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截金桧合子「摩尼」　西出大三

表立雲　「過」棟方志功　「照見の棚」

特別陳列

生誕100年 截金 人間国宝

西出大三

ムナカタとオモテ
春を待つこころ

刀剣の美
前田家の天神信仰 －天神画像と文房具－

● 近現代工芸 今月の展示室
● 3月の企画展示室
● 今年度の企画展を振り返って
● 企画展Topics
● 所蔵品紹介

―平安の美を求めて―

きり かね
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西
出
大
三
氏
の
木
彫
截
金
作
品
は
、小
動
物
を
か
た

ど
っ
た
も
の
が
多
く
見
ら
れ
ま
す
が
、中
で
も
も
っ
と
も

モ
チ
ー
フ
と
し
て
多
く
作
ら
れ
た
の
が
鳥
で
す
。母
の
形

見
で
あ
っ
た
加
賀
張
り
子
の
、ぽ
っ
て
り
と
し
た
愛
ら
し

い
形
を
ベ
ー
ス
に
、さ
ま
ざ
ま
な
鳥
の
作
品
を
生
み
出
し

ま
し
た
。

　

実
生
活
で
も
多
様
な
種
類
の
鳥
を
飼
い
、少
し
足
を

伸
ば
せ
ば
、鴨
や
鴛
鴦
、雁
な
ど
を
見
る
こ
と
も
で
き
た

環
境
の
中
で
、西
出
氏
は
こ
れ
ら
の
鳥
た
ち
を
じ
っ
く

り
と
観
察
し
た
の
で
し
ょ
う
。作
品
は
い
ず
れ
も
巧
み

な
造
形
力
に
よ
っ
て
、生
き
生
き
と
し
た
魅
力
に
あ
ふ

れ
て
い
ま
す
。

　

昭
和
三
十
七
年
の
日
本
伝
統
工
芸
展
出
品
作「
截
金

彩
色
鶏
の
合
子
」は
、桧
の
素
地
を
生
か
し
て
花
模
様
の

彩
色
と
截
金
装
飾
を
施
し
た
作
品
で
す
。体
を
ぐ
っ
と

伸
ば
し
、上
を
向
い
た
鶏
の
姿
は
ど
こ
か
ユ
ー
モ
ラ
ス

で
、蓋
を
動
か
す
と
内
蔵
さ
れ
た
鈴
の
音
が
聞
こ
え
ま

す
。ま
た
金
と
銀
の
装
飾
が
施
さ
れ
た
玉
子
が
二
つ
添

え
ら
れ
て
お
り
、何
と
も
楽
し
い
気
分
に
さ
せ
て
く
れ
る

作
品
で
す
。

　

対
し
て
、平
成
元
年
の
同
展
出
品
作「
木
彫
截
金
彩
色

合
子 

愁
湖
」は
、平
成
七
年
に
も
遺
作
と
し
て
出
品
さ
れ

た
作
品
で
す
。胡
粉
を
薄
く
塗
り
、控
え
め
な
截
金
が
散

ら
さ
れ
た
白
鳥
は
幻
の
鳥
の
よ
う
で
す
。と
こ
ろ
が
蓋

を
開
け
る
と
鮮
や
か
な
彩
色
と
金
の
装
飾
が
現
れ
、白

鳥
が
内
に
秘
め
た
生
命
力
に
気
付
か
さ
れ
ま
す
。

　

西
出
氏
の
截
金
は
木
彫
が
中
心
で
す
が
、截
金
を
用

い
た
絵
画
も
制
作
し
て
い
ま
す
。昭
和
三
十
九
年
頃
に

制
作
さ
れ
た「
瑞
鳥
」は
初
出
品
作
の
一
つ
で
、胡
粉
を

塗
っ
た
画
面
に
截
金
と
最
小
限
の
彩
色
で
描
か
れ
た
も

の
で
す
。こ
の
三
年
前
に
制
作
さ
れ
た「
木
彫
截
金
石
筥 

花
と
蝶
」の
、内
蓋
図
柄
を
独
立
さ
せ
た
優
美
な
姿
で
、

慶
事
を
象
徴
す
る
に
ふ
さ
わ
し
い
絵
画
で
す
。

　

こ
れ
ら
を
含
む
七
十
点
の
作
品
で
、西
出
氏
の
美
の

世
界
を
ご
堪
能
く
だ
さ
い
。

せ
き
の
せ
い
う
ん

2月15日（土）～3月21日（金・祝） 会期中無休

―平安の美を求めて―
生誕100年 截金 人間国宝

きり かね
特別陳列 第5展示室

　

西
出
大
三
氏
が
東
京
美
術
学
校
に
入
学
し
た
昭
和
七
年
、木
彫
部
の
教
官
は
関
野
聖
雲
氏
で
し
た
。前

年
に
浄
瑠
璃
寺
の
秘
仏
、吉
祥
天
立
像
の
復
元
模
造
を
終
え
て
い
た
こ
の
教
官
か
ら
、こ
の
仏
像
の
台
座

に
施
さ
れ
た
截
金
と
い
う
技
法
だ
け
は
、復
元
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
と
い
う
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
聞

