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─手は語る─

─浮世絵版画を中心に─

新年のご挨拶

没後30年 高光一也の世界

書の美

人体彫刻考1

絵画にみる江戸のくらし

近代工芸案内東京国立近代美術館工芸館 名品展
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─浮世絵版画を中心に─

　

一
月
四
日
か
ら
、い
よ
い
よ「
絵
画
に
み
る
江
戸
の
く
ら

し
」展
が
始
ま
り
ま
す
。本
展
覧
会
で
は
、浮
世
絵
に
描
か
れ

た
人
々
の
姿
か
ら
、江
戸
時
代
の
く
ら
し
を
感
じ
て
い
た
だ

き
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。他
の
絵
画
作
品
と
比
べ
る
と
小

さ
な
浮
世
絵
で
す
が
、じ
っ
く
り
見
て
ゆ
く
と
、驚
く
ほ
ど

た
く
さ
ん
の
情
報
が
つ
ま
っ
て
い
ま
す
。

　

例
え
ば
、本
誌
の
表
紙
に
掲
載
し
て
い
る
歌
川
国
芳《
五

節
句
之
内 

睦
月
》は
大
判
三
枚
続
き
の
浮
世
絵
で
、粋
な
装

い
の
女
性
が
一
枚
に
一
人
ず
つ
、子
ど
も
を
伴
っ
て
描
か
れ

て
い
ま
す
。背
後
に
そ
び
え
る
富
士
山
と
、左
脇
に
見
え
る

「
井
桁
に
三
」が
染
め
抜
か
れ
た
三
井
越
後
屋
の
暖
簾
か
ら
、

こ
こ
は
日
本
橋
、駿
河
町
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。暖

簾
前
に
は
門
松
と
注
連
縄
が
飾
ら
れ
、奧
に
は
大
量
の
酒
樽

も
見
え
ま
す
。そ
の
お
隣
に
は
こ
れ
で
も
か
と
い
う
く
ら
い

に
荷
を
載
せ
た
車
、と
い
う
こ
と
は
、こ
れ
は
初
荷
、正
月
二

日
の
光
景
で
し
ょ
う
。正
月
の
男
子
の
遊
び
と
言
え
ば
凧
揚

げ
、画
中
に
も
大
凧
、ト
ビ
凧
、奴
凧
が
描
か
れ
ま
す
。空
を

見
上
げ
て
凧
を
揚
げ
る
こ
と
は
、子
ど
も
の
健
康
に
も
良
い

と
さ
れ
て
い
ま
し
た
。一
方
、女
子
は
羽
根
つ
き
で
す
。右
の

女
性
が
手
に
持
つ
羽
子
板
に
は
薄
墨
で
竹
が
描
か
れ
て
い

　

あ
け
ま
し
て
お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

　

石
川
の
美
術
の
な
か
で
工
芸
は
際
立
っ
て
お
り
、石
川
の
文
化
を
代
表
す
る
個
性
と
な
っ
て
い
ま
す
。平

成
二
十
九
年
は
工
芸
に
つ
い
て
、今
一
度
考
え
て
み
る
機
会
に
な
り
そ
う
で
す
。

　

日
本
の
工
芸
の
現
状
と
課
題
、百
年
後
の
展
望
を
議
論
す
る「
21
世
紀
鷹
峯
フ
ォ
ー
ラ
ム
」石
川
・
金
沢
大
会

が
、十
〜
十
一
月
に
石
川
県
で
開
催
さ
れ
ま
す
。工
芸
に
関
わ
る
美
術
館
や
博
物
館
、文
化
・
教
育
施
設
が
す

べ
て
参
加
し
て
実
施
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。多
く
の
方
の
参
加
を
お
待
ち
し
て
い
ま
す
。

　

ま
た
東
京
国
立
近
代
美
術
館
の
工
芸
館
が
、平
成
三
十
二
年
度
ま
で
に
引
越
新
設
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ

て
い
ま
す
。そ
の
収
蔵
品
の
事
前
公
開
が
当
館
で
開
催
中
で
す
。

平成29年1月4日（水）～2月12日（日） 会期中無休 石川県立美術館館長 嶋崎丞

新年のご挨拶
2017

日
時
／
1
月
21
日（
土
）午
後
3
時
30
分
〜
5
時

　
　
　

1
月
22
日（
日
）午
前
11
時
〜
12
時
30
分
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　

午
後
2
時
〜
3
時
30
分

会
場
／
美
術
館
ロ
ビ
ー（
参
加
無
料
）

協
力
／
ア
ダ
チ
伝
統
木
版
画
技
術
保
存
財
団

【
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
】

「
浮
世
絵
摺
り
実
演
＆
体
験
」

会
期
中
の
日
曜
日（
1
月
22
日
を
除
く
）の
午
前
11
時

よ
り
担
当
学
芸
員
が
展
覧
会
の
見
ど
こ
ろ
や
作
品
に

つい
て
解
説
し
ま
す
。

【
ギ
ャ
ラ
リ
ー
ト
ー
ク
】

◆
関
連
行
事

《金沢士庶遊楽図屏風》 右隻 平田郷陽 《清泉》
東京国立近代美術館

歌川広重
《名所江戸百景
上野山内　月のまつ》

　

