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■  《荏柄天神縁起絵巻》と天神画像 
―前田家の天神信仰―【前田育徳会尊經閣文庫分館】

■ 大乗寺の文化財【古美術】

■ 優品選【近現代工芸】

■ 優品選【近現代絵画・彫刻】

■  絵画と調度―重要文化財 伝雪舟筆《四季花鳥図》を中心に―
【前田育徳会尊經閣文庫分館】

■  加賀文化の粋Ⅰ【古美術】

鴨居玲《望郷を歌う（故高英洋に）》
―「音楽と舞」より―

音楽と舞 【近現代絵画・彫刻】

  ３月の企画展示室
  友の会会員募集！

  ミュージアムレポート
  アラカルト　ただいま展示中
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近現代絵画・彫刻（第4展示室） 

音楽と舞
2月11日（土・祝）～3月22日（水）　会期中無休 

収
蔵
品
か
ら
、音
楽
や
舞
踊
な
ど
を
表
現
し
た
作
品
を
特

集
い
た
し
ま
す
。

〔
楽
器
と
と
も
に
〕で
は
、楽
器
を
持
っ
た
り
弾
い
た
り
し

て
い
る
人
物
の
作
品
を
主
に
展
示
い
た
し
ま
す
。こ
こ
で
は

ギ
タ
ー
や
ア
コ
ー
デ
ィ
オ
ン
、ピ
ア
ノ
、ト
ラ
ン
ペ
ッ
ト
が
登

場
し
ま
す
。東
典
男《
バ
ラ
ラ
イ
カ
を
持
つ
裸
婦
》に
描
か
れ

る
の
は
、三
角
形
の
胴
を
も
つ
ギ
タ
ー
に
似
た
弦
楽
器
。楽
器

を
爪
弾
く
様
子
を
90
度
回
転
さ
せ
、独
特
な
浮
遊
感
を
醸
し

出
し
て
い
ま
す
。

〔
歌
い
、踊
る
人
々
〕で
は
、歌
と
踊
り
の
場
面
が
展
開
し
ま

す
。鴨
居
玲《
望
郷
を
歌
う（
故
高
英
洋
に
）》は
、ア
リ
ラ
ン
を

熱
唱
す
る
歌
手
・
李イ

ス
ン
ジ
ャ

順
子
の
姿
を
あ
ら
わ
し
ま
す
。生
を
肯
定

す
る
力
強
い
空
気
は
鴨
居
作
品
の
な
か
で
も
珍
し
く
、強
烈

な
印
象
を
観
る
者
に
与
え
ま
す
。こ
の
ほ
か
、踊
る
身
体
を
抽

象
化
し
た
彫
刻
作
品
や
、バ
レ
エ
レ
ッ
ス
ン
の
一
場
面
も
ご

覧
い
た
だ
け
ま
す
。

〔
日
本
を
奏
で
る
〕で
は
、祭
り
や
宴
の
風
景
を
お
楽
し
み

い
た
だ
き
ま
す
。南
政
善《
蝙
蝠
》は
、座
を
取
り
持
ち
遊
興

を
助
け
る
幇ほ

う

間か
ん

を
描
い
た
作
品
で
す
。ひ
ょ
う
き
ん
な
表
情

と
軽
や
か
な
ポ
ー
ズ
か
ら
、宴
席
の
に
ぎ
や
か
な
雰
囲
気
が

想
像
さ
れ
ま
す
。谷
村
俊
英《
祭
り
詩
》は
、作
者
の「
着
物
シ

リ
ー
ズ
」の
一
点
。左
手
に
面
を
持
ち
、や
や
し
な
を
つ
け
て

立
ち
止
ま
っ
た
浴
衣
姿
の
若
い
女
性
を
と
ら
え
て
い
ま
す
。

快
活
そ
う
な
姿
と
ヒ
ョ
ッ
ト
コ
面
と
