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常設展示室（前田育徳会展示室）
特　集

能面と能装束
2月5日（水）～3月2日（日）

金
沢
に
お
い
て
能
が
盛
ん
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
「
加
賀
宝

生
」
と
よ
く
称
さ
れ
ま
す
が
、
今
回
は
十
三
代
加
賀
藩
主
前
田

斉
泰
な
り
や
す

と
能
に
ま
つ
わ
る
話
を
紹
介
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

江
戸
後
期
の
文
化
八
年
（
一
八
一
一
）、
金
沢
に
生
ま
れ
た
斉

泰
は
、
能
好
き
で
あ
っ
た
父
斉
広
な
り
な
が

の
影
響
を
受
け
、
七
歳
で
初
め

て
〈
猩
々
〉
を
舞
う
ほ
ど
の
早
熟
者
で
し
た
。
当
時
、
江
戸
で
は

宝
生
流
が
勢
力
を
伸
ば
し
て
い
ま
し
た
が
、
五
代
藩
主
綱
紀
の
頃

よ
り
宝
生
流
を
愛
好
す
る
加
賀
藩
に
お
い
て
も
そ
れ
は
同
様
で
、

金
沢
城
に
て
の
べ
六
日
間
に
も
及
ぶ
儀
式
能
（
文
化
八
年
）
が
行

な
わ
れ
る
な
ど
、
演
能
が
繰
り
返
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

さ
て
、
斉
泰
は
三
十
代
に
入
っ
て
、
脚か
っ

気け

を
患
う
よ
う
に
な

り
ま
す
。
末
梢
神
経
が
麻
痺
し
、
歩
行
な
ど
が
困
難
に
な
る
病

気
で
す
。
そ
の
時
、
能
を
舞
う
こ
と
が
そ
の
治
療
に
役
立
っ
た

と
、
後
に
そ
の
著
『
申
楽
免
廃
論
』
の
中
で
述
べ
て
い
ま
す
。

「
日
課
ヲ
建
テ
日
々
、
素
仕
舞
二
三
番
ヨ
リ
五
六
番
ヲ
重
ヌ
ル

（
中
略
）、
弘
化
二
年
正
月
廿
三
日
ニ
シ
テ
脚
力
回
復
シ
、
起
居

動
作
大
抵
平
生
ニ
近
シ
」
脚
気
が
治
癒
し
た
斉
泰
は
、
そ
の
再

発
を
恐
れ
て
か
、
以
降
盛
ん
に
演
能
を
催
し
ま
す
。
北
野
天
満

宮
九
百
五
十
年
祭
記
念
能
（
嘉
永
五
年
）、
中
納
言
昇
進
祝
賀

能
（
安
政
三
年
）
な
ど
で
す
。
あ
わ
せ
て
能
装
束
が
盛
ん
に
作

ら
れ
ま
し
た
。
現
在
、
前
田
家
伝
来
と
さ
れ
る
能
装
束
の
ほ
と

ん
ど
が
、
こ
の
時
期
に
仕
立
て
ら
れ
た
も
の
で
す
。
加
賀
藩
の

最
後
を
彩
っ
た
時
期
と
言
え
ま
し
ょ
う
。

明
治
四
年
に
金
沢
城
で
斉
泰
の
還
暦
を
祝
う
祝
賀
能
が
行
な

わ
れ
た
後
、
廃
藩
置
県
に
よ
り
斉
泰
は
東
京
へ
移
り
ま
す
。
政

治
的
権
力
を
失
っ
た
斉
泰
で
し
た
が
、
明
治
維
新
に
よ
り
混
乱

す
る
能
楽
の
保
護
と
復
興
に
努
め
ま
す
。
十
四
年
に
「
能
楽
社
」

が
発
足
し
、
芝
能
楽
堂
が
開
設
さ
れ
ま
し
た
が
、
そ
の
能
舞
台

に
掲
げ
ら
れ
た
「
能
楽
」
の
額
は
、
斉
泰
の
筆
に
よ
る
も
の
で

す
。
こ
れ
ま
で
「
散
楽
」「
申
楽
」
と
称
さ
れ
て
い
た
能
と
狂

言
に
「
能
楽
」
と
い
う
呼
称
を
与
え
た
の
は
、
斉
泰
と
も
言
わ

れ
て
い
ま
す
。
能
楽
社
会
に
お
け
る
前
田
家
の
力
を
示
す
象
徴

的
な
出
来
事
で
す
。

本
特
集
で
は
、
こ
の
よ
う
に
能
楽
と
深
い
関
わ
り
の
あ
っ
た

前
田
家
が
所
蔵
す
る
能
面
と
能
装
束
二
十
点
を
紹
介
し
ま
す
。

今
回
の
特
集
で
は
、「
琳
派
」
を
取
り
上
げ
ま
す
。
琳
派
の

様
式
は
俵
屋
宗
達
に
よ
っ
て
確
立
さ
れ
、
尾
形
光
琳
に
よ
っ
て

体
系
化
さ
れ
ま
し
た
。
戦
後
に
な
っ
て
よ
う
や
く
宗
達
・
光
琳

派
な
ど
の
呼
称
が
、
光
琳
の
名
前
を
と
っ
た
琳
派
に
定
着
し
て

い
っ
た
背
景
に
は
、
こ
の
光
琳
に
よ
る
体
系
化
に
対
す
る
歴
史

的
な
評
価
が
あ
り
ま
す
。
そ
こ
に
は
、
江
戸
時
代
後
期
の
絵
画

に
つ
い
て
の
論
調
が
、
宗
達
よ
り
も
光
琳
を
高
く
評
価
し
て
い

る
と
い
う
事
実
も
加
味
さ
れ
て
い
た
こ
と
で
し
ょ
う
。

し
か
し
昭
和
三
十
年
代
以
降
、
研
究
の
進
展
と
相
ま
っ
て
宗

達
を
再
評
価
す
る
気
運
も
高
ま
り
、
そ
れ
に
と
も
な
っ
て
宗
達

と
光
琳
を
つ
な
い
だ
俵
屋
工
房
の
輪
郭
も
次
第
に
明
ら
か
に
な

っ
て
き
ま
し
た
。
そ
れ
に
よ
る
と
宗
達
は
十
七
世
紀
初
頭
に
は
、

扇
の
制
作
か
ら
料
紙
装
飾
ま
で
幅
広
く
手
が
け
る
俵
屋
と
い
う

絵
屋
を
主
宰
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
、
本

阿
弥
光
悦
ら
の
王
朝
文
化
復
興
の
活
動
に
も
関
与
し
た
よ
う

で
、
様
式
分
析
か
ら
、
光
悦
が
し
た
た
め
た
古
今
集
や
新
古
今

集
の
和
歌
の
料
紙
の
多
く
は
宗
達
が
手
が
け
た
こ
と
が
わ
か
り

ま
す
。
や
が
て
宗
達
は
絵
屋
の
活
動
と
は
別
に
、
一
人
の
画
家

と
し
て
芸
術
性
を
追
求
す
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。「
法
橋
宗
達
」

と
い
う
落
款
の
あ
る
名
作
の
数
々
は
こ
の
時
期
に
生
み
出
さ

れ
、
最
高
傑
作
「
風
神
雷
神
図
」
へ
と
結
実
し
て
ゆ
き
ま
す
。

そ
し
て
一
六
四
〇
年
頃
、
宗
達
は
没
し
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

