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Ｉ Ｎ Ａ Ｘ ラ イ ブ ミ ュ ー ジ ア ム は 、 東 日 本 大 震 災 の 復 興 を 支 援 し て い ま す 。

1 「陶と灯の日」に、オレンジ
色に輝く手づくりの陶製シ
ェード（07P参照)
2 コバルトブルーのタイルが
暖炉を飾る「世界のタイル
博物館」オランダの部屋
3 陶楽工房を出て窯のある
広場に向かう道。冬の影が
落ちる。
4  企画展「『土』見本帖」で展
示された大きな光るどろだ
んごに大喜び。
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昨
年
5
月
に
ラ
イ
ブ
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
に
異
動
し
て
か
ら
、

あ
っ
と
言
う
間
に
1
年
半
が
過
ぎ
ま
し
た
。
タ
イ
ル
の
5

千
年
に
わ
た
る
歴
史
、
生
ま
れ
育
っ
た
常
滑
の
も
の
づ
く

り
の
歴
史
、
6
つ
の
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
施
設
設
立
の
物
語
な

ど
、
日
々
新
し
い
発
見
が
あ
り
ま
す
。
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
の

庭
に
出
る
と
、
散
策
を
楽
し
め
る
よ
う
に
心
を
込
め
て
植

え
ら
れ
た
四
季
折
々
の
植
栽
の
美
し
さ
、
可
憐
さ
に
ホ
ッ

と
し
ま
す
。
ふ
と
し
た
瞬
間
に
感
じ
る
よ
う
な
、『
さ
さ
や

か
だ
け
ど
、
伝
え
た
い
素
敵
な
こ
と
』
を
ひ
と
つ
で
も
多

く
、
公
式
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
やFacebook

な
ど
を
通
じ
て

皆
さ
ん
に
届
け
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。Facebook

で

は
、「
L
I
X
I
L
文
化
活
動
」
と
し
て
公
式
ア
カ
ウ
ン
ト

登
録
を
し
て
お
り
、
I
N
A
X
ラ
イ
ブ
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
だ

け
で
な
く
、
東
京
・
大
阪
の
ギ
ャ
ラ
リ
ー
、
L
I
X
I
L

出
版
の
書
籍
、
ブ
ッ
ク
フ
ェ
ア
情
報
な
ど
が
発
信
さ
れ
て

い
ま
す
。
さ
ま
ざ
ま
な
L
I
X
I
L
文
化
活
動
を
皆
さ
ん

に
知
っ
て
い
た
だ
き
、
興
味
を
持
っ
て
い
た
だ
け
る
よ
う

に
、
情
報
発
信
を
心
が
け
て
い
き
ま
す
。

さ
さ
や
か
だ
け
ど
、
伝
え
た
い
こ
と

竹
内
　
綾

漆黒、濡羽色、艶やかな黒髪…。
ある時は美しさの極みとして、またある時は、悲しみや恐れをもたらす色として、

私たちの暮らしの中にある「黒」という色。

あらためて見つめ直すと、その奥深さが見えてきます。

企画展「天然黒ぐろ―鉄と炭素のものがたり」へと誘う

日本の黒について語っていただきました。

上 窯から引き出された
ばかりの黒茶碗

下 漆  髹漆
刷毛で漆を塗り重ね
ながら黒くしていく。
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白
は
何
色
に
も
染
ま
り
、
黒
は
何

色
に
も
染
ま
ら
な
い
究
極
の
色
で
す
。

そ
の
語
源
は
「
暗
い
」
か
ら
来
て
い
る
と

い
う
説
が
あ
り
ま
す
。

　

