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丸
八
窯
は
、
四
斗
谷
川
を
挟
ん
で
兵
庫
陶
芸
美
術
館
を
真
向
か
い
に
望
む
上
立

杭
に
あ
り
ま
す
。
四
代
目
の
久
美
子
さ
ん
に
丸
八
窯
の
歴
史
に
つ
い
て
お
尋
ね
し

ま
し
た
。「
小
学
６
年
生
頃
に
父
（
三
代
目
）
が
他
界
、
し
ば
ら
く
は
各
地
か
ら

職
人
が
来
て
く
れ
家
業
を
継
続
し
て
い
ま
し
た
。
４
姉
妹
の
三
女
で
す
が
、
成
り

行
き
の
ま
ま
自
然
と
跡
を
継
ぐ
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
短
大
卒
業
後
お
そ
ら
く
立

杭
の
女
性
で
は
初
め
て
京
都
市
立
工
業
試
験
場
に
入
所
し
ま
し
た
。
卒
業
後
、
叶

敏
（
か
の
う
さ
と
し
）
先
生
に
弟
子
入
り
し
、
23
歳
で
丹
波
に
戻
り
ま
し
た
。
24

歳
で
結
婚
し
ま
し
た
が
、
職
人
の
方
々
と
丸
八
窯
を
守
っ
て
き
ま
し
た
」

久
美
子
さ
ん
は
先
代
が
製
作
さ
れ
て
い
た
民
藝
の
器
を
継
承
さ
れ
て
い
ま
す
。

得
意
と
す
る
の
は
、
釉
薬
の
流
し
掛
け
で
す
。
白
化
粧
土
を
塗
っ
た
小
壺
を
手
ロ

ク
ロ
で
回
し
な
が
ら
、
口
縁
下
に
ス
ポ
イ
ト
の
飴
釉
を
等
間
隔
に
流
し
て
い
き
ま

す
。
ス
ポ
イ
ト
を
握
る
微
妙
な
力
加
減
で
器
面
を
這
う
釉
薬
の
長
さ
を
調
整
し
、

長
短
を
つ
け
デ
ザ
イ
ン
を
考
え
て
い
ま
す
。
十
数
秒
と
か

か
ら
な
い
手
慣
れ
た
様
子
に
、
こ
れ
が
手
仕
事
の
技
と
感

嘆
し
ま
し
た
。
器
に
よ
っ
て
は
、
柄
杓
で
釉
薬
を
掛
け
て

模
様
を
つ
け
る
打
ち
掛
け
を
し
た
り
と
、
バ
リ
エ
ー
シ
ョ

ン
豊
か
な
作
品
作
り
を
さ
れ
て
い
ま
す
。

ガ
ス
窯
は
久
美
子
さ
ん
の
担
当
で
す
が
、
毎
年
２
月
頃

に
焼
成
す
る
穴
窯
は
、
五
代
目
義
久
さ
ん
が
お
仲
間
に
手

伝
っ
て
も
ら
い
五
日
五
晩
か
け
て
焼
い
て
お
ら
れ
ま
す
。

11
月
頃
か
ら
準
備
に
入
る
そ
う
で
、
こ
だ
わ
り
の
作
品
制

作
に
余
念
が
あ
り
ま
せ
ん
。

ま
た
、
義
久
さ
ん
は
８
年
前
か
ら
現
代
の
生
活
ス
タ
イ

ル
に
合
っ
た
カ
ラ
フ
ル
な
食
器
を
手
掛
け
て
お
ら
れ
ま
す
。
飯
碗
は
赤
、
黄
、
緑

な
ど
６
色
で
大
き
さ
は
大
・
中
・
小
と
３
種
類
。
老
若
男
女
誰
に
で
も
使
っ
て
も

ら
え
る
器
を
制
作
さ
れ
て
い
ま
す
。「
目
立
つ
色
彩
で
す
が
、
技
法
は
す
べ
て
丹

波
の
伝
統
を
踏
ま
え
た
も
の
で
す
。
こ
れ
か
ら
も
丹
波
焼
ら
し
い
穴
窯
の
作
品
も

継
承
し
て
い
き
た
い
し
、
伝
統
を
守
り
な
が
ら
新
し
い
モ
ノ
づ
く
り
に
も
挑
戦
し

て
い
き
た
い
」
と
熱
く
語
ら
れ
ま
す
。

六
代
目
は
ど
う
な
る
か
わ
か
ら
な
い
と
お
っ
し
ゃ
る
久
美
子
さ
ん
で
す
が
、
春

夏
甲
子
園
出
場
を
目
指
す
お
孫
さ
ん
の
成
長
を
義
久
さ
ん
と
共
に
楽
し
み
に
見

守
っ
て
お
ら
れ
ま
す
。
こ
れ
か
ら
も
末
永
く
工
房
の
ロ
ク
ロ
前
に
並
ん
で
作
業
を

し
て
い
る
お
二
人
の
姿
を
お
見
掛
け
で
き
る
こ
と
で
し
ょ
う
。

丸
八
窯
　
清
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interview

産地でつくる、産地をつくる　― 丹波・備前・小石原

丹波　市野 雅彦 氏　　備前　隠﨑 隆一 氏　　小石原　福島 善三 氏
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〈記念トークセッション当日の記録を一部抜粋して掲載〉

