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■ 古九谷・再興九谷名品選【古美術】

■  特別陳列 天神画像と｢文｣ の取り合わせ【前田育徳会尊經閣文庫分館】

■ 空間との対話 戦後の立体造形【近現代彫刻】

■ 優品選【近現代絵画・彫刻】

■ 古に倣う 写しの魅力【近現代工芸】

  ２月の企画展示室

  嶋崎 丞 館長 訃報

  ２月の行事予定

  アラカルト ただいま展示中

岸浪柳溪《冨士に群鶴図》ー「いしかわのおもてなし」よりー

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―

美術館436(154330) 1 折 2020/04/10 13:18:24



BI J U T S U K A N  D AY O RI  N o .436 2

第2展示室【古美術】

古九谷･再興九谷名品選
2月15日（土）～3月19日（木）　会期中無休

第7・8・9展示室　企画展

いしかわのおもてなし
ー屏風絵などの調度を中心にー

1月4日（土）～2月11日（火・祝）　会期中無休

制
作
期
間
が
数
十
年
と
謎
の
多
い
古
九
谷
で
す
が
、
少
し

ず
つ
そ
の
謎
が
解
明
さ
れ
て
い
ま
す
。
昨
年
開
催
し
た
特
別

陳
列
「
古
九
谷
と
加
賀
蒔
絵
の
至
宝
」
の
副
題
を
、「
百
万
石
大

名
の
自
負
」
と
し
ま
し
た
が
、
古
九
谷
廃
絶
の
大
き
な
要
因

は
、
加
賀
藩
三
代
藩
主
・
前
田
利
常
の
江
戸
幕
府
に
対
す
る
挑

戦
的
姿
勢
に
あ
っ
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
よ
う
で
す
。
古
九

谷
は
特
定
の
芸
術
家
で
は
な
く
、
様
々
な
文
化
的
背
景
を
持

つ
人
々
が
、
共
通
の
目
的
意
識
を
も
っ
て
制
作
に
あ
た
り
ま

し
た
。
そ
う
し
た
人
々
を
鼓
舞
し
た
人
物
が
利
常
で
し
た
。

初
期
の
古
九
谷
は
、
同
じ
意
匠
の
も
の
が
な
い
よ
う
で
す
。

こ
こ
に
も
、
量
産
化
に
よ
っ
て
表
現
に
お
け
る
清
新
な
活
力

が
削
が
れ
な
い
よ
う
に
と
の
配
慮
が
認
め
ら
れ
ま
す
。
こ
う

し
て
、
陳
腐
化
す
る
こ
と
な
く
廃
絶
と
な
っ
た
古
九
谷
は
、
そ

の
後
加
賀
の
地
で
色
絵
磁
器
を
試
み
る
人
々
の
指
針
と
な
り

ま
し
た
。「
再
興
九
谷
」
と
総
称
さ
れ
る
色
絵
磁
器
の
背
後
に

は
、
様
々
な
挑
戦
や
挫
折
が
あ
り
ま
し
た
。
し
か
し
、
そ
の
挑

戦
の
精
神
こ
そ
が
、
古
九
谷
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
対
す
る
憧
れ

