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な
ぜ
あ
な
た
は
陶
器
を
作
る
よ
う
に
な
っ
た
か
、
と
よ
く
人
か
ら
訊
ね
ら

れ
る
が
、
自
分
は
言
下
に
、
そ
れ
は
自
分
の
有
す
る
食
道
楽
か
ら
そ
も
そ
も

が
起
こ
っ
て
い
る
と
答
え
る
。
自
分
は
幼
年
の
頃
か
ら
食
味
に
趣
味
を
持
ち
、

年
と
共
に
い
よ
い
よ
こ
れ
が
興
趣
は
高
じ
て
、
遂
に
美
食
そ
の
も
の
だ
け
で

は
満
足
出
来
な
く
な
っ
て
き
た
。

　
お
い
し
い
食
物
は
そ
れ
に
ふ
さ
わ
し
い
美
し
さ
の
あ
る
食
器
を
欲
求
し
、

そ
れ
に
盛
ら
な
く
て
は
不
足
を
訴
え
る
こ
と
に
な
る
。
こ
こ
に
於
て
自
分
は

陶
磁
器
及
び
漆
器
、
即
ち
食
物
の
器
を
自
然
と
注
意
深
く
吟
味
す
る
よ
う
に

な
っ
た
。
そ
ん
な
生
活
を
続
け
る
中
に
図
ら
ず
も
自
分
が
美
食
倶
楽
部
の
一

員
と
な
っ
た
。
そ
れ
は
大
正
九
年
の
こ
ろ
だ
っ
た
と
思
う
。
そ
の
経
営
に
当
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っ
て
、
当
然
的
に
食
器
の
問
題
に
ぶ
つ
か
っ
た
が
、
何
と
し
て
も
現
代
作
ら

れ
て
い
る
も
の
で
は
意
を
満
た
せ
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
こ
れ
を
古
品
に
求
め
、

古
瀬
戸
、
古
赤
絵
、
オ
ラ
ン
ダ
と
い
う
ふ
う
に
、
茶
碗
、
皿
、
鉢
等
を
選
び
、

日
常
の
食
器
と
し
て
用
を
弁
ず
る
こ
と
と
し
た
。
か
く
し
て
三
年
間
、
幸
い

に
も
非
常
な
好
評
の
も
と
に
経
営
を
持
続
し
て
い
る
う
ち
に
、
大
震
災
に
遭

遇
し
て
美
食
倶
楽
部
も
灰
燼
に
帰
し
、
当
時
所
用
の
古
陶
器
類
そ
の
他
一
切

を
喪
失
し
て
し
ま
っ
た
。

　
し
か
し
、
続
い
て
星
岡
茶
寮
を
経
営
す
る
こ
と
と
な
り
、
舞
台
は
更
に
大

き
く
展
開
し
、
時
に
は
百
人
前
を
越
え
る
器
物
一
切
を
必
要
と
す
る
よ
う
に

な
っ
た
。
以
前
の
よ
う
に
古
陶
磁
で
そ
の
用
を
弁
じ
さ
せ
よ
う
と
す
る
の
は

殆
ど
不
可
能
な
こ
と
で
あ
る
。
と
言
っ
て
、
五
条
坂
の
陶
器
は
ま
た
用
い
ら
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る
べ
く
も
な
か
っ
た
。

　
こ
こ
に
於
て
自
分
は
京
都
の
宮
永
東
山
、
河
村
蜻
山
、
三
浦
竹
泉
、
九
谷

方
面
で
は
山
代
の
須
田
菁
華
、
山
中
の
矢
口
永
寿
、
大
聖
寺
の
中
村
秋
塘
、

尾
張
赤
津
の
加
藤
作
助
等
々
の
諸
氏
に
委
嘱
し
て
、
先
ず
好
み
の
ま
ま
に
生

地
を
作
っ
て
も
ら
い
、
そ
れ
に
自
分
が
絵
付
け
を
し
て
震
災
後
我
々
の
所
有

と
な
っ
た
星
岡
茶
寮
最
初
の
器
物
を
調
え
る
こ
と
と
し
て
、
先
ず
当
面
の
用

を
満
た
す
こ
と
に
し
た
の
で
あ
る
。

　
当
時
の
自
分
は
陶
磁
製
作
に
関
し
て
は
全
く
迂
遠
で
あ
っ
て
、
奥
田
氏
の

『
陶
磁
百
選
』
な
ど
を
別
天
地
の
思
い
で
眺
め
て
い
た
こ
ろ
で
あ
る
。
訳
も

な
く
他
人
に
生
地
を
作
ら
せ
、
そ
の
上
に
絵
付
け
を
し
て
先
ず
満
足
し
て
い

た
の
で
あ
る
。
職
人
に
生
地
を
作
ら
せ
て
上
絵
を
付
け
て
、
そ
れ
で
作
家
と
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称
す
る
陶
人
が
立
派
に
存
在
す
る
こ
と
は
現
代
陶
界
の
実
状
で
あ
る
。
曾
て

