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重要文化財 「支那禅刹図式」

　

大
乗
寺
は
鎌
倉
時
代
末
、加
賀
の
守
護
冨
樫
家
尚
の
創

建
と
さ
れ
、現
在
の
野
々
市
市
に
真
言
僧
の
澄
海
を
住
持

さ
せ
た
こ
と
に
始
ま
る
と
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。永
平
寺

の
徹
通
義
介
を
招
い
て
禅
寺
と
し
た
こ
と
に
よ
り
、大
乗

寺
は
永
平
寺
以
外
で
は
最
初
に
建
て
ら
れ
た
曹
洞
宗
寺

院
で
あ
る
と
し
て「
曹
洞
宗
第
二
の
本
山
」と
も
称
さ
れ

る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

そ
の
後
、大
乗
寺
二
世
瑩
山
紹
瑾
、三
世
明
峯
素
哲
の

時
期
に
基
礎
が
築
か
れ
、室
町
時
代
に
は
足
利
幕
府
の
祈

願
寺
と
し
て
寺
領
・
屋
敷
が
安
堵
さ
れ
ま
し
た
。し
か
し

一
向
一
揆
に
よ
り
国
主
冨
樫
氏
が
倒
さ
れ
て
保
護
者
を

失
い
、さ
ら
に
一
揆
を
平
定
し
た
柴
田
勝
家
の
兵
火
に

よ
っ
て
、堂
宇
も
焼
失
し
て
し
ま
い
ま
し
た
。

　

加
賀
藩
の
治
政
に
な
っ
て
復
興
が
行
わ
れ
、二
代
藩
主
・

前
田
利
長
の
時
代
、金
沢
木
の
新
保（
現
在
の
金
沢
市
本

町
）に
移
転
・
再
興
さ
れ
ま
し
た
。さ
ら
に
本
多
政
重
に
よ

り
、本
多
家
下
屋
敷
の
隣
接
地
で
あ
る
大
乗
寺
坂
下（
現
在

の
本
多
町
）に
移
転
し
ま
す
。そ
の
後
藩
よ
り
与
え
ら
れ
た

現
在
の
地
に
移
転
し
、今
日
に
続
く
こ
と
に
な
る
の
で
す

が
、今
で
も
県
立
工
業
高
校
か
ら
石
引
台
地
へ
登
る
坂
を

大
乗
寺
坂
と
呼
ん
で
お
り
、か
つ
て
の
名
残
を
と
ど
め
て

い
ま
す
。

　

当
館
に
は
大
乗
寺
よ
り
古
文
書
・
絵
画
な
ど
が
一
括
寄

託
さ
れ
て
い
ま
す
。重
要
文
化
財『
佛
果
碧
巌
破
関
撃
節
』

（
一
夜
碧
巌
集
）を
は
じ
め
と
す
る
、大
乗
寺
の
文
化
財
を

こ
の
機
会
に
ご
鑑
賞
く
だ
さ
い
。

　
「
作
品
名
が
難
し
く
て
、わ
か
ら
な
い
」と
い
う
質
問
を

よ
く
頂
戴
し
ま
す
。特
に
、漆
や
染
織
と
い
っ
た
工
芸
品

の
作
品
名
と
し
て
用
い
ら
れ
る「
技
法
」と「
文
様
」を
並

べ
た
漢
字
ば
か
り
の
作
品
名
が
難
解
に
映
る
よ
う
で
す
。

例
え
ば
、「
小
石
畳
地
宝
珠
形
鳳
凰
雲
文
様
金
襴
」。小
さ

な
石
畳
の
よ
う
に
織
り
出
さ
れ
た
布
地
に
、宝
珠
形
の
雲

に
囲
ま
れ
た
鳳
凰
の
文
様
を
持
つ
金
襴
と
い
う
意
味
な

の
で
す
が…

。

　

と
こ
ろ
で
、茶
道
で
は
、点
前
に
お
い
て
用
い
ら
れ
た

道
具
に
つ
い
て
、亭
主
と
客
の
間
で
問
答
が
あ
り
ま
す
。

「
お
茶
入
は
？
」「
お
窯
元
は
？
」の
後
は「
お
仕
覆
の
裂
地

は
？
」と
続
き
ま
す
が
、「
興
福
寺
金
襴
で
す
」の
返
答
に
、

難
し
さ
は
あ
り
ま
せ
ん
。「
興
福
寺
金
襴
」、別
称「
小
石
畳

地
宝
珠
形
鳳
凰
雲
文
様
金
襴
」は
、名
物
裂
の
中
で
も
特

に
古
い「
ね
ぬ
け（
年
代
の
な
い
）」と
珍
重
さ
れ
た
裂
で

す
。興
福
寺
の
帳
に
用
い
ら
れ
た
と
伝
わ
る
こ
と
か
ら
、こ

う
呼
ば
れ
ま
す
。

　