３
人
の
先
生
方
は
そ
れ
ぞ
れ
伝
統
の
あ
る
産

地
で
制
作
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
そ
の
経
緯
と
い

う
の
を
お
話
し
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

福
島
　
私
は
昭
和
34
年
生
ま
れ
な
ん
で
す
が
、

30
年
代
中
頃
か
ら
民
芸
ブ
ー
ム
で
小
石
原
に
も

非
常
に
た
く
さ
ん
の
お
客
さ
ん
が
お
見
え
に
な

り
ま
し
た
。
窯
元
の
数
が
10
軒
足
ら
ず
だ
っ
た

の
が
、
私
が
大
学
を
卒
業
し
て
小
石
原
に
帰
っ

て
き
た
20
年
後
ぐ
ら
い
に
は
30
数
軒
、
そ
れ
か

ら
ど
ん
ど
ん
増
え
て
最
終
的
に
は
50
数
軒
ま
で

増
え
て
い
ま
し
た
。
小
石
原
と
い
え
ば
、
皆
さ

ん
ご
存
知
か
と
思
い
ま
す
が
、「
飛
び
鉋
」
と

い
う
点
々
と
し
た
模
様
や
「
刷
毛
目
」
が
有
名

で
、
あ
れ
さ
え
作
っ
て
い
れ
ば
ど
ん
ど
ん
売
れ

る
時
代
だ
っ
た
ん
で
す
。
こ
の
中
で
自
分
も
飛

び
鉋
・
刷
毛
目
を
も
ち
ろ
ん
作
ら
さ
れ
た
ん
で

す
け
ど
、
面
白
く
な
い
ん
で
。
自
分
に
し
か
で

き
な
い
も
の
を
作
ろ
う
と
い
う
こ
と
で
、
結
局
、

釉
薬
の
勉
強
を
始
め
た
。
化
学
の
本
を
引
っ
張

り
出
し
て
来
て
、
こ
う
い
う
ふ
う
に
し
た
ら
こ

う
な
る
と
か
、
父
が
窯
を
焼
く
た
び
に
、
い
ろ

ん
な
色
の
サ
ン
プ
ル
を
入
れ
さ
せ
て
も
ら
っ
て

い
ま
し
た
。
自
分
に
と
っ
て
は
、
自
分
に
し
か

で
き
な
い
も
の
を
作
ろ
う
と
い
う
こ
と
で
釉
薬

を
勉
強
し
た
と
い
う
の
が
き
っ
か
け
で
す
。

隠
﨑
　
僕
は
も
う
焼
物
と
は
全
く
関
係
な
い
、

五
島
列
島
で
生
ま
れ
て
育
っ
て
、
大
学
を
出
て

か
ら
す
ぐ
に
食
べ
れ
る
よ
う
に
と
い
う
こ
と
で

デ
ザ
イ
ン
、
グ
ラ
フ
ィ
ッ
ク
の
方
に
進
ん
で
、

３
年
近
く
、
そ
う
い
う
会
社
で
仕
事
し
た
ん
で

す
け
れ
ど
も
、
な
か
な
か
喋
り
と
か
団
体
行
動

が
で
き
な
い
。（
デ
ザ
イ
ン
の
仕
事
は
）
ど
う

し
て
も
み
ん
な
と
ス
ク
ラ
ム
を
組
ま
な
き
ゃ
仕

事
が
進
ま
な
い
。
で
、
陶
芸
の
方
は
、
一
人
で

そ
う
い
う
作
業
が
で
き
る
か
な
、
と
い
う
の
が

最
初
に
あ
っ
て
、
こ
の
世
界
に
入
っ
た
の
が
26

歳
の
時
。
そ
れ
も
備
前
と
い
う
非
常
に
伝
統
の

あ
る
産
地
の
中
で
。
そ
の
当
時
は
、
バ
ブ
ル
の

最
中
で
、
陶
芸
家
も
陶
工
も
た
く
さ
ん
い
て
、

自
分
が
独
立
す
る
ま
で
約
10
年
修
業
し
た
ん
で

す
け
れ
ど
も
、
も
う
粘
土
自
体
が
あ
と
30
年
40

年
、
供
給
さ
れ
る
か
と
い
う
の
を
考
え
た
時
、

非
常
に
危
機
感
が
あ
っ
た
の
で
、
自
分
が
勉
強

し
て
き
た
も
の
を
生
か
し
て
、
自
分
は
備
前
に

関
係
し
た
方
が
い
い
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
い
う
こ

と
で
、
も
う
最
初
か
ら
そ
う
い
う
造
形
的
な
も

の
で
行
く
の
が
僕
の
役
割
、
仕
事
じ
ゃ
な
い
か

な
と
い
う
の
を
意
識
し
て
、
今
で
も
そ
れ
は

隠
﨑
　
相
当
た
た
か
れ
ま
し
た
（
笑
）。
切
っ

た
り
貼
っ
た
り
叩
い
た
り
す
る
仕
事
が
ど
こ
が

備
前
な
ん
だ
っ
て
、
ま
こ
と
に
的
確
な
表
現
を

し
て
い
た
だ
い
た
の
を
覚
え
て
る
ん
で
す
よ

ね
。
自
分
が
そ
う
し
な
け
れ
ば
い
け
な
い
と
い

う
わ
け
で
も
、
従
来
の
備
前
と
は
違
う
も
の
を

作
ろ
う
と
意
識
し
て
始
め
た
わ
け
で
も
あ
り
ま

せ
ん
。
と
に
か
く
手
に
入
る
土
は
非
常
に
大
事

な
こ
と
だ
っ
た
の
で
、
自
然
に
修
業
を
重
ね
て

い
く
と
そ
の
土
の
魅
力
に
の
め
り
込
ん
で
い

く
。
そ
う
い
う
そ
の
土
が
手
に
入
る
か
と
い
っ

た
危
機
感
を
も
っ
た
時
か
ら
少
し
ず
つ
変
わ
っ

て
き
た
っ
て
い
う
の
は
も
う
自
分
に
と
っ
て
は

必
然
的
な
こ
と
だ
っ
た
わ
け
で
す
か
ら
。
特
別

に
備
前
に
反
発
す