宗
達
の
生
前
か
ら
、
俵
屋
は
宗
達
の
様
式
に
よ
る
掛
軸
や
屏

風
な
ど
も
制
作
す
る
よ
り
大
き
な
工
房
と
な
っ
て
い
た
よ
う

で
、
複
数
の
有
力
な
画
家
が
関
与
し
て
い
ま
し
た
。
そ
し
て
最

終
的
に
宗
達
の
後
継
者
と
な
っ
た
の
が
俵
屋
宗
雪
で
あ
り
、
前

田
家
の
御
用
を
務
め
た
こ
と
が
機
縁
と
な
っ
て
か
加
賀
に
制
作

拠
点
を
移
し
た
よ
う
で
す
。
そ
の
宗
雪
を
継
い
だ
の
が
喜
多
川

相
説
で
あ
り
、
宗
雪
、
相
説
の
時
代
に
俵
屋
ブ
ラ
ン
ド
の
草
花

図
屏
風
が
数
多
く
制
作
さ
れ
、
そ
の
様
式
は
尾
形
光
琳
に
継
承

さ
れ
る
と
と
も
に
一
層
洗
練
さ
れ
、
幅
広
い
層
に
愛
好
さ
れ
て

ゆ
き
ま
し
た
。
今
回
は
宗
達
お
よ
び
宗
達
工
房
か
ら
相
説
ま
で

の
絵
画
作
品
七
点
と
光
琳
の
漆
芸
作
品
三
点
を
展
示
し
ま
す
。

常設展示室（第2展示室）
特　集

江戸時代の絵画Ⅱ
2月5日（水）～3月2日（日）

童
子
の
図
　
伝
俵
屋
宗
達
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常設展示室（第3展示室）
特　集

宮本三郎従軍素描
2月5日（水）～3月2日（日）

今
回
の
特
集
で
は
、
宮
本
三
郎
作
「
南
方
従
軍
素
描
集
」
全

十
六
点
を
、
一
挙
公
開
い
た
し
ま
す
。

こ
の
素
描
集
は
、
宮
本
が
第
二
次
大
戦
中
の
昭
和
十
七
年
四

月
か
ら
六
月
に
か
け
て
、
タ
イ
、
マ
レ
ー
シ
ア
、
シ
ン
ガ
ポ
ー

ル
、
香
港
な
ど
、
南
方
に
従
軍
し
た
と
き
に
制
作
し
た
も
の
で

す
。
モ
テ
ィ
ー
フ
は
す
べ
て
人
物
で
、
南
方
に
生
き
る
婦
人
や

子
供
、
兵
士
や
捕
虜
な
ど
が
描
か
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
ら
の
作

品
は
簡
潔
な
描
写
で
あ
り
な
が
ら
、
人
々
の
暮
ら
し
ぶ
り
や
風

俗
、
さ
ら
に
は
各
人
の
内
面
の
心
の
動
き
ま
で
も
、
巧
み
に
把

握
し
て
い
る
よ
う
で
す
。

「
マ
ラ
イ
の
少
女
」
は
、
そ
の
大
き
な
瞳
が
印
象
的
で
、
愛

ら
し
い
幼
子
の
生
き
生
き
と
し
た
生
命
感
が
伝
わ
っ
て
く
る
よ

う
な
作
品
で
す
。
鉛
筆
で
、
形
や
陰
影
を
す
ば
や
く
描
き
、
民

族
衣
装
な
ど
に
淡
彩
を
ほ
ど
こ
し
て
、
華
や
か
な
雰
囲
気
を
漂

わ
せ
て
い
ま
す
。

ま
た
、
こ
の
素
描
集
の
中
に
は
、
下
層
の
貧
し
い
母
子
な
ど

も
描
か
れ
て
お
り
、
宮
本
が
庶
民
の
あ
る
が
ま
ま
の
姿
を
、
公

平
な
視
点
で
と
ら
え
よ
う
と
し
て
い
た
の
が
わ
か
り
ま
す
。

「
西
貢
さ
い
く
ん

の
靴
磨
き
」
は
、
香
港
の
西
貢
と
い
う
と
こ
ろ
で
靴

磨
き
を
し
て
い
た
少
年
を
描
い
た
も
の
で
、
厳
し
い
環
境
の
な

か
で
生
き
る
た
く
ま
し
い
姿
を
、
真
正
面
か
ら
と
ら
え
、
軽
快

な
筆
致
で
表
現
し
ま
し
た
。

印
度
兵

西貢の靴磨き

前
田
育
徳
会
展
示
室

特
集
　
能
面
と
能
装
束

翁
　
能
面

花
色
地
色
絵
花
唐
船
模
様
縫
箔
　
能
装
束

白
地
網
に
千
鳥
模
様
摺
箔
　
能
装
束

第
1
展
示
室

'