は
自
分
も
そ
れ
に
知
ら
ず
知
ら
ず
満
足
し
て
い
た
始
末
で
あ
っ
た
。
だ
が
作

ら
れ
た
器
物
は
職
人
が
命
ぜ
ら
れ
る
ま
ま
に
作
っ
た
も
の
で
、
製
作
技
術
以

外
に
内
容
に
触
れ
る
所
は
な
い
。
技
術
的
に
一
見
綺
麗
に
は
作
ら
れ
て
い
る

が
、
そ
れ
は
決
し
て
美
し
い
も
の
で
は
な
か
っ
た
。

　
宋
窯
を
見
せ
、
古
瀬
戸
を
見
せ
れ
ば
、
職
人
は
直
ぐ
に
そ
れ
の
外
形
を
こ

そ
真
似
は
す
る
が
、
そ
の
内
容
に
大
事
な
精
神
を
欠
く
と
い
う
の
が
避
け
難

い
状
態
で
あ
っ
た
。
自
分
は
こ
こ
に
他
人
の
拵
え
た
生
地
に
は
非
常
な
不
満

足
を
生
じ
、
自
ら
土
を
採
っ
て
作
る
の
で
な
い
限
り
、
到
底
自
分
の
意
に
満

た
な
い
と
い
う
結
論
に
到
達
し
た
。

　
ま
た
一
つ
の
事
実
と
し
て
、
み
ず
か
ら
全
部
を
作
ら
な
く
ば
自
作
品
と
は
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言
え
ぬ
。
上
絵
だ
け
を
付
け
て
、
魯
山
人
作
の
銘
を
つ
け
て
来
た
こ
と
が
今

更
に
辱は
じ
ら
れ
た
。
そ
れ
は
詐
欺
の
行
為
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
生
地
を

他
人
に
作
ら
せ
、
上
絵
付
け
を
自
分
が
す
る
の
は
、
合
作
で
あ
っ
て
自
作
で

は
な
い
。
殊
に
陶
器
は
絵
付
け
が
主
で
な
く
て
、
土
の
仕
事
が
主
で
あ
る
。

そ
の
土
の
仕
事
は
無
知
な
職
人
に
任
せ
て
、
絵
付
け
を
自
分
が
し
て
い
る
な

ど
、
少
な
く
と
も
作
陶
精
神
に
於
て
は
主
客
転
倒
し
て
い
る
。
と
言
っ
て
、

自
分
は
根
本
的
に
合
作
を
否
定
す
る
者
で
は
な
い
。
合
作
の
場
合
は
同
職
程

度
の
役
者
が
揃
う
必
要
が
あ
る
。
木
米
の
絵
に
山
陽
が
合
し
、
仁
清
の
陶
器

に
宗
和
が
意
匠
す
る
こ
と
は
合
作
の
妙
味
を
発
揮
す
る
。
し
か
し
な
が
ら
、

作
者
が
一
方
は
美
の
教
養
な
き
職
人
で
あ
っ
て
、
一
方
は
素
養
あ
る
人
物
で

あ
る
と
す
る
場
合
は
、
根
本
的
に
合
作
の
意
義
を
な
さ
ぬ
。
こ
こ
で
自
分
は
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如
何
に
苦
心
し
て
も
、
土
の
仕
事
を
自
分
で
し
な
く
て
は
な
ら
ぬ
と
決
心
し

た
。
轆
轤
の
仕
事
な
ど
は
難
し
い
と
さ
れ
て
い
る
が
、
轆
轤
場
に
修
業
に
来

た
徒
弟
が
三
年
も
経
て
ば
、
結
構
轆
轤
仕
事
が
出
来
る
よ
う
に
な
る
例
を
も

っ
て
し
て
も
、
自
分
は
確
信
を
以
て
そ
れ
に
臨
ま
れ
る
と
し
た
。

　
そ
こ
で
手
元
に
窯
を
築
き
、
轆
轤
場
を
置
く
必
要
を
生
じ
、
昭
和
三
年
春
、

大
船
在
山
崎
に
窯
を
築
く
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。
た
と
え
助
手
数
人
を
要
す

る
と
し
て
も
、
正
真
正
銘
の
自
作
と
い
う
も
の
が
自
分
の
窯
か
ら
生
ま
れ
出

る
こ
と
に
な
っ
た
。
さ
て
、
や
っ
て
み
る
と
、
土
を
い
じ
る
と
か
、
絵
を
描

く
と
か
、
窯
に
詰
め
込
む
と
か
い
う
技
法
上
の
こ
と
は
案
ず
る
よ
り
産
む
が

易
か
っ
た
。
星
岡
茶
寮
で
使
用
し
て
い
る
食
器
の
悉
く
は
み
な
自
分
の
作
品

で
あ
る
。
そ
れ
に
は
青
磁
、
信
楽
、
唐
津
、
朝
鮮
刷
毛
目
、
古
瀬
戸
、
赤
呉
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須
等
略
一
通
り
は
揃
っ
て
い
る
。