る
と
か
、
こ
の
古
備
前
ス

タ
イ
ル
を
否
定
す
る
と
か
っ
て
い
う
こ
と
と
は

全
く
違
い
ま
す
ね
。
基
本
的
に
は
、
僕
は
田
舎

生
ま
れ
で
す
け
ど
も
、
そ
れ
が
、
非
常
に
自
分

の
中
に
は
土
と
の
関
わ
り
と
い
う
の
は
い
つ
も

あ
る
ん
だ
と
い
う
、
備
前
に
来
て
45
年
経
ち
ま

す
が
、
ほ
と
ん
ど
何
も
変
わ
っ
て
な
い
。
だ
け

ど
今
、
今
を
生
き
る
自
分
と
か
未
来
に
自
分
が

ど
う
陶
芸
と
関
わ
る
か
と
い
う
こ
と
は
常
に
ど

こ
か
ポ
ケ
ッ
ト
に
入
れ
て
い
る
っ
て
、
動
い
て

る
と
い
う
感
じ
は
し
ま
す
ね
。
何
か
違
う
も
の

を
し
よ
う
と
い
う
感
覚
じ
ゃ
な
く
て
自
分
な
り

の
も
の
が
で
き
た
ら
い
い
と
い
う
、
自
分
の

１
０
０
％
で
い
い
と
い
う
の
は
、
特
別
な
こ
と

じ
ゃ
な
い
と
思
う
ん
で
。

市
野
さ
ん
は
実
は
伝
統
工
芸
展
に
一
回
も
出

品
さ
れ
た
こ
と
が
な
い
の
で
す
が
、
本
展
覧
会

の
出
品
作
家
と
し
て
作
品
を
展
示
し
て
い
る
。

そ
れ
ぞ
れ
お
立
場
が
あ
る
ん
で
す
け
ど
、
市
野

さ
ん
は
、
な
ぜ
伝
統
工
芸
展
に
全
く
出
品
さ
れ

な
か
っ
た
の
で
す
か
。

市
野
　
弟
子
入
り
し
た
先
生
が
日
展
の
先
生

だ
っ
た
ん
で
。
そ
の
も
っ
と
前
は
、
日
展
に
も

伝
統
工
芸
展
に
も
出
し
て
い
た
時
代
が
あ
っ
た

の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
僕
ら
の
時
代
は
も
う

ど
ち
ら
か
に
絞
っ
て
、
先
生
の
後
を
つ
い
て
い

く
と
い
う
時
代
だ
っ
た
ん
で
。
独
立
し
て
丹
波

に
帰
っ
て
き
た
当
時
は
、
土
に
対
す
る
思
い
は

今
と
は
ち
ょ
っ
と
違
っ
て
て
、
何
か
思
い
通
り

に
な
る
土
を
、
自
分
で
採
っ
て
き
た
土
も
そ
う

な
ん
で
す
け
ど
、
作
り
や
す
い
収
縮
率
の
少

な
い
粘
土
に
し
て
、
造
形
物
を
作
っ
て
ま
し

た
。
最
近
は
、
ど
ち
ら
か
と
い
う
と
、
土
の
本

来
の
土
味
を
意
識
す
る
よ
う
に
な
っ
た
ん
で
す

け
ど
、
帰
っ
て
き
た
頃
っ
て
い
う
の
は
、
丹
波

で
焼
物
を
や
ら
な
く
て
も
い
い
か
な
と
い
う
よ

う
な
仕
事
ば
っ
か
り
し
て
た
よ
う
な
気
が
し
ま

す
。

福
島
　
私
は
よ
く
小
石
原
ら
し
く
な
い
ね
っ

て
、
若
い
こ
ろ
か
ら
ず
っ
と
言
わ
れ
て
き
ま
し

て
。
最
近
お
答
え
す
る
の
は
、
実
は
小
石
原
で
、

伝
統
的
な
飛
び
鉋
の
技
法
っ
て
言
わ
れ
て
る
ん

で
す
け
ど
、
小
石
原
の
歴
史
３
５
０
年
の
終
わ

り
の
四
分
の
一
し
か
や
っ
て
な
い
ん
で
す
ね
。

小
鹿
田
に
飛
び
鉋
が
伝
わ
っ
た
の
は
、
昭
和
７

年
っ
て
言
わ
れ
て
て
、
こ
ち
ら
の
小
石
原
に
伝

わ
っ
た
の
は
そ
の
後
な
ん
で
す
け
ど
、
主
に
や

り
始
め
た
の
は
、
戦
後
な
ん
で
す
ね
。
実
は
最

新
の
技
法
だ
っ
た
ん
で
す
。
そ
れ
が
、
だ
ん
だ

ん
伝
統
と
言
わ
れ
て
い
く
、
そ
う
い
う
こ
と
を

考
え
れ
ば
自
分
が
今
や
っ
て
る
い
ろ
ん
な
釉
薬

と
か
色
な
ん
か
も
、
誰
か
が
や
り
始
め
た
ら
、

そ
の
う
ち
残
っ
た
も
の
が
伝
統
で
、
悪
い
も
の

は
淘
汰
さ
れ
る
と
い
う
考
え
が
良
く
て
。
小
石

原
の
粘
土
を
使
っ
て
、
小
石
原
の
窯
で
、
小
石

原
の
材
料
、
木
灰
、
長
石
、
藁
灰
い
ろ
ん
な
材

料
が
小
石
原
で
採
れ
る
ん
で
す
ね
。
鉄
鉱
石
も

採
れ
る
。
そ
れ
を
使
っ
て
焼
け
ば
、
ど
こ
か
小

石
原
の
匂
い
が
す
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
っ
て
。
香

り
と
か
匂
い
と
か
、
そ
う
い
う
も
の
が
全
く
違

う
よ
う
に
見
え
る
け
ど
、
香
り
が
す
る
と
僕
は

思
っ
て
い
ま
す
。
香
り
匂
い
っ
て
い
う
の
は
そ

こ
か
ら
出
て
く
る
も
の
が
あ
る
の
か
な
っ
て
い

う
感
じ
で
す
。

そ
の
発
想
っ
て
面
白
い
で
す
ね
、
香
り
と
か

匂
い
と
い
う
の
は
形
に
見
え
な
い
も
の
な
ん
で

す
け
ど
、
内
側
か
ら
