
きものの美
新春を寿ぐ

1月4日（火）～30日（日）会期中無休 午前9時30分～午後5時（入館は午後4時30分まで）
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あ
け
ま
し
て
お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
本
年
も
昨
年
と
同
様
に
当
館
の
活
動

に
対
し
て
、
ご
援
助
ご
協
力
を
賜
り
ま
す
よ
う
よ
ろ
し
く
お
願
い
申
し
あ
げ
ま
す
。

さ
て
こ
の
近
年
、
地
域
社
会
の
中
に
お
け
る
美
術
館
や
博
物
館
の
役
割
や
在
り

方
に
つ
い
て
、
新
聞
を
は
じ
め
と
す
る
マ
ス
コ
ミ
の
間
で
い
ろ
い
ろ
と
論
評
が
行

わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
ま
し
た
。
そ
れ
は
、
美
術
館
や
博
物
館
が
、
存
在
す
る

地
域
の
人
々
に
対
し
て
、
ど
れ
だ
け
の
役
割
を
果
た
し
て
い
る
か
に
つ
い
て
、
根

本
的
に
考
え
直
す
時
期
に
来
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
ま
す
。

こ
う
し
た
こ
と
が
大
き
く
問
わ
れ
る
要
因
を
考
え
て
み
ま
す
と
、
そ
れ
は
市
民

生
活
の
大
き
な
変
化
が
影
響
し
て
い
る
と
思
わ
れ
ま
す
。
日
本
社
会
は
高
度
経
済

成
長
期
を
経
て
、
生
活
内
容
が
随
分
と
変
化
し
て
き
ま
し
た
。
ほ
と
ん
ど
の
家
庭

で
は
大
型
耐
久
消
費
財
が
普
及
し
て
豊
か
に
な
り
、
こ
れ
か
ら
は
物
に
関
す
る
こ

と
よ
り
も
、
健
康
、
福
祉
、
文
化
、
教
養
、
情
報
、
サ
ー
ビ
ス
、
娯
楽
な
ど
と
い

っ
た
人
に
関
す
る
分
野
に
目
が
向
け
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
事
実
、
経
済
投
資
も

行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
ま
し
た
。
人
々
は
、
物
心
両
面
で
豊
か
な
生
活
を
送

ろ
う
と
す
る
と
、
家
庭
内
は
一
応
不
自
由
し
な
く
な
り
、
家
庭
外
に
目
を
向
け
る

と
、
地
域
社
会
は
ま
だ
ま
だ
不
備
が
多
い
こ
と
に
気
づ
き
は
じ
め
、
地
域
社
会
づ

く
り
に
関
心
を
持
つ
よ
う
に
な
っ
て
き
ま
し
た
。
人
々
の
意
識
は
大
き
く
変
わ
り
、

地
域
づ
く
り
に
つ
い
て
も
行
政
任
せ
か
ら
、
地
域
住
民
が
参
加
し
て
地
域
づ
く
り

を
行
う
方
向
へ
と
変
わ
り
始
め
て
い
ま
す
。
当
然
、
美
術
館
や
博
物
館
も
例
外
で

は
な
く
、
地
域
づ
く
り
の
重
要
な
文
化
の
拠
点
と
し
て
、
人
々
の
熱
い
関
心
を
集

め
る
よ
う
に
な
っ
て
き
ま
し
た
。

美
術
館
や
博
物
館
を
地
域
づ
く
り
文
化
の
拠
点
と
し
て
位
置
づ
け
て
く
る
と
、

そ
れ
ら
を
活
か
す
た
め
の
資
源
が
何
で
あ
る
か
を
い
う
こ
と
が
次
の
問
題
と
な
っ

て
き
ま
す
。
そ
れ
は
そ
の
地
域
に
お
け
る
伝
統
文
化
や
自
然
環
境
、
ひ
い
て
は
そ

の
地
域
に
お
け
る
生
活
文
化
全
体
が
そ
の
対
象
と
な
っ
て
き
ま
す
。
美
術
館
や
博

物
館
は
そ
う
し
た
資
源
の
中
か
ら
何
を
選
択
し
て
活
か
し
て
い
く
か
が
重
要
な
課

題
と
な
っ
て
き
ま
す
。
当
館
は
そ
う
し
た
意
味
で
、
設
立
以
来
、
石
川
県
の
芸
術

的
個
性
で
あ
る
伝
統
文
化
と
し
て
の
伝
統
工
芸
を
運
営
の
柱
に
据
え
、「
地
方
色

豊
か
な
美
術
館
づ
く
り
」
を
目
指
し
て
活
動
し
て
き
ま
し
た
。
あ
る
意
味
で
は
今

日
的
な
在
り
方
を
早
く
か
ら
実
施
し
て
き
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。

本
来
公
立
美
術
館
は
、
地
方
自
治
体
の
支
え
に
よ
っ
て
そ
の
地
域
に
住
む
人
々

の
文
化
水
準
を
高
め
る
た
め
に
設
置
さ
れ
た
も
の
で
、
そ
の
地
域
の
文
化
的
象
徴

で
あ
り
、
地
域
文
化
を
守
り
、
そ
し
て
次
世
代
に
そ
れ
ら
を
伝
え
て
新
し
い
文
化

を
創
造
す
る
た
め
の
力
と
な
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
は
た
ま
た

ま
観
光
の
役
割
を
果
た
す
な
ど
、
地
域
の
活
性
化
に
つ
な
が
る
こ
と
は
あ
り
ま
す

が
、
そ
れ
が
す
べ
て
で
な
い
こ
と
は
い
う
ま
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。
ま
し
て
や
各
地

