
発行　石川県立歴史博物館　 
〒920-0963 金沢市出羽町3番1号 
TEL.076（262）3236  FAX.076（262）1836

No.79 2006・4・11

五代藩主前田綱紀御召初め具足（青羅紗包仏二枚胴具足
あおらしゃづつみほとけにまいどうぐそく

・京都井伊美術館保管）

春季 
特別展 
春季 
特別展 

― 1―

◆列品解説
有料となります。

日　時 4月29日（土・祝）午後2時から3時30分
当館学芸専門員　長谷川孝徳

日　時 5月13日（土）午後2時から3時30分
当館学芸専門員　長谷川孝徳

◆ゼミナール
聴講は無料ですが、展示室をご覧になる場合は有料となります。

日　時 5月20日（土）
場　所 当館学習ホール
演　題 「前田家と武具」
講　師 当館学芸専門員　長谷川孝徳

■
会
　
　
期
　

4
月
22
日
（
土
）
〜
5
月
28
日
（
日
）

■
開
館
時
間
　
午
前
9
時
〜
午
後
5
時
（
入
館
は
午
後
4
時
30
分
ま
で
）
会
期
中
無
休

■
入

館

料
　
一
般
６
５
０
円
（
５
２
０
円
）

大
学
生
５
０
０
円
（
４
０
０
円
）

高
校
生
以
下
無
料
　
（

）
は
20
名
以
上
の
団
体
料
金

加
賀
百
万
石
へ
の
道

―
戦
国
か
ら
太
平
へ
―

石
川
県
立
歴
史
博
物
館
開
館
20
周
年
記
念
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工
芸
王
国
へ
の
道

