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村
田
省
蔵
氏
の
描
く
空
は
時
に
青
く
は
な
く
、
思
い
も
よ
ら
ぬ
色
が
用
い
ら
れ
て
い

ま
す
。
普
通
、
空
は
薄
い
青
の
空
色
や
青
、
さ
ら
に
は
紺
碧
を
イ
メ
ー
ジ
し
ま
す
が
、

そ
れ
は
晴
天
時
の
こ
と
で
、
冬
の
日
本
海
側
で
は
重
く
雲
に
覆
わ
れ
灰
色
が
む
し
ろ
日

常
で
、
反
対
に
太
平
洋
側
は
か
ら
り
と
見
事
な
ス
カ
イ
ブ
ル
ー
と
な
り
、
羨
ま
し
く
も

あ
り
ま
す
。
季
節
や
地
域
、
時
間
帯
に
よ
っ
て
現
実
の
空
の
色
は
様
々
で
す
。
し
か

し
、
黄
や
黄
土
、
緑
と
な
る
と
、
こ
れ
は
村
田
氏
の
創
作
と
い
う
べ
き
で
、
実
際
目
に

す
る
こ
と
は
な
い
の
で
す
が
、
作
品
と
し
て
違
和
感
な
く
見
る
こ
と
が
で
き
る
の
が
不

思
議
で
す
。「
絵
は
現
実
を
咀
嚼
し
、
再
構
成
し
て
、
一
定
の
平
面
上
に
描
い
た
も
の

で
あ
る
」
と
、
村
田
氏
の
多
岐
に
渡
る
空
の
色
は
語
っ
て
い
る
よ
う
で
す
。

　

あ
け
ま
し
て
お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

　

本
年
も
皆
さ
ん
方
の
ご
支
援
ご
協
力
を
え

て
美
術
館
の
運
営
に
当
た
っ
て
参
り
た
い
と

思
っ
て
い
ま
す
の
で
よ
ろ
し
く
お
願
い
申
し

あ
げ
ま
す
。

　

年
度
で
い
い
ま
す
と
ま
だ
平
成
二
十
四
年

度
で
一
月
四
日
か
ら
は
、
本
年
度
最
後
の

企
画
展
「
村
田
省
蔵
展
」
を
開
催
し
ま
す
。

ご
存
知
の
方
も
多
い
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す

が
、
村
田
さ
ん
は
金
沢
市
ご
出
身
の
洋
画
家

で
、
風
景
画
の
分
野
で
は
日
本
を
代
表
す
る

作
家
の
お
一
人
で
、
そ
の
業
績
に
よ
り
、
平

成
十
八
年
に
は
日
本
芸
術
院
会
員
に
就
任
さ

れ
ま
し
た
。
本
展
は
画
業
六
〇
年
を
回
顧
す

る
大
展
観
で
、
お
正
月
を
飾
る
に
ふ
さ
わ
し

く
、
充
分
ご
堪
能
い
た
だ
け
る
も
の
と
思
っ

て
い
ま
す
。

　

四
月
か
ら
の
平
成
二
十
五
年
度
は
、
当
館

の
新
館
が
設
立
さ
れ
て
か
ら
三
十
周
年
の
年

に
当
た
り
ま
す
。
従
っ
て
三
十
周
年
を
記
念

す
る
に
ふ
さ
わ
し
い
大
型
の
企
画
展
を
開

催
す
べ
く
そ
の
準
備
を
す
す
め
て
い
ま
す

が
、
そ
の
内
容
に
つ
い
て
は
年
が
明
け
て
か

ら
発
表
さ
せ
て
頂
こ
う
と
思
っ
て
い
ま
す
の

で
、
期
待
を
込
め
て
今
暫
く
お
待
ち
下
さ
い

ま
す
よ
う
に
。
企
画
展
開
催
も
さ
る
こ
と
な

　

村
田
省
蔵
氏
は
昭
和
四
年
（
一
九
二
九
）
金
沢

市
に
生
ま
れ
、
金
沢
美
術
工
芸
専
門
学
校
（
現
金

沢
美
術
工
芸
大
学
）
の
第
一
期
生
と
し
て
油
彩
画

を
学
び
、
高
光
一
也
、
宮
本
三
郎
の
薫
陶
を
受
け

ま
し
た
。
在
学
中
よ
り
日
展
、
光
風
会
に
入
選

し
、
卒
業
後
、
洋
画
家
と
し
て
立
つ
こ
と
を
決
意

し
て
上
京
、
小
絲
源
太
郎
に
師
事
し
、
風
景
画
を

主
体
に
制
作
に
励
み
ま
す
。
日
展
を
発
表
の
場
と

し
、
平
成
二
年
日
展
評
議
員
、
十
八
年
日
本
芸
術

院
会
員
に
推
挙
さ
れ
ま
し
た
。

　

学
生
時
の
「
診
療
室
の
女
医
さ
ん
」
や
「
黄

衣
」
か
ら
う
か
が
え
る
卓
抜
な
描
写
力
と
師
・
小

絲
に
鍛
え
ら
れ
た
深
い
色
彩
を
両
輪
と
す
る
村
田

氏
の
作
品
に
は
、
風
景
を
賛
美
し
自
然
と
し
て
描

く
も
の
と
、
近
景
を
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
し
、
自
己

の
感
興
や
思
い
を
述
べ
る
も
の
と
が
あ
り
ま
す
。

　

