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◇
第
１
展
示
室

22015. 冬

「
わ
れ
ら
、
能
登
ブ
ラ
ン
ド
絵
師

　
　

～
近
世
に
活
躍
し
た
ゆ
か
り
の
画
家
～
」

12
月
19
日（
金
）〔
開
催
中
〕～
平
成
27
年
２
月
15
日（
日
）

　

安
土
桃
山
時
代
か
ら
江
戸
時
代
の
、
い
わ
ゆ
る
「
近
世

期
」
に
活
躍
し
た
能
登
ゆ
か
り
の
絵
師
５
人
に
注
目
し
、

そ
の
作
品
あ
わ
せ
て
10
点
を
展
示
し
て
い
る
本
展
覧
会
。

そ
の
５
人
の
顔
ぶ
れ
を
順
に
紹
介
し
ま
し
ょ
う
。

【
絵
師
①
】
長
谷
川
等
伯
（
１
５
３
９
～
１
６
１
０
）

　

ト
ッ
プ
バ
ッ
タ
ー
は
や
は
り
こ
の
人
。
能
登
の
み
な
ら

ず
、
日
本
を
代
表
す
る
画
家
と
し
て
そ
の
名
が
轟
い
て
い

る
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
で
し
ょ
う
。

　

七
尾
に
生
ま
れ
て
30
歳
頃
に
京
都
に
移
り
住
み
、
京
都

画
壇
の
雄
・
狩
野
派
と
鎬し

の
ぎ

を
削
り
つ
つ
も
、
や
が
て
天
下

人
・
豊
臣
秀
吉
に
認
め
ら
れ
て
画
壇
の
頂
点
に
立
っ
た
等

伯
。
ま
さ
に
秀
吉
ば
り
の「
戦
国
サ
ク
セ
ス
ス
ト
ー
リ
ー
」

で
、
見
事
に
立
身
を
成
し
遂
げ
た
人
物
で
し
た
。

　

本
展
で
は
等
伯
の
若
年
期
、「
信
春
」
の
名
を
使
用
し

て
い
た
時
に
描
か
れ
た
水
墨
画
「
山
水
図
」
と
「
陳
希
夷

睡
図
」（
共
に
当
館
蔵
）
を
展
示
し
て
い
ま
す
。

【
絵
師
②
】
長
谷
川
等
誉
（
？
～
１
６
３
６
）

　

一
言
で
い
え
ば
「
謎
の
画
家
」。
は
っ
き
り
し
て
い
る

の
は
没
年
の
み
で
、
生
ま
れ
も
生
涯
も
享
年
も
わ
か
り
ま

せ
ん
。
し
か
し
、
彼
は
10
点
の
作
品
を
遺
し
て
お
り
、
そ

こ
か
ら
あ
る
程
度
の
姿
を
推
理
で
き
ま
す
。

　

そ
れ
は
等
伯
と
同
じ
く
絵
仏
師
で
、
等
伯
に
絵
を
学
び

桃
山
時
代
末
期
か
ら
江
戸
時
代
前
期
頃
に
活
躍
し
た
人
物

で
あ
ろ
う
と
い
う
こ
と
。七
尾
の
長
谷
川
家
を
継
承
し
た
、

等
伯
に
極
め
て
近
い
存
在
だ
っ
た
可
能
性
が
高
い
の
で
す
。

　

本
展
で
は
、
晩
年
期
制
作
と
さ
れ
る
「
涅
槃
図
」（
当

館
蔵
）
お
よ
び
「
十
六
羅
漢
図
」（
個
人
蔵
）
の
仏
画
２

点
を
展
示
し
て
い
ま
す
。

【
絵
師
③
】
池
野
観
了
（
１
７
５
３
～
１
８
３
０
）

　

志
賀
町
・
恩
敬
寺
の
第
14
世
住
職
。
若
い
頃
、
京
都
滞

在
時
に
南
画
の
大
家
・
池
大
雅
（
１
７
２
３
～
76
）
に
師

事
し
た
こ
と
が
、
そ
の
人
生
に
決
定
的
な
影
響
を
与
え
る

こ
と
と
な
り
ま
し
た
。

　

住
職
と
し
て
の
務
め
を
果
た
す
一
方
で
、
大
雅
の
様
式

を
追
求
し
生
涯
に
わ
た
っ
て
制
作
活
動
を
継
続
、
様
々
な

作
品
を
描
き
続
け
た
観
了
。
人
び
と
は
彼
の
こ
と
を
「
能

登
の
大
雅
堂
」
と
呼
ん
だ
と
い
わ
れ
ま
す
。

　

本
展
で
は
、
水
墨
画
よ
り
「
鵞
鳥
図
」
と
「
篠
竹
図
」、

彩
色
画
よ
り
「
流
水
図
」（
全
て
個
人
蔵
）
の
、
計
３
点

を
展
示
し
て
い
ま
す
。

【
絵
師
④
】
山
崎
雲
山
（
１
７
７
１
～
１
８
３
７
）

　

漁
師
の
子
と
し
て
生
ま
れ
た
と
い
う
雲
山
で
す
が
、
幼

少
時
よ
り
絵
師
を
志
し
て
独
学
で
画
技
を
修
得
。
京
都
や

諸
国
を
遊
歴
し
て
多
く
の
文
化
人
た
ち
と
交
流
し
、
腕
に

一
層
磨
き
を
か
け
て
独
自
の
世
界
を
築
き
ま
し
た
。

　

孤
独
を
好
ん
だ
性
格
か
ら
「
孤
高
の
南
画
家
」
と
い
わ

れ
る
雲
山
。
し
か
し
現
存
作
品
は
多
く
、
出
身
地
で
あ
る

羽
咋
市
を
中
心
に
数
多
く
伝
わ
っ
て
い
ま
す
。

　

本
展
で
は
「
唐
人

物
押
絵
貼
屏
風
」（
輪

島
市
蔵
）
と
、
雲
山

が
上
絵
を
施
し
た
や

き
も
の
「
色
絵
山
水

図
平
鉢
」（
能
登
町

歴
史
民
俗
資
料
館

蔵
）
を
展
示
し
て
い

ま
す
。

【
絵
師
⑤
】
多
田
宅
兵
衛
（
１
８
１
８
～
79
）

　

最
後
に
紹
介
す
る
多
田
宅
兵
衛
は
、
幕
末
か
ら
明
治
時

代
に
活
躍
し
た
画
家
。
今
回
の
５
人
の
中
で
は
一
番
新
し

い
人
物
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

現
在
の
中
能
登
町
出
身
。
若
年
期
に
諸
国
を
巡
り
、
独

学
で
画
技
を
修
得
。
岸
派
や
四
条
派
風
の
作
品
を
描
い
て

い
ま
す
。
ま
た
、
晩
年
に
は
歌
舞
伎
座
の
一
員
と
な
り
、

舞
台
や
引
幕
の
絵
、
チ
ラ
シ
な
ど
も
手
掛
け
ま
し
た
。

　

本
展
で
は
、
大
画
面
に
迫
力
満
点
の
虎
を
描
い
た
「
虎

鷹
図
衝
立
」（
当
館
蔵
）
を
展
示
し
て
い
ま
す
。

 

【
同
時
開
催
】（
第
２
展
示
室
）

  

「
う
つ
し
と
ら
れ
た
風
景

　
　
　
　
　
　

～
作
家
の
心
を
つ
か
ん
だ
眺
め
～
」

◇
共
通
観
覧
料 

平
成
27
年
１
月
4
日
（
日
）
～

　
　
　
　
　
　

4
月
12
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
。

「
十
六
羅
漢
図
」（
部
分
）　　

長
谷
川
等
誉　
　
　

個
人
蔵

「
篠
竹
図
」　　

池
野
観
了　
　
　

個
人
蔵

「色絵山水図平鉢」山崎雲山上絵
能登町歴史民俗資料館蔵



◇
第
1
展
示
室

◇
第
2
展
示
室

3 2015. 冬

「
漆
芸
と
陶
芸
～
池
田
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
を
中
心
に
～
」

