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8月1日（金）～8月31日（日） 会期中無休

　

ロ
イ
ヤ
ル･
ア
カ
デ
ミ
ー
・
オ
ブ
・
ア
ー
ツ
は
、一
七
六

八
年
に
画
家
、彫
刻
家
、建
築
家
、版
画
家
を
会
員
と
し

て
、国
王
ジ
ョ
ー
ジ
Ⅲ
世（
一
七
三
八
〜
一
八
二
〇
）の

庇
護
の
も
と
設
立
さ
れ
た
英
国
の
芸
術
機
関
で
す
。芸

術
家
へ
の
財
政
支
援
を
目
的
に
年
次
の
展
覧
会
を
開
催

す
る
と
と
も
に
、教
育
機
関
と
し
て
専
門
的
な
芸
術
教

育
を
提
供
し
、タ
ー
ナ
ー
や
カ
ン
ス
タ
ブ
ル
、ブ
レ
イ
ク

な
ど
の
人
材
が
育
っ
て
い
ま
す
。こ
の
ア
カ
デ
ミ
ー
の

創
設
に
よ
り
、英
国
美
術
は
独
自
の
道
を
歩
み
は
じ
め
、

確
固
た
る
ア
カ
デ
ミ
ズ
ム
を
築
い
た
の
で
し
た
。現
在

に
至
る
ま
で
の
約
二
五
〇
年
間
、ロ
イ
ヤ
ル･

ア
カ
デ

ミ
ー
の
歴
史
は
ま
さ
に
英
国
美
術
の
歴
史
そ
の
も
の
と

言
っ
て
も
過
言
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

ア
カ
デ
ミ
ー
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
は
、絵
画（
九
四
〇

点
）、彫
刻（
一
、一
八
〇
点
）、版
画（
八
、〇
〇
〇
点
）、素

描（
一
〇
、〇
〇
〇
点
）、初
期
写
真（
五
、〇
〇
〇
点
）な
ど

に
よ
る
大
規
模
な
も
の
で
す
。そ
の
中
核
は
、ア
カ
デ

ミ
ー
各
会
員
が
自
薦
で
提
出
し
た
優
品
で
、非
常
に
質
が

高
く
、そ
し
て
個
性
溢
れ
る
コ
レ
ク
シ
ョ
ン

と
し
て
有
名
で
す
。

　

本
展
で
は
、ア
カ
デ
ミ
ー
初
代
会
長
レ

ノ
ル
ズ
を
は
じ
め
、ゲ
イ
ン
ズ
バ
ラ
、タ
ー

ナ
ー
、カ
ン
ス
タ
ブ
ル
、ミ
レ
イ
、サ
ー

ジ
ェ
ン
ト
な
ど
、英
国
美
術
界
を
華
や
か

に
飾
っ
た
歴
代
会
員
の
優
品
を
中
心
に
、

創
設
当
初
か
ら
二
〇
世
紀
初
頭
ま
で
の
ア

カ
デ
ミ
ー
に
お
け
る
一
五
〇
年
の
歴
史
を

た
ど
り
ま
す
。日
本
初
公
開
作
品
七
十
点

余
を
含
む
、い
ま
だ
か
つ
て
な
い
規
模
で
、

「
美
の
殿
堂
」ロ
イ
ヤ
ル
・
ア
カ
デ
ミ
ー
の

コ
レ
ク
シ
ョ
ン
を
紹
介
し
、英
国
美
術
の

真
髄
に
迫
り
ま
す
。

1F企画展示室
華麗なる英国美術の殿堂
ロイヤル・アカデミー展

◆
料
金
表

◆
関
連
行
事

大　

人

大
高
生

中
小
生

※

（　

）内
は
二
〇
名
以
上
の
団
体
料
金
、及
び
前
売
料
金
で
す
。

※

当
館
友
の
会
会
員
は
会
員
証
の
提
示
に
よ
り
団
体
料
金
に
割
引
さ
れ
ま
す
。

一
、三
〇
〇
円 

（
一
、一
〇
〇
円
）

一
、〇
〇
〇
円 

（
八
〇
〇
円
）

　

 

六
〇
〇
円 

（
四
〇
〇
円
）

講
演
会　

会
場
：
当
館
ホ
ー
ル　

先
着
二
〇
〇
名
、聴
講
無
料

「
ロ
イ
ヤ
ル･

ア
カ
デ
ミ
ー
展
の
見
ど
こ
ろ
」

８
月
１
日(

金)　

 

午
後
２
時
〜
３
時　

講
師
：
五
木
田
聡
氏（
東
京
富
士
美
術
館
館
長
）　　
　
　

「
ロ
イ
ヤ
ル･

ア
カ
デ
ミ
ー
と
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
、そ
し
て
タ
ー
ナ
ー
」

８
月
９
日(
土)　

 

