点
が
こ
れ
か
ら
は
必
要
で

は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
生
活
雑
器
に
し
て
も
芸
術

品
に
し
て
も
、
こ
う
い
う
家
の
こ
う
い
う
生
活

シ
ー
ン
で
使
っ
て
く
だ
さ
い
っ
て
い
う
よ
う
な
提

案
が
で
き
る
か
ど
う
か
で
す
ね
。
そ
れ
に
は
作
者

が
自
分
の
思
い
や
ポ
リ
シ
ー
を
言
葉
で
お
客
さ
ん

に
ア
ピ
ー
ル
す
る
こ
と
が
重
要
だ
と
思
い
ま
す
。

日
本
酒
で
も
そ
う
な
ん
で
す
が
、「
良
い
酒
を
作

れ
ば
売
れ
る
」
と
、
職
人
さ
ん
は
言
葉
で
表
現
す

る
こ
と
を
避
け
ら
れ
る
傾
向
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ

で
は
購
買
層
を
広
げ
る
こ
と
は
難
し
い
の
で
は
な

い
で
し
ょ
う
か
。
ま
た
日
本
の
人
口
減
少
を
考
え

る
と
、
海
外
市
場
へ
の
進
出
は
今
後
の
丹
波
焼

存
続
の
鍵
に
な
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
重
厚
な
建
物
に
丹
波
立
杭
の
ど
っ

