
花と装飾 ナンシー派展………………………2

作庭記の世界 …………………………………3 

前田家 名物裂の精華…………………………4

美術館小史・余話（14）……………………4

常設展示室 主な展示作品……………………5

目 次

展覧会回顧（坂寛二・坂坦道の世界）…… 6

貸出中の所蔵品、各地の展覧会他 …………6

企画展TOPIC、九月の行事案内他 ………7

所蔵品紹介、ﾐｭｰｼﾞｱﾑｼｮｯﾌﾟ通信 ……………8

平成13年9月1日発行 第215号

ホームページアドレス　http://www.ishibi.pref.ishikawa.jp/

花と装飾

ナンシー派展

9月1日（土）～24日（月・振休）会期中無休

協賛

オタマジャクシ文花器　エミール・ガレ　ナンシー派美術館蔵

オタマジャクシ文花器のための下絵
ガレ工房　ナンシー派美術館蔵



十
九
世
紀
末
か
ら
二
十
世
紀
初
め
に
か
け
て
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

を
席
巻
し
た
芸
術
様
式
を
「
ア
ー
ル
・
ヌ
ー
ヴ
ォ
ー
」
と
い
い

ま
す
。
植
物
に
着
想
を
得
た
独
特
の
曲
線
か
ら
な
る
、
こ
の
魅

力
的
な
装
飾
様
式
は
、
フ
ラ
ン
ス
で
は
パ
リ
と
並
ん
で
ナ
ン
シ

ー
市
が
こ
の
運
動
の
中
心
と
な
っ
て
い
ま
し
た
。
そ
の
た
め
、

一
八
九
〇
年
頃
か
ら
こ
の
地
で
活
躍
を
始
め
た
、
エ
ミ
ー
ル
・

ガ
レ
を
中
心
と
す
る
芸
術
家
た
ち
は
「
ナ
ン
シ
ー
派
」
と
呼
ば

れ
て
い
ま
す
。

フ
ラ
ン
ス
東
部
、
ド
イ
ツ
国
境
に
接
し
た
ロ
レ
ー
ヌ
地
方
の

中
心
都
市
ナ
ン
シ
ー
は
、
ロ
レ
ー
ヌ
公
が
居
城
を
構
え
た
中
世

以
来
の
、
長
い
文
化
的
伝
統
を
誇
る
都
市
で
、
ま
た
金
沢
市
の

姉
妹
都
市
で
も
あ
り
ま
す
。
こ
こ
に
は
も
と
も
と
十
五
世
紀
以

来
ガ
ラ
ス
工
芸
の
伝
統
が
あ
り
ま
し
た
が
、
十
九
世
紀
に
は
製

鉄
や
鉱
業
と
い
っ
た
産
業
が
起
こ
り
、
普
仏
戦
争
の
後
は
ロ
レ

ー
ヌ
地
方
の
中
心
都
市
と
し
て
急
速
に
発
展
し
ま
し
た
。
こ
う

し
て
豊
か
に
な
っ
た
人
々
と
、
生
活
自
体
を
芸
術
化
し
て
し
ま

お
う
と
い
う
ア
ー
ル
・
ヌ
ー
ヴ
ォ
ー
運
動
が
呼
応
し
て
、
ナ
ン

シ
ー
派
が
生
ま
れ
た
と
言
え
る
で
し
ょ
う
。

ナ
ン
シ
ー
の
ア
ー
ル
・
ヌ
ー
ヴ
ォ
ー
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
中
の

ど
こ
よ
り
も
、
モ
テ
ィ
ー
フ
と
し
て
の
植
物
へ
の
こ
だ
わ
り
が

感
じ
ら
れ
ま
す
。
市
民
の
間
で
は
園
芸
熱
が
高
ま
っ
て
お
り
、

自
然
観
照
に
基
づ
く
東
洋
美
術
（
特
に
日
本
美
術
）
に
対
す
る

関
心
も
早
く
か
ら
行
き
わ
た
っ
て
い
ま
し
た
。
芸
術
家
た
ち
も

作
品
に
花
や
樹
木
の
形
態
を
積
極
的
に
取
り
入
れ
て
、
生
活
を

豊
か
に
飾
る
こ
と
を
目
指
し
ま
し
た
。
そ
の
試
み
は
、
自
然
と

の
共
生
が
求
め
ら
れ
る
現
代
の
私
た
ち
に
と
っ
て
も
示
唆
に
富

ん
で
い
ま
す
。
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企画展示室（第7～9展示室）

花と装飾 ナンシー派展
9月1日（土）～24日（月・振休）会期中無休

主催／石川県立美術館・朝日新聞社・ナンシー市
後援／金沢市
協賛／DNP 大日本印刷
協力／日本航空

◆
観
覧
料
（
常
設
展
示
室
を
含
む
）

団
体
（
20
名
以
上
）

一　般
1,000円

大学生
600円

高中小生
300円

一　般
800円

大学生
400円

高中小生
200円

個
　
　
　
人

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

で
ご
覧
に
な
れ
ま
す
。

ナ
ン
シ
ー
市
で
は
、
一
九
九
九
年
を
「
ナ
ン
シ
ー
派
年
」
と

し
、
そ
の
業
績
を
回
顧
す
る
三
つ
の
展
覧
会
を
開
催
し
て
世
界

的
な
反
響
を
呼
び
ま
し
た
。
本
展
は
こ
の
三
点
の
エ
ッ
セ
ン
ス

を
集
め
て
、
日
本
向
け
に
特
別
に
再
構
成
す
る
も
の
で
す
。
ガ

レ
を
は
じ
め
ド
ー
ム
、
ル
イ
・
マ
ジ
ョ
レ
ル
、
ウ
ジ
ェ
ー
ヌ
・

ヴ
ァ
ラ
ン
ら
の
ガ
ラ
ス
工
芸
、
家
具
、
デ
ザ
イ
ン
案
な
ど
、
約

百
四
十
点
の
ほ
か
、
当
時
の
雰
囲
気
を
伝
え
る
美
し
い
写
真
な

ど
を
加
え
、
ナ
ン
シ
ー
に
花
開
い
た
総
合
芸
術
の
全
容
を
立
体

的
に
展
示
す
る
も
の
で
す
。

卓上ランプ“ホテイアオイ”
エミール・ガレ　ナンシー派美術館蔵

花器“フルコー” 1904年
エミール・ガレ　

ナンシー派美術館蔵

藻魚文脚付杯　ドーム　
ナンシー市立美術館蔵

アジサイ文衝立　エミール・アンドレ
個人蔵

Photo by Pierre MIGNOT , Eric DUPONT , Claude PHILIPPOT , Olivier DANCY , STUDIO IMAGE/MEN