浮
世
絵
以
外
の
見
ど
こ
ろ
の
ひ
と
つ
が《
金
沢
士
庶
遊
楽
図
屏
風
》で
す
。今
年
度
、当
館
に
新

収
蔵
と
な
り
、こ
の
展
覧
会
で
初
公
開
と
な
り
ま
す
。六
曲
一
双
の
中
屏
風
で
、春
と
秋
の
情
景
が

描
か
れ
て
い
ま
す
。右
隻
は
満
月
と
紅
葉
の
も
と
輪
踊
り
に
興
じ
る
群
衆
と
そ
れ
を
取
り
巻
く

人
々
、左
隻
は
満
開
の
桜
を
楽
し
む
人
々
で
す
。本
作
品
に
描
か
れ
る
人
物
の
形
態
は
、浮
世
絵
の

祖
と
も
い
わ
れ
る
菱
川
師
宣
の
影
響
を
強
く
受
け
て
い
ま

す
。し
か
し
そ
の
筆
づ
か
い
は
い
き
い
き
と
滑
ら
か
で
、行
楽

の
賑
わ
い
を
見
事
に
描
写
し
て
い
る
と
い
え
る
で
し
ょ
う
。

学
芸
員
の
眼
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◆
観
覧
料

一　
　
　

般

大　

学　

生

高
校
生
以
下

※

（　

）内
は
二
〇
名
以
上
の
団
体
料
金
。

※

当
館
友
の
会
会
員
は
会
員
証
の
提
示
に
よ
り
団
体
料
金
に
割
引
さ
れ
ま
す
。

六
〇
〇
円 

（
五
〇
〇
円
）

四
〇
〇
円 

（
三
〇
〇
円
）

無
料

絵画にみる
　江戸のくらし

ま
す
が
、こ
れ
は
裏
側
で
、表
に
は
、色
と
り
ど
り
の
布
を
用

い
た
押
絵
で
歌
舞
伎
役
者
の
似
顔
な
ど
が
表
さ
れ
る
こ
と

が
多
か
っ
た
よ
う
で
す
。晴
れ
着
で
町
へ
と
繰
り
出
す
人
々

の
顔
は
み
な
晴
れ
が
ま
し
く
、新
し
い
年
を
迎
え
た
高
揚
感

に
満
ち
て
い
ま
す
。

　

今
回
の
展
示
で
は
、喜
多
川
歌
麿
、歌
川
国
貞
、国
芳
、広
重
、

葛
飾
北
斎
な
ど
の
有
名
絵
師
の
作
品
も
多
く
並
び
ま
す
。お
な

じ
み
の
作
品
も
あ
る
か
と
思
い
ま
す
が
、描
か
れ
た
当
時
の
く

ら
し
に
想
い
を
馳
せ
て
ご
覧
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
す
。

1F企画展示室

《金沢士庶遊楽図屏風》 左隻

1
月
14
日（
土
）

「
企
画
展『
絵
画
に
み
る
江
戸
の
く
ら
し
』の
見
ど
こ
ろ
」

1
月
28
日（
土
）

「
新
出
の《
金
沢
士
庶
遊
楽
図
屏
風
》に
つい
て
」

2
月
4
日（
土
） 「
浮
世
絵
鑑
賞
入
門
」

2
月
11
日（
土
） 「
江
戸
時
代
の
展
覧
会
」

【
土
曜
講
座
】

日
時
／
1
月
15
日（
日
）

　
　
　

午
後
1
時
30
分
開
始
、午
後
3
時
終
了
予
定

展
覧
会
を
鑑
賞
し
て
見
つ
け
た
こ
と
、わ
か
っ
た
こ
と

を
、ミ
ニ
ミ
ニ
新
聞
に
ま
と
め
て
み
よ
う
！

集
合
／
美
術
館
講
義
室（
参
加
無
料
・
予
約
不
要
）

観
覧
料
は
子
ど
も
1
名
に
つ
き
保
護
者
1
名
無
料

【
キ
ッ
ズ
☆
プ
ロ
グ
ラ
ム
】

「
江
戸
の
く
ら
し
ミ
ニ
ミ
ニ
新
聞
を
作
ろ
う
」

東京国立近代美術館工芸館 名品展

　

東
京
国
立
近
代
美
術
館
工
芸
館
が
石
川
県
へ
移
転
す
る
こ

と
に
な
り
ま
し
た
。平
成
三
十
二
年
を
め
ど
に
本
多
の
森
に

や
っ
て
き
ま
す
。当
館
と
歴
史
博
物
館
の
ち
ょ
う
ど
中
間
、こ

れ
ま
で
藩
老
本
多
蔵
品
館
が
あ
っ
た
場
所
で
す
。工
芸
の
盛
ん

な
土
地
柄
と
し
て
知
ら
れ
る
石
川
・
金
沢
の
地
に
日
本
海
側

で
初
め
て
の
国
立
館
と
し
て
誕
生
す
る
も
の
で
す
。

　

