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前田育徳会
尊經閣文庫分館 第2展示室

第3～9展示室

名物前田藤四郎と
甲冑・陣羽織

改組新 第2回 日展 金沢展

岸派の絵画

会期：5月19日（木）～6月12日（日） 会期中無休

次回の展覧会

脇田 和展

名物裂と香道具

－鳥に詠う－

加賀文化の粋

脇田和《四色の季節》 1997年 油彩　キャンバス
―脇田和展―より

寄附受納記念

● 土曜講座について

● 春のミュージアムウィーク

● 山崎百々雄さんをご存じないですか？

● 5月の行事予定

● 広坂別館・石川県保存修復工房

● お客さまアンケートから

● アラカルト ただいま展示中

5月の休館日は
16日（月）～18日（水）

石川県指定文化財 紙本墨画 6曲1双山水図
各隻縦159.0cm×横360.0cm 室町16世紀

アラカルト ただいま展示中

伝 狩野元信　かのう・もとのぶ
文明8年～永禄2年(1476～1559)

a la carte  No.11

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（5月は2日）

前田育徳会尊經閣文庫分館

第2展示室

新収蔵品展 第3・4展示室

春の優品選 第5展示室

優品選 テーマは爽 第6展示室

　

五
世
紀
の
中
国
で「
山
水
は
美
し
い
形
を
も
っ
て

人
々
を
目
に
見
え
な
い
道
に
近
づ
け
る
。そ
れ
ゆ
え

に
、そ
の
山
水
を
描
い
た
絵
画
に
は
、書
物
を
も
っ

て
す
る
以
上
に
深
い
自
然
へ
の
洞
察
を
促
す
力
が

あ
る
」と
い
う
思
想
が
浸
透
し
て
い
き
ま
す
。こ
の

思
想
を
背
景
に
、中
国
で
は
山
水
が
深
い
精
神
性
の

表
現
に
最
も
適
し
た
画
題
と
認
識
さ
れ
、な
か
で
も

水
墨
に
よ
る
山
水
の
名
作
が
そ
の
後
数
多
く
描
か

れ
ま
し
た
。   

　

日
本
へ
の
影
響
は
す
で
に
八
世
紀
の
正
倉
院
宝

物
に
認
め
る
こ
と
が
で
き
ま
す
が
、特
に
十
四
世
紀

以
降
に
見
ら
れ
る
禅
宗
の
興
隆
と
書
院
造
建
築
の

発
達
は
、大
画
面
の
水
墨
山
水
図
の
新
た
な
需
要
を

生
み
ま
す
。そ
こ
で
、俗
世
間
を
離
れ
て
静
寂
な
山

中
で
隠
遁
生
活
を
送
り
た
い
と
の
発
注
者
の
理
想

を
基
盤
と
し
て
、中
国
の
有
名
な
景
勝
地
の
要
素
も

加
味
し
た
山
水
図
が
一
般
的
な
様
式
の
ひ
と
つ
と

な
り
ま
し
た
。

　

か
つ
て
前
田
家
に
伝
来
し
た
本
作
も
、そ
の
よ
う

な
流
れ
の
中
に
位
置
づ
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。画

面
右
か
ら
左
に
四
季
の
推
移
を
示
し
、「
瀟
湘
八
景
図
」

を
意
識
し
た
描
写
も
認
め
ら
れ
ま
す
。「
元
信
」の
印

が
押
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、室
町
時
代
に
狩
野
派

の
基
盤
を
築
い
た
狩
野
元
信
、あ
る
い
は
周
辺
の
画

家
が
描
い
た
も
の
と
判
断
さ
れ
ま
す
。 し

ょ
う
し
ょ
う
は
っ
け
い
ず

会期：5月21日（土）～6月12日（日） 会期中無休

（右隻）
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【
関
連
イ
ベ
ン
ト
】

講
師
／
野
見
山
暁
治
氏（
洋
画
家
・
文
化
勲
章
受
章
者
）

日
時
／
五
月
一
日（
日
） 

午
後
一
時
三
〇
分
〜

会
場
／
石
川
県
立
美
術
館
ホ
ー
ル（
定
員
二
〇
九
名
）

聴
講
無
料
・
申
込
不
要（
先
着
順
）

■
特
別
講
演
会「
僕
が
知
っ
て
い
る
脇
田
さ
ん
」

日
時
／
四
月
三
十
日
、五
月
一
日
・
二
日
・
八
日
・
十
五
日

　
　

午
前
十
一
時

要
観
覧
料
・
予
約
不
要

■
ギ
ャ
ラ
リ
ー
ト
ー
ク

ひ
き
め
か
ぎ
ば
な

１F企画展示室

一　

般

六
〇
〇
円（
四
〇
〇
円
）

八
〇
〇
円（
六
〇
〇
円
）

大
学
生

　

近
現
代
・
日
本
洋
画
壇
を
代
表
す
る
画
家
、脇
田
和
の
作
品

三
一
七
点
を
、一
般
財
団
法
人
脇
田
美
術
館
か
ら
寄
附
い
た

だ
い
た
こ
と
を
記
念
し
、「
脇
田
和
展
│
鳥
に
詠
う
│
」を
開

催
い
た
し
ま
す
。

　