午
後
２
時
〜
３
時　

講
師
：
河
村
錠
一
郎
氏（
一
橋
大
学
名
誉
教
授
）

レノルズ 「セオリー」1779～80年
All images 　Royal Academy of arts, Londonc
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昨
今
の
文
化
財
に
関
す
る
ホ
ッ
ト
な
ニ
ュ
ー
ス
は
、昨
年
の「
富
士
山
」に
続
き
、「
富
岡
製
糸
場
」が
世

界
文
化
遺
産
に
認
定
さ
れ
た
こ
と
で
す
。ま
た
、国
宝「
東
寺
百
合
文
書
」が
重
要
な
歴
史
文
書
の
保
存
を

目
的
と
し
た
世
界
記
憶
遺
産
の
国
内
候
補
の
一
つ
に
選
ば
れ
ま
し
た
。

　
「
東
寺
百
合
文
書
」は
、仏
教
史
は
も
ち
ろ
ん
中
世
史
を
解
明
す
る
う
え
で
貴
重
な
歴
史
資
料
で
す
。前

田
綱
紀
は
、日
本
各
地
に
家
臣
を
派
遣
し
て
書
物
を
求
め
ま
し
た
が
、東
寺
の
文
書
に
も
注
目
し
、借
用
し

て
目
録
の
作
成
や
文
書
の
書
写
を
行
い
、貞
享
二（
一
六
八
五
）年
、こ
れ
ら
の
文
書
を
整
理
保
管
す
る
た

め
の
桐
箱
百
個
を
作
ら
せ
、文
書
を
納
め
て
寄
進
し
ま
し
た
。こ
の
こ
と
か
ら「
百
合
文
書
」と
呼
ば
れ
て

い
ま
す
。こ
う
し
た
綱
紀
の
文
化
事
業
に
は
、文
化
財
保
存
管
理
へ
の
高
い
見
識
が
認
め
ら
れ
ま
す
が
、そ

れ
故
に
、今
日
の
世
界
記
憶
遺
産
候
補
に
選
ば
れ
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

学芸員の眼

国宝「類聚国史」（巻第165巻頭）

後期：8月16日（土）～8月31日（日） 会期中無休
前期：7月31日（木）～8月15日（金）

　

毎
年
こ
の
時
期
に
開
催
す
る
恒
例
の
尊
經
閣
文
庫
名

品
展
で
す
。今
回
は
国
宝『
類
聚
国
史
』を
二
十
六
年
ぶ

り
に
公
開
し
ま
す
。

　
『
類
聚
国
史
』と
は
、六
国
史（『
日
本
書
紀
』『
続
日
本

紀
』『
日
本
後
紀
』『
続
日
本
後
紀
』『
日
本
文
徳
天
皇
実

録
』『
日
本
三
代
実
録
』）の
記
事
を
、そ
の
内
容
に
従
っ

て
編
年
と
と
も
に
分
類
編
集
し
た
歴
史
書
で
す
。こ
れ

は
前
田
家
が
遠
祖
と
し
て
尊
崇
す
る
菅
原
道
真
の
編
纂

に
よ
り
、寛
平
四（
八
九
二
）年
に
成
立
し
た
も
の
で
す
。

も
と
は
本
文
二
〇
〇
巻
・
目
録
二
巻
・
系
図
三
巻
の
計
二

〇
五
巻
で
し
た
が
、現
存
す
る
の
は
六
十
二
巻
の
み
と

な
っ
て
い
ま
す
。そ
の
内
容
は
神　

、帝
王
、後
宮
、人
、

歳
時
、音
楽
、賞
宴
、奉
献
、政
理
、刑
法
、職
官
、文
、田

地
、祥
瑞
、災
異
、仏
道
、風
俗
、殊
俗
と
い
う
十
八
の
分

類（
類
聚
）ご
と
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

前
田
家
に
伝
わ
る
四
巻（
巻
第
一
六
五「
祥
瑞
部
上
」・

一
七
一「
災
異
部
五
」・
一
七
七「
仏
道
部
四
」・
一
七
九「
仏

道
部
六
」）は
現
存
最
古
の
平
安
時
代
末
期
の
古
写
本
で

す
。前
田
家
の
入
手
時
期
は
、学
者
大
名
と
い
わ
れ
た
加

賀
藩
五
代
藩
主
前
田
綱
紀
に
よ
る
も
の
で
す
。ま
た
、綱

紀
は
こ
の
入
手
以
前
に
、す
で
に
そ
の
模
写
本
を
作
ら
せ

て
い
ま
す
。そ
の
ほ
か
室
町
時
代
の
写
本
も
二
種
類
入
手

し
て
い
ま
す
が
、こ
う
し
た『
類
聚
国
史
』収
集
へ
の
熱
意

は
、綱
紀
が
菅
原
道
真
を
篤
く
尊
崇
し
た
特
別
な
想
い
に

よ
る
も
の
で
す
。な
お
、綱
紀
は
道
真
や
菅
原
氏
に
関
す

る
書
籍
や
資
料
の
収
集
に
も
力
を
注
い
で
お
り
、道
真
の

自
撰
漢
詩
文
集『
菅
家
文
草
』や『
菅
家
系
図
』な
ど
も
合

わ
せ
て
展
示
し
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
な
綱
紀
の
業
績
は
、今
日
の
文
化
財
保
存
事

