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友禅の名匠 水野博
古九谷の誕生と展開
西洋へのあこがれ ー16代前田利為侯のコレクションからー

近代版画・石川の近代彫刻家たち

日本画構図大研究

山田敬中 「春秋山水図」
ー日本画構図大研究ー

水野博 「友禅訪問着 創生」
ー友禅の名匠 水野博ー

● 2月前半の展覧会
● 2月の企画展示室
● 友の会会員募集
● 2月の行事予定
● 所蔵品紹介
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－16代利為侯のコレクションから－

ラフマニノフ自筆楽譜（「５つの小品」より前奏曲）
※3月13日まで展示

西洋へのあこがれ
2月11日（水・祝）～3月22日（日） 会期中無休

前田育徳会尊經閣文庫分館

古九谷の誕生と展開
2月11日（水・祝）～3月22日（日） 会期中無休

第2展示室

　

い
よ
い
よ
北
陸
新
幹
線
が
開
業
し
ま
す
。当
館
で
は
、四

月
か
ら
六
月
に
か
け
て
、（
公
財
）前
田
育
徳
会
の
特
別
な

ご
協
力
を
い
た
だ
き「
加
賀
百
万
石
の
名
宝
」展
を
予
定
し

て
お
り
、準
備
を
進
め
て
お
り
ま
す
。そ
の
展
覧
会
に
先
立

ち
、前
田
育
徳
会
を
設
立
さ
れ
た
十
六
代
前
田
利
為
侯
の

コ
レ
ク
シ
ョ
ン
の
中
か
ら
、西
洋
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
を
紹

介
し
ま
す
。

　

利
為
侯
は
、明
治
十
八
年（
一
八
八
五
）、旧
七
日
市
藩
前

田
家
十
二
代
子
爵
利
昭
の
五
男
と
し
て
生
ま
れ
、同
三
十

三
年（
一
九
〇
〇
）に
旧
加
賀
藩
前
田
家
十
五
代
侯
爵
利
嗣

と
養
子
縁
組
を
行
い
、同
年
利
嗣
侯
逝
去
に
と
も
な
い
家

督
を
相
続
、利
嗣
侯
の
志
を
継
い
で
本
郷
邸
を
新
築
し
、同

四
十
三
年
に
明
治
天
皇
の
行
幸
な
ら
び
に
皇
后
、皇
太
子
・

同
妃
の
行
啓
の
光
栄
に
与
り
ま
し
た
。さ
ら
に
、大
正
十
二

年（
一
九
二
三
）の
関
東
大
震
災
の
後
、東
京
帝
国
大
学
の
拡

張
計
画
に
伴
う
同
大
学
の
駒
場
所
有
地
と
の
等
価
交
換
で
、

昭
和
五
年（
一
九
三
〇
）に
駒
場
邸
を
新
築
し
ま
し
た
。陸
軍

士
官
学
校
を
卒
業
の
の
ち
軍
人
の
道
を
歩
み
、大
正
二
年

（
一
九
一
三
）の
ド
イ
ツ
留
学
に
始
ま
り
、数
々
の
国
際
会
議

に
日
本
代
表
と
し
て
出
席
、ま
た
昭
和
二
年（
一
九
二
七
）に

は
駐
英
大
使
館
附
武
官
と
し
て
渡
欧
す
る
な
ど
、欧
州
各
地

を
た
び
た
び
視
察
し
ま
し
た
が
、そ
う
し
た
機
会
に
収
集
さ

れ
た
も
の
が
、今
回
の
展
示
の
中
心
で
す
。作
曲
家
の
自
筆

楽
譜
や
著
名
人
の
書
簡
な
ど
貴
重
な
作
品
が
含
ま
れ
て
お

り
、五
代
藩
主
綱
紀
の
事
績
に
深
く
関
心
を
寄
せ
た
利
為
侯

の
幅
広
い
人
物
像
を
感
じ
て
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
す
。

県文 古九谷 色絵鶉草花図平鉢

　

哲
学
者
で
、柳
宗
悦
の
民
藝
運
動
を
支
え
る
な
ど
、美
術

工
芸
に
造
詣
が
深
か
っ
た
谷
川
徹
三
氏（
一
八
九
五
〜
一
九

八
九
）は
、古
九
谷
に
つ
い
て
、次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
ま
す
。

　
「
古
九
谷
の
美
は
、一
見
わ
か
り
や
す
そ
う
で
い
て
、必
ず

し
も
そ
う
で
は
な
い
の
だ
。柿
右
衛
門
に
は
甘
美
な
情
調

と
と
も
に
、そ
の
色
に
も
線
に
も
眼
に
直
ぐ
受
入
れ
ら
れ

る
感
覚
的
秩
序
が
あ
る
。古
九
谷
に
は
そ
う
い
う
甘
美
な

情
調
も
感
覚
的
秩
序
も
な
い
ば
か
り
か
、自
由
な
意
匠
と

奔
放
な
色
の
配
置
に
は
ど
こ
か
に
硬
質
な
も
の
が
感
ぜ
ら

れ
、そ
れ
が
最
初
は
抵
抗
を
呼
ぶ
の
だ
。や
が
て
そ
の
美
の

世
界
に
入
り
込
む
と
、そ
れ
は
汲
め
ど
も
尽
き
ぬ
豊
か
さ

と
、い
つ
ま
で
も
手
応
え
の
あ
る
強
さ
と
し
て
、わ
れ
わ
れ

の
心
を
捉
え
て
放
さ
ぬ
も
の
と
な
る
の
だ
が
。そ
れ
を
私

は
美
の
高
さ
と
呼
ぼ
う
。美
の
高
さ
に
は
鑑
賞
者
も
一
挙

に
は
至
り
得
な
い
の
だ
。古
九
谷
は
そ
の
美
の
高
さ
を
も
っ

て
い
る
の
で
あ
る
。」谷
川
徹
三「
古
九
谷
の
美
」（
集
英
社『
古

九
谷
』昭
和
四
十
六
年 

所
収
）よ
り
原
文
の
ま
ま
引
用
。

　

