
石川県立美術館だより
第493号	 令和6年11月1日発行

■ 加賀藩の美術工芸【前田育徳会尊經閣文庫分館】

■ 石川県の寺宝【古美術】

■ 彫刻家たちの研鑽【近現代彫刻】

■ 優品選【近現代絵画】

■ 優品選【近現代工芸】

 展覧会回顧　特別展 「能登が育んだ作家たち」
 11月の行事予定
 学芸室こぼれ話
 アラカルト ただいま展示中

《龍田川蒔絵提重》　江戸時代（17世紀頃）　個人蔵
（撮影　濱崎敏彦）

－特別展 「食を彩る工芸」より－

特別展 「食を彩る工芸」
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北大路魯山人《織部俎板盤》　京都国立近代美術館蔵

企画展（第７・８・９展示室）
特別展 「食を彩る工芸」
11月9日（土）～12月8日（日）　会期中無休 ※初日は開会式後（午前10時頃）の入場となります

主催／石川県立美術館　共催／北國新聞社
後援／NHK金沢放送局、MRO北陸放送、テレビ金沢、HAB北陸朝日放送、石川テレビ放送

錦
秋
の
い
し
か
わ
、美
食
の
金
沢
。

海
、山
の
豊
饒
な
自
然
が
生
み
出
す
数
多
の
食
材
を
、料
理

人
が
繊
細
、優
美
な
料
理
に
仕
立
て
、名
工
の
手
に
よ
る
素
晴

ら
し
い
器
に
盛
ら
れ
、供
さ
れ
る
。当
地
で
は
、舌
で
味
わ
い
、

目
で
楽
し
む
、上
質
な
食
文
化
が
発
達
し
ま
し
た
。ま
た
、座

敷
や
庭
と
い
っ
た
設
え
や
、心
こ
も
っ
た
も
て
な
し
が
、食
文

化
を
さ
ら
に
味
わ
い
深
い
も
の
に
し
ま
し
た
。

本
展
は
、そ
の
中
で
も
、金
沢
・
石
川
の
食
文
化
を
彩
り
あ

る
も
の
に
し
て
い
る
工
芸
品
に
着
目
し
、そ
れ
が
さ
ま
ざ
ま

な
食
の
シ
ー
ン
で
ど
の
よ
う
に
用
い
ら
れ
て
き
た
か
を
ご
紹

介
し
ま
す
。

第
1
部
で
は
、ハ
レ
の
日
に
用
い
ら
れ
た
食
器
や
四
季
を

楽
し
む
器
、お
茶
席
や
茶
屋
で
の
設
え
に
用
い
ら
れ
る
道
具

な
ど
、積
年
の
伝
統
が
作
り
上
げ
て
き
た
工
芸
品
を
さ
ま
ざ

ま
な
テ
ー
マ
で
展
示
し
ま
す
。

当
地
で
は
、美
術
館
の
み
な
ら
ず
、伝
統
あ
る
料
亭
や
料
理

旅
館
に
も
素
晴
ら
し
い
工
芸
品
が
数
多
く
所
蔵
さ
れ
、ま
た
、

実
際
に
使
わ
れ
て
き
ま
し
た
。本
展
で
は
、こ
れ
ま
で
に
な
い

試
み
と
し
て
、そ
う
し
た
食
の
お
も
て
な
し
の
名
だ
た
る
名

店
の
優
品
を
中
心
に
展
示
し
、こ
の
地
に
お
け
る
文
化
の
広

が
り
と
厚
み
を
ご
紹
介
し
ま
す
。

第
2
部
で
は
、工
芸
王
国
い
し
か
わ
の
次
代
を
担
う
気
鋭

の
工
芸
作
家
が
、こ
の
展
覧
会
の
た
め
1
年
の
歳
月
を
か
け

制
作
し
た
、食
を
彩
る
新
作
の
共
演
を
お
楽
し
み
い
た
だ
き

ま
す
。

総
合
芸
術
と
も
い
う
べ
き「
食
文
化
」、そ
れ
に
欠
く
こ
と

の
で
き
な
い
器
な
ど
の
工
芸
作
品
の
奥
深
い
魅
力
を
ご
堪
能

い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
す
。

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
団
体
料
金（
20
名
以
上
）

＊�

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
ID
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

加
賀
屋
女
将
と
青
柳
館
長（
石
川
県
立
美
術
館
）の
ス
ペ

シ
ャ
ル
対
談
を
は
じ
め
、出
品
作
家
に
よ
る
ギ
ャ
ラ
リ
ー

ト
ー
ク
、当
館
学
芸
員
に
よ
る
土
曜
講
座
、参
加
型
テ
ー
ブ
ル

コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
ト
企
画
な
ど
、楽
し
い
イ
ベ
ン
ト
が
満
載
で

