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《翁》伝三光坊
－「石川県立美術館の能面コレクション」より－

前田家と能【前田育徳会尊經閣文庫分館】

■ 石川県立美術館の能面コレクション【古美術】

■ よろこびのかたち【近現代工芸】

■ かな・方寸の美【近現代書】

■ 優品選【近現代絵画・彫刻】

 展覧会回顧　特別展 まるごと奈良博
 「寒糊炊き」の公開
 学芸室こぼれ話

 1月の行事予定
 冬期開館時間のお知らせ
 アラカルト ただいま展示中
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《弘化勧進能絵巻》うち舞台之図

加
賀
藩
前
田
家
と
い
え
ば
、宝
生
流
を
贔ひ
い

屓き

と
し
た
こ
と

で
知
ら
れ
ま
す
が
、幕
末
に
将
軍
と
な
っ
た
徳
川
家
斉
も
、生

家
で
あ
る
一
橋
家
に
な
ら
い
宝
生
贔
屓
で
あ
っ
た
こ
と
か

ら
、四
座（
観
世
・
金
春
・
宝
生
・
金
剛
）の
中
で
宝
生
流
は
も
っ

と
も
隆
盛
を
誇
り
ま
す
。

弘
化
5
年（
1
8
4
8
）に
江
戸
神
田
の
筋
違
橋
で
行
わ
れ

た
の
が
、宝
生
流
15
世
宝
生
友
干
に
よ
る
の
べ
15
日
間
の
勧

進
能
で
す
。江
戸
時
代
最
後
と
な
っ
た
勧
進
能
に
は
、の
べ
5

万
7
千
人
が
来
場
し
ま
し
た
。こ
の
勧
進
能
の
様
子
を
描
い

た
刷
物
は
数
多
く
刷
ら
れ
、人
気
を
集
め
ま
す
。会
場
周
辺
や

舞
台
・
楽
屋
を
地
図
の
よ
う
に
記
し
た
絵
図
や
、空
か
ら
俯
瞰

し
た
よ
う
に
描
い
た
全
図
な
ど
が
描
か
れ
た
の
で
す
。

絵
巻
も
複
数
つ
く
ら
れ
、静
嘉
堂
文
庫
や
法
政
大
学
能
楽

研
究
所
な
ど
に
所
蔵
さ
れ
て
い
ま
す
。「
舞
台
之
図
」は
い
ず

れ
も〈
鉢
木
〉の
場
面
で
す
が
、前
田
育
徳
会
本
は
他
本
と
異

な
り
、〈
翁
〉の
場
面
が
描
か
れ
て
い
ま
す
。

家
斉
の
21
女
・
溶
を
正
室
と
し
て
迎
え
た
13
代
藩
主
斉
泰

も
ま
た
、能
を
好
ん
だ
藩
主
で
し
た
。斉
泰
が
著
し
た『
申
楽

免
廃
論
』に
は
、幼
い
頃
か
ら
父
で
あ
る
12
代
斉
広
に
能
を
習

う
も
の
の
、は
じ
め
は
嫌
々
だ
っ
た
と
記
さ
れ
て
い
ま
す
。し

か
し
年
月
が
経
ち
、上
達
す
る
に
つ
れ
て
、そ
の
芸
道
の
理
を

知
り
、す
べ
て
に
お
い
て
有
益
で
あ
る
と
学
ん
だ
と
あ
り
ま

す
。特
に
、自
ら
脚
気
を
病
み
、そ
れ
を
舞
う
こ
と
に
よ
っ
て

克
服
し
た
こ
と
か
ら
、能
の
効
用
を
家
臣
た
ち
に
伝
え
る
た

め
、斉
泰
は『
申
楽
免
廃
論
』を
記
し
た
の
で
す
。

本
特
集
で
は
、能
面
と
能
装
束
な
ど
も
あ
わ
せ
て
、12
点
を

紹
介
し
ま
す
。

ち
ょ
う
ど
1
年
前
の
元
旦
の
出
来
事
は
正
月
を
迎
え
る
た
び
に
思
い
出
す
こ

と
に
な
る
と
思
い
ま
す
。科
学
が
発
達
し
た
と
は
い
え
、自
然
の
力
の
前
で
人
間

が
い
か
に
無
力
で
あ
る
か
を
知
ら
さ
れ
た
1
年
で
し
た
。1
9
5
0
年
、25
億
人

に
過
ぎ
な
か
っ
た
世
界
の
人
口
は
今
や
80
億
人
を
超
え
る
ほ
ど
に
な
っ
て
し
ま

い
ま
し
た
。ほ
ん
の
75
年
間
で
3
倍
も
の
人
口
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
す
。人

口
増
加
と
と
も
に
い
つ
の
間
に
か
人
類
は
自
然
を
凌
ぐ
存
在
で
あ
る
か
の
よ
う

な
傲
慢
さ
を
抱
く
よ
う
に
な
っ
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。し
か
も
、人
口
増
加
に

