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俵屋宗達と琳派
当館企画展

● 9月前半の展覧会

● 文化財現地見学募集

● 企画展Topics

● 9月の行事予定

尊經閣文庫名品展ー国宝 水左記を中心にー
古九谷とその展開／石川の工芸Ⅱ
みる・きく・かたる／最後の絵師 勝田深氷展
第2回 日展石川会展
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9月14日（土）～10月14日（月・祝） 会期中無休
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俵
屋
宗
達
の
作
品
は
、江
戸
時
代
か
ら「
影
法
師
を
写

し
た
よ
う
だ
」と
評
さ
れ
て
い
ま
し
た
。こ
れ
は
、お
そ

ら
く
宗
達
の
水
墨
画
に
多
用
さ
れ
た
、た
ら
し
込
み
な

ど
墨
の
ぼ
か
し
や
、に
じ
み
の
表
現
に
つ
い
て
の
言
葉

だ
と
思
い
ま
す
。し
か
し
宗
達
の
作
品
全
体
を
眺
め
ま

す
と
、た
と
え
ば
古
い
絵
巻
か
ら
形
象
を
切
り
取
っ
て
、

全
く
別
の
文
脈
に
転
用
す
る
な
ど
、形
自
身
が
何
か
の

意
味
を
新
た
に
担
っ
て
い
る
、す
な
わ
ち
何
か
を
写
し

て
い
る
こ
と
に
気
づ
き
ま
す
。

　

そ
し
て
、そ
の
形
を
取
材
し
た
文
脈
と
、宗
達
の
新
た

な
作
品
の
文
脈
が
ど
の
よ
う
に
つ
な
が
る
の
か
、あ
る

い
は
全
く
断
絶
し
て
い
る
の
か
、そ
の
点
を
知
識
と
想

像
力
を
駆
使
し
て
検
証
す
る
こ
と
が
、宗
達
作
品
を
鑑

賞
す
る
醍
醐
味
と
い
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。こ
う
し
た

趣
向
性
は
、能
楽
や
茶
の
湯
を
深
く
嗜
ん
だ
宗
達
な
ら

で
は
の
も
の
で
す
。

　

世
阿
弥
は
、そ
こ
に
創
意
工
夫
を
め
ぐ
ら
し
て
い
る

こ
と
を
鑑
賞
者
に
気
づ
か
れ
な
い
こ
と
が
、演
技
者
に

と
っ
て
重
要
だ
と
の
趣
旨
の
言
葉
を
遺
し
て
し
ま
す
。

宗
達
の
作
品
を
知
れ
ば
知
る
ほ
ど
、世
阿
弥
の
言
葉
の

重
み
を
痛
感
し
ま
す
。一
見
単
純
明
快
な
宗
達
の
作

品
、決
し
て
そ
こ
に
深
い
含
蓄
は
な
く
、高
遠
な
仏
教

思
想
な
ど
反
映
し
て
い
な
い
な
ど
と
速
断
し
な
い
で

く
だ
さ
い
。

　

今
回
の
展
覧
会
で
は
、そ
の
よ
う
な
従
来
の
宗
達
観

を
根
本
的
に
見
直
し
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。作
意
や

趣
向
は
、数
寄
者
だ
っ
た
宗
達
に
と
っ
て
は
基
本
中
の

基
本
だ
っ
た
は
ず
で
す
が
、芸
道
思
想
か
ら
宗
達
の
画

業
を
捉
え
直
す
こ
と
は
、こ
れ
ま
で
ほ
と
ん
ど
な
さ
れ

て
い
ま
せ
ん
で
し
た
。で
す
か
ら
、宗
達
芸
術
の
本
当
の

面
白
さ
は
何
か
、と
い
う
こ
と
を
展
覧
会
を
と
お
し
て

問
題
提
起
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

そ
し
て
、宗
達
の
本
当
の
面
白
さ
を
、誰
よ
り
も
理
解

し
て
い
た
の
が
尾
形
光
琳
だ
っ
た
こ
と
も
改
め
て
ご
紹

介
し
ま
す
。是
非
ご
鑑
賞
く
だ
さ
い
。

重文「牛図」俵屋宗達筆
烏丸光廣賛  頂妙寺蔵  江戸17世紀

　

作
家
の
三
島
由
紀
夫
は「
俵
屋
宗
達
」（
昭
和
三
十
二
年
）の
中
で
、「
彼
の
空
間
感
覚
は
、象
徴
主
義
や
哲

学
に
は
縁
が
な
く
、ど
ん
な
精
神
主
義
と
も
無
縁
」と
論
じ
て
い
ま
す
。昭
和
三
十
年
代
か
ら
四
十
年
代
は
、

西
洋
の
近
現
代
の
思
潮
が
日
本
で
も
て
は
や
さ
れ
、日
本
の
文
化
も
象
徴
主
義
や
実
存
主
義
に
表
面
的
に

こ
じ
つ
け
る
と
、何
と
な
く
わ
か
っ
た
よ
う
な
気
が
す
る
と
い
う
風
潮
が
あ
り
ま
し
た
。三
島
の
言
葉
は
、

そ
う
し
た
風
潮
に
対
す
る
鋭
い
牽
制
と
思
わ
れ
ま
す
。し
か
し
、こ
の
三
島
の
鮮
や
か
な
評
論
に
よ
っ
て
、

俵
屋
宗
達
に
対
す
る
思
想
的
な
探
求
が
尻
込
み
し
た
こ
と
も
否
め
ま
せ
ん
。

　

