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■ 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】

■ 特集 小松芳光【近現代工芸】

■  ヴァリエーションズ
ー画家たちの変奏曲ー【近現代絵画】

■ 国宝《剣　銘 吉光》と《刀絵図》【古美術】

  企画展Topics
  3月の企画展示室
  令和6年能登半島地震に寄せて
  学芸室の人々
  友の会会員募集！

国宝《太刀　銘 光世作（名物大典太）》前田育徳会蔵
　ー「特別陳列　加賀藩前田家の名刀」よりー

特別陳列 加賀藩前田家の名刀 
－天下五剣の名宝「大典太光世」が石川に－【前田育徳会尊經閣文庫分館】
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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

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

本
展
示
で
は
、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
の
う
ち
、京
都
か
ら
下
向

し
た
岸が

ん

駒く（
１
７
４
９
／
１
７
５
６
～
１
８
３
８
）と
そ
の
息

子
岸が

ん

岱た
い（
１
７
８
２
／
１
７
８
５
～
１
８
６
５
）、そ
し
て
加

賀
大
聖
寺
出
身
の
佐
々
木
泉
景（
１
７
７
３
～
１
８
４
８
）の

作
品
を
展
示
し
ま
す
。

岸
駒
の
出
生
地
は
越
中
東
岩
瀬
、加
賀
金
沢
な
ど
諸
説
あ

り
ま
す
が
、幼
少
時
に
金
沢
へ
移
り
、青
年
期
ま
で
を
過
ご
し

ま
し
た
。そ
の
後
安
永
8
年（
１
７
７
９
）頃
、京
都
に
上
り
、

有
栖
川
宮
織
仁
親
王
に
召
さ
れ
て
官
位
を
賜
り
、御
所
造
営

な
ど
禁
裏
の
御
用
を
数
多
く
務
め
ま
し
た
。虎
の
絵
で
名
を

馳
せ
、百
花
繚
乱
の
京
都
画
壇
に
お
い
て
存
在
感
を
示
し
た

絵
師
で
す
。二
の
丸
御
殿
の
再
建
事
業
に
際
し
て
は
、一
門
を

率
い
て
下
向
し
、表

お
も
て

向む
き

の
障
壁
画
を
描
き
ま
し
た
。

岸
駒
の
長
男
と
し
て
京
都
に
生
ま
れ
た
岸
岱
は
、そ
の
筆

法
を
受
け
継
ぎ
、虎
の
絵
を
十
八
番
と
し
ま
し
た
が
、よ
り
柔

和
で
洗
練
さ
れ
た
作
風
を
示
し
ま
す
。二
の
丸
御
殿
で
は
、父

の
帰
京
後
も
弟
子
た
ち
と
と
も
に
金
沢
に
残
り
、文
化
7
年

（
１
８
１
０
）9
月
頃
ま
で
御
用
を
務
め
ま
し
た
。

佐
々
木
泉
景
は
、大
聖
寺
で
染
物
屋
を
営
ん
で
い
た
佐
々

木
家
の
長
男
と
し
て
生
ま
れ
、寛
政
2
年（
１
７
９
０
）に
上

京
し
て
鶴
澤
探
索
に
入
門
、享
和
2
年（
１
８
０
２
）に
法
橋

位
を
得
て
帰
郷
し
ま
す
。二
の
丸
御
殿
で
は
、杉
戸
絵
の
半
数

近
く
を
描
き
、奥お

く

向む
き

の
御
用
を
ほ
ぼ
独
占
す
る
な
ど
重
用
さ

れ
ま
し
た
。文
政
4
年（
１
８
２
１
）に
は
法
眼
位
を
得
て
、ま

す
ま