い
か
に
も
哲
学
者
な
ら
で
は
の
深
い
洞
察
を
も
っ
て
、古

九
谷
の
本
質
を
見
事
に
捉
え
て
い
る
と
思
い
ま
す
。そ
し
て
、

谷
川
氏
の
言
う「
美
の
高
さ
」こ
そ
が
、色
絵
磁
器
と
い
う
日
本

の
新
た
な
美
術
ジ
ャ
ン
ル
に
挑
ん
だ
加
賀
藩
三
代
藩
主
前
田

利
常
が
目
指
し
た
と
こ
ろ
だ
っ
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　

こ
の
よ
う
に
、古
九
谷
は
加
賀
藩
の
文
化
政
策
、特
に
文

化
に
よ
っ
て
天
下
一
を
目
指
し
た
利
常
の
気
概
な
し
に
は

誕
生
し
得
な
か
っ
た
も
の
で
あ
り
、こ
の
精
神
が
再
興
九
谷

以
後
今
日
ま
で
、作
家
た
ち
を
鼓
舞
し
続
け
て
い
ま
す
。今

回
の
特
集
で
は
再
興
九
谷
諸
窯
の
代
表
作
と
と
も
に
、そ
の

展
開
の
軌
跡
を
た
ど
り
ま
す
。
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友禅の名匠

水野博 「彩」

水野 博
2月11日（水・祝）～3月22日（日） 会期中無休

第5展示室

日本画構図大研究
2月11日（水・祝）～3月22日（日）
会期中無休

第6展示室

　

友
禅
作
家
と
し
て
の
将
来
を
嘱
望
さ
れ
て
い
た
水
野
博

が
、昭
和
五
十
四
年
に
六
十
一
歳
の
若
さ
で
亡
く
な
っ
て
か

ら
三
十
五
年
が
経
ち
ま
し
た
。遺
さ
れ
た
作
品
は
今
も
な

お
、古
び
る
こ
と
な
く
私
た
ち
を
魅
了
し
ま
す
。

　

水
野
は
大
正
七
年
、現
在
の
富
山
県
砺
波
市
で
生
ま
れ
、

家
の
事
情
に
よ
り
一
家
で
金
沢
に
移
転
し
ま
し
た
。金
沢
市

立
森
山
町
高
等
小
学
校
卒
業
後
の
昭
和
八
年
、幼
い
頃
か
ら

好
き
だ
っ
た
絵
を
生
か
せ
る
と
い
う
こ
と
で
、京
都
の
土
屋

素
秋
の
下
で
友
禅
の
修
業
を
始
め
ま
し
た
。同
時
に
金
沢
出

身
の
日
本
画
家
・
池
田
瑞
月
に
日
本
画
を
学
ん
で
い
ま
す
。

修
業
を
終
え
約
一
年
の
兵
役
を
経
て
金
沢
で
独
立
、木
村
雨

山
の
指
導
を
受
け
て
、日
本
伝
統
工
芸
展
等
で
活
躍
し
ま
し

た
。春
夏
の
草
花
を
主
な
モ
チ
ー
フ
と
し
た
、観
る
者
の
情

感
に
訴
え
る
作
品
は
高
く
評
価
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

表
紙
に
使
用
し
た「
友
禅
訪
問
着 

創
生
」は
、晩
年
の
水
野

が
最
も
好
き
な
作
品
に
あ
げ
た
も
の
で
す
。昭
和
四
十
八
年

第
二
十
回
日
本
伝
統
工
芸
展
に
入
選
し
た
、こ
の
作
品
の
制

作
時
水
野
は
五
十
五
歳
。す
で
に
病
に
冒
さ
れ
、自
分
の
余
命

が
長
く
な
い
こ
と
を
知
っ
て
い
た
そ
う
で
す
。死
を
目
前
に

し
て
、新
た
な
生
命
を
讃
え
る
作
品
を
作
り
、そ
の
後
亡
く
な

る
ま
で
精
力
的
に
制
作
し
続
け
た
こ
と
を
思
う
と
、改
め
て

こ
の
才
能
豊
か
な
作
家
の
早
す
ぎ
た
死
が
惜
し
ま
れ
ま
す
。

　