脇
田
和
は
明
治
四
十
一
年（
一
九
〇
八
）、父 

脇
田
勇
、母 

金
子
の
次
男
と
し
て
東
京
に
生
ま
れ
ま
し
た
。兄
弟
は
後
に

十
二
人
と
な
り
、和
は
三
番
目
で
上
に
は
兄
と
姉
が
い
ま
す
。

父
は
実
業
家
で
貿
易
商
社
を
経
営
し
、ま
た
美
術
や
芸
事
に

も
熱
心
で
、和
は
幼
い
頃
よ
り
書
画
骨
董
に
囲
ま
れ
て
育
ち

ま
し
た
。祖
母
か
ら
墨
絵
の
手
ほ
ど
き
を
受
け
、家
に
代
々
伝

わ
る
鳥
の
写
生
帳
を
臨
画
す
る
な
ど
し
て
い
ま
す
。後
に
脇

田
は
鳥
を
生
涯
の
テ
ー
マ
と
す
る
の
で
す
が
、こ
の
時
の
臨

画
に
遠
因
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　

大
正
十
二
年（
一
九
二
三
）、姉
が
結
婚
し
ド
イ
ツ
に
行
く

こ
と
に
な
り
、十
五
歳
の
和
は
同
行
し
、八
年
間
の
留
学
生
活

が
始
ま
り
ま
す
。一
九
二
五
年
ベ
ル
リ
ン
国
立
美
術
学
校
に

入
学
し
、ド
イ
ツ
流
の
厳
格
な
デ
ッ
サ
ン
や
リ
ト
グ
ラ
フ
、

エ
ッ
チ
ン
グ
、木
口
木
版
等
の
版
画
技
法
を
学
ぶ
の
で
し
た
。

卒
業
は
一
九
三
〇
年
、学
校
か
ら
金
メ
ダ
ル
を
卒
業
証
書
と

共
に
受
け
て
い
ま
す
。し
か
し
、同
時
期
父
勇
が
死
去
し
、ま

た
長
兄
は
関
東
大
震
災
で
既
に
没
し
て
お
り
、帰
国
後
の
脇
田

は
、一
家
の
長
と
し
て
、会
社
経
営
を
こ
な
し
つ
つ
画
業
を
続

け
る
生
活
が
、こ
の
後
十
年
ほ
ど
続
く
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

光
風
会
や
帝
展
に
出
品
を
続
け
る
の
で
す
が
、こ
の
頃
同
年

代
で
志
賀
町
出
身
の
南
政
善
と
グ
ル
ー
プ
展
を
開
く
な
ど
親

交
を
持
っ
た
り
も
し
て
い
ま
す
。大
き
な
転
機
は
、昭
和
十
一

年
、帝
展
改
組
に
よ
る
画
壇
の
混
乱
期
に
、小
磯
良
平
、猪
熊
弦

一
郎
な
ど
と
共
に
新
制
作
派
協
会
を
創
立
し
た
こ
と
で
す
。以

後
脇
田
は
同
協
会
展
に
清
新
で
モ
ダ
ン
な
作
品
を
発
表
し
続

け
て
い
く
の
で
し
た
。

　

戦
後
は
新
制
作
協
会
展
を
は
じ
め
、サ
ン
パ
ウ
ロ
ビ
エ
ン

ナ
ー
レ
や
サ
ロ
ン･

ド･

メ
、ベ
ネ
チ
ア
ビ
エ
ン
ナ
ー
レ
な
ど
の

国
際
展
に
出
品
し
て
、高
い
評
価
を
受
け
ま
し
た
。ま
た
国
内
で

は
各
種
展
覧
会
出
品
や
個
展
を
開
催
す
る
と
と
も
に
、東
京
藝

術
大
学
で
教
鞭
を
執
り
、後
進
の
指
導
に
も
あ
た
っ
て
い
ま
す
。

　

昭
和
四
十
五
年
に
軽
井
沢
に
ア
ト
リ
エ
を
築
き
、平
成
三
年

に
は
同
地
に
脇
田
美
術
館
を
建
設
。制
作
は
油
彩
、水
彩
・
素

描
、版
画
な
ど
幅
広
く
、日
本
絵
画
史
に
大
き
な
足
跡
を
残
し

て
い
ま
す
。作
品
は
、鳥
や
子
ど
も
を
モ
チ
ー
フ
に
、温
か
み
の

あ
る
色
彩
と
堅
固
な
構
成
と
が
融
合
し
、詩
情
溢
れ
る
世
界
を

《窓際の瓜》 1974年《落花》 1952年 《二人》 1942年

　