や
尊
敬
の
念
と
一
体
の
も
の
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
そ

れ
は
、
単
に
表
現
を
模
倣
す
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
新
し

い
こ
と
を
実
現
し
よ
う
と
い
う
気
概
で
す
。

こ
う
し
た
気
概
は
、
再
興
九
谷
諸
窯
は
も
ち
ろ
ん
、
現
代
の

作
家
に
も
受
け
継
が
れ
て
い
ま
す
。
故
人
と
な
ら
れ
た
北
出

不
二
雄
氏
や
、
三
代
德
田
八
十
吉
氏
が
独
自
の
観
点
か
ら
古

九
谷
の
研
究
を
実
践
し
、
そ
の
成
果
を
熱
く
語
ら
れ
た
こ
と

が
懐
か
し
く
思
い
出
さ
れ
ま
す
。
そ
れ
だ
け
に
、
毎
年
の
古
九

谷
・
再
興
九
谷
の
展
示
に
は
特
別
の
感
慨
が
あ
り
ま
す
。

本
展
は
「
屏
風
祭
」
を
念
頭
に
置
き
、
室
町
時
代
十
六
世
紀

か
ら
現
代
ま
で
の
屏
風
を
主
体
と
し
て
、
一
部
工
芸
作
品
を

交
え
た
構
成
と
な
っ
て
い
ま
す
。
新
春
の
展
覧
会
で
あ
る
こ

と
も
考
慮
し
て
、
作
品
の
選
定
に
は
、
吉
祥
的
な
画
題
や
意
匠

を
優
先
し
ま
し
た
。
展
示
室
に
は
い
る
と
、
改
め
て
ハ
レ
を
演

出
す
る
道
具
で
あ
る
屏
風
が
醸
し
出
す
祝
祭
性
を
強
く
感
じ

ま
す
。

今
回
は
、
古
美
術
の
区
分
を
展
示
室
ご
と
に
や
ま
と
絵
系
、

漢
画
系
と
し
ま
し
た
が
、
た
と
え
ば
余
白
を
活
か
し
た
叙
情

性
は
、
日
本
の
画
家
に
共
通
す
る
美
意
識
で
あ
る
こ
と
が
再

認
識
さ
れ
ま
す
。
あ
る
種
の
不
完
全
性
に
よ
っ
て
、
鑑
賞
す
る

人
の
イ
マ
ジ
ネ
ー
シ
ョ
ン
を
喚
起
す
る
表
現
は
、
複
数
の
人

が
同
時
に
鑑
賞
す
る
と
い
う
屏
風
の
特
質
に
良
く
合
致
し
て

い
る
と
思
い
ま
す
。
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
・
イ
ヤ
ー
を
記
念
す
る
最

初
の
展
覧
会
と
し
て
、
日
本
の
美
意
識
を
再
認
識
す
る
こ
と

も
、
お
も
て
な
し
で
す
。

そ
し
て
、
日
本
の
も
う
一
つ
の
美
意
識
で
あ
る
装
飾
性
に

も
着
目
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
実
用
性
を
越
え
た
「
か
ざ
り
」

の
美
意
識
は
、
縄
文
時
代
の
土
器
や
漆
工
品
以
来
数
千
年
に

わ
た
り
日
本
の
美
意
識
の
根
幹
で
し
た
。
そ
れ
が
『
法
華
経
』

の
作
善
の
教
え
と
融
合
し
て
、
装
飾
す
る
こ
と
が
人
々
を
幸

せ
に
す
る
と
の
信
仰
に
結
実
し
て
い
き
ま
し
た
。
本
展
の
第

九
展
示
室
に
進
む
と
、
そ
の
意
識
は
、
直
接
的
な
信
仰
の
有
無

に
か
か
わ
ら
ず
、
現
代
の
造
形
活
動
に
も
継
承
さ
れ
て
い
る

と
思
い
ま
す
。
華
や
か
で
あ
っ
て
も
慎
ま
し
く
、
力
強
く
て
も

威
圧
的
で
は
な
い
、
そ
う
し
た
日
本
の
美
意
識
を
、
是
非
実
感

し
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

《日月四季図》左隻石川県文《色絵鳳凰図平鉢　古九谷》
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毎
年
展
示
す
る
天
神
画
像
で
す
が
、《
胞
輪
天
神
画
像
》
を
掛
け
る
際
に
は
、
そ
の
怒
気
に
少
々
た
じ
ろ
ぎ
ま
す
。
こ

の
怒
り
は
、
人
間
に
対
す
る
不
当
な
処
遇
や
差
別
、
そ
し
て
冤
罪
を
決
し
て
許
さ
な
い
と
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
と
解
釈
す
る

こ
と
が
で
き
ま
す
。
受
験
シ
ー
ズ
ン
の
直
中
で
あ
る
こ
と
も
考
慮
し
て
、
受
験
生
へ
の
エ
ー
ル
の
意
味
も
こ
め
て
天
神

画
像
を
展
示
し
て
い
ま
す
が
、
パ
ワ
ー
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
や
モ
ラ
ル
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
に
苦
し
む
社
会
人