の
取
り
合
わ
せ
が
面
白

い
作
品
で
す
。

歌
や
ダ
ン
ス
の
楽
し
い
雰
囲
気
を
お
楽
し
み
く
だ
さ
い
。

谷村俊英《祭り詩》重要文化財《荏柄天神縁起絵巻》より「柘榴天神の場面」

前田育徳会尊經閣文庫分館

《荏柄天神縁起絵巻》と天神画像
―前田家の天神信仰―
2月11日（土・祝）～3月22日（水）　会期中無休

菅
原
道
真
の
没
後
、京
都
で
は
疫
病
や
天
災
な
ど
の
禍
が

続
い
た
こ
と
か
ら
、こ
れ
ら
は「
道
真
の
怨
霊
の
し
わ
ざ
」

と
語
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。そ
の
道
真
を
め
ぐ
る
エ
ピ

ソ
ー
ド
を
詞
書
と
絵
に
あ
ら
わ
し
た
の
が《
天
神
縁
起
絵
巻
》

で
す
。展
示
室
で
は
、各
場
面
を
そ
れ
ぞ
れ
詳
細
に
紹
介
し
ま

す
が
、今
号
で
は
見
ど
こ
ろ
の
ひ
と
つ
で
あ
る「
柘
榴
天
神
の

場
面
」に
つ
い
て
、ご
案
内
し
ま
し
ょ
う
。

描
か
れ
る
の
は
、延
暦
寺
の
僧
・
尊
意
僧
正
が
法
会
を
行
う

山
中
で
す
。黒
の
束
帯
姿
の
人
物
が
、ふ
た
り
描
か
れ
て
い
ま

す
が
、こ
れ
は
ふ
た
り
と
も
道
真
で
す
。こ
こ
で
は「
異
時
同

図
」と
い
う
、ひ
と
つ
の
画
面
に
異
な
る
複
数
の
場
面
を
描
き

込
む
手
法
で
、物
語
が
展
開
し
ま
す
。

ま
ず
、右
の
道
真
で
す
。室
内
の
様
子
は
描
か
れ
ま
せ
ん

が
、法
会
を
行
う
僧
正
を
訪
ね
ま
す
。恨
み
を
晴
ら
す
べ
く
、

「
鳴
雷
と
な
っ
て
、内
裏
に
侵
入
す
る
予
定
で
あ
る
。ど
う
か

邪
魔
を
し
な
い
よ
う
に
」と
伝
え
ま
す
。僧
正
は「
助
け
て
欲

し
い
と
帝
か
ら
命
令
が
あ
っ
て
も
、一
度
や
二
度
で
は
内
裏

に
参
内
は
し
な
い
が
、三
度
目
と
な
っ
た
ら
、内
裏
へ
向
か
う

だ
ろ
う
」と
答
え
ま
す
。

こ
の
僧
正
の
返
答
に
激
怒
す
る
の
が
、左
の
道
真
で
す
。

怒
っ
た
道
真
は
、目
の
前
に
あ
っ
た
柘
榴
を
か
み
砕
き
、吐
き

出
し
ま
す
。吐
き
出
し
た
柘
榴
は
、炎
と
な
っ
て
妻
戸
は
燃
え

上
が
り
ま
す
。

吐
き
出
し
た
柘
榴
が
炎
と
な
る
場
面
は
、道
真
を
主
人
公

と
し
た
能
や
歌
舞
伎
に
お
い
て
も
、見
所
の
ひ
と
つ
と
さ
れ

て
き
ま
し
た
。こ
の
名
場
面
が
絵
巻
に
お
い
て
ど
う
絵
画
化

さ
れ
て
い
る
の
か
、じ
っ
く
り
と
ご
鑑
賞
く
だ
さ
い
。
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近現代工芸（第5展示室）

