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夜
、眠
る
。こ
れ
に
つ
い
て
人
そ
れ
ぞ

れ
に
大
な
り
小
な
り
の
こ
だ
わ
り
が
あ

る
は
ず
。自
身
に
つ
い
て
言
え
ば
、布
団

は
綿
布
団
に
限
る
、こ
れ
で
あ
る
。あ
の

ず
っ
し
り
と
し
た
重
さ
が
な
く
て
は
と

愛
用
し
続
け
て
き
た
。と
こ
ろ
が
、昨
年

布
団
を
新
調
す
る
に
あ
た
り
、体
調
維

持
や
体
へ
の
負
担
を
考
え
て
、思
い
切
っ

て
掛
け
布
団
を
羽
毛
に
替
え
て
み
た
。

と
っ
て
も
軽
い
、今
更
な
が
ら
で
あ
る
。

保
温
性
に
優
れ
て
い
る
こ
と
は
承
知
し

て
い
た
が
、重
さ
を
感
じ
さ
せ
ず
に
包
み

込
む
よ
う
な
ふ
ん
わ
り
感
、こ
れ
が
実

に
良
い
。季
節
に
関
係
な
く
熟
睡
で
き

る
性
質
で
は
あ
る
が
、ワ
ン
ラ
ン
ク
上
の

眠
り
を
手
に
入
れ
た
嬉
し
い
気
分
に

な
っ
た
。こ
れ
ま
で
半
世
紀
近
く
に
わ

た
る
こ
だ
わ
り
は
何
だ
っ
た
の
か
。

ど
ん
な
人
も
眠
り
な
し
で
は
生
き
て

い
け
な
い
。何
の
苦
も
な
く
当
た
り
前

に
寝
ら
れ
る
人
の
一
方
で
、眠
れ
な
い
寝

付
け
な
い
と
お
悩
み
の
向
き
も
多
い
の

が
現
代
社
会
。薬
の
助
け
を
借
り
る
の

も
別
段
珍
し
い
こ
と
で
な
く
、ま
た
、眠

れ
る
の
は
い
い
が
呼
吸
が
不
規
則
に
な

る
症
状
に
悩
ん
で
い
る
人
も
あ
り
、眠

り
の
夜
は
複
雑
か
つ
多
様
で
あ
る
。自

身
の
睡
眠
は
質
の
段
階
に
な
っ
た
と
感

じ
る
こ
の
頃
、幸
い
に
し
て
毎
晩
ぐ
っ
す

り
と
眠
る
こ
と
が
で
き
る
。と
い
う
こ
と

は
、毎
日
の
1
/
3
か
ら
1
/
4
を
幸

せ
に
過
ご
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
の
だ

ろ
う
。快
眠
、良
質
な
眠
り
に
感
謝
で
あ

る
。（
伊
）

少
し
、心
が
疲
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま

し
た
。こ
う
い
う
時
は
、よ
く
眠
る
よ
う

に
し
て
い
ま
す
。眠
る
と
身
体
が
元
気
に

な
る
よ
う
に
、心
も
元
気
に
な
る
気
が

す
る
か
ら
で
す
。眠
っ
て
い
る
間
は
、周

り
の
雑
音
か
ら
解
放
さ
れ
、好
き
な
人

に
も
逢
え
ま
す
。空
を
見
る
の
も
良
い
で

す
。空
が
青
く
晴
れ
る
と
、な
ん
だ
か
心

も
晴
れ
る
よ
う
で
嬉
し
く
な
り
ま
す
。

曇
っ
て
い
た
り
雨
が
降
っ
て
い
て
も
、自

分
に
寄
り
添
っ
て
く
れ
て
い
る
、と
勝
手

な
解
釈
を
し
て
、救
わ
れ
た
り
も
し
ま

す
。あ
と
は
、音
楽
を
聴
い
た
り
本
を
読

ん
だ
り
、お
い
し
い
も
の
を
お
腹
い
っ
ぱ

い
食
べ
た
り
。や
さ
し
い
誰
か
に
話
を
聴

い
て
も
ら
っ
た
り
。こ
れ
か
ら
の
季
節
な

ら
、ゆ
っ
く
り
湯
船
に
浸
か
る
と
か
。

心
を
癒
す
た
め
に
は
色
色
な
方
法
が

あ
り
ま
す
が
、一
番
願
わ
し
い
の
は
、そ

の
根
が
解
け
る
こ
と
だ
と
思
っ
て
い
ま

す
。た
だ
、一つ
の
そ
れ
が
解
か
れ
る
に
は

時
間
が
掛
か
る
こ
と
も
あ
る
た
め
、色

色
を
試
し
て
い
ま
す
。だ
ま
し
だ
ま
し
。

心
が
疲
れ
て
い
る
時
に
し
か
見
え
な

い
も
の
も
あ
り
ま
す
。小
さ
な
優
し
さ

が
身
に
沁
み
て
、自
分
の
傲
慢
さ
を
反

省
で
き
ま
す
。こ
の
根
も
、暫
く
経
て
ば

解
か
れ
る
で
し
ょ
う
。そ
れ
ま
で
目
を
凝

ら
し
、耳
を
澄
ま
し
て
、無
駄
な
疲
れ
で

は
な
か
っ
た
と
思
え
る
よ
う
、日
々
を
丁

寧
に
過
ご
し
た
い
で
す
。

秋
冷
の
折
、風
邪
な
ど
召
さ
れ
ま
せ

ぬ
よ
う
ご
自
愛
く
だ
さ
い
。（
若
）

眠
れ
て
ま
す
か
？

秋
の
手
紙
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浮世絵の美
10月4日（土）～11月24日（月・振休）

■講演会「浮世絵の魅力―世界を魅了したその真の美しさ」
11月9日（日）午後2時～
講師：村松和明（当館学芸員）

■学芸員による展示説明会
10月19日（日）、11月16日（日）
いずれも午後2時～

そこに在るということ―歴史・美術にみる存在の印―
12月2日（火）～1月18日（日）

■学芸員による展示説明会
12月21日（日）、1月11日（日）
いずれも午後2時～

編 集 後 記｜ 今年は浮世絵の当たり年なのでしょうか。当館では平木コレクションによる浮世絵展が始まりましたが、近隣を見渡しただけでも、既に

ボストン美術館で北斎展、名古屋市博物館で大浮世絵展が開催され、時期を同じくして松坂屋美術館では、氏家コレクションによる肉筆浮世絵展が

開催されています。この機会に浮世絵にどっぷりと浸かっていただければと思います。かくゆう私も浮世絵ブームのなか、習得したばかりの透視図法を

駆使した「浮絵」と呼ばれる初期浮世絵の奇妙な画面構成の面白さに、眼を開かれる思いがしました。（千葉）

当館は、改修工事を行うため、平成27年4月1日から平成28年3月31日まで、
休館します。休館期間を含む年間パスポートをお持ちの方は、通用期間を
1年間延長扱いとします。



　
　
　定
家
詠
月
次
花
鳥
和
歌

　そ
の
定
家
が
十
二
ヶ
月
、各
月
に
ち
な
ん
で
詠
ん
だ
花
と
鳥
は
、次
の
通
り
。

　
　
　正
月

　柳

　鶯

　う
ち
な
び
き
春
く
る
風
の
色
な
れ
や
日
を
へ
て
そ
む
る
青
柳
の
い
と

　春
き
て
は
い
く
夜
も
過
ぎ
ぬ
朝
と
い
で
鶯
き
ゐ
る
窓
の
む
ら
竹

　
　
　二
月

　桜

　雉

　か
ざ
し
折
る
道
ゆ
き
人
の
た
も
と
ま
で
桜
に
匂
ふ
き
さ
ら
ぎ
の
空

　か
り
人
の
か
す
み
に
た
ど
る
春
の
日
を
妻
ど
ふ
雉
の
声
に
立
ら
む

　
　
　三
月

　藤

　雲
雀

　ゆ
く
春
の
か
た
見
と
や
咲
く
藤
の
花
そ
を
だ
に
後
の
色
の
ゆ
か
り
に

　す
み
れ
咲
く
雲
雀
の
床
に
宿
か
り
て
野
を
な
つ
か
し
み
く
ら
す
春
か
な

　
　
　四
月

　卯
花

　郭
公

　白
妙
の
衣
ほ
す
て
ふ
夏
の
き
て
垣
根
も
た
わ
に
咲
け
る
卯
花

　郭
公
し
の
ぶ
の
里
に
さ
と
な
れ
き
ま
だ
卯
花
の
五
月
ま
つ
こ
ろ

　
　
　五
月

　盧
橘

　水
鶏

　郭
公
な
く
や
五
月
の
宿
が
ほ
に
か
な
ら
ず
匂
ふ
軒
の
た
ち
花

　ま
き
の
戸
を
た
た
く
水
鶏
の
あ
け
ぼ
の
に
人
や
あ
や
め
の
軒
の
う
つ
り
香

　
　
　六
月

　常
夏

　鵜

　大
か
た
の
日
か
げ
に
厭
ふ
水
無
月
の
空
さ
へ
惜
し
き
常
夏
の
花

　み
じ
か
夜
の
鵜
河
に
の
ぼ
る
篝
火
の
は
や
く
す
ぎ
行
く
水
無
月
の
空

　
　
　七
月

　女
郎
花

　鵲

　秋
な
ら
で
誰
も
あ
ひ
み
ぬ
女
郎
花
契
り
や
お
き
し
星
合
の
空

　な
が
き
夜
に
は
ね
を
並
ぶ
る
契
り
と
て
秋
ま
ち
わ
た
る
鵲
の
は
し

　
　
　八
月

　鹿
鳴
草

　初
雁

　秋
た
け
ぬ
い
か
な
る
色
と
吹
く
風
に
や
が
て
移
ろ
ふ
も
と
あ
ら
の
萩

　眺
め
つ
つ
秋
の
半
も
杉
の
戸
に
ま
つ
ほ
ど
し
る
き
初
雁
の
声

　
　
　九
月

　薄

　鶉

　花
す
す
き
草
の
た
も
と
の
露
け
さ
を
捨
て
て
暮
ゆ
く
秋
の
つ
れ
な
さ

　人
め
さ
へ
い
と
ど
深
草
か
れ
ぬ
と
や
冬
ま
つ
霜
に
鶉
鳴
く
ら
ん

　
　
　十
月

　残
菊

　鶴

　神
無
月
霜
夜
の
菊
の
匂
は
ず
ば
秋
の
か
た
み
に
何
を
お
か
ま
し

　夕
日
影
む
れ
た
る
た
づ
は
さ
し
な
が
ら
時
雨
の
雲
ぞ
山
め
ぐ
り
す
る

　
　
　十
一
月

　枇
杷

　千
鳥

　冬
の
日
は
木
葉
残
さ
ぬ
霜
の
色
を
葉
が
へ
ぬ
枝
の
色
ぞ
ま
が
ふ
る

　千
鳥
な
く
か
も
の
川
瀬
の
よ
は
の
月
ひ
と
つ
に
み
が
く
山
藍
の
袖

　
　
　十
二
月

　早
梅

　水
鳥

　色
う
づ
む
垣
根
の
雪
の
こ
ろ
な
が
ら
年
の
こ
な
た
に
匂
ふ
梅
が
枝

　な
が
め
す
る
池
の
氷
に
降
る
雪
の
重
な
る
年
を
を
し
の
毛
ご
ろ
も

建
保
二
年（
一二一
四
）二
月
、定
家
は
、後
仁
和
寺
宮
道
助
法
親
王
が
企
画
し
た「
月
な
み
の
花
鳥
の

歌
の
絵
」制
作
に
係
わ
り
、そ
の
和
歌
を
詠
進
す
る
よ
う
命
じ
ら
れ
た（『
拾
遺
愚
草
』詞
書
）。前
掲

し
た
二
十
四
首
の
歌
が
そ
れ
で
あ
る
。編
集
も
了
え
、二
月
丗
日
宮
の
も
と
へ
提
出
さ
れ
た
が（『
明
月

記
』同
日
の
条
）、そ
の「
歌
の
絵
」が
ど
の
よ
う
な
作
品
で
あ
っ
た
の
か
、ま
さ
か
和
歌
の
詠
進
の
み
で

沙
汰
や
み
に
な
っ
た
わ
け
で
も
あ
る
ま
い
が
、模
本
す
ら
も
伝
わ
っ
て
お
ら
ず
、詳
細
は
不
明
と
言
う

し
か
な
い
。お
そ
ら
く
は
画
巻
か
画
帖
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
が
、障
子
絵
で
あ
っ
た
可
能
性
も
捨
て

