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北
部
九
州
に
水
稲
農
耕
が
始
ま
っ
た
の
は
、
紀
元
前
五
世

紀
頃
と
も
紀
元
前
九
・
十
世
紀
頃
と
も
い
わ
れ
、
大
き
な
議

論
を
呼
ん
で
い
ま
す
。
そ
の
い
ず
れ
に
し
て
も
、
そ
の
頃
の

加
賀
や
能
登
は
、
ま
だ
山
野
河
海
の
恵
み
を
き
め
細
か
く
利

用
す
る
縄
文
社
会
の
営
み
が
続
け
ら
れ
て
い
ま
し
た
。

と
は
い
え
、
植
物
利
用
に
巧
み
だ
っ
た
北
陸
の
縄
文
人
た

ち
は
、
イ
ネ
の
存
在
に
無
関
心
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

野
々
市
町
に
あ
る
御
経

お
き
ょ
う

塚づ
か

遺
跡
な
ど
で
は
、
縄
文
時
代
晩
期

末
の
イ
ネ
籾
の
圧
痕
を
残
す
土
器
や
、
北
部
九
州
の
農
民
が

使
っ
て
い
た
壷
の
類
似
品
が
み
ら
れ
、
イ
ネ
が
食
料
源
の
ひ

と
つ
に
な
っ
て
い
た
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。
稲
作
を
受
容
す

る
基
盤
が
、
縄
文
社
会
に
あ
っ
た
の
で
す
。

や
が
て
人
び
と
は
、
本
格
的
な
水
田
耕
作
を
営
む
た
め
、

地
下
水
位
の
高
い
低
湿
地
や
河
川
の
後
背
湿
地
に
新
た
な
活

動
の
拠
点
を
も
と
め
ま
し
た
。
加
賀
市
柴し

ば

山や
ま

出で

村む
ら

遺
跡
、
小

松
市
八よ

う

日か

市い
ち

地じ

方か
た

遺
跡
、
金
沢
市
戸と

水み
ず

C
遺
跡
、
羽
咋
市
吉よ

っ

崎さ
き

・
次す

場ば

遺
跡
な
ど
は
、
弥
生
時
代
の
幕
開
け
を
告
げ
る
開

拓
農
民
の
ム
ラ
で
し
た
。

そ
れ
ら
は
柴
山
潟
・
今
江
潟
・
河
北
潟
・
邑
地
潟
な
ど
、

か
つ
て
加
賀
・
能
登
の
特
色
あ
る
景
観
を
織
り
成
し
た
潟
湖

の
淵
に
営
ま
れ
て
い
ま
す
。
そ
こ
は
、
冠
水
に
よ
る
リ
ス
ク

も
あ
り
ま
す
が
、
潟
に
流
れ
込
む
肥
沃
な
泥
土
に
恵
ま
れ
、

ま
た
、
漁
労
・
狩
猟
・
採
集
な
ど
の
多
元
的
な
生
業
も
可
能

で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
未
熟
な
稲
作
技
術
を
補
う
柔
軟
な
生

