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加賀百万石大名 －武の装い－ 前田育徳会尊經閣文庫分館

古美術優品展  －加賀百万石の至宝－ 第2展示室

祈りの造形  －絵画・彫刻－ 第3・4展示室

石川の工芸Ⅰ 第5展示室

国宝 薬師寺展

● 展覧会回顧 石川県移動美術展

● 第11回 バスツアー参加者募集

● 平成25年度土曜講座のご案内

● ミュージアムレポート

● 各地で注目の展覧会

● 所蔵品紹介

国宝　吉祥天女像（左）　国宝　聖観世音菩薩立像（右）ともに薬師寺展より　（C）飛鳥園



　

開
館
三
十
周
年
の
企
画
展
は「
国
宝 

薬
師
寺
展
」
で
す
。

　

薬
師
寺
は
、
そ
の
創
建
が
飛
鳥
時
代
に
ま
で
さ
か
の

ぼ
る
由
緒
あ
る
古
寺
で
、
天
武
天
皇
の
発
願
で
皇
后
の

病
気
平
癒
を
祈
願
し
た
こ
と
に
始
ま
る
と
さ
れ
て
い
ま

す
。
南
都
七
大
寺
の
一
つ
に
も
数
え
ら
れ
、
数
多
く
の

人
に
親
し
ま
れ
る
寺
院
で
、
ユ
ネ
ス
コ
世
界
遺
産
に
も

登
録
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

平
城
遷
都
に
あ
わ
せ
て
現
在
あ
る
西
ノ
京
の
地
に
移

り
、
千
三
百
年
と
い
う
長
い
歴
史
を
持
つ
寺
院
な
の
で

す
が
、
度
重
な
る
火
災
に
よ
り
大
半
の
建
物
を
失
い
、

今
日
残
る
創
建
期
の
建
造
物
は
東
塔
の
み
と
な
っ
て
い

ま
す
。
昭
和
の
大
修
理
で
、
金
堂
、
講
堂
、
西
塔
な
ど

が
復
興
し
、
往
時
の
伽
藍
が
再
現
さ
れ
ま
し
た
。
現
在

は
残
さ
れ
た
東
塔
を
解
体
修
理
し
て
お
り
、
そ
う
し
た

文
化
財
修
復
事
業
に
力
を
注
ぐ
薬
師
寺
と
、
本
年
創
刊

一
二
〇
年
を
迎
え
た
北
國
新
聞
社
、
そ
し
て
開
館
三
〇

年
の
当
館
と
が
実
行
委
員
会
を
組
織
し
て
本
展
の
開
催

に
こ
ぎ
つ
け
ま
し
た
。

　

本
展
で
は
、
国
宝
六
件
、
重
要
文
化
財
五
件
を
含
む
四

十
四
点
を
出
品
し
ま
す
。
一
階
の
第
７
展
示
室
で
は
国
宝

「
聖
観
世
音
菩
薩
立
像
」
の
ほ
か
、
十
一
面
観
音
、
千
手
観

音
な
ど「
薬
師
寺
の
観
音
信
仰
」
を
ご
覧
い
た
だ
き
ま
す
。

第
８
展
示
室
は
、「
法
相
宗
と
薬
師
寺
の
縁
起
」
と
題
し
て
、

国
宝「
慈
恩
大
師
像
」
を
は
じ
め
玄
奘
三
蔵
、
行
基
な
ど
薬

師
寺
ゆ
か
り
の
人
物
を
紹
介
し
ま
す
。
第
９
展
示
室
は「
東

塔
と
西
塔
」
で
、「
東
塔
伏
鉢
」
の
ほ
か
、
塔
内
の
塑
像
や

四
天
王
像
、
西
塔
跡
出
土
の
塑
像
な
ど
を
展
示
し
ま
す
。

　

二
階
、
第
２
展
示
室
で
は
国
宝「
吉
祥
天
女
像
」
一
点

の
み
の
展
示
で
す
。

　

会
期
は
五
十
九
日
間
と
と
て
も
長
い
の
で
す
が
、
ゆ
っ

く
り
ご
覧
い
た
だ
く
た
め
に
は
ゴ
ー
ル
デ
ン
ウ
ィ
ー
ク
前

の
ご
来
館
を
お
奨
め
し
ま
す
。
ま
た
、
で
き
る
だ
け「
兼

六
園
シ
ャ
ト
ル
」
な
ど
の
公
共
交
通
機
関
を
ご
利
用
い
た

だ
い
て
、
駐
車
場
へ
の
混
雑
を
避
け
て
い
た
だ
け
れ
ば
と

思
い
ま
す
。

　