装幀『貧者の独り言』（ジュアン・リクチュス著）
テオフィル・スタンレン　ナンシー、ロレーヌ歴史博物館蔵

アジサイ図　1904年　アンリ・ベルジェ
ナンシー市立美術館蔵
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常設展示室（第2展示室）
特別陳列

作庭記の世界
9月1日（土）～24日（月・振休）

『
作
庭
記
』
は
、
寝
殿
造
系
庭
園
を
構
築
す
る
際
の
指
針
を

記
し
た
秘
伝
書
で
あ
り
、
伏
見
修
理
大
夫
で
あ
っ
た
橘
俊
綱

（
一
〇
二
八
〜
九
四
）
の
著
作
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
今
回

公
開
さ
れ
る
重
要
文
化
財
は
、
上
下
二
巻
か
ら
成
っ
て
お
り
、

奥
書
か
ら
正
應
二
年
（
一
二
八
九
）
以
前
の
成
立
で
あ
る
こ
と

が
知
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
現
存
す
る
最
古
の
書
写
本
で
、
も
と

前
田
家
に
伝
来
し
ま
し
た
。
内
容
は
大
体
以
下
の
と
お
り
で
す
。

一
　
作
庭
の
基
本
理
念

二
　
建
築
と
庭
園
の
望
ま
し
い
関
係

三
　
石
を
立
て
る
様
式

四
　
池
の
形
態
に
つ
い
て

五
　
島
の
形
態
の
分
類

六
　
滝
を
立
て
る
方
法

七
　
滝
の
落
下
形
態
の
分
類

八
　
遣
水
に
つ
い
て

以
上
　
上
巻

九
　
立
石
に
つ
い
て
の
口
伝

十
　
禁
忌
事
項

十
一
　
四
神
相
応
に
即
し
た
植
樹
の
方
法

十
二
　
泉
に
つ
い
て

十
三
　
雑
部
（
楼
閣
に
つ
い
て
）

以
上
　
下
巻

こ
の
中
で
是
非
注
目
し
た
い
の
は
、
冒
頭
の
基
本
理
念
で
す
。

原
文
に
は
〝
石
を
た
て
ん
事
ま
つ
大
旨
を
こ
こ
ろ
う
へ
き
也

一
　
地
形
に
よ
り
池
の
す
か
た
に
し
た
か
ひ
て
よ
れ
く
る
所
々

に
風
情
を
め
ぐ
ら
し
て
生
得
の
山
水
を
お
も
は
へ
て
そ
の

所
々
は
こ
こ
そ
あ
り
し
か
と
思
ひ
よ
せ
た
つ
べ
き
也

一
　
む
か
し
の
上
手
の
た
て
を
き
た
る
あ
り
さ
ま
を
あ
と
と
し

て
、
家
主
の
意
趣
を
心
に
か
け
て
我
風
情
を
め
ぐ
ら
し
て
、

し
て
た
つ
べ
き
也

一
　
国
々
の
名
所
を
お
も
ひ
め
ぐ
ら
し
て
、
お
も
し
ろ
き
所
々
を

わ
が
も
の
に
な
し
て
、
お
ほ
す
が
た
を
、
そ
の
と
こ
ろ
に
な
ず

ら
へ
て
、
や
ハ
ら
げ
た
つ
べ
き
也
〞
と
記
さ
れ
て
い
ま
す
。

す
な
わ
ち
、
石
を
立
て
る
に
は
以
下
の
三
つ
の
眼
目
を
心
得

る
べ
き
で
あ
る
と
し
て
、
最
初
に
、
地
形
や
池
の
形
態
を
踏
ま

え
た
制
作
方
針
に
、
実
際
の
自
然
風
景
の
風
情
を
思
い
合
わ
せ

る
こ
と
。
次
に
、
昔
の
名
人
の
作
風
を
規
範
と
し
、
依
頼
主
の

意
向
を
斟
酌
し
な
が
ら
自
分
の
美
意
識
を
発
揮
す
る
こ
と
。

そ
し
て
最
後
に
、
国
々
の
名
所
の
見
所
を
、
自
分
の
制
作
方

針
に
反
映
さ
せ
て
、
大
体
の
風
情
を
、
平
易
に
そ
の
名
所
に
な

ぞ
ら
え
る
こ
と
を
主
張
し
て
い
ま
す
。

こ
こ
で
強
調
さ
れ
て
い
る
の
は
、「
模
倣
の
美
学
」
で
す
。

ま
ず
、
最
初
に
自
然
の
模
倣
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
、
洋

の
東
西
を
問
わ
ず
、
自
然
の
模
倣
を
第
一
義
と
し
て
芸
術
の
発

生
を
位
置
付
け
て
い
る
こ
と
を
、
作
庭
と
い
う
行
為
に
お
い
て

も
再
確
認
で
き
る
点
が
特
筆
さ
れ
ま
す
。
続
い
て
先
行
す
る
名

作
の
模
倣
が
説
か
れ
ま
す
が
、
こ
れ
は
日
本
の
伝
統
的
な
「
型
」

の
思
想
に
つ
な
が
る
も
の
と
し
て
興
味
深
い
も
の
が
あ
り
ま

す
。
そ
し
て
最
後
に
名
所
の
模
倣
で
す
が
、
こ
の
文
脈
は
「
見

立
て
」
と
解
釈
す
べ
き
で
し
ょ
う
。

こ
の
よ
う
に
、『
作
庭
記
』
は
日
本
の
伝
統
的
な
美
学
の
理

念
を
、
作
庭
と
い
う
具
体
的
な
行
為
に
即
し
て
体
系
的
に
論
述

し
た
「
美
学
書
」
と
位
置
付
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
そ
し
て

