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第1回

期日：平成18年8月20日（日）午後1時～
場所：歴史博物館学習ホール

演題：伊勢の神宮と日本人

講師：皇學館大学学長　伴　五十嗣郎　先生

第２回

期日：平成18年9月3日（日）午後1時～
場所：歴史博物館学習ホール

演題：遷宮の歴史と文化

講師：皇學館大学教授　渡辺　寛　先生

◆記念講演会・皇學館大学公開セミナー「伊勢神宮を語る―日本文化の源流を考える」

期日

平成18年8月5日（土）午後2時～
担当：学芸専門員　長谷川孝徳

平成18年8月26日（土）午後2時～
担当：普 及 課 長　高橋　裕

◆列品解説会（入館料が必要です）

■会　　期　平成18年7月29日（土）～9月18日（月・祝）
■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７００円（５６０円） 大学生５５０円（４４０円）

高校生以下無料

（ ）は20名以上の団体料金

夏季 
特別展 
夏季 
特別展 

伊
勢
神
宮
の
神
宝

石
川
県
立
歴
史
博
物
館
開
館
20
周
年
記
念
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は
じ
め
に

平
成
二
十
五
年
（
二
〇
一
三
）
十
月
、
伊
勢
の
神
宮
は
二

十
年
に
一
度
の
式
年
遷
宮

し
き
ね
ん
せ
ん
ぐ
う

を
迎
え
ま
す
。
お
よ
そ
二
千
年
前

に
鎮
座
さ
れ
た
神
宮
の
遷
宮
は
千
三
百
年
を
数
え
、「
お
伊

勢
さ
ま
」「
お
か
げ
参
り
」
と
時
の
流
れ
に
敬
い
の
心
と
親

し
み
の
想
い
が
育
ま
れ
て
き
ま
し
た
。
そ
う
し
た
神
宮
の
古

代
か
ら
現
代
、
さ
ら
に
未
来
へ
と
伝
え
て
ゆ
く
伝
承
の
意
義

を
神
宮
の
歴
史
に
照
ら
し
、
文
学
・
美
術
・
工
芸
は
じ
め
さ

ま
ざ
ま
な
分
野
か
ら
解
明
す
る
こ
と
を
主
旨
と
し
て
、
社
団

法
人
霞
会
館
・
北
國
新
聞
社
と
と
も
に
開
催
す
る
展
覧
会
で

す
。

御
装
束

ご
し
ょ
う
ぞ
く

・
神
宝

式
年
遷
宮
は
天
武
天
皇
（
六
七
二
〜
六
八
六
）
の
世
に
制

度
が
定
め
ら
れ
、
次
代
の
持
統
天
皇
四
年
（
六
九
〇
）
に
第

一
回
の
遷
宮
が
行
わ
れ
ま
し
た
。
以
来
千
三
百
年
も
の
長
き

に
わ
た
り
、
伝
統
の
祭
儀
が
続
け
ら
れ
て
き
ま
し
た
。
こ
の

祭
儀
に
は
千
五
百
点
余
に
及
ぶ
、
神
々
の
御
装
束
や
神
宝
の

す
べ
て
が
古
式
に
の
っ
と
り
新
し
く
調
進

ち
ょ
う
し
ん
さ
れ
ま
す
。

御
装
束
は
お
飾
す
る
御ご

料
り
ょ
う

を
意
味
し
、
衣
服
・
服
飾
な
ど

を
含
め
、
神
座
・
殿
内
を
飾
る
品
、
遷
御
せ
ん
ぎ
ょ

の
儀
式
に
用
い
る

さ
ま
ざ
ま
な
品
が
含
ま
れ
、
五
百
二
十
五
種
で
千
八
十
五
点

に
及
び
ま
す
。

神
宝
は
神
々
の
御
用
に
供
す
る
調
度
品
を
意
味
し
、
糸
を

つ
む
ぐ
紡
績
具
・
武
器
・
武
具
・
馬
具
・
楽
器
・
文
具
・
日

常
用
品
な
ど
、百
八
十
九
種
で
四
百
九
十
一
点
を
数
え
ま
す
。

こ
れ
ら
の
御
装
束
と
神
宝
は
、
平
安
時
代
の
『
儀
式
帳
』

の
規
定
に
よ
り
、
当
代
最
高
の
技
術
者
の
技
法
に
よ
っ
て
調

製
さ
れ
、
御
装
束
は
二
十
年
間
、
御
正
殿
に
納
め
ら
れ
次
回

の
御
遷
宮
で
撤て
っ

下か

さ
れ
ま
す
。
内
宮
と
外
宮
の
正
宮
の
神
宝

に
限
っ
て
は
新
宮
の
西
宝
殿
に
移
さ
れ
、
さ
ら
に
二
十
年
間

保
管
さ
れ
た
後
に
撤
下
さ
れ
ま
す
。

明
治
以
前
は
神
々
の
お
使
い
に
な
っ
た
御
料
と
い
う
こ
と

か
ら
、
人
手
に
わ
た
る
こ
と
は
畏お
そ

れ
多
い
と
さ
れ
、
撤
下
さ

れ
た
神
宝
類
の
う
ち
可
燃
の
も
の
は
火
に
投
じ
ら
れ
、
他
の

品
々
は
地
中
に
埋
め
ら
れ
ま
し
た
。

大
おお

樋
ひ

黒茶●
くろちゃわん

（神宮徴古館）

「
伊
勢

い

せ

神
　
じ
ん
　宮
　
ぐ
う
　の
神

　
し
ん
　宝
　
ぽ
う
　」
に
寄
せ
て

大樋アメ釉　海老
え び

耳付水指
みみつきみずさし

（神宮徴古館）
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史
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石
川
県
と
奉
納
美
術

「
美
術
工
芸
王
国
石
川
」
を
端
的
に
表
す
数
字
が
あ
り
ま

す
。
人
口
百
万
人
あ
た
り
の
日
本
伝
統
工
芸
展
の
入
選
者
数

（
平
成
十
七
年
）
を
み
る
と
、
石
川
県
は
二
一
六
・
一
人
で
、

二
位
の
佐
賀
県
の
一
一
五
・
六
人
、
三
位
の
香
川
県
の
九
八

人
を
大
き
く
引
き
離
し
全
国
一
で
す
。
ま
た
、
工
芸
部
門
の

人
間
国
宝
も
現
存
者
が
八
人
と
、京
都
府
の
十
三
人
に
次
ぎ
、

三
位
の
東
京
都
の
七
人
よ
り
多
く
、
百
万
人
あ
た
り
に
換
算

す
る
と
全
国
一
の
人
数
で
す
。

二
十
年
ご
と
の
式
年
遷
宮
で
御
装
束
・
神
宝
を
古
式
に
の

っ
と
り
、
す
べ
て
新
た
に
調
進
す
る
こ
と
は
、
伝
統
工
芸
技

術
の
保
存
と
伝
承
の
極
致
と
も
言
え
る
も
の
で
す
。し
か
し
、

昭
和
二
十
四
年
に
予
定
さ
れ
て
い
た
御
遷
宮
が
終
戦
で
延
引

と
な
り
、
神
宮
に
と
っ
て
も
技
術
の
伝
承
が
危
ぶ
ま
れ
た
時

代
と
な
り
ま
し
た
。
こ
う
し
た
な
か
、
御
装
束
・
神
宝
の
調

進
と
は
別
に
各
地
か
ら
美
術
品
が
奉
納
さ
れ
ま
し
た
。
そ
れ

は
、
昭
和
二
十
八
年
に
行
わ
れ
た
第
五
十
九
回
式
年
遷
宮
の

付
帯
事
業
と
し
て
、
神
宮
徴
ち
ょ
う

古こ

館か
ん

の
復
旧
の
呼
び
水
と
も
な

っ
た
の
で
す
。石
川
県
か
ら
も
伝
統
工
芸
作
品
の
み
な
ら
ず
、

油
絵
な
ど
の
絵
画
や
彫
刻
な
ど
の
美
術
品
が
奉
納
さ
れ
た
の

で
す
。
以
来
、
美
術
工
芸
王
国
石
川
の
名
の
と
お
り
、
数
多

く
の
作
品
が
奉
納
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
展
覧
会
で
は
、
そ