「
石
川
県
の
彫
刻
作
家
展
～
そ
っ
く
り
か
ら
不
思
議
世
界
ま
で
～
」

２
月
28
日
（
土
）
～
４
月
12
日
（
日
）

「
漆
芸
と
陶
芸
～
池
田
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
を
中
心
に
～
」

　
「
工
芸
」
は
陶
芸
、
漆
芸
、
染
織
、
木
工
、
金
工
と
多

岐
に
わ
た
り
ま
す
が
、
本
展
で
は
当
館
収
蔵
品
の
中
核
を

成
す
「
池
田
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
」
を
中
心
に
、漆
芸
（
漆
工
）

作
品
と
陶
芸
作
品
約
25
点
を
展
示
し
ま
す
。

★
「
池
田
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
」
と
は
、
七
尾
市
出
身
で
岐
阜

県
大
垣
市
を
拠
点
に
活
躍
し
た
経
済
人
・
池
田
文
夫
氏

（
１
９
０
７
～
87
）
が
、
生
前
に
蒐
集
し
た
美
術
品
で
、

氏
の
没
後
に
ご
遺
族
よ
り
七
尾
市
へ
寄
贈
さ
れ
ま
し
た

（
現
在
２
０
４
点
）。

◆
漆
芸
◆

　

縄
文
の
時
代
か
ら
作
ら
れ
て
き
た
漆
器
類
は
、
丈
夫
で

か
つ
美
し
さ
も
伴
う
こ
と
か
ら
、
日
用
品
と
し
て
多
く
生

産
さ
れ
て
き
ま
し
た
。
後
に
は
美
術
品
と
し
て
も
認
め
ら

れ
る
よ
う
に
な
り
、
優
美
な
装
飾
を
施
し
た
も
の
も
制
作

さ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

　
「
池
田
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
」

の
漆
芸
作
品
は〝
用
の
美
〟

を
追
求
し
た
シ
ン
プ
ル
な

も
の
か
ら
、蒔
絵
や
螺
鈿
、

堆
漆
な
ど
の
技
法
を
用
い

た
装
飾
性
豊
か
な
作
品
ま

で
多
種
多
用
で
す
。

　

そ
の
中
に
お
い
て
、
コ

レ
ク
タ
ー
た
ち
に
根
強
い

人
気
を
誇
る
の
が
、〝
用

の
美
〟
の
代
表
格
「
根
来
」

で
す
。
中
世
に
繁
栄
し
た

紀
州
根
来
寺
山
内
で
製
作
さ
れ
、
僧
侶
た
ち
が
日
常
品
や

仏
具
と
し
て
使
用
し
た
こ
と
が
、
そ
の
名
の
由
来
と
さ
れ

ま
す
。
黒
漆
に
塗
り
重
ね
ら
れ
た
朱
漆
が
、
長
年
に
わ
た

る
使
用
で
摩
耗
し
、

ひ
び
割
れ
、
こ
れ
に

よ
っ
て
所
々
に
表
れ

た
黒
漆
と
朱
漆
と
の

コ
ン
ト
ラ
ス
ト
は
、

な
ん
と
も
い
え
ず
美

し
い
も
の
で
す
。

◆
陶
芸
◆

　

陶
芸
の
特
徴
や
魅

力
は
何
で
し
ょ
う

か
。
ま
ず
は
、
土
に

触
れ
る
こ
と
で
し
ょ

う
。冷
た
い
粘
土（
陶

土
）
も
、
人
が
手
で

こ
ね
た
り
形
成
し
た
り
し
て
い
く
と
、
体
温
を
吸
収
し
て

柔
ら
か
く
、
温
か
み
を
帯
び
て
い
き
ま
す
。
ま
た
、
そ
こ

か
ら
更
に
焼
成
す
る
と
、
微
妙
な
温
度
差
や
時
間
差
に

よ
っ
て
、
イ
メ
ー
ジ
通
り
に
も
な
れ
ば
、
時
に
は
思
い
も

よ
ら
な
い
新
た
な
魅
力
が
加
わ
り
ま
す
。

　
「
池
田
コ
レ
ク
シ
ョ

ン
」
の
う
ち
、
工
芸
作

品
は
岐
阜
県
美
濃
地
方

ゆ
か
り
の
陶
器
が
中
心

で
、
織
部
・
志
野
・
瀬

戸
黒
な
ど
、
そ
れ
ぞ
れ

違
っ
た
特
徴
や
深
み
が

あ
り
ま
す
。

　

ま
た
、
そ
れ
ら
は
実

際
に
茶
の
湯
の
席
な
ど
で
使
用
さ
れ
、
個
々
の
味
わ
い
の

あ
る
表
情
は
人
々
の
心
を
捉
え
、
長
い
間
愛
さ
れ
続
け
て

き
た
の
で
す
。

　

そ
ん
な
陶
芸
作
品
た
ち
を
お
楽
し
み
く
だ
さ
い
。

「
石
川
県
の
彫
刻
作
家
展
～
そ
っ
く
り
か
ら
不
思
議
世
界
ま
で
～
」

　

一
般
的
に
ジ
ャ
ン
ル
と
し
て
「
彫
刻
」
と
呼
ば
れ
る
も

の
の
中
に
は
、
木
や
石
を
彫
っ
た
も
の
だ
け
で
は
な
く
、

粘
土
な
ど
を
肉
付
け
し
た
も
の
、
金
属
の
鋳
造
に
よ
る
も

の
な
ど
も
含
ま
れ
、
実
に
広
範
囲
に
わ
た
っ
て
い
ま
す
。

　

石
川
県
ゆ
か
り
の
大
勢
の
彫
刻
作
家
も
、
や
は
り
様
々

な
材
質
や
技
法
で
制
作
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、
そ
の
作
品

は
、
写
実
的
に
モ
チ
ー
フ
の
内
面
ま
で
写
し
取
っ
た
よ
う

な
も
の
が
あ
れ
ば
、
現
実
に
は
存
在
し
な
い
が
、
ま
る
で

実
在
す
る
か
の
よ
う
に
表
現
さ
れ
た
も
の
も
あ
り
ま
す
。

　

本
展
で
は
石
川
県
ゆ
か
り
の
彫
刻
作
家
た
ち
が
、
独
自

の
表
現
で
制
作
し
た

魅
力
溢
れ
る
作
品
約

25
点
を
紹
介
し
ま

す
。

　

日
本
近
代
彫
刻

の
大
家
・
平
櫛
田

中
（
１
８
７
２
～

１
９
７
９
）
に
師
事
し
た
、
田
中
太
郎
（
１
９
１
１
～

92
）
が
表
現
す
る
写
実
と
不
思
議
世
界
の
両
面
も
見
ど
こ

ろ
で
す
。

◇
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
。

「桐唐草蒔絵角盥」「桐唐草蒔絵楾」
（池田コレクション）

「根来湯桶」
（池田コレクション）

「織部すすき文徳利」
（池田コレクション）

「瀬戸黒茶碗」荒川豊蔵
（池田コレクション）

「緋の舞」
末政哲夫

「烏」
田中太郎

「迦陵頻伽」
田中太郎
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イ
タ
リ
ア
・
ボ
ロ
ー
ニ
ャ
国
際
絵
本
原
画
展
報
告

　

