
展
覧
会
開
催
の
背
景

拙
著
『
デ
ン
マ
ー
ク
の
芸
術
と
デ
ザ
イ
ン
に
見
る
日

本
の
影
響 

1
8
7
0
〜
2
0
1
0
（Influences from

 Japan 

in D
anish A

rt and D
esign 1870-2010

）』（T
he D

anish 

Architectural Press, 2013

）
が
出
版
さ
れ
た
2
年
後
の

2
0
1
5
年
、
デ
ザ
イ
ン
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
・
デ
ン
マ
ー

ク
に
て
「Learning from

 Japan

」
展
が
開
催
さ
れ
た
。

ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
の
所
蔵
品
で
あ
る
興
味
深
い
新
旧
の
日
本

美
術
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
に
は
、
20
世
紀
の
シ
ン
プ
ル
な
伝

統
工
芸
品
も
含
ま
れ
、
そ
の
多
く
は
未
公
開
の
も
の
だ
っ

た
。
私
は
か
つ
て
の
同
僚
か
ら
同
美
術
館
に
お
い
て
拙
著

に
基
づ
い
た
展
覧
会
の
展
示
企
画
を
依
頼
さ
れ
た
。
こ
の

展
覧
会
に
お
け
る
主
た
る
テ
ー
マ
は
、
こ
れ
ま
で
の

ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
の
館
長
が
ど
の
よ
う
に
し
て
日
本
の
芸
術

作
品
を
収
集
し
た
か
と
い
う
こ
と
、
そ
し
て
、
古
い
も
の

や
特
に
現
代
の
作
品
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
が
、
現
代
的
な
デ
ザ

イ
ン
と
ど
の
よ
う
に
共
存
し
続
け
る
べ
き
か
を
示
す
こ
と

に
あ
っ
た
。
写
真
や
ウ
ェ
ブ
で
見
る
よ
り
は
、
直
接
手
に

取
る
こ
と
が
で
き
る
実
物
の
方
が
、
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
や
デ

ザ
イ
ナ
ー
、
研
究
者
に
よ
り
多
く
の
イ
ン
ス
ピ
レ
ー
シ
ョ

ン
や
新
た
な
ア
イ
デ
ィ
ア
を
与
え
う
る
こ
と
は
疑
い
の
余

地
が
な
い
。
現
代
の
デ
ザ
イ
ナ
ー
に
ひ
ら
め
き
を
与
え
る

こ
と
が
、
デ
ザ
イ
ン
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
の
使
命
な
の
だ
。
展

覧
会
で
は
、
書
籍
や
画
像
資
料
も
含
め
、
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム

の
収
蔵
品
か
ら
日
本
と
デ
ン
マ
ー
ク
に
ま
つ
わ
る
コ
レ
ク

シ
ョ
ン
4
0
0
点
以
上
が
展
示
さ
れ
た
。
ミ
ュ
ー
ジ
ア

ム
で
は
こ
れ
ま
で
の
1
2
5
年
間
、
デ
ン
マ
ー
ク
の
装

飾
芸
術
や
デ
ザ
イ
ン
作
品
を
多
数
収
集
し
て
き
た
が
、
そ

の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
の
大
部
分
で
日
本
美
術
か
ら
影
響
を
受

け
た
作
品
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
元
と
な
っ
た
日
本

の
作
品
と
そ
こ
か
ら
生
ま
れ
た
デ
ン
マ
ー
ク
の
手
工
芸
品

と
を
並
べ
て
展
示
す
る
こ
と
で
、
デ
ン
マ
ー
ク
の
ア
ー

テ
ィ
ス
ト
や
デ
ザ
イ
ナ
ー
が
受
け
た
イ
ン
ス
ピ
レ
ー
シ
ョ

ン
の
源
泉
を
示
す
こ
と
が
で
き
た
。
展
覧
会
は
デ
ザ
イ
ン

ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
・
デ
ン
マ
ー
ク
の
創
立
1
2
5
周
年
記

念
行
事
の
一
環
と
し
て
開
催
さ
れ
、
ま
た
、
2
0
1
7

年
に
は
、
日
本
と
デ
ン
マ
ー
ク
の
通
商
1
5
0
周
年
記

念
行
事
と
な
っ
た
。
2
0
1
5
年
の
開
催
以
来
、
予
想

以
上
の
入
場
者
で
賑
わ
い
、
開
催
期
間
は
延
長
さ
れ
、
現

在
も
続
い
て
い
る
。
訪
れ
た
人
た
ち
の
多
く
は
、
デ
ン

マ
ー
ク
の
有
名
な
手
工
芸
品
や
デ
ザ
イ
ン
が
、
日
本
の
芸

術
や
工
芸
品
と
密
接
な
関
係
を
持
つ
こ
と
に
驚
い
た
。

日
本
芸
術
と
の
出
会
い

1
8
8
0
年
代
、
デ
ン
マ
ー
ク
は
、
西
洋
諸
国
の
な

か
で
も
、
い
ち
早
く
日
本
芸
術
の
さ
ま
ざ
ま
な
基
本
的
な

特
徴
を
取
り
込
み
、
そ
の
イ
ン
ス
ピ
レ
ー
シ
ョ
ン
を
自
分

た
ち
の
新
し
い
表
現
形
式
へ
変
化
さ
せ
た
。
日
本
芸
術
と

の
出
会
い
は
、
デ
ン
マ
ー
ク
の
芸
術
と
工
芸
品
に
刺
激
を

与
え
、
特
に
装
飾
的
芸
術
や
デ
ザ
イ
ン
の
分
野
で
は
、
新

し
い
芸
術
的
効
果
と
し
て
い
ち
早
く
取
り
入
れ
ら
れ
た
。

ジ
ャ
ポ
ニ
ズ
ム
は
デ
ン
マ
ー
ク
の
芸
術
の
触
媒
と
し
て
作

用
し
、
長
期
に
わ
た
り
影
響
を
及
ぼ
し
た
。
つ
ま
り
ジ
ャ

ポ
ニ
ズ
ム
は
、
20
世
紀
に
デ
ン
マ
ー
ク
が
デ
ザ
イ
ン
大
国

と
な
る
モ
ダ
ニ
ズ
ム
の
重
要
な
前
提
条
件
だ
っ
た
の
で
あ

る
。開

国
し
た
近
代
日
本
に
関
す
る
デ
ン
マ
ー
ク
最
初
の
記

述
は
、
1
8
6
3
年
に
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
カ
ル
ス
テ
ン
セ