す
盛
ん
と
な
り
、息
子
の
泉
玄
、泉
龍
と
と
も
に
藩
の
御

用
に
応
え
ま
し
た
。近
世
後
期
の
加
賀
藩
を
代
表
す
る
絵
師

で
あ
る
と
い
え
ま
し
ょ
う
。

文
房
具
と
は
、硯
や
文
鎮
、筆
架
な
ど
、手
紙
や
文
字
を
記

す
際
に
用
い
る
用
具
の
総
称
で
す
。今
日
で
も
身
近
な
用
具

で
す
が
、江
戸
時
代
の
大
名
が
用
い
た
文
房
具
は
、中
国
に
由

来
を
持
つ
珍
し
い
石
や
銅
で
で
き
た
小
さ
な
造
形
品
が
ほ
と

ん
ど
で
、身
近
な
用
具
に
藩
主
は
こ
だ
わ
り
、愛
で
て
い
た
こ

と
が
わ
か
り
ま
す
。

硯け
ん

屏び
ょ
うは
、硯
の
中
に
塵
や
埃
が
入
ら
な
い
よ
う
に
す
る
た

め
に
、硯
の
脇
に
立
て
て
用
い
ま
す
。《
七し

っ
ぽ
う宝
硯
屏
》は
、七
宝

の
技
法
で
唐
花
模
様
を
あ
ら
わ
し
、そ
の
周
囲
は
真
鍮
で
唐

草
模
様
が
毛
彫
り
で
表
現
さ
れ
て
い
ま
す
。箔
入
り
で
漆
が

塗
ら
れ
た《
唐
物
塗
箔
入
硯
屏
》も
紹
介
し
ま
す
。

筆ひ
っ

架か

と
は
、筆
を
置
く
道
具
の
こ
と
で
、獅
子
を
モ
チ
ー
フ

に
し
た
も
の
が
複
数
見
受
け
ら
れ
ま
す
。寝
そ
べ
る《
銅
寝
獅

子
筆
架
》、天
を
仰
ぎ
見
る《
銅
獅
子
筆
架
》、瑪め

瑙の
う

で
で
き
た

《
瑪
瑙
石
獅
子
筆
架
》な
ど
、材
質
、形
態
と
も
さ
ま
ざ
ま
な
姿

が
あ
り
ま
す
。

紙
を
押
さ
え
る
文
鎮
で
は
、《
銅
蟹
文
鎮
》が
目
を
引
き
ま

す
。大
中
小
3
つ
の
蟹
が
揃
い
、ま
る
で
親
子
の
よ
う
な
姿
を

楽
し
み
な
が
ら
用
い
た
の
で
し
ょ
う
。

水
滴
は
、硯
へ
注
ぐ
水
を
入
れ
る
容
器
で
す
。《
銅
鍍
金
翡

翠
形
水
滴
》は
、翡か

わ

翠せ
み

の
長
い
く
ち
ば
し
か
ら
水
を
注
ぎ
ま

す
。形
状
が
美
し
く
、小
堀
遠
州
が
所
持
し
た
3
代
利
常
の
遺

愛
品
で
す
。同
じ
く
水
を
入
れ
る
た
め
の《
銅
兎
水
入
》は
、今

に
も
飛
び
跳
ね
そ
う
な
、ま
る
い
う
さ
ぎ
の
姿
を
し
て
い
ま

す
。本

特
集
で
は
、そ
の
ほ
か
筆ふ

で

軸じ
く・
墨ぼ
く

床し
ょ
う・
筆
点
な
ど
33
点
の

文
房
具
を
、6
点
の
天
神
画
像
と
と
も
に
紹
介
し
ま
す
。

七宝硯屏《近江八景図》（部分）岸岱
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近現代絵画（第6展示室）

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

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

日
本
画
家
た
ち
が
、一
つ
の
主
題
を
繰
り
返
し
求
め
描
い

た
作
品
群
を
、変
奏
曲
に
な
ぞ
ら
え
た
特
集
展
示
で
す
。今
号

で
は
、具
体
的
な
作
家
・
作
品
か
ら
ヴ
ァ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン（
変