切
れ
な
い
。

　そ
の
意
味
で
注
目
し
た
い
の
が
、鳥
羽
上
皇
の
北
面
の
武
士
佐
藤
義
清
こ
と
後
の
西
行（
一一一
八
〜

九
〇
）が
見
た
と
い
う
、新
造
な
っ
た
鳥
羽
殿
の
障
子
絵
で
あ
る
。大
治
二
年（
一一二
七
）十
月
十
一
日

義
清
は
、上
皇
の
命
で
、そ
の
色
紙
形
に
押
す
べ
き
歌
十
首
を
詠
進
し
た
。定
家
の
詠
進
を
百
年
余
り

遡
る
。し
か
も
こ
の
場
合
は
定
家
と
は
逆
で
、定
家
の
場
合
が
、詠
ん
だ
歌
を
踏
ま
え
て
絵
が
描
か
れ

た
の
に
対
し
、こ
の
場
合
は
、す
で
に
在
る
障
子
絵
を
見
て
詠
ん
だ
歌
で
あ
っ
た
。屏
風
歌
な
ら
ぬ
障

子
歌
で
あ
る
。ま
た
そ
の
歌
も
、定
家
詠
の
よ
う
な
特
に
月
づ
き
の
花
と
鳥
を
詠
ん
だ
わ
け
で
も
な
い

の
だ
が
、幸
い
に
も
そ
の
元
と
な
っ
た
障
子
絵
を
知
る
手
掛
り
が
遺
さ
れ
て
い
る
点
で
見
逃
し
難
い
。

む
ろ
ん
、当
の
障
子
絵
自
体
が
現
存
す
る
は
ず
も
な
い
。「
西
行
物
語
絵
巻
」の
当
該
段
に
描
か
れ
た

鳥
羽
殿
の
障
子
絵
が
、そ
れ
で
あ
る
。こ
れ
ま
た
そ
の
も
の
の
姿
を
伝
え
る
も
の
で
は
な
い
。あ
く
ま

で
絵
巻
の
小
さ
な
画
中
画
に
過
ぎ
な
い
。時
代
も
当
該
絵
巻
の
制
作
時
期
と
重
な
る
は
ず
で
、西
行

の
活
躍
期
か
ら
は
大
き
く
下
る
。だ
が
い
く
つ
か
遺
る「
西
行
物
語
絵
巻
」に
登
場
す
る
問
題
の
障
子

絵
は
、同
種
の
図
様
に
な
る
。そ
の
こ
と
は
、と
り
も
直
さ
ず
先
行
す
る「
西
行
物
語
絵
巻
」の
存
在

を
伝
え
て
く
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
し
、そ
こ
に
描
か
れ
た
障
子
絵
は
、先
行
本
の
そ
れ
や
、さ
ら
に

遡
っ
て
西
行
時
代
の
そ
れ
の
姿
を
も
彷
彿
と
さ
せ
る
に
違
い
な
い
。

　こ
こ
で
は
そ
う
し
た
中
か
ら
サ
ン
ト
リ
ー
美
術
館
本
の
そ
れ
を
掲
げ
て
お
く（
図
１
）。全
二
十
面
、

二
面
で一
図
の
全
十
図
。そ
れ
ら
は
背
景
の
山
並
や
地
景
で
ゆ
る
や
か
に
連
続
す
る
。歌
は
一
図
一
首
の

全
十
首
。「
西
行
物
語
」で
は
、有
難
い
こ
と
に
各
首
そ
れ
ぞ
れ
に
前
書
が
添
え
ら
れ
、障
子
絵
の
図
様

ま
で
も
が
判
明
す
る
。そ
れ
ら
十
首
の
歌
す
べ
て
を
掲
げ
る
べ
き
だ
ろ
う
が
、紙
幅
の
都
合
で
二
首
Ⓐ

Ⓑ
に
限
る
。

　
　夏
の
初
め
、郭
公
を
訪
ね
て
山
田
の
原
の
杉
の
群
立
ち
に
居
て
、眺
め
た
る
男
の
描
か
れ
た
る
を
、

Ⓐ
聞
か
ず
と
も
此
処
を
瀬
に
せ
む
郭
公
山
田
の
原
の
杉
の
群
立
ち

　
　郭
公
の
初
音
訪
ぬ
る
甲
斐
あ
り
て
、聞
き
付
け
た
る
所
描
か
れ
た
り
け
れ
ば

Ⓑ
郭
公
深
き
峯
よ
り
出
で
に
け
り
外
山
の
裾
に
声
の
落
ち
来
る

い
ず
れ
も
郭
公
に
係
わ
る
歌
だ
。十
首
と
い
う
限
ら
れ
た
範
囲
で
も
こ
う
な
の
だ
。こ
の
鳥
に
対
す
る

王
朝
人
の
こ
だ
わ
り
が
改
め
て
知
ら
れ
る
だ
ろ
う
が（
定
家
詠
で
も
四
月
の
鳥
、五
月
の
花
で
歌
わ

れ
る
）、そ
の
郭
公
を
障
子
絵
で
は
Ⓑ
に
対
応
す
る
Ⓑ
図
の
み
に
描
き
、そ
の
前
に
く
る
Ⓐ
図
に
は
杉

の
群
立
つ
山
田
原
の
二
人
連
れ
を
以
っ
て
し
た
。し
か
も
背
景
の
繋
が
り
に
よ
っ
て
両
図
は
あ
た
か
も

連
続
す
る
一
図
の
よ
う
に
も
見
え
る
。郭
公
は
い
る
よ
う
で
、い
な
い
。そ
れ
な
ら
ば
、Ⓐ
の「
聞
か
ず
と

も
」も
生
き
る
。屏
風
絵
と
屏
風
歌
、絵
と
歌
と
を
交
響
さ
せ
る
。王
朝
文
化
の
伝
統
が
、西
行
に
も
、

こ
れ
を
描
い
た
絵
師
に
も
承
け
継
が
れ
て
い
た
の
だ
ろ
う
。む
ろ
ん
、定
家
に
も
、で
あ
る
。と
な
れ

ば
、道
助
の「
月
な
み
花
鳥
の
歌
の
絵
」は
、さ
し
づ
め
こ
ん
な
絵
で
は
な
か
っ
た
だ
ろ
う
か
。や
ま
と

絵
の
家
土
佐
家
を
再
興
し
た
光
起（
一
六
一
七
〜
九
一
）の『
定
家
詠
月
次
和
歌
図
巻
』（
東
京
国
立
博

物
館
蔵
）で
あ
る
。

　例
え
ば
そ
の
初
雁
。遠
く
雁
を
眺
め
る
公
家
が
描
か
れ
る
。「
眺
め
つ
つ
」の
語
か
ら
想
定
さ
れ
た
の

で
あ
る
。そ
の
彼
に
杉
戸
を
開
け
さ
せ
て
い
る
。季
節
は
八
月
、秋
も
半
ば
過
ぎ
の
杉
の
戸
と
云
う
の

で
あ
る
。ま
る
で
駄
ジ
ャ
レ
で
は
な
い
か
、と
の
非
難
が
聞
こ
え
そ
う
だ
が
、光
起
は
、大
マ
ジ
メ
、掛
詞

も
含
め
歌
の
意
の
細
や
か
な
表
現
が
、こ
こ
に
あ
る
。い
や
、図
様
は
そ
の
最
良
の
答
え
と
云
う
べ
き

だ
ろ
う
か
。と
な
れ
ば
、後
仁
和
寺
宮
の
企
画
し
た「
月
な
み
の
花
鳥
の
歌
の
絵
」の
八
月
を
、光
起
の

こ
の
図
か
ら
考
え
て
み
る
の
も
無
理
で
は
な
い
だ
ろ
う
。つ
ま
り「
定
家
詠
月
次
花
鳥
図
」は
、花
と
鳥

を
描
く
と
は
云
っ
て
も
、い
わ
ゆ
る「
花
鳥
図
」と
は
異
な
り
、鳥
羽
殿
の
障
子
絵
同
様
、歌
と
絵
と
の

交
響
を
目
指
し
た「
歌
意
図
」で
あ
っ
た
と
云
う
こ
と
だ
。

　と
は
云
え
、こ
れ
が
花
と
鳥
を
主
と
す
る
絵
で
あ
る
こ
と
に
変
わ
り
は
な
い
。日
本
の「
花
鳥
図
」

に
決
定
的
影
響
を
与
え
て
い
た
は
ず
だ
。何
よ
り
こ
の「
定
家
詠
月
次
和
歌
」に
よ
っ
て
、各
月
を
代

表
す
る
花
と
鳥
が
選
ば
れ
、わ
た
し
た
ち
の
季
節
感
の
表
現
に
典
型
が

与
え
ら
れ
た
こ
と
だ
。こ
の
こ
と
の
持
つ
意
味
は
極
め
て
重
大
で
あ
る
。

　と
な
る
と
、こ
れ
ら
の
花
と
鳥
を
選
ん
だ
の
は
誰
で
あ
っ
た
だ
ろ
う

か
。道
助
が
定
家
に
和
歌
の
詠
進
を
命
じ
た
時
、す
で
に
そ
の
歌
題
と

し
て
花
と
鳥
が
定
め
ら
れ
て
い
た
―
そ
の
可
能
性
は
全
く
な
い
の
だ
ろ

う
か
。と
な
れ
ば
選
ん
だ
の
は
道
助
と
な
る
が
、し
か
し
、こ
こ
は
確
証

も
な
い
ま
ま
に
、歌
を
詠
ん
だ
定
家
そ
の
人
に
、歌
題
と
し
て
の
花
と
鳥

の
選
択
も
委
ね
ら
れ
て
い
た
と
見
て
お
き
た
い
。

　そ
の
花
と
鳥
。現
代
の
わ
た
し
た
ち
か
ら
見
て
も
月
々
の
顔
と
し
て
、

そ
れ
ほ
ど
異
和
感
は
な
い
。十
一
月
の
枇
杷
も
、こ
の
頃
こ
の
木
が
目
立

た
な
い
小
さ
な
花
を
着
け
る
と
知
れ
ば
得
心
が
い
く
。

　そ
し
て
柳
。定
家
は
ど
う
し
て
も
こ
の
木
を
春
の
、そ
れ
も
一
月
に
置

き
た
か
っ
た
の
だ
ろ
う
。春
は「
柳
桜
を
こ
き
ま
ぜ
て
」や
っ
て
来
る
と
言

わ
ん
ば
か
り
で
あ
る
。そ
の
強
い
気
持
ち
は
、春
を
代
表
す
る
も
う
一つ

の
花
・
梅
を
、敢
え
て「
早
梅
」と
呼
ん
で「
年
の
こ
な
た
に
匂
」わ
せ
た
こ

と
に
尽
き
る
だ
ろ
う
。春
の
柳
、王
朝
人
の
眼
と
心
を
捉
え
て
離
さ
な

か
っ
た
こ
の
木
を
は
じ
め
、他
の
花
鳥
を
押
さ
て
お
く
と
、日
本
の「
花

鳥
図
」の
新
た
な
顔
が
見
え
て
く
る
と
思
う
の
だ
が
…
…
。

眼
の
極
楽
⑬

　江
戸
の
花
園

館
長 

榊
原
悟

図１  鳥羽殿の障子絵 サントリー本『西行物語絵巻』より図２　八月 鹿鳴草 初雁 土佐光起筆 東京国立博物館蔵
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　定
家
詠
月
次
花
鳥
和
歌