こ
こ
に
挙
げ
た
よ
う
に
、
模
倣
に
し
て
も
、
単
純
に
写
す
よ
う

な
模
倣
を
推
奨
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
こ
う
し
た

要
点
を
自
己
の
美
意
識
や
制
作
方
針
に
習
合
さ
せ
る
と
い
う
、

制
作
者
の
主
体
性
を
尊
重
す
る
姿
勢
が
打
ち
出
さ
れ
て
い
る
こ

と
も
再
認
識
す
る
価
値
が
あ
り
ま
す
。

な
お
今
回
は
、『
作
庭
記
』
の
公
開
に
あ
わ
せ
て
、
重
要
文

化
財
の
秋
月
等
観
筆
「
西
湖
図
」
と
、
狩
野
元
信
の
筆
と
伝
え

ら
れ
る
「
山
水
図
」
も
展
示
し
ま
す
。
西
湖
は
、
日
本
の
庭
園

に
お
い
て
現
実
の
中
国
の
景
色
を
取
り
込
む
際
に
、
一
般
的
な

規
範
と
な
っ
た
も
の
で
す
し
、
元
信
の
「
山
水
図
」
は
仔
細
に

観
察
す
れ
ば
名
所
図
と
し
て
の
「
瀟
湘
八
景
図
」
を
や
つ
し
た

も
の
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
そ
れ
ゆ
え
『
作
庭
記
』
が

規
範
と
し
た
、
池
、
島
、
滝
な
ど
の
山
水
の
諸
要
素
に
つ
い
て
、

こ
れ
ら
の
作
品
か
ら
の
連
想
を
と
お
し
て
、
視
覚
的
な
手
が
か

り
を
得
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

（
村
瀬
博
春
　
学
芸
主
査
）

重要文化財　作庭記　鎌倉12～13世紀

山水図　室町16世紀　伝狩野元信 重要文化財　西湖図　弘治9年（1496） 秋月等観
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名
物
裂ぎ
れ

と
は
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
中
国
の
宋
・
元
・
明
・
清

の
時
代
に
製
織
さ
れ
た
も
の
で
、
鎌
倉
・
室
町
時
代
か
ら
江
戸

時
代
中
期
に
か
け
て
日
本
に
舶
載
さ
れ
、
わ
が
国
の
茶
道
を
は

じ
め
近
世
文
化
の
成
立
に
重
要
な
貢
献
を
し
た
裂
地
類
の
固
有

名
称
で
す
。
内
容
は
金
襴
き
ん
ら
ん

、
緞ど
ん

子す

、
間
道
か
ん
と
う

が
主
で
、
錦
、
風
通
ふ
う
つ
う

、

繻
珍
し
ゅ
ち
ん

、
ビ
ロ
ー
ド
、
印
金
、
モ
ー
ル
、
更さ
ら

紗さ

な
ど
が
あ
り
ま
す
。

こ
の
よ
う
な
舶
載
裂
は
書
画
の
表
装
裂
や
、
名
物
茶
道
具
の
仕

覆
と
し
て
、
当
時
の
優
れ
た
鑑
識
眼
を
持
つ
茶
人
た
ち
に
よ
っ

て
選
択
さ
れ
た
も
の
で
す
。

前
田
家
の
名
物
裂
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
は
、
三
代
藩
主
利
常
の
収

集
に
よ
る
も
の
で
す
。
寛
永
十
四
年
（
一
六
三
六
）、
当
時
唯

一
の
海
外
へ
の
窓
口
で
あ
っ
た
長
崎
へ
家
臣
を
遣
わ
し
、
価
か

ま
わ
ず
買
い
求
め
さ
せ
た
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

利
常
は
茶
の
湯
に
こ
と
の
ほ
か
関
心
を
寄
せ
、
小
堀
遠
州
と

の
交
流
も
深
く
、
茶
器
の
購
入
を
相
談
し
た
り
、
点
前
や
道
具

に
つ
い
て
遠
州
に
教
示
を
受
け
て
い
る
事
が
、
今
日
に
伝
わ
る

文
書
か
ら
う
か
が
い
知
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

そ
れ
ゆ
え
、
利
常
収
集
の
名
物
裂
に
も
、
当
然
遠
州
と
の
関

連
は
多
大
な
も
の
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
ま
す
。
遠
州
は
名
物
裂

帖
「
文
龍

も
ん
り
ょ
う
」
を
作
成
し
て
い
ま
す
。
遠
州
自
身
が
名
物
茶
道
具

に
用
い
た
「
好
み
裂
」
の
裁
ち
残
り
を
、
そ
の
ま
ま
見
本
と
し

て
保
存
し
た
も
の
が
ほ
と
ん
ど
で
す
か
ら
、
い
わ
ゆ
る
裂
類
を

比
較
対
照
す
る
た
め
の
見
本
帳
で
す
。
ま
た
こ
れ
が
、
後
に
名

物
裂
の
名
を
生
じ
さ
せ
た
根
本
資
料
と
い
え
る
も
の
で
あ
り
、

さ
ら
に
は
遠
州
に
よ
っ
て
確
立
さ
れ
た
「
好
み
裂
」
の
美
の
基

準
は
、
遠
州
ゆ
か
り
の
茶
道
具
が
「
中
興
名
物
」
と
し
て
の
美

の
一
典
型
を
確
立
し
て
い
る
よ
う
に
、
後
の
時
代
の
名
物
裂
の

基
準
と
な
っ
て
い
る
の
で
す
。

今
回
は
、
金
襴
、
緞
子
、
錦
、
風
通
、
間
道
、
モ
ー
ル
な
ど

三
十
三
点
を
展
示
し
ま
す
が
、
利
常
と
遠
州
と
い
う
二
人
の
茶

人
に
よ
っ
て
生
ま
れ
た
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
、
洗
練
さ

れ
た
美
の
世
界
を
ご
堪
能
下
さ
い
。（

高
嶋
清
栄
　
学
芸
専
門
員
）

常設展示室（前田育徳会展示室）
特　集

前田家 名物裂の精華
9月1日（土）～24日（月・振休）

先
号
（
13
）
で
述
べ
た
よ
う
に
、
美
術
館
へ
美
術
品
を
寄
託

す
る
と
い
う
こ
と
は
、
言
う
は
易
し
で
実
現
は
な
か
な
か
困
難
で

あ
っ
た
が
、
故
山
川
庄
太
郎
氏
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
の
寄
託
が
一
つ

