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今
回
は
、
加
賀
蒔
絵
を
代
表
す
る
作
家
、
五
十
嵐
道
甫
と

清
水
九
兵
衛
の
競
演
が
大
き
な
話
題
と
な
っ
て
い
ま
す
。
そ

し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
重
要
文
化
財
に
指
定
さ
れ
て
い
る
道
甫
の

《
秋
野
蒔
絵
硯
箱
》と
伝
九
兵
衛
の《
蒔
絵
和
歌
の
浦
図
見
台
》

を
独
立
ケ
ー
ス
に
展
示
す
る
こ
と
で
、
近
く
か
ら
ご
覧
い
た

だ
け
る
点
も
見
所
で
す
。
日
本
の
気
候
風
土
が
漆
の
生
育
に

適
し
て
い
た
こ
と
も
あ
り
、
縄
文
時
代
か
ら
人
々
は
深
く
漆

に
関
わ
っ
て
き
ま
し
た
。
そ
し
て
、
奈
良
時
代
に
は
極
め
て

高
度
な
蒔
絵
の
技
法
が
確
立
し
て
い
ま
す
。
さ
ら
に
十
六
世

紀
以
降
西
欧
に
輸
出
さ
れ
、
多
く
の
需
要
が
開
拓
さ
れ
た
こ

と
で
、
英
語
の
ジ
ャ
パ
ン
は
漆
や
漆
器
、
そ
し
て
漆
の
よ
う
な

塗
装
も
意
味
す
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

　

十
七
世
紀
の
加
賀
蒔
絵
は
、
そ
う
し
た
極
め
て
長
い
伝
統

の
延
長
線
上
に
位
置
付
け
ら
れ
ま
す
。
蒔
絵
に
は
金
が
多
用

さ
れ
る
た
め
、
独
特
の
華
や
か
さ
が
あ
り
ま
す
が
、
そ
の
金

に
よ
り
侘
び
た
風
情
を
醸
し
出
す
美
意
識
も
十
六
世
紀
の
桃

山
時
代
に
は
浸
透
し
て
い
き
ま
す
。
そ
し
て
、
先
に
挙
げ
た

加
賀
蒔
絵
を
代
表
す
る
二
点
は
、
い
ず
れ
も
夜
の
風
景
を
モ

テ
ィ
ー
フ
と
し
て
い
る
点
が
改
め
て
注
目
さ
れ
ま
す
。
夜
は
、

古
今
東
西
の
あ
ら
ゆ
る
芸
術
ジ
ャ
ン
ル
の
モ
テ
ィ
ー
フ
と

な
っ
て
い
ま
す
が
、
そ
れ
は
、
高
名
な
哲
学
者
が
言
っ
た
よ
う

に
、
夜
は
世
界
の
深
さ
に
思
い
を
致
す
時
で
あ
る
か
ら
か
も

知
れ
ま
せ
ん
。
そ
れ
だ
か
ら
こ
そ
、
文
学
的
感
興
も
一
段
と
冴

え
渡
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
蒔
絵
は
、
そ
う
し
た
感

興
を
造
形
化
す
る
理
想
的
な
媒
体
と
も
言
え
ま
す
。

今
回
展
示
す
る
作
品
に
は
、
そ
の
よ
う
な
勘
所
を
心

得
た
優
品
が
多
く
見
ら
れ
ま
す
。
前
田
育
徳
会
尊

經
閣
文
庫
分
館
の
特
別
陳
列「
百
工
比
照
」
と
是
非

あ
わ
せ
て
ご
覧
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

加
賀
蒔
絵
の
特
徴
と
し
て
、
絵
画
的
な
表
現
が
挙
げ
ら
れ
ま
す
。
五
十
嵐
道
甫
に
代
表
さ
れ
る
五
十
嵐
家
は
、
法
華

宗
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
よ
り
、
本
阿
弥
家
と
血
縁
関
係
が
あ
り
ま
す
。
そ
し
て
本
阿
弥
家
は
、
金
工
の
後
藤
家
を
介
し

て
狩
野
派
と
姻
戚
関
係
に
あ
る
う
え
に
、俵
屋
宗
達
と
も
深
い
関
わ
り
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
背
景
を
考
え
る
と
、

道
甫
に
つ
な
が
る
五
十
嵐
派
の
蒔
絵
が
絵
画
的
特
質
を
持
つ
こ
と
に
も
必
然
性
が
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。
し

か
し
、
五
十
嵐
派
の
様
式
に
は
狩
野
派
や
琳
派
と
は
異
な
る
独
自
性
が
あ
り
、
そ
れ
は
材
質
や
技
法
の
持
ち
味
を
最
大

限
生
か
す
と
い
う
姿
勢
に
よ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
、
尾
形
光
琳
の
例
の
よ
う
に
蒔
絵
の
図
案
に
は
専