に
対
し
て
も
、
天
神
画
像
は
不
当
性
を
訴
え
る
勇
気
を
与
え
て
く
れ
る
こ
と
で
し
ょ
う
。
菅
原
道
真
の

生
涯
や
死
後
の
怨
霊
説
話
、
北
野
天
満
宮
の
由
来
・
霊
験
を
描
い
た
《
北
野
天
神
縁
起
絵
巻
》
に
は
、
天

神
の
霊
験
が
不
遇
な
庶
民
に
も
お
よ
ぶ
こ
と
が
強
調
さ
れ
て
い
ま
す
。
今
回
の
展
示
を
通
し
て
、
改
め

て
人
権
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。

学芸員の眼

前田育徳会尊經閣文庫分館　特別陳列

天神画像と「文」の取り合わせ

2月15日（土）～3月19日（木）　会期中無休

会
期
中
の
二
月
二
十
五
日
に
「
道
真
忌
」
を
迎
え
る
こ
と

か
ら
、
毎
年
こ
の
時
期
に
は
天
神
画
像
を
主
体
と
し
た
特
集

展
示
を
行
っ
て
い
ま
す
が
、
今
回
は
特
別
陳
列
「
天
神
画
像

と
『
文
』
の
取
り
合
わ
せ
」
と
し
ま
し
た
。
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
。
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
。
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
、
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
、
利
家
以
来
の
反
徳
川
の
立
ち
位
置

を
、
幕
府
に
対
す
る
文
化
に
よ
る
挑
戦
を
敢
行
す
る
こ
と
で

表
明
し
た
利
常
の
思
い
は
、
様
々
な
形
で
加
賀
藩
歴
代
藩
主

に
継
承
さ
れ
ま
し
た
。

今
回
は
、
通
例
ど
お
り
道
真
配
流
の
悲
運
や
怒
り
を
含
意

す
る
天
神
画
像
の
ほ
か
に
、《
後
撰
和
歌
集
》（
浄
弁
本
）
を
展

示
し
ま
す
。『
後
撰
和
歌
集
』
は
、『
古
今
和
歌
集
』
に
続
く
、
平

安
時
代
第
二
の
勅
撰
和
歌
集
で
、
九
五
一
年
に
村
上
天
皇
の

宣
旨
に
よ
り
、
藤
原
伊
尹
を
別
当
と
し
て
、
清
原
元
輔
、
源
順

ら
を
撰
者
と
し
て
撰
集
が
行
わ
れ
ま
し
た
。
本
書
を
今
回
展

示
す
る
の
は
、
そ
こ
に
菅
原
道
真
の
歌
が
三
首
撰
ば
れ
て
い

る
か
ら
で
す
。
今
回
は
、“
さ
く
ら
花
ぬ
し
を
わ
す
れ
ぬ
も
の

な
ら
ば
吹
き
来
む
風
に
言
伝
て
は
せ
よ
〟
の
箇
所
を
展
示
し

ま
す
。
大
宰
府
配
流
が
決
ま
り
、
自
邸
を
去
る
折
に
道
真
が

前
栽
の
桜
に
結
び
つ
け
た
歌
と
し
て
広
く
知
ら
れ
て
い
る

こ
の
歌
は
、
天
神
画
像
と
深
く
呼
応
し
ま
す
。

《白玉馬猿文鎮》《胞輪天神画像》
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第3･6展示室【近現代絵画･彫刻】

優品選
2月15日（土）～3月19日（木）　会期中無休

第4展示室【近現代彫刻】

空間との対話 戦後の立体造形

2月15日（土）～3月19日（木）　会期中無休

今
回
、
洋
画
部
門
で
は
高
光
一
也
《
鏡
の
前
の
裸
婦
》
な
ど
、

油
彩
画
の
秀
作
を
紹
介
し
ま
す
。
油
彩
絵
具
の
不
透
明
性
を

生
か
し
た
独
自
の
筆
致
に
よ
る
、
人
物
の
内
面
を
も
写
し
出

す
よ
う
な
人
物
描
写
は
高
光
絵
画
の
真
骨
頂
で
あ
る
と
言
え

ま
す
。
ま
た
、
森
本
仁
平
《
タ
ン
ク
の
多
い
工
場
》
は
、
森
本
が

長
い
教
員
生
活
を
終
え
て
画
業
に
専
念
す
る
六
十
歳
以
降
に

み
ら
れ
る
写
実
指
向
の
作
品
で
す
。
森
本
の
「
通
俗
で
あ
ろ
う

と
、
日
常
的
な
視
野
の
中
で
事
実
に
即
し
た
実
感
と
し
て
の

詩
情
を
大
切
に
し
た
い
」
と
の
言
葉
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
丹

