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木彫二人展
加賀藩の美術工芸Ⅱ

安田靫彦 《飛鳥の春の額田王》 滋賀県立近代美術館蔵
後期展示 10月3日（月）～23日（日）

長谷川大治郎・梶本良衛

【古美術】

【工芸】

─守・破・離─ 【近現代絵画･彫刻】

－明治・大正・昭和の巨匠－

石川の文化財

秋の優品選Ⅱ

優品選

近代美術の至宝展



2BIJUTSUKAN DAYORI  No .396

の
み

牛島憲之 《炎昼》
京都国立近代美術館蔵

　

先
月
号
の｢

眼｣

で
は
、近
代
の
エ
ネ
ル
ギ
ッ
シ
ュ
な
側
面
に
つ
い
て
触
れ
ま
し
た
。各
地
の
若
者

が
、自
ら
新
た
な
波
を
起
こ
そ
う
と
も
が
い
た
時
代
。そ
れ
は
ま
さ
に
、職
人
か
ら｢

作
家｣

が
誕

生
し
た
瞬
間
で
し
た
。た
だ
し
、こ
れ
は
ど
の
分
野
に
お
い
て
も
同
時
に
起
こ
っ
た
わ
け
で
は
あ
り

ま
せ
ん
。と
り
わ
け
工
芸
品
は｢

用｣

と｢

美｣

の
二
側
面
を
切
り
離
す
こ
と
が
難
し
く（
前
近
代
の

絵
画
も
ま
た
、そ
う
言
え
な
く
は
あ
り
ま
せ
ん
が
）、純
粋
な
芸
術
作
品
を
め
ざ
す
動
き
と
、機

能
性
を
求
め
て
伝
統
を
振
り
返
る
動
き
と
が
、作
家
た
ち
を
揺
さ
ぶ
り
ま
す
。こ
の
こ
と
は
、造

形
そ
の
も
の
に
は
っ
き
り
と
表
れ
ま
し
た
。本
展
示
に
は
、そ
う
し
た
様
々
な
理
想
を
反
映
し
た

作
品
が
出
品
さ
れ
て
い
ま
す
。作
品
を
通
じ
作
家
ひ
と
り
ひ
と
り
の
姿
に
、思
い
を
馳
せ
て
い
た
だ

け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。

9月10日（土）～10月23日（日） 会期中無休

近代美術の至宝展 ─明治・大正・昭和の巨匠─

1F企画展示室

江口週 《鍬形の碑 No.5》
神奈川県立近代美術館蔵

浜田庄司 《柿釉格子掛盛皿》
東京国立近代美術館蔵

　

現
在
、一階
企
画
展
示
室
で
開
催
し
て
い
る「
近
代
美
術
の

至
宝
」展
で
は
、明
治
か
ら
昭
和
に
か
け
て
活
躍
し
て
き
た
わ

が
国
を
代
表
す
る
美
術
作
家
の
作
品
を
一
堂
に
展
示
し
て
い

ま
す
。明
治
期
に
西
欧
か
ら
も
た
ら
さ
れ
た
美
術
の
概
念
が

わ
が
国
に
定
着
し
て
い
く
に
と
も
な
って
、近
代
的
な
美
術
作

家
が
登
場
し
て
い
き
ま
す
。そ
の
背
景
に
は
、美
術
を
学
ぶ
教

育
機
関
の
設
置
、作
品
を
公
に
発
表
す
る
展
覧
会
の
開
催
、

す
ぐ
れ
た
作
品
を
収
集
し
保
存
・
展
示
す
る
美
術
館
の
設
立

と
い
っ
た
美
術
を
取
り
ま
く
環
境
の
整
備
が
不
可
欠
で
し

た
。ま
た
、か
つ
て
権
力
者
や
富
裕
層
な
ど一部
の
人
々
の
た
し

な
み
で
あ
っ
た
美
術
が
、広
く
民
衆
の
身
近
な
存
在
と
な
っ
て

いっ
た
こ
と
で
、作
家
の
活
動
範
囲
が
広
が
り
、多
様
な
制
作

を
可
能
に
し
て
いっ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
で
し
ょ
う
。

　