醸
し
て
く
る
も
の
と
い
う

の
が
本
当
に
大
事
な
の
か
な
っ
て
。

隠
﨑
　
そ
う
で
す
ね
。
福
島
さ
ん
の
い
る
小
石

原
と
い
う
の
は
、
我
々
の
見
る
感
じ
で
は
大
き

な
窯
元
、
産
地
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
が
あ
る
ん
で

す
ね
。
そ
れ
で
、
福
島
さ
ん
た
ち
の
よ
う
な
作

風
が
最
近
出
て
き
て
、
ず
い
ぶ
ん
産
地
で
も
変

わ
っ
た
で
し
ょ
う
。
そ
れ
は
丹
波
も
そ
う
だ
と

思
う
ん
で
す
よ
ね
。
備
前
も
多
少
僕
な
ん
か
の

影
響
で
変
わ
っ
て
き
た
可
能
性
も
あ
る
ん
で
す

よ
。
そ
れ
は
変
わ
ら
な
き
ゃ
い
け
な
い
部
分
も

あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
ん
で
す
け
れ
ど
も
。
も

う
具
体
的
に
や
っ
ぱ
り
変
化
し
た
と
い
う
の

は
、
我
々
の
生
活
ス
タ
イ
ル
。
土
壁
と
か
畳
と

ず
っ
と
同
じ
こ
と
で
す
ね

市
野
　
学
校
を
出
て
、
京
都
で
５
年
間
修
業
し

て
、
昭
和
60
年
か
な
、
丹
波
に
帰
っ
て
き
て
。

丹
波
に
帰
っ
て
き
た
頃
は
、
作
品
ば
っ
か
り

作
っ
て
ま
し
た
ね
。
公
募
展
が
結
構
そ
の
頃
多

く
て
、
年
間
に
20
ぐ
ら
い
、
公
募
展
に
出
し
て

い
て
、
出
品
料
で
お
金
が
足
り
な
く
て
、
苦
労

し
て
い
た
思
い
出
が
あ
り
ま
す
。
丹
波
自
体
も
、

多
分
バ
ブ
ル
は
ち
ょ
っ
と
弾
け
て
た
ん
で
す
け

ど
、
景
気
が
よ
か
っ
た
と
い
う
思
い
は
あ
り
ま

す
。伝

統
的
な
産
地
で
制
作
す
る
こ
と
、
そ
れ
も

個
人
作
家
が
自
分
の
作
品
を
作
っ
て
い
く
と
い

う
中
で
、
そ
の
産
地
か
ら
受
け
る
影
響
な
ど
、

ご
自
分
の
制
作
に
向
か
う
と
こ
ろ
で
の
関
わ
り

方
な
ど
を
お
話
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。

福
島
　
私
が
小
石
原
で
釉
薬
の
こ
と
を
や
り
始

め
て
、皆
さ
ん
が
「
飛
び
鉋
」
を
作
っ
て
る
中
で
、

釉
薬
の
作
品
を
作
る
と
、
先
輩
方
か
ら
「
小
石

原
だ
っ
た
ら
『
飛
び
鉋
』
と
『
刷
毛
目
』
だ
け

作
っ
と
き
ゃ
い
い
の
に
、
何
で
お
前
そ
ん
な
皆

と
違
う
こ
と
や
る
ん
だ
」
っ
て
言
わ
れ
た
り
し

て
。「
そ
う
か
な
ぁ
」
と
思
っ
て
た
ら
、
平
成

元
年
に
小
石
原
の
最
も
古
い
窯
の
発
掘
が
あ
っ

た
ん
で
す
ね
。
そ
れ
ま
で
小
石
原
と
い
う
の
は

民
藝
と
か
、
雑
器
と
か
民
陶
と
い
う
生
活
用
品

の
作
品
ば
っ
か
り
の
イ
メ
ー
ジ
だ
っ
た
ん
で
す

け
ど
、
そ
こ
か
ら
出
て
き
た
も
の
は
実
は
染
付

だ
っ
た
り
青
磁
が
あ
っ
た
り
、
茶
道
具
と
か
、

そ
ん
な
も
の
ば
っ
か
り
。
三
百
年
前
の
も
っ
と

古
い
小
石
原
の
焼
物
は
そ
う
な
ん
で
す
か
ら
と

言
え
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
公
募
展
に
出
そ

う
と
す
る
と
、
ぼ
く
は
普
通
の
大
学
し
か
行
っ

て
ま
せ
ん
か
ら
、
絵
が
描
け
る
人
と
絵
の
競
争

を
し
て
も
負
け
ち
ゃ
う
し
、
絵
が
描
け
る
人
っ

て
、
轆
轤
が
以
外
と
あ
ま
り
得
意
じ
ゃ
な
い
方

が
多
く
て
、
そ
れ
だ
っ
た
ら
、
轆
轤
と
釉
薬
で

競
争
す
れ
ば
戦
え
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
い
う
思

い
で
釉
薬
の
勉
強
を
し
た
し
、
轆
轤
も
、
す
ご

い
数
を
挽
き
ま
し
た
。
そ
れ
で
展
覧
会
に
出
し

始
め
た
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。

隠
﨑
先
生
は
や
っ
ぱ
り
デ
ビ
ュ
ー
も
す
ご
く

鮮
烈
で
し
た
し
、
備
前
の
ニ
ュ
ー
エ
イ
ジ
、
そ

の
代
表
み
た
い
な
感
じ
で
、
色
々
と
批
評
さ
れ

た
ん
で
す
が
、
備
前
で
制
作
す
る
中
で
、
絶
対

こ
れ
は
と
い
っ
た
も
の
が
あ
り
ま
し
た
か
。
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in
te
rv
ie
w