11
月
７
日
（
金
）、
七
尾
市
立
の
と
じ
ま
保
育
園
の
年

長
さ
ん
に
よ
る
鼓
笛
隊
の
演
奏
で
、
展
覧
会
は
幕
を
開

け
ま
し
た
。
当
館
で
ボ
ロ
ー
ニ
ャ
展
が
始
ま
っ
た
の
は
、

１
９
９
８
年
。
17
回
目
と
も
な
れ
ば
、
子
ど
も
の
頃
に
観

た
ボ
ロ
ー
ニ
ャ
展
の
思
い
出
を
話
し
て
く
だ
さ
る
方
々
も

お
い
で
ま
す
。
４
０
０
枚
以
上
の
原
画
が
館
内
い
っ
ぱ
い

に
展
示
さ
れ
、
幅
広
い
層
の
皆
さ
ん
に
絵
本
の
世
界
を
楽

し
ん
で
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

関
連
イ
ベ
ン
ト
も
、
絵
本
の
会
も
こ
も
こ
さ
ん
に
よ
る

「
か
ん
た
ん
絵
本
を
作
ろ
う
よ
！
」、
野
間
成
之
さ
ん
に
よ

る
「『
の
ま
り
ん
』
の
紙
芝
居
劇
場
」、そ
し
て
会
場
を
ア
ー

ト
ホ
ー
ル
に
移
し
て
開
催
し
た
「
お
は
な
し
劇
場
」
な
ど
、

沢
山
の
方
に
ご
参
加
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

来
年
は
ど
ん
な
作
品
に
出
会
え
る
か
、楽
し
み
で
す
ね
。

　

10
月
19
日
（
日
）、
日
の
出
前
の
５
時
30
分
に
バ
ス
は

京
都
に
向
け
て
出
発
、金
沢
か
ら
参
加
の
会
員
も
含
め
て
、

今
回
は
23
名
の
参
加
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

最
初
の
見
学
地
は
「
圓
徳
院
」。
皆
様
ご
存
じ
、
長
谷

川
等
伯
筆
「
山
水
図
襖
」
の
所
蔵
寺
院
で
す
。
ま
ず
は
庫

裏
の
座
敷
に
通
さ
れ
、
お
抹
茶
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。
瓢

箪
の
形
を
し
た
小
豆
の
菓
子
は
優
し
い
甘
さ
で
至
極
上
品

で
し
た
。

　

後
藤
閑
栖
御
住
職
か
ら
、
長
谷
川
等
伯
を
絶
賛
さ
れ
る

お
話
が
あ
り
、
全
員
が
お
も
わ
ず
自
分
の
事
の
よ
う
に
喜

び
ま
し
た
。
ま
た
、
生
き
る
目
的
な
ど
を
熱
く
語
っ
て
い

た
だ
き
、
一
同
心
が
揺
さ
ぶ
ら
れ
感
動
し
ま
し
た
。
ご
法

話
の
後
、
自
然
と
参
加
者
か
ら
閑
栖
御
住
職
に
、
集
合
写

真
に
入
っ
て
い
た
だ
き
た
い
と
声
が
上
が
り
、
同
室
に
て

記
念
撮
影
と
な
り
ま
し
た
。
そ
の
後
、
数
々
の
宝
物
や
名

勝
の
庭
な
ど
を
拝
観
し
ま
し
た
。

　

昼
食
ま
で
少
し
時
間
が
あ
っ
た
の
で
付
近
の
お
土
産
店

な
ど
を
散
策
し
、
昼
食
処
「
羽
柴
」
へ
。
食
事
は
「
京
ゆ

ば
膳
」。
窓
か
ら
「
八
坂
の
塔
」
を
眺
め
な
が
ら
、
こ
だ

わ
り
の
自
家
製
京
生
ゆ
ば
を
美
味
し
く
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

次
の
見
学
先
は
、
京
都
国
立
博
物
館
で
す
。「
平
成
知

新
館
」
オ
ー
プ
ン
記
念
展
「
京み

や
こ

へ
の
い
ざ
な
い
」
は
、
国

宝
・
重
要
文
化
財
等
１
２
０
選
の
展
示
と
あ
っ
て
、
次
か

ら
次
へ
と
大
勢
の
方
々
が
来
館
し
て
い
ま
し
た
。
特
に
、

別
棟
「
明
治
古
都
館
」
で
の
「
修
理
完
成
記
念 

国
宝 

鳥

獣
戯
画
と
高
山
寺
」
展
は
人
気
が
高
く
、
長
蛇
の
列
。

　

さ
ら
に
、「
鳥
獣
人
物
戯
画　

甲
巻
」
を
鑑
賞
す
る
に

は
館
内
で
、
も
う
一
度
並
ば
な
く
て
は
な
り
ま
せ
ん
。
行

列
に
並
ぶ
だ
け
で
時
間
が
な
く
な
り
、
何
も
鑑
賞
で
き
な

い
と
い
う
最
悪
の
事
態
を
回
避
す
る
た
め
、
会
員
の
皆
様

に
希
望
を
聞
い
て
次
の
３
班
に
分
か
れ
て
い
た
だ
く
こ
と
と

な
り
ま
し
た
。

　

１
班
は
、「
京
へ
の
い
ざ
な
い
」
展
の
み
を
観
覧
す
る

会
員
12
名
。
２
班
は
、明
治
古
都
館
に
は
入
館
す
る
が「
鳥

獣
人
物
戯
画　

甲
巻
」
は
観
覧
し
な
い
会
員
７
名
。
３
班

は
、「
鳥
獣
人
物
戯
画　

甲
巻
」
を
時
間
い
っ
ぱ
い
並
ん

で
も
観
覧
す
る
会
員
４
名
。

　

１
班
は
各
々
、
焼
物
や
仏
像
な
ど
、
心
ゆ
く
ま
で
興
味

あ
る
分
野
の
作
品
を
鑑
賞
し
て
い
ま
し
た
。
長
谷
川
等
伯

筆
「
枯
木
猿
猴
図
」
は
、
狩
野
永
徳
筆
「
花
鳥
図
襖
（
聚

光
院
方
丈
障
壁
画
）」
と
並
ん
で
展
示
さ
れ
て
い
て
、
と

て
も
興
味
深
い
も
の
で
し
た
。
２
班
と
３
班
は
、
明
治
古

都
館
に
入
る
た
め
60
分
待
ち
を
覚
悟
し
て
い
ま
し
た
が
、

結
果
40
分
程
に
短
縮
で
き
ま
し
た
。
そ
の
後
、
２
班
は
本

展
を
鑑
賞
し
、「
京
へ
の
い
ざ
な
い
」
展
も
鑑
賞
す
る
事

が
で
き
ま
し
た
。
３
班
は
、「
鳥
獣
人
物
戯
画　

甲
巻
」

を
観
る
た
め
に
館
内
で
、
さ
ら
に
45
分
程
並
び
「
甲
巻
」

を
鑑
賞
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

　

帰
路
は
混
雑
も
無
く
、
七
尾
へ
は
午
後
９
時
頃
に
無
事

到
着
。
帰
り
の
車
中
で
ア
ン
ケ
ー
ト
を
と
ら
せ
て
い
た
だ

い
た
と
こ
ろ
、
後
藤
閑
栖
御
住
職
の
ご
法
話
が
、
胸
に
響

い
た
と
い
う
感
想
が
一
番
多
か
っ
た
で
す
。

　

後
藤
閑
栖
御
住
職
に
は
、
ご
多
忙
中
に
も
か
か
わ
ら
ず

色
々
と
お
取
り
計
ら
い
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。
こ
の
場
を
か

り
て
お
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

　

京
都
国
立
博
物
館
で

は
、
全
員
が
同
じ
行
動
を

取
れ
ま
せ
ん
で
し
た
が
、

各
々
、
好
き
な
作
品
と
対

峙
し
、
ほ
ぼ
目
的
を
達
す

る
事
が
で
き
安
堵
し
ま
し

た
。

　

最
後
に
な
り
ま
し
た
が
、

参
加
会
員
の
皆
様
に
は
、

ご
理
解
ご
協
力
を
い
た
だ

き
、
無
事
に
旅
行
を
終
え

る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

本
当
に
あ
り
が
と
う
ご
ざ

い
ま
し
た
。

第
15
回 

友
の
会
鑑
賞
の
旅 

実
施
報
告

それぞれ個性ある絵本です

人形劇「桃太郎」で、皆さん大忙し

のとじま保育園年長児による鼓笛隊

手遊び歌で「チューリップ」と投げキッス

圓徳院にて
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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
30
日
（
火
）
に
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
さ
ん
19
名

