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チュニジア世界遺産

古代カルタゴとローマ展
～きらめく地中海文明の至宝～
主催／北國新聞社、石川県立美術館、東映

第7～9展示室
8月29日（土）～9月20日（日）会期中無休

地
中
海
の
宝
石
―
チ
ュ
ニ
ジ
ア
。
白
い
街
並
み
か
ら

い
に
し
え

サ
ハ
ラ
砂
漠
ま
で
多
彩
な
顔
を
持
つ
こ
の
国
は
、
古
よ

り
積
み
重
な
る
歴
史
と
民
族
、
そ
し
て
文
化
が
溶
け
合

い
独
自
の
文
化
を
育
ん
で
き
ま
し
た
。

今
か
ら
お
よ
そ
二
八
〇
〇
年
前
、「
海
の
民
」
フ
ェ

ニ
キ
ア
人
に
よ
っ
て
現
在
の
チ
ュ
ニ
ジ
ア
地
中
海
沿
岸

の
地
域
に
植
民
都
市
カ
ル
タ
ゴ
が
建
設
さ
れ
ま
し
た
。

カ
ル
タ
ゴ
は
、
東
西
地
中
海
の
貿
易
中
継
地
と
し
て
栄

華
を
極
め
、
大
国
と
し
て
長
く
覇
権
を
握
り
ま
し
た
。

地
中
海
を
巡
っ
て
の
ロ
ー
マ
と
の
ポ
エ
ニ
戦
争
、
名
将

ハ
ン
ニ
バ
ル
の
活
躍
、
そ
し
て
そ
の
悲
劇
的
な
結
末
は

今
も
な
お
伝
説
と
し
て
語
り
継
が
れ
て
い
ま
す
。

一
度
は
ロ
ー
マ
に
よ
っ
て
消
滅
さ
せ
ら
れ
た
カ
ル
タ

ゴ
は
、
そ
れ
か
ら
一
〇
〇
年
後
ロ
ー
マ
帝
国
の
植
民
都

市
と
し
て
よ
み
が
え
り
、
ロ
ー
マ
の
要
衝
都
市
と
し
て

再
び
黄
金
時
代
を
取
り
戻
し
ま
す
。
そ
し
て
、
ロ
ー
マ

と
カ
ル
タ
ゴ
の
文
化
が
融
合
し
た
優
美
な
文
化
を
築
き

あ
げ
ま
し
た
。
ロ
ー
マ
時
代
の
カ
ル
タ
ゴ
で
華
開
い
た

芸
術
・
モ
ザ
イ
ク
は
、
ま
さ
に
そ
の
結
晶
の
一
つ
と
言

え
ま
す
。

本
展
で
は
、
カ
ル
タ
ゴ
遺
跡
群
か
ら
の
出
土
品
と
世

界
一
の
モ
ザ
イ
ク
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
を
誇
る
チ
ュ
ニ
ジ
ア

国
立
博
物
館
群
か
ら
の
日
本
初
公
開
作
品
九
割
以
上
を

含
む
一
六
〇
点
余
り
の
出
品
作
品
を
一
章
「
地
中
海
の

女
王
カ
ル
タ
ゴ
」
と
二
章
「
ロ
ー
マ
に
生
き
る
カ
ル
タ

ゴ
」
の
二
つ
の
テ
ー
マ
で
構
成
し
、
ギ
リ
シ
ア
、
ロ
ー

マ
、
カ
ル
タ
ゴ
に
よ
っ
て
繰
り
広
げ
ら
れ
た
地
中
海
世

界
の
壮
大
な
ド
ラ
マ
を
紹
介
し
ま
す
。

◇
入
場
料

一
般
：
一
二
〇
〇
円
（
九
〇
〇
円
）

中
高
生
：
八
〇
〇
円
（
五
〇
〇
円
）

小
学
生
：
六
〇
〇
円
（
三
〇
〇
円
）

（

）
内
は
二
十
名
以
上
の
団
体
料
金

1F
企画展示室

有翼女性神官の石棺（紀元前3世紀）ヴィーナス像頭部（2～3世紀）イヤリング（ポエニ時代）鎧（紀元前3～2世紀）
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学芸員の眼

