
石川県立美術館だより
第424号	 平成31年2月1日発行

古九谷・再興九谷名品選【古美術】

石川県指定文化財《色絵鶴かるた文平鉢》古九谷
ー「古九谷・再興九谷名品選」よりー

吉田三郎　《雲にただよう》
ー「彫刻と人」よりー

彫刻と人【近現代彫刻】

■ 美術館でお花見【近現代工芸】

  2月前半の展覧会
  2月の企画展示室
  友の会会員募集
  2月の行事予定・ミュージアムウィーク
  アラカルト ただいま展示中

特別陳列 天神画像と文房具【前田育徳会尊經閣文庫分館】
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第2展示室【古美術】
古九谷・再興九谷
名品選
2月15日（金）～3月21日（木・祝）
会期中無休

前田育徳会尊經閣文庫分館
特別陳列

天神画像と文房具
2月15日（金）～3月21日（木・祝）
会期中無休

　

加
賀
藩
三
代
藩
主
・
前
田
利
常
が
打
ち
出
し
た
文
化
に
よ

る
独
自
性
の
表
明
は
、
幕
藩
体
制
に
お
け
る
加
賀
藩
存
立
の

根
幹
で
し
た
。
表
向
き
に
は
、
幕
府
に
対
す
る
敵
意
が
な
い

こ
と
の
表
明
と
し
て
の
文
化
政
策
で
す
が
、
そ
の
背
後
に
は

様
々
な
戦
略
的
意
味
が
こ
め
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
そ
の
一
つ

が
、
幕
府
に
で
き
な
い
こ
と
を
実
現
す
る
こ
と
で
あ
り
、
古

九
谷
に
結
実
し
た
色
絵
磁
器
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
は
、
ま
さ
に
そ

の
好
例
と
言
え
ま
す
。
利
常
は
、
中
国
の
色
絵
陶
磁
器
を
収

集
す
る
と
と
も
に
、
オ
ラ
ン
ダ
の
東
イ
ン
ド
会
社
を
通
し
て

硬
質
陶
器
類
を
発
注
し
て
い
ま
す
。
そ
し
て
、
京
都
で
色
絵

を
大
成
し
た
野
々
村
仁
清
も
支
援
し
ま
す
。
そ
こ
に
は
、
仁

清
ブ
ラ
ン
ド
を
プ
ロ
デ
ュ
ー
ス
し
た
金
森
宗
和
と
加
賀
藩

主
・
前
田
家
と
の
深
い
縁
が
あ
っ
た
こ
と
は
言
う
ま
で
も
あ

り
ま
せ
ん
。
さ
ら
に
、
国
内
で
の
磁
器
生
産
の
先
進
地
で
あ

る
九
州
地
方
の
動
向
に
も
注
目
し
て
い
ま
し
た
。

　

こ
う
し
た
入
念
な
準
備
を
経
て
、
ア
ン
チ
徳
川
の
芸
術
と

し
て
の
古
九
谷
は
誕
生
し
ま
し
た
。
し
た
が
っ
て
加
賀
に
お

け
る
色
絵
磁
器
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
は
、
一
六
四
〇
年
代
に
は
着

手
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
そ
し
て
、
前
田
利
常
が

没
し
て
以
後
の
一
六
六
〇
年
代
以
降
に
、
こ
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク

ト
は
転
換
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
よ
う
で
す
。
こ
の
よ
う
に
、

古
九
谷
が
示
す
独
創
的
な
力
動
感
は
、
藩
主
の
気
概
そ
の
も

の
で
あ
り
、
そ
の
点
が
若
杉
や
吉
田
屋
を
は
じ
め
と
す
る
再

興
九
谷
諸
窯
に
携
わ
っ
た
工
人
や
、
明
治
時
代
以
降
今
日
に

至
る
作
家
た
ち
を
も
魅
了
し
て
や
ま
な
い
所
以
で
は
な
い
で

し
ょ
う
か
。

　

今
回
は
古
九
谷
を
中
心
と
し
て
、
春
日
山
窯
か
ら
九
谷
庄

三
に
至
る
再
興
九
谷
の
流
れ
を
概
観
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