色
絵
雉
香
炉

野
々
村
仁
清
に
ん
せ
い

◎
色
絵
雌
雉
香
炉

野
々
村
仁
清

第
2
展
示
室

古
九
谷

○
□
色
絵
布
袋
図
平
鉢

□
青
手
老
松
図
平
鉢

特
集
　
江
戸
時
代
の
絵
画

Ⅱ

は
ん
か
い
草
の
図

伝
俵
屋
宗
達

芥
子
図

喜
多
川
相
説

第
3
・
4
展
示
室（
油
彩
画
・
彫
塑
・
造
形
・
素
描
）

油
彩
画

カ
サ
ブ
ラ
ン
カ

高
光
一
也

熱
叢
夢

宮
本
三
郎

彫
塑
・
造
形

想

松
田
尚
之

裸
婦

木
下
　
繁

特
集
　
宮
本
三
郎
従
軍
素
描

※
上
記
案
内
を
ご
覧
下
さ
い

第
5
展
示
室（
工
芸
）

染
色
・
木
工

加
賀
友
禅
染
牛
首
紬

遠
州
風
彫
刻
桑
材
飾
棚

初
代
池
田
作
美

特
集
　
ー
輸
出
の
華
ー
　
明
治
の
工
芸

色
絵
金
彩
花
詰
蓋
物

清
水
美
山

□
鉄
打
出
鳩
置
物

山
田
宗
美

※
概
要
は
前
号
記
事
を
ご
覧
下
さ
い

第
6
展
示
室（
日
本
画
）

御
水
送
り
神
事

黒
田
櫻
の
園

桃
鶏
図

鈴
木
華
邨

常設展示室

主な展示作品
2月5日（水）～3月2日（日）
'＝国宝　◎＝重要文化財　○＝重要美術品
□＝石川県指定文化財

◆
観
覧
料

団
体
（
20
名
以
上
）

一　般
350円

大学生
280円

高校生以下は
無料

一　般
280円

大学生
220円

高校生以下は
無料

個
　
　
　
人

桃
鶏
図
　
鈴
木
華
邨

□
鉄
打
出
鳩
置
物
　
山
田
宗
美

○
□
色
絵
布
袋
図
平
鉢
　
古
九
谷

マライの少女



― 4 ―

石川県立美術館だより　第232号

利
家
と
ま
つ

加
賀
百
万
石
物
語
展

こ
の
展
覧
会
は
、
平
成
十
四
年
の
N
H
K
大
河
ド
ラ
マ
「
利

家
と
ま
つ
〜
加
賀
百
万
石
物
語
〜
」
に
連
動
し
て
開
催
し
た
も

の
で
、
ド
ラ
マ
放
映
の
効
果
と
、
N
H
K
金
沢
放
送
局
の
徹
底

し
た
広
報
活
動
に
よ
り
、
四
六
、
七
六
六
名
と
い
う
多
く
の
鑑

賞
者
が
あ
り
ま
し
た
。

「
利
家
と
ま
つ
」
放
映
決
定
の
発
表
が
あ
っ
た
の
が
、
平
成

十
二
年
四
月
。
こ
の
発
表
が
あ
っ
て
か
ら
間
も
な
く
、
ド
ラ
マ

と
連
動
し
た
展
覧
会
を
開
き
た
い
の
で
、
ぜ
ひ
応
援
し
て
い
た

だ
け
な
い
か
と
い
う
依
頼
が
飛
び
込
ん
で
き
ま
し
た
。
過
去
に

放
映
さ
れ
た
大
河
ド
ラ
マ
の
場
合
を
見
て
み
て
も
、
こ
こ
数
年

間
は
必
ず
関
係
し
た
展
覧
会
が
開
催
さ
れ
て
い
ま
す
の
で
、
お

引
き
受
け
す
る
こ
と
に
し
た
の
で
す
。

さ
て
テ
ー
マ
と
し
て
「
利
家
と
ま
つ
」、
そ
し
て
主
役
級
の

配
役
決
定
の
発
表
は
あ
り
ま
し
た
が
、
ド
ラ
マ
の
内
容
に
つ
い

て
は
ま
だ
全
く
不
明
で
し
た
。
し
か
し
ド
ラ
マ
に
連
動
す
る
以

上
、
登
場
す
る
人
物
を
あ
る
程
度
関
連
づ
け
る
必
要
が
あ
り
ま

し
た
。
特
に
藩
主
が
何
代
ま
で
登
場
す
る
か
が
、
展
覧
会
を
構

成
す
る
た
め
に
は
必
要
で
あ
り
、
ま
ず
そ
の
辺
が
大
き
な
課
題

と
な
り
ま
し
た
。
そ
こ
で
N
H
K
の
担
当
の
方
々
と
話
し
合
っ

て
み
ま
す
と
、
ド
ラ
マ
展
開
の
中
心
と

な
る
の
は
あ
く
ま
で
利
家
と
ま
つ
、
そ

し
て
行
動
を
共
に
し
た
長
男
利
長
ま
で

で
、
三
代
の
利
常
は
ほ
と
ん
ど
描
か
れ

な
い
だ
ろ
う
と
い
う
こ
と
が
分
か
り
ま

し
た
。

し
か
し
副
タ
イ
ト
ル
の
「
加
賀
百
万
石

物
語
」
の
響
き
か
ら
連
想
さ
れ
る
「
百
万

石
文
化
」
を
、
展
示
で
構
成
す
る
と
い
う

こ
と
に
な
る
と
、
ど
う
し
て
も
三
代
藩
主

の
利
常
の
時
代
ま
で
を
含
め
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
そ
う
い
う
事

情
も
あ
っ
て
、
展
覧
会
で
は
大
河
ド
ラ
マ
を
あ
ま
り
意
識
せ
ず
、

思
い
切
っ
て
前
田
家
三
代
と
、
そ
こ
に
育
ま
れ
た
「
加
賀
文
化
」

を
紹
介
し
よ
う
と
い
う
こ
と
に
決
定
し
ま
し
た
。

地
域
の
文
化
を
美
術
館
活
動
の
一
つ
と
し
て
位
置
づ
け
て
き

た
当
館
で
は
、
す
で
に
昭
和
四
十
八
年
に
「
前
田
利
家
展
」
を
、

昭
和
五
十
一
年
に
は
「
前
田
利
常
展
」
を
、
そ
れ
ぞ
れ
開
催
し

大
変
な
好
評
を
博
し
て
い
ま
し
た
。
そ
こ
で
今
度
の
「
利
家
と

ま
つ
」
の
展
覧
会
で
は
、
こ
の
二
つ
の
展
覧
会
を
基
本
に
し
て

構
成
し
よ
う
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
と
こ
ろ
が
こ
こ
に

ま
た
一
つ
の
大
き
な
課
題
が
出
て
き
た
の
で
す
。
会
場
と
会
期

の
問
題
で
す
。
最
初
N
H
K
側
か
ら
提
示
さ
れ
た
案
は
、
会
場

が
東
京
、
名
古
屋
、
京
都
ま
た
は
大
阪
、
そ
れ
に
金
沢
の
四
会

場
で
開
催
し
た
い
こ
と
、
ま
た
会
期
は
一
会
場
四
十
日
、
四
会

場
延
べ
百
六
十
日
間
を
考
え
た
い
と
い
う
こ
と
で
し
た
。

旧
館
時
代
に
開
催
し
た
利
家
展
と
利
常
展
の
場
合
で
も
、
会

期
は
一
か
月
足
ら
ず
。
し
か
も
作
品
の
保
存
管
理
上
の
配
慮
か

ら
、
会
期
を
前
期
と
後
期
に
分
け
て
展
示
替
え
を
行
っ
て
い
る

ほ
ど
で
あ
り
、
こ
の
案
で
は
お
よ
そ
開
催
す
る
こ
と
は
不
可
能

に
近
い
と
、
こ
の
時
点
で
は
お
答
え
し
た
の
で
す
。

そ
う
こ
う
し
て
い
る
間
に
N
H
K
側
か
ら
は
、
関
西
地
区
で

は
開
催
し
な
い
こ
と
、
各
会
場
の
会
期
を
も
う
少
し
詰
め
て
も

よ
い
と
い
う
案
が
出
さ
れ
ま
し
た
が
、
そ
れ
で
も
作
品
の
保
存

管
理
の
面
か
ら
考
え
る
と
、
や
は
り
非
常
に
厳
し
い
と
い
う
旨

を
申
し
上
げ
た
の
で
し
た
。

し
か
し
こ
れ
か
ら
先
い
く
ら
議
論
を
重
ね
て
い
て
も
、
開
催
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
事
実
で
し
た
。
と
も
か
く
も
各
会
場

の
展
示
替
え
の
作
品
数
、
三
会
場
を
通
し
で
展
示
で
き
る
作
品
は

極
め
て
限
定
さ
れ
る
の
で
、
ま
ず
は
会
場
ご
と
の
出
品
作
品
数
と

い
う
具
合
に
、
作
品
の
リ
ス
ト
作
り
の
準
備
に
入
っ
た
の
が
、
平

成
十
二
年
の
秋
も
終
わ
り
に
近
い
頃
で
し
た
。
よ
く
考
え
て
み
ま

す
と
、
結
局
は
「
利
家
と
ま
つ
」
と
い
う
テ
ー
マ
で
三
組
の
展
覧

会
を
準
備
す
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
わ
け
で
す
。
最
終
的
に