薬
師
寺
は
白
鳳
期
を
代
表
す
る
寺
院
と
さ
れ
ま
す
。
歴
史
年
代
で
は
飛
鳥
に
次
い
で
奈

良
時
代
と
な
り
ま
す
が
、
美
術
史
の
う
え
で
は
、
ち
ょ
う
ど
こ
の
時
期
、
飛
鳥
の
後
半
か

ら
奈
良
の
初
め
に
か
け
て
の
時
代
が
白
鳳
時
代
に
な
り
ま
す
。こ
の
白
鳳
と
い
う
名
称
は
、

金
沢
出
身
の
中
川
忠
順
と
い
う
人
物
に
よ
っ
て
名
づ
け
ら
れ
ま
し
た
。「
古
社
寺
保
存
法
」

が
明
治
三
〇
年
に
公
布
さ
れ
、そ
の
運
用
に
あ
た
っ
て
古
社
寺
保
存
会
が
生
ま
れ
ま
し
た
。

そ
の
中
心
的
役
割
を
果
た
し
た
の
が
中
川
忠
順
で
、彼
は
美
術
史
に
お
い
て「
飛
鳥･

白
鳳
・

奈
良
・
貞
観
」
の
時
代
区
分
を
提
起
し
、「
白
鳳
美
術
」
の
命
名
者
と
し
て
知
ら
れ
て
い

ま
す
。

　

中
川
に
よ
っ
て
創
起
さ
れ
た「
白
鳳
美
術
」
の
精
華
と
も
い
う
べ
き
薬
師
寺
の
寺
宝
を
、

ぜ
ひ
こ
の
機
会
に
ご
覧
く
だ
さ
い
。

薬師寺縁起 薬師寺東塔

東塔露盤蓋板・伏鉢平成25年4月26日（金）～6月23日（日）会期中無休

国宝 薬師寺展
薬師寺東塔大修理協力・北國新聞創刊120周年記念・
石川県立美術館開館30周年記念
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学芸員の眼

は
く
ほ
う

た
だ
よ
り



　
「
金
沢
百
万
石
ま
つ
り
」
は
、
加
賀
藩
祖
・
前
田
利

家
が
賤
ヶ
岳
の
戦
い
の
後
、
天
正
十
一
年（
一
五
八
三
）

四
月
二
十
八
日（
新
暦
六
月
十
四
日
）
に
尾
山
城（
金

沢
城
）
に
入
城
し
、
金
沢
の
礎
を
築
い
た
偉
業
を
し
の

ん
で
毎
年
開
催
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
そ
の
時
期
に
合
わ

せ
て
、
前
田
育
徳
会
が
所
蔵
す
る
加
賀
藩
主
代
々
の
甲

冑
や
陣
羽
織
を
公
開
す
る
毎
年
恒
例
の
展
覧
会
で
す
。

　

歴
代
藩
主
に
よ
っ
て
工
夫
が
凝
ら
さ
れ
た
具
足
に
は

妙
味
が
あ
り
、
ま
た
陣
羽
織
に
は
高
価
な
羅
紗
や
ビ

ロ
ー
ド
を
用
い
て
、
奇
抜
で
斬
新
な
デ
ザ
イ
ン
を
施
し

た
も
の
が
多
く
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。今
回
の
展
示
は
、

三
代
利
常
、十
一
代
治
脩
、十
二
代
斉
広
、十
三
代
斉
泰
、

十
四
代
慶
寧
の
甲
冑
と
陣
羽
織
に
、
九
代
重
靖
、
十
代

重
教
、
十
一
代
治
脩
の「
軍
装
図
録
」（
文
化
二
年（
一

八
〇
五
）
に
牧
昌
左
衛
門
が
、
初
代
利
家
か
ら
十
一
代

治
脩
ま
で
各
代
の
甲
冑
や
陣
羽
織
等
を
四
帖
に
収
録
し

た
も
の
）、
鞍
・
鐙
、
さ
ら
に
は
前
田
家
が
加
賀
・
能
登
・

越
中
の
三
国
を
領
有
す
る
端
緒
と
な
っ
た
、
天
正
十
二

年（
一
五
八
四
）
の
末
森
の
戦
い
で
、

佐
々
成
政
側
が
戦
場
で
置
き
忘
れ
て

い
っ
た
、
い
わ
ゆ
る
前
田
利
家
側
の

分
捕
り
品
で
あ
る「
石
目
筒
」
な
ど

を
展
示
し
ま
す
。　

四天王像（多聞天像）唐冠形甲冑　11代前田治脩所有

主　
　

催
／
国
宝
薬
師
寺
展
金
沢
開
催
委
員
会
・
北
國
新
聞
社
・
石
川
県
立
美
術
館
・  

　
　
　
　

 

法
相
宗
大
本
山
薬
師
寺

後　
　

援
／
文
化
庁
・
石
川
県
・
石
川
県
教
育
委
員
会
・
金
沢
市
・
金
沢
市
教
育
委
員
会
・

　
　
　
　

 

財
団
法
人
石
川
県
芸
術
文
化
協
会
・
Ｎ
Ｈ
Ｋ
金
沢
放
送
局
・
テ
レ
ビ
金
沢
・

　
　
　
　