天
神
は
菅
原
道
真
の
神
号
で
あ
り
、
学
問
・
文
芸
の
神
と

し
て
広
く
信
仰
さ
れ
て
い
ま
す
。
今
回
の
特
集
は
、
会
期
中

の
二
月
二
十
五
日
に「
道
真
忌
」を
迎
え
る
こ
と
か
ら
、「
天
神

画
像
と
文
房
具
」と
し
ま
し
た
。
加
賀
藩
主
・
前
田
家
に
と
っ

て
、
菅
原
道
真
は
特
別
な
存
在
で
し
た
。
最
初
の
理
由
は
、

道
真
が
、
藩
祖
・
前
田
利
家
以
来
の
家
風
で
あ
る
文
武
二
道

の
理
想
的
な
体
現
者
だ
っ
た
か
ら
で
す
。
少
年
時
代
か
ら
傑

出
し
た
文
才
を
発
揮
し
た
道
真
は
、
三
十
一
歳
の
時
に
百
発

百
中
の
弓
の
腕
前
を
披
露
し
、人
々
を
驚
嘆
さ
せ
て
い
ま
す
。

そ
し
て
も
う
一
つ
の
理
由
は
、
加
賀
藩
三
代
藩
主
・
前
田
利

常
が
先
祖
を
菅
原
道
真
と
定
め
、
菅
原
姓
を
主
張
し
、
篤
く

天
神
を
信
仰
し
た
こ
と
で
す
。
天
神
は
復
讐
の
神
で
も
あ
る

こ
と
を
思
い
起
こ
せ
ば
、
幕
府
に
対
し
て
文
化
に
よ
る
挑
戦

を
敢
行
し
た
利
常
に
と
っ
て
、
天
神
は
至
高
の
精
神
的
支
柱

で
し
た
。

　

今
回
は
、
道
真
配
流
の
悲
運
や
怒
り
を
含
意
す
る
天
神
画

像
の
ほ
か
、
神
奈
川
県
鎌
倉
市
の
荏
柄
社
に
伝
来
し
た
北
野

天
神
縁
起
で
あ
る
、
重
要
文
化
財《
荏
柄
天
神
縁
起
絵
巻
》の

下
巻
を
展
示
し
ま
す
。
下
巻
で
は
、
北
野
社（
現
在
の
京
都
・

北
野
天
満
宮
）の
創
建
と
そ
の
霊
験
が
見
所
と
な
っ
て
い
ま

す
。

　

そ
し
て
学
問
・
文
芸
の
神
、
天
神
に
ち
な
み
今
回
は
文
房

具
も
展
示
し
ま
す
。
硯
、
筆
、
紙
、
墨
は
中
国
の
宋
時
代
以
降

「
文
房
四
宝
」と
呼
ば
れ
、
文
人
の
間
で
最
も
重
要
な
道
具
と

し
て
珍
重
さ
れ
て
き
ま
し
た
。
さ
ら
に
室
町
時
代
の
書
院
飾

り
に
よ
り
、
日
本
に
お
い
て
も
文
房
具
は
茶
道
具
と
と
も
に

重
視
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
今
回
展
示
す
る
文
房
具

の
多
く
は
、
小
堀
遠
州
や
前
田
利
常
の
収
集
品
と
考
え
ら
れ

ま
す
。

重文《荏柄天神縁起絵巻》　巻下部分、前田育徳会蔵《色絵万年青図平鉢》吉田屋窯
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第5展示室【近現代工芸】

美術館でお花見
2月15日（金）～3月21日（木・祝）
会期中無休

第4展示室【近現代彫刻】

彫刻と人
2月15日（金）～3月21日（木・祝）
会期中無休

　

寒
さ
の
厳
し
い
時
期
で
す
が
、
第
5
展
示
室
で
は
ひ
と
足

早
く
あ
た
た
か
な
季
節
を
感
じ
て
い
た
だ
こ
う
と
、
花
を
モ

チ
ー
フ
と
し
た
工
芸
作
品
を
集
め
ま
し
た
。
花
と
ひ
と
く
ち

に
言
っ
て
も
、
写
実
的
な
描
写
か
ら
、
デ
ザ
イ
ン
化
さ
れ
た

も
の
、
さ
ら
に
は
現
実
に
は
存
在
し
な
い
よ
う
な
花
ま
で
、

さ
ま
ざ
ま
な
表
現
が
あ
り
ま
す
。

　

中
憲
一《
爛
漫
》は
、
満
開
の
桜
の
花
が
見
込
み
に
描
か
れ

た
平
鉢
で
す
。
写
生
に
基
づ
い
た
桜
花
が
適
度
に
省
略
化
さ

れ
、
花
芯
や
舞
い
散
る
花
び
ら
に
施
さ
れ
た
金
彩
が
、
春
の

た
け
な
わ
を
感
じ
さ
せ
ま
す
。
上
田
外
茂
治《
友
禅
訪
問
着

「
蒼
天
の
樹
」》も
満
開
の
桜
を
表
現
し
ま
す
が
、
こ
ち
ら
は

桜
花
が
デ
ザ
イ
ン
化
さ
れ
、
ヴ
ァ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
を
加
え
な

が
ら
衣
装
を
覆
い
つ
く
す
よ
う
に
広
が
っ
て
い
ま
す
。
展
示

室
で
は
ま
ず
は
こ
れ
ら
の
作
品
が
、
み
な
さ
ん
を
お
迎
え
し

ま
す
。

　

