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■ 彫刻と人【近現代彫刻】

■ 美術館でお花見【近現代工芸】

  企画展topics　脇田和と猪熊弦一郎～モダンの展開～
  2月の企画展示室
  展覧会回顧　石川近代美術の100年
  講演会記録　URUSHI 伝統と革新
  ミュージアムレポート　美術館で書き初め
  3月の行事予定

特別陳列 天神画像と文房具【前田育徳会尊經閣文庫分館】

古九谷・再興九谷名品選【古美術】

《色絵海老藻文平鉢》古九谷 ー「古九谷・再興九谷名品選」よりー《胞輪天神図》前田育徳会蔵
ー「天神画像と文房具」よりー
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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

今
回
は
、下
巻
全
巻
が
公
開
さ
れ
て
い
る
重
文《
荏
柄
天
神

縁
起
絵
巻
》に
つ
い
て
、少
し
詳
し
く
紹
介
し
ま
す
。下
巻
は
、

在
世
中
に
右
近
の
馬
場
に
多
年
に
わ
た
っ
て
遊
ん
だ
天
神

が
、非
道
の
罪
を
か
ぶ
っ
て
配
流
さ
れ
た
怒
り
や
恨
み
も
、か

の
地
に
遊
ぶ
時
は
心
が
慰
め
ら
れ
る
と
し
て
、立
ち
寄
る
よ

す
が
を
作
る
よ
う
に
、九
四
二
年
に
綾
子
に
託
宣
す
る
と
こ

ろ
か
ら
始
ま
り
ま
す
。託
宣
は
続
き
、つ
い
に
北
野
社
の
造
営

が
始
ま
り
ま
す
。そ
の
間
、内
裏
が
三
度
炎
上
し
、そ
の
再
建

材
に「
つ
く
る
と
も
ま
た
や
け
な
む
菅
原
や　

む
ね
の
い
た

ま
の
あ
は
ぬ
か
ぎ
り
は
」と
の
天
神
の
怨
歌
が
現
れ
、人
々
は

慄
然
と
し
ま
す
。

そ
し
て
一
条
天
皇
の
時
代
の
九
九
三
年
に
、天
神
に
正
二

位
・
左
大
臣
の
官
位
が
追
贈
さ
れ
、菅
原
道
真
の
子
孫
・
菅
原

幹
正
が
筑
紫
の
安
楽
寺
に
参
詣
し
て
位
記
を
読
み
上
げ
、非

業
の
死
か
ら
九
十
年
目
に
し
て
、よ
う
や
く
道
真
の
怨
念
が

晴
ら
さ
れ
、さ
ら
に
翌
年
、正
一
位
・
太
政
大
臣
が
追
贈
さ
れ

ま
し
た
。続
い
て
十
二
世
紀
初
め
の
、無
実
の
罪
を
晴
ら
す
神

と
し
て
の
天
神
の
霊
験
を
伝
え
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
伝
え
ら

れ
、さ
ら
に
北
野
社
の
社
僧
・
西
念
の
、天
神
へ
の
帰
依
に
よ

る
極
楽
往
生
や
、継
母
に
虐
待
さ
れ
た
女
が
皇
子
を
生
ん
だ

話
が
紹
介
さ
れ
ま
す
。

こ
の
よ
う
に《
荏
柄
天
神
縁
起
絵
巻
》下
巻
に
は
、様
々
な

説
話
を
交
え
て
北
野
社
の
霊
験
が
伝
え
ら
れ
て
お
り
、そ
れ

が
高
位
高
官
や
高
僧
に
偏
っ
て
い
な
い
点
が
注
目
さ
れ
ま

す
。そ
し
て
、在
世
中
に
無
念
の
思
い
に
苦
し
み
抜
い
た
菅
原

道
真
で
あ
れ
ば
こ
そ
、天
神
と
な
っ
て
庶
民
の
様
々
な
苦
悩

の
訴
え
も
聞
き
届
け
て
く
れ
る
と
い
う
天
神
信
仰
が
形
成
さ

れ
て
い
っ
た
一
端
を
、本
作
か
ら
知
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

重文《荏柄天神縁起絵巻》　巻下部分（西念の極楽往生）
前田育徳会蔵

重文《荏柄天神縁起絵巻》　巻下部分（菅原幹正の安楽寺参詣）
前田育徳会蔵

道
真
忌
の
二
月
二
十
五
日
前
後
は
受
験
シ
ー
ズ
ン
に
も
あ
た
る
こ
と
か
ら
、北
野
や
太
宰
府
、湯
島
な
ど
各
地
の