　そ
の
定
家
が
十
二
ヶ
月
、各
月
に
ち
な
ん
で
詠
ん
だ
花
と
鳥
は
、次
の
通
り
。

　
　
　正
月

　柳

　鶯

　う
ち
な
び
き
春
く
る
風
の
色
な
れ
や
日
を
へ
て
そ
む
る
青
柳
の
い
と

　春
き
て
は
い
く
夜
も
過
ぎ
ぬ
朝
と
い
で
鶯
き
ゐ
る
窓
の
む
ら
竹

　
　
　二
月

　桜

　雉

　か
ざ
し
折
る
道
ゆ
き
人
の
た
も
と
ま
で
桜
に
匂
ふ
き
さ
ら
ぎ
の
空

　か
り
人
の
か
す
み
に
た
ど
る
春
の
日
を
妻
ど
ふ
雉
の
声
に
立
ら
む

　
　
　三
月

　藤

　雲
雀

　ゆ
く
春
の
か
た
見
と
や
咲
く
藤
の
花
そ
を
だ
に
後
の
色
の
ゆ
か
り
に

　す
み
れ
咲
く
雲
雀
の
床
に
宿
か
り
て
野
を
な
つ
か
し
み
く
ら
す
春
か
な

　
　
　四
月

　卯
花

　郭
公

　白
妙
の
衣
ほ
す
て
ふ
夏
の
き
て
垣
根
も
た
わ
に
咲
け
る
卯
花

　郭
公
し
の
ぶ
の
里
に
さ
と
な
れ
き
ま
だ
卯
花
の
五
月
ま
つ
こ
ろ

　
　
　五
月

　盧
橘

　水
鶏

　郭
公
な
く
や
五
月
の
宿
が
ほ
に
か
な
ら
ず
匂
ふ
軒
の
た
ち
花

　ま
き
の
戸
を
た
た
く
水
鶏
の
あ
け
ぼ
の
に
人
や
あ
や
め
の
軒
の
う
つ
り
香

　
　
　六
月

　常
夏

　鵜

　大
か
た
の
日
か
げ
に
厭
ふ
水
無
月
の
空
さ
へ
惜
し
き
常
夏
の
花

　み
じ
か
夜
の
鵜
河
に
の
ぼ
る
篝
火
の
は
や
く
す
ぎ
行
く
水
無
月
の
空

　
　
　七
月

　女
郎
花

　鵲

　秋
な
ら
で
誰
も
あ
ひ
み
ぬ
女
郎
花
契
り
や
お
き
し
星
合
の
空

　な
が
き
夜
に
は
ね
を
並
ぶ
る
契
り
と
て
秋
ま
ち
わ
た
る
鵲
の
は
し

　
　
　八
月

　鹿
鳴
草

　初
雁

　秋
た
け
ぬ
い
か
な
る
色
と
吹
く
風
に
や
が
て
移
ろ
ふ
も
と
あ
ら
の
萩

　眺
め
つ
つ
秋
の
半
も
杉
の
戸
に
ま
つ
ほ
ど
し
る
き
初
雁
の
声

　
　
　九
月

　薄

　鶉

　花
す
す
き
草
の
た
も
と
の
露
け
さ
を
捨
て
て
暮
ゆ
く
秋
の
つ
れ
な
さ

　人
め
さ
へ
い
と
ど
深
草
か
れ
ぬ
と
や
冬
ま
つ
霜
に
鶉
鳴
く
ら
ん

　
　
　十
月

　残
菊

　鶴

　神
無
月
霜
夜
の
菊
の
匂
は
ず
ば
秋
の
か
た
み
に
何
を
お
か
ま
し

　夕
日
影
む
れ
た
る
た
づ
は
さ
し
な
が
ら
時
雨
の
雲
ぞ
山
め
ぐ
り
す
る

　
　
　十
一
月

　枇
杷

　千
鳥

　冬
の
日
は
木
葉
残
さ
ぬ
霜
の
色
を
葉
が
へ
ぬ
枝
の
色
ぞ
ま
が
ふ
る

　千
鳥
な
く
か
も
の
川
瀬
の
よ
は
の
月
ひ
と
つ
に
み
が
く
山
藍
の
袖

　
　
　十
二
月

　早
梅

　水
鳥

　色
う
づ
む
垣
根
の
雪
の
こ
ろ
な
が
ら
年
の
こ
な
た
に
匂
ふ
梅
が
枝

　な
が
め
す
る
池
の
氷
に
降
る
雪
の
重
な
る
年
を
を
し
の
毛
ご
ろ
も

建
保
二
年（
一二一
四
）二
月
、定
家
は
、後
仁
和
寺
宮
道
助
法
親
王
が
企
画
し
た「
月
な
み
の
花
鳥
の

歌
の
絵
」制
作
に
係
わ
り
、そ
の
和
歌
を
詠
進
す
る
よ
う
命
じ
ら
れ
た（『
拾
遺
愚
草
』詞
書
）。前
掲

し
た
二
十
四
首
の
歌
が
そ
れ
で
あ
る
。編
集
も
了
え
、二
月
丗
日
宮
の
も
と
へ
提
出
さ
れ
た
が（『
明
月

記
』同
日
の
条
）、そ
の「
歌
の
絵
」が
ど
の
よ
う
な
作
品
で
あ
っ
た
の
か
、ま
さ
か
和
歌
の
詠
進
の
み
で

沙
汰
や
み
に
な
っ
た
わ
け
で
も
あ
る
ま
い
が
、模
本
す
ら
も
伝
わ
っ
て
お
ら
ず
、詳
細
は
不
明
と
言
う

し
か
な
い
。お
そ
ら
く
は
画
巻
か
画
帖
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
が
、障
子
絵
で
あ
っ
た
可
能
性
も
捨
て

切
れ
な
い
。

　そ
の
意
味
で
注
目
し
た
い
の
が
、鳥
羽
上
皇
の
北
面
の
武
士
佐
藤
義
清
こ
と
後
の
西
行（
一一一
八
〜

九
〇
）が
見
た
と
い
う
、新
造
な
っ
た
鳥
羽
殿
の
障
子
絵
で
あ
る
。大
治
二
年（
一一二
七
）十
月
十
一
日

義
清
は
、上
皇
の
命
で
、そ
の
色
紙
形
に
押
す
べ
き
歌
十
首
を
詠
進
し
た
。定
家
の
詠
進
を
百
年
余
り

遡
る
。し
か
も
こ
の
場
合
は
定
家
と
は
逆
で
、定
家
の
場
合
が
、詠
ん
だ
歌
を
踏
ま
え
て
絵
が
描
か
れ

た
の
に
対
し
、こ
の
場
合
は
、す
で
に
在
る
障
子
絵
を
見
て
詠
ん
だ
歌
で
あ
っ
た
。屏
風
歌
な
ら
ぬ
障

子
歌
で
あ
る
。ま
た
そ
の
歌
も
、定
家
詠
の
よ
う
な
特
に
月
づ
き
の
花
と
鳥
を
詠
ん
だ
わ
け
で
も
な
い

の
だ
が
、幸
い
に
も
そ
の
元
と
な
っ
た
障
子
絵
を
知
る
手
掛
り
が
遺
さ
れ
て
い
る
点
で
見
逃
し
難
い
。

む
ろ
ん
、当
の
障
子
絵
自
体
が
現
存
す
る
は
ず
も
な
い
。「
西
行
物
語
絵
巻
」の
当
該
段
に
描
か
れ
た

鳥
羽
殿
の
障
子
絵
が
、そ
れ
で
あ
る
。こ
れ
ま
た
そ
の
も
の
の
姿
を
伝
え
る
も
の
で
は
な
い
。あ
く
ま

で
絵
巻
の
小
さ
な
画
中
画
に
過
ぎ
な
い
。時
代
も
当
該
絵
巻
の
制
作
時
期
と
重
な
る
は
ず
で
、西
行

の
活
躍
期
か
ら
は
大
き
く
下
る
。だ
が
い
く
つ
か
遺
る「
西
行
物
語
絵
巻
」に
登
場
す
る
問
題
の
障
子

絵
は
、同
種
の
図
様
に
な
る
。そ
の
こ
と
は
、と
り
も
直
さ
ず
先
行
す
る「
西
行
物
語
絵
巻
」の
存
在

を
伝
え
て
く
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
し
、そ
こ
に
描
か
れ
た
障
子
絵
は
、先
行
本
の
そ
れ
や
、さ
ら
に

遡
っ
て
西
行
時
代
の
そ
れ
の
姿
を
も
彷
彿
と
さ
せ
る
に
違
い
な
い
。

　こ
こ
で
は
そ
う
し
た
中
か
ら
サ
ン
ト
リ
ー
美
術
館
本
の
そ
れ
を
掲
げ
て
お
く（
図
１
）。全
二
十
面
、

二
面
で一
図
の
全
十
図
。そ
れ
ら
は
背
景
の
山
並
や
地
景
で
ゆ
る
や
か
に
連
続
す
る
。歌
は
一
図
一
首
の

全
十
首
。「
西
行
物
語
」で
は
、有
難
い
こ
と
に
各
首
そ
れ
ぞ
れ
に
前
書
が
添
え
ら
れ
、障
子
絵
の
図
様

ま
で
も
が
判
明
す
る
。そ
れ
ら
十
首
の
歌
す
べ
て
を
掲
げ
る
べ
き
だ
ろ
う
が
、紙
幅
の
都
合
で
二
首
Ⓐ

Ⓑ
に
限
る
。

　
　夏
の
初
め
、郭
公
を
訪
ね
て
山
田
の
原
の
杉
の
群
立
ち
に
居
て
、眺
め
た
る
男
の
描
か
れ
た
る
を
、

Ⓐ
聞
か
ず
と
も
此
処
を
瀬
に
せ
む
郭
公
山
田
の
原
の
杉
の
群
立
ち

　
　郭
公
の
初
音
訪
ぬ
る
甲
斐
あ
り
て
、聞
き
付
け
た
る
所
描
か
れ
た
り
け
れ
ば

Ⓑ
郭
公
深
き
峯
よ
り
出
で
に
け
り
外
山
の
裾
に
声
の
落
ち
来
る

い
ず
れ
も
郭
公
に
係
わ
る
歌
だ
。十
首
と
い
う
限
ら
れ
た
範
囲
で
も
こ
う
な
の
だ
。こ
の
鳥
に
対
す
る

王
朝
人
の
こ
だ
わ
り
が
改
め
て
知
ら
れ
る
だ
ろ
う
が（
定
家
詠
で
も
四
月
の
鳥
、五
月
の
花
で
歌
わ

れ
る
）、そ
の
郭
公
を
障
子
絵
で
は
Ⓑ
に
対
応
す
る
Ⓑ
図
の
み
に
描
き
、そ
の
前
に
く
る
Ⓐ
図
に
は
杉

の
群
立
つ
山
田
原
の
二
人
連
れ
を
以
っ
て
し
た
。し
か
も
背
景
の
繋
が
り
に
よ
っ
て
両
図
は
あ
た
か
も

連
続
す
る
一
図
の
よ
う
に
も
見
え
る
。郭
公
は
い
る
よ
う
で
、い
な
い
。そ
れ
な
ら
ば
、Ⓐ
の「
聞
か
ず
と

も
」も
生
き
る
。屏
風
絵
と
屏
風
歌
、絵
と
歌
と
を
交
響
さ
せ
る
。王
朝
文
化
の
伝
統
が
、西
行
に
も
、

こ
れ
を
描
い
た
絵
師
に
も
承
け
継
が
れ
て
い
た
の
だ
ろ
う
。む
ろ
ん
、定
家
に
も
、で
あ
る
。と
な
れ

ば
、道
助
の「
月
な
み
花
鳥
の
歌
の
絵
」は
、さ
し
づ
め
こ
ん
な
絵
で
は
な
か
っ
た
だ
ろ
う
か
。や
ま
と

絵
の
家
土
佐
家
を
再
興
し
た
光
起（
一
六
一
七
〜
九
一
）の『
定
家
詠
月
次
和
歌
図
巻
』（
東
京
国
立
博

物
館
蔵
）で
あ
る
。

　例
え
ば
そ
の
初
雁
。遠
く
雁
を
眺
め
る
公
家
が
描
か
れ
る
。「
眺
め
つ
つ
」の
語
か
ら
想
定
さ
れ
た
の

で
あ
る
。そ
の
彼
に
杉
戸
を
開
け
さ
せ
て
い
る
。季
節
は
八
月
、秋
も
半
ば
過
ぎ
の
杉
の
戸
と
云
う
の

で
あ
る
。ま
る
で
駄
ジ
ャ
レ
で
は
な
い
か
、と
の
非
難
が
聞
こ
え
そ
う
だ
が
、光
起
は
、大
マ
ジ
メ
、掛
詞

も
含
め
歌
の
意
の
細
や
か
な
表
現
が
、こ
こ
に
あ
る
。い
や
、図
様
は
そ
の
最
良
の
答
え
と
云
う
べ
き

だ
ろ
う
か
。と
な
れ
ば
、後
仁
和
寺
宮
の
企
画
し
た「
月
な
み
の
花
鳥
の
歌
の
絵
」の
八
月
を
、光
起
の

こ
の
図
か
ら
考
え
て
み
る
の
も
無
理
で
は
な
い
だ
ろ
う
。つ
ま
り「
定
家
詠
月
次
花
鳥
図
」は
、花
と
鳥

を
描
く
と
は
云
っ
て
も
、い
わ
ゆ
る「
花
鳥
図
」と
は
異
な
り
、鳥
羽
殿
の
障
子
絵
同
様
、歌
と
絵
と
の

交
響
を
目
指
し
た「
歌
意
図
」で
あ
っ
た
と
云
う
こ
と
だ
。

　と
は
云
え
、こ
れ
が
花
と
鳥
を
主
と
す
る
絵
で
あ
る
こ
と
に
変
わ
り
は
な
い
。日
本
の「
花
鳥
図
」

に
決
定
的
影
響
を
与
え
て
い
た
は
ず
だ
。何
よ
り
こ
の「
定
家
詠
月
次
和
歌
」に
よ
っ
て
、各
月
を
代

表
す
る
花
と
鳥
が
選
ば
れ
、わ
た
し
た
ち
の
季
節
感
の
表
現
に
典
型
が

与
え
ら
れ
た
こ
と
だ
。こ
の
こ
と
の
持
つ
意
味
は
極
め
て
重
大
で
あ
る
。

　と
な
る
と
、こ
れ
ら
の
花
と
鳥
を
選
ん
だ
の
は
誰
で
あ
っ
た
だ
ろ
う

か
。道
助
が
定
家
に
和
歌
の
詠
進
を
命
じ
た
時
、す
で
に
そ
の
歌
題
と

し
て
花
と
鳥
が
定
め
ら
れ
て
い
た
―
そ
の
可
能
性
は
全
く
な
い
の
だ
ろ

う
か
。と
な
れ
ば
選
ん
だ
の
は
道
助
と
な
る
が
、し
か
し
、こ
こ
は
確
証

も
な
い
ま
ま
に
、歌
を
詠
ん
だ
定
家
そ
の
人
に
、歌
題
と
し
て
の
花
と
鳥

の
選
択
も
委
ね
ら
れ
て
い
た
と
見
て
お
き
た
い
。

　そ
の
花
と
鳥
。現
代
の
わ
た
し
た
ち
か
ら
見
て
も
月
々
の
顔
と
し
て
、

そ
れ
ほ
ど
異
和
感
は
な
い
。十
一
月
の
枇
杷
も
、こ
の
頃
こ
の
木
が
目
立

た
な
い
小
さ
な
花
を
着
け
る
と
知
れ
ば
得
心
が
い
く
。

　そ
し
て
柳
。定
家
は
ど
う
し
て
も
こ
の
木
を
春
の
、そ
れ
も
一
月
に
置

き
た
か
っ
た
の
だ
ろ
う
。春
は「
柳
桜
を
こ
き
ま
ぜ
て
」や
っ
て
来
る
と
言

わ
ん
ば
か
り
で
あ
る
。そ
の
強
い
気
持
ち
は
、春
を
代
表
す
る
も
う
一つ

の
花
・
梅
を
、敢
え
て「
早
梅
」と
呼
ん
で「
年
の
こ
な
た
に
匂
」わ
せ
た
こ

と
に
尽
き
る
だ
ろ
う
。春
の
柳
、王
朝
人
の
眼
と
心
を
捉
え
て
離
さ
な

か
っ
た
こ
の
木
を
は
じ
め
、他
の
花
鳥
を
押
さ
て
お
く
と
、日
本
の「
花

鳥
図
」の
新
た
な
顔
が
見
え
て
く
る
と
思
う
の
だ
が
…
…
。

眼
の
極
楽
⑬

　江
戸
の
花
園

館
長 

榊
原
悟

図１  鳥羽殿の障子絵 サントリー本『西行物語絵巻』より図２　八月 鹿鳴草 初雁 土佐光起筆 東京国立博物館蔵
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　こ
の
十
月
四
日
か
ら
、か
つ
て
な
い
豪
華