ま
た
富
本
憲
吉《
染
付
藤
文
向
付
》は
、
白
地
に
青
い
染
付

の
み
で
、
軽
快
な
藤
文
が
描
か
れ
て
い
ま
す
。
素
早
く
最
小

限
の
筆
数
で
描
か
れ
た
藤
文
は
、
一
見
何
の
文
様
な
の
か
わ

か
ら
な
い
く
ら
い
に
簡
略
で
す
。定
型
化
し
た
文
様
を
拒
み
、

写
生
か
ら
出
発
し
て
対
象
を
極
限
ま
で
突
き
つ
め
る
こ
と
で

独
自
の
文
様
を
生
み
出
し
た
、
富
本
な
ら
で
は
の
表
現
と
い

え
る
で
し
ょ
う
。

　

展
示
室
で
は
春
の
桜
だ
け
で
な
く
、
菜
の
花
、
藤
、
薔
薇
、

牡
丹
、
椿
な
ど
、
四
季
折
々
の
花
を
同
時
に
楽
し
む
こ
と
が

で
き
ま
す
。
何
の
花
が
描
か
れ
て
い
る
の
か
、
ま
た
ど
の
季

節
な
の
か
、
そ
ん
な
こ
と
も
考
え
な
が
ら
、
ゆ
っ
く
り
と
お

花
見
を
楽
し
ん
で
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
す
。

　

近
代
日
本
の
彫
刻
は
、
人
間
の
動
き
の
ワ
ン
シ
ー
ン
を
切

り
取
り
、
そ
れ
を
そ
の
ま
ま
作
品
と
す
る
も
の
が
多
く
あ
り

ま
す
。
例
え
ば
、
木
村
珪
二（
一
九
〇
四

－

一
九
七
一
）の《
崩

壊
》は
、
男
性
が
左
手
を
天
高
く
上
げ
て
顔
を
隠
し
て
い
る

そ
の
瞬
間
を
作
品
と
し
て
い
ま
す
。

　

人
間
彫
刻
で
は
、
特
に
裸
体
の
場
合
は
人
間
の
躍
動
感
に

溢
れ
る
肉
付
き
や
生
き
生
き
と
し
た
表
情
に
も
注
目
し
ま

す
。
こ
の
点
、
吉
田
三
郎（
一
八
八
九

－

一
九
六
二
）の
男
性

像
は
非
常
に
よ
く
表
現
さ
れ
て
い
ま
す
。
吉
田
は
明
治
四
十

年（
一
九
〇
七
）に
東
京
美
術
学
校（
現
・
東
京
藝
術
大
学
）入

学
後
、
医
療
用
の
人
体
模
型
制
作
の
ア
ル
バ
イ
ト
を
し
て
お

り
、
筋
肉
の
付
き
方
や
骨
格
の
構
造
な
ど
人
体
構
造
を
知
り

尽
く
し
て
い
ま
し
た
。
そ
の
た
め
、
作
品
が
内
側
か
ら
外
側

へ
つ
く
ら
れ
て
い
る
と
の
評
判
も
あ
り
ま
す
。
彼
は
近
代
彫

刻
の
父
と
言
わ
れ
る
、
オ
ー
ギ
ュ
ス
ト
・
ロ
ダ
ン（
一
八
四
〇

－

一
九
一
七
）の
影
響
を
強
く
受
け
て
い
ま
す
。
こ
の
こ
と

は
、
写
実
性
を
追
求
す
る
だ
け
で
な
く
、
作
家
の
個
性
や
内

的
な
精
神
性
を
彫
刻
に
込
め
て
表
現
す
る
と
い
う
、
新
し
い

彫
刻
の
考
え
方
で
、
吉
田
は
人
間
を
彫
刻
で
そ
の
よ
う
に
表

現
し
て
い
る
と
い
え
る
で
し
ょ
う
。

　

そ
の
他
、
頭
像
は
近
代
社
会
に
お
い
て
、
個
人
を
顕
彰
す

る
た
め
に
制
作
さ
れ
た
も
の
で
、
近
代
日
本
に
お
い
て
も
偉

人
や
権
力
者
な
ど
の
記
念
碑
的
な
銅
像
が
多
く
公
共
空
間
に

設
置
さ
れ
、
社
会
に
浸
透
し
て
き
ま
し
た
。
こ
の
よ
う
な
作

品
は
個
人
と
し
て
似
て
い
る
か
ど
う
か
も
大
切
で
す
が
、
そ

の
作
品
の
奥
に
ひ
そ
む
姿
や
別
の
表
情
を
感
じ
取
っ
て
み
る

と
、
も
っ
と
楽
し
め
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　

人
と
彫
刻
と
い
う
テ
ー
マ
で
、
彫
刻
作
品
を
お
楽
し
み
く

だ
さ
い
。

中　憲一《爛漫》 木村珪二《崩壊》
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第2展示室【古美術】
前田育徳会尊經閣文庫分館