す
。詳
細
は
本
誌
7
頁
行
事
欄
、当
館
公
式
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
で

ご
確
認
く
だ
さ
い
。

角偉三郎《曲家五段重 片身塗》　加賀屋蔵
（撮影　濱崎敏彦）

《蒔絵じぶ椀　東海道五十三次より「三島」》
あらや滔々庵蔵（撮影　濱崎敏彦）
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《紅葉蒔絵提重》個人蔵（撮影　濱崎敏彦）伝2代五十嵐道甫《黒塗布目引出絵替絵具箪笥》

「
加
賀
藩
の
美
術
工
芸
」で
は
、前
田
育
徳
会
が
所
蔵
す
る

絵
画
や
工
芸
作
品
を
紹
介
し
ま
す
。

絵
画
作
品
で
は
、徳
川
将
軍
家
と
の
つ
な
が
り
を
示
す
歴

代
将
軍
の
自
筆
画
を
中
心
に
展
示
し
ま
す
。将
軍
自
筆
の
書

や
絵
画
は
、家
臣
や
朝
廷
な
ど
と
の
つ
な
が
り
を
深
め
る
た

め
に
、下
賜
も
し
く
は
贈
呈
さ
れ
ま
し
た
。こ
れ
ら
歴
代
将

軍
自
筆
画
は
、近
年「
ゆ
る
い
」「
か
わ
い
い
」な
ど
と
評
さ
れ

注
目
を
集
め
て
い
ま
す
。今
回
は
、3
代
将
軍
・
家
光
、4
代
将

軍
・
家
綱
、12
代
将
軍
・
家
慶
の
作
品
を
紹
介
し
ま
す
。素
朴
と

も
い
え
る
将
軍
自
筆
の
書
画
か
ら
は
、将
軍
の
人
柄
や
日
常

の
暮
ら
し
ぶ
り
が
感
じ
ら
れ
る
こ
と
で
し
ょ
う
。

工
芸
作
品
で
は
、調
度
や
香
道
具
な
ど
漆
芸
作
品
を
中
心

に
紹
介
し
ま
す
。特
に
2
代
五
十
嵐
道
甫
の
作
と
伝
わ
る《
黒

塗
布
目
引
出
絵
替
絵
具
箪
笥
》、清
水
九
兵
衛
作《
真
鳥
羽
入

箪
笥
》と《
老
松
蒔
絵
硯
箱
》は
必
見
で
す
。加
賀
藩
に
は
2
代

藩
主
・
利
長
の
時
代
よ
り「
御
細
工
所
」と
い
う
武
器
や
武
具

を
修
理
す
る
組
織
が
あ
り
ま
し
た
。3
代
藩
主
・
利
常
の
時
代

に
な
る
と
、調
度
品
な
ど
の
製
作
や
修
理
を
行
う
組
織
に
転

向
し
て
い
き
ま
し
た
。五
十
嵐
道
甫
は
京
都
、清
水
九
兵
衛
は

江
戸
か
ら
、こ
の「
御
細
工
所
」に
指
導
者
と
し
て
招
か
れ
た

の
で
す
。彼
ら
は
こ
こ
で
蒔
絵
の
指
導
を
す
る
と
と
も

に
、前
田
家
の
調
度
類
を
作
製
し
ま
し
た
。ま
さ
に
加

賀
に
お
け
る
工
芸
技
術
の
礎
を
築
い
た
と
い
え
る
で

し
ょ
う
。

本
展
で
は
、こ
の
ほ
か
白
隠
作
の《
観
音
羅
漢
像
》や

《
古
九
谷
色
絵
中
皿
》な
ど
の
名
品
も
あ
わ
せ
て
展
示

し
ま
す
。前
田
育
徳
会
に
伝
わ
る
美
術
工
芸
作
品
の

数
々
を
、こ
の
機
会
に
ぜ
ひ
ご
覧
く
だ
さ
い
。

本
展
は「
食
」と
い
う
視
点
か
ら
工
芸
作
品
を
紹
介
し

て
い
ま
す
の
で
、器
だ
け
で
な
く
重
箱
な
ど
の「
弁
当
」

も
展
示
し
て
い
ま
す
。弁
当
は
主
に
花
見
や
月
見
な
ど

行
楽
の
場
で
使
わ
れ
て
い
て
、庶
民
の
日
常
の
様
々
な

場
面
を
描
い
た
風
俗
図
な
ど
に
も
描
か
れ
て
い
ま
す
。

「
弁
当
」と
は
、も
と
も
と「
予
め
用
意
し
た
も
の
を
割
り

当
て
る
」の
意
味
で
、容
器
の
中
に
詰
め
ら
れ
た
料
理
を

指
す
言
葉
で
し
た
が
、桃
山
時
代
の
頃
か
ら
そ
の
容
器

を
弁
当
と
呼
ぶ
よ
う
に
な
り
、江
戸
時
代
に
入
る
と
よ

り
一
般
的
な
用
語
と
し
て
定
着
し
た
、と
考
え
ら
れ
て

い
ま
す
。ま
た
、「
重
箱
」は
、室
町
時
代
の
書
院
の
し
つ

ら
え
に
欠
か
す
こ
と
の
