
展
覧
会
「
作
座
考
」
の
空
間
構
成
に
つ

い
て
（
デ
ザ
イ
ン
の
プ
ロ
セ
ス
）

  
・
生
け
花
と
の
コ
ラ
ボ
ネ
ー
シ
ョ
ン

や
杉
を
用
い
た
意
図
は
ど
う
し
て
か
。

ま
た
、
ア
シ
ス
タ
ン
ト
院
生

　
　

と
の
か
か
わ
り
に
つ
い
て

○
コ
ン
セ
プ
ト

広
い
展
示
会
場
に
対
し
て
、
特
に
工
芸

の
作
品
は
小
さ
な
も
の
が
多
い
た
め
、

全
体
に
ま
と
ま
り
が
出
る
よ
う
な
空
間

演
出
を
考
案
し
ま
し
た
。
ま
ず
は
、
鑑

賞
す
る
た
め
の
順
路
を
つ
く
ら
な
い
よ

う
に
し
ま
し
た
。
ま
た
、
一
つ
の
ブ
ー

ス
に
、
一
人
の
作
家
の
作
品
を
展
示
し

ま
す
が
、
隣
の
作
家
と
の
境
界
を
意
識

し
た
構
成
を
考
え
ま
し
た
。
陶
芸
や
漆

芸
、
金
工
と
い
っ
た
領
域
が
違
う
作
品

で
す
が
、
作
家
ど
う
し
の
関
係
性
を
見

せ
て
い
く
よ
う
に
、
互
い
に
干
渉
し
あ

え
る
よ
う
な
空
間
の
演
出
を
狙
い
と
し

ま
し
た
。

ラ
イ
テ
ィ
ン
グ
も
、
非
常
に
小
さ
な
作

品
も
あ
る
の
で
、
個
々
に
ス
ポ
ッ
ト
を

当
て
た
う
え
で
か
た
ま
り
と
し
て
照
ら

す
な
ど
、微
妙
な
調
整
を
行
い
ま
し
た
。

ま
た
、
展
示
の
中
で
、
工
芸
教
員
の
作

品
が1

つ
の
展
示
台
に
集
ま
っ
て
い
る

畳
敷
き
の
ス
ペ
ー
ス
が
あ
り
ま
す
。
工

芸
品
と
い
う
こ
と
か
ら
、
茶
道
や
華
道

の
よ
う
な
伝
統
的
な
も
の
を
連
想
し
ま

し
た
の
で
、
陶
芸
や
金
工
の
花
器
に
生

花
を
生
け
た
り
、
茶
道
具
を
置
く
こ
と

で
、
文
化
的
な
土
壌
の
強
い
鶴
岡
に
お

い
て
、
日
本
の
伝
統
を
色
合
い
を
演
出

す
る
こ
と
で
、
よ
り
よ
く
見
せ
ら
れ
る

も
の
に
な
っ
た
と
思
い
ま
す
。

○
素
材

会
場
が
鶴
岡
と
い
う
こ
と
で
、
地
元
の

木
材
を
使
用
し
て
何
か
形
に
し
て
い
き

た
い
と
考
え
、
杉
の
木
を
使
う
こ
と
に

決
め
ま
し
た
。

杉
を
使
っ
た
理
由
は
、
ま
る
た
や
人
口

的
な
も
の
は
、
陶
器
や
漆
な
ど
の
素
材

が
生
き
ま
せ
ん
の
で
、
あ
ま
り
主
張
し

な
い
よ
う
な
材
木
を
使
用
し
よ
う
と
考

え
、
自
然
体
で
あ
る
生
