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き

夷
い

睡
すい
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ず
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今
回
の
「
冬
季
・
所
蔵
品
展
」
は
、
当
館
所
蔵
作
品
と

一
部
寄
託
作
品
よ
り
、
〜
織
部
の
魅
力
〜
・
〜
選
ば
れ
た

モ
チ
ー
フ
〜
・
〜
石
川
県
の
彫
刻
家
〜
の
三
つ
の
テ
ー
マ

で
、
工
芸
、
絵
画
、
彫
刻
な
ど
を
紹
介
し
ま
す
。

当
美
術
館
の
中
核
を
な
す
「
池
田
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
」
は
、

七
尾
市
出
身
で
七
尾
市
名
誉
市
民
で
も
あ
る
故
池
田
文
夫

氏
が
生
前
に
収
集
し
た
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
で
、
特
に
氏
が
会

社
を
設
立
し
活
躍
さ
れ
た
、
岐
阜
県
美
濃
地
方
に
ゆ
か
り

の
深
い
や
き
も
の
が
充
実
し
て
い
ま
す
。

今
回
は
、
そ
の
美
濃
焼
と
呼
ば
れ
る
志
野
、
織
部
、
黄

瀬
戸
、
瀬
戸
黒
の
中
か
ら
、
織
部
焼
の
優
品
を
紹
介
し
ま

す
。織

部
の
名
は
、
桃
山
時
代
に
活
躍
し
た
茶
人
・
古
田
織

部
に
由
来
し
、
武
士
好
み
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
意

匠
は
前
衛
的
と
も
言
え
る
よ
う
な
斬
新
な
も
の
が
多
く
、

中
に
は
当
時
日
本
に
や
っ
て
来
た
、
南
蛮
人
を
モ
チ
ー
フ

に
し
た
燭
台
な
ど
も
あ
り
ま
す
。

様
々
に
表
現
さ
れ
た
、
斬
新
か
つ
味
わ
い
深
い
織
部
の

魅
力
を
お
楽
し
み
く
だ
さ
い
。
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品
は
現
在
三
点
し
か
知
ら
れ
て
い
ま
せ
ん
。
ま
た
、
使
用

さ
れ
た
時
期
に
つ
い
て
、
二
十
歳
代
後
半
か
ら
三
十
歳
代

前
半
頃
に
使
用
し
た
袋
形
「
信
春
」
印
と
、
五
十
歳
代
頃

か
ら
用
い
た
「
等
伯
」
印
と
の
間
、
一
時
期
に
の
み
使
用

さ
れ
た
も
の
と
し
て
注
目
さ
れ
て
い
ま
す
。
す
な
わ
ち
、

こ
の
作
品
は
上
洛
後
の
等
伯
が
様
々
な
画
派
の
絵
を
学

び
、
晩
年
の
長
谷
川
派
の
土
台
を
固
め
た
貴
重
な
時
期
に

描
か
れ
た
と
い
う
こ
と
な
の
で
す
。

水
墨
画
の
小
品
で
は
あ
り
ま
す
が
、
以
上
の
よ
う
な
こ

と
に
加
え
、
筆
致
に
は
晩
年
の
等
伯
代
表
作
へ
続
く
特
徴

が
見
ら
れ
、
ま
た
雪
舟
か
ら
等
春
、
狩
野
派
的
な
要
素
も

確
認
さ
れ
る
な
ど
、
等
伯
研
究
に
お
い
て
重
要
な
作
品
と

言
え
る
で
し
ょ
う
。

第
三
展
示
室
で
は
、
石
川
県
出
身
の
彫
刻
家
十
人
の
作

品
を
紹
介
し
ま
す
。

七
尾
市
に
生
ま
れ
、
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
著
名
な
芸
術

家
や
文
化
人
た
ち
と
交
流
し
、
高
い
評
価
を
得
た
高
田
博

厚
が
作
り
出
す
ブ
ロ
ン
ズ
作
品
、
平
櫛
田
中

ひ
ら
ぐ
し
で
ん
ち
ゅ
う
に
師
事
し

日
本
美
術
院
で
活
躍
す
る
一
方
、
法
隆
寺
の
復
元
・
修
復

に
も
参
加
し
た
田
中
太
郎
が
表
現
す
る
木
彫
作
品
な
ど
、

計
十
四
点
を
お
楽
し
み
く
だ
さ
い
。
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「
冬
季
・
所
蔵
品
展
」

一
月
四
日（
土
）
〜
二
月
二
十
三
日（
日
）

◇◇◇◇
第第第第
一一一一
展展展展
示示示示
室室室室

〜
織
部
の
魅
力
〜

す
べ
て
の
作
品
に
は
モ
チ
ー
フ
が
あ
り
ま
す
。
作
家
た

ち
は
、
そ
れ
ぞ
れ
に
描
き
た
い
モ
チ
ー
フ
を
選
び
、
時
に

は
花
を
、
あ
る
時
は
人
物
を
…
そ
し
て
、
ま
た
あ
る
時
に

は
風
景
と
向
か
い
合
い
ま
す
。

今
回
は
、
池
田
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
を
含
む
所
蔵
作
品
と
一

部
寄
託
作
品
か
ら
、
絵
画
二
十
五
点
を
モ
チ
ー
フ
ご
と
に

展
示
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
魅
力
を
紹
介
し
ま
す
。

ま
た
、
特
別
展
示
と
し
て
、
平
成
十
四
年
十
月
に
七
尾

市
が
購
入
し
た
長
谷
川
信
春
（
等
伯
）
筆
「
陳ち
ん

希き

夷い

睡す
い

図ず

」

も
初
公
開
い
た
し
ま
す
。

初
公
開
！
特
別
展
示

・
「
陳
希
夷
睡
図
」

長
谷
川
信
春
（
等
伯
）

筆

描
か
れ
た
人
物
は
、
等
伯
が
自
ら
語
っ
て
、
そ
れ
を
日

通
上
人
が
筆
録
し
た
重
要
文
化
財
『
等
伯
画
説
』
に
も
登

場
す
る
、
中
国
五
代
宋
時
代
初
期
の
隠
士
陳
搏

ち
ん
た
ん

と
考
え
ら

れ
ま
す
。樹
下
に
お
い
て
岩
に
寄
り
か
か
り
眠
る
様
子
が
、

ど
こ
と
な
く
ユ
ー
モ
ラ
ス
な
作
品
で
す
。

本
作
品
で
特
筆
す
べ
き
は
、
左
下
部
に
捺
さ
れ
た
「
信

春
」
印
で
す
。
こ
れ
は
、
多
く
の
狩
野
派
絵
師
が
使
用
す

る
鼎
か
な
え
形
（
壷
の
よ
う
な
形
）
で
、
こ
の
印
が
捺
さ
れ
た
作

◇◇◇◇
第第第第
二二二二
展展展展
示示示示
室室室室

〜
選
ば
れ
た
モ
チ
ー
フ
〜

「青織部南蛮人物燭台」
桃山時代

平
成
十
五
年
一
月
四
日
（
土
）
〜四

月
十
三
日
（
日
）

休
館
日
に
つ
い
て
は
裏
表
紙
を
ご
覧
く
だ
さ
い「陳希夷睡図」

長谷川信春（等伯）

「いないよ」
田中太郎

◇
観
　
覧
　
料

大
高
生
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般
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円
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個
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団
　
体
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第第第第
三三三三
展展展展
示示示示
室室室室

