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山崎百々雄展
前田藤四郎と甲冑･陣羽織 ［後期］

琳派

山崎百々雄 《挿絵原画「英雄ここにあり」柴田錬三郎》 伝俵屋宗達 《はんかい草の図》
江戸時代 17世紀

挿画の鬼才

● 7月の企画展示室

● 7月の行事予定

● 新収蔵品紹介

● バスツアー報告

● ミュージアムレポート

● 展覧会回顧「脇田和展ー鳥に詠うー」

● 企画展Topics

● アラカルト ただいま展示中

前田育徳会尊經閣文庫分館

第2展示室

優品選 第4・6展示室

第3・4展示室

生活の中の工芸 第5展示室
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展示室風景 挿絵 山崎百々雄
《池波正太郎「さむらい劇場」より》

　

前
号
で
ふ
れ
た
よ
う
に
、日
本
に
は
古
来
、「
文
学
と
絵

画
が
融
合
し
た
文
化
」が
根
付
い
て
お
り
、そ
の
よ
う
な

土
壌
か
ら
は
多
く
の
名
作
が
生
ま
れ
ま
し
た
。江
戸
時
代

末
に
は
読
本
に
浮
世
絵
師
に
よ
る
挿
絵
が
付
き
、人
気
を

博
し
ま
す
。そ
し
て
明
治
に
入
る
と
新
聞
に
掲
載
さ
れ

た
、い
わ
ゆ
る「
新
聞
小
説
」が
新
聞
の
売
れ
行
き
を
左
右

す
る
よ
う
な
り
ま
す
。そ
こ
で
も
挿
絵
の
持
つ
訴
求
力
は

高
く
、月
岡
芳
年
、水
野
年
方
、梶
田
半
古
、鏑
木
清
方
ら

浮
世
絵
系
の
画
家
が
大
い
に
筆
を
揮
い
ま
し
た
。

　

し
か
し
、自
ら
の
小
説
に
挿
絵
が
入
る
こ
と
を
よ
し
と

し
な
い
作
家
も
い
ま
し
た
。「
金
色
夜
叉
」の
尾
形
紅
葉
は

「
全
体
小
説
に
挿
絵
を
入
れ
る
と
い
ふ
の
は
、分
ら
な
い

話
で
、何
も
画
の
力
を
借
り
る
程
な
ら
、筆
で
以
て
そ
れ

だ
け
の
事
を
や
ツ
て
見
せ
る
の
が
我
々
小
説
家
の
技
倆
だ
」

と
い
う
言
葉
を
の
こ
し
て
い
ま
す
。対
し
て
画
家
の
立
場

か
ら
は
木
村
荘
八
が
、本
文
と
挿
絵
の
関
係
を「
浄
瑠
璃
の

太
夫
と
絃
」に
譬
え
、そ
の
相
乗
効
果
を
述
べ
て
い
ま
す
。

こ
の
譬
え
は
腑
に
落
ち
る
物
が
あ
り
、挿
絵
は
読
者
の
目

を
惹
く
だ
け
で
な
く
、そ
の
想
像
力
を
刺
激
し
、想
像
世
界

を
広
げ
る
も
の
と
い
え
な
い
で
し
ょ
う
か
。ま
た
、挿
絵
画

家
に
は
そ
れ
だ
け
の
技
量
が
求
め
ら
れ
る
の
で
す
。昭
和

文
芸
界
で
華
々
し
く
活
躍
し
た
司
馬
遼
太
郎
や
池
波
正
太

郎
、柴
田
錬
三
郎
ら
の
名
作
に
多
く
の
挿
絵
を
提
供
し
た

山
崎
百
々
雄
の
作
品
も
、読
む
人
の
想
像
を
は
る
か
に
超

え
た
世
界
を
提
供
し
た
は
ず
で
す
。わ
ず
か

20
セ
ン
チ

メ
ー
ト
ル
四
方
に
描
か
れ
た
情
景
は
、登
場
人
物
の
心
情

か
ら
悠
久
の
歴
史
ま
で
、壮
大
に
描
き
だ
し
て
い
ま
す
。

6月16日（木）～7月18日（月・祝） 会期中無休

第3・4展示室

　

今
回「
名
物
前
田
藤
四
郎
」の
公
開
を
き
っ
か
け
に
、石

川
県
立
美
術
館
の
存
在
を
知
っ
た
と
い
う
方
が
多
く
い

ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
。ま
た
近
年
、刀
剣
を
鑑
賞
す
る
こ
と

が
で
き
る
美
術
館
と
し
て
当
館
が
紹
介
さ
れ
る
機
会
も

多
く
な
り
ま
し
た
。こ
れ
ま
で
、ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
加

賀
文
化
と
い
え
ば
美
術
工
芸
に
重
点
が
置
か
れ
る
傾
向

が
あ
り
ま
し
た
が
、加
賀
文
化
を
推
進
し
た
加
賀
藩
主
・

前
田
家
の
姿
勢
は
、先
祖
と
定
め
た
菅
原
道
真
に
な
ら
い

文
武
二
道
の
精
神
を
根
幹
と
し
て
い
ま
す
。そ
こ
で
、武

の
側
面
か
ら
加
賀
文
化
を
包
括
的
に
と
ら
え
直
し
て
い

た
だ
く
一
助
と
な
れ
ば
、と
の
思
い
で
今
回
の
特
集
を
企

画
し
ま
し
た
。

　