い
て
、西
出
氏
は
截
金
研
究
を
志
し
ま
し
た
。今
回
の
展
示
で
は
参
考
資
料
と
し
て
、き
っ
か
け
と
な
っ

た
恩
師
関
野
聖
雲
作
吉
祥
天
立
像
復
元
模
造
、昭
和
三
十
一
年
に
国
へ
提
出
し
た
截
金
見
本
、称
名
寺
本

尊
弥
勒
菩
薩
立
像
の
胎
内
か
ら
発
見
さ
れ
た
截
金
道
具
、神
奈
川
県
立
金
沢
文
庫
で
行
わ
れ
た
西
出
氏

の
講
演
概
要
な
ど
を
、パ
ネ
ル
で
ご
紹
介
し
ま
す
。平
安
時
代
の
仏
教
美
術
に
魅
せ
ら
れ
、そ
の
美
を
自

ら
の
作
品
に
昇
華
さ
せ
た
西
出
氏
の
足
跡
を
作
品
と
併
せ
て
ご
覧
く
だ
さ
い
。

学芸員の眼

西出大三

木彫截金彩色「愁湖」　平成元年 截金絵画「瑞鳥」（部分）　昭和39年頃 截金道具
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石川県指定文化財　刀　銘越中守藤原高平（花押）
元和七年十二月　日
初代辻村兼若　元和7年（1621）　江戸 「渡唐天神画像」 月僊

