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名物裂と香道具

加賀文化の粋

重要文化財 《蒔絵和歌の浦図見台》 伝清水九兵衛
―加賀文化の粋―より

● 企画展Topics ｢脇田和展｣

● 第72回現代美術展

● 平成28年度の展覧会

● 平成27年度の展覧会を振り返って

● バスツアー募集

● ミュージアムレポート

● 4月の行事予定

前田育徳会尊經閣文庫分館

第2展示室
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め
い
ぶ
つ
ぎ
れ

3月31日（木）～4月19日（火） 会期中無休

名物裂と香道具（前期） （前期）

前田育徳会尊經閣文庫分館

　

名
物
裂
と
は
、そ
の
ほ
と
ん
ど
が
中
国
の
元
・
明
・
清
の

時
代
に
製
織
さ
れ
、鎌
倉
や
室
町
時
代
か
ら
江
戸
時
代
中

期
に
か
け
て
日
本
に
舶
載
さ
れ
た
染
織
品
で
す
。そ
の
種

類
は
金
襴
・
緞
子
・
間
道
が
主
で
、錦
・
風
通
・
印
金
・
モ
ー
ル
・

更
紗
な
ど
多
岐
に
わ
た
り
ま
す
。舶
載
の
当
初
は
高
僧
の

袈
裟
や
武
将
の
衣
服
、能
装
束
、あ
る
い
は
寺
社
の
帳
や
打

敷
と
し
て
用
い
ら
れ
ま
し
た
が
、茶
道
の
興
隆
と
と
も
に
、

書
画
の
表
装
裂
や
名
物
茶
道
具
の
仕
覆
と
し
て
、優
れ
た

鑑
識
眼
を
も
つ
茶
人
た
ち
に
よ
っ
て
賞
玩
さ
れ
、「
名
物

裂
」が
形
成
さ
れ
ま
し
た
。前
田
家
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
の
中

で
も
、そ
の
質
・
量
と
も
に
優
れ
た
名
物
裂
は
、三
代
藩
主

利
常
が
寛
永
十
四
年（
一
六
三
七
）、当
時
唯
一
の
海
外
へ

の
窓
口
で
あ
っ
た
長
崎
へ
家
臣
を
目
利
き
と
と
も
に
遣
わ

せ
、買
い
求
め
さ
せ
た
も
の
が
そ
の
中
心
で
す
。利
常
の
美

意
識
に
は
、他
の
い
か
な
る
大
名
の
追
随
を
も
許
さ
な
い
ス

ケ
ー
ル
の
大
き
さ
が
あ
り
ま
し
た
が
、こ
の
名
物
裂
収
集
に

も
そ
う
し
た
想
い
が
反
映
さ
れ
て
い
ま
す
。今
回
は
、金
襴
、

緞
子
、間
道
、モ
ー
ル
な
ど
を
中
心
に
四
十
八
点
を
展
示
し
ま

す
。染
織
品
は
美
術
工
芸
品
の
な
か
で
も
最
も
脆
弱
な
も
の

で
あ
り
、前
期
と
後
期
で
展
示
替
え
を
行
い
ま
す
が
、こ
れ
だ

け
ま
と
め
て
の
特
集
展
示
は
久
々
で
す
。

　

ま
た
、仏
前
荘
厳
に
は
じ
ま
る
日
本
の
香
文
化
は
、中
世

に
は
茶
道
や
華
道
と
と
も
に
芸
道
と
し
て
の
香
道
が
成
立

し
、江
戸
時
代
に
な
る
と
組
香（
数
種
類
の
香
を
組
み
合
わ

せ
た
も
の
を
聞
き
当
て
る
雅
な
遊
び
）が
盛
ん
に
な
り
ま
し

た
が
、そ
の
際
に
使
用
す
る
香
道
具
を
あ
わ
せ
て
展
示
し
ま

す
の
で
、名
物
裂
と
と
も
に
洗
練
さ
れ
た
美
の
世
界
を
ご
堪

能
く
だ
さ
い
。

　

新
幹
線
開
業
か
ら
一
年
が
経
ち
、石
川
県
、金
沢
市
は
藩

政
期
の
文
化
が
現
代
に
息
づ
く
地
域
と
し
て
ま
す
ま
す
人

気
が
高
ま
っ
て
い
ま
す
。そ
こ
で
今
回
は
、加
賀
藩
主
・
前

田
家
が
推
進
し
た
文
化
政
策
の
エ
キ
ス
を
紹
介
す
る
と
い

う
趣
旨
で
作
品
を
選
び
ま
し
た
。

　

大
名
家
の
文
化
と
い
え
ば
、ま
ず
名
品
の
収
集
が
思
い
浮

か
び
ま
す
。前
田
家
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
は
質
・
量
と
も
に
他

