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沖
縄
県
立
芸
術
大
学
共
催 「
沖
縄
の
工
芸
―
人
間
国
宝
と
現
代
作
家
た
ち
―
」　

会
期　

９
月
13
日
㈮
～
11
月
11
日
㈪　

＊
会
期
中
無
休　

　
本
展
覧
会
は「
沖
縄
文
化
が
造
り
あ
げ
て
き
た
個
性
の
美

と
人
類
普
遍
の
美
を
追
究
す
る
こ
と
」を
建
学
の
理
念
と
し

て
掲
げ
る
沖
縄
県
立
芸
術
大
学
と
連
携
し
、沖
縄
の
工
芸
の

伝
統
と
現
在
を
紹
介
す
る
初
め
て
の
試
み
で
す
。
か
つ
て
は

海
上
交
通
の
中
継
地
と
し
て
、中
国
や
日
本
、朝
鮮
、東
南
ア

ジ
ア
か
ら
様
々
な
文
物
や
人
が
も
た
ら
さ
れ
、沖
縄
の
文
化

は
そ
の
美
し
い
風
土
を
ゆ
り
か
ご
に
独
自
の
発
展
を
遂
げ
ま

し
た
。
工
芸
の
分
野
に
お
い
て
は
そ
の
特
徴
が
色
濃
く
、幅

広
い
分
野
に
お
い
て
継
承
さ
れ
ま
し
た
。
同
大
学
付
属
図

書
・
芸
術
資
料
館
所
蔵
品
か
ら
そ
の
一
例
を
ご
紹
介
し
ま
す
。

　《
経
緯
絣
芭
蕉
》（
写
真
上
）は
芭
蕉
布
の
重
要
無
形
文

化
財
保
持
者
、平た
い

良ら

敏と
し

子こ

に
よ
る
作
で
す
。
絣
は
イ
ン
ド

が
起
源
と
さ
れ
、東
南
ア
ジ
ア
を
経
由
し
て
沖
縄
に
伝
え

ら
れ
ま
し
た
。
沖
縄
の
絣
は
直
線
と
幾
何
学
文
で
構
成

さ
れ
た
意
匠
が
特
徴
で
す
。
芭
蕉
布
は
首
里
王
府
の
御

用
布
と
し
て
、ま
た
庶
民
の
衣
生
活
に
欠
か
せ
な
い
も
の

と
し
て
、
17
世
紀
に
は
琉
球
全
土
で
織
ら
れ
て
い
ま
し

た
。
３
年
間
育
て
た
糸
芭
蕉
の
原
木
か
ら
繊
維
を
と
り
、

「
糸
積
み
」「
撚
り
掛
け
」な
ど
手
作
業
に
よ
る
多
く
の
時
間

を
費
や
し
、琉
球
藍
や
相
思
樹
な
ど
の
天
然
染
料
で
染
色

さ
れ
ま
す
。
素
朴
な
風
合
い
の
糸
が
お
り
な
す
清
々
し

い
リ
ズ
ム
に
、
洗
練
さ
れ
た
芸
術
性
が
う
か
が
え
ま
す
。

　
沖
縄
の
陶
芸
は
荒ア
ラ
ヤ
チ焼
と
呼
ば
れ
る
無
釉
陶
器
、上ジ
ョ
ウ
ヤ
チ焼
と

呼
ば
れ
る
施
釉
陶
器
に
大
別
さ
れ
ま
す
。
17
世
紀
に
琉
球

に
お
け
る
本
格
的
な
窯
業
生
産
を
開
始
し
た
湧
田
・
知
花
・

宝
口
の
窯
は
、１
６
８
２
年
の
行
財
政
改
革
の
一
環
で
那

覇
市
内
の
壺
屋
に
統
合
さ
れ
ま
し
た
。
庶
民
が
用
い
る
実

用
品
に
と
ど
ま
ら
ず
、王
家
や
上
級
士
族
層
も
そ
の
生
活

