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独
学
で
あ
り
な
が
ら
、
生
涯
で
こ
れ
ほ
ど
多
く
の
作
風
に
挑
ん
だ
陶
芸
家
は
稀
で
は

な
い
で
し
ょ
う
か
。
石い
し
ぐ
ろ
む
ね
ま
ろ

黒
宗
麿
は
、
古
代
か
ら
連
綿
と
積
み
重
ね
ら
れ
た
陶
芸
技
法
の

数
々
を
紐
解
き
、
再
現
し
、
そ
れ
を
自
身
の
表
現
に
取
り
込
も
う
と
し
た
人
で
し
た
。

陶
片
を
師
に
、
物
の
声
に
懸
命
に
耳
を
傾
け
て
陶
芸
を
学
び
ま
し
た
。
晩
年
の
石
黒
が

暮
ら
し
、
作
陶
の
場
と
し
た「
八や
せ
と
う
よ
う

瀬
陶
窯
」
に
は
、
自
身
の
理
想
を
追
い
求
め
、
先
人
た

ち
の
技
法
に
学
び
続
け
た
石
黒
の
痕
跡
が
随
所
に
残
っ
て
い
ま
す
。

　

石
黒
は
自
身
に
厳
し
く
、
一
度
の
窯
焚
き
で
良
し
と
す
る
の
は
数
十
の
う
ち
数
え
る

ほ
ど
だ
っ
た
と
い
い
ま
す
。
八
瀬
陶
窯
の
登
り
窯
周
辺
か
ら
は
、
石
黒
が
割
っ
た
も
の

と
思
わ
れ
る
陶
片
が
多
く
見
つ
か
っ
て
お
り
、
そ
の
ひ
と
つ
ひ
と
つ
が
石
黒
の
作
陶
風

景
を
今
に
伝
え
て
い
ま
す
。
陶
片
に
み
ら
れ
る
石
黒
の
試
行
錯
誤
は
、
人
間
国
宝
と
し

て
の
偉
大
な
イ
メ
ー
ジ
で
は
な
く
、
自
身
の
内
面
を
土
に
う
つ
そ
う
と
し
た
表
現
者
と

し
て
の
苦
悩
そ
の
も
の
で
す
。

　

京
都
精
華
大
学
で
は
、
八
瀬
陶
窯
と
そ
こ
に
残
さ
れ
た
陶
片
の
検
証
を
起
点
と
し
た

調
査
・
研
究
活
動
を
2
0
1
8
年
か
ら
お
こ
な
っ
て
い
ま
す
。
八
瀬
陶
窯
は
、
大
正
・
昭

伝
統
に
根
ざ
し
、
伝
統
に
縛
ら
れ
ず
。

京
都
精
華
大
学　

八
瀬
陶
窯
研
究
会　

2
0
1
8
年
度
研
究
活
動

京
都
精
華
大
学
50
周
年
記
念
展「
石
黒
宗
麿
と
八
瀬
陶
窯 

― 

五
〇
年
目
の
窯
出
し 

―
」

は
じ
め
に

和
を
生
き
た
文
人
の
美
意
識
を
今
に
伝
え
ま
す
。
そ
し
て
、
暮
ら
し
と
作
陶
が
連
続
し

た
人
生
を
送
っ
た
石
黒
の
精
神
性
を
読
み
解
く
に
は
こ
れ
以
上
な
い
場
所
で
す
。
調
査

研
究
の
結
果
、
登
り
窯
周
辺
で
土
砂
に
埋
も
れ
て
い
た「
灯
油
窯
」
と「
楽
窯
」
が
新
た
に

発
見
さ
れ
、
こ
れ
ま
で
明
ら
か
に
な
っ
て
い
な
か
っ
た
石
黒
の
作
陶
設
備
を
知
る
手
が

か
り
と
な
り
ま
し
た
。

　

2
0
1
8
年
6
月
、
本
研
究
の
一
環
と
し
て
実
施
し
た
登
り
窯
測
量
調
査
に
お
い
て
、

窯
内
か
ら
石
黒
作
と
お
も
わ
れ
る「
木こ
の
は
て
ん
も
く
ち
ゃ
わ
ん

葉
天
目
茶
碗
」
が
発
見
さ
れ
ま
し
た
。
本
作
品
は

焼
成
時
に
容
れ
る「
匣さ

や鉢
」に
納
め
ら
れ
た
状
態
で
残
っ
て
お
り
、
焼
成
時
に
匣
鉢
と
作

品
の
付
着
を
防
ぐ
た
め
の
目
土
も
付
着
し
た
ま
ま
だ
っ
た
こ
と
か
ら
、
石
黒
自
身
が
焼

成
後
に
取
り
出
す
の
を
忘
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
本
作
品
に
お
い
て
は
未
解
明

な
部
分
も
多
く
、
今
後
さ
ま
ざ
ま
な
機
関
と
協
力
し
て
全
容
を
解
明
し
て
い
き
ま
す
。

　

石
黒
宗
麿
没
後
50
年
を
迎
え
た
今
は
、
京
都
精
華
大
学
が
開
学
し
て
50
年
目
の
節
目

で
も
あ
り
ま
し
た
。
京
都
精
華
大
学
で
は
、
こ
の
巡
り
合
わ
せ
の
年
に
起
き
た「
50
年
目

の
窯
出
し
」
を
契
機
に
、
今
後
、
石
黒
の
作
陶
技
法
の
変
遷
や
、
陶
芸
へ
の
向
き
合
い
方
、

同
時
代
の
芸
術
家
交
流
な
ど
に
つ
い
て
研
究
を
深
め
て
い
く
予
定
で
す
。

　

大
き
な
発
見
は
あ
り
ま
し
た
が
、
研
究
活
動
と
し
て
は
第
一
歩
目
で
す
。

　

新
た
に
知
り
得
た
石
黒
の
作
陶
風
景
を
共
有
す
る
と
と
も
に
、
い
ま
だ
明
ら
か
に
な
っ

て
い
な
い
人
物
像
を
皆
様
と
共
に
考
え
る
き
っ
か
け
に
な
れ
ば
う
れ
し
く
思
い
ま
す
。

京
都
精
華
大
学　

八
瀬
陶
窯
研
究
会

「
石
黒
宗
麿
と
八
瀬
陶
窯 

― 

五
〇
年
目
の
窯
出
し 

―
」
展　

実
行
委
員
会
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は
じ
め
に

展
覧
会
「
石
黒
宗
麿
と
八
瀬
陶
窯 

― 

五
〇
年
目
の
窯
出
し 

―
」

八
瀬
陶
窯
に
つ
い
て

石
黒
宗
麿
に
つ
い
て

一
、 

八
瀬
に
窯
を
開
く

二
、 

石
黒
宗
麿
の
陶
器
作
り

三
、 

五
〇
年
目
の
窯
出
し

オ
ー
プ
ニ
ン
グ
ト
ー
ク
「
八
瀬
で
の
石
黒
宗
麿
を
語
る
」　
抄
録

八
瀬
陶
窯 

探
訪
ツ
ア
ー

石
黒
宗
麿
年
譜

八
瀬
陶
窯
と
石
黒
宗
麿
に
関
す
る
研
究

陶
片
に
つ
い
て

木
葉
天
目
茶
碗

寄
稿

木
村
盛
伸
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鯉
江
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保
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馬
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八
瀬
陶
窯
に
つ
い
て

1936（ 昭 和11）年、石黒 宗 麿が43 歳のときに
京都市左京区八瀬に築窯。以後、暮らしと作陶
の場として晩年までを過ごす。庭にはさまざま
な木々や草花が植えられ、自然の景色をこよな
く愛した文人・石黒宗麿の横 顔を今に伝える。
2003 年から京都精華大学が管理をしている。

Yase Toyo Kiln
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石
黒
宗
麿
に
つ
い
て

石黒宗麿　1893 –1968

1893（明治26）年、富山県射水郡作道村（現射
水市）に医者の長男として生まれる。25 歳の頃
に見た曜変天目茶 碗の美しさに感銘を受け陶
芸家を志す。東京、埼玉、金沢と転居しながら作
陶を続け、1927（昭和2）年に京都市東山区に
居を移す。天目釉を中心に東洋古陶磁のさまざ
まな技法研究に取り組んだが特定の師にはつ
かず、古陶磁を教材として製陶研究に勤しんだ。
1936（昭和11）年には京都市左京区八瀬に築
窯した住居兼工房である「八瀬陶窯」で作陶を
始める。1955（昭和30）年、鉄釉陶器の技法で
重要無形文化財保持者（人間国宝）認定を受け
た。1956（昭和31）年に八瀬陶窯を財団法人化
し、後進の陶芸家養成の拠点づくりをめざした。

ISHIGURO Munemaro
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一、八瀬に窯を開く

1936（昭和 11）年 8月、東山・蛇ヶ谷から洛北・八瀬に移り住んだ。
二度にわたって取得した土地（1936 年 515㎡ /1943 年 1074㎡）の購入費と、
住居と登り窯、茶室の建設費はすべて支援者が負担した。
石黒は 1968（昭和 43）年にこの世を去るまでここで暮らし作陶した。

八瀬陶窯 記録映像　

2018年　山地憲太［SHINSEKI］   2分45秒
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玄関扁額「栩
く あ ん

庵」（清
し み ず ひ あ ん

水比庵揮毫）

八瀬陶窯の住家玄関上に掲げてある石黒の号の額。八瀬の地が栩
くぬぎ

林であったため栩庵と名付けた。

陶片　制作年不明

八瀬陶窯の登り窯周辺から発掘
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7. 失
しっとうゆうわん

透釉碗 銘「野
の わ け

分」　1965年頃

乳濁した釉薬を総称して「失透釉」とした。表
千家の即中斎宗匠が「野分」と銘した威風堂々
とした茶碗。

1. 彩
さいじちょうもんぼん

瓷鳥文盆　1962年頃

釉彩や彩泥の技法を「彩瓷」と称した。黒と赤
茶のチョーク描で三羽の鳥と樹木をデザイン
化し描いている。透明感ある淡青釉が美しい。

石黒宗麿による作品（銀座 黒田陶苑所蔵）

14 / 36

257

2. 千
せ ん て ん じ ご う す

点瓷合子　1940年頃

白化粧に黒絵を施したのち、飛
とびかんな

鉋の技法で千
点文をつけた作品。白と黒の対比が美しい。

3. 赤
あ か え ぶ つ も ん じ ひ ら ち ゃ わ ん

絵佛文字平茶碗　1942年頃

赤・紫 紺・緑・茶・黒の上 絵で 佛文を描き、
その周りにはサンスクリットで詩を書き入れた
異色ともいえる茶碗。

4. 赤絵壷　1967年頃

鬼
ほおずき

灯の実をデザイン化し、さらに抽象化した
文様を赤絵で描く。石黒宗麿の現代性が詰め
込まれている逸品。

5. 柿
かきゆうみずさし

釉水指　1955年頃

制作初期から晩年までの長い間手がけた石黒
を代表する柿釉。落ち着いた渋みがある理想的
な発色の柿釉が掛かる阿

あ こ だ

古佗形をした作品。

6. 番茶器　1936年頃

石黒宗麿 43 歳の時、八瀬陶窯で初めて作っ
た記念的な作品。信楽土を用いた絵唐津風の
この番茶器セットには、作品と箱に「八瀬初窯」
の押印や落款が残されている。
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二、石黒宗麿の陶器作り

師を持たなかった石黒は古の陶工の作に学び、その高い技術と美意識を理想として追い求めた。
石黒はなによりも自身の作陶に厳しく、一度の窯焚きで多くの作品を焼いても
人に売るのは4つか5つ程度だったという。
気に入らない作品は割り、多くの陶片だけが残った。
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陶片　制作年不明

八瀬陶窯の登り窯周辺から発掘。窯の近くに廃棄してあった陶片を収集、整理をするとその数500 片以上になった。八瀬での作
品をほぼ網羅するこれらの陶片からは、釉薬の厚み、土の質感、高台の造りなど、石黒の手の跡を感じることができる。
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石黒宗麿 作品映像　

出典：小山冨士夫監修『石黒宗麿作陶五十選』
朝日新聞社　1972 年　4 分10 秒

提供：射水市新湊博物館

八瀬陶窯 資料映像　

提供：射水市新湊博物館　4 分22 秒
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三、五〇年目の窯出し

京都精華大学では2018（平成30）年から八瀬陶窯とそこに残された陶片の研究を開始した。
作陶と暮らしの場と、良しとしなかった作品の欠片からその精神性を紐解こうとするものだ。
6 月には石黒作と考えられる「木葉天目茶碗」が見つかり、
これまで知られなかった石黒の作陶風景を検証するきっかけとなった。
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1. ツク　

作品を窯詰する際に棚を支える支柱。昔は耐火粘土で手作りをして
いた。これも石黒が作ったものであろうか。

2. 匣
さ や

鉢　

登り窯での焼成時に作品に炎が当たり灰が被るのを防ぐため、中に作
品を収める道具。作品の大きさに合わせて様々な大きさ、形がある。

3. トチン　

棚板に釉薬がつかないようにするための道具

4. フロッタージュ　

胴
ど う ぎ

木間の屋根、二の間のサマ穴、露出した壁面の煉瓦から採取

八瀬陶窯 登り窯 模型　2018 年　

諏佐遙也［ZOUZUO MODEL］　油土　縮尺1:12

3

4

2

1
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木葉天目茶碗　制作年不明

京都精華大学所蔵

石黒陶窯の測量調査　提供：立命館大学・早稲田大学他調査研究チーム

立命館大学・早稲田大学他調査研究チームが今年行った
八瀬陶窯（陶窯・工房・邸宅）の考古学的・建築学的調査の成果を公開。
登り窯の3Dモデルを動画・パネルで提示し、石黒邸建築、庭園の実測図の他、
モデルを自由に動かすことができるインタラクティブ・コンテンツも合わせて展示。

石黒陶窯の 3D データ　2018 年

考古学的調査の基礎作業として写真計測を行い、
色情報を有した精度の高い3Dモデルを生成

陶片　制作年不明

八瀬陶窯の登り窯周辺から発掘
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展
覧
会
関
連
イ
ベ
ン
ト

