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石川の工芸 女性作家のきらめき
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特別陳列
石川の工芸 女性作家のきらめき

　

本
展
示
で
取
り
上
げ
る
二
十
一
作
家
の
う
ち
、も
っ
と
も

早
く
活
躍
し
た
の
は
明
治
二
十
九
年
生
ま
れ
の
天
野
文
堂

で
す
。は
じ
め
坂
上
藤
太
郎
か
ら
沈
金
を
学
び
、坂
上
が
亡

く
な
っ
た
あ
と
は
藤
井
観
文
に
つ
い
て
指
導
を
受
け
ま
し

た
。大
正
十
二
年
、輪
島
漆
器
会
で
は
女
性
と
し
て
初
め

て
、弟
子
を
と
っ
た
こ
と
も
知
ら
れ
て
い
ま
す
。昭
和
六
年
、

第
十
二
回
帝
展
に
初
入
選
、二
十
三
年
に
は
日
展
で
特
選
を

受
賞
す
る
な
ど
、全
国
規
模
で
活
躍
し
ま
し
た
。蒔
絵
師
の

天
野
三
郎
と
結
婚
し
、出
品
中
の《
鳥
巢
文
庫
》（
輪
島
漆
器

商
工
業
協
同
組
合
蔵
）な
ど
を
と
も
に
制
作
し
ま
し
た
。

蒔
絵
で
樹
木
と
小
鳥
を
描
き
、巣
の
中
に
は
小
さ
な
卵
が

見
え
ま
す
。文
堂
は
葉
脈
を
沈
金
で
あ
ら
わ
し
、ま
た
蓋
を

開
け
る
と
中
に
も
沈
金
彫
り
の
装
飾
が
施
さ
れ
て
い
ま
す
。

花
や
鳥
を
テ
ー
マ
に
し
た
作
品
が
多
く
、大
ら
か
で
の
び
の

び
と
し
た
作
風
が
見
ど
こ
ろ
で
す
。

　

さ
て
文
堂
は
み
ず
か
ら
漆
の
世
界
に
入
り
、夫
と
協
力

し
て
制
作
を
続
け
ま
し
た
が
、意
図
せ
ず
漆
工
作
家
の
道

へ
進
ん
だ
人
物
も
い
ま
す
。そ
れ
が
二
代 

砺
波
宗
斎
で
し

た
。紺
谷
光
俊
・
畠
山
錦
成
に
師
事
し
、国
民
学
校
で
日
本

画
の
指
導
に
あ
た
っ
て
い
ま
し
た
。し
か
し
、第
二
次
世
界

大
戦
の
こ
ろ
に
男
兄
弟
二
人
を
亡
く
し
た
た
め
、父
・
砺
波

宗
斎
の
跡
を
継
ぐ
こ
と
に
な
っ
た
の
で
す
。昭
和
二
十
五
年

か
ら
父
に
髹
漆（
漆
を
塗
る
こ
と
）、い
と
こ
の
大
場
松
魚
に

加
飾
の
技
術
を
学
び
ま
す
。植
物
文
を
中
心
に
清
雅
な
作

品
を
手
が
け
、日
本
伝
統
工
芸
展
な
ど
を
舞
台
に
活
躍
し

ま
し
た
。

　

彼
女
た
ち
は
偶
然
、家
族
に
漆
工
作
家
が
い
て
、彼
ら
と

の
関
わ
り
の
中
か
ら
す
ぐ
れ
た
作
品
を
生
み
出
し
ま
し
た
。

一
方
、現
代
で
は
自
ら
工
芸
作
家
と
な
る
道
を
選
び
、活
躍

す
る
女
性
も
多
く
い
ま
す
。本
展
示
で
は
そ
の
両
方
の
作
品

を
取
り
上
げ
、女
性
作
家
が
い
ま
ま
で
に
ど
う
や
っ
て
工
芸

界
へ
飛
び
込
み
、活
躍
し
て
き
た
の
か
、そ
の一
端
を
ご
紹
介

し
ま
す
。

第5展示室

2月16日（木）～3月22日（水） 会期中無休

天野文堂 《平和の秋》 二代 砺波宗斎 《蘭花文蒔絵箱》

　

第
5
展
示
室
で
は
、約
2
／
3
の
ス
ペ
ー
ス
を
使
っ
て「
女
性
作
家
の
き
ら
め
き
」展
を
行
い
、残
り
の
1
／
3
で
は
よ
り
幅
広

く
所
蔵
作
品
を
ご
覧
い
た
だ
こ
う
と
、通
常
の
コ
レ
ク
シ
ョン
展
示
を
行
って
い
ま
す
。と
は
い
え
ま
っ
た
く
関
連
性
が
な
い
わ
け
で

は
な
く
、今
回
は
女
性
作
家
た
ち
の
師
が
制
作
し
た
作
品
を
取
り
上
げ
ま
し
た
。た
と
え
ば
三
代 

德
田
八
十
吉
や
、二
代 

砺
波

宗
斎
の
い
と
こ
で
、市
島
桜
魚
の
師
で
も
あ
る
大
場
松
魚
、友
禅
作
家
の
成
竹
登
茂
男
、さ
ら
に
竹
工
作
家
・
本
江
和
美
が
師
事

し
た
橋
本
仙
雪
な
ど
、石
川
の
工
芸
界
を
牽
引
し
て
き
た
作
家
が
勢
ぞ
ろ
い
し
ま
し
た
。師
と
弟
子
の
作
品
に
は
も
ち
ろ
ん
共

通
点
も
あ
り
ま
す
が
、比
較
し
て
ご
ら
ん
い
た
だ
く
こ
と
で
、女
性
作
家
の
き
ら
め
き
を
、あ
る
い
は
師
と
な
る
作
家
の
迫
力
を
、