そ
こ
で
本
展
で
は
、こ
の
問
題
に
正
面
か
ら
取
り
組
み
ま
す
。俵
屋
宗
達
や
尾
形
光
琳
に
と
っ
て
、描
く

と
い
う
こ
と
は
ど
の
よ
う
な
意
義
を
も
っ
て
い
た
の
か
。そ
し
て
描
か
れ
た
作
品
は
何
を
語
っ
て
い
る
の

か
を
、『
法
華
経
』や
芸
道
思
想
な
ど
を
手
掛
か
り
に
解
き
明
か
し
ま
す
。

学芸員の眼

石川県立美術館30周年 金沢宗達会創立100年記念

俵屋宗達と琳派

当館企画展
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俵
屋
宗
達
が
活
躍
し
た
江
戸
時
代
初
期
の
寛
永
時
代

を
中
心
と
し
て
、京
都
で
花
開
い
た
文
化
が
寛
永
文
化

と
呼
ば
れ
て
い
ま
す
。そ
し
て
、そ
の
寛
永
文
化
の
中
心

的
存
在
が
後
水
尾
天
皇（
一
五
九
六
〜
一
六
八
〇
）で
す
。

　

徳
川
幕
府
は
封
建
体
制
の
確
立
と
と
も
に
、皇
族
や

公
家
か
ら
政
治
を
分
離
さ
せ
、学
芸
に
専
念
さ
せ
る
事

を
目
的
に
、「
禁
中
並
公
家
諸
法
度
」を
発
布
し
ま
す
が
、

後
水
尾
天
皇
は
こ
う
し
た
政
策
を
逆
手
に
と
る
か
の
よ

う
に
、朝
廷
や
そ
の
周
辺
の
文
化
人
た
ち
と
と
も
に
、茶

道
文
化
に
、平
安
時
代
の
王
朝
文
化
を
融
合
さ
せ
、さ
ら

に
は
儒
教
や
禅
の
精
神
を
包
括
し
た
、日
本
文
化
史
上

特
筆
す
べ
き
寛
永
文
化
の
中
心
的
存
在
と
し
て
活
躍
す

る
の
で
し
た
。

　

こ
の
時
代
の
加
賀
藩
に
目
を
転
ず
れ
ば
、三
代
藩
主

前
田
利
常（
一
五
九
三
〜
一
六
五
八
）の
時
代
で
す
。

　

利
常
は
大
藩
で
外
様
大
名
と
い
う
前
田
家
か
ら
徳
川

政
権
の
警
戒
を
や
わ
ら
げ
る
為
に
、文
化
政
策
に
加
賀

藩
の
存
在
意
義
を
求
め
、後
水
尾
天
皇
を
範
と
し
て
、当

時
の
京
の
都
に
お
け
る
超
一
流
の
文
化
を
学
び
吸
収
す

る
こ
と
で
、加
賀
の
文
化
の
礎
を
築
い
た
の
で
し
た
。後

水
尾
天
皇
を
は
じ
め
、八
条
宮
家
、近
衛
家
、さ
ら
に
は

本
阿
弥
光
悦
、小
堀
遠
州
、松
花
堂
昭
乗
と
い
っ
た
寛
永

文
化
の
人
々
と
、利
常
や
そ
の
家
臣
た
ち
と
の
確
か
な

文
化
交
流
を
、現
在
、前
田
育
徳
会
が
所
蔵
す
る
後
水
尾

天
皇
ゆ
か
り
の
作
品
、前
田
利
常
と
小
堀
遠
州
の
書
状
、

さ
ら
に
は
本
阿
弥
光
悦
と
加
賀
藩
の
家
臣
た
ち
と
の
書

状
な
ど
を
中
心
と
し
た
十
六
点
の
作
品
か
ら
紹
介
し
ま

す
の
で
、「
俵
屋
宗
達
と
琳
派
」の
展
覧
会
と
合
わ
せ
て

ご
覧
く
だ
さ
い
。

　