の
切
っ
掛
け
と
な
っ
て
、
明
る
い
兆
し
が
見
え
て
き
た
。
現
在
一

括
寄
託
を
受
け
て
い
る
大
乗
寺
の
文
化
財
が
そ
れ
で
あ
る
。

今
は
亡
き
日
本
画
家
で
郷
土
史
家
で
も
あ
っ
た
山
科
杏
亭
さ

ん
が
、
昭
和
三
十
八
年
十
二
月
の
中
頃
に
美
術
館
へ
や
っ
て
こ

ら
れ
、「
大
乗
寺
の
文
化
財
の
保
存
管
理
が
う
ま
く
い
っ
て
い

な
い
の
で
、
美
術
館
で
預
か
っ
て
は
ど
う
か
？
」
と
い
う
申
し

入
れ
を
受
け
た
の
で
あ
る
。
大
乗
寺
の
文
化
財
に
つ
い
て
は
、

重
要
文
化
財
が
四
件
（
そ
の
後
一
件
追
加
さ
れ
現
在
五
件
）
含

ま
れ
た
曹
洞
宗
門
の
貴
重
な
一
大
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
で
あ
り
、
果

た
し
て
美
術
館
へ
移
す
こ
と
が
妥
当
で
あ
る
か
ど
う
か
が
、
正

直
云
っ
て
多
少
気
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
と
り
あ
え
ず
、

年
が
明
け
て
一
月
に
入
っ
て
か
ら
現
状
を
視
察
し
よ
う
と
い
う

こ
と
に
な
っ
た
。

確
か
一
月
十
日
頃
で
あ
っ
た
と
思
う
。
そ
の
頃
の
大
乗
寺
は
、

今
の
よ
う
に
整
備
が
全
く
さ
れ
て
お
ら
ず
、
松
本
龍
潭
老
師
が

唯
一
人
寺
を
守
っ
て
お
ら
れ
た
。
正
月
三
が
日
を
過
ぎ
て
降
り

積
も
っ
た
雪
を
か
き
分
け
る
よ
う
に
し
て
お
訪
ね
す
る
と
、
老

師
は
障
子
を
開
け
て
「
あ
の
宝
蔵
を
見
て
下
さ
い
。」
と
云
わ

れ
た
。
土
蔵
の
土
壁
は
剥
が
れ
落
ち
、
入
り
口
の
扉
の
立
て
付

け
も
悪
く
、
鍵
も
十
分
で
な
か
っ
た
。
老
師
が
自
分
の
代
で
何

か
あ
っ
て
は
と
決
断
さ
れ
た
思
い
が
十
分
に
伝
わ
っ
て
き
た
。

そ
れ
か
ら
移
管
の
た
め
の
収
蔵
品
の
調
査
、
簡
単
な
目
録
の
作

成
等
を
行
っ
て
、
文
化
財
一
括
を
美
術
館
の
収
蔵
庫
へ
移
し
た

の
で
あ
る
。

県
と
大
乗
寺
と
の
正
式
契
約
が
結
ば
れ
た
の
は
、
昭
和
四
十

年
六
月
一
日
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
の
こ
と
に
よ
り
、
そ
の
後
多

く
の
寺
社
か
ら
文
化
財
の
寄
託
を
受
け
る
こ
と
に
な
っ
た
。

美
術
館
小
史
・
余
話
14

寺
社
文
化
財
の
寄
託
第
一
号

嶋
崎
　
丞
す
す
む

当
館
館
長重要文化財　三代嗣法書　第1通　徹通義介嗣書重要文化財　大乗寺仏殿
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前
田
育
徳
会
展
示
室

特
集
　
前
田
家
　
名
物
裂
の
精
華

小
石
畳
地
宝
珠
形
鳳
凰
雲
文
様
金
襴
き
ん
ら
ん

（
興
福
寺
金
襴
）

花
七
宝
入
り
石
畳
文
様
緞ど
ん

子す

（
遠
州
緞
子
）

流
水
梅
花
文
様
緞
子
（
織
部
緞
子
）

算
く
ず
し
に
輪
宝
文
様
風
通
ふ
う
つ
う

（
糸
屋
風
通
）

段
文
様
間
道
か
ん
と
う

（
日
野
間
道
）

花
唐
草
縞
文
様
金
モ
ー
ル

一
重
蔓
花
唐
草
尽
し
縫
絹

覆
盆
子

い

ち

ご

裂ぎ
れ

第
１
展
示
室

'