第
２
展
示
室
で
開
催
す
る
「
琳
派
の
精
華
」
に
合
わ

せ
、
前
田
育
徳
会
が
所
蔵
す
る
本
阿
弥
光
悦
の
手
紙
を

十
年
ぶ
り
に
公
開
し
ま
す
。

桃
山
時
代
か
ら
江
戸
時
代
初
め
に
か
け
て
活
躍
し
た

偉
大
な
芸
術
家
と
し
て
知
ら
れ
る
本
阿
弥
光
悦
（
一
五

五
八
〜
一
六
三
七
）
は
、
加
賀
藩
と
深
い
結
び
つ
き
が

あ
り
ま
す
。
光
悦
の
父
光
二
は
、
室
町
時
代
以
来
続
く

刀
剣
の
目
利
（
め
き
き
）
や
磨
礪
（
と
ぎ
）・
浄
拭

（
ぬ
ぐ
い
）
を
家
業
と
す
る
京
都
の
名
門
町
衆
、
本
阿

弥
家
宗
家
の
七
代
光
心
の
養
子
と
な
り
、
後
に
別
家
を

立
て
て
、
加
賀
藩
の
御
用
を
務
め
ま
す
。
そ
の
後
、
光

悦
・
光
瑳
・
光
甫
（
空
中
）
ま
で
、
藩
の
用
命
を
受
け

て
い
ま
す
。
光
悦
は
、
加
賀
藩
祖
前
田
利
家
や
二
代
利

長
、
三
代
利
常
、
そ
の
他
多
く
の
重
臣
た
ち
と
親
交
を

重
ね
、
加
賀
に
も
数
度
下
向
し
て
い
ま
す
。
そ
れ
は
父

光
二
の
意
を
受
け
、
天
正
十
二
年
（
一
五
八
四
）、
あ

る
い
は
十
三
年
、
光
悦
二
十
七
・
八
歳
頃
に
利
家
に
刀

剣
を
届
け
に
金
沢
に
来
訪
し
て
お
り
ま
す
。

本
展
は
近
衛
信
尹
や
松
花
堂
昭
乗
と
と
も
に
寛
永
の

三
筆
に
数
え
ら
れ
る
「
能
書
た
り
し
」
光
悦
が
、
加
賀

藩
の
重
臣
今
枝
氏
に
宛
て
た
二
十
三
通
の
手
紙
を
一
堂

に
展
示
し
ま
す
。「
今
内
様
（
今
枝
内
記
）」
宛
二
十
二

通
と
そ
の
養
嗣
子
「
今
民
様
（
今
枝
民
部
）」
宛
一
通

が
巻
子
装
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
今
枝
重
直
（
内

記
と
称
す
・
一
五
五
四
〜
一
六
二
七
）
は
謡
曲
や
和
歌
、

茶
の
湯
を
深
く
嗜
ん
で
お
り
、
こ
の
手
紙
も
そ
う
し
た

交
友
を
示
す
慶
長
期
の
も
の
で
、
そ
の
内
容
は
謡
や
茶

の
湯
に
関
す
る
こ
と
が
多
く
を
占
め
、
両
者
の
数
寄
者

と
し
て
の
親
交
の
深
さ
を
う
か
が
い
知
る
こ
と
が
で
き

ま
す
。

こ
う
し
た
手
紙
に
は
そ
の
筆
者
の
心
情
や
人
柄
が
吐

露
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
魅
力
で
す
。
人
間
光
悦
を
偲
ん

で
い
た
だ
く
と
と
も
に
、
光
悦
の
筆
跡
を
味
わ
っ
て
い

た
だ
き
、
そ
の
書
に
は
欠
く
こ
と
が
で
き
な
い
文
房
具

を
あ
わ
せ
て
展
示
し
ま
す
の
で
、
ど
う
ぞ
お
楽
し
み
下

さ
い
。

本
阿
弥
家
の
家
業
は
刀
の
目
利
・
磨
礪
・
浄
拭
で
す
が
、
光
悦
の
家
業
と
の
関
わ
り
は
、
家
の
職
人
た
ち
へ
の
取

り
次
ぎ
的
な
立
場
の
よ
う
で
す
。
今
日
私
た
ち
が
光
悦
と
い
え
ば
、
書
、
陶
芸
、
蒔
絵
、
さ
ら
に
は
絵
画
な
ど
に
優

れ
た
芸
術
家
と
し
て
捉
え
て
い
ま
す
。
今
回
展
示
す
る
手
紙
に
も
刀
に
関
す
る
も
の
は
一
通
の
み
で
、
茶
事
に
関
す

る
こ
と
が
最
も
多
く
、
次
に
謡
や
謡
本
、
さ
ら
に
は
香
と
い
っ
た
内
容
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
り
、
そ
こ
に
は
数
寄
者
光

悦
の
姿
が
彷
彿
と
し
ま
す
。
当
初
は
刀
と
い
う
媒
体
に
よ
る
つ
な
が
り
で
は
あ
り
ま
し
た
が
、
三
代
利
常
に
象
徴
さ

れ
る
よ
う
に
、
文
化
政
策
に
藩
の
存
在
意
義
を
懸
け
た
加
賀
藩
に
と
っ
て
、
京
都
の
洗
練
さ
れ
た
文
化
人
た
ち
と
の