徳
川
幕
府
と
天
皇
家
、徳
川
幕
府
と
前
田
家
の
関
係
に
は
共
通
点
が
あ
り
ま
す
。幕
府
は
中
央
集
権
国
家

体
制
強
化
の
た
め
に
、天
皇
家
と
の
公
武
合
体
を
望
み
、後
水
尾
天
皇
へ
二
代
将
軍
秀
忠
の
女
和
子（
ま
さ

こ
）を
入
内
さ
せ
、大
藩
で
外
様
大
名
の
加
賀
藩
前
田
家
に
対
す
る
警
戒
か
ら
、三
代
藩
主
利
常
に
、同
じ
く

二
代
将
軍
の
女
珠
子
を
嫁
が
せ
ま
す
。こ
う
し
た
将
軍
家
の
政
治
的
策
略
は
、後
水
尾
天
皇
と
利
常
の
つ
な

が
り
を
一
層
深
い
も
の
と
し
ま
し
た
。の
ち
に
利
常
の
女
富
姫
は
二
代
八
条
宮
智
忠
親
王（
後
水
尾
天
皇
の

従
兄
弟
で
猶
子
）の
妃
と
な
り
ま
す
が
、智
忠
親
王
は
父
智
仁
親
王
が
造
営
し
た
桂
の
別
荘（
今
日
の
桂
離

宮
）を
改
修
整
備
し
、王
朝
の
雅
の
精
神
を
具
現
化
し
た
数
奇
の
別
邸
を
完
成
さ
せ
ま
す
。そ
こ
に
加
賀
前

田
家
の
経
済
的
援
助
が
大
き
な
バ
ッ
ク
ボ
ー
ン
で
あ
っ
た
こ
と
は
言
う
ま
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。

学芸員の眼

9月13日（金）～10月14日（月・祝） 会期中無休

ー本阿弥光悦と前田家ー
加賀藩と寛永文化
特別陳列
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「
俵
屋
宗
達
と
琳
派
」展
は
、俵
屋
宗
達
、俵
屋
宗
雪
、喜

多
川
相
説
、尾
形
光
琳
の
絵
画
を
主
体
と
し
た
構
成
と
し

て
い
る
と
こ
ろ
が
見
所
と
な
っ
て
い
ま
す
。し
た
が
っ
て

作
家
が
特
定
さ
れ
な
い
絵
画
や
、工
芸
の
作
品
は
、光
琳

の「
蒔
絵
螺
鈿
白
楽
天
図
硯
箱
」以
外
は
展
示
さ
れ
ま
せ

ん
。そ
こ
で
今
回
の
特
集
で
は
、加
賀
で
開
花
し
た
俵
屋

の
草
花
図
の
優
品
と
、尾
形
光
琳
の
漆
芸
作
品
、光
琳
の

弟
、乾
山
の
陶
芸
作
品
を
館
蔵
品
、寄
託
品
の
中
か
ら
選

ん
で
展
示
し
ま
す
。

　

俵
屋
宗
達
の
後
継
者
、宗
雪
が
京
都
か
ら
金
沢
に
下

り
、加
賀
藩
の
御
用
を
務
め
た
こ
と
か
ら
、加
賀
地
方
に

は
宗
達
、宗
雪
ら
が
用
い
た「
伊
年
」と
同
じ
よ
う
な
印
が

捺
さ
れ
た
草
花
図
屏
風
が
数
多
く
伝
来
し
て
い
ま
す
。そ

れ
ら
の
作
品
に
は
、京
都
と
は
幾
分
異
な
る
独
自
の
美
意

識
が
発
揮
さ
れ
て
お
り
、加
賀
の
好
み
が
反
映
し
て
い
る

と
考
え
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

続
い
て
光
琳
の
漆
芸
作
品
に
注
目
い
た
だ
き
た
い
と
思

い
ま
す
。光
琳
自
身
が
蒔
絵
を
行
っ
た
か
は
断
定
で
き
ま

せ
ん
が
、光
琳
は
蒔
絵
の
図
案
を
数
多
く
制
作
し
て
い
ま

す
。そ
こ
に
は
、光
琳
ら
し
い
洗
練
さ
れ
た
デ
ザ
イ
ン
感
覚

が
見
ら
れ
ま
す
。さ
ら
に
弟
の
乾
山
も
忘
れ
る
こ
と
は
で

き
ま
せ
ん
。野
々
村
仁
清
の
雅
な
色
絵
の
世
界
は
乾
山
に

継
承
さ
れ
ま
し
た
。そ
し
て
乾
山
は
、派
手
な
生
活
を
送
る

兄
の
光
琳
に
、本
腰
を
入
れ
て
制
作
す
る
よ
う
に
強
く
申

し
入
れ
を
し
て
い
ま
す
。

　

こ
う
し
た
様
々
な
背
景
や
ド
ラ
マ
が
、琳
派
の
様
々
な

表
現
と
な
っ
て
い
ま
す
。今
回
は
企
画
展
観
覧
券
で
全
館

ご
覧
い
た
だ
け
ま
す
の
で
、こ
の
特
集
も
ど
う
ぞ
あ
わ
せ

て
ご
鑑
賞
く
だ
さ
い
。

　

う
ご
め
く（
蠢
く
）＝ 

虫
が
は
う
よ
う
に
絶
え
ず
も
ぞ

も
ぞ
動
く
。

　