北
海
道
の
な
だ
ら
か
な
起
伏
と
黄
や
・
緑
・
紫

の
色
面
で
構
成
さ
れ
る
作
品
を
前
者
と
す
る
な
ら

ば
、
近
年
の
稲は

架さ

木ぎ

を
描
く
作
品
は
ま
さ
に
後
者

で
、
幹
の
枝
が
切
り
落
と
さ
れ
、
頭
頂
に
曲
が
り

く
ね
っ
た
梢
が
繁
茂
す
る
稲
架
木
は
、
一
人
の
人

間
の
よ
う
に
も
見
え
ま
す
。
冬
の
田
圃
に
雪
を
か

ぶ
っ
て
立
つ
も
の
、
春
先
に
今
秋
の
実
り
を
待
つ

も
の
、
そ
れ
ぞ
れ
に
個
性
や
喜
怒
哀
楽
が
託
さ

れ
、
作
者
の
こ
れ
ま
で
の
人
生
を
一
本
一
本
に
託

し
て
描
い
て
い
る
か
の
よ
う
で
す
。
村
田
氏
は
こ

の
稲
架
木
が
立
ち
並
ぶ
景
色
を
新
潟
の
旧
岩
室
村

（
現
新
潟
市
）
で
見
て
、
強
く
心
惹
か
れ
た
の
で

し
た
。

　

本
展
で
は
学
生
時
代
の
自
画
像
や
婦
人
像
な
ど

の
人
物
画
か
ら
、
金
沢
の
家
並
み
、
シ
リ
ー
ズ
と

な
っ
た
北
海
道
の
色
彩
溢
れ
る
風
景
、
そ
し
て
新

潟
の
稲
架
木
が
立
ち
並
ぶ
風
景
な
ど
、
九
四
点
の

油
彩
作
品
を
一
堂
に
会
し
、
た
ゆ
ま
ず
に
深
ま

る
村
田
省
蔵
氏

の
詩
情
と
造
形

美
の
世
界
を
ご

覧
い
た
だ
き
ま

す
。

－画業60年の歩み－

平成25年1月4日（金）～2月11日（月・祝）　会期中無休

学芸員の眼

新
年
の
あ
い
さ
つ

館
長　

嶋
崎　
　

丞

村田省蔵氏近影

春耕　2005　第37回日展
恩賜賞・日本芸術院賞
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◆�

料
金
表
（
二
階
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
展
料
金
を
含
み

ま
す
）

一　

般

大
学
生

高
中
小
生

個
人

八
〇
〇
円

六
〇
〇
円

二
〇
〇
円

団
体

六
〇
〇
円

四
〇
〇
円

一
〇
〇
円

＊�

団
体
は
二
〇
名
以
上
、
当
館
友
の
会
会
員
は
団

体
料
金
と
な
り
ま
す
。

◆
関
連
行
事

◇
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
コ
ン
サ
ー
ト

　

会
場
：
美
術
館
ホ
ー
ル

　
　

1
月
12
日
（
土
）　

午
後
1
時
30
分
～

　
「
し
ゅ
う
さ
え
こ�
日
本
の
風
景
を
歌
う
」

◇
講
演
会　

対
談
形
式　

会
場
：
美
術
館
ホ
ー
ル

　

1
月
13
日
（
日
）　

午
後
1
時
30
分
～

　
「
こ
れ
か
ら
の
道
」

　

�

講
師
・
村
田
省
蔵
氏

　

聞
き
手
・
嶋
崎
丞
（
当
館
館
長
）

　

聴
講
無
料
・
申
込
不
要

◇
ギ
ャ
ラ
リ
ー
・
ト
ー
ク　

会
場
：
企
画
展
示
室

　

会
期
中
の
日
曜
日
１
月
６
日
、
１
月
20
日
、
１

月
27
日
、
２
月
３
日
、
２
月
10
日
、
午
前
11
時
よ

り
担
当
学
芸
員
が
行
い
ま
す
。
な
お
、
１
月
13
日

は
行
い
ま
せ

ん
。
展
覧
会

観
覧
料
が
必

要
と
な
り
ま

す
。

　

前
田
育
徳
会
尊
經
閣
文
庫
分
館
で
は
、「
新
春
を
寿
ぐ
」
と
題

し
た
展
示
を
行
い
ま
す
。
新
た
な
る
年
の
始
ま
り
に
あ
た
り
、
天

神
画
像
の
ほ
か
、
茶
道
具
、
文
房
具
な
ど
を
ご
覧
い
た
だ
き
ま
す
。

　

前
田
家
で
は
、
早
く
よ
り
天
神
信
仰
を
行
っ
て
い
た
と
思
わ
れ

ま
す
が
、
三
代
藩
主
利
常
の
時
代
、
幕
府
あ
て
に
家
格
や
家
系
を

提
出
し
た
「
寛
永
諸
家
系
図
伝
」
で
、
菅
原
道
真
を
祖
と
す
る
と

主
張
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、
京
都
・
北
野
天
満
宮
を
崇
敬
し
て
い

た
利
常
は
、
明
暦
三
年
（
一
六
五
七
）
小
松
に
北
野
天
満
宮
の
四

分
の
一
の
規
格
の
小
松
天
満
宮
を
建
立
し
ま
し
た
。
こ
の
時
、
後

水
尾
上
皇
か
ら
宸
筆
の
色
紙
が
認
め
ら
れ
る
天
神
画
像
が
贈
ら

れ
、
以
後
前
田
家
の
至
宝
と
し
て
崇
拝
さ
れ
て
き
ま
し
た
。
そ
の

後
の
歴
代
の
藩
主
は
、
今
回
展
示
す
る
「
胞
輪
天
神
画
像
」
を
は

じ
め
、
積
極
的
に
天
神
関
係
資
料
の
収
集
を
行
う
と
と
も
に
、
領

内
に
お
い
て
も
天
神
信
仰
の
振
興
を
図
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