新春優品選
1月4日（金）～2月11日（月・祝）
会期中無休

第7・8・9展示室【近現代絵画・彫刻】

石川近代美術の100年
1月4日（金）～2月4日（月）
会期中無休

【
前
田
育
徳
会
尊
經
閣
文
庫
分
館
】

　

今
回
は
、
特
に
県
外
か
ら
の
お
客
様
を
念
頭
に
、
藩
主
所

用
の
兜
な
ど
の
武
具
も
展
示
し
て
い
ま
す
。
大
名
家
に
伝

わ
っ
た
文
物
と
い
う
と
、
や
は
り
武
具
・
甲
冑
の
イ
メ
ー
ジ

が
強
い
こ
と
は
日
頃
の
お
問
い
合
わ
せ
で
痛
感
し
て
い
る
と

お
り
で
す
。
し
か
し
文
化
振
興
に
注
力
し
た
加
賀
藩
主
・
前

田
家
に
と
っ
て
は
、
名
品
の
収
集
や
名
工
の
支
援
も
江
戸
幕

府
へ
の
対
抗
意
識
が
原
動
力
と
な
っ
て
い
る
点
で
、
武
の
側

面
が
非
常
に
強
い
と
言
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。
さ
ら
に
今
回

は
、
絵
画
の
魅
力
的
な
優
品
も
展
示
し
て
い
ま
す
。
岸
駒
、

ブ
ー
ダ
ン
、
鏑
木
清
方
を
通
し
て
新
春
を
寿
ぎ
、
春
を
待
ち

望
む
気
持
ち
を
あ
ら
わ
し
て
み
ま
し
た
。
こ
の
よ
う
な
取
り

合
わ
せ
は
こ
れ
が
初
め
て
で
す
が
、
こ
う
し
た
コ
レ
ク
シ
ョ

ン
の
多
様
性
も
前
田
家
の
特
質
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
で

し
ょ
う
。

【
第
2
展
示
室
】

　

新
年
が
明
け
て
一
か
月
が
経
と
う
と
し
て
い
ま
す
が
、
今

年
の
初
夢
は
覚
え
て
い
ま
す
か
？
い
い
初
夢
で
あ
れ
ば
、
よ

い
一
年
に
な
る
と
い
い
ま
す
。
昔
の
人
が
い
い
初
夢
を
見
よ

う
と
、
枕
の
下
に
忍
ば
せ
た
の
は
、「
宝
船
」を
描
い
た
摺
物

で
し
た
。「
な
が
き
よ
の　

と
お
の
ね
ふ
り
の　

み
な
め
さ
め

　

な
み
の
り
ふ
ね
の　

お
と
の
よ
き
か
な
」こ
ん
な
回
文
の

添
え
ら
れ
た
宝
船
が
、
ゆ
ら
ゆ
ら
と
浮
か
び
ま
す
。
財
宝
ま

た
は
七
福
神
を
乗
せ
た
宝
船
の
図
柄
は
、
吉
祥
模
様
と
し
て

好
ま
れ
、
様
々
な
調
度
品
・
美
術
作
品
の
モ
チ
ー
フ
に
な
り

ま
し
た
。

　

現
在
展
示
中
の《
友
禅
宝
船
文
の
れ
ん
》も
、
新
た
な
門
出

を
祝
う
た
め
に
作
ら
れ
た
も
の
で
す
。空
に
飛
ぶ
六
羽
の
鶴
、

は
た
め
く
た
く
さ
ん
の
帆
が
、
友
禅
染
の
技
法
と
刺
繍
で
鮮

や
か
に
表
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

明
治
維
新
か
ら
の
石
川
美
術
を
当
館
所
蔵
品
で
た
ど
る
本

展
も
、
好
評
の
う
ち
に
開
催
か
ら
ひ
と
月
が
過
ぎ
よ
う
と
し

て
い
ま
す
。

　

明
治
期
の
石
川
画
壇
を
覗
き
み
る
と
、
当
時
の
活
況
が
う

か
が
え
ま
す
。日
本
画
で
は
四
条
派
の
画
家
垣か

い

内と

右
嶙・
雲
嶙

父
子
が
金
沢
に
移
り
画
塾
を
開
き
、
そ
こ
か
ら
多
く
の
日
本

画
家
が
育
ち
ま
す
。
ま
た
納
富
介
次
郎
が
全
国
に
先
駆
け
て

金
沢
工
業
学
校
を
開
設
す
る
に
あ
た
り
、
優
れ
た
画
家
や
彫

刻
家
を
招
聘
し
ま
し
た
。
多
く
が
東
京
や
京
都
で
活
躍
し
て

い
た
芸
術
家
で
あ
り
、
そ
こ
か
ら
数
々
の
俊
英
が
育
ち
ま
し

た
。
ま
た
洋
画
で
は
得
田
耕
や
そ
の
教
え
子
早
田
楽
斎
が
活

躍
。
最
も
早
い
時
期
に
イ
タ
リ
ア
に
渡
り
、
六
年
も
の
長
期

留
学
を
し
た
洋
画
家
、
佐
々
木
三
六
は
金
城
画
壇
の
創
設
に

関
わ
る
な
ど
、金
沢
で
活
躍
し
て
い
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
な
画
家
達
の
活
気
は
、
当
時
の
地
域
情
勢
も
大