本
展
に
出
品
さ
れ
て
い
る
作
品
は
、そ
の
素
材
や
技
法
に

よ
って
、大
き
く
日
本
画
・
洋
画
・
彫
塑
・
工
芸
に
分
類
さ
れ
ま

す
。一概
に
述
べ
る
こ
と
は
難
し
い
で
す
が
、展
示
作
品
の
そ
れ

ぞ
れ
の
特
徴
を
次
の
よ
う
に
大
ま
か
に
ま
と
め
る
こ
と
も
で

き
る
で
し
ょ
う
。日
本
画
で
は
、大
き
く
分
け
て
自
然
を
モ

チ
ー
フ
と
し
た
作
品
と
、歴
史
や
物
語
に
主
題
を
と
っ
た
作
品

が
見
ら
れ
ま
す
。そ
の
中
で
も
、余
白
を
活
か
し
た
作
品
と

空
間
も
色
彩
で
塗
り
埋
め
た
作
品
、ま
た
線
描
主
体
の
表
現

と
色
面
中
心
の
表
現
が
あ
り
、描
か
れ
た
時
代
や
個
性
の
違

い
に
よ
っ
て
、多
彩
な
表
現
が
生
み
出
さ
れ
て
い
ま
す
。洋
画

で
は
、西
洋
で
写
実
的
に
絵
を
描
く
た
め
の一つ
の
技
法
と
し

て
油
彩
が
発
明
さ
れ
、わ
が
国
に
紹
介
さ
れ
、明
治
期
に
入
っ

て
普
及
し
て
い
き
ま
し
た
。四
角
い
画
面
を
一つ
の
空
間
と
見

な
し
、油
彩
独
特
の
マ
チ
エ
ー
ル
に
よ
って
何
か
し
ら
の
存
在
感

を
示
す
、作
者
の
強
烈
な
個
性
の
発
現
が
う
か
が
え
ま
す
。

彫
塑
は
、古
く
は
木
彫
が
主
体
で
し
た
が
、西
洋
か
ら
塑
像

の
技
術
が
も
た
ら
さ
れ
る
と
、明
治
以
降
急
速
に
普
及
し
て
い

き
ま
す
。し
か
し
、緑
豊
か
な
わ
が
国
の
自
然
か
ら
切
り
出
さ

れ
た
木
肌
の
ぬ
く
も
り
や
彫
刻
さ
れ
た
鑿
の
味
わ
い
は
、今
日

で
も
独
特
の
雰
囲
気
を
か
も
し
出
し
て
い
ま
す
。一方
、塑
像
は

粘
土
で
成
形
す
る
た
め
写
実
的
な
表
現
が
可
能
で
、よ
り
現

実
味
を
と
も
な
っ
た
ド
ラ
マ
チ
ッ
ク
な
造
形
を
見
る
こ
と
が
で

き
ま
す
。工
芸
は
、陶
磁
・
漆
工
・
染
織
・
金
工
・
木
竹
工
・
人

形
・
ガ
ラ
ス・
截
金
な
ど
、そ
れ
ぞ
れ
の
素
材
を
活
か
し
な
が

ら
、熟
練
し
た
高
度
な
技
に
よ
っ
て
格
調
の
高
い
表
現
が
行
わ

れ
て
い
ま
す
。

　

以
上
、近
代
日
本
美
術
の
多
彩
な
表
現
を
お
楽
し
み
い
た
だ

け
れ
ば
幸
い
で
す
。

演
題
／
工
芸
の
近
代
│
作
家
の
誕
生
と
以
降
の
創
作
表
現

講
師
／
山
崎
達
文
氏（
金
沢
学
院
大
学
教
授
）

日
時
／
10
月
2
日（
日
） 

午
後
1
時
30
分
〜

会
場
／
美
術
館
ホ
ー
ル

学
芸
員
の
眼

◆
講
演
会

※

聴
講
無
料
・
予
約
不
要

本
展
は
近
代
の
名
品
が
揃
う
機
会
で
す
。お
見
逃
し
な
く
。
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10月14日（金）～11月15日（火） 会期中無休

加賀藩の美術工芸Ⅱ

　

今
回
の
展
示
で
は
、Ⅰ
・
Ⅱ
期
に
わ
た
る
国
宝《
十
巻
本

歌
合
》を
は
じ
め
、《
玉
燭
宝
典
》、《
黄
帝
内
経
》、《
新
猿
楽

記
・
弘
安
本
、古
抄
本
》（
以
上
重
文
）の
展
示
が
大
き
な
話

題
と
な
っ
て
い
ま
す
。書
か
れ
て
い
る
内
容
は
平
易
な
も

の
で
は
な
い
か
も
知
れ
ま
せ
ん
が
、平
安
時
代
か
ら
南
北

朝
時
代
ま
で
の
書
の
美
を
楽
し
ん
で
い
た
だ
く
貴
重
な
機

会
と
い
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。そ
し
て
、こ
の
よ
う
な
加
賀

藩
主
に
よ
る
書
籍
・
典
籍
類
の
収
集
が
、美
術
工
芸
の
名
品

の
収
集
や
名
工
の
招
聘
と
連
動
し
た
文
化
政
策
の
成
果
で

あ
る
こ
と
を
、「
加
賀
藩
の
美
術
工
芸
」と
題
し
た
今
回
の

展
示
で
改
め
て
強
調
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

そ
の
他
Ⅱ
期
の
見
所
と
し
て
は
、大
名
家
の
文
化
度
を

表
明
す
る
重
要
な
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
と
し
て
の
水
墨
山
水
図

の
名
品
か
ら
、周
文
の
作
と
伝
わ
る
重
文《
四
季
山
水
図
》

を
最
初
に
挙
げ
た
い
と
思
い
ま
す
。室
町
時
代
十
五
世
紀
に

は
、大
画
面
の
水
墨
山
水
図
が
数
多
く
描
か
れ
る
よ
う
に
な

り
ま
す
が
、本
図
は
そ
の
初
期
の
も
の
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

狩
野
探
幽
が
画
中
に「
周
文
筆
」と
記
し
て
い
る
よ
う
に
、周

文
様
式
の
基
準
作
と
し
て
江
戸
時
代
に
高
く
評
価
さ
れ
て

い
た
こ
と
が
わ
か
る
点
で
も
注
目
さ
れ
ま
す
。

　

さ
ら
に
今
回
は
、後
藤
家
の
装
剣
小
道
具
か
ら
初
代
・
祐

乗
の
作
品
を
選
ん
で
展
示
し
て
い
ま
す
。祐
乗
は
美
濃
国

出
身
で
、足
利
義
政
に
仕
え
た
装
剣
金
工
の
最
高
位
と
評

さ
れ
る
名
工
で
す
。そ
こ
で
、室
町
か
ら
江
戸
時
代
の
大
名

は
、祐
乗
に
よ
る
笄
、目
貫
、小
柄
を
熱
心
に
収
集
し
ま
し

た
。初
代
・
祐
乗
に
特
化
し
た
展
示
の
機
会
は
な
か
な
か
あ

り
ま
せ
ん
の
で
、是
非
そ
の
洗
練
さ
れ
た
技
と
美
を
ご
堪

能
く
だ
さ
い
。

　