前
号
で
は
展
示
の
概
要
に
つ
い
て
紹
介
し
ま
し
た
の

で
、今
回
は
名
物
裂
の
な
か
か
ら
、金
襴
と
緞
子
の
作
品
を

中
心
に
紹
介
し
ま
す
。

　
「
金
襴
」は
、金
糸
を
織
り
入
れ
て
文
様
を
織
り
だ
し
た

も
の
で
、そ
の
豪
奢
な
趣
か
ら
名
物
裂
の
な
か
で
も
最
も

尊
ば
れ
、最
高
位
に
位
置
付
け
ら
れ
て
、ま
た
最
も
多
く
の

種
類
が
あ
り
ま
す
。中
国
で
は
織
金
と
呼
ば
れ
、ほ
ぼ
宋
時

代
に
織
り
始
め
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。そ
の
風

合
い
や
趣
か
ら
茶
入
の
仕
覆
と
し
て
よ
り
も
、書
画
の
表

装
裂
と
し
て
使
用
さ
れ
て
い
ま
す
。《
興
福
寺
金
襴
》は
興

福
寺
の
戸
張
に
使
用
さ
れ
た
と
い
う
伝
承
を
持
つ
裂
で
、

古
渡
り
よ
り
も
さ
ら
に
古
い「
根
抜
け
」（
宋
時
代
）と
い
わ

れ
る
裂
は
、格
別
に
珍
重
さ
れ
て
き
た
も
の
で
す
。紫
地
小

石
畳
文
の
三
枚
綾
地
に
、金
箔
糸
あ
る
い
は
銀
箔
糸
を
織

り
入
れ
て
互
の
目
に
配
さ
れ
た
宝
珠
文
の
な
か
に
鳳
凰
を

組
み
合
わ
せ
た
文
様
を
表
し
た
風
格
の
あ
る
裂
で
す
。《
富

田
金
襴
》は
蘇
芳
地
に
霊
芝
雲
を
連
続
し
て
配
し
、そ
の
間

に
宝
尽
く
し
を
散
ら
し
た
金
襴
で
、豊
臣
秀
吉
に
仕
え
た
戦

国
の
武
将
茶
人
富
田
左
近
將
監
所
用
と
伝
わ
る
に
ふ
さ
わ

し
い
雄
渾
な
華
や
か
さ
が
あ
り
ま
す
。

　
「
緞
子
」は
、縦
糸
と
緯
糸
に
異
な
る
色
糸
を
用
い
て
文
様

を
織
り
出
し
た
も
の
で
、金
襴
に
次
い
で
注
目
さ
れ
る
裂
で

す
。金
襴
と
は
対
照
的
な
し
な
や
か
な
風
合
い
と
美
し
い
光

沢
、落
ち
着
い
た
趣
が
特
徴
で
す
。《
笹
蔓
緞
子
》は
萌
黄
地

に
金
茶
で
笹
蔓
に
松
毬
と
六
弁
花
を
表
し
た
瀟
洒
な
文
様

で
、そ
の
穏
や
か
な
色
調
は
清
楚
で
格
調
が
高
く
、茶
人
に

好
ま
れ
、茶
入
の
仕
覆
な
ど
に
珍
重
さ
れ
ま
し
た
。

　

そ
の
ほ
か
江
戸
時
代
の「
い
き
」の
美
意
識
に
通
ず
る「
間

道
」や
、エ
キ
ゾ
チ
ッ
ク
な「
モ
ー
ル
」に
、優
雅
な
香
道
具
を

合
わ
せ
て
展
示
し
て
い
ま
す
。

4月24日（日）～5月15日（日） 会期中無休

脇田 和 展 ―鳥に詠う―

《画房夢想曲》 2000年《雲繋ぎ宝尽し文様金襴（富田金襴）》

　

引
目
鉤
鼻
を
大
辞
林
で
引
く
と
、『
人
物
の
描
き
方
で
、下
ぶ
く
れ
の
顔
に
目
は
墨
で
細
長
く
描
き
、眉
は
細
い
墨

の
線
を
何
本
も
引
き
重
ね
、鼻
は
短
く「
く
」の
字
に
描
き
、口
は
朱
を
点
ず
る
も
の
。「
源
氏
物
語
絵
巻
」な
ど
、大
和

絵
の
特
徴
を
な
す
。』と
あ
り
ま
す
。こ
れ
は
ま
さ
に
脇
田
和
が
描
く
男
女
の
顔
そ
の
も
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　

脇
田
は
ド
イ
ツ
の
美
術
学
校
で
学
び
、作
風
も
瀟
洒
で
、西
洋
と
の
関
係
で
作
品
を
考
え
が
ち
に
な
り
ま
す
が
、む

し
ろ
平
安
の
絵
巻
な
ど
に
原
点
が
あ
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。擦
れ
が
ち
な
絵
肌
は
古
典
絵
巻
の
美
し
い
剥
落

や
汚
れ
を
思
い
起
こ
し
ま
す
し
、遠
近
法
な
ど
は
眼
中
に
な
く
、装
飾
性
と
象
徴
性
に
富
み
、モ
チ
ー
フ
が
等
価
に
並

べ
ら
れ
た
り
、異
な
る
場
面
や
時
間
が
同
時
に
描
か
れ
た
り
も
す
る
画
面
構
成
は
、脇
田
が
長
く
ド
イ
ツ
で
学
ぶ
こ

と
に
よ
り
、自
己
の
存
立
を
日
本
美
の
伝
統
に
根
ざ
す
も
の
と
、強
く
考
え
た
か
ら
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

学芸員の眼
築
き
上
げ
て
い
ま
す
。平
成
十
年
に
文
化
功
労
者
と
な
り
、十

七
年（
二
〇
〇
五
）、九
十
七
歳
で
逝
去
さ
れ
ま
し
た
。

　

な
お
脇
田
和
の
先
祖
は
加
賀
藩
士
で
、平
成
十
五
年
に
は
石

川
県
立
美
術
館
で｢

鳥
と
語
る
│
詩
魂
の
画
家
│
脇
田
和
展｣

を
開
催
す
る
な
ど
、石
川
県
と
ゆ
か
り
の
深
い
作
家
で
す
。

　

展
示
で
は
、脇
田
和
の
油
彩
画
の
代
表
作
を
は
じ
め
、素

描
・
版
画
を
交
え
、一
五
〇
点
で
脇
田
和
の
世
界
を
ご
堪
能
い

た
だ
き
ま
す
。

寄附受納記念

4月23日（土）～5月15日（日） 会期中無休

名物裂と香道具（後期）
前田育徳会尊經閣文庫分館

◆
料
金
表

高
校
生
以
下
無
料
。（ 　

）内
は
二
〇
名
以
上
の
団
体
料
金
。

※

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
。

※

本
展
チ
ケ
ッ
ト
の
半
券
提
示
に
よ
り
、七
月
五
日
か
ら
十

月
二
十
六
日
の
間
、軽
井
沢
の
脇
田
美
術
館
に
て
入
館

料
・
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
シ
ョ
ッ
プ
＆
カ
フ
ェ
の
優
待
サ
ー
ビ

ス
が
ご
利
用
で
き
ま
す
。

か
ん

と
う

し
ょ
く
き
ん

き
ん
ら
ん
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す
い

［工芸］ （後期）［絵画］

　

