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毎
年
の
定
番
と
も
い
え
る
特
別
陳
列
で
す
が
、
今

回
は
、
重
要
文
化
財
《
閑
か
ん
き
ょ
の
と
も

居
友
》
が
久
々
に
公
開
さ
れ
ま

す
。『
閑
居
友
』
は
鎌
倉
時
代
の
説
話
集
で
、
著
者
は
天

台
宗
の
僧
・
慶け
い

政せ
い（
一
一
八
九
～
一
二
六
八
）
と
考
え
ら

れ
て
い
ま
す
。
慶
政
は
一
二
一
七
年
に
宋
に
渡
り
、
帰

国
後
京
都
西
山
に
法
華
山
寺
を
創
建
し
て
い
ま
す
。
本

書
は
上
下
二
巻
か
ら
な
り
、
下
巻
の
末
尾
に
は
、「
承
久

四
年
（
一
二
二
二
）
の
春　

弥
生
の
中
の
頃　

西
山
の
峯

の
方
丈
の
草
の
庵
に
て　

記
し
終
わ
り
ぬ
る
。
」
と
記

さ
れ
て
い
ま
す
。
上
巻
二
十
一
話
は
僧
侶
を
中
心
と
し

た
発ほ
っ

心し
ん

談
、
下
巻
十
一
話
は
女
性
を
中
心
と
し
た
往
生

談
が
主
な
内
容
で
す
。
今
回
展
示
す
る
の
は
冷れ
い

泉ぜ
い

為た
め

相す
け

（
一
二
六
三
～
一
三
二
八
）
の
手
に
よ
る
と
伝
え
ら
れ
る

現
存
最
古
の
写
本
で
す
。
綴て
っ

葉ち
ょ
う
そ
う
装
の
上
下
二
帖
の
う
ち
、

今
回
は
上
帖
の
み
を
展
示
し
ま
す
。
さ
ら
に
今
回
は
、

こ
の
《
閑
居
友
》
を
収
納
す
る
た
め
に
加
賀
蒔
絵
の
技
法

を
駆
使
し
て
制
作
し
た
箱
も
あ
わ
せ
て
展
示
し
ま
す
。

総
体
黒
漆
塗
で
、
蓋
表
中
央
に
銀
高
蒔
絵
を
主
体
と
し

て
巻
子
の
意
匠
を
大
き
く
配
し
、
題
箋
部
分
に
は
螺
鈿

で
「
閑
居
友
」
と
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
名
品
の
収
集
と
、

芸
術
的
に
洗
練
さ
れ
た
技
術
の
育
成
と
い
う
加
賀
藩
の

美
術
工
芸
の
特
質
を
、
見
事
に
具
現
化
し
た
作
品
と
い

う
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

そ
し
て
本
展
で
は
、
加
賀
藩
主
・
前
田
家
に
よ
る
文

化
政
策
の
精
神
的
支
柱
と
な
っ
た
天
神
信
仰
に
関
連
し

て
、
重
要
文
化
財
《
荏
柄
天
神
縁
起
絵
巻
》
の
巻
中
を
、

巻
頭
か
ら
巻
尾
ま
で
余
す
と
こ
ろ
な
く
公
開
し
ま
す
。

二
〇
メ
ー
ト
ル
に
も
お
よ
ぶ
長
巻
を
、
一
度
に
ご
覧
い

た
だ
く
貴
重
な
機
会
と
な
り
ま
す
。

　

二
月
二
十
五
日
は
、
菅
原
道
真
が
大
宰
府
で
苦
悶
の
う
ち
に
世
を
去
っ
た
日
で
す
。
今
回
展
示
さ
れ
る

《
荏
柄
天
神
縁
起
絵
巻
》
巻
中
は
、
ま
さ
に
道
真
が
恩
賜
の
御
衣
を
し
の
び
、
天
拝
山
頂
で
冤
罪
を
訴
え
た

後
に
世
を
去
り
、
や
が
て
亡
霊
と
な
っ
て
延
暦
寺
の
座
主
・
法
性
房
尊
意
を
訪
ね
て
復
讐
の
決
意
を
伝
え
、

雷
神
と
な
っ
て
清
涼
殿
を
襲
撃
す
る
場
面
が
大
き
な
見
所
と
な
っ
て
い
ま
す
。
こ
う
し
て
学
問
・
芸
術
の
神

で
あ
る
と
と
も
に
、
雪せ
つ

冤え
ん

・
復
讐
の
神
で
も
あ
る
天
神
は
、
文
化
に
よ
っ
て
徳
川
氏
に
屈
従
を
強
い
ら
れ
た

怨
嗟
を
昇
華
す
る
と
い
う
前
田
家
に
よ
る
戦
略
的
な
文
化
政
策
の
、
こ
の
上
も
な
い
精
神
的
支
柱
と
な
り

ま
し
た
。
そ
れ
ゆ
え
に
加
賀
藩
三
代
藩
主
・
前
田
利
常
が
、
先
祖
を
菅
原
道
真
と
公
言
し
た
こ
と
も
、
こ
の

戦
略
の
一
環
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

学芸員の眼

2月9日（金）～3月21日（水）　会期中無休

特別陳列

加賀藩の美術工芸

前田育徳会

尊經閣文庫分館

重文《荏柄天神縁起絵巻》　巻中　部分　前田育徳会蔵
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2月9日（金）～3月21日（水）　会期中無休

　

