
輪
島
塗

巻頭特集

石
川

伝
統
工
芸

山
中
漆
器

九
谷
焼

今
を
知
る

使
い
手

売
り
手

　
石
川
・
金
沢
は
江
戸
時
代
か
ら

息
づ
く
美
術
工
芸
の
レ
ベ
ル
が
高

く
、作
家
活
動
も
盛
ん
で
す
。国
指

定
の
伝
統
工
芸
は
10
種
、県
指
定

が
6
種
、希
少
伝
統
工
芸
が
20
種

も
あ
り
、全
国
的
に
み
て
も
そ
の
数

は
上
位
ラ
ン
ク
。輪
島
塗
、山
中
漆

器
、九
谷
焼
は
、そ
の
産
地
ご
と
に

次
世
代
を
育
て
る
た
め
の
研
修
所

が
開
設
さ
れ
、技
術
を
学
び
に
全
国

各
地
か
ら
集
ま
っ
て
い
ま
す
。そ
ん

な
若
き
工
芸
家
た
ち
が
イ
キ
イ
キ

と
制
作
す
る
石
川
の
伝
統
工
芸
を

シ
リ
ー
ズ
で
紹
介
し
て
い
き
ま
す
。

作
り
手

の

シリーズⅠ
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輪 島 塗

　

輪
島
塗
は
能
登
半
島
の
輪
島
で
生
産
さ
れ

る
漆
器
で
あ
り
、
そ
の
発
祥
は
室
町
時
代
に
ま

で
遡
る
と
伝
わ
り
ま
す
。一
帯
に
漆
の
木
や
材

料
と
な
る
木
材
が
豊
富
な
こ
と
や
漆
器
づ
く
り

に
適
し
た
気
候
に
加
え
、
研
鑽
を
重
ね
て
き
た

職
人
た
ち
の
存
在
が
、
輪
島
塗
を
漆
器
の
最
高

峰
と
称
さ
れ
る
能
登
の
手
仕
事
へ
と
押
し
上
げ

ま
し
た
。

　

輪
島
塗
の
工
程
は
、
大
き
く
木
地
、
塗
り
、

加
飾
に
分
か
れ
、
さ
ら
に
細
分
化
さ
れ
た
分
業

制
で
す
。
そ
の
手
数
は
１
０
０
を
超
え
、
完
成

ま
で
に
1
年
以
上
か
か
る
こ
と
も
珍
し
く
あ
り

ま
せ
ん
。
ま
た
、こ
の
地
域
で
と
れ
る
珪
藻
土
を

使
っ
た「
地
の
粉
」を
下
地
に
用
い
る
こ
と
で
強
度

が
増
し
、一
生
も
の
と
言
わ
し
め
る
堅
牢
さ
が
生

ま
れ
ま
す
。
伝
統
の
技
は
表
現
の
世
界
に
も
昇

華
さ
れ
、こ
れ
ま
で
優
れ
た
人
間
国
宝
を
輩
出

し
て
き
ま
し
た
。
令
和
6
年
の
能
登
半
島
地
震

は
輪
島
塗
の
里
に
甚
大
な
被
害
を
与
え
ま
し
た

が
、
日
本
が
誇
る
伝
統
工
芸
を
絶
や
す
こ
と
が

な
い
よ
う
、
多
く
の
関
係
者
が
復
興
に
向
け
て

の
努
力
を
重
ね
て
い
ま
す
。

堅
牢
に
し
て
こ
の
上
な
く
優
美
。

漆
器
の
最
高
峰
と
し
て
名
を
馳
せ
る

↑研ぎ澄まされたフォルムと独自の質感に職人魂が宿る

0768-22-9788
石川県輪島市水守町四十苅11
入館630円（体験は別途、要予約）
9時～17時　　無休　　42台

料
時 休 P

住

輪
島
塗

　日本の漆芸のなかで最初に重要無形
文化財に指定された輪島塗の名品を収
蔵・展示しています。さまざまな切り口
で漆芸の魅力にせまる企画展を開催す
るほか、常設展では輪島塗の技や歴史
を道具や映像などで分かりやすく紹
介。あらかじめ文様が彫られたスプー
ンや箸に色を付ける沈金体験もでき、
より身近に輪島塗の世界にふれること
ができます。

見るならココ !