の
材
木
に
し
ま

し
た
。
工
芸
的
な
装
飾
を
施
す
と
、
類

似
す
る
の
で
、
逆
に
少
し
粗
い
も
の
、

き
ち
ん
と
し
す
ぎ
な
い
も
の
を
選
び
ま

し
た
。

○
制
作

大
ま
か
な
レ
イ
ア
ウ
ト
は
自
分
が
考
え

た
も
の
で
す
が
、
木
材
の
長
さ
や
組
み

方
な
ど
は
、
大
学
院
生
の
尾
崎
尋
彦
君

と
三
原
政
志
君
か
ら
案
を
出
し
て
も
ら

い
な
が
ら
、
構
想
を
練
り
ま
し
た
。
展

示
台
の
他
に
、
和
室
を
イ
メ
ー
ジ
し
た

1.8m

の
杉
材
を
四
方
に
配
置
し
、
茶

道
や
華
道
の
イ
メ
ー
ジ
を
も
た
せ
る
よ

う
木
の
フ
レ
ー
ム
を
つ
く
る
こ
と
に
し

ま
し
た
。
そ
れ
か
ら
、
展
示
台
の
上
に

は
ア
ク
リ
ル
ケ
ー
ス
を
用
い
、
作
品
を

よ
り
よ
く
見
え
る
よ
う
に
考
え
ま
し

た
。

制
作
は
模
型
づ
く
り
を
基
本
と
し
、
実

際
に
作
品
が
展
示
で
き
る
か
ど
う
か
、

大
き
さ
や
重
さ
な
ど
を
何
度
も
議
論
し

て
い
き
ま
し
た
。
建
築
設
計
や
空
間
構

成
で
は
、
模
型
に
よ
る
シ
ミ
ュ
レ
ー

シ
ョ
ン
が
仕
上
り
の
イ
メ
ー
ジ
を
い
ち

ば
ん
よ
く
再
現
す
る
こ
と
が
で
き
ま

す
。CG

だ
と
カ
メ
ラ
の
画
角
や
パ
ー

ス
が
自
由
に
な
り
す
ぎ
て
、
か
え
っ
て

人
の
目
で
見
た
結
果
と
違
っ
て
し
ま
う

こ
と
が
多
い
か
ら
で
す
。

×
感
想

今
回
は
、
作
家
が
本
学
の
教
員
と
い
う

こ
と
も
あ
っ
て
、
作
品
ジ
ャ
ン
ル
の
領

域
を
一
堂
に
展
示
で
き
た
た
め
、
学
部

の
内
容
が
一
目
観
て
理
解
す
る
こ
と
が

で
き
て
よ
か
っ
た
と
思
い
ま
す
。

そ
れ
か
ら
、
在
学
生
は
、
ま
と
ま
っ
て

教
員
の
作
品
を
鑑
賞
す
る
機
会
が
あ
ま

り
な
い
た
め
、
今
回
の
企
画
は
良
か
っ

た
と
思
い
ま
す
。

今
度
は
、
プ
ロ
ダ
ク
ト
と
映
像
を
組
み

合
わ
せ
た
展
示
を
考
え
て
も
よ
い
と

思
っ
て
い
ま
す
。

展
覧
会
「
作
座
考
」
の
空
間
構
成
に
つ

い
て
（
デ
ザ
イ
ン
の
プ
ロ
セ
ス
）

  

・
生
け
花
と
の
コ
ラ
ボ
ネ
ー
シ
ョ
ン

や
杉
を
用
い
た
意
図
は
ど
う
し
て
か
。

ま
た
、
ア
シ
ス
タ
ン
ト
院
生

　
　

