
石川県立美術館だより
第484号	 令和6年2月1日発行

■ よみがえった文化財 －保存活用を支える修復技術－

■ 名物裂の精華【前田育徳会尊經閣文庫分館】／ 琳派と五十嵐派 【古美術】

■ 特集 毎田仁郎【近現代工芸】／ 近代からの書の風景【近現代書】

■ 天神画像と文房具【前田育徳会尊經閣文庫分館】

■ 金沢城の絵師たち【古美術】

■ ヴァリエーションズ【近現代絵画】／ 特集 小松芳光【近現代工芸】

  展覧会回顧
  ２月の企画展示室
  ２月の行事予定

  学芸室の人々
  友の会予告
  アラカルト　ただいま展示中

国宝《土佐日記》（帖首）藤原定家　前田育徳会蔵
　ー「よみがえった文化財ー保存活用を支える修復技術ー」よりー

田中太郎《母子群像》1985年　石川県七尾美術館蔵
ー「没後30年　田中太郎ー誠をつくす彫刻ー」よりー

特別陳列 没後30年 田中太郎 
－誠をつくす彫刻－【近現代彫刻】
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田中太郎《椅子に倚り夢みるゆめ》1987年
石川県七尾美術館蔵

田中太郎《顔》1975年
石川県立美術館蔵

令
和
5
年（
２
０
２
３
）に
没
後
30
年
を
迎
え
た
石
川
県
七

尾
市
出
身
の
彫
刻
家
・
田
中
太
郎
を
特
集
し
ま
す
。田
中
は
寺

院
建
築
の
装
飾
彫
刻
を
学
ん
だ
あ
と
彫
刻
を
志
し
て
上
京
、

当
時
木
彫
の
第
一
人
者
で
あ
っ
た
平ひ
ら

櫛く
し

田で
ん

中ち
ゅ
うに
師
事
し
ま

す
。所
属
し
て
い
た
日
本
美
術
院
彫
塑
部
解
散
後
は
大
き
な

派
閥
に
属
す
る
こ
と
な
く
、自
ら
の
作
風
を
追
い
求
め
ま
し

た
。本

展
は
、3
章
構
成
で
田
中
太
郎
の
作
品
世
界
を
紹
介
し

ま
す
。「
Ⅰ　

究
め
る
こ
ろ
」で
は
、所
属
し
て
い
た
日
本
美
術

院
彫
塑
部
が
昭
和
36
年（
１
９
６
１
）に
解
散
す
る
ま
で
の
作

品
を
中
心
に
、初
期
の
木
彫
修
行
が
活
か
さ
れ
た
作
品
を
紹

介
し
ま
す
。「
Ⅱ　

敬
う
こ
こ
ろ
」で
は
、田
中
の
精
神
性
が
反

映
さ
れ
た
作
品
を
集
め
ま
す
。師
を
敬
い
、過
去
の
巨
匠
に
思

い
を
馳
せ
、仏
教
を
尊
ぶ
。敬
虔
で
真
摯
な
心
が
あ
ら
わ
れ
た

作
品
は
、観
る
者
に
あ
た
た
か
な
気
持
ち
を
も
た
ら
し
ま
す
。

「
Ⅲ　

誠
を
つ
く
す
」で
は
、田
中
の
後
半
生
に
お
け
る
作
品

を
紹
介
し
ま
す
。師
・
平
櫛
田
中
か
ら
の
教
え
で
あ
る「
誠
を

つ
く
し
、心
を
こ
め
て
彫
る
」を
も
と
に
生
み
出
さ
れ
た
作
品

は
、確
か
な
修
行
に
裏
付
け
ら
れ
た
技
術
を
基
礎
と
し
て
、写

実
か
ら
デ
フ
ォ
ル
メ
の
間
を
自
在
に
行
き
来
し
つ
つ
、意
表

を
つ
い
た
組
み
合
わ
せ
を
も
ま
と
め
て
い
く
発
想
力
と
表
現

力
に
優
れ
て
い
ま
す
。田
中
太
郎
の
作
品
世
界
を
存
分
に
楽

し
ん
で
い
た
だ
け
る
か
と
思
い
ま
す
。

1
月
27
日（
土
）に
は
土
曜
講
座