喘
ぐ
世
界
と
、人
口
減
少
に
苦
し
む
日
本
、さ
ま
ざ
ま
な
矛
盾
や
断
絶
が
地
球
の

各
地
で
顕
在
化
し
つ
つ
あ
り
ま
す
。

そ
れ
で
も
わ
た
く
し
た
ち
は
毎
日
を
生
き
て
い
か
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
。平
穏

無
事
で
、た
ま
に
は
美
味
し
い
も
の
を
食
べ
た
り
、旅
行
や
美
術
館
に
出
か
け
た

い
と
願
っ
て
い
ま
す
。ほ
ん
の
少
し
日
常
生
活
に
変
化
を
与
え
る
こ
と
で
、日
々

の
淡
々
と
し
た
生
活
そ
の
も
の
が
生
き
生
き
し
て
く
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

美
術
館
で
見
た
絵
の
素
晴
ら
し
い
赤
と
緑
の
組
み
合
わ
せ
に
、ス
カ
ー
フ
の
彩

り
が
似
て
い
る
こ
と
に
気
付
か
さ
れ
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。仏
像
の
お
顔
を
見

て
い
る
と
、祖
父
の
ご
く
普
通
の
顔
に
も
ど
こ
か
奥
行
き
を
見
出
せ
る
よ
う
な

気
に
も
な
り
ま
す
。日
常
の
中
で
の
ち
ょ
っ
と
し
た
発
見
や
変
化
が
生
活
に
彩

り
を
与
え
て
く
れ
ま
す
。で
す
か
ら
気
分
を
変
え
る
た
め
に
小
さ
な
旅
行
に
出

か
け
た
り
、寄
り
道
を
し
て
公
園
に
行
っ
た
り
す
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

石
川
県
立
美
術
館
は
県
民
の
方
々
が
日
々
の
生
活
に
少
し
で
も
潤
い
を
感

じ
、生
活
を
楽
し
く
す
る
き
っ
か
け
を
見
出
し
て
い
た
だ
け
れ
ば
と
願
っ
て
活

動
し
て
い
ま
す
。も
ち
ろ
ん
、こ
の
地
に
息
づ
く
工
芸
や
美
術
に
携
わ
る
作
家
の

方
々
が
さ
ら
に
活
躍
で
き
る
よ
う
ご
協
力
す
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
あ
り
ま
せ

ん
。当
館
に
足
を
運
ん
で
下
さ
る
こ
と
が
私
た
ち
県
美
で
働
く
者
に
と
っ
て
最

大
の
励
み
に
な
り
ま
す
の
で
、企
画
展
や
常
設
展
に
お
出
か
け
下
さ
る
こ
と
を

お
待
ち
し
て
い
ま
す
。

新年のご挨拶
館長　青柳 正規

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
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前
号
の
女
面
と
尉
面
の
解
説
に
つ
づ
き
、今
号
の
美
術
館