　「大
宰
府
へ
流
さ
れ
た
道
真
が
儲
け
た
子
を
原
田
と
い

い
、そ
の
子
孫
が
武
者
修
行
に
出
か
け
て
、前
田
家
の
婿
と

な
っ
た
」前
田
家
が
道
真
を
祖
と
す
る
所
以
で
す
が
、こ
れ

は
後
付
け
と
考
え
ら
れ
ま
す
。権
力
者
が
自
ら
の
正
統
性

を
主
張
す
る
た
め
に「
源
氏
」や「
平
氏
」を
名
乗
る
の
は
よ

く
あ
る
話
で
、前
田
家
も
利
家
の
頃
は「
平
氏
」や「
松
平

姓
」を
名
乗
っ
て
い
ま
し
た
。

　寛
永
十
八
年（
一
六
四
一
）、三
代
藩
主
利
常
が
天
海
僧

正
に
源
氏
姓
を
名
乗
る
よ
う
に
勧
め
ら
れ
ま
す
が
、「
前
田

家
は
菅
原
姓
で
あ
る
か
ら
」と
言
っ
て
断
っ
た
と
い
う
エ

ピ
ソ
ー
ド
が
あ
り
ま
す
。後
に
隠
居
し
た
地
に
小
松
天
満

宮
を
建
立
す
る
利
常
は
、道
真
が
愛
で
た
梅
を
家
紋
に
定

め
、他
で
の
使
用
を
禁
止
し
ま
し
た
。前
田
家
が
天
神
信
仰

を
明
言
す
る
の
は
、こ
の
頃
で
す
。

　そ
し
て
、道
真
や
天
神
信
仰
に
関
す
る
資
料
収
集
を
積
極
的

に
行
っ
た
の
が
、五
代
藩
主
綱
紀
で
す
。尊
經
閣
文
庫
に
は
道

真
が
編
纂
し
た
漢
詩
文
集『
菅
家
文
草
』や
道
真
の
生
前
の
実

績
を
伝
え
る『
菅
家
伝
』が
所
蔵
さ
れ
て
い
ま
す
。綱
紀
に
仕
え
、

こ
う
し
た
文
物
の
収
集
に
あ
た
っ
た
の
が
、書
物
役
の
山
本
基

庸
で
、鎌
倉
の
荏
柄
天
神
社
に
伝
わ
る『
荏
柄
天
神
縁
起
絵
巻
』

も
求
め
て
い
ま
す
。（
い
ず
れ
も
今
回
展
示
は
あ
り
ま
せ
ん
）

　さ
て
、北
野
天
満
宮
の
境
内
に
は
、斉
泰
と
子
・
慶
寧
と
利

鬯
、孫
・
利
嗣
に
よ
る
石
碑
が
あ
り
ま
す
。『
菅
家
文
草
』中

の
五
言
律
詩
を
斉
泰
と
慶
寧
が
詠
み
、利
鬯
が
梅
花
を
描

き
、利
嗣
が
そ
の
由
来
を
記
し
た
も
の
で
す
。建
立
さ
れ
た

の
は
、明
治
二
年（
一
八
六
九
）。維
新
の
混
乱
の
中
、前
田

家
の
結
束
と
、そ
の
正
統
性
と
繁
栄
を

願
っ
た
の
で
し
ょ
う
。梅
が
見
ご
ろ
を
迎

え
る
こ
の
時
期
、石
碑
を
探
し
な
が
ら
境

内
を
歩
く
の
も
、オ
ス
ス
メ
で
す
。

　前
回
は
展
示
の
概
略
に
つ
い
て
述
べ
ま
し
た
の
で
、今

回
は
展
示
作
品
の
主
な
見
所
を
ご
紹
介
し
ま
す
。「
名
刀
正

宗
」と
言
わ
れ
る
よ
う
に
、相
州
正
宗
は
日
本
刀
剣
史
の
金

字
塔
で
あ
る
こ
と
は
誰
も
が
認
め
る
と
こ
ろ
で
し
ょ
う
。

そ
の
相
模
の
国
鎌
倉
の
地
を
拠
点
と
し
て
傑
出
し
た
手
腕

を
発
揮
し
た
最
初
の
刀
匠
が
新
藤
五
国
光
で
す
。国
光
は

短
刀
の
名
手
と
言
わ
れ
て
お
り
、今
回
は
そ
の
短
刀
を
最

初
に
展
示
し
て
い
ま
す
。こ
の
国
光
の
弟
子
に
行
光
、そ
し

て
正
宗
が
い
ま
す
。そ
し
て
正
宗
は
行
光
の
養
子
と
な
っ

た
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。今
回
は「
名
作
の
森
」で
話
題

と
な
っ
た『
短
刀 

無
銘
正
宗
』を
引
き
続
き
展
示
し
て
い

ま
す
。相
州
伝
の
特
色
を
確
立
し
た
正
宗
の
作
風
を
よ
く

伝
え
る
一
口
と
言
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。そ
し
て
、そ
の
正

宗
の
子
、ま
た
は
養
子
と
伝
え
ら
れ
、や
は
り
相
州
伝
の
代

表
的
刀
匠
の
一
人
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
の
が
貞
宗
で

す
。今
回
は『
太
刀 

銘
貞
宗 

号
日
本
丸
』を
展
示
し
て
い
ま

す
。貞
宗
と
銘
を
切
る
作
例
が
必
ず
し
も
多
く
な
い
こ
と

か
ら
、作
者
は
伝
貞
宗
と
し
て
い
ま
す
。

　今
回
展
示
す
る
作
品
の
中
で
最
も
年
代
が
上
が
る
と
考

え
ら
れ
る
の
は
、『
太
刀 

銘
一
』で
景
安
の
作
で
す
。景
安

は
鎌
倉
時
代
十
三
世
紀
の
刀
工
で
、「
一
」と
の
銘
か
ら
古

備
前
、福
岡
一
文
字
派
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

　そ
し
て
、藤
嶋
友
重
や
家
次
な
ど
室
町
時
代
加
州
刀
の

水
準
の
高
さ
を
今
日
に
伝
え
る
優
品
の
数
々
や
、「
加
賀
正

宗
」と
賞
賛
さ
れ
た
初
代
辻
村
兼
若
な
ど
に
も
是
非
ご
注

目
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

̶天神画像と文房具ー
2月15日（土）～3月22日（土） 会期中無休

刀剣の美

第2展示室

2月15日（土）～3月22日（土） 会期中無休

前田家の天神信仰
前田育徳会尊經閣文庫分館
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「春を包む｣　矩幸成 「桜」　浅井忠 「書妙菩薩出現韻」
棟方志功

　

前
号
に
続
い
て「
ム
ナ
カ
タ
と
オ
モ
テ
」を
紹
介
し
ま
す
。

棟
方
志
功
の
展
示
作
品
は
、主
に
板
画
や
倭
画
、書
や
知
人
に

出
し
た
葉
書
な
ど
で
構
成
し
て
い
ま
す
。一
方
、表
立
雲
氏
の

作
品
は
、昭
和
二
十
年
代
か
ら
近
作
ま
で
の
代
表
作
を
展
示

し
て
い
ま
す
。表
氏
の
作
品
は
、一
見
す
る
と
書
と
は
思
え
ぬ

ほ
ど
抽
象
性
が
強
く
、偶
然
の
変
化
を
巧
み
に
取
り
入
れ
た

表
現
が
特
徴
的
で
す
。制
作
の
手
法
も
さ
ま
ざ
ま
で
、色
彩
は

墨
に
限
定
し
ま
せ
ん
。自
身
の
美
意
識
を
追
求
し
、常
に
実
験

を
続
け
る
中
で
生
ま
れ
た
瑞
々
し
い
作
品
か
ら
、作
者
の
制

作
の
軌
跡
を
辿
れ
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。ど
ん
な
道

具
を
使
っ
て
書
か
れ
た
の
か
、紙
の
上
で
何
が
起
こ
っ
た
の

か
、想
像
し
て
み
る
の
も
一
つ
の
楽
し
み
方
で
す
。

　

そ
ん
な
表
氏
と
棟
方
志
功
が
親
交
を
深
め
た
の
は
、棟
方

が
福
光
町
へ
疎
開
し
て
い
た
五
年
余
り
。二
人
は
棟
方
の
ア

ト
リ
エ
で
書
画
の
合
作
を
行
い
、表
氏
が
開
催
し
た
書
家
・
大

澤
雅
休
の
講
習
会
で
棟
方
が
揮
毫
す
る
な
ど
、書
を
中
心
と

し
た
交
流
を
重
ね
ま
し
た
。ま
た
棟
方
は
、福
光
の
子
供
達
が

書
く
天
真
爛
漫
な
書
に
引
か
れ
、自
ら
音
頭
を
取
り「
書
の
径

の
会
」を
結
成
。表
氏
も
子
供
達
の
指
導
に
あ
た
り
ま
し
た
。

こ
の
福
光
で
の
一
連
の
出
来
事
を
抜
き
に
し
て
、棟
方
の
書

を
語
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
、表
氏
は
述
べ
て
い
ま
す
。今

回
の
特
集
で
は
、講
習
会
場
で
の
揮
毫
作
品
で
あ
り
、表
氏

が「
こ
れ
ぞ
棟
方
」と
語
る
書「
華

厳
」、棟
方
が
表
氏
を
描
い
た
倭
画

「
書
妙
菩
薩
出
現
韻
」も
ご
覧
い
た

だ
き
ま
す
。

　

新
年
度
へ
の
準
備
と
と
も
に
、花
咲
き
鳥
歌
う
春
が
待
ち

焦
が
れ
る
時
節
と
な
っ
て
ま
い
り
ま
し
た
。さ
て
本
展
は
絵

画
と
彫
刻
を
交
え
た
展
示
で
、彫
刻
分
野
で
は
春
の
情
景
や

心
情
を
テ
ー
マ
に
し
た
人
体
彫
刻
を
中
心
に
展
示
い
た
し

ま
す
。

　

