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石川県立美術館だより
DAYORI
B I J U T S U K A N

● 8月の企画展示室

● 企画展Topics

● バスツアー報告

●  行事予定

 ■ホノルル美術館所蔵
   北斎展 
     ─葛飾北斎生誕250周年記念─

　■ 書跡と文房具
 ■ 古九谷・再興九谷名品展

■特別陳列
　西山英雄と一門展
　─昭和の巨星と金沢美術工芸大学出身の俊英たち─

■夏休み親子で楽しむ美術館
　さがしてみよう

冨嶽三十六景　凱風快晴
© Honolulu Academy of Arts
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北
斎
と
い
え
ば
、
ま
ず
『
冨
嶽
三
十
六
景
』
が
思
い
浮

か
び
ま
す
。
江
戸
時
代
の
人
々
が
抱
い
た
富
士
へ
の
憧
れ

と
信
仰
心
、
当
時
の
旅
の
流
行
を
背
景
に
生
ま
れ
、
人
気

を
博
し
た
シ
リ
ー
ズ
で
す
。
は
じ
め
三
十
六
図
で
完
結
す

る
は
ず
が
、
あ
ま
り
の
人
気
に
十
図
が
追
加
さ
れ
た
こ
と

は
、
よ
く
知
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

北
斎
が
題
材
と
し
た
の
は
、
富
士
山
だ
け
で
は
あ
り
ま

せ
ん
。
日
本
各
地
の
あ
ら
ゆ
る
「
名
所
」
が
題
材
と
な
り

ま
し
た
。『
冨
嶽
』
と
ほ
ぼ
同
時
期
に
発
行
さ
れ
た
の
が
、

『
諸
国
名
橋
奇
覧
』（
大
判
全
十
一
枚
）
で
す
。
こ
れ
は
周

防
の
錦
帯
橋
、
三
河
の
八
つ
橋
な
ど
、
そ
の
特
徴
的
な
姿

か
ら
名
橋
と
称
さ
れ
た
十
一
か
所
を
描
い
た
シ
リ
ー
ズ
で
、

奇
抜
な
橋
の
構
造
を
巧
み
に
捉
え
な
が
ら
、
橋
を
め
ぐ
る

人
々
の
姿
を
描
き
出
し
て
い
ま
す
。
そ
の
翌
天
保
三
年

（
一
八
三
二
）
に
発
行
さ
れ
た
『
諸
国
瀧
廻
り
』（
大
判
全

八
枚
）
で
は
、
相
模
大
山
の
良
弁
滝
、
大
和
吉
野
の
義
経

馬
洗
滝
な
ど
、
各
地
の
名
瀑
が
題
材
と
な
り
ま
し
た
。
流

れ
落
ち
る
滝
の
勢
い
を
表
現
す
べ
く
、
画
面
を
す
べ
て
縦

長
で
用
い
、
圧
倒
的
な
水
量
を
誇
る
滝
、
お
だ
や
か
な
流

れ
と
水
し
ぶ
き
を
持
つ
滝
な
ど
、
そ
れ
ぞ
れ
の
特
徴
を
描

き
分
け
ま
し
た
。
ま
る
で
生
き
て
い
る
か
の
よ
う
な
水
の

表
現
に
、
北
斎
の
奇
才
ぶ
り
が
う
か
が
え
ま
す
。

　

と
こ
ろ
で
、こ
れ
ら
の
北
斎
作
品
か
ら
感
じ
ら
れ
る「
涼

や
か
さ
」
は
、
ど
こ
か
ら
く
る
の
で
し
ょ
う
か
。
そ
れ
は
、

画
面
全
体
に
用
い
ら
れ
た
色
彩
＝
ベ
ロ
藍
で
す
。
プ
ル
シ

ア
ン
ブ
ル
ー
と
も
呼
ば
れ
る
ベ
ロ
リ
ン
藍
は
、
オ
ラ
ン
ダ

よ
り
輸
入
さ
れ
た
化
学
染
料
で
、
そ
の
濃
淡
の
美
し
さ
か

ら
浮
世
絵
に
多
用
さ
れ
ま
し
た
。
北
斎
は
見
事
に
こ
れ
を

使
い
こ
な
し
、
透
明
感
あ
る
こ
れ
ら
の
シ
リ
ー
ズ
を
続
け

て
発
行
し
た
の
で
す
。北
斎
が
描
き
出
し
た
涼
や
か
な「
名

所
め
ぐ
り
」
を
お
楽
し
み
く
だ
さ
い
。

1F企画展示室

7月16日(土)～8月21日(日)　北斎展は木曜日お休みします

北斎展 ─葛飾北斎生誕250周年記念─
主催／北陸中日新聞、石川県立美術館、石川テレビ
協力／ホノルル美術館
後援／アメリカ大使館、石川県、金沢市、金沢市教育委員会、NHK金沢放送局、 
　　　エフエム石川

