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■ 婚礼調度と遊戯具【前田育徳会尊經閣文庫分館】

■ 千代女と加賀の俳人たち【古美術】

■ 書にみる文字の造形【近現代書】

■ 優品選【近現代絵画・彫刻】

 12月の企画展示室
 企画展Topics
 ミュージアムレポート
 学芸室の人々
 12月の行事予定

銅器会社《金銀象嵌花鳥人物文薄端》
　ー「メイジ・スタイル」よりー

特別陳列 メイジ・スタイル�
ー石川から世界へー【近現代工芸】
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近現代工芸（第5展示室）

特別陳列 メイジ・スタイル ー石川から世界へー

12月17日（土）～2月5日（日）　会期中無休 

明
治
維
新
は
政
治
、社
会
や
生
活
な
ど
に
激
変
を
も
た
ら

し
ま
し
た
。石
川
県
で
は
江
戸
時
代
以
来
、高
い
水
準
で
工
芸

品
が
盛
ん
に
つ
く
ら
れ
て
き
ま
し
た
が
、明
治
維
新
の
あ
お

り
を
受
け
、旧
来
の
パ
ト
ロ
ン
で
あ
る
武
士
階
層
が
い
な
く

な
る
と
、職
人
達
は
窮
地
に
立
た
さ
れ
ま
し
た
。し
か
し
、明

治
五（
一
八
七
二
）年
、兼
六
園
内
で
開
催
さ
れ
た
金
沢
博
覧

会
を
皮
切
り
に
、金
沢
区
方
勧
業
場（
の
ち
の
石
川
勧
業
場
）、

金
沢
工
業
学
校（
の
ち
の
石
川
県
立
工
業
高
等
学
校
）な
ど
、

工
芸（
工
業
）を
保
護
育
成
す
る
機
関
の
設
置
や
、金
沢
銅
器

会
社
や
九
谷
陶
器
会
社
な
ど
を
中
心
と
す
る
工
芸
を
国
内
外

に
販
売
す
る
企
業
の
設
立
な
ど
、国
策
と
し
て
の
殖
産
興
業

の
動
き
に
敏
感
に
反
応
し
ま
す
。そ
の
結
果
、藩
政
期
以
来
の

工
芸
品
の
保
護
、育
成
、継
承
、発
展
に
努
め
た
結
果
、後
に
多

く
工
芸
作
家
を
輩
出
す
る
に
至
り
ま
す
。

そ
の
中
で
も
、寺
井
町（
現
・
能
美
市
）の
九
谷
庄
三
が
確
立

し
た「
彩
色
金
襴
手
」の
上
絵
技
法
を
用
い
た
や
き
も
の
が
欧

米
諸
国
へ
輸
出
さ
れ
る
と
高
い
評
価
を
受
け
、「
ジ
ャ
パ
ン
ク

タ
ニ
」と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
り
、輸
出
陶
磁
器
の
中
心
と
な

り
ま
す
。

本
展
で
は
、明
治
時
代
に
石
川
県
か
ら
輸
出
さ
れ
た
工
芸

作
品
が
、輸
出
工
芸
の
主
流
と
な
っ
て
い
た
こ
と
に
着
目
し

ま
す
。明
治
の
輸
出
工
芸
の
様
式
、す
な
わ
ち「
メ
イ
ジ
・
ス
タ

イ
ル
」と
し
て
、制
作
さ
れ
て
い
く
工
芸
作
品
を
、図
案
や
作

品
か
ら
再
考
す
る
も
の
で
す
。

九谷庄三《色絵金彩花鳥文大香炉》

「
ジ
ャ
パ
ン
ク
タ
ニ
」の
代
表
、九
谷
庄
三
の《
色
絵
金
彩
八
仙
人
花
鳥
図
大
花
瓶
》を
み
て
い
き
ま
し
ょ
う
。庄
三
は

江
戸
時
代
後
半
か
ら
明
治
初
年
に
活
躍
し
た
陶
工
で
、「
彩
色
金
襴
手
」技
法
と
赤
絵
を
用
い
た「
庄
三
風
」を
確
立
さ