漆黒の宙に沈む金、浮かぶ光
独自の世界をノミで彫り拓く

↑漆を刷り込んだ溝の中を金粉や金箔で埋める

←
ノ
ミ
が
生
む
点
・
線
・
面
を
組
み
合
わ
せ
て
絵
を
描
く

↑沈金箱「月影」

↑多様な道具を使い分けてより豊かな表現に
　

夜
空
に
浮
か
ぶ
月
は
青
白
く
輝
き
、月
光
の

下
で
は
藤
が
枝
垂
れ
咲
き
…
。何
と
も
幽
玄
な

情
景
を
漆
に
誘
って
い
る
の
は
、沈
金
と
い
う
輪

島
塗
の
加
飾
技
法
。専
用
ノ
ミ
で
漆
器
表
面
に

模
様
を
彫
っ
た
後
、彫
り
跡
に
接
着
用
の
漆
を

刷
り
込
み
、そ
こ
に
金
粉
や
金
箔
を
埋
め
込
ん
で

絵
柄
を
浮
か
び
上
が
ら
せ
る
伝
統
技
術
で
す
。

　

作
者
は
、「
中
学
時
代
に
沈
金
に
惹
か
れ

た
の
が
縁
で
こ
の
道
に
」と
語
る
芝
山
さ
ん
。

輪
島
塗
は
完
全
分
業
制
で
す
が
、
当
初
か
ら

金
沢
を
拠
点
と
す
る
予
定
だ
っ
た
た
め
、
分
業

に
は
頼
れ
な
い
だ
ろ
う
と
考
え
、
塗
り
と
沈
金

双
方
を
輪
島
の
研
修
所
で
習
得
。
企
画
・
制

作
・
販
売
を
一
人
で
担
う
と
い
う
ス
タ
イ
ル
を

貫
い
て
い
ま
す
。

　
「
点
と
線
と
面
で
構
成
す
る
沈
金
は
、
透
明

感
の
あ
る
奥
深
さ
や
繊
細
で
リ
ア
ル
な
表
情
が

持
ち
味
。
そ
ん
な
魅
力
を
存
分
に
発
揮
で
き
る

よ
う
、
自
然
の
生
物
な
ど
を
モ
チ
ー
フ
に
コ
ツ
コ

ツ
と
、
無
心
に
手
を
動
か
し
て
い
ま
す
。
漆
の

可
能
性
を
も
っ
と
引
き
出
し
て
、よ
り
楽
し
い

漆
器
が
提
案
で
き
れ
ば
」と
、
国
内
は
も
と
よ

り
海
外
へ
の
発
信
に
も
尽
力
。
伝
統
工
芸
の
明

日
を
見
据
え
る
芝
山
さ
ん
で
す
。

作
り
手

沈
金
師

し
ば
や
ま

よ
し
の
り

芝
山 

佳
範
さ
ん

↑沈金棗「韋駄天」

金沢市出身。石川県輪島漆芸技術研修所で学
んだ後、昨年人間国宝に認定された西勝廣氏
の工房で修業。現在は津幡町を拠点に活動

芝山 佳範

↑被災地の復興
を願った沈金額
「FLOWER」。珠 洲
市はツバキ、能登
町のとキリシマ
ツツジ、輪 島 市
ユキワリソウな
どをあしらう

石川県輪島漆芸美術館
いしかわけんわじましつげいびじゅつかん
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↑時代椀（左）など魅力的な椀が揃う

↑マルチに活躍する焼酎カップ

↑カウンター奥に並ぶ漆器は購入も可能（2階） ↑漆器を取り入れたテーブルコーディネート提案も多彩に

↑手や唇の感触が違う輪島塗で食すと、味わいも格別。気に入った器の購入も可能

↑愛らしい小丸椀は和にも洋にも使える

↑目を見張る一品が次々に。器の使い方の提案も

　

