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松田権六《蓬萊之棚》当館蔵

「URUSHI 伝統と革新」より

特別展 URUSHI　伝統と革新

石川県立美術館開館35周年・日本伝統漆芸展第35回記念

■ 特別陳列 加賀藩の美術工芸Ⅰ【古美術】

■ 特別陳列 漆皮ー近代の文化財修復と伝承ー【工芸】

■ 漆の美【古美術】

■ 鴨居 玲　教会【近現代絵画】

■ 優品選【近現代絵画・彫刻】

  展覧会回顧「特別陳列　前田家の名宝」

  ミュージアムレポート

  10月の行事案内・ミュージアムウィーク

  アラカルト　ただいま展示中

《蒔絵十二支図硯箱》五十嵐不尽

「漆の美」より
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日
本
伝
統
漆
芸
展
三
十
五
回
を
記
念
す
る
本
展
は
、
日
本

工
芸
会
に
所
属
す
る
作
家
を
軸
と
し
て
、
江
戸
時
代
の
技
術

を
継
承
す
る
明
治
時
代
の
名
工
か
ら
、
新
進
気
鋭
の
現
代
作

家
ま
で
の
作
品
を
近
代
漆
芸
の
歴
史
を
紹
介
す
る
も
の
で

す
。
展
覧
会
は
四
章
か
ら
な
り
、
企
画
展
示
室
の
第
一
室
が

第
一
章
と
第
二
章
、
二
室
前
半
が
第
三
章
、
二
室
後
半
と
三

室
が
第
四
章
で
す
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
章
の
作
家
の
多
く
は
、

前
後
に
続
く
章
の
作
家
と
師
弟
関
係
に
あ
り
ま
す
。
ど
の
作

家
が
師
弟
で
あ
っ
た
か
、
詳
細
は
図
録
に
掲
載
さ
れ
て
い
ま

す
が
、
順
を
追
っ
て
年
代
ご
と
に
作
品
を
鑑
賞
す
る
だ
け
で

な
く
、
師
弟
の
作
品
を
比
較
す
る
こ
と
で
、
師
か
ら
受
け
継

い
だ
も
の
、
独
自
の
新
し
い
展
開
を
そ
れ
ぞ
れ
の
作
品
に
見

る
こ
と
が
で
き
る
展
示
と
な
っ
て
い
ま
す
。

第
一
章
「
近
代
の
名
匠
」
は
近
代
工
芸
の
黎
明
期
と
も
言
え

る
、
明
治
か
ら
戦
前
ま
で
に
活
躍
し
た
作
家
た
ち
で
す
。
石

川
県
内
の
作
家
は
ほ
と
ん
ど
行
っ
て
い
な
い
「
蒟き

ん

ま醬
」
と
い
う

技
法
に
よ
る
、
玉た

ま

楮か
じ

象ぞ
う

谷こ
く

の
重
要
美
術
品
《
彩
色
蒟
醬
料
紙

箱
・
硯
箱
》（
香
川
県
立
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
）
、
松
田
権
六
の
師
・