せ
、輸
出
九
谷
の
主
流
と
な
る
製
品
を
つ
く
り
ま
し
た
。本
作
に
は
二
つ
の
窓
そ
れ
ぞ
れ
に
八
仙
と
花
鳥
が
緻
密
で
色

彩
豊
か
に
描
か
れ
て
い
ま
す
。八
仙
は
日
本
で
い
う
七
福
神
の
よ
う
な
も
の
で
、華
人
社
会
で
は
と
て
も
人
気
の
モ

チ
ー
フ
で
す
。輸
出
九
谷
に
は
、本
作
の
よ
う
な
ア
ジ
ア
的
な
画
題
が
描
か
れ
、世
界
で
高
く
評
価
さ
れ
て
き
ま
し
た
。

学芸員の眼

九谷庄三《色絵金彩八仙人花鳥図大花瓶》
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古美術（第2展示室）

千代女と加賀の俳人たち
12月17日（土）～2月5日（日）　会期中無休  

前田育徳会尊經閣文庫分館 

婚礼調度と遊戯具
12月17日（土）～2月5日（日）　会期中無休 

松
尾
芭
蕉
は
、有
名
な「
奥
の
細
道
」の
行
脚（
一
六
八
九
）

の
帰
路
に
加
賀
へ
立
ち
寄
り
、俳
人
た
ち
と
交
流
し
た
こ
と

か
ら
、加
賀
で
は
蕉
風（
芭
蕉
を
祖
と
す
る
俳
諧
の
流
派
）が

興
り
、そ
の
没
後
も
芭
蕉
を
慕
う
俳
人
が
生
ま
れ
ま
し
た
。本

特
集
で
は
、加
賀
の
千
代
女
を
は
じ
め
と
し
た
加
賀
の
俳
人

た
ち
が
記
し
た「
俳
画
」を
紹
介
し
ま
す
。

「
俳
画
」と
は
、俳
句
に
添
え
て
描
か
れ
た
絵
画
の
こ
と
で

す
が
、即
興
な
が
ら
も
機
知
に
富
み
、滑
稽
味
に
溢
れ
て
い
る

こ
と
が
特
徴
で
す
。そ
れ
は
単
に
俳
句
を
絵
画
化
し
た
も
の

で
は
な
く
、ユ
ー
モ
ア
に
満
ち
た
俳
諧
の
熟
成
と
と
も
に
発

展
し
ま
し
た
。優
雅
に
洗
練
さ
れ
、神
前
に
奉
納
さ
れ
た
連
歌

に
対
し
、日
常
に
即
し
た
道
化
の
文
芸
で
あ
る
俳
諧
は
、室
町

末
期
以
降
に
栄
え
、江
戸
時
代
に
入
る
と「
画
」と「
俳
」の
双

方
に
秀
で
た
人
物
が
登
場
し
ま
し
た
。

著
名
な
俳
人
百
人
の
肖
像
と
そ
の
句
を
述
べ
た『
俳
諧
百

一
集
』を
著
し
た
の
は
、越
中
国
の
俳
人
康
工
で
す
。明
和
二

年（
一
七
六
五
）に
京
都
で
刊
行
さ
れ
、ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
と
な
っ