活
を
保
障
し
て
く
れ
る
環
境
だ
っ
た
と
い
え
ま
す
。し
か
も
、

そ
こ
は
外
海
と
内
陸
を
つ
な
ぐ
物
流
の
基
地
と
も
な
っ
た
の

で
す
。

こ
の
厳
し
く
も
恵
み
の
多
い
環
境
は
、
加
賀
・
能
登
の
弥

生
文
化
を
飛
躍
さ
せ
る
母
体
と
な
り
、
加
賀
で
は
八
日
市
地

方
遺
跡
、
能
登
で
は
吉
崎
・
次
場
遺
跡
と
い
っ
た
中
期
の
弥

生
社
会
を
リ
ー
ド
す
る
「
拠
点
集
落
」
を
誕
生
さ
せ
た
と
み

ら
れ
ま
す
。

そ
の
八
日
市
地
方
遺
跡
は
、
周
囲
に
多
重
の
濠
を
め
ぐ
ら

す
環
濠
集
落
で
し
た
。
自
ら
の
土
地
を
濠
で
結
界
し
、
自
分

た
ち
と
他
の
集
団
を
厳
然
と
分
け
る
意
識
は
、
水
稲
農
耕
に

と
も
な
う
文
化
要
素
の
ひ
と
つ
で
し
た
。
米
作
り
の
弥
生
ム

ラ
の
風
景
と
は
、こ
う
し
た
境
界
の
誕
生
に
あ
っ
た
の
で
す
。

そ
の
濠
の
内
側
で
は
、
木
製
の
農
耕
具
や
食
器
、
首
飾
り

な
ど
に
用
い
ら
れ
る
玉
作
り
な
ど
、
自
ら
の
消
費
と
他
地
域

へ
の
交
易
品
と
し
た
さ
ま
ざ
ま
な
物
資
が
生
産
さ
れ
、
鳥
形

や
武
器
形
の
木
製
品
を
祭
器
と
し
た
農
耕
儀
礼
も
盛
ん
に
お

こ
な
わ
れ
ま
し
た
。

し
か
し
、
繁
栄
を
続
け
た
八
日
市
地
方
遺
跡
の
ム
ラ
は
、

紀
元
前
後
（
中
期
末
）
を
境
に
し
て
衰
退
へ
と
向
か
い
ま
し

た
。
こ
れ
は
、
八
日
市
地
方
遺
跡
だ
け
の
こ
と
で
は
な
く
、

中
期
に
栄
え
た
拠
点
集
落
の
多
く
で
み
ら
れ
る
全
国
的
な
現

象
で
す
。

そ
の
背
景
の
一
つ
に
は
、
鉄
器
の
獲
得
に
と
も
な
う
社
会

構
造
の
変
化
が
あ
っ
た
と
み
ら
れ
ま
す
。
人
び
と
は
新
し
い

耕
地
を
拓
き
、
生
産
量
の
増
大
を
は
か
る
た
め
に
、
前
代
に

も
ま
し
て
鉄
器
の
入
手
を
渇
望
し
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
そ