 

北
陸
放
送
・
エ
フ
エ
ム
石
川
・
ラ
ジ
オ
か
な
ざ
わ
・
ラ
ジ
オ
こ
ま
つ
・

　
　
　
　

 

ラ
ジ
オ
な
な
お
・
金
沢
ケ
ー
ブ
ル
テ
レ
ビ
ネ
ッ
ト
・
北
陸
こ
う
わ
か
い

学
術
協
力
／
奈
良
国
立
博
物
館

4月21日（日）～6月23日（日）会期中無休

加賀百万石大名
ー武の装いー

一　

般

中
高
生

小
学
生

一
三
〇
〇
円

一
〇
〇
〇
円

七
〇
〇
円

（
一
〇
〇
〇
円
）
（
七
〇
〇
円
）
（
四
〇
〇
円
）

料
金
表

関
連
行
事

　

薬
師
寺
僧
侶
に
よ
る
ガ
イ
ダ
ン
ス
を
予
定
し
て
い
ま
す
。

友
の
会
会
員
は
会
員
証
提
示
に
よ
り
団
体
料
金
に
割
引

（　
　

）内
は
二
十
名
以
上
の
団
体

国宝 慈恩大師像

前田育徳会尊經閣文庫分館
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と
し
つ
ね

は
る
な
が

な
り
な
が

な
り
や
す

よ
し
や
す

し
げ
の
ぶ

し
げ
み
ち

は
る
な
が



　
「
国
宝　

薬
師
寺
展
」で
は
第
２
展
示
室
も
使
用
す
る
た

め
、今
回
の
特
集
は
第
６
展
示
室
で
開
催
し
ま
す
。全
国
か

ら
大
勢
の
お
客
様
を
お
迎
え
す
る
に
あ
た
っ
て
、何
よ
り

も
石
川
の
風
土
に
根
ざ
し
た
美
術
工
芸
の
粋
を
ご
覧
い
た

だ
き
た
い
と
の
趣
旨
か
ら
、「
加
賀
百
万
石
の
至
宝
」と
い

う
観
点
で
展
示
を
構
成
し
ま
し
た
。石
川
県
と
い
え
ば
伝

統
工
芸
の
盛
ん
な
地
域
と
し
て
広
く
知
ら
れ
て
い
ま
す

が
、そ
の
基
盤
と
な
っ
た
の
は
加
賀
藩
主
前
田
家
の
文
化

政
策
で
し
た
。軍
事
力
や
政
治
力
で
は
な
く
、「
文
化
力
」に

よ
っ
て
藩
の
独
自
性
を
広
く
ア
ピ
ー
ル
し
よ
う
と
い
う
姿

勢
か
ら
は
、新
幹
線
開
業
を
間
近
に
控
え
た
今
日
、新
た
に

学
ぶ
べ
き
こ
と
が
多
々
あ
る
と
言
え
る
の
で
は
な
い
で

し
ょ
う
か
。

　

今
回
は
、古
九
谷
、加
賀
蒔
絵
、加
賀
象
嵌
、加
賀
友
禅
な

ど
、広
く
親
し
ま
れ
て
い
る
ジ
ャ
ン
ル
の
優
品
を
選
ん
で

展
示
し
ま
す
。特
に
古
九
谷
は
、移
動
ケ
ー
ス
で
展
示
す
る

点
に
是
非
ご
注
目
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。第
２
展

示
室
で
は
固
定
ケ
ー
ス
に
展
示
す
る
た
め
、作
品
の
裏
や

側
面
が
十
分
に
ご
覧
い
た
だ
け
ま
せ
ん
。そ
こ
で
、機
会
を

設
け
て
一
部
を
移
動
ケ
ー
ス
に
展
示
す

る
よ
う
に
し
て
い
ま
す
が
、今
回
は
古
九

谷
の
名
品
す
べ
て
を
全
方
位
か
ら
ご
覧

い
た
だ
く
と
い
う
、近
年
な
か
な
か
実
現

で
き
な
か
っ
た
展
示
を
行
い
ま
す
。写
真

や
鏡
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、実
際
に
古
九

谷
の
表
、裏
、側
面
そ
し
て
素
地
の
量
感

な
ど
を
じ
っ
く
り
と
ご
堪
能
い
た
だ
き

た
い
と
思
い
ま
す
。

重文 伝清水九兵衛
蒔絵和歌の浦図見台　江戸17世紀

中村晋也作
Miserere VI

堀場良夫作　
紙つぶての多聞天

４月２１日（日）～６月２３日（日） 会期中無休

古美術優品展
－加賀百万石の至宝－

第６展示室

４月２１日（日）～６月２３日（日） 会期中無休

祈りの造形
－絵画・彫刻－

第３・４展示室
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本
特
集
で
は
、人
が
敬
虔
に
祈
る
姿
、願
う
姿
を
絵
画
・

