
育
て
よ

スゝ

―
小
さ
な
ギ
ャ
ラ
リ
ー
の

下
口
豊
子

伝
右
衛
門
の
情
熱
で
再
興
し
た

九
谷
焼

今
年
の
十
月
、
加
賀
市
と
江
沼
郡
山
中

町
が
合
併
す
る
。
新
石
川
県
加
賀
市
の
誕

生
で
あ
る
。
藩
政
時
代
こ
こ
は
加
賀
前
田

家
三
代
利
常
の
三
男
利
治
を
祖
と
す
る
大

聖
寺
藩
で
あ

っ
た
。
そ
の
意
味
で
は
再
び

一
つ
に
な

っ
た
こ
と
を
私
は
素
直
に
喜
ん

で
い
る
。
か
つ
て
北
前
船
で
栄
え
た
塩
屋

の
港
か
ら
大
聖
寺
川
を
遡
る
と
山
中
温

泉
、
そ
し
て
い
く

つ
も
の
村
々
を
経
て
大

日
の
ふ
も
と
に
至
る
。
こ
こ
に
世
界
の
至

宝
と
も
い
わ
れ
る
古
九
谷
を
生
ん
だ
九
谷

村
が
あ

っ
た
。
私
の
夫
は
こ
の
村
で
生
ま

れ
育
ち
、
小
学
校
六
年
生
の
時
大
聖
寺
に

出
て
き
た
。
今
こ
の
村
は
九
谷
ダ
ム
建
設

の
た
め
廃
村
と
な

っ
た
。

藩
祖
利
治
が
殖
産
興
業
策
と
し
て
力
を

入
れ
た
色
絵
磁
器
の
製
造
は
、　
三
ハ
五
五

年

（明
暦
元
年
Ｘ
」
ろ
九
谷
村
で
良
質
の
陶

石
が
見

つ
か

っ
た
こ
と
で
始
ま

っ
た
が
、

わ
ず
か
半
世
紀
ほ
ど
で
閉
窯
し
た
。

雪
深

い
山
奥

の
村
で
焼
か
れ
た
古
九

谷
。
斬
新
な
デ
ザ
イ
ン
、
自
由
奔
放
な
筆

遣
い
、
釉
薬
の
深
み
な
ど
当
時
か
ら
既
に

石川県九谷焼美術館所蔵
「古九谷 色絵百花手唐人物図
大平鉢」

高
い
人
気
が
あ

っ
た
（）
大
聖
寺
藩
の
外
交

の
主
役
と
し
て
、
藩
邸
で
の
饗
応
膳
の
上

で
用
い
ら
れ
て
い
た
の
だ
ろ
う
と
思
う
＾

も
し
か
し
て
将
軍
家
や
他
藩

へ
の
進
物
と

し
て
も
大
い
に
面
目
を
施
し
た
に
違
い
な

い
。
大
聖
寺
藩
の
誇
り
だ
っ
た
。

閉
窯
か
ら
百
年
を
経
た

一
人
三
四
年

（文
政
七
年
）
、
古
九
谷
を
再
興
し
よ
う
と

立
ち
上
が
っ
た
の
が
大
聖
寺
２
豪
商
吉
田

屋
伝
右
衛
門
だ
っ
た
。
こ
の
時
彼
は
七
十

二
歳
。
大
聖
寺
の
は
ず
れ
の
小
さ
な
村
で

隠
居
生
活
を
送
っ
て
い
た
。
い
か
な
る
情
熱

が
彼
を
動
か
し
た
の
か
、
古
九
谷
の
青
手

様
式
を
復
興
し
た
こ
の
窯
は
吉
田
屋
窯
と

一ヽ
´

呼
ば
れ