門
の
画
家
も
関
与
し
た
こ
と
で
し
ょ
う
。
そ
こ
で
、
彼
ら
が
図
案
と
と
も
に
ど
の
よ
う
な
本
画
を
描
い
て
い
た
の
か
興

味
深
い
と
こ
ろ
で
す
。

学芸員の眼

11月11日（土）～12月17日（日）　会期中無休

特別陳列 第2展示室

加賀蒔絵の世界

重文《蒔絵和歌の浦図見台》　伝清水九兵衛

江戸17世紀

《蒔絵脇息文十二律箱》　五十嵐派

江戸17世紀
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重文《百工比照》より第五号箱

第五抽斗　丸形双寿帯鳥釘隠

重松あゆみ　《骨の耳’96-1》

東京国立近代美術館蔵

　

今
回
の「
百
工
比
照
」の
公
開
は
、
二
〇
一
五
年
の「
加
賀
前

田
家　

百
万
石
の
名
宝
」
展
以
来
の
規
模
と
な
り
ま
す
。
そ

れ
以
前
は
、「
加
賀
藩
の
美
術
工
芸
」と
題
し
た
特
別
陳
列
の

中
で
部
分
的
に
公
開
し
て
き
ま
し
た
が
、
や
は
り
体
系
的
な

観
点
が「
百
工
比
照
」編
集
の
根
幹
で
あ
る
こ
と
を
考
え
ま
す

と
、
あ
る
程
度
の
ま
と
ま
り
を
も
っ
て
展
示
す
る
こ
と
が
、

「
百
工
比
照
」の
歴
史
的
意
義
を
理
解
し
て
い
た
だ
く
う
え
で

は
重
要
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

　

自
然
を
芸
術
の
師
と
す
る
思
想
は
人
類
に
普
遍
の
も
の
と

い
う
こ
と
が
で
き
ま
す
が
、「
百
工
比
照
」を
俯
瞰
す
る
と
、
そ

れ
を
自
然
界
に
存
在
す
る
も
の
と
、
自
然
を
動
か
す
根
本
原

理
の
両
面
か
ら
見
据
え
て
考
究
す
る
姿
勢
が
う
か
が
え
ま

す
。
た
と
え
ば
、
金
属
の
量
的
変
化
が
質
的
変
化
を
も
た
ら

す
こ
と
を
段
階
的
に
視
覚
化
す
る
こ
と
を
と
お
し
て
、
自
然

の
様
々
な
成
り
立
ち
を
類
推
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
具

合
に
、「
百
工
比
照
」に
は
自
然
物
と
人
工
物
を
通
底
す
る
法

則
性
へ
の
視
点
が
あ
り
ま
す
。

　

加
賀
藩
五
代
藩
主
・
前
田
綱
紀
が
推
進
し
た「
百
工
比
照
」の

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
は
綱
紀
の
在
世
中
に
は
完
成
さ
れ
ま
せ
ん
で

し
た
。し
か
し
、そ
こ
に
は
後
世
に
託
す
る
と
い
う
思
い
が
あ
っ

た
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
り
ま
せ
ん
。
資
料
が
そ
ろ
わ
ず
空
欄
に

な
っ
て
い
る
部
分
を
見
る
と
、
こ
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
が
極
め
て

高
邁
な
精
神
を
も
っ
て
着
手
さ
れ
た
こ
と
を
痛
感
し
ま
す
。
書

物
の
収
集
や
編
纂
作
業
と
同
時
に
、「
百
工
比
照
」に
よ
り
人
間

の
知
的
な
営
為
の
本
質
を
終
生
問
い
続
け
た
綱
紀
の
こ
う
し

た
姿
勢
が
、
後
世
、
学
都
金
沢
を
形
成
し
て
い
き
ま
し
た
。

　

東
京
国
立
近
代
美
術
館
工
芸
館
は
、
二
〇
二
〇
年
を
目
標

に
、
石
川
県
へ
移
転
し
ま
す
。
工
芸
館
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
を
よ

り
多
く
の
方
に
ご
覧
い
た
だ
く
た
め
、
昨
年
に
引
き
続
き
展
覧

会
を
開
催
い
た
し
ま
す
。
今
年
は
、「
陶
磁
」分
野
に
ス
ポ
ッ
ト

を
当
て「
陶
磁
い
ろ
い
ろ
」を
企
画
い
た
し
ま
し
た
。

　

「
や
き
も
の
」と
い
う
言
葉
と
と
も
に
親
し
ま
れ
て
き
た
陶

磁
。
そ
の
素
材
や
技
法
は
、
工
夫
を
重
ね
つ
つ
、
現
在
ま
で
伝

え
ら
れ
て
き
ま
し
た
。
そ
こ
か
ら
生
ま
れ
る
表
現
は
、
今
日
、

ま
す
ま
す
広
が
り
を
み
せ
て
い
ま
す
。

　

