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　歴
史
と
い
う
と
、カ
タ
イ
・
オ
タ
ク
っ
ぽ

い
と
い
う
身
近
で
は
な
い
イ
メ
ー
ジ
が
あ

る
よ
う
に
思
う
。し
か
し
私
は
、歴
史
は

と
っ
て
も
身
近
で
わ
く
わ
く
す
る
も
の
だ

と
思
う
。

　私
の
九
二
歳
の
曾
祖
母
の
話
を
聞
く

と
、歴
史
を
身
近
に
感
じ
ら
れ
る
。例
え

ば
、曾
祖
母
の
祖
父
は
近
衛
兵
と
し
て
岐

阜
か
ら
東
京
に
出
稼
ぎ
に
出
て
い
た
そ

う
。「
近
衛
兵
」と
い
え
ば
、歴
史
の
教
科

書
の
用
語
だ
が
、自
分
の
先
祖
の
話
と
な

る
と
そ
ん
な
用
語
が
現
実
味
を
帯
び
て

く
る
。他
に
も
歴
史
を
身
近
に
感
じ
ら
れ

る
よ
う
な
、祖
母
が
疎
開
し
た
話
、終
戦

時
の
話
な
ど
と
て
も
興
味
深
い
。

　さ
て
、私
は
大
学
時
代
に
文
化
史
学
専

攻
だ
っ
た
。基
礎
知
識
と
し
て「
現
代
の

問
題
を
見
つ
め
る
に
は
、必
ず
過
去
を
振

り
返
る
必
要
が
あ
る
。そ
の
た
め
に
歴
史

研
究
は
重
要
だ
。」と
学
ん
だ
。

　曾
祖
母
の
話
を
聞
い
て
い
て
も
、今
の

自
分
の
生
活
や
日
本
の
将
来
な
ど
を
考

え
る
き
っ
か
け
に
な
る
。そ
う
い
う
意
味

で
は
、曾
祖
母
の
経
験
自
体
が
、学
問
と

は
言
え
な
い
が
立
派
な
小
さ
な
歴
史
で

は
な
い
か
と
思
う
。自
分
の
生
き
て
き
た

数
十
年
だ
っ
て
、ひ
と
つ
の
歴
史
で
あ
る

と
考
え
る
と
毎
日
が
楽
し
く
な
る
。自
己

流
な
捉
え
方
だ
が
、こ
の
よ
う
に
歴
史
は

身
近
な
も
の
だ
と
考
え
て
い
る
。ま
た
、展

覧
会
で
展
示
物
を
実
際
に
見
る
こ
と
で

も
歴
史
を
身
近
に
感
じ
ら
れ
る
と
思
う
。

次
回「
法
隆
寺
展
」を
は
じ
め
、美
博
の
展

覧
会
に
ぜ
ひ
お
越
し
く
だ
さ
い
。（
鈴
）

　「
芸
術
と
い
う
部
門
が
、市
役
所
の
中

に
も
し
っ
か
り
と
あ
る
ん
だ
。」と
い
う
の

が
、一
年
半
前
私
が
美
術
博
物
館
に
異
動

し
た
と
き
の
率
直
な
感
想
で
あ
る
。

　芸
術
と
は
縁
も
ゆ
か
り
も
な
い
者
だ

が
、音
楽
だ
け
は
何
故
か
中
学
生
の
頃
か

ら
ど
ん
ど
ん
と
深
入
り
し
て
行
っ
て
し

ま
っ
た
。モ
ー
ツ
ア
ル
ト
が
特
に
良
い
。耳

に
心
地
よ
い
音
楽
が
聞
こ
え
て
く
る
と
何

と
な
く
楽
し
く
な
っ
て
く
る
。

　私
の
昔
の
趣
味
の
一つ
に
山
登
り
が
あ

る
。山
は
深
く
厳
し
く
暖
か
く
迎
え
て
く

れ
る
。テ
ン
ト
の
中
で
縮
こ
ま
り
な
が
ら
、

仲
間
と
音
楽
の
話
を
延
々
と
喋
っ
て
い

た
。脇
に
は
必
ず
ウ
ィ
ス
キ
ー
。今
か
ら
三

〇
〜
四
〇
年
近
く
も
昔
の
話
で
あ
る
。

　誰
し
も
そ
う
だ
ろ
う
が
、趣
味
と
い
う

も
の
は
よ
り
深
く
過
激
な
方
向
に
進
ん

で
い
く
。夏
山
を
や
り
、秋
の
寒
い
渓
流
で

沢
登
り
を
行
い
、冬
山
に
も
挑
戦
し
、最

後
の
行
き
つ
く
先
は
ロ
ッ
ク
ク
ラ
イ
ミ
ン

グ
に
な
る
。剣
沢
か
ら
の
日
替
わ
り
ル
ー

ト
で
の
剣
岳
の
ピ
ー
ク
を
目
指
す
。伊
那

谷
の
滝
登
り
、正
月
の
槍
ヶ
岳
、こ
ん
な

こ
と
や
っ
て
い
る
と
、そ
の
内
死
ん
で
し
ま

う
、と
思
い
つ
つ
ザ
イ
ル
を
握
っ
て
い
た
。

か
ろ
う
じ
て
今
生
き
て
い
る
の
は
、子
ど

も
が
出
来
た
た
め
と
い
え
る
。

　山
は
私
の
青
春
そ
の
も
の
、中
央
道
や

松
本
辺
り
を
走
っ
て
い
る
と
、つ
い
つ
い
山

の
方
に
目
が
行
っ
て
し
ま
う
。（
寄
）

「
身
近
な
歴
史
」

「
青
春
の
山
」

表紙図版：国宝《観音菩薩立像（夢違観音）》 飛鳥時代 法隆寺蔵

法隆寺展
８月９日（土）～９月２１日（日）
■講演会
8月9日(土)「聖徳太子の精神と和の心」
講師：大野玄妙師（法隆寺管長）
9月7日(日)「白鳳のほほえみ－飛鳥時代後期の彫刻について－」
講師：岩田茂樹氏（奈良国立博物館学芸部 上席研究員）
いずれも午後2時～　
■バスツアー「三河における太子信仰－聖徳太子ゆかりの三河真宗寺
院を訪ねる－」
8月24日（日）　午前10時～午後3時30分［雨天決行］
コース：当館出発→妙源寺（岡崎市）→本證寺（安城市）→満性寺（岡崎市）→当館着
定員：30名（応募多数の場合は抽選）　参加費無料
申込方法：往復はがきの「往信用裏面」に①イベント名②参加者全員（４人まで）
の郵便番号・住所・氏名（ふりがな）・年齢・電話番号、「返信用表面」に代表者の

郵便番号・住所・氏名を明記の上、岡崎市美術博物館「バスツアー」係までお申
込みください（8月1日(金)必着）。
■学芸員によるこども向け展示説明会
「夏休みこども教室　聖徳太子を知ろう！」
8月17日(日)、8月27日(水)　午後2時～
対象：小学4～6年生（保護者の同伴可）
参加費無料（ただし保護者は展示室入場の際に、展覧会観覧チケットが必要）
■学芸員による展示説明会
8月30日(土)、9月13日(土)　午後2時～
参加費無料（ただし、当日の観覧チケットが必要）

