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絵
巻
や
画
帖
と
屏
風
の
根
本
的
相
違
と
し
て
、
前
者
は
一
人
、
あ
る
い
は
数
人
の
鑑
賞
者
を
前
提
と
し
た
も
の
で
あ

り
、
後
者
は
、
そ
れ
よ
り
も
多
数
の
鑑
賞
者
を
念
頭
に
置
い
て
描
か
れ
た
も
の
と
で
あ
る
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
ま
す
。
し

た
が
っ
て
作
品
と
鑑
賞
者
の
距
離
も
必
然
的
に
大
き
く
相
違
し
、
そ
の
こ
と
に
も
、「
お
も
て
な
し
」
の
契
機
が
あ
り
ま

す
。
今
回
は
、
企
画
第
七
、
八
、
九
の
三
室
を
使
用
し
ま
す
が
、
第
七
展
示
室
は
、
や
ま
と
絵
系
、
琳
派
の
作
品
、
第
八
展
示

室
は
、
漢
画
系
、
狩
野
派
か
ら
折
衷
派
の
岸
駒
ま
で
、
そ
し
て
第
九
展
示
室
は
近
代
石
川
で
活
躍
し
た
日
本
画
家
か
ら

岸
浪
柳
溪
や
久
保
田
米
僊
ら
の
作
品
を
展
示
し
ま
す
。
大
画
面
に
挑
ん
だ
画
家
た
ち
の
思
い
を
、
歴
史
的
背
景
を
意
識

し
な
が
ら
、
時
代
ご
と
に
た
ど
る
こ
と
も
一
つ
の
鑑
賞
法
で
す
。

学芸員の眼

令和2年

新年のご挨拶
石川県立美術館

館長　嶋崎 丞

明
け
ま
し
て
お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

本
年
二
〇
二
〇
年
は
、
い
よ
い
よ
東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
と
パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク

が
七
月
か
ら
九
月
に
か
け
て
日
本
で
開
催
さ
れ
ま
す
。
こ
れ
に
あ
わ
せ
て
海
外

か
ら
多
く
の
外
国
人
観
光
客
が
日
本
へ
訪
れ
る
機
会
を
捉
え
、
こ
う
し
た
人
び

と
を
日
本
固
有
の
文
化
で
も
て
な
そ
う
と
い
う
こ
と
で
、
と
く
に
美
術
館
や
博

物
館
で
は
、
そ
の
地
域
固
有
の
文
化
を
中
心
と
す
る
企
画
展
を
開
催
す
る
こ
と

に
な
り
ま
し
た
。

石
川
県
を
中
心
と
す
る
北
陸
の
地
域
は
「
工
芸
王
国
」
と
称
さ
れ
る
よ
う
に
、

独
特
の
工
芸
文
化
が
暮
ら
し
の
中
に
息
づ
い
て
お
り
、
日
本
で
の
有
数
の
工
芸

生
産
地
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
本
年
は
工
芸
に
焦
点
を
絞
っ
た
国
際
工
芸
サ
ミ
ッ

ト
を
開
催
し
、
工
芸
に
関
連
す
る
企
画
展
を
開
催
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。

ま
た
世
界
の
工
芸
美
術
館
と
し
て
名
高
い
「
ハ
ン
ガ
リ
ー
の
ブ
ダ
ペ
ス
ト
国
立

工
芸
美
術
館
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
」
も
開
催
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
お
り
、
日
本
や

石
川
県
の
工
芸
が
世
界
の
工
芸
の
中
で
ど
う
位
置
づ
け
ら
れ
る
か
を
知
る
う
え

で
も
、
ま
た
と
な
い
機
会
に
な
り
そ
う
で
す
。

ま
た
工
芸
サ
ミ
ッ
ト
の
開
催
直
前
に
、
金
沢
へ
移
転
し
て
来
る
国
立
工
芸
館

の
開
館
も
予
定
さ
れ
て
お
り
、
本
年
の
秋
は
国
立
工
芸
館
、
当
館
、
伝
統
産
業
工

芸
館
、
歴
史
博
物
館
な
ど
を
中
心
に
兼
六
園
周
辺
の
文
化
の
森
界
隈
は
、
工
芸
一

色
に
彩
ら
れ
る
も
の
と
思
わ
れ
ま
す
。

本
年
の
正
月
は
久
方
振
り
に
、
あ
ま
り
公
開
し
て
こ
な
か
っ
た
屏
風
に
工
芸

品
を
組
み
合
わ
せ
て
展
示
す
る
、
生
活
を
飾
る
「
も
て
な
し
」
の
展
示
を
開
催
し

て
い
ま
す
。
お
楽
し
み
く
だ
さ
い
。

春
か
ら
初
夏
に
か
け
て
は
、
鴨
居
玲
を
中
心
と
す
る
石
川
の
近
代
美
術
の
紹

介
も
い
く
つ
か
用
意
し
て
い
ま
す
。
古
美
術
部
門
で
は
、
加
賀
藩
が
収
集
し
育
ん

だ
優
れ
た
文
化
財
の
公
開
も
例
年
通
り
予
定
し
て
い
ま
す
。

本
年
も
例
年
に
ま
し
て
活
発
な
活
動
を
展
開
し
て
参
り
ま
す
の
で
よ
ろ
し
く

お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

石川県文《蒔絵虎渓三笑図織部棚》
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本
展
は
、
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
・
イ
ヤ
ー
、
二
〇
二
〇
年
の
開
幕