鴨
居
の
絵
に
は
よ
く
黒
い
ベ
レ
ー
帽
を
か
ぶ
っ
た
黒

コ
ー
ト
の
男
が
登
場
し
ま
す
。当
館
の
所
蔵
品
で
い
え

ば
、「
赤
い
老
人
」、「
群
が
る
」、「
蛾
と
老
人
」、「
静
止
し
た

刻
」の
主
役
に
、そ
し
て
、「
一
九
八
二
年 

私
」で
は
脇
役

と
し
て
描
か
れ
て
い
ま
す
。鴨
居
が
一
九
七
一
年
に
ス
ペ

イ
ン
に
渡
り
、老
婆
や
酔
っ
払
い
を
テ
ー
マ
と
す
る
ま

で
、鴨
居
の
好
ん
だ
男
達
で
し
た
。何
か
に
祈
り
、サ
イ
コ

ロ
ゲ
ー
ム
や
ト
ラ
ン
プ
に
一
喜
一
憂
す
る
様
を
描
く
の

で
す
が
、不
気
味
な
表
情
の
男
達
が
そ
れ
ぞ
れ
の
ポ
ー
ズ

で
凝
固
す
る「
静
止
し
た
刻
」や「
群
が
る
」は
、黒
い
コ
ー

ト
で
単
純
化
さ
れ
た
男
達
の
体
と
そ
こ
か
ら
突
き
出
る

巨
大
な
手
が
甲
虫
を
連
想
さ
せ
、蠢
い
て
い
る
と
感
ず
る

の
で
す
。

　

ま
た
、本
当
の
虫
も
し
ば
し
ば
描
か
れ
ま
す
。「
蛾
と
老

人
」に
は
、ア
コ
ー
デ
ィ
オ
ン
の
調
べ
を
花
に
見
立
て
、そ

の
蜜
に
集
ま
る「
蛾
」が
、あ
る
い
は
当
館
の
所
蔵
品
で
は

あ
り
ま
せ
ん
が
、男
の
見
つ
め
る
先
に
一
匹
の「
蝿
」を
描

い
た
作
品
や
、鴨
居
の
口
か
ら
言
葉
が
蛾
と
な
っ
て
連

な
っ
て
出
て
い
る
作
品
も
あ
り
ま
す
。蝶
で
は
な
く
、蛾
と

蝿
な
の
で
す
。こ
れ
は
、鴨
居
が
若
く
美
し
い
女
性
で
は
な

く
、皺
を
刻
ん
だ
仮
面
の
よ
う
な
老
婆
を
描
き
続
け
た
こ

と
と
も
関
連
す
る
こ
と
だ
と
思
わ
れ
ま
す
。

　

ほ
ぼ
、毎
年
鴨
居
の
命
日
９
月
７
日
前
後
に
、特
集
を
組

ん
で
い
ま
す
が
、今
回
は「
蠢
く
」を
キ
ー
ワ
ー
ド
に
ご
覧

い
た
だ
き
た
く
思
い
ま
す
。

県文 蒔絵螺鈿野々宮硯箱　尾形光琳　江戸17世紀群がる　鴨居 玲

9月13日（金）～10月14日（月・祝） 会期中無休

第3展示室

鴨居 玲
9月13日（金）～10月14日（月・祝） 会期中無休

第2展示室

琳派 様々な表現ー蠢くー
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釉裏金彩秋草譜飾鉢
吉田美統

9月13日（金）～10月14日（月・祝） 会期中無休

第6展示室

日本画 女性美十色

　

工
芸
作
品
に
ほ
ど
こ
さ
れ
る
意
匠
は
、わ
が
国
の
風

土
を
反
映
し
た
も
の
が
多
く
見
ら
れ
ま
す
。と
り
わ
け
、

四
季
折
々
に
多
彩
な
様
相
を
呈
す
る
自
然
は
、作
家
に

と
っ
て
、豊
か
な
創
造
力
を
か
き
立
て
て
く
れ
る
存
在

で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
ま
し
ょ
う
。一
口
に
自
然

と
い
っ
て
も
、そ
の
中
に
は
草
や
木
、花
な
ど
の
植
物
、

虫
、鳥
、動
物
な
ど
の
生
き
も
の
、さ
ら
に
は
雲
、雨
、大

気
な
ど
の
自
然
現
象
も
含
め
て
様
々
で
す
。今
回
の
特

集
展
示
で
は
、秋
に
ち
な
ん
だ
植
物
文
様
を
表
現
し
た

作
品
を
、ま
と
め
て
展
示
い
た
し
ま
す
。

　