六
角
紫
水
の
代
表
作
《
蒔
絵
理
想
界
の
図
手
箱
》（
広
島
県
立

美
術
館
）
な
ど
、
近
世
ま
で
の
漆
芸
技
術
を
高
い
レ
ベ
ル
で

身
に
つ
け
た
作
家
た
ち
の
優
品
が
揃
い
ま
す
。

第
二
章
「
重
要
無
形
文
化
財
と
日
本
工
芸
会
」
で
は
、
前
回

こ
の
ペ
ー
ジ
で
ご
紹
介
し
た
松
田
権
六
、
高
野
松
山
、
音
丸

耕
堂
、
前
大
峰
、
磯
井
如
真
ら
、
初
期
の
重
要
無
形
文
化
財

保
持
者
（
人
間
国
宝
）
で
あ
り
、
日
本
工
芸
会
設
立
の
中
核
と

な
り
、
そ
し
て
現
在
ま
で
続
く
日
本
伝
統
工
芸
展
の
開
催
に

貢
献
し
た
五
名
の
作
家
の
代
表
作
を
展
示
し
ま
す
。

第
三
章
「
日
本
伝
統
漆
芸
展
へ
」
は
日
本
工
芸
会
の
漆
芸
部

会
設
立
を
背
景
と
し
て
い
ま
す
。
石
川
県
関
係
で
は
松
田
権

六
の
弟
子
で
あ
っ
た
大
場
松
魚
や
、
寺
井
直
次
、
塩
多
慶
四

郎
な
ど
、
つ
い
先
頃
ま
で
活
躍
し
て
い
た
作
家
た
ち
の
作
品

が
並
び
ま
す
。
高
い
技
術
を
駆
使
し
た
、
独
創
的
な
意
匠
の

作
品
群
か
ら
は
、
漆
芸
部
会
設
立
と
運
営
と
い
う
目
的
を
同

じ
く
し
て
い
た
作
家
た
ち
が
、
精
力
的
に
制
作
を
行
っ
て
い

た
様
子
が
う
か
が
え
ま
す
。

続
い
て
第
四
章
「
現
在
を
つ
く
る
作
家
た
ち
」
で
は
、
現
在

活
躍
中
の
作
家
た
ち
の
作
品
を
紹
介
し
ま
す
。
各
作
家
選
り

す
ぐ
り
の
一
点
、
人
間
国
宝
は
二
点
ず
つ
の
展
示
で
、
近
年

の
日
本
伝
統
工
芸
展
や
日
本
伝
統
漆
芸
展
出
品
作
、
受
賞
作

が
中
心
で
す
。
展
示
を
通
し
て
、
伝
統
の
継
承
を
踏
ま
え
、

未
来
へ
と
進
む
作
家
た
ち
の
想
い
を
感
じ
と
っ
て
い
た
だ
け

れ
ば
幸
い
で
す
。

※ 
展
示
替
の
お
知
ら
せ

前
期
の
み
（
九
月
三
十
日
ま
で
）

赤
塚
自
得
《
竹
林
図
蒔
絵
硯
箱
》（
京
都
国
立
近
代
美
術
館
）

松
田
権
六
《
赤
と
ん
ぼ
蒔
絵
箱
》（
京
都
国
立
近
代
美
術
館
）

 
高
野
松
山《
栗
鼠
模
様
木
地
蒔
絵
手
箱
｠（
京
都
国
立
近
代
美
術
館
）

後
期
の
み
（
十
月
一
日
か
ら
）

赤
塚
自
得
《
竹
林
図
蒔
絵
文
台
》（
京
都
国
立
近
代
美
術
館
）

松
田
権
六
《
松
蒔
絵
飾
箱
》（
石
川
県
立
美
術
館
）

前
大
峰
《
沈
金
牡
丹
文
手
筥
》（
石
川
県
立
美
術
館
）

第7・8・9展示室
石川県立美術館開35周年・日本伝統漆芸展第35回記念

URUSHI　伝統と革新
主　　催： 石川県立美術館・公益社団法人日本工芸会

NHK金沢放送局・NHKプラネット中部

特別協力：東京国立近代美術館　後援：北國新聞 9月15日（土）～10月14日（日）会期中無休

赤塚自得《竹林図蒔絵文台》（後期のみ）

京都国立近代美術館蔵

高野松山《静動文庫》東京藝術大学
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前田育徳会尊經閣文庫分館

加賀藩の美術工芸Ⅰ

9月1日（土）～10月14日（日）会期中無休

加
賀
藩
主
・
前
田
家
の
美
術
工
芸
に
関
連
し
た
文
化
政
策
は
、
収
集
と
育
成
に
大
別
さ
れ
ま
す
。
大
名
家
が
、
自

家
の
ス
テ
イ
タ
ス
を
表
明
す
る
手
段
と
し
て
古
今
の
名
品
を
収
集
す
る
こ
と
は
、
江
戸
時
代
で
は
一
般
的
で
す
が
、

前
田
家
は
そ
の
質
と
量
に
お
い
て
他
家
を
圧
倒
し
て
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
妥
協
を
排
し
た
姿
勢
は
、
育
成
に
お

い
て
も
見
ら
れ
ま
す
。
た
と
え
ば
今
回
展
示
さ
れ
る
《
巌
浪
蒔
絵
真
鳥
羽
箪
笥
》（
清
水
九
兵
衛
作
）
の
蒔
絵
表
現
に

は
、
精
緻
さ
と
力
感
が
極
め
て
高
い
次
元
で
融
合
さ
れ
て
い
ま
す
。
本
作
は
、
加
賀
藩
五
代
藩
主
・
前
田
綱
紀
の
飽

く
こ
と
な
き
知
の
探
究
の
一
環
と
し
て
発
注
さ
れ
た
も
の
で
す
が
、
そ
れ
だ
け
に
制
作
者
の
プ
レ
ッ
シ
ャ
ー
は
並

大
抵
で
は
な
か
っ
た
で
し
ょ
う
。
こ
う
し
た
藩
主
と
制
作
者
と
の
高
次
の
精
神
的
な
緊
張
関
係
が
、
新
た
な
表
現

様
式
へ
と
結
実
し
て
い
き
ま
し
た
。
綱
紀
の
時
代
に
は
、
画
家
の
久
隅
守
景
や
喜
多
川
相
説
も
金
沢
で
制
作
を
行
っ

た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
い
わ
ゆ
る
「
加
賀
蒔
絵
」
に
は
、
ど
こ
か
彼
ら
の
息
吹
が
感
じ
ら
れ
る
よ
う
に
も
思
い
ま
す
。