家
を
圧
倒
す
る
も
の
で
し
た
が
、後
に
流
出
し
た
作
品
も
あ

り
ま
す
。今
回「
前
田
家
伝
来
」と
し
て
展
示
す
る
も
の
は
、

そ
う
し
た
作
品
で
す
。そ
の
中
に
は
、重
文《
天
狗
草
紙
》と

重
文《
古
今
和
歌
集
・
清
輔
本
》の
よ
う
な
大
変
貴
重
な
作
品

も
あ
り
ま
す
。《
天
狗
草
紙
》は
、有
名
寺
院
の
僧
侶
た
ち
が

自
分
の
寺
の
由
緒
や
優
位
性
を
誇
示
す
る
様
を
天
狗
に
な

ぞ
ら
え
て
批
判
し
た
も
の
で
、鎌
倉
時
代
十
三
世
紀
の
作
で

す
。今
回
は
前
期
・
後
期
で
巻
き
替
え
を
行
い
ま
す
。

　

前
田
家
の
文
化
政
策
で
特
筆
さ
れ
る
点
は
、京
都
な
ど
か

ら
当
代
一
流
の
名
工
を
招
き
、工
人
の
指
導
に
あ
た
ら
せ
て

い
る
こ
と
で
す
。今
回
は
、加
賀
蒔
絵
の
基
礎
を
築
い
た
五
十

嵐
道
甫
の《
蒔
絵
脇
息
図
十
二
律
箱
》や
、清
水
九
兵
衛
作
と

伝
わ
る
重
文《
蒔
絵
和
歌
の
浦
図
見
台
》を
は
じ
め
、加
賀
象

嵌
の
鐙
、加
賀
友
禅
の
夜
着
な
ど
、「
加
賀
」の
名
を
冠
し
た
工

芸
ジ
ャ
ン
ル
珠
玉
の
名
品
を
紹
介
し
ま
す
。ま
た
五
代
藩
主
・

前
田
綱
紀
に
招
か
れ
た
裏
千
家
四
世
仙
叟
宗
室
に
同
道
し

た
、初
代
大
樋
長
左
衛
門
に
よ
る
県
文《
飴
釉
烏
香
炉
》ほ
か

初
期
大
樋
焼
の
名
作
も
あ
わ
せ
て
展
示
し
ま
す
。常
時
展
示

さ
れ
て
い
る
古
九
谷
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
と
あ
わ
せ
て
、「
加
賀

文
化
の
粋
」を
ご
堪
能
く
だ
さ
い
。

《縞地梅花石畳宝尽し段替り文様緞子（伊予簾緞子）》

3月31日（木）～4月19日（火） 会期中無休

加賀文化の粋
第2展示室

県文 《飴釉烏香炉》 初代大樋長左衛門

ふ
う
つ
う
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◆
部　

門
／
洋
画（
第
7
・
8
・
9
展
示
室
）

　
　
　
　
　

工
芸（
第
4
・
5
・
6
展
示
室
）

　
　
　
　
　

写
真（
第
3
展
示
室
）

◆
作
品
解
説
／
会
期
中
、作
品
解
説
を
行
い
ま
す
。

◆
開
館
時
間
／
午
前
9
時
30
分
〜
午
後
6
時

◆
入
場
料（
金
沢
21
世
紀
美
術
館
と
共
通
）

第
3
〜
9
展
示
室

第
72
回 

現
代
美
術
展　

4
月
2
日（
土
）〜
19
日（
火
） 

会
期
中
無
休

　

昭
和
二
十
年
十
月
に
第
一
回
展
が
開
催
さ
れ
た
現
代
美
術
展
は
、本
年

七
十
二
回
展
を
迎
え
ま
す
。そ
の
間
、文
化
勲
章
受
章
者
、日
本
芸
術
院
会

員
、人
間
国
宝
を
は
じ
め
、多
く
の
実
力
作
家
を
生
み
出
し
、そ
の
成
果
は

「
美
術
工
芸
王
国
石
川
」と
し
て
大
き
く
花
開
い
て
お
り
ま
す
。

　