加
賀
藩
三
代
藩
主
・
前
田
利
常
は
、
や
き
も
の
に
鮮
や
か
な

彩
色
で
加
飾
す
る
色
絵
に
深
い
関
心
を
持
っ
て
い
た
よ
う
で

す
。
利
常
は
、
オ
ラ
ン
ダ
の
デ
ル
フ
ト
陶
や
交
趾
焼
と
総
称

さ
れ
る
や
き
も
の
の
収
集
と
と
も
に
、
京
都
や
九
州
の
動
向

に
も
注
目
し
、
加
賀
に
お
け
る
色
絵
磁
器
の
生
産
を
着
々
と

準
備
し
て
ゆ
き
、
や
が
て
一
六
四
〇
年
代
に
は
九
谷
の
地
に

生
産
拠
点
を
構
え
ま
し
た
。
こ
れ
ま
で
の
九
谷
古
窯
や
周
辺

の
発
掘
成
果
か
ら
、
九
谷
で
は
陶
器
を
含
む
幅
広
い
や
き
も

の
が
生
産
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
そ
の
中
に
は
、

今
日
の
古
九
谷
に
通
じ
る
色
絵
陶
磁
片
も
発
掘
さ
れ
て
い
ま

す
。
し
か
し
、
そ
の
数
が
少
な
い
と
し
て
古
九
谷
の
生
産
を

疑
問
視
す
る
意
見
も
あ
る
よ
う
で
す
が
、
唐
津
の
例
が
示
す

よ
う
に
、
当
初
か
ら
九
谷
は
磁
器
の
み
を
生
産
す
る
拠
点
で

は
な
か
っ
た
と
考
え
る
べ
き
で
し
ょ
う
。

　

先
の
特
別
陳
列
「
加
賀
蒔
絵
の
世
界
」
で
ご
紹
介
し
た
よ
う

に
、
加
賀
藩
の
文
化
政
策
は
漆
芸
に
新
た
な
様
式
を
確
立
す

る
ほ
ど
の
強
い
影
響
力
を
持
っ
て
い
ま
し
た
。
そ
の
影
響
力

が
当
時
の
日
本
で
は
新
し
い
芸
術
ジ
ャ
ン
ル
で
あ
る
色
絵
磁

器
に
向
け
ら
れ
た
な
ら
ば
、
古
九
谷
の
よ
う
な
独
創
的
な
様

式
が
誕
生
す
る
こ
と
は
極
め
て
自
然
な
成
り
行
き
で
は
な
い

で
し
ょ
う
か
。
そ
し
て
、
そ
の
様
式
が
加
賀
の
地
に
の
み
継

承
さ
れ
て
い
る
事
実
に
も
重
要
な
意
味
が
あ
り
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
に「
九
谷
」
の
や
き
も
の
に
は
、
文
化
に
よ
る
独

自
性
の
表
明
と
い
う
加
賀
藩
が
推
進
し
た
文
化
政
策
の
根
本

精
神
が
集
約
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
気
概
が
、
時
に
は
商
業

的
観
点
と
衝
突
し
な
が
ら
も
、
若
杉
窯
、
吉
田
屋
窯
を
は
じ

め
と
す
る
再
興
九
谷
諸
窯
の
原
動
力
と
な
り
ま
し
た
。

　

石
川
県
は
藩
政
時
代
に
大
野
弁
吉
が
カ
メ
ラ
を
制
作
し
、

明
治
初
年
に
は
他
県
に
先
駆
け
て
卯
辰
山
養
生
所
中
に
写
真

局
が
設
置
さ
れ
る
な
ど
、
写
真
に
関
し
て
は
先
進
県
と
い
え

ま
す
。
ま
た「
東
京
写
真
研
究
会
展
」
な
ど
の
中
央
展
に
は
戦

前
か
ら
出
品
し
、
芸
術
写
真
を
志
す
写
真
家
を
多
く
輩
出
し

て
き
ま
し
た
。
昭
和
五
十
年
代
半
ば
、
写
真
家
、
版
画
家
の
吉

川
恍
陽
ら
が『
写
真
収
蔵
庫
』
を
提
案
し
た
こ
と
は
、
ま
だ
日

本
に
写
真
専
門
の
美
術
館
が
な
い
時
代
に
は
画
期
的
な
こ
と

で
し
た
。

　

本
展
は
石
川
県
立
美
術
館
が
企
画
す
る
初
の
写
真
展
で
あ

り
、
今
後
、
継
続
的
に
石
川
の
写
真
史
を
明
ら
か
に
す
る
展

開
を
期
す
る
も
の
で
す
。
今
回
は
そ
の
嚆
矢
と
し
て
、
カ
メ

ラ
に
よ
り
実
在
を
写
し
、
そ
れ
を
素
材
と
し
て
イ
メ
ー
ジ
を

構
成
し
、
超
現
実
的
世
界
を
現
出
し
た
作
家
の
作
品
を
ご
覧

い
た
だ
く
こ
と
と
し
ま
し
た
。

　