や
儀
礼
に
使
用
す
る
な
ど
、壺
屋
で
は
幅
広
い
社
会
的
階

層
を
対
象
に
、多
様
な
焼
物
が
生
産
さ
れ
ま
し
た
。《
線
彫

魚
海
老
紋
花
瓶
》（
写
真
下
）に
見
ら
れ
る
魚
文
は
、斬
新
な

図
案
で
人
気
を
博
し
明
治
維
新
後
の
廃
業
の
危
機
を
救
っ

た
琉
球
古
典
焼
の
も
の
と
通
底
し
ま
す
。
金き
ん
じ
ょ
う城
次じ

郎ろ
う

は
壺

屋
か
ら
読
谷
村
に
移
っ
て
登
窯
を
築
き
、重
要
無
形
文
化

財
保
持
者「
琉
球
陶
器
」保
持
者
と
し
て
活
躍
し
ま
し
た
。

　
14
〜
15
世
紀
に
中
国
か
ら
技
術
が
伝
わ
っ
た
と
さ
れ
る
漆

芸
も
ま
た
、独
自
の
系
譜
が
脈
々
と
受
け
継
が
れ
て
い
ま
す
。

中
国
へ
の
朝
貢
品
や
島
津
家
や
徳
川
将
軍
家
へ
の
進
上
品
を

は
じ
め
、「
貝か
い
ず
り摺
奉ぶ

行ぎ
ょ
う

所し
ょ

」が
漆
器
全
般
の
製
造
管
理
を
行
っ

て
い
た
こ
と
は
有
名
で
す
。
沈ち
ん
き
ん金
、螺ら

鈿で
ん

、箔は
く

絵え

、堆つ
い
き
ん錦
、密み
つ

陀だ

絵え

な
ど
の
特
徴
あ
る
装
飾
技
法
を
現
在
に
伝
え
て
い
ま
す
。

《
黒
漆
山
水
文
堆
錦
総
張
文
庫
》（
表
紙
）は
キ
リ
を
素
地
と
し

た
合
口
造
り
で
す
。
蓋
甲
面
に
鳥
、楼
閣
、舟
と
松
梅
香
る
山

水
を
、側
面
に
は
梅
、デ
イ
ゴ
花
木
、岩
や
舟
を
色
鮮
や
か
な

堆
錦
で
描
い
て
い
ま
す
。
作
者
の
嘉か

で

な
手
納
並へ
い
ゆ
う裕
は
第
二
次
世

界
大
戦
で
焼
失
し
た「
ヌ
イ
ム
ン
マ
チ（
塗
物
町
）」・
若
狭
町

に
生
ま
れ
、復
員
後
漆
器
店
を
再
開
し
現
在
に
続
く「
角
萬
漆

器
」の
創
業
者
と
な
り
ま
し
た
。

　
本
展
覧
会
で
は
、沖
縄
県
立
芸
術
大
学
関
係
者
に
よ
る
近

作
も
同
時
に
展
示
い
た
し
ま
す
。
日
本
を
代
表
す
る
漆
器
産

地
で
あ
る
輪
島
に
お
い
て
沖
縄
の
工
芸
を
紹
介
す
る
こ
と

は
、相
互
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
よ
り
高
い
次
元
に
昇
華
さ
せ
る

ま
た
と
な
い
機
会
と
な
り
ま
し
ょ
う
。
ど
う
ぞ
会
場
へ
お
運

び
く
だ
さ
い
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
寺
尾
藍
子
）

平良敏子《経緯絣芭蕉》1986年

金城次郎《線彫魚海老紋花瓶》20世紀
いずれも沖縄県立芸術大学附属図書・芸術資料館所蔵
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第
25
回 