蔦
屋
は
江
戸
末
期
の
創
業
。
輪
島
塗
の
企
画
・

製
造
か
ら
販
売
ま
で
を
担
う
総
合
プ
ロ
デ
ュ
ー
サ
ー

と
し
て
、
6
代
目
の
当
主
・
大
工
素
也
さ
ん
に
至
る

塗
師
屋
の
歴
史
を
連
綿
と
繋
ぎ
続
け
て
い
ま
す
。

素
也
さ
ん
が
従
来
の
販
売
ス
タ
イ
ル
を
踏
襲
し
て
全

国
の
得
意
先
に
行
商
し
、
寺
院
向
け
の
仏
具
や
什

器
な
ど
を
手
が
け
る一
方
で
、
女
将
の
佳
子
さ
ん
は

「
現
代
の
食
卓
に
も
っ
と
漆
を
」と
の
思
い
か
ら
、
漆

器
を
取
り
込
ん
だ
テ
ー
ブ
ル
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
ト
や
心

豊
か
な
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
を
提
案
。
夫
婦
で
新
旧
両

輪
の
活
動
を
行
い
、
輪
島
塗
を
支
え
て
き
ま
し
た
。

　

し
か
し
、
昨
年
の
大
震
災
で
生
産
現
場
が
ピ
ン
チ

に
。
分
業
制
の
た
め
作
業
一つ
欠
け
て
も
製
品
が
完

成
せ
ず
、
特
に
設
備
や
環
境
を
要
す
る
木
地
・
上

塗
り
な
ど
の
工
程
の
再
開
が
遅
れ
て
い
る
と
佳
子
さ

ん
。「
そ
れ
で
も
み
ん
な
前
を
向
い
て
頑
張
って
い
る
の

で
、ぜ
ひ
今
の
輪
島
に
来
て
い
た
だ
き
た
い
で
す
ね
。

道
半
ば
で
完
全
な
状
況
に
は
程
遠
い
で
す
が
、
そ
ん

な
姿
も
ご
覧
に
な
って
力
を
い
た
だ
け
れ
ば
」と
、
産

地
全
体
の
復
興
に
心
を
砕
く
塗
師
屋
夫
妻
で
す
。

輪
島
塗
の
復
活
に
向
け
、一
歩
一
歩
前
を
向
く
漆
の
プ
ロ
デ
ュ
ー
サ
ー

　

創
業
２
０
０
余
年
の
輪
島
塗
の
老
舗
・
田

谷
漆
器
店
が
手
が
け
る
金
沢
市
木
倉
町
の

料
理
店
。
輪
島
塗
を
中
心
に
、
石
川
が
誇
る

伝
統
工
芸
の
器
で
石
川
の
美
味
を
楽
し
ん
で

も
ら
お
う
と
の
思
い
か
ら
、
C
R
A
F
T
と

E
A
T
か
ら
成
る
店
名
が
生
ま
れ
ま
し
た
。

田
谷
漆
器
店
は
能
登
半
島
地
震
で
甚
大
な
被

害
を
被
り
ま
し
た
が
、
復
活
に
向
け
て
い
ち

早
く
再
起
。ク
ラ
フ
ィ
ー
ト
も
ま
た
金
沢
か
ら

の
復
興
支
援

に
尽
力
し
て

い
ま
す
。

　

