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前
号
で
、
七
つ
の
章
に
須
田
展
は
構
成
さ
れ
て
い
る

と
述
べ
ま
し
た
。
第
7
展
示
室
に
第
一
章
【
渡
欧
前
】、

第
二
章
【
渡
欧
・
模
写
】、
第
三
章
【
第
1
回
個
展
か

ら
大
戦
へ
】、
第
8
展
示
室
に
第
四
章
【
山
間
風
景
】

と
第
五
章
【
動
物
と
花
の
描
か
れ
た
風
景
】
の
前
半
、

第
9
展
示
室
に
第
五
章
の
後
半
と
第
六
章
【
人
里
の
風

景
】
と
【
ス
ケ
ッ
チ
】
に
区
分
し
た
作
品
を
展
示
し
て

い
ま
す
。

　

人
に
よ
っ
て
思
い
は
様
々
で
し
ょ
う
が
、
圧
巻
は
第

7
展
示
室
と
の
声
が
多
い
よ
う
で
す
。
主
に
二
十
代
か

ら
四
十
代
半
ば
ま
で
の
作
品
が
ず
ら
り
と
並
ん
で
い
ま

す
。
ス
ペ
イ
ン
・
プ
ラ
ド
美
術
館
で
の
グ
レ
コ
や
テ
ィ

ツ
ィ
ア
ー
ノ
、
テ
ィ
ン
ト
レ
ッ
ト
の
大
き
な
模
写
、

四
十
一
歳
で
開
催
し
た
初
個
展
出
品
作
、
そ
し
て
独
立

美
術
協
会
会
員
と
な
っ
て
発
表
し
た
大
作
な
ど
、
渋
い

色
調
と
造
形
に
魅
了
さ
れ
ま
す
。「
本
物
の
絵
を
見
て

い
る
」
と
い
う
思
い
が
し
ま
す
。

　

こ
の
緊
張
感
に
溢
れ
た
第
7
展
示
室
を
出
て
、
第
8

展
示
室
に
入
る
と
、
一
転
伸
び
や
か
な
気
分
に
な
り
ま

す
。
山
な
み
を
描
い
た
風
景
は
、
印
象
派
の
画
家
が
時

間
を
変
え
て
描
い
た
連
作
を
思
わ
せ
ま
す
し
、「
犬
」

や
「
鵜
」
な
ど
の
動
物
の
代
表
作
は
、
神
秘
的
で
あ
っ

た
り
ユ
ー
モ
ラ
ス
で
あ
っ
た
り
も
し
て
、
黒
と
白
と
が

美
し
い
戦
後
の
須
田
の
新
し
い
作
風
を
感
じ
さ
せ
ま

す
。

　

第
9
展
示
室
の
最
後
の
コ
ー
ナ
ー
か
ら
は
、
須
田
の

執
念
を
感
ず
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。「
あ
る
建

築
家
の
肖
像
」
は
、
ス
ペ
イ
ン
の
天
才
建
築
家
ガ
ウ

デ
ィ
と
彼
の
不
思
議
な
建
物
が
描
か
れ
て
い
ま
す
。
も

う
一
度
画
家
と
し
て
ス
ペ
イ
ン
に
行
っ
て
勉
強
し
た

い
と
の
思
い
を
、
須
田
は
常
々
周
囲
に
語
っ
て
い
ま

し
た
。
そ
れ
は
病
床
に
あ
っ
て
も
同
様
で
、
特
殊
な

イ
ー
ゼ
ル
を
持
ち
込
ん
で
、
油
絵
を
描
き
続
け
、
昭
和

三
十
六
年
十
二
月
十
六
日
、
七
十
歳
で
亡
く
な
っ
た
の

で
し
た
。

一　
　

般

一
、〇
〇
〇
円
（
八
〇
〇
円
）

大 

学 

生

六
〇
〇
円
（
五
〇
〇
円
）

高
中
小
生

三
〇
〇
円
（
二
〇
〇
円
）

　

※
（　
　

）
内
は
二
〇
名
以
上
の
団
体
料
金

当館企画展

須田国太郎展
－没後50年に顧みる－

9月1日（ 土）～10月14日（ 日）　 会期中無休

1F企画展示室

　

須
田
の
戦
前
の
絵
は
赤
を
強
く
感
じ
ま
す
。
こ
の
赤
褐
色
の
色
調
は
、
古
典
の
模
写
か
ら
来
て
い
る
と
思
わ
れ
ま

す
。
バ
ロ
ッ
ク
の
画
家
達
は
キ
ャ
ン
バ
ス
に
施
し
た
下
地
に
褐
色
を
塗
り
、
線
描
で
デ
ッ
サ
ン
し
た
後
、
明
る
い
部
分

と
暗
い
部
分
を
大
き
く
塗
り
分
け
て
、
明
暗
と
ボ
リ
ュ
ー
ム
を
出
し
、
そ
の
上
に
色
彩
を
施
し
て
い
き
ま
し
た
。