、
今
日
の
九
谷
焼
の
礎
と
な
っ
た
。

茶
道
に
造
け
い
が
深
く
、
歌
を
詠
み
、

自
ら
文
人
画
を
も
描
い
た
彼
の
美
意
識
に

か
な
っ
た
職
人
集
団
を
抱
え
、
素
地
作
り
、

意
匠

・
デ
ザ
イ
ン
、
釉
薬
の
吟
味
に
至
る

ま
で
関
わ

っ
た
と
思
わ
れ
る
。
今
な
ら
さ

し
ず
め
、
チ
ー
フ
プ
ロ
デ
ュ
ー
サ
ー
と
い

え
よ
う
か
。
伝
右
衛
門
と
名
工
粟
屋
源
右

衛
門
、
鍋
屋
丈
助
、
越
中
屋
幸
助
た
ち
に

よ

っ
て
数
々
の
名
品
が
生
み
出
さ
れ
た
。

彼
は
そ
の
殆
ど
の
財
産
を
再
興
九
谷
に
賭

け
た
。
普
通
な
ら
静
か
な
余
生
を
送
る
は

ず
の
、
伝
右
衛
門
が
見
せ
て
く
れ
た
情
熱

と
気
概
の
ド
ラ
マ
こ
そ
、
今
日
の
九
谷
焼

の
原
点
な
の
だ
。
私
は
心
ひ
そ
か
に
彼
の

生
き
方
に
憧
れ
て
い
る
。

京
都
へ
の
近
道

九
谷
村
は
交
通
の
要
所
で
あ

っ
た
ら
し

い
。
戦
国
時
代
に
は
蓮
如
の
四
男
蓮
誓
が

布
教
の
拠
点
と
し
て
九
谷
坊
を
建
て
た
と

い
わ
れ
、
石
川
県
埋
蔵
文
化
財
セ
ン
タ
ー

に
よ

っ
て
二
百
人
規
模
の
屋
敷
跡
や
、
山

の
清
流
を
利
用
し
た
水
洗
ト
イ
レ
跡
が
発

掘
さ
れ
て
い
る
。

金
沢
か
ら
、
鶴
来
、
九
谷
を
通
り
福
井

に
抜
け
る
山
道
が
あ

っ
た
。
京
都

へ
の
近

道
で
、
脇
街
道
と
い
う
の
だ
そ
う
だ
。
異

変
が
あ
っ
た
時
は
軍
隊
が
駆
け
抜
け
て
い
っ

た
。
そ
の
時
の
略
奪
に
備
え
、
村
々
は
隠

し
小
屋
を
山
奥
に
建
て
、
食
料
と
女
子
供

を
守

っ
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。

九
谷
村
の
奥
に
真
砂
と
い
う
集
落
が
あ

り
、
木
挽
き
人
が
住
み
つ
き
、
今
日
の
山

中
漆
器
の
歴
史
は
こ
こ
か
ら
始
ま

っ
た
。

山
の
民
は
い
に
し
え
か
ら
日
本
の
山
々
を

自
在
に
行
き
来
し
て
い
た
。
今
で
こ
そ
山

奥
と
呼
ば
れ
る
過
疎
の
村
々
だ
が
、
脇
街

道
と
い
う
道
の
存
在
は
謎
め
い
た
ロ
マ
ン

を
感
じ
さ
せ
て
く
れ
る
。
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過
去
と
未
来
を
つ
な
ぐ