色
絵
雉
香
炉

野
々
村
仁
清
に
ん
せ
い

◎
色
絵
雌
雉
香
炉

野
々
村
仁
清

第
２
展
示
室
（
古
美
術
）

古
九
谷

青
手
松
竹
梅
文
平
鉢

青
手
椿
図
平
鉢

青
手
老
松
図
平
鉢

色
絵
亀
甲
菊
流
水
図
平
鉢

色
絵
四
葉
座
十
字
文
平
鉢

特
別
陳
列
　
作
庭
記
の
世
界

◎
作
庭
記

◎
西
湖
図

秋
月
等
観

山
水
図

伝
狩
野
元
信

第
３
・
４
展
示
室
（
油
彩
画
・
彫
塑
・
造
形
）

特
集
　
館
蔵
優
品
展

油
彩
画

杏
花

金
山
平
三

石
の
花

鴨
居
　
玲

馬
に
凭
る
（
B
）

高
光
一
也

リ
ヨ
ン
の
丘

田
辺
栄
次
郎

印
度
の
女

南
　
政
善

裸
女
達
に
捧
ぐ

宮
本
三
郎

花
咲
く
砂
丘

森
本
仁
平

催
眠
術
（
馬
）

吉
田
冨
士
夫

常設展示室

主な展示作品
9月1日（土）～24日（月・振休）
'＝国宝　◎＝重要文化財　○＝重要美術品
□＝石川県指定文化財

彫
塑
・
造
形

若
日
の
影

矩
　
幸
成

人
魚

松
田
尚
之

山
羊
を
飼
う
老
人

吉
田
三
郎

第
５
展
示
室
（
工
芸
）

特
集
　
館
蔵
優
品
展

陶
芸

燿
彩
鉢
「
極
光
」

三
代
徳
田
八
十
吉

釉
裏
金
彩
泰
山
木
文
飾
鉢

吉
田
美
統

漆
工

胎
黒
漆
鉢

赤
地
友
哉

雷
鳥
の
図
箱
（
作
品
と
図
案
）

寺
井
直
次

染
色

友
禅
游
魚
模
様
振
袖
（
作
品
と
図
案
）

木
村
雨
山

名
園
譜

梶
山
　
伸

金
工

青
銅
露
草
文
水
盤

南
部
勝
之
進

木
竹
工

欅
造
食
籠

川
北
良
造

第
６
展
示
室
（
日
本
画
）

特
集
　
館
蔵
優
品
展

幻
花

梅
川
三
省

水
辺

沢
野
慎
平

蓮
田

下
村
正
一

白
山
図

玉
井
敬
泉

梨

畠
山
錦
成

蓮

浜
出
青
松

静
映

平
桜
和
正

牡
丹

藤
井
観
文

※
今
月
の
常
設
展
示
は
第
18
回
全
国
都
市
緑
化
い
し
か
わ
フ
ェ
ア

協
賛
で
す
。

色
絵
亀
甲
菊
流
水
図
平
鉢
　
古
九
谷

石
の
花
　
鴨
居
　
玲

人
魚
　
松
田
尚
之

雷
鳥
の
図
箱
　
寺
井
直
次

白
山
図
（
左
隻
）

玉
井
敬
泉

◆
観
覧
料

団
体
（
20
名
以
上
）

一　般
350円

大学生
280円

高校生以下は
無料

一　般
280円

大学生
220円

高校生以下は
無料

個
　
　
　
人
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各
地
の
展
覧
会

九
月

※
開
催
日
程
、
休
館
日
、
内
容
等
は
直
接
各
館
へ
お
問
い
合
わ
せ
下
さ
い
。

ア
メ
リ
カ
が
創
っ
た
英
雄
た
ち

「
肖
像
が
語
る
ア
メ
リ
カ
史
」「
ア
メ
リ
カ
ン
・
ヒ
ロ
イ
ズ
ム
」

10
／
14
ま
で

国
立
西
洋
美
術
館
（
東
京
都
台
東
区
・
〇
三
―
三
八
二
八
―
五
一
三
一
）

そ
り
の
あ
る
か
た
ち
　
―
澄
川
喜
一
展
―

9
／
6
〜
9
／
24

東
京
藝
術
大
学
大
学
美
術
館
（
東
京
都
台
東
区
・
〇
三
―
五
六
八
五
―
七
七
五
五
）

縄
文
と
岡
本
太
郎
展

10
／
8
ま
で

川
崎
市
立
岡
本
太
郎
美
術
館
（
川
崎
市
多
摩
区
・
〇
四
四
―
九
〇
〇
―
九
八
九
八
）

日
本
画
の
三
人
　
大
矢
紀
・
三
輪
晃
久
・
山
　
隆
夫
展

9
／
15
〜
10
／
28

新
潟
県
立
近
代
美
術
館
（
長
岡
市
・
〇
二
五
八
―
二
八
―
四
一
一
一
）

瀧
口
修
造
の
造
形
的
実
験

9
／
24
ま
で

富
山
県
立
近
代
美
術
館
（
富
山
市
・
〇
七
六
―
四
二
一
―
七
一
一
一
）

浮
世
絵
の
子
ど
も
た
ち
　
く
も
ん
子
ど
も
研
究
所
コ
レ
ク
シ
ョ
ン

9
／
14
〜
10
／
14

岐
阜
県
美
術
館
（
岐
阜
市
・
〇
五
八
―
二
七
一
―
一
三
一
三
）

陶
芸
の
森
10
年
の
歩
み
Ⅰ
―
世
界
の
現
代
陶
芸
・
作
家
た
ち
か
ら
の
メ
ッ
セ
ー
ジ

9
／
24
ま
で

滋
賀
県
立
陶
芸
の
森
陶
芸
館
（
滋
賀
県
信
楽
町
・
〇
七
四
八
―
八
三
―
〇
九
〇
九
）

田
中
信
太
郎
　
ー
饒
舌
と
沈
黙
の
カ
ノ
ン
ー

9
／
13
〜
10
／
14

国
立
国
際
美
術
館
（
吹
田
市
・
〇
六
―
六
八
七
六
―
二
四
八
一
）

異
国
絵
の
冒
険
　
ー
近
世
日
本
美
術
に
見
る
情
報
と
幻
想
ー

9
／
15
〜
10
／
21

神
戸
市
立
博
物
館
（
神
戸
市
中
央
区
・
〇
七
八
―
三
九
一
―
〇
〇
三
五
）

貸
出
中
の
所
蔵
品

重
要
美
術
品
・
石
川
県
指
定
文
化
財

園
会
図

伝
長
谷
川
久
蔵
筆

計
一
点

展
覧
会

長
谷
川
等
伯
シ
リ
ー
ズ
　
長
谷
川
派
の
絵
師
た
ち

会
　
期

八
月
二
十
五
日（
土
）〜
九
月
二
十
四
日（
月
）

会
　
場

石
川
県
七
尾
美
術
館

彩
瓷
芋
版
壺

石
黒
宗
麿
作

計
一
点

展
覧
会

京
都
の
工
芸
　1945

―2000

会
　
期

八
月
二
十
八
日（
火
）〜
十
月
二
十
一
日（
日
）

会
　
場

京
都
国
立
近
代
美
術
館

仰
観
椨
察

木
戸
孝
允
筆

日
本
武
尊
像

松
井
乗
運
作

計
二
点

展
覧
会

「『
兼
六
公
園
』
の
時
代
」
展

会
　
期

九
月
八
日（
土
）〜
十
一
月
十
一
日（
日
）

会
　
場

石
川
県
立
歴
史
博
物
館

牧
歌

宮
本
三
郎
筆

マ
ラ
イ
の
少
女
（
南
方
従
軍
素
描
集
の
内
）

宮
本
三
郎
筆

安
南
娘（
東
京
風
）（
南
方
従
軍
素
描
集
の
内
）
宮
本
三
郎
筆

計
三
点