石
川
県
に
は
、優
れ
た
貴
重
な
文
化
財
が
数
多
く
伝
え

ら
れ
て
お
り
、重
要
文
化
財
は
美
術
工
芸
品
で
八
十
八

件
、建
造
物
が
四
十
四
件
を
数
え
ま
す
。そ
の
う
ち
国
宝

は
二
件
。当
館
が
所
蔵
す
る
野
々
村
仁
清
作「
色
絵
雉
香

炉
」と
白
山
比
咩
神
社
所
蔵
の「
剣 

銘
吉
光
」で
す
。本
年

九
月
現
在
、国
宝
の
総
数
は
一
一
〇
一
件
、重
要
文
化
財

は
一
三
一
一
〇
件
と
な
っ
て
お
り
、北
陸
で
は
重
要
文
化

財
で
富
山･

福
井
両
県
を
し
の
ぎ
、全
国
的
に
見
て
も
上

位
に
位
置
づ
け
ら
れ
ま
す
。

　

こ
う
し
た
文
化
財
が
石
川
に
伝
わ
る
の
は
、加
賀
藩
主

前
田
家
の
文
化
政
策
に
よ
る
と
こ
ろ
が
大
き
く
、そ
の
歴

史
的
背
景
を
基
盤
と
し
た
今
日
の
文
化
風
土
は
、芸
術
・
文

化
全
般
に
対
す
る
関
心
の
高
さ
を
物
語
っ
て
い
ま
す
。前

田
家
が
収
集
し
、育
成
し
た
数
々
の
名
品
が
、時
代
を
超
え

て
今
日
に
引
き
継
が
れ
て
い
る
と
と
も
に
、そ
の
以
前
か
ら

支
配
者
に
よ
っ
て
寺
社
に
奉
納
さ
れ
た
文
物
は
、地
域
の
歴

史
や
、文
化
を
語
る
上
で
欠
く
こ
と
の
で
き
な
い
貴
重
な
文

化
財
と
し
て
今
日
に
伝
わ
っ
て
い
ま
す
。

　

当
館
で
は
そ
れ
ら
の
文
化
財
、中
で
も
美
術
工
芸
品
を
中

心
に
収
集
活
動
を
行
い
、保
存
と
活
用
を
目
的
と
し
て
県
内

の
寺
社
や
個
人
の
方
々
か
ら
多
く
の
寄
託
を
受
け
て
い
ま

す
。本
展
は
、石
川
県
の
貴
重
な
文
化
遺
産
の
一
端
を
広
く

知
っ
て
い
た
だ
く
と
と
も
に
、文
化
財
保
護
法
に
定
め
ら
れ

て
い
る
寺
社
が
所
蔵
す
る
国
宝
・
重
要
文
化
財
の
今
年
度
の

公
開
を
目
的
と
し
て
開
催
し
ま
す
。

　

石
川
県
に
所
在
す
る
国
宝
、そ
の
二
件
を
同
時
に
見
る
こ

と
の
で
き
る
ま
た
と
な
い
展
観
で
す
。ぜ
ひ
こ
の
機
会
を
お

見
逃
し
な
く
。

国宝 《剣 銘吉光》 白山比咩神社蔵

第2展示室 【古美術】

石川の文化財
前田育徳会尊經閣文庫分館

10月14日（金）～11月15日（火） 会期中無休

国宝 《十巻本歌合 巻第8》 （部分）

こ
う
が
い
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木
彫
材
料
で
あ
る「
木
」は
、我
が
国
に
お
い
て
は
太
古
か
ら
、生
活･

文
化
全
般
の
基
本
的
素
材･

道
具
と
し

て
あ
る
も
の
で
、日
本
人
に
と
っ
て
木
へ
の
愛
着
と
記
憶
は
た
い
へ
ん
深
い
も
の
が
あ
り
ま
す
。い
わ
ば
我
が

国
の
基
層
文
化
に
根
差
し
て
木
は
今
に
生
き
て
い
る
も
の
と
い
え
ま
す
。そ
ん
な
観
点
か
ら
両
氏
の
作
品
を
眺

め
ま
す
と
、民
俗（
民
間
伝
承
）に
お
け
る
有
形
資
料
と
し
て
の「
民
具
」と
、伝
承
、な
か
で
も「
昔
話
」が
当
て
は

ま
り
そ
う
で
す
。長
谷
川
氏
の
作
品
に
は「
民
具
」を
連
想
す
る
、ど
こ
か
懐
か
し
く
ま
た
生
活
の
痕
跡
が
感
じ

ら
れ
る
一
方
、梶
本
氏
の
作
品
に
は「
語
部
」を
連
想
さ
せ
る
独
特
の
雰
囲
気
が
宿
さ
れ
て
い
る
様
に
感
じ
ら
れ

ま
す
。木
の
声
に
耳
を
傾
け
な
が
ら
制
作
を
進
め
る
二
氏
の
作
品
を
お
楽
し
み
く
だ
さ
い
。

学芸員の眼
　

現
在
、本
県
を
代
表
す
る
木
彫
家
、長
谷
川
大
治
郎
氏

と
梶
本
良
衛
氏
に
よ
る
二
人
展
で
す
。

　

長
谷
川
氏
は
、昭
和
二
十
五
年（
一
九
五
〇
）金
沢
市

生
ま
れ
。金
沢
美
術
工
芸
大
学
彫
刻
科
を
卒
業
後
、同
校

研
究
科
を
経
て
母
校
で
教
鞭
を
執
り
な
が
ら
、二
科
展

及
び
、現
代
美
術
展
を
中
心
に
作
品
発
表
を
進
め
て
い

ま
す
。

　

