
　 

忠
興
と
尊
楷
が
築
い
た
礎

い
し
ず
え

　

千せ
ん
の
り
き
ゅ
う

利
休
の
も
と
で
侘わ

び
茶

の
奥
義
を
極
め
た
細ほ

そ

川か
わ

忠た
だ

興お
き

。

文ぶ
ん

禄ろ
く

・
慶け

い

長ち
ょ
うの
役え

き

で
招
致
さ
れ

た
李り

ち
ょ
う朝
陶
工
・
尊そ

ん

楷か
い

。
こ
の
二

人
の
運
命
的
な
出
会
い
に
よ

っ
て
歴
史
の
扉
は
開
か
れ
ま
し

た
。
開か

い

窯よ
う

に
選
ば
れ
た
場
所

は
福
智
山
の
麓ふ

も
と
、
上あ

が

野の

。
関

ヶ
原
の
戦
い
で
功
を
挙
げ
、
豊ぶ

前ぜ
ん

小
倉
藩
主
と
な
っ
た
細
川

忠
興（
三さ

ん

斎さ
い

）
は
、
１
６
０
２

年（
慶
長
７
年
）、
こ
の
地
に

尊
楷
を
招
い
て
築
窯
さ
せ
ま

す
…
。
上
野
焼
の
始
ま
り
で

す
。
尊
楷
は
地
名
に
ち
な
ん

で
上あ

が

野の

喜き

蔵ぞ
う

高た
か

国く
に

と
名
を
改

め
、
利
休
七し

ち

哲て
つ

の
一
人
で
あ
る
「
三さ

ん

斎さ
い

好ご
の

み
」
の
格

調
高
い
茶
陶
を
献
上
し
続
け
ま
し
た
。
細
川
家（
忠

興
・
忠た

だ

利と
し

父
子
）
の
豊
前
統
治
は
31
年
間
と
短
い
も

の
で
し
た
が
、
こ
の
間
に
上
野
焼
の
確
固
た
る
礎

い
し
ず
え

が
築
か
れ
た
の
で
し
た
。

　

１
６
３
２
年
（
寛
永
９
年
）、
尊
楷
は
藩
主
の
移い

封ほ
う（
国
替
え
）に
従
っ
て
、肥ひ

後ご

熊
本
へ
と
移
り
ま
す
。

そ
の
時
、
子
の
十と

時と
き

孫ま
ご

左ざ

衛え

門も
ん

と
娘む

す
め
む
こ婿
の
渡

わ
た
り

久き
ゅ
う
ざ左

綺麗さびの遠州好み
　上野焼は、徳川将軍家茶

さ

道
どう

指
し

南
なん

役
やく

の大
名茶人・小

こ

堀
ぼり

遠
えん

州
しゅう

が指導した国
くに

焼
やき

で、遠
州好みの茶陶、遠州ゆかりの七

なな

窯
がま

の一つ
として伝えられています。遠州は、千利休、
古
ふる

田
た

織
おり

部
べ

と続いた茶道の本流を受け継い
だ日本三大茶人の一人で「綺

き

麗
れい

さび」と
いう華麗で優美な茶風を創

つく

り上げました。

あ
の
出
会
い
か
ら
四
百
年

原
点
を
踏
ま
え
な
け
れ
ば
語
れ
な
い
、
悠ゆ

う

久き
ゅ
う

の
時
を
経
て
息
づ
く
上
野
の
伝
統
。

１
６
０
２
年
、
小
さ
な
火
が
福
智
山さ

ん

麓ろ
く

で
炎
と
な
り
、
歴
史
は
幕
を
開
け
た
…
。

上野焼を知らない。 63％
町内３小学校の高学年生100人に聞きました。

近江小室藩主で江戸初期の大名茶人。号は
孤
こ

篷
ほう

庵
あん

。従五位下遠
とおとおみのかみ

江守であることから「遠
州」の名で呼ばれる。王朝文化の理念と茶道を
結びつけた「綺

き

麗
れい

さび」の茶風を確立し、茶道
具で遠州が鑑定したものは「中

ちゅうこうめいぶつ

興名物」と称さ
れる（千利休以前のものを「大

おおめいぶつ

名物」、利休時代
のものを「名

めいぶつ

物」という）。建築や造園にも優れ、
その万能さから日本のレオナルド・ダ・ヴィンチ
とも称されている。（画像：大徳寺孤篷庵所蔵）

志
し と ろ

戸呂焼／遠
とおとうみ

江（静岡）、膳
ぜ ぜ

所焼／近
おうみ

江（滋
賀）、朝

あさひ

日焼／山
やましろ

城（京都）、赤
あかはだ

膚焼／大
和（奈良）、古

こ そ べ

曾部焼／摂
せっつ

津（大阪）、上野
焼／豊前（福岡）、高取焼／筑前（福岡県）

で
も
八や

つ

代し
ろ

焼や
き
（
高こ

う

田だ

焼や
き

）
を
創
始
し
ま
す
。
忠
興
が

こ
の
世
を
去
っ
た
直
後
に
、
尊
楷
が
自
ら
扶ふ

持ち

（
俸ほ

う

禄ろ
く

）を
返
上
し
て
出
家
し
た
こ
と
か
ら
も
、
彼
が
い

か
に
忠
興
を
敬
慕
し
て
い
た
か
が
う
か
が
え
ま
す
。

　 