1F企画展示室

ホノルル美術館所蔵

冨嶽三十六景　山下白雨

諸国名橋奇覧　三河の八ツ橋の古図

この展覧会に出品される浮世絵版画の修復は、
The Robert F. Lange Foundationの援助に
より行われました。

© Honolulu Academy of Arts

作品保護のため、観覧時間は、午後5時30
分まで。毎週木曜日は、休室します。ご了
承ください。

（　
　

）
内
は
前
売
お
よ
び
二
十
名
以
上
の
団
体
料
金

※
当
館
友
の
会
会
員
は
会
員
証
提
示
で
団
体
料
金
に
割
引

■
観
覧
料

諸国瀧廻り
　相州大山ろうべんの瀧

一　
　

般

一
、二
〇
〇
円
（
一
、〇
〇
〇
円
）

大
学
・
高
校
生

七
〇
〇
円
（
五
〇
〇
円
）

中
学
・
小
学
生

五
〇
〇
円
（
三
〇
〇
円
）
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7月16日(土)～9月6日(火)会期中無休

　

今
号
で
は
真
正
直
で
情
熱
的
、
温
情
深
い
と
評
さ
れ
た

西
山
英
雄
の
人
柄
と
画
塾
に
ま
つ
わ
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
紹

介
し
ま
す
。

　

明
治
四
十
四
年
京
都
市
に
生
ま
れ
た
西
山
英
雄
は
、

十
四
才
で
画
家
を
志
し
叔
父
の
西
山
翠
嶂
の
書
生
と
な
り

ま
す
。
玄
関
番
な
ど
を
務
め
な
が
ら
、
翠
嶂
主
催
の
画
塾

「
青
甲
社
」
に
所
属
し
精
進
を
重
ね
ま
す
。
二
十
三
才
、

初
め
て
の
帝
展
特
選
で
は
、
菊
池
契
月
や
西
村
五
雲
の
子

息
と
同
時
に
特
選
と
な
っ
た
た
め
〝
三
御
曹
司
〞
と
新
聞

に
取
り
上
げ
ら
れ
、
反
駁
し
ま
す
。
審
査
員
の
土
田
麦
僊

に
「
私
の
絵
に
特
選
の
価
値
が
な
い
の
で
し
ょ
う
か
」
と

直
談
判
に
行
っ
た
有
名
な
エ
ピ
ソ
ー
ド
は
英
雄
の
真
正
直

さ
を
物
語
っ
て
い
ま
す
。「
書
生
っ
子
で
御
曹
司
ど
こ
ろ

じ
ゃ
な
い
ん
で
す
。
お
茶
汲
み
し
た
り
、
雑
巾
が
け
を
し

た
り
も
し
ま
し
た
。
う
ち
の
先
生
（
翠
嶂
）
は
と
て
も
厳

し
か
っ
た
の
で
す
。」
と
当
時
を
語
っ
て
い
ま
す
。

　