だ
よ
り
で
は
、決
め
ら
れ
た
能
に
用
い
る
専
用
面
や
め
ず
ら

し
い
面
を
5
面
紹
介
し
ま
す
。

赤
い
顔
の
童
子
が
か
す
か
に
ほ
ほ
笑
む《
猩
々
》は
、百
薬

の
長
で
あ
る
酒
の
効
用
を
称
え
る
能〈
猩
々
〉に
て
用
い
ら
れ

る
専
用
面
で
す
。赤
頭
に
、赤
い
唐
織
を
上
着
と
し
て
羽
織

り
、袴
も
赤
と
い
う
赤
尽
く
し
の
姿
で
登
場
し
ま
す
。

苦
悩
に
満
ち
た
表
情
の《
俊
寛
》は
、能〈
俊
寛
〉専
用
面
で

す
。平
家
政
権
の
転
覆
を
謀
り
、俊
寛
は
鬼
界
島
へ
流
さ
れ
ま

す
。や
が
て
清
盛
の
娘
で
あ
る
中
宮
が
懐
妊
し
た
こ
と
か
ら
、

恩
赦
の
使
い
が
島
へ
到
着
し
ま
す
が
、そ
の
中
に
俊
寛
の
名

は
な
く
、ひ
と
り
島
に
残
さ
れ
る
怒
り
と
絶
望
を
あ
ら
わ
し

て
い
ま
す
。

家
か
ら
追
い
出
さ
れ
、盲
目
の
乞
食
と
な
っ
た
青
年
こ
そ
、

探
し
求
め
て
い
た
わ
が
子
で
あ
っ
た
と
い
う
能〈
弱
法
師
〉で

用
い
ら
れ
る
の
が
、《
弱
法
師
》で
す
。不
幸
な
青
年
で
あ
り
な

が
ら
、そ
の
表
情
に
悲
惨
さ
が
な
く
、清
ら
か
さ
が
漂
い
ま

す
。能〈

殺
生
石
〉で
は
、二
つ
に
割
れ
た
石
の
中
か
ら
、狐
に
似

た
妖
怪
が
現
れ
ま
す
。他
流
で
は「
小
飛
出
」を
用
い
ま
す
が
、

宝
生
流
で
は〈
野や

干か
ん

〉が
用
い
ら
れ
ま
す
。こ
の
面
袋
に
は「
野

干
ハ
殺
生
石
に
限
り
」と
記
さ
れ
て
い
ま
す
が
、加
賀
藩
の
能

の
指
南
役
で
あ
っ
た
宝
生
弥
五
郎
が
こ
う
述
べ
た
よ
う
で

す
。口

を
真
一
文
字
に
ぎ
ゅ
っ
と
結
ぶ「
へ
し
む
」表
情
が
特
徴

の「
癋べ

し

見み

」の
面
も
複
数
紹
介
し
ま
す
。《
白
癋
見
》は
異
種
の

ひ
と
つ
で
、眉
も
白
く
、植
え
ら
れ
た
ひ
げ
も
真
っ
白
で
あ
る

こ
と
か
ら
、こ
の
名
が
つ
き
ま
し
た
。文
化
8（
1
8
1
1
）年

に
つ
く
ら
れ
た
こ
と
が
裏
面
か
ら
わ
か
り
ま
す
。

《俊寛》《野干》《般若》

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）
12月29日（日）～1月3日（金）は休館

面
に
は
、そ
の
役
を
演
じ
る
と
い
う
以
上
の
力
が
あ
り
ま
す
。今
回
展
示
す
る《
般
若
》の
裏
に

は
、赤
鶴
と
い
う
面
打
師
が
打
っ
た「
浮
木
般
若
」を
模
し
た
と
と
も
に
、「
海
に
浮
か
ぶ
面
を
拾

い
上
げ
た
と
こ
ろ
、天
下
が
安
全
と
な
っ
た
た
め
、こ
れ
を
掛
け
て
奉
っ
た
」と
も
記
さ
れ
て
い

ま
す
。

面
に「
光
を
放
つ
海
中
か
ら
取
り
上
げ
た
」と
い
う
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
伴
う
こ
と
は
少
な
く
な

く
、拾
い
上
げ
た
面
を
大
切
に
し
た
こ
と
か
ら
奇
跡
が
起
こ
っ
た
と
い
う
言
い
伝
え
か
ら
、今
日

で
も
面
を
祀
る
地
域
も
あ
り
ま
す
。能
が
完
成
す
る
以
前
の
面
に
よ
る
芸
能
は
、元
来「
神
に
奉

納
」さ
れ
て
い
ま
し
た
。

「
面
は
命
と
同
じ
」と
し
て
、能
楽
師
の
方
々
は
大
切
に
扱
い
ま
す
。か
つ
て
展
覧
会
へ
の
ご
出

品
を
お
願
い
し
た
際
に
、美
術
館
ま
で
自
ら
ご
持
参
く
だ
さ
っ
た
こ
と
が
思
い
出
さ
れ
ま
す
。

学芸員の眼
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篆て
ん

刻こ
く

は「
方
寸
の
世
界
」と
も
呼
ば
れ
、一
寸
、約
3
セ
ン
チ

四
方
の
限
ら
れ
た
空
間
の
中
で
、漢
字
の
書
体
で
あ
る
篆
書

を
主
に
刻ほ

る
芸
術
で
す
。篆
刻
で
扱
う
篆
書
は
象
形
文
字
の

要
素
が
強
く
、時
代
に
よ
っ
て
様
々
な
形
態
が
あ
る
書
体
で

す
。篆
刻
は
印
の
中
に
ど
の
よ
う
に
文
字
を
収
め
る
か
、自
由

な
造
形
感
覚
を
駆
使
し
て
美
意
識
を
凝
縮
さ
せ
る
の
が
魅
力

で
す
。印
刀
で
刻
ら
れ
た
線
は
、毛
筆
で
書
か
れ
た
線
よ
り
鋭

く
強
い
線
で
、毛
筆
と
は
違
っ
た
線
表
現
の
面
白
さ
が
あ
り

ま
す
。

篆
刻
の
は
じ
ま
り
は
、中
国
で
元
時
代
以
降
、知
識
階
級
で

あ
る
文
人
ら
を
中
心
に
、書
画
作
品
に
調
和
す
る
自
分
用
の

印
を
自
ら
作
る
よ
う
に
な
っ
た
の
が
き
っ
か
け
で
す
。明
代

に
入
り
、篆
刻
は
詩
、書
、画
に
続
く
芸
術
領
域
と
し
て
盛
ん

に
な
り
ま
し
た
。日
本
に
は
江
戸
初
期
、日
本
に
渡
来
し
た
僧

侶
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
ま
し
た
。彼
ら
は
書
画
と
共
に
、篆

