
石黒
い し く ろ

宗麿
む ね ま ろ

「まぼろしの焼
や

きものに挑戦
ち ょ う せ ん

したい」

人間国宝
こ く ほ う

の陶工
と う こ う
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こ
の
中
国
の
焼
き
も
の
は
、
何
と
い
う
美
し
さ
だ
！

一
目
で
忘わ

す

れ
ら
れ
な
く
な
っ
て
し
ま
う
ほ
ど
だ
。

こ
う
い
う
す
ば
ら
し
い
焼
き
も
の
を

自
分
も
作
り
出
し
た
い
―
―
。

「
こ
ん
な
陶と

う

器き

が
、
世
の
中
に
あ
っ
た
と
は
！
」

こ
れ
が
、
石
黒
宗
麿

い
し
く
ろ
む
ね
ま
ろ

さ
ん
と
「
曜
変
天
目

よ
う
へ
ん
て
ん
も
く

茶
碗

ち
ゃ
わ
ん

（
茶
の
湯

に
用
い
る
鉢は

ち

形
の
ま
っ
茶
茶
碗
）」
と
の
出
会
い
で
し
た
。

見
れ
ば
見
る
ほ
ど
、
美
し
い
―
―
。

宗
麿
さ
ん
は
、
東
京
美び

術
じ
ゅ
つ

ク
ラ
ブ
に
展て

ん

示じ

さ
れ
て
い
た
こ

の
茶
碗
に
、
す
っ
か
り
心
を
奪う

ば

わ
れ
て
し
ま
い
ま
し
た
。

茶
碗
の
地じ

肌は
だ

に
は
、
黒
の
う
わ
薬
が
た
っ
ぷ
り
か
け
ら
れ
、

中
に
は
瑠
璃

る

り

色
の
玉
が
、
不
規

ふ

き

則そ
く

に
一
面
に
ま
き
散ち

ら
さ
れ

て
い
ま
す
。
そ
し
て
光
が
あ
た
る
と
、
深
い
青
紫

む
ら
さ
き

色
や
玉
虫

色
な
ど
い
ろ
い
ろ
な
光
を
放は

な

つ
の
で
す
。

宗
麿
さ
ん
は
、
長
い
間
、
そ
の
場
で
立
ち
止
ま
っ
た
ま
ま

で
し
た
。

し
か
し
、
宗
麿
さ
ん
の
心
の
中
で
は
、
激は

げ

し
い
気
持
ち
が

渦う
ず

巻ま

い
て
い
ま
し
た
。

自
分
も
、
こ
の
よ
う
に
美
し
い
焼
き
も
の
を
作
る
ん
だ
！

陶
芸

と
う
げ
い

こ
そ
一
生
の
仕
事



た
と
え
ど
ん
な
に
難

む
ず
か

し
く
て
も
、
美
し
い
も
の
を
生
み
出

す
こ
と
に
挑
戦
し
よ
う
と
い
う
気
持
ち
が
、
む
く
む
く
と
芽め

生ば

え
て
い
た
の
で
す
。

そ
れ
か
ら
と
い
う
も
の
、
宗
麿
さ
ん
は
、
本
格
的て

き

に
陶
芸

に
打
ち
込こ

む
日
々
を
過す

ご
す
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

定
ま
っ
た
収
入

し
ゅ
う
に
ゅ
う

も
な
く
、
そ
の
日
暮ぐ

ら
し
の
苦
し
い
生
活

で
し
た
が
、
ど
ん
な
に
苦
し
く
て
も
、
陶
芸
の
技ぎ

術
じ
ゅ
つ

を
高
め

る
努ど

力
り
ょ
く

は
お
こ
た
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

そ
ん
な
宗
麿
さ
ん
の
様
子
に
、
親
戚

し
ん
せ
き

や
知
人
は

「
宗
麿
は
ん
は
、
道
楽
者

ど
う
ら
く
も
の

じ
ゃ
あ
」

と
冷つ

め

た
い
目
を
向
け
て
い
ま
し
た
。
芸
術

げ
い
じ
ゅ
つ

家
の
中
に
も
、

「
