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いわさき ちひろ展
8月22日（金）～9月16日（火）会期中無休

主催／北國新聞社・（財）石川県芸術文化協会
ちひろ美術館・石川県立美術館

子
ど
も
を
描
く
画
家
と
し
て
、
ま
た
絵
本
作
家
と
し
て
、
戦

前
の
日
本
に
生
ま
れ
、
戦
争
を
乗
り
越
え
て
画
家
と
し
て
生
き

た
い
わ
さ
き
ち
ひ
ろ
の
作
品
は
、
今
で
も
世
代
を
超
え
て
多
く

の
人
々
の
共
感
を
呼
ん
で
い
ま
す
。
包
み
込
む
よ
う
な
柔
ら
か

さ
が
あ
り
な
が
ら
、
時
に
は
は
っ
と
す
る
ほ
ど
鮮
や
か
な
色
彩
、

そ
し
て
、
リ
ズ
ム
が
あ
り
、
一
本
一
本
が
多
く
を
物
語
る
よ
う

な
、
美
し
い
線
で
描
か
れ
た
作
品
か
ら
は
、
ち
ひ
ろ
の
絵
を
描

く
こ
と
へ
の
情
熱
、
ま
た
戦
争
に
よ
っ
て
数
多
の
生
命
や
希
望

が
失
わ
れ
た
こ
と
へ
の
怒
り
と
鎮
魂
、
未
来
を
担
う
子
ど
も
た

ち
へ
の
期
待
と
愛
情
な
ど
と
い
っ
た
、
様
々
な
思
い
を
感
じ
取

る
こ
と
が
で
き
る
で
し
ょ
う
。

い
わ
さ
き
ち
ひ
ろ
は
、
大
正
七
年
（
一
九
一
八
）、
陸
軍
築

城
本
部
技
師
の
父
と
女
学
校
教
師
の
母
と
の
間
に
、
三
人
姉
妹

の
長
女
と
し
て
、
母
が
福
井
県
武
生
町
立
実
科
高
等
女
学
校

（
現
福
井
県
武
生
市
）
に
単
身
で
赴
任
し
て
い
た
と
き
に
同
地

で
生
ま
れ
ま
し
た
。
幼
い
頃
か
ら
絵
を
描
く
こ
と
に
興
味
を
持

っ
て
お
り
、
花
嫁
修
業
の
延
長
と
し
て
、
洋
画
家
の
ア
ト
リ
エ

に
通
っ
た
り
、
ま
た
書
道
家
の
門
下
に
も
入
っ
て
お
り
、
最
初

の
結
婚
で
夫
の
赴
任
先
で
あ
る
中
国
の
大
連
に
移
っ
た
こ
と
で

中
断
し
ま
し
た
が
、
夫
の
死
後
、
東
京
に
戻
っ
て
か
ら
は
、
書

で
身
を
立
て
よ
う
と
再
び
稽
古
に
励
み
、
師
の
代
わ
り
に
文
化

服
装
学
院
で
書
を
教
え
る
ま
で
に
な
り
ま
し
た
。
こ
う
し
た
書

の
修
練
は
、
後
の
ち
ひ
ろ
独
特
の
画
風
を
作
る
礎
に
な
り
ま
し
た

が
、
や
は
り
絵
へ
の
情
熱
を
捨
て
る
こ
と
は
出
来
ま
せ
ん
で
し
た
。

昭
和
十
六
年
（
一
九
四
一
）、
太
平
洋
戦
争
が
始
ま
る
と
生

活
は
一
変
し
、
東
京
の
家
を
焼
け
出
さ
れ
た
一
家
は
、
敗
戦
後

の
昭
和
二
十
年
（
一
九
四
五
）、
母
の
実
家
が
あ
る
、
長
野
県

松
本
市
に
疎
開
し
ま
し
た
が
、
ど
う
し
て
も
絵
を
学
び
た
い
と

う
い
う
一
心
で
一
年
後
、
絵
の
勉
強
を
す
る
た
め
に
東
京
へ
戻

り
、
昼
間
は
人
民
新
聞
の
編
集
部
で
働
き
、
夜
は
編
集
部
と
同

じ
ビ
ル
の
一
階
に
あ
っ
た
「
芸
術
学
校
」
で
学
び
ま
し
た
。
そ

の
甲
斐
あ
っ
て
少
し
ず
つ
挿
絵
等
の
依
頼
が
来
る
よ
う
に
な

り
、
勤
め
を
辞
め
て
絵
に
専
念
出
来
る
よ
う
に
な
っ
た
も
の
の
、

夫
・
松
本
善
明
の
司
法
試
験
受
験
の
た
め
、
生
ま
れ
た
ば
か
り

の
長
男
猛
を
抱
え
て
、
一
家
を
絵
筆
一
本
で
支
え
る
生
活
は
、

創
造
的
な
仕
事
を
続
け
て
い
く
上
で
、
決
し
て
最
適
の
環
境
と

は
言
え
ま
せ
ん
で
し
た
。
夫
が
安
定
し
た
職
業
に
つ
き
、
息
子

が
成
長
す
る
に
つ
れ
て
、
制
作
に
集
中
す
る
こ
と
が
出
来
る
よ

う
に
な
っ
た
の
で
す
が
、
そ
う
し
た
順
風
満
帆
と
は
言
い
難
い

生
活
を
経
て
、
何
故
描
く
の
か
と
い
う
こ
と
を
何
度
も
自
問
し
、

そ
れ
で
も
描
き
た
い
と
い
う
情
熱
か
ら
作
品
が
生
み
出
さ
れ
た

の
で
す
。
ち
ひ
ろ
の
描
く
子
ど
も
た
ち
が
単
に
可
愛
ら
し
い
だ

け
で
は
な
い
何
か
を
発
し
、
世
代
を
超
え
て
人
の
心
を
引
き
つ

け
る
の
は
そ
の
た
め
で
し
ょ
う
。

現
在
、
東
京
の
自
宅
兼
ア
ト
リ
エ
の
あ
っ
た
所
と
、
戦
時
中

に
両
親
が
開
拓
し
て
い
た
、
長
野
県
北
安
曇
野
郡
松
川
村
の
二

箇
所
に
美
術
館
が
開
館
し
て
お
り
、
ち
ひ
ろ
の
世
界
に
触
れ
よ

う
と
た
く
さ
ん
の
人
々
が
訪
れ
て
い
ま
す
。
今
回
は
こ
の
東
京

都
練
馬
区
に
あ
る
、
ち
ひ
ろ
美
術
館
・
東
京
と
長
野
県
の
安
曇

野
ち
ひ
ろ
美
術
館
の
ご
協
力
を
得
て
、
金
沢
で
展
覧
会
を
開
催

す
る
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。
原
画
百
二
十
数
点
と
遺
品
等
の
展