従
来
の
展
示
で
は
、陶
磁
、漆
工
、染
織
、金
工
な
ど
、技

法
・
材
質
に
よ
る
分
類
に
よ
っ
て
、そ
れ
ぞ
れ
ま
と
め
て

配
置
し
て
い
ま
し
た
が
、本
展
で
は
同
じ
モ
チ
ー
フ
を

意
匠
化
し
た
作
品
を
、と
く
に
ジ
ャ
ン
ル
に
こ
だ
わ
ら
ず

並
べ
る
よ
う
な
形
で
展
示
構
成
し
て
み
た
い
と
思
い
ま

す
。た
と
え
ば
、『
桔
梗
』の
意
匠
が
美
し
い
、陶
芸
の
吉
田

美
統
作《
釉
裏
金
彩
秋
草
譜
飾
鉢
》と
漆
工
の
中
野
孝
一

作《
秋
草
蒔
絵
小
箪
笥
》、『
稲
穂
』の
意
匠
に
秋
の
抒
情
が

漂
う
陶
芸
の
竹
田
有
恒
作《
釉
裏
金
彩
稲
穂
波
文
鉢
》と

漆
工
の
田
崎
昭
一
郎
作《
稲
穂
蒔
絵
漆
筥
》、『
ス
ス
キ
』が

肌
に
冷
た
い
秋
風
を
感
じ
さ
せ
る
漆
工
の
大
場
松
魚
作

《
平
文
薄
の
棚
》・
池
田
喜
一
作《
枯
尾
花
文
色
紙
箱
》と
陶

芸
の
戸
出
政
志
作《
色
絵
秋
麗
飾
壺
》な
ど
を
あ
げ
る
こ

と
が
で
き
ま
す
。次
第
に
深
ま
る
秋
の
風
情
を
、作
品
に

感
じ
取
っ
て
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
す
。

　

古
今
東
西
、女
性
を
美
の
対
象
と
し
て
鑑
賞
す
る
こ

と
は
人
類
の
常
で
あ
り
、文
化
で
あ
っ
た
と
い
え
ま
す
。

古
来
よ
り
そ
れ
を
テ
ー
マ
に
、多
く
の
作
品
が
作
ら
れ

て
き
ま
し
た
。女
性
美
の
本
質
は
変
わ
ら
な
い
の
か
も

知
れ
ま
せ
ん
が
、時
代
や
土
地
、文
化
な
ど
に
よ
り
、美

の
基
準
は
微
妙
な
変
化
を
見
せ
ま
す
。特
に
そ
れ
ぞ
れ

の
国
の
持
つ
文
化
が
、固
有
の
女
性
美
の
概
念
を
形
成

し
た
こ
と
は
認
め
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
し
ょ
う
。

　

ご
存
知
の
通
り
日
本
に
は
、女
性
美
を
表
現
し
た「
美

人
画
」と
呼
ば
れ
る
作
品
群
が
あ
り
ま
す
。一
般
的
に
美

人
画
と
は
、特
定
さ
れ
た
人
物
の
人
格
を
描
く
の
で
は

な
く
、類
型
的
に
捉
え
た
女
性
美
を
テ
ー
マ
と
し
た
絵

画
と
い
え
る
で
し
ょ
う
。江
戸
時
代
の
浮
世
絵
に
端
緒

を
み
る
こ
の
ジ
ャ
ン
ル
が
、盛
ん
に
描
か
れ
た
の
は
明
治

か
ら
戦
前
に
か
け
て
で
す
。東
は
鏑
木
清
方
や
伊
東
深

水
、西
は
上
村
松
園
、北
野
恒
富
ら
が
美
人
画
家
と
よ
ば

れ
、彼
ら
が
描
く
女
性
は
当
時
の
人
々
を
魅
了
し
ま
し

た
。し
か
し
美
人
画
家
と
よ
ば
れ
た
人
た
ち
が
鬼
籍
に

入
っ
た
こ
と
も
あ
り
、戦
後
美
人
画
は
衰
退
し
ま
す
。こ

の
頃
ミ
ス
コ
ン
テ
ス
ト
が
台
頭
し
て
き
ま
す
が
、時
期
が

重
な
る
の
は
偶
然
で
は
な
い
で
し
ょ
う
。作
家
達
は
女
性

を
日
本
人
が
求
め
て
き
た
類
型
的
な
美
か
ら
解
き
放
ち
、

人
間
の
本
質
を
表
現
す
る
こ
と
を
探
り
始
め
た
の
で
す
。

　

今
回
、第
６
展
示
室
で
は
明
治
・
大
正
期
の
版
画
、そ
し

て
北
野
恒
富
や
上
村
松
園
ら
に
よ
る
戦
前
期
の
美
人
画

か
ら
戦
後
日
展
系
作
家
に
よ
る
女
性
像
ま
で
、当
館
所
蔵

の
女
性
像
を
多
様
な
視
点
で
紹
介
し
ま
す
。

9月13日（金）～10月14日（月・祝） 会期中無休

第5展示室

工芸品に見る秋草

秋草蒔絵小箪笥
中野孝一

三味線
北野恒富
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毎
年
こ
の
時
期
に
開
催
す
る「
尊
經
閣
文
庫
名
品
展
」の
大
き

な
魅
力
の
一
つ
が
、指
定
文
化
財
の
公
開
で
す
。「
今
年
は
何
が

展
示
さ
れ
ま
す
か
」、「
展
示
替
え
の
予
定
は
い
つ
で
す
か
」と

い
っ
た
フ
ァ
ン
の
皆
様
か
ら
の
お
問
い
合
わ
せ
も
恒
例
と
な
っ

て
い
ま
す
。二
十
年
ぶ
り
に
公
開
す
る
国
宝｢

水
左
記｣

は
、巻
替

え
を
し
な
が
ら
会
期
通
し
で
展
示
し
て
い
ま
す
の
で
、ぜ
ひ
と

も
お
見
逃
し
の
な
い
よ
う
に
お
出
か
け
下
さ
い
。

　