と
職
員
３
名
で
富
山
へ
行
っ
て
き
ま
し
た
。

　

最
初
に
、
富
山
県
水
墨
美
術
館
へ
。
平
屋
の
広
々
と
し

た
空
間
の
建
物
で
、
青
々
と
し

た
芝
生
が
広
が
る
庭
園
が
あ

り
、
と
て
も
素
敵
で
し
た
。
館

内
に
入
り
学
芸
課
長
の
中
川
美

彩
緒
さ
ん
の
解
説
で
「
円
山
応

挙
と
四
条
派
」
展
を
鑑
賞
。
平

日
に
も
拘
ら
ず
、
た
く
さ
ん
の

人
が
訪
れ
て
い
ま
し
た
。

　

昼
食
後
、
梅
か
ま
ミ
ュ
ー
ジ

ア
ム
で
工
場
見
学
及
び
か
ま
ぼ
こ
作
り
を
体
験
し
ま
し

た
。
か
ま
ぼ
こ
ア
ー
ト
に
挑
戦
で
す
！
鯛
の
形
を
し
た
無

地
の
か
ま
ぼ
こ
と
色
と
り
ど
り
の
絞
り
出
し
袋
が
用
意
さ

れ
、
皆
さ
ん
思
い
思
い
に
表
現
し
て
い
ま
し
た
。
蒸
し
あ

が
る
ま
で
の
時
間
、
工
場
内
を
見
学
。
細
工
か
ま
ぼ
こ
の

実
演
を
見
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
工
場
見
学
後
は
、
か

ま
ぼ
こ
の
試
食
＆
お
買
い
物
タ
イ
ム
♪　

　

今
年
は
天
候
に
も
恵
ま
れ
、
ご
参
加
い
た
だ
い
た
皆

さ
ん
の
ご
協
力
の
も
と
、
楽
し
い
旅
行
に
な
り
ま
し

た
。
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
さ
ん
、
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
！

ア
ー
ト
ホ
ー
ル
催
し
物
案
内

　
　
お
別
れ
発
表
会

	

２
月
21
日
（
土
）
開
演　

午
前
９
時
00
分

　

ク
リ
ス
マ
ス
に
続
い
て
２
回
目
の
発
表
会
を
行
い
ま

す
。
楽
し
い
劇
や
、
可
愛
い
遊
戯
な
ど
、
さ
ら
に
成
長
し

た
姿
が
見
ら
れ
る
と
思
い
ま
す
。
年
長
児
が
最
後
の
発
表

と
な
る
こ
と
も
あ
り
是
非
、
皆
さ
ん
で
見
に
来
て
く
だ
さ

い
ね
！

主　

催　

社
会
福
祉
法
人
小
丸
山
保
育
園

連
絡
先　
島
崎　
　
　

☎
０
７
６
７
（
53
）
３
７
０
０

　
難
攻
不
落
の
七
尾
城
と
そ
の
時
代
背
景

　
～
七
尾
城
と
上
杉
謙
信
・
能
登
畠
山
氏
そ
し
て
等
伯
～

 

２
月
24
日
（
火
）　

開
演　

午
後
１
時
30
分

　

難
攻
不
落
の
七
尾
城
を
上
杉
謙
信
の
視
点
か
ら
捉
え
る

と
共
に
、
七
尾
城
築
城
と
等
伯
が
生
き
た
安
土
桃
山
の
時

代
背
景
を
探
る
。

『
講
演
会
』
上
杉
謙
信
か
ら
見
た
七
尾
城
と
能
登
畠
山
氏

『
フ
ォ
ー
ラ
ム
』
テ
ー
マ
・
難
攻
不
落
の
七
尾
城

主　

催　

七
尾
の
里
山
里
海
文
芸
紀
行
実
行
委
員
会

連
絡
先　

七
尾
市
観
光
交
流
課
内

　
　
　
　
　
　
　
　
　

☎
０
７
６
７
（
53
）
８
４
３
６

　
　
お
楽
し
み
発
表
会

	

３
月
14
日
（
土
）
開
演　

午
前
９
時
30
分

　

春
か
ら
練
習
し
て
き
た
詩
吟
や
手
話
、
日
頃
遊
び
の
中

に
取
り
入
れ
て
い
る
け
ん
玉
や
フ
ラ
フ
ー
プ
、
竹
馬
な
ど

を
発
表
し
ま
す
。
子
ど
も
た
ち
は
保
護
者
の
方
々
に
披
露

す
る
の
を
楽
し
み
に
し
て
い
ま
す
。
皆
様
の
お
越
し
を
お

待
ち
し
て
お
り
ま
す
。

主　

催　

小
丸
山
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ

連
絡
先　

大
場　
　
　
　

☎
０
７
６
７
（
52
）
３
７
１
０

長
谷
川
等
伯
展
特
別
講
演
会
報
告

　
「
長
谷
川
等
伯
～
そ
の
多
彩
な
画
業
～
」

　
　
　

講
師　

黒
田
泰
三	

氏
（
出
光
美
術
館
学
芸
部
長
）

　

私
は
１
９
８
６
年
に
光
信
と
い
う
狩
野
永
徳
の
長
男
の
作
品
に

出
会
い
、
光
信
の
こ
と
を
調
べ
始
め
ま
し
た
。
す
る
と
、
ど
う
し

て
も
狩
野
派
で
は
な
い
１
人
の
画
家
に
行
き
着
い
た
。
そ
れ
が
長

谷
川
等
伯
で
し
た
。
今
回
は
等
伯
研
究
の
足
跡
を
踏
ま
え
、
多
彩

な
画
業
を
振
り
返
り
な
が
ら
、
特
に
「
狩
野
派
か
ら
見
た
等
伯
」

と
い
う
テ
ー
マ
を
中
心
に
お
話
し
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

《
等
伯
の
芸
術
生
活
》

◆
牧
谿
画
が
等
伯
に
与
え
た
影
響

　

等
伯
が
大
き
く
進
歩
を
遂
げ
た
一
つ
の
理
由
は
、
中
国
の
牧
谿

と
い
う
画
家
が
描
い
た
、
大
徳
寺
の
「
観
音
猿
鶴
図
」
で
す
。
等

伯
は
、
こ
の
絵
を
見
な
い
と
描
け
な
い
絵
を
描
い
て
い
ま
す
。
出

光
美
術
館
の
「
竹
鶴
図
屏
風
」
の
鶴
は
、全
く
同
じ
ポ
ー
ズ
で
す
。

画
家
が
絵
を
見
た
と
い
う
こ
と
は
、
模
写
を
し
た
と
い
う
こ
と
だ

と
思
い
ま
す
。
つ
ま
り
、
こ
の
牧
谿
の
動
物
表
現
を
見
て
、
等
伯

は
動
物
の
情
愛
表
現
を
思
い
つ
く
訳
で
す
。
等
伯
の
猿
は
、
親
が

子
ど
も
を
し
っ
か
り
と
抱
き
し
め
て
、
子
ど
も
を
守
っ
て
い
る
姿

で
す
。
鶴
の
方
は
、
生
き
別
れ
た
子
ど
も
を
探
し
て
さ
ま
よ
う
親

の
姿
と
解
釈
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
よ
う
で
す
。
一
方
、
牧
谿
の
方