天
満
宮
に
受
験
生
が
祈
願
す
る
姿
が
し
ば
し
ば
ニ
ュ
ー
ス
で
取
り
上
げ
ら
れ
ま
す
。こ
れ
は
会
計
年
度
に
合
わ
せ

て
四
月
を
新
学
期
と
し
た
結
果
な
の
で
す
が
、改
め
て《
荏
柄
天
神
縁
起
絵
巻
》を
熟
覧
し
ま
す
と
、そ
の
背
後
に
深

い
必
然
性
が
あ
る
の
で
は
と
、お
の
の
き
つ
つ
も
真
剣
に
考
え
て
し
ま
い
ま
す
。時
代
を
超
え
て
人
々
の
様
々
な
願

い
に
寄
り
添
う
神
と
し
て
の
天
神
は
、日
本
文
化
に
深
い
影
響
を
与
え
て
い
ま
す
。江
戸
時
代
に
文
化
に
よ
っ
て
幕

府
に
対
抗
し
、独
自
性
を
打
ち
出
し
た
加
賀
藩
主
・
前
田
家
の
政
策
も
、天
神
信
仰
を
根
幹
と
し
て
い
ま
す
。梅
が
見

所
を
迎
え
る
こ
の
時
期
、受
験
生
の
健
闘
を
祈
り
つ
つ
、改
め
て
菅
原
道
真
の
生
涯
と
北
野
社
の
造
営
、霊
験
に
ま

つ
わ
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
に
思
い
を
馳
せ
る
の
も
一
興
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

学芸員の眼
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第4展示室

彫刻と人

2月15日（金）～3月21日（木・祝）　会期中無休

第2展示室

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

今
回
の
特
集
、「
彫
刻
と
人
」で
は
、人
物
彫
刻
や
胸
像
だ
け

で
な
く
、人
の
生
活
と
彫
刻
の
関
わ
り
に
つ
い
て
も
紹
介
し

ま
す
。

戦
後
日
本
に
お
い
て
都
市
デ
ザ
イ
ン
や
街
作
り
の
ひ
と
つ

の
柱
と
し
て
、公
園
、広
場
、街
中
な
ど
に
彫
刻
を
設
置
す
る

動
き
が
盛
ん
に
な
り
ま
し
た
。当
館
の
所
在
地
で
あ
る
金
沢

市
も
例
外
で
は
な
く
、街
中
に
彫
刻
が
溢
れ
て
い
ま
す
。例
え

ば
、香
林
坊
交
差
点
に
郡
順
次《
走
れ
！
》や
金
沢
駅
前
の
三

枝
一
将《
や
か
ん
体
。転
倒
す
る
。》な
ど
、そ
の
場
所
の
シ
ン

ボ
ル
と
な
っ
て
い
る
よ
う
な
作
品
の
こ
と
で
、人
々
の
生
活
の

中
に
彫
刻
が
何
気
な
く
存
在
し
て
い
る
の
が
わ
か
り
ま
す
。

野
外
彫
刻
や
公
共
空
間
に
設
置
す
る
彫
刻
は
、耐
久
性
や

メ
ン
テ
ナ
ン
ス
な
ど
の
面
か
ら
、素
材
に
気
を
つ
け
な
け
れ

ば
な
り
ま
せ
ん
。例
え
ば
、現
在
展
示
中
で
木
戸
修《
ス
パ
イ

ラ
ル
・
リ
ン
グ
＃
3
》は
、螺
旋
の
か
た
ち
そ
の
も
の
を
テ
ー

マ
と
し
た
作
品
群
の
一
つ
で
、ス
テ
ン
レ
ス
鋼
を
素
材
と
し

て
い
ま
す
。ス
テ
ン
レ
ス
鋼
は
強
度
が
高
く
、腐
食
に
強
く
、

研
磨
す
る
と
周
囲
の
景
観
を
映
し
出
す
美
し
さ
を
備
え
た
材

料
で
す
。木
戸
は
こ
れ
を
素
材
と
し
て
公
共
・
私
的
を
問
わ
ず

多
く
の
空
間
に
作
品
を
設
置
し
て
い
ま
す
。

木
戸
の
製
作
活
動
に
お
い
て
、螺
旋
の
か
た
ち
そ
の
も
の

が
テ
ー
マ
と
な
る
の
は
一
九
八
〇
年
代
後
半
か
ら
で
す
。こ

の
作
品
群
は「
数
字
に
よ
る
デ
ッ
サ
ン
」が
必
要
不
可
欠
で
、

現
在
は
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
で
プ
ロ
グ
ラ
ミ
ン
グ
を
し
て
、設

