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新
し
い
コ
レ
ク
シ
ョ
ン

松田権六（1896–1986）
《秋草泥絵平卓》

1932年
高さ8.0 、幅61.0 、奥行38.5 cm
漆、泥絵
Lc0365
平成30年度 購入
撮影：エス・アンド・ティ フォト

松
田
権
六
と
い
え
ば
、一
九
五
五
年
に「
蒔
絵
」

の
技
法
で
重
要
無
形
文
化
財
保
持
者
の

認
定
を
受
け
た
、
蒔
絵
の
エ
キ
ス
パ
ー
ト
で
す
。一

般
的
に「
蒔
絵
」と
い
う
と
、
漆
の
黒
と
、
模
様
を

描
き
出
す
際
に
使
わ
れ
る
金
粉
の
対
比
と
い
う

イ
メ
ー
ジ
で
知
ら
れ
ま
す
。
そ
の
た
め
、
こ
の
作

品
の
一
見
蒔
絵
ら
し
か
ら
ぬ
風
貌
に
、「
お
や
？
」

と
思
わ
れ
る
方
も
お
ら
れ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

そ
の
違
和
感
は
、
フ
ラ
ッ
ト
な
面
に
ラ
フ
に
描
か

れ
た
模
様
に
よ
っ
て
さ
ら
に
強
ま
り
ま
す
。
蒔
絵

は
江
戸
時
代
に
高
度
に
発
達
し
、
少
し
大
げ
さ
に

言
う
な
ら
ば
、
半
レ
リ
ー
フ
的
な
仕
上
げ
で
模
様

を
高
く
盛
り
上
げ
た
硯
箱
や
調
度
品
類
が
多
く

生
み
出
さ
れ
ま
し
た
。
そ
う
し
た
蒔
絵
技
法
は
、

大
正
時
代
に
大
家
と
し
て
名
を
馳
せ
た
赤あ

か

塚つ
か

自じ

得と
く

の
作
品
に
ま
で
受
け
継
が
れ
て
き
ま
し
た
。

　
し
か
し
、
こ
の
作
品
は
ど
う
で
し
ょ
う
。
蘇
芳

で
赤
く
染
め
た
桐
の
一
枚
板
を
用
い
た
天
板

に
、
萩
の
枝
や
葉
を
流
れ
る
よ
う
な
筆
致
で
描

い
て
い
ま
す
。
絵
画
の
筆
で
描
い
た
よ
う
な
表

現
を
、
漆
と
金
粉
等
を
使
っ
て
達
成
す
る
た
め
、

松
田
は
こ
の
作
品
で
あ
え
て
泥で

い

絵え

と
い
う
技
法

を
用
い
て
い
ま
す
。
漆
芸
技
法
で
い
う
泥
絵
と

は
、
漆
を
塗
っ
た
面
に
、
金
銀
粉
や
箔
を
水
や

膠
で
溶
い
て
作
っ
た
金
泥
で
模
様
を
描
く
技
法

で
す
。
漆
が
乾
か
な
い
う
ち
に
直
接
描
い
て
い

く
の
で
、
筆
致
を
生
か
し
た
表
現
が
可
能
と
な

り
ま
す
。
一
方
で
、
こ
の
手
法
で
は
、
下
絵
も
描

く
こ
と
が
で
き
ず
、
や
り
直
し
も
き
か
な
い
一
回

勝
負
と
な
る
た
め
、
か
な
り
の
修
練
が
必
要
と

さ
れ
ま
す
。
江
戸
時
代
の
蒔
絵
と
は
全
く
趣
を

異
に
す
る
難
し
い
技
法
に
、
松
田
が
あ
え
て
挑

ん
だ
理
由
は
ど
こ
に
あ
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。

　
大
正
時
代
か
ら
昭
和
初
期
に
か
け
て
、
松
田
の

師
で
あ
っ
た
六
角
紫
水
ら
東
京
美
術
学
校
を
中

心
と
し
た
蒔
絵
作
家
を
中
心
に
、「
末ま

っ

金き
ん

鏤る

」
と

呼
ば
れ
る
技
法
が
流
行
し
ま
し
た
。
そ
れ
は
、
正

倉
院
の
漆
工
品
に
例
が
見
ら
れ
る
我
が
国
最
古

の
蒔
絵
技
法
で
あ
る
と
同
時
に
、
ま
る
で
絵
画
の

よ
う
に
モ
チ
ー
フ
の
自
由
な
描
出
を
可
能
と
す
る

蒔
絵
の
新
手
法
と
し
て
も
読
み
替
え
ら
れ
、
注
目

さ
れ
て
い
ま
し
た
。
た
だ
し
当
時
、
末
金
鏤
は
漆

に
金
銀
粉
を
混
ぜ
て
描
く「
練ね

り

描が
き

」
の
技
法
に
よ

る
と
考
え
ら
れ
て
お
り
、「
あ
た
か
も
絹
素
の
上

に
金
泥
を
以
っ
て
画
き
た
ら
ん
が
如
き