ン
（W

illiam

 Carstensen

）
大
尉
に
よ
り
執
筆
さ
れ
た

『
日
本
の
首
都
と
日
本
人
（Japans H

ovedstad og Japaneserne

）』

と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
本
で
カ
ル
ス
テ
ン
セ
ン
は
、
日
本

と
い
う
国
や
日
本
人
、
そ
の
風
習
や
住
居
、
美
し
い
品
物

が
並
ぶ
商
店
な
ど
に
対
す
る
感
動
を
綴
っ
て
い
る
。
特
に

カ
ル
ス
テ
ン
セ
ン
を
魅
了
し
た
の
は
、
日
本
の
織
物
や
衣

服
で
あ
り
、
著
書
で
も
詳
し
く
記
述
さ
れ
て
い
る
。「
完

成
度
の
高
い
境
地
」
と
い
う
彼
の
言
葉
は
、
日
本
の
衣
服

に
見
ら
れ
る
細
や
か
な
芸
術
の
見
事
さ
を
表
し
て
い
る
。

他
の
あ
ら
ゆ
る
西
洋
諸
国
と
同
様
、
デ
ン
マ
ー
ク
が
日

本
か
ら
輸
入
し
た
物
は
す
べ
て
、
日
本
で
輸
出
用
と
し
て

作
ら
れ
た
も
の
だ
っ
た
。
1
8
7
7
年
に
は
、
コ
ペ
ン

ハ
ー
ゲ
ン
の
コ
ン
ゲ
ン
ス
・
ニ
ュ
ト
ル
ウ
広
場
に
面
す
る

商
店
で
、
日
本
の
美
術
や
工
芸
品
、
特
に
漆
器
が
宣
伝
さ

れ
て
い
た
。
1
8
8
9
年
に
は
、
日
本
製
品
を
購
入
で

き
た
マ
ガ
サ
ン
・
デ
ュ
・
ノ
ー
ル
百
貨
店
の
ク
リ
ス
マ
ス

の
展
示
会
で
、「
こ
れ
ま
で
に
な
い
低
価
格
。
パ
リ
万
国

博
覧
会
に
て
中
国
・
日
本
か
ら
出
品
さ
れ
た
、
全
く
斬
新

な
フ
ォ
ル
ム
と
色
彩
の
工
芸
品
が
勢
ぞ
ろ
い
」
と
日
本
製

品
が
宣
伝
さ
れ
た
。
新
し
い
表
現
形
式
が
普
及
す
る
に
は
、

ま
ず
は
そ
の
端
緒
と
な
る
出
来
事
が
必
要
だ
が
、
日
本
の

芸
術
が
デ
ン
マ
ー
ク
を
席
巻
し
た
時
期
が
ま
さ
に
そ
れ
に

当
た
る
。
1
8
3
0
年
代
の
終
わ
り
か
ら
1
9
1
0
年

頃
に
か
け
て
、
複
雑
な
様
相
を
見
せ
た
時
代
と
な
っ
た
。

伝
統
的
な
様
式
は
常
に
「
新
た
な
様
式
」
に
イ
ン
ス
ピ

レ
ー
シ
ョ
ン
を
与
え
て
き
た
が
、
新
様
式
は
常
に
そ
の
元

と
な
っ
た
オ
リ
ジ
ナ
ル
と
表
面
的
に
は
多
く
の
点
で
類
似

し
な
が
ら
も
、
そ
の
表
現
や
全
体
の
印
象
は
異
な
る
。
デ

ン
マ
ー
ク
の
芸
術
家
た
ち
は
、
ま
ず
、
日
本
の
芸
術
の

「
エ
キ
ゾ
テ
ィ
ッ
ク
な
」
モ
チ
ー
フ
全
般
に
魅
了
さ
れ
、

や
が
て
自
然
を
取
り
入
れ
た
日
本
の
モ
チ
ー
フ
を
表
面
的

に
で
は
な
く
持
続
的
に
取
り
入
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
最

終
的
に
、
日
本
の
芸
術
家
の
洗
練
さ
れ
た
材
料
、
技
術
や

そ
の
過
程
に
注
目
し
、
そ
れ
は
現
在
で
も
続
い
て
い
る
。

ジ
ャ
ポ
ニ
ズ
ム
の
作
用

ジ
ャ
ポ
ニ
ズ
ム
は
ま
ず
、
デ
ン
マ
ー
ク
の
新
し
い
様
式

を
生
み
出
す
う
え
で
決
定
的
な
役
割
を
果
た
し
た
。
ジ
ャ

ポ
ニ
ズ
ム
は
多
く
の
面
で
デ
ン
マ
ー
ク
の
土
地
に
よ
く
馴

染
み
、
以
来
、
デ
ン
マ
ー
ク
人
の
世
界
を
特
徴
づ
け
る
も

の
と
な
り
、
や
が
て
20
世
紀
に
は
デ
ン
マ
ー
ク
人
の
ア
イ

デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
一
部
と
な
っ
た
。
芸
術
と
も
の
づ
く
り

と
を
融
合
さ
せ
た
日
本
文
化
が
、
当
時
西
洋
諸
国
で
確
立

し
つ
つ
あ
っ
た
工
業
製
品
を
補
完
す
る
も
の
と
し
て
、
西

洋
の
多
く
の
人
た
ち
が
求
め
て
い
た
も
の
と
合
致
し
て
い

た
こ
と
は
疑
い
の
余
地
が
な
い
。
一
方
で
、
一
部
の
ア
ー

テ
ィ
ス
ト
か
ら
は
広
重
や
北
斎
と
い
っ
た
日
本
の
モ
チ
ー

フ
を
単
純
に
コ
ピ
ー
し
た
だ
け
の
ジ
ャ
ポ
ニ
ズ
ム
が
垂
れ

流
さ
れ
る
こ
と
に
対
す
る
批
判
も
あ
っ
た
。
西
洋
の
応
用

美
術
の
活
性
化
は
、
日
本
の
芸
術
の
本
質
に
学
ぶ
こ
と
に

よ
っ
て
実
現
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
決

し
て
ジ
ャ
ポ
ニ
ズ
ム
の
初
期
の
表
現
の
よ
う
な
、
魂
の
な

い
模
倣
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
の
だ
。

1
8
8
5
年
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
点
か
ら
デ
ン
マ
ー
ク

の
装
飾
美
術
の
転
換
期
と
な
っ
た
。
こ
の
年
、
カ
ー
ル
・

マ
ッ
セ
ン
（K

arl M
adsen

）
の
日
本
美
術
に
関
す
る
著

作
が
出
版
さ
れ
た
。
そ
し
て
、
ピ
エ
ト
ロ
・
ク
ロ
ー
ン

（Pietro K
rohn

）
が
ビ
ン
グ
&
グ
レ
ン
ダ
ー
ル
社
の
製

陶
所
の
芸
術
監
督
に
、
さ
ら
に
若
き
建
築
家
に
し
て
画
家

で
あ
っ
た
ア
ー
ノ
ル
ド
・
ク
ロ
ッ
グ
（Arnold K

rog

）
が

王
立
磁
器
製
陶
所
の
芸
術
監
督
に
就
任
し
た
。
デ
ン
マ
ー

金、銀、赤の浮き彫り細工が施された
漆塗り硯箱
19世紀初頭
デザインミュージアム・デンマークの歴代館長が
収集してきた日本の芸術作品のひとつ。
所蔵／ Kunstindustrimuseum
©Designmuseum Danmark