を
飾
る
展
覧
会
と
し
て
開
催
さ
れ
ま
す
。

そ
れ
で
は
、
副
題
が
示
す
よ
う
に
屏
風
絵
な
ど
の
調
度
を

主
体
と
し
た
展
覧
会
が
、
な
ぜ
「
お
も
て
な
し
」
な
の
で
し
ょ

う
か
。
そ
こ
で
、
思
い
起
こ
し
て
い
た
だ
き
た
い
の
が
、
祇
園

祭
宵
山
の
日
に
豪
勢
な
京
町
屋
の
一
角
を
開
放
し
て
行
わ
れ

る
「
屏
風
祭
」
で
す
。
そ
こ
で
は
、
お
も
て
な
し
と
し
て
秘
蔵
の

絵
画
や
工
芸
品
が
飾
ら
れ
、
誰
も
が
自
由
に
見
る
こ
と
が
で

き
ま
す
。
屏
風
が
多
く
飾
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、「
屏
風
祭
」
と
呼

ば
れ
て
き
ま
し
た
。

「
屏
風
祭
」
は
、
応
仁
の
乱
で
荒
廃
し
た
京
都
を
復
興
し
、
祇

園
祭
を
復
活
さ
せ
た
町
衆
の
心
意
気
を
象
徴
す
る
も
の
と
し

て
親
し
ま
れ
て
お
り
、
江
戸
時
代
に
定
式
化
さ
れ
た
こ
の
風

習
は
、
以
後
各
地
に
伝
わ
り
ま
し
た
。
屏
風
に
よ
る
お
も
て
な

し
に
は
、
そ
の
可
動
性
に
よ
っ
て
、
ハ
レ
の
空
間
が
容
易
に
現

出
す
る
と
い
う
屏
風
の
特
質
が
深
く
関
わ
っ
て
い
ま
す
。
屏

風
と
は
、
風
を
防
ぐ
と
い
う
意
味
で
す
が
、
正
倉
院
宝
物
か

ら
、
奈
良
時
代
に
は
そ
う
し
た
実
用
性
以
上
の
、
美
的
価
値
が

追
求
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
特

に
、
書
院
造
建
築
が
発
展
し
た
室
町
時
代
以
降
、
固
定
化
さ
れ

た
襖
絵
に
対
す
る
屏
風
の
自
由
度
か
ら
需
要
が
一
気
に
拡
大

し
、
や
ま
と
絵
系
、
漢
画
系
の
絵
師
ら
が
競
っ
て
様
々
な
場
に

適
応
で
き
る
屏
風
絵
を
制
作
し
ま
し
た
。

本
展
で
は
、
歴
史
的
な
展
開
を
基
軸
と
し
て
、
室
町
時
代
十

六
世
紀
か
ら
昭
和
初
期
ま
で
の
時
代
か
ら
作
品
を
選
び
ま
し

た
。
そ
し
て
工
芸
作
品
と
も
、
選
定
に
あ
た
っ
て
は
、
新
春
の

お
も
て
な
し
を
意
識
し
て
、
吉
祥
的
意
匠
や
画
題
を
優
先
し

ま
し
た
。

◆
観
覧
料

一　

般
／
八
〇
〇
円
（
六
〇
〇
円
）

大
学
生
／
六
〇
〇
円
（
五
〇
〇
円
）

高
校
生
以
下
／
無
料

※
（　

）
内
は
二
十
名
以
上
の
団
体
料
金

※
各
種
障
が
い
者
手
帳
を
お
持
ち
の
方
は
無
料

◆
関
連
行
事

キ
ッ
ズ
・
プ
ロ
グ
ラ
ム
鑑
賞
講
座
「
屏
風
博
士
に
な
ろ
う
」

屏
風
っ
て
ど
ん
な
も
の
？
ミ
ニ
屏
風
を
作
り
な
が
ら
、
そ

の
構
造
や
数
え
方
に
つ
い
て
学
び
ま
す
。

日　

時
／
一
月
十
九
日
（
日
）
午
後
一
時
三
十
分
〜
三
時

対　

象
／
小
学
生
親
子
二
十
名

参
加
費
／
無
料
（
子
ど
も
一
人
に
つ
き
保
護
者
二
名
ま
で
）

申　

込
／
当
日
先
着
（
午
後
一
時
受
付
開
始
）

ギ
ャ
ラ
リ
ー
ト
ー
ク

会
期
中
の
日
曜
日
、
午
後
一
時
三
十
分
か
ら
企
画
展
示
室

で
行
い
ま
す
。
参
加
は
無
料
で
す
が
観
覧
料
が
必
要
で
す
。

開
催
日
：
一
月
五
日
、
十
二
日
、
十
九
日
、
二
十
六
日

二
月
二
日
、
九
日

石川県文《虎図》岸駒（右隻部分）《色絵蓮図酒壺》

第7・8・9展示室

企画展 いしかわのおもてなし －屏風絵などの調度を中心に－

1月4日(土)～2月11日(火・祝)会期中無休
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第2展示室