と
の
か
か
わ
り
に
つ
い
て

○
コ
ン
セ
プ
ト

広
い
展
示
会
場
に
対
し
て
、
特
に
工
芸

の
作
品
は
小
さ
な
も
の
が
多
い
た
め
、

全
体
に
ま
と
ま
り
が
出
る
よ
う
な
空
間

演
出
を
考
案
し
ま
し
た
。
ま
ず
は
、
鑑

賞
す
る
た
め
の
順
路
を
つ
く
ら
な
い
よ

う
に
し
ま
し
た
。
ま
た
、
一
つ
の
ブ
ー

ス
に
、
一
人
の
作
家
の
作
品
を
展
示
し

ま
す
が
、
隣
の
作
家
と
の
境
界
を
意
識

し
た
構
成
を
考
え
ま
し
た
。
陶
芸
や
漆

芸
、
金
工
と
い
っ
た
領
域
が
違
う
作
品

で
す
が
、
作
家
ど
う
し
の
関
係
性
を
見

せ
て
い
く
よ
う
に
、
互
い
に
干
渉
し
あ

え
る
よ
う
な
空
間
の
演
出
を
狙
い
と
し

ま
し
た
。

ラ
イ
テ
ィ
ン
グ
も
、
非
常
に
小
さ
な
作

品
も
あ
る
の
で
、
個
々
に
ス
ポ
ッ
ト
を

当
て
た
う
え
で
か
た
ま
り
と
し
て
照
ら

す
な
ど
、微
妙
な
調
整
を
行
い
ま
し
た
。

ま
た
、
展
示
の
中
で
、
工
芸
教
員
の
作

品
が1

つ
の
展
示
台
に
集
ま
っ
て
い
る

畳
敷
き
の
ス
ペ
ー
ス
が
あ
り
ま
す
。
工

芸
品
と
い
う
こ
と
か
ら
、
茶
道
や
華
道

の
よ
う
な
伝
統
的
な
も
の
を
連
想
し
ま

し
た
の
で
、
陶
芸
や
金
工
の
花
器
に
生

花
を
生
け
た
り
、
茶
道
具
を
置
く
こ
と

で
、
文
化
的
な
土
壌
の
強
い
鶴
岡
に
お

い
て
、
日
本
の
伝
統
を
色
合
い
を
演
出

す
る
こ
と
で
、
よ
り
よ
く
見
せ
ら
れ
る

　

鶴
岡
ア
ー
ト
フ
ォ
ー
ラ
ム
の
広
い
展

示
会
場
に
対
し
て
、
特
に
工
芸
の
作
品

は
小
さ
な
も
の
が
多
い
と
い
う
こ
と
が

あ
り
、
は
じ
め
は
ど
の
よ
う
に
空
間
を

構
成
し
て
い
い
の
か
考
え
込
ん
で
し
ま

い
ま
し
た
。
た
だ
、
せ
っ
か
く
の
広
さ

を
で
き
る
だ
け
生
か
す
た
め
に
は
、
単

純
に
空
間
を
間
仕
切
り
で
区
切
っ
て
、

そ
れ
ぞ
れ
の
作
家
に
そ
れ
ぞ
れ
の
場
所

を
割
り
当
て
る
と
い
う
や
り
方
は
し
た

く
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
大
き
な
ス

ペ
ー
ス
の
中
で
、
全
体
が
見
え
る
け
れ

ど
も
、
そ
れ
ぞ
れ
の
作
家
の
そ
れ
ぞ
れ

の
作
品
が
ち
ゃ
ん
と
浮
き
出
て
分
か
る

よ
う
に
し
た
い
と
思
い
ま
し
た
。

　

そ
の
た
め
に
考
え
出
し
た
仕
掛
け

が
、
地
元
の
杉
材
を
使
っ
た
フ
レ
ー
ム

状
の
キ
ュ
ー
ブ
（
箱
）
で
す
。
ひ
と
り

ひ
と
り
の
作
家
に
、
フ
レ
ー
ム
を
ひ
と

つ
ず
つ
担
当
し
て
い
た
だ
く
こ
と
で
、

そ
の
場
所
が
そ
れ
ぞ
れ
の
持
ち
味
を
発

揮
す
る
空
間
と
し
て
位
置
づ
け
る
こ
と

に
し
ま
し
た
。
長
さ
一
・
八
メ
ー
ト
ル

（
大
型
作
品
で
は
二
・
七
メ
ー
ト
ル
）
の

杉
角
材
を
フ
レ
ー
ム
に
し
て
キ
ュ
ー
ブ

状
に
組
み
上
げ
、
そ
れ
ぞ
れ
を
ブ
ー

ス
と
し
て
作
家
ご
と
に
割
り
与
え
ま
し

た
。
結
果
的
に
は
、
和
室
を
想
わ
せ
る

空
間
が
で
き
あ
が
り
、
茶
道
や
華
道
と

工
芸
品
の
持
つ
イ
メ
ー
ジ
と
も
重
な
り

合
い
ま
し
た
。
こ
れ
は
、
尺
・
間
と
い

う
単
位
で
設
計
し
た
こ
と
か
ら
く
る
も

の
で
、
ひ
と
つ
ひ
と
つ
の
ブ
ー
ス
は
建

築
的
な
要
素
も
含
ん
だ
構
成
に
な
っ
て

い
る
と
い
え
ま
す
。

　