ホ
ッ
ト
な
ギ
ャ
ラ
リ
ー

三
年
前
、
加
賀
市
大
聖
寺
に
石
川
県
九

谷
焼
美
術
館
が
オ
ー
プ
ン
し
た
。

九
谷
焼
を
核
に
し
た
ま
ち
づ
く
り
を
、

と
平
成
二
年
九
月
九
日
設
立
さ
れ
た

『古

九
谷
研
究
会
』
が
中
心
に
な
っ
て
進
め
て
き

た
市
民
運
動
の
結
実
で
あ
る
。
夫
と
と
も

に
私
も
そ
の
初
め
か
ら
深
く
関
わ

っ
て
き

た
。
公
園
の
緑
に
囲
ま
れ
た
こ
じ
ん
ま
り

と
し
た
素
敵
な
美
術
館
だ
。

い
ろ
い
ろ
な

仕
掛
け
の
あ
る
三

つ
の
常
設
展
示
室
と
企

画
展
示
室
が
あ
り
、
三
階
に
は
茶
室
も
設

け
ら
れ
て
い
る
。

館
長
は
大
聖
寺
出
身

の
作
家
高

田
宏

氏
。
暖
か
な
ホ
ス
ピ
タ
リ
テ
ィ
に
満
ち
た

運
営
を
進
め
て
い
る
。

そ
し
て
『古
九
谷
研
究
会
』
は
発
展
的
に

解
消
さ
れ
、
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人

『さ
ろ
ん
ど
九
谷
』

が
誕
生
し
、
美
術
館

の
サ
ポ
ー
ト
活
動
に

あ
た
っ
て
い
る
。

『さ
ろ
ん
ど
九
谷
』
が
運
営
す
る
『茶
房

古
九
谷
』
は
大
聖
寺

の
人
気

ス
ポ
ッ
ト
と

な
っ
た
。
上
質

の
山
中
塗
り
の
お
盆
に
季

節
の
あ
し
ら
い
と
共
に
、
オ
リ
ジ
ナ
ル
の
茶

器
で
供
さ
れ
る
月
替
り

の
日
本
茶
と
中
国

茶
。
季
節
の
生
菓
子
と
と
も
に
頂
く
お
抹

茶
。
ゆ

っ
た
り
と
し
た
贅
沢
な
ひ
と
時
だ
。

こ
こ
は
地
元
の
九
谷
焼
作
家

の
作
品
を

紹
介
す
る
ギ
ャ
ラ
リ
ー
で
も
あ
り
、
そ
こ

に
私
達

の
こ
だ
わ
り
が
あ
る
。
伝
統
は
た

だ
受
け
継
ぐ
だ
け
で
は
な

い
。
今
日
的
な

創
意
が
あ

っ
て
初
め
て
未
来
に
継
が
れ
る

も
の
だ
。
こ
の
美
術
館
は
過
去

貧

階
展
示

室
に
飾
ら
れ
て
い
る
古
九
谷
や
吉
田
屋

の

名
品
）
と
現
在
と
未
来
を

つ
な
ぐ
役
割
を

担

っ
て
い
る
。
『茶
房
古
九
谷
』
は
ひ
と
つ
の

テ
ー

マ
で
新
作
を
競

い
合
う
、
現
代
九
谷

作
家
た
ち

の
魅
力
を
味
わ
え

る
今

一
番

ホ

ッ
ト
な
ギ
ャ
ラ
リ
ー
だ
ろ
う
と
思
う
。

技
術
革
新
こ
そ
が

九
谷
焼
作
家
の
魂

こ
こ
加
賀
の
九
谷
焼
作
家

の
特
徴
を
挙

げ
れ
ば
、
そ
れ
ぞ
れ
が
濃
厚
な
作
家
魂
を

抱

い
て
い
る
と

い
う
こ
と
だ
ろ
う
か
。
器

に
描
か
れ
た
絵
画
と
も

い
わ
れ
る
九
谷
焼

は
、
作
家
独
自

の
美
意
識
で
新
し

い
画
風

や
様
式
を
生
み
出
し
て
き
た
。
そ
れ
こ
そ

が
古
九
谷
の
伝
統
精
神
だ
ろ
う
。
そ
れ
は

一
言

で
表
現
す

る
と
イ

ノ
ベ
ー
シ

ョ
ン

（技
術
革
新
）
の
精
神
で
あ
る
。
作
家
た
ち

は
皆
、
古
九
谷
や
吉
田
屋
を
愛
し
な
が
ら
、

時
代

の
最
先
端

の
美
意
識
を
表
現
し
よ
う

と
の
模
索
を
続
け
て
い
る
。
有
名
無
名
を

問
わ
ず
そ
の
点
で
私
は
加
賀
九
谷
の
作
家

た
ち
を
誇
り
に
思

っ
て
い
る
。
私
が
大
聖

寺

の
町
で
小
さ
な
ギ
ャ
ラ
リ
ー
を
開
く
こ

と
に
な

っ
た

一
番
の
動
機