学芸員の眼 加
賀
藩
三
代
藩
主
・
前
田
利
常
は
京
都
や
江
戸
か
ら
名
工

を
招
聘
し
て
、
美
的
か
つ
技
術
的
に
極
め
て
高
い
水
準
の
仕

事
を
要
求
し
ま
し
た
。
こ
の
姿
勢
は
五
代
・
綱
紀
に
も
継
承

さ
れ
、「
加
賀
藩
の
美
術
工
芸
」
の
大
き
な
特
質
と
な
っ
て
い

ま
す
。
今
回
は
、
企
画
展
に
関
連
し
て
第
二
展
示
室
の
特
集

と
合
わ
せ
て
「
加
賀
蒔
絵
」
の
名
品
を
展
示
し
て
い
ま
す
が
、

前
田
家
に
よ
る
美
術
工
芸
の
振
興
政
策
に
は
、
戦
略
的
な
側

面
も
あ
り
ま
し
た
。
そ
の
一
つ
は
名
工
に
よ
る
最
高
の
仕
事

で
あ
り
、
洗
練
さ
れ
た
表
現
や
技
法
に
よ
っ
て
発
注
者
た
る

前
田
家
の
教
養
を
デ
モ
ン
ス
ト
レ
ー
シ
ョ
ン
す
る
明
ら
か
な

意
図
が
認
め
ら
れ
ま
す
。

も
う
一
つ
は
、
こ
の
技
法
の
追
求
が
単
に
美
的
な
関
心
の

み
を
志
向
し
た
も
の
で
は
な
い
こ
と
で
す
。
五
十
嵐
道
甫
や

清
水
九
兵
衛
の
指
導
を
受
け
て
制
作
に
あ
た
っ
た
の
は
、
武

器
や
武
具
の
制
作
に
あ
た
っ
て
い
た
工
人
だ
っ
た
と
考
え
ら

れ
ま
す
。
そ
こ
に
は
当
然
、
軍
事
的
な
技
術
の
維
持
と
新
た

な
可
能
性
の
模
索
も
意
図
さ
れ
て
い
た
こ
と
で
し
ょ
う
。
こ

の
点
が
、
前
田
家
が
追
求
し
た
「
美
の
力
」
の
独
自
な
側
面
と

言
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。

こ
の
他
、
今
回
は
花
鳥
を
モ
テ
ィ
ー
フ
を
と
し
た
作
品
も

展
示
し
て
い
ま
す
。《
鳥
画
帖
》
は
、
江
戸
時
代
の
博
物
学
的

な
関
心
の
高
ま
り
を
受
け
て
編
集
さ
れ
た
も
の
で
す
が
、
鳥

の
姿
態
の
多
く
は
古
画
に
取
材
し
て
い
ま
す
。
そ
し
て
、
日

本
の
室
町
か
ら
江
戸
時
代
の
花
鳥
画
は
、
中
国
・
明
時
代
の
花

鳥
画
か
ら
大
き
な
影
響
を
受
け
て
い
る
こ
と
を
、
合
わ
せ
て

展
示
す
る
王
若
水
の
《
花
鳥
図
》
か
ら
確
認
す
る
こ
と
が
で
き

ま
す
。
本
作
は
吉
祥
図
で
す
が
、
近
代
に
至
る
ま
で
花
鳥
の

モ
テ
ィ
ー
フ
に
は
吉
祥
的
な
意
味
が
付
随
し
て
き
ま
し
た
。

重文《扇面散蒔絵手箱》《厳浪蒔絵真鳥羽箪笥》
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第2展示室