ど
ち
ら
も
お
楽
し
み
い
た
だ
け
る
か
と
思
い
ま
す
。ど
う
ぞ
会
場
内
を
行
き
来
し
て
、じ
っ
く
り
ご
覧
く
だ
さ
い
。

学
芸
員
の
眼
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ざ
ん

た
ん

《縄敷臨水天神画像》

　

九
谷
の
窯
跡
か
ら
出
土
し
た
陶
磁
片
を
見
る
と
、大
聖
寺

藩
は
日
常
使
用
さ
れ
る
食
器
類
の
生
産
に
よ
っ
て
窯
の
安
定

的
な
経
営
を
図
ろ
う
と
し
た
状
況
が
う
か
が
え
ま
す
。古
九

谷
の
伝
世
品
に
結
び
つ
く
陶
磁
片
の
出
土
が
少
数
で
あ
る
こ

と
も
そ
こ
か
ら
理
解
さ
れ
ま
す
。し
か
し
、九
谷
の
窯
は
加
賀

地
区
の
陶
磁
器
の
需
要
に
十
分
応
え
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ

た
よ
う
で
、十
七
世
紀
末
頃
に
は
廃
絶
と
な
り
ま
し
た
。そ

の
た
め
陶
磁
器
は
九
州
や
京
都
か
ら
購
入
せ
ざ
る
を
得
ず
、

莫
大
な
藩
金
が
流
出
す
る
事
態
と
な
り
ま
し
た
。そ
こ
で
そ

の
防
止
策
と
し
て
、新
た
な
藩
営
に
よ
る
製
陶
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

と
し
て
一八
〇
七
年
に
立
ち
上
げ
ら
れ
た
の
が
金
沢
の
春
日

山
窯
で
し
た
。京
都
の
名
工
・
青
木
木
米
が
肥
前
島
原
出
身

の
本
多
貞
吉
を
助
工
と
し
て
製
陶
に
あ
た
り
ま
し
た
が
、

翌
年
の
金
沢
城
大
火
に
よ
る
藩
の
財
政
逼
迫
に
よ
り
民
営
と

な
っ
た
こ
と
、木
米
の
意
向
が
経
営
方
針
に
そ
ぐ
わ
な
か
っ
た
こ

と
に
よ
り
、わ
ず
か
二
年
で
木
米
は
京
都
に
戻
り
ま
し
た
。

　

し
か
し
、貞
吉
が
若
杉
窯
に
移
り
花
坂
村
で
良
質
の
陶
石

を
発
見
し
た
こ
と
に
よ
り
、再
興
九
谷
の
展
開
は
大
き
な
局
面

を
迎
え
ま
す
。若
杉
窯
は
藩
の
保
護
を
受
け
て
生
産
体
制
を

整
え
、明
治
時
代
に
至
る
ま
で
日
用
品
か
ら
祥
瑞
、古
九
谷
、

伊
万
里
、唐
津
の
様
式
を
模
し
た
も
の
ま
で
多
様
な
需
要
に

対
応
し
ま
し
た
。若
杉
窯
に
少
し
遅
れ
て
、一八
二
四
年
に
大
聖

寺
の
豪
商
・
豊
田
伝
右
衛
門
が
古
九
谷
再
興
へ
の
強
い
信
念
を

も
って
古
九
谷
窯
跡
の
地
に
吉
田
屋
窯
を
開
き
ま
し
た
。生
産

と
流
通
の
便
を
図
る
た
め
二
年
後
に
は
山
代
に
窯
を
移
し
ま

し
た
が
、日
用
品
と
と
も
に
芸
術
的
完
成
度
を
追
求
し
た
作

品
を
、名
工
を
招
聘
し
て
制
作
し
た
姿
勢
は一八
三一年
の
廃
窯

後
も
形
を
変
え
て
諸
窯
に
継
承
さ
れ
ま
し
た
。

　

前
号
に
続
き
、前
田
家
の
天
神
信
仰
を
め
ぐ
る
話
で
す
。菅

原
道
真
の
物
語
は
、よ
く
知
ら
れ
て
い
ま
す
。幼
い
頃
か
ら
文

武
に
優
れ
、右
大
臣
に
な
っ
た
道
真
で
す
が
、藤
原
時
平
の
讒

言
に
よ
り
、大
宰
府
へ
流
さ
れ
ま
す
。道
真
が
失
意
の
う
ち
に

大
宰
府
で
亡
く
な
る
と
、京
都
で
は
異
変
や
災
害
が
相
次
ぎ
、

政
敵
で
あ
っ
た
時
平
が
没
し
、清
涼
殿
落
雷
と
続
い
た
こ
と
か

ら
、こ
れ
ら
は
道
真
の
怨
霊
の
仕
業
と
語
ら
れ
始
め
、新
た
な

物
語
が
生
ま
れ
ま
す
。道
真
の
亡
霊
に
よ
る
復
讐
譚
で
す
。

　

亡
霊
と
な
っ
た
道
真
は
、延
暦
寺
の
僧
正
を
訪
ね
、こ
れ

か
ら
復
讐
を
す
る
の
で
邪
魔
し
な
い
よ
う
請
い
ま
す
。僧
正

よ
り
、帝
か
ら
三
度
の
要
請
が
あ
っ
た
ら
御
所
へ
向
か
う
と

言
わ
れ
た
道
真
は
怒
り
、目
の
前
の
柘
榴
を
噛
み
砕
き
吐
き

出
す
と
、そ
れ
は
炎
に
変
わ
り
ま
す
。こ
れ
が
柘
榴
天
神
の

エ
ピ
ソ
ー
ド
で
す
。そ
の
後
、御
所
へ
向
か
っ
た
道
真
は
、雷
神
と

な
って
雷
を
落
と
し
ま
す
が
、こ
う
し
た
物
語
は
後
に「
天
神
絵

巻
」と
し
て
描
か
れ
た
ほ
か
、能〈
雷
電
〉を
生
み
出
し
ま
す
。

　