昭
和
二
十
三
年
、
日
本
画
壇
の
閉
鎖
的
・
封
建
的
体
質

を
批
判
し
「
創
造
美
術
（
創
画
会
）」
が
結
成
さ
れ
ま
し
た
。

立
ち
上
げ
に
青
甲
社
か
ら
５
人
（
上
村
松
篁
、
沢
宏
靱
、

秋
野
不
矩
、
向
井
久
万
、
広
田
多
津
）
が
師
・
翠
嶂
に
無

断
で
参
加
。
英
雄
は
そ
れ
に
は
踏
み
と
ど
ま
り
、
翠
嶂
と

青
甲
社
を
守
り
ま
す
。
し
か
し
、
昭
和
三
十
二
年
、
翠
嶂

が
逝
去
す
る
と
、青
甲
社
の
解
散
に
踏
み
切
り
ま
す
。「
画

塾
の
封
建
制
度
は
崩
壊
さ
す
べ
き
」
と
し
、
そ
の
弊
害
と

し
て
「
作
者
の
思
想
が
無
く
な
る
」
こ
と
を
挙
げ
て
い
ま

す
。
画
家
育
成
に
際
し
て
、
作
者
の
思
想
や
個
性
を
尊
重

す
る
英
雄
の
考
え
が
窺
え
ま
す
。
そ
の
こ
と
は
青
甲
社
を

引
き
継
い
だ
い
く
つ
か
の
グ
ル
ー
プ
や
、
京
都
学
芸
大
学

（
現
・
京
都
教
育
大
学
）、
そ
し
て
金
沢
美
術
工
芸
大
学
で

の
後
進
の
指
導
に
認
め
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
本
展
で
は

師
・
西
山
英
雄
か
ら
受
け
た
薫
陶
、
エ
ピ
ソ
ー
ド
も
出
品

作
家
の
言
葉
で
紹
介
致
し
ま
す
。

学芸員の眼
　

西
山
英
雄
の
師
は
西
山
翠
嶂
。
翠
嶂
の
師
は
竹
内
栖
鳳
。
師
系
は
更
に
幸
野
楳
嶺
、
塩
川
文
麟
、
岡
本
豊
彦
、
松
村
呉

春
と
上
り
、
四
条
派
の
本
流
に
位
置
し
ま
す
。
し
か
し
、
翠
嶂
の
一
門
の
中
か
ら
は
本
文
掲
出
の
創
画
会
設
立
メ
ン
バ
ー

や
堂
本
印
象
ら
多
様
な
画
家
を
輩
出
し
て
い
ま
す
し
、
西
山
英
雄
や
今
回
出
品
の
作
家
も
四
条
派
と
位
置
づ
け
ら
れ
る
こ

と
は
今
日
勿
論
あ
り
ま
せ
ん
。
画
塾
青
甲
社
を
解
散
し
た
時
の
「
流
派
な
ど
の
大
切
に
し
た
約
束
事
に
は
そ
れ
な
り
の
意

義
が
あ
っ
た
し
、
翠
嶂
先
生
が
こ
れ
ま
で
塾
を
つ
づ
け
て
こ
ら
れ
た
こ
と
に
は
そ
の
時
代
の
意
味
が
あ
っ
た
」
と
い
う
言

葉
か
ら
は
、
技
法
や
目
に
見
え
る
こ
と
以
上
に
伝
え
る
べ
き
事
が
あ
る
。
と
い
う
想
い
が
感
じ
ら
れ
ま
す
し
、
今
回
出
品

の
作
家
の
作
品
か
ら
は
、
英
雄
の
薫
陶
が
な
し
得
た
〝
多
様
さ
〞
を
感
じ
る
こ
と
が
で
き
る
で
し
ょ
う
。

西山英雄　廃船　昭和9年　
京都市立芸術大学

坂根克介　觀音
平成16年

西山英雄と一門展
─昭和の巨星と金沢美術工芸大学出身の俊英たち─

特別陳列

第4展示室
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7月16日(土)～9月6日(火)会期中無休

　
「
夏
休
み
親
子
で
楽
し
む
美
術
館
│
さ
が
し
て
み
よ
う

│
」
の
展
示
室
は
、
３
つ
の
コ
ー
ナ
ー
で
構
成
さ
れ
て
い

ま
す
。

　

1
つ
目
は
、「
季
節
を
さ
が
し
て
み
よ
う
」。
作
品
に
表

現
さ
れ
て
い
る
季
節
を
春
・
夏
・
秋
・
冬
の
４
つ
の
季
節

か
ら
さ
が
し
だ
し
ま
す
。
下
段
掲
載
の
木
村
雨
山
「
春
秋

の
譜
」
の
よ
う
に
「
ど
ち
ら
が
春
？
」「
ど
ち
ら
が
秋
？
」

の
わ
か
り
や
す
い
作
品
か
ら
、
は
っ
き
り
し
た
決
め
て
を

さ
が
す
の
が
難
し
い
作
品
も
あ
り
ま
す
。み
な
さ
ん
に『
さ

が
し
て
み
よ
う
』
と
呼
び
か
け
て
い
ま
す
が
、
答
え
は
１

つ
と
は
か
ぎ
り
ま
せ
ん
。
見
る
人
に
よ
っ
て
違
う
答
え
に

な
る
作
品
も
あ
る
で
し
ょ
う
。
そ
の
時
は
、「
ど
う
し
て

そ
う
思
っ
た
？
」
と
親
子
や
家
族
で
話
し
合
っ
て
み
て
く

だ
さ
い
。
さ
ら
に
作
品
を〝
み
る
〞ち
か
ら
ア
ッ
プ
の
チ
ャ

ン
ス
で
す
。

　

２
つ
目
は
、「
い
く
つ
あ
る
か
さ
が
し
て
み
よ
う
」。
そ

れ
ぞ
れ
の
作
品
の
中
の
、
あ
る
も
の
に
つ
い
て
、
ど
こ
に

あ
る
か
、
い
く
つ
あ
る
か
さ
が
し
て
み
ま
す
。
数
え
る
も

の
の
数
が
た
く
さ
ん
あ
る
も
の
や
ど
こ
か
ら
数
え
れ
ば
よ

い
か
わ
か
り
づ
ら
い
も
の
な
ど
、
ち
ょ
っ
ぴ
り
い
じ
わ
る

な
「
さ
が
し
て
み
よ
う
」
の
コ
ー
ナ
ー
で
す
。

　