新春優品選
【古美術】

1月4日（土）～2月11日（火・祝）会期中無休

前田育徳会尊經閣文庫分館

新春優品選

1月4日（土）～2月11日（火・祝）会期中無休

新
春
を
迎
え
て
初
め
て
開
く
茶
会
で
あ
る
「
初
釜
」
は
、
新

年
の
季
語
と
し
て
も
親
し
ま
れ
て
い
ま
す
。
そ
こ
で
今
回
の

新
春
優
品
選
は
、
茶
道
美
術
を
主
体
と
し
た
構
成
と
し
ま
し

た
。
そ
し
て
会
期
中
の
二
月
三
日
が
千
利
休
の
高
弟
で
カ
ト

リ
ッ
ク
の
福
者
、
高
山
右
近
の
帰
天
日
に
あ
た
る
こ
と
か
ら
、

当
館
所
蔵
の
《
高
山
右
近
書
状　

休
庵
公
宛
》
と
、
右
近
の
娘

ル
チ
ア
所
持
と
伝
わ
る
《
キ
リ
ス
ト
・
聖
母
子
念
持
像
》
ほ
か

金
沢
聖
霊
修
道
院
ご
所
蔵
の
キ
リ
シ
タ
ン
遺
品
を
あ
わ
せ
て

展
示
し
ま
す
。

右
近
の
死
後
、
彼
の
妻
、
娘
お
よ
び
孫
の
一
人
が
追
放
先
の

マ
ニ
ラ
か
ら
日
本
に
戻
り
、
追
放
前
に
右
近
の
娘
と
離
縁
し

た
加
賀
藩
臣
の
横
山
康
玄
と
再
会
し
た
事
実
が
、
イ
エ
ズ
ス

会
の
日
本
准
管
区
長
の
書
簡
に
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
彼
ら
が

そ
の
後
ど
う
な
っ
た
か
に
つ
い
て
は
、
現
在
記
録
が
確
認
さ

れ
て
い
な
い
よ
う
で
す
が
、
か
つ
て
右
近
の
知
行
地
で
あ
っ

た
羽
咋
郡
志
賀
町
周
辺
に
、
加
賀
藩
に
よ
っ
て
匿
わ
れ
て
い

た
可
能
性
が
高
い
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

右
近
が
二
十
六
年
間
を
過
ご
し
た
金
沢
に
は
、
一
六
一
四

年
の
右
近
追
放
時
に
少
な
く
と
も
千
人
近
い
キ
リ
ス
ト
教
徒

が
い
た
と
推
定
さ
れ
ま
す
が
、
大
規
模
な
キ
リ
シ
タ
ン
処
刑

の
記
録
は
確
認
さ
れ
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
江
戸
幕
府
に
対
す
る

面
従
腹
背
の
姿
勢
を
貫
き
、
文
化
政
策
に
よ
っ
て
幕
府
へ
の

対
抗
姿
勢
を
鮮
明
に
打
ち
出
し
た
加
賀
藩
三
代
藩
主
・
前
田

利
常
の
時
代
に
、
加
賀
藩
が
キ
リ
ス
ト
教
徒
を
ど
の
よ
う
に

処
遇
し
た
の
か
は
、
右
近
の
妻
子
ら
が
帰
国
し
た
事
実
と
あ

わ
せ
て
慎
重
に
検
証
し
て
ゆ
く
必
要
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
際