代
表
的
な
作
品
と
し
て
、得
能
節
朗「
春
」、山
瀬
晋
吾「
春

の
音（
１
）（
２
）」、矩
幸
成「
春
を
包
む
」な
ど
で
、作
品
名
称

及
び
春
を
連
想
す
る
ポ
ー
ズ
の
作
品
が
中
心
で
す
。

　

油
絵
と
水
彩
・
版
画
の
分
野
で
は
、前
回
紹
介
し
た
作
品
の

他
に
、高
光
一
也
の「
鶴
仙
渓
の
春
」や
村
田
省
蔵
の「
斑
雪
」

な
ど
、昭
和
、平
成
の
作
品
と
共
に
、浅
井
忠
の「
農
夫
と
カ
ラ

ス
」や
同「
桜
」と
い
っ
た
明
治
期
の
作
品
も
ご
覧
い
た
だ
き

ま
す
。

　

浅
井
の「
農
夫
と
カ
ラ
ス
」は
、カ
ラ
ス
に
つ
い
ば
ま
れ
る

の
を
承
知
で
黙
々
と
種
を
ま
く
農
夫
に
、日
本
近
代
洋
画
の

揺
籃
期
に
我
道
を
歩
ん
だ
浅
井
自
身
の
姿
を
な
ぞ
ら
え
た
寓

意
画
と
も
見
な
さ
れ
ま
す
が
、土
や
緑
の
草
、そ
の
上
に
見
え

る
男
の
勢
い
の
あ
る
姿
な
ど
か
ら
は
、春
の
暖
か
さ
と
活
気

を
感
じ
ま
す
。ま
た「
桜
」は
写
実
か
ら
離
れ
、デ
ザ
イ
ン
性
を

強
く
出
し
た
浅
井
の
水
彩
画
で
す
。川
を
挟
ん
で
桜
の
枝
が

２
本
シ
ン
メ
ト
リ
ッ
ク
に
描
か
れ
て
い
ま
す
。京
都
時
代
の

晩
年
の
作
と
思
わ
れ
ま
す
。

　

ま
た
、人
物
画
家
と
し
て
知
ら
れ
る
高
光
で
す
が
、「
鶴

仙
渓
の
春
」は
、山
中
の
鶴
仙
渓
を
大
胆
な
タ
ッ
チ
で
、渓

流
と
春
の
風
に
揺
ら
め
く
木
々
の
梢
を
と
ら
え
た
明
る
い

作
品
で
す
。

　

こ
の
美
術
館
だ
よ
り
が
届
く
頃
、季
節
は
春
を
迎
え
る
こ

と
と
な
り
ま
す
が
、美
術
館
の
展
示
室
に
お
い
て
も
存
分
に

春
の
雰
囲
気
を
楽
し
ん
で
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
す
。

が
き
ゅ
う

み
ち

2月15日（土）～3月21日（金・祝） 会期中無休

ムナカタとオモテ

第4展示室

2月15日（土）～3月21日（金・祝） 会期中無休

春を待つこころ

第3・6展示室

「華厳」　棟方志功
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黒釉内梅花紋茶盌
九代大樋長左衛門作

見込み内部

　

寒
さ
も
し
だ
い
に
和
ら
ぎ
、春
の
足
音
が
聞
こ
え
て
く
る
よ

う
な
時
節
と
な
り
ま
し
た
。今
回
の
近
現
代
工
芸
コ
レ
ク
シ
ョ

ン
展
で
は
、春
に
ち
な
ん
だ
作
品
を
中
心
に
ご
覧
い
た
だ
き
ま

す
。初
春
を
代
表
す
る
花
と
い
え
ば
、梅
で
し
ょ
う
か
。今
回
展

示
す
る
九
代
大
樋
長
左
衛
門
氏
の《
黒
釉
内
梅
花
紋
茶
盌
》は
、

名
称
に『
梅
花
』と
あ
る
と
お
り
、梅
の
花
を
意
匠
化
し
て
い
ま

す
。そ
の
表
現
は
、梅
の
花
を
描
い
た
り

刻
ん
だ
り
す
る
の
で
は
な
く
、外
側
面

に
見
ら
れ
る
大
き
く
垂
れ
下
が
っ
た
黒

幕
釉
を
、内
側
の
見
込
み
に
も
五
か
所

垂
ら
し
て
梅
の
花
を
暗
示
さ
せ
て
い
る

の
で
す
。大
樋
焼
独
特
の
釉
薬
の
美
し

さ
と
と
も
に
、ゆ
る
や
か
に
波
打
つ
口

造
り
や
胴
部
を
わ
ず
か
に
く
ぼ
ま
せ
て

手
掛
か
り
と
す
る
な
ど
、実
に
気
品
に

満
ち
た
作
品
と
い
え
ま
す
。

　

昭
和
五
十
一
年
に
認
定
さ
れ
た
石
川
県
指
定
無
形
文
化
財
保

持
団
体
九
谷
焼
保
存
会
が
、技
術
保
存
・
発
展
向
上
を
図
る
た
め

の
事
業
と
し
て
毎
年
行
っ
て
い
る
公
募
展
で
、今
回
は
三
十
七

回
目
と
な
り
ま
す
。入
選
作
並
び
に
九
谷
焼
技
術
保
存
会
会
員

の
作
品
を
一
堂
の
も
と
に
展
示
し
ま
す
。

2月15日（土）～3月22日（土） 会期中無休

主な展示

第6展示室

近現代工芸

　