今
回
は
所
蔵
品
の
十
一
点
の
内
、二
点
を
入
れ
替
え
し
て

す
べ
て
展
示
し
、そ
の
魅
力
を
充
分
に
味
わ
っ
て
い
た
だ
き

ま
す
。秋
の
企
画
展「
工
芸
王
国
の
実
力
」展
に
出
品
し
た
、日

本
伝
統
工
芸
展
初
出
品
作
に
し
て
、代
表
作
で
も
あ
る「
友
禅

訪
問
着 

蒼
林
の
譜
」は
、作
品
保
護
の
た
め
会
期
後
半
、三
月

三
日
か
ら
展
示
し
ま
す
。こ
の
機
会
に
ぜ
ひ
名
匠
・
水
野
の
作

品
世
界
を
ご
堪
能
く
だ
さ
い
。

下村正一 「黄樹のある風景」 上村松園
「女房観梅之図」

　

近
代
以
降
、日
本
画
は
時
間
を
か
け
て
大
き
な
変
化
を
み

せ
て
き
ま
し
た
。そ
の
変
化
と
は
、テ
ー
マ
は
も
ち
ろ
ん
画
材

の
扱
い
や
構
図
に
至
る
ま
で
で
あ
り
、近
世
以
前
と
変
っ
て

い
な
い
と
こ
ろ
を
探
す
方
が
難
し
い
く
ら
い
で
す
。今
回
の

特
集
展
示
は
、そ
の
う
ち「
構
図
の
変
化
と
工
夫
」に
着
目
し
、

館
蔵
の
日
本
画
か
ら
紹
介
し
よ
う
と
す
る
試
み
で
す
。

　

明
治
ま
で
の
数
世
紀
、大
き
な
変
化
を
見
せ
な
か
っ
た
日
本

絵
画
の
構
図
は
、近
代
以
降
の
一
五
〇
年
で
大
き
く
変
化
し
ま

し
た
。そ
れ
は
鎖
国
さ
れ
た
近
世
ま
で
の
時
代
と
、西
洋
文
明

を
積
極
的
に
取
り
入
れ
、変
貌
を
遂
げ
た
近
代
以
降
の
文
明
の

違
い
に
呼
応
し
て
い
ま
す
。で
は
構
図
が
ど
の
よ
う
に
何
故
変

化
し
た
の
か
、い
く
つ
か
例
を
挙
げ
て
考
え
て
み
ま
す
。

　

ま
ず
、大
和
絵
な
ど
に
多
く
見
ら
れ
た
説
明
的
な
俯
瞰（
見

下
ろ
し
た
）構
図
は
影
を
潜
め
ま
し
た
。こ
れ
は
、絵
画
の
記
録

媒
体
と
し
て
担
っ
て
い
た
側
面
が
薄
れ
て
き
た
こ
と
や
、全
体

を
把
握
す
る
作
画
法
か
ら
部
分
に
焦
点
を
あ
て
る
作
画
法
に
シ

フ
ト
し
て
き
た
事
が
考
え
ら
れ
ま
す
。

　

そ
し
て
従
来
の
日
本
絵
画
に
多
用
さ
れ
て
き
た「
空
間
」や

「
間
」が
消
失
し
ま
し
た
。様
々
な
理
由
が
考
え
ら
れ
ま
す
が
、西
洋

画
の
移
入
に
よ
り
、見
え
る
物
は
全
て
描
き
入
れ
る
よ
う
に
な
っ

た
こ
と
、西
洋
画
的
な
構
図
の
取
り
方
を
教
育
さ
れ
て
き
た
こ
と

が
挙
げ
ら
れ
ま
す
。さ
ら
に
床
の
間
の
あ
る
家
屋
が
減
り
、軸
装

画
の
需
要
が
減
少
し
た
こ
と
は
、広
大
な
空
間
を
生
み
や
す
い
縦

長
な
構
図
の
作
品
が
描
か
れ
な
く
な
っ
た
理
由
と
い
え
ま
す
。

　

本
特
集
で
は
、見
過
ご
さ
れ
が
ち
な「
構
図
」に
着
目
し
、楽
し

ん
で
い
た
だ
き
た
く
思
い
ま
す
。
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川瀬巴水  「厳島の雪」
悲しみのマリア画像
南蛮文化館蔵

三谷慎 「曲芸師」春屋宗園墨跡

高山右近とその時代

1F企画展示室
没後400年記念

新春を寿ぐ

前田育徳会尊經閣文庫分館

　

歴
史
資
料
、茶
道
美
術
、南
蛮
美
術
な
ど
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ

た
本
展
で
す
が
、実
際
に
展
示
室
を
回
っ
て
み
ま
す
と
、そ
れ
ぞ

れ
の
展
示
品
が
強
烈
に
自
己
主
張
を
し
て
い
る
よ
う
な
感
じ
が

し
ま
す
。こ
う
し
た
体
験
は
、美
術
館
で
展
覧
会
を
鑑
賞
す
る
醍

醐
味
と
言
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。そ
し
て
、そ
れ
ぞ
れ
の
展
示
品

の
語
り
か
け
か
ら
、「
高
山
右
近
と
そ
の
時
代
」の
様
相
が
伝

わ
っ
て
き
ま
す
。今
回
は
展
覧
会
に
向
け
た
調
査
・
研
究
に
よ

り
、新
た
に
得
ら
れ
た
知
見
な
ど
も
展
示
に
反
映
さ
せ
て
い
ま

す
。会
期
は
終
盤
と
な
っ
て
い
ま
す
が
、二
月
三
日
が
四
〇
〇
年

目
の
命
日
と
い
う
こ
と
も
あ
っ

て
世
界
的
に
高
山
右
近
へ
の
関

心
が
高
ま
っ
て
い
る
今
、是
非

本
展
を
ご
鑑
賞
く
だ
さ
い
。

　