観
で
す
の
で
、
ち
ひ
ろ
の
作
品
を
ほ
と
ん
ど
知
ら
な
か
っ
た
方

も
、
絵
本
で
親
し
ん
だ
こ
と
の
あ
る
方
も
、
新
た
な
発
見
が
あ

り
、
楽
し
ん
で
い
た
だ
け
る
こ
と
と
思
い
ま
す
。

◆
観
覧
料

団
体
（
20
名
以
上
）

一　般
1,000円

高・大生
700円

小・中生
500円

一　般
800円

高・大生
500円

小・中生
300円

個
　
　
　
人

◇
当
館
友
の
会
会
員
は
受
付
で
の
会
員
証
提
示
に
よ
り
、
団
体
料
金

で
ご
覧
に
な
れ
ま
す
。

『たけくらべ』美登利　昭和46年
戦火の中の子どもたち　昭和47年

貝をならべる少年　昭和42年

傘と子どもたち　昭和44年

い
わ
さ
き
ち
ひ
ろ
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常設展示室（第4展示室）
特別陳列

―日本画家―中町進の世界
8月21日（木）～9月29日（月）
主催／石川県立美術館
共催／北國新聞社

山梨　日野春（スケッチ） 昭和40年

昭
和
五
年
、
輪
島
市
に
生
ま
れ
た
中
町
氏
は
、
二
十
七
年
に

金
沢
美
術
工
芸
短
期
大
学
（
現
・
金
沢
美
術
工
芸
大
学
）
を
卒

業
し
、
日
本
画
家
と
し
て
本
格
的
な
活
動
を
開
始
し
ま
す
。
二

十
九
年
日
展
に
初
入
選
し
、
三
十
、
三
十
二
年
に
は
現
代
美
術

展
で
最
高
賞
を
得
る
な
ど
、
し
だ
い
に
画
技
を
向
上
さ
せ
て
い

き
ま
し
た
。
そ
し
て
、
三
十
二
年
、
師
・
池
田
遙
邨
と
の
出
会

い
に
よ
っ
て
、
そ
の
表
現
は
さ
ら
に
深
め
ら
れ
、
機
知
的
な
構

成
や
詩
的
な
色
彩
表
現
な
ど
に
師
の
作
風
が
反
映
さ
れ
て
い
き

ま
す
。
ま
た
師
が
、
ス
ケ
ッ
チ
の
虫
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
中
町

氏
も
対
象
を
納
得
の
ゆ
く
ま
で
何
度
も
ス
ケ
ッ
チ
し
て
、
自
己

の
感
動
を
画
面
に
定
着
さ
せ
、
新
た
な
作
品
の
創
造
の
糧
と
し

て
い
っ
た
の
で
す
。

中
町
氏
の
作
風
は
、
時
代
と
と
も
に
変
化
し
て
い
き
ま
す
。

ま
ず
、
昭
和
三
十
年
代
は
、
抽
象
芸
術
が
流
行
し
た
時
代
で
す

が
、
そ
の
動
向
を
反
映
し
て
、
こ
の
時
期
の
作
風
は
、
荒
々
し

い
タ
ッ
チ
の
黒
っ
ぽ
い
街
の
風
景
が
中
心
で
、
造
形
的
な
力
に

あ
ふ
れ
た
作
品
が
多
く
見
ら
れ
ま
す
。
そ
の
後
、
四
十
〜
五
十

年
代
に
か
け
て
は
、
青
を
基
調
と
し
た
静
謐
せ
い
ひ
つ

な
森
の
風
景
へ
と

そ
の
表
現
は
移
り
、
抒
情
豊
か
な
世
界
が
展
開
さ
れ
ま
し
た
。

平
成
に
入
る
と
、
金
沢
な
ど
の
古
い
街
並
み
を
俯ふ

瞰か
ん

的
な
視
点

か
ら
捉
え
た
、
幾
何
学
的
な
構
成
に
よ
る
堅
牢
な
描
写
が
中
心

と
な
り
ま
す
。
さ
ら
に
近
年
は
、
西
欧
や
南
米
の
赤
い
色
調
の

街
の
景
観
を
モ
テ
ィ
ー
フ
と
し
、
日
常
的
な
視
点
か
ら
は
見
え

な
い
意
表
を
つ
い
た
か
た
ち
の
組
み
合
わ
せ
の
お
も
し
ろ
さ
に

加
え
、
点
景
と
し
て
配
さ
れ
た
人
や
動
物
が
、
そ
こ
に
生
き
る

人
々
の
確
か
な
営
み
の
存
在
を
感
じ
さ
せ
て
、
見
る
も
の
を
飽

き
さ
せ
ま
せ
ん
。
こ
の
よ
う
に
、
中
町
氏
が
生
涯
描
き
続
け
て

き
た
風
景
は
、
対
象
の
あ
る
が
ま
ま
の
姿
を
写
し
た
も
の
で
は

な
く
、
作
者
の
心
象
風
景
と
し
て
昇
華
さ
れ
表
出
さ
れ
た
も
の

と
い
え
ま
し
ょ
う
。

一
方
、
中
町
氏
は
、
こ
う
し
た
作
画
活
動
と
と
も
に
、
母

校
・
金
沢
美
術
工
芸
大
学
で
教
鞭
を
と
り
後
進
の
育
成
に
努

め
、
ま
た
、
石
川
県
日
本
画
会
、
石
川
県
日
本
画
協
会
な
ど
に

参
加
し
、
郷
土
の
画
壇
の
振
興
に
尽
力
し
て
こ
ら
れ
ま
し
た
。

本
展
で
は
、
中
町
氏
の
日
展
出
品
の
代
表
作
を
中
心
に
、
作

者
の
心
に
残
る
ス
ケ
ッ
チ
も
あ
わ
せ
て
展
示
し
、
そ
の
美
の
世

界
を
ご
覧
い
た
だ
こ
う
と
す
る
も
の
で
す
。

関
連
行
事

○
講
演
会
　
演
題：

「
中
町
進
の
世
界
」
を
語
る

講
師：

中
町
進
氏

日
時：

八
月
二
十
四
日（
日
）午
後
一
時
三
十
分
〜

会
場：

当
館
ホ
ー
ル

〈
聴
講
無
料
〉

○
列
品
解
説
　
講
師：

中
町
進
氏

日
時：

八
月
二
十
八
日（
木
）午
後
一
時
三
十
分
〜

会
場：

当
館
第
４
展
示
室

〈
常
設
展
観
覧
料
が
必
要
で
す
〉月　昭和61年

街角　平成8年

能登　皆月海岸（スケッチ）
昭和46年

暮れる　昭和37年岐阜　錫杖岳（スケッチ）
昭和47年
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前
田
家
は
初
代
利
家
か
ら
歴
代
藩
主
が
文
化
事
業
に
深
い
関