梶
本
氏
は
昭
和
二
十
六
年（
一
九
五
一
）、能
美
市（
旧

寺
井
町
）生
ま
れ
。同
じ
く
金
沢
美
術
工
芸
大
学
彫
刻
科

を
卒
業
後
は
、新
制
作
協
会
展
や
現
代
美
術
展
を
中
心
に

作
品
発
表
す
る
ほ
か
、グ
ル
ー
プ
展
活
動
等
に
も
積
極
的

に
参
加
す
る
な
ど
多
角
的
に
活
動
中
で
す
。こ
の
よ
う
に

両
氏
は
生
ま
れ
も
近
く
、同
じ
学
校
の
同
じ
専
攻
出
身

で
、今
ま
で
の
制
作
の
環
境
と
経
緯
は
よ
く
似
て
い
る
と

い
え
ま
し
ょ
う
。し
か
し
両
氏
の
作
品
は
違
い
を
見
せ
て

い
ま
す
。

　

長
谷
川
氏
は
、抽
象
形
態
の
構
成
的
な
仕
事
か
ら
、昨

今
で
は
抽
象･

具
象
的
パ
ー
ツ
を
混
ぜ
空
間
構
成
し
た
作

品
が
多
く
見
え
ま
す
。木
、な
か
で
も
材
木
の
持
つ
属
性
を

生
か
し
な
が
ら
、生
活
感･

痕
を
留
め
る
制
作
志
向
と
い
え

ま
し
ょ
う
。

　

一
方
の
梶
本
氏
は
、一
貫
し
て
木
彫
に
よ
る
人
体
を
モ

チ
ー
フ
と
す
る
制
作
を
続
け
て
い
ま
す
。様
々
な
姿
態
の

人
物
は
、原
木
素
材
と
の
対
話
を
通
し
な
が
ら
独
自
の
デ

フ
ォ
ル
メ
に
よ
る
制
作
で
あ
り
、ま
た
作
品
表

面
の
凸
部
を
中
心
に
漆
を
塗
る
特
徴
が
見
え

ま
す
。

　

こ
の
よ
う
に
一
見
、好
対
照
を
み
せ
る
両
氏

の
作
品
で
す
が
、と
も
に
木
の
素
材
と
の
対
話

を
通
し
な
が
ら
そ
れ
ぞ
れ
独
自
の
方
向
性
を

打
ち
出
し
な
が
ら
制
作
を
続
け
る
両
氏
に
は
、

彩
色
や
漆
を
施
す
な
ど
と
い
っ
た
共
通
点
も

窺
え
ま
す
。か
た
ち
を
違
え
な
が
ら
も
、木
と

い
う
懐
か
し
く
も
あ
り
ま
た
多
弁
な
素
材
を

媒
介
に
す
る
、多
彩
な
作
品
展
開
を
お
楽
し
み

く
だ
さ
い
。

梶本良衛 《森の中》 長谷川大治郎
《仮面と生命体と空間》

10月14日（金）～11月15日（火） 会期中無休

木彫二人展長谷川大治郎・梶本良衛

第４展示室

か
た
り
べ
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今
回
の
近
現
代
工
芸
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
展
で
は
、前
回
に

引
き
続
き
、秋
の
風
情
を
感
じ
さ
せ
る
意
匠
を
ま
と
っ
た

作
品
に
、日
本
芸
術
院
会
員
や
重
要
無
形
文
化
財
保
持
者

（
人
間
国
宝
）の
作
家
に
よ
る
優
品
を
交
え
て
、美
術
の
秋

に
ふ
さ
わ
し
い
内
容
で
構
成
し
ま
す
。

　

秋
の
意
匠
が
見
ら
れ
る
作
品
と
し
て
は
、北
大
路
魯

山
人《
染
付
錆
絵
紅
葉
文
八
角
向
付
》、大
場
松
魚《
平

文
薄
の
棚
》、羽
田
登
喜
男《
友
禅
鼠
色
地
群
菊
文
訪
問

着「
清
秋
」》、森
口
華
弘《
友
禅
訪
問
着「
白
菊
」》な
ど

が
、秋
の
季
節
感
を
巧
み
に
表
現
し
て
い
ま
す
。ま
た
、

芸
術
院
会
員
で
人
間
国
宝
の
富
本
憲
吉《
竹
林
月
夜
図

皿
》に
は
の
び
や
か
で
洒
脱
な
描
写
、松
田
権
六《
松

蒔
絵
飾
箱
》に
は
熟
練
し
た
高
度
な
技
を
見
る
こ
と
が

で
き
ま
す
。

　

そ
の
他
、芸
術
院
会
員
で
は
、十
代
大
樋
長
左
衛
門【
陶

磁
】、武
腰
敏
昭【
陶
磁
】、三
谷
吾
一【
漆
工
】、人
間
国
宝
で

は
、三
代
德
田
八
十
吉【
陶
磁
】、吉
田
美
統【
陶
磁
】、前
大

峰【
漆
工
】、寺
井
直
次【
漆
工
】、塩
多
慶
四
郎【
漆
工
】、小

森
邦
衞【
漆
工
】、木
村
雨
山【
染
織
】、二
塚
長
生【
染
織
】、

金
森
映
井
智【
金
工
】、三
代
魚
住
為
楽【
金
工
】、中
川
衛

【
金
工
】、隅
谷
正
峯【
刀
剣
】、氷
見
晃
堂【
木
工
】、川
北
良

造【
木
工
】、灰
外
達
夫【
木
工
】、西
出
大
三【
截
金
】な
ど
、

わ
が
国
の
工
芸
界
を
代
表
す
る
作
家
の
力
作
を
ま
と
め
て

展
示
し
ま
す
の
で
、多
彩
な
工
芸
美
の
魅
力
に
浸
っ
て
い

た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
す
。

　