■当館館長　榊原悟著『狩野探幽：御用絵師の肖像』が、臨川書店より出版
されました。

編 集 後 記｜「法隆寺展」の開催にあわせて、今号では番外編として二つのお話を紹介しています。「日本建築史」を創始した伊藤忠太は、1893

年の著作「法隆寺建築論」のなかで、法隆寺に遠くギリシア古典建築との類似を認め、これを東西交流の証として高く評価しました。法隆寺にまつわる

話は尽きません。この度の展覧会を機に再発見していただければと思います。（千葉）



　青
柳
の
糸

　柳
に
雪
を
積
も
ら
せ
る
―
サ
ン
ト
リ
ー
美
術
館
本『
酒
伝
童
子
絵
巻
』に
お
い
て
、狩
野
元
信
が

試
み
た
童
子
の
館
の
冬
の
庭
の
表
現
で
あ
る
。も
と
よ
り
雪
こ
そ
が
、そ
れ
一つ
で
さ
え
冬
を
知
ら

し
め
る
に
充
分
な
し
る
し
で
あ
る
か
ら
だ
。だ
が
そ
の
雪
を
積
も
ら
せ
た
木
が
柳
で
あ
っ
た
点
は

注
目
に
値
す
る
。

　そ
れ
と
い
う
の
も「
酒
伝
童
子
絵
」に
は
多
く
の
異
本
が
伝
わ
る
が
、そ
の
四
季
の
庭
の
冬
に
雪

の
積
も
る
柳
を
あ
て
た
例
は
他
に
な
い
か
ら
だ
。例
え
ば『
大
江
山
酒
典
童
子
絵
巻
』（
六
巻
本

水
戸
徳
川
家
旧
蔵
）。落
款
印
章
は
な
い
も
の
の
、頭
部
の
大
き
い
特
異
な
人
物
表
現
か
ら
、筆
者

は
江
戸
初
期
の
狩
野
派
の
絵
師
勝
田
竹
翁（
狩
野
長
信
門
人

　参
州
加
茂
郡
の
人
）の
可
能
性

が
高
い
。そ
の
童
子
の
四
季
の
庭
の
描
写
は
料
紙
数
枚
に
及
び
、絵
師
が
最
も
構
想
力
を
傾
け
て

描
い
た
と
み
ら
れ
る
の
だ
が
、そ
の
冬
の
情
景
に
さ
え
雪
積
も
る
柳
を
見
る
こ
と
は
な
い
。

　し
か
も
サ
ン
ト
リ
ー
本
の
詞
書
に
は
、雪
積
も
る
柳
に
対
応
す
る
文
言
が
な
い
。と
な
る
と
こ
の

柳
の
描
写
は
あ
く
ま
で
絵
師
元
信
が
独
自
に
し
た
も
の
で
、そ
こ
に
彼
の
凝
ら
し
た
趣
向
を
見
る

こ
と
も
満
更
不
可
能
で
は
あ
る
ま
い
。
　雪
の
柳
も
や
が
て
は
芽
吹
く
―
そ
こ
に
季
節
の
移
ろ
い

を
象
徴
し
よ
う
と
し
た
の
で
は
な
か
っ
た
か
。現
に「
雪
に
柳
」を
描
い
た
数
少
な
い
作
例
の
一つ

『
四
季
柳
図
屏
風
』（
長
谷
川
等
伯
の
款
印
あ
り

　梅
林
寺
蔵
）で
も
、雪
の
柳
と
共
に
三
本
の
柳

を
並
列
さ
せ
る
こ
と
で
、春
夏
秋
冬
、移
り
ゆ
く
季
節
を
表
現
し
た
か
ら
で
あ
る
。

　加
え
て
サ
ン
ト
リ
ー
本
で
は
、そ
の
雪
の
柳
の
か
た
わ
ら
で
秋
草
が
咲
き
乱
れ
、梅
や
藤
が
匂

う
。ま
さ
し
く「
春
秋
冬
夏
あ
る
こ
と
な
し
」（『
往
生
要
集
』）―
童
子
の
館
の
こ
の
世
な
ら
ぬ
異

界
性
の
表
現
は
こ
こ
に
尽
き
る
、と
称
し
て
よ
い
だ
ろ
う
。

　気
付
い
て
欲
し
い
の
は
、そ
の
表
現
を
成
り
立
た
せ
る
に
当
っ
て
、時
間
性
を
含
ん
だ「
雪
に
柳
」

が
実
に
効
果
的
で
あ
っ
た
と
い
う
点
で
あ
る
。だ
が
い
ず
れ
に
せ
よ
、雪
の
柳
が
異
例
異
相
で
あ
る

こ
と
は
間
違
い
な
い
。

　ど
う
し
て
か
。む
ろ
ん
わ
た
し
た
ち
が
柳
と
雪
と
の
組
合
せ
を
異
様
と
感
じ
る
か
ら
で
あ
る
。

さ
ら
に
言
え
ば
、柳
は
冬
の
木
で
は
な
い
、そ
う
断
じ
る
こ
こ
ろ
さ
え
あ
る
だ
ろ
う
。

　だ
が
、ち
ょ
っ
と
考
え
れ
ば
、こ
れ
は
可
笑
し
な
話
だ
。柳
は
い
つ
も
其
処
に
、わ
た
し
た
ち
の
身

近
に
植
わ
っ
て
い
る
で
は
な
い
か
。其
処
に
雪
が
降
れ
ば
、当
然
、柳
に
も
積
も
る
は
ず
だ
。に
も
か

か
わ
ら
ず
、わ
た
し
た
ち
は
柳
に
雪
を
積
も
ら
せ
た
描
写
を
変
だ
と
思
う
。い
や
、そ
う
思
う
こ
と

自
体
を
変
だ
と
は
露
ほ
ど
も
疑
わ
な
い
の
に
、だ
。そ
こ
に
は
柳
と
わ
た
し
た
ち
日
本
人
と
の
長

い
つ
き
合
い
の
歴
史
が
あ
っ
た
か
ら
だ
ろ
う
。む
ろ
ん
こ
こ
で
の
歴
史
の
語
を
文
化
と
置
き
換
え
て

も
い
い
だ
ろ
う
。で
は
そ
の
文
化
と
は
…
。

　一体
、柳
と
言
え
ば
、む
か
し
恋
し
い
銀
座
の
柳
か
、ち
ょ
っ
と
訳
知
り
な
ら
ば
、吉
原
の
見
返
り

柳
を
言
う
人
も
い
る
だ
ろ
う
が
、わ
た
し
た
ち
が
ま
ず
思
い
浮
か
べ
る
の
は
、土
手
の
柳
が
川
風
に

揺
れ
る
、そ
の
涼
し
気
な
姿
で
あ
る
に
違
い
な
い
。川
面
を
渡
る
風
が
心
地
よ
い
。と
な
れ
ば
季
節

は
夏
か
。だ
が
そ
う
、結
論
を
急
ぐ
こ
と
も
あ
る
ま
い
。わ
た
し
た
ち
は
必
ず
し
も
柳
を
夏
の
木
だ

と
は
思
っ
て
い
な
か
っ
た
ふ
し
も
あ
る
か
ら
だ
。

　と
こ
ろ
で
こ
の
柳
、も
は
や
日
本
人
の
生
活
と
風
土
に
す
っ
か
り
溶
け
込
ん
だ
感
が
あ
る
た
め

意
外
と
思
わ
れ
る
だ
ろ
う
が
、そ
も
そ
も
は
帰
化
植
物
で
あ
っ
た
ら
し
く
、そ
の
詳
細
は
不
明
な

が
ら
古
い
時
代
に
中
国
か
ら
渡
来
し
た
と
い
う（
松
田
修
著『
古
典
植
物
辞
典
』
　講
談
社
学
術

文
庫

　一
九
五
八
年
）。し
か
し
早
く
に
日
本
の
風
土
に
馴
染
ん
だ
よ
う
で
、『
万
葉
集
』巻
十
に

「
柳
を
詠
む
」と
し
て
既
に
八
首
が
録
ら
れ
て
い
る
。の
ち
に
蕪
村
が
、

　
　
　さ
し
木
と
も
見
へ
ず
成
け
る
柳
哉

と
詠
ん
だ
よ
う
に
挿
木
で
も
殖
え
る
栽
培
の
簡
便
さ
と
成
長
の
速
さ
が
、柳
の
日
本
へ
の
帰
化
を

促
し
た
の
だ
ろ
う
。

　い
や
、そ
れ
だ
け
で
は
あ
る
ま
い
。栽
培
の
容
易
さ
な
ど
二
の
次
だ
。ま
ず
は
柳
そ
の
も
の
、そ
の

風
姿
が
わ
た
し
た
ち
の
先
祖
の
眼
を
魅
了
し
た
こ
と
、こ
れ
こ
そ
が
柳
の
栽
培
が
広
ま
っ
た
最
大

の
要
因
で
あ
ろ
う
。『
万
葉
集
』に
載
る
八
首
も
の
歌
が
、何
よ
り
そ
れ
を
物
語
る
。

　
　
　浅
緑

　染
め
掛
け
た
り
と
見
る
ま
で
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　春
の
柳
は
萌
え
に
け
る
か
も

　
　
　も
も
し
き
の
大
宮
人
の
か
づ
ら
け
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　し
だ
り
柳
は
見
れ
ど
飽
か
ぬ
か
も

　こ
れ
に
よ
れ
ば
、わ
が
万
葉
人
た
ち
の
眼
を
奪
っ
た
の
は
、し
だ
り
柳
の
細
し
く
、し
な
や
か
な

枝
振
り
で
あ
り
、そ
れ
が
春
の
訪
れ
と
と
も
に
萌
え
出
づ
る
、そ
の
様
で
あ
っ
た
。万
葉
人
は
、そ

れ
を
糸
に
な
ぞ
ら
え
、「
青
柳
の
糸
」な
る
美
し
い
言
葉
ま
で
生
み
出
し
た
。鬘（
頭
髪
に
巻
い
た
飾

り
）に
も
し
た
と
い
う
。そ
ん
な
柳
が
広
く
栽
培
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
の
は
当
然
。実
際
、柳
は
、京

都
で
は
、

　
　
　見
渡
せ
ば
柳
桜
を
こ
き
ま
ぜ
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　都
ぞ
春
の
錦
な
り
け
る

　
　
　
　
　
　
　素
性

こ
の
歌
が
単
な
る
修
辞
で
は
な
い
程
に
、其
処
此
処
に
植
え
ら
れ
て
い
た
の
だ
ろ
う
。「
緑
柳
紅

桜
」（
菅
原
道
真『
菅
家
文
章
』）の
織
り
な
す
錦
の
美
し
さ
こ
そ
都
の
春
で
あ
っ
た
。そ
う
し
た「
青

柳
の
糸
」は
、そ
こ
に
宿
る
春
雨
や
白
露
と
取
合
せ
ら
れ
る
こ
と
で
、

　
　
　青
柳
の
枝
に
懸
か
れ
る
春
雨
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　糸
も
て
貫
け
る
玉
か
と
ぞ
見
る

　
　
　
　伊
勢

　
　
　浅
緑
い
と
よ
り
か
け
て
白
露
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　珠
に
も
ぬ
け
る
春
の
柳
か

　
　
　
　
　
　遍
昭

と
、さ
ら
に
一
層
そ
の
美
し
さ
が
研
ぎ
澄
ま
さ
れ
る
。一
瞬
の
き
ら
め
き
を
捉
え
た
歌
人
た
ち
の
眼

は
鋭
い
。

　見
逃
し
て
は
な
ら
な
い
の
は
、そ
う
し
た
歌
人
た
ち
の
眼
を
通
し
て
、わ
た
し
た
ち
の
柳
を
見

る
眼
も
育
て
ら
れ
て
き
た
点
で
あ
る
。「
青
柳
の
糸
」の
一
語
に
そ
れ
が
集
約
さ
れ
た
、と
み
て
よ
い

だ
ろ
う
。

　つ
ま
り「
青
柳
の
糸
」こ
そ
は
、柳
の
典
型
。そ
の
美
も
こ
れ
に
尽
き
た
る
。む
ろ
ん
、そ
の
季
節

は
春
。こ
れ
が
わ
た
し
た
ち
の
柳
を
め
ぐ
る
文
化
だ
。そ
の
柳
に
雪
が
積
も
る
の
を
異
様
と
感
じ

る
、こ
れ
も
ま
た
文
化
で
あ
っ
た
。

　し
か
し
、こ
と
は
柳
で
済
む
わ
け
で
は
な
い
。前
回
、提
示
し
た
童
子
の
四
季
の
庭
に
咲
き
乱
れ

る
草
花
た
ち
。そ
こ
に
も
同
様
の
事
情
が
あ
っ
た
は
ず
だ
。わ
た
し
た
ち
は
、梅
も
桜
も
、そ
し
て

楓
も
、そ
れ
が
最
も
そ
れ
ら
し
く
見
え
る
か
た
ち
＝
典
型
を
以
て
、そ
れ
ら
を
認
識
す
る
。花
木

な
ら
ば
、そ
れ
ら
が
咲
い
た
姿
、楓
な
ら
ば
紅
葉
し
た
姿
で
あ
る
。四
季
性
を
担
保
す
る
の
は
、そ

れ
ら
の
草
花
の
典
型
に
お
い
て
で
あ
っ
た
。と
述
べ
る
と
、

　
　花
は
盛
り
に
、月
は
隈
な
き
を
の
み
見
る
も
の
か
は

　雨
に
対
ひ
て
月
を
恋
ひ

　垂
れ
こ
め

　
　て
春
の
行
衛
知
ら
ぬ
も

　な
ほ

　あ
は
れ
に
情
深
し

　咲
き
ぬ
べ
き
ほ
ど
の
梢

　散
し
萎

　
　れ
た
る
庭
な
ど
こ
そ

　見
所
多
け
れ（『
徒
然
草
』）

と
の
反
論
も
出
る
か
も
知
れ
な
い
。確
か
に
兼
好
法
師
の
言
も
一
理
あ
る
。だ
が
そ
れ
も「
花
は
盛

り
に
、月
は
隈
な
き
を
見
る
べ
き
」と
の
前
提
が
あ
っ
て
の
も
の
だ
ろ
う
。満
開
の
桜
を
、満
月
の
も

と
で
見
る
の
が
い
い
に
決
っ
て
い
る
で
は
な
い
か
。そ
れ
が
人
情
で
あ
る
。

　
　仏
と
は
桜
の
花
に
月
夜
哉

其
角
の
こ
の
句
も
、満
開
満
月
を
よ
し
と
す
る
気
持
ち
が
あ
っ
た
れ
ば
こ
そ
で
あ
る
。

　有
難
い
の
は
、万
葉
以
来
の
そ
う
し
た
歌
の
こ
こ
ろ
、そ
の
眼
が
選
び
ぬ
い
た
季
節
に
ち
な
む

花
と
鳥
と
を
集
大
成
し
て
く
れ
て
い
る
こ
と
だ
。む
ろ
ん
、そ
れ
ら
の
あ
る
べ
き
か
た
ち（
典
型
）に

お
い
て
で
あ
る
。そ
れ
を
な
し
た
の
は
、藤
原
定
家（
一一
六
二
〜
一
二
四
一
）。言
う
ま
で
も
な
く『
新

古
今
和
歌
集
』の
撰
者
。わ
が
国
最
高
の
歌
学
者
で
も
あ
る
。そ
の
定
家
が
、十
二
ヶ
月
に
ち
な
む

花
と
鳥
を
挙
げ
、歌
を
詠
ん
だ
。「
定
家
詠
月
次
花
鳥
和
歌
」と
呼
ぶ（『
拾
遺
愚
草
』所
収
）。こ
こ

に
み
る
花
と
鳥
こ
そ
季
節
を
代
表
す
る
。当
然
の
ご
と
く
定
家
は
柳
も
選
ん
で
い
る
。春
一
番
、正

月
の
花
と
し
て
で
あ
る（
図
）。

　
　
　
　正
月

　柳

　
　う
ち
な
び
き
春
く
る
風
の
色
な
れ
や

　
　
　
　
　
　
　日
を
へ
て
そ
む
る
青
柳
の
糸

　こ
こ
で
も
や
は
り
歌
う
の
は「
青
柳
の
糸
」。た
だ
し
な
お
芽
吹
い
て
な
い
よ
う
だ
。

　で
は
定
家
は
他
に
、ど
ん
な
花
と
鳥
を
採
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。（
続
く
）