本
展
で
紹
介
す
る
三
名
は
す
で
に
鬼
籍
に
入
ら
れ
た
方
々

で
す
。
ま
ず
、
吉
川
恍
陽
は
、
大
正
三
年
金
沢
市
に
生
ま
れ
、

戦
前
よ
り
東
京
写
真
研
究
会
、
戦
後
は
モ
ダ
ン
ア
ー
ト
展
に

て
発
表
し
、
平
成
三
年
に
亡
く
な
る
ま
で
石
川
写
真
界
を
牽

引
し
ま
し
た
。
冨
岡
省
三
は
昭
和
五
年
、
小
松
市
に
生
ま
れ

フ
ィ
ル
ム
会
社
に
入
社
。
作
家
と
し
て
の
デ
ビ
ュ
ー
は
四
十

代
と
早
く
あ
り
ま
せ
ん
が
、
精
力
的
に
作
品
を
発
表
し
続
け
、

昨
年
八
十
六
年
の
生
涯
に
幕
を
閉
じ
ま
し
た
。
河
野
安
志
は

昭
和
三
十
六
年
に
高
知
県
に
生
ま
れ
、
東
京
工
芸
大
学
短
期

大
学
部
を
卒
業
。
毎
日
広
告
デ
ザ
イ
ン
賞
で
最
高
賞
を
受
賞

す
る
な
ど
活
躍
し
ま
し
た
が
、
平
成
十
六
年
、
金
沢
に
お
い

て
四
十
二
歳
の
若
さ
で
他
界
し
ま
し
た
。

　

世
代
的
に
開
き
の
あ
る
三
人
で
す
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
求
め

た
表
現
が
、
そ
の
世
代
を
代
表
す
る
ス
タ
イ
ル
で
あ
っ
た
と

実
感
で
き
ま
す
。

第2展示室第3展示室

写真と幻想
古九谷・再興九谷
名品選

石川県指定文化財《色絵布袋図平鉢》古九谷河野安志　《黒の浸食》　1992　写大ギャラリー蔵
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九谷庄三

《色絵金彩八仙人花鳥図大花瓶》

　

開
催
中
の
新
春
企
画
展「
森
羅
万
象
を
ま
と
う 
─
友
禅  

人
間
国
宝  
木
村
雨
山
・
二
塚
長
生
の
仕
事
─
」で
は
、
三
つ

の
展
示
室
に
二
作
家
の
作
品
を
展
示
し
て
い
ま
す
。
両
者

は
重
要
無
形
文
化
財
保
持
者
と
し
て
の
認
定
は
同
じ「
友

禅
」で
、
作
品
は
着
物
を
中
心
と
し
て
い
ま
す
が
、
作
風
は

も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
作
品
を
発
表
し
た
年
代
も
取
り
組
み

方
も
違
い
ま
す
。
そ
の
背
景
を
踏
ま
え
て
、
初
期
の
木
村

の
作
品
は
ほ
ぼ
年
代
順
に
展
示
し
ま
し
た
。
木
村
の
展
覧

会
出
品
の
歴
史
は
、
工
芸
を
生
業
と
す
る
職
人
た
ち
が
展

覧
会
に
出
品
を
始
め
、
作
家
と
し
て
活
躍
す
る
よ
う
に
な

る
歴
史
と
重
な
り
、
人
々
の
日
常
着
が
洋
服
へ
と
変
化
す

る
時
代
が
、
作
品
に
大
き
く
反
映
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

二
塚
は
展
覧
会
初
日
に「
木
村
先
生
が
作
品
を
作
っ
て

い
た
頃
は
着
物
が
生
き
て
い
た
が
、
今
は
着
物
が
儀
式
に

な
っ
て
い
る
時
代
だ
」と
話
し
て
い
ま
し
た
。
儀
式
と
な
っ

た
着
物
を
現
代
の
自
分
が
作
品
と
し
て
制
作
す
る
意
味
、

着
物
で
な
け
れ
ば
で
き
な
い
表
現
を
追
求
す
る
中
で
、
自

然
に
出
た
言
葉
で
し
ょ
う
。

　

第
二
室
で
は
木
村
の
晩
年
の
作
品
と
、
こ
の
大
き
な
存

在
を
前
に
、
お
そ
ら
く
自
問
自
答
し
な
が
ら
制
作
し
て
い

た
頃
の
二
塚
の
初
期
作
品
を
合
わ
せ
て
展
示
し
ま
し
た

が
、
こ
の
頃
が
あ
っ
て
現
在
に
続
く
、
糸
目
糊
を
主
体
と

し
た
展
開
が
生
ま
れ
た
こ
と
が
分
か
り
ま
す
。
写
真
は
第

四
十
九
回
日
本
伝
統
工
芸
展
出
品
作《
友
禅
着
物　

雲
の

峰
》で
す
。
こ
の
年
二
塚
は
本
作
と《
友
禅
着
物　

雨
あ
し
》

の
二
点
を
出
品
し
て
お
り
、
生
地
も
モ
チ
ー
フ
も
全
く
異

な
る
作
品
を
短
期
間
に
制
作
し
た
エ
ネ
ル
ギ
ー
に
驚
か
さ

れ
ま
す
。
ぜ
ひ
併
せ
て
ご
覧
く
だ
さ
い
。

　

江
戸
時
代
ま
で
受
け
継
が
れ
て
き
た
伝
統
的
な
美
術

工
芸
は
、
武
家
社
会
の
崩
壊
と
と
も
に
製
作
す
る
職
人
た

ち
も
減
少
し
ま
し
た
。
こ
れ
ら
の
優
れ
た
技
術
が
失
わ
れ

る
危
機
に
直
面
し
て
い
た
頃
、
明
治
政
府
は
富
国
強
兵
を

ベ
ー
ス
と
し
た
、
欧
米
諸
国
へ
の
対
応
と
し
て
殖
産
興
業

の
政
策
を
執
り
、
輸
出
品
と
し
て
の
美
術
工
芸
品
制
作
を

奨
励
し
ま
し
た
。

　

