
平成30年１月１日発行

編集・発行  (公財)七尾美術財団

第 92号（冬号）

平成 29 年度冬季展覧会
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「
お
茶
道
具
な
ら
ん
だ
」「
モ
ノ
ク
ロ
ー
ム
」

12
月
16
日（
土
）［
開
催
中
］～
2
月
12
日（
月
・
祝
）

※
本
記
事
掲
載
作
品
画
像
は
全
て
「
池
田
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
」
で
す
。

　

現
在
当
館
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
作
品
は
約
７
５
０
点
。

そ
の
記
念
す
べ
き
第
１
号
は
昭
和
63
年
（
１
９
８
８
）、
後

に
建
築
予
定
で
あ
っ
た
当
館
の
所
蔵
品
と
し
て
、
七
尾
市

に
寄
附
さ
れ
た
「
池
田
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
」
で
し
た
。
七
尾

市
出
身
の
実
業
家
・
池
田
文
夫
氏
（
１
９
０
７
～
87
）
が
蒐

集
し
た
美
術
工
芸
品
１
２
５
点
を
皮
切
り
に
、
作
品
収
集

の
歩
み
が
始
ま
っ
た
の
で
す
。

　

そ
こ
か
ら
月
日
は
流
れ
て
現
在
。
数
多
く
の
皆
さ
ま
の

ご
協
力
に
よ
り
、
た
く
さ
ん
の
作
品
を
所
蔵
す
る
こ
と
が

で
き
ま
し
た
。
そ
れ
ら
は
、
い
ず
れ
も
か
け
が
え
の
な
い

貴
重
な
作
品
ば
か
り
で
す
。
従
っ
て
当
館
で
は
、
定
期
的

に
所
蔵
品
を
公
開
す
る
機
会
を
設
け
、
そ
の
す
ば
ら
し
さ

を
紹
介
し
て
き
ま
し
た
。

　

本
展
も
そ
の
一
環
と
し
て
開
催
す
る
も
の
で
、
今
回
は

「
茶
道
具
」「
モ
ノ
ク
ロ
」
の
２
テ
ー
マ
を
設
定
。
あ
わ
せ

て
70
点
の
作
品
を
紹
介
し
て
い
ま
す
。

　

新
し
い
年
を
迎
え
、
何
か
と
気
忙
し
い
毎
日
。
こ
こ
で

一
息
つ
い
て
、
当
館
に
て
作
品
た
ち
と
対
面
し
な
が
ら
、

静
寂
に
満
ち
た
冬
の
ひ
と
と
き
を
す
ご
さ
れ
て
は
い
か
が

で
し
ょ
う
か
。

「
お
茶
道
具
な
ら
ん
だ
～
池
田
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
よ
り
～
」

　

安
土
桃
山
時
代
に
千
利
休（
１
５
２
２
～
91
）が「
茶
道
」

を
大
成
し
て
か
ら
は
や
４
０
０
年
。
そ
の
間
数
多
く
の
人

び
と
に
愛
好
さ
れ
受
け
継
が
れ
て
き
た
茶
道
は
、
日
本
の

精
神
を
象
徴
し
た
、
ま
さ
に
わ
が
国
を
代
表
す
る
伝
統
文

化
と
い
え
る
で
し
ょ
う
。

　

さ
て
、
茶
道
は
「
茶
道
具
」
と
総
称
さ
れ
る
様
々
な
道

具
を
使
用
し
ま
す
。
そ
れ
ら
は
書
や
絵
画
な
ど
の
掛
物
か

ら
香
炉
や
香
合
・
花
生
、
釜
や
水
指
・
杓
や
建
水
、
そ
し
て

茶
碗
や
茶
器
、
さ
ら
に
菓
子
器
や
食
器
な
ど
実
に
多
彩
で

す
。
内
容
も
、
や
き
も
の
や
漆
工
・
金
工
な
ど
広
範
で
、
さ

ら
に
産
地
や
作
家
・
時
代
や
流
派
・
流
行
や
お
好
み
な
ど
で

千
差
万
別
。現
在
ま
で
膨
大
な
数
の
茶
道
具
が
制
作
さ
れ
、

折
々
に
茶
席
を
彩
っ
て
き
ま
し
た
。

　

当
館
所
蔵
品
の
中
核
で
あ
る
「
池
田
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
」

は
、
茶
道
美
術
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
と
し
て
の
特
色
を
持
っ
て

お
り
、
池
田
氏
が
活
躍
し
た
岐
阜
県
や
石
川
県
な
ど
に
ゆ

か
り
の
や
き
も
の
を
は
じ
め
、
数
多
く
の
茶
道
具
が
含
ま

れ
て
い
ま
す
。

　

本
展
で
は
同
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
よ
り
、
様
々
な
茶
道
美
術

品
な
ど
あ
わ
せ
て
44
点
を
展
示
し
て
い
ま
す
。

「
モ
ノ
ク
ロ
ー
ム
～
単
色
の
宇
宙
～
」

　
「
モ
ノ
ク
ロ
ー
ム
」
と
は
「
ひ
と
つ
の
色
」
の
こ
と
。
厳

密
に
は
「
背
景
色
と
も
う
１
色
」
な
の
で
、「
２
色
を
使
用

し
た
も
の
」
と
い
う
意
味
に
な
り
ま
す
。
ま
た
色
の
指
定

は
あ
り
ま
せ
ん
か
ら
、
実
は
赤
で
も
青
で
も
前
述
ど
お
り

な
ら
ば
「
モ
ノ
ク
ロ
」
に
な
る
の
で
す
。
し
か
し
「
モ
ノ
ク

ロ
」
と
聞
け
ば
、
ほ
と
ん
ど
の
方
は
「
白
黒
」
を
イ
メ
ー
ジ

す
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　

か
つ
て
、
私
た
ち
の
生
活
の
中
に
は
「
モ
ノ
ク
ロ
」
が

あ
ち
こ
ち
に
存
在
し
ま
し
た
。
テ
レ
ビ
や
映
画
・
写
真
・
書

籍
な
ど
、
特
に
年
配
の
方
に
は
な
じ
み
が
深
い
の
で
は
な

い
で
し
ょ
う
か
。
近
年
そ
の
多
く
が
カ
ラ
ー
化
さ
れ
ま
し

た
が
、
モ
ノ
ク
ロ
に
は
モ
ノ
ク
ロ
な
ら
で
は
の
「
味
」
が

あ
り
ま
す
。
逆
に
カ
ラ
フ
ル
が
氾
濫
す
る
当
世
だ
か
ら
こ

そ
、
そ
の
シ
ン
プ
ル
さ
に
魅
か
れ
ま
せ
ん
か
。

　

美
術
工
芸
の
ジ
ャ
ン
ル
で
も
、
モ
ノ
ク
ロ
は
重
要
な
技

法
の
ひ
と
つ
で
す
。
例
え
ば
水
墨
画
や
書
・
写
真
な
ど
は

そ
の
代
表
格
と
い
え
る
で
し
ょ
う
。

　

そ
こ
で
本
展
で
は
モ
ノ
ク
ロ
の
中
で
も
「
白
黒
」
に
焦

点
を
あ
て
、
絵
画
や
工
芸
・
書
・
写
真
か
ら
26
点
を
展
示
し

て
い
ま
す
。

◇
共
通
観
覧
料 

平
成
30
年
1
月
4
日（
木
）～

　
　
　
　
　
　
4
月
22
日（
日
）

※
休
館
日
に
つ
い
て
は
裏
表
紙
を
ご
覧
く
だ
さ
い

個　

人

団　

体

一　

般

３
５
０
円

２
８
０
円

大
高
生

２
８
０
円

２
２
０
円

※
中
学
生
以
下
無
料
・
団
体
は
20
名
以
上
で
す
。

「織部宝珠香合」

「桑名蕪菁盆」

「手付花篭」飯塚琅玕斎

「黒楽茶碗 銘福笑」樂 惺入

「勢多迦童子図」佐藤朝山（玄々）

「筏流図」近藤浩一路
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「
幼
き
も
の
は
」「
水
温
む｣