釉下彩磁器の花瓶
アーノルド・クロッグ作
王立磁器製陶所 1888年
鯉は日本的モチーフのひ
とつだった。
所蔵／ Kunstindustrimuseum
©Designmuseum Danmark

写
真
提
供
＝Pernille K

lem
p

2
0
1
5
年
か
ら
デ
ザ
イ
ン
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
・
デ
ン
マ
ー
ク
で
開
催
さ
れ
注
目
を
集
め
る「Learning from

 Japan

」展
。

日
本
と
デ
ン
マ
ー
ク
の
結
び
つ
き
の
歴
史
を
た
ど
る
企
画
展
で
あ
る
。

観
客
を
驚
か
せ
る
の
は
、
世
界
中
で
評
価
が
高
い
デ
ン
マ
ー
ク
デ
ザ
イ
ン
の
源
流
が
日
本
に
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
だ
。

本
展
を
企
画
し
た
ミ
リ
ヤ
ム
・
ゲ
ル
フ
ァ
ー
＝
ヨ
ル
ゲ
ン
セ
ン
氏
に
、
展
覧
会
の
内
容
を
も
と
に
、

過
去
と
未
来
、
内
と
外
の
文
化
的
交
流
の
あ
り
方
を
論
じ
て
い
た
だ
く
。

「Learning from
 Japan

」展

―
―
日
本
の
デ
ザ
イ
ン
を
1
0
0
年
以
上
学
び
続
け
た
デ
ン
マ
ー
ク

ミ
リ
ヤ
ム・ゲ
ル
フ
ァ
ー
＝
ヨ
ル
ゲ
ン
セ
ン

M
irjam

 Gelfer-Jørgensen

ミ
リ
ヤ
ム
・
ゲ
ル
フ
ァ
ー
＝
ヨ
ル
ゲ
ン
セ
ン

1
9
3
9
年
生
ま
れ
。
文
学
博
士
。
元
デ
ザ
イ
ン
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
・
デ

ン
マ
ー
ク
図
書
館
長
兼
デ
ザ
イ
ン
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
・
デ
ン
マ
ー
ク
副
館
長
、

コ
ペ
ン
ハ
ー
ゲ
ン
大
学
助
教
授
。
現
在
は
デ
ン
マ
ー
ク
王
立
科
学
文
学
ア

カ
デ
ミ
ー
で
リ
サ
ー
チ
ャ
ー
を
務
め
る
。「Learning from

 Japan

」
展

の
キ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
を
担
当
す
る
ほ
か
、
文
化
人
類
学
的
な
視
点
か
ら

ア
ー
ト
関
連
の
著
作
を
多
数
執
筆
し
て
い
る
。
代
表
的
著
作
にInfluences 

from

 Japan in D
anish Art and D

esign 1870-2010

（
2
0
1
3
）
が
あ
る
。
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ク
の
装
飾
美
術
で
、
最
初
に
極
東
ア
ジ
ア
か
ら
の
影
響
を

は
っ
き
り
と
体
現
し
た
の
は
、
陶
芸
の
分
野
だ
っ
た
。
製

陶
所
の
歴
史
に
お
け
る
中
心
的
人
物
だ
っ
た
前
述
の
二
人

の
や
り
方
は
、
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
も
の
だ
っ
た
が
、
そ
こ

に
共
通
し
て
い
る
の
は
自
然
に
対
す
る
新
し
い
見
方
だ
っ

た
。
温
暖
な
地
域
か
ら
北
欧
に
持
ち
込
ま
れ
た
栽
培
植
物

を
野
生
植
物
が
駆
逐
す
る
よ
う
に
、
魚
、
昆
虫
や
爬
虫
類

な
ど
の
モ
チ
ー
フ
が
受
容
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た

参
照
関
係
は
展
示
の
中
で
分
か
り
や
す
く
示
さ
れ
て
い
る
。

「
古
典
主
義
か
ら
抽
象
へ
」
は
、
ト
ル
バ
ル
・
ビ
ネ
ス
ブ

ル
（Thorvald Bindesbøll

）
が
そ
の
ク
リ
エ
イ
テ
ィ
ブ
な

想
像
力
に
よ
っ
て
成
し
遂
げ
た
最
高
傑
作
の
見
出
し
と
し

て
ふ
さ
わ
し
い
の
か
も
し
れ
な
い
。
ビ
ネ
ス
ブ
ル
の
装
飾

的
な
抽
象
化
に
は
、
刀
の
鍔つ

ば

の
渦
巻
き
紋
様
と
の
類
似
が

あ
り
、
ま
た
彼
の
本
の
装
丁
に
は
、
日
本
の
漆
器
に
見
ら

れ
る
雲
の
装
飾
と
の
関
連
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
一

般
に
、「
動
き
」
は
日
本
美
術
の
要
素
で
あ
り
、
例
え
ば

重
な
っ
た
着
物
の
襞ひ

だ

や
、
屏
風
絵
に
お
け
る
水
の
描
き
方

な
ど
に
見
ら
れ
る
。
ビ
ネ
ス
ブ
ル
の
膨
大
な
作
品
か
ら
選

ば
れ
た
こ
れ
ら
の
例
は
、
展
示
の
ハ
イ
ラ
イ
ト
で
あ
る
。

な
ぜ
な
ら
、
ジ
ャ
ポ
ニ
ズ
ム
こ
そ
が
自
然
主
義
か
ら
彼
を

解
き
放
つ
う
え
で
重
要
な
刺
激
と
な
っ
た
は
ず
で
あ
り
、

そ
れ
は
今
で
も
そ
の
時
代
の
基
本
的
な
評
価
基
準
で
あ
る

か
ら
だ
。

ジ
ャ
ポ
ニ
ズ
ム
は
多
方
向
的
な
活
動
と
し
て
捉
え
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
同
時
に
、
個
々
の
芸
術
家
の
作
品
に
お

