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染付花鳥図芙蓉手平鉢 若杉窯

春の優品選 －花鳥の美－（前期）

● 第70回記念 現代美術展
● 企画展topics 「革新の視座」
● 平成26年度の展覧会
● 平成25年度のコレクション展を振り返って
● 講演会記録「名作の森」 当館館長
● ミュージアムレポート
● バスツアー予告
● ４月の行事予定

前田育徳会尊經閣文庫分館・第2展示室
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今
年
の
金
沢
は
と
て
も
降
雪
の
少
な
い
冬
で
し
た

が
、こ
れ
も
近
年
の
異
常
気
象
の
一
連
の
現
象
と
い
え

る
も
の
と
思
わ
れ
ま
す
。し
か
し
な
が
ら
、雪
は
少
な
く

て
も
寒
さ
は
例
年
よ
り
も
厳
し
く
、春
の
訪
れ
に
は
、よ

り
一
層
の
喜
び
が
あ
り
ま
す
。

　

今
回
の
特
集
展
示
は
、絵
画
や
漆
芸
・
金
工
・
染
織
な

ど
の
工
芸
品
に
描
か
れ
た
華
や
か
な
花
鳥
の
美
を
紹
介

し
ま
す
。百
花
の
さ
き
が
け
と
い
わ
れ
る「
梅
」、日
本
の

春
を
象
徴
す
る「
桜
」、花
の
王
者「
牡
丹
」、さ
ら
に
は

種
々
の
花
文
に
あ
わ
せ
、中
国
の
伝
説
上
の
霊
鳥
で
あ

る「
鳳
凰
」、長
寿
を
象
徴
す
る
吉
祥
の
鳥
の「
鶴
」を
は

じ
め
と
す
る
様
々
な
鳥
類
の
世
界
を
紹
介
し
ま
す
。

「
花
」の
輝
き
は
、自
然
の
生
命
力
で
あ
り
、ま
た
そ
の
は

か
な
さ
を
象
徴
し
て
い
ま
す
。自
然
と
共
生
し
て
き
た

日
本
人
は
、そ
う
し
た
自
然
の
移
ろ
い
に
人
生
観
を
投

影
し
て
い
る
と
い
え
ま
し
ょ
う
。

　

展
示
作
品
は
約
三
十
点
に
な
り
ま
す
が
、主
な
作
品

は
、「
林
和
靖
・
花
鳥
図
」（
山
本
梅
逸
筆
）、「
越
中
愛
本
橋

図
」（
佐
々
木
泉
玄
筆
）、「
鷹
狩
図
絵
巻
」（
六
代
梅
田
九

栄
筆
）、「
鳥
画
帖
」、「
黒
塗
村
梨
子
地
桜
寿
帯
鳥
文
蒔
絵

鞍
・
鐙
」、「
堆
黒
鳳
凰
文
軸
盆
」、「
蝶
蒔
絵
面
箱
」、「
牡
丹

唐
草
文
銀
象
嵌
鐙
」、「
一
重
蔓
牡
丹
唐
草
文
様
金
襴
」、

「
雲
鶴
文
様
綾
織（
御
朱
印
裂
）」な
ど
で
す
。な
お
、染
織

作
品
は
前
期
・
後
期
で
展
示
替
え
を
行
い
ま
す
。

　

兼
六
園
の
お
花
見
に
あ
わ
せ
て
、お
立
ち
寄
り
く
だ

さ
い
。

　

春
の
訪
れ
に
あ
わ
せ
、古
美
術
展
示
室
で
は「
春
の
優

品
選
」を
お
届
け
し
ま
す
。

　

わ
が
国
は
四
季
折
々
の
変
化
に
富
ん
で
お
り
、そ
の

季
節
に
応
じ
て
数
多
く
の「
花
」が
咲
き
ま
す
。そ
れ
は

私
た
ち
の
目
を
楽
し
ま
せ
て
く
れ
る
ば
か
り
で
な
く
、

時
に
は
心
を
癒
し
て
く
れ
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。各
地

か
ら
桜
の
た
よ
り
が
届
く
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。今
年

の
桜
は
い
つ
に
な
る
の
か
、日
本
人
の
心
を
捉
え
て
や

ま
な
い
桜
。そ
の
開
花
を
春
の
訪
れ
と
感
じ
る
人
が
多

い
と
い
わ
れ
ま
す
。

　

自
然
と
と
も
に
暮
ら
し
、自
然
と
の
深
い
関
わ
り
の

中
で
文
化
を
は
ぐ
く
ん
で
き
た
日
本
人
に
は
、和
歌
に

み
ら
れ
る
よ
う
に
自
然
に
心
情
を
重
ね
て
表
現
す
る
と

い
う
伝
統
が
あ
り
ま
す
。絵
画
や
工
芸
品
に
も
そ
う
し

た
傾
向
が
見
ら
れ
、花
や
鳥
、自
然
を
表
現
す
る
作
品
が

好
ま
れ
て
制
作
さ
れ
て
き
ま
し
た
。

　