業
の
先
が
け
と
い
え
る
も
の
で
す
。

（
前
後
期
で
作
品
の
巻
替
え
を
行
い
ま
す
）

前田育徳会
尊經閣文庫分館

ー国宝『類聚国史』を中心にー
尊經閣文庫名品展
特別陳列

る
い
じ
ゅ
こ
く
し

り
っ
こ
く
し
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し
ょ
う
ふ
の
り

山本榮子 木芯桐塑人形「風花」 紺谷力 彩塑人形「腰鼓遊楽」

7月31日（木）～8月31日（日） 会期中無休

　

人
形
は
宗
教
的
な
祈
り
や
崇
拝
な
ど
の
対
象
、そ
し

て
愛
玩
物
と
し
て
古
代
か
ら
日
本
人
の
生
活
に
関
わ

り
、次
第
に
そ
の
役
割
は
よ
り
日
常
的
な
儀
式
や
行
事

ま
で
広
が
る
と
、手
工
芸
品
と
し
て
大
き
く
発
展
し
ま

し
た
。現
在
、展
覧
会
で
観
る
こ
と
の
で
き
る
創
作
人
形

は
、こ
の
よ
う
な
連
綿
と
続
く
歴
史
を
背
負
っ
た
工
芸

作
品
と
言
え
る
で
し
ょ
う
。

　

石
川
県
に
お
け
る
人
形
は
、木
彫
彩
色
人
形
を
主
に

制
作
し
た
下
口
宗
美
が
リ
ー
ダ
ー
と
な
り
、そ
の
下
で

多
く
の
作
家
が
育
ち
ま
し
た
。本
展
で
は
こ
れ
ら
の
作

家
た
ち
の
中
か
ら
、日
本
伝
統
工
芸
展
を
中
心
に
活
躍

す
る
三
人
の
塑
造
人
形
・
桐
塑
人
形
の
作
家
、紺
谷
力
、

井
口
十
糸
、山
本
榮
子
を
紹
介
し
ま
す
。

　

紺
谷
は
塑
造
に
彩
色
す
る
伝
統
的
な
技
術
を
用
い

て
、奉
納
の
舞
楽
を
演
じ
る
少
年
な
ど
の
古
典
的
な
モ

チ
ー
フ
で
、躍
動
的
な
動
き
を
見
事
に
と
ら
え
た
、臨
場

感
の
あ
る
作
風
は
高
く
評
価
さ
れ
て
い
ま
す
。井
口
は

現
在
展
覧
会
出
品
を
中
断
し
て
い
ま
す
が
、温
か
み
の
あ

る
桐
塑
と
自
ら
染
め
た
和
紙
な
ど
で
幼
児
の
姿
を
表
し
、

生
き
と
し
生
け
る
も
の
の
い
と
な
み
を
描
き
出
す
独
自
の

世
界
を
築
き
ま
し
た
。山
本
の
造
る
女
性
た
ち
は
、し
な
や

か
な
肢
体
に
美
し
い
紙
や
布
地
の
色
づ
か
い
で
華
や
か
に

彩
ら
れ
、混
迷
す
る
時
代
に
と
ま
ど
い
な
が
ら
も
前
を
向

く
姿
を
示
し
て
い
ま
す
。

　

人
形
は
形
と
し
て
は
人
体
彫
刻
に
近
い
で
す
が
、彫
刻

が
造
形
的
な
美
し
さ
を
追
求
し
た
先
に
、心
象
表
現
を
生

み
出
す
こ
と
と
は
逆
に
、人
の
心
の
動
き
を
表
現
す
る
た

め
に
、人
体
の
造
形
美
を
用
い
た
の
が
人
形

で
あ
り
、そ
れ
ゆ
え
に
情
感
に
訴
え
る
力
が

あ
り
ま
す
。人
間
の
動
き（M

otion

）や
静
止

（Still

）し
た
瞬
間
の
美
し
さ
を
と
ら
え
た
作

品
か
ら
、そ
れ
ぞ
れ
の
作
者
が
込
め
た
思
い

を
感
じ
て
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
す
。

　

桐
塑
と
は
桐
の
お
が
く
ず
を
生
麩
糊
で
練
っ
て
粘
土
状
に
し
た
も
の
で
、固
ま
る
と
質
感
が
木
に
近
く
、

木
彫
よ
り
も
細
か
な
表
現
が
し
や
す
い
素
材
で
す
。桐
を
素
材
と
す
る
理
由
は
、他
の
木
材
に
比
し
て
脂
が

出
に
く
い
た
め
で
す
が
、乾
く
過
程
で
割
れ
が
生
じ
る
こ
と
が
多
く
、井
口
や
山
本
は
木
彫
で
お
お
ま
か
な

形
を
作
り
、そ
の
上
に
桐
塑
で
細
部
を
造
る
木
芯
桐
塑
と
い
う
技
法
を
と
っ
て
い
ま
す
。

　