明
治
時
代
に
作
ら
れ
た
美
術
工
芸
作
品
が
ジ
ャ
ン
ル
を

問
わ
ず
、
比
較
的
サ
イ
ズ
が
大
き
く
、
隙
間
を
埋
め
尽
く

す
よ
う
に
豪
華
な
装
飾
が
施
さ
れ
た
も
の
が
多
く
見
ら
れ

る
の
は
、
欧
米
諸
国
を
中
心
と
し
た
海
外
へ
の
輸
出
を
目

的
と
し
て
い
た
こ
と
に
よ
り
ま
す
。
室
内
装
飾
品
と
し
て

欧
米
の
建
築
物
に
ふ
さ
わ
し
い
大
き
さ
で
、
分
か
り
や
す

い
日
本
的
モ
チ
ー
フ
を
あ
し
ら
っ
た
作
品
が
、
と
り
わ
け

初
期
の
内
国
博
覧
会
、
万
国
博
覧
会
に
出
品
さ
れ
、
高
い

評
価
を
受
け
て
い
ま
す
。

　

今
回
展
示
す
る
作
品
の
一
つ
、
九
谷
庄
三
の《
色
絵
金
彩

八
仙
人
花
鳥
図
大
花
瓶
》
は
高
さ
が
五
七
・
五
セ
ン
チ
も
の

大
き
な
花
器
で
す
。
東
洋
の
エ
キ
ゾ
チ
シ
ズ
ム
を
や
や
過

剰
に
意
識
し
た
、
八
人
の
仙
人
が
集
う
様
子
と
、
華
麗
な
花

と
孔
雀
の
図
柄
を
前
後
に
描
い
て
い
ま
す
。
日
本
の
家
屋

に
は
不
釣
り
合
い
な
こ
の
大
き
さ
、
さ
ら
に
二
点
対
で
あ
る

こ
と
か
ら
、
西
洋
の
様
式
を
考
慮
し
て
作
ら
れ
た
こ
と
が

分
か
り
ま
す
。
赤
絵
の
細
書
に
色
絵
と
豪
華
な
金
彩
を
施

す
技
法
は「
庄
三
風
」と
呼
ば
れ
、
高
く
評
価
さ
れ
ま
し
た
。

　

本
作
を
は
じ
め
と
す
る
、
明
治
時
代
に
作
ら
れ
た
陶
芸

や
漆
芸
、
金
工
の
作
品
を
紹
介
し
ま
す
。
名
工
た
ち
の
巧

み
な
技
術
を
ご
堪
能
く
だ
さ
い
。

1月4日（木）～2月12日（月・休）　会期中無休

企画展示室

2月9日（金）～3月21日（水）　会期中無休

第5展示室

明治の工芸森羅万象をまとう
―友禅 人間国宝 木村雨山・二塚長生の仕事―

2月前半の展覧会

二塚長生

《友禅着物「雲の峰」》　個人蔵



BIJUTSUKAN DAYORI  No .4125

前田利鬯　写真《白地紋尽厚板》

２
月
前
半
の
展
覧
会　
　
　
　
　
　

会
期
：
12
月
23
日
（
土･

祝
）
～
2
月
5
日
（
日
）

　

会
期
も
残
す
と
こ
ろ
わ
ず
か
と
な
っ
て
き
ま
し
た
。
す
で
に

ご
観
覧
い
た
だ
い
た
方
も
あ
る
か
と
思
い
ま
す
が
、
展
示
作
品

の
な
か
に
、
お
め
で
た
い
メ
ッ
セ
ー
ジ
が
隠
れ
て
い
た
こ
と
に

お
気
づ
き
で
し
ょ
う
か
。

　

今
回
、
展
示
室
の
一
番
後
ろ
の
ガ
ラ
ス
壁
面
に
は
、
談
議
所

栄
二《
松
の
図
》
の
四
曲
一
隻
屏
風
が
展
示
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ

し
て
そ
の
す
ぐ
前
の
ケ
ー
ス
の
な
か
に
は
、
南
繁
正《
竹
図
鉢
》

と
中
村
研
一《
紅
梅
図
皿
》が
あ
り
ま
す
。
そ
う
、
ケ
ー
ス
の
前
に

立
っ
て
み
れ
ば
、
松
竹
梅
の
作
品
を
一
度
に
ご
覧
い
た
だ
く
こ

と
が
で
き
ま
す
。

　

寒
い
冬
の
間
も
緑
を
保
つ
松
、
い
ち
早
く
香
る
梅
、
節
を
曲

げ
な
い
竹
は
歳
寒
三
友
と
も
呼
ば
れ
、
君
子
が
友
と
す
る
べ
き

三
つ
の
も
の
と
さ
れ
て
き
ま
し
た
。
工
芸
作
品
に
あ
ら
わ
れ
た

こ
れ
ら
の
モ
チ
ー
フ
に
、
ぜ
ひ
注
目
し
て
み
て
く
だ
さ
い
。

　