き
く
関
係
し
て
い
る
よ
う
で
す
。
た
と
え
ば
人
口
分
布
を
見

て
み
る
と
よ
く
わ
か
り
ま
す
。
当
時
日
本
の
人
口
は
今
ほ
ど

一
極
に
集
中
し
て
い
ま
せ
ん
で
し
た
。
明
治
二
年
の
藩
籍
奉

還
か
ら
四
年
の
廃
藩
置
県
ま
で
金
沢
藩
は
当
時
唯
一
百
万
人

を
超
え
て
い
た
藩
で
し
た
し
、
明
治
九
年
か
ら
明
治
十
四
年

ま
で
福
井
、
富
山
と
合
併
し
て
い
た
石
川
県
は
全
国
一
位
の

人
口
を
誇
っ
て
い
た
の
で
す
。
本
展
で
は
そ
の
よ
う
な
石
川

の
活
気
を
作
品
か
ら
感
じ
取
っ
て
い
た
だ
き
た
く
思
い
ま
す
。

　

あ
ま
り
大
き
く
取
り
あ
げ
ら
れ
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
で

し
た
が
、
昨
年
は
明
治

維
新
か
ら
一
五
〇
年
の

節
目
で
も
あ
り
ま
し
た
。

こ
れ
を
機
会
に
明
治
か

ら
続
く
美
の
流
れ
を
ご

堪
能
く
だ
さ
い
。

納富介次郎《仲秋山水図》石川県立工業高等学校蔵《友禅宝船文のれん》

2
月
前
半
の
展
覧
会
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第5展示室【近現代工芸】

新春優品選
1月4日（金）～2月11日（月・祝）
会期中無休

第3・4・6展示室【近現代絵画・彫刻・書】

現代日本の書家たち・優品選

1月4日（金）～2月11日（月・祝）
会期中無休

　