対
し
て
紺
谷
は
、ス
テ
ン
レ
ス
棒
で
芯
を
造
り
、樹
脂
入
り
の
粘
土
で
成
形
し
た
堅
牢
性
の
高
い
塑
造
で
、

木
彫
を
基
礎
と
す
る
木
芯
桐
塑
よ
り
も
成
形
の
自
由
度
が
高
く
、一
瞬
の
動
き
を
と
ら
え
る
紺
谷
の
作
品
に

ふ
さ
わ
し
い
技
法
で
す
。石
川
県
の
人
形
界
を
牽
引
し
た
下
口
は
木
彫
。作
家
た
ち
は
独
自
の
表
現
を
求
め

て
、技
法
や
素
材
の
工
夫
を
重
ね
て
い
る
の
で
す
。

学芸員の眼

第5展示室

Motion & Still 塑造・桐塑人形の美
特別陳列

ー紺谷力・井口十糸・山本榮子ー

下口宗美 木彫加彩人形「愛宕浄晨」
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昨
年
の
秋
、特
別
陳
列「
能
島
芳
史
展
」で
の
小
学
生
親
子
対
象
の
鑑
賞
講
座
で
、「
ア
ー
ト
か
る
た
を
楽

し
も
う
」が
行
わ
れ
ま
し
た
。能
島
先
生
の
作
品
が
か
る
た
で
い
う
と
こ
ろ
の「
絵
札
」、そ
し
て
、「
読
み

札
」を
作
品
を
ど
う
捉
え
た
か
と
い
う
鑑
賞
者
の
感
性
で
つ
く
り
ま
し
た
。い
ろ
い
ろ
な
要
素
で
構
成
さ

れ
た
幻
想
的
で
不
思
議
な
世
界
の
能
島
先
生
の
作
品
の
魅
力
に
引
き
出
さ
れ
、参
加
者
は
徐
々
に
読
み
札

づ
く
り
の
楽
し
さ
に
は
ま
り
、最
終
的
に
は
参
加
者
そ
れ
ぞ
れ
が
複
数
枚
の
読
み
札
を
完
成
。そ
し
て
み

ん
な
の
前
で
、で
き
あ
が
っ
た
読
み
札
を
読
み
上
げ
、ど
の
作
品
か
当
て
る
の
も
、ま
た
、楽
し
い
活
動
で

し
た
。参
加
人
数
は
少
な
か
っ
た
も
の
の
、参
加
者
か
ら
こ
の「
ア
ー
ト
か
る
た
の
活
動
を
も
う
一
度
！
」

と
い
う
要
望
が
出
る
ほ
ど
好
評
で
、そ
れ
が
今
回
の
展
示
に
つ
な
が
り
ま
し
た
。

学芸員の眼

で

富永直樹 「大将の椅子」

7月31日（木）～8月31日（日） 会期中無休

を
言
葉
に
表
し
た
も
の
。だ
か
ら
、同
じ
読
み
札
を
聞
い

て
も
家
族
や
お
友
達
が
違
う
作
品
を
指
さ
し
て
い
る
の

は
、ち
っ
と
も
不
思
議
な
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。こ
の

よ
う
に
、答
え
は
一
つ
で
は
な
い
の
で
す
が
、違
う
答
え

が
出
て
来
た
時
は
、ど
う
し
て
そ
う
思
っ
た
の
か
聞
い
て

み
ま
し
ょ
う
。他
の
人
が
ど
ん
な
ふ
う
に
感
じ
た
の
か
自

分
と
違
う
意
見
を
聞
く
の
も
、あ
な
た
が
知
ら
な
い
作
品

の
見
方
の
扉
を
あ
け
て
く
れ
る
き
っ
か
け
に
な
る
で

し
ょ
う
。

　

さ
あ
、今
度
は
あ
な
た
の
お
気
に
入
り
の
作
品
を
み

つ
け
て
み
ま
し
ょ
う
。そ
し
て
、あ
な
た
自

身
の
見
方
で
そ
の
作
品
を
ど
ん
な
風
に
感

じ
た
か
、と
っ
て
お
き
の
読
み
札
を
つ
く
っ

て
み
ま
せ
ん
か
？

第6展示室

アートdeかるた
夏休み親子で楽しむ美術館

越塚友邦 「廬山観瀑図」

　