絞
り
込
ん
で
決
定
し
た
作
品
数
は
二
八
一
点
、
出
品
者
数
一
〇
八

名
。
そ
れ
も
北
は
宮
城
県
か
ら
南
は
山
口
県
ま
で
と
、
ほ
ぼ
本
州

の
全
地
域
に
ま
た
が
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

さ
て
展
示
の
基
本
構
成
は
第
一
部
「
前
田
利
家
人
と
時
代
」

と
、
第
二
部
「
加
賀
文
化
の
確
立
」
の
二
部
立
て
と
し
ま
し
た
。

第
一
部
は
さ
ら
に
第
一
章
「
尾
張
・
越
前
の
時
代
」、
第
二

章
「
能
登
・
加
賀
の
時
代
」、
第
三
章
「
秀
吉
の
補
佐
役
と
し

て
」、
第
四
章
「
ま
つ
（
芳
春
院
）
と
家
族
」
の
四
つ
に
に
分

け
て
、
ほ
ぼ
ド
ラ
マ
の
展
開
に
そ
っ
た
内
容
と
し
ま
し
た
。
肖

像
画
、
屏
風
絵
、
文
書
資
料
、
絵
地
図
、
遺
品
等
で
構
成
し
、

利
家
と
ま
つ
が
生
き
た
時
代
の
政
治
や
社
会
状
況
、
そ
し
て
二

人
の
人
と
な
り
が
理
解
で
き
る
よ
う
多
少
解
説
を
加
え
て
展
示

し
た
の
で
す
。

第
二
部
で
は
第
一
章
「
利
家
と
利
長
の
時
代
」、
第
二
章

「
利
常
の
時
代
」、
第
三
章
「
江
戸
屋
敷
の
成
立
」
の
三
つ
に
分

け
ま
し
た
。
利
家
、
利
長
、
利
常
の
前
田
家
初
期
三
代
に
わ
た

っ
て
確
立
さ
れ
て
い
く
「
加
賀
文
化
」
の
姿
を
、
主
と
し
て
茶

の
湯
を
切
り
口
と
し
、
そ
れ
に
利
常
に
よ
っ
て
収
集
・
育
成
さ

れ
た
美
術
工
芸
品
を
加
え
て
、
豪
華
に
展
示
し
た
内
容
で
し
た
。

特
に
当
館
の
金
沢
会
場
は
、
こ
の
会
場
の
み
に
し
か
展
示
さ

れ
な
か
っ
た
貴
重
な
文
化
財
が
数
多
く
あ
り
、
関
東
、
関
西
か

ら
わ
ざ
わ
ざ
足
を
運
ば
れ
た
鑑
賞
者
も
多
く
、
マ
ス
コ
ミ
の
企

画
展
を
除
い
た
当
館
主
催
の
展
観
と
し
て
は
、
史
上
二
番
目
の

入
場
者
数
の
記
録
を
達
成
し
ま
し
た
。

当
館
で
の
開
催
期
間
中
は
、
ド
ラ
マ
の
方
で
も
ち
ょ
う
ど
北

陸
が
舞
台
の
中
心
と
な
っ
て
お
り
、
そ
う
し
た
事
が
よ
り
関
心

を
呼
ん
だ
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
ま
た
、
ド
ラ
マ
の
場
面
と
展

示
作
品
と
異
な
っ
て
い
る
の
は
ど
ち
ら
が
正
し
い
の
か
、
と
い

う
よ
う
な
質
問
が
数
多
く
寄
せ
ら
れ
ま
し
た
。
こ
う
し
た
い
ろ

い
ろ
な
こ
と
が
話
題
と
な
り
、
大
変
よ
か
っ
た
と
の
高
い
評
価

を
受
け
た
展
観
で
し
た
。
た
だ
、
解
説
の
文
字
が
小
さ
く
、
ま

た
暗
く
て
読
み
づ
ら
い
と
の
苦
言
も
多
少
寄
せ
ら
れ
て
お
り
、

今
後
こ
う
し
た
歴
史
展
に
近
い
展
観
の
解
説
文
の
あ
り
方
に
つ

い
て
は
、
考
察
す
べ
き
点
が
あ
る
と
思
わ
れ
ま
し
た
。

（
嶋
崎
　
丞
す
す
む

当
館
館
長
）

展示室風景
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郵
便
振
替
口
座
　
　
0
0
7
0
0
ー
7
ー
4
6
4
9
0

加

入

者

名
　
　
石
川
県
立
美
術
館
友
の
会

◇
払
込
料
金
七
十
円
は
申
込
者
負
担
と
な
り
ま
す
。

◇
会
員
証
は
『
美
術
館
だ
よ
り
』
と
一
緒
に
、
三
月
末
頃
か
ら

お
送
り
す
る
予
定
で
す
。

◇
白
色
の
図
書
閲
覧
室
受
付
専
用
用
紙
（
下
図
参
考
見
本
a
）

や
返
信
用
封
筒
、
返
信
用
切
手
は
必
要
あ
り
ま
せ
ん
の
で
、

郵
送
し
な
い
で
下
さ
い
。

◇
振
替
用
紙
の
受
領
証
は
、
会
費
送
付
の
証
明
と
な
る
も
の
で

す
か
ら
、
お
手
許
で
大
切
に
保
管
し
て
お
い
て
下
さ
い
。

◇
郵
便
局
備
え
付
け
の
振
替
用
紙
を
ご
使
用
の
場
合
は
、
通
信
欄

に
左
記
事
項
を
ご
記
入
下
さ
い
。

年
齢
　
性
別
　
会
員
の
区
別
（
継
続
・
新
規
・
元
）

職
業

継
続
会
員
の
方
は
現
会
員
番
号
（
会
員
証
裏
面
左
上
の
番
号
）

⑤
そ
の
他

◇
会
員
証
の
有
効
期
間
は
平
成
十
五
年
四
月
一
日
〜
十
六
年
三
月

末
日
で
す
。

◇
会
員
証
提
示
に
よ
る
入
館
料
割
引
の
特
典
は
、
同
伴
者
二
名

ま
で
受
け
ら
れ
ま
す
。
で
す
か
ら
ご
夫
婦
な
ど
の
場
合
は
お
一

人
分
の
入
会
手
続
き
で
結
構
で
す
。
そ
の
際
ご
家
族
の
お
名
前

を
お
申
し
出
に
な
る
必
要
も
あ
り
ま
せ
ん
。

◇
一
度
納
入
さ
れ
た
会
費
は
、
お
返
し
い
た
し
ま
せ
ん
。

◇
会
員
証
紛
失
に
よ
る
再
発
行
は
い
た
し
ま
せ
ん
。

◎
入
館
料
の
割
引

受
付
で
の
会
員
証
提
示
に
よ
り
、
当
館
主
催
展
覧
会
観
覧
料

が
団
体
料
金
な
み
に
割
引
さ
れ
ま
す
。
ま
た
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
の
各
館
主
催
展
覧
会
で
も
同
様
の
扱
い
（
た
だ
し
同
伴
者
割

