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「
北
陸
ゆ
か
り
の
画
聖
」
Ⅱ
期
で
は
、
久
隅
守
景
、
岸
駒
そ

し
て
佐
々
木
泉
景
を
取
り
上
げ
ま
す
。
こ
の
う
ち
守
景
は
Ⅰ

期
に
続
い
て
と
な
り
ま
す
が
、
Ⅱ
期
で
は《
猿
廻
し
図
》
と
県

文《
四
季
耕
作
図
》を
展
示
し
ま
す
。《
猿
廻
し
図
》は
、
室
町
時

代
以
降
の
狩
野
派
に
よ
る「
四
季
耕
作
図
」で
冬
か
ら
春
の
場

面
に
し
ば
し
ば
描
か
れ
て
き
た
も
の
を
継
承
し
て
、
正
月
の

掛
物
と
し
て
単
独
に
描
い
た
も
の
で
す
。
小
品
な
が
ら
、「
雪

舟
に
伯
仲
す
る
」
と
ま
で
高
く
評
価
さ
れ
た
守
景
の
水
墨
画

の
技
量
が
遺
憾
な
く
発
揮
さ
れ
て
い
ま
す
。
ま
た《
四
季
耕
作

図
》は
、
中
国
風
俗
に
よ
る
一
連
の
制
作
の
最
終
段
階
に
位
置

付
け
ら
れ
る
も
の
で
す
。
画
面
に
注
目
す
る
と
、
農
具
の
描

写
は
無
頓
着
な
う
え
に
、
禅
の
祖
師
像
の
パ
ロ
デ
ィ
ー
か
と

思
わ
れ
る
人
物
が
描
か
れ
る
な
ど
、
守
景
の
遊
び
心
が
あ
ふ

れ
て
い
ま
す
。
こ
こ
か
ら
、
自
然
と
一
体
と
な
っ
て
生
き
る
こ

と
が
究
極
の
智
慧
で
あ
り
、
喜
び
で
あ
る
と
す
る
守
景
晩
年

の
名
作
に
共
通
し
た
思
想
を
読
み
解
く
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

続
く
岸
駒
で
は
、《
兎
福
寿
草
図
》
と
県
文《
伯
陽
図
》、
県

文《
虎
図
》
を
展
示
し
ま
す
。
ま
ず《
兎
福
寿
草
図
》
は
京
都
に

上
っ
て
間
も
な
い
一
七
八
二
年
の
作
で
、
画
中
に
中
国
・
明

時
代
の
花
鳥
画
家
、
呂
紀
の
筆
法
に
倣
う
と
自
ら
記
し
て
い

ま
す
。
恐
ら
く
岸
駒
は
京
都
で
成
功
す
る
に
は
、
室
町
時
代

か
ら
広
く
愛
好
さ
れ
て
き
た
画
家
の
筆
法
に
も
精
通
し
て
い

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
た
の
で
し
ょ
う
。
そ
う
し
た
努

力
の
成
果
が
認
め
ら
れ
る
作
品
で
す
。
岸
駒
と
い
え
ば
虎
が

中
心
的
な
画
題
で
す
が
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
八
ペ
ー
ジ
の

「
ア
ラ
カ
ル
ト
」
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。
そ
し
て《
伯
陽
図
》
は
、

「
越
前
守
岸
駒
」の
落
款
か
ら
一
八
三
七
年
か
ら
没
年
と
な
る

一
八
三
八
年
に
描
か
れ
た
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
九
十
歳
に

な
ろ
う
と
す
る
年
齢
で
、
大
画
面
を
手
掛
け
る
こ
と
は
容
易

で
は
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
ま
す
が
、
そ
れ
ま
で
の
画
風
と
は

異
な
る
、
達
観
し
た
境
地
が
感
じ
ら
れ
ま
す
。

　

名
作
を
対
比
し
て
鑑
賞
す
る
こ
と
は
、
展
覧
会
の
醍
醐
味
の
ひ
と
つ
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
巨
匠
た
ち
の「
対
決
」を
コ

ン
セ
プ
ト
と
し
た
展
覧
会
が
開
催
さ
れ
た
の
も
、
記
憶
に
新
し
い
と
こ
ろ
で
す
。
今
回
は
そ
う
し
た
趣
旨
で
作
品
を
選

定
し
て
い
ま
せ
ん
が
、
岸
駒
の《
虎
図
》の
隣
に
佐
々
木
泉
景
の《
群
鹿
図
》（
加
賀
市
文
）を
展
示
し
た
の
は
、
結
果
と
し

て「
対
決
」と
ま
で
は
い
か
な
い
ま
で
も
、「
競
演
」く
ら
い
の
言
葉
を
当
て
は
め
て
も
良
い
で
し
ょ
う
。
泉
景
は
岸
駒
よ

り
二
十
四
歳
若
い
の
で
す
が
、
岸
駒
と
同
じ
よ
う
に
京
都
で
研
鑽
を
積
ん
で
い
ま
す
。
そ
し
て
、
一
八
〇
九
年
に
こ
の

両
者
は
金
沢
城
二
之
丸
御
殿
に
障
壁
画
を
描
い
て
い
ま
す
。
画
家
の
選
定
を
し
た
加
賀
藩
に
は
、
技
量
を
競
わ
せ
る
と

