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■ 加賀藩の美術工芸／前田家と能【前田育徳会尊經閣文庫分館】

■  石川県の寺宝／石川県立美術館の能面コレクション 
【古美術】

■ 彫刻家たちの研鑽【近現代彫刻】

■ 優品選【近現代絵画・彫刻】

■ よろこびのかたち【近現代工芸】

■ かな・方寸の美【近現代書】

 12月の行事予定
 学芸室こぼれ話
 アラカルト ただいま展示中

「食を彩る」（右上）
（多田幸史、見附正康、水口咲、中嶋武仁）
「一献傾ける」（左上）
（中田博士、宮本雅夫、田中義光、中嶋武仁）
「喫茶の嗜み」（左下）
（中田博士、宮本雅夫、坂井直樹）
－特別展「食を彩る工芸」展 第2部より－
 （撮影　濱崎敏彦）

特別展 「食を彩る工芸」
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前田育徳会尊經閣文庫分館

加賀藩の美術工芸
11月9日（土）～12月8日（日）　会期中無休

前
号
で
は
本
展
の
展
示
内
容
の
概
要
に
つ
い
て
ご
説
明
し

ま
し
た
。今
回
は
そ
の
中
か
ら「
将
軍
が
描
い
た
絵
画
作
品
」に

焦
点
を
絞
り
、ご
紹
介
い
た
し
ま
す
。徳
川
家
歴
代
将
軍
は
、

武
芸
の
習
得
に
限
ら
ず
、書
や
絵
画
な
ど
学
芸
の
修
業
に
も

努
め
て
い
ま
し
た
。歴
代
将
軍
の
多
く
は
、御
用
絵
師
を
つ
と

め
る
狩
野
派
の
絵
師
た
ち
に
師
事
し
、狩
野
派
の
画
学
習
に

沿
っ
て
絵
師
に
よ
る
指
導
が
行
わ
れ
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