奏
曲
）を
紹
介
し
ま
す
。

石
川
義
は
、一
貫
し
て
日
本
の
原
風
景
を
求
め
た
作
家
で

す
。な
か
で
も「
杉
」は
石
川
の
主
要
な
テ
ー
マ
の
一
つ
で
、画

業
の
初
期
か
ら
繰
り
返
し
扱
っ
た
モ
テ
ィ
ー
フ
で
す
。今
回

紹
介
す
る《
石い

徹と

白し
ろ

杉す
ぎ

》、《
縄
文
杉
》、《
御お

仏ぼ

供け

杉す
ぎ

》の
3
点

は
、い
ず
れ
も
由
緒
あ
る
名
木
を
正
面（
真
横
）か
ら
捉
え
、墨

線
を
様
式
的
に
用
い
た
デ
フ
ォ
ル
メ
表
現
で
描
い
て
い
ま

す
。松

崎
十
朗
は
、街
中
の
何
気
な
い
光
景
に
み
る
様
々
な
光

を
瞬
時
に
捉
え
る
手
法
で
、評
価
を
高
め
て
き
ま
し
た
。近
年

は
海
辺
の
風
景
に
取
り
組
み
、茫
漠
と
し
た
空
間
を
描
い
た

緻
密
な
写
実
力
・
構
成
力
が
評
価
さ
れ
、《
静
か
な
時
》が
改
組

新
第
5
回
日
展
会
員
賞
、《
海
へ
》が
第
8
回
日
展
総
理
大
臣

賞
の
受
賞
へ
と
結
実
し
て
い
ま
す
。

山
本
知
克
は
、堂
本
印
象
率
い
る
東
丘
社
に
所
属
し
、若
い

こ
ろ
は
抽
象
表
現
を
研
究
し
ま
し
た
。盛
期
、晩
期
は
異
国
情

緒
あ
ふ
れ
る
街
を
、俯
瞰
し
た
構
図
で
描
き
続
け
ま
し
た
。山

本
の
探
究
心
は
、風
景
画
と
並
行
し
、長
期
に
渡
る
静
物
画
の

制
作
へ
と
向
か
わ
せ
ま
し
た
。今
回
は
一
連
の
静
物
画
か
ら
、

作
家
の
探
究
の
足
ど
り
を
ご
覧
い
た
だ
き
ま
す
。

そ
の
他
、稲
元
実
、上
田
珪
草
、下
村
正
一
ら
数
々
の
日
本

画
家
が
取
り
組
ん
だ
ヴ
ァ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
を
お
楽
し
み
く
だ

さ
い
。

第
5
展
示
室
で
は
漆
芸
家
、小
松
芳
光
没
後
30
年
に
あ
た

り
、所
蔵
す
る
小
松
の
作
品
や
資
料
を
特
集
し
ま
す
。所
蔵
作

品
の
1
点
、水
が
さ
ら
さ
ら
と
流
れ
る
清
ら
か
な
様
子
を
意

味
す
る
潺せ

ん

々せ
ん

が
タ
イ
ト
ル
に
使
わ
れ
た
作
品《
早
春
潺
々
盆
》

は
、作
者
が
訪
れ
た
富
山
県
城
端
町
の
高
清
水
山
三
納
国
に

あ
る
縄
ガ
池
に
群
生
す
る
水
芭
蕉
を
モ
チ
ー
フ
と
し
て
い
ま

す
。水
芭
蕉
の
蔭
か
ら
は
紅
椿
が
見
え
、水
芭
蕉
と
椿
と
水
の

3
つ
が
共
鳴
す
る
早
春
の
美
し
さ
に
感
動
し
た
の
が
、こ
の
作

品
が
出
来
る
き
っ
か
け
と
な
り
ま
し
た
。水
面
と
な
る
背
面

に
は
青
貝
が
蒔
か
れ
、清
ら
か
に
き
ら
き
ら
と
し
た
水
の
き

ら
め
き
を
表
し
、そ
の
上
に
は
水
の
流
れ
を
表
す
様
子
が
複

数
の
線
で
表
現
さ
れ
、「
潺
々
」と
い
う
美
し
い
水
の
部
分
を
イ

メ
ー
ジ
さ
せ
ま
す
。ま
た
大
き
く
配
さ
れ
て
い
る
水
芭
蕉
は
強

め
の
印
象
よ
り
も
、水
の
流
れ
と
は
対
照
的
に
優
し
く
池
の

水
中
に
な
じ
む
よ
う
に
群
生
す
る
様
子
が
表
現
さ
れ
て
い
ま

す
。作
者
が
目
に
し
た
水
芭
蕉
の
蔭
に
見
え
た
椿
は
朱
漆
を

使
っ
て
描
か
れ
た
と
こ
ろ
に
金
蒔
絵
で
表
現
さ
れ
、蔭
な
が
ら

も
と
て
も
印
象
に
残
る
仕
上
が
り
と
な
っ
て
い
ま
す
。

当
館
が
所
蔵
す
る
作
品
の
他
、作
品
が
出
来
る
ま
で
に
使

用
さ
れ
た
資
料
等
も
合
わ
せ
て
紹
介
し
ま
す
。こ
の
他
、２
０

２
２
・
２
０
２
３
年
度
、新
た
に
収
蔵
と
な
っ
た
新
収
蔵
作
品

等
も
合
わ
せ
て
お
楽
し
み
い
た
だ
き
ま
す
。

小松芳光《早春潺々盆》石川義《御仏供杉》
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古美術（第2展示室）