引
な
し
）
と
な
り
ま
す
。

◎
『
石
川
県
立
美
術
館
だ
よ
り
』
の
郵
送

当
館
の
最
新
情
報
を
お
伝
え
す
る
『
石
川
県
立
美
術
館
だ
よ

り
』（
毎
月
一
日
発
行
）
が
毎
月
郵
送
さ
れ
ま
す
。
会
員
を
対

象
と
し
た
行
事
の
お
知
ら
せ
も
あ
り
ま
す
の
で
、
こ
れ
ら
に
参

加
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

平
成
十
五
年
度
友
の
会
会
員
は
次
の
要
領
で
募
集
い
た
し
ま

す
。
現
会
員
の
方
で
継
続
を
ご
希
望
さ
れ
る
場
合
で
も
、
改
め
て

お
申
し
込
み
下
さ
い
。
お
申
し
込
み
が
な
い
場
合
は
そ
の
ま
ま
退

会
と
な
り
ま
す
。

①
募
集
定
員
　
二
、
〇
〇
〇
名

②
会
　
　
費
　
一
、
五
〇
〇
円
（
郵
送
料
と
事
務
諸
経
費
）

③
受
付
期
間
　
三
月
一
日（
土
）よ
り
開
始
し
、
募
集
定
員
に

達
し
次
第
締
め
切
り
ま
す
。

三
日（
月
）、
四
日（
火
）は
展
示
替
え
に
よ
る
休
館
日
で
す

の
で
ご
注
意
下
さ
い
。

④
入
会
手
続
き

次
の
A
、
B
い
ず
れ
か
の
方
法
で
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

A

当
館
へ
ご
来
館
に
な
り
、
受
付
へ
お
申
し
出
下

さ
い
。
会
員
証
は
そ
の
場
で
発
行
し
ま
す
。

当
館
中
央
ロ
ビ
ー
奥
の
図
書
閲
覧
室
で
受
付
い
た
し
ま
す
。
入

会
申
込
書
は
閲
覧
室
内
に
も
常
備
し
て
あ
り
ま
す
が
、
現
会
員
の

方
は
今
回
同
封
の
入
会
申
込
書
（
本
ペ
ー
ジ
下
図
参
考
見
本
a
）

に
所
定
事
項
を
ご
記
入
の
上
、
会
費
（
現
金
）
と
と
も
に
お
出
し

下
さ
い
。

◇
受
付
時
間
は
、
休
館
日
を
除
く
午
前
九
時
三
十
分
か
ら
午

後
四
時
三
十
分
ま
で
で
す
。

B

郵
便
振
替
用
紙
を
ご
利
用
下
さ
い
。
会
員
証
は

三
月
末
か
ら
美
術
館
だ
よ
り
と
共
に
郵
送
し
ま
す
。

同
封
の
郵
便
振
替
用
紙
（
入
会
申
込
書
兼
用
、
本
ペ
ー
ジ
下
図

参
考
見
本
b
）
に
所
定
事
項
を
ご
記
入
の
上
、
最
寄
り
の
郵
便
局

窓
口
へ
お
出
し
下
さ
い
。

三
月
一
日（
土
）か
ら
受
付
開
始
!!

郵
便
で
の
お
申
し
込
み
は
郵
便
振
替
で

平
成
十
五
年
度

友
の
会
会
員
募
集

今回同封した入会申込書（参考見本）

.当館図書閲覧室受付専用です。 .郵便申込専用です。ご使用の場合には、必ず郵便局窓口へお出し下さい。

見　　本 見　　本

会
員
の
特
典

○ a ○ b
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第
10
回
北
陸
国
画
グ
ル
ー
プ
展（
絵
画
・
写
真
）