心
を
寄
せ
、
な
か
で
も
三
代
利
常
は
傑
出
し
た
文
化
大
名
で
し

た
。
外
様
大
名
で
あ
る
が
故
に
幕
府
へ
の
政
治
的
屈
従
を
強
い

ら
れ
た
利
常
が
、
天
下
一
大
名
を
誇
示
す
る
唯
一
の
方
法
は
、

文
化
政
策
に
よ
る
反
体
制
的
姿
勢
の
表
明
で
し
た
。
豪
放
華
麗

な
色
絵
を
特
徴
と
す
る
古
九
谷
は
、
そ
の
姿
勢
を
反
映
し
て
い

る
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

当
初
、
武
器
や
武
具
の
制
作
・
修
理
を
行
っ
て
い
た
細
工
所

は
、
利
常
の
代
に
前
田
家
の
生
活
調
度
、
い
わ
ゆ
る
大
名
道
具

を
中
心
と
す
る
美
術
工
芸
品
を
制
作
す
る
と
こ
ろ
に
改
め
ら

れ
、
さ
ら
に
五
代
綱
紀
の
代
に
整
備
・
拡
充
さ
れ
ま
し
た
。
蒔

絵
の
五
十
嵐
道
甫
や
清
水
九
兵
衛
、
あ
る
い
は
金
工
の
後
藤
顕

乗
・
程
乗
と
い
っ
た
名
工
を
招
き
、
高
禄
を
も
っ
て
召
し
抱
え

て
、
指
導
者
と
し
て
名
品
を
作
ら
せ
、
ま
た
後
継
者
の
育
成
に

も
力
を
注
い
だ
の
で
、
加
賀
藩
の
美
術
工
芸
の
水
準
は
、
江
戸

や
京
都
を
も
し
の
ぐ
勢
い
で
し
た
。
こ
の
よ
う
に
、
極
め
て
高

い
完
成
度
を
も
っ
た
美
術
工
芸
品
が
収
集
・
育
成
さ
れ
ま
し
た
。

先
ず
「
後
藤
家
装
剣
小
道
具
」
で
は
、
室
町
時
代
の
初
代
祐

乗
の
作
品
を
展
示
し
ま
す
。
目め

貫ぬ
き

、
笄
、

　
こ
う
が
い
　

小こ

柄づ
か

等
の
装
剣
具
と

い
う
極
め
て
限
ら
れ
た
小
さ
な
世
界
に
、
彫
金
の
手
法
で
独
創

的
な
美
の
世
界
を
創
造
し
た
初
代
祐
乗
は
、
我
が
国
の
装
剣
金

工
の
始
祖
と
ま
で
い
わ
れ
ま
す
。
そ
の
作
品
の
多
く
が
前
田
家

に
収
ま
っ
て
い
ま
す
が
、
そ
れ
は
利
常
が
元
和
か
ら
寛
永
時
代

に
か
け
て
、
顕
乗
・
覚
乗
ら
に
命
じ
て
、
積
極
的
に
後
藤
家
歴

代
の
作
品
を
収
集
し
、
鑑
定
・
整
理
さ
せ
た
か
ら
で
す
。
次
に

「
百
工
比
照

ひ
ゃ
く
こ
う
ひ
し
ょ
う

」（
重
文
）
で
す
が
、
こ
れ
は
綱
紀
が
工
芸
の
諸
分

野
の
製
品
や
技
法
を
比
照
す
る
た
め
、
収
集
・
分
類
整
理
し
た

標
本
で
す
。
江
戸
時
代
前
期
の
工
芸
技
術
を
知
る
資
料
と
し
て

極
め
て
貴
重
な
も
の
で
、
今
回
は
貼
付
唐
紙
類
・
外
題
紙
類
・

織
物
類
・
小
紋
類
を
展
示
し
ま
す
。
こ
こ
に
紹
介
し
た
作
品
を

は
じ
め
、
重
要
文
化
財
五
点
を
含
む
二
十
三
点
を
展
示
し
、
今

日
に
続
く
文
化
の
礎
を
築
い
た
藩
主
た
ち
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
一

端
に
ふ
れ
て
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
す
。

「
俳
画
」
と
は
、
俳
句
に
添
え
て
描
か
れ
た
絵
画
を
い
い
、

即
興
な
が
ら
も
機
知
に
富
み
、
滑
稽
味
に
溢
れ
て
い
る
こ
と
が

特
徴
で
す
。
そ
れ
は
単
に
俳
句
を
絵
画
化
し
た
も
の
で
は
な
く
、

ユ
ー
モ
ア
に
満
ち
た
俳
諧
の
熟
成
と
と
も
に
発
展
し
ま
し
た
。

室
町
時
代
、
優
雅
に
洗
練
さ
れ
、
神
前
に
奉
納
す
る
正
統
な
文

芸
と
し
て
、
連
歌
が
確
立
し
ま
す
が
、
そ
の
一
方
で
、
日
常
に

即
し
た
道
化
の
文
芸
も
絶
え
る
こ
と
な
く
続
き
ま
す
。
こ
れ
が

室
町
末
期
以
降
、
俳
諧
と
し
て
栄
え
、
や
が
て
「
画
」「
俳
」

双
方
に
秀
で
た
人
物
を
生
み
出
す
に
至
る
の
で
す
。
本
特
集
で

は
、
俳
諧
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
と
し
て
知
ら
れ
る
村
松
家
資
料
の