将
軍
の
御
筆（
将
軍
自
筆
の
書
画
）は
、代
替
わ
り
の
際
に

子
息
や
そ
の
正
室
に
贈
り
、将
軍
職
の
継
承
を
象
徴
す
る
ほ

か
、天
皇
へ
の
贈
答
品
や
家
臣
へ
の
下
賜
品
と
し
て
用
い
る

こ
と
で
、関
係
性
を
強
化
す
る
は
た
ら
き
も
あ
っ
た
よ
う
で

す
。江
戸
幕
府
が
編
纂
し
大
名
諸
家
の
家
伝
や
家
譜
を
収
録

し
た『
寛か

ん

政せ
い

重ち
ょ
う

修し
ゅ
う

諸し
ょ

家か

譜ふ

』に
は
、加
賀
藩
5
代
藩
主
・
綱
紀

が
5
代
将
軍
・
綱
吉
よ
り「
牡
丹
に
小
鳥
」の
御
筆
を
賜
っ
た

こ
と
が
記
録
さ
れ
て
い
ま
す
。

実
際
の
絵
画
作
品
を
見
て
み
ま
し
ょ
う
。3
代
将
軍
・
家
光

が
描
い
た《
魚ぎ
ょ

狗こ
う

図ず

》で
す
。魚
狗
と
は
カ
ワ
セ
ミ
の
こ
と
で
、

そ
の
特
徴
で
あ
る
長
い
く
ち
ば
し
を
、や
や
誇
張
気
味
に
表

し
て
い
ま
す
。生
息
地
を
考
え
る
と
葦
で
し
ょ
う
か
、垂
直
に

伸
び
る
線
の
上
に
と
ま
る
姿
を
描
い
て
い
ま
す
。や
や
か
す

れ
気
味
な
筆
跡
と
真
っ
黒
な
目
は
、ほ
か
の
家
光

の
作
品
に
も
見
ら
れ
る
特
徴
で
す
。

素
朴
で
愛
ら
し
く
、親
し
み
深
さ
さ
え
感
じ
ら

れ
る「
将
軍
が
描
い
た
絵
画
作
品
」。将
軍
の
日
々

の
暮
ら
し
に
思
い
を
は
せ
な
が
ら
、ご
覧
い
た
だ

け
れ
ば
幸
い
で
す
。

本
展
覧
会
は
、加
賀
藩
政
期
時
代
か
ら
現
代
ま
で
の
い
し

か
わ
の
食
と
工
芸
を
紹
介
す
る
第
1
部
と
、現
在
活
躍
す
る

工
芸
作
家
に
よ
る
新
た
な
食
を
彩
る
作
品
を
紹
介
す
る
第
2

部
の
、2
部
構
成
と
な
っ
て
い
ま
す
。

第
1
部
は
、「
も
て
な
す
心
」、「
自
然
を
尊
ぶ
」、「
菓
子
を
愉

し
む
」と
い
う
3
つ
の
ト
ピ
ッ
ク
を
掲
げ
て
い
ま
す
。「
も
て

な
す
心
」で
は
、年
中
行
事
や
ハ
レ
の
日
に
登
場
す
る
特
徴
的

な
食
器
や
飾
り
を
、「
自
然
を
尊
ぶ
」で
は
季
節
ご
と
の
自
然

を
楽
し
む
た
め
の
道
具
類
を
、「
菓
子
を
愉
し
む
」で
は「
茶
ど

こ
ろ
・
い
し
か
わ
」と
し
て
茶
と
菓
子
と
そ
の
器
を
そ
れ
ぞ
れ

紹
介
し
て
い
ま
す
。

第
2
部
で
は
、石
川
県
を
拠
点
と
し
つ
つ
国
内
外
で
活
躍

す
る
、多
田
幸
史
、中
田
博
士
、見
附
正
康
、宮
本
雅
夫（
以
上
、

陶
芸
）、田
中
義
光
、水
口
咲（
以
上
、漆
芸
）、坂
井
直
樹（
金

工
）、中
嶋
武
仁（
木
工
）の
8
名
の
作
家
に
よ
る「
食
」を
テ
ー

マ
と
し
た
新
作
を
紹
介
し
て
い
ま
す
。食
の
場
を
想
定
し
、大

皿
、小
皿
な
ど
を
組
み
合
わ
せ
た「
食
を
彩
る
」、酒
の
味
わ
い

を
感
じ
る
た
め
に
手
に
な
じ
み
、香
り
を
伝
え
、宴
を
豊
か

に
す
る
酒
器
を
集
め
た「
一
献
傾
け
る
」、茶
碗
か
ら
ア
フ
タ

ヌ
ー
ン
テ
ィ
ー
ス
タ
ン
ド
ま
で
、和
洋
の
喫
茶
道
具
を
そ
ろ

え
た「
喫
茶
を
嗜
む
」の
3
つ
の
場
面
を
し
つ
ら
え
ま
し
た
。

各
作
家
の
作
風
を
発
揮
し
て
い
た
だ
き
な
が
ら
も
、そ
こ
に

は
器
に
対
す
る
そ
れ
ぞ
れ
の
想
い
や
こ
だ
わ
り
、工
夫
が
反

映
さ
れ
て
い
ま
す
。

様
々
な
時
代
や
か
た
ち
の
、食
を
彩
る
工
芸
を
思
い
思
い

に
お
楽
し
み
く
だ
さ
い
。

角偉三郎《片口 「よい波」》加賀屋蔵　ほか
（撮影　濱崎敏彦）徳川家光《魚狗図》

主催／石川県立美術館　共催／北國新聞社
後援／ NHK金沢放送局、MRO北陸放送、テレビ金沢 

HAB北陸朝日放送、石川テレビ放送

企画展（第7・8・9展示室）

特別展 「食を彩る工芸」
11月9日（土）～12月8日（日）　会期中無休
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近現代彫刻（第4展示室）