は
、
自
然
を
深
く
考
察
す
る
と
い
う
テ
ー
マ
が
背
景
に
あ
る
と
い

わ
れ
ま
す
。
で
す
か
ら
、
猿
も
鶴
も
哲
学
的
な
命
題
を
説
く
た
め

の
一
つ
の
要
素
と
い
え
ま
す
。
等
伯
は
あ
く
ま
で
肌
の
温
も
り
、

情
を
訴
え
る
解
釈
に
代
え
て
描
き
、
そ
の
結
果
得
ら
れ
た
の
が
動

物
の
情
愛
表
現
。
そ
れ
が
や
が
て
、
極
め
て
情
感
的
な
絵
で
あ
る

「
松
林
図
屏
風
」
誕
生
へ
と
繋
が
っ
て
い
っ
た
と
考
え
ま
す
。
で

す
か
ら
私
は
、牧
谿
の
こ
の
絵
を
見
な
か
っ
た
ら
、「
松
林
図
屏
風
」

は
生
ま
れ
て
こ
な
か
っ
た
か
も
し
れ
な
い
と
思
う
訳
で
す
。
し
か

し
、
等
伯
が
等
伯
で
あ
る
の
は
、
牧
谿
と
同
じ
よ
う
な
テ
ー
マ
で

描
か
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
れ
が
そ
の
後
の
表
現
の
可

能
性
を
も
た
ら
し
て
い
っ
た
と
考
え
て
い
ま
す
。

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
研
修
旅
行　
　
　

富山県水墨美術館にて集合写真完成！！どれも力作です

皆さん真剣です

入
場
無
料

入
場
無
料

入
場
無
料

貸
館
催
し
物
案
内
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◆
等
伯
独
自
の
情
愛
表
現

　

出
光
美
術
館
の
「
竹
虎
図
屏
風
」
は
、
故
山
根
有
三
先
生
が
、

雄
が
雌
に
ち
ょ
っ
か
い
を
出
そ
う
と
し
て
い
る
け
れ
ど
、
雌
は
無

視
を
し
て
焦
ら
し
て
い
る
ん
だ
と
お
っ
し
ゃ
っ
て
、
や
は
り
情
愛

を
感
じ
る
表
現
か
と
思
い
ま
す
。
一
般
的
に
、虎
は
獰
猛
な
イ
メ
ー

ジ
で
見
ま
す
か
ら
、
当
時
狩
野
派
も
み
ん
な
恐
ろ
し
い
形
相
で
描

い
た
。
そ
ん
な
時
代
に
こ
ん
な
虎
を
描
く
訳
で
す
か
ら
、
や
は
り

等
伯
の
発
想
は
非
常
に
ユ
ニ
ー
ク
で
あ
る
し
、
そ
れ
を
形
に
す
る

力
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
は
、
特
筆
す
べ
き
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。

　

ま
た
、鴉
は
忌
み
嫌
わ
れ
る
鳥
な
の
で
、他
の
水
墨
画
家
た
ち
は
、

叭
々
鳥
と
い
う
中
国
に
し
か
い
な
い
黒
い
鳥
を
、
中
国
で
描
か
れ

た
絵
を
真
似
し
て
描
い
た
。
し
か
し
、
出
光
美
術
館
の
「
松
に
鴉
・

柳
に
白
鷺
図
屏
風
」
で
は
、
等
伯
は
日
本
で
黒
い
鳥
に
は
鴉
が
い

る
と
い
っ
て
、
ち
ゃ
ん
と
鴉
を
描
い
て
見
せ
る
訳
で
す
。
そ
し
て

彼
一
流
の
、
情
愛
と
い
う
解
釈
を
加
え
て
描
い
た
。
ど
う
見
て
も
、

鴉
は
一
家
団
欒
の
姿
、
白
鷺
は
カ
ッ
プ
ル
の
姿
に
見
え
ま
す
。

◆
智
積
院
障
壁
画
に
み
る
等
伯
独
自
の
表
現

　

智
積
院
の
障
壁
画
で
、私
が
一
番
等
伯
ら
し
い
と
思
う
の
は「
松

に
黄
蜀
葵
図
」
で
す
。
と
い
う
の
は
、
狩
野
派
は
見
栄
え
よ
く
枝

振
り
を
整
え
た
り
、
花
を
ち
ょ
っ
と
落
し
て
加
工
す
る
ん
で
す
。

と
こ
ろ
が
等
伯
は
、
な
る
べ
く
そ
の
ま
ま
画
面
に
再
現
し
て
い
ま

す
。「
松
に
立
葵
図
」
の
立
ち
葵
は
、
全
部
松
の
木
の
向
こ
う
側

に
き
れ
い
に
並
ん
で
い
ま
す
。
一
方
、「
松
に
黄
蜀
葵
図
」
は
整

列
せ
ず
に
ば
ら
ば
ら
で
、
こ
れ
こ
そ
は
自
然
界
の
姿
だ
と
思
い
ま

す
。
恐
ら
く
「
松
に
立
葵
図
」
は
、
等
伯
の
弟
子
の
作
品
だ
と
思

い
ま
す
。

◆
等
伯
の
戦
略
・
自
雪
舟
五
代

　

等
伯
は
50
歳
代
後
半
か
ら
60
代
に
向
い
、
画
壇
の
中
で
着
実
に

地
位
を
固
め
て
い
き
ま
す
。
60
代
に
な
っ
て
、祥
雲
寺
障
壁
画（
現 

智
積
院
障
壁
画
）
を
等
伯
に
描
か
せ
た
豊
臣
秀
吉
が
亡
く
な
り
、

等
伯
は
新
た
な
後
ろ
盾
を
見
つ
け
な
け
れ
ば
い
け
な
く
な
っ
た
。

そ
こ
で
、
彼
は
い
く
つ
か
の
戦
略
を
立
て
た
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
思

い
ま
す
。

　

例
え
ば
、「
松
林
図
」
は
墨
を
ぼ
か
し
て
曖
昧
模
糊
に
面
と
し

て
使
う
牧
谿
様
、秀
吉
が
亡
く
な
っ
た
後
に
描
い
た
隣
華
院
の「
山

水
図
」
襖
は
、
線
を
多
用
し
て
ク
リ
ア
な
視
界
が
広
が
る
夏
珪
様

と
い
う
よ
う
に
、
そ
れ
ぞ
れ
中
国
の
絵
描
き
さ
ん
の
描
き
方
に
基

づ
い
て
描
く
ん
で
す
。
ま
た
、
秀
吉
の
没
後
は
雪
舟
よ
り
五
代
を

名
乗
り
、
実
際
に
雪
舟
が
大
変
上
手
く
描
い
た
、
中
国
の
梁
楷
様

の
描
き
方
で
描
い
て
み
せ
ま
す
。
雪
舟
的
な
雰
囲
気
に
絵
が
変

わ
っ
た
こ
と
は
一
目
瞭
然
で
す
。
等
伯
は
秀
吉
没
後
に
雪
舟
と
い

う
ブ
ラ
ン
ド
を
使
い
、
生
き
残
り
を
図
ろ
う
と
し
、
こ
れ
が
認
め

ら
れ
、
い
く
つ
も
の
大
仕
事
が
舞
い
込
む
よ
う
に
な
っ
た
。
彼
の

戦
略
が
当
た
っ
た
と
い
っ
て
い
い
と
思
い
ま
す
。

◆
等
伯
の
戦
略
・
人
気
画
題
の
大
量
制
作

　

も
う
一
つ
の
戦
略
が
、
香
雪
美
術
館
の
「
柳
橋
水
車
図
」
で
、

沢
山
残
っ
て
い
る
「
柳
橋
水
車
図
」
に
、
狩
野
派
が
描
い
た
と
思

わ
れ
る
も
の
は
一
つ
も
な
い
。
み
ん
な
長
谷
川
派
の
も
の
ば
か
り

で
す
。
ど
う
い
う
こ
と
か
と
い
う
と
、「
柳
橋
水
車
図
屏
風
」
を

等
伯
が
描
い
て
、
そ
れ
を
弟
子
た
ち
に
模
写
さ
せ
て
い
っ
た
と
思

い
ま
す
。
沢
山
作
っ
て
ヒ
ッ
ト
商
品
と
し
て
流
通
さ
せ
、
そ
れ
が

京
都
の
町
で
大
変
人
気
を
呼
ん
だ
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

禅
林
寺
の
「
波
濤
図
」
も
類
作
が
３
点
あ
り
ま
す
の
で
、
同
じ
く

大
量
制
作
を
試
み
た
と
思
い
ま
す
。

　