能
美
市
美
術
作
家
協
会
は
、旧
能
美
郡
根
上
町
、寺
井
町
、辰
口

町
の
三
町
が
合
併
し
た
と
同
時
に
発
足
し
、今
年
で
創
立
十
周
年

を
迎
え
ま
し
た
。

　

以
前
よ
り
現
在
の
能
美
市
と
な
る
地
域
は
九
谷
焼
の
里
と
し

て
、ま
た
住
民
は
美
術
文
化
に
対
す
る
造
詣
が
深
い
こ
と
で
知
ら

れ
ま
し
た
。工
芸
、絵
画
、水
墨
、彫
刻
、書
、写
真
等
で
地
域
の
主
体

性
を
重
ん
じ
る
考
え
方
で
努
力
し
、新
し
い
年
代
に
よ
る
伝
統
を

独
自
の
技
法
で
再
生
発
展
さ
せ
て
き
ま
し
た
。ま
た
自
由
な
発
想

で
構
成
し
、独
創
的
な
作
品
制
作
が
な
さ
れ
て
き
ま
し
た
。本
会
創

立
十
周
年
を
機
に
、六
部
門
の
会
員
作
品
八
四
点
を
県
内
外
に
公

表
し
て
、会
員
の
更
な
る
精
進
と
活
躍
を
重
ね
、ま
た
本
会
の
発
展

も
め
ざ
し
て
記
念
美
術
展
を
催
す
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。ぜ
ひ
ご

覧
く
だ
さ
い
ま
す
よ
う
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

　

玄
土
社
が
、巨
大
な
日
展
と
は
真
逆
の
在
野
グ
ル
ー
プ
と
な
っ

て
、自
由
に
個
性
的
な
表
現
を
試
み
る
創
作
と
、一
方
、古
典
の
厳
密

な
模
写（
臨
摸
）を
取
り
組
ん
で
、三
十
余
年
と
な
り
ま
し
た
。以
来
、

一
貫
し
た
私
た
ち
の
活
動
が
大
き
く
注
目
さ
れ
、海
外
展
な
ど
発
表

の
場
を
広
げ
つ
つ
あ
り
ま
す
。

　

通
算
す
れ
ば
四
十
一
回
目
と
な
る
今
年
の
展
示
は
、前
衛
書
四
十

三
点
、古
典
臨
摸
作
品
十
五
点
。玄
土
社
の
一
年
の
活
動
記
録
で
す
。

　

前
衛
作
品
は
、気
楽
に
観
て
く
だ
さ
い
。分
か
ら
な
い
け
ど
何
だ

か
面
白
い
、な
ど
い
ろ
い
ろ
想
像
力
を
は
た
ら
か
せ
て
作
品
と
対
話

し
て
い
た
だ
け
れ
ば
う
れ
し
い
で
す
。臨
摸
作
品
は
、自
己
主
張
す

る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。制
作
中
に
伝
わ
っ
た
手
ご
た
え
が
、作

者
に
と
っ
て
大
切
な
も
の
に
な
っ
て
い
ま
す
。

◇
入
場
無
料

◇
連
絡
先　

能
美
市
東
任
田
町
ハ
一
三
四

　
　
　
　
　

能
美
市
美
術
作
家
協
会
事
務
局　

斉
藤
敏
明

　
　
　
　
　

Ｔ
Ｅ
Ｌ　

〇
九
〇 ̶

一
三
一
七 ̶ 

六
九
二
八

◇
入
場
無
料

◇
会
期
中
の
行
事「
表
立
雲
ト
ー
ク
タ
イ
ム
」　

テ
ー
マ『
墨
』二
二
七
号　

台
北
故
宮
博
物
院 

神
品
至
宝
に
寄
せ
て

日
時　

三
月
十
六
日（
日
） 
午
後
一
時
三
十
分
〜

◇
連
絡
先　

金
沢
市
本
多
町
一̶
七̶

一
五　

　
　
　
　

Ｔ
Ｅ
Ｌ　

 

〇
七
六̶
二
六
三̶

〇
一
二
二

◇
入
場
料　

一　

般　

三
五
〇
円（
二
八
〇
円
）

　
　
　
　
　

大
学
生　

二
八
〇
円（
二
二
〇
円
） 　

　
　
　
　
　

高
校
生
以
下
は
無
料

　
　
　
　
　

※

（ 　

）内
は
二
十
名
以
上
の
団
体
料
金

　
　
　
　
　

当
館
友
の
会
会
員
は
、会
員
証
の
提
示
に
よ
り
団
体

　
　
　
　　
料
金
に
な
り
ま
す
。

◇
連
絡
先　

能
美
市
寺
井
町
よ
二
五
番
地

　
　
　
　
　

石
川
県
九
谷
会
館

　
　
　
　
　