か
、
そ
う
い
う
従
来
の
も
の
だ
け
が
生
き
て
い

け
る
工
芸
品
美
術
品
と
い
う
の
は
や
っ
ぱ
り
変

わ
っ
て
い
か
な
き
ゃ
い
け
な
い
。
そ
う
い
う
の

は
も
う
、
今
に
始
ま
っ
た
わ
け
じ
ゃ
な
い
と
思

う
ん
だ
ね
。
も
う
随
分
以
前
か
ら
百
年
二
百
年

前
か
ら
同
じ
こ
と
だ
と
思
う
の
で
、
今
日
や
っ

て
る
こ
と
は
今
前
衛
か
も
し
れ
な
い
け
ど
明
日

は
も
う
伝
統
に
な
る
。
一
部
だ
と
思
う
ん
で
す

よ
ね
。
だ
か
ら
そ
う
い
う
類
の
も
の
と
い
う
の

は
、
侘
び
と
か
寂
び
と
か
コ
ク
と
い
う
場
合
に
、

我
々
が
50
年
70
年
生
き
て
て
も
、
文
章
に
し
に

く
い
部
分
っ
て
あ
る
じ
ゃ
な
い
で
す
か
。
こ
れ

が
日
本
、
日
本
か
ら
ア
ジ
ア
と
い
う
か
、
独
特

の
文
化
の
形
だ
と
思
う
ん
で
す
ね
。
お
茶
の
世

界
に
絡
む
香
り
匂
い
に
お
い
て
も
同
じ
こ
と
だ

と
思
う
の
で
、
我
々
は
そ
う
い
う
そ
の
一
人
一

人
の
香
り
、
コ
ク
、
そ
う
い
う
も
の
が
や
っ
ぱ

り
一
つ
一
つ
、
自
分
の
糧
、
今
日
か
ら
明
日
へ

の
一
歩
に
繋
が
る
と
思
う
の
で
、
物
自
体
も
変

化
し
て
る
か
な
。
特
別
な
こ
と
じ
ゃ
な
く
て
、

普
通
に
当
た
り
前
じ
ゃ
な
い
か
な
と
思
う
ん

で
、
そ
れ
が
自
分
の
や
り
方
で
で
き
た
ら
。
自

分
が
満
足
す
れ
ば
、
い
や
、
ま
ず
そ
う
し
な
い

と
。
誰
か
の
た
め
に
っ
て
い
う
だ
け
で
や
っ
て

い
く
と
、
何
か
実
感
と
し
て
実
態
と
し
て
続
き

に
く
い
ん
じ
ゃ
な
い
か
な
と
思
う
ん
で
。
ま
ず

は
自
分
が
納
得
で
き
る
。
何
か
掴
む
っ
て
い
う
、

さ
わ
る
っ
て
い
う
の
を
大
事
に
し
た
い
と
い
う

の
が
あ
り
ま
す
。

市
野
さ
ん
の
作
品
も
そ
う
な
ん
で
す
け
ど
も

そ
の
周
囲
の
環
境
だ
っ
た
り
、
作
品
が
置
か
れ

る
空
間
、
全
体
を
作
っ
て
い
く
、
ご
自
身
が
生

活
す
る
環
境
、
そ
う
い
っ
た
も
の
を
ひ
っ
く
る

め
て
ト
ー
タ
ル
で
考
え
ら
れ
て
い
る
と
い
う
よ

う
な
こ
と
が
す
ご
く
大
事
な
部
分
な
の
か
な
と

思
う
ん
で
す
け
ど
、
そ
の
あ
た
り
は
い
か
が
で

す
か
。

市
野
　
や
っ
ぱ
り
人
と
土
が
大
事
か
な
ぁ
と
思

い
ま
す
。
何
百
年
も
の
間
、
脈
々
と
繋
が
っ
て

き
た
陶
芸
の
世
界
、
歴
史
と
こ
の
伝
統
を
や
っ

ぱ
り
守
っ
て
い
か
な
け
れ
ば
い
け
な
い
の
か
な

と
い
う
の
は
感
じ
て
い
ま
す
。
丹
波
で
も
ど
こ

で
も
で
す
け
ど
、
伝
承
さ
れ
て
い
け
ば
、
技
術

を
伝
え
ら
れ
る
。
ま
た
そ
の
技
術
を
こ
れ
か
ら

の
時
代
、
ど
う
生
か
し
て
い
け
る
か
っ
て
い
う

の
は
、
人
を
介
し
て
じ
ゃ
な
い
と
、
伝
わ
っ
て

い
か
な
い
の
か
な
っ
て
い
う
よ
う
な
思
い
は
あ

り
ま
す
。
そ
れ
と
土
で
す
け
ど
、
土
が
な
け
れ

隠
﨑
　
皆
さ
ん
３
人
と
も
ね
、
共
通
し
て
る
の

は
土
と
い
う
こ
と
な
の
で
、
や
っ
ぱ
り
備
前
焼

と
し
て
も
ね
、
自
分
な
り
に
、
備
前
焼
と
は
な

ん
ぞ
や
と
い
う
、
一
つ
の
ね
、
概
念
は
し
っ
か

り
持
っ
て
、
皆
さ
ん
と
対
峙
し
た
い
と
い
う
の

は
あ
り
ま
す
。
僕
ら
が
土
を
触
る
、
そ
こ
の
陶

土
を
使
っ
て
、
備
前
焼
と
し
て
や
る
。
ま
あ
そ

の
自
分
の
作
品
が
海
外
に
行
っ
た
時
に
で