で
開
催
さ
れ
る
文
化
的
イ
ベ
ン
ト
や
テ
ー
マ
パ
ー
ク
な
ど
と
同
列
に
論
ぜ
ら
れ
る

も
の
で
は
な
く
、
一
貫
し
た
文
化
政
策
の
中
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
こ

と
を
忘
れ
て
は
な
り
ま
せ
ん
。

先
述
し
ま
し
た
よ
う
に
、
美
術
館
の
活
動
に
は
今
後
地
域
の
人
々
に
数
多
く
参

加
し
て
い
た
だ
い
て
、
私
共
に
い
ろ
い
ろ
と
注
文
を
出
し
て
い
た
だ
く
必
要
を
強

く
感
じ
て
い
ま
す
。
私
共
職
員
も
、
講
座
や
列
品
解
説
を
で
き
る
だ
け
開
催
し
、

参
加
し
て
い
た
だ
く
方
々
と
触
れ
合
う
機
会
を
数
多
く
持
ち
た
い
と
思
っ
て
い
ま

す
。
ま
た
、
作
品
鑑
賞
の
一
助
に
な
る
と
い
う
こ
と
で
、
音
声
ガ
イ
ド
を
無
料
で

貸
し
出
し
、
利
用
し
て
い
た
だ
い
て
い
ま
す
。
昨
年
か
ら
キ
ッ
ズ
☆
プ
ロ
グ
ラ
ム

鑑
賞
講
座
を
開
催
し
、
子
供
た
ち
が
美
術
館
の
所
蔵
品
を
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
か

ら
選
択
し
て
展
覧
会
を
構
成
す
る
参
加
型
の
活
動
も
開
始
し
、
参
加
し
た
子
供
た

ち
、
先
生
方
、
保
護
者
か
ら
も
大
変
好
評
を
博
し
ま
し
た
。
本
年
か
ら
は
こ
う
し

た
こ
と
を
含
め
て
教
育
活
動
に
力
を
注
い
で
参
り
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。
皆
様