そ
ん
な
出
品
作
の
中
か
ら
、
二
点
を
ご
紹
介
い
た
し
ま
す
。

初
代
宮
川
香
山《
色
入
菖
蒲
図
花
瓶
》は
、
中
間
色
を
用
い
た

釉
下
彩
に
よ
る
表
現
が
特
徴
的
で
す
。
曲
線
的
な
形
に
合
わ

せ
て
青
と
白
の
菖
蒲
が
配
置
さ
れ
、
そ
の
花
や
葉
に
は
細
や
か

な
線
で
葉
脈
が
描
き
こ
ま
れ
て
い
ま
す
。
透
き
通
る
よ
う
な
磁

器
の
上
に
施
さ
れ
た
柔
ら
か
な
グ
ラ
デ
ー
シ
ョ
ン
は
、
植
物
の

瑞
々
し
さ
を
感
じ
さ
せ
ま
す
。

　

そ
し
て
、
形
と
カ
ラ
フ
ル
な
色
彩
が
印
象
的
な
、
重
松
あ
ゆ

み《
骨
の
耳
ʼ96

－
1

》。
石
で
磨
か
れ
た
表
面
は
、
触
れ
ば
す
べ

す
べ
と
し
そ
う
で
、
優
し
く
つ
や
め
い
て
い
ま
す
。「
骨
の
耳
」

と
は
、
谷
川
俊
太
郎
の
詩
に
着
想
を
得
た
も
の
で
、
作
家
の「
五

感
以
外
の
も
の
で
感
じ
た
い
、
骨
で
考
え
、
骨
で
聞
き
た
い
」と

い
う
意
味
が
こ
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

本
展
で
、
色
、
質
感
、
形
な
ど
、
い
ろ
い
ろ
に
表
現
さ
れ
た

作
品
の
中
か
ら
、
気
に
な
る
も
の
を
探
し
て
み
て
は
い
か
が
で

し
ょ
う
か
。
会
期
中
、
ギ
ャ
ラ
リ
ー
ト
ー
ク
や
タ
ッ
チ
＆
ト
ー

ク
も
開
催
い
た
し
ま
す
の
で
、
ぜ
ひ
ご
来
場
く
だ
さ
い
。

11月11日（土）～12月17日（日）　会期中無休

特別陳列

百工比照Ⅱ
東京国立近代美術館工芸館 名品展

陶磁いろいろ
11月11日（土）～12月17日（日）　会期中無休

第5展示室 前田育徳会尊經閣文庫分館

※ 

当
初
、
十
二
月
二
日
に
予
定
さ

れ
て
い
た
土
曜
講
座
『
前
田
綱

紀
「
百
工
比
照
」
の
思
想
』
は
、

九
日
に
移
動
し
ま
し
た
。
あ
し

か
ら
ず
ご
了
承
く
だ
さ
い
。
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松田権六　《蓬萊之棚》岡村桂三郎　《伽楼羅07-2》

11月11日（土）～12月17日（日）　会期中無休

第3・4展示室

11月11日（土）～12月17日（日）　会期中無休

第6展示室

優品選【近現代絵画・彫刻】 棚の美【近現代工芸】

　

「
棚
か
ら
ぼ
た
餅
」の
よ
う
な
こ
と
わ
ざ
、「
自
分
の
こ
と
は

棚
に
上
げ
て
…
」と
い
っ
た
慣
用
表
現
に
登
場
す
る
よ
う
に
、

棚
は
古
く
か
ら
私
た
ち
の
暮
ら
し
に
身
近
な
存
在
で
し
た
。
奈

良
・
正
倉
院
に
は
、
松
田
権
六《
蓬
萊
之
棚
》と
同
じ
く
、
前
後

二
方
向
か
ら
開
く
こ
と
の
で
き
る《
黒
柿
両
面
厨
子
》が
収
め

ら
れ
て
い
ま
す
。
当
時
は
仏
具
を
収
め
る
目
的
で
は
な
い
も
の

も
、
厨
子
と
呼
ん
で
い
た
よ
う
で
す
。
前
後
二
方
向
に
開
く
と

い
う
の
は
、
お
そ
ら
く
棚
を
部
屋
の
中
央
に
置
き
、
両
側
か
ら

利
用
す
る
た
め
の
工
夫
で
し
ょ
う
。
平
安
時
代
に
寝
殿
造
の
建

物
が
登
場
す
る
と
、
寝
殿
に
置
く
た
め
の
二
階
棚
、
二
階
厨
子

が
あ
ら
わ
れ
、
棚
が
ほ
か
の
調
度
品
と
同
様
、
建
築
に
あ
わ
せ

て
変
化
し
て
き
た
こ
と
が
知
ら
れ
ま
す
。

　

そ
の
後
、
書
院
造
に
特
徴
的
な
作
り
つ
け
の
違
い
棚
が
用

い
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
と
、
棚
は
収
納
と
い
う
目
的
だ
け
で
な