刻
の
技
法
を
多
く
の
日
本
人
に
伝
え
、瞬
く
間
に
江
戸
時
代

の
儒
学
者
や
文
人
の
間
に
広
ま
り
ま
し
た
。江
戸
中
期
に
活

躍
し
、日
本
の
印
聖
と
称
さ
れ
た
高
芙
蓉
は
、こ
れ
ま
で
に
な

い
素
朴
で
力
強
く
格
調
高
い
印
風
で
近
世
の
篆
刻
界
を
一
変

さ
せ
ま
し
た
。高
芙
蓉
の
系
譜
は
多
く
の
門
人
に
よ
っ
て
明

治
初
期
ま
で
の
篆
刻
の
主
流
と
な
り
ま
し
た
。明
治
以
降
は

日
中
の
文
化
人
の
往
来
を
通
し
て
、清
朝
の
最
新
の
作
風
が

も
た
ら
さ
れ
、日
本
の
近
代
篆
刻
の
礎
が
築
か
れ
て
い
き
ま

し
た
。今
回
の
展
示
で
は
そ
の
遺
風
を
経
て
展
覧
会
芸
術
と

し
て
独
自
の
近
代
的
な
作
風
を
樹
立
し
、発
展
さ
せ
て
い
っ

た
現
代
篆
刻
家
た
ち
の
作
品
を
ご
紹
介
し
ま
す
。

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
。

展
示
作
品
か
ら
沢
田
宗
沢《
蒔
絵
山
水
図
硯
箱
》を
紹
介
し

ま
す
。モ
チ
ー
フ
は「
蓬ほ

う

莱ら
い

山さ
ん

」。古
来
よ
り
中
国
で
伝
え
ら

れ
、日
本
で
は
平
安
時
代
に
は
す
で
に
意
匠
化
さ
れ
て
い
た

吉
祥
画
題
で
す
。海
中
に
あ
り
、仙
人
が
住
む
不
老
不
死
の
霊

山
で
、正
し
い
行
い
を
す
る
者
で
な
け
れ
ば
辿
り
つ
け
な
い

理
想
郷
と
さ
れ
ま
し
た
。松
竹
梅
が
生
え
、天
に
は
鶴
が
舞
い

下
に
は
亀
が
遊
び
ま
す
。松
竹
梅
は
冬
の
寒
さ
に
耐
え
な
が

ら
生
き
生
き
と
茂
る「
歳
寒
三
友
」と
し
て
、鶴
亀
は
そ
れ
ぞ

れ
千
年
、万
年
生
き
る
と
し
て
知
ら
れ
、こ
ち
ら
も
縁
起
の
良

い
シ
ン
ボ
ル
で
す
。

本
作
で
は
蓋
裏
に
蓬
莱
山
、見
込
に
鶴
が
描
か
れ
て
い
ま

す
。筆
に
は
や
は
り
縁
起
の
良
い
七
宝
文
様
が
あ
し
ら
わ
れ
、

吉
祥
文
様
、モ
チ
ー
フ
が
ふ
ん
だ
ん
に
盛
り
込
ま
れ
て
い
る

こ
と
が
分
か
り
ま
す
。

作
者
の
沢
田
宗
沢
は
天
保
元
年（
1
8
3
0
）金
沢
生
ま

れ
。明
治
期
の
金
沢
に
お
け
る
代
表
的
な
蒔
絵
師
で
、細
部
表

現
の
精
緻
な
こ
と
で
知
ら
れ
ま
し
た
が
、本
作
に
お
い
て
も

そ
の
特
徴
が
よ
く
発
揮
さ
れ
て
い
ま
す
。今
回
は
硯
箱
の
蓋

を
開
け
、表
裏
が
見
ら
れ
る
よ
う
に
展
示
を
し
て
お
り
ま
す
。

沢田宗沢《蒔絵山水図硯箱》中村蘭台《和光同塵》

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）
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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昨
年
の
夏
の
思
い
出
は
、と
に
か
く「
猛
暑
」、「
照
り
付
け