彫刻家たちの研鑽
11月9日（土）～12月8日（日）　会期中無休

古美術（第2展示室）

石川県の寺宝
11月9日（土）～12月8日（日）　会期中無休

木
村
珪
二
、畝
村
直
久
、堀
義
雄
、石
田
康
夫
の
4
人
の
彫

刻
家
た
ち
の
作
品
か
ら
、彫
刻
家
た
ち
が
求
め
た
美
の
す
が

た
と
研
鑽
の
道
を
た
ど
る
本
特
集
展
示
。今
回
は
堀
義
雄
、石

田
康
夫
の
2
人
の
作
品
を
ご
紹
介
し
ま
す
。

堀
義
雄
は
自
己
の
内
部
に
迫
る
こ
と
や
人
間
の
性
器
を
モ

チ
ー
フ
に
生
命
の
源
泉
、営
み
を
主
題
と
し
た
唯
一
無
二
の

造
形
世
界
を
展
開
し
ま
し
た
。中
で
も《
転
生
》は
堀
義
雄
の

代
表
作
と
い
え
る
作
品
の
一
つ
で
す
。有
機
的
な
乾
漆
彫
刻

の
中
に
、女
性
と
い
う
存
在
、そ
し
て
人
間
の
内
な
る
世
界
を

表
現
し
て
い
ま
す
。

一
方
、石
田
康
夫
は
シ
ン
プ
ル
な
が
ら
量
感
や
生
命
感
に

満
ち
た
裸
婦
像
を
多
く
制
作
し
ま
し
た
。そ
こ
に
は
、人
間
の

本
質
や
内
面
の
美
を
具
象
彫
刻
に
よ
っ
て
追
い
求
め
る
と
い

う
テ
ー
マ
が
あ
り
ま
し
た
。今
回
紹
介
す
る《
海
》は
飾
り
気

な
く
静
か
に
立
つ
裸
婦
像
で
す
。「
今
一
度
、人
間
の
存
在
に

つ
い
て
考
え
て
み
た
」と
い
う
本
作
は
、モ
デ
ル
に
内
面
の
美

を
見
出
し
、絶
え
ず
人
間
の
本
質
の
表
現
を
探
っ
た
作
者
に

と
っ
て
、原
点
に
立
ち
戻
っ
た
作
品
と
い
え
る
で
し
ょ
う
。

人
体
を
モ
チ
ー
フ
と
し
な
が
ら
、2
人
の
希
求
し
た
も
の

と
そ
れ
を
表
現
す
る
た
め
の
方
法
は
大
き
く
異
な
り
ま
す
。

こ
こ
で
紹
介
し
た
作
品
を
含
め
た
彫
刻
家
た
ち
の
作
品
か

ら
、作
家
が
求
め
た
美
の
す
が
た
と
歩
ん
だ
道
の
り
を
お
楽

し
み
く
だ
さ
い
。

前
号
で
は
、本
展
の
概
要
を
簡
単
に
ご
紹
介
い
た
し
ま
し

た
。今
回
は
出
展
作
品
の
う
ち
、總
持
寺
祖
院
所
蔵
の
石
川
県

指
定
文
化
財《
十
六
羅
漢
図
》に
つ
い
て
掘
り
下
げ
て
み
ま

し
ょ
う
。こ
こ
に
描
か
れ
る
十
六
羅
漢
と
は
、16
人
の
阿あ

羅ら

漢か
ん

（
羅
漢
）の
こ
と
で
、「
阿あ

羅ら

漢か
ん

果げ

」と
い
う
最
高
位
に
あ
た
る

人
物
を
指
し
、人
々
の
尊
敬
と
供
養
を
受
け
る
に
値
す
る
人

物
と
さ
れ
ま
す
。日
本
に
お
け
る
現
存
最
古
の
十
六
羅
漢
図

と
し
て
は
、京
都
市
の
清
凉
寺
が
所
蔵
す
る
国
宝《
十
六
羅
漢

図
》が
有
名
で
す
。東
大
寺
の
僧
・
奝

ち
ょ
う

然ね
ん

に
よ
っ
て
宋
よ
り
も

た
ら
さ
れ
、そ
の
後
の
羅
漢
信
仰
に
影
響
を
も
た
ら
し
ま
し

た
。現

在
展
示
中
の
總
持
寺
祖
院
所
蔵《
十
六
羅
漢
図
》を
見
て

み
ま
し
ょ
う
。各
幅
の
中
央
に
羅
漢
が
一
尊
ず
つ
威
厳
あ
る

姿
で
描
か
れ
ま
す
。羅
漢
の
尊
容
だ
け
で
な
く
、細
や
か
に
彩

色
さ
れ
た
衣
服
や
周
囲
に
描
か
れ
た
調
度
品
も
見
ど
こ
ろ
で

す
。十
六
幅
の
う
ち
、十
二
幅
が
光
明
寺（
神
奈
川
県
鎌
倉
市
）

所
蔵
の《
十
八
羅
漢
図
及
び
道
宣
律
師
像
》と
図
像
が
完
全
に

一
致
し
ま
す
。ほ
か
の
四
幅
の
う
ち
龍
を
な
で
る
第
八
尊
者
・

伐ば

闍し
ゃ

羅ら

弗ほ
っ

多た

羅ら

が
、神
照
寺（
滋
賀
県
長
浜
市
）の
滋
賀
県
指

定
文
化
財《
十
六
羅
漢
像
》の
第
八
尊
者
と
全
く
同
じ
図
像
で

表
さ
れ
ま
す
。ま
た
、第
十
尊
者
・
半は

ん

託だ
が

迦か

が
柄
香
炉
を
持
つ

姿
は
、神
照
寺
本
の
第
十
尊
と
近
く
、第
十
尊
者
の
足
下
に
描

か
れ
た
薬
研
を
使
う
童
子
は
、同
じ
く
神
照
寺
本
の
第
十
四

尊
者
・
伐ば

つ

那な

婆は

斯し

の
足
下
に
表
さ
れ
た
童
子
と
近
似
し
て
い

ま
す
。こ
の
よ
う
に
本
作
は
、複
数
の
形
式
を
も
っ
た
図
像
が

含
ま
れ
る
珍
し
い
作
例
と
さ
れ
て
い

ま
す
。

石川県指定文化財《十六羅漢図》のうち
第八尊者・伐闍羅弗多羅　總持寺祖院蔵

堀義雄《転生》

石田康夫《海》
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江
戸
時
代
の
能
は
、武
家
の
行
事
に
欠
か
せ
な
い「
式し
き