そ
の
最
大
の
魅
力
は
、
気
鋭
の
料
理
人
奥

谷
仁
さ
ん
が
繰
り
広
げ
る
、
器
と
旬
味
と
の

感
動
の
食
体
験
。
地
物
の
海
鮮
を
選
り
す

ぐ
り
、
加
賀
野
菜
な
ど
は
生
産
地
に
出
向
い

て
入
手
。
豊
か
な
創
造
性
で
極
上
の
味
わ
い

に
仕
立
て
上
げ
、
見
事
な
輪
島
塗
に
寄
り
添

わ
せ
て
提
供
し
て
い
ま
す
。
1
階
の
和
風
バ

ル
で
は
気
軽
な
ア
ラ
カ
ル
ト
３
５
０
円
〜
、
2

階
で
は
予
約
制
の
コ
ー
ス
料
理
１
万
１
０
０

０
円
〜
と
目
的
に
応
じ
て
使
え
る
の
も
フ
ァ

ン
た
ち
に
喜
ば
れ
て
い
ま
す
。

珠
玉
の
器
で
感
動
の
旬
味
を

目
で
舌
で
、五
感
で
味
わ
う
伝
統
工
芸

蔦
屋
漆
器
店

田
谷
漆
器
店CRA
FEA

T

ク
ラ
フ
ィ
ー
ト

使
い
手

売
り
手

輪 島 塗

0768-22-0072
石川県輪島市河井町3-103
10時～17時
不定休
2台

時
休
P

住

090-4740-4177
石川県金沢市木倉町5-2
17時～22時30分LO（2階は要予約）
火曜　　なし

時

休 P

住

料理人　

奥村　仁さん

女将

大工 佳子さん
蔦屋漆器店代表

大工 素也さん

●
つ
た
や
し
っ
き
て
ん

●蔵ギャラリー（要問合せ）●蔵ギャラリー（要問合せ）
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山 中 漆 器

　

山
中
漆
器
と
は
、
加

賀
市
の
山
中
温
泉
周
辺

で
つ
く
ら
れ
る
漆
器
で
、

山
中
塗
と
も
呼
ば
れ
て

い
ま
す
。
古
く
か
ら
こ
の

地
に
は
ろ
く
ろ
を
用
い
て

椀
や
盆
を
つ
く
る
木
地

師
が
多
く
居
住
し
、
現

在
も
挽
物
で
は
全
国
一の

生
産
量
を
誇
っ
て
い
ま
す
。よ
く「
塗
り
の
輪
島
、
木
地
の
山

中
」と
称
さ
れ
る
よ
う
に
、
山
中
漆
器
最
大
の
特
長
は
木
目

を
生
か
す
こ
と
に
あ
り
、
光
が
透
け
る
ほ
ど
薄
く
仕
上
げ
る

薄
挽
き
、
木
面
に
繊
細
な
模
様
を
刻
む
加
飾
挽
き
な
ど
、

職
人
た
ち
の
高
い
技
術
が
多
く
の
技
法
を
生
み
出
し
て
き
ま

し
た
。
木
が
育
つ
方
向
に
器
の
形
を
と
る
縦
木
取
り
で
つ
く

ら
れ
た
漆
器
は
、
乾
燥
に
よ
る
歪
み
が
出
に
く
く
、
長
い
年

月
愛
用
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

現
在
も
、
木
地
師
と
し
て
初
め
て
人
間
国
宝
に
認
定
さ
れ

た
川
北
良
造
氏
を
は
じ
め
、
多
く
の
木
地
師
が
活
躍
し
て
お

り
、日
常
に
彩
り
を
添
え
る
山
中
漆
器
に
出
合
う
こ
と
が
で

き
ま
す
。
ま
た
一
帯
に
は
、
職
人
の
手
ほ
ど
き
を
受
け
な
が

ら
ろ
く
ろ
挽
き
を
体
験
で
き
る
工
房
も
点
在
し
て
い
ま
す
。

日
本
一
の
木
地
ろ
く
ろ
挽
き
産
地
。

木
目
の
美
し
さ
が
至
宝
の
技
を
極
め
る

山
中
漆
器

　名湯として有名な山中温泉の女湯
(菊の湯)に併設し、漆塗りの柱や格子
戸風の壁画、華麗な蒔絵(まきえ)を施
した格天井のホールなど、随所に山中
漆器の技が散りばめられています。毎
週土・日曜、祝日には、山中節の民謡や
芸妓の踊りなどが披露され、山中漆器
に包まれた空間で温泉情緒漂う郷土芸
能を堪能できます。

見るならココ !