優品選
2月11日（土・祝）～3月22日（水）　会期中無休 

今
年
度
最
後
の
近
現
代
工
芸
・
優
品
選
で
は
、冬
か
ら
春
に

向
け
て
み
ら
れ
る
風
景
、自
然
の
草
花
な
ど
を
中
心
に
、季
節

の
移
り
変
わ
り
を
感
じ
ら
れ
る
作
品
を
特
集
し
て
お
り
ま

す
。そ

の
な
か
で
今
回
は
、椿
や
梅
な
ど
季
節
と
色
を
感
じ
る

草
花
を
表
現
し
た
作
品
を
多
め
に
と
り
そ
ろ
え
ま
し
た
。各

作
家
が
そ
れ
ぞ
れ
の
眼
で
と
ら
え
表
現
し
た
姿
を
存
分
に
楽

し
む
こ
と
が
で
き
ま
す
。椿
は
寒
さ
厳
し
い
冬
の
中
よ
り
、凜

と
し
て
咲
く
そ
の
様
子
か
ら「
忍
耐
」「
生
命
力
」の
象
徴
と
さ

れ
、邪
気
を
払
う
力
も
有
る
と
さ
れ
大
事
に
さ
れ
て
い
ま
す
。

そ
の
姿
を
陶
磁
の
中
村
研
一《
八
重
椿
図
皿
》の
ほ
か
、高
木

松
生《
金
襴
手
飾
皿「
椿
の
径
」》、中
憲
一《
色
絵
椿
飾
皿「
斑

雪
」》、武
腰
潤《
椿
の
筺
》と
。着
物
で
は
窪
田
裕
兆《
友
禅
訪

問
着「
椿
」》、白
坂
幸
蔵《
友
禅
訪
問
着「
春
を
待
つ
」》と
ご
覧

頂
き
ま
す
。梅
も
ま
だ
春
も
遠
い
寒
い
時
期
に
、他
の
草
木

に
先
駆
け
て
花
を
咲
か
せ
る
こ
と
が
、強
い
生
命
力
と
と
も

に
華
や
か
さ
を
表
す
も
の
と
さ
れ
て
い
ま
す
。漆
芸
で
は
上

棚
宗
佐《
朱
黒
漆
塗
梅
形
中
次
》、新
村
撰
吉《
梅
花
文
蒔
絵

筥
》、奥
に
は
華
や
か
さ
を
ふ
ん
だ
ん
に
添
え
て
い
る
、日
本

画
で
の
木
村
雨
山《
紅
白
梅
図
》、寺
井
直
次《
金
胎
蒔
絵
水
指

「
梅
」》ほ
か
を
ご
覧
頂
き
ま
す
。

身
近
に
触
れ
ら
れ
る
自
然
で
の
表
現
、季
節
の
流
れ
に
咲

く
草
花
の
色
、ち
か
ら
、暖
か
さ
な
ど
、寒
い
冬
か
ら
春
に
移

り
変
わ
る
、春
を
待
ち
望
む
こ
こ
ろ
・
姿
が
作
家
に
よ
っ
て
ど

の
よ
う
に
表
現
さ
れ
て
い
る
の
か
、ご
ゆ
っ
く
り
お
楽
し
み

く
だ
さ
い
。

新村撰吉《梅花文蒔絵筥》 狩野探幽《芦葉達磨図》

古美術（第2展示室）

大乗寺の文化財
2月11日（土・祝）～3月22日（水）　会期中無休

前
回
は「
大
乗
寺
の
文
化
財
」に
出
展
さ
れ
た
作
品
に
つ
い

て
、そ
の
概
要
を
ご
紹
介
い
た
し
ま
し
た
。本
稿
で
は
、そ
の
中

で
も
菩ぼ

提だ
い

達だ
る

磨ま

に
関
連
す
る
作
品
に
焦
点
を
当
て
て
み
ま
す
。

前
号
で
も
お
伝
え
し
た
通
り
、菩
提
達
磨
と
は
イ
ン
ド
か
ら

中
国
に
禅
を
伝
え
た
人
物
と
さ
れ
て
い
ま
す
。出
展
中
の《
達

磨
図
》の
よ
う
な
半
身
の
姿
や
、狩
野
探
幽《
芦
葉
達
磨
図
》の

よ
う
な
全
身
像
な
ど
、数
多
く
の
達
磨
図
が
描
か
れ
ま
し
た
。

多
く
の
場
合
、口
ひ
げ
と
あ
ご
ひ
げ
を
た
く
わ
え
、大
き
な
耳
に

輪
状
の
耳
飾
り
を
付
け
、赤
衣
を
ま
と
っ
た
姿
で
表
さ
れ
ま
す
。

現
在
、出
展
中
の
作
品
に
注
目
し
て
み
ま
し
ょ
う
。半
身
で

描
か
れ
た《
達
磨
図
》は
よ
く
見
る
と
青
い
目
を
し
て
い
ま

す
。こ
れ
は「
碧
眼
の
胡
僧
」、つ
ま
り「
青
い
目
の
イ
ン
ド
僧
」

と
い
う
イ
メ
ー
ジ
の
表
現
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

狩
野
探
幽《
芦
葉
達
磨
図
》の
足
元
に
は
、大
き
な
一
枚
の

葉
っ
ぱ
が
描
か
れ
て
い
ま
す
。こ
れ
は「
芦
葉
達
磨
」と
い
っ

て
、達
磨
が
南
朝
か
ら
北
魏
に
向
か
う
際
、一
茎
の
芦
に
乗
り

揚
子
江
を
渡
っ
た
と
い
う
伝
説
に
基
づ
く
も
の
で
す
。

ま
た
大
乗
寺
中
興
の
祖
と
さ
れ
る
月げ

っ

舟し
ゅ
う

宗そ
う

胡こ

の
書
も
展

示
し
ま
す
。作
中
の「
一
華
開
五
葉　

結
果
自
然
成
」と
い
う

句
は
、達
磨
の「
吾
本
来
東
土　

説
法
救
迷
情　

一
華
開
五
葉

　