　

パ
レ
ッ
ト
が
木
製
で
茶
色
を
し
て
い
る
の
は
、
キ
ャ
ン
バ
ス
に
施
し
た
褐
色
の
上
に
絵
具
を
塗
っ
て
い
く
際
、
色
味

を
確
認
す
る
の
に
適
っ
て
い
る
か
ら
で
す
。

　

須
田
は
美
術
史
家
と
し
て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
絵
画
史
を
学
び
、
画
家
と
し
て
模
写
を
通
じ
古
典
の
技
法
、
つ
ま
り
、
油

絵
は
幾
重
に
も
絵
具
の
層
が
重
な
っ
て
で
き
る
も
の
で
あ
る
こ
と
、
重
層
的
構
造
を
持
っ
た
平
面
で
あ
る
こ
と
を
学
ん

だ
の
で
し
た
。
後
年
の
擦
っ
た
り
引
っ
掻
い
た
り
し
た
須
田
の
画
面
が
美
し
い
絵
肌
を
見
せ
て
い
る
の
は
、
し
っ
か
り

と
絵
具
層
が
重
な
っ
て
い
る
か
ら
こ
そ
と
い
え
る
で
し
ょ
う
。

学芸員の眼

主催／石川県立美術館、日本経済新聞社　特別協力／京都国立近代美術館

ある建築家の肖像 山羊と木蓮
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三
代
藩
主
前
田
利
常
は
『
七
十
一
番
職
人
歌
合
』
と

同
じ
よ
う
に
、
後
水
尾
院
よ
り
贈
ら
れ
た
作
品
が
あ
り

ま
す
。
そ
の
中
で
も
重
要
な
も
の
が
『
天
神
画
像
』
と

『
忍
』
の
二
幅
で
す
。
い
ず
れ
も
後
水
尾
院
の
宸
筆
で
、

前
者
は
小
松
天
満
宮
建
立
の
際
に
贈
ら
れ
た
も
の
で
、

学
問
や
芸
道
の
神
様
で
あ
る
『
天
神
画
像
』
に
、
前
田

家
の
祖
先
と
し
て
崇
拝
す
る
菅
原
道
真
（
天
神
）
の
歌

と
さ
れ
る
「
心
だ
に
ま
こ
と
の
道
に
か
な
ひ
な
ば　

祈

ら
ず
と
て
も
神
や
守
ら
む
」
が
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
後

者
は
、
文
字
通
り
幕
府
の
政
治
的
圧
力
を
耐
え
忍
ぶ
と

い
う
天
皇
の
心
境
を
伝
え
る
も
の
で
、
同
じ
心
境
の
利

常
へ
の
深
い
配
慮
を
感
じ
さ
せ
ま
す
。

　

後
水
尾
院
と
利
常
は
、
徳
川
二
代
将
軍
秀
忠
の
姫
を

そ
れ
ぞ
れ
に
入
内
・
輿
入
れ
と
い
う
関
係
に
象
徴
さ
れ

る
よ
う
に
、
徳
川
幕
府
の
政
治
的
屈
従
を
強
い
ら
れ
た

立
場
に
あ
り
ま
し
た
。
後
水
尾
院
は
禁
中
並
公
家
諸
法

度
の
制
定
な
ど
に
よ
る
制
約
の
な
か
で
、
学
芸
に
専
念

さ
せ
ら
れ
た
こ
と
を
逆
手
に
と
り
、
天
皇
家
は
文
化
の

最
高
権
威
者
で
あ
り
、
文
化
そ
の
も
の
の
体
現
者
で
あ

る
と
す
る
考
え
方
を
推
し
進
め
て
い
く
の
で
し
た
。

　

一
方
の
利
常
は
、
そ
の
よ
う
な
後
水
尾
院
を
中
心
と

し
た
宮
廷
文
化
サ
ロ
ン
の
人
々
と
の
交
流
の
中
で
、
文

化
政
策
を
推
し
進
め
、
加
賀
藩
の
文
化
を
築
い
て
い
く

こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

　

こ
の
よ
う
な
点
か
ら
、
現
在
公
開
中
の
『
七
十
一
番

職
人
歌
合
』
が
い
か
に
前
田
家
に
と
っ
て
重
要
で
あ
っ

た
か
が
認
識
い
た
だ
け
た
こ
と
と
思
い
ま
す
。
さ
ら

に
、
こ
の
歌
合
を
利
常
が
瑞
龍
寺
に
奉
納
し
ま
し
た
。

利
常
は
二
代
利
長
の
菩
提
寺
と
し
て
瑞
龍
寺
を
建
立

し
、
利
長
の
月
命
日
に
は
様
々
な
品
を
奉
納
し
て
い
ま

す
が
、
異
母
兄
で
あ
る
利
長
へ
の
畏
敬
の
念
を
感
じ
取

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

特別陳列

尊經閣文庫名品展
－ 職 人 歌 合 の 世 界 －
9月1日（ 土）～10月21日（ 日）　 会期中無休

前田育徳会
尊經閣文庫分館

　