い
て
は
、
ジ
ャ
ポ
ニ
ズ
ム
は
他
の
ト
レ
ン
ド
と
共
存
可
能

で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
展
覧
会
で
は
、
デ
ン
マ
ー
ク
の

芸
術
や
設
計
図
、
デ
ザ
イ
ン
が
19
世
紀
末
か
ら
現
代
に
至

る
ま
で
、
日
本
の
事
物
か
ら
決
定
的
な
影
響
を
受
け
な
が

ら
発
展
し
て
い
っ
た
歴
史
の
概
略
を
把
握
で
き
る
よ
う
、

（
他
の
ト
レ
ン
ド
と
の
融
合
が
見
ら
れ
る
作
品
に
お
い
て
も
）

ジ
ャ
ポ
ニ
ズ
ム
に
焦
点
を
当
て
て
い
る
こ
と
を
強
調
し
て

お
く
。

20
世
紀
の
到
来
と
と
も
に
、
新
た
な
段
階
へ

先
行
す
る
も
の
に
新
た
な
段
階
が
積
み
上
げ
ら
れ
、
次

へ
と
導
か
れ
る
よ
う
に
、
20
世
紀
の
最
初
の
10
年
間
に

ジ
ャ
ポ
ニ
ズ
ム
は
新
し
い
局
面
を
迎
え
た
。
特
に
目
を
引

く
の
は
、
初
期
の
ジ
ャ
ポ
ニ
ズ
ム
か
ら
の
飛
躍
的
な
変
化

で
あ
る
。
こ
の
時
代
、
19
世
紀
の
工
業
化
を
経
て
見
ら
れ

る
よ
う
に
な
っ
た
素
材
を
用
い
た
芸
術
作
品
を
は
じ
め
、

表
現
形
式
の
大
き
な
変
化
の
機
運
は
す
で
に
熟
し
て
い
た
。

そ
う
し
た
な
か
で
、
材
料
の
特
性
に
対
す
る
日
本
の
デ
ザ

イ
ン
と
感
性
は
、
芸
術
家
た
ち
に
新
し
い
道
を
示
し
た
の

だ
。
20
世
紀
を
貫
く
デ
ン
マ
ー
ク
の
芸
術
的
な
デ
ザ
イ
ン

の
赤
い
糸
と
も
言
う
べ
き
一
般
的
な
特
徴
と
は
何
か
。
そ

れ
は
実
用
性
を
基
本
と
し
つ
つ
も
、
芸
術
作
品
と
し
て
制

作
さ
れ
、
素
材
と
使
用
方
法
と
を
通
じ
て
美
的
な
経
験
を

伝
え
よ
う
と
す
る
方
法
を
拠
り
ど
こ
ろ
と
し
て
い
る
、
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
拙
著
と
展
覧
会
は
い
ず
れ
も
日
本
か