の
た
め
に
は
、
小
さ
い
集
団
が
結
束
し
、
交
渉
に
優
れ
た
リ

ー
ダ
ー
を
擁
し
て
、
鉄
器
・
鉄
素
材
の
豊
富
な
西
方
地
域
と

春
季
特
別
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弥
生
ム
ラ
の
風
景 

 
―
越
の
ク
ニ
生
み
・
境
界
・
交
流
― 弥生時代のおにぎり（ちまき状の炭化米）

石川県埋蔵文化財センター蔵

吉凶を占ったト骨
石川県埋蔵文化財センター蔵



第87号

― 3―

交
渉
で
き
る
集
団
関
係
と
流
通
シ
ス
テ
ム
を
構
築
す
る
必
要

が
あ
っ
た
と
み
ら
れ
ま
す
。

事
実
、
そ
れ
以
降
、
北
陸
で
は
近
隣
の
ム
ラ
や
ク
ニ
に
少

し
で
も
優
位
に
た
と
う
と
、
山
陰
地
域
を
は
じ
め
と
す
る
西

日
本
各
地
と
の
地
域
間
交
流
が
活
発
に
展
開
さ
れ
ま
し
た
。

ま
た
、
そ
の
ム
ラ
や
ク
ニ
の
命
運
を
担
っ
た
首
長
た
ち
は
、

「
四よ

隅す
み

突
出
墓

と
っ
し
ゅ
つ
ぼ

」
や
「
前ぜ

ん

方ぽ
う

後こ
う

方ほ
う

周
溝
墓

し
ゅ
う
こ
う
ぼ

」
な
ど
、
そ
れ
ぞ

れ
が
連
携
を
深
め
た
西
日
本
地
域
特
有
の
墓
制
を
採
用
し

て
、
そ
の
関
係
を
誇
示
し
ま
し
た
。
し
か
し
、
そ
の
後
の
広

域
首
長
墓
は
前
方
後
円
（
方
）
墳
に
と
っ
て
変
わ
り
、
畿
内

連
合
に
押
さ
え
込
ま
れ
て
い
き
ま
し
た
。

本
展
で
は
、
八
日
市
地
方
遺
跡
を
は
じ
め
と
す
る
北
陸
を

代
表
す
る
弥
生
遺
跡
か
ら
の
出
土
品
を
紹
介
し
、
米
作
り
を

は
じ
め
た
弥
生
人
の
暮
ら
し
や
信
仰
・
技
術
に
ふ
れ
な
が

ら
、
人
々
の
雄
大
な
交
流
と
戦
い
を
経
て
新
し
い
社
会
へ
と

変
貌
し
て
い
っ
た
越
の
ク
ニ
生
み
の
様
子
を
探
っ
て
み
た
い

と
思
い
ま
す
。

主
な
展
示
品

□
＝
石
川
県
指
定
有
形
文
化
財

籾も
み

痕こ
ん

の
あ
る
縄
文
土
器
（
野
々
市
町
御
経
塚
遺
跡
出
土
）

□
人
面
で
飾
る
弥
生
土
器
（
小
松
市
八
日
市
地
方
遺
跡
出
土
）

□
鹿
と
狩
人
を
描
く
絵
画
土
器

（
小
松
市
八
日
市
地
方
遺
跡
出
土
）

□
穀
霊
を
運
ぶ
鳥
形
木
製
品
（
小
松
市
八
日
市
地
方
遺
跡
出
土
）

□
弥
生
時
代
の
ス
プ
ー
ン
（
小
松
市
八
日
市
地
方
遺
跡
出
土
）

弥
生
時
代
の
琴

（
金
沢
市
西
念・南
新
保
遺
跡
出
土
）

吉
凶
を
占
っ
た
卜ぼ
っ

骨こ
つ

（
金
沢
市
畝
田
遺
跡
出
土
）

弥
生
時
代
の
お
に
ぎ
り
（
ち
ま
き
状
の
炭
化
米
）

（
中
能
登
町
杉
谷
チ
ャ
ノ
バ
タ
ケ
遺
跡
出
土
）

勾ま
が

玉た
ま

の
文
様
で
飾
る
ハ
レ
の
器

（
志
賀
町
鹿
首

か
し
く
び

モ
リ
ガ
フ
チ
遺
跡
出
土
）

翡ひ

翠す
い

の
首
飾
り

（
志
賀
町
山
王
丸
山
遺
跡
出
土
）

ガ
ラ
ス
の
首
飾
り

（
福
井
県
小
羽
山
30
号
墳
出
土
）

花
弁
の
彫
刻
を
施
し
た
木
製
高た

か

杯つ
き

（
鳥
取
県
青
谷
上
寺
地
遺
跡
出
土
）

殺
傷
痕
の
あ
る
頭
蓋
骨
（
鳥
取
県
青
谷
上
寺
地
遺
跡
出
土
）

龍
が
描
か
れ
た
壷

（
大
阪
府
池
上
曽
根
遺
跡
出
土
）

よ
み
が
え
っ
た
弥
生
犬

（
大
阪
府
亀
井
遺
跡
出
土
の
犬
骨
を
復
元
）

想
像
復
元
・
卑
弥
呼
の
衣
装

（
大
阪
府
立
弥
生
文
化
博
物
館
製
作
）

勾玉の文様で飾るハレの器
石川県埋蔵文化財センター蔵

鹿と狩人を描く絵画土器
小松市教育委員会蔵

穀霊を運ぶ鳥形の木製品
小松市教育委員会蔵
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林
屋
辰
三
郎
先
生
の
思
い
出

林
屋
辰
三
郎
先
生
の
思
い
出 
林
屋
辰
三
郎
先
生
の
思
い
出 

脇
田
晴
子

脇
田
晴
子（
当
館
館
長
）

（
当
館
館
長
） 

脇
田
晴
子（
当
館
館
長
） 

館
長
随
想 

私
は
去
年
四
月
か
ら
、
こ
の
石
川
県
立
歴
史
博
物
館
に
勤
め

る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
が
、
折
り
に
ふ
れ
て
思
い
ま
す
の
は
、

林
屋
辰
三
郎
先
生
の
こ
と
で
す
。
先
生
は
名
誉
顧
問
と
し
て
現

博
物
館
建
設
に
ア
ド
バ
イ
ス
さ
れ
た
こ
と
は
何
か
に
つ
け
て
話

題
と
な
り
、
先
生
の
御
意
見
の
痕
跡
が
、
館
の
あ
ち
こ
ち
に
残

っ
て
い
て
、
懐
か
し
く
感
じ
ま
す
。
先
生
遺
愛
の
し
だ
れ
桜
が

咲
き
誇
っ
て
い
ま
す
が
、
こ
の
文
章
が
出
ま
す
こ
ろ
に
は
も
う

散
っ
て
い
る
で
し
ょ
う
。

私
が
わ
ざ
わ
ざ
申
す
ま
で
も
な
い
こ
と
で
す
が
、
先
生
は
日

本
中
世
史
の
泰
斗
で
あ
り
ま
し
た
。
私
た
ち
中
世
史
を
志
す
者

ど
も
は
、
先
生
の
『
中
世
文
化
の
基
調
』
や
『
古
代
国
家
の
解

体
』
な
ど
の
著
書
を
読
む
こ
と
か
ら
、
ま
ず
は
研
究
を
始
め
た

と
い
っ
て
過
言
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
し
て
幼
少
か
ら
お
仕
舞