漆の美

9月1日（土）～10月14日（日）会期中無休

第5展示室

漆皮
―近代の文化財修復と伝承―
9月1日（土）～10月14日（日）会期中無休

本
展
示
で
は
漆
工
の
ほ
か
金
工
や
木
竹
工
な
ど
、
幅
広
い

ジ
ャ
ン
ル
の
作
品
を
取
り
上
げ
ま
し
た
。
い
ず
れ
の
作
品
に

も
共
通
す
る
の
は
、
平
安
時
代
以
前
の
古
文
化
財
を
模
し
て

い
る
、
と
い
う
こ
と
で
す
。
古
文
化
財
を
ほ
ぼ
そ
の
ま
ま
写

し
と
っ
た
作
品
に
は
、
初
代
諏
訪
蘇
山
《
青
磁
花
瓶
》（
石
川

県
立
工
業
高
等
学
校
蔵
）
が
挙
げ
ら
れ
ま
す
。
和
泉
市
久
保

惣
記
念
美
術
館
所
蔵
の
国
宝
《
青
磁
鳳
凰
耳
花
生　

銘
万
声
》

を
写
し
た
と
さ
れ
ま
す
。
当
時
は
京
都
・
山
科
の
毘
沙
門
堂

に
あ
っ
た
も
の
で
、
蘇
山
は
透
明
感
あ
る
青
の
再
現
に
心
を

砕
き
ま
し
た
。
蘇
山
は
同
様
の
作
品
を
も
う
一
点
手
が
け
て

お
り
、
現
在
そ
ち
ら
は
東
京
国
立
博
物
館
の
所
蔵
品
に
加
え

ら
れ
て
い
ま
す
。

金
工
で
は
、
般
若
勘
渓
《
正
倉
院
宝
物
模　

佐
波
理
加
盤
》

（
高
岡
市
美
術
館
）
に
ご
注
目
く
だ
さ
い
。
奈
良
・
東
大
寺
正

倉
院
に
伝
わ
る
《
南
倉
47　

佐
波
理
加
盤　

第
１
号
》
を
精
巧

に
写
し
て
お
り
、
10

口
の
器
を
入
子
状
に
重
ね
る
こ
と
が
で

き
ま
す
（
最
も
大
き
い
一
つ
は
蓋
）
。
鋳
造
、
轆
轤
挽
き
の
方

法
で
制
作
さ
れ
、
最
も
薄
い
と
こ
ろ
は
わ
ず
か
0.3

ミ
リ
と
い

う
繊
細
さ
で
す
。
般
若
勘
渓
は
富
山
県
高
岡
市
生
ま
れ
で
、

本
作
品
以
外
に
も
宮
内
庁
の
依
頼
を
受
け
古
文
化
財
の
模
造

を
行
っ
て
き
ま
し
た
。

近
現
代
に
活
躍
す
る
工
芸
作
家
に
と
っ
て
、
正
倉
院
宝
物

を
は
じ
め
と
す
る
古
文
化
財
は
、
常
に
新
し
い
輝
き
を
も
っ

て
目
に
映
り
ま
し
た
。
一
方
、
そ
れ
ら
の
文
化
財
を
模
造
・
修

復
す
る
上
に
は
作
家
た
ち
の
脈
々
と
受
け
継
が
れ
て
き
た
わ

ざ
が
不
可
欠
だ
っ
た
の
で
す
。
古
か
ら
現
代
へ
と
、
互
い
に

連
関
す
る
作
品
群
を
お
楽
し
み
く
だ
さ
い
。

今
回
は
企
画
展
に
ち
な
ん
だ
特
集
で
す
。
加
賀
蒔
絵
や
琳

派
の
よ
う
に
、
江
戸
時
代
は
漆
芸
で
注
目
す
べ
き
展
開
が
見

ら
れ
ま
す
。
特
に
十
八
世
紀
以
降
は
、
豊
か
な
財
力
を
背
景

と
し
た
町
人
が
新
た
な
文
化
の
担
い
手
と
し
て
台
頭
し
、
そ

れ
が
美
術
工
芸
の
世
界
に
も
大
き
な
影
響
を
与
え
ま
す
。
尾

形
光
琳
は
公
家
、
大
名
家
、
幕
府
役
人
、
豪
商
な
ど
様
々
な
顧

客
層
を
持
ち
、
そ
の
こ
と
が
時
代
を
経
て
も
愛
好
さ
れ
る
様

式
の
確
立
へ
と
つ
な
が
り
ま
し
た
。「
漆
の
神
様
」
と
呼
ば
れ

た
松
田
権
六
は
生
前
、
江
戸
時
代
の
漆
芸
は
琳
派
以
外
見
る

べ
き
も
の
が
な
い
と
し
ば
し
ば
語
り
、
そ
の
卓
抜
な
意
匠
感

覚
を
絶
賛
し
て
い
ま
す
。
そ
し
て
松
田
自
身
、
表
面
的
に
光

琳
意
匠
を
模
倣
し
た
の
で
は
な
く
、
や
ま
と
絵
精
神
を
継
承

し
た
光
琳
の
構
想
・
組
み
立
て
へ
の
深
い
洞
察
を
も
っ
て
《
蓬

萊
之
棚
》の
よ
う
な
歴
史
的
名
作
を
生
み
出
し
て
い
ま
す
。

今
回
展
示
さ
れ
る
作
品
は
慣
例
的
に
尾
形
光
琳
作
と
な
っ

て
い
ま
す
が
、
光
琳
そ
の
人
が
蒔
絵
を
行
っ
た
り
、
貝
を
削
っ

た
り
し
た
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
松
田
が
語
っ
た
よ
う
に
、

光
琳
の
構
想
・
組
み
立
て
に
よ
り
制
作
さ
れ
た
も
の
で
、
年
代

は
光
琳
の
最
晩
年
以
後
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
そ
し
て
白
楽
天

や
鹿
な
ど
の
意
匠
に
は
、
俵
屋
宗
達
の
影
響
が
認
め
ら
れ
ま

す
。
宗
達
と
光
琳
は
、
ゆ
る
や
か
な
血
縁
関
係
で
結
ば
れ
て

い
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
が
、
そ
の「
ゆ
る
や
か
さ
」
の
中
に
は

本
阿
弥
光
悦
や
五
十
嵐
道
甫
も
は
い
っ
て
き
ま
す
。
そ
し
て

加
賀
藩
主
・
前
田
家
が
発
注
者
、
雇
用
主
と
し
て
そ
の
ゆ
る

や
か
な
集
団
に
関
わ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
加
賀
蒔
絵
と
い
う

独
自
の
世
界
が
生
ま
れ
ま
し
た
。
唐
物
へ
の
審
美
眼
を
保
持

し
つ
つ
、
前
田
家
が
ど
の
よ
う
に
新
た
な
表
現
を
目
指
し
て

い
っ
た
の
か
の
一
端
も
、
今
回
の
展
示
で
紹
介
し
て
い
ま
す
。

《蒔絵梅椿若松図重箱》尾形光琳般若勘渓《正倉院宝物模　佐波理加盤》高岡市美術館蔵
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第4・6展示室