を
開
催
し
、本
展
の
見
ど

こ
ろ
を
紹
介
し
ま
す
。あ
わ
せ
て
お
楽
し
み
い
た
だ
け
ま
す

と
幸
い
で
す
。

近現代彫刻（第4展示室）
特別陳列 没後30年

田中太郎―誠をつくす彫刻―

1月4日（木）～2月12日（月･休）　会期中無休  
特別協力　石川県七尾美術館

田
中
が
晩
年
に
、制
作
に
お
け
る
信
念
に
つ
い
て
語
る
機
会
が
あ
り
ま
し
た
。い
わ
く
、表
現
は
自
分
の

な
か
に
あ
る
。制
作
は
、対
象
か
ら
そ
の「
真ま

」を
く
み
と
り
、す
べ
て
を
か
け
て
造
形
化
す
る
行
為
で
あ
る
。

本
心
か
ら
自
然
と
生
ま
れ
て
き
た
表
現
は
、具
象
抽
象
に
と
ら
わ
れ
る
必
要
は
な
い
…
…
と
い
う
内
容
で

す
。確
か
な
実
力
を
基
盤
と
し
て
、心
か
ら
湧
き
出
た
尊
敬
や
慈
愛
、感
動
を
、具
象
抽
象
を
問
わ
ず
表
現
し

続
け
た
田
中
の
表
現
を
理
解
す
る
の
に
こ
れ
以
上
な
い
内
容
で
す
。「
心
が
な
け
れ
ば
芸
術
で
な
い
」と
い

う
制
作
態
度
を
ま
っ
す
ぐ
育
て
た
田
中
の
作
品
は
、写
実
を
極
め
た
も
の
は
も
ち
ろ
ん
、意
表
を
突
い
た
組

み
合
わ
せ
に
よ
る
斬
新
な
モ
チ
ー
フ
、ユ
ー
モ
ア
に
あ
ふ
れ
る
造
形
な
ど
幅
広
く
、優
し
く
て
遊
び
心
の
あ

る
唯
一
無
二
の
作
品
世
界
を
築
い
て
い
ま
す
。

学芸員の眼
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企画展示室（第7･8･9展示室）
よみがえった文化財
ー保存活用を支える修復技術ー

1月4日（木）～2月12日（月・休）　会期中無休

本
展
は
、藩
政
期
か
ら
今
日
ま
で
の
当
地
に
お
け
る
文
化

財
保
存
修
復
へ
の
取
り
組
み
を
概
観
す
る
こ
と
を
趣
旨
と
し

て
い
ま
す
。そ
こ
で
改
め
て
確
認
さ
れ
た
の
は
、加
賀
藩
主
・

前
田
家
以
来
、文
化
財
に
対
す
る
深
い
敬
意
が
保
存
修
復
の

根
幹
と
な
っ
て
い
る
こ
と
で
す
。文
化
財
へ
の
理
解
が
深
ま

れ
ば
、自
ず
と
畏
敬
の
念
が
興
り
ま
す
。こ
の
こ
と
が
、当
地

に
お
け
る
文
化
財
保
存
修
復
思
想
の
継
承
と
い
う
こ
と
が
で

き
ま
す
。

そ
し
て
、文
化
財
へ
の
理
解
は
、単
に
歴
史
的
、美
術
的
な

観
点
に
と
ど
ま
る
も
の
で
は
な
く
、科
学
的
ア
プ
ロ
ー
チ
に

よ
る
知
見
か
ら
の
検
証
や
、拡
張
現
実（
Ａ
Ｒ
）や
仮
想
現
実

（
Ｖ
Ｒ
）の
技
術
も
駆
使
し
た
、総
合
的
な
判
断
に
基
づ
い
た

も
の
で
あ
る
べ
き
と
の
考
え
方
が
浸
透
し
つ
つ
あ
り
ま
す
。

当
館
の
Ｖ
Ｒ
シ
ア
タ
ー
も
、そ
う
し
た
理
解
の
深
化
に
大
き

く
寄
与
す
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
て
い
ま
す
。ま
た
、光
や
空
気