方
の
ご
来
館
を
心
か
ら
お
待
ち
し
て
い
ま
す
。

地域社会における公立美術館の役割

当館館長　嶋崎　丞

新年のご挨拶
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企画展示室（第7～9展示室）
新春を寿ぐ

きものの美
―彩

いろ

をまとう匠
わざ

を着る―
1月4日（火）～30日（日）会期中無休

き
も
の
は
、
素
材
そ
の
も
の
の
美
し
さ
を
生
か
し
た
、
日
本
の

伝
統
衣
装
で
す
。
日
本
の
染
織
技
術
の
発
達
は
、
き
も
の
が
そ
の

一
端
を
担
っ
て
い
た
と
も
言
え
る
で
し
ょ
う
。

平
面
の
布
を
縫
い
あ
わ
せ
た
も
の
を
、
帯
な
ど
を
用
い
、
着
る

人
の
身
体
に
合
わ
せ
て
着
用
す
る
き
も
の
に
対
し
て
、
ほ
と
ん
ど

の
西
洋
の
衣
装
は
、
人
体
の
形
に
沿
っ
て
立
体
的
に
仕
立
て
る
も

の
で
す
。
西
洋
の
文
明
が
、
自
然
と
闘
い
、
支
配
し
よ
う
と
い
う

ス
タ
ン
ス
で
あ
る
こ
と
に
対
し
、
東
洋
は
自
然
と
調
和
し
て
い
く

と
い
う
傾
向
に
あ
り
ま
す
が
、
こ
う
し
た
文
化
的
違
い
に
つ
い
て

述
べ
ら
れ
る
こ
と
を
、
象
徴
す
る
衣
装
で
あ
る
と
も
言
え
ま
す
。

本
展
は
六
〇
点
の
作
品
を
四
つ
の
項
目
に
分
け
て
展
示
し
、
さ

ま
ざ
ま
な
作
家
や
技
法
・
素
材
の
き
も
の
を
紹
介
す
る
こ
と
で
、

き
も
の
の
か
た
ち
や
色
・
意
匠
な
ど
、
様
々
な
点
か
ら
そ
の
魅
力

を
探
り
、
日
本
の
伝
統
衣
装
の
美
し
さ
を
再
確
認
す
る
も
の
で
す
。

重
要
無
形
文
化
財
保
持
者
た
ち
に
よ
る
、
す
ば
ら
し
い
技
術
を

用
い
た
作
品
を
は
じ
め
と
す
る
出
品
作
の
数
々
は
、
あ
ま
り
き
も

の
を
着
な
い
と
い
う
方
々
は
も
ち
ろ
ん
、
普
段
か
ら
き
も
の
に
親

し
ん
で
い
る
方
々
に
も
、
新
鮮
な
感
動
を
呼
び
起
こ
す
も
の
ば
か

り
で
す
。
こ
の
展
覧
会
を
開
催
す
る
こ
と
で
、
失
わ
れ
つ
つ
あ
る

伝
統
の
一
つ
を
よ
り
多
く
の
人
々
に
ご
紹
介
し
、
こ
う
し
た
伝
統

を
継
承
す
る
一
端
を
担
う
こ
と
が
出
来
れ
ば
幸
い
で
す
。

会
期
中
、
き
も
の
を
着
て
ご
来
館
の
方
に
は
、
観
覧
料
を
団
体

料
金
に
割
引
し
ま
す
の
で
、
新
春
の
折
、
き
も
の
を
着
て
外
出
さ

れ
た
際
に
は
、
ぜ
ひ
と
も
ご
鑑
賞
に
お
立
ち
寄
り
下
さ
い
。

主
な
展
示
作
品
（
＊
印
の
作
家
は
重
要
無
形
文
化
財
保
持
者
）

1．

継
承
す
る
意
匠

江
戸
時
代
後
期
の
作
品
と
、
昭
和
前
期
の
作
家
た
ち
に
よ
る
、

伝
統
を
受
け
継
ぎ
な
が
ら
独
自
の
創
作
へ
の
萌
芽
を
感
じ
さ
せ

る
世
界
。

友
禅
染
木
綿
地
鳳
凰
麒
麟
文
羽
織

友
禅
游
魚
模
様
振
袖
　
木
村
雨
山
＊

（
当
館
蔵
）

友
禅
赤
茶
地
鶏
落
葉
文
訪
問
着
「
暁
声
」

上
野
為
二
＊（

当
館
蔵
）

2．

構
築
す
る
意
匠

二
次
元
的
な
描
く
模
様
で
は
な
い
、
織
な
ど
に
よ
る
構
築
的
、

三
次
元
的
意
匠
の
作
品
。

藍
地
縞
に
丸
文
様
絣
着
物
　
宗
廣
力
三
＊

（
岐
阜
県
美
術
館
蔵
）

四
ツ
目
菱
文
羅
着
物
　
北
村
武
資
＊
（
京
都
国
立
近
代
美
術
館
蔵
）

繍
箔
銀
杏
七
宝
文
訪
問
着
　
福
田
喜
重
＊

（
式
年
遷
宮
記
念
神
宮
美
術
館
蔵
）

3．

反
復
す
る
意
匠

小
紋
や
中
形
な
ど
の
型
紙
に
よ
る
連
続
模
様
の
作
品
。

江
戸
小
紋
着
物
「
老
松
」

小
宮
康
孝
＊

（
当
館
蔵
）

長
板
中
形
「
水
に
鯉
」

松
原
定
吉
＊
（
富
山
県
水
墨
美
術
館
蔵
）

柄
分
一
本
縞
付
下
　
中
儀
延

（
当
館
蔵
）

4．

モ
ダ
ニ
ズ
ム
の
意
匠

最
も
ダ
イ
レ
ク
ト
に
美
術
に
お
け
る
近
代
化
の
影
響
を
受
け

た
、
華
麗
な
友
禅
の
作
品
。

友
禅
訪
問
着
「
群
鴦
錦
秋
」

羽
田
登
喜
男
＊

（
当
館
蔵
）

友
禅
訪
問
着
「
華
苑
文
様
」

森
口
華
弘
＊

（
当
館
蔵
）

友
禅
着
物
「
雨
あ
し
」

二
塚
長
生

※
き
も
の
を
着
て
ご
来
場
の
方
は
、
観
覧
料
が
団
体
割
引
に

な
り
ま
す
。

※
当
館
友
の
会
会
員
は
受
付
で
の
会
員
証
提
示
に
よ
り
、
団

体
料
金
に
な
り
ま
す
。

友
禅
游
魚
模
様
振
袖
　
木
村
雨
山

友
禅
訪
問
着
「
群
鴦
錦
秋
」

羽
田
登
喜
男

繍
箔
銀
杏
七
宝
文
訪
問
着
　
福
田
喜
重

藍
地
縞
に
丸
文
様
絣
着
物
　
宗
廣
力
三

友
禅
着
物
「
雨
あ
し
」

二
塚
長
生

◆
観
覧
料

団
体
（
20
名
以
上
）

一　般
600円

大学生
400円

高校生以下
200円

一　般
500円

大学生
300円

高校生以下
100円

個
　
　
　
人
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常設展示室（前田育徳会・第2展示室）
特別陳列

