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▶昭和13年に上野で生まれ、昭和40年、久山町に築窯し独立。昭
和43年から日本伝統工芸展日本工芸会会長賞を2年連続受賞ほか
入選多数。昭和55年にハーバード大学に招かれ渡米。ボストン在住。

古
上
野
の
陶
片
に
導
か
れ

　
「
上
野
が
私
の
原
点
。
母
な
る
福
智
山

と
彦
山
川
を
思
う
と
、
ど
こ
に
行
っ
て
も

負
け
な
い
よ
う
な
気
が
す
る
ん
で
す
」。

　

上
野
で
育
ち
、
現
在
は
ア
メ
リ
カ
永
住

権
を
取
得
し
て
い
る
陶
芸
家
・
髙
鶴
元
さ

ん
。
上
野
を
離
れ
、
47
年
経
っ
た
今
も
、

故
郷
へ
の
強
い
思
い
を
持
っ
て
い
ま
す
。

　
「
独
立
し
久
山
で
個

展
を
開
い
た
ん
で
す
が
、

８
百
人
に
招
待
状
を
出
し
、
来
て
く
れ

た
の
は
３
日
間
で
２
人
だ
け
… 

世
間
の

風
の
冷
た
さ
を
実
感
し
ま
し
た
。
ど
う

に
か
し
な
け
れ
ば
と
悩
ん
だ
時
に
ヒ
ン

ト
と
な
っ
た
の
が
、
子
ど
も
の
頃『
釜
ノ

口
窯
』の
跡
地
で
何
気
な
く
拾
っ
て
い
た

『
古
上
野
』の
陶
器
の
破
片
で
し
た
」。

　

そ
こ
か
ら
髙
鶴
さ
ん
の
、
自
身
の
ル
ー

ツ
を
探
る
研
究
が
始
ま
り
ま
し
た
。
ま
だ

誰
も
窯
跡
や
陶
片
に
注
目
し
て
い
な
い
時

代
、
県
の
許
可
を
と
り
、
週
に
１
、２
回

発
掘
調
査
へ
。
約
10
年
間
か
け
て
11
万

点
を
超
え
る
量
の
陶
片
を
集
め
ま
し
た
。

髙
鶴
さ
ん
は
こ
れ
ら
一
つ
ひ
と
つ
を
徹
底

的
に
研
究
し
復
元
。
古
い
陶
片
に
教
え

ら
れ
、
ま
る
で
４
百
年
以
上
前
の
陶
工
の

魂
が
、
髙
鶴
さ
ん
に
作
品
を
生
み
出
さ

せ
て
い
る
よ
う
に
感
じ
た
と
い
い
ま
す
。

　

髙
鶴
さ
ん
は
29
歳
と
い
う
史
上
最
年

少
で
日
本
伝
統
工
芸
展
の
最
高
賞
を
２

年
連
続
受
賞
。
異
例
の
ス
ピ
ー
ド
で
日
本

の
陶
芸
界
に
名
を
馳
せ
て
い
き
ま
し
た
。

ク
レ
イ
ア
ー
テ
ィ
ス
ト  

髙
鶴 

元
さ
ん

制
約
の
中
で
で
き
る
こ
と
を
考
え
る
。

ピ
ン
チ
は
飛
躍
の
チ
ャ
ン
ス
な
ん
で
す
。

逆
境
の
中
で
の
革
新

　