〝
美
術
工
芸
王
国
石
川
〞
と
い
う
言
葉
を
よ
く
耳
に
し
ま

す
。
石
川
県
内
を
眺
め
る
と
、
漆
器
で
は
輪
島
塗
・
山
中

塗
・
金
沢
漆
器
、
焼
物
で
は
九
谷
焼
・
大
樋
焼
、
仏
壇
で
は

美
川
仏
壇
・
金
沢
仏
壇
・
七
尾
仏
壇
な
ど
、
ま
た
、
金
沢
金

箔
、
加
賀
友
禅
、
桐
工
芸
等
々
、
確
か
に
伝
統
工
芸
と
呼
ば

れ
る
も
の
が
数
多
く
あ
り
ま
す
。
そ
の
県
庁
所
在
地
の
金
沢

に
は
、
東
京
、
京
都
と
並
ん
で
美
術
倶
楽
部
も
あ
る
の
で
す
。

終
戦
直
後
の
昭
和
二
十
（
一
九
四
五
）
年
十
月
十
三
日
、

本
多
町
の
北
陸
海
軍
館
で
第
一
回
現
代
美
術
展
が
開
幕
し
、

会
期
二
十
五
日
間
で
四
万
人
を
越
え
る
入
場
者
が
あ
り
ま
し

た
。
な
ぜ
、
そ
れ
ほ
ど
美
術
や
工
芸
な
ど
へ
の
関
心
が
高
い

の
で
し
ょ
う
か
。
そ
れ
は
、
や
は
り
今
ま
で
言
い
尽
く
さ
れ

た
と
お
り
、
〝
加
賀
藩
の
文
化
奨
励
策
〞
や
〝
加
賀
藩
御
細

工
所
の
存
在
〞
の
影
響
が
大
き
か
っ
た
と
い
え
る
で
し
ょ

う
。
そ
し
て
、
文
化
奨
励
に
し
て
も
御
細
工
所
の
存
在
に
し

て
も
、
地
場
産
業
だ
っ
た
こ
と
が
後
世
に
影
響
を
与
え
た
の

で
す
。
つ
ま
り
、
生
活
と
密
着
し
た
形
で
美
術
品
や
工
芸
品

が
育
て
ら
れ
、そ
れ
に
た
ず
さ
わ
る
職
人
が
育
っ
た
の
で
す
。

加
え
て
、江
戸
時
代
に
学
問
を
〝
実
学
〞
と
し
て
発
展
さ
せ
、

加
賀
出
来
の
製
品
を
加
賀
ブ
ラ
ン
ド
と
し
て
世
に
出
し
、
結

果
的
に
産
業
振
興
に
結
び
つ
け
た
こ
と
が
、
地
場
産
業
か
ら

伝
統
産
業
・
工
芸
へ
の
道
を
作
っ
た
と
い
え
ま
す
。

利
常

と
し
つ
ね

と
綱
紀

つ
な
の
り

の
文
化
形
成

寛
永
八
（
一
六
三
一
）
年
十
一
月
中
旬
、
江
戸
よ
り
三
代

藩
主
前
田
利
常
の
も
と
へ
「
前
田
謀む

叛ほ
ん

」
の
噂
が
伝
わ
り
ま

し
た
。
世
に
言
う
「
寛
永
の
危
機
」
で
す
。
そ
の
頃
、
加
賀

藩
で
は
新
参
の
侍
を
召
し
抱
え
、
大
坂
冬
の
陣
、
夏
の
陣
の

戦
功
者
の
追
賞
、
火
災
後
の
金
沢
城
の
修
築
な
ど
が
行
わ
れ

て
い
ま
し
た
。
さ
ら
に
、
二
代
将
軍
徳
川
秀
忠
が
病
で
床
に

つ
い
て
い
た
こ
と
か
ら
、
こ
の
噂
と
な
っ
た
の
で
す
。
十
一

月
二
十
五
日
、
利
常
は
嫡
子
光
高
を
連
れ
て
金
沢
を
出
発
、

十
二
月
十
日
に
江
戸
に
着
き
、
重
臣
の
横
山
大だ

い

膳ぜ
ん

が
老
中
土

井
利
勝
に
弁
明
し
ま
し
た
。
こ
れ
が
成
功
し
て
何
と
か
事
な

き
を
得
た
の
で
す
。

こ
の
利
常
に
は
い
く
つ
か
の
奇
行
伝
説
が
あ
り
ま
す
。
そ

の
一
つ
が
鼻
毛
を
の
ば
し
、
阿
呆
殿
様
の
真
似
を
し
て
い
た

と
い
う
も
の
で
す
。
真
偽
の
程
は
別
と
し
て
、
幕
府
へ
の
忠

節
を
疑
わ
れ
な
い
た
め
の
方
策
が
伝
説
を
生
み
出
し
た
の
で

し
ょ
う
。
し
か
し
、
実
際
の
利
常
は
加
賀
藩
の
基
礎
を
固
め

た
人
物
で
あ
っ
た
の
で
す
。
家
督
を
継
い
だ
利
常
に
は
二
つ

の
課
題
が
あ
り
ま
し
た
。
一
つ
は
幕
府
と
の
安
定
関
係
を
保

つ
こ
と
、
も
う
一
つ
は
農
政
の
確
立
で
し
た
。
前
者
は
阿
呆 今枝家伝来　金小札白糸威二枚胴具足

きんこざねしろいとおどしにまいどうぐそく

（京都井伊美術館保管）

平
成
十
八
年
度
春
季
特
別
展

「
加
賀
百
万
石
へ
の
道

〜
戦
国
か
ら
太
平
へ
〜
」

に
寄
せ
て

み
つ
た
か
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殿
様
を
演
じ
る
こ
と
で
お
家
保
存
に
努
め
、
幕
府
と
の
関
係