国宝《剣　銘 吉光》と《刀絵図》
3月26日（火）～4月15日（月）・
4月21日（日）～5月26日（日）

前田育徳会尊經閣文庫分館
特別陳列　加賀藩前田家の名刀
ー天下五剣の名宝「大典太光世」が石川にー
3月26日（火）～4月15日（月）・
4月21日（日）～5月26日（日）

毎
年
、国
宝《
剣　

銘 

吉
光
》（
白
山
比
咩
神
社
蔵
）を
展
示

す
る
度
に
、こ
の
名
剣
が
特
別
の
存
在
だ
っ
た
と
の
認
識
を
新

た
に
し
ま
す
。本
作
は
、１
６
３
３
年
に
3
代
将
軍・徳
川
家
光

の
養
女
大
姫（
清
泰
院
、水
戸
徳
川
頼
房
の
子
）が
加
賀
藩
4
代

藩
主・
前
田
光
高
に
輿
入
れ
し
た
際
の
持
参
品
で
、清
泰
院
が

死
去
し
た
翌
年
の
１
６
５
７
年
に
、嫡
男
の
5
代
藩
主・
綱
紀

が
、母
の
冥
福
を
祈
っ
て
白
山
比
咩
神
社
に
奉
納
し
ま
し
た
。

現
在
の
と
こ
ろ
、本
作
が
ど
の
よ
う
な
経
緯
で
徳
川
家
の

所
蔵
と
な
っ
た
か
に
つ
い
て
は
不
明
で
す
。し
か
し
、将
軍
家

の
養
女
に
、輿
入
れ
の
際
に
持
参
さ
せ
る
と
な
れ
ば
、名
物
刀

剣
に
し
ば
し
ば
ま
つ
わ
る
俗
的
な
逸
話
な
ど
と
は
無
縁
の
も

の
だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
。そ
し
て
本
作
が
放
つ
清
冽
な
気
品

は
、前
田
家
と
徳
川
家
の
緊
張
関
係
も
和
ら
げ
た
の
で
は
な

い
か
、と
の
感
慨
も
抱
か
せ
ま
す
。

前
田
育
徳
会
尊
經
閣
文
庫
分
館
の
展
示
と
同
様
に
、本
作

も
第
2
展
示
室
正
面
の
壁
面
ケ
ー
ス
中
央
に
1
口
の
み
展
示

し
ま
す
。そ
し
て
常
設
展
示
さ
れ
て
い
る
古
九
谷
の
反
対
側

の
ケ
ー
ス
に
は
、重
要
美
術
品《
刀
絵
図
》の
全
体
を
展
示
し

ま
す
。刀
絵
図
と
は
、刀
剣
鑑
識
の
参
考
と
す
る
た
め
、必
要

な
点
を
簡
潔
に
図
示
し
た
も
の
で
す
。本
阿
弥
宗
家
の
9
代

に
あ
た
る
本
阿
弥
光
徳
が
１
５
９
５
年
に
制
作
し
た
本
作
に

は
、主
と
し
て
豊
臣
秀
吉
の
蔵
刀
40
口
が
収
録
さ
れ
て
い
ま

す
。特
に「
太
閤
御
物
」と
し
て
名
声
の
高
い
も
の
な
ど
が
、そ

の
後
の
大
坂
の
陣
や
明
暦
の
大
火
で
焼
け
た
り
、消
失
し
た

り
す
る
前
の
姿
で
確
認
で
き
る
点
で
も
第
一
級
の
史
料
と
い

う
こ
と
が
で
き
ま
す
。ま
た
粟
田
口
吉
光
が
巻
頭
か
ら
12
口

収
録
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、こ
の
刀
工
の
高
い
歴
史
的
評
価

