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「
窯
の
あ
る
広
場
・
資
料
館
」の
保
全
工
事
を
行
っ
て
い
ま
す
。

こ
の
施
設
は
21
m
の
煙
突
と
煉
瓦
組
み
の
大
き
な
窯
を
内
包

す
る
建
屋
か
ら
成
り
、
1
9
2
1
年
か
ら
半
世
紀
あ
ま
り
土

管
や
タ
イ
ル
を
焼
い
て
き
た
工
場
で
す
。
中
に
入
る
と
、
焚

き
口
に
石
炭
を
く
べ
る
職
人
た
ち
の
息
づ
か
い
が
聞
こ
え
る

よ
う
な
迫
力
が
あ
り
ま
す
。
6
館
で
構
成
さ
れ
る
ミ
ュ
ー
ジ

ア
ム
は
、
ま
さ
に
こ
の
「
窯
」
か
ら
始
ま
っ
て
い
ま
す
。
往

時
の
常
滑
の
も
の
づ
く
り
の
熱
と
臨
場
感
を
今
に
伝
え
る
こ

の
施
設
を
良
い
状
態
で
保
存
し
、
よ
り
素
晴
ら
し
い
展
示
館

に
リ
フ
レ
ッ
シ
ュ
し
て
み
な
さ
ま
に
ご
覧
い
た
だ
く
こ
と

が
、
館
長
と
し
て
初
の
大
仕
事
と
な
り
ま
し
た
。
光
栄
に
思

う
と
同
時
に
、
重
い
責
任
を
感
じ
て
い
ま
す
。

I
N
A
X
ラ
イ
ブ
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
に
は
こ
れ
か
ら
も
さ
ま
ざ

ま
な
風
が
吹
く
で
し
ょ
う
。
追
い
風
、
向
か
い
風
、
頬
を
優

し
く
な
で
る
春
の
風
、
大
嵐
。
ど
の
よ
う
な
風
が
吹
こ
う
と

も
、
し
っ
か
り
と
地
面
に
足
を
つ
け
、
笑
顔
で
次
の
風
を
待

つ
。
そ
ん
な
心
構
え
で
、
こ
の
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
を
運
営
し
て

い
き
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

地
に
足
を
つ
け 

笑
顔
で
次
の
風
を
待
つ

尾
之
内 

明
美（
I
N
A
X
ラ
イ
ブ
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム 

館
長
）
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06  企画展 ｢急須でお茶を̶宜興・常滑・香味甘美」 

LIVE REPORT
  開催報告

07  企画展「天然黒ぐろ―鉄と炭素のものがたり」
  関連ワークショップ
  木炭で遊ぶ̶手づくり木炭で描こう̶

  黒ぐろ講座[1]

  対談 ｢墨 違いのわかる、墨の見方｣

08 　黒ぐろ講座[2]

  講演 ｢黒の漆 基礎からわかる漆の見どころ｣

  黒ぐろ講座[3]

  黒茶碗の茶会＆講演 ｢やきもの つくり手から見た、茶と黒の勘どころ｣

  黒ぐろ講座[4]

  講演 ｢黒の誘惑 二輪というプロダクトデザインを通した「黒の魅力」｣

09  モザイクタイルで作るアクセサリーワークショップ

  窯のある広場・資料館  保全工事レポート4
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Ｉ Ｎ Ａ Ｘ ラ イ ブ ミ ュ ー ジ ア ム は 、 東 日 本 大 震 災 の 復 興 を 支 援 し て い ま す 。

4ライブミュージアムに吹く風

1 大正時代の煙突の保全工
事が無事終了しました。
2 ミュージアムショップで。
3 春の陽を受けて、カラフル
な影が映し出されて。
4  陶楽工房に飾られたデコ・
モザイク。
5  春色のタイル。さてどこで
しょう。

〈表紙写真〉

1
2

35

4

常滑の急須物語
九百年の歴史を持つ「六古窯」のひとつ、常滑。

甕や壺など大物のやきものを焼き、

やがて、日本の近代化を支える窯業地として発展してきた常滑ですが、

その一方で、「小細工物」のひとつとして、技巧をこらした急須の伝統も脈 と々受け継いできました。

今では、「急須」は常滑焼の代名詞ともなっています。

その始まりは、どのようなものだったのでしょう。

先人たちは、情熱と知恵をどのように注ぎ込んできたのでしょうか。

今回は、常滑の「急須」を巡る物語―。

写真上：鯉江廣氏作  写真下：谷川 仁氏作　撮影協力／SPACE とこなべ
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「
文
化
文
政
の
時
期
（
1
8
0
4
‐
1
8
3
0
）
に
つ
く
ら