中
世
か
ら
近
世
初
期
に
か
け
て
日
本
へ
渡
っ
た
染
織
品

の
う
ち
、寺
社
や
大
名
家
に
伝
わ
り
、茶
入
の
仕
覆
や
掛
軸

の
表
装
と
し
て
用
い
ら
れ
た
裂
を
名
物
裂
と
い
い
、特
に

茶
人
や
好
事
家
た
ち
に
選
ば
れ
た
裂
は
、こ
の
よ
う
に
特

定
の
名
称
で
呼
ば
れ
ま
し
た
。角
倉
了
以
愛
用
の「
角
倉
金

襴
」、大
徳
寺
の
帳
に
用
い
ら
れ
た
と
い
う「
大
徳
寺
金

襴
」、古
田
織
部
愛
用
の「
織
部
緞
子
」な
ど
で
す
。

　

本
特
集
で
は
、前
田
育
徳
会
に
伝
わ
る
名
物
裂
の
中
か

ら
、名
物
裂
三
十
一
点
と
、香
道
具
・
遊
戯
具
な
ど
計
三
十

七
点
を
紹
介
し
ま
す
。

11月20日（水）～12月15日（日） 会期中無休

大乗寺の文化財

第2展示室

11月20日（水）～12月15日（日） 会期中無休

名物裂と遊戯具

前田育徳会尊經閣文庫分館

「小石畳地宝珠形鳳凰雲文様金襴（興福寺金襴）」

い
え
ひ
さ

け
い
ざ
ん
し
ょ
う
き
ん

め
い
ほ
う
そ
て
つ

ぶ
つ
か
へ
き
が
ん
は
か
ん
き
ゃ
く
せ
つ

い
ち
や
へ
き
が
ん

ち
ょ
う
か
い

て
っ
つ
う
ぎ
か
い

と
ば
り
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小林清親 「東京両国百本杭暁之図」赤丸雪山 「金襴手八岐大蛇退治図双耳花瓶」

　

平
成
十
七
年
に
久
世
靖
氏
よ
り
一
括
寄
贈
を
受
け
た

三
〇
一
六
枚
に
お
よ
ぶ
浮
世
絵
版
画
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
の

中
か
ら
、明
治
に
活
躍
し
た
浮
世
絵
師
・
小
林
清
親
と
、大

正「
新
版
画
」の
創
作
に
力
を
注
い
だ
伊
東
深
水
、橋
口
五

葉
、川
瀬
巴
水
等
の
作
品
を
展
示
し
ま
す
。

　

江
戸
時
代
に
庶
民
に
愛
さ
れ
た
浮
世
絵
は
、明
治
に
入

り
新
た
な
展
開
を
み
せ
ま
す
。小
林
清
親
は
、闇
夜
に
浮

か
ぶ
光
や
暁
の
空
、雨
に
濡
れ
る
地
面
な
ど
、自
然
を
あ

り
の
ま
ま
に
捉
え
た
木
版
画
を
制
作
し
、浮
世
絵
の
新
境

地
を
開
き
ま
す
。伝
統
的
な
手
法
で
は
、墨
の
輪
郭
線
を

主
版
と
し
て
色
版
を
刷
り
重
ね
ま
す
が
、清
親
は
輪
郭
線

を
使
用
し
な
い
、も
し
く
は
薄
い
茶
色
を
用
い
ま
し
た
。

そ
れ
は
線
よ
り
も
面
を
主
役
と
し
、光
の
変
化
や
水
の
動

き
な
ど
、形
を
も
た
な
い
も
の
を
表
現
す
る
試
み
で
し
た
。

清
親
の
作
品
は「
光
線
画
」と
呼
ば
れ
人
気
を
博
し
ま
す
。

し
か
し
、も
と
も
と
印
刷
物
と
し
て
の
役
割
が
大
き
か
っ

た
浮
世
絵
は
、写
真
や
石
版
画
な
ど
の
新
し
い
技
術
に
勝

て
ず
、一
度
は
衰
退
へ
の
道
を
た
ど
り
ま
す
。

　

そ
し
て
大
正
期
、自
画
・
自
刻
・
自
摺
の
創
作
版
画
運
動
が

展
開
さ
れ
る
中
、新
し
い
時
代
の
浮
世
絵
を
目
指
し
た
版
元

の
企
て
に
よ
り
、新
版
画
が
誕
生
し
ま
す
。新
版
画
は
、む
ら

の
あ
る
摺
り
方
を
し
た
り
、同
じ
色
を
何
度
も
重
ね
て
画
面

に
深
み
を
持
た
せ
た
り
と
、画
期
的
な
技
法
・
表
現
で
制
作

さ
れ
、木
版
画
の
可
能
性
を
広
げ
て
ゆ
き
ま
し
た
。

　

今
回
の
特
集
で
、明
治
・
大
正
の
木
版
画
が
も
つ
独
特
の

魅
力
を
是
非
、ご
堪
能
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。

11月20日（水）～12月15日（日） 会期中無休

木版の美

第3展示室

　