花
と
鳥
を
描
く
花
鳥
画
は
、自
然
を
室
内
に
お
い
て

身
近
に
感
じ
る
こ
と
の
で
き
る
最
も
一
般
的
な
テ
ー
マ

と
し
て
広
く
見
ら
れ
て
き
ま
し
た
。四
季
の
変
化
を
花

や
鳥
に
託
す
こ
と
で
、日
々
の
生
活
に
彩
り
を
添
え
る

も
の
と
し
て
も
て
は
や
さ
れ
ま
し
た
。今
回
は
花
と
鳥

を
テ
ー
マ
と
し
た
作
品
を
紹
介
し
ま
す
。

　

世
の
中
に
は
桜
と
同
様
、身
近
に
た
く
さ
ん
美
し
い

も
の
が
あ
り
ま
す
。お
花
見
を
兼
ね
て
美
術
館
へ
も
お

立
ち
寄
り
い
た
だ
き
、絵
画
や
工
芸
の
作
品
を
通
し
て

春
の
息
吹
を
感
じ
て
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
す
。

3月27日（木）～4月15日（火） 会期中無休

第2展示室

ー花鳥の美ー
3月27日（木）～4月15日（火） 会期中無休

春の優品選（前期）
ー花鳥の美ー
春の優品選

前田育徳会尊經閣文庫分館

「蒔絵草花丸文花見弁当」 山本春正 「紫地牡丹折枝に蝶模様長絹」
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◇
部 

門
・
洋
画（
第
７
・
８
・
９
展
示
室
）

・
工
芸（
第
３
・
５
・
６
展
示
室
）

・
写
真（
第
４
展
示
室
） 　
　

※

金
沢
　
世
紀
美
術
館
で
は
日
本
画
・
彫
刻
・
書
が
展
示
さ
れ
ま
す
。

◇
作
品
解
説　

会
期
中
、作
品
解
説
を
行
い
ま
す
。

◇
開
館
時
間　

午
前
九
時
三
十
分
〜
午
後
六
時

　
　
　
　
　
　

毎
週
金
曜
・
土
曜
日
は
午
後
八
時
ま
で
開
館

加賀谷武、木下晋、久世建二、庄田雷寛、蓮田修吾郎の創造

蓮田修吾郎
白銅浮彫 「豊穣なるライン」 1983年

加賀谷武
「碑」 1965年

庄田雷寛
「福笑い・ろ」 1976年

4月20日（日）～5月18日（日） 会期中無休

新紀元 革新の視座
企画展Topics

　

金
沢
駅
西
口
に
建
つ
巨
大
モ
ニ
ュ
メ
ン
ト「
悠
颺
」は

本
展
の
作
家
の
一
人
、金
属
造
型
の
先
駆
者
蓮
田
修
吾

郎
の
作
品
で
す
。蓮
田
の
創
作
の
歩
み
は
、工
芸
が
絵
画

や
彫
刻
と
同
じ
く
、用
を
離
れ
た
純
粋
美
術
と
し
て
成

り
立
つ
こ
と
を
実
証
し
、金
属
造
型
の
世
界
を
確
立
す

る
も
の
で
あ
り
ま
し
た
。今
回
の
展
示
で
は
県
立
工
業

学
校
時
代
の
日
本
画
か
ら
、シ
ャ
ー
プ
な
線
と
美
し
い

金
属
の
肌
を
見
せ
る
方
壺
作
品
と
そ
の
原
型
、そ
し
て
建
築
空
間
の
中
に
お
け
る

白
銅
浮
彫
の
レ
リ
ー
フ
、環
境
造
形
と
し
て
の
モ
ニ
ュ
メ
ン
ト
の
雛
形（
マ
ケ
ッ

ト
）を
ご
覧
い
た
だ
き
ま
す
。

　

空
間
造
形
の
加
賀
谷
武
は
金
沢
美
大
金
工
科

で
蓮
田
の
師
・
高
村
豊
周
の
薫
陶
を
受
け
、彫
金

か
ら
前
衛
的
な
金
属
作
品
や
平
面
作
品
を
手
掛

け
る
よ
う
な
り
ま
す
。以
後
フ
レ
ー
ム
の
み
の

作
品
や
、室
内
や
屋
外
で
丸
太
を
木
枠
で
囲
む
な
ど
、前
衛
作
品
を
発
表
し
続
け

ま
し
た
。近
年
は
ロ
ー
プ
に
よ
る
イ
ン
ス
タ
レ
ー
シ
ョ
ン
を
国
内
外
で
行
っ
て
い

ま
す
。小
矢
部
の
高
さ
118
ｍ
の
ク
ロ
ス
ラ
ン
ド
タ
ワ
ー
か
ら
近
く
の
劇
場
ま
で
を

ロ
ー
プ
で
繋
ぎ
、空
間
を
新
た
な
造
形
作
品
と
し
て
見
せ
た
展
示
は
圧
巻
で
、今

回
は
、本
多
の
森
公
園
と
美
術
館
ロ
ビ
ー
に
お
い
て
ロ
ー
プ
イ
ン
ス
タ
レ
ー
シ
ョ

ン
を
行
い
ま
す
。

　