名
物
刀
剣
の
所
持
は
武
家
の
ス
テ
イ
タ
ス
を
如
実
に

示
す
も
の
で
あ
り
、昨
年
の「
加
賀
前
田
家 

百
万
石
の
名

宝
」展
で
展
示
さ
れ
た
三
口
と
と
も
に「
名
物
前
田
藤
四

郎
」が
伝
え
ら
れ
た
こ
と
は
、前
田
家
が
藩
祖
・
利
家
以
来

天
下
人
と
渡
り
合
え
る
家
柄
だ
っ
た
こ
と
を
雄
弁
に
物

語
っ
て
い
ま
す
。そ
れ
ゆ
え
に
、そ
の
家
柄
に
ふ
さ
わ
し
い

装
い
が
戦
場
で
も
求
め
ら
れ
た
こ
と
は
言
う
ま
で
も
あ
り

ま
せ
ん
。今
回
展
示
し
て
い
る
甲
冑
と
陣
羽
織
は
、こ
う
し

た
社
会
的
要
請
を
背
景
と
し
て
制
作
さ
れ
た
も
の
で
す
。

特
に
注
目
い
た
だ
き
た
い
の
は
、学
者
大
名
と
し
て
世
に

知
ら
れ
た
五
代
藩
主
・
前
田
綱
紀
が
所
用
し
た
も
の
で
す
。

た
と
え
ば
陣
羽
織
で
は
、《
百
工
比
照
》に「
羽
織
類
絵
図
」

が
あ
る
と
お
り
、綱
紀
は
諸
大
名
の
陣
羽
織
の
形
状
や
意

匠
を
体
系
的
に
調
査
し
た
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。そ
こ
に

は
、自
身
が
着
用
す
る
も
の
の
オ
リ
ジ
ナ
リ
テ
ィ
を
検
証

す
る
意
図
も
あ
っ
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

6月16日（木）～7月18日（月・祝） 会期中無休

名物前田藤四郎と
甲冑･陣羽織［後期］

前田育徳会尊經閣文庫分館
挿画の鬼才
山崎百々雄展
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｢

組
み
合
わ
せ｣

を
楽
し
む
こ
と
が
、生
活
の
中
に
工
芸

品
を
い
か
す
醍
醐
味
で
あ
る
│
先
月
号
で
は
こ
の
よ
う

に
記
し
ま
し
た
。同
じ
目
的
の
た
め
に
つ
く
ら
れ
て
い
て

も
、素
材
や
形
態
の
違
い
に
よ
っ
て
印
象
は
が
ら
り
と
か

わ
り
ま
す
。生
活
の
様
々
な
場
面
に
お
い
て
、ふ
さ
わ
し

い
品
を
選
び
、組
み
合
わ
せ
る
。こ
れ
は
誰
し
も
、字
義
通

り
日
常
的
に
経
験
し
て
い
る
こ
と
で
し
ょ
う
。

　

さ
て
こ
の｢

組
み
合
わ
せ｣

、茶
道
に
お
い
て
は｢

取
り

合
わ
せ｣

と
名
を
変
え
、茶
わ
ん
・
棗
・
茶
杓
・
釜
・
水
指
な

ど
、あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
種
類
の
工
芸
品
が
一
堂
に
会
し
ま

す
。取
り
合
わ
せ
か
ら
生
ま
れ
る
調
和
や
変
化
を
楽
し
む

こ
と
は
、茶
道
の
大
き
な
魅
力
の
ひ
と
つ
で
す
。と
り
わ

け
当
館
の
位
置
す
る
金
沢
は
、加
賀
藩
政
期
か
ら
茶
の
湯

文
化
が
さ
か
え
た
こ
と
で
知
ら
れ
、現
在
で
も
生
活
の
中
で

茶
道
を
た
し
な
む
方
が
多
く
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
。そ
こ

で
今
回
は｢

点
て
る｣

と
題
し
、展
示
室
の
片
隅
に
茶
席
を

再
現
し
ま
し
た
。棗
は
保
谷
美
成《
流
水
平
棗
》、水
指
は
北

大
路
魯
山
人《
染
付
波
飛
魚
図
水
指
》、掛
物
は
水
辺
で
魚

を
咥
え
あ
げ
た
鵜
を
描
く
、二
代
松
本
佐
吉《
鵜
図
大
皿
下

絵
》、さ
ら
に
氷
見
晃
堂《
鉄
刀
木
茶
杓
》の
銘
は「
渓
水
」

と
、水
づ
く
し
の
取
り
合
わ
せ
で
す
。茶
わ
ん
が
開
発
文
七

《
焼
締
白
釉
楽
茶
盌 

銘
嬉
涙
》な
の
は
水
づ
く
し
の
ご
愛

敬
。い
ず
れ
も
名
だ
た
る
巨
匠
の
手
に
な
る
作
品
で
す
が
、

こ
う
し
て
取
り
合
わ
せ
て
み
て
も
、き
つ
く
主
張
し
す
ぎ

ず
、ま
さ
に「
用
の
美
」と
い
っ
た
と
こ
ろ
で
し
ょ
う
か
。

　