中
か
ら
、
京
都
な
ど
で
活
躍
し
た
立
り
ゅ
う
圃ほ

・
芭ば

蕉
し
ょ
う
・
樗ち
よ

良ら

・
甫ほ

尺せ
き

、

加
賀
俳
壇
の
珈か

凉
り
ょ
う
・
千
代
尼

ち

よ

に

・
麦
水
ば
く
す
い

・
梅
室
ば
い
し
つ

・
蒼Î

そ
う
き
ゅ
う

な
ど
の

「
俳
画
」
全
二
十
九
点
を
展
示
し
ま
す
。
こ
こ
で
は
そ
の
中
か

ら
二
点
を
紹
介
し
ま
し
ょ
う
。

露
も
見
え
ず
風
も
さ
わ
ら
ず
き
く
の
花
　
樗
良

初
秋
に
ふ
さ
わ
し
い
一
句
で
す
。
こ
の
美
し
い
菊
の
花
に
は
、

露
も
な
く
風
も
な
く
、
そ
れ
自
身
で
孤
高
の
美
し
さ
を
漂
わ
せ

て
い
る
よ
、
と
詠
ん
だ
も
の
で
す
。
勢
い
よ
く
描
か
れ
た
菊
の

花
が
、
素
朴
な
姿
を
と
ど
め
て
い
ま
す
。
樗
良
（
一
七
二
九
〜

一
七
八
〇
）
は
鳥
羽
の
人
で
す
が
、
た
び
た
び
加
賀
を
訪
れ
、

加
賀
の
俳
人
と
交
流
し
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
ま
す
。

『
越
路
の
記
―
渡
り
鳥
―
』

珈
凉

加
賀
俳
壇
の
女
性
歌
人
と
い
え
ば
、
ま
ず
千
代
尼
の
名
が
挙

げ
ら
れ
ま
す
が
、
そ
れ
よ
り
少
し
前
に
活
躍
し
た
の
が
珈
凉

（
一
六
九
六
〜
一
七
七
一
）
で
す
。
本
巻
は
、
未
亡
人
と
な
っ

た
珈
涼
が
、
寛
延
三
年
（
一
七
五
〇
）
の
秋
か
ら
冬
に
か
け
て

の
四
か
月
、
越
中
を
行
脚
し
な
が
ら
、
そ
の
土
地
の
明
媚
を
詠

み
、
各
地
の
俳
人
と
の
交
流
を
記
録
し
た
も
の
で
す
。

露
は
ら
ゝ
卯
の
花
山
の
秋
白
し
　
珈
凉

『
万
葉
集
』
に
も
詠
ま
れ
た
越
中
の
卯
花
山
を
前
に
詠
ん
だ
も

の
で
す
が
、
共
に
そ
の
絵
も
描
か
れ
て
お
り
、
珈
凉
が
見
た
旅

の
光
景
を
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。

常設展示室（第2展示室）
特　集

俳画の世界
8月21日（木）～9月29日（月）

菊
図
自
画
賛
　
樗
良

『
越
路
の
記
―
渡
り
鳥
―
』

珈
凉
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近
代
美
術
館
（
仮
称
）
の
設
置
懇
話
会
が
提
言
し
た
美
術
館

の
建
設
場
所
を
、「
金
沢
市
郊
外
の
西
部
緑
地
が
適
当
と
す
る
」

案
に
対
し
て
、
県
議
会
の
委
員
会
で
の
議
論
は
も
と
よ
り
、
学

識
者
や
作
家
、
多
く
の
マ
ス
コ
ミ
か
ら
反
対
の
意
見
が
続
出
し
、

設
置
場
所
を
金
沢
の
中
心
部
に
お
く
よ
う
県
当
局
に
対
し
訴
え

が
始
ま
っ
た
。
昭
和
五
十
三
年
の
暮
れ
か
ら
五
十
四
年
の
一
月

に
か
け
て
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
私
は
内
心
自
分
の
考
え
て
い
た

方
向
に
県
民
の
世
論
が
向
か
っ
て
き
た
の
で
大
変
う
れ
し
か
っ

た
が
、
い
ざ
都
心
部
に
広
大
な
土
地
を
求
め
る
と
な
る
と
候
補

地
が
な
か
な
か
見
あ
た
ら
な
か
っ
た
。

と
こ
ろ
が
十
月
に
入
っ
て
金
沢
女
子
短
期
大
学
が
、
学
生
数

の
増
加
に
と
も
な
っ
て
末
地
区
に
移
転
し
た
た
め
、
そ
の
跡
地

を
新
美
術
館
の
建
設
用
地
の
候
補
と
す
る
案
が
浮
上
し
た
。
近

代
美
術
館
設
置
懇
話
会
に
変
わ
っ
て
設
置
さ
れ
た
「
新
美
術
館

設
置
懇
話
会
」
が
、
新
美
術
館
の
設
置
場
所
は
「
金
沢
女
子
短

期
大
学
跡
地
を
中
心
と
す
る
本
多
の
森
（
現
在
地
）
と
さ
れ
た

い
」
と
す
る
提
言
を
県
に
対
し
て
行
っ
た
。
十
二
月
の
こ
と
で

あ
っ
た
。
一
年
ほ
ど
の
間
に
よ
く
ぞ
こ
の
よ
う
に
う
ま
く
事
が

運
ぶ
も
の
か
と
つ
く
づ
く
思
い
、
ま
さ
に
神
の
お
助
け
が
あ
っ

た
の
で
は
な
い
か
と
深
く
感
じ
た
。

年
が
明
け
て
、
昭
和
五
十
五
年
二
月
。
い
よ
い
よ
新
美
術
館

開
設
に
向
け
て
「
新
美
術
館
開
設
準
備
委
員
会
」
が
設
置
さ
れ
、

四
月
一
日
に
は
、
開
設
事
務
を
担
当
す
る
準
備
事
務
室
が
教
育

委
員
会
内
に
設
置
さ
れ
、
室
長
に
私
が
任
命
さ
れ
た
。
辞
令
が

交
付
さ
れ
故
中
西
前
知
事
に
挨
拶
に
お

伺
い
す
る
と
、「
君
の
考
え
て
い
た
通

り
の
場
所
に
建
設
す
る
こ
と
に
し
た
か

ら
、
重
大
な
責
務
を
感
じ
て
一
所
懸
命

仕
事
を
す
る
よ
う
に
」
と
の
訓
辞
を
賜

っ
た
。
私
の
そ
れ
ま
で
に
し
て
き
た
行

動
に
は
一
言
も
小
言
を
言
わ
れ
な
か
っ

た
が
、
ぴ
し
ゃ
り
と
締
め
ら
れ
た
感
じ

で
あ
っ
た
。
今
で
も
あ
の
声
は
耳
元
に

深
く
残
っ
て
い
る
。

美
術
館
小
史
・
余
話
37

新
美
術
館
開
設
に
向
け
て（
二
）

嶋
崎
　
丞
す
す
む

当
館
館
長

石川県立美術館の作庭風景

常設展示室

主な展示作品
8月21日（木）～9月29日（月）
'＝国宝　◎＝重要文化財　○＝重要美術品
□＝石川県指定文化財

前
田
育
徳
会
展
示
室

特
集
　
加
賀
藩
の
美
術
工
芸

◎
秋
冬
山
水
図
屏
風

伝
周
文

◎
四
睡
図

黙
庵
霊
淵

◎
扇
面
散
蒔
絵
手
箱

◎
ア
エ
ネ
ア
ス
物
語
図
毛
綴
壁
掛

N．
ア
エ
ル
ツ

第
１
展
示
室

'