優品選

9月1日（土）～10月14日（日）会期中無休

第3展示室

鴨居 玲　教会

9月1日（土）～10月14日（日）会期中無休

近
現
代
絵
画
・
彫
刻
で
は
深
ま
り
ゆ
く
秋
の
気
配
を
優
品

の
展
示
か
ら
感
じ
て
い
た
だ
き
た
く
お
も
い
ま
す
。

日
本
画
で
は
、
八
月
二
十
九
日
か
ら
京
都
国
立
近
代
美
術

館
で
開
催
さ
れ
る
「
生
誕
一
一
〇
年
東
山
魁
夷
展
」
に
ち
な

み
、
東
山
魁
夷
作
品
を
ご
紹
介
し
ま
す
。
作
品
名
《
瀧
》
。
昭

和
二
十
九
年
制
作
の
大
作
で
す
。
近
年
寄
託
さ
れ
た
本
作
は
、

展
示
さ
れ
る
機
会
も
増
え
て
き
ま
し
た
。
魁
夷
に
し
て
は
無

骨
で
す
が
、
堂
々
た
る
迫
力
で
す
。

油
彩
画
で
は
、
宮
本
三
郎
、
高
光
一
也
ら
の
基
本
作
家
に

加
え
、
開
光
市
《
見
え
な
い
三
つ
の
音
》
を
展
示
し
ま
す
。
暗

く
、
深
い
独
自
の
世
界
を
持
つ
本
作
家
に
は
根
強
い
フ
ァ
ン

が
い
ま
す
。
本
作
も
一
見
お
ど
ろ
お
ど
ろ
し
い
画
面
で
す
が
、

つ
い
目
が
い
き
、
そ
の
う
ち
に
開
ワ
ー
ル
ド
と
も
い
う
べ
き

世
界
に
引
き
込
ま
れ
て
し
ま
う
作
品
で
す
。

彫
刻
部
門
で
は
、
堀
義
雄
を
中
心
と
し
た
抽
象
的
な
乾
漆

作
品
を
中
心
に
紹
介
し
て
い
ま
す
。
堀
義
雄
は
、
乾
漆
と
い

う
日
本
的
な
素
材
を
用
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
日
本
独
自
の

も
の
と
い
え
る
彫
刻
を
目
指
し
た
作
家
で
す
。
そ
の
他
、
吉

田
三
郎
の
《
駝
鳥
》
や
《
満
州
風
景
》
な
ど
小
ぶ
り
な
動
物
彫
刻

も
あ
わ
せ
て
お
楽
し
み
く
だ
さ
い
。

素
描
で
は
、
若
き
日
に
ド
イ
ツ
で
過
ご
し
た
脇
田
和
の
素

描
作
品
を
ご
紹
介
し
て
い
ま
す
。
17

歳
か
ら
学
ん
だ
ベ
ル
リ

ン
国
立
美
術
学
校
で
は
、
対
象
を
じ
っ
く
り
見
て
正
確
に
輪

郭
を
描
写
す
る
指
導
方
針
が
取
ら
れ
て
い
た
よ
う
で
す
が
、

人
物
の
骨
格
や
肉
付
き
が
無
駄
の
な
い
線
描
で
と
ら
え
た
脇

田
の
非
凡
さ
が
う
か
が
え
る
作
品
群
で
す
。

『
鴨
居
玲
画
集
』（
日
動
出
版
、
二
〇
〇
〇
年
）
に
は
四
十
四

点
の
教
会
作
品
が
掲
載
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
今
回
ご
紹
介
す

る
《
教
会
》
は
、
未
掲
載
の
百
号
で
、
し
か
も
数
多
い
教
会
の

中
で
も
、
最
も
ド
ラ
マ
チ
ッ
ク
な
一
作
と
い
え
る
で
し
ょ
う
。

構
成
は
下
記
の
図
版
の
と
お
り
、
大
き
な
窓
を
通
し
て
、
宙

に
傾
い
て
浮
か
ぶ
教
会
を
見
る
と
い
う
も
の
で
す
。

鴨
居
の
人
物
作
品
は
ド
ラ
マ
の
一
場
面
を
切
り
取
っ
た
よ

う
な
構
図
が
多
い
の
で
す
が
、
実
際
に
舞
台
や
ス
テ
ー
ジ
、

小
説
に
触
発
さ
れ
た
時
、
そ
の
ド
ラ
マ
性
は
い
っ
そ
う
強
ま

る
よ
う
で
す
。
ス
テ
ー
ジ
で
い
え
ば
イ
・
ス
ン
ジ
ャ
さ
ん
が

望
郷
の
ア
リ
ラ
ン
を
歌
う
姿
を
描
い
た
《
望
郷
を
歌
う 

故
高

英
洋
に
捧
ぐ
》
、
芥
川
龍
之
介
の
『
蜘
蛛
の
糸
』
か
ら
想
を
得

た
《
蜘
蛛
の
糸
》
、
芝
居
で
は
内
藤
武
敏
氏
ら
の
舞
台
劇
「
ア

ン
ネ
の
日
記
」
を
観
て
、
感
動
の
あ
ま
り
描
い
た
作
品
に
《
ド

ワ
は
ノ
ッ
ク
さ
れ
た
（
ア
ン
ネ
の
日
記
よ
り
）
》
が
あ
り
ま
す
。

ド
ア
が
何
時
ノ
ッ
ク
さ
れ
る
か
と
息
を
潜
め
て
身
を
寄
せ
る

ア
ン
ネ
た
ち
、
そ
の
後
ろ
に
は
密
告
者
が
我
関
せ
ず
と
反
対

方
向
を
向
い
て
い
る
と
い
う
構
図
で
す
。

本
《
教
会
》
は
、
鴨
居
が
い
っ
た
ん
は
、
宙
に
傾
き
浮
か
ぶ

教
会
と
し
て
完
成
さ
せ
、
そ
の
後
に
、
描
き
直
し
、
未
完
の

ま
ま
に
終
わ
っ
た
と
思
わ
れ
る
の
で
す
が
、
実
は
ア
ン
ネ
が

救
い
を
求
め
て
、
幻
と
し
て
イ
メ
ー
ジ
し
た
教
会
を
想
定
し

た
と
い
う
の
で
す
。

鴨
居
は
人
物
に
し
ろ
教
会
に
し
ろ
、
大
地
に
立
た
せ
る
こ

と
に
苦
慮
し
ま
し
た
。
安
住
や
安
定
す
る
こ
と
に
疑
問
を
抱

い
て
い
た
の
で
す
。
こ
う
し
た
思
い
が
宙
に
浮
か
び
傾
く
教

会
を
生
み
ま
し
た
。
そ
こ
か
ら
さ
ら
に
一
歩
進
み
た
い
と
い

う
あ
が
き
を
、
後
塗
り
で
艶
の
引
け
た
十
字
架
状
の
ガ
ラ
ス

枠
や
窓
枠
に
感
じ
る
の
で
す
。

鴨居玲《教会》開光市《見えない三つの音》
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「
夏
休
み
親
子
で
楽
し
む
美
術
館
」
の
今
年
の
テ
ー
マ
は
、
「
ア
ー
ト
de