結
果
自
然
成
」と
い
う
偈
の
後
半
部
分
で
す
。達
磨
が
イ
ン

ド
か
ら
中
国
に
来
て
迷
い
を
救
う
た
め
に
禅
宗
を
伝
え
た

が
、禅
宗
は
将
来
五
つ
に
分
か
れ
て
そ
れ
ぞ
れ
栄
え
る
だ
ろ

う
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
ま
す
。

達
磨
に
関
す
る
作
品
の
ほ
か
、重
要
文
化

財
や
石
川
県
指
定
文
化
財
な
ど
、見
ご
た
え

の
あ
る
作
品
を
そ
ろ
え
ま
し
た
。ぜ
ひ
会
場

に
て
ご
鑑
賞
く
だ
さ
い
。
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近現代絵画・彫刻（第3･6展示室）

優品選
2月11日（土・祝）～3月22日（水）　会期中無休

第
6
展
示
室
で
は「
春
を
待
つ
心
」を
テ
ー
マ
に
、移
り
ゆ

く
景
色
を
日
本
画
で
楽
し
ん
で
い
た
だ
き
ま
す
。そ
の
よ
う

な
展
示
室
で
異
彩
を
放
つ
一
点
が
、梅
川
三
省《
春
の
女
神
》

で
す
。梅
川
は
、そ
の
画
業
の
後
半
、神
話
を
絵
作
り
の
中
心

に
据
え
て
き
ま
し
た
。春
を
告
げ
る
女
神
を
描
い
た
本
作
が
、

惜
し
く
も
病
に
冒
さ
れ
て
い
た
画
家
最
後
の
作
品
と
な
り
ま

し
た
。最
晩
年
の
作
と
は
思
え
な
い
、充
実
し
た
筆
力
で
す
。

油
彩
画
分
野
か
ら
、色
と
り
ど
り
の
花
に
囲
ま
れ
た
二
人

の
裸
婦
を
描
い
た
宮
本
三
郎《
裸
女
た
ち
に
捧
ぐ
》を
紹
介
し

ま
す
。宮
本
は
晩
年
、裸
婦
を
主
題
と
し
た
華
麗
な
世
界
を
描

き
ま
し
た
が
、本
作
も
そ
の
時
期
を
代
表
す
る
作
品
の
一
つ

で
す
。鮮
や
か
で
色
彩
豊
か
な
画
面
か
ら
は
、生
の
歓
喜
と
描

く
こ
と
の
喜
び
が
感
じ
ら
れ
ま
す
。

素
描
・
版
画
部
門
か
ら
白
尾
勇
次
の
水
彩
作
品
を
紹
介
し

ま
す
。コ
ン
ク
リ
ー
ト
や
ア
ル
ミ
ニ
ュ
ウ
ム
な
ど
を
リ
ア
ル

に
描
写
し
、抽
象
的
画
面
の
作
品
を
制
作
す
る
白
尾
氏
。作
家

自
身
は
、「
物
と
空
間
と
の
か
か
わ
る
小
宇
宙
の
ド
ラ
マ
を
表

現
し
た
い
」と
願
い
作
品
制
作
を
行
っ
て
い
ま
す
。知
的
な
眼

と
精
神
の
宿
る
、ク
ー
ル
な
映
像
感
覚
の
作
品
を
お
楽
し
み

下
さ
い
。

彫
刻
分
野
か
ら
は
、数
色
の
漆
を
塗
り
重
ね
た
あ
と
に
研

ぎ
出
す
こ
と
で
衣
の
マ
ー
ブ
ル
状
の
模
様
を
あ
ら
わ
し
た
中

島
東
洋《
婦
人
像
》、力
強
い
老
人
の
肉
体
が
印
象
的
な
吉
田

三
郎《
山
羊
を
飼
う
老
人
》、動
物
作
品
も
よ
く
手
が
け
た
木

村
珪
二
に
よ
る
犬
の
小
品《Racket

の
像
》、前
号
で
紹
介
し

た
田
中
昭《
春

し
ゅ
ん

葩わ

》を
展
示
い
た
し
ま
す
。

宮本三郎《裸女達に捧ぐ》

3
月
の
企
画
展
示
室

第7展示室
第46回
伝統九谷焼工芸展
3月10日（金）～19日（日）会期中無休

　