楽が
く

」

と
し
て
発
展
し
ま
し
た
。「
加
賀
宝
生
」と
い
う
言
葉
で
知
ら

れ
る
よ
う
に
、加
賀
藩
前
田
家
は
宝
生
流
の
能
が
盛
ん
で
し

た
が
、藩
主
た
ち
は
、ど
の
よ
う
に
能
と
関
わ
っ
て
き
た
の
で

し
ょ
う
か
。今
号
と
次
号
の
美
術
館
だ
よ
り
で
は
、展
示
す
る

作
品
に
つ
い
て
詳
し
く
紹
介
し
ま
す
。

武
家
が
能
に
関
わ
る
き
っ
か
け
を
つ
く
っ
た
の
が
、豊
臣

秀
吉
で
す
。能
を
愛
好
し
た
秀
吉
は
、観
世
・
金
春
・
宝
生
・
金

剛
と
い
う
四
座
の
能
役
者
た
ち
を
支
配
し
よ
う
と
し
た
だ
け

で
な
く
、自
ら
演
じ
る
こ
と
を
好
み
、ま
た
自
ら
を
主
人
公
と

し
た
能
を
つ
く
り
ま
し
た
。こ
れ
ら
新
作
能
は「
豊ほ

う

公こ
う

能の
う

」と

呼
ば
れ
て
い
ま
す
。

今
回
展
示
す
る《
高
野
参
詣
》は
、豊
公
能
の
ひ
と
つ
で
す
。

秀
吉
が
、文
禄
3
年
に
吉
野
か
ら
高
野
山
へ
向
か
い
、大
政
所

の
三
回
忌
を
行
う
の
に
あ
わ
せ
て
つ
く
ら
れ
ま
し
た
。法
要

の
あ
と
成
仏
し
た
大
政
所
が
現
れ
て
、秀
吉
を
称
え
る
と
い

う
内
容
で
、秀
吉
が
ひ
い
き
と
し
た
金
春
流
の
能
役
者
が
、高

野
山
の
青
巌
寺
門
前
で
演
じ
た
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

こ
の
時
、高
野
山
青
厳
寺
に
奉
納
さ
れ
た
の
が
、こ
の
謡
本

で
す
。題
箋
は
後
陽
成
天
皇
の
宸
筆
、本
文
は
聖
護
院
門
跡
道

澄
の
筆
に
よ
り
ま
す
。た
い
へ
ん
華
麗
な
謡
本
で
、全
体
に
金

の
切
箔
を
散
ら
し
、罫
線
に
は
銀
泥
が
用
い
ら
れ
て
い
ま
す
。

謡
本
は
の
ち
に
高
野
山
天
徳
院
へ
移
り
、5
代
藩
主
前
田
綱

紀
の
手
に
渡
り
ま
し
た
。巻
末
に
は
、大
き
く「
豊
臣
」の
朱
印

が
捺
さ
れ
て
い
ま
す
。

《
高
野
参
詣
》は
、昭
和
62
年
以
来
、37
年
ぶ
り
の
公
開
で

す
。

日
本
画
で
は
、晩
秋
を
彩
る
季
節
の
優
品
に
加
え「
太
古
」

を
想
う
作
品
を
5
点
展
示
し
ま
す
。上
田
珪
草《
埴
輪
》は
、4

体
の
埴
輪
が
生
あ
る
も
の
の
よ
う
に
群
像
的
に
描
か
れ
て
い

ま
す
。埴
輪
は
古
墳
時
代
の
副
葬
品
で
あ
り
、い
わ
ば
黄よ

泉み

の

世
界
の
も
の
で
す
が
、作
者
は
そ
こ
へ
亡
き
妻
へ
の
追
悼
と

感
謝
を
込
め
て
制
作
し
ま
し
た
。「
表
情
も
よ
く
似
て
い
る
」

と
は
家
族
か
ら
の
評
で
す
。

油
彩
画
は
、画
家
・
円
地
信
二
が
長
女
と
人
形
を
テ
ー
マ
と

し
た
連
作
の
ひ
と
つ《
彼
女
と
人
形
》を
展
示
し
ま
す
。渦
巻

く
よ
う
な
背
景
の
処
理
と
人
物
の
配
置
、チ
ュ
ー
ブ
か
ら
そ

の
ま
ま
キ
ャ
ン
バ
ス
に
絵
具
を
出
す
独
特
の
描
法
が
、作
者

の
画
面
を
効
果
的
に
特
徴
づ
け
て
い
ま
す
。そ
こ
と
な
く
柔

和
な
タ
ッ
チ
か
ら
、娘
へ
の
暖
か
い
愛
情
が
漂
っ
て
く
る
作

品
で
す
。

素
描
・
版
画
作
品
で
は
、芸
術
や
実
り
の
秋
な
ど
、秋
を

テ
ー
マ
に
作
品
を
展
示
し
ま
す
。草
間
彌
生
に
と
っ
て
愛
す

る
モ
チ
ー
フ
で
あ
っ
た
か
ぼ
ち
ゃ
。草
間
は
立
体
、平
面
を
問

わ
ず
網
目
や
水
玉
を
多
用
し
た
か
ぼ
ち
ゃ
の
作
品
を
手
掛
け

て
い
ま
す
。今
回
は
シ
ル
ク
ス
ク
リ
ー
ン
で
制
作
さ
れ
た
版

画
作
品
を
お
楽
し
み
く
だ
さ
い
。

彫
刻
分
野
か
ら
は
沼
田
一
雅《
栗り

鼠す

》を
ご
紹
介
し
ま
す
。

沼
田
一
雅
は
彫
刻
、陶
彫
、陶
芸
と
分
野
を
超
え
て
活
躍
し
ま

し
た
。本
作
は
2
匹
の
栗
鼠
の
す
が
た
を
細
や
か
に
捉
え
た

作
品
。動
物
の
像
を
多
く
制
作
し
た
、作
家
の
観
察
眼
が
顕
著

に
現
れ
て
い
ま
す
。気
温
も
下
が
り
冬
の
訪
れ
を
感
じ
る
頃

で
す
が
、過
ぎ
行
く
秋
の
季
節
に
思
い
を
は
せ
な
が
ら
お
楽

し
み
く
だ
さ
い
。

円地信二《彼女と人形》《高野参詣》(巻末)

前田育徳会尊經閣文庫分館

前田家と能
12月14日（土）～2月3日（月）
12月29日（日）～1月3日（金）は休館

近現代絵画・彫刻（第3・6展示室）

優品選
11月9日（土）～12月8日（日）　会期中無休
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人
々
は
古
く
か
ら
長
寿
、子
孫
繁
栄
、立
身
出
世
な
ど
様
々