二
月
六
日（
木
）〜
十
日（
月
）

（
第
7
・
8
・
9
展
示
室
）

北
陸
国
画
グ
ル
ー
プ
展
は
、
国
画
会
会
員
の
柏
健
が
中
心
と
な

っ
て
呼
び
か
け
た
北
陸
三
県
の
国
画
会
出
品
者
を
主
体
と
し
て
構

成
さ
れ
て
い
ま
す
。
国
画
会
は
、
毎
年
春
に
本
展
を
東
京
都
美
術

館
に
お
い
て
開
催
し
、
本
年
で
第
77
回
を
迎
え
る
公
募
団
体
で
す
。

今
回
の
グ
ル
ー
プ
展
出
品
者
は
絵
画
部
の
安
達
博
文
、
柏
健
、
堤

建
二
、
寺
田
栄
次
郎
、
開
光
市
、
前
田
昌
彦
、
大
森
啓
、
長
谷
川

宏
美
、
本
田
正
史
ら
二
十
二
名
に
、
写
真
部
の
富
岡
省
三
、
中
川

保
雄
、
野
村
輝
久
ら
十
九
名
が
参
加
し
、
力
作
を
二
、
三
点
ず
つ

発
表
し
ま
す
。
安
井
賞
展
、
昭
和
会
展
な
ど
で
の
受
賞
者
も
多
く
、

ハ
イ
レ
ベ
ル
な
作
品
が
期
待
さ
れ
ま
す
。
フ
リ
ー
ス
ペ
ー
ス
展
示

で
は
麻
田
征
弥
、
永
津
照
見
の
作
品
を
ま
と
め
て
ご
覧
い
た
だ
き

ま
す
。
是
非
と
も
ご
高
覧
下
さ
い
。

入
場
無
料

〈
連
絡
先
〉
能
美
郡
辰
口
町
緑
ヶ
丘
一
一
―
五

横
江
昌
人

1
〇
七
六
一
―
五
一
―
四
一
五
〇

第
21
回
石
川
県
写
真
家
協
会
展

二
月
十
三
日（
木
）〜
十
八
日（
火
）

（
第
8
展
示
室
）

20
回
を
節
目
と
し
て
、
今
回
の
21
回
展
は
、
気
持
ち
と
し
て

は
新
た
な
ス
タ
ー
ト
と
考
え
た
い
と
思
い
ま
す
。
そ
こ
で
メ
ン

バ
ー
の
中
で
も
若
手
の
発
案
で
、
写
真
展
の
テ
ー
マ
を
「
カ
オ

ス
の
時
代
」
と
名
づ
け
ま
し
た
。
若
い
人
の
発
案
で
あ
る
「
カ

オ
ス
」
を
、
第
1
回
展
か
ら
20
回
展
ま
で
連
続
し
て
出
品
し
て

き
た
ベ
テ
ラ
ン
た
ち
は
、
ど
う
解
釈
し
て
表
現
す
る
で
し
ょ
う

か
。
ま
た
、
入
会
し
て
日
の
浅
い
若
い
人
た
ち
の
感
性
に
よ
る

表
現
は
、
い
か
な
る
も
の
で
し
ょ
う
か
。

入
場
無
料

〈
連
絡
先
〉
金
沢
市
尾
張
町
一
―
七
―
八

近
岡
房
治

1
〇
七
六
―
二
六
四
―
三
二
八
八

日
本
写
真
文
化
協
会
全
国
写
真
展

二
月
十
三
日（
木
）〜
十
九
日（
水
）

（
第
9
展
示
室
）

東
京
都
美
術
館
で
毎
年
開
催
し
て
お
り
ま
す
文
化
庁
後
援
に

よ
る
「
全
国
写
真
展
」
を
、
当
美
術
館
に
て
「
石
川
展
」
と
し

て
開
催
い
た
し
ま
す
。
こ
の
展
覧
会
は
、
写
真
文
化
の
発
展
と

普
及
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
、
会
員
数
四
五
〇
〇
名

企
画
展
示
室

を
擁
す
る
日
本
最
大
の
写
真
団
体
（
社
）
日
本
写
真
文
化
協
会

が
主
催
い
た
し
ま
す
。
内
容
は
、
第
一
部
（
人
物
）
第
二
部

（
文
化
財
）
第
三
部
（
日
本
の
暮
ら
し
・
風
景
な
ど
）
第
四
部

（
日
本
の
自
然
）
で
構
成
さ
れ
、
す
べ
て
一
般
公
募
に
よ
る
も
の

で
す
。
今
回
は
三
年
前
と
同
じ
く
当
協
会
石
川
県
支
部
の
石
川

県
営
業
写
真
協
会
が
担
当
い
た
し
ま
す
。
多
く
の
方
々
の
ご
来

場
を
お
待
ち
申
し
上
げ
ま
す
。

入
場
無
料

〈
連
絡
先
〉
金
沢
市
野
町
二
―
一
―
二

池
田
正
典

1
〇
七
六
―
二
四
一
―
四
一
七
九

金
沢
大
学
教
育
学
部
美
術
教
室

卒
業
・
修
了
制
作
展

二
月
十
五
日（
土
）〜
十
八
日（
火
）

（
第
7
展
示
室
）

絵
画
、
彫
刻
、
デ
ザ
イ
ン
、
工
芸
、
美
術
科
教
育
の
各
分
野

の
学
部
、
大
学
院
生
に
よ
る
平
成
十
四
年
度
卒
業
・
修
了
作
品

及
び
論
文
等
パ
ネ
ル
を
展
示
し
ま
す
。
こ
れ
ら
は
、
教
員
の
ほ

か
、
多
様
な
分
野
へ
進
出
を
め
ざ
す
学
生
達
が
、
自
ら
の
学
生

生
活
の
総
決
算
と
し
て
地
道
に
努
力
を
重
ね
、
か
つ
創
造
的
に

研
究
し
制
作
し
て
完
成
さ
せ
た
も
の
で
す
。
展
示
点
数
は
数
十

点
、
是
非
ご
高
覧
下
さ
い
。
そ
し
て
忌
憚
の
な
い
ご
批
評
、
ご

助
言
を
お
願
い
し
ま
す
。

入
場
無
料

〈
連
絡
先
〉
金
沢
市
角
間
町
　
金
沢
大
学
教
育
学
部
美
術
教
室

宮
下
孝
晴

1
〇
七
六
―
二
六
四
―
五
五
八
三

第
26
回
金
城
大
学
短
期
大
学
部
美
術
学
科

卒
業
制
作
展

二
月
二
十
二
日（
土
）〜
二
十
五
日（
火
）

（
第
7
・
8
・
9
展
示
室
）

本
学
美
術
学
科
の
卒
業
制
作
展
は
26
回
目
と
な
り
ま
す
。
今
年

度
は
デ
ザ
イ
ン
四
十
二
点
、
マ
ン
ガ
・
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
二
十
八
点
、

日
本
画
十
八
点
、
油
画
二
十
点
、
染
色
・
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
二
十
七
点
、

陶
芸
・
オ
ブ
ジ
ェ
十
二
点
の
合
計
百
三
十
六
点
を
出
品
の
予
定
で

す
。
ま
た
各
部
門
の
研
究
生
の
作
品
が
加
わ
り
ま
す
。
是
非
と
も
ご

高
覧
の
上
、
厳
し
い
ご
批
評
を
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
す
。

入
場
無
料

〈
連
絡
先
〉
松
任
市
笠
間
町
一
二
〇
〇

金
城
大
学
短
期
大
学
部
　
林
　
可
耕

1
〇
七
六
―
二
七
六
―
四
四
一
一

（社）

石
川
県
立
美
術
館
所
蔵
品
図
録

税
込
定
価（
円
）三
、
五
〇
〇

前
田
育
徳
会
展
示
室
　
開
館
記
念
名
宝
展

一
、
五
〇
〇

開
館
10
周
年
記
念
特
別
展
　
日
本
美
の
心

二
、
〇
〇
〇

―
石
川
県
立
美
術
館
所
蔵
―

茶
道
美
術
名
品
図
録

二
、
五
〇
〇

日
本
の
わ
ざ
と
美
展
―
重
要
無
形
文
化
財
と
そ
れ
を
を
支
え
る
人
々
―

二
、
〇
〇
〇

前
田
利
為
と
尊
經
閣
文
庫

二
、
〇
〇
〇

工
芸
作
品
と
図
案
　
―
創
造
へ
の
思
考
―

二
、
〇
〇
〇

前
田
利
家
没
後
4
0
0
年

利
家
が
生
き
た

桃
山
時
代
の
美
術

二
、
五
〇
〇

没
後
25
年
　
写
実
と
幻
想
の
巨
匠

宮
本
三
郎

二
、
三
〇
〇

初
公
開
欧
州
随
一
の
日
本
美
術
コ
レ
ク
シ
ョ
ン

ラ
ン
ゲ
ン
夫
妻
の
眼

二
、
〇
〇
〇

―
石
川
県
立
美
術
館
所
蔵
―

九
谷
名
品
図
録（
改
訂
版
）

二
、
〇
〇
〇

彫
刻
家
　
吉
田
三
郎

二
、
〇
〇
〇

花
の
様
式
　
ナ
ン
シ
ー
派
展

二
、
二
〇
〇

花
と
緑
の
名
品
展
　
―
自
然
と
の
対
話
―

二
、
〇
〇
〇

日
本
芸
術
院
会
員
　
大
樋
長
左
衛
門
の
世
界

二
、
二
〇
〇

鳥
と
語
る
詩
魂
の
画
家
　
脇
田
和
展

二
、
二
〇
〇

※
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
シ
ョ
ッ
プ
で
販
売
中

郵
送
ご
希
望
の
方
は
当
館
へ
電
話
で
お
問
い
合
わ
せ
下
さ
い
。

（
1
〇
七
六
―
二
三
一
―
七
五
八
〇
）

（
美
術
館
の
本
）

最
新
刊

！！

貸
出
中
の
所
蔵
品

色
絵
人
物
図
古
九
谷
写
平
鉢

初
代
須
田
菁
華
作

色
絵
山
水
図
大
鉢

初
代
徳
田
八
十
吉
作

芦
雁
大
皿

二
代
松
本
佐
吉
作

色
絵
水
鳥
図
古
九
谷
写
大
鉢

九
谷
陶
器
会
社
作

他
四
点
、
計
八
点

展
覧
会
　
「
至
高
へ
の
敬
慕
　
古
九
谷
を
模
す
」
展

会
　
期
　
二
月
八
日（
土
）〜
四
月
十
三
日（
日
）

会
　
場
　
石
川
県
九
谷
焼
美
術
館
（
加
賀
市
）
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※
今
月
の
全
館
休
館
日
は
二
月
三
日（
月
）、四
日（
火
）で
す
。