に
、
重
要
な
指
針
と
な
る
の
が
茶
の
湯
で
す
。
今
回
は
、
利
休

の
美
学
の
極
致
と
も
い
え
る
県
文
《
黒
楽
茶
碗　

銘
北
野
》
も

展
示
し
ま
す
。
こ
れ
ら
の
名
品
が
ど
の
よ
う
な
方
向
性
を
示

唆
す
る
か
、
楽
し
み
で
も
あ
り
ま
す
。

新
し
い
年
が
、
良
き
年
で
あ
り
ま
す
よ
う
に
と
の
願
い
を

こ
め
て
、
今
回
は
最
初
に
重
要
文
化
財
《
馬
郎
婦
観
音
》
を

展
示
し
ま
す
。『
法
華
経
』
に
は
、
観
音
（
観
世
音
菩
薩
）
は
あ

ま
ね
く
衆
生
を
救
う
た
め
に
、
相
手
に
応
じ
て
三
十
三
の
姿

に
変
身
す
る
と
説
か
れ
て
い
ま
す
。
本
作
は
、
美
女
に
姿
を

変
え
た
観
音
の
説
話
に
よ
る
も
の
で
、
次
の
よ
う
な
内
容
で

す
。
唐
時
代
の
九
世
紀
、
中
国
の
あ
る
町
に
突
如
美
し
い
女

性
が
現
れ
ま
し
た
。
町
の
若
者
た
ち
は
こ
ぞ
っ
て
こ
の
女
性

に
求
婚
し
ま
す
が
、
女
性
は
三
日
間
で
『
法
華
経
』
全
二
十
八

品
を
そ
ら
ん
ず
る
こ
と
を
条
件
と
し
ま
し
た
。
そ
し
て
馬
家

の
若
者
が
そ
の
条
件
を
満
た
し
、
女
性
を
花
嫁
に
迎
え
る
こ

と
が
で
き
ま
し
た
。
し
か
し
婚
礼
の
夜
に
花
嫁
は
急
死
し
、

悲
し
み
に
く
れ
た
新
郎
た
ち
は
、
花
嫁
衣
装
を
着
せ
た
ま
ま

葬
り
ま
し
た
。
数
日
後
老
僧
が
現
れ
、
花
嫁
を
埋
葬
し
た
場

所
に
案
内
さ
せ
ま
す
。
老
僧
が
棺
を
開
く
と
、
中
か
ら
金
の

鎖
と
な
っ
た
骨
が
出
て
き
ま
し
た
。
そ
こ
で
老
僧
は
、
花
嫁

と
な
っ
た
女
性
は
観
音
だ
っ
た
こ
と
を
明
か
し
ま
し
た
。

「
馬
郎
婦
観
音
」
の
説
話
は
、
宋
時
代
に
盛
ん
に
絵
画
化
さ

れ
た
よ
う
で
す
。
い
か
に
も
「
悟
り
に
至
る
大
き
な
乗
り
物
」

と
の
意
味
と
さ
れ
る
、
大
乗
仏
教
文
化
の
所
産
と
言
う
こ
と

が
で
き
ま
す
。
前
田
育
徳
会
本
は
、
こ
の
説
話
の
要
点
で
あ

る
女
性
の
た
お
や
か
な
美
し
さ
を
見
事
に
表
現
し
て
お
り
、

そ
の
こ
と
が
、
筆
者
を
李
龍
眠
と
伝
え
る
ゆ
え
ん
と
考
え
ら

れ
ま
す
。

今
回
は
、
こ
の
ほ
か
に
下
村
観
山
の
《
臨

幸
画
巻
（
亀
）
》
、
横
山
大
観
の
《
秋
景
》
、
竹
内

栖
鳳
の
《
鯖
ノ
図
（
青
花
魚
）
》
な
ど
大
正
か

ら
昭
和
初
期
の
日
本
画
の
秀
作
や
、
中
国
、

日
本
の
近
世
陶
磁
器
も
あ
わ
せ
て
展
示
し

ま
す
。

重要文化財《馬郎婦観音像》（部分）重要文化財《色絵梅花図平水指》野々村仁清
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第4展示室

平成回顧
【近現代絵画・彫刻】

1月4日（土）～2月11日（火・祝）会期中無休

第6展示室

墨の美
【近現代書】

1月4日（土）～2月11日（火・祝）会期中無休

第
四
展
示
室
で
は
平
成
期
を
回
顧
し
た
作
品
を
中
心
に
展

示
し
て
い
ま
す
。
今
回
は
そ
れ
ら
の
中
か
ら
何
点
か
ご
紹
介

し
ま
す
。

日
本
画
の
表
現
は
、
明
治
維
新
と
第
二
次
大
戦
を
境
に
、
二

度
大
き
な
変
化
を
見
ま
し
た
。
そ
し
て
平
成
期
に
入
る
と
、
よ

り
テ
ク
ニ
カ
ル
で
洗
練
さ
れ
た
表
現
が
主
流
と
な
り
ま
す
。

そ
の
よ
う
な
平
成
期
の
日
本
画
を
一
点
紹
介
す
る
な
ら
ば
、

稲
元
実
《
21
ｓ
ｔ
Ｃ　

水
の
星
》
で
し
ょ
う
。
制
作
年
は
平
成

十
二
年
で
す
が
西
暦
に
す
る
と
二
〇
〇
〇
年
。
二
十
世
紀
の

最
後
に
、
未
来
の
地
球
に
対
す
る
不
安
と
期
待
を
託
し
た
作

品
と
な
っ
て
い
ま
す
。

洋
画
部
門
で
は
、
吉
田
冨
士
夫
の
《
交
霊
術
・
H
A
R
P
》
を

紹
介
し
ま
す
。
吉
田
は
石
川
県
立
工
業
学
校
図
案
科
を
卒
業

後
、
日
本
硬
質
陶
器
株
式
会
社
に
入
社
。
ス
ペ
イ
ン
の
陶
器
会

社
に
招
聘
さ
れ
、
九
谷
焼
の
デ
ザ
イ
ン
を
生
か
し
た
絵
付
け

指
導
を
お
こ
な
い
帰
国
。
宮
本
三
郎
に
師
事
し
、
二
紀
会
を
舞

台
と
し
て
手
品
師
や
道
化
師
な
ど
を
テ
ー
マ
と
し
た
幻
想
的

な
作
品
を
描
き
続
け
ま
し
た
。
そ
の
他
、
中
村
秀
雄
の
《
し
お

さ
い
》
や
森
本
仁
平
の
《
湖
畔
の
は
す
田
》
な
ど
平
成
期
に
描

か
れ
た
作
品
を
中
心
に
展
示
し
ま
す
。

彫
刻
部
門
で
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
素
材
、
自
由
な
形
や
具
象
彫

刻
な
ど
を
展
示
し
ま
す
。
自
由
な
形
の
彫
刻
と
し
て
、
梶
本

良
衛
《
今
の
ワ
・
タ
・
シ
》
を
展
示
し
ま
す
。
も
と
も
と
床
置
き

の
作
品
を
、
壁
に
掛
け
て
展
示
す
る
ス
タ
イ
ル
へ
と
変
更
し

た
作
品
で
、
空
間
を
自
由
に
漂
う
彫
刻
の
姿
を
楽
し
め
る
で

し
ょ
う
。
そ
の
他
、
中
村
晋
也
《
Ｍ
ｉ
ｓ
ｅ
ｒ
ｅ
ｒ
ｅ

Ⅵ
》
や

末
政
哲
夫
《
天
窓
の
上
の
獅
子
座
》
な
ど
を
紹
介
し
ま
す
。

日
本
で
は
第
二
次
世
界
大
戦
後
、
筆
と
墨
で
「
書
く
こ
と
」

が
、
社
会
の
中
で
一
般
的
で
な
く
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
そ