色
絵
雉
香
炉

野
々
村
仁
清

◎
色
絵
雌
雉
香
炉

野
々
村
仁
清

第
２
展
示
室

特
集
　
俳
画
の
世
界

伊
吹
山
自
画
賛

芭
蕉

十
二
句
貼
交
屏
風
（
秋
冬
）

千
代
尼

高
砂
図
画
賛

中
村
芳
中

古
九
谷

○
□
色
絵
布
袋
図
平
鉢

□
青
手
樹
木
図
平
鉢

色
絵
菊
図
平
鉢

第
３
展
示
室
（
油
彩
画
・
彫
塑
・
造
形
）

油
彩
画

杏
花

金
山
平
三

エ
ー
ゲ
海
を
い
く

端
名
　
清

シ
ャ
ル
ト
ル
風
景

増
田
　
孝

彫
塑
・
造
形

木
陰
の
女

米
林
勝
二

若
日
の
影

矩
　
幸
成

第
４
展
示
室

特
別
陳
列
　
日
本
画
家
　
中
町
進
の
世
界

※
3
p
を
ご
覧
下
さ
い
。

第
５
展
示
室
（
工
芸
）

鷺
二
態
壺

中
村
翠
恒

漆
絵
四
季
草
花
図
絵
替
り
膳

大
下
雪
香

色
留
紋
付
「
聖
華
来
日
」

能
川
光
陽

彩
塑
人
形
　
神
事
鵜
祭

紺
谷
　
力

第
６
展
示
室
（
日
本
画
）

流

曲
子
光
男

寄
港

坂
根
克
介

エ
ー
ゲ
海
を
い
く
　
端
名
　
清

流
　
曲
子
光
男

彩
塑
人
形
神
事
鵜
祭
　
紺
谷
　
力

色
絵
菊
図
平
鉢

◆
観
覧
料

団
体
（
20
名
以
上
）

一　般
350円

大学生
280円

高校生以下は
無料

一　般
280円

大学生
220円

高校生以下は
無料

個
　
　
　
人
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五
彩
龍
文
透
彫
合
子
　
景
徳
鎮
窯

