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第
９
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依い
ち
ゅ
う
そ
ち
ょ
う

柱
塑
彫
技
法
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７月になっても雪が残る富士山（７月 10 日撮影）

続・増穂薪窯通信 
てんやわんや

志村恵子さんの作品を指導中の李基柱氏。

制
作
２
日
目
。

山下邦久さんの完成作品。上は龍
（幅 30× 高さ 57cm）。右は狛犬（幅

30× 高さ 57cm）。

　
20
年
前
、
池
田
満
寿
夫
の
『
般
若
心

経
』
シ
リ
ー
ズ
の
大
佛
塔
・
佛
塔
（
陶

遊
１
４
２
号
参
照
）制
作
の
準
備
に
は
、

シ
ャ
モ
ッ
ト
が
大
量
に
入
っ
た
陶
土
20

㎏
を
タ
タ
ラ
棒
で
約
５
㎝
以
上
の
厚
さ

に
延
ば
し
、
合
紙
を
入
れ
て
重
ね
、
１

週
間
乾
燥
さ
せ
て
制
作
を
始
め
ま
し

た
。
そ
れ
で
も
２
段
目
の
高
さ
に
な
る

と
、
20
㎏
の
タ
タ
ラ
は
変
形
し
て
し
ま

い
、
作
者
の
計
算
ど
お
り
に
は
い
き
ま

せ
ん
。
考
え
た
挙
げ
句
、
佛
塔
の
中

に
〝
骨
〟
を
入
れ
る
こ
と
に
し
ま
し
た
。

動
か
す
と
崩
れ
て
し
ま
う
可
能
性
が
あ

る
か
ら
で
す
。

　
作
品
の
中
に
残
っ
て
も
問
題
の
な
い

材
質
で
な
く
て
は
な
り
ま
せ
ん
。
そ
こ

で
、
中
細
の
竹
の
節
を
抜
い
て
、
ヒ
ゴ

と
し
て
何
本
も
作
品
を
支
え
る
た
め
に

差
し
込
み
ま
し
た
。
こ
の
方
法
で
な
ん

と
か
１
ｍ
以
上
の
佛
塔
は
完
成
１
ヶ
月

以
上
乾
燥
後
、
焼
成
し
ま
し
た
。
も
し

も
、
こ
の
時
「
依
柱
塑
彫
技
法
」
を
知

っ
て
い
れ
ば
、
異
な
る
結
果
と
な
っ
て

い
た
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

「
依
柱
塑
彫
技
法
」
と
は
、
韓
国
釜
山

市
の
慶
星
大
学
校
名
誉
教
授
、
李イ

　キ
ジ
ュ

基
柱

氏
が
考
案
し
た
新
造
形
法
で
す
。
李
氏

は
井
戸
茶
碗
研
究
の
第
一
人
者
で
あ

り
、
陶
彫
、
絵
画
な
ど
を
学
生
に
指
導

し
て
い
ま
し
た
。
そ
の
な
か
で
、
陶
に

よ
る
オ
ブ
ジ
ェ
作
品
を
短
時
間
に
デ
ッ

サ
ン
（
マ
ケ
ッ
ト
）
通
り
に
制
作
す
る

方
法
を
こ
の
造
形
法
で
可
能
に
し
ま
し

た
。
そ
れ
が「
依
柱
塑
彫
技
法
」で
す
。

現
在
、
増
穂
登
り
窯
で
制
作
さ
れ
て
い

る
陶
オ
ブ
ジ
ェ
作
品
は
、
そ
の
ほ
と
ん

ど
が
、
こ
の
技
法
を
基
本
と
し
て
制
作

し
て
い
ま
す
。

　
こ
の
技
法
の
良
い
点
は
、
３
〜
５
日

間
の
制
作
時
間
で
す
の
で
、
作
品
の
上

部
と
下
部
の
乾
燥
度
合
い
が
あ
ま
り
違

わ
ず
、
焼
成
時
に
ク
ラ
ン
ク
が
入
り
に

く
い
と
い
う
こ
と
で
す
。

　
縦
・
横
60
〜
80
㎝
の
作
品
制
作
な
ら

ば
、
１
日
目
に
１
〜
２
㎝
の
タ
タ
ラ
を

作
り
、
乾
燥
さ
せ
ま
す
。
２
日
目
、
計

画
通
り
の
サ
イ
ズ
に
タ
タ
ラ
を
組
み
込

み
ま
す
。
そ
の
後
、
陶
土
を
ピ
ン