夏
休
み
恒
例
、子
ど
も
た
ち
を
は
じ
め
、ご
家
族
で

展
示
を
楽
し
ん
で
頂
く
企
画「
夏
休
み
親
子
で
楽
し
む

美
術
館
」。今
年
の
テ
ー
マ
は『
ア
ー
ト　

か
る
た
』。美

術
館
で
か
る
た
？
み
な
さ
ん
お
馴
染
み
の
か
る
た
の

ル
ー
ル
に
の
っ
と
り
、美
術
作
品
を
楽
し
く
鑑
賞
す
る

企
画
で
す
。

　

展
示
室
に
入
っ
た
ら…

か
る
た
と
同
じ
よ
う
に
、読

み
札
を
一
つ
取
っ
て
読
ん
で
み
ま
し
ょ
う
。

　

さ
あ
、こ
の
読
み
札
を
表
し
た
展
示
作
品
は
ど
れ
だ

と
思
い
ま
す
か
？「
あ
れ
か
な
？
」、「
こ
れ
か
な
？
」。

お
や
、一
緒
に
来
た
家
族
や
お
友
達
は
あ
な
た
と
違
う

作
品
を
指
さ
し
て
い
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
ね
。

　

実
は
こ
の
ア
ー
ト
か
る
た
、答
え
は
一
つ
と
は
限
ら

な
い
の
で
す
。と
い
う
の
も
、美
術
作
品
は
、そ
れ
を
見

る
人
に
よ
っ
て
注
目
す
る
と
こ
ろ
も
そ
の
作
品
を
み
て

ど
う
感
じ
る
か
も
違
う
の
で
す
。こ
の
読
み
札
も
ま
た
、

そ
の
読
み
札
を
つ
く
っ
た
人
が
一
番
心
に
響
い
た
こ
と

de
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安田靫彦 「飛鳥をとめ」

7月31日（木）～8月31日（日） 会期中無休 7月31日（木）～8月31日（日） 会期中無休

　

近
現
代
の
絵
画
・
彫
刻
部
門
に
お
い
て
は
、館
蔵
優
品
選
と

題
し
て
こ
の
部
門
に
お
け
る
当
館
の
優
品
、代
表
的
な
作
品
を

ご
覧
頂
き
ま
す
。

　

日
本
画
部
門
で
は
、ま
ず
大
正
、昭
和
期
に
活
躍
し
た
前
田

青
邨
の「
鮒
」、安
田
靫
彦
の「
飛
鳥
を
と
め
」、伊
東
深
水
の「
酔

燕
台
翁
」な
ど
の
優
品
を
ご
覧
頂
き
ま
す
。こ
う
い
っ
た
名
だ

た
る
作
家
た
ち
に
は
知
ら
れ
ざ
る
名
品
が
多
い
も
の
で
す
。こ

れ
ら
の
作
品
も
そ
の
内
に
数
え
ら
れ
る
も
の
と
自
負
す
る
も

の
で
す
。そ
し
て
昭
和
、平
成
に
京
都
画
壇
を
中
心
に
活
躍
し
、

全
国
的
に
知
ら
れ
る
西
山
英
雄
、石
川
義
ら
、石
川
に
ゆ
か
り

深
い
物
故
作
家
の
作
品
を
中
心
に
ご
覧
頂
き
ま
す
。

　

油
彩
画
で
は
清
水
錬
徳
、高
光
一
也
、南
政
善
、宮
本
三
郎
、

鴨
居
玲
、吉
田
富
士
夫
な
ど
物
故
作
家
の
代
表
作
に
、現
在
活

躍
中
の
池
田
良
則
、大
場
吉
美
、加
藤
安
佐
子
、白
尾
勇
次
、田
井

淳
、立
見
榮
男
、西
田
洋
一
郎
、西
房
浩
二
な
ど
の
作
品
を
展
示

し
ま
す
。写
実
か
ら
抽
象
を
交
え
た
具
象
作
品
、そ
し
て
抽
象
画

ま
で
、本
県
ゆ
か
り
の
洋
画
家
達
が
、そ
れ
ぞ
れ
に
築
き
上
げ
た

独
自
の
ス
タ
イ
ル
を
、優
品
に
よ
り
ご
覧
い
た
だ
き
ま
す
。

　

彫
刻
部
門
も
館
蔵
品
を
中
心
と
す
る
優
品
の
展
示
で
す
。立

体･

空
間
造
形
で
、さ
ら
に
物
質
芸
術
で
も
あ
る
彫
刻
で
は
様
々

な
材
質
が
使
わ
れ
て
い
て
、作
品
テ
ー
マ
や
フ
ォ
ル
ム
に
最
も

合
っ
た
素
材
を
選
ぶ
と
共
に
、制
作
で
は
素
材
の
特
徴
を
生
か

す
こ
と
も
重
要
で
す
。展
示
で
は
ブ
ロ
ン
ズ
を
中
心

に
、ス
テ
ン
レ
ス
・
乾
漆
な
ど
様
々
な
素
材
を
扱
い
ま

す
が
、同
じ
素
材
の
作
品
の
中
に
も
テ
ー
マ
や
表
現

に
よ
り
多
様
な
表
情
を
示
す
素
材
の
魅
力
に
つ
い
て

も
お
楽
し
み
く
だ
さ
い
。

　