を
築
き
上
げ
、
後
者
は
「
改
作
法

か
い
さ
く
ほ
う

」
と
い
う
加
賀
藩
独
自
の

農
業
政
策
を
施
行
す
る
こ
と
に
よ
り
、
領
国
経
営
の
安
定
を

図
っ
た
の
で
す
。
し
か
も
、
こ
の
改
作
法
は
全
国
の
最
先
端

の
農
政
体
制
で
し
た
。

こ
の
政
策
の
終
局
の
目
的
は
、
最
大
限
の
財
源
獲
得
と
増

収
で
し
た
。
こ
う
し
て
獲
得
し
た
財
源
で
、
文
化
・
工
芸
政

策
に
も
力
を
注
い
だ
の
で
す
。
現
在
に
残
る
伝
統
工
芸
・
美

術
品
の
基
礎
の
多
く
は
、
利
常
の
奨
励
政
策
に
よ
っ
て
生
ま

れ
た
も
の
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
さ
ら
に
、

書
籍
・
典
籍
の
収
集
を
は
じ
め
、
殿
舎
・
庭
園
の
修
築
、
領

内
の
社
寺
建
築
・
造
営
を
行
い
ま
し
た
。
ま
た
、
茶
道
で
は

小
堀
遠
州

こ
ぼ
り
え
ん
し
ゅ
う

、
刀
剣
で
は
本ほ

ん

阿な

弥み

光こ
う

甫ほ

、
能
で
は
金
春
・
宝
生

不破家伝来　和
わ

製
せい

南蛮胴
なんばんどう

具
ぐ

足
そく

（京都井伊美術館保管）

の
両
太
夫
、
絵
画
で
は
俵
屋
宗
雪
・
狩
野
探
幽
ら
と
交
流
が

あ
り
、
金
沢
は
江
戸
に
勝
る
と
も
劣
ら
な
い
文
化
を
形
成
す

る
基
礎
が
築
か
れ
ま
し
た
。

四
代
光
高
は
父
利
常
に
先
だ
っ
た
た
め
、
利
常
は
隠
居
を

し
て
い
ま
し
た
が
五
代
綱
紀
の
後
見
と
な
り
ま
し
た
。
綱
紀

は
祖
父
利
常
の
事
業
を
発
展
大
成
し
た
後
継
者
で
し
た
。
綱

紀
の
業
績
と
し
て
あ
げ
ら
れ
る
の
は
、
諸
制
度
の
完
備
で
し

た
。
例
え
ば
、
利
常
が
施
行
し
た
改
作
法
を
加
賀
藩
の
基
本

法
と
し
て
完
成
し
た
こ
と
な
ど
で
す
。
ま
た
、
職
制
・
軍
制

の
整
備
も
行
い
ま
し
た
。
行
政
組
織
は
、
老
臣
の
寄
合
を
中

心
と
す
る
臨
時
的
な
も
の
か
ら
、
幕
府
機
構
に
倣
っ
て
、
年

寄
・
家
老
・
若
年
寄
を
中
心
と
し
て
整
備
し
、
軍
制
も
平
時

の
行
政
機
構
が
戦
時
に
は
軍
事
態
勢
に
移
行
で
き
る
体
制

に
、
綿
密
に
整
備
さ
れ
た
の
で
す
。

殖
産
興
業
は
、
改
作
法
の
完
成
を
第
一
と
し
て
、
各
種
工

業
か
ら
美
術
工
芸
に
至
る
ま
で
、
綱
紀
の
時
代
に
大
成
し
た

も
の
が
多
く
あ
り
ま
す
。
御
細
工
所
も
そ
の
一
つ
で
す
。
御

細
工
所
で
は
、
藩
主
や
藩
士
の
注
文
に
応
じ
、
さ
ま
ざ
ま
な

物
を
製
作
し
て
い
ま
し
た
。

武
具
な
ど
は
、
は
じ
め
は
軍

備
と
し
て
造
ら
れ
て
い
ま
し

た
が
、
や
が
て
工
芸
的
要
素

が
強
い
ア
ク
セ
サ
リ
ー
的
存

在
の
も
の
が
注
文
さ
れ
る
よ

う
に
な
っ
て
い
き
ま
し
た
。

当
然
、
そ
れ
ら
に
は
漆
工
・

金
工
の
ほ
か
、
染
織
や
皮
革

な
ど
の
技
術
も
必
要
と
さ

れ
、
種
々
の
技
術
が
集
積
さ

れ
た
の
で
す
。
そ
し
て
、
こ

う
し
て
集
積
さ
れ
た
技
術

が
、
今
日
の
伝
統
工
芸
を
生

み
出
し
た
の

で
す
。（
当
館

学
芸
専
門
員

長
谷
川
孝
徳
）

前田慶寧
よしやす

指
さし

料「
りょう　

白
はく

澤
たく

拵」
　こしらえ　

目
め

貫
ぬき

（個人蔵）前田慶寧
よしやす

指
さし

料「
りょう　

白
はく

澤
たく

拵」
　こしらえ　

鐔
つば

た
わ
ら
や
そ
う
せ
つ

か
の
う
た
ん
ゆ
う
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学
芸
員
の
エ
ア
ー
ポ
ケ
ッ
ト