を
伝
え
る
も
の
と
し
て
注
目
さ
れ
ま
す
。

当
館
は
昨
年
11
月
13
日
に
開
館
40
周
年
を
迎
え
ま
し
た
。

40
年
前
、前
田
育
徳
会
尊
經
閣
文
庫
分
館（
当
時
は
前
田
育
徳

会
展
示
室
）に
国
宝《
太
刀　

銘 

光
世
作（
名
物
大
典
太
）》が

展
示
さ
れ
ま
し
た
。展
示
の
様
子
を
間
近
で
見
さ
せ
て
い
た
だ

い
た
緊
張
感
は
、今
も
忘
れ
ま
せ
ん
。そ
し
て
こ
の
度
、40
年
前

と
ほ
ぼ
同
じ
場
所
に「
名
物
大
典
太
」を
展
示
し
ま
す
。た
だ
し

今
回
は
、長
い
壁
面
ケ
ー
ス
に
1
口
の
み
展
示
し
ま
す
。

本
作
は
、平
安
時
代
後
期
の
永
保
年
間（
１
０
８
１
～
８

４
）頃
に
活
動
し
た
と
さ
れ
る
刀
工
・
光
世
の
作
で
す
。光
世

は
筑
後
国
三
池
に
住
み
、「
典
太
」（
伝
太
）と
称
さ
れ
た
と
伝

わ
り
ま
す
。前
田
家
に
は
光
世
作
の
刀
剣
が
2
口
伝
わ
り
、長

さ
に
よ
っ
て「
大
典
太
」、「
小
典
太
」と
区
別
し
た
よ
う
で
す
。

足
利
尊
氏
以
来
の
重
宝
と
し
て
、室
町
幕
府
将
軍
家
に
相

伝
さ
れ
、15
代
将
軍
・
足
利
義
昭
が
豊
臣
秀
吉
に
譲
り
、秀
吉

か
ら
前
田
利
家
に
下
賜
さ
れ
た
と
伝
わ
り
ま
す
。秀
吉
か
ら

利
家
に
下
賜
さ
れ
た
経
緯
に
つ
い
て
は
諸
説
あ
る
よ
う
で

す
。『

享
保
名
物
帳
』に
は
、宇
喜
多
秀
家
に
輿
入
れ
し
た
利
家

の
四
女
・
豪（
樹
正
院
、秀
吉
の
養
女
）が
病
気
に
な
っ
た
と

き
、利
家
が
大
典
太
を
秀
吉
か
ら
借
り
て
豪
の
枕
元
に
置
く

と
す
ぐ
に
病
気
が
治
り
、秀
吉
に
返
す
と
病
気
が
再
発
し
、そ

れ
を
繰
り
返
し
た
た
め
、三
度
目
に
秀
吉
が
利
家
に
与
え
た

と
記
さ
れ
て
い
ま
す
。以
来
前
田
家
第
一
の
重
宝
と
さ
れ
ま

し
た
。ま
た『
金
澤
古
蹟
志
』に
は
、「
城
内
薪
ノ
丸
宝
蔵
に
納

め
置
か
る
る
に
、宝
蔵
の
上
は
鳥
類
も
居
止
ら
ざ
る
と
の
由

に
て
、俗
に
鳥
と
ま
ら
ず
の
土
蔵
と
し
も
呼
べ
り
」と
い
う
記

載
が
あ
る
よ
う
に
、金
沢
城
に
お
い
て
も
特
別
な
霊
力
を
発

し
て
い
た
よ
う
で
す
。

こ
の
よ
う
な
歴
史
的
背
景
か
ら
、本
作
の
公
開
は
限
定
さ

れ
、今
回
は
9
年
ぶ
り
と
な
り
ま
す
。

国宝《太刀　銘 光世作（名物大典太）》（部分）国宝《剣　銘 吉光》白山比咩神社蔵
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企画展Topics