近
年
は
、「
歴
女
」と
い
う
言
葉
が
流
行
し
て
い
ま
す
が
、地
元

の
我
々
よ
り
も
外
部
の
皆
様
に
、「
金
沢
」や「
加
賀
百
万
石
」に

つ
い
て
、よ
り
一
層
学
ん
で
い
ら
っ
し
ゃ
る
方
々
が
多
い
よ
う

に
感
じ
ら
れ
ま
す
。当
館
で
は「
前
田
育
徳
会
尊
經
閣
文
庫
分

館
」を
は
じ
め
と
し
て
、加
賀
藩
前
田
家
が
培
っ
た
豊
か
な
文
化

を
、よ
り
解
り
や
す
く
、ま
た
多
方
面
に
わ
た
る
切
り
口
か
ら
紹

介
し
て
い
く
こ
と
の
重
要
性
を
再

確
認
し
て
お
り
ま
す
。前
田
家
と
高

山
右
近
の
繋
が
り
は
、千
利
休
の
茶

の
湯
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
あ
り

ま
せ
ん
。戦
国
の
世
に
お
け
る
茶
の

湯
の
世
界
に
心
を
寄
せ
て
、前
田
家

の
文
化
を
お
楽
し
み
く
だ
さ
い
。

近代版画
第3展示室

石川の
近代彫刻家たち

第4展示室

　

絵
画
芸
術
と
し
て
高
い
水
準
に
達
し
た
木
版
画
で
あ
る
浮
世

絵
は
、明
治
に
入
り
新
し
い
印
刷
技
術
と
の
競
合
で
次
第
に
衰

退
し
て
い
き
ま
す
。そ
う
し
た
中
に
あ
っ
て
も
、小
林
清
親
等
、

浮
世
絵
の
伝
統
に
新
し
い
西
洋
の
表
現
技
法
を
取
り
入
れ
、絵

画
的
に
も
優
れ
た
作
品
を
残
し
た
絵
師
が
い
た
こ
と
を
忘
れ
る

こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。ま
た
、大
正
期
に
は
美
し
い
日
本
の
木
版

画
の
衰
退
を
憂
い
、伝
統
的
版
画
の
復
活
を
目
指
し
て「
新
版

画
」と
自
画
・
自
刻
・
自
摺
を
基
本
と
す
る「
創
作
版
画
」が
生
ま

れ
、近
代
版
画
の
隆
盛
時
代
を
作
り
上

げ
ま
し
た
。今
回
の「
近
代
版
画
」で
は

明
治
に
活
躍
し
た
小
林
清
親
と
、大
正

期「
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
中
心
に
ご
覧
頂
き
ま
す
。

　

新
幹
線
開
業
を
迎
え
る
こ
の
時
期
、石
川
県
出
身
の
作
家
を

中
心
と
し
た
優
品
を
展
示
し
、本
県
の
近
現
代
彫
刻
を
紹
介
し

ま
す
。石
川
県
の
彫
刻
を
眺
め
る
と
、先
ず
作
家
に
つ
い
て
は

全
国
的
に
も
長
い
歴
史
を
誇
る
県
立
工
業
学
校
に
係
る
作
家

の
活
躍
が
み
え
、戦
後
か
ら
は
金
沢
美
大
の
存
在
が
大
き
な
特

色
と
な
っ
て
い
ま
す
。ま
た
各
作
品
は
様
々
な
テ
ー
マ
の
下

に
、人
体
か
ら
抽
象
ま
で
多
様
な
形
態
の
作
品
が
、ブ
ロ
ン
ズ･

石
膏
・
乾
漆
、ま
た
木･

石･

ス
テ
ン
レ
ス･

鉄
等
々
の
素
材
に

よ
っ
て
制
作
さ
れ
て
い
て
、自
由
で
幅
広
い
作
品
が
見
え
る
も

の
と
な
っ
て
い
ま
す
。多

彩
な
展
開
を
示
す
本
県
彫

刻
作
品
の
数
々
を
お
楽
し

み
下
さ
い
。

1月4日（日）～2月8日（日） 2月11日（水・祝）～3月22日（日）会期中無休2月前半の展覧会
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小坂奇石  「虚心」
重文 色絵梅花図平水指
野々村仁清

木村雨山
「友禅黒地吉祥文振袖」

第3展示室

［書］
ー茶道美術を中心にー

墨の美

新春優品選

新春を寿ぐ
第2展示室

香をかざる・
茶をたのしむ

第5展示室

　