交
流
に
お
け
る
、
光
悦
の
存
在
の
重
要
性
を
再
認
識
い
た
だ
く
機
会
と
な
れ
ば
幸
い
で
す
。

本阿弥光悦の手紙
8月27日（木）～9月23日（水・祝）会期中無休

本阿弥光悦書状

前田育徳会
尊經閣文庫
分館
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第2展示室第3展示室

琳派の精華鴨居玲 －LOVE－
－巨匠たちの競演－
8月27日（木）～9月23日（水・祝）
会期中無休

8月27日（木）～9月23日（水・祝）
会期中無休

ご
存
知
の
よ
う
に
「
琳
派
」
と
い
う
名
称
は
、
尾
形
光

琳
の
名
前
に
由
来
し
ま
す
。
し
か
し
琳
派
の
様
式
は
、
光

琳
に
先
立
つ
本
阿
弥
光
悦
や
俵
屋
宗
達
ら
に
よ
っ
て
確
立

さ
れ
ま
し
た
。
彼
ら
が
ま
ず
目
指
し
た
の
は
、
法
華
宗
徒

と
し
て
法
華
経
が
説
く
作
善
、
す
な
わ
ち
金
銀
な
ど
善
美

を
尽
く
し
た
造
形
は
功
徳
と
な
る
と
の
教
え
を
実
践
す
る

こ
と
で
し
た
。
琳
派
が
平
安
時
代
、
特
に
末
法
思
想
を
反

映
し
た
十
二
世
紀
後
半
の
王
朝
風
美
意
識
を
復
興
し
た
と

い
わ
れ
る
ゆ
え
ん
も
、
こ
う
し
た
法
華
信
仰
か
ら
理
解
す

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
そ
し
て
琳
派
の
も
う
一
つ
の
特
徴

は
、
能
楽
や
茶
の
湯
、
連
歌
な
ど
室
町
時
代
か
ら
江
戸
時

代
に
か
け
て
発
達
し
た
芸
道
と
の
関
わ
り
で
す
。
そ
れ
は

一
言
で
い
え
ば
趣
向
性
で
す
。
俵
屋
宗
達
や
尾
形
光
琳
の

作
品
に
は
、
す
べ
て
を
描
き
き
ら
な
い
あ
る
種
の
抽
象
性

を
感
じ
さ
せ
る
作
品
が
多
く
見
ら
れ
ま
す
。
そ
こ
で
、
鑑

賞
者
に
は
そ
の
深
意
を
読
み
解
く
こ
と
が
求
め
ら
れ
ま
す
。

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

も
し
ら
で
こ
そ
、
為
手
の
花
に
は
な
る
べ
け
れ
�
と
述
べ

て
い
ま
す
。
つ
ま
り
鑑
賞
者
が
、
た
だ
面
白
い
と
か
綺
麗

だ
と
感
ず
る
そ
の
所
に
、
深
い
作
意
を
反
映
さ
せ
よ
う
と

い
う
作
者
の
美
学
で
す
。
そ
れ
ゆ
え
琳
派
の
親
し
み
や
す

さ
や
分
か
り
や
す
さ
に
は
要
注
意
な
の
で
す
。

今
回
は
、
光
悦
、
宗
達
、
光
琳
と
そ
の
弟
尾
形
乾
山
と
、

宗
達
の
後
継
者
と
し
て
そ
の
様
式
を
光
琳
に
伝
え
た
俵
屋

宗
雪
、
喜
多
川
相
説
に
よ
る
書
跡
、
絵
画
、
陶
芸
、
漆
芸

作
品
十
点
（
う
ち
県
指
定
文
化
財
六
点
）
を
展
示
し
ま
す
。

多
ジ
ャ
ン
ル
に
わ
た
る
巨
匠
た
ち
の
競
演
を
是
非
ご
堪
能

く
だ
さ
い
。

サ
イ
コ
ロ
に
興
ず
る
男
達
を
描
く
「
静
止
し
た
刻
」、

地
獄
に
堕
ち
た
男
達
が
は
い
上
が
ろ
う
と
あ
が
く
「
蜘
蛛

の
糸
」、
首
吊
り
や
廃
兵
、
酔
っ
ぱ
ら
い
が
取
り
囲
む

中
、
呆
然
と
キ
ャ
ン
バ
ス
を
前
に
す
る
「
１
９
８
２
年

私
」。
い
ず
れ
も
劇
的
で
、
見
る
人
に
よ
っ
て
は
お
ど
ろ

お
ど
ろ
し
い
情
念
の
世
界
が
展
開
さ
れ
ま
す
。
そ
の
暗
く

重
い
絵
を
じ
っ
と
見
つ
め
て
、
な
か
な
か
絵
の
前
か
ら
立

ち
去
り
が
た
い
様
子
を
、
時
と
し
て
展
示
室
で
拝
見
し
ま

す
。
何
か
を
考
え
ざ
る
を
得
な
い
、
強
い
力
が
絵
に
秘
め

ら
れ
て
い
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
の
で
す
が
、
そ
れ
だ
け

で
は
な
く
、
人
に
寄
り
添
う
や
さ
し
さ
が
、
鴨
居
の
作
品

に
は
あ
る
と
思
え
る
の
で
す
。

一
方
若
い
裸
婦
を
描
い
た
「
′Ｅ
ｔ
ｕ
ｄ
ｅ（
Ａ
）」
や
、

男
女
が
抱
き
合
う
「
石
の
花
」
の
よ
う
な
若
干
華
や
い
だ

作
品
も
鴨
居
は
描
き
ま
し
た
。
し
か
し
、
裸
婦
に
ま
ろ
や

か
な
若
い
肌
が
描
か
れ
る
こ
と
は
な
く
、
抱
き
合
う
恋
人

が
足
元
か
ら
石
化
し
て
い
く
姿
に
は
、
永
遠
の
愛
と
い
う

よ
り
は
、
分
か
り
合
え
ぬ
男
女
の
絶
望
を
感
じ
て
し
ま
い

ま
す
。

ス
ト
レ
ー
ト
な
語
り
口
で
鴨
居
が
語
る
こ
と
は
な
い
よ

う
で
す
。
醜
の
中
に
美
を
見
、
美
の
中
に
醜
を
見
る
の
で

す
。
鴨
居
の
ア
イ
ロ
ニ
ー
（
諧
謔
）
と
い
う
べ
き
で
し
ょ

う
。今

回
の
特
集
は
一
見
鴨
居
の
絵
と
は
縁
遠
い
�
Ｌ
Ｏ
Ｖ

Ｅ
�
を
テ
ー
マ
と
い
た
し
ま
す
。
鴨
居
と
Ｌ
Ｏ
Ｖ
Ｅ
と
い

え
ば
、
一
九
八
〇
年
の
新
境
地
を
求
め
て
、
大
阪
日
動
画

廊
で
開
催
し
た
女
性
像
や
裸
婦
、
恋
人
達
を
描
い
た
『
Ｌ

Ｏ
Ｖ
Ｅ
』
展
が
思
い
出
さ
れ
ま
す
が
、
本
特
集
は
Ｌ
Ｏ
Ｖ

Ｅ
の
姿
を
広
く
と
ら
え
て

鴨
居
の
作
品
を
セ
レ
ク
ト
し

ま
し
た
。
ど
う
ぞ
ご
覧
く
だ
さ
い
。

県文 俵屋宗達 槇檜図（部分）鴨居玲 石の花
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久隅守景展
－加賀で開花した江戸の画家－