じ
っ
と
り
と
汗
ば
む
よ
う
な
季
節
が
続
き
ま
す
が
、茶

席
の
前
で
皆
さ
ま
そ
れ
ぞ
れ
の
取
り
合
わ
せ
を
想
像
し
つ

つ
、涼
ん
で
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
す
。

　

今
回
は
、俵
屋
宗
達
と
尾
形
光
琳
を
つ
な
い
だ
重
要
な

画
家
で
あ
る
、俵
屋
宗
雪
と
喜
多
川
相
説
の
作
品
に
注
目

し
た
い
と
思
い
ま
す
。宗
雪
の
県
文《
群
鶴
図
》は
、や
ま
と

絵
の
伝
統
に
立
脚
し
た
宗
達
様
式
と
、漢
画
的
な
狩
野
派

様
式
の
融
合
を
図
っ
た
意
欲
作
で
す
。特
に
鶴
の
羽
に
認

め
ら
れ
る
線
描
に
よ
る
力
強
さ
の
表
現
は
、狩
野
派
の
深

い
学
習
を
う
か
が
わ
せ
る
も
の
で
あ
り
、群
鶴
と
い
う
モ

テ
ィ
ー
フ
の
選
択
と
合
わ
せ
て「
武
家
好
み
」を
念
頭
に
置

い
た
作
品
と
解
釈
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。そ
し
て
、こ
の

よ
う
な
宗
達
様
式
か
ら
の
飛
躍
は
、加
賀
藩
三
代
藩
主
・
前

田
利
常
と
い
う
パ
ト
ロ
ン
の
強
力
な
指
導
に
よ
る
も
の
と

考
え
ら
れ
ま
す
。

　

続
い
て
相
説
の
県
文《
秋
草
図
》で
す
。萩
、薄
、芙
蓉
、

菊
、葉
鶏
頭
、桔
梗
、葛
、数
珠
玉
、壇
特
、秋
海
棠
な
ど
の

秋
草
が
、淡
彩
を
基
調
と
し
て
時
に
鮮
や
か
な
彩
色
を
交

え
な
が
ら
律
動
感
を
も
っ
て
描
か
れ
て
い
ま
す
。江
戸
時

代
に
は
、本
草
学
へ
の
関
心
が
高
ま
っ
た
こ
と
を
受
け
て
、

動
植
物
の
図
譜
が
数
多
く
制
作
さ
れ
ま
し
た
。本
作
に
は
、

図
譜
の
形
で
紹
介
さ
れ
て
き
た
植
物
を
、よ
り
自
然
な
形

で
表
現
し
よ
う
と
い
う
意
図
が
感
じ
ら
れ
ま
す
。そ
れ
は
、

本
草
学
か
ら
実
際
の
自
然
観
察
へ
と
、鑑
賞
者
の
向
学
心

を
高
め
る
教
育
的
配
慮
と
も
解
釈
す
る
こ
と
が
で
き
ま

す
。こ
う
し
た
制
作
姿
勢
は
、加
賀
藩
五
代
藩
主
・
前
田
綱

紀
の
博
物
学
的
関
心
に
よ
っ
て
方
向
付
け
ら
れ
た
も
の
と

考
え
ら
れ
ま
す
。綱
紀
は
、自
ら
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
を
実

践
し
て
い
ま
す
。そ
こ
で
綱
紀
の
目
に
ふ
れ
る
可
能
性
が

あ
る
草
花
図
を
描
く
画
家
た
ち
は
、か
な
り
緊
張
し
た
の

で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

県文 喜多川相説 《秋草図》（左隻）北大路魯山人 《染付波飛魚図水指》

6月16日（木）～7月18日（月・祝） 会期中無休

生活の中の工芸
第5展示室

琳派
第2展示室

6月16日（木）～7月18日（月・祝） 会期中無休

カ
ン
ナ

た
が
や
さ
ん
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本
県
ゆ
か
り
の
油
彩
作
家
の
特
徴
は
、人
物
、風
景
と
も
に
、

重
厚
で
オ
ー
ソ
ド
ッ
ク
ス
な
表
現
を
基
調
と
し
て
い
る
こ
と

で
し
ょ
う
。む
ろ
ん
写
実
や
幻
想
と
い
っ
た
、方
向
性
の
違
い

は
あ
り
ま
す
が
、対
象
を
見
据
え
て
描
く
形
の
的
確
さ
、そ
し

て
、油
絵
具
と
い
う
画
材
の
構
築
性
を
存
分
に
う
か
が
わ
せ
る

絵
肌
へ
の
こ
だ
わ
り
は
、共
通
し
て
い
ま
す
。今
回
の
優
品
選

で
は
、鴨
居
玲
の《
1
9
8
2
年 

私
》、清
水
錬
徳
の《
戸
隠
山
》、

高
光
一
也
の《
ポ
ン
ペ
イ
の
旅 

Ⅱ
》、南
政
善《
黒
い
タ
イ
ツ
》、

宮
本
三
郎《
裸
女
達
に
捧
ぐ
》な
ど
の
名
品
と
共
に
藤
森
兼
明
、

村
田
省
蔵
な
ど
現
存
大
家
の
作
品
を
ご
覧
い
た
だ
き
ま
す
。

　