れ
た
急
須　

 

が
存
在
し
て
い
ま
す
。
そ
れ
ら
は
壺
や

甕
と
同
じ
土
、
同
じ
手
び
ね
り
の
紐
作
り
で
で
き
て
い

ま
す
」
と
話
す
の
は
、
と
こ
な
め
陶
の
森
資
料
館
学
芸

員
の
小
栗
康
寛
さ
ん
で
す
。
背
景
に
は
、
常
滑
の
職
人

た
ち
の
進
取
の
気
質
と
、
彼
ら
が
す
で
に
十
分
な
技
術

を
も
っ
て
い
た
こ
と
が
あ
る
の
で
し
ょ
う
。

　

天
保
年
間
（
1
8
3
0
‐
1
8
4
4
）
に
な
る
と
、
陶
工
で

あ
っ
た
鯉
江
方
救
・
方
寿
父
子
が
瀬
戸
の
技
術
を
入
れ

て
登
り
窯
を
導
入
、
高
い
温
度
で
焼
け
る
窯
が
登
場
し

ま
す
。「
真
焼
と
呼
ぶ
高
級
な
甕
の
大
量
生
産
が
始
ま

り
ま
す
。
そ
の
窯
に
徳
利
や
急
須
も
い
っ
し
ょ
に
入
れ

て
焼
く
よ
う
に
な
っ
た
。
窯
の
技
術
史
か
ら
見
て
も
、

常
滑
の
急
須
づ
く
り
は
江
戸
後
期
に
始
ま
っ
た
と
言
え

ま
す
」。

　

そ
の
頃
か
ら
、
土
の
研
究
も
始
ま
り
ま
し
た
。
お

茶
に
合
う
色
の
急
須
は
で
き
な
い
か
―
。
そ
し
て
登

場
し
た
の
が
白
泥
土
の
急
須
で
す
。
二
代
伊
奈
長
三 

（
1
7
8
0
‐
1
8
5
7
）
は
焼
く
と
白
く
な
る
土
を
見
つ
け
、 

ロ
ク
ロ
技
術
の
巧
み
さ
と
と
も
に
、
そ
の
名
を
江
戸
や

京
都
に
ま
で
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。 

な
か
で

も
、
海
に
近
い
地
の
利
か
ら
生
ま
れ
た
「
藻
掛
け
の
急

須　

 

」
は
、
高
い
人
気
を
博
し
ま
し
た
。

　

当
時
、
す
べ
て
の
急
須
の
産
地
が
め
ざ
し
た
究
極
の

色
は
、
中
国
江
蘇
省
宜
興
窯
で
焼
か
れ
た
急
須　

 

の
色

で
し
た
。
鉄
分
を
多
く
含
む「
紫
砂
」と
呼
ば
れ
る
粘
土

の
色
で
す
。
そ
の
開
発
に
い
ち
早
く
成
功
し
た
の
は
、常

滑
の
名
工 

杉
江
寿
門　

 

（
1
8
2
7
‐
1
8
9
7
）で
し
た
。

　
「
田
ん
ぼ
の
下
に
あ
る
灰
色
の
粘
土
を
8
割
、
山
に

あ
る
鉄
分
の
多
い
赤
土
を
2
割
。
そ
れ
を
水
簸
と
い
う

方
法
で
2
、
3
年
か
け
て
精
製
し
て
き
め
が
細
か
い
粘

土
に
す
る
。
さ
ら
に
、
還
元
焼
成
の
最
後
に
酸
化
さ
せ

る
と
い
う
焼
き
方
で
、
こ
の
朱
泥
焼
を
成
功
さ
せ
た
の

は
安
政
元
年
（
1
8
5
4
）
の
こ
と
で
し
た
」
と
、
小
栗
さ

ん
。
失
敗
し
て
も
あ
き
ら
め
ず
、
創
意
工
夫
を
重
ね
て

挑
戦
し
て
い
っ
た
職
人
の
魂
を
感
じ
ま
す
。

　