３
つ
目
は
、「
お
め
で
た
い
も
よ
う
を
さ
が
し
て
み
よ

う
」。
日
本
に
は
、
昔
か
ら
伝
わ
る
伝
統
の
も
よ
う
が
あ

り
ま
す
。
そ
の
中
で
も
松
竹
梅
や
鶴
亀
な
ど
縁
起
の
よ
い

と
さ
れ
る
も
よ
う
を
工
芸
作
品
か
ら
さ
が
し
て
み
ま
す
。

そ
れ
ぞ
れ
の
も
よ
う
の
意
味
を
知
り
、
ど
ん
な
思
い
で
作

品
に
そ
の
も
よ
う
を
刻
ん
だ
か
を
考
え
て
み
て
く
だ
さ
い
。

こ
の
〝
お
め
で
た
い
も
よ
う
〞
は
、
こ
の
展
示
室
だ
け
で

な
く
第
２
展
示
室
で
開
催
の
「
古
九
谷
・
再
興
九
谷
名
品

展
」
な
ど
で
も
た
く
さ
ん
見
つ
け
る
こ
と
が
で
き
る
で

し
ょ
う
。
是
非
、
他
の
展
示
室
へ
も
足
を
運
ん
で
「
お
め

で
た
い
も
よ
う
を
さ
が
し
て
み
よ
う
」。

学芸員の眼
　
「
さ
が
し
て
み
よ
う
」
の
展
示
室
で
さ
が
す
活
動
を
す
る
時
の
方
法
、
作
品
を
〝
よ
ー
く
み
る
〞
に
つ
い
て
具
体
的
な

方
法
を
紹
介
し
ま
し
ょ
う
。
ま
ず
、
絵
画
な
ど
の
作
品
で
は
、
離
れ
て
み
て
み
る
と
作
品
の
全
体
が
見
渡
せ
ま
す
。
そ
し

て
近
づ
い
て
み
て
み
る
と
、
離
れ
て
み
た
時
分
か
ら
な
か
っ
た
細
か
い
部
分
が
見
え
て
き
ま
す
。
離
れ
た
り
近
づ
い
た
り

し
て
見
え
方
を
確
か
め
て
み
る
と
、
思
い
が
け
な
い
発
見
が
…
。
ま
た
、
彫
刻
な
ど
立
体
作
品
は
、
作
品
の
周
り
を
一
周

ま
わ
っ
て
み
ま
し
ょ
う
。
一
方
方
向
か
ら
み
る
だ
け
で
な
く
前
か
ら
見
た
り
、
後
ろ
か
ら
見
た
り
と
い
ろ
い
ろ
な
角
度
か

ら
み
た
り
、
し
ゃ
が
ん
で
目
の
高
さ
を
変
え
る
な
ど
も
し
て
み
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
み
る
位
置
を
変
え
る
こ
と
で
、
ま
た
、

新
た
な
発
見
に
出
会
え
る
こ
と
で
し
ょ
う
。

第6展示室さがしてみよう

夏休み親子で楽しむ美術館

春秋の譜　木村雨山 長寿餝皿　二代德田八十吉



BIJUTSUKAN DAYOR I  No .3345

　

書
に
欠
か
せ
な
い
硯
、
筆
、
紙
、
墨
は
中
国
の
宋
時
代

以
降
「
文
房
四
宝
」
と
呼
ば
れ
、
文
人
の
間
で
最
も
重
要

な
道
具
と
し
て
珍
重
さ
れ
て
き
ま
し
た
。
筆
、
紙
、
墨
は

消
耗
品
で
も
あ
り
ま
す
が
、
硯
は
半
永
久
的
に
所
蔵
が
可

能
な
と
こ
ろ
か
ら
、
中
国
で
は
殊
に
硯
に
対
す
る
思
い
入

れ
が
生
ま
れ
ま
し
た
。
そ
の
た
め
「
硯
に
魂
が
宿
る
」
と

捉
え
て
い
ま
し
た
。
そ
れ
ゆ
え
文
房
具
は
単
に
書
の
道
具

と
い
う
よ
り
も
、
伝
統
あ
る
文
人
思
想
を
背
景
と
し
て
発

展
し
た
工
芸
品
と
言
え
ま
す
。

　