第
5
展
示
室
で
は
、
近
現
代
工
芸
の
名
品
の
数
々
を
ご
覧

い
た
だ
き
ま
す
。
本
稿
で
は
、
板
谷
波
山
の
代
表
的
な
釉
薬

加
飾
法
で
あ
る
葆
光
彩
磁
技
法
に
つ
い
て
ご
紹
介
し
ま
す
。

波
山
は
東
京
美
術
学
校
で
彫
刻
を
学
び
、
明
治
二
十
九
年
に

白
井
雨
山
の
後
任
と
し
て
石
川
県
工
業
学
校（
石
川
県
立
工

業
高
等
学
校
の
前
身
）に
教
諭
と
し
て
着
任
し
ま
し
た
。
着

任
当
初
は
彫
刻
を
専
門
に
教
え
て
い
ま
し
た
が
、
同
僚
で

あ
っ
た
北
村
弥
一
郎
の
築
窯
お
よ
び
釉
薬
製
造
技
術
を
目

の
当
た
り
に
し
、
教
諭
と
し
て
務
め
な
が
ら
陶
芸
技
術
を
本

格
的
に
学
ぶ
こ
と
を
決
意
し
ま
す
。
北
村
は
東
京
職
工
学
校

（
東
京
工
業
大
学
の
前
身
）で
窯
業
技
術
を
専
門
に
学
び
、
後

年
京
都
大
学
で
工
学
博
士
号
を
取
得
す
る
ほ
ど
の
人
物
で
し

た
。
波
山
は
北
村
か
ら
釉
薬
の
調
合
法
と
磁
器
焼
成
技
術
を

貪
欲
に
学
び
ま
し
た
。
当
時
校
長
を
務
め
て
い
た
久
田
督
か

ら
は「
君
は
よ
く
そ
こ
ま
で
一
生
懸
命
に
出
来
る
も
の
だ
」と

褒
め
ら
れ
た
そ
う
で
す
。
久
田
校
長
は
工
部
大
学
校（
東
京

大
学
工
学
部
の
前
身
）を
首
席
で
卒
業
し
、
福
井
中
学（
藤
島

高
等
学
校
の
前
身
）の
校
長
を
務
め
た
後
、
石
川
県
工
業
学

校
の
校
長
を
務
め
、
そ
の
後
金
沢
一
中（
金
沢
泉
丘
高
等
学

校
の
前
身
）の
校
長
を
務
め
た
石
川
県
中
等
教
育
界
最
高
の

教
育
者
と
謳
わ
れ
た
人
物
で
し
た
。
波
山
は
素
晴
ら
し
い
校

長
と
同
僚
に
恵
ま
れ
、
自
身
の
窯
業
技
術
の
レ
ベ
ル
を
飛
躍

的
に
高
め
る
こ
と
が
出
来
た
の
で
す
。
葆
光
彩
磁
と
呼
ば
れ

る
器
全
体
を
つ
や
消
し
の
不
透
明
釉
で
被
う
波
山
独
特
の
釉

薬
に
よ
る
加
飾
技
法
は
、
優
れ
た
学
習
環
境
の
賜
物
と
も
言

え
る
の
で
す
。

　

現
代
書
を
指
す
第
二
次
大
戦
後
の
書
作
品
は
、
書
壇
全
体

の
有
り
様
の
見
直
し
と
再
構
築
を
迫
ら
れ
、
戦
前
ま
で
の
書

と
見
違
え
る
ほ
ど
多
様
な
展
開
を
示
し
て
い
ま
す
。
漢
字
、

か
な
、
篆
刻
な
ど
の
従
来
の
古
典
派
は
も
と
よ
り
、
少
字
数

書
、
近
代
詩
文
書
、
前
衛
書
な
ど
新
た
な
分
野
を
誕
生
さ
せ
、

百
花
繚
乱
と
も
い
え
る
表
現
の
広
が
り
を
見
せ
ま
し
た
。
今

回
展
示
の
戦
後
の
書
壇
を
築
い
た
現
代
書
の
巨
匠
た
ち
の
時

代
、
昭
和
を
経
て
、
今
年
は
平
成
の
時
代
も
終
わ
り
を
迎
え

よ
う
と
し
て
い
ま
す
。
今
回
の
展
示
か
ら
時
代
の
変
遷
を
顧

み
な
が
ら
、
時
代
の
流
れ
で
発
展
し
て
き
た
書
の
魅
力
を
、

感
じ
て
い
た
だ
け
た
ら
幸
い
で
す
。

　

第
3
・
4
・
6
展
示
室
で
は
、「
石
川
近
代
美
術
の
一
〇
〇

年
」に
ち
な
み
、
現
在
活
躍
中
の
石
川
県
ゆ
か
り
の
作
家
た

ち
を
含
め
、
そ
の
後
の
石
川
美
術
を
概
観
し
ま
す
。

　

石
川
県
日
本
画
の
特
徴
は
、
多
く
が
日
展
で
活
躍
す
る
作

家
だ
と
い
う
こ
と
で
す
。
当
展
示
で
は
石
川
在
住
五
名
の
日

展
会
員
全
員
の
特
選
作
品
も
展
示
し
ま
す
。
院
展
等
で
活
躍

す
る
作
家
も
増
え
て
き
て
お
り
、
そ
う
い
っ
た
作
家
も
取
り

上
げ
る
こ
と
が
課
題
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

油
絵
の
分
野
で
は
、
二
紀
、
独
立
、
国
画
、
光
風
会
な
ど
各

団
体
の
代
表
作
家
と
、
個
展
で
活
躍
し
て
い
る
作
家
の
作
品

を
一
堂
に
ご
覧
い
た
だ
き
ま
す
。
世
代
は
五
十
代
か
ら
六
十

代
で
、
石
川
洋
画
会
を
牽
引
し
て
い
る
作
家
た
ち
で
す
。
そ

れ
ぞ
れ
の
個
性
あ
ふ
れ
る
作
品
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

　

彫
刻
分
野
で
は
、
金
沢
美
術
工
芸
大
学
の
教
員
と
そ
の
卒

業
生
の
作
品
を
中
心
に
ご
紹
介
し
ま
す
。
卒
業
生
で
あ
る
山

下
晴
子
は
、
石
を
素
材
と
し
た
作
品
を
制
作
し
、
公
共
空
間

で
の
作
品
設
置
を
手
が
け
る
な
ど
多
彩
な
活
動
を
展
開
し
て

い
ま
す
。

2
月
前
半
の
展
覧
会

手島右卿《飛》板谷波山《葆光彩磁チューリップ文花瓶》
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北
陸
国
展
は
北
陸
在
住
者
と
ゆ
か
り
の
あ
る
国
展
出
品
者
等

で
構
成
さ
れ
、
今
年
で
二
十
五
回
展
と
な
り
ま
し
た
。

　