に
よ
る
劣
化
や
、人
為
的
損
傷
、災
害
、盗
難
な
ど
を
念
頭
に

こ
れ
ま
で
活
用
さ
れ
て
き
た
レ
プ
リ
カ
も
、今
日
で
は
、外
観

の
復
元
の
み
な
ら
ず
、科
学
的
根
拠
に
基
づ
く
構
造
や
材
質
、

技
法
の
検
証
を
経
て
制
作
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。こ

れ
も
、文
化
財
の
保
存
修
復
と
活
用
に
対
す
る
今
日
的
な
理

解
の
在
り
方
と
し
て
注
目
さ
れ
ま
す
。本
展
で
は
、こ
う
し
た

技
術
の
進
歩
に
も
着
目
し
て
い
ま
す
。さ
ら
に
国
宝《
土
佐
日

記
》、重
要
文
化
財《
吾
妻
鏡
》（
い
ず
れ
も
前
田
育
徳
会
蔵
）を

は
じ
め
と
す
る
、国
・
県
指
定
文
化
財
や
加
州
刀
の
名
品
な

ど
、本
展
の
コ
ン
セ
プ
ト
な
ら
で
は
の
豪
華
な
取
り
合
わ
せ

に
も
、是
非
注
目
し
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

《土佐日記 付属文書》 前田育徳会蔵

特別協力　北國新聞社、公益財団法人 前田育徳会、なら歴史芸術文化村
協力　一般財団法人　石川県文化財保存修復協会

前田育徳会尊經閣文庫分館

名物裂の精華
1月4日（木）～2月12日（月･休）　会期中無休

名
物
裂
と
い
え
ば
、茶
器
の
仕
覆
や
絵
画
の
表
装
に
使
用
さ

れ
る
ち
い
さ
な
裂き

れ

地
を
思
い
浮
か
べ
ま
す
が
、今
回
東
京
の
前

田
育
徳
会
か
ら
拝
借
し
た
裂
は
、い
ず
れ
も
大
き
な
裂
ば
か
り

で
、利
常
が
入
手
し
た
当
初
の
姿
を
思
い
起
こ
さ
せ
ま
す
。

「
い
ち
ご
」と
読
む《
覆
盆
子
裂
》は
、数
色
の
絵
緯
糸
を
浮う

き

織お
り

に
し
て
小
花
模
様
を
あ
ら
わ
し
、こ
れ
が
木
苺
の
球
果
に

似
る
こ
と
か
ら
、こ
の
よ
う
な
名
称
が
つ
き
ま
し
た
。真
田
紐ひ

も

の
よ
う
な
横
縞
が
入
る
こ
と
も
特
徴
で
す
。

名
物
裂
に
は
珍
し
い
木
綿
の
裂
は
、「
唐か

ら

木も

綿め
ん

」と
呼
ば
れ

ま
し
た
。《
白
唐
木
綿
縫ぬ

い

取と
り

》は
、雲
形
だ
け
で
な
く
、実
は
七

宝
や
卍
な
ど
、さ
ま
ざ
ま
な
模
様
が
縫
取
刺
繍
で
あ
ら
わ
さ

れ
て
い
ま
し
た
。こ
の
裂
が
歴
代
藩
主
の
甲
冑
や
能
装
束
に

も
使
用
さ
れ
て
い
た
こ
と
か
ら
、新
た
に
確
認
で
き
た
こ
と

で
す
。

古美術（第2展示室）

琳派と五十嵐派
1月4日（木）～2月12日（月･休）　会期中無休

本
阿
弥
光
悦
、俵
屋
宗
達
、俵
屋
宗
雪
、喜
多
川
相
説
、尾
形

光
琳
ら
琳
派
を
代
表
す
る
芸
術
家
は
、熱
心
な
日
蓮
宗
の
信

徒
と
い
う
点
で
、加
賀
蒔
絵
の
基
礎
を
築
い
た
五
十
嵐
道
甫

と
深
い
つ
な
が
り
が
あ
り
ま
す
。彼
ら
の
創
作
姿
勢
は
、善
美

を
尽
し
た
造
形
は
功
徳
と
な
る
と
考
え
る『
法
華
経
』の
思
想

に
立
脚
し
て
い
ま
す
。そ
し
て
、光
悦
は
藩
祖
・
利
家
以
来
加

賀
藩
と
関
わ
り
が
あ
る
ほ
か
、宗
雪
、相
説
も
藩
の
御
用
を
務

め
て
い
ま
す
。そ
れ
は
ま
た
、金
沢
に
招
か
れ
た
道
甫
と
後
継

者
が
、加
賀
蒔
絵
の
様
式
を
確
立
し
て
ゆ
く
時
期
と
も
重
な

り
ま
す
。

今
回
は
、3
代
藩
主
・
利
常
が
展
開
し
た
加
賀
藩
の
文
化
政

策
の
一
側
面
と
し
て
、京
都
の
文
化
を
ど
の
よ
う
に
取
り
入

れ
、独
自
の
美
意
識
に
転
換
し
て
い
っ
た
の
か
を
、「
琳
派
」と

「
五
十
嵐
派
」を
切
り
口
と
し
て
概
観
し
て
み
ま
し
た
。
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前田育徳会尊經閣文庫分館