展
示
用
品
を
設
計
す
る
際
に
注
意
し

た
の
は
、
あ
ま
り
加
工
し
て
つ
く
り
込

ま
な
い
こ
と
で
し
た
。
展
示
物
が
工
芸

品
を
中
心
と
し
て
い
る
た
め
、
展
示
台

自
体
が
主
張
し
て
し
ま
う
と
、
も
と
も

と
作
品
の
素
材
が
持
つ
良
さ
を
殺
し
て

し
ま
い
ま
す
の
で
、
節
が
残
っ
た
ま
ま

の
角
材
で
フ
レ
ー
ム
を
組
ん
だ
り
、
表

面
が
あ
ま
り
磨
か
れ
て
い
な
い
コ
ン
パ

ネ
で
台
を
組
み
立
て
た
り
し
て
、
な
る

べ
く
生
の
材
木
に
近
い
、
多
少
荒
さ
の

残
る
自
然
物
に
近
い
状
態
に
仕
上
げ
ま

し
た
。

　

作
家
個
別
の
ブ
ー
ス
構
成
に
加
え

て
、
ど
の
よ
う
に
し
た
ら
全
体
に
ま
と

ま
り
が
出
る
か
を
意
識
し
な
が
ら
、
展

示
空
間
の
演
出
を
考
え
ま
し
た
。
ま
ず

は
、
あ
え
て
鑑
賞
す
る
た
め
の
順
路
を

つ
く
ら
な
い
よ
う
に
し
ま
し
た
。
普
通

な
ら
作
家
ご
と
に
ス
ペ
ー
ス
を
区
切
っ

て
ブ
ー
ス
を
作
り
、
そ
の
範
囲
内
で
構

成
を
完
結
さ
せ
る
の
で
す
が
、今
回
は
、

隣
の
作
家
と
の
境
界
を
意
識
し
た
構
成

を
考
え
ま
し
た
。
陶
芸
や
漆
芸
、
金
工

と
い
っ
た
領
域
が
違
う
作
品
で
す
が
、

作
家
ど
う
し
の
関
係
性
が
見
え
て
く
る

よ
う
な
、
互
い
に
干
渉
し
あ
え
る
空
間

を
演
出
し
た
か
っ
た
か
ら
で
す
。

　

実
際
の
レ
イ
ア
ウ
ト
に
つ
い
て
は
、

二
人
の
大
学
院
生
に
ア
イ
デ
ア
を
出

し
て
も
ら
い
な
が
ら
、
配
置
計
画
を
練

り
ま
し
た
。
ス
ケ
ー
ル
模
型
を
つ
く

り
、
フ
レ
ー
ム
や
展
示
台
の
位
置
関
係

や
導
線
な
ど
に
つ
い
て
、
何
度
も
繰
り

返
し
議
論
し
ま
し
た
。
通
常
、
建
築
設

計
の
空
間
構
成
で
は
、
模
型
に
よ
る
シ

ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
が
仕
上
り
の
イ
メ
ー

ジ
を
再
現
す
る
最
良
の
方
法
と
し
て
用

い
ら
れ
て
い
ま
す
。
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
グ

ラ
フ
ィ
ッ
ク
ス
の
方
が
万
能
だ
と
思
わ

れ
が
ち
で
す
が
、
仮
想
カ
メ
ラ
の
画
角

や
パ
ー
ス
が
自
由
に
な
り
す
ぎ
て
、
か

え
っ
て
人
の
目
で
見
た
結
果
と
は
か
け

離
れ
て
し
ま
う
こ
と
が
多
い
か
ら
で

す
。

　

ラ
イ
テ
ィ
ン
グ
に
つ
い
て
も
、
大
小

さ
ま
ざ
ま
な
作
品
を
引
き
立
て
る
た
め

に
、
個
々
に
ス
ポ
ッ
ト
を
当
て
た
う
え

で
、
さ
ら
に
塊
と
し
て
ま
と
め
て
照
ら

す
な
ど
、
微
妙
な
調
整
を
行
い
ま
し

た
。
広
く
薄
暗
い
空
間
の
中
で
、
作
品

が
浮
き
上
が
っ
て
見
え
る
よ
う
な
ド
ラ

マ
チ
ッ
ク
な
演
出
に
な
っ
た
と
思
い
ま

す
。

　