眼
の
極
楽
⑫

　江
戸
の
花
園

館
長 

榊
原
悟

か
つ
た
ち
く
お
う

と
き

こ
こ
ち

な
じ

と

さ
し
き

く
わ

さ
ま

そ
こ
こ
こ

か
づ
ら

く
ま

み
ど
こ
ろ

ゆ
く
へ

き
か
く

ふ
じ
わ
ら
の
さ
だ
い
え

て
い
か
え
い
つ
き
な
み

な
さ
け

こ
ず
ゑ

ち
ら

し
を

む
か

と

ふ

お
か

そ
こ

と
り
あ
わ

あ

「柳に鶯図」住吉具慶筆『定家詠月次花鳥
和歌図屏風』（高津古文化会館蔵）より



　青
柳
の
糸

　柳
に
雪
を
積
も
ら
せ
る
―
サ
ン
ト
リ
ー
美
術
館
本『
酒
伝
童
子
絵
巻
』に
お
い
て
、狩
野
元
信
が

試
み
た
童
子
の
館
の
冬
の
庭
の
表
現
で
あ
る
。も
と
よ
り
雪
こ
そ
が
、そ
れ
一つ
で
さ
え
冬
を
知
ら

し
め
る
に
充
分
な
し
る
し
で
あ
る
か
ら
だ
。だ
が
そ
の
雪
を
積
も
ら
せ
た
木
が
柳
で
あ
っ
た
点
は

注
目
に
値
す
る
。

　そ
れ
と
い
う
の
も「
酒
伝
童
子
絵
」に
は
多
く
の
異
本
が
伝
わ
る
が
、そ
の
四
季
の
庭
の
冬
に
雪

の
積
も
る
柳
を
あ
て
た
例
は
他
に
な
い
か
ら
だ
。例
え
ば『
大
江
山
酒
典
童
子
絵
巻
』（
六
巻
本

水
戸
徳
川
家
旧
蔵
）。落
款
印
章
は
な
い
も
の
の
、頭
部
の
大
き
い
特
異
な
人
物
表
現
か
ら
、筆
者

は
江
戸
初
期
の
狩
野
派
の
絵
師
勝
田
竹
翁（
狩
野
長
信
門
人

　参
州
加
茂
郡
の
人
）の
可
能
性

が
高
い
。そ
の
童
子
の
四
季
の
庭
の
描
写
は
料
紙
数
枚
に
及
び
、絵
師
が
最
も
構
想
力
を
傾
け
て

描
い
た
と
み
ら
れ
る
の
だ
が
、そ
の
冬
の
情
景
に
さ
え
雪
積
も
る
柳
を
見
る
こ
と
は
な
い
。

　し
か
も
サ
ン
ト
リ
ー
本
の
詞
書
に
は
、雪
積
も
る
柳
に
対
応
す
る
文
言
が
な
い
。と
な
る
と
こ
の

柳
の
描
写
は
あ
く
ま
で
絵
師
元
信
が
独
自
に
し
た
も
の
で
、そ
こ
に
彼
の
凝
ら
し
た
趣
向
を
見
る

こ
と
も
満
更
不
可
能
で
は
あ
る
ま
い
。
　雪
の
柳
も
や
が
て
は
芽
吹
く
―
そ
こ
に
季
節
の
移
ろ
い

を
象
徴
し
よ
う
と
し
た
の
で
は
な
か
っ
た
か
。現
に「
雪
に
柳
」を
描
い
た
数
少
な
い
作
例
の
一つ

『
四
季
柳
図
屏
風
』（
長
谷
川
等
伯
の
款
印
あ
り

　梅
林
寺
蔵
）で
も
、雪
の
柳
と
共
に
三
本
の
柳

を
並
列
さ
せ
る
こ
と
で
、春
夏
秋
冬
、移
り
ゆ
く
季
節
を
表
現
し
た
か
ら
で
あ
る
。

　加
え
て
サ
ン
ト
リ
ー
本
で
は
、そ
の
雪
の
柳
の
か
た
わ
ら
で
秋
草
が
咲
き
乱
れ
、梅
や
藤
が
匂

う
。ま
さ
し
く「
春
秋
冬
夏
あ
る
こ
と
な
し
」（『
往
生
要
集
』）―
童
子
の
館
の
こ
の
世
な
ら
ぬ
異

界
性
の
表
現
は
こ
こ
に
尽
き
る
、と
称
し
て
よ
い
だ
ろ
う
。

　気
付
い
て
欲
し
い
の
は
、そ
の
表
現
を
成
り
立
た
せ
る
に
当
っ
て
、時
間
性
を
含
ん
だ「
雪
に
柳
」

が
実
に
効
果
的
で
あ
っ
た
と
い
う
点
で
あ
る
。だ
が
い
ず
れ
に
せ
よ
、雪
の
柳
が
異
例
異
相
で
あ
る

こ
と
は
間
違
い
な
い
。

　ど
う
し
て
か
。む
ろ
ん
わ
た
し
た
ち
が
柳
と
雪
と
の
組
合
せ
を
異
様
と
感
じ
る
か
ら
で
あ
る
。

さ
ら
に
言
え
ば
、柳
は
冬
の
木
で
は
な
い
、そ
う
断
じ
る
こ
こ
ろ
さ
え
あ
る
だ
ろ
う
。

　だ
が
、ち
ょ
っ
と
考
え
れ
ば
、こ
れ
は
可
笑
し
な
話
だ
。柳
は
い
つ
も
其
処
に
、わ
た
し
た
ち
の
身

近
に
植
わ
っ
て
い
る
で
は
な
い
か
。其
処
に
雪
が
降
れ
ば
、当
然
、柳
に
も
積
も
る
は
ず
だ
。に
も
か

か
わ
ら
ず
、わ
た
し
た
ち
は
柳
に
雪
を
積
も
ら
せ
た
描
写
を
変
だ
と
思
う
。い
や
、そ
う
思
う
こ
と

自
体
を
変
だ
と
は
露
ほ
ど
も
疑
わ
な
い
の
に
、だ
。そ
こ
に
は
柳
と
わ
た
し
た
ち
日
本
人
と
の
長

い
つ
き
合
い
の
歴
史
が
あ
っ
た
か
ら
だ
ろ
う
。む
ろ
ん
こ
こ
で
の
歴
史
の
語
を
文
化
と
置
き
換
え
て

も
い
い
だ
ろ
う
。で
は
そ
の
文
化
と
は
…
。

　一体
、柳
と
言
え
ば
、む
か
し
恋
し
い
銀
座
の
柳
か
、ち
ょ
っ
と
訳
知
り
な
ら
ば
、吉
原
の
見
返
り

柳
を
言
う
人
も
い
る
だ
ろ
う
が
、わ
た
し
た
ち
が
ま
ず
思
い
浮
か
べ
る
の
は
、土
手
の
柳
が
川
風
に

揺
れ
る
、そ
の
涼
し
気
な
姿
で
あ
る
に
違
い
な
い
。川
面
を
渡
る
風
が
心
地
よ
い
。と
な
れ
ば
季
節

は
夏
か
。だ
が
そ
う
、結
論
を
急
ぐ
こ
と
も
あ
る
ま
い
。わ
た
し
た
ち
は
必
ず
し
も
柳
を
夏
の
木
だ

と
は
思
っ
て
い
な
か
っ
た
ふ
し
も
あ
る
か
ら
だ
。

　と
こ
ろ
で
こ
の
柳
、も
は
や
日
本
人
の
生
活
と
風
土
に
す
っ
か
り
溶
け
込
ん
だ
感
が
あ
る
た
め

意
外
と
思
わ
れ
る
だ
ろ
う
が
、そ
も
そ
も
は
帰
化
植
物
で
あ
っ
た
ら
し
く
、そ
の
詳
細
は
不
明
な

が
ら
古
い
時
代
に
中
国
か
ら
渡
来
し
た
と
い
う（
松
田
修
著『
古
典
植
物
辞
典
』
　講
談
社
学
術

文
庫

　一
九
五
八
年
）。し
か
し
早
く
に
日
本
の
風
土
に
馴
染
ん
だ
よ
う
で
、『
万
葉
集
』巻
十
に

「
柳
を
詠
む
」と
し
て
既
に
八
首
が
録
ら
れ
て
い
る
。の
ち
に
蕪
村
が
、

　
　
　さ
し
木
と
も
見
へ
ず
成
け
る
柳
哉

と
詠
ん
だ
よ
う
に
挿
木
で
も
殖
え
る
栽
培
の
簡
便
さ
と
成
長
の
速
さ
が
、柳
の
日
本
へ
の
帰
化
を

促
し
た
の
だ
ろ
う
。

　い
や
、そ
れ
だ
け
で
は
あ
る
ま
い
。栽
培
の
容
易
さ
な
ど
二
の
次
だ
。ま
ず
は
柳
そ
の
も
の
、そ
の

風
姿
が
わ
た
し
た
ち
の
先
祖
の
眼
を
魅
了
し
た
こ
と
、こ
れ
こ
そ
が
柳
の
栽
培
が
広
ま
っ
た
最
大

の
要
因
で
あ
ろ
う
。『
万
葉
集
』に
載
る
八
首
も
の
歌
が
、何
よ
り
そ
れ
を
物
語
る
。

　
　
　浅
緑

　染
め
掛
け
た
り
と
見
る
ま
で
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　春
の
柳
は
萌
え
に
け
る
か
も

　
　
　も
も
し
き
の
大
宮
人
の
か
づ
ら
け
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　し
だ
り
柳
は
見
れ
ど
飽
か
ぬ
か
も

　こ
れ
に
よ
れ
ば
、わ
が
万
葉
人
た
ち
の
眼
を
奪
っ
た
の
は
、し
だ
り
柳
の
細
し
く
、し
な
や
か
な

枝
振
り
で
あ
り
、そ
れ
が
春
の
訪
れ
と
と
も
に
萌
え
出
づ
る
、そ
の
様
で
あ
っ
た
。万
葉
人
は
、そ

れ
を
糸
に
な
ぞ
ら
え
、「
青
柳
の
糸
」な
る
美
し
い
言
葉
ま
で
生
み
出
し
た
。鬘（
頭
髪
に
巻
い
た
飾

り
）に
も
し
た
と
い
う
。そ
ん
な
柳
が
広
く
栽
培
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
の
は
当
然
。実
際
、柳
は
、京

都
で
は
、

　
　
　見
渡
せ
ば
柳
桜
を
こ
き
ま
ぜ
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　都
ぞ
春
の
錦
な
り
け
る

　
　
　
　
　
　
　素
性

こ
の
歌
が
単
な
る
修
辞
で
は
な
い
程
に
、其
処
此
処
に
植
え
ら
れ
て
い
た
の
だ
ろ
う
。「
緑
柳
紅

桜
」（
菅
原
道
真『
菅
家
文
章
』）の
織
り
な
す
錦
の
美
し
さ
こ
そ
都
の
春
で
あ
っ
た
。そ
う
し
た「
青

柳
の
糸
」は
、そ
こ
に
宿
る
春
雨
や
白
露
と
取
合
せ
ら
れ
る
こ
と
で
、

　
　
　青
柳
の
枝
に
懸
か
れ
る
春
雨
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　糸
も
て
貫
け
る
玉
か
と
ぞ
見
る

　
　
　
　伊
勢

　
　
　浅
緑
い
と
よ
り
か
け
て
白
露
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　珠
に
も
ぬ
け
る
春
の
柳
か

　
　
　
　
　
　遍
昭

と
、さ
ら
に
一
層
そ
の
美
し
さ
が
研
ぎ
澄
ま
さ
れ
る
。一
瞬
の
き
ら
め
き
を
捉
え
た
歌
人
た
ち
の
眼

は
鋭
い
。

　見
逃
し
て
は
な
ら
な
い
の
は
、そ
う
し
た
歌
人
た
ち
の
眼
を
通
し
て
、わ
た
し
た
ち
の
柳
を
見

る
眼
も
育
て
ら
れ
て
き
た
点
で
あ
る
。「
青
柳
の
糸
」の
一
語
に
そ
れ
が
集
約
さ
れ
た
、と
み
て
よ
い

だ
ろ
う
。

　つ
ま
り「
青
柳
の
糸
」こ
そ
は
、柳
の
典
型
。そ
の
美
も
こ
れ
に
尽
き
た
る
。む
ろ
ん
、そ
の
季
節

は
春
。こ
れ
が
わ
た
し
た
ち
の
柳
を
め
ぐ
る
文
化
だ
。そ
の
柳
に
雪
が
積
も
る
の
を
異
様
と
感
じ

る
、こ
れ
も
ま
た
文
化
で
あ
っ
た
。

　し
か
し
、こ
と
は
柳
で
済
む
わ
け
で
は
な
い
。前
回
、提
示
し
た
童
子
の
四
季
の
庭
に
咲
き
乱
れ

る
草
花
た
ち
。そ
こ
に
も
同
様
の
事
情
が
あ
っ
た
は
ず
だ
。わ
た
し
た
ち
は
、梅
も
桜
も
、そ
し
て

楓
も
、そ
れ
が
最
も
そ
れ
ら
し
く
見
え
る
か
た
ち
＝
典
型
を
以
て
、そ
れ
ら
を
認
識
す
る
。花
木

な
ら
ば
、そ
れ
ら
が
咲
い
た
姿
、楓
な
ら
ば
紅
葉
し
た
姿
で
あ
る
。四
季
性
を
担
保
す
る
の
は
、そ

れ
ら
の
草
花
の
典
型
に
お
い
て
で
あ
っ
た
。と
述
べ
る
と
、

　
　花
は
盛
り
に
、月
は
隈
な
き
を
の
み
見
る
も
の
か
は

　雨
に
対
ひ
て
月
を
恋
ひ

　垂
れ
こ
め

　
　て
春
の
行
衛
知
ら
ぬ
も

　な
ほ

　あ
は
れ
に
情
深
し

　咲
き
ぬ
べ
き
ほ
ど
の
梢

　散
し
萎

　
　れ
た
る
庭
な
ど
こ
そ

　見
所
多
け
れ（『
徒
然
草
』）

と
の
反
論
も
出
る
か
も
知
れ
な
い
。確
か
に
兼
好
法
師
の
言
も
一
理
あ
る
。だ
が
そ
れ
も「
花
は
盛

り
に
、月
は
隈
な
き
を
見
る
べ
き
」と
の
前
提
が
あ
っ
て
の
も
の
だ
ろ
う
。満
開
の
桜
を
、満
月
の
も

と
で
見
る
の
が
い
い
に
決
っ
て
い
る
で
は
な
い
か
。そ
れ
が
人
情
で
あ
る
。

　
　仏
と
は
桜
の
花
に
月
夜
哉

其
角
の
こ
の
句
も
、満
開
満
月
を
よ
し
と
す
る
気
持
ち
が
あ
っ
た
れ
ば
こ
そ
で
あ
る
。

　有
難
い
の
は
、万
葉
以
来
の
そ
う
し
た
歌
の
こ
こ
ろ
、そ
の
眼
が
選
び
ぬ
い
た
季
節
に
ち
な
む

花
と
鳥
と
を
集
大
成
し
て
く
れ
て
い
る
こ
と
だ
。む
ろ
ん
、そ
れ
ら
の
あ
る
べ
き
か
た
ち（
典
型
）に

お
い
て
で
あ
る
。そ
れ
を
な
し
た
の
は
、藤
原
定
家（
一一
六
二
〜
一
二
四
一
）。言
う
ま
で
も
な
く『
新

古
今
和
歌
集
』の
撰
者
。わ
が
国
最
高
の
歌
学
者
で
も
あ
る
。そ
の
定
家
が
、十
二
ヶ
月
に
ち
な
む

花
と
鳥
を
挙
げ
、歌
を
詠
ん
だ
。「
定
家
詠
月
次
花
鳥
和
歌
」と
呼
ぶ（『
拾
遺
愚
草
』所
収
）。こ
こ

に
み
る
花
と
鳥
こ
そ
季
節
を
代
表
す
る
。当
然
の
ご
と
く
定
家
は
柳
も
選
ん
で
い
る
。春
一
番
、正

月
の
花
と
し
て
で
あ
る（
図
）。

　
　
　
　正
月

　柳

　
　う
ち
な
び
き
春
く
る
風
の
色
な
れ
や

　
　
　
　
　
　
　日
を
へ
て
そ
む
る
青
柳
の
糸

　こ
こ
で
も
や
は
り
歌
う
の
は「
青
柳
の
糸
」。た
だ
し
な
お
芽
吹
い
て
な
い
よ
う
だ
。

　で
は
定
家
は
他
に
、ど
ん
な
花
と
鳥
を
採
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。（
続
く
）

眼
の
極
楽
⑫

　江
戸
の
花
園

館
長 

榊
原
悟

か
つ
た
ち
く
お
う

と
き

こ
こ
ち

な
じ

と

さ
し
き

く
わ

さ
ま

そ
こ
こ
こ

か
づ
ら

く
ま

み
ど
こ
ろ

ゆ
く
へ

き
か
く

ふ
じ
わ
ら
の
さ
だ
い
え

て
い
か
え
い
つ
き
な
み

な
さ
け

こ
ず
ゑ

ち
ら

し
を

む
か

と

ふ

お
か

そ
こ

と
り
あ
わ

あ

「柳に鶯図」住吉具慶筆『定家詠月次花鳥
和歌図屏風』（高津古文化会館蔵）より



　ま
ず
、訂
正
と
お
詫
び
か
ら
は
じ
め
な
い

と
い
け
ま
せ
ん
。前
号
四
頁
で
こ
の
展
覧
会

の
紹
介
文
を
書
き
ま
し
た
が
、そ
こ
で
誤
り

が
ご
ざ
い
ま
し
た
。

①
中
段
一
九
行
目

　誤
：
Ａ
は「
大
高
檀
紙
」と
い
う
…

　正
：
Ｂ
は「
大
高
檀
紙
」と
い
う
…

②
中
段
二
五
行
目

　誤
：つ
ま
り
Ａ
は
…

　正
：つ
ま
り
Ｂ
は
…

　拙
文
を
し
っ
か
り
お
読
み
い
た
だ
い
て
い

る
こ
と
に
感
謝
す
る
と
と
も
に
、そ
れ
に
も

か
か
わ
ら
ず
誤
り
を
し
て
し
ま
っ
た
こ
と

に
、深
く
お
詫
び
申
し
上
げ
ま
す
。

　さ
て
本
展
で
は
、古
文
書
を
中
心
に
歴
史

資
料
約
一
二
〇
点
を
展
示
し
て
い
ま
す
。足

利
尊
氏
・
徳
川
家
康
ら
歴
史
を
彩
る
人
物

か
ら
庶
民
に
至
る
ま
で
、ま
た
時
代
も
戦
国

か
ら
江
戸
時
代
を
中
心
に
、鎌
倉
か
ら
明
治

ま
で
幅
広
い
古
文
書
を
出
品
し
て
い
ま
す
。

古
文
書
は「
読
め
な
い
か
ら
…
」と
敬
遠
さ

れ
が
ち
で
す
が
、読
め
な
く
て
も
楽
し
む
ポ

イ
ン
ト
は
た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
。本
展
で
は

古
文
書
の
内
容
だ
け
で
な
く
色
や
形
、花
押

な
ど
に
も
注
目
し
、多
様
な
側
面
か
ら
古
文

書
を
展
示
し
て
い
ま
す
。

　た
だ
、そ
れ
ゆ
え
に
展
示
の
解
説
書
き
で

は
苦
労
し
ま
し
た
。今
回
は
形
に
注
目
し
て

い
る
か
ら
、そ
の
点
に
つ
い
て
詳
し
く
書
き

た
い
！
一
方
で
内
容
に
つ
い
て
も
記
さ
な
い

訳
に
は
い
か
な
い
し
…
。け
ど
長
く
な
る
と

読
ん
で
い
た
だ
け
な
い
…
。そ
う
い
う
具
合

で
泣
く
泣
く
書
く
の
を
諦
め
た
こ
と
も
あ

り
ま
す
。そ
の
一つ
を
こ
こ
に
挙
げ
て
み
よ
う

と
思
い
ま
す
。

　今
回
江
戸
時
代
の
水
を
め
ぐ
る
争
い
の

資
料
、荒
巻
水
論
絵
図
を
展
示
し
て
い
ま

す
。水
利
用
の
仕
方
を
色
分
け
し
て
図
示
し

た
も
の
で
す
が
、少
し
視
点
を
変
え
て
山
を

見
て
み
る
と
、そ
の
描
か
れ
方
に
違
い
が
あ

る
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。次
の
２
つ
を
見
て

み
ま
し
ょ
う
。

　上
が
岡
崎
藩
の
所
有
す
る
山「
御
林
」、

下
が
村
の
山
で
す
。御
林
は
木（
恐
ら
く
マ

ツ
）が
描
か
れ
て
い
る
の
に
対
し
て
、村
山
は

柴
草
が
描
か
れ
て
い
ま
す
。藩
は
燃
料
や
建

築
資
材
と
な
る
立
木
を
必
要
と
し
て
い
た

た
め
、植
林
も
し
な
が
ら
木
の
生
え
た
山
を

管
理
し
て
い
ま
す
。一
方
村
人
た
ち
は
飼
肥

料
確
保
の
た
め
、草
山
と
な
る
よ
う
維
持
し

て
い
ま
し
た
。も
ち
ろ
ん
村
山
で
も
木
が
生

え
た
山
も
存
在
し
て
お
り
、き
ち
ん
と
描
き

分
け
ら
れ
て
い
ま
す
。も
っ
と
も
江
戸
時
代

は
、全
て
の
山
が
現
代
の
よ
う
に
鬱
蒼
と

茂
っ
て
い
た
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し

た
。そ
う
し
た
茂
り

方
の
違
い
も
こ
の
絵

図
に
は
表
さ
れ
て
い

ま
す
。岡
村
の
氏
神

を
祀
る
神
明
社
の

宮
山
は
、上
図
の
よ

う
に
木
が
稠
密
に

描
か
れ
て
い
ま
す
。

宮
山
が
守
ら
れ
、神
明
社
が
村
人
に
尊
崇
さ

れ
て
い
た
こ
と
が
分
か
り
ま
す
。一
方
で
村

山
な
ど
は
頻
繁
に
利
用
さ
れ
、立
木
は
ま
ば

ら
だ
っ
た
こ
と
が
う
か
が
え
ま
す
。こ
の
よ

う
に
一つ
の
資
料
で
も
視
点
を
変
え
る
と
、

全
く
違
っ
た
情
報
を
引
き
出
す
こ
と
が
で

き
る
の
で
す
。

　も
ち
ろ
ん
こ
の
ほ
か
の
資
料
に
も
、ま
だ

ま
だ
伝
え
き
れ
て
い
な
い
魅
力
が
た
く
さ
ん

詰
ま
っ
て
い
ま
す
。一
人
で
も
多
く
の
方
に
そ

の
魅
力
を
伝
え
ら
れ
る
よ
う
、様
々
な
方
法

を
試
み
て
い
る
毎
日
で
す
。

会期：平成26年 6月14日（土）～7月27日（日）

　法
隆
寺
は
推
古
十

五
年（
六
〇
七
）、奈
良

斑
鳩
の
地
に
推
古
天
皇

と
聖
徳
太
子
に
よ
っ
て

開
か
れ
た
と
伝
え
ら
れ

ま
す
。二
〇
二
一
年
の
聖

徳
太
子
一
四
〇
〇
年
御

遠
忌
に
向
け
て
開
催
す

る
本
展
で
は
、「
聖
徳
太

子
信
仰
」「
平
和
へ
の
祈
り
」を
テ
ー
マ
に
法
隆

寺
・
聖
徳
太
子
ゆ
か
り
の
宝
物
を
一
堂
に
公

開
し
ま
す
。第
一
章
で
は
、や
さ
し
い
ほ
ほ
笑

み
が
平
和
へ
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
感
じ
さ
せ
る
国

宝「
観
音
菩
薩
立
像（
夢
違
観
音
）」を
は
じ

め
、法
隆
寺
が
創
建
さ
れ
た
飛
鳥
時
代
後
期

（
白
鳳
期
）の
仏
像
を
紹
介
し
ま
す
。第
二
章

で
は「
日
本
仏
教
の
祖
」と
し
て
広
く
信
仰
さ

れ
て
い
る
聖
徳
太
子
の
様
々
な
姿
を
あ
ら
わ

し
た
彫
刻
・
絵
画
の
名
品
を
展
示
し
、そ
の

偉
大
な
足
跡
を
た
ど
り
ま
す
。そ
し
て
第
三

章
で
は
、太
子
信
仰
の
広
が
り
を
、古
来
三

河
で
盛
ん
な
浄
土
真
宗
と
の
関
わ
り
の
面
か

ら
取
り
上
げ
ま
す
。

　古
代
日
本
に
登
場
し
た
聖
徳
太
子（
五
七

四

－

六
二
二
）は
、推
古
天
皇
の
摂
政
と
し
て

手
腕
を
ふ
る
い
、『
十
七
条
憲
法
』な
ど
に
み

ら
れ
る
よ
う
に「
和
」の
精
神
を
説
い
て
新
し

い
政
治
を
推
進
し
ま
し
た
。ま
た
遣
隋
使
を

派
遣
し
て
外
交
を
お
こ
な
い
、当
時
の
先
進

的
な
学
問
で
あ
っ
た
仏
教
を
積
極
的
に
導
入

し
、仏
法
に
よ
る
平
和
を
も
た
ら
す
べ
く
、数

多
く
の
寺
院
を
建
立
す
る
な
ど
、そ
の
普
及

に
尽
力
し
ま
し
た
。こ
の
た
め
太
子
は「
和
国

の
教
主（
日
本
の
釈
迦
）」と
も
称
さ
れ
、宗

派
を
こ
え
て「
日
本
仏
教
の
祖
」と
し
て
崇
敬

さ
れ
て
い
ま
す
。『
日
本
書
紀
』に
み
ら
れ
る
よ

う
に
、太
子
は
七
世
紀
後
半
に
は
聖
人
と
し

て
崇
め
ら
れ
て
お
り
、十
世
紀
に
成
立
し
た

『
聖
徳
太
子
伝
暦
』に
よ
り
理
想
化
さ
れ
、超

人
的
な
存
在
に
高
め
ら
れ
ま
し
た
。『
伝
暦
』

が
後
世
の
人
々
に
与
え
た
影
響
は
大
き
く
、

鎌
倉
時
代『
伝
暦
』に
代
表
さ
れ
る
太
子
信

仰
を
背
景
に
、親
鸞
は
聖
徳
太
子
の
建
立
と

伝
わ
る
京
都
の
六
角
堂
に
参
籠
し
、太
子
の

本
地
と
さ
れ
る
救
世
観
音
の
夢
告
を
受
け
ま

し
た
。そ
の
後
親
鸞
は
法
然
の
も
と
に
赴
い

て
専
修
念
仏
の
教
え
に
帰
依
し
、こ
れ
が
浄

土
真
宗
の
端
緒
と
な
り
ま
し
た
。親
鸞
は
聖

徳
太
子
を
深
く
敬
い
、太
子
像
を
祀
り
、そ
の

徳
を
称
え
る『
皇
太
子
聖
徳
奉
賛
』な
ど
の

多
く
の
和
讃
や
、太
子
伝
で
あ
る『
上
宮
太
子

御
記
』を
著
し
ま
し
た
。門
弟
た
ち
も
太
子
を

礼
拝
し
、初
期
真
宗
の
本
尊
と
し
て
用
い
ら

れ
た「
光
明
本
尊
」に
も「
和
国
の
教
主
」と
し

て
聖
徳
太
子
が
描
か
れ
て
お
り
、ま
た
手
に

柄
香
炉
と
笏
を
持
つ「
真
俗
二
諦
像
」と
称
さ

れ
る
孝
養
像
な
ど
が
流
布
し
ま
し
た
。

　第
三
章「
三
河
に
お
け
る
太
子
信
仰
」は

当
館
が
独
自
に
企
画
し
た
展
示
で
す
。岡
崎

市
を
中
心
と
す
る
西
三
河
は
古
来
浄
土
真

宗
の
盛
ん
な
地
域
で
、満
性
寺
の「
聖
徳
太

子
立
像（
二
歳
像
）」や
本
證
寺
の「
聖
徳
太

子
絵
伝
」を
は
じ
め
、三
河
の
真
宗
寺
院
に

は
鎌
倉
時
代
に
遡
る
聖
徳
太
子
像
や
太
子

絵
伝
な
ど
が
伝
来
し
て
お
り
、古
く
か
ら
太

子
信
仰
が
盛
ん
で
あ
っ
た
こ
と
が
窺
わ
れ
ま

す
。ま
た
中
世
成
立
の
善
光
寺
如
来
、聖
徳

太
子
、親
鸞
聖
人
な
ど
の
絵
伝
も
数
多
く
伝

え
ら
れ
て
お
り
、こ
れ
ら
は
仏
教
伝
来
か
ら

親
鸞
に
至
る
真
宗
の
歴
史
を
図
示
し
た
も

の
で
、内
容
を
解
説
す
る
絵
解
き
な
ど
を
通

し
て
、真
宗
そ
し
て
太
子
信
仰
の
広
が
り
に

大
き
な
役
割
を
果
た
し
ま
し
た
。本
章
で
は

三
河
の
浄
土
真
宗
に
お
け
る
篤
い
太
子
信
仰

を
示
す
文
化
財
を
中
心
に
展
示
し
、仏
教
を

通
し
て
聖
徳
太
子
が
目
指
し
た
平
和
が
ど
の

よ
う
な
か
た
ち
で
伝
え
ら
れ
、太
子
信
仰
が

全
国
そ
し
て
三
河
へ
と
広
が
っ
て
い
っ
た
か
を

た
ど
り
ま
す
。

　全
国
で
今
も
続
く
太
子
信
仰
。本
展
を
通

し
て
多
く
の
皆
様
に
太
子
の
説
い
た「
和
」の

精
神
に
触
れ
て
頂
き
、こ
れ
が
受
け
継
が
れ
、

さ
ら
に
未
来
へ
繋
が
っ
て
い
く
一
助
と
な
れ
ば

幸
い
で
す
。

会期：平成26年8月9日（土）～9月21日（日）

企画展

法隆寺展
―聖徳太子と平和への祈り―

ゆ
め
ち
が
い

は
く
ほ
う

し
ょ
う
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く
た
い
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じ

ほ
ん
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ょ
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ほ
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く
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　ま
ず
、訂
正
と
お
詫
び
か
ら
は
じ
め
な
い

と
い
け
ま
せ
ん
。前
号
四
頁
で
こ
の
展
覧
会

の
紹
介
文
を
書
き
ま
し
た
が
、そ
こ
で
誤
り

が
ご
ざ
い
ま
し
た
。

①
中
段
一
九
行
目

　誤
：
Ａ
は「
大
高
檀
紙
」と
い
う
…

　正
：
Ｂ
は「
大
高
檀
紙
」と
い
う
…

②
中
段
二
五
行
目

　誤
：つ
ま
り
Ａ
は
…

　正
：つ
ま
り
Ｂ
は
…

　拙
文
を
し
っ
か
り
お
読
み
い
た
だ
い
て
い

る
こ
と
に
感
謝
す
る
と
と
も
に
、そ
れ
に
も

か
か
わ
ら
ず
誤
り
を
し
て
し
ま
っ
た
こ
と

に
、深
く
お
詫
び
申
し
上
げ
ま
す
。

　さ
て
本
展
で
は
、古
文
書
を
中
心
に
歴
史

資
料
約
一
二
〇
点
を
展
示
し
て
い
ま
す
。足

利
尊
氏
・
徳
川
家
康
ら
歴
史
を
彩
る
人
物

か
ら
庶
民
に
至
る
ま
で
、ま
た
時
代
も
戦
国

か
ら
江
戸
時
代
を
中
心
に
、鎌
倉
か
ら
明
治

ま
で
幅
広
い
古
文
書
を
出
品
し
て
い
ま
す
。

古
文
書
は「
読
め
な
い
か
ら
…
」と
敬
遠
さ

れ
が
ち
で
す
が
、読
め
な
く
て
も
楽
し
む
ポ

イ
ン
ト
は
た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
。本
展
で
は

古
文
書
の
内
容
だ
け
で
な
く
色
や
形
、花
押

な
ど
に
も
注
目
し
、多
様
な
側
面
か
ら
古
文

書
を
展
示
し
て
い
ま
す
。

　た
だ
、そ
れ
ゆ
え
に
展
示
の
解
説
書
き
で

は
苦
労
し
ま
し
た
。今
回
は
形
に
注
目
し
て

い
る
か
ら
、そ
の
点
に
つ
い
て
詳
し
く
書
き

た
い
！
一
方
で
内
容
に
つ
い
て
も
記
さ
な
い

訳
に
は
い
か
な
い
し
…
。け
ど
長
く
な
る
と

読
ん
で
い
た
だ
け
な
い
…
。そ
う
い
う
具
合

で
泣
く
泣
く
書
く
の
を
諦
め
た
こ
と
も
あ

り
ま
す
。そ
の
一つ
を
こ
こ
に
挙
げ
て
み
よ
う

と
思
い
ま
す
。

　今
回
江
戸
時
代
の
水
を
め
ぐ
る
争
い
の

資
料
、荒
巻
水
論
絵
図
を
展
示
し
て
い
ま

す
。水
利
用
の
仕
方
を
色
分
け
し
て
図
示
し

た
も
の
で
す
が
、少
し
視
点
を
変
え
て
山
を

見
て
み
る
と
、そ
の
描
か
れ
方
に
違
い
が
あ

る
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。次
の
２
つ
を
見
て

み
ま
し
ょ
う
。

　上
が
岡
崎
藩
の
所
有
す
る
山「
御
林
」、

下
が
村
の
山
で
す
。御
林
は
木（
恐
ら
く
マ

ツ
）が
描
か
れ
て
い
る
の
に
対
し
て
、村
山
は

柴
草
が
描
か
れ
て
い
ま
す
。藩
は
燃
料
や
建

築
資
材
と
な
る
立
木
を
必
要
と
し
て
い
た

た
め
、植
林
も
し
な
が
ら
木
の
生
え
た
山
を

管
理
し
て
い
ま
す
。一
方
村
人
た
ち
は
飼
肥

料
確
保
の
た
め
、草
山
と
な
る
よ
う
維
持
し

て
い
ま
し
た
。も
ち
ろ
ん
村
山
で
も
木
が
生

え
た
山
も
存
在
し
て
お
り
、き
ち
ん
と
描
き

分
け
ら
れ
て
い
ま
す
。も
っ
と
も
江
戸
時
代

は
、全
て
の
山
が
現
代
の
よ
う
に
鬱
蒼
と

茂
っ
て
い
た
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し

た
。そ
う
し
た
茂
り

方
の
違
い
も
こ
の
絵

図
に
は
表
さ
れ
て
い

ま
す
。岡
村
の
氏
神

を
祀
る
神
明
社
の

宮
山
は
、上
図
の
よ

う
に
木
が
稠
密
に

描
か
れ
て
い
ま
す
。

宮
山
が
守
ら
れ
、神
明
社
が
村
人
に
尊
崇
さ

れ
て
い
た
こ
と
が
分
か
り
ま
す
。一
方
で
村

山
な
ど
は
頻
繁
に
利
用
さ
れ
、立
木
は
ま
ば

ら
だ
っ
た
こ
と
が
う
か
が
え
ま
す
。こ
の
よ

う
に
一つ
の
資
料
で
も
視
点
を
変
え
る
と
、

全
く
違
っ
た
情
報
を
引
き
出
す
こ
と
が
で

き
る
の
で
す
。

　も
ち
ろ
ん
こ
の
ほ
か
の
資
料
に
も
、ま
だ

ま
だ
伝
え
き
れ
て
い
な
い
魅
力
が
た
く
さ
ん

詰
ま
っ
て
い
ま
す
。一
人
で
も
多
く
の
方
に
そ

の
魅
力
を
伝
え
ら
れ
る
よ
う
、様
々
な
方
法

を
試
み
て
い
る
毎
日
で
す
。

会期：平成26年 6月14日（土）～7月27日（日）

　法
隆
寺
は
推
古
十

五
年（
六
〇
七
）、奈
良

斑
鳩
の
地
に
推
古
天
皇

と
聖
徳
太
子
に
よ
っ
て

開
か
れ
た
と
伝
え
ら
れ

ま
す
。二
〇
二
一
年
の
聖

徳
太
子
一
四
〇
〇
年
御

遠
忌
に
向
け
て
開
催
す

る
本
展
で
は
、「
聖
徳
太

子
信
仰
」「
平
和
へ
の
祈
り
」を
テ
ー
マ
に
法
隆

寺
・
聖
徳
太
子
ゆ
か
り
の
宝
物
を
一
堂
に
公

開
し
ま
す
。第
一
章
で
は
、や
さ
し
い
ほ
ほ
笑

み
が
平
和
へ
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
感
じ
さ
せ
る
国

宝「
観
音
菩
薩
立
像（
夢
違
観
音
）」を
は
じ

め
、法
隆
寺
が
創
建
さ
れ
た
飛
鳥
時
代
後
期

（
白
鳳
期
）の
仏
像
を
紹
介
し
ま
す
。第
二
章

で
は「
日
本
仏
教
の
祖
」と
し
て
広
く
信
仰
さ

れ
て
い
る
聖
徳
太
子
の
様
々
な
姿
を
あ
ら
わ

し
た
彫
刻
・
絵
画
の
名
品
を
展
示
し
、そ
の

偉
大
な
足
跡
を
た
ど
り
ま
す
。そ
し
て
第
三

章
で
は
、太
子
信
仰
の
広
が
り
を
、古
来
三

河
で
盛
ん
な
浄
土
真
宗
と
の
関
わ
り
の
面
か

ら
取
り
上
げ
ま
す
。

　古
代
日
本
に
登
場
し
た
聖
徳
太
子（
五
七

四

－

六
二
二
）は
、推
古
天
皇
の
摂
政
と
し
て

手
腕
を
ふ
る
い
、『
十
七
条
憲
法
』な
ど
に
み

ら
れ
る
よ
う
に「
和
」の
精
神
を
説
い
て
新
し

い
政
治
を
推
進
し
ま
し
た
。ま
た
遣
隋
使
を

派
遣
し
て
外
交
を
お
こ
な
い
、当
時
の
先
進

的
な
学
問
で
あ
っ
た
仏
教
を
積
極
的
に
導
入

し
、仏
法
に
よ
る
平
和
を
も
た
ら
す
べ
く
、数

多
く
の
寺
院
を
建
立
す
る
な
ど
、そ
の
普
及

に
尽
力
し
ま
し
た
。こ
の
た
め
太
子
は「
和
国

の
教
主（
日
本
の
釈
迦
）」と
も
称
さ
れ
、宗

派
を
こ
え
て「
日
本
仏
教
の
祖
」と
し
て
崇
敬

さ
れ
て
い
ま
す
。『
日
本
書
紀
』に
み
ら
れ
る
よ

う
に
、太
子
は
七
世
紀
後
半
に
は
聖
人
と
し

て
崇
め
ら
れ
て
お
り
、十
世
紀
に
成
立
し
た

『
聖
徳
太
子
伝
暦
』に
よ
り
理
想
化
さ
れ
、超

人
的
な
存
在
に
高
め
ら
れ
ま
し
た
。『
伝
暦
』

が
後
世
の
人
々
に
与
え
た
影
響
は
大
き
く
、

鎌
倉
時
代『
伝
暦
』に
代
表
さ
れ
る
太
子
信

仰
を
背
景
に
、親
鸞
は
聖
徳
太
子
の
建
立
と

伝
わ
る
京
都
の
六
角
堂
に
参
籠
し
、太
子
の

本
地
と
さ
れ
る
救
世
観
音
の
夢
告
を
受
け
ま

し
た
。そ
の
後
親
鸞
は
法
然
の
も
と
に
赴
い

て
専
修
念
仏
の
教
え
に
帰
依
し
、こ
れ
が
浄

土
真
宗
の
端
緒
と
な
り
ま
し
た
。親
鸞
は
聖

徳
太
子
を
深
く
敬
い
、太
子
像
を
祀
り
、そ
の

徳
を
称
え
る『
皇
太
子
聖
徳
奉
賛
』な
ど
の

多
く
の
和
讃
や
、太
子
伝
で
あ
る『
上
宮
太
子

御
記
』を
著
し
ま
し
た
。門
弟
た
ち
も
太
子
を

礼
拝
し
、初
期
真
宗
の
本
尊
と
し
て
用
い
ら

れ
た「
光
明
本
尊
」に
も「
和
国
の
教
主
」と
し

て
聖
徳
太
子
が
描
か
れ
て
お
り
、ま
た
手
に

柄
香
炉
と
笏
を
持
つ「
真
俗
二
諦
像
」と
称
さ

れ
る
孝
養
像
な
ど
が
流
布
し
ま
し
た
。

　第
三
章「
三
河
に
お
け
る
太
子
信
仰
」は

当
館
が
独
自
に
企
画
し
た
展
示
で
す
。岡
崎

市
を
中
心
と
す
る
西
三
河
は
古
来
浄
土
真

宗
の
盛
ん
な
地
域
で
、満
性
寺
の「
聖
徳
太

子
立
像（
二
歳
像
）」や
本
證
寺
の「
聖
徳
太

子
絵
伝
」を
は
じ
め
、三
河
の
真
宗
寺
院
に

は
鎌
倉
時
代
に
遡
る
聖
徳
太
子
像
や
太
子

絵
伝
な
ど
が
伝
来
し
て
お
り
、古
く
か
ら
太

子
信
仰
が
盛
ん
で
あ
っ
た
こ
と
が
窺
わ
れ
ま

す
。ま
た
中
世
成
立
の
善
光
寺
如
来
、聖
徳

太
子
、親
鸞
聖
人
な
ど
の
絵
伝
も
数
多
く
伝

え
ら
れ
て
お
り
、こ
れ
ら
は
仏
教
伝
来
か
ら

親
鸞
に
至
る
真
宗
の
歴
史
を
図
示
し
た
も

の
で
、内
容
を
解
説
す
る
絵
解
き
な
ど
を
通

し
て
、真
宗
そ
し
て
太
子
信
仰
の
広
が
り
に

大
き
な
役
割
を
果
た
し
ま
し
た
。本
章
で
は

三
河
の
浄
土
真
宗
に
お
け
る
篤
い
太
子
信
仰

を
示
す
文
化
財
を
中
心
に
展
示
し
、仏
教
を

通
し
て
聖
徳
太
子
が
目
指
し
た
平
和
が
ど
の

よ
う
な
か
た
ち
で
伝
え
ら
れ
、太
子
信
仰
が

全
国
そ
し
て
三
河
へ
と
広
が
っ
て
い
っ
た
か
を

た
ど
り
ま
す
。

　全
国
で
今
も
続
く
太
子
信
仰
。本
展
を
通

し
て
多
く
の
皆
様
に
太
子
の
説
い
た「
和
」の

精
神
に
触
れ
て
頂
き
、こ
れ
が
受
け
継
が
れ
、

さ
ら
に
未
来
へ
繋
が
っ
て
い
く
一
助
と
な
れ
ば

幸
い
で
す
。

会期：平成26年8月9日（土）～9月21日（日）

企画展

法隆寺展
―聖徳太子と平和への祈り―

ゆ
め
ち
が
い

は
く
ほ
う

し
ょ
う
と
く
た
い
し
で
ん
り
ゃ
く

ほ
ん
じせ

ん
じ
ゅ

ま
ん
し
ょ
う
じ

ほ
ん
し
ょ
う
じ

こ
う
た
い
し
し
ょ
う
と
く
ほ
う
さ
ん

わ
さ
ん

じ
ょ
う
ぐ
う
た
い
し

ぎ
ょ
き

こ
う
み
ょ
う
ほ
ん
ぞ
ん

え
ご
う
ろ

し
ゃ
く

し
ん
ぞ
く
に
た
い
ぞ
う

き
ょ
う
よ
う

く
せ

収蔵品展

古文書
みりょく発見！

荒巻水論絵図　江戸時代後期　個人蔵 

重要文化財　聖徳太子絵伝　第一幅
鎌倉時代　愛知・本證寺蔵

湯 谷 翔 悟

ち
ゅ
う
み
つ

浦 野 加 穂 子

え
で
ん



鈴
木
円

よ
り
み
ち
美
術
館

　素
朴
の
ス
ス
メ

　第
三
回
目
に
な
る
年
間
パ
ス
ポ
ー
ト

購
入
者
限
定
イ
ベ
ン
ト
。今
回
は「
藤
井

達
吉
の
全
貌
展
」に
関
連
し
た
イ
ベ
ン
ト

で
し
た
。初
夏
の
気
持
ち
の
よ
い
晴
れ
間

の
中
、碧
南
市
藤
井
達
吉
現
代
美
術
館

と
九
重
み
り
ん
時
代
館
・み
り
ん
工
場
を

巡
る
、小
旅
行
気
分
の
ツ
ア
ー
で
す
。

　バ
ス
に
揺
ら
れ
る
こ
と
１
時
間
で
、碧

南
市
に
到
着
。最
初
に
向
か
っ
た
藤
井
達

吉
現
代
美
術
館
の
常
設
展
で
は
、当
館

の
展
覧
会
で
は
少
数
で
あ
っ
た
藤
井
達

吉
の
晩
年
の
作
品
を
観
覧
で
き
る
な
ど
、

当
館
の
展
覧
会
か
ら
発
展
し
て
楽
し
む

こ
と
が
で
き
ま
し
た
。当
時
の
企
画
展

「
小
原
和
紙
工
芸
展
」で
は
、紙
製
と
は

思
え
な
い
よ
う
な
造
形
的
な
作
品
や
、和

紙
の
特
性
を
活
か
し
た
美
し
い
作
品
が

展
示
さ
れ
て
い
ま
し
た
。工
芸
家
の
方

直
々
に
説
明
を
い
た
だ
く
こ
と
が
で
き
、

学
芸
員
と
は
ま
た
違
う
視
点
で
の
解
説

に
皆
様
満
足
い
た
だ
け
た
よ
う
に
思
い

ま
す
。

　次
に
向
か
っ
た
の
は
九
重
み
り
ん
時

代
館
で
す
。大
浜
の
海
辺
の
情
緒
あ
ふ
れ

る
街
並
み
を
眺
め
な
が
ら
歩
き
ま
し
た
。

到
着
す
る
や
否
や
、渡
さ
れ
た
の
は
工
場

見
学
用
の
キ
ャ
ッ
プ
で
し
た
。全
員
で

シ
ャ
ワ
ー
キ
ャ
ッ
プ
の
よ
う
に
被
っ
て
、い

ざ
出
陣
。九
重
み
り
ん
時
代
館
で
は
、普

段
あ
ま
り
接
す
る
機
会
の
な
い
み
り
ん

の
歴
史
を
学
び
ま
し
た
。「
味
醂
」の
漢
字

は
、か
つ
て「
美
醂
」で
あ
っ
た
そ
う
。そ
ん

な
豆
知
識
の
よ
う
な
歴
史
を
知
る
こ
と

が
で
き
る
興
味
深
い
見
学
で
し
た
。続
い

て
み
り
ん
蔵
を
見
学
し
ま
し
た
。文
化
財

で
あ
る
蔵
に
は
、建
築
関
係
の
方
も
多
く

訪
れ
る
そ
う
で
す
。古
く
か
ら
伝
わ
る
伝

統
的
な
工
法
を
目
に
す
る
こ
と
が
で
き
、

貴
重
な
経
験
と
な
り
ま
し
た
。

　次
回
は
、法
隆
寺
展
に
関
連
し
た
イ

ベ
ン
ト
を
予
定
し
て
い
ま
す
。「
法
隆
寺

展
」を
一
二
〇
％
楽
し
ん
で
い
た
だ
け
る

よ
う
な
イ
ベ
ン
ト
に
な
る
こ
と
と
思
い
ま

す
の
で
、ぜ
ひ
ご
参
加
く
だ
さ
い
。最
後

に
な
り
ま
し
た
が
、関
係
各
所
な
ら
び

に
参
加
者
の
皆
様
に
心
よ
り
御
礼
申
し

上
げ
ま
す
。

COLUMN＆TOPIC

千
葉
真
智
子

鋤
柄
ふ
く
み
展 

生
活

　（5.24

－6.23

）

　昨
夏
当
館
で
開
催
し
た「
ユ
ー
モ
ア
と

飛
躍

　そ
こ
に
ふ
れ
る
」展
関
連
企
画

「
妄
想
の
空
間
を
連
結
し
よ
う
！
」に
参

加
さ
れ
た
鋤
柄
ふ
く
み
さ
ん
の
個
展
が
、

市
内
ギ
ャ
ラ
リ
ー
で
開
催
さ
れ
た
。

　壊
れ
た
ド
ア
枠
と
そ
の
向
こ
う
に
あ

る
不
安
定
な
椅
子
。二
つ
の
間
を
、雑
誌

の
切
り
抜
き
を
貼
り
合
わ
せ
て
着
色
し

た
お
ど
ろ
お
ど
ろ
し
げ
な
長
い
紙
の
帯

が
つ
な
ぐ
。「
妄
想
展
」で
は
、椅
子
の
背

枠
に
向
か
っ
て
渦
を
巻
い
て
い
る
か
の
よ

う
に
求
心
的
で
凝
縮
し
て
い
た
造
形
は
、

今
回
の
個
展
で
は
、奥
の
壁
に
向
か
っ
て

引
き
伸
ば
さ
れ
、解
体
さ
れ
、分
節
化
さ

れ
た
各
部
が
暗
い
ギ
ャ
ラ
リ
ー
地
階
ス

ペ
ー
ス
を
浮
遊
し
て
い
る
。そ
の
空
間
内

の
あ
ち
ら
こ
ち
ら
に
配
さ
れ
た「
小
さ
な

者
た
ち
」。こ
れ
ら
は
、欠
損
の
あ
る
身
体

で
あ
っ
た
り
、奇
形
の
人
体
で
あ
っ
た
り

す
る
が
、手
の
な
か
に
納
ま
る
ほ
ど
小
さ

い
か
ら
か
、作
家
の
手
元
に
常
時
置
か
れ

て
い
る
私
的
な
も
の
が
多
い
か
ら
か
、オ

ブ
ジ
ェ
と
呼
ぶ
に
は
あ
ま
り
に
も
愛
お
し

い
。　一階

の
壁
面
に
は
時
間
を
か
け
て
絵
具

を
塗
り
重
ね
た
で
あ
ろ
う
絵
画
が
並
ぶ
。

人
物
を
含
む
様
々
な
事
物
が
、そ
れ
ぞ
れ

の
形
を
保
っ
た
状
態
で
、平
ら
な
カ
ン

ヴ
ァ
ス
の
奥
に
広
が
る
絵
画
空
間
内
に

前
後
に
位
置
取
り
を
し
な
が
ら
配
さ
れ

て
い
る
。そ
の
絵
画
構
造
に
よ
っ
て
、画
面

に
は
、非
常
に
求
心
的
か
つ
急
進
的
な
奥

行
き
が
生
ま
れ
て
お
り
、時
折
用
い
ら
れ

る
額
縁
の
よ
う
な
枠
も
、外
界
か
ら
画
面

を
限
定
し
、絵
画
の
中
に
広
が
る
空
間
の

深
度
を
強
め
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

　厚
み
の
あ
る
絵
具
の一
筆
一
筆
は
、画
面

を
掻
き
分
け
な
が
ら
進
ん
で
い
く
作
家

の
姿
を
想
起
さ
せ
、着
色
し
た
紙
で
制
作

さ
れ
た
頭
部
の
よ
う
な
立
体
は
、あ
た
か

も
絵
画
平
面
に
顔
を
う
ず
め
て
で
き
た
へ

こ
み
の
よ
う
に
も
見
え
る
。そ
れ
は
絵
画

の
奥
に
潜
り
た
い
と
述
べ
る
作
家
の
心

情
を
反
映
し
て
お
り
、地
階
の「
奥
絵
」の

あ
り
様
は
、絵
画
の
内
部
に
身
を
置
い
た

よ
う
な
状
態
に
も
例
え
ら
れ
よ
う
。

　絵
画
と
い
う
平
面
を
越
え
よ
う
、い

や
、潜
り
抜
け
よ
う
と
す
る
作
家
の
思
い

が
体
現
さ
れ
た
展
示
で
あ
っ
た
。

法
隆
寺
番
外
編
①

　法
隆
寺
と
徳
川
家
康

　今
回
の
法
隆
寺
展
で
は
、法
隆
寺
と

徳
川
家
と
の
関
係
を
紹
介
す
る
コ
ー

ナ
ー
が
あ
る
。岡
崎
で
法
隆
寺
展
を
開
催

す
る
か
ら
に
は
家
康
と
の
関
係
を
示
す

も
の
が
あ
っ
て
も
い
い
の
で
は
な
い
か
と

の
判
断
で
あ
る
。慶
長
十
九
年（
一六一四
）

十
一
月
十
六
日
、大
坂
冬
の
陣
の
直
前
、

家
康
は
法
隆
寺
を
参
拝
し
、聖
徳
太
子

が
物
部
守
屋
を
討
伐
し
た
時
に
使
っ
た

と
さ
れ
る
梓
弓
と
矢
を
拝
し
、戦
勝
祈

願
を
し
た
。豊
臣
氏
と
の
戦
い
を
前
に
聖

徳
太
子
の
功
績
に
あ
や
か
ろ
う
と
し
た

の
で
あ
ろ
う
。こ
の
と
き
、家
康
は
、剣
銘

「
信
国
」、桐
紋
轡
な
ど
を
法
隆
寺
に
奉

納
し
て
い
る
。そ
れ
ら
の
一
連
の
奉
納
品

は
今
回
の
展
示
に
出
品
さ
れ
る
。法
隆
寺

に
参
拝
し
た
家
康
は
、そ
の
晩
、子
院
の

阿
弥
陀
院
に
泊
ま
っ
た
。そ
の
時
、阿
弥

陀
院
の
学
僧
の
実
秀
は
家
康
よ
り
六
字

名
号
を
拝
領
し
た
。そ
の
名
号
も
今
回
の

展
覧
会
に
出
品
さ
れ
る
。こ
の
名
号
は
三

河
の
大
樹
寺
十
三
世
登
誉
が
書
い
た
も

の
で
あ
る
。登
誉
と
い
う
と「
厭
離
穢
土
、

欣
求
浄
土
」の
経
文
を
家
康
に
授
け
、若

き
日
の
家
康
を
救
っ
た
逸
話
で
有
名
で

あ
る
。家
康
は
生
涯
、そ
の
恩
を
忘
れ

ず
、登
誉
自
筆
の
一
書
を
保
持
し
て
い
た

の
で
あ
ろ
う
。

　本
書
は「
南
無
阿
弥
陀
仏
」の
下
に
登

誉
の
署
名
、両
脇
に
無
量
寿
経
の
一
節
が

記
さ
れ
る
。そ
の
無
量
寿
経
の一
節「
…
日

月
清
明
、風
雨
以
時
、災
厲
不
起
、…
」は

寺
院
の
棟
札
の
文
言
に
も
よ
く
み
ら
れ

る
も
の
で
な
じ
み
が
あ
る
が
、浄
土
宗
寺

院
で
は
太
平
を
祈
り
、年
頭
の
修
正
会

な
ど
諸
行
事
で
唱
え
ら
れ
る
と
い
う
。豊

臣
氏
と
の
対
戦
を
前
に
し
た
齢
七
十
三

歳
の
家
康
、天
下
泰
平
へ
の
最
期
の
詰
め

で
あ
る
こ
と
を
意
識
し
て
臨
ん
だ
で
あ

ろ
う
。法
隆
寺
へ
の
戦
勝
祈
願
に
よ
り
、

家
康
は
冬
の
陣
、さ
ら
に
は
翌
年
の
夏
の

陣
に
も
勝
利
を
納
め
、江
戸
時
代
の
泰

平
へ
の
道
筋
を
つ
け
る
こ
と
に
な
る
。法

隆
寺
は
江
戸
時
代
を
通
じ
て
徳
川
家
の

庇
護
を
受
け
る
。二
代
将
軍
秀
忠
は
元

和
三
年（
一
六
一
七
）、法
隆
寺
に
千
石
の

領
地
を
安
堵
す
る
。そ
の
石
高
は
将
軍

家
菩
堤
寺
大
樹
寺
の
寺
領
高
六
一
六
石

よ
り
も
多
い
。

堀
江
登
志
実

内
藤
高
玲

法
隆
寺
番
外
編
②

　瓦
か
ら
み
た
法
隆
寺

　法
隆
寺
と
言
え
ば
、飛
鳥
時
代
か
ら

現
代
に
い
た
る
ま
で
法
灯
を
灯
し
続
け

て
い
る
日
本
を
代
表
す
る
お
寺
で
す
。

様
々
な
記
録
類
に
も
出
て
き
ま
す
が
、明

治
二
〇
年
頃
か
ら
活
発
に
論
議
さ
れ
る

よ
う
に
な
っ
た
の
が
、「
法
隆
寺
再
建
非

再
建
論
争
」で
す
。日
本
書
記
に
よ
れ
ば
、

六
七
〇
年
に
焼
失
し
た
と
い
う
記
録
が

残
さ
れ
て
お
り
、旧
伽
藍
の
心
柱
も
残
さ

れ
て
い
ま
し
た
。詳
細
は
他
の
本
等
で
調

べ
て
い
た
だ
く
と
し
て
、当
時
の
一
流
の
建

築
史
家
や
文
献
史
家
の
間
で
激
し
い
論

争
が
交
わ
さ
れ
ま
し
た
。そ
の
論
争
に
決

着
を
つ
け
た
の
が
岡
崎
市
出
身
の
仏
教

考
古
学
者
石
田
茂
作
氏
で
す
。昭
和
十

四
年（
一
九
三
九
）に
実
施
し
た
発
掘
調
査

に
よ
り
、現
在
の
伽
藍
よ
り
も
古
い
伽
藍

が
存
在
し
て
い
た
こ
と
を
突
き
止
め
た

の
で
す
。現
在
の
伽
藍
は
西
院
伽
藍
、焼