木
を
知
り
抜
き
、技
を
新
た
に
、

挽
物
の
伝
統
を
次
代
に
引
き
継
ぐ

↑切り出した木を機械で荒挽き

↑製品の寸法に合わせて板から切り出す

↑木地の状態を見極めつつ旋盤で仕上げ

↑木の状態を見極めながら慎重に仕上げ、刃物の管理も念入りに

　

木
地
挽
き
の
技
や
職
人
層
の
厚
さ

は
日
本
一
と
言
わ
れ
る
山
中
漆
器
。
他

産
地
の
衰
退
に
伴
っ
て
県
外
か
ら
の
注

文
が
増
え
て
お
り
、
木
地
師
歴
45
年

の
口
出
さ
ん
が
代
表
を
務
め
る
山
中

漆
器
工
芸
で
は
10
人
程
の
職
人
が
作

業
に
励
ん
で
い
ま
す
。

　

木
地
づ
く
り
は
木
取
り
、
荒
挽
き
、

仕
上
げ
挽
き
な
ど
数
工
程
あ
り
、口

出
さ
ん
が
特
に
得
意
と
し
て
い
る
の
が

仕
上
げ
の
精
確
さ
で
す
。ミ
リ
単
位
の

要
望
に
応
え
る
べ
く
機
械
化
を
進
め
、

ろ
く
ろ
旋
盤
を
導
入
し
て
精
度
や
生

産
性
を
高
め
る
と
同
時
に
担
い
手
育
成

に
も
繋
げ
て
い
ま
す
。「
と
は
い
え
自
然

の
木
は
季
節
や
天
候
で
変
化
す
る
の

で
、
最
終
の
仕
上
げ
は
職
人
の
感
覚
が

頼
り
」と
、
技
の
研
鑽
・
継
承
に
余
念

が
あ
り
ま
せ
ん
。

　

ま
た
、
木
を
知
り
抜
く
達
人
は
乾

燥
法
に
も
こ
だ
わ
り
ま
す
。工
房
が
使

う
の
は
、
従
来
の
縦
木（
丸
太
）に
比
べ

材
料
効
率
の
良
い
板
状
の
横
木
。こ
れ

を
日
干
し
し
た
後
、
乾
燥
室
で
水
分
を

極
限
ま
で
減
ら
し
、
次
に
蒸
気
を
あ
て

て
日
干
し
の
状
態
に
戻
す
作
業
を
行
っ

て
木
の
変
化
を
少
な
く
し
て
い
ま
す
。

伝
統
を
未
来
に
繋
ぐ
た
め
に
、
技
の
革

新
に
も
力
を
注
ぐ
口
出
さ
ん
で
す
。

作
り
手

木
地
師

口
出 

雅
人
さ
ん

く
ち
で

ま
さ
と

石川県加賀市出身。高校
卒業後、山中漆器工芸に
入社。木地師のキャリア
を重ねながら工房代表と
して産地の継承に尽力

口出 雅人

0761-78-5523
石川県加賀市山中温泉薬師町ム1
館内見学無料（芸能鑑賞700円）
8時30分～22時（冬期は～20時、第２・４火曜は～17時30分）
無休　　30台

料
時
休 P

住

↑山中漆器伝統産業会館では、ろくろ挽きの
手仕事を見ることができる

↑日常生活に溶け込む作品が多いのも山中漆器の
魅力。写真は喜八工房：ケヤキの糸筋椀

↑ろくろ技術を応用した手すり

↑人間国宝川北良造
氏のドア取っ手

山中座
やまなかざ

↑制作途中の器が
山積みに。注文は
全国各地から舞い
込む

←山中の主流は丸
太から取る縦木取
りだが、当工房は
横木取り
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山 中 漆 器

　