ら
の
影
響
に
焦
点
を
当
て
て
い
る
が
、
そ
れ
は
日
本
の
デ

ザ
イ
ン
が
デ
ン
マ
ー
ク
の
芸
術
家
た
ち
を
魅
了
し
、
影
響

を
及
ぼ
し
た
こ
と
が
明
ら
か
だ
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
こ

う
し
た
流
れ
は
後
に
モ
ダ
ニ
ズ
ム
や
機
能
主
義
と
呼
ば
れ

る
、
さ
ら
な
る
簡シ

ン
プ
リ
シ
テ
イ

素
化
を
目
指
し
た
一
般
的
な
ス
タ
イ
ル

の
潮
流
と
密
接
に
関
係
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。

ジ
ャ
ポ
ニ
ズ
ム
を
次
な
る
段
階
へ
と
導
い
た
も
う
ひ
と

り
の
重
要
人
物
は
、
建
築
家
カ
ー
ル
・
ペ
ー
タ
ー
セ
ン

（Carl Petersen

）
で
あ
る
。
彼
は
20
世
紀
初
頭
に
陶
器
作

品
を
制
作
し
た
が
、
最
も
古
い
作
品
は
青
白
い
釉
薬
の
上

に
緑
釉
を
重
ね
塗
り
し
た
も
の
だ
っ
た
。
カ
ー
ル
・
ペ
ー

タ
ー
セ
ン
は
日
本
の
茶
碗
や
漆
器
、
シ
ン
プ
ル
な
家
紋

（
花
の
モ
チ
ー
フ
を
様
式
化
し
た
デ
ザ
イ
ン
で
あ
る
こ
と
が
多

い
）
な
ど
に
着
想
を
得
て
、
小
さ
く
シ
ン
プ
ル
な
モ
チ
ー

フ
を
自
身
の
作
品
に
取
り
入
れ
た
。
そ
し
て
、
こ
れ
を
契

機
と
す
る
簡
素
化
の
流
れ
は
、
デ
ン
マ
ー
ク
と
日
本
の
繋

が
り
を
新
た
な
段
階
へ
と
導
く
こ
と
に
な
っ
た
。

デ
ン
マ
ー
ク
の
炻せ

つ

器き

（stoneware

）
生
産
を
高
い
水
準

へ
と
引
き
上
げ
た
芸
術
家
は
パ
ト
リ
ッ
ク
・
ノ
ル
ス
ト

レ
ー
ム
（Patrick N

ordström

）
だ
っ
た
。
彼
は
1
8
9
8

年
か
ら
1
9
0
0
年
に
か
け
て
パ
リ
に
滞
在
し
、
そ
こ
で

日
本
の
炻
器
に
出
会
い
、
釉
薬
か
ら
形
に
い
た
る
さ
ま
ざ

ま
な
点
で
日
本
の
形
式
か
ら
影
響
を
受
け
た
。

建
築
と
イ
ン
テ
リ
ア
へ
の
影
響

日
本
の
影
響
を
は
っ
き
り
と
認
め
る
こ
と
が
で
き
、
し

か
も
そ
の
影
響
が
長
期
に
わ
た
っ
て
重
要
で
あ
り
続
け
た

分
野
と
し
て
、
20
世
紀
半
ば
以
降
の
デ
ン
マ
ー
ク
の
戸
建

て
住
宅
が
あ
げ
ら
れ
る
。
建
築
家
た
ち
は
、
周
囲
に
開
か

れ
た
空
間
と
い
う
新
し
い
考
え
方
と
よ
り
開
放
的
な
間
取

り
図
と
を
ま
ず
は
自
ら
の
住
居
で
実
践
し
た
。

日
本
建
築
に
お
け
る
木
や
竹
や
紙
と
い
っ
た
素
材
の
使

い
方
に
影
響
を
受
け
て
、
デ
ン
マ
ー
ク
の
住
居
で
は
、
明

る
い
色
の
木
材
が
イ
ン
テ
リ
ア
に
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な

り
、
ま
た
一
部
の
住
宅
で
は
、
ス
ラ
イ
ド
式
の
壁
が
導
入

さ
れ
た
。
さ
ら
に
装
飾
目
的
で
な
い
構
造
材
、
あ
る
い
は

天
井
や
壁
の
枠
と
し
て
、
黒
く
塗
装
さ
れ
た
木
材
が
広
く

用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
一
部
の
デ
ン
マ
ー
ク
の
家

具
デ
ザ
イ
ナ
ー
は
、
19
世
紀
と
は
異
な
る
タ
イ
プ
の
つ
い

た
て
を
制
作
し
た
が
、
部
屋
の
分
割
用
や
、
骨
董
や
写
真

と
い
っ
た
そ
の
時
々
に
好
き
な
物
を
飾
る
壁
な
ど
、
さ
ま

ざ
ま
な
タ
イ
プ
が
人
気
を
博
し
た
。
現
代
の
つ
い
た
て
は
、

さ
ら
に
そ
の
立
体
的
な
質
感
に
よ
っ
て
、
空
間
へ
の
視
点

に
動
的
な
効
果
を
加
え
て
い
る
。
1
9
5
6
年
、
家
具
デ

ザ
イ
ナ
ー
の
ポ
ー
ル
・
ケ
ア
ホ
ル
ム
（Poul Kjæ

rholm

）
は
、

日
本
の
波
打
つ
よ
う
な
柔
軟
な
形
を
組
み
合
わ
せ
て
作
品

を
デ
ザ
イ
ン
し
た
。
ま
た
機
能
主
義
の
も
う
ひ
と
り
の
重

要
人
物
で
あ
る
織
物
作
家
の
リ
ス
・
ア
ー
ル
マ
ン
（Lis 

Ahlm
ann

）
は
、産
業
芸
術
博
物
館
（Kunstindustrim

useum

、

現
・
デ
ザ
イ
ン
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
・
デ
ン
マ
ー
ク
）
が
収
集
し
た

布
地
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
に
日
本
の
織
物
を
見
つ
け
、
そ
こ

か
ら
イ
ン
ス
ピ
レ
ー
シ
ョ
ン
を
受
け
た
。
そ
れ
ゆ
え
、

フ
ー
ゴ
・
ハ
ル
ベ
ル
ス
タ
ッ
ト
（H

ugo H
alberstadt

）
の
収

集
に
よ
る
日
本
刀
の
鍔
の
膨
大
な
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
が

1
9
4
0
年
に
現
在
の
デ
ザ
イ
ン
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
・
デ
ン

マ
ー
ク
へ
と
寄
贈
さ
れ
た
際
、
そ
の
陳
列
台
の
デ
ザ
イ
ン

を
担
当
し
た
コ
ー
ア
・
ク
リ
ン
ト
（Kaare Klint

）
が
、
リ

ス
・
ア
ー
ル
マ
ン
に
白
羽
の
矢
を
立
て
た
の
は
当
然
の
こ

と
だ
っ
た
。
一
方
で
リ
ス
・
ア
ー
ル
マ
ン
は
、
歌
麿
の
人

物
画
の
服
装
の
中
に
自
分
が
捜
し
求
め
て
き
た
何
か
を
見

出
し
た
。
歌
麿
に
よ
る
女
性
の
世
界
の
表
現
と
、
さ
ま
ざ

ま
な
色
柄
の
着
物
は
今
で
も
魅
力
的
で
あ
る
。

茣ご

蓙ざ

や
畳
な
ど
も
和
紙
で
つ
く
ら
れ
た
ラ
ン
プ
と
と
も

に
人
気
と
な
っ
た
。
こ
の
時
期
、
伝
統
的
な
ソ
フ
ァ
ー
は

多
く
の
家
庭
か
ら
姿
を
消
し
、
独
立
し
た
椅
子
が
取
っ
て

代
わ
っ
た
。
ま
た
、
北
欧
の
住
居
で
は
一
般
に
床
に
座
る

習
慣
が
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
コ
ー
ヒ
ー
テ
ー
ブ
ル
の

脚
は
そ
れ
ま
で
よ
り
ず
っ
と
短
く
な
っ
た
。
壁
に
固
定
さ

れ
た
長
椅
子
と
、
補
助
用
の
持
ち
運
び
可
能
な
椅
子
と
い

う
組
み
合
わ
せ
も
ま
た
、
日
本
と
の
類
似
点
が
見
ら
れ
る
。

禅
仏
教
と
関
連
す
る
建
築
物
は
、
装
飾
を
排
除
し
た
簡
素

な
部
屋
や
要
素
の
非
対
称
な
配
置
に
よ
っ
て
無
限
の
未
完

成
を
表
現
し
た
か
ら
だ
。
日
本
の
伝
統
建
築
や
内
装
か
ら

釉薬で彩色された炻器の金属製蓋付きポット
パトリック・ノルストレーム作（蓋はジョージ・ティールストルプ［Georg Thylstrup］作）
王立磁器製陶所 1913年（左2点）、1911 〜12年（右2点）
ポットは茶入の形状にヒントを得たもの。
所蔵／ Kunstindustrimuseum
©Designmuseum Danmark

日本で衣類に使用されていた306もの綿織物のサンプル
18 〜19世紀
リス・アールマンは、日本で職人や農民たちが身につけていた衣類の生
地を特に好み、自らの織物制作のヒントとした。
所蔵／ Kunstindustrimuseum’s Library
©Designmuseum Danmark

木版画
喜多川歌麿画
1790年代
歌麿の美人画に描かれた女性たちが身にまとう着物は、その美しい柄
や色彩から、デンマークでも多くの作家を魅了してきた。
所蔵／ Kunstindustrimuseum’s Collection of Prints and Drawings
©Designmuseum Danmark