ま
た
、
展
示
構
成
の
中
で
、
複
数
の

作
家
の
作
品
が
ひ
と
つ
に
集
ま
る
畳
敷

き
の
展
示
台
や
、
素
材
の
違
う
花
器
に

生
け
花
を
生
け
込
む
ス
ペ
ー
ス
を
つ
く

り
ま
し
た
。
作
家
ご
と
に
、
あ
る
い
は

陶
器
・
金
属
・
漆
器
な
ど
の
素
材
ご
と

に
違
う
個
性
の
茶
道
具
を
並
べ
て
み
た

り
、
地
元
の
華
道
団
体
と
コ
ラ
ボ
レ
ー

シ
ョ
ン
を
試
み
た
り
す
る
な
ど
、
鶴
岡

と
い
う
文
化
的
な
土
壌
に
ふ
さ
わ
し
い

展
示
を
演
出
で
き
た
の
で
は
な
い
か
と

思
っ
て
い
ま
す
。

（
構
成
＝
美
術
館
大
学
構
想
室
）
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プロダクトデザインと環境芸術を専門
とし、家具、製品、都市環境、パブリッ
クアートの分野で研究・実践活動を行っ
ている。主な仕事に、上越市謙信公広
場のモニュメント 2基（新潟県）1992、
グッドデザイン賞 1999、同 2004、山
形エクセレントデザインセレクション
大賞受賞 2000など。新制作協会会員、
日本デザイン学会理事。

降旗英史  Hidehumi Hurihata

漆芸家／美術科工芸コース教授
乾漆技法を主にした立体造形作品を制
作する。近年はレリーフ状の平面作品
も制作し、自然の風景や環境をテーマ
にしている。変塗技術における技術・
技法を調査・研究し、産地の技術開発
やデザイン開発に従事。2005年にはス
ペインにて変塗ワークショップ、講演
を行う。また、東南アジアを中心に漆
液、漆技術の調査も行う。

小林伸好  Nobuyoshi Kobayashi

漆芸家／美術科工芸コース准教授
漆芸の中の加飾技法、ことに蒔絵や併
用される螺鈿・平文・卵殻などの素材・
技法を研究しながら創作活動を行って
いる。また、これらの表現技法をいか
した製品開発や工芸品の修復もてがけ
ている。日本伝統工芸展等に出品。92
伝統工芸新作展奨励賞、94・98・01宮
内庁買上、03日本漆工協会会長賞。

水上修  Osamu Mizukami

金属工芸家／美術科工芸コース准教授
伝統的金属加工技術をもとにジュエ
リー、クラフトワーク、オブジェを制
作。近年薄い金属板による制作展開を
主としていて、国内外にて発表を重ね
る。コレクション／ビクトリア &アル
バート美術館、フィラデルフィア美術
館等。

金子透  Toru Kaneko

TUAD AS MUSEUM: Annual Report 2006 「作座考」BANDED BLUE 2・東北芸術工科大学の 7作家 8485



作座考－ 2 －展示台を茶室に見立てて

陶芸家／美術科工芸コース教授
現代陶芸の旗手として、独自の手法と
文様による手びねりの造形を試み、個
展の度に新しい作風を発表している。
海外での個展や展覧会出品も多く、広
く評価を得ている。昨年よりボストン
美術館「Contemporary Clay」展に出品中。
近年連続企画の「和太歳時器」展を毎年
催し、古来の陶芸技法による作陶の試
みを展開している。

和太守卑良  Morihiro Wada

陶芸家／美術科工芸コース専任講師
（本名：佐々木理一）
造形作品制作を中心に器、インテリア、
陶壁なども手掛ける。練込技法、化粧
技法、色絵など、加飾と焼成に研究を
重ね、近年は素材の表情と物のあり方
の実験作品を展開している。サロン・
ド・プランタン賞など受賞。ほか公募
展入選多数。上山市に陶磁研究アトリ
エを開設。伝統工芸東日本支部準会員。

佐々木里知  Richi Sasaki 

作座考－ 1 －花器と生け花のコラボレーョン （左から）和太守卑良、佐々木理知、金子透による花器に、三橋光彩（いけばな小原流）
による生け込みがおこなわれた。

竹内昌義が設えた畳敷きの展示台の上に、出品作家が制作した陶、漆、金属などの素材
による、茶碗 ・茶入 ・ 花入 ・ 水指 ・ 香合 ・ 茶杓が並べられた。
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