後
に
加
賀
藩
十
三
代
藩
主
前
田
斉
泰
は
、こ
の〈
雷
電
〉を

改
作
し
た〈
来
殿
〉を
つ
く
り
ま
す
。道
真
没
後
九
五
〇
年
に

あ
た
る
嘉
永
五
年（
一八
五
二
）の
こ
と
で
す
。前
半
の
柘
榴
天

神
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
は
変
わ
り
ま
せ
ん
が
、後
半
は
道
真
を
雷
神

と
は
せ
ず
、大
冨
天
神
と
い
う
雅
な
神
に
な
り
、帝
に
感
謝
し

な
が
ら
優
雅
な
舞
を
見
せ
る
能
に
改
め
ま
し
た
。改
作
に
あ
た

り
斉
泰
は「
九
五
〇
年
忌
の
神
事
に
は
、風
雅
な

舞
曲
を
奏
で
た
い
」と
願
い
、道
真
の
怒
り
を
題

材
と
し
た〈
雷
電
〉は
相
応
し
く
な
い
と
考
え
た

の
で
す
。斉
泰
の
信
仰
心
が
う
か
が
え
ま
す
。

九谷焼の美
第2展示室

《色絵万年青図平鉢》 吉田屋窯

天神信仰と文房具
2月16日（木）～3月22日（水） 会期中無休2月16日（木）～3月22日（水） 会期中無休

前田育徳会尊經閣文庫分館
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鈴木華邨 《桃鶏図》

優品選

　

前
回
、日
本
画
は
梅
を
モ
チ
ー
フ
と
し
た
曲
子
光
男
の

《
開
春
》に
つ
い
て
記
し
ま
し
た
。今
回
は
桃
の
作
品
、鈴
木

華
邨
の《
桃
鶏
図
》を
ご
紹
介
し
ま
す
。ま
だ
か
た
い
蕾
を
付

け
た
桃
の
木
の
背
景
と
、日
本
鶏
の
つ
が
い
に
三
羽
の
雛

が
描
か
れ
た
図
柄
に
は
繁
栄
の
願
い
が
こ
め
ら
れ
て
い
ま

す
。雛
の
や
わ
ら
か
な
毛
並
み
は
、つ
い
両
手
で
す
く
い
上

げ
た
く
な
る
よ
う
な
軽
い
衝
動
を
覚
え
ま
す
。同
じ
く
華

邨
の
二
曲
一
双
の
屏
風
に
対
照
的
な
表
現
が
面
白
い《
竹

梅
図
》も
展
示
し
ま
す
。

　

油
彩
部
門
で
は
中
川
一
政
、宮
本
三
郎
、高
光
一
也
、鴨
居

玲
等
の
物
故
作
家
か
ら
、現
在
活
躍
中
の
前
田
昌
彦
、田
井

淳
、法
邑
利
博
等
の
中
堅
作
家
ま
で
、石
川
ゆ
か
り
の
画
家

た
ち
の
優
品
を
ご
覧
い
た
だ
き
ま
す
。前
回
は
風
景
画
を

二
点
紹
介
し
ま
し
た
の
で
、今
回
は
人
物
画
か
ら
高
光
一

也
の《
母
子
》を
ご
紹
介
し
ま
し
ょ
う
。日
本
の
美
術
界
に
抽

第3・4・6展示室 【近現代絵画･彫刻】

象
美
術
が
席
巻
し
た
時
代
、高
光
は
人
物
と
抽
象
と
の
接
点

を
ア
フ
リ
カ
彫
刻
に
見
い
だ
し
ま
し
た
。細
長
く
引
き
伸
ば

さ
れ
単
純
化
し
た
形
体
は
、バ
ン
バ
ラ
族
や
ド
ゴ
ン
族
の
母

子
像
に
、強
く
結
び
つ
い
て
い
ま
す
。高
光
の
六
〇
年
に
及

ぶ
画
業
の
中
で
異
色
の
作
品
と
言
え
る
で
し
ょ
う
。

　

彫
刻
は
、早
春
を
テ
ー
マ
と
す
る
作
品
と
共
に
、本
館
彫

刻
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
の
優
品
も
展
示
し
ま
す
。代
表
作
を
紹
介

し
ま
す
。高
橋
清《
人
と
ト
ラ
ロ
ッ
ク
》は
中
南
米
の
古
代
の

雨
の
神
が
テ
ー
マ
の
木
彫
作
品
で
す
。氏
は
石
の
作
家
と
し

て
有
名
で
す
が
、粗
く
鑿
跡
を
残
す
木
彫
に
も
魅
力
的
な
作

品
が
み
え
ま
す
。石
彫
と
同
じ
よ
う
に

自
然
や
素
材
と
の
対
話
を
進
め
る
制
作

に
あ
っ
て
も
、人
に
対
す
る
温
か
な
眼

差
し
も
感
じ
ら
れ
る
作
品
と
い
え
ま

し
ょ
う
。

　