守
破
離
と
は
茶
道
や
、武
道
、芸
能
に
お
け
る
師
弟
関

係
の
在
り
方
を
表
す
言
葉
で
す
。つ
ま
り
、師
に
つ
い
て

型
を
学
ぶ「
守
」の
段
階
、次
い
で
、型
を
破
り
、自
己
の
道

を
歩
み
だ
す「
破
」の
段
階
、最
終
的
に
何
に
も
拘
ら
な
い

融
通
無
碍
の「
離
」の
段
階
と
い
う
具
合
に
。

　

そ
れ
は
学
ぶ
者
や
芸
能
で
あ
れ
ば
芸
や
作
品
の
進
化

に
も
使
わ
れ
ま
す
。当
館
の
所
蔵
品
で
例
を
あ
げ
れ
ば
、

鴨
居
玲
の
金
沢
美
術
工
芸
専
門
学
校
時
代
の
二
紀
展
出

品
作《
青
い
リ
ボ
ン
》と
名
づ
け
ら
れ
た
裸
婦
像
は
、ま
だ

習
作
の
域
を
抜
け
出
ず
、ま
た
宮
本
に
学
ん
だ
柔
ら
か
な

表
現
が
、師
の
影
響
下
に
あ
る「
守
」の
段
階
に
あ
る
こ
と

を
示
し
ま
す
。次
い
で
、鴨
居
の
画
壇
デ
ビ
ュ
ー
時
の
作

品
で
あ
る《
静
止
し
た
刻
》は
ゲ
ー
ム
に
興
ず
る
男
達
の

瞬
間
の
動
作
・
表
情
を
捉
え
た
、自
己
の
ス
タ
イ
ル
確
立
期
、

つ
ま
り「
破
」の
段
階
と
い
え
ま
す
。

　

で
は
、「
離
」は
ど
の
辺
り
で
し
ょ
う
か
。異
論
は
あ
る

か
と
思
い
ま
す
が
、パ
リ
時
代
の
終
わ
り
一
九
七
六
年
以

降
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。作
品
で
い
え
ば
共
に
七
十
六

年
の《
旅
》や《
蛾
》以
降
と
な
り
ま
す
。ス
ペ
イ
ン
時
代
は

鴨
居
に
と
っ
て
最
も
制
作
の
は
か
ど
っ
た
時
期
と
、自
身

述
べ
て
い
る
の
で
す
が
、ス
ペ
イ
ン
バ
ロ
ッ
ク
の
影
響
を

と
て
も
強
く
感
じ
、逆
に「
守
」の
段
階
で
は
と
も
思
う
の

で
す
。

　

今
回
の
展
示
で
は
館
蔵
の
絵
画
・
彫
刻
作
品
中
、日
本
画

で
は
石
川
義
、洋
画
で
は
高
光
一
也
、鴨
居
玲
、そ
し
て
彫

刻
で
は
木
下
繁
な
ど
、各
作
家
の
習
作
期
、様
式
確
立
期
、

円
熟
期
の
三
段
階
の
作
品
に
よ
っ
て
、制
作
の
変
遷
・
深
化

を
ご
覧
い
た
だ
き
た
く
思
い
ま
す
。

森口華弘 《友禅訪問着「白菊」》 鴨居玲 《青いリボン》

─守・破・離─

鴨居玲 《蛾》

10月14日（金）～11月15日（火） 会期中無休

優品選
第3・6展示室 【近現代絵画・彫刻】

10月14日（金）～11月15日（火）
会期中無休

秋の優品選Ⅱ
第5展示室 【工芸】

し
ゅ
は
り
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立
見
榮
男
展
【
第
3
展
示
室
】

―

野
に
棲
む
あ
る
じ
た
ち―

コレクション展示室

10月前半の展覧会

末政哲雄
《天空の上の獅子座》

三代中川華邨
《友禅紫地虫籠秋草
文訪問着》

《真鳥羽入簞笥》
《キリスト・聖母子念持像》
金沢聖霊修道院蔵

　

立
見
展
は
第
4
展
示
室
を
三
分
割
し
、時
計
回
り
に

ほ
ぼ
年
代
を
追
っ
て
二
紀
展
出
品
の
大
作
を
展
示
し
て

い
ま
す
。そ
し
て
、第
3
展
示
室
の
奥
に
は
立
見
氏
の
少

年
時
代
か
ら
の
作
品
を
配
し
、普
段
は
開
け
な
い
奥
の

扉
を
開
い
て
、第
4
と
第
3
展
示
室
と
を
行
き
来
で
き

る
よ
う
に
し
ま
し
た
。

　

メ
イ
ン
の
第
4
展
示
室
を
回
り
ま
す
と
、人
の
色
彩

感
覚
は
少
年
時
代
の
環
境
が
決
定
す
る
の
か
と
の
思
い

が
し
ま
す
。近
作
に
な
る
に
従
い
、緑
を
主
体
の
画
面
は

カ
ラ
フ
ル
に
明
る
く
な
る
の
で
す
が
、そ
れ
は
晩
年
の

宮
本
三
郎
の
赤
や
黄
と
同
じ
よ
う
に
、太
平
洋
側
や
瀬

戸
内
の
画
家
の
色
、た
と
え
ば
、硲
伊
之
助
や
藤
本
東
一

良
の
色
と
は
違
い
ま
す
。十
八
歳
以
降
を
茨
城
で
暮
ら

す
立
見
氏
で
す
が
、北
陸
人
の
い
く
ぶ
ん
重
い
色
彩
だ

と
思
う
の
で
す
。そ
し
て
、河
童
や
鯰
、風
神
・
雷
神
な
ど

の
モ
チ
ー
フ
を
、年
代
を
隔
て
て

あ
ち
ら
こ
ち
ら
に
登
場
さ
せ
る

手
法
に
、工
学
系
を
歩
ん
で
き
た

シ
ス
テ
マ
チ
ッ
ク
な
理
性
を
感

じ
ま
す
。会
期
も
終
盤
に
な
り
ま

し
た
。ぜ
ひ
一
度
ご
覧
い
た
だ
き

た
く
思
い
ま
す
。

加
賀
藩
の
美
術
工
芸
Ⅰ

【
前
田
育
徳
会
尊
經
閣
文
庫
分
館
】

　