い
う
意
図
が
あ
っ
た
こ
と
で
し
ょ
う
。
今
回
の
展
示
で
は
、
両
者
が
生
き
た
時
代
や
影
響
関
係
を
改
め
て
認
識
す
る
こ

と
が
で
き
ま
す
。

県文《伯陽図》　岸駒 県文《四季耕作図》左隻部分　久隅守景

学芸員の眼

特別陳列

北陸ゆかりの画聖Ⅱ

第2展示室

8月31日（木）～10月2日（月）　会期中無休
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鴨居玲　《酔って候》 重文《餝太刀》平安時代12世紀　前田育徳会蔵

　

「
前
田
家
の
名
宝
」Ⅱ
期
で
は
、
国
宝《
土
佐
日
記
》
を
展
示

し
ま
す
。
本
作
は
、
紀
貫
之
の『
土
佐
日
記
』
を
、
文
暦
二
年

（
一
二
三
五
）に
藤
原
定
家
が
書
写
し
た
も
の
で
す
。
当
時
、
京

都
蓮
華
王
院（
本
堂
が
三
十
三
間
堂
）の
宝
蔵
に
は
貫
之
の
自

筆
本『
土
佐
日
記
』
が
伝
わ
っ
て
お
り
、
そ
れ
を
も
と
に
定
家

が
手
写
し
ま
し
た
。
奥
書
の
前
に
、
定
家
が
貫
之
の
筆
跡
を

ま
ね
た
臨
模
の
部
分
が
あ
り
、
こ
れ
に
よ
り
今
は
伝
わ
ら
な

い
貫
之
自
筆
本
の
内
容
復
元
が
可
能
と
な
る
と
い
う
意
味
で

も
、
本
作
は
仮
名
や
書
蹟
の
歴
史
研
究
上
で
貴
重
な
資
料
と

い
え
ま
す
。

　

綴て
っ
ち
ょ
う
そ
う

葉
装
に
よ
る
枡
形
本
の
体
裁
で
、
表
紙
に
は
名
物
裂
の

「
富
田
金
襴
」
を
用
い
、
見
返
し
は
金
銀
の
型
摺
で
籬
に
夕
顔

の
図
が
あ
し
ら
わ
れ
て
い
ま
す
。
伝
来
に
つ
い
て
は
詳
し
く

わ
か
っ
て
い
ま
せ
ん
が
、
江
戸
時
代
に
入
っ
て
連
歌
師
の
玄

珍
が
所
持
し
て
い
た
も
の
を
、
前
田
利
常
が
所
望
し
て
入
手

し
た
よ
う
で
す
。
寛
永
六
年（
一
六
二
九
）の
将
軍
徳
川
家
光
・

前
将
軍
徳
川
秀
忠
の
本
郷
邸
御
成
の
際
に
は
、
本
作
が
屋
敷

二
階
の
書
院
に
飾
ら
れ
ま
し
た
。

　

そ
の
他
今
回
は
、
Ⅰ
期
の
周
文
に
替
わ
り
雪
舟
筆
と
伝
え

ら
れ
る
重
文《
四
季
花
鳥
図
》
を
、
中
国
・
明
時
代
の
画
家
、
王

若
水
の《
花
鳥
図
》
と
と
も
に
展
示
し
ま
す
。
雪
舟
は
、
中
国

の
大
画
面
に
よ
る
花
鳥
画
に
影
響
を
受
け
た
と
指
摘
さ
れ
て

い
ま
す
が
、
た
と
え
ば
こ
の
両
者
の
鶴
の
描
写
に
は
共
通
す

る
点
が
あ
る
よ
う
で
す
。
ま
た
重
文《
餝
か
ざ
り

太た

ち刀
》
も
、
平
安
時

代
後
期
の
工
芸
技
巧
を
駆
使
し
た
名
品
と
し
て
改
め
て
ご
注

目
い
た
だ
き
た
い
一
口
で
す
。

　

鴨
居
の
命
日
九
月
七
日
を
含
む
期
間
に
、
ほ
ぼ
毎
年
特
集

鴨
居
展
を
行
っ
て
き
ま
し
た
。
今
回
は「
酔
っ
て
候
」
を
サ
ブ

タ
イ
ト
ル
に
所
蔵
品
を
中
心
に
開
催
し
ま
す
。
人
物
を
描
き

続
け
た
鴨
居
で
す
が
、
頭
か
ら
足
先
ま
で
、
全
身
を
描
い
た

作
品
は
そ
う
多
く
は
あ
り
ま
せ
ん
。
大
半
は
バ
ス
ト
シ
ョ
ッ

ト
、
胸
か
ら
上
で
す
。
女
性
の
全
身
像
で
は《
エ
チ
ュ
ー
ド
Ａ
》

や《
望
郷
を
歌
う
》
な
ど
が
思
い
浮
か
び
ま
す
が
、
足
は
描
か

れ
て
い
ま
せ
ん
。
首
吊
り
男
の《
夢
候
》
で
は
足
は
描
い
て
も

空
中
に
浮
い
て
い
ま
す
。
地
面
に
立
つ
人
物
は
鴨
居
の
創
作

対
象
と
は
な
ら
な
か
っ
た
よ
う
で
す
。

　