今
日
、一
般
に
使
わ
れ
て
い
る「
美
術
」や「
工
芸
」と
い

う
言
葉
は
、明
治
期
に
至
る
ま
で
、わ
が
国
で
は
使
わ
れ

て
い
ま
せ
ん
で
し
た
。そ
れ
が
明
治
維
新
後
、欧
米
か
ら

新
し
い
思
想
や
技
術
、制
度
が
も
た
ら
さ
れ
、「
美
術
」「
工

芸
」と
い
う
概
念
が
生
み
出
さ
れ
て
い
き
ま
し
た
。

　
「
工
芸
」の
分
野
で
は
、当
初
、伝
統
的
な
わ
ざ
を
殖
産

興
業
政
策
に
生
か
し
て
、制
作
品
の
販
路
を
海
外
に
求
め

ま
し
た
。と
り
わ
け
、明
治
六
年
に
開
催
さ
れ
た
ウ
ィ
ー

ン
万
国
博
覧
会
に
お
い
て
、わ
が
国
か
ら
の
出
品
作
品
が

人
気
を
博
し
た
こ
と
か
ら
、海
外
の
需
要
を
強
く
意
識
し

た
表
現
が
作
品
制
作
の
上
に
反
映
さ
れ
て
い
く
こ
と
に

な
り
ま
す
。

　

そ
の
表
現
は
、過
剰
と
も
い
え
る
装
飾
性
の
強
い
も
の

で
、陶
磁
器
の
絵
付
け
に
み
ら
れ
る
よ
う
な
、伝
統
的
な
画

題
を
絵
画
的
に
描
い
た
作
品
、た
と
え
ば
赤
丸
雪
山
作《
金

襴
手
八
岐
大
蛇
退
治
図
双
耳
花
瓶
》、九
谷
庄
三
作《
色
絵

金
彩
八
仙
人
花
鳥
図
大
花
瓶
》、宮
荘
一
藤
作《
色
絵
金
彩

釈
迦
羅
漢
図
花
瓶
》な
ど
が
あ
げ
ら
れ
ま
す
。ま
た
、漆
器

を
絵
画
的
な
額
装
の
形
式
に
表
現
し
た
柴
田
真
哉
作《
蒔

絵
釣
燈
籠
図
額
》、柴
田
是
真
作《
蒔
絵
蕗
に
小
鳥
図
額
》

や
、さ
ら
に
金
工
で
は
、写
実
的
な
意
匠
表
現
を
み
せ
る
銅

器
会
社
製《
金
銀
象
嵌
花
鳥
人
物
文
薄
端
》、初
代
山
川
孝

次
作《
金
銀
象
嵌
草
花
文
鳥
籠
置
物
》を
あ
げ
る
こ
と
が
で

き
ま
す
。こ
う
し
た
作
品
か
ら
は
、美
術（
絵
画
）と
工
芸
の

未
分
化
な
時
代
の
面
影
を
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
で

し
ょ
う
。

11月20日（水）～12月15日（日） 会期中無休

明治の工芸

第5展示室

きんらんでやまたのおろちたいじずそうじかびん
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平
成
二
十
一
年
一
月「
遠
き
道
展
」と
題
し
た
現
代
日

本
画
の
展
覧
会
が
当
館
で
開
催
さ
れ
ま
し
た
。こ
の
展
覧

会
は
、全
国
十
七
の
会
場
を
巡
回
し
、現
代
日
本
画
の
潮

流
と
視
覚
障
害
者
の
た
め
の
平
面
鑑
賞
の
方
法
を
紹
介

す
る
も
の
で
し
た
。

　

視
覚
の
障
害
を
補
う
平
面
作
品
の
鑑
賞
方
法
は
、大
別

す
る
と
二
通
り
で
す
。一
つ
は
言
葉
に
よ
る
説
明
を
通
し

て
作
品
と
向
き
合
う
方
法
で
、こ
れ
に
は
再
生
装
置
に
よ

る
音
声
ガ
イ
ド
と
、ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
と
の
会
話
と
い
う
方

法
が
採
ら
れ
ま
し
た
。も
う
一
つ
は
触
覚
を
通
し
て
作
品

を
理
解
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
す
。立
体
コ
ピ
ー
や
触
図

録
、点
図
、さ
ら
に
は
縮
尺
レ
リ
ー
フ
な
ど
に
触
れ
る
こ
と

で
、作
品
を
立
体
的
に
把
握
し
よ
う
と
す
る
試
み
で
す
。

　

平
成
二
十
四
年
に
当
館
は「
遠
き
道
展
」の
主
催
者
よ

り
、石
川
県
関
係
作
家
の
作
品
と
縮
尺
レ
リ
ー
フ
な
ど
が

付
属
し
て
い
る
作
品
を
あ
わ
せ
て
十
二
点
の
寄
託
を
受
け

ま
し
た
。今
回
の
特
集
で
は
、そ
の
中
か
ら
六
点
の
本
画

と
、そ
れ
に
付
属
し
た
触
れ
る
こ
と
の
出
来
る
レ
リ
ー
フ

な
ど
を
展
示
し
ま
す
。ま
た
彫
刻
分
野
か
ら
当
館
所
蔵
品

よ
り
、ブ
ロ
ン
ズ
、Ｆ
Ｒ
Ｐ
、石
な
ど
素
材
の
違
う
作
品
を

六
点
出
品
し
ま
す
。こ
ち
ら
も
直
に
触
れ
て
み
て
質
感
や

ボ
リ
ュ
ー
ム
な
ど
を
感
じ
取
り
、彫
刻
の
魅
力
を
味
わ
っ

て
頂
き
た
く
思
い
ま
す
。本
特
集
で
展
示
す
る
彫
刻
や
日

本
画
の
レ
リ
ー
フ
は
、視
覚
障
害
者
の
み
で
な
く
晴
眼
者

も
ご
利
用
頂
け
ま
す
。

　

ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
に
お
い
て
施
設
面
の
バ
リ
ア
フ
リ
ー
化

が
進
む
中
、今
後
、最
も
中
心
と
な
る
べ
き
作
品
鑑
賞
が
、

全
て
の
人
に
適
切
に
提
供
さ
れ
る
こ
と
が
大
事
な
の
で
は

な
い
で
し
ょ
う
か
。

　

｢

銅
像｣

と
聞
い
て
皆
様
は
何
を
思
い
出
す
で
し
ょ
う

か
？
お
年
を
召
し
た
方
な
ら
立
派
な
ヒ
ゲ
を
生
や
し
た

軍
人
さ
ん
や
、礼
服
姿
で
威
厳
の
あ
る
雰
囲
気
を
漂
わ
せ

る
政
治
家
像
を
思
い
出
す
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。ま
た
高
名

な
学
者
や
地
域
の
発
展
と
公
益
に
尽
力
し
た
偉
人
の
胸

像
。さ
ら
に
学
校
の
門
の
脇
に
立
っ
て
い
る
二
宮
金
次
郎

像
を
思
い
浮
か
べ
る
方
も
お
ら
れ
る
こ
と
で
し
ょ
う
。さ

ら
に
人
に
よ
っ
て
は
展
覧
会
場
で
見
る
の
と
同
じ
女
性

裸
像
や
筋
骨
逞
し
い
青
年
像
か
ら
鋳
銅
製
の
抽
象
作
品

を
含
め
た
ア
ー
ト
作
品
を
イ
メ
ー
ジ
し
た
方
。そ
し
て
最

も
歴
史
が
あ
る
と
こ
ろ
の
鋳
銅
製
の
仏
像
を
思
い
描
い

た
方
も
お
ら
れ
る
こ
と
で
し
ょ
う
。

　

今
日
、一
般
的
に
銅
像
は
、記
念
碑
的
な
要
素
を
含
め
、

屋
外
に
建
立
さ
れ
る
鋳
造
銅
合
金
製
の
像
を
指
す
こ
と
が

多
い
よ
う
で
す
が
、み
て
き
た
よ
う
に
銅
像
は
多
様
な
イ

メ
ー
ジ
で
捉
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

明
治
維
新
以
降
、急
速
に
近
代
化
と
西
欧
化
を
進
め
た

わ
が
国
で
は
、そ
れ
ま
で
は
な
か
っ
た
銅
製
で
屋
外
設
置

の
人
物
彫
刻
の
制
作
と
建
立
が
普
及
定
着
し
て
、多
く
の

銅
像
が
建
て
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
が
、太
平
洋
戦

争
時
の
金
属
供
出
で
悉
く
姿
を
消
し
ま
す
。し
か
し
戦
後

復
活
す
る
や
以
前
に
も
増
し
て
普
及
発
展
す
る
と
い
う

近
現
代
史
を
物
語
る
資
料
と
し
て
の
側
面
も
見
え
ま
す
。

展
示
で
は
鋳
銅
製
の
置
物
に
始
ま
り
各
種
肖
像
彫
刻
と
首

作
品
を
中
心
に
ご
覧
い
た
だ
く
も
の
で
、特
に
人
物
像
の

肖
像
性
と
顕
彰
性
に
つ
い
て
も
眺
め
る
も
の
で
す
。

11月20日（水）～12月15日（日） 会期中無休

ふれる美術

第6展示室

11月20日（水）～12月15日（日） 会期中無休

銅像

第4展示室

吉田三郎 ｢高峰譲吉像｣縮尺レリーフにふれる
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石
川
の
み
な
ら
ず
日
本
の
近
現
代
工
芸
の
形
成
と
発
展
に
、重

要
な
役
割
を
果
た
し
て
き
た
石
川
県
立
工
業
高
等
学
校
の「
工
芸
」

の
歴
史
を
継
承
・
発
展
さ
せ
る
た
め
、昭
和
五
十
九
年
に
設
置
さ
れ

た
工
芸
科
は
、本
年
で
三
〇
周
年
の
節
目
の
年
を
迎
え
ま
し
た
。そ

の
間
、多
く
の
優
れ
た
人
材
を
輩
出
し
、工
芸
王
国
石
川
の
発
展
に

多
大
な
貢
献
を
果
た
し
て
い
ま
す
。

　

本
作
品
展
は
、在
校
生
か
ら
公
募
展
や
個
展
で
活
躍
中
の
若
手

中
堅
作
家
、工
芸
科
で
教
鞭
を
と
っ
た
教
職
員
の
秀
作
な
ど
約
一

四
〇
点
を
一
堂
に
集
め
、工
芸
科
の
歴
史
を
一
望
す
る
こ
と
が
出

来
る
、大
変
見
応
え
の
あ
る
展
示
と
な
っ
て
い
ま
す
。ぜ
ひ
こ
の
機

会
に「
県
工
工
芸
科
」の
意
欲
作
を
ご
鑑
賞
く
だ
さ
い
。

◇
入
場
無
料

◇
連
絡
先
／
金
沢
市
本
多
町
二̶

三̶

六

　
　
　
　
　