念
な
描
写
に
よ
る
広
大
な
空
気
感
と
静
寂
で
敬
虔
な
絵
画
表

現
が
特
徴
的
で
す
。

彫
刻
部
門
で
は
、
吉
田
三
郎
の
作
品
を
中
心
に
紹
介
し
ま

す
。
吉
田
は
学
生
時
代
、
医
療
用
の
人
体
模
型
制
作
の
ア
ル
バ

イ
ト
を
し
て
い
た
の
で
、
筋
肉
の
付
き
方
や
骨
格
の
構
造
な

ど
を
熟
知
し
て
い
ま
し
た
。
例
え
ば
《
雲
に
漂
う
》
で
は
、
生
き

生
き
と
し
た
躍
動
感
の
あ
る
肉
付
き
が
ブ
ロ
ン
ズ
で
表
現
さ

れ
て
い
ま
す
。

日
本
画
部
門
か
ら
は
、
春
を
待
つ
季
節
感
を
テ
ー
マ
と
し

た
作
品
を
紹
介
し
ま
す
。
曲
子
光
男
《
春
雪
》
に
は
、
よ
う
や
く

春
の
兆
し
が
訪
れ
た
山
中
に
、
春
の
雪
が
舞
う
様
子
が
描
か

れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
平
桜
和
正
《
待
春
の
浜
》
は
海
風
に
じ
っ

と
耐
え
て
春
を
待
つ
浜
辺
の
様
子
に
、
作
者
の
来
し
方
が
窺

え
る
よ
う
な
作
品
で
す
。

版
画
部
門
で
は
冬
の
北
陸
の
風
景
を
イ
メ
ー
ジ
し
、
モ
ノ

ト
ー
ン
の
作
品
を
紹
介
し
ま
す
。
そ
の
中
で
も
勝
本
冨
士
雄
、

高
橋
秀
の
作
品
に
は
、「
空
摺
り
」
の
技
法
が
取
り
入
れ
ら
れ

て
い
ま
す
。
浮
世
絵
作
品
に
も
取
り
入
れ
ら
れ
て
い
た
「
空
摺

り
」
は
、
版
木
に
絵
の
具
を
付
け
ず
に
摺
っ
て
凹
凸
を
つ
け
る

技
法
で
す
。
色
数
を
抑
え
る
こ
と
で
画
面
に
立
体
感
を
与
え

ら
れ
、
イ
ン
ク
が
付
い
た
紙
面
の
作
品
と
は
異
な
る
表
情
を

も
つ
作
品
を
お
楽
し
み
下
さ
い
。

本
特
集
で
は
、
様
々
な
形
を
し
た
「
立
体
造
形
」
作
品
を
中

心
に
紹
介
し
ま
す
。

戦
前
の
日
本
の
彫
刻
作
品
は
、
人
体
中
心
の
写
実
な
い
し

具
象
的
な
作
品
が
多
く
制
作
さ
れ
、
そ
れ
ら
の
作
品
は
近
代

彫
刻
の
父
と
謳
わ
れ
る
ロ
ダ
ン
な
ど
の
影
響
を
う
け
た
も
の

が
少
な
く
あ
り
ま
せ
ん
。
当
館
所
蔵
の
作
家
で
い
え
ば
、
吉
田

三
郎
は
ロ
ダ
ン
の
影
響
を
強
く
受
け
、
写
実
的
な
表
現
と
と

も
に
精
神
性
の
高
い
作
品
を
手
が
け
て
い
ま
す
。

戦
後
に
な
り
、
海
外
の
美
術
と
の
交
流
や
、
様
々
な
情
報
が

流
入
し
て
く
る
な
か
で
、
彫
刻
界
に
も
大
き
な
変
化
が
起
き

ま
す
。
例
え
ば
、
作
品
の
対
象
と
な
る
モ
デ
ル
を
写
実
的
に
表

現
す
る
作
風
か
ら
解
放
さ
れ
、
抽
象
的
な
表
現
方
法
で
制
作

す
る
作
品
が
多
く
造
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
そ
れ
に
と

も
な
い
、
使
用
さ
れ
る
素
材
も
従
来
の
木
、
石
、
ブ
ロ
ン
ズ
だ

け
で
な
く
、
鉄
、
ス
テ
ン
レ
ス
、
ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム
、
セ
メ
ン
ト
、