で
き
な
か
っ
た「
食じ

き

籠ろ
う

」が
転
用

さ
れ
た
も
の
と
さ
れ
て
い
ま
す
。そ
の
食
籠
を
よ
り
持

ち
運
び
が
し
や
す
い
よ
う
に
、提
手
を
付
け
た
も
の
が

「
提さ

げ

重じ
ゅ
う」へ

と
変
化
し
た
と
い
う
説
が
あ
り
ま
す
。

例
え
ば
、本
展
に
出
品
す
る《
紅
葉
蒔
絵
提
重
》は
、2

箱
で
1
対
の
大
き
な
提
重
で
、枠
箱
、重
箱
や
箱
の
中

に
収
め
ら
れ
て
い
る
膳
や
椀
す
べ
て
に
豪
華
な
紅
葉

の
蒔
絵
が
施
さ
れ
て
い
ま
す
。野
外
で
即
席
の
酒
宴
を

開
く
た
め
に
必
要
な
器
や
酒
器
が
組
み
込
ま
れ
た
も
の

を「
遊
山
弁
当
」と
呼
び
ま
す
が
、本
作
は
提
重
の
中
に

5
人
分
の
組
膳
や
湯
桶
、重
箱
、食
器
が
収
ま
っ
て
い
ま

す
。重
箱
の
中
に
あ
る
好
き
な
食
べ
物
を
取
り
分
け
て

食
べ
る
と
い
う
よ
り
も
、準
備
さ
れ
た
料
理
を
椀
に
盛

り
つ
け
て
膳
に
載
せ
て
提
供
す
る
、と
い
う
よ
う
な
使

い
方
を
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。持
ち
運
び
用

の
会
席
膳
と
呼
べ
る
よ
う
な
豪
華
な
提
重
で
す
。

学芸員の眼

前田育徳会尊經閣文庫分館

加賀藩の美術工芸
11月9日（土）～12月8日（日）　会期中無休
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古美術（第2展示室）

石川県の寺宝
11月9日（土）～12月8日（日）　会期中無休

今
夏
の
特
別
展「
ま
る
ご
と
奈
良
博
」で
は
、奈
良
国
立
博

物
館
が
所
蔵
す
る
国
宝
・
重
要
文
化
財
を
多
数
含
む
仏
教
美

術
の
名
品
を
展
示
い
た
し
ま
し
た
。5
万
人
を
超
え
る
お
客

様
に
お
越
し
い
た
だ
き
、講
演
会
や
イ
ベ
ン
ト
も
大
変
な
盛

況
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、仏
像
・
仏
画
を
は
じ
め
と
す
る
仏
教

美
術
へ
の
関
心
の
高
さ
を
改
め
て
実
感
し
ま
し
た
。

今
回
の「
石
川
の
寺
宝
」で
は
、石
川
県
内
の
寺
院（
一
部
作

品
は
神
社
）が
所
蔵
す
る
仏
画
を
は
じ
め
と
し
た
寺
宝
を
ご

紹
介
い
た
し
ま
す
。な
か
に
は「
両
界
曼
荼
羅
」や「
涅
槃
図
」

な
ど
、特
別
展「
ま
る
ご
と
奈
良
博
」に
も
出
展
し
て
い
た
お

な
じ
み
の
テ
ー
マ
の
作
品
も
展
示
し
ま
す
。同
一
の
主
題
で

あ
っ
て
も
、両
者
に
描
か
れ
て
い
た
人
物
や
風
景
、姿
勢
や
色

彩
な
ど
の
違
い
に
注
目
す
る
と
、よ
り
深
く
楽
し
ん
で
い
た

だ
け
る
か
と
思
い
ま
す
。

ま
た
今
回
は
、元
旦
の
地
震
、9
月
の
豪
雨
と
被
害
に
あ
わ

れ
た
能
登
へ
復
興
の
気
持
ち
を
込
め
ま
し
て
、能
登
に
あ
る

神
社
仏
閣
よ
り
当
館
が
お
預
か
り
し
て
い
る
作
品
を
一
挙
に

展
示
い
た
し
ま
す
。そ
の
な
か
に
は
気
多
大
社
所
蔵
の
重
要

文
化
財《
後
奈
良
天
皇
女
房
奉
書
》を
は
じ
め
、輪
島
市
の
金

蔵
寺
所
蔵
の
石
川
県
指
定
文
化
財《
両
界
曼
荼
羅
図
》、總
持

寺
祖
院
所
蔵
の
石
川
県
指
定
文
化
財《
十
六
羅
漢
図
》な
ど
、

石
川
を
代
表
す
る
文
化
財
も
含
ま
れ
て
お
り
、能
登
に
お
け

る
文
化
の
厚
み
を
感
じ
て
い
た
だ
け
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ

う
か
。作
品
や
文
化
を
つ
う
じ
て
、能
登
に
思
い
を
は
せ
て
い

た
だ
け
ま
す
と
幸
い
で
す
。

重要文化財《後奈良天皇女房奉書》気多大社蔵金沢市指定文化財《仏涅槃図》高巌寺蔵

「
涅
槃
」は
イ
ン
ド
以
来
、中
国
や
朝
鮮
で
も
多
く
の
作
例
が
残
り
、日
本
で
も
よ
く
表
さ
れ
る
テ
ー
マ

の
一
つ
で
す
。今
回
は
金
沢
市
指
定
文
化
財《
仏
涅
槃
図
》（
金
沢
市
・
高
巌
寺
蔵
）を
展
示
し
て
い
ま
す
。

実
際
の
作
品
を
見
て
み
ま
し
ょ
う
。画
面
中
央
に
横
た
わ
る
金
色
の
釈
迦
に
目
が
行
き
が
ち
で
す
が
、

ぜ
ひ
そ
の
周
辺
に
も
ご
注
目
を
。画
面
上
部
に
は
、釈
迦
の
母
親
で
あ
る
摩ま

耶や

夫ぶ

人に
ん

が
天
か
ら
雲
に
の
っ

て
、い
ま
ま
さ
に
駆
け
付
け
ん
ば
か
り
。釈
迦
の
ま
わ
り
を
見
て
み
る
と
、顔
を
覆
い
涙
す
る
者
、地
面
に

伏
せ
り
泣
き
わ
め
く
者
、悲
し
み
の
あ
ま
り
腰
を
抜
か
す
者
…
と
、弟
子
た
ち
の
悲
嘆
の
あ
り
さ
ま
が
あ

り
あ
り
と
伝
わ
っ
て
く
る
か
の
よ
う
で
す
。

ま
さ
に
こ
の
瞬
間
を
描
い
た
よ
う
な
ド
ラ
マ
チ
ッ
ク
さ
を
、作
品
を
直
に
見
て
味
わ
っ
て
く
だ
さ
い
。

学芸員の眼
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近現代絵画（第3・6展示室）

優品選
11月9日（土）～12月8日（日）　会期中無休

近現代彫刻（第4展示室）

彫刻家たちの研鑽
11月9日（土）～12月8日（日）　会期中無休

今
回
展
示
す
る
日
本
画
・
下
村
正
一
の《
秋
》は
、10
月
の
展

示
か
ら
引
き
続
き
ご
覧
い
た
だ
く
作
品
で
す
。本
作
は
京
都

市
立
美
術
工
芸
学
校
絵
画
科
の
卒
業
制
作
で
、作
者
18
歳
の

こ
ろ
の
若
描
き
で
す
。や
や
デ
フ
ォ
ル
メ
さ
れ
た
2
頭
の
狐

が
野
を
駆
け
る
姿
は
、近
代
日
本
画
の
持
つ
牧
歌
的
な
味
わ

い
と
、画
塾「
東
丘
社
」を
舞
台
に
作
者
が
こ
の
先
果
敢
に
挑

む
こ
と
に
な
る
、構
成
的
で
抽
象
的
な
画
面
づ
く
り
を
予
感

さ
せ
る
秀
作
で
す
。

油
彩
画
分
野
で
は
、宮
本
三
郎
の《
歌
手
》に
ご
注
目
く
だ

さ
い
。真
っ
赤
な
ド
レ
ス
を
身
に
ま
と
い
、熱
唱
す
る
女
性
歌

手
の
姿
を
原
色
の
絵
具
を
厚
く
塗
り
重
ね
て
描
い
て
い
ま

す
。昭
和
30
年
代
半
ば
か
ら
40
年
頃
に
か
け
て
み
ら
れ
る
対

象
物
を
強
く
主
張
す
る
質
感
に
よ
り
、歌
手
の
高
揚
の
み
な

ら
ず
作
画
に
対
す
る
画
家
の
自
信
さ
え
も
が
伝
わ
っ
て
く
る

よ
う
で
す
。

彫
刻
分
野
か
ら
は
吉
田
三
郎《
パ
リ
ー
の
女
》を
ご
紹
介
し

ま
す
。男
性
像
や
動
物
彫
刻
を
多
く
制
作
し
た
吉
田
で
す
が
、

女
性
像
も
制
作
し
て
い
ま
す
。吉
田
は
昭
和
6
年
に
古
代
彫

刻
研
究
の
た
め
に
フ
ラ
ン
ス
や
イ
タ
リ
ア
へ
外
遊
し
ま
し

た
。本
作
は
、当
時
パ
リ
で
出
会
っ
た
女
性
を
モ
デ
ル
に
し
た

も
の
で
し
ょ
う
。小
品
な
が
ら
、端
麗
な
女
性
の
姿
を
確
か
に

捉
え
て
い
ま
す
。

素
描・
版
画
作
品
で
は
、芸
術
や
野
菜
や
果
物
の
実
る
秋
、

ま
た
、風
景
な