9月26日（土）～10月25日（日）

前
号
に
続
い
て
「
久
隅
守
景
展
」
の
主
な
見
所
を
紹
介
し
ま
す
。

「
田
園
画
家
」
と
の
異
名
の
由
来
と
な
っ
た
《
四
季
耕
作
図
》
の
優
品
を
一
堂
に
展
示

久
隅
守
景
と
い
え
ば
、
四
季
折
々
の
人
々
の
営
み
を
農
作
業
を
軸
に
描
い
た
《
四
季
耕
作
図
》
を

数
多
く
制
作
し
た
こ
と
で
有
名
で
す
が
、
今
回
は
伝
統
的
な
中
国
風
俗
か
ら
日
本
風
俗
に
画
風
を
転

換
す
る
軌
跡
を
優
品
八
点
で
た
ど
り
ま
す
。
特
に
展
覧
会
の
第
二
室
と
な
る
第
八
展
示
室
で
は
、
常

時
屏
風
装
の
《
四
季
耕
作
図
》
を
六
点
展
示
す
る
と
い
う
、
か
つ
て
な
い
構
成
と
な
り
ま
す
。
是
非

ご
期
待
く
だ
さ
い
。

新
し
い
守
景
像
の
提
示

狩
野
探
幽
と
い
う
江
戸
時
代
初
期
の
著
名
な
画
家
の
傑
出
し
た
門
人
だ
っ
た
こ
と
以
外
に
は
余
り

知
ら
れ
て
い
な
い
久
隅
守
景
で
す
が
、
本
展
の
開
催
を
と
お
し
て
作
品
や
、
わ
ず
か
に
残
さ
れ
た
伝

承
か
ら
守
景
の
画
業
の
、
特
に
精
神
的
背
景
に
光
を
当
て
た
い
と
思
い
ま
す
。
守
景
の
画
業
は
山
水
、

花
鳥
、
人
物
に
及
び
ま
す
。
そ
れ
だ
け
を
見
れ
ば
狩
野
派
の
門
人
に
共
通
す
る
も
の
で
す
が
、
守
景

の
場
合
は
個
々
の
画
題
の
意
味
を
深
く
吟
味
し
て
《
四
季
耕
作
図
》
の
よ
う
な
特
別
の
思
い
入
れ
を

も
っ
て
描
い
た
作
品
に
自
在
に
展
開
し
て
い
ま
す
。
そ
し
て
道
教
、
儒
教
、
仏
教
思
想
の
融
合
と
し

て
の
自
然
と
の
共
生
、
足
る
を
知
る
境
地
を
、
全
く
の
自
然
体
で
描
い
た
作
品
が
《
納
涼
図
》
と
い

え
ま
す
。
後
年
「
家
貧
な
れ
ど
も
そ
の
志
高
く
、
た
や
す
く
人
の
求
め
に
応
ず
る
こ
と
な
し
」
と
伝

え
ら
れ
た
久
隅
守
景
の
人
と
な
り
、
生
き
様
は
、
深
刻
な
環
境
問
題
に
直
面
し
大
量
生
産
・
大
量
消

費
時
代
か
ら
の
転
換
を
迫
ら
れ
て
い
る
現
代
に
こ
そ
、
貴
重
な
示
唆
を
与
え
て
く
れ
る
の
で
は
な
い

で
し
ょ
う
か
。

参
加
者
募
集

第
４０
回
文
化
財
現
地
見
学

空
間
を
た
の
し
む

－

京
都
の
庭
園
・
障
屏
画
を
中
心
に

今
年
の
現
地
見
学
旅
行
は
、「
空
間
芸
術
」
を

テ
ー
マ
に
、
庭
園
や
障
屏
画
、
そ
し
て
空
間
を
特

に
意
識
し
て
つ
く
ら
れ
た
美
術
館
を
見
学
先
に
選

び
ま
し
た
。

じ
っ
く
り
、
ゆ
っ
く
り
京
都
の
文
化
財
を
た
の

し
む
二
日
間
と
し
た
い
と
考
え
て
お
り
ま
す
。

期

日
／
平
成
二
十
一
年
十
月
十
七
日（
土
）

〜
十
八
日（
日
）
一
泊
二
日

定

員
／
四
十
四
名

集

合
／
午
前
七
時

金
沢
駅

（
十
八
日
午
後
七
時
に
帰
着
の
予
定
）

参
加
費
／
会

員

二
四
、〇
〇
〇
円

会
員
外

二
五
、〇
〇
〇
円

主
な
見
学
地
／
国
宝

茶
室
待
庵
、
大
山
崎
町
歴

史
資
料
館
、
大
山
崎
山
荘
美
術
館
、

北
村
美
術
館
四
君
子
苑
、
他

◆
申
し
込
み
方
法

往
復
は
が
き
に「
文
化
財
現
地
見
学
希
望
」と
書
き

氏
名
・
年
齢
・
性
別
・
郵
便
番
号
・
ご
住
所
・
お
電
話

番
号
・
会
員
番
号
を
記
入
の
上
ご
応
募
く
だ
さ
い
。

◆
応
募
先

〒
九
二
〇－

〇
九
六
三

金
沢
市
出
羽
町
二－

一

石
川
県
立
美
術
館
「
文
化
財
現
地
見
学
係
」

◆
応
募
締
め
切
り

平
成
二
十
一
年
十
月
六
日（
火
）
必
着
。

見
学
地
の
詳
細
な
ど
は
次
号
に
掲
載
い
た
し
ま
す
。

企画展
Topics

久隅守景 山水図
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講
演
会
記
録
「
藝
大
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
の
歴
史
」
薩
摩
雅
登
氏
（
東
京
藝
術
大
学
大
学
美
術
館
教
授
）
平
成
２１
年
５
月
１０
日