オ
ー
プ
ニ
ン
グ
ト
ー
ク

米
原　

当
時
の
風
景
写
真
を
見
る
と
、
建

物
や
庭
の
感
じ
な
ん
か
は
今
と
そ
う
変
わ

ら
な
い
で
す
ね
。
当
時
と
ち
ょ
っ
と
違
う

の
は
庭
に
あ
っ
た
お
茶
室
が
も
う
今
は
な

い
と
い
う
こ
と
、
も
う
ひ
と
つ
は
窯
の
隣

の
物
置
が
な
い
と
い
う
こ
と
。
こ
こ
で
生

活
と
作
陶
を
し
て
い
た
ん
で
す
ね
。
古

い
写
真
に
は
奥
様
の
と
う（
＊
1
）
さ
ん
が

写
っ
て
い
ま
す
ね
。
飼
い
犬
と
一
緒
の
写

真
も
多
い
で
す
ね
。
石
黒
さ
ん
と
い
う
方

は
ず
い
ぶ
ん
犬
が
お
好
き
だ
っ
た
ん
で
す

よ
ね
。

馬
場　

そ
う
で
す
ね
。
私
が
石
黒
先
生
の

と
こ
ろ
に
い
た
の
は
昭
和
38（
1
9
6
3
）

年
か
ら
亡
く
な
る
前
年
の
42（
1
9
6
7
）

年
の
12
月
の
末
日
ま
で
で
し
た
が
、
そ
の

頃
も
犬
を
飼
っ
て
ら
っ
し
ゃ
い
ま
し
た
。

奥
村　

昭
和
38
年
だ
と
石
黒
さ
ん
は
70

歳
。
馬
場
さ
ん
が
お
ら
れ
た
の
は
74
歳
ま

で
で
す
ね
。

米
原　

石
黒
さ
ん
の
書
簡
な
ど
に
は
け
っ

こ
う
犬
の
話
題
が
多
か
っ
た
り
と
溺
愛
し

2018年12月14日［金］
オープニングトーク「八瀬での石黒宗麿を語る」

会場：京都精華大学ギャラリーフロール

第一部：木村盛伸［陶芸家］、清水保孝［陶芸家］、 馬場弘吉［陶芸家］、森口邦彦［染色家］

第二部：小野公久［陶芸ジャーナリスト］

聞き手：米原有二、奥村博美

レセプション（トーク終了後）

会場：京都精華大学iC-Cube（明窓館M-101）

て
い
る
様
子
も
み
え
ま
す
。

馬
場　

私
が
行
っ
て
い
た
当
時
は
も
う
そ

ん
な
に
犬
に
は
興
味
は
持
っ
て
お
ら
れ
な

く
て
犬
の
世
話
は
ほ
と
ん
ど
奥
さ
ん
が
し

て
お
ら
れ
ま
し
た
。
あ
と
は
私
が
散
歩
に

連
れ
て
行
く
く
ら
い
で
し
た
ね
。

米
原　

作
陶
に
つ
い
て
で
す
が
、
石
黒

さ
ん
は
足
が
ま
だ
丈
夫
な
頃
は
蹴
ロ
ク

ロ
で
作
陶
し
て
い
た
ん
で
す
よ
ね
。
た

だ
、
晩
年
は
か
な
り
足
が
悪
く
な
っ
て

し
ま
っ
た
。

馬
場
　
そ
う
で
す
ね
、
私
が
い
た
頃
に
は

も
う
足
を
患
っ
て
お
ら
れ
て
、
蹴
ロ
ク
ロ

で
は
な
く
、
電
動
ロ
ク
ロ
を
使
っ
て
お
ら

れ
ま
し
た
。

米
原　

今
は
取
り
壊
さ
れ
て
い
ま
す
が
、

以
前
は
登
り
窯
の
隣
に
作
業
場
が
あ
っ
た

ん
で
す
ね
。

馬
場　

そ
う
で
す
ね
。
先
生
は
土
は
自
分

で
合
わ
せ
て
お
ら
れ
ま
し
た
。
私
が
い
た

頃
は
稲
荷
山
の
辺
り
で
採
っ
た
砂
を
混
ぜ

て
お
ら
れ
ま
し
た
ね
。
こ
の
砂
の
こ
と
を

先
生
は
「
生な
ま
ぜ砂
」
と
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
ま

し
た
。
そ
れ
を
か
な
り
の
量
の
割
合
で
土

八
瀬
陶
窯
で
の
作
陶
風
景

に
混
ぜ
て
使
っ
て
ら
っ
し
ゃ
い
ま
し
た
。

土
を
揉
む
時
に
底
が
ざ
く
、
ざ
く
っ
と
割

れ
て
く
る
ほ
ど
で
、
非
常
に
揉
み
づ
ら
い

土
で
し
た
。

奥
村　

も
と
も
と
土
は
ど
う
い
う
風
に
仕

入
れ
て
お
ら
れ
ま
し
た
？

馬
場　

鉄
絵
の
作
品
は
普
通
に
市
販
さ
れ

て
る
信
楽
の
土
に
砂
と
蛙が
い
ろ
め目
を
足
し
て

使
っ
て
お
ら
れ
ま
し
た
。
赤
絵
な
ど
は
ま

た
違
う
土
を
使
っ
て
お
ら
れ
ま
し
た
。

奥
村　

苔
寺
か
ら
土
を
持
っ
て
き
て

使
っ
て
い
た
と
い
う
エ
ピ
ソ
ー
ド
も
あ

り
ま
す
ね
。

木
村　

先
生
が
苔
寺
に
土
を
採
り
に
行
か

れ
る
時
に
誘
わ
れ
て
ご
一
緒
し
ま
し
た
。

奥
村　

そ
う
い
う
時
は
石
黒
さ
ん
も

リ
ュ
ッ
ク
サ
ッ
ク
と
か
背
負
っ
て
い
か
れ

る
ん
で
す
か
？

木
村　

え
え
、
そ
う
で
す
ね
。
確
か
、
そ

の
時
は
足
を
怪
我
さ
れ
て
い
た
と
思
う
の

で
す
が
。
そ
の
後
、
そ
の
土
で
ど
ん
な
作

品
を
作
ら
れ
た
か
と
い
う
の
は
お
聞
き
し

て
な
い
ん
で
す
。
先
生
は
土
を
見
る
勘
を

持
っ
て
い
ら
っ
し
ゃ
っ
た
と
思
い
ま
す
。

＊1. 名古屋の置屋・鶴屋の芸妓岩佐とうと1921年に結婚。

オープニングトークは二部構成でおこなわれ、第一部では生前の石黒宗麿と交流
のあった本展実行委員会の木村盛伸氏、清水保孝氏、馬場弘吉氏、森口邦彦氏の
4名、 第二部では、同じく実行委員で長年にわたり石黒の調査研究を続けている
小野公久氏が、本展企画者とともに石黒の来歴やその作品について語り合った。 
ここでは第一部の抄録を掲載する。
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ど
の
作
品
を
見
て
も
「
え
え
土
使
っ
て
は

る
な
ぁ
」
と
感
じ
ま
す
ね
。

奥
村　

な
る
ほ
ど
。
釉
薬
に
し
て
も
、
柄

杓
い
っ
ぱ
い
に
釉
薬
を
入
れ
て
ざ
っ
と

扱
っ
て
い
た
と
い
う
よ
う
な
逸
話
が
残
っ

て
い
ま
す
ね
。

木
村　

ら
し
い
で
す
ね
ぇ
。
そ
れ
は
大
変

な
こ
と
で
す
よ
ね
。
実
際
に
は
、
う
ま
く

色
が
出
て
き
た
時
に
は
そ
の
釉
は
な
く

な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
、
と
い
う
よ
う
な

こ
と
を
聞
き
ま
し
た
。
正
確
に
秤
で
計
る

よ
う
な
こ
と
は
な
か
っ
た
み
た
い
で
す

ね
。

馬
場　

先
生
は
頭
脳
明
晰
で
、
勘
の
す
る

ど
い
方
で
し
た
。
釉
を
合
わ
せ
る
と
き
も

秤
は
ま
っ
た
く
使
わ
れ
な
い
。
材
料
を
紙

袋
か
ら
直
接
、
水
を
張
っ
た
甕か
め

に
ざ
っ
と

入
れ
て
お
ら
れ
ま
し
た
。
灰
は
ご
自
分
の

風
呂
場
で
炊
い
た
薪
の
灰
で
す
ね
。
そ
れ

を
バ
ケ
ツ
に
入
れ
て
水
に
漬
け
て
。
そ
し

て
、
あ
く
る
日
に
バ
ケ
ツ
の
上
水
を
杓
で

す
く
っ
て
甕
の
中
へ
ば
っ
、
ば
っ
と
入
れ

て
い
く
。

奥
村　

灰
は
一
晩
で
す
か
？

馬
場　

一
晩
で
す
ね
。
あ
と
は
、
そ
の
甕

を
だ
ー
っ
と
か
き
混
ぜ
て
終
わ
り
。
篩ふ
る
いも

甕
の
中
へ
突
っ
込
ん
で
、
そ
れ
を
3
、
4

回
も
繰
り
返
さ
れ
る
ん
で
す
よ
。
杓
で
す

く
っ
て
別
の
バ
ケ
ツ
に
入
れ
る
な
ん
て
こ

と
は
し
な
い
。
で
、
焼
く
と
ね
、
そ
こ
の

と
こ
ろ
が
よ
く
焼
き
あ
が
っ
と
る
ん
で
す

よ
。

奥
村　

そ
う
い
う
の
は
五
条
の
共
有
窯

へ
持
っ
て
行
っ
て
焼
い
て
い
た
ん
で
す

よ
ね
？

馬
場　

い
え
、
私
が
通
い
始
め
た
当
時
は

清
水
卯
一（
＊
2
）
先
生
の
窯
で
す
ね
。
作

品
も
唐
津
風
で
は
な
く
、
柿
釉
で
す
ね
。

柿
釉
の
壺
に
筆
で
ち
ゃ
っ
、
ち
ゃ
っ
と
書

い
た
よ
う
な
壺
は
、
今
も
名
品
と
し
て
多

く
残
っ
て
い
ま
す
が
、
そ
う
い
う
よ
う
な

も
の
を
清
水
先
生
の
と
こ
ろ
の
電
気
窯
で

焼
い
て
お
ら
れ
ま
し
た
。
た
だ
、
運
ぶ
の

に
は
苦
労
し
ま
し
た
。

奥
村　

バ
ス
で
運
ん
で
い
た
ん
で
す
か
？

馬
場　

そ
う
、
壺
の
中
に
木
綿
の
綿
を
詰

め
ま
し
て
ね
、
で
も
、
バ
ス
が
揺
れ
る
で

し
ょ
う
？
釉
が
剥
げ
る
と
い
か
ん
か
ら
宙

に
浮
か
し
て
持
ち
上
げ
て
ね
。
五
条
か
ら

八
瀬
ま
で
は
バ
ス
が
40
分
ほ
ど
か
か
る
も

ん
で
、
そ
の
間
ず
っ
と
持
ち
続
け
て
い
る

の
は
し
ん
ど
か
っ
た
で
す
ね
。

米
原　

森
口
さ
ん
の
ご
記
憶
の
な
か
に
あ

る
素
顔
の
石
黒
さ
ん
は
ど
の
よ
う
な
方
で

す
か
？

森
口　

私
は
最
晩
年
だ
け
の
お
付
き
合
い

で
す
か
ら
、
思
い
出
と
言
っ
て
も
ご
く
一

部
で
す
。
ち
ょ
う
ど
昭
和
30（
1
9
5
5
）

年
前
後
に
日
本
工
芸
会
（
＊
3
）
の
初
開
催

に
向
け
た
動
き
が
あ
り
、
う
ち
の
家
は

京
都
の
ど
真
ん
中
に
あ
り
ま
し
た
か
ら

し
ょ
っ
ち
ゅ
う
さ
ま
ざ
ま
な
工
芸
関
係
者

が
集
ま
っ
て
は
会
合
し
て
い
ま
し
た
。
そ

う
し
た
な
か
に
「
石
黒
お
じ
い
さ
ん
」
も

い
ま
し
た
。
僕
は
中
学
生
で
し
た
ね
。
時

間
よ
り
も
早
め
に
お
越
し
に
な
り
悠
然
と

お
茶
を
飲
ん
で
い
る
姿
な
ど
が
思
い
出
さ

れ
ま
す
。

　

私
は
、
そ
の
後
留
学
を
し
ま
し
て
41

（
1
9
6
6
）
年
の
12
月
に
帰
国
し
ま
す
。

そ
し
て
42（
1
9
6
7
）
年
か
ら
日
本
工

芸
会
に
関
わ
る
よ
う
に
な
り
、
そ
こ
で
石

黒
先
生
と
の
お
つ
き
あ
い
も
あ
り
ま
し

た
。
僕
は
染
色
・
友
禅
を
や
っ
て
い
ま
し

た
の
で
、
陶
芸
の
世
界
と
は
関
係
が
無
い

お
付
き
合
い
で
し
た
。
ま
ぁ
運
転
手
で
す

ね
。
僕
は
車
に
乗
っ
て
い
ま
し
た
か
ら
、

先
生
が
車
に
乗
り
た
い
時
に
は
僕
が
迎
え

に
行
っ
て
連
れ
て
行
っ
て
と
い
う
こ
と
も

し
ま
し
た
。
漢
詩
も
書
い
て
お
ら
れ
る
と

こ
ろ
も
時
折
見
ま
し
た
。
先
生
を
思
い
出

す
と
、
陶
芸
作
家
と
い
う
よ
り
は
、
文
人

と
い
っ
た
ほ
う
が
正
し
い
と
思
い
ま
す
。

米
原　

私
た
ち
が
イ
メ
ー
ジ
す
る
よ
う
な

陶
芸
家
、
職
人
と
い
う
よ
う
な
枠
を
大
き

く
超
え
て
い
ま
す
ね
。
生
活
全
体
に
美
意

識
が
貫
か
れ
て
い
る
よ
う
な
方
だ
っ
た
ん

で
す
ね
。

奥
村　

今
回
の
調
査
で
は
、
木
葉
天
目
茶

碗
以
外
に
も
発
見
が
あ
り
ま
し
た
。
ま
ず

は
登
り
窯
の
横
か
ら
灯
油
窯
が
見
つ
か
り

ま
し
た
。
そ
し
て
、
登
り
窯
の
手
前
か
ら

は
楽
窯
が
見
つ
か
っ
た
。
現
在
、
登
り
窯

は
京
都
市
の
条
例
で
焚
く
こ
と
は
で
き
ま

せ
ん
け
ど
も
、
こ
の
楽
窯
は
今
後
の
調
査

次
第
で
は
焚
け
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
石

黒
さ
ん
の
八
瀬
陶
窯
で
今
の
若
い
子
た
ち

が
そ
う
い
う
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
石
黒
さ

ん
の
遺
志
を
継
ぐ
こ
と
に
も
な
る
の
で
は

と
思
っ
て
い
ま
す
。

米
原　

表
現
に
向
き
合
う
大
学
と
し
て
は

八
瀬
陶
窯
の
よ
う
な
場
所
を
管
理
で
き
る

こ
と
は
非
常
に
恵
ま
れ
て
お
り
、
ま
た
幸

せ
な
こ
と
だ
な
と
思
っ
て
い
ま
す
。
今
回

い
く
つ
か
の
発
見
が
重
な
っ
た
こ
と
を

き
っ
か
け
に
、
こ
れ
ま
で
以
上
に
多
く
の

学
生
が
こ
の
場
所
で
勉
強
さ
せ
て
い
た
だ

け
れ
ば
、
と
考
え
て
い
ま
す
。

　
古
い
写
真
に
は
八
瀬
陶
窯
の
庭
の
風

景
も
た
く
さ
ん
残
っ
て
い
ま
す
。
今
も

春
は
桜
、
秋
は
紅
葉
と
季
節
ご
と
に
美

し
い
庭
で
す
。
こ
の
庭
に
は
石
黒
さ
ん

の
美
意
識
な
ん
か
も
反
映
さ
れ
て
い
る

の
で
し
ょ
う
か
。

馬
場　

大
き
な
柿
の
木
が
植
え
ら
れ
て
い

ま
す
ね
。
そ
の
柿
の
実
を
見
て
漢
詩
を
作

ら
れ
て
い
ま
す
。

米
原
　
清
水
さ
ん
、
八
瀬
陶
窯
と
い
う
場

に
つ
い
て
の
思
い
出
は
い
か
が
で
し
ょ

う
か
。

＊2. しみず・ういち（1926ー2004 )　陶芸家、重要無形文化財「鉄釉陶器」保持者。14 歳で石黒宗麿に師事。清水保孝の父。＊3. 公益社団法人日本工芸会。重要無形文化財保持者を中心に伝統工芸作家、技術者等で組織する団体。
　　1955年6月27日設立許可。
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ま
し
た
。
陶
片
の
整
理
・
研
究
は
そ
の
一