失
以
前
の
伽
藍
は
若
草
伽
藍
と
呼
ば
れ

て
い
ま
す
が
、発
掘
さ
れ
た
若
草
伽
藍
か

ら
は
日
本
最
古
の
本
格
的
寺
院
で
あ
る

飛
鳥
寺
で
使
用
さ
れ
た
瓦
と
同
じ
氾

（
木
型
）を
削
り
な
お
し
て
使
用
し
た
瓦

も
出
土
し
て
お
り
、飛
鳥
寺
の
造
営
に
関

わ
っ
た
工
人
た
ち
が
若
草
伽
藍
の
創
建

に
も
携
わ
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
わ

か
っ
て
い
ま
す
。こ
の
当
時
、瓦
を
屋
根
に

葺
く
と
い
う
こ
と
は
最
新
の
技
術
で
あ

り
、宮
も
し
く
は
寺
な
ど
の
特
別
な
建

物
に
し
か
使
用
さ
れ
ま
せ
ん
で
し
た
。仏

教
の
地
方
へ
の
広
が
り
と
と
も
に
そ
の
技

術
も
地
方
へ
広
が
っ
て
い
く
の
で
す
が
、ま

ず
始
め
は
飛
鳥
か
ら
、そ
し
て
斑
鳩
へ
と

そ
の
技
術
が
伝
播
し
た
こ
と
を
こ
の
こ

と
が
示
し
て
い
ま
す
。今
回
の
展
示
で

は
、飛
鳥
寺
か
ら
伝
わ
っ
た
氾
を
使
用
し

た
若
草
伽
藍
の
瓦
、斑
鳩
の
宮
で
使
用

さ
れ
た
瓦
、そ
し
て
再
建
さ
れ
た
後
に
使

用
さ
れ
た
西
院
伽
藍
の
瓦
を
同
時
に
見

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。瓦
と
い
う
と
一
建

築
部
材
に
過
ぎ
ず
、今
も
ほ
ぼ
変
わ
ら

な
い
形
態
で
使
用
さ
れ
て
い
る
の
で
ど
う

し
て
も
地
味
な
イ
メ
ー
ジ
を
抱
き
が
ち
で

す
が
、実
は
そ
の
文
様
な
ど
を
研
究
し
、

様
々
な
こ
と
を
知
る
こ
と
が
可
能
で
す
。

　そ
の
方
法
を
わ
か
り
や
す
い
形
で
提

示
し
た
の
が
石
田
氏
で
す
。現
代
で
も
お

寺
の
瓦
に
は
文
様
が
あ
り
ま
す
が
、飛
鳥

時
代
か
ら
現
代
ま
で
そ
れ
が
引
き
続
い

て
お
り
、今
も
そ
れ
が
使
わ
れ
て
い
る
こ

と
も
多
い
で
す
。

　そ
ん
な
こ
と
を
知
っ
た
上
で
瓦
を
見

て
い
た
だ
く
と
よ
り
い
っ
そ
う
興
味
が
湧

い
て
く
る
と
思
い
ま
す
。

家康画像 法隆寺蔵マサヨシスズキギャラリー展示風景



鈴
木
円

よ
り
み
ち
美
術
館

　素
朴
の
ス
ス
メ

　第
三
回
目
に
な
る
年
間
パ
ス
ポ
ー
ト

購
入
者
限
定
イ
ベ
ン
ト
。今
回
は「
藤
井

達
吉
の
全
貌
展
」に
関
連
し
た
イ
ベ
ン
ト

で
し
た
。初
夏
の
気
持
ち
の
よ
い
晴
れ
間

の
中
、碧
南
市
藤
井
達
吉
現
代
美
術
館

と
九
重
み
り
ん
時
代
館
・み
り
ん
工
場
を

巡
る
、小
旅
行
気
分
の
ツ
ア
ー
で
す
。

　バ
ス
に
揺
ら
れ
る
こ
と
１
時
間
で
、碧

南
市
に
到
着
。最
初
に
向
か
っ
た
藤
井
達

吉
現
代
美
術
館
の
常
設
展
で
は
、当
館

の
展
覧
会
で
は
少
数
で
あ
っ
た
藤
井
達

吉
の
晩
年
の
作
品
を
観
覧
で
き
る
な
ど
、

当
館
の
展
覧
会
か
ら
発
展
し
て
楽
し
む

こ
と
が
で
き
ま
し
た
。当
時
の
企
画
展

「
小
原
和
紙
工
芸
展
」で
は
、紙
製
と
は

思
え
な
い
よ
う
な
造
形
的
な
作
品
や
、和

紙
の
特
性
を
活
か
し
た
美
し
い
作
品
が

展
示
さ
れ
て
い
ま
し
た
。工
芸
家
の
方

直
々
に
説
明
を
い
た
だ
く
こ
と
が
で
き
、

学
芸
員
と
は
ま
た
違
う
視
点
で
の
解
説

に
皆
様
満
足
い
た
だ
け
た
よ
う
に
思
い

ま
す
。

　次
に
向
か
っ
た
の
は
九
重
み
り
ん
時

代
館
で
す
。大
浜
の
海
辺
の
情
緒
あ
ふ
れ

る
街
並
み
を
眺
め
な
が
ら
歩
き
ま
し
た
。

到
着
す
る
や
否
や
、渡
さ
れ
た
の
は
工
場

見
学
用
の
キ
ャ
ッ
プ
で
し
た
。全
員
で

シ
ャ
ワ
ー
キ
ャ
ッ
プ
の
よ
う
に
被
っ
て
、い

ざ
出
陣
。九
重
み
り
ん
時
代
館
で
は
、普

段
あ
ま
り
接
す
る
機
会
の
な
い
み
り
ん

の
歴
史
を
学
び
ま
し
た
。「
味
醂
」の
漢
字

は
、か
つ
て「
美
醂
」で
あ
っ
た
そ
う
。そ
ん

な
豆
知
識
の
よ
う
な
歴
史
を
知
る
こ
と

が
で
き
る
興
味
深
い
見
学
で
し
た
。続
い

て
み
り
ん
蔵
を
見
学
し
ま
し
た
。文
化
財

で
あ
る
蔵
に
は
、建
築
関
係
の
方
も
多
く

訪
れ
る
そ
う
で
す
。古
く
か
ら
伝
わ
る
伝

統
的
な
工
法
を
目
に
す
る
こ
と
が
で
き
、

貴
重
な
経
験
と
な
り
ま
し
た
。

　次
回
は
、法
隆
寺
展
に
関
連
し
た
イ

ベ
ン
ト
を
予
定
し
て
い
ま
す
。「
法
隆
寺

展
」を
一
二
〇
％
楽
し
ん
で
い
た
だ
け
る

よ
う
な
イ
ベ
ン
ト
に
な
る
こ
と
と
思
い
ま

す
の
で
、ぜ
ひ
ご
参
加
く
だ
さ
い
。最
後

に
な
り
ま
し
た
が
、関
係
各
所
な
ら
び

に
参
加
者
の
皆
様
に
心
よ
り
御
礼
申
し

上
げ
ま
す
。

COLUMN＆TOPIC

千
葉
真
智
子

鋤
柄
ふ
く
み
展 

生
活

　（5.24

－6.23

）

　昨
夏
当
館
で
開
催
し
た「
ユ
ー
モ
ア
と

飛
躍

　そ
こ
に
ふ
れ
る
」展
関
連
企
画

「
妄
想
の
空
間
を
連
結
し
よ
う
！
」に
参

加
さ
れ
た
鋤
柄
ふ
く
み
さ
ん
の
個
展
が
、

市
内
ギ
ャ
ラ
リ
ー
で
開
催
さ
れ
た
。

　壊
れ
た
ド
ア
枠
と
そ
の
向
こ
う
に
あ

る
不
安
定
な
椅
子
。二
つ
の
間
を
、雑
誌

の
切
り
抜
き
を
貼
り
合
わ
せ
て
着
色
し

た
お
ど
ろ
お
ど
ろ
し
げ
な
長
い
紙
の
帯

が
つ
な
ぐ
。「
妄
想
展
」で
は
、椅
子
の
背

枠
に
向
か
っ
て
渦
を
巻
い
て
い
る
か
の
よ

う
に
求
心
的
で
凝
縮
し
て
い
た
造
形
は
、

今
回
の
個
展
で
は
、奥
の
壁
に
向
か
っ
て

引
き
伸
ば
さ
れ
、解
体
さ
れ
、分
節
化
さ

れ
た
各
部
が
暗
い
ギ
ャ
ラ
リ
ー
地
階
ス

ペ
ー
ス
を
浮
遊
し
て
い
る
。そ
の
空
間
内

の
あ
ち
ら
こ
ち
ら
に
配
さ
れ
た「
小
さ
な

者
た
ち
」。こ
れ
ら
は
、欠
損
の
あ
る
身
体

で
あ
っ
た
り
、奇
形
の
人
体
で
あ
っ
た
り

す
る
が
、手
の
な
か
に
納
ま
る
ほ
ど
小
さ

い
か
ら
か
、作
家
の
手
元
に
常
時
置
か
れ

て
い
る
私
的
な
も
の
が
多
い
か
ら
か
、オ

ブ
ジ
ェ
と
呼
ぶ
に
は
あ
ま
り
に
も
愛
お
し

い
。　一階

の
壁
面
に
は
時
間
を
か
け
て
絵
具

を
塗
り
重
ね
た
で
あ
ろ
う
絵
画
が
並
ぶ
。

人
物
を
含
む
様
々
な
事
物
が
、そ
れ
ぞ
れ

の
形
を
保
っ
た
状
態
で
、平
ら
な
カ
ン

ヴ
ァ
ス
の
奥
に
広
が
る
絵
画
空
間
内
に

前
後
に
位
置
取
り
を
し
な
が
ら
配
さ
れ

て
い
る
。そ
の
絵
画
構
造
に
よ
っ
て
、画
面

に
は
、非
常
に
求
心
的
か
つ
急
進
的
な
奥

行
き
が
生
ま
れ
て
お
り
、時
折
用
い
ら
れ

る
額
縁
の
よ
う
な
枠
も
、外
界
か
ら
画
面

を
限
定
し
、絵
画
の
中
に
広
が
る
空
間
の

深
度
を
強
め
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

　厚
み
の
あ
る
絵
具
の一
筆
一
筆
は
、画
面

を
掻
き
分
け
な
が
ら
進
ん
で
い
く
作
家

の
姿
を
想
起
さ
せ
、着
色
し
た
紙
で
制
作

さ
れ
た
頭
部
の
よ
う
な
立
体
は
、あ
た
か

も
絵
画
平
面
に
顔
を
う
ず
め
て
で
き
た
へ

こ
み
の
よ
う
に
も
見
え
る
。そ
れ
は
絵
画

の
奥
に
潜
り
た
い
と
述
べ
る
作
家
の
心

情
を
反
映
し
て
お
り
、地
階
の「
奥
絵
」の

あ
り
様
は
、絵
画
の
内
部
に
身
を
置
い
た

よ
う
な
状
態
に
も
例
え
ら
れ
よ
う
。

　絵
画
と
い
う
平
面
を
越
え
よ
う
、い

や
、潜
り
抜
け
よ
う
と
す
る
作
家
の
思
い

が
体
現
さ
れ
た
展
示
で
あ
っ
た
。

法
隆
寺
番
外
編
①

　法
隆
寺
と
徳
川
家
康

　今
回
の
法
隆
寺
展
で
は
、法
隆
寺
と

徳
川
家
と
の
関
係
を
紹
介
す
る
コ
ー

ナ
ー
が
あ
る
。岡
崎
で
法
隆
寺
展
を
開
催

す
る
か
ら
に
は
家
康
と
の
関
係
を
示
す

も
の
が
あ
っ
て
も
い
い
の
で
は
な
い
か
と

の
判
断
で
あ
る
。慶
長
十
九
年（
一六一四
）

十
一
月
十
六
日
、大
坂
冬
の
陣
の
直
前
、

家
康
は
法
隆
寺
を
参
拝
し
、聖
徳
太
子

が
物
部
守
屋
を
討
伐
し
た
時
に
使
っ
た

と
さ
れ
る
梓
弓
と
矢
を
拝
し
、戦
勝
祈

願
を
し
た
。豊
臣
氏
と
の
戦
い
を
前
に
聖

徳
太
子
の
功
績
に
あ
や
か
ろ
う
と
し
た

の
で
あ
ろ
う
。こ
の
と
き
、家
康
は
、剣
銘

「
信
国
」、桐
紋
轡
な
ど
を
法
隆
寺
に
奉

納
し
て
い
る
。そ
れ
ら
の
一
連
の
奉
納
品

は
今
回
の
展
示
に
出
品
さ
れ
る
。法
隆
寺

に
参
拝
し
た
家
康
は
、そ
の
晩
、子
院
の

阿
弥
陀
院
に
泊
ま
っ
た
。そ
の
時
、阿
弥

陀
院
の
学
僧
の
実
秀
は
家
康
よ
り
六
字

名
号
を
拝
領
し
た
。そ
の
名
号
も
今
回
の

展
覧
会
に
出
品
さ
れ
る
。こ
の
名
号
は
三

河
の
大
樹
寺
十
三
世
登
誉
が
書
い
た
も

の
で
あ
る
。登
誉
と
い
う
と「
厭
離
穢
土
、

欣
求
浄
土
」の
経
文
を
家
康
に
授
け
、若

き
日
の
家
康
を
救
っ
た
逸
話
で
有
名
で

あ
る
。家
康
は
生
涯
、そ
の
恩
を
忘
れ

ず
、登
誉
自
筆
の
一
書
を
保
持
し
て
い
た

の
で
あ
ろ
う
。

　本
書
は「
南
無
阿
弥
陀
仏
」の
下
に
登

誉
の
署
名
、両
脇
に
無
量
寿
経
の
一
節
が

記
さ
れ
る
。そ
の
無
量
寿
経
の一
節「
…
日

月
清
明
、風
雨
以
時
、災
厲
不
起
、…
」は

寺
院
の
棟
札
の
文
言
に
も
よ
く
み
ら
れ

る