〜
石
川
県
の
彫
刻
家
〜

※
中
学
生
以
下
無
料
・
団
体
は
二
十
名
以
上
で
す
。



今
か
ら
約
四
五
〇
年
前
の
桃
山
時
代
は
千
利
休
ら
の
活

躍
に
よ
っ
て
「
茶
の
湯
」
が
大
成
さ
れ
た
時
期
で
す
。
利

休
は
国
産
の
や
き
も
の
に
も
価
値
観
を
見
い
だ
し
、
盛
ん

に
茶
席
な
ど
で
用
い
ま
し
た
。
そ
の
為
に
国
産
の
茶
道
具

に
対
す
る
需
要
が
増
し
、
国
内
の
各
窯
で
盛
ん
に
茶
陶
が

制
作
さ
れ
ま
し
た
。
そ
し
て
多
く
の
茶
人
達
の
要
望
に
応

じ
る
形
で
創
造
的
な
作
品
が
数
多
く
生
み
出
さ
れ
、
そ
の

多
彩
さ
は
日
本
の
陶
磁
史
の
中
で
も
特
筆
さ
れ
る
存
在
と

な
っ
て
い
ま
す
。

中
で
も
代
表
的
な
や
き
も
の
の
一
つ
が
「
美
濃
焼
」
で

す
。「
美
濃
焼
」
は
十
六
世
紀
末
に
現
在
の
岐
阜
県
美
濃

地
方
で
誕
生
し
た
と
い
わ
れ
ま
す
が
、
現
在
は
黄
瀬
戸
、

瀬
戸
黒
、
志
野
、
織
部
の
四
種
に
分
類
さ
れ
、
い
ず
れ
も

個
性
豊
か
な
作
風
で
広
く
知
ら
れ
て
い
ま
す
。

「
池
田
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
」
に
は
こ
の
「
美
濃
焼
」
を
中

心
に
多
く
の
茶
道
具
が
含
ま
れ
て
い
ま
す
が
、
本
展
で
は

そ
れ
ら
の
茶
道
美
術
品
約
三
十
点
を
紹
介
し
ま
す
。

観
覧
料
は
同
時
開
催
の「
石
川
県
ゆ
か
り
の
作
家
た
ち
」

と
共
通
に
な
り
ま
す
。

「
春
季
・
名
品
展

〜
池
田
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
・
茶
道
美
術
品
を
中
心
に
〜
」

三
月
一
日（
土
）
〜
四
月
十
三
日（
日
）

◇◇◇◇
第第第第
一一一一
展展展展
示示示示
室室室室
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※
中
学
生
以
下
無
料
・
団
体
は
二
十
名
以
上
で
す
。

※
同
時
開
催
の
「
春
季
・
名
品
展
」
と
共
通
料
金
で
す
。

当
美
術
館
で
は
、
こ
れ
か
ら
の
美
術
界
を
担
う
新
進
気

鋭
作
家
の
作
品
や
動
向
に
注
目
し
て
い
ま
す
。

昨
年
は
「
石
川
県
ゆ
か
り
の
作
家
た
ち
〜
若
手
日
本
画

家
の
視
点
〜
」
と
題
し
て
、
県
内
で
活
躍
し
て
い
る
日
本

画
家
に
焦
点
を
当
て
、
彼
ら
の
近
年
の
作
品
を
中
心
に
展

示
・
紹
介
し
ま
し
た
。

そ
し
て
今
年
は
、
太
平
洋
戦
争
後
、
芸
術
が
再
び
民
衆

に
近
づ
い
て
き
た
時
代
に
生
ま
れ
た
県
内
在
住
の
女
流
洋

画
家
に
焦
点
を
当
て
、
そ
れ
ぞ
れ
年
代
を
追
っ
て
展
示
し

ま
す
。
現
在
、
一
水
会
、
光
風
会
、
二
紀
会
と
異
な
る
会

派
で
活
躍
し
て
い
る
、
小
倉
尚
子
・
小
原
瑛
子
・
佐
々
波

啓
子
・
土
田
佳
代
子
の
作
品
、約
二
十
点
を
紹
介
し
ま
す
。

こ
れ
か
ら
の
若
手
作
家
に
刺
激
を
与
え
、
美
術
界
を
牽

引
す
る
役
割
を
担
う
立
場
に
あ
る
、
四
十
歳
代
か
ら
五
十

歳
代
の
彼
女
た
ち
は
、常
に
技
術
を
磨
き
な
が
ら
前
進
し
、

描
き
続
け
て
い
ま
す
。

洋
画
と
い
う
ジ
ャ
ン
ル
で
、さ
ま
ざ
ま
な
素
材
や
技
法
、

表
現
を
用
い
て
制
作
さ
れ
た
、
個
性
溢
れ
る
四
人
の
作
品

を
お
楽
し
み
く
だ
さ
い
。

◇◇◇◇
第第第第
二二二二
展展展展
示示示示
室室室室

「異郷の風」
小倉尚子

「夏から秋へ（アトリエ）」
土田佳代子

「時刻の彼方へ」
小原瑛子

「二人・遥」
佐々波啓子

「志野草花文足付香合」
桃山時代

「
石
川
県
ゆ
か
り
の
作
家
た
ち

〜
現
代
の
女
流
洋
画
家
た
ち
〜
」

三
月
一
日
（
土
）
〜
四
月
十
三
日
（
日
）

◇
共
通
観
覧
料

大
高
生

一
　
般

５
０
０
円

４
０
０
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０
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０
０
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個
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団
　
体
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ま
す
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
日
舜
上
人
の
後
を
継
い
だ
日
源
と
い