く
、
文
具
や
花
瓶
な
ど
を
見
せ
る
た
め
の
ス
ペ
ー
ス
と
し
て
、

よ
り
自
由
な
形
式
を
と
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

　

棚
の
種
類
は
、
か
た
ち
に
よ
っ
て
の
み
区
別
さ
れ
る
わ
け
で

は
あ
り
ま
せ
ん
。
漆
工
、
木
工
、
竹
工
、
そ
し
て
金
工
な
ど
多

様
な
工
芸
分
野
が
か
さ
な
り
あ
っ
て
作
ら
れ
て
い
ま
す
。
今
回

の
展
示
で
は
、
漆
工
と
木
工
の
作
品
を
ご
覧
い
た
だ
き
ま
す
。

中
で
も
二
木
成
抱《
蒔
絵
秋
草
図
飾
棚
》は
、
蒔
絵
を
二
木
成

抱
、
塗
り
を
砺
波
宗
斎
、
金
具
を
米
沢
弘
安
が
手
が
け
、
当
代

の
石
川
県
を
代
表
す
る
作
家
に
よ
っ
て
制
作
さ
れ
た
も
の
で

す
。
展
示
時
期
は
冬
に
さ
し
か
か
っ
て
し
ま
い
ま
す
が
、
き
ゃ

し
ゃ
で
優
美
な
風
情
を
ご
覧
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

通
常
、
第
３
・
４
・
６
展
示
室
を
使
用
し
て
い
る
近
現
代
の

絵
画
・
彫
刻
は
、
東
京
国
立
近
代
美
術
館
工
芸
館
の
名
品
展
を

開
催
す
る
関
係
上
、
第
３
・
４
展
示
室
で
優
品
を
ご
覧
い
た
だ

き
ま
す
。

　

日
本
画
部
門
か
ら
は
、
二
点
の
大
作
を
紹
介
し
ま
す
。
岡

村
桂
三
郎《
伽
楼
羅
０
７
－
2

》
は
、
杉
板
の
パ
ネ
ル
を
燃
や

す
。
絵
の
具
を
削
る
、
剥
ぎ
取
る
と
い
う
凄
ま
じ
い
制
作
工
程

で
す
。
本
作
か
ら
は
、
絵
の
具
や
絵
画
の
物
質
的
な
側
面
を

感
じ
と
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
ま
た
日
影
圭《
汎
》は
全
長
八

メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
作
品
で
す
。こ
ち
ら
も
日
本
画
の
イ
メ
ー

ジ
を
覆
し
ま
す
。
ど
ち
ら
も「
日
本
画
と
は
？
」と
、
問
い
か
け

て
し
ま
う
作
品
で
す
。

　

洋
画
部
門
の
展
示
作
品
を
何
点
か
ご
紹
介
し
ま
す
。
加
藤

安
佐
子
の
三
枚
組
の《
影
》
は
、
金
沢
の
黒
い
瓦
屋
根
の
連
な

り
を
モ
チ
ー
フ
と
し
た
も
の
で
、
形
の
微
妙
に
異
な
る
三
枚

の
画
面
に
描
か
れ
た
波
線
が
、実
に
リ
ズ
ミ
カ
ル
で
す
。
一
方
、

ブ
リ
キ
板
に
油
彩
で
描
い
た
、
こ
れ
も
三
枚
組
の
沢
オ
イ《
世

紀
の
風
－
Ｎ
ｅ
ｗ 

ｗ
ｉ
ｎ
ｇ
－
》は
、
連
結
部
と
意
図
的
に
ず

ら
し
た
部
分
が
特
徴
的
な
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
作
品
で
す
。
そ

し
て
、
こ
れ
も
女
性
作
家
で
す
が
、
上
條
陽
子
の《
女
神
》は
、

紙
と
板
に
青
と
黄
、
赤
で
、
あ
っ
け
ら
か
ん
と
し
た
女
神
が
描

か
れ
た
パ
ワ
フ
ル
な
作
品
で
す
。

　

彫
刻
は
素
材
を
味
わ
う
表
現
と
も
い
え
る
で
し
ょ
う
か
。

特
に
本
展
示
で
は
、
ブ
ロ
ン
ズ
、
鉄
、
ス
テ
ン
レ
ス
な
ど
の
無

機
物
か
ら
か
ら
、
木
材
や
漆
な
ど
有
機
的
な
素
材
を
用
い
た

も
の
ま
で
ご
覧
く
だ
さ
い
。
有
機
的
な
素
材
で
無
機
的
な
形

態
を
あ
つ
か
っ
た
り
、
無
機
的
な
素
材
で
有
機
的
な
テ
ー
マ

を
扱
っ
た
り
、
素
材
と
形
態
と
テ
ー
マ
に
つ
い
て
も
考
え
さ

せ
ら
れ
ま
す
。

　