民
俗
学
に
は
「
黒
不
浄
」
と
い
う
言
葉
が
あ

り
、
人
の
死
に
か
か
わ
る
穢
れ
を
指
し
ま
す
。

喪
服
が
黒
と
い
う
の
も
そ
こ
に
つ
な
が
っ
て
い

ま
す
。日
本
人
の
穢
れ
観
の
根
底
に
あ
る
の
は
、

古
事
記
に
あ
る
イ
ザ
ナ
ミ
、
イ
ザ
ナ
ギ
の
国
生

み
の
物
語
で
す
。
火
の
神
を
生
ん
だ
イ
ザ
ナ
ミ

が
火
傷
を
負
っ
て
黄
泉
の
国
へ
行
く
。
イ
ザ
ナ

ギ
は
呼
び
戻
し
に
行
き
ま
す
が
、
も
う
地
上
に

は
戻
れ
な
い
。黄
泉
の
国
は
、「
常
夜
」と
も
、「
常

世
」と
も
い
う
永
遠
に
続
く
暗
闇
の
世
界
で
す
。

　

日
本
の
祭
り
は
、
基
本
的
に
闇
の
中
で
行
わ

れ
る
も
の
で
す
。
な
ぜ
な
ら
黄
昏
時
を
境
に
、

夜
が
神
々
の
時
間
だ
か
ら
で
す
。
普
段
は
明
確

に
分
か
れ
て
い
る
神
と
人
の
時
間
が
、
祭
り
の

時
だ
け
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
と
る
こ
と
が

で
き
る
。
だ
か
ら
闇
の
中
で
神
を
迎
え
、
も
て

な
し
、
一
緒
に
踊
る
。
そ
れ
が
祭
り
な
の
で
す
。

日
本
人
は
「
闇
」
を
意
識
し
、
そ
れ
を
「
黒
」
に

象
徴
さ
せ
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
そ
れ

は
善
と
か
悪
で
は
な
く
、
神
聖
な
色
な
の
だ
と

思
い
ま
す
。

　

清
少
納
言
は
枕
草
子
の
中
で
、
た
び
た
び
黒

に
触
れ
て
い
ま
す
。
お
歯
黒
が
よ
く
付
く
の
は

「
こ
こ
ろ
ゆ
く
も
の
。」
お
歯
黒
は
女
性
の
美
の

象
徴
で
あ
り
、
そ
れ
が
き
れ
い
に
付
く
の
は
う

れ
し
い
と
。馬
の
色
は「
い
み
じ
く
黒
が
い
い
。」

空
に
黒
い
雲
が
出
る
と
「
黒
き
雲
あ
は
れ
な

り
。」「
あ
は
れ
な
り
」
は
、
し
み
じ
み
と
し
て

い
る
と
い
う
意
味
で
す
か
ら
否
定
的
で
は
な
い

で
す
ね
。
清
少
納
言
は
物
事
を
細
か
く
見
て
、

そ
こ
に
評
価
を
与
え
る
の
が
得
意
な
人
だ
と
思

い
ま
す
。
黒
に
対
し
て
、
わ
り
と
い
い
評
価
を

し
て
い
ま
す
。

　

万
葉
集
で
は
「
ぬ
ば
た
ま
の
」
と
い
う
枕
詞

を
持
つ
歌
が
80
首
あ
り
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
は
夜

や
闇
を
示
す
の
で
す
が
、
そ
れ
以
外
で
多
い
の

は
、
女
性
の
黒
髪
を
指
す
と
き
で
す
。
黒
髪
は

女
性
の
美
し
さ
の
条
件
だ
と
い
う
価
値
観
が
二

千
年
近
く
日
本
人
の
中
に
あ
る
の
で
し
ょ
う
。

　

人
形
浄
瑠
璃
や
歌
舞
伎
に
登
場
す
る
の
は

「
黒
子
」
で
す
。
顔
も
体
も
黒
い
布
で
覆
っ
て

全
身
黒
で
、
見
え
て
い
る
け
れ
ど
い
な
い
こ
と

に
な
っ
て
い
る
、
つ
ま
り
、
存
在
を
な
く
す
た

め
に
黒
が
使
わ
れ
て
い
ま
す
。
歌
舞
伎
で
は
人

が
殺
さ
れ
る
場
面
な
ど
に
、
殺
さ
れ
た
人
を
舞

台
か
ら
隠
す
た
め
に
使
わ
れ
る
幕
が
あ
り
ま

す
。
こ
れ
が
「
黒
幕
」。
こ
こ
か
ら
、
物
事
を

裏
で
操
作
す
る
人
を
黒
幕
と
呼
ぶ
よ
う
に
な
っ

た
。
黒
は
と
て
も
目
立
つ
反
面
、
見
え
て
い
る

も
の
を
見
え
な
い
こ
と
に
す
る
色
で
も
あ
る
わ

け
で
す
。

　