昨
年
当
館
で
開
催
さ
れ
た「
俵
屋
宗
達
と
琳
派
」展
は
、尾
形

光
琳
の
没
後
三
〇
〇
年
の
節
目
と
な
る
二
〇
一
六
年
に
向
け

た
、新
た
な
琳
派
ブ
ー
ム
の
先
駆
け
と
な
っ
た
よ
う
で
す
。琳
派

の
魅
力
は
親
し
み
や
す
い
造
形
美
に
あ
る
と
い
え
ま
す
が
、「
俵

屋
宗
達
と
琳
派
」展
で
明
ら
か
に
し
た
よ
う
に
、そ
の
根
底
に
は

平
安
時
代
以
来
の「
知
の
あ
そ
び
」の
伝
統
が
生
き
て
い
ま
す
。

　

世
阿
弥
は『
風
姿
花
伝
』で
、「
見
る
人
の
た
め
花
ぞ
と
も
知

ら
で
こ
そ
、為
手
の
花
に
は
な
る
べ
け
れ
」と
述
べ
て
い
ま
す
。

こ
れ
は
、こ
こ
が
見
せ
所
だ
と
い
う
こ
と
を
鑑
賞
者
に
知
ら
れ

な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
が
、演
技
者
の
要
諦
だ
と
す
る「
秘
す

れ
ば
花
」の
精
神
と
解
釈
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
し
ょ
う
。能

楽
と
深
く
関
わ
り
が
あ
っ
た
宗
達
や
光
琳
の
作
品
が
示
す
親

し
み
や
す
さ
に
も
、確
か
に
こ
の
精
神
は
生
き
て
い
ま
す
。そ

こ
で
作
者
が
ど
の
よ
う
な
趣
向
を
仕
掛
け
て
い
る
の
か
を
じ
っ

く
り
読
み
解
く
鑑
賞
方
法
も
、琳
派
へ
の
知
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ

と
し
て
今
後
さ
ら
に
注
目
さ
れ
る
こ
と
で
し
ょ
う
。

　

今
回
は
、宗
達
工
房
が
制
作
し
た
色
紙
に
、本
阿
弥
光
悦
が『
古

今
和
歌
集
』の
歌
を
揮
毫
し
た
も
の
を
三
十
六
枚
屏
風
に
貼
り
交

ぜ
た「
光
悦
色
紙
貼
交
秋
草
図
」、宗
達
晩
年
の
名
作「
槇
檜
図
」、

宗
達
の
後
継
者
俵
屋
宗
雪
が
、加
賀
藩
の
発
注
に
よ
り
描
い
た
と

考
え
ら
れ
る「
群
鶴
図
」、宗
雪
の
後
を
継
い
だ
喜
多
川
相
説
が
、

当
時
の
先
端
的
な
学
問
だ
っ
た
博
物
学
的
な
観
点
で
描
い
た「
秋

草
図
」、そ
し
て
相
説
か
ら
宗
達
以
来
の
表
現
を
受
け
継
い
だ
、尾

形
光
琳
の
デ
ザ
イ
ン
に
よ
る「
蒔
絵
螺
鈿
野
々
宮
図
硯
箱
」と「
蒔

絵
螺
鈿
白
楽
天
図
硯
箱
」、以
上
石
川
県
指
定
文
化
財
ほ
か
二
点

を
展
示
し
ま
す
。

第2展示室第3・4展示室

県文 俵屋宗達「槇檜図」 江戸17世紀

琳派名作選ー絵画・彫刻ー館蔵優品選
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石
川
県
立
美
術
館
は
、昭
和
三
十
四
年
の
旧
館
開
館
以
来
、

石
川
県
の
美
術
文
化
の
継
承
と
発
展
を
担
い
、活
発
な
美
術
館

活
動
を
推
進
し
て
き
ま
し
た
。そ
の
五
十
年
を
超
え
る
活
動
の

中
で
、す
ぐ
れ
た
美
術
作
品
の
収
集
を
積
極
的
に
行
い
、今
日

で
は
約
三
、〇
〇
〇
点
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
を
形
成
す
る
に
至
っ

て
い
ま
す
。と
り
わ
け
、藩
政
時
代
よ
り
伝
統
技
術
が
受
け
継

が
れ
て
き
た
工
芸
の
分
野
に
お
い
て
は
、陶
磁
、漆
工
、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
も
つ
内
容
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

本
展
は
、近
現
代
工
芸
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
約
一
、〇
〇
〇
点