計
し
て
い
ま
す
。

人
物
彫
刻
だ
け
で
な
く
、人
の
生
活
と
彫
刻
と
い
う
視
点

か
ら
も「
彫
刻
と
人
」特
集
を
お
楽
し
み
く
だ
さ
い
。

第
2
展
示
室
で
は
、ほ
ぼ
常
時
古
九
谷
を
展
示
し
て
い
ま

す
。第
1
展
示
室
で
雌
雄
の「
雉
香
炉
」を
鑑
賞
し
て
古
九
谷

を
見
ま
す
と
、名
状
し
が
た
い
関
連
性
を
感
じ
ま
す
。そ
の
た

め
、「
雉
香
炉
」は
九
谷
焼
で
あ
る
と
の
誤
解
も
招
く
よ
う
で

す
。し
か
し
、「
雉
香
炉
」を
制
作
し
た
野
々
村
仁
清
を
強
く

バ
ッ
ク
ア
ッ
プ
し
た
加
賀
藩
三
代
藩
主・
前
田
利
常
が
、古
九

谷
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
推
進
し
た
こ
と
を
思
い
起
こ
せ
ば
、両

者
に
何
ら
か
の
関
連
性
を
感
じ
る
の
も
当
然
か
も
し
れ
ま
せ

ん
。こ

の
よ
う
に
、前
田
利
常
の「
好
み
」は
江
戸
時
代
前
期
の

美
術
工
芸
に
大
き
な
影
響
を
与
え
て
い
ま
す
。そ
し
て
、表
現

の
独
自
性
に
対
す
る
飽
く
な
き
姿
勢
が
、古
九
谷
以
後
の
加

賀
の
色
絵
に
継
承
さ
れ
て
い
ま
す
。た
と
え
ば
再
興
九
谷
の

代
表
的
な
窯
で
あ
る
吉
田
屋
は
、古
九
谷
と
混
同
さ
れ
る
こ

と
が
度
々
あ
り
ま
す
。特
に
写
真
で
は
区
別
が
困
難
な
場
合

も
あ
り
、注
意
が
必
要
と
言
え
ま
す
。し
か
し
、吉
田
屋
は
決

し
て
古
九
谷
の
模
倣
を
制
作
す
る
こ
と
に
終
始
し
た
の
で
は

な
く
、明
確
な
吉
田
屋
の
様
式
を
打
ち
出
し
て
い
ま
す
。そ
れ

は
、最
初
の
再
興
九
谷
で
あ
る
春
日
山
窯
を
は
じ
め
、再
興
九

谷
諸
窯
に
共
通
す
る
傾
向
と
言
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。

そ
し
て
、再
興
九
谷
当
時
の
文
献
か
ら
、古
九
谷
と
、古
九

谷
を
模
倣
し
た
製
品
は
愛
好
者
に
よ
っ
て
明
確
に
区
別
さ
れ

て
い
た
こ
と
を
知
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。し
か
し
、そ
れ
が
明

治
時
代
以
降
曖
昧
に
な
っ
た
と
い
う
側
面
は
否
定
で
き
ま
せ

ん
。そ
の
点
が
、古
九
谷
を
論
ず
る
際
の
大
き
な
課
題
と
な
っ

て
い
る
の
で
す
が
、本
展
の
よ
う
に
、古
九
谷
と
再
興
九
谷
諸

窯
の
優
品
を
連
続
し
て
見
る
機
会
を
通
し
て
、本
質
的
な
相

違
点
が
見
え
て
く
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

《色絵花鳥図台鉢》古九谷木戸修《スパイラル・リング ＃3》
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第5展示室