動
物 

大
集
合
！
」
。

夏
休
み
の
小
学
生
親
子
の
体
験
講
座
も
、
動
物
を
テ
ー
マ
に
楽
し
み
ま
し
た
。

八
月
十
日
開
催
の
「
レ
ッ
ツ
！ 

マ
リ
オ
ッ
テ
ィ
～
手
遊
び
動
物
園
～
」
は
、
影
絵
遊
び
の

キ
ツ
ネ
や
犬
の
よ
う
に
、
自
分
の
手
を
動
物
の
形
に
見
立
て
、
さ
ら
に
色
も
塗
っ
て
作
品
に

す
る
活
動
で
す
。
こ
の
創
作
活
動
で
知
ら
れ
る
イ
タ
リ
ア
の
造
形
作
家
・
マ
リ
オ
・
マ
リ
オ
ッ

テ
ィ
さ
ん
の
作
品
に
倣
い
、
日
常
の
手
の
役
割
を
超
え
自
分
の
手
を
動
物
に
変
身
さ
せ
る
こ

と
は
、
と
て
も
ワ
ク
ワ
ク
す
る
活
動
で
す
。
ご
参
加
の
親
子
の
皆
さ
ん
は
、
手
の
形
を
相
談

し
合
っ
た
り
、
手
に
色
を
塗
り
合
っ
た
り
す
る
な
ど
活
動
を
存
分
に
楽
し
み
、
マ
リ
オ
ッ
テ
ィ

さ
ん
顔
負
け
の
豊
か
な
発
想
の
作
品
を
た
く
さ
ん
生
み
出
し
ま
し
た
。

十
二
日
開
催
の
「
動
物
園
de

ス
ケ
ッ
チ
Ｇ
Ｏ
！
」
は
、
楽
し
く
学
べ
る
移
動
動
物
園
・
Ｚ
Ｏ

Ｏ
Ｔ
Ｉ
Ｍ
Ｅ
さ
ん
を
広
坂
別
館
前
の
広
場
に
お
招
き
し
、
動
物
園
の
園
長
さ
ん
か
ら
の
動
物

に
関
す
る
お
話
を
聞
き
な
が
ら
、
ス
ケ
ッ
チ
を
楽
し
む
講
座
で
す
。
か
わ
い
い
動
物
、
あ
ま

り
目
に
す
る
こ
と
が
な
い
珍
し
い
動
物
を
前
に
、
参
加
者
の
好
奇
心
い
っ
ぱ
い
の
ま
な
ざ
し

で
描
か
れ
た
作
品
は
、
動
物
園
の
ス
タ
ッ
フ
の
方
々
も
び
っ
く
り
の
力
作
揃
い
で
し
た
。

前
田
育
徳
会
尊
經
閣
文
庫
分
館
の
展
示
で
は
、
藩
祖
・
前
田
利
家
以
来
の
前
田
家
の
根
本

方
針
で
あ
る
「
文
武
二
道
」
を
常
に
念
頭
に
置
い
て
い
ま
す
。
そ
し
て
前
田
家
の
場
合
は
、
江

戸
幕
府
に
対
す
る
「
文
に
よ
る
武
」
の
姿
勢
が
大
き
な
特
徴
と
な
っ
て
い
ま
す
。
た
と
え
ば
今

回
の
特
別
陳
列
の
中
心
と
な
っ
た
国
宝
《
広
田
社
二
十
九
番
歌
合
》
で
す
が
、
歌
合
自
体
は
平

安
時
代
後
期
の
歌
人
道
因
（
藤
原
敦
頼
）
が
撰
歌
・
結
番
し
た
も
の
に
、
歌
人
藤
原
俊
成
が
加

判
し
た
後
、
能
書
家
藤
原
実
家
が
清
書
を
行
い
、
摂
津
国
広
田
社
に
奉
納
さ
れ
ま
し
た
。
し

か
し
、
こ
の
と
き
の
加
判
原
本
と
清
書
本
は
現
存
せ
ず
、
判
者
の
俊
成
が
原
本
か
ら
転
写
し

た
自
筆
の
手
控
本
が
今
回
展
示
さ
れ
た
も
の
で
す
。
そ
れ
ゆ
え
、
本
作
は
年
紀
が
明
確
な
俊

成
の
書
風
を
伝
え
る
貴
重
な
資
料
で
あ
り
、
こ
の
点
が
前
田
家
収
集
の
大
き
な
ポ
イ
ン
ト

だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
歴
史
的
価
値
、
希
少
性
、
美
し
さ
な
ど
を
妥
協
な

く
追
求
す
る
収
集
方
針
に
、
前
田
家
の
戦
略
的
姿
勢
を
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。

そ
し
て
今
日
、
良
好
な
状
態
で
前
田
家
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
を
実
見
で
き
る
の
は
、
前
田
家

十
六
代
・
利
為
の
多
大
な
尽
力
に
よ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
忘
れ
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。