彫
刻
に
造
形
し
た
作
品
、祈
り
や
願
い
の
対
象
を
造
形
し

た
作
品
、そ
し
て
人
の
敬
虔
な
思
い
、自
然
に
対
す
る
感

謝
や
畏
怖
・
畏
敬
を
表
現
し
た
作
品
を
近
現
代
の
収
蔵
品

の
中
か
ら
ご
覧
い
た
だ
き
ま
す
。

　

中
村
晋
也
作「M

iserere V
I

」は
、「
憐
れ
み
た
ま
え
」

の
タ
イ
ト
ル
が
示
す
と
お
り
、人
の
祈
る
姿
が
端
的
に
表

現
さ
れ
て
い
ま
す
。全
て
を
ゆ
だ
ね
た
女
性
の
細
く
伸
び

た
姿
は
、天
上
へ
と
昇
華
す
る
か
の
よ
う
な
神
聖
な
イ

メ
ー
ジ
を
醸
し
出
し
て
い
ま
す
。

　

一
方
、堀
場
良
夫
作
の「
紙
つ
ぶ
て
の
多
聞
天
」は
祈
り

や
願
い
の
対
象
を
描
い
た
油
彩
画
で
す
。柳
田
村（
現
能

登
町
）法
華
寺
山
門
の
鎌
倉
初
期
の
作
と
さ
れ
る
朝
鮮
風

の
姿
を
し
た
多
聞
天
を
描
い
た
作
品
で
、像
の
下
部
に
わ

み
ぜ
れ
ー
ぜ 

6

ら
じ
が
沢
山
か
け
て
あ
り
、紙
つ
ぶ
て
の
跡
が
多
聞

天
に
見
ら
れ
る
の
は
、道
中
無
事
を
祈
願
す
る
人
々

の
信
仰
を
物
語
る
も
の
で
す
。全
体
が
褐
色
に
ま
と

め
ら
れ
て
い
ま
す
が
、一
輪
の
野
花
の
み
に
鮮
や
か

な
彩
色
が
施
さ
れ
、こ
れ
は
祈
願
す
る
人
と
多
聞
天

へ
の
手
向
け
と
思
わ
れ
ま
す
。

　

こ
う
し
た
信
仰
を
テ
ー
マ
と
す
る
作
品
や
、 

母
子
像 

な

ど
、人
が
人
に
対
し
て
の
思
い
を
描
い
た
作
品
を
含
め
、広

く『
祈
り
』を
捉
え
た
構
成
で
展
示
い
た
し
ま
す
。

主
な
展
示
作
品

石
川
義　

経
堂
へ
の
道
／
坂
根
克
介　

觀
音
／
小
田
根
五

郎　

ミ
ラ
ノ
・
ド
ゥ
オ
モ
／
高
光
一
也　

母
子
／
開
光
市

見
え
な
い
三
つ
の
音
／
長
谷
川
大
治
郎　

コ
ン
ポ
ジ
シ
ョ

ン
祈
り
／
松
田
尚
之　

散
華

”

“



　

石
川
県
は
、藩
政
時
代
よ
り
工
芸
技
術
が
培
わ
れ
、今
日

ま
で
高
い
水
準
を
保
持
し
つ
つ
受
け
継
が
れ
て
き
ま
し

た
。当
館
で
は
、そ
う
し
た
確
固
と
し
た
基
盤
の
上
に
立

ち
、新
た
な
創
作
を
展
開
し
て
き
た
優
れ
た
工
芸
作
家
の

作
品
を
多
数
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
し
て
い
ま
す
。今
回
は
、松
田

権
六
氏
を
は
じ
め
と
す
る
人
間
国
宝
や
、文
化
勲
章
受
章

者
・
十
代
大
樋
長
左
衛
門
氏
の
作
品
の
ほ
か
、さ
ま
ざ
ま
な

ジ
ャ
ン
ル
の
作
品
約
四
十
五
点
を
展
示
い
た
し
ま
す
。

　