今
回
は
、加
賀
文
化
を
よ
り
広
い
視
点
か
ら
概
観
し
た
い

と
思
い
ま
す
。幕
藩
体
制
の
中
で
前
田
家
が
打
ち
出
し
た
、文

化
に
よ
る
地
域
の
独
自
性
の
表
明
は
、明
治
維
新
か
ら
今
日

に
至
る
石
川
県
や
金
沢
市
の
在
り
方
を
強
く
方
向
づ
け
ま
し

た
。美
術
工
芸
の
分
野
に
目
を
向
け
る
と
、明
治
維
新
に
よ
り

旧
藩
に
依
存
し
て
い
た
御
用
職
人
や
町
職
人
は
失
業
し
ま
し

た
。そ
こ
で
彼
ら
の
救
済
と
工
芸
技
術
の
保
存
を
目
的
と
し

た
開
拓
所
が
設
置
さ
れ
、そ
の
活
動
は
や
が
て
石
川
県
勧
業

試
験
場
、石
川
県
勧
業
博
物
館
に
引
き
継
が
れ
、美
術
工
芸
の

発
展
と
、人
材
の
育
成
が
図
ら
れ
ま
し
た
。そ
し
て
万
国
博
覧

会
の
時
代
を
見
据
え
た
輸
出
振
興
策
に
よ
っ
て
生
産
基
盤
が

整
備
さ
れ
、金
沢
工
業
学
校
の
創
立
と
あ
い
ま
っ
て
今
日
の

「
美
術
工
芸
王
国
」の
基
礎
が
築
か
れ
ま
し
た
。さ
ら
に
能
楽

や
茶
の
湯
も
振
興
し
、洗
練
さ
れ
た
美
意
識
が
美
術
工
芸
の

技
術
を
支
え
る
と
い
う
美
の
好
循
環
が
生
ま
れ
ま
し
た
。

　

そ
し
て
、一
八
七
三
年
の
尾
山
神
社
創
建
を
契
機
と
し
て
、

百
万
石
文
化
の
基
礎
を
築
い
た
藩
祖
・
前
田
利
家
を
再
評
価

す
る
機
運
が
高
ま
り「
加
賀
百
万
石
」は
、あ
る
種
の
憧
れ
を

喚
起
す
る
響
き
を
も
っ
て
当
地
の
イ
メ
ー
ジ
を
形
成
し
て
い

き
ま
し
た
。

　

さ
ら
に
当
地
の
歴
史
と
伝
統
へ
の
自
負
は
、幕
末
か
ら
明

治
時
代
初
期
に
一
旦
流
出
し
た
美
術
工
芸
品
の
個
人
に
よ
る

買
い
戻
し
や
、当
地
に
は
直
接
関
わ
り
が
な
い
名
品
の
収
集

な
ど
の
文
化
活
動
へ
と
結
実
し
、加
賀
文
化
の
精
神
が
様
々

な
人
々
に
よ
っ
て
主
体
的
に
継
承
さ
れ
た
こ
と
を
示
し
て
い

ま
す
。当
館
の
活
動
も
、こ
の
よ
う
な
文
化
土
壌
を
基
盤
と
し

て
い
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。今
回
の
タ
イ
ト
ル「
加
賀

文
化
の
粋
」は
、真
髄
と
し
て
の
優
品
選
と
の
意
味
で
す
が
、

そ
こ
に
文
化
の
担
い
手
と
な
っ
た
人
々
の
思
い
も
感
じ
て
い

た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
す
。

《青貝柳水鳥図角盆》 明16世紀 前田家伝来松田権六 《流水桜文蒔絵神代欅棗》西田伸一 《思秋》中出信昭 《二人の航海》

4月23日（土）～5月15日（日） 会期中無休

加賀文化の粋
第2展示室

　

松
田
権
六
の
代
表
作《
蓬
萊
之
棚
》か
ら
お
よ
そ
三
〇
年

後
に
制
作
さ
れ
た
、《
流
水
桜
文
蒔
絵
神
代
欅
棗
》を
展
示
い

た
し
ま
す
。波
う
つ
水
流
は
金
蒔
絵
、き
ら
め
く
水
面
は
青

貝
で
表
現
さ
れ
て
い
ま
す
。螺
鈿
・
金
平
文
を
用
い
た
華
や

か
な
桜
文
は
、し
っ
と
り
と
し
た
つ
や
に
覆
わ
れ
、ま
る
で

水
を
含
ん
だ
か
の
よ
う
で
す
。左
右
対
称
に
開
き
き
っ
た
桜

文
は
、松
田
が
く
り
返
し
用
い
た
図
様
の
一
つ
で
し
た
。参

考
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
は
、松
田
権
六
・
羽
野
幀
三

『
時
代
椀
大
観
』（
寶
雲
舎
、一
九
三
九
年
）に
も
所
収
さ
れ
て

い
る
通
称《
明
月
椀
》。安
土
桃
山
時
代
、織
田
有
楽
斎
が
鎌

倉
・
明
月
院
に
寄
進
し
た
と
い
い
、百
人
分
が
揃
う
四
つ
椀

で
す
。桜
文
の
か
た
ち
に
加
え
、ゆ
る
や
か
な
曲
面
に
文
様

を
定
着
さ
せ
る
た
め
、螺
鈿
を
細
か
く
割
り
、貼
り
合
わ
せ

る
手
法（
割
貝
）も
共
通
し
て
い
ま
す
。李
朝
朝
鮮
か
ら
伝

わ
っ
た
と
さ
れ
る
こ
の
手
法
。本
作
は「
も
の
に
学
ぶ
」姿
勢

を
大
切
に
し
た
松
田
の
、研
究
成
果
の
一
つ
と
い
え
る
で

し
ょ
う
。ま
た
、水
の
流
れ
て
ゆ
く
木
地
に
も
ご
注
目
く
だ
さ

い
。長
い
間
地
中
に
埋
も
れ
て
い
た
神
代
欅
を
、き
め
細
か
な

木
目
を
活
か
し
て
成
形
し
て
い
ま
す
。木
地
の
成
形
は
、川
北

良
造
が
手
が
け
ま
し
た
。見
た
目
の
繊
細
な
美
し
さ
だ
け
で

な
く
、薄
さ
、手
な
じ
み
の
よ
さ
を
兼
ね
備
え
て
い
ま
す
。

　