な
ど
を
習
っ
て
い
た
私
は
、
芸
能
史
を
志
し
て
い
ま
し
た
が
、

ち
ょ
う
ど
博
士
課
程
に
入
っ
た
時
に
、
先
生
の
『
中
世
藝
能
史

の
研
究
』
が
出
て
、
私
ど
も
夫
婦
の
よ
う
な
若
輩
に
も
先
生
は

下
さ
い
ま
し
た
。
そ
れ
を
拝
読
し
ま
し
て
、
私
は
「
ヤ
メ
タ
！
」

と
叫
び
ま
し
た
。
ま
ず
は
十
年
は
新
し
い
も
の
は
で
き
な
い
と

思
っ
た
の
で
す
。
し
か
し
、
そ
れ
か
ら
四
十
五
年
あ
ま
り
経
っ

た
今
、
や
っ
と
私
も
芸
能
史
の
本
を
出
そ
う
と
四
苦
八
苦
し
て

い
る
の
で
す
。

亡
く
な
ら
れ
ま
し
た
時
、
新
聞
の
弔
辞
に
「
牡
丹
の
華
麗
さ

を
た
た
え
た
史
学
」
と
書
き
ま
し
た
の
を
、
懐
か
し
く
思
い
出

し
ま
す
。
そ
れ
か
ら
十
年
た
っ
た
今
も
、
先
生
へ
の
追
憶
の
念

は
日
々
に
去
る
こ
と
が
あ
り
ま
せ
ん
。
私
は
、
先
生
の
学
説
を

検
証
す
る
こ
と
か
ら
、
自
分
の
研
究
を
出
発
さ
せ
て
い
き
ま
し

た
。
ま
ず
は
散
所
論
、
そ
し
て
都
市
論
、
芸
能
史
、
先
生
は
度

量
が
大
き
く
、
そ
し
て
晩
年
に
は
、
お
身
体
も
相
当
に
太
っ
て

お
ら
れ
て
、
文
字
通
り
、
胸
を
貸
し
て
く
だ
さ
る
よ
う
な
感
じ

が
あ
り
ま
し
た
。
私
は
そ
れ
に
甘
え
す
ぎ
て
い
た
の
か
も
知
れ

な
い
と
、
そ
の
こ
ろ
の
先
生
と
同
年
配
以
上
に
な
っ
た
現
在
で

は
つ
く
づ
く
と
思
い
ま
す
。
先
生
の
一
周
忌
に
は
、
皆
が
相
当
、

私
と
先
生
の
論
争
を
面
白
お
か
し
く
話
題
に
し
ま
し
た
。
私
も

開
き
直
っ
て
、「
自
他
と
も
に
許
す
先
生
の
鬼
っ
子
で
す
」
と

ご
挨
拶
し
て
、
み
ん
な
を
笑
わ
せ
ま
し
た
。

そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
先
生
編
集
の
市
史
『
京
都
の
歴
史
』

に
は
、
私
に
平
安
期
か
ら
中
世
後
期
ま
で
、
そ
し
て
夫
の
修

（
編
集
係
注
：
大
阪
大
学
名
誉
教
授
脇
田
修
氏
・
日
本
近
世
史
）

に
、近
世
期
の
京
都
の
商
業
を
担
当
さ
せ
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
。

私
の
書
い
た
部
分
だ
け
で
四
〜
五
百
枚
は
書
き
ま
し
た
。
博
士

課
程
を
終
わ
っ
て
浪
人
し
て
い
た
時
で
、
こ
ん
な
若
造
た
ち
に

重
要
部
分
を
担
当
さ
せ
て
く
だ
さ
っ
た
先
生
の
度
量
に
、
深
く

感
謝
す
る
と
同

時
に
、
そ
の
決

断
の
凄
さ
に
、

舌
を
巻
く
の
で

す
。
私
た
ち
夫

婦
は
、
そ
れ
が

ベ
ー
ス
に
な
っ

て
、
最
近
『
物

語
・
京
都
の
歴

史
』
と
い
う
本

を
作
り
ま
し
た
。
京
都
市
史
が
な
か
っ
た
ら
、
到
底
出
来
な
か

っ
た
書
物
で
す
。

先
生
は
金
沢
で
有
名
な
林
屋
一
族
の
ご
出
身
で
す
が
、
お
生

ま
れ
は
中
国
だ
と
聞
い
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
先
生
の
基
盤
と