美術館でお花見【近現代工芸】

2月15日（金）～3月21日（木・祝）　会期中無休

企画展Topics

脇田和と猪熊弦一郎
～モダンの展開～
4月20日（土）～6月9日（日）　会期中無休

本
展
は
当
館
所
蔵
の
脇
田
和
作
品
三
二
一
点
の
中
か
ら
八

十
点
余
り
を
精
選
し
、脇
田
と
最
も
親
交
の
深
い
画
家
、猪
熊

弦
一
郎
の
作
品
二
十
四
点
を
交
え
て
、二
人
の
創
作
の
歩
み

を
ご
覧
い
た
だ
く
と
共
に
、振
幅
の
多
い
戦
後
美
術
界
の
動

向
を
提
示
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
も
の
で
す
。

戦
後
の
日
本
洋
画
界
は
、具
象
、抽
象
、前
衛
な
ど
転
換
が

著
し
い
の
が
特
徴
と
言
え
ま
す
。そ
れ
は
美
術
評
論
家
や
、各

地
に
誕
生
し
た
美
術
館
で
活
動
す
る
学
芸
員
の
発
言
力
が
強

ま
っ
て
い
っ
た
こ
と
と
深
く
関
わ
っ
て
い
ま
す
。描
画
技
術

が
確
か
で
具
体
的
な
作
品
は
あ
ま
り
顧
み
ら
れ
ず
、表
現
意

図
が
重
視
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
き
ま
し
た
。そ
の
中
で
、

脇
田
と
猪
熊
は
前
者
の
具
象
・
半
具
象
画
家
で
す
が
、高
く
評

価
さ
れ
、国
際
的
に
活
躍
し
ま
し
た
。

猪
熊
弦
一
郎
は
明
治
三
十
五
年
香
川
県
高
松
市
生
ま
れ
。

東
京
美
術
学
校
で
藤
島
武
二
に
師
事
し
ま
し
た
。大
正
十
五

年
、帝
展
に
初
入
選
し
、以
後
、第
十
回
、第
十
四
回
で
特
選
を

得
ま
す
。昭
和
十
一
年
、帝
展
改
組
の
美
術
界
混
乱
期
に
小
磯

良
平
、伊
勢
正
義
、脇
田
和
ら
と
新
制
作
派
協
会（
現
・
新
制
作

協
会
）を
設
立
。そ
の
後
フ
ラ
ン
ス
に
留
学
し
、マ
チ
ス
に
師

事
。戦
後
、二
十
六
年
に
は
上
野
駅
コ
ン
コ
ー
ス
に
大
壁
画
を

描
き
、そ
の
後
も
建
築
物
と
関
わ
る
制
作
を
数
多
く
手
が
け

て
い
ま
す
。三
十
年
か
ら
五
十
年
ま
で
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
を
制

作
の
場
と
し
、帰
国
後
も
精
力
的
に
創
作
を
続
け
ま
し
た
。

展
示
は
二
部
構
成
で
、一
部
で
は
脇
田
と
猪
熊
の
作
品
を

十
年
単
位
に
併
置
し
、二
人
の
個
性
あ
ふ
れ
る
創
作
の
歩
み

を
、第
二
部
で
は
脇
田
の
初
期
か
ら
晩
期
ま
で
、詩
情
あ
ふ
れ

る
作
品
の
展
開
を
ご
堪
能
い
た
だ
き
ま
す
。

二
月
か
ら
引
き
続
き
、第
5
展
示
室
で
は「
美
術
館
で
お
花

見
」と
題
し
て
、四
季
折
々
の
花
を
モ
チ
ー
フ
と
し
た
工
芸
作

品
の
数
々
を
ご
覧
い
た
だ
い
て
い
ま
す
。今
回
は
そ
の
な
か

か
ら
一
点
を
ご
紹
介
し
ま
し
ょ
う
。

米
沢
弘
安《
氈か

も

鹿し
か

文
鉄
打
出
菓
子
器
》は
、昭
和
三
年（
一
九

二
八
）に
制
作
さ
れ
た
作
品
で
、鉄
製
、か
ぶ
せ
蓋
造
の
円
形

の
菓
子
器
で
す
。蓋
表
の
中
央
に
は
、カ
モ
シ
カ
の
母
親
と
二

匹
の
子
ど
も
た
ち
が
、鉄
板
を
槌
で
打
っ
て
模
様
を
表
す
鉄

打
出
と
、象
嵌
の
技
法
で
表
さ
れ
て
い
ま
す
。そ
の
カ
モ
シ
カ

の
傍
ら
に
は
、県
花
で
あ
る
ク
ロ
ユ
リ
、そ
し
て
カ
モ
シ
カ
の

親
子
を
取
り
囲
む
よ
う
に
植
物
の
文
様
が
配
さ
れ
て
い
ま

す
。こ
れ
ら
の
植
物
文
様
は
、ミ
ヤ
マ
リ
ン
ド
ウ
、コ
マ
ク
サ
、

シ
ロ
ウ
マ
ア
サ
ツ
キ
、ツ
ガ
ザ
ク
ラ
の
四
種
類
で
、す
べ
て
高

山
植
物
で
す
。

実
は
本
作
品
の
デ
ザ
イ
ン
は
、日
本
画
家
で
あ
り
、白
山
の

保
全
運
動
に
熱
心
に
取
り
組
ん
だ
こ
と
で
も
知
ら
れ
る
玉
井

敬
泉
に
よ
る
も
の
で
す
。作
者
の
米
沢
弘
安
は
玉
井
敬
泉
と

親
交
が
あ
り
、自
ら
も
彼
に
日
本
画
を
学
ん
で
い
ま
し
た
。

本
作
品
の
モ
チ
ー
フ
と
な
っ
て
い
る
高
山
植
物
な
ど
は
、

普
段
あ
ま
り
目
に
す
る
機
会
が
多
く
な
い
か
と
思
い
ま
す

が
、本
展
に
お
運
び
い
た
だ
き
、そ
の
愛
ら
し
い
姿
を
堪
能
し

て
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。

米沢弘安《氈鹿文鉄打出菓子器》
猪熊弦一郎《風景PB》1974年
香川県立ミュージアム蔵
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昭
和
五
十
一
年
に
認
定
さ
れ
た
石
川
県
指
定
無
形
文
化
財
保