も
の
で
な
じ
み
が
あ
る
が
、浄
土
宗
寺

院
で
は
太
平
を
祈
り
、年
頭
の
修
正
会

な
ど
諸
行
事
で
唱
え
ら
れ
る
と
い
う
。豊

臣
氏
と
の
対
戦
を
前
に
し
た
齢
七
十
三

歳
の
家
康
、天
下
泰
平
へ
の
最
期
の
詰
め

で
あ
る
こ
と
を
意
識
し
て
臨
ん
だ
で
あ

ろ
う
。法
隆
寺
へ
の
戦
勝
祈
願
に
よ
り
、

家
康
は
冬
の
陣
、さ
ら
に
は
翌
年
の
夏
の

陣
に
も
勝
利
を
納
め
、江
戸
時
代
の
泰

平
へ
の
道
筋
を
つ
け
る
こ
と
に
な
る
。法

隆
寺
は
江
戸
時
代
を
通
じ
て
徳
川
家
の

庇
護
を
受
け
る
。二
代
将
軍
秀
忠
は
元

和
三
年（
一
六
一
七
）、法
隆
寺
に
千
石
の

領
地
を
安
堵
す
る
。そ
の
石
高
は
将
軍

家
菩
堤
寺
大
樹
寺
の
寺
領
高
六
一
六
石

よ
り
も
多
い
。

堀
江
登
志
実

内
藤
高
玲

法
隆
寺
番
外
編
②

　瓦
か
ら
み
た
法
隆
寺

　法
隆
寺
と
言
え
ば
、飛
鳥
時
代
か
ら

現
代
に
い
た
る
ま
で
法
灯
を
灯
し
続
け

て
い
る
日
本
を
代
表
す
る
お
寺
で
す
。

様
々
な
記
録
類
に
も
出
て
き
ま
す
が
、明

治
二
〇
年
頃
か
ら
活
発
に
論
議
さ
れ
る

よ
う
に
な
っ
た
の
が
、「
法
隆
寺
再
建
非

再
建
論
争
」で
す
。日
本
書
記
に
よ
れ
ば
、

六
七
〇
年
に
焼
失
し
た
と
い
う
記
録
が

残
さ
れ
て
お
り
、旧
伽
藍
の
心
柱
も
残
さ

れ
て
い
ま
し
た
。詳
細
は
他
の
本
等
で
調

べ
て
い
た
だ
く
と
し
て
、当
時
の
一
流
の
建

築
史
家
や
文
献
史
家
の
間
で
激
し
い
論

争
が
交
わ
さ
れ
ま
し
た
。そ
の
論
争
に
決

着
を
つ
け
た
の
が
岡
崎
市
出
身
の
仏
教

考
古
学
者
石
田
茂
作
氏
で
す
。昭
和
十

四
年（
一
九
三
九
）に
実
施
し
た
発
掘
調
査

に
よ
り
、現
在
の
伽
藍
よ
り
も
古
い
伽
藍

が
存
在
し
て
い
た
こ
と
を
突
き
止
め
た

の
で
す
。現
在
の
伽
藍
は
西
院
伽
藍
、焼

失
以
前
の
伽
藍
は
若
草
伽
藍
と
呼
ば
れ

て
い
ま
す
が
、発
掘
さ
れ
た
若
草
伽
藍
か

ら
は
日
本
最
古
の
本
格
的
寺
院
で
あ
る

飛
鳥
寺
で
使
用
さ
れ
た
瓦
と
同
じ
氾

（
木
型
）を
削
り
な
お
し
て
使
用
し
た
瓦

も
出
土
し
て
お
り
、飛
鳥
寺
の
造
営
に
関

わ
っ
た
工
人
た
ち
が
若
草
伽
藍
の
創
建

に
も
携
わ
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
わ

か
っ
て
い
ま
す
。こ
の
当
時
、瓦
を
屋
根
に

葺
く
と
い
う
こ
と
は
最
新
の
技
術
で
あ

り
、宮
も
し
く
は
寺
な
ど
の
特
別
な
建

物
に
し
か
使
用
さ
れ
ま
せ
ん
で
し
た
。仏

教
の
地
方
へ
の
広
が
り
と
と
も
に
そ
の
技

術
も
地
方
へ
広
が
っ
て
い
く
の
で
す
が
、ま

ず
始
め
は
飛
鳥
か
ら
、そ
し
て
斑
鳩
へ
と

そ
の
技
術
が
伝
播
し
た
こ
と
を
こ
の
こ

と
が
示
し
て
い
ま
す
。今
回
の
展
示
で

は
、飛
鳥
寺
か
ら
伝
わ
っ
た
氾
を
使
用
し

た
若
草
伽
藍
の
瓦
、斑
鳩
の
宮
で
使
用

さ
れ
た
瓦
、そ
し
て
再
建
さ
れ
た
後
に
使

用
さ
れ
た
西
院
伽
藍
の
瓦
を
同
時
に
見

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。瓦
と
い
う
と
一
建

築
部
材
に
過
ぎ
ず
、今
も
ほ
ぼ
変
わ
ら

な
い
形
態
で
使
用
さ
れ
て
い
る
の
で
ど
う

し
て
も
地
味
な
イ
メ
ー
ジ
を
抱
き
が
ち
で

す
が
、実
は
そ
の
文
様
な
ど
を
研
究
し
、

様
々
な
こ
と
を
知
る
こ
と
が
可
能
で
す
。

　そ
の
方
法
を
わ
か
り
や
す
い
形
で
提

示
し
た
の
が
石
田
氏
で
す
。現
代
で
も
お

寺
の
瓦
に
は
文
様
が
あ
り
ま
す
が
、飛
鳥

時
代
か
ら
現
代
ま
で
そ
れ
が
引
き
続
い

て
お
り
、今
も
そ
れ
が
使
わ
れ
て
い
る
こ

と
も
多
い
で
す
。

　そ
ん
な
こ
と
を
知
っ
た
上
で
瓦
を
見

て
い
た
だ
く
と
よ
り
い
っ
そ
う
興
味
が
湧

い
て
く
る
と
思
い
ま
す
。

家康画像 法隆寺蔵マサヨシスズキギャラリー展示風景
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　歴
史
と
い
う
と
、カ
タ
イ
・
オ
タ
ク
っ
ぽ

い
と
い
う
身
近
で
は
な
い
イ
メ
ー
ジ
が
あ

る
よ
う
に
思
う
。し
か
し
私
は
、歴
史
は

と
っ
て
も
身
近
で
わ
く
わ
く
す
る
も
の
だ

と
思
う
。

　私
の
九
二
歳
の
曾
祖
母
の
話
を
聞
く

と
、歴
史
を
身
近
に
感
じ
ら
れ
る
。例
え

ば
、曾
祖
母
の
祖
父
は
近
衛
兵
と
し
て
岐

阜
か
ら
東
京
に
出
稼
ぎ
に
出
て
い
た
そ

う
。「
近
衛
兵
」と
い
え
ば
、歴
史
の
教
科

書
の
用
語
だ
が
、自
分
の
先
祖
の
話
と
な

る
と
そ
ん
な
用
語
が
現
実
味
を
帯
び
て

く
る
。他
に
も
歴
史
を
身
近
に
感
じ
ら
れ

る
よ
う
な
、祖
母
が
疎
開
し
た
話
、終
戦

時
の
話
な
ど
と
て
も
興
味
深
い
。

　さ
て
、私
は
大
学
時
代
に
文
化
史
学
専

攻
だ
っ
た
。基
礎
知
識
と
し
て「
現
代
の

問
題
を
見
つ
め
る
に
は
、必
ず
過
去
を
振

り
返
る
必
要
が
あ
る
。そ
の
た
め
に
歴
史

研
究
は
重
要
だ
。」と
学
ん
だ
。

　曾
祖
母
の
話
を
聞
い
て
い
て
も
、今
の

自
分
の
生
活
や
日
本
の
将
来
な
ど
を
考

え
る
き
っ
か
け
に
な
る
。そ
う
い
う
意
味

で
は
、曾
祖
母
の
経
験
自
体
が
、学
問
と

は
言
え
な
い
が
立
派
な
小
さ
な
歴
史
で

は
な
い
か
と
思
う
。自
分
の
生
き
て
き
た

数
十
年
だ
っ
て
、ひ
と
つ
の
歴
史
で
あ
る

と
考
え
る
と
毎
日
が
楽
し
く
な
る
。自
己

流
な
捉
え
方
だ
が
、こ
の
よ
う
に
歴
史
は

身
近
な
も
の
だ
と
考
え
て
い
る
。ま
た
、展

覧
会
で
展
示
物
を
実
際
に
見
る
こ
と
で

も
歴
史
を
身
近
に
感
じ
ら
れ
る
と
思
う
。

次
回「
法
隆
寺
展
」を
は
じ
め
、美
博
の
展

覧
会
に
ぜ
ひ
お
越
し
く
だ
さ
い
。（
鈴
）

　「
芸
術
と
い
う
部
門
が
、市
役
所
の
中

に
も
し
っ
か
り
と
あ
る
ん
だ
。」と
い
う
の

が
、一
年
半
前
私
が
美
術
博
物
館
に
異
動

し
た
と
き
の
率
直
な
感
想
で
あ
る
。

　芸
術
と
は
縁
も
ゆ
か
り
も
な
い
者
だ

が
、音
楽
だ
け
は
何
故
か
中
学
生
の
頃
か

ら
ど
ん
ど
ん
と
深
入
り
し
て
行
っ
て
し

ま
っ
た
。モ
ー
ツ
ア
ル
ト
が
特
に
良
い
。耳

に
心
地
よ
い
音
楽
が
聞
こ
え
て
く
る
と
何

と
な
く
楽
し
く
な
っ
て
く
る
。

　私
の
昔
の
趣
味
の
一つ
に
山
登
り
が
あ

る
。山
は
深
く
厳
し
く
暖
か
く
迎
え
て
く

れ
る
。テ
ン
ト
の
中
で
縮
こ
ま
り
な
が
ら
、

仲
間
と
音
楽
の
話
を
延
々
と
喋
っ
て
い

た
。脇
に
は
必
ず
ウ
ィ
ス
キ
ー
。今
か
ら
三

〇
〜
四
〇
年
近
く
も
昔
の
話
で
あ
る
。

　誰
し
も
そ
う
だ
ろ
う
が
、趣
味
と
い
う

も
の
は
よ
り
深
く
過
激
な
方
向
に
進
ん

で
い
く
。夏
山
を
や
り
、秋
の
寒
い
渓
流
で

沢
登
り
を
行
い
、冬
山
に
も
挑
戦
し
、最

後
の
行
き
つ
く
先
は
ロ
ッ
ク
ク
ラ
イ
ミ
ン

グ
に
な
る
。剣
沢
か
ら
の
日
替
わ
り
ル
ー

ト
で
の
剣
岳
の
ピ
ー
ク
を
目
指
す
。伊
那

谷
の
滝
登
り
、正
月
の
槍
ヶ
岳
、こ
ん
な

こ
と
や
っ
て
い
る
と
、そ
の
内
死
ん
で
し
ま

う
、と
思
い
つ
つ
ザ
イ
ル
を
握
っ
て
い
た
。

か
ろ
う
じ
て
今
生
き
て
い
る
の
は
、子
ど

も
が
出
来
た
た
め
と
い
え
る
。

　山
は
私
の
青
春
そ
の
も
の
、中
央
道
や

松
本
辺
り
を
走
っ
て
い
る
と
、つ
い
つ
い
山

の
方
に
目
が
行
っ
て
し
ま
う
。（
寄
）

「
身
近
な
歴
史
」

「
青
春
の
山
」

表紙図版：国宝《観音菩薩立像（夢違観音）》 飛鳥時代 法隆寺蔵

法隆寺展
８月９日（土）～９月２１日（日）
■講演会
8月9日(土)「聖徳太子の精神と和の心」
講師：大野玄妙師（法隆寺管長）
9月7日(日)「白鳳のほほえみ－飛鳥時代後期の彫刻について－」
講師：岩田茂樹氏（奈良国立博物館学芸部 上席研究員）
いずれも午後2時～　
■バスツアー「三河における太子信仰－聖徳太子ゆかりの三河真宗寺
院を訪ねる－」
8月24日（日）　午前10時～午後3時30分［雨天決行］
コース：当館出発→妙源寺（岡崎市）→本證寺（安城市）→満性寺（岡崎市）→当館着
定員：30名（応募多数の場合は抽選）　参加費無料
申込方法：往復はがきの「往信用裏面」に①イベント名②参加者全員（４人まで）
の郵便番号・住所・氏名（ふりがな）・年齢・電話番号、「返信用表面」に代表者の

郵便番号・住所・氏名を明記の上、岡崎市美術博物館「バスツアー」係までお申
込みください（8月1日(金)必着）。
■学芸員によるこども向け展示説明会
「夏休みこども教室　聖徳太子を知ろう！」
8月17日(日)、8月27日(水)　午後2時～
対象：小学4～6年生（保護者の同伴可）
参加費無料（ただし保護者は展示室入場の際に、展覧会観覧チケットが必要）
■学芸員による展示説明会
8月30日(土)、9月13日(土)　午後2時～
参加費無料（ただし、当日の観覧チケットが必要）

■当館館長　榊原悟著『狩野探幽：御用絵師の肖像』が、臨川書店より出版
されました。

編 集 後 記｜「法隆寺展」の開催にあわせて、今号では番外編として二つのお話を紹介しています。「日本建築史」を創始した伊藤忠太は、1893

年の著作「法隆寺建築論」のなかで、法隆寺に遠くギリシア古典建築との類似を認め、これを東西交流の証として高く評価しました。法隆寺にまつわる

話は尽きません。この度の展覧会を機に再発見していただければと思います。（千葉）
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