天神画像と文房具
2月17日（土）～3月20日（水･祝）　会期中無休

前
田
家
が
家
祖
と
崇
め
る
菅
原
道
真
の
忌
日
が
2
月
25
日

で
あ
る
こ
と
に
あ
わ
せ
て
、毎
年
こ
の
時
期
に
は「
天
神
画
像

と
文
房
具
」を
テ
ー
マ
と
し
た
特
集
展
示
を
行
っ
て
い
ま
す
。

「
文
房
具
」か
ら
連
想
す
る
よ
う
に
、道
真
は「
学
問
の
神
様
」

と
し
て
崇
め
ら
れ
ま
す
が
、さ
ま
ざ
ま
な
姿
で
描
か
れ
た「
天

神
画
像
」は
、「
学
問
の
神
様
」以
外
の
道
真
の
姿
を
伝
え
て
い

ま
す
。

敷
物
に
座
す
道
真
を
描
い
た《
胞ほ

う

輪り
ん

天
神
画
像
》で
す
が
、

よ
く
見
る
と
そ
の
表
情
は
目
を
見
開
き
、何
か
を
睨
み
つ
け

て
い
る
よ
う
で
す
。両
肩
も
鋭
く
上
が
っ
て
い
ま
す
。本
図

は
、束そ

く

帯た
い

姿
で
あ
る
こ
と
か
ら「
束
帯
天
神
」と
も
称
さ
れ
ま

す
が
、「
怒
り
天
神
」と
も
呼
ば
れ
ま
す
。道
真
が
座
す
敷
物

は
、実
は
大
宰
府
へ
向
か
う
船
の
中
で
と
り
あ
え
ず
用
意
さ

れ
た
綱
を
巻
い
た
だ
け
の
も
の
で
、道
真
は
惨
め
さ
の
あ
ま

り
、怒
り
を
あ
ら
わ
に
し
た
の
で
し
た
。

《
縄な

わ

敷し
き

臨り
ん

水す
い

天
神
画
像
》は
、真
っ
白
な
髪
の
道
真
が
水
面

を
見
る
姿
で
す
。苦
悩
の
余
り
、一
夜
に
し
て
白
髪（
一
夜
白

髪
天
神
）に
な
っ
た
道
真
は
、大
宰
府
の
川
面
に
映
っ
た
自
ら

の
姿
に
驚
い
た
と
い
う「
水
鏡
天
神
」の
逸
話
に
基
づ
い
て
い

ま
す
。

一
方
、梅
の
枝
を
持
ち
中
国
風
の
姿
で
描
か
れ
た
道
真
像

も
あ
り
ま
す
。《
渡
唐
天
神
像
》で
す
。道
真
は
後
に
中
国

へ
渡
り
法
衣
を
受
け
た
と
い
う
、中
世
の
禅
僧
の
間
で

語
ら
れ
た
エ
ピ
ソ
ー
ド
に
基
づ
き
描
か
れ
ま
し
た
。《
渡

唐
天
神
画
像
》は
真
正
面
姿
が
ほ
と
ん
ど
で
す
が
、育
徳

会
が
所
蔵
す
る
江
戸
時
代
の
画
僧
月げ

っ

僊せ
ん

が
描
い
た
画
像

は
、少
し
体
を
右
に
傾
け
て
い
る
の
が
特
徴
で
す
。

《胞輪天神画像》

近現代工芸（第5展示室）

特集　毎田仁郎
1月4日（木）～2月12日（月･休）　会期中無休

「
自
然
が
師
」。こ
の
言
葉
は
、毎
田
仁
郎
が
師
で
あ
る
木
村

雨
山
よ
り
教
わ
っ
た
言
葉
の
1
つ
で
す
。毎
田
が
描
く
植
物

た
ち
は
、自
身
の
観
察
・
写
生
を
も
と
に
し
て
い
ま
す
。例
え

ば
花
を
描
く
に
あ
た
っ
て
は
、芽
生
え
、開
花
、結
実
、枯
れ
る

ま
で
を
一
貫
し
て
見
つ
め
、花
と
は
何
か
を
自
身
で
見
極
め

た
上
で
筆
を
と
り
ま
す
。モ
チ
ー
フ
と
な
る
四
季
折
々
の
植

物
は
、自
宅
の
庭
先
か
ら
日
本
全
国
に
そ
の
題
材
を
求
め
て

出
向
い
て
観
察
し
、作
品
制
作
へ
と
活
か
し
て
い
ま
し
た
。

こ
の
よ
う
に
し
て
描
か
れ
た
毎
田
の
友
禅
は
、多
彩
な
色

使
い
で
あ
り
な
が
ら
も
、ぼ
か
し
の
技
術
な
ど
を
効
果
的
に

使
用
す
る
こ
と
で
、全
体
と
し
て
落
ち
着
い
た
色
彩
と
な
り
、

清
楚
な
印
象
と
な
っ
て
い
ま
す
。

毎
田
仁
郎
の
創
り
出
し
た
加
賀
友
禅
の
世
界
を
お
楽
し
み

く
だ
さ
い
。

近現代書（第6展示室）

近代からの書の風景
1月4日（木）～2月12日（月･休）　会期中無休

今
回
の
展
示
で
は
明
治
維
新
の
元げ
ん

勲く
ん

は
じ
め
、日
本
文
化

を
形
成
す
る
芸
術
家
な
ど
の
魅
力
あ
ふ
れ
た
書
と
と
も
に
、

昭
和
30
年
代
半
ば
に
収
蔵
さ
れ
た
現
代
日
本
書
道
の
名
家
た

ち
の
作
品
を
展
示
い
た
し
ま
す
。戦
後
、書
は
会
場
芸
術
と
し

て
表
現
が
大
き
く
変
換
し
ま
し
た
。そ
の
表
現
形
式
は
、高
い

壁
面
の
美
術
館
で
鑑
賞
さ
れ
る
作
品
へ
と
発
展
、額
装
が
主

流
と
な
り
、作
品
も
次
第
に
大
型
化
し
て
い
き
ま
し
た
。こ
の

よ
う
な
会
場
芸
術
と
し
て「
書
と
は
な
に
か
」と
い
う
問
い
を

持
ち
な
が
ら
、幅
広
く
、豊
か
に
広
が
っ
て
き
た
書
の
あ
り
方

を
追
求
す
る
動
き
は
、今
も
続
い
て
い
ま
す
。時
代
の
変
遷
を

顧
み
な
が
ら
、時
を
経
て
も
色
褪
せ
な
い
書
の
魅
力
を
お
楽

し
み
く
だ
さ
い
。
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古美術（第2展示室）

金沢城の絵師たち