の
中
か
ら
優
品
を
選
り
す
ぐ
り
、ま
た
ご
寄
託
い
た
だ
い
て
い

る
作
品
や
県
内
の
個
人
、機
関
に
ご
所
蔵
さ
れ
て
い
る
名
品
を

ま
じ
え
て
約
一
二
〇
点
を
展
示
い
た
し
ま
す
。会
場
で
は
、明

治
期
か
ら
今
日
に
い
た
る
作
品
群
を
、制
作
さ
れ
た
時
代
に

沿
っ
て
展
示
構
成
し
、石
川
の
近
現
代
工
芸
の
流
れ
を
概
観
す

る
と
と
も
に
、明
春
の
北
陸
新
幹
線
開
業
の
プ
レ
イ
ベ
ン
ト
と

し
て
、あ
ら
た
め
て
当
県
の
工
芸
の
実
力
を
再
認
識
し
て
い
た

だ
く
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
思
い
ま
す
。

　

見
ど
こ
ろ
の
一
つ
と
し
て
は
、当
館
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
を
代
表

す
る
名
品
・
松
田
権
六
作《
蓬
萊
之
棚
》を
、特
設
台
に
展
示
し
て

ご
鑑
賞
い
た
だ
き
ま
す
。通
常
は
ガ
ラ
ス
ケ
ー
ス
の
中
の
展
示

で
、一
方
向
か
ら
し
か
ご
覧
い
た
だ
け
ま
せ
ん
が
、今
回
は
四
方

か
ら
の
鑑
賞
が
可
能
と
な
り
ま
す
。併
せ
て
作
品
が
制
作
さ
れ

た
当
時
の
状
況
を
う
か
が
わ
せ
る
、作
者
に
よ
っ
て
細
か
く
記

さ
れ
た
底
板
の
銘
を
写
真
パ
ネ
ル
で
紹
介
し
ま
す
。

　

そ
の
ほ
か
い
く
つ
か
お

す
す
め
の
見
ど
こ
ろ
が
あ

り
ま
す
が
、次
回
ご
紹
介
し

た
い
と
思
い
ま
す
。

　

新
潟
県
上
越
市
を
巡
っ
た
今
回
の
バ
ス
ツ
ア
ー
は
、題
し
て「
上
越
の
こ
こ
ろ̶

高
田
・
春
日
山
を
訪
ね

て̶

」。親
鸞
聖
人
・
上
杉
謙
信
・
小
林
古
径
と
い
う
上
越
ゆ
か
り
の
先
人
た
ち
の
思
い
に
触
れ
、歴
史
を
感

じ
て
い
た
だ
こ
う
と
い
う
企
画
で
し
た
。

　

午
前
中
は
高
田
方
面
へ
向
か
い
、最
初
に
親
鸞
ゆ
か
り
の
浄
興
寺
へ
行
き
ま
し
た
。お
寺
か
ら
の
説
明

も
あ
り
、御
本
廟
の
彫
刻
の
美
し
さ
に
感
嘆
。次
に
訪
れ
た
小
林
古
径
記
念
美
術
館
で
は
、学
芸
員
の
笹
川

氏
の
解
説
で
、展
示
室
と
古
径
邸
を
鑑
賞
し
ま
し
た
。吉
田
五
十
八
作
の
邸
宅
は
興
味
深
く
、古
径
の
人
と

な
り
が
感
じ
ら
れ
る
よ
う
で
も
あ
り
ま
し
た
。

　

戦
国
の
食
事
を
再
現
し
た
昼
食
を
挟
み
、午
後
か
ら
は
春
日
山
方
面
で
す
。凛
と
し
た
雰
囲
気
漂
う
林

泉
寺
で
は
、ご
住
職
の
お
話
や
寺
院
の
端
々
か
ら
謙
信
の
深
い
精
神
性
が
伺
わ

れ
ま
し
た
。旅
の
最
後
は
春
日
山
城
跡
・
春
日
山
神
社
記
念
館
で
す
。ボ
ラ
ン

テ
ィ
ア
ガ
イ
ド
の
案
内
で
、城
跡
頂
上
・
本
丸
を
目
指
し
ま
し
た
。汗
を
流
し
な

が
ら
山
城
を
体
感
し
、歴
史
に
思
い
を
馳
せ
る
締
め
く
く
り
と
な
り
ま
し
た
。

　

全
体
に
足
早
で
の
行
程
と
な
り
申
し
訳
な
く
思
っ
て
お
り
ま
す
が
、無
事
に

ツ
ア
ー
を
終
え
ら
れ
ま
し
た
の
も
参
加
者
の
皆
様
の
ご
協
力
に
よ
る
も
の
と
感

謝
い
た
し
て
お
り
ま
す
。こ
の
場
を
お
借
り
し
て
お
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

八
月
の
行
事
予
定

「
ア
ー
ト
de
か
る
た  

を
た
の
し
も
う
」

　

日（
日
）

10　
日（
土
）

2 ■
小
学
生
親
子
鑑
賞
講
座

午
後
1
時
30
分
〜　

2
階
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
展
示
室

「
ロ
イ
ヤ
ル
・
ア
カ
デ
ミ
ー
展
の
見
ど
こ
ろ
」
講
師
：
五
木
田
聡
氏（
東
京
富
士
美
術
館
館
長
）

　
日（
金
）

1

「
ロ
イ
ヤ
ル
・
ア
カ
デ
ミ
ー
と
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
、そ
し
て
タ
ー
ナ
ー
」

