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「
ク
ー
ル
ジ
ャ
パン
」と
し
て
注
目
を
集
め
る
、

日
本
の
マン
ガ・ア
ニメ
な
ど
ポ
ッ
プ
カ
ル
チ
ャ
ー
や
日
本
料
理
。

そ
れ
ら
世
界
に
誇
る
日
本
文
化
の
多
く
は
、関
西
の
地
に
芽
吹
き
、

地
域
の
特
色
を
生
か
し
な
が
ら
発
展
し
て
き
た
。

「
ク
ー
ル
ジ
ャ
パン
」の
魅
力
と
、そ
れ
を
支
え
て
き
た
文
化
力
を
探
る
た
め
に
、

奈
良
、京
都
、滋
賀
、兵
庫
の
各
地
を
訪
ね
て
み
た
。

関
西
文
化
の

底
力
を
検
証
す
る

「南都楽所」の夏季雅楽・神楽講習
会最終日、春日大社本殿に奉納する
神楽舞「浦安の舞」を演じるために待
機する巫女（舞姫）装束の受講生たち



奈
良

楽
所
」
が
置
か
れ
た
。

　
「
奈
良
に
は
東
大
寺
や
興
福
寺
、
薬
師
寺
、
唐
招
提
寺
や
春
日

大
社
な
ど
が
あ
り
、
そ
れ
ら
寺
社
の
お
祭
り
に
は
舞
楽
が
必
須
の

も
の
で
し
た
」
と
藤
岡
さ
ん
。
以
来
、
そ
れ
ら
寺
社
の
支
援
を
受

け
な
が
ら
、
南
都
楽
所
に
属
す
幾
つ
も
の
楽が
っ
け家
（
楽
人
の
家
系
）

で
は
、
幾
百
年
の
歳
月
、
親
か
ら
子
へ
、
子
か
ら
孫
へ
と
雅
楽
の

技
を
磨
き
、
伝
え
続
け
て
き
た
。

伝
統
を
絶
や
さ
ず
受
け
継
ぐ
「
見
え
な
い
」
パ
ワ
ー

　

明
治
維
新
直
後
、
南
都
楽
所
に
転
機
が
訪
れ
た
。
政
府
の
命
で
、

京
都
、
奈
良
、
大
阪
三
楽
所
の
楽
家
、
楽
人
が
す
べ
て
東
京
に
招

集
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
奈
良
で
は
、
つ
な
が
り
の
深
い
お
寺
や
神
社
へ
の
雅

楽
奉
納
を
使
命
と
感
じ
る
楽
人
の
幾
人
か
が
地
元
に
残
り
、
弟
子

や
支
援
者
と
と
も
に
雅
楽
の
活
動
や
後
継
者
の
育
成
に
取
り
組

ん
だ
。「
こ
れ
ま
で
千
年
も
続
け
て

き
た
、
神
社
の
お
祭
り
や
お
寺
の
法

要
で
演
じ
て
き
た
雅
楽
を
、『
も
う

で
き
ま
せ
ん
』
で
は
、
神
さ
ま
や

仏
さ
ま
に
申
し
訳
な
い
。
そ
し

て
、
自
分
の
代
で
奈
良
を
出
る

の
は
ご
先
祖
さ
ま
に
も
申
し
訳

な
い
と
い
う
気
持
ち
も
働

い
て
い
た
の
か
も
し
れ
ま

せ
ん
」（
藤
岡
さ
ん
）

古
代
ユ
ー
ラ
シ
ア
伝
来
の
熟
成
さ
れ
た
楽
と
舞

　

中
元
万
燈
籠
の
夕
べ
、
春
日
大
社
本
殿
下
の
直な

お
ら
い
で
ん

会
殿
に
坐
し
た

「
南
都
楽
所
」
の
楽
人
た
ち
が
篳ひ

ち
り
き篥

と
高こ

ま
ぶ
え

麗
笛
、
三さ

ん
の
こ

之
鼓
と
太
鼓
、

鉦し
ょ
う
こ鼓
に
よ
る
、
雅
楽
独
特
の
厳
か
で
ゆ
っ
た
り
と
し
た
調
べ
を
奏

で
始
め
た
。
ほ
ど
な
く
前
の
板
の
間
に
、
鼠
の
模
様
を
刺
繍
し
た

黄
色
い
装
束
と
緑
の
甲
か
ぶ
と
を
被
っ
た
四
人
の
舞
人
が
現
れ
て
、
舞
楽

「
林り
ん
が歌
」
を
演
じ
て
い
く
。
雅
楽
奉
納
の
ひ
と
と
き
で
あ
る
。

　