Ｔ
Ｅ
Ｌ 　

〇
七
六
一̶

五
七̶

〇
一
二
五

能美市美術作家協会

創立10周年記念美術展
3月5日(水)～12日(水) ［17時終了］ 会期中無休

第8・9展示室

’13 玄土社書展
3月15日(土)～17日(月) 会期中無休

第8・9展示室

第37回

伝統九谷焼工芸展
3月7日（金）～20日（木） 会期中無休

第7展示室
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国宝 薬師寺展

　平
成
二
十
五
年
度
は
、一
階
の
企
画
展
示
室
で
二

十
九
の
展
覧
会
が
開
催
さ
れ
ま
し
た
。そ
の
中
か
ら

当
館
が
主
催
し
た
展
覧
会
を
振
り
返
っ
て
み
た
い
と

思
い
ま
す
。

　四
月
開
催
の「
国
宝 

薬
師
寺
展
」は
、当
館
の
開
館

三
十
周
年
と
北
國
新
聞
創
刊
百
二
十
年
の
記
念
展
と

し
て
、初
め
て
実
行
委
員
会
形
式
に
よ
る
共
同
主
催
の

展
覧
会
と
な
り
ま
し
た
。二
年
が
か
り
で
準
備
を
進

め
、奈
良
西
ノ
京
の
薬
師
寺
か
ら「
聖
観
世
音
菩
薩
立

像
」な
ど
国
宝
六
件
を
含
む
四
十
四
件
を
借
用
し
、五

十
九
日
間
と
い
う
過
去
最
長
の
会
期
の
展
示
で
し
た
。

四
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
大
画
面
の「
薬
師
曼
荼
羅
」を

ロ
ビ
ー
に
展
示
し
た
ほ
か
、第
二
展
示
室
を
国
宝「
吉

祥
天
像
」の
展
示
の
た
め
特
別
の
し
つ
ら
え
と
し
、幻

想
的
な
空
間
を
創
出
し
ま
し
た
。仏
像
や
塔
本
塑
像
は

特
設
の
展
示
台
を
設
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、薬
師
寺
の

お
堂
内
で
は
見
る
こ
と
の
で
き
な
い
お
姿
を
間
近
に

ご
覧
い
た
だ
き
ま
し
た
。そ
の
結
果
、当
館
主
催
の
展

覧
会
と
し
て
は
最
高
の
九
万
六
千
人
を
集
め
、県
外
か

ら
も
多
数
の
来
場
者
を
迎
え
ま
し
た
。

　七
月
に
は
北
陸
中
日
新
聞
と
共
催
で
、「
エ
ミ
ー

ル
・
ク
ラ
ウ
ス
と
ベ
ル
ギ
ー
の
印
象
派
」を
開
き
ま
し

た
。本
家
フ
ラ
ン
ス
と
は
異
な
っ
た
独
自
の
発
展
を

遂
げ
た
ベ
ル
ギ
ー
印
象
派
と
、そ
の
中
心
人
物
で

あ
っ
た
エ
ミ
ー
ル
・
ク
ラ
ウ
ス
を
紹
介
す
る
展
覧
会

で
し
た
が
、西
洋
絵
画
の
展
覧
会
は
久
々
と
い
う
こ

と
も
あ
っ
て
盛
況
で
し
た
。

　九
月
に
は「
俵
屋
宗
達
と
琳
派
」を
開
催
し
ま
し

た
。俵
屋
宗
達
の
後
継
者
宗
雪
が
加
賀
藩
の
御
用
を

務
め
た
こ
と
か
ら
、石
川
県
に
は
宗
達
の
流
れ
を
汲

む
宗
雪
、喜
多
川
相
説
や
そ
の
工
房
の
作
品
が
数
多

く
伝
世
し
て
い
ま
す
。そ
れ
ら
は
当
地
の
文
化
や
美

意
識
に
大
き
な
影
響
を
与
え
て
お
り
、本
展
は
、地
域

の
視
点
を
明
確
に
し
つ
つ
、宗
達
や
光
琳
の
表
現
世

界
を
深
く
掘
り
下
げ
た
展
覧
会
と
な
り
ま
し
た
。当

館
の
三
十
周
年
と
金
沢
宗
達
会
の
創
立
百
年
と
を
あ

わ
せ
て
行
わ
れ
た
こ
と
も
あ
り
、大
勢
の
入
場
者
を

迎
え
、会
期
中
の
諸
行
事
も
大
好
評
で
し
た
。

今年度の
企画展を振り返って

　年
末
か
ら
新
春
に
は「
あ
な
た
が
選
ん
だ 

石
川
県

立
美
術
館 

名
作
の
森
」を
開
催
し
ま
し
た
。三
千
点

に
及
ぶ
所
蔵
品
を
公
開
す
る
に
あ
た
り
、初
め
て
の

試
み
と
し
て
、所
蔵
作
品
の
人
気
投
票
を
行
い
ま
し

た
。そ
の
結
果
を
も
と
に
展
示
作
品
を
決
定
し
て
、尊

經
閣
文
庫
分
館
を
除
く
一
階
・
二
階
す
べ
て
の
展
示

室
で
二
百
七
十
九
点
を
展
示
し
ま
し
た
。野
々
村
仁

清「
色
絵
雉
香
炉
」が
第
一
位
、松
田
権
六「
蓬
莱
之

棚
」が
第
二
位
、鴨
居
玲
の「
１
９
８
２
年
私
」が
第
三

位
と
い
う
結
果
で
し
た
。投
票
に
よ
る
作
品
展
示
と

い
う
珍
し
さ
も
あ
っ
て
、冬
場
の
展
覧
会
と
し
て
は

多
く
の
来
場
者
が
あ
り
ま
し
た
。順
位
の
つ
い
た
作

品
が
一
階
に
も
二
階
に
も
展
示
さ
れ
た
こ
と
で
、企

画
展
示
室
だ
け
で
な
く
、二
階
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
展

示
室
も
皆
さ
ん
に
ご
覧
い
た
だ
き
ま
し
た
。普
段
は

企
画
展
示
室
だ
け
ご
覧
に
な
っ
て
帰
ら
れ
る
お
客
様

が
多
い
の
で
す
が
、今
回
初
め
て
二
階
を
ご
覧
に

な
っ
た
と
い
う
方
も
い
ら
っ
し
ゃ
っ
て
、石
川
県
立

美
術
館
を
紹
介
す
る
絶
好
の
機
会
と
な
り
ま
し
た
。

俵屋宗達と琳派

あなたが選んだ
石川県立美術館 名作の森
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4月20日（日）～5月18日（日） 会期中無休