五
彩
双
龍
文
長
合
子
　
景
徳
鎮
窯

色
絵
蓮
図
酒
壺

呉
須
赤
絵
花
鳥
文
平
鉢

呉
須
赤
絵
双
龍
草
花
文
鉢

計
五
点

展
覧
会
　
古
九
谷
の
源
流
　
東
西
陶
磁
の
世
界
展

会
　
期
　
七
月
十
二
日（
土
）〜
九
月
二
十
八
日（
日
）

会
　
場
　
石
川
県
九
谷
焼
美
術
館

貸
出
中
の
所
蔵
品

各
地
の
展
覧
会

九
月

※
開
催
日
程
、
休
館
日
、
内
容
等
は
直
接
各
館
へ
お
問
い
合
わ
せ
下
さ
い
。

第
七
回
世
界
ポ
ス
タ
ー
ト
リ
エ
ン
ナ
ー
レ
ト
ヤ
マ2

0
0
3

10
／
19
ま
で

富
山
県
立
近
代
美
術
館
（
富
山
市
・
〇
七
六
―
四
二
一
―
七
一
一
一
）

世
界
の
巨
匠
水
彩
素
描
展

9
／
15
ま
で

岐
阜
県
美
術
館
（
岐
阜
市
・
〇
五
八
―
二
七
一
―
一
三
一
三
）

神
坂
雪
佳
展
―

琳
派
の
継
承
者
・
近
代
デ
ザ
イ
ン
の
先
駆
者
―

8
／
30
〜
10
／
13

京
都
国
立
近
代
美
術
館
（
京
都
市
・
〇
七
五
―
七
六
一
―
四
一
一
一
）

フ
ラ
ン
ス
コ
ミ
ッ
ク
・
ア
ー
ト
展

9
／
6
〜
10
／
13

滋
賀
県
立
近
代
美
術
館
（
大
津
市
・
〇
七
七
―
五
四
三
―
二
一
一
一
）

生
誕
百
年
記
念
　
三
岸
好
太
郎
展

8
／
30
〜
10
／
19

名
古
屋
市
美
術
館
（
名
古
屋
市
・
〇
五
二
―
二
一
二
―
〇
〇
〇
六
）

レ
オ
ン
・
ス
ピ
リ
ア
ー
ル
ト
展

9
／
23
ま
で

愛
知
県
美
術
館
（
名
古
屋
市
・
〇
五
二
―
九
七
一
―
五
五
一
一
）

ト
ル
コ
三
大
文
明
展

9
／
28
ま
で

東
京
都
美
術
館
（
台
東
区
・
〇
三
―
三
八
二
三
―
六
九
二
一
）

な
ぜ
石
川
県
に
こ
だ
わ
る
の
？

美
術
館
が
石
川
県
ゆ
か
り
の
作
品
や
作
家
に
こ
だ
わ
る
の

は
な
ぜ
で
す
か
。
も
っ
と
広
い
視
野
で
、
国
内
ま
た
は
海

外
の
名
品
を
集
め
て
も
い
い
と
思
う
の
で
す
が
、
い
か
が

で
し
ょ
う
か
。

常
設
展
示
室
で
は
、
加
賀
の
美
術
・
石
川
の
美
術
に
こ
だ
わ

っ
た
展
示
を
し
て
い
ま
す
。
地
方
色
豊
か
な
美
術
館
作
り
を

目
指
し
、
加
賀
藩
の
藩
政
時
代
以
来
の
伝
統
と
、
全
国
に
誇

る
作
家
の
質
と
量
を
備
え
た
石
川
県
の
美
術
を
、
展
示
品
を

通
し
て
ご
覧
い
た
だ
い
て
い
ま
す
。

加
賀
百
万
石
の
時
代
に
は
、
数
々
の
名
品
の
収
集
と
優
れ

た
技
術
者
の
招
聘

し
ょ
う
へ
い

に
よ
っ
て
、
江
戸
や
京
都
に
ひ
け
を
と
ら

な
い
文
化
が
花
開
き
ま
し
た
。
明
治
以
降
は
い
ち
早
く
、
県

の
政
策
と
し
て
技
術
者
の
保
護
育
成
が
図
ら
れ
、
欧
米
へ
の

輸
出
を
前
提
と
し
た
産
業
が
発
展
し
て
き
ま
し
た
。
ま

た
戦
後
は
金
沢
美
術
工
芸
大
学
の
開
学
に
よ
り
、
日
本

を
代
表
す
る
教
授
陣
が
金
沢
に
集
ま
り
、
そ
こ
か
ら
は

優
れ
た
作
家
が
次
々
と
生
ま
れ
て
い
ま
す
。

こ
の
よ
う
に
絶
え
る
こ
と
な
く
続
い
て
き
た
美
術
を
、

石
川
の
美
術
の
流
れ
と
し
て
見
て
い
た
だ
く
の
が
常
設

展
示
室
な
の
で
す
。
石
川
の
美
術
館
で
し
か
見
ら
れ
な

い
、
地
域
の
特
性
を
生
か
し
た
展
示
が
行
わ
れ
て
い
る
の

で
す
。
国
内
・
海
外
の
名
品
は
、
で
き
る
だ
け
企
画
展
示

室
で
ご
覧
い
た
だ
け
る
よ
う
に
努
め
て
い
ま
す
。

第
31
回
日
本
の
書
展

九
月
二
十
日（
土
）〜
二
十
三
日（
火
・
祝
）

（
第
７
〜
９
展
示
室
）

日
本
芸
術
院
会
員
の
村
上
三
島
氏
、
杉
岡
華
邨
氏
、
小
林
斗

Ø

あ
ん

氏
な
ど
、
現
代
書
壇
代
表
約
八
十
人
の
作
品
を
一
堂
に
展
示

し
、
あ
わ
せ
て
石
川
県
書
美
術
振
興
会
会
員
約
二
百
人
も
含
め
、

お
よ
そ
二
百
八
十
点
の
作
品
を
展
示
し
ま
す
。

入
場
料

一
般
五
〇
〇
円
　
高
大
生
三
〇
〇
円
　
小
中
生
一
〇
〇
円

※
当
館
友
の
会
会
員
は
、
会
員
証
提
示
に
よ
り
一
般
四
〇
〇
円

〈
連
絡
先
〉
金
沢
市
香
林
坊
二
―
五
―
一

北
國
新
聞
社
事
業
局

1

〇
七
六
―
二
六
〇
―
三
五
八
一

第
一
回
石
川
県
水
墨
画
協
会
選
抜
展

九
月
二
十
六
日（
金
）〜
二
十
九
日（
月
）

（
第
７
展
示
室
）

当
協
会
は
過
去
十
四
回
に
亘
り
公
募
展
を
開
催
し
好
評
を
博

し
て
参
り
ま
し
た
が
、
作
品
の
大
き
さ
は
五
十
号
ま
で
に
限
定

し
て
き
ま
し
た
。
し
か
し
年
々
、
作
品
の
質
も
向
上
し
、
県
内

外
の
フ
ァ
ン
の
中
よ
り
全
国
展
の
よ
う
に
も
っ
と
見
ご
た
え
の

あ
る
大
作
の
発
表
を
と
の
要
望
も
強
く
、
今
回
五
十
号
〜
百
三

十
号
作
品
を
初
め
て
の
試
み
と
し
て
作
者
を
絞
り
、
個
性
的
表

現
に
よ
る
協
会
展
な
ら
で
は
の
新
し
い
現
代
水
墨
画
と
の
意
気

込
み
で
約
四
十
点
展
示
い
た
し
ま
す
。
ご
来
場
を
心
よ
り
お
待

ち
し
て
お
り
ま
す
。
新
し
い
発
見
が
あ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

会
　
長
　
小
川
伸
洋

理
事
長
　
尾
坂
杜
風

入
場
無
料

〈
連
絡
先
〉
金
沢
市
三
ツ
屋
町
ハ
十
八
―
三

事
務
局
長
　
笠
井
宰
州
（
利
久
）

1

〇
七
六
―
二
三
七
―
六
五
一
三

第
45
回
記
念
北
陸
創
造
展

九
月
二
十
六
日（
金
）〜
二
十
九
日（
月
）

（
第
８
・
９
展
示
室
）

企
画
展
示
室

北
陸
創
造
美
術
会
は
、
各
作
家
が
そ
の
主
体
性
に
基
づ
く
オ
リ

ジ
ナ
ル
な
芸
術
を
創
造
す
る
た
め
に
、
も
っ
と
も
自
由
で
活
動
的

な
研
鑽
の
場
を
作
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
ま
す
。
六
月
上
旬
、

東
京
都
美
術
館
で
行
わ
れ
た
創
造
展
に
入
選
し
た
作
品
を
中
心

に
、
北
陸
支
部
会
員
百
余
名
が
、
四
部
門
（
洋
画
・
日
本
画
・
彫

刻
・
陶
芸
）
に
わ
た
っ
て
展
示
し
ま
す
。
よ
り
多
く
の
方
々
に
見
て

い
た
だ
き
、
ご
批
評
を
賜
り
た
い
と
念
願
し
て
お
り
ま
す
。
ま
た
、

意
欲
的
な
同
意
者
と
支
持
者
に
対
し
、
広
く
門
戸
を
開
き
ま
す
。

入
場
無
料

〈
連
絡
先
〉
松
任
市
専
福
寺
町
二
二
八
―
一
五

加
原
和
夫

1

〇
七
六
―
二
七
六
―
六
三
九
五



「
畠
山
記
念
館
名
品
展
」
を
紹
介
す
る
企
画
展
T
O
P
I
C

も
今
回
が
最
終
回
と
な
り
ま
す
。
そ
こ
で
今
回
は
、
畠
山
記
念

館
と
そ
の
収
蔵
作
品
に
つ
い
て
ご
紹
介
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