石
川
県
立
工
業
高
等
学
校 

工
芸
科 

主
任 

鶴
野
俊
哉

　

東
京
写
真
研
究
会
が
主
催
す
る
研
展
は
、関
東
、中
部
、関
西
、北

陸
の
四
支
部
で
構
成
さ
れ
、公
募
展
は
四
支
部
巡
回
で
開
催
さ
れ

て
い
ま
す
。

　

会
員
部
門
と
公
募
部
門
に
分
け
ら
れ
て
い
て
、今
回
は
三
八
〇

点
の
作
品
が
展
示
さ
れ
ま
す
。

　

北
陸
支
部
に
お
い
て
の
入
賞
者
は
、会
員
部
門
が
四
名
、公
募
部

門
は
五
名
と
な
り
ま
し
た
。

　

合
評
会
は
十
二
月
一
日（
日
）午
後
二
時
よ
り
行
い
ま
す
。

◇
入
場
無
料

◇
連
絡
先
／
金
沢
市
東
山
二
丁
目
二̶

八

　
　
　
　
　

土
田
貴
夫

　
　
　
　
　

Ｔ
Ｅ
Ｌ 

〇
七
六̶

二
五
一̶

〇
七
二
三

　

金
沢
玄
心
会
は
、書
に
お
け
る
古
典
研
究
と
創
作
を
目
的
に
三

年
前
に
立
ち
上
げ
、微
力
な
が
ら
研
鑽
を
積
ん
で
ま
い
り
ま
し
た
。

そ
の
本
部
は
、神
戸
に
あ
っ
て
、芸
術
院
賞
受
賞
者
劉
蒼
居
先
生
が

設
立
さ
れ
た
組
織
で
、以
来
二
十
八
年
に
な
り
ま
す
。

　

二
回
目
と
な
る
今
回
の
会
員
展
に
は
、幅
広
い
年
齢
の
人
達
が
、

日
頃
勉
強
し
て
い
る
古
典
を
基
本
に
、作
品
を
つ
く
っ
て
ま
い
り

ま
し
た
。主
に
、漢
字
作
品
が
多
い
の
で
す
が
、調
和
体
、古
典
の
臨

書
作
品
な
ど
を
、二
・
八
や
半
切
の
大
き
さ
で
出
品
し
て
い
ま
す
。

　

総
人
数
五
十
名
足
ら
ず
の
小
さ
な
組
織
で
す
が
、日
頃
の
研
鑽

の
成
果
が
作
品
に
出
て
い
ま
す
か
ど
う
か
、ご
高
覧
く
だ
さ
れ
ば

ま
こ
と
に
幸
甚
で
す
。

◇
入
場
無
料

◇
連
絡
先
／
小
松
市
島
町
ル
十
八　

　
　
　
　
　

金
沢
玄
心
会
代
表　

中
川
青
玲

　
　
　
　
　

Ｔ
Ｅ
Ｌ 

〇
七
六
一̶ 

四
四̶

四
二
六
五　
　
　
　

　

丹
羽
俊
夫
会
長
が
石
川
県
を
基
盤
と
し
て
創
立
し
、今
年
三
十

七
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

　

北
出
朝
之
・
保
科
誠
・
柴
田
輝
枝
・
村
中
博
文
・
南
好
乃
・
中
村
勝

代
・
大
窪
昭
子
・
牛
丸
美
代
子
・
北
川
真
理
子
・
松
尾
功
一
朗
・
伊

藤
夏
子

◇
入
場
無
料

◇
連
絡
先
／
金
沢
市
窪
一̶

二
二
三

　
　
　
　
　

丹
羽
俊
夫

　
　
　
　
　

Ｔ
Ｅ
Ｌ 

〇
七
六̶

二
四
四̶

五
九
一
六

11月20日（水）～24日（日） 会期中無休

第7・8展示室

30周年記念作品展
石川県立工業高等学校 工芸科

11月22日（金）～24日（日） 会期中無休

第9展示室

　　 公募日創展＆
新院展選抜金沢展
第37回第2回

11月29日（金）～12月1日（日）会期中無休
（午後5時で閉室）

第9展示室

金沢玄心会会員展

11月27日（水）～12月1日（日） 会期中無休

第7・8展示室

公募写真展研展
第98回
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■
百
万
石
の
文
化
講
座
午
後
1
時
30
分
〜　

聴
講
無
料　

美
術
館
ホ
ー
ル

第
2
講　

利
常
と
交
流
の
あ
っ
た
文
化
人
た
ち

横
山
方
子
氏　

石
川
郷
土
史
学
会
幹
事

西
田
孝
司 

担
当
課
長

村
上
尚
子 

学
芸
主
任

■
土
曜
講
座

午
後
1
時
30
分
〜　

聴
講
無
料　

美
術
館
講
義
室

美
術
に
み
る
色
・
赤
そ
の
２

加
賀
藩
前
田
家
の
能
装
束

　