2
月
24
日（
土
）～
4
月
22
日（
日
）

　
　
　
　
　
　
　
　  

※
会
期
は
延
長
と
な
り
ま
し
た
。

「
幼
き
も
の
は
」

　

作
家
は
幼
い
も
の
の
存
在
に
何
を
見
い
だ
し
、
作
品
の

モ
チ
ー
フ
と
し
て
制
作
し
た
の
で
し
ょ
う
か
。

　

上
野
動
物
園
の
シ
ャ
ン
シ
ャ
ン
は
可
愛
ら
し
い
姿
で
高

い
人
気
を
誇
り
、
そ
の
成
長
が
全
国
ニ
ュ
ー
ス
で
伝
え
ら

れ
る
ほ
ど
で
す
。
テ
レ
ビ
番
組
や
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
動

画
投
稿
サ
イ
ト
は
、
人
間
の
子
ど
も
に
限
ら
ず
、
子
犬
や

子
猫
を
筆
頭
に
た
く
さ
ん
の
動
物
の
子
ど
も
を
撮
影
し
た

映
像
で
溢
れ
て
い
ま
す
。
彼
ら
の
予
想
も
し
な
い
行
動
、

無
防
備
な
様
子
、
愛
く
る
し
い
姿
な
ど
を
目
に
す
る
だ
け

で
、
無
条
件
に
心
が
癒
さ
れ
、
温
か
い
気
持
ち
に
な
る
方

が
多
い
で
し
ょ
う
。

　

こ
の
よ
う
に
、
私
た
ち
は
人
間
や
動
物
の
子
ど
も
の
大

部
分
を
愛
ら
し
く
、か
弱
い
存
在
と
し
て
認
識
し
て
お
り
、

こ
の
側
面
を
切
り
取
っ
た
作
品
は
数
多
く
制
作
さ
れ
て
き

ま
し
た
。

　

一
方
、
単
に
庇
護
欲
を
か
き
た
て
る
だ
け
で
は
な
く
、

幼
さ
の
な
か
に
力
強
い
生
命
力
と
意
志
を
内
包
し
た
存
在

と
し
て
、
永
遠
の
憧
れ
の
対
象
で
も
あ
り
ま
し
た
。

 

　

作
家
は
「
幼
き
も

の
」
の
純
粋
無
垢
な

姿
に
憧
れ
、
成
長
し

て
ゆ
く
姿
に
希
望
を

見
い
だ
し
、
制
作
せ

ず
に
は
い
ら
れ
な

か
っ
た
の
で
は
な
い

で
し
ょ
う
か
。

　

絵
画
・
彫
刻
・
写
真

の
約
20
点
で
「
幼
き

も
の
」
に
向
け
ら
れ

た
作
家
の
様
々
な
視

点
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。
薄
れ
て
し
ま
っ
た
幼
少
期
の
記
憶

が
呼
び
起
こ
さ
れ
る
こ
と
で
し
ょ
う
。

「
水
温
む
」

　

寒
さ
厳
し
い
当
地
北
陸
で
は
、
春
を
迎
え
る
喜
び
も
ひ

と
し
お
で
す
。

　
「
春
が
来
た 

春
が
来
た 

ど
こ
に
来
た
」
と
童
謡
に
も

あ
り
ま
す
が
、
皆
さ
ん
が
最
初
に
春
を
感
じ
る
ポ
イ
ン
ト

は
ど
こ
で
し
ょ
う
か
（
タ
イ
ヤ
交
換
だ
っ
た
り
も
し
ま
す

が
）。

　

二
十
四
節
気
で
は
２
月
頭
の
「
立
春
」
が
春
の
始
ま
り

と
さ
れ
て
い
ま
す
。
し
か
し
実
際
に
春
を
感
じ
る
の
は
、

空
か
ら
降
る
雪
が
い
よ
い
よ
雨
に
か
わ
る
「
雨
水
（
う
す

い
）」
を
過
ぎ
、
春
一
番
が
吹
き
、
草
木
も
芽
吹
き
始
め
る

頃
か
ら
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。「
啓
蟄
（
け
い
ち
つ
）」
と

も
な
る
と
「
蟄
虫
啓
戸（
す
ご
も
り
む
し 
と
を 

ひ
ら
く
）」

の
と
お
り
、
土
の
中
で
冬
眠
し
て
い
た
虫
な
ど
が
、
ポ
カ

ポ
カ
と
し
た
陽
気
に
誘
わ
れ
、
地
上
に
姿
を
あ
ら
わ
し
ま

す
。

　

や
が
て
地
面
が
乾
き
は
じ
め
る
と
、
花
が
咲
き
、
小
鳥

が
飛
び
交
い
、
い
よ
い
よ
春
本
番
で
す
。
世
界
は
新
し
い

春
を
迎
え
る
喜
び
に
満
ち
溢
れ
、私
た
ち
も
ウ
キ
ウ
キ
と
、

何
か
を
期
待
せ
ず
に
は
い
ら
れ
ま
せ
ん
。

　

絵
画
・
彫
刻
・
工
芸
・
書
の
ジ
ャ
ン
ル
か
ら
約
30
点
を
展

示
し
、
寒
さ
が
緩
む
こ
と
へ
の
、
い
き
も
の
が
活
動
し
出

す
こ
と
へ
の
喜
び
を
表
現
し
た
作
品
を
紹
介
し
ま
す
。
美

術
館
で
一
足
早
い
春
を
お
楽
し
み
く
だ
さ
い
。

◇
共
通
観
覧
料 

個　

人

団　

体

一　

般

３
５
０
円

２
８
０
円

大
高
生

２
８
０
円

２
２
０
円

※
中
学
生
以
下
無
料
・
団
体
は
20
名
以
上
で
す
。

「近代日本色紙画帖（京都編）」より
上村松園 ( 池田コレクション )

「少女」斉田正一

上：「四季耕作図屏風」（右隻）
　　狩野岑信

左：「巣立蜂」田中太郎
　　( 池田コレクション )

右：「蒔絵瑞蝶文香合」
　　高野松山
　　（池田コレクション）
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秋
に
始
ま
っ
た
ボ
ロ
ー
ニ
ャ
展
は
冬
の
到
来
で
会
期
を

終
え
ま
し
た
。
今
回
も
11
月
２
日
か
ら
12
月
10
日
ま
で
39

日
間
に
わ
た
る
無
休
で
の
開
催
で
し
た
。

　

開
会
式
で
は
七
尾
市
立
袖
ケ
江
認
定
こ
ど
も
園
袖
ケ
江

保
育
園
さ
く
ら
組
の
皆
さ
ん
13
名
が
元
気
に
タ
ン
バ
リ
ン

の
遊
戯
を
披
露
し
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
。
絵
本
の
会
も
こ

も
こ
さ
ん
の
「
か
ん
た
ん
絵
本
を
作
ろ
う
よ
！
」、
Ｎ
Ｐ
Ｏ

法
人
ぽ
っ
か
ぽ
か
さ
ん
の
「
お
は
な
し
劇
場
」、
野
間
成
之

さ
ん
の
「『
の
ま
り
ん
』
の
紙
芝
居
劇
場
」
と
毎
週
の
イ
ベ

ン
ト
も
盛
況
で
し
た
。

　

20
回
目
の
開
催
で
し
た
が
、
初
め
て
来
館
し
た
と
い
う

方
も
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
し
た
。
継
続
し
て
開
催
す
る
た
め

に
も
、
ボ
ロ
ー
ニ
ャ
展
を
も
っ
と
多
く
の
皆
さ
ん
に
知
っ

て
い
た
だ
く
努
力
が
必
要
だ
と
感
じ
た
記
念
の
年
で
し
た
。

　

当
館
の
監
視
を
お
願
い
し
て
い
る
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
ス

タ
ッ
フ
を
対
象
に
毎
年
研
修
旅
行
を
実
施
し
て
い
ま
す
。

今
回
は
９
月
25
日
（
月
）
に
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
さ
ん
18
名
と