人
体
を
モ
チ
ー
フ
と
し
た
彫
刻
に
お
い
て
、音
楽
・
楽
器

に
関
係
す
る
様
々
な
作
品
が
あ
り
ま
す
。そ
の
よ
う
な
作

品
に
は
、各
種
楽
器
演
奏
に
興
じ
る
人
物
の
姿
を
表
し
た

作
品
が
あ
る
一
方
、楽
器
の
形
と
人
の
姿
を
融
合
さ
せ
造

形
的
に
調
和
を
図
っ
た
作
品
も
み
え
ま
す
。特
に
演
奏
楽

器
に
よ
り
各
楽
器
の
持
つ
音
曲
的
特
徴
や
雰
囲
気
に
沿
っ

た
と
こ
ろ
の
姿
で
表
さ
れ
る
演
奏
者
と
、楽
器
が
奏
で
る

音
楽
性
や
旋
律
が
造
形
的
に
融
合
し
た
イ
メ
ー
ジ
の
作
品

が
多
く
み
え
、例
え
ば
優
雅
な
音
曲
を
発
す
る
楽
器
に
は

そ
れ
に
相
応
し
い
華
や
か
な
意
匠
の
人
物
が
、ま
た
深
遠

な
調
べ
の
楽
器
に
は
そ
れ
に
相
応
し
い
姿
で
表
さ
れ
る
よ

う
に
、音
楽
性
を
テ
ー
マ
に
演
奏
者
と
融
和
し
た
作
品
例

が
み
え
ま
す
。

　

出
品
作
を
紹
介
し
ま
す
と
、澤
田
政
廣《
笛
人
》は
、天
女
と

思
し
き
女
性
が
横
笛
を
吹
く
姿
を
表
し
た
木
彫
作
品
で
す

が
、木
の
質
感
を
活
か
し
な
が
ら
も
着
色
さ
れ
た
部
分
の
対

比
が
奏
功
し
、澄
み
渡
る
笛
の
音
色
を
感
じ
さ
せ
る
爽
や
か

な
作
品
で
す
。坂
坦
道《
御
陣
乗
太
鼓
》は
石
川
県
輪
島
の
名
舟

の
御
陣
乗
太
鼓
を
モ
チ
ー
フ
に
し
た
作
品
で
す
。作
品
で
は

太
鼓
こ
そ
表
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
が
、太
鼓
の
発
す
る
勇
壮
な

響
き
と
仮
面
の
演
者
の
迫
力
を
感
じ
さ
せ
て
く
れ
ま
す
。木

村
珪
二《
鳴
器
》は
楽
器
の
ア
ウ
ト
ラ
イ
ン
と
女
性
の
ボ

デ
ィ
ー
ラ
イ
ン
と
を
重
ね
た
造
形
作
品
で
、官
能
的
な
イ

メ
ー
ジ
を
連
想
さ
せ
て
く
れ
ま
す
。展
示
で
は
、彫
刻
と
楽
器

や
音
楽
に
関
係
す
る
各
種
彫
刻
作
品
を
ご
覧
い
た
だ
き
、音

楽
と
立
体
造
形
の
融
合
す
る
世
界
を
お
楽
し
み
く
だ
さ
い
。

澤田政廣 《笛人》

人体彫刻考2

2月16日（木）～3月22日（水） 会期中無休2月16日（木）～3月22日（水） 会期中無休

第4展示室

―奏でる―
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第
7
展
示
室

第
四
〇
回 

伝
統
九
谷
焼
工
芸
展

3
月
2
日（
木
）〜
16
日（
木
） 

会
期
中
無
休

3月の企画展示室
◇
観
覧
料
／
一　  

般
：三
五
〇
円（
二
八
〇
円
）

　
　
　
　

大
学
生
：二
八
〇
円（
二
二
〇
円
）

　
　
　
　

高
校
生
以
下
無
料

※

（　
　

）内
は
二
十
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
な
り
ま
す
。

◇
連
絡
先
／
能
美
市
泉
台
町
南
十
三
番
地 

石
川
県
九
谷
会
館
内

　
　
　
　

九
谷
焼
技
術
保
存
会
事
務
局

　
　
　
　

電
話
：
〇
七
六一│
五
七
│
〇
一二
五

◇
入
場
無
料

◇
連
絡
先
／
輪
島
市
河
井
町
二
〇
│
一│
一

　
　
　
　

輪
島
塗
技
術
保
存
会
事
務
局

　
　
　
　
　
（
輪
島
市
教
育
委
員
会
文
化
課
内
）

　
　
　
　

電
話
：
〇
七
六
八
│
二
二
│
七
六
六
六

◇
入
場
無
料

◇
連
絡
先
／
石
川
県
立
金
沢
辰
巳
丘
高
等
学
校 

詠
周
史

　
　
　
　

電
話
：
〇
七
六
│
二
二
九
│
二
五
五
二

　

玄
土
社
の
二
〇
一六
年
中
の
歩
み
を
ま
と
め
た
創
作（
抽
象
）四

十
八
点
、古
典
臨　
（
写
し
）十
九
点
を
お
目
に
か
け
ま
す
。

　

創
作
は
自
由
に
チ
ャ
レ
ン
ジ
精
神
を
も
っ
て
、臨　

は
古
典
に
忠

実
に
。こ
の
玄
土
社
の
基
本
姿
勢
は
か
わ
る
こ
と
な
く
今
展
で
四
十

四
回
と
な
り
ま
す
。表
意
文
字
で
あ
る
漢
字
、そ
の
古
典
の
摸
写

復
元
を
試
み
る
こ
と
で
本
当
の
歴
史
が
見
え
て
き
ま
す
。ま
た一方

で
は
揺
れ
動
き
進
化
す
る
抽
象
表
現
の
愉
し
さ
。ど
ち
ら
も
私
た

ち
に
と
っ
て
欠
く
こ
と
の
で
き
な
い
ワ
ー
ク
で
す
。独
自
の
活
動
を

す
る
在
野
の
グ
ル
ー
プ
玄
土
社
な
ら
で
は
の
古
典
と
新
し
い
表
現
の

世
界
を
ご
覧
い
た
だ
け
る
好
機
会
で
す
。

　