千
利
休
の
高
弟
で
も
あ
っ
た
高
山
右
近
を
テ
ー
マ
と
し
た
展

覧
会「
高
山
右
近
と
そ
の
時
代
」に
関
連
し
た
特
集
で
す
。展
示

さ
れ
て
い
る
作
品
は
い
ず
れ
も
館
蔵
品
で
す
が
、茶
道
が
盛
ん

な
土
地
柄
を
反
映
し
て
、当
館
に
は
茶
道
美
術
の
名
品
が
数
多

く
あ
る
こ
と
を
再
認
識
さ
れ
た
か
た
も
多
い
の
で
は
な
い
で

し
ょ
う
か
。ま
た
、今
回
は
新
年
最
初
の
特
集
と
い
う
こ
と
で
、

新
春
を
祝
う
に
ふ
さ
わ
し
い
テ
ー
マ
の
作
品
も
あ
わ
せ
て
展
示

し
て
い
ま
す
。特
に
能
面
や
能
装
束
は
、能
自
体
が
茶
の
湯
の
誕

生
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
歴
史
的

背
景
も
あ
り
、茶
道
美
術
と
の
取
り

合
わ
せ
で
ご
鑑
賞
い
た
だ
く
こ
と

も
、さ
さ
や
か
な
趣
向
と
い
え
る
の

で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　

前
回
は
、筆
線
を
追
い
な
が
ら
書
の
作
品
と
対
話
す
る
鑑
賞

方
法
を
ご
紹
介
し
ま
し
た
。し
か
し
、書
の
鑑
賞
に
は
筆
線
の
美

だ
け
で
な
く
、余
白
の
美
も
あ
り
ま
す
。余
白
は
文
字
が
書
か
れ

て
い
な
い
部
分
で
す
が
、画
面
上
に
お
け
る
墨
の
に
じ
み
や
線

の
か
た
ま
り
、か
す
れ
に
よ
る
粗
密
の
表
現
に
よ
っ
て
、余
白
は

た
だ
の
余
っ
た
空
間
で
は
な
く
、作
者
に
よ
っ
て
作
り
上
げ
ら

れ
た
空
間
と
な
り
ま
す
。今
回
の
書

の
展
示「
墨
の
美
」で
は
、文
字
の
大

き
さ
や
傾
き
、線
の
太
さ
、連
続
す
る

線
、線
の
流
れ
、行
間
や
字
間
、紙
面

に
お
け
る
バ
ラ
ン
ス
な
ど
、余
白
の

美
か
ら
も
鑑
賞
さ
れ
て
み
て
は
い
か

が
で
し
ょ
う
か
。

　

第
５
展
示
室
で
は
近
現
代
の
工
芸
作
家
に
よ
る
、香
や
茶
道

に
関
わ
る
作
品
の
展
示
に
併
せ
て
、新
春
に
ち
な
ん
だ
華
や
か

な
着
物
も
展
示
し
て
お
り
ま
す
。友
禅
の
人
間
国
宝
・
木
村
雨
山

に
よ
る「
黒
地
吉
祥
文
振
袖
」「
赤
地
吉
祥
文
振
袖
」の
二
点
は
、

日
本
画
を
学
ん
だ
木
村
の
描
写
力
が
堪
能
で
き
る
作
品
で
す
。

鮮
や
か
な
色
彩
と
糸
目
糊
の
白
く
美
し
い
線
が
、木
々
に
集
う

鳥
た
ち
や
花
々
に
瑞
々
し
い
生
命
力
を
与
え
、一
対
の
絵
画
の

よ
う
な
魅
力
を
放
っ
て
い
ま
す
。展
覧
会
出
品
履
歴
は
あ
り
ま

せ
ん
が
、木
村
の
隠
れ
た
名
品

と
言
え
る
で
し
ょ
う
。羽
田
登

喜
男「
越
前
花
野
」、毎
田
仁
郎

「
早
春
」等
の
優
品
も
併
せ
て

ご
覧
い
た
だ
け
ま
す
。

　

新
春
を
迎
え
て
の
優
品
選
も
あ
と
わ
ず
か
と
な
り
ま
し
た
。

普
段
、一
堂
に
見
る
こ
と
が
で
き
な
い
様
な
優
品
も
こ
の
機
会
に

出
品
し
て
い
ま
す
。例
え
ば
日
本
画
の
展
示
室
で
は
横
山
大
観
の

大
作「
長
江
の
朝
」と
安
田
靫
彦
の
優
品「
飛
鳥
を
と
め
」な
ど
、普

段
の
展
示
で
は
目
玉
と
し
て
ど
ち
ら
か
一
点
し
か
展
示
し
な
い

こ
と
が
多
い
作
品
で
す
。ま
た
そ
う
い
っ
た
意
味
合
い
で
は
、油

絵
の
宮
本
三
郎
の
大
作「
加
賀
獅
子
舞
」と
小
品
な
が
ら
優
美
な

「
鼓
」の
普
段
に
な
い
取
り
合
わ
せ
も
お
楽
し
み
下
さ
い
。

　

ま
た
彫
刻
で
は
吉
田
三
郎「
男
立
像
」な
ど
の
具
象
彫
刻
の

優
品
に
加
え
、梶
本
良
衛「
ワ

･

タ
・
シ 
今
ナ
ニ
ヲ
」な
ど
異

色
の
作
品
も
展
示
し
て
お
り

ま
す
。

第4・6展示室

1月4日（日）～2月8日（日）2月前半の展覧会

宮本三郎 「鼓」
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石川県金沢辰巳丘高等学校
第9展示室

第27回 芸術コース美術専攻卒業作品展

学校教育学類 美術教育専修 卒業制作展
大学院 教育学研究科 美術・図工分野 修了制作展

第7展示室

2月12日（木）～16日（月） 会期中無休2月24日（火）～26日（木） 会期中無休

2月19日（木）～22日（日） 会期中無休2月25日（水）～3月1日（日） 会期中無休

第7～9展示室

金沢学院大学 美術文化学部
第12回 卒業研究制作展

平成26年度 金沢大学
第7～9展示室

◆
入
場
無
料

◆
連
絡
先
／
金
沢
学
院
大
学
美
術
文
化
学
部
担
当
受
付

　
　
　
　
　