の
よ
う
な
日
常
の
中
、
書
は
本
来
の
言
語
・
伝
達
と
し
て
の
実

用
面
だ
け
で
な
く
、
文
字
の
造
形
美
や
そ
れ
を
ど
う
表
現
し
、

ど
う
「
み
せ
る
」
か
と
い
う
、
文
字
を
書
い
た
人
の
美
意
識
を

表
現
す
る
こ
と
に
意
識
が
高
ま
り
ま
し
た
。
そ
の
現
れ
と
し

て
、
昭
和
二
十
三
年
第
四
回
日
展
に
は
じ
め
て
書
部
門
が
参

加
し
、
書
は
絵
画
、
彫
刻
と
肩
を
並
べ
て
展
覧
会
に
展
示
さ
れ

る
「
芸
術
」
だ
と
捉
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

今
回
の
展
示
で
は
、
書
の
古
典
か
ら
伝
わ
る
文
字
性
を
踏

ま
え
た
上
で
の
、
作
家
独
自
の
「
み
せ
方
」
に
目
を
向
け
て
み

て
く
だ
さ
い
。
書
の
作
品
制
作
の
過
程
で
込
め
ら
れ
た
作
者

の
思
い
を
感
じ
て
い
た
だ
く
た
め
に
、
ま
ず
、
文
字
の
大
き

さ
、
そ
の
配
列
や
配
置
な
ど
の
紙
面
構
成
の
工
夫
に
注
目
し

て
み
て
く
だ
さ
い
。
筆
の
動
き
が
も
た
ら
す
線
質
か
ら
は
、
や

わ
ら
か
さ
、
力
強
さ
な
ど
伝
え
た
い
イ
メ
ー
ジ
に
あ
わ
せ
た

表
現
を
感
じ
る
こ
と
が
で
き
る
で
し
ょ
う
。
ま
た
、
に
じ
み
や

か
す
れ
な
ど
、
墨
の
濃
淡
な
ど
の
色
調
の
変
化
は
、
印
象
的
な

表
情
を
描
き
出
し
て
い
る
こ
と
も
あ
る
で
し
ょ
う
。

書
は
白
と
黒
の
か
も
し
出
す
世
界
で
は
あ
り
ま
す
が
、
絵

画
と
立
ち
位
置
を
同
じ
く
す
る
も
の
で
す
。
こ
れ
ら
書
作
品

は
、
鑑
賞
者
に
何
ら
か
の
語
ら
い
を
投
げ
か
け
、
そ
し
て
、
鑑

賞
者
と
の
感
性
の
呼
応
も
あ
る
こ
と
で
し
ょ
う
。
今
回
の
展

示
で
作
者
の
思
い
に
ス
ポ
ッ
ト
を
当
て
な
が
ら
、
絵
画
作
品

を
み
る
よ
う
な
視
点
で
何
が
み
え
て
く
る
か
、
ま
た
、
何
を
感

じ
る
か
と
い
う
観
点
で
鑑
賞
し
て
み
て
く
だ
さ
い
。

手島右卿《飛》吉田冨士夫《交霊術・HARP》
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現地見学報告

第50回友の会現地見学旅行

良寛さん
令和元年10月19日（土）・20日（日）実施

第5展示室

新春優品選
【近現代工芸】

1月4日（土）～2月11日（火・祝）会期中無休

「
良
寛
さ
ん
」
と
い
う
テ
ー
マ
に
沿
っ
て
、
良
寛
と
ゆ
か
り

の
深
い
新
潟
県
を
訪
れ
ま
し
た
。
今
回
は
野
外
の
見
学
も
あ

り
、
途
中
雨
に
降
ら
れ
る
と
い
っ
た
旅
な
ら
で
は
の
ア
ク
シ

デ
ン
ト
も
あ
り
ま
し
た
。

ま
ず
は
、
良
寛
記
念
館
へ
。
こ
こ
で
は
館
長
よ
り
ご
解
説
を

い
た
だ
き
、
良
寛
の
書
や
そ
の
人
に
つ
い
て
知
見
を
広
げ
ま

し
た
。
次
は
良
寛
生
誕
地
（
橘
屋
跡
）
へ
。
こ
こ
は
良
寛
の
生
家

で
あ
る
橘
屋
の
屋
敷
跡
が
あ
り
ま
し
た
。
こ
こ
で
は
お
堂
を

見
学
し
ま
し
た
。
次
に
、
良
寛
が
若
い
頃
に
過
ご
し
た
光
照
寺

へ
。
こ
ち
ら
で
は
ご
住
職
に
良
寛
さ
ん
に
つ
い
て
の
ご
解
説

を
頂
き
な
が
ら
、
寺
院
の
文
化
財
も
特
別
に
公
開
し
て
い
た

だ
き
、
非
常
に
貴
重
な
機
会
と
な
り
ま
し
た
。
昼
食
を
挟
み
、

良
寛
終
焉
地
（
木
村
邸
宅
・
隆
泉
寺
）
へ
。
こ
ち
ら
で
は
、
地
元

の
ガ
イ
ド
さ
ん
か
ら
、
島
崎
地
域
に
つ
い
て
、
街
を
巡
り
な
が

ら
、
ご
解
説
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。
初
日
の
最
後
は
、
良
寛
の