る
日
差
し
」。そ
し
て
連
日
多
く
の
お
客
様
が
、朝
か
ら
汗
を

拭
き
拭
き
並
ん
で
く
だ
さ
っ
た
特
別
展「
ま
る
ご
と
奈
良
博
」

で
す
。当
館
主
催
の
展
覧
会
と
し
て
は
極
め
て
稀
と
も
い
え

る
規
模
の
展
覧
会
で
し
た
。な
に
し
ろ
奈
良
国
立
博
物
館
か

ら
国
宝
8
件
、重
要
文
化
財
93
件
を
含
む
2
0
0
点
超
の
仏

教
美
術
が
や
っ
て
き
た
の
で
す
か
ら
。そ
の
他
に
も
賛
否
を

巻
き
起
こ
し
た
？
映
画「
ス
タ
ー
ウ
ォ
ー
ズ
」ば
り
の
ポ
ス

タ
ー
・
ビ
ジ
ュ
ア
ル
類
や
、人
気
投
票「
推
し
仏
」な
ど
多
彩
な

関
連
イ
ベ
ン
ト
も
話
題
で
し
た
。

し
か
し
、何
よ
り
印
象
に
残
る
こ
と
は
、そ
の
素
晴
ら
し
い

数
々
の「
仏
さ
ま
」た
ち
を
熱
心
に
見
入
る
お
客
様
の
姿
で
し

た
。リ
ピ
ー
タ
ー
が
多
か
っ
た
の
も
本
展
の
特
徴
の
ひ
と
つ

で
す
。3
年
前
に
コ
ロ
ナ
禍
の
奈
良
で
開
催
さ
れ
た「
奈
良
博

三
昧

－

至
高
の
仏
教
美
術
コ
レ
ク
シ
ョ
ン

－

」を「
ま
る
ご
と
」

持
っ
て
き
た
今
回
の
展
覧
会
。「
わ
か
り
や
す
く
仏
教
美
術

の
魅
力
を
紹
介
す
る
、親
し
み
や
す
い
展
覧
会
」の
コ
ン
セ
プ

ト
の
通
り
、展
覧
会
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
に
よ
る
解
説
を
は
じ
め
、