能面と能装束
1月4日（火）～30日（日）会期中無休

本
館
で
は
毎
年
一
回
、
前
田
育
徳
会
展
示
室
と
第
2
展

示
室
に
お
い
て
、
加
賀
藩
前
田
家
伝
来
の
能
面
と
能
装
束

の
展
示
を
行
っ
て
い
ま
す
が
、
今
回
は
「
特
別
陳
列
」
と

し
て
、
県
内
の
寺
社
や
関
西
の
博
物
館
に
所
蔵
さ
れ
る
作

品
も
借
用
し
、
全
四
十
七
点
を
紹
介
し
ま
す
。
こ
こ
で
は
、

そ
の
う
ち
能
装
束
二
点
を
紹
介
し
、
能
装
束
の
見
所
か
ら
、

制
作
背
景
ま
で
探
っ
て
み
ま
し
ょ
う
。

彦
根
城
博
物
館
が
所
蔵
す
る
「
茶
地
寿
字
桐
竹
鳳
凰
模

ち
ゃ
じ
こ
と
ぶ
き
じ
き
り
た
け
ほ
う
お
う
も

様
錦
翁
狩
衣

よ
う
に
し
き
お
き
な
か
り
ぎ
ぬ
」
は
、
蜀
江
模
様
を
真
似
た
竹
の
筋
交
に

「
壽
」
の
文
字
と
鳳
凰
の
丸
紋
を
配
す
る
と
い
う
、
大
変

珍
し
い
図
柄
の
狩
衣
で
す
。〈
翁
〉
専
用
の
装
束
に
ふ
さ

わ
し
い
福
寿
性
に
加
え
、
遊
戯
性
も
備
え
て
い
ま
す
。

さ
て
、
本
狩
衣
の
畳
紙
に
は
、
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て

い
ま
す
。

天
保
十
四
年
十
一
月
廿
六
日
　
御
前
御
三
十
三
之

御
祝
有
之
候
節
段
／
翁
御
狩
衣
／
茶
地
鳳
凰
の
丸
壽

之
字
筋
違
竹
格
子
等
／
真
龍
院
様
大
森
三
郎
兵
衛
被

仰
付
被
進
之
／
但
宝
生
太
夫
方
ニ
有
之
候
形

（
天
保
十
四
年
十
一
月
二
十
六
日
に
、
加
賀
藩
第
十

三
代
藩
主
前
田
斉
泰
な
り
や
す

の
三
十
三
歳
を
祝
し
て
、
十
二

代
藩
主
斉な
り

広な
が

の
正
室
の
真
龍
院
様
よ
り
京
都
の
御
用

商
人
の
大
森
三
郎
兵
衛
へ
仰
せ
付
け
ら
れ
進
呈
さ
れ

た
も
の
で
あ
る
。）

前
田
斉
泰
は
、
歴
代
藩
主
の
中
で
も
特
に
能
を
好
ん
だ

藩
主
と
し
て
知
ら
れ
、
自
ら
演
じ
る
こ
と
を
得
意
と
し
ま

し
た
。
藩
士
に
観
覧
さ
せ
た
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
、「
子
慶

寧
の
成
婚
を
祝
っ
て
」「
生
母
栄
操
院
の
還
暦
を
祝
っ
て
」

と
い
っ
た
身
内
の
慶
事
に
際
し
て
も
し
ば
し
ば
演
能
を
催

し
て
お
り
、
能
を
通
し
て
「
前
田
家
の
繁
栄
」
を
強
く
願

っ
た
こ
と
が
う
か
が
え
ま
す
。
真
龍
院
を
招
い
て
の
演
能

の
多
さ
も
目
立
ち
、「
還
暦
を
祝
っ
て
」「
住
ま
い
を
二
の

丸
へ
移
し
た
こ
と
を
祝
っ
て
」
そ
れ
を
催
し
、
斉
広
が
没

し
た
後
も
長
く
生
き
た
真
龍
院
に
対
す
る
細
や
か
な
心
配

り
を
怠
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
こ
う
し
た
斉
泰
の
配
慮
に
対