う
人
が
、
京
都
の
方
広
寺
大
仏
殿
の
残
木
を
も
ら
っ
て
、
元
和

元
年
（
一
六
一
五
）
に
妙
蓮
寺
仏
殿
（
本
堂
や
方
丈
）
を
建
て

た
と
い
う
記
録
も
あ
る
わ
け
で
す
。
こ
の
日
源
は
、
元
和
八
年

（
一
六
二
二
）
に
亡
く
な
っ
て
い
ま
す
。
方
丈
が
、
一
方
で
は
聚

楽
第
の
建
物
を
持
っ
て
き
て
建
て
た
と
言
わ
れ
、
も
う
一
方
で

は
日
源
さ
ん
が
建
て
た
と
い
う
言
葉
が
あ
る
わ
け
で
す
。
で
す

か
ら
、
も
し
長
谷
川
派
の
障
壁
画
が
妙
蓮
寺
に
あ
っ
た
と
し
ま

す
と
、
恐
ら
く
こ
の
方
丈
に
あ
っ
た
に
違
い
な
い
ん
で
す
。
し

か
し
、
そ
れ
が
い
つ
建
っ
た
の
か
と
い
う
こ
と
が
、
一
つ
の
隘

路
に
な
っ
て
き
ま
す
。
例
え
ば
、
元
和
の
初
め
頃
に
建
っ
た
と

す
る
と
、
等
伯
は
す
で
に
死
ん
で
お
り
ま
す
か
ら
関
わ
る
は
ず

は
な
い
と
か
…
し
か
し
、
日
舜
上
人
が
没
し
た
の
が
慶
長
十
六

年
、
そ
の
以
前
に
聚
楽
第
の
建
物
を
も
ら
っ
て
方
丈
を
建
て
た

と
い
う
こ
と
に
な
る
と
、
等
伯
関
与
の
可
能
性
が
あ
る
と
い
う

こ
と
な
ん
で
す
。

そ
し
て
、
も
う
一
つ
大
事
な
こ
と
は
、
江
戸
時
代
中
期
の
天

明
八
年
（
一
七
八
八
）
正
月
、
東
山
の
方
か
ら
火
が
起
り
、
京

都
市
内
の
殆
ど
が
焼
け
る
わ
け
で
す
。
こ
の
時
、
妙
蓮
寺
も
全

部
焼
け
て
い
ま
す
。
現
在
あ
る
妙
蓮
寺
と
い
う
も
の
は
そ
れ
以

後
に
建
て
ら
れ
た
も
の
で
す
か
ら
、
天
明
の
火
事
以
前
と
以
後

と
い
う
こ
と
を
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
す
。
現
在
の
妙

蓮
寺
の
奥
書
院
と
い
う
と
こ
ろ
に
こ
の
障
壁
画
は
入
っ
て
お
り
、

こ
の
障
壁
画
が
天
明
の
火
事
以
降
に
再
建
さ
れ
た
妙
蓮
寺
に
、

再
建
す
る
に
あ
た
っ
て
他
の
と
こ
ろ
に
あ
っ
た
も
の
を
運
ん
で

き
た
か
と
い
う
こ
と
が
、
一
つ
考
え
ら
れ
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
。

ま
た
一
つ
は
、
今
申
し
ま
し
た
よ
う
に
元
々
妙
蓮
寺
に
あ
っ
た

も
の
が
、
そ
の
火
事
の
最
中
に
救
い
出
さ
れ
て
残
り
、
そ
れ
が

再
建
さ
れ
た
奥
書
院
と
玄
関
の
間
に
入
っ
た
と
。
そ
う
い
う
二

つ
の
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
土
居
先
生
は
「
大
本
山
妙
蓮
寺
史
」

と
い
う
本
の
中
で
、
先
生
た
ち
の
個
人
的
な
体
験
と
結
び
つ
け

て
書
い
て
お
ら
れ
ま
す
。
第
二
次
世
界
大
戦
後
に
、
智
積
院
が

火
事
に
な
り
ま
し
た
。
も
ち
ろ
ん
、
等
伯
或
い
は
そ
の
一
門
が

描
い
た
障
壁
画
が
あ
り
ま
す
。
智
積
院
と
博
物
館
と
い
う
の
は

道
路
一
本
隔
て
て
あ
る
わ
け
で
、
そ
の
時
に
博
物
館
の
学
芸
員

が
直
ち
に
火
事
の
現
場
に
入
り
、
引
き
出
せ
る
も
の
は
引
き
出

し
て
、
引
き
出
せ
な
い
も
の
は
ナ
イ
フ
で
切
っ
て
運
び
出
し
た
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只
今
ご
紹
介
に
あ
ず
か
り
ま
し
た
狩
野
で
ご
ざ
い
ま
す
。

毎
年
こ
の
美
術
館
で
は
、
長
谷
川
等
伯
に
ち
な
ん
だ
展
覧
会

が
開
催
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
よ
く
存
じ
て
お
り
ま
し
て
、
い
つ

か
お
話
し
す
る
こ
と
も
あ
ろ
う
か
と
思
っ
て
お
り
ま
し
た
。

こ
の
妙
蓮
寺
に
は
、
数
多
く
の
長
谷
川
派
と
思
わ
れ
る
襖
絵

が
ご
ざ
い
ま
す
。
現
在
残
っ
て
お
り
ま
す
の
は
全
部
で
三
十
八

面
（
表
裏
）
で
、
重
要
文
化
財
に
指
定
さ
れ
て
お
り
ま
す
。
そ

れ
に
附
と
し
て
柳
の
絵
四
面
が
加
え
ら
れ
、
全
部
で
四
十
二
面

（
そ
の
内
さ
ら
に
天
袋
四
面
を
合
わ
せ
て
）
で
す
。
そ
の
内
の
一

部
分
が
、
今
回
こ
の
美
術
館
に
来
て
い
ま
す
。

こ
れ
ら
は
、
昭
和
の
初
期
頃
に
は
狩
野
山
楽
筆
と
伝
え
ら
れ

て
い
た
よ
う
で
す
が
、
江
戸
時
代
初
期
以
前
の
画
派
と
か
流
派

に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
癖
と
い
う
の
が
あ
り
ま
す
。
一
番
よ
く
表

れ
る
の
が
、
皴
法
と
言
わ
れ
る
岩
を
描
く
描
き
方
で
す
。
木
の

幹
を
描
く
時
に
も
出
ま
す
が
、
流
派
に
よ
っ
て
独
特
の
も
の
が

あ
り
ま
す
。
そ
う
い
う
こ
と
か
ら
、
こ
れ
は
狩
野
派
で
は
な
く

長
谷
川
派
で
あ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
わ
け
で
す
。

妙
蓮
寺
は
、
非
常
に
古
い
歴
史
を
も
っ
て
お
り
ま
す
。
開
創

は
永
仁
二
年
（
一
二
九
四
）、
鎌
倉
時
代
で
す
。
ま
ず
注
目
す
べ

き
こ
と
は
、
天
正
十
五
年
（
一
五
八
七
）
秀
吉
の
時
代
、
日
舜

上
人
と
い
う
方
が
妙
蓮
寺
を
復
興
し
て
い
ま
す
。
こ
の
十
五
年

に
秀
吉
が
聚
楽
第
を
作
る
と
い
う
の
で
、
移
転
を
命
じ
ら
れ
る

わ
け
で
す
。
今
残
っ
て
い
る
妙
蓮
寺
は
、
こ
の
移
転
さ
せ
ら
れ

た
場
所
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
寺
ノ
内
に
移
っ
て
か
ら
、
秀
吉
、