脇田和と佐藤忠良
ー子どもへのまなざしー
4月24日（水）～5月26日（日）　会期中無休

石
川
県
立
美
術
館
は
平
成
27
年
度
に
、一
般
財
団
法
人
脇

田
美
術
館
よ
り
３
１
７
点
の
脇
田
和（
１
９
０
８
～
２
０
０

５
）の
作
品
の
寄
贈
を
受
け
、現
在
３
２
１
点
の
作
品
を
収
蔵

し
て
い
ま
す
。 

脇
田
家
は
、2
代
藩
主
前
田
利
長
の
代
か
ら

明
治
維
新
ま
で
加
賀
藩
に
仕
え
た
、こ
の
地
に
ゆ
か
り
あ
る

武
士
の
家
柄
で
す
。

脇
田
和
は
明
治
41
年
東
京
に
生
ま
れ
、15
歳
で
ド
イ
ツ
に

留
学
し
て
ベ
ル
リ
ン
国
立
美
術
学
校
に
学
び
、美
術
全
般
に

わ
た
っ
て
研
鑚
を
積
み
ま
し
た
。帰
国
後
は
戦
前
の
洋
画
壇

に
お
い
て
頭
角
を
現
し
、昭
和
11
年
、猪
熊
弦
一
郎
、小
磯
良

平
ら
と
共
に
、帝
国
美
術
院
を
脱
退
し
た
新
進
気
鋭
の
作
家

集
団
と
し
て
新
制
作
派
協
会
を
創
立
し
、以
後
、常
に
具
象
絵

画
の
第
一
線
に
あ
っ
て
画
壇
を
リ
ー
ド
し
ま
し
た
。

本
展
は
当
館
の
脇
田
作
品
を
核
と
し
、脇
田
と
交
流
の
深

い
作
家
の
作
品
を
交
え
て
、戦
後
美
術
界
の
様
相
を
示
す
こ

と
を
趣
旨
と
し
て
い
ま
す
。今
回
は
交
友
作
家
を
取
り
上
げ

る
企
画
展
の
第
2
弾
と
し
て
、同
じ
新
制
作
派
協
会
で
活
躍

し
た
佐
藤
忠
良
を
取
り
上
げ
て
開
催
し
ま
す
。脇
田
と
佐
藤

は
、画
家
と
彫
刻
家
と
い
う
相
違
は
あ
る
も
の
の
、権
威
に
対

抗
す
る
姿
勢
を
貫
い
た
メ
ン
バ
ー
で
あ
り
、戦
後
の
日
本
の

新
し
い
美
術
の
潮
流
を
作
り
上
げ
た
仲
間
で
す
。ま
た
、脇

田
和
の『
お
だ
ん
ご
ぱ
ん
』、佐
藤
忠
良
の『
お
お
き
な
か
ぶ
』

と
誰
も
が
心
に
残
る
絵
本
そ
し
て
子
ど
も
な
ど
、共
通
し
た

テ
ー
マ
の
作
品
を
手
が
け
た
二
人
で
も
あ
り
ま
す
。今
回
の

展
示
で
は
、絵
本
原
画
を
含
む
、二
人
の
子
ど
も
へ
の
ま
な
ざ

し
が
感
じ
ら
れ
る
作
品
や
代
表
作
、約
90
点
を
展
示
し
ま
す
。

ま
た
、終
生
自
ら
の
芸
術
の
高
み
を
追
求
し
た
仲
間
と
し
て

の
二
人
の
関
わ
り
に
つ
い
て
も
紹
介
し
ま
す
。

脇田和《母子像》1946年　
石川県立美術館蔵

第7展示室
第47回
伝統九谷焼工芸展
3月8日（金）～17日（日）　会期中無休　

昭
和
51
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
：
３
５
０
円（
２
８
０
円
）

　
　
　
　
　

大
学
生
：
２
８
０
円（
２
２
０
円
）

　
　
　
　

高
校
生
以
下
無
料

※ （　
　

）内
は
20
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
13
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

第8・9展示室

’23　玄土社書展
3月16日（土）～18日（月）　会期中無休

玄
土
社
の
２
０
２
３
年
中
の
歩
み
を
ま
と
め
た
創
作（
抽

象
）40
点
、古
典
臨
摹（
写
し
）15
点
を
お
目
に
か
け
ま
す
。

一
昨
年
、私
た
ち
の
偉
大
な
指
導
者
で
あ
っ
た
主
宰
表
立

雲
が
他
界
い
た
し
ま
し
た
が
、そ
の
理
念
は
現
在
も
か
わ
ら

ず
私
た
ち
は
揺
れ
る
こ
と
な
く
活
動
を
続
け
て
い
ま
す
。

今
回
は
、特
別
展
示
と
し
て
、１
９
４
５
年
に
富
山
県
砺
波

野
で
深
い
交
流
が
始
ま
っ
た
大
澤
雅
林
、棟
方
志
功
、表
立
雲

の
三
者
三
様
の
大
作
を
ご
覧
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

◇
入
場
無
料

◇
連
絡
先　
　

玄
土
社
本
部（
表
）

　

住　

所　
　

金
沢
市
本
多
町
1

－

7

－

15

電　

話　
　

０
７
６

－

２
６
３

－

３
７
３
０
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2
月
号
の
8
ペ
ー
ジ
に
掲
載
し
ま
し
た「
次
回
の
展
覧
会
」の
欄
に
誤
り
が
あ
り
ま
し
た
。

お
詫
び
の
う
え
、左
記
の
通
り
訂
正
い
た
し
ま
す
。申
し
訳
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