二
科
会
写
真
部
石
川
支
部
は
、大
竹
省
二
先
生
を
は
じ
め

と
し
た
創
立
会
員
の
方
々
の
示
唆
を
得
て
一
九
七
九
年
に
創

立
さ
れ
ま
し
た
。中
央
展
の
会
派
と
し
て
、地
域
の
写
真
技
術

の
向
上
と
表
現
の
開
拓
に
挑
む
団
体
で
す
。二
科
会
の
精
神

を
尊
重
し
な
が
ら
、新
し
い
価
値
の
創
造
に
向
か
っ
て
不
断

の
発
展
を
期
し
て
い
ま
す
。

　

公
募
展
は
、支
部
員
相
互
の
親
睦
と
写
真
技
術
の
成
果
の

発
表
を
目
的
に
開
催
し
ま
す
。今
年
度
は
二
科
会
写
真
部
会

員
の
森
井
禎
紹
先
生
の
審
査
の
結
果
、厳
選
作
品
七
十
点
が

展
示
さ
れ
ま
す
。

◇
入
場
無
料

◇
連
絡
先
／（
一
社
）二
科
会
写
真
部
石
川
支
部
長　

高
浜
八
郎

　
　
　
　
　

Ｔ
Ｅ
Ｌ 
〇
七
六̶

二
四
四̶

五
〇
八
四

　
「
志
賀
町
を
描
く
美
術
展
」は
、そ
の
名
の
と
お
り
志
賀
町

に
関
す
る
題
材
を
描
い
た
絵
画
作
品
を
展
示
し
て
い
る
展
覧

会
で
す
。

　

例
年
、招
待
作
品
か
ら
県
内
外
の
一
般
作
品
ま
で
約
二
百

点
余
り
の
洋
画
・
日
本
画
・
水
墨
画
・
水
彩
画
・
版
画
な
ど
の

作
品
を
志
賀
町
と
金
沢
市
の
二
会
場
に
て
展
示
し
て
お
り

ま
す
。

◇
入
場
無
料

◇
連
絡
先
／
羽
咋
郡
志
賀
町
高
浜
町
カ
の
一
の
一

　
　
　
　
　

志
賀
町
生
涯
学
習
セ
ン
タ
ー

　
　
　
　
　

Ｔ
Ｅ
Ｌ 

〇
七
六
七̶

三
二̶

二
九
七
〇

　

日
本
的
フ
ォ
ー
ヴ
ィ
ズ
ム（
野
獣
派
）の
流
れ
を
汲
む
独
立

展
は
、昭
和
五
年
に
結
成
さ
れ
、須
田
国
太
郎
や
林
武
な
ど
、

自
由
で
個
性
強
烈
な
作
家
を
輩
出
し
て
い
る
こ
と
で
知
ら
れ

る
日
本
有
数
の
団
体
展
で
す
。

　

石
川
独
立
は
、昭
和
五
十
四
年
に
県
内
在
住
の
独
立
展
出

品
者
を
中
心
に
Ｄ
Ｏ
展
と
し
て
発
足
し
、今
回
二
十
三
回
展

を
迎
え
ま
す
。メ
ン
バ
ー
は
各
自
三
〜
五
点
を
出
品
し
、会
期

中
の
十
二
月
七
日（
土
）に
は
批
評
会
を
行
い
ま
す
。

◇
出
品
作
家

　

大
部
雅
子
、金
子
顕
司
、京
岡
英
樹
、桑
野
幾
子
、田
井 

淳
、

西
又
浩
二
、堀 

一
浩
、前
田
さ
な
み
、三
浦
賢
治
、村
上
有
輝
、

　

協
力
出
品　

乙
部
久
子
、桜
井
節
子
、寺
島
穰
、吉
川
信
一

◇
入
場
無
料

◇
連
絡
先
／
堀
一
浩

　
　
　
　
　

Ｔ
Ｅ
Ｌ 

〇
七
六̶

二
四
六̶

〇
七
一
一

12月5日（木）～8日（日） 会期中無休

第8・9展示室

石川独立DO展
第23回

第7展示室

12月11日（水）～15日（日） 会期中無休

第7～9展示室
平成25年度

志賀町を描く美術展
金沢展

12月4日（水）～8日（日） 会期中無休

第31回

二科会 写真部
石川支部公募展

1
日（
日
）

14
日（
土
）

21
日（
土
）

（午後5時で閉室）

十
二
月
の
行
事
予
定
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石
川
県
立
美
術
館
の
開
館
三
十
周
年
と
金
沢
宗
達
会
の
創
立

百
年
を
記
念
し
て
開
催
さ
れ
た
本
展
は
、地
域
の
視
点
を
明
確

に
し
つ
つ
、俵
屋
宗
達
や
尾
形
光
琳
の
表
現
世
界
の
背
景
を
深

く
掘
り
下
げ
た
点
で
従
来
に
な
い
独
自
性
を
打
ち
出
し
ま
し

た
。琳
派
と
い
え
ば
、意
匠
主
義
的
な
装
飾
性
を
特
徴
と
し
た
精

神
性
と
は
無
縁
の
世
界
と
思
わ
れ
が
ち
で
す
が
、そ
の
点
が
宗

達
、光
琳
と
江
戸
時
代
末
期
以
降
の
包
括
的
な
琳
派
の
画
家
た

ち
を
峻
別
す
る
も
の
と
の
観
点
か
ら
、総
花
的
な
琳
派
展
と
は

せ
ず
に
、対
象
を
俵
屋
宗
達
、俵
屋
宗
雪
、喜
多
川
相
説
、尾
形
光
琳

に
絞
り
ま
し
た
。

　