庄
田
雷
寛（
常
章
）は
カ
ラ
フ
ル
な
色
面
と
思

考
の
軌
跡
を
示
す
よ
う
な
線
が
複
雑
に
か
ら
み

あ
う
平
面
構
成
で
、現
代
の
世
相
と
現
代
人
の

深
層
を
コ
ミ
カ
ル
に
描
き
ま
す
。鳥
獣
戯
画
や

信
貴
山
縁
起
絵
巻
、浮
世
絵
、現
代
の
漫
画
な

ど
、日
本
に
脈
々
と
続
く
ひ
ょ
う
げ
た
線
画
の
世
界
に
連
な
る
も
の
と
言
え
ま

す
。近
年
、コ
ミ
カ
ル
な
線
と
平
面
的
な
彩
色
に
よ
る
作
品
が
、ク
ー
ル
ジ
ャ
パ
ン

な
ど
と
評
価
さ
れ
て
い
ま
す
が
、庄
田
の
仕
事
は
そ
の
先
駆
を
な
す
も
の
で
す
。

ゆ
う
よ
う

ら
い
か
ん

第
七
十
回
記
念
現
代
美
術
展

3
月
29
日（
土
）〜
4
月
15
日（
火
）　

会
期
中
無
休

　

昭
和
二
十
年
十
月
に
第
一
回
展
を
開
催
し
て
以
来
、毎
年
行

わ
れ
て
い
ま
す
現
代
美
術
展
は
、今
年
七
十
回
を
迎
え
ま
す
。

本
展
で
は
所
属
会
派
を
超
え
て
、日
本
画
、洋
画
、彫
刻
、工
芸
、

書
、写
真
の
六
部
門
か
ら
、文
化
勲
章
受
賞
者
、日
本
芸
術
院
会

員
、人
間
国
宝
を
は
じ
め
と
す
る
財
団
法
人
石
川
県
美
術
文
化

協
会
役
員
・
会
員
の
秀
作
に
加
え
、一
般
公
募
か
ら
の
入
賞
・
入

選
の
意
欲
作
が
一
堂
に
展
示
さ
れ
ま
す
。

◇
入
場
料（
金
沢
　
世
紀
美
術
館
と
共
用
）

※

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

一　

般

高
校
・
大
学
生

小
中
学
生

一
、〇
〇
〇
円

九
〇
〇
円

八
〇
〇
円

六
〇
〇
円

五
〇
〇
円

四
〇
〇
円

五
〇
〇
円

四
〇
〇
円

三
〇
〇
円

当　

日

前
売
り

団　

体 21

21
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か
が
や
た
け
し

く
ぜ 
け
ん
じ

ま
つ
だ
ご
ん

た
か
や
ま
う
こ
ん

ひ
っ
せ
い

ろ
く

し
ょ
う
だ
ら
い
か
ん

は
す
だ
し
ゅ
う
ご

ろ
う

き
の
し
た

す
す
む

作品左上より
庄田雷寛「さる男」
加賀谷武「空間生態・ウィーン3」
木下晋「102年の闘争」
右上より
蓮田修吾郎 白銅浮彫「聖歌の碑」
久世建二「痕跡」

　

平
成
二
十
六
年
度
は
四
つ
の
企
画
展
を
計
画
し
て

い
ま
す
。

　

春
は「
新
紀
元 ―

革
新
の
視
座―

」と
題
し
て
、既

成
概
念
を
打
ち
破
り
、新
た
な
表
現
世
界
を
求
め
て

創
作
を
し
て
き
た
石
川
ゆ
か
り
の
五
人
の
作
家
を
紹

介
し
ま
す
。空
間
造
形
の
加
賀
谷
武
、鉛
筆
画
の
木
下

晋
、陶
に
よ
る
造
形
に
挑
む
久
世
建
二
、カ
ラ
フ
ル
な

線
と
色
面
で
現
代
の
大
首
絵
を
描
く
庄
田
雷
寛
、金

属
造
形
の
先
駆
者
で
文
化
勲
章
受
章
者
の
蓮
田
修
吾

郎
の
五
作
家
に
よ
る
、絵
画
・
造
形
作
品
を
通
じ
て
石

川
美
術
の
重
層
性
を
提
示
す
る
も
の
で
す
。確
か
な

技
術
に
裏
付
け
さ
れ
た
各
作
家
の
創
作
の
軌
跡
を
ご

覧
い
た
だ
き
ま
す
。

　

秋
は
、「
工
芸
王
国
の
実
力 

魅
惑
の
一
二
〇
選
」を

行
い
ま
す
。藩
政
時
代
よ
り
伝
統
技
術
が
受
け
継
が

れ
て
き
た
石
川
の
工
芸
は
、陶
芸
・
漆
芸
・
染
織
・
金

工
・
木
竹
工
な
ど
あ
ら
ゆ
る
ジ
ャ
ン
ル
に
わ
た
っ
て

高
い
水
準
を
持
つ
内
容
と
な
っ
て
い
ま
す
。そ
う
し

た
工
芸
品
の
収
集
を
進
め
て
き
た
当
館
の
所
蔵
品
を

中
心
に
、ご
寄
託
い
た
だ
い
て
い
る
作
品
を
加
え
て

一
二
〇
点
を
厳
選
し
、明
治
期
か
ら
現
代
に
い
た
る

作
品
群
を
紹
介
す
る
も
の
で
す
。な
か
で
も
松
田
権

六
の
畢
生
の
大
作「
蓬
萊
之
棚
」を
特
設
台
に
展
示

し
、四
方
か
ら
の
鑑
賞
に
加
え
、制
作
の
由
来
を
物
語

る
底
面
の
銘
文
を
も
ご
覧
い
た
だ
き
ま
す
。ま
さ
に
、

「
蓬
萊
之
棚
」の
す
べ
て
を
ご
覧
い
た
だ
く
絶
好
の
機

会
と
い
え
ま
し
ょ
う
。工
芸
作
品
の
精
華
に
よ
っ
て
、

あ
ら
た
め
て
工
芸
王
国
い
し
か
わ
の
実
力
を
感
じ
取

る
こ
と
が
で
き
る
で
し
ょ
う
。

　

