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炭
山

炭
山
陶
芸
の
あ
ゆ
み

　

宇
治
市
の
北
端
に
位
置
す
る
炭
山
は
�
深
い

緑
に
包
ま
れ
た
静
か
な
山
里
�
こ
の
炭
山
で
�

京
焼
の
制
作
が
始
ま
�
た
の
は
昭
和
四
十
一
年

の
こ
と
�
一
人
の
陶
工
が
廃
屋
を
譲
り
受
け
て

陶
房
を
開
い
た
の
が
最
初
で
す
�
豊
か
な
自
然
�

そ
れ
に
加
え
て
�
古
来
よ
り
伏
見
・
宇
治
と
近

江
南
部
を
結
ぶ
街
道
沿
い
に
あ
�
て
つ
ね
に
京

文
化
の
影
響
を
受
け
て
い
た
炭
山
は
�
京
焼
の

創
作
地
と
し
て
相
応
し
い
文
化
的
風
土
を
備
え

て
い
ま
し
た
�

　

恵
ま
れ
た
創
作
環
境
が
認
識
さ
れ
る
に
つ

れ
て
新
天
地
を
求
め
移
り
住
む
窯
元
が
相
次

ぎ
�
�
協
�
炭
山
陶
芸
の
窯
元
十
一
名
も
昭
和

四
十
九
年
�
１
９
７
４
��
協
同
組
合
を
設
立
�

昭
和
四
十
年
代
の
後
半
に
は
三
十
以
上
の
窯
元

が
炭
山
に
拠
点
を
構
え
る
よ
う
に
な
り
�
一
大

陶
芸
村
が
形
成
さ
れ
て
い
き
ま
し
た
�

　

炭
山
に
窯
の
煙
が
立
ち
登
�
て
か
ら
約
三
十

年
�
京
焼
は
炭
山
の
地
に
し
�
か
り
根
を
下
ろ

し
�
宇
治
の
地
場
産
業
に
発
展
し
つ
つ
あ
り
ま

す
�

京
焼
の
伝
統
を
受
け
継
ぐ

　

京
焼
の
伝
統
を
受
け
継
ぐ
炭
山
の
陶
芸
で
す

が
�
そ
の
作
品
は
実
に
多
様
�
そ
れ
は
�
京
焼
�

が
一
つ
の
作
り
方
や
材
料
�
色
合
い
な
ど
を
指

す
物
で
は
な
く
�
京
都
で
作
ら
れ
る
焼
物
の
総

称
だ
か
ら
で
す
�
と
は
い
え
�
平
安
京
遷
都
以

来
千
二
百
年
の
間
�
都
と
し
て
国
の
政
治
・
経

済
・
文
化
を
リ
�
ド
し
て
き
た
京
都
�

そ
の
雅
な
風
土
の
中
で
洗
練
さ
れ
�
都
人
の
優

れ
た
美
意
識
に
鍛
え
ら
れ
た
京
焼
が
�
ど
れ
も

完
成
度
の
高
い
も
の
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で

も
あ
り
ま
せ
ん
�

　

京
都
の
焼
物
の
歴
史
は
宇
治
よ
り
さ
ら
に
古

く
�
古
墳
時
代
の
終
わ
り
に
は
山
科
盆
地
や
東

山
山
麓
で
須
恵
器
の
生
産
が
始
ま
�
て
い
た
こ

と
が
確
認
さ
れ
て
い
ま
す
�
た
だ
�
現
在
の
京

焼
に
直
接
結
び
つ
く
基
と
な
�
た
の
は
�
室
町

時
代
に
明
の

国
か
ら
伝
え

ら
れ
た
交
趾

釉
法
に
よ
る

色
絵
陶
器
と

さ
れ
て
い
ま

す
�
そ
の
後
�

茶
の
湯
の
発

素
敵
な
出
逢
い
が
い
�
ぱ
い
�

　
　

炭
山
の
里

　

炭
山
で
は
訪
れ
る
人
は
い
つ
で
も
大
歓
迎
�

窯
元
を
直
接
た
ず
ね
て
見
学
し
た
り
�
気
に

入
�
た
作
品
を
購
入
す
る
こ
と
も
で
き
ま
す
�

四
季
折
々
�
そ
れ
ぞ
れ
に
美
し
い
炭
山
の
里
�

素
敵
な
焼
物
�
ゆ
た
か
な
自
然
と
の
出
逢
い
が

待
�
て
い
ま
す
�
行
楽
を
か
ね
て
訪
ね
て
み
て

下
さ
い
�
ま
た
毎
年
四
月
の
は
じ
め
に
宇
治
川

桜
ま
つ
り
に
協
賛
し
て
�
�
炭
山
陶
器
ま
つ
り
�

が
二
日
間
に
わ
た
�
て
行
わ
れ
ま
す
�
多
く
の

人
に
焼
物
に
親
し
ん
で
も
ら
い
�
炭
山
の
京
焼

の
よ
さ
を
知
�
て
も
ら
お
う
と
昭
和
五
十
五
年

か
ら
始
め
ら
れ
た
こ
の
ま
つ
り
も
�
い
ま
で
は

達
と
と
も
に
桃
山
時
代
か
ら
江
戸
時
代
に
か
け

て
粟
田
�
五
条
坂
�
音
羽
な
ど
で
次
々
と
窯
元

が
開
業
し
�
京
都
は
焼
物
の
一
大
産
地
に
発
展

し
て
い
き
ま
し
た
�
十
七
世
紀
半
ば
に
は
野
々

村
仁
清
が
優
雅
で
華
麗
な
純
日
本
風
の
色
絵
陶

器
を
完
成
し
�
京
焼
の
名
声
を
確
立
�
さ
ら
に

そ
の
後
も
数
々
の
名
工
が
出
て
�
今
日
に
至
る

京
焼
の
興
隆
を
も
た
ら
し
ま
し
た
�

　

た
だ
単
に
伝
統
を
そ
の
ま
ま
引
き
継
ぐ
の
で

は
な
く
�
常
に
斬
新
な
創
意
工
夫
を
加
え
て
新

し
い
美
を
追
求
し
て
き
た
京
焼
�
炭
山
の
若
い

作
家
た
ち
も
�
現
代
の
名
工
を
目
指
し
て
�
新

し
い
京
焼
に
挑
戦
し
て
い
ま
す
�

す
�
か
り
宇
治
の
春
の
風
物
詩
と
な
�
て
い
ま

す
�

　

こ
の
ほ
か
�
炭
山
の
里
で
は
�
作
家
た
ち
と

直
接
触
れ
合
え
る
展
示
即
売
を
は
じ
め
�
陶
芸

教
室
や
イ
ベ
ン
ト
も
盛
り
沢
山
で
�
焼
物
フ
�

ン
や
行
楽
の
家
族
づ
れ
な
ど
で
賑
わ
�
て
い
ま

す
�


