
石川県立美術館だより
第474号	 令和5年4月1日発行

■  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】

■ 特別陳列 利家を描く ―再考と顕彰―【前田育徳会尊經閣文庫分館】

■ 加賀文化の粋Ⅱ【古美術】

■ 四季の移ろいⅠ【近現代工芸】

■ 優品選【近現代絵画・彫刻】

  バスツアー参加者募集
  ４月の行事予定
  アラカルト　ただいま展示中

中村卓夫《＜箱をやめたハコ＞宝珠図》国立工芸館蔵
　Photography by S&T PHOTO

　ー「陰翳のなかの金彩」よりー

企画展 陰
い ん

翳
え い

のなかの金彩【近現代工芸】
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《古赤絵金襴手仙箋瓶》景徳鎮窯 石川県指定文化財《虎図》岸駒

金
は
装
飾
の
た
め
に
さ
ま
ざ
ま
な
形
に
加
工
さ
れ
、工
芸

に
お
い
て
金
彩
と
し
て
用
い
ら
れ
て
き
ま
し
た
。金
沢
で
盛

ん
に
製
造
さ
れ
て
い
る
金
箔
も
、金
彩
の
素
材
の
ひ
と
つ
で

す
。本
展
覧
会
は
、近
代
に
入
っ
て
大
き
く
発
展
を
遂
げ
た
金

沢
の
金
箔
製
造
に
つ
い
て
ご
紹
介
す
る
と
と
も
に
、工
芸
を

唯
一
無
二
の
作
品
に
仕
上
げ
て
く
れ
る
金
彩
の
魔
力
を
感
じ

て
い
た
だ
く
も
の
で
す
。燦
々
と
し
た
光
を
受
け
て
輝
く
ば

か
り
で
な
く
、闇
の
な
か
、あ
る
か
な
き
か
の
明
か
り
を
映
す

金
の
ゆ
ら
め
き
、陰い

ん

翳え
い

の
な
か
の
金
彩
の
魅
力
を
ご
堪
能
く

だ
さ
い
。

第
一
部「
金
箔
と
金
沢
」で
は
、金
沢
で
の
金
箔
製
造
が
ど

の
よ
う
に
始
ま
り
、発
展
し
て
い
っ
た
か
を
た
ど
り
な
が
ら
、

現
在
で
は
金
沢
で
し
か
行
わ
れ
て
い
な
い
製
箔
、な
か
で
も

縁え
ん

付つ
け

金き
ん

箔ぱ
く

と
、そ
れ
を
用
い
た
工
芸
を
紹
介
し
ま
す
。縁
付
金

箔
は
、伝
統
的
な
工
法
と
熟
練
の
手
わ
ざ
に
よ
っ
て
製
造
さ

れ
、２
０
２
０
年
に
は
ユ
ネ
ス
コ
無
形
文
化
遺
産
に
登
録（
伝

統
金
箔
・
縁
付
）さ
れ
て
い
ま
す
。

第
二
部「
工
芸
と
金
彩
」で
は
、う
る
し
、染
織
、や
き
も
の

な
ど
の
工
芸
に
み
ら
れ
る
金
彩
の
多
種
多
様
な
形
態
を
ご
紹

介
し
ま
す
。穏
や
か
な
輝
き
の
金
泥
、す
る
ど
く
光
る
平

ひ
ょ
う

文も
ん

、

燦
々
と
ふ
り
そ
そ
ぐ
砂
子
、光
を
織
り
込
む
金
糸
。金
彩
と
素

材
と
の
組
み
合
わ
せ
や
、作
家
の
わ
ざ
と
表
現
を
お
楽
し
み

く
だ
さ
い
。

■
観
覧
料

一
般
１
，０
０
０
円（
８
０
０
円
）

大
学
生
８
０
０
円（
６
０
０
円
）　

高
校
生
以
下
無
料

※
2
階
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
展
観
覧
料
を
含
む

※（　

 

）内
は
65
歳
以
上
の
方
お
よ
び
20
名
以
上
の
団
体

※ 

身
体
障
が
い
者
・
精
神
障
が
い
者
保
健
福
祉
・
療
育
手
帳
を
お
持

ち
の
方
、ま
た
は
ミ
ラ
イ
ロ
Ｉ
Ｄ
を
ご
提
示
の
方
お
よ
び
付
き
添

い
の
方
1
名
は
観
覧
無
料

■
関
連
行
事

記
念
講
演
会

「
金こ

ん

色じ
き

に
輝
く
美
の
世
界
―
金
と
金
箔
の
お
り
な
す
魅
力
」

4
月
23
日（
日
）13
時
30
分
～
15
時

講
師
：
山
崎
達
文
氏
（
金
沢
学
院
大
学
名
誉
教
授
）

会
場
：
美
術
館
ホ
ー
ル
（
当
日
先
着
１
９
０
名
）

＊
聴
講
無
料
、申
込
不
要

ギ
ャ
ラ
リ
ー
ト
ー
ク

4
月
30
日（
日
）、5
月
4
日（
木･

祝
）、6
日（
土
）、7
日（
日
）

各
日
13
時
30
分
か
ら

＊
要
観
覧
料
、申
込
不
要

土
曜
講
座

5
月
13
日（
土
）13
時
30
分
～
15
時「
縁
付
金
箔
と
工
芸
」

 

寺
川
和
子（
学
芸
第
二
課
長
）

5
月
20
日（
土
）13
時
30
分
～
15
時「
金
銀
彩
と
九
谷
焼
」

 

奈
良
竜
一（
学
芸
主
任
）

会
場
：
美
術
館
講
義
室

＊
聴
講
無
料
、申
込
不
要

ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
「
ミ
ニ
屏
風
に
絵
を
描
こ
う
！
」

5
月
14
日
（
日
）
①
10
時
～
［
親
子
で
楽
し
む
回
］

　
　
　
　
　
　
　

②
14
時
～
［
オ
ト
ナ
も
楽
し
む
回
］

会
場
：
美
術
館
講
義
室

＊ 
参
加
無
料
、
要
メ
ー
ル
申
込
（
詳
し
く
は
公
式
ウ
ェ
ブ
サ

イ
ト
に
て
）

※ 

感
染
症
の
状
況
に
よ
り
内
容
を
変
更
す
る
場
合
が
ご
ざ
い

ま
す
。最
新
情
報
は
公
式
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

企画展（第７・８・９展示室）
陰翳のなかの金彩
4月23日(日)～5月28日(日)　会期中無休

主催／石川県立美術館　特別協力／金沢金箔伝統技術保存会、石川県箔商工業協同組合、北國新聞社
後援／NHK金沢放送局、MRO北陸放送、石川テレビ放送、テレビ金沢、HAB北陸朝日放送
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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 

Ｎ
Ｈ
Ｋ 

Ｂ
Ｓ
８
Ｋ
の
番
組「
国
宝
へ
よ
う
こ
そ
ス
ペ
シ
ャ

ル 

東
京
国
立
博
物
館
」で
、前
回
紹
介
し
た
当
館
の
重
文《
四

季
耕
作
図
》久
隅
守
景
作
が
参
照
さ
れ
た
こ
と
か
ら
、展
示
の

予
定
を
変
更
し
、同
じ
守
景
に
よ
る
県
文
指
定
の《
四
季
耕
作

図
》と
同
時
に
展
示
し
ま
す
。

田
園
画
家
と
も
呼
ば
れ
る
よ
う
に
、守
景
は
四
季
の
農
耕

を
め
ぐ
る
人
々
の
営
み
を
数
多
く
描
い
て
い
ま
す
。屏
風
装

に
よ
る
も
の
だ
け
で
も
十
数
点
は
現
存
し
て
い
る
よ
う
で
す

が
、作
風
は
、中
国
風
俗
か
ら
日
本
風
俗
へ
と
大
き
く
転
換
し

て
ゆ
き
ま
す
。今
回
紹
介
す
る
県
文
の《
四
季
耕
作
図
》は
、山

水
の
表
現
か
ら
、和
様
化
を
見
据
え
た
中
国
風
俗
に
よ
る
最

終
段
階
の
作
例
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。そ
し
て
、本
作

に
も
守
景
の
遊
び
心
が
随
所
に
発
揮
さ
れ
て
い
ま
す
。

ま
ず
、夏
の
景
の
竜
骨
車
を
詳
し
く
観
察
し
て
み
ま
し
ょ

う
。竜
骨
車
と
は
、中
国
の
灌か

ん

漑が
い

用
揚
水
機
で
、室
町
時
代
以

降
の
中
国
風
俗
に
よ
る
耕
作
図
に
よ
く
描
か
れ
ま
す
。狩
野

派
で
学
ん
だ
守
景
で
す
か
ら
、竜
骨
車
の
用
法
に
つ
い
て
は
理

解
し
て
い
る
は
ず
で
す
が
、ど
う
も
水
を
揚
げ
る
方
向
が
逆

に
描
か
れ
て
い
る
よ
う
で
す
。さ
ら
に
、車
を
回
す
た
め
の
ペ

ダ
ル
が
描
か
れ
て
い
な
い
た
め
、根
本
的
に
機
能
し
ま
せ
ん
。

そ
こ
で
守
景
の
真
意
が
気
に
な
る
と
こ
ろ
で
す
が
、本
作

も
加
賀
滞
在
中
に
発
注
さ
れ
た
と
考
え
れ
ば
こ
の
点
は
理
解

で
き
ま
す
。前
回
述
べ
た
よ
う
に
、守
景
に
は
、加
賀
藩
が
取

り
組
ん
だ
農
業
政
策
の
先
進
性
を
称
賛
す
る
制
作
意
図
が

あ
っ
た
よ
う
で
す
。し
た
が
っ
て
、加
賀
藩
で
は
灌
漑
用
水
が

整
備
さ
れ
、竜
骨
車
は
も
は
や
無
用
だ
が
、守
景
は
自
然
と
一

体
と
な
っ
て
無
心
に
遊
ぶ
人
間
の
理
想
像
と
し
て
、あ
え
て

描
い
た
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
か
。そ
の
他
に
も
脱
穀
の
場

面
な
ど
、考
え
さ
せ
る
描
写
が
あ
り
ま
す
。

前
田
育
徳
会
尊
經
閣
文
庫
分
館
に
て
開
催
す
る
特
集
展
示

「
絵
画
と
調
度　

重
要
文
化
財 

伝
雪
舟
筆《
四
季
花
鳥
図
》を

中
心
に
」で
は
、加
賀
藩
の
御
用
を
勤
め
た
絵
師
六
代
梅
田
九

栄
に
よ
る《
鷹
狩
図
絵
巻
》の
う
ち
、春
の
巻
を
紹
介
し
ま
す
。

鷹
狩
と
は
、文
字
ど
お
り「
鷹
を
飼
っ
て
訓
練
し
、鳥
獣
を

捕
獲
す
る
」こ
と
を
い
い
、そ
の
歴
史
は
古
代
に
ま
で
さ
か
の

ぼ
り
ま
す
。『
日
本
書
紀
』に
は
、仁
徳
天
皇
が
献
上
さ
れ
た
鷹

を
百
舌
鳥
野
に
放
ち
、雉
を
捕
え
た
と
あ
り
ま
す
。単
な
る
娯

楽
で
は
な
く
、許
可
が
な
い
と
行
え
な
い
権
力
と
家
格
の
象

徴
だ
っ
た
の
で
す
。戦
国
時
代
以
降
は
、鷹
と
捕
ら
え
ら
れ
た

獲
物
は
贈
答
品
と
し
て
も
重
宝
さ
れ
ま
し
た
。

絵
画
の
画
題
で
は
、久
隅
守
景
の《
鷹
狩
図
屏
風
》が
よ
く

知
ら
れ
て
い
ま
す
。両
隻
に
広
が
る
山
々
と
田
畑
で
行
わ
れ

た
鷹
狩
の
様
子
を
、狩
野
探
幽
門
下
の
ひ
と
り
で
あ
っ
た
守

景
が
描
い
た
こ
と
か
ら
、幕
府
に
仕
え
る
絵
師
に
と
っ
て
、鷹

狩
が
重
要
な
画
題
の
ひ
と
つ
で
あ
っ
た
こ
と
が
う
か
が
え
ま

す
。こ
の
鷹
狩
図
の
模
本
が
、加
賀
藩
の
絵
師
を
勤
め
た
梅
田

家
に
伝
わ
る
の
で
す
。

江
戸
後
期
に
活
躍
し
た
六
代
梅
田
九
栄
は
、守
景
の《
鷹
狩

図
屏
風
》の
影
響
を
受
け
な
が
ら
、こ
の《
鷹
狩
図
絵
巻
》を
制

作
し
ま
し
た
。絵
巻
は
、春
夏
秋
冬
の
四
巻
か
ら
な
り
、春
の

巻
で
は
、梅
や
桜
が
咲
く
山
道
を
、弓
を
持
ち
、犬
を
連
れ
た

従
者
や
鷹
匠
を
率
い
た
行
列
が
冒
頭
に
描
か
れ
ま
す
。鷹
が

獲
物
を
捕
ら
え
る
光
景
だ
け
で
な
く
、捕
獲
し
た
鳥
類
を
運

び
、調
理
し
、宴
が
催
さ
れ
る
様
子
か
ら
は
、春
ら
し
い
賑
わ

い
が
う
か
が
え
ま
す
。

《鷹狩図絵巻》のうち春の巻（部分）、六代梅田九栄石川県指定文化財《四季耕作図》（部分）、久隅守景
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《利家公尊像》

前田育徳会尊經閣文庫分館

特別陳列　利家を描く ―再考と顕彰―

4月23日（日）～5月28日（日）　会期中無休 

加
賀
藩
の
基
礎
を
築
い
た
前
田
利
家
の
肖
像
画
は
、前
田

家
と
ゆ
か
り
の
あ
る
寺
院
に
多
く
伝
来
し
て
い
ま
す
。各
寺

院
が
前
田
家
と
の
ゆ
か
り
を
示
す
大
切
な
根
拠
で
あ
っ
た
ほ

か
、利
家
の
忌
日
に
は
掲
げ
て
供
養
し
た
の
で
す
。や
が
て
明

治
時
代
に
な
る
と
、加
賀
藩
の
基
礎
を
築
い
た
前
田
利
家
の

「
再
考
」が
始
ま
り
、こ
れ
ら
の
肖
像
画
が
調
査
、記
録
さ
れ
ま

し
た
。今
日
の
前
田
育
徳
会
に
は
、利
家
を「
顕
彰
」す
べ
く
模

写
さ
れ
た
肖
像
画
や
、歴
史
的
業
績
を
絵
画
化
し
た
記
録
が

多
く
残
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、本
特
別
陳
列
で
は
、明
治
時

代
に
描
か
れ
た
利
家
の
姿
か
ら
、ど
の
よ
う
な
利
家
像
を
こ

の
時
代
に
伝
え
よ
う
と
し
た
の
か
を
考
え
ま
す
。

例
え
ば
紹
介
す
る
の
は
、織
田
信
長
が
今
川
義
元
を
破
っ

た
桶
狭
間
の
合
戦
に
お
い
て
、三
つ
の
首
級
を
得
、信
長
に
献

じ
た
と
い
う
活
躍
を
描
い
た《
桶
狭
間
凱
旋
図
》で
す
。三
点

展
示
し
ま
す
。こ
う
し
た
馬
上
の
勇
ま
し
い
姿
を
描
い
た
利

家
像
は
、主
に
家
臣
の
家
に
伝
わ
り
、そ
の
勇
猛
な
姿
を
掲

げ
代
々
供
養
し
続
け
て
い
ま
し
た
。信
長
の
臣
下
で
あ
っ
た

利
家
は
、こ
の
時
出
仕
の
禁
を
破
っ
て
戦
い
に
出
て
お
り
、頭

は
兜
を
外
し
た
布
の
み
を
巻
い
た
姿
で
描
か
れ
て
い
ま
す
。

し
か
し
、三
点
の
う
ち
一
点
は
、ど
う
で
し
ょ
う
。あ
り
え
な

い
立
派
な
鯰
尾
の
兜
を
か
ぶ
っ
た
姿
で
描
か
れ
て
い
る
の
で

す
。こ
の
よ
う
に
、明
治
時
代
に
描
か
れ
た
利
家
の
姿
に
は
、

脚
色
さ
れ
た
も
の
が
あ
り
ま
す
。

し
か
し
、そ
れ
は「
誤
り
」で
も「
偽
り
」で
も
あ
り

ま
せ
ん
。前
田
家
の
正
統
性
を「
強
調
」せ
ね
ば
な
ら

な
か
っ
た
の
で
す
。政
治
的
権
力
を
失
っ
た
時
代
に
、

あ
え
て
求
め
ら
れ
た
絵
画
と
い
え
ま
す
。

《高徳公赴末森城之救援図》村田丹陵

も
う
二
十
年
ほ
ど
前
の
話
で
す
が
、Ｎ
Ｈ
Ｋ
大
河
ド
ラ
マ『
利
家
と
ま
つ
』に
あ
わ
せ
て
本
館
で
企
画
展
を
開
催
し

た
際
、石
川
富
山
両
県
に
伝
わ
る
江
戸
時
代
に
描
か
れ
た
利
家
の
肖
像
画
を
調
査
し
ま
し
た
。二
十
本
ほ
ど
あ
っ
た
で

し
ょ
う
か
。利
家
が
江
戸
時
代
を
と
お
し
て
崇
敬
さ
れ
続
け
て
い
た
こ
と
が
わ
か
り
、興
味
深
か
っ
た
の
で
す
が
、明

治
時
代
に
模
写
し
た
別
の
記
録
も
多
く
確
認
で
き
、こ
う
し
た
背
景
に
つ
い
て
は
、江
戸
時
代
の
そ
れ
と
は
別
に
考
え

な
く
て
は
な
ら
な
い
と
思
い
ま
し
た
。

同
じ
よ
う
な
時
期
に
、江
戸
幕
府
か
ら
続
く
修
史
事
業
を
引
き
継
い
だ
明
治
政
府
内
に
お
い
て
も
、全

国
各
地
に
伝
わ
る
大
名
な
ど
の
肖
像
画
の
模
写
が
行
わ
れ
て
い
ま
す
。そ
れ
ら
は
東
京
帝
国
大
学
へ
引

き
継
が
れ
、わ
が
国
の
歴
史
学
の
成
立
に
寄
与
し
ま
し
た
。前
田
家
も
明
治
末
よ
り『
加
賀
藩
史
料
』の
編

纂
に
取
り
組
む
こ
と
を
思
う
と
、自
ら
の「
再
考
」こ
そ
が
求
め
ら
れ
た
時
代
だ
っ
た
と
わ
か
り
ま
す
。

学芸員の眼
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近現代工芸（第5展示室）

四季の移ろいⅠ
4月23日（日）～5月28日（日）　会期中無休 

古美術（第2展示室）

加賀文化の粋Ⅱ
4月23日（日）～5月28日（日）　会期中無休 

今
年
度
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
展
示
で
は
4
期
に
渡
り
四
季
の
移

ろ
い
Ⅰ
～
Ⅳ
と
題
し
て
、共
通
と
し
た
タ
イ
ト
ル
か
ら
、さ
ま

ざ
ま
な
切
り
口
で
お
届
け
し
ま
す
。ス
タ
ー
ト
と
な
り
ま
す

今
期
で
は
草
花
の
彩
り
か
ら
四
季
の
移
ろ
い
を
満
喫
し
て
頂

き
ま
す
。

毎
回
優
品
選
で
は
そ
の
展
示
期
間
に
合
わ
せ
て
春
で
あ
っ

た
り
秋
冬
で
あ
っ
た
り
季
節
に
合
う
作
品
を
お
楽
し
み
頂
い

て
お
り
ま
し
た
が
、移
ろ
い
と
い
う
括
り
で
お
楽
し
み
頂
く

に
あ
た
り
、ま
ず
は
親
し
み
や
す
く
春
か
ら
冬
へ
と
流
れ
る

草
花
の
移
ろ
い
を
、工
芸
各
分
野
の
中
で
も
染
織
・
着
物
を
多

め
に
お
届
け
し
ま
す
。

暖
か
い
陽
が
差
し
込
み
、黄
色
か
ら
始
ま
り
薄
い
ピ
ン
ク
、

そ
し
て
鮮
や
か
な
色
彩
へ
。盛
夏
時
の
緑
や
赤
か
ら
茶
や
白

へ
と
移
り
変
わ
る
草
花
。ス
タ
ー
ト
の
春
の
花
と
し
て
真
っ

先
に
思
い
浮
か
べ
る
の
は
な
ん
と
言
っ
て
も
桜
で
す
。展
示

の
頃
に
は
も
う
花
見
の
頃
は
過
ぎ
て
し
ま
っ
て
い
る
か
と

思
い
ま
す
が
、染
織
・
着
物
で
は
、ぱ
っ
と
目
を
引
く
色
合
い

の
上
田
外
茂
治
作《
友
禅
訪
問
着 

「
蒼
天
の
樹
」》や
落
ち
着

い
た
夜
色
の
中
に
咲
く
桜
、白
坂
幸
蔵
作《
友
禅
訪
問
着 「
夜

桜
」》を
。そ
し
て
夏
に
向
け
て
続
く
紫
陽
花
、羽
田
登
喜
男
作

《
友
禅
白
地
紫
陽
花
文
訪
問
着 「
清
裳
」》と
並
び
ま
す
。

今
回
の
美
術
館
だ
よ
り
は
ひ
と
会
期
先
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン

展
紹
介
と
な
り
ま
す
。春
の
花
を
紹
介
い
た
し
ま
し
た
が
、ほ

か
の
分
野
の
作
品
の
紹
介
は
ま
た
次
回
に
。し
ば
ら
く
は
公

式
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
の
所
蔵
品
作
品
一
覧
に
て
上
記
の
工
芸
作

家
た
ち
の
作
品
等
を
ご
覧
い
た
だ
き
、会
期
が
来
る
の
を
お

待
ち
く
だ
さ
い
。

加
賀
文
化
の
粋
と
題
し
た
本
特
集
で
す
が
、「
粋
」は
ど
う

読
む
の
で
し
ょ
う
か
。こ
れ
を
江
戸
こ
と
ば
と
解
釈
す
れ
ば

「
い
き
」と
な
る
で
し
ょ
う
。一
方
、京
こ
と
ば
と
解
釈
す
れ
ば

「
す
い
」と
な
り
ま
す
。先
行
す
る
江
戸
や
京
都
の
文
化
を
取

り
入
れ
つ
つ
も
、最
終
的
に
は
江
戸
で
も
京
都
で
も
な
い
独

自
の
価
値
を
醸
成
し
て
ゆ
く
と
こ
ろ
に「
加
賀
文
化
」の
特
質

が
あ
る
と
す
れ
ば
、時
に
活
動
的
な
側
面
も
あ
る「
い
き
」よ

り
は
、内
面
的
で
深
く
考
え
さ
せ
る
側
面
も
あ
る「
す
い
」が

ふ
さ
わ
し
い
と
思
い
ま
す
。

江
戸
幕
府
の
統
治
下
に
置
か
れ
た
加
賀
藩
に
と
っ
て
、文

化
を
推
進
す
る
原
動
力
は
幕
府
へ
の
対
抗
心
で
し
た
。藩
祖

と
二
代
藩
主
が
千
利
休
か
ら
直
接
茶
の
湯
を
学
ん
だ
加
賀

藩
に
は
、美
を
も
っ
て
権
力
者
に
挑
む
思
想
が
継
承
さ
れ
て

い
ま
し
た
。そ
の
美
は
、外
見
上
は
も
ち
ろ
ん
で
す
が
、久
隅

守
景
の
作
品
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
、考
え
て
見
出
さ
れ
る
美