国
画
会（
国
展
）は
昨
年
九
十
二
回
を
迎
え
、
毎
年
春
に
国
立

新
美
術
館
で
開
催
さ
れ
る
歴
史
あ
る
公
募
団
体
で
す
。
草
創
期

の
絵
画
部
に
は
梅
原
龍
三
郎
、
香
月
泰
男
ら
が
、
写
真
部
に
は

野
島
康
三
、
木
村
伊
兵
衛
ら
が
い
ま
し
た
。

　

北
陸
国
展
で
の
成
果
が
国
展
で
の
受
賞
者
輩
出
に
つ
な
が
っ

て
い
ま
す
。
今
回
は
絵
画
部
二
十
五
名
、
写
真
部
二
十
八
名
が

力
作
、
大
作
を
発
表
し
ま
す
。
是
非
ご
高
覧
下
さ
い
ま
す
よ
う

お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

◇
入
場
無
料

◇
後
援
／
北
國
新
聞
社
、
テ
レ
ビ
金
沢

◇
連
絡
先
／
横
江
昌
人（
北
陸
国
展
事
務
局
）

	

能
美
市
秋
常
町
ニ
五

－

一

2月15日（金）～19日（火）　会期中無休

第8・9展示室

　

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
）、
メ
デ
ィ
ア
デ
ザ
イ
ン
学
科
卒
業
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
九
四
一

2月22日（金）～26日（火）　会期中無休

第7・8・9展示室

　

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
三
十
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
。
な
お
、
在
科
生
の

作
品
も
展
示
し
ま
す
の
で
、
併
せ
て
ご
高
覧
下
さ
い
ま
す
よ
う
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

2月15日（金）～18日（月）　会期中無休

第7展示室

　

石
川
県
水
墨
画
協
会
は
、
平
成
元
年
度
発
足
、
同
二
年
に
第

一
回
公
募
展
を
開
催
し
今
日
に
至
っ
て
お
り
ま
す
。
公
募
展
は

石
川
県
内
の
水
墨
画
会
諸
会
派
及
び
一
般
個
人
を
統
合
す
る
当

協
会
が
行
う
展
示
会
で
す
。
こ
れ
は
、
過
去
の
公
募
展
の
実
績

に
照
ら
し
承
認
さ
れ
た
会
員
の
研
鑽
の
場
で
あ
る
と
同
時
に
、

広
く
県
内
よ
り
一
般
公
募
し
、
厳
正
な
審
査
の
上
入
選
作
を
展

示
し
、
水
墨
画
の
普
及
発
展
に
寄
与
す
る
こ
と
と
し
て
お
り
ま

す
。
従
っ
て
各
会
派
主
宰
の
作
品
を
始
め
、
会
員
並
び
に
一
般

公
募
の
意
欲
的
な
表
現
に
よ
る
、
楽
し
み
な
協
会
展
な
ら
で
は

の
作
品
を
ご
覧
い
た
だ
け
け
る
と
思
い
ま
す
。

　

多
く
の
方
々
の
ご
来
場
を
お
待
ち
し
て
お
り
ま
す
。

◇
入
場
料
無
料

◇
連
絡
先
／
金
沢
市
高
畠
一
丁
目
四
〇
八

	

事
務
局
長　

村
田
栄
子

2月8日（金）～12日（火）　会期中無休
※午後5時まで

第7・8・9展示室

北陸国展
第25回

平成30年度
金沢大学 学校教育学類
美術教育専修卒業制作展

金沢学院大学美術文化学部
第16回 卒業研究制作展

石川県水墨画協会公募展
第29回
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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
十
一
世
紀
美

術
館
、脇
田
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
ZA
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

1
．
会　
　

費	

二
、
〇
〇
〇
円

2
．
受
付
期
間	

三
月
一
日（
金
）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
五
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（
金
）