な
浮
世
絵
展
を
開
催
し
て
い
ま
す
。出
品

作
品
一
四
五
点
す
べ
て
が
、重
要
文
化
財
お

よ
び
重
要
美
術
品
と
い
う
、異
例
と
も
い
え

る
浮
世
絵
展
で
す
。
　
　

　出
品
さ
れ
る
作
品
は
平
木
浮
世
絵
財
団

（
一
九
七
二
年
設
立
）の
所
蔵
品
で
、日
本
屈

指
の
良
質
な
浮
世
絵
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
を
所
有

す
る
こ
と
で
国
内
外
に
知
ら
れ
て
い
ま
す
。

　第
2
次
大
戦
以
前
、国
内
の
浮
世
絵
三

大
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
と
し
て
知
ら
れ
た「
松
方
コ

レ
ク
シ
ョ
ン
」が
東
京
国
立
博
物
館
の
所
蔵

と
な
る
一
方
、海
外
流
出
の
危
機
に
あ
っ
た

「
斎
藤
・
三
原
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
」を
実
業
家
・
平

木
信
二
氏
が
入
手
し
収
集
の
礎
と
し
ま
し

た
。こ
れ
ら
は
、旧
松
方
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
と
と

も
に
、浮
世
絵
版
画
と
し
て
は
唯
一
、重
要

文
化
財
指
定
品
を
含
ん
で
い
ま
す
。浮
世

絵
は
、木
版
画
で
あ
る
た
め
、複
数
の
作
品

が
存
在
す
る
こ
と
か
ら
、重
要
文
化
財
に

指
定
さ
れ
る
も
の
は
極
め
て
少
な
く
、現

在
、重
要
文
化
財
に
指
定
さ
れ
て
い
る
浮

世
絵
は
四
十
点
ほ
ど
で
す
。指
定
さ
れ
た

作
品
は
き
わ
め
て
希
少
な
も
の
で
、摺
り

や
保
存
状
態
も
最
高
に
良
い
も
の
と
い
え

ま
す
。

　平
木
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
は
、重
要
文
化
財
十
一

点
、重
要
美
術
品
二
三
八
点
を
含
む
、総
数

約
六
千
点
の
浮
世
絵
版
画
を
所
蔵
し
て
い

ま
す
。そ
れ
ら
が
特
定
の
時
期
や
絵
師
に

偏
る
こ
と
な
く
、浮
世
絵
の
歴
史
を
体
系

的
に
通
観
で
き
る
と
こ
ろ
が
高
い
評
価
に

結
び
付
い
て
い
ま
す
。
　
　
　
　
　
　
　
　

　浮
世
絵
展
と
い
う
と
、良
く
知
ら
れ
る

絵
師
の
名
前
ば
か
り
が
並
ぶ
こ
と
が
多
い

の
で
す
が
、本
展
で
は
、よ
り
幅
広
い
絵
師

の
作
品
を
ご
覧
い
た
だ
け
ま
す
。例
え
ば

鳥
居
清
長
で
知
ら
れ
る
鳥
居
派
は
、見
る

機
会
も
少
な
い
清
信
、清
倍
、清
忠
、清
満

ら
の
状
態
の
良
い
作
品
を
ご
覧
い
た
だ
け

ま
す
し
、勝
川
派
で
は
、春
章
の
み
な
ら

ず
、春
好
、春
英
、春
潮
ら
の
優
品
も
並
び

ま
す
。

　こ
の
よ
う
に
偏
り
の
な
い
広
範
な
収
集

で
あ
る
た
め
、平
木
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
だ
け
で

浮
世
絵
版
画
の
発
展
の
流
れ
を
概
観
す
る

こ
と
が
で
き
ま
す
。

　こ
う
し
た
豊
富
な
作
品
の
中
か
ら
今
回

は
、重
要
文
化
財
十
点
、重
要
美
術
品
を

百
三
十
五
点
選
り
す
ぐ
り
、こ
の
コ
レ
ク

シ
ョ
ン
の
見
ど
こ
ろ
ば
か
り
、い
わ
ば
珠
玉

の
名
品
を
展
示
し
て
い
ま
す
。

　鳥
居
派
を
中
心
と
し
た
初
期
浮
世
絵
か

ら
鈴
木
春
信
、鳥
居
清
長
、喜
多
川
歌
麿
、

東
洲
斎
写
楽
な
ど
の
錦
絵
黄
金
期
の
巨
匠

た
ち
、そ
し
て
葛
飾
北
斎
、歌
川
広
重
、歌

川
国
芳
ら
幕
末
期
の
名
だ
た
る
絵
師
た
ち

ま
で
を
網
羅
し
て
い
ま
す
。

　重
要
文
化
財
は
国
に
よ
っ
て
年
間
六
〇

日
ま
で
の
公
開
と
定
め
ら
れ
て
い
ま
す
。そ

の
た
め
、あ
ま
り
目
に
す
る
こ
と
の
で
き
な

い
貴
重
な
国
指
定
重
要
文
化
財
、重
要
美

術
品
を
、こ
の
機
会
に
じ
っ
く
り
と
ご
覧
い

た
だ
き
、浮
世
絵
の
真
の
美
し
さ
、華
や
か

な
時
代
の
流
れ
を
ご
堪
能
い
た
だ
け
ま
し

た
ら
幸
い
で
す
。

会期：平成26年 10月4日（土）～11月24日（月・振休）

　「
美
術
博
物
館
」を
名
乗

る
当
館
に
は
、実
に
多
岐
に

わ
た
る
収
蔵
資
料
が
あ
る
。

そ
れ
ら
を
ど
の
よ
う
な
切
り

口
で
紹
介
す
る
か
を
考
え
る

こ
と
は
、コ
レ
ク
シ
ョ
ン
を
持

つ
美
術
館
、博
物
館
で
働
く

者
に
と
っ
て
の
仕
事
の
醍
醐

味
の
一つ
だ
と
思
う
。通
常
は

美
術
分
野
を
担
当
し
て
い
る

私
も
、今
回
は
、専
門
外
の

歴
史
・
博
物
・
民
俗
資
料
を
出
品
作
に
入
れ

な
が
ら
、「
存
在
の
証
」「
存
在
の
痕
跡
」を

テ
ー
マ
に
展
覧
会
を
構
想
し
て
い
る
と
こ
ろ

で
あ
る
。

　そ
こ
で
、ま
ず
注
目
し
た
の
は
、そ
も
そ
も

造
形
活
動
に
関
わ
る
一
切
は
、洋
の
東
西
を

問
わ
ず
、本
来
、姿
形
の
な
い
も
の
に
形
を
与

え
、そ
の
存
在
を
印
づ
け
、あ
る
い
は
そ
れ
ら

を
記
録
に
留
め
る
た
め
に
あ
っ
た
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。そ
の
典
型
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る