こ
う
し
て
常
滑
は
、
憧
れ
の
宜
興
窯
と
同
じ
よ
う
な

急
須
が
つ
く
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
幕
末
か
ら
明

治
に
か
け
て
は
、
富
裕
層
の
間
で
煎
茶
ブ
ー
ム
が
起
こ

り
ま
し
た
。
常
滑
の
廻
船
問
屋 

瀧
田
家
の
古
文
書
に

は
、
月
に
千
個
、
二
千
個
と
い
う
単
位
で
江
戸
に
急
須

が
運
ば
れ
て
い
た
と
い
う
記
録
が
あ
り
ま
す
。

　

明
治
11
（
1
8
7
8
）
年
、
鯉
江
方
寿
は
、
来
日
し
て

い
た
中
国
人
の
金
士
恒　

 

を
常
滑
に
招
き
、
工
房
の

職
人
だ
っ
た
初
代
寿
門
、
四
代
伊
奈
長
三
（
1
8
4
1
‐

1
9
2
4
）
ら
に
、
宜
興
の
急
須
制
作
技
術
を
学
ば
せ
ま

す
。
す
で
に
宜
興
と
遜
色
な
い
急
須
を
つ
く
っ
て
い
た

に
も
か
か
わ
ら
ず
金
士
恒
を
招
聘
し
た
の
は
、
憧
れ
で

あ
る
宜
興
の
技
術
を
実
際
に
知
り
た
い
、
さ
ら
に
良
い

急
須
を
つ
く
り
た
い
と
い
う
強
い
気
持
ち
が
あ
っ
た
か

ら
に
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。

　

常
滑
の
土
は
粘
り
が
あ
り
ロ
ク
ロ
を
使
っ
て
成
型
す

る
の
に
対
し
、
宜
興
の
土
は
粘
り
が
少
な
く
、
筒
状
に

巻
い
た
粘
土
板
を
木
の
ヘ
ラ
で
叩
い
て
成
形
す
る
、
い

わ
ゆ
る
「
パ
ン
パ
ン
製
法
」
と
呼
ば
れ
る
も
の
で
し
た
。

土
の
違
い
と
量
産
に
適
さ
な
い
こ
と
か
ら
常
滑
で
根
づ

く
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
四
代
長
三　

は
明

治
天
皇
に
パ
ン
パ
ン
製
法
で
つ
く
っ
た
朱
泥
菊
型
急
須 

を
献
上
し
て
い
ま
す
。
ま
た
現
在
も
、
そ
の
つ
く
り
方

は
常
滑
の
急
須
職
人
に
伝
わ
っ
て
い
ま
す
。

　

中
国
と
の
戦
争
が
始
ま
る
時
代
に
な
る
と
国
粋
主
義

が
高
ま
り
、
中
国
文
人
茶
系
の
煎
茶
は
下
火
に
な
っ
て

い
き
ま
し
た
。
一
方
で
お
茶
は
、
庶
民
の
暮
ら
し
の
な

か
に
広
が
っ
て
い
き
ま
す
。
昭
和
40
年
代
、
常
滑
の
急

須
づ
く
り
は
黄
金
期
を
迎
え
ま
す
。
急
須
に
お
け
る
鋳

込
み
技
法
＊
の
開
発
で
量
産
を
可
能
に
し
、
急
須
と
お

茶
の
大
衆
化
に
寄
与
し
て
き
た
の
で
す
。

　

伝
統
的
な
急
須
づ
く
り
も
健
在
で
す
。
三
代
山
田
常

山　

 

（
1
9
2
4
‐
2
0
0
5
）
は
、
1
9
9
8
年
、
常
滑
焼

（
急
須
）
で
愛
知
県
初
の
国
指
定
・
重
要
無
形
文
化
財
保

持
者
（
人
間
国
宝
）
に
認
定
さ
れ
ま
し
た
。「
伝
統
的
な

技
術
を
守
る
だ
け
で
は
な
く
、
土
に
こ
だ
わ
っ
て
、
そ

の
可
能
性
を
広
げ
、
形
や
焼
成
技
術
な
ど
で
急
須
づ

く
り
に
革
新
を
も
た
ら
し
た
こ
と
が
評
価
を
受
け
た
」

と
、
小
栗
さ
ん
は
考
え
て
い
ま
す
。

　

そ
ん
な
祖
父
の
姿
を
見
て
、「
可
能
性
の
あ
る
世
界
」

と
五
代
目
を
継
ぐ
こ
と
を
決
め
た
の
は
山
田
想　

 