九
谷
焼
の
歴
史
は
明
暦
年
間（
１
６
５
５
〜

５
７
年
）以
前
に
、
加
賀
藩
の
支
藩
で
あ
っ
た
大

聖
寺
藩（
現
在
の
加
賀
市
周
辺
） 

の
初
代
藩

主
・
前
田
利
治
が
生
産
を
命
じ
た
こ
と
に
始

ま
り
ま
す
。
そ
の
後
、一
度
は
忽
然
と
姿
を
消

し
ま
す
が
、
約
１
０
０
年
後
に
金
沢
城
近
く
で

復
活
。
復
活
前
の
作
品
は
古
九
谷
、
復
活
後
の

も
の
は
再
興
九
谷
と
呼
ば
れ
て
い
ま
す
。

　

豪
放
な
筆
致
の「
青
手
」、
九
谷
五
彩
と
呼
ば

れ
る
赤
・
緑
・
黄
・
紺
青
・
紫
で
描
く「
色
絵
」、

金
と
赤
の
濃
淡
で
精
密
な
文
様
を
描
く「
赤

絵
」な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
技
法
で
多
様
な
美
を

生
み
出
し
て
き
た
九
谷
焼
。
明
治
時
代
に
は
、

盛
ん
に
海
外
に
輸
出
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
博

覧
会
等
で
ジ
ャ
パ
ン
ク
タ
ニ
と
し
て
脚
光
を
あ
び

ま
し
た
。

　

こ
れ
ま
で
九
谷
焼
は
、
各
時
代
に
隆
盛
を

誇
っ
た
作
風
を
受
け
継
ぎ
つ
つ
多
彩
な
作
品
を

生
み
出
し
て
き
ま
し
た
。
近
年
で
は
現
代
の
感

覚
を
取
り
入
れ
た
デ
ザ
イ
ン
の
九
谷
焼
が
次
々

と
誕
生
し
、
日
常
生
活
の
な
か
で
よ
り
手
軽
に

九
谷
焼
を
楽
し
め
る
よ
う
に
な
っ
て
い
ま
す
。

ジ
ャ
パ
ン
ク
タ
ニ
と
謳
わ
れ
、

世
界
中
の
人
々
を
魅
了
す
る
色
絵
磁
器

↑受け継がれてきた技法を継承しつつ、窯ごとの作風を確立。写真は九谷焼北山堂

↑col. BORDER 3段セット8,250円～

↑卯之松堂 汁椀・玉渕 各4,950円

↑col. KOMA 各4,180円 丸皿は蓋にもソーサーにも

↑卯之松堂 フリーカップ 各4,400円

九
谷
焼

石川県九谷焼美術館
いしかわけんくたにやきびじゅつかん

　九谷焼発祥の地にあり、緑豊かな公
園と一体化した庭園ミユージアムで
す。古九谷・再興九谷から近代作家によ
る作品までを展示しており、九谷焼の
多彩な魅力が訪れる人に感動を与えま
す。ミュージアムショップでは、スタッ
フが厳選した作品の購入もでき、九谷
焼の器を使った茶房古九谷でのひとと
きもおすすめです。

見るならココ !

　

山
中
温
泉
ゆ
げ
街
道
中
程
の
、
洒
落
た
雑
貨
店
の
よ

う
な
店
構
え
が
畑
漆
器
店
直
営
店
。
祖
父
の
代
か
ら
山

中
塗
に
携
わ
っ
て
き
た
と
語
る
畑
学
さ
ん
は
、「
漆
器
は

扱
い
が
面
倒
」と
考
え
て
敬
遠
す
る
人
が
増
え
て
い
る
状

況
に
危
機
感
を
抱
い
て
い
ま
し
た
。「
木
の
良
さ
を
も
っ
と

知
っ
て
も
ら
わ
ね
ば
」と
。

　

そ
ん
な
折
、
白
木
の
器
の
ニ
ー
ズ
が
高
い
こ
と
に
気
づ

き
、
東
京
の
デ
ザ
イ
ナ
ー
と
開
発
し
た
の
が「
c
o
l
．

（
カ
ラ
ー
）」ブ
ラ
ン
ド
で
す
。
素
地
の
木
目
や
質
感
を
で

き
る
だ
け
生
か
そ
う
と
、
拭
き
漆
の
技
法
を
ベ
ー
ス
に
無

鉛
無
臭
の
ウ
レ
タ
ン
で
塗
装
。
挽
物
の
技
を
駆
使
し
た
シ

ン
プ
ル
な
フ
ォ
ル
ム
や
ポ
ッ
プ
な
色
が
受
け
、
大
人
気
商
品

と
な
り
ま
し
た
。

　