或
い
は
豊
臣
家
の
庇
護
の
も
と
に
、
大
々
的
に
発
展
し
て
い
く

わ
け
で
す
。
こ
の
日
舜
上
人
が
亡
く
な
っ
た
の
が
慶
長
十
六
年

（
一
六
一
一
）、
こ
の
前
年
に
等
伯
は
亡
く
な
っ
て
い
ま
す
。

秀
吉
の
養
子
で
あ
る
秀
次
の
た
め
に
作
ら
れ
た
聚
楽
第
、
こ

れ
は
破
却
さ
れ
ま
す
が
、
そ
の
壊
さ
れ
た
建
物
は
京
都
の
色
ん

な
と
こ
ろ
に
引
き
取
ら
れ
て
い
っ
た
わ
け
で
す
。
日
舜
上
人
が

再
建
す
る
時
、
聚
楽
第
の
中
に
あ
っ
た
建
物
を
拝
領
し
て
大
方

丈
が
再
建
さ
れ
た
と
い
う
ふ
う
に
、
妙
蓮
寺
で
は
言
わ
れ
て
い

「
妙
蓮
寺
の
障
壁
画
に
つ
い
て
」

講
師
　
　
狩
野
　
博
幸

等
伯
コ
ー
ナ
ー
　
　
講
演
会
報
告

わ
け
で
す
ね
。
で
す
か
ら
、
現
在
残
っ
て
い
る
智
積
院
の
障
壁

画
は
、
そ
う
い
う
ふ
う
に
し
て
助
け
出
さ
れ
た
も
の
で
す
。
そ

の
時
の
体
験
を
、
土
居
先
生
は
非
常
に
重
要
に
思
っ
て
お
ら
れ

る
の
で
す
。
土
居
先
生
の
言
葉
を
引
用
し
て
お
く
と
、「
現
存
の

画
面
は
、
緊
急
の
折
に
運
び
出
し
や
す
い
襖
絵
に
限
ら
れ
て
、

大
画
面
の
壁
貼
り
付
け
と
思
わ
れ
る
も
の
が
な
い
と
い
う
事
。

さ
ら
に
は
脇
一
の
間
・
玄
関
の
間
の
襖
絵
の
如
く
、
残
欠
画
面

の
寄
せ
集
め
の
見
出
さ
れ
る
点
の
あ
る
こ
と
か
ら
、
妙
蓮
寺
障

壁
画
も
当
初
か
ら
同
寺
の
た
め
に
制
作
さ
れ
て
い
た
も
の
が
、

こ
の
火
事
の
時
に
そ
の
一
部
分
が
救
い
出
さ
れ
て
、
残
っ
た
も

の
で
あ
ろ
う
。」
と
い
う
ふ
う
に
言
っ
て
お
ら
れ
ま
す
。
こ
の
時

点
に
、
こ
の
妙
蓮
寺
障
壁
画
が
い
っ
た
い
本
当
に
妙
蓮
寺
に
あ

っ
た
の
か
と
い
う
こ
と
が
分
か
れ
ば
、
ま
た
妙
蓮
寺
と
長
谷
川

派
と
の
関
係
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
し
、
少
な

く
と
も
そ
の
時
か
ら
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
、
な
に
か
で
言
え

な
い
か
と
い
う
こ
と
で
、
資
料
を
用
意
い
た
し
ま
し
た
。

ま
ず
、
図
一
と
図
二
と
い
う
の
が
ご
ざ
い
ま
す
。
図
一
は
、

天
明
大
火
以
前
の
妙
蓮
寺
の
図
面
で
す
。
図
二
が
天
明
大
火
以

後
の
再
建
さ
れ
た
妙
蓮
寺
が
描
か
れ
て
お
り
ま
す
。
ま
ず
、
天

明
大
火
後
の
絵
の
左
下
に
門
が
あ
り
、
こ
れ
が
南
に
な
る
わ
け

で
す
。
ず
っ
と
入
っ
て
左
の
方
へ
い
く
と
、
本
堂
が
大
き
く
描

か
れ
て
お
り
ま
す
。
本
堂
の
裏
側
に
廊
下
が
あ
り
、
そ
の
突
き

当
た
り
に
玄
関
が
あ
っ
て
、
そ
の
左
側
に
仮
方
丈
が
描
か
れ
て

お
り
ま
す
。
そ
れ
か
ら
玄
関
の
左
側
に
庫
裏
が
あ
り
、
そ
の
後

ろ
に
大
き
く
書
院
と
い
う
の
が
描
か
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
書
院

と
い
う
の
が
、
元
こ
の
重
要
文
化
財
が
は
ま
っ
て
い
た
奥
書
院
、

そ
し
て
玄
関
の
間
と
い
う
建
物
に
あ
た
る
と
考
え
て
お
り
ま
す
。

つ
ま
り
現
在
の
妙
蓮
寺
と
い
う
の
は
、
火
事
の
後
の
形
な
ん
で

す
ね
。
で
は
、
火
事
の
以
前
の
形
は
ど
う
な
っ
て
い
る
の
か
と

言
い
ま
す
の
が
図
一
で
す
。
ま
ず
下
の
方
か
ら
大
門
を
入
っ
て

鐘
樓
が
あ
る
。
こ
れ
は
い
っ
し
ょ
で
す
ね
。
そ
れ
か
ら
ず
っ
と

境
内
を
歩
い
て
本
堂
が
あ
り
、
そ
し
て
西
に
祖
師
堂
と
い
う
の

が
描
い
て
あ
り
ま
す
。
こ
の
本
堂
と
祖
師
堂
は
、
亘
り
廊
下
で

繋
が
っ
て
い
ま
す
。
つ
ま
り
焼
け
る
前
の
妙
蓮
寺
の
大
き
な
違

い
は
、
こ
の
本
堂
と
、
本
堂
の
横
に
祖
師
堂
が
あ
る
と
い
う
こ

と
で
す
。
こ
の
本
堂
が
元
和
元
年
に
建
て
ら
れ
た
と
い
う
こ
と

は
、
年
号
も
は
っ
き
り
分
か
っ
て
お
り
ま
す
。
そ
の
後
ろ
、
つ
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ま
り
北
側
を

見
て
く
だ
さ

い
。
ま
ず
鼓

樓
が
あ
り
、

そ
の
下
を
通

っ
て
廊
下
が

あ
り
玄
関
が

あ
り
ま
す
。

図
二
の
玄
関

と
較
べ
ま
す

と
、
非
常
に

小
さ
い
玄
関

で
あ
る
と
分

か
り
ま
す
。

そ
れ
か
ら
庫

裏
が
あ
り
、
そ
の
西
側
に
方
丈
が
あ
る
わ
け
で
す
。
こ
れ
は
東

西
十
二
間
、
南
北
九
間
と
こ
こ
に
書
い
て
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、

大
き
な
方
丈
で
あ
り
ま
す
。
焼
け
た
後
の
書
院
の
建
物
と
較
べ

ま
す
と
、
図
一
の
小
書
院
と
い
う
の
は
小
さ
い
も
の
で
あ
っ
た

と
い
う
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
そ
う
す
る
と
、
も
し
こ
の
障
壁

画
が
あ
っ
た
と
す
る
と
、
方
丈
に
あ
っ
た
に
違
い
な
い
わ
け
で

す
ね
。
或
い
は
、
先
ほ
ど
申
し
ま
し
た
よ
う
に
本
来
そ
こ
に
は

な
に
も
無
く
て
、
天
明
八
年
以
後
再
建
さ
れ
る
中
に
あ
た
っ
て
、

現
在
の
よ
う
に
奥
書
院
が
作
ら
れ
大
き
な
玄
関
が
作
ら
れ
て
、

そ
こ
に
ど
こ
か
廃
寺
に
な
っ
た
お
寺
な
ど
か
ら
は
運
ば
れ
て
き

た
と
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
そ
の
二
つ
の
可
能
性
と
い
う
の
が