だ
。

不
思
議
な
縁
と

い
う

の
か
、
私
の
ギ
ャ

ラ
リ
ー
は
十
数
年
前
ま
で
、
古
九
谷
を
生

ん
だ
九
谷
村

に
建

っ
て

い
た
土
蔵

で
あ

る
。
林
業
に
生
涯
を
か
け
た
義
父
が
自
ら

切
り
出
し
た
栗

の
無
垢
材
で
建
て
た
堅
固

な
造
り
だ
。
焼
き
物
も
木
製
品
も
、
油
絵

や
ガ
ラ
ス
器
も
こ
の
空
間
に
ぴ
た
り
と
収

ま
る
。

△フ
、
パ
ト
ロ
ン
シ
ツ
プ
を
Ｈ

今
日
の
作
家
た
ち
、
特
に
高
度
で
級
密

な
技
術
と
時
間
と
を
必
要
と
す
る
工
芸
作

家
に
と

っ
て
、
パ
ト

ロ
ン
の
不
在
は
致
命

的
だ
。
い
い
も
の
を
作

っ
て
も
売
れ
な

い
。

売
れ
な
け
れ
ば
次
は
作
れ
な

い
。
そ
う
し

て
い
つ
の
間
に
か
伝
統
工
芸
が
廃
れ
て
い

藩
窯

で
あ

っ
た
当
初
は
大
聖
寺
藩
が
ス

ポ

ン
サ
ー
で
あ

つ
た
。
豪
商

の
存
在
も

あ

っ
た
。

い
い
も

の
は
そ
う

い
う
背
景
の

も
と
生
み
出
さ
れ
て
き
た
。
私
は
、
自
分

が
も
し
大
金
持
ち
だ

っ
た
ら
と

い
つ
も
夢

見
る
。
こ
れ
は
と
思
う
若

い
才
能
の
パ
ト

ロ
ン
に
な

っ
て
、
九
谷
焼

の
、
あ
る
い
は

山
中
蒔
絵

の
凄

い
も
の
を
生
み
出
し
て
も

ら
お
う
と
。
け
れ
ど
こ
れ
は
到
底
実
現
で

き
そ
う
も
な

い
。
私
に
で
き
る
こ
と
、
そ

れ
は
パ
ト
ロ
ン
シ
ツ
プ

（作
家
を
支
え
る
、

励
ま
す
精
神
と
で
も
言
お
う
か
）
の
輪
を

広
げ
る
こ
と
だ
。

パ
ト
ロ
イ
ン
ッ
プ
と
は
何
か
と
い
え
ば
『作

品
を
買
う
』
と
で
つ
こ
と
だ
と
私
は
思
う
。

個
展
―

エ
キ
シ
ビ
シ

ョ
ン
は
、
も
ち
ろ

ん
作
品
を
観
て
も
ら
う
場
で
は
あ
る
が
、

同
時
に
作
家
の
生
活
を
支
え
る
経
済
行
為

で
も
あ
る
の
だ
。
作
家
に
と

っ
て
、
売
れ

る
と

い
う
こ
と
が
ど
れ
ほ
ど
嬉
し

い
こ
と

か
、
物
心
両
面
で
の
充
実
感
が
次
の
作
品

を
生
む
原
動
力
と
な
る
。

生
活
必
需
品
が
百
円
シ

ョ
ッ
プ
で
何
で

も
揃

い
、
そ
う
か
と
思
う
と
外
国
の
高
級

ブ

ラ
ン
ド
店

に
行
列
が

つ
く

こ
ん
な
時

代
。
地
元
の
身
近
な
作
家
た
ち
が
精
魂
込

め
た

い
い
も
の
を
、
思

い
切

っ
て
買

っ
て

み
ま
せ
ん
か
。

い
い
物
を
日
常
に
使
う
生

活
を
し
て
み
ま
せ
ん
か
。

作
品
を
買
う
こ
と
が
、
伝
統
工
芸
を
支

え
る
第

一
歩
。
大
金
持
ち

で
な
く

て
も
、

パ
ト

ロ
ン
に
な
れ
る
。
小
さ
な
パ
ト
ロ
ン

シ

ッ
プ
の
積
み
重
ね
が
豊
か
な
文
化
土
壌

を
育
ん
で
い
く
。
小
さ
な
ギ
ャ
ラ
リ
ー
で

抱

い
た
私
の
さ
さ
や
か
な
夢
だ
。

昭和23年年イ山台市生まれ

エッセイスト

平成12年第 1回『雪の華文学賞1受賞
エンセイ同人誌 F風媒花』同人

加賀市大聖寺で地元作家を紹介する「ギャラリー萩」
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青手 :緑・黄・藍などの釉薬で器全体を塗り込める
古九谷様式の一種。赤は決して用いない
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