さ
れ
る
文
化
は
金
沢
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
。
奥
様
が
お
料
理
が

お
上
手
で
、
お
雑
煮
な
ど
も
金
沢
風
の
も
の
を
先
生
の
ご
説
明

で
頂
き
ま
し
た
。
い
つ
も
お
正
月
に
は
、
京
大
で
の
年
賀
の
あ

と
、
ぞ
ろ
ぞ
ろ
と
大
勢
で
林
屋
家
に
押
し
か
け
て
、
豪
勢
な
奥

様
お
手
づ
く
り
の
お
料
理
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。
立
命
館
大
の

教
え
子
さ
ん
た
ち
と
両
方
で
、
四
十
人
居
た
時
が
あ
っ
た
そ
う

で
す
。
ど
っ
し
り
と
座
ら
れ
て
、
ニ
コ
ニ
コ
と
お
料
理
を
す
す

め
ら
れ
る
先
生
は
、
見
る
か
ら
に
金
沢
の
旦
那
さ
ん
の
面
影
が

有
り
ま
し
た
。お
料
理
も
金
沢
風
が
基
調
だ
と
申
し
ま
し
た
が
、

そ
の
他
、
か
ぶ
ら
寿
司
や
ゴ
リ
、
ク
ル
ミ
な
ど
、
金
沢
か
ら
取

り
寄
せ
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
他
用
が
あ
っ
て
早
く
失
礼
す
る
と

い
っ
た
先
輩
が
、
グ
ズ
グ
ズ
し
て
帰
り
ま
せ
ん
。
先
生
が
遠
慮

せ
ず
に
早
く
帰
れ
、
と
い
わ
れ
る
と
モ
ジ
モ
ジ
し
て
「
か
ぶ
ら

寿
司
ま
だ
で
す
か
」
と
言
っ
た
の
で
大
笑
い
と
い
っ
た
一
幕
も

あ
り
ま
し
た
。
は
か
ら
ず
も
私
も
当
博
物
館
に
奉
職
す
る
よ
う

に
な
っ
て
、
何
か
に
つ
け
て
、
先
生
の
思
い
出
に
浸
る
こ
と
の

多
い
昨
今
で
す
。

林屋辰三郎氏（1914～98・
元石川県文化行政顧問、当館
名誉顧問）
当館春季特別展「近衛家陽明
文庫の名宝」展覧会場にて

1988年4月23日

当館春季特別展「近衛家陽明文庫の名
宝」展覧会場にて。右端が林屋先生。
中央は近衛通隆陽明文庫理事長、その
左は中西陽一石川県知事（いずれも役
職名は当時）。 1988年4月23日
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第2回石川の歴史遺産セミナー開催