以
降
新
バ
ー
ジ
ョン
を
次
々
に
生
み
出
し
、
世
界
の
著
名

ブ
ラ
ン
ド
か
ら
O
E
M
の
オ
フ
ァ
ー
も
。
ま
た
、
山
中
漆
器

の
伝
統
を
踏
襲
す
る
ブ
ラ
ン
ド「
卯
之
松
堂
」も
再
注
目
さ

れ
手
応
え
を
感
じ
て
い
ま
す
。
奥
様
の
真
弓
さ
ん
と
試
行

錯
誤
を
重
ね
な
が
ら
、「
山
中
の
伝
統
を
次
代
に
引
き
継

ぐ
の
が
私
た
ち
の
役
目
」と
、
今
日
も
温
泉
街
の
シ
ョッ
プ

か
ら
全
国
へ
、
海
外
へ
、
漆
器
の
魅
力
を
伝
え
て
い
ま
す
。

木
地
を
主
役
に
す
る
新
提
案
で
、漆
の
器
を
も
っ
と
暮
ら
し
の
中
に

畑
漆
器
店

売
り
手

畑漆器店代表取締役

畑　学さん
奥様　

畑　真弓さん

●
は
た
し
っ
き
て
ん

0761-78-1149
石川県加賀市山中温泉湯の出町レ23 商山堂ビル１F
10時～17時
水曜
近くに共同無料駐車場

時
休
P

住

0761-72-7466
石川県加賀市大聖寺地方町1-10-13
入館560円
9時～17時（入館は～16時30分）
月曜（祝日の場合は開館）　　32台

料
時
休 P

住
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↑水元かよこ：Hyper

↑地元ゆかりの感度の高い工芸作品が、店内の至る所に

↑左から河本真詩：香合、中谷麻湖：コマ香合

↑山浦早織：ポット／汲出碗

　
「
何
だ
ろ
う
」と
思
わ
ず
足
を
止
め
て
見
入
っ
て
し
ま
い
そ

う
な
工
芸
作
品
が
並
ぶ
、
ひ
が
し
茶
屋
街
の
路
地
に
佇
む

セ
レ
ク
ト
シ
ョッ
プ
＆
ギ
ャ
ラ
リ
ー
。
九
谷
焼
を
中
心
に
、
ガ

ラ
ス
や
金
属
か
ら
漆
、
水
引
ま
で
、
地
元
ゆ
か
り
の
作
家
約

80
名
の
作
品
を
、
オ
ー
ナ
ー
が
選
り
す
ぐ
っ
て
紹
介
。
2
階

建
て
の
町
家
の
空
間
は
、
1
階
が
店
舗
、
2
階
が
個
展
な
ど

を
行
う
ス
ペ
ー
ス
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　
「
さ
ま
ざ
ま
な
縁
で
導
か
れ
た
モ
ノ
や
人
と
の
出
会
い
を
煌