の
一
部
が
里
帰
り
し
ま
す
。（
学
芸
専
門
員
　
長
谷
川
孝
徳
）

大
おお

樋
ひ

天目茶●
てんもくちゃわん

（神宮徴古館）

御櫛筥
おんくしばこ

（神宮司廳）

須賀
す が

利御
りのおん

太刀
た ち

（神宮司廳）
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負
け
ず
嫌
い
な
〝
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
〞

私
が
最
初
に
こ
の
仕
事
に
就
い
た
頃
、
も
う
20
年
以
上
も

前
の
こ
と
で
す
。
当
時
、
石
川
県
立
郷
土
資
料
館
の
臨
時
職

員
と
な
り
、
主
な
執
務
場
所
は
資
料
室
（
現
・
出
羽
町
庁
舎
）

で
、
本
館
（
旧
・
第
四
高
等
学
校
舎
）
へ
も
日
に
1
回
く
ら

い
顔
を
出
す
と
い
う
状
況
で
し
た
。
こ
の
〝
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
〞

は
H
さ
ん
（
こ
の
世
界
に
居
る
人
間
な
ら
誰
も
が
知
っ
て

い
る
人
）。
学
芸
員
室
の
一
番
奥
の
机
に
、
い
つ
も
和
服
で

ち
ょ
こ
ん
と
座
っ
て
居
ら
れ
ま
し
た
。
石
川
県
下
に
あ
る

文
字
（
紙
に
書
い
て
あ
ろ
う
が
、
木
に
書
い
て
あ
ろ
う
が
、

金
属
に
彫
っ
て
あ
ろ
う
が
）
は
、
す
べ
て
目
に
し
た
と
い

っ
て
も
過
言
で
は
な
い
だ
ろ
う
と
い
う
ほ
ど
の
、
〝
す
ご

い
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
〞
だ
っ
た
の
で
す
。
し
か
し
、
当
時
の