東
京
国
立
近
代
美
術
館
と
石
川
県
・
金
沢
市
で
は
、四
年

後
に
迫
る
移
転
に
向
け
て
、工
芸
館
と
そ
の
所
蔵
作
品
を
広

く
知
っ
て
い
た
だ
く
た
め
、「
東
京
国
立
近
代
美
術
館
工
芸
館

名
品
展 

近
代
工
芸
案
内
」を
企
画
し
ま
し
た
。工
芸
館
は
昭

和
五
十
二
年
、近
代
美
術
の
な
か
で
工
芸
の
専
門
館
と
し
て
で

き
た
も
の
で
す
。千
代
田
区
北
の
丸
公
園
、竹
橋
の
東
京
国
立

近
代
美
術
館
本
館
か
ら
歩
い
て
五
分
の
距
離
に
、近
衛
師
団

司
令
部
庁
舎
を
改
修
し
て
東
京
国
立
近
代
美
術
館
工
芸
館
と

し
て
誕
生
し
ま
し
た
。日
本
近
代
工
芸
の
代
表
的
な
作
品
を
収

集
し
、常
時
陳
列
す
る
施
設
と
し
て
今
日
ま
で
活
動
を
続
け
、

所
蔵
す
る
作
品
は
三
五
〇
〇
点
に
上
り
ま
す
。

　

こ
の
展
覧
会
で
は
、そ
の
中
か
ら
、選
り
す
ぐ
っ
た
名
品
の

数
々
を
ご
覧
い
た
だ
く
こ
と
で
、工
芸
館
移
転
を
ひ
ろ
く
P
R

す
る
と
と
も
に
、工
芸
館
の
活
動
を
県
民
・
市
民
に
知
っ
て
い
た

だ
く
機
会
と
す
る
も
の
で
す
。工
芸
館
が
で
き
る
ま
で
の
期
間
、

当
館
を
利
用
し
て
展
覧
会
が
開
催
さ
れ
て
い
き
ま
す
。

　

会
期
中
、タ
ッ
チ
＆
ト
ー
ク
や
ギ
ャ
ラ
リ
ー
ト
ー
ク
も
予
定
さ

れ
て
い
ま
す
。ご
来
場
を
お
待
ち
し
ま
す
。

12月21日（水）～平成29年2月12日（日）
休館日：12月29日～平成29年1月3日

近代工芸案内

第5展示室 【工芸】

松田権六 《蒔絵槇柏文手箱》
東京国立近代美術館

※

本
展
の
観
覧
料
は
、コ
レ
ク
シ
ョン
展
観
覧
料
に
含
ま
れ
ま
す
。

　
（
友
の
会
会
員
は
会
員
証
の
提
示
に
よ
り
無
料
と
な
り
ま
す
。）
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県文 狩野尚信 《柳鷺図》（左隻部分）

新春優品選

　

今
回
は
、新
春
に
ふ
さ
わ
し
く
吉
祥
的
な
モ
テ
ィ
ー
フ

と
、茶
道
美
術
の
優
品
を
取
り
合
わ
せ
て
み
ま
し
た
。絵
画

で
は
、ま
ず
室
町
時
代
十
五
世
紀
の
画
家
・
元
賀
の《
小
鳥

に
萱
草
図
》を
ご
紹
介
し
ま
す
。萱
草
の
花
と
、そ
れ
を
眺

め
る
ジ
ョ
ウ
ビ
タ
キ
は
厳
密
に
考
え
る
と
季
節
が
夏
と
冬

で
合
わ
な
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、そ
の
こ
と
が
、本
作
が

吉
祥
図
と
し
て
描
か
れ
た
こ
と
を
端
的
に
示
し
て
い
ま

す
。ジ
ョ
ウ
ビ
タ
キ
は
長
寿
や
心
の
慰
め
に
結
び
付
き
、萱

草
に
は
見
る
人
の
憂
い
を
忘
れ
さ
せ
、心
が
晴
れ
や
か
に

な
る
作
用
が
あ
る
と
信
じ
ら
れ
て
き
ま
し
た
。そ
こ
で
来

年
が
酉
年
で
あ
る
こ
と
も
合
わ
せ
て
、最
初
に
本
作
を
展

示
し
ま
し
た
。続
い
て
、狩
野
尚
信
の《
柳
鷺
図
》（
県
文
）に

注
目
し
た
い
と
思
い
ま
す
。柳
は
、東
洋
に
お
い
て
長
寿
・

繁
栄
を
象
徴
し
、恵
み
の
雨
を
降
ら
せ
る
も
の
と
認
識
さ

れ
て
き
ま
し
た
。本
図
は
夏
と
冬
の
景
と
し
て
、柳
と
水
鳥

12月21日（水）～平成29年2月12日（日）
休館日：12月29日～平成29年1月3日

第2展示室 【古美術】

で
あ
る
鷺
が
集
合
的
に
描
か
れ
て
い
ま
す
。そ
こ
に
は
、家

族
や
一
門
の
長
寿
や
繁
栄
を
願
う
と
い
う
意
味
が
こ
め
ら

れ
て
い
る
と
解
釈
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。そ
し
て
、こ
う

し
た
吉
祥
的
モ
テ
ィ
ー
フ
を
金
と
群
青
の
絶
妙
な
対
比
の

中
に
効
果
的
に
配
置
し
て
い
る
点
に
、兄
の
探
幽
と
と
も
に

新
た
な
狩
野
派
の
画
風
を
打
ち
出
し
た
尚
信
の
力
量
が
う

か
が
え
ま
す
。

　