彫
刻
で
は
以
下
の
二
点
を
紹
介
し
ま
す
。松
田
尚
之《
人

魚
》は
物
語
に
登
場
す
る
マ
ー
メ
イ
ド
姿
の
も
の
で
、膝
か

ら
上
を
女
性
、下
を
魚
で
表
し
て
い
ま
す
。空
想
上
の
も
の
を

作
品
化
す
る
た
め
、作
者
は
大
胆
な
形
の
強
調
・
省
略
を
行

い
、詩
情
溢
れ
る
作
品
と
し
ま
し
た
。高
橋
清《
人
と
ト
ラ

ロ
ッ
ク
》も
古
代
中
南
米
の
雨
と
雷
の
神
ト
ラ
ロ
ッ
ク
を

テ
ー
マ
に
し
た
作
品
で
す
。作
者
は
硬
い
原
木
に
鑿
を
あ
て

な
が
ら
素
材
と
の
対
話
を
通
し
、樹
魂
を
感
じ
さ
せ
る
独
自

の
フ
ォ
ル
ム
を
形
成
し
て
い
ま
す
。

　

日
本
画
の
濱
田
観《
初
夏
の
花
》は
立
葵
を
正
面
か
ら
捉

え
た
大
作
。奇
を
て
ら
う
こ
と
な
く
、対
象
に
忠
実
で
あ
ろ

う
と
し
た
作
品
で
す
。石
川
義《
山
里
》は
竹
藪
の
し
ぶ
い
黄

金
色
と
ひ
っ
そ
り
と
し
た
集
落
と
の
対
比
も
美
し
く
、将
来

の
日
展
史
に
も
残
ろ
う
か
と
い
う
品
格
を
備
え
て
い
ま
す
。

　

そ
の
ほ
か
版
画
、素
描
で
は
脇
田
和
作
品
を
中
心
に
展
示

し
ま
す
。

優品選
第4・6展示室

6月16日（木）～7月18日（月・祝）
会期中無休

今月の企画展示室

7月14日（木）～18日（月・祝） 会期中無休

鴨居玲 《1982年 私》

第8・9展示室
第37回清光書展

　

書
は
文
字
を
素
材
と
す
る
│
芸
術
で
あ
る
。こ
と
ば
が
文
字

で
掲
載
さ
れ
、そ
の
字
を
美
し
く
書
く
。書
の
歴
史
は
、用
美
一

体
の
な
か
で
そ
れ
を
芸
術
に
ま
で
昇
華
さ
せ
た
世
界
に
誇
り

う
る
文
字
を
素
材
と
し
た
芸
術
で
あ
る
。そ
の
文
字
が
漢
字
と

仮
名
で
あ
る
。文
学
作
品
の
う
ち
、そ
の
短
い
も
の
は
書
と
の

合
体
し
た
美
が
創
出
で
き
る
は
ず
で
あ
る「
文
字
を
素
材
と
す

る
書
」│
芸
術
的
表
現
と
い
え
ど
も
、現
代
の
人
達
の
読
め
る

も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
も
の
で
あ
る
。

　

前
会
長
氷
田
光
風
氏
が
逝
去（
平
成
十
八
年
四
月
三
十
日
）

さ
れ
て
十
年
が
経
過
し
た
。清
光
書
道
会
が
主
催
す
る
書
展

も
、以
後
中
断
し
て
い
た
が
、今
回
開
催
に
併
せ
て
会
長
の「
氷

田
清
風
所
業
七
十
年
」の
足
跡
と
し
て
の
資
料
を
展
示
す
る
。

◇
入
場
無
料

◇
連
絡
先
／
金
沢
市
泉
野
町
四
丁
目
二
十
番
地
十
六
号

　
　
　
　
　

電
話
：
〇
七
六
│
二
四
四
│
七
三
五
四

七
月
の
行
事
予
定

■
土
曜
講
座

午
後
1
時
30
分
〜　

美
術
館
講
義
室　
　

聴
講
無
料

寺
川　

和
子

有
賀　
　

茜

高
嶋　

清
栄

村
瀬　

博
春

　
日（
土
）

2

光
琳
の
継
承
者
た
ち
│
京
琳
派
の
謎
│

　
日（
土
）

23

日
本
の
型
紙
と
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
美
術

　
日（
土
）

9

前
田
綱
紀
と
前
田
利
為

　
日（
土
）

16

久
隅
守
景《
四
季
耕
作
図
》を
読
み
解
く

■
キ
ッ
ズ
プ
ロ
グ
ラ
ム

午
後
1
時
30
分
〜　

2
F
ロ
ビ
ー
集
合　

参
加
無
料

　
日（
日
）

３１

小
学
生
親
子
鑑
賞
講
座

　
　
　
　
　
「
ア
ー
ト
か
ら〈
も
の
が
た
り
〉を
つ
く
ろ
う
」
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陶
磁