た
本
書
に
は
、北
枝
・
万
子
・
秋
之
坊
・
千
代
尼（
女
）・
珈
凉
・
麦

水
・
希
因
な
ど
、加
賀
の
俳
人
も
多
く
紹
介
さ
れ
て
い
ま
す
。

そ
の
後
、こ
れ
ら
百
人
の
俳
人
の
姿
と
句
を
、絵
画
と
し
て

仕
上
げ
た
の
が
、加
賀
藩
の
御
用
絵
師
で
あ
っ
た
梅
田
九
栄

で
す
。九
栄
は
年
風
と
名
乗
る
俳
人
で
も
あ
り
ま
し
た
。こ
こ

に
は
加
賀
の
女
性
俳
人
と
し
て
知
ら
れ
る
千
代
女
と
珈
凉
の

姿
を
向
か
い
合
う
よ
う
に
描
か
れ
て
い
ま
す
。

本
特
集
で
は
、四
季
を
詠
ん
だ
千
代
女
の
句
に
絵
が
添
え

ら
れ
た『
十
二
句
貼
交
屏
風
』も
あ
わ
せ
て
紹
介
し
ま
す
。

今
回
は
、溶
姫
の
婚
礼
調
度
と
香
道
具
の
中
で
も
遊
戯
具

を
中
心
に
展
示
し
ま
す
。

婚
礼
調
度
と
は
、婚
礼
の
際
に
整
え
ら
れ
る
嫁
入
り
道
具

で
あ
り
、姫
君
や
女
中
が
日
々
の
生
活
で
使
用
す
る
品
々
等

を
指
し
ま
す
。本
展
で
は
、第
十
一
代
将
軍
・
徳
川
家
斉
の
子

女
で
あ
り
、加
賀
藩
十
三
代
藩
主
・
前
田
斉
泰
に
嫁
い
だ
溶
姫

の
婚
礼
調
度
を
ご
紹
介
い
た
し
ま
す
。

文
政
十
年（
一
八
二
七
年
）十
一
月
二
十
七
日
、溶
姫
が
江

戸
城
か
ら
本
郷
の
加
賀
藩
邸
へ
移
る「
引
き
移
り
婚
礼
」が
執

り
行
わ
れ
ま
し
た
。こ
の
際
、使
用
さ
れ
た
婚
礼
調
度
は
一
二

四
六
点
、長
持
だ
け
で
二
百
棹
近
く
に
も
及
ぶ
と
さ
れ
、そ
の

一
部
が
現
在
も
前
田
育
徳
会
に
所
蔵
さ
れ
て
い
ま
す
。今
回

は
そ
の
内
、拾
貳
手
箱
、厨
子
棚
、源
氏
箱
な
ど
計
十
四
点
を

展
示
し
ま
す
。

香
は
仏
教
の
伝
来
と
と
も
に
日
本
に
伝
え
ら
れ
、主
に
仏

事
の
供ぐ

香こ
う

と
し
て
用
い
ら
れ
ま
し
た
。平
安
時
代
に
な
る
と

薫た
き

物も
の

合あ
わ
せと

い
い
、香
り
の
優
劣
を
競
う
よ
う
に
な
り
、室
町
時

代
に
は
香
道
と
し
て
体
系
化
さ
れ
ま
し
た
。今
回
出
展
す
る

《
桑
十
組
盤
》や《
四
種
盤
》は
盤
立
物
の
一
種
で
す
。盤
上
に

置
か
れ
た
駒
を
香
の
判
別
に
応
じ
て
動
か
し
、勝
敗
を
競
っ

て
遊
び
ま
す
。極
め
て
ゲ
ー
ム
的
要
素
が
強
い
聞
香
の
一
種

で
、江
戸
時
代
に
流
行
し
ま
し
た
。

こ
の
よ
う
に
、婚
礼
調
度
と
遊
戯
具
は
ど
ち
ら
も
日
々
の

暮
ら
し
の
中
で
使
用
さ
れ
て
き
た
作
品
で
す
。当
時
の
生
活

を
身
近
に
感
じ
取
っ
て
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
す
。

《桑十組盤》より「闘鶏香」《十二句貼交屏風》左隻 千代尼
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近現代絵画・彫刻（第3・4・6展示室）