な
願
い
を
こ
め
て
、身
の
ま
わ
り
を
飾
っ
て
き
ま
し
た
。調
度

や
道
具
、衣
服
を
含
む
工
芸
作
品
に
は
、お
め
で
た
い
意
味
が

与
え
ら
れ
た
モ
チ
ー
フ
や
文
様
が
多
く
登
場
し
ま
す
。本
特

集
は
、縁
起
の
よ
い
題
材
や
吉
祥
文
様
に
よ
る
工
芸
作
品
を

紹
介
す
る
内
容
で
す
。

こ
の
よ
う
な
モ
チ
ー
フ
は
、多
く
が
中
国
か
ら
伝
わ
り
ま

し
た
。天
下
が
太
平
に
な
る
と
あ
ら
わ
れ
る
と
い
う
龍
、鳳

凰
、麒
麟
、亀
は
四し

瑞ず
い

と
呼
ば
れ
、吉
祥
の
前
兆
と
さ
れ
て
い

ま
す
。塚
谷
竹
軒《
赤
絵
金
彩
龍
鳳
凰
図
瓢
形
大
徳
利
》は
、高

さ
約
33
セ
ン
チ
の
大
き
な
徳
利
。龍
と
鳳
凰
が
絢
爛
な
色
彩

で
描
か
れ
て
い
ま
す
。

中
国
四し

明め
い

山ざ
ん

の
僧
で
あ
る
布ほ
て
い袋

は
、禅
味
に
富
む
そ
の
様

子
か
ら
、古
く
か
ら
作
品
の
テ
ー
マ
と
な
っ
て
き
ま
し
た
。日

本
で
は
江
戸
時
代
以
来
、七
福
神
の
一
人
と
し
て
も
数
え
ら

れ
て
い
ま
す
。山
田
宗
美《
鉄
打
出
布
袋
置
物
》は
、大
き
な
袋

に
寄
り
か
か
り
柔
ら
か
な
笑
み
を
た
た
え
る
布
袋
が
、鉄
打

出
で
あ
ら
わ
さ
れ
て
い
ま
す
。

植
物
に
も
縁
起
が
よ
い
と
さ
れ
る
も
の
が
多
く
あ
り
ま

す
。冬
の
寒
さ
に
耐
え
な
が
ら
生
き
生
き
と
茂
る
歳
寒
三
友

（
松
、竹
、梅
）、文
人
た
ち
が
愛
し
た
四
君
子（
蘭
、竹
、梅
、

菊
）、百
花
の
王
と
呼
ば
れ
る
牡ぼ

た
ん丹
な
ど
は
、お
め
で
た
い
植

物
の
代
表
的
な
存
在
で
す
。本
展
で
は
、松
田
権
六
や
初
代
笹

田
月
暁
、寺
井
直
次
ら
が
こ
れ
ら
の
植
物
を
あ
ら
わ
し
た
優

品
を
展
示
い
た
し
ま
す
。

こ
の
ほ
か
に
も
、登
龍
門
や
蓬
莱
山
、宝
尽
し
に
童
や
鳥
な

ど
、縁
起
の
よ
い
作
品
を
集
め
ま
し
た
。華
や
か
な
世
界
を
お

楽
し
み
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
す
。

石
川
県
立
美
術
館
に
は
、40
面
の
能
面
が
所
蔵
さ
れ
て
い

ま
す
。そ
の
ほ
と
ん
ど
が
加
賀
藩
前
田
家
伝
来
で
す
が
、こ
れ

ま
で
特
集
展
示
と
し
て
ま
と
め
て
紹
介
す
る
こ
と
は
あ
り
ま

せ
ん
で
し
た
。今
回
ま
と
め
て
25
面
を
展
示
し
ま
す
。2
年
ぶ

り
の
公
開
と
な
る
重
要
文
化
財《
緑
地
桐
鳳
凰
模
様
唐
織
》と

あ
わ
せ
て
お
楽
し
み
く
だ
さ
い
。

能
面
は
、シ
テ
の
役
柄
に
応
じ
て
用
い
ら
れ
ま
す
。老
若
男

女
だ
け
で
な
く
、こ
の
世
に
存
在
し
な
い
鬼
神
、妖
精
、亡
霊

を
あ
ら
わ
し
ま
す
。さ
ら
に
男
女
面
は
、年
代
や
品
格
に
よ
っ

て
数
種
類
あ
り
、そ
の
流
派
で
の
み
用
い
ら
れ
る
専
用
面
も

あ
り
ま
す
。今
回
の
展
示
で
は
、そ
の
違
い
や
種
類
を
わ
か
り

や
す
く
ご
紹
介
し
ま
す
。

ま
ず《
小こ

面お
も
て》を
思
い
浮
か
べ
る
人
が
多
い
と
思
い
ま
す
。

ま
だ
若
い
女
性
を
あ
ら
わ
す
能
面
で
す
。額
か
ら
毛
筋
が
3

本
流
れ
て
い
ま
す
。そ
の《
小
面
》よ
り
少
し
年
を
経
た
女
性

の
面
が《
孫
次
郎
》で
、金
剛
流
の
専
用
面
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

金
剛
太
夫
孫
次
郎
が
、亡
き
妻
の
姿
を
思
い
な
が
ら
つ
く
ら

れ
た
と
い
い
ま
す
。《
増ぞ

う

女お
ん
な》も

少
し
年
を
重
ね
た
女
性
を
あ

ら
わ
し
て
お
り
、《
小
面
》に
比
べ
る
と
、ほ
ほ
の
肉
が
落
ち
て

い
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。

老
人
を
あ
ら
わ
す
尉
面
は
、口
ひ
げ
や
あ
ご
ひ
げ
が
植
え

ら
れ
て
い
る
か
、描
か
れ
て
い
る
か
に
よ
っ
て
、品
格
が
異
な

り
ま
す
。も
っ
と
も
品
格
の
高
い
尉
面
が
、描
か
れ
た
口
ひ
げ

を
持
つ《
小こ

尉じ
ょ
う》で
す
。神
性
の
あ
る
役
柄
に
用
い
ら
れ
ま
す
。

そ
の《
小
尉
》に
植
え
た
髭
を
加
え
た
の
が
、《
髭
小
尉
》で
、少

し
劣
り
ま
す
。《
朝
倉
尉
》は
庶
民
の
役
柄
に
用
い
ら
れ
ま
す
。

《孫次郎》是閑山田宗美《鉄打出布袋置物》

近現代工芸（第5展示室）

よろこびのかたち
12月14日（土）～2月3日（月）　会期中無休
12月29日（日）～1月3日（金）は休館

古美術（第2展示室）
石川県立美術館の
能面コレクション
12月14日（土）～2月3日（月）　会期中無休
12月29日（日）～1月3日（金）は休館
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日
本
画
は
11
月
に
引
き
続
き
展
示
す
る「
太
古
を
想
う
」に