今
回
の
話
で
は
、
こ
の
展
覧
会
を
少
し
で
も

深
く
楽
し
ん
で
い
た
だ
く
た
め
に
、
藝
大
美
術

館
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
の
歴
史
を
、
多
少
は
論
理

的
に
展
開
し
て
み
よ
う
か
な
と
思
っ
て
お
り
ま

す
。私

も
こ
う
い
う
仕
事
を
続
け
て
き
て
、
美
術

館
あ
る
い
は
博
物
館
の
根
幹
に
あ
る
も
の
は
、

や
は
り
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
で
は
な
い
か
と
つ
く
づ

く
思
う
よ
う
に
な
っ
て
ま
い
り
ま
し
た
。
コ
レ

ク
シ
ョ
ン
が
あ
っ
て
、
そ
れ
を
し
っ
か
り
と
管

理
し
保
存
し
展
示
し
、
さ
ら
に
は
研
究
を
し
て
、

ま
た
新
た
な
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
を
拡
大
し
て
い
く

と
い
う
の
が
、
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
で
あ
ろ
う
と
思

い
ま
す
。
こ
の
語
源
は
、
ヘ
レ
ニ
ズ
ム
時
代
の

ア
レ
ク
サ
ン
ド
リ
ア
に
つ
く
ら
れ
た
壮
大
な
学

術
セ
ン
タ
ー
「
Ｍ
Ｏ
Ｕ
Ｓ
Ｅ
Ｉ
Ｏ
Ｎ
」
で
す
ね
。

学
芸
の
女
神
た
ち
「
Ｍ
ｕ
ｓ
ａ
ｉ
」
に
捧
げ
ら

れ
た
機
関
、
そ
れ
を
語
源
と
す
る
の
で
し
ょ
う

け
れ
ど
、
そ
う
い
う
機
関
の
な
か
に
お
い
て
コ

レ
ク
シ
ョ
ン
と
い
う
も
の
は
、
非
常
に
大
事
な

も
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
が
ひ
と
つ
の
美
術
館
の

個
性
を
決
定
し
て
い
く
も
の
だ
と
思
い
ま
す

藝
大
美
術
館
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
は
今
、
件
数

か
ら
い
う
と
約
二
万
八
千
件
ほ
ど
ご
ざ
い
ま
す
。

件
と
い
う
の
は
一
件
一
点
で
は
あ
り
ま
せ
ん
の

で
、
総
数
か
ら
い
え
ば
も
っ
と
多
く
な
る
わ
け

で
す
け
れ
ど
も
、
そ
れ
ら
は
あ
る
意
味
、
独
特

な
成
立
過
程
を
経
て
お
り
ま
す
。
つ
ま
り
東
京

美
術
学
校
、
そ
れ
か
ら
東
京
音
楽
学
校
を
創
設

す
る
た
め
の
教
育
資
料
、
研
究
資
料
と
し
て
コ

レ
ク
シ
ョ
ン
の
収
集
が
は
じ
ま
っ
た
と
い
う
こ

と
で
す
。
そ
の
中
心
的
役
割
を
果
た
し
た
の
が
、

岡
倉
天
心
に
な
り
ま
す
。
明
治
政
府
が
開
国
し

た
後
、
最
初
は
い
わ
ゆ
る
欧
化
政
策
を
と
る
わ

け
で
す
け
れ
ど
も
、
ウ
ィ
ー
ン
万
博
な
ど
で
、

海
外
の
評
価
が
高
い
の
は
日
本
画
・
工
芸
品
で

あ
る
と
い
う
こ
と
が
わ
か
っ
て
き
て
、
そ
れ
か

ら
フ
ェ
ノ
ロ
サ
ら
に
よ
っ
て
、
日
本
の
美
術
が

見
直
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
天
心
は
大

変
語
学
が
で
き
た
人
で
、
フ
ェ
ノ
ロ
サ
の
通
訳

な
ど
を
し
な
が
ら
自
分
の
眼
を
養
っ
て
い
っ
た

と
思
わ
れ
ま
す
が
、
日
本
の
文
化
を
見
直
そ
う

と
い
う
時
期
に
、
ち
ょ
う
ど
東
京
美
術
学
校
の

設
立
準
備
室
と
も
い
え
る
図
画
取
調
掛
が
立
ち

上
が
り
ま
す
。
そ
し
て