現
代
日
本
の
書
家
た
ち
は
、
書
道
史
上
の「
古
典
」を

尊
重
し
つ
つ
、
漢
字
、
か
な
、
篆
刻
を
主
体
と
し
な
が
ら
、

前
衛
書
な
ど
の
様
々
な
ジ
ャ
ン
ル
を
生
み
出
し
て
き
ま

し
た
。
展
示
中
の
昭
和
を
中
心
に
活
躍
し
た
書
家
た
ち

の
作
品
で
は
、
書
を
線
の
集
ま
り
と
し
て
と
ら
え
文
字

の
形
や
線
の
存
在
感
な
ど
、
視
覚
的
な
イ
ン
パ
ク
ト
を

追
求
す
る
傾
向
を
ご
覧
い
た
だ
け
ま
す
。
ま
た
、
当
館

の
近
現
代
書
作
品
の
中
に
墨
跡
の
作
品
は
あ
り
ま
せ
ん

が
、
昭
和
を
代
表
す
る
書
家
で
も
あ
り
天
台
宗
の
高
僧

で
あ
る
豊
道
春
海
の
作
品
は
、
書
人
と
し
て
の
枠
を
超
え
た
ス

ケ
ー
ル
の
大
き
な
僧
侶
と
し
て
の
人
と
な
り
を
感
じ
る
こ
と
が

で
き
る
こ
と
で
し
ょ
う
。
そ
し
て
、今
日
は
筆
と
墨
に
よ
っ
て“
書

く
こ
と
”が
社
会
の
中
で
一
般
的
で
な
く
な
っ
て
い
ま
す
が
、
書

家
で
は
な
い
も
の
の
教
養
と
し
て
書
を
た
し
な
ん
だ
、
近
代
以

降
の「
文
人
・
画
人
の
書
」も
お
楽
し
み
く
だ
さ
い
。

第5展示室［工芸］

第6展示室

　

能
面
と
能
装
束
を
中
心
に
紹
介
す
る「
新
春
優
品
選
」の
会
期
も

残
り
わ
ず
か
で
す
が
、
思
い
が
け
ず
紙
面
を
も
ら
い
ま
し
た
の
で
、

今
回
の
展
示
に
ま
つ
わ
る「
お
ま
け
話
」を
ご
紹
介
し
ま
し
ょ
う
。

　

現
在
第
二
展
示
室
で
は
、
大
聖
寺
藩
十
四
代
藩
主
で
あ
っ
た
前

田
利
鬯
が
、
能〈
安
宅
〉の
シ
テ
を
勤
め
る
写
真
を
あ
わ
せ
て
紹
介

し
て
い
ま
す
。
利
鬯
は
、
加
賀
藩
十
三
代
藩
主
斉
泰
の
七
男
。
加
賀

藩
最
後
の
藩
主
十
四
代
慶
寧
の
異
母
弟
に
あ
た
り
ま
す
。
こ
の
写

真
は
、
明
治
末
か
ら
大
正
初
期
の
頃
に
、
雑
誌『
能
楽
』
に
掲
載
さ

れ
た
も
の
で
す
。
手
に
持
つ
経
巻（
勧
進
帳
）
を
読
み
上
げ
る
場
面

な
の
で
、
視
線
は
落
ち
て
い
ま
す
が
、「
な
る
ほ
ど
前
田
子
爵
様
と

は
、
こ
の
よ
う
な
お
顔
立
ち
だ
っ
た
の
か
」
と
う
か
が
え
る
、
興
味

深
い
写
真
で
す
。
そ
し
て
、
着
目
す
べ
き
は
、
こ
の
時
着
用
し
て
い

る
装
束
が
、
現
在
展
示
中
の《
白
地
紋
尽
厚
板
》（
本
館
所
蔵
）で
あ

る
と
い
う
こ
と
で
す
。〈
橋
弁
慶
〉
な
ど
の
弁
慶
役
に
ふ
さ
わ
し
い

と
、
装
束
を
包
む
畳
紙
に
は
記
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

十
三
代
斉
泰
が
、
明
治
以
降
の
能
の
復
興
に
尽
力
し
た
の

は
よ
く
知
ら
れ
て
い
ま
す
が
、
慶
寧
が
斉
泰
の
存
命
中
に
他
界

（
一
八
七
四
年
）
し
た
こ
と
も
あ
り
、
そ
の
斉
泰
と
共
に
そ
の
力
と

な
っ
た
の
が
利
鬯
で
し
た
。
利
鬯
は
幼
い
頃
か
ら
能
が
好
き
で
あ
っ

た
よ
う
で
、
幕
末
に
は
斉
泰
と
盛
ん
に
共
演
し
て
い
ま
す
。

　

と
こ
ろ
で
、
こ
の
利
鬯
が
建
て
た
と
い
う
能
舞
台
が
、
伊
豆
修

善
寺
の
高
級
旅
館
に
移
築
さ
れ
て
い
る
と
い
う
話
を
、
遅
れ
ば
せ

な
が
ら
昨
年
ひ
ょ
ん
な
こ
と
か
ら
知
り
ま
し
た
。「
月
桂
殿
」
と
称

さ
れ
る
そ
の
能
舞
台
は
、
元
々
東
京
深
川
の
富
岡
八
幡
宮
へ
寄
進

さ
れ
た
も
の
だ
そ
う
で
す
。
ど
ち
ら
も
一
度
、
観
に
行
っ
て
み
た
い

も
の
で
す
…
が
。

前田育徳会尊經閣文庫分館

第2展示室

新春優品選
新春優品選

書の魅力

木戸孝允　《仰観俯察》
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冬
の
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
ウ
ィ
ー
ク

　

本
校
芸
術
コ
ー
ス
美
術
専
攻
は「
美
術
系
大
学
へ
の
進
学
に
対

応
し
た
実
技
力
の
育
成
」
を
目
標
に
創
立
以
来
、
美
術
・
基
本
の
定

着
と
高
い
造
形
表
現
力
の
育
成
を
行
っ
て
ま
い
り
ま
し
た
。
卒
業

生
は
金
沢
美
術
工
芸
大
学
を
は
じ
め
全
国
の
美
術
大
学
・
芸
術
大

学
・
教
育
系
大
学
へ
と
進
学
し
、
絵
画
、
彫
刻
、
工
芸
、
デ
ザ
イ
ン
、

映
像
、
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
、
美
術
教
育
界
な
ど
、
地
元
石
川
の
み
な