に
主
眼
が
置
か
れ
て
い
ま
し
た
。世
阿
弥
が『
風
姿
花
伝
』で
、

「
花
と
、面
白
さ
と
、珍
し
さ
と
、こ
れ
三
つ
は
同
じ
心
な
り
」

と
述
べ
て
い
る
こ
と
が
思
い
起
こ
さ
れ
ま
す
。

こ
う
し
た「
す
い
」を
支
え
て
い
る
の
が
、飽
く
こ
と
の
な

い
技
術
の
追
求
で
す
。今
回
は
、加
賀
蒔
絵
、加
賀
象
嵌
鐙
、大

樋
焼
、加
賀
友
禅
の
名
品
も
展
示
し
ま
す
。加
賀
蒔
絵
に
つ
い

て
は
、今
年
度「
琳
派
と
五
十
嵐
派
」の
特
集
を
予
定
し
て
い

る
こ
と
か
ら
、今
回
は
伝
清
水
九
兵
衛
の
重
文《
蒔
絵
和
歌
の

浦
図
見
台
》と
県
文《
蒔
絵
亀
図
鞍
・
鐙
》を
展
示
し
ま
す
。い

ず
れ
も
九
兵
衛
の
代
表
作
と
し
て
知
ら
れ
た
作
品
で
す
が
、

精
緻
な
技
巧
と
絵
画
的
表
現
力
が
作
者
の
厳
し
い
研
鑽
を
物

語
っ
て
い
ま
す
。

重文《蒔絵和歌の浦図見台》伝清水九兵衛（部分）上田外茂治《友禅訪問着 「蒼天の樹」》
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第3～9展示室

第79回現代美術展
—日本画・工芸・書—
3月31日（金）～4月17日（月）　会期中無休

近現代絵画・彫刻（第3･4･6展示室）

優品選
4月23日（日）～5月28日（日）　会期中無休 

昭
和
二
十
年
十
月
に
第
一
回
展
が
開
催
さ
れ
た
現
代
美
術

展
は
、本
年
七
十
九
回
展
を
迎
え
ま
す
。そ
の
間
、文
化
勲
章

受
章
者
、日
本
芸
術
院
会
員
、人
間
国
宝
を
は
じ
め
、多
く
の

実
力
作
家
を
生
み
出
し
、そ
の
成
果
は「
美
術
王
国
石
川
」と

し
て
大
き
く
花
開
い
て
お
り
ま
す
。

本
展
で
は
、所
属
会
派
を
超
え
て
、日
本
画
・
洋
画
・
彫
刻
・

工
芸
・
書
・
写
真
の
六
部
門
か
ら
、石
川
県
美
術
文
化
協
会
会

員
ら
の
秀
作
と
、一
般
公
募
か
ら
の
入
賞
・
入
選
者
の
意
欲
作

を
一
堂
に
展
示
し
ま
す
。

会
期
中
、各
部
門
で
列
品
解
説
を
行
い
ま
す
。

◆
部
　
門（
当
館
展
示
）

日
本
画（
第
3
・
4
展
示
室
）

工
芸（
第
5
・
6
展
示
室
）

書（
第
7
・
8
・
9
展
示
室
）

※ 

金
沢
21
世
紀
美
術
館
で
は
、洋
画
・
彫
刻
・
写
真
が
展
示

さ
れ
ま
す
。

◆
連
絡
先

一
般
財
団
法
人
石
川
県
美
術
文
化
協
会

電
話
：
０
７
６

－

２
６
０

－

３
５
８
１

日
本
画
分
野
は
企
画
展「
陰
翳
の
な
か
の
金
彩
」に
ち
な

み
、金
を
使
用
し
た
作
品
も
展
示
し
ま
す
。金
屏
風
の
余
白
を

朝
日
に
見
立
て
た
横
山
大
観
の
構
想
画《
長
江
の
朝
》は
、大

観
の
大
胆
な
絵
画
世
界
を
よ
く
表
す
大
作
で
す
。ま
た
、同
じ

金
を
使
っ
た
屏
風
で
も
橋
本
関
雪《
拾
牛
図
》は
、絹
地
の
裏

に
金
箔
を
貼
る
裏
箔
の
技
法
を
用
い
て
い
ま
す
。金
の
表
情

が
直
接
表
れ
な
い
、落
ち
着
い
た
表
現
で
す
。

油
彩
画
か
ら
は
藤
森
兼
明《
ア
ド
レ
ー
シ
ョ
ン
・
ミ
ト
ロ
ポ

リ
ス
》を
紹
介
し
ま
す
。藤
森
は
美
大
卒
業
後
に
渡
米
し
、滞

在
中
の
二
十
代
に
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
で
洗
礼
を
受
け
ま
す
。