木
工

日
本
画

日
本
画

日
本
画

油
彩
画

油
彩
画

油
彩
画

油
彩
画

油
彩
画

油
彩
画

油
彩
画

油
彩
画

油
彩
画

版
画

色
絵
瓜
図
輪
花
鉢 

吉
田
屋
窯

桑
造
方
盛
器

渓
流
に
子
ど
も

道静
物

家
族

岸
加
八
郎
氏
肖
像

刻
・
遠
い
み
ち

刻（
と
き
）

ジ
プ
シ
ー
の
男

少
年
と
鳥

ポ
ン
コ
ツ
車
を
誘
導
す
る
鳥

二
つ
の
安
居

一
つ
咲
く
花

あ
！
E
の
海
だ

江
戸 

十
九
世
紀

平
成
二
十
四
年

昭
和
二
十
年
代

平
成
二
十
二
年

昭
和
二
十
七
年

昭
和
五
年

昭
和
二
十
八
年

平
成
十
五
年

平
成
十
六
年

昭
和
三
年

昭
和
三
十
二
年

昭
和
五
十
六
年

平
成
七
年

平
成
八
年

昭
和
四
十
六
年

石
森
昭
文
氏
寄
附

川
北
良
造
氏
寄
附

室
谷　

勉
氏
寄
附

西
出
育
美
氏
寄
附

山
本
喆
子
氏
寄
附

池
田
模
範
堂
寄
附

岸　

弘
市
氏
寄
附

西
田
伸
一
氏
寄
附

本
山
二
郎
氏
寄
附

（
一
財
）脇
田
美
術
館
寄
附

（
一
財
）脇
田
美
術
館
寄
附

（
一
財
）脇
田
美
術
館
寄
附

（
購
入
）

（
購
入
）

本
郷　

茂
氏
寄
附

川
北　

良
造

木
村　

杏
園

西
出　

茂
弘

山
本　

知
克

有
岡　

一
郎

高
光　

一
也

西
田　

伸
一

本
山　

二
郎

脇
田　
　

和

脇
田　
　

和

脇
田　
　

和

脇
田　
　

和

脇
田　
　

和

靉
嘔

他
1
点

他
6
点

他
1
点

他
13
点

他
2
点

他
2
点

他
314
点

他
84
点

図
①

図
②

図
③

図
④

図
⑤

図
⑥

図
⑦

図
⑧

図
⑨

図
⑩

図
⑪

図
⑫

図
⑬

新収蔵となった作品

平成27年度新収蔵点数 443点
収蔵品総計（平成28年3月31日 現在） 3,739点

平成27年度

② ①

⑦

③

④

⑩

⑥

⑨

⑫⑪⑤⑧

⑬
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平成28年5月14日（土）

第14回バスツアー報告

まちに守られた、平安のみほとけ
─越前を旅する─

　
「
ま
ち
に
守
ら
れ
た
、平
安
の
み
ほ
と
け
」と
題
し
、福
井
県
越
前
地
方
を

巡
り
ま
し
た
。度
重
な
る
災
害
や
戦
禍
、そ
し
て
廃
仏
毀
釈
と
い
っ
た
歴
史

の
荒
波
を
乗
り
越
え
た
、貴
重
な
文
化
財
を
ご
覧
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

午
前
中
は
ま
ず
、福
井
市
立
郷
土
歴
史
博
物
館
へ
。学
芸
員
・
田
中
さ

ん
の
説
明
を
聞
き
な
が
ら
、福
井
の
歴
史
を
追
い
ま
す
。さ
ら
に
養
浩
館

庭
園
へ
出
て
、美
し
い
緑
の
中
を
散
策
し
ま
し
た
。次
に
向
か
っ
た
の
は

大
谷
寺
。泰
澄
が
寂
し
た
地
と
さ
れ
、平
安
・
鎌
倉
時
代
の
仏
像
が
数
多

く
の
こ
さ
れ
て
い
ま
す
。西
山
住
職
が
特
別
に
宝
蔵
を
開
い
て
く
だ
さ

る
と
、皆
さ
ま
熱
心
に
の
ぞ
き
込
ん
で
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
し
た
。

　