さ
て
、
新
聞
記
者
だ
っ
た
鴨
居
の
父
は
大
変
に
酒
が
好
き

で
、「
わ
れ
死
な
ば　

酒
屋
の
壺
の
下
に
埋
め
よ　

も
し
や
滴

の
た
れ
も
せ
ぬ
か
と
」と
詠
っ
た
ほ
ど
で
す
が
、
鴨
居
も
劣
ら

ず
の
酒
家
で
し
た
。
作
品
に
も
数
多
く
の
酔
っ
払
い
が
登
場

し
ま
す
。

　

《
酔
っ
て
候
》
は
鴨
居
の
死
の
前
年
、
一
九
八
四
年
の
作
で

す
が
、
自
画
像
と
い
っ
て
い
い
で
し
ょ
う
。
ち
び
た
煙
草
は
パ

イ
プ
、
酒
瓶
は
サ
ー
ベ
ル
の
柄
、
泰
然
と
し
た
姿
は
王
侯
貴

族
の
風
格
で
す
。
し
か
し
、
戯
画
化
さ
れ
た
足
に
目
を
や
る

と
、
一
気
に
興
は
冷
め
、
年
老
い
た
孤
独
な
酔
っ
払
い
に
す
ぎ

な
い
の
だ
と
知
る
の
で
す
。
ぐ
に
ゃ
り
と
曲
が
っ
た
足
で
は
、

ま
と
も
に
立
っ
た
り
歩
い
た
り
は
で
き
ま
せ
ん
。
足
を
隠
し

た
女
性
像
、
首
吊
り
男
、
酔
っ
払
い
、
皆
地
に
立
つ
こ
と
を
拒

ん
で
い
る
か
の
よ
う
で
す
。
そ
れ
は
出
生
地
も
生
年
月
日
も

曖
昧
に
し
、
頻
繁
に
住
居
を
移
し
た
鴨
居
の
生
き
様
と
繋
が

る
も
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　

「
朝
、
ア
ト
リ
エ
に
入
っ
て
昨
日
描
い
た
絵
と
向
き
合
う
の

が
怖
い
」
と
鴨
居
は
語
り
ま
し
た
。
夜
、
何
物
か
に
取
り
憑
か

れ
て
筆
を
進
め
、
翌
日
冷
静
な
目
で
向
き
合
い
、
も
し
も
…
…

だ
っ
た
ら
と
思
い
悩
む
の
で
す
。
美
に
酔
い
痴
れ
身
を
削
っ

て
描
き
続
け
た
鴨
居
の
自
死
は
一
九
八
五
年
九
月
七
日
の
早

朝
で
し
た
。

鴨居 玲 ―酔って候―

8月31日（木）～10月2日（月）　会期中無休

特別陳列

前田家の名宝Ⅱ
8月31日（木）～10月2日（月）　会期中無休

第3展示室 前田育徳会尊經閣文庫分館
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工
芸
の
展
示
室
で
は
、
所
蔵
作
品
の
な
か
か
ら
、
秋
を

感
じ
さ
せ
る
モ
チ
ー
フ
や
テ
ー
マ
の
作
品
を
中
心
に
ご
紹

介
し
ま
す
。

　

展
示
室
へ
入
る
時
、
最
初
に
目
に
付
く
壁
面
ガ
ラ
ス

ケ
ー
ス
の
先
頭
に
は
、
談
議
所
栄
二《
秋
》を
展
示
し
ま
す
。

本
作
品
は
、
二
曲
一
隻
の
染
屏
風
で
、
第
十
二
回
日
展
出

品
作
で
す
。
風
に
揺
れ
る
女
郎
花
の
中
、
ふ
と
何
か
に
耳

を
澄
ま
せ
る
よ
う
に
足
を
止
め
て
振
り
返
る
雄
の
雉
の
姿

が
染
め
出
さ
れ
て
い
ま
す
。
本
作
品
は
、
今
年
度
の
友
の

会
会
員
カ
ー
ド
の
デ
ザ
イ
ン
に
使
用
し
ま
し
た
。
そ
し
て

《
雉
》
に
ち
な
み
、
今
回
の
染
織
作
品
は
鳥
を
モ
チ
ー
フ
と

し
た
秋
ら
し
い
作
品
を
選
ん
で
い
ま
す
。
堀
友
三
郎《
鳥
の

家
族
》、
羽
田
登
喜
男《
友
禅
訪
問
着「
群
鴦
錦
秋
」》な
ど
を

ご
覧
い
た
だ
き
ま
す
。

　

ま
た
、
美
術
館
で
お
月
見
気
分
を
味
わ
っ
て
い
た
だ
け

れ
ば
と
思
い
、
角
野
岩
次《
残
月
》や
富
本
憲
吉《
竹
林
月
夜

図
皿
》、
関
源
司《
月
に
雨
》
な
ど
、
月
を
テ
ー
マ
と
し
た
作

品
も
選
び
ま
し
た
。
季
節
や
時
間
に
よ
っ
て
異
な
る
表
情

を
み
せ
る
月
を
イ
メ
ー
ジ
し
な
が
ら
ご
覧
い
た
だ
け
れ
ば

と
思
い
ま
す
。

　