前
田
利
為
は
、
加
賀
藩
五
代
藩
主
・
前
田
綱
紀
の

文
化
政
策
に
深
く
共
感
し
、
財
団
の
設
立
な
ど
新

し
い
時
代
に
ふ
さ
わ
し
い
形
で
文
武
二
道
に
基

づ
く
加
賀
藩
主
・
前
田
家
の
文
化
政
策
を
継
承
し

ま
し
た
。
本
年
度
は
利
為
顕
彰
の
一
環
と
し
て
、

十
月
七
日
に
当
館
ホ
ー
ル
で
開
催
さ
れ
る
百
万

石
の
文
化
講
座
で
、
前
田
育
徳
会
の
菊
池
浩
幸
主

幹
を
講
師
と
し
て
「
前
田
利
為
侯
と
美
術
工
芸
」

と
題
し
た
講
演
会
を
行
い
ま
す
。
是
非
ご
来
聴
く

だ
さ
い
。

展
覧
会
回
顧

特
別
陳
列
　
前
田
家
の
名
宝

ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
レ
ポ
ー
ト

夏
休
み 

親
子
で
楽
し
む
美
術
館

国宝《広田社二十九番歌合》下巻奥書

会
期　

７
月
27
日
（
金
）
～
８
月
28
日
（
火
）
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◆
展
示
室
で
ス
ケ
ッ
チ
Ｇ
Ｏ
！

磁
気
式
ボ
ー
ド
を
使
っ
て
、
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
展
示
室
の
お
気
に
入
り
作
品
を
ス
ケ
ッ
チ
し
て

み
よ
う
。
所
要
時
間
は
三
十
分
程
度
で
す
。
申
込
不
要
で
す
。

日
時
：
十
月
二
十
七
日
（
土
）
午
前
十
時
～
十
一
時
三
十
分
（
受
付
時
間
）

料
金
： 

展
示
室
の
観
覧
料
が
必
要
で
す
。（
高
校
生
以
下
無
料
、
一
般
の
方
は
団
体
料
金
に

割
引
さ
れ
ま
す
）

対
象
：
ど
な
た
で
も

◆
修
復
特
別
実
演

修
復
技
術
者
が
修
復
作
品
の
解
説
や
修
復
内
容
を
紹
介
し
ま
す
。
実
演
作
業
を
目
と
耳
で
体

感
で
き
ま
す
。
参
加
無
料
、
申
込
不
要
で
す
。

　

日
時
：
十
月
二
十
八
日
（
日
） 

① 

午
前
十
時
～
十
一
時　

② 

午
後
二
時
～
二
時
三
十
分

　

会
場
：
石
川
県
文
化
財
保
存
修
復
工
房
・
石
川
県
立
美
術
館
広
坂
別
館

　

対
象
：
小
学
生
以
上

石
川
県
で
は
、
平
成
二
十
七
年
四
月
一
日
に
施
行
し
た
「
い
し
か
わ
文
化
振
興
条
例
」
に
お

い
て
、
文
化
施
設
を
利
用
し
た
り
、
文
化
活
動
に
参
加
す
る
こ
と
に
よ
り
、
い
し
か
わ
の
文

化
を
よ
り
身
近
に
感
じ
て
い
た
だ
け
る
よ
う
、
芸
術
の
秋
で
あ
る
十
月
の
第
三
日
曜
日
を
「
い

し
か
わ
文
化
の
日
」
と
定
め
ま
し
た
。
今
年
度
は
十
月
二
十
一
日
に
あ
た
り
ま
す
。
そ
し
て
「
い

し
か
わ
文
化
の
日
」
か
ら
十
一
月
三
日
の
文
化
の
日
ま
で
を
「
い
し
か
わ
文
化
推
進
期
間
」
と

し
、
県
内
全
域
で
様
々
な
イ
ベ
ン
ト
を
開
催
し
て
い
ま
す
。

当
館
で
は
「
い
し
か
わ
文
化
の
日
」
当
日
、
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
展
示
室
を
無
料
で
開
放
し
て
い

ま
す
。
ま
た
、「
い
し
か
わ
文
化
推
進
期
間
」
中
は
、
オ
リ
ジ
ナ
ル
記
念
品
が
も
ら
え
る
ス
タ
ン

プ
ラ
リ
ー
の
対
象
施
設
と
な
っ
て
い
ま
す
。
詳
し
く
は
石
川
県
文
化
振
興
課
の
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

い
し
か
わ
文
化
の
日

10
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

６
日
（
土
）

漆
の
美
〜
加
賀
蒔
絵
と
琳
派
を
中
心
に
〜

村
瀬
博
春

13
日
（
土
）

中
国
の
茶
書
を
読
む
３

―
『
大
観
茶
論
』
と
徽
宗
皇
帝 

そ
の
１
―

村
上
尚
子

■
百
万
石
の
文
化
講
座　

午
後
1
時
30
分
〜　

美
術
館
ホ
ー
ル　

聴
講
無
料

7
日
（
日
）

演
題　

前
田
利
為
侯
と
美
術
工
芸　

講
師　

菊
池
浩
幸 

氏

 

（
公
財 

前
田
育
徳
会
主
幹
）　

■
映
像
ギ
ャ
ラ
リ
ー　
　

午
後
1
時
30
分
〜　

美
術
館
ホ
ー
ル　

聴
講
無
料

14
日
（
日
）

石
川
の
匠
た
ち　

極
光　

人
間
国
宝　

寺
井
直
次
（
25
分
）

文
化
庁
工
芸
技
術
記
録
映
画
「
蒔
絵　

中
野
孝
一
の
わ
ざ
」（
37
分
）

　