昭
和
55
年
、
41
歳
の
時
に
髙
鶴
さ
ん

は
ハ
ー
バ
ー
ド
大
学
に
客
員
研
究
員
と

し
て
招
か
れ
、
創
作
の
場
を
ア
メ
リ
カ

に
移
し
ま
し
た
。
し
か
し
日
本
と
は
違

う
制
約
が
あ
り
、
髙
鶴
さ
ん
が
こ
だ
わ
っ

て
き
た
薪ま

き

窯
が
使
え
ず
、
さ
ら
に
窯
が

変
わ
れ
ば
今
ま
で
の
植
物
を
使
っ
た
釉

薬
も
合
わ
な
く
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。

　
「
制
約
が
あ
る
な
ら
、
そ
の
制
約
の
中

で
最
大
限
で
き
る
こ
と
を
考
え
れ
ば
い

い
。〝
で
き
ん
〞と
諦
め
れ
ば
そ
れ
で
終
わ

り
で
す
。
同
じ
こ
と
を
続
け
て
い
て
も

衰
退
す
る
だ
け
。
人
は
変
わ
り
続
け
な

け
れ
ば
い
け
な
い
し
、
ピ
ン
チ
は
人
を
飛

躍
さ
せ
る
チ
ャ
ン
ス
で
す
」と
髙
鶴
さ
ん
。

逆
境
の
中
で
鉱
物
を

取
り
入
れ
た
釉
薬
を

考
え
出
し
、
そ
の
鮮

や
か
な
色
彩
が
定
着

し
て
い
き
ま
し
た
。

野
焼
の
窯
元
に
生
ま
れ
、
26
歳

で
独
立
し
た
髙
鶴
元げ

ん

さ
ん
。
徹

底
的
な
研
究
と
発
想
で
、
若
く
し
て
日

本
の
陶
芸
界
に
名
を
馳は

せ
ま
し
た
。
新

聞
、
テ
レ
ビ
な
ど
に
多
数
取
り
上
げ
ら
れ

て
い
た
髙
鶴
さ
ん
で
す
が
、
昭
和
55
年
、

そ
れ
ま
で
の
地
位
や
名
声
を
捨
て
て
渡

米
。
現
在
は
ボ
ス
ト
ン
を
拠
点
と
し
、
世

界
的
に
創
作
活
動
を
展
開
し
て
い
ま
す
。

上

㊤陶片が保管されている久山のスタジオ／
㊥梨、桜、柳、ゴマ、なすび…とにかく目に
つく物は何でも釉薬に試用、その数89種に
及ぶ／㊦気分が明るくなるオブジェの数々

　
「
朝
鮮
半
島
か
ら
海
を
渡
っ
た
陶

工
が
上
野
で
見
事
花
を
咲
か
せ
た
よ

う
に
、
私
も
海
を
渡
り
、
同
じ
よ
う

な
体
験
を
す
る
こ
と
に
な
っ
た
」。

　

上
野
焼
の
先
人
た
ち
に
導
か
れ
る

よ
う
に
髙
鶴
さ
ん
が
た
ど
り
着
い
た
の

は
、
ボ
ス
ト
ン
郊
外
の
街「
ト
ッ
プ
ス

フ
ィ
ー
ル
ド
」。
日
本
語
に
直
訳
す
る

と
、
そ
こ
は
偶
然
に
も「
上
の
野
原

＝
上
野
」で
し
た
。

　
「
伝
承
と
は
、
受
け
取
っ
た
も
の

を
そ
の
ま
ま
次
に
引
き
継
ぐ
こ
と
で

は
あ
り
ま
せ
ん
。
受
け
取
っ
た
台
木

に
新
し
い
接
ぎ
木
を
し
て
、
21
世
紀

の
上
野
焼
を
作
る
こ
と
が
、
自
分
の

使
命
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
」と
語
る

故郷を支えに自分らしく挑み続ける

髙
鶴
さ
ん
。
現
在
は
人
の
気
持
ち
を

明
る
く
さ
せ
る「
色
」を
使
い
、
公
共

の
場
に
設
置
し
て
鑑
賞
し
て
も
ら
え

る
よ
う
な
パ
ブ
リ
ッ
ク
ア
ー
ト
を
展

開
し
て
い
ま
す
。

　
「
今
の
若
い
人
た
ち
に
は
、
そ
れ
ぞ

れ
の
個
性
を
も
っ
と
大
事
に
し
て
ほ

し
い
。
人
の
マ
ネ
を
す
る
必
要
は
あ

り
ま
せ
ん
。
私
は
こ
れ
か
ら
も
故
郷

を
心
の
支
え
に
、
歩
み
を
止
め
ず
自

分
ら
し
さ
を
追
求
し
て
い
き
ま
す
」。

　

望
郷
の
思
い
を
礎
に
、
原
点
回
帰

を
続
け
て
さ
ら
な
る
進
化
を
遂
げ
る

髙
鶴
さ
ん
の
作
品
。
や
き
も
の
の
持

つ
可
能
性
と
魅
力
の
探
求
は
、
果
て

し
な
く
続
い
て
い
き
ま
す
。

屋外に設置されたオブジェと自然の緑が調
和した久山町猪野のスタジオ。山に見守ら
れて育った髙鶴さんは「稜線が福智に似て
いるから」と47年前にこの場所を選びまし
た。自然の木や岩をそのまま映したパブリッ
クアートは、現在、県内を中心に25か所以
上の場を彩り、人の心に癒しを与えています。

母校の上野小の中庭を彩る「縄文の炎」（H17） 薬院大通駅にある約6ｍの大作「Peace」（H17） 26歳の時制作した直方市の「三羽の鳥」（S40）