残
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
と
こ
ろ
が
、
図
三
を
見
て
く
だ
さ
い
。

こ
れ
は
、
幕
府
に
お
寺

の
広
さ
で
あ
る
と
か
、

公
文
書
で
出
す
わ
け
で

す
ね
。
そ
の
図
面
な
ん

で
す
。
こ
の
図
面
が
作

ら
れ
た
の
が
、
天
明
八

年
の
火
事
よ
り
も
お
よ

そ
四
十
年
早
い
「
寛
延

元
戌
辰
年
」
と
書
い
て

あ
り
ま
す
。
一
七
四
八

年
、
火
事
よ
り
前
の
こ

と
だ
と
い
う
こ
と
が
、

分
か
る
と
思
い
ま
す
。

先
ほ
ど
の
図
一
、
火
事
の
前
の
姿
を
描
い
た
も
の
と
ほ
ぼ
い
っ

し
ょ
の
姿
を
し
て
い
ま
す
。
先
ほ
ど
申
し
ま
し
た
け
れ
ど
も
、

門
を
入
っ
て
境
内
の
方
に
上
が
っ
て
、
本
堂
と
祖
師
堂
と
い
う

の
が
並
ん
で
お
り
ま
す
。
こ
の
寛
延
元
年
の
時
に
は
亘
り
廊
下
、

こ
の
本
堂
と
祖
師
堂
の
間
に
亘
り
廊
下
は
な
か
っ
た
こ
と
が
分

か
る
わ
け
で
す
。
そ
し
て
、
そ
れ
を
さ
ら
に
北
の
方
へ
入
っ
て

い
き
ま
す
。
こ
こ
に
玄
関
と
い
う
の
が
小
さ
く
書
か
れ
て
い
ま

す
。
そ
こ
の
奥
に
方
丈
が
あ
り
ま
す
が
、
拡
大
し
ま
し
た
の
が

図
四
で
あ
り
ま
す
。
ま
ず
北
、
①
が
上
段
の
間
、
そ
し
て
②
、

③
、
④
の
部
屋
が
ご
ざ
い
ま
し
て
、
こ
こ
に
松
之
間
と
書
い
て

あ
り
ま
す
。
そ
し
て
⑤
番
、
こ
れ
が
佛
間
で
あ
り
ま
す
。
そ
し

て
、
次
の
部
屋
が
二
つ
に
分
か
れ
て
お
り
ま
し
て
、
柳
之
間
と

い
う
の
と
墨
繪
間
と
い
う
の
が
書
い
て
あ
り
ま
す
。
と
い
う
こ

と
に
な
り
ま
す
と
、
こ
の
松
之
間
と
い
う
の
が
い
っ
た
い
な
ん

な
ん
だ
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
く
る
わ
け
で
す
。
先
ほ
ど
の
重

要
文
化
財
に
指
定
さ
れ
て
い
る
そ
れ
ぞ
れ
の
題
名
を
申
し
て
お

き
ま
す
と
、
一
つ
は
「
松
桜
図
」
で
す
。「
松
杉
桜
図
」
と
い
う

の
が
あ
り
ま
す
。
そ
し
て
、
玄
関
の
間
の
「
松
桜
図
」
で
す
。

つ
ま
り
我
々
は
、
桜
が
非
常
に
目
立
つ
の
で
、
ま
ず
松
桜
と
か

松
杉
桜
と
か
い
い
ま
す
が
、
こ
こ
に
お
い
て
全
て
に
共
通
す
る

の
は
「
松
」
な
ん
で
す
ね
。
こ
の
松
之
間
と
い
う
名
前
か
ら
、

こ
れ
が
妙
蓮
寺
の
障
壁
画
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
と
い
う
推
測
が

言
え
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
実
は
こ
れ
は
、
決
定
し
て
い
い
ん

で
す
。
と
い
う
の
は
、
こ
の
重
要
文
化
財
に
指
定
さ
れ
た
三
十

八
面
、
そ
の
附
け
た
り
と
し
て
「
柳
図
」
四
面
が
入
っ
て
い
る

わ
け
で
す
が
、
つ
ま
り
そ
の
「
柳
図
」
は
こ
の
⑥
番
の
柳
之
間

な
ん
で
す
。
つ
ま
り
こ
の
「
松
之
間
」
と
い
う
松
だ
け
で
あ
れ

ば
、
松
杉
桜
と
か
松
桜
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
、
決
定
的
な
証

拠
に
は
な
ら
な
い
わ
け
で
す
が
、
こ
こ
に
柳
と
い
う
の
が
入
っ

て
き
て
い
ま
す
か
ら
、
実
は
こ
の
「
柳
之
間
」
と
「
松
之
間
」

と
い
う
の
は
、
時
代
が
一
致
す
る
も
の
な
ん
で
す
ね
。
そ
う
す

る
と
こ
の
「
柳
之
間
」
と
い
う
の
が
い
っ
し
ょ
に
残
っ
て
い
る

と
い
う
こ
と
は
、
こ
の
「
松
之
間
」
と
い
う
の
が
、
松
杉
桜
・

松
桜
図
を
含
む
こ
の
妙
蓮
寺
障
壁
画
と
い
う
こ
と
で
、
ま
ず
蓋

然
性
と
し
て
ほ
と
ん
ど
認
め
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す

し
、
む
し
ろ
妙
蓮
寺
に
元
々
こ
の
襖
絵
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と