そ
の
他
、
竹
田
有
恒《
秞
裏
金
彩
穂
波
文
鉢
》
や
硲
三
彩

亭《
九
谷
呉
須
上
絵
大
皿「
ア
ル
バ
ニ
ア
の
案
山
子
」》、
松

村
昌
子《
青
釉
花
瓶「
実
り
」》
な
ど
、
豊
穣
の
秋
を
感
じ
さ

せ
る
作
品
も
あ
り
ま
す
。

　

染
織
、
漆
工
、
陶
磁
、
金
工
な
ど
、
多
様
な
ジ
ャ
ン
ル
の

作
品
に
お
い
て
、
秋
の
喜
び
や
美
し
さ
が
さ
ま
ざ
ま
に
表

現
さ
れ
て
い
る
様
子
を
お
楽
し
み
い
た
だ
け
る
か
と
思
い

ま
す
。

　

第
四
展
示
室「
秋
の
優
品
選
」で
は
、
館
蔵
品
を
中
心
に
、

洋
画
と
彫
刻
の
優
品
を
ご
覧
い
た
だ
き
ま
す
。

　

洋
画
部
門
は
主
に
風
景
作
品
を
ご
覧
い
た
だ
き
ま
す
。

居
な
が
ら
に
し
て
各
地
の
風
情
を
目
に
す
る
こ
と
が
で
き

る
風
景
画
は
、
既
知
の
地
で
あ
れ
ば
思
い
出
を
呼
び
覚
ま

し
、
未
踏
の
地
で
あ
れ
ば
想
像
を
膨
ら
ま
せ
、
あ
れ
こ
れ

と
画
面
の
中
を
散
策
し
、
時
に
は
に
お
い
や
音
す
ら
も
感

ず
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

　

作
品
は
、
池
田
良
則《
廃
園
》（
メ
キ
シ
コ
）、
奥
田
憲
三

《
中
世
の
町
》（
イ
タ
リ
ア
）、
高
光
一
也《
チ
ュ
ー
ル
リ
ー
公

園
に
て
》（
フ
ラ
ン
ス
）、
滝
川
巌《
オ
レ
ン
ジ
の
樹
》（
ス
ペ

イ
ン
）、
竹
沢
基《
ア
ッ
シ
ー
ジ
の
丘
》（
イ
タ
リ
ア
）、
田
辺

栄
次
郎《
テ
ィ
チ
ー
ノ
寸
景
》（
ス
イ
ス
）、
谷
昭
二《
カ
タ

ル
ー
ニ
ャ
の
松
》（
ス
ペ
イ
ン
）、
富
田
祐
夫《
ロ
ー
テ
ン
ブ

ル
ク
》（
ド
イ
ツ
）、
藤
本
東
一
良《
コ
ン
カ
ル
ノ
の
バ
ル
コ

ン
》（
フ
ラ
ン
ス
）、
村
田
省
蔵《
午
後
の
町
》（
メ
キ
シ
コ
）等
。

カ
ッ
コ
内
は
描
い
た
国
で
す
。
絵
画
に
よ
る
世
界
旅
行
を

お
楽
し
み
く
だ
さ
い
。

　

彫
刻
部
門
で
は
人
体
彫
刻
の
優
品
を
中
心
に
展
示
し
ま

す
。
吉
田
三
郎《
山
羊
を
飼
う
老
人
》
は
、
筋
骨
逞
し
い
男

性
像
を
得
意
と
し
た
作
者
の
代
表
作
の
一
つ
で
、
老
人
と

二
頭
の
山
羊
と
の
群
像
で
す
。
本
品
は
人
生
の
年
輪
を
感

じ
さ
せ
る
深
い
彫
り
と
味
わ
い
を
漂
わ
せ
て
い
ま
す
。
畝

村
直
久《
和
》
も
作
者
の
代
表
作
の
一
つ
で
、
三
人
の
裸
婦

の
群
像
と
い
う
大
作
で
、
作
品
は
三
体
の
個
性
と
フ
ォ
ル

ム
の
調
和
が
テ
ー
マ
と
な
っ
て
い
ま
す
。
両
作
品
と
も
、
こ

れ
か
ら
の
実
り
の
秋
を
迎
え
る
に
相
応
し
い
、
豊
か
さ
と

共
に
し
み
じ
み
と
し
た
充
実
感
や
深
さ
を
感
じ
さ
せ
る
作

品
と
い
え
ま
し
ょ
う
。

談議所栄二　《秋》 竹沢基　《アッシージの丘》

8月31日（木）～10月2日（月）　会期中無休

第5展示室［工芸］

秋の優品選
8月31日（木）～10月2日（月）　会期中無休

第4展示室［絵画・彫刻］

秋の優品選
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石
川
県
文
化
財
保
存
修
復
工
房
設
立
二
十
年
を
記
念
し
て
、
こ
れ
ま
で