金
沢
市
末
町
一
〇

　
　
　
　
　

電
話　

〇
七
六―

二
二
九―

八
八
〇
三

　

今
年
も
、美
術
文
化
学
部
の
二
学
科
、芸
術
文
化
学
科（
日
本

画
・
洋
画
・
陶
芸
・
漆
芸
・
学
芸
文
化
財
）、メ
デ
ィ
ア
デ
ザ
イ
ン
学

科
の
卒
業
制
作
、お
よ
び
美
術
文
化
専
攻
科
修
了
制
作
の
成
果
を

発
表
い
た
し
ま
す
。小
さ
な
学
部
で
す
か
ら
出
品
作
品
数
は
多
く

あ
り
ま
せ
ん
が
、一
人
ひ
と
り
の
表
現
や
解
釈
の
多
様
性
に
今
日

の
若
者
の
感
性
や
関
心
の
傾
向
を
読
み
取
る
こ
と
は
楽
し
い
も

の
で
す
。ど
う
か
ご
高
覧
い
た
だ
き
、忌
憚
の
な
い
ご
批
評
ご
感

想
を
お
伝
え
下
さ
い
ま
す
よ
う
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

◆
入
場
無
料

◆
連
絡
先
／
金
沢
大
学
人
間
社
会
学
域
学
校
教
育
学
類　

江
藤
望

　
　
　
　
　

金
沢
市
角
間
町

　
　
　
　
　

電
話　

〇
七
六―

二
六
四―

五
五
八
二

　

絵
画
、彫
刻
、デ
ザ
イ
ン
、美
術
科
教
育
の
各
分
野
の
学
士
課
程

五
名
、修
士
課
程
一
名
に
よ
る
平
成
二
十
六
年
度
卒
業
・
修
了
作

品
三
十
点
を
展
示
し
ま
す
。こ
れ
ら
は
、主
に
教
職
を
目
指
す
学

生
が
、自
ら
の
学
生
生
活
の
総
決
算
と
し
て
地
道
に
努
力
を
重

ね
、且
つ
創
造
的
に
研
究
し
制
作
し
て
完
成
さ
せ
た
も
の
で
す
。

　

未
熟
で
は
ご
ざ
い
ま
す
が
是
非
ご
高
覧
下
さ
い
。そ
し
て
忌
憚

の
な
い
ご
批
評
、ご
助
言
を
お
願
い
し
ま
す
。

◆
入
場
無
料

◆
後　

援
／
北
國
新
聞
社
、テ
レ
ビ
金
沢

◆
連
絡
先
／
本
田
正
史（
北
陸
国
展
事
務
局
）

　
　
　
　
　

津
幡
町
七
野
一
〇
七―

一

　

北
陸
国
展
は
北
陸
在
住
者
と
ゆ
か
り
の
あ
る
国
展
出
品
者

等
で
構
成
さ
れ
、今
年
で
二
十
一
回
展
と
な
り
ま
し
た
。国
画

会（
国
展
）は
毎
年
春
に
国
立
新
美
術
館
で
開
催
さ
れ
る
歴
史

あ
る
公
募
団
体
で
、北
陸
国
展
で
の
成
果
が
国
展
で
の
受
賞
者

輩
出
に
つ
な
が
っ
て
い
ま
す
。今
回
は
絵
画
部
二
十
二
名
、写

真
部
二
十
六
名
が
力
作
、大
作
を
発
表
し
ま
す
。ま
た
フ
リ
ー

ス
ペ
ー
ス
展
示
で
は
米
田
貫
雅（
絵
画
部
）と
荒
牧
良
一（
写
真

部
）が
作
品
を
ま
と
め
て
発
表
し
ま
す
の
で
、ぜ
ひ
ご
高
覧
く

だ
さ
い
ま
す
よ
う
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。 

◆
入
場
無
料

◆
連
絡
先
／
石
川
県
立
金
沢
辰
巳
丘
高
等
学
校　

詠
周
史

　
　
　
　
　

電
話　

〇
七
六―

二
二
九―

二
五
五
二

　

本
校
芸
術
コ
ー
ス
美
術
専
攻
は『
美
術
系
大
学
へ
の
進
学
に
対
応

し
た
実
技
力
の
育
成
』を
目
標
に
、昭
和
六
十
一
年
に
創
立
し
て
以

来
、美
術
の
基
礎・基
本
の
定
着
と
高
い
造
形
表
現
力
の
育
成
を
行
っ

て
ま
い
り
ま
し
た
。卒
業
生
は
金
沢
美
術
工
芸
大
学
を
は
じ
め
全
国

の
美
大・芸
大・美
術
教
育
系
学
部
へ
と
進
学
し
、絵
画
、彫
刻
、工
芸
、

デ
ザ
イ
ン
、映
像
、ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
、現
代
美
術
、そ
し
て
教
育
界
な

