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第
２
回
は
、
や
き
も
の
の
町
、
甲
賀
市
信
楽

へ
。
窯
元
が
軒
を
連
ね
る
長
野
地
区
界
隈
を
訪

ね
ま
し
た
。

　
信
楽
は
か
つ
て
畿
内
と
東
海
と
を
結
ぶ
街
道

の
町
と
し
て
の
歴
史
を
持
ち
、
茶
湯
を
発
展
さ

せ
た
京
都
や
奈
良
に
近
い
こ
と
か
ら
製
陶
が
栄

え
た
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
付
近
で
は
や
き

も
の
に
適
し
た
土
が
豊
富
に
産
出
さ
れ
、
陶
工

た
ち
に
と
っ
て
も
理
想
郷
だ
っ
た
と
い
え
そ
う

で
す
。
い
に
し
え
の
浪
漫
漂
う
町
な
か
に
は
窯

元
が
点
在
し
、
迷
い
込
ん
で
み
た
く
な
る
よ
う

な
小
道
も
た
く
さ
ん
。
道
端
に
は
無
造
作
に
や

き
も
の
が
置
か
れ
、
長
い
煙
突
が
陶
房
の
あ
り

か
を
示
し
て
い
ま
す
。

　
2
0
0
3
年
、
地
域
の
窯
元
が
多
く
の
人

に
や
き
も
の
の
よ
さ
を
体
感
い
た
だ
く
べ
く

「
窯
元
散
策
路
の
w
a
」
を
結
成
し
、
工
房
の

公
開
な
ど
を
始
め
ま
し
た
。
窯
元
の
皆
さ
ん
が

お
す
す
め
す
る
散
策
路
は
、
甲
賀
市
の
健
康
推

進
事
業
の
一
環
と
し
て
B
I
W
A
Ｉ
T
E
K
U

に
も
登
録
さ
れ
て
い
ま
す
。
今
回
は
そ
の
一
部

を
ご
紹
介
し
ま
す
。

ス
タ
ー
ト
地
点
は
信
楽
駅

目
印
は
大
た
ぬ
き

　
信
楽
高
原
鐵
道
信
楽
線
の
終
着
点
「
信
楽

駅
」
を
降
り
る
と
出
迎
え
て
く
れ
る
の
が
大

た
ぬ
き
。
季
節
ご
と
に
衣
替
え
を
し
て
い
る

こ
と
も
あ
り
ま
す
。
信
楽
と
い
え
ば
こ
の
た

ぬ
き
。「
他
を
抜
く
」
の
意
味
か
ら
商
売
繁

盛
の
縁
起
物
と
さ
れ
る
だ
け
で
は
な
く
、
八

つ
の
持
ち
物
そ
れ
ぞ
れ
に
も
縁
起
が
あ
り
ま

す
。
現
地
で
探
っ
て
み
て
く
だ
さ
い
。

　
国
道
を
渡
る
と
右
手
に
「
信
楽
伝
統
産
業

会
館
」。
信
楽
焼
の
工
芸
品
や
参
考
品
、
関
連

甲賀市信楽甲賀市信楽
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版築

レトロな
ペンギン

歩
い
て
楽
し
む
や
き
も
の
の
味
わ
い
、町
の
奥
行

信
楽 

窯
元
散
策
と

滋
賀
県
立
陶
芸
の
森
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校
の
講
堂
を
移
築
し
た
も
の
で
、
作
業
場
と