積
み
重
ね
て
き
た
修
復
実
績
を
そ
の
作
品
で
紹
介
す
る
と
と
も
に
、
な
ぜ

石
川
県
が
修
復
工
房
を
設
立
す
る
に
至
っ
た
の
か
、
そ
の
大
き
な
要
因
は

加
賀
藩
の
文
化
政
策
に
求
め
る
こ
と
が
で
き
ま
す
が
、
そ
う
し
た
視
点
か

ら
当
地
の
文
化
土
壌
を
検
証
す
る
展
覧
会
で
も
あ
り
ま
し
た
。
第
一
章
で

は
、
最
初
に
国
宝
で
ユ
ネ
ス
コ
世
界
記
憶
遺
産
の
「
東
寺
百
合
文
書
」
の

特
別
公
開
に
は
じ
ま
り
、
次
に
前
田
育
徳
会
の
修
復
作
品
と
と
も
に
保
存

修
復
に
関
連
す
る
文
書
を
初
公
開
し
ま
し
た
。
書
跡
典
籍
の
収
集
に
意
を

注
ぎ
、
学
者
大
名
と
称
さ
れ
た
五
代
藩
主
前
田
綱
紀
は
、
書
物
保
護
の
た

め
に
修
復
や
収
納
箱
の
作
製
を
行
っ
て
い
ま
す
。「
東
寺
百
合
文
書
」
は
、

綱
紀
が
書
櫃
を
百
箱
作
製
し
寄
進
し
た
こ
と
に
よ
る
名
称
で
す
が
、
こ
う

し
た
綱
紀
の
文
化
財
保
護
の
思
想
は
今
日
の
文
化
財
行
政
の
先
駆
け
と
い

え
る
も
の
で
あ
り
、
朱
子
学
の
本
質
的
解
釈
に
基
づ
く
も
の
で
し
た
。
第

二
章
で
は
こ
う
し
た
歴
史
か
ら
誕
生
し
た
修
復
工
房
の
実
績
を
、
屏
風
や

掛
軸
、
古
文
書
な
ど
の
主
要
修
復
作
品
で
紹
介
し
ま
し
た
。
多
数
の
鑑
賞

者
か
ら
文
化
財
を
守
る
た
め
の
繊
細
で
高
度
な
技
に
深
い
感
銘
を
受
け
た

と
い
う
声
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。
一
方
で
は
「
も
っ
と
修
復
過
程
を
知
り

た
か
っ
た
」
と
い
う
要
望
が
あ
り
ま
し
た
が
、
展
示
室
で
は
修
復
を
終
え

て
輝
き
を
取
り
戻
し
た
作
品
の
鑑
賞
に
主
眼
を
置
き
ま
し
た
。
修
復
過
程

に
つ
い
て
は
図
録
や
映
像
、
そ
し
て
何
よ

り
今
回
の
展
覧
会
で
は
、
全
国
で
唯
一
修

復
作
業
を
常
時
公
開
し
て
い
る
修
復
工
房

で
、
実
際
に
作
業
を
ご
覧
い
た
だ
く
こ
と

が
目
的
で
も
あ
っ
た
こ
と
を
付
け
加
え
て

お
き
ま
す
。

　

最
後
に
な
り
ま
し
た
が
、
快
く
ご
出
品

い
た
だ
き
ま
し
た
ご
所
蔵
者
を
は
じ
め
、

（
一
財
）
石
川
県
文
化
財
保
存
修
復
協
会
の

皆
様
に
あ
ら
た
め
て
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。

　