里
美
術
館
へ
。
こ
ち
ら
で
は
企
画
展
「
糸
魚
川
に
伝
わ
る
名

品
」
展
と
良
寛
の
書
に
つ
い
て
の
解
説
を
館
長
よ
り
い
た
だ

き
ま
し
た
。

翌
日
は
、
重
要
文
化
財
の
旧
笹
川
家
邸
宅
を
見
学
し
ま
し

た
。
ガ
イ
ド
の
方
の
解
説
を
聞
き
な
が
ら
、
広
大
な
屋
敷
内
を

巡
り
ま
し
た
。
屋
敷
の
堂
々
た
る
風
格
に
は
圧
倒
さ
れ
ま
し

た
。
次
に
彌
彦
神
社
へ
行
き
、
正
式
参
拝
を
受
け
た
後
、
短
い

時
間
で
し
た
が
、
神
社
に
つ
い
て
ご
説
明
を
い
た
だ
き
ま
し

た
。
最
後
は
、
国
上
寺
へ
。
こ
ち
ら
で
は
境
内
の
ご
解
説
を
い

た
だ
い
た
の
ち
、
良
寛
の
過
ご
し
た
山
中
に
あ
る
五
合
庵
を

見
学
し
ま
し
た
。

皆
さ
ま
の
お
か
げ
で
、
こ
の
度
は
大
き
な
ト
ラ
ブ
ル
も
な

く
、
無
事
終
わ
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
ご
参
加
い
た
だ
き
、

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

令
和
最
初
の
新
年
を
寿
ぐ
展
示
と
し
て
、
近
現
代
工
芸
部

門
で
は
、
松
竹
梅
な
ど
瑞
祥
に
関
わ
る
図
柄
、
素
材
の
作
品
を

特
集
し
ま
す
。

古
来
よ
り
美
術
工
芸
品
に
描
か
れ
た
モ
テ
ィ
ー
フ
に
は
、

現
世
や
来
世
の
幸
福
を
願
う
人
々
の
思
い
が
込
め
ら
れ
て
き

ま
し
た
。
と
り
わ
け
松
竹
梅
は
、
吉
祥
文
の
中
で
も
、
単
体
や

組
み
合
わ
せ
で
多
く
の
作
品
を
彩
っ
て
い
ま
す
。
宋
代
の
中

国
に
お
い
て
、
文
人
画
の
テ
ー
マ
と
し
て
好
ま
れ
ま
し
た
。
そ

の
理
由
は
寒
中
に
も
緑
を
保
つ
松
と
竹
、
寒
中
に
花
開
く
梅

が
、
文
人
た
ち
の
理
想
と
す
る
、
清
廉
潔
白
や
節
操
を
象
徴
し

て
い
た
と
い
う
説
が
一
般
的
で
す
。

松
竹
梅
は
厳
冬
の
寒
い
時
期
に
、
友
と
す
べ
き
三
つ
の
も

の
「
歳
寒
三
友
」
と
し
て
、
平
安
時
代
に
中
国
か
ら
入
っ
た
図

柄
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
日
本
で
は
長
寿
や
子
孫
繁
栄
を
意
味