私
は
そ
ん
な
こ
と
は
ま
っ
た
く
存
じ
上
げ
ず
（
も
ち
ろ
ん

H
さ
ん
も
そ
ん
な
こ
と
を
自
慢
す
る
よ
う
な
方
で
は
な
か

っ
た
の
で
）、
い
つ
も
掛
け
軸
を
読
ん
で
お
ら
れ
る
方
と
思

っ
て
い
ま
し
た
。

「
あ
ん
た
も
い
っ
し
ょ
に
読
ん
で
み
ん
？
」
と
の
お
誘
い

を
受
け
た
の
は
夏
前
だ
っ
た
で
し
ょ
う
か
。
そ
こ
か
ら
私
の

〝
修
行
〞
が
は
じ
ま
り
ま
し
た
。
H
さ
ん
が
お
客
さ
ん
か
ら

「
読
ん
で
欲
し
い
」
っ
て
預
か
っ
た
掛
け
軸
が
テ
キ
ス
ト
。

私
が
何
ら
か
の
読
み
方
を
示
す
ま
で
は
絶
対
に
答
を
教
え
て

は
も
ら
え
ま
せ
ん
で
し
た
。
こ
の
繰
り
返
し
の
中
で
、「
こ

こ
ど
う
読
む
？
」
っ
て
先
手
を
打
た
れ
る
こ
と
が
あ
る
の
に

気
が
付
き
ま
し
た
。
ど
う
や
ら
、
迷
っ
て
い
る
・
思
い
浮
か

ば
な
い
字
の
よ
う
で
す
。「
H
さ
ん
で
も
読
め
な
い
こ
と
が

あ
る
ん
だ
」
と
、
ち
ょ
っ
と
う
れ
し
く
な
っ
て
、
こ
っ
そ
り

様
子
を
拝
見
で
す
。
H
さ
ん
は
、
一
度
仕
舞
っ
て
、
ま
た
出

し
て
は
何
度
も
悩
ん
で
い
る
様
子
。
そ
し
て
「
ね
え
、
こ
こ

は
こ
う
じ
ゃ
な
い
？
！
」
っ
て
、
解
決
し
た
と
き
に
話
し
て

く
だ
さ
る
笑
顔
は
子
ど
も
の
よ
う
に
無
邪
気
で
、
大
好
き
で

し
た
。
で
も
、
本
当
に
す
ご
か
っ
た
の
は
わ
か
ら
な
か
っ
た

時
。
お
客
さ
ん
に
返
す
と
き
も
「
○
△
か
◇
×
か
と
も
思
う

ん
で
す
が
は
っ
き
り
し
な
く
て
…
」
と
、
名
残
惜
し
そ
う
に

し
て
お
ら
れ
ま
し
た
。
み
な
さ
ん
は
気
が
付
か
れ
ま
し
た

か
？
　
そ
う
、
H
さ
ん
は
絶
対
に
「
わ
か
り
ま
せ
ん
」
と
は

お
っ
し
ゃ
ら
な
か
っ
た
の
で
す
。「
な
ん
だ
、
H
さ
ん
だ
っ

て
わ
か
ら
な
い
も
の
も
あ
る
や
ん
。
わ
か
ら
な
い
っ
て
い
え

ば
い
い
の
に
…
」
っ
て
、
こ
っ
そ
り
思
っ
て
い
た
の
は
私
で

す
。し

か
し
、
そ
の
偉
大
さ
に
気
付
く
の
は
一
人
残
さ
れ
て
か

ら
で
し
た
。
郷
土
資
料
館
が
歴
史
博
物
館
に
な
り
、
し
ば
ら

く
し
て
H
さ
ん
は
退
職
さ
れ
ま
し
た
。
そ
こ
か
ら
が
大
変
で

す
。
博
物
館
の
中
で
み
ん
な
で
考
え
て
も
わ
か
ら
な
か
っ
た

と
き
、
切
羽
詰
っ
た
私
は
、
こ
っ
そ
り
お
電
話
し
て
H
さ
ん

の
自
宅
へ
押
し
か
け
ま
し
た
（
も
ち
ろ
ん
博
物
館
に
は
内
緒

で
）。
3
回
目
の
と
き
、
玄
関
先
へ
出
て
、「
あ
ん
た
の
が
で

い
い
が
や
。
自
身
持
つ
ま
っ
し
。
ご
折
角
あ
そ
ば
し
て
！
」

と
お
っ
し
ゃ
い
ま
し
た
。
い
つ
ま
で
来
る
の
と
い
う
や
ん
わ

り
と
し
た
拒
絶
・
ひ
と
り
立
ち
の
背
中
を
そ
っ
と
押
し
て
く

れ
る
暖
か
い
こ
と
ば
。
そ
の
と
き
の
お
姿
と
と
も
に
、
今
も

私
の
〝
宝
物
〞
で
す
。
こ
れ
が
最
後
と
な
り
、
そ
の
あ
と
は

お
葬
式
で
の
お
見
送
り
で
し
た
。

私
だ
っ
て
負
け
ず
嫌
い
な
点
で
は
誰
に
も
負
け
な
い
つ
も

り
で
す
。
し
か
し
、
言
っ
て
し
ま
う
ん
で
す
よ
、「
わ
・

か
・
り
・
ま
・
せ
・
ん
」
っ
て
。
最
近
よ
う
や
く
わ
か
っ
て

き
ま
し
た
。「
わ
か
り
ま
せ
ん
」
っ
て
い
っ
た
後
の
虚
脱
感
。

こ
れ
が
嫌
だ
っ
た
か
ら
H
さ
ん
は
い
わ
な
か
っ
た
の
か
な
あ

っ
て
。
こ
れ
こ
そ
〝
負
け
ず
嫌
い
〞
の
勲
章
だ
っ
て
。
で
も
、

こ
の
先
も
言
っ
て
し
ま
う
だ
ろ
う
な
、「
わ
か
り
ま
せ
ん
」

っ
て
。
そ
の
と
き
も
お
っ
し
ゃ
っ
て
く
だ
さ
い
ま
す
か
、

「
ご
折
角
あ
そ
ば
し
て
」
っ
て
。
ね
え
、
樋
詰
さ
ん
！

（
学
芸
専
門
員
　
濱
岡
伸
也
）

⑥ 
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コ 
ラ 
ム 

夏
の
夜
の
「
片
ブ
ラ
」

「
片
ブ
ラ
」
と
い
う
言
葉
を
ご
存
知
で
し
ょ
う
か
。
大
正

期
に
流
行
し
た
「
銀
ブ
ラ
」
を
真
似
た
だ
け
の
言
葉
と
思
い

き
や
、
年
配
者
に
聞
き
取
り
を
す
す
め
た
と
こ
ろ
、
金
沢
独

特
の
民
俗
文
化
を
裏
打
ち
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
っ
て
き
ま