環
で
す
。
そ
し
て
、
今
年
に
な
っ
て
八
瀬

陶
窯
研
究
会
が
立
ち
上
が
り
、
ご
縁
も

あ
っ
て
立
命
館
大
学
の
木
立
先
生
を
中
心

と
し
た
研
究
チ
ー
ム
に
登
り
窯
の
測
量
に

つ
い
て
の
ご
協
力
を
賜
る
こ
と
に
も
な
り

ま
し
た
。
そ
し
て
、
そ
の
測
量
調
査
の
過

程
で
木
葉
天
目
茶
碗
が
見
つ
か
っ
た
わ
け

で
す
。
こ
れ
が
大
き
な
発
見
と
し
て
注
目

さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
が
、
そ
の
背

景
に
は
こ
れ
ま
で
の
地
道
な
陶
片
研
究
が

あ
り
ま
し
た
。

米
原
　
こ
れ
ま
で
京
都
精
華
大
学
は
石
黒

さ
ん
の
作
品
を
持
た
ず
、
八
瀬
陶
窯
と
い

う
場
と
、
陶
片
か
ら
多
く
の
こ
と
を
学
ん

で
き
ま
し
た
。
今
回
、
多
く
の
皆
様
の
ご

協
力
を
得
て
、
ま
た
、
往
時
を
知
る
皆
様

か
ら
さ
ま
ざ
ま
な
お
話
を
伺
っ
て
、
次
第

に
私
た
ち
な
り
の
「
石
黒
宗
麿
像
」
が
浮

か
び
上
が
っ
て
い
く
の
を
感
じ
ま
す
。
こ

の
機
会
を
大
切
に
し
、
今
後
の
さ
ら
な
る

石
黒
研
究
に
繋
げ
て
い
き
た
い
と
思
い
ま

す
。
ご
登
壇
い
た
だ
き
ま
し
た
皆
様
、
本

日
は
誠
に
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

清
水　

私
が
大
学
生
の
時
に
石
黒
先
生

が
亡
く
な
ら
れ
ま
し
た
の
で
、
私
が
初

め
て
八
瀬
陶
窯
を
訪
ね
た
の
は
昭
和
44

（
1
9
6
9
）
年
か
45（
1
9
7
0
）
年
頃
、

先
生
が
亡
く
な
っ
て
か
ら
し
ば
ら
く
経
っ

て
か
ら
で
す
ね
。
そ
の
頃
は
ま
だ
奥
さ
ん

が
お
元
気
で
、
庭
の
畑
で
作
業
し
た
り
し

て
お
ら
れ
ま
し
た
。
私
が
伺
う
と
居
間
で

お
茶
を
入
れ
て
く
だ
さ
っ
て
。
ど
ん
な
話

を
し
た
の
か
も
う
あ
ん
ま
り
覚
え
て
な
い

で
す
が
。

米
原　

当
時
か
ら
お
住
ま
い
の
ご
近
所
の

方
か
ら
も
奥
さ
ん
の
思
い
出
話
を
た
く
さ

ん
伺
い
ま
す
。
一
方
で
、
石
黒
さ
ん
に
つ

い
て
は
見
か
け
る
こ
と
は
あ
っ
て
も
話
し

た
こ
と
は
な
い
と
い
う
方
ば
か
り
。
孤
高

の
人
と
い
う
か
、
仙
人
の
よ
う
な
印
象

だ
っ
た
と
聞
き
ま
し
た
。

清
水　

五
条
の
登
り
窯
に
石
黒
先
生
が
い

ら
し
た
と
き
に
私
も
お
顔
を
拝
見
し
て
る

ん
で
す
。
う
ち
の
父
親
と
石
黒
先
生
が
長

椅
子
に
座
っ
て
何
に
も
し
ゃ
べ
ら
ず
に
、

た
だ
五
条
通
り
を
行
き
交
う
人
を
ず
っ
と

眺
め
て
い
る
。
人
も
車
も
そ
ん
な
に
通
っ

て
な
い
時
代
で
す
け
ど
も
。
こ
の
人
た
ち

は
何
を
し
て
は
る
ん
だ
ろ
う
？
と
い
う
感

じ
で
し
た
。う
ち
の
父
親
は
30
代
の
中
頃
、

先
生
は
60
代
の
後
半
く
ら
い
。
私
か
ら
す

る
と
「
怖
い
お
爺
ち
ゃ
ん
が
な
ん
か
座
っ

て
は
る
」
っ
て
い
う
感
じ
で
、
な
ん
だ
か

そ
の
前
は
通
っ
て
は
い
け
な
い
よ
う
な
雰

囲
気
が
あ
り
ま
し
た
け
ど
ね
。
な
の
で
、

私
は
石
黒
先
生
の
お
顔
は
何
回
も
見
て
い

ま
す
け
ど
、
言
葉
を
交
わ
し
た
こ
と
は
な

い
ん
で
す
。

奥
村　

石
黒
さ
ん
は
昭
和
31（
1
9
5
6
）

年
に
若
手
育
成
の
場
と
し
て
の
「
財
団
法

人
八
瀬
陶
窯
」
を
設
立
さ
れ
ま
し
た
。
そ

し
て
、
同
じ
頃
に
電
気
窯
が
入
っ
た
と
い

う
よ
う
な
資
料
が
あ
っ
た
ん
で
す
け
れ
ど

も
、
そ
れ
は
あ
っ
て
い
ま
す
か
？

馬
場　

昭
和
31
年
だ
と
石
黒
先
生
63
歳
で

す
ね
。
私
が
い
た
当
時
は
電
気
窯
は
あ
り

ま
せ
ん
で
し
た
。
だ
か
ら
、
清
水
卯
一
先

生
の
と
こ
ろ
へ
行
っ
て
焼
い
て
お
ら
れ
ま

し
た
ね
。

奥
村　

な
る
ほ
ど
。
で
は
、
ロ
ク
ロ
は
ど

う
で
し
ょ
う
か
？
ロ
ク
ロ
は
68
歳
の
頃
ま

で
も
う
蹴
ロ
ク
ロ
で
？

馬
場　

そ
う
、
足
を
悪
く
さ
れ
て
か
ら
は

電
動
ロ
ク
ロ
を
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た

と
聞
い
て
い
ま
す
。

奥
村　

石
黒
さ
ん
は
新
し
い
設
備
を
す
ぐ

に
取
り
入
れ
ら
れ
て
い
た
ん
で
す
か
？

馬
場　

い
え
、
そ
う
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

足
を
悪
く
さ
れ
て
、
蹴
ロ
ク
ロ
を
蹴
る
こ

と
が
で
き
な
く
な
り
ま
し
た
か
ら
、
仕
方

な
く
電
気
ロ
ク
ロ
を
。

奥
村　

石
黒
さ
ん
は
昭
和
43（
1
9
6
8
）

年
に
75
歳
で
亡
く
な
ら
れ
て
い
ま
す
。
そ

の
後
、
と
う
夫
人
は
昭
和
58（
1
9
8
3
）

年
に
亡
く
な
ら
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
間
が

ち
ょ
う
ど
15
年
後
く
ら
い
。
そ
し
て
、
平

成
15（
2
0
0
3
）
年
に
財
団
法
人
八
瀬
陶

窯
よ
り
精
華
大
学
に
八
瀬
陶
窯
の
土
地
建

物
が
寄
贈
さ
れ
ま
し
た
。
以
来
、
15
年
に

な
り
ま
す
。
大
学
と
し
て
は
積
極
的
な
維

持
管
理
の
難
し
さ
を
実
感
す
る
期
間
で
も

あ
り
ま
し
た
。
陶
芸
分
野
の
教
員
・
学
生

は
、
石
黒
さ
ん
が
作
陶
さ
れ
た
こ
の
場
所

を
な
ん
と
か
活
用
し
た
い
、
と
考
え
て
ま

ず
は
で
き
る
こ
と
か
ら
着
手
し
よ
う
と
し

【展覧会関連イベント】　
八瀬陶窯 探訪ツアー　
2019年1月12日［土］ 
本展企画者と共に石黒の工房兼住居「八瀬陶窯」を訪問

会場：京都精華大学ギャラリーフロール、八瀬陶窯

参加者：約30名

ギャラリーフロールにて本展企画者による展示解説を行ったのち、電車と徒歩で八瀬陶窯へ
移動。八瀬陶窯では石黒の住居や登り窯、庭園などをツアーの参加者とともにじっくりと探
索。石黒宗麿の知られざる生活の片鱗に触れることができた充実したツアーとなった。
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石
黒
宗
麿
年
譜