昭
和
五
十
一年
に
認
定
さ
れ
た
石
川
県
指
定
無
形
文
化
財
保
持

団
体
九
谷
焼
技
術
保
存
会
が
、技
術
保
存
・
発
展
向
上
を
図
る
た

め
の
事
業
と
し
て
毎
年
行
っ
て
い
る
公
募
展
で
、入
選
作
並
び
に
九

谷
焼
技
術
保
存
会
会
員
の
作
品
を
一堂
の
も
と
に
展
示
し
ま
す
。

　

今
回
は
第
四
〇
回
特
別
展
と
し
て
、九
谷
焼
技
術
保
存
会
物

故
会
員（
北
出
不
二
雄
氏
・
高
木
松
生
氏
・
三
代
德
田
八
十
吉
氏
・

吉
田
荘
八
氏
）法
要
展
を
行
い
ま
す
。

第
8
・
9
展
示
室

玄
土
社
書
展

3
月
19
日（
日
）〜
21
日（
火
） 

会
期
中
無
休

◇
入
場
無
料

表
立
雲
ト
ー
ク
タ
イ
ム「
表
意
文
字
│
王
羲
之
│
実
用
書
家
」

◇
日
時
／
三
月
十
九
日（
日
） 

午
後
一時
三
十
分
〜
午
後
三
時

◇
連
絡
先
／
玄
土
社
本
部（
表
） 

金
沢
市
本
多
町一│
七
│
十
五

　
　
　
　

電
話
：
〇
七
六
│
二
六
三
│
三
七
三
〇

第
9
展
示
室

樂 

ア
ナ
ザ
ー
ワ
ー
ル
ド

　
　
　
　
　

彫
刻
家 

樂
雅
臣
展

3
月
2
日（
木
）〜
16
日（
木
） 

会
期
中
無
休

◇
観
覧
料
／
一般
：八
〇
〇
円　

高
・
大
学
生
：
六
〇
〇
円

　
　
　
　

小
・
中
学
生
：四
〇
〇
円

◇
連
絡
先
／
ケ
ィ・シ
ィ・エ
ス 

電
話
：
〇
七
六
│
二
二
四
│
四一四一

　

石
彫
家
・
樂
雅
臣（
一九
八
三
年
〜
）は
、茶
の
湯
の
歴
史
と
と
も

に
茶
碗
師
と
し
て
四
五
〇
年
以
上
に
わ
た
る
時
を
重
ね
て
き
た
京

都
・
樂
家
、そ
の
第
十
五
代
樂
吉
左
衞
門
の
次
男
と
し
て
生
を
受
け

ま
し
た
。東
京
造
形
大
学
大
学
院
を
卒
業
後
、独
自
の
感
性
で
抽

象
的
な
フ
ォ
ル
ム
の
作
品
を
発
表
し
続
け
る
注
目
の
作
家
で
す
。

　
「
石
の
中
に
表
現
を
、表
現
と
共
に
自
然
を
。」樂
が
彫
刻
す
る
上

で
大
切
に
し
て
い
る
こ
の
言
葉
ど
お
り
、決
し
て
石
を
支
配
す
る
事

な
く
生
み
出
さ
れ
た
作
品
の
神
秘
的
な
世
界
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

第
7
展
示
室

金
沢
辰
巳
丘
高
等
学
校 

第
二
十
九
回

芸
術
コ
ー
ス
美
術
専
攻
作
品
展

3
月
19
日（
日
）〜
21
日（
火
） 

会
期
中
無
休

　

本
校
芸
術
コ
ー
ス
美
術
専
攻
は『
美
術
系
大
学
への
進
学
に
対
応

し
た
実
技
力
の
育
成
』を
目
標
に
、創
立
以
来
、美
術
の
基
礎
・
基
本

の
定
着
と
高
い
造
形
表
現
力
の
育
成
を
行
って
ま
い
り
ま
し
た
。卒

業
生
は
金
沢
美
術
工
芸
大
学
を
は
じ
め
全
国
の
美
大
・
芸
大
・
美
術

第
8
展
示
室

重
要
無
形
文
化
財
指
定
四
〇
周
年
記
念
展
輪
島
塗

3
月
2
日（
木
）〜
16
日（
木
） 

会
期
中
無
休

　
「
輪
島
塗
」は一
九
七
七
年
に
重
要
無
形
文
化
財
に
指
定
さ
れ
、

輪
島
塗
技
術
保
存
会
が
そ
の
保
持
団
体
と
し
て
国
の
認
定
を
受

け
ま
し
た
。漆
芸
で
は
全
国
で
唯
一の
認
定
団
体
で
あ
り
、歴
代
会

員
が
そ
の
技
を
受
け
継
ぎ
な
が
ら
、日
本
の
漆
文
化
の
継
承
発
展

の
た
め
に
堅
実
に
歩
を
進
め
て
き
ま
し
た
。

　

本
展
覧
会
で
は
、四
〇
年
に
わ
た
る
輪
島
塗
技
術
保
存
会
の
活

動
を
、約
八
〇
件
の
展
示
品
を
通
じ
て
ご
紹
介
し
ま
す
。会
員
た

ち
が
後
世
に
伝
え
る
べ
く
技
の
粋
を
尽
く
し
た
作
品
、並
び
に
永

年
実
施
し
て
い
る
伝
承
者
養
成
事
業
の
成
果
品
、さ
ら
に
製
作
道

具
や
工
程
見
本
を
加
え
一堂
に
ご
覧
い
た
だ
き
た
く
存
じ
ま
す
。

教
育
系
学
部
へ
と
進
学
し
、絵
画
、彫
刻
、工
芸
、デ
ザ
イ
ン
、映
像
、

ア
ニ
メ
ー
シ
ョン
、美
術
教
育
界
な
ど
、地
元
石
川
の
み
な
ら
ず
全
国
、

さ
ら
に
は
海
外
に
お
い
て
美
術
文
化
や
美
術
教
育
の
担
い
手
と
し
て

活
躍
し
て
お
り
ま
す
。

　