2月17日（土）～3月20日（水･祝）　会期中無休

か
つ
て
金
沢
平
野
を
一
望
す
る
小
立
野
台
地
の
先
端
に
そ

び
え
て
い
た
金
沢
城
の
御
殿
は
、江
戸
時
代
を
通
し
て
2
度

の
焼
失
、再
建
を
経
て
姿
を
変
え
な
が
ら
、加
賀
百
万
石
の
中

心
と
し
て
の
役
割
を
担
っ
て
き
ま
し
た
。し
か
し
明
治
14
年

（
１
８
８
１
）、失
火
に
よ
っ
て
焼
失
し
、そ
の
歴
史
に
終
わ
り

を
告
げ
ま
し
た
。

現
代
に
入
り
、石
川
県
で
は
金
沢
城
の
中
枢
で
あ
っ
た
二

の
丸
御
殿
を
復
元
整
備
す
る
取
り
組
み
を
進
め
、御
殿
の

内
装
に
つ
い
て
の
調
査
も
行
っ
て
い
ま
す
。御
殿
の
障
壁
画

は
、ほ
ぼ
す
べ
て
が
失
わ
れ
、《
唐
花
図（
中
村
神
社
拝
殿
天
井

画
）》を
除
い
て
現
存
が
確
認
で
き
ま
せ
ん
。今
回
の
特
集
展

示
で
は
、詳
し
い
資
料
の
残
る
文
化
度
造
営
の
金
沢
城
二
の

丸
御
殿
に
お
い
て
、障
壁
画
を
描
い
た
絵
師
た
ち
を
取
り
上

げ
ま
す
。

御
殿
内
部
の
障
壁
画
を
描
い
た
絵
師
た
ち
は
、臨
時
の
手

伝
い
も
含
め
る
と
26
名
に
の
ぼ
り
ま
す
が
、3
つ
の
グ
ル
ー

プ
、①
江
戸
か
ら
来
た
狩
野
派
の
絵
師
、②
京
都
か
ら
来
た
岸

派
の
絵
師
、③
地
元
の
絵
師
、に
分
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

本
展
示
で
は
こ
の
う
ち
、②
に
属
す
る
岸
駒（
１
７
４
９
／
１

７
５
６
～
１
８
３
８
）と
そ
の
息
子
岸
岱（
１
７
８
２
／
１
７

８
５
～
１
８
６
５
）、そ
し
て
③
に
属
す
る
佐
々
木
泉
景（
１

７
７
３
～
１
８
４
８
）の
作
品
を
展
示
し
ま
す
。彼
ら
の
残
し

た
作
品
か
ら
、在
り
し
日
の
金
沢
城
に
思
い
を
馳
せ
て
い
た

だ
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。

《瀟湘八景図屏風》佐々木泉景 （左隻）全昌寺蔵

近現代絵画（第6展示室）

ヴァリエーションズ
－画家たちの変奏曲－
2月17日（土）～3月20日（水･祝）　会期中無休

ひ
と
つ
の
主
題
や
旋
律
が
、様
々
に
形
を
変
え
て
表
れ
る

曲
を
変
奏
曲（
ヴ
ァ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
）と
い
い
ま
す
。有
名
な

と
こ
ろ
で
は
モ
ー
ツ
ァ
ル
ト
の「
き
ら
き
ら
星
変
奏
曲
」や

バ
ッ
ハ
の「
ゴ
ル
ト
ベ
ル
ク
変
奏
曲
」な
ど
は
、お
馴
染
み
の

名
曲
で
す
。さ
て
、多
く
の
画
家
た
ち
は
、ひ
と
つ
の
主
題

（
テ
ー
マ
）を
繰
り
返
し
描
い
て
お
り
、そ
の
様
相
は
ま
る
で

変
奏
曲
の
よ
う
で
す
。ひ
と
つ
の
主
題
を
一
度
の
制
作
で
極

め
ら
れ
る
画
家
は
希
で
し
ょ
う
。か
え
っ
て
何
度
も
繰
り
返

し
挑
戦
す
る
だ
け
の
価
値
を
認
め
る
主
題
と
の
出
会
い
は
、

画
家
に
と
っ
て
の
幸
福
と
い
え
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。今
回

の
特
集
で
は
、ひ
と
つ
の
主
題
に
繰
り
返
し
挑
む
日
本
画
家

た
ち
の
作
品
を
ご
覧
い
た
だ
き
ま
す
。

近現代工芸（第5展示室）

特集　小松芳光
2月17日（土）～3月20日（水･祝）　会期中無休

小
松
芳
光
没
後
30
年
に
あ
た
り
、所
蔵
す
る
小
松
の
作
品

の
ほ
か
、今
年
度
新
た
に
収
蔵
と
な
っ
た
作
品
等
を
紹
介
し

ま
す
。

小
松
芳
光
は
明
治
36
年
金
沢
市
に
生
ま
れ
ま
し
た
。大
正

13
年
東
京
美
術
学
校
聴
講
生
と
な
り
、そ
の
後
、植
松
包
美
に

師
事
し
ま
し
た
。昭
和
2
年
第
8
回
帝
展
に
初
入
選
、13
年
第

2
回
新
文
展
特
選
。戦
後
は
日
展
を
舞
台
に
意
欲
的
に
活
躍

し
、21
年
特
選
、43
年
文
部
大
臣
賞
を
受
賞
。52
年
に
は
加
賀

蒔
絵
で
石
川
県
指
定
無
形
文
化
財
保
持
者
と
な
り
ま
し
た
。

ま
た
、昭
和
23
年
よ
り
金
沢
美
術
工
芸
大
学
教
授
と
し
て
後

進
の
指
導
に
も
あ
た
り
、44
年
に
定
年
退
官
、名
誉
教
授
と

な
っ
て
い
ま
す
。小
松
の
モ
ダ
ン
な
デ
ザ
イ
ン
感
覚
と
加
飾

に
よ
る
独
創
的
な
意
匠
作
品
は
漆
芸
界
に
新
風
を
吹
き
込
み

ま
し
た
。
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丸
3
日
に
わ
た
る
皇
居
三
の
丸
尚
蔵
館
で
の
作
品
返
却
作
業
の
す
べ