展
覧
会

開
館
一
周
年
記
念
特
別
展

「
小
磯
良
平
と
宮
本
三
郎
」

会
　
期

九
月
二
十
一
日（
金
）〜
十
一
月
十
一
日（
日
）

会
　
場

小
松
市
立
宮
本
三
郎
美
術
館

坂
寛
二
・
坂
坦
道
　

油
絵
と
彫
刻

能
登
内
浦
町
の
生
ん
だ
二
人
の
芸
術
家
、
坂
寛
二
・
坦
道
父

子
を
取
り
上
げ
た
特
集
展
示
で
し
た
。

父
寛
二
は
、
石
川
県
洋
画
界
の
先
駆
者
と
し
て
知
ら
れ
、

「
石
川
洋
画
の
あ
け
ぼ
の
」「
大
正
の
石
川
美
術
」
と
い
っ
た
、

当
館
で
過
去
に
開
催
し
た
展
観
で
「
尾
小
屋
鉱
山
」
な
ど
を
取

り
上
げ
て
き
ま
し
た
。
今
回
は
「
自
画
像
」
や
「
裸
婦
」
と
い

っ
た
初
公
開
の
作
品
を
含
め
て
六
点
を
展
示
し
ま
し
た
。

一
方
の
坦
道
は
、「
ク
ラ
ー
ク
博
士
の
像
」
の
作
者
と
し
て
、

北
海
道
で
は
知
ら
れ
た
存
在
で
し
た
が
、
東
京
美
術
学
校
入
学

以
前
に
北
海
道
に
転
居
し
た
こ
と
も
あ
っ
て
、
石
川
で
は
馴
染

み
の
薄
い
彫
刻
家
で
し
た
。
今
回
、
札
幌
在
住
の
ご
遺
族
か
ら

八
点
の
作
品
の
寄
贈
を
受
け
、
当
館
が
所
蔵
す
る
「
酔
っ
ぱ
ら

い
」
を
加
え
て
初
期
か
ら
晩
年
ま
で
の
作
品
を
ご
覧
い
た
だ
き

ま
し
た
。
第
七
回
日
展
（
新
日
展
）
で
特
選
に
輝
い
た
「
青
年

像
」
に
は
じ
ま
り
、
ベ
ト
ナ
ム
戦
争
当
時
の
世
相
に
対
す
る
思

い
を
込
め
た
「
焦
土
を
行
く
」、
郷
里
石
川
へ
の
愛
着
の
詰
ま

っ
た
「
御
陣
乗
太
鼓
」
な
ど
、
多
様
な
世
界
を
多
く
の
方
に
堪

能
し
て
い
た
だ
け
た
の
で
は
な
い
か
と
思
っ
て
い
ま
す
。

今
回
の
展
示
に
際
し
、
ご
遺
族
ば
か
り
で
な
く
、
石
川
県
内

の
親
族
や
知
人
の
方
か
ら
い
ろ
い
ろ
な
情
報
を
い
た
だ
き
ま
し

た
。
寛
二
・
坦
道
の
思
い
出
は
も
ち
ろ
ん
、
中
に
は
坦
道
の
祖

父
藹
山
に
つ
い
て
の
話
も
あ
り
ま
し
た
。
藹
山
に
つ
い
て
は
能

登
を
中
心
に
い
く
つ
か
の
作
品
が
知
ら
れ
て
い
ま
す
が
、
ま
と

ま
っ
て
見
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
い
た
め
、
あ
ま
り
知
ら
れ
て

い
な
い
の
が
現
状
で
す
。
こ
の
先
調
査
を
進
め
、
ゆ
く
ゆ
く
は

藹
山
・
寛
二
・
坦
道
と
続
く
三
代
の
歩
み
を
取
り
上
げ
る
こ
と

が
で
き
れ
ば
と
思
っ
て
い
ま
す
。
（
谷
口
　
出
　
学
芸
専
門
員
）

第
31
回
文
化
財
現
地
見
学
の
お
知
ら
せ

今
年
度
の
文
化
財
現
地
見
学
は
、
現
在
次
の
予
定
で
準

備
を
進
め
て
い
ま
す
。
見
学
コ
ー
ス
や
申
し
込
み
方
法
な

ど
の
詳
細
は
、
来
月
の
「
だ
よ
り
」
に
掲
載
い
た
し
ま
す

の
で
、
し
ば
ら
く
お
待
ち
下
さ
い
。

日
　
程

十
月
二
十
日（
土
）〜
二
十
一
日（
日
）一
泊
二
日

見
学
先

京
都
府
（
舞
鶴
・
福
知
山
方
面
）

見
学
地

円
隆
寺
（
舞
鶴
市
）、
天
寧
寺
（
福
知
山
市
）
他

申
込
抽
選
会

実
施
日
の
一
週
間
前
頃
を
予
定
。

祠祇
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も
反
対
で
す
が
、
額
か
ら
眼
窩
、
鼻
筋
、
頬
、
口
元
な
ど
と
て

も
よ
く
似
て
い
ま
す
。
戦
後
強
く
な
る
で
あ
ろ
う
女
性
、
生
涯
の

題
材
と
な
る
で
あ
ろ
う
女
性
に
、
自
分
を
な
ぞ
ら
え
た
自
画
像
と

い
え
ま
す
。
こ
の
後
画
風
は
ど
ん
ど
ん
変
化
し
て
い
き
ま
す
。

西
欧
の
新
し
い
情
報
を
敏
感
に
キ
ャ
ッ
チ
し
、
作
品
に
取
り

込
ん
で
い
く
こ
と
が
、
高
光
氏
の
時
代
の
画
家
の
宿
命
で
し
た
。

そ
う
し
た
時
代
に
地
方
で
創
作
を
続
け
る
と
こ
と
は
、
大
き
な

ハ
ン
デ
ィ
を
背
負
う
も
の
で
し
た
。
し
か
し
若
き
高
光
氏
は
し

ゃ
れ
た
モ
ダ
ニ
ズ
ム
全
盛
の
頃
に
は
土
臭
い
農
家
の
人
々
を
描

い
て
画
壇
を
ア
ッ
と
言
わ
せ
、
戦
後
は
い
ち
早
く
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

に
出
向
き
新
し
い
ス
タ
イ
ル
を
獲
得
し
ま
す
。
比
較
的
穏
健
な

光
風
会
・
日
展
の
中
に
あ
っ
て
、
十
年
単
位
に
変
転
す
る
高
光

氏
の
画
風
は
常
に
前
線
に
あ
っ
て
強
烈
な
光
芒
を
発
し
ま
し

た
。没

後
十
五
年
に
あ
た
り
、
今
回
開
催
し
ま
す
高
光
一
也
展
は
、

代
表
作
を
一
堂
に
会
す
る
こ
と
は
む
ろ
ん
の
こ
と
で
す
が
、
高

光
氏
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
や
遺
愛
の
品
を
合
わ
せ
て
ご
覧
い
た
だ

※
全
館
休
館
日
は
九
月
二
十
五
日(

火)

〜
二
十
七
日（
木
）で
す
。

作
庭
記
の
美
学

（
村
瀬
博
春
　
学
芸
主
査
）

幻
視
の
画
家
ボ
ッ
シ
ュ
Ⅰ
　
異
端
の
北
方
ル
ネ
サ
ン
ス
（
23
分
）

世
紀
末
芸
術
　
ア
ー
ル
・
ヌ
ー
ヴ
ォ
ー
　
1
8
8
1
年
7
月
29
日
の
条
例
（
23
分
）

平
家
物
語
の
意
匠

（
前
田
武
輝
　
学
芸
主
査
）

バ
ッ
ハ
の
カ
ン
タ
ー
タ

J.