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
:
０
７
６
１

－

５
７

－

０
１
２
５
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古美術（第2展示室）

加賀文化の粋Ⅰ
3月28日（火）～4月17日（月）　会期中無休 

前田育徳会尊經閣文庫分館

絵画と調度
―重要文化財 伝雪舟筆《四季花鳥図》を中心に―
3月28日（火）～4月17日（月）　会期中無休 

今
回
は
、江
戸
時
代
の
加
賀
文
化
を
代
表
す
る
作
品
を
選

ん
で
展
示
し
ま
す
。加
賀
文
化
の
特
質
は
、先
行
す
る
京
都
や

江
戸
の
文
化
を
取
り
入
れ
、加
賀
藩
主
・
前
田
家
を
は
じ
め
当

地
独
自
の
美
意
識
に
よ
っ
て
、新
た
な
価
値
を
付
加
し
て
い

る
こ
と
で
す
。

こ
の
特
質
は
、久
隅
守
景
の
重
文《
四
季
耕
作
図
》に
も
遺

憾
な
く
具
現
化
さ
れ
て
い
ま
す
。守
景
は
江
戸
の
出
身
と
考

え
ら
れ
て
お
り
、幕
府
の
御
用
絵
師
・
狩
野
探
幽
の
も
と
で
頭

角
を
現
し
ま
す
。探
幽
の
門
人
と
し
て
高
岡
の
瑞
龍
寺
の
襖

絵
も
手
が
け
て
い
ま
す
が
、後
年
、探
幽
の
門
を
離
脱
し
て

い
ま
す
。文
化
で
江
戸
幕
府
に
対
抗
す
る
こ
と
に
意
欲
を
燃

や
し
た
加
賀
藩
が
、幕
府
の
御
用
絵
師
と
何
ら
か
の
確
執
が

あ
っ
た
守
景
に
熱
い
視
線
を
送
っ
た
こ
と
は
想
像
に
難
く
あ

り
ま
せ
ん
。そ
し
て
守
景
も
そ
の
こ
と
を
意
気
に
感
じ
た
こ

と
で
し
ょ
う
。そ
こ
で
守
景
は
、狩
野
派
が
受
注
す
る
画
題
の

定
番
の
一
つ
と
も
い
え
る「
四
季
耕
作
図
」に
独
自
の
世
界
を

展
開
し
て
ゆ
き
ま
す
。

一
連
の
制
作
の
最
終
段
階
と
考
え
ら
れ
る
、当
館
の
重
文

指
定
作
品
に
は
代
官
が
描
か
れ
て
い
る
よ
う
に
、そ
こ
に
は
、

加
賀
藩
が
推
進
し
た
先
進
的
な
農
業
政
策
を
称
賛
す
る
意
図

が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

さ
ら
に
こ
の
作
品
に
は
、守
景
の
遊
び
心
も
発
揮
さ
れ
て

い
ま
す
。た
と
え
ば
、夏
の
景
に
は
農
作
業
と
は
関
係
な
く
、

扇
で
涼
を
取
る
男
が
描
か
れ
て
い
ま
す
。こ
の
人
物
が
、守
景

の
代
表
作
で
あ
る
国
宝《
納
涼
図
》に
描
か
れ
た
男
と
似
て
い

る
こ
と
に
着
目
し
た
守
景
論
を
、当
館
の『
紀
要
』に
発
表
し

た
と
こ
ろ
美
術
番
組
の「
美
の
巨
人
た
ち
」や「
日
曜
美
術
館
」

で
紹
介
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。さ
て
、こ
の
人
物
は
誰
な
の

で
し
ょ
う
か
？

ま
だ
冷
え
込
む
日
の
多
い
三
月
の
金
沢
を
離
れ
、東
京
へ

向
か
う
と
、春
が
も
う
始
ま
っ
て
い
る
こ
と
に
気
づ
か
さ
れ

ま
す
。前
田
育
徳
会
に
隣
接
す
る
東
京
目
黒
区
の
駒
場
公
園

は
、都
内
屈
指
の
桜
の
名
所
で
す
。満
開
を
心
待
ち
に
す
る

人
々
の
表
情
と
、あ
た
た
か
い
春
の
日
差
し
を
横
目
に
、前
田

育
徳
会
へ
向
か
い
ま
す
。

前
田
育
徳
会
尊
經
閣
文
庫
分
館
で
は
、当
館
で
保
管
す
る

作
品
だ
け
で
な
く
、展
示
の
テ
ー
マ
に
あ
わ
せ
て
前
田
育
徳

会
か
ら
拝
借
し
た
作
品
も
紹
介
し
て
い
ま
す
。拝
借
し
た
作

品
を
返
却
し
、ま
た
新
た
に
拝
借
す
る
仕
事
を
行
う
の
が
、例

年
三