優品選
12月17日（土）～2月5日（日）　会期中無休 

近現代書（第6展示室） 

書にみる文字の造形
12月17日（土）～2月5日（日）　会期中無休 

日
本
画
分
野
か
ら
は
、雪
を
描
い
た
優
品
を
紹
介
し
ま
す
。

石
川
義《
雪
韻
》は
、秋
田
杉
を
題
材
に
し
た
六
曲
一
双
の
屏
風

で
す
。音
が
雪
に
吸
い
取
ら
れ
た
か
の
よ
う
な
、静
寂
を
謳
う

優
品
で
す
。西
山
英
雄《
阿
蘇
颪お

ろ
し》は
、阿
蘇
山
か
ら
吹
く
局
地

風
を
題
材
に
し
て
い
ま
す
。月
明
か
り
の
中
、阿
蘇
山
頂
に
積

も
っ
た
雪
を
巻
き
上
げ
る
光
景
に
自
然
の
力
を
感
じ
ま
す
。

油
彩
分
野
か
ら
は
、高
光
一
也《
チ
ュ
ー
ル
リ
ー
公
園
に

て
》を
紹
介
し
ま
す
。小
さ
な
白
い
帆
船
が
浮
か
ぶ
噴
水
池
の

周
り
で
く
つ
ろ
ぐ
人
々
、そ
の
奥
に
カ
ル
ー
ゼ
ル
凱
旋
門
と

ル
ー
ブ
ル
美
術
館
を
描
き
ま
す
。チ
ュ
イ
ル
リ
ー
公
園
は
、19

世
紀
以
来
パ
リ
ジ
ャ
ン
の
憩
い
の
場
で
し
た
。本
作
は
高
光

の
最
後
の
出
品
作
。パ
リ
を
懐
か
し
く
思
い
出
し
な
が
ら
描

い
た
の
で
し
ょ
う
。

彫
刻
分
野
か
ら
は
、吉
田
三
郎《
北
村
西
望
像
》を
紹
介
し

ま
す
。北
村
西
望
は
長
崎
県
出
身
の
彫
刻
家
。吉
田
と
は
東
京

美
術
学
校
の
同
期
で
、卒
業
後
も
交
友
が
続
き
ま
し
た
。北
村

に
よ
る
と
、当
時
吉
田
は
骨
と
筋
肉
、骨
と
皮
と
い
っ
た
も
の

に
興
味
が
あ
り
、骨
と
筋
肉
が
は
っ
き
り
出
て
い
る
自
分
の

顔
が
モ
チ
ー
フ
に
な
っ
た
の
だ
ろ
う
と
回
想
し
て
い
ま
す
。

コ
ー
ト
が
必
要
な
季
節
に
な
っ
て
き
ま
し
た
。版
画
部
門

か
ら
の
脇
田
和
の《
外
衣
》を
は
じ
め
と
す
る
洋
服
を
テ
ー
マ

と
し
た
作
品
を
紹
介
し
ま
す
。本
作
は
、支
持
体
の
紙
に
対
す

る
絵
の
具
の
付
き
方
そ
の
も
の
を
、造
形
要
素
に
組
み
込
ん

で
表
現
し
て
い
ま
す
。版
画
技
術
各
種
の
研
鑽
を
積
ん
だ
脇

田
の
、制
作
へ
の
追
求
心
が
表
れ
た
作
品
の
数
々
を
ご
覧
く

だ
さ
い
。

明
治
以
降
の
日
本
の
近
代
化
に
よ
っ
て
、西
洋
か
ら
入
っ

た
新
し
い「
美
術
」と
い
う
捉
え
方
の
も
と
、絵
画
、彫
刻
な
ど

各
ジ
ャ
ン
ル
に
固
有
の
表
現
が
追
求
さ
れ
、書
の
表
現
に
も

変
化
を
も
た
ら
し
ま
し
た
。書
は「
書
く
」こ
と
と「
読
む
」こ

と
が
対
応
す
る
営
み
で
し
た
が
、近
代
に
入
り
美
術
館
や
展

覧
会
の
制
度
の
普
及
に
よ
っ
て
、絵
画
や
彫
刻
と
肩
を
並
べ

会
場
芸
術
だ
と
捉
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
す
。