保
存
の
は
な
し

（
宮
衛
　
学
芸
第
二
課
長
）

芥
川
也
寸
志
　
「
交
響
管
弦
楽
の
た
め
の
音
楽
」
ほ
か
（
約
70
分
）

指
揮
‥
芥
川
也
寸
志
／
演
奏
‥
新
交
響
楽
団

日
本
の
金
工
　
12

彫
金
2

（
南
俊
英
　
学
芸
第
一
課
長
）

金
森
映
井
智
・
増
田
三
男
・
鴨
下
春
明

世
阿
弥
の
能
（
48
分
）

明
治
の
工
芸
鑑
賞
の
手
引
き

（
寺
川
和
子
　
学
芸
主
任
）

過
剰
な
る
装
飾
―
グ
ロ
テ
ス
ク
と
い
う
美
の
世
界

爪
ひ
と
す
じ
に
　
つ
づ
れ
織
　
岸
田
栄
吉
（
25
分
）

鋳
金
　
齋
藤
明
の
わ
ざ
（
29
分
）

「
能
楽
」

加
賀
宝
生
と
前
田
斉
泰

（
村
上
尚
子
　
学
芸
員
）

海
よ
り
も
碧
く
　
宮
古
上
布
　
砂
川
玄
恒
（
25
分
）

肥
後
象
嵌
　
米
光
太
平
（
25
分
）

行
　
　
事

月
　
　
日

二
月
の
行
事
案
内
《
入
場
無
料
・
い
ず
れ
も
午
後
一
時
三
十
分
か
ら
行
い
ま
す
》

講
義
室

ホ
ー
ル

講
義
室

ホ
ー
ル

講
義
室

ホ
ー
ル

講
義
室

ホ
ー
ル

土

曜

講

座

C
D
コ
ン
サ
ー
ト

土

曜

講

座

月
例
映
画
会

土

曜

講

座

月
例
映
画
会

土

曜

講

座

月
例
映
画
会

2
／
1
（
土
）

2
／
2
（
日
）

2
／
8
（
土
）

2
／
9
（
日
）

2
／
15
（
土
）

2
／
16
（
日
）

2
／
22
（
土
）

2
／
23
（
日
）

内
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
容

会
　
場

各
地
の
展
覧
会

二
月

※
開
催
日
程
、
休
館
日
、
内
容
等
は
直
接
各
館
へ
お
問
い
合
わ
せ
下
さ
い
。

立
教
開
宗
7
5
0
年
記
念
　
大
日
蓮
展

2
／
23
ま
で

東
京
国
立
博
物
館
（
東
京
都
台
東
区
・
〇
三
―
三
八
二
二
―
一
一
一
一
）

ヘ
ル
マ
ン
・
ム
テ
ジ
ウ
ス
と
ド
イ
ツ
工
作
連
盟

ド
イ
ツ
近
代
デ
ザ
イ
ン
の
諸
相

3
／
9
ま
で

東
京
国
立
近
代
美
術
館
工
芸
館
（
東
京
都
千
代
田
区
・
〇
三
―
三
二
一
一
―
七
七
八
一
）

雛
ま
つ
り
と
お
人
形

2
／
15
〜
3
／
30

京
都
国
立
博
物
館
（
京
都
市
東
山
区
・
〇
七
五
―
五
四
一
―
一
一
五
一
）

お
水
取
り

2
／
18
〜
3
／
23

奈
良
国
立
博
物
館
（
奈
良
市
・
〇
七
四
二
―
二
三
―
五
九
六
二
）

次
回
の
展
覧
会

特
別
陳
列
　
染
色
パ
ネ
ル
の
美

（
第
5
展
示
室
）

特
　
　
集
　
婚
礼
調
度
と
遊
戯
具
（
前
田
育
徳
会
展
示
室
）

特
　
　
集
　
仏
教
美
術

（
第
2
展
示
室
）

三
月
五
日（
水
）〜
二
十
八
日（
金
）

図
書
閲
覧
室
Ｎ
Ｏ
Ｗ

新
着
図
書
紹
介

今
月
は
、
最
近
当
館
に
収
蔵
さ
れ
た
文
化
財
の
修
理
に
関
す

る
書
籍
を
、
ご
紹
介
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

ま
ず
「
石
川
県
文
化
財
保
存
修
復
工
房
　
修
理
報
告
書

平
成
十
三
年
度
／
2
0
0
2
／
石
川
県
文
化
財
保
存
修
復

工
房
修
復
者
連
絡
会
発
行
」
で
す
。

平
成
九
年
に
、
当
館
の
付
属
施
設
と
し
て
、
石
川
県
文
化
財

保
存
修
復
工
房
が
発
足
し
、
以
来
五
年
間
、
文
化
財
の
修
理
事

業
を
行
っ
て
き
ま
し
た
。
そ
こ
で
は
お
も
に
、
公
共
団
体
指
定

の
文
化
財
や
、
博
物
館
施
設
に
収
蔵
さ
れ
て
い
る
貴
重
な
文
化

財
な
ど
を
対
象
と
し
て
修
復
に
あ
た
る
と
と
も
に
、
修
復
技
術

の
研
究
に
取
り
組
み
、
伝
統
文
化
の
発
展
に
寄
与
し
て
き
た
わ

け
で
す
。
こ
の
本
は
、
平
成
十
三
年
度
に
行
っ
た
修
理
の
中
か

ら
、
各
県
市
町
村
指
定
の
絵
画
や
古
文
書
八
点
を
取
り
上
げ
、

そ
の
実
際
の
修
復
内
容
を
、
詳
細
な
デ
ー
タ
や
記
録
写
真
を
も

と
に
ま
と
め
た
も
の
で
す
。

次
に
「
東
京
国
立
博
物
館
文
化
財
修
理
報
告
書
　
Ⅰ
・

Ⅱ
／
2
0
0
2
／
東
京
国
立
博
物
館
発
行
」
を
取
り
上
げ
ま
す
。

東
京
国
立
博
物
館
に
お
い
て
も
、
毎
年
、
所
蔵
品
に
対
す
る

修
理
を
実
施
し
て
き
ま
し
た
。
し
か
し
、
そ
の
状
況
を
、
ま
と

ま
っ
た
報
告
書
と
し
て
館
外
に
示
す
こ
と
は
行
わ
れ
ま
せ
ん
で

し
た
。
そ
こ
で
、
平
成
十
一
年
度
よ
り
、
修
理
概
要
を
紹
介
す

る
修
理
報
告
書
を
刊
行
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。「
Ⅰ
」
は

平
成
十
一
年
度
、「
Ⅱ
」
は
平
成
十
二
年
度
に
行
わ
れ
た
修
理

を
対
象
と
し
て
い
ま
す
。
そ
れ
ぞ
れ
百
六
十
二
件
、
百
三
十
九

件
の
多
数
に
お
よ
び
、
内
容
も
絵
画
、
書
跡
、
彫
刻
、
工
芸
、

考
古
と
多
岐
に
わ
た
り
、
活
発
な
修
復
活
動
が
行
わ
れ
て
い
る

の
が
わ
か
り
ま
す
。

こ
う
し
た
報
告
書
は
、
文
化
財
保
存
関
係
者
に
と
っ
て
有
益

な
も
の
で
あ
る
と
と
も
に
、
広
く
一
般
の
文
化
財
の
保
存
に
対

す
る
理
解
の
一
助
に
も
な
る
と
思
わ
れ
、
関
心
の
あ
る
方
は
ぜ

ひ
一
度
ご
覧
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