こ
の
歌
合
の
序
は
、
次
の
よ
う
な
古
今
集
仮
名
序
を
想
起
さ
せ
る
は
じ
ま
り
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　
「
や
ま
と
う
た
は
、
人
の
心
を
種
と
し
て
、
万
の
言
の
葉
と
ぞ
な
れ
り
け
る
。
世
の
中
に
あ
る
人
、
…
生
き
と
し
生

け
る
も
の
、
い
づ
れ
か
歌
を
よ
ま
ざ
り
け
る
。
力
を
も
入
れ
ず
し
て
天
地
を
動
か
し
、…
男
女
の
な
か
を
も
や
は
ら
げ
、

猛
き
武
士
の
心
を
も
慰
む
る
は
、
歌
な
り
。」
そ
し
て
、
職
人
語
彙
を
用
い
な
が
ら
、
情
緒
的
な
世
界
を
詠
ん
だ
歌
を

評
価
（
判
定
）
し
て
い
る
点
に
、
こ
う
し
た
伝
統
が
反
映
さ
れ
て
い
ま
す
。
な
お
、
最
後
の
七
十
一
番
に
「
酢
造
・
心

太
売
」
が
配
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
酢
を
「
あ
ま
り
」
と
も
呼
ぶ
こ
と
か
ら
、
七
十
番
の
歌
合
に
「
余
り
」
と
し
て
追
加

す
る
構
成
と
な
っ
て
い
ま
す
。
心
太
（
と
こ
ろ
て
ん
）
に
酢
を
か
け
て
食
す
事
か
ら
こ
の
組
合
せ
に
な
っ
て
い
る
よ
う

で
す
が
、
こ
う
し
た
点
に
も
豊
か
な
言
葉
の
世
界
が
認
め
ら
れ
ま
す
。

学芸員の眼

七十一番職人歌合（下巻）【部分】江戸時代　17世紀
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前
回
は
、
本
阿
弥
光
悦
、
俵
屋
宗
達
、
尾
形
光
琳
に

つ
い
て
お
話
し
し
ま
し
た
が
、
今
回
は
、
宗
達
の
様
式

を
継
承
し
た
俵
屋
宗
雪
と
喜
多
川
相
説
を
ご
紹
介
し
ま

す
。
宗
雪
は
俵
屋
宗
達
の
後
継
者
で
、
そ
の
弟
と
も
弟

子
と
も
言
わ
れ
る
が
定
か
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
宗
達
存

命
中
は
、
工
房
を
代
表
す
る
画
工
の
一
人
だ
っ
た
と
考

え
ら
れ
、
宗
達
没
後
は
工
房
印
で
あ
る
「
伊
年
」
を
継

承
し
自
作
に
用
た
た
め
、
昭
和
五
十
年
代
ま
で
宗
達
と

し
ば
し
ば
混
同
さ
れ
ま
し
た
。

　

寛
永
十
六
年
（
一
六
三
九
）
堺
の
養
寿
寺
の
杉
戸
絵

を
描
き
、
寛
永
十
九
年
（
一
六
四
二
）
頃
に
は
法
橋
と

な
り
、
同
年
加
賀
藩
三
代
藩
主
前
田
利
常
の
命
で
、
八

条
殿
内
の
御
内
儀
御
殿
化
粧
之
間
、
客
之
間
の
襖
絵
を

描
い
て
い
ま
す
。
寛
永
二
十
年
（
一
六
四
三
）
か
ら
正

保
初
め
頃
に
金
沢
に
下
り
、
前
田
家
の
御
用
絵
師
と
な

り
、
慶
安
三
年
（
一
六
五
三
）
に
は
狩
野
探
幽
と
共

に
、
前
田
利
治
の
江
戸
屋
敷
に
草
花
図
を
描
い
て
い
ま

す
。
今
回
展
示
し
て
い
る
宗
雪
の
「
群
鶴
図
」（
石
川

県
指
定
文
化
財
）
は
、
宗
達
風
の
様
式
に
狩
野
派
の
筆

法
を
加
味
し
た
表
現
が
注
目
さ
れ
ま
す
。

　

宗
雪
の
工
房
は
、
喜
多
川
相
説
が
継
い
だ
と
考
え
ら

れ
て
い
ま
す
。
金
沢
地
方
に
は
宗
雪
の
後
継
者
が
制
作

し
た
多
く
の
伊
年
印
草
花
図
屏
風
が
残
さ
れ
て
お
り
、

そ
の
伝
統
は
江
戸
時
代
末
頃
ま
で
続
き
ま
し
た
。
尾
形

光
琳
も
宗
雪
や
相
説
の
様
式
に
倣
っ
た
草
花
図
を
制
作

し
て
お
り
、
こ
の
両
者
は
光
琳
の
画
風
に
も
大
き
な
影

響
を
与
え
て
い
ま
す
。

　