ど
秋
を
テ
ー
マ
に
作
品
を
展
示
い
た
し
ま
す
。

草
間
彌
生
に
と
っ
て
愛
す
る
モ
チ
ー
フ
で
あ
っ
た
か
ぼ
ち
ゃ
。

草
間
は
立
体
、平
面
を
問
わ
ず
網
目
や
水
玉
を
多
用
し
た
か

ぼ
ち
ゃ
の
作
品
を
手
掛
け
て
い
ま
す
。今
回
は
シ
ル
ク
ス
ク

リ
ー
ン
で
制
作
さ
れ
た
版
画
作
品
を
お
楽
し
み
く
だ
さ
い
。

芸
術
家
た
ち
の
創
作
、表
現
へ
の
模
索
と
探
求
は
、彼
ら
に

と
っ
て
欠
か
す
こ
と
の
で
き
な
い
営
み
で
す
。そ
れ
は
、一
徹

に
自
身
の
理
想
と
す
る
美
を
求
め
た
り
、あ
る
い
は
長
い
制

作
活
動
の
中
で
新
た
な
美
を
見
出
し
、そ
の
す
が
た
を
探
究

し
た
り
す
る
な
ど
、作
家
の
歩
む
創
作
の
道
の
り
に
よ
っ
て

さ
ま
ざ
ま
で
す
。

本
特
集
展
示
で
は
、木
村
珪
二
、畝
村
直
久
、堀
義
雄
、石
田

康
夫
の
4
人
の
彫
刻
家
た
ち
の
作
品
か
ら
、彫
刻
家
た
ち
が

求
め
た
美
の
す
が
た
と
研
鑽
の
道
を
た
ど
り
ま
す
。皆
、人

体
を
主
な
モ
チ
ー
フ
と
す
る
作
家
で
す
が
、目
指
し
た
表
現

は
そ
れ
ぞ
れ
異
な
り
ま
す
。写
実
的
で
健
康
的
な
男
性
像
を

多
く
作
っ
た
木
村
珪
二
、柔
軟
性
を
持
っ
た
優
美
な
女
性
像

を
制
作
し
た
畝
村
直
久
、人
体
の
中
で
も
性
器
を
モ
チ
ー
フ

に
取
り
上
げ
た
堀
義
雄
、そ
し
て
シ
ン
プ
ル
な
が
ら
量
感
や

生
命
感
に
満
ち
た
裸
婦
像
に
取
り
組
ん
だ
石
田
康
夫
。4
人

の
作
家
た
ち
の
作
品
か
ら
彫
刻
家
た
ち
の
研
鑽
と
彼
ら
が
求

め
、そ
れ
に
よ
っ
て
生
ま
れ
た
美
の
す
が
た
を
お
楽
し
み
く

だ
さ
い
。

木村珪二《鰯雲》

畝村直久《和》下村正一《秋》
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近現代工芸（第5展示室）

優品選
11月9日（土）～12月8日（日）　会期中無休

本
展
は
、本
年
元
日
の
能
登
半
島
地
震
に
よ
る
被
災
に
沈

ん
だ
能
登
を
、新
た
な
形
で
再
興
す
る
た
め
の
応
援
プ
ロ

ジ
ェ
ク
ト
と
し
て
企
画
し
ま
し
た
。能
登
に
生
ま
れ
、今
も
能

登
を
活
躍
の
舞
台
と
し
て
い
る
作
家
。現
在
は
生
地
を
離
れ

て
新
し
い
土
地
で
制
作
に
励
む
作
家
。能
登
に
魅
せ
ら
れ
、能

登
を
題
材
と
し
て
表
現
す
る
作
家
な
ど
、能
登
と
の
か
か
わ

り
を
感
じ
さ
せ
る
作
家
の
優
品（
絵
画
・
彫
塑
・
工
芸
約
70
点
）

を
展
示
し
ま
し
た
。準
備
期
間
が
少
な
く
館
蔵
品
が
中
心
と

な
り
ま
し
た
が
、石
川
県
を
あ
げ
て
能
登
を
応
援
す
る
展
覧

会
に
し
た
い
と
の
思
い
か
ら
、比
較
的
被
害
の
少
な
か
っ
た

金
沢
市
以
南
の
美
術
館
・
博
物
館
に
ご
協
力
を
お
願
い
し
、ま

た
数
多
く
県
内
作
家
の
作
品
を
所
蔵
さ
れ
て
い
る
北
國
新
聞

社
か
ら
も
出
品
し
て
い
た
だ
い
て
、能
登
の
芸
術
の
魅
力
を

発
信
で
き
た
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

ご
来
館
い
た
だ
い
た
方
々
か
ら
は
、「
能
登
に
数
多
く
の
芸

術
家
が
い
る
こ
と
を