加
え
、「
冬
の
景
」、「
ハ
レ
を
飾
る
」を
テ
ー
マ
に
展
示
し
ま

す
。「
冬
の
景
」に
は
、大
正
期
の
正
月
準
備
の
様
子
が
う
か
が

え
る《
八
百
屋
之
図
》を
展
示
。店
先
で
の
女
将
さ
ん
と
お
使

い
の
少
女
の
や
り
取
り
が
ほ
ほ
え
ま
し
い
美
人
画
で
す
。「
ハ

レ
を
飾
る
」で
は
、ち
ょ
っ
と
め
で
た
い
日
本
画
を
ご
鑑
賞
く

だ
さ
い
。

ご
注
目
い
た
だ
き
た
い
油
彩
画
の
う
ち
、南
政
善《
蝙こ

う

蝠も
り

》

は
、浅
草
の
幇ほ

う

間か
ん

を
題
材
と
し
た
作
品
で
す
。中
国
で
は
蝙
蝠

の「
蝠
」が「
福
」に
つ
う
じ
、福
の
神
の
使
い
で
あ
り
、吉
兆
の

印
と
さ
れ
ま
す
。本
作
で
は
浅
草
の
幇
間
が
座
敷
芸
の
蝙
蝠

の
舞
を
踊
る
姿
が
描
か
れ
て
い
ま
す
。機
敏
に
捉
え
ら
れ
た

幇
間
の
仕
草
に
は
、「
幇
間
と
い
う
商
売
は
す
で
に
な
く
な
っ

て
い
る
と
信
じ
て
い
た
か
ら
、本
格
派
の
幇
間
を
見
ら
れ
た

よ
ろ
こ
び
は
大
変
な
も
の
だ
。踊
る
動
作
が
じ
つ
に
お
も
し

ろ
い
」と
い
う
南
の
賛
嘆
が
う
か
が
え
ま
す
。

版
画
分
野
か
ら
は
一
見
、水
彩
画
と
見
紛
う
ば
か
り
の
宮

本
三
郎
の
木
版
画《
舞
妓
十
二
題
》の
中
か
ら
、新
春
に
相
応

し
い
題
材
を
選
ん
で
展
示
い
た
し
ま
す
。天
性
の
素
描
家
と

い
わ
れ
る
宮
本
で
す
が
、そ
の
宮
本
が
原
画
を
手
掛
け
、そ
れ

を
当
時
の
版
画
界
の
最
高
レ
ベ
ル
の
名
工
で
あ
る
彫
師
と
摺

師
が
木
版
画
に
仕
上
げ
ま
し
た
。三
者
の
息
の
合
っ
た
共
同

作
業
で
出
来
上
が
っ
た
仕
事
の
結
晶
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