プ
ラ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
ど
多
種
多
様
な
材
料
が
加
わ
り
、
表
現

や
作
品
の
イ
メ
ー
ジ
に
合
わ
せ
て
使
い
分
け
ら
れ
て
い
き
ま

す
。そ

し
て
様
々
な
形
で
表
現
さ
れ
た
作
品
は
、
美
術
館
な
ど

の
建
築
物
の
な
か
だ
け
で
な
く
、
広
場
や
公
園
、
街
の
中
な
ど

あ
ら
ゆ
る
公
共
空
間
に
設
置
さ
れ
、
戦
後
日
本
の
都
市
デ
ザ

イ
ン
を
考
え
る
た
め
の
一
つ
の
柱
と
な
り
ま
し
た
。

こ
れ
ら
の
「
立
体
造
形
」
は
様
々
な
角
度
か
ら
鑑
賞
し
、

色
々
な
思
い
を
感
じ
る
こ
と
が
で
き
る
で
し
ょ
う
。
展
示
室

と
い
う
空
間
と
立
体
造
形
作
品
と
の
対
話
を
ぜ
ひ
楽
し
ん
で

い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

宮崎豊治《身辺モデル―類似化―》曲子光男《春雪》
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第5展示室【近現代工芸】

古に倣う 写しの魅力

2月15日（土）～3月19日（木）　会期中無休

古
に
倣な
ら

う
、
す
な
わ
ち
倣ほ
う

古こ

と
は
、
過
去
に
作
ら
れ
た
も
の

に
敬
意
を
表
し
、
そ
の
表
現
や
精
神
に
倣
っ
た
作
品
を
制
作

す
る
こ
と
で
す
。
近
現
代
の
工
芸
作
品
の
な
か
に
も
、
そ
の
よ

う
に
し
て
作
ら
れ
た
倣
古
作
品
が
数
多
く
あ
り
、
そ
れ
ら
は

写
し
と
も
呼
ば
れ
ま
す
。

ひ
と
く
ち
に
倣
古
と
い
っ
て
も
、
本
歌
の
作
品
と
見
紛
う

ほ
ど
精
密
に
写
さ
れ
た
も
の
か
ら
、
本
歌
に
独
自
の
表
現
を

加
え
た
も
の
ま
で
幅
広
く
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
求
め
に
応
じ
て

作
ら
れ
た
も
の
、
自
ら
の
技
術
を
磨
く
た
め
に
作
ら
れ
た
も

の
、
本
歌
に
霊
感
を
得
て
生
ま
れ
た
も
の
な
ど
、
制
作
の
状
況

も
様
々
で
す
。

本
展
示
で
は
、
当
館
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
の
倣
古
作
品
を
と
お

し
て
、
作
品
を
写
す
と
は
ど
う
い
う
こ
と
な
の
か
を
と
ら
え

な
お
し
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。

陶
磁
で
は
永
楽
和
全
《
色
絵
金
彩
双
龍
文
万
暦
赤
絵
写
合

子
》
と
そ
の
本
歌
に
近
い
《
五
彩
龍
文
透
彫
合
子
》、
初
代
須
田

菁
華
《
色
絵
人
物
図
古
九
谷
写
平
鉢
》
と
そ
の
本
歌
で
あ
る

《
色
絵
軍
扇
散
花
鳥
人
物
図
平
鉢
》（
石
川
県
立
工
業
高
等
学

校
蔵
）
を
展
示
し
ま
す
。
写
し
の
名
手
と
し
て
知
ら
れ
る
永
楽

和
全
や
初
代
須
田
菁
華
の
わ
ざ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。
染
織
か
ら