て
を
終
え
、皇
居
大
手
門
を
く
ぐ
る
と
帳
が
下
り
は
じ
め
た
日
本
随
一

の
オ
フ
ィ
ス
街
が
。吹
く
風
は
少
し
冷
た
く
、ほ
て
っ
た
頬
を
心
地
よ
く

撫
で
て
い
き
ま
す
。お
堀
の
前
に
そ
び
え
る
ビ
ル
群
と
向
か
い
合
わ
せ

に
、い
に
し
え
の
歴
史
を
持
つ
皇
居
が
あ
る
こ
と
に
、感
慨
を
覚
え
ま
し

た
。さ

て
、ひ
と
月
半
に
わ
た
っ
て
国
立
工
芸
館
と
共
同
で
開
催
し
た
本

展
は
、5
万
人
を
超
え
る
入
場
者
を
数
え
閉
幕
し
ま
し
た
。毎
朝
、列
を

作
っ
て
開
場
を
お
待
ち
い
た
だ
い
た
多
く
の
皆
さ
ま
に
も
、感
謝
の
思

い
は
尽
き
ま
せ
ん
。そ
の
よ
う
な
皆
さ
ま
か
ら
異
口
同
音
に
寄
せ
ら
れ

た
の
は
、作
品
に
つ
い
て
の
感
動
の
言
葉
で
あ
り
、皇
居
三
の
丸
尚
蔵
館

の
至
宝
を
、こ
の
地
に
い
な
が
ら
観
覧
で
き
る
喜
び
の
声
で
し
た
。展
示

は
も
ち
ろ
ん
、本
展
に
訪
れ
た
皆
さ
ま
の
姿
を
通
し
て
、加
賀
前
田
家
に

よ
る
文
化
風
土
の
醸
成
が
あ
っ
て
こ
そ
、本
展
の
成
功
が
あ
っ
た
と
実

感
し
ま
し
た
。余
談
に
な
り
ま
す
が
、毎
日
作
品
と
対
面
で
き
る
こ
と

は
、こ
の
仕
事
の
醍
醐
味
で
、至
宝
の
数
々
か
ら
得
る
新
た
な
気
づ
き
の

連
続
で
も
あ
り
ま
し
た
。特
に
間
近
に
見
た《
金
沢
本
万
葉
集
》の
、和
製

唐
紙
と
能
筆
の
８
０
０
年
の
時
を
超
え
た
共
演
は
、胸
に
迫
る
も
の
が

あ
り
ま
し
た
。皆
さ
ま
も
、次
は
新

し
く
な
っ
た
皇
居
三
の
丸
尚
蔵
館

で
、至
宝
の
数
々
を
ご
鑑
賞
い
た

だ
け
れ
ば
、き
っ
と
新
た
な
発
見

が
あ
る
こ
と
で
し
ょ
う
。

本
展
の
開
催
に
向
け
、多
大
な

ご
支
援
・
ご
協
力
を
い
た
だ
い
た

皇
居
三
の
丸
尚
蔵
館
を
は
じ
め
と

す
る
関
係
各
位
に
厚
く
御
礼
申
し

上
げ
ま
す
。

展覧会回顧

皇居三の丸尚蔵館収蔵品展　皇室と石川ー麗しき美の煌めきー
会期　10月14日（土）～11月26日（日）

第7展示室
令和5年度 金沢大学学校教育学類
美術教育専修卒業制作展
2月22日（木）～25日（日）　会期中無休

第8・9展示室
第29回
北陸国展
2月22日（木）～26日（月）　会期中無休

絵
画
、彫
刻
、デ
ザ
イ
ン
、美
術
科
教
育
の
各
分
野
の
学
士

課
程
に
よ
る
令
和
5
年
度
卒
業
作
品
を
展
示
し
ま
す
。こ
れ

ら
は
、主
に
教
職
を
目
指
す
学
生
が
、自
ら
の
学
生
生
活
の
総

決
算
と
し
て
地
道
に
努
力
を
重
ね
、且
つ
創
造
的
に
研
究
し

制
作
し
て
完
成
さ
せ
た
も
の
で
す
。

未
熟
で
は
ご
ざ
い
ま
す
が
是
非
ご
高
覧
下
さ
い
。そ
し
て

忌
憚
の
な
い
ご
批
評
、ご
助
言
を
お
願
い
し
ま
す
。な
お
、在

科
生
の
作
品
も
展
示
し
ま
す
の
で
、併
せ
て
ご
高
覧
下
さ
い

ま
す
よ
う
お
願
い
し
ま
す
。

◇
入
場
無
料

◇
連
絡
先　

金
沢
市
角
間
町　

金
沢
大
学

　
　
　
　
　

人
間
社
会
学
域
学
校
教
育
学
類　

江
藤
望

　
　
　
　
　

電
話
：
０
７
６

－

２
６
４

－

５
５
８
２

北
陸
国
展
は
北
陸
在
住
の
国
展
出
品
者
を
中
心
に
構
成
さ

れ
、今
年
で
29
回
展
と
な
り
ま
し
た
。

国
画
会（
国
展
）は
昨
年
97
回
を
迎
え
、毎
年
春
に
国
立
新

美
術
館
で
開
催
さ
れ
る
歴
史
あ
る
公
募
団
体
で
す
。草
創
期

の
絵
画
部
に
は
梅
原
龍
三
郎
、香
月
泰
男
ら
が
、写
真
部
に
は

野
島
康
三
、木
村
伊
兵
衛
ら
が
い
ま
し
た
。

北
陸
国
展
で
の
成
果
が
毎
年
、国
展
で
の
受
賞
者
輩
出
に
つ

な
が
っ
て
い
ま
す
。今
回
は
絵
画
部
14
名
、写
真
部
16
名
が
力

作
、大
作
を
若
手
の
新
作
も
交
え
て
約
50
点
発
表
い
た
し
ま

す
。是
非
ご
高
覧
下
さ
い
ま
す
よ
う
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

◇
入
場
無
料

◇
後
援　

北
國
新
聞
社
、テ
レ
ビ
金
沢

◇
連
絡
先　

�

横
江
昌
人（
北
陸
国
展
事
務
局
）�

能
美
市
秋
常
町
ニ
5

－

1
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令
和
六
年
度
も
友
の
会
会
員
を
募
集
し
ま
す
。次
号（
3
月
・
４
８
５
号
）で
募
集
情
報
を
掲

載
し
、手
続
き
書
類
を
お
届
け
い
た
し
ま
す
。

◇
会
費　

２
，０
０
０
円

◇
受
付
期
間　

令
和
6
年
3
月
1
日（
金
）よ
り
開
始

◇
会
員
証
の
有
効
期
限
：
令
和
6
年
4
月
1
日
～
令
和
7
年
3
月
31
日

2
月
の
行
事
予
定

友
の
会
予
告

■
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ�

13
時
30
分
～
15
時　

美
術
館
講
義
室　

無
料　

要
申
込

4
日（
日
）

「
屏
風
レ
プ
リ
カ
を
作
ろ
う
」

屏
風
が
ど
の
よ
う
に
で
き
て
い
る
の
か
、ミ
ニ
屏
風
を
作
っ
て
そ
の
構
造

を
確
か
め
て
み
ま
し
ょ
う
！

対
象
：
小
学
生
以
上（
小
学
生
は
保
護
者
同
伴
）

定
員
：
20
組（
1
組
2
名
様
ま
で
）

■
土
曜
講
座�

13
時
30
分
～
15
時　

美
術
館
講
義
室　

無
料

3
日（
土
）
「
前
田
家
伝
来
の
名
物
裂
―
近
年
の
調
査
結
果
か
ら
―
」

�

学
芸
専
門
員　

村
上
尚
子

10
日（
土
）
「
近
現
代
書
の
風
景
―「
よ
む
」か
ら「
み
る
」へ
―
」

�

普
及
課
長　

深
山
千
尋

24
日（
土
）
「
所
蔵
作
家
シ
リ
ー
ズ
2　

鈴
木
華
邨
」

�

学
芸
第
一
課
長　

前
多
武
志

■
友
の
会
会
員
限
定
！
V
R
シ
ア
タ
ー
体
験
イ
ベ
ン
ト

　
　

①
10
時
30
分
～
12
時
10
分　

②
13
時
30
分
～
15
時
10
分

�

コ
レ
ク
シ
ョ
ン
展
示
室　

無
料

11
日（
日
）

国
宝《
色
絵
雉
香
炉
》の
超
高
画
質
3
D
モ
デ
ル
を
、コ
ン
ト
ロ
ー
ラ
ー
操

作
に
よ
っ
て
３
６
０
度
お
好
き
な
角
度
か
ら
お
楽
し
み
い
た
だ
け
ま
す
。

（
詳
細
は
前
号
を
ご
確
認
く
だ
さ
い
）

※
現
在
、席
に
余
裕
が
あ
る
た
め
、当
日
の
参
加
を
受
け
付
け
ま
す
。

※
ご
参
加
の
際
は
必
ず
会
員
証
を
ご
提
示
く
だ
さ
い
。

幼
い
頃
、展
覧
会
で
印
象
派
の
作
品
に
感
銘
を
受
け
て
美
術
に
興
味
を
持
ち
、

大
学
時
代
に
留
学
し
た
フ
ラ
ン
ス
で
は
、憧
れ
の
作
品
を
実
際
に
観
る
こ
と
が
で

き
感
動
し
ま
し
た
。一
方
、現
地
の
友
人
と
交
流
す
る
中
で
、自
分
が
日
本
人
で
あ

る
こ
と
を
強
く
意
識
す
る
と
と
も
に
、母
国
に
つ
い
て
知
っ
て
い
る
つ
も
り
で
実

は
知
ら
な
い
こ
と
ば
か
り
だ
と
気
づ
か
さ
れ
ま
し
た
。帰
国
後
、仏
像
や
日
本
絵

画
を
観
に
行
く
と
、そ
の
美
し
さ
が
留
学
前
の
何
倍
に
も
感
じ
ら
れ
、身
体
に
沁

み
込
ん
で
い
く
よ
う
で
驚
き
、

日
本
人
と
し
て
日
本
の
こ
と

を
よ
く
学
び
、そ
の
魅
力
を
発

信
し
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
し

た
。あ
の
時
の
衝
撃
が
、今
の
仕

事
に
繋
が
っ
て
い
ま
す
。

谷
岡　

彩（
学
芸
第
一
課
学
芸
員
）

学芸室の人々
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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
2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