雅
楽
は
、
は
る
か
昔
、
仏
教
の
伝
来
や
遣
隋
使
、
遣
唐
使
な
ど

に
伴
っ
て
日
本
に
伝
わ
っ
た
、
古
代
中
国
や
朝
鮮
半
島
、
渤
海

国
、
さ
ら
に
は
東
南
ア
ジ
ア
や
イ
ン
ド
、
ペ
ル
シ
ア
な
ど
の
音
楽

と
舞
に
由
来
す
る
、
と
南
都
楽
所
の
楽
人
で
春
日
大
社
禰ね

ぎ宜
の
藤

岡
信
宏
さ
ん
は
言
う
。
既
に
奈
良
時
代
、
東
大
寺
大
仏
開
眼
供
養

会
に
奉
納
の
記
録
が
あ
る
が
、「
お
そ
ら
く
当
時
の
楽
人
や
舞
人

は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
国
か
ら
渡
来
し
て
、
楽
器
も
旋
律
も
国
や
地
域

ご
と
に
異
な
っ
て
い
た
と
思
わ
れ
ま
す
」。
藤
岡
さ
ん
に
よ
れ
ば
、

平
安
時
代
、
そ
れ
ら
出
自
の
異
な
る
雅
楽
が
整
理
統
合
さ
れ
、
中

国
・
イ
ン
ド
・
ベ
ト
ナ
ム
系
の
「
唐と
う
が
く楽
」
と
、
朝
鮮
半
島
・
渤
海

国
系
の
「
高こ
ま
が
く

麗
楽
」
に
編
成
さ
れ
た
。
な
お
、
器
楽
演
奏
だ
け
の

雅
楽
を
「
管
絃
」
と
い
い
、舞
踊
を
伴
う
雅
楽
を
「
舞
楽
」
と
い
う
。

　

そ
う
し
て
平
安
時
代
中
期
の
一
〇
〇
〇
年
頃
、
唐
楽
を
行
う

人
々
に
よ
っ
て
、
奈
良
に
南
都
楽
所
が
置
か
れ
、
京
都
に
は
宮
中

専
属
の
「
大お
お
う
ち内
楽
所
」、
大
阪
に
は
四
天
王
寺
専
属
の
「
天
王
寺

2324

雅楽、世界最古の管絃楽を伝える持続力
❶龍笛（りゅうてき）を奏でる南都楽所の藤岡信宏さん
❷春日大社本殿に奉納される神楽舞「浦安の舞」
❸❹中元万燈籠の夕べ、春日大社本殿下の直会殿で「林歌」（りんが）を演奏する南都楽所の楽人たちと演じる舞人たち
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京
都

　

明
治
以
降
、
雅
楽
は
楽
家
以
外
の
誰
で
も
演

じ
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
り
、
奈

良
で
は
雅
楽
を
習
い
始
め
る
人
が
増

え
て
い
っ
た
。
そ
の
過
程
で
春
日
大
社

を
中
心
に
残
っ
た
楽
人
と
新
た
な
人
た
ち
で
形
成

さ
れ
た
の
が
、
現
「
南
都
楽
所
」
で
あ
る
。

　

南
都
楽
所
で
は
、
現
在
、
春
日
大
社
を
中
心
に
橿

原
神
宮
、
興
福
寺
、
法
隆
寺
な
ど
の
祭
礼
や
法
要
で
雅
楽
を
奉
納

す
る
だ
け
で
な
く
、
国
内
外
で
の
公
演
、
普
及
活
動
に
尽
力
。
欧

州
や
中
国
な
ど
に
出
か
け
る
こ
と
も
少
な
く
な
い
。
と
り
わ
け
唐

楽
の
ル
ー
ツ
で
あ
る
中
国
に
は
幾
度
も
「
里
帰
り
」
し
、
敦
煌
の

莫ば
っ
こ
う
く
つ

高
窟
前
で
奉
納
公
演
を
し
た
こ
と
も
あ
る
。

　

今
、
雅
楽
は
世
界
で
日
本
に
し
か
残
っ
て
い
な
い
が
、
中
国
公

演
で
は
仏
教
僧
侶
も
大
勢
詰
め
か
け
、
感
慨
深
げ
に
鑑
賞
さ
れ
て

い
た
、
と
藤
岡
さ
ん
は
言
う
。
欧
州
で
は
洋
楽
に
な
い
ユ
ニ
ー
ク

な
旋
律
や
メ
ロ
デ
ィ
ラ
イ
ン
を
興
味
深
く
味
わ
う
観
客
も
多
い
、

と
か
。
も
ち
ろ
ん
、
後
進
の
指
導
、
育
成
に
も
積
極
的
で
週
末
や

夏
季
講
習
会
に
は
お
年
寄
り
か
ら
小
学
生
に
至
る
ま
で
、
男
女
と

も
に
多
く
の
受
講
生
が
稽
古
に
励
ん
で
い
る
。

　
「
雅
楽
は
本
来
、
純
粋
な
気
持
ち
で
神
さ
ま
や
仏
さ
ま
に
奉
納

す
る
も
の
。
奈
良
の
人
は
あ
ま
り
構
え
ず
、
熱
く
燃
え
な
い
け
れ

ど
、粘
り
強
く
続
け
る
『
見
え
な
い
』
パ
ワ
ー
を
持
っ
て
い
ま
す
」。

奈
良
の
地
で
雅
楽
が
途
絶
え
る
こ
と
な
く
、
伝
え
ら
れ
て
き
た
背

景
に
つ
い
て
、
藤
岡
さ
ん
は
そ
う
述
べ
た
。

寿司よりクールな京懐石、日本食の極みと伝統

25

四
季
折
々
の
「
季
節
」
を
味
わ
う
京
料
理

　