版
画
で
は
、
な
ぜ
か
心
が
和
む
四
点
の
脇
田
和
作
品
を
は

じ
め
と
す
る
、
八
点
を
展
示
し
ま
す
。
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丹
羽
俊
夫
会
長
が
石
川
県
を
基
盤
と
し
て
創
立
し
、 

今
年

四
十
一
回
展
を
迎
え
ま
す
。

　

理
事
長
三
宅
厚
史
、 

副
理
事
長
今
村
文
男
を
は
じ
め
、 

県
内
外

か
ら
の
出
品
を
中
心
に
日
本
画
一
〇
〇
点
余
を
展
観
。
ま
た
、 

新

院
展
選
抜
金
沢
展
に
出
品
さ
れ
た
秀
作
も
多
数
展
示
致
し
ま
す
。

◇
主
な
出
品
者

　

松
尾
功
一
朗
・
伊
藤
夏
子
・
中
村
勝
代
・
大
窪
昭
子
・

　

牛
丸
美
代
子
・
北
川
真
理
子
・
北
出
朝
之
・
保
科
誠
・

　

柴
田
輝
枝
・
村
中
博
文
・
南
好
乃

◆
入
場
無
料

◆
連
絡
先
／
丹
羽
俊
夫

　
　
　
　
　

金
沢
市
窪
一
－
二
二
三

　
　
　
　
　

電
話 

：
〇
七
六
－ 

二
四
四
－
五
九
一
六

　

志
賀
町
を
描
く
美
術
展
は
、
志
賀
町
の
四
季
を
通
じ
て
彩
り

を
添
え
る
風
景
・
豊
か
な
自
然
の
恩
恵
を
受
け
て
育
ま
れ
て
き

た
伝
統
文
化
や
慣
習
な
ど
を
キ
ャ
ン
バ
ス
に
描
い
て
い
た
だ
く

こ
と
に
よ
り
、
志
賀
町
を
よ
り
多
く
の
皆
様
に
Ｐ
Ｒ
す
る
目
的

で
開
催
し
て
お
り
ま
す
。
例
年
、
招
待
作
品
か
ら
一
般
作
品
ま

で
約
一
六
五
点
の
洋
画
・
日
本
画
・
水
墨
画
・
水
彩
画
な
ど
の
作
品

を
富
来
展
と
金
沢
展
の
二
会
場
で
展
示
し
て
お
り
ま
す
。

◆
入
場
料
／
無
料

◆
連
絡
先
／
志
賀
町
生
涯
学
習
セ
ン
タ
ー

　
　
　
　
　

羽
咋
郡
志
賀
町
高
浜
町
カ
の
一
番
地
一

　
　
　
　
　

電
話
：
〇
七
六
七
－
三
二
－
二
九
七
〇

　

兵
庫
・
神
戸
の
書
を
楽
し
む
経
済
界
の
仲
間
約
五
十
名
が
自

己
表
現
を
楽
し
み
ま
し
た
。

　

書
へ
の
理
解
と
知
識
を
軸
と
し
、
今
ま
で
の
概
念
を
取
り
の

除
き
新
し
い
線
、
表
現
を
生
み
だ
し
、
言
葉
の
意
味
を
越
え
て
、

見
え
な
い
色
を
、
空
気
を
、
香
り
を
感
じ
て
頂
き
た
く
、「
創
の

書
」書
道
し
ま
し
た
。

　

三
日
間
の
短
い
時
間
で
す
が「
温
故
知
新
」を
心
に
、「
楽
笑
創

書
」楽
し
ん
で
頂
き
た
く
存
じ
ま
す
。

◆
入
場
無
料

◆
連
絡
先
／
高
砂
会　

高
砂
京
子

　
　
　
　
　

神
戸
市
垂
水
区
桃
山
台
二
－
一
一
八
八
－
二
三

　
　
　
　
　

電
話
：
〇
七
八
－
七
五
三
－
〇
三
六
九

志賀町を描く美術展金沢展

楽笑創書 らくしよう そうしよ 公募日創展＆新院展選抜金沢展

12月7日（木）～10日（日）　会期中無休
会期を通して午後５時で終了します

12月15日（金）～17日（日）　会期中無休 12月2日（土）～3日（日）　会期中無休

第29回

高砂流 創の書 第11回会員展 第41回

第7〜9展示室

第8・9展示室 第8・9展示室

十
二
月
の
企
画
展
示
室
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今
回
は
新
春
企
画
展「
森
羅
万
象
を
ま
と
う
」出
品
作
か
ら
、
木

村
雨
山
の
代
表
作
を
一
点
紹
介
し
ま
し
ょ
う
。
昭
和
九
年
に
制
作

さ
れ
た《
縮
緬
地
友
禅
花
鳥
文
訪
問
着
》（
東
京
国
立
近
代
美
術
館

蔵
）。こ
れ
は
木
村
が
初
め
て
帝
展
で
特
選
を
受
賞
し
た
作
品
で
す
。

　