す
。

※
開
室
時
間
は
午
前
九
時
三
十
分
〜
午
後
四
時
三
十
分
。

貸
出
し
、
コ
ピ
ー
サ
ー
ビ
ス
は
行
っ
て
お
り
ま
せ
ん
。

薄
暗
い
館
内
を
も
っ
と
明
る
く
し
た
ら
？

展
示
室
の
照
明
が
薄
暗
く
、
展
示
品
の
細
か

い
部
分
が
よ
く
見
え
ま
せ
ん
。
も
っ
と
明
る

く
し
た
方
が
い
い
と
思
う
の
で
す
が
…

確
か
に
そ
う
で
す
ね
。
本
当
は
も
う
ち
ょ
っ

と
明
る
い
場
所
で
細
部
ま
で
見
て
い
た
だ
き
た

い
の
で
す
。
と
こ
ろ
が
、
作
品
の
中
に
は
光
を

嫌
う
も
の
が
あ
り
、
光
に
含
ま
れ
る
紫
外
線
に

よ
っ
て
色
が
あ
せ
て
し
ま
っ
た
り
、
熱
に
よ
る

収
縮
で
痛
ん
で
し
ま
う
こ
と
が
あ
る
の
で
す
。

特
に
古
美
術
品
は
、
長
い
年
月
に
耐
え
て
き
た

も
の
ば
か
り
な
の
で
、
あ
ま
り
光
を
当
て
ら
れ

な
い
と
い
う
、
苦
し
い
事
情
が
あ
り
ま
す
。
ど

う
し
て
も
は
っ
き
り
見
た
い
場
合
、
ま
わ
り
の

人
に
迷
惑
に
な
ら
な
い
よ
う
に
、
ペ
ン
ラ
イ
ト

な
ど
で
そ
の
部
分
だ
け
を
少
し
だ
け
照
ら
し
て

見
る
こ
と
（
施
設
に
よ
っ
て
は
禁
止
の
と
こ
ろ

も
あ
る
の
で
要
注
意
！
）
は
で
き
ま
す
。
展
示

室
ま
で
の
途
中
の
廊
下
が
暗
め
な
の
も
、
入
室

す
る
方
々
の
目
を
慣
ら
し
て
い
る
の
で
す
。



立
春
。
ど
ん
な
に
寒
〜
い
日
が
続
い
て
い
て
も
、
こ

の
言
葉
を
聞
く
と
、
気
持
ち
は
何
と
な
く
春
め
い
て
き

ま
す
。「
冬
来
た
り
な
ば
春
遠
か
ら
じ
」
と
は
よ
く
い

っ
た
も
の
。
椿
の
つ
ぼ
み
も
ふ
く
ら
ん
で
き
た
で
し
ょ

う
か
。

さ
て
、
今
月
の
話
題
は
、
お
店
に
入
っ
て
正
面
の

棚
に
ど
っ
か
と
在
ま
し
ま
す
合
鹿
椀

ご
う
ろ
く
わ
ん

。
ど
っ
し
り
と
し
て
い
て

存
在
感
の
あ
る
お
椀
で
す
。
奥
能
登
柳
田
村
は
合
鹿
の

里
に
古
く
か
ら
伝
わ
る
こ
と
か
ら
、
こ
う
呼
ば
れ
る
よ

う
に
な
り
ま
し
た
。
今
で
は
、
産
地
に
こ
だ
わ
ら
ず
大

振
り
で
高
台
の
高
い
も
の
も
、
俗
に
「
合
鹿
椀
」
と
呼

ん
で
い
る
よ
う
で
す
。
こ
れ
に
熱
い
鱈た
ら

汁
で
も
山
盛
り

に
し
て
豪
快
に
…
、
い
え
、
ま
ぁ
そ
れ
は
さ
て
お
き
、

シ
ン
プ
ル
で
す
が
ち
ょ
っ
と
味
の
あ
る
不
思
議
な
美
し

さ
が
あ
り
ま
す
よ

ね
。
使
う
こ
と
に

重
き
を
お
い
た
素

朴
な
機
能
美
、
と

で
も
い
う
ん
で
し

ょ
う
か
。

そ
れ
に
し
て
も

力
強
い
お
椀
。
ま

ず
は
お
手
に
と
っ

て
と
く
と
ご
覧
下

さ
い
ま
せ
。
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石
川
県
立
美
術
館
だ
よ
り

第
二
三
二
号
　
平
成
十
五
年
二
月
一
日
発
行

〒
九
二
〇
―
〇
九
六
三
　
金
沢
市
出
羽
町
二
番
一
号

Ｔ
Ｅ
Ｌ
　
〇
七
六（
二
三
一
）七
五
八
〇

Ｆ
Ａ
Ｘ
　
〇
七
六（
二
二
四
）九
五
五
〇

休
　
館
　
日

二
月
三
日（
月
）・
四
日（
火
）

十
八
弁
の
広
く
張
り
出
し
た
口
縁
部
を
持
つ
蓋
物
で

す
。
身
の
側
面
と
蓋
上
部
全
面
に
、
花
詰
の
文
字
ど
お

り
実
に
多
種
多
様
な
花
々
が
、
び
っ
し
り
と
描
き
こ
ま

れ
て
い
ま
す
。
そ
の
写
実
性
に
富
ん
だ
描
写
力
と
、
騒

が
し
さ
が
少
し
も
な
い
ゆ
る
ぎ
の
な
い
構
成
力
は
、
他

者
の
追
従
を
許
さ
な
い
見
応
え
あ
る
も
の
と
な
っ
て
い

る
の
は
さ
す
が
と
言
え
ま
す
。
ま
た
、
蓋
の
上
部
に
は
、

比
較
的
大
き
な
朝
顔
形
の
つ
ま
み
が
つ
け
ら
れ
て
お

り
、
同
じ
花
で
も
塑
像
的
な
も
の
と
し
て
、
ア
ク
セ
ン

ト
と
な
っ
て
い
る
こ
と
も
見
逃
せ
ま
せ
ん
。

花
や
葉
な
ど
の
多
彩
な
洋
絵
具
の
使
い
方
を
子
細
に

見
れ
ば
、
配
色
の
冴
え
は
無
論
の
こ
と
、
例
え
ば
花
弁

の
縁
を
盛
り
上
げ
た
白
絵
具
で
強
調
す
る
と
か
、
ま
た
、

花
々
の
間
に
は
盛
金
を
粒
状
に
し
た
も
の
を
数
多
く
置

く
な
ど
、
現
在
の
ス
ー
パ
ー
リ
ア
リ
ズ
ム
に
も
通
じ
る

実
に
入
念
な
作
業
で
あ
る
こ
と
に
改
め
て
驚
か
さ
れ
ま

す
。
一
方
、
身
と
蓋
の
合
わ
せ
目
な
ど
の
縁
回
り
を
飾

る
七
宝
文
な
ど
の
幾
何
学
的
な
小
紋
は
、
伝
統
的
な
も

の
で
す
が
、
対
比
の
妙
を
発
揮
す
る
効
果
を
あ
げ
て
い

ま
す
。

作
者
は
、
こ
う
し
た
花
詰
手
の
作
品
を
得
意
と
し
て

い
ま
す
が
、
本
作
品
は
そ
の
中
で
も
形
と
意
匠
が
見
事

に
調
和
し
た
傑
作
で
、
ま
さ
に
代
表
作
と
呼
ぶ
に
ふ
さ

わ
し
い
も
の
で
す
。
ま
た
、
近
年
作
者
自
ら
の
筆
に
な

る
こ
の
作
品
の
図
案
が
再
発
見
さ
れ
、
そ
れ
に
よ
り
制

作
年
も
ほ
ぼ
特
定
で
き
る
こ
と
に
な
っ
た
こ
と
で
も
、

い
っ
そ
う
そ
の
価
値
が
高
ま
っ
て
い
ま
す
。

色絵金彩花詰蓋物
清水美山
文久元年（1861）～昭和6年（1931）

明治時代　20世紀

胴径27.4 底径11.8 高14.0（cm）

ミュージアムショップ通信ミュージアムショップ通信

うるみ合鹿椀（左側・定価20,000円）