ら
ず
全
国
、
さ
ら
に
は
海
外
に
お
い
て
美
術
文
化
や
美
術
教
育
の

担
い
手
と
し
て
活
躍
し
て
お
り
ま
す
。
こ
の
展
覧
会
は
、
今
年
度
卒

業
す
る
十
九
名
が
日
本
画
、
油
絵
、
彫
刻
、
デ
ザ
イ
ン
の
四
つ
の
専

科
で
の
学
習
成
果
を
展
示
す
る
も
の
で
す
。
こ
の
機
会
を
通
し
て
、

本
校
美
術
専
攻
生
徒
と
本
校
美
術
教
育
の
一
層
の
成
長
、
発
展
へ

の
励
み
に
し
た
い
と
考
え
て
お
り
ま
す
。

　

絵
画
、
彫
刻
、
デ
ザ
イ
ン
、
美
術
科
教
育
の
各
分
野
の
学
士

課
程
に
よ
る
平
成
二
十
九
年
度
卒
業
作
品
を
展
示
し
ま
す
。

こ
れ
ら
は
、
主
に
教
職
を
目
指
す
学
生
が
、
自
ら
の
学
生
生

活
の
総
決
算
と
し
て
地
道
に
努
力
を
重
ね
、
且
つ
創
造
的
に

研
究
し
制
作
し
て
完
成
さ
せ
た
も
の
で
す
。
未
熟
で
は
ご
ざ

い
ま
す
が
是
非
ご
高
覧
下
さ
い
。
そ
し
て
忌
憚
の
な
い
ご
批

評
、
ご
助
言
を
お
願
い
し
ま
す
。

◇
入
場
無
料

◇
連
絡
先
／
金
沢
市
角
間
町 

金
沢
大
学

　

人
間
社
会
学
域
学
校
教
育
学
類　

江
藤
望

　

電
話
：
〇
七
六
―
二
六
四
―
五
五
八
二

　

兼
六
園
周
辺
文
化
の
森
で
は
、
二
月
三
日（
土
）か
ら
十
二
日（
月
・
祝
）ま
で「
冬
の
ミ
ュ
ー
ジ
ア

ム
ウ
ィ
ー
ク
」
と
し
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
イ
ベ
ン
ト
が
行
わ
れ
ま
す
。
当
館
関
係
の
も
の
を
抜
粋
し

て
紹
介
し
ま
す
。

◆
展
示
室
で
ス
ケ
ッ
チ
Ｇ
Ｏ
！

　

磁
気
式
お
絵
か
き
ボ
ー
ド
を
使
っ
て
、
展
示
室
の
作
品
を
ス
ケ
ッ
チ
し
ま
す
。
描
き
終
わ
っ

た
ス
ケ
ッ
チ
は
ポ
ス
ト
カ
ー
ド
に
し
て
お
持
ち
帰
り
い
た
だ
け
ま
す
。

※
参
加
者
は
団
体
料
金
で
展
示
室
に
入
室
で
き
ま
す
。
高
校
生
以
下
は
無
料
で
す
。

　

日
時
：
二
月
四
日
（
日
）
十
三
時
～
十
五
時
（
所
要
時
間
三
十
～
四
十
分
）

　

会
場
：
一
階
企
画
展
示
室

◆
寒
糊
炊
き
と
黴

　

文
化
財
の
修
復
作
業
に
欠
か
せ
な
い「
寒
糊
炊
き
」
は
、
大
寒
の
時
期
に
行
う
恒
例
行
事
で

す
。
文
化
財
や
糊
・
黴
に
関
し
て
、
実
物
や
映
像
を
用
い
て
解
説
し
ま
す
。

日
時
：
二
月
十
一
日
（
日
・
祝
）
①
十
時
～
十
時
三
十
分　

②
十
四
時
～
十
四
時
三
十
分

会
場
：
石
川
県
文
化
財
修
復
工
房
・
美
術
館
広
坂
別
館

　

そ
の
他
ヴ
ァ
イ
オ
リ
ン
と
チ
ェ
ロ
に
よ
る
ミ
ニ
コ
ン
サ
ー
ト
な
ど
冬
も
盛
り
だ
く
さ
ん
の

ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
ウ
ィ
ー
ク
で
す
。

　

今
年
も
、
美
術
文
化
学
部
の
二
学
科
、
美
術
学
科
（
日
本
画
・
洋

画
・
陶
芸
・
漆
芸
・
学
芸
文
化
財
）
、
メ
デ
ィ
ア
デ
ザ
イ
ン
学
科
卒
業

制
作
並
び
に
美
術
文
化
専
攻
科
修
了
制
作
の
成
果
を
発
表
い
た
し

ま
す
。
小
さ
な
学
部
で
す
か
ら
出
品
作
品
数
は
多
く
あ
り
ま
せ
ん

が
、
一
人
ひ
と
り
の
表
現
や
解
釈
の
多
様
性
に
今
日
の
若
者
の
感

性
や
関
心
の
傾
向
を
読
み
取
る
こ
と
は
楽
し
い
こ
と
で
す
。

　