守
り
抜
か
れ
た
伝
統
の
炎

　

細
川
氏
に
か
わ
っ
て
小
倉
城
に
入
城
し
た
小お

笠が
さ

原わ
ら

忠た
だ

真ざ
ね

も
ま
た
、
文
武
に
優
れ
、
特
に
茶
道
に
精

通
し
た
藩
主
で
し
た
。
上
野
焼
は
こ
の
小
笠
原
家
の

も
と
、
藩は

ん

窯よ
う

と
し

て
庇ひ

護ご

さ
れ
、
幕

末
ま
で
守
り
継
が

れ
て
い
き
ま
す
。

や
が
て
明
治
維
新

後
の
廃
藩
置
県
で

小
笠
原
藩
が
な
く

な
っ
た
後
、
上
野

焼
は
一
時
的
に
途

絶
え
た
か
の
よ
う

に
思
わ
れ
ま
し
た

が
、
１
９
０
２
年

安土桃山時代から江戸時代前期の武将、大名。
丹
た ん ご み や づ

後宮津城主を経て豊前小倉細川藩初代藩主
となる。号は三斎。室町幕府滅亡後は父藤

ふじたか

孝
（幽

ゆうさい

斎）とともに織田信長に仕えた。明智光秀の
娘、玉

たま

（ガラシャ）を妻としたが本能寺の変後
は秀吉方につく。関ヶ原の合戦では徳川方に属
し、その戦功により豊前・豊後39万9千石を所
領した。知勇兼備の名将で、茶湯や文芸に通じ、
千利休の高弟として七哲の一人に数えられてい
る。茶道三斎流の祖。（画像：永青文庫所蔵）

衛え

門も
ん

を
上
野
に
残
し
ま
し
た
。
こ
の
決
断
が
上
野

焼
存
続
の
危
機
を
救
い
、
上
野
の
炎
を
燃
や
し
続

け
る
こ
と
に
つ
な
が
り
ま
す
。
細
川
家
移
封
の
際
に

は
、
そ
の
善
政
を
慕
う
多
く
の
領
民
が
共
に
移
ろ

う
と
し
、
そ
の
行
動
を
制
止
す
る「
御お

触ふ
れ

書が
き

」が
領

内
に
出
さ
れ
た
と
い
い
ま
す
。

　

こ
う
し
て
細
川
忠
興
と
い
う
名
君
の
も
と
で
上

野
焼
を
興お

こ

し
、
継
承
さ
せ
た
尊
楷
は
、
肥
後
の
地

（
明
治
35
年
）
田

川
郡
の
補
助
に
よ

り
、
熊
谷
九
八

郎
に
よ
っ
て
再
興

が
遂
げ
ら
れ
ま
し

た
。
そ
の
後
、
土

と
炎
に
挑
む
陶
芸

家
た
ち
が
続
々
と

こ
の
地
に
白
煙
を

立
て
、
上
野
の
炎
は
完
全
に
再
燃
さ
れ
て
い
き
ま
す
。

昭
和
58
年
に
は
国（
経
済
産
業
大
臣
）
指
定
の
伝

統
的
工
芸
品
と
な
り
、
20
軒
を
こ
え
る
窯
元
が
今こ

ん

日に
ち

ま
で
点
在
。
長
い
伝
統
か
ら
生
ま
れ
た
多
彩
な

技
法
を
駆
使
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
窯
元
が
陶と

う

技ぎ

を
磨

き
続
け
て
い
ま
す
。

　

数
々
の
苦
難
を
乗

り
越
え
、
心
と
技
を

幾
世
代
に
も
わ
た
っ

て
伝
え
な
が
ら
、
伝

統
を
守
り
、
昇
華
さ
せ
て
き
た
先
人
陶
工
た
ち
。

４
百
年
を
越
え
る
悠
久
の
歴
史
の
背
景
に
は
、
そ

の
計
り
知
れ
な
い
労
が
、
深
く
刻
ま
れ
て
い
ま
す
。

八代市にある上野焼開祖・尊楷（上野喜蔵）の
墓。忠興（三斎）が亡くなると即座に仏門に入り、
宗
そうせい

清と名乗る。1654年、89歳の生涯を閉じた。

当時の高僧である清
せい

巌
がん

宗
そう

渭
い

の箱書きを残す喜
蔵作の貴重な八代茶碗。史料的に喜蔵作と確
定できるのはこの茶碗のみ。（出光美術館所蔵）

↓尊楷は陶土と清流、燃料の松が豊富な上野で開窯した。

豊前小倉小笠原藩の初代藩主。徳川家康
のひ孫にあたり、九州探題の任を兼ねてい
たといわれている。礼法や茶道に通じ、小
笠原古流を興した。（画像／広寿山福聚寺
所蔵／北九州市立自然史・歴史博物館提供）

【小倉城】細川忠興入城の
ころに開窯した上野焼。後
も小笠原家の藩窯となる。

【熊本城】肥後へと移った
細川家に従い、尊楷は八
代で高田焼を創始する。

７７