新
春
一
月
に
は「
没
後
四
〇
〇
年
記
念 

高
山
右
近

と
そ
の
時
代
」を
開
催
し
ま
す
。信
長
、秀
吉
に
仕
え

た
高
山
右
近
は
、武
将
と
し
て
の
傑
出
し
た
能
力
を

高
く
評
価
さ
れ
ま
し
た
。ま
た
、千
利
休
の
高
弟
と
し

て
茶
人
と
し
て
も
活
躍
し
、同
時
に
キ
リ
ス
ト
教
布

教
に
も
尽
力
し
ま
し
た
。し
か
し
キ
リ
シ
タ
ン
禁
令

に
よ
り
棄
教
を
迫
ら
れ
、拒
否
し
た
こ
と
か
ら
領
地

を
召
し
上
げ
ら
れ
ま
す
。右
近
の
才
を
惜
し
む
加
賀

藩
祖
・
前
田
利
家
に
よ
り
金
沢
に
迎
え
ら
れ
、利
家
の

死
後
は
二
代
藩
主
・
利
長
に
よ
り
家
老
扱
い
を
受
け
、

金
沢
城
修
築
、高
岡
城
修
築
な
ど
に
手
腕
を
発
揮
し

ま
し
た
。明
年
二
月
が
四
〇
〇
年
の
節
目
に
当
た
る

こ
と
か
ら
、右
近
の
生
涯
と
人
物
像
を
、右
近
が
生
き

当館の展覧会を
お楽しみください

た
時
代
背
景
か
ら
再
認
識
す
る
こ
と
を
趣
旨
と
し
て

開
催
す
る
も
の
で
す
。

　

三
月
に
は
、北
陸
新
幹
線
開
業
記
念「
色
絵
磁
器
の

名
陶 

九
谷
焼
」を
行
い
ま
す
。北
陸
新
幹
線
の
開
業
で

石
川
へ
お
越
し
い
た
だ
く
方
々
に
、石
川
を
代
表
す

る
九
谷
焼
を
紹
介
す
る
も
の
で
す
。古
九
谷
に
は
じ

ま
り
、江
戸
・
明
治
・
大
正
・
昭
和
を
経
て
現
代
に
い
た

る
九
谷
焼
の
流
れ
を
ご
覧
い
た
だ
き
ま
す
。

　

特
別
陳
列
は
、前
田
育
徳
会
尊
經
閣
文
庫
分
館
で

「
尊
經
閣
文
庫
名
品
展―

国
宝 

類
聚
国
史―

」と「
加

賀
藩
の
美
術
工
芸
」を
、第
２
展
示
室
で
は「
北
陸
ゆ

か
り
の
画
聖
た
ち―

長
谷
川
等
伯
・
久
蔵
・
左
近
、久

隅
守
景―

」を
開
催
し
ま
す
。近
現
代
美
術
で
は
、「―

い
の
ち
の
花―

稲
元
實
展
」（
日
本
画
）、工
芸
で
は

「M
otion &

 Still 

塑
造
人
形
の
美―

紺
谷
力
・
井
口

十
糸
・
山
本
榮
子
」を
予
定
し
て
い
ま
す
。

　

こ
う
し
た
展
覧
会
に
加
え
、当
館
が
主
催
に
加
わ

る
北
陸
中
日
新
聞
主
催「
華
麗
な
る
英
国
美
術
の
殿

堂 

ロ
イ
ヤ
ル･

ア
カ
デ
ミ
ー
展
」を
は
じ
め
二
十
三

の
企
画
展
が
予
定
さ
れ
て
い
ま
す
。

前大峰 「松図屏風」 昭和42年

伝 高山右近所用のチョッキ
カトリック大阪大司教区蔵

平成26年度
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コ
レ
ク
シ
ョ
ン
展
示
室
で
は
、月
ご
と
に
テ
ー
マ

を
設
け
て
所
蔵
品
や
寄
託
品
を
公
開
し
た
ほ
か
、特

別
陳
列
や
特
集
展
示
を
行
い
ま
し
た
。

　