そ
の
中
で
、春
に
ち
な
ん
だ
意
匠
を
凝
ら
し
た
も
の
と

し
て
、松
田
権
六
作《
流
水
桜
文
蒔
絵
神
代
欅
棗
》（
昭
和
五

十
二
年
）が
注
目
さ
れ
ま
す
。棗
と
い
う
小
さ
な
器
体
に
、

金
平
文
と
螺
鈿
の
技
法
で
桜
花
を
流
水
の
上
に
散
ら
し
た

構
成
は
、古
典
を
消
化
し
た
作
者
な
ら
で
は
の
も
の
と
い

え
ま
す
。松
田
氏
は
、石
川
県
立
工
業
学
校
か
ら
東
京
美
術

学
校（
現
・
東
京
藝
術
大
学
）に
進
み
、旺
盛
な
研
究
心
を

持
っ
て
漆
の
可
能
性
を
追
究
し
ま
し
た
。本
作
に
見
ら
れ

る
桜
花
の
螺
鈿
の
技
法
は
、た
と
え
ば
東
京
藝
術
大
学
が

所
蔵
す
る《
桜
花
文
散
し
螺
鈿
椀（
明
月
椀
）》（
桃
山
〜
江

戸
時
代
）に
見
ら
れ
る
表
現
で
あ
り
松
田
氏
も
間
近
に
見
、

研
究
し
た
こ
と
で
し
ょ
う
。ひ
ら
ひ
ら
と
し
た
桜
の
花
弁

の
感
じ
を
出
す
た
め
に
、螺
鈿
の
貝
を
細
か
く
割
っ
て
表

現
す
る
と
こ
ろ
な
ど
は
、ま
さ
に
古
典
を
巧
み
に
活
か
し

て
い
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。ま
た
、身
と
蓋
の
ど
こ

を
合
わ
せ
て
も
不
都
合
が
な
い
よ
う
に
工
夫
さ
れ
た
意
匠

は
、用
と
美
を
意
識
し
た
作
者
の
確
固
と
し
た
制
作
理
念

の
現
れ
と
み
る
こ
と
も
で
き
ま
し
ょ
う
。

　

ち
な
み
に
木
地
は
、人
間
国
宝
の
川
北
良
造
氏
が
挽
い

て
成
形
し
て
い
ま
す
。

　

平
成
二
十
四
年
度
石
川
県
移
動
美
術
展
は
、平
成
二
十

五
年
二
月
二
十
三
日（
土
）か
ら
三
月
四
日（
月
）ま
で
の

十
日
間
、石
川
県
輪
島
漆
芸
美
術
館
を
会
場
に
開
催
し
ま

し
た
。会
期
初
日
は
雪
の
降
る
厳
し
い
天
候
の
中
に
も
拘

わ
ら
ず
多
く
の
地
元
の
方
々
に
お
集
ま
り
い
た
だ
き
開

会
式
を
行
い
、引
き
続
き
行
っ
た
当
館
館
長
の
作
品
解
説

で
も
多
く
の
方
々
が
熱
心
に
聞
き
入
っ
て
お
ら
れ
、当
県

の
み
な
ら
ず
わ
が
国
に
お
い
て
も
有
名
な
漆
器
の
町
で

あ
る
輪
島
塗
の
地
元
の
皆
様
の
美
術
工
芸
へ
の
関
心
の

高
さ
を
改
め
て
感
じ
ま
し
た
。

　

今
回
の
移
動
美
術
展
の
サ
ブ
タ
イ
ト
ル
は「
加
賀
・
能

登
の
至
宝
」で
、会
場
館
が
世
界
で
も
唯
一
の
漆
器
専
門

美
術
館
と
い
う
構
造
も
あ
っ
て
、今
回
ま
で
の
県
内
各
地

の
文
化
ホ
ー
ル
な
ど
大
型
会
場
に
お
け
る
移
動
展
に
見
ら

れ
た
よ
う
な
大
き
な
日
本
画
や
洋
画
作
品
は
影
を
潜
め
、

近
現
代
の
工
芸
品
を
中
心
と
す
る
小
型
の
作
品
を
中
心
と

す
る
展
示
と
な
り
ま
し
た
が
、陶
磁
器
を
は
じ
め
漆
工
・
金

工
・
木
竹
工
な
ど
各
種
工
芸
品
と
日
本
画
・
洋
画
な
ど
小
品

な
が
ら
も
見
応
え
の
あ
る
作
品
が
展
示
で
き
た
の
で
は
な

か
っ
た
か
と
思
っ
て
い
ま
す
。

　

会
期
中
は
輪
島
市
内
の
小
中
学
校
生
を
は
じ
め
三
〇
〇

〇
人
を
超
え
る
市
民
の
皆
様
に
、未
だ
寒
い
期
間
に
も
拘

わ
ら
ず
ご
覧
い
た
だ
き
ま
し
た
こ
と
を
感
謝
申
し
上
げ
ま

す
。 

ま
た
、同
展
に
長
年
ご
支
援
い
た
だ
い
て
ま
い
り
ま

し
た
石
川
県
教
職
員
互
助
会
へ
も
改
め
て
御
礼
を
申
し
上

げ
る
次
第
で
す
。

松田権六
流水桜文蒔絵神代欅棗（右はその展開図）会場風景

４月２１日（日）～６月２３日（日） 会期中無休

石川の工芸Ⅰ
第５展示室

石川県移動美術展
展覧会回顧
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【
向
源
寺
】

　

国
宝「
十
一
面
観
音
立
像
」を
所
蔵
。奈
良
時
代
〜
平
安
時
代
に
造
ら

れ
た
十
一
面
観
音
の
な
か
で
も
最
も
優
美
な
も
の
と
言
わ
れ
ま
す
。

【
神
照
寺
】

　