旨
い
昆
布
出
汁
と
、
魚
や
野
菜
な
ど
旬
の
素
材
を
生
か
し
た
さ

ま
ざ
ま
な
料
理
を
、
一
品
ご
と
に
味
の
あ
る
陶
磁
器
や
漆
器
に
盛

り
つ
け
、
目
に
、
舌
に
、
そ
し
て
心
に
感
動
と
至
福
の
ひ
と
と
き

を
も
た
ら
し
て
く
れ
る
の
が
「
京
懐
石
」
で
あ
る
。

　

ヘ
ル
シ
ー
フ
ー
ド
へ
の
世
界
的
な
関
心
の
高
ま
り
の
な
か
で
、

ク
ー
ル
な
「Sushi

」
は
欧
米
の
人
々
の
身
近
な
メ
ニ
ュ
ー
と
し

て
定
着
し
た
。
さ
ら
に
近
年
、
懐
石
料
理
が
、
日
本
料
理
の
極
み
、

芸
術
と
さ
え
評
さ
れ
、
大
き
な
注
目
を
集
め
て
い
る
。

　

世
界
の
人
々
を
惹
き
つ
け
る
京
懐
石
な
ど
京
料
理
の
精
髄
は
、

い
か
に
季
節
感
溢
れ
る
素
材
を
使
っ
て
季
節
を
表
現
し
、
季
節
を

味
わ
う
か
だ
、
と
言
う
の
は
、
京
都
料
理
組
合
組
合
長
で
、
安
土

桃
山
期
創
業
の
料
亭
「
山
ば
な
平
八
茶
屋
」
二
十
代
当
主
・
園
部

平
八
さ
ん
だ
。「
例
え
ば
、
う
ち
の
若
狭
懐
石
で
は
、
秋
、
杉
の

薄
板
に
ぐ
じ
（
甘
鯛
）
を
載
せ
、茸
と
松
茸
を
加
え
て
あ
ぶ
る
『
ぐ

じ
の
杉
板
焼
き
』
を
お
出
し
し
て
い
ま
す
」

　

こ
の
よ
う
な
京
料
理
の
基
本
が
形
成
さ
れ
た
の
は
、
園
部
さ
ん

に
よ
れ
ば
、
江
戸
時
代
中
期
以
降
だ
。
そ
れ
ま
で
京
都
に
は
、
茶

道
文
化
か
ら
生
ま
れ
た
「
懐
石
料
理
」、
寺
院
文
化
か
ら
生
ま
れ

た
「
精
進
料
理
」、
公
家
文
化
か
ら
生
ま
れ
た
「
有
職
料
理
」、
周

辺
の
河
川
や
琵
琶
湖
の
食
材
を
使
っ
た
「
川
魚
料
理
」、
町
家
の

惣
菜
を
基
本
と
す
る
「
お
ば
ん
ざ
い
」
の
五
系
統
が
あ
っ
た
。
そ

❶南都楽所の夏季雅楽・神楽講習会で鳳笙（ほうしょう）の稽古をする受講生たち
❷同じく講習会で篳篥（ひちりき）の稽古をする受講生たち
❸雅楽の中でも有名な「越殿楽」の楽譜

1 2

3

萩の禅寺から移築されたという、「山ばな平八茶屋」の
表門「騎牛門」前に佇む二十代当主・園部平八さん
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3

れ
ら
が
独
自
性
を
高
め
、
あ
る
い
は
融
合
し
な
が
ら
、
季
節
感
に

富
む
多
様
、
多
彩
な
京
料
理
の
世
界
を
形
づ
く
っ
て
き
た
。

　

出
汁
の
昆
布
は
、北
前
船
が
松
前（
北
海
道
）か
ら
運
ん
だ
も
の
。

野
菜
は
地
元
で
丹
精
込
め
て
栽
培
さ
れ
て
き
た「
京
野
菜
」。魚
は
、

海
か
ら
遠
い
た
め
、
川
魚
か
、
若
狭
で
揚
が
っ
た
「
ひ
と
塩
物
」。

江
戸
時
代
、
京
で
唯
一
手
に
入
っ
た
「
活
け
物
」
は
、
樽
に
海
水

を
張
っ
て
運
ば
れ
た
淡
路
の
鱧は

も

と
明
石
の
蛸
で
し
た
、
と
園
部
さ

ん
は
言
う
。

工
夫
を
重
ね
て
次
代
に
つ
な
ぎ
、
世
界
に
伝
え
る

　