し
た
。

た
と
え
ば
、
玉
川
町
の
女
性
は
、
昭
和
初
期
の
こ
ろ
を
こ

う
懐
か
し
み
ま
す
。「
夏
場
、
夜
に
オ
ト
ッ
ツ
ア
ン
に
つ
れ

ら
れ
兄
弟
と
一
緒
に
片
ブ
ラ
に
出
か
け
て
ね
、
犀
川
の
大
橋

に
は
夕
涼
み
を
楽
し
む
人
々
が
た
く
さ
ん
お
っ
た
。
橋
の
近

く
か
ら
は
花
火
な
ん
か
見
え
た
り
し
て
。
一
番
の
楽
し
み
は

宮
市
大
丸
で
カ
キ
氷
を
食
べ
る
こ
と
や
っ
た
」

ま
た
、
中
央
通
町
の
ご
夫
婦
は
顔
を
見
合
わ
せ
微
笑
み
ま

す
。「
昭
和
二
十
年
代
、
嫁
ぎ
先
の
親
か
ら
「
あ
い
そ
も
な

い
し
、
片
ブ
ラ
で
も
行
っ
て
こ
い
や
」
と
す
す
め
ら
れ
て
、

夏
の
夜
に
、
片
町
へ
遊
び
に
行
っ
た
こ
と
が
あ
っ
た
ね
。
レ

コ
ー
ド
屋
か
ら
聞
こ
え
る
音
を
立
ち
聞
き
し
た
り
、
い
ま
の

東
急
の
地
下
二
階
に
喫
茶
店
が
あ
っ
て
、
甘
い
も
の
、
チ
ョ

コ
レ
ー
ト
パ
フ
ェ
み
た
い
な
も
ん
を
食
べ
た
り
し
た
」

つ
ま
り
、「
片
ブ
ラ
」
と
は
、
繁
華
街
へ
夕
涼
み
に
出
る

こ
と
を
意
味
す
る
言
葉
な
の
で
す
。
わ
ざ
わ
ざ
繁
華
街
へ
出

た
理
由
は
、
戦
前
の
生
活
環
境
に
あ
り
ま
す
。
町
家
は
風
通

し
が
悪
く
夏
場
は
最
悪
。
そ
れ
を
解
消
す
る
冷
房
器
具
は
む

ろ
ん
あ
り
ま
せ
ん
。
大
正
終
わ
り
の
記
録
に
よ
れ
ば
、
市
内

で
扇
風
機
を
持
つ
こ
と
が
で
き
た
の
は
富
裕
層
。
他
は
よ
く

て
レ
ン
タ
ル
、
た
だ
し
貸
出
数
は
二
百
程
度
に
と
ど
ま
り
ま

し
た
。

市
民
が
焦
熱
地
獄
か
ら
逃
げ
の
び
た
先
が
、
浅
野
川
・
犀

川
の
大
橋
と
そ
の
附
近
の
商
店
街
で
し
た
。
橋
の
欄
干
に
背

中
を
も
た
れ
か
け
川
風
を
直
に
受
け
る
。
ま
た
、
川
風
が
流

れ
こ
む
商
店
街
や
河
畔
を
そ
ぞ
ろ
歩
き
す
る
。
人
々
は
極
楽

に
い
る
よ
う
な
清
涼
感
を
味
わ
っ
た
の
で
し
ょ
う
。

遊
歩
者
の
目
を
楽
し
ま
せ
て
く
れ
た
の
が
絵
行
灯
で
し

た
。
夏
の
行
灯
飾
り
は
明
治
三
十
年
に
橋
場
町
が
地
域
振
興

策
と
し
て
始
め
ま
し
た
。
そ
の
後
、
ほ
か
の
商
店
街
に
も
ひ

ろ
が
り
、
い
つ
し
か
片
町
が
本
家
を
し
の
ぐ
ほ
ど
有
名
に
な

り
ま
し
た
。
い
か
に
片
町
が
装
飾
に
力
を
入
れ
た
か
は
古
い

記
録
か
ら
も
わ
か
り
ま
す
。
明
治
三
五
年
の
会
計
資
料
に
よ

れ
ば
、
な
ん
と
、
片
町
組
合
の
年
間
総
支
出
の
う
ち
行
灯
関

係
が
二
五
パ
ー
セ
ン
ト
を
占
め
て
い
ま
す
。

大
正
後
期
以
降
、
片
町
は
イ
ル
ミ
ネ
ー
シ
ョ
ン
な
ど
の
電

気
装
飾
を
夕
涼
み
の
目
玉
に
す
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
電

気
装
飾
で
は
風
情
が
な
い
と
批