飛
翔
す
る
輪
島
の
漆
芸
作
家
た
ち 

― 

全
国
展
入
選
作
品 

―

会
期　

11
月
16
日
㈯
～
２
０
２
０
年
１
月
19
日
㈰　

＊
年
末
休
館 

12
月
29
日
㈰
～
31
日
㈫

　
輪
島
の
現
代
漆
芸
作
家
た
ち
の
全
国
公
募
展
で
の
活
躍
に

焦
点
を
当
て
て
ご
紹
介
す
る
本
展
覧
会
は
こ
の
た
び
25
周
年

を
迎
え
ま
し
た
。

　
輪
島
に
は
人
間
国
宝
を
は
じ
め
、重
鎮
か
ら
気
鋭
の
若
手

ま
で
幅
広
い
世
代
の
漆
芸
作
家
た
ち
が
活
躍
し
て
い
ま
す
。

現
代
漆
芸
作
家
が
こ
れ
だ
け
多
く
集
ま
る
地
域
は
全
国
的
に

見
て
も
珍
し
く
、漆
芸
に
触
れ
る
う
え
で
大
変
恵
ま
れ
た
環

境
で
あ
る
と
い
え
ま
す
。

　
今
回
は
過
去
３
年
間
の
全
国
主
要
公
募
展
に
特
別
出
品
や

入
選
を
果
た
し
た
作
家
の
作
品
を
、会
派
を
越
え
て
一
堂
に

展
示
し
ま
す
。
始
め
に
第
Ⅰ
部
の
作
品
か
ら
２
点
を
ご
紹
介

し
ま
す
。

　
改
組 

新 

第
５
回
日
展
で
特
選
を
受
賞
し
た
田
中
貴
司
氏

の
《望
郷
》（
写
真
上
）は
異
国
か
ら
や
っ
て
き
た
船
と
人
物
、

犬
を
描
い
て
望
郷
の
思
い
を
表
現
し
て
い
ま
す
。
華
麗
な
衣

装
を
身
に
纏
い
、煙
管
を
持
つ
南
蛮
人
の
目
元
に
は
涙
が
螺

鈿
で
描
か
れ
て
い
ま
す
。
色
乾
漆
粉
と
彩
漆
を
使
い
、細
や

か
な
螺
鈿
を
ア
ク
セ
ン
ト
に
研
出
技
法
を
駆
使
し
、黒
と
グ

レ
ー
の
色
面
が
人
物
を
際
立
た
せ
る
効
果
を
生
み
出
し
て
い

ま
す
。
南
蛮
屏
風
を
彷
彿
さ
せ
る
構
図
で
、空
間
を
効
果
的

に
使
用
し
て
い
ま
す
。

　
鬼
平
慶
司
氏
の
《蒔
絵
十
二
稜
箱「
憧
憬
」
》（
写
真
下
）は

切
金
や
螺
鈿
、蒔
絵
の
技
法
を
随
所
に
施
し
、作
者
が
カ
ナ
ダ

で
見
た
鮮
や
か
な
オ
ー
ロ
ラ
の
輝
き
を
表
現
し
て
い
ま
す
。

高
蒔
絵
の
技
法
で
放
射
線
状
に
漆
を
薄
く
盛
り
上
げ
、粉
を

蒔
い
た
後
に
透
明
感
の
あ
る
緑
彩
漆
を
塗
り
込
み
、揺
れ
る

光
の
カ
ー
テ
ン
を
表
し
て
い
ま
す
。
箱
の
内
、身
の
立
ち
上

が
り
の
部
分
に
は
、荒
涼
と
し
た
厳
し
い
大
地
に
広
が
る
北

限
の
森
や
星
空
が
描
か
れ
て
い
ま
す
。
抒
情
的
な
光
景
へ
の

憧
れ
が
感
じ
ら
れ
る
作
で
す
。

　
第
Ⅱ
部
で
は
帝
展
で
特
選
を
受
賞
し
た
前
大
峰
や
竹
園
自

耕
な
ど
、昭
和
初
期
に
全
国
公
募
展
で
活
躍
し
た
輪
島
の
漆

芸
作
家
た
ち
の
優
品
を
ご
紹
介
し
ま
す
。

　
当
地
に
お
け
る
現
代
漆
芸
作
家
た
ち
の
活
躍
は
、全
国
公

募
展
に
出
品
し
礎
を
築
い
た
先
人
た
ち
の
多
大
な
功
績
が

あ
っ
た
か
ら
で
す
。
作
品
を
通
し
て
、先
人
た
ち
の
功
績
を

振
り
返
る
機
会
と
な
れ
ば
幸
い
で
す
。

　
な
お
、展
覧
会
会
期
中
の
11
月
17
日
㈰
13
時
30
分
か
ら
出

品
作
家
の
浦
出
勝
彦
氏
、坂
本
康
則
氏
を
講
師
に
お
迎
え
し
、

「
ギ
ャ
ラ
リ
ー
ト
ー
ク
」を
開
催
し
ま
す
。
展
示
作
品
の
解
説

と
と
も
に
作
者
両
名
の
制
作
に
対
す
る
想
い
な
ど
を
知
る
こ

と
が
で
き
る
貴
重
な
機
会
と
な
っ
て
お
り
ま
す
。
皆
さ
ま
の

ご
参
加
を
お
待
ち
し
て
い
ま
す
。
　
　
　
　（
山
内
亜
沙
美
）

田中貴司《望郷》2018 年 改組 新 第５回日展【特選】

鬼平慶司《蒔絵十二稜箱「憧憬」》2018年 第65回日本伝統工芸展
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谷
崎
潤
一
郎　

文
学
と
漆

　