し
て
活
用
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
現
在
は
ギ
ャ

ラ
リ
ー
が
併
設
さ
れ
て
お
り
、
お
買
い
物
も

楽
し
め
ま
す
。
信
楽
で
も
珍
し
い
「
重
油
窯
」

を
再
生
し
た
ギ
ャ
ラ
リ
ー
に
ご
注
目
を
。

の
ぼ
り
窯 

宗
陶
苑

　
江
戸
時
代
に
築
窯
さ

れ
た
日
本
最
大
規
模
の

登
り
窯
で
す
。
昔
な
が

ら
の
12
室
で
構
成
さ
れ

て
お
り
、
今
も
な
お
使

い
続
け
て
い
る
の
は
、

唯
一
こ
ち
ら
の
窯
元
だ

け
。
手
づ
く
り
の
製
造

工
程
や
登
り
窯
で
の
仕
事
の
見
学
が
で
き
、

茶
陶
を
中
心
と
し
た
展
示
場
や
茶
室
も
備
え

て
い
ま
す
。
陶
芸
教
室
で
は
手
び
ね
り
な
ど

の
陶
芸
体
験
も
楽
し
め
ま
す
。

　
新
宮
神
社
に
続
く
商
店
街
、陶
美（
す
え
み
）

通
り
に
は
、
ま
ち
な
か
交
流
拠
点
「
Ｆ
Ｕ
Ｊ

Ｉ
Ｋ
Ｉ
」
が
あ
り
ま
す
。
世
界
中
の
陶
芸
家

が
陶
芸
の
森
滞
在
中
に
制
作
し
た
作
品
を
は

じ
め
、
様
々
な
企
画
展
が
開
催
さ
れ
ま
す
。

窯
元
散
策
路
の
道
し
る
べ
、

信
楽
焼
の
敷
石

　
窯
元
散
策
路
に
は
、
ろ
く
ろ
坂
、
ひ
い
ろ

壺
坂
、
窯
場
坂
が

あ
り
ま
す
。
こ
の

散
策
路
に
は
信
楽

焼
の
敷
石
が
は
め

込
ま
れ
て
お
り
、

道
案
内
の
標
識
に

な
っ
て
い
ま
す
。

資
料
等
が
展
示
さ
れ
て
い
ま
す
。
道
の
突
き

当
り
に
あ
る
の
が
「
新
宮
神
社
」
で
す
。
毎

年
７
月
、
火
へ
の
感
謝
と
安
全
の
祈
り
を
込

め
て
「
信
楽
火
祭
り
」
が
行
わ
れ
ま
す
。
こ

こ
が
「
窯
元
散
策
路
」
の
起
点
と
な
り
ま
す
。

明
山
窯
直
営
の
カ
フ
ェ・シ
ョ
ッ
プ

ギ
ャ
ラ
リ
ー
Ｏ
g
a
m
a

　
ろ
く
ろ
坂
を
登
り
き
る
と
見
え
て
く
る
の

が
古
い
大
き
な
登
り
窯
。
役
目
を
終
え
た
こ

の
登
り
窯
と
作
陶
小
屋
を
ギ
ャ
ラ
リ
ー
や
カ

フ
ェ
と
し
て
再
生
し
た
の
が
O
g
a
m
a
で

す
。
日
本
の
近
代
化
を
支
え
た
信
楽
の
文
化

遺
産
に
じ
っ
く
り
ふ
れ
て
み
て
く
だ
さ
い
。

谷
寛
窯 

ギ
ャ
ラ
リ
ー
陶
ほ
う
ざ
ん

　
O
g
a
m
a
か
ら
窯
場
坂
へ
向
か
う
と
煉

瓦
造
り
の
高
い
煙
突
が
見
え
ま
す
。
そ
こ
が

谷
寛
窯
で
す
。
建
物
は
明
治
時
代
の
師
範
学

や
き
も
の
を
通
じ
て
滋
賀
県
の
文
化
を
世
界
に
発
信

滋
賀
県
立
陶
芸
の
森

　
滋
賀
県
立
陶
芸
の
森
は
、
滋
賀
か
ら
世

界
へ
の
情
報
発
信
を
目
的
と
し
て
、
平
成

２
年（
1
9
9
0
年
）６
月
に
開
設
さ
れ
ま

し
た
。
や
き
も
の
を
通
じ
た
創
造
や
研
修
、

展
示
な
ど
多
様
な
機
能
を
備
え
た
公
園
と

し
て
、
ま
た
、
地
域
産
業
の
振
興
や
新
し

い
文
化
創
造
を
担
う
人
、
物
、
情
報
の
交

流
拠
点
と
し
て
親
し
ま
れ
て
い
ま
す
。

　
陶
芸
館
、
信
楽
産
業
展
示
館
、
創
作
研

修
館
、
そ
し
て
広
場
、
４
つ
の
エ
リ
ア
と

そ
れ
ぞ
れ
の
コ
ン
セ
プ
ト
で
構
成
さ
れ
て

い
ま
す
。
庭
園
内
の
随
所
に
陶
芸
家
の
作

品
を
展
示
。
自
然
豊
か
な
公
園
と
し
て
も

楽
し
め
ま
す
。

体
験
や
イ
ベ
ン
ト
も

盛
り
だ
く
さ
ん

　
陶
芸
の
森
で
は
展
示

だ
け
で
は
な
く
、
参
加

型
の
イ
ベ
ン
ト
も
開
催

し
て
い
ま
す
。
や
き
も
の
と
そ
の
周
辺
に

あ
る
文
化
に
つ
い
て
、
広
く
楽
し
み
な
が

ら
学
べ
る
「
し
が
ら
き
学
ノ
ス
ス
メ
」（
大

人
向
け
講
座
）
を
は
じ
め
、
連
休
や
夏
休

み
期
間
中
に
は
、
親
子
で
楽
し
め
る
講
座

「
つ
ち
っ
こ
プ
ロ
グ
ラ
ム
」（
こ
ど
も
向
け

講
座
）
が
人
気
で
す
。
ま
た
、県
内
在
住
、

在
勤
の
陶
芸
作
家
が
出
展
す
る
セ
ラ
ミ
ッ

ク
・
ア
ー
ト
マ
ー
ケ
ッ
ト
や
、
全
国
か
ら

作
品
が
集
ま
る
作
家
市
で
は
、
質
の
高
い

作
品
の
販
売
も
行
わ
れ
ま
す
。

※
イ
ベ
ン
ト
に
つ
き
ま
し
て
は
必
ず
事
前
に

開
催
の
確
認
や
予
約
を
お
願
い
し
ま
す
。お問合せ　滋賀県甲賀市信楽町勅旨2188-7

　　　　　TEL.0748-83-0909
　　　　　詳しくは「陶芸の森」で検索を！

豊かな自然を取り込み、起伏に富んだ庭園

陶器のさまざまなオブジェはこの森ならでは

信楽や世界のやきものについての企画展が開かれる陶芸館

1Fのカフェ

今は使われていない登り窯

ここバエ

ポイント！！
ここバエ

ポイント！！

重油窯ギャラリー

師範学校の講堂を移築した旧作業場の建物

現在も稼働している信楽唯一の登り窯

ここバエ

ポイント！！
ここバエ

ポイント！！
ここバエ

ポイント！！
ここバエ

ポイント！！
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