本
展
で
は
、所
属
会
派
を
超
え
て
、日
本
画
・
洋
画
・
彫
刻
・
工
芸
・
書
・
写

真
の
六
部
門
か
ら
、石
川
県
美
術
文
化
協
会
会
員
ら
の
秀
作
に
、一
般
公
募

か
ら
の
入
賞
・
入
選
者
の
意
欲
作
を
一
堂
に
展
示
し
ま
す
。

寄附受納記念

個　

人

一　
　
　

般

大
高
生

中
小
生

一
、〇
〇
〇
円

九
〇
〇
円

八
〇
〇
円

六
〇
〇
円

五
〇
〇
円

四
〇
〇
円

五
〇
〇
円

四
〇
〇
円

三
〇
〇
円

当　

日

前
売
り

団　

体

《連理》 1994 （図①）

《放鳥》 1953 （図②）

 4月24日（日）～5月15日（日） 会期中無休

脇田和展 ― 鳥に詠う―

企画展Topics

脇
田
和
ほ
ど
鳥
を
い
と
お
し
み
描
き
続
け
た
画
家
は
い
な
い
で
し
ょ
う
。

今
回
ご
寄
附
い
た
だ
い
た
脇
田
作
品
三
一
七
点
中
、実
に
八
十
九
点
の
画
題

に「
鳥
」と
い
う
文
字
が
入
っ
て
い
ま
す
。《
少
年
と
鳥
》《
鳥
と
横
臥
す
る
女
》

《
鳥
と
ブ
ー
メ
ラ
ン
》《
鳥
の
閑
日
》な
ど
、よ
く
ぞ
、こ
れ
だ
け
鳥
を
入
れ
た

タ
イ
ト
ル
を
考
え
た
も
の
だ
と
驚
い
て
し
ま
い
ま
す
。そ
れ
に《
鳩
》や《
鶫
》

《
ほ
お
じ
ろ
》な
ど
も
む
ろ
ん
鳥
を
描
い
て
い
ま
す
し
、画
題
に
は
鳥
を
思
わ

せ
ず
と
も
、画
面
に
鳥
を
描
き
入
れ
た
作
品
は
数
知
れ
ま
せ
ん
。

た
と
え
ば《
連
理
》（
図
①
）、こ
れ
は
男
女
の
仲
睦
ま
じ
い
こ
と
を
現
す

「
比
翼
連
理
」か
ら
言
葉
を
取
っ
て
い
ま
す
が
、向
か
い
合
わ
せ
の
比
翼
鳥
が

描
か
れ
て
い
ま
す
。《
ア
ロ
ハ
》や《
緑
雨
》な
ど
に
も
鳥
は
潜
ん
で
い
ま
す
。

ざ
っ
と
見
て
七
十
四
点
は
あ
る
で
し
ょ
う
か
。両
方
あ
わ
せ
る
と
一
六
三

点
、つ
ま
り
、今
回
の
作
品
の
半
分
以
上
に
鳥
が
描
か
れ
て
い
る
の
で
す
。

脇
田
と
鳥
と
の
出
会
い
は
、昭
和
二
十
八
年
に
肋
膜
を
患
い
、自
宅
療
養

を
し
て
い
た
時
だ
と
い
い
ま
す
。知
人
の
彫
刻
家
が
鳥
籠
に「
マ
シ
コ
」を
入

れ
て
見
舞
い
に
来
た
の
で
す
。こ
こ
ろ
を
癒
や
さ
れ
た
の
で
し
ょ
う
。

同
年
の
作《
放
鳥
》（
図
②
）を
ご
覧
く
だ
さ
い
。画
面
に
は
鳥
籠
に
入
る
一

羽
の
鳥
を
見
つ
め
、嬉
し
い
と
も
哀
し
い
と
も
つ
か
ぬ
表
情
を
見
せ
る
女
性

と
、鳥
を
放
そ
う
と
す
る
少
年
、そ
し
て
後
方
に
は
飛
び
回
る
二
羽
の
鳥
が

描
か
れ
て
い
ま
す
。脇
田
は
異
な
る
時
間
を
絵
巻
の
よ
う
に
同
一
画
面
に
描

い
て
い
ま
す
。つ
が
い
の
鳥
が
一
羽
逃
げ
、残
る
さ
び
し
げ
な
鳥
を
哀
れ
ん

で
、再
度
つ
が
い
に
と
女
性
は
籠
か
ら
解
き
放
す
の
で
す
。放
た
れ
た
鳥
は

猛
烈
な
勢
い
で
、先
に
飛
び
立
っ
た
鳥
を
追
い
か
け
て
い
き
ま
す
。

脇
田
の
作
品
は
詩
情
に
あ
ふ
れ
、つ
ね
に
物
語
性
を
感
じ
さ
せ
ま
す
。

※

金
沢
21
世
紀
美
術
館
で
は
、日
本
画
・
彫
刻
・
書
が
展
示
さ
れ
ま
す
。

※

当
館
友
の
会
会
員
は
会
員
証
の
提
示
に
よ
り
団
体
料
金
に
割
引
さ
れ
ま
す
。
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脇田和 《窓際の瓜》 1974 油彩
ー脇田和展ー

荻原守衛 《おんな》
ー近代美術の至宝ー

喜多川歌麿 《風流子宝合 大からくり》
ー絵画にみる江戸のくらしー

平成28年度も
当館の展覧会をお楽しみください

　

平
成
二
十
八
年
度
は
三
つ
の
企
画
展
の
ほ
か
、

コ
レ
ク
シ
ョ
ン
展
示
室
で
特
別
陳
列
や
特
集
を
計

画
し
て
い
ま
す
。

　

春
の
企
画
展
は「
寄
附
受
納
記
念 

脇
田
和
展 

│

鳥
に
詠
う
│
」で
す
。昨
年
末
、軽
井
沢
の
脇
田
美

術
館
か
ら
脇
田
和
氏
の
作
品
三
一
七
点
の
寄
贈
を

受
け
ま
し
た
。脇
田
氏
は
明
治
の
初
め
ま
で
金
沢

に
居
住
し
た
加
賀
藩
士
の
末
裔
で
、石
川
と
ゆ
か

り
深
い
作
家
で
あ
り
、金
沢
に
想
い
を
寄
せ
た
作

家
で
し
た
。そ
う
し
た
縁
か
ら《
ア
イ
坊
と
猫
》や

《
少
年
と
鳥
》《
ポ
ン
コ
ツ
車
を
誘
導
す
る
鳥
》な
ど

代
表
作
を
は
じ
め
、ま
さ
に
脇
田
芸
術
の
中
核
を

な
す
作
品
群
が
新
た
に
所
蔵
品
に
加
わ
り
ま
し

た
。そ
れ
を
記
念
し
て
、油
彩
画
・
素
描
・
版
画
な
ど

約
一
五
〇
点
の
お
披
露
目
公
開
で
す
。

　