そ
の
た
め
日
常
の
生
活
空
間
と
切
り
離
さ
れ
、文
学
な
ど

の
距
離
と
遠
ざ
か
っ
た
書
は
、「
読
む
」も
の
か
ら「
見
る
」も

の
へ
と
性
質
を
変
え
て
い
っ
た
の
で
し
た
。そ
れ
は
書
の
紙

面
を
西
欧
的
な
絵
画
空
間
と
同
じ
も
の
と
し
て
捉
え
、そ
の

表
現
を
文
字
の
連
な
り
と
し
て
見
る
と
い
う
よ
り
、造
形
的

な
側
面
に
注
目
す
る
と
い
う
こ
と
で
す
。た
と
え
ば
、淡
い
墨

を
使
っ
て
書
く「
淡
墨
」表
現
や
、に
じ
み
や
か
す
れ
を
強
調

し
た
表
現
、ま
た
、詩
文
で
は
な
く
、一
文
字
か
ら
数
文
字
を

書
く「
少
字
数
書
」な
ど
、書
表
現
の
拡
大
と
な
っ
て
い
き
ま

し
た
。特
に
戦
後
は
、何
を
ど
の
よ
う
に
書
く
か
、と
い
う
点

に
お
い
て
書
き
手
の
想
い
に
一
任
さ
れ
、毛
筆
の
使
用
が
伝

統
的
な
営
み
と
な
っ
た
こ
と
で
、書
を
造
形
芸
術
に
位
置
づ

け
る
こ
と
が
自
然
に
な
っ
た
の
で
す
。

こ
の
よ
う
に
現
代
の
書
は
、単
に
古
典
の
再
現
に
留
ま
ら

な
い
新
し
い
美
的
造
形
を
打
ち
立
て
る
た
め
、「
形
」「
線
」「
墨

色
」そ
し
て
、「
余
白
」を
生
か
し
つ
つ
、独
自
の
美
し
さ
を
確

立
し
て
き
ま
し
た
。今
回
の
展
示
で
は
文
字
の
造
形
美
に
注

目
し
、「
文
字
の
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
」を
通
し
て
書
の
魅
力
を

感
じ
取
っ
て
頂
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

久田鶴南《暁雲》吉田三郎《北村西望像》
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企画展Topics

かねは雄弁に語りき
―石川県立美術館の金属コレクション―
1月4日（水）～2月5日（日）　会期中無休 

美
術
館
活
動
の
核
は
コ
レ
ク
シ
ョ
ン（
収
蔵
品
）で
す
。日

本
で
は
多
く
の
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
が
そ
れ
ぞ
れ
の
ミ
ッ
シ
ョ
ン

の
も
と
で
作
品
を
収
集
し
活
動
を
行
っ
て
い
ま
す
が
、石
川

県
立
美
術
館
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
の
特
色
は
、幅
広
い
分
野
・
時

代
の
作
品
を
所
蔵
し
て
い
る
こ
と
で
す
。「
石
川
ゆ
か
り
」を

キ
ー
ワ
ー
ド
に
、古
美
術
・
工
芸
・
絵
画
・
彫
刻
な
ど
を
網
羅
す

る
作
品
群
が
、一
九
五
九
年
の
開
館
以
来
、今
日
ま
で
受
け
継

が
れ
て
い
ま
す
。

こ
の
た
び
、当
館
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
の
魅
力
を
発
信
す
る
事