今
回
は
さ
ら
に
、野
々
村
仁
清
の《
色
絵
梅
花
図
平
水
指
》

（
重
文
）や
デ
ル
フ
ト
陶
の《
和
蘭
陀
白
雁
香
合
》（
県
文
）、そ

し
て《
粉
引
茶
碗 

銘
楚
白
》（
県
文
）な
ど
、全
国
的
に
高
く
評

価
さ
れ
て
い
る
茶
道
美
術
の
優
品
も
あ
わ
せ
て
展
示
し
ま

す
。ま
た
高
山
右
近
の
列
福
を
記
念
し
て
、《
高
山
右
近
書
状 

休
庵
公
宛
》（
金
沢
市
文
）を
一
月
二
十
八
日（
土
）〜
二
月
十

二
日（
日
）の
期
間
特
別
展
示
し
ま
す
。

　

年
末
か
ら
始
ま
る「
新
春
優
品
選
」で
は
、伝
雪
舟
の
重

要
文
化
財《
四
季
花
鳥
図
屏
風
》を
公
開
し
ま
す
。よ
く「
な

ぜ『
伝
』雪
舟
な
の
で
す
か
？
」と
い
う
ご
質
問
を
受
け
ま

す
。「
本
物
で
は
な
い
の
で
す
か
？
」と
聞
か
れ
る
こ
と
も

あ
り
、困
惑
す
る
こ
と
も
し
ば
し
ば
で
す
が
、今
号
で
お
答

え
し
て
み
ま
し
ょ
う
。

　

雪
舟
研
究
に
つ
い
て
語
り
出
す
と
、こ
の
誌
面
で
は
到

底
足
り
な
い
の
で
す
が
、ひ
と
言
で
表
す
な
ら
ば「
い
つ
の

時
代
も
常
に
画
聖
と
し
て
語
ら
れ
続
け
て
き
た
人
」と
言

え
ま
す
。後
の
長
谷
川
等
伯
が
自
身
を
正
統
化
し
て「
雪
舟

よ
り
五
代
」と
名
乗
っ
た
よ
う
に
、江
戸
時
代
以
降
、雪
舟

の
神
格
化
は
更
に
進
み
ま
す
。

　

本
屏
風
の
両
脇
に「
行
年
七
十
一
雪
舟
筆
」と
あ
り
ま

す
。こ
れ
は
雪
舟
本
人
が
記
し
た
の
で
は
な
く
、後
の
時
代

に「
本
屏
風
は
雪
舟
が
七
十
一
歳
の
時
に
描
い
た
作
品
で
あ

る
」と
語
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
意
味
し
ま
す
。神
格
化
さ
れ

た
雪
舟
と
伝
え
る
さ
ま
ざ
ま
な
絵
画
が
、世
に
出
て
い
た
の

で
す
。雪
舟
画
は
常
に
人
気
で
し
た
。

　

そ
し
て
、雪
舟
没
後
か
ら
五
百
年
以
上
が
過
ぎ
た
今
日
、

我
々
は
そ
れ
ら
の
絵
画
を
前
に
、そ
の
真
の
姿
に
迫
ろ
う
と

試
み
ま
す
。育
徳
会
が
所
蔵
す
る
本
屏
風
と
似
た
、雪
舟
と

伝
え
る
花
鳥
画
が
複
数
存
在
す
る
こ
と
か
ら
、雪
舟
が
こ
の

よ
う
な
絵
画
│
樹
木
を
屈
曲
さ
せ
た
装
飾
的
な
花
鳥
画
│

を
描
い
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
と
考
え
ら
れ
て
お
り
、江
戸

時
代
よ
り
前
田
家
に
伝
わ
る
本
屏
風
は
、そ
の
真
の
姿
を
知

る
に
は
外
せ
な
い
も
の
の
ひ
と
つ
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い

ま
す
。「
伝
」に
は
、こ
う
し
た
重
要
な
意
味
合
い
が
あ
る
の

で
す
。

重文 伝雪舟 《四季花鳥図屏風》 右隻

前田育徳会尊經閣文庫分館

新春優品選
12月21日（水）～平成29年2月12日（日）
休館日：12月29日～平成29年1月3日

か
ん
ぞ
う
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平尾弧往 《論語鄕党篇》

　

今
か
ら
三
千
数
百
年
前
の
古
代
中
国
で
生
ま
れ
た
漢

字
で
す
が
、始
ま
り
は
神
と
人
間
の
橋
渡
し
と
し
て
存

在
し
ま
し
た
。や
が
て
国
家
の
成
立
に
伴
っ
て
、漢
字
は

情
報
伝
達
の
ツ
ー
ル
と
し
て
人
間
社
会
で
使
わ
れ
る
よ

う
に
な
り
、今
日
に
至
っ
て
い
ま
す
。漢
字
は
そ
の
長
い

歴
史
の
中
で
、無
数
の
人
の
手
に
よ
っ
て
少
し
ず
つ
変

化
し
、篆
書
・
隷
書
か
ら
草
書
・
行
書
・
楷
書
と
い
う
書
体

が
生
ま
れ
て
き
ま
し
た
。ま
た
、各
時
代
の
文
化
や
思
想

を
背
景
に
し
な
が
ら
、文
字
本
来
の
機
能
と
は
別
に
美

的
側
面
か
ら
育
ま
れ
、独
自
の
趣
や
個
性
を
示
す
様
々

な
書
風
も
展
開
し
そ
の
芸
術
性
も
高
め
ら
れ
て
い
き
ま

し
た
。今
回
の
展
示
で
は
こ
の
書
体
や
書
風
に
注
目
し
、

書
人
の
心
を
引
き
つ
け
て
や
ま
な
い
漢
字
の
書
を
ご
紹

介
し
ま
す
。

　