　

加
賀
藩
の
茶
道
は
、
藩
祖
利
家
の
時
代
に
始
ま
り
、
以
降
、
歴

代
藩
主
へ
そ
の
嗜
好
は
受
け
継
が
れ
、
茶
道
具
も
多
く
揃
え
ら
れ

ま
し
た
。
金
沢
は
、
東
京
、
京
都
と
並
ん
で
、
お
国
も
の
（
そ
の

土
地
で
出
来
た
も
の
）
だ
け
で
茶
会
を
開
く
こ
と
が
出
来
る
と
言

わ
れ
ま
す
が
、
こ
れ
も
藩
政
時
代
か
ら
育
ん
で
き
た
文
化
的
土
壌

の
賜
物
と
言
え
る
で
し
ょ
う
。
本
特
集
で
は
、
前
田
家
の
家
紋
で

あ
る
梅
を
配
し
た
「
玳た

い

皮ひ

盞さ
ん

天
目
茶
碗
（
梅
花
天
目
）」、
孫
六
の

銘
を
持
つ
「
古
瀬
戸
茶
入
」
な
ど
を
展
示
し
ま
す
。

　

こ
れ
ら
の
作
品
を
通
し

て
、
新
た
な
る
年
の
始
ま

り
を
感
じ
て
い
た
だ
け
れ

ば
幸
い
で
す
。

前田育徳会尊經閣文庫分館

新春を寿ぐ
－天神画像を中心に－

1月4日（金）～2月11日（月・祝）　会期中無休

が
ら
、
地
域
の
皆
さ
ん
方
か
ら
、
以
前
に
も

増
し
て
美
術
館
か
ら
の
情
報
発
信
と
、
活
発

な
教
育
活
動
の
展
開
が
求
め
ら
れ
る
よ
う
に

な
っ
て
き
ま
し
た
。
こ
の
こ
と
は
当
然
な
こ

と
で
実
施
す
る
こ
と
が
美
術
館
の
活
性
化
に

も
つ
な
が
っ
て
い
く
こ
と
は
い
う
ま
で
も
あ

り
ま
せ
ん
。

　

そ
し
て
平
成
二
十
六
年
度
末
か
ら
二
十
七

年
度
の
初
め
に
か
け
て
は
、
北
陸
新
幹
線
が

い
よ
い
よ
開
業
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
こ
の

こ
と
に
つ
い
て
も
関
連
し
た
美
術
館
の
事
業

を
色
々
考
え
て
い
か
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
。
皆

さ
ん
方
か
ら
美
術
館
に
対
す
る
活
発
な
ご
意

見
を
お
寄
せ
下
さ
い
ま
す
よ
う
心
か
ら
お
待

ち
し
て
い
ま
す
。

当館企画展

村田省蔵展
主催／石川県立美術館
共催／北國新聞社　後援／（財）石川県美術文化協会

明けの雪　1996
式年遷宮記念神宮美術館

縄敷天神画像
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□和蘭陀白雁香合桃色地山道文摺箔竹沢�基　ショールをまとう

　