ど
地
元
石
川
の
み
な
ら
ず
全
国
各
地
、さ
ら
に
は
海
外
に
お
い
て
美

術
文
化
や
美
術
教
育
の
担
い
手
と
し
て
活
躍
し
て
お
り
ま
す
。

　

こ
の
展
覧
会
は
今
年
度
の
卒
業
生
二
十
五
名
が
本
校
で
の
学
習
成

果
を
発
表
す
る
も
の
で
、日
本
画
、油
絵
、彫
刻
、デ
ザ
イ
ン
の
四
専
科

か
ら
一
人
数
点
を
展
示
発
表
し
ま
す
。こ
の
機
会
を
通
し
て
、本
校
美

術
専
攻
生
徒
と
本
校
美
術
教
育
の
一
層
の
成
長
、発
展
へ
の
励
み
に

し
た
い
と
考
え
て
お
り
ま
す
。

北陸国展第21回
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友の会 会員募集
平成27年度 石川県立美術館

二
月
の
行
事
予
定

3月1日（日）から受付開始！郵送でのお申し込みは郵便振替で。現会員で継続を希望される方も、改めてお申し込み下さい。

■
土
曜
講
座

午
後
1
時
30
分
〜　

聴
講
無
料　

美
術
館
講
義
室

銅
像
で
見
る
石
川
の
人
物
史

北
澤
寛　
　
　

担
当
課
長

二
木
伸
一
郎　

普
及
課
長

石
川
の
油
絵
３ 

昭
和
〜
平
成

西
田
孝
司　
　

担
当
課
長

美
術
に
み
る
色
・
緑

寺
川
和
子　
　

学
芸
専
門
員

水
野
博
と
石
川
ゆ
か
り
の
友
禅
作
家

　
日（
土
）

7■
映
像
ギ
ャ
ラ
リ
ー

午
後
1
時
30
分
〜　

入
場
無
料　

美
術
館
ホ
ー
ル

世
界
・
美
の
旅 

ル
ノ
ワ
ー
ル
〜
世
紀
末
の
女
た
ち
〜

加
賀
友
禅

美
術
の
み
か
た
９ 

構
図
の
探
求

　
日（
日
）

22 　
日（
土
）

14　
日（
土
）

21　
日（
土
）

28

◇
会
員
証
の
有
効
期
限
／
平
成
二
十
七
年
四
月
一
日
〜
平
成
二
十
八
年

三
月
末
日

◇
会
員
証
の
対
象
／
記
名
者
本
人
の
み（
ご
家
族
の
方
と
の
連
名
受
付 

は
あ
り
ま
せ
ん
）。

◇
一
度
納
入
さ
れ
た
会
費
の
返
金
は
で
き
ま
せ
ん
。

◇
会
員
証
紛
失
に
よ
る
再
発
行
は
で
き
ま
せ
ん
。

一
、会　
　

費　

二
、〇
〇
〇
円

二
、受
付
期
間　

三
月
一
日（
日
）よ
り
開
始
。

三
、入
会
手
続　

次
の　
　
　
い
ず
れ
か
の
方
法
。

会
員
の
特
典

四
、そ
の
他

直
接
来
館
し
て
の
お
申
込
み

A

A

B

・
会
員
証
／
そ
の
場
で
発
行
。

・
場　
　

所
／
一
階 

情
報
・
図
書
コ
ー
ナ
ー
及
び
事
務
室
。

・
申
込
方
法
／
会
費（
現
金
）と
入
会
申
込
書
に
所
定
事
項
を
記
入
し
て
提
出
。

・
受
付
時
間
／
午
前
九
時
三
〇
分
〜
午
後
六
時（
休
館
日
を
除
く
）

※
展
示
替
え
に
よ
る
三
月
の
休
館
日
は
、二
十
三
日（
月
）〜
二
十
五
日

　
（
水
）で
す
。

●
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
展
に
無
料
で
入
場
可（
要
会
員
証
・
会
員
本
人
の
み
）

●
企
画
展
入
場
券
進
呈（
春
季
・
秋
季
・
冬
季
三
回
の
企
画
展
の
い
ず
れ
か
二
回
に
無
料

で
入
場
可
）

●
企
画
展
の
開
会
式（
開
会
式
が
な
い
場
合
は
初
日
）に
ご
招
待

●
入
館
料
の
割
引（
要
会
員
証
）

●
館
主
催
諸
行
事
へ
の
参
加

●
館
内
カ
フ
ェ「
ル 

ミ
ュ
ゼ 

ド
ゥ 

ア
ッ
シ
ュ K

A
N
A
ZA
W
A

」に
て
ド
リ
ン
ク
の
割

引（
要
会
員
証
、平
日
の
み
）

●
最
新
情
報
を
お
伝
え
す
る『
石
川
県
立
美
術
館
だ
よ
り（
本
誌
）』を
毎
月
郵
送

郵
便
局
か
ら
の
お
申
し
込
み

B
・
会
員
証
／
三
月
末
か
ら
美
術
館
だ
よ
り
と
共
に
郵
送
。

・
申
込
方
法
／
同
封
の
払
込
取
扱
表
に
所
定
事
項
を
記
入
し
、最
寄
り
の

　
　
　
　
　

郵
便
局（
ゆ
う
ち
ょ
銀
行
）窓
口
に
て
支
払
い
。払
込
手
数

　
　
　
　
　