越
前
そ
ば
の
昼
食
を
は
さ
ん
で
、朝
日
観
音
福
通
寺
へ
。正
観
世
音
菩

薩
立
像
前
の
扉
が
開
か
れ
る
と
、ほ
う
、と
い
う
静
か
な
た
め
息
が
堂
内

を
満
た
し
て
い
ま
し
た
。そ
の
感
動
も
さ
め
ぬ
ま
ま
に
、近
く
の
日
吉
神

社
へ
。福
通
寺
住
職
・
藤
川
さ
ん
の
ユ
ー
モ
ア
を
交
え
た
解
説
に
、笑
い

声
も
聞
か
れ
ま
し
た
。堂
内
に
は
貴
重
な
像
が
多
数
安
置
さ
れ
、近
世
・

近
代
と
修
理
を
重
ね
て
大
切
に
さ
れ
て
き
た
こ
と
が
知
ら
れ
ま
す
。そ

し
て
最
後
に
向
か
っ
た
の
は
八
坂
神
社
。二
手
に
分
か
れ
て
宝
物
館
、本

堂
へ
。本
堂
で
は
権
祢
宜
の
高
橋
さ
ん
か
ら
、平
安
時
代
の
仏
像
が
床
下

か
ら
発
見
さ
れ
た
経
緯
を
う
か
が
い
ま
し
た
。九
十
歳
を
こ
え
て
し
ゃ

き
っ
と
解
説
さ
れ
る
高
橋
さ
ん
か
ら
、元
気
を
も
ら
っ
た
と
い
う
方
も

多
か
っ
た
よ
う
で
す
。

　

中
に
は
ゆ
っ
た
り
と
鑑
賞
す
る

時
間
が
と
れ
な
か
っ
た
箇
所
も
あ

り
、申
し
訳
な
く
思
い
ま
す
。大
き

な
ト
ラ
ブ
ル
も
な
く
ツ
ア
ー
を
終

え
ら
れ
ま
し
た
の
は
、皆
さ
ま
の

ご
理
解
と
ご
協
力
の
お
か
げ
と
存

じ
ま
す
。こ
の
場
を
借
り
て
、御
礼

申
し
上
げ
ま
す
。

　

五
月
八
日（
日
）に
キ
ッ
ズ
・
プ
ロ
グ
ラ
ム「
版
画
っ
て
な
あ
に
？
」が
行
わ
れ
ま

し
た
。ゴ
ー
ル
デ
ン
ウ
ィ
ー
ク
の
最
終
日
と
い
う
こ
と
も
あ
っ
て
、小
さ
い
お
子
さ

ん
を
は
じ
め
と
し
た
ご
家
族
連
れ
で
の
参
加
が
た
く
さ
ん
あ
り
ま
し
た
。小
学
校

で
は
紙
版
画
や
木
版
画
の
制
作
が
行
わ
れ
て
お
り
ま
す
が
、版
画
に
は
紙
や
木
な

ど
で
つ
く
ら
れ
た
版
と
い
う
も
の
が
あ
る
こ
と
、そ
し
て
、絵
と
の
違
い
で
あ
る
複

数
の
作
品
が
で
き
る
こ
と
を
確
認
し
、展
示
室
鑑
賞
を
行
い
ま
し
た
。素
描
作
品
も

含
ま
れ
る
展
示
室
に
入
り
、ま
ず
は
ど
れ
が
版
画
作
品
な
の
か
捜
し
ま
す
。複
数
枚

制
作
で
き
る
と
い
う
版
画
の
特
性
か
ら
、作
者
が
限
定
部
数
を
保
障
す
る
作
品
下

に
つ
け
ら
れ
て
い
る
エ
デ
ィ
シ
ョ
ン
を
手
が
か
り
に
、小
さ
い
子
ど
も
た
ち
も
上

手
に
見
つ
け
て
い
ま
し
た
。次
の
版
の
種
類
を
当
て
る
ク
イ
ズ
は
、難
し
い
問
題
で

し
た
が
、「
家
族
で
真
剣
に
考
え
、話
し
合
っ
た
の
が
楽
し
か
っ
た
」と
の
感
想
も
頂

き
ま
し
た
。最
後
は
手
軽
な
版
画
制
作
体
験
と
し
て
紙
版
画
、ス
チ
レ
ン
ボ
ー
ド
版

画
、ス
テ
ン
シ
ル
版
画
の
中
か
ら
好
き
な
活
動
を
選
ん
で
体
験
し
ま
し
た
。講
座
後

に
書
い
て
も
ら
っ
た
子
ど
も
た
ち
の
感
想
に
は
、「
版
画
っ
て
楽
し
い
！
」と
い
う

言
葉
を
た
く
さ
ん
頂
き
ま
し
た
。

ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
レ
ポ
ー
ト

　
　
「
版
画
っ
て
な
あ
に
？
」
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平成28年4月24日（日）～5月15日（日）

展覧会回顧

　

今
回
の
脇
田
展
は
、新
収
蔵
と
な
っ
た
脇
田
和
作
品
を
ド
イ
ツ
留
学
時

が
ら
晩
年
ま
で
、油
彩
と
素
描
を
時
代
を
追
っ
て
、ま
た
多
彩
な
創
作
を
ご

覧
い
た
だ
く
た
め
に
、水
彩
画
と
版
画
を
か
な
り
多
く
展
示
し
ま
し
た
。前

者
が
90
点
、後
者
が
60
点
で
す
。壁
面
が
窮
屈
か
な
と
い
う
思
い
を
持
た
れ

た
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、脇
田
作
品
の
お
披
露
目
と
い
う
こ
と
で
、ど
う
か

ご
容
赦
く
だ
さ
い
。

　

そ
の
か
わ
り
に
、2
階
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
第
3
、第
4
展
示
室
に
脇
田
和
作