め
か
せ
た
い
」と
の
思
い
が
込
め
ら
れ
た
店
の
中
に
は
、
伝
統
工

芸
に
軸
足
を
置
き
つつ
も
、
時
代
の
息
吹
や
新
し
い
感
性
を
感

じ
さ
せ
る
作
品
が
随
所
に
。た
と
え
ば
水
元
か
よ
こ
さ
ん
の
高

杯
は
、に
ょっ
き
り
と
角
を
生
や
し
て
自
ら
の
存
在
を
問
い
か

け
、獣
医
の
経
歴
も
あ
る
山
浦
早
織
さ
ん
は
、酒
器
の
足
と
な
っ

た
サ
ボ
テ
ン
に
小
鳥
を
絡
ま
せ
る
な
ど

興
味
が
尽
き
ま
せ
ん
。
縁
煌
な
ら
で
は

の
目
利
き
力
や
発
信
力
が
注
目
を
集

め
、
愛
好
家
や
美
大
生
ま
で
も
が
よ

く
訪
れ
る
話
題
の
シ
ョッ
プ
で
す
。

は
が
ん

ど
う
も
く

縁
煌
●
え
に
し
ら

売
り
手

九 谷 焼

↑工藤武：酒盃／片口

076-225-8241
石川県金沢市東山1-13-10
10時～17時　　不定休　　なし時 休 P

住

唯一無二の葡萄茶の世界に
和と洋の感性が響きあう

キャプションが入りますこの文字はダミーです

↑極細筆で描く紋様は一つひとつ表情が異なる

↑和絵の具を中心に何十種もの色を使い分ける

↑葡萄茶彩描初期の
代表作「voyage」

←成形から絵付
けの一貫制作に
よる「塔」

↑器やアクセサリーなどの小物類も

　
「
予
期
せ
ぬ
こ
と
で
し
た
」と
上
端
さ
ん
が
語
る
の
は
十
数
年

前
の
旅
先
の
パ
リ
、ノ
ー
ト
ル
ダ
ム
聖
堂
で
の
話
。
薔
薇
窓
と
呼

ば
れ
る
ス
テ
ン
ド
グ
ラ
ス
を
見
上
げ
た
瞬
間
、
頭
の
中
の
引
き

出
し
に
貯
め
て
あ
っ
た
ア
イ
デ
ア
や
紋
様
、
色
、
形
な
ど
が
ど
ん

ど
ん
溢
れ
出
て
円
形
窓
に
収
れ
ん
し
、
交
錯
す
る
光
の
中
で
そ

れ
ら
が
新
し
い
表
現
世
界
を
組
み
上
げ
て
い
く
と
い
う
何
と
も

不
思
議
な
体
験
を
し
た
の
だ
そ
う
で
す
。

　

そ
こ
か
ら
導
い
た
世
界
観
を
作
品
で
ど
う
表
す
か
。
素
地
や

絵
の
具
の
検
討
を
重
ね
、
九
谷
焼
で
培
っ
た
細
描
技
術
を
駆
使

し
て
編
み
出
し
た
の
が「
葡
萄
茶
彩

描
」で
し
た
。
洋
と
和
の
感
性
を
共

鳴
さ
せ
な
が
ら
、ア
イ
ボ
リ
ー
の
素

地
に
紫
が
か
っ
た
葡
萄
茶
色
で
描
き

出
す
世
界
は
独
特
の
美
を
放
ち
、
精

緻
に
し
て
無
辺
。
見
る
人
の
心
を
捉

え
て
離
さ
ぬ
力
を
宿
し
て
い
ま
す
。

　

成
形
か
ら
絵
付
け
ま
で
の一
貫
制

作
に
こ
だ
わ
り
、
紋
様
は
ど
れ一つ
と

し
て
同
じ
も
の
を
描
か
な
い
の
は
表

現
者
の
矜
持
。
伝
統
を
大
切
す
る
一

方
で
異
素
材
と
の
コ
ラ
ボ
な
ど
に
も

意
欲
的
に
取
り
組
み
、「
九
谷
焼
の

世
界
が
も
っ
と
広
が
れ
ば
」と
挑
戦
の

手
を
休
め
る
こ
と
が
あ
り
ま
せ
ん
。

器
に
破
顔
し
、オ
ブ
ジ
ェ
に
瞠
目

地
元
作
家
の
煌
め
く
感
性
に
出
会
う

作
り
手

九
谷
焼
作
家

か
ん
ば
た

し
ん
や

上
端 

伸
也
さ
ん

え び ち ゃ

金沢市出身。石川県立九谷焼技術研修所修了、
九谷焼窯元での勤務を経て独立。日展特選、
日本現代工芸美術展で現代工芸新人賞・現代
工芸大賞など受賞歴多数

上端 伸也
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