料（
窓
口
一
三
〇
円
・　
　
　

八
〇
円
）は
申
込
者
負
担
。

・
注
意
事
項
／
郵
便
局
で
払
込
し
た
方
は
、同
封
の
申
込
書
を
郵
送
す
る

　
　
　
　
　

必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。払
込
取
扱
票
の
受
領
証
は
、会
員

　
　
　
　
　

証
が
送
付
さ
れ
る
ま
で
大
切
に
保
管
し
て
く
だ
さ
い
。

◇
郵
便
局（
ゆ
う
ち
ょ
銀
行
）備
え
付
け
の
振
替
用
紙
を
ご
使
用
の
場

合
、口
座
番
号
・
加
入
者
・
通
信
欄
に
左
の
事
項
を
記
入
し
て
お
支
払

い
く
だ
さ
い
。

・
郵
便
振
替
口
座
／
〇
〇
七
〇
〇―

七―

四
六
四
九
〇

・
加
入
者
名
／
石
川
県
立
美
術
館
友
の
会

・
通
信
欄
記
入
事
項
／
年
齢
、性
別
、会
員
の
区
別（
継
続
・
新
規
・
元
）、      

　
　
　
　
　
　
　
　

 

職
業
、継
続
会
員
の
方
は
現
在
の
会
員
番
号

A
T
M

（
30
分
）

（
20
分
）

（
23
分
）

①
同
伴
者
二
名
ま
で
／
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
展
、企
画
展
観
覧
料
が
割
引

②
会
員
本
人
の
み
／
石
川
県
立
歴
史
博
物
館（
平
成
二
十
七
年
春
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル

オ
ー
プ
ン
予
定
）、石
川
県
七
尾
美
術
館
、石
川
県
輪
島
漆
芸
美
術
館
、石
川
県

九
谷
焼
美
術
館
、石
川
県
能
登
島
ガ
ラ
ス
美
術
館
、金
沢
 
世
紀
美
術
館
の
各
館
主
催

展
覧
会
を
割
引
。
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8BIJUTSUKAN DAYORI  No .376

2015年2月1日発行

前田育徳会
尊經閣文庫分館 第2展示室

西洋へのあこがれ 古九谷の誕生と展開

会期：3月25日（水）～4月14日（火）

第71回 現代美術展 会期：3月28日（土）～4月14日（火）

次回の展覧会

2月の休館日は
9日（月）・10日（火）

本町通夜雪 所蔵品紹介249

こばやし・きよちか　

ほんちょうどおりよるのゆき　明治13年（1880）　縦22.8×横33.3cm

小林　清親 弘化4年（1847）～大正4年（1915）

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

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（2月は2日）

　江
戸
時
代
、木
版
多
色
摺
の
技
術
に
よ
り
浮

世
絵
版
画
は
急
速
に
表
現
の
可
能
性
を
広
げ
、

多
く
の
絵
師
が
活
躍
し
ま
し
た
。明
治
の
版
画

は
文
明
開
化
の
様
々
を
描
き
、そ
の
主
題
と
華

や
か
な
色
彩
の
浮
世
絵
が
流
布
し
て
い
ま
し
た

が
、そ
の
よ
う
な
中
で
こ
の
作
品
の
作
者
、小
林

清
親
は
別
の
世
界
を
示
し
て
い
ま
し
た
。

　清親
は
江
戸
に
生
ま
れ
、幼
い
頃
か
ら
絵
を

描
く
の
が
好
き
な
少
年
で
し
た
が
、御
家
人
と

し
て
幕
末
期
に
は
維
新
の
動
乱
に
巻
き
込
ま

れ
、明
治
維
新
後
は
徳
川
家
に
従
っ
て
静
岡
に

移
住
す
る
な
ど
、時
代
の
大
き
な
変
化
を
肌
身

に
感
じ
る
青
年
時
代
を
送
り
ま
し
た
。そ
の
後
、

東
京
に
戻
っ
た
清
親
は
、明
治
九
年
、江
戸
か
ら

変
貌
を
遂
げ
た
東
京
の
風
景
を
、光
と
影
の
表

現
に
工
夫
を
凝
ら
し
た
木
版
画
と
し
て
発
表
し

ま
し
た
。世
に
い
う「
光
線
画
」の
誕
生
で
す
。

　こ
の
作
品
で
も
、躍
動
感
に
あ
ふ
れ
た
駆
け

抜
け
る
馬
車
と
ガ
ス
灯
の
ま
わ
り
や
馬
車
の
光

の
周
り
の
み
に
光
に
映
し
出
さ
れ
た
粉
雪
が
描

か
れ
、静
と
動
、光
と
影
を
対
比
さ
せ
た
清
親
な

ら
で
は
の
世
界
が
表
現
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
こ
の
よ
う
に
伝
統
木
版
の
技
術
の
粋
を
駆
使

し
て
、西
洋
風
の
陰
影
描
写
を
取
り
入
れ
た
清

親
の
表
現
そ
の
も
の
が
、和
と
洋
の
混
交
す
る

こ
の
時
代
を
伝
え
て
お
り
、小
林
清
親
の
作
品

は
明
治
の
新
し
い
浮
世
絵
に
な
っ
た
の
で
す
。

1F企画展示室（7～9展示室）・
2Fコレクション展示室（3～6展示室）

－16代利為侯のコレクションから－