品
の
小
品
を
主
体
に
お
出
し
し
た
の
で
す
が
、こ
ち
ら
は
大
変
ゆ
っ
た
り

と
し
た
展
示
に
い
た
し
ま
し
た
。は
っ
と
息
を
呑
ま
れ
た
方
も
い
ら
っ

し
ゃ
っ
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。今
後
、脇
田
展
を
開
催
す
る
と
き

は
、空
間
を
大
切
に
し
た
展
示
を
と
考
え
て
い
ま
す
。

　

さ
て
、企
画
展
で
は
、順
に
作
品
を
追
っ
て
い
く
と
、ド
イ
ツ
で
の
か
っ

ち
り
と
し
た
描
写
が
、日
本
で
は
曲
線
を
主
体
と
し
た
童
画
的
作
風
に
と

変
わ
っ
た
こ
と
に
ま
ず
驚
き
ま
し
た
。戦
前
期
は
唐
草
文
様
の
よ
う
に
、く

ね
く
ね
と
し
た
曲
線
で
都
会
の
風
俗
を
描
く
こ
と
が
流
行
っ
て
い
た
の
で

す
。戦
後
海
外
の
美
術
動
向
が
伝
わ
っ
て
く
る
と
、作
風
は
ド
イ
ツ
の
鋭
角

的
な
も
の
と
戦
前
の
和
ら
い
だ
も
の
と
が
混
ざ
り
合
っ
て
、脇
田
芸
術
が

完
成
し
て
い
っ
た
こ
と
が
う
か
が
え
ま
す
。さ
す
が
、脇
田
画
伯
自
身
が
自

己
の
基
本
作
品
と
し
て
選
び
抜
い
て
遺
さ
れ
た
作
品
群
で
す
。

　

よ
く
、展
示
の
際
に
、こ
の
絵
の
バ
ッ
ク
に
は
赤
色
の
パ
ネ
ル
を
、あ
の

絵
に
は
黒
の
バ
ッ
ク
を
な
ど
と
思
っ
た
り
す
る
の
で
す
が
、今
回
は
そ
う

し
た
思
い
が
全
く
起
き
ま
せ
ん
で
し
た
。そ

れ
は
脇
田
作
品
の
色
彩
か
ら
、主
張
の
強
く

な
い
淡
い
色
の
組
み
合
わ
せ
で
な
り
た
つ

美
し
い
調
和
を
感
じ
る
た
め
、余
計
な
色
を

加
え
た
く
な
か
っ
た
の
で
す
。

　

今
後
、毎
年
特
集
展
示
を
、5
年
に
1
度
、

大
規
模
展
を
開
催
し
て
い
き
ま
す
の
で
、ど

う
ぞ
お
楽
し
み
に
。

　

秋
季
企
画
展
は
展
覧
会
名
の
と
お
り
、明
治
・
大
正
・
昭
和
を
代
表
す
る
日
本
画
、

油
彩
画
、彫
刻
、そ
し
て
工
芸
各
分
野
の
作
家
、作
品
を
展
観
し
ま
す
。明
治
以
降
の

名
品
を
幅
広
く
チ
ョ
イ
ス
し
、日
本
の
近
代
美
術
の
あ
ゆ
み
を
概
観
い
た
だ
く
本

展
で
は
、皆
さ
ま
よ
く
ご
存
知
の「
あ
の
作
家
」「
あ
の
作
品
」と
ご
対
面
す
る
こ
と

と
な
り
ま
す
。し
か
し
、そ
の
よ
う
な
有
名
作
品
は
必
然
的
に
各
美
術
館
の
代
表
作

で
も
あ
り
、多
く
の
美
術
館
か
ら
の
ご
協
力
が
な
け
れ
ば
成
り
立
た
な
い
展
覧
会

で
も
あ
り
ま
す
。

　