一
八
九
三
【
0
歳
】

一
八
九
六
【
3
歳
】

一
九
〇
〇
【
7
歳
】

一
九
〇
六
【
13
歳
】

一
九
〇
八
【
15
歳
】

一
九
一
一
【
18
歳
】

一
九
一
二
【
19
歳
】

一
九
一
三
【
20
歳
】

一
九
一
六
【
23
歳
】

一
九
一
八
【
25
歳
】

一
九
一
九
【
26
歳
】

一
九
二
一
【
28
歳
】

一
九
二
二
【
29
歳
】

一
九
二
三
【
30
歳
】

一
九
四
〇
【
47
歳
】

一
九
四
一
【
48
歳
】

一
九
四
二
【
49
歳
】

一
九
四
四
【
51
歳
】

一
九
四
六
【
53
歳
】

一
九
二
五
【
32
歳
】

一
九
二
六
【
33
歳
】

一
九
二
七
【
34
歳
】

一
九
四
七
【
54
歳
】

一
九
五
〇
【
57
歳
】

一
九
五
一
【
58
歳
】

一
九
五
二
【
59
歳
】

一
九
二
九
【
36
歳
】

一
九
三
〇
【
37
歳
】

一
九
三
五
【
42
歳
】

一
九
三
六
【
43
歳
】

一
九
三
七
【
44
歳
】

一
九
三
九
【
46
歳
】

四
月
十
四
日
、
富
山
県
射
水
郡
作

道
村
久
々
湊
八
四
二
番
地
（
現
・

新
湊
市
久
々
湊
）
に
生
ま
れ
る
。
石

黒
家
は
富
山
の
旧
家
で
、
医
師
の

父
・
伯
と
母
・
み
な
の
長
男
。
み

な
は
、
中
越
汽
車
会
社
を
興
し
、

ま
た
初
代
高
岡
市
長
を
つ
と
め
た

と
い
う
筏
井
甚
造
の
次
女
。

両
親
は
離
婚
す
る
。

四
月 

作
道
尋
常
小
学
校
入
学
。

三
月 

同
尋
常
小
学
校
卒
業
。

四
月 

放
生
津
高
等
小
学
校
入
学
。

三
月 

同
高
等
小
学
校
卒
業
。

四
月 

富
山
県
立
富
山
中
学
校
入
学
。

同
中
学
校
四
年
生
の
時
、
ス
ト
ラ

イ
キ
の
首
謀
者
と
し
て
放
校
さ
れ
、

上
京
し
て
慶
応
義
塾
普
通
部
に
入

学
す
る
が
ま
も
な
く
中
退
す
る
。

石
黒
家
は
新
湊
町
大
字
放
生
津
町

一
三
一
六
番
地
（
立
町
）
へ
転
居
す

る
。
母
方
の
伯
父
・
筏
井
常
之
助

が
経
営
す
る
中
越
汽
船
会
社
に
勤

務
す
る
。

十
二
月 

金
沢
野
砲
兵
第
九
連
隊
に

入
隊
す
る
。
伍
長
勤
務
上
等
兵
と

し
て
除
隊
ま
で
の
大
半
を
朝
鮮
半

島
の
羅
南
で
過
ご
す
。

十
一
月 

同
隊
を
除
隊
し
て
郷
里
・

新
湊
の
実
家
に
戻
る
。
こ
の
頃
、
父

の
築
い
た
窯
で
楽
焼
を
試
作
し
、
轆

轤
を
覚
え
る
。
ま
た
近
く
の
漢
学
者

片
口
東
江
に
私
淑
し
、漢
学
を
独
学
、

寒
山
詩
に
傾
倒
し
白
楽
天
、
李
白
、

蘇
東
坡
ら
の
詩
を
愛
誦
し
た
。
水
墨

や
淡
彩
の
絵
も
独
学
し
、
中
峯
明
本

の
書
風
を
学
ん
だ
。

こ
の
頃
、
鉱
山
に
興
味
を
も
ち
、
各

地
を
旅
行
す
る
。
東
京
美
術
倶
楽
部

で
曜
変
天
目
茶
碗
（
稲
葉
天
目
）
を

見
て
感
動
し
、
陶
芸
家
を
志
す
。
こ

の
頃
か
ら
「
彿
山
」
の
号
を
用
い
る
。

東
京
・
本
郷
森
川
町
の
下
宿
屋
柳

生
館
に
移
る
。
後
に
渋
谷
区
松
濤

の
伯
父
・
筏
井
常
之
助
所
有
地
に

窯
を
築
く
。

四
月 

名
古
屋
・
鶴
屋
の
芸
妓
の
岩

佐
と
う
と
結
婚
す
る
。
渋
谷
区
松

濤
に
転
居
す
る
。

福
島
県
白
河
に
楽
焼
窯
を
築
き
、

半
年
近
く
滞
在
す
る
。
東
京
に
戻
っ

て
青
山
に
住
み
、
楽
焼
を
行
う
。

春
、
渋
谷
区
代
々
幡
に
移
り
、
窯

を
築
い
て
楽
焼
を
行
う
。

九
月 

関
東
大
震
災
の
た
め
に
世
田

谷
に
移
る
。

十
一
月 

陶
器
商
宮
崎
定
次
郎
の
す

四
月 

ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
万
国
博
覧
会

に〈
柿
釉
金
彩
大
鉢
〉を
出
品
す
る
。

こ
の
頃
、
柿
釉
を
一
応
完
成
し
、

磁
州
窯
の
宋
赤
絵
や
千
点
文
を

倣
っ
た
制
作
を
始
め
る
。

五
月 

真
清
水
敬
四
郎
（
三
代
蔵
六
）

と
と
も
に
中
国
東
北
部
や
朝
鮮
半

島
を
旅
行
す
る
。

六
月 

石
黒
陶
房
で
山
田
喆
・
鹿
島

吉
十
郎
作
陶
展
を
開
催
す
る
。
秋
、 

東
京
で
個
展
を
開
催
す
る
。こ
の
頃
、

木
の
葉
天
目
の
焼
成
に
成
功
す
る
。

こ
の
頃
、
柿
天
目
、
黒
定
窯
、
磁

州
窯
、
河
南
天
目
、
木
の
葉
天
目

な
ど
の
宋
磁
の
再
現
技
法
を
一
応

完
了
す
る
。
富
山
・
黒
部
の
中
島

邸
内
に
楽
窯
を
築
き
、
萩
生
焼
の

茶
碗
な
ど
を
焼
く
。

十
月 

第
一
回
日
本
輸
出
工
芸
連
合

会
工
芸
品
展
に
〈
柿
釉
丸
形
無
文

鉢
〉〈
青
磁
壺
〉
を
出
品
し
、
前
者

が
商
工
大
臣
賞
、
日
本
工
芸
賞
を

受
賞
す
る
。

こ
の
頃
、
越
中
瀬
戸
焼
を
試
み
よ

う
と
富
山
・
立
山
町
の
吉
野
香
山

の
庄
楽
窯
に
通
う
。

春
、
小
山
冨
士
夫
や
荒
川
豊
蔵
ら

と
日
本
農
村
工
業
振
興
会
を
設
立

し
、
窯
業
部
門
の
指
導
員
と
な
る
。

こ
の
頃
、
金
沢
市
沼
田
町
の
親
戚
の

二
口
家
に
奇
寓
し
て
楽
焼
を
行
い
、

チ
ョ
ー
ク
描
の
技
法
を
創
案
す
る
。

す
め
で
、
埼
玉
県
比
企
郡
小
川
町

に
転
居
す
る
。
小
川
町
で
は
近
辺

の
粘
土
を
用
い
て
楽
焼
を
行
い
、

「
笠
山
焼
」
と
称
し
、
宮
崎
ら
の
世

話
で
委
託
販
売
な
ど
を
行
う
。

十
一
月 

後
備
役
と
し
て
召
集
さ
れ
、

再
び
金
沢
の
第
九
連
隊
に
入
る
が
、

翌
月
に
除
隊
。

十
月 

富
山
の
薬
種
商
田
辺
久
松
と

知
り
合
い
、
小
川
町
か
ら
富
山
に

戻
っ
て
田
辺
宅
に
一
時
寄
寓
す
る
。

十
二
月 

金
沢
市
郊
外
の
法
島
に
転

居
し
、
隣
家
の
登
窯
を
借
り
て
本

格
的
に
や
き
も
の
を
焼
き
始
め
、

伊
賀
、
三
島
、
刷
毛
目
な
ど
の
本

焼
を
試
み
る
。
後
に
近
く
の
蛤
坂

に
移
り
、
野
町
の
利
岡
光
仙
の
窯

で
制
作
を
行
い
、
制
作
品
を
野
村

右
園
堂
な
ど
で
販
売
す
る
。

秋
、
妻
と
う
が
発
病
し
て
名
古
屋

の
病
院
に
入
院
し
、
単
身
金
沢
で

過
ご
す
。

一
月 

京
都
市
東
山
区
今
熊
野
南
日

吉
町
（
通
称
・
蛇
ケ
谷
）
に
転
居

す
る
。
ま
も
な
く
、
近
所
に
住
み

既
に
東
洋
陶
磁
を
研
究
し
作
陶
も

は
じ
め
て
い
た
小
山
冨
士
夫
と
知

り
合
い
、
以
後
終
生
の
友
と
な
る
。

小
山
宅
の
裏
庭
に
楽
焼
を
築
く
な

ど
し
、
ま
た
中
国
陶
磁
、
特
に
宋

磁
に
傾
倒
し
て
い
く
。
蛇
ケ
谷
に

四
月 

日
本
農
村
工
業
振
興
会
を
解

散
し
、
小
山
冨
士
夫
、
荒
川
豊
蔵
、

水
町
和
三
郎
、
日
根
野
作
三
ら
と

日
本
陶
磁
振
興
会
を
興
す
。
理
事

と
な
り
、
北
陸
を
担
当
し
て
九
谷

焼
の
改
革
を
図
る
。

十
一
月 

パ
リ
・
チ
ェ
ル
ヌ
ス
キ
ー

美
術
館
で
開
催
の
現
代
日
本
陶
芸

展
に
〈
白
地
チ
ョ
ー
ク
描
バ
ラ
文

鉢
〉〈
失
透
釉
鉄
流
文
壺
〉〈
紅
茶
椀
〉

〈
緑
褐
釉
線
刻
瓜
文
鉢
〉、
他
に
鈞

窯
の
鉢
な
ど
を
出
品
す
る
。
ア
ン

ド
レ
・
マ
ル
ロ
ー
が
出
品
作
品
の

選
定
を
行
う
。
こ
の
頃
か
ら
京
都
・

亀
岡
の
大
本
教
本
部
を
訪
ね
て
花

明
山
窯
で
制
作
を
行
う
。

イ
タ
リ
ア
・
フ
ァ
エ
ン
ツ
ァ
陶
器

博
物
館
に
日
本
部
が
新
設
さ
れ
る

に
際
し
、清
水
六
兵
衛
、楠
部
弥
弌
、

宇
野
三
吾
、
河
井
寛
次
郎
、
加
藤

土
師
萌
、
北
大
路
魯
山
人
、
八
木

一
夫
、
鈴
木
治
ら
の
作
品
と
と
も

に
新
作
が
寄
贈
さ
れ
る
。

三
月 

国
の
文
化
財
保
護
委
員
会
か

ら
記
録
作
成
等
の
措
置
を
講
ず
べ

き
無
形
文
化
財
「
天
目
ゆ
（
釉
）」

保
持
者
の
選
定
を
受
け
る
。

六
月 

朝
日
新
聞
社
主
催
第
一
回
現

代
日
本
陶
芸
展
に
、
パ
リ
・
チ
ェ
ル

ヌ
ス
キ
ー
美
術
館
で
の
現
代
日
本
陶

芸
展
に
出
品
し
た
鈞
窯
の
鉢
と
、
藍

彩
の
小
さ
い
壺
を
出
品
す
る
。

国
の
文
化
財
保
護
委
員
会
に
よ
る

「
天
目
釉
の
技
術
記
録
」
作
成
に
協

在
住
し
た
時
代
に
は
、
鈞
窯
、
唐

三
彩
、
絵
高
麗
、
刷
毛
目
な
ど
を

主
に
研
究
す
る
。

こ
の
年
か
ら
翌
年
の
春
に
か
け
て

唐
津
に
旅
行
し
、
飯
洞
甕
窯
や
道

納
屋
谷
窯
な
ど
の
唐
津
焼
の
古
い

技
法
を
研
究
す
る
。

大
阪
・
大
丸
で
小
山
冨
士
夫
と
二

人
展
を
開
催
す
る
。

二
月
か
ら
約
八
ヶ
月
唐
津
に
滞
在

し
、
鉄
材
商
三
浦
龍
太
郎
宅
に
起

居
し
な
が
ら
、
御
茶
盌
窯
の
中
里

太
郎
右
衛
門
の
も
と
で
轆
轤
を
学

び
、
失
透
釉
や
白
濁
釉
、
梅
華
皮

な
ど
を
研
究
し
制
作
す
る
。 

八
月 

伊
勢
の
呉
服
屋
長
谷
川
忠
夫

ら
の
援
助
を
受
け
、
京
都
市
左
京

区
八
瀬
近
衛
町
に
転
居
し
て
家
と

窯
を
築
く
。
以
後
没
年
ま
で
居
住

す
る
。
秋
、
初
窯
に
唐
津
を
主
に

三
島
や
刷
毛
目
な
ど
を
試
み
る
。

十
一
月 

富
山
市
商
品
陳
列
所
主
催
・

会
場
で
陶
器
展
覧
会
を
開
催
す
る
。

父
・
伯
が
死
去
す
る
。
後
に
家
督

を
相
続
す
る
。

五
月 

パ
リ
万
国
博
覧
会
に
唐
津
・

飯
洞
甕
窯
風
の
緑
褐
釉
の
〈
盛
鉢
〉

を
出
品
し
銀
賞
を
受
賞
す
る
。

二
月 

サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
・
ゴ
ー

ル
デ
ン
ゲ
イ
ト
万
国
博
覧
会
に
出

品
す
る
。
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一
九
五
三
【
60
歳
】

一
九
五
四
【
61
歳
】

一
九
五
五
【
62
歳
】

一
九
六
二
【
69
歳
】

一
九
六
三
【
70
歳
】

一
九
五
六
【
63
歳
】

一
九
六
四
【
71
歳
】

一
九
六
五
【
72
歳
】

一
九
六
六
【
73
歳
】

一
九
六
七
【
74
歳
】

一
九
六
八
【
75
歳
】

一
九
七
一

一
九
五
七
【
64
歳
】

一
九
五
八
【
65
歳
】

一
九
五
九
【
66
歳
】

一
九
六
〇
【
67
歳
】

一
九
六
一
【
68
歳
】

力
す
る
。
藤
岡
了
一
が
文
書
記
録

を
作
成
す
る
。こ
の
頃
、荒
川
豊
蔵
、

金
重
陶
陽
、
加
藤
唐
九
郎
、
宇
野

三
吾
ら
と
日
本
工
芸
会
設
立
に
つ

い
て
協
議
す
る
。
荒
川
豊
蔵
、
金

重
陶
陽
ら
と
金
沢
へ
旅
行
す
る
。

三
月 

東
京
国
立
博
物
館
で
開
催
の

選
定
無
形
文
化
財
工
芸
技
術
内
示
展

に
出
品
す
る
。

七
月 
第
二
回
現
代
日
本
陶
芸
展
に

〈
白
地
藍
彩
斑
文
小
壺
〉を
出
品
す
る
。

九
月 

国
の
無
形
文
化
財
選
定
を
受

け
た
京
都
在
住
の
作
家
ら
に
よ
り
、

明
石
染
人
ら
を
顧
問
に
迎
え
て
創
立

さ
れ
た
日
本
工
人
社
に
参
加
す
る
。

三
月 

第
一
回
無
形
文
化
財
日
本
伝

統
工
芸
展
に
〈
木
の
葉
天
目
茶
碗
〉

を
出
品
す
る
。

三
月 

荒
川
豊
蔵
、
加
藤
土
師
萌
、

加
藤
唐
九
郎
、
金
重
陶
陽
、
小
山
冨

士
夫
と
と
も
に
伊
豆
山
桃
李
境
で
桃

里
会
が
結
成
さ
れ
、
以
後
数
年
定
期

的
な
会
が
催
さ
れ
る
。

七
月 

第
三
回
現
代
日
本
陶
芸
展
に

〈
鈞
窯
鉢
〉
を
出
品
す
る
。

二
月 

文
化
財
保
護
委
員
会
か
ら
重

要
無
形
文
化
財
「
鉄
釉
陶
器
」
保

持
者
の
認
定
を
受
け
る
。

五
月 

東
京
日
本
橋
・
三
越
で
開
催

の
国
家
指
定
重
要
無
形
文
化
財
日

本
伝
統
工
芸
展
に
出
品
す
る
。

七
月 

第
四
回
現
代
日
本
陶
芸
展
に

〈
墨
流
釉
小
壺
〉〈
緑
褐
釉
茶
碗
〉
を

出
品
す
る
。

パ
リ
・
セ
ー
ブ
ル
製
陶
所
で
開
催

さ
れ
る
の
に
先
立
ち
、
出
品
作
品

展
が
京
都
市
美
術
館
で
開
催
さ
れ
、

出
品
す
る
。
左
脚
の
病
気
で
京
都

府
立
医
大
付
属
病
院
に
入
院
す
る
。

退
院
後
は
、
そ
れ
ま
で
の
蹴
轆
轤

に
替
え
て
電
動
轆
轤
を
使
う
よ
う

に
な
る
。

四
月 

第
十
回
現
代
日
本
陶
芸
展
に

〈
茶
碗
〉
を
出
品
す
る
。

九
月 

第
八
回
日
本
伝
統
工
芸
展
に

〈
壺
〉〈
壺
〉
を
出
品
す
る
。

十
一
月 

川
崎
音
三
を
世
話
役
と
し

て
、
荒
川
豊
蔵
、
宇
野
三
吾
、
加

藤
土
師
萌
、
小
山
冨
士
夫
と
と
も

に
柏
会
を
結
成
す
る
。

十
一
月 

第
三
回
北
日
本
文
化
賞
を

受
賞
す
る
。

五
月 

名
古
屋
丸
栄
で
開
催
の
柏
会

第
一
回
展
に
出
品
す
る
。

九
月 

第
九
回
日
本
伝
統
工
芸
展
に

〈
鉄
釉
茶
碗
〉〈
鉄
釉
壺
〉
を
出
品
す

る
。
こ
の
頃
か
ら
電
気
窯
を
使
用

す
る
。

四
月 

国
立
近
代
美
術
館
京
都
分
館

開
館
記
念
展
「
現
代
日
本
の
陶
芸
」

に
〈
彩
瓷
壺
〉〈
緑
褐
釉
茶
碗
〉〈
黒

釉
葉
文
碗
〉〈
柿
釉
壺
〉〈
失
透
釉
壺
〉

〈
黒
釉
魚
文
大
皿
〉が
出
陳
さ
れ
る
。

九
月 

第
十
回
日
本
伝
統
工
芸
展
に

〈
壺
〉
を
出
品
す
る
。

十
月 

大
阪
朝
日
放
送
制
作
「
秘
伝 

石
黒
宗
麿
」
に
出
演
す
る
。

十
月 

東
京
日
本
橋
・
三
越
で
開
催

の
現
代
巨
陶
展
に
出
品
す
る
。

八
月 

日
本
工
芸
会
結
成
に
参
加
し
、

理
事
に
就
任
す
る
。

十
月 

桃
里
会
第
一
回
展
が
東
京
日

本
橋
・
壺
中
居
で
開
催
さ
れ
る
。

十
月 

第
二
回
日
本
伝
統
工
芸
展
に

〈
柿
釉
壺
〉〈
刷
毛
目
壺
〉〈
失
透
釉

壺
〉〈
彩
金
文
鉢
〉〈
失
透
木
葉
天
目

茶
碗
〉〈
鷓
鴣
斑
茶
碗
〉〈
黒
釉
葉
文

茶
碗
〉〈
茶
碗
〉〈
柿
天
目
壺
〉〈
聯

点
文
平
鉢
〉〈
黒
釉
平
鉢
〉〈
白
磁
く

み
出
し
〉
十
二
点
を
出
品
す
る
。
こ

の
頃
か
ら
号「
栩
庵
」の
印
を
用
い
る
。

一
月
『 

陶
説
』
一
月
号
に
「
偶
感
」

を
寄
稿
す
る
。

二
月 

新
湊
市
名
誉
市
民
と
な
る
。
五

月 

シ
カ
ゴ
美
術
館
主
催
日
本
現
代

陶
芸
作
家
六
人
展
に
荒
川
豊
蔵
、
加

藤
唐
九
郎
、
加
藤
土
師
萌
、
金
重
陶

陽
、
富
本
憲
吉
と
と
も
に
出
品
す
る
。

六
月 

第
五
回
現
代
日
本
陶
芸
展
に

〈
失
透
釉
水
指
〉を
審
査
員
出
品
す
る
。

六
月 

山
本
貞
三
、
大
屋
幾
久
雄
と

と
も
に
発
起
人
と
な
り
、
私
有
財
産

一
切
を
寄
付
し
て
、 

若
手
陶
芸
家
の

研
究
の
た
め
の
財
団
法
人
八
瀬
陶
窯

を
設
立
し
、
理
事
長
と
な
る
。

十
月 
第
三
回
日
本
伝
統
工
芸
展
に

〈
千
点
文
茶
碗
〉〈
梅
華
皮
壺
〉
を

出
品
し
、
審
査
員
も
つ
と
め
る
。

十
一
月 

京
都
裏
千
家
茶
道
会
館
で

開
催
さ
れ
た
「
新
し
い
陶
芸
の
茶

会
」
に
荒
川
豊
蔵
、
宇
野
三
吾
、
加

藤
唐
九
郎
、
加
藤
土
師
萌
、
金
重

陶
陽
と
と
も
に
出
品
す
る
。

六
月 

第
六
回
現
代
日
本
陶
芸
展
に

〈
柿
釉
鉢
〉
を
出
品
す
る
。

十
一
月 

紫
綬
褒
章
を
受
章
す
る
。

十
一
月 

大
阪
朝
日
放
送
制
作
「
報

道
特
集
・
こ
の
現
実
」
で
紹
介
さ

れ
る
。

四
月
『
月
刊
文
化
財
』
四
月
号
に

「
私
と
曜
変
天
目
」
の
記
事
が
掲
載

さ
れ
る
。

八
月 

国
立
近
代
美
術
館
で
開
催
の

「
現
代
国
際
陶
芸
展
」
に
〈
黒
釉
茶

碗
〉
が
出
陳
さ
れ
る
。

六
月 

東
京
・
上
野
松
坂
屋
で
開
催

の
第
一
回
人
間
国
宝
新
作
展
に〈
鉄

絵
水
指
〉〈
鉄
絵
皿
〉〈
鉄
絵
壺
〉〈
鉄

絵
お
預
徳
利
〉〈
鉄
絵
茶
碗
〉
を
出

品
す
る
。

九
月 

第
十
二
回
日
本
伝
統
工
芸
展

に
〈
鉄
絵
壺
〉〈
鉄
絵
筒
茶
碗
〉
を

出
品
す
る
。

こ
の
頃
、
京
都
N
H
K
制
作
の
番

組
に
出
演
し
、
自
身
の
仕
事
を
回

顧
す
る
鼎
談
を
小
山
冨
士
夫
、
今

泉
篤
男
と
行
う
。

四
月 

第
二
回
人
間
国
宝
新
作
展
に

〈
鉄
絵
田
ノ
字
鉢
〉〈
鉄
絵
共
蓋
水

指
〉〈
鉄
絵
壺
〉〈
鉄
絵
茶
盌
〉〈
鉄

絵
石
ハ
ゼ
一
輪
指
〉
を
出
品
す
る
。

六
月 

人
間
国
宝
陶
芸
五
人
展
に
荒

川
豊
蔵
、金
重
陶
陽
、加
藤
土
師
萌
、

浜
田
庄
司
と
と
も
に
出
品
す
る
。

埼
玉
県
比
企
郡
小
川
町
公
民
館
で

開
催
の
水
石
展
に
書
を
出
品
す
る
。

大
阪
・
北
野
病
院
に
入
院
す
る
。

四
月 

第
三
回
人
間
国
宝
新
作
展
に

〈
鉄
絵
茶
盌
〉〈
加
彩
茶
盌
〉〈
青
瓷

紅
彩
壺
〉〈
青
瓷
紅
彩
盆
〉〈
加
彩

三
羊
茶
盌
〉〈
鉄
絵
片
口
〉
を
出
品

す
る
。

九
月 

第
十
四
回
日
本
伝
統
工
芸
展
に

〈
鉄
絵
壺
〉〈
鉄
絵
鉢
〉を
出
品
す
る
。

秋
か
ら
翌
年
に
か
け
て
京
都
・
亀

岡
に
数
ヶ
月
滞
在
し
、
出
口
家
の

梅
松
窯
、
東
白
窯
で
赤
楽
、
黒
楽
、

三
彩
、
赤
絵
な
ど
を
制
作
す
る
。

こ
の
頃
か
ら「
S
」の
印
を
用
い
る
。

四
月 

第
四
回
人
間
国
宝
展
に
〈
ペ

ル
シ
ャ
黒
絵
鉢
〉〈
薄
紫
釉
陶
家
曼

荼
羅
壺
〉〈
柿
釉
金
彩
草
文
鉢
〉〈
柿

釉
金
彩
鳥
文
鉢
〉
を
出
品
す
る
。

五
月 

日
本
工
芸
会
理
事
を
辞
任
す
る
。

五
月 

東
京
日
本
橋
・
三
越
で
開
催

の
愛
隣
会
創
立
二
十
五
周
年
記
念

の
名
匠
陶
芸
展
チ
ャ
リ
テ
ィ
ー
会

場
に
病
を
お
し
て
出
席
す
る
。

六
月
三
日 

死
去
。
勲
三
等
瑞
宝
章

を
追
叙
さ
れ
る
。

六
月
五
日 

八
瀬
の
自
宅
で
密
葬
が

行
わ
れ
る
。

六
月
七
日 

追
叙
に
よ
り
正
五
位
に

列
せ
ら
る
。

六
月
十
日 

京
都
・
西
芳
寺
で
日
本

工
芸
会
近
畿
支
部
葬
（
葬
儀
委
員

長 

松
下
幸
之
助
）
が
行
わ
れ
る
。

九
月 

第
十
五
回
日
本
伝
統
工
芸
展

に
〈
鉄
絵
壺
〉〈
色
絵
羊
合
子
〉
が

遺
作
出
品
さ
れ
る
。

六
月
三
日 

京
都
・
八
瀬
の
妙
伝
寺

に
葬
ら
れ
る
。
戒
名
は
「
禅
岳
院

殿
陶
陶
宗
麿
大
居
士
」。

六
月 

備
前
に
金
重
陶
陽
を
訪
ね
る
。

七
月 

日
本
が
初
め
て
参
加
す
る
第

十
一
回
ミ
ラ
ノ
・
ト
リ
エ
ン
ナ
ー

レ
に
陶
磁
製
品
を
主
題
と
す
る
構

成
が
組
ま
れ
、
京
都
か
ら
も
十
一

人
の
陶
芸
家
が
選
抜
さ
れ
、
富
本

憲
吉
、
河
井
寛
次
郎
、
宇
野
三
吾
、

八
木
一
夫
、
清
水
洋
ら
の
作
品
と

と
も
に
黒
い
鉢
が
選
ば
れ
る
。
三

月
に
国
内
展
示
さ
れ
る
。

十
月 

第
四
回
日
本
伝
統
工
芸
展
に

〈
黒
釉
刷
毛
目
皿
五
客
〉
を
出
品
し
、

鑑
査
委
員
も
つ
と
め
る
。（
以
降

度
々
）

十
一
月 

皇
居
仮
宮
殿
の
装
飾
用
置

物
と
し
て
、富
本
憲
吉
、楠
部
弥
弌
、

黒
田
辰
秋
、
清
水
卯
一
ら
と
と
も

に
宮
内
庁
か
ら
制
作
を
委
嘱
さ
れ

る
。（
翌
年
「
聨
点
文
盒
子
」
が
納

品
さ
れ
る
）

六
月 

第
七
回
現
代
日
本
陶
芸
展
に

〈
鷓
鴣
斑
鉢
〉
を
出
品
す
る
。

十
月 

第
五
回
日
本
伝
統
工
芸
展
に

〈
彩
瓷
壺
〉
を
出
品
す
る
。

六
月 

第
八
回
現
代
日
本
陶
芸
展
に

〈
鷓
鴣
斑
盌
〉
を
出
品
す
る
。

十
月 

第
六
回
日
本
伝
統
工
芸
展
に

〈
獣
文
壺
〉
を
出
品
す
る
。

四
月 

宮
内
庁
（
東
宮
御
所
）
に
「
柿

釉
壺
」
が
納
品
さ
れ
る
。

十
一
月 

朝
日
新
聞
に
「
無
心
の
芸

術
」
を
寄
稿
す
る
。

二
月 

京
都
・
パ
リ
交
歓
陶
芸
展
が

参考文献出典 小山冨士夫監修『石黒宗麿作陶五十選』朝日新聞社、1972
杉原信彦、長谷部満彦監修『陶芸 石黒宗麿作品集』毎日新聞社、1982
乾由明編著『現代日本陶芸全集 第五巻 石黒宗麿』集英社、1982
清水卯一、長谷部満彦、また関係の方々にお話をうかがった。

諸山正則編「年譜」『人間国宝石黒宗麿 陶芸のエスプリ』朝日新聞社、1996（一部校訂）
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八
瀬
陶
窯
と
石
黒
宗
麿
に
関
す
る
研
究