さ

ん
。
常
山
窯
に
受
け
継
が
れ
る
伝
統
的
な
朱
泥
や
焼
き

締
め
に
加
え
、
ト
ル
コ
釉
を
薪
窯
で
窯
変
さ
せ
る
新
し

い
作
品
に
も
挑
戦
し
、
手
ご
た
え
を
感
じ
て
い
ま
す
。

　

時
代
に
憧
れ
、
時
代
を
切
り
拓
き
、
新
た
な
文
化
を

生
み
出
し
て
き
た
急
須
づ
く
り
。
次
世
代
の
急
須
は
、

私
た
ち
に
ど
ん
な
暮
ら
し
の
風
景
を
見
せ
て
く
れ
る
で

し
ょ
う
か
。

＊
石
膏
型
に
泥
し
ょ
う
を
流
し
込
ん
で
急
須
の
各
部
を
つ
く
っ
て
組
み
立
て
る

製
法

現
在
に
つ
な
が
る
煎
茶
は
江
戸
中
期
、

京
都
の
売
茶
翁
・
高
遊
外
（
1
6
7
5
‐
1
7
6
3
）
が
始
め
た
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

売
茶
翁
は
煎
茶
道
具
を
担
い
で
は
京
の
市
中
で
茶
店
を
開
い
て
、

茶
を
飲
み
な
が
ら
禅
や
茶
の
精
神
を
伝
え
ま
し
た
。

こ
れ
が
江
戸
後
期
、中
国
の
文
人
に
憧
れ
る
文
人
煎
茶
に
つ
な
がっ
て
い
き
ま
す
。

煎
茶
は
京
都
や
大
阪
の
文
人
た
ち
富
裕
層
の
間
に
、

や
が
て
江
戸
に
も
広
がっ
て
い
き
ま
す
。

こ
こ
で
使
わ
れ
た
茶
道
具
の
一つ
が「
急
須
」で
し
た
。

中
国
か
ら
伝
来
し
た
急
須
の
う
つ
し
を
、京
都
の
名
工
た
ち
が
つ
く
り
始
め
ま
す
。

常
滑
の
急
須
づ
く
り
も
、

京
都
に
次
ぐ
早
い
時
期
に
始
ま
っ
た
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

1
上村信吉 作
真焼横手急須

（江戸時代後期
とこなめ陶の森資料館蔵）
手びねりで、壺や甕と同じ
土を用いている。急角度で
つけられた把手（取手）は
時代の特徴。自然釉が美し
く掛かっている。

3
宜興窯朱泥茶銚

（清朝代後期  友仙窟蔵）
左：紅顔少年  
中：萬豊順記  
右：粗作茄子
富岡鉄斎箱
撮影：中川高史

4
初代杉江寿門 作
朱泥菊型後手急須

（パンパン製法 明治10年代  
故岩橋栄𠮷コレクション）
上から見ると、16枚の花弁
の菊花になっている。装飾
も格調が高く、常滑の卓越
した技術を今に伝える名品。

究
極
の
急
須
の
色

「
朱
泥
焼
」の
成
功

技
術
が
生
ん
だ

常
滑
の
急
須

小栗康寛さん

とこなめ陶の森資料館学芸員

Yasuhiro Oguri

2
二代伊奈長三 作
白泥藻掛け横手急須

（中村真二蔵）
白泥土に乾燥させた小甘藻
を巻き付けて焼成したもの。
藻に含まれる塩分が作用し
た部分が赤褐色に発色し、
藻は金色になる。海のある
常滑ならではのオリジナルの
加飾技法。火色焼ともいう。

1

2

　 売茶翁肖像画  友仙窟蔵  撮影：中川高史
　 鯉江方寿翁像（常滑天神山 平野霞嘗作）
　 朱泥急須の碑（常滑天神山）朱泥焼を開
発した初代杉江寿門と片岡ニ光を称え、二

代寿門によって建立された。　 初代杉江寿
門作 宝瓶急須の土型（とこなめ陶の森資料
館蔵）常滑では、明治10年には土型による

本格的なやきものの量産体制が確立してい

た。土型で制作されたとみられる蓮型急須

や宝瓶に後手を付けた急須もある。

3

1
2

3

4

4

ま
　
や
け

こ
い  

え
　ほ
う
き
ゅ
う

ほ
う
じ
ゅ

ば
い　

さ　

 