日
本
の
黒
と
言
え
ば
、
墨
が
あ
り
ま
す
。
墨

は
黒
で
す
が
、
濃
淡
に
よ
っ
て
表
現
の
幅
が
大

き
く
広
が
り
ま
す
。

　

た
と
え
ば
古
今
和
歌
集
の
歌
を
別
の
紙
に
写

す
時
に
、
平
安
の
人
々
は
料
紙
を
選
び
ま
す
。

色
紙
だ
っ
た
り
、
金
を
散
り
ば
め
た
も
の
だ
っ

た
り
。
細
や
か
に
手
を
施
し
た
紙
を
選
ん
で
そ

こ
に
墨
で
文
字
を
書
く
。
そ
れ
は
明
ら
か
に
料

紙
と
墨
の
色
の
対
比
の
美
し
さ
を
狙
っ
て
い

て
、
黒
を
使
っ
た
美
意
識
の
最
初
の
も
の
で
は

な
い
か
と
い
う
気
が
し
ま
す
。
源
氏
物
語
絵
巻

は
、
絵
も
美
し
い
で
す
が
、
文
字
だ
け
が
書
か

れ
た
方
も
、
そ
れ
は
美
し
い
。
流
れ
る
よ
う
に

崩
さ
れ
た
か
な
文
字
、
墨
の
濃
淡
、
そ
れ
が
美

し
い
紙
の
上
に
書
か
れ
て
い
ま
す
。山
水
画
は
、

墨
の
技
を
よ
り
洗
練
さ
せ
た
も
の
だ
と
思
い
ま

す
。
現
実
の
風
景
は
緑
や
青
で
す
が
、
山
水
画

で
は
そ
れ
を
白
い
紙
に
墨
の
濃
淡
だ
け
で
描
き

ま
す
。
見
る
人
の
想
像
力
に
委
ね
て
い
る
。
私

た
ち
は
、
墨
の
中
に
い
ろ
い
ろ
な
色
を
見
る
と

い
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

　

谷
崎
潤
一
郎
は
『
陰
翳
礼
讃
』
で
、
日
本
文

化
の
根
底
に
あ
る
の
は
光
と
影
だ
と
説
き
ま
し

た
。
漆
の
美
し
さ
は
お
ぼ
ろ
げ
な
光
の
中
で

引
き
立
つ
と
い
う
趣
旨
の
こ
と
も
書
か
れ
て

い
ま
す
。
闇
の
中
に
あ
る
行
燈
の
光
、
墨
の

濃
淡
に
も
通
じ
る
お
ぼ
ろ
げ
な
も
の
。光
と
影
、

そ
の
コ
ン
ト
ラ
ス
ト
は
ま
さ
に
白
と
黒
の
世
界

で
す
。

　

黒
に
は
、
闇
、
死
、
恐
怖
に
つ
な
が
る
も
の

と
黒
髪
の
よ
う
に
美
し
さ
に
つ
な
が
る
も
の
、

忌
避
さ
れ
る
黒
と
愛
さ
れ
る
黒
が
あ
る
よ
う
で

す
。
さ
ら
に
現
代
で
い
え
ば
、
ジ
グ
ロ
、
ガ
ン

グ
ロ
、
カ
ラ
ス
族
、
ブ
ラ
ッ
ク
企
業
…
社
会
常

識
か
ら
は
ず
れ
、
異
質
で
あ
る
こ
と
を
強
調
す

る
た
め
に
使
わ
れ
る
異
端
の
黒
が
あ
り
ま
す
。

　