陶
片
に
つ
い
て

京都精華大学は、石黒宗麿が遺した工房・住居「八瀬陶窯」（京都市左京区）
を2003年から管理しています。
これまで、陶芸領域の教員・学生を中心に登り窯周辺から発見された陶
片群の検証を中心とした調査研究をおこなってきました。
2018 年から、横断的な学術領域による調査研究を実施するため、調査
研究事業「八瀬陶窯と石黒宗麿に関する研究」（2018 年度学内公募研究）
をスタートし、その実施母体として学内教員 5 名による「八瀬陶窯研究会」
を発足させました。
八瀬陶窯と陶片群から、石黒宗麿の作陶技法やその変遷、制作活動や人
的ネットワークにいたるまで複合的な調査・研究をおこないます。

本研究の起点ともなっている八瀬陶窯の登り窯周辺から発見された約
500 点の陶片は、石黒宗麿の試行錯誤の痕跡そのもので、なかには石黒
の代表作の試作品と考えられるものも多く含まれています。石黒は寡作な
作家で、また自身の作陶技法については多くを語りませんでした。そのた
め、数センチの陶片といえども、そこから読み取れる情報は非常に貴重な
ものです。たとえば陶片と完成品を並べてみると、同じ黒い釉薬でも、発
色や釉薬の垂れ方などの違いで、失敗と成功を分けた石黒の細やかな美
意識が感じ取れます。本研究はそうした八瀬陶窯に遺された石黒の作陶
活動にあらためて着目し、後世の文化資産としての活用をはかります。

これまでの研究で陶片の基本分類をおこない、釉薬・技法ごとに【1. 唐津】【2. 鉄釉】【3. 鉄絵・
染付】【4. 赤絵・色絵・金彩】【5. 芋版・型押文】【6. 青磁・白磁】【7. 鈞窯】【8. 千文点・墨流
し・練り込み・象嵌】【9. その他】の 9 種に整理している。

八瀬陶窯研究会

米原有二（研究代表者／伝統産業イノベーションセンター長）
奥村博美（芸術学部教員）
斎藤光（ポピュラーカルチャー学部教員）
兼松佳宏（人文学部教員）
中村裕太（芸術学部教員）

おもな研究内容

・八瀬陶窯、特に登り窯の構造的側面（とその周辺の在り方）についての
　調査研究 
・石黒宗麿が遺した陶片の物資的側面の調査研究 
・関係者へのインタビューをおこない八瀬陶窯や石黒の活動の
　意味を明らかにする 
・史料および、石黒作品の調査研究を実施する 
・本研究とソーシャルデザイン領域の融合および教育的利用の可能性を探る 
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木
葉
天
目
茶
碗

2018年 6月16日、京都精華大学 八瀬陶窯研究会は八瀬陶窯の登り窯の調査において、第
2室から匣鉢に納められた状態の「木葉天目茶碗」を発見しました。
本作品は直径 14.5センチ、高さ 8センチ。椀底に木の葉を置き焼き上げるこの技法は、石
黒が生涯を通して幾度も挑み、実現に至ったものです。
本作品は焼成時に匣鉢と作品の付着を防ぐための目土が付いたままの状態で発見されまし
た。また、石黒が使用していた「栩」の銘印が押されています。本作品は発見時から多くの専
門家や関係者のご協力を得て多角的な鑑定作業をおこなってまいりました。

「木葉天目」の技法については、これまで本学が研究を進めていた八瀬陶窯の陶片群にも同
様のものがみられ、今後の石黒研究においてさらなる詳細を知るきっかけとなることを期待し
ています。
八瀬陶窯の登り窯は、石黒の没後からほぼ手つかずの状態でした。2018年度から始まった
八瀬陶窯研究会の調査では、立命館大学木立研究室（考古学）の協力を得て窯内の測量調
査を実施しています。「木葉天目茶碗」はこの調査過程で発見されました。また、本調査では、
登り窯周辺から「灯油窯」や「楽窯」も発見され、これまで明らかになっていなかった石黒の
作陶の様子を知る手がかりとなりました。

八瀬陶窯の登り窯の調査において、匣鉢に納められた状態の「木葉天目茶碗」を発見した当時の様子
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石
黒
宗
麿
先
生
は
人
格
者
で
私
な
ど
が
近
寄
る
こ
と
が
で
き
る
方

で
は
な
か
っ
た
の
で
す
が
、
清
水
卯
一
先
生
と
私
の
兄
、
木
村
盛
和

と
の
関
係
に
よ
り
お
目
に
か
か
れ
ま
し
た
。
先
生
と
お
二
人
の
や
さ

し
さ
に
感
謝
致
し
て
お
り
ま
す
。

　
は
じ
め
て
お
目
に
か
か
っ
た
の
は
私
が
登
り
窯
の
窯
詰
め
の
為
に

仕
事
場
を
出
入
り
し
て
お
り
ま
す
時
、
入
り
口
に
石
黒
先
生
と
清
水

先
生
が
お
ら
れ
、
私
の
作
品
を
ご
覧
頂
い
た
様
子
で「
良
い
の
が
出
来

た
ね
」
と
言
っ
て
く
だ
さ
り
呆
然
と
致
し
ま
し
た
。
日
本
工
芸
展
に
初

出
品
の
作
品
で
す
。

　
石
黒
先
生
の
作
品
は
昭
和
30
年
頃
、
大
阪
高
島
屋
美
術
画
廊
で
の

工
人
社
展
（
重
要
無
形
文
化
財
保
持
者
の
会
）
に
於
い
て
初
め
て
鑑
賞

致
し
ま
し
た
。
先
生
ご
自
身
に
よ
る
蹴
ロ
ク
ロ
に
よ
る
仕
事
が
力
強

く
、
柔
ら
か
く
、
温
味
の
あ
る
作
品
に
感
動
致
し
ま
し
た
。

　
私
は
昭
和
26
年
に
日
吉
ヶ
丘
高
校
彫
刻
科
を
卒
業
し
ま
し
た
。
手

廻
し
ロ
ク
ロ
に
よ
る
指
導
を
受
け
た
最
後
の
世
代
で
し
た
。
そ
の
後

は
電
気
ロ
ク
ロ
に
な
っ
た
と
思
い
ま
す
。
そ
の
後
、
私
は
昭
和
40
年

ま
で
手
廻
し
ロ
ク
ロ
を
使
用
致
し
ま
し
た
。
私
自
身
、
不
規
則
な
廻

転
の
ロ
ク
ロ
に
魅
力
を
感
じ
て
お
り
ま
す
。

　
石
黒
先
生
は
陶
土
を
研
究
さ
れ
、
目
的
の
山
か
ら
採
掘
さ
れ
た
土

を
制
作
に
活
か
す
鋭
い
勘
を
お
持
ち
で
し
た
。
苔
寺（
※
編
集
注
：
西

芳
寺
）
の
近
く
の
山
土
を
採
掘
さ
れ
る
の
を
原
清
さ
ん
と
一
緒
に
誘
わ

れ
ま
し
た
。
こ
の
土
で
何
を
作
ら
れ
た
か
お
聞
き
し
て
い
ま
せ
ん
。

　
私
が
昭
和
42
年
夏
に
兄
、
盛
和
か
ら
独
立
さ
せ
て
も
ら
い
岩
倉
・
木

野
に
築
窯
し
、
秋
に
原
さ
ん
が
お
祝
い
に
寄
っ
て
下
さ
っ
た
時
、
先

生
も
ご
一
緒
に
お
越
し
下
さ
り
ま
し
た
。
裏
山
の
地
土
の
テ
ス
ト
を

ご
覧
に
な
り
南
蛮
に
よ
い
と
ご
教
示
い
た
だ
き
ま
し
た
。
展
覧
会
の

出
品
作
品
を
と
思
い
南
蛮
に
白
黒
の
象
嵌
を
制
作
致
し
ま
し
た
が
昭

和
43
年
6
月
3
日
に
間
に
合
わ
ず
、
見
て
い
た
だ
く
こ
と
が
か
な
い

ま
せ
ず
誠
に
残
念
で
し
た
。

　
日
本
の
伝
統
工
芸
文
化
は
自
然
の
形
を
す
ば
ら
し
い
技
術
に
よ
っ

て
制
作
さ
れ
る
も
の
で
す
。
石
黒
先
生
は
、衣
食
住
が
世
界
に
広
が
り
、

生
活
に
素
直
な
豊
か
な
精
神
が
生
ま
れ
る
こ
と
を
願
っ
て
お
ら
れ
た

の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

木村盛伸　KIMURA Morinobu

1932年京都・五条坂の絵付師、木村聖山の三男
として生まれる。兄、盛和に師事する。石黒の勧
めで第5回日本伝統工芸展に初出品し入選。

実
行
委
員
会
　
寄
稿

木
村
盛
伸
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実
行
委
員
会
　
寄
稿

鯉
江
良
二

鯉江良二　KOIE Ryoji

陶芸家 
1938年愛知県常滑市生まれ。スペイン、韓国、オー
ストラリア、アメリカ、イギリスなど多くの国、地域
でワークショップを開催。京都精華大学において
ワークショップ、八瀬陶窯訪問。 
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石
黒
先
生
が
逝
去
さ
れ
た
年
は
1
9
6
8
年
で
私
は
大
学
3
年
生

で
し
た
。

　
西
芳
寺
で
告
別
式
が
執
り
行
わ
れ
た
と
き
に
、
父
の
清
水
卯
一
を

私
の
車
に
乗
せ
て
告
別
式
に
参
列
し
た
記
憶
は
あ
り
ま
す
が
、
石
黒

先
生
と
直
接
交
流
し
た
思
い
出
は
な
い
の
で
す
。

　
た
だ
亡
く
な
る
年
か
、
前
の
年
か
は
わ
か
り
ま
せ
ん
が
、
京
都
の

大
丸
百
貨
店
で
日
本
工
芸
会
や
日
展
と
い
っ
た
所
属
団
体
を
超
え
た

展
覧
会
が
あ
り
、
先
生
が
出
席
し
て
お
ら
れ
、
お
帰
り
に
な
る
と
き
、

先
生
の
手
を
支
え
て
お
送
り
し
ま
し
た
が
、
先
生
の
手
が
と
て
も
温

か
っ
た
こ
と
を
鮮
明
に
覚
え
て
い
ま
す
。

　
そ
れ
が
先
生
と
接
し
た
初
め
て
で
最
後
の
思
い
出
で
す
。

　
石
黒
先
生
が
八
瀬
か
ら
五
条
に
よ
く
来
ら
れ
て
い
た
こ
と
も
記
憶

し
て
い
ま
す
。
私
が
小
学
生
か
中
学
生
の
頃
に
学
校
か
ら
五
条
の
家

に
帰
る
と
、
石
黒
先
生
と
父
が
店
の
中
の
ソ
フ
ァ
ー
に
座
っ
て
お
ら

れ
ま
し
た
。
二
人
と
も
寡
黙
な
方
で
し
た
か
ら
、
何
を
語
る
と
も
な

く
ず
っ
と
五
条
通
を
眺
め
な
が
ら
佇
ん
で
お
ら
れ
ま
し
た
。
今
思
う

と
、
そ
れ
は
先
生
が
八
瀬
で
作
ら
れ
た
作
品
を
、
父
が
窯
入
れ
し
て

い
た
五
条
の
共
同
登
り
窯
へ
入
れ
る
た
め
に
持
っ
て
こ
ら
れ
て
い
た

の
だ
と
思
い
ま
す
。

　
作
陶
を
始
め
た
私
は
石
黒
先
生
の
作
品
に
ず
っ
と
魅
力
を
感
じ
て

惹
か
れ
て
お
り
ま
す
。
作
陶
し
始
め
た
頃
は
絵
高
麗
や
三
彩
の
作
品

を
参
考
に
さ
せ
て
も
ら
い
、
チ
ョ
ー
ク
描
き
や
赤
絵
に
至
る
ま
で
先

生
の
影
響
を
受
け
て
お
り
ま
す
。

　
石
黒
先
生
が
な
く
な
ら
れ
た
後
、
奥
さ
ん
に
呼
ん
で
い
た
だ
き
、

よ
く
通
っ
て
お
り
ま
し
た
。
何
の
用
事
で
呼
ん
で
い
た
だ
い
た
の
か

は
思
い
出
せ
な
い
の
で
す
が
、
寄
せ
て
い
た
だ
く
と
い
つ
も
居
間
で

お
抹
茶
と
虎
屋
の
羊
羹
を
出
し
て
下
さ
り
、
何
と
は
な
し
に
お
話
し

を
伺
っ
て
い
た
の
で
す
が
、「
保
孝
さ
ん
は
石
黒
の
作
風
を
継
い
で
く

れ
て
い
ま
す
ね
」
と
嬉
し
そ
う
に
語
っ
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
。

　
今
で
も
作
陶
に
悩
ん
だ
と
き
は
石
黒
先
生
の
図
録
を
見
な
が
ら
、

何
か
参
考
に
な
る
こ
と
は
な
い
か
と
思
案
し
て
お
り
ま
す
。

実
行
委
員
会
　
寄
稿

清
水
保
孝

清水保孝　SHIMIZU Yasutaka

陶芸家　
1947年京都市生まれ。父、清水卯一が石黒宗麿
に師事。卯一は石黒がこの世を去った後、八瀬
陶窯の維持管理に尽力した。
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私
が
八
瀬
の
石
黒
先
生
宅
へ
お
手
伝
い
に
通
っ
た
の
は
昭
和
38
年
4

月
か
ら
42
年
末
ま
で
の
二
期
に
亘
る
4
年
余
り
で
あ
る
。

　
初
め
て
先
生
宅
を
訪
れ
た
際
、
そ
の
威
厳
に
満
ち
た
姿
に
圧
倒
さ
れ

て
体
が
こ
わ
ば
り
、
頭
も
真
っ
白
に
な
っ
た
。
と
も
か
く
お
伺
い
し
た

事
情
を
告
げ
て
す
ぐ
に
失
礼
し
よ
う
と
し
た
と
こ
ろ
、思
い
が
け
ず「
明

日
か
ら
来
て
よ
い
ぞ
」
と
仰
り
、
慌
て
て「
は
い
…
…
」
と
返
答
し
た
の

が
き
っ
か
け
だ
っ
た
。

　
さ
っ
そ
く
次
の
日
か
ら
通
い
始
め
た
も
の
の
、
家
業
で
あ
る
日
常
の

風
景
と
は
全
く
異
質
な
環
境
に
戸
惑
っ
た
。
先
生
は
ほ
と
ん
ど
寝
床
で

横
に
な
っ
て
タ
バ
コ
を
燻
ら
せ
て
お
ら
れ
る
。
そ
れ
は
暫
く
し
て
作
品

の
構
想
を
練
っ
て
お
ら
れ
る
こ
と
に
気
付
く
の
だ
が
、こ
の
状
況
で
は
、

い
つ
仕
事
に
掛
か
ら
れ
る
か
わ
か
ら
な
い
の
で
、
意
を
決
し
て
盆
と
正

月
以
外
は
毎
日
休
ま
ず
通
う
こ
と
に
し
た
。

　
当
時
、
先
生
は
す
で
に
左
足
が
不
自
由
だ
っ
た
が
、
い
っ
た
ん
仕
事

を
始
め
ら
れ
る
と
焼
成
に
至
る
ま
で
一
気
に
流
れ
る
よ
う
に
作
業
を
進

め
ら
れ
た
。

　
客
間
兼
工
房
で
の
ロ
ク
ロ
の
水
挽
は
、
ほ
と
ん
ど
手
に
泥
を
付
け
る

こ
と
な
く
、
素
早
い
手
捌
き
で
見
事
だ
っ
た
。
鉄
絵
の
絵
付
け
に
し
て

も
、
生
素
地
に
サ
サ
ッ
と
チ
ビ
た
筆
を
動
か
さ
れ
る
と
途
端
に
グ
ッ
と

生
気
を
放
つ
と
い
っ
た
具
合
で
、
常
に
ど
の
よ
う
な
場
面
で
も
迷
っ
た

り
躊
躇
さ
れ
る
こ
と
は
無
か
っ
た
。

　
さ
ら
に
抜
群
に
明
晰
な
頭
脳
を
持
っ
て
お
ら
れ
、
そ
の
鋭
い
直
観
力

で
一
瞬
に
対
象
の
本
質
を
見
抜
き
、
そ
こ
か
ら
得
た
感
動
を
糧
に
次
々

と
新
し
い
作
品
に
挑
戦
さ
れ
た
。

　
先
生
は
書
画
に
於
い
て
も
卓
越
し
た
能
力
を
発
揮
さ
れ
、
数
多
く
の

作
品
を
遺
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
は
折
々
の
哀
歓
に
満
ち
た
心
情
を
あ