ま
だ
電
灯
が
普
及
し
て
い
な
か
っ
た
頃
の
日
本
の
美
に
つ

い
て
記
し
た
随
筆「
陰
翳
礼
賛
」（
１
９
３
３
年
）の
中
で
、谷

崎
潤
一
郎（
１
８
８
６
～
１
９
６
５
）が
漆
器
を
賛
美
し
て
い

る
こ
と
は
有
名
で
す
。
薄
暗
い
灯
り
の
下
で
見
る
蒔
絵
の
輝

き
、漆
器
の
柔
ら
か
な
手
触
り
、温
か
い
汁
の
入
っ
た
吸
い
物

椀
か
ら
微
か
に
聞
こ
え
る
音
や
、お
椀
を
持
っ
た
時
の
重
み

の
感
覚
や
温
も
り
な
ど
、五
感
を
通
し
て
感
じ
ら
れ
る
漆
器

の
魅
力
が
、陶
器
と
の
比
較
を
通
し
て
余
す
と
こ
ろ
な
く
描

き
出
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

し
か
し
、谷
崎
が
漆
器
の
魅
力
だ
け
で
は
な
く
、漆
掻
き
の

方
法
に
つ
い
て
も
文
章
を
遺
し
て
い
る
こ
と
は
、あ
ま
り
知

ら
れ
て
い
な
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
伝
聞
形
式
の
短

編
小
説「
紀
伊
ノ
國
ノ
狐
ク
憑
漆
掻
キ
ニ
語
」（
１
９
３
１
年
）で

は
、漆
掻
き
を
生
業
と
す
る
丑
次
郎
が
狐
に
化
か
さ
れ
た
顛

末
が
、同
じ
村（
高
野
山
の
南
三
里
ば
か
り
の
山
奥
）に
住
む

「
私
」に
よ
っ
て
語
ら
れ
ま
す
。
物
語
の
冒
頭
で
は
漆
掻
き
の

様
子
が
詳
し
く
説
明
さ
れ
て
お
り
、谷
崎
の
漆
に
対
す
る
造

詣
の
深
さ
を
感
じ
さ
せ
ま
す
。
少
し
長
く
な
り
ま
す
が
、引

用
し
て
み
ま
し
ょ
う
。

　
　
「
漆
掻
き
と
云
っ
た
っ
て
都
会
の
人
は
御
存
知
な
い
か

も
知
れ
ま
せ
ん
が
、山
の
中
へ
這
入
っ
て
行
っ
て
漆
の

樹
か
ら
う
る
し
の
汁
を
し
ぼ
る
ん
で
す
。
い
い
え
、な

か
な
か
、
百
姓
の
片
手
間
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
ち
ゃ

ん
と
そ
れ
を
専
門
に
す
る
者
が
あ
っ
た
ん
で
、近
頃
は

め
っ
た
に
見
か
け
ま
せ
ん
け
れ
ど
も
、外
国
の
安
い
漆

が
輸
入
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
そ
う
で
す
か
ら
、い
ま

ど
き
あ
ん
な
こ
と
を
し
て
も
手
間
ば
か
り
か
か
っ
て
引

き
合
わ
な
い
ん
で
し
ょ
う
な
。
兎
に
角
以
前
に
は
私
の

村
な
ん
か
へ
も
よ
く
漆
か
き
が
奈
良
あ
た
り
か
ら
や
っ

て
来
た
も
ん
で
す
。
漆
鉋か
ん
な
と
云
っ
て
、鎌
の
よ
う
な
も

の
で
先
の
曲
っ
た
奴
を
持
っ
て
、腰
に