新
し
い
年
を
迎
え
ま
し
た
。
古
来
よ
り
、
元
日
に
は
特
別

な
意
味
が
あ
り
ま
し
た
。
そ
れ
は
、
新
た
に
一
か
ら
始
ま
る

と
い
う
神
聖
な
日
で
あ
り
、
特
別
な
日
と
考
え
ら
れ
て
い
ま

し
た
。
し
か
し
今
日
で
は
高
度
情
報
化
社
会
の
な
か
で
日
々

の
時
間
に
追
わ
れ
て
い
て
、
新
年
を
迎
え
る
と
い
う
「
節

目
」
の
感
覚
が
非
常
に
希
薄
に
な
っ
て
き
て
い
る
の
で
は
な

い
で
し
ょ
う
か
。
こ
の
よ
う
な
「
節
目
」
は
、
日
本
の
生
活

文
化
の
な
か
で
、
重
要
な
意
味
を
持
っ
て
い
ま
し
た
。「
茶

道
」
と
「
能
楽
」
は
中
世
の
芸
道
思
想
の
中
か
ら
生
ま
れ
た

も
の
で
、
こ
れ
は
和
歌
や
仏
道
の
精
神
が
そ
の
成
立
に
大
き

く
関
与
し
て
い
ま
す
。
村
田
珠
光
の
「
月
も
雲
間
な
き
は
い

や
に
て
候
」（『
禅
鳳
雑
談
』
金
春
禅
鳳
）
に
象
徴
さ
れ
る
よ

う
に
、「
不
完
全
の
美
」
と
い
う
目
に
見
え
ぬ
も
の
を
心
の

眼
で
補
完
す
る
美
意
識
が
、
茶
道
に
お
け
る
「
わ
び
」
で
あ

り
、
能
に
お
け
る
「
幽
玄
」
と
い
う
精
神
世
界
に
昇
華
さ
れ

て
い
ま
す
。
現
代
は
物
質
の
豊
か
さ
よ
り
も
、
心
の
豊
か
さ

が
求
め
ら
れ
る
時
代
へ
と
大
き
な
転
換
点
を
迎
え
て
い
ま
す

が
、
新
た
な
る
年
の
始
ま
り
に
加
賀
藩
ゆ
か
り
の
作
品
を
中

心
と
し
た
雅
の
造
形
に
、
日
本
の
歴
史
や
文
化
を
再
考
し
て

い
た
だ
く
機
会
と
な
れ
ば
幸
い
で
す
。

主
な
展
示
作
品

〈
茶
道
〉�

◎
色
絵
梅
花
図
平
水
指　
野
々
村
仁
清　

�

○
古
今
集
巻
第
十
八
断
簡
（
本
阿
弥
切
）

�

□
和
蘭
陀
白
雁
香
合　
デ
ル
フ
ト
窯

�

△
葫
蘆
様
釜　
初
代
宮
崎
寒
雉

〈
能
楽
〉�

翁　
伝
三
光
坊　
　

孫
次
郎　
是
閑　

�

色
変
鶴
菱
文
唐
織　

�

桃
色
地
山
道
文
摺
箔

◎
重
要
文
化
財　

○
重
要
美
術
品　

□
県
指
定
文
化
財

△
市
指
定
文
化
財

竹
沢
基
氏
は
大
正
四
年
小
松
市
安
宅
町
生
ま
れ
。
教
員
で

あ
る
父
の
転
任
に
伴
い
、
金
沢
、
羽
咋
と
移
り
、
昭
和
八
年

に
県
立
羽
咋
中
学
を
卒
業
、
十
年
に
東
京
美
術
学
校
油
画
科

に
入
学
。
志
賀
町
出
身
の
南
政
善
は
中
学
と
美
術
学
校
の
先

輩
に
あ
た
り
ま
す
。
学
校
で
は
藤
島
武
二
に
師
事
し
ま
し

た
。
当
時
藤
島
は
旭
日
を
描
く
た
め
に
各
地
を
取
材
し
て
い

た
時
で
、
最
晩
年
の
弟
子
と
い
え
ま
す
。
細
部
に
こ
だ
わ
ら

ず
大
き
く
も
の
を
見
る
こ
と
を
徹
底
し
て
教
え
ら
れ
、
竹
沢

氏
の
金
沢
美
大
に
お
け
る
教
授
法
は
藤
島
譲
り
で
あ
っ
た
と

聞
き
ま
す
。
細
か
く
付
け
足
す
の
で
は
な
く
、
あ
る
塊
か
ら

削
り
落
と
し
て
い
く
、
こ
れ
が
モ
ッ
ト
ー
で
し
た
。

　

金
沢
美
大
に
は
二
十
三
年
か
ら
助
教
授
と
し
て
勤
め
、
学

生
に
描
か
せ
る
石
膏
像
を
求
め
て
上
野
へ
買
い
出
し
に
出
か

け
、
抱
い
て
夜
行
列
車
で
帰
る
な
ど
、
草
創
期
の
苦
心
は
多

か
っ
た
よ
う
で
す
。
五
十
六
年
の
定
年
退
官
ま
で
三
十
三
年

の
長
き
に
わ
た
っ
て
学
生
を
指
導
・
育
成
し
、
清
廉
な
人
格

と
真
摯
な
創
作
は
多
大
な
影
響
を
与
え
続
け
ま
し
た
。

　

作
品
は
着
衣
の
女
性
が
主
体
で
、
光
風
会
展
と
日
展
に
出

品
さ
れ
た
女
性
像
は
、
い
ず
れ
も
伸
び
の
あ
る
力
強
い
線

と
、
色
数
を
限
定
し
た
明
快
な
色
調
で
描
か
れ
て
い
ま
す
。

細
か
で
柔
ら
か
い
描
写
は
な
く
、
一
見
素
っ
気
な
い
よ
う
で

す
が
、
じ
っ
と
見
て
い
る
と
、
空

間
の
中
に
女
性
が
確
か
に
息
づ
い

て
い
る
と
感
じ
ま
す
。「
白
木
の

美
し
さ
」、
竹
沢
氏
の
女
性
像
に

は
こ
の
言
葉
が
ふ
さ
わ
し
く
思
え

る
の
で
す
。
特
集
で
は
所
蔵
の
優

品
を
一
堂
に
展
示
し
ま
す
。
ど
う

ぞ
、
ご
覧
く
だ
さ
い
。

第3展示室

－清廉の女性美－
竹沢�基�展

第2展示室

雅の造形
－茶道と能楽－

1月4日（金）～2月11日（月・祝）　会期中無休1月4日（金）～2月11日（月・祝）　会期中無休
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第
６
展
示
室
の
近
現
代
日
本
画
は
、
新
し
い

年
を
飾
る
に
相
応
し
い
作
品
を
ご
覧
い
た
だ
き
ま

す
。
展
示
室
に
入
り
ま
す
と
、
巨
匠
二
人
の
屏
風

が
目
に
付
く
こ
と
で
し
ょ
う
。
金
地
に
墨
で
雄
大

な
中
国
風
景
を
描
い
た
の
は
、
横
山
大
観
筆
「
長

江
の
朝
」。
橋
本
関

雪
筆
「
八
仙
人
図
」

は
、
そ
の
筆
法
と
構

想
に
舌
を
巻
き
ま

す
。
い
ず
れ
も
中
国

に
対
す
る
近
代
日
本

画
家
の
憧
憬
が
生
み

出
し
た
優
品
で
す
。

　