持
団
体
九
谷
焼
技
術
保
存
会
が
、技
術
保
存
・
発
展
向
上
を
図
る

た
め
の
事
業
と
し
て
毎
年
行
っ
て
い
る
公
募
展
で
、入
選
作
並

び
に
九
谷
焼
技
術
保
存
会
会
員
の
作
品
を
一
堂
の
も
と
に
展
示

し
ま
す
。

◆
観
覧
料
／�

一　

般
：
三
五
〇
円（
二
八
〇
円
）�

大
学
生
：
二
八
〇
円（
二
二
〇
円
）�

高
校
生
以
下
無
料

※�（　
　

）内
は
二
十
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
な
り
ま
す
。

◆
連
絡
先
／�

能
美
市
泉
台
町
南
十
三
番
地�

石
川
県
九
谷
会
館
内�

九
谷
焼
技
術
保
存
会
事
務
局�

電
話
：
〇
七
六
一

－

五
七

－

〇
一
二
五

3月8日（金）～17日（日）　会期中無休

第7展示室

玄
土
社
の
二
〇
一
八
年
中
の
歩
み
を
ま
と
め
た
創
作（
抽
象
）

四
十
三
点
、古
典
臨
摹（
写
し
）十
八
点
を
お
目
に
か
け
ま
す
。

創
作
は
自
由
に
チ
ャ
レ
ン
ジ
精
神
を
も
っ
て
、臨
摹
は
古
典
に

忠
実
に
。こ
の
玄
土
社
の
基
本
姿
勢
は
か
わ
る
こ
と
な
く
今
展
で

四
十
六
回
と
な
り
ま
す
。表
意
文
字
で
あ
る
漢
字
、そ
の
古
典
の

模
写
復
元
を
試
み
る
こ
と
で
本
当
の
歴
史
が
見
え
て
き
ま
す
。

ま
た
一
方
で
は
揺
れ
動
き
進
化
す
る
抽
象
表
現
の
愉
し
さ
。ど
ち

ら
も
私
た
ち
に
と
っ
て
欠
く
こ
と
の
で
き
な
い
ワ
ー
ク
で
す
。独

自
の
活
動
を
す
る
在
野
の
グ
ル
ー
プ
玄
土
社
な
ら
で
は
の
古
典

と
新
し
い
表
現
の
世
界
を
ご
覧
い
た
だ
け
る
好
機
会
で
す
。

◆
入
場
無
料

◆
表
立
雲
ト
ー
ク
タ
イ
ム

「
玄
土
社
収
蔵
・
近
代
日
本
の
書
真
跡
展
」

日
時　

三
月
十
七
日（
日
）午
後
一
時
三
十
分
～
三
時

◆
連
絡
先
／�

玄
土
社
本
部（
表
）金
沢
市
本
多
町
一

－

七

－

十
五�

電
話
：
〇
七
六

－

二
六
三

－

三
七
三
〇

3月15日（金）～17日（日）　会期中無休

第8・9展示室

春
の
空
に
フ
ワ
リ
と
浮
か
ぶ
雲
。タ
ン
ポ
ポ
の
綿
毛
が
フ
ワ

フ
ワ
と
飛
び
、モ
ン
シ
ロ
チ
ョ
ウ
が
ヒ
ラ
ヒ
ラ
舞
う
。夏
の
河
岸

で
は
飛
び
交
う
ホ
タ
ル
の
群
れ
。頬
を
な
で
る
こ
こ
ち
よ
い
風

等
を
考
え
て
い
る
時
に
ふ
う（
風
）を
思
い
付
き
、ま
た
全
員
の

気
持
ち
が
一
致
し
ま
し
た
。

現
状
に
あ
ま
え
ず
、お
互
い
に
刺
激
を
受
け
少
し
で
も
自
由

で
新
し
い
発
想
に
よ
る
絵
画
制
作
を
目
的
と
し
ま
す
。

抽
象
、具
象
を
問
わ
ず
そ
れ
ぞ
れ
の
視
点
や
表
現
方
法
が
個

性
豊
か
に
現
れ
る
こ
と
を
願
っ
て
お
り
ま
す
。ぜ
ひ
こ
の
機
会

に
ご
覧
い
た
だ
き
ご
指
導
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
す
。

◆
入
場
無
料

◆
連
絡
先
／�

江
守
マ
リ
子　

金
沢
市
長
町
一
丁
目
三

－

三
六�

電
話
：
〇
七
六

－

二
二
一

－

三
五
八
八（
自
宅
）�

辰
村
浩
子�

電
話
：
〇
九
〇

－

三
二
九
七

－

五
三
六
一

3月1日（金）～3月5日（火）　会期中無休

第8展示室

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
二
十
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
。