ど
う
か
ご
高
覧
い
た
だ
き
、
忌
憚
の
な
い
ご
批
評
ご
感
想
を
お

伝
え
下
さ
い
ま
す
よ
う
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

◇
入
場
無
料

◇
連
絡
先
／
金
沢
市
末
町
一
〇

　

金
沢
学
院
大
学
美
術
文
化
学
部
担
当
受
付

　

電
話
：
〇
七
六
―
二
二
九
―
八
八
六
一

2月16日（金）～18日（日）　会期中無休2月23日（金）～27日（火）　会期中無休

金沢辰巳丘高等学校第30回

芸術コース美術専攻卒業作品展

金沢学院大学美術文化学部

第15回 卒業研究制作展

第9展示室第7・8展示室

2月16日（金）～20日（火）　会期中無休

平成29年度

金沢大学 学校教育学類
美術教育専修卒業制作展

第7展示室
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２
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

３
日
（
土
）

琳
派
の
草
花
図
を
め
ぐ
っ
て　
　
　
　
　
　
　
　

有
賀　
　

茜

10
日
（
土
）

木
村
雨
山
の
下
図
と
ス
ケ
ッ
チ　
　
　
　
　
　
　

寺
川　

和
子

24
日
（
土
）

中
国
の
茶
書
を
読
む
―
『
茶
経
』
―　
　
　
　
　
　

村
上　

尚
子

■
映
像
ギ
ャ
ラ
リ
ー 

午
後
1
時
30
分
〜 

美
術
館
ホ
ー
ル 

入
場
無
料

25
日
（
日
）

続
美
術
の
み
か
た
５　

意
識
の
変
革
―
シ
ュ
ー
ル
レ
ア
リ
ズ
ム
―
（
22
分
）

極
め
る
８　

世
紀
末
の
夢　

ジ
ャ
ポ
ニ
ズ
ム
と
ガ
レ
／
消
え
た
古
九
谷

色
絵
／
青
手
の
出
現
（
50
分
）

■
展
示
室
で
ス
ケ
ッ
チ
Ｇ
Ｏ
！ 

午
後
1
時
〜
3
時　

2
階
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
展
示
室

４
日
（
日
）

展
示
室
で
お
気
に
入
り
の
作
品
を
、
磁
気
式
ボ
ー
ド
を
使
っ
て
ス
ケ
ッ
チ
！

※
観
覧
料
を
団
体
料
金
に
割
引
し
ま
す
。

石川県立美術館友の会 会員募集
3月1日（木）から受付開始! 郵送でのお申し込みは郵便振替で。

現会員で継続を希望される方も、改めてお申し込み下さい。

平成30年度

１ 

会　
　

費　

二
、
〇
〇
〇
円

2 

受
付
期
間　

三
月
一
日
（
木
）
よ
り
開
始
。

3 

入
会
手
続　

次
の 

Ａ

、
Ｂ 

い
ず
れ
か
の
方
法
。

Ａ 

直
接
来
館
し
て
の
お
申
込
み

・
会 
員 
証
：
そ
の
場
で
発
行
。

・
場　
　

所
：
一
階 
情
報
・
図
書
コ
ー
ナ
ー
及
び
事
務
室

・
申
込
方
法
： 
会
費
（
現
金
）
と
入
会
申
込
書
に
所
定
事
項
を 

記
入
し
て
提
出
。

・
受
付
時
間
： 
午
前
九
時
三
〇
分
～
午
後
六
時
（
休
館
日
を
除
く
）

※ 
展
示
替
え
に
よ
る
三
月
の
休
館
日
は
、
二
十
二
日
（
木
）
～
二
十
五
日
（
日
）
で
す
。

Ｂ 
郵
便
局
か
ら
の
お
申
込
み

・
会 
員 
証
：
三
月
末
か
ら
美
術
館
だ
よ
り
と
共
に
郵
送
。

・
申
込
方
法
： 
同
封
の
払
込
取
扱
表
）
に
所
定
事
項
を
記
入
し
、

最
寄
り
の
郵
便
局
（
ゆ
う
ち
ょ
銀
行
）
窓
口
に
て

支
払
い
。
払
込
手
数
料
は
申
込
者
負
担
。

・
注
意
事
項
： 
郵
便
局
で
払
込
し
た
方
は
、
同
封
の
申
込
書
を

郵
送
す
る
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。
払
込
取
扱
票

の
受
領
証
は
、
会
員
証
が
送
付
さ
れ
る
ま
で
大

切
に
保
管
し
て
く
だ
さ
い
。

◇ 
郵
便
局
（
ゆ
う
ち
ょ
銀
行
）
備
え
付
け
の
振
替
用
紙
を
ご
使
用

の
場
合
、
口
座
番
号
・
加
入
者
・
通
信
欄
に
左
の
事
項
を
記
入

し
て
支
払
い
。

・
郵
便
振
替
口
座
：
〇
〇
七
〇
〇
－
七
－
四
六
四
九
〇

・
加
入
者
名
：
石
川
県
立
美
術
館
友
の
会

・ 

通
信
欄
記
入
事
項
：
年
齢
、
性
別
、
会
員
の
区
別
（
継
続
・
新

規
・
元
）
、
職
業
、
継
続
会
員
の
方
は
現
在
の
会
員
番
号

４ 

そ
の
他

◇
会
員
証
の
有
効
期
限
： 
平
成
三
〇
年
四
月
一
日 

　
　