S.

バ
ッ
ハ
‥
カ
ン
タ
ー
タ
第
12
番
・
第
13
番
（
約
45
分
）

幻
視
の
画
家
ボ
ッ
シ
ュ
Ⅱ
　
地
獄
へ
の
下
降
（
23
分
）

土
と
炎
と
人
と
　
清
水
卯
一
の
わ
ざ
（
30
分
）

ナ
ン
シ
ー
派
と
ア
ー
ル
・
ヌ
ー
ヴ
ォ
ー

（
寺
川
和
子
　
学
芸
員
）

幻
視
の
画
家
ボ
ッ
シ
ュ
Ⅲ
　
千
年
王
国
へ
の
夢
（
23
分
）

磯
井
正
美
の
わ
ざ
　
蒟
醤
の
美
（
40
分
）

日
本
人
の
美
意
識
　
4

植
物
的
世
界
観

（
村
瀬
博
春
　
学
芸
主
査
）

日
本
人
の
自
然
観
　
ー
近
世
絵
画
の
花
鳥
風
月
を
め
ぐ
っ
て
ー

講
師
　
冷
泉
為
人
氏
（
池
坊
短
期
大
学
学
長
）

9
／
1(

土)
9
／
2(

日)
9
／
8(
土)

9
／
9(

日)

9
／
16(

日)

9
／
22(

土)

9
／
23(

日)

9
／
29(

土)

9
／
30(

日)

行
　
　
事

月
　
　
日

九
月
の
行
事
案
内
《
入
場
無
料
・
い
ず
れ
も
午
後
一
時
三
十
分
か
ら
行
い
ま
す
》

講
義
室

ホ
ー
ル

講
義
室

ホ
ー
ル

ホ
ー
ル

講
義
室

ホ
ー
ル

講
義
室

ホ
ー
ル

土

曜

講

座

月
例
映
画
会

土

曜

講

座

C
D
コ
ン
サ
ー
ト

月
例
映
画
会

土

曜

講

座

月
例
映
画
会

土

曜

講

座

講

演

会

内
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
容

会
　
場

次
回
の
展
覧
会

企

画

展
　
花
と
緑
の
名
品
展

（
第
７
〜
９
展
示
室
）

九
月
二
十
八
日（
金
）〜
十
月
二
十
八
日（
日
）

特
　
　
集
　
花
と
鳥
の
世
界

（
前
田
育
徳
会
展
示
室
）

（
第
２
展
示
室
）

特
　
　
集
　
館
蔵
優
品
展

（
第
３
〜
６
展
示
室
）

九
月
二
十
九
日（
土
）〜
十
月
二
十
八
日（
日
）

※
以
上
の
展
覧
会
は
す
べ
て
第
18
回
全
国
都
市
緑
化
い
し
か
わ

フ
ェ
ア
協
賛
で
す
。
開
催
期
間
に
ご
注
意
下
さ
い
。

高
光
一
也
と
い
う
名
前
を
目
に
、
耳
に
す
る
た
び
に
、
思
い

浮
か
ぶ
顔
が
二
つ
あ
り
ま
す
。

一
つ
は
、
六
十
九
年
前
、
昭
和
七
年
十
月
に
高
光
氏
が
帝
展

に
初
入
選
し
、
大
き
く
新
聞
報
道
さ
れ
た
際
の
写
真
、
こ
の
時

二
十
五
歳
で
し
た
。
三
年
前
に
新
進
気
鋭
の
画
家
中
村
研
一
に

師
事
し
、
初
め
て
出
品
を
許
さ
れ
初
入
選
を
果
た
し
た
こ
と
、

石
川
在
住
者
に
お
け
る
帝
展
洋
画
部
の
最
初
の
入
選
者
で
あ
る

こ
と
、
十
月
限
り
で
七
年
間
の
小
学
校
勤
務
を
終
え
、
父
大
船

を
つ
ぎ
僧
籍
に
入
る
こ
と
な
ど
が
記
さ
れ
た
興
味
深
い
記
事
で

す
（
北
國
新
聞
昭
和
七
年
十
月
十
四
日
付
）。

そ
し
て
記
事
に
イ
ン
パ
ク
ト
を
与
え
て
い
る
の
が
、
こ
の
高
光

氏
の
ク
ラ
ウ
チ
ン
グ
ス
タ
イ
ル
の
写
真
な
の
で
す
。
ギ
ラ
リ
と
眼

を
光
ら
せ
一
文
字
に
口
を

引
き
結
ん
だ
顔
は
ち
ょ
っ

と
お
っ
か
な
く
、
し
か
も

つ
っ
ぱ
り
青
年
よ
ろ
し
く

し
ゃ
が
み
こ
ん
だ
姿
は
、

な
ぜ
こ
れ
が
晴
れ
の
初
入

選
の
掲
載
写
真
な
の
か
と

不
思
議
に
思
え
ま
す
。
小

学
校
の
集
合
写
真
で
も
引

き
伸
ば
し
た
の
で
し
ょ
う

か
。
な
か
な
か
ユ
ニ
ー
ク

で
す
。

も
う
一
つ
は
昭
和
二

十
一
年
に
描
い
た
「
画

室
に
て
」
の
女
性
の
顔
。

第
二
回
日
展
出
品
作
で
、

戦
後
の
高
光
氏
の
出
発

点
を
な
し
ま
す
。
髪
型

は
違
う
し
、
顔
の
向
き

高光一也氏（北國新聞・昭和7年10月）〈右〉
画室にて　昭和21年〈左〉

二
つ
の
肖
像

企
画
展
Ｔ
Ｏ
Ｐ
Ｉ
Ｃ

き
、
高
光
一
也
と
い
う
強
烈
な
個
性
に
迫
っ
て
み
た
い
と
考
え

て
い
ま
す
。

ご
期
待
下
さ
い
。（
二
木
伸
一
郎
　
学
芸
主
査
）

「
没
後
15
年
　
高
光
一
也
展
」

平
成
十
四
年
一
月
四
日（
金
）〜
一
月
二
十
七
日（
日
）
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石
川
県
立
美
術
館
だ
よ
り