様
々
な
仕
掛
け
が
奏
功
し
5
万
6
千
人
を
超
え
る
来
場
を
み

た
の
だ
と
思
い
ま
す
。大
震
災
に
よ
り
被
災
さ
れ
た
能
登
の

方
々
に
多
少
な
り
と
も「
こ
こ
ろ
の
安
寧
」と「
再
生
へ
の
チ
カ

ラ
」を
お
届
け
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

最
後
に
な
り
ま
し
た
が
、奈
良
国
立
博
物
館
を
は
じ
め
、ご

協
力
を
い
た
だ
い
た
関
係
各
位
に
改
め
て
、深
く
感
謝
を
申

し
上
げ
ま
す
。

そ
う
そ
う
、「
推
し
仏
」1
位
は
、「
走
り
大
黒
天
」の
別
名
で

親
し
ま
れ
る《
伽
藍
神
立
像
》が
、2
位
以
下
に
断
ト
ツ
の
差

を
つ
け
て
獲
得
し
ま
し
た
。

日
本
画
は「
ハ
レ
を
飾
る
」と
し
て
正
月
ら
し
い
展
示
を
し

て
い
ま
す
。垣か

い

内と

雲う
ん

嶙り
ん《
旭
日
稚
松
図
》は
一
見
、床
の
間
の
あ

る
家
な
ら
あ
り
そ
う
な
作
品
で
す
が
、作
者
に
注
目
し
て
み

ま
し
ょ
う
。雲
嶙
は
、江
戸
時
代
後
期
に
平
安
四
名
家
と
謳
わ

れ
た
絵
師
の
ひ
と
り
、塩
川
文
麟
に
学
び
、石
川
に
来
て
円
山

派
系
の
流
れ
を
つ
く
っ
た
人
で
す
。「
旭
日
稚
松
」は
四
名
家

も
よ
く
し
た
画
題
で
、石
川
に
円
山
派
の
流
れ
を
見
る
こ
と

が
で
き
る
一
点
で
す
。

油
彩
画
分
野
で
は
、塗
師
祥
一
郎《
山
間
》に
ご
注
目
く
だ

さ
い
。圧
倒
的
な
存
在
感
を
見
せ
る
雪
山
は
大
胆
か
つ
リ

ズ
ミ
カ
ル
な
タ
ッ
チ
で
、画
面
下
の
家
々
は
ゆ
っ
た
り
と
し

た
筆
遣
い
で
ま
ろ
や
か
に
描
か
れ
て
い
ま
す
。塗
師
が
感
じ

取
っ
た
、厳
寒
の
澄
ん
だ
冴
え
冴
え
し
い
空
気
、自
然
の
生
命

力
と
集
落
の
か
す
か
な
息
遣
い
が
、緻
密
か
つ
忠
実
な
絵
作

り
に
よ
っ
て
伝
わ
っ
て
き
ま
す
。

版
画
作
品
か
ら
は
宮
本
三
郎
の《
舞
妓
十
二
題
集
》を
ご
紹

介
し
て
い
ま
す
。宮
本
は「
舞
妓
の
中
に
あ
る
も
の
、そ
れ
は

日
本
女
性
の
磨
き
に
磨
か
れ
た
伝
統
美
の
集
積
」と
語
っ
て

い
ま
す
。舞
妓
た
ち
の
季
節
ご
と
の
行
事
に
伴
う
衣
装
や
髪

型
の
変
化
を
、あ
ら
ゆ
る
角
度
や
視
点
か
ら
繰
り
返
し
描
き

続
け
た
、宮
本
の
人
物
描
写
の
美
し
さ
を
ご
堪
能
く
だ
さ
い
。

彫
刻
分
野
で
は
、裸
体
像
に
焦
点
を
当
て
て
ご
紹
介
し
て

い
ま
す
。男
性
像
や
女
性
像
の
筋
肉
や
体
の
ボ
リ
ュ
ー
ム
、な

め
ら
か
な
肌
、ポ
ー
ズ
そ
し
て
シ
ル
エ
ッ

ト
な
ど
、作
家
、作
品
に
よ
っ
て
注
目
す

る
点
は
様
々
で
す
。展
示
室
に
立
ち
並
ぶ

作
品
た
ち
か
ら
、裸
体
像
の
美
を
お
楽
し

み
く
だ
さ
い
。

垣内雲嶙《旭日稚松図》展示中の「走り大黒天」こと《伽藍神立像》

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）
12月29日（日）～1月3日（金）は休館

展覧会回顧

特別展 「まるごと奈良博
－奈良国立博物館 至高の仏教美術コレクション－」
令和6年7月6日（土）～8月25日（日）
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毎
年
恒
例
の「
寒か
ん