二
月
十
六
日
、「
芸
能
の
空
間
―
神
事
能
を
中

心
に
―
」
を
テ
ー
マ
に
、
第
二
回
石
川
の
歴
史
遺

産
セ
ミ
ナ
ー
を
開
催
。
一
月
開
催
の
第
一
回
「
山

の
く
ら
し
〜
新
し
い
歴
史
像
を
求
め
て
〜
」
に
引

き
続
い
て
の
今
回
は
、
宮
永
一
美
氏
、
由
谷
裕
哉

氏
、
山
路
興
造
氏
の
三
人
を
講
師
と
し
て
お
招
き

し
ま
し
た
。
研
究
者

や
一
般
県
民
の
皆
様

あ
わ
せ
て
約
八
十
名

も
の
参
加
が
あ
り
、

北
陸
芸
能
史
へ
の
関

心
の
高
さ
が
う
か
が

わ
れ
ま
し
た
。

「
れ
き
は
く
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
2
0
0
7
」
期
間

中
に
開
催
さ
れ
て
い
た
関
連
ミ
ニ
企
画
「
ハ
ン
ズ

オ
ン
！
箱
の
中
身
は
何
だ
ろ
な
？
―
れ
き
は
く
収

蔵
品
に
み
る
収
蔵
術
―
」、
お
楽
し
み
い
た
だ
け

た
で
し
ょ
う
か
。
様
々
な
形
態
の
収
納
具
を
実
際

に
手
で
触
れ
な
が

ら
、
先
人
た
ち
の

収
蔵
術
の
巧
み
さ

を
実
感
。
ま
さ
に

金
沢
言
葉
で
い
う

「
り
く
つ
な
」
世

界
の
三
十
七
日
間

で
し
た
。

三
月
二
十
三

日
、
年
度
末
恒
例

の
企
画
展
「
れ
き

は
く
コ
レ
ク
シ
ョ

ン
」
が
終
了
。
同

展
は
年
度
中
に
当

館
へ
寄
贈
さ
れ
た

資
料
を
中
心
に
、

購
入
資
料
や
未
公
開
の
資
料
な
ど
も
合
わ
せ
て
ご

紹
介
す
る
展
覧
会
で
し
た
。
今
回
の
会
期
中
に
は
、

収
蔵
庫
見
学
会
や
展
示
文
書
の
判
読
学
習
会
な
ど

も
開
催
さ
れ
、
数
多
く
の
皆
様
に
ご
参
加
い
た
だ

き
ま
し
た
。

館所蔵刀剣の保存作業

二
月
十
八
日
、
日
本
美
術
刀
剣
保
存
協
会
石
川

県
支
部
会
員
の
ご
協
力
を
得
て
、
所
蔵
品
の
刀
剣

の
手
入
れ
を
実
施
し
ま
し
た
。
今
回
は
終
戦
直
後

に
連
合
国
軍
総
司
令
部
（
G
H
Q
）
が
接
収
し
た

刀
剣
「
赤
羽
刀
」
の
う
ち
、
加
賀
の
刀
工
が
手
が

け
た
室
町
か
ら
江
戸
期
の
刀
剣
七
十
五
点
の
手
入

れ
を
、
民
間
ボ
ラ
ン
テ

ィ
ア
の
力
を
活
用
す
る

取
り
組
み
の
一
環
と
し

て
、
同
協
会
に
依
頼
し

た
も
の
で
す
。
協
会
会

員
の
皆
様
あ
り
が
と
う

ご
ざ
い
ま
し
た
。

（
5
〜
6
月
）

◎
開
講
時
間
：
午
後
2
時
〜
（
記
念
講
演
会
は
午
後
1
時
30
分
〜
）

◎
会
　
　
場
：
常
設
ス
ポ
ッ
ト
解
説
…
関
係
各
展
示
室

れ
き
は
く
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
…
学
習
ホ
ー
ル

記
念
講
演
会
…
学
習
ホ
ー
ル

◎
受

講

料
：
無
料
　
※
常
設
ス
ポ
ッ
ト
解
説
は
無
料
。
た
だ
し
他
の
展
示
も
あ
わ

せ
て
観
覧
の
場
合
は
入
館
料
が
必
要
。

◎
申
し
込
み
：
不
要
　
※
当
日
受
付
へ
お
申
し
出
下
さ
い
。

☆
常
設
ス
ポ
ッ
ト
解
説

常
設
展
示
室
の
資
料
を
、
当
館
学
芸
員
が
ワ
ン
ポ
イ
ン
ト
解
説
し
ま
す
。
毎
月
第

一
日
曜
日
に
実
施
。
時
間
は
午
後
2
時
か
ら
2
時
30
分
ま
で
。
ど
な
た
で
も
ご
参

加
で
き
ま
す
。

☆
れ
き
は
く
ゼ
ミ
ナ
ー
ル

当
館
学
芸
員
が
歴
史
や
文
化
に
関
す
る
様
々
な
テ
ー
マ
を
取
り
上
げ
て
お
話
し
し

ま
す
。
毎
月
第
3
土
曜
日
に
実
施
。
時
間
は
午
後
2
時
か
ら
2
時
30
分
ま
で
。
ど

な
た
で
も
ご
参
加
で
き
ま
す
。

月
　
日

行
　
　
　
事

内

容

５
/
４
（
日
）
常
設
ス
ポ
ッ
ト
解
説

「
れ
き
は
く
メ
イ
ト
情
報
」を
ご
覧
下
さ
い
。

５
/
10
（
土
）
記
念
講
演
会

弥
生
の
た
く
み
と
日
本
海
交
流

（
開
講
は
午
後
1
時

30
分
〜
）

講
師
　
大
阪
府
立
狭
山
池
博
物
館
館
長
　
工
楽
善
通
氏

５
/
17
（
土
）
れ
き
は
く
ゼ
ミ
ナ
ー
ル

「
れ
き
は