今
回
の
特
集
で
は
、
鴨
居
の
没
後
ア
ト
リ
エ
の
壁
に

未
完
の
ま
ま
掛
け
ら
れ
て
い
た
小
品
を
、
集
合
的
に
展

示
し
て
み
ま
し
た
。
こ
れ
ら
が
、
果
た
し
て
完
成
を
目

指
し
た
も
の
な
の
か
、
あ
る
い
は
エ
ス
キ
ー
ス
的
な
、

つ
ま
り
下
絵
的
な
も
の
だ
っ
た
の
か
は
、
判
断
が
難
し

い
と
こ
ろ
で
す
。
何
点
か
キ
ャ
ン
バ
ス
の
裏
に
作
品
名

が
筆
で
記
さ
れ
て
い
る
も
の
も
あ
り
ま
す
が
、
表
の
絵

と
は
か
け
離
れ
た
タ
イ
ト
ル
で
、
お
そ
ら
く
、
い
っ
た

ん
完
成
し
た
作
品
を
つ
ぶ
す
か
、
上
書
き
し
、
別
の

テ
ー
マ
で
描
き
出
し
た
と
思
わ
れ
ま
す
。
レ
ン
ト
ゲ
ン

で
撮
影
し
て
み
た
い
衝
動
に
駆
ら
れ
ま
す
。

　

緑
色
を
全
面
に
塗
っ
て
、
線
で
人
体
を
描
い
た
絵
も

あ
り
ま
す
。
鴨
居
の
絵
の
道
具
に
、
蓋
付
き
の
大
き
な

筒
状
の
入
れ
物
が
何
本
か
あ
る
の
で
す
が
、
こ
れ
に
緑

や
茶
色
を
薄
く
溶
い
た
絵
具
を
入
れ
て
、
刷
毛
で
キ
ャ

ン
バ
ス
に
施
す
と
い
う
の
が
、
鴨
居
の
制
作
の
初
段
階

で
し
た
。

　

姉
の
鴨
居
羊
子
が
玲
の
制
作
の
様
子
に
つ
い
て
書
い

た
一
文
が
あ
り
ま
す
。

　

概
略
は
、「
緑
や
赤
に
塗
ら
れ
た
キ
ャ
ン
バ
ス
が
、

ア
ト
リ
エ
に
放
置
さ
れ
、
そ
の
む
ら
む
ら
か
ら
イ
メ
ー

ジ
が
形
作
ら
れ
て
い
き
、
ま
た
し
ば
ら
く
放
置
さ
れ

る
。
そ
れ
が
い
つ
の
間
に
か
一
気
呵
成
に
完
成
さ
れ
て

い
る
」
と
い
う
も
の
で
し
た
。

　

今
回
展
示
し
た
未
完
の
絵
も
、
そ
の
よ
う
に
放
置
さ

れ
、
あ
る
日
来
る
完
成
の
日
を
待
っ
て
い
た
も
の
な
の

で
し
ょ
う
。
た
だ
し
、
ど
れ
が
と
は
、
鴨
居
自
身
も
お

そ
ら
く
知
ら
ぬ
ま
ま
に
、
九
月
七
日
未
明
の
死
を
迎
え

る
こ
と
に
な
っ
た
と
思
わ
れ
ま
す
。

第3展示室

知られざる鴨居 玲

第2展示室

秋の優品選
－琳派を中心に－
9月1日（ 土）～10月21日（ 日）　 会期中無休9月1日（ 土）～10月21日（ 日）　 会期中無休

石川県指定文化財　俵屋宗雪「群鶴図」
（右隻）　江戸17世紀
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第
4
展
示
室

　【彫
刻
】

小
特
集

「
ぐ
る
り
と
廻
っ
て
な
が
め
て
み
よ
う
」

　

現
在
展
示
中
の
「
小
特
集 

ぐ
る
り
と
廻
っ
て

眺
め
て
み
よ
う
」
で
は
、
今
ま
で
の
展
示
の
よ
う

に
作
品
正
面
と
さ
れ
る
面
を
表
に
向
け
て
壁
に

沿
っ
て
並
べ
る
と
い
う
感
じ
の
展
示
か
ら
、
各

作
品
を
な
る
べ
く
中
の
方
に
移
動
さ
せ
て
展
示

し
、
今
ま
で
意
識
す
る
こ
と
少
な
か
っ
た
作
品
の

裏
側
や
背
中
側
を
も
ご
覧
い
た
だ
こ
う
と
す
る
も

の
で
す
。
展
示
構
成
は
「
人
体
彫
刻
」・「
空
間
と

構
成
」・「
フ
ォ
ル
ム
と
空
間
」・「
鏡
面
素
材
と
空

間
」・「
外
と
内
の
相
」・「
正
面
性
と
彫
刻
」
の
六

つ
の
コ
ー
ナ
ー
に
よ
り
、
い
ろ
い
ろ
な
角
度
や
視

点
・
観
点
か
ら
彫
刻
作
品
を
眺
め
て
い
た
だ
こ
う

と
す
る
も
の
で
す
。
立
体
芸
術
で
あ
り
空
間
造
形

で
あ
り
、
さ
ら
に
材
質
芸
術
で
も
あ
る
彫
刻
の
多

様
性
を
お
楽
し
み
下
さ
い
。

第
5
展
示
室

　【近
現
代
工
芸
】

今
月
の
展
示
作
品
よ
り

　橋
本
仙
雪
「
蘇
芳
染
竹
網
代
飾
箱
」

　
　～
正
倉
院
御
物
の
技
術
を
再
現
～

　