日
本
の
伝
統
色
に
は
、
い
く
つ
も
の
名
前
が

異
な
る
黒
が
あ
り
、
日
本
人
の
色
彩
感
覚
、
色

の
名
前
を
表
わ
す
日
本
語
の
豊
か
さ
を
感
じ
ま

す
。
黒
は
、
古
く
か
ら
日
本
人
の
美
意
識
の
基

本
に
あ
る
色
だ
と
い
う
こ
と
を
改
め
て
感
じ
ま

す
ね
。

文
学
や
歌
舞
伎
に

登
場
す
る
の
は

今
に
生
き
る
黒
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信夫の学問に触れ、沖縄
をフィールドに民俗・芸能・
文学を学んでいる。美ら
島沖縄大使
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か
つ
て
の
日
本
に
ど
れ
く
ら
い
の

色
が
あ
っ
た
の
か
。
た
と
え
ば
天
然

の
鉱
物
か
ら
つ
く
る
岩
絵
具
は
、
元
々
青

と
緑
し
か
な
く
、
色
数
が
増
え
た
の
は
明
治

以
降
。
色
の
原
料
と
な
る
も
の
は
、
そ
れ
ほ
ど

多
く
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
う
し
た
中
で

日
本
人
は
、
色
以
上
に
、
質
感
を
出
す
こ
と
に

気
を
遣
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
、
絵
画
や
工

芸
品
か
ら
見
て
と
れ
ま
す
。
そ
れ
は
、
墨
に
も

つ
な
が
っ
て
い
き
ま
す
。

　

墨
は
黒
一
色
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
中
国
で
は

昔
、「
墨
に
は
五
彩
が
あ
る
」と
言
わ
れ
ま
し
た
。

五
彩
と
は
五
色
で
は
な
く
、
無
限
の
こ
と
を
言

い
ま
す
。
た
だ
見
た
目
の
黒
で
は
な
く
、
そ
の

中
に
含
ま
れ
る
艶
、
滲
み
、
マ
ッ
ト
な
感
じ
、

表
情
も
含
め
て
、
無
限
の
色
が
出
せ
る
と
言
っ

た
の
で
し
ょ
う
。

　

水
墨
画
の
世
界
で
も
、
一
番
尊
い
も
の
は
墨

だ
け
で
描
か
れ
た
も
の
と
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

色
を
使
っ
て
し
ま
う
の
は
、
そ
れ
だ
け
で
俗
っ

ぽ
い
。
黒
だ
け
で

五
彩
の
世
界
を
感

じ
さ
せ
る
こ
と
が

一
流
の
作
品
だ

と
。
当
然
そ
の
思

想
は
日
本
に
も
流

れ
、
た
と
え
ば
お

城
で
も
、
水
墨
で

描
か
れ
た
山
水
の

部
屋
が
一
番
ラ
ン

　

中
国
文
人
の
趣
味
の
世
界
に
は「
文
房
四
宝
」

と
い
う
言
葉
が
あ
り
ま
す
。
四
つ
の
宝
と
は
何

か
と
い
う
と
筆
、
墨
、
硯
、
紙
。
当
時
、
読
み

書
き
が
で
き
る
エ
リ
ー
ト
の
官
僚
た
ち
に
と
っ

て
、
素
晴
ら
し
い
文
房
四
宝
を
持
つ
こ
と
は
ス

テ
ー
タ
ス
だ
っ
た
ん
で
す
ね
。
こ
れ
は
、
墨
の

色
を
追
い
求
め
る
人
た
ち
に
と
っ
て
も
、

ま
さ
に
四
宝
で
あ
り
、
そ
れ
ら
の

因
果
関
係
が
あ
っ
て
初
め
て
出

て
く
る
の
が
、
墨
の
色

な
ん
で
す
。
昔
の
人
た

ち
は
、

感
覚
的

に
そ
の
因
果

関
係
を
探
り
、
自
分
の
黒
を
探
し
て
い
た
の
だ

と
思
い
ま
す
。

　