前
田
育
徳
会
尊
經
閣
文
庫
分
館
で
は
、特
別
陳
列

と
し
て
七
月
に「
尊
經
閣
文
庫
名
品
展―

国
宝 

水
左

記
を
中
心
に―

」を
開
催
し
ま
し
た
。左
大
臣
源
俊
房

自
筆
の「
水
左
記
」の
ほ
か
、公
家
や
武
家
の
日
記
な

ど
古
記
録
を
紹
介
し
ま
し
た
。筆
者
俊
房
は
能
書
家

と
し
て
も
著
名
で
、そ
の
筆
跡
を
今
に
伝
え
る「
水
左

記
」は
貴
重
な
作
品
と
し
て
好
評
で
し
た
。十
月
に
は

「
加
賀
藩
の
美
術
工
芸
」を
行
い
ま
し
た
。加
賀
藩
で

は
三
代
か
ら
五
代
藩
主
の
時
代
に
、名
品
の
収
集
と

あ
わ
せ
て
美
術
工
芸
を
育
成
す
る
総
合
的
な
文
化
政

策
を
推
進
し
ま
し
た
。そ
の
象
徴
と
も
い
え
る「
百
工

比
照
」を
は
じ
め
、優
れ
た
文
物
や
美
術
工
芸
品
を
展

示
し
ま
し
た
。第
二
展
示
室
で
は
春
の「
国
宝 

薬
師

寺
展
」で「
吉
祥
天
女
像
」の
専
用
展
示
室
と
し
て
使

用
し
た
ほ
か「
長
谷
川
等
伯
と
久
隅
守
景
」を
は
じ
め

と
す
る
七
つ
の
特
集
を
行
い
ま
し
た
。

　

近
現
代
美
術
で
は
、十
月
か
ら
十
一
月
に
か
け
て

「
能
島
芳
史
展―

十
五
世
紀
フ
ラ
ン
ド
ル
絵
画
か
ら

の
展
開―

」（
第
四
展
示
室
）、二
月
か
ら
三
月
に
か
け

て「
生
誕
一
〇
〇
年 

截
金 

人
間
国
宝
・
西
出
大
三―

平
安
の
美
を
求
め
て―

」（
第
五
展
示
室
）と
い
う
二

つ
の
特
別
陳
列
を
開
催
し
ま
し
た
。

　

能
島
氏
は
金
沢
美
術
工
芸
大
学
を
卒
業
後
、王
立

ゲ
ン
ト
美
術
大
学
で
フ
ラ
ン
ド
ル
技
法
を
学
ん
だ
洋

画
家
で
、白
亜
地
と
透
明
画
法
に
よ
る
幻
想
的
な
作

品
を
描
い
て
き
ま
し
た
。展
示
室
の
壁
面
を
黒
い
布

で
覆
い
、黒
い
展
示
室
の
中
で
、漆
黒
の
中
に
浮
か
び

上
が
る
よ
う
に
作
品
を
展
示
し
ま
し
た
が
、そ
の
展

示
効
果
に
皆
さ
ん
驚
か
れ
た
よ
う
で
し
た
。一
方
、截

金
の
重
要
無
形
文
化
財
保
持
者
と
し
て
知
ら
れ
る
西

出
大
三
氏
の
特
別
陳
列
は
、生
誕
百
年
を
記
念
す
る

も
の
で
し
た
。東
京
美
術
学
校
時
代
の
木
彫
に
は
じ

ま
り
、平
安
の
美
を
復
興
し
た
截
金
作
品
に
、関
係
資

料
や
制
作
の
道
具
な
ど
を
交
え
て
、西
出
氏
の
創
作

活
動
を
回
顧
す
る
展
示
で
、冬
季
に
も
か
か
わ
ら
ず

多
く
の
来
場
者
を
迎
え
た
展
観
で
し
た
。

　

近
現
代
美
術
で
は
、工
芸
・
純
粋
美
術
あ
わ
せ
て
二

十
三
の
特
集
を
開
催
し
ま
し
た
。第
三
展
示
室
で
は
、

伊
東
深
水
・
小
絲
源
太
郎
に
師
事
し
、晩
年
は
珠
洲
市

に
活
動
拠
点
を
置
い
て
制
作
し
た「
最
後
の
絵
師 

勝

田
深
氷
」の
小
特
集
が
注
目
を
集
め
ま
し
た
。ま
た

「
祈
り
」を
テ
ー
マ
に
日
本
画
・
洋
画
・
彫
刻
を
展
示
し

た「
祈
り
の
造
形
」が
ジ
ャ
ン
ル
を
超
え
た
展
示
と
な

り
ま
し
た
。二
月
に
は
第
四
展
示
室
で「
ム
ナ
カ
タ
と

オ
モ
テ
」を
開
催
し
ま
し
た
。板
画
と
呼
ば
れ
る
木
版

画
で
世
界
に
そ
の
足
跡
を
残
し
た
棟
方
志
功
と
、玄

土
社
を
主
宰
し
古
典
書
の
臨
模
と
研
究
で
知
ら
れ
る

前
衛
書
家
表
立
雲
の
二
人
を
紹
介
す
る
も
の
で
し

た
。第
五
展
示
室
で
は
、「
人
間
国
宝
の
わ
ざ
」と
題
し

て
当
館
が
所
蔵
す
る
人
間
国
宝
の
作
品
を
紹
介
し
ま

し
た
。

　

夏
休
み
親
子
で
楽
し
む
美
術
館
は「
み
る
・
き
く
・
か

た
る
」と
い
う
テ
ー
マ
で
し
た
。作
品
を
よ
く
見
て
登

場
人
物
の
声
に
耳
を
傾
け
、さ
ら
に
そ
の
登
場
人
物
に

語
り
か
け
て
み
よ
う
と
い
う
内
容
で
し
た
。

　