秋
は「
近
代
美
術
の
至
宝 

│
明
治
・
大
正
・
昭
和

の
巨
匠
│
」を
行
い
ま
す
。わ
が
国
の
明
治
か
ら
昭

和
に
至
る
近
代
の
美
術
を
、絵
画
・
彫
刻
・
工
芸
の

作
品
を
通
し
て
各
時
代
の
歩
み
を
た
ど
り
ま
す
。

東
京
や
京
都
を
は
じ
め
各
地
の
美
術
館
か
ら
借
用

す
る
な
ど
、こ
れ
ま
で
に
な
い
規
模
と
内
容
で
す
。

教
科
書
な
ど
で
一
度
は
目
に
し
た
作
品
も
数
多

く
、お
子
さ
ん
た
ち
と
も
一
緒
に
お
楽
し
み
い
た

だ
け
る
展
覧
会
に
な
る
と
思
い
ま
す
。

　

新
春
一
月
に
は「
絵
画
に
み
る
江
戸
の
く
ら
し 

│
浮
世
絵
版
画
を
中
心
に
│
」を
開
催
し
ま
す
。江

戸
の
人
々
の
く
ら
し
や
風
俗
を
歌
麿
・
北
斎
・
広
重

な
ど
の
浮
世
絵
で
紹
介
し
ま
す
。歌
舞
伎
役
者
や

相
撲
取
り
の
ほ
か
、「
東
海
道
五
十
三
次
」な
ど

人
々
の
楽
し
み
と
あ
こ
が
れ
を
感
じ
取
る
こ
と
の

で
き
る
内
容
で
す
。江
戸
初
期
の
風
俗
画
と
し
て
、

前
田
利
常
夫
人
の
珠
姫
と
目
さ
れ
る
女
性
を
は
じ

め
加
賀
藩
の
武
家
や
町
人
が
登
場
す
る「
金
沢
士

庶
遊
楽
図
屏
風
」も
特
別
公
開
さ
れ
ま
す
。

　

コ
レ
ク
シ
ョ
ン
展
示
室
で
は
、特
別
陳
列
と
し

て
前
田
育
徳
会
尊
經
閣
文
庫
分
館
で「
財
団
設
立

九
十
周
年 

前
田
利
為
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
を
中
心

に
」を
行
い
ま
す
。関
東
大
震
災
で
多
く
の
文
化
財

が
失
わ
れ
て
い
く
現
状
を
憂
え
た
前
田
利
為
が
、

貴
重
な
古
典
籍
を
複
製
頒
布
す
る
こ
と
を
目
的
と

し
て
大
正
十
五
年
に
財
団
を
設
立
し
て
か
ら
九
十

年
を
記
念
し
た
展
観
で
、利
為
収
集
の
作
品
を
中

心
に
展
示
し
ま
す
。

　

特
集
と
し
て
古
美
術
部
門
で
は「
福
者
認
定
記

念 

高
山
右
近
」、近
現
代
美
術
は「
没
後
30
年 

高
光

一
也
の
世
界
」「
立
見
榮
男
展
」「
開
光
市
展
」（
油
彩

画
）や「
長
谷
川
大
治
郎
・
梶
本
良
衛
木
彫
二
人
展
」

「
挿
画
の
鬼
才 

山
崎
百
々
雄
展
」、工
芸
は「
石
川
の

工
芸 

女
性
作
家
の
き
ら
め
き
」な
ど
を
予
定
し
て

い
ま
す
。

　

こ
う
し
た
当
館
企
画
の
展
覧
会
に
加
え
、五
月

に
日
展
の
金
沢
展
が
開
催
さ
れ
る
ほ
か
、当
館
が

主
催
に
加
わ
る「
ビ
ア
ズ
リ
ー
と
日
本
」を
は
じ
め

二
十
五
の
展
示
が
予
定
さ
れ
て
い
ま
す
。今
年
も

石
川
県
立
美
術
館
の
展
覧
会
に
足
を
お
運
び
く
だ

さ
い
。
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平成27年度のコレクション展を振り返って

　

平
成
二
十
七
年
は
、新
幹
線
金
沢
開
業
の
年
で

し
た
。北
陸
新
幹
線
と
い
う
名
称
も
定
着
し
、予
想

を
大
き
く
上
回
る
遠
来
の
お
客
さ
ま
が
金
沢
を
訪

れ
ま
し
た
。石
川
県
立
美
術
館
で
は
、前
号
で
お
伝

え
し
た
よ
う
に「
石
川
な
ら
で
は
の
美
術
」を
紹
介

す
る
こ
と
を
年
間
の
方
針
と
し
て
展
示
を
行
っ
て

き
ま
し
た
。

　