最
後
に
、
水
墨
画
と
言
う
通
り
、
水
が
大
き

く
左
右
し
ま
す
。
硬
水
で
墨
を
す
る
と
か
な
り

濃
い
黒
が
出
ま
す
が
、
軟
水
で
は
淡
く
き
れ
い

な
黒
。
反
面
黒
味
に
強
さ
が
欠
け
る
と
い
う
こ

と
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
画
風
に
も
影
響
し
て

く
る
ん
で
す
。
中
国
で
も
、
硬
水
の
地
域
に
住

ん
で
い
る
作
家
の
絵
は
力
強
い
も
の
が
多
く
、

軟
水
地
域
の
作
家
は
柔
ら
か
い
作
品
が
多
い
。

日
本
も
軟
水
な
の
で
柔
ら
か
い
水
墨
画
が
多
い

で
す
。

　

僕
も
大
学
院
で
墨
を
勉
強
し
始
め
た
と
き
、

04vol.46vol.4605

Profile
いわいずみ けい

京都造形芸術大学 講師、
美術家。2015年に博士号
（芸術）を取得。画材の研
究、指導を行いながら、物
質存在に関する作品制作
を行っている。

ク
の
高
い
部
屋
。
城
主
の
寝
室
や
書
斎
だ
っ
た

り
す
る
わ
け
で
す
。
謁
見
の
間
は
金
箔
や
極
彩

色
で
権
威
を
示
し
ま
す
が
、書
斎
は
黒
一
色
で
、

精
神
的
な
世
界
を
つ
く
っ
た
の
で
す
。

　

墨
は
、
煤
と
膠
の
単
純
な
組
み
合
わ
せ
で
つ

く
ら
れ
ま
す
が
、
条
件
一
つ
で
色
が
変
わ
る
と

て
も
奥
深
い
も
の
で
す
。

　

そ
の
種
類
に
は
、
大
き
く
、
油
煙
墨
と
松
煙

墨
が
あ
り
、
こ
の
二
つ
は
煤
の
採
取
方
法
の
違

い
に
よ
り
、
色
味
が
異
な
り
ま
す
。
粒
子
が
細

か
い
油
煙
墨
は
赤
味
を
帯
び
、
対
し
て
粒
子
の

大
き
い
松
煙
墨
は
青
み
を
帯
び
る
。
そ
の
粒
子

を
コ
ー
テ
ィ
ン
グ
す
る
膠
の
配
合
率
に
よ
っ
て

も
、
コ
ン
ト
ラ
ス
ト
が
強
く
な
っ
た
り
、
色
の

見
え
方
が
変
わ
っ
た
り
し
ま
す
。「
古
墨
が
い

い
」
と
聞
い
た
こ
と
が
あ
り
ま
せ
ん
か
。
そ
れ

は
、
長
い
年
月
の
中
で
、
膠
で
コ
ー
テ
ィ
ン
グ

さ
れ
て
い
た
粒
子
に
変
化
が
起
こ
り
、
色
に
深

み
が
出
て
く
る
か
ら
で
す
。ワ
イ
ン
と
同
じ
で
、

良
い
寝
か
せ
方
を
す
れ
ば
墨
に
奥
深
さ
が
出

る
。
そ
う
い
う
こ
と
が
墨
の
中
で
起
こ
る
の
で

す
。
さ
ら
に
墨
に
は
、
切
っ
て
も
切
り
離
せ
な

い
道
具
、
硯
が
あ
り
ま
す
。
硯
と
は
墨
の
た
め

の
や
す
り
。
で
す
か
ら
同
じ
墨
で
も
、
硯
を
変

え
た
だ
け
で
こ
ん
な
に
違
う
と
い
う
こ
と
が
あ

る
の
で
す
。

　