琳
派
の
親
し
み
や
す
さ
を
再
認
識
し
て
い
た
だ
く
と
と
も
に
、

そ
の
思
想
的
な
深
さ
に
も
注
目
し
て
い
た
だ
き
た
い
と
の
趣
旨

か
ら
、今
回
は
宗
達
、光
琳
の
作
品
の
特
質
で
あ
る
趣
向
性
に
留

意
を
し
つ
つ
展
示
構
成
を
行
い
ま
し
た
。そ
の
点
を
広
く
理
解
し

て
い
た
だ
く
た
め
に
、会
期
中
に
開
催
さ
れ
る
土
曜
講
座
を
連
続

講
座
と
し
、図
録
の
解
説
、ギ
ャ
ラ
リ
ー
ト
ー
ク
と
連
動
し
た
内

容
と
し
ま
し
た
。そ
の
結
果
講
座
に
は
従
来
の
二
倍
以
上
の
方
が

来
聴
さ
れ
、図
録
の
売
れ
行
き
も
好
調
で
し
た
。そ
し
て
展
覧
会

に
は
目
標
を
大
き
く
上
回
る
約
二
万
人
の
方
が
来
場
さ
れ
、当
館

で
開
催
さ
れ
た
近
世
絵
画
の
展
覧
会
で
は
過
去
最
高
の
入
場
者

数
と
な
り
ま
し
た
。

　

こ
う
し
た
成
果
は
、ひ
と
え
に
今
回
貴
重
な
作
品
を
ご
出
品
い

た
だ
い
た
ご
所
蔵
者
の
ご
高
配

の
賜
物
で
あ
り
、こ
こ
に
改
め
て

深
く
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。本
展

が
二
〇
一
六
年
の
光
琳
没
後
三

百
年
に
向
け
た
、新
た
な
琳
派

ブ
ー
ム
の
先
駆
け
と
な
っ
た
と

す
れ
ば
幸
い
で
す
。

俵屋宗達と琳派
展覧会回顧

第
四
十
四
回 

文
化
財
現
地
見
学
報
告

　
「
国
宝 

薬
師
寺
展
」に
ち
な
み
企
画
し
た
今
回
の
文
化
財
現
地
見
学
旅
行
は
、題
し
て「
飛
鳥
か
ら

奈
良
へ̶

日
本
文
化
の
は
じ
ま
り
を
訪
ね
て̶

」。奈
良
県
明
日
香
村
か
ら
奈
良
市
を
巡
り
、文
化
の

変
遷
と
歴
史
を
感
じ
て
い
た
だ
こ
う
と
い
う
も
の
で
し
た
。

　

旅
行
初
日
は
日
本
古
代
史
の
舞
台
、明
日
香
村
へ
向
か
い
ま
し
た
。心
配
し
て
い
た
天
気
も
徐
々

に
晴
れ
、正
午
頃
に
橘
寺
へ
到
着
。本
堂
で
僧
侶
の
ご
説
明
を
受
け
た
後
、本
坊
に
て
昼
食
と
な
り
ま

し
た
。精
進
料
理
は
参
加
者
の
皆
様
に
も
好
評
で
、た
お
や
か
な
姿
を
見
せ
る
こ
の
寺
院
を
堪
能
で

き
た
こ
と
と
思
い
ま
す
。

　

次
の
石
舞
台
古
墳
か
ら
は
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
ガ
イ
ド
が
同
行
し
、熱
の
こ
も
っ
た
お
話
で
明
日
香
村

を
ご
案
内
い
た
だ
き
ま
し
た
。石
舞
台
の
大
き
さ
や
古
代
の
知
恵
に
圧
倒
さ
れ
な
が
ら
、続
い
て
飛

鳥
寺
へ
向
か
い
ま
す
。ご
住
職
に「
飛
鳥
大
仏
」を
前
に
解
説
い
た
だ
き
な
が
ら
鑑
賞
し
、歴
史
に
思

い
を
馳
せ
る
ひ
と
時
と
な
り
ま
し
た
。一
日
目
最
後
は
飛
鳥
資
料
館
で
す
。発
掘
成
果
や
石
造
物
な

ど
飛
鳥
文
化
が
見
え
る
展
示
と
な
っ
て
お
り
、こ
の
日
の
ま
と
め
と
な
り
ま
し
た
。

　

二
日
目
は
朝
か
ら
薬
師
寺
へ
参
り
ま
し
た
。「
国
宝 

薬
師
寺
展
」の
お
礼
参
り
を
兼
ね
た
拝
観
と
い

う
こ
と
で
、僧
侶
や
職
員
の
方
々
が
境
内
を
じ
っ
く
り
と
ご
案
内
く
だ
さ
い
ま
し
た
。丁
寧
な
ご
説

明
に
、過
去
か
ら
現
在
に
至
る
薬
師
寺
の
歴
史
を
実
感
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