鱧
料
理
は
、
京
都
の
夏
の
風
物
詩
と
い
わ
れ
る
ほ
ど
に
有
名
だ

が
、
江
戸
時
代
、
硬
い
小
骨
が
多
い
鱧
は
食
べ
づ
ら
く
、
産
地
の

淡
路
島
で
は
棄
て
ら
れ
て
い
た
。
そ
れ
を
京
の
料
理
人
は
、
工
夫

を
重
ね
て
編
み
出
し
た
「
骨
切
り
」
技
法
に
よ
っ
て
、
皮
一
枚
残

し
て
細
か
く
小
骨
を
切
断
。
落
と
し
（
湯
引
き
）
に
焼
き
物
、
揚

げ
物
、
蓋
物
、
吸
い
物
、
さ
ら
に
は
寿
司
に
と
腕
を
ふ
る
っ
て
自

在
に
調
理
し
、
夏
の
名
物
料
理
に
育
て
あ
げ
た
。「
そ
ん
な
工
夫

が
京
料
理
の
持
ち
味
で
す
」（
園
部
さ
ん
）

　

京
都
の
料
理
屋
は
、
ど
こ
も
店
の
伝
統
を
守
り
な
が
ら
、
時
代

の
変
化
を
乗
り
越
え
る
新
し
い
料
理
を
工
夫
し
て
、
駅
伝
ラ
ン

ナ
ー
の
よ
う
に
、
ひ
た
す
ら
次
代
へ
と
つ
な
い
で
き
た
、
と
園
部

さ
ん
は
力
を
込
め
る
。

　

そ
の
よ
う
な
名
う
て
の
京
の
料
理
人
た
ち
が
力
を
合
わ
せ
、

日
本
料
理
の
発
展
と
世
界
的
な
普
及
、
理
解
促
進
の
た
め
に
、

二
〇
〇
四
年
、「
日
本
料
理
ア
カ
デ
ミ
ー
」
を
設
立
。
欧
米
の
有

望
な
若
手
シ
ェ
フ
を
京
都
の

料
理
屋
に
招
い
て
日
本
料
理

の
研
修
と
交
流
を
行
っ
た

り
、
海
外
で
現
地
の
シ
ェ

フ
や
料
理
関
係
者
に
日
本
料

理
の
レ
ク
チ
ャ
ー
や
実
演
を

披
露
し
た
り
、
京
都
市
内
の
小

学
校
で
食
育
活
動
に
携
わ
る
な
ど
、
多
彩
な
事
業
を
展
開
し
て

い
っ
た
。

　

初
代
理
事
長
を
務
め
た
園
部
さ
ん
に
よ
れ
ば
、
当
初
、
懐
石
料

理
の
世
界
標
準
化
を
試
み
た
が
、
京
懐
石
は
京
都
の
気
候
風
土
、

生
活
文
化
の
な
か
で
こ
そ
、
と
の
想
い
が
さ
ら
に
強
く
な
っ
た
と

い
う
。「
昆
布
出
汁
は
京
都
の
水
が
軟
水
な
の
で
旨
味
が
出
ま
す
。

一
方
、
東
京
は
硬
水
の
た
め
昆
布
の
旨
味
が
出
ず
、
鰹
出
汁
に
頼

り
、
鰹
の
臭
み
を
消
す
た
め
に
醤
油
を
た
っ
ぷ
り
か
ぶ
せ
ま
す
。

い
か
に
グ
ロ
ー
バ
ル
化
と
い
っ
て
も
、
や
は
り
、
京
料
理
は
京
都

で
、
で
す
」（
園
部
さ
ん
）

　

そ
の
よ
う
な
地
域
の
特
性
、
素
材
を
い
か
に
生
か
す
か
が
、
京

料
理
の
持
ち
味
だ
。
実
際
、
京
都
で
研
鑽
を
積
ん
だ
海
外
の
シ
ェ

フ
た
ち
は
京
の
料
理
人
た
ち
の
料
理
へ
の
想
い
か
ら
季
節
ご
と
の

素
材
の
吟
味
、
扱
い
方
、
調
理
の
仕
方
、
盛
り
つ
け
方
ま
で
学
び
、

大
き
な
刺
激
と
深
い
感
動
を
得
て
帰
国
す
る
と
い
う
。
世
界
的
な

レ
ス
ト
ラ
ン
ガ
イ
ド
が
京
都
の
料
理
、
料
亭
を
高
く
評
価
す
る
の

も
当
然
か
も
し
れ
な
い
。

1 5

2 4 6
京
都

❹名物料理「若狭懐石」に出す「ぐじ」をさばく園部さん
❺「ぐじの杉板焼き」などが並ぶ若狭懐石（提供：山ばな平八茶屋）
❻高野川河畔に建つ、大正期の数寄屋造りの座敷（提供：山ばな平八茶屋）

❶八坂神社の南、高台寺道につながる石塀小路には料亭や旅館が幾つも軒を連ねている
❷お茶屋や料理屋が集まる祇園・花見小路では、日暮れ時、お座敷に通う舞妓さんを一目見ようと大勢の外国人観光客が押しかける
❸山ばな平八茶屋の庭園
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土と炎の芸術、六古窯「信楽」の魅力

30 29

信
楽「

古
信
楽
」
の
素
朴
な
生
活
雑
器
が
茶
人
を
魅
了

　