す
る
返
礼
で
し
ょ
う
か
、
真
龍
院
か
ら
贈
ら
れ
た
能
装
束

は
し
ば
し
ば
散
見
で
き
、
本
狩
衣
は
中
で
も
白
眉
の
一
領

で
す
。

天
保
十
四
年
に
三
十
三
歳
を
迎
え
た
斉
泰
で
し
た
が
、

前
年
よ
り
脚
気
を
患
い
、
そ
れ
は
江
戸
へ
の
参
勤
の
延
期

を
願
い
出
る
ほ
ど
の
重
症
で
し
た
。
能
好
き
の
斉
泰
は
、

能
を
舞
う
こ
と
で
少
し
ず
つ
手
足
を
動
か
す
よ
う
心
が

け
、
治
癒
を
試
み
た
と
い
い
ま
す
か
ら
、
本
狩
衣
に
は
、

一
日
も
早
い
完
治
を
願
う
真
龍
院
の
思
い
も
あ
っ
た
に
違

い
あ
り
ま
せ
ん
。

続
い
て
、
前
田
育
徳
会
が
所
蔵
す
る
「
花
色
地
福
包

は
な
い
ろ
じ
ふ
く
づ
つ
み

に

戻も
ど

り
笛
振
太
鼓
模
様
舞
衣

ふ
え
ふ
り
た
い
こ
も
よ
う
ま
い
ぎ
ぬ

」
を
紹
介
し
ま
し
ょ
う
。
舞
衣

は
、
絹
地
に
金
糸
で
模
様
が
織
り
出
さ
れ
た
広
袖
物
で
、

美
し
い
舞
を
見
せ
ま
す
。
本
舞
衣
に
は
両
袖
と
背
中
に
福

包
模
様
が
、
裾
に
は
笛
や
ふ
り
太
鼓
模
様
が
配
さ
れ
て
い

ま
す
。
本
舞
衣
に
は
次
の
よ
う
な
畳
紙
が
付
さ
れ
て
い
ま

す
。

御
舞
衣
／
御
地
花
色
御
模
様
福
包
二
ツ
戻
リ
笛
ニ
袋

ふ
り
太
鼓
／
安
政
五
年
　
御
前
有
卦
付
従
寿
正
院

様
被
上
候

（
安
政
五
年
、
斉
泰
が
有
卦
う

け

に
入
っ
た
こ
と
を
祝
っ

て
、
斉
泰
の
異
母
妹
の
寿
正
院
様
よ
り
上
げ
ら
れ
た

も
の
で
あ
る
。）

勇
（
寿
正
院
）
は
大
聖
寺
十
代
藩
主
利
極
と
し
な
か

に
嫁
い
だ
も

の
の
、
利
極
は
早
世
。
そ
の
後
を
継
い
だ
利
平
・
利
行

（
斉
泰
五
男
）
共
に
早
世
し
、
大
聖
寺
藩
は
安
政
二
年
に

利と
し

鬯か

（
斉
泰
七
男
）
が
継
い
だ
こ
と
に
よ
っ
て
、
よ
う
や

く
安
定
し
ま
す
。
こ
の
間
、
大
聖
寺
藩
の
行
く
末
に
苦
慮

し
た
斉
泰
で
し
た
が
、
こ
う
し
た
経
緯
を
考
え
る
と
、
寿

正
院
の
斉
泰
に
対
す
る
感
謝
の
思
い
は
並
々
な
ら
ぬ
も
の

で
あ
っ
た
と
う
か
が
え
ま
す
。

同
年
の
十
二
月
二
日
、
斉
泰
の
有
卦
を
祝
っ
て
能
が
催

さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
日
の
番
組
は
〈
右
近
〉〈
元
服
曽

我
〉〈
井
筒
〉〈
鉢
木
〉〈
飛
雲
〉〈
松
虫
〉〈
須
磨
源
氏
附

祝
言
〉
で
し
た
が
、
こ
れ
ら
の
能
曲
の
頭
文
字
を
取
る
と

「
う
け
い
は
ひ
ま
す
（
有
卦
祝
い
ま
す
）」
と
な
り
ま
す
。

斉
泰
は
し
ば
し
ば
こ
う
し
た
遊
び
心
に
満
ち
た
番
組
を
立

て
て
楽
し
み
ま
し
た
。
寿
正
院
よ
り
贈
ら
れ
た
本
舞
衣
は
、

こ
の
日
の
〈
右
近
〉
に
て
披
露
さ
れ
た
の
で
し
ょ
う
。
斉

泰
は
贈
ら
れ
た
裂
に
よ
っ
て
仕
立
て
た
装
束
の
披
露
も
心

得
て
お
り
、
こ
う
し
た
斉
泰
の
心
配
り
が
一
層
贈
り
主
を

喜
ば
せ
、
め
ず
ら
し
い
裂
が
あ
る
と
、
再
び
斉
泰
の
元
へ

贈
ら
れ
た
と
推
測
で
き
ま
す
。

伝
存
す
る
加
賀
藩
前
田
家
伝
来
の
能
装
束
は
、
ほ
と
ん

ど
斉
広
・
斉
泰
の
時
期
に
仕
立
て
ら
れ
た
と
思
わ
れ
ま

す
。
本
特
別
陳
列
で
は
、
装
束
が
仕
立
て
ら
れ
た
背
景
も

踏
ま
え
な
が
ら
、「
加
賀
宝
生
」
の
栄
華
の
一
端
を
紹
介

し
ま
す
。

茶地寿字桐竹鳳凰模様錦翁狩衣

花色地福包に戻り笛振太鼓模様舞衣
前田育徳会蔵



― 5 ―

石川県立美術館だより　第255号
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煌めきの時A 表　立雲

常設展示室（第5展示室）
特　集

万国博覧会の世紀（前期）
―明治の工芸―
1月4日（火）～30日（日）前期
2月3日（木）～3月27日（日）後期

常設展示室（第6展示室）
特　集

書の世界
―さまざまな形象・風雅の筆あと―
1月4日（火）～30日（日）

今
年
は
、
二
〇
〇
五
年
日
本
国
際
博
覧
会
い
わ
ゆ
る
愛
知

万
博
が
三
月
か
ら
九
月
に
か
け
て
開
催
さ
れ
ま
す
。
昨
年
は

そ
れ
を
記
念
し
て
「
世
紀
の
祭
典
　
万
国
博
覧
会
の
美
術
」

展
が
東
京
、
大
阪
で
開
催
さ
れ
一
月
か
ら
名
古
屋
に
巡
回
し

ま
す
。
日
本
と
万
国
博
覧
会
の
関
わ
り
は
、
慶
応
三
年
（
一

八
六
七
）、
パ
リ
万
博
に
江
戸
幕
府
と
薩
摩
・
佐
賀
両
藩
が
参

加
し
た
こ
と
か
ら
始
ま
り
、
明
治
六
年
（
一
八
七
三
）
の
ウ

ィ
ー
ン
万
博
に
初
め
て
国
と
し
て
参
加
し
、
江
戸
時
代
以
来

の
優
れ
た
技
に
支
え
ら
れ
た
工
芸
品
に
よ
っ
て
世
界
を
魅
了

し
ま
し
た
。

明
治
維
新
は
政
治
的
に
も
、
社
会
的
に
も
、
ま
た
経
済
的

に
も
激
変
を
も
た
ら
し
、
旧
来
の
パ
ト
ロ
ン
を
失
っ
た
工
芸

職
人
た
ち
は
一
時
窮
乏
に
さ
ら
さ
れ
ま
し
た
が
、
石
川
県
は

国
策
と
し
て
と
ら
れ
た
殖
産
興
業
の
施
策
に
い
ち
早
く
反
応

し
、
明
治
五
年
（
一
八
七
二
）
に
は
金
沢
博
覧
会
の
開
催
、

以
後
石
川
勧
業
場
の
設
置
、
金
沢
銅
器
会
社
の
設
立
、
金
沢

工
業
高
校
の
開
校
な
ど
藩
政
時
代
以
来
の
伝
統
工
芸
の
復
興

発
展
に
努
力
し
た
結
果
、
多
く
の
優
れ
た
工
芸
家
を
生
み
出

し
ま
し
た
。

当
館
に
は
旧
美
術
館
以
来
、
こ
の
時
代
の
作
品
が
多
数
収

蔵
さ
れ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
輸
出
仕
様
の
装
飾
過
剰
と
で

も
言
う
べ
き
も
の
が
主
流
で
、
こ
れ
ま
で
あ
ま
り
評
価
が
高

く
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
し
か
し
、
近
年
の
万
国
博
覧
会
の