こ
の
頃
か
ら
美
術
学
校

開
校
の
た
め
に
、
ま
ず
は
日
本
の
伝
統
的
な
美

術
の
収
集
に
当
た
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま

す
。
美
術
学
校
が
開
校
し
て
か
ら
後
は
、
そ
れ

に
加
え
て
先
生
方
に
作
品
を
制
作
さ
せ
ま
す
。

勧
業
博
覧
会
の
出
品
の
た
め
と
か
、
官
民
か
ら

の
委
嘱
制
作
な
ど
を
請
け
負
い
な
が
ら
、
先
生

方
に
大
作
を
制
作
さ
せ
て
、
そ
れ
を
資
料
と
し

て
収
集
し
て
い
ま
す
。
あ
る
い
は
、
学
生
の
最

初
期
の
頃
の
教
育
に
必
要
な
手
板
な
ど
を
、
先

生
に
つ
く
ら
せ
る
と
い
う
形
を
と
っ
て
お
り
ま

す
。
そ
し
て
、
美
術
学
校
が
軌
道
に
乗
っ
て
く

る
と
、
今
度
は
学
生
の
優
秀
作
品
、
主
と
し
て

卒
業
制
作
（
こ
れ
は
現
在
に
ま
で
続
い
て
お
り

ま
す
け
れ
ど
も
）
の
、
最
初
の
頃
は
そ
の
ほ
と

ん
ど
を
収
集
し
て
、
そ
れ
を
次
の
学
生
へ
の
参

考
資
料
に
し
て
い
き
ま
し
た
。
あ
る
い
は
、
美

術
学
校
の
い
っ
て
み
れ
ば
活
動
の
記
録
、
教
育

研
究
の
記
録
に
し
て
い
く
と
い
う
方
針
を
立
て
、

基
本
的
に
は
、
こ
の
考
え
方
が
現
在
に
至
る
ま

で
継
続
さ
れ
て
お
り
ま
す
。
そ
う
い
う
意
味
で

は
、
こ
の
天
心
の
理
念
は
か
な
り
長
く
、
現
在

に
ま
で
続
い
て
い
る
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
あ

り
ま
せ
ん
。
残
念
な
が
ら
記
録
が
は
っ
き
り
と

残
っ
て
お
り
ま
せ
ん
が
、
一
番
最
初
の
受
入
が

明
治
二
十
二
年
の
時
で
、
三
〇
〇
点
以
上
の
ほ

と
ん
ど
が
岡
倉
天
心
主
導
で
入
っ
た
も
の
で
あ

ろ
う
と
思
わ
れ
ま
す
。
彼
の
眼
に
よ
っ
て
選
ん

だ
教
育
研
究
資
料
と
し
て
の
も
の
が
、
現
在
で

は
非
常
に
大
き
な
価
値
を
も
っ
て
き
て
い
る
わ

け
で
、
そ
の
内
の
最
も
重
要
な
作
品
が
今
回
こ

こ
に
来
て
お
り
ま
す
《
絵
因
果
経
》
と
い
え
ま

す
。
そ
れ
か
ら
現
在
で
は
、
先
生
方
に
退
任
さ

れ
る
と
き
に
だ
い
た
い
三
点
ぐ
ら
い
ず
つ
入
れ

て
も
ら
っ
て
ま
す
。
ま
た
学
生
の
卒
業
制
作
は
、

大
正
十
三
年
ま
で
は
、
ほ
と
ん
ど
全
員
入
れ
て

い
た
ん
で
す
が
、
と
て
も
や
は
り
無
理
と
い
う

こ
と
で
、
現
在
で
は
各
科
一
点
な
い
し
二
点
の

買
上
と
い
う
形
を
も
っ
て
収
集
を
続
け
て
お
り

ま
す
。

あ
る
意
味
で
初
期
の
頃
の
方
針
が
現
在
ま
で

続
い
て
い
る
わ
け
で
す
が
、
美
術
学
校
は
そ
の

後
、
拡
張
政
策
が
行
わ
れ
ま
し
て
、
い
わ
ゆ
る

西
洋
画
が
創
設
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
フ

ラ
ン
ス
帰
り
の
黒
田
清
輝
が
先
生
と
し
て
入
っ

て
ま
い
り
ま
し
て
、
天
心
の
後
に
美
術
学
校
に

大
き
な
影
響
力
を
も
つ
こ
と
に
な
り
ま
す
。
黒

田
が
入
れ
た
黒
田
以
前
の
い
わ
ゆ
る
旧
派
、
脂

派
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