ポ
ン

玉
サ
イ
ズ
に
丸
め
、
小
判
形
に
平
た
く

し
ま
す
。
こ
れ
を
二
重
折
り
に
し
て
タ

タ
ラ
に
接
着
さ
せ
、
指
で
挟
み
ま
す
。

こ
れ
を
ひ
た
す
ら
続
け
て
い
く
と
、
デ

ッ
サ
ン
通
り
の
形
に
な
り
ま
す
。
全
体

の
バ
ラ
ン
ス
を
見
な
が
ら
、
四
方
八
方

か
ら
陶
土
の
接
着
が
可
能
で
す
の
で
、

作
者
の
意
図
通
り
に
制
作
で
き
ま
す
。

ま
た
、
短
時
間
で
の
制
作
で
す
の
で
、

途
中
で
造
形
の
変
更
も
可
能
で
す
。
上

段
の
制
作
中
に
下
段
の
削
り
も
で
き
ま

す
。
全
体
か
ら
制
作
可
能
で
す
の
で
、

ゆ
っ
た
り
し
た
気
分
で
安
心
し
て
自
由

な
造
形
を
作
り
上
げ
ら
れ
ま
す
。

　
池
田
氏
の
作
品
制
作
時
は
、
下
段
部

は
計
画
通
り
の
基
礎
と
な
り
ま
し
た

が
、
２
段
目
に
な
る
と
、
２
日
目
に
傾

い
て
し
ま
っ
た
り
崩
れ
て
し
ま
っ
た

り
、
面
白
い
造
形
作

品
ほ
ど
失
敗
作
と
な

っ
て
し
ま
い
ま
し

た
。
そ
の
た
め
、
制

作
当
日
に
作
品
の
中

に
新
聞
紙
を
入
れ
て

火
を
点
け
、
無
理
矢

理
乾
燥
さ
せ
た
こ
と

も
あ
り
ま
し
た
。
そ

れ
で
も
池
田
氏
の

気
に
入
っ
た
作
品
ほ

ど
崩
れ
て
し
ま
っ
た

の
を
思
い
出
し
ま
し

た
。
歴
史
に
〝
も
し

も
〟
は
な
い
と
い
い

ま
す
が
、
も
し
、
こ

の
技
法
を
使
用
し
て

い
れ
ば
、
池
田
氏
の
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催
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陶
作
品
の
中
に
は
、
も
っ
と
傑
作
が
あ

っ
た
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
そ
れ
を
考
え

る
と
残
念
で
す
。

　
タ
タ
ラ
で
組
み
上
げ
る
だ
け
で
は
な

く
、
こ
の
タ
タ
ラ
を
パ
イ
プ
型
に
し
て

組
み
上
げ
る
と
、
人
物
像
の
制
作
に
適

し
て
い
ま
す
。
組
み
上
げ
次
第
で
は
、

か
な
り
の
高
さ
（
約
１
ｍ
）
ま
で
可
能

と
な
り
ま
す
。
た
だ「
依
柱
塑
彫
技
法
」

に
も
欠
点
が
あ
り
ま
す
。
５
日
以
上
の

日
程
で
制
作
し
ま
す
と
、
基
礎
と
な
る

最
初
に
組
み
込
ん
だ
タ
タ
ラ
が
固
ま
っ

て
し
ま
い
、取
り
出
せ
な
く
な
り
ま
す
。

作
品
の
重
量
が
重
く
な
る
と
と
も
に
、

焼
成
し
た
時
に
は
割
れ
る
原
因
と
も
な

っ
て
し
ま
い
ま
す
。
基
本
造
形
は
、
５

日
以
内
に
制
作
を
終
了
。
そ
の
後
、
２

週
間
か
ら
３
週
間
乾
燥
さ
せ
れ
ば
完
成

倉
田
正
巳
さ
ん
の
制
作
１
日
目
。

制
作
３
日
目
。

制
作
４
日
目
。

山
下
邦
久
さ
ん
の
制
作
中
の
作
品
。

で
す
。
こ
の
間
に
作
者
の
意
図
で
デ
ィ

テ
ー
ル
を
完
成
さ
せ
て
く
だ
さ
い
。

　
増
穂
登
り
窯
で
は
、年
に
１
〜
２
回
、

こ
の
「
依
柱
塑
彫
技
法
」
の
ワ
ー
ク
シ

ョ
ッ
プ
を
開
催
し
て
い
ま
す
。

志
村
恵
子
さ
ん
の
完
成
作
品
。