同
会
場
に
て
絵
画･

彫
刻
の
新
春
に
ふ
さ
わ
し
い
優
品
も

展
示
し
ま
す
。来
年
の
十
二
支
は「
酉
」。干
支
が
成
立
し
た

殷
代
、「
酉
」は
も
と
も
と
酒
つ
ぼ
を
表
し
、果
実
な
ど
収
穫

物
が
熟
成
し
た
状
態
か
ら
、実
り
の
意
味
を
持
っ
た
よ
う
で

す
。そ
こ
に
動
物
の
鶏
を
あ
て
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、紀

元
前
の
二
世
紀
頃
ま
で
時
代
が
下
が
り
ま
す
。今
回
は「
酉
」

本
来
の
意
味
に
ち
な
み
、「
み
の
り
」を
テ
ー
マ
に
す
こ
し
作

品
を
選
ん
で
み
ま
し
た
。

　

日
本
画
か
ら
は
稲
元
実《
壌
》を
紹
介
し
ま
す
。家
族
が
縦

一
列
に
配
置
さ
れ
た
構
図
の
背
景
に
は
、よ
く
見
る
と
葡
萄

が
配
さ
れ
て
い
ま
す
。題
名
の「
壌
」が
示
す
と
お
り
、こ
こ

で
は
豊
穣
な
る
大
地
、「
め
ぐ
み
」や「
み
の
り
」を
表
し
て
い

る
よ
う
で
す
。こ
の
ほ
か
木
彫
の
山
本
力
吉《
微
風
》、油
彩

で
は
村
田
省
蔵《
春
め
く
》を
展
示
し
ま
す
。

12月21日（水）～平成29年2月12日（日）
休館日：12月29日～平成29年1月3日

書の美／優品選
第3展示室 【書・近現代絵画】

高光一也
《二人（壺を持つ女と）》

吉田三郎 《男立像》

没後30年 高光一也の世界
人体彫刻考1 ─手は語る─

　

洋
画
家
高
光
一
也（
一
九
〇
七
〜
一
九
八
六
）没
後
三
〇
年

に
際
し
、当
館
所
蔵
品
を
中
心
に
回
顧
展
を
開
催
し
ま
す
。

　

昭
和
期
の
石
川
洋
画
壇
を
牽
引
し
た
高
光
氏
の
画
業
は
、

郷
土
を
離
れ
ず
常
に
金
沢
に
あ
っ
て
後
進
の
指
標
と
な
り
、

大
輪
の
花
を
咲
か
せ
た
も
の
で
し
た
。氏
は
画
家
で
あ
る
と

同
時
に
真
宗
大
谷
派
の
僧
侶
で
あ
り
、生
き
る
喜
び
を
説
く

よ
う
に
、「
明
る
く
、健
康
な
絵
」を
モ
ッ
ト
ー
に
、輝
か
し
い
女

性
像
を
描
き
続
け
ま
し
た
。

　

写
実
を
根
幹
と
し
ま
す
が
、時
代
の
モ
ー
ド
を
鋭
敏
に
取

り
入
れ
て
画
業
は
多
彩
な
展
開
を
見
せ
て
い
ま
す
。と
ら
わ

れ
な
い
融
通
無
碍
の
心
が
、一
つ
の
ス
タ
イ
ル
に
固
執
す
る

こ
と
な
く
、ほ
ぼ
十
年
を
一
区
切
り
に
新
た
な
作
風
を
築
き

上
げ
て
い
っ
た
の
で
し
ょ
う
。

　

本
特
集
で
は
各
時
代
の
代
表
作
と
と
も
に
、近
年
収
蔵
し

た
小
品
を
含
め
、幅
広
い
高
光
氏
の
画
業
の
あ
ゆ
み
を
ご
覧

12月21日（水）～平成29年2月12日（日）
休館日：12月29日～平成29年1月3日

第4展示室 【近現代絵画・彫刻】

い
た
だ
き
ま
す
。

　

本
展
は
人
体
彫
刻
に
お
い
て
、特
徴
的
な
仕
草
の
手
の
作

品
や
豊
か
な
表
情
を
示
す
手
の
作
品
を
お
楽
し
み
い
た
だ
く

も
の
で
す
。

　