東
京
国
立
博
物
館
で
は「
和
様
の
書
」が
開
催
さ
れ
て
い
ま
す

が
、今
年
は
書
の
展
覧
会
が
多
く
見
受
け
ら
れ
ま
す
。文
字
を
書
く

か
ら
打
つ
時
代
へ
と
変
化
し
て
い
る
が
故
に
、「
書
の
美
」や「
書

の
魅
力
」を
再
考
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
の
か
も
し
れ

ま
せ
ん
。

　

本
展
で
は
、鑑
賞
者
の
作
品
へ
の
語
り
か
け
を
書
く
カ
ー
ド
を

用
意
し
、展
示
室
内
に
貼
っ
て
頂
い
て
い
ま
す
。子
ど
も
た
ち
だ
け

で
な
く
、大
人
の
方
に
も
ご
参
加
頂
い
て
お
り
、作
品
を
見
て
の
感

想
等
い
ろ
い
ろ
な
方
の
つ
ぶ
や
き
を
ご
覧
い
た
だ
く
こ
と
が
で
き

ま
す
。私
た
ち
が
作
品
を
み
る
時
は
、そ
の
人
の
経
験
や
興
味
を
も

と
に
作
品
を
み
て
い
る
と
い
い
ま
す
。子
ど
も
が
書
い
た
と
お
ぼ

し
き
カ
ー
ド
に
、純
真
で
ま
っ
す
ぐ
作
品
を
見
つ
め
る
心
を
見
つ

け
、自
分
が
い
つ
の
間
に
か
無
く
し
て
し
ま
っ
た
心
に
気
づ
か
さ

れ
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。「
今
日
は
ど
ん
な

カ
ー
ド
が
新
た
に
貼
ら
れ
て
い
る
か
な
」

と
、こ
の
コ
ー
ナ
ー
を
の
ぞ
く
の
を
楽
し

み
に
し
て
い
る
担
当
者
で
す
。

　

第
二
展
示
室
で
は
常
時
古
九
谷
を
展
示
し
て
い
ま
す
が
、そ

の
点
数
は
十
二
点
で
す
。今
回
の
特
集
で
は
そ
れ
に
加
え
て
十

三
点
の
古
九
谷
を
展
示
し
て
い
ま
す
。何
よ
り
も
古
九
谷
の
優

品
を
数
多
く
ご
覧
に
な
り
た
い
と
い
う
方
に
は
、是
非
ご
覧
い

た
だ
き
た
い
特
集
で
す
。そ
し
て
今
回
古
九
谷
の
展
開
と
し
て
、

若
杉
窯
か
ら
正
院
焼
に
至
る
諸
窯
の
中
か
ら
、古
九
谷
の
影
響

を
実
感
し
て
い
た
だ
け
る
作
品
を
選
ん
で
い
ま
す
。「
絵
付
け
を

離
れ
て
存
在
し
な
い
」と
い
わ
れ
た

古
九
谷
に
、再
興
九
谷
の
諸
窯
が
ど

の
よ
う
に
挑
ん
だ
か
。今
回
の
特
集

は
、そ
の
熱
い
格
闘
の
歴
史
で
も
あ

り
ま
す
。

前田育徳会尊經閣文庫分館

尊經閣文庫名品展
ー国宝 水左記を中心にー

第2展示室

古九谷とその展開

第6展示室

みる・きく・かたる
夏休み親子で楽しむ美術館

第5展示室

石川の工芸Ⅱ

九
月
前
半
の
展
覧
会

七
月
二
十
五
日（
木
）〜
九
月
九
日（
月
）会
期
中
無
休

　

今
回
の
特
集
で
は
石
川
県
に
ゆ
か
り
の
あ
る
工
芸
作
品
の
中

で
も
、器
物
や
着
物
と
い
っ
た
実
用
品
と
い
う
よ
り
も
、ど
ち
ら

か
と
い
え
ば
彫
刻
や
絵
画
を
思
わ
せ
る
、造
形
的
な
作
風
の
も
の

を
中
心
に
紹
介
し
て
い
ま
す
。ど
の
作
品
も
そ
れ
ぞ
れ
素
材
の
特

質
を
生
か
し
た
加
工
が
施
さ
れ
て
お
り
、作
者
の
素
材
へ
の
こ
だ

わ
り
を
感
じ
さ
せ
ま
す
。

　

大
型
の
陶
芸
や
金
属
造
形
の
作
品
に
つ
い
て
は
、特
別
に
ケ
ー
ス

の
外
に
出
し
て
展
示
し
、作
品
の
質
感
を

ダ
イ
レ
ク
ト
に
感
じ
る
こ
と
が
で
き
ま

す
。照
明
に
も
工
夫
を
凝
ら
し
ま
し
た
の

で
、い
つ
も
の
第
５
展
示
室
と
は
少
し

違
っ
た
雰
囲
気
に
な
っ
て
い
ま
す
。こ
の

機
会
に
ぜ
ひ
お
越
し
く
だ
さ
い
。

色絵万年青図平鉢　吉田屋窯

接吻スルノガイイノダ　中村錦平
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昨
年
七
月
、勝
田
深
氷
氏
が
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
の
自
宅
で