墨
は
そ
の
一
部
を
二
十
二
年
ぶ
り
に
展
示
し
ま
す
が
、

乾
・
坤
の
二
箱
に
各
五
段
重
ね
と
な
り
、
墨
の
形
に
応
じ

て
刳
形
を
設
け
、
合
計
五
十
五
挺
が
収
納
さ
れ
て
い
ま
す
。

今
回
は
第
二
重
と
第
五
重
の
九
挺
の
墨
と
付
属
す
る
墨
譜

と
呼
ば
れ
る
調
書
と
拓
本
の
二
冊
を
展
示
し
ま
す
。
そ
の

中
に
は
、
割
れ
や
欠
け
の
あ
る
も
の
、
使
用
跡
の
あ
る
墨

も
含
ま
れ
て
い
ま
す
が
、
そ
こ
に
愛
用
品
と
し
て
の
魅
力

が
伝
わ
っ
て
き
ま
す
。
そ
の
他
に
中
国
の
文
房
具
と
し
て
、

文
鎮
・
筆
架
・
水
滴
・
水
入
・
墨
床
な
ど
に
、
日
本
の
文

台
・
硯
箱
を
合
わ
せ
て
展
示
し
、
一
部
に
室
礼
の
展
示
を

工
夫
し
て
み
ま
し
た
。
こ
う
し
た
文
人
思
想
に
基
づ
く
文

房
具
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
は
、
そ
の
多
く
が
小
堀
遠
州
や
三

代
藩
主
前
田
利
常
の
収
集
品
と
思
わ
れ
ま
す
。
茶
道
具
や

名
物
裂
の
収
集
と
同
様
に
、
両
者
の
精
神
世
界
と
も
い
え

る
美
意
識
を
感
じ
て
い
た
だ
く
と
と
も
に
、
当
時
一
流
の

文
化
人
た
ち
の
手
跡
の
美
と
、
そ
こ
に
記
さ
れ
た
心
情
に

触
れ
る
ひ
と
時
を
お
過
ご
し
く
だ
さ
い
。

　

今
回
の
展
示
で
再
認
識
し
て
い
た
だ
き
た
い
の
は
、
古

九
谷
と
い
う
概
念
の
広
さ
で
す
。
そ
こ
で
特
に
古
九
谷
の

小
品
に
つ
い
て
、
近
年
展
示
さ
れ
な
か
っ
た
館
蔵
品
を
今

回
選
定
し
て
い
ま
す
。
古
九
谷
と
い
え
ば
豪
放
華
麗
な
平

鉢
類
を
思
い
起
こ
す
か
た
が
多
い
と
思
い
ま
す
が
、
小
皿

類
や
徳
利
に
こ
そ
味
わ
い
が
あ
る
と
し
て
コ
レ
ク
シ
ョ
ン

さ
れ
て
い
る
か
た
も
い
ま
す
。
平
鉢
と
小
皿
は
同
一
意
匠

の
も
の
も
あ
れ
ば
、
全
く
別
の
印
象
を
与
え
る
も
の
も
あ

り
ま
す
。
そ
し
て
こ
の
両
者
を
眺
め
て
い
る
と
、
九
州
の

色
絵
か
ら
古
九
谷
、
そ
し
て
再
興
九
谷
か
ら
現
代
の
九
谷

焼
ま
で
を
包
含
す
る
よ
う
な
美
意
識
を
感
じ
る
こ
と
が
で

き
ま
す
。
そ
れ
は
、
自
然
や
文
化
を
含
む
広
い
意
味
で
の

加
賀
の
風
土
が
九
州
か
ら
選
び
、
独
自
に
洗
練
さ
せ
て

い
っ
た
色
絵
の
美
意
識
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
で
し
ょ
う
。

　

や
き
も
の
を
展
示
す
る
際
に
頭
を
悩
ま
せ
る
の
が
、
裏

面
や
見
込
を
見
た
い
と
の
ご
要
望
に
ど
の
よ
う
に
対
応
す

る
か
で
す
。
そ
の
一
方
で
、
強
い
地
震
も
想
定
し
て
展
示

を
行
わ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
そ
こ
で
今
般
『
九
谷
名

品
図
録
』
の
増
補
版
刊
行
に
あ
た
り
、
小
品
を
除
く
古
九

谷
全
作
品
と
、
主
要
な
再
興
九
谷
の
裏
面
と
銘
の
図
版
も

掲
載
す
る
こ
と
で
、
こ
の
問
題
の
改
善
を
図
り
ま
し
た
。

同
図
録
で
は
古
九
谷
平
鉢
類
の
解
説
を
全
面
的
に
書
き
改

め
た
ほ
か
、
近
年
の
発
掘
成
果
な
ど
も
概
説
に
織
り
込
ん

で
あ
り
ま
す
。
こ
の
機
会
に
是
非
ご
覧
く
だ
さ
い
。

7月16日(土)～9月6日(火)会期中無休7月16日(土)～9月6日(火)会期中無休

書跡と文房具

前田育徳会尊經閣文庫分館

古九谷・再興九谷
名品展

第2展示室

墨　第二重色絵万年青図平鉢　吉田屋窯　
江戸19世紀
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会期：9月11日(日)～10月23日(日)