お
う　
　　 

こ
う 

ゆ
う 

が
い

は
く
で
い
つ
ち

い
　
な
　ち
ょ
う
ざ 

ぎ 

こ
う

す
い  

ひ

し
　
さ

ほうひん

こ あま も

ひいろ
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「
文
化
文
政
の
時
期
（
1
8
0
4
‐
1
8
3
0
）
に
つ
く
ら

れ
た
急
須　

 

が
存
在
し
て
い
ま
す
。
そ
れ
ら
は
壺
や

甕
と
同
じ
土
、
同
じ
手
び
ね
り
の
紐
作
り
で
で
き
て
い

ま
す
」
と
話
す
の
は
、
と
こ
な
め
陶
の
森
資
料
館
学
芸

員
の
小
栗
康
寛
さ
ん
で
す
。
背
景
に
は
、
常
滑
の
職
人

た
ち
の
進
取
の
気
質
と
、
彼
ら
が
す
で
に
十
分
な
技
術

を
も
っ
て
い
た
こ
と
が
あ
る
の
で
し
ょ
う
。

　

天
保
年
間
（
1
8
3
0
‐
1
8
4
4
）
に
な
る
と
、
陶
工
で

あ
っ
た
鯉
江
方
救
・
方
寿
父
子
が
瀬
戸
の
技
術
を
入
れ

て
登
り
窯
を
導
入
、
高
い
温
度
で
焼
け
る
窯
が
登
場
し

ま
す
。「
真
焼
と
呼
ぶ
高
級
な
甕
の
大
量
生
産
が
始
ま

り
ま
す
。
そ
の
窯
に
徳
利
や
急
須
も
い
っ
し
ょ
に
入
れ

て
焼
く
よ
う
に
な
っ
た
。
窯
の
技
術
史
か
ら
見
て
も
、

常
滑
の
急
須
づ
く
り
は
江
戸
後
期
に
始
ま
っ
た
と
言
え

ま
す
」。

　

そ
の
頃
か
ら
、
土
の
研
究
も
始
ま
り
ま
し
た
。
お

茶
に
合
う
色
の
急
須
は
で
き
な
い
か
―
。
そ
し
て
登

場
し
た
の
が
白
泥
土
の
急
須
で
す
。
二
代
伊
奈
長
三 

（
1
7
8
0
‐
1
8
5
7
）
は
焼
く
と
白
く
な
る
土
を
見
つ
け
、 

ロ
ク
ロ
技
術
の
巧
み
さ
と
と
も
に
、
そ
の
名
を
江
戸
や

京
都
に
ま
で
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。 

な
か
で

も
、
海
に
近
い
地
の
利
か
ら
生
ま
れ
た
「
藻
掛
け
の
急

須　

 

」
は
、
高
い
人
気
を
博
し
ま
し
た
。

　

当
時
、
す
べ
て
の
急
須
の
産
地
が
め
ざ
し
た
究
極
の

色
は
、
中
国
江
蘇
省
宜
興
窯
で
焼
か
れ
た
急
須　

 

の
色

で
し
た
。
鉄
分
を
多
く
含
む「
紫
砂
」と
呼
ば
れ
る
粘
土

の
色
で
す
。
そ
の
開
発
に
い
ち
早
く
成
功
し
た
の
は
、常

滑
の
名
工 

杉
江
寿
門　

 

（
1
8
2
7
‐
1
8
9
7
）で
し
た
。

　
「
田
ん
ぼ
の
下
に
あ
る
灰
色
の
粘
土
を
8
割
、
山
に

あ
る
鉄
分
の
多
い
赤
土
を
2
割
。
そ
れ
を
水
簸
と
い
う

方
法
で
2
、
3
年
か
け
て
精
製
し
て
き
め
が
細
か
い
粘

土
に
す
る
。
さ
ら
に
、
還
元
焼
成
の
最
後
に
酸
化
さ
せ

る
と
い
う
焼
き
方
で
、
こ
の
朱
泥
焼
を
成
功
さ
せ
た
の

は
安
政
元
年
（
1
8
5
4
）
の
こ
と
で
し
た
」
と
、
小
栗
さ

ん
。
失
敗
し
て
も
あ
き
ら
め
ず
、
創
意
工
夫
を
重
ね
て

挑
戦
し
て
い
っ
た
職
人
の
魂
を
感
じ
ま
す
。

　