本
号
で
は
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
展
示
を
振
り
返
り
ま

す
。コ
レ
ク
シ
ョ
ン
展
示
室
で
は
、月
ご
と
に
テ
ー

マ
を
設
け
て
所
蔵
品
、寄
託
品
を
公
開
し
て
い
ま

す
が
、本
年
度
の
入
場
者
は
前
年
の
約
四
十
パ
ー

セ
ン
ト
増
で
、こ
こ
に
も
新
幹
線
効
果
が
及
ん
だ

よ
う
で
す
。

　

前
田
育
徳
会
尊
經
閣
文
庫
分
館
で
は
二
つ
の
特

集
を
開
催
し
ま
し
た
。「
芳
春
院
ま
つ
」は
加
賀
藩

祖
・
前
田
利
家
夫
人
の
ま
つ
を
紹
介
す
る
展
観
で

し
た
。肖
像
画
や
消
息
を
は
じ
め
、ま
つ
が
描
い
た

「
達
磨
像
」や
所
用
の「
短
刀
」な
ど
、加
賀
藩
を
守

る
た
め
人
質
と
し
て
江
戸
に
下
向
し
た
芳
春
院
の

心
情
を
も
う
か
が
わ
れ
る
内
容
で
し
た
。「
四
代
藩

主
前
田
光
高
を
偲
ぶ
」で
は
、三
十
歳
で
早
世
し
た

光
高
の
著
作
や
書
状
な
ど
に
よ
り
、三
代
利
常
・
五

代
綱
紀
の
間
に
あ
っ
て
、短
い
一
生
を
送
っ
た
藩

主
の
姿
を
紹
介
し
ま
し
た
。第
2
展
示
室
で
は
年

間
を
通
し
て
指
定
文
化
財
を
は
じ
め
と
す
る
優
品

の
数
々
を
紹
介
し
ま
し
た
。白
山
比
咩
神
社
所
蔵

の
国
宝「
剣 

銘
吉
光
」の
ほ
か
、重
文「
四
季
耕
作

図
」（
久
隅
守
景
筆
）な
ど
各
地
か
ら
問
合
せ
を
い

た
だ
い
た
も
の
も
多
く
、そ
れ
ら
の
作
品
に
注
目

が
集
ま
り
ま
し
た
。

　

近
現
代
美
術
で
は
、所
蔵
品
を
P
R
す
る
一
年

と
位
置
づ
け
、「
石
川
ゆ
か
り
の
作
家
た
ち
」「
石
川

の
工
芸
」「
石
川
の
美
術
近
代
編
」な
ど
の
テ
ー
マ

展
示
を
行
い
ま
し
た
。特
別
陳
列「
石
川
の
近
代
彫

刻
を
た
ず
ね
て
」は
、明
治
か
ら
今
日
に
至
る
、石

川
の
近
代
彫
刻
の
歩
み
を
た
ど
る
も
の
で
し
た
。

展
示
室
で
の
作
品
の
ほ
か
、屋
外
に
設
置
さ
れ
た

作
品
を
写
真
で
紹
介
す
る
こ
と
で
、今
日
の
石
川

彫
刻
の
す
べ
て
を
ご
覧
い
た
だ
く
こ
と
が
で
き
た

よ
う
に
思
い
ま
す
。

　

恒
例
の
夏
休
み
親
子
で
楽
し
む
美
術
館
は
、

「
ア
ー
ト
de
暑
中
見
舞
い
」と
題
し
て
、夏
に
ち
な
ん
だ

作
品
を
取
り
揃
え
、カ
ー
ド
に
し
た
そ
の
作
品
の

画
像
に
一
言
添
え
て
暑
中
見
舞
い
を
つ
く
っ
て
楽

し
ん
で
い
た
だ
き
ま
し
た
。子
ど
も
た
ち
ば
か
り

で
な
く
、一
般
の
来
場
者
に
も
好
評
で
、た
く
さ
ん

の
暑
中
見
舞
い
が
展
示
室
を
飾
り
ま
し
た
。

　

工
芸
で
は
、夏
に「
加
賀
象
嵌
」を
と
り
あ
げ
、

江
戸
時
代
に
始
ま
る
加
賀
の
象
嵌
が
今
日
に
ど

の
よ
う
に
つ
な
が
っ
て
い
る
か
を
ご
覧
い
た
だ

き
ま
し
た
。

　