月
あ
た
り
で
す
。駒
場
公
園
内
に
は
、前
田
家
が
昭
和
初

期
に
建
て
た
洋
館
と
和
館
が
あ
り
ま
す
が
、一
日
の
仕
事
を

終
え
、そ
の
和
館
の
庭
園
を
眺
め
て
帰
る
の
が
、定
番
と
な
っ

て
い
ま
す
。

三
月
末
か
ら
の
展
示
で
は
、育
徳
会
が
所
蔵
す
る
作
品
の

中
か
ら
、重
要
文
化
財
の
伝
雪
舟
筆《
四
季
花
鳥
図
》屏
風
を

は
じ
め
、春
に
ち
な
ん
だ
絵
画
と
工
芸
作
品
を
紹
介
し
ま
す
。

武
家
に
お
い
て
、馬
に
乗
る
際
に
用
い
る
鞍
と
鐙
を
揃
え
る

こ
と
は
必
然
で
あ
り
、江
戸
時
代
に
な
っ
て
泰
平
の
世
が
続
く

と
、華
麗
な
装
飾
が
施
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。《
黒
塗
村

梨
子
地
桜
寿
帯
鳥
蒔
絵
鐙
》は
、黒
の
梨
子
地
に
、桜
と
尾
の

長
い
寿
帯
鳥
を
蒔
絵
で
施
し
た
美
し
い
作
品
で
す
。

広
蓋
は
、衣
服
を
納
め
る
箱
の
蓋
か
ら
こ
の
名
称
が
つ
き
ま

し
た
。お
盆
の
よ
う
に
納
め
て
渡
す
の
に
用
い
ま
す
。三
つ
か

ら
な
る《
蒔
絵
広
蓋
》は
、ひ
と
つ
に
重
ね
ら
れ
る
よ
う
そ
れ
ぞ

れ
大
き
さ
が
異
な
り
、模
様
も
異
な
り
ま
す
。枝
垂
桜
に
幔
幕

模
様
が
華
や
か
に
施
さ
れ
た
広
蓋
は
、そ
の
ひ
と
つ
で
す
。

《黒塗村梨子地桜寿帯鳥蒔絵鐙》重要文化財《四季耕作図》久隅守景（部分）
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一
月
四
日
、コ
レ
ク
シ
ョ
ン
展
示
室
に
お
き
ま
し
て
、新
春
企
画
イ
ベ

ン
ト「
美
術
館
で
か
き
ぞ
め
」を
行
い
ま
し
た
。こ
の
イ
ベ
ン
ト
も
今
年

で
八
年
目
と
な
り
、す
っ
か
り
恒
例
と
な
っ
て
い
ま
す
。例
年
は
毎
年
継

続
し
て
ご
参
加
の
方
が
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
し
た
が
、今
年
は
新
年
を
金

沢
で
過
ご
さ
れ
た
観
光
客
の
ご
家
族
を
は
じ
め
、出
世
街
道
の
ス
タ
ン

プ
対
象
の
イ
ベ
ン
ト
と
い
う
こ
と
で
、小
さ
な
お
子
さ
ん
の
ご
参
加
が

目
立
ち
ま
し
た
。

会
場
に
は
今
年
の
干
支
の
ひ
ら
が
な
の「
う
さ
ぎ
」か
ら「
卯
」の
甲

骨
文
に
は
じ
ま
り
、草
書
や
行
書
と
い
ろ
い
ろ
な
書
体
、そ
し
て
、「
春
」

「
夢
」な
ど
新
春
に
ふ
さ
わ
し
い
一
文
字
の
お
手
本
を
用
意
し
て
お
り
ま

し
た
。は
じ
め
て
筆
を
も

つ
小
さ
な
お
子
さ
ん
か

ら
、久
し
ぶ
り
に
筆
を
持

ち
学
生
時
代
を
懐
か
し
む

方
々
ま
で
、そ
の
取
り
組

む
様
子
も
、お
手
本
を
見

な
が
ら
じ
っ
く
り
書
く
方

も
い
れ
ば
、自
分
の
想
い

を
大
切
に
一
気
に
書
き
上

げ
る
方
な
ど
様
々
で
す
。

そ
れ
ぞ
れ
に
年
の
初
め
な

ら
で
は
の
美
術
館
で
の
イ

ベ
ン
ト
を
楽
し
ん
で
頂
き

ま
し
た
。毎
年
、館
内
に
掲

示
さ
せ
て
頂
い
た
作
品

は
、近
隣
の
神
社
の
左
義

長
に
出
し
て
い
ま
す
。

N
H
K
E
テ
レ
に
て
放
送
さ
れ
て
い
る「
び
じ
ゅ
チ
ュ
ー
ン
!
」と
い
う
番
組
を

ご
存
知
で
し
ょ
う
か
。こ
の
番
組
は
、ア
ー
テ
ィ
ス
ト
の
井
上
涼
さ
ん
が
、さ
ま
ざ
ま

な
美
術
作
品
に
発
想
を
得
た
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
を
制
作
、放
送
す
る
も
の
で
す
。井