新紀元
－加賀谷武、木下晋、久世建二、庄田常章、蓮田修吾郎の創造－

－革新の視座－
企画展Topics

三
月
の
行
事
予
定

■
土
曜
講
座

次
回
の
展
覧
会

前
田
育
徳
会
尊
經
閣
文
庫
分
館 

・ 

第
２
展
示
室

午
後
1
時
30
分
〜

　美
術
館 

講
義
室

　聴
講
無
料

■
ビ
デ
オ
鑑
賞
会

午
後
1
時
30
分
〜

　美
術
館 

ホ
ー
ル

　入
場
無
料

1
日（
土
）
「
截
金 

ー
仏
教
美
術
と
伝
統
工
芸
ー
」

春
の
優
品
選
ー
花
鳥
の
美
ー洋

画
・
工
芸
・
写
真

　
日（
土
）
「
世
界
遺
産
を
訪
ね
て 

８
」
　

会
期
：
3
月
27
日（
木
）〜
4
月
15
日（
火
）

第
70
回 

現
代
美
術
展

会
期
：
３
月
29
日（
土
）〜
４
月
15
日（
火
）

「
加
賀
藩
前
田
家
と
天
神
信
仰
」
　

寺
川
和
子

　学
芸
専
門
員

谷
口

　出

　学
芸
第
一
課
長

　

村
上
尚
子

　学
芸
主
任

8　
日（
土
）

15

学
問
と
情
熱 

虚
空
は
光
に
あ
ふ
れ…

 

岡
倉
天
心

　（
　
分
）

　
日（
日
）

2

久世建二
落下痕跡 9.11　ツインタワー、人型

木下晋
102年の闘争Ⅲ　2002

　絵
画
で
い
え
ば
写
実
を
基
調
と
し
た
オ
ー
ソ
ド
ッ
ク
ス
な
人
物
画

や
風
景
画
、工
芸
で
い
え
ば
用
と
美
を
兼
ね
た
、手
で
愛
で
る
こ
と
の

で
き
る
、皿
・
壺
・
箱
な
ど
の
形
態
の
作
品
が
、『
石
川
県
立
美
術
館 

名

作
の
森
』に
は
多
く
の
票
を
得
て
、ラ
ン
ク
イ
ン
し
て
い
ま
し
た
。そ
う

し
た
中
で
は
異
質
で
異
彩
を
放
っ
て
い
た
作
家
た
ち
、鉛
筆
画
の
木
下

晋
、陶
土
の
造
形
家
・
久
世
建
二
、現
代
の
浮
世
絵
を
描
く
庄
田
常
章
、

金
属
造
形
の
蓮
田
修
吾
郎
こ
の
四
人
に
、ロ
ー
プ
を
用
い
た
空
間
造
形

の
加
賀
谷
武
を
加
え
、５
つ
の
展
示
室
に
そ
れ
ぞ
れ
が
ワ
ン
マ
ン

シ
ョ
ー
形
式
で
、さ
ら
に
ロ
ビ
ー
や
エ
ン
ト
ラ
ン
ス
を
も
会
場
と
し
て

ご
覧
い
た
だ
く
の
が
、春
の
企
画
展『
新
紀
元 

革
新
の
視
座
』で
す
。

　今
回
の
ト
ピ
ッ
ク
ス
で
は
二
人
の
作
家
を
ご
紹
介
し
ま
し
ょ
う
。

　ま
ず
木
下
晋
で
す
が
、　
Ｂ
か
ら
　
Ｈ
ま
で
　
種
類
の
鉛
筆
を
駆

使
し
て
、巨
大
な
ケ
ン
ト
紙
に
深
く
皺

の
刻
ま
れ
た
老
婆
の
顔
や
手
を
克
明

に
描
き
出
す
こ
と
で
知
ら
れ
て
い
ま

す
。画
面
全
体
が
発
す
る
濃
密
な
陰
翳

は
見
る
者
の
心
を
揺
さ
ぶ
り
ま
す
。そ

し
て
そ
の
緻
密
な
細
部
は
写
実
を
超

え
て
シ
ュ
ー
ル
な
世
界
を
感
じ
さ
せ

も
し
ま
す
。

　久
世
建
二
は
陶
土
の
持
つ
可
塑
性
を

様
々
な
形
に
引
き
出
し
て
創
作
を
展
開

し
て
き
ま
し
た
。《
パ
ッ
ケ
ー
ジ
》、《
落

下
》、《
痕
跡
》の
各
シ
リ
ー
ズ
、そ
し
て

ア
メ
リ
カ
の
悲
惨
な
テ
ロ
、９
・
　
へ
の

鎮
魂
と
、驕
る
人
間
へ
の
警
鐘
、十
字
架

な
い
し
人
型
。二
人
の
こ
れ
ま
で
の
歩

み
を
存
分
に
ご
覧
い
た
だ
き
ま
す
。

10

10

22

37

1
Ｆ
企
画
展
示
室（
7
〜
9
展
示
室
）

2
Ｆ
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
展
示
室（
3
〜
6
展
示
室
）
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一　般 350円（280円）
大学生 280円（220円）
高校生以下　無料