～
平
成
三
十
一
年
三
月
三
十
一
日

◇ 

会
員
証
の
対
象
：
記
名
者
本
人
の
み
（
ご
家
族
の
方
と
の
連
名
受

付
は
あ
り
ま
せ
ん
）
。

◇
一
度
納
入
さ
れ
た
会
費
の
返
金
は
で
き
ま
せ
ん
。

◇
会
員
証
紛
失
に
よ
る
再
発
行
は
で
き
ま
せ
ん
。

５ 

会
員
の
特
典

●
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
展
に
無
料
で
入
場
可
（
要
会
員
証
・
会
員
本
人
の
み
）

●
企
画
展
入
場
券
進
呈 

　

（
春
季
・
秋
季
・
冬
季
三
回
の
企
画
展
の
い
ず
れ
か
二
回
に
無
料
で
入
場
可
）

●
企
画
展
の
開
会
式
（
開
会
式
が
な
い
場
合
は
初
日
）
に
ご
招
待

●
入
館
料
の
割
引
（
要
会
員
証
）

　

①
同
伴
者
二
名
ま
で
：
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
展
、
企
画
展
観
覧
料
が
割
引

　

②
会
員
本
人
の
み
： 

石
川
県
立
歴
史
博
物
館
、
石
川
県
七
尾
美
術
館
、
石
川
県
輪
島
漆

芸
美
術
館
、
石
川
県
九
谷
焼
美
術
館
、
石
川
県
能
登
島
ガ
ラ
ス
美

術
館
、
金
沢
二
一
世
紀
美
術
館
の
各
館
主
催
展
覧
会
を
割
引
。

●
館
主
催
諸
行
事
へ
の
参
加

●
館
内
カ
フ
ェ「
ル 

ミ
ュ
ゼ 

ド
ゥ 

ア
ッ
シ
ュ 

Ｋ
Ａ
Ｎ
Ａ
Ｚ
Ａ
Ｗ
Ａ
」に
て
ド
リ
ン
ク
の
割
引 

　

（
要
会
員
証
、
平
日
の
み
）

●
最
新
情
報
を
お
伝
え
す
る
『
石
川
県
立
美
術
館
だ
よ
り
（
本
誌
）
』
を
毎
月
郵
送



BIJUTSUKAN DAYORI  No .412 8

石川県立美術館だより
第412号〈毎月発行〉

2018年2月1日発行
〒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/

ご利用案内

コレクション展観覧料
一　般　360円（290円）

大学生　290円（230円）

高校生以下　無料
※（　　）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（2月は5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

2月は無休で開館しています。ただし、6日（火）～ 

８日（木）はコレクション展示室のみ閉室。

《刻の堆積》 ときのたいせき 　古澤洋子　ふるさわ・ようこ

縦 224 × 横 168 （cm）　平成10年（2003） 昭和43年（1968）～

アラカルト ただいま展示中 à la carte　No.27

　

「
人
気
作
家
」「
女
流
日
本
画
家
」
と
い
っ
た
形
容

を
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
作
者
で
す
が
、
そ
の
言
葉

が
持
つ
イ
メ
ー
ジ
と
は
裏
腹
に
、
本
人
は
描
く
こ

と
に
た
だ
真
摯
で
、
ひ
た
む
き
な
画
家
で
す
。
さ

ら
に
意
外
な
一
面
は
、
山
岳
愛
好
家
だ
と
い
う
こ

と
。
自
ら
の
足
で
そ
の
空
間
に
辿
り
着
き
、
身
を

置
か
な
け
れ
ば
着
想
し
得
な
い
画
想
が
、
作
者
の

持
ち
味
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

近
年
は
地
球
を「
生
命
が
堆
積
す
る
星
」
と
捉

え
、
そ
れ
を
柱
に「
時
間
」「
歴
史
」、
そ
し
て「
生

命
」
と
い
っ
た
テ
ー
マ
に
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。

二
〇
〇
三
年
発
表
の
本
作
で
は
、
異
国
情
緒
の
集

落
、
そ
の
屋
根
と
い
う
ミ
ニ
マ
ム
な
視
点
か
ら
、

時
間
や
歴
史
、
人
の
営
み
を
見
つ
め
て
い
ま
す
。

　

や
が
て「
地
球
」
と
い
う
現
在
の
マ
キ
シ
マ
ム
な

視
点
へ
と
展
開
し
ゆ
く
、
そ
の
序
奏
と
も
い
え
る

で
し
ょ
う
。

　

古
澤
洋
子
は
、
一
九
六
八
年
、
金
沢
市
に
生
ま

れ
ま
し
た
。
金
沢
美
術
工
芸
大
学
の
修
士
課
程
を

修
了
。
日
展
や
日
春
展
を
発
表
の
場
と
し
な
が
ら
、

誰
に
も
師
事
は
し
て
い
ま
せ
ん
。
そ
の
こ
と
が
一

面
、
独
創
的
な
画
想
を
得
る
こ
と
に
幸
い
し
た
と

い
え
ま
す
。
現
在
日
展
会
員
。
昨
年
の
改
組
新
第

四
回
日
展
に
お
い
て
、
二
度
目
の
審
査
員
を
務
め

て
お
り
、
師
事
な
く
画
塾
に
も
属
さ
な
い
作
家
の

経
歴
と
し
て
は
、
出
色
と
い
え
る
で
し
ょ
う
。

前田育徳会尊經閣文庫分館 第２展示室

平成30年2月９日（金）

　　  ～3月21日（水） 加賀藩の美術工芸 古九谷・再興九谷名品選

次回の展覧会

第３展示室 第４・６展示室 第５展示室

写真と幻想
優品選

［絵画・彫刻］
明治の工芸