は
、
渥
美
新
一
郎
《
友
禅
茶
鼠
地
雉
流
水
草
花
文
訪
問
着
「
野

分
」》
と
羽
田
登
喜
男
《
友
禅
白
地
雉
流
水
草
花
文
振
袖
「
萌

え
」》
を
ご
紹
介
し
ま
す
。
い
ず
れ
も
江
戸
時
代
中
期
の
《
黄
絹

縮
地
春
の
草
花
に
雉
子
文
様
友
禅
染
小
袖
》（
丸
紅
株
式
会
社

蔵
）
を
写
し
て
お
り
、
本
歌
の
写
真
パ
ネ
ル
と
並
べ
て
展
示
し

ま
す
。
ま
た
刀
剣
か
ら
隅
谷
正
峯
《
大
身
槍　

日
本
号
写
》
な

ど
を
含
め
、合
計
で
約
四
十
作
品
を
展
示
す
る
予
定
で
す
。

永楽和全《色絵金彩双龍文万暦赤絵写合子》

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
令
和
元
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

北
陸
国
展
は
北
陸
在
住
の
国
展
出
品
者
で
構
成
さ
れ
、
今

年
で
二
十
六
回
展
と
な
り
ま
し
た
。

国
画
会
（
国
展
）
は
昨
年
九
十
三
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
毎
年
、
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
名
、
写
真
部
二
十

二
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14日（金）～18日（火）　会期中無休

第8・9展示室

北陸国展
第26回 

2月14日（金）～17日（月）　会期中無休

第7展示室

令和元年度 金沢大学学校教育学類
美術教育専修卒業制作展
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2月28日（金）～3月2日（月）　会期中無休

第9展示室

石川県立金沢辰巳丘高等学校
第32回芸術コース美術専攻卒業作品展

2月21日（金）～25日（火）　会期中無休

第7・8・9展示室

金沢学院大学芸術学部
第17回 卒業研究制作展

春
の
風
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
と
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
。
自
由
で
新
し
い
発

想
に
よ
る
絵
画
制
作
を
目
的
と
し
て
二
〇
一
六
年
よ
り
石
川

県
在
住
の
作
家
を
は
じ
め
、
金
沢
美
術
工
芸
大
学
の
学
生
も

含
め
た
メ
ン
バ
ー
で
作
品
発
表
の
機
会
を
設
け
て
い
ま
す
。

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

豊
か
に
現
れ
て
い
る
こ
と
と
思
い
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

辰
村
浩
子

電
話
：
〇
九
〇

－

三
二
九
七

－

五
三
六
一

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

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
三
十
二
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

今
年
は
、
学
科
統
合
し
た
芸
術
学
部
は
じ
め
て
の
卒
業
制

作
展
に
な
り
ま
す
。
芸
術
学
科
は
絵
画
、
造
形
、
デ
ザ
イ
ン
、
映

像
、
メ
デ
ィ
ア
の
五
分
野
の
学
び
を
実
践
し
て
お
り
、
四
年
間

の
集
大
成
と
し
て
そ
の
成
果
を
発
表
い
た
し
ま
す
。

作
品
を
通
し
て
、
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
が

で
き
る
こ
と
と
思
い
ま
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28日（金）～3月3日（火）　会期中無休

第8展示室

風の会
第4回

2月28日（金）～3月8日（日）　会期中無休

第7展示室

伝統九谷焼工芸展
第43回
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昨
年
十
二
月
十
九
日
、
館
長　

嶋
崎
丞
が
亡
く
な
り
ま
し
た
。
金
沢
市
内
で
開
か

れ
た
会
合
の
席
で
意
識
を
失
い
、
病
院
に
搬
送
さ
れ
ま
し
た
が
そ
の
ま
ま
息
を
ひ

き
と
り
ま
し
た
。
享
年
八
十
七
歳
で
し
た
。
昭
和
三
十
四
年
、
旧
石
川
県
美
術
館
の

開
設
準
備
室
に
県
職
員
と
し
て
入
庁
し
、
以
来
六
十
年
間
に
わ
た
っ
て
美
術
館
に

関
わ
っ
て
き
ま
し
た
。

昭
和
五
十
八
年
の
現
美
術
館
の
建
設
に
も
携
わ
り
、
平
成
三
年
か
ら
は
二
十
八

年
間
、
館
長
を
務
め
て
き
ま
し
た
。
公
立
で
は
全
国
最
高
齢
の
美
術
館
長
と
し
て
知

ら
れ
、
県
七
尾
美
術
館
長
、
県
文
化
財
保
存
修
復
工
房
の
所
長
も
兼
務
し
て
、
石
川

の
美
術
の
振
興
・
発
展
に
貢
献
し
て
き
た
生
涯
で
し
た
。

突
然
の
訃
報
で
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
葬
儀
に
は
多
く
の
皆
さ
ま
に
ご
参