三
月
に
は「
食
を
彩
る
」と
題
し
て
、和
洋
の
ス

イ
ー
ツ
を
陶
芸
の
器
に
盛
っ
て
み
ま
し
た
。和
菓

子
店
や
ケ
ー
キ
シ
ョ
ッ
プ
な
ど
、多
く
の
お
店
か

ら
ご
協
力
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。さ
す
が
に
食
品

は
、カ
ビ
や
虫
の
問
題
が
あ
っ
て
展
示
室
で
は
展

示
は
で
き
ま
せ
ん
の
で
、そ
の
姿
を
写
真
に
納
め

て
紹
介
し
ま
し
た
が
、初
め
て
の
試
み
に
来
場
者

に
は
と
て
も
楽
し
ん
で
い
た
だ
く
こ
と
が
で
き
ま

し
た
。

ー石川の近代彫刻をたずねてー

重文 《四季耕作図》（右隻） 久隅守景
ー優品選ー

ー石川の工芸Ⅲ 食を彩るー
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当館館長　嶋崎 丞

講演会記録 企画展 「工芸にみる石川の巨匠」

「石川の工芸 －巨匠たちの思い出と裏話」

　

松
田
権
六
先
生

と
の
出
会
い
は
、日

本
伝
統
工
芸
展
が

金
沢
展
を
開
く
よ

う
に
な
る
前
年
、準

備
に
い
ら
っ
し
ゃ

い
ま
し
た
。せ
っ
か

く
美
術
館
が
で
き

た
の
だ
か
ら
、場
所

を
提
供
し
て
く
れ

な
い
か
と
い
う
わ
け
で
す
。し
か
し
、突
然
会
場
を

貸
せ
と
言
わ
れ
て
も
、で
き
ま
せ
ん
と
お
断
り
し

た
ん
で
す
。一
番
弟
子
の
大
場
松
魚
先
生
に
、す
ぐ

に
断
る
べ
き
で
は
な
い
と
言
わ
れ
ま
し
た
が
、企

画
展
と
い
う
の
は
学
芸
員
が
中
心
に
な
っ
て
考
え

る
も
の
だ
、と
思
っ
て
い
た
わ
け
で
す
。す
る
と
先

生
は
ご
立
腹
で
、知
事
の
所
へ
行
か
れ
た
ん
で
す

ね
。若
造
が
、美
術
館
を
貸
す
わ
け
に
い
か
ん
と
頑

張
っ
て
い
る
、何
と
か
し
て
ほ
し
い
と
。そ
し
て
知

事
命
令
が
下
り
ま
し
た
。今
で
は
お
引
き
受
け
し

て
よ
か
っ
た
と
思
い
ま
す
け
れ
ど
も
、当
時
は
こ

ん
な
経
緯
で
あ
り
ま
し
た
。以
来
、私
は
東
京
へ
行

く
た
び
、時
間
が
あ
れ
ば
先
生
の
所
へ
行
き
ま
し

た
。話
を
以
て
人
を
遇
す
る
と
い
い
ま
す
か
、非
常

に
話
し
好
き
な
方
で
、話
題
の
豊
富
さ
、深
さ
と
い

い
ま
し
ょ
う
か
。こ
の
先
生
か
ら
工
芸
の
色
ん
な

話
題
を
聞
く
わ
け
で
す
か
ら
、私
が
今
日
あ
る
の

は
、相
当
部
分
松
田
先
生
の
お
か
げ
か
な
と
思
っ
て

お
り
ま
す
。

　

美
術
館
を
建
て
る
と
き
、中
心
的
な
委
員
を
先

生
に
お
願
い
し
よ
う
と
い
う
話
に
な
り
ま
し
た
。

そ
れ
か
ら
、油
絵
関
係
の
専
門
委
員
と
し
て
能
登

ご
出
身
の
嘉
門
安
雄
先
生
、前
田
家
ご
当
主
の
ご

先
代
、前
田
利
建
さ
ん
に
特
別
顧
問
を
お
願
い
し

ま
し
た
。す
る
と
先
生
か
ら
、お
れ
の
作
品
が
き
み

の
所
に
あ
る
か
と
聞
か
れ
る
。あ
り
ま
せ
ん
と
答

え
る
と
、作
品
の
な
い
所
に
意
見
す
る
わ
け
に
い

か
な
い
が
、石
川
県
は
お
れ
の
作
品
を
買
う
気
が

あ
る
か
、と
聞
く
。そ
こ
で
、わ
け
て
い
た
だ
け
る

な
ら
喜
ん
で
、と
言
っ
た
の
が
蓬
萊
之
棚
で
す
。初

め
て
購
入
す
る
の
な
ら
、大
き
い
作
品
が
い
い
だ

ろ
う
と
仰
っ
た
ん
で
す
ね
。そ
こ
で
知
事
を
説
得

し
、議
会
に
か
け
る
と
、満
場
一
致
で
購
入
が
決

ま
っ
た
わ
け
で
す
。

　