8月25日（木）～8月29日（月）午後6時まで8月25日（木）～8月28日（日）会期中無休

　

日
本
的
フ
ォ
ー
ヴ
ィ
ズ
ム
（
野
獣
派
）
の
流
れ
を
汲

む
独
立
展
は
、
昭
和
五
年
に
結
成
さ
れ
、
須
田
国
太

郎
や
林
武
な
ど
、
自
由
で
個
性
強
烈
な
作
家
を
輩
出

し
て
い
る
こ
と
で
知
ら
れ
る
日
本
有
数
の
団
体
展
で
す
。

　

石
川
独
立
は
、
昭
和
五
十
四
年
に
県
内
在
住
の
独

立
展
出
品
者
を
中
心
に
Ｄ
Ｏ
展
と
し
て
発
足
し
、
今
回

二
十
一
回
展
を
迎
え
ま
す
。
メ
ン
バ
ー
は
各
自
三
〜
五

点
を
出
品
し
、
会
期
中
の
八
月
二
十
七
日
（
土
）
に
は

批
評
会
を
行
い
ま
す
。

◆
出
品
作
家

　

金
子
顕
司
、
京
岡
英
樹
、
桑
野
幾
子
、 

　

田
井 
淳
、
西
又
浩
二
、
堀 

一
浩
、

　

三
浦
賢
治
、
水
野
寿
代
、
山
田
裕
之

◆
入
場
無
料

◆
連
絡
先　

堀
一
浩

　

T
E
L　

〇
七
六
│
二
三
二
│
九
〇
九
一

　

全
国
の
伝
統
的
工
芸
品
を
業
種
別
に
み
ま
す
と
、

染
織
品
が
最
も
多
い
の
で
す
が
、
専
門
の
美
術
館
・

博
物
館
が
多
い
の
が
陶
磁
器
で
す
。
本
展
で
取
り
上

げ
る
三
十
三
件
の
う
ち
十
五
件
が
陶
磁
器
で
す
。
今

回
は
陶
磁
器
部
門
の
主
な
展
示
作
品
を
紹
介
し
ま
す
。

　