今
回
は
、国
宝
・
重
要
文
化
財
を
数
多
く
展
示
し
て
い

ま
す
が
、指
定
文
化
財
以
外
に
も
公
開
の
機
会
が
非
常

に
少
な
い
名
品
が
展
示
さ
れ
て
い
ま
す
。た
と
え
ば
、

「
前
田
綱
紀
見
製
」に
よ
る《
海
岸
図
屏
風
》も
そ
の
ひ
と

つ
で
す
。図
様
と
し
て
は「
西
海
航
路
図
」と
位
置
付
け

ら
れ
る
も
の
で
す
が
、加
賀
藩
五
代
藩
主
・
前
田
綱
紀
が

ど
の
よ
う
な
関
心
を
も
っ
て

本
図
成
立
に
関
わ
っ
た
の

か
、実
に
興
味
深
い
も
の
が

あ
り
ま
す
。

福
者
認
定
記
念
　

高
山
右
近

【
第
2
展
示
室
】

　

高
山
右
近
の
福
者
認
定
は
、右
近
の
足
跡
を
は
じ
め
、

十
六
世
紀
か
ら
十
七
世
紀
に
至
る
ア
ジ
ア
ひ
い
て
は
世

界
の
キ
リ
ス
ト
教
受
容
の
実
態
を
再
検
証
す
る
重
要
な

契
機
と
な
り
ま
し
た
。今
回
の
展
示
も
さ
さ
や
か
で
は

あ
り
ま
す
が
、右
近
在
世
時
か
ら
没
後
の
日
本
国
内
と

日
本
を
取
り
巻
く
世
界
の
状
況
に
つ
い
て
新
た
な
視
点

を
提
示
し
て
い
ま
す
。右
近
ゆ
か
り
の
地
に
あ
り
、右
近

の
貴
重
な
自
筆
書
状
や
茶
道
美
術
の
優
品
を
所
蔵
し
て

い
る
美
術
館
と
し
て
、今
後
も

様
々
な
切
り
口
で
高
山
右
近

と
そ
の
時
代
に
光
を
当
て
た

い
と
思
い
ま
す
。

秋
の
優
品
選
Ⅰ
【
第
5
展
示
室
】

　

日
が
暮
れ
る
と
聞
こ
え
て
く
る
虫
の
音
に
、秋
を
感
じ

る
方
も
多
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。か
つ
て
の
日
本

で
は「
虫
聞
き
」と
い
っ
て
、秋
の
夜
に
野
山
へ
出
て
、虫

の
音
を
た
の
し
む
催
し
が
あ
り
ま
し
た
。お
酒
を
飲
ん
だ

り
、歌
を
詠
ん
だ
り
し
な
が
ら
、と
き
に
は
有
明
の
月
と

な
る
ま
で
行
わ
れ
ま
し
た
。今
回
の
展
示
の
中
に
も
、三

代
中
川
華
邨《
友
禅
紫
地
虫
籠
秋
草
文
訪
問
着
》な
ど
、秋

の
夜
の
情
趣
を
お
た
の
し
み
い
た
だ
け
る
も
の
が
出
陳

さ
れ
て
い
ま
す
。ぜ
ひ
展

示
室
で
、し
っ
と
り
と
し

た
夜
の
空
気
を
感
じ
て
み

て
く
だ
さ
い
。

石
川
の
作
家
現
代
編

【
第
3
・
6
展
示
室
】

　

石
川
県
に
関
係
す
る
、日
本
画
、洋
画
、彫
刻
の
現
代

作
家
の
作
品
に
つ
い
て
、館
蔵
品
を
中
心
に
紹
介
し
ま

す
。時
代
区
分
と
し
て
は
戦
後
以
降
の
作
品
が
中
心
と

な
り
ま
す
が
、戦
後
生
ま
れ
の
作
家
の
み
な
ら
ず
、戦
前

か
ら
活
躍
し
て
い
た
作
家
の
作
品
も
含
め
た
展
示
と

な
っ
て
い
ま
す
。戦
後
美
術
の
特
徴
は
、世
界
的
な
規
模

で
多
彩
な
展
開
が
広
ま
っ
た
こ
と
で
、本
県
で
も
伝
統

的
な
制
作
の
ほ
か
、斬
新

な
作
品
が
制
作
さ
れ
て

い
ま
す
。多
種
多
様
な
様

相
を
示
す
現
代
作
家
の

活
躍
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

日
時
／
10
月
9
日（
日
） 

午
後
2
時

◆
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
・
ト
ー
ク

※

要
観
覧
料
・
予
約
不
要

展
覧
会
場
に
て
、作
家
が
自
作
に
つ
い
て
語
り
ま
す
。
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三重再訪 －古きいのり、新しき旅路－

◆
見
学
地

　

真
宗
高
田
派
の
本
山
、専
修
寺
。現
在
の
伽
藍
は
、江
戸
時
代
建
造
の
御
影
堂
を

中
心
に
、山
門
や
如
来
堂
、御
廟
な
ど
が
重
要
文
化
財
に
指
定
。平
常
非
公
開
の
庭

園
を
含
め
、お
寺
の
方
に
ご
案
内
い
た
だ
き
ま
す
。（
雨
天
時
は
書
院
を
見
学
予
定
）

◆
申
込
方
法

　