◆
入
場
無
料

3月1日（金）～3月3日（日）　会期中無休

第9展示室

伝統九谷焼工芸展
第42回

第31回芸術コース美術専攻卒業作品展
石川県立金沢辰巳丘高等学校

’18玄土社書展 風の会
第3回
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「
石
川
近
代
美
術
の
一
〇
〇
年
」と
題
し
た
本
展
は
、当
館
が
収

集
し
て
き
た
石
川
ゆ
か
り
の
作
家
に
よ
る
近
現
代
絵
画・
彫
刻

コ
レ
ク
シ
ョ
ン
を
活
用
し
た
展
覧
会
で
し
た
。現
在
当
館
の
総
所

蔵
数
は
三
九
〇
五
点
あ
り
、そ
の
う
ち
近
現
代
の
絵
画（
水
彩・素

描・
版
画
含
む
）、彫
刻
の
二
〇
五
一
点
の
中
か
ら
、石
川
の
近
代

美
術
史
を
繙
く
に
ふ
さ
わ
し
い
作
品
を
選
ん
だ
も
の
で
す
。

今
回
の
展
観
を
と
お
し
て
、明
治
の
人
々
が
欧
化
と
国
粋
に

揺
れ
動
い
た
り
、西
洋
化
に
否
応
な
く
順
応
し
た
り
と
、維
新
の

波
に
翻
弄
さ
れ
な
が
ら
も
新
し
い
時
代
を
作
っ
て
い
っ
た
逞
し

い
様
子
が
浮
き
彫
り
と
な
り
ま
し
た
。改
め
て
明
治
と
い
う
時

代
の
面
白
さ
を
実
感
し
た
次
第
で
す
。本
展
で
は
そ
の
よ
う
な

時
代
背
景
へ
の
理
解
を
深
め
て
い
た
だ
く
た
め
に
、二
十
本
ほ

ど「
近
代
美
術
コ
ラ
ム
」を
展
示
室
内
に
掲
示
い
た
し
ま
し
た
。

「
こ
れ
が
鑑
賞
の
助
け
に
な
り
ま
し
た
」と
の
声
も
聞
く
こ
と
が

で
き
、鑑
賞
の
一
助
に
な
っ
た
の
で
あ
れ
ば
幸
い
で
す
。そ
の
意

味
で
は
一
月
二
十
六
日（
土
）に
開
催
し
た
関
連
講
演
会「
明
治

維
新
と
加
賀
の
美
術
工
芸
」は
、金
沢
星
稜
大
学
の
本
康
宏
史
教

授
に
よ
る
面
白
く
て
為
に
な
る
お
話
が
満
載
で
し
た
。こ
ち
ら

と
あ
わ
せ
て
展
覧
会
を
ご
覧
い
た
だ
い
た
方
々
は
、本
展
の
趣

旨
へ
の
理
解
が
深
ま
っ
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

最
後
に
な
り
ま
し
た
が
、

石
川
県
立
工
業
高
等
学
校
か

ら
、寄
託
品
を
含
め
六
点
の

出
品
が
あ
り
ま
し
た
。少
数

な
が
ら
、い
ず
れ
も
本
展
の

エ
ッ
セ
ン
ス
と
い
え
る
作
品

で
、本
展
に
欠
く
こ
と
の
で

き
な
い
作
品
群
で
し
た
。開

催
に
当
た
り
協
力
を
い
た
だ

い
た
関
係
各
位
に
感
謝
申
し

上
げ
ま
す
。

展覧会回顧

石川近代美術の100年
平成31年1月4日（金）～2月4日（月）

昨
年
開
催
さ
れ
た
企
画
展
会
期
中
、白
石
氏
を
お
招
き
し
た
際

の
内
容
を
ま
と
め
ま
し
た
。

日
本
伝
統
漆
芸
展
の
三
十
五
周
年
を
記
念
し
て
、こ
れ
か
ら
の

漆
芸
の
在
り
方
を
考
え
よ
う
と
い
う
展
覧
会
で
す
。こ
れ
か
ら
訪

日
客
や
、日
本
の
文
化
を
知
ろ
う
と
い
う
方
が
多
く
な
る
と
思
い

ま
す
。漆
は
や
は
り
、日
本
文
化
の
根
底
の
、重
要
な
フ
ァ
ク
タ
ー

の
一
つ
だ
と
思
う
の
で
す
。外
国
に
対
し
て
、そ
れ
か
ら
も
っ
と
日

本
の
人
に
、漆
が
ど
う
い
う
も
の
か
を
知
っ
て
も
ら
い
た
い
。と
く

に
漆
芸
が
、ど
れ
だ
け
時
代
に
ふ
さ
わ
し
い