さ
ら
に
、新
収
蔵
品
の
福
田
芳
朗《
神
代
欅
南
天
象
嵌
寿
輪

三
段
組
重
》を
初
出
品
い
た
し
ま
す
。こ
ち
ら
も
神
代
欅
か
ら

つ
く
ら
れ
て
お
り
、寸
法
が
大
き
い
た
め
木
目
や
独
特
の
色

合
い
を
力
づ
よ
く
感
じ
る
こ
と
が
で
き
そ
う
で
す
。南
天
を

や
わ
ら
か
く
用
い
た
象
嵌
に
よ
っ
て
、い
っ
そ
う
そ
の
魅
力

が
引
き
立
ち
ま
す
。

　

春
の
散
策
が
て
ら
、ぜ
ひ
お
立
ち
寄
り
下
さ
い
ま
せ
。

4月23日（土）～5月15日（日） 会期中無休

春の優品選
第5展示室

　

平
成
二
十
七
年
度
、あ
ら
た
に
収
蔵
さ
れ
た
近
現
代
絵

画
等
の
作
品
を
第
3･

4
展
示
室
に
て
紹
介
い
た
し
ま
す
。

　

昨
年
度
は
、た
い
へ
ん
多
く
の
絵
画
関
係
作
品
を
一
括

ご
寄
附
い
た
だ
き
ま
し
た
。脇
田
美
術
館
か
ら
脇
田
和
作

品
三
一
七
点
を
ご
寄
附
い
た
だ
い
た
こ
と
は
既
に
ご
存
知

の
通
り
で
す
。そ
の
多
く
は
同
時
開
催
の
企
画
展「
寄
附
受

納
記
念 

脇
田
和
展
│
鳥
に
詠
う
│
」で
の
展
示
と
な
り
ま

す
。こ
ち
ら
は
油
彩
画
を
中
心
に
一
五
〇
点
を
展
示
し
、二

階
第
3
展
示
室
で
油
彩
画
の
小
品
と
素
描
、版
画
を
三
十

点
あ
ま
り
展
示
す
る
予
定
で
す
。そ
れ
で
も
、ま
だ
展
示
で

き
な
い
百
点
以
上
の
作
品
は
今
後
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
展
の
中

で
紹
介
し
て
い
き
ま
す
の
で
折
々
に
お
楽
し
み
く
だ
さ

い
。そ
の
ほ
か
個
人
コ
レ
ク
タ
ー
の
方
か
ら
も
小
林
敬
生
、

難
波
田
龍
起
、池
田
満
寿
夫
ら
三
十
五
作
家
八
十
五
点
の

現
代
版
画
優
品
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
を
一
括
し
て
ご
寄
附
い

た
だ
き
ま
し
た
。こ
れ
に
よ
り
当
館
の
版
画
コ
レ
ク
シ
ョ
ン

は
一
気
に
厚
み
を
増
す
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。こ
ち
ら
も
今

後
徐
々
に
公
開
し
て
い
く
予
定
で
す
。

　

そ
の
他
、日
本
画
で
は
木
村
杏
園
の
耶
馬
溪
を
描
い
た
画

巻
な
ど
七
点
、京
都
画
壇
で
活
躍
し
た
山
本
知
克
が
生
涯
を

と
お
し
て
探
求
し
た
静
物
画
十
三
点
、ま
た
先
日
急
逝
し
た

金
沢
美
術
工
芸
大
学
教
授
西
出
茂
弘
の
日
展
特
選
作
二
点

も
新
収
蔵
と
な
り
ま
し
た
。油
彩
画
で
は
、現
在
石
川
の
光

風
会
を
牽
引
し
て
い
る
西
田
伸
一
の
日
展
特
選
作
二
点
と

近
作
、同
じ
く
光
風
会
の
本
山
二
郎
の
日
展
特
選
作
や
光
風

会
展
受
賞
作
、い
ず
れ
も
緻
密
な
人
物
画
で
す
。本
年
没
後

三
十
年
に
あ
た
る
高
光
一
也
の
肖
像
画
一
点
も
加
わ
り
、当

館
の
高
光
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
は
さ
ら
に
充
実
す
る
こ
と
と
な

り
ま
し
た
。

　

本
展
が
開
催
さ
れ
る
、四
月
末
か
ら
五
月
中
旬
に
か
け

て
の
時
期
は
、目
に
も
鮮
や
か
な
新
緑
に
陽
光
が
広
が
る

季
節
か
ら
、初
夏
の
風
を
感
じ
る
よ
う
に
な
る
清
々
し
い

時
期
と
い
え
ま
し
ょ
う
。そ
ん
な
心
地
よ
い
季
節
に
合
わ

せ
爽
快
な
気
韻
と
も
共
鳴
す
る
美
と
の
ひ
と
と
き
を
お
楽

し
み
い
た
だ
き
た
く
思
い
ま
す
。以
下
で
、日
本
画･

洋
画･

彫
刻
各
ジ
ャ
ン
ル
の
主
な
展
示
品
を
紹
介
し
ま
す
。

　