時
代
再
検
証
の
風
潮
と
あ
い
ま
っ
て
、
高
度
の
技
術
が
駆
使

さ
れ
た
こ
と
で
世
界
の
注
目
を
集
め
、
西
洋
の
工
芸
界
に
大

き
な
影
響
を
与
え
た
と
い
わ
れ
て
い
る
明
治
の
工
芸
、
陶
芸

で
は
九
谷
庄
三
、
春
名
繁
春
、
宮
川
香
山
、
漆
工
の
大
垣
昌

訓
、
笹
田
月
暁
、
米
田
孫
六
、
金
工
の
水
野
源
六
、
山
尾
次

吉
、
米
沢
弘
正
な
ど
二
十
四
作
家
、
そ
れ
に
九
谷
陶
器
会
社
、

銅
器
会
社
の
製
品
な
ど
三
十
四
点
を
特
集
展
示
し
、
そ
の
魅

力
を
紹
介
い
た
し
ま
す
。

ま
た
近
代
九
谷
の
原
点
と
な
っ
た
古
九
谷
も
合
わ
せ
て
展

示
い
た
し
ま
す
の
で
是
非
ご
覧
く
だ
さ
い
。

例
年
一
月
に
は
書
の
作
品
を
ご
覧
い
た
だ
い
て
お
り
ま
す
が
、

今
回
は
「
書
の
世
界
│
さ
ま
ざ
ま
な
形
象
・
風
雅
の
筆
あ
と
│
」

と
題
し
た
展
示
を
行
い
ま
す
。
館
蔵
品
の
中
か
ら
、
古
典
的
な
手

法
で
書
か
れ
た
作
品
、
前
衛
的
な
手
法
で
書
か
れ
た
作
品
と
い
う

大
き
く
2
つ
に
分
け
た
か
た
ち
で
ご
覧
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま

す
。わ

が
国
に
お
い
て
書
は
、
長
い
歴
史
と
と
も
に
発
展
し
て
き
ま

し
た
。
平
安
時
代
の
三
筆
、
三
蹟
は
つ
と
に
有
名
で
す
が
、
そ
の

後
も
鎌
倉
後
期
や
江
戸
初
期
に
は
、
そ
れ
に
匹
敵
す
る
よ
う
な
書

家
も
現
れ
て
い
ま
す
。
現
代
日
本
の
書
は
こ
れ
ま
で
の
伝
統
的
な

美
を
継
承
し
な
が
ら
さ
ら
に
、
新
し
い
美
を
追
究
し
つ
づ
け
て
い

ま
す
。

漢
詩
文
や
万
葉
、
古
今
の
和
歌
を
題
材
に
し
、
手
法
と
も
に
古

典
の
伝
統
を
守
っ
て
い
る
作
品
は
、
漢
字
も
古
文
体
や
篆
書
体
が

用
い
ら
れ
、
仮
名
も
変
体
仮
名
が
用
い
ら
れ
て
い
ま
す
。
中
田
幸

子
の
「
雪
月
花
」
は
、
流
れ
る
よ
う
な
文
字
の
フ
ォ
ル
ム
が
美
し

く
、
繊
細
で
優
美
な
雰
囲
気
を
醸
し
出
し
て
い
ま
す
。

美
を
追
究
し
続
け
る
前
衛
書
の
代
表
的
な
作
品
と
し
て
は
、
表

立
雲
の
「
煌
め
き
の
時
A
」
が
あ
げ
ら
れ
ま
す
。
墨
を
使
わ
ず
ア

ク
リ
ル
絵
の
具
を
使
い
絵
画
的
な
手
法
で
表
現
さ
れ
、
見
る
側
に

不
思
議
な
感
動
を
与
え
ま
す
。
ま
た
、
余
白
と
の
間
合
い
を
計
算

し
、
文
字
を
造
形
的
に
構
成
し
て
い
る
作
品
も
あ
り
ま
す
。
手
島

右
卿
の
「
飛
」
は
、
墨
を
自
在
に
操
り
、
に
じ
み
、
刷
毛
目
を
生

か
し
た
技
法
を
用
い
て
お
り
、
ま
る
で
雄
飛
す
る
よ
う
な
作
者
の

気
迫
が
伝
わ
っ
て
く
る
よ
う
で
す
。

主
な
展
示
作
品

独
嘯

青
山
　
杉
雨

万
葉
歌

大
石
　
隆
子

煌
め
き
の
時
A

表
　
立
雲

飛

手
島
　
右
卿

雪
月
花

中
田
　
幸
子

五
言
二
句

横
西
　
霞
亭

飛　手島右卿

雪月花　中田幸子



前
田
育
徳
会
・
第
2
展
示
室

特
別
陳
列
　
加
賀
藩
前
田
家
伝
来
│
能
面
と
能
装
束
│

△
悪
尉
（
淡
吹
き
の
面
）

尾
山
神
社
蔵

赤
地
寄
縞
金
織
丸
紋
亀
甲
草
花
模
様
厚
板
唐
織

前
田
育
徳
会
蔵

花
色
地
色
絵
花
唐
船
模
様
縫
箔

前
田
育
徳
会
蔵

紫
地
巻
物
筆
源
氏
車
模
様
長
絹

野
村
美
術
館
蔵

第
1
展
示
室

'

色
絵
雉
香
炉

野
々
村
仁
清

◎
色
絵
雌
雉
香
炉

野
々
村
仁
清

第
3
・
4
展
示
室(

油
彩
画
・
彫
塑)

油
彩
画

立
つ

小
倉
尚
子

群
が
る

鴨
居
　
玲

牧
歌

宮
本
三
郎

彫
塑

雨
あ
が
り

川
岸
要
吉

或
る
男

木
村
珪
二

第
5
展
示
室
（
古
九
谷
・
工
芸
）

□
色
絵
鶴
か
る
た
文
平
鉢
　
古
九
谷

□
色
絵
鳳
凰
図
平
鉢
　
古
九
谷

陶
磁

色
絵
金
彩
花
鳥
文
大
香
炉

九
谷
庄
三

漆
工

蒔
絵
南
天
図
硯
箱

初
代
笹
田
月
暁

金
工

金
銀
象
嵌
雪
に
鷹
図
香
炉

八
代
水
野
源
六

第
6
展
示
室
（
書
・
日
本
画
）

特
集
　
書
の
世
界│

さ
ま
ざ
ま
な
形
象
・
風
雅
の
筆
あ
と
│

※
5
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

日
本
画

烏
骨
鶏

上
田
珪
草

日
曜
日

百
々
俊
雅

飛
鳥
を
と
め

安
田
靫
彦

― 6 ―

石川県立美術館だより　第255号

常設展示室

主な展示作品
1月4日（火）～30日（日）

'＝国宝　◎＝重要文化財
□＝石川県指定文化財　△＝金沢市指定文化財

右
　'