す

ね
。
少
し
喜
び
と
戸
惑
い
と
、
も
う
前
か
ら
な

ん
で
す
け
れ
ど
も
、
日
本
の
文
化
と
し
て
海
外

に
も
知
っ
て
い
た
だ
き
た
い
と
い
う
の
は
あ
る

ん
で
す
け
れ
ど
も
、
僕
が
作
っ
た
も
の
は
、
そ

の
備
前
地
方
の
大
地
に
戻
っ
て
欲
し
い
と
い
う

の
は
、
す
ご
く
あ
る
ん
で
す
よ
ね
。
あ
そ
こ
の

土
、
水
、
木
。
そ
う
い
っ
た
も
の
で
備
前
焼
が

で
き
る
。
や
っ
ぱ
り
そ
れ
は
、
も
う
千
年
後
で

も
二
千
年
後
で
も
壊
れ
た
ら
ま
た
そ
こ
に
戻
っ

て
欲
し
い
な
っ
て
。
も
う
備
前
焼
と
し
て
古
代

か
ら
ず
っ
と
千
年
近
く
続
い
て
る
中
で
、
僕
ら

が
大
事
に
し
な
き
ゃ
い
け
な
い
も
の
、
そ
れ
で

今
、
何
を
大
事
に
し
な
き
ゃ
い
け
な
い
か
、
未

来
に
ど
う
伝
え
て
、
ど
う
大
事
に
し
て
い
っ
て

欲
し
い
か
と
い
う
の
は
、
我
々
は
個
々
に
対
し

て
も
、
文
字
と
か
言
葉
で
は
な
く
て
形
に
置
き

換
え
て
皆
さ
ん
に
伝
え
て
い
く
作
業
、
自
分
が

一
日
、
お
は
よ
う
か
ら
お
や
す
み
ま
で
ど
う
生

き
た
か
と
い
う
も
の
が
一
個
の
作
品
に
な
れ
ば

い
い
と
い
う
感
覚
で
、
そ
れ
を
そ
の
土
、
備
前

の
土
と
し
て
焼
締
と
し
て
と
ら
え
て
い
く
。
そ

ん
な
に
大
げ
さ
じ
ゃ
な
く
て
も
、
普
通
の
生
活

の
中
で
、
備
前
焼
だ
け
焼
物
だ
け
が
自
分
の
人

生
す
べ
て
じ
ゃ
あ
り
ま
せ
ん
の
で
ね
。
だ
か
ら

皆
さ
ん
そ
れ
ぞ
れ
自
分
た
ち
も
一
人
一
人
の
や

り
た
い
こ
と
を
素
直
に
自
分
な
り
に
や
れ
れ

ば
、
そ
の
備
前
に
対
し
て
の
お
礼
と
還
元
だ
っ

て
、
未
来
に
つ
な
ぐ
こ
と
じ
ゃ
な
い
か
な
と
い

う
の
は
、
若
い
と
き
よ
り
も
今
の
方
が
も
の
す

ご
く
あ
り
ま
す
ね
。

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
た
く
さ
ん
陶
芸

家
が
い
ら
っ
し
ゃ
る
中
の
３
名
か
も
し
れ
な
い

ん
で
す
け
ど
も
、
そ
れ
で
も
各
作
家
が
ご
自
身

で
試
行
錯
誤
さ
れ
て
作
り
上
げ
た
焼
物
の
作
品

と
い
う
の
が
、
や
は
り
日
本
の
陶
芸
、
世
界
の

陶
芸
、
或
い
は
そ
れ
ぞ
れ
の
産
地
に
与
え
た
イ

ン
パ
ク
ト
は
、
絶
大
な
ん
で
す
よ
ね
。
伝
統
工

芸
と
い
う
と
何
か
す
ご
く
古
い
、
ち
ょ
っ
と
格

式
張
っ
た
狭
い
世
界
の
よ
う
に
思
わ
れ
が
ち

で
、
言
葉
か
ら
す
る
と
そ
う
な
っ
て
し
ま
う
か

も
し
れ
な
い
ん
で
す
が
、
そ
う
じ
ゃ
な
い
。
実

際
の
現
場
の
作
り
手
の
方
た
ち
と
い
う
の
は
、

新
し
い
発
想
で
面
白
い
仕
事
を
た
く
さ
ん
さ
れ

て
い
る
の
で
、
ぜ
ひ
焼
物
の
面
白
さ
、
幅
広
さ

と
い
う
も
の
を
感
じ
る
き
っ
か
け
に
し
て
い
た

だ
け
れ
ば
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。
本
日
は
、
市

野
先
生
、
隠
﨑
先
生
、
福
島
先
生
ど
う
も
あ
り

が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

ば
陶
芸
は
で
き
な
い
ん
で
、
大
事
な
土
。
丹
波

だ
か
ら
、
丹
波
で
採
れ
る
特
有
の
土
で
、
や
っ

ぱ
り
も
の
を
作
っ
て
い
っ
て
、
そ
こ
で
、
そ
の

産
地
で
採
れ
る
土
で
作
っ
て
こ
そ
、
固
有
の
丹

波
独
特
の
焼
物
が
で
き
る
の
か
な