昨
秋
の
特
別
陳
列
「
竹
工
芸
・
橋
本
仙
雪　

―

古
典
と
モ
ダ
ン
の
は
ざ
ま
に
―
」
に
は
、
橋
本
氏

と
親
交
の
あ
っ
た
地
元
の
方
を
は
じ
め
と
し
て
、

た
く
さ
ん
の
方
々
に
ご
覧
い
た
だ
き
ま
し
た
。
今

回
第
5
展
示
室
で
は
、
代
表
作
の
一
つ
「
蘇
芳
染

竹
網
代
飾
箱
」
を
展
示
し
て
い
ま
す
。

　

蘇
芳
で
染
め
た
竹
と
素
の
真
竹
を
用
い
て
、
四

つ
の
四
角
が
入
れ
子
に
な
っ
た
四
角
の
連
続
模
様

は
、
正
倉
院
御
物
「
漆ぬ

り

縁ぶ
ち

籧き
ょ

篨じ
ょ
の

双す
ご

六ろ
く

局
き
ょ
く
の

龕が
ん

」

の
竹
編
み
組
み
を
研
究
し
、
復
元
し
た
も
の
で

す
。
模
様
を
繋
げ
な
が
ら
箱
型
に
編
み
上
げ
た
、

側
面
に
継
ぎ
目
の
な
い
シ
ン
プ
ル
な
形
が
濃
淡
の

模
様
の
美
し
さ
を
際
立
た
せ
て
い
ま
す
。
古
代
作

品
を
再
現
す
る
こ
と
で
、
古
の
工
人
の
心
を
伝
え

た
か
っ
た
と
い
う
、
橋
本
氏
の
思
い
が
込
め
ら
れ

た
作
品
を
、
こ
の
機
会
に
ぜ
ひ
ご
覧
く
だ
さ
い
。

第
6
展
示
室

　【日
本
画
】

「
日
本
画

　空
の
か
た
ち
」

　

十
点
の
館
蔵
品
か
ら
日
本
画
が
空
を
ど
の
よ
う

に
扱
っ
て
き
た
か
を
垣
間
見
る
小
特
集
「
日
本
画　

空
の
か
た
ち
」。
初
夏
の
白
山
を
描
い
た
、
少
々

季
節
外
れ
な
「
白
山
図
」
と
季
節
感
た
っ
ぷ
り
な

「
山
の
秋
」
の
二
点
を
展
示
し
て
い
ま
す
。
ど
ち

ら
も
作
者
は
玉
井
敬
泉
。
敬
泉
は
白
山
の
国
立
公

園
へ
の
昇
格
に
尽
力
す
る
な
ど
、
生
涯
白
山
を
愛

し
描
き
続
け
た
画
家
で
す
。
同
じ
画
家
に
よ
る
同

じ
山
で
す
が
、
季
節
の
違
い
が
山
の
景
色
や
空
模

様
、
色
使
い
に
は
っ
き
り
と
現
れ
て
お
り
、
興
味

深
い
も
の
が
あ
り
ま
す
。
季
節
が
違
う
た
め
、
コ

レ
ク
シ
ョ
ン
展
示
室
で
は
二
作
を
並
べ
て
展
示
す

る
こ
と
は
あ
ま
り
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
の
機
会
に
比

較
鑑
賞
も
楽
し
ん
で
下
さ
い
。

近現代部門（近現代工芸・日本画・彫刻）

コレクション展示　今月のみどころ
9月1日（ 土）～10月21日（ 日）　 会期中無休

「スパイラルリング　♯3」木戸　修

「蘇芳染竹網代飾箱」橋本仙雪
昭和54年　第26回日本伝統工芸展

玉井敬泉「白山図」（部分）
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夏
休
み

　親
子

　体
験
講
座

　