逝
去
し
て
か
ら
約
一
年
。本
展
が
氏
の
一
周
忌
に
当
た
る
こ
と

も
あ
り
、氏
を
偲
ぶ
多
く
の
方
々
が
来
場
さ
れ
ま
し
た
。物
故
作

家
を
紹
介
す
る
と
き
、ご
遺
族
を
は
じ
め
と
す
る
旧
知
の
方
々

が
納
得
の
い
く
展
覧
会
で
あ
る
こ
と
は
、作
家
を
過
た
ず
紹
介

で
き
た
と
い
う
こ
と
に
繋
が
り
、担
当
者
に
と
っ
て
嬉
し
い
こ

と
で
す
。

　

残
り
数
日
と
な
り
ま
し
た
が
、版
画「
雪
」「
月
」「
花
」の
原
画

展
示
も
加
わ
り
、一
層
氏
の
画
業
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う

に
な
っ
て
い
ま
す
。一
人
で
も
多
く
の
方
の
観
覧
を
お
待
ち
し

て
お
り
ま
す
。

【
橘
寺
】

聖
徳
太
子
誕
生
の
地
と
い
わ
れ
る
寺
院
で
、精
進
料
理
の
昼
食

を
い
た
だ
き
ま
す
。特
別
公
開
中
の
収
蔵
庫
も
拝
観
で
き
ま
す
。

【
唐
招
提
寺
】

鑑
真
が
開
創
し
、「
天
平
の
甍
」の
美
を
示
す
国
宝
・
金
堂
で
知
ら

れ
ま
す
。今
秋
は
御
影
堂
が
開
扉
さ
れ
、鑑
真
和
上
坐
像（
国

宝
）、東
山
魁
夷
の
襖
絵
が
拝
見
で
き
ま
す
。

◇
入
場
料

　

八
〇
〇
円（
高
校
生
以
下
無
料
）、友
の
会
は
一
〇
〇
円
引
き

◇
連
絡
先

　

北
國
新
聞
事
業
局
内「
日
展
石
川
会
」事
務
局

　

電
話 

〇
七
六̶

二
六
〇̶

三
五
八
一

文化財現地見学募集
第44回

7月25日（木）～9月9日（月）会期中無休

第3展示室

勝田深氷展
最後の絵師

8月30日（金）～9月9日（月）会期中無休
（午後6時まで）

第7～9展示室

日展 石川会展
第2回

九
月
前
半
の
展
覧
会

　

日
展
石
川
会
は
、県
内
在
住
の
三
人
の
日
本
芸
術
院
会
員
を

初
め
と
す
る
日
展
所
属
の
作
家
で
構
成
さ
れ
て
い
ま
す
。平
成

二
十
三
年
以
来
二
回
目
と
な
る
今
展
は
、昨
秋
東
京
の
国
立
新

美
術
館
で
開
催
の
第
四
十
四
回
日
展
に
出
品
さ
れ
た
大
作
を
中

心
に
百
数
十
点
を
展
示
し
ま
す
。

飛鳥から奈良へ
　　ー日本文化のはじまりを訪ねてー

期
日
／
平
成
二
十
五
年
十
月
五
日（
土
）〜
六
日（
日
）一
泊
二
日

日
程
／
出
発
・
五
日
午
前
七
時　

帰
着
・
六
日
午
後
七
時
頃

発
着
／
金
沢
駅
西
口

　
　
　

※

移
動
は
全
て
貸
し
切
り
バ
ス
を
使
用
し
ま
す
。

参
加
代
金
／
友
の
会
会
員 

二
三
、〇
〇
〇
円

　
　
　
　
　

会
員
以
外　

 

二
四
、〇
〇
〇
円  

◆
お
も
な
見
学
地

◆
申
込
方
法

【
薬
師
寺
】

大
盛
況
だ
っ
た
国
宝
薬
師
寺
展
の
お
礼
参
り
と
な
り
ま
す
。ガ
イ

ダ
ン
ス
で
お
馴
染
み
と
な
っ
た
僧
侶
に
ご
案
内
い
た
だ
き
ま
す
。

そ
の
ほ
か【
飛
鳥
寺
】【
飛
鳥
資
料
館
】【
石
舞
台
古
墳
】【
秋
篠
寺
】を

訪
ね
ま
す
。

往
復
は
が
き
に「
文
化
財
現
地
見
学
」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
を
記
入

の
上
、ご
応
募
く
だ
さ
い
。

※

応
募
者
多
数
の
場
合
、抽
選
に
な
り
ま
す
。

◆
宛
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
切
り

平
成
二
十
五
年
九
月
十
七
日（
火
）必
着

※

行
程
に
徒
歩
に
よ
る
移
動
や
坂
道
、階
段
が
含
ま
れ
ま
す
。

　

脚
に
自
信
の
な
い
方
は
ご
注
意
く
だ
さ
い
。



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
今月の開館時間

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（9月は2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/
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企画展 Topics 石川県立美術館開館30周年記念「石川県立美術館 名作の森」
会期 平成25年12月21日(土)～平成26年2月11日(火)