色
絵
雉
香
炉

左
　
◎
色
絵
雌
雉
香
炉

日
曜
日
　
百
々
俊
雅

立
つ
　
小
倉
尚
子

或
る
男
　
木
村
珪
二

◆
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

香月泰男の作品と資料を200
点あまりも見るということは、
本県では初めてのことでした。
シベリア・シリーズと私の地
球、この暗と明、対極にある
作品群をご覧になって、後者

の穏やかでユーモラスな台所シリーズや晩年の三隅町の風
物や親子をテーマとした作品を好まれた方も多かったと思
います。
香月といえば暗く重い『シベリア・シリーズ』という固
定観念があるものですから、こんな世界も描いていたのか
とちょっと驚きでした。ことに、出不精の香月に奥様がさ
りげなくキッチンテーブルに蛸やハムなどを置いて、口に

没後30年香月泰男展　
─＜私の＞シベリア、そして＜私の＞地球─

はされずに、『これを描いたら』と暗示して生まれたという
台所シリーズは、カラフルで意外な取り合わせの妙がうか
がえる作品たちでした。
でも、やはり圧巻は全57作のシベリア・シリーズを一堂
に見ることができたことでしょう。講演会で立花隆氏が全
長60メートルの絵巻物と称されていましたが、香月が作品
一つ一つに付けた詞書きを読みながら、作品を見るという
行為は、通常の油絵の鑑賞とは異なる世界を確かに生んで
いました。
普通、絵の鑑賞は見る側の思いが作者の思いから逸脱す
ることをかなりの範囲で許容しています。あるいは見る側
が作品に意義を付与し続け、作者の当初の意図を越えて作
品を完成させることすらあります。しかし、香月は詞書き
（＝解説）を付け、あくまでも香月自身の体験に添って絵を
見ることを求めるのです。初めはそれに抵抗を感じたので
すが、私たちにとって想像することもできない世界が描か
れた作品を見る時、それはやはり必要なのだと、日々見続
けているうちに感じたのでした。

（二木伸一郎　学芸専門員）

展覧会回顧
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月　日

1/8（土）

1/9（日）

1/15（土）

1/16（日）

1/22（土）

1/23（日）

1/29（土）

1/30（日）

行　事
美 術 講 座

月 例 映 画 会

ギャラリー・トーク

ビデオ鑑賞会

美 術 講 座

月 例 映 画 会

美 術 講 座

ビデオ鑑賞会

会　場
講義室
ホール

常設展示室

ホール
講義室
ホール

講義室
ホール

1月の行事案内 《入場無料（ギャラリートークを除く）・いずれも午後1時30分から行います》

※1月の全館休館日は1日（土）～3日（月）・31日（月）です。

内　　　　　　　　容
能面と能装束　鑑賞のための基礎講座 （村上尚子　学芸員）
紬に生きる　－宗廣力三－（32分）
彩なす首里の織物　－宮平初子－（40分）
加賀藩前田家伝来　－能面と能装束－ （村上尚子　学芸員）
※展示室内で行われるため、常設展示の入場料金が必要です。
国宝12 中尊寺金色堂・富貴寺大堂・浄土寺浄土堂（34分）
尾形光琳　作為の美学 （村瀬博春　学芸主査）
山田貢の友禅　凪（34分）
羅　北村武資のわざ（33分）
日本の金工 （南　俊英　学芸第一課長）
国宝13 源氏物語絵巻（37分）

キッズ☆鑑賞講座
10月9日（土）「秋の優品選」

春よりキッズ☆プログラム
と題して、小学生を対象に常
設展示室を使用しての鑑賞講
座と体験講座を開講しており
ます。今回は「秋の優品選」
です。

毎回さまざまなジャンルに挑戦しているわけですが、今
回は、お待たせしましたと言いますか、国宝の色絵雉香炉
を中心に鑑賞を進めました。パネルで内部のつくり等を知
った後、ミニチュア版で確認し、展示室での鑑賞となりま
した。
美しい雉香炉を前に、踏み台に登り、上から横から、そ

してかがんで下からと、講義室での話しを思い出しながら、
自分の納得いくまで鑑賞し、「羽根にはとてもきれいな色
がたくさん使われている」「堂々としている姿が凄い」等
と自分の感想を述べる小学生達に、数回のプログラムを経
て、作品をみることの楽しさを逆に教えてもらった今回の
講座でした。

11月13日（土）「彫刻家　清水良治」
キッズ☆鑑賞講座の第5回目は、盛り沢山の内容でした。

彫塑をテーマに、彫る「彫刻」と粘土でつくる「塑造」を
比べてみました。金属、木、石膏、プラスティック、乾漆
など、材質による見た目と手触りの違いに子どもたちは驚
きの様子でした。「子供群像」という大勢の子どもたちが
遊んだり、転げたりしている像の石膏からブロンズにする
ときの型があって、同じ形のものを仕上げる方法や仕組み
が不思議なようで、型の構造や材質にも関心が高かったよ
うです。そのあと「彫刻家　清水良治展」を鑑賞しました。
「同じかたち」を探そうというクイズに、会場中の一点一
点を熱心に見て回る姿が印象的でした。ちょうどこの日は、
1階で七尾市立朝日中学校の生徒の監修による「マイ・ミ
ュージアム」が開かれており、
生徒らによるジュニアガイド
にも参加しました。年齢の近
い中学生の解説は子どもたち
には身近に感じたようです。