毎
年
た
く
さ
ん
の
方
に
ご
参
加
頂
い
て
い
る
夏

休
み
体
験
講
座
。
今
年
は
低
学
年
の
「
絵
の
具
マ

ジ
ッ
ク
！
」
と
高
学
年
の
「
ラ
ッ
キ
ー
デ
ザ
イ
ン

で
九
谷
焼
」
の
二
講
座
、
そ
れ
ぞ
れ
午
前
、
午

後
の
二
回
行
わ
れ
ま
し
た
。
ま
ず
、
七
月
三
十

日
（
月
）
に
小
学
校
一
年
生
～
三
年
生
親
子
参
加

の
講
座
、「
絵
の
具
マ
ジ
ッ
ク
！
」。
絵
の
具
と
い

え
ば
筆
で
の
表
現
が
普
通
で
す
が
、
今
回
は
筆
以

外
の
い
ろ
い
ろ
な
道
具
を
使
っ
て
の
表
現
に
挑
戦

で
す
。
い
ろ
い
ろ
な
道
具
と
は
、
ビ
ー
玉
、
縫
い

糸
、
網
、
歯
ブ
ラ
シ
、
綿
棒
な
ど
意
外
と
身
近
な

道
具
で
す
。
こ
れ
ら
の
道
具
と
絵
の
具
と
で
生
ま

れ
た
ふ
し
ぎ
な
模

様
を
コ
ー
ス
タ
ー

に
仕
上
げ
ま
す
。

筆
で
は
な
い
道
具

と
絵
の
具
で
生
ま

れ
る
表
現
が
初
体

験
の
参
加
者
の
方

も
多
く
、
そ
の
楽

し
さ
に
夢
中
に

な
っ
て
作
品
作
り

に
取
り
組
む
皆
さ
ん
で
し
た
。

　

八
月
三
日
（
金
）
は
、
小
学
生
四
～
六
年
親

子
参
加
の
講
座
、「
ラ
ッ
キ
ー
デ
ザ
イ
ン
で
九
谷

焼
」
と
い
う
こ
と
で
県
立
美
術
館
で
は
恒
例
の
工

芸
体
験
で
す
。
展
示
中
の
古
九
谷
に
あ
る
吉
祥
文

様
を
今
風
に
「
幸
せ
を
も
た
ら
す
ラ
ッ
キ
ー
ア
イ

テ
ム
」
と
称
し
て

ワ
ー
ク
シ
ー
ト
を

使
っ
て
鑑
賞
し
ま

し
た
。
そ
の
後
、

気
に
入
っ
た
模
様

を
ス
ケ
ッ
チ
し
作

品
制
作
へ
と
つ
な

げ
ま
す
。
今
回
は

能
美
市
の
九
谷
焼

陶
芸
館
の
ご
協
力

を
得
て
十
二
セ
ン
チ
の
角
皿
に
吉
祥
文
様
な
ど

ラ
ッ
キ
ー
に
な
れ
る
デ
ザ
イ
ン
で
の
上
絵
付
け
に

取
り
組
み
ま
し
た
。
展
示
室
で
の
古
九
谷
の
作
品

の
ス
ケ
ッ
チ
か
ら
上
絵
付
け
と
継
続
し
て
熱
心
に

取
り
組
む
参
加
者
の
方
々
。
ス
ケ
ッ
チ
の
活
動
を

経
る
こ
と
で
じ
っ
く
り
鑑
賞
で
き
、
ま
た
、
自
分

で
も
制
作
す
る
こ
と
で
古
九
谷
の
す
ば
ら
し
さ
を

実
感
で
き
た
と
の
感
想
も
寄
せ
ら
れ
ま
し
た
。

夏
休
み

　親
子

　鑑
賞
講
座

　

八
月
五
日
（
日
）、
小
学
生
親
子
の
鑑
賞
講
座

「
ア
ー
ト
ゲ
ー
ム
大
作
戦
2
」
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

夏
休
み
親
子
で
楽
し
む
美
術
館
「
き
こ
え
て
く
る

よ
」
の
展
示
室
で
作
品
か
ら
感
じ
る
セ
リ
フ
を
考

え
た
り
、
作
品
か
ら
受
け
る
印
象
を
擬
態
語
で
表

し
た
り
す
る
ゲ
ー
ム
で
ス
タ
ー
ト
。
そ
の
後
、
展

示
作
品
に
描
か
れ
て
い
る
人
物
を
取
り
出
し
た
画

像
を
パ
ネ
ル
に
し
、「
あ
な
た
な
ら
ど
こ
に
配
置

す
る
？
」
と
考
え
る
ゲ
ー
ム
に
も
取
り
組
ん
で
み

ま
し
た
。
締
め
く

く
り
は
前
回
の

ア
ー
ト
ゲ
ー
ム
大

作
戦
で
も
大
好
評

だ
っ
た
「
美
術
館

ミ
ス
テ
リ
ー
ツ

ア
ー
」。
親
子
ペ

ア
に
な
り
一
人
が

ア
イ
マ
ス
ク
、
も

う
一
人
は
自
分
の
お
気
に
入
り
の
作
品
の
前
ま
で

ご
案
内
し
て
ど
ん
な
作
品
か
説
明
し
ま
す
。
ア
イ

マ
ス
ク
の
人
は
説
明
か
ら
ど
ん
な
作
品
か
想
像
す

る
と
い
う
ゲ
ー
ム
で
す
。
今
年
も
一
番
人
気
の
活

動
と
な
り
ま
し
た
。

　