こ
う
し
て
常
滑
は
、
憧
れ
の
宜
興
窯
と
同
じ
よ
う
な

急
須
が
つ
く
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
幕
末
か
ら
明

治
に
か
け
て
は
、
富
裕
層
の
間
で
煎
茶
ブ
ー
ム
が
起
こ

り
ま
し
た
。
常
滑
の
廻
船
問
屋 

瀧
田
家
の
古
文
書
に

は
、
月
に
千
個
、
二
千
個
と
い
う
単
位
で
江
戸
に
急
須

が
運
ば
れ
て
い
た
と
い
う
記
録
が
あ
り
ま
す
。

　

明
治
11
（
1
8
7
8
）
年
、
鯉
江
方
寿
は
、
来
日
し
て

い
た
中
国
人
の
金
士
恒　

 

を
常
滑
に
招
き
、
工
房
の

職
人
だ
っ
た
初
代
寿
門
、
四
代
伊
奈
長
三
（
1
8
4
1
‐

1
9
2
4
）
ら
に
、
宜
興
の
急
須
制
作
技
術
を
学
ば
せ
ま

す
。
す
で
に
宜
興
と
遜
色
な
い
急
須
を
つ
く
っ
て
い
た

に
も
か
か
わ
ら
ず
金
士
恒
を
招
聘
し
た
の
は
、
憧
れ
で

あ
る
宜
興
の
技
術
を
実
際
に
知
り
た
い
、
さ
ら
に
良
い

急
須
を
つ
く
り
た
い
と
い
う
強
い
気
持
ち
が
あ
っ
た
か

ら
に
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。

　

常
滑
の
土
は
粘
り
が
あ
り
ロ
ク
ロ
を
使
っ
て
成
型
す

る
の
に
対
し
、
宜
興
の
土
は
粘
り
が
少
な
く
、
筒
状
に

巻
い
た
粘
土
板
を
木
の
ヘ
ラ
で
叩
い
て
成
形
す
る
、
い

わ
ゆ
る
「
パ
ン
パ
ン
製
法
」
と
呼
ば
れ
る
も
の
で
し
た
。

土
の
違
い
と
量
産
に
適
さ
な
い
こ
と
か
ら
常
滑
で
根
づ

く
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
四
代
長
三　

は
明

治
天
皇
に
パ
ン
パ
ン
製
法
で
つ
く
っ
た
朱
泥
菊
型
急
須 

を
献
上
し
て
い
ま
す
。
ま
た
現
在
も
、
そ
の
つ
く
り
方

は
常
滑
の
急
須
職
人
に
伝
わ
っ
て
い
ま
す
。

　

中
国
と
の
戦
争
が
始
ま
る
時
代
に
な
る
と
国
粋
主
義

が
高
ま
り
、
中
国
文
人
茶
系
の
煎
茶
は
下
火
に
な
っ
て

い
き
ま
し
た
。
一
方
で
お
茶
は
、
庶
民
の
暮
ら
し
の
な

か
に
広
が
っ
て
い
き
ま
す
。
昭
和
40
年
代
、
常
滑
の
急

須
づ
く
り
は
黄
金
期
を
迎
え
ま
す
。
急
須
に
お
け
る
鋳

込
み
技
法
＊
の
開
発
で
量
産
を
可
能
に
し
、
急
須
と
お

茶
の
大
衆
化
に
寄
与
し
て
き
た
の
で
す
。

　

伝
統
的
な
急
須
づ
く
り
も
健
在
で
す
。
三
代
山
田
常

山　

 

（
1
9
2
4
‐
2
0
0
5
）
は
、
1
9
9
8
年
、
常
滑
焼

（
急
須
）
で
愛
知
県
初
の
国
指
定
・
重
要
無
形
文
化
財
保

持
者
（
人
間
国
宝
）
に
認
定
さ
れ
ま
し
た
。「
伝
統
的
な

技
術
を
守
る
だ
け
で
は
な
く
、
土
に
こ
だ
わ
っ
て
、
そ

の
可
能
性
を
広
げ
、
形
や
焼
成
技
術
な
ど
で
急
須
づ

く
り
に
革
新
を
も
た
ら
し
た
こ
と
が
評
価
を
受
け
た
」

と
、
小
栗
さ
ん
は
考
え
て
い
ま
す
。

　

そ
ん
な
祖
父
の
姿
を
見
て
、「
可
能
性
の
あ
る
世
界
」

と
五
代
目
を
継
ぐ
こ
と
を
決
め
た
の
は
山
田
想　

 