し
り
し
た
大
き
な
壺
は
よ
く
合
い
ま
す
。
欧
米
を

含
め
世
界
の
富
裕
層
を
ど
う
や
っ
て
タ
ー
ゲ
ッ
ト

に
取
り
込
ん
で
い
く
か
っ
て
い
う
こ
と
が
重
要
で

は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
今
は
も
う
ネ
ッ
ト
で
世
界

中
に
販
売
は
で
き
ま
す
が
、
知
名
度
の
な
い
現
状

で
は
現
物
を
見
て
触
れ
て
感
じ
て
も
ら
う
こ
と
が

大
事
だ
と
思
い
ま
す
。
海
外
の
見
本
市
会
場
に
出

店
す
る
だ
け
で
な
く
、
生
産
地
で
あ
る
立
杭
に
足

を
運
ん
で
も
ら
い
、
作
品
を
生
み
出
し
た
作
者
の

考
え
や
丹
波
焼
を
育
ん
だ
こ
の
風
土
を
理
解
し
て

も
ら
う
。
そ
の
た
め
に
は
日
本
を
訪
れ
た
富
裕
層

に
立
杭
ま
で
足
を
運
ん
で
も
ら
う
仕
掛
け
を
工
夫

す
る
こ
と
も
大
切
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
海
外

か
ら
き
た
友
人
を
私
は
何
人
も
立
杭
に
案
内
し
て

い
ま
す
が
、
全
員
と
っ
て
も
気
に
入
っ
て
作
品
を

買
い
求
め
て
い
ま
す
。
日
本
国
内
だ
け
を
マ
ー

ケ
ッ
ト
に
す
る
の
で
は
な
く
、
世
界
を
視
野
に
発

展
す
る
だ
け
の
力
量
を
丹
波
焼
は
持
っ
て
い
る
と

私
は
信
じ
て
い
ま
す
。取

材
・
写
真
　
　
迫
田
　
隆

に
な
る
の
で
す
か
ら
。
坯
土
工
場
が
で
き
る
ま
で

は
皆
さ
ん
山
の
土
を
掘
っ
て
背
負
っ
て
家
ま
で
運

ん
で
い
た
。
女
性
も
男
性
と
同
じ
よ
う
に
重
労
働

に
携
わ
っ
て
い
ま
し
た
。
坯
土
工
場
は
そ
の
重
労

働
か
ら
解
放
し
て
く
れ
た
と
い
う
意
義
は
大
き
い

と
思
い
ま
す
。

そ
れ
と
登
り
窯
の
存
在
が
大
き
い
で
す
ね
。
あ

の
大
き
な
共
同
窯
し
か
な
か
っ
た
わ
け
で
す
よ

ね
、
明
治
の
頭
ぐ
ら
い
ま
で
。
上
立
杭
に
大
き
な

蛇
窯
が
３
本
あ
っ
て
ね
。
要
す
る
に
あ
の
窯
で
焼

く
た
め
に
、
多
く
の
生
産
者
が
協
力
し
な
け
れ
ば

生
産
で
き
な
い
っ
て
い
う
と
こ
ろ
が
、
立
杭
の
中

に
緊
密
な
親
族
関
係
を
作
る
要
因
の
一
つ
に
な
っ

た
と
言
え
ま
す
。

も
う
一
度
２
０
０
３
、
２
０
０
４
年
に
上
立
杭

と
下
立
杭
を
２
年
に
わ
た
っ
て
調
査
を
さ
せ
て
い

た
だ
き
ま
し
た
。（「
上
立
杭
地
区
に
お
け
る
窯
業

と
地
域
社
会
の
活
性
化2003

・2004

」《2006

》）

前
回
の
調
査
か
ら
約
25
年
ほ
ど
経
っ
て
い
ま
す
の

で
、そ
の
後
の
変
化
を
跡
付
け
る
と
い
う
目
的
で
、

学
生
た
ち
と
一
緒
に
入
ら
せ
て
い
た
だ
き
ま
し

た
。
県
内
各
地
の
伝
統
産
業
や
伝
統
工
芸
の
生
産

地
は
、
ど
こ
も
後
継
者
が
い
な
く
て
苦
労
し
て
い

ら
っ
し
ゃ
る
ん
で
す
よ
ね
。
と
こ
ろ
が
立
杭
は
そ

う
じ
ゃ
な
く
て
、
後
継
者
が
増
え
て
い
る
。
大
学

を
出
て
他
の
職
に
つ
い
て
い
て
も
、
親
元
に
戻
っ

て
き
て
焼
き
物
を
や
り
始
め
る
と
い
う
よ
う
な
所

な
ん
で
す
ね
。
他
の
伝
統
産
業
と
決
定
的
に
違
う

の
は
そ
の
創
造
性
。
焼
き
物
が
持
っ
て
い
る
創
作

の
魅
力
が
若
い
人
を
引
き
付
け
る
の
だ
と
思
い
ま

す
。
近
年
は
、
皆
さ
ん
大
学
卒
業
後
、
他
の
産
地

で
修
行
し
て
来
ら
れ
ま
す
。
か
つ
て
は
親
の
仕
事

を
見
て
学
ぶ
、
と
い
う
形
で
技
術
が
継
承
さ
れ
て

き
ま
し
た
が
、
他
産
地
の
技
術
の
接
点
か
ら
新
た

な
オ
リ
ジ
ナ
リ
テ
ィ
ー
が
生
み
出
さ
れ
て
い
く
。

そ
こ
の
違
い
が
大
き
い
と
思
い
ま
す
ね
。
さ
ら
に

こ
の
間
の
一
番
大
き
な
変
化
は
、
女
性
で
ろ
く
ろ

を
回
す
人
が
出
て
こ
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
で
し
ょ

う
か
。

先
生
か
ら
立
杭
や
丹
波
篠
山
の
皆
さ
ん
に
ご
提

言
い
た
だ
け
る
こ
と
が
あ
れ
ば
。

も
っ
と
多
様
な
観
光
客
を
呼
び
込
む
た
め
の
仕

掛
け
作
り
を
し
な
い
と
い
け
な
い
と
思
い
ま
す

ね
。
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
で
は
、
ウ
イ
ス
キ
ー
の
蒸

留
所
が
観
光
資
源
の
一
つ
に
な
り
、
冬
場
も
世
界

中
か
ら
観
光
客
が
や
っ
て
き
て
い
ま
す
。
同
じ
よ

う
な
こ
と
が
、
東
北
の
酒
蔵
を
活
用
し
て
展
開
で
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北澤美術館所蔵　ルネ・ラリック
アール・デコのガラス　モダン・エレガンスの美

9月10日（土）～11月27日（日）
　19世紀末から20世紀にかけて、フランス装飾芸術の世界で活躍したルネ・
ラリック（1860-1945）。本展では、世界屈指のガラスコレクションを有する北
澤美術館所蔵品から、アール・デコの時代を代表するラリックのガラス作品
を選りすぐり、芸術性と実用性を兼ね備えたその美しさの魅力に迫ります。

ルネ・ラリック 

大型常夜灯《エニシダの花と枝》 

1920年　北澤美術館蔵 

写真：清水哲郎

教えて！兵庫陶芸美術館 −収集と展示のＱ＆Ａ−
12月10日（土）～2023年2月26日（日）
　県内産古陶磁と内外の現代陶芸を柱とする当館の特色あるコレクションを紹介
します。併せて、収集や展示活動の軌跡、やきものならではの美術展示など、や
きもの専門美術館「兵庫陶芸美術館」の魅力に迫ります。

 

テーマ展「Message」（兵庫陶芸美術館,2020）の展示風景 

作品：田嶋悦子《Cornucopia Ⅰ》　2001年　兵庫陶芸美術館

丹波の茶道具
2023年3月18日（土）～5月28日（日）
　近世をむかえると、他の産地と同様に丹波でも茶道具を作り始めます。本展では、
各時代の茶人に受け継がれ、愛蔵されてきた丹波の茶道具の魅力に迫ります。加
えて、茶室の空間を再現し、県内の窯場で焼かれたさまざまな道具を取り合わせて、
茶の湯の世界の一端を紹介します。

丹波《灰釉手桶形水指》　江戸時代前期 

兵庫陶芸美術館

2022年度　著名作家招聘事業×テーマ展

矢部俊一展
12月10日（土）～2023年2月26日（日）
　備前の土と焼成による原初的で力強い造形を自身の
ルーツと捉え、そこに現代彫刻の技法と造形思考を持
ち込むことにより、これまでの備前にはない、緊張感
のあるフォルムを追求する矢部俊一氏（1968−）。
　陶芸や彫刻の枠を超えて、

「備前焼」の本質を問う矢部氏
の創造性に迫ります。

 

矢部　俊一 

《岳雲》　2021年

丹波焼の世界 season6
3月12日（土）～2023年2月26日（日）　
　2017年、丹波焼は日本六古窯の一つとして日本遺産
に認定されました。平安時代末期以降、800年以上に
わたり時代の求めに応じて変化しな
がら作り続けられてきた丹波焼の世
界をお楽しみください。

 

 

 

丹波《赤土部徳利》　江戸時代前期 

兵庫陶芸美術館（田中寬コレクション） 

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４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
URL.https://tanbayaki.com

【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
 （但し、祝日は営業します。）

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

イ
ベ
ン
ト
案
内

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
　 2023年２月末日消印有効。応募多数の場合は抽選。
●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 2022年度
◦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。
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※ イベントの内容は、変更・中止となる場合
があります。

※ 最新の展覧会・直通バス等の情報は当館
ホームページをご覧下さい。

丹波焼の里情報コーナーのご案内
「丹波焼と彩（いろ） ー丹波焼の地で活躍する作家たちー」

2022年9月9日（金）～2022年11月27日（日）
兵庫陶芸美術館　展示棟入口横　観覧無料

　　　　　企画：陶芸文化プロデューサー
　　　　　協力：丹波焼窯元等