り
の
ま
ま
に
切
々
と
漢
詩
に
託
し
て
詠
わ
れ
、
真
に
迫
っ
て
く
る
。

　
そ
の
書
画
を
含
め
た
数
々
の
作
品
は
奥
深
い
独
自
の
境
地
を
秘
め
て

お
り
、
言
葉
で
は
言
い
尽
く
せ
な
い
魅
力
が
あ
る
。
本
当
に
焼
き
も
の

を
愛
し
、
高
い
見
識
眼
を
具
え
持
つ
人
は
、
こ
の
心
に
染
み
入
る
よ
う

な
味
わ
い
に
魅
了
さ
れ
る
だ
ろ
う
。

　
私
が
お
仕
え
し
た
晩
年
に
、
さ
ま
ざ
ま
な
技
法
を
駆
使
し
て
多
く
の

名
品
を
生
み
出
さ
れ
た
こ
と
は
望
外
の
悦
び
で
あ
る
。
さ
ら
に
芸
を
愛

し
、
芸
に
遊
び
、
芸
に
立
ち
向
か
わ
れ
た
先
生
の
下
で
修
業
さ
せ
て
い

た
だ
い
た
こ
の
数
年
間
は
ま
さ
に
至
福
の
刻
で
あ
っ
た
と
深
く
感
謝
し

て
い
る
。

　
初
冬
の
あ
る
日
、
夜
半
に
窯
を
焼
き
終
え
、
正
面
に
そ
び
え
る
四
明

岳
の
真
上
に
昇
っ
た
満
月
を
仰
ぎ
見
た
瞬
間
、
そ
の
周
り
に
漂
う
凛
と

し
た
清
涼
感
が
先
生
の
姿
と
重
な
り
格
別
に
美
し
か
っ
た
。

　
先
生
の
作
品
は
い
つ
ま
で
も
天
高
く
煌
々
と
輝
き
続
け
、
必
ず
百
世

に
伝
わ
り
、
人
々
の
心
奥
を
潤
す
だ
ろ
う
。

実
行
委
員
会
　
寄
稿

馬
場
弘
吉

馬場弘吉　BABA Kokichi

陶芸家　
1941年京都市生まれ。晩年の石黒に師事した。
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実
行
委
員
会
　
寄
稿

森
口
邦
彦

　
石
黒
先
生
は
陶
芸
家
と
い
う
だ
け
じ
ゃ
な
く
、
詩
も
絵
も
す
べ
て

を
楽
し
ん
で
お
ら
れ
ま
し
た
。
ま
た
、
あ
れ
だ
け
の
お
仕
事
を
悠
然

と
や
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
も
す
ご
か
っ
た
。

　
し
っ
か
り
と
し
た
個
を
お
持
ち
に
な
り
な
が
ら
、
そ
の
個
が
家
庭

や
社
会
と
い
う
も
の
の
中
に
ち
ゃ
ん
と
位
置
付
け
ら
れ
た
文
人
作
家

で
し
た
。
そ
れ
は
、「
茶
碗
や
さ
ん
」
や「
陶
芸
家
」
と
い
う
枠
で
は
な

か
っ
た
。
文
人
で
あ
り
、
作
家
で
し
た
。

　
明
治
以
前
の
文
人
た
ち
が
大
切
に
し
て
い
た
精
神
性
の
よ
う
な
も

の
を
お
持
ち
で
し
た
。
そ
れ
は
、
現
代
の
日
本
が
全
く
評
価
を
せ
ず

に
な
い
が
し
ろ
に
し
て
捨
て
去
っ
た
し
ま
っ
た
日
本
文
化
の
大
切
な

部
分
で
も
あ
り
ま
す
。

　
現
代
の
文
化
で
よ
く
語
ら
れ
る「
個
性
」
や「
独
創
性
」
と
い
う
よ
う

な
も
の
と
は
明
確
に
違
う
も
の
を
大
切
に
し
、
追
い
求
め
て
お
ら
れ

た
。
現
代
の
よ
う
に
好
き
だ
嫌
い
だ
、
暑
い
寒
い
と
い
う
よ
う
な
そ

ん
な
く
だ
ら
な
い
個
で
は
な
い
、
も
っ
と
崇
高
な
も
の
で
す
。

　
八
瀬
陶
窯
か
ら
出
て
き
た
た
く
さ
ん
の
陶
片
を
見
て
、
そ
う
し
た

先
生
の
精
神
を
あ
ら
た
め
て
実
感
し
ま
し
た
。
ひ
と
つ
の
技
法
を
極

め
る
と
ま
た
次
へ
。
ど
こ
に
も
止
ま
ら
な
い
、
何
に
も
満
足
で
き
な

い
。
手
仕
事
の
極
み
を
次
か
ら
次
へ
と
求
め
る
そ
の
姿
勢
に
、
近
寄

り
難
い
人
間
の
崇
高
さ
を
見
ま
し
た
。

　
僕
は
先
生
と
は
最
晩
年
だ
け
の
お
付
き
合
い
で
し
た
が
、
そ
う
し

た
生
き
方
に
接
す
る
こ
と
が
で
き
た
記
憶
を
大
切
に
し
て
い
ま
す
。

森口邦彦　MORIGUCHI Kunihiko

染色家／重要無形文化財「友禅」保持者
1941年京都市生まれ。京都市立美大（現：京都市
立芸大）日本画科卒業後、パリ国立高等装飾美術
学校でグラフィックデザインを学ぶ。帰国後は父、
森口華弘に師事して友禅を学ぶ。日本工芸会副理
事長等を歴任。石黒と父・華弘に親交があったこ
とから、青年期に最晩年の石黒と交流を持った。
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米原有二　YONEHARA Yuji

1977年京都府生まれ。京都精華大学伝統産業
イノベーションセンター長。京都を拠点に工芸を
対象とした取材・執筆活動をおこなう。おもな著
書に『京都職人 - 匠のてのひら-』『京都老舗 -
暖簾のこころ-』（ともに共著・水曜社）、『京職人
ブルース』（京阪神エルマガジン社）など。

京
都
精
華
大
学 

八
瀬
陶
窯
研
究
会
　
寄
稿

米
原
有
二

民
藝
の
時
代  

―
石
黒
宗
麿
と
柳
宗
悦
／
石
黒
書
簡
か
ら
―

　

石
黒
宗
麿
が
八
瀬
に
住
ま
い
と
工
房
を

移
し
た
昭
和
11
年
、
東
京
・
駒
場
に
日
本

民
藝
館
が
開
館
し
た
。
大
正
14
年
に
柳
宗

悦
ら
が「
民
藝
」
と
い
う
視
点
を
表
明
し
て

か
ら
11
年
。
日
本
の
工
芸
界
は
か
つ
て
埋

も
れ
て
い
た
民
衆
の
手
仕
事
に
視
線
を
注

い
で
い
た
。

　

石
黒
と
柳
は
互
い
の
言
説
に
反
発
し

合
っ
て
い
た
。
た
し
か
に
あ
ら
ゆ
る
古
陶

磁
の
技
法
を
吸
収
し
て
自
身
の
作
陶
を
高

め
よ
う
と
し
た
石
黒
は
技
巧
派
の
極
み
で

あ
っ
て
、
柳
が
唱
え
て
い
た
よ
う
に「
無
作

為
の
美
」
を
手
仕
事
の
至
上
と
す
る
こ
と

と
は
正
反
対
だ
。
柳
の
見
識
で
発
見
さ
れ
、

そ
の
美
の
あ
り
よ
う
を
再
定
義
さ
れ
た
手

仕
事
は
か
つ
て
の「
下
手
も
の
」
で
あ
り
、

石
黒
が
作
陶
人
生
に
お
い
て
追
い
求
め
た

の
は
千
年
以
上
に
わ
た
り「
上
手
も
の
」
と

さ
れ
た
至
上
の
美
だ
っ
た
。

　

柳
に
言
わ
せ
れ
ば
、
石
黒
の
作
陶
は
古

陶
磁
の
模
倣
に
過
ぎ
ず
、
技
術
だ
け
の
も

の
だ
っ
た
。

　

柳
は
誌
面
上
で
公
然
と
石
黒
の
作
品
と

作
陶
姿
勢
を
否
定
し
た
。
そ
れ
に
対
し
、

石
黒
は
公
の
場
で
は
一
度
も
柳
に
つ
い
て

ふ
れ
て
い
な
い
。
た
だ
、
石
黒
の
未
発
表

ノ
ー
ト
の
な
か
に
、
柳
に
つ
い
て
書
か
れ

た
一
文
が
あ
る
。

　
「
柳
さ
ん
程
私
を
憎
ん
だ
人
は
珍
ら
し

い
、
然
し
私
は
憎
ま
れ
ゝ
は
憎
ま
れ
る
程

柳
氏
を
尊
敬
し
た
、
何
故
か
よ
つ
ぽ
ど
恐

ろ
し
か
っ
た
の
で
あ
ら
ふ
、
私
の
や
っ
て

来
た
こ
と
、
し
な
か
っ
た
や
り
つ
ゝ
あ
る

こ
と
に
一
寸
の
油
断
を
与
へ
な
か
っ
た　

ま
だ
世
間
的
に
も
知
ら
れ
て
い
な
い
蛇
ヶ

谷
時
代
に　

既
に
あ
の
人
は
私
を
敵
視
し

た
、
こ
れ
は
柳
さ
ん
の
目
の
確
か
さ
と
其

将
来
を
見
通
し
て
お
ら
れ
た
こ
と
に
依
る　

そ
れ
だ
け
に
私
は
誰
よ
り
も
心
で
は
尊
敬

し
た
…
…
」

　

柳
の
死
後
で
、
石
黒
の
晩
年
近
く
に
書

か
れ
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る
こ
の
文
に

は
、
石
黒
自
身
の
強
烈
な
自
信
し
か
記
さ

れ
て
い
な
い
。
言
葉
で
は
尊
敬
と
言
う
が
、

内
容
的
に
は
柳
の
民
藝
運
動
を
児
戯
扱
い

し
て
い
る
。
こ
れ
は
石
黒
の
本
心
の
ま
ま

に
書
か
れ
た
も
の
か
、
そ
れ
と
も
後
年

こ
の
一
文
が
公
開
さ
れ
る
こ
と
を
想
定
し

て
、
柳
の
思
想
に
共
鳴
し
た
社
会
に
精
一

杯
の
皮
肉
を
残
し
た
の
だ
ろ
う
か
。

　

た
だ
、
民
藝
運
動
が
興
っ
た
当
初
に
は
、

柳
の
視
点
に
一
定
の
社
会
的
価
値
が
あ
っ

た
こ
と
を
石
黒
は
支
援
者
に
宛
て
た
書
簡

に
残
し
て
い
る
。
序
盤
は
民
藝
運
動
の
現

状
を
け
な
し
、
中
盤
で
す
こ
し
だ
け「
流
行

る
の
も
わ
か
ら
ん
で
も
な
い
」
と
理
解
を

示
し
、
終
盤
で
ま
た
落
と
す
。
石
黒
ら
し

い
歯
に
衣
着
せ
ぬ
文
だ
。

　
「
…
…
帝
展
以
上
の
害
毒
を
民
芸
派
に

よ
っ
て
撒
布
さ
れ
て
る
の
だ
か
ら　

こ
の

情
熱
を
捨
て
ゝ
直
に
悟
道
に
入
っ
て
は
私

自
身
イ
ン
チ
キ
に
列
す
る
、
デ
リ
ケ
ー
ト

な
も
の
ゝ
内
か
ら
深
さ
と
か
広
さ
と
か　

い
ろ
〳
〵
な
も
の
を
見
た
の
は
十
年
前
の

こ
と
で
あ
り
、
そ
し
て
首
肯
し
易
す
か
っ

た
、
難
解
で
な
か
っ
た
丈
け
に
伝
播
力
を

も
っ
て
い
た　

そ
れ
丈
け
に
ま
た
グ
ー
に

も
つ
か
ぬ
も
の
で
あ
っ
た
、
何
と
か
ス
テ

キ
な
キ
ザ
な
ほ
め
言
葉
を
要
求
し
た
、
有

閑
マ
ダ
ム
が
ス
ト
ー
ブ
を
か
こ
ん
で
や
る

様
に
…
…
」（
昭
和
9
年
1
月
19
日
消
印　

武
内
潔
眞
宛
）

　

石
黒
は
個
人
的
な
書
簡
で
幾
度
も
濱
田

庄
司
や
河
井
寛
次
郎
を
批
判
し
て
い
る

が
、
そ
の
矛
先
は
技
術
で
は
な
く
、
作
陶

に
お
け
る
思
想
的
背
景
が
ほ
と
ん
ど
だ
っ

た
。
つ
ま
り
、
民
藝
運
動
の
思
想
が
作
家

の
作
陶
風
景
に
入
り
込
ん
で
影
響
し
て
い

た
こ
と
を
嫌
っ
て
い
た
の
だ
。

　

書
簡
に
お
い
て
石
黒
は
柳
の
言
説
を

「
宗
教
」
と
批
判
し
、
こ
の
よ
う
に
続
け
て

い
る
。「
…
…
鉢
や
カ
メ
が
並
ん
で
い
る

の
を
見
て　

健
康
な
姿
だ
と
か　

彼
は
永

い
間
の
働
き
手
だ
な
ん
て
ロ
マ
ン
チ
ッ
ク

に
な
っ
て
眺
め
て
い
る
気
に
な
れ
な
い
、

ユ
ー
ト
ピ
ア
ン
は
歌
を
唱
い　

詩
を
作
っ

て
れ
は
よ
い
か
も
知
れ
な
い
が　

僕
は
仕

事
が
あ
る
…
…
」（
昭
和
9
年
1
月
1
日
消

印　

武
内
潔
眞
宛
）

　

柳
の
思
想
や
見
識
眼
が
ど
う
で
あ
れ
、

石
黒
が
も
っ
と
も
嫌
っ
た
の
は
、
柳
が
民

藝
的
思
想
・
作
風
を
至
上
と
し
、
そ
れ
を

作
り
手
た
ち
に
指
導
し
た
こ
と
だ
ろ
う
。

こ
れ
は
、
石
黒
の
工
芸
に
対
す
る
観
念
を

知
る
手
が
か
り
と
な
る
。
書
簡
か
ら
、
石

黒
は
手
仕
事
に
お
け
る
当
事
者
は
作
り
手

自
身
の
み
で
あ
る
と
考
え
て
い
た
こ
と
が

読
み
取
れ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
当
事
者
以

外
の
何
者
で
あ
っ
て
も
制
作
の
領
域
へ
と

踏
み
込
む
こ
と
を
強
く
拒
ん
だ
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。
ま
た
、
技
術
の
極
み
を
追

う
こ
と
こ
そ
が
工
芸
の
意
義
で
あ
り
、
そ

こ
に
は
無
作
為
や
情
緒
の
入
り
込
む
余
地

は
な
い
。
当
然
ほ
か
の
作
家
た
ち
も
そ
う

あ
る
べ
き
だ
と
考
え
て
い
た
の
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
。

　

民
藝
運
動
か
ら
お
よ
そ
1
0
0
年
。
こ

の
数
年
は
戦
後
幾
度
目
か
の
民
藝
ブ
ー
ム

に
作
家
も
職
人
も
産
地
も
販
売
者
も
消
費

者
も
メ
デ
ィ
ア
も
大
い
に
沸
い
て
い
る
。
し

か
し
、
柳
や
石
黒
が
生
涯
を
通
じ
て
考
え

続
け
た「
つ
く
る
こ
と
」と「
生
き
る
こ
と
」を
、

「
て
い
ね
い
な
暮
ら
し
」
だ
け
で
消
費
し
て

し
ま
う
に
は
あ
ま
り
に
惜
し
い
。
今
を
生

き
る
私
た
ち
は
、
先
人
の
歩
み
を
も
と
に

手
仕
事
の
美
の
あ
り
よ
う
に
、
ど
の
よ
う

に
対
峙
す
る
の
か
が
、
問
わ
れ
て
い
る
。

　

八
瀬
陶
窯
の
母
屋
玄
関
に
今
も
掲
げ
ら

れ
る「
栩
林
」
の
扁
額
は
黒
田
辰
秋
が
彫
っ

た
も
の
だ
と
い
う
。

参考文献
小野公久監修『石黒宗麿書簡集』射水市新湊博物館、2000 
小野公久『評伝 石黒宗麿 異端に徹す』淡交社、 2014
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京
都
精
華
大
学 

八
瀬
陶
窯
研
究
会
　
寄
稿

奥
村
博
美

奥村博美　OKUMURA Hiromi

京都市立芸術大学陶磁器専攻科修了。京都精華
大学芸術学部教授。京都工芸美術展大賞、同展
優秀賞。焼き締め陶公募展記念賞。淡交ビエン
ナ―レ茶道美術公募展奨 励賞。京都工芸作家
協会展奨励賞など受賞。他個展多数開催。

　

2
0
1
1
年
、
常
滑
の
陶
芸
家
鯉
江

良
二
先
生
の
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
を
陶
芸

コ
ー
ス
で
開
催
し
た
時
に
八
瀬
陶
窯
に

案
内
し
た
の
で
す
が
、
登
窯
の
覆
屋
は

崩
れ
か
け
、
母
屋
の
工
房
も
屋
根
裏
に

住
ん
で
い
る
小
動
物
の
糞
だ
ら
け
、
水

回
り
の
床
も
落
ち
か
け
て
い
て
、
こ
の

姿
に
大
変
悲
し
み
憤
慨
さ
れ
ま
し
た
。

　

精
華
大
学
が
管
理
し
て
か
ら
5
年
以

上
手
付
か
ず
の
状
態
で
し
た
が
、
こ
の

日
か
ら
陶
芸
コ
ー
ス
と
し
て
八
瀬
陶
窯

の
活
用
を
考
え
始
め
ま
し
た
。

　

ま
ず
窯
周
辺
に
廃
棄
し
て
あ
っ
た
陶

片
を
収
集
し
た
と
こ
ろ
八
瀬
で
の
作
陶

を
ほ
ぼ
網
羅
し
て
お
り
、
釉
薬
や
断
面

の
厚
み
、
器
内
部
の
処
理
、
高
台
の
造

り
な
ど
、
ひ
と
り
の
作
家
の
手
の
跡
を

生
で
感
じ
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

　