知
っ
た
」「
震
災
で
失
わ
れ
た
風
景
も
多

く
、こ
の
よ
う
な
美
術
作
品
と
し
て
残
し
後
世
に
伝
え
て
い

く
大
切
さ
を
思
っ
た
」「
タ
イ
ム
リ
ー
な
企
画
だ
っ
た
」「
能
登

の
復
興
を
心
よ
り
願
っ
て
い
る
」等
の
声
を
寄
せ
て
い
た
だ

き
ま
し
た
。

ま
た
本
展
の
観
覧
料
は
、全
額
を
能
登
の
美
術
文
化
の
再

興
の
た
め
に
活
用
す
る
こ
と
と
し
、能
登
に
想
い
を
寄
せ
、趣

旨
に
ご
賛
同
い
た
だ
い
た
多
く
の
方
々
に
、あ
ら
た
め
て
感

謝
申
し
上
げ
ま
す
。こ
れ
か
ら
も
引
き
続
き
能
登
の
芸
術
文

化
の
復
興
発
展
を
応
援
し
て
ま
い
り
ま
す
。

近
現
代
工
芸
・
優
品
選
で
は
、秋
の
風
景
を
感
じ
る
作
品
と

し
て
前
会
期
よ
り
展
示
し
て
い
る
大
場
松
魚《
平
文
薄
の
棚
》

な
ど
、引
き
続
き
の
作
品
を
含
め
優
品
選
と
題
し
特
集
し
ま

す
。そ

の
な
か
で
も
今
回
は
、羽
田
登
喜
男《
友
禅
訪
問
着「
群

鴦
惜
春
」》と《
友
禅
訪
問
着「
群
鴦
錦
秋
」》が
並
ん
で
展
示
と

な
り
ま
す
。《
友
禅
訪
問
着「
群
鴦
惜
春
」》は
桜
の
花
が
舞
い

散
る
下
で
鴛お

し

鴦ど
り

が
仲
睦
ま
じ
く
の
ん
び
り
と
泳
い
で
い
る
様

を
表
現
し
て
い
ま
す
。春
を
イ
メ
ー
ジ
し
た
草
木
の
萌
え
る

緑
の
濃
淡
を
蒔
蝋
の
技
法
で
染
め
た
地
色
の
中
に
色
鮮
や
か

な
鴛
鴦
を
染
め
て
い
ま
す
。白
と
緑
色
に
染
め
ら
れ
た
桜
の

花
び
ら
は
、水
面
に
浮
か
ん
だ
花
び
ら
が
影
を
落
と
し
て
い

る
よ
う
に
見
え
、一
段
と
奥
行
き
を
感
じ
さ
せ
ま
す
。春
の
柔

ら
か
な
陽
差
し
が
水
面
に
揺
れ
て
、春
の
ぬ
く
も
り
や
春
の

風
ま
で
を
き
か
せ
て
く
れ
て
い
ま
す
。ま
た
、対
照
的
に《
友

禅
訪
問
着「
群
鴦
錦
秋
」》は
紅
葉
が
散
る
下
で
鴛
鴦
が
群
れ

に
な
り
と
ど
ま
っ
て
い
る
様
を
表
現
し
て
い
ま
す
。落
ち
る

紅
葉
の
葉
は
紅
色
で
は
な
く
、秋
か
ら
冬
を
イ
メ
ー
ジ
す
る
、

静
か
な
空
気
を
感
じ
ら
れ
る
白
と
青
色
で
染
め
て
い
ま
す
。

春
秋
の
二
点
を
見
比
べ
て
い
る
と
時
間
の
た
つ
の
を
忘
れ
て

し
ま
う
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

こ
の
ほ
か
上
野
為
二《
友
禅
赤
茶
地
鶏
落
葉
文
訪
問
着「
暁

声
」》。織
の
地
紋
を
生
か
し
た
深
み
の
あ
る
赤
茶
地
に
金
茶

色
の
線
描
で
写
実
的
に
鶏
を
染
め
て
い
ま
す
。色
数
を
抑
え
、

上
品
な
仕
上
が
り
を
感
じ
さ
せ
る
作
品
で
す
。こ
の
ほ
か
優

品
の
数
々
を
た
っ
ぷ
り
と
お
楽
し
み
く
だ
さ
い
。

展覧会回顧
〈能登半島地震復興応援プロジェクト “甦れ能登”〉
特別展「能登が育んだ作家たち」
6月1日（土）～6月23日（日）　会期中無休

上野為二《友禅赤茶地鶏落葉文訪問着「暁声」》
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11月の行事予定
■加賀屋女将×青柳館長　スペシャル対談 ※
日時　11月9日（土）13：30～15：00
会場　石川県立美術館ホール
出演　長谷川明子氏（加賀屋女将）、青柳正規（当館館長）
聴講無料、申込不要