琳
派
と
い
う
流
れ
の
中
に
、鈴
木
其
一
と
い
う

画
家
が
お
り
ま
す
が
、彼
の
作
品
か
ら
イ
ン
ス
ピ

レ
ー
シ
ョ
ン
を
受

け
て
い
る
の
か
な

と
考
え
ま
す
ね
。

背
景
の
波
の
表
現

な
ど
は
、こ
れ
を

ベ
ー
ス
に
し
て
、

ご
自
分
の
作
品
に

つ
な
い
で
い
る
こ

と
が
わ
か
る
わ
け

で
す
。明
治
以
降

の
漆
芸
作
品
の
う
ち
、重
要
文
化
財
に
な
っ
て
い

る
も
の
は
あ
り
ま
せ
ん
。私
は
指
定
さ
れ
る
な
ら

蓬
萊
之
棚
だ
ろ
う
と
、当
時
の
知
事
に
申
し
上
げ

ま
し
た
。そ
れ
か
ら
二
十
年
以
上
経
ち
ま
す
が
、そ

う
な
っ
て
い
な
い
の
は
残
念
で
す
ね
。

　

松
田
先
生
は
、正
倉
院
宝
物
な
ど
も
ヒ
ン
ト
に

し
て
い
る
。そ
う
だ
と
言
う
わ
け
に
い
か
ん
、と

笑
っ
て
お
ら
れ
ま
し
た
が
。名
品
の
優
れ
た
感
性

を
、ど
う
テ
ー
マ
に
し
て
も
の
づ
く
り
を
す
る
か

と
い
う
こ
と
。も
の
か
ら
学
ぶ
と
い
う
こ
と
は
、作

品
を
見
て
、自
分
の
作
品
に
つ
な
い
で
い
く
、そ
の

考
え
方
が
す
ば
ら
し
い
ん
で
す
ね
。日
本
の
美
術

作
家
は
、み
な
自
分
の
中
に
テ
ー
マ
を
持
っ
て
い

て
、そ
こ
か
ら
題
材
を
引
き
上
げ
、再
構
成
し
て
作

品
を
生
み
出
し
て
い
く
の
で
す
。人
間
か
ら
、つ
ま

り
師
匠
か
ら
学
ぶ
の
に
は
限
界
が
あ
る
。し
か
し

名
品
か
ら
学
ぶ
と
は
、自
分
で
見
て
、も
っ
と
こ
う

し
た
方
が
い
い
、こ
う
展
開
し
た
ら
楽
し
く
な
る

と
考
え
る
こ
と
で
す
。ま
た
、こ
れ
は
木
村
雨
山
先

生
も
仰
っ
た
こ
と
で
す
け
れ
ど
も
、生
命
感
を
デ

ザ
イ
ン
化
し
て
、作
品
の
構
成
に
つ
な
げ
て
い
く
。

写
生
を
図
案
と
し
て
ど
う
構
成
す
る
か
、こ
れ
を

常
に
頭
に
置
い
て
お
ら
れ
た
。皆
さ
ん
作
家
の
方

は
そ
う
で
し
ょ
う
け
れ
ど
も
、松
田
先
生
の
場
合

は
そ
の
仕
方
が
ず
ば
抜
け
て
い
た
と
思
い
ま
す
。

〈
一
月
十
七
日
に
当
館
ホ
ー
ル
で
行
わ
れ
た
講
演

会
の
内
容
に
つ
い
て
、当
館
の
責
任
で
抜
粋･

編
集

し
て
い
ま
す
。〉

《蓬萊之棚》 ー展示室にてー
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平成28年度 友の会 第14回バスツアー参加者募集

まちに守られた､平安の秘仏

ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
レ
ポ
ー
ト

四
月
の
行
事
予
定

期　
　

日
／

集
合
時
間
／

発　
　

着
／

参
加
代
金
／

募
集
定
員
／

平
成
二
十
八
年
五
月
十
四
日（
土
）

午
前
七
時
五
〇
分

金
沢
駅
金
沢
港
口（
西
口
）

友
の
会
会
員　

七
、五
〇
〇
円

会
員
以
外　
　

七
、八
〇
〇
円

四
十
二
名

◆
見
学
地

◆
申
込
方
法

　

福
井
藩
、越
前
松
平
家
に
関
す
る
資
料
が
充
実

し
て
い
ま
す
。当
日
は｢

由
利
公
正
と
仲
間
た
ち｣

な

ど
、福
井
の
歴
史
を
学
芸
員
の
方
か
ら
お
話
し
い

た
だ
き
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
。

◆
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
バ
ス
ツ
ア
ー
係

応
募
締
切
／
四
月
一
五
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
。

※

急
な
階
段
や
歩
き
に
く
い
道
が
行
程
に
含
ま

れ
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
・
住
所
・
電
話
番
号
・
会
員
番

号（
あ
る
方
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
。消
え
る
ボ
ー

ル
ペ
ン
は
使
用
し
な
い
で
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
。

【
福
井
市
郷
土
歴
史
博
物
館
】

　

昭
和
三
十
六
年
、台
風
で
境
内
杉
木
が
倒

れ
た
こ
と
を
機
に
、社
殿
を
改
築
し
ま
し
た
。

そ
の
際
、旧
内
陣
の
床
下
よ
り
多
数
の
仏
像
・

仏
具
が
発
見
さ
れ
、お
像
は
い
ず
れ
も
平
安

末
期
の
も
の
と
み
ら
れ
て
い
ま
す
。神
社
の

方
に
解
説
を
し
て
い
た
だ
き
な
が
ら
、重
要

文
化
財
の
お
像
を
ご
覧
い
た
だ
き
ま
す
。

【
八
坂
神
社
】

　