当
初
帝
展
の
美
術
工
芸
部
門
に
お
け
る
染
織
の
入
選
作
品
は
、

東
京
美
術
学
校
図
案
科
出
身
者
に
よ
る
屏
風
や
タ
ピ
ス
リ
ー
な

ど
、
い
わ
ゆ
る
平
面
の
作
品
が
大
半
を
占
め
て
い
ま
し
た
。
木
村
も

審
査
員
を
務
め
て
い
た
廣
川
松
五
郎
に
私
淑
し
て
お
り
、
そ
の
影

響
を
受
け
た
ア
ー
ル
ヌ
ー
ボ
ー
調
の
タ
ピ
ス
リ
ー
や
屏
風
な
ど
で

入
選
を
重
ね
て
い
ま
し
た
が
、
本
作
は
帝
展
に
お
け
る
着
物
作
品

で
初
の
特
選
受
賞
で
す
。
加
え
て
美
術
学
校
図
案
科
出
身
者
で
は

な
い
、
染
織
技
術
者
と
し
て
修
練
し
た
作
家
に
よ
る
も
の
で
あ
っ

た
こ
と
で
、
後
の
職
人
た
ち
の
工
芸
作
家
へ
の
道
を
開
い
た
作
品

と
も
言
え
る
で
し
ょ
う
。
後
年
、
木
村
の
元
に
は
工
芸
作
家
を
志

す
多
く
の
人
々
が
ジ
ャ
ン
ル
を
超
え
て
、
図
案
を
片
手
に
日
参
し

て
い
ま
し
た
。
余
談
で
す
が
、
現
在
蒔
絵
の
人
間
国
宝
で
あ
る
中

野
孝
一
は
、
木
村
か
ら
厳
し
い
批
判
を
受
け
た
こ
と
で
図
案
を
練

り
直
し
、
日
本
伝
統
工
芸
展
で
初
入
選
し
た《
蒔
絵
や
ぶ
て
ま
り

箱
》（
当
館
蔵
）が
生
ま
れ
た
と
語
っ
て
い
ま
す
。

　

本
作
の
受
賞
後
、
木
村
は
昭
和
十
二
年
帝
展
に《
友
禅
游
魚
模
様

振
袖
》、
昭
和
十
三
年
文
展
に《
麻
地
友
禅
瓜
模
様
振
袖
》（
二
点
と

も
当
館
蔵
）を
出
品
し
ま
し
た
が
、
わ
ず
か
三
年
の
間
に
一
人
の
作

家
が
制
作
し
た
と
は
思
え
な
い
ほ
ど
作
風
が
異
な
り
ま
す
。
木
村

が
持
て
る
技
術
を
駆

使
し
て
制
作
し
た
、
こ

の
三
点
を
本
展
で
は

併
せ
て
ご
覧
い
た
だ

け
ま
す
。

　

本
展
は
、
幼
少
期
に
金
沢
で
学
ん
だ
石
崎
光
瑤
と
、
当
時
の
京
都
画
壇
を
紹
介
し
、
石
崎
光
瑤

や
石
川
・
京
都
の
近
代
日
本
画
に
つ
い
て
理
解
を
深
め
て
頂
き
た
く
企
画
し
ま
し
た
。
当
初
予
定

し
て
い
た
作
品
の
出
品
交
渉
が
難
航
し
た
こ
と
を
思
い
出
し
ま
す
。
そ
れ
で
も
思
い
が
け
な
く
素

晴
ら
し
い
作
品
を
お
借
り
す
る
こ
と
が
で
き
た
り
、
近
代
日
本
画
史
上
の
名
作
を
お
借
り
す
る
こ

と
が
で
き
た
り
と
、
大
き
な
収
穫
が
あ
り
ま
し
た
。
そ
の
辺
を
少
し
紹
介
し
ま
す
。

　

石
崎
光
瑤
の
代
表
作《
燦
雨
》は
、
福
光
美
術
館
を
代
表
す
る
名
品
で
も
あ
り
、
そ
れ
を
お
借
り

す
る
こ
と
が
至
上
命
題
で
し
た
。
同
館
か
ら
は
、「
大
事
な
作
品
で
あ
る
が
、
石
崎
光
瑤
の
画
業
を

知
っ
て
も
ら
い
た
い
」と
快
諾
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。
同
名
の
上
村
松
篁
が
描
い
た《
燦
雨
》は
、
石