と
い
う
も
の
は
、
日
本
の

油
彩
画
の
第
一
世
代
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
と
し
て

非
常
に
重
要
な
意
味
を
も
っ
て
き
て
い
る
と
い

え
ま
す
。
こ
れ
も
全
部
、
教
材
と
し
て
の
収
集

と
い
う
こ
と
で
す
。
ま
た
黒
田
と
久
米
桂
一
郎

が
、
天
心
と
違
う
こ
と
を
や
っ
た
の
は
、
自
画

像
の
収
集
に
な
り
ま
す
。
自
画
像
と
い
う
ジ
ャ

ン
ル
は
、
西
洋
で
油
彩
画
が
登
場
す
る
頃
に
始

め
ら
れ
て
、
油
彩
画
の
歴
史
と
と
も
に
発
展
し

て
く
る
わ
け
で
す
が
、
そ
れ
を
学
生
に
課
し
た

と
い
う
こ
と
は
そ
れ
な
り
の
意
味
が
あ
っ
た
こ

と
だ
と
思
い
ま
す
。
現
在
に
至
る
ま
で
、
一
時

期
の
中
断
は
あ
り
ま
す
が
、
ず
っ
と
続
い
て
お

り
ま
し
て
、
十
二
号
の
Ｐ
と
い
う
同
じ
大
き
さ

で
自
画
像
と
い
う
課
題
を
課
す
と
、
や
は
り
そ

れ
ぞ
れ
の
個
性
が
出
て
、
非
常
に
お
も
し
ろ
い

も
の
で
す
。

美
校
騒
動
の
あ
と
、
文
部
省
か
ら
官
僚
が
校

長
と
し
て
派
遣
さ
れ
て
ま
い
り
ま
す
。
そ
れ
が

一
九
〇
一
年
か
ら
一
九
三
二
年
ま
で
校
長
を
つ

と
め
た
正
木
直
彦
で
す
。
自
ら
工
芸
史
の
授
業

を
も
っ
た
り
す
る
ぐ
ら
い
非
常
に
勉
強
家
で
、

か
つ
眼
が
利
く
人
で
、
こ
の
正
木
の
時
代
に
随

分
ま
た
い
ろ
い
ろ
な
も
の
が
収
集
さ
れ
て
お
り

ま
す
。
醍
醐
寺
の
《
天
部
像
》、
鎌
倉
時
代
の

《
弥
勒
来
迎
図
》
や
、
藝
大
美
術
館
の
宝
物
の

一
つ
で
あ
り
ま
す
上
村
松
園
の
《
序
の
舞
》
な

ど
、
非
常
に
い
い
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
を
つ
く
っ
て

お
り
ま
す
。

藝
大
美
術
館
は
、
基
本
的
に
個
人
の
あ
る
作

家
を
大
量
に
所
有
す
る
と
い
う
こ
と
は
し
ま
せ

ん
が
、
例
外
的
に
平
櫛
田
中
の
木
彫
の
コ
レ
ク

シ
ョ
ン
だ
け
は
、
本
人
の
寄
贈
と
し
て
入
っ
て

お
り
ま
す
。
こ
れ
は
二
つ
理
由
が
あ
り
ま
し
て
、

ま
ず
美
校
の
彫
刻
が
木
彫
か
ら
始
ま
っ
て
い
る

こ
と
。
そ
し
て
田
中
は
、
高
村
光
雲
、
米
原
雲

海
つ
ま
り
美
校
の
最
初
の
教
授
陣
に
習
っ
て
い

る
人
な
わ
け
で
、
い
っ
て
み
れ
ば
木
彫
の
伝
統

を
継
ぐ
人
と
い
う
こ
と
か
ら
で
す
。

今
回
の
展
覧
会
は
、
藝
大
美
術
館
コ
レ
ク

シ
ョ
ン
の
エ
ッ
セ
ン
ス
を
選
び
、
か
つ
コ
レ
ク

シ
ョ
ン
の
特
色
が
あ
る
程
度
わ
か
る
よ
う
に
組

み
立
て
ま
し
た
の
で
、
そ
う
い
う
目
で
見
て
い

た
だ
け
る
と
、
ま
た
少
し
は
お
も
し
ろ
さ
も
増

し
て
く
る
か
と
思
い
ま
す
。

（「
近
代
日
本
美
術
の
精
華－

東
京
藝
大
美
術
館
コ
レ
ク

シ
ョ
ン
を
中
心
に－

」
展
に
あ
わ
せ
て
、
五
月
十
日
に

当
館
ホ
ー
ル
で
行
わ
れ
た
講
演
会
の
内
容
を
、
当
館
の

責
任
で
要
約
し
た
も
の
で
す
。）
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◆
体
験
講
座
「
き
じ
っ
子
茶
会
」

