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今
年
は
家
康
が
没
し
て
か
ら
四
〇
〇

年
と
い
う
こ
と
で
、家
康
ゆ
か
り
の
岡
崎
、

浜
松
、静
岡
の
各
市
で
記
念
行
事
が
行
わ

れ
る
。当
館
で
も
家
康
の
講
演
会
や
家
康

史
跡
を
ま
わ
る
バ
ス
ツ
ア
ー
を
予
定
し
て

い
る
。私
自
身
、家
康
に
三
〇
年
ほ
ど
向

か
い
あ
っ
て
き
た
が
、そ
の
人
物
像
の
一
端

を
明
ら
か
に
で
き
れ
ば
と
考
え
て
い
る
。

　
江
戸
時
代
に
も
家
康
没
二
〇
〇
年
、三

〇
〇
年
の
区
切
り
あ
る
ご
と
に
家
康
ゆ

か
り
の
寺
院
で
催
事
が
行
わ
れ
て
い
る
。

こ
れ
ら
は
家
康
を
弔
う
た
め
の
回
忌
法

要
で
あ
る
。今
年
の
四
〇
〇
年
祭
、家
康

を
利
用
す
る
目
的
は
様
々
で
あ
る
。観

光
、地
域
活
性
化
な
ど
、家
康
は「
全
国

区
」の
人
で
あ
る
た
め
に
岡
崎
で
も
こ
の

人
の
力
を
借
り
た
い
。

　
家
康
が
岡
崎
に
残
し
た
有
形
の
遺
産

は
少
な
い
。し
か
し
、岡
崎
に
生
ま
れ
、生

活
し
た
こ
と
は
厳
然
た
る
事
実
で
あ
る
。

家
康
が
岡
崎
の
町
に
付
与
し
た
と
い
う
塩

の
専
売
に
関
す
る
塩
座
の
特
権
も
、江
戸

時
代
を
通
じ
て
岡
崎
の
町
が
家
康
を
利

用
し
て
権
益
を
保
持
し
て
き
た
も
の
で
あ

る
。明
治
に
な
っ
て
か
ら
も
、岡
崎
の
町
で

は
塩
座
特
権
を
認
め
る
よ
う
政
府
に
申

し
入
れ
て
い
る
が
、さ
す
が
こ
れ
は
認
め

ら
れ
て
い
な
い
。家
康
の
御
威
光
も
江
戸

時
代
ま
で
で
、明
治
以
降
は
維
新
政
府
に

よ
り
、反
徳
川
に
よ
る
狸
親
父
の
負
の
イ

メ
ー
ジ
が
作
ら
れ
る
。

　
家
康
四
〇
〇
年
祭
、正
し
い
歴
史
理
解

に
む
け
て
活
動
の
視
点
を
定
め
た
い
も
の

で
あ
る
。（
堀
）

　
十
二
月
初
め
、東
京
へ
向
か
っ
た
。閉

幕
目
前
の
東
京
国
立
博
物
館「
日
本
国

宝
展
」を
観
る
た
め
で
あ
る
。本
展
は

祈
り
を
テ
ー
マ
に「
人
々
の
祈
り
、信
じ

る
力
」が
ど
の
よ
う
な
形
を
結
び
、今
に

伝
わ
る
の
か
、日
本
文
化
形
成
の
精
神

を
見
つ
め
直
す
壮
大
な
展
覧
会
で
あ
っ

た
。厚