業
と
し
て
本
展
を
開
催
し
ま
す
。「
金
属
」と
い
う
テ
ー
マ
の

も
と
、古
美
術
か
ら
現
代
ま
で
の
作
品
が
一
堂
に
会
し
ま
す
。

ふ
だ
ん
は
時
代
や
技
法
ご
と
に
別
々
の
展
示
室
で
紹
介
さ
れ

て
い
る
作
品
を
同
時
に
紹
介
す
る
内
容
は
、当
館
と
し
て
は

新
た
な
試
み
と
な
り
ま
す
。「
用
途
」「
技
巧
」「
素
材
」と
い
う

3
章
構
成
で
、音
や
重
さ
、“
超
絶
技
巧
”な
ど
、様
々
な
視
点

か
ら
金
属
の
魅
力
に
迫
り
ま
す
。冷
た
い
、無
機
質
な
ど
と
イ

メ
ー
ジ
さ
れ
る
こ
と
も
多
い
金
属
で
す
が
、実
は
色
彩
豊
か

で
様
々
な
表
情
を
み
せ
る
素
材
で
あ
る
こ
と
を
体
感
い
た
だ

け
る
こ
と
で
し
ょ
う
。

本
展
は
、金
属
の
魅
力
を
紹
介
す
る
と
と
も
に
、コ
レ
ク

シ
ョ
ン
の
魅
力
を
こ
れ
ま
で
と
は
異
な
る
視
点
か
ら
発
信
す

る
機
会
と
な
り
ま
す
。当
館
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
を
見
慣
れ
た
方

も
、そ
う
で
な
い
方
も
、新
た
な
発
見
を
楽
し
ん
で
い
た
だ
け

れ
ば
幸
い
で
す
。

木戸修《スパイラル’84》 

12
月
の
企
画
展
示
室

第7・8・9展示室
第33回
志賀町を描く美術展金沢展
12月8日（木）～11日（日）　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
一
一
〇
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
課

羽
咋
郡
志
賀
町
末
吉
千
古
1

－

1

０
７
６
７

－

３
２

－

９
３
５
０
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昨
年
度
ま
で
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
展
示
室
で
は「
夏
休
み
親
子
で
楽
し
む