筆
致
濃

淡
」を
現
す
こ
と
が
で
き
る「
清
新
な
」技
法
と
捉

え
ら
れ
て
い
ま
し
た（
そ
の
後
、戦
後
の
調
査
で
、末

金
鏤
は
漆
で
模
様
を
描
い
た
上
に
金
銀
粉
を
蒔
く
研と

き

出だ
し

蒔
絵
に
よ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
り
ま
し
た
）。
本

作
は
、
こ
う
し
た
戦
前
の「
末
金
鏤
」ブ
ー
ム
を

受
け
て
、
や
り
直
し
の
き
か
な
い
難
し
い
手
法
を

用
い
て
、
松
田
権
六
が
蒔
絵
表
現
を
押
し
広
げ

よ
う
と
い
う
意
図
で
制
作
し
た
も
の
と
推
測
さ

れ
ま
す
。

　
江
戸
時
代
ま
で
の
高
度
な
技
巧
に
裏
打
ち
さ
れ

な
が
ら
も
、
表
現
と
し
て
は
固
く
古
め
か
し
い
も

の
と
な
っ
て
い
た
漆
芸
表
現
を
変
革
し
よ
う
と
い

う
気
運
が
満
ち
て
い
た
時
代
、
松
田
の
出
し
た
回

答
の
一
つ
が
こ
の
作
品
で
し
た
。

 

（
工
芸
課
主
任
研
究
員
　
北
村
仁
美
）

（
所
在
不
明
）と
比
べ
る
と
明
ら
か
で
す
。「
人
民
広

場
」と
は
お
そ
ら
く
皇
居
前
広
場
の
こ
と
。
戦
後

数
年
間
、
そ
の
空
間
は
メ
ー
デ
ー
な
ど
様
々
な
集

会
に
用
い
ら
れ
ま
し
た
。
俊
も
、一
九
四
六
年
五

月
十
九
日
に
行
わ
れ
た
い
わ
ゆ
る
食
糧
メ
ー
デ
ー

に
参
加
し
た
よ
う
で
す
か
ら
、
描
か
れ
て
い
る
の

が
ほ
と
ん
ど
女
性
で
あ
る《
人
民
広
場
》は
、
そ
の

体
験
に
基
づ
い
て
い
る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　
こ
れ
と
対
蹠
的
に
な
る
よ
う
に《
解
放
さ
れ
行

く
人
間
性
》は
描
か
れ
た
の
だ
と
す
れ
ば
、
こ
こ
に

描
か
れ
て
い
る
の
を
単
な
る
女
性
だ
と
思
っ
て
は

い
け
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
実
際
、
現

実
の
裸
婦
な
ら
大
抵
あ
る
は
ず
の
陰
毛
が
描
か
れ

て
い
ま
せ
ん
。
ま
た
乳
房
は
あ
り
ま
す
が
乳
首
の

表
現
は
不
明
瞭
で
す
。
そ
う
し
た
デ
ィ
テ
ー
ル
よ

り
も
、
肉
体
を
量
塊
と
し
て
捉
え
る
こ
と
に
意
識

が
注
が
れ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
絵
の
具
の
タ
ッ
チ

も
独
特
で
、
特
に
左
半
身
に
お
け
る
そ
れ
は
、
塑

像
に
お
け
る
石
膏
や
粘
土
の
よ
う
で
す
。

　
俊
は
、
新
し
い
憲
法
の
も
と
に
生
き
る
人
間
の

姿
を
描
こ
う
と
し
て
、
理
想
的
な
身
体
を
象か

た
ど
る
こ

と
に
長
け
た
彫
刻
に
範
を
と
っ
た
。
そ
し
て
そ
れ

を
絵
画
な
ら
で
は
の
抽
象
的
な
空
間
に
お
い
た
。

表
明
し
た
い
こ
と
が
あ
れ
ば
こ
そ
の
表
現
で
す
。

一
方
、
当
時
の
美
術
雑
誌
を
紐
解
く
と
、
男
性
画

家
の
描
く
裸
婦
は
、
後
ろ
向
き
で
あ
っ
た
り
腰
や

足
に
布
を
か
け
て
い
た
り
身
を
よ
じ
っ
た
り
と

堂
々
と
し
て
い
な
い
も
の
ば
か
り
。
俊
の
作
品
が

い
か
に
清
新
で
あ
っ
た
か
が
よ
く
わ
か
り
ま
す
。
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美
術
課
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松
田
権
六

《
秋あ

き

草く
さ

泥で
い

絵え

平ひ
ら

卓し
ょ
く

》