版
画
・
書
部
門
で
は
、「
新
年
の
は
じ
ま
り
」

を
テ
ー
マ
に
作
品
を
展
示
し
ま
す
。
今
回
が
初

展
示
と
な
る
棟
方
志
功
の
「
東
西
南
北
頌
の
柵
」

は
、
日
本
の
最
初
の
者
た
る
神
々
―
ヤ
マ
ト
タ
ケ

ル
、
コ
ノ
ハ
ナ
サ
ク

ヤ
、
ス
サ
ノ
オ
、
ア

メ
ノ
ウ
ズ
メ
―
が
手

を
あ
げ
足
を
あ
げ
踊

り
を
躍
る
姿
を
表
し

た
も
の
で
す
。
祝
い

踊
る
か
の
よ
う
な

神
々
の
力
強
い
姿
を

お
楽
し
み
く
だ
さ

い
。

金銀象嵌花鳥人物文薄端　銅器会社棟方志功　東西南北頌の柵

橋本関雪　八仙人図（部分）

　

日
本
に
伝
わ
っ
た
技
術
で
伝
統
的
な
図
柄
を
施
し
た
、
欧

米
の
家
屋
で
使
う
こ
と
を
目
的
と
し
た
器
物
や
室
内
装
飾

品
。
こ
れ
が
明
治
時
代
に
欧
米
へ
の
輸
出
を
目
的
と
し
て
作

ら
れ
た
、
工
芸
作
品
の
特
徴
で
す
。
こ
れ
ら
の
作
品
は
ジ
ャ

ン
ル
を
問
わ
ず
、
全
体
的
に
大
き
い
も
の
、
隙
間
を
埋
め
尽

く
す
よ
う
に
豪
華
な
装
飾
が
施
さ
れ
た
も
の
が
多
く
見
ら
れ

ま
す
。
い
っ
た
い
ど
う
い
う
経
緯
で
、
こ
の
よ
う
な
作
品
が

作
ら
れ
た
の
で
し
ょ
う
か
。

　

江
戸
時
代
ま
で
受
け
継
が
れ
て
き
た
伝
統
的
な
美
術
工
芸

は
、
武
家
社
会
の
崩
壊
と
と
も
に
、
製
作
す
る
職
人
た
ち
も

減
少
し
ま
し
た
が
、
欧
米
諸
国
へ
の
対
応
と
し
て
明
治
政
府

が
殖
産
興
業
の
政
策
を
執
り
、
輸
出
品
と
し
て
美
術
工
芸
品

を
製
作
す
る
こ
と
が
奨
励
さ
れ
ま
し
た
。
内
国
博
覧
会
、
万

国
博
覧
会
に
出
品
さ
れ
、
高
い
評
価
を
受
け
た
作
品
を
見
本

と
す
る
輸
出
用
の
作
品
は
、
必
然
的
に
具
体
的
で
分
か
り
や

す
い
日
本
的
モ
チ
ー
フ
の
、
欧
米
規
格
と
な
っ
た
の
で
す
。

　

装
飾
に
用
い
ら
れ
た
伝
統
的
な
技
術
は
、
当
代
一
流
の
作

家
た
ち
に
よ
る
も
の
で
す
。
今
回
の
出
品
作
品
の
一
つ
、
銅

器
会
社
の
「
金
銀
象
嵌
花
鳥
人
物
文
薄
端
」
は
、
地
の
金
属

に
色
の
違
う
別
の
金
属
を
嵌
め
込
ん
で
、
図
柄
を
表
す
「
象

嵌
」
と
い
う
技
法
で
、
十
二
単
の
女
性
を
、
着
物
の
柄
模
様

ま
で
す
べ
て
表
現
し
て
い
ま
す
。
現
在
こ
の
精
密
な
技
術

を
、
完
全
に
復
元
す
る
こ
と
は
困
難

で
し
ょ
う
。

　

近
年
、
資
料
の
発
見
な
ど
か
ら
研

究
が
進
み
、
注
目
を
集
め
つ
つ
あ
る

明
治
の
工
芸
美
術
。
技
術
の
粋
を
結

集
し
た
作
品
を
、
ぜ
ひ
ご
堪
能
く
だ

さ
い
。

コレクション展示室

第
４
展
示
室　

彫
刻

第
６
展
示
室　

日
本
画

第
６
展
示
室　

版
画
・
書

今月の見どころ
第4・第6展示室
1月4日（金）～2月11日（月・祝）　会期中無休

第5展示室

超絶技術！
明治の工芸
1月4日（金）～2月11日（月・祝）　会期中無休

　

新
春
か
ら
の
展
示
は
、
本
県
出
身
ま
た
は
本
県

に
関
係
深
い
彫
刻
家
の
内
、
人
体
彫
刻
で
活
躍
す

る
作
家
の
作
品
を
中
心
に
展
示
し
ま
す
。
代
表
的

作
品
を
紹
介
し
ま
す
と
、「
和
」
は
金
沢
市
生
ま

れ
の
畝
村
直
久
の
代
表
作
の
一
つ
で
、
三
人
の
女

性
群
像
で
す
。
ふ
く
よ
か
な
量
感
が
淀
み
な
い
繋

が
り
を
示
し
て
ま
す
。
幼
少
期
か
ら
高
校
ま
で
を

金
沢
で
過
ご
し
た
松
田
尚
之
作
「
人
魚
」
は
、
強

調
と
省
略
を
行
い
シ
ン
プ
ル
で
力
強
い
フ
ォ
ル
ム

の
作
品
で
す
。
人
魚
と
い
う
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
の

イ
メ
ー
ジ
を
越
え
生

命
感
豊
か
な
作
品
と

な
っ
て
い
ま
す
。

松田尚之　人魚
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加
賀
藩
は
三
代
か
ら
五
代
藩
主
の
時
代
に
、
名