日
本
画
の
中
出
信
昭《
二
人
の
航
海
》は
、帆
船
に
乗
っ

た
兄
弟
と
思
し
き
二
人
の
こ
ど
も
が
光
差
す
海
に
向
か
っ

て
進
も
う
と
す
る
様
子
を
描
い
た
も
の
で
す
。海
か
ら
の

風
に
胸
を
張
っ
て
立
ち
向
か
う
そ
の
後
ろ
姿
に
は
、少
年

の
冒
険
心
と
明
る
い
未
来
へ
の
希
望
を
感
じ
さ
せ
て
い
る

と
い
え
ま
し
ょ
う
。

　

洋
画
部
門
の
村
田
省
蔵《
丘
》は
、北
海
道
の
雄
大
で
彩
り

豊
か
な
大
地
を
描
く
も
の
で
す
。夏
雲
が
浮
か
ぶ
空
を
突
く

よ
う
に
ポ
プ
ラ
の
大
樹
を
配
し
、麦
秋
の
黄
金
色
を
は
じ
め

と
す
る
色
彩
面
構
成
に
よ
り
、広
大
な
空
間
を
吹
き
抜
け
る

爽
快
な
風
を
感
じ
ま
す
。ま
た
宮
本
三
郎《
朝
の
湖
》は
、小

品
な
が
ら
も
印
象
派
風
の
画
面
一
杯
に
光
溢
れ
る
作
品
で

す
。絵
の
具
の
粗
い
タ
ッ
チ
が
朝
日
の
強
い
光
の
表
現
に
奏

功
す
る
と
と
も
に
、空
間
を
突
き
抜
け
る
よ
う
な
広
が
り
を

感
じ
さ
せ
る
作
品
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

彫
刻
部
門
の
晝
間
弘
作《
朝
》は
、朝
日
を
浴
び
る
若
い
女
性

が
佇
む
姿
を
表
し
た
木
彫
作
品
で
す
。爽
や
か
な
朝
の
凛
と
し

た
空
気
の
な
か
に
あ
っ
て
、女
性
の
溌
剌
と
し
た
若
さ
が
感
じ

ら
れ
る
と
と
も
に
気
品
溢
れ
る
作
品
と
な
っ
て
い
ま
す
。

4月23日（土）～5月15日（日） 会期中無休

新収蔵品展
第3・4展示室

［絵画･彫刻］
－テーマは爽－
4月23日（土）～5月15日（日） 会期中無休

優品選
第6展示室

ひ
る
ま
ひ
ろ
し
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平成28年度 開講

土曜講座
平成28年4月24日 オープンします

広坂別館・石川県文化財保存修復工房

絵
画
の
中
の
絵
・
画
・
図 

│
館
蔵
品
を
中
心
に（
1
）│ 　

「
世
田
谷
文
化
人 

洋
画
家 

脇
田
和
」

映
画｢

梅
原
龍
三
郎―

北
京―

｣

脇
田
和
の
世
界 

「
工
芸
」概
念
の
な
り
た
ち

日
展
と
近
代
日
本
美
術

僕
が
知
っ
て
い
る
脇
田
さ
ん　

野
見
山
暁
治
氏（
洋
画
家
・
文
化
勲
章
受
章
者
）

北
澤
寛
担
当
課
長

前
多
武
志
学
芸
専
門
員

二
木
伸
一
郎
普
及
課
長

中
澤
菜
見
子
学
芸
員

　

日（
土
）

7
　

日（
日
）

8
　

日（
日
）

1
　

日（
土
）

14
　

日（
日
）

15
　

日（
日
）

22
　

日（
日
）

29
　

日（
土
）

21
　

日（
土
）

28

　

新
年
度
の
テ
ー
マ
は
①
企
画
展
や
特
別
陳
列
な
ど
の
展
示
に
係
る
講

座
と
、②
当
館
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
に
係
る
講
座
で
す
。①
で
は
、同
時
期
開

催
中
の
展
覧
会
を
ご
覧
に
な
る
皆
様
の
鑑
賞
を
深
め
て
い
た
だ
き
た

く
、展
示
作
品
の
周
辺
情
報
や
、解
説
文
で
は
窺
え
な
い
作
品
背
景
に
つ

い
て
の
話
が
中
心
で
す
。一
方
、②
の
講
座
は
、当
館
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン

に
つ
い
て
改
め
て
ス
ポ
ッ
ト
を
当
て
て
ご
紹
介
す
る
も
の
で
す
。各
講

座
で
は
こ
の
二
つ
の
側
面
を
持
ち
な
が
ら
も
、担
当
学
芸
員
の
、展
示
や

作
品
へ
の
想
い
な
ど
も
交
え
た
講
座
に
な
る
も
の
と
思
わ
れ
ま
す
。

　

美
術
館
や
博
物
館
な
ど
で
私
た
ち
が
目
に
す
る
、書
画
や
彫
刻
、工
芸

品
な
ど
の
文
化
財
は
、長
い
年
月
を
経
る
中
で
、様
々
な
要
因
に
よ
っ
て

傷
み
が
生
じ
ま
す
。こ
れ
ら
の
損
傷
に
対
し
て
、そ
の
都
度
適
切
な
修
復

が
施
さ
れ
て
き
た
こ
と
に
よ
り
、今
日
文
化
財
が
、私
た
ち
の
前
に
そ
の

姿
を
留
め
て
い
る
と
言
え
る
で
し
ょ
う
。

　