九
月
二
十
三
日
か
ら
の
本
展
開
催
に
先
立
ち
、
八
月
三
十
一
日
よ
り
第
六
展

示
室
に
お
い
て
「
石
川
と
京
都
」
と
題
し
た
序
章
を
設
け
ま
し
た
。
石
川
の
日

本
画
は
京
都
と
の
関
係
が
深
く
、
そ
れ
を
見
過
ご
す
わ
け
に
は
い
き
ま
せ
ん
。

こ
こ
で
は
石
川
出
身
の
紺
谷
光
俊
や
池
田
瑞
月
ら
が
、
京
都
へ
学
び
に
出
た
様

子
を
紹
介
す
る
と
と
も
に
、
垣
内
雲
嶙
ら
四
条
派
の
画
人
が
、
石
川
の
日
本
画

家
に
与
え
た
影
響
を
紹
介
し
ま
す
。
ま
た
、
時
代
は
少
し
下
が
り
ま
す
が
、
京

都
の
絵
専
に
学
ん
だ
原
田
太
乙
や
画
塾
青
甲
社
に
学
ん
だ
安
嶋
雨
晶
、
さ
ら
に

は
戦
後
京
都
画
壇
の
重
鎮
西
山
英
雄
ま
で
ご
覧
い
た
だ
く
こ
と
に
よ
り
、
石
川

の
日
本
画
に
つ
い
て
理
解
が
深
ま
る
も
の
と
思
い
ま
す
。
こ
の
展
示
は
「
燦
め

き
の
日
本
画
」
本
展
が
終
了
し
た
後
の
、
十
一
月
七
日
ま
で
長
期
展
示
す
る
予

定
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

本
展
の
終
章
で
は
、
石
崎
光
瑤
や
同
年
代
の
土
田
麦
僊
、
村
上
華
岳
ら
が
、

次
世
代
の
日
本
画
家
た
ち
に
与
え
た
影
響
に
つ
い
て
見
ま
す
。
な
か
で
も
注
目

い
た
だ
き
た
い
の
は
、
石
崎
光
瑤
の
《
燦
雨
》

（
一
九
一
九
）
か
ら
直
接
影
響
を
受
け
た
上
村
松

篁
が
描
い
た
《
燦
雨
》（
一
九
七
二
）
で
す
。
上

村
松
篁
は
花
鳥
画
に
お
い
て
独
自
の
画
境
を
ひ
ら

き
、
母
の
上
村
松
園
に
つ
ぎ
、
文
化
勲
章
を
受

章
し
た
日
本
画
家
で
す
。
本
作
に
つ
い
て
松
篁
は

「
七
十
歳
に
し
て
初
め
て
私
も
石
崎
先
生
と
同
じ

燦
雨
を
し
か
も
同
じ
題
材
、
火
炎
木
と
印
度
孔

雀
と
ス
コ
ー
ル
を
描
い
た
。
五
十
年
間
も
胸
の
中

で
温
め
て
い
た
モ
チ
ー
フ
で
あ
っ
た
。」
と
述
べ

て
い
ま
す
。
時
を
経
て
描
か
れ
た
二
人
の
作
家
に

よ
る
《
燦
雨
》
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

展覧会回顧

石川県文化財保存修復工房設立20周年記念

よみがえった文化財
―加賀藩による文化財修復の歴史と石川県文化財保存修復工房のわざ―

企
画
展
Ｔ
ｏ
ｐ
ｉ
ｃ
ｓ

「
燦き

ら

め
き
の
日
本
画

　

─
石
崎
光
瑤
と
京
都
の
画
家
た
ち
─

」

上村松篁　《燦雨》　昭和47年　松伯美術館蔵
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日
展
石
川
会
は
、
県
内
在
住
の
二
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
四
回
目
と
な
る
今
展
は
、
昨
秋
東
京
の
国
立
新

美
術
館
で
開
催
の
改
組 

新 

第
三
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
。

◆
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
社
事
業
局
内「
日
展
石
川
会
」事
務
局

　
　
　
　
　

電
話 

〇
七
六
－
二
六
〇
－
三
五
八
一

　

石
川
県
内
の
水
墨
画
愛
好
家
団
体
を
網
羅
し
た
統
一
展
で

す
。
近
年
愛
好
者
の
増
加
と
作
品
の
向
上
が
著
し
い
県
水
墨
画

界
の
結
束
を
図
る
と
と
も
に
、
愛
好
者
拡
大
を
目
指
す
ね
ら
い

の
展
覧
会
で
、
作
品
は
広
く
愛
好
者
か
ら
公
募
し
て
審
査
し
ま

す
。
入
選
、
入
賞
作
に
委
嘱
作
品
も
併
せ
て
展
示
し
、
水
墨
画
の

魅
力
を
伝
え
る
も
の
で
す
。

◆
入
場
料　

一
般
・
大
高
生　

五
〇
〇
円（
四
〇
〇
円
）

　
　
　
　
　

（　

）内
は
前
売
料
金 

中
学
生
以
下
無
料

◆
連
絡
先　

金
沢
市
南
町
二
番
一
号

　
　
　
　
　

北
國
新
聞
社
事
業
局
内

　
　
　
　
　

「
第
二
十
七
回 

北
國
水
墨
画
展
」事
務
局

　
　
　
　
　

電
話 

〇
七
六
－
二
六
〇
－
三
五
八
一

9月14日（木）～9月18日（月・祝）　会期中無休

第7〜9展示室

第4回 日展石川会展

9月1日（金）～9月10日（日）　会期中無休

第7〜9展示室

第27回 北國水墨画展

■
百
万
石
の
文
化
講
座　
　

午
後
１
時
30
分
〜　

美
術
館
ホ
ー
ル　

聴
講
無
料

10
日（
日
）

第
一
講 

加
賀
前
田
家
に
伝
来
し
た
文
化
財

　
　
　
　

 

―
前
田
育
徳
会
蔵

　
　
　
　
　
　

国
宝 

土
佐
日
記
を
中
心
に
―

菊
池
浩
幸
氏

（
公
財
・
前
田
育
徳
会
文
庫
員
）

■
土
曜
講
座　
　
　
　
　
　

午
後
１
時
30
分
〜　

美
術
館
講
義
室　

聴
講
無
料

２
日（
土
）

石
川
の
文
化
財
５

谷
口　

出　
　

学
芸
第
一
課
長

16
日（
土
）

小
倉
色
紙
と
利
休
の
茶

高
嶋
清
栄　
　

修
復
工
房
次
長

23
日（
土
）

日
本
の
油
絵 

―
人
物

二
木
伸
一
郎　

普
及
課
長

30
日（
土
）

読
む
京
都
画
壇

　

―
画
家
た
ち
の
こ
と
ば
か
ら
―

前
多
武
志　
　

学
芸
専
門
員

■
映
像
ギ
ャ
ラ
リ
ー　
　
　

午
後
１
時
30
分
〜　

美
術
館
ホ
ー
ル　

入
場
無
料

３
日（
日
）

「
現
代
の
12
人
の
巨
匠
が
語
る　

日
本
画
の
心
」（
60
分
）

17
日（
日
）

「
世
界
・
美
の
旅　

ベ
ラ
ス
ケ
ス
〜
素
顔
の
宮
廷
画
家
〜
」（
30
分
）

映
画
「
漆
か
き
」（
30
分
）

９
月
の
行
事
予
定

　