2223 C E L   J u l y   2 0 1 8 C E L   J u l y   2 0 1 8



受
け
た
イ
ン
ス
ピ
レ
ー
シ
ョ
ン
は
、
デ
ン
マ
ー
ク
の
家
づ

く
り
に
取
り
入
れ
ら
れ
重
要
な
要
素
と
な
っ
た
。
展
示
の

写
真
か
ら
も
そ
れ
を
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
。

日
本
の
和
紙
で
つ
く
ら
れ
た
ラ
ン
プ
シ
ェ
ー
ド
は
、
デ

ン
マ
ー
ク
に
お
い
て
長
年
愛
用
さ
れ
て
い
た
。
特
に

1
9
6
0
年
代
以
降
、
レ
・
ク
リ
ン
ト
や
P
H
と
い
っ

た
お
な
じ
み
の
デ
ン
マ
ー
ク
の
照
明
と
シ
ェ
ア
を
争
う
よ

う
に
な
り
、
建
築
家
の
選
択
肢
と
し
て
だ
け
で
な
く
、
一

般
向
け
に
広
ま
っ
た
。
照
明
器
具
で
知
ら
れ
る
レ
・
ク
リ

ン
ト
社
の
創
業
者
に
し
て
建
築
家
の
P
・
V
・
イ
エ
ン

セ
ン
＝
ク
リ
ン
ト
（P. V. Jensen-K

lint

）
が
最
初
の
紙

製
の
折
り
た
た
み
式
の
ラ
ン
プ
シ
ェ
ー
ド
を
制
作
し
た
の

は
、
1
9
0
1
年
の
こ
と
だ
っ
た
。
接
着
剤
を
一
切
使

わ
ず
、
正
方
形
の
紙
を
幾
何
学
的
な
形
に
折
り
た
た
め
る

ラ
ン
プ
シ
ェ
ー
ド
は
、
日
本
の
折
り
紙
に
学
ん
だ
技
法

だ
っ
た
。
そ
れ
は
ク
リ
ン
ト
一
家
の
趣
味
と
し
て
始
ま
っ

た
が
、
次
第
に
ビ
ジ
ネ
ス
と
し
て
軌
道
に
乗
り
、
数
多
く

の
デ
ン
マ
ー
ク
の
建
築
家
が
こ
れ
ま
で
に
モ
デ
ル
の
デ
ザ

イ
ン
に
寄
与
し
た
が
、
す
べ
て
は
同
じ
基
本
原
理
に
基
づ

い
て
い
る
。

グ
ラ
フ
ィ
ッ
ク
デ
ザ
イ
ナ
ー
の
オ
レ
・
ゼ
フ
テ
ィ
ン
グ

＝
ラ
ル
セ
ン
（O

le Zøfting-Larsen

）
は
、
1
9
5
0
年

代
末
ま
で
芸
術
工
芸
学
校
で
閲
覧
す
る
こ
と
が
で
き
た
国

際
的
な
雑
誌
を
見
て
、
日
本
の
グ
ラ
フ
ィ
ッ
ク
を
じ
っ
く

り
と
見
た
い
と
思
っ
て
い
た
。
当
時
、
こ
う
思
っ
た
の
は

彼
だ
け
で
は
な
か
っ
た
。
そ
し
て
、
彼
が
日
本
か
ら
学
ん

だ
こ
と
は
、
い
か
に
不
要
な
も
の
を
除
く
か
と
い
う
こ
と

だ
っ
た
。
彼
は
正
方
形
を
基
本
と
な
る
形
と
し
て
用
い
て

き
た
。
彼
が
装
丁
し
た
書
物
は
正
方
形
だ
が
、
表
紙
に
描

か
れ
た
日
本
の
文
字
が
コ
ン
ト
ラ
ス
ト
や
自
然
さ
、
ダ
イ

ナ
ミ
ズ
ム
を
も
た
ら
し
、
本
質
的
な
形
を
崩
す
こ
と
が
で

き
る
と
彼
は
言
う
。
デ
ン
マ
ー
ク
デ
ザ
イ
ン
学
校
（
現
・

デ
ン
マ
ー
ク
王
立
芸
術
ア
カ
デ
ミ
ー
）
で
教
鞭
を
と
っ
た
彼

は
、
こ
う
し
た
グ
ラ
フ
ィ
ッ
ク
デ
ザ
イ
ン
へ
の
考
え
方
を

広
め
、
多
く
の
教
え
子
た
ち
が
間
接
的
に
日
本
の
影
響
を

受
け
る
こ
と
に
な
っ
た
。

日
本
の
実
用
品
に
魅
了
さ
れ
た

デ
ン
マ
ー
ク
の
デ
ザ
イ
ナ
ー
た
ち

1
9
6
3
年
、
デ
ザ
イ
ン
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
が
開
催
し
た

日
本
の
家
庭
用
品
の
大
規
模
な
展
覧
会
で
は
、
日
本
の
工

芸
や
装
飾
芸
術
の
伝
統
に
連
な
る
広
汎
な
製
品
が
集
め
ら

れ
た
。
こ
の
「
現
代
の
日
本
製
品
に
お
け
る
伝
統
」
展
で

は
、「
あ
る
国
の
伝
統
が
現
代
の
製
品
に
い
か
に
利
用
さ

れ
て
い
る
か
」
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
、
デ

ン
マ
ー
ク
の
デ
ザ
イ
ン
を
振
興
し
よ
う
と
い
う
意
図
が

あ
っ
た
。
デ
ン
マ
ー
ク
王
立
芸
術
ア
カ
デ
ミ
ー
で
デ
ザ
イ

ン
を
教
え
る
グ
ン
ナ
ー
・
ビ
ー
ル
マ
ン
・
ペ
ー
タ
ー
セ
ン

（G
unnar Biilm

ann Petersen

）
教
授
は
、
こ
の
企
画
展
示

へ
の
協
力
を
求
め
ら
れ
た
北
欧
の
デ
ザ
イ
ナ
ー
集
団
に
参

加
し
、
そ
れ
が
縁
と
な
っ
て
日
本
を
訪
れ
た
。
日
本
で
彼

が
買
い
集
め
た
さ
ま
ざ
ま
な
伝
統
的
な
実
用
品
は
、
彼
も

書
き
記
し
て
い
る
よ
う
に
、
日
本
以
外
の
国
々
で
も
日
常

的
に
使
用
で
き
る
も
の
だ
っ
た
。
こ
の
活
動
は
デ
ン
マ
ー

ク
日
本
協
会
も
関
心
を
寄
せ
る
と
こ
ろ
と
な
り
、
デ
ン

マ
ー
ク
の
た
め
に
代
表
的
な
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
の
購
入
を
確

約
し
、
最
終
的
に
は
デ
ザ
イ
ン
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
に
恒
久
的