の
が
、何
よ
り「
神
」の
表
象
だ
ろ
う
。古
代

日
本
に
お
い
て
、「
無
相
の
神
」は
鏡
や
剣
な

ど
を「
依
代（
よ
り
し
ろ
）」と
す
る
こ
と
で
表

わ
さ
れ
て
い
た
が
、や
が
て
絵
巻
や
掛
軸
の

な
か
で
、社
殿
や
鹿
の
姿
に
仮
託
さ
れ
、仏
教

の
伝
来
・
普
及
以
降
は
、仏
や
仏
僧
の
姿
、さ

ら
に
は「
人
形（
ひ
と
が
た
）」と
し
て
表
現
さ

れ
る
に
至
っ
た
。西
洋
に
お
け
る
神
の
描
写

も
同
様
で
あ
る
。礼
拝
の
対
象
と
し
て
制
作

さ
れ
た
イ
コ
ン
は
そ
の
代
表
で
あ
る
が
、こ
こ

で
重
要
な
の
は
、人
々
が
イ
コ
ン
の
中
に
見
て

い
た
も
の
が
、イ
コ
ン
に
描
か
れ
た
人
の
姿
で

は
な
く
、あ
く
ま
で
も
そ
の
向
こ
う
に
あ
る

「
原
像
」だ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。さ
ら

に
言
え
ば
、偶
像
崇
拝
を
禁
止
す
る
ユ
ダ
ヤ

教
や
イ
ス
ラ
ム
教
に
お
い
て
は
、敢
え
て
造
形

し
な
い
と
い
う「
不
在
」の
表
象
を
通
し
て
、

よ
り
神
の
存
在
が
絶
対
的
な
も
の
に
な
っ
て

い
る
の
で
あ
る
。

　人
間
の
絵
姿
も
同
様
で
あ
る
。古
今
東

西
、様
々
に
描
か
れ
て
き
た
肖
像
画
。天
皇
や

皇
族
な
ど
、高
貴
な
者
の
顔
か
た
ち
は
、元

来
、描
く
の
を
憚
ら
れ
、御
簾
に
隠
し
た
り

後
ろ
向
き
に
描
い
た
り
、あ
る
い
は
引
目
鉤

鼻
と
い
う「
没
個
性
」の
姿
で
表
さ
れ
て
き
た

の
だ
が
、そ
の「
不
在
」と
化
し
た
描
き
方
こ

そ
が
、高
貴
な
も
の
の
印
と
し
て
機
能
し
、存

在
に
強
度
を
与
え
る
こ
と
に
つ
な
が
っ
て
い

る
の
だ
と
言
え
る
。あ
る
い
は
一
目
で
そ
れ
と

分
か
る
よ
う
な「
型
」と
し
て
継
承
さ
れ
る
歴

史
上
の
人
物
の
肖
像
は
も
ち
ろ
ん
、平
安
末

期
以
降
、そ
し
て
西
洋
で
は
ル
ネ
サ
ン
ス
以

降
、絶
え
ず
試
み
ら
れ
て
き
た
写
実
に
基
づ

く
肖
像
画
は
、ル
ネ
サ
ン
ス
の
理
論
家
ア
ル
ベ

ル
テ
ィ
が
述
べ
る
よ
う
に
、死
す
べ
き
運
命
に

あ
る
人
間
に
、半
永
久
的
な
死
後
の
生
を
保

証
す
る「
存
在
証
明
書
」と
な
る
の
で
あ
る
。

　こ
う
し
た
存
在
の
印
の
な
か
で
も
、特
筆

す
べ
き
が「
自
画
像
」で
あ
る
。絵
画
の
、ま
た

自
画
像
の
起
源
と
し
て
言
及
さ
れ
る
ナ
ル

キ
ッ
ソ
ス
の
神
話
。水
面
に
映
っ
た
自
分
の
姿

に
、我
と
知
ら
ず
に
恋
焦
が
れ
た
ナ
ル
キ
ッ
ソ

ス
が
命
を
落
と
し
た
と
い
う
古
代
の
物
語

は
、人
間
に
と
っ
て
、自
己
が
最
も
不
可
視

の
、不
可
知
の
他
者
で
あ
る
こ
と
を
思
い
起

こ
さ
せ
て
く
れ
る
。私
は
、鏡
を
介
し
て
し
か

私
を
見
る
こ
と
が
で
き
ず
、私
の
イ
メ
ー
ジ

は
、他
者
の
眼
を
介
し
て
、事
後
的
に
形
成

す
る
こ
と
し
か
で
き
な
い
。そ
れ
故「
自
画

像
」に
は
、自
己
を
見
定
め
よ
う
と
す
る
芸

術
家
た
ち
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
探
求
が

最
も
露
わ
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、こ
う

し
た
自
我
の
発
露
と
い
う
近
代
の
物
語
に
対

し
て
、近
年
で
は
、そ
れ
を
極
限
ま
で
消
去
し

よ
う
と
試
み
る
作
家
た
ち
の
行
為
を
対
置
す

る
こ
と
も
で
き
る
。そ
れ
は
、し
か
し
、そ
の

不
在
を
通
し
て
、そ
の
存
在
を
い
や
お
う
な

し
に
照
ら
し
出
し
て
も
い
る
だ
ろ
う
。

　ま
だ
ま
だ
構
想
中
の
段
階
に
あ
っ
て
、あ

ま
り
に
も
雑
多
な
話
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
が
、

見
て
い
た
だ
い
た
方
に
、少
し
で
も
今
回
の

展
覧
会
の
意
図
が
届
く
よ
う
、残
り
時
間
は

わ
ず
か
で
あ
る
が
検
討
を
続
け
た
い
。

会期：平成26年12月2日（火）～平成27年1月18日（日）

収蔵品展

そこに在るということ
―歴史・美術にみる存在の印―
仮託する・典型化する・写し取る・痕を残す・痕を消す

企画展

重要文化財･重要美術品,ここに集結！

浮世絵の美
平木コレクション特別公開

【重要美術品】東洲斎写楽 《二代目嵐龍蔵の金貸石部金吉》 寛政6年(1794)
公益財団法人 平木浮世絵財団蔵

千 葉 真 智 子

村 松 和 明

マン・レイ 《コートスタンド》 1920年／1959年



　こ
の
十
月
四
日
か
ら
、か
つ
て
な
い
豪
華

な
浮
世
絵
展
を
開
催
し
て
い
ま
す
。出
品

作
品
一
四
五
点
す
べ
て
が
、重
要
文
化
財
お

よ
び
重
要
美
術
品
と
い
う
、異
例
と
も
い
え

る
浮
世
絵
展
で
す
。
　
　

　出
品
さ
れ
る
作
品
は
平
木
浮
世
絵
財
団

（
一
九
七
二
年
設
立
）の
所
蔵
品
で
、日
本
屈

指
の
良
質
な
浮
世
絵
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
を
所
有

す
る
こ
と
で
国
内
外
に
知
ら
れ
て
い
ま
す
。

　第
2
次
大
戦
以
前
、国
内
の
浮
世
絵
三

大
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
と
し
て
知
ら
れ
た「
松
方
コ

レ
ク
シ
ョ
ン
」が
東
京
国
立
博
物
館
の
所
蔵

と
な
る
一
方
、海
外
流
出
の
危
機
に
あ
っ
た

「
斎
藤
・
三
原
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
」を
実
業
家
・
平

木
信
二
氏
が
入
手
し
収
集
の
礎
と
し
ま
し

た
。こ
れ
ら
は
、旧
松
方
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
と
と

も
に
、浮
世
絵
版
画
と
し
て
は
唯
一
、重
要

文
化
財
指
定
品
を
含
ん
で
い
ま
す
。浮
世

絵
は
、木
版
画
で
あ
る
た
め
、複
数
の
作
品

が
存
在
す
る
こ
と
か
ら
、重
要
文
化
財
に

指
定
さ
れ
る
も
の
は
極
め
て
少
な
く
、現

在
、重
要
文
化
財
に
指
定
さ
れ
て
い
る
浮

世
絵
は
四
十
点
ほ
ど
で
す
。指
定
さ
れ
た

作
品
は
き
わ
め
て
希
少
な
も
の
で
、摺
り

や
保
存
状
態
も
最
高
に
良
い
も
の
と
い
え

ま
す
。

　平
木
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
は
、重
要
文
化
財
十
一

点
、重
要
美
術
品
二
三
八
点
を
含
む
、総
数

約
六
千
点
の
浮
世
絵
版
画
を
所
蔵
し
て
い

ま
す
。そ
れ
ら
が
特
定
の
時
期
や
絵
師
に

偏
る
こ
と
な
く
、浮
世
絵
の
歴
史
を
体
系

的
に
通
観
で
き
る
と
こ
ろ
が
高
い
評
価
に

結
び
付
い
て
い
ま
す
。
　
　
　
　
　
　
　
　

　浮
世
絵
展
と
い
う
と
、良
く
知
ら
れ
る

絵
師
の
名
前
ば
か
り
が
並
ぶ
こ
と
が
多
い

の
で
す
が
、本
展
で
は
、よ
り
幅
広
い
絵
師

の
作
品
を
ご
覧
い
た
だ
け
ま
す
。例
え
ば

鳥
居
清
長
で
知
ら
れ
る
鳥
居
派
は
、見
る

機
会
も
少
な
い
清
信
、清
倍
、清
忠
、清
満

ら
の
状
態
の
良
い
作
品
を
ご
覧
い
た
だ
け

ま
す
し
、勝
川
派
で
は
、春
章
の
み
な
ら

ず
、春
好
、春
英
、春
潮
ら
の
優
品
も
並
び

ま
す
。

　こ
の
よ
う
に
偏
り
の
な
い
広
範
な
収
集

で
あ
る
た
め
、平
木
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
だ
け
で

浮
世
絵
版
画
の
発
展
の
流
れ
を
概
観
す
る

こ
と
が
で
き
ま
す
。

　こ
う
し
た
豊
富
な
作
品
の
中
か
ら
今
回

は
、重
要
文
化
財
十
点
、重
要
美
術
品
を

百
三
十
五
点
選
り
す
ぐ
り
、こ
の
コ
レ
ク

シ
ョ
ン
の
見
ど
こ
ろ
ば
か
り
、い
わ
ば
珠
玉

の
名
品
を
展
示
し
て
い
ま
す
。

　鳥
居
派
を
中
心
と
し
た
初
期
浮
世
絵
か

ら
鈴
木
春
信
、鳥
居
清
長
、喜
多
川
歌
麿
、

東
洲
斎
写
楽
な
ど
の
錦
絵
黄
金
期
の
巨
匠

た
ち
、そ
し
て
葛
飾
北
斎
、歌
川
広
重
、歌

川
国
芳
ら
幕
末
期
の
名
だ
た
る
絵
師
た
ち

ま
で
を
網
羅
し
て
い
ま
す
。

　重
要
文
化
財
は
国
に
よ
っ
て
年
間
六
〇

日
ま
で
の
公
開
と
定
め
ら
れ
て
い
ま
す
。そ

の
た
め
、あ
ま
り
目
に
す
る
こ
と
の
で
き
な

い
貴
重
な
国
指
定
重
要
文
化
財
、重
要
美

術
品
を
、こ
の
機
会
に
じ
っ
く
り
と
ご
覧
い

た
だ
き
、浮
世
絵
の
真
の
美
し
さ
、華
や
か

な
時
代
の
流
れ
を
ご
堪
能
い
た
だ
け
ま
し

た
ら
幸
い
で
す
。

会期：平成26年 10月4日（土）～11月24日（月・振休）

　「
美
術
博
物
館
」を
名
乗

る
当
館
に
は
、実
に
多
岐
に

わ
た
る
収
蔵
資
料
が
あ
る
。

そ
れ
ら
を
ど
の
よ
う
な
切
り

口
で
紹
介
す
る
か
を
考
え
る

こ
と
は
、コ
レ
ク
シ
ョ
ン
を
持

つ
美
術
館
、博
物
館
で
働
く

者
に
と
っ
て
の
仕
事
の
醍
醐

味
の
一つ
だ
と
思
う
。通
常
は

美
術
分
野
を
担
当
し
て
い
る

私
も
、今
回
は
、専
門
外
の

歴
史
・
博
物
・
民
俗
資
料
を
出
品
作
に
入
れ

な
が
ら
、「
存
在
の
証
」「
存
在
の
痕
跡
」を

テ
ー
マ
に
展
覧
会
を
構
想
し
て
い
る
と
こ
ろ

で
あ
る
。

　そ
こ
で
、ま
ず
注
目
し
た
の
は
、そ
も
そ
も

造
形
活
動
に
関
わ
る
一
切
は
、洋
の
東
西
を

問
わ
ず
、本
来
、姿
形
の
な
い
も
の
に
形
を
与

え
、そ
の
存
在
を
印
づ
け
、あ
る
い
は
そ
れ
ら

を
記
録
に
留
め
る
た
め
に
あ
っ
た
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。そ
の
典
型
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る