瀬
戸
焼
で
は
、
平
安
時
代
の
重
文
・
灰
釉
多
口
瓶

（
猿
投
）、
加
藤
唐
九
郎
の
黄
瀬
戸
縁
鉢
。
常
滑
焼
で

は
、
平
安
時
代
の
三
筋
壺
や
甕
、
山
田
常
山
の
朱
泥

茶
注
。
美
濃
焼
で
は
、
桃
山
時
代
の
志
野
山
水
文
大

鉢
や
織
部
、
荒
川
豊
蔵
の
瀬
戸
黒
茶
碗
。
越
前
焼
で

は
、
平
安
時
代
の
三
耳
壺
、
桃
山
時
代
の
片
口
小
壺
。

信
楽
焼
で
は
、
室
町
時
代
の
檜
垣
文
壺
、
江
戸
時
代

の
胴
四
方
掛
花
入
。
京
焼
・
清
水
焼
で
は
、
江
戸
時

代
の
銹
絵
染
付
舟
形
向
付
、
六
代
清
水
六
兵
衛
の
芒

花
瓶
。
丹
波
焼
で
は
、
室
町
時
代
の
壺
、
江
戸
時
代

の
朝
倉
山
椒
壺
。
備
前
焼
で
は
、
桃
山
時
代
の
種
壺

形
水
指
、
金
重
陶
陽
の
三
角
擂
座
花
入
。
萩
焼
で
は
、

江
戸
時
代
の
割
俵
形
茶
碗
、
三
輪
休
和
の
割
高
台
茶

碗
。
伊
万
里
・
有
田
焼
で
は
、
江
戸
時
代
の
色
絵
花

鳥
文
皿
（
柿
右
衛
門
様
式
）、
重
文
・
染
付
鷺
文
三

脚
付
台
鉢
（
鍋
島
）、
十
四
代
酒
井
田
柿
右
衛
門
の

濁
手
撫
子
文
大
皿
、
十
三
代
今
泉
今
右
衛
門
の
色
絵

薄
墨
露
草
文
鉢
。
唐
津
焼
で
は
、
桃
山
時
代
の
絵
唐

津
萩
文
壺
、
十
三
代
中
里
太
郎
右
衛
門
の
叩
き
唐
津

象
嵌
魚
文
壺
。
壺
屋
焼
で
は
、
江
戸
時
代
の
県
文
・

呉
須
絵
線
彫
魚
文
皿
、
金
城
次
郎
の
魚
文
線
彫
皿
な

ど
で
す
。
こ
の
ほ
か
、
そ
れ
ぞ
れ
の
地
元
に
お
け
る

重
要
な
作
家
の
作
品
も
多
数
展
示
い
た
し
ま
す
。

　

日
本
新
工
芸
家
連
盟
は
、
工
芸
の
原
点
を
見
つ
め
、

各
作
家
が
工
芸
素
材
を
生
か
し
、
技
術
を
駆
使
し
て

現
代
に
望
ま
れ
て
い
る
生
活
と
美
と
の
調
和
を
テ
ー

マ
と
し
て
、
制
作
活
動
を
続
け
て
い
ま
す
。

　

第
三
十
三
回
日
本
新
工
芸
展
の
出
品
作
と
石
川
会

会
員
の
近
作
を
展
示
い
た
し
ま
す
。

　

多
く
の
方
々
に
ご
高
覧
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
す
。

◆
主
な
出
品
作
家

　

北
出
不
二
雄
・
高
光
一
生
・
原
田
実
・
戸
出
克
彦

◆
入
場
無
料

◆
連
絡
先

　

新
工
芸
石
川
会
展
事
務
局　

戸
出
克
彦

　

金
沢
市
宮
野
町
ト
７
４

　

T
E
L　

〇
七
六
│
二
五
七
│
五
九
五
一

地域文化が育んだ
美術館・博物館の

名品展

第25回

日本新工芸石川会展
第21回

石川独立DO展

企画展Topics

第7展示室第8・9展示室

常滑  三筋壺
愛知県陶磁資料館

絵唐津  萩文壺
佐賀県立九州陶磁文化館

壺屋  呉須絵線彫魚文皿
沖縄県立博物館・美術館
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作
家
を
知
り
、
よ
り
広
い
、
よ
り
深
い
作
品
鑑
賞

に
繋
げ
て
い
た
だ
き
た
い
。
そ
う
い
う
思
い
で
開
催

し
た
展
覧
会
で
す
。
自
画
像
の
横
に
同
じ
頃
の
写
真

を
添
え
、
あ
る
作
家
に
つ
い
て
は
作
品
や
パ
レ
ッ
ト

も
交
え
て
、
明
治
か
ら
現
代
ま
で
六
十
五
作
家
、

一
三
二
点
の
構
成
と
な
り
ま
し
た
。

　

毎
週
日
曜
日
の
午
前
に
は
担
当
学
芸
員
が
ギ
ャ
ラ

リ
ー
ト
ー
ク
を
行
い
、
約
一
時
間
、
三
つ
の
展
示
室

を
回
り
、
解
説
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
本
展
の

場
合
、
作
家
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
重
点
的
に
語
る
こ
と

が
で
き
る
と
い
う
の
が
強
み
で
、
参
加
い
た
だ
い
た

方
々
に
は
お
楽
し
み
い
た
だ
け
た
の
で
は
と
思
っ
て

い
ま
す
。
さ
て
、
こ
う
し
て
会
場
を
回
っ
て
い
き
ま

す
と
、
解
説
パ
ネ
ル
が
も
っ
と
必
要
だ
っ
た
か
と
い

う
気
が
い
た
し
ま
し
た
。

　