に
収
蔵
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
ペ
ー
タ
ー
セ
ン
に
よ
る

と
そ
の
目
的
は
、
何
百
年
も
の
歳
月
に
よ
っ
て
磨
き
上
げ

ら
れ
た
伝
統
的
な
手
工
芸
品
を
、
い
か
に
し
て
新
し
い
実

用
的
な
製
品
の
生
産
へ
と
結
び
つ
け
る
か
、
そ
の
実
例
を

示
す
こ
と
に
あ
っ
た
。
ペ
ー
タ
ー
セ
ン
を
魅
了
し
た
の
は
、

例
え
ば
回
転
刃
に
よ
っ
て
細
か
な
溝
が
彫
り
込
ま
れ
た
木

箱
の
よ
う
に
、
加
工
の
痕
跡
を
も
装
飾
的
な
要
素
と
し
て

組
み
込
む
日
本
人
の
能
力
だ
っ
た
。
彼
の
購
入
し
た
品
物

は
、
実
用
的
な
漆
器
や
竹
籠
等
の
竹
製
品
の
コ
レ
ク
シ
ョ

ン
に
加
え
、
京
都
の
桶
、
経
木
で
編
ん
だ
籠
や
ヤ
ス
リ
、

木
筒
の
容
器
な
ど
が
あ
り
、
さ
ら
に
ご
く
質
素
な
焼
き
物

の
茶
碗
や
急
須
、
小
刀
や
鋏は

さ
み

、
引
き
出
し
の
取
っ
手
、
蝶

番
、
襖
の
固
定
具
と
い
っ
た
金
属
製
品
に
も
及
ん
だ
。
そ

の
ほ
か
、
展
示
で
見
る
こ
と
が
で
き
る
紙
や
布
地
、
様
式

化
さ
れ
た
花
の
紋
様
を
描
い
た
衣
服
な
ど
も
ペ
ー
タ
ー
セ

ン
は
持
ち
帰
っ
た
。
多
く
の
デ
ン
マ
ー
ク
人
と
同
様
、
彼

も
ま
た
日
本
の
デ
ザ
イ
ン
に
魅
了
さ
れ
た
こ
と
を
、
そ
の

作
品
か
ら
う
か
が
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
実
際
、

1
9
6
3
年
以
降
の
彼
の
署
名
は
、
日
本
の
文
字
の
よ
う

な
デ
ザ
イ
ン
が
使
わ
れ
て
い
る
。
ペ
ー
タ
ー
セ
ン
は
早
く

も
1
9
3
0
年
代
に
は
、
コ
ー
ア
・
ク
リ
ン
ト
の
家
具

に
取
り
付
け
ら
れ
る
キ
ャ
ビ
ネ
ッ
ト
の
メ
ー
カ
ー
、
ル

ド
・
ラ
ス
ム
ッ
セ
ン
社
（Rud. Rasm

ussens Snedkerier

）

の
ロ
ゴ
を
作
る
に
あ
た
り
、
明
ら
か
に
日
本
か
ら
影
響
を

受
け
た
と
分
か
る
デ
ザ
イ
ン
を
用
い
て
い
た
。

過
去
に
学
び
、内
と
外
の
交
流
か
ら

未
来
を
見
据
え
る

展
覧
会
で
は
、
日
本
と
デ
ン
マ
ー
ク
の
同
時
代
の
デ
ザ

イ
ン
を
並
べ
て
置
く
こ
と
で
日
本
の
芸
術
か
ら
学
ん
で
き

た
こ
と
を
示
そ
う
と
試
み
た
。
日
本
の
芸
術
か
ら
の
影
響

は
、
自
然
か
ら
取
り
入
れ
た
モ
チ
ー
フ
に
始
ま
り
、
今
日

で
は
制
作
方
法
や
自
然
の
素
材
に
至
る
ま
で
、
簡
素
さ
を

求
め
て
や
ま
な
い
デ
ン
マ
ー
ク
の
応
用
美
術
と
デ
ザ
イ
ン

と
に
大
き
な
刺
激
を
与
え
て
い
る
。
コ
ペ
ン
ハ
ー
ゲ
ン
で

は
、
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
の
初
代
館
長
で
あ
っ
た
ピ
エ
ト
ロ
・

ク
ロ
ー
ン
が
、
こ
う
し
た
考
え
方
に
基
づ
き
木
版
画
、
籠

や
刀
の
鞘さ

や

な
ど
、
あ
ら
ゆ
る
種
類
の
日
本
の
品
物
の
収
集

に
尽
力
し
、
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
に
生
命
を
吹
き
込
ん
だ
。
そ

し
て
、
こ
う
し
た
収
集
は
続
け
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な

か
っ
た
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
デ
ン
マ
ー
ク
の
ジ
ャ
ポ
ニ
ズ
ム