地
元
で
採
れ
る
良
質
の
陶
土
を
轆ろ
く
ろ轤
や
手
捻
り
で
、
大
小
、
さ

ま
ざ
ま
な
器
形
に
成
形
し
、
穴
窯
や
登
り
窯
で
幾
晩
も
焼
き
あ
げ

て
、
独
特
の
赤
味
（
火
色
）
の
あ
る
、
温
か
で
し
っ
と
り
と
手
に

な
じ
む
味
わ
い
深
い
焼
き
物
を
つ
く
り
続
け
て
き
た
の
が
、
六
古

窯
の
一
つ
、鎌
倉
時
代
か
ら
の
歴
史
と
伝
統
を
持
つ
「
信
楽
」
だ
。

　

信
楽
陶
芸
作
家
協
会
会
長
で
、
祖
父
以
来
の
「
み
は
る
窯
」
を

主
宰
す
る
神
崎
継
春
さ
ん
に
よ
れ
ば
、
信
楽
の
陶
土
は
、
も
と
は

古
琵
琶
湖
の
湖
底
に
堆
積
し
た
粘
り
強
い
山
土
で
、
ひ
び
割
れ
し

に
く
く
、大
き
な
器
も
小
さ
な
器
も
思
い
の
ま
ま
に
成
形
で
き
る
。

地
元
の
陶
工
た
ち
が
そ
ん
な
優
れ
た
陶
土
の
特
徴
を
引
き
出
し
な

が
ら
成
形
し
、
幾
日
も
窯か
ま
た
き焚

し
て
、
幾
世
代
に
も
わ
た
っ
て
つ
く

り
あ
げ
て
き
た
土
と
炎
の
芸
術
が
信
楽
焼
（
特
に
江
戸
時
代
以
前

の
も
の
を
「
古
信
楽
」
と
呼
ぶ
）
で
あ
る
。

　

鎌
倉
か
ら
室
町
時
代
に
か
け
て
、
信
楽
の
里
は
、
山
の
斜
面
を

掘
り
込
ん
で
築
い
た
「
穴
窯
」
で
壺
や
甕
、
大
甕
、
す
り
鉢
な
ど
、

周
辺
地
域
向
け
の
生
活
雑
器
を
焼
き
な
が
ら
発
展
し
た
。
そ
し
て

信楽にある「みはる窯」の工房で轆轤（ろくろ）を挽く神崎継春さん



業
と
は
距
離
を
置
く
作
家
志
向
の
強
い
陶
芸
家
た
ち
が
、
江
戸
初

期
に
消
滅
し
た
穴
窯
復
興
に
挑
戦
。
焼
締
め
技
法
に
よ
る
自
然
釉

の
、利
休
好
み
の
古
信
楽
の
伝
統
を
踏
ま
え
た
風
情
あ
る
壺
や
皿
、

茶
碗
や
水
指
、花
入
な
ど
の
創
作
に
励
ん
で
い
っ
た
。
そ
の
一
人
、

神
崎
さ
ん
は
「
窯
焚
で
は
穴
窯
の
中
の
温
度
は
一
三
〇
〇
℃
に
も

達
す
る
。
炎
が
踊
り
、
そ
れ
は
美
し
い
も
の
で
す
」
と
目
を
細
め

る
。
現
在
、
信
楽
に
穴
窯
は
三
十
数
基
と
増
え
、
日
本
の
陶
芸
界

で
、
信
楽
は
再
び
優
れ
た
茶
陶
の
メ
ッ
カ
と
し
て
の
地
位
と
評
価

を
固
め
る
こ
と
に
な
っ
た
。

　

〇
五
年
、
カ
ナ
ダ
人
監
督
が
製
作
し
た
カ
ナ
ダ
・
日
本
合
同
映

画
『
窯
焚
Ｋ
Ａ
Ｍ
Ａ
Ｔ
Ａ
Ｋ
Ｉ
』
は
、
信
楽
が
舞
台
。
穴
窯
で
の

窯
焚
を
題
材
に
、
芸
術
へ
の
ス
ト
イ
ッ
ク
な
こ
だ
わ
り
と
日
本
の

美
意
識
を
世
界
に
発
信
し
、
モ
ン
ト
リ
オ
ー
ル
世
界
映
画
祭
史
上

初
の
五
冠
ほ
か
、
ベ
ル
リ
ン
国
際
映
画
祭
で
も
審
査
員
特
別
賞
を

受
賞
す
る
な
ど
高
い
評
価
を
受
け
た
。
こ
の
よ
う
に
、
近
年
、
信

楽
へ
の
興
味
、
関
心
は
海
外
で
急
速
に
高
ま
っ
て
き
た
。
欧
米
ば

か
り
か
、
韓
国
、
台
湾
、
香
港
、
さ
ら
に
は
東
南
ア
ジ
ア
か
ら
の

研
修
生
が
毎
年
、
信
楽
高
原
に
あ
る
「
陶
芸
の
森
」
で
研
修
を
受

け
、
自
ら
穴
窯
で
の
窯
焚
実
習
に
励
ん
で
い
る
。

　