し
、
め
で
た
き
こ
と
や
も
の
を
表
し
ま
す
。
四
季
を
通
じ
て
緑

を
保
つ
常
緑
樹
の
中
で
も
、
と
り
わ
け
神
聖
視
さ
れ
る
松
。
飛

鳥
時
代
の
遺
品
で
あ
る
玉
虫
厨
子
に
用
い
ら
れ
、
古
く
か
ら

日
本
の
美
意
識
を
象
徴
す
る
文
様
で
あ
っ
た
竹
。
春
の
前
触

れ
と
し
て
鶯
と
取
り
合
わ
せ
ら
れ
る
ほ
か
、
好
文
木
と
も
呼

ば
れ
、
学
問
の
隆
盛
を
意
味
す
る
梅
。
そ
れ
ぞ
れ
全
体
的
な
姿

を
写
す
だ
け
で
な
く
、
葉
や
花
、
実
な
ど
が
意
匠
化
さ
れ
、
今

も
新
た
な
図
柄
、
新
し
い
作
品
が
生
ま
れ
続
け
て
い
ま
す
。

今
回
の
展
示
で
は
松
竹
梅
を
中
心
に
鶴
亀
や
海
老
、
霊
獣

を
モ
テ
ィ
ー
フ
と
し
た
作
品
に
加
え
、
松
や
竹
な
ど
を
素
材

と
し
て
用
い
た
作
品
を
併
せ
て
紹
介
し
ま
す
。
多
様
な
形
で

表
さ
れ
た
瑞
祥
で
、
新
し
い
年
を
迎
え
た
い
と
存
じ
ま
す
。

六代清水六兵衛《金彩老梅水指》良寛堂にて
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講演会の様子

ワークショップの様子

１
月
の
行
事
予
定

■
美
術
館
で
か
き
ぞ
め

10
時
30
分
～
12
時　

2
階
ロ
ビ
ー　

要
観
覧
料

4
日
（
土
）

コ
レ
ク
シ
ョ
ン
展
示
室
で
新
春
恒
例
の
書
の
展
示
関
連
イ
ベ
ン
ト
。
干
支
や

新
春
に
ふ
さ
わ
し
い
一
文
字
を
書
き
初
め
し
ま
す
。定
員
無
し
。

■
キ
ッ
ズ
・
プ
ロ
グ
ラ
ム
鑑
賞
講
座
「
屏
風
博
士
に
な
ろ
う
」

13
時
30
分
～
15
時　

企
画
展
示
室
等　

無
料

19
日
（
日
）

ミ
ニ
屏
風
を
作
り
な
が
ら
、
屏
風
の
構
造
や
数
え
方
を
学
び
ま
す
。

対　

象
：
小
学
生
親
子
20
名

参
加
費
：
無
料
（
子
ど
も
１
人
に
つ
き
保
護
者
２
名
ま
で
）

当
日
13
時
よ
り
、
企
画
展
示
室
前
に
て
先
着
順
で
受
付
し
ま
す
。

■
土
曜
講
座

13
時
30
分
～
15
時　

美
術
館
講
義
室　

無
料

11
日
（
土
）

「
デ
ザ
イ
ン
教
育
の
黎
明

―
工
芸
と
デ
ザ
イ
ン
の
分
岐
点
―
」

担
当
課
長　

鶴
野
俊
哉

18
日
（
土
）

「
再
考　

美
術
館
開
設
60
年
（
２
）
」

修
復
工
房
次
長　

高
嶋
清
栄

25
日
（
土
）

「
工
芸
作
品
と
模
倣
」

学
芸
主
任　

中
澤
菜
見
子

■
映
像
ギ
ャ
ラ
リ
ー

14
時
30
分
～
16
時　

美
術
館
ホ
ー
ル　

無
料

5
日
（
日
）

「
日
本
の
美　

草
の
こ
こ
ろ
―
真
・
行
・
草
―
」（
29
分
）

「
や
き
も
の
鑑
定
入
門　

下
巻
」（
43
分
）

12
日
（
日
）

「
絵
に
見
る
日
本
美
術
の
よ
さ
」（
23
分
）

「
悠
久
の
中
国
や
き
も
の
紀
行　

用
の
美
を
極
め
る　

宜
興
窯
」（
31
分
）

26
日
（
日
）

「
日
本
の
美　

琳
派
の
系
譜
」（
29
分
）

「
悠
久
の
中
国
や
き
も
の
紀
行　

千
年
の
磁
器
の
都　

景
徳
鎮
窯
」（
31
分
）

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
募
集

講
演
会　

「
私
の
歩
み
五
十
年
」

開
催
日
：
令
和
元
年
十
月
二
十
七
日
（
日
）

講
演
会
は
、
鈴
木
治
男
先
生
の
画
業
に
つ
い
て
、
本
展
出
品
作
品
と
共
に

振
り
返
る
内
容
で
し
た
。
先
生
が
画
家
を
目
指
す
き
っ
か
け
と
な
っ
た
学

生
時
代
や
社
会
人
時
代
の
話
、
メ
キ
シ
コ
で
の
研
修
、
絵
の
題
材
と
し
て
取

り
上
げ
た
湾
岸
戦
争
と
そ
れ
を
傍
観
す
る
社
会
な
ど
、
画
風
が
確
立
す
る

過
程
に
つ
い
て
講
演
い
た
だ
き
ま
し
た
。

ま
た
、
現
在
描
き
続
け
て
い
る
「
水
の
記
憶
」
シ
リ
ー
ズ
に
つ
い
て
も
、
描

く
き
っ
か
け
や
、
画
材
の
変
化
、
自
身
の
病
状
な
ど
を
織
り
交
ぜ
た
お
話
し

で
、
貴
重
な
時
間
と
な
り
ま
し
た
。

ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
「
Ｄ
ａ
ｎ
ｃ
ｅ

ｗ
ｅ
ｌ
ｌ
」

開
催
日
：
令
和
元
年
十
一
月
九
日
（
土
）

Ｄ
ａ
ｎ
ｃ
ｅ 
Ｗ
ｅ
ｌ
ｌ
（
ダ
ン
ス
ウ
ェ
ル
）
は
パ
ー
キ
ン
ソ
ン
病
と
と
も

に
生
き
る
方
や
、
ダ
ン
ス
ウ
ェ
ル
の
活
動
に
興
味
を
持
っ
た
方
を
対
象
と
し

た
、芸
術
活
動
と
し
て
お
こ
な
う
ダ
ン
ス
の
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
で
、参
加
者
は

自
身
の
身
体
や
感
覚
で
、観
て
い
る
作
品
を
、身
体
を
使
っ
て
表
現
し
ま
す
。

今
回
は
鈴
木
治
男
先
生
の
作
品
で
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
を
お
こ
な
い
ま
し

た
。
参
加
者
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
好
き
な
作
品
か
ら
感
じ
た
、
風
が
そ
よ
ぐ
身