美
術
館
」と
題
し
て
夏
休
み
に
美
術
館
へ
親
子
で
来
館
さ
れ
る
き
っ
か

け
と
し
て
の
特
集
展
示
を
準
備
し
て
お
り
ま
し
た
が
、今
回
は
、親
子
と

い
う
冠
を「
み
ん
な
で
た
の
し
む
」に
変
更
し
、夏
休
み
に
美
術
館
へ
訪

れ
る
皆
様
へ
向
け
て
、普
段
の
展
示
に
、「
ひ
と
り
で
も
楽
し
く
家
族
で

も
楽
し
く
作
品
鑑
賞
」と
い
う
思
い
を
加
え
て
の
特
集
展
示
と
し
ま
し

た
。テ
ー
マ
は「
は
じ
め
て
の
工
芸
」で
し
た
。伝
統
工
芸
に
つ
い
て
学
び

始
め
た
小
学
生
の
お
子
さ
ん
や
、実
は
工
芸
の
こ
と
よ
く
知
ら
な
い
け

れ
ど
と
い
う
大
人
の
方
向
け
に
、工
程
見
本
な
ど
と
と
も
に
わ
か
り
や

す
く
工
芸
を
ご
紹
介
す
る
展
示
内
容
で
し
た
。

本
展
示
の
関
連
イ
ベ
ン
ト
と
し
て
8
月
9
日（
火
）に
体
験
講
座「
は

じ
め
て
の
う
る
し
」を
開
催
し
ま
し
た
。ま
ず
は
展
示
室
へ
向
か
い「
は

じ
め
て
の
工
芸
」を
学
芸
員
の
解
説
の
も
と
鑑
賞
。そ
の
後
、講
義
室
に

て
、漆
作
家
の
名
雪
園
代
氏
を
講
師
に
迎
え
、各
自
一
枚
小
皿
に
消
し

ゴ
ム
は
ん
こ
の
要
領
で
、○
△
□
を
並
べ
た
り
つ
な
げ
た
り
し
て
模
様

を
施
し
ま
し
た
。今
回
は
大
人
で
も
体
験
し
た
い
と
い
う
声
に
お
答
え

し
て
、午
前
に
親
子
を
、午
後
に
お

ひ
と
り
ま
た
は
お
ふ
た
り
で
の
大

人
を
対
象
と
し
、当
日
16
組
33
名

に
ご
参
加
い
た
だ
き
ま
し
た
。名

雪
先
生
か
ら
漆
に
つ
い
て
お
話
を

伺
っ
た
あ
と
、先
生
の
試
作
を
参

考
に
制
作
手
順
を
確
認
し
た
後
い

よ
い
よ
挑
戦
！
ど
ち
ら
の
回
も
み

な
さ
ん
思
い
思
い
の
デ
ザ
イ
ン
を

楽
し
み
な
が
ら
作
品
を
完
成
さ
せ

る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

学
校
出
前
講
座
は
、県
内
の
学
校
で
所
蔵
作
品
を
展
示
し
、本
物
の
作
品

の
魅
力
に
触
れ
て
も
ら
う
取
り
組
み
で
、平
成
十
七
年
度
よ
り
ス
タ
ー
ト

し
、本
年
で
十
八
年
目
と
な
り
ま
す
。

美
術
館
へ
足
の
運
ぶ
機
会
の
少
な
い
地
域
の
学
校
を
中
心
に
、今
年
度

は
五
校
で
の
開
催
と
な
り
ま
し
た
。十
月
か
ら
十
一
月
に
か
け
て
白
山
市

立
河
内
小
学
校
、小
松
瀬
領
特
別
支
援
学
校
、中
能
登
町
立
鳥
屋
小
学
校
、

羽
咋
市
立
粟
ノ
保
小
学
校
、能
美
市
立
寺
井
小
学
校
で
、そ
れ
ぞ
れ
の
学
校

の
状
況
に
合
わ
せ
て
講
座
を
行
い
、八
四
二
名
の
児
童
・
生
徒
、教
員
、保
護

者
の
方
々
に
ご
参
加
い
た
だ
き
ま
し
た
。展
示
を
し
た
作
品
は
日
本
画
、洋

画
、彫
塑
、工
芸
、浮
世
絵
な
ど
合
わ
せ
て
十
三
点
。鑑
賞
で
は
作
品
か
ら

み
つ
け
た
も
の
・
感
じ
た
自
分
の
思
い
な
ど
を
言
葉
で
表
現
し
て
い
く
鑑

賞
法
な
の
で
、ウ
オ
ー
ミ
ン
グ
ア
ッ
プ
に
ど
き
ど
き
す
る
・
こ
ま
っ
て
い
る

な
ど
を
探
し
て
み
る
ア
ー
ト
ゲ
ー
ム
を
行
い
、気
負
い
無
く
鑑
賞
に
臨
め

る
よ
う
に
し
ま
し
た
。そ
の
後
、一
つ
の
作
品
に
つ
い
て
ク
ラ
ス
全
員
で
意

見
・
感
想
を
出
し
合
い
な
が
ら
み
る
対
話
型
鑑
賞
を
通
し
て
、個
々
に
違
う

作
品
の
見
方
へ
の
共
感
や
、見
る
こ
と
の
楽
し
さ
を
感
じ
る
こ
と
を
中
心

に
作
品
鑑
賞
を
深
め
ま
し
た
。

ミュージアムレポート

ミュージアムレポート

みんなでたのしむ はじめてのうるし

令和4年度 学校出前講座

令和4年8月9日（火）開催
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12
月
の
行
事
予
定

■
土
曜
講
座

13
時
30
分
〜
15
時
　
美
術
館
講
義
室
　
無
料

3
日（
土
）
「
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
展（
近
現
代
工
芸
）ス
ラ
イ
ド
ト
ー
ク
」

普
及
課
担
当
課
長
　
西
　
ゆ
う
子

10
日（
土
）
「
戦
後
の
日
本
版
画
」

普
及
課
長
　
深
山
　
千
尋

秋
は
好
き
な
季
節
で
す
。芸
術
の
秋
、食
欲
の
秋
、何
を
す
る
に
も
気
持
ち

が
よ
く
、過
ご
し
や
す
い
で
す
ね
。唯
一
ス
ポ
ー
ツ
の
秋
だ
け
は
、私
に
は
縁
遠

い
も
の
と
思
っ
て
生
き
て
き
ま
し
た
が
、近
年
は
家
人
の
影
響
で
バ
ス
ケ
ッ
ト

ボ
ー
ル
な
ど
を
テ
レ
ビ
で
視
聴
す
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。特
定
の
チ
ー
ム
を