今
年
は
石
川
県
立
歴
史
博
物
館
開
館
二
十
周
年
と
、
韓
国

国
立
全
州

チ
ョ
ン
ジ
ュ

博
物
館
姉
妹
館
提
携
十
五
周
年
と
い
う
メ
モ
リ
ア

ル
イ
ヤ
ー
に
当
た
り
ま
す
。
こ
の
秋
に
は
、
姉
妹
館
提
携
十

五
周
年
を
記
念
し
て
「
韓
国
文
化
へ
の
誘
い
―
全ぜ
ん

羅ら

北ほ
く

道ど
う

の

歴
史
と
文
化
―
」展
が
開
催
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。

平
成
二
年
初
め
て
韓
国
と
係
っ
て
以
来
悲
喜
こ
も
ご
も
の
思

い
出
が
あ
り
ま
す
が
、
十
五
年
が
経
過
し
た
今
で
も
時
々
夢

で
う
な
さ
れ
る
出
来
事
に
つ
い
て
、
懺
悔
ざ
ん
げ

の
気
持
ち
を
込
め

て
こ
こ
に
記
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

平
成
二
年
十
月
、
石
川
県
立
歴
史
博
物
館
全
館
完
成
記
念

特
別
展
「
魅
惑
の
日
本
海
文
化
」
が
開
催
さ
れ
る
こ
と
と
な

り
、
平
成
元
年
か
ら
韓
国
国
立
中
央
博
物
館
と
資
料
の
出
品

交
渉
を
重
ね
、
石
川
県
で
は
初
め
て
海
外
か
ら
の
資
料
を
借

用
し
て
大
規
模
な
展
覧
会
を
開
く
準
備
が
整
っ
た
わ
け
で

す
。
右
も
左
も
わ
か
ら
な
い
韓
国
で
よ
う
や
く
資
料
交
渉
が

終
わ
り
、
ホ
ッ
ト
一
息
つ
い
た
そ
の
と
き
悪
夢
の
よ
う
な
事

態
が
起
き
た
の
で
す
。
展
覧
会
開
始
一
週
間
前
に
、
資
料
を

受
け
取
り
に
当
時
の
副
館
長
と
高
橋
の
二
名
が
ソ
ウ

ル
の
中
央
博
物
館
へ
お
も
む
き
資
料
の
チ
ェ
ッ
ク
と

梱
包
確
認
を
終
わ
り
、
互
い
の
労
を
ね
ぎ
ら
っ
て
無

事
金
浦
空
港
か
ら
小
松
へ
輸
送
し
、
歴
史
博
物
館
の

展
示
室
ま
で
運
び
込
み
、
い
よ
い
よ
展
示
作
業
を
始

め
た
そ
の
時
、展
示
室
で
悲
鳴
が
上
が
っ
た
の
で
す
。

何
事
が
起
こ
っ
た
の
か
と
思
え
ば
、
ポ
ス
タ
ー
や
図

録
の
表
紙
を
飾
る
展
覧
会
の
目
玉
資
料
で
あ
る
韓
国

池ち

山ざ
ん

洞ど
う

三
十
二
号
墳
出
土
の
金
銅
製
冠
が
見
当
た
り

ま
せ
ん
。
血
の
気
が
引
く
と
は
ま
さ
に
そ
の
時
の
事

で
し
た
。
石
川
県
か
ら
二
名
、
韓
国
側
も
当
時
の
考

古
部
長
以
下
四
名
の
職
員
が
立
ち
会
っ
て
入
念
な
資

料
の
コ
ン
デ
ィ
シ
ョ
ン
チ
ェ
ッ
ク
や
梱
包
作
業
に
当

た
っ
て
い
た
の
で
す
が
、
誰
一
人
と
し
て
漏
れ
に
気

づ
か
ず
作
業
を
進
行
さ
せ
た
の