く
メ
イ
ト
情
報
」
を
ご
覧
下
さ
い
。

６
/
１
（
日
）
常
設
ス
ポ
ッ
ト
解
説

当
館
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
も
ご
案
内
し
て
い
ま
す
。

６
/
21
（
土
）
れ
き
は
く
ゼ
ミ
ナ
ー
ル

大好評だったミニ企画「ハンズオン！」 「れきはくコレクション2007」終了

❈ ◗ ❈ ◗ ❈ ◗ ❈ ◗ ❈ ◗ ❈ ◗ ❈ ◗ ❈ ◗ ❈ ◗ ❈ ◗ ❈ ◗ ❈ ◗ ❈ ◗ ❈ ◗ ❈ ◗ ❈ ◗ ❈ ◗ ❈ ◗ ❈ ◗ ❈ ◗ ❈ ◗ ❈ ◗ ❈ ◗ ❈ ◗ ❈ ◗ ❈ ◗ ❈ ◗ ❈ ◗ ❈ ◗
❈
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❈
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❈
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❈
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❈
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❈
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❈
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❈
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❈
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❈
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❈
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❈

◗
❈
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❈

◗
❈

◗
❈

◗
催事日録 

常設スポット解説

れきはくゼミナール
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「
一
向
一
揆
の
盛
衰
」解
説
装
置

前
号
に
引
き
続
い
て
、
当
館
開
館
以
来
ず
っ
と
休
み
な
く

稼
働
し
て
い
る
古
参
の
一
つ
を
ご
紹
介
し
ま
し
ょ
う
。
第
１

展
示
室
右
奥
に
そ
び
え
立
つ
「
一
向
一
揆
の
盛
衰
解
説
装
置
」

で
す
。

加
賀
の
一
向
一
揆
は
「
百
姓
ノ
持
タ
ル
国
」
と
呼
ば
れ
、

日
本
史
の
中
で
も
注
目
を
集
め
る
事
件
の
一
つ
と
し
て
、
よ

く
知
ら
れ
て
い
ま
す
。
で
も
こ
の
「
一
向
一
揆
」
の
歴
史
た

る
や
、
よ
く
調
べ
て
み
る
と
、
な
か
な
か
複
雑
で
百
年
も
の

長
き
に
渡
り
ま
す
。
こ
れ
を
「
小
・
中
学
生
に
も
、
や
さ
し

く
分
か
る
よ
う
に
解
説
で
き
る
方
法
は
な
い
だ
ろ
う
か
？
」

そ
ん
な
思
い
か
ら
生
み
出
さ
れ
た
の
が
こ
の
解
説
装
置
な
の

で
す
。

ま
ず
一
向
一
揆
の
重
要
な
転
機
と
な
っ
た
戦
い
や
事
件

を
、
五
項
目
に
整
理
し
ま
し
た
。
で
も
文
字
や
音
声
解
説
だ

け
で
は
、
ど
う
し
て
も
専

門
用
語
が
多
く
て
難
し
く

な
り
ま
す
。
事
件
の
イ
メ

ー
ジ
も
な
か
な
か
つ
か
む

こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。
そ

こ
で
子
供
た
ち
に
も
「
目

で
見
て
分
か
る
」
よ
う
に
、

様
々
な
工
夫
を
凝
ら
し
ま

し
た
。
た
と
え
ば
「
武
将
」

「
一
揆
軍
」「
城
」「
寺
」
な
ど
を
表
す
場
合
、
そ
の
頃
（
昭
和

六
十
年
代
）
よ
く
使
わ
れ
て
い
た
色
違
い
の
電
球
点
滅
表
示

と
い
う
方
法
を
と
ら
ず
に
、
具
体
的
な
形
で
表
す
方
法
を
採

用
し
ま
し
た
。
さ
ら
に
、
一
向
一
揆
の
中
心
的
な
役
割
を
果

た
し
た
人
物
や
場
所
な
ど
を
コ
ル
ト
ン
（
電
飾
パ
ネ
ル
）
で

表
示
し
、
静
と
動
を
組
み
合
わ
せ
た
パ
ネ
ル
に
仕
上
げ
ま
し

た
。
当
時
と
し
て
は
最
新
の
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
制
御
シ
ス
テ