夏
休
み
に「
ご
家
族
で
作
品
鑑
賞
を
！
」と
願
っ
て
設
け
て
い
る

『
ア
ー
ト
de

ま
ん
ぷ
く
』の
展
示
室
。
そ
の
展
示
室
を
楽
し
む
キ
ッ

ズ
プ
ロ
グ
ラ
ム
が
、
七
月
十
六
日
に
行
わ
れ
ま
し
た
。
展
示
室
の

紹
介
で
は「
ど
ん
な
作
品
だ
と
思
う
？
」
と
親
子
で
話
合
う
場
を

設
け
、
そ
の
こ
と
か
ら「
作
品
鑑
賞
が
楽
し
か
っ
た
」と
い
う
ご
意

見
を
た
く
さ
ん
い
た
だ
き
ま
し
た
。
こ
の
日
は
三
連
休
の
二
日
目
、

そ
し
て
、
小
・
中
学
生
対
象
の
出
世
街
道
の
ス
タ
ン
プ
対
象
講
座
と

い
う
こ
と
で
、
今
ま
で
に
な
い
ほ
ど
の
た
く
さ
ん
の
参
加
者
で
賑

わ
い
ま
し
た
。
そ
の
様
子
は
ご
参
加
の
方
の「
す
き
な
た
べ
も
の
」

で
カ
ラ
フ
ル
に
彩
ら
れ
た
、
当
館
２
階
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
展
示
室

受
付
前
の
大
き
な
ガ
ラ
ス
窓
で
感
じ
て
頂
け
る
こ
と
で
し
ょ
う
。

ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
レ
ポ
ー
ト
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日
程
／
出
発 

十
月
二
十
一
日 

午
前
七
時

　
　
　

帰
着 

十
月
二
十
二
日 

午
後
七
時
過
ぎ

発
着
／
金
沢
駅 

金
沢
港
口（
西
口
）団
体
バ
ス
乗
り
場

※
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
。

◆
見
学
地

【
白
鶴
美
術
館
】

展
覧
会「
白
鶴
美
術
館
の
中
国
陶
磁
器
Ⅰ

―
明
時
代
作
品
を
中
心
に
―
」

を
、
学
芸
員
の
方
に
ご
解
説
い
た
だ
き
な
が
ら
鑑
賞
し
ま
す
。
東
西
の
ス
タ

イ
ル
が
融
合
し
た
ハ
イ
カ
ラ
な
建
築
も
見
ど
こ
ろ
で
す
。

【
香
雪
美
術
館
】

展
覧
会「
利
休
と
剣
仲
」（
仮
）
を
鑑
賞
し
ま
す
。
学
芸
員
の
方
に
、
館
の
概

要
を
ご
解
説
い
た
だ
き
、
自
由
に
見
学
し
ま
す
。

【
兵
庫
県
立
美
術
館
】

「
大
エ
ル
ミ
タ
ー
ジ
ュ
展
」
を
鑑
賞
し
ま
す
。
展
覧
会
の
概
要
を
お
聞
き
し

た
後
、
自
由
観
覧
と
な
り
ま
す
。
安
藤
忠
雄
設
計
の
現
代
的
な
建
築
が
、
港

町
神
戸
の
雰
囲
気
と
調
和
し
て
い
ま
す
。

【
浄
土
寺
】

浄
土
堂（
国
宝
）に
安
置
さ
れ
た
快
慶
作
の《
阿
弥
陀
如
来
及
両
脇
侍
立
像
》

（
国
宝
）を
、
ガ
イ
ド
の
方
の
ご
説
明
を
聞
き
な
が
ら
拝
観
し
ま
す
。

【
篠
山
城
大
書
院
】

篠
山
藩
五
万
石
の
拠
点
で
あ
っ
た
篠
山
城
。
平
成
十
六
年
に
再
建
さ
れ
た

大
書
院
を
、
ガ
イ
ド
の
方
の
ご
説
明
を
聞
き
な
が
ら
見
学
し
ま
す
。

【
丹
波
古
陶
館
・
篠
山
能
楽
資
料
館
】

平
安
時
代
か
ら
の
歴
史
を
持
つ
丹
波
焼
、
そ
し
て
丹
波
猿
楽
と
近
世
城
下

町
に
育
ま
れ
た
能
楽
文
化
を
、
学
芸
員
の
方
の
ご
解
説
を
聞
き
な
が
ら
堪

能
し
ま
す
。

◆
申
込
方
法

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
・

住
所
・
電
話
番
号
・
会
員
番
号
を
記
載
の
う
え
、
ご
応
募
く
だ
さ
い
。
定
員
四
十
二
名
、

応
募
者
多
数
の
場
合
、
抽
選
に
な
り
ま
す
。

◆
あ
て
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

　

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

　
　