　
か
く
し
て
自
作
品
を
生
む
に
至
る
と
、
お
の
ず
か
ら
参
考
品
を
欲
求
す
る

に
及
ん
だ
。
学
者
が
み
ず
か
ら
古
書
を
漁
る
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
学
者
が

万
巻
の
書
を
愛
重
す
る
よ
う
に
、
陶
家
に
は
万
点
の
古
陶
磁
が
入
用
と
な
る
。

そ
こ
で
古
陶
磁
の
蒐
集
を
思
い
立
ち
、
窯
場
星
岡
に
参
考
館
を
設
け
、
徐
々

に
蒐
集
品
を
陳
列
し
始
め
た
。
固
よ
り
新
作
品
の
参
考
の
た
め
で
あ
る
が
、

今
日
で
は
参
考
と
言
う
は
名
目
で
あ
っ
て
、
実
は
一
種
の
骨
董
癖
に
陥
っ
て

し
ま
っ
た
点
も
あ
る
。

　
か
よ
う
な
次
第
で
、
自
分
が
窯
を
持
っ
た
の
は
昭
和
三
年
で
、
言
わ
ば
極

々
最
近
の
事
で
あ
る
。
し
か
も
そ
れ
の
み
没
頭
す
る
こ
と
を
許
せ
な
い
の
で
、

陶
器
製
作
も
陶
器
研
究
も
今
漸
く
そ
の
緒
に
つ
い
た
ば
か
り
で
、
一
窯
焚
く

9



ご
と
に
様
々
な
体
験
を
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
益
々
研
究
に
も
、
製
作
に
も
、

興
味
を
感
ず
る
よ
う
に
な
り
つ
つ
あ
る
。
か
く
し
て
自
分
は
食
道
楽
か
ら
始

ま
っ
て
陶
器
製
作
を
試
み
る
よ
う
に
な
っ
た
も
の
で
、
こ
の
点
、
全
く
他
の

陶
人
陶
家
と
そ
の
出
発
点
に
動
機
を
異
に
す
る
も
の
が
あ
る
。
そ
し
て
ま
た
、

そ
の
修
業
も
常
師
あ
る
こ
と
な
く
、
た
だ
独
詣
自
得
に
よ
っ
て
今
日
を
築
き
、

ま
た
明
日
に
処
し
て
行
く
の
で
あ
る
。

　
思
え
ば
前
途
遼
遠
な
作
陶
の
仕
事
で
は
あ
る
が
、
乗
り
か
か
っ
た
舟
だ
と

し
て
、
自
分
は
自
分
を
見
つ
め
つ
つ
、
盛
ん
に
そ
の
先
を
考
え
て
い
る
の
で

あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
昭
和
八
年
）

10なぜ作陶を志したか



11



12なぜ作陶を志したか



青
空
文
庫
情
報

底
本
：
「
魯
山
人
陶
説
」
中
公
文
庫
、
中
央
公
論
社

　
　
　1992
（
平
成4

）
年5

月10

日
初
版
発
行

　
　
　2008

（
平
成20

）
年11

月25

日12

刷
発
行

底
本
の
親
本
：
「
魯
山
人
陶
説
」
東
京
書
房
社

　
　
　1975

（
昭
和50
）
年3
月

入
力
：
門
田
裕
志

校
正
：
雪
森

2014

年10

月13

日
作
成

青
空
文
庫
作
成
フ
ァ
イ
ル
：

13



こ
の
フ
ァ
イ
ル
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
図
書
館
、
青
空
文
庫
（http://w

w

w
.aozora.gr.jp/

）
で
作
ら
れ
ま
し
た
。
入
力
、
校
正
、
制
作
に
あ
た
っ
た

の
は
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
皆
さ
ん
で
す
。

14なぜ作陶を志したか



なぜ作陶を志したか
北大路魯山人

２０２０年　７月１３日　初版

奥　付

発行 青空文庫

URL http://www.aozora.gr.jp/
E-Mail info@aozora.gr.jp

作成 青空ヘルパー　　赤鬼@BFSU
URL http://aozora.xisang.top/
BiliBili https://space.bilibili.com/10060483

Special Thanks
　青空文庫　威沙　
　　　

青空文庫を全デバイスで楽しめる青空ヘルパー http://aohelp.club/
※この本の作成には文庫本作成ツール『威沙』を使用しています。

http://tokimi.sylphid.jp/