奈
良
時
代
・
養
老
元
年（
七
一
七
年
）に
泰
澄
大

師
が
開
か
れ
た
お
寺
で
、正
観
世
音
菩
薩
、千
手
観

世
音
菩
薩
を
祀
っ
て
い
ま
す
。本
尊
は
秘
仏
で
す

が
、住
職
の
お
話
を
聞
き
な
が
ら
平
安
〜
室
町
時

代
に
つ
く
ら
れ
た
お
像
を
ご
覧
い
た
だ
き
ま
す
。

【
朝
日
観
音
福
通
寺
】

　

古
記
録
が
な
い
た
め
、そ
の
起
源
や
発
展
の
歴

史
は
未
詳
で
す
。現
在
伝
わ
る
大
日
如
来
坐
像

は
、本
来
福
通
寺
の
本
尊
で
あ
っ
た
と
も
言
わ
れ

て
い
ま
す
。平
安
時
代
に
つ
く
ら
れ
た
仏
像
が
多

数
の
こ
り
、廃
仏
毀
釈
に
よ
る
お
像
の
散
逸
を
免

れ
た
例
と
し
て
貴
重
で
す
。

【
日
吉
神
社
】

　

泰
澄
が
最
初
に
修
業
し
、ま
た
入
寂
し
た
場
所

と
さ
れ
る
の
が
、越
知
山
で
す
。大
谷
寺
は
山
上
を

支
配
し
て
い
ま
し
た
が
、の
ち
に
天
台
宗
寺
院
と

し
て
再
興
さ
れ
ま
し
た
。県
指
定
文
化
財《
十
一
面

観
音
坐
像
》な
ど
を
安
置
し
て
い
ま
す
。

【
大
谷
寺
】

　

二
月
二
十
八
日
、『
石
川
の
工
芸 

食
を
彩
る
』の

展
示
を
鑑
賞
す
る
キ
ッ
ズ
プ
ロ
グ
ラ
ム
が
行
わ
れ

ま
し
た
。器
の
種
類
や
素
材
に
注
目
し
な
が
ら
作

品
鑑
賞
し
た
後
は
、「
お
い
し
そ
う
」を
目
指
し
て

器
の
デ
ザ
イ
ン
に
挑
戦
し
ま
し
た
。展
示
室
内
に

は『
伝
統
工
芸
と
ス
イ
ー
ツ
と
の
マ
リ
ア
ー
ジ
ュ
』

と
称
し
て
、普
段
は
な
か
な
か
見
る
こ
と
が
出
来

な
い
、所
蔵
作
品
に
お
菓
子
を
盛
り
つ
け
た
写
真

パ
ネ
ル
の
展
示
が
開
催
さ
れ
て
い
ま
す
。そ
れ
が

参
加
者
の
皆
さ
ん
の
器
の
デ
ザ
イ
ン
へ
の
意
欲
を

掻
き
立
て
ま
す
。パ
ネ
ル
展
示
の
中
の
自
分
の
好

き
な
お
菓
子
に
こ
だ
わ
っ
て
、そ
の
器
の
デ
ザ
イ

ン
を
考
え
る
人
、ま
た
、器
の
形
に
触
発
さ
れ
そ
の

器
の
模
様
を
考
え
る
人
な

ど
、参
加
の
皆
さ
ん
が
選

ん
だ
お
菓
子
・
器
と
も
バ

ラ
エ
テ
ィ
ー
に
富
み
、い

ろ
い
ろ
な
デ
ザ
イ
ン
の

「
お
い
し
そ
う
」な
作
品
が

出
来
上
が
り
ま
し
た
。

■
映
像
ギ
ャ
ラ
リ
ー

午
後
1
時
30
分
〜 

美
術
館
ホ
ー
ル 

入
場
無
料

（
30
分
）

文
化
人
記
録
映
像 

脇
田
和

　
日（
日
）

24

お
お
た
ん
じ

お
ち
さ
ん

八坂神社－越前を旅する
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寄附受納記念 脇田和展 企画展Topics

前田育徳会
尊經閣文庫分館 第2展示室次回の展覧会

春の優品選
工芸

新収蔵品展
絵画

優品選
－テーマは爽－
絵画・彫刻

名物裂と香道具
（後期）

加賀文化の粋
（後期）

脇田和展
－鳥に詠う－

企画展示室第5展示室第3・4展示室 第6展示室

会期：4月23日（土）～
　　　　　　　　 5月15日（日）

4月の休館日は
20日（水）～22日（金）

会期：4月24日（日）～5月15日（日）

一　般 360円（290円）
大学生 290円（230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

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（4月は4日）

《二人》 1942 油彩 《カシミールの織子》 1967 油彩

《S坊と鳥》 1983 水彩

《ポンコツ車を誘導する鳥》 1981 油彩

《暖帯》 1985 油彩《少年と鳥》 1957 油彩

―鳥に詠う―