型
に
は
ま
っ
た
機
能
性
と
様
式
美
を
追
求
す
る
欧
米
な
ど
の
陶

磁
器
と
違
い
、
穴
窯
で
生
ま
れ
る
信
楽
焼
は
、
器
の
形
、
色
、
風

合
い
、
手
触
り
、
何
を
取
っ
て
も
自
由
で
明
る
く
、
土
と
炎
と
人

と
の
共
生
、
融
合
を
象
徴
す
る
よ
う
な
趣
き
が
あ
る
、
と
言
え
る

か
も
し
れ
な
い
。

3132

2

4

5

❹信楽のまちの一角に残る、昭和30年代まで使用された「登り窯」跡
❺神崎さんのみはる窯

信楽で最初に狸の焼き物を創った
といわれる窯元「狸庵」の狸信

楽

安
土
桃
山
時
代
。
千
利
休
な
ど
京
の
都
に
集
ま
る
茶
人
た

ち
に
、
信
楽
焼
の
、
明
る
く
大
ら
か
で
純
朴
な
風
合
い

の
良
さ
を
見
出
さ
れ
、「
わ
び
さ
び
」
の
心
を
体

現
す
る
「
茶
陶
」
の
産
地
と
し
て
高
く
評
価
さ
れ

る
こ
と
に
な
っ
た
。「
茶
人
大
名
が
最
初
か
ら
茶

陶
を
焼
か
せ
た
伊
賀
焼
（
古
伊
賀
）
と
違
い
、
古
信

楽
は
茶
人
の
見
立
て
に
よ
っ
て
日
常
的
な
生
活
雑
器
が

水
指
や
花
入
な
ど
の
茶
陶
と
な
っ
て
い
っ
た
ん
で
す
」（
神

崎
さ
ん
）

　

し
か
し
利
休
ら
が
絶
賛
し
た
、
穴
窯
で
焼
か
れ
釉
薬
を
使
わ
ず

灰
か
ぶ
り
の
自
然
釉
を
持
ち
味
と
す
る
焼
締
め
技
法
の
古
信
楽

は
、
江
戸
前
期
、
茶
陶
が
衰
え
る
な
か
で
、
新
た
に
導
入
さ
れ
た

巨
大
な
「
登
り
窯
」
で
焼
か
れ
る
釉
薬
の
か
か
っ
た
茶
壺
な
ど
、

大
量
生
産
型
の
生
活
雑
器
へ
と
代
替
わ
り
し
て
、
歴
史
の
表
舞
台

か
ら
消
え
去
っ
た
。

「
穴
窯
」
の
窯
焚
に
海
外
の
注
目
が
集
ま
る

　

代
わ
っ
て
江
戸
中
期
、
宇
治
か
ら
江
戸
へ
運
ば
れ
る
茶
壺
生
産

で
伸
び
た
信
楽
は
、
明
治
中
期
、
地
元
で
開
発
さ
れ
た
「
な
ま
こ

釉
」
を
使
っ
た
藍
色
の
「
火
鉢
」
で
以
後
、
全
国
シ
ェ
ア
の
九
割

前
後
を
占
め
る
ほ
ど
に
な
っ
た
。
戦
後
の
高
度
成
長
期
以
降
は
、

火
鉢
に
代
わ
っ
て
植
木
鉢
や
傘
立
、
ガ
ー
デ
ン
用
の
陶
製
テ
ー
ブ

ル
セ
ッ
ト
な
ど
、
時
代
の
ニ
ー
ズ
に
合
わ
せ
た
製
品
が
、
あ
る
い

は
ユ
ー
モ
ラ
ス
な
狸
が
日
本
中
の
家
庭
に
広
ま
っ
て
い
っ
た
。

　

一
方
、
釉
薬
を
使
っ
た
生
活
雑
器
生
産
を
主
力
と
す
る
陶
器
産

❶轆轤上の陶土が、手指の動きに伴ってさまざまな器に成形されていく
❷「信楽」独特の風情ある花入など、神崎さんの作品が並ぶ展示室
❸自ら築いた「穴窯」で四昼夜窯焚を続ける神崎さん

1 3
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宝
塚

場
、幕ま
く
あ
い間
な
し
の
ノ
ン
ス
ト
ッ
プ
・
レ
ビ
ュ
ー
で
花
の
パ
リ
と
人
々

の
暮
ら
し
を
表
現
。
評
判
が
評
判
を
呼
ん
で
大
ヒ
ッ
ト
し
た
。「
こ

の
レ
ビ
ュ
ー
が
当
た
ら
な
か
っ
た
ら
、
今
の
宝
塚
歌
劇
も
な
か
っ

た
で
し
ょ
う
ね
」（
小
林
さ
ん
）

　