列
い
た
だ
き
ま
し
た
。
嶋
崎
館
長
の
お
人
柄
、
交
遊
の
広
さ
を
あ
ら
た
め
て
感
じ
た

次
第
で
す
。
石
川
県
か
ら
は
「
石
川
県
文
化
功
労
賞
」
が
ご
遺
族
に
贈
ら
れ
、
そ
の
功

績
を
た
た
え
ま
し
た
。

美
術
館
で
は
、
こ
れ
ま
で
同
様
に
地
方
色
豊
か
な
美
術
館
を
め
ざ
し
、
石
川
ら
し

さ
を
追
求
し
た
嶋
崎
館
長
の
意
志
を
継
ぎ
、
こ
れ
か
ら
も
そ
の
実
現
に
努
力
し
て

ま
い
り
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

こ
れ
ま
で
嶋
崎
館
長
に
い
た
だ
き
ま
し
た
ご
厚
誼
に
感
謝
す
る
と
と
も
に
、
今

後
と
も
ご
理
解
・
ご
支
援
を
い
た
だ
き
た
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

※
一
月
一
日
以
降
は
館
長
事
務
取
扱　

田
中
新
太
郎
（
石
川
県
教
育
長
）

副
館
長　

宮
崎
高
裕
、
谷
口
出
の
新
体
制
と
な
り
ま
す

令
和
二
年
度
も
友
の
会
会
員
を
募
集
し
ま
す
。
例
年
、
二
月
号
に
会
員
募
集
情
報
の
掲
載
、

手
続
き
書
類
の
同
封
を
お
こ
な
っ
て
い
ま
し
た
が
、
今
年
度
か
ら
は
次
号
（
三
月
・
四
三
七
号
）

で
募
集
情
報
と
手
続
き
書
類
を
お
届
け
い
た
し
ま
す
。

◇
会
費
／
二
、
〇
〇
〇
円

◇
受
付
期
間
／
令
和
二
年
三
月
一
日
（
日
）
よ
り
開
始

◇
会
員
証
の
有
効
期
限
／
令
和
二
年
四
月
一
日
～
令
和
三
年
三
月
三
十
一
日

※ 

２
月
１
日
と
29

日
に
予
定
さ
れ
て
い
た
土
曜
講
座
は
、
諸
般
の
事
情
に
よ
り
開
催
し
な
い

こ
と
と
な
り
ま
し
た
。
ご
了
承
く
だ
さ
い
。

２
月
の
行
事
予
定

友
の
会　

次
年
度
申
込
案
内

■
展
示
室
で
ス
ケ
ッ
チ
Ｇ
Ｏ
！

10
時
～
11
時
30
分　

１
階
企
画
展
示
室

８
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
！
※
参
加
者
は
観
覧
料
を
団
体
料
金
に
割
引
。