職
員
２
名
で
金
沢
へ
行
っ
て
き
ま
し
た
。

　

最
初
に
、
石
川
県
文
化
財
保
存
修
復
工
房
へ
。
中
越
理

事
と
高
嶋
次
長
の
案
内
で
工
房
内
を
見
学
し
ま
し
た
。
根

気
と
時
間
を
要
す
る
細
か
い
作
業
を
拝
見
し
、
別
室
に
て

掛
け
軸
の
取
り
扱
い
な
ど
を
説
明
い
た
だ
き
、
貴
重
な
体

験
が
で
き
ま
し
た
。
次
に
訪
れ
た
の
は
、
お
隣
の
石
川
県

立
美
術
館
で
す
。「
燦
め
き
の
日
本
画
」
展
で
、
石
崎
光
瑤

の
作
品
な
ど
を
前
田
学
芸
員
の
解
説
で
鑑
賞
し
ま
し
た
。

　

兼
六
園
内
で
の
昼
食
後
、
羽
咋
の
妙
成
寺
へ
。
五
重
塔

を
は
じ
め
、
文
化
財
の
寺
院
建
築
な
ど
を
山
川
執
事
長
の

案
内
で
鑑
賞
し
、
最
後
に
茶
店
で
お
団
子
を
食
べ
な
が
ら

楽
し
く
意
見
交
換
し
ま
し
た
。

　

お
天
気
に
も
恵
ま
れ
、あ
っ
と
い
う
間
に
時
間
も
過
ぎ
、

無
事
研
修
旅
行
を
終
え
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
ご
参
加

い
た
だ
い
た
皆
様
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
こ
れ
か

ら
も
よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。

　

平
成
29
年
10
月
21
日
（
土
）、
七
尾
「
山
の
寺
寺
院
群
」

が
年
１
度
の
イ
ベ
ン
ト
「
山
の
寺
の
日
」
で
盛
り
上
が
っ

て
い
る
中
、
計
７
名
で
本
講
座
は
行
わ
れ
ま
し
た
。

　

当
日
は
折
悪
し
く
大
型
台
風
が
接
近
中
。
今
回
、
移
動

は
ほ
ぼ
徒
歩
で
す
。
時
々
小
雨
が
ぱ
ら
つ
く
ど
す
黒
い
天

を
見
上
げ
、
天
候
悪
化
回
避
を
祈
り
な
が
ら
出
発
。

　

ま
ず
は
最
初
の
目
的
地
で
あ
る
長
壽
寺
へ
。
同
寺
で
は

無
分
・
宗
清
・
等
伯
と
い
う
「
長
谷
川
三
代
」
の
仏
画
が
特

別
展
示
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
ら
を
観
て
等
伯
に
想
い
を
馳

せ
つ
つ
、
高
木
ご
住
職
よ
り
お
寺
の
歴
史
な
ど
を
お
話
し

い
た
だ
き
ま
し
た
。
皆
さ
ん
等
伯
は
も
ち
ろ
ん
「
八
百
屋

お
七
」
の
話
題
に
も
興
味
津
々
の
ご
様
子
。

　

続
い
て
本
延
寺
に
移
動
。お
茶
会
が
開
催
さ
れ
て
お
り
、

着
物
姿
の
方
々
な
ど
で
賑
わ
っ
て
い
ま
し
た
。
最
初
に
河

﨑
ご
住
職
よ
り
お
寺
の
歴
史
な
ど
の
お
話
し
を
窺
い
、「
法

華
経
宝
塔
曼
荼
羅
図
」（
京
都
市
・
立
本
寺
蔵
、
複
製
）
の

特
別
展
示
や
「
じ
ゃ
り
道
工
房
展
」
を
鑑
賞
。
最
後
に
、
お

抹
茶
を
い
た
だ
き
ホ
ッ
と
ひ
と
息
。

　

そ
し
て
今
回
、
ラ
ス
ト
を
飾
る
の
は
宝
幢
寺
で
す
。
や

は
り
最
初
に
高
田
ご
住
職
か
ら
お
話
し
を
頂
戴
し
、
特
別

展
示
の
「
古
本
尊
像
」
と
あ
わ
せ
て
展
示
さ
れ
て
い
る
西

念
寺
の
寺
宝
を
鑑
賞
。
い
ず
れ
も
な
か
な
か
観
る
こ
と
の

で
き
な
い
貴
重
な
文
化
財
で
、
皆
さ
ん
眼
を
大
き
く
見
開

い
て
観
て
お
ら
れ
ま
し
た
。

　

今
回
は
半
日
コ
ー
ス
で
し
た
の
で
、
訪
ね
た
の
は
16
箇

寺
中
３
箇
寺
だ
け
で
し
た
が
、ど
の
お
寺
も
魅
力
満
載
で
、

参
加
者
か
ら
は
と
て
も
濃
密

な
時
間
を
す
ご
せ
た
と
の
感

想
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

ご
参
加
の
皆
さ
ま
、
そ
し

て
ご
協
力
く
だ
さ
い
ま
し
た

お
寺
の
皆
さ
ま
、
本
当
に
あ

り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

おはなし劇場 開会式　袖ケ江認定こども園袖ケ江保育園さくら組

「のまりん」の紙芝居劇場 かんたん絵本を作ろうよ！

掛け軸の取り扱いの様子

石川県立美術館にて集合写真

五重塔をバックに記念撮影

宝幢寺本堂前にて

ボ
ロ
ー
ニ
ャ
国
際
絵
本
原
画
展
報
告

友
の
会
美
術
講
座
「
七
尾
de
再
発
見
・
パ
ー
ト
Ⅲ

～
悠
久
の
『
山
の
寺
』
を
め
ぐ
る
～
」
実
施
報
告

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
研
修
旅
行
報
告
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入
場
無
料

入
場
無
料

　

今
年
度
の
友
の
会
鑑
賞
の
旅
は
、職
員
３
名
が
同
行
し
、

11
月
７
日（
火
）京
都
方
面
へ
20
名
の
ご
参
加
を
得
て
実
施

し
ま
し
た
。

　

最
初
は
三
十
三
間
堂
へ
。
一
方
通
行
の
堂
内
を
進
み
角

を
曲
る
と
、
も
の
す
ご
い
数
の
観
音
像
が
目
に
と
び
込
ん

で
き
て
、
そ
の
ま
ば
ゆ
い
ば
か
り
の
美
し
さ
に
圧
倒
さ
れ

ま
し
た
。

　

次
は
養
源
院
へ
。
ご
住
職
の
お
話
し
を
聞
き
な
が
ら
、

本
堂
の
俵
屋
宗
達
筆
の
杉
戸
絵
「
白
象
図
」「
唐
獅
子
図
」

「
波
に
麒
麟
図
」
と
、
金
碧
の
襖
絵
「
松
図
」
を
鑑
賞
。
大
胆

な
構
図
と
モ
ダ
ン
な
タ
ッ
チ
を
間
近
で
堪
能
す
る
こ
と
が

で
き
ま
し
た
。
ま
た
、
廊
下
の
天
井
は
「
血
天
井
」
と
呼
ば

れ
て
お
り
、
戦
い
で
自
害
し
た
武
士
た
ち
の
手
や
足
な
ど

の
血
痕
が
は
っ
き
り
と
見
え
て
、
衝
撃
を
受
け
ま
し
た
。

　

午
前
中
は
少
し
慌
た
だ
し
く
な
り
ま
し
た
が
、
無
事
昼

食
会
場
へ
移
動
。

　

お
昼
を
は
さ
ん
で
、
午
後
は
い
よ
い
よ
京
都
国
立
博
物

館
「
国
宝
」
展
へ
。
40
分
程
の
入
場
待
ち
を
経
て
展
示
室

へ
入
り
ま
し
た
。
室
内
は
大
変
混
雑
し
て
い
ま
し
た
が
、

等
伯
筆
の
水
墨
画
「
松
林
図
屏
風
」
は
静
寂
な
空
気
に
つ

つ
ま
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
り
、一
方
久
蔵
筆
の
金
碧
画「
桜