脚
に
不
安
の
あ
る
方
は
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

10
月
以
降
の
土
曜
講
座

月
／
日

タ
イ
ト
ル
（
予
定
）

担
当

10
月
14
日

加
賀
象
嵌
と
高
橋
介
州

中
澤

11
月
18
日

白
山
開
山
１
３
０
０
年 

白
山
信
仰
の
祭
礼
と
能
面
に
つ
い
て

村
上

12
月
2
日

前
田
綱
紀
「
百
工
比
照
」
の
思
想

村
瀬

12
月
9
日

素
材
と
彫
刻･

彫
刻
と
色
彩

北
澤

12
月
16
日

百
工
比
照
の
研
究
と
新
村
撰
吉

有
賀

1
月
6
日

友
禅　

―
歴
史
と
現
在
―

寺
川

1
月
13
日

美
術
鑑
賞
に
つ
い
て

深
山

1
月
20
日

絵
画
の
見
方 

―
材
質
と
形
態

中
澤

1
月
27
日

近
代
日
本
画 

筆
法
見
て
く
ら
べ

前
多

2
月
3
日

琳
派
の
草
花
図
を
め
ぐ
っ
て

有
賀

2
月
10
日

木
村
雨
山
の
図
案
と
ス
ケ
ッ
チ

寺
川

2
月
24
日

中
国
の
茶
書
を
読
む 

1　

―
『
茶
経
』
―

村
上

3
月
3
日

石
川
の
文
化
財 

6　

白
山
ゆ
か
り
の
文
化
財

谷
口

3
月
10
日

近
代
日
本
と
彫
刻

北
澤

第48回 文化財現地見学 参加者募集！
期　　日／平成29年10月21日（土）～22日（日）　1泊2日

参加料金／友の会会員　31,000円　　会員以外　32,000円

応募締切／平成29年9月15日（金）必着
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毎月第1月曜日はコレクション 

展示室無料の日（9月は4日）

今月の開館時間
午前9：30～午後6：00

カフェ営業時間
午前10：00～午後7：00 年中無休

9月は無休で開館しています

前田育徳会
尊經閣文庫分館

第２展示室

平成29年10月６日（金）

 　　　　　　～11月７日（火） 百工比照Ⅰ 石川の文化財

次回の展覧会

第３・６展示室 第４展示室 第５展示室 １Ｆ企画展示室

額から出た絵画

台座から降りた

彫刻たち

優品選

－絵画・彫刻－

高橋介州と

加賀象嵌のあゆみ

燦めきの日本画
－石崎光瑤と京都の画家たち－

9月23日（土･祝）

〜10月22日（日）

（右隻）

石川県指定文化財 《虎図》 とらず 紙本金地墨画　六曲一双のうち右隻 岸駒　がんく

縦154.5×横355.8cm　江戸19c 寛延2～天保9年（1749～1838）

アラカルト ただいま展示中 à la carte　No.23

　

虎
を
モ
テ
ィ
ー
フ
と
し
た
作
品
は
、
岸が

ん

駒く

そ
し

て
岸
駒
を
祖
と
し
て
江
戸
後
期
か
ら
明
治
期
に

か
け
て
活
動
し
た
日
本
画
の
流
派
で
あ
る
岸
派

の
定
番
と
し
て
数
多
く
描
か
れ
て
い
ま
す
。
岸
駒

の
出
生
に
つ
い
て
は
不
明
な
点
が
多
く
、
生
年
を

一
七
四
九
年
と
一
七
五
六
年
と
す
る
説
が
あ
り
、

出
生
地
も
石
川
県
金
沢
説
と
富
山
県
東
岩
瀬
説
が

あ
り
ま
す
。
厳
し
い
少
年
時
代
を
過
ご
し
た
と
思

わ
れ
、
加
賀
藩
の
史
料
に
よ
れ
ば
十
二
歳
の
頃
金

沢
の
染
物
屋
に
丁
稚
奉
公
し
、
二
十
五
歳
で
京
へ

上
っ
た
よ
う
で
す
。
こ
の
時
期
、
円
山
応
挙
か
ら

指
導
を
受
け
た
可
能
性
が
指
摘
さ
れ
る
な
ど
、
応

挙
の
画
風
か
ら
強
い
影
響
を
受
け
て
い
ま
す
。
そ

し
て
一
七
八
四
年
に
有
栖
川
宮
家
御
学
問
所
の
障

壁
画
を
描
き
、
有
栖
川
宮
の
近き

ん

習じ
ゅ

と
な
り
雅う

た

の楽
助す

け

の
名
を
賜
っ
た
こ
と
に
よ
り
、
一
流
の
画
家
と
し

て
の
地
位
を
確
立
し
ま
す
。

　

一
七
九
九
年
に
長
崎
の
通つ

う

詞じ

を
通
し
、
清
人
か

ら
実
物
の
虎
の
頭
骨
を
入
手
し
、
そ
れ
を
徹
底
的

に
写
生
す
る
と
と
も
に
、
同
年
ミ
イ
ラ
状
の
虎
の

足
四
本
も
入
手
し
て
解
剖
学
的
な
レ
ベ
ル
ま
で
虎

の
研
究
を
深
め
ま
す
。
本
作
は
金
地
の
大
画
面
に

墨
画
で
描
く
と
い
う
、
岸
駒
の
虎
図
と
し
て
は
比

較
的
珍
し
い
作
例
で
す
。
モ
テ
ィ
ー
フ
を
限
定
し

て
動
と
静
の
対
比
を
鮮
明
に
打
ち
出
し
て
お
り
、

「
越
前
介
岸
駒
」
と
の
落
款
か
ら
、
一
八
〇
八
年
以

降
の
晩
年
の
作
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。