な
か
で
も
大
変
好
意
的
に
ご
協
力
く
だ
さ
っ
た
館
の
ひ
と
つ
、京
都
府
立
堂
本
印

象
美
術
館
の
作
品
を
紹
介
し
ま
す
。同
美
術
館
は
日
本
画
家
堂
本
印
象
の
個
人
美
術

館
で
す
。堂
本
印
象
は
大
正
・
昭
和
を
代
表
す
る
日
本
画
家
の
ひ
と
り
で
、戦
後
い
ち

早
く
日
本
画
に
抽
象
表
現
を
取
り
入
れ
た
異
能
の
画
家
と
い
え
ま
す
。そ
し
て
指
導

者
と
し
て
も
画
塾
東
丘
社
を
通
し
、没
後
四
十
年
を
経
て
な
お
京
都
画
壇
に
有
形
無

形
の
影
響
を
与
え
続
け
て
い
る
ま
さ
に
巨
人
で
す
。今
回
展
示
す
る
の
は
第
十
回
帝

展
出
品
作《
木
華
開
耶
媛
》。「
古
事
記
」な
ど
の
神

話
に
出
て
く
る
女
神
を
画
題
に
、描
法
か
ら
画
材

ま
で
日
本
画
の
持
つ
力
を
遺
憾
な
く
発
揮
し
た

一
作
で
す
。堂
本
印
象
が
モ
ダ
ニ
ズ
ム
に
移
行
す

る
前
の
本
作
は
、生
涯
を
通
じ
て
の
代
表
作
と
な

り
ま
し
た
。あ
ま
り
に
も
有
名
な
作
品
で
す
が
、

本
県
で
は
初
公
開
と
な
り
ま
す
。こ
の
よ
う
に
ご

協
力
い
た
だ
い
た
美
術
館
に
は
感
謝
の
念
に
堪

え
ま
せ
ん
。

「脇田和展 ─鳥に詠う─」

企
画
展
T
o
p
i
c
s

秋
季
企
画
展

「
近
代
美
術
の
至
宝

　

│
明
治
・
大
正
・
昭
和
の
巨
匠
」

こ
の
は
な
さ
く
や
ひ
め

堂本印象 《木華開耶媛》
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2016年7月1日発行

7月の休館日は
19日（火）～21日（木）

古代への想い
昭和56年（1981） 高さ196×幅74×奥行51cm FRP

アラカルト ただいま展示中

石田康夫　いしだ・やすお
昭和9年～（1934～）

a la carte  No.13

一　般 360円（290円）
大学生 290円（230円）
高校生以下　無料

コレクション展観覧料

午前9：30～午後6：00
今月の開館時間

午前10：00～午後7：00 年中無休
カフェ営業時間

※（　　）内は団体料金
毎月第1月曜日はコレクション
展示室無料の日（7月は4日）

モ
ニ
ュ
メ
ン
タ
ル
性
を
持
つ
作
風
を
感
じ
さ
せ

て
く
れ
ま
す
。さ
ら
に
作
品
は
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
製

で
ブ
ロ
ン
ズ
に
も
見
紛
う
着
色
で
す
が
、作
品
の

さ
っ
く
り
し
た
粘
土
の
タ
ッ
チ
と
銹
渋
感
の
あ

る
着
色
が
奏
功
し
時
間
の
積
層
を
連
想
さ
せ
、作

品
テ
ー
マ
と
タ
イ
ト
ル
を
補
強
し
て
い
ま
す
。

　

作
者
は
金
沢
美
術
工
芸
短
期
大
学
専
攻
科
修

了
以
降
、同
校
で
教
鞭
を
執
り
、現
在
、金
沢
美
大

名
誉
教
授
。作
品
は
一
貫
し
て
裸
婦
像
を
モ
チ
ー

フ
に
、人
体
と
し
て
の
堅
牢
な
構
成
美
と
、人
体

を
通
し
人
と
社
会
を
静
か
に
見
つ
め
る
か
の
よ

う
な
眼
差
し
を
感
じ
さ
せ
て
く
れ
ま
す
。

　

日
展･

日
彫
展
及
び
、現
代
美
術
展
を
舞
台
に

作
品
発
表
を
続
け
ら
れ
、石
川
の
地
に
地
味
な
が

ら
も
確
か
な
歩
み
を
刻
み
続
け
て
い
ま
す
。

　

作
品
は
ス
タ
イ
ル
の
良
い
伸
び
や
か
な
肢
体

の
女
性
が
、両
手
を
少
し
広
げ
て
佇
む
姿
を
表
し

て
い
ま
す
。作
品
は
下
肢
か
ら
の
量
の
う
ね
り

が
、上
体
に
伸
び
上
が
っ
て
繋
が
り
、三
角
形
の

裾
広
が
り
な
禿（
お
か
っ
ぱ
髪
）へ
と
収
ま
り
を

み
せ
て
、全
体
と
し
て
安
定
感
と
シ
ャ
ー
プ
な
存

在
感
を
示
し
て
い
る
と
い
え
ま
し
ょ
う
。作
者
に

よ
る
と
タ
イ
ト
ル
は
、長
身
の
モ
デ
ル
さ
ん
の
ク

レ
オ
パ
ト
ラ
を
連
想
さ
せ
る
よ
う
な
裾
広
が
り

の
お
か
っ
ぱ
髪
型
に
触
発
さ
れ
た
と
の
こ
と
で

す
が
、肩･

両
手･

腰･

地
山
な
ど
の
巾
が
バ
ラ
ン

ス
良
く
決
ま
っ
て
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
印
象
を
生

む
プ
ロ
ポ
ー
シ
ョ
ン
と
、日
本
人
女
性
に
は
あ
ま

り
似
つ
か
わ
し
く
な
い
独
特
の
髪
型
と
が
相

俟
っ
て
、一
種
、古
代
彫
刻
に
も
通
じ
る
よ
う
な

か
む
ろ

前田育徳会
尊經閣文庫分館 第2展示室次回の展覧会
財団設立90周年

前田利為の業績と
コレクション

夏休み優品選 文様がいっぱい 親子で楽しむ美術館
アートdeものがたり

ビアズリーと日本
会期：7月23日（土）～
8月28日（日）

久隅守景

企画展示室第5展示室第3・4展示室 第6展示室

会期：
7月22日（金）～8月28日（日）