図
」
は
胡
粉
で
盛
り
上
げ
ら
れ
た
桜
の
花
や
、
今
な
お
光

を
放
っ
て
い
る
金
箔
が
と
て
も
美
し
く
、
沢
山
の
人
が
そ

の
す
ば
ら
し
さ
に
見
惚

れ
て
い
ま
し
た
。

　

こ
う
し
て
貴
重
な
文

化
財
を
巡
り
、
無
事
に

鑑
賞
の
旅
を
終
え
ら
れ

た
の
も
皆
様
の
お
陰
で

す
。
本
当
に
あ
り
が
と

う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

ア
ー
ト
ホ
ー
ル

　
　
映
画
「
憲
法
を
武
器
と
し
て
」
上
映
会

	

１
月
21
日（
日
）　
開
演
　
午
後
２
時

　

こ
れ
は
、
昭
和
37
年
12
月
、
北
海
道
恵
庭
（
え
に
わ
）
町

で
起
こ
っ
た
事
件
と
、
そ
の
後
３
年
半
に
及
ん
だ
裁
判
の

軌
跡
。
２
人
の
被
告
を
支
え
た
憲
法
第
12
条
「
不
断
の
努

力
」。
又
、
50
年
後
明
ら
か
に
な
っ
た
真
実
と
は
…
。

入
場
料　

１
，０
０
０
円　

※
中
高
生
以
下
無
料

主
　
催　

映
画
「
憲
法
を
武
器
と
し
て
」
を
七
尾
で
見
る

　
　
　
　

市
民
の
会

連
絡
先　

草
野
眞
理
子　

☎
０
７
６
７（
58
）３
１
５
５

　
　
第
20
回
石
島
音
楽
教
室

　
　
　
　
ピ
ア
ノ
・
エ
レ
ク
ト
ー
ン
発
表
会

	

３
月
４
日（
日
）　
開
演
　
午
後
１
時
30
分

　

第
20
回
目
と
な
る
今
回
の
発
表
会
は
、
個
性
を
生
か
し

た
ソ
ロ
演
奏
の
他
に
、
他
楽
器
と
の
ア
ン
サ
ン
ブ
ル
に
も

挑
戦
し
ま
す
。
ど
な
た
で
も
お
気
軽
に
、
御
来
場
く
だ
さ

い
。

主
　
催　

石
島
音
楽
教
室

連
絡
先
　
石
島　

☎
０
９
０
―
２
０
９
０
―
１
８
６
１

　
　
お
た
の
し
み
発
表
会

　
　
　
３
月
10
日（
土
）　
開
演
　
午
前
９
時
15
分

　

学
校
か
ら
帰
っ
て
き
て
過
ご
す
わ
ず
か
な
時
間
の
中

で
、
友
達
と
協
力
し
、
励
ま
し
合
い
な
が
ら
発
表
に
向
け

て
練
習
し
て
き
た
成
果
を
た
く
さ
ん
の
方
に
見
て
い
た
だ

き
た
い
と
思
い
ま
す
の
で
、
ぜ
ひ
お
越
し
く
だ
さ
い
。

主
　
催　

小
丸
山
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ

連
絡
先　

同
右　

☎
０
７
６
７（
52
）３
７
１
０

「
長
谷
川
等
伯
展
」
記
念
講
演
会
報
告

「
等
伯
と
、法
華
宗
を
め
ぐ
る
人
々
」

講
師
　
栗
原
啓
允	

氏（
高
岡
市
大
法
寺
ご
住
職
）

《
当
時
の
法
華
宗
寺
院
と
信
徒
》

　

等
伯
が
七
尾
で
活
動
し
始
め
る
頃
、
京
都
で
は
法
華
宗
の

十
六
の
本
山
が
、
全
国
各
地
に
末
寺
を
展
開
し
て
隆
盛
を
極
め

て
い
ま
し
た
。
こ
の
本
山
と
末
寺
の
関
係
は
「
本
末
関
係
」
と
呼

ば
れ
ま
す
。
当
時
の
末
寺
の
住
職
・
信
徒
達
は
皆
本
山
に
付
属
す

る
支
院
、
い
わ
ゆ
る
宿
坊
を
通
し
て
強
く
本
山
と
結
ば
れ
て
い

ま
し
た
。
例
え
ば
地
方
の
末
寺
の
住
職
、
信
徒
が
上
京
し
た
時
に

は
必
ず
特
定
の
宿
坊
を
宿
所
と
し
て
い
た
の
で
す
。

　

で
は
、
当
時
こ
れ
ら
京
都
の
法
華
宗
の
本
山
を
支
え
て
い
た

信
者
達
に
は
、
ど
ん
な
人
が
い
た
か
と
言
い
ま
す
と
、
皆
様
の
よ

く
ご
存
じ
の
人
物
を
挙
げ
て
み
ま
す
と
、
妙
顕
寺
に
は
呉
服
屋

を
家
業
と
し
、
尾
形
光
琳
、
乾
山
を
出
し
た
一
門
で
あ
る
雁
金
屋

尾
形
一
門
。
本
圀
寺
で
は
江
戸
、
京
都
の
銀
座
を
支
配
し
た
大
黒

常
是
一
門
。
本
法
寺
に
は
、
刀
剣
を
家
職
と
し
本
阿
弥
光
悦
を
輩

出
し
た
本
阿
弥
一
門
、
蒔
絵
御
用
の
名
門
五
十
嵐
一
門
も
ま
た

本
法
寺
の
信
徒
で
す
。
そ
し
て
妙
覚
寺
に
は
、
大
判
座
、
分
銅
座

を
支
配
し
た
彫
金
の
後
藤
一
門
。
絵
画
御
用
の
狩
野
一
門
、
陶
芸

の
楽
一
門
も
妙
覚
寺
の
信
徒
で
す
。
俵
屋
宗
達
を
出
し
た
唐
織

屋
俵
屋
一
門
、
連
歌
界
の
指
導
者
、
里
村
紹
巴
は
頂
妙
寺
の
信
徒

で
す
。
立
本
寺
に
は
紺
灰
座
を
支
配
し
た
灰
屋
佐
野
一
門
、
本
能

寺
に
は
茶
屋
一
門
で
こ
れ
は
、
呉
服
御
用
、
後
に
は
海
外
貿
易
を

司
り
ま
す
。
こ
う
い
う
芸
術
家
や
そ
の
他
多
く
の
豪
商
達
が
、
熱

心
な
法
華
信
徒
と
し
て
夫
々
が
所
属
す
る
本
山
を
支
え
て
い
た

わ
け
で
す
。
そ
し
て
こ
れ
ら
当
時
の
法
華
宗
信
徒
達
に
と
っ
て
、

貸
館
催
し
物
案
内

京都国立博物館前にて

第
18
回		

友
の
会
鑑
賞
の
旅	

実
施
報
告
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夫
婦
が
共
に
法
華
衆
で
あ
る
こ
と
は
当
然
の

こ
と
と
さ
れ
、
一
家
一
門
、
時
に
は
使
用
人
で

あ
る
職
人
ま
で
も
法
華
で
あ
る
べ
し
と
い
う

掟
を
厳
格
に
守
っ
て
い
た
わ
け
で
す
。
現
在
残

さ
れ
て
い
る
こ
れ
ら
法
華
衆
一
門
の
家
系
図

を
見
る
と
、
例
え
ば
後
藤
一
門
は
狩
野
一
門
と

本
阿
弥
一
門
と
、
重
層
的
な
血
縁
関
係
を
結
ん

で
い
ま
す
。
加
え
て
彼
ら
は
互
い
の
家
職
も
ま

た
コ
ラ
ボ
レ
ー
ト
さ
せ
て
い
ま
し
た
。
例
え
ば

刀
剣
で
は
、
塗
り
は
五
十
嵐
、
目
利
き
・
拭
い
・

研
ぎ
は
本
阿
弥
、
鍔
な
ど
の
刀
装
具
の
意
匠
は

狩
野
、
俵
屋
な
ど
が
行
い
、
実
際
の
彫
金
作
業

は
後
藤
、
埋
忠
等
が
や
る
の
で
す
ね
。
要
す
る

に
、
法
華
衆
が
互
い
の
家
職
を
分
業
し
な
が
ら

製
品
を
仕
上
げ
て
い
く
と
い
う
構
造
な
わ
け

で
す
。

　