人
体
を
モ
チ
ー
フ
と
し
た
彫
刻
・
美
術
に
お
い
て
手
や
指

先
の
仕
草
や
表
情
に
は
、目
や
顔
の
表
情
に
も
勝
る
表
情
や

主
張
を
し
て
い
る
場
合
が
み
え
、同
じ
よ
う
な
ポ
ー
ズ
で
も

手
の
表
情
に
よ
っ
て
そ
の
印
象
が
大
き
く
異
な
る
場
合
が

あ
り
ま
す
。豊
か
な
表
情
を
伴
う
手
は
作
品
の
制
作
テ
ー
マ

を
代
弁
し
、持
物
と
併
せ
作
品
の
背
景
や
時
代
を
物
語
り
、

作
品
全
体
の
雰
囲
気
を
統
一
す
る
ア
イ
テ
ム
と
し
て
も
機

能
し
て
い
る
よ
う
で
す
。展
示
で
は
約
十
三
点
の
個
性
・
特

徴
的
な
手
の
表
情
を
示
す
人
体
彫
刻
を
ご
覧
い
た
だ
き
、手

の
表
す
表
情
と
感
性
を
お
楽
し
み
い
た
だ
き
ま
す
よ
う
ご

案
内
致
し
ま
す
。

【
没
後
三
〇
年 

高
光
一
也
の
世
界
】

【
人
体
彫
刻
考
1 

│
手
は
語
る
│
】
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一
月
の
行
事
予
定　

午
後
1
時
30
分
〜　

美
術
館
講
義
室　

聴
講
無
料

■
土
曜
講
座

「
千
利
休
の
茶
」

高
嶋　

清
栄

　
日（
土
）

21

「
新
出
の《
金
沢
士
庶
遊
楽
図
屏
風
》に
つ
い
て
」

中
澤
菜
見
子

　
日（
土
）

28

「
企
画
展『
絵
画
に
み
る
江
戸
の
く
ら
し
』の
見
ど
こ
ろ
」

村
上　

尚
子

　
日（
土
）

14

　
月
1

朝熊山 金剛證寺にて 寺井直次 《金胎牡丹蒔絵箱》

新春優品選

　
「
古
き
祈
り
、新
し
き
旅
路
」と
い
う
テ
ー
マ
に
沿
っ
て
、

三
重
県
を
訪
れ
ま
し
た
。前
日
ま
で
雨
の
予
報
で
し
た
が
、

見
学
中
は
な
ん
と
か
保
っ
て
ひ
と
安
心
で
す
。

　

専
修
寺
で
は
お
寺
の
方
か
ら
ご
案
内
を
い
た
だ
き
ま
し

た
。平
常
非
公
開
の
安
楽
庵
を
含
め
、伽
藍
の
広
さ
に
驚
か

れ
る
方
が
多
か
っ
た
よ
う
で
す
。そ
の
の
ち
バ
ス
で
斎
宮
歴

史
博
物
館
へ
移
動
し
、特
別
展
・
常
設
展
な
ら
び
に
映
像
展

示
を
見
学
し
ま
し
た
。す
こ
し
慌
た
だ
し
く
な
っ
て
し
ま
い

ま
し
た
が
、斎
王
が
住
ん
だ
土
地
の
空
気
を
感
じ
て
い
た
だ

け
た
の
で
は
、と
思
い
ま
す
。一
日
目
の
最
後
は
賓
日
館
へ
。

二
見
浦
に
佇
む
モ
ダ
ン
な
建
築
を
ゆ
っ
く
り
ご
堪
能
い
た

だ
き
ま
し
た
。

　

翌
日
は
、朝
か
ら
朝
熊
山
金
剛
證
寺
へ
向
か
い
ま
す
。

ち
ょ
う
ど
雲
が
切
れ
て
、伊
勢
の
雄
大
な
景
色
を
ご
覧
い
た

だ
く
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。宝
物
館
で
は
お
寺
の
方
に
解
説

を
い
た
だ
き
、伊
勢
神
宮
と
と
も
に
歩
ん
で
き
た
歴
史
を
学

び
ま
す
。そ
の
後
い
よ
い
よ
ハ
イ
ラ
イ
ト
の
伊
勢
神
宮
へ
。二

日
間
の
行
程
は
、こ
の
伊
勢
神
宮
に
捧
げ
ら
れ
た
祈
り
を
軸

に
、三
重
の
歴
史
を
理
解
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
し
た
。グ

ル
ー
プ
ご
と
に
お
伊
勢
さ
ん
観
光
案
内
人
の
方
に
ご
案
内
い

た
だ
き
、じ
っ
く
り
ご
見
学
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

 

皆
さ
ま
の
お
か
げ
で
、こ
の
度
も
大
き
な
ト
ラ
ブ
ル
な
ど

な
い
ま
ま
、無
事
に
終
え
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。ご
応
募
・

ご
参
加
い
た
だ
き
、あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

　

今
回
は
第
6
展
示
室
に
お
い
て
、近
現
代
工
芸
の
新
春
優

品
選
を
行
い
ま
す
。い
つ
も
ご
来
館
い
た
だ
い
て
い
る
地
元

の
方
だ
け
で
な
く
、観
光
で
訪
れ
る
方
々
や
帰
省
で
石
川
県

に
滞
在
す
る
方
々
も
楽
し
め
る
よ
う
に
、石
川
県
に
縁
の
深

い
作
家
の
選
り
す
ぐ
っ
た
作
品
を
展
示
し
ま
す
。

　

展
示
室
に
入
っ
て
す
ぐ
正
面
で
、蒔
絵
の
人
間
国
宝
・
寺

井
直
次
の《
金
胎
牡
丹
蒔
絵
箱
》を
ご
覧
い
た
だ
き
ま
す
。寺

井
が
得
意
と
す
る
卵
殻
で
、白
漆
地
に
大
き
く
牡
丹
の
花
を

配
し
た
意
匠
が
印
象
的
な
作
品
で
す
。右
手
の
壁
面
に
は
、

北
出
塔
次
郎
の
陶
片
モ
ザ
イ
ク
作
品《
樹
映
譜
》、《
樹
海
饗

宴
図
》の
二
点
を
掛
け
て
展
示
し
ま
す
。富
本
憲
吉
か
ら
大

き
な
薫
陶
を
受
け
た
と
い
う
北
出
の
作
品
に
は
、色
彩
や
意

匠
構
成
な
ど
非
凡
な
感
性
が
う
か
が
え
ま
す
。

12月21日（水）～平成29年2月12日（日）
休館日：12月29日～平成29年1月3日

第6展示室 【工芸】

平成28年10月22日（土）～23日（日）実施　

文化財現地見学報告
第47回

　