コレクション展観覧料

午前9：30～午後6：00
今月の開館時間

ご利用案内

午前10：00～午後7：00 年中無休
カフェ営業時間

※（　　）内は団体料金
毎月第１月曜日はコレクション
展示室無料の日（3月は3日）

〒920-0963
金沢市出羽町２番１号
Tel：076(231)7580
Fax：076(224)9550
URL http://www.ishibi.pref.ishikawa.jp/

石川県立美術館だより
第365号〈毎月発行〉

8BIJUTSUKAN DAYORI  No .365

2014年3月1日発行

3月の休館日
23日（日）～26日（水）

待春 所蔵品紹介241たいしゅん

ばん・さんきょう

平成2年（1990）  第36回一陽展　縦162×横130.5cm

判　三教

友
の
会 

手
続
き
が
始
ま
り
ま
す

と
し
た
思
い
を
見
る
者
に
抱
か
せ
ま
す
。こ
の

朱
と
黄
色
の
暖
色
が
春
へ
の
思
い
を
象
徴
し
、

木
立
の
芽
吹
き
へ
と
繋
が
っ
て
い
き
ま
す
。

　子
供
に
と
っ
て
雪
は
な
か
な
か
に
楽
し
い
も

の
で
も
あ
り
ま
す
。で
も
、餌
を
探
し
て
飛
び
回

る
鳥
や
淋
し
げ
な
木
立
を
見
る
に
つ
け
、「
早
く

春
が
来
て
ほ
し
い
」と
、少
女
は
願
う
の
で
は
な

い
で
し
ょ
う
か
。叙
情
豊
か
な
作
品
で
す
。

　作
者
は
昭
和
　
年
能
美
市（
旧
辰
口
町
）生
ま
れ
。

金
沢
美
術
工
芸
大
学
油
画
科
卒
。一
陽
展
に
出

品
を
続
け
、会
員
、審
査
員
と
し
て
活
躍
。風
景

の
中
に
点
景
と
し
て
子
供
や
女
性
を
描
き
、人

が
自
然
に
と
っ
て
何
者
な
の
か
、ど
う
あ
る
べ

き
な
の
か
を
静
謐
な
画
面
で
語
り
続
け
て
い

ま
す
。

　雪
景
色
で
し
ょ
う
か
、白
い
世
界
の
中
に
、

葉
を
落
と
し
た
木
立
と
上
空
を
舞
う
鳶
、少
女

の
髪
が
黒
く
描
か
れ
て
い
ま
す
。白
と
黒
の
モ

ノ
ト
ー
ン
の
世
界
、時
間
を
切
り
取
っ
た
か
の

よ
う
な
静
寂
な
墨
絵
の
世
界
で
す
。一
方
木
立

の
生
え
際
を
境
に
、そ
れ
よ
り
下
に
描
か
れ
る

少
女
の
衣
服
は
、紺
と
朱
と
黄
色
、そ
し
て
朱

色
の
長
靴
と
、対
照
的
に
カ
ラ
フ
ル
に
描
か
れ

ま
す
。

　少
女
は
高
く
舞
う
鳶
を
見
つ
め
て
い
る
の
で

し
ょ
う
か
。そ
れ
と
も
木
立
の
小
枝
が
見
せ
る

複
雑
で
精
巧
な
姿
に
目
を
奪
わ
れ
て
い
る
の
で

し
ょ
う
か
。じ
っ
と
た
た
ず
む
後
ろ
姿
は
大
き

な
空
間
の
中
で
は
小
さ
く
と
て
も
愛
ら
し
く
、

そ
し
て
朱
と
黄
色
の
衣
服
は
温
か
い
ほ
の
ぼ
の

6

昭和6年～（1931～）

　三
月
一
日（
土
）よ
り
、来
年
度
友
の
会

新
会
員
の
募
集
、更
新
手
続
き
が
始
ま
り

ま
す
。お
申
込
み
は
郵
便
振
替
を
ご
利
用

い
た
だ
く
か
、直
接
県
立
美
術
館
で
お
手

続
き
く
だ
さ
い
。

　現
在
会
員
の
方
も
、更
新
の
手
続
き
を

お
願
い
し
ま
す
。

■
有
効
期
間 

平
成
二
十
六
年
四
月
一
日 

　
　
　
　

 

〜
平
成
二
十
七
年
三
月
末
日

■
年
会
費    

二
、〇
〇
〇
円

・
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
展
示
室
の
無
料
観
覧

・
企
画
展
の
招
待
券
進
呈

・
入
館
料
の
割
引

・
展
示
の
詳
細
や
そ
の
他
の
催
し
物
の
ご
案

内
を
記
載
し
た
、美
術
館
だ
よ
り（
本
誌
）を

毎
月
送
付

・
館
内
カ
フ
ェ
に
て
ド
リ
ン
ク
の
割
引

【
主
な
特
典
】

新しい会員証の図版は、
五十嵐道甫とともに加
賀蒔絵の基礎を築いた
清水九兵衛の作と伝わ
る、県文「蒔絵亀図鞍・
鐙」です。