で
す
。
あ
わ
て
て
受

話
器
を
握
り
韓
国
へ
電
話
す
る
と
、
韓
国
側
も
申
し

訳
な
さ
そ
う
に
、
実
は
韓
国
側
の
集
荷
ミ
ス
で
、
当
日
ソ
ウ

ル
の
中
央
博
物
館
に
集
荷
し
て
な
か
っ
た
と
の
事
、
い
わ
ば

日
韓
双
方
の
ダ
ブ
ル
ミ
ス
で
こ
の
よ
う
な
事
態
を
引
き
起
こ

し
た
の
で
し
た
。
し
か
し
な
ん
と
い
っ
て
も
チ
ェ
ッ
ク
し
た

石
川
県
側
の
落
ち
度
は
言
い
逃
れ
の
で
き
な
い
大
失
態
で
、

展
覧
会
開
会
初
日
を
三
日
後
に
控
え
、
翌
日
急
遽
名
古
屋
空

港
か
ら
ソ
ウ
ル
へ
向
か
い
、
平
身
低
頭
で
平
謝
り
、
資
料
を

手
持
ち
で
運
ぶ
段
取
り
を
整
え
た
次
第
で
す
。
韓
国
側
も
資

料
の
集
荷
を
怠
り
、
大
変
申
し
訳
な
い
と
の
こ
と
で
両
者
痛

み
分
け
と
い
う
こ
と
で
一
件
落
着
を
見
ま
し
た
が
、
ま
さ
に

日
韓
双
方
エ
ア
ー
ポ
ケ
ッ
ト
に
落
ち
込
ん
だ
よ
う
な
気
分

で
、
今
で
も
当
時
の
韓
国
側
担
当
者
と
そ
の
話
に
な
る
と
冷

や
汗
を
か
い
て
い
ま
す
。
た
だ
幸
運
な
こ
と
に
、
出
品
を
お

願
い
し
て
い
た
冠
は
復
製
品
で
あ
っ
た
た
め
手
荷
物
と
し
て

機
内
に
持
ち
込
む
こ
と
が
で
き
た
こ
と
で
す
。
本
物
の
冠
な

ら
出
入
国
の
税
関
を
通
る
こ
と
が
で
き
ず
、
お
手
上
げ
の
状

態
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
が
、
悪
運
が
強
い
と
言
う
か
、
神
仏

の
加
護
と
言
う
か
、
十
月
六
日
に
は
無
事
展
覧
会
が
オ
ー
プ

ン
し
、
本
当
に
九
死
に
一
生
を
得
た
心
持
で
当
日
の
朝
を
迎

え
ま
し
た
。
機
内
で
も
し
っ
か
り
と
木
箱
を
ひ
ざ
の
上
に
抱

え
一
時
間
三
十
分
の
飛
行
時
間
を
ま
ん
じ
り
と
も
せ
ず
過
ご

し
た
こ
と
が
思
い
出
さ
れ
ま
す
。

そ
の
後
も
海
外
と
の
交
流
展
で
い
ろ
い
ろ
な
事
態
（
飛
行

機
乗
り
遅
れ
事
件
等
）
に
遭
遇
し
ま
し
た
が
、
こ
の
と
き
の

経
験
が
あ
っ
た
れ
ば
こ
そ
何
と
か
切
り
抜
け
ら
れ
た
と
思
い

ま
す
。
今
後
と
も
こ
の
苦
い
経
験
を
忘
れ
ず
博
物
館
の
国
際

交
流
に
微
力
を
尽
く
し
て
生
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

（
学
芸
課
長
　
高
橋
　
裕
）

⑤ 
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博
物
館
で
〝
に
お
い
〞
展
示
し
ま
す
?!