判
が
噴
出
し
ま
し
た
が
、
時

代
の
波
は
そ
の
よ
う
な
声
を
押
し
流
し
ま
し
た
。

「
夜
の
片
町
」
と
い
え
ば
、
現
在
は
酔
人
と
若
者
が
主
役

に
な
っ
て
い
ま
す
が
、
八
十
年
ほ
ど
前
ま
で
は
家
族
や
夫
婦

が
安
心
し
て
散
歩
を
楽
し
め
る
場
所
だ
っ
た
の
で
す
。

（
学
芸
主
任
　
大
門
　
哲
）犀川大橋から見た片町　大正6年撮影
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編
集
後
記

今
年
は
歴
史
博
物
館
が
開
館
し
て
二
十
周
年
の
年
に
あ
た
り
ま

す
。
特
別
展
は
い
ず
れ
も
開
館
二
十
周
年
の
冠
が
つ
い
て
い
ま
す
。

ま
た
、
こ
れ
を
機
に
さ
ま
ざ
ま
な
新
規
事
業
も
行
っ
て
い
ま
す
の
で
、

ご
参
加
く
だ
さ
い
。
な
お
、
特
典
い
っ
ぱ
い
の
「
れ
き
は
く
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
　
直
通
〇
七
六
（
二
六
二
）
三
四
一
七
）

休
館
日
の

お
知
ら
せ

七
月
二
十
七
日
（
木
）・
二
十
八
日
（
金
）
／
九
月
十
九
日
（
火
）・
二
十
日
（
水
）
は

展
示
替
の
た
め
休
館
日
と
な
り
ま
す
。

わ
く
わ
く
子
ど
も
歴
史
館

「
白
山
ろ
く
の
く
ら
し
を
体
験
し
よ
う
！
」

ま
ち
博
共
催
事
業

次
回
　
秋
季
特
別
展
の
お
知
ら
せ

お
知
ら
せ

常
設
ス
ポ
ッ
ト
解
説

歴
史
散
歩
「
七
尾
市
」
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定
　
員
　
各
三
十
名

参
加
費
　
大
人
五
百
六
十
円
　
大
学
生
四
百
四
十
円
　

高
校
生
以
下
無
料

な
お
、
夏
季
特
別
展
「
伊
勢
神
宮
の
神
宝
」
も
ご
覧
に
な
れ
ま

す
。

※
金
沢
散
歩
学
と
ま
ち
博
限
定
公
開
に
つ
い
て
の
お
問
い
合
わ

せ
・
お
申
し
込
み
は
、
か
な
ざ
わ
・
ま
ち
博
二
〇
〇
六
開
催
委

員
会
事
務
局
ま
で
。
電
話
〇
七
六
（
二
三
四
）
二
〇
〇
〇

韓
国
文
化
へ
の
誘
い
―
全
羅
北
道
の
歴
史
と
文
化
―

十
月
十
四
日
（
土
）
〜
十
一
月
二
十
六
日
（
日
）

韓
国
国
立
全
州
博
物
館
と
の
国
際
姉
妹
博
物
館
提
携
十
五
周

年
を
記
念
し
て
、
国
立
全
州
博
物
館
所
蔵
資
料
を
中
心
に
、
百

済
か
ら
朝
鮮
王
朝
ま
で
の
韓
国
文
化
の
流
れ
を
初
公
開
し
ま

す
。歴

史
体
験
コ
ー
ナ
ー
の
「
原
始
・
古
代
編
」
は
九
月
十
八
日

（
月
・
祝
）
ま
で
で
す
。
次
回
は
九
月
二
十
一
日
（
木
）
か
ら
「
近

世
編
」
に
変
り
ま
す
。

れ
き
は
く
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
　
予
定

歴
史
散
歩
・
バ
ス
ツ
ア
ー
な
ど
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
す
。