墨
と
硯
、
で
は
い
よ
い
よ
描
こ
う
か
と
。
紙

に
よ
っ
て
も
変
わ
る
の
が
墨
の
色
で
す
。
滲
む

の
か
、
滲
ま
な
い
の
か
。
ど
う
い
う
滲
み
方
を

す
る
の
か
。
描
く
人
の
筆
の
運
び
で
も
変
わ
っ

て
き
ま
す
。

皆
さ
ん
か
ら「
底
な
し
沼
に
足
を
突
っ
込
ん
だ
」

と
言
わ
れ
た
ん
で
す
が
、
そ
れ
は
面
白
い
世
界

で
、
の
め
り
込
み
ま
し
た
。
そ
う
い
う
墨
の
仕

組
み
、
奥
深
さ
を
知
る
と
、
若
い
人
た
ち
も
墨

の
世
界
で
遊
び
た
く
な
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ

う
か
。
墨
の
黒
は
、
墨
汁
や
絵
の
具
の
チ
ュ
ー

ブ
で
は
、
決
し
て
出
せ
な
い
色
な
の
で
す
。

　　

墨
に
肩
を
並
べ
ら
れ
る
の
は
漆
で
し
ょ
う
。

漆
も
塗
る
人
の
手
に
よ
っ
て
、
い
く
つ
も
の
丁

寧
な
工
程
を
た
ど
り
、
最
後
に
は
黒
だ
け
ど
黒

以
上
の
も
の
が
出
て
く
る
。
伊
藤
若
冲
＊
は
、

墨
だ
け
で
は
物
足
り
な
く
て
、
最
後
、
鳥
の
目

だ
け
を
漆
で
ぽ
ん
と
描
き
ま
し
た
。
漆
に
勝
る

艶
の
黒
さ
は
な
い
で
す
か
ら
ね
。
日
本
の
黒
と

い
う
と
、
や
は
り
墨
と
漆
、
こ
の
二
つ
だ
と
思

い
ま
す
。

　

黒
は
、あ
る
意
味
で
色
を
認
識
し
な
く
な
る
、

余
計
な
こ
と
に
ご
ま
か
さ
れ
ず
、
形
や
、
も
っ

と
奥
深
い
本
質
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
色
な
の

か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
た
と
え
ば
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン

デ
ザ
イ
ナ
ー
の
山
本
耀
司
さ
ん
は
、
黒
で
、
そ

の
質
感
や
シ
ル
エ
ッ
ト
に
こ
だ
わ
っ
た
。
ご
ま

か
し
の
き
か
な
い
色
。
そ
れ
を
ど
う
使
う
か
で

勝
負
す
る
と
こ
ろ
は
、
水
墨
画
の
世
界
に
近
い

も
の
が
あ
り
ま
す
。

　

僕
の
中
で
黒
は
、
黒
だ
け
ど
黒
だ
と
思
っ
て

い
な
い
。
無
限
の
色
が
内
包
さ
れ
て
い
る
と
思

っ
て
い
ま
す
。
中
国
の
人
た
ち
が
言
っ
た
よ
う

に
、
黒
は
、
す
べ
て
の
色
を
感
じ
さ
せ
る
こ
と

が
で
き
る
は
ず
だ
と
、
思
っ
て
い
ま
す
。

無
限
の
色
を
つ
く
る
墨

自
分
の
黒
を
追
い
求
め
て

も
の
の
本
質
を

浮
き
上
が
ら
せ
る
黒

黒をつくる
岩泉  慧
Iwaizumi Kei　

画材ラボPIGMENT 所長　
画材エキスパート

色
の
質
感
を

大
切
に
し
た
日
本
人

伝統画材ラボPIGMENTには、約4500色に
及ぶ顔料、200種類を超える古墨、熟練の職
人が生み出す筆や刷毛など道具の数々が、
あたかも美術館のように並ぶ。ここは単なる
ショップではなく、伝統画材の普及・研究の
場、講座やワークショップを通して知識の共
有と伝承を図る学びの場ともなっている。

良質な画材を取り揃える店内には、
希少価値の高い硯が展示されている。

05P
『森羅変転Ⅸ』　
岩泉 慧

本作品は墨の特性を最
大限に引き出すため、
支持体が生乾きのうち
に描き、画宣紙や和紙
のような滲みや墨の発
色、墨本来の奥深い色
味を出すことを狙って
いる。

＊伊藤若冲　
江戸時代中期に京で
活躍した絵師

し
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う 