の
が
、何
よ
り「
神
」の
表
象
だ
ろ
う
。古
代

日
本
に
お
い
て
、「
無
相
の
神
」は
鏡
や
剣
な

ど
を「
依
代（
よ
り
し
ろ
）」と
す
る
こ
と
で
表

わ
さ
れ
て
い
た
が
、や
が
て
絵
巻
や
掛
軸
の

な
か
で
、社
殿
や
鹿
の
姿
に
仮
託
さ
れ
、仏
教

の
伝
来
・
普
及
以
降
は
、仏
や
仏
僧
の
姿
、さ

ら
に
は「
人
形（
ひ
と
が
た
）」と
し
て
表
現
さ

れ
る
に
至
っ
た
。西
洋
に
お
け
る
神
の
描
写

も
同
様
で
あ
る
。礼
拝
の
対
象
と
し
て
制
作

さ
れ
た
イ
コ
ン
は
そ
の
代
表
で
あ
る
が
、こ
こ

で
重
要
な
の
は
、人
々
が
イ
コ
ン
の
中
に
見
て

い
た
も
の
が
、イ
コ
ン
に
描
か
れ
た
人
の
姿
で

は
な
く
、あ
く
ま
で
も
そ
の
向
こ
う
に
あ
る

「
原
像
」だ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。さ
ら

に
言
え
ば
、偶
像
崇
拝
を
禁
止
す
る
ユ
ダ
ヤ

教
や
イ
ス
ラ
ム
教
に
お
い
て
は
、敢
え
て
造
形

し
な
い
と
い
う「
不
在
」の
表
象
を
通
し
て
、

よ
り
神
の
存
在
が
絶
対
的
な
も
の
に
な
っ
て

い
る
の
で
あ
る
。

　人
間
の
絵
姿
も
同
様
で
あ
る
。古
今
東

西
、様
々
に
描
か
れ
て
き
た
肖
像
画
。天
皇
や

皇
族
な
ど
、高
貴
な
者
の
顔
か
た
ち
は
、元

来
、描
く
の
を
憚
ら
れ
、御
簾
に
隠
し
た
り

後
ろ
向
き
に
描
い
た
り
、あ
る
い
は
引
目
鉤

鼻
と
い
う「
没
個
性
」の
姿
で
表
さ
れ
て
き
た

の
だ
が
、そ
の「
不
在
」と
化
し
た
描
き
方
こ

そ
が
、高
貴
な
も
の
の
印
と
し
て
機
能
し
、存

在
に
強
度
を
与
え
る
こ
と
に
つ
な
が
っ
て
い

る
の
だ
と
言
え
る
。あ
る
い
は
一
目
で
そ
れ
と

分
か
る
よ
う
な「
型
」と
し
て
継
承
さ
れ
る
歴

史
上
の
人
物
の
肖
像
は
も
ち
ろ
ん
、平
安
末

期
以
降
、そ
し
て
西
洋
で
は
ル
ネ
サ
ン
ス
以

降
、絶
え
ず
試
み
ら
れ
て
き
た
写
実
に
基
づ

く
肖
像
画
は
、ル
ネ
サ
ン
ス
の
理
論
家
ア
ル
ベ

ル
テ
ィ
が
述
べ
る
よ
う
に
、死
す
べ
き
運
命
に

あ
る
人
間
に
、半
永
久
的
な
死
後
の
生
を
保

証
す
る「
存
在
証
明
書
」と
な
る
の
で
あ
る
。

　こ
う
し
た
存
在
の
印
の
な
か
で
も
、特
筆

す
べ
き
が「
自
画
像
」で
あ
る
。絵
画
の
、ま
た

自
画
像
の
起
源
と
し
て
言
及
さ
れ
る
ナ
ル

キ
ッ
ソ
ス
の
神
話
。水
面
に
映
っ
た
自
分
の
姿

に
、我
と
知
ら
ず
に
恋
焦
が
れ
た
ナ
ル
キ
ッ
ソ

ス
が
命
を
落
と
し
た
と
い
う
古
代
の
物
語

は
、人
間
に
と
っ
て
、自
己
が
最
も
不
可
視

の
、不
可
知
の
他
者
で
あ
る
こ
と
を
思
い
起

こ
さ
せ
て
く
れ
る
。私
は
、鏡
を
介
し
て
し
か

私
を
見
る
こ
と
が
で
き
ず
、私
の
イ
メ
ー
ジ

は
、他
者
の
眼
を
介
し
て
、事
後
的
に
形
成

す
る
こ
と
し
か
で
き
な
い
。そ
れ
故「
自
画

像
」に
は
、自
己
を
見
定
め
よ
う
と
す
る
芸

術
家
た
ち
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
探
求
が

最
も
露
わ
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、こ
う

し
た
自
我
の
発
露
と
い
う
近
代
の
物
語
に
対

し
て
、近
年
で
は
、そ
れ
を
極
限
ま
で
消
去
し

よ
う
と
試
み
る
作
家
た
ち
の
行
為
を
対
置
す

る
こ
と
も
で
き
る
。そ
れ
は
、し
か
し
、そ
の

不
在
を
通
し
て
、そ
の
存
在
を
い
や
お
う
な

し
に
照
ら
し
出
し
て
も
い
る
だ
ろ
う
。

　ま
だ
ま
だ
構
想
中
の
段
階
に
あ
っ
て
、あ

ま
り
に
も
雑
多
な
話
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
が
、

見
て
い
た
だ
い
た
方
に
、少
し
で
も
今
回
の

展
覧
会
の
意
図
が
届
く
よ
う
、残
り
時
間
は

わ
ず
か
で
あ
る
が
検
討
を
続
け
た
い
。

会期：平成26年12月2日（火）～平成27年1月18日（日）

収蔵品展

そこに在るということ
―歴史・美術にみる存在の印―
仮託する・典型化する・写し取る・痕を残す・痕を消す

企画展

重要文化財･重要美術品,ここに集結！

浮世絵の美
平木コレクション特別公開

【重要美術品】東洲斎写楽 《二代目嵐龍蔵の金貸石部金吉》 寛政6年(1794)
公益財団法人 平木浮世絵財団蔵

千 葉 真 智 子

村 松 和 明

マン・レイ 《コートスタンド》 1920年／1959年



湯
谷
翔
悟

伝
統
と
現
在

　
　和
紙
は
生
き
て
い
る
。

　
　そ
れ
が
魅
力
で
す
。

　初
日
の
交
流
会
で
、和
紙
ア
ー
テ
ィ
ス

ト
の
リ
チ
ャ
ー
ド
・フ
レ
イ
ビ
ン
氏
に「
和

紙
の
魅
力
っ
て
何
で
す
か
」と
問
い
か
け

て
し
ま
っ
た
。不
躾
な
質
問
に
も
関
わ
ら

ず
、氏
は
即
座
に
そ
う
答
え
て
く
れ
た
。

　九
月
下
旬
、愛
知
県
立
芸
術
大
学
の

研
修
旅
行
に
同
行
さ
せ
て
も
ら
っ
た
。こ

の
旅
行
は
日
本
中
の
和
紙
ゆ
か
り
の
地

を
巡
る
も
の
で
、八
回
目
に
な
る
と
い
う

今
回
は
、東
北
・
北
関
東
を
主
に
巡
っ
た
。

　「和
紙
は
生
き
て
い
る
」。こ
の
言
葉
を

初
日
に
聞
け
た
こ
と
で
視
点
が
定
ま

り
、旅
の
密
度
を
ず
っ
と
濃
く
し
て
く
れ

た
と
振
り
返
っ
て
感
じ
る
。今
回
四
つ
の

和
紙
産
地
を
巡
っ
た
が
、漉
き
方
は
い
ず

れ
も
違
っ
て
い
た
。例
え
ば
小
川（
埼
玉

県
）は
比
較
的
力
強
く
前
後
左
右
に
揺

ら
す
が
、遠
野（
福
島
県
）は
ゆ
っ
く
り
と

前
後
の
み
に
動
か
す
と
い
う
よ
う
に
。そ

し
て
そ
の
違
い
は
、原
料
や
紙
の
用
途
、

さ
ら
に
は
漉
く
人
の
違
い
な
ど
、諸
条
件

に
よ
っ
て
生
じ
て
い
た
。製
法
の
違
い
は

当
然
生
ま
れ
て
く
る
和
紙
の
特
徴
に
結

び
つ
く
。和
紙
は
生
き
て
い
る
か
ら
こ

そ
、産
地
の
地
域
性
や
環
境
、漉
く
人
の

人
と
な
り
な
ど
に
よ
り
、そ
れ
ぞ
れ
に

「
個
性
」を
持
つ
と
い
え
よ
う
。そ
れ
は
子

ど
も
が
親
や
周
囲
の
環
境
に
影
響
を
受

け
て
育
つ
の
に
よ
く
似
て
い
る
。フ
レ
イ

ビ
ン
氏
の
意
図
と
は
恐
ら
く
異
な
る
が
、

和
紙
を「
生
け
る
も
の
」と
し
て
捉
え
る

こ
と
で
、各
地
域
の
和
紙
の「
個
性
」が

何
に
基
づ
く
の
か
と
い
う
点
に
注
目
し

て
見
学
す
る
こ
と
が
で
き
た
。

　和
紙
は
伝
統
産
業
で
あ
る
。し
か
し

和
紙
が
生
き
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、現

代
の
状
況
か
ら
も
影
響
を
受
け
て
い
る

は
ず
で
あ
る
。原
料
や
道
具
の
調
達
、技

術
の
伝
承
を
取
り
巻
く
状
況
は
、昔
と

今
と
で
は
大
き
く
異
な
る
。さ
ら
に
福

島
で
は
原
発
事
故
と
い
う
深
刻
な
出
来

事
も
あ
る
。伝
統
を
守
り
受
け
継
ぐ
こ

と
は
必
須
の
責
務
で
あ
る
が
、伝
統
が

息
づ
い
て
い
る
現
在
を
、変
容
も
含
め
て

記
憶
・
記
録
し
て
い
く
こ
と
も
、今
を
生

き
る
大
き
な
務
め
で
あ
る
と
感
じ
た
旅

で
あ
っ
た
。

COLUMN＆TOPIC

千
葉
真
智
子

ふ
た
つ
の
芸
術
祭

　い
ま
や
全
国
各
地
で
芸
術
祭
が
開
か

れ
て
い
る
が
、今
夏
、そ
の
先
駆
で
あ
る
横

浜
ト
リ
エ
ン
ナ
ー
レ
と
、初
開
催
と
な
る

札
幌
国
際
芸
術
祭
と
に
足
を
運
ん
だ
の

で
、感
想
を
記
し
て
お
き
た
い
。

　両
者
と
も
に
際
立
っ
て
い
た
の
は
、現

存
作
家
の
新
作
の
集
ま
り
と
い
う
、い
わ

ゆ
る
芸
術
祭
の
典
型
ス
タ
イ
ル
を
採
ら

ず
、旧
作（
物
故
作
家
の
も
の
を
含
む
）を

多
用
し
な
が
ら
、あ
た
か
も
美
術
館
の
企

画
展
で
あ
る
か
の
よ
う
な
筋
道
の
通
っ
た

内
容
を
展
開
し
て
い
た
こ
と
だ
ろ
う
。と

り
わ
け
、美
術
家
の
森
村
泰
昌
を
デ
ィ
レ

ク
タ
ー
に
据
え
た
横
浜
は
、「
華
氏
四
五
一

の
芸
術
」と
題
し
て
、意
図
的
に
、あ
る
い

は
結
果
的
に
忘
却
さ
せ
ら
れ
、さ
れ
て
し

ま
っ
た
も
の
へ
と
私
た
ち
の
目
耳
を
向
け

さ
せ
る
展
示
を
企
て
、そ
の
沈
黙
と
作
家

た
ち
の
誠
実
さ
と
が
支
配
す
る
統
一
空
間

が
非
常
に
印
象
的
だ
っ
た
。焚
書
に
よ
っ

て
、読
書
を
す
る
こ
と
が
禁
じ
ら
れ
、全
て

が
忘
却
の
彼
方
へ
と
消
失
し
て
し
ま
う
世

界
の
な
か
で
、自
ら
が
本
と
い
う
メ
デ
ィ
ア

と
な
っ
て
語
り
続
け
る
、一
握
り
の
人
た

ち
。レ
イ・ブ
ラ
ッ
ド
ベ
リ
の
同
名
小
説（
フ

ラ
ン
ソ
ワ・
ト
リ
ュ
フ
ォ
ー
が
映
画
化
）に

想
を
得
た
タ
イ
ト
ル
通
り
、会
場
に
は
、

忘
却
に
抗
お
う
と
す
る
作
家
た
ち
の
活

動
の
残
滓
が
認
め
ら
れ
る
。そ
の
な
か
に

は
、戦
後
敢
え
て
言
及
さ
れ
る
こ
と
な
く

忘
却
さ
れ
て
き
た
、太
平
洋
戦
争
中
に
、

戦
意
高
揚
の
た
め
に
筆
を
執
っ
た
北
原

白
秋
や
高
村
光
太
郎
の
詩
や
歌
を
丹
念

に
集
め
た
大
谷
芳
久
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
が
あ

り
、ま
た
対
象
的
に
、敗
戦
に
よ
っ
て
価
値

観
が
一
変
し
て
し
ま
っ
た
日
本
に
お
い
て

「
リ
ツ
パ
ナ
ヒ
ト
」に
な
っ
て
ほ
し
い
と
望

む
親
の
素
直
な
感
情
を
し
た
た
め
た
松

本
竣
介
の
愛
息
へ
の
手
紙
が
含
ま
れ
て
お

り
、「
言
葉
」の
重
み
を
実
感
さ
せ
ら
れ
も

し
た
。

　札
幌
で
は
、フ
ク
シ
マ
の
現
況
を
受
け
、

都
市
と
自
然
を
見
つ
め
直
す
展
示
が
試

み
ら
れ
て
い
た
。新
作
は
少
な
く
、新
作
で

あ
っ
て
も
、既
視
感
の
あ
る
作
品
が
多
い

の
が
残
念
で
あ
っ
た
が
、予
算
等
の
制
約

も
、お
そ
ら
く
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。そ
う
し

た
な
か
で
、眼
を
引
い
た
の
が
、雪
の
結
晶

の
研
究
者
で
あ
っ
た
中
谷
宇
吉
郎
が
撮
影

し
た
天
然
雪
と
人
工
雪
の
写
真
で
あ
る
。

科
学
に
よ
っ
て
自
然
の
豊
か
さ
や
可
能
性

を
発
見
し
よ
う
と
し
た
中
谷
の
態
度
は
、

本
芸
術
祭
を
象
徴
す
る
も
の
だ
ろ
う
。

　良
く
も
悪
く
も
両
芸
術
祭
共
に
、い
わ

ゆ
る
芸
術
作
品
以
外
の
も
の
が
放
つ
強

さ
が
印
象
に
残
っ
た
の
で
あ
っ
た
。

こ
れ
を
最
後
に
少
し
昔
語
り
を
①

　美
博
暮
ら
し
も
あ
と
半
年
あ
ま
り
。開
館
か

ら
す
で
に
一
九
年
目
、準
備
室
時
代
も
含
め
る
と

二
〇
年
と
な
る
。開
館
時
か
ら
間
断
な
く
勤
め

て
い
る
の
は
私
と
掃
除
の
杉
浦
た
み
子
さ
ん
だ

け
と
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
。心
臓
の
病
か
ら
復

帰
し