画
法
的
に
は
、
60
代
を
過
ぎ
て
い
く
と
少
し
ず
つ
線
が
荒
々
し

く
な
っ
て
、
極
め
て
筆
数
の
少
な
い
絵
に
な
っ
て
い
き
ま
す
。
で

も
、
形
体
を
捉
え
る
力
や
感
覚
は
上
手
い
で
す
。
決
し
て
手
を
抜

い
て
い
る
の
で
は
な
く
、減
筆
体
の
一
つ
の
試
み
だ
と
思
い
ま
す
。

　

そ
し
て
60
代
後
半
に
な
る
と
、
法
眼
落
款
と
我
々
が
呼
ん
で
い

る
、「
自
雪
舟
五
代
長
谷
川
法
眼
等
伯
筆
」
と
い
う
サ
イ
ン
を
し

た
作
品
が
沢
山
確
認
さ
れ
ま
す
。

《
狩
野
派
か
ら
見
た
等
伯
》

◆
等
伯
と
永
徳

　

１
５
９
０
年
の
８
月
８
日
か
ら
同
13
日
ま
で
の
公
家
の
日
記

に
、
永
徳
が
光
信
、
弟
の
宗
秀
を
連
れ
て
き
て
、「
内
裏
の
御
造

営
で
対
屋
の
襖
絵
を
長
谷
川
と
い
う
も
の
に
描
か
せ
る
こ
と
に
し

た
と
聞
い
た
が
、
そ
れ
が
非
常
に
迷
惑
な
の
で
、
止
め
さ
せ
て
ほ

し
い
」と
申
し
出
に
来
た
と
。
等
伯
が
政
治
力
を
使
っ
た
に
せ
よ
、

永
徳
に
正
面
か
ら
立
ち
向
か
っ
て
い
っ
た
と
い
う
、
重
大
な
事
件

で
す
。
13
日
の
日
記
に
は
、
そ
れ
を
前
田
玄
以
に
申
し
入
れ
、
取

り
消
す
こ
と
に
成
功
し
、
永
徳
親
子
が
御
礼
に
や
っ
て
き
た
と
。

こ
れ
は
日
本
の
美
術
史
で
は
大
変
珍
し
い
出
来
事
で
、
こ
れ
が
永

徳
と
等
伯
が
ラ
イ
バ
ル
関
係
と
い
わ
れ
る
一
つ
の
根
拠
で
す
。

　

我
々
の
先
輩
た
ち
は
こ
の
一
件
に
つ
い
て
、
等
伯
は
永
徳
に
引

け
を
と
ら
な
い
、
自
分
の
芸
術
に
対
す
る
自
負
と
い
う
も
の
が

あ
っ
た
。
だ
か
ら
永
徳
側
に
し
て
も
、
等
伯
の
芸
術
性
を
認
め
ざ

る
を
得
な
か
っ
た
と
、こ
の
資
料
を
読
ま
れ
て
き
ま
し
た
。
た
だ
、

私
は
そ
れ
だ
け
で
は
な
く
て
、
調
べ
て
み
ま
し
た
ら
対
屋
に
描
か

れ
る
べ
き
襖
絵
は
着
色
画
な
ん
で
す
。
で
す
か
ら
、
着
色
画
の
領

域
で
等
伯
は
、
永
徳
と
同
等
以
上
の
表
現
力
を
持
っ
て
い
た
と
自

他
共
に
認
め
て
い
た
か
ら
、
こ
う
い
う
行
動
に
出
た
と
読
む
べ
き

で
す
。
こ
の
出
来
事
は
、
等
伯
が
非
常
に
優
れ
た
着
色
画
家
で
も

あ
っ
た
と
い
う
こ
と
を
証
明
し
て
い
ま
す
。
智
積
院
以
外
に
も
着

色
画
の
作
品
は
あ
る
べ
き
だ
と
い
う
私
の
推
察
も
、
そ
の
後
「
柳

橋
水
車
図
」や
相
國
寺
の「
萩
芒
図
」が
認
め
ら
れ
た
こ
と
に
よ
っ

て
も
、
物
語
っ
て
い
る
と
思
っ
て
い
ま
す
。

　

次
に
、
智
積
院
の
楓
の
巨
木
表
現
は
、「
檜
図
屏
風
」
な
ど
の

永
徳
様
式
と
呼
ば
れ
る
樹
木
表
現
の
影
響
を
受
け
て
出
来
た
と
思

い
ま
す
。
た
だ
、
私
は
根
元
の
秋
草
は
、
等
伯
ら
し
さ
を
伝
え
て

い
る
と
考
え
ま
す
。
永
徳
に
は
そ
ん
な
秋
草
表
現
は
あ
り
ま
せ

ん
。
狩
野
派
も
、
等
伯
が
自
分
た
ち
に
は
な
い
草
花
表
現
や
動
物

の
情
愛
表
現
を
や
っ
て
い
る
こ
と
は
、
恐
ら
く
気
付
い
て
い
た
け

れ
ど
、
そ
れ
が
い
き
な
り
永
徳
の
目
の
前
に
登
場
し
て
き
た
訳
で

す
か
ら
、
慌
て
た
と
思
い
ま
す
ね
。
で
、
結
局
等
伯
を
排
斥
し
て

い
く
。
そ
れ
が
そ
の
後
、
探
幽
に
受
け
継
が
れ
、
表
だ
っ
た
か
た

ち
の
等
伯
排
斥
に
つ
な
が
っ
た
の
だ
と
考
え
て
い
ま
す
。

　
「
楓
図
」
で
は
、
池
と
思
わ
れ
る
と
こ
ろ
に
、
紅
葉
が
か
っ
た

楓
の
葉
っ
ぱ
が
絶
妙
に
重
な
っ
て
い
て
、
一
番
美
し
い
と
こ
ろ
で

す
ね
。
と
こ
ろ
が
永
徳
の
場
合
は
、
ひ
た
す
ら
豪
快
な
表
現
に
終

始
し
て
い
る
。
結
論
と
し
て
は
、
永
徳
の
時
代
に
等
伯
は
、
自
分

た
ち
に
は
で
き
な
い
草
花
表
現
を
や
っ
た
と
い
う
ふ
う
に
み
て
い

た
と
思
い
ま
す
。

◆
等
伯
と
光
信

　

永
徳
が
亡
く
な
り
、
次
の
リ
ー
ダ
ー
は
狩
野
光
信
で
す
。
結
論

か
ら
い
い
ま
す
と
、光
信
は
等
伯
の
影
響
を
受
け
た
と
思
い
ま
す
。

光
信
の
一
番
の
美
的
特
質
は
、
抒
情
性
の
表
現
に
あ
り
ま
す
。
つ

ま
り
、
画
家
の
プ
ラ
イ
ベ
ー
ト
な
心
情
や
、
揺
れ
動
く
感
情
と
い

う
も
の
を
表
現
す
る
。日
本
の
画
家
が
そ
う
い
う
絵
を
描
く
の
は
、

江
戸
時
代
に
な
っ
て
か
ら
で
す
が
、
等
伯
は
そ
の
遥
か
前
か
ら
動

物
を
描
い
た
り
、
草
花
を
描
い
て
抒
情
表
現
を
や
っ
て
い
る
ん
で
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す
。
永
徳
も
甥
っ
子
の
探
幽
も
、ど
ち
ら
か
と
い
う
と
構
築
的
で
、

極
め
て
完
成
度
の
高
い
画
面
構
成
が
多
い
の
で
、
冷
た
い
ク
ー
ル

な
感
じ
が
し
ま
す
が
、
光
信
は
違
い
ま
す
。

　