■
展
示
解
説
「
寒
糊
炊
き
と
修
復
」 

石
川
県
文
化
財
保
存
修
復
工
房
見
学
ス
ペ
ー
ス

８
日
（
土
）

「
寒
糊
炊
き
」
を
中
心
に
、
文
化
財
修
復
と
糊
に
関
し
て
、
実
物
や
映
像
を

用
い
て
解
説
し
ま
す
。
①
10
時
～
10
時
30
分　

②
14
時
～
14
時
30
分

■
映
像
ギ
ャ
ラ
リ
ー

14
時
30
分
～
16
時　

美
術
館
ホ
ー
ル　

無
料

2
日
（
日
）

「
日
本
の
美　

日
本
人
の
原
風
景
」（
26
分
）

「
極
め
る
・
日
本
の
美
と
心　

本
法
寺
」（
26
分
）

9
日
（
日
）

「
日
本
の
美　

滲
み
の
感
覚
」（
24
分
）

「
シ
リ
ー
ズ
北
陸
の
工
芸
作
家　

石
川
の
匠
た
ち　

人
間
国
宝　

寺
井
直
次
」（
25
分
）

嶋崎 丞 館長 訃報

美術館436(154330) 7 折 2020/04/10 13:18:25



BI J U T S U K A N  D AY O RI  N o .436 8

石川県立美術館だより
第436号〈毎月発行〉

2020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　370円（290円）

大学生　290円（230円）

高校生以下　無料
※（　　）内は団体料金

2月3日は第1月曜により

コレクション展示室無料の日

2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月の休館日は

12日（水）・13日（木）

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
尊經閣文庫分館

第２展示室

婚礼調度と遊戯具 加賀文化の粋Ⅰ
次回の展覧会

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76回 現代美術展ー洋画・工芸・写真ー

会期：3月27日（金）～4月13日（月）

à la carte　No.44
アラカルト ただいま展示中

《鏡の前の裸婦》 かがみのまえのらふ 高光一也　たかみつ・かずや

縦 115.8cm　横 89.6cm　昭和26年（1951）  明治40年（1907）～昭和61年（1986）

高
光
一
也
は
明
治
四
十
年
に
石
川
県
石

川
郡
潟
津
村
字
北
間
（
現
在
の
金
沢
市
北
間

町
）
に
高
光
大
船
の
長
男
と
し
て
生
ま
れ
ま

し
た
。
父
で
あ
る
大
船
は
真
宗
大
谷
派
専
称

寺
住
職
で
、
明
治
の
親
鸞
と
称
さ
れ
た
清
沢

満
之
の
精
神
主
義
運
動
を
先
導
し
た
人
物
で

す
。
大
正
十
年
に
石
川
県
立
工
業
学
校
図
案

絵
画
科
に
入
学
し
、
武
藤
直
信
や
澤
村
昌
勝

に
図
案
と
絵
画
を
学
び
、
金
沢
市
森
山
町
尋

常
高
等
小
学
校
に
勤
務
し
た
後
、
本
格
的
に

油
彩
画
に
取
り
組
む
よ
う
に
な
り
ま
す
。
昭

和
十
五
年
か
ら
二
年
間
、
母
校
で
教
鞭
を
と

り
文
展
・
日
展
を
中
心
に
作
品
を
出
品
。
油
彩

の
不
透
明
性
を
生
か
し
た
独
自
の
筆
致
に
よ

り
、モ
テ
ィ
ー
フ
の
内
面
を
映
し
出
す
よ
う
な

人
物
画
や
風
景
画
を
数
多
く
描
き
ま
し
た
。

昭
和
二
十
年
に
は
、
旧
北
陸
海
軍
館
を
改

装
し
て
開
館
し
た
石
川
県
美
術
館
を
会
場
と

し
て
開
催
さ
れ
た
第
一
回
現
代
美
術
展
の
開

催
準
備
委
員
に
、
石
川
県
立
工
業
学
校
で
教

鞭
を
と
っ
た
高
橋
介
州
や
同
校
図
案
絵
画
科

の
後
輩
で
あ
る
長
谷
川
八
十
、
浅
田
二
郎
ら

と
と
も
に
就
任
。
戦
後
石
川
県
で
初
め
て
開

催
さ
れ
た
総
合
美
術
展
を
成
功
に
導
き
ま
し

た
。そ
の
翌
年
に
は
、長
谷
川
、浅
田
ら
と
と
も

に
金
沢
美
術
工
芸
専
門
学
校
の
開
校
運
動
に

加
わ
り
、
専
門
学
校
令
の
廃
止
に
よ
り
短
期

大
学
に
昇
格
し
た
金
沢
美
術
工
芸
短
期
大
学

で
は
助
教
授
に
、
昭
和
三
十
年
に
開
学
し
た

金
沢
美
術
工
芸
大
学
で
は
教
授
を
務
め
ま
し

た
。本

作
は
、
高
光
が
石
川
県
の
美
術
工
芸
界

発
展
の
た
め
に
奔
走
し
た
時
期
に
描
い
た
作

品
で
す
。
作
品
か
ら
は
、
理
想
と
す
る
絵
画
様

式
の
創
造
を
目
指
し
錬
磨
す
る
、
高
光
の
真

摯
な
制
作
態
度
が
み
て
と
れ
ま
す
。

会期：3月24日（火）～4月13日（月）
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