八
瀬
陶
窯
の
魅
力
を
多
く
の
人
に

知
っ
て
も
ら
い
た
い
と
思
い
、
5
0
0

点
余
り
の
陶
片
を
母
屋
に
展
示
し
て
手

に
と
っ
て
観
察
で
き
る
よ
う
に
し
た
と

こ
ろ
、
多
く
の
陶
芸
家
、
ギ
ャ
ラ
リ
ー

主
催
者
、
愛
陶
家
の
方
々
が
見
学
に
来

ら
れ
、
八
瀬
陶
窯
の
今
後
に
つ
い
て
気

に
か
け
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

2
0
1
7
年
に
は
日
本
工
芸
会
近
畿

支
部
会
合
を
八
瀬
で
開
け
な
い
か
と
問

い
合
わ
せ
が
あ
り
、
清
水
、
馬
場
、
木

村
先
生
の
座
談
会
を
含
め
、
30
名
近
く

の
方
に
参
加
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

ま
た
同
年
に
銀
座
黒
田
陶
苑
の
黒
田
佳

雄
さ
ん
が
見
え
ら
れ
、
宗
麿
作
品
と
陶

片
を
同
列
に
並
べ
れ
ば
興
味
深
い
展
示

が
出
来
そ
う
だ
と
話
が
弾
み
、
是
非
京

都
と
東
京
で
展
覧
会
を
開
催
し
よ
う
と

な
り
ま
し
た
。

　

今
年
に
入
り
、
立
命
館
大
学
木
立
先

生
が
京
都
五
条
坂
に
残
っ
て
い
る
登
り

窯
測
量
調
査
を
す
る
と
お
聞
き
し
、
八

瀬
陶
窯
の
窯
も
お
願
い
し
た
い
と
申
し

出
た
と
こ
ろ
快
く
引
き
受
け
て
く
だ
さ

い
ま
し
た
。

　

測
量
調
査
を
す
る
た
め
に
土
砂
で
埋

も
れ
て
い
た
胴
木
周
辺
を
整
え
て
い
た

ら
灯
油
窯
、
楽
窯
が
見
つ
か
り
、
物
置

と
化
し
て
い
た
窯
内
部
を
整
理
中
、
匣

鉢
の
中
に
ポ
ツ
ン
と
木
葉
天
目
茶
碗
が

入
っ
て
い
た
の
で
す
。

　

そ
の
後
早
稲
田
大
学
余
語
、
田
畑
、
ナ

ワ
ビ
先
生
を
中
心
に
登
り
窯
３
D
測
量
、

青
山
学
院
大
学
黒
石
先
生
の
も
と
母
屋
工

房
の
測
量
、
庭
の
植
栽
調
査
が
為
さ
れ
、

貴
重
な
資
料
が
完
成
し
ま
し
た
。

　

多
く
の
方
々
の
お
力
添
え
に
よ
り
今

回
の
展
覧
会
を
開
催
す
る
こ
と
が
出
来

た
の
で
す
。

　　

焼
き
物
は
形
が
出
来
て
終
わ
り
で
な

く
、
土
や
釉
薬
の
選
択
、
焼
成
方
法
な

ど
が
一
つ
に
な
っ
た
時
に
作
品
と
し
て

成
立
す
る
も
の
、
打
ち
割
っ
て
陶
片
と

し
て
残
っ
て
い
る
も
の
は
石
黒
宗
麿
の

美
意
識
か
ら
外
れ
て
し
ま
っ
た
も
の
な

の
で
し
ょ
う
。

　

い
ろ
い
ろ
な
技
法
を
使
い
制
作
に
取

り
組
む
こ
と
は
作
品
の
完
成
ま
で
が
テ

ス
ト
で
あ
り
、
作
り
手
と
し
て
は
大
変

面
白
く
有
意
義
な
時
間
で
す
。
八
瀬
の

大
量
の
陶
片
は
完
成
作
品
を
支
え
る
大

き
な
大
地
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
。

　

唐
津
の
陶
片
が
多
く
、
石
黒
宗
麿
は

唐
津
が
す
き
だ
っ
た
の
だ
、
大
き
め
の

壺
の
内
側
に
は
釉
薬
が
か
か
っ
て
な
く

て
こ
れ
は
生
掛
け
だ
っ
た
の
か
な
、
サ

ン
ス
ク
リ
ッ
ト
の
文
字
が
描
か
れ
た
上

絵
の
作
品
が
複
数
あ
り
、
ど
こ
か
の
お

寺
に
数
を
納
め
た
の
だ
ろ
う
か
、
な
ど

い
ろ
い
ろ
想
像
し
て
し
ま
い
ま
す
。

　

そ
の
中
に
木
葉
天
目
の
陶
片
も
三
点

あ
り
ま
し
た
。

　

そ
の
内
の
一
点
は
綺
麗
な
発
色
を
し

て
い
た
け
れ
ど
、
石
黒
宗
麿
に
と
っ
て

木
葉
天
目
の
価
値
は
木
の
葉
の
発
色
だ

け
で
は
な
か
っ
た
よ
う
で
す
。

　

今
回
の
調
査
で
灯
油
窯
、
楽
窯
の
発

見
が
あ
り
、
登
り
窯
の
横
に
設
置
さ
れ

た
電
気
窯
を
含
め
て
石
黒
宗
麿
の
作
陶

姿
勢
が
現
実
の
も
の
と
し
て
目
の
前
に

現
れ
ま
し
た
。

母
屋
の
仕
事
場
に
あ
る
囲
炉
裏
の
炉
縁

に
は
陶
片
が
嵌
め
こ
ま
れ
、
襖
の
引
き

手
も
焼
き
物
で
作
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

八
瀬
陶
窯
は
物
作
り
を
志
し
た
人
間

の
生
き
様
を
肌
で
感
じ
る
こ
と
が
で
き

る
場
所
で
す
。

八
瀬
の
こ
と
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そ
の
後
、
1
9
3
0
年
、
経
済
の
弱

化
は
進
み
、
京
都
で
も
大
き
な
争
議
が

頻
発
し
て
い
た
。

　

石
黒
の
京
都
移
住
は
、
こ
う
い
う
経

済
的
な
文
脈
に
囲
ま
れ
た
も
の
で
あ
っ

た
。
注
目
し
て
お
き
た
い
こ
と
は
二
つ
。

一
つ
は
、
1
9
2
7
年
の
春
は
、
京
都

は
経
済
的
社
会
的
混
乱
に
あ
り
、
移
住

に
は
適
し
て
い
な
か
っ
た
の
で
は
な
い

か
、
と
い
う
点
。
も
う
一
つ
は
、
石
黒

が
移
住
し
た
と
き
、
京
都
の
陶
磁
器
界

で
は
、
労
働
運
動
が
か
な
り
活
発
だ
っ

た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
特
に
後
者
は
、

ど
う
い
う
関
わ
り
を
石
黒
に
も
た
ら
し

た
の
か
、
興
味
深
い
。
全
く
無
縁
だ
っ

た
の
か
、
そ
れ
と
も
、
何
ら
か
の
つ
な

が
り
が
あ
っ
た
の
か
。
も
し
つ
な
が
り

が
あ
っ
た
と
し
て
、
そ
れ
は
意
味
あ
る

も
の
だ
っ
た
の
か
そ
う
で
は
な
い
の
か
。

　　

文
脈
を
ま
と
め
た
こ
と
で
、
少
し
別

な
結
節
が
見
え
て
き
そ
う
な
気
が
し
て

い
る
。

　

石
黒
宗
麿（
1
8
9
3
〜
1
9
6
8
）

の
陶
芸
に
お
け
る
出
発
点
を
、
い
つ
、
ど

こ
に
置
く
べ
き
な
の
だ
ろ
う
か
。

　

ど
の
時
点
／
地
点
を
選
ぶ
か
は
、
た
ぶ

ん
立
場
に
よ
っ
て
異
な
っ
て
く
る
で
あ
ろ

う
。
た
だ
、
京
都
へ
の
移
住
が
、
石
黒
の

活
動
に
と
り
重
要
な
意
義
を
持
つ
、
と
い

う
こ
と
に
つ
い
て
異
論
は
出
な
い
の
で
は

な
い
か
。

　

石
黒
に
つ
い
て
の
最
も
優
れ
た
評
伝
を

書
い
た
小
野
公
久
に
よ
る
と
、
石
黒
が
い

つ
京
都
に
来
た
か
に
つ
い
て
は
2
説
あ
る

と
い
う
。
小
山
冨
士
夫
は
、
昭
和
2
年
、

1
9
2
7
年
4
月
に
金
沢
か
ら
移
住
し
て

き
た
、
と
し
て
い
る
よ
う
だ
。
小
山
の
証

言
は
、
京
都
で
の
石
黒
の
初
期
の
活
動
な

ど
を
考
え
る
と
、
か
な
り
重
い
も
の
で
あ

る
。
小
山
と
石
黒
の
京
都
に
お
け
る
出
会

い
に
、
大
き
な
意
味
が
あ
る
か
ら
だ
。

　

こ
れ
に
対
し
て
、
小
野
は
、
資
料
を
基

に
、
昭
和
3
年
、
1
9
2
8
年
春
に
移
住

し
た
の
で
は
な
い
か
、
と
考
え
て
い
る
。

『
評
伝　

石
黒
宗
麿　

異
端
に
徹
す
』（
淡

交
社
、
2
0
1
4
）
も
、
そ
の
線
で
記
述

さ
れ
て
い
る
。
1
9
2
7
年
8
月
11
日

の
消
印
が
あ
る
石
黒
の
書
簡
が
残
っ
て

お
り
、
そ
の
内
容
や
差
出
地
か
ら
判
断
す

る
と
、
こ
の
と
き
石
黒
は
金
沢
に
い
た

と
推
定
で
き
る
か
ら
だ
。
つ
ま
り
、
小
野

は
、
小
山
が
一
年
勘
違
い
し
た
と
考
え
て

い
る
。
小
野
の
い
う
こ
と
の
説
得
性
は
高

い
。

　

た
だ
、
も
う
少
し
物
証
が
ほ
し
い
と
い

う
の
が
、
小
野
の
意
見
で
も
あ
る
よ
う

で
、「
石
黒
宗
麿
と
八
瀬
陶
窯 

―
五
〇
年

目
の
窯
出
し
―
」
展
で
講
演
さ
れ
た
時

文
脈
を
考
え
る
と
い
う
こ
と
に
向
け
て

も
、
こ
の
こ
と
に
触
れ
て
い
た
。

　

さ
て
、
石
黒
の
活
動
を
考
え
て
い
く
う

え
で
、
彼
の
生
き
た
個
人
史
と
そ
の
周
辺

だ
け
で
は
な
く
、
彼
を
も
含
む
よ
り
大
き

な
文
脈
も
興
味
深
い
し
、
大
切
な
の
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
。

　

そ
う
は
い
っ
て
も
、
文
脈
に
は
い
ろ
い

ろ
な
相
や
レ
ベ
ル
が
存
在
し
て
い
る
。
た

と
え
ば
経
済
的
文
脈
、
社
会
的
文
脈
、
文

化
的
文
脈
な
ど
。
こ
の
う
ち
文
化
的
文
脈

で
い
え
ば
、
石
黒
の
活
動
は
、「
民
藝
」

の
諸
活
動
と
連
関
し
て
お
り
、
そ
の
文
脈

を
ど
う
と
ら
え
、
石
黒
と
の
相
互
性
を
ど

う
押
さ
え
る
か
は
、
か
な
り
重
要
な
問
題

で
あ
ろ
う
。

　

経
済
的
文
脈
や
社
会
的
文
脈
は
、
ど
う

か
。
陶
芸
活
動
も
、
経
済
的
文
脈
や
社
会

的
文
脈
か
ら
離
れ
て
は
存
在
で
き
な
い
。

生
活
自
体
は
な
お
さ
ら
で
あ
る
。

　

そ
う
い
う
こ
と
も
あ
り
、
1
9
2
0
年

代
後
半
の
京
都
や
日
本
の
「
文
脈
」
を
簡

単
に
ま
と
め
、
そ
の
文
脈
の
中
で
石
黒
は

生
き
て
い
た
の
だ
、
と
想
像
力
を
働
か
せ
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る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
し
て
み
た
い
。

　　

第
一
次
世
界
大
戦（
1
9
1
4
〜
18
）

は
、
日
本
に
好
景
気
を
も
た
ら
し
、
経
済

は
急
速
に
膨
張
し
た
と
い
わ
れ
る
。
し
か

し
、
20
年
代
に
入
る
と
反
動
で
不
況
に
見

舞
わ
れ
、
23
年
の
関
東
大
震
災
は
悪
い
状

況
に
拍
車
を
か
け
た
。
京
都
東
山
の
陶
磁

器
工
業
界
も
価
格
の
下
落
や
賃
下
げ
が
あ

り
、
陶
磁
器
工
は
、
1
9
2
2
年
に
組
合

を
結
成
す
る
。
そ
の
陶
器
工
組
合
は
、
20

年
代
、
活
発
に
活
動
を
繰
り
広
げ
た
。

　

1
9
2
7
年
3
月
、
衆
議
院
予
算
委
員

会
で
の
片
岡
蔵
相
の
失
言
が
き
っ
か
け
で
、

金
融
不
安
か
ら
金
融
恐
慌
と
な
る
。
京
都

で
も
、
金
融
機
関
の
閉
鎖
や
休
業
が
起
き
、

混
乱
し
た
状
況
と
な
っ
て
い
た
。
同
月
の

7
日
に
は
、
丹
後
地
方
で
大
地
震
が
起
き
、

5
月
頃
ま
で
、
京
都
の
社
会
や
経
済
は
混

乱
し
て
い
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。
た
だ
、

諒
闇
明
け
を
へ
て
、
翌
年
、
1
9
2
8
年

11
月
に
、
昭
和
天
皇
の
大
礼
が
京
都
で
行

な
わ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
期
待
感
も
一
気

に
高
ま
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
。
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〝
プ
ロ
の
独
学
者
〞

と
し
て
の
石
黒
宗
麿
論
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華
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僕
は
石
黒
宗
麿
の
こ
と
を
何
も
知
ら
な

か
っ
た
。
1
9
5
5
年
に
は
じ
ま
っ
た「
重

要
無
形
文
化
財
保
持
者
制
度
」
で
、
最
初

に
指
定
を
受
け
た
日
本
初
の〝
人
間
国
宝
〟

の
ひ
と
り
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
陶
芸
の
世
界
で
は
伝
説
レ
ベ
ル

の
巨
匠
で
あ
っ
て
も
、
世
の
中
全
体
で
い
え

ば
そ
れ
ほ
ど
知
ら
れ
て
い
な
い
。
例
え
ば
、

同
時
期
に
人
間
国
宝
と
し
て
認
め
ら
れ
た
陶

芸
家
の
富
本
憲
吉
や
濱
田
庄
司
と
比
較
し
て

み
て
も
、Tw

itter

やInstagram

で
話
題
に

な
る
こ
と
は
少
な
い
。

　

急
に
そ
の
風
向
き
が
変
わ
っ
た
の
が
八

瀬
陶
窯
で
の「
木
葉
天
目
茶
碗
」
の
発
見

で
あ
り
、
そ
れ
を
祝
う
形
と
な
っ
た
ギ
ャ

ラ
リ
ー
フ
ロ
ー
ル
で
の
展
示
だ
っ
た
。「
こ

れ
気
に
な
っ
て
る
や
つ
」「
ツ
ア
ー
も
あ
っ

て
と
て
も
面
白
そ
う
」。
こ
う
し
て
石
黒

宗
麿
が
カ
ジ
ュ
ア
ル
に〝
再
発
見
〟
さ
れ
、

そ
の
普
遍
的
な
価
値
は
次
の
世
代
に
も
受

け
継
が
れ
て
い
く
こ
と
に
な
っ
た
。
も
ち

ろ
ん
、
何
も
知
ら
な
か
っ
た
僕
自
身
も
含

め
て
。

　

展
示
の
目
玉
は
も
ち
ろ
ん
、
窯
で
焼
か

れ
た
あ
と
取
り
出
さ
れ
ず
に
残
さ
れ
て
い

た
木
葉
天
目
茶
碗
で
あ
る
。
そ
の
吸
い
込

ま
れ
る
よ
う
な
美
し
さ
は
、
陶
芸
に
明
る

く
な
い
僕
に
と
っ
て
も
何
か
感
じ
る
も
の

が
あ
る
。
50
年
後
に
タ
イ
ム
カ
プ
セ
ル
と

し
て
日
の
目
を
浴
び
る
こ
と
に
な
っ
た
の

は
、
ま
さ
か
意
図
的
で
は
な
い
だ
ろ
う
が
、

そ
の
粋
な
計
ら
い
を「
何
と
も
石
黒
先
生

ら
し
い
」
と
懐
か
し
む
人
も
い
た
。

　

そ
の
上
で
、
会
場
の
構
成
と
し
て
来
場

者
に
暗
に
放
た
れ
て
い
た
メ
ッ
セ
ー
ジ
と

は
、
幾
種
も
の
膨
大
な
陶
片
を
前
に
、
石

黒
宗
麿
の
生
々
し
い
葛
藤
と
向
き
合
う
こ

と
に
あ
っ
た
よ
う
に
思
う
。
人
間
国
宝
と

い
う
多
く
の
人
に
と
っ
て
は
遠
い
存
在
の

手
に
よ
っ
て
作
ら
れ
た
、
誰
で
も
自
由
に

近
づ
く
こ
と
が
で
き
る
開
か
れ
た
そ
れ
ら

の
陶
片
は
、
出
来
栄
え
に
納
得
が
ゆ
か
ず

自
ら
割
っ
た
も
の
な
の
か
、
数
十
年
の
時

に
揺
ら
れ
て
割
れ
て
し
ま
っ
た
も
の
な
の

か
は
わ
か
ら
な
い（
実
際
に
八
瀬
陶
窯
の

す
ぐ
側
で
は
治
水
工
事
が
行
わ
れ
て
い

た
）。

　