当
館
総
合
カ
ウ
ン
タ
ー
で
受
付
を
行
っ
て
い
ま
す
。

八
月
五
日
（
土
）
午
後
一
時
か
ら
午
後
四
時
ま
で

①
シ
ブ
タ（
う
さ
ぎ
を
捕
ま
え
る
道
具
）を
飛
ば
し
て
み
よ
う
。

②
自
然
の
木
を
使
っ
て
道
具
を
作
っ
て
み
よ
う
。

八
月
六
日
（
日
）
午
前
九
時
か
ら
午
後
四
時
ま
で

白
山
麓
へ
バ
ス
ツ
ア
ー

定
　
員
　
小
学
五
年
生
〜
中
学
生
（
保
護
者
同
伴
可
）
四
十
名

※
両
日
参
加
可
能
な
方
に
限
り
ま
す
。

参
加
費
　
無
料

か
な
ざ
わ
・
ま
ち
博
二
〇
〇
六
と
共
催
し
て
行
う
事
業
で
す
。

金
沢
散
歩
学
　
八
月
十
一
日
（
金
）
九
時
三
十
分
か
ら
十
二
時

「
小
立
野
寺
院
群
を
め
ぐ
る
」
講
師
　
長
谷
川
孝
徳
　

定
　
員
　
三
十
名
　

参
加
費
　
三
百
円

ま
ち
博
限
定
公
開

八
月
十
八
日
（
金
）
十
時
　
午
後
一
時
　
午
後
三
時

石
川
県
指
定
文
化
財
「
金
沢
城
下
図
屏
風
（
犀
川
口
町
図
）」

特
別
公
開

学
芸
員
が
、
日
ご
ろ
研
究
し
て
い
る
さ
ま
ざ
ま
な
テ
ー
マ
を

お
話
し
ま
す
。

時
　
間
　
い
ず
れ
も
午
後
二
時
か
ら
三
時
三
十
分
ま
で

会
　
場
　
当
館
学
習
ホ
ー
ル

受
講
料
　
無
料
　
ど
な
た
で
も
聴
講
で
き
ま
す
。

八
月
十
九
日
（
土
）
講
師
　
北
　
春
千
代

テ
ー
マ

「
江
戸
時
代
後
期
の
九
谷
焼
―
窯
の
消
長
と
陶
工
の
軌
跡
―
」

九
月
十
六
日
（
土
）
講
師
　
濱
岡
伸
也

テ
ー
マ
「
金
沢
町
人
の
生
活
と
文
化
」

毎
月
第
一
月
曜
日
に
開
催

学
芸
員
に
よ
る
常
設
展
示
の
ワ
ン
ポ
イ
ン
ト
解
説
で
す
。

時
　
間
　
午
後
二
時
か
ら
二
時
三
十
分
ま
で

会
　
場
　
当
館
常
設
展
示
室
　
　
※
入
館
料
が
必
要
で
す
。

八
月
七
日
（
月
）
講
師
　
戸
澗
幹
夫

テ
ー
マ
　
「
中
世
の
湊
町
」

九
月
四
日
（
月
）
講
師
　
小
西
洋
子

テ
ー
マ
　
「
曹
洞
禅
の
伝
播
」

十
月
二
日
（
月
）
講
師
　
長
谷
川
孝
徳

テ
ー
マ
　
「
参
勤
交
代
制
度
」

十
月
三
日
（
火
）
七
尾
市
で
歴
史
散
歩
を
行
い
ま
す
。

（
詳
細
は
メ
イ
ト
情
報
で
お
知
ら
せ
し
ま
す
）