、
生
ま
れ
る

の
か
な
と
思
え
ま
す
。
そ
こ
で
使
わ
れ
て
き
た

技
術
を
積
み
重
ね
な
が
ら
、
今
の
時
代
の
焼
物

が
で
き
て
い
っ
た
ら
い
い
か
な
っ
て
。
で
も
、

土
も
限
り
あ
る
資
源
な
ん
で
ね
。
そ
の
う
ち
な

く
な
っ
て
し
ま
う
じ
ゃ
な
い
で
す
か
。
そ
う
い

う
こ
と
も
ち
ょ
っ
と
考
え
て
い
か
ん
と
駄
目
か

な
と
思
っ
て
い
ま
す
。

福
島
　
私
が
陶
芸
を
始
め
た
頃
は
、
実
は
隠
﨑

さ
ん
の
い
る
備
前
焼
が
大
ブ
ー
ム
だ
っ
た
ん
で

す
ね
。
小
石
原
で
も
、
無
釉
の
焼
締
っ
ぽ
い
、

登
り
窯
で
焼
く
と
か
、
焼
い
た
上
か
ら
灰
を
か

け
た
り
と
か
、
薪
を
上
か
ら
わ
ざ
と
く
べ
た
り

と
か
、
す
ご
く
面
白
い
も
の
が
で
き
て
た
ん
で

す
ね
。
そ
れ
で
、
あ
る
時
有
名
な
評
論
家
の
先

生
が
、「
備
前
が
今
ブ
ー
ム
だ
け
ど
、
最
近
備

前
も
ど
き
み
た
い
な
も
の
を
た
く
さ
ん
作
っ
て

い
る
。
ブ
ー
ム
だ
か
ら
と
い
っ
て
日
本
全
国
の

陶
器
屋
さ
ん
や
産
地
が
、
備
前
も
ど
き
み
た
い

な
も
の
を
作
っ
て
た
ら
こ
ん
な
面
白
く
な
い
こ

と
は
な
い
よ
ね
」
と
い
う
話
を
聞
い
た
と
き
に
、

じ
ゃ
あ
何
を
す
れ
ば
い
い
ん
だ
と
い
う
こ
と

で
、
自
分
が
地
元
の
土
、
地
元
の
材
料
を
使
う

の
が
一
番
ア
ド
バ
ン
テ
ー
ジ
が
あ
る
ん
だ
、
自

分
し
か
で
き
な
い
こ
と
と
い
う
の
は
、
地
元
の

土
を
使
う
の
が
そ
う
な
ん
だ
っ
て
。
最
終
的
に

は
や
っ
ぱ
り
地
元
の
こ
こ
に
い
る
と
い
う
、
こ

こ
で
育
っ
て
こ
こ
で
焼
物
や
っ
て
る
と
い
う
こ

と
は
そ
う
い
う
こ
と
で
は
な
い
か
な
と
い
う
こ

と
で
、
自
分
は
小
石
原
の
粘
土
で
頑
張
る
し
か

な
い
な
と
思
い
ま
し
た
。
最
終
的
に
は
、
自
分

で
山
に
行
っ
て
、
粘
土
を
手
掘
り
し
て
、
自
分

で
こ
の
分
は
い
い
粘
土
、
こ
の
分
は
悪
い
粘
土

と
セ
レ
ク
ト
し
な
が
ら
、
自
分
で
粘
土
を
作
ら

な
い
と
や
っ
ぱ
り
い
い
作
品
は
で
き
な
い
。
だ

か
ら
、
釉
薬
自
体
も
、
僕
の
さ
っ
き
の
月
白
釉

の
作
品
、
よ
く
こ
ん
な
シ
ン
プ
ル
な
も
の
で
と

い
う
話
を
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
ん
で
す
が
、
自

分
の
中
で
は
、
そ
こ
の
産
地
の
粘
土
に
思
い
が

あ
れ
ば
何
と
か
な
る
の
か
な
っ
て
い
う
感
じ
で

今
ま
で
や
っ
て
き
た
し
、
こ
れ
か
ら
も
そ
の
粘

土
を
使
っ
て
、
ど
う
に
か
こ
う
に
か
や
っ
て
い

か
な
く
ち
ゃ
い
け
な
い
か
な
と
い
う
思
い
で

す
。

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 800 円

（中学生以上）
小人 400 円
（小学生）

※小学生未満 無料
TwitterHP Instagram
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1959年、福岡県朝倉郡の小石原焼の窯
元に生まれる。福岡大学経済学部卒業後、
祖父・福島荒次郎氏、父・福島司氏に作
陶を学ぶ。2003年、日本伝統工芸展日本
工芸会総裁賞（13年高松宮記念賞）。2014
年、日本陶磁協会賞。2017年には重要無
形文化財「小石原焼」の保持者に認定。

1950年、長崎県福江市（現･五島市）に生
まれる。大阪芸術大学芸術学部デザイン
学科卒業後、デザイン会社に勤務。1976
年に岡山県備前市伊部で、岩本修一氏、
伊勢崎淳氏らに師事する。2015年、日本
陶磁協会賞金賞。2019年には岡山県指定