表
現
を
し
て
き
た
か
、

そ
の
結
果
と
し
て
現
代
の
作
家
が
あ
る
と
い
う
の
を
見
て
も
ら
え

れ
ば
と
い
う
希
望
で
あ
り
ま
す
。

第
一
章
が「
近
代
の
名
匠
」。だ
い
た
い
明
治
以
降
、戦
前
ま
で
の

作
家
が
中
心
で
す
。第
二
章「
無
形
文
化
財
制
度
と
日
本
工
芸
会
」。

こ
れ
は
世
界
に
な
か
っ
た
考
え
方
で
、形
の
な
い
も
の
を
文
化
財

と
し
て
考
え
る
制
度
で
す
。そ
こ
か
ら
人
間
国
宝
が
生
ま
れ
、日
本

工
芸
会
が
で
き
、日
本
伝
統
工
芸
展
が
開
催
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ

た
わ
け
で
す
。そ
し
て
第
三
章「
日
本
伝
統
漆
芸
展
へ
」。三
十
五
年

前
に
漆
だ
け
の
全
国
公
募
展
を
始
め
ま
し
た
。幅
広
く
漆
を
知
っ

て
も
ら
お
う
と
。伝
統
工
芸
展
は
入
選
が
難
し
い
で
す
か
ら
、も
っ

と
若
い
人
に
発
表
の
機
会
を
与
え
よ
う
と
い
う
こ
と
に
な
っ
た
ん

で
す
。初
期
の
中
心
作
家
を
紹
介
し
て
い
ま
す
。そ
れ
か
ら
最
後
の

第
四
章「
現
在
を
つ
く
る
作
家
た
ち
」。現
在
活
躍
す
る
、伝
統
工
芸

展
に
入
賞
し
た
ひ
と
ま
で
を
紹
介
し
ま
し
た
。

漆
と
い
う
の
は
、す
ご
く
基
礎
が
あ
る
も
の
で
す
。そ
の
上
で
作

家
が
何
か
精
神
的
な
も
の
を
表
現
し
よ
う
と
し
な
け
れ
ば
、現
代

の
漆
芸
と
は
認
め
ら
れ
な
い
。古
典
に
学
び
つ
つ
、個
性
的
な
も
の

を
作
る
。こ
れ
が
現
代
の
漆
芸
に
見
ら
れ
る
傾
向
で
す
。

「URUSHI　伝統と革新」展 記念講演会 記録抄

「近代漆芸のあゆみ」
講師：白石和己 氏（工芸評論家、本展監修）

平成30年9月30日（日）開催
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３
月
の
行
事
予
定

■
キ
ッ
ズ
・
プ
ロ
グ
ラ
ム
鑑
賞
講
座「
お
と
の
さ
ま
の
文
房
具
」

�

午
後
1
時
30
分
～
3
時　

2
階
展
示
室　

参
加
無
料

3
日（
日
）

お
と
の
さ
ま
の
文
房
具
っ
て
、ど
ん
な
も
の
？

自
分
た
ち
の
文
房
具
と
比
べ
て
鑑
賞
し
て
み
よ
う
。

対
象
：
小
学
生
と
そ
の
保
護
者　

定
員
：
当
日
先
着
20
名

■
展
示
室
で
ス
ケ
ッ
チ
Ｇ
Ｏ
！�

午
前
10
時
～
11
時
30
分　

2
階
展
示
室

16
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
！
ご
参
加
の
方
は
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

10
日（
日
）

「
和
紙
の
歴
史
に
つ
い
て
」

講
師　

湯
山
賢
一�

氏（
神
奈
川
県
立
金
沢
文
庫
長
）

■
土
曜
講
座�

午
後
1
時
30
分
～　

美
術
館
講
義
室
、聴
講
無
料

2
日（
土
）

「
近
代
日
本
画
と
筆
法
」�

学
芸
専
門
員　

前
多
武
志

9
日（
土
）

「
中
国
の
茶
書
を
読
む
4
―『
大
観
茶
論
』と
徽
宗
皇
帝
そ
の
2
―
」

�

学
芸
専
門
員　

村
上
尚
子

新
春
の
一
月
四
日
、二
階
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
展
示
室
受
付
前