三
四
合
ぐ
ら
い

這
入
る
竹
の
筒
を
提
げ
て
、漆
を
見
つ
け
る
と
、そ
の
鉋

で
皮
へ
傷
を
つ
け
る
。
そ
れ
が
あ
ん
ま
り
深
く
傷
を
つ

け
過
ぎ
て
も
い
け
な
い
し
、浅
過
ぎ
て
も
い
け
な
い
し
、

呼
吸
物
な
ん
で
、そ
の
傷
口
か
ら
松ま
つ
や
に脂
の
よ
う
に
ど
ろ

り
と
滲
み
出
て
来
る
汁
を
箆へ
ら

で
す
く
っ
て
竹
の
筒
へ
入

れ
る
。
そ
ん
な
時
に
う
っ
か
り
下
手
な
こ
と
を
や
っ
て

汁
が
顔
へ
は
ね
か
か
っ
た
り
す
る
と
、そ
れ
こ
そ
赤
く

脹
れ
上
り
ま
す
か
ら
、馴
れ
た
者
で
な
い
と
出
来
な
い

仕
事
な
ん
で
し
て
、漆
に
カ
ブ
レ
な
い
よ
う
に
紺
の
手

甲
を
着
け
て
、す
っ
か
り
紺
装
束
で
出
掛
け
る
。
ま
あ

そ
ん
な
こ
と
を
す
る
人
間
な
ん
で
、私
の
村
に
も
そ
の

商
売
の
者
が
一
人
住
ん
で
い
ま
し
て
ね
。
此
の
男
は
遠

く
へ
出
稼
ぎ
を
す
る
の
で
な
く
、村
の
近
所
の
山
へ
這

入
っ
て
は
う
る
し
を
採
っ
て
く
ら
し
て
い
ま
し
た
が

…
」

　
　
「
谷
崎
潤
一
郎
全
集　

第
二
十
巻
」
中
央
公
論
社
、

１
９
５
８
年（
新
字
新
仮
名
づ
か
い
に
変
更
し
て
い
ま

す
）

　

国
産
漆
が
外
国
産
の
安
価
な
漆
に
取
っ
て
代
わ
ら
れ
つ
つ

あ
る
状
況
か
ら
漆
の
採
取
方
法
や
漆
掻
き
職
人
の
装
束
ま

で
、と
て
も
詳
し
く
書
か
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、漆
掻
き
の
男

が「
遠
く
へ
出
稼
ぎ
を
す
る
の
で
な
く
、村
の
近
所
の
山
へ

這
入
っ
て
は
う
る
し
を
採
っ
て
く
ら
し
て
」い
た
と
い
う
描

写
は
、丑
次
郎
が
村
周
辺
の
山
に
詳
し
い
こ
と
の
伏
線
に
も

な
っ
て
お
り
、男
を
化
か
そ
う
と
し
て
山
の
中
を
連
れ
ま
わ

そ
う
と
す
る
狐
と
、ぼ
ん
や
り
と
し
た
意
識
の
中
で
自
分
の

い
る
場
所
を
把
握
し
て
難
を
逃
が
れ
よ
う
と
す
る
男
と
の
や

り
と
り
に
生
か
さ
れ
て
い
ま
す
。
山
を
舞
台
と
し
た
作
品
に

は
、山
に
詳
し
い
で
あ
ろ
う
漆
掻
き
職
人
を
主
人
公
に
す
る

の
が
適
役
だ
と
思
わ
れ
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
丑
次
郎
は

ど
う
な
っ
た
の
か
、「
私
」が
こ
の
物
語
で
ど
の
よ
う
な
役
割

を
果
た
し
て
い
る
の
か
は
、ぜ
ひ
作
品
で
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

　