ム
も
導
入
し
、
画
面
の
動
き
に
合
わ
せ
た
ナ
レ
ー
シ
ョ
ン
や

効
果
音
も
挿
入
。
当
時
の
担
当
者
に
よ
れ
ば
、
シ
ル
エ
ッ
ト

の
図
案
や
画
面
の
動
き
の
調
整
に
時
間
が
か
か
り
、
完
成
ま

で
ず
い
ぶ
ん
苦
労
し
た
よ
う
で
す
。

こ
の
労
作
も
二
十
年
以
上
が
経
過
し
た
今
、
他
の
多
く
の

博
物
館
で
目
に
す
る
最
新
鋭
解
説
機
器
に
比
べ
れ
ば
、
か
な

り
古
風
な
部
類
の
も
の
に
な
り
ま
し
た
。
し
か
し
文
明
三

（
一
四
七
一
）
年
の
蓮
如
の
吉
崎
布
教
か
ら
、
天
正
八
（
一

五
八
〇
）
年
の
鳥
越
城
落
城
ま
で
の
一
向
一
揆
百
年
の
歴
史

を
、
わ
ず
か
四
分
足
ら
ず
の
間
に
、
鮮
や
か
に
説
明
し
て
し

ま
う
こ
の
解
説
装
置
。
そ
の
力
に
い
さ
さ
か
の
衰
え
も
あ
り

ま
せ
ん
。

「一向一揆の終局」電飾部分

※
ト
リ
ヴ
ィ
ア
＝
雑
学
的
な
事
柄
や
知
識
、
豆
知
識

本
多
の
森
か
ら

脇
田
館
長
「
林
屋
辰
三
郎
先
生
の
思
い
出
」
の
原
稿
を
読
む
う
ち
に
、
林

屋
先
生
の
温
厚
な
お
顔
が
目
に
浮
か
ん
で
き
ま
し
た
。
会
議
の
席
で
は
、
若

い
学
芸
員
た
ち
の
ど
ん
な
意
見
で
も
し
っ
か
り
と
聞
い
て
下
さ
り
、
い
ろ
い

ろ
な
ア
ド
バ
イ
ス
を
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
関
西
弁
の
優
し
い
語
り
口
で

し
た
ね
。
私
た
ち
に
と
っ
て
も
忘
れ
ら
れ
な
い
先
生
で
す
。

さ
て
新
年
度
を
迎
え
て
、
私
た
ち
ス
タ
ッ
フ
一
同
気
合
い
十
分
。
様
々
な

企
画
展
や
催
し
物
を
取
り
揃
え
て
、
皆
様
の
ご
来
館
を
心
よ
り
お
待
ち
し
て

お
り
ま
す
。

石
川
県
立
美
術
館
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
展

九
谷
の
流
れ
Ⅰ
―
古
九
谷
・
再
興
九
谷
―

4
月
19
日（
土
）
〜
5
月
18
日（
日
）

第
２
特
別
展
示
室

九
谷
の
流
れ
Ⅱ
―
古
九
谷
か
ら
現
代
の
名
工
―

6
月
13
日（
土
）
〜
7
月
14
日（
日
）

第
２
特
別
展
示
室

江
戸
時
代
前
期
に
九
谷
（
現
石
川
県
加
賀
市
）
で
製
作
さ
れ
た
色
絵
磁
器

「
古
九
谷
」
と
、
古
九
谷
窯
廃
絶
後
の
江
戸
時
代
後
期
に
製
作
さ
れ
た
「
再

興
九
谷
」
の
各
作
品
、
そ
し
て
そ
れ
ら
の
伝
統
を
受
け
継
い
だ
近
現
代
作
家

た
ち
の
作
品
を
、
二
期
に
分
け
て
紹
介
し
ま
す
。

リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
・
オ
ー
プ
ン
プ
レ
企
画

石
川
県
立
美
術
館
優
品
選

6
月
14
日（
土
）
〜
7
月
6
日（
日
）

第
１
特
別
展
示
室

今
年
９
月
下
旬
に
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
・
オ
ー
プ
ン
す
る
石
川
県
立
美
術
館
の

プ
レ
企
画
で
す
。
同
館
所
蔵
品
の
中
か
ら
、
特
に
精
選
し
た
優
品
を
ご
紹
介

し
ま
す
。

次
回
の
展
覧
会

４
月
24
日
（
木
）
〜
25
日
（
金
）

２
日
間

５
月
　
休
館
日
な
し

６
月
２
日
（
月
）
〜
３
日
（
火
）

２
日
間

６
月
12
日
（
木
）
〜
13
日
（
金
）

２
日
間

展
示
替
え
に
よ
る
休
館
日
（
4
〜
6
月
）