こ
の
よ
う
に
展
示
作
品
を
入
れ
替
え
な
が
ら
ご
覧

い
た
だ
い
て
い
る
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
展
示
室
は
、毎
月

第
一
月
曜
日
が
無
料
で
す
。是
非
と
も
足
を
お
運
び

く
だ
さ
い
。

能島芳史展

西出大三展

コレクション展示室を
振り返って

平成25年度の

薬師寺展 第2展示室
（吉祥天女像 展示室）
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開催日：1月19日（日） 当館ホール

講演会記録

　

昭
和
三
十
四
年
十
月
に
旧
館
が
オ
ー
プ
ン
し
た

際
、美
術
館
運
営
委
員
会
を
持
ち
、こ
れ
か
ら
の
美

術
館
づ
く
り
を
検
討
し
ま
し
た
。そ
こ
で
で
た
方
針

は「
加
賀
藩
以
来
の
素
晴
ら
し
い
伝
統
文
化
を
活
か

し
、郷
土
色
豊
か
な
美
術
館
を
作
る
べ
き
」と
い
う

も
の
で
し
た
。

　

昭
和
五
十
六
年
に
こ
の
美
術
館
が
建
っ
た
と
き

一
、三
一
三
件
だ
っ
た
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
が
現
在
で

三
、二
二
〇
件
に
な
り
二
千
件
ほ
ど
増
え
た
こ
と
に

な
り
ま
す
。寄
託
品
を
あ
わ
せ
る
と
五
、〇
〇
〇
件

近
い
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
に
な
り
ま
す
。

　

今
回
の
展
覧
会
で
は
初
め
て
人
気
投
票
と
い
う

形
を
取
り
入
れ
ま
し
た
が
、第
一
位
は
国
宝
の「
色

絵
雉
香
炉
」で
し
た
。昭
和
三
十
三
年
に
天
皇
陛
下

が
石
川
県
に
行
幸
に
な
る
と
き
に
何
を
ご
覧
い
た

だ
く
か
が
検
討
さ
れ
、前
回
は
、今
日
で
い
う
人
間

国
宝
の
実
技
を
ご
覧
い
た
だ
い
て
い
る
の
で「
今
度

は
優
れ
た
古
美
術
品
を
」と
い
う
こ
と
に
な
り
、山

川
家
の
色
絵
雉
香
炉
を
ご
覧
い
た
だ
く
こ
と
に
な

り
ま
し
た
。

　

こ
れ
を
非
常
に
大
事
に
し
て
い
た
山
川
さ
ん
は
、

戦
時
中
は
蔵
の
中
に
地
下
室
を
作
っ
て
中
に
納
め
、

自
分
も
こ
れ
と
心
中
を
し
よ
う
と
決
め
て
い
た
そ

う
で
す
。当
時
は
山
川
家
を
訪
ね
た
人
で
も
、雉
香

炉
を
見
た
人
は
僅
か
数
人
。天
皇
陛
下
が
ご
覧
に
な

る
の
な
ら
、と
い
う
こ
と
で
公
開
す
る
運
び
と
な
り

雉
香
炉
が
初
め
て
世
に
顔
を
出
し
た
の
で
す
。そ
の

折
り
に
両
陛
下
か
ら「
こ
の
雉
香
炉
は
個
人
の
宝
で

あ
る
と
同
時
に
日
本
の
宝
で
も
あ
る
」と
い
う
言
葉

が
あ
っ
た
と
伝
え
聞
き
、大
変
感
激
し
た
山
川
さ
ん

は
、こ
れ
を
寄
附
す
る
決
意
を
し
た
と
い
う
こ
と
で

す
。そ
し
て
こ
の
寄
附
が
美
術
館
を
作
ろ
う
と
い
う

機
縁
に
な
り
旧
の
美
術
館
が
建
て
ら
れ
た
の
で
す
。

旧
館
時
代
か
ら
色
絵
雉
香
炉
だ
け
の
一
室
展
示
で

し
た
。現
在
の
美
術
館
に
な
っ
て
も
そ
れ
を
受
け
継

ぎ
、一
室
展
示
を
し
て
い
る
わ
け
で
す
。

　

雌
の
雉
香
炉
で
す
が
、旧
館
の
開
館
記
念
展
の
時

に
私
が
所
有
者
の
水
野
富
士
子
さ
ん
と
い
う
方
の

所
へ
借
り
に
伺
い
、雄
雌
一
緒
の
展
示
を
し
ま
し

た
。こ
れ
を
平
成
三
年
に
寄
附
し
て
頂
く
と
き
、実

は
あ
る
美
術
館
か
ら
大
変
な
高
額
で
こ
の
香
炉
を

買
お
う
と
す
る
動
き
が
あ
り
ま
し
た
。し
か
し
水
野

さ
ん
は
旧
館
の
開
館
記
念
展
の
展
示
の
よ
う
に「
雄

と
雌
と
を
一
緒
に
し
た
い
」と
の
思
い
を
強
く
持
っ

て
お
ら
れ
、「
雄
雌
一
緒
の
展
示
」を
約
束
し
、石
川

県
に
寄
附
し
て
頂
く
こ
と
に
な
っ
た
の
で
す
。

　