こ
こ
ま
で
、谷
崎
作
品
に
描
か
れ
た
漆
器
や
漆
掻
き
に
つ

い
て
の
描
写
を
見
て
き
ま
し
た
が
、実
は
文
章
だ
け
で
は
な

く
、書
物
そ
の
も
の
に
も
漆
へ
の
愛
着
を
見
る
こ
と
が
で
き

ま
す
。
１
９
３
３
年
に
刊
行
さ
れ
た『
春
琴
抄
』の
特
装
本（
創

元
社
刊
）は
谷
崎
の
こ
だ
わ
り
に
よ
る
漆
塗
り
の
装
丁
で
、朱

漆
塗
と
黒
漆
塗
に
よ
る
二
種
類
が
あ
り
本
文
は
変
体
仮
名
と

い
う
独
創
的
な
も
の
で
し
た
。
赤
と
黒
の
装
丁
は
主
人
公
で

あ
る
春
琴
と
佐
助
を
思
わ
せ
、物
語
を
読
了
さ
れ
た
方
に
は

二
種
類
の
仕
様
で
刊
行
さ
れ
た
こ
と
が
首
肯
さ
れ
る
も
の
と

な
っ
て
い
ま
す
。
谷
崎
文
学
と
漆
と
の
奥
深
い
関
り
を
、『
春

琴
抄
』の
装
丁
か
ら
も
感
じ
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
す
。

（
河
原
法
子
）

漆
の
小
箱
�

一

二
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７
月
20
日
㈯
に
行
わ
れ
た
当
館
文
化
講
座
漆
文
化

セ
ミ
ナ
ー
で
は
、京
都
工
芸
繊
維
大
学
教
授
の
並
木

誠
士
氏
を
お
招
き
し
、「
工
芸
品
に
み
る
日
本
の
伝
統

文
様
」を
テ
ー
マ
に
お
話
し
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　
文
様
と
は
器
物
の
表
面
に
施
さ
れ
た
装
飾
で
あ

り
、原
則
と
し
て
形
を
持
た
な
い
も
の
で
あ
る
と
し

た
う
え
で
、そ
れ
ぞ
れ
の
文
様
に
付
さ
れ
た
意
味
を

ひ
も
解
き
ま
し
た
。
日
本
の
工
芸
品
に
見
る
こ
と
の

で
き
る
文
様
は
、他
の
ど
の
地
域
と
も
異
な
る
独
自

性
を
持
ち
、魅
力
的
で
す
。
平
安
時
代
の
末
期
以
降
、

中
国
的
様
式
か
ら
の
脱
却
と
と
も
に
非
対
称
性
、偶

然
性
、散
ら
し
、絵
画
性
な
ど
の
特
徴
が
生
み
出
さ

れ
、そ
の
極
致
と
い
え
る
文
学
意
匠
の
流
行
に
至
る

ま
で
、豊
富
な
写
真
資
料
と
と
も
に
ご
紹
介
い
た
だ

き
ま
し
た
。
ま
た
、西
洋
に
学
ん
だ
新
し
い
時
代
の

芸
術
に
対
応
す
る
た
め
に
行
わ
れ
た
、近
代
の
図
案

教
育
や
図
案
集
の
出
版
な
ど
、現
在
に
お
け
る
デ
ザ

イ
ン
の
礎
と
な
る
取
組
み
を
目
の
当
た
り
に
す
る
こ

と
が
で
き
ま
し
た
。

　
参
加
者
か
ら
は
、

「
大
変
わ
か
り
や
す

く
、こ
れ
か
ら
違
っ

た
視
点
で
見
る
こ
と

が
で
き
そ
う
」「
文
様

を
軸
に
幅
広
い
お
話

が
聞
け
て
大
変
満
足

で
す
」な
ど
、知
識
を

深
め
充
実
の
時
間
を

過
ご
せ
た
旨
の
感
想
を
多
く
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　
工
芸
品
を
鑑
賞
す
る
際
に
は
、そ
の
装
飾
の
何
が