が
、
確
実
に
な
っ
て
く
る
わ
け
で
す
。
そ
う
い
う
ふ
う
に
確
実

上�

段�

間　　佛� 間 繪 墨 �

間 之 柳 �

北 �

松
�

之
�

間
�

⑦ �

① �

② � ③ � ④ �

⑤ � ⑥ �

（
図
一
）

（図二）

（
図
三
）

（図四）



6

に
な
っ
て
く
る
と
、
後
問
題
に
な
っ
て
く
る
の
は
、
聚
楽
第
か

ら
運
ば
れ
た
建
材
を
使
っ
た
建
物
が
早
い
時
期
、
例
え
ば
文
禄

と
か
、
そ
う
い
う
時
代
に
作
ら
れ
た
か
、
或
い
は
も
っ
と
後
の

等
伯
が
慶
長
十
五
年
に
死
ん
だ
後
に
作
ら
れ
た
も
の
か
と
い
う

可
能
性
で
す
。
け
れ
ど
も
、
少
な
く
と
も
三
十
八
面
及
び
附
け

た
り
四
面
が
、
は
っ
き
り
と
こ
こ
か
ら
見
え
て
く
る
わ
け
で
あ

り
ま
す
。
こ
れ
か
ら
可
能
性
を
示
し
て
い
き
ま
す
と
、
ま
ず

「
松
之
間
」
の
、
②
番
の
部
屋
は
北
側
が
四
面
、
そ
し
て
東
側
が

四
面
と
い
う
こ
と
に
な
る
で
し
ょ
う
。
④
番
も
普
通
に
は
、
北

側
四
面
西
側
四
面
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
③
番
、
方
丈

で
言
い
ま
す
と
い
わ
ゆ
る
室
中
と
い
う
部
屋
で
す
ね
。
③
番
の

部
屋
は
、
西
側
と
東
側
が
四
面
ず
つ
と
い
う
こ
と
に
な
る
わ
け

で
す
。
こ
の
北
側
は
、
八
面
と
い
う
よ
う
な
細
い
襖
で
作
ら
れ

る
の
が
普
通
で
す
。
そ
う
し
ま
す
と
、
最
少
で
四
面
と
し
て
②

③
④
の
部
屋
で
二
十
八
面
が
あ
る
と
い
う
こ
と
が
推
定
で
き
る

わ
け
で
す
。
そ
れ
か
ら
も
う
少
し
、
こ
の
当
時
の
方
丈
の
建
物

で
残
っ
て
い
る
も
の
を
考
え
ま
す
と
、
①
番
は
、
上
の
方
に
一

つ
筋
が
通
っ
て
い
ま
す
が
、
こ
れ
は
床
の
間
で
す
ね
。
お
そ
ら

く
こ
れ
は
②
③
④
が
全
て
こ
の
姿
で
あ
る
な
ら
ば
、
床
の
間
と

い
う
の
が
あ
っ
た
か
も
知
れ
な
い
。
で
、
床
の
間
に
続
く
東
側

の
佛
間
と
の
と
こ
ろ
に
ま
た
壁
が
あ
っ
て
、
続
い
て
い
た
こ
と

は
十
分
に
考
え
ら
れ
ま
す
。
も
し
こ
れ
が
「
松
之
間
」
だ
っ
た

と
し
ま
す
と
、
佛
間
と
の
間
の
①
す
ぐ
横
の
と
こ
ろ
に
、
佛
間

の
西
側
、
上
段
之
間
の
東
側
に
あ
た
る
と
こ
ろ
に
は
二
面
の
襖

絵
が
あ
る
可
能
性
が
大
き
い
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
ま
い
り
ま

す
。
し
か
し
、
上
段
之
間
に
は
絵
が
あ
っ
た
か
と
い
う
こ
と
は
、

今
こ
こ
で
は
確
認
は
出
来
ま
せ
ん
。
そ
う
い
う
形
を
と
っ
て
ま

い
り
ま
す
と
、
基
本
的
に
妙
蓮
寺
障
壁
画
と
い
う
も
の
は
、

元
々
方
丈
（
客
殿
）
に
は
め
ら
れ
て
い
た
と
い
う
風
に
考
え
て

差
し
支
え
な
い
と
思
い
ま
す
。

（
京
都
国
立
博
物
館
　
京
都
文
化
資
料
研
究
セ
ン
タ
ー
長
）

（
本
文
は
、
平
成
十
四
年
九
月
十
五
日
に
行
わ
れ
た
「
長
谷
川
等
伯
展
」

特
別
講
演
会
の
内
容
を
、
当
館
の
責
任
に
よ
っ
て
ま
と
め
た
も
の
で
す
。

後
半
の
ス
ラ
イ
ド
編
は
、
次
号
に
掲
載
す
る
予
定
で
す
。）

当
館
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
シ
ョ
ッ
プ
に
は
図
録
を
は
じ
め
、

長
谷
川
等
伯
関
連
の
グ
ッ
ズ
が
並
ん
で
い
る
の
で
す
が
、

今
回
は
そ
の
中
か
ら
い
く
つ
か
紹
介
し
ま
す
。

ま
ず
は
、
気
軽
に
等
伯
作
品
を
楽
し
み
た
い
方
に
『
ハ

ガ
キ
』（
一
枚
百
円
）
を
。
人
気
の
「
達
磨
図
」
か
ら

「
海
棠
に
雀
図
」「
波
涛
図
」
な
ど
約
二
十
種
類
あ
り
ま
す
。

「
自
分
の
空
間
に
等
伯
作
品
を
…
」
と
お
っ
し
ゃ
る
方

に
は
Ａ
３
サ
イ
ズ
（
２
９
㎝
×
４
２
㎝
）
の
『
額
絵
』

（
一
枚
三
百
円
）
が
お
す
す
め
。「
楓
図
」「
猿
猴
図
」「
花

鳥
図
屏
風
」
の
三
種
類
が
あ
り
、
額
に
入
れ
る
と
実
に
見

栄
え
が
良
く
素
敵
で
す
！

そ
し
て
、
今
年
度
新
発
売
の
『
ク
リ
ア
フ
ァ
イ
ル
』

（
一
枚
三
百
円
）
等
伯
の
代
表
作
の
ひ
と
つ
「
楓
図
」
が

美
し
く
色
鮮
や
か
に
プ
リ
ン
ト
さ
れ
た
も
の
で
す
。
実
用

的
で
低
価
格
な
の
で
三
枚
、
五
枚
と
ま
と
め
買
い
さ
れ
る

お
客
様
も
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
。

い
ず
れ
も
年
間
を
と
お
し
て
販
売
し
て
い
ま
す
の
で
、

ご
来
館
の
折
に
は
ぜ
ひ
、
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
シ
ョ
ッ
プ
コ
ー