品
の
収
集
と
あ
わ
せ
て
美
術
工
芸
の
制
作
者
、
享

受
者
を
と
も
に
育
成
す
る
総
合
的
な
文
化
政
策
を

推
進
し
ま
し
た
。
近
年
の
「
加
賀
藩
の
美
術
工

芸
」
と
題
し
た
特
別
陳
列
は
そ
の
ハ
イ
ラ
イ
ト
と

し
て
、
収
集
さ
れ
た
名
品
と
美
術
工
芸
育
成
事
業

を
象
徴
す
る
重
文
「
百
工
比
照
」
の
一
部
を
紹
介

し
て
き
ま
し
た
。
今
回
は
、
絵
画
で
は
黙
庵
霊
淵

筆
「
四
睡
図
」、
伝
周
文
筆
「
四
季
山
水
図
」、
伝

雪
舟
筆
「
四
季
花
鳥
図
」（
以
上
重
文
）
に
狩
野

探
幽
筆
「
達
磨
渡
江
図
」
を
展
示
し
、
江
戸
時
代

初
期
の
大
名
文
化
が
室
町
時
代
の
北
山
文
化
や
東

山
文
化
へ
の
憧
憬
を
基
に
展
開
し
た
こ
と
を
跡
づ

け
て
み
ま
し
た
。
そ
し
て
会
期
が
「
日
本
伝
統
工

芸
展
金
沢
展
」
と
も
重
な
っ
た
こ
と
か
ら
、「
百

工
比
照
」
か
ら
「
金
色
類
」、「
木
之
類
」
の
す
べ

て
と
釘
隠
引
手
、
釘
隠
金
具
の
造
形
的
に
人
気
が

高
い
も
の
を
選
ん
で
展
示
し
、
県
内
外
の
方
々
か

ら
工
芸
王
国
石
川

の
奥
深
さ
を
改
め

て
知
る
こ
と
が
で

き
た
と
好
評
を
い

た
だ
き
ま
し
た
。

　

本
展
は
能
登
出
身
や
、
同
地
区
で
現
在
、
制
作

活
動
中
の
彫
刻
家
に
焦
点
を
絞
っ
た
展
示
で
し

た
。
各
作
家
の
最
新
作
を
は
じ
め
代
表
作
を
ご
出

品
い
た
だ
き
、
た
い
へ
ん
彩
り
豊
か
な
展
示
と
な

り
ま
し
た
こ
と
を
各
位
に
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。

展
示
作
品
は
各
作
品
の
制
作
テ
ー
マ
・
表
現
そ
し

て
彫
刻
素
材
が
そ
れ
ぞ
れ
異
な
り
を
み
せ
、
各
作

家
の
個
性
が
反
映
し
た
も
の
で
、
そ
れ
ら
は
能
登

の
風
土
に
似
て
素
朴
な
が
ら
も
観
る
者
に
確
か
な

存
在
感
を
伝
え
た
も
の
で
あ
っ
た
と
感
じ
て
い
ま

す
。
ま
た
屋
外
設
置
も
可
能
な
彫
刻
の
特
性
か

ら
、
各
作
家
の
屋
外
を
中
心
に
―
特
に
能
登
地
区

に
―
設
置
・
展
示
さ
れ
て
い
る
作
品
に
つ
い
て
も

写
真
で
紹
介
を
す
る
こ
と
が
出
来
、
観
覧
の
皆
様

に
お
い
て
も
、
見
覚
え
の
あ
る
作
品
も
あ
っ
た

の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
、
展
示
を
契
機
に
作

品
・
作
家
と
地
域
が
身
近
に
感
じ
ら
れ
た
の
で
は

な
い
か
と
思
わ
れ
ま
す
。
な
お
作
品
タ
イ
ト
ル
に

係
っ
て
「
月
」
や
「
星
」
が
多
く
目
に
付
き
ま
し

た
。
本
展
出
品
の
現
役
作
家
十
三
人
、
計
二
十
一

点
中
、
七
点
ま
で
も
が
そ
う
で
あ
り
、
能
登
の
彫

刻
家
に
は
ロ
マ
ン
チ
ス

ト
が
多
く
い
る
の
か
な

と
微
笑
ま
せ
て
く
れ
る

と
共
に
、
今
日
的
に
環

境
・
自
然
へ
の
関
心
の

表
れ
も
あ
っ
た
か
と
感

じ
て
い
ま
す
。

　

本
展
は
、
大
正
元
年
金
沢
市
に
生
ま
れ
漆
の

道
を
極
め
て
、
蒔
絵
の
重
要
無
形
文
化
財
保
持

者
（
人
間
国
宝
）
に
認
定
さ
れ
た
寺
井
直
次
氏

の
、
生
誕
一
〇
〇
年
を
記
念
し
て
開
催
い
た
し
ま

し
た
。
初
期
か
ら
晩
年
に
至
る
漆
芸
作
品
七
〇
点

に
、
ス
ケ
ッ
チ
や
下
絵
を
加
え
て
、
寺
井
氏
の
創

作
活
動
の
軌
跡
を
回
顧
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
し

た
。
会
場
は
、「
昭
和
前
期
―
さ
ま
ざ
ま
な
技
法

の
習
得
」「
大
作
の
時
代
―
昭
和
二
〇
～
三
〇
年

代
」「
昭
和
中
期
―
卵
殻
技
法
の
展
開
」「
昭
和
後

期
～
平
成
―
金
胎
蒔
絵
の
確
立
」「
多
様
な
美
の

創
造
」「
小
さ
な
美
の
世
界
」「
ス
ケ
ッ
チ
・
下

絵
」
と
、
そ
れ
ぞ
れ
テ
ー
マ
を
設
け
て
構
成
し
ま

し
た
。
や
や
煩
雑
で
わ
か
り
に
く
い
部
分
も
あ
っ

た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
ま
す
が
、
で
き
る
だ

け
解
説
な
ど
を
置
い
て
作
品
鑑
賞
の
手
助
け
と
な

る
よ
う
努
め
ま
し
た
。

　