な
お
、
今
や
ク
ー
ル
ジ
ャ
パ
ン
と
し
て
世
界
を
席
巻
す
る
日
本

の
マ
ン
ガ
・
ア
ニ
メ
の
パ
イ
オ
ニ
ア
・
手
塚
治
虫
は
、
幼
少
期
、

宝
塚
に
暮
ら
し
、
宝
塚
歌
劇
の
フ
ァ
ン
だ
っ
た
。
王
子
の
格
好
を

し
て
活
躍
す
る
王
女
サ
フ
ァ
イ
ア
を
描
い
た
『
リ
ボ
ン
の
騎
士
』

は
、
宝
塚
歌
劇
の
影
響
で
生
ま
れ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。

「
宝
塚
」
か
ら
世
界
へ
オ
リ
ジ
ナ
ル
レ
ビ
ュ
ー
を
発
信

　

戦
後
、
宝
塚
歌
劇
は
、
五
一
年
に
上
演
し
三
カ
月
の
ロ
ン
グ
ラ

ン
公
演
と
な
っ
た
中
国
史
劇
の
ミ
ュ
ー
ジ
カ
ル
大
作
『
虞
美
人
』

の
成
功
、さ
ら
に
オ
イ
ル
シ
ョ
ッ
ク
直
後
の
七
四
年
に
上
演
し
た
、

池
田
理
代
子
原
作
『
ベ
ル
サ
イ
ユ
の
ば
ら
』
の
大
ヒ
ッ
ト

な
ど
で
、
名
実
と
も
に
日
本
を
代
表
す
る
国
民
劇

の
地
歩
を
固
め
た
。

　

な
ぜ
、
宝
塚
歌
劇
が
こ
れ
ほ
ど
観
客
の
心
を
惹

き
つ
け
て
き
た
の
か
。
小
林
さ
ん
は
、
一
貫
し
て
女

性
だ
け
の
レ
ビ
ュ
ー
を
追
求
し
て
き
た
こ
と
が
大
き
な
要
因
の

一
つ
だ
と
言
う
。「
舞
台
と
い
う
の
は
非
現
実
な

世
界
で
す
。
そ
の
舞
台
を
非
現
実
的
に
す
べ
て

女
性
が
演
じ
る
こ
と
で
、
た
と
え
外
国
物
の

ミ
ュ
ー
ジ
カ
ル
で
も
、
お
客
さ
ま
は
違
和
感
な

く
物
語
世
界
に
す
っ
と
入
り
込
め
る
の
で
す
」

す
べ
て
の
観
客
を
楽
し
ま
せ
る
「
国
民
劇
」
を
め
ざ
し
て

　

二
千
五
百
人
の
大
観
衆
が
注
視
す
る
宝
塚
大
劇
場
の
大
舞
台
。

華
麗
な
コ
ス
チ
ュ
ー
ム
に
身
を
包
み
、
古
今
東
西
の
愛
と
ロ
マ
ン

の
物
語
の
主
役
を
演
じ
る
男
役
ト
ッ
プ
ス
タ
ー
と
娘
役
ト
ッ
プ
を

中
心
に
、
多
数
の
男
役
・
娘
役
の
女
優
た
ち
が
絢
爛
豪
華
な
芝
居

と
歌
の
ミ
ュ
ー
ジ
カ
ル
絵
巻
を
繰
り
広
げ
る
。

　
「
宝
塚
歌
劇
に
は
、
老
若
男
女
す
べ
て
の
お
客
さ
ま
に
喜
び
、

楽
し
ん
で
い
た
だ
け
る
健
全
な
国
民
劇
を
創
ろ
う
と
い
う
、
創
始

者
・
小
林
一
三
の
遠
大
な
野
望
が
原
点
に
あ
り
ま
し
た
」
と
語
る

の
は
、
宝
塚
歌
劇
団
理
事
長
の
小
林
公
一
さ
ん
だ
。

　

宝
塚
歌
劇
の
歴
史
は
一
九
一
四
年
、
宝
塚
歌
劇
団
と
宝
塚
音
楽

学
校
の
前
身
、
十
六
人
か
ら
成
る
「
宝
塚
唱
歌
隊
」
の
『
ド
ン
ブ

ラ
コ
』
上
演
か
ら
始
ま
っ
た
。
や
が
て
、
低
料
金
で
誰
も
が
楽
し

め
る
「
国
民
劇
」
実
現
の
た
め
、
小
林
一
三
は
二
四
年
、
そ
れ
ま

で
の
宝
塚
大
劇
場
を
四
千
人
収
容
に
増
設
し
た
。
当
時
、
阪
急
梅

田
︱
宝
塚
間
の
電
車
は
一
両
か
二
両
。
一
両
で
四
千
人
な
ら
、
八

両
編
成
の
電
車
が
走
る
現
代
に
換
算
す
る
と
三
万
二
千
人
規
模
の

劇
場
に
な
り
ま
す
、
と
小
林
さ
ん
は
笑
う
。

　