作
品
キ
ャ
プ
シ
ョ
ン
の
下
に
は
作
家
略
歴
に
ほ
ん

の
少
し
作
家
の
特
徴
を
加
え
た
作
家
解
説
を
添
え
て

い
た
の
で
す
が
、
パ
レ
ッ
ト
か
ら
伺
え
る
作
家
像
や
、

ギ
ャ
ラ
リ
ー
ト
ー
ク
の
ダ
イ
ジ
ェ
ス
ト
版
の
よ
う
な

解
説
が
あ
っ
て
も
い
い
の
で
は
と
考
え
た
の
で
し
た
。

で
も
、
作
品
を
見
る
よ
り
も
文
字
を
読
む
時
間
が
長

く
な
っ
て
し
ま
っ
て
は
本
末
転
倒
と
い
う
も
の
で
す
。

自
画
像
が
画
家
の
内
面
を
描
い
た
も
の
で
あ
れ
ば
、

そ
れ
を
見
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
よ
り
画
家
を
知
る
こ

と
が
で
き
る
。
と
は
い
う
も
の
の
、
経
歴
な
ど
は
文

字
情
報
で
し
か
得
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
作
品
と

キ
ャ
プ
シ
ョ
ン
、
そ
の
兼
ね
合
い
に
つ
い
て
考
え
さ

せ
ら
れ
た
展
覧
会
で
し
た
。

展覧会回顧

■
親
子
鑑
賞
講
座 

二
階
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
展
示
室 

午
後
十
三
時
三
〇
分
〜 

参
加
無
料

七
日
（
日
）

ア
ー
ト
の
森
で
〝
さ
が
し
て
み
よ
う
〞

■
土
曜
講
座 

美
術
館
講
義
室 

午
後
十
三
時
三
〇
分
〜 

聴
講
無
料

二
十
七
日
（
土
）
防
虫
に
つ
い
て　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

宮　

衛　

学
芸
第
一
課
長

■
伝
統
芸
能
文
化
シ
ネ
マ 

美
術
館
ホ
ー
ル 

午
後
十
四
時
三
〇
分
〜 

入
場
無
料

六
日
（
土
）

加
賀
象
嵌　

中
川
衛　

美
の
世
界　

―
新
た
な
伝
統
を
作
る
―

中
川
衛
氏
と
白
石
和
己
山
梨
県
立
美
術
館
館
長
と
の
対
談
も
あ
り
ま
す

セルフ・ポートレイト展
─キャンバスの中の巨匠たち─

第
九
回 

美
術
館
バ
ス
ツ
ア
ー
報
告

平
成
二
十
三
年
六
月
二
十
六
日

８
月
の
行
事
予
定

　

第
九
回
を
数
え
る
美
術
館
バ
ス
ツ
ア
ー
は
、
能
登
の
寺
社
を
訪
れ
ま
し
た
。
今
回
も
募
集
定

員
を
超
え
る
応
募
が
あ
り
、
当
選
し
た
四
十
四
名
の
方
に
ご
参
加
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

最
初
の
見
学
地
は
、
加
賀
藩
初
代
藩
主
前
田
利
家
と
の
縁
が
深
い
志
賀
町
の
高
爪
神
社
で

す
。
博
識
な
副
宮
司
さ
ん
か
ら
詳
し
い
説
明
を
受
け
、
利
家
の
書
状
を
特
別
に
公
開
し
て
い
た

だ
き
ま
し
た
。
昼
食
後
は
、
曹
洞
宗
の
古
刹
の
總
持
寺
祖
院
へ
向
か
い
ま
し
た
。
近
辺
の
展
示

施
設
・
禅
の
里
交
流
館
で
は
、
展
示
資
料
を
見
な
が
ら
の
説
明
、
伝
韓
幹
筆
「
牧
馬
図
」
な
ど

の
特
別
展
示
が
あ
り
、
さ
ら
に
寺
の
内
部
で
も
詳
し
い
説
明
が

あ
り
ま
し
た
。
ま
た
最
後
の
穴
水
町
・
明
泉
寺
で
は
、
境
内
古

絵
図
を
観
せ
て
い
た
だ
き
、
ご
住
職
さ
ん
か
ら
詳
し
い
説
明
を

受
け
て
の
見
学
と
な
り
ま
し
た
。

　

時
期
的
に
梅
雨
の
只
中
で
あ
る
た
め
、
あ
い
に
く
の
雨
模
様

で
し
た
が
、
各
見
学
地
や
参
加
者
の
皆
さ
ん
の
ご
協
力
に
よ

り
、
無
事
に
全
行
程
を
終
了
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
こ
の

場
を
お
借
り
し
て
お
礼
を
申
し
上
げ
ま
す
。

總持寺山門にて
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8月は無休で開館します

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

8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　

次回の展覧会
前田育徳会尊經閣文庫分館 第2～第6展示室

加賀藩の美術工芸 秋の優品選

企画展示室

当館企画展　地域文化が育んだ美術館・博物館の名品展

越前　三耳壺　福井県陶芸館 志野　山水文大鉢
岐阜市歴史博物館

黄瀬戸縁鉢　加藤唐九郎
愛知県陶磁資料館

丹波  壺　兵庫陶芸美術館 粟田  銹絵染付舟形向付
京都府京都文化博物館

信楽  檜垣文壺
滋賀県立陶芸の森陶芸館

重文 鍋島  染付鷺文三脚付台鉢
佐賀県立九州陶磁文化館

萩  割俵形茶碗　
山口県立萩美術館・浦上記念館

備前　三角擂座花入  金重陶陽
岡山県立美術館