ナ
ー
を
の
ぞ
い
て
み
て
下
さ
い
。

荒
木
和
広
展

三
月
二
十
一
日（
金
・
祝
）
〜
三
十
日（
日
）

但
し
、
最
終
日
は
午
後
四
時
ま
で

中
島
町
に
生
ま
れ
七
尾
市
で
活
動
す
る
地
元
の
作
家
で

す
。
今
回
は
彫
塑
を
中
心
に
、
裸
婦
ス
ケ
ッ
チ
、
ポ
ス
タ

ー
、
油
絵
、
Ｃ
Ｇ
作
品
を
展
示
し
ま
す
。
気
軽
に
御
覧
下

さ
い
。 市

民
ギ
ャ
ラ
リ
ー
展
覧
会
案
内

夢
・
音
・
港

国
際
音
楽
祭
in
N
O
T
O
２
０
０
３

〜
美
し
い
地
球
の
未
来
の
た
め
に
〜

一
月
十
九
日（
日
）

P
A
R
T
I

ミ
ュ
ー
ジ
ッ
ク
・
ク
リ
ニ
ッ
ク

開
演
　
午
後
五
時
五
十
分
／
入
場
料
　
無
料

対
象
　
中
・
高
校
生
及
び
一
般
の
楽
器
愛
好
者

P
A
R
T
II

ミ
ュ
ー
ジ
ッ
ク
・
ラ
イ
ブ

開
演
　
午
後
七
時
／
入
場
料
　
２
、
０
０
０
円

主
　
催

夢
・
音
・
港

国
際
音
楽
祭
in
N
O
T
O
２
０
０
３
実
行
委
員
会

共
　
催

七
尾
市
教
育
委
員
会
・
七
尾
市
文
化
協
会
・

七
尾
マ
リ
ン
シ
テ
ィ
推
進
協
議
会

協
　
力

七
尾
商
工
会
議
所
・
香
り
の
記
念
日
実
行
委

員
会
・
川
へ
の
祈
り
実
行
委
員
会

連
絡
先

実
行
委
員
会
事
務
局
　
情
報
処
し
る
べ
蔵

@
〇
七
六
七
（
五
二
）
一
二
三
一

イ
･
ア

ン

ジ

ェ

リ

ー

チ
・
コ

ン

チ

ェ

ル

ト

第
６
回
　
I
A
n
g
e
l
i
c
i
C
o
n
c
e
r
t
o

〜
天
使
た
ち
の
音
楽
会
〜

二
月
二
日（
日
）
開
演
　
午
後
一
時
三
十
分

一
部
は
、
小
さ
な
ピ
ア
ニ
ス
ト
に
よ
る
挿
し
絵
と
お
話

付
き
の
演
奏
が
あ
り
、
二
部
は
、
中
学
生
高
校
生
を
中
心

と
し
た
演
奏
を
…
ゲ
ス
ト
に
、
サ
ッ
ク
ス
奏
者
と
声
楽
家

を
お
招
き
す
る
予
定
で
す
。

入
場
料

無
料

主
　
催

万
行
美
幸
門
下
生

後
　
援

北
國
新
聞
社
・
ラ
ジ
オ
な
な
お

連
絡
先

万
行
美
幸
@
〇
七
六
七
（
五
二
）
二
二
六
一

ア
ー
ト
ホ
ー
ル
催
し
物
案
内

入
場
料

無
料

後
　
援

北
國
新
聞
社
・
ラ
ジ
オ
な
な
お

連
絡
先

荒
木
和
広
@
〇
七
六
七
（
五
四
）
八
〇
〇
四
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◇
映
画
上
映
会
【
入
場
無
料
】

日
時
　
毎
月
第
二
･
四
土
曜
日
　
午
後
二
時
〜

・
一
月
十
一
日
・
二
十
五
日
、
二
月
八
日
、
二
十
二
日

「
土
と
炎
と
人
と
〜
清
水
卯
一
の
わ
ざ
〜
」（
約
三
十
分
）

・
三
月
八
日
・
二
十
二
日

「
彫
漆
〜
音
丸
耕
堂
の
わ
ざ
〜
」（
約
三
十
分
）

問
合
せ
先

石
川
県
七
尾
美
術
館

@
〇
七
六
七
（
五
三
）
一
五
〇
〇

当
館
主
催
の
催
し
ア
ー
ト
ホ
ー
ル

平
成
十
四
年
度

七
尾
美
術
館
監
視
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
研
修
旅
行
　
報
告

去
る
十
一
月
十
二
日
（
火
）、
今
年
で
八
回
目
と
な
る

七
尾
美
術
館
の
監
視
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
さ
ん
に
よ
る
研
修

旅
行
が
実
施
さ
れ
ま
し
た
。
今
回
の
参
加
者
は
二
十
三

名
で
、
富
山
県
西
部
の
施
設
三
箇
所
を
見
学
し
ま
し
た
。

最
初
は
「
高
岡
市
立
博
物
館
」
で
特
別
展
「
高
岡
の

文
化
財
」
を
観

賞
。
貴
重
な
作

品
を
通
し
て
皆

さ
ん
高
岡
の
歴

史
と
文
化
を
十

分
に
満
喫
し
て

い
ま
し
た
。
そ

し
て
次
は
お
隣

り
の
「
高
岡
市

美
術
館
」
へ
。

「
高
岡
市
美
術

作
家
連
盟
展
」

を
観
賞
し
ま
し

た
が
、
設
計
者

が
七
尾
美
術
館

と
同
じ
と
あ
っ

て
、
建
物
に
注
目
し
て
い
る
方
も
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
し

た
。砺

波
市
内
で
昼
食
を
と
っ
た
後
は
福
光
町
へ
移
動
、

「
棟
方
志
功
記
念
館
　
愛
染
苑
」
を
見
学
。
管
理
人
の
方

が
展
示
作
品
や
志
功
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
な
ど
に
つ
い
て
丁

寧
に
解
説
し
て
下
さ
い
ま
し
た
。
復
元
さ
れ
た
志
功
の

住
居
で
は
内
部
も
当
時
の
ま
ま
で
、
昔
を
懐
か
し
ん
で

お
ら
れ
る
方
が
多
か
っ
た
の
が
と
て
も
印
象
的
で
し
た
。

参
加
の
方
々
か
ら
は
「
高
岡
市
立
博
物
館
に
展
示
さ

れ
て
い
た
長
谷
川
等
伯
の
作
品
が
素
晴
ら
し
か
っ
た
」

「
愛
染
苑
の
解
説
が
良
か
っ
た
。
福
光
の
方
が
志
功
を
心

か
ら
尊
敬
し
て
い
る
事
が
よ
く
分
か
っ
た
」
な
ど
の
感

想
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。

今
回
も
参
加
者
皆
さ
ま
の
ご
協
力
を
頂
き
、
楽
し
く

意
義
の
あ
る
研
修
旅
行
を
終
え
る
事
が
で
き
ま
し
た
。

最
後
に
改
め
て
お
礼
を
申
し
上
げ
ま
す
。

さ
て
、
当
館
で
は
引
き
続
き
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
さ
ん
を

募
集
し
て
い
ま
す
。
館
内
展
示
室
の
受
付
や
監
視
の
お

仕
事
で
す
。
様
々
な
ジ
ャ
ン
ル
の
色
々
な
作
品
と
触
れ

合
っ
て
み
ま
せ
ん
か
。
お
問
い
合
わ
せ
は
石
川
県
七
尾

美
術
館
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
係
【
@
〇
七
六
七
（
五
三
）
一
五