要
す
る
に
、
信
仰
と
血
縁
関
係
と
家
職
を

重
ね
、
そ
れ
を
共
有
し
な
が
ら
、
絢
爛
た
る
コ

ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
を
形
成
し
て
い
た
の
で
す
。
こ

の
当
時
の
法
華
宗
の
布
教
方
法
は
独
特
な
も

の
で
す
。
有
力
な
法
華
商
人
た
ち
が
全
国
に
展

開
す
る
商
品
流
通
ル
ー
ト
に
沿
っ
て
、
法
華
宗

の
布
教
は
進
め
ら
れ
て
い
く
わ
け
で
す
。
七
尾

は
日
本
海
交
易
の
要
で
す
よ
ね
。
さ
て
、
等
伯

の
実
家
の
奥
村
家
は
本
延
寺
の
信
徒
で
、
宿
坊

の
教
行
院
を
通
し
て
京
都
本
山
本
法
寺
に
繋

が
っ
て
い
ま
し
た
。
等
伯
が
当
時
の
法
華
衆
の

掟
に
従
っ
て
同
じ
七
尾
法
華
衆
で
あ
る
長
谷

川
家
に
養
子
に
入
っ
た
場
合
、
長
谷
川
家
は
長

壽
寺
が
菩
提
寺
、
本
山
は
京
都
立
本
寺
で
当
然

所
属
の
宿
坊
も
変
わ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
し

か
し
等
伯
の
場
合
少
し
違
う
の
で
す
。
長
谷
川

家
へ
養
子
に
入
っ
た
そ
の
後
も
、
ず
っ
と
本
法

寺
と
の
関
係
を
続
け
て
い
く
の
で
す
ね
。

《
本
法
寺
の
「
日
堯
上
人
像
」
と
、

強
力
な
後
ろ
盾
…
本
法
寺
塔
頭
教
行
院
》

　

こ
の
絵
は
日
堯
三
十
歳
の
遺
像
で
す
。
そ
の

制
作
が
、
あ
ろ
う
こ
と
か
七
尾
に
い
た
等
伯
に

対
し
て
依
頼
さ
れ
た
の
で
す
。
京
都
に
は
狩
野

一
門
が
い
る
わ
け
で
す
よ
。

　

日
堯
は
元
亀
三
年
に
亡
く
な
る
。
元
亀
二
年

に
は
、
等
伯
は
富
山
の
妙
傳
寺
の
「
鬼
子
母
神

十
羅
刹
女
」
を
描
き
ま
す
か
ら
、
元
亀
二
年
ま

で
は
確
実
に
等
伯
は
七
尾
に
い
ま
す
。
私
が
疑

問
だ
っ
た
の
は
、
ず
っ
と
七
尾
に
い
た
は
ず
の

等
伯
に
、「
日
堯
に
相
ま
み
え
る
機
会
が
あ
っ

た
の
か
」
と
い
う
こ
と
で
す
。
本
法
寺
と
し
て

は
制
作
の
依
頼
に
あ
た
っ
て
、
ま
ず
絵
が
上

手
。
本
法
寺
と
強
い
仏
縁
が
あ
る
。
絵
師
が
法

華
衆
で
あ
る
こ
と
。
そ
れ
か
ら
生
前
の
日
堯
の

面
貌
を
よ
く
知
っ
て
い
る
。
最
低
こ
の
四
つ
く

ら
い
の
条
件
は
考
え
た
と
思
う
の
で
す
。
そ
し

て
一
番
そ
の
条
件
に
適
す
る
の
は
、
狩
野
一
門

で
す
よ
ね
。
実
際
本
法
寺
に
は
狩
野
一
門
の
手

に
な
る
歴
代
住
職
像
が
現
存
し
て
い
ま
す
。

　

こ
れ
は
、
慶
長
四
年
に
長
谷
川
一
門
が
総
力

を
挙
げ
て
描
き
、
本
法
寺
へ
寄
進
し
た
「
大
涅

槃
図
」
の
裏
書
で
す
。
こ
れ
は
等
伯
の
終
生
の

後
援
者
と
な
る
本
法
寺
第
十
世
功
徳
院
日
通

に
よ
っ
て
書
か
れ
た
も
の
で
す
。
そ
の
五
段
目

の
中
央
に
、
教
行
院
日
受
と
書
い
て
、
そ
の
脇

に
等
伯
の
逆
修
法
名
以
下
長
谷
川
一
門
の
供

養
銘
が
並
ん
で
い
ま
す
。
こ
の
こ
と
は
等
伯
自

身
も
含
め
て
一
門
が
す
べ
て
の
供
養
を
教
行

院
日
受
に
委
ね
て
い
た
こ
と
、
つ
ま
り
長
谷
川

一
門
と
特
別
な
仏
縁
を
結
ん
だ
僧
侶
が
こ
の

教
行
院
日
受
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
を
示
し

て
い
ま
す
。
日
受
は
慶
長
三
年
八
十
九
歳
で
亡

く
な
り
ま
す
。
そ
し
て
こ
の
「
大
涅
槃
図
」
は

慶
長
四
年
に
完
成
し
て
い
ま
す
。
当
然
等
伯

は
、
自
身
が
深
く
帰
依
し
た
日
受
の
遺
徳
を
讃

嘆
す
る
た
め
に
こ
れ
を
制
作
し
寄
進
し
た
と

思
い
ま
す
。

　

本
法
寺
開
創
当
時
三
十
四
カ
坊
在
っ
た
と

伝
え
ら
れ
る
支
院
・
宿
坊
の
筆
頭
が
教
行
院
で

そ
の
二
代
目
住
職
が
日
受
で
す
。
要
す
る
に
当

時
の
本
法
寺
の
大
番
頭
と
し
て
、
本
法
寺
の
運

営
に
関
し
て
大
き
な
権
限
を
持
っ
て
い
た
人

物
で
あ
っ
た
訳
で
す
。
加
え
て
、
こ
の
日
受
と

い
う
僧
侶
は
法
華
衆
の
名
門
、
蒔
絵
を
名
誉
の

家
職
と
し
て
後
藤
一
門
、
本
阿
弥
一
門
等
と

も
家
職
、
血
縁
を
重
ね
て
い
た
五
十
嵐
一
門
の

出
身
な
の
で
す
。
教
行
院
の
住
職
は
、
第
二
世

日
受
か
ら
第
六
世
の
日
富
ま
で
ほ
と
ん
ど
が

五
十
嵐
一
門
の
出
身
で
す
。
つ
ま
り
本
山
本
法

寺
に
お
け
る
最
有
力
者
で
あ
り
、
五
十
嵐
一
門

の
人
脈
を
併
せ
持
っ
た
日
受
の
力
を
、
等
伯
は

背
景
に
持
っ
て
い
た
可
能
性
が
あ
る
の
で
す

ね
。
等
伯
の
時
代
、
今
日
で
言
う
檀
家
と
い
う

概
念
は
あ
り
ま
せ
ん
。
安
土
桃
山
期
以
前
は
、

あ
く
ま
で
も
信
徒
個
人
が
個
人
の
僧
侶
を
選

択
し
結
縁
を
す
る
い
わ
ゆ
る
一
対
一
の
「
師
檀

関
係
」
が
基
本
で
す
。
そ
れ
が
江
戸
期
に
な
っ

て
、
お
寺
に
信
徒
の
人
別
、
つ
ま
り
戸
籍
を
持

た
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
初
め
て
家
が
一
つ
の

単
位
と
し
て
お
寺
と
縁
を
結
ぶ
「
寺
檀
関
係
」

に
移
行
し
ま
す
。
つ
ま
り
等
伯
の
生
き
た
時
代

に
は
自
身
の
意
志
で
個
人
と
し
て
、
僧
侶
に
帰

依
し
結
縁
す
る
と
い
う
こ
と
が
、
許
さ
れ
て
い

た
と
い
う
こ
と
な
の
で
す
ね
。

　