こ
の
展
覧
会
は
、今
年
度
の
卒
業
生
二
十
一
名
が
、日
本
画
、油

絵
、彫
刻
、デ
ザ
イ
ン
の
四
つ
の
専
科
で
の
学
習
成
果
を
展
示
発
表

す
る
も
の
で
す
。こ
の
機
会
を
通
し
て
、本
校
美
術
専
攻
生
徒
と
本

校
美
術
教
育
の一層
の
成
長
、発
展
への
励
み
に
し
た
い
と
考
え
て
お

り
ま
す
。

‘16
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展覧会回顧

「絵画にみる江戸のくらし ─浮世絵版画を中心に─」

　

当
館
の
浮
世
絵
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
を
ご
覧
い
た
だ
く
大
規
模
な
展
示
は
、

平
成
十
八
年
の「
広
重
・
北
斎
・
歌
麿 U

K
IY
O

絵
展―

眠
り
か
ら
覚
め
た

秘
蔵
作
品
初
公
開―

」か
ら
ほ
ぼ
十
年
ぶ
り
の
こ
と
で
す
。県
美
に
こ
ん

な
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
が
あ
っ
た
の
か
、と
驚
か
れ
る
声
も
聞
か
れ
ま
し
た
。

　

今
回
の
展
示
で
は
、特
定
の
絵
師
に
注
目
す
る
と
い
う
よ
り
は
、浮
世
絵

を
通
し
て
江
戸
の
く
ら
し
を
感
じ
て
い
た
だ
く
こ
と
を
ね
ら
い
と
し
て
、

江
戸
時
代
の
人
々
の
生
活
が
身
近
に
感
じ
ら
れ
る
よ
う
な
構
成
を
目
指
し

ま
し
た
。実
際
に
作
品
を
展
示
し
て
み
る
と
、頭
の
中
で
考
え
て
い
た
よ
う

に
う
ま
く
い
か
な
い
こ
と
も
あ
り
、展
示
し
な
が
ら
試
行
錯
誤
の
繰
り
返

し
で
し
た
。一
方
、展
示
に
際
し
て
作
品
を
近
く
で
見
る
こ
と
に
よ
っ
て
、当

時
の
木
版
画
技
術
の
、驚
く
ほ
ど
の
精
密
さ
を
再
認
識
さ
せ
ら
れ
ま
し
た
。

　

一
月
二
十
一
日（
土
）、二
十
二
日（
日
）に
は
、（
公
財
）ア
ダ
チ
伝
統
木

版
画
技
術
保
存
財
団
の
ご
協
力
を
得
て
、摺
り
の
実
演
と
体
験
の
ワ
ー
ク

シ
ョ
ッ
プ
を
行
い
ま
し
た
。摺
り
師
に
よ
っ
て
、葛
飾
北
斎《
冨
嶽
三
十
六

景 

神
奈
川
沖
浪
裏
》が
摺
り
上
が
っ
て
い
く
過
程
で
は
、職
人
の
わ
ざ
の

あ
ざ
や
か
さ
に
感
嘆
す
る
ば
か
り
で
し
た
。鮮
烈
な
プ
ル
シ
ア
ン
ブ
ル
ー

（
ベ
ロ
藍
）を
見
て
い
る
と
、色
彩
あ
ふ
れ
る
江
戸
時
代
の
豊
穣
な
絵
画
世

界
の
一
端
が
感
じ
ら
れ
ま
し
た
。

　

ア
ン
ケ
ー
ト
で
は
、有
り
難
い
こ
と
に
、も
っ
と
見
た
い
と
い
う
お
言

葉
も
い
た
だ
き
ま
し
た
。今
回
、残
念
な
が
ら
お
見
せ
す
る
こ
と
の
出
来

な
か
っ
た
作
品
が
ま
だ
ま
だ
あ
り
ま
す
の
で
、今
後
、当
館
の
浮
世
絵
コ

レ
ク
シ
ョ
ン
の

新
た
な
魅
力
を

ご
紹
介
し
て
い

け
れ
ば
と
思
っ

て
い
ま
す
。

ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
レ
ポ
ー
ト

　
「
絵
画
に
み
る
江
戸
の
く
ら
し
」の
会
場
内
に『
江
戸
の
く
ら
し
ミ
ニ
ミ
ニ

新
聞
』が
掲
示
さ
れ
て
い
た
の
を
ご
存
じ
で
し
ょ
う
か
。こ
の
展
覧
会
は
浮
世

絵
版
画
を
中
心
と
し
た
展
示
で
し
た
が
、浮
世
絵
は
小
学
校
六
年
生
の
社
会

で
も
勉
強
す
る
と
い
う
こ
と
で
、子
ど
も
た
ち
に
も
み
て
も
ら
い
た
い
展
覧

会
で
し
た
。当
館
で
は
企
画
展
ご
と
に
、子
ど
も
た
ち
に
そ
の
展
覧
会
で
特
に

目
を
向
け
て
ほ
し
い
情
報
を
ま
と
め
た
、子
ど
も
用
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
な
ど
を

制
作
し
て
い
ま
す
。今
回
は『
浮
世
絵
版
画
か
ら
江
戸
の
く
ら
し
や
そ
の
様
子

か
ら
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
』と
投
げ
か
け
、新
聞
づ
く
り
の
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
を
用
意
し
ま
し
た
。と
は