〇
〇
】
ま
で
お
願
い
し
ま
す
。

か
べ
や
ふ
よ
う
氏
の
入
選

作
品
「
だ
っ
た
ら
い
い
な
」

の
絵
本
サ
イ
ン
会
が
あ
り

ま
し
た
。
ま
た
、
ア
ー
ト

ホ
ー
ル
で
は
子
ど
も
映
画

上
映
会
や
団
体
鑑
賞
の
園

児
た
ち
を
対
象
に
、
ア
ニ

メ
映
画
を
上
映
し
ま
し

た
。さ

て
、
本
題
の
ワ
ー
ク

シ
ョ
ッ
プ
で
す
が
、
会
期

中
の
毎
週
土
・
日
曜
日
に

「
か
ん
た
ん
絵
本
を
作
ろ

う
よ
！
」、
九
月
、
十
月
の
最
終
土
曜
日
に
「
Ｂ
Ｏ
Ｘ
ア

ー
ト
の
世
界
」
を
開
催
し
ま
し
て
、
県
内
各
地
や
富
山

県
な
ど
か
ら
、
子
ど
も
百
二
十
七
人
、
大
人
三
十
五
人

も
の
参
加
が
あ
り
ま
し
た
。

「
か
ん
た
ん
絵
本
を
作
ろ
う
よ
！
」
は
、
も
こ
も
こ

文
庫
の
み
な
さ
ん
の
ご
協
力
で
実
施
し
ま
し
た
。
ポ
ス

タ
ー
の
裏
面
を
利
用
し
て
作
る
冊
子
を
用
い
て
、
ス
ト

ー
リ
ー
を
考
え
自
由
に
ペ
ー
ジ
を
飾
り
つ
け
ま
す
。
毎

年
参
加
し
て
く
れ
る
お
友
達
も
い
て
、
説
明
が
始
ま
る

と
「
知
っ
と
る
ー
。
も
う
、
三
回
目
や
も
ん
！
」
と
嬉

し
い
声
も
聞
こ
え
て
来
ま
し
た
。
ま
だ
文
字
を
書
け
な

い
お
子
さ
ん
も
絵
を
描
い
た
ペ
ー
ジ
を
め
く
り
な
が
ら
、

自
分
で
考
え
た
物
語
を
話
し
て
く
れ
ま
し
た
。

そ
し
て
、
今
年
初
め
て
開
催
し
た
「
Ｂ
Ｏ
Ｘ
ア
ー
ト

の
世
界
」
で
は
木
箱
を
組
み
立
て
、
そ
の
中
に
自
分
だ

け
の
世
界
を
作
り
だ
し
ま
し
た
。
何
か
ら
始
め
て
良
い

か
わ
か
ら
ず
、
最
初
は
戸
惑
っ
て
い
た
参
加
者
も
、

様
々
な
材
料
を
前
に
す
る
と
、
次
々
と
ア
イ
デ
ィ
ア
が

浮
か
び
、
手
が
動
き
だ
し
ま
し
た
。
思
わ
ぬ
所
に
思
わ

ぬ
材
料
を
使
う
、
子
ど
も
な
ら
で
は
の
発
想
力
で
、
二

つ
と
同
じ
物
は
な
い
作
品
が
出
来
あ
が
り
ま
し
た
。

こ
れ
か
ら
も
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
を
通
し
て
物
作
り
の

楽
し
さ
を
体
験
し
て
も
ら
い
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

２
０
０
２
　
イ
タ
リ
ア
・
ボ
ロ
ー
ニ
ャ
国
際
絵
本
原
画
展

子
ど
も
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
報
告

皆
さ
ん
、
九
月
二
十
八
日
か
ら
十
月
二
十
七
日
ま
で

開
催
し
ま
し
た
２
０
０
２
イ
タ
リ
ア
・
ボ
ロ
ー
ニ
ャ
国

際
絵
本
原
画
展
は
お
楽
し
み
い
た
だ
け
ま
し
た
か
。

今
年
は
イ
ベ
ン
ト
が
盛
り
だ
く
さ
ん
で
し
た
。
十
月

十
四
日
に
は
、
ま
な
び
ピ
ア
石
川
２
０
０
２
の
一
環
と

し
て
今
年
の
ボ
ロ
ー
ニ
ャ
国
際
絵
本
原
画
展
実
行
委
員

長
で
あ
る
末
盛
千
枝
子
氏
の
講
演
会
が
、
十
月
十
九

日
・
二
十
日
に
は
今
年
の
ボ
ロ
ー
ニ
ャ
展
入
選
作
家
、

参加者の皆様（高岡古城公園にて）

「かんたん絵本を作ろうよ！」の様子



（１月～３月）

◆1月　1～3、6、14、20、27

◆2月　3、10、12、17、24～28

◆3月　3、10、17、24、31

石川県七尾美術館だより 第32号（冬号）
〒926-0855 石川県七尾市小丸山台1丁目1番地
TEL(0767)53-1500／FAX(0767)53-6262
http://www.city.nanao.ishikawa.jp/nanabi

◎次号・第33号（春号）は４月１日発行予定です。

交通案内
車…………金沢より能登有料道路

利用約1時間20分

タクシー…JR七尾駅より約５分

徒　　歩…JR七尾駅より約20分

市内循環バス…JR七尾駅より西回りに
（まりん号） 乗車約6分

平成15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。現在会員の方も更新をご希望される場合は、改めてお申
し込みください。お申し込みのない場合は、そのまま退会となってしまいますのでご注意ください。
郵便振替による受付もできますので、ぜひご利用ください。

(1)年度会費　1,000円
(2)受付開始　３月１日（土）
(3)受付場所　当館受付カウンターまたは郵便振替で
(4)受付時間　午前９時～午後４時３０分
(5)会員証有効期限 平成15年４月１日～平成16年３月31日
※郵便振替による入会手続き
★郵便振替用紙をご利用ください。（会員証は４月初旬に
「石川県七尾美術館だより」とともに郵送します。）

★郵便局備え付けの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・生年月日》をご記入の上、会費を添えて最寄りの
郵便局窓口へお出しください。

★払込料金70円は申込者負担となります。

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

入会手続きについて

◆当館での事業（展覧会、講演会、演奏会など）を掲載
した「石川県七尾美術館だより」が郵送されます。

（年度内４回発行）
◆当館主催の展覧会観覧料が団体料金に割引されます。

（会員本人と同伴者２名まで）
◆「石川県立美術館」「石川県立歴史博物館」「石川県輪
島漆芸美術館」でも観覧料が割引となります

（会員本人のみ）
◆当館学芸員による特別展の列品解説に参加できます。
◆１日研修の旅「友の会鑑賞の旅」（年１回）に参加でき
ます。
以上の特典があり、このほかにも当館友の会限定の特別
優待（販売グッズの割引など）を予定しています。
＊ご注意＊
一旦納入された会費はお返しできません。
また、会員証の再発行はいたしません。

会員になられますと…

平成15年度

市民ギャラリー＆アートホールの
使用申し込みについて

当館では個展、グループ展、演奏会など幅広い芸術活動の発表の場として、市
民ギャラリー＆アートホールの貸室を行っています。平成15年度のお申し込み
は、１月４日ºから２月２日∂までを第１次募集期間として受付いたします。
ご希望使用期間が重複する場合、上記受付期間終了後に調整させていただき
ます。
展覧会等の関係上、ご利用いただけない期間もございますので、ご利用可能
期間につきましてはお問い合わせください。
また、ご希望の方には詳細を説明したパンフレット「利用のご案内（展示室
図面入り）」をお送りいたしますので、お気軽にお申し付けください。

・展示面積（全６室＋通路）………………250m2

・展示壁面延長（最大）……………………137m2

・最大天井高…………………………………3.5m
※１室（27m2）から貸室できます。

・面　　　積 ………………………………315m2

・ステージ幅…………………………………8.5m
・客席（固定＋可動）………………………240席
※ピアノ・16ミリ映写機・スライド映写機・OHC等もご利用いただけます。

【お問い合わせ・お申し込み】
〒926-0855 石川県七尾市小丸山台１丁目１番地

石川県七尾美術館　　貸館係　@（0767）５３―１５００

●アートホール●

●市民ギャラリー（全６室＋通路）●