そ
の
「
無
謀
」
な
企
て
に
命
を
吹
き
込
ん
だ
と
い
わ
れ
る
の
が
、

二
七
年
上
演
の
、
大
階
段
に
ラ
イ
ン
ダ
ン
ス
と
い
う
宝
塚
歌
劇
の

原
型
と
な
っ
た
初
レ
ビ
ュ
ー
『
モ
ン
・
パ
リ
』
だ
っ
た
。
全
十
六

非日常、非現実を演じるタカラヅカの発信力❶宝塚歌劇オフィシャルショップ「キャトルレーヴ」内の棚を飾るタカラジェンヌたちのブロマイド
❷宝塚大劇場のエントランスで開場を待つ大勢のファン　❸宝塚歌劇団理事長・小林公一さん
❹宝塚歌劇の最後を彩る絢爛豪華なフィナーレ　ⓒ宝塚歌劇団

1

2
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も
う
一
つ
、「
清
く
正
し
く
美
し
く
」
を
モ
ッ
ト
ー
と
す
る
宝

塚
歌
劇
団
の
本
拠
地
を
、三
都
（
京
都
、大
阪
、神
戸
）
で
は
な
く
、

「
大
正
ロ
マ
ン
」
と
「
昭
和
モ
ダ
ン
」
の
な
か
で
発
展
し
た
「
宝
塚
」

に
置
い
て
い
る
こ
と
も
、
タ
カ
ラ
ヅ
カ
の
魅
力
を
百
年
近
く
保
ち

続
け
て
い
る
要
素
か
も
し
れ
な
い
。
新
作
や
再
演
以
外
の
海
外
作

品
で
も
、
常
に
タ
カ
ラ
ヅ
カ
の
オ
リ
ジ
ナ
ル
作
品
に
再
構
成
・
演

出
し
て
宝
塚
大
劇
場
で
初
演
し
、東
京
へ
。
以
後
、「
組
」
を
変
え
、

ア
レ
ン
ジ
を
加
え
て
全
国
ツ
ア
ー
へ
、
さ
ら
に
は
欧
米
や
ア
ジ
ア

で
の
海
外
公
演
へ
と
展
開
し
て
い
く
。

　

小
林
さ
ん
に
よ
れ
ば
、
韓
国
な
ど
ア
ジ
ア
の
観
客
は
ま
る
で
コ

ン
サ
ー
ト
会
場
の
よ
う
な
熱
狂
的
歓
声
で
タ
カ
ラ
ジ
ェ
ン
ヌ
の
ス

テ
ー
ジ
を
迎
え
、
本
拠
地
・
宝
塚
大
劇
場
ま
で
観
劇
に
来
る
フ
ァ

ン
も
増
え
て
き
た
。
一
方
、
欧
米
の
観
客
は
当
初
、「
女
性
だ
け

の
ミ
ュ
ー
ジ
カ
ル
」
と
い
う
点
に
戸
惑
い
を
見
せ
る
が
、
ひ
と
た

び
華
麗
な
愛
と
ロ
マ
ン
の
舞
台
に
接
す
る
と
、
違
和
感
な
く
、
そ

の
世
界
に
浸
り
、
楽
し
ん
で
い
る
と
か
。

　
「
日
本
ば
か
り
か
、
世
界
中
の
方
々
が
宝
塚
歌
劇
を
ご
覧
に
な

り
、
日
常
か
ら
解
放
さ
れ
て
元
気
に
な
っ
て
い
た
だ
け
れ
ば
嬉
し

い
で
す
ね
」
と
小
林
さ
ん
は
結
ん
だ
。

●

　

関
西
発
の
文
化
が
、
独
自
性
と
質
の
高
さ
で
世
界
の
注
目
を
集

め
る
︱
︱
千
年
以
上
も
前
に
渡
来
し
た
文
化
を
継
ぎ
磨
き
、
世
界

で
唯
一
と
な
っ
た
今
、
既
に
途
絶
え
た
も
と
の
国
に
里
帰
り
公
演

を
行
っ
て
い
る
奈
良
の
「
雅
楽
」。
長
い
都
の
伝
統
の
な
か
で
公

家
や
寺
院
、
茶
人
や
町
家
の
料
理
を
洗
練
さ
せ
、
世
界
の
グ
ル
メ

に
「
芸
術
」
と
言
わ
し
め
た
「
京
懐
石
」。
安
土
桃
山
期
、
千
利

休
を
驚
か
す
茶
陶
を
焼
き
、戦
後
、昔
日
の
「
穴
窯
」
を
復
興
し
て
、

陶
芸
界
に
新
た
な
活
力
を
与
え
て
き
た
「
信
楽
焼
」。
大
正
ロ
マ

ン
と
昭
和
モ
ダ
ン
の
薫
り
高
い
地
で
生
ま
れ
育
ち
、
日
本
か
ら
世

界
へ
独
自
の
レ
ビ
ュ
ー
文
化
を
発
信
し
て
き
た
「
宝
塚
歌
劇
」。

地
域
に
根
づ
き
、
国
境
を
超
え
て
活
躍
す
る
関
西
文
化
の
今
後
に

注
目
し
た
い
。
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1

2

❶ゲート前から宝塚大劇場の建物を望む
❷外国人も訪れる有楽町の東京宝塚劇場

宝塚市立手塚治
虫記念館前に建
つ「火の鳥」像