、元
気
に
動
き
回
っ
て
い
る
杉
浦
さ
ん
を
見

る
た
び
、あ
と
少
し
、私
も
最
後
の
踏
ん
張
り
を

見
せ
な
く
て
は
と
思
う
今
日
こ
の
頃
で
す
。

　来
年
度
は
、空
調
機
器
や
展
示
室
壁
の
塗
り

替
え
な
ど
の
工
事
関
係
で一
年
間
休
館
の
予
定

で
、再
来
年
は
、市
制
百
周
年
、美
術
博
物
館
開

館
二
〇
周
年
の
企
画
が
待
っ
て
い
ま
す
。こ
こ
数

年
は
館
運
営
の
調
整
に
あ
た
っ
て
お
り
、学
芸
に

は
あ
ま
り
口
を
差
し
挟
ま
な
い
よ
う
に
し
て
き

た
の
で
す
が
、運
営
も
現
況
で
は
軌
道
に
の
り
、

展
示
企
画
も
岡
崎
ら
し
い
ス
タ
イ
ル
も
で
き
た
の

で
は
と
思
っ
て
い
る
の
で
す
が
、榊
原
館
長
、堀

江
学
芸
担
当
課
長
を
中
心
と
し
、新
た
な
方
向

性
が
生
み
出
さ
れ
る
も
の
と
期
待
し
て
い
ま
す
。

　堀
江
さ
ん
と
出
会
っ
た
の
は
岡
崎
市
の
採
用

試
験
の
日
。今
か
ら
三
五
年
も
前
の
こ
と
、博
物

館
建
設
計
画
が
あ
り
、当
時
珍
し
い
学
芸
員
枠

で
の
採
用
に
二
人
し
て
応
募
。初
め
て
訪
れ
る
岡

崎
市
で
、理
想
の
博
物
館
に
つ
い
て
の
夢
を
語
り

あ
っ
た
の
で
す
が
、採
用
時
点
で
は
、市
長
も
変

わ
っ
て
お
り
計
画
も
白
紙
と
な
っ
て
い
ま
し
た
。

　唖
然
と
す
る
中
、堀
江
さ
ん
は
、岡
崎
市
一
番

の
学
芸
員
と
し
て
三
河
武
士
の
や
か
た
家
康
館

の
開
館
に
尽
力
。こ
ち
ら
は
文
化
財
保
護
の
担

当
と
し
て
た
だ
ひ
た
す
ら
遺
跡
の
発
掘
調
査
に

汗
を
流
す
毎
日
が
続
い
て
い
き
ま
し
た
。

　一度
は
白
紙
と
な
っ
た
も
の
の
計
画
自
体
は

存
続
し
、市
の
中
央
総
合
公
園
計
画
の
中
で
再

び
浮
上
し
、昭
和
六
〇
年
に
は
岡
崎
市
総
合
施

設
建
設
推
進
委
員
会
に
よ
り
建
設
の
答
申
、同

六
二
年
岡
崎
市
美
術
館
・
博
物
館
調
査
検
討
委

員
会
か
ら「
美
術
館
・
博
物
館
建
設
基
本
構
想
に

つ
い
て
」の
答
申
が
さ
れ
て
い
き
ま
し
た
。同
じ
課

の
仕
事
だ
っ
た
の
で
す
が
あ
ま
り
関
わ
り
を
持

て
な
か
っ
た
こ
と
は
今
か
ら
考
え
る
と
残
念
な

こ
と
で
し
た
。

　昭
和
六
三
年
八
月
、大
和
町
の
上
宮
寺
か
ら

出
火
、市
役
所
か
ら
も
矢
作
川
の
川
向
う
に
炎

と
煙
が
立
ち
上
が
る
の
が
確
認
で
き
ま
し
た
。た

だ
ち
に
現
場
に
急
行
し
ま
し
た
が
時
す
で
に
遅

く
、市
最
大
の
古
建
築
で
あ
っ
た
本
堂
は
全
焼
、

三
河
三
か
寺
と
し
て
知
ら
れ
浄
土
真
宗
の
名
刹

で
あ
る
こ
と
を
示
す
多
く
の
指
定
文
化
財
が
焼

失
し
て
し
ま
い
ま
し
た
。翌
日
は
火
事
場
の
調

査
。焦
げ
臭
い
臭
い
が
充
満
す
る
中
、文
化
財
の

断
片
で
も
残
っ
て
い
な
い
か
と
必
死
に
探
す
も
の

の
見
つ
か
る
の
は
近
年
の
も
の
ば
か
り
。揚
句
に

は
他
所
に
預
け
て
い
た
も
の
も
一
時
里
帰
り
し
て

い
て一
緒
に
燃
え
て
し
ま
っ
た
と
の
話
を
聞
き
、世

の
無
常
を
感
じ
る
の
み
で
し
た
。そ
れ
で
も
燃
え

残
り
の
文
書
の
断
片
、文
字
の
残
る
掛
け
軸
の

軸
心
等
が
、往
時
を
語
り
継
ぐ
証
人
と
し
て
僅

か
な
が
ら
残
さ
れ
て
い
た
の
が
救
い
で
し
た
。二

度
と
こ
の
よ
う
な
こ
と
が
起
き
な
い
よ
う
、岡
崎

の
寺
社
の
貴
重
な
文
化
財
を
市
で
預
か
れ
る

し
っ
か
り
し
た
収
蔵
施
設
が
欲
し
い
と
実
感
し

た
も
の
で
し
た
。こ
の
事
件
も
ひ
と
つ
の
契
機
と

な
り
平
成
に
入
る
と
建
物
の
設
計
・
建
設
へ
の
動

き
は
進
み
、平
成
五
年
二
月
、第
一
期
工
事
と
し

て
展
示
室
と
収
蔵
庫
か
ら
な
る
収
蔵
庫
棟
の
建

設
が
発
表
さ
れ
ま
し
た
。

　さ
あ
次
は
展
示
室
で
何
を
展
示
す
る
か
で

す
。平
成
六
年
、大
き
な
発
掘
現
場
を
抱
え
て
い

た
の
で
す
が
、仕
事
を
終
え
る
と
夕
方
か
ら
人
が

集
ま
っ
て
の
展
示
テ
ー
マ
作
り
で
す
。博
物
系
の

展
示
に
つ

い
て
、
現

在
は
市
の

文
化
財
審

議
会
委
員

を
務
め
る

小
林
吉

光
、野
本

欽
也
の
両

氏
、現
名

古
屋
女
子

大
学
短
期

大
学
部
長

遠
山
佳
治

氏
に
堀
江
・
荒
井
の
両
名
を
中
心
に
話
を
進
め
、

西
三
河
を
縦
断
す
る
矢
作
川
と
歴
史
の
道
東
海

道
、そ
の
南
北
の
動
き
と
東
西
交
通
の
結
節
点

と
し
て
の
岡
崎
、そ
の
特
性
に
辿
り
着
き
、展
示

プ
ラ
ン
を
練
っ
て
い
き
ま
し
た
。

　中
々
の
力
作
だ
と
の
思
っ
て
い
た
の
で
す
が
、

七
年
三
月
に
あ
っ
さ
り
否
定
さ
れ
て
し
ま
い
ま

し
た
。理
由
は
郷
土
色
が
強
く
集
客
性
、話
題
性

に
欠
け
る
と
い
う
こ
と
で
す
。郷
土
に
根
差
し
た

博
物
館
を
理
想
に
掲
げ
て
プ
ラ
ン
を
練
っ
て
き

た
我
々
に
は
大
き
な
シ
ョ
ッ
ク
で
し
た
。

　美
術
博
物
館
の
大
き
な
転
換
点
で
す
。そ
の

後
の
お
話
は
次
回
に
。

荒
井
信
貴



湯
谷
翔
悟

伝
統
と
現
在

　
　和
紙
は
生
き
て
い
る
。

　
　そ
れ
が
魅
力
で
す
。

　初
日
の
交
流
会
で
、和
紙
ア
ー
テ
ィ
ス

ト
の
リ
チ
ャ
ー
ド
・フ
レ
イ
ビ
ン
氏
に「
和

紙
の
魅
力
っ
て
何
で
す
か
」と
問
い
か
け

て
し
ま
っ
た
。不
躾
な
質
問
に
も
関
わ
ら

ず
、氏
は
即
座
に
そ
う
答
え
て
く
れ
た
。

　九
月
下
旬
、愛
知
県
立
芸
術
大
学
の

研
修
旅
行
に
同
行
さ
せ
て
も
ら
っ
た
。こ

の
旅
行
は
日
本
中
の
和
紙
ゆ
か
り
の
地

を
巡
る
も
の
で
、八
回
目
に
な
る
と
い
う

今
回
は
、東
北
・
北
関
東
を
主
に
巡
っ
た
。

　「和
紙
は
生
き
て
い
る
」。こ
の
言
葉
を

初
日
に
聞
け
た
こ
と
で
視
点
が
定
ま

り
、旅
の
密
度
を
ず
っ
と
濃
く
し
て
く
れ

た
と
振
り
返
っ
て
感
じ
る
。今
回
四
つ
の

和
紙
産
地
を
巡
っ
た
が
、漉
き
方
は
い
ず

れ
も
違
っ
て
い
た
。例
え
ば
小
川（
埼
玉

県
）は
比
較
的
力
強
く
前
後
左
右
に
揺

ら
す
が
、遠
野（
福
島
県
）は
ゆ
っ
く
り
と

前
後
の
み
に
動
か
す
と
い
う
よ
う
に
。そ

し
て
そ
の
違
い
は
、原
料
や
紙
の
用
途
、

さ
ら
に
は
漉
く
人
の
違
い
な
ど
、諸
条
件

に
よ
っ
て
生
じ
て
い
た
。製
法
の
違
い
は

当
然
生
ま
れ
て
く
る
和
紙
の
特
徴
に
結

び
つ
く
。和
紙
は
生
き
て
い
る
か
ら
こ

そ
、産
地
の
地
域
性
や
環
境
、漉
く
人
の

人
と
な
り
な
ど
に
よ
り
、そ
れ
ぞ
れ
に

「
個
性
」を
持
つ
と
い
え
よ
う
。そ
れ
は
子

ど
も
が
親
や
周
囲
の
環
境
に
影
響
を
受

け
て
育
つ
の
に
よ
く
似
て
い
る
。フ
レ
イ

ビ
ン
氏
の
意
図
と
は
恐
ら
く
異
な
る
が
、

和
紙
を「
生
け
る
も
の
」と
し
て
捉
え
る

こ
と
で
、各
地
域
の
和
紙
の「
個
性
」が

何
に
基
づ
く
の
か
と
い
う
点
に
注
目
し

て
見
学
す
る
こ
と
が
で
き
た
。

　和
紙
は
伝
統
産
業
で
あ
る
。し
か
し

和
紙
が
生
き
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、現

代
の
状
況
か
ら
も
影
響
を
受
け
て
い
る

は
ず
で
あ
る
。原
料
や
道
具
の
調
達
、技

術
の
伝
承
を
取
り
巻
く
状
況
は
、昔
と

今
と
で
は
大
き
く
異
な
る
。さ
ら
に
福

島
で
は
原
発
事
故
と
い
う
深
刻
な
出
来

事
も
あ
る
。伝
統
を
守
り
受
け
継
ぐ
こ

と
は
必
須
の
責
務
で
あ
る
が
、伝
統
が

息
づ
い
て
い
る
現
在
を
、変
容
も
含
め
て

記
憶
・
記
録
し
て
い
く
こ
と
も
、今
を
生

き
る
大
き
な
務
め
で
あ
る
と
感
じ
た
旅

で
あ
っ
た
。

COLUMN＆TOPIC

千
葉
真
智
子

ふ
た
つ
の
芸
術
祭

　い
ま
や
全
国
各
地
で
芸
術
祭
が
開
か

れ
て
い
る
が
、今
夏
、そ
の
先
駆
で
あ
る
横

浜
ト
リ
エ
ン
ナ
ー
レ
と
、初
開
催
と
な
る

札
幌
国
際
芸
術
祭
と
に
足
を
運
ん
だ
の

で
、感
想
を
記
し
て
お
き
た
い
。

　両
者
と
も
に
際
立
っ
て
い
た
の
は
、現

存
作
家
の
新
作
の
集
ま
り
と
い
う
、い
わ

ゆ
る
芸
術
祭
の
典
型
ス
タ
イ
ル
を
採
ら

ず
、旧
作（
物
故
作
家
の
も
の
を
含
む
）を

多
用
し
な
が
ら
、あ
た
か
も
美
術
館
の
企

画
展
で
あ
る
か
の
よ
う
な
筋
道
の
通
っ
た

内
容
を
展
開
し
て
い
た
こ
と
だ
ろ
う
。と

り
わ
け
、美
術
家
の
森
村
泰
昌
を
デ
ィ
レ

ク
タ
ー
に
据
え
た
横
浜
は
、「
華
氏
四
五
一

の
芸
術
」と
題
し
て
、意
図
的
に
、あ
る
い

は
結
果
的
に
忘
却
さ
せ
ら
れ
、さ
れ
て
し

ま
っ
た
も
の
へ
と
私
た
ち
の
目
耳
を
向
け

さ
せ
る
展
示
を
企
て
、そ
の
沈
黙
と
作
家

た
ち
の
誠
実
さ
と
が
支
配
す
る
統
一
空
間

が
非
常
に
印
象
的
だ
っ
た
。焚
書
に
よ
っ

て
、読
書
を
す
る
こ
と
が
禁
じ
ら
れ
、全
て

が
忘
却
の
彼
方
へ
と
消
失
し
て
し
ま
う
世

界
の
な
か
で
、自
ら
が
本
と
い
う
メ
デ
ィ
ア

と
な
っ
て
語
り
続
け
る
、一
握
り
の
人
た

ち
。レ
イ・ブ
ラ
ッ
ド
ベ
リ
の
同
名
小
説（
フ

ラ
ン
ソ
ワ・
ト
リ
ュ
フ
ォ
ー
が
映
画
化
）に

想
を
得
た
タ
イ
ト
ル
通
り
、会
場
に
は
、

忘
却
に
抗
お
う
と
す
る
作
家
た
ち
の
活

動
の
残
滓
が
認
め
ら
れ
る
。そ
の
な
か
に

は
、戦
後
敢
え
て
言
及
さ
れ
る
こ
と
な
く

忘
却
さ
れ
て
き
た
、太
平
洋
戦
争
中
に
、

戦
意
高
揚
の
た
め
に
筆
を
執
っ
た
北
原

白
秋
や
高
村
光
太
郎
の
詩
や
歌
を
丹
念

に
集
め
た
大
谷
芳
久
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
が
あ

り
、ま
た
対
象
的
に
、敗
戦
に
よ
っ
て
価
値

観
が
一
変
し
て
し
ま
っ
た
日
本
に
お
い
て

「
リ
ツ
パ
ナ
ヒ
ト
」に
な
っ
て
ほ
し
い
と
望

む
親
の
素
直
な
感
情
を
し
た
た
め
た
松

本
竣
介
の
愛
息
へ
の
手
紙
が
含
ま
れ
て
お

り
、「
言
葉
」の
重
み
を
実
感
さ
せ
ら
れ
も

し
た
。

　札
幌
で
は
、フ
ク
シ
マ
の
現
況
を
受
け
、

都
市
と
自
然
を
見
つ
め
直
す
展
示
が
試

み
ら
れ
て
い
た
。新
作
は
少
な
く
、新
作
で

あ
っ
て
も
、既
視
感
の
あ
る
作
品
が
多
い

の
が
残
念
で
あ
っ
た
が
、予
算
等
の
制
約

も
、お
そ
ら
く
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。そ
う
し

た
な
か
で
、眼
を
引
い
た
の
が
、雪
の
結
晶

の
研
究
者
で
あ
っ
た
中
谷
宇
吉
郎
が
撮
影

し
た
天
然
雪
と
人
工
雪
の
写
真
で
あ
る
。

科
学
に
よ
っ
て
自
然
の
豊
か
