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新
し
い
コ
レ
ク
シ
ョ
ン

二
十
代
堆
朱
楊
成

《
彫
漆
硯
箱 

玄
鶴
》

咲
き
ほ
こ
る
菊
の
花
を
背
景
に
、
ど
こ
か

コ
ミ
カ
ル
な
面
持
ち
の
鶴
が
三
羽
た
た

ず
ん
で
い
ま
す
。
こ
れ
ら
の
モ
チ
ー
フ
は
、
漆
を

塗
り
重
ね
た
厚
い
層
を
彫
刻
刀
で
彫
っ
て
文
様

を
表
現
す
る
彫

ち
ょ
う

漆し
つ

と
い
う
技
法
で
あ
ら
わ
さ
れ

て
い
ま
す
。
彫
漆
に
は
、
単
色
を
塗
り
重
ね
て
濃

淡
を
出
す
技
法
と
、
二
色
以
上
を
塗
り
重
ね
て

色
彩
豊
か
な
模
様
を
作
り
出
す
技
法
が
あ
り
ま

す
が
、
本
作
は
後
者
に
あ
た
り
、
彫
ら
れ
た
断
面

に
地
層
の
よ
う
な
色
の
層
が
あ
ら
わ
れ
る
と
こ

ろ
も
見
ど
こ
ろ
の
ひ
と
つ
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

下
地
に
黄
色
味
を
お
び
た
朱
漆
、
図
案
化
さ

れ
た
菊
花
は
濃
密
な
赤
の
朱
漆
、
葉
や
花
柄
に

は
黒
の
漆
面
を
出
し
て
、
彫
り
下
げ
る
色
漆
の

層
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
な
が
ら
モ
チ
ー
フ
を
巧
み
に

表
現
し
て
い
ま
す
。
鶴
の
部
分
は
、
最
上
部
の
黒

漆
の
層
を
彫
り
出
し
、
頭
部
か
ら
羽
根
先
に
か

け
て
色
漆
を
塗
り
分
け
て
銀
粉
を
蒔
き
、
肉
付

け
さ
れ
た
ボ
デ
ィ
に
静
か
な
陰
影
を
あ
た
え
て
い

ま
す
。
そ
し
て
く
ち
ば
し
部
分
を
じ
っ
く
り
見
る

と
、
鼻
孔
や
ぺ
ろ
り
と
突
き
出
す
よ
う
な
舌
ま
で

も
が
朱
漆
の
層
ま
で
丹
念
に
彫
り
出
さ
れ
、
さ

ら
に
は
目
や
く
ち
ば
し
の
先
端
だ
け
に
金
蒔
絵

を
施
す
と
い
う
手
の
込
み
よ
う
で
す
。
ま
た
蓋
裏

と
身
の
内
側
に
は
荒
め
の
金
粉
地
に
流
水
波
が

研と
ぎ

出だ
し

蒔ま
き

絵え

で
描
か
れ
て
お
り
、
彫
漆
を
主
に
蒔

絵
の
手
法
を
併
用
し
た
作
品
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

彫
漆
は
、
中
国
・
唐
時
代
に
技
術
が
始
ま
り
、

日
本
へ
は
鎌
倉
時
代
に
そ
の
作
品
が
伝
わ
り
ま

し
た
。
室
町
時
代
に
堆つ

い

朱し
ゅ

彫ぼ
り（

朱
漆
の
み
を
塗
り

重
ね
て
文
様
を
彫
っ
た
も
の
）を
模
倣
制
作
し
た
初

代
楊
成
は
、
そ
の
出
来
栄
え
の
良
さ
を
賞
賛
さ

れ
、
以
来
代
々
堆
朱
楊
成
を
名
乗
っ
て
彫
漆
を

家
業
と
し
ま
し
た
。
し
か
し
そ
の
制
作
は
、
明
治

に
至
る
約
五
〇
〇
年
の
間
、
中
国
か
ら
の
渡
来

品
を
模
倣
す
る
だ
け
に
と
ど
ま
っ
て
い
ま
し
た
。

　

作
者
の
二
十
代
堆
朱
楊
成（
一
八
八
〇
│
一
九
五

二
）は
、
漆
の
世
界
に
入
っ
た
少
年
時
代
よ
り
渡

来
品
の
模
倣
を
嫌
い
作
品
の
オ
リ
ジ
ナ
リ
テ
ィ

を
重
視
し
て
、
形
状
や
意
匠
図
案
等
す
べ
て
独

自
の
発
想
と
方
法
で
制
作
す
る
こ
と
に
こ
だ
わ

り
ま
し
た
。
本
作
の
よ
う
な
彫
漆
と
蒔
絵
の
併

用
は
、
そ
れ
ま
で
の
漆
工
芸
に
は
見
ら
れ
な
か
っ

た
も
の
で
二
十
代
な
ら
で
は
の
作
品
と
い
え
ま

す
。
彫
技
だ
け
で
は
な
く
蒔
絵
や
沈ち

ん

金き
ん

、
螺ら

鈿で
ん

等
も
自
分
の
も
の
と
し
て
技
法
の
修
練
に
励
み
、

新
た
な
表
現
手
法
を
つ
ぎ
つ
ぎ
に
試
み
た
二
十

代
は
、
堆
朱
家
伝
来
の
技
を
さ
ら
に
洗
練
さ
せ

な
が
ら
、
彫
漆
に
よ
る
表
現
の
可
能
性
を
切
り

開
い
て
い
き
ま
し
た
。

　

最
後
に
も
う
一
度
モ
チ
ー
フ
に
目
を
む
け
て

み
ま
し
ょ
う
。
本
作
は
一
九
四
四
年
、
第
二
次
大

戦
が
激
し
さ
を
増
す
中
で
制
作
さ
れ
ま
し
た
。

鶴
は
長
寿
や
幸
福
の
意
味
を
も
ち
、
菊
は
日
本

の
シ
ン
ボ
ル
と
し
て
用
い
ら
れ
ま
す
が
、
時
代
文

化
を
咀
嚼
し
て
制
作
に
取
り
組
ん
で
い
た
二
十

代
が
こ
の
硯
箱
に
あ
ら
わ
し
た
モ
チ
ー
フ
に
は
、

幸
せ
な
日
本
の
未
来
を
願
う
思
い
が
こ
め
ら
れ

て
い
る
よ
う
に
も
感
じ
ら
れ
ま
す
。 
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工
芸
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二十代堆朱楊成（1880-1952）
《彫漆硯箱 玄鶴》

1944年
漆、彫漆、蒔絵
高さ6.3, 幅24.5, 奥行26.5cm
平成25年度購入
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