会
期
中
は
、
天
候
不
順
の
な
か
、
多
く
の
方
に

ご
来
館
い
た
だ
き
、
ま
こ
と
に
あ
り
が
と
う
ご
ざ

い
ま
し
た
。
ま
た
、

本
展
開
催
に
あ
た
り

多
大
な
ご
協
力
を
賜

り
ま
し
た
ご
遺
族
並

び
に
関
係
各
位
に
対

し
、
あ
ら
た
め
て
厚

く
お
礼
申
し
上
げ
ま

す
。

展覧会回顧

この秋開催した特別陳列
� 平成24年10月25日～11月28日

前
田
育
徳
会
尊
經
閣
文
庫
分
館

第
４
展
示
室

第
５
展
示
室

加
賀
藩
の
美
術
工
芸

能
登
の
彫
刻
家
た
ち

生
誕
一
〇
〇
年
記
念

�

寺
井
直
次
の
漆
の
美
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ど
こ
で
も
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
（
学
校
出
前
講
座
）

　

十
一
月
の
学
校
出
前
講
座
は
、

小
松
市
立
今
江
小
学
校
、
か
ほ

く
市
立
金
津
小
学
校
、
羽
咋
市

立
邑
知
小
学
校
で
行
わ
れ
ま
し

た
。
十
一
月
に
も
な
る
と
天
候
が

悪
い
日
が
多
く
、
展
示
会
場
へ
の

作
品
の
搬
出
入
時
の
雨
が
気
に
な

り
ま
す
。
幸
い
、
ど
の
日
も
不
安

定
な
天
気
な
が
ら
雨
は
何
と
か
さ

け
て
開
催
す
る
こ
と
が
出
来
ま
し
た
。
ア
ー
ト
ゲ
ー
ム
・
対
話
型

鑑
賞
・
自
由
鑑
賞
と
活
動
を
変
え
な
が
ら
の
鑑
賞
を
体
験
し
て
頂

き
、
こ
の
十
一
月
に
行
わ
れ
た
三
校
で
今
年
度
予
定
し
て
い
た
出

前
講
座
は
す
べ
て
終
了
い
た
し
ま
し
た
。

キ
ッ
ズ
プ
ロ
グ
ラ
ム

　

十
一
月
十
一
日
（
日
）、
特
別
陳
列
「
寺
井
直
次
の
漆
の
美
」

の
小
学
生
親
子
の
鑑
賞
会
「
寺
井
直
次
の
わ
ざ
に
せ
ま
る
」
が
行

わ
れ
ま
し
た
。
最
近
で
は
家
に
漆
器
が
な
く
、
漆
に
馴
染
み
の
な

い
子
ど
も
た
ち
も
い
ま
し
た
が
、
寺
井
直
次
さ
ん
の
展
示
室
で
の

好
き
な
形
や
模
様
見
つ
け
で
は
、
一
所
懸
命
に
注
目
し
て
い
ま
し

た
。
今
回
は
寺
井
直
次
さ
ん
の
作

品
で
目
を
引
く
卵
殻
の
技
法
に
も

挑
戦
し
て
も
ら
い
ま
し
た
。
卵
を

貼
る
の
は
細
か
い
作
業
だ
け
に
、

皆
真
剣
で
す
。
貝
の
破
片
で
螺
鈿

も
ち
ょ
っ
ぴ
り
体
験
で
き
、
お

し
ゃ
れ
に
な
っ
た
手
作
り
の
黒
い

紙
箱
を
大
事
そ
う
に
持
ち
帰
る
参

加
者
の
皆
さ
ん
で
し
た
。

　

日
展
を
代
表
す
る
風
景
画
家
、
村
田
省
蔵
氏
（
芸
術
院
会
員
）
の
展
覧
会
が
い

よ
い
よ
開
催
で
す
。
学
生
時
代
か
ら
近
作
ま
で
を
辿
る
こ
と
で
、
現
在
多
く
の

人
々
を
魅
了
し
て
や
ま
な
い
色
彩
豊
か
な
風
景
画
は
、
確
か
な
描
写
力
に
裏
打
ち

さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
本
展
に
出
品
さ
れ
た
九
十
四
点
は
、

い
ず
れ
も
氏
の
各
時
代
を
代
表
す
る
作
品
で
す
。
そ

れ
ら
を
網
羅
し
た
本
展
図
録
は
、
氏
の
バ
イ
オ
グ
ラ

フ
ィ
ー
と
も
い
え
る
で
し
ょ
う
。
手
元
に
置
い
て
、

本
展
の
感
動
を
繰
り
返
し
味
わ
い
た
い
一
冊
の
完
成

で
す
。�

定
価
二
〇
〇
〇
円

ミュージアムレポート

どこでもミュージアム／キッズプログラム

一
月
の
行
事
予
定

　

友
の
会
会
員
の
皆
様
に
、
う
れ
し
い
特
典
が
追
加
さ
れ
ま
し
た
。

　