上
さ
ん
な
ら
で
は
の「
ユ
ニ
ー
ク
な
目
の
つ
け
ど
こ
ろ
」や
、一
度
聴
い
た
ら
忘
れ
ら

れ
な
い
よ
う
な
歌
詞
と
メ
ロ
デ
ィ
ー
が
魅
力
で
、美
術
フ
ァ
ン
の
間
で
人
気
を
博
し

て
い
ま
す
。そ
ん
な
人
気
番
組
に
、な
ん
と
当
館
所
蔵
の
国
宝《
色
絵
雉
香
炉
》と
重
要

文
化
財《
色
絵
雌
雉
香
炉
》（
い
ず
れ
も
野
々
村
仁
清
作
）が
取
り
上
げ
ら
れ
ま
し
た
！

「
雉
香
炉
さ
ん
ち
は
職
場
結
婚
」と
い
う
タ
イ
ト
ル
で
、す
て
き
な
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン

作
品
に
仕
上
が
っ
て
い
ま
す
。

作
者
の
井
上
涼
さ
ん
は
金
沢
美
術
工
芸
大
学
の
ご
出
身
で
す
。作
品
の
ア
ニ
メ
ー

シ
ョ
ン
だ
け
で
な
く
、音
楽
の
作
詞
、作
曲
、歌
唱
ま
で
を
手
掛
け
、多
彩
な
才
能
を
発

揮
さ
れ
て
い
ま
す
。

テ
レ
ビ
放
送
は
す
で
に
終
了
し
て
し
ま
っ
た
の
で
す
が
、Ｎ
Ｈ
Ｋ
公
式
Ｙ
ｏ
ｕ
Ｔ
ｕ
ｂ
ｅ

チ
ャ
ン
ネ
ル
に
て
引
き
続
き
視
聴
で
き
る
よ
う
で
す
。「
び
じ
ゅ
チ
ュ
ー
ン
!
」や「
雉
香

炉
」で
検
索
す
る
と
上
の
方
に

表
示
さ
れ
る
か
と
思
い
ま
す
。

当
館
の
雉
香
炉
が
躍
動
す
る
姿

を
ぜ
ひ
ご
覧
く
だ
さ
い
。

ミュージアムレポート

ミュージアムレポート

美術館でかきぞめ
令和5年1月4日（水）実施

左：国宝《色絵雉香炉》野々村仁清
右：重要文化財《色絵雌雉香炉》野々村仁清

こちらから
視聴いただけます
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1．会　　費 2,000円