私
は
等
伯
と
教
行
院
日
受
と
は
「
師
檀
関

係
」
で
結
ば
れ
て
い
た
と
考
え
て
い
ま
す
。
等

伯
の
養
父
母
は
元
亀
二
年
に
亡
く
な
る
。
養
父

母
を
送
っ
た
後
に
京
都
へ
移
住
し
た
と
考
え

た
場
合
、
ど
う
見
て
も
京
都
移
住
は
元
亀
三
年

か
四
年
く
ら
い
で
す
よ
。
日
堯
が
遷
化
す
る
の

は
元
亀
三
年
で
移
住
後
に
縁
を
結
ん
だ
の
で

は
、
こ
の
絵
の
依
頼
は
等
伯
に
は
来
な
い
。
で

す
か
ら
等
伯
は
奥
村
信
春
と
名
乗
っ
て
い
た

時
代
に
は
既
に
日
受
と
の
間
に
「
師
壇
関
係
」

を
結
ん
で
い
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
す
。
奥
村

家
の
菩
提
寺
、
本
延
寺
の
宿
坊
で
あ
る
教
行
院

に
滞
在
し
て
絵
の
修
行
を
す
る
機
会
が
あ
っ

た
と
考
え
て
い
ま
す
。
多
分
等
伯
は
二
十
歳
前

後
の
頃
に
教
行
院
で
絵
の
修
業
を
す
る
傍
ら
、

当
時
の
住
職
で
あ
る
日
受
に
帰
依
し
て
「
師

檀
関
係
」
を
結
び
帰
郷
し
た
。
日
受
と
の
「
師

壇
関
係
」
を
残
し
た
ま
ま
長
谷
川
家
へ
養
子

に
入
っ
た
の
で
、
長
谷
川
の
名
前
で
自
身
の
実

家
で
あ
る
奥
村
家
の
所
属
す
る
本
延
寺
に
祖

師
像
の
彩
色
の
寄
進
が
可
能
で
あ
っ
た
の
で

し
ょ
う
。
等
伯
は
京
都
で
の
修
行
時
代
か
ら
日

堯
の
面
貌
も
よ
く
知
っ
て
い
た
で
し
ょ
う
し
、

何
よ
り
も
日
受
を
背
景
に
持
っ
て
い
る
。
つ
ま

り
こ
の
二
つ
の
要
素
が
な
い
と
、
こ
の
絵
の
制

作
依
頼
が
等
伯
に
な
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
の
で

す
。
あ
る
意
味
日
受
の
独
断
に
近
い
形
で
、
自

身
と
「
師
檀
関
係
」
に
あ
っ
た
等
伯
に
制
作
が

依
頼
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
と
考
え
て
い
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
な
こ
と
か
ら
、
私
は
こ
の
日
堯
像

の
脇
書
は
日
受
に
よ
っ
て
書
き
入
れ
ら
れ
た

の
で
は
な
い
か
と
考
え
、
現
在
も
本
法
寺
に
残

さ
れ
て
い
る
日
受
自
身
の
署
名
の
あ
る
著
述

の
文
字
と
、
日
堯
像
の
脇
書
の
文
字
の
類
似
性

を
専
門
家
に
鑑
定
し
て
も
ら
っ
た
と
こ
ろ
、
極

め
て
高
い
確
率
で
同
一
人
物
の
手
に
な
る
も

の
で
あ
ろ
う
と
い
う
鑑
定
結
果
で
し
た
。
そ
し

て
、
こ
こ
（
日
堯
像
の
沓
の
下
）
に
も
う
一
つ
、

異
字
体
で
等
伯
の
養
父
の
法
名
と
、
等
伯
の

名
前
を
書
い
て
、
印
章
が
捺
し
て
あ
る
。
こ
れ

こ
そ
が
、
こ
の
絵
が
画
料
を
目
的
と
し
て
描
か

れ
た
絵
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
も
等
伯
が
自
分

の
養
父
の
追
善
の
た
め
に
描
い
て
納
め
ら
れ

て
い
る
証
拠
な
の
で
す
。
普
通
画
料
を
頂
く
絵

に
絵
師
自
身
の
親
の
法
名
を
書
く
こ
と
は
し

ま
せ
ん
よ
ね
。
つ
ま
り
等
伯
は
、
能
登
で
こ
れ

を
描
い
て
本
延
寺
の
正
覚
院
日
慈
に
持
っ
て

い
っ
た
。
日
慈
は
こ
れ
に
等
伯
の
養
父
宗
清
の

法
号
と
没
年
を
書
き
込
ん
で
、
等
伯
に
印
鑑
を

捺
さ
せ
、
こ
れ
を
教
行
院
に
寄
せ
、
こ
れ
に
教

行
院
日
受
が
脇
書
を
し
て
本
法
寺
に
寄
進
し
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た
と
考
え
ま
し
た
。

《
本
法
寺
史
料
…
法
華
宗
の
人
脈
》

　

京
都
へ
移
住
し
た
等
伯
が
、
ど
う
い
う
環

境
で
絵
を
描
い
た
か
が
よ
く
分
か
る
史
料
に
、

『
妙
法
堂
過
去
帳
』
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
日

通
の
出
身
母
体
で
あ
る
油
屋
伊
達
一
門
と
、
本

法
寺
の
大
壇
那
で
あ
っ
た
本
阿
弥
、
五
十
嵐

一
門
と
そ
の
縁
者
の
供
養
銘
の
み
を
記
し
た

い
わ
ば
日
通
の
個
人
的
な
史
料
で
す
。
ま
ず
油

屋
一
門
は
、
堺
を
代
表
す
る
豪
商
で
、
油
屋
常

言
が
当
時
の
油
屋
の
宗
家
の
当
主
で
す
。
そ
の

次
男
が
仏
心
院
日
洸
で
日
通
の
師
匠
に
な
り

ま
す
。
そ
し
て
、
日
通
の
父
・
常
金
、
常
佐
、
常

連
、
常
琢
、
彼
ら
も
油
屋
の
一
門
で
何
れ
も
当

時
有
名
な
茶
人
で
す
。
北
向
道
陳
は
堺
の
法
華

衆
で
、
千
利
休
に
書
院
の
茶
を
伝
授
し
た
方
で

す
。
要
す
る
に
お
金
持
ち
で
、
お
茶
に
精
通
し

て
い
て
、
教
養
も
あ
っ
て
、
と
い
う
の
が
日
通

の
出
身
母
体
、
堺
の
法
華
衆
の
実
際
な
の
で
す

ね
。

　

加
え
て
本
阿
弥
一
門
は
京
都
本
法
寺
の
筆

頭
の
信
徒
で
す
か
ら
、
一
門
三
十
七
名
も
の
法

号
が
書
い
て
あ
り
ま
す
。
本
阿
弥
一
門
以
外
に

も
、
当
時
の
連
歌
界
の
指
導
者
で
あ
る
の
里
村

紹
巴
な
ど
の
名
前
も
見
え
ま
す
。
彼
も
ま
た
頂

妙
寺
本
立
院
を
宿
坊
と
し
た
法
華
衆
で
す
。
そ

れ
か
ら
、
等
伯
日
妙
、
道
淳
・
長
谷
川
久
蔵
な
ど

の
長
谷
川
一
門
の
法
号
も
ち
ゃ
ん
と
書
き
こ

ま
れ
て
い
て
当
時
の
法
華
衆
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー

ク
の
一
端
が
窺
え
る
貴
重
な
資
料
で
す
。

《
俵
屋
一
門
と
狩
野
一
門
》

　