さ

ん
。
常
山
窯
に
受
け
継
が
れ
る
伝
統
的
な
朱
泥
や
焼
き

締
め
に
加
え
、
ト
ル
コ
釉
を
薪
窯
で
窯
変
さ
せ
る
新
し

い
作
品
に
も
挑
戦
し
、
手
ご
た
え
を
感
じ
て
い
ま
す
。

　

時
代
に
憧
れ
、
時
代
を
切
り
拓
き
、
新
た
な
文
化
を

生
み
出
し
て
き
た
急
須
づ
く
り
。
次
世
代
の
急
須
は
、

私
た
ち
に
ど
ん
な
暮
ら
し
の
風
景
を
見
せ
て
く
れ
る
で

し
ょ
う
か
。

＊
石
膏
型
に
泥
し
ょ
う
を
流
し
込
ん
で
急
須
の
各
部
を
つ
く
っ
て
組
み
立
て
る

製
法

煎茶道と茶具
髙取 友仙窟　煎茶道 賣茶流家元

　「煎茶」は「茶の湯」より300年ほど後に生まれました。江戸時代中期、体

制に追従しないで自由に生きた中国文人の暮らしに憧れる人たちの間で流行

し、煎茶中興の祖 売茶翁の周りには、琴棋書画、漢詩といった文人の教養を

持つ人たちが集まってきました。画家の伊藤若冲は親友で、「若冲」の命名に

も関わっています。幕末には知識や教養はあるけれど封建社会で生き場のな

い人たち、いわゆるアウトローですね、勤皇の志士、下級武士、お公家さんなど

が盛んにたしなみました。明治になると財閥人の趣味として大流行します。

　茶の湯は「茶禅一味」というように修業のような白黒の世界ですが、文人の

遊びにルーツがある煎茶道はカラフルです。なかでも中国文化への憧れの象徴が、赤い紫泥の中国宜興の急須でし

た。明治11年に中国から金士恒が来て、常滑に宜

興の急須の技術を伝えに行きますが、その背景に

は非常に大きな中国宜興の急須への憧憬があった

のです。そのときにはうちもご縁があったのでしょ

う、五代前の住職である髙取祖中が金士恒から掛

け軸を描いてもらっています。

　賣茶流は「優雅と格調と楽しい」をスローガンに

しています。煎茶道は、身だしなみを整え、花を活

け、掛け軸をかけ、季節に合った室礼の中で、茶具

を愛で、会話を楽しむ、独特の美意識があります。

茶具にも、ネーミングも含めて、会話を広げていく

話題性、物語性が必要とされるところです。

5
金士恒 作
紫泥後手急須一双

（パンパン製法 明治11年
故岩橋栄𠮷コレクション）
金士恒によって光緒4（1878）
年につくられた一双の急須。
鉄筆で詩と竹の絵が刻まれ、
煎茶の美意識が広がっている。

7
三代山田常山 作
朱泥急須横手急須

（とこなめ陶の森資料館蔵）
三代山田常山は生涯に100
種類以上の形を創案した
と言われるほど、多彩な急
須の世界をつくり上げた。

8
山田 想 作
青急須

青い釉薬を掛け、薪の窯で
焼いているため、かなり窯
変している。青のシリーズ
の一つ。

8
山田 想 作
常滑急須

薪窯で焼いており、自然釉
が掛かって窯変している。
青の釉薬も少し掛けてあ
るため、面白い色の出方を
する。

山田 想さん　陶芸家

常山窯の五代目。祖父

の三代山田常山から直

接教えを受けた朱泥急

須のほか、四代目まで

にはなかった作品「青

のシリーズ」など、創作

の世界を広げている。

市
民
の
暮
ら
し
に

広
が
る
お
茶
文
化

憧
れ
で
あ
る

宜
興
窯
の

製
法
を
知
り
た
い

　 煎茶道茶具　　 修竹図  金士恒作（明治11年  友仙窟蔵）　撮影：中川高史　

So Yamada

Yusenkutsu Takatori

6

5

5 6

き
ん 

し 

こ
う

しつらい

6
四代伊奈長三 作
烏泥菊型後手急須

（パンパン製法 
明治10年代  中村真二蔵）
菊の花言葉である「高貴」
な気品をみせる傑作。四
代長三の急須の蓋は、獅
子や霊芝の摘みなど技巧
的な作品が多い。

れいし