平
成
二
十
五
年
一
月
四
日
よ
り
、
館
内
の
カ
フ
ェ
「
ル 

ミ
ュ
ゼ 

ド 

ア
ッ
シ
ュ

Ｋ
Ａ
Ｎ
Ａ
Ｚ
Ａ
Ｗ
Ａ
」
で
友
の
会
会
員
証
を
提
示
し
て
頂
き
ま
す
と
、
ド
リ
ン
ク

二
〇
〇
円
引
の
特
典
が
受
け
ら
れ
ま
す
（
土
日
祝
を
除
く
）。
会
員
の
皆
様
に
は

展
覧
会
の
ご
鑑
賞
は
も
ち
ろ
ん
、
カ
フ
ェ
も
ご
利
用
頂
き
や
す
く
な
り
ま
し
た
。

友
の
会
の
皆
様
に
新
し
い
特
典

ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
シ
ョ
ッ
プ
通
信

■
土
曜
講
座�

午
後
１
時
30
分　

講
義
室�

聴
講
無
料

19
日（
土
）
山
川
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
と
金
沢
の
文
化

高
嶋　

清
栄 

学
芸
第
二
課
長

26
日（
土
）
竹
沢
基
と
金
沢
の
油
絵

二
木
伸
一
郎 

普
及
課
長

■
ビ
デ
オ
上
映
会�

午
後
１
時
30
分　

美
術
館
ホ
ー
ル�

入
場
無
料

６
日（
日
）

日
本
の
原
風
景
を
求
め
て�

日
本
藝
術
院
会
員 

村
田　

省
蔵　

36
分

日
本
の
巨
匠
６　

生
活
を
描
く�

吉
井　

淳
二　

13
分

■
キ
ッ
ズ
プ
ロ
グ
ラ
ム�

午
後
１
時
30
分　

講
義
室�

参
加
無
料

20
日（
日
）
竹
沢
基
展
鑑
賞
講
座
「
木
炭
で
絵
を
か
く
っ
て
???
」
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室
町
時
代
か
ら
の
彫
金
の
家
柄
と
し
て
著
名
な
後
藤
家
は
、

加
賀
藩
前
田
家
の
御
用
を
受
け
、
調
度
品
や
装
剣
小
道
具
の
製

作
を
行
い
、
ま
た
藩
の
御
細
工
所
で
職
人
の
指
導
に
あ
た
り
ま

し
た
。

　

加
賀
象
嵌
は
、
後
藤
家
の
象
嵌
技
法
を
さ
ら
に
一
歩
進
め
た

平
象
嵌
で
す
。
文
様
の
線
や
点
、
図
柄
の
す
べ
て
を
彫
っ
た
表

面
よ
り
彫
り
下
げ
た
底
の
部
分
を
広
く
し
、
そ
の
部
分
に
他
の

金
属
を
打
ち
込
む
と
底
の
部
分
に
広
が
っ
て
、
打
ち
込
ん
だ
金

属
が
抜
け
な
い
と
い
う
特
殊
な
技
法
で
す
。
江
戸
時
代
前
期

頃
、
鐙
に
こ
の
技
術
が
用
い
ら
れ
、
そ
の
華
麗
な
意
匠
と
堅
牢

さ
に
よ
り
、
加
賀
象
嵌
と
い
え
ば
象
嵌
鐙
を
指
す
ほ
ど
ま
で
全

国
に
知
れ
渡
り
ま
し
た
。
明
治
維
新
後
、
銅
器
会
社
で
こ
の
技

術
の
復
興
が
行
わ
れ
、
銅
器
に
象
嵌
を
施
し
た
海
外
輸
出
品
が

製
作
さ
れ
ま
し
た
が
、
そ
の
後
衰
退
し
ま
し
た
。

　

水
野
家
は
、
日
本
金
工
界
の
統
領
で
あ
っ
た
後
藤
家
の
代
理

と
し
て
、
金
沢
に
お
い
て
金
工
職
人
た
ち
を
率
い
て
き
た
家
柄

で
す
。
作
者
の
八
代
水
野
源
六
は
金
沢
に
生
ま
れ
、
一
八
七
七

年
（
明
治
十
）
金
沢
に
設
立
さ
れ
た
銅
器
会
社
で
は
職
工
棟
取

と
し
て
活
躍
し
た
名
工
で
す
。

　

本
作
品
は
、
雪
持
松
に
鷹
図
を
写
生
風
に
金
、
銀
、
赤

し
ゃ
く

銅ど
う

の
象
嵌
に
毛
彫
を
加
え
て
力
強
く
表
現
し
、
裏
面
に
は
対
比
的

に
一
羽
の
か
れ
ん
な
小
鳥
を
配
し
て
い
ま
す
。
鷹
を
よ
く
見
る

と
、
羽
を
休
め
て
い
る
の
で
は
な
く
、
飛
び
立
と
う
と
す
る
寸

前
の
よ
う
で
あ
り
、
静
か
ら
動
へ
の
一
瞬
を
捕
ら
え
た
緊
張
感

あ
ふ
れ
る
画
面
と
な
っ
て
い
ま
す
。
銀
製
の
火ほ

屋や

（
蓋
）
に
は

雪
の
結
晶
を
イ
メ
ー
ジ
し
た
六
角
形
の
文
様
七
種
を
、
象
嵌
と

透
か
し
彫
り
で
配
し
て
い
ま
す
。
明
治
時
代
工
芸
の
特
徴
の
一

つ
で
あ
る
絵
画
調
の
優
品
で
す
。

（
こ
の
作
品
は
一
月
四
日
か
ら
の
『
明
治
の
工
芸
』
展
に
て
展
示
し
て

い
ま
す
。）

次回の展覧会　会期：2月15日（金）～3月23日（土）

前田育徳会
尊經閣文庫分館 第2展示室 第3展示室

前田家の婚礼調度 蘇る赤羽刀 田辺栄次郎展
―南仏の光―