二
位
は
松
田
権
六
さ
ん
の「
蓬
萊
之
棚
」で
し
た
。

来
年
の
新
幹
線
開
業
に
向
け
て
四
方
か
ら
鑑
賞
で

き
る
特
別
ケ
ー
ス
を
あ
つ
ら
え
て
展
示
す
る
こ
と

を
考
え
て
い
ま
す
。

　

昭
和
天
皇
が
ご
覧
に
な
ら
れ
た
際
、（
吉
祥
文
の

松
竹
梅
の
う
ち
）「
竹
が
見
え
な
い
が
」と
お
聞
き
に

な
ら
れ
、「
鶴
を
描
い
た
下
地
が
網
代
に
な
っ
て
お

り
、実
は
竹
は
隠
れ
て
お
り
ま
す
」と
答
え
ま
し
た
。

（
鶴
亀
の
う
ち
）「
亀
が
い
な
い
」と
聞
か
れ
て
、「
亀

は
こ
の
水
の
中
に
隠
れ
て
い
ま
す
」と
お
答
え
し
た

そ
う
で
す
。

　

所
有
者
の
方
は
、青
山
に
お
住
ま
い
で
、平
屋
建

て
の
縁
の
隅
に
こ
れ
を
置
い
て
あ
っ
た
。な
ぜ
こ
ん

な
所
に
お
い
て
あ
る
の
か
と
尋
ね
ま
す
と「
疎
開
先

の
長
岡
で
空
襲
に
会
い
、こ
れ
を
持
ち
出
す
と
き
に

非
常
に
苦
労
し
た
。縁
に
置
い
て
お
け
ば
、背
中
に

担
い
で
す
ぐ
に
出
ら
れ
る
。そ
れ
以
来
ず
っ
と
置
い

て
あ
る
の
だ
」と
い
う
こ
と
で
し
た
。

　

東
京
国
立
近
代
美
術
館
に
預
け
て
あ
っ
た
本
作

を
購
入
す
る
に
あ
た
り
、所
有
者
の
方
の
思
い
入
れ

が
強
く
、こ
ち
ら
の
提
示
す
る
額
と
な
か
な
か
折
り

合
い
が
付
き
ま
せ
ん
で
し
た
。最
後
は
松
田
権
六
さ

ん
の
お
宅
で
私
と
所
有
者
の
方
と
松
田
さ
ん
の
三

人
で
、膝
を
突
き
合
わ
せ
、一
億
円
で
手
を
打
つ
こ

と
に
な
り
ま
し
た
。心
配
さ
れ
た
県
議
会
で
も
満
場

一
致
で
了
解
を
得
、購
入
す
る
こ
と
が
出
来
ま
し

た
。明
治
以
降
の
漆
工
芸
で
重
要
文
化
財
の
指
定
の

第
一
号
に
き
っ
と
な
っ
て
く
れ
る
の
で
は
と
考
え

て
い
ま
す
。

当館コレクションを収集してきたプロセス
における思い出やこぼれ話など普段は聞け
ない話を中心に、約二時間に渡り話がありま
した。当館の文責で抜粋、要約し掲載します。

「石川県立美術館 名作の森」講師：当館館長 嶋崎 丞
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開催日：2月23日（日）

「きれい！かわいい！西出大三さんのきらめく世界」
キッズプログラム鑑賞講座
ミュージアムレポート

　

二
月
二
十
三
日
の
キ
ッ
ズ
・
プ
ロ
グ
ラ
ム
は
、「
人
間
国
宝 

西
出
大

三
」展
の
鑑
賞
と
截
金
実
演
見
学
や
体
験
も
含
め
た
内
容
で
行
わ
れ
ま

し
た
。ま
ず
、展
示
室
で
の
作
品
鑑
賞
で
西
出
さ
ん
の
き
ら
め
く
世
界

を
味
わ
っ
て
い
た
だ
き
、西
出
さ
ん
や
截
金
に
つ
い
て
の
ク
イ
ズ
を
行

い
ま
し
た
。西
出
大
三
氏
は
出
来
上
が
っ
て
い
る
器
体
に
截
金
を
施
す

だ
け
で
な
く
、自
ら
が
木
彫
で
制
作
し
た
も
の
に
截
金
を
施
す
作
家

だ
っ
た
た
め
、時
間
を
取
っ
て
作
品
の
形
に
注
目
し
て
み
ま
し
た
。次

は
截
金
体
験
に
備
え
て
、模
様
に
も
注
目
し
て
ス
ケ
ッ
チ
す
る
活
動
に

も
取
り
組
み
ま
し
た
。

　