石
黒
宗
麿
の
作
品
は
、
中
国
古こ

陶と
う

磁じ

の
ま
ね
を
し
て
い
る

だ
け
だ
」

と
、
宗
麿
さ
ん
の
作
品
を
厳き

び

し
く
批ひ

判は
ん

す
る
人
も
あ
り
ま

し
た
。

し
か
し
、
宗
麿
さ
ん
は
、
周

し
ゅ
う

囲い

の
冷つ

め

た
い
言
葉
な
ど
、
全

く
気
に
し
ま
せ
ん
で
し
た
。
弁
解

べ
ん
か
い

す
る
こ
と
す
ら
、
し
な
か

っ
た
の
で
す
。

宗
麿
さ
ん
の
心
に
あ
る
の
は
、
た
だ
陶
芸
の
こ
と
だ
け
で

し
た
。
ひ
た
す
ら
、
古
き
良よ

き
伝
統

で
ん
と
う

の
技わ

ざ

に
挑
戦
し
、
研
究

す
る
こ
と
で
、
自
分
だ
け
の
世
界
を
切
り
開
こ
う
と
し
て
い

た
の
で
す
。

「
よ
し
、
今
度
は
、『
木こ

の
葉は

天
目
』
に
挑
戦
し
て
み
よ
う
」

「
木
の
葉
天
目
」と
い
う
の
は
、
７
０
０
年
ほ
ど
前
の
中

ま
ぼ
ろ
し
の
技
法
を
再
現

さ
い
げ
ん

優す
ぐ

れ
た
技ぎ

法ほ
う

を
追
い
求も

と

め
る
日
々

国
（
宋そ

う

の
時
代
）
で
、
さ
か
ん
に
作
ら
れ
て
い
た
茶
碗
で
す
。

茶
碗
の
地
肌
に
木
の
葉
を
焼
き
付
け
る
独
特

ど
く
と
く

の
焼
き
も
の

で
、
そ
の
技
法
は
、
宗
麿
さ
ん
が
活
躍

か
つ
や
く

し
た
当
時
、
本
場
の

中
国
で
も
誰だ

れ

も
知
ら
な
い
と
い
う
難
し
い
も
の
で
し
た
。

宗
麿
さ
ん
は
、
そ
の
難
し
い
技
術
に
挑い

ど

ん
だ
の
で
す
。

宗
麿
さ
ん
は
、
寝ね

る
の
も
食
べ
る
の
も
忘
れ
る
く
ら
い
、

仕
事
に
打
ち
込
み
ま
し
た
。
い
ろ
い
ろ
な
木
の
葉
を
使
っ
て

焼
い
て
み
ま
し
た
が
、
ど
う
し
て
も
途と

中
ち
ゅ
う

で
葉
が
動
い
て
し

ま
い
、
思
う
よ
う
に
仕
上
が
り
ま
せ
ん
。

「
ど
う
し
て
も
だ
め
だ
。
お
れ
の
手
で
は
、
作
る
こ
と
が
で

き
な
い
の
か
」

「
い
い
え
、
あ
な
た
な
ら
、
き
っ
と
作
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

必か
な
ら

ず
う
ま
く
い
く
時
が
来
ま
す
よ
」

悩な
や

み
苦
し
む
宗
麿
さ
ん
を
、
奥お

く

さ
ん
は
い
つ
も
温

あ
た
た

か
く
励は

げ

ま
し
ま
し
た
。

あ
る
日
、
枯か

れ
葉
を
集
め
て
た
き
火
を
し
て
い
た
と
き
の

こ
と
。
宗
麿
さ
ん
は
、
大
変

た
い
へ
ん

な
こ
と
に
気
づ
き
ま
し
た
。
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1893年

1911年

1918年

1919年

1936年

1937年

1943年

1950年

1955年

1968年

西 暦 年齢

宗麿さんの作品：宗麿さんは、日本のもの（楽・信楽・唐津・織部・越中瀬戸）、朝鮮のもの（三島・粉引・黒高麗）、中国
のもの（唐三彩・柿天目・木の葉天目）など、さまざまな形式の陶器を研究し、挑戦しました。