三
月
二
十
一
日
に
終
了
し
ま
し
た
「
新
収
蔵
品
展
」
で
は
、

「
織
田
信
長
朱
印
状
」「
畠
山
義
総
関
係
文
書
」
な
ど
注
目
の

資
料
が
出
品
さ
れ
、多
数
の
方
に
ご
来
場
い
た
だ
き
ま
し
た
。

そ
の
「
新
収
蔵
品
展
」
の
展
示
作
業
の
時
の
こ
と
で
す
。

作
業
は
ほ
ぼ
終
了
、
ケ
ー
ス
を
閉
め
て
、
さ
あ
オ
ー
プ
ン
を

待
つ
だ
け
…
、
と
な
っ
た
時
。「
な
ん
か
匂
わ
ん
か
？
」
と
、

資
料
課
T
課
長
が
声
を
上
げ
ま
し
た
。
そ
う
言
わ
れ
て
み
れ

ば
展
示
室
に
ほ
の
か
に
漂
う
異
臭
…
。
に
お
い
の
元
を
た
ど

っ
て
み
る
と
、
展
示
室
の
奥
に
設
け
た
民
具
コ
ー
ナ
ー
に
疑

わ
し
い
資
料
が
。
そ
う
、
か
つ
て
下
肥
を
田
畑
へ
運
ぶ
の
に

使
っ
た
「
コ
イ
ダ
ル
」
が
に
お
い
を
発
し
、
そ
の
存
在
を
ア

ピ
ー
ル
し
て
い
た
の
で
す
。

科
学
肥
料
が
普
及
す
る
以
前
、
人
の
糞
尿
は
農
家
に
と
っ

て
大
切
な
肥
料
で
し
た
。
家
で
た
め
た
下
肥
は
、
肥
桶
に
入

れ
て
農
地
に
運
び
ま
す
。
家
か
ら
比
較
的
近
い
田
畑
に
運
ぶ

際
は
、
ふ
た
の
な
い
一
対
の
桶
を
天
秤
棒
で
担
ぐ
の
が
普
通

で
し
た
。
こ
れ
が
遠
方
に
な
る
と
、
い
わ
ゆ
る
背
負
梯
子
な

ど
を
使
っ
て
背
負
う
方
法
が
取
ら
れ
ま
す
。
こ
の
時
の
桶
は

運
び
や
す
い
よ
う
に
楕
円
形
で
、
ふ
た
の
あ
る
樽
の
よ
う
な

形
状
で
し
た
。
今
回
寄
贈
し
て
い
た
だ
い
た
「
コ
イ
ダ
ル
」

は
、
そ
の
名
の
と
お
り
後
者
に
分
類
さ
れ
、
高
さ
が
約
六
十

セ
ン
チ
、
幅
が
四
十
セ
ン
チ
ほ
ど
あ
り
、
昭
和
十
年
代
ま
で

使
用
さ
れ
て
い
た
も
の
で
す
。
使
用
さ
れ
な
く
な
っ
て
か
ら

か
な
り
の
時
間
が
経
っ
て
い
ま
す
し
、
博
物
館
に
収
蔵
す
る

際
に
も
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
を
し
ま
し
た
が
、
木
に
染
み
付
い
た

肥
の
に
お
い
は
簡
単
に
は
取
れ
な
か
っ
た
よ
う
で
す
。

し
か
し
「
コ
イ
ダ
ル
の
に
お
い
」
も
考
え
よ
う
に
よ
っ
て

は
資
料
の
一
つ
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
そ
の
に
お
い
か
ら
、
下

肥
を
背
に
担
い
で
運
ぶ
大
変
さ
、
難
し
さ
や
、
当
時
の
農
作

業
の
様
子
が
想
像
で
き
る
よ
う
な
気
が
し
ま
し
た
。
経
験
の

無
い
人
（
私
も
含
め
）
に
と
っ
て
は
、
資
料
を
見
る
だ
け
で

は
な
か
な
か
実
感
で
き
な
い
も
の
で
す
。
ま
た
農
村
部
で
暮

ら
し
て
い
た
高
齢
者
の
方
に
と
っ
て
、
肥
の
に
お
い
は
む
し

ろ
懐
か
し
い
も
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
人
間
の
記
憶
に
は
、