四
十
歳
を
目
前
に
制
作
活
動
を
再
開
、以
来
、信
仰
を
色
濃
く

映
す
作
画
で
知
ら
れ
ま
す
。実
在
す
る
ギ
リ
シ
ャ
の
聖
堂
に

取
材
し
た
本
作
は
、聖
堂
内
の
陰
翳
に
揺
ら
め
く
金
彩
と
、白

い
衣
装
に
自
身
の
信
仰
へ
の
崇
敬
の
念
が
表
れ
て
い
ま
す
。

春
に
な
り
、動
物
た
ち
も
目
を
覚
ま
し
始
め
ま
す
。素
描
・

版
画
作
品
か
ら
は
、脇
田
和
の
生
涯
の
テ
ー
マ
、鳥
の
作
品
を

紹
介
し
ま
す
。脇
田
は
多
く
の
鳥
を
モ
チ
ー
フ
と
し
た
作
品

を
手
が
け
て
い
ま
す
が
、そ
れ
ら
は
洗
練
さ
れ
た
画
面
構
成

と
色
の
響
き
合
い
の
中
で
、素
晴
ら
し
い
感
性
を
与
え
ら
れ

た
作
品
群
で
す
。鳥
と
向
き
合
う
脇
田
は
、常
に
新
鮮
な
気
持

ち
と
温
か
い
眼
差
し
で
接
し
て
お
り
、そ
れ
だ
か
ら
こ
そ
生

ま
れ
る
世
界
が
表
現
さ
れ
て
い
ま
す
。

彫
刻
分
野
か
ら
は
、吉
田
三
郎
の
動
物
彫
刻
を
紹
介
し
ま

す
。吉
田
が
彫
刻
を
学
ん
だ
明
治
後
期
以
降
に
お
い
て
は
、モ

デ
ル
の
確
保
が
難
し
い
と
き
に
動
物
を
題
材
に
す
る
こ
と
が

多
か
っ
た
と
い
い
ま
す
。ま
た
、子
煩
悩
だ
っ
た
吉
田
は
動
物

が
好
き
で
、よ
く
家
族
と
動
物
園
を
訪
れ
て
い
ま
し
た
。動
物

彫
刻
は
、吉
田
が
活
躍
し
た
時
代
や
家
族
と
の
思
い
出
を
反

映
し
た
も
の
で
あ
る
と
い
え
そ
う
で
す
。今
回
は
、戦
後
の
動

物
彫
刻
か
ら
数
点
を
展
示
い
た
し
ま
す
。

吉田三郎《緑蔭》

◆観覧料（金沢21世紀美術館と共通）

一般 大高生 中小生　

当　日 1,000円 700円 600円

前売り   900円 600円 500円

団体（20人以上）は前売り料金の各100円引き。
※当館友の会会員は会員証の提示で団体料金
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4月の行事予定
■企画展　「陰翳のなかの金彩」関連行事　講演会�
　　　　　13時半～15時　美術館ホール　＊聴講無料　申込不要

23日（日）
演題：「金

こん

色
じき

に輝く美の世界—金と金箔のおりなす魅力」
講師：山崎達文氏（金沢学院大学名誉教授〈工芸史〉）

開 催 日：令和5年5月27日（土）
集合時間：午前8時50分
発　　着：石川県立美術館
　　　　　※前回と集合場所が異なります。
　　　　　　ご注意ください。
参加代金：友の会会員　12,000円
　　　　　会員以外　　13,000円
募集定員：15名　※応募者多数の場合は抽選になります。

◆見学地
　 企画展「陰翳のなかの金彩」にあわせ、出品作家の工房

と金彩に関連した施設を巡ります。
　【錦山窯／ギャラリー嘸旦】
　　 人間国宝・𠮷田美統氏の工房兼ギャラリーです。「釉

裏金彩」に関するご説明をいただきつつ、その魅力を
堪能しましょう。

　【福島武山工房】
　　 赤絵細描の作品を精力的に発表し続ける福島武山

氏。実際に制作も行っている工房をご解説と共に見
学します。

　【金沢市立安江金箔工芸館】
　　 金箔に関する博物館です。金箔の性質や製造工程の

ご説明をいただいた後、春の企画展を鑑賞します。
　【石川県立美術館】
　　 企画展「陰翳のなかの金彩」を担当学芸員の解説付き

で見学します。展覧会の見どころや裏話などをご紹
介します。

◆申込方法
　 以下の内容を記載の上、往復はがきもしくはメールに

てご応募ください。
　※ 1通のはがき・メールで2名以上の申込をされる場合

は、下記内容を人数分ご記載ください。
　①往復はがきの場合

往信はがき裏面…「美術館バスツアー希望」と明記の
上、氏名・年齢・性別・郵便番号・住所・電話番号・会員
番号（ある方のみ）をご記入ください。
返信はがき表面…返信先（ご自身の住所）をご記入く
ださい。
※ 消えるボールペンは使用しないでください。返信

