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「
轆ろ

く

轤ろ

場ば

」
と
呼
ば
れ
る
木
製
の
小
さ
な
作
業

場
に
坐
っ
て
、
学
部
三
年
生
か
ら
院
生
ま
で
が
、

自
分
た
ち
の
作
品
制
作
に
取
り
組
ん
で
い
る
。
陶

芸
研
究
室
で
は
、
窯
を
全
員
で
共
有
し
利
用
す
る

点
が
特
徴
的
だ
。
轆
轤
場
で
は
、
下
級
生
が
隣
の

上
級
生
か
ら
ア
ド
バ
イ
ス
を
受
け
る
姿
を
見
か
け

る
。
月
に
一
度
の
釉
薬
づ
く
り
も
全
員
で
お
こ
な

う
。
大
勢
で
作
業
を
す
る
こ
と
が
多
い
た
め
、
学

生
た
ち
は
「
家
族
的
な
雰
囲
気
で
、
先
生
と
の
距

離
も
近
い
」
と
口
々
に
言
う
。
こ
う
い
う
陶
芸
研

究
室
な
ら
で
は
の
人
間
関
係
を
「
同
じ
カ
マ
の
飯

を
食
う
」
と
言
う
の
だ
そ
う
だ
。

島
田
文
雄
教
授
を
は
じ
め
他
の
教
員
も
、「
実
技

の
世
界
は
口
で
教
え
て
も
意
味
が
な
い
」
と
、
実

際
に
土
を
こ
ね
、
絵
付
け
を
し
て
手
本
を
み
せ
る
。

教
員
の
多
く
も
第
一
線
で
活
躍
す
る
作
家
な
の
だ
。

工
芸
科
に
は
学
部
二
年
次
の
前
期
に
、「
実
材
実

習
」
通
称
〝
ど
さ
回
り
〟
と
い
う
授
業
が
あ
り
、

学
生
は
科
が
設
け
る
六
つ
の
専
攻（
彫
金
・
鍛
金
・

鋳
金
・
漆
芸
・
陶
芸
・
染
織
）か
ら
三
つ
を
選
び
、

実
際
に
素
材
に
触
れ
制
作
す
る
こ
と
で
三
年
次
か

ら
の
進
路
を
決
め
る（
学
部
二
年
次
後
期
は
専
攻

基
礎
課
程
）。
陶
芸
専
攻
を
選
ん
だ
理
由
を
学
生

に
尋
ね
る
と
「
土
と
い
う
素
材
は
、
自
分
の
手
で

ゼ
ロ
か
ら
つ
く
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
」
と
い
う

答
え
が
多
く
聞
か
れ
た
。

島
田
教
授
は
、
も
と
も
と
北
欧
家
具
の
デ
ザ

イ
ン
に
興
味
が
あ
り
本
学
に
入
学
し
た
が
、
実

習
を
と
お
し
て
陶
芸
の
道
に
進
む
こ
と
と
な
っ

た
そ
う
だ
。
土
だ
け
を
渡
さ
れ
五
日
間
で
好
き

な
も
の
を
つ
く
る
課
題
で
、
当
時
の
田
村
耕
一

教
授
か
ら
「
無
心
に
な
れ
る
だ
ろ
う
」
と
陶
芸

の
魅
力
を
教
え
ら
れ
た
。
土
を
こ
ね
轆
轤
を
回

し
て
い
る
と
、
我
を
忘
れ
る
ほ
ど
に
没
頭
し
、

藝
大
の
教
員
た
ち
が
、

日
々
の
研
究
や
レ
ッ
ス
ン
に
勤
し
む

「
研
究
室
」
の
な
か
は

ど
う
な
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
？

な
か
な
か
見
る
機
会
の
な
い

部
屋
を
潜
入
ル
ポ
す
る
。

美術学部工芸科
陶芸研究室
島田文雄教授

研
究
室
探
訪

第
二
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無
我
の
境
地
を
味
わ
う
こ
と
が
で
き
た
こ
と
が

陶
芸
を
選
ん
だ
理
由
と
い
う
。

陶
芸
研
究
室
が
工
芸
科
の
他
の
研
究
室
と
異
な

る
最
大
の
特
色
は
、
成
型
し
絵
付
け
、
釉
掛
け
を

し
た
あ
と
、
最
後
に
窯
に
入
れ
て
「
焼
く
」
と
い

う
行
程
が
あ
る
こ
と
だ
。
作
品
を
窯
に
入
れ
た
後

は
全
て
を
火
に
委
ね
る
。
作
品
の
で
き
あ
が
り
を

完
璧
に
は
予
想
で
き
な
い
「
偶
然
性
」
が
、
陶
芸

の
怖
さ
で
あ
り
、
大
き
な
魅
力
な
の
だ
。

陶
芸
研
究
室
の
学
生
は
大
学
院
へ
進
む
と
、
修

士
一
年
次
に
取
手
校
地
で
自
分
た
ち
で
窯
を
設
計

し
、
レ
ン
ガ
を
積
み
、
窯
を
つ
く
る
授
業
「
築
炉

制
作
実
習
」
が
あ
る
。
こ
れ
は
ま
さ
に
陶
芸
の
原

点
を
知
る
よ
い
機
会
だ
。
陶
芸
は
そ
も
そ
も
「
野

焼
き
」
か
ら
始
ま
り
、
中
世
に
は
穴
を
掘
っ
て
窯

で
焼
く
よ
う
に
な
っ
た（「
穴
窯
」）。
そ
の
後
、
現

在
見
ら
れ
る「
登
り
窯
」が
定
着
す
る
。
つ
ま
り
、

自
分
で
窯
を
制
作
す
る
こ
と
で
、
先
人
た
ち
の
苦

労
を
知
り
、
火
の
造
形
の
根
本
に
あ
る
も
の
を
体

で
覚
え
る
の
で
あ
る
。

陶
芸
研
究
室
で
は
国
際
交
流
が
さ
か
ん
で
、

現
在
八
人
の
留
学
生
が
在
籍
し
て
い
る
。
今
年

九
月
に
は
、
本
学
美
術
学
部
の
主
催
で
「
国
際

陶
芸
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム 2011 in Japan

」
が
開

催
さ
れ
る
予
定
で
あ
る
。
世
界
九
か
国
約
三
十

大
学
が
参
加
予
定
で
、
本
学
大
学
美
術
館
陳
列

館
で
は
「
国
際
陶
芸
展
」、陶
芸
研
究
室
で
は
「
教

員
デ
モ
ン
ス
ト
レ
ー
シ
ョ
ン
」、「
国
際
学
生
陶
芸

ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
」
と
い
う
催
し
が
お
こ
な
わ

れ
る
そ
う
だ
。

「轆轤場」を隣り合う上級生と下級生、また教員と学生が「同じカマの飯を食う」関係を築く親密な空間。
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