今
回
の
鑑
賞
講
座
は
、
夏
休
み
と
い
う
期
間
で

の
ゲ
ー
ム
を
取
り
入
れ
た
活
動
と
い
う
こ
と
で
、

は
じ
め
て
美
術
館
に
来
ら
れ
た
方
や
小
さ
い
お
子

さ
ん
の
参
加
も
多
く
、
美
術
鑑
賞
の
ス
タ
ー
ト
と

し
て
も
楽
し
ん
で
頂
け
る
講
座
と
な
り
ま
し
た
。

ご
参
加
頂
い
た
皆
様
、
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し

た
。

ミージアムレポート

キッズプログラム　夏休み各講座
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今
年
も
兼
六
園
周
辺
文
化
の
森
で
は
十
月
一
日
か
ら
八
日
間
、

ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
ウ
ィ
ー
ク
が
設
定
さ
れ
ま
す
。
当
館
を
始
め
、
歴
史

博
物
館
、
能
楽
堂
な
ど
十
七
の
文
化
施
設
で
は
講
演
会
や
ギ
ャ
ラ

リ
ー
ト
ー
ク
、
ミ
ニ
コ
ン
サ
ー
ト
な
ど
盛
り
だ
く
さ
ん
の
行
事
が
予

定
さ
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
本
多
の
森
公
園
で
は
、
例
年
好
評
の
文
化

の
森
カ
フ
ェ
や
、
県
内
各
地
の
民
俗
芸
能
の
講
演
も
予
定
さ
れ
て
い

ま
す
。

当
館
関
連
行
事

◆
特
別
講
演
会

日
時
／
十
月
七
日
（
日
）　

十
三
時
三
十
分
～

会
場
／
美
術
館
ホ
ー
ル

「
古
九
谷　

再
考　

～
デ
ザ
イ
ン
の
勝
利
～
」

　
　

講
師
：
嶋
崎　

丞
（
当
館
館
長
）

　

電
話
ま
た
は
Ｆ
Ａ
Ｘ
に
て
十
月
五
日
（
金
）
ま
で
に
お
申
し
込

み
く
だ
さ
い
。
入
場
無
料
で
す
。（
先
着
二
〇
〇
名
）

石
川
県
文
化
振
興
課

Ｔ
Ｅ
Ｌ
／
０
７
６

－

２
２
５

－

１
３
７
１

Ｆ
Ａ
Ｘ
／
０
７
６

－

２
２
５

－

１
３
７
４

◆
常
設
展
ギ
ャ
ラ
リ
ー
ト
ー
ク

時
間
／
十
一
時
～

会
場
／
常
設
展
示
室　
（
常
設
展
観
覧
料
が
必
要
）

十
月
二
日（
火
） 

特
別
陳
列
「
尊
經
閣
文
庫
名
品
展
」
を
当
館
学

芸
員
が
解
説
し
ま
す
。

十
月
四
日（
木
） 

特
集
展
示
「
秋
の
優
品
選
」
を
当
館
学
芸
員
が

解
説
し
ま
す
。

十
月
六
日（
土
） 

当
館
館
長
が
常
設
展
全
体
を
総
括
的
に
解
説
し

ま
す
。

十
月
八
日（
月
・
祝
） 

特
集
展
示
「
知
ら
れ
ざ
る
鴨
居
玲
」
を
当
館
学

芸
員
が
解
説
し
ま
す
。

　

九
月
一
日
に
オ
ー
プ
ン
し
た
須
田
国
太
郎
展
も
十

月
十
四
日
の
会
期
終
了
が
見
え
て
く
る
時
期
と
な
り

ま
し
た
。
い
ぶ
し
銀
の
よ
う
に
渋
い
画
面
は
、
見
れ

ば
見
る
ほ
ど
味
わ
い
が
増
し
、
再
度
訪
れ
る
鑑
賞
者

の
方
も
多
い
よ
う
で
す
。
こ
の
須
田
国
太
郎
展
、
図

録
だ
け
で
な
く
絵
は
が
き
、
Ｂ
6
ノ
ー
ト
、
マ
グ

ネ
ッ
ト
な
ど
の
関
連
グ
ッ
ズ
が
あ
る
の
を
ご
存
知
で
し

た
か
。
ど
れ
も
手
頃
で
お
求
め
や
す
く
な
っ
て
い
ま

す
。
こ
の
機
会
に
シ
ョ
ッ
プ
も
覗
い
て
み
て
下
さ
い
。

平成24年度兼六園周辺文化の森

ミュージアムウィーク
10月1日（ 月）～10月8日（ 月・ 祝）

ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
シ
ョ
ッ
プ
通
信

十
月
の
行
事
予
定

◆
企
画
展
「
須
田
国
太
郎
展
」
ギ
ャ
ラ
リ
ー
ト
ー
ク
11
時
～

　
一
階
企
画
展
示
室

　