彫
刻
分
野
か
ら
は
畝
村
直
久《
若
い
都
会
の
女
》を
ご
紹
介

し
ま
す
。わ
ず
か
な
動
き
を
伴
う
立
ち
姿
の
裸
婦
像
に
は
、東

京
美
術
学
校
で
学
ん
で
い
た
、若
き
彫
刻
家
の
ひ
た
む
き
な

観
察
と
量
感
へ
の
意
識
が
表
れ
て
い
ま
す
。の
ち
に
優
美
さ

と
情
感
を
持
っ
た
女
性
像
を
制
作
し
て
い
く
作
者
。ぜ
ひ
晩

年
の
代
表
作
で
あ
る《
和
》と
比
較
し
な
が
ら
ご
覧
く
だ
さ

い
。

日
本
人
は
も
と
も
と
文
字
を
持
た
な
い
民
族
で
し
た
が
、

漢
字
発
祥
の
地
で
あ
る
中
国
と
の
外
交
的
な
関
係
構
築
の
た

め
に
文
字
文
化
の
進
展
が
促
さ
れ
ま
し
た
。日
本
人
は
漢
字

の
音
を
借
り
て
、一
字
一
音
の
表
記
で「
か
な
」を
生
み
出
し

ま
し
た
。当
初
は
、漢
字
の
楷
書
の
姿
で
書
か
れ
た「
か
な
」で

す
が
、平
安
時
代
に
入
り
草
書
を
参
考
に
書
き
崩
さ
れ
ま
す
。

や
が
て
日
常
生
活
の
手
紙
を
は
じ
め
、日
本
人
が
う
た
い
口

ず
さ
ん
だ
詩
歌
、物
語
や
随
筆
、そ
の
他
の
文
字
を
書
き
記
す

た
め
の
文
字
と
し
て
か
な
書
の
盛
行
が
進
み
ま
し
た
。平
安

中
期
以
降
、一
字
一
字
切
り
離
し
て
書
い
て
い
た
単
体
の「
か

な
」は
、実
用
の
度
を
増
す
ご
と
に
、連
結
さ
せ
て
用
い
る
こ

と
に
よ
り
、流
麗
な
連
綿
と
呼
ば
れ
る
つ
づ
け
書
き
の
筆
線

を
生
み
出
し
ま
す
。ま
た
、行
頭
、行
末
、行
間
を
あ
え
て
そ
ろ

え
ず
、時
に
行
を
傾
け
て
書
く
散
ら
し
書
き
な
ど
も
生
み
、か

な
芸
術
は
完
成
し
て
い
き
ま
し
た
。

そ
の
後「
か
な
」は
、江
戸
期
ま
で
実
用
色
の
濃
い
御
家
流

を
中
心
と
し
た
書
風
が
続
き
ま
し
た
。そ
し
て
明
治
時
代
に

な
る
と
、欧
米
文
化
を
尊
重
す
る
あ
ま
り
顧
み
る
こ
と
が
な

か
っ
た
日
本
古
来
の
文
化
が
見
直
さ
れ
、「
か
な
」も
平
安
時

代
に
完
成
し
た
和
様
の
書
風
の
上
代
様
を
範
と
す
る
動
き
が

始
ま
り
、新
た
な
時
代
の
か
な
書
を
生
み
出
し
て
い
く
の
で

し
た
。

戦
後
は
建
築
や
生
活
様
式
が
西
洋
化
す
る
中
、日
展
に
書

の
部
門
が
設
け
ら
れ
、「
か
な
」も
細
字
中
心
の
机
上
芸
術
か

ら
壁
面
芸
術
へ
と
、大
字
か
な
を
生
み
出
し
大
き
く
飛
躍
し

て
い
き
ま
し
た
。今
回
の
展
示
で
は
、新
た
な
時
代
に
相
応
し

い
芸
術
を
目
指
し
て
模
索
し
て
い
っ
た
現
代
か
な
書
を
ご
紹

介
し
ま
す
。

日比野五鳳《かも》宮本三郎《舞妓十二題　松の内》

近現代絵画・彫刻（第3・4・6展示室）

優品選
12月14日（土）～2月3日（月）　会期中無休
12月29日（日）～1月3日（金）は休館

近現代書（第6展示室）

かな・方寸の美
12月14日（土）～2月3日（月）
12月29日（日）～1月3日（金）は休館
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日
本
美
術
院
は
岡
倉
天
心
ら
の
呼
び
掛
け
に
よ
り
1
8
9
8（
明

治
31
）年
、横
山
大
観
を
は
じ
め
と
す
る
日
本
画
家
26
人
が
集
ま
り
創

設
さ
れ
ま
し
た
。近
代
日
本
画
の
歩
み
で
は
日
展
と
と
も
に
、巨
大
な

足
跡
を
築
い
て
き
て
い
ま
す
。

金
沢
へ
の
巡
回
は
2
0
2
1
年
以
来
、3
年
ぶ
り
で
、日
本
画
壇
を

牽
引
す
る
日
本
美
術
院
の
同
人
た
ち
に
よ
る
1
0
1
点
の
秀
作
が
公

開
さ
れ
ま
す
。

金
沢
展
で
は
今
年
度
の
文
化
勲
章
を
受
章
さ
れ
た
田
渕
俊
夫
理
事

長
の「
遠
い
思
い
出
　
灼
熱
の
詩
」を
は
じ
め
、地
元
作
家
で
奨
励
賞

を
受
け
た
谷
善
徳
さ
ん（
金
沢
市
）の「
海
へ
」、下
田
義
寛
さ
ん（
滑
川

市
出
身
）の「
朝
陽
富
士
」な
ど
が
展
示
さ
れ
ま
す
。

主
催
／
日
本
美
術
院
、北
國
新
聞
社
、石
川
県
立
美
術
館
、一
般
財
団

法
人
石
川
県
芸
術
文
化
協
会

後
援
／
石
川
県
、金
沢
市
、石
川
県
教
育
委
員
会
、金
沢
市
教
育
委
員

会
、一
般
財
団
法
人
石
川
県
美
術
文
化
協
会
、N
H
K
金
沢
放
送
局
、

北
陸
放
送
、テ
レ
ビ
金
沢
、金
沢
ケ
ー
ブ
ル
、エ
フ
エ
ム
石
川
、ラ
ジ
オ

か
な
ざ
わ
、ラ
ジ
オ
こ
ま
つ
、ラ
ジ
オ
な
な
お

◆
観
覧
料

※
団
体
は
20
名
以
上

※
当
館
友
の
会
会
員
は
割
引
に
な
り
ま
す

◆
連
絡
先

北
國
新
聞
読
者
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー

電
話
：
0
7
6

－

2
6
0

－

8
0
0
0（
平
日
10
時
〜
18
時
）

当
　
日

前
売
り

団
　
体

一
般

1
，0
0
0
円

9
0
0
円

8
0
0
円

高
校
・
大
学
生

6
0
0
円

5
0
0
円

4
0
0
円

小
・
中
学
生

4
0
0
円

3
0
0
円

2
0
0
円

第7・8・9展示室

再興第109回院展 金沢展
12月13日（金）～26日（木）　会期中無休

12月の行事予定
■土曜講座「石川県立美術館の能面コレクション」
日時　12月14日（土）　13：30～15：00
講師　村上　尚子（学芸専門員）
会場　石川県立美術館講義室
聴講無料、申込不要