糊の
り

炊た

き
」を
開
催
し
ま
す
。「
寒
糊
」と
は
、大
寒
に
炊
い
た
小
麦
粉
で
ん
ぷ

ん
糊
で
す
。一
年
で
一
番
雑
菌
の
少
な
い
寒
冷
の
時
期
に
作
っ
た
糊
を
甕
に
貯
え
、10
年
以
上

冷
暗
所
に
保
管
し
微
生
物
の
働
き
で
熟
成
さ
せ
る
と
、接
着
力
の
弱
い
古
糊
に
変
化
し
ま
す
。

掛
軸
や
巻
子
な
ど
軸
装
の
裏
打
ち
に
用
い
て
巻
き
伸
ば
し
を
柔
軟
に
す
る
、文
化
財
の
修
復

に
不
可
欠
な
接
着
剤
で
す
。

下
記
の
時
間
帯
に
自
由
に
見
学
が
で
き
ま
す
。ぜ
ひ
お
越
し
く
だ
さ
い
。

日
時　

1
月
20
日（
月
）9
時
30
分
～
15
時

※
申
込
不
要
・
見
学
無
料　

※
荒
天
中
止

会
場　

石
川
県
文
化
財
保
存
修
復
工
房
周
辺

協
力　
（
一
財
）石
川
県
文
化
財
保
存
修
復
工
房

お
問
い
合
わ
せ　

石
川
県
立
美
術
館
広
坂
別
館

電
話
：
0
7
6

－

2
2
1

－

8
8
1
0

「
寒
糊
炊
き
」の
公
開

第7・8・9展示室
第35回
志賀町を描く美術展金沢展
1月23日（木）～26日（日）　会期中無休

第8・9展示室
第33回
石川独立DO展
1月17日（金）～20日（月）　会期中無休

志
賀
町
を
描
く
美
術
展
は
、志
賀
町
の
四
季
を
通
じ
て
彩

り
を
添
え
る
風
景
・
豊
か
な
自
然
の
恩
恵
を
受
け
て
生
ま
れ

て
き
た
伝
統
文
化
や
慣
習
な
ど
を
キ
ャ
ン
バ
ス
に
描
い
て
い

た
だ
く
こ
と
に
よ
り
、志
賀
町
を
よ
り
多
く
の
皆
様
に
P

R

す
る
目
的
で
開
催
し
て
お
り
ま
す
。例
年
、招
待
作
品
か
ら
一

般
作
品
ま
で
約
90
点
の
洋
画
・
日
本
画
・
水
墨
画
・
水
彩
画
な

ど
の
作
品
を
富
来
展
と
金
沢
展
の
二
会
場
で
展
示
し
て
お
り

ま
す
。

◆
入
場
無
料

◆
連
絡
先　

志
賀
町
生
涯
学
習
セ
ン
タ
ー

羽
咋
郡
志
賀
町
高
浜
町
カ
1

－

1

電
話
：
0
7
6
7

－

3

2

－

2
9
7
0

石
川
独
立
は
、昭
和
54
年
に
県
内
在
住
の
独
立
展
出
品
者

を
中
心
に
D

O
展
と
し
て
発
足
し
ま
し
た
。日
本
的
フ
ォ
ー

ビ
ズ
ム（
野
獣
派
）の
流
れ
を
汲
む
独
立
展
は
、東
京
・
国
立
新

美
術
館
で
毎
年
開
催
さ
れ
て
お
り
、今
年
で
91
回
を
数
え
ま

す
。自
由
で
個
性
強
烈
な
作
家
を
輩
出
し
て
い
る
事
で
注
目

を
集
め
て
い
ま
す
。

18
日（
土
）に
は
批
評
会
も
行
い
、作
家
そ
れ
ぞ
れ
の
作
品

に
対
す
る
思
い
が
理
解
で
き
る
機
会
と
も
な
っ
て
い
ま
す
。

一
般
の
方
か
ら
の
ご
質
問
や
ご
意
見
を
伺
う
こ
と
も
で
き
ま

す
の
で
、是
非
ご
参
加
く
だ
さ
い
。

◆
出
品
予
定
作
家

伊
藤
裕
貴
・
浦
野
聖
菜
・
大
橋
結
花
・
大
部
雅
子
・

桑
野
幾
子
・
小
山
桃
花
・
桜
井
節
子
・
進
地
美
穂

田
井
淳
・
南
雲
ま
き
・
堀
一
浩
・
松
村
裕
之

◆
入
場
無
料

◆
連
絡
先　

堀
一
浩　

電
話
：
0
9
0

－4
3
2
6

－5
8
4
9

過去の寒糊炊きの様子

※
青
柳
会
第
4
回
会
員
展（
1
月
18
日
～
19
日
）は
諸
般
の
事
情
に
よ
り
中
止
と
な
り
ま
し
た
。

　

あ
ら
か
じ
め
ご
了
承
く
だ
さ
い
ま
す
よ
う
、お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。
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学芸室こぼれ話

昨
年
の
夏
に
開
催
し
た
特
別
展「
ま
る
ご
と
奈
良
博
」に
関
わ
ら
せ
て
い
た
だ
き
ま

し
た
。本
展
は
石
川
県
立
美
術
館
で
開
催
し
た
展
覧
会
の
な
か
で
も
屈
指
の
大
き
さ

を
誇
る
も
の
で
、5
万
人
を
超
え
る
お
客
様
に
お
越
し
い
た
だ
き
ま
し
た
。作
品
の
借

用
や
点
検
で
は
、奈
良
国
立
博
物
館
の
み
な
さ
ん
の
お
仕
事
を
拝
見
さ
せ
て
い
た
だ

き
ま
し
た
。ど
ん
な
と
こ
ろ
を
見
て
い
る
の
か
、ど
ん
な
道
具
を
使
っ
て
い
る
の
か
、

作
業
員
の
方
に
ど
ん
な
指
示
を
出
し
て
い
る
の
か
と
、多
く
の
こ
と
を
勉
強
さ
せ
て

い
た
だ
く
贅
沢
な
時
間
で
し
た
。ま
た
奈
良

好
き
の
わ
た
し
に
と
っ
て
、2
週
間
ほ
ど
奈

良
市
内
に
滞
在
で
き
た
の
も
い
い
思
い
出
で

す
。仕
事
終
わ
り
に
興
福
寺
へ
参
拝
し
た
り
、

博
物
館
の
周
辺
を
探
索
し
た
り
。奈
良
の
新

し
い
魅
力
を
た
く
さ
ん
見
つ
け
る
こ
と
が
で

き
ま
し
た
。

冬期開館時間の
お知らせ

左
記
の
期
間
中
、開
館
時
間
が
変
更
と
な
り
ま
す
。

引
き
続
き
、新
年
も
た
く
さ
ん
の
ご
来
館
を
心
よ
り
お
待
ち
し
て
お
り
ま
す
。

■
期
間

1
月
4
日（
土
）～
3
月
20
日（
木
・
祝
）

■
開
館
時
間

9
時
30
分
～
17
時
30
分（
入
館
は
17
時
ま
で
）

※
通
常
開
館
時
間　

9
時
30
分
～
18
時

鈴
木
彩
可（
普
及
課 

学
芸
員
）

「
奈
良
出
張
の
思
い
出
」

学
芸
員
は
様
々
な
分
野
を
経
験
し
、展
覧
会
に
関
わ
り
ま
す
。絵
画
、彫
刻
、工
芸
な

ど
の
展
覧
会
を
担
当
し
な
が
ら
、そ
の
都
度
勉
強
し
つ
つ
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。彫
刻