い
え
、こ
の
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
の
参
加
は
子
ど
も
た
ち
限
定
で
は
な
く
、ど
な
た

で
も
ご
参
加
い
た
だ
け
る
も
の
と
し
、こ
の
展
覧
会
を
ご
紹
介
す
る
教
職
員

の
研
修
会
で
も
書
い
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

一
月
十
五
日
に
は
、小
学
生
親
子
対
象
の
キ
ッ
ズ
・
プ
ロ
グ
ラ
ム「
江
戸
の

く
ら
し
ミ
ニ
ミ
ニ
新
聞
を
つ
く
ろ
う
」を
開
催
し
、浮
世
絵
作
品
に
ま
つ
わ
る

ク
イ
ズ
か
ら
そ
の
答
え
を
探
し
な
が
ら
作
品
を
よ
く
見
た
り
、ま
た
、自
分
な

り
に
想
像
し
た
り
し
な
が
ら
、楽
し
く
江
戸
の
く
ら
し
に
つ
い
て
学
び
ま
し

た
。そ
し
て
、最
後
に
ク
イ
ズ
で
正
解
を
得
ら
れ
な
か
っ
た
、ま
た
、自
分
に

と
っ
て
意
外
な
答
え
だ
っ
た
作
品
を
ネ
タ

に
江
戸
の
く
ら
し
ミ
ニ
ミ
ニ
新
聞
づ
く
り

で
す
。キ
ッ
ズ
プ
ロ
グ
ラ
ム
で
は
、「
帰
宅

後
も
ご
家
庭
で
話
題
に
な
る
よ
う
な
印
象

に
残
る
活
動
」の
提
供
を
目
指
し
て
い
ま

す
。今
回
の
活
動
で
も
、親
子
並
ん
で
同
じ

作
品
に
つ
い
て
新
聞
を
書
い
て
い
る
ご
家

族
も
多
く
、こ
の
よ
う
な
美
術
鑑
賞
を
通

し
て
、親
子
の
触
れ
合
う
時
間
に
な
れ
ば

と
考
え
て
い
ま
す
。

渓斎英泉 《今様美人拾二景 東叡山寛永寺
うれしそう》
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午
後
1
時
30
分
〜　

美
術
館
講
義
室　
　

聴
講
無
料

■
土
曜
講
座

日
本
画
と
エ
ロ
テ
ィ
シ
ズ
ム

前
多　

武
志

　
日（
土
）

11

前
田
家
の
天
神
信
仰
と
能（
来
殿
）

村
上　

尚
子

　
日（
土
）

4

3
月

　
日（
月
）〜

27

3
月

　
日（
日
） 

会
期
中
無
休

16

4
月

　
日（
日
）

5

3
月

午
後
1
時
30
分
〜　

２
階
ロ
ビ
ー
集
合　

参
加
無
料

■
キ
ッ
ズ
プ
ロ
グ
ラ
ム

九
谷
焼
も
の
が
た
り

講演会記録
シンポジウム

「工芸からKŌGEIへ ～東京国立近代美術館工芸館の役割～」

　

東
京
国
立
近
代
美
術
館
工
芸
館
の
石
川
県
移
転
に
先
立
ち
、平
成
二

十
八
年
十
二
月
二
十
一
月（
水
）か
ら
平
成
二
十
九
年
二
月
十
二
日（
日
）

の
会
期
で
、「
東
京
国
立
近
代
美
術
館
工
芸
館
名
品
展 

近
代
工
芸
案
内
」

が
開
催
さ
れ
ま
し
た
。そ
の
関
連
企
画
と
し
て
、一
月
八
日（
日
）に
、

（
独
）国
立
美
術
館
理
事
長
・
馬
淵
明
子
氏
、金
沢
卯
辰
山
工
芸
工
房
館

長
・
川
本
敦
久
氏
、石
川
県
立
美
術
館
長
・
嶋
崎
丞
を
パ
ネ
ラ
ー
に
、東
京

国
立
近
代
美
術
館
工
芸
課
長
・
唐
澤
昌
宏
氏
を
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
と

し
て
、「
工
芸
か
ら
K
Ō
G
E
I
へ
」と
題
し
た
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
が
行
わ

れ
ま
し
た
。

　

ま
ず
唐
澤
氏
よ
り
工
芸
館
の
概
要
が
説
明
さ
れ
た
後
、各
パ
ネ
ラ
ー
の

発
表
、そ
し
て
全
員
に
よ
る
意
見
交
換
と
い
う
流
れ
で
し
た
。馬
淵
氏
は
、

日
本
の
型
紙
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
デ
ザ
イ
ン
に
与
え
た
影
響
を
引
き
合
い

に
、工
芸
を
世
界
に
向
け
て
発
信
す
る
こ
と
の
重
要
性
を
指
摘
さ
れ
ま
し

た
。嶋
崎
館
長
は
、工
芸
館
の
収
蔵
品
の
内
訳
に
つ
い
て
言
及
し
、石
川
県

へ
ど
の
よ
う
な
も
の
を
持
っ
て
く
る
か
と
い
う
問
題
提
起
が
あ
り
、川
本

氏
は
藩
政
期
か
ら
金
沢
美
術
工
芸
大
学
へ
と
連
な
る
工
芸
の
土
壌
に
つ
い

て
ご
発
表
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

意
見
交
換
で
は
、石
川
県
と
い
う
工
芸
が
盛
ん
な
地
域
性
を
ふ
ま
え

つ
つ
も
、国
立
館
と
し
て
総
体
的
な

視
野
を
も
つ
こ
と
の
重
要
性
や
、限

ら
れ
た
時
間
の
中
で
、人
員
や
資
金

な
ど
の
現
実
的
な
部
分
を
見
据
え
た

議
論
が
必
要
で
あ
る
な
ど
の
発
言
が

あ
り
ま
し
た
。

　