崎
光
瑤
の《
燦
雨
》に
憧
れ
、
五
十
年
の
時
を
経
て
描
か
れ
た
名
品
で
す
。
本
作
を
奈
良
の
松
伯
美

術
館
よ
り
お
借
り
す
る
際
に
も
、「
光
瑤
先
生
の《
燦
雨
》が
出
品
さ
れ
る
な
ら
」と
お
返
事
を
い
た

だ
き
ま
し
た
。
し
か
し
、
こ
の
松
伯
美
術
館
の《
燦
雨
》は
、
特
別
ス
ペ
ー
ス
に
常
設
展
示
さ
れ
て

お
り
、
そ
れ
を
搬
出
す
る
こ
と
が
技
術
的
に
困
難
を
き
わ
め
ま
し
た
。「
そ
れ
で
も
借
り
た
い
と
諦

め
な
い
方
に
だ
け
お
貸
し
す
る
こ
と
に
し
て
い
た
ん
で
す
」と
後
か
ら
お
聞
き
し
ま
し
た
。

　

ま
た
、
土
田
麦
僊《
髪
》や
、
村
上
華
岳《
二
月
の
頃
》な
ど
絵
専

卒
業
作
品
は
、
日
本
画
史
上
に
残
る
名
作
で
あ
り「
よ
く
出
陳
す

る
こ
と
が
で
き
た
」と
の
お
声
も
い
た
だ
き
ま
し
た
。
こ
の
ほ
か
に

も
、
石
川
で
は
目
に
す
る
こ
と
が
な
い
多
く
の
名
作
を
展
示
す
る

こ
と
が
で
き
、
会
期
中
何
度
も
足
を
運
ん
で
い
た
だ
い
た
お
客
様

も
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
し
た
。

　

こ
ち
ら
の
無
理
難
題
に
も
快
く
応
じ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
関
係

各
館
に
改
め
て
深
謝
す
る
次
第
で
す
。

木村雨山　《縮緬地友禅花鳥文訪問着》

東京国立近代美術館蔵

森羅万象をまとう ―友禅 人間国宝  木村雨山・二塚長生の仕事―

企画展Topics

平成30年1月4日（木）～2月12日（月・休）　会期中無休

展
覧
会
回
顧

燦
め
き
の
日
本
画

―
石
崎
光
瑤
と
京
都
の
画
家
た
ち
―
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■
「
工
芸
館
名
品
展
」
関
連
行
事　

午
後
１
時
30
分
〜　

美
術
館
ホ
ー
ル　

申
込
不
要
・
聴
講
無
料

　
　

講
演
会
＆
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
コ
ン
サ
ー
ト

２
日
（
土
）

「
ミ
ニ
コ
ン
サ
ー
ト
・
制
作
者
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
」

「
日
本
の
近
現
代
陶
芸
―
歴
史
と
鑑
賞
―
」
（
午
後
２
時
〜
）　

　
　
　
　
　
　
　
　
　

講
師　

金
子
賢
治
氏
（
茨
城
県
陶
芸
美
術
館
長
）

■
土
曜
講
座　
　
　
　
　
　
　
　

午
後
１
時
30
分
〜　

美
術
館
講
義
室　

聴
講
無
料

９
日
（
土
）

前
田
綱
紀
「
百
工
比
照
」
の
思
想　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

村
瀬
博
春

16
日
（
土
）

百
工
比
照
の
研
究
と
新
村
撰
吉　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

有
賀　

茜

※ 

当
初
、
十
二
月
二
日
に
予
定
さ
れ
て
い
た
土
曜
講
座
『
前
田
綱
紀
「
百
工
比
照
」
の
思
想
』

は
、
九
日
に
移
動
し
ま
し
た
。
あ
し
か
ら
ず
ご
了
承
く
だ
さ
い
。

12
月
の
行
事
予
定

　

石
川
県
立
美
術
館
に
は
、
寄
託
作
品
も
含
め
三
二
一
点
の
脇
田
和
作
品
が
所
蔵
さ
れ
て
い
ま

す
。
公
立
美
術
館
と
し
て
、
こ
れ
ほ
ど
の
脇
田
作
品
を
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
し
て
い
る
美
術
館
は
他
に

あ
り
ま
せ
ん
。
こ
の
偉
大
な
洋
画
家
の
作
品
を
ま
と
め
て

鑑
賞
で
き
る
の
は
、
脇
田
美
術
館
の
季
節
開
館
と
当
館
の

特
集
展
示
だ
け
で
す
。

　

さ
て
、
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
シ
ョ
ッ
プ
に
は
、
脇
田
作
品
を
あ

し
ら
っ
た
素
敵
な
グ
ッ
ズ
が
用
意
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
ご

存
知
で
す
か
？
Ｔ
シ
ャ
ツ
や
ト
ー
ト
バ
ッ
グ
、
マ
グ
カ
ッ

プ
な
ど
、
手
元
に
置
き
た
く
な
る
よ
う
な
、
愛
ら
し
く
デ

ザ
イ
ン
さ
れ
た
グ
ッ
ズ
が
お
求
め
安
く
手
に
入
り
ま
す
。

ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
シ
ョ
ッ
プ
に
ぜ
ひ
お
立
ち
寄
り
く
だ
さ
い
。

ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
レ
ポ
ー
ト

　