の
展
覧
会
を
担
当
し
た
と
き
は
、配
置
の
参
考
に
す
る
た
め
他
館
の
彫
刻
展
を
見
に

行
っ
た
り
、見
や
す
い
キ
ャ
プ
シ
ョ
ン
を
見
つ
け
た
ら
メ
モ
し
た
り
な
ど
し
て
、皆
様

に
興
味
を
持
っ
て
い
た
だ
け
る
展
示
・
解
説
方
法
の
ア
イ

デ
ア
が
な
い
か
日
々
模
索
し
て
い
ま
す
。2
0
2
2
年
に

担
当
し
た
企
画
展「
か
ね
は
雄
弁
に
語
り
き
」で
は
、可
動

性
の
あ
る
金
属
細
工《
鉄
自
在
蛇
置
物
》を
動
か
す
動
画

や
銅
鑼
の「
音
」の
展
示
、デ
ジ
タ
ル
図
録
の
作
成
を
行
い

ま
し
た
。作
品
に
親
し
ん
で
い
た
だ
く
た
め
に
初
め
て
実

施
し
て
み
ま
し
た
が
、い
か
が
で
し
た
で
し
ょ
う
か
。今

後
も
皆
様
と
美
術
の
面
白
さ
、楽
し
さ
を
シ
ェ
ア
し
て
い

け
れ
ば
と
思
っ
て
い
ま
す
。

竹
内 

唯（
普
及
課 

学
芸
主
任
）

「
美
術
に
親
し
ん
で
い
た
だ
く
た
め
に
」

1月の行事予定
■土曜講座
①「街並みの絵画史（２）日本編」
日時　1月11日（土）　13時30分～15時
講師　前多　武志（学芸第一課長）

②「工芸と吉祥文―よろこびのかたち―」
日時　1月18日（土）　13時30分～15時
講師　竹内　唯（学芸主任）

③「近代版画の口絵について」
日時　1月25日（土）　13時30分～15時
講師　深山　千尋（普及課長）

いずれも会場は石川県立美術館講義室
聴講無料、申込不要

奈良国立博物館近くの浮見堂
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石川県立美術館だより
第495号〈毎月発行〉
2025年1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 https://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
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

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

1月の休館日は
1日（水）～3日（金）

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。

背
の
低
い
小
型
の
屏
風
で
す
が
、一
隻
が

八
曲
の
横
に
長
い
作
品
で
す
。左
隻
に
は
、端

正
な
富
士
の
姿
を
背
景
に
3
羽
の
鶴
が
飛
翔

す
る
姿
が
描
か
れ
、右
隻
に
は
、三
保
の
水
辺

で
羽
根
を
休
め
る
数
羽
の
も
と
に
、一
羽
鶴

が
飛
来
す
る
様
子
が
描
か
れ
て
い
ま
す
。作

者
の
流
麗
な
筆
致
と
確
か
な
写
実
力
が
認
め

ら
れ
る
佳
作
で
す
。

主
に
絵
巻
物
な
ど
、右
か
ら
左
に
展
開
し

て
い
く
例
が
多
い
日
本
美
術
で
す
が
、本
作

の
場
合
は
、左
隻
か
ら
飛
び
立
っ
た
鶴
が
右

隻
に
飛
来
す
る
と
い
う
、「
迎
え
入
れ
る
」構

図
に
な
っ
て
お
り
福
が
次
々
と
訪
れ
る
興
味

深
い
と
こ
ろ
で
す
。お
め
で
た
い
画
題
で
す
。

作
者
の
岸
浪
柳
渓
は
、南
画
家
と
し
て
分

類
さ
れ
る
画
家
で
す
が
、そ
の
作
風
は
、南
画

の
持
つ
、画
技
よ
り
も
精
神
性
や
詩
情
を
重

ん
じ
る
イ
メ
ー
ジ
と
は
か
け
離
れ
た
も
の
で

す
。そ
れ
は
撤
し
て
学
ん
だ
師
・
田
崎
早
雲
か

ら
、諸
派
を
修
め
た
そ
の
師
・
谷
文
晁
へ
と
遡

る
教
え
に
よ
る
も
の
で
し
ょ
う
。

岸
浪
柳
渓
は
、安
政
2
年（
1
8
5
5
）に

仙
台
藩
士
の
医
師
の
三
男
と
し
て
、江
戸
に

生
ま
れ
ま
し
た
。10
歳
で
仙
台
藩
の
絵
所
に

学
び
、15
歳
で
福
島
柳
圃
に
、17
歳
で
田
崎
草

雲
に
入
門
。内
国
勧
業
博
覧
会
等
に
出
品
し

ま
す
。明
治
24
年（
1
8
9
1
）に
来
県
、以
後

金
沢
で
画
業
に
専
念
し
ま
し
た
。北
陸
絵
画

共
進
会
の
若
手
作
家
の
指
導
に
も
あ
た
っ
て

い
ま
す
。同
34
年（
1
9
0
1
）は
宮
内
省
よ

り「
四
季
耕
作
図
」制
作
の
内
命
を
受
け
、東

京
に
転
居
。大
正
5
年（
1
9
1
6
）に
は
帝

室
技
芸
員
に
推
挙
さ
れ
ま
し
た
が
、耳
の
患

い
を
理
由
に
辞
退
し
て
い
ま
す
。
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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】