10
月
は
7
日
、
14
日
の
日
曜
日
開
催
。
須
田
国
太
郎
展
観
覧
料
が
必
要
で
す
。

◆
「
百
万
石
の
文
化
講
座
」
第
3
講

　
13
時
30
分
～

　
美
術
館
ホ
ー
ル

　
聴
講
無
料

14
日（
日
）
「
石
垣
の
伝
統
技
術
を
探
る
」　

講
師
：
木
越　

隆
三
氏

 

（
石
川
県
金
沢
城
調
査
研
究
所
副
所
長
）

◆
土
曜
講
座 

13
時
30
分
～

　
美
術
館
講
義
室

　
聴
講
無
料

13
日（
土
）
「
飛
鳥
彫
刻
と
止
利
仏
師
」　

 

学
芸
第
一
課
長　

谷
口　
　

出

20
日（
土
）
「
よ
く
わ
か
る
日
本
画　

―
日
本
画
誕
生
前
夜
―
」　

 

普
及
課
主
査　

前
多　

武
志

※
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
ウ
ィ
ー
ク
関
連
行
事
は
上
記
を
ご
参
照
下
さ
い
。

ご
利
用
案
内

コ
レ
ク
シ
ョ
ン
展
観
覧
料

一
　
般
／
三
五
〇
円
（
二
八
〇
円
）

　
大
学
生
／
二
八
〇
円
（
二
二
〇
円
）

　
高
校
生
以
下
／
無
料

※
（

　
　
）
内
は
団
体
料
金

　
毎
月
第
一
月
曜
日
は
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
展
示
室
無
料
の
日
（
十
月
は
一
日
）

十
月
の
開
館
時
間
　
午
前
九
時
三
十
分
～
午
後
六
時

　
カ
フ
ェ
営
業
時
間
　
午
前
十
時
～
午
後
七
時

十
月
の
休
館
日
は
二
十
二
日
（
月
）
～
二
十
四
日
（
水
）
で
す
。
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二
枚
折
り
の
屏
風
に
円
窓
を
設
け
、
月
に

見
立
て
た
瀟
洒
な
作
品
で
す
。
写
真
で
は
わ

か
り
に
く
い
の
で
す
が
、
簾
で
仕
立
て
ら
れ

た
円
窓
に
は
、
秋
草
も
描
か
れ
て
い
ま
す
。

「
秋
宵
」
の
題
が
表
す
よ
う
に
、
時
間
的
に

は
ま
だ
日
が
暮
れ
て
間
も
な
い
の
で
し
ょ

う
、
月
の
位
置
は
低
く
構
え
ら
れ
、「
武
蔵

野
図
」
を
思
わ
せ
ま
す
。
し
か
し
よ
く
見
る

「
武
蔵
野
図
」
で
は
、
基
底
線
を
意
識
し
た

真
横
か
ら
の
構
図
や
、
整
理
さ
れ
た
意
匠
性

の
高
い
表
現
が
特
徴
で
す
。
対
し
て
本
作
で

は
、
砂
子
は
用
い
ら
れ
て
い
る
も
の
の
、
装

飾
性
や
意
匠
性
は
抑
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
秋

草
や
白
い
狐
の
卓
抜
し
た
写
実
表
現
、
そ
し

て
空
間
を
意
識
し
た
構
図
が
目
を
引
き
ま

す
。
そ
こ
は
、
や
は
り
作
者
が
高
村
右
暁
や

山
本
春
挙
に
つ
き
、
円
山
派
を
学
ん
だ
バ
ッ

ク
ボ
ー
ン
が
影
響
し
て
い
る
の
で
し
ょ
う
。

　

作
者
の
紺
谷
光
俊
は
、
美
人
画
を
得
意
と

し
た
金
沢
の
画
家
で
す
。
初
め
四
条
派
の
高

村
右
暁
に
学
び
、
そ
の
後
数
年
間
、
京
都
に

出
て
円
山
派
の
山
本
春
挙
に
師
事
し
ま
す
。

大
正
六
年
、
金
沢
に
戻
り
制
作
活
動
に
励

み
、
金
城
画
壇
に
お
い
て
役
員
や
審
査
員
を
、

北
陸
美
術
協
会
で
は
評
議
員
を
つ
と
め
ま
す
。

ま
た
精
力
的
に
後
進
の
指
導
に
当
た
る
な
ど
、

金
沢
の
美
術
発
展
に
貢
献
し
ま
し
た
。

次回の展覧会

前田育徳会
尊經閣文庫分館 第2展示室 第4展示室 第5展示室 企画展示室

特別陳列

加賀藩の美術工芸
石川県の名宝
―国宝・重文・県文―

特別陳列

能登の彫刻家たち

特別陳列
生誕100年記念
寺井直次の漆の美

第59回
日本伝統工芸展金沢展
会期：10/26（金）

～11/4（日）

会期：10月25日（木）～11月28日（水）