さ
や
可
能
性

を
発
見
し
よ
う
と
し
た
中
谷
の
態
度
は
、

本
芸
術
祭
を
象
徴
す
る
も
の
だ
ろ
う
。

　良
く
も
悪
く
も
両
芸
術
祭
共
に
、い
わ

ゆ
る
芸
術
作
品
以
外
の
も
の
が
放
つ
強

さ
が
印
象
に
残
っ
た
の
で
あ
っ
た
。

こ
れ
を
最
後
に
少
し
昔
語
り
を
①

　美
博
暮
ら
し
も
あ
と
半
年
あ
ま
り
。開
館
か

ら
す
で
に
一
九
年
目
、準
備
室
時
代
も
含
め
る
と

二
〇
年
と
な
る
。開
館
時
か
ら
間
断
な
く
勤
め

て
い
る
の
は
私
と
掃
除
の
杉
浦
た
み
子
さ
ん
だ

け
と
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
。心
臓
の
病
か
ら
復

帰
し
、元
気
に
動
き
回
っ
て
い
る
杉
浦
さ
ん
を
見

る
た
び
、あ
と
少
し
、私
も
最
後
の
踏
ん
張
り
を

見
せ
な
く
て
は
と
思
う
今
日
こ
の
頃
で
す
。

　来
年
度
は
、空
調
機
器
や
展
示
室
壁
の
塗
り

替
え
な
ど
の
工
事
関
係
で一
年
間
休
館
の
予
定

で
、再
来
年
は
、市
制
百
周
年
、美
術
博
物
館
開

館
二
〇
周
年
の
企
画
が
待
っ
て
い
ま
す
。こ
こ
数

年
は
館
運
営
の
調
整
に
あ
た
っ
て
お
り
、学
芸
に

は
あ
ま
り
口
を
差
し
挟
ま
な
い
よ
う
に
し
て
き

た
の
で
す
が
、運
営
も
現
況
で
は
軌
道
に
の
り
、

展
示
企
画
も
岡
崎
ら
し
い
ス
タ
イ
ル
も
で
き
た
の

で
は
と
思
っ
て
い
る
の
で
す
が
、榊
原
館
長
、堀

江
学
芸
担
当
課
長
を
中
心
と
し
、新
た
な
方
向

性
が
生
み
出
さ
れ
る
も
の
と
期
待
し
て
い
ま
す
。

　堀
江
さ
ん
と
出
会
っ
た
の
は
岡
崎
市
の
採
用

試
験
の
日
。今
か
ら
三
五
年
も
前
の
こ
と
、博
物

館
建
設
計
画
が
あ
り
、当
時
珍
し
い
学
芸
員
枠

で
の
採
用
に
二
人
し
て
応
募
。初
め
て
訪
れ
る
岡

崎
市
で
、理
想
の
博
物
館
に
つ
い
て
の
夢
を
語
り

あ
っ
た
の
で
す
が
、採
用
時
点
で
は
、市
長
も
変

わ
っ
て
お
り
計
画
も
白
紙
と
な
っ
て
い
ま
し
た
。

　唖
然
と
す
る
中
、堀
江
さ
ん
は
、岡
崎
市
一
番

の
学
芸
員
と
し
て
三
河
武
士
の
や
か
た
家
康
館

の
開
館
に
尽
力
。こ
ち
ら
は
文
化
財
保
護
の
担

当
と
し
て
た
だ
ひ
た
す
ら
遺
跡
の
発
掘
調
査
に

汗
を
流
す
毎
日
が
続
い
て
い
き
ま
し
た
。

　一度
は
白
紙
と
な
っ
た
も
の
の
計
画
自
体
は

存
続
し
、市
の
中
央
総
合
公
園
計
画
の
中
で
再

び
浮
上
し
、昭
和
六
〇
年
に
は
岡
崎
市
総
合
施

設
建
設
推
進
委
員
会
に
よ
り
建
設
の
答
申
、同

六
二
年
岡
崎
市
美
術
館
・
博
物
館
調
査
検
討
委

員
会
か
ら「
美
術
館
・
博
物
館
建
設
基
本
構
想
に

つ
い
て
」の
答
申
が
さ
れ
て
い
き
ま
し
た
。同
じ
課

の
仕
事
だ
っ
た
の
で
す
が
あ
ま
り
関
わ
り
を
持

て
な
か
っ
た
こ
と
は
今
か
ら
考
え
る
と
残
念
な

こ
と
で
し
た
。

　昭
和
六
三
年
八
月
、大
和
町
の
上
宮
寺
か
ら

出
火
、市
役
所
か
ら
も
矢
作
川
の
川
向
う
に
炎

と
煙
が
立
ち
上
が
る
の
が
確
認
で
き
ま
し
た
。た

だ
ち
に
現
場
に
急
行
し
ま
し
た
が
時
す
で
に
遅

く
、市
最
大
の
古
建
築
で
あ
っ
た
本
堂
は
全
焼
、

三
河
三
か
寺
と
し
て
知
ら
れ
浄
土
真
宗
の
名
刹

で
あ
る
こ
と
を
示
す
多
く
の
指
定
文
化
財
が
焼

失
し
て
し
ま
い
ま
し
た
。翌
日
は
火
事
場
の
調

査
。焦
げ
臭
い
臭
い
が
充
満
す
る
中
、文
化
財
の

断
片
で
も
残
っ
て
い
な
い
か
と
必
死
に
探
す
も
の

の
見
つ
か
る
の
は
近
年
の
も
の
ば
か
り
。揚
句
に

は
他
所
に
預
け
て
い
た
も
の
も
一
時
里
帰
り
し
て

い
て一
緒
に
燃
え
て
し
ま
っ
た
と
の
話
を
聞
き
、世

の
無
常
を
感
じ
る
の
み
で
し
た
。そ
れ
で
も
燃
え

残
り
の
文
書
の
断
片
、文
字
の
残
る
掛
け
軸
の

軸
心
等
が
、往
時
を
語
り
継
ぐ
証
人
と
し
て
僅

か
な
が
ら
残
さ
れ
て
い
た
の
が
救
い
で
し
た
。二

度
と
こ
の
よ
う
な
こ
と
が
起
き
な
い
よ
う
、岡
崎

の
寺
社
の
貴
重
な
文
化
財
を
市
で
預
か
れ
る

し
っ
か
り
し
た
収
蔵
施
設
が
欲
し
い
と
実
感
し

た
も
の
で
し
た
。こ
の
事
件
も
ひ
と
つ
の
契
機
と

な
り
平
成
に
入
る
と
建
物
の
設
計
・
建
設
へ
の
動

き
は
進
み
、平
成
五
年
二
月
、第
一
期
工
事
と
し

て
展
示
室
と
収
蔵
庫
か
ら
な
る
収
蔵
庫
棟
の
建

設
が
発
表
さ
れ
ま
し
た
。

　さ
あ
次
は
展
示
室
で
何
を
展
示
す
る
か
で

す
。平
成
六
年
、大
き
な
発
掘
現
場
を
抱
え
て
い

た
の
で
す
が
、仕
事
を
終
え
る
と
夕
方
か
ら
人
が

集
ま
っ
て
の
展
示
テ
ー
マ
作
り
で
す
。博
物
系
の

展
示
に
つ

い
て
、
現

在
は
市
の

文
化
財
審

議
会
委
員

を
務
め
る

小
林
吉

光
、野
本

欽
也
の
両

氏
、現
名

古
屋
女
子

大
学
短
期

大
学
部
長

遠
山
佳
治

氏
に
堀
江
・
荒
井
の
両
名
を
中
心
に
話
を
進
め
、

西
三
河
を
縦
断
す
る
矢
作
川
と
歴
史
の
道
東
海

道
、そ
の
南
北
の
動
き
と
東
西
交
通
の
結
節
点

と
し
て
の
岡
崎
、そ
の
特
性
に
辿
り
着
き
、展
示

プ
ラ
ン
を
練
っ
て
い
き
ま
し
た
。

　中
々
の
力
作
だ
と
の
思
っ
て
い
た
の
で
す
が
、

七
年
三
月
に
あ
っ
さ
り
否
定
さ
れ
て
し
ま
い
ま

し
た
。理
由
は
郷
土
色
が
強
く
集
客
性
、話
題
性

に
欠
け
る
と
い
う
こ
と
で
す
。郷
土
に
根
差
し
た

博
物
館
を
理
想
に
掲
げ
て
プ
ラ
ン
を
練
っ
て
き

た
我
々
に
は
大
き
な
シ
ョ
ッ
ク
で
し
た
。

　美
術
博
物
館
の
大
き
な
転
換
点
で
す
。そ
の

後
の
お
話
は
次
回
に
。

荒
井
信
貴
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　夜
、眠
る
。こ
れ
に
つ
い
て
人
そ
れ
ぞ

れ
に
大
な
り
小
な
り
の
こ
だ
わ
り
が
あ

る
は
ず
。自
身
に
つ
い
て
言
え
ば
、布
団

は
綿
布
団
に
限
る
、こ
れ
で
あ
る
。あ
の

ず
っ
し
り
と
し
た
重
さ
が
な
く
て
は
と

愛
用
し
続
け
て
き
た
。と
こ
ろ
が
、昨
年

布
団
を
新
調
す
る
に
あ
た
り
、体
調
維

持
や
体
へ
の
負
担
を
考
え
て
、思
い
切
っ

て
掛
け
布
団
を
羽
毛
に
替
え
て
み
た
。

と
っ
て
も
軽
い
、今
更
な
が
ら
で
あ
る
。

保
温
性
に
優
れ
て
い
る
こ
と
は
承
知
し

て
い
た
が
、重
さ
を
感
じ
さ
せ
ず
に
包
み

込
む
よ
う
な
ふ
ん
わ
り
感
、こ
れ
が
実

に
良
い
。季
節
に
関
係
な
く
熟
睡
で
き

る
性
質
で
は
あ
る
が
、ワ
ン
ラ
ン
ク
上
の

眠
り
を
手
に
入
れ
た
嬉
し
い
気
分
に

な
っ
た
。こ
れ
ま
で
半
世
紀
近
く
に
わ

た
る
こ
だ
わ
り
は
何
だ
っ
た
の
か
。

　ど
ん
な
人
も
眠
り
な
し
で
は
生
き
て

い
け
な
い
。何
の
苦
も
な
く
当
た
り
前

に
寝
ら
れ
る
人
の
一
方
で
、眠
れ
な
い
寝

付
け
な
い
と
お
悩
み
の
向
き
も
多
い
の

が
現
代
社
会
。薬
の
助
け
を
借
り
る
の

も
別
段
珍
し
い
こ
と
で
な
く
、ま
た
、眠

れ
る
の
は
い
い
が
呼
吸
が
不
規
則
に
な

る
症
状
に
悩
ん
で
い
る
人
も
あ
り
、眠

り
の
夜
は
複
雑
か
つ
多
様
で
あ
る
。自

身
の
睡
眠
は
質
の
段
階
に
な
っ
た
と
感

じ
る
こ
の
頃
、幸
い
に
し
て
毎
晩
ぐ
っ
す

り
と
眠
る
こ
と
が
で
き
る
。と
い
う
こ
と

は
、毎
日
の
1
/
3
か
ら
1
/
4
を
幸

せ
に
過
ご
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
の
だ

ろ
う
。快
眠
、良
質
な
眠
り
に
感
謝
で
あ

る
。（
伊
）

　少
し
、心
が
疲
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま

し
た
。こ
う
い
う
時
は
、よ
く
眠
る
よ
う

に
し
て
い
ま
す
。眠
る
と
身
体
が
元
気
に

な
る
よ
う
に
、心
も
元
気
に
な
る
気
が

す
る
か
ら
で
す
。眠
っ
て
い
る
間
は
、周

り
の
雑
音
か
ら
解
放
さ
れ
、好
き
な
人

に
も
逢
え
ま
す
。空
を
見
る
の
も
良
い
で

す
。空
が
青
く
晴
れ
る
と
、な
ん
だ
か
心

も
晴
れ
る
よ
う
で
嬉
し
く
な
り
ま
す
。

曇
っ
て
い
た
り
雨
が
降
っ
て
い
て
も
、自

分
に
寄
り
添
っ
て
く
れ
て
い
る
、と
勝
手

な
解
釈
を
し
て
、救
わ
れ
た
り
も
し
ま

す
。あ
と
は
、音
楽
を
聴
い
た
り
本
を
読

ん
だ
り
、お
い
し
い
も
の
を
お
腹
い
っ
ぱ

い
食
べ
た
り
。や
さ
し
い
誰
か
に
話
を
聴

い
て
も
ら
っ
た
り
。こ
れ
か
ら
の
季
節
な

ら
、ゆ
っ
く
り
湯
船
に
浸
か
る
と
か
。

　心
を
癒
す
た
め
に
は
色
色
な
方
法
が

あ
り
ま
す
が
、一
番
願
わ
し
い
の
は
、そ

の
根
が
解
け
る
こ
と
だ
と
思
っ
て
い
ま

す
。た
だ
、一つ
の
そ
れ
が
解
か
れ
る
に
は

時
間
が
掛
か
る
こ
と
も
あ
る
た
め
、色

色
を
試
し
て
い
ま
す
。だ
ま
し
だ
ま
し
。

　心
が
疲
れ
て
い
る
時
に
し
か
見
え
な

い
も
の
も
あ
り
ま
す
。小
さ
な
優
し
さ

が
身
に
沁
み
て
、自
分
の
傲
慢
さ
を
反

省
で
き
ま
す
。こ
の
根
も
、暫
く
経
て
ば

解
か
れ
る
で
し
ょ
う
。そ
れ
ま
で
目
を
凝

ら
し
、耳
を
澄
ま
し
て
、無
駄
な
疲
れ
で

は
な
か
っ
た
と
思
え
る
よ
う
、日
々
を
丁

寧
に
過
ご
し
た
い
で
す
。

　秋
冷
の
折
、風
邪
な
ど
召
さ
れ
ま
せ

ぬ
よ
う
ご
自
愛
く
だ
さ
い
。（
若
）

眠
れ
て
ま
す
か
？

秋
の
手
紙

表紙図版：鈴木春信 《風流七小町 清水》 明和5～6年（1768-1769）頃 重要美術品

浮世絵の美
10月4日（土）～11月24日（月・振休）

■講演会「浮世絵の魅力―世界を魅了したその真の美しさ」
11月9日（日）午後2時～
講師：村松和明（当館学芸員）

■学芸員による展示説明会
10月19日（日）、11月16日（日）
いずれも午後2時～

そこに在るということ―歴史・美術にみる存在の印―
12月2日（火）～1月18日（日）

■学芸員による展示説明会
12月21日（日）、1月11日（日）
いずれも午後2時～

編 集 後 記｜ 今年は浮世絵の当たり年なのでしょうか。当館では平木コレクションによる浮世絵展が始まりましたが、近隣を見渡しただけでも、既に

ボストン美術館で北斎展、名古屋市博物館で大浮世絵展が開催され、時期を同じくして松坂屋美術館では、氏家コレクションによる肉筆浮世絵展が

開催されています。この機会に浮世絵にどっぷりと浸かっていただければと思います。かくゆう私も浮世絵ブームのなか、習得したばかりの透視図法を

駆使した「浮絵」と呼ばれる初期浮世絵の奇妙な画面構成の面白さに、眼を開かれる思いがしました。（千葉）

当館は、改修工事を行うため、平成27年4月1日から平成28年3月31日まで、
休館します。休館期間を含む年間パスポートをお持ちの方は、通用期間を
1年間延長扱いとします。
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