展
示
室
奥
の
移
動
ケ
ー
ス
に
配
し
た
、木
工
芸
の
人
間
国

宝
・
川
北
良
造
の《
欅
造
食
籠
》は
、平
成
三
年
の
台
風
で
倒
れ

た
兼
六
園
の
欅
材
を
用
い
た
作
品
で
す
。当
時
川
北
に
託
さ
れ

た
材
は
、県
内
の
優
れ
た
木
工
作
家
た
ち
で
分
け
合
い
ま
し
た

が
、そ
の
内
の
一
人
、福
田
芳
朗
の《
欅
捩
梅
象
嵌
三
段
重
》を

隣
に
展
示
し
、全
く
別
の
作
品
と
な
っ
た
一
本
の
欅
材
が
二
十

数
年
ぶ
り
に
邂
逅
し
ま
す
。ま
た
壁
面
ケ
ー
ス
の
奥
に
は
、近

代
工
芸
作
家
に
よ
る
茶
道
具
の
取
り
合
わ
せ
展
示
を
行
い
ま

す
。年
末
と
年
始
で
少
し
ず
つ
作
品
を
入
れ
替
え
ま
す
の
で
、

興
味
の
あ
る
方
は
何
度
か
お
越
し
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
す
。

　

第
5
展
示
室
で
は
同
時
期
に
、東
京
国
立
近
代
美
術
館
工

芸
館
の
所
蔵
品
を
展
示
し
ま
す
。同
じ
作
家
の
作
品
も
あ
り

ま
す
の
で
、ど
う
ぞ
併
せ
て
ご
覧
く
だ
さ
い
。
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講演会記録

「近代美術の至宝 ─明治･大正･昭和の巨匠─」

宝
木
範
義
氏

  

「
近
代
美
術
の
展
開 

│
絵
画
・
彫
刻
を
中
心
に
│
」

9月18日（日）、美術評論家宝木範義氏による講演会を、
10月2日（日）は金沢学院大学教授の山崎達文氏による講演会を開催しました。

　

講
師
の
宝
木
氏
は
世
田
谷
美
術
館
の
学
芸
部
長
と
し
て
美
術
館
活
動
に

携
わ
っ
て
き
た
、い
わ
ば
学
芸
畠
の
ひ
と
。研
究
者
と
し
て
絵
画
史
に
基
づ

く
見
識
と
、展
覧
会
の
作
り
手
側
と
し
て
の
経
験
に
裏
打
ち
さ
れ
た
、大
変

興
味
深
い
内
容
で
し
た
。

　

ま
ず
本
展
の
展
示
構
成
か
ら
、展
示
の
意
図
を
読
み
解
か
れ
ま
し
た
。

印
象
的
だ
っ
た
の
は
、杉
山
寧
、東
山
魁
夷
、髙
山
辰
雄
と
い
う
戦
後
を

代
表
す
る
三
人
の
日
本
画
家
と
、歴
史
画
の
大
家
、松
岡
映
丘
の
展
示
関

係
に
つ
い
て
、「
歴
史
」を
キ
ー
ワ
ー
ド
と
し
て
解
説
さ
れ
た
こ
と
で
す
。

そ
し
て
近
年
、日
本
画
か
ら「
歴
史
画
」が
姿
を
消
し
た
こ
と
に
言
及
。こ

れ
は
印
象
派
の
出
現
以
降
、世
界
的
な
風
潮
と
し
て
、歴
史
や
文
化
な
ど

に
つ
い
て
学
ば
ず
と
も
、目
の
前
に
あ
る
も
の
を
描
け
ば
よ
く
な
っ
た
こ

と
に
由
来
す
る
等
、示
唆
に
富
む
お
話
が
あ
り
ま
し
た
。さ
ら
に
、日
本

の
近
現
代
彫
刻
の
流
れ
の
中
で
見
過
ご
さ
れ
が
ち
な
、澤
田
政
廣
を
本
展

で
ピ
ッ
ク
ア
ッ
プ
し
た
こ
と
に
着
目
さ
れ
、本
展
の
企
画
性
を
高
く
評
価

し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。ま
た
、脇
田
和
と
野
見
山
暁
治
、宮
本
三
郎
と

鴨
居
玲
な
ど
、作
家
同
士
の
な
が
れ
を
意
識
し
な
が
ら
展
示
を
見
る
こ
と

な
ど
、展
覧
会
を
た
の
し
む
秘
訣
に
つ

い
て
も
お
話
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

そ
の
ほ
か
、「
美
術
と
国
家
」の
観
点

か
ら
論
じ
ら
れ
た
り
、多
く
の
作
家
と

交
流
か
ら
生
ま
れ
た
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
紹

介
さ
れ
た
り
と
、幅
広
い
見
識
か
ら
展

覧
会
を
見
な
お
す
き
っ
か
け
と
な
る
講

演
で
し
た
。

山
崎
達
文
氏

  

「
工
芸
の
近
代 

│
作
家
の
誕
生
と
以
降
の
創
作
表
現
│
」

　