■出品作家によるギャラリートーク ※
本展第2部の出品作家が、作品を前に器の魅力を語りま
す。
出演　11月10日（日）　�中田博士氏（陶芸）、見附正康氏

（陶芸）、中嶋武仁氏（木工）
11月17日（日）　�多田幸史氏（陶芸）、宮本雅夫氏

（陶芸）、坂井直樹氏（金工）
11月24日（日）　�田中義光氏（漆芸）、水口咲氏（漆

芸）
時間　14：00～15：00
会場　石川県立美術館企画展示室
要観覧券、申込不要

■土曜講座「金沢の近代数寄者と名品の流れ」 ※
日時　11月16日（土）　13：30～15：00
担当　寺川和子（学芸第二課長）
会場　石川県立美術館講義室
聴講無料、申込不要

■土曜講座「石川の食文化と工芸」 ※
日時　11月30日（土）　13：30～15：00
担当　奈良竜一（学芸主任）
会場　石川県立美術館講義室
聴講無料、申込不要

■ 石川県立図書館との連携事業 
トークイベント「食を彩る工芸、その魅力」 ※
日時　11月23日（土・祝）　13：30～15：00
聴講無料、要申込（先着順）
会場　石川県立図書館　だんだん広場
※�講師・申込方法は決まり次第石川県立図書館公式
ウェブサイトにてお知らせします。

学芸室こぼれ話

次
年
度
の
展
覧
会
の
準
備
の
ひ
と
つ
と
し
て
、故
嶋
崎
丞
前
館
長
が
執
筆
し
た
約

50
年
前
の
論
文
に
注
釈
を
つ
け
る
作
業
を
し
て
い
ま
す
。ど
の
よ
う
な
文
献
を
調
べ

た
の
か
、原
本
を
あ
た
る
の
で
す
が
、該
当
箇
所
に
付
箋
が
あ
っ
た
り
、う
す
く
鉛
筆

で
線
が
引
か
れ
て
い
た
り
す
る
と
、「
あ
、見
つ
け
た
!
」と
ば
か
り
に
、宝
探
し
を
し

て
い
る
よ
う
で
楽
し
く
も
あ
り
ま
す
。か
つ
て
同
じ
よ
う
に
こ
の
箇
所
を
読
ん
で
い

た
前
館
長
に
、少
し
は
近
づ
け
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
。

い
つ
の
時
代
で
あ
っ
て
も
、石
川
県
立
美
術
館
が
取
り
組
む
べ
き
研
究
テ
ー
マ
が

あ
り
ま
す
。「
石
川
県
立
美
術
館
だ
か
ら
こ
そ

で
き
る
展
示
を
」学
芸
員
の
先
達
が
取
り
組

ん
だ
展
覧
会
へ
の
思
い
。そ
の
熱
意
を
、確
実

に
後
輩
た
ち
へ
つ
な
げ
る
こ
と
が
、今
の
自

身
の
役
目
と
考
え
て
い
ま
す
。

昨
年
開
催
し
た「
三
の
丸
尚
蔵
館
収
蔵
品
展
」と
、今
夏
開
催
し
た「
ま
る
ご
と
奈
良

博
展
」は
、私
の
美
術
館
経
験
の
中
で
も
指
折
り
に
規
模
の
大
き
い
展
覧
会
で
し
た
。

展
覧
会
の
規
模
の
大
小
で
、仕
事
に
対
す
る
姿
勢
が
変
わ
る
と
い
う
わ
け
で
は
あ
り

ま
せ
ん
が
、や
は
り
何
か
と
気
を
遣
う
も
の
で
す
。

実
は「
ま
る
ご
と
奈
良
博
展
」で
は
、先
方
の
研
究
員
と
し
て
、大
学
の
研
究
室
の
先

輩
が
い
ら
っ
し
ゃ
り
、い
っ
し
ょ
に
仕
事
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。心
安
く
も
あ

