
茱
萸
木
の
陶
芸
家

大阪狭山に生きる人
interview with people

天然灰作り（釉薬の原料）釉薬作り釉薬の目を細かくする道具釉薬完成釉薬掛け窯入

や
ま
桜
藁
灰
釉
（
さ
く
ら
わ
ら
ば
い
ゆ

う
）」
と
い
う
地
元
産
に
こ
だ
わ
っ
た

オ
リ
ジ
ナ
ル
の
釉
薬
を
作
り
ま
し
た
。

　

地
元
の
桜
と
土
が
使
わ
れ
た
作
品

は
、
柔
ら
か
な
白
色
と
灰
色
の
ま
だ
ら

模
様
の
あ
た
た
か
い
表
情
が
特
徴
で

「
お
お
さ
か
さ
や
ま
陶
邑
焼
・
さ
や
ま

桜
藁
灰
釉
」
と
し
て
商
工
会
の
さ
や
ま

の
え
え
も
ん
に
も
承
認
さ
れ
て
い
ま
す
。

陶
邑
の
歴
史
を
今
の
時
代
に
伝
え
る
陶

器
と
し
て
紹
介
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

中
西
さ
ん
の
作
品
は
、
料
理
が
引
き

立
つ
と
プ
ロ
の
料
理
人
か
ら
も
評
さ
れ
、

奈
良
の
ミ
シ
ュ
ラ
ン
の
星
付
き
の
蕎
麦

屋
や
心
斎
橋
の
日
本
料
理
店
で
も
使

わ
れ
て
い
ま
す
。「
う
つ
わ
の
お
か
げ
で

料
理
が
美
味
し
い
」
と
言
わ
れ
る
事
は

陶
芸
家
冥
利
に
尽
き
る
と
い
い
ま
す
。

　

豊
か
な
食
卓
の
演
出
に
、
趣
の
あ

る
食
器
は
不
可
欠
と
い
う
考
え
は
変

わ
り
ま
せ
ん
。「
美
し
い
器
で
の
食
事

は
、
簡
単
な
焼
き
そ
ば
だ
っ
て
、
立

派
な
ご
馳
走
に
な
り
ま
す
か
ら
」
と
。

　

何
で
も
安
い
も
の
が
簡
単
に
手
に
入

る
時
代
。
伝
統
文
化
に
身
を
置
く
立

場
と
し
て
産
業
の
バ
ラ
ン
ス
の
悪
さ
を

ひ
し
ひ
し
と
感
じ
る
と
嘆
き
ま
す
。
伝

統
文
化
継
承
の
危
機
す
ら
感
じ
る
と

も
。
焼
き
物
本
来
の
持
つ
豊
か
さ
を

伝
え
る
た
め
に
も
、
つ
く
り
手
と
消
費

者
が
直
接
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
と
る

「
も
の
づ
く
り
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
」
の
形

態
も
整
え
た
い
と
。
単
に
器
を
作
っ
て

売
る
だ
け
で
は
な
く
、
使
い
た
い
人
に

買
っ
て
も
ら
う
活
動
、使
っ
て
み
て
「
あ

り
が
と
う
」
と
言
っ
て
も
ら
え
る
創
作

活
動
で
あ
り
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

　

地
元
の
陶
芸
家
と
し
て
「
陶
邑
窯

跡
群
」
の
歴
史
や
風
土
を
次
世
代
に

伝
え
る
の
も
陶
芸
家
と
し
て
の
使
命

と
、
ろ
く
ろ
体
験
会
な
ど
で
陶
芸
に
触

れ
て
も
ら
う
活
動
も
し
て
お
ら
れ
ま
す
。

　

桜
藁
灰
釉
の
お
お
さ
か
さ
や
ま
陶
邑

焼
は
狭
山
池
ま
つ
り
や
産
業
祭
な
ど

様
々
な
イ
ベ
ン
ト
で
紹
介
さ
れ
て
い
ま

す
。
飯
茶
碗
や
湯
飲
み
は
1
５
０
０

円
か
ら
。

い
に
よ
り
一
念
発
起
し
修
行
生
活
を
始

め
ま
す
。
三
田
の
豊
か
な
自
然
環
境
か

ら
得
る
も
の
は
多
く
、
様
々
な
木
を
原

料
に
し
た
オ
リ
ジ
ナ
ル
の
釉
薬
（
注
）

作
り
に
没
頭
し
、
何
百
回
も
の
試
行

錯
誤
を
重
ね
る
日
々
だ
っ
た
と
振
り
返

り
ま
す
。
人
里
離
れ
た
山
里
で
の
修

行
生
活
は
６
年
に
及
び
、
98
年
に
独

立
、
本
格
的
に
地
元
大
阪
狭
山
で
工

房
「
天
志
窯
」
を
構
え
ま
し
た
。

（
注
・
釉
薬
は
焼
き
物
の
表
面
を
覆
っ

て
い
る
ガ
ラ
ス
質
の
素
材
。
灰
や
藁
な

ど
を
原
料
に
調
合
し
て
作
る
）。

　