　

次
に
訪
れ
た
唐
招
提
寺
で
は
、特
別
開
扉
中
だ
っ
た
御
影
堂
の
国
宝
・
鑑
真
和
上
坐
像
と
東
山
魁

夷
の
襖
絵
を
中
心
に
見
学
し
ま
し
た
。自
由
鑑
賞
と
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
が
、皆
様
そ
れ
ぞ
れ
に

天
平
の
香
り
を
楽
し
ま
れ
た
よ
う
で
し
た
。

　

昼
食
を
挟
み
、最
後
は
秋
篠
寺
で
す
。趣
あ
る
境
内
を
進
み
、本
堂

に
て
技
芸
天
な
ど
の
仏
像
と
出
会
い
ま
し
た
。僧
侶
の
ご
解
説
で
諸

像
が
今
に
伝
わ
る
経
緯
を
知
り
、歴
史
の
奥
深
さ
を
感
じ
旅
行
の
締

め
く
く
り
と
な
り
ま
し
た
。

　

二
日
間
の
行
程
を
無
事
に
完
了
で
き
ま
し
た
の
も
参
加
者
の
皆

様
の
温
か
い
ご
協
力
の
お
か
げ
と
感
謝
し
て
お
り
ま
す
。友
の
会
で

は
、こ
れ
か
ら
も
皆
様
の
期
待
に
応
え
ら
れ
る
内
容
を
検
討
し
て
参

り
ま
す
。

会期：平成25月9月14日（土）～10月14日（月・祝）

平
成
二
十
五
年
十
月
五
日（
土
）〜
六
日（
日
）
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12月の休館日
16日（月）～20日（金）・29日（日）～31日（火）

平成25年12月21日（土）～2月11日（火・祝） 会期中無休

第4展示室 第5展示室第3展示室

油彩画 彫刻 近現代工芸

第6展示室

日本画

第2展示室

古美術

　絵
画
彫
刻
部
門
で
は
、鴨
居
玲
に
人
気
が
集
ま
り

ま
し
た
。「
１
９
８
２
年
私
」「
望
郷
を
歌
う
」が
上
位

に
入
り
、高
光
一
也
、長
谷
川
八
十
、吉
田
三
郎
な
ど

の
作
家
が
名
前
を
連
ね
ま
し
た
。一
方
で
数
年
に
一

度
し
か
展
示
さ
れ
な
い
横
山
大
観
筆「
長
江
の
朝
」

に
も
多
く
の
票
が
寄
せ
ら
れ
ま
し
た
。ま
た
投
票
の

た
め
の
参
考
と
し
て「
名
品
図
録
」掲
載
の
作
品
を

一
覧
に
し
ま
し
た
が
、そ
こ
に
載
っ
て
い
な
い
作
品

に
も
数
多
く
投
票
が
寄
せ
ら
れ
て
お
り
、当
館
の
所

蔵
品
を
よ
く
御
存
じ
だ
な
と
い
う
感
想
を
持
ち
ま

し
た
。

　皆
さ
ん
の
声
を
反
映
し
た「
石
川
県
立
美
術
館

名
作
の
森
」。十
二
月
二
十
一
日
の
開
幕
を
ど
う
ぞ

ご
期
待
く
だ
さ
い
。

　石
川
県
立
美
術
館
が
所
蔵
す
る
三
、二
二
〇
点
の

作
品
か
ら
、人
気
投
票
で
展
示
作
品
を
組
み
立
て
る

と
い
う
試
み
の「
石
川
県
立
美
術
館 

名
作
の
森
」。

最
終
的
な
得
票
数
は
展
覧
会
で
ご
紹
介
し
ま
す
が
、

こ
れ
ま
で
の
集
計
で
は「
色
絵
雉
香
炉
」が
第
一
位

と
な
り
ま
し
た
。

　古
美
術
部
門
で
は
、古
九
谷
や
久
隅
守
景
筆
の

「
四
季
耕
作
図
」や
岸
駒
筆「
虎
図
」が
人
気
で
し
た
。

近
現
代
の
工
芸
分
野
で
は
、松
田
権
六
作「
蓬
萊
之

棚
」が
最
上
位
と
な
り
ま
し
た
。作
品
の
特
質
上
、展

示
さ
れ
る
機
会
の
限
ら
れ
る
工
芸
作
品
で
す
が
、三

代
德
田
八
十
吉
作「
燿
彩
鉢
」や
木
村
雨
山
作「
麻
地

友
禅
瓜
模
様
振
袖
」な
ど
、根
強
い
人
気
を
う
か
が

う
こ
と
が
で
き
る
内
容
で
し
た
。

会期：12月21日（土）～2月11日（火・祝）
休館日：12月29日（日）～1月3日(金）

国宝　色絵雉香炉

松田権六「蓬萊之棚」

鴨居 玲「1982年 私」

石川県立美術館
名作の森

新春優品選
ー前田家の調度ー

1F企画展示室

石川県立美術館  名作の森

前田育徳会
尊經閣文庫分館

次回の展覧会