昨
年
度
ご
好
評
頂
い
た
、
き
じ
っ
子
茶
会
の
二
回
目
。

今
回
は
二
席
も
う
け
、
風
炉
で
の
茶
会
を
楽
し
ん
で
い

だ
き
ま
す
。
茶
会
後
は
、
そ
の
ま
ま
茶
室
で
本
館
所
蔵

の
茶
道
具
を
間
近
で
ご
鑑
賞
頂
け
ま
す
。

日

時
／
十
月
四
日（
日
）
第
一
席
十
時
〇
〇
分
〜

第
二
席
十
三
時
三
〇
分
〜

会

場
／
広
坂
別
館

和
室

参
加
費
／
親
子
で
八
〇
〇
円

定

員
／
各
席
小
学
生
と
そ
の
親
十
組
二
十
人

申
し
込
み
方
法
／
往
復
は
が
き

締
め
切
り
／
九
月
十
五
日（
火
）

往
復
は
が
き
で
の
お
申
し
込
み
方
法

往
信
の
宛
名
面

〒
９
２
０－

０
９
６
３

金
沢
市
出
羽
町
２－
１

石
川
県
立
美
術
館

普
及
課
宛

往
診
欄
の
文
面

・
参
加
希
望
す
る
講
座
名

・
保
護
者
・
児
童
の
氏
名

・
学
年

・
住
所
、
電
話
番
号

返
信
の
宛
名
面

住
所
、
お
名
前

返
信
の
文
面

何
も
書
か
な
い
で
く
だ
さ
い

＊
定
員
を
上
回
っ
た
場
合
は
抽
選
と
な
り
ま
す
。
結
果
は
、
返
信

は
が
き
で
ご
連
絡
い
た
し
ま
す
。

９
月
の
行
事
予
定

ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
シ
ョ
ッ
プ
通
信

ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
シ
ョ
ッ
プ
で
は
県
内
の
伝
統
工
芸

品
を
委
託
販
売
し
て
い
る
こ
と
は
ご
存
知
で
し
ょ
う

か
。
こ
れ
か
ら
も
少
し
ず
つ
ご
紹
介
し
て
い
き
た
い

と
思
い
ま
す
が
、
今
回
は
織
物
の
ご
紹
介
で
す
。
従

来
、
牛
首
紬
の
商
品
が
並
ん
で
い
ま
し
た
が
、
そ
れ

に
麻
織
物
の
能
登
上
布
が
加
わ
り
ま
し
た
。
そ
れ
ぞ

れ
県
の
無
形
文
化
財
の
指
定
を
う
け
て
い
る
伝
統
工

芸
品
で
す
。
既
製
品
に
は
な
い
味
わ
い
を
手
に
と
っ

て
み
て
は
い
か
が
で
し
ょ
う
か
。

土
曜
講
座

美
術
館

講
義
室

十
三
時
三
〇
分
〜

聴
講
無
料

５
日（
土
）

日
本
美
術
史
１３
「
近
世
染
織
・
漆
工
」

南

俊
英

学
芸
第
一
課
長

１２
日（
土
）

日
本
美
術
史
１４
「
万
国
博
覧
会
と
工
芸
」

寺
川
和
子

学
芸
主
査

１９
日（
土
）

日
本
美
術
史
１５
「
昭
和
二
年
第
八
回
帝
展
か
ら
現
代
ま
で
」

南

俊
英

学
芸
第
一
課
長

ビ
デ
オ
上
映
会

美
術
館

ホ
ー
ル

十
三
時
三
〇
分
〜

入
場
無
料

１３
日（
日
）

名
画
の
秘
密
シ
リ
ー
ズ
４

ヴ
ィ
ー
ナ
ス
の
舞
い
降
り
た
街
（
三
〇
分
）

講
演
会

美
術
館

ホ
ー
ル

十
三
時
三
〇
分
〜

聴
講
無
料

６
日（
日
）

加
賀
百
万
石
の
文
化
講
座
「
本
阿
弥
光
悦
と
加
賀
藩
前
田
家
」

嶋
崎

丞

館
長

２７
日（
日
）
「
夕
顔
棚
納
涼
図－

描
か
れ
た
追
憶
の
家
族
」

松
嶋
雅
人
氏
（
東
京
国
立
博
物
館
特
別
展
室
長
）

キッズ☆プログラム 参加者募集！
－小学生対象－

上
か
ら
牛
首
紬
の
テ
ィ
ッ
シ
ュ
ケ
ー
ス
、
小
銭
入
れ
、

能
登
上
布
の
裁
縫
セ
ッ
ト
、
名
刺
入
れ
、
印
鑑
ケ
ー
ス
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会期：9月26日（土）～10月25日（日）

企画展 Topics「久隈守景展」9月26日（土）～10月25日（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/

石川県立美術館だより 第311号
2009年9月1日発行〈毎月発行〉

企画展示室

「久隈守影展」
加賀で開花した江戸の画家

ご利用案内

コレクション展観覧料
一 般 350円（280円）
大学生 280円（220円）
高校生以下 無料
※（ ）内は団体料金

今月の開館時間
午前9:30～午後6:00
カフェ営業時間
午前10:00～午後7:00

第5展示室（近現代工芸）

第4展示室（近現代純粋美術）

「動物彫刻」
－動物の造形と人－

「九谷の色」

第2展示室（古美術）

「狩野派の誕生」
－久隅守景の背景－

前田育徳会尊經閣文庫分館

「絵画の展開～室町から江戸～」
－久隅守景の背景－

重文 四季耕作図（部分）当館蔵

都鳥図（部分）業平図（部分）
松岡美術館蔵

重文 四季耕作図（部分）
京都国立博物館蔵

鷹狩図（部分）
日東紡績株式会社蔵

―9月の休館日は24日（木）・25日（金）です―

高岡市文 四季山水図（部分）
瑞龍寺蔵

重文 加茂競馬図（部分）
大倉集古館蔵

次回の展覧会
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