り
、人
一
倍
背
筋
が
伸
び
る
よ
う
で
も
あ
り
、い
ず
れ
に
せ
よ
楽
し
い
時
間
で
し
た
。

仕
事
を
続
け
て
い
く
な
か
で
、こ
の
よ
う
な
う
れ
し
い
再
会
や
出
会
い
が
ま
た
あ
れ

ば
な
と
思
っ
て
い
ま
す
。

中
澤　

菜
見
子（
学
芸
第
二
課
学
芸
主
任
）

「
展
覧
会
で
再
会
」

村
上　

尚
子（
学
芸
第
一
課
学
芸
専
門
員
）

「
来
年
の
展
覧
会
の
準
備
を
し
て
い
ま
す
」

昭和50年開催の展覧会図録

※＝特別展「食を彩る工芸」関連行事
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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
11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

11月の休館日は
5日(火) ～8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12月14（土）
～令和7年2月3日（月）
※12月29日～1月3日（年末年始）は休館

前田家と能 石川県立美術館の
能面コレクション

次回の展覧会

第3・4展示室 第6展示室 第5展示室

優品選
【近現代絵画・彫刻】

かな・方寸の美
【書】

よろこびのかたち
【工芸】

本
作
は
、木
の
保
湿
性
を
生
か
す
た
め
に
材

と
し
て
木き

曾そ

檜ひ
の
きを

用
い
て
、古
い
時
代
の
髹

き
ゅ
う

漆し
つ

方
法
に
倣な

ら

っ
て
作
ら
れ
ま
し
た
。椀
に
は
布

着
せ
を
せ
ず
に
、木
地
に
直
接
日
本
産
の
漆

を
13
回
も
固
め
塗
り
重
ね
て
仕
上
げ
て
い
ま

す
。高
さ
の
あ
る
高
台
に
描
か
れ
た
流
水
文

は
、研
出
蒔
絵
に
よ
る
も
の
で
、抑
え
ら
れ
た

輝
き
が
上
品
で
あ
り
な
が
ら
も
、蒔
絵
と
端

正
な
椀
の
造
形
が
見
事
に
調
和
し
て
い
る
の

で
、気
品
漂
う
椀
と
な
っ
て
い
ま
す
。高
台
内

に
朱
漆
で「
権
六
作
」の
銘
が
あ
り
ま
す
。

作
者
で
あ
る
松
田
権
六
は
、「
漆
の
神
様
」

と
呼
ば
れ
、芸
術
院
会
員
で
重
要
無
形
文
化

財「
蒔
絵
」保
持
者
で
す
。権
六
は
1
日
1
枚

ス
ケ
ッ
チ
を
描
い
て
い
て
、そ
の
図
案
を
自

身
の
制
作
に
生
か
し
て
き
ま
し
た
。権
六
の

図
案
を
ま
と
め
た『
松
田
権
六
　
図
案
日
誌
』

（
綜
合
工
房
、昭
和
52
年（
1
9
7
7
）刊
）に

は
、「
流
れ
」と
題
し
て
、水
流
や
風
や
波
な
ど

様
々
な
流
れ
の
ス
ケ
ッ
チ
が
描
き
貯
め
ら
れ

て
い
ま
す
。本
作
も
こ
の
よ
う
な
成
果
に
よ

る
、高
い
技
術
の
蒔
絵
で
あ
る
と
い
え
る
で

し
ょ
う
。

松
田
権
六
は
金
沢
市
生
ま
れ
、石
川
県
立

工
業
学
校
漆
工
科
描
金
部
を
卒
業
後
、東
京

美
術
学
校
漆
工
科
在
学
中
よ
り
六
角
紫
水
に

師
事
。昭
和
2
年（
1
9
2
7
）第
8
回
帝
展

初
入
選
以
後
、新
文
展
、日
展
、日
本
伝
統
工

芸
展
で
活
躍
し
ま
す
。22
年（
1
9
4
7
）芸

術
院
会
員
。30
年（
1
9
5
5
）重
要
無
形
文

化
財「
蒔
絵
」保
持
者
に
認
定
さ
れ
ま
す
。日

本
工
芸
会
創
立
に
参
加
。51
年
文
化
勲
章
受

章
。日
本
や
中
国
の
古
典
漆
芸
作
品
を
研
究

し
、そ
れ
ら
を
発
展
さ
せ
た
格
調
高
い
作
風

を
築
き
ま
し
た
。

本
作
は
11
月
9
日（
土
）か
ら
12
月
8
日

（
日
）に
開
催
さ
れ
る
特
別
展「
食
を
彩
る
工

芸
」に
て
展
示
い
た
し
ま
す
。ぜ
ひ
ご
覧
く
だ

さ
い
。

à la carte　No.81アラカルト ただいま展示中

《水文蒔絵漆椀》 みずもんまきえうるしわん
口径11.5　底径6.2　高さ8.2 （cm）
昭和49年（1974）　第21回日本伝統工芸展

松田権六　まつだごんろく
明治29年（1896）～昭和61年（1986）