い
人
垣
を
縫
っ
て
見
た
、「
阿
弥

陀
聖
衆
来
迎
図
」の
縦
二
一
〇
㎝
、横
四

二
〇
㎝
に
及
ぶ
ス
ケ
ー
ル
の
大
き
さ
、

艶
や
か
な
色
彩
や
聖
衆
の
生
き
生
き
と

し
た
描
写
に
圧
倒
さ
れ
、「
縄
文
の
ビ
ー

ナ
ス
」の
豊
か
な
曲
線
美
に
う
っ
と
り

さ
せ
ら
れ
た
。今
回
話
題
の「
善
財
童

子
像
」は
テ
レ
ビ
の
特
番
の
印
象
と
は

大
き
く
異
な
り
、実
物
は
別
格
の
愛
ら

し
さ
で
あ
っ
た
！
や
は
り
映
像
や
写
真

に
は
限
界
が
あ
る
。光
の
当
た
り
方
、

見
る
角
度
、細
部
の
描
写
や
色
彩
な

ど
、改
め
て
実
物
に
相
対
し
て
こ
そ
の

魅
力
を
感
じ
た
。

　
次
に「
ヒ
カ
リ
展
」を
観
る
た
め
国
立

科
学
博
物
館
へ
。科
学
館
は
何
十
年
ぶ

り
。太
陽
や
星
、光
る
鉱
物
、光
る
花
や

魚
な
ど
自
然
界
の
様
々
な「
光
」を
集

め
、そ
の
魅
力
や
不
思
議
に
迫
る
展
示

で
、光
と
は
何
か
と
い
う
原
点
か
ら
光

を
用
い
た
最
新
技
術
ま
で
バ
ラ
エ
テ
ィ

に
富
ん
だ
内
容
で
あ
っ
た
。仕
事
柄
、歴

史
や
仏
教
美
術
に
偏
っ
て
い
た
脳
の
別

の
部
分
が
刺
激
さ
れ
、久
し
ぶ
り
に
何

だ
か
ワ
ク
ワ
ク
し
た
。新
た
な
年
に
向

け
、様
々
な
感
性
が
揺
さ
ぶ
ら
れ
た
、充

実
の
旅
で
あ
っ
た
。（
浦
）

家
康
四
〇
〇
年
祭

旅
の
ス
ス
メ
―
宝
と
ヒ
カ
リ
―

表紙図版：《亨保雛》 江戸中期～明治初め

収蔵品展

暮らしのうつりかわり
2015年1月31日（土）～3月29日（日）

■子ども向け展示説明会「子どもわくわく！教室」
対象：小学生
内容：ワークシートをやりながら昔の道具について調べてみます。
日時：2月7日(土)、2月14日(土)、2月21日(土)、3月1日(日)、3月8日(日)
いずれも午前11時から　
■展示説明会
日時：2月14日(土)、3月8日(日)
いずれも午後2時から
※ 本展覧会は学習支援展示を兼ねていますので、平日は学校団体見学があります。

岡崎市旧本多忠次邸企画展

「ほんとの うえの ツクリゴト」
2015年2月14日（土）～3月29日（日）
開館時間：午前9時～午後5時
（入館は午後4時30分まで）
会場：岡崎市旧本多忠次邸（東公園内）
休館日：毎週月曜日
観覧料：一般200円／小中学生100円
＊市内小中学生は無料＊各種障がい者手
帳をお持ちの方とその介助者は無料＊岡
崎市美術博物館年間パスポートをお持ちの
方は一般160円となります。
出品作家：城戸保、髙橋耕平