次
回
の
展
覧
会
　
令
和
6
年
3
月
26
日（
火
）～
4
月
15
日（
月
）会
期
中
無
休

前
田
育
徳
会
尊
經
閣
文
庫
分
館
　

特
別
陳
列
　
加
賀
藩
前
田
家
の
名
刀
　
―
天
下
五
剣
の
名
宝「
大
典
太
光
世
」が
石
川
に
―

第
2
展
示
室
　
国
宝《
剣
　
銘 

吉
光
》と《
刀
絵
図
》

第
3
～
9
展
示
室
　
第
80
回
現
代
美
術
展
―
洋
画
・
彫
刻
・
工
芸
・
写
真
―

 

3
月
29
日（
金
）～
4
月
15
日（
月
）

お
詫
び
と
訂
正

学
生
時
代
見
に
行
っ
た
、京
都
国
立
博
物
館
の
特
別
展
覧
会「
狩
野
山
楽
・
山

雪
」。そ
こ
で
最
も
惹
か
れ
た
の
は
、狩
野
山
雪《
長
恨
歌
図
巻
》（
チ
ェ
ス
タ
ー

ビ
ー
テ
ィ
ー
ラ
イ
ブ
ラ
リ
）で
し
た
。色
彩
豊
か
か
つ
精
緻
に
描
か
れ
た
長
恨

歌
の
世
界
に
魅
了
さ
れ
、買
っ
た
図
録
も
ボ
ロ

ボ
ロ
に
す
る
ほ
ど
何
度
も
読
み
返
し
、夢
中
に

な
っ
た
こ
と
を
覚
え
て
い
ま
す
。

色
々
と
作
品
を
見
る
こ
と
が
好
き
な
私
で
し

た
が
、こ
の
作
品
に
出
会
っ
て
い
な
け
れ
ば
、近

世
絵
画
を
研
究
し
て
み
よ
う
、と
考
え
な
か
っ

た
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。あ
の
時
見
に
行
っ
て
よ

か
っ
た
と
思
う
と
同
時
に
、い
つ
か
も
う
一
度

所
蔵
先
の
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
で
目
に
し
た
い
、と

思
っ
て
い
ま
す
。

日
置
　
樹
也（
学
芸
第
一
課
学
芸
員
）

学芸室の人々

こ
の
原
稿
は
1
月
31
日
に
書
い
て
い
ま
す
が
、「
あ
の
日
」か
ら
早
や

一
月
が
経
ち
ま
し
た
。幸
い
に
し
て
当
館
に
大
き
な
被
害
は
な
く
、2
日

後
に
は
能
登
へ
帰
省
し
て
い
た
職
員
の
無
事
も
確
認
さ
れ
ま
し
た
が
、

石
川
県
と
し
て
は
記
録
が
残
る
中
で
過
去
最
大
の
災
害
、奥
能
登
な
ど

の
惨
状
を
見
る
に
つ
け
、今
も
胸
が
痛
み
ま
す
。

被
害
は
人
だ
け
で
は
な
く
、住
居
、電
気
・
水
道
・
通
信
・
道
路
と
い
っ

た
社
会
イ
ン
フ
ラ
、そ
し
て
分
厚
い
能
登
の
歴
史
が
織
り
な
す
文
化
資

源
に
も
甚
大
な
被
害
を
及
ぼ
し
ま
し
た
。

人
の
安
否
確
認
に
お
お
よ
そ
の
目
途
が
つ
い
た
ま
さ
に
こ
れ
か
ら
、

仏
像
や
古
典
籍
と
い
っ
た
文
化
財
や
輪
島
塗
に
代
表
さ
れ
る
伝
統
工
芸

の
名
宝
の
現
況
調
査
、一
時
避
難
、修
復
等
々
の
長
い
道
の
り
が
始
ま
り

ま
す
。先
般
、県
か
ら
文
化
庁
に
文
化
財
レ
ス
キ
ュ
ー
の
支
援
要
請
を
行

い
ま
し
た
が
、こ
れ
を
受
け
、国
立
文
化
財
機
構
や
そ
の
下
に
集
う
全
国

美
術
館
会
議
を
は
じ
め
と
す
る
27
団
体
が
全
国
規
模
で
支
援
す
る
と
い

う
ス
キ
ー
ム
が
出
来
て
い
ま
す
。我
が
県
立
美
術
館
も
県
立
歴
史
博
物

館
と
も
ど
も
支
援
ス
キ
ー
ム
の
中
核
館
と
し
て
最
大
限
尽
力
し
て
ま
い

り
ま
す
。

そ
の
際
、考
え
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
が
あ
り
ま
す
。そ
れ

は
輪
島
塗
な
ど
の
伝
統
工
芸
の
場
合
は
、過
去
か
ら
受
け
継
が
れ
て
き

た「
名
宝
」を
蘇
ら
せ
る
こ
と
も
大
変
重
要
で
す
が
、そ
れ
を
製
作
す
る

「
人
財
」、そ
の
塊
で
あ
る
産
地
の
再
興
も
こ
れ
に
劣
ら
ず