体
の
動
き
、
鳥
の
動
き
、
聞
こ
え
る
音
な
ど
身
体
を
使
い
、
の
び
の
び
と
楽

し
そ
う
に
表
現
し
て
い
ま
し
た
。
新
し
い
鑑
賞
の
仕
方
で
、
当
館
職
員
も
驚

き
と
共
に
非
常
に
楽
し
い
時
間
を
過
ご
す
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

講演会・ワークショップ記録

特別陳列 「鈴木治男展」

当
館
で
は
美
術
資
料
の
整
理
を
し
て
く
だ
さ
る
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
を
募
集
し
て
い
ま
す
。

新
聞
な
ど
の
美
術
記
事
を
パ
ソ
コ
ン
に
入
力
す
る
作
業
で
す
（
エ
ク
セ
ル
使
用
）
。
ご
自
分

の
都
合
に
あ
わ
せ
て
来
館
し
、
作
業
し
て
い
た
だ
き
ま
す
。

興
味
の
あ
る
方
は
、
当
館
普
及
課
ま
で
お
問
い
あ
わ
せ
く
だ
さ
い
。

電
話
：
〇
七
六

－

二
三
一

－

七
五
八
〇
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1月6日は第1月曜により

コレクション展示室無料の日

1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

1月の休館日は

1日（水）～3日（金）

水
仙
は
、
松
竹
梅
と
並
ん
で
、
歳
寒
三
友
︱

寒
い
季
節
に
友
と
す
べ
き
も
の
︱
の
一
つ
に

数
え
ら
れ
る
こ
と
も
あ
る
モ
テ
ィ
ー
フ
で

す
。
梅
と
同
様
、
寒
中
で
美
し
く
香
り
高
い
花

を
咲
か
せ
る
植
物
と
し
て
、
そ
の
気
高
さ
が

好
ま
れ
た
の
で
し
ょ
う
。

本
作
は
、
日
本
に
お
け
る
水
仙
の
三
大
群

生
地
の
一
つ
、
越
前
海
岸
の
風
景
に
取
材
し

た
も
の
で
す
。
群
生
す
る
水
仙
を
写
実
的
に

描
き
、
肩
か
ら
裾
に
か
け
て
徐
々
に
色
彩
が

濃
く
、
コ
ン
ト
ラ
ス
ト
が
強
く
な
っ
て
い
ま

す
。
ど
こ
ま
で
も
続
く
広
々
と
し
た
平
野
を

思
わ
せ
る
描
写
で
す
が
、
グ
レ
ー
・
黄
・
白
の

シ
ル
エ
ッ
ト
が
折
り
重
な
る
よ
う
に
配
置
さ

れ
た
意
匠
的
な
構
成
で
す
。

こ
の
よ
う
に
小
さ
な
モ
テ
ィ
ー
フ
が
連
続

す
る
図
柄
は
、
全
体
で
見
る
と
単
調
に
な
り

が
ち
で
す
が
、
本
作
は
水
仙
に
見
事
な
一
体

感
が
あ
り
ま
す
。
描
写
の
確
か
さ
に
加
え
、
と

こ
ろ
ど
こ
ろ
に
枯
れ
て
赤
み
を
帯
び
た
葉
を

描
い
た
、
加
賀
友
禅
特
有
の
表
現
「
虫
喰
い
」

が
大
き
な
効
果
を
上
げ
て
い
ま
す
。

作
者
の
羽
田
登
喜
男
は
明
治
四
十
四
年

（
一
九
一
一
）
金
沢
に
生
ま
れ
、
南
野
耕
月
の

も
と
で
加
賀
友
禅
の
技
術
を
習
得
し
ま
し

た
。
こ
の
頃
す
で
に
石
川
県
で
は
木
村
雨
山

や
毎
田
仁
郎
な
ど
が
活
躍
し
て
お
り
、
さ
ら

な
る
飛
躍
を
求
め
て
、
京
都
の
曲
子
光
峰
に

弟
子
入
り
し
、
京
友
禅
を
一
か
ら
学
び
ま
し

た
。
京
都
で
独
立
後
、
日
本
伝
統
工
芸
展
等
で

入
選
・
受
賞
を
重
ね
、
昭
和
六
十
三
年
（
一
九

八
八
）
に
重
要
無
形
文
化
財
「
友
禅
」
保
持
者

に
認
定
。
優
れ
た
構
成
力
、
高
い
技
術
を
駆
使

し
、
工
夫
を
凝
ら
し
た
独
自
の
技
法
に
よ
る
、

多
彩
な
作
品
を
作
り
ま
し
た
。

石川県立美術館は電源立地地域対策

交付金を活用して運営しています。

前田育徳会
尊經閣文庫分

第2展示室

令和2年2月15日（土）

～3月19日（木）

会期中無休

天神画像と「文」の

取り合わせ

古九谷・

再興九谷名品選

次回の展覧会

第4展示室 第5展示室 第3・6展示室

空間との対話

戦後の立体造形

【近現代絵画･彫刻】

古に倣う

写しの魅力

【近現代工芸】

優品選

【近現代絵画・彫刻】

《高雅縮緬地友禅訪問着「越前花野」》 こうがちりめんゆうぜんほうもんぎ えちぜんはなの

羽田登喜男　はた・ときお

丈172.0cm　桁66.3cm　昭和54年（1979）　第26回日本伝統工芸展 明治44年(1911)～平成20年(2008)

アラカルト ただいま展示中 à la carte　No.43
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