兼
六
園
周
辺
文
化
の
森
で
は
、
文
化
の
秋
を
満
喫
す
る「
秋
の
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
ウ
ィ
ー
ク
」

が
十
月
二
十
一
日（
日
）か
ら
十
一
月
四
日（
日
）の
期
間
、
行
わ
れ
ま
す
。
当
館
関
連
の
イ
ベ
ン

ト
を
ご
紹
介
し
ま
し
ょ
う
。

◆
辻
口
博
啓
シ
ェ
フ
の
ス
イ
ー
ツ
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
会

世
界
最
高
峰
の
パ
テ
ィ
シ
エ
辻
口
氏
が
会
場
で
ス
イ
ー
ツ
デ
コ
レ
ー
シ
ョ
ン
を
実
演
し
ま
す
。

日
時
：
十
月
二
十
一
日（
日
）午
後
二
時
～
三
時
三
十
分

会
場
：
美
術
館
講
義
室

料
金
：
一
〇
〇
〇
円（
ケ
ー
キ
セ
ッ
ト
つ
き
）

申
込
：
往
復
は
が
き
に
住
所
・
氏
名
・
年
齢
・
電
話
番
号
・
人
数
を
記
載
し
て
左
記
ま
で
。

（
一
通
に
つ
き
二
名
ま
で
応
募
可
）。
定
員
五
十
名
。
十
月
四
日（
木
）必
着
。

〒
九
二
〇
―
八
五
八
〇（
住
所
不
要
）石
川
県
文
化
振
興
課

 

「
辻
口
博
啓
シ
ェ
フ
の
ス
イ
ー
ツ
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
会
」係
ま
で
。

ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
ウ
ィ
ー
ク
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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（10月は3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

10月の休館日は

15日（月）～17日（水）

前田育徳会
尊經閣文庫分館

第２展示室

平成30年10月18日（木）

 ～11月19日（月） 加賀藩の美術工芸Ⅱ 石川の文化財

次回の展覧会

第３・４・6展示室 第５展示室 １Ｆ企画展示室

秋の優品選 画家とやきもの

第65回
日本伝統工芸展

10月26日（金）　　　

　～11月4日（日）

以
前
、
美
術
系
の
大
学
に
は
必
修
科
目
に
「
図

学
」
な
る
授
業
が
あ
り
、
三
次
元
の
立
体
を
い
か

に
平
面
上
に
作
図
す
る
か
と
い
う
、
数
学
的
思
考

を
要
す
る
も
の
で
し
た
。
現
在
で
も
一
部
開
講
し

て
い
ま
す
が
、
パ
ソ
コ
ン
を
活
用
し
た
履
修
内
容

に
、
隔
世
の
感
が
否
め
ま
せ
ん
。

さ
て
、
本
作
は
海
に
浮
か
ぶ
氷
山
と
、
水
面
に

映
る
月
を
テ
ー
マ
に
描
か
れ
た
、ほ
ぼ
モ
ノ
ク
ロ
ー

ム
の
作
品
で
す
。
図
学
的
に
み
る
と
、
画
面
左
下

に
あ
る
月
の
鏡
像
と
、
奥
の
氷
山
や
水
面
を
照
ら

す
月
影
と
の
位
置
は
捻
れ
て
い
ま
す
。
氷
山
や
水

面
を
照
ら
す
月
影
が
正
し
け
れ
ば
、
月
の
鏡
像
は

右
下
に
位
置
し
、
月
の
鏡
像
が
正
し
け
れ
ば
、
水

面
に
映
る
月
影
は
左
よ
り
に
描
か
れ
る
は
ず
。
ど

う
や
ら
本
作
は
作
者
の
心
象
風
景
の
よ
う
で
す
。

タ
イ
ト
ル
《
玄
映
》
の
「
玄
」
と
い
う
文
字
は
黒
、

ま
た
は
天
空
の
色
を
意
味
し
ま
す
。
白
い
氷
山
と

月
、
そ
し
て
天
空
。
そ
れ
を
「
映
す
」
水
面
。
冷
た

く
冴
え
た
空
気
に
暗
く
静
か
な
時
間
が
流
れ
る
作

者
の
心
象
で
す
。

作
者
曲
子
光
男
は
大
正
四
年
に
北
海
道
で
生
ま

れ
ま
し
た
が
、
幼
少
期
に
父
を
亡
く
し
、
石
川
県
内

の
親
戚
に
預
け
ら
れ
ま
し
た
。
そ
の
後
京
都
に
転

居
し
、
京
都
市
立
絵
画
専
門
学
校
在
学
中
よ
り
、
堂

本
印
象
に
師
事
。
画
塾
東
丘
社
、
ま
た
京
都
画
壇
の

中
心
的
存
在
と
し
て
日
展
で
活
躍
し
、
金
沢
美
術

工
芸
大
学
で
後
進
の
指
導
に
も
尽
力
し
ま
し
た
。

《玄映》 げんえい

縦199.9 × 横148.6（cm）　昭和51年（1976）　第8回改組日展

アラカルト ただいま展示中 à la carte　No.32

曲子光男　まげし・みつお

大正4年－平成23年（1915－2011）