〜
二
十
五
日（
月
）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
：	

二
〇
一
九
年
四
月
一
日
〜	

二
〇
二
〇
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
。

2019年度
石川県立美術館友の会 会員募集

3月1日（金）から受付開始！郵送でのお申し込みは郵便振替で。
継続を希望される方も、改めてお申し込み下さい。

2
月
の
行
事
予
定

■
展
示
室
で
ス
ケ
ッ
チ
Ｇ
Ｏ
！�

午
前
10
時
～
11
時
30
分　

１
階
企
画
展
示
室

２
日（
土
）

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
。

■
文
化
財
保
存
修
復
工
房
セ
ミ
ナ
ー�

午
後
1
時
30
分
～　

美
術
館
ホ
ー
ル
、聴
講
無
料

11
日（
月
・
祝
）

「
文
書
料
紙
入
門
：
紙
か
ら
歴
史
を
読
み
解
く
」

講
師　

本
多
俊
彦�

氏（
金
沢
学
院
大
学
准
教
授
）

■
映
像
ギ
ャ
ラ
リ
ー�

午
後
1
時
30
分
～　

美
術
館
ホ
ー
ル
、参
加
無
料

10
日（
日
）

「
加
賀
百
万
石　

美
と
歴
史
」（
33
分
）

「
日
本
の
美
4　

日
本
の
色
―
王
朝
装
束
よ
り
」（
26
分
）

24
日（
日
）

「
美
術
の
み
か
た
4　

近
代
の
人
間
像
」（
22
分
）

「
極
め
る
Ⅱ　

古
九
谷
」（
25
分
）

■
土
曜
講
座�

午
後
1
時
30
分
～　

美
術
館
講
義
室
、聴
講
無
料

9
日（
土
）

「
浮
世
絵　

キ
ホ
ン
の
キ
」�

学
芸
員　

中
澤
菜
見
子

23
日（
土
）

「
大
人
の
対
話
に
よ
る
鑑
賞
～
実
践
編
～
」�

担
当
課
長　

深
山
千
尋
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2月の休館日は
13日（水）・14日（木）

　口
か
ら
胴
に
か
け
て
締
ま
り
再
び
ゆ
る
や
か
に

広
が
る
器
形
は
、
大
胆
に
筋
目
を
の
こ
し
て
成
形

さ
れ
て
い
ま
す
。
全
体
に
マ
ッ
ト
な
釉
薬
を
施
し
、

そ
の
上
か
ら
金
彩
で
梅
の
大
樹
を
描
き
ま
す
。
満

開
に
咲
い
た
梅
の
花
芯
の
金
が
特
に
鮮
や
か
で
す
。

く
び
れ
の
部
分
の
左
右
非
対
称
な
形
状
や
、
荒
々

し
い
筋
目
に
よ
っ
て
、器
形
そ
れ
自
体
が
老
梅
の
幹

で
あ
る
か
の
よ
う
な
存
在
感
が
生
ま
れ
て
い
ま
す
。

　清
水
家
は
初
代
六
兵
衛（
一
七
三
八‒

九
九
）が
京

都
に
出
て
製
陶
を
学
び
、明
和
八
年（
一
七
七
一
）に

独
立
し
て
五
条
坂
建
仁
寺
鋳
鐘
町
に
開
窯
し
た
の

が
始
ま
り
で
す
。
六
代
六
兵
衛
は
そ
の
直
系
の
子

孫
で
、
五
代
六
兵
衛
の
長
男
と
し
て
生
ま
れ
ま
し

た
。
大
正
九
年
に
京
都
市
立
美
術
工
芸
学
校
、
十

二
年
に
京
都
市
立
絵
画
専
門
学
校
本
科
を
卒
業
。

絵
画
を
学
ん
だ
の
は
三
代
以
来
の
習
わ
し
で
も
あ

り
、
ま
た「
こ
れ
か
ら
の
陶
器
は〝
ろ
く
ろ
〞だ
け
に

依
存
し
て
は
な
ら
な
い
」と
い
う
父
の
言
葉
に
支

え
ら
れ
て
の
こ
と
で
し
た
。
十
四
年
の
第
十
二
回

商
工
展
で
作
家
と
し
て
ス
タ
ー
ト
し
、
大
正
の
自

由
な
気
風
を
ま
と
う
作
品
や
ア
ー
ル・ヌ
ー
ヴ
ォ
ー

風
の
作
品
を
発
表
。
後
に
は
中
国
古
陶
磁
や
琳
派

に
着
想
を
得
た
作
品
を
制
作
し
て
い
ま
す
。
終
戦

と
と
も
に
家
督
を
相
続
し
、
六
代
六
兵
衛
を
襲
名
。

生
涯
に
わ
た
っ
て
釉
薬
や
焼
成
法
の
研
究
に
没
頭

し
、昭
和
二
十
八
年
の
新
釉「
銹
泑
」、三
十
年
の
新

焼
法「
玄
窯
」、四
十
六
年
の
、ガ
ラ
ス
釉
に
金
銀
彩

を
施
し
た「
古
稀
彩
」な
ど
は
高
く
評
価
さ
れ
て
い

ま
す
。

《金彩老梅水指》 きんさいろうばいみずさし　口径18.2cm　胴経18.8cm　高19.4cm　昭和38年（1963）
六代清水六兵衛　ろくだい・きよみず・ろくべえ　明治34年⊖昭和55年（1901⊖1980）

アラカルト ただいま展示中 à	la	carte　No.35

1F企画展示室（7･8･9展示室）
2Fコレクション展示室（3･4･5･6展示室）

第７５回　現代美術展ー日本画・彫刻・書ー
会期：3月29日（金）～4月15日（月）

前田育徳会
尊經閣文庫分館 第２展示室

名物裂と茶道美術 春の優品選
茶道美術を中心にⅠ

次回の展覧会

会期：3月26日（火）～4月15日（月）