宗麿さんの作品「釉彩
ゆうさい

干柿
ほしがき

文壺
もんつぼ

」。（新湊市博物館所蔵）

射水郡作道村字久々湊（現在の新湊市）に生まれる

富山中学校（現在の富山高校）を中退する。転学した

慶応義塾大学普通部も退学する

「曜変天目茶碗」に出会う

東京で窯（仕事場）を築き、本格的に陶芸に取り組む

京都に窯を築く

パリ万国博覧会に出品し、銀賞を受賞する

「木の葉天目」を完成させる

パリの日本陶芸展に出品し、高い評価を受ける

国の重要無形文化財保持者（人間国宝）に認定される

亡くなる

18歳

25歳

26歳

43歳

44歳

50歳

57歳

62歳

75歳

2 文化の花を咲かせよう

宗麿さんが陶芸の道を歩むきっかけになった曜変天目茶碗。
（静嘉堂

せ い か ど う

文庫美術館所蔵）

石黒宗麿さんのミニ年表



日
本
の
政せ

い

府ふ

も
宗
麿
さ
ん
の
腕
前

う
で
ま
え

を
た

た
え
、
重
要

じ
ゅ
う
よ
う

無む

形け
い

文
化
財ざ

い

保
持

ほ

じ

者し
ゃ

（
い
わ

ゆ
る
人
間
国
宝
）
に
認
定
し
ま
し
た
。

し
か
し
、
宗
麿
さ
ん
は
決
し
て
お
ご
り

高
ぶ
ら
ず
、
さ
ら
に
陶
芸
の
研
究
を
続つ

づ

け

ま
し
た
。
陶
芸
の
道
に
入
る
き
っ
か
け
と

な
っ
た
、
あ
の
「
曜
変
天
目
茶
碗
」
を
、

ま
だ
完
成
し
て
い
な
か
っ
た
か
ら
で
す
。

残
念

ざ
ん
ね
ん

な
が
ら
、
宗
麿
さ
ん
は
そ
の
夢
を

実
現

じ
つ
げ
ん

で
き
ま
せ
ん
で
し
た
。

し
か
し
、
宗
麿
さ
ん
の
さ
ま
ざ
ま
な
作

品
は
、
私
た
ち
に
感
動
を
与あ

た

え
て
く
れ
ま
す
。
ち
ょ
う
ど
、

宗
麿
さ
ん
が
初は

じ

め
て
「
曜
変
天
目
茶
碗
」
を
見
た
と
き
の
よ

う
な
、
そ
ん
な
感
動
を
―
―
。

た
い
て
い
の
葉
は
赤
く
燃も

え
て
灰は

い

に
な
っ
て
い
く
の
に
、

ム
ク
の
葉
だ
け
は
、
そ
の
形
を
残の

こ

し
た
ま
ま
白
く
な
っ
て
い

る
の
で
す
。

「
お
や
っ
、
こ
れ
は
！
」

そ
の
瞬
間

し
ゅ
ん
か
ん

、
体
の
奥
底

お
く
そ
こ

に
熱あ

つ

い
も
の
が
わ
き
上
が
っ
て
き

ま
し
た
。

宗
麿
さ
ん
は
、
す
ぐ
に
仕
事
場
に
向
か
い
ま
し
た
。
そ
し

て
、
さ
っ
そ
く
う
わ
薬
を
つ
け
た
ム
ク
の
枯
れ
葉
を
試た

め

し
て

み
ま
し
た
。

し
か
し
、
一
度
で
は
う
ま
く
い
き
ま
せ
ん
。

「
大
丈
夫

だ
い
じ
ょ
う
ぶ

、
う
ま
く
い
く
は
ず
だ
。
う
ま
く
い
っ
て
く
れ
！
」

そ
う
願ね

が

い
な
が
ら
、
宗
麿
さ
ん
は
期
待
と
不ふ

安あ
ん

が
入
り
混ま

じ
っ
た
気
持
ち
で
、
茶
碗
の
焼
き
上
が
る
の
を
待
ち
ま
し
た
。

そ
し
て
、
お
そ
る
お
そ
る
取
り
出
し
て
み
る
と
―
―
。
葉

の
形
は
、
乱み

だ

れ
る
こ
と
も
よ
じ
れ
る
こ
と
も
な
く
、
見
事
に

残
っ
て
い
る
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。

宗
麿
さ
ん
は
、
畑
仕
事
に
出
て
い
た
奥
さ
ん
を
大
声
で
呼よ

び
、