宇
多
天
皇
の
勅
願
に
よ
り
創
立
さ
れ
た
真
言
宗
の
古
刹
で
、国
宝

「
金
銀
鍍
透
彫
華
籠
」を
所
蔵
し
て
い
ま
す
。

【
竹
生
島
宝
厳
寺
】

　

絢
爛
豪
華
な
桃
山
様
式
を
示
す
国
宝「
唐
門
」を
は
じ
め
、日
本
三

弁
財
天
の
ひ
と
つ
に
ふ
さ
わ
し
い
建
築
が
見
ら
れ
ま
す
。

【
竹
生
島
都
久
夫
須
麻
神
社
】

　

竹
生
島
神
社
と
も
呼
ば
れ
、か
つ
て
は
神
仏
習
合
に
よ
り
宝
厳
寺

と
一
体
で
し
た
。国
宝「
本
殿
」に
は
桃
山
美
術
の
壮
麗
さ
が
見
ら
れ

ま
す
。

往
復
は
が
き
に
左
記
の
事
項
を
記
入
し
、ご
応
募
く
だ
さ
い
。応
募
者

多
数
の
場
合
は
抽
選
に
な
り
ま
す
。

①
往
信
は
が
き
の
裏
面
に「
美
術
館
バ
ス
ツ
ア
ー
希
望
」と
明
記
し
、

　

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

　
（
友
の
会
会
員
の
み
）を
お
書
き
く
だ
さ
い
。

②
返
信
は
が
き
の
表
面
に
は
返
信
先
を
は
っ
き
り
と
お
書
き
く
だ
さ
い
。

③
返
信
は
が
き
の
裏
面
に
は
何
も
書
か
な
い
で
く
だ
さ
い
。

　

平
成
二
十
五
年
度
も
、六
月
二
十
九
日（
土
）を
皮
切
り
に
当
館
学
芸
員
に

よ
る「
共
通
テ
ー
マ
」と「
自
由
テ
ー
マ
」に
よ
る
土
曜
講
座
を
開
催
し
ま
す
。

　

共
通
テ
ー
マ
は
、本
年
度
が
当
館
開
館
三
十
周
年
の
記
念
の
年
で
あ
り
、

春
・
秋
・
冬
に
大
型
の
企
画
展
を
予
定
し
て
い
る
こ
と
を
は
じ
め
、各
分
野
で

魅
力
あ
る
特
別
陳
列
や
特
集
展
示
を
計
画
し
て
お
り
、そ
れ
ら
各
展
示
に
係

り
、展
示
作
品
を
さ
ら
に
詳
し
く
解
説
す
る
な
ど
、展
示
全
体
に
つ
い
て
広
く

深
く
取
り
扱
っ
た
講
座
で
す
。展
示
の
ご
鑑
賞
と
併
せ
ご
利
用
い
た
だ
き
ま

す
よ
う
ご
案
内
申
し
上
げ
ま
す
。

　

ま
た
学
芸
員
が
日
頃
行
っ
て
い
る
独
自
の
研
究
や
興
味
を
持
っ
て
調
べ
て

い
る
事
項
を
扱
っ
た
自
由
テ
ー
マ
の
講
座
も
予
定
し
て
お
り
ま
す
。

　

各
講
座
と
も
土
曜
日
の
午
後
一
時
三
十
分
か
ら
当
館
講
義
室
で
開
講
し
、

聴
講
無
料
、事
前
申
込
不
要
で
す
。多
く
の
皆
様
の
ご
来
館
を
お
待
ち
申
し
上

げ
ま
す
。

期　
　

日
／
平
成
二
十
五
年
五
月
二
十
六
日（
日
）

集
合
時
間
／
午
前
七
時

発　
　

着
／
金
沢
駅
西
口

参
加
代
金
／
友
の
会
会
員　

九
、四
〇
〇
円

　
　
　
　
　

会
員
以
外　
　

九
、七
〇
〇
円

募
集
定
員
／
四
十
四
名

第11回美術館バスツアー
湖北の国宝を訪ねて

◆
見
学
地

〒
九
二
〇̶

〇
九
六
三

金
沢
市
出
羽
町
二̶

一

石
川
県
立
美
術
館
バ
ス
ツ
ア
ー
係

応
募
締
切
／
五
月
十
日（
金
）必
着

※

応
募
者
一
名
に
つ
き
、往
復
は
が
き
一
通
で
ご
応
募
く
だ
さ
い
。

※

行
程
に
フ
ェ
リ
ー
に
よ
る
移
動
や
長
い
急
な
階
段
が
含
ま
れ
ま
す
。

　

乗
り
物
に
弱
い
方
、脚
に
自
信
の
な
い
方
は
よ
く
ご
検
討
の
上
お

　

申
込
み
く
だ
さ
い
。

◆
応
募
先

◆
申
込
方
法

平
成
二
十
五
年
度

土
曜
講
座
の
ご
案
内
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キッズ☆プログラムーお姫様のくらしー
ミュージアムレポート