そ
れ
で
も
ひ
と
つ
だ
け
確
か
な
こ
と

は
、
多
種
多
彩
、
融
通
無
礙
、
つ
ね
に
故

き
に
学
び
、
斬
新
な
手
法
で
世
間
を
驚
か

せ
て
き
た
石
黒
宗
麿
の
圧
倒
的
な
質
を
支

え
て
い
た
の
は
、
気
高
い
理
想
に
近
付
か

ん
と
す
る
圧
倒
的
な
思
索
と
試
作
の
量
で

あ
っ
た
、
と
い
う
こ
と
。
厳
し
い
目
を
く

ぐ
り
抜
け
て
、
い
よ
い
よ
形
を
留
め
る
こ

と
が
で
き
た
完
成
品
の
澄
み
渡
る
美
に
、

野
暮
な
痕
跡
は
残
さ
れ
て
い
な
い
。
し

か
し
陶
片
ひ
と
つ
ひ
と
つ
に
宿
る
葛
藤
の

日
々
が
、
そ
の
魂
の
濃
度
が
、
私
た
ち
の

魂
に
も
響
き
入
る
。

　

彼
の
理
想
と
は「
器
の
中
に
宇
宙
が
見

え
る
」
と
も
評
さ
れ
る「
曜
変
天
目
」
の
再

現
だ
っ
た
、
と
い
わ
れ
る
。
現
存
す
る
曜

変
天
目
茶
碗
は
世
界
で
わ
ず
か
3
点
、
す

べ
て
が
日
本
の
国
宝
指
定
と
い
う
究
極
の

器
で
あ
る
。

　

25
歳
の
と
き
に「
稲
葉
天
目
」
を
目
に
し

て
心
が
震
え
、
そ
こ
に
あ
っ
た「
窯
の
偶
然

が
な
し
た
も
の
」
と
い
う
解
説
に
思
い
が
け

ず
反
発
し
、「
こ
れ
が
人
の
手
に
な
る
も
の

で
あ
る
な
ら
自
分
も
同
じ
物
を
作
り
た
い
」

と
い
う
、本
人
曰
く〝
非
常
に
傲
慢
な
考
え
〟

に
よ
っ
て
、
石
黒
に
と
っ
て
の
陶
芸
の
道

は
開
か
れ
た
の
だ
っ
た
。
そ
し
て
そ
れ
は
、

厳
し
く
険
し
い
独
学
の
道
で
も
あ
っ
た
。

　

1
9
9
6
年
に
サ
ン
ト
リ
ー
美
術

館
で
開
催
さ
れ
た
『
人
間
国
宝
石
黒
宗

麿 

陶
芸
の
エ
ス
プ
リ
』（
朝
日
新
聞
社
、

1
9
9
6
）
の
目
録
で
、
当
時
の
福
島
県

立
美
術
館
長
・
長
谷
部
満
彦
氏
は
こ
う
記

し
て
い
る
。

　
陶
家
の
出
で
も
な
く
、
ま
っ
た
く

の
素
人
か
ら
作
陶
の
道
に
入
っ
た
宗

麿
は
ア
マ
チ
ュ
ア
の
自
由
さ
を
非
常

に
大
切
に
し
て
い
た
よ
う
に
思
わ
れ

る
。（.
.
.
）
因
襲
的
な
陶
家
の

社
会
に
お
も
ね
る
こ
と
も
な
く
、
師

も
な
く
弟
子
も
な
く
、
一
人
自
由
に

学
ん
で
陶
技
を
し
だ
い
に
多
彩
な
も

の
に
広
げ
て
い
っ
た
。
し
か
も
自
ら

成
し
と
げ
た
成
果
に
安
住
す
る
こ
と

を
拒
む
貪
欲
さ
で
、
絶
え
ず
如
何
に

表
す
べ
き
か
を
自
問
し
な
が
ら
制
作

を
続
け
、
次
々
と
独
自
の
陶
芸
世
界

を
築
き
あ
げ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

　
き
っ
と
彼
が
座
右
に
置
い
た
根
源
的
な

問
い
は
、
彼
が
制
作
し
た
も
の
を
い
つ
も
上

回
っ
て
い
た
の
だ
ろ
う
。
プ
ロ
フ
ェ
ッ
シ
ョ

ナ
ル
を
凌
駕
す
る
ほ
ど
の
ア
マ
チ
ュ
ア
で

あ
っ
た
石
黒
に
と
っ
て
、
偶
然
を
必
然
に
、

不
可
能
を
可
能
に
す
る
方
法
を
教
え
て
く

れ
る
師
匠
の
よ
う
な
人
は
い
な
か
っ
た
。

た
だ
ひ
た
す
ら
、
縄
だ
け
で
木
を
断
つ
ほ

ど
の
時
間
を
か
け
て
、
身
を
投
じ
る
し
か

な
か
っ
た
。
そ
ん
な
石
黒
宗
麿
の
凛
と
し

た
背
中
は
、
い
ま
な
お
葛
藤
中
の
す
べ
て

の
独
学
者
を
勇
気
づ
け
て
く
れ
る
だ
ろ
う
。

そ
れ
は
も
ち
ろ
ん
、
僕
自
身
も
含
め
て
。

　　

と
は
い
え
、
本
当
に〝
師
〟
は
い
な
か
っ

た
の
だ
ろ
う
か
。

　

唯
一
の
弟
子
で
あ
る
清
水
卯
一
氏
は
、

「
石
黒
先
生
は
宗
教
に
つ
い
て
一
度
も
口
に

出
す
こ
と
は
な
く
、
む
し
ろ
無
神
論
者
み

た
い
で
し
た
が
、
何
か
仏
さ
ん
へ
の
信
仰

が
あ
っ
た
よ
う
な
気
が
し
ま
す
」
と
語
っ

て
い
る
。そ
し
て
、「
20
代
の
こ
ろ
に『
佛
山
』

と
い
う
銘
を
使
っ
て
い
た
の
も
、
何
か
思

う
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ

う
か
。
先
生
自
身
、
仏
様
の
よ
う
に
心
優

し
い
お
方
で
し
た
」
と
も
。

　

20
代
と
い
え
ば
、
ま
さ
に
初
心
の
頃
で

あ
る
。
生
涯〝
プ
ロ
の
独
学
者
〟で
あ
り
続

け
た
石
黒
宗
麿
に
と
っ
て
の
師
と
は
、
作

陶
や
書
画
を
通
し
て
彼
を
導
き
つ
づ
け
た

存
在
と
は
、
そ
れ
ほ
ど
ス
ケ
ー
ル
の
大
き

な〝
何
か
〟
だ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
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長
年
使
っ
て
い
た
土
鍋
が
割
れ
た
。
い

つ
も
の
よ
う
に
コ
ン
ロ
に
火
を
か
け
て
水

炊
き
を
準
備
し
て
い
る
と
、
鍋
の
底
か
ら

出
汁
が
吹
き
こ
ぼ
れ
た
。
か
れ
こ
れ
十
数

年
前
に「
僕
に
は
大
き
い
か
ら
」
と
恩
師
か

ら
譲
り
受
け
た
越
前
焼
の
土
鍋
で
あ
る
。

鍋
の
蓋
に
は
鉄
絵
で
大
き
く
カ
ニ
が
描
か

れ
て
い
る
。
鍋
底
を
洗
う
た
び
に
貫
入
が

深
ま
っ
て
い
く
の
に
見
惚
れ
て
い
た
。
と

こ
ろ
が
、
鍋
底
に
ひ
び
が
入
り
は
じ
め
た
。

た
た
い
て
み
る
と
、
鈍
い
音
が
し
た
。
お

粥
を
炊
い
て
そ
の
ひ
び
を
埋
め
よ
う
と
し

た
け
れ
ど
も
、
も
う
手
遅
れ
だ
っ
た
。
陶

片
の
断
面
は
黒
く
焦
げ
付
き
、
土
の
中
か

ら
出
て
き
た
も
の
に
見
え
た
。

　

石
黒
宗
麿（
一
八
九
三
―
一
九
六
八
）

は
、
一
九
三
六
年
か
ら
七
十
五
歳
で
歿
す

る
ま
で
の
三
十
三
年
間
を
京
都
洛
北
の

八
瀬
で
過
ご
し
た
。
主
屋
は
、
茅
葺
き

の
寄
棟
作
り
で
、
土
間
、
居
間
、
水
廻
り

と
い
う
簡
素
な
間
取
り
で
あ
る
。
十
畳
ほ

ど
の
土
間
が
仕
事
場
で
あ
る
。
石
黒
は
日

本
、
朝
鮮
、
中
国
と
い
っ
た
東
洋
古
陶

磁
に
自
ら
の
陶
器
作
り
の
ル
ー
ツ
を
見
出

し
、
そ
の
再
現
を
試
み
て
い
た
。「
膝
の

片
方
に
小
山
先
生
か
ら
貰
っ
た
出
土
陶

片
、
も
う
片
方
に
出
来
上
が
っ
た
ば
か

り
の
碗
を
載
せ「
出
来
た
、
出
来
た
」
と
、

奥
さ
ん
と
抱
き
合
っ
て
喜
ん
で
お
ら
れ

ま
し
た
」
と
い
う
清
水
卯
一（
一
九
二
六

―
二
〇
〇
四
）
の
証
言
が
残
さ
れ
て
い
る

（
小
野
公
久『
評
伝
石
黒
宗
麿
異
端
に
徹

す
』
淡
交
社
、
二
〇
一
四
年
）。
こ
の「
出

土
陶
片
」
と
は
、
当
時
親
交
を
深
め
て
い

た
陶
磁
研
究
家
・
陶
芸
家
で
あ
る
小
山
冨

士
夫（
一
九
〇
〇
―
一
九
七
五
）
か
ら
譲

り
受
け
た
北
宋
時
代
の
磁
州
窯
の
陶
片

と
思
わ
れ
る
。
中
国
の
河
北
省
南
部
の

邯か
ん
た
ん
し
き
ょ
ろ
く

鄲
市
鉅
鹿
は
、
一
一
〇
八
年
に
黄
河

の
大
洪
水
に
よ
っ
て
沈
ん
だ
町
で
あ
る
。

一
九
二
〇
年
の
干
ば
つ
の
時
に
深
く
井
戸
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瀬
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を
掘
っ
た
と
こ
ろ
、
多
く
の
陶
片
が
出
土

し
た
。
磁
州
窯
は
庶
民
の
生
活
雑
器
で
あ

り
、
白
化
粧
し
た
素
地
に
黒
泥
を
掛
け
、

黒
泥
の
み
を
掻
き
落
と
す
技
法
が
見
ら
れ

る
。
石
黒
は
そ
の
な
か
で
も「
千
点
文
」

と
呼
ば
れ
る
模
様
の
再
現
を
試
み
た
。
そ

し
て
、
そ
の
模
様
が
ロ
ク
ロ
の
お
ど
り
に

よ
っ
て
リ
ズ
ミ
カ
ル
刻
ま
れ
て
い
る
こ
と

を
突
き
止
め
、
弾
力
の
強
い
カ
ン
ナ（
時

計
の
ぜ
ん
ま
い
を
伸
ば
し
た
も
の
）
を
用

い
て
削
る
こ
と
で
再
現
し
て
見
せ
た
の
で

あ
る
。

　

石
黒
は
古
陶
磁
の「
写
物
屋
」
と
し
て
語

ら
れ
が
ち
で
あ
る
。
た
だ
、
若
か
り
し
八

木
一
夫（
一
九
一
八
―
一
九
七
九
）は
そ
れ

だ
け
で
は
な
い
こ
と
を
気
づ
い
て
い
た
。

八
木
は
、
一
九
四
七
年
頃
に
青
年
作
陶
家

集
団
の
仲
間
と
連
れ
立
っ
て
八
瀬
に
石
黒

を
訪
ね
て
い
る
。「
そ
の
と
き
の
私
は
、
石

黒
さ
ん
の
仕
事
の
裏
う
ち
と
な
っ
て
い
る

は
ず
の
、「
古
典
」
と
い
う
古
色
の
型
を
感

じ
た
り
は
し
な
か
っ
た
。
む
し
ろ
、
作
者

個
人
だ
け
に
と
ど
ま
ら
ず
、
現
代
そ
の
も

の
に
も
生
き
て
い
る
感
覚
や
、
瀟
洒
な
好

み
、
造
り
の
た
し
か
さ
と
柔
軟
性
、
そ
ん

な
も
の
に
感
心
さ
せ
ら
れ
て
い
た
と
い
う

記
憶
が
あ
る
」
と
記
し
て
い
る（
八
木
一

夫
『
懐
中
の
風
景
』
講
談
社
、
一
九
六
七

年
）。
石
黒
は
磁
州
窯
の
技
法
を
も
と
に
千

点
文
の
茶
碗
や
鉢
、
蓋
物
を
作
り
出
し
た

が
、
釉
薬
、
形
、
模
様
は
独
自
の
も
の
で

あ
る
。
八
木
は
一
九
四
八
年
に
走
泥
社
を

結
成
し
、
オ
ブ
ジ
ェ
焼
へ
と
進
ん
で
い
く

が
、
晩
年
に
作
っ
た
千
点
文
の
湯
呑
み
に

は
、
石
黒
と
通
底
し
た
古
典
に
対
す
る
解

釈
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。

　

石
黒
が
八
瀬
で
暮
ら
し
て
い
た
当
時
の

写
真
を
み
て
い
る
と
、
土
間
の
囲
炉
裏
に

は
、
茣
蓙
が
敷
か
れ
、
鉄
瓶
に
湯
が
沸
か

さ
れ
て
い
る
。
囲
炉
裏
の
炉
縁
は
、
レ
ン

ガ
の
寸
法
を
も
と
に
し
た
や
き
も
の
で
組

ま
れ
、
上
面
と
側
面
に
は
淡
い
緑
釉
が
施

さ
れ
て
い
る
。
炉
縁
が
破
損
し
た
箇
所
は
、

石
黒
の
陶
器
と
思
わ
れ
る
数
個
の
陶
片
で

補
修
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
う
ち
の
一
箇
所

に
は
、
白
化
粧
で
象
嵌
さ
れ
た
魚
紋
の
陶

片
が
埋
め
込
ま
れ
て
い
る
。
目
玉
が
二
つ

並
ん
で
、
囲
炉
裏
で
焼
か
れ
た
ア
ジ
の
開

き
の
よ
う
に
見
え
て
く
る
。

　

こ
の
よ
う
な
い
く
つ
か
の
石
黒
の
陶
片

に
ま
つ
わ
る
振
る
舞
い
を
も
と
に
、
本
展

の
会
場
構
成
を
考
え
た
。
な
に
よ
り
登
り

窯
の
近
く
か
ら
大
量
に
掘
り
起
こ
さ
れ
た

陶
片
に
触
れ
る
こ
と
を
展
示
の
見
ど
こ
ろ

に
し
た
。
一
部
屋
目
は「
八
瀬
に
窯
を
開

く
」
と
し
、
主
屋
の
居
間
と
同
じ
く
十
畳

半
の
上
が
り
間
を
設
え
、
石
黒
の
陶
器
と

そ
れ
に
類
す
る
陶
片
を
並
べ
た
。
履
物
を

脱
い
で
畳
に
上
が
り
、
手
の
ひ
ら
の
な
か

で
陶
片
に
触
れ
て
見
比
べ
る
。た
と
え
ば
、

柿
釉
の
水
指
は
落
ち
着
い
た
渋
み
の
あ
る

肌
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
並
べ
ら
れ
た
陶

片
は
光
沢
感
が
強
く
そ
の
違
い
が
見
て
取

れ
る
。
二
部
屋
目
は「
石
黒
宗
麿
の
陶
器

作
り
」
と
し
、
四
百
点
余
り
の
陶
片
を
作

業
台
の
上
に
並
べ
、
そ
の
陶
器
作
り
の
バ

リ
エ
ー
シ
ョ
ン
を
俯
瞰
す
る
構
成
と
し

た
。
そ
し
て
、
三
部
屋
目
は「
五
〇
年
目

の
窯
出
し
」
と
し
、
今
回
の
調
査
で
登
り

窯
の
二
の
間
か
ら
発
見
さ
れ
た
木
葉
天
目

茶
碗
が
ど
の
よ
う
な
環
境
で
作
ら
れ
た
の

か
を
窯
道
具
や
登
り
窯
の
模
型
を
通
し
て

み
て
い
く
構
成
と
し
た
。
匣さ

や鉢
の
な
か
か

ら
で
て
き
た
茶
碗
に
は
ま
だ
目
土
が
く
っ

つ
い
て
い
る
。

　

石
黒
に
と
っ
て
古
陶
磁
の
陶
片
は
写
し

取
る
も
の
で
あ
り
、
他
方
で
自
作
の
陶
片

は
、
埋
め
る
べ
き
も
の
だ
っ
た
の
か
も
し

れ
な
い
。
だ
か
ら
五
十
年
ぶ
り
に
掘
り
起

こ
さ
れ
た
陶
片
は
、
石
黒
の
陶
器
と
は
似

て
非
な
る
出
土
品
の
よ
う
に
見
え
る
の
で

あ
る
。
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