今
後
も
、工
芸
館
移
転
に
関
し
て
、

ぜ
ひ
皆
さ
ま
の
ご
意
見
を
頂
戴
で
き

れ
ば
と
存
じ
ま
す
。

三
月
の
行
事
予
定

前
田
育
徳
会
尊
經
閣
文
庫
分
館

名
物
裂
と
茶
道
美
術　

日（
月
）〜

27

3
月

　
日（
日
） 

会
期
中
無
休

16

4
月

茶
道
美
術
名
品
選
Ⅰ　

日（
木
）〜

30

3
月

　
日（
日
） 

会
期
中
無
休

16

4
月

第
七
十
三
回 

現
代
美
術
展　

日
本
画
・
工
芸
・
書

第
2
展
示
室

第
3
〜
9
展
示
室

次
回
の
展
覧
会



風景の中の竪琴 ふうけいのなかのたてごと
昭和62年(1987)　縦115.3×横89.5cm

アラカルト ただいま展示中

吉田隆　よしだ・たかし
　昭和28年～(1953～)

a la carte  No.19

友
の
会 

手
続
き
が
始
ま
り
ま
す
！

　

三
月
一
日（
水
）よ
り
、来
年
度
友
の
会
新

会
員
の
募
集
、更
新
手
続
き
が
始
ま
り
ま

す
。直
接
県
立
美
術
館
で
お
手
続
き
い
た
だ

く
か
、郵
便
振
替
を
ご
利
用
し
、お
申
し
込

み
く
だ
さ
い
。現
在
会
員
の
方
も
、継
続
を

希
望
さ
れ
る
方
は
、更
新
の
手
続
き
を
お
願

い
し
ま
す
。

■
有
効
期
限
／
平
成
二
十
九
年
四
月
一
日
〜

　
　
　
　
　
　

平
成
三
十
年
三
月
三
十
一
日

■
年
会
費
／
二
、〇
〇
〇
円

■
主
な
特
典
／

　
・
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
展
の
無
料
観
覧

　
・
企
画
展
入
場
券
進
呈

　
・
企
画
展
の
開
会
式（
開
会
式
が
な
い
場
合

は
初
日
）に
ご
招
待

　
・
入
館
料
の
割
引

　
・
最
新
情
報
を
お
伝
え
す
る
美
術
館
だ
よ
り

（
本
誌
）を
毎
月
送
付

　
・
館
内
カ
フ
ェ
に
て
ド
リ
ン
ク
の
割
引

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（3月は6日）

謐
で
象
徴
的
な
空
間
の
創
出
と
現
代
的
な
セ
ン

ス
も
併
せ
て
感
じ
さ
せ
る
作
品
で
す
。

　

作
家
は
七
尾
市
出
身
。父
は
彫
刻
家
、故
吉
田

雪
山
氏
。金
沢
美
術
工
芸
大
学
彫
刻
専
攻
研
究
科

を
修
了
。イ
タ
リ
ア
に
留
学
し
帰
国
後
は
各
種
彫

刻
コ
ン
ク
ー
ル
で
活
躍
す
る
と
と
も
に
国
内
外

で
屋
外
彫
刻
設
置
を
進
め
て
い
ま
す
。現
在
、作

風
は
本
品
の
よ
う
な
具
象
彫
刻
か
ら
転
じ
、鉄
や

ス
テ
ン
レ
ス
な
ど
の
金
属
板
の
溶
接
に
よ
る
抽

象
的
で
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
作
風
へ
と
変
化
を
示

し
て
い
ま
す
。

　

本
品
は
立
体
と
レ
リ
ー
フ
を
組
み
合
わ
せ
た

形
態
の
ブ
ロ
ン
ズ
作
品
で
、独
自
の
造
形
世
界
を

作
っ
て
い
ま
す
。バ
ッ
ク
の
レ
リ
ー
フ
に
は
、樹

木
と
佇
む
ペ
ガ
サ
ス
を
高
肉
彫
で
表
し
ギ
リ
シ

ア
神
話
に
関
連
す
る
作
品
背
景
を
物
語
っ
て
い

ま
す
。レ
リ
ー
フ
の
前
に
は
同
じ
く
古
代
ギ
リ
シ

ア
の
衣
装
の
人
物
立
像
を
配
し
、古
代
の
竪
琴
を

持
っ
て
い
ま
す
。人
物
も
作
家
独
特
の
古
代
ギ
リ

シ
ア
の
ロ
マ
ン
を
テ
ー
マ
と
す
る
も
の
で
す
が
、

像
の
頭
部
と
竪
琴
は
真
鍮
製
の
も
の
を
組
込
ん

で
、作
品
全
体
が
具
象
表
現
に
あ
っ
て
一
部
、抽

象
的
形
態
を
織
り
交
ぜ
た
も
の
と
な
っ
て
い
ま

す
。作
品
は
立
像
と
レ
リ
ー
フ
が
響
き
合
い
ロ
マ

ン
溢
れ
る
独
自
の
雰
囲
気
を
形
成
す
る
一
方
、静
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3月の休館日は
23日（木）～26日（日）

（
本
作
品
は
、二
階
第
4
展
示
室
で
開
催
中
の
、特
集

「
人
体
彫
刻
考
2 

│
奏
で
る
│
」で
ご
覧
い
た
だ
け

ま
す
）

サンプル

談議所栄二《秋》をク
ローズアップしたデ
ザインです。友禅作
家の談議所は金沢市
に生まれ、日展で活
躍しました。