色
や
形
で
は
な
く
「
に
お
い
」
が
最
も
残
り
や
す
い
と
言
わ

れ
ま
す
し
、
海
外
の
福
祉
の
現
場
で
は
、
お
年
寄
り
が
「
懐

か
し
い
」
と
感
じ
る
に
お
い
の
瓶
詰
め
が
作
ら
れ
、
高
齢
者

の
心
の
ケ
ア
に
役
立
っ
て
い
る
と
聞
き
ま
す
。「
コ
イ
ダ
ル
」

の
に
お
い
に
も
、
同
じ
よ
う
に
記
憶
に
働
き
か
け
る
効
果
が

あ
る
の
で
は
…
。

そ
れ
ら
の
こ
と
を
考
慮
し
て
（
か
ど
う
か
は
不
明
で
す

が
）、
展
示
は
そ
の
ま
ま
オ
ー
プ
ン
し
ま
し
た
。
と
こ
ろ
が

「
コ
イ
ダ
ル
」
の
に
お
い
は
室
内
空
調
に
よ
っ
て
い
つ
の
間

に
か
拡
散
し
、
気
づ
く
人
は
ほ
と
ん
ど
い
な
か
っ
た
よ
う
で

す
。
苦
情
が
出
な
か
っ
た
こ
と
に
ほ
っ
と
し
つ
つ
、
少
し
だ

け
残
念
な
気
も
し
て
い
ま
す
。
博
物
館
資
料
と
に
お
い
、
こ

れ
か
ら
ど
の
よ
う
に
保
存
し
役
立
て
て
い
く
か
、
ち
ょ
っ
と

面
白
い
分
野
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。（

学
芸
員
　
大
井
理
恵
）

昨
年
度
の
秋
季
特
別
展
が
「
加
越
能
の
俳
諧
」
で
し
た
。

展
覧
会
が
始
ま
る
前
か
ら
自
分
自
身
が
芭
蕉
に
な
っ
た
気

持
ち
に
な
り
、
何
か
と
あ
れ
ば
句
を
よ
み
メ
モ
に
留
め
ま
し

た
。
処
女
作
が
「
ト
チ
餅
や
　
残
り
一
つ
が
　
我
が
口
に
」

で
し
た
が
、
季
語
が
入
っ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
で
酷
評
さ

れ
ま
し
た
。

で
も
そ
れ
に
も
め
げ
ず
、
続
い
て
次
々
と
メ
モ
も
増
え
だ

し
、
そ
の
幾
つ
か
を
紹
介
し
ま
す
と

赤
煉
瓦
　
歴
史
を
刻
む
　
秋
の
風

木
の
葉
散
る
　
本
多
の
森
や
　
冬
近
し

銅
鐸
の
　
古
代
の
音
や
　
柿
一
つ

加
賀
繍
い
や
　
多
彩
な
技
の
　
秋
模
様

盃
に
　
ゆ
ら
ゆ
ら
揺
れ
る
　
宵
の
月

な
ど
、
ほ
か
き
り
が
な
い
ほ
ど
夢
中
と
な
り
ま
し
た
が
、
や

は
り
俳
句
に
な
っ
て
い
な
い
と
笑
わ
れ
る
の
が
落
ち
で
し
た
。

展
覧
会
の
会
期
中
、
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
の
一
つ
と
し
て
実

施
し
ま
し
た
「
俳
句
と
遊
ぼ
う
」
の
コ
ー
ナ
ー
は
、
芭
蕉
や

千
代
の
句
に
絵
を
描
い
た
り
、
自
作
の
句
に
絵
を
描
く
内
容

で
し
た
が
、
誰
で
も
気
軽
に
参
加
で
き
、
小
中
学
生
に
も
大

変
人
気
を
呼
び
ま
し
た
。
そ
れ
ら
を
見
て
み
ま
す
と
、
さ
す

が
小
中
学
生
ら
し
い
感
性
で
、
純
粋
な
句
が
多
く
見
受
け
ら

れ
る
と
同
時
に
、
楽
し
ん
で
参
加
し
て
い
る
こ
と
が
よ
く
わ

か
り
、
お
お
い
に
参
考
と
な
り
ま
し
た
。

今
後
も
、俳
句
人
口
が
増
え
ま
す
こ
と
を
願
っ
て
い
ま
す
。

（
副
館
長
　
北
　
春
千
代
）

コ 
ラ 
ム 

コ 
ラ 
ム 

俳
句
と
私



れきはく催し物案内（予告）

編
集
後
記

ま
た
、
桜
の
季
節
と
な
り
ま
し
た
。
そ
し
て
新
し
い
年
度
に
入
り

ま
し
た
。
平
成
十
八
年
度
は
、
当
館
が
今
の
場
所
に
開
館
し
て
か
ら

二
十
年
と
い
う
節
目
の
年
に
な
り
ま
す
。
そ
こ
で
三
回
の
特
別
展
に

は
す
べ
て
開
館
二
十
周
年
の
冠
を
付
け
て
開
催
し
ま
す
。

こ
の
節
目
の
年
に
博
物
館
の
活
性
化
事
業
の
一
環
と
し
て
常
設
ス

ポ
ッ
ト
解
説
を
新
た
に
始
め
ま
す
。
常
設
展
示
品
の
中
か
ら
一
点
を

選
び
、
学
芸
員
が
深
く
掘
り
下
げ
て
解
説
し
ま
す
の
で
、
ご
期
待
く

だ
さ
い
（
入
館
料
が
必
要
と
な
り
ま
す
）。
ま
た
、
特
典
い
っ
ぱ
い

の
メ
イ
ト
の
募
集
も
引
き
続
き
行
っ
て
お
り
ま
す
の
で
、
ぜ
ひ
と
も

ご
入
会
く
だ
さ
い
。（
詳
細
は
普
及
課
ま
で
）

休
館
日
の

お
知
ら
せ

四
月
二
十
日
（
木
）・
四
月
二
十
一
日
（
金
）
／
五
月
二
十
九
日
（
月
）
〜
六
月
二
日
（
金
）
は

展
示
替
や
く
ん
蒸
消
毒
作
業
の
た
め
、
休
館
日
と
な
り
ま
す
。

れ
き
は
く
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
　
予
定

常
設
ス
ポ
ッ
ト
解
説
　
毎
月
第
一
月
曜
日
に
開
催

※
入
館
料
が
必
要
と
な
り
ま
す

次
回
　
夏
季
特
別
展
の
お
知
ら
せ

お
知
ら
せ

歴
史
散
歩
「
浅
野
川
周
辺
」

バ
ス
ツ
ア
ー
「
立
山
方
面
」
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六
月
五
日
（
月
）
講
師
　
三
浦
俊
明