石
川
県
文
化
財
保
存
修
復
工
房
は
石
川
県
立
美
術
館
の
付
属
施
設
と

し
て
、県
内
に
多
数
存
在
す
る
文
化
財
の
修
復
に
対
応
す
る
た
め
、平
成

九
年（
一
九
九
七
）に
石
川
県
庁
出
羽
町
分
室
に
設
立
さ
れ
ま
し
た
。県

内
の
み
な
ら
ず
他
県
か
ら
の
修
復
依
頼
も
増
え
、着
実
に
実
績
を
積
み

上
げ
て
き
ま
し
た
が
、こ
の
た
び
建
物
の
老
朽
化
に
伴
い
、石
川
県
立
美

術
館
広
坂
別
館
に
隣
接
す
る
形
で
平
成
二
十
八
年
四
月
に
新
設
リ

ニ
ュ
ー
ア
ル
い
た
し
ま
し
た
。

　

新
し
く
な
っ
た
保
存
修
復
工
房
で
は
、修
復
作
業
の
様
子
を
ガ
ラ
ス

越
し
に
見
学
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。ま
た
関
係
者
だ
け
で
な
く
一
般

の
方
々
に
も
、貴
重
な
美
術
工
芸
品
を
陰
で
支
え
る
保
存
修
復
事
業
を

知
っ
て
い
た
だ
く
た
め
、広
坂
別
館
の
中
に
は
ガ
イ
ダ
ン
ス
室
を
新
設
、

修
復
技
術
の
動
画
や
こ
れ
ま
で
行
っ
て
き
た
修
復
作
品
を
映
像
で
紹
介

し
、文
化
財
の
修
復
に
関
す
る
基
本
的
な
事
項
を
図
示
し
た
パ
ネ
ル
を

準
備
し
て
い
ま
す
。

　

東
日
本
大
震
災
で
の
被
害
の
例

を
出
す
ま
で
も
な
く
、今
あ
る
文
化

財
を
次
世
代
へ
伝
え
る
こ
と
は
、現

代
に
生
き
る
私
た
ち
の
使
命
と

言
っ
て
も
過
言
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

文
化
財
修
復
事
業
の
重
要
性
や
、伝

統
的
な
修
復
を
行
い
、そ
の
技
術
を

伝
え
て
い
く
こ
と
の
大
切
さ
を
、一

人
で
も
多
く
の
方
に
ご
理
解
い
た

だ
き
た
い
と
願
っ
て
い
ま
す
。

　

四
月
二
十
九
日（
金･

祝
）〜
五
月
五
日（
木･

祝
）、兼
六
園
周
辺
文
化
の
森
で
は「
春
の

ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
ウ
ィ
ー
ク
」と
し
て
、魅
力
あ
ふ
れ
る
催
し
も
の
が
い
っ
ぱ
い
で
す
。当

館
で
は
、「
脇
田
和
展
」に
関
連
し
、四
月
三
十
日（
土
）〜
五
月
二
日（
月
）の
三
日
間
、午
前

十
一
時
よ
り
担
当
学
芸
員
に
よ
る
ギ
ャ
ラ
リ
ー
ト
ー
ク
、そ
し
て
五
月
一
日（
日
）午
後

一
時
三
十
分
よ
り
、現
代
洋
画
壇
を
代
表
す
る
洋
画
家
野
見
山
暁
治
氏
に
よ
る
講
演
会

「
僕
の
知
っ
て
い
る
脇
田
さ
ん
」を
開
催
し
ま
す
。聞
き
手
は
フ
リ
ー
ア
ナ
ウ
ン
サ
ー
の

上
坂
典
子
さ
ん
で
す
。ま
た
新
た
な
試
み
と
し
て
、ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ「
鳥
の
壁
画
を
描

く
」を
予
定
し
て
い
ま
す（
申
込
終
了
）。

　

文
化
財
保
存
修
復
工
房
で
は
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
を
記
念
し
て
、四
月
二
十
九
日（
金･

祝
）〜
五
月
一
日（
日
）ま
で「
保
存
道
具
と
材
料
│
技
術
を
支
え
る
│
」と
し
て
文
化
財

に
使
う
道
具
を
展
示
し
て
い
ま
す
。ま
た
修
復
作
業
の
様
子
を
見
学
す
る「
特
別
ガ
イ

ド
ツ
ア
ー
」（
申
込
終
了
）な
ど
、文
化
財
へ
こ
れ
ま
で
に
な
い
形
で
ア
プ
ロ
ー
チ
を
試

み
ま
す
。

二
木
伸
一
郎

中
澤
菜
見
子

前
多　

武
志

内
容（
予
定
）

月
日

脇
田
和
の
世
界

｢
工
芸｣

概
念
の
な
り
た
ち

日
展
と
近
代
日
本
美
術

第
2
回

第
3
回

第
4
回

5
月
14
日

5
月
21
日

5
月
28
日

西
田　

孝
司

有
賀　
　

茜

高
嶋　

清
栄

村
瀬　

博
春

寺
川　

和
子

村
瀬　

博
春

日
本
工
芸
の
源
流 ―

正
倉
院
宝
物（
1
）―

光
琳
の
継
承
者
た
ち ―

京
琳
派
の
謎―

前
田
綱
紀
と
前
田
利
為

久
隅
守
景｢

四
季
耕
作
図｣

を
読
み
解
く

日
本
の
型
紙
と
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
美
術

高
山
右
近
の
足
跡
と
今
日
的
意
義

第
8
回

第
9
回

第
10
回

第
11
回

第
12
回

第
13
回

6
月
25
日

7
月
2
日

7
月
9
日

7
月
16
日

7
月
23
日

9
月
3
日

寺
川　

和
子

前
多　

武
志

染
織
の
名
匠 

宗
廣
力
三
と
志
村
ふ
く
み

近
代 ―

日
本
画
の
豊
饒
な
る
時
代―

第
15
回

第
16
回

9
月
17
日

9
月
24
日

No.