往
復
葉
書
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

平
成
二
十
八
年
十
月
十
日（
月
・
祝
）必
着

【
専
修
寺
】

　

天
皇
に
代
わ
り
伊
勢
神
宮
に
仕
え
た
女
性
、斎
王
。斎
宮
跡
の
す
ぐ
そ
ば
で
、出

土
品
を
中
心
に
斎
王
の
歴
史
を
た
ど
り
ま
す
。当
日
は
常
設
展
と
あ
わ
せ
、企
画
展

「
古
代
の
出
雲―

そ
の
限
り
な
い
魅
力
」を
見
学
し
ま
す
。

【
斎
宮
歴
史
博
物
館
】

　

明
治
二
十
年
、伊
勢
神
宮
に
参
拝
す
る
賓
客
の
休
憩
・
宿
泊
施
設
と
し
て
建
設
。重

要
文
化
財
に
指
定
さ
れ
、当
時
の
雰
囲
気
を
た
た
え
て
い
ま
す
。館
内
に
は
輪
島
塗
の

装
飾
も
。近
代
に
お
け
る
伊
勢
参
り
の
一
様
相
を
感
じ
て
い
た
だ
け
る
空
間
で
す
。

【
賓
日
館
】

　

伊
勢
神
宮
の
鬼
門
を
守
る
寺
と
し
て「
お
伊
勢
参
ら
ば
朝
熊
を
か
け
よ
、朝
熊
か

け
ね
ば
片
参
り
」と
歌
わ
れ
た
金
剛
證
寺
。当
日
は
平
常
非
公
開
の
宝
蔵
も
ご
案
内

い
た
だ
き
、長
い
歴
史
の
中
で
保
管
さ
れ
て
き
た
文
化
財
を
ご
覧
い
た
だ
き
ま
す
。

【
朝
熊
山
金
剛
證
寺
】

　

ま
ず
外
宮（
豊
受
大
神
宮
）を
訪
ね
ま
す
。お
伊
勢
さ
ん
観
光
案
内
人
の
方
に
ガ

イ
ド
し
て
い
た
だ
き
、伊
勢
う
ど
ん･

手
こ
ね
寿
司
の
昼
食
を
と
っ
た
あ
と
、内
宮

（
皇
大
神
宮
）へ
。伊
勢
神
宮
の
長
い
歴
史
や
、建
造
物
の
意
味
な
ど
、改
め
て
理
解

を
深
め
て
い
た
だ
く
き
っ
か
け
に
な
れ
ば
と
願
っ
て
い
ま
す
。

【
伊
勢
神
宮
内
宮・外
宮
】

行
事
予
定

第47回文化財現地見学、参加者募集！

期　
　

日
／
平
成
28
年
10
月
22
日（
土
） 

〜
10
月
23
日（
日
）　

一
泊
二
日

日　
　

程
／
出
発 

10
月
22
日（
土
） 

午
前
7
時

　
　
　
　
　

帰
着 

10
月
23
日（
日
） 

午
後
8
時
頃

発　
　

着
／
金
沢
駅 

金
沢
港
口（
西
口
） 

団
体
バ
ス
乗
り
場

参
加
代
金
／
友
の
会
会
員　

二
五
、〇
〇
〇
円　

　
　
　
　
　

会
員
以
外　
　

二
六
、〇
〇
〇
円

■
映
像
ギ
ャ
ラ
リ
ー

午
後
1
時
30
分
〜　

美
術
館
ホ
ー
ル　
　

聴
講
無
料

（
25
分
）

（
40
分
）

　
日（
月
・
祝
）

10

　
月
10

「
日
本
画
の
伝
統
と
変
革
」

「
糸
の
音
色
を
求
め
て 

志
村
ふ
く
み
の
世
界
」

■
展
示
室
で
ス
ケ
ッ
チ
G
O
！
午
後
1
時
〜
3
時
受
付　
　

  

要
観
覧
料
・
予
約
不
要

　
日（
月
・
祝
）

10

　
月
10

磁
気
式
お
絵
か
き
ボ
ー
ド
を
使
っ
て
、

展
示
室
で
お
気
に
入
り
の
作
品
を
ス
ケ
ッ
チ
！

■
0
才
か
ら
の
フ
ァ
ミ
リ
ー
鑑
賞
会

　
日（
日
）

16

　
月
10申

込
：
電
話
〇
七
六
│
二
三
一
│
七
五
八
〇（
石
川
県
立
美
術
館 

普
及
課
）ま
で

料
金
：
幼
児
は
無
料
。

　
　

 

保
護
者
の
方
は
二
人
目
か
ら
、企
画
展
観
覧
料
と
し
て
八
〇
〇
円
が
か
か
り
ま
す
。

■
土
曜
講
座

午
後
1
時
30
分
〜　

美
術
館
講
義
室　
　

聴
講
無
料

加
賀
藩
の
美
術
工
芸

修
復
工
房
次
長 

高
嶋　

清
栄

　
日（
土
）

1

　
月
10

近
代
洋
画
の
探
求

普
及
課
長 

二
木
伸
一
郎

　
日（
土
）

8

　
月
10

近
代
工
芸
の
名
作

学
芸
第
二
課
長 

西
田　

孝
司

　
日（
土
）

15

　
月
10

※
移
動
は
全
て
貸
切
バ
ス
を
使
用
し
ま
す
。

※
宿
泊
は
お
一
人
様
一
室（
シ
ン
グ
ル
）と
な
り
ま
す
。

※

行
程
に
徒
歩
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
。

①
午
前
10
時
〜 

②
午
後
1
時
30
分
〜

小
さ
な
お
子
さ
ん
と
一
緒
に
展
覧
会
を
楽
し
む
方
法
を
ご
案
内
し
ま
す
。

講
師
：
冨
田
め
ぐ
み
氏
（
赤
ち
ゃ
ん
か
ら
の
ア
ー
ト
フ
レ
ン
ド
シ
ッ
プ
協
会
・
代
表
理
事
）

※

要
予
約（
先
着
順
・
各
回
定
員
30
名
）　

各
回
一
時
間
半
程
度
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10月の休館日はありません。