十
月
十
五
日
、
子
ど
も
陶
芸
体
験「
う

つ
わ
づ
く
り
」を
開
催
し
ま
し
た
。
こ
の

陶
芸
体
験
で
は
、
ま
ず
、「
粘
土
と
な
か

よ
く
な
る
」
こ
と
を
目
指
し
て
ゲ
ー
ム

感
覚
で
楽
し
め
る
活
動
を
取
り
入
れ
、

参
加
者
も
未
就
学
児
か
ら
小
学
生
高
学

年
ま
で
と
な
り
ま
し
た
。
触
れ
る
機
会

が
ほ
と
ん
ど
な
い
土
粘
土
の
ひ
ん
や
り

し
た
感
触
や
、
小
さ
な
子
ど
も
た
ち
に
は
、
両
手
で
も
い
っ
ぱ
い
に

な
る
程
の
粘
土
の
塊
を
手
に
す
る
こ
と
が
初
め
て
の
子
も
多
か
っ

た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
粘
土
を
高
く
し
て
み
た
り
、
蛇
の
よ

う
に
長
く
伸
ば
し
て
み
た
り
、
ま
た
、
指
先
で
模
様
を
つ
け
る
な

ど
し
な
が
ら
粘
土
造
形
を
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
に
楽
し
み
ま
し
た
。
最

後
は
力
を
込
め
て
平
ら
に
の
ば
し
た
円
盤
状
粘
土
を
、
片
膝
を
立

て
た
膝
頭
に
載
せ
て
形
を
整
え
る
と
、
ま
さ
し
く
自
分
し
か
で
き

な
い
世
界
で
一
つ
だ
け
の
う
つ
わ
の
完
成
で
す
。
五
色
の
釉
薬
か

ら
好
き
な
を
色
を
選
び
、
焼
き
上
が
り
を
待
つ
の
も
楽
し
み
な
活

動
と
な
り
ま
し
た
。

　

十
月
九
日
・
二
十
一
日
に
は
、
企
画

展
関
連
事
業
と
し
て
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
・

ウ
ィ
ー
ク
の
恒
例
イ
ベ
ン
ト「
展
示
室

で
ス
ケ
ッ
チ
Ｇ
Ｏ
！
」
が
開
催
さ
れ
ま

し
た
。
今
秋
か
ら
こ
の
イ
ベ
ン
ト
ご
参

加
の
方
は
何
名
で
ご
来
館
い
た
だ
い

て
も
、
展
示
室
観
覧
料
が
団
体
料
金
に

割
引
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
小

中
学
生
対
象
の
ス
タ
ン
プ
ラ
リ
ー
対

象
講
座
の
た
め
、
子
ど
も
た
ち
の
活
動
だ
と
思
っ
て
い
ら
っ
し
ゃ

る
方
も
多
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
今
回
の
二
日
間
の
開
催
で
、
一

般
の
方
の
参
加
が
急
増
し
ま
し
た
。
今
後
も
こ
の
イ
ベ
ン
ト
参
加

で
、
今
ま
で
と
違
っ
た
展
示
室
の
楽
し
み
方
を
沢
山
の
方
に
体
験

し
て
い
た
だ
け
た
ら
と
思
っ
て
い
ま
す
。

ミュージアムレポート

文化の森　ミュージアムウィーク

「子ども陶芸体験うつわづくり」「展示室でスケッチGO]
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毎月第1月曜日はコレクション 

展示室無料の日（12月は4日）

今月の開館時間
午前9：30～午後6：00

カフェ営業時間
午前10：00～午後7：00 年中無休

12月の休館日は

18日（月）〜22日（金）、29日（金）〜31日（日）

森羅万象をまとう ―友禅 人間国宝　木村雨山・二塚長生の仕事―

会期：平成30年1月4日（木）～2月12日（月・休）　会期中無休

企画展Topics

４．二塚長生　《友禅着物「瀑響」》

　　（文化庁蔵）

５．二塚長生　《友禅着物「波動」》

　　（石川県立美術館蔵）

６．二塚長生　《友禅訪問着「音しぶく」》

　　（式年遷宮記念神宮美術館蔵）

１．木村雨山　《染色楽園》

　　（シルク博物館蔵）

２．木村雨山　《麻地友禅瓜模様振袖》

　　（石川県立美術館蔵）

３．木村雨山　《友禅訪問着　松》

　　（日本伝承染織振興会蔵）

前田育徳会
尊經閣文庫分館

第２展示室

平成29年12月23日（土・祝）

 　　〜平成30年2月5日（月）

【12月29日（金）〜1月3日（水）休館】

新春優品選
新春優品選

【古美術】

次回の展覧会

第３・4展示室 第5展示室 第6展示室 １Ｆ企画展示室

新春優品選

【近現代絵画・彫刻】

新春優品選

【工芸】
書の魅力

森羅万象をまとう
平成30年1月4日（木）

〜2月12日（月・休）