地
下
鉄
浅
草
線
の
高
輪
台

た
か
な
わ
だ
い

駅
か
ら
歩
く
こ
と
約
五
分
。
東
京

は
港
区
白
金
台

し
ろ
が
ね
だ
い

の
閑
寂
な
緑
の
中
に
た
た
ず
む
畠
山
記
念
館

は
、
昭
和
三
十
九
年
十
月
の
開
館
で
、
今
年
四
十
年
目
を
迎
え

る
美
術
館
で
す
。
本
館
は
、
創
立
者
で
あ
る
畠
山
一
清
い
っ
せ
い

氏
（
即そ
く

翁お
う：

二
三
六
号
参
照
）
自
ら
が
設
計
監
督
し
た
建
物
で
、
茶
道

理
念
を
反
映
し
た
現
代
建
築
に
、
書
院
造
の
趣
を
よ
く
調
和
さ

せ
た
も
の
と
し
て
知
ら
れ
て
い
ま
す
。

一
万
五
千
平
方
メ
ー
ト
ル
も
の
広
大
な
敷
地
に
は
、
茶
室
と

茶
庭
を
設
け
た
展
示
室
を
擁
す
る
本
館
の
ほ
か
に
、
三
棟
の
茶

室
が
点
在
し
て
い
ま
す
。
三
島
由
紀
夫
の
小
説
『
宴
の
あ
と
』

で
一
躍
有
名
に
な
っ
た
高
級
料
亭
「
般
若
苑

は
ん
に
ゃ
え
ん

」
も
同
じ
敷
地
に

あ
り
ま
す
。
こ
こ
は
、
も
と
薩
摩
藩
主
の
島
津
氏
に
ゆ
か
り
が

深
く
、
島
津
重
豪
し
げ
ひ
で

が
隠
棲
し
た
場
所
で
し
た
。
明
治
維
新
後
は
、

伯
爵
寺
島
宗
則
の
所
有
と
な
り
、
明
治
十
三
年
（
一
八
八
〇
）

に
は
、
天
皇
の
行
幸
の
も
と
、
天
覧
能
が
催
さ
れ
る
な
ど
由
緒

あ
る
こ
と
で
も
知
ら
れ
て
い
ま
す
。

即
翁
の
美
術
品
収
集
は
二
三
六
号
で
紹
介
し
た
と
お
り
で
す

が
、
昭
和
三
十
五
年
（
一
九
六
四
）
八
十
歳
の
記
念
に
、
長
年

収
集
し
て
き
た
そ
れ
ら
茶
器
を
中
心
と
す
る

美
術
品
、
建
物
、
庭
園
な
ど
を
提
供
し
て
設

立
し
た
の
が
、
こ
の
畠
山
記
念
館
な
の
で
す
。

記
念
館
は
昭
和
三
十
九
年
か
ら
一
般
に
公
開

さ
れ
、
四
十
年
の
時
を
経
て
、
今
日
に
至
っ

て
い
ま
す
。

そ
の
収
蔵
品
は
、
桃
山
か
ら
江
戸
時
代
に

か
け
て
の
茶
道
関
係
の
美
術
品
が
中
心
で
、

国
宝
六
点
、
重
要
文
化
財
三
十
三
点
を
含
む

お
よ
そ
千
三
百
点
あ
ま
り
に
も
の
ぼ
り
ま

す
。
前
田
家
が
旧
蔵
し
た
も
の
は
も
ち
ろ
ん
、
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「
畠
山
記
念
館
名
品
展
」
そ
の
四

畠
山
記
念
館
あ
れ
こ
れ

企
画
展
Ｔ
Ｏ
Ｐ
Ｉ
Ｃ

本
多
家
、
横
山
家
と
い
っ
た
加
賀
藩
に
ゆ
か
り
の
品
々
も
数
多

く
所
蔵
し
て
お
り
、
今
回
展
示
す
る
百
点
の
中
の
十
五
点
が
金

沢
に
関
連
す
る
品
で
す
。

記
念
館
で
は
、
四
季
折
々
に
年
四
回
の
展
示
が
行
わ
れ
て
い

ま
す
。
所
蔵
品
に
よ
る
茶
道
具
の
取
り
合
わ
せ
を
中
心
に
、
濃

茶
・
薄
茶
・
懐
石
の
構
成
で
、
一い
ち

会え

の
茶
事
の
形
式
に
よ
る
独

自
の
展
示
方
法
が
と
ら
れ
て
い
ま
す
。
と
こ
ろ
が
、
展
示
ス
ペ

ー
ス
の
関
係
か
ら
、
一
度
に
展
示
で
き
る
作
品
は
五
十
点
ほ
ど

で
、
今
回
当
館
で
開
催
す
る
「
畠
山
記
念
館
名
品
展
」
が
同
館

所
蔵
品
の
展
示
と
し
て
は
最
大
規
模
の
も
の
に
な
り
ま
す
。

他
館
へ
の
貸
出
を
行
わ
な
い
こ
と
を
旨
と
し
て
き
た
畠
山
記

念
館
に
あ
っ
て
、
金
沢
は
創
立
者
一
清
氏
ゆ
か
り
の
土
地
と
い

う
こ
と
で
こ
の
展
覧
会
が
開
か
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
こ

う
し
た
規
模
の
展
示
に
対
し
、
東
京
に
お
住
ま
い
の
方
か
ら
も
、

一
堂
に
展
示
さ
れ
る
作
品
を
ぜ
ひ
見
た
い
と
、
今
か
ら
期
待
の

声
も
上
が
っ
て
い
ま
す
。

（
谷
口
　
出
　
学
芸
専
門
員
）

開
館
20
周
年
記
念
　
畠
山
記
念
館
名
品
展
―
茶
道
美
術
を
中
心
に
―

十
月
四
日（
土
）〜
十
一
月
三
日（
月
・
祝
）

※
全
館
休
館
日
は
九
月
三
十
日（
火
）〜
十
月
二
日（
木
）で
す
。

レ
オ
ナ
ル
ド
・
ダ
・
ビ
ン
チ
　
人
と
芸
術

（
織
田
　
春
樹
　
学
芸
主
任
）

20
世
紀
の
名
指
揮
者
　
ヘ
ル
ベ
ル
ト
・
フ
ォ
ン
・
カ
ラ
ヤ
ン
3

オ
ッ
フ
ェ
ン
バ
ッ
ク
喜
歌
劇
「
天
国
と
地
獄
」
ほ
か
（
約
50
分
）

演
奏
　
ベ
ル
リ
ン
・
フ
ィ
ル
ハ
ー
モ
ニ
ー
管
弦
楽
団

俳
画
の
世
界
　
―
鑑
賞
の
た
め
の
基
礎
講
座
―

（
村
上
　
尚
子
　
学
芸
員
）

開
館
20
周
年
記
念
連
続
講
座

美
術
館
よ
も
や
ま
話
④
　
加
賀
藩
の
美
術
工
芸

講
師
　
嶋
崎
　
丞
（
当
館
館
長
）

「
加
賀
藩
の
美
術
工
芸
」
よ
り
　
前
田
家
の
染
織
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
（
寺
川
　
和
子
　
学
芸
主
任
）

日
本
の
書
（
20
分
）

日
本
の
肖
像
画
　
歴
史
上
の
人
物
た
ち
　
そ
の
姿
と
影
（
23
分
）

洋
画
家
列
伝
16

中
村
　
彝

（
二
木
伸
一
郎
　
学
芸
専
門
員
）

水
墨
画
（
22
分
）

墨
龍
　
加
山
又
造
（
27
分
）

講
義
室

ホ
ー
ル

講
義
室

ホ
ー
ル

講
義
室

ホ
ー
ル

講
義
室

ホ
ー
ル

行
　
　
事

月
　
　
日

九
月
の
行
事
案
内
《
入
場
無
料
・
い
ず
れ
も
午
後
一
時
三
十
分
か
ら
行
い
ま
す
》

土

曜

講

座

C
D
コ
ン
サ
ー
ト

土

曜

講

座

連

続

講

座

土

曜

講

座

月
例
映
画
会

土

曜

講

座

月
例
映
画
会

9
／
6
（
土
）

9
／
7
（
日
）

9
／
13
（
土
）

9
／
14
（
日
）

9
／
20
（
土
）

9
／
21
（
日
）

9
／
27
（
土
）

9
／
28
（
日
）

内
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
容

会
　
場

第
33
回
文
化
財
現
地
見
学
の
お
知
ら
せ

今
年
度
の
文
化
財
現
地
見
学
は
、
現
在
次
の
予
定
で
準

備
を
進
め
て
い
ま
す
。
見
学
コ
ー
ス
や
申
し
込
み
方
法
な

ど
の
詳
細
は
、
来
月
号
に
掲
載
い
た
し
ま
す
の
で
、
し
ば

ら
く
お
待
ち
下
さ
い
。

日
　
程

十
月
十
八
日（
土
）〜
十
九
日（
日
）

一
泊
二
日

見
学
先

奈
良
県
（
明
日
香
・
室
生
方
面
）

見
学
地

橘
寺
（
明
日
香
村
）、
飛
鳥
寺
（
明
日
香
村
）

室
生
寺
（
室
生
村
）
他

申
込
抽
選
会

実
施
日
の
一
週
間
前
頃
を
予
定

畠山記念館の展示風景
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石
川
県
立
美
術
館
だ
よ
り