各
地
で
注
目
の
展
覧
会

　

三
月
三
日（
日
）
前
田
育
徳
会
尊
經
閣
文
庫

分
館
で
展
示
の「
前
田
家
の
婚
礼
調
度
」
を
鑑

賞
す
る
、
小
学
生
親
子
対
象
の
キ
ッ
ズ
☆
プ
ロ

グ
ラ
ム
、「
お
姫
様
の
く
ら
し
」
が
行
わ
れ
ま

し
た
。
展
示
室
に
並
ぶ
黒
漆
地
に
葵
紋
松
唐
草

蒔
絵
で
統
一
さ
れ
た
調
度
か
ら
、
姫
君
た
ち
の

身
だ
し
な
み
の
道
具
、
化
粧
道
具
を
見
つ
け
出

す
こ
と
か
ら
ス
タ
ー
ト
。
そ
れ
ぞ
れ
の
道
具
の

用
途
を
想
像
し
て
み
た
り
、
大
人
の
女
性
の
証

で
あ
る
、
お
歯
黒
や
眉
そ
り
な
ど
の
風
習
も
学

び
ま
し
た
。
次
に
お
姫
様
と
し
て
の
た
し
な
み

の
中
で
、
特
に
重
要
視
さ
れ
て
い
た
和
歌
や
物

語
と
い
っ
た
文
学
の
教
養
に
関
わ
る
道
具
探
し

や
、
く
ず
し
字
に
関
す
る
ク
イ
ズ
に
も
挑
戦
し

ま
し
た
。
最
後
は
姫
た
ち
が
楽
し
ん
だ
遊
び
の

体
験
で
す
。
そ
の
遊
び
の
中
で
も
特
に
盤
双
六

は
子
ど
も
た
ち
に
も
保
護
者
の
方
に
も
関
心
が

高
く
、
ご
家
族
で
楽
し
む
こ
と
が
で
き
た
と
好

評
で
し
た
。
こ
の
よ
う
な
展
示
作
品
を
身
近
に

感
じ
て
も
ら
う
た

め
の
キ
ッ
ズ
☆
プ

ロ
グ
ラ
ム
は
、
平

成
二
十
五
年
度
も

行
う
予
定
で
す
。

多
数
の
方
の
ご
参

加
を
お
持
ち
し
て

お
り
ま
す
。

東
京
都
台
東
区
上
野
公
園

「
国
宝　

大
神
社
展
」

四
月
九
日（
火
）〜
六
月
二
日（
日
）

伊
勢
神
宮
の
式
年
遷
宮
を
機
に
、神
社
本
庁
を

は
じ
め
、日
本
全
国
の
神
社
の
全
面
的
な
協
力

に
よ
り
、神
社
の
宝
物
や
日
本
の
神
々
に
関
す

る
文
化
財
を
総
合
的
に
鑑
賞
で
き
ま
す
。

東
京
都
台
東
区
上
野
公
園

「
ラ
フ
ァ
エ
ロ
」

三
月
二
日（
土
）〜
六
月
二
日（
日
）

ル
ネ
サ
ン
ス
を
代
表
す
る
画
家
ラ
フ
ァ
エ
ロ

の
、ヨ
ー
ロ
ッ
パ
以
外
で
は
初
と
な
る
大
規
模

な
展
覧
会
。二
十
点
以
上
の
ラ
フ
ァ
エ
ロ
作
品

が
集
結
し
ま
す
。

東
京
都
港
区
南
青
山
六̶

五̶

一

「
国
宝
燕
子
花
図
屏
風
」

四
月
二
十
日（
土
）〜
五
月
十
九
日（
日
）

コ
レ
ク
シ
ョ
ン
の
中
か
ら
、尾
形
光
琳
作
国
宝

「
燕
子
花
図
屏
風
」を
は
じ
め
と
す
る
琳
派
作

品
、琳
派
の
影
響
を
う
け
た
同
時
代
の
作
品
を

あ
わ
せ
て
鑑
賞
で
き
ま
す
。

京
都
市
左
京
区
岡
崎
円
勝
寺
町

「
リ
ヒ
テ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン　

華
麗
な
る
侯
爵
家

の
秘
宝
」

三
月
十
九
日（
火
）〜
六
月
九
日（
日
）

リ
ヒ
テ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
侯
国
の
国
家
元
首
が
、

五
〇
〇
年
以
上
に
わ
た
っ
て
収
集
し
た
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
美
術
の
名
画
、工
芸
品
が
一
同
に
並
び