東
京
都
生
ま
れ
の
山
崎
氏
は
、い
っ

た
ん
就
職
さ
れ
た
も
の
の
、工
芸
に
強

い
魅
力
を
感
じ
て
転
身
、金
沢
美
術
工

芸
大
学
へ
入
学
さ
れ
ま
し
た
。大
学
院

で
漆
芸
を
専
攻
さ
れ
、博
物
館
や
卯
辰

山
工
芸
工
房
へ
就
職
し
ま
す
。そ
の
こ

ろ
の
お
話
か
ら
、講
演
会
は
始
ま
り
ま

し
た
。

　

明
治
ご
ろ
、「
工
芸
」は
今
よ
り
も
幅

広
い
分
野
を
指
す
言
葉
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
ま
し
た
。た
と
え
ば
今
言

う「
工
業
」も
そ
の
中
に
含
ま
れ
、そ
の
名
残
か「
伝
統
産
業
」「
伝
統
工
芸
」

の
定
義
は
時
に
よ
っ
て
あ
い
ま
い
だ
と
言
い
ま
す
。こ
れ
は
当
時
、制
作
す

る
人（
職
人
）と
図
案
を
考
え
る
人（
図
案
師
）が
別
で
あ
っ
た
こ
と
に
起
因

し
ま
す
。た
と
え
ば
輸
出
目
的
の
作
品
に
は「
売
れ
る
」図
案
が
求
め
ら
れ
、

職
人
は
そ
れ
に
従
っ
て
制
作
を
行
い
ま
し
た
。つ
ま
り
、政
府
の
リ
ー
ド
に

よ
っ
て
工
芸
が
発
展
し
た
、と
言
い
換
え
る
こ
と
が
で
き
る
で
し
ょ
う
。こ

の
こ
ろ
の
図
案
は
、石
川
県
工
業
試
験
場
に
も
伝
わ
り
、現
在
は
石
川
県
立

美
術
館
に
保
管
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

し
か
し
、江
戸
時
代
以
来
の
こ
う
し
た
職
人
・
図
案
師
関
係
は
、近
代
的

な
展
覧
会
の
始
ま
り
に
よ
っ
て
徐
々
に
変
化
し
て
ゆ
き
ま
す
。制
作
者
の

名
前
が
前
面
に
出
る
機
会
を
得
て
、デ
ザ
イ
ン
も
制
作
も
基
本
的
に
ひ
と

り
で
行
う
、い
わ
ゆ
る「
作
家
」が
誕
生
す
る
の
で
す
。現
在
で
は
石
川
県
か

ら
実
に
多
く
の
作
家
が
生
ま
れ
、伝
統
を
ふ
ま
え
つ
つ
も
オ
リ
ジ
ナ
リ

テ
ィ
を
発
揮
し
て
い
ま
す
。講
演
会
で
は
作
品
の
図
版
を
見
な
が
ら
、各
作

家
の
特
色
に
つ
い
て
お
話
し
い
た
だ
き
ま
し
た
。
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野
々
村
仁
清
と
い
え
ば
、ま
ず
石
川
県
立
美

術
館
の
顔
と
し
て
広
く
親
し
ま
れ
て
い
る
国
宝

《
色
絵
雉
香
炉
》が
思
い
浮
か
ぶ
と
い
う
方
も
多

い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。卓
抜
な
造
形
感

覚
と
と
も
に
十
七
世
紀
半
ば
頃
の
日
本
に
お
い

て
は
新
し
い
技
法
だ
っ
た
色
絵
の
大
成
者
と
し

て
、ま
た
宮
廷
や
武
家
、寺
院
な
ど
顧
客
の
好
み

を
的
確
に
捉
え
て
制
作
に
あ
た
る
敏
腕
プ
ロ

デ
ュ
ー
サ
ー
と
し
て
、仁
清
は
日
本
文
化
史
上

に
不
動
の
名
声
を
確
立
し
ま
し
た
。

　

こ
の
平
水
指
も
仁
清
の
セ
ン
ス
が
光
る
名
品

で
す
。絵
画
や
蒔
絵
の
表
現
の
深
い
学
習
成
果

の
も
と
に
、モ
テ
ィ
ー
フ
の
梅
を
円
筒
形
の
器

面
に
展
開
す
る
こ
と
を
入
念
に
計
算
し
て
、写

実
性
と
意
匠
性
を
絶
妙
に
融
合
し
た
色
絵
と
金

銀
彩
の
技
法
を
駆
使
し
て
味
わ
い
深
く
表
現
し

て
い
ま
す
。梅
花
を
主
題
と
し
た
仁
清
の
名
作

に
は
、《
色
絵
月
梅
図
茶
壺
》（
重
文
・
東
京
国
立

博
物
館
蔵
）が
あ
り
ま
す
。両
者
に
共
通
す
る
表

現
か
ら
、本
作
も
月
夜
に
香
る
梅
を
イ
メ
ー
ジ

し
た
も
の
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。静
か

に
作
品
を
眺
め
る
と
、ほ
の
か
に
漂
い
く
る
梅

の
香
り
と
、月
光
に
映
る
木
の
姿
を
意
味
す
る

「
暗
香
疎
影
」と
い
う
言
葉
も
思
い
浮
か
び
ま

す
。恐
ら
く
本
作
の
発
注
者
と
仁
清
は
、こ
の
言

葉
の
出
典
と
な
っ
た
林
逋
の
詩
の
表
現
世
界
を

共
有
し
て
い
た
こ
と
で
し
ょ
う
。

あ
ん
こ
う
そ
え
い

り
ん
ぽ