第
二
一
五
号
　
平
成
十
三
年
九
月
一
日
発
行

〒
九
二
〇
―
〇
九
六
三
　
金
沢
市
出
羽
町
二
番
一
号

Ｔ
Ｅ
Ｌ
　
〇
七
六（
二
三
一
）七
五
八
〇

Ｆ
Ａ
Ｘ
　
〇
七
六（
二
二
四
）九
五
五
〇

休
　
館
　
日

九
月
二
十
五
日（
火
）〜
二
十
七
日（
木
）

浸
種
し
ん
し
ゅ

に
始
ま
り
入
倉

に
ゅ
う
そ
う
に
終
わ
る
、
一
年
の
稲
作
作
業
の
様
子
を

描
い
た
「
四
季
耕
作
図
」
で
す
。「
四
季
耕
作
図
」
の
源
流
は
、

稲
作
と
養
蚕
よ
う
さ
ん

・
機
織
は
た
お
り

作
業
を
一
対
に
描
い
た
中
国
の
「
耕
織

こ
う
し
ょ
く
図
」

に
あ
り
ま
す
。
我
が
国
で
は
平
安
時
代
よ
り
農
耕
を
主
題
と
し
た

「
四
季
絵
」「
月
次
つ
き
な
み

絵
」
が
存
在
し
ま
し
た
が
、
室
町
時
代
に
移
入

さ
れ
た
「
耕
織
図
」
は
そ
れ
と
結
び
付
き
、「
四
季
耕
作
図
」
と

し
て
独
立
・
展
開
す
る
の
で
す
。
江
戸
時
代
に
入
り
、
こ
の
画
題

を
多
く
遺
し
た
絵
師
の
一
人
が
、
久く

隅
守
景

す
み
も
り
か
げ

で
し
た
。

守
景
筆
と
さ
れ
る
「
四
季
耕
作
図
」
屏
風
は
、
同
じ
く
本
館
が

所
蔵
す
る
重
要
文
化
財
の
一
本
を
は
じ
め
、
少
な
く
と
も
六
本
が

確
認
さ
れ
て
い
ま
す
。「
旧
山
川
家
本
」
と
し
て
知
ら
れ
る
本
屏

風
は
、
人
物
を
唐
様
化
さ
せ
な
が
ら
も
、
景
色
は
和
様
化
し
て
描

か
れ
て
い
ま
す
。
季
節
の
流
れ
が
通
常
と
は
逆
‐
左
か
ら
右
へ
‐

で
あ
る
こ
と
も
、
守
景
独
特
の
描
写
方
法
で
す
。
中
国
に
源
流
を

持
つ
画
題
が
、
次
第
に
和
様
化
さ
れ
る
様
相
が
う
か
が
え
ま
す
。

さ
て
、
こ
れ
は
実
景
で
し
ょ
う
か
。
残
念
な
が
ら
、
そ
の
描
写

に
は
い
く
つ
か
の
矛
盾
点
が
指
摘
で
き
、
制
作
に
際
し
、
そ
の
正

確
さ
は
要
求
さ
れ
な
か
っ
た
よ
う
で
す
。
し
か
し
、「
四
季
耕
作

図
」
は
、
近
世
を
通
し
て
絵
馬
・
漆
工
品
・
金
工
品
な
ど
の
中
に

描
か
れ
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
媒
体
と
し
て
用
い
ら
れ
た
一

つ
の
「
画
題
」
だ
っ
た
の
で
す
。
近
年
、「
四
季
耕
作
図
」
に
対

す
る
関
心
が
改
め
て
高
ま
っ
て
い
ま
す
。
本
屏
風
が
ど
の
よ
う
な

生
活
空
間
の
中
で
用
い
ら
れ
、
ど
の
よ
う
な
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
見
る

者
に
伝
え
よ
う
と
し
た
の
か
、
今
後
も
興
味
の
尽
き
な
い
テ
ー
マ

と
い
え
ま
し
ょ
う
。

（
村
上
尚
子
　
学
芸
員
）

四季耕作図
久隅守景 生没年不詳

重要美術品・石川県指定文化財
江戸前期　17世紀
縦155.5  横359.4（cm）

『加賀大乗寺の名宝と
月舟宗胡展』

（定価1,000円）

ミュージアムショップ通信ミュージアムショップ通信

今
月
も
「
美
術
館
小
史
・
余
話
」
か
ら
話
題
拝
借
で
す
。

今
回
は
大
乗
寺
（
金
沢
市
長
坂
町
）
で
し
た
ね
。
ま
さ
に

間
一
髪
で
貴
重
な
資
料
が
救
わ
れ
た
わ
け
で
す
。

そ
こ
で
、
シ
ョ
ッ
プ
で
買
え
る
大
乗
寺
関
連
本
は
と

い
う
と
…
、
む
む
っ
「
加
賀
大
乗
寺
の
名
宝
と
月
舟
宗
胡

げ
っ
し
ゅ
う
そ
う
こ

展
」（
平
成
六
年
刊
）
だ
け
で
す
か
、
今
の
と
こ
ろ
。

こ
れ
は
大
乗
寺
中
興
の
祖
、
月
舟
禅
師
（
一
六
一
八
〜

九
六
）
の
資
料
が
中
心
で
す
。
寄
託
資
料
の
全
体
像
を

知
る
に
は
「
加
賀
の
古
刹
大
乗
寺
の
名
宝
」（
昭
和
六

十
二
年
刊
）
と
い
う
本
が
お
す
す
め
だ
っ
た
の
で
す
が
、

こ
っ
ち
の
本
は
売
り
切
れ
絶
版
、
ご
め
ん
な
さ
い
！
。

ど
う
し
て
も
と
い
う
方
は
、
図
書
閲
覧
室
で
見
て
い
た

だ
く
し
か
な
い
で
す
。

そ
し
て
第
2
展
示
室
で
は
、
年
に
一
回
必
ず
特
集
展

示
の
形
で
一
般
公
開
し
て
い
ま
す
。
今
年
は
十
一
月
末

か
ら
。
ど
う
ぞ
お
忘
れ
な
く
。

（右隻）

（左隻）

講
　
演
　
会
〈
聴
講
無
料
〉

演
題
　
日
本
人
の
自
然
観

―
近
世
絵
画
の
花
鳥
風
月
を
め
ぐ
っ
て
―

講
師
　
冷
泉
為
人
氏
（
池
坊
短
期
大
学
学
長
）

日
時
　
九
月
三
十
日（
日
）午
後
一
時
三
十
分
〜

会
場
　
当
館
ホ
ー
ル