ま
す
。

大
阪
市
天
王
寺
区
茶
臼
山
町
一̶

八
十
二

「
ボ
ス
ト
ン
美
術
館 

日
本
美
術
の
至
宝
」

四
月
二
日（
火
）〜
六
月
十
六
日（
日
）

東
京
、名
古
屋
、九
州
の
各
会
場
を
通
し
て
来
場

者
一
〇
〇
万
人
を
超
え
た
展
覧
会
の
大
阪
展
。

ボ
ス
ト
ン
美
術
館
所
蔵
の
日
本
美
術
の
至
宝
の

数
々
を
鑑
賞
で
き
ま
す
。

名
古
屋
市
中
区
栄
二̶

十
七̶

二
十
五

「
上
村
松
園
展
」

四
月
二
十
日（
土
）〜
六
月
二
日（
日
）

上
村
松
園
の
一
人
の
画
家
と
し
て
、女
性
と
し

て
の
生
き
方
に
焦
点
を
当
て
て
、作
品
を
紹
介
。

東
海
圏
で
は
九
年
ぶ
り
と
な
る
、本
格
的
な
回

顧
展
で
す
。

東
京
国
立
博
物
館

国
立
西
洋
美
術
館

根
津
美
術
館

京
都
市
美
術
館

大
阪
市
立
美
術
館

名
古
屋
市
美
術
館
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春めく 所蔵品紹介234平成10年(1998) 油彩･キャンバス 194.0cm×162.0cm 第30回改組日展 内閣総理大臣賞

むらた・しょうぞう　昭和４年(1929)～

はるめく

村田　省蔵

近代の絵画

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 第5展示室

次回の展覧会 会期：6月28日（金）～7月21日（日）会期中無休

すわる・かたち
～人体彫刻～－ガラス、陶芸、漆芸ー

器の美 人間国宝のわざ

第3・6展示室

新収集品展

一　般 350円（280円）
大学生 280円（220円）
高校生以下　無料

コレクション展観覧料

午前9：30～午後6：00
5月の開館時間

5月中は無休です

ご利用案内

午前10：00～午後7：00 年中無休
カフェ営業時間

※（　　）内は団体料金
毎月第１月曜日はコレクション
展示室無料の日（5月は6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/

本
作
は
四
月
二
十
六
日
か
ら
第
3
，第
4
展
示
室
で
開
催
の
特
集「
祈
り
の
造
形
」に
展
示
し
て
い
ま
す

石川県立美術館だより
第355号〈毎月発行〉
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冬
の
終
わ
り
、凛
と
し
て
立
つ
稲
架
木
の
列

を
前
景
、中
景
、後
景
に
配
し
、田
の
隅
や
山
の
稜

線
に
残
る
白
い
雪
が
ア
ク
セ
ン
ト
を
な
し
て
い

ま
す
。実
に
広
大
な
空
間
で
す
。そ
し
て
大
き
く

画
面
を
占
め
る
空
に
は
金
箔
を
貼
っ
た
上
に
、黄

土
色
を
施
し
て
複
雑
な
質
感
を
作
り
上
げ
て
い

ま
す
。こ
の
空
の
色
は
、か
つ
て
実
り
の
秋
に
稲

架
木
に
架
け
ら
れ
た
黄
金
色
の
稲
穂
の
束
を
イ

メ
ー
ジ
し
た
も
の
な
の
で
し
ょ
う
、豊
作
を
願
う

人
々
の
思
い
が
込
め
ら
れ
て
い
る
よ
う
で
す
。

村
田
省
蔵
　
昭
和
四
年
金
沢
市
生
ま
れ
。二
十

五
年
金
沢
美
術
工
芸
専
門
学
校
洋
画
科
卒
業
。

師
、小
絲
源
太
郎
。現
在
、日
展
顧
問
、日
本
芸
術

院
会
員
。

　
作
者
は
平
成
五
年
に
新
潟
県
の
長
岡
市
と
旧

岩
室
村(

現
新
潟
市)

を
旅
し
、稲
架
木
が
立
ち
並

ぶ
風
景
に
出
会
い
、魅
了
さ
れ
ま
し
た
。稲
架
木

は
田
の
あ
ぜ
道
に
沿
っ
て
、た
も
や
は
ん
の
木

を
植
え
て
、稲
の
収
穫
時
に
木
々
に
横
木
を
渡

し
て
稲
の
乾
燥
に
利
用
す
る
も
の
で
す
。か
つ

て
は
農
村
風
景
と
し
て
よ
く
見
ら
れ
た
の
で
す

が
、機
械
化
が
進
ん
で
現
在
で
は
不
要
の
も
の

と
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。「
失
わ
れ
ゆ
く
大
地

と
人
と
の
関
わ
り
を
キ
ャ
ン
バ
ス
に
と
ど
め
た

い
」こ
う
し
た
思
い
が
作
者
を
駆
り
立
て
、以
後

十
数
年
に
渡
り
稲
架
木
を
テ
ー
マ
と
し
て
取
り

組
む
こ
と
に
な
る
の
で
し
た
。本
作
は
様
々
に

描
き
続
け
ら
れ
て
き
た
稲
架
木
シ
リ
ー
ズ
を
代

表
す
る
一
作
で
す
。
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