の
ロ
ビ
ー
に
て
、書
の
展
示
に
併
せ
開
催
さ
れ
る
イ
ベ
ン
ト「
美

術
館
で
書
き
初
め
」が
行
わ
れ
ま
し
た
。こ
の
書
き
初
め
の
開
催

は
、今
年
で
三
年
目
。新
春
の
企
画
展
の
鑑
賞
に
来
ら
れ
た
友
の

会
会
員
の
方
は
じ
め
、お
正
月
を
金
沢
で
過
ご
さ
れ
た
観
光
客

な
ど
、多
数
の
お
客
様
に
ご
参
加
い
た
だ
い
て
い
ま
す
。今
ま
で

ご
参
加
さ
れ
た
方
か
ら
の「
書
き
初
め
は
、ま
た
開
催
さ
れ
ま
す

か
？
」と
い
う
お
問
い
合
わ
せ
や
、「
去
年
参
加
し
て
楽
し
か
っ
た

か
ら
、今
年
も
行
か
な
き
ゃ
と
思
っ
て
…
」と
ご
参
加
く
だ
さ
る

方
も
お
り
、密
か
に
人
気
の
イ
ベ
ン
ト
に
な
り
つ
つ
あ
り
ま
す
。

さ
て
、日
頃
か
ら
書
の
お
稽
古
に
通
っ
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
方

以
外
は
、筆
を
持
っ
て
字
を
書
く
こ
と
が
あ
ま
り
な
い
時
代
に

な
っ
て
き
て
い
ま
す
。こ
の
書
き
初
め
で
は
、そ
の
よ
う
な
日

頃
筆
を
持
つ
機
会
の
な
い
方
に
も
、気
軽
に
ご
参
加
い
た
だ
け

る
よ
う
お
手
本
を
用
意
し
て
い
ま
す
。そ
の
年
の
干
支
や「
春
」

「
夢
」「
笑
」な
ど
新
春
の
書
き
初
め
に
ふ
さ
わ
し
い
一
文
字
を
い

く
つ
か
の
書
体
の
中
か
ら
お
選
び
い
た
だ
け
る
よ
う
に
し
て
い

ま
す
。多
く
の
方
は
そ
の
お
手
本
を
お
使
い
に
な
っ
て
い
ま
す

が
、時
々
、お
手
本
な
し
で
自
分
の
心
に
あ
る
文
字
を
さ
ら
り
と

書
か
れ
る
方
も
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
。久
し
ぶ
り
の
筆
を
持
つ

活
動
に
、参
加
を
躊
躇
し
て
い
た
方
も
、や
っ
て
み
る
と「
楽
し

か
っ
た
」と
満
足
そ
う
に
さ
れ
る
方
が
多
く
、ま
た
、納
得
で
き

る
一
枚
を
と
、何
枚
も
書
か
れ
る
方
も
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
。

こ
の
よ
う
な
ご
参
加
く
だ
さ
る
皆
様
の
お
声
か
ら
、新
春
恒

例
の
行
事
に
な
っ
た「
美
術
館
で
書
き
初
め
」の
イ
ベ
ン
ト
。ご

興
味
あ
る
方
の
、来
年
度
の
ご
参
加
を
お
待
ち
申
し
上
げ
て
お

り
ま
す
。

ミュージアムレポート

美術館で書き初め
平成31年1月4日（金）実施

「美術館で書き初め」会場の様子

完成した書き初め
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企画展Topics

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
3月4日は第1月曜日により
コレクション展示無料の日

3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

3月の休館日は
22日（金）～24日（日）

脇田和と猪熊弦一郎 ～モダンの展開～

脇田和《潜水夫と魚》

猪熊弦一郎《ニースの女》
香川県立ミュージアム蔵

脇田和《暖帯》

猪熊弦一郎《猫と子供》
丸亀市猪熊弦一郎現代美術館蔵

脇田和《子供と兎と花》

猪熊弦一郎《飛ぶ日のよろこび》
丸亀市猪熊弦一郎現代美術館蔵

会期：平成31年4月20日（土）～6月9日（日）　会期中無休

前田育徳会
尊經閣文庫分館 第２展示室

平成31年4月20日（土）
 ～6月9日（日）
 会期中無休

前田家の
刀剣･甲冑･陣羽織

春の優品選Ⅱ
茶道美術を中心に

次回の展覧会

第5展示室 第3・4・６展示室 第7・8・9展示室

鳥とりどり
【近現代工芸】

春のいろどり
【近現代絵画・彫刻】

脇田和と猪熊弦一郎
～モダンの展開～