9月の全館休館日
10日（火）～12日（木）

九
月
の
行
事
予
定

土
曜
講
座

午
後
1
時
30
分
〜  

美
術
館
講
義
室  

聴
講
無
料

7
日（
土
）

鴨
居
玲
の
構
図

二
木
伸
一
郎 

普
及
課
長

加
賀
藩
と
寛
永
文
化

高
嶋
清
栄 

学
芸
第
二
課
長

14
日（
土
）

俵
屋
宗
達
の
画
業

ー
能
楽
と
茶
の
湯
の
美
意
識
か
ら
ー

村
瀬 

博
春 

担
当
課
長

映
像
ギ
ャ
ラ
リ
ー

午
後
1
時
30
分
〜  

美
術
館
ホ
ー
ル  

入
場
無
料

1
日（
日
）
水
墨
大
全
４

日
本
的
装
飾
美
の
誕
生 

狩
野
派

（
六
十
分
）

水
墨
大
全
６

琳
派
と
江
戸
前
期
の
風
俗
画

（
六
十
分
）

22
日（
日
）

21
日（
土
）

尾
形
光
琳
の
画
業

ー
風
神
雷
神
図
へ
の
挑
戦
ー

村
瀬 

博
春 

担
当
課
長

28
日（
土
）

あなたが選ぶ「石川県立美術館 ベストコレクション」

　
昭
和
五
十
八
年
に
開
館
し
て
か
ら
今
年
で
三
十
年
を
迎
え
ま
し
た
。こ
の
間
、た
く
さ
ん
の
作
品

を
収
蔵
し
て
き
ま
し
た
が
、現
在
ま
で
に
所
蔵
す
る
作
品
は
三
、一
一
〇
件
を
数
え
ま
す
。こ
れ
ら
所

蔵
す
る
名
品
を
一
堂
に
公
開
す
る
企
画
が「
石
川
県
立
美
術
館 

名
作
の
森
」で
す
。そ
こ
に
展
示
す

る
作
品
を
皆
さ
ん
の
投
票
で
選
ん
で
い
た
だ
く
こ
と
と
し
ま
し
た
。あ
な
た
の
選
ぶ
作
品
で
展
覧
会

を
構
成
し
ま
す
。古
美
術
・
工
芸
・
絵
画
・
彫
刻
な
ど
全
分
野
の
作
品
か
ら
、作
品
を
選
ん
で
下
さ
い
。

　
展
覧
会
で
そ
の
ラ
ン
キ
ン
グ
を
発
表
し
ま
す
。応
募
い
た
だ
い
た
方
に
は
抽
選
で
粗
品（
オ
リ
ジ

ナ
ル
グ
ッ
ズ
）を
プ
レ
ゼ
ン
ト
し
ま
す
。た
く
さ
ん
の
応
募
を
お
待
ち
し
て
お
り
ま
す
。

所
蔵
品
の
人
気
投
票
を
行
い
ま
す

【
応
募
要
項
】

　
別
紙
の
一
覧
か
ら「
石
川
県
立
美
術
館 

名

作
の
森
」に
出
品
し
た
い
作
品
を「
古
美
術
」

「
工
芸
」「
絵
画
・
彫
刻
」の
各
分
野
か
ら
そ
れ

ぞ
れ
一
点
選
ん
で
記
入
し
て
下
さ
い
。

　
一
覧
に
な
い
作
品
を
選
ん
で
も
結
構
で

す
。そ
の
名
称
と
作
者
名
や
窯
名
を
記
入
し

て
下
さ
い
。当
館
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
所
蔵
品

デ
ー
タ
ベ
ー
ス
で
作
品
を
確
認
で
き
ま
す
。

　
ま
た
情
報
図
書
コ
ー
ナ
ー
で

「
石
川
県
立
美
術
館
所
蔵
品
図
録
」

「
石
川
県
立
美
術
館
名
品
図
録
」

「
九
谷
名
品
図
録
」

「
茶
道
美
術
名
品
図
録
」

か
ら
選
ぶ
こ
と
も
で
き
ま
す
。

　
作
品
に
ま
つ
わ
る
想
い
出
を
あ
わ
せ
て
ご

記
入
下
さ
い
。

①
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
専
用
ペ
ー
ジ
か
ら

②
フ
ァ
ッ
ク
ス
で
送
信

（
Ｆ
Ａ
Ｘ
０
７
６̶

２
２
４̶

９
５
５
０

名
作
の
森
展
投
票
受
付
係
）

③
ハ
ガ
キ
で
応
募

（
〒
９
２
０̶

０
９
６
３

金
沢
市
出
羽
町
２̶

１ 

石
川
県
立
美
術
館 

名
作
の
森
展
投
票
受
付
係
）

④
投
票
箱（
石
川
県
立
美
術
館
情
報
図
書

コ
ー
ナ
ー
）に
直
接
投
票

　
当
選
者
の
方
に
は
賞
品
を
お
送
り
し
ま

す
の
で
、住
所
・
氏
名
・
年
齢
・
性
別
を
必
ず

書
い
て
ご
応
募
下
さ
い
。

【
受
付
期
間
】

【
投
票
方
法
】

平
成
25
年
9
月
1
日（
日
）〜
10
月
31
日（
木
）