で
は
、
具
体
的
に
何
が
等
伯
の
影
響
を
受
け
た
光
信
の
芸
術
か

と
い
う
と
、
空
気
感
の
表
現
だ
と
思
い
ま
す
。
例
え
ば
「
松
林
図

屏
風
」
は
、
松
林
に
立
ち
込
め
た
靄
と
も
霧
と
も
つ
か
な
い
空
気

が
表
現
さ
れ
、
圧
倒
的
に
余
白
の
方
が
広
い
。
そ
う
い
う
空
気
感

の
表
現
が
、
実
は
光
信
の
勧
学
院
の
襖
絵
に
も
あ
り
ま
す
。「
松

林
図
」
は
紙
に
墨
。
こ
ち
ら
金
地
に
絵
の
具
で
す
か
ら
、
出
来
栄

え
は
随
分
違
っ
て
見
え
ま
す
が
、
注
目
し
た
い
の
は
雲
で
す
。
光

信
独
特
の
雲
と
い
う
の
が
あ
り
、
ど
の
場
面
を
と
っ
て
も
流
れ
て

き
て
ピ
タ
ッ
と
終
わ
る
、
完
結
す
る
ん
で
す
。
こ
れ
に
対
し
て
永

徳
の
金
の
雲
は
、
画
面
の
右
か
ら
左
ま
で
途
切
れ
る
こ
と
な
く
続

き
、
強
い
風
と
し
て
描
い
て
い
ま
す
。
探
幽
も
こ
う
い
う
雲
の
表

現
じ
ゃ
な
い
で
す
か
ら
、
光
信
の
独
特
の
空
気
の
表
現
と
い
わ
ざ

る
を
得
な
い
。
空
気
の
表
現
と
い
う
の
は
、
技
術
的
に
か
な
り
難

し
い
と
思
い
ま
す
が
、
そ
こ
を
光
信
は
非
常
に
上
手
く
や
っ
て
い

ま
す
。
私
は
そ
の
ヒ
ン
ト
は
等
伯
の
絵
に
あ
っ
た
ん
じ
ゃ
な
い
か

と
思
う
ん
で
す
。

　

例
え
ば
１
５
９
３
年
に
秀
吉
が
九
州
の
名
護
屋
（
現 

佐
賀
県
）

に
お
城
を
建
て
ま
す
。
お
城
の
中
の
障
壁
画
制
作
に
は
、
永
徳
は

亡
く
な
っ
て
い
ま
す
か
ら
、
光
信
を
呼
ぶ
訳
で
す
。
そ
の
時
光
信

は
、
長
谷
川
平
蔵
と
い
う
画
家
を
呼
ん
で
い
ま
す
。
本
来
は
長
谷

川
派
の
リ
ー
ダ
ー
で
あ
る
等
伯
が
行
く
は
ず
で
す
が
、
こ
の
時
別

の
仕
事
で
動
け
な
い
ん
で
す
ね
。
恐
ら
く
平
蔵
は
、
等
伯
が
認
め

た
実
力
の
あ
る
画
家
だ
と
思
い
ま
す
。
光
信
は
こ
の
時
、
等
伯
に

一
緒
に
や
ろ
う
と
声
を
か
け
て
い
る
ん
で
す
よ
。

　

さ
ら
に
、
狩
野
派
と
長
谷
川
等
岳
が
合
作
し
た
屏
風
が
、
東
京

国
立
博
物
館
に
あ
り
ま
す
。
こ
の
元
和
年
間
に
、
光
信
は
す
で
に

亡
く
な
っ
て
い
ま
す
が
、
探
幽
は
ま
だ
若
く
、
ま
だ
ま
だ
光
信
の

影
響
が
残
っ
て
い
た
時
代
の
出
来
事
で
す
。

　

ま
た
、
光
信
が
描
い
た
屏
風
に
、
長
谷
川
派
が
得
意
と
し
た
モ

チ
ー
フ
が
出
て
き
ま
す
。
一
つ
は
動
物
の
情
愛
表
現
。
も
う
一
つ

は
、
胡
粉
を
盛
り
上
げ
て
柴
垣
を
描
き
、
そ
の
上
に
金
箔
を
の
せ

た
モ
チ
ー
フ
で
す
。
狩
野
派
で
は
山
楽
・
山
雪
が
描
い
た
の
が
一

番
早
く
、
そ
れ
よ
り
も
前
の
時
代
に
、
長
谷
川
派
は
胡
粉
を
盛
り

上
げ
て
柴
垣
を
描
い
て
い
ま
す
。
で
す
か
ら
こ
れ
も
、
光
信
が
長

谷
川
派
の
こ
と
を
認
め
て
い
た
こ
と
に
な
り
ま
す
。　

　

さ
ら
に
、
狩
野
内
膳
は
「
豊
国
祭
礼
図
屏
風
」
の
中
に
、
等
伯

と
そ
の
一
派
が
大
量
制
作
を
試
み
た
「
柳
橋
水
車
図
」
を
描
い
て

い
ま
す
。
こ
れ
ら
が
集
中
す
る
の
は
、や
は
り
光
信
の
時
代
で
す
。

光
信
の
時
代
、
狩
野
派
は
間
違
い
な
く
等
伯
と
上
手
く
い
っ
て
い

た
ん
で
す
よ
。
も
っ
と
い
え
ば
、光
信
は
従
来
の
狩
野
派
に
無
い
、

「
松
林
図
屏
風
」
の
よ
う
な
空
気
感
に
よ
る
抒
情
性
表
現
に
惹
か

れ
、
影
響
を
受
け
た
ん
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

◆
等
伯
と
探
幽

　

問
題
の
探
幽
と
等
伯
の
関
係
で
す
。
狩
野
派
が
編
纂
し
た
『
本

朝
画
史
』
に
、
等
伯
の
項
目
が
あ
り
ま
す
。
読
ん
で
い
く
と
、
等

伯
を
認
め
て
い
る
け
ど
も
、
ま
る
で
重
箱
の
隅
を
突
つ
く
よ
う
な

い
い
方
を
し
て
い
る
。
例
え
ば
等
伯
は
、
狩
野
派
が
画
壇
の
長
で

あ
っ
た
こ
と
を
妬
む
と
か
、
千
利
休
と
共
に
狩
野
派
の
こ
と
を
批

判
し
た
と
か
。

　

さ
ら
に
虎
の
絵
に
は
、
探
幽
が
「
竹
虎
の
絵
、
屏
風
一
双
、
周

文
の
真
筆
で
あ
る
」
と
書
き
込
み
を
し
て
い
る
。
周
文
は
雪
舟
の

先
生
で
す
。
問
題
は
、
探
幽
が
周
文
の
真
筆
と
認
め
て
い
る
点
で

す
。
今
、
等
伯
の
研
究
者
は
皆
、
様
式
的
に
も
技
法
的
に
も
等
伯

の
作
品
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。
そ
れ
を
何
故
、
探
幽
が
周
文
の
作

品
と
し
た
の
か
。
等
伯
が
亡
く
な
っ
て
30
～
40
年
後
く
ら
い
が
探

幽
の
全
盛
期
で
す
か
ら
、当
然
等
伯
の
絵
を
見
て
い
る
は
ず
で
す
。

何
し
ろ
探
幽
は
、
古
今
東
西
の
古
い
絵
を
見
て
全
部
模
写
す
る
ん

で
す
。
そ
れ
が
「
探
幽
縮
図
」
と
い
っ
て
、
現
在
も
残
っ
て
い
ま

す
。
そ
ん
な
探
幽
が
、
見
間
違
う
は
ず
は
あ
り
ま
せ
ん
。
意
図
的

と
し
か
思
え
な
い
。
結
論
を
い
う
と
、
等
伯
の
作
品
を
認
め
た
く

な
い
、
世
の
中
か
ら
消
滅
さ
せ
た
か
っ
た
と
。
つ
ま
り
永
徳
か
ら

探
幽
に
至
る
時
代
の
中
で
、
狩
野
派
に
立
ち
向
か
っ
た
の
は
等
伯

だ
け
で
す
。
そ
れ
は
永
徳
に
と
っ
て
甚
だ
不
快
な
こ
と
だ
っ
た
の

で
、
取
り
消
し
た
か
っ
た
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
光
信
の
時
代
に