編 集 後 記｜ 恒例となった「暮らしのうつりかわり」展を最後に、改修工事のため、当館は1年間の休館に入ります。全国的にみても、同じ時期に

建設された美術館・博物館が軒並み工事休館に入っていて、「どこに行けば展覧会が見られるの！」と流浪の民になってしまう美術・歴史ファンも

多いのではないでしょうか。私もその一人。各館のリニューアル後の活動を楽しみに待ちたいと思います。（千葉）



　「歌
意
図
」か
ら「
花
鳥
図
」へ

　「定
家
詠
月
次
花
鳥
和
歌
図
」の
遺
例
は
多
い
。そ
れ
ら
を
博
捜
精
査
し
、十
七
も
の
作
を
上
げ
た

の
は
武
野
恵
氏
で
あ
る（
武
野
恵「
近
世
に
お
け
る
定
家
詠
月
次
花
鳥
歌
絵
の
展
開
―
吉
村
孝
敬
作

品
を
中
心
に
―
」『
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
』4
1
4
号

　一九
八
五
年
）。そ
の
筆
者
も
既
に
名
を
上
げ
た

土
佐
光
起
や
住
吉
具
慶
の
ほ
か
、光
起
の
子
光
成
、そ
の
子
光
高
、狩
野
探
幽
、そ
の
養
子
洞
雲
益
信
、

江
戸
後
期
の
狩
野
養
川
院
・
伊
川
院
父
子
、京
狩
野
家
の
永
敬
、山
本
元
休
、山
本
素
軒
、尾
形
光
琳
、

乾
山
兄
弟
、円
山
派
の
吉
村
孝
敬
な
ど
、流
派
や
時
代
を
超
え
た
多
彩
な
絵
師
の
名
が
並
ぶ
。こ
れ

以
外
に
も
作
品
は
伝
存
し
な
い
が
、探
幽
の
子
探
信
が
延
宝
度
造
営
内
裏
の
夜
御
殿
巽
之
間
襖
に

こ
の
画
題
を
取
上
げ
て
い
る
し
、円
山
応
挙
も
恭
礼
門
院（
桃
園
天
皇
女
御

　一七
四
三
〜
九
六
）御

用
の「
御
屛
風
定
家
卿
十
二
月
花
鳥
和
歌
ノ
意
」を
描
い
て
い
る
よ
う
だ
。こ
の
間
の
時
の
経
過
を
考

え
れ
ば
、制
作
さ
れ
た
作
品
は
さ
ら
に
多
く
、担
当
し
た
絵
師
も
さ
ら
に
多
彩
に
及
ぶ
だ
ろ
う
。

　ま
た
そ
の
画
面
形
式
も
、巻
子
や
画
帖
を
は
じ
め
掛
幅
、襖
、屛
風
と
、扇
面
や
団
扇
な
ど
特
殊
な

も
の
を
除
き
、ほ
ぼ
す
べ
て
が
揃
っ
て
い
る
。

　そ
れ
ら
は
内
容
と
形
式
と
か
ら
四
つ
に
分
類
で
き
る
と
い
う（
武
野
氏
前
掲
論
考
）。い
ま
、そ
れ
を

参
考
に
わ
た
し
な
り
に
整
理
し
て
み
る
。

　ま
ず
は
そ
の
描
写
内
容
に
よ
っ
て
、人
物
な
い
し
人
事
的
要
素
の
有
無
を
基
準
に
大
き
く
二
分
す

べ
き
だ
ろ
う（
Ⅰ
Ⅱ
）。さ
ら
に
二
分
さ
れ
た
そ
れ
ぞ
れ
を
画
面
形
式
に
よ
っ
て
、各
月
を
一
図
、全
十
二

図
で
構
成
し
た
も
の
Ⓐ
と
、十
二
ヶ
月
の
花
鳥
を
大
画
面
に
連
続
構
成
し
た
も
の
Ⓑ
と
に
二
分
す

る
。ま
と
め
れ
ば
、次
の
よ
う
で
あ
る
。

　Ⅰ
人
物
・
人
事
的
要
素
が
描
か
れ
て
い
る
も
の

　
　Ⓐ
各
月
一
図
、全
十
二
図
よ
り
な
る
も
の

　
　Ⓑ
大
画
面（
屛
風
）に
連
続
構
成
す
る
も
の

　Ⅱ
人
物
・
人
事
的
要
素
が
描
か
れ
て
い
な
い
も
の

　
　Ⓐ
各
月
一
図
、全
十
二
図
よ
り
な
る
も
の

　
　Ⓑ
大
画
面（
屛
風
）に
連
続
構
成
す
る
も
の

Ⅰ
に
人
物
・
人
事
的
要
素
が
描
か
れ
る
に
つ
い
て
は
、も
ち
ろ
ん
和
歌
の
内
容
か
ら
人
物
の
何
ら
か
の

行
動
が
想
定
で
き
る
か
ら
に
他
な
ら
ず
、そ
の
意
味
で
Ⅰ
は
和
歌
の
意
を
忠
実
に
絵
画
化
し
た「
歌

意
図
」と
み
て
差
支
え
な
い
。そ
も
そ
も
後
仁
和
寺
官
道
助
の
企
画
し
た「
月
な
み
花
鳥
の
歌
の
絵
」

が
も
し
描
か
れ
て
い
れ
ば
、む
ろ
ん
こ
う
し
た「
歌
意
図
」で
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。し
か
し
、そ
れ
も
伝