火焔山
昭和56年（1981） 縦152.1×横215.5cm

アラカルト ただいま展示中

西山英雄　にしやま・ひでお
明治44年～平成元年（1911～1989）

a la carte  No.15

ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
レ
ポ
ー
ト

　

夏
休
み
の
子
ど
も
た
ち
の
活
動
を
お
伝
え
し

ま
す
。小
学
生
親
子
の
制
作
体
験
は
三
講
座
を
開

講
し
、え
が
く
・
つ
く
る
の
時
間
を
親
子
で
楽
し

ん
で
い
た
だ
き
ま
し
た
。ま
た「
子
ど
も
学
芸
員
」

の
講
座
を
新
設
し
ま
し
た
。美
術
館
や
学
芸
員
の

仕
事
に
詳
し
く
な
っ
た
受
講
者
の
皆
さ
ん
に
は
、

今
後
は
違
う
視
点
で
美
術
館
を
楽
し
ん
で
い
た

だ
け
る
こ
と
で
し
ょ
う
。

　

そ
し
て『
夏
休
み
親
子
で
楽
し
む
美
術
館
』の

今
年
の
テ
ー
マ「
ア
ー
ト
de
も
の
が
た
り
」の
展

示
室
に
、作
品
か
ら
も
の
が
た
り
を
想
像
し
て
書

く
コ
ー
ナ
ー
を
設
け
ま
し
た
。い
つ
で
も
自
由
に

体
験
で
き
る
ス
ペ
ー
ス
と
あ
っ
て
、作
品
を
ま
と

め
た「
ア
ー
ト
de
も
の
が
た
り
」と
い
う
本
が
何

冊
も
で
き
る
く
ら
い
、沢
山
の
方
に
ご
参
加
い
た

だ
き
ま
し
た
。想
像
力
豊

か
な
子
ど
も
た
ち
に
興
味

を
持
っ
て
参
加
し
て
も
ら

え
る
鑑
賞
方
法
を
提
案
で

き
た
こ
と
を
、嬉
し
く
思

い
ま
す
。

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（10月は3日）

　

火
焔
山
は
中
国
西
域
ト
ル
フ
ァ
ン
に
あ
り
、平

均
標
高
五
〇
〇
メ
ー
ト
ル
、比
較
的
平
ら
な
山
頂

が
、長
さ
九
十
八
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
に
わ
た
っ
て
横

た
わ
る
特
異
な
地
形
で
す
。夏
の
気
温
が
摂
氏
五

十
度
を
超
え
る
こ
と
も
頻
繁
で
、『
西
遊
記
』で
は

炎
が
上
が
る
山
と
し
て
描
か
れ
て
い
ま
す
。

　

昭
和
五
十
六
年
、七
十
歳
で
こ
の
地
に
門
下

と
訪
れ
た
西
山
は
、炎
天
下
に
身
じ
ろ
ぎ
も
せ

ず
ス
ケ
ッ
チ
を
続
け
た
と
い
い
ま
す
。弟
子
は

師
の
背
中
か
ら
、絵
描
き
と
し
て
の
姿
勢
を
教

え
ら
れ
た
の
で
す
。

　
「
豪
壮
」「
華
麗
」と
い
う
言
葉
を
用
い
て
評
さ

れ
た
西
山
は
、近
代
日
本
画
壇
に
お
い
て
も
カ

ラ
リ
ス
ト
の
一
人
で
す
。本
作
で
は
浸
蝕
と
風

化
に
よ
っ
て
刻
ま
れ
た
無
数
の
襞
を
、階
調
の

幅
が
狭
い
緋
色
を
巧
み
に
使
い
こ
な
し
て
表
現

し
て
い
ま
す
。

　

明
治
四
十
四
年
京
都
市
に
生
ま
れ
、十
四
才

で
画
家
を
志
し
、叔
父
の
西
山
翠
嶂
宅
に
住
み

込
み
ま
す
。玄
関
番
な
ど
を
し
な
が
ら
、翠
嶂
主

催
の
画
塾「
青
甲
社
」に
所
属
し
画
業
に
励
み
、

昭
和
六
年
二
十
歳
で
帝
展
に
初
入
選
。以
後
、帝

展
・
日
展
を
中
心
に
活
躍
し
ま
す
。昭
和
三
十
二

年
、翠
嶂
が
逝
去
す
る
と
、「
画
塾
の
封
建
制
度

を
打
破
す
る
た
め
」と
し
て
、青
甲
社
の
解
散
に

踏
み
切
り
ま
し
た
が
、後
を
継
い
だ
研
究
グ

ル
ー
プ
や
、京
都
学
芸
大
学
、金
沢
美
術
工
芸
大

学
で
も
後
進
の
育
成
に
尽
力
し
、現
代
日
本
画

壇
の
発
展
に
貢
献
し
ま
し
た
。日
本
芸
術
院
会

員
。京
都
府
文
化
功
労
賞
受
賞
。

かえんざん

※

本
作
は
企
画
展「
近
代
美
術
の
至
宝
」に
て
展
示
中
。

（
九
月
十
日
〜
十
月
二
十
三
日
ま
で
）