は
等
伯
を
認
め
て
し
ま
っ
た
。
そ
れ
が
恐
ら
く
、
許
し
が
た
い
こ

と
だ
っ
た
ん
だ
と
思
い
ま
す
。
こ
れ
を
裏
付
け
る
よ
う
に
、
光
信

の
芸
術
を
否
定
す
る
コ
メ
ン
ト
が
、
探
幽
の
時
代
に
集
中
し
て
出

て
き
ま
す
。
そ
の
レ
ッ
テ
ル
は
、
長
く
光
信
芸
術
を
封
印
し
て
い

た
訳
で
す
。
何
れ
に
せ
よ
、
探
幽
が
こ
の
書
き
込
み
を
し
な
か
っ

た
ら
、永
遠
に
探
幽
と
等
伯
の
関
係
は
、表
に
出
る
こ
と
は
な
か
っ

た
の
で
す
が
、
探
幽
の
姑
息
な
動
き
が
、
逆
に
等
伯
の
存
在
感
を

強
め
る
こ
と
に
な
っ
た
と
思
い
ま
す
。

◆
長
谷
川
派
と
狩
野
派

　
「
松
林
図
屏
風
」
を
描
い
た
等
伯
は
、「
柳
橋
水
車
図
」
の
よ
う

な
絵
は
描
か
な
い
と
い
う
先
入
観
が
あ
っ
た
と
思
い
ま
す
が
、
長

谷
川
派
は
似
た
よ
う
な
「
柳
橋
水
車
屏
風
」
を
大
量
制
作
し
、
狩

野
内
膳
は
「
豊
国
祭
礼
図
」
の
屏
風
の
中
に
、
狩
野
派
が
絶
対
描

か
な
か
っ
た
「
柳
橋
水
車
図
」
を
、
２
箇
所
も
描
い
て
い
ま
す
。

そ
れ
程
長
谷
川
派
の
「
柳
橋
水
車
図
」
が
、
当
時
大
人
気
で
あ
っ

た
と
い
う
こ
と
で
す
。
あ
る
時
期
長
谷
川
派
は
、
間
違
い
な
く
狩

野
派
を
凌
駕
す
る
勢
い
だ
っ
た
の
で
す
。

　

我
々
の
先
輩
の
、
１
６
０
０
年
代
初
期
の
日
本
の
絵
の
歴
史
観

は
、
ピ
ラ
ミ
ッ
ド
の
頂
点
に
狩
野
派
が
い
ま
す
。
常
に
新
し
い
画

題
を
考
え
て
は
絵
に
し
、
リ
ー
ド
し
て
い
く
と
。
例
え
ば
「
洛
中

洛
外
図
屏
風
」
や
、「
南
蛮
屏
風
」「
祇
園
祭
礼
図
屏
風
」
な
ど
も
、

狩
野
派
が
考
え
た
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
そ
れ
が
ピ
ラ
ミ
ッ
ド
の

下
の
方
の
、狩
野
派
以
外
の
流
派
や
町
絵
師
な
ど
に
影
響
を
与
え
、

真
似
さ
れ
て
い
く
と
い
う
構
造
で
す
。
と
こ
ろ
が「
柳
橋
水
車
図
」

は
、
長
谷
川
派
が
考
え
た
も
の
を
狩
野
派
が
真
似
し
て
描
い
た
の

で
す
。
で
す
か
ら
永
徳
が
亡
く
な
っ
た
後
、
等
伯
が
亡
く
な
っ
て

も
、
実
は
長
谷
川
派
の
存
在
感
は
、
か
な
り
強
く
あ
っ
た
と
考
え

な
け
れ
ば
い
け
な
い
訳
で
す
。

◆
長
谷
川
派
の
風
俗
画

　

風
俗
画
の
領
域
で
は
、
そ
れ
が
は
っ
き
り
出
て
き
ま
す
。
長
谷

川
派
が
考
え
た
風
俗
画
の
テ
ー
マ
が
出
来
上
が
り
、
そ
れ
が
や
が

て
狩
野
派
に
影
響
を
与
え
て
い
く
と
い
う
、
全
く
従
来
の
歴
史
感

と
は
逆
の
現
象
が
起
き
て
く
る
ん
で
す
。
具
体
的
に
い
う
と
、
徳

川
美
術
館
の「
相
応
寺
屏
風
」、彦
根
城
博
物
館
の「
彦
根
屏
風
」は
、

何
れ
も
狩
野
派
の
代
表
的
な
風
俗
画
で
す
。
こ
れ
ら
を
調
べ
れ
ば

調
べ
る
ほ
ど
、元
々
長
谷
川
派
が
考
え
て
い
た
風
俗
画
が
あ
っ
て
、

そ
の
影
響
を
受
け
て
出
来
た
と
い
う
こ
と
が
分
か
っ
て
く
る
ん
で

す
。
じ
ゃ
あ
、
誰
が
描
き
は
じ
め
た
か
と
い
え
ば
、
や
っ
ぱ
り
等

伯
だ
と
思
い
ま
す
。
従
来
の
歴
史
感
を
払
拭
す
る
に
は
、
等
伯
の

風
俗
画
を
ま
ず
探
す
こ
と
が
、
私
の
直
近
の
課
題
で
す
。

　

結
論
と
し
て
は
、
等
伯
の
画
業
は
非
常
に
多
彩
で
、
そ
れ
は
狩

野
派
も
無
視
で
き
な
い
程
の
芸
術
性
と
存
在
感
を
も
っ
て
い
て
、

流
派
の
力
に
な
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
す
。

　

ご
清
聴
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

※
本
文
は
平
成
26
年
４
月
29
日
に
開
催
し
た
特
別
講
演
会
の
内
容
を
、

　

当
館
が
ま
と
め
た
も
の
で
す
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平成24年度 春の展覧会予定

2015

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81号（春号）は４月１日発行予定です。

飛行機……羽田空港から能登空港まで約１時間、能登空港から「のと里山海道」（能越自動車道）利用約45分
車…………「のと里山海道」徳田大津J.C.T.又は「能越自動車道」七尾城山I.C.より約15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（１時間に２便  約10 ～ 15分）
　　　　…JR七尾駅前「ミナ．クル」ビル裏バス停から等伯ルート（西回り）「七尾美術館前」下車
ななおコミュニティバスぐるっと７（１日４便  約10分）
　　　　…JR七尾駅５番乗り場から西コース「小丸山台１丁目」下車

◆第１・2・3展示室　開館20周年・北陸新幹線金沢開業・能越自動車道七尾氷見道路開通記念特別展

　　　「長谷川等伯展　～日本障壁画の最高傑作『楓図』公開～」
　桃山黄金文化を象徴する屈指の名作。「松林図屏風」と並ぶ長谷川等伯国宝作品の双璧。京都・智積院が所蔵す
る至宝「楓図壁貼付」が、当館開館20周年記念として特別公開されます。さらに重要文化財５件を含む名品26点
もあわせて展示予定。等伯栄光の軌跡を伝える至高の品々をぜひご鑑賞ください。

割引、プレゼントなど特典いろいろ！
ぜひ当館でもご利用ください。

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。

■ ■ ■
■

■
■
■

■
■ ■
■ ■ ■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■ ■ ■

■
■
■
■
■

※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月からご活用くださいますよう、
お早めのご入会をお待ちいたしております。

平成27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(日)から【年度会費1,000円】
　　　　　　　　②受付場所　当館受付カウンターまたは郵便受付（郵便振替用紙をご利用ください）

　※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･生年月日》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。
　　払込手数料は恐縮ですがご負担ください。会員証のお渡しには会費払込後10日ほどかかります。

　　　　　　　　　　　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

★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）　

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

国
宝
「
楓
図
壁
貼
付
」
長
谷
川
等
伯

　
　
　
　
　
　

京
都
市
・
智
積
院
蔵

「黄瀬戸六角盃」（池田コレクション）