重要無形文化財保持者に認定。

1961年、兵庫県多紀郡今田町（現・丹波
篠山市今田町）に生まれる。1981年、嵯
峨美術短期大学陶芸科卒業後、陶芸家・
𫝆井政之、父・初代市野信水氏に師事す
る。1995年、日本陶芸展大賞・秩父宮賜
杯。2006年、日本陶磁協会賞。2011年、
兵庫県文化賞。



２展同時開催

フィンランド・グラスアート －輝きと彩りのモダンデザイン－
ムーミンの食卓とコンヴィヴィアル展－食べること、共に生きること－ 
 ３月16日（土）～５月26日（日）
　1930年代から現代まで、北欧フィンランドを代表するデザイナーや作家た
ち８名が「アートグラス」と銘打って制作した芸術性あふれるガラス作品を通
して、洗練されたフィンランド・グラスアートの世界をご紹介します。合わ
せて、ムーミンの物語から食文化や共生をテーマとする原画や人形を紹介す
る展覧会も同時開催します。

２展同時開催

受贈記念　高瀬正義コレクション 兵庫のやきもの探訪 －五国の窯場を巡る－
○初代和田桐山 －兵庫が生んだ名工－
６月８日（土）～８月25日（日）
　加西市在住の高瀬正義氏から近代に製作された兵庫のやきものを受贈しまし
た。氏は、昭和34年（1959）に入手した丹波の壺を契機として、以降、県内産の
やきものを網羅すべく積極的に作品を収集しました。本
展では、氏が愛蔵した三田や珉平、打出、神戸絵付など、
県内各地で作られた多彩なやきものを紹介します。
　大正から昭和にかけて兵庫県尼崎市で活躍した名工・
初代和田桐山（1887～1967）。本展では、近年当館が受贈
した作品を足がかりに、色鮮やかで美しい色絵や金彩、
繊細な線描による絵付けなど、高い技術を持って作られ
た優品によって、単なる写しにとどまらない、初代桐山
の魅力に迫ります。

九谷赤絵の極致
宮本屋窯と飯田屋八郎右衛門の世界
９月７日（土）～11月24日（日）
赤絵の細密描写で名高い再興
九谷の宮本屋窯（天保３～安政
６年）。その存在は、明治以降
の輸出九谷の誕生や発展につ
ながりました。主工の飯田屋
八郎右衛門は、赤絵細描に優
れた手腕を発揮し、この様式
は「八郎手」や「飯田屋」と呼
ばれています。本展では、今
に伝わる宮本屋窯の優品を一
堂に会し、その魅力を紹介し
ます。

◦テーマ展のご案内

丹波焼の世界 season８
３月９日（土）～12月８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
下さい。

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６年３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
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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
　 ８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いただきます。

展覧会の見ドコロ兵庫陶芸美術館 2024年度
◦特別展のご案内

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。

※ 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・講演会・ワークショップ等
の情報は当館ホームページをご覧下さい。
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おめでとうございます
令和５年度伝統的工芸品　産業功労者に対する大臣表彰
　市野 元祥（力）氏（壺　市）　　大西 誠一氏（丹誠窯）
令和５年度兵庫県技能顕功賞
　市野 元祥（力）氏（壺　市）　　市野 英一氏（市野英一窯）
　市野 浩祥（浩）氏（陶幸窯）

神戸絵付　《色絵風景図皿》

昭和時代

兵庫陶芸美術館

（高瀬正義コレクション）

初代和田桐山

《赤絵鶴鹿図平水指》

20世紀前半

兵庫陶芸美術館

カイ・フランク《Art-object, unique》　1970年代前半

ヌータヤルヴィ・ガラス製作所　©Collection Kakkonen　Photo Rauno Träskelin

丹波　《壺》　室町時代中期

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

宮本屋窯

《赤絵金彩松図瓢形大瓶》

江戸時代後期

石川県九谷焼美術館