はがきの裏面には何も記入しないでください。
　②メールの場合

件名…美術館バスツアー希望
本文… 氏名・年齢・性別・郵便番号・住所・電話番号・会

員番号（ある方のみ）

◆応募先
〒920‒0963　金沢市出羽町2‒1
石川県立美術館バスツアー係
ishibi@pref.ishikawa.lg.jp

◆応募締切
令和5年4月14日（金）当館必着

※ ご自身の体調を考慮の上、お申込みおよびご参加いた
だきますようお願い申し上げます。（当日、医療従事者
は同行しません）。

〔参加者募集〕
令和5年度　友の会第2１回バスツアー

所蔵作家の工房と金彩をめぐる
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石川県立美術館だより
第474号〈毎月発行〉
2023年4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
4月3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

4月の休館日は
18日（火）～22日（土）

千
利
休
没
後
の
茶
の
湯
は
、古
田
織
部
、小
堀
遠

州
、金
森
宗
和
ら
に
よ
っ
て
進
め
ら
れ
た
大
名
茶

が
主
流
と
な
り
ま
し
た
。そ
の
一
方
で
、利
休
の

孫
・
宗
旦
は
千
家
の
再
興
と
と
も
に
利
休
の
侘
び

茶
へ
の
回
帰
を
強
く
打
ち
出
し
ま
し
た
。前
田
家

と
し
て
も
、藩
祖
・
利
家
、二
代
・
利
長
が
共
に
利
休

の
弟
子
で
あ
り
、ま
た
利
休
の
高
弟
、高
山
右
近
も

藩
臣
と
し
て
二
十
六
年
間
を
金
沢
で
過
ご
し
て
い

る
こ
と
か
ら
、利
休
の
茶
の
湯
へ
の
思
い
は
格
別

の
も
の
が
あ
り
ま
し
た
。三
代
・
利
常
は
遠
州
、宗

和
と
と
も
に
宗
旦
と
も
親
交
が
あ
り
、宗
旦
の
四

男
・
仙
叟
宗
室
が
晩
年
の
利
常
に
仕
え
た
背
景
に

は
、宗
旦
の
意
向
が
あ
っ
た
と
推
測
さ
れ
ま
す
。

利
常
が
一
六
五
八
年
に
没
し
た
後
も
仙
叟
宗

室
と
加
賀
藩
の
関
係
は
続
き
、綱
紀
に
は
一
六
六

一
年
に
初
御
見
得
し
て
以
後
、三
十
年
以
上
に
わ

た
っ
て
仕
え
ま
し
た
。金
沢
に
お
い
て
宗
室
は
、大

名
茶
に
と
も
な
っ
て
興
隆
し
た「
き
れ
い
さ
び
」の

美
意
識
を
見
事
に
利
休
、宗
旦
の
流
れ
を
汲
む
侘

び
に
転
換
し
て
い
ま
す
。大
樋
長
左
衛
門
の
作
陶

は
、そ
の
大
き
な
成
果
で
し
た
。

唐
物
の
獅
子
香
炉
は
茶
の
湯
で
珍
重
さ
れ
、樂

焼
の
獅
子
像
で
知
ら
れ
る
樂
家
も
意
欲
的
に
取
り

組
み
ま
し
た
。こ
の
香
炉
は
、そ
の
流
れ
を
受
け
て

制
作
さ
れ
た
も
の
で
、顔
を
天
に
向
け
、口
を
大
き

く
開
け
た
臥
せ
獅
子
の
形
態
で
す
。胎
土
は
細
か

く
、釉
は
全
体
に
飴
釉
が
厚
く
か
け
ら
れ
、全
体
的

に
や
や
黒
味
を
帯
び
て
お
り
、身
の
内
部
は
露
胎

と
な
っ
て
い
ま
す
。初
代
大
樋
長
左
衛
門
の
彫
塑

的
な
技
量
が
遺
憾
な
く
発
揮
さ
れ
て
い
ま
す
。

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6月3日（土）
～25日（日）
会期中無休

武の装いⅠ 仏教美術

次回の展覧会

第５展示室 第３展示室 第４・６展示室

四季の移ろいⅡ
【工芸】

アンフォルメルの時代
【油彩画・版画】

優品選
【近現代絵画・彫刻】

《飴釉獅子香炉》 あめぐすりししこうろ
幅16.0　奥行9.5　高11.1cm
江戸17世紀

初代大樋長左衛門　しょだいおおひちょうざえもん
寛永8年（1631）～正徳2年（1712）

à	la	carte　No.69アラカルト ただいま展示中