そ
し
て
、い
よ
い
よ
今
回
の
ゲ
ス
ト
、截
金
作
家
の
山
本
茜
氏
に
よ

る
截
金
実
演
の
時
間
。極
薄
の
金
箔
を
扱
う
截
金
の
作
業
は
風
を
通
さ

ぬ
よ
う
部
屋
を
閉
め
切
っ
て
心
静
か
に
施
す
技
。そ
の
た
め
実
演
を
見

る
機
会
な
ど
め
っ
た
に
あ
り
ま
せ
ん
が
、截
金
技
法
を
多
く
の
人
に

知
っ
て
も
ら
い
た
い
、ま
た
、子
ど
も
た
ち
に
本
物
の
体
験
を
さ
せ
て

あ
げ
た
い
と
い
う
山
本
さ
ん
の
熱
い
想
い
で
得
た
機
会
で
す
。ス
カ
ー

ト
の
裾
の
揺
れ
で
空
気
が
動
く
の
も
気
を
遣
う
と
い
う
箔
焼
や
面
相

筆
で
の
細
か
い
截
金
技
法
の
作
業
中
は
、小
さ
い
子
ど
も
た
ち
も
息
を

凝
ら
し
て
山
本
さ
ん
の
作
業
に
じ
っ
と
目
を
向
け
て
い
ま
し
た
。次

は
、豆
折
紙
に
山
本
さ
ん
が
準
備
さ
れ
た
本
物
の
金
箔
を
思
い
思
い
に

切
っ
て
貼
っ
て
い
く
截
金
体
験
で
す
。両
手
に
面
相
筆
を
持
っ
て
の
慣

れ
な
い
作
業
な
が
ら
、子
ど
も
た
ち
は
黙
々
と
金
箔
と
格
闘
し
て
い
ま

し
た
。出
来
上
が
っ
た
作
品
は
、ど
れ
も

創
造
的
で
花
火
、魚
、蓮
、灯
台
と
様
々
。

山
本
さ
ん
の
真
剣
な
作
業
か
ら
何
か
を
掴

み
、か
つ
、自
分
た
ち
自
身
も
本
物
の
体

験
が
で
き
た
子
ど
も
た
ち
の
満
足
そ
う
な

表
情
で
本
講
座
を
終
了
す
る
こ
と
が
で
き

ま
し
た
。

四
月
の
行
事
予
定

お
し
ら
せ

平
成
二
十
六
年
四
月
一
日
よ
り
消
費
税
増
税
に
伴
い
、次
の
通
り
コ
レ
ク
シ
ョ
ン

展
示
室
の
観
覧
料
が
次
の
通
り
改
定
さ
れ
ま
す
。

一
般 

三
五
〇
円
↓
三
六
〇
円
、大
学
生 

二
八
〇
円
↓
二
九
〇
円

■「
革
新
の
視
座
展
」講
演
会

午
後
1
時
30
分
〜 

美
術
館
ホ
ー
ル 

聴
講
無
料

「
土
の
か
た
ち―

創
造
の
現
場
か
ら
」
講
師 

久
世
建
二
氏（
陶
芸
家
）

　
日（
日
）

20■
ビ
デ
オ
上
映
会

午
後
1
時
30
分
〜 

美
術
館
ホ
ー
ル 

入
場
無
料

日
本
の
巨
匠 

公
共
の
造
形
を 

蓮
田
修
吾
郎　

  （
　
分
）

　
日（
日
）

27

13

加
賀
谷
武 ―

空
間
生
態―

　

               　

  

（
　
分
）

10

平
成
二
十
六
年
度

美
術
館
バ
ス
ツ
ア
ー（
予
告
）

　

今
年
度
春
の
日
帰
り
バ
ス
ツ
ア
ー
は
、五
月
二
十
五
日（
日
）に
行
う
予
定
で
す
。新
潟

県
上
越
市
を
訪
れ
、高
田
・
春
日
山
の
寺
院
や
美
術
館
を
見
学
し
ま
す
。

　

お
も
な
見
学
先
と
し
て
、親
鸞
が
開
い
た
草
庵
に
始
ま
る
浄
興
寺
、小
林
古
径
の
絵
画

と
邸
宅
を
有
す
る
小
林
古
径
記
念
美
術
館
、上
杉
謙
信
が
少
年
期
に
文
武
の
修
行
を
積

ん
だ
林
泉
寺
、か
つ
て
の
名
城
を
偲
ば
せ
る
春
日
山
城
跡
と
謙
信
資
料
を
展
示
す
る
春

日
山
神
社
記
念
館
な
ど
、四
ヶ
所
前
後
を
予
定
し
て
い
ま
す
。

　

詳
し
い
日
時
や
内
容
、募
集
要
項
に
つ
い
て
は
次
号
の
美
術
館
だ
よ
り
に
て
ご
案
内

い
た
し
ま
す
。



一　般 360円（290円）
大学生 290円（230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

※4月1日（火）より ※（　　）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（4月は7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/
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会期：4月20日（日）
　　 ～5月18日（日）

4月の休館日
16日（水）～19日（土）

企画展 Topics新紀元  革新の視座 加賀谷武、木下晋、久世建二、庄田雷寛、蓮田修吾郎の創造

作品左上より
木下晋
「休息」 2003年
平塚市美術館
久世健二
「落下」 1991年
蓮田修吾郎
白銅浮彫 「朝陽遙かに」 2006年
金沢ふるさと偉人館

右上より
加賀谷武
「空間生態･ウィーン2」 1999年
砺波市美術館
庄田雷寛
「棲まう鬼」 1992年

前田育徳会
尊經閣文庫分館 第2展示室

第5・6展示室

春の優品選 能面と能装束
－花鳥の美－

優品選 革新の視座新紀元
第５展示室：工芸

第６展示室：絵画・彫刻
加賀谷武、木下晋、久世建二、庄田雷寛、蓮田修吾郎の創造

次回の展覧会

１F企画展示室・
２Fコレクション展示室（第３・４展示室）