大
切
だ
と
い

う
こ
と
で
す
。「
名
宝
」の
レ
ス
キ
ュ
ー
と
と
も
に
、最
高
水
準
の
美
や
技

を
将
来
に
向
か
っ
て
さ
ら
に
発
展
さ
せ
て
い
く「
人
財
」の
サ
ポ
ー
ト
、

こ
の
こ
と
に
も
関
係
部
署
と
連
携
し
て
で
き
る
限
り
の
支
援
を
し
て
ま

い
り
ま
す
。

―令和６年能登半島地震に寄せて―

「名宝」と「人財」　石川県立美術館　副館長　山本　陽一
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1．年 会 費　2,000円

2．受付期間　3月1日（金）より開始

3．申込方法

A　来館での申込

＊即日のご入会が可能です

・受付場所：総合案内にお声かけください

・受付時間： 午前9時30分～午後5時（休館日を除く）

※ 展示替えによる3月の休館日は、21日（木）～25日

（月）です

・申込方法： 会費と入会申込書に記入事項を記入して

提出。

※現金のみの取扱いとなります

B　郵便振替での申込

＊ 会員証は3月末発行の美術館だよりと共に郵送します

・申込方法： 同封の払込取扱票に記入事項をご記入の

上、郵便局（ゆうちょ銀行）で年会費を

お振込みください

　　　　　　※払込手数料は申込者負担

　　　　　　※ 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

◇払込取扱票への記入事項

　　・口　座　番　号：00700－7－46490

　　・加　入　者　名：石川県立美術館友の会

　　・通信欄記入事項： ①会員の区別（継続・新規・

元）および現在の会員番号、

②年齢、③性別、④職業、 

⑤住所、⑥氏名、⑦電話番号

4．その他

・ 会員証の有効期限は、令和6年4月1日～令和7年3月

31日です

・ 会員証は記名者本人のみ有効（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

5．会員の特典

●コレクション展無料（要会員証、会員本人のみ）

●主催企画展チケット2枚プレゼント

　3回目以降は会員証の提示により団体割引料金

●同伴者の観覧料割引

　 会員証の提示により、主催企画展・コレクション展

観覧料が団体割引料金（同伴者2名まで）

●提携館の主催展覧会割引（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

● 最新情報をお伝えする『石川県立美術館だより（本

誌）』を毎月郵送でお届け

●会員限定イベントへのご招待

● 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、会員本人のみ、平日

限定）

令和6年度

石川県立美術館友の会　会員募集！
3月1日（金）から受付開始！
自動更新ではありませんので、継続を希望される方は改めてお申し込み下さい。
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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4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
21日（木）～25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6年4月21日（日）
～5月26日（日）

会期中無休

特別陳列
加賀藩前田家の名刀

―天下五剣の名宝「大典太光世」が石川に―

国宝《剣　銘 吉光》と
《刀絵図》

次回の展覧会

第５展示室 第３・４・６展示室 企画展示室

幾何学文様のデザイン 優品選
【近現代絵画・彫刻】

脇田和と佐藤忠良
―子どもへのまなざし―
4月24日（水）～5月26日（日）

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

脇田和と佐藤忠良 ―子どもへのまなざし― 企画展Topics

会期：令和6年4月24日（水）～5月26日（日）

脇田和《あい坊と猫》1948年
石川県立美術館蔵

脇田和《浴室》1949年
石川県立美術館蔵

佐藤忠良《ボタン（大）》1967-69年
宮城県美術館蔵

脇田和《ポンコツ車を誘導する鳥》1981年
石川県立美術館蔵

佐藤忠良《オリエ》1949年
宮城県美術館蔵

佐藤忠良《群馬の人》1952年
宮城県美術館蔵