2月の休館日は
13日（火）～16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。

前田育徳会
尊經閣文庫分館 第２展示室

令和6年3月27日（水）
～4月15日（月）

会期中無休
天神画像と文房具 金沢城の絵師たち

次回の展覧会

第３・４・５・６展示室

第80回現代美術展
―洋画・工芸・写真―

3月29日（金）～4月15日（月）

地域に根ざした
情報発信

石川県での
知名度向上

自治体発行の
信頼度の高い
広報媒体

「石川県立美術館だより」「石川県立美術館だより」 ？？サービス・集客に広告を
掲載してPRしませんか

広報紙広告ならではの
メリット

財源確保 検索

※株式会社ホープの広告事業は、2021/12/1付で「株式会社ジチタイアド」に分社化しております。ジチタイアド092-716-1401 福岡県福岡市中央区薬院1-14-5MG 薬院ビル7F（
代
表
）

お問い
合わせは

他エリア自治体広告もお任せください！ 株式
会社

広告

《音色》 おんじき
幅35.0cm　奥行40.0cm　高さ38.0cm
昭和51年（1976）

田中太郎　たなかたろう
明治44年～平成4年（1911～1992）

à	la	carte　No.76アラカルト ただいま展示中

手
を
口
に
当
て
て
声
を
発
す
る
仕
草
を
す
る
像
。何
か
を
呼
び
掛
け
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
。

に
っ
こ
り
と
笑
う
よ
う
な
目
は
、声
を
届
け
よ
う
と
す
る
仕
草
と
相
ま
っ
て
愛
ら
し
い
子
ど
も
の

よ
う
な
姿
を
し
て
い
ま
す
。

愛
ら
し
く
優
し
げ
な
姿
の
一
方
で
、本
作
は
仏
教
に
お
け
る
、生
き
る
者
に
対
す
る
尊
い
教
え
を

発
し
て
お
り
、そ
の
た
め
本
作
の
題
名
は
、「
ね
い
ろ
」で
は
な
く「
お
ん
じ
き
」と
読
む
、と
作
者
・
田

中
太
郎
は
語
り
ま
す
。

田
中
太
郎
は
、昭
和
9
年（
１
９
３
４
）に
当
時
木
彫
の
第
一
人
者
で
あ
っ
た
平
櫛
田
中
に
師
事

し
ま
し
た
。そ
の
わ
ず
か
2
年
後
に
院
展
初
入
選
、そ
し
て
昭
和
24
年（
１
９
４
９
）に
日
本
美
術
院

賞
・
白
寿
賞
、昭
和
29
年（
１
９
５
４
）に
は
日
本
美
術
院
賞
・
大
観
賞
と
受
賞
を
重
ね
ま
す
。昭
和
36

年（
１
９
６
１
）に
日
本
美
術
院
彫
塑
部
が
解
散
し
た
後
は
、大
き
な
派
閥
か
ら
は
距
離
を
お
き
、個

展
や
グ
ル
ー
プ
展
を
中
心
に
発
表
を
行
う
ほ
か
、太
平
洋
美
術
学
校
に
て
更
な
る
研
鑽
を
積
み
、制

作
に
励
み
ま
し
た
。

仏
教
を
尊
ん
だ
田
中
は
、写
実
指
向
の
強
い
作
品
か
ら
、優
し
く
温
か
な
ま
な
ざ
し
に
よ
っ
て
生

み
出
さ
れ
た
作
品
に
加
え
、仏
教
に
関
わ
る
生
物
や
人
物
を
表
し
た
作
品
や
そ
の
教
義
や
精
神
性

を
造
形
に
反
映
さ
せ
た
作
品
を
制
作
し
ま
し
た
。仏
の
姿
そ
の
も
の
を
表
さ
ず
、愛
嬌
の
あ
る
表
情

と
振
る
舞
い
か
ら
仏
教
の
教
え
を
造
形
化
し
た
本
作
は
、高
い
精
神
性
と
ユ
ー
モ
ア
に
満
ち
て
い

ま
す
。

本
作
は
特
別
陳
列「
没
後
30
年　

田
中
太
郎
―
誠

を
つ
く
す
彫
刻
―
」に
て
展
示
さ
れ
て
い
ま
す
。会
期

は
2
月
12
日（
月
・
休
）ま
で
。田
中
太
郎
の
バ
リ
エ
ー

シ
ョ
ン
豊
か
な
作
品
と
と
も
に
ぜ
ひ
ご
覧
く
だ
さ

い
。