日
本
の
古
陶
磁
の
中
で
も
、
名
陶

と
い
わ
れ
る
桃
山
時
代
の
織
部
や
志

野
、
黄
瀬
戸
は
茶
の
湯
の
影
響
を
う

け
て
誕
生
し
た
美
意
識
の
高
い
造
形
で

「
桃
山
陶
」
と
呼
ば
れ
て
い
ま
す
。
中

　

茱
萸
木
の
天
志
窯
の
窯
主
、
陶
芸

家
の
中
西
天
志
さ
ん
を
ご
紹
介
し
ま

す
。
狭
山
池
ま
つ
り
の
陶
器
市
や
産

業
祭
な
ど
地
域
の
イ
ベ
ン
ト
で
も
お
馴

染
み
の
陶
芸
家
で
す
。

　

古
墳
時
代
か
ら
奈
良
時
代
に
か
け

て
大
阪
狭
山
市
や
泉
北
ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン

を
含
む
大
阪
南
部
の
丘
陵
地
帯
は
、

現
代
の
陶
器
の
ル
ー
ツ
と
な
る
須
恵
器

を
焼
成
す
る
窯
が
群
存
し
て
い
た
と
い

う
焼
き
物
の
歴
史
が
あ
り
ま
す
。
日

本
三
大
古
窯
の
ひ
と
つ
「
陶
邑
窯
跡

群
」
で
、
そ
の
規
模
は
日
本
最
大
級
。

日
本
書
紀
に
も
陶
邑
（
す
え
む
ら
）

と
い
わ
れ
る
窯
が
記
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

中
西
さ
ん
は
、
こ
の
歴
史
を
現
代

に
受
け
継
い
で
い
き
た
い
と
「
お
お
さ

か
さ
や
ま
陶
邑
焼
き
」
と
い
う
地
元
の

土
や
桜
を
原
料
に
し
た
陶
器
を
作
り

陶
邑
の
歴
史
を
今
に
伝
え
て
い
ま
す
。

　

中
西
さ
ん
は
現
在
48
歳
。
こ
の
道

に
入
ろ
う
と
決
意
し
た
の
は
大
学
卒

業
後
、
ゼ
ネ
コ
ン
で
勤
め
て
い
た
25
歳

の
頃
で
す
。
大
き
く
社
会
を
捉
え
た

時
、
生
活
を
豊
か
に
す
る
の
は
、
立

派
な
建
物
の
家
で
は
な
く
豊
か
な
食

卓
に
原
点
が
あ
る
と
考
え
る
よ
う
に

な
っ
た
の
が
き
っ
か
け
と
い
い
ま
す
。

　

そ
ん
な
時
、
兵
庫
県
三
田
市
の
陶

芸
家
小
西
天
楽
氏
と
の
偶
然
の
出
会

西
さ
ん
は
、
そ
ん
な
桃
山
陶
の
作
風

を
め
ざ
し
た
創
作
活
動
を
し
て
い
ま

す
。
主
に
茶
器
や
茶
碗
、
片
口
や
皿

な
ど
を
オ
リ
ジ
ナ
ル
の
釉
薬
を
駆
使

し
、
現
代
の
生
活
に
マ
ッ
チ
す
る
も
の

を
創
作
し
て
い
ま
す
。

　

中
で
も
黄
瀬
戸
の「
奇
跡
の
黄
金

色
」と
い
わ
れ
る
発
色
へ
の
挑
戦
は
過
酷

な
も
の
で
、約
５
０
０
通
り
も
の
釉
薬

調
合
の
試
行
錯
誤
を
繰
り
返
し
ま
し

た
。結
果
、中
西
さ
ん
の
生
み
出
し
た
黄

瀬
戸
の
発
色
の
美
し
さ
は
、本
場
の
美

濃
で
も
ほ
ん
ま
も
ん
と
称
賛
さ
れ
る
レ

ベ
ル
に
達
し
、工
房
に
は「
奇
跡
の
黄
金

色
」の
自
慢
の
作
品
が
並
び
ま
す
。

　

大
阪
狭
山
市
の
木
は
桜
で
す
。
中

西
さ
ん
は
、
市
内
で
剪
定
さ
れ
た
桜
の

木
や
、
地
元
農
家
の
モ
ミ
や
藁
を
譲

り
受
け
、独
自
に
精
製
・
調
合
し
た
「
さ

天志窯

日
常
の
飾
ら
な
い
食
卓
か
ら

生
活
を
豊
か
に
感
じ
る
た
め
に

ゼ
ネ
コン
サ
ラ
リ
ー
マン
か
ら
、

三
田
で
の
修
行
生
活へと
。

地
元
の
土
や
桜
を
使
っ
た

「
お
お
さ
か
さ
や
ま
陶
邑
焼
」で

陶
邑
の
歴
史
を
今
に
伝
え
る

美
濃
の「
桃
山
陶
」の

歴
史
に
魅
せ
ら
れ
、

伝
統
的
な
手
法
を

ベー
ス
に
し
た
作
品
づ
く
り

あ
り
が
と
う
言
っ
て
も
ら
え
る

も
の
づ
く
り
を
目
指
す

大阪狭山市茱萸木６丁目７８９-2
TEL.０７２-３６５-３３１７
携帯.０９０-４４９７-６１９３
工房見学の際には、事前にお電話を。
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