春
の
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
ウ
ィ
ー
ク

　

ア
ン
ケ
ー
ト
に
ご
回
答
く
だ
さ
っ
た
皆
様
、あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。展
示
ご
と

に
集
計
し
、学
芸
員
だ
け
で
な
く
事
務
員
・
ス
タ
ッ
フ
も
い
た
だ
い
た
ご
意
見
・
ご
質
問

を
受
け
止
め
て
い
ま
す
。

　

学
芸
部
門
に
関
し
て
は
、解
説
キ
ャ
プ
シ
ョ
ン
を
も
っ
と
見
や
す
く
し
て
ほ
し
い
と

い
う
ご
意
見
が
あ
り
ま
し
た
。企
画
展
で
工
夫
を
す
る
と
と
も
に
、字
を
大
き
く
す
る
。ゴ

シ
ッ
ク
体
で
表
記
す
る
。等
、コ
レ
ク
シ
ョ
ン
展
示
室
で
は
現
在
、試
行
錯
誤
を
し
て
い
る

と
こ
ろ
で
す
。一
方
、あ
ま
り
大
き
く
表
示
す
る
こ
と
が
、作
品
鑑
賞
の
妨
げ
に
な
る
と
い

う
ご
意
見
も
あ
り
ま
す
。バ
ラ
ン
ス
の
よ
い
、充
実
し
た
解
説
を
提
供
し
た
い
と
い
う
思

い
は
、学
芸
員
全
員
に
共
通
し
た
も
の
で
す
。見
守
っ
て
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
す
。

　

今
後
と
も
、何
か
お
気
づ
き
の
際
に
は
ど
う
ぞ
ア
ン
ケ
ー
ト
を
ご
活
用
く
だ
さ
い
。

お
客
さ
ま
ア
ン
ケ
ー
ト
か
ら

五
月
の
行
事
予
定

　

当
館
で
は
六
月
開
催
の
特
集
展
示「
挿
画
の
鬼
才 

山
崎

百
々
雄
展
」に
む
け
て
準
備
を
す
す
め
て
い
ま
す
。山
崎

百
々
雄（
山
崎
外
郷
）は
本
名
を
山
崎
外
茂
雄
と
い
い
、大
正

三
年
に
金
沢
市
に
生
ま
れ
、昭
和
六
年
に
上
京
、大
正
・
昭
和

の
前
衛
日
本
画
家
玉
村
方
久
斗
が
主
催
す
る
方
久
斗
社
で

活
躍
し
た
画
家
で
す
。と
同
時
に
小
説
の
挿
絵
画
家
と
し
て
揺
る
ぎ
な
い
評
価
を
も
ち
、

司
馬
遼
太
郎
や
池
波
正
太
郎
ら
昭
和
を
代
表
す
る
作
家
の
挿
絵
を
数
多
く
手
が
け
て
い

ま
す
。し
か
し
、若
く
し
て
上
京
し
た
山
崎
百
々
雄
の
金
沢
で
の
足
跡
に
つ
い
て
は
残
さ

れ
た
資
料
も
少
な
く
、調
査
も
お
ぼ
つ
か
な
い
の
が
現
状
で
す
。そ
こ
で
、金
沢
で
の
山

崎
百
々
雄
に
つ
い
て
ご
存
知
の
方
を
探
し
て
い
ま
す
。も
し
そ
の
よ
う
な
方
が
い
ら
っ

し
ゃ
い
ま
し
た
ら
、美
術
館
に
ご
一
報
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
す
。

山
崎
百
々
雄（
外
郷
）さ
ん
を

　
　
　
　

ご
存
知
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か

ほ
く
と

■
土
曜
講
座

午
後
1
時
30
分
〜 

美
術
館
講
義
室 

聴
講
無
料

■
脇
田
和
展
記
念
講
演
会

午
後
1
時
30
分
〜 

美
術
館
ホ
ー
ル 

聴
講
無
料

■
映
像
ギ
ャ
ラ
リ
ー

午
後
1
時
30
分
〜 

美
術
館
ホ
ー
ル 

入
場
無
料

(

28
分)

(

24
分)

「
世
田
谷
文
化
人 

洋
画
家 

脇
田
和
」

｢

西
洋
画
と
の
出
会
い
と
模
索｣

(

28
分)

(

24
分)

｢

日
展
一
〇
〇
年 

一
目
で
わ
か
る
！
日
本
の
美
術
こ
の
一
〇
〇
年｣

｢

日
本
画
の
伝
統
と
変
革｣

(

45
分)

(

25
分)

映
画｢

前
田
青
邨
と
日
本
画
の
流
れ
」

｢

洋
画
と
日
本
画
ー
日
本
近
代
美
術
の
出
発―

｣
(

29
分)

(

25
分)

平成28年度の土曜講座は、5月7日からスタートし計33回を予定しています。
以下は新年度前半部の予定です。土曜講座は聴講無料で申込不要です。どうぞご参加ください。

俵
屋
宗
達
と
臨
済
禅

臨
済
禅
師
一
一
五
〇
年
に
寄
せ
て

6
月
18
日

第
7
回

村
瀬　

博
春

絵
画
の
な
か
の
絵
・
画
・
図

館
蔵
品
を
中
心
に（
1
）

5
月
7
日

第
1
回

北
澤　
　

寛

古
典
主
義
と
モ
ダ
ニ
ズ
ム

―

近
代
金
工
の
様
相―

9
月
10
日

第
14
回

中
澤
菜
見
子

絵
画
の
な
か
の
絵
・
画
・
図

館
蔵
品
を
中
心
に（
2
）

6
月
4
日

第
5
回

北
澤　
　

寛

担
当
学
芸
員

寺
川　

和
子

工
芸
作
家
と
古
典
研
究（
染
織
）

6
月
11
日

第
6
回