次回の鑑賞講座は2月5日（土）「万国博覧会の世紀　明
治の工芸」です。この機会に私たちとたくさんの美術に親
しみましょう。

ギャラリートーク
10月23日（土）「秋の優品選」
10月9日、広坂に、現代美

術を中心とした金沢21世紀美
術館がオープンしました。当
館は、古美術から近・現代美
術、主として石川県にゆかり
のある作品を中心に展示して
きましたが、今回は、「秋の優品選」として当館を代表す
る作品を主に特集展示しました。ギャラリー・トークは主
に育徳会展示室と第2展示室を中心に行いました。育徳会
展示室では、重要文化財「アエネアス物語図毛綴壁掛」を
今、映画で話題になっているトロイ戦争をからめて解説す
ると興味深く聞いていました。第2展示室では、県文化財
に指定されている「盛上菊図」と喜多川相説の「秋草図」
が展示されているので、加賀藩と淋派の関係を中心に解説
し、加賀文化の特質を理解いただいたように思われます。

11月20日（土）「彫刻家　清水良治」
トークに先立ちロビーで、彫像・塑像の違い、制作工程
からブロンズ完成までをお話し、展示室では、個々の作品
を解説するのではなく、なぜこのような作品が生まれたの
かを考えてみました。故郷の地域の風習、思想や文学作品
の中から影響を受け、現代社会からの触発が制作原点とな
っていることを説明しながら、石膏直付けからのブロンズ
が数多く生み出された作家の思いを参加者共々鑑賞するこ
とが出来ました。

参加者からは、必要以外の
ものがそぎ落され、説明的な
造形が省かれた作品が多いの
は、確実なデッサンから裏付
けられているからではない

か。また、足が何本もつくられたものもあり、従来の彫刻
では考えられない、絵画的でありながら不自然でなくかえ
って新鮮だとの意見も聞かれました。少数の参加者でした
が、彫刻を鑑賞する楽しい集まりとなりました。

ミュージアム　レポート
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次回の展覧会

特集　茶道美術名品展
（前田育徳会・第2展示室）

特集　万国博覧会の世紀（後期）
－明治の工芸－

（第5展示室）

2月3日（木）～27日（日）

九谷庄三は、文化13年（1816）、能美郡寺井村

（現寺井町）の農家に生まれ、幼名を庄七といい

ました。文政9年（1826）十一才の時、若杉窯に

入り、名工赤絵勇次郎に師事、非凡な才能と旺盛

な研究心から、天保3年（1832）には小野窯に陶

画工として招かれました。また、能登の梨谷小山

焼や越中の丸山焼へ陶技に指導にいったとも伝え

られています。天保12年（1841）、26才の時に寺

井に帰り、独立して工房を開き、 名前も庄三と改

めます。

明治維新前後、日本に入ってきた洋絵具を上絵

付に応用し、従来の和絵具と金彩を併用した多彩

かつ繊細な「彩色金襴」の技法を確立します。こ

の作風が、当時、海外での万国博覧会で高い評価

を受け、「ジャパンクタニ」と称されて大量に輸

出されるなど、明治期の産業九谷焼の隆盛に大き

な役割を果たします。

この作品は、蓋上部に宝珠形の鈕がつき、その

周りを龍が取り巻きます。また、身は胴部が大き

く張り出し、底には竹を三本束ねた脚が三方につ

く豪壮華麗な大香炉となっています。全体は赤地

に牡丹唐草を中心とした金襴手とし、蓋や身の胴

部分に大小の円形窓を割り文様として抜き、その

中に中国風の花鳥・草花を精細な筆法で巧みに描

くなど、庄三特有の彩色金襴の技法を駆使した華

やかで堂々たる風格は、庄三晩年の代表作として

よく知られています。また、作品底面には、「明

治11年　九谷庄三製　行年63歳」と書かれるなど

資料としても貴重です。

※第5展示室で展示中

色
いろ

絵
え

金
きん

彩
さい

花
か

鳥
ちょう

文
もん

大
おお

香
ごう

炉
ろ

九谷庄三 文化13年～明治16年（1816～1883）

明治11年（1878）
口径22.3 胴径42.3 高32.6（cm）

2005年版　JAL アート
カレンダー（1,500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

新年明けましておめでとうございます！今年もよろしくお願い
いたします。企画展「きものの美―新春を寿ぐ―」は、日本の歴
史と伝統を踏まえた、新春にふさわしいテーマの着物を紹介して
います。優美で雅な輝きを放つ作品を、是非ご堪能ください。
さて、今年の干支は酉

とり

です。鳥といえば、当館には国宝 色絵
雉香炉と重文 色絵雌雉香炉がございま
す。京焼の祖といわれる野々村仁清の作
で、羽毛など美しく彩った豪華な作品で
す。めでたく、今年のJAL（日本航空）
のアート・カレンダー、1月のページに
取り上げられました。このカレンダーは、
国内向け40万部と海外向け4カ国語対応6
万部が制作されていますので、いろんな
ところで雉香炉を見ることができるので
はないでしょうか。当館にとって、今年
は世界に羽ばたく（大きく飛躍する）実
り多き年になるのかもしれません。
ショップでお求めいただけます。