2．受付期間 3月1日（水）より開始。

3．入会手続 次のA、Bいずれかの方法。

A　直接来館してのお申込み
・会 員 証：その場で発行。
・場　　所：1階 情報・図書コーナー
・ 申込方法：会費（現金）と入会申込書に所定事項を

記入して提出。
・ 受付時間：午前9時30分～午後5時30分（休館日を除

く）
※ 展示替えによる3月の休館日は、23日（木）～27日
（月）です。

B　郵便局からのお申込み
・会 員 証：3月末から美術館だよりと共に郵送。
・申込方法： 同封の払込取扱票に所定事項を記入し、

最寄りの郵便局（ゆうちょ銀行）窓口に
て支払い。払込手数料は申込者負担。

・注意事項： 郵便局で払込した方は、同封の申込書を
郵送する必要はありません。払込取扱票
の受領証は、会員証が送付されるまで大
切に保管してください。

※ 郵便局（ゆうちょ銀行）備え付けの振替用紙をご使
用の場合、口座番号・加入者・通信欄に以下の事項
を記入してお支払いください。

・郵 便 振 替 口 座：00700－7－46490
・加 入 者 名：石川県立美術館友の会
・ 通信欄記入事項： 年齢、性別、会員の区別（継続・

新規・元）、職業、継続会員の方
は現在の会員番号

4．その他
・ 会員証の有効期限：令和5年4月1日～令和6年3月31日
・ 会員証の対象： 記名者本人のみ（ご家族の方との連

名受付はありません）
※一度納入された会費の返金はできません。
※会員証紛失による再発行はできません。

会員の特典
● コレクション展に無料で入場可（要会員証・会員本

人のみ）
● 企画展入場券進呈（当館主催の企画展に2回無料で

入場可）
※ 国立工芸館共同開催の「三の丸尚蔵館名品展（仮）」

も対象です。
●入館料の割引（要会員証）
① 同伴者2名まで：コレクション展、企画展観覧料が

割引。
② 会員本人のみ：石川県立歴史博物館、石川県七尾美

術館、石川県輪島漆芸美術館、石川県九谷焼美術館、
石川県能登島ガラス美術館、金沢21世紀美術館、脇
田美術館の各館主催展覧会を割引。

●館主催諸行事への参加
● 館内カフェ「ル ミュゼ ドゥ アッシュ KANAZAWA」

にてドリンクの割引（要会員証、平日のみ）
● 最新情報をお伝えする『石川県立美術館だより（本

誌）』を毎月郵送

令和5年度

石川県立美術館友の会　会員募集！
３月１日（水）から受付開始！郵送でのお申し込みは郵便振替で。
現会員で継続を希望される方も、改めてお申し込み下さい。
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石川県立美術館だより
第473号〈毎月発行〉
2023年3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
3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

3月の休館日は
23日（木）～27日（月）

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5年4月23日（日）
～5月28日（日）

会期中無休
利家を描く 加賀文化の粋Ⅰ

次回の展覧会

第５展示室 第３・４・６展示室

四季の移ろいⅠ
【工芸】

優品選
【絵画・彫刻】

扇
を
持
つ
ポ
ー
ズ
が
印
象
的
な
女
性
像
で

す
。作
者
が
台
湾
人
歌
手
の
ス
テ
ー
ジ
姿
を
見

た
際
、そ
の
美
し
さ
に
魅
せ
ら
れ
て
す
か
さ
ず

デ
ッ
サ
ン
を
行
い
、制
作
に
至
り
ま
し
た
。流

れ
る
よ
う
な
肉
体
の
線
と
形
の
美
し
さ
を
表

現
し
た
本
作
は
、や
わ
ら
か
く
繊
細
な
造
形
美

を
も
ち
ま
す
。下
地
に
金
箔
を
は
り
つ
け
、渋

い
緑
色
で
著
色
し
た
表
面
が
そ
の
華
や
か
さ

を
強
調
し
て
い
ま
す
。本
作
は
日
展
で
会
員
賞

を
受
賞
し
て
い
ま
す
が
、彫
刻
部
門
で
は
県
内

初
の
快
挙
と
な
り
ま
し
た
。

得
能
は
一
貫
し
て
女
性
像
に
取
り
組
み
、

そ
の
美
を
追
求
し
て
い
く
こ
と
で
究
極
の
美

に
迫
っ
て
い
き
た
い
と
考
え
て
き
ま
し
た
。

外
形
は
も
ち
ろ
ん
、内
面
的
、つ
ま
り
精
神
的

な
美
し
さ
を
も
表
現
す
る
こ
と
を
目
指
す
姿

勢
は
、様
々
な
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
の
女
性
像

を
生
み
出
し
て
い
ま
す
。

得
能
節
朗
は
昭
和
五
年
岡
山
県
生
ま
れ
。

軍
医
で
あ
っ
た
父
の
勤
務
で
、大
阪
・
宇
都

宮
・
旅
順（
中
国
）・
東
京
な
ど
に
移
り
住
み
ま

し
た
。幼
い
頃
は
本
や
雑
誌
の
挿
絵
が
好
き

で
、よ
く
真
似
を
し
て
描
い
て
い
た
そ
う
で

す
。昭
和
二
十
三
年
に
金
沢
美
術
工
芸
専
門

学
校
に
入
学
し
、畝
村
直
久
の
薦
め
で
彫
刻

科
に
転
科
し
、そ
の
後
彫
刻
制
作
を
続
け
る

こ
と
に
な
り
ま
す
。在
学
中
の
昭
和
二
十
六

年
に
日
展
初
入
選
、同
四
十
二
・
四
十
三
年
特

選
、同
五
十
七
年
会
員
賞
受
賞
。平
成
七
年
に

日
展
内
閣
総
理
大
臣
賞
。日
展
評
議
員
、金
沢

美
術
工
芸
大
学
名
誉
教
授
。北
陸
日
彫
会
の

三
代
目
会
長
に
就
任
す
る
な
ど
、金
沢
の
地

で
彫
刻
界
を
リ
ー
ド
し
て
い
ま
す
。

本
作
は
第
4
展
示
室「
音
楽
と
舞
」で
展
示

中
で
す
。会
期
は
三
月
二
十
二
日（
水
）ま
で

で
す
。ぜ
ひ
ご
覧
く
だ
さ
い
。

《歌姫》 うたひめ
高さ190　幅90　奥行70cm
昭和59年（1984）　第16回改組日展

得能節朗　とくのうせつろう
昭和5年～（1930～）

à	la	carte　No.68アラカルト ただいま展示中