日
本
的
な
の
か
、探
し
な
が
ら
眺
め
る
こ
と
も
楽
し

み
の
一
つ
と
な
る
で
し
ょ
う
。
次
回
以
降
の
セ
ミ

ナ
ー
も
ぜ
ひ
ご
期
待
く
だ
さ
い
。
　
　（
寺
尾
藍
子
）

７
月
５
日
㈮
　
参
加
者
35
名

❖ 

富
山
県
水
墨
美
術
館（
富
山
市
五
福
）

❖ 

雲
龍
山
勝
興
寺（
高
岡
市
伏
木
国
府
）

❖ 

高
岡
市
万
葉
歴
史
館（
高
岡
市
伏
木
一
宮
）

　
水
墨
画
な
ど
日
本
文
化
の
美
を
伝
え
る
富
山
県
水
墨
美
術

館
と
、「
万
葉
集
」の
代
表
的
歌
人
・
大
伴
家
持
ゆ
か
り
の
雲
龍

山
勝
興
寺
、高
岡
市
万
葉
歴
史
館
を
巡
り
ま
し
た
。

　
た
く
さ
ん
の
ご
参
加
、あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

輪
島
漆
芸
美
術
館
友
の
会

「
夏
季
見
学
会
」 

実
施
報
告

２
０
１
９
年
度

第
１
回 

漆
文
化
セ
ミ
ナ
ー
実
施
報
告

TOPIC1

TOPIC2



満65歳以上の輪島市民 入館料無料
　期日　9月14日（土）～23日（月・祝）

アート＆ポエムコンクール2019作品展
　会期　9月27日（金）～10月6日（日）

体験型講座 あなたも拭漆名人
「くらしを彩る小さなお重」

　会期　10月６日（日）
　講師　西端良雄氏（木地師）
　会場　講義室
　＊要事前申込み  ＊参加料が必要です

ふれて感じる、うるしの温もり企画
うるし実演・うるし茶・うるし体験・輪島塗販売
　会期　10月11日（金）～14日（祝・月）
　共催　輪島沈金業組合、輪島蒔絵業組合

「いしかわ文化の日」特別無料開放
　期日　10月20日（日）

輪島市いけばな協会花展
　会期　11月2日（土）・3日（日・祝）

「輪島市民文化祭」協賛特別無料開放
　期日　11月2日（土）～4日（月・振休）

第25回 飛翔する輪島の漆芸作家たち
― 全国展入選作品 ― ギャラリートーク
　会期　11月17日（日）13：30～
　講師　浦出勝彦氏、坂本康則氏
　　　　（両氏とも蒔絵作家・日本工芸会正会員）
　会場　展示室１・２  ＊要入館券

ひょうたん遊び・作品展
　会期　11月23日（土・祝）～30日（土）　正午
　主催　石川県輪島漆芸美術館友の会
　後援　石川県愛瓢会

ひょうたんワークショップ
　期日　11月24日（日）　午前10時～
　＊予約無用  ＊参加料無料（先着順・順次スタート）

イベント情報　2019年9ー11月 2019年度
漆文化セミナーのごあんない

第２回 漆文化セミナー
「古神宝―春日大社を中心に―」
日時　９月７日（土）13：30～
講師　髙津綾乃（当館学芸員）

第３回 漆文化セミナー
「知られざる琉球漆器の世界」
日時　９月22日（日）13：30～
講師　四柳嘉章（当館館長）
＊講演後、沖縄県立芸術大学准教授　山内昌也氏に

よる漆塗りの三線演奏があります。

第４回 漆文化セミナー
「輪島の漆芸パネルについて」
日時　12月１日（日）13：30～
講師　佐藤幸一氏（漆芸作家）

＊いずれも予約不要、受講無料。会場は講義室。

 オリジナルマスキングテープ
 を製作しました！
当館でしか手に入らない、オリジナルマスキングテープ
です！かわいらしい「わんじまピクニック」と蒔絵作家
熊野宗石によるシックな「瑞鳥文」の２種。
お買い求めは今がチャンスです！

わんじま
ピクニック

オリジナル
マスキングテープ

瑞鳥吉祥文蒔絵五段重

わんじまピクニック（幅1.5cm）

450円

瑞鳥吉祥文蒔絵五段重（幅2.0cm）

600円
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＊予定は予告なく変更することがあります。詳しくはホームページをご覧ください。