応
援
す
る
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
の
で
す
が
、わ
い
わ
い
し
な
が
ら
ス
ポ
ー
ツ

観
戦
す
る
と
い
う
の
も
案
外
楽
し
い
も
の
だ
な
と
感
じ
て
い
ま
す
。ま
だ
生
で

プ
ロ
の
試
合
を
観
た
こ
と
が
な
い
の
で
、機
会
が
あ
れ
ば
観
戦
し
て
み
た
い
と

思
っ
て
い
ま
す
。

中
澤
菜
見
子（
普
及
課
学
芸
主
任
）

学芸室の人々 学芸室の人々
紅
葉
が
き
れ
い
な
季
節
に
な
り
ま
し
た
。秋
の
山
の
雰
囲
気
を
感
じ
よ
う

と
、白
山
方
面
へ
。登
山
は
し
ま
せ
ん
で
し
た
が
、道
の
駅
に
行
っ
て
ア
イ
ス
を

食
べ
た
り
、引
っ
越
し
て
き
た
ば
か
り
の
時
に
訪
れ
た
滝
な
ど
に
行
っ
て
き
ま

し
た
。滝
は
、以
前
行
っ
た
と
き
と
違
い
、道
が
安
全
に
整
備
さ
れ
て
い
ま
し

た
。滝
の
音
、水
の
流
れ
る
音
、虫
の
音
…
日
常
の
疲
れ
か
ら
解
放
さ
れ
る
よ
う

な
癒
や
さ
れ
る
場
所
で
し
た
。夕
焼
け
と
山
、畑
の
雰
囲
気
も
素
敵
で
し
た
。

奈
良
竜
一（
学
芸
第
二
課
学
芸
主
任
）

ご
参
加
に
あ
た
っ
て
の
お
願
い

①
来
館
時
に
サ
ー
マ
ル
カ
メ
ラ
に
よ
る
体
温
チ
ェ
ッ
ク
を
行
い
ま
す
。

発
熱
等
体
調
に
不
安
が
あ
る
方
の
参
加
は
ご
遠
慮
く
だ
さ
い
。

②
マ
ス
ク
の
着
用
、手
指
消
毒
の
徹
底
を
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

③
参
加
時
は
受
付
名
簿
に
氏
名
と
連
絡
先
を
ご
記
載
く
だ
さ
い
。

④
会
場
内
で
は
会
話
を
極
力
ご
遠
慮
く
だ
さ
い
。
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石川県立美術館だより
第470号〈毎月発行〉
2022年12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
12月5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
12日(月) ～16日(金)
29日(木) ～31日(土)

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。

かねは雄弁に語りき　―石川県立美術館の金属コレクション― 企画展Topics

会期：令和5年1月4日（水）～2月5日（日）

宗義《鉄自在蛇置物》
大正～昭和初期

末政哲夫《天窓の上の獅子座》
2005年（部分）

山田宗美《鉄打出鳩置物》
1909年 
石川県指定文化財

初代宮崎寒雉《段々釜》
江戸（17～18世紀）

高橋介州《双魚》
1958年

蓮田修吾郎《白銅浮彫「豊穣なるライン」》
1983年

《銅獅子香炉》
明（15～16世紀）

前田育徳会
尊經閣文庫分館 第２展示室 第５展示室

令和4年12月17日（土)
～5年2月5日（日)

会期中無休
婚礼調度と遊戯具 千代女と

加賀の俳人たち

特別陳列
メイジ・スタイル
―石川から世界へ―
【近現代工芸】

次回の展覧会

第３・４・６展示室 第６展示室 1F企画展示室

優品選
【近現代絵画・彫刻】

書にみる
文字の造形
【近現代書】

かねは雄弁に語りき
―石川県立美術館の
金属コレクション―
〔1/4～2/5〕