学芸室こぼれ話

展
覧
会
で
作
品
を
他
所
か
ら
お
借
り
し
て
展
示
す
る
場
合
は
、学
芸
員
が
し
っ
か

り
と
点
検
し
て
か
ら
、県
美
に
運
び
入
れ
ま
す
。思
い
出
深
い
作
品
点
検
は
、令
和
4

年
に
開
催
さ
れ
た
巡
回
展
の「
板
谷
波
山
の
陶
芸
」で
す
。点
検
は
茨
城
県
筑
西
市
に

あ
る
し
も
だ
て
美
術
館
で
行
い
ま
し
た
。大
好
き
な
波
山
の
作
品
を
前
に
、う
れ
し
い

反
面
、と
て
も
緊
張
し
な
が
ら
点
検
を
し
た
の
を
覚
え
て
い
ま
す
。た
だ
、ハ
プ
ニ
ン

グ
も
。し
も
だ
て
美
術
館
で
の
点
検
中
に
、石
川

県
で
地
震
が
発
生
し
ま
し
た
。す
ぐ
に
館
と
連

絡
を
取
り
、展
示
を
よ
り
安
全
な
方
法
に
変
更

す
る
と
と
も
に
、主
催
者
や
作
品
の
拝
借
先
に

そ
の
旨
を
説
明
し
、な
ん
と
か
了
解
を
得
て
開

催
に
こ
ぎ
つ
け
ま
し
た
。そ
し
て
展
覧
会
が
無

事
終
了
し
て
、ホ
ッ
と
し
ま
し
た
。

奈
良
　
竜
一（
学
芸
第
一
課
学
芸
主
任
）

「
作
品
を
し
っ
か
り
点
検
」

波山展のノベルティー　
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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
12月2日は第1月曜により 
コレクション展示室無料の日

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6：00

12月の休館日は
9日（月）～12日（木）
29日（日）～31日（火）

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

令和7年2月8日(土)
～3月20日(木・祝)

会期中無休
天神画像と文房具 浮世絵にみる

魑魅魍魎

次回の展覧会

第3・4・6展示室 第5展示室

優品選
【近現代絵画・彫刻】

特別陳列 彩塑人形・紺谷力
ー躍動する生命ー
【近現代工芸】

当
館
所
蔵
の《
緑
地
桐
鳳
凰
模
様
唐
織
》

が
、国
の
重
要
文
化
財
に
指
定
さ
れ
て
か
ら

50
年
が
経
ち
ま
し
た
。能
装
束
の
ひ
と
つ
で

あ
る
唐
織
は
、経た

て

糸い
と

と
緯よ

こ

糸い
と

を
織
り
こ
む
こ

と
に
よ
っ
て
模
様
を
浮
き
出
し
た
豪
華
絢
爛

さ
が
特
徴
で
す
。重
要
文
化
財
の
唐
織
は
現

在
8
点
で
す
が
、指
定
さ
れ
た
昭
和
49
年
当

時
は
ま
だ
3
点
で
し
た
。ど
う
し
て
本
唐
織

は
重
要
文
化
財
に
な
っ
た
の
か
、当
時
の
能

装
束
研
究
か
ら
ふ
り
か
え
っ
て
み
ま
し
ょ

う
。徳

川
家
や
池
田
家
、細
川
家
な
ど
、江
戸

時
代
の
大
名
家
が
所
蔵
す
る
能
装
束
コ
レ

ク
シ
ョ
ン
は
あ
り
ま
す
が
、そ
れ
に
先
行
す

る
桃
山
～
江
戸
初
期
の
能
装
束
は
め
ず
ら
し

く
、そ
の
特
徴
を
探
る
研
究
が
続
き
ま
し
た
。

厳
島
神
社
の
神
事
能
に
用
い
ら
れ
る
能
装
束

も
よ
く
知
ら
れ
て
お
り
、そ
の
中
の
ひ
と
つ

が
、昭
和
45
年
に「
重
厚
な
文
様
は
、能
装
束

の
先
駆
を
示
す
桃
山
時
代
の
唐
織
」と
し
て
、

重
要
文
化
財
に
な
っ
た
の
で
す
。

金
沢
で
は
、明
治
時
代
に
金
沢
の
能
を
復

活
さ
せ
た
シ
テ
方
佐
野
家
の
能
面
と
能
装
束

が
あ
り
ま
し
た
。初
代
吉
之
助
が
私
財
を
投

じ
て
収
集
し
た
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
で
、現
在
そ

の
ほ
と
ん
ど
は
金
沢
能
楽
美
術
館
の
所
蔵
と

な
っ
て
い
ま
す
。

佐
野
家
の
能
装
束
の
中
で
も「
白
眉
の
一

領
」と
早
く
か
ら
注
目
さ
れ
て
い
た
の
が
、本

唐
織
で
す
。深
い
緑
地
に
桐
と
鳳
凰
が
表
さ

れ
て
い
ま
す
。こ
の
鳳
凰
の
姿
が
、厳
島
神
社

の
重
要
文
化
財
の
能
装
束
に
あ
る
鳳
凰
と
よ

く
似
て
い
る
の
で
す
。優
美
な
鳳
凰
で
な
く
、

く
ち
ば
し
や
足
に
鋭
さ
が
あ
り
、ま
る
で
け

も
の
の
よ
う
な
姿
こ
そ
、桃
山
時
代
の
唐
織

の
特
徴
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
と
し
て
、指
定

と
な
り
ま
し
た
。

今
日
で
は
も
う
少
し
時
代
は
下
り
、江
戸

時
代
の
初
期
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

à	la	carte　No.82アラカルト ただいま展示中

《緑地桐鳳凰模様唐織》 みどりじきりほうおうもようからおり
丈145.0　裄72.3	(cm)	
桃山～江戸17世紀　重要文化財