第
二
三
九
号
　
平
成
十
五
年
八
月
二
十
一
日
発
行

〒
九
二
〇
―
〇
九
六
三
　
金
沢
市
出
羽
町
二
番
一
号

Ｔ
Ｅ
Ｌ
　
〇
七
六（
二
三
一
）七
五
八
〇

Ｆ
Ａ
Ｘ
　
〇
七
六（
二
二
四
）九
五
五
〇

休
　
館
　
日

九
月
三
十
日（
火
）〜
十
月
二
日（
木
）

今
月
は
星
の
話
題
を
一
つ
。
火
星
が
約
六
万
年
ぶ

り
に
地
球
に
大
接
近
し
ま
す
。
真
夜
中
、
南
東
の
空

に
ぎ
ら
り
と
輝
く
赤
い
星
が
火
星
で
す
。
八
月
二
十

七
日
に
最
も
近
づ
き
ま
す
。
た
ま
に
は
夜
更
か
し
を

し
て
星
を
眺
め
る
の
も
い
い
で
す
よ
。

さ
て
、
お
し
ゃ
れ
な
ガ
ラ
ス
の
器
「
角
皿
」
を
紹

介
し
ま
し
ょ
う
。
価
格
は
一
万
円
。
使
っ
て
も
飾
っ

て
も
O
K
で
す
。
二
種
類
あ
る
の
で
迷
っ
て
し
ま
う

か
も
し
れ
ま
せ
ん
ね
。

135
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柔
ら
か
く
滑
ら
か
な
形
体
の
壺
型
菓
子
器
で
、
五
段
重
ね
と

な
っ
て
い
ま
す
。
ま
ず
目
を
引
く
の
は
、
蓋ふ
た

と
身
に
施
さ
れ
た

「
筋す
じ

挽び

き
」
と
呼
ば
れ
る
独
特
な
装
飾
で
す
。
段
ご
と
に
種
類

が
異
な
り
ま
す
。「
筋
挽
き
」
と
は
轆ろ
く

轤ろ

を
回
転
さ
せ
な
が
ら
、

特
殊
な
鉋
か
ん
な
や
小こ

刀
が
た
な
で
様
々
な
筋
を
付
け
た
も
の
を
指
し
ま
す
。

蓋
に
は
渦う
ず

と
曲
線
を
合
わ
せ
た
模
様
筋
、
そ
し
て
上
段
か
ら

順
に
小
刀
筋
、
山
道
筋
、
鉋
筋
、
広
糸
ひ
ろ
い
と

目め

、
子こ

持も
ち

筋
が
そ
れ
ぞ

れ
付
け
ら
れ
て
い
ま
す
。
さ
ら
に
底
面
に
ま
で
渦
と
稲
穂
筋
が

施
さ
れ
、
ま
さ
に
筋
挽
き
の
見
本
と
い
っ
た
趣
で

　
お
も
む
き
　

す
。
胴
部
に

目
を
移
す
と
、
栃
材
の
持
つ
緻ち

密み
つ

な
木
肌
が
そ
の
ま
ま
生
か
さ

れ
、
特
徴
あ
る
杢も
く

目め

が
ほ
の
か
に
浮
か
び
ま
す
。
ゆ
る
や
か
な

山
道
筋
が
全
体
を
引
き
締
め
る
よ
う
に
し
て
、
そ
こ
は
か
と
な

い
優
雅
な
風
情
を
漂
た
だ
よ
わ
せ
て
い
ま
す
。「
千
筋
挽
き
の
名
工
」

栃造筋違菓子器
筑城良太郎
明治7年（1874）～昭和7年（1932）

大正3年頃　c.1914

口径10.6 胴径19.5 高28.0（cm）

「角皿」
（定価10,000円）

次
回
の
展
覧
会

特
　
集
　
　
尊
經
閣
文
庫
名
品
選
（
前
田
育
徳
会
展
示
室
）

特
　
集
　
　
秋
の
優
品
選

（
第
２
〜
６
展
示
室
）

十
月
三
日（
金
）〜
十
一
月
三
日（
月
・
祝
）

開
館
20
周
年
記
念

畠
山
記
念
館
名
品
展
―
茶
道
美
術
を
中
心
に
―

（
第
７
〜
９
展
示
室
）

十
月
四
日（
土
）〜
十
一
月
三
日（
月
・
祝
）

と
謳う
た

わ
れ
た
作
者
の
技
が
冴さ

え
わ
た
る
作
品
と
い
っ
て
い
い
で

し
ょ
う
。

筑つ
い

城き

良
太
郎
は
江
沼
郡
山
中
町
生
ま
れ
。
父
善
吉
は∏

漆

き
ゅ
う
し
つ
に

優
れ
て
い
ま
し
た
が
、
そ
の
父
の
希
望
に
よ
り
木
地
工
旭
あ
さ
ひ
弥
三
や

そ

吉き
ち

に
師
事
し
、
挽
物
ひ
き
も
の

技
術
を
学
び
ま
す
。
現
在
で
は
基
本
的
な

技
法
と
な
っ
て
い
る
「
拭
漆

ふ
き
う
る
し
仕
上
げ
」
を
創
案
し
た
の
は
、
明

治
二
十
年
代
の
こ
と
で
し
た
。
筋
挽
き
の
工
夫
に
も
余
念
が
な

く
、
明
治
三
十
、
四
十
年
代
に
か
け
て
、
広
糸
目
や
山
道
筋
な

ど
新
し
い
筋
挽
き
（
総
称
「
千
筋
」）
を
次
々
に
発
案
し
ま
し

た
。
内
外
の
博
覧
会
で
も
受
賞
を
重
ね
、
後
進
の
育
成
や
同
業

者
の
啓
発
に
も
尽
力
し
、
大
正
六
年
に
は
石
川
県
実
業
功
労
者

賞
を
受
賞
し
て
い
ま
す
。

（
第
5
展
示
室
で
展
示
中
）