重
要
な
名
前
が
次
で
す
。
常
知
日
清
（
蓮

池
）。
そ
れ
か
ら
周
政（
蓮
池
）。
そ
れ
か
ら
宗
利

（
喜
多
川
常
通
父
）。
彼
ら
は
同
じ
一
門
で
頂
妙

寺
の
大
乗
院
を
宿
坊
と
し
た
法
華
衆
で
す
。
そ

し
て
こ
の
一
門
の
屋
号
は
俵
屋
な
の
で
す
。
俵

屋
は
元
来
大
舎
人
座
三
十
一
家
と
言
わ
れ
た

機
織
屋
で
す
。
い
わ
ゆ
る
三
十
一
家
で
織
物
の

生
産
・
流
通
を
独
占
的
に
支
配
し
て
い
た
の
で

す
。
加
え
て
「
～
蓮
池
平
左
衛
門
尉
／
加
判
秀

明
、
狩
野
大
炊
助
／
元
信
」
の
よ
う
に
書
か
れ

て
い
る
文
書
が
存
在
し
ま
す
。
こ
れ
は
、
扇
座
、

つ
ま
り
扇
絵
を
描
く
座
の
支
配
の
権
利
を
、
一

門
以
外
に
任
せ
な
い
と
い
う
文
献
の
一
部
で

す
。
要
す
る
に
、狩
野
一
門
と
俵
屋
一
門
で
、扇

座
の
全
権
を
掌
握
し
て
い
る
わ
け
で
す
。
そ
の

理
由
と
し
て
は
当
時
の
機
織
座
を
支
配
し
て

い
た
一
門
は
、
常
に
織
物
の
下
絵
つ
ま
り
正
絵

を
描
く
図
案
家
と
し
て
の
絵
師
を
確
保
し
て

お
く
必
要
が
あ
っ
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
ま
す
。

扇
座
を
支
配
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
織
師
と
同

時
に
俵
屋
と
狩
野
一
門
の
絵
師
達
を
囲
い
込

ん
で
い
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
す
。
そ
し
て
、

俵
屋
・
喜
多
川
と
、
俵
屋
・
蓮
池
、
こ
の
二
家
で
、

機
織
屋
と
絵
屋
、
扇
屋
を
分
掌
す
る
。
俵
屋
の

扇
は
有
名
で
こ
の
頃
か
ら
ブ
ラ
ン
ド
で
す
。
そ

の
絵
屋
工
房
・
扇
屋
を
掌
握
し
た
の
が
、
蓮
池
・

喜
多
川
一
門
の
俵
屋
宗
達
で
し
ょ
う
、
多
分
。

　

等
伯
は
、
京
都
の
ど
こ
で
絵
の
修
行
を
し
、

一
門
を
養
っ
て
い
た
の
か
と
考
え
た
時
、
等
伯

が
背
景
と
し
た
五
十
嵐
一
門
は
、
当
時
狩
野
一

門
の
工
房
、
俵
屋
一
門
の
工
房
、
本
阿
弥
一
門

の
工
房
に
隣
接
し
た
場
所
に
工
房
を
構
え
て

い
る
わ
け
で
す
よ
。
等
伯
も
法
華
衆
の
工
房
が

蝟
集
し
、
多
数
の
織
師
や
絵
師
達
が
居
住
し
た

地
域
、
上
京
の
中
小
川
地
区
あ
た
り
に
住
ん
で

い
た
可
能
性
が
高
い
の
で
す
。
本
法
寺
も
小
川

通
り
に
面
し
て
あ
り
ま
す
も
の
ね
。
つ
ま
り
等

伯
は
京
都
移
住
の
後
も
五
十
嵐
一
門
の
法
華

衆
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
背
景
と
し
て
、
一
門
を

養
い
自
身
絵
師
と
し
て
成
長
す
る
環
境
に
困

難
は
な
か
っ
た
は
ず
で
す
。
極
端
な
こ
と
を
い

う
と
、
等
伯
は
俵
屋
や
狩
野
一
門
の
工
房
で
絵

を
描
い
て
い
た
こ
と
さ
え
あ
る
か
も
し
れ
な

い
。
つ
ま
り
、
後
年
光
派
・
琳
派
と
称
さ
れ
る
よ

う
に
な
る
俵
屋
宗
達
も
、
あ
の
有
名
な
本
阿
弥

光
悦
で
さ
え
当
時
の
等
伯
の
ご
く
近
傍
に
い

る
の
で
す
。
そ
し
て
、
俵
屋
を
含
め
て
当
時
の

上
層
の
法
華
衆
は
極
め
て
富
裕
、
茶
の
湯
に
精

通
し
多
く
の
名
器
名
物
も
所
有
し
て
い
る
。
そ

う
い
う
交
わ
り
の
中
で
、
等
伯
は
多
く
の
名
画

に
触
れ
る
の
で
す
ね
。
例
え
ば
等
伯
画
説
に
も

等
伯
が
里
村
紹
巴
の
家
で
、
応
召
君
の
名
画
を

現
に
見
ま
し
た
と
書
い
て
あ
り
ま
す
ね
。
堺
衆

の
記
述
も
多
く
あ
り
ま
す
。
日
通
の
親
族
も
皆

堺
の
有
力
な
法
華
衆
で
す
か
ら
、
そ
こ
に
所
蔵

さ
れ
て
い
た
宋
元
時
代
の
名
画
を
鑑
賞
す
る

機
会
が
充
分
あ
っ
た
の
で
し
ょ
う
ね
。

《
等
伯
と
千
利
休
》

　

で
は
、
千
利
休
と
等
伯
は
ど
う
や
っ
て
結
び

つ
い
た
の
で
し
ょ
う
か
。
そ
の
理
由
を
考
え
る

に
、
こ
れ
ま
で
私
が
述
べ
て
ま
い
り
ま
し
た
よ

う
に
、
当
時
の
長
谷
川
等
伯
が
活
動
の
背
景
と

し
た
堺
、
京
都
の
法
華
衆
の
多
く
は
極
め
て
富

裕
で
あ
り
、
ま
た
茶
の
湯
、
連
歌
、
能
楽
等
に

通
じ
た
教
養
人
で
あ
り
ま
し
た
。
皆
様
よ
く
ご

存
じ
の
通
り
千
利
休
は
茶
の
湯
の
大
成
者
で

あ
る
と
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
ま
す
。
利
休
自
身

は
禅
の
帰
依
者
で
は
あ
り
ま
し
た
が
、
法
華
衆

と
茶
の
湯
の
深
い
関
わ
り
を
考
え
た
時
、
利
休

と
法
華
衆
の
間
に
茶
の
湯
を
通
し
て
の
深
い

交
流
の
存
在
を
予
想
す
る
こ
と
は
容
易
な
こ

と
で
し
ょ
う
。
加
え
て
利
休
の
出
身
母
体
も
ま

た
日
通
と
同
じ
堺
、
魚
屋
。
日
通
の
出
身
母
体

で
あ
る
油
屋
は
当
時
か
ら
一
門
を
挙
げ
て
茶

の
湯
に
精
通
し
加
え
て
多
く
の
名
器
名
物
を

所
蔵
し
た
こ
と
で
知
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
ま
た

当
時
の
法
華
衆
が
其
々
の
家
職
を
通
し
て
時

の
政
権
と
深
い
関
わ
り
を
有
し
て
い
た
こ
と

も
見
逃
す
こ
と
の
出
来
な
い
要
素
で
あ
る
と

思
わ
れ
ま
す
。
刀
剣
の
御
用
、
金
銀
貨
幣
の
制

作
、
海
外
貿
易
等
に
象
徴
さ
れ
る
よ
う
に
、
彼

ら
の
所
謂
政
商
と
し
て
の
側
面
は
確
実
に
存

在
す
る
の
で
す
か
ら
。
こ
れ
ら
の
事
柄
を
考

え
合
わ
せ
た
時
、
天
下
人
豊
臣
秀
吉
の
側
近

に
あ
っ
た
利
休
と
等
伯
は
法
華
衆
の
ネ
ッ
ト

ワ
ー
ク
を
介
し
て
意
外
に
近
い
場
所
に
い
た

こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
利
休
施
主
の
大
徳
寺
金

毛
閣
の
天
井
、
柱
絵
の
制
作
依
頼
が
、
等
伯
に

な
さ
れ
た
理
由
も
ま
た
法
華
衆
、
堺
、
茶
の
湯

を
キ
ー
ワ
ー
ド
と
し
た
其
々
の
関
係
性
の
中

に
存
す
る
の
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。

《
結
び
に
》

　