肩か

た

を
抱だ

き
合
っ
て
、
う
れ
し
涙

な
み
だ

に
む
せ
び
ま
し
た
。

陶
芸
を
始
め
て
20
年
余
り
、
宗
麿
さ
ん
は
、
50
歳さ

い

に
な
っ

て
い
ま
し
た
。

完
成

か
ん
せ
い

し
た
「
木
の
葉
天
目
」
は
、
世
間
の
人
を
あ
っ
と
言

わ
せ
ま
し
た
。
そ
れ
か
ら
も
、
宗
麿
さ
ん
は
、
さ
ま
ざ
ま
な

技
法
に
挑
戦
し
、
風ふ

う

合あ

い
の
異こ

と

な
る
作
品
を
生
み
出
し
て
い

き
ま
し
た
。

パ
リ
で
開
か
れ
た
現
代

げ
ん
だ
い

日
本
陶
芸
展て

ん

で
は
、「
白し

ろ

地じ

チ
ョ
ー

ク
描が

き

バ
ラ
文
鉢

も
ん
は
ち

」「
失
透
釉
鉄

し
つ
と
う
ゆ
う
て
つ

流
り
ゅ
う

文
壷

も
ん
つ
ぼ

」な
ど
を
出
品
し
、
世

界
的
な
称
讃

し
ょ
う
さ
ん

を
浴あ

び
る
ま
で
に
な
っ
た
の
で
す
。

一
生
を
か
け
て
追
い
求も

と

め
た
夢ゆ

め

46宗麿さんとふるさと：宗麿さんの陶房（仕事場）の入り口には、「栩庵（くあん）」という木彫りの額がかけられていました。
生まれ故郷の「久々湊（くなと）」への思いを込めて、音の似ている名前をつけたのでしょう。

仕事中の宗麿さん。宗麿さんの作品は、素朴
そ ぼ く

であ
たたかな印象

いんしょう

だと言われている。
京都・八瀬

や せ

にあった宗麿さんの家。

宗麿さんの作品「千点文
せんてんもん

茶碗
ちゃわん

」。



2 文化の花を咲かせよう

石黒宗麿さんは、
一人で黙々と努力を重ねて
陶芸を極めました。一方、学校で
さまざまなことを学んで成長する人もいます。
次のページで紹介する馬場はるさんは、富山の子ども
たちのために学校をつくった人です。

宗麿さんの石
せき

碑
ひ

を見に行った新湊市立
作道小学校5、6年生のお友達。

宗
麿
が
好
ん
で
愛
用

あ
い
よ
う

し
た
座ざ

右ゆ
う

の
銘め

い

根
気
よ
く
努
力
す
れ
ば
、
縄な

わ

で
木
を
切
る
こ
と
も
で
き

る
。
そ
れ
く
ら
い
努
力
す
る
こ
と
が
必
要

ひ
つ
よ
う

だ
と
い
う
こ

と
で
す
。 縄じ

ょ
う

鋸き
ょ

木
断

も

く

だ

ん

6
年
　
米
田
祐
介
さ
ん

6
年
　
森

浩
美
さ
ん

身体が大きく、いつも近所の子どもたちを５～６人引き

連れ、小
こ

舟
ぶね

をこいで村はずれまで行き、空気銃
じゅう

で、スズメ

やキジなどを捕
と

っていました。大変
たいへん

腕前がよく百発百中と

いわれるくらいによく撃ち落としたそうです。

感想：　小さい頃
ころ

はわんぱくでいたずら好きだったんだな

あ。でも、小さい頃からいろんなことに才能
さいのう

があることも

わかるよ。 （5年　明 大貴さん）

宗麿さんは、一つの作品に挑戦するごとに失敗
しっぱい

を繰
く

り返

していました。しかし、どんな時でも、全
まった

くメモやノート

をとることをしない人で、全部頭の中に入れ、体で覚
おぼ

えて

いったそうです。

感想：　土器
ど き

を作るのに、かなり情熱
じょうねつ

をかけていると感じ

た。その熱意がなければ、あのようなりっぱな作品はでき

ないだろうな。 （5年　吉田美緒さん）

作家時代のエピソード

幼少時代のエピソード

宗麿さんのエピソードと感想

感 想

感 想

新湊
しんみなと

市立作道小学校5・6年生のお友達が宗麿さんについてまとめてくれました。