講
師
：
河
村
錠
一
郎
氏 

（
一
橋
大
学
名
誉
教
授
）

　
日（
土
）

9

「
美
の
美
67　

タ
ー
ナ
ー　

狂
気
を
さ
そ
う
風
景
画
家

　
　
　
　
　
　
　
　
　

誰
も
私
の
絵
を
好
き
に
な
る
権
利
は
な
い
」

「
続
・
美
術
の
み
か
た
2　

西
洋
美
術
の
流
れ
ー
様
式
の
歴
史
ー
」

■
講
演
会

午
後
2
時
〜　
　
　

美
術
館
ホ
ー
ル　

聴
講
無
料（

23
分
）

（
30
分
）

　
日（
日
）

31 ■
ビ
デ
オ
鑑
賞
会

午
後
1
時
30
分
〜　

美
術
館
ホ
ー
ル　

入
場
無
料

「工芸王国の実力！」
企画展Topics

第
十
二
回
美
術
館
バ
ス
ツ
ア
ー
報
告
平
成
26
年
5
月
25
日（
日
）

会期：平成26年9月27日(土)～10月26日（日）

秋季企画展

松田権六 「蓬萊之棚」



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

※（　　）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（8月は4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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８月は無休で
開館しています

前田育徳会
尊經閣文庫分館 第2展示室次回の展覧会

加賀藩の美術工芸

鴨居 玲 首と肖像彫刻を
中心に 絵画的意匠の展開 秋のけはひ― 道化師たち ―

仏画と肖像画

第6展示室第4展示室第3展示室 第5展示室

会期：9月3日（水）～9月23日（火･祝）

魅
力
に
あ
ふ
れ
て
い
ま
す
。

　

中
儀
延
は
明
治
二
十
八
年
、金
沢
市
に
生
ま

れ
、国
本
亀
次
郎
、津
沢
三
次
に
師
事
し
て
小
紋

染
を
学
び
ま
し
た
。昭
和
三
十
八
年
に
第
十
回

日
本
伝
統
工
芸
展
初
入
選
後
、同
展
入
選
を
重

ね
、四
十
七
年
に
は
第
十
九
回
展
で
二
種
類
の

異
な
る
小
紋
を
組
み
合
わ
せ
た
、付
下
小
紋「
流

れ
小
花
」で
日
本
工
芸
会
会
長
賞
を
受
賞
し
ま

し
た
。

　

五
十
三
年
に
は
加
賀
小
紋
で
、石
川
県
指
定

無
形
文
化
財
保
持
者
に
認
定
さ
れ
て
い
ま
す
。

現
在
、加
賀
小
紋
の
第
一
人
者
と
し
て
活
躍
す

る
坂
口
幸
市
は
、中
儀
延
の
孫
で
あ
り
、ま
た
弟

子
と
し
て
そ
の
技
術
と
伝
統
を
今
に
受
け
継
い

で
い
ま
す
。

　

や
や
灰
色
が
か
っ
た
温
か
み
の
あ
る
桃
色
地

に
、向
か
っ
て
右
側
の
肩
か
ら
袖
の
前
後
に
立

涌
、左
側
の
袖
か
ら
前
身
ご
ろ
に
か
け
て
大
き

く
千
鳥
格
子
、右
側
の
裾
と
前
身
ご
ろ
下
部
に

小
花（
菊
花
）散
ら
し
、背
中
か
ら
左
裾
ま
で
川

の
流
れ
の
よ
う
に
配
し
た
梅
花
散
ら
し
と
、四

種
類
の
異
な
っ
た
小
紋
を
組
み
合
わ
せ
て
、付

下
風
に
構
成
し
た
着
物
で
す
。

　

江
戸
小
紋
の
明
快
な
色
彩
と
は
違
っ
た
柔
ら

か
い
色
合
い
、花
な
ど
の
有
機
的
な
柄
と
幾
何

学
文
と
の
組
み
合
わ
せ
、白
場（
白
く
染
め
残
し

た
部
分
）の
多
寡
で
表
す
濃
淡
な
ど
、絶
妙
な
バ

ラ
ン
ス
で
成
り
立
っ
た
デ
ザ
イ
ン
は
、確
か
な

技
術
を
礎
に
し
た
も
の
で
あ
り
、着
物
の
古
典

的
な
意
匠
構
成
を
踏
襲
し
な
が
ら
も
、新
鮮
な

付下小紋訪問着 つけさげこもんほうもんぎ 所蔵品紹介245

なか・よしのぶ　

昭和53年（1978） 第25回日本伝統工芸展

中　儀延 明治28年～昭和56年（1895～1981）