が
ま
だ
軌
道
に
乗
っ
て
い
な
か
っ
た
頃
、
動
物
や
植
物
の

モ
チ
ー
フ
が
デ
ン
マ
ー
ク
の
デ
ザ
イ
ン
に
取
り
入
れ
ら
れ

た
ジ
ャ
ポ
ニ
ズ
ム
第
一
波
は
、
機
能
主
義
の
直
接
的
な
影

響
に
よ
っ
て
い
っ
た
ん
押
さ
え
込
ま
れ
た
か
ら
だ
。

1
9
5
0
年
頃
か
ら
そ
の
カ
ー
ブ
は
再
び
上
昇
に
転
じ
る
。

展
覧
会
の
最
後
の
展
示
室
に
は
著
名
な
デ
ザ
イ
ナ
ー
に
よ

る
家
具
、
織
物
、
漆
器
、
陶
磁
器
な
ど
の
作
品
が
並
ん
で

い
る
。
そ
の
な
か
に
は
日
本
の
工
房
で
働
い
た
こ
と
の
あ

る
デ
ザ
イ
ナ
ー
も
数
多
く
い
る
。
助
成
金
を
得
た
陶
芸
家

グ
ッ
テ
・
エ
リ
ク
セ
ン
（G

utte Eriksen

）
は
1
9
7
0

年
と
1
9
7
3
年
の
2
度
に
わ
た
っ
て
日
本
を
訪
れ
、

そ
こ
で
バ
ー
ナ
ー
ド
・
リ
ー
チ
に
出
会
っ
た
。
彼
が
皿
や

お
碗
、
花
瓶
、
テ
ィ
ー
ポ
ッ
ト
な
ど
を
自
ら
の
手
に
よ
っ

て
造
形
し
た
よ
う
に
、
そ
こ
で
は
そ
の
「
生
き
た
」
関
係

が
、
釉
薬
を
施
す
際
に
決
定
的
な
も
の
と
な
る
こ
と
を
教

え
ら
れ
た
。
釉
薬
は
限
ら
れ
た
色
彩
、
数
多
の
陰
影
の
中

で
揺
れ
動
き
、
滴
り
落
ち
る
の
だ
。
1
9
7
0
年
代
半
ば

の
4
カ
月
間
、
リ
カ
ー
ル
・
マ
ン
ツ
と
ボ
デ
ィ
ル
・
マ
ン

ツ
夫
妻
（Richard and Bodil M

anz

）
は
、
二
人
の
子
ど

も
を
連
れ
て
、
有
田
に
あ
る
日
本
の
伝
統
家
屋
で
暮
ら
し

た
。
有
田
で
彼
ら
は
い
く
つ
か
の
工
房
を
訪
問
し
た
が
、

そ
の
ひ
と
つ
に
森
正ま

さ

洋ひ
ろ

ら
の
工
房
が
あ
っ
た
。
そ
こ
で
夫

妻
は
、
伝
統
的
な
手
作
業
と
機
械
を
用
い
た
加
工
を
補
助

的
に
組
み
合
わ
せ
て
、
作
品
を
造
形
し
て
ゆ
く
方
法
を
目

に
し
た
。
ま
た
、
個
々
の
工
房
が
特
定
の
シ
ン
プ
ル
な
形

や
装
飾
に
集
中
し
て
力
を
注
ぐ
点
も
彼
ら
の
目
に
留
ま
っ

た
。
20
年
後
に
再
び
有
田
を
訪
れ
た
ボ
デ
ィ
ル
・
マ
ン
ツ

は
、
い
く
つ
か
の
工
房
で
は
、
昔
と
変
わ
ら
な
い
伝
統
的

方
法
で
生
産
し
続
け
て
い
る
こ
と
を
知
っ
た
。
滞
在
中
、

夫
妻
は
有
田
で
の
陶
芸
生
産
や
彼
ら
が
滞
在
し
た
工
房
に

限
ら
ず
、
連
絡
を
と
っ
た
工
房
の
日
本
人
の
仕
事
仲
間
の

作
品
に
つ
い
て
膨
大
な
情
報
を
日
記
に
綴
っ
て
い
た
。
夫

妻
は
こ
う
し
た
工
房
で
さ
ま
ざ
ま
な
技
法
や
装
飾
を
試
み

た
。
そ
し
て
、
製
陶
所
に
所
属
し
て
制
作
す
る
通
常
の
デ

ン
マ
ー
ク
の
陶
芸
家
の
や
り
方
で
は
な
く
、
独
立
し
て
作

品
を
制
作
す
る
と
い
う
考
え
に
確
信
を
抱
く
よ
う
に
な
っ

た
。

ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
に
は
「
美
し
い
も
の
を
日
々
の
生
活
に
」

と
い
う
標
語
が
あ
る
が
、
そ
れ
は
ま
さ
に
幾
百
年
の
歳
月

と
高
い
美
意
識
に
よ
っ
て
磨
き
上
げ
ら
れ
た
日
本
の
伝
統

工
芸
品
に
見
ら
れ
る
も
の
で
、
デ
ン
マ
ー
ク
の
人
々
を
今

も
昔
も
魅
了
し
て
い
る
。
今
日
、
日
本
は
お
そ
ら
く
デ
ン

マ
ー
ク
の
工
芸
家
や
デ
ザ
イ
ナ
ー
が
修
業
中
に
最
も
多
く

訪
れ
る
国
だ
。
第
二
次
世
界
大
戦
後
、
日
本
か
ら
の
影
響

は
あ
た
か
も
波
紋
の
よ
う
に
円
を
描
い
て
広
が
り
、
師
か

ら
弟
子
へ
と
受
け
継
が
れ
た
。
現
代
の
デ
ン
マ
ー
ク
の
デ

ザ
イ
ナ
ー
た
ち
と
の
対
話
を
通
じ
て
明
ら
か
に
な
っ
た
の

は
、
日
本
の
芸
術
や
作
品
か
ら
の
影
響
が
極
め
て
広
汎
で
、

か
つ
高
度
に
個
人
的
だ
と
い
う
こ
と
だ
。
し
か
し
全
体
と

し
て
見
る
と
、
さ
ま
ざ
ま
な
集
団
か
ら
の
意
識
的
な
ア
プ

ロ
ー
チ
が
存
在
し
、
今
日
の
ビ
ジ
ュ
ア
ル
ア
ー
ト
に
お
い

て
よ
く
見
ら
れ
る
議
論
や
挑
発
に
よ
っ
て
生
ま
れ
る
作
品

で
は
な
く
、
美
的
感
覚
に
従
っ
た
芸
術
を
生
み
出
し
た
い

と
い
う
切
実
な
願
い
と
要
望
が
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
流
れ

は
近
年
、
特
に
若
い
工
芸
家
た
ち
の
間
で
広
ま
り
つ
つ
あ

る
。
こ
の
分
野
へ
の
よ
り
伝
統
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ
と
し
て

は
、
素
材
に
集
中
し
、
ご
く
限
ら
れ
た
造
形
に
対
す
る
工

芸
家
個
人
に
よ
る
不
断
の
研
究
と
い
う
形
を
と
る
こ
と
も

あ
る
が
、
こ
れ
は
日
本
の
伝
統
的
な
芸
術
に
も
見
ら
れ
る
。

ジ
ャ
ポ
ニ
ズ
ム
は
、
19
世
紀
後
半
か
ら
20
世
紀
初
頭
に
か

け
て
、
メ
デ
ィ
ア
の
発
達
と
と
も
に
利
用
で
き
る
よ
う
に

な
っ
た
豊
か
な
イ
ン
ス
ピ
レ
ー
シ
ョ
ン
源
の
ひ
と
つ
の
側

面
を
構
成
し
て
い
る
。 

展
覧
会
で
は
、
ひ
と
つ
の
国
の

伝
統
が
ど
の
よ
う
に
変
化
し
、
他
の
国
に
取
り
入
れ
ら
れ

る
か
と
い
う
過
程
を
示
し
て
い
る
。
今
回
の
展
覧
会
に

よ
っ
て
初
め
て
、
日
本
か
ら
の
影
響
が
ど
れ
ほ
ど
大
き
く
、

多
様
な
デ
ザ
イ
ン
の
分
野
に
そ
の
痕
跡
を
残
し
て
き
た
か

を
知
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
展
覧
会
は
成
功
を
収
め
、

開
催
期
間
は
5
回
も
延
長
さ
れ
、
2
0
1
8
年
秋
の
終
わ

り
頃
ま
で
は
展
示
が
続
け
ら
れ
る
予
定
で
あ
る
。

「Japan Fascination」展のカタログに施された
段ボール製のカバー
オレ・ゼフティング＝ラルセン作
1991年
装飾が排除されたグラフィカルなデザインに日本の影響が
見られる。
所蔵／ Kunstindustrimuseum
©Designmuseum Danmark

日本食のための磁器の食器類とお盆
スノーレ・ステフェンセン（Snorre Stephensen）作
作家自身のワークショップで制作　1984年
従来の日本の器をよりシンプルなものに革新したデザイン
は、新たなジャポニズムの出現として注目された。
所蔵／ Kunstindustrimuseum
©Designmuseum Danmark
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