等
伯
は
、
能
登
に
お
い
て
法
華
衆
の
ネ
ッ
ト

ワ
ー
ク
の
中
で
主
に
法
華
宗
の
寺
院
に
、
僧
侶

の
た
め
に
絵
を
描
い
た
。
そ
し
て
、
京
都
に
移

住
し
た
後
に
は
教
行
院
日
受
に
連
な
る
五
十

嵐
、
本
阿
弥
一
門
の
後
援
を
受
け
て
、
そ
の
血

縁
、
家
職
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
中
で
、
自
身
画

業
を
続
け
一
門
を
育
て
て
い
く
。
や
が
て
、
日

通
と
の
結
縁
を
経
て
千
利
休
と
も
繋
が
る
。
利

休
と
繋
が
っ
た
等
伯
は
、
こ
の
頃
か
ら
法
華
衆

の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
外
で
、
大
き
な
仕
事
を
受

注
し
な
が
ら
、
画
家
と
し
て
大
成
を
し
て
行
っ

た
の
だ
と
思
い
ま
す
。
私
自
身
は
法
華
宗
の
僧

侶
で
あ
り
ま
す
の
で
、
絵
を
見
る
学
者
さ
ん
た

ち
と
は
少
し
違
っ
た
等
伯
の
姿
が
見
え
ま
す
。

等
伯
の
絵
師
と
し
て
の
生
涯
そ
し
て
そ
の
画

業
を
考
察
す
る
時
、
当
時
の
法
華
衆
の
有
り
様

と
い
う
の
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
、
等
伯
の

制
作
の
背
景
を
際
立
た
せ
る
こ
と
に
資
す
る

の
で
は
な
い
か
と
考
え
、
こ
の
度
七
尾
美
術
館

の
依
頼
を
受
け
、「
法
華
宗
を
め
ぐ
る
人
々
」
と

い
う
か
た
ち
で
お
話
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま

し
た
。

※
本
文
は
平
成
29
年
４
月
29
日
に
行
わ
れ
た「
長

谷
川
等
伯
展
」
記
念
講
演
会
の
内
容
を
、
当
館

の
責
任
に
お
い
て
ま
と
め
た
も
の
で
す
。
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2018

1
January

◆
1
月
～
3
月
カ
レ
ン
ダ
ー
◆　

※
■
は
休
館
日

◆
開
館
時
間
◆　

午
前
９
時
～
午
後
５
時

（
入
館
は
午
後
４
時
30
分
ま
で
）

2
February

3
March

◎次号・第93号（春号）は４月１日発行予定です。

●飛行機…のと里山空港から「のと里山海道」利用約45分　●車…「のと里山海道」徳田大津JCTから

約15分又は「能越自動車道」七尾城山IC又は七尾ICから約10分　●タクシー…JR七尾駅から約５分　

●徒歩…JR七尾駅から約20分　●市内循環バス「まりん号」…JR七尾駅前「ミナ.クル」バス停から「七

尾美術館前」下車（順回り約８分・逆回り約14分、１日各８便）　●ななおコミュニティバス「ぐるっと７」

…JR七尾駅前５番乗り場から「小丸山台１丁目」下車（西コース約10分、１日４便）

至：和倉温泉駅

至：和倉、輪島

至：のと里山海道
　（徳田大津J.C.T）

至：能越自動車道
　（七尾I.C）

至：羽咋、のと里山
　 海道（柳田I.C）

至：のと里山海海道
　（上棚矢駄I.C）

至：のと里山海道
　（徳田大津J.C.T）

至
：
氷
見
、
高
岡

至：能越自動車道
　（七尾I.C）

至：羽咋、のと里山
　 海道（柳田I.C）

至：のと里山海道
　（上棚矢駄I.C）

小丸山小学校
JR七尾駅 至

：
能
越
自
動
車
道

　 

（
七
尾
城
山
I.C
）

能登食祭市場

七尾市役所
小丸山城趾公園

総合市民
体育館

能登総合病院

小丸山南七尾美術館前

小島西部

藤野町北

小丸山

国分

城山

川原町

能登病院口

七尾城山I.C口

２

石川県
七尾美術館
石川県
七尾美術館

七 尾 湾

159

249 249

160

P割引、プレゼントなど特典いろいろ！
ぜひご利用ください。

エントランスホール及びティールー
ムにて、Wi-Fiスポットサービスの
「FREESPOT」をご利用頂けます。

■ ■ ■
■

■
■
■

■
■ ■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■ ■ ■
■

■
■
■ ■
■

　平成30年4月28日（土）～5月27日（日）　〈会期中無休〉

平成24年度 春の展覧会予定

※左記のほかにも友の会会員限定の催し、特典が
ございます。４月からご活用いただけるよう、お
早目のご入会をお待ちいたしております。

平成30年度　石川県七尾美術館友の会会員募集のご案内
　新年度友の会会員を次の要領で募集いたします。現在会員の方で更新をご希望される方は改めてお申込みください。
お申込みのない場合はそのまま退会となってしまいますのでご注意ください。

★入会手続き★　①受付開始　３月１日(木)から【年度会費1,000円】※1

　　　　　　　　②受付場所　当館受付カウンターまたは郵便受付※2
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（郵便振替用紙をご利用ください）
　※１　会員証は美術館だより第93号（春号・2018年４月１日発行予定）と一緒にお送りします。
　※２　郵便局備え付けの振替用紙の通信欄に必要事項《会員の区別(更新･新規･元会員)･郵便番号・
　　　　住所･電話番号･氏名》をご記入のうえ､会費を添えて最寄りの郵便局窓口へお出しください。
　　　　払込手数料（130円）は恐縮ですがご負担ください。

★友の会特典★
 その１  当館主催展覧会の観覧料が割引になります。
 その２  情報満載｢美術館だより｣をお送りします。（年度内４回発行)
 その３  相互割引提携館主催の展覧会観覧料が割引になります。（会員本人のみ）
 その４  特別企画展開会式･内覧会にご招待します。（無料）
 その５  販売グッズが割引になります。（一部除く）
 その６  喫茶室利用代金が10％割引になります。（10円未満切捨）

郵便振替口座番号 ００７１０―０―５０７９５
加入者名 石川県七尾美術館　友の会

日 月 火 水 木 金 土
1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

日 月 火 水 木 金 土
1 2 3

4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28

日 月 火 水 木 金 土
1 2 3

4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

◆第１・2・3展示室

「長谷川等伯展 ～等伯の挑戦と継承せし者たち～」
　当館で毎年開催している、能登国七尾出身の絵師・長谷川等伯（1539〜1610）のシリー
ズ23回目の展示です。今回は、平成29年度「長谷川等伯展」で新たに紹介した等伯の重
要な人脈にも触れながら、《等伯の挑戦…信春時代の仏画と鑑賞画》《等伯の挑戦…巧
みな水墨画の技へ》《等伯を継承せし者たち》の３テーマで、「複製松林図屏風」を含め
た27点を展示します。等伯の絵師としての挑戦、活躍を是非ご覧ください。
☆特別講演会：４月29日（日.祝） 午後２時〜 「

羅
漢
図
」
長
谷
川
等
伯

京
都
市
・
大
徳
寺
蔵

「
松
竹
図
屏
風
」（
部
分
）　

長
谷
川
等
伯

国
指
定
重
要
文
化.

財

「
禅
宗
祖
師
図
襖
」（
部
分
）

長
谷
川
等
伯

京
都
市
・
天
授
庵
蔵