内
容
「
古
代
の
対
外
交
流
」

七
月
三
日
（
月
）
講
師
　
永
井
　
浩

内
容
「
律
令
時
代
の
加
賀
・
能
登
」

伊
勢
神
宮
の
神
宝

七
月
二
十
九
日
（
土
）
〜
九
月
十
八
日
（
月
・
祝
）

日
本
人
の
心
の
故
郷
と
も
言
わ
れ
る
伊
勢
神
宮
の
式
年
遷
宮

に
奉
納
さ
れ
た
絢
爛
豪
華
な
調
度
品
や
装
束
、
御
神
宝
の
数
々

を
北
陸
で
初
公
開
し
、
遙
か
な
時
を
越
え
て
き
た
日
本
人
の
美

と
心
を
見
つ
め
ま
す
。

活
性
化
事
業
の
一
環
と
し
て
、
正
面
受
付
横
に
、
歴
史
コ
ー

ス
・
民
俗
コ
ー
ス
・
科
学
技
術
コ
ー
ス
・
体
験
コ
ー
ス
に
色
分

け
さ
れ
た
パ
ネ
ル
ボ
ー
ド
を
設
置
し
ま
し
た
。
合
わ
せ
て
、
当

館
の
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
も
一
新
し
ま
し
た
の
で
、
来
館
の
折
に
お

受
け
取
り
く
だ
さ
い
。

企
画
展
　
モ
ダ
ン
の
調
べ

―
鞍
信
一
蓄
音
機
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
ー

六
月
二
十
二
日
（
木
）

信
仰
の
山
、
立
山
を
訪
ね
ま
す
。

詳
細
は
メ
イ
ト
情
報
に
て
、
ご
案
内
し
ま
す
。

歴
史
散
歩
と
バ
ス
ツ
ア
ー
は
、
れ
き
は
く
メ
イ
ト
会
員
の
み

の
参
加
と
な
り
ま
す
。
ま
だ
入
会
さ
れ
て
い
な
い
方
は
、
こ
の

機
会
に
ぜ
ひ
と
も
ご
入
会
く
だ
さ
い
。
な
お
、
会
員
に
な
り
ま

す
と
、
様
々
な
特
典
が
あ
り
ま
す
。
会
費
は
千
円
で
、
当
館
総

合
カ
ウ
ン
タ
ー
で
受
付
を
行
っ
て
い
ま
す
。

学
芸
員
が
、
歴
史
に
関
す
る
様
々
な
テ
ー
マ
を
取
り
上
げ
ま
す
。

時
　
間
　
い
ず
れ
も
午
後
二
時
か
ら
三
時
三
十
分

受
講
料
　
無
料
　
ど
な
た
で
も
聴
講
で
き
ま
す
。

会
　
場
　
当
館
学
習
ホ
ー
ル

五
月
二
十
日
（
土
）
講
師
　
長
谷
川
孝
徳
　

内
容
「
前
田
家
と
武
具
」

六
月
十
七
日
（
土
）
講
師
　
本
谷
文
雄
　

内
容
「
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
の
文
化
史
│
日
本
人
の
活
躍
と
苦
悩
の
百
年
│
」

七
月
十
五
日
（
土
）
講
師
　
大
門
　
哲
　

内
容
「
金
沢
の
『
縁
切
り
』
信
仰
」

五
月
八
日
（
月
）
講
師
　
高
橋
　
裕

内
容
「
土
偶
の
謎
│
母
子
像
形
土
製
品
│
」

六
月
十
日
（
土
）
〜
七
月
九
日
（
日
）

明
治
・
大
正
・
昭
和
、モ
ダ
ン
な
生
活
を
語
る
蓄
音
機
の
魅
力
を
、

鞍
信
一
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
の
中
か
ら
紹
介
し
、
合
わ
せ
て
懐
か
し

い
S
P
盤
に
よ
る
「
モ
ダ
ン
の
調
べ
」
の
実
演
も
行
い
ま
す
。

れ
き
は
く
メ
イ
ト

五
月
十
二
日
（
金
）
午
後
一
時
三
十
分
に
菓
子
文
化
会
館
（
森

八
・
尾
張
町
）
正
面
入
口
前
に
集
合
。
金
沢
文
芸
館
、
徳
田
秋
聲

記
念
館
な
ど
、
近
年
オ
ー
プ
ン
し
た
施
設
な
ど
を
解
説
付
き
で

巡
り
ま
す
。

（
詳
細
は
メ
イ
ト
情
報
に
て
お
知
ら
せ
し
ま
す
）