わ
ら
な
い
と
な
れ
ば
、さ
し
ず
め
前
回
言
及
し
た
土
佐
光
起
の「
定
家
詠
月
次
花
鳥
和
歌
図
巻
」こ

そ
が
そ
の
代
表
作
。他
に
も
土
佐
光
高（
一六
七
五
〜
一
七
一
〇
）の
作
が
あ
る（
妙
満
寺
蔵
）。い
ず
れ
も

Ⓐ
に
分
類
さ
れ
る
が
、土
佐
派
に
は
Ⅰ
に
属
す
る
屏
風
絵
Ⓑ
の
作
例
も
遺
る
。光
起
の
子
で
光
高（
の

ち
光
祐
に
改
め
る
）の
父
に
あ
た
る
光
成（
一
六
四
六
〜
一
七
一
〇
）の
作
で
あ
る
。つ
ま
り
土
佐
派
は
光

起
―
光
成
―
光
高
三
代
に
わ
た
っ
て
こ
の
定
家
以
来
の
由
緒
あ
る
画
題
を
描
き
継
い
だ
こ
と
と
な

る
。い
か
に
も
や
ま
と
絵
の
伝
統
を
保
守
す
る
土
佐
派
ら
し
い
仕
事
と
云
う
べ
き
か
。

　加
え
て
そ
れ
ら
三
代
三
点
の
各
月
の
図
様
を
較
べ
て
み
る
に
、例
え
ば
そ
の
八
月
で
は

　Ⓐ
Ⓑ
画

面
形
式
に
違
い
は
あ
る
も
の
の
、秋
も
半
ば
過
ぎ
の
杉
戸
を
開
け
て
遠
く
落
ち
行
く
雁
を
眺
め
る
公

家
の
姿
を
描
く
こ
と
で一
致
す
る
。Ⅰ
を「
歌
意
図
」と
見
る
の
も
、こ
う
し
た
趣
向
が
凝
ら
さ
れ
て
い

れ
ば
こ
そ
で
あ
る
。お
そ
ら
く
土
佐
派
内
に
は「
歌
意
図
」と
し
て
の「
定
家
詠
」に
係
わ
る
粉
本（
手

本
）類
が
伝
え
ら
れ
て
い
た
の
だ
ろ
う
。そ
れ
を
原
図
に
三
代
の
絵
師
た
ち
は
作
図
し
た
。光
起
の
東

博
本『
定
家
詠
月
次
花
鳥
和
歌
図
巻
』の
十
一
月
の
、枇
杷
を
手
前
に
置
い
て
千
鳥
が
川
面
に
舞
う
賀

茂
の
流
れ
を
間
に
、遠
く
賀
茂
の
糺
の
森
と
夜
半
の
月
と
を
望
ま
せ
た
味
わ
い
深
い一
図（
図
１
）な

ど
、定
家
の
詠
ん
だ
歌
の
意
の
見
事
な
表
現
と
云
え
よ
う
。

　と
は
云
え「
定
家
詠
月
次
花
鳥
和
歌
」は
、ま
た
日
本
美
術
史
に
お
け
る
モ
チ
ー
フ
選
択
の
問
題
で

も
あ
っ
た
。し
か
も
そ
の
選
択
は
、あ
た
か
も
藤
原
公
任
に
よ
る
歌
詠
み
の
名
人
選
抜「
三
十
六
人

撰
」が
、そ
の
後
、三
十
六
歌
仙
と
し
て
広
く
受
容
さ
れ
た
よ
う
に
、ど
う
や
ら
妥
当
と
認
め
ら
れ
、こ

こ
で
選
ば
れ
た
花
と
鳥
は
、月
づ
き
を
代
表
す
る
典
型
と
も
目
さ
れ
る
に
至
る
。そ
う
し
た
花
や
鳥

を
描
け
ば
こ
そ「
花
鳥
図
」で
も
あ
っ
た
は
ず
だ
。と
な
れ
ば
定
家
が
選
ん
だ
花
と
鳥
と
が
近
世
絵
画

史
の
精
華
と
も
称
す
べ
き
画
題「
四
季
花
鳥
図
」と
無
関
係
で
あ
る
は
ず
も
な
い
。そ
う
し
た
花
々
、

樹
木
を
、最
も
そ
れ
ら
し
い
姿（
典
型
）で
描
く
こ
と
で
四
季
性
＝
季
節
感
を
担
保
す
る
。「
四
季
花
鳥

図
」こ
そ
は
、そ
れ
で
あ
っ
た
は
ず
だ
ろ
う
。定
家
が
選
ん
だ
花
と
鳥
は
、そ
の
た
め
の
表
現
に
最
良
の

モ
チ
ー
フ
と
な
る
に
違
い
な
い
。

　そ
の
意
味
で
興
味
深
い
の
が
、Ⅱ
で
あ
る
。人
物
・
人
事
的
要
素
の
全
く
見
ら
れ
な
い
グ
ル
ー
プ
で

あ
る
。要
す
る
に
各
月
、そ
の
月
の
定
家
詠
の
花
と
鳥
の
み
で
構
成
す
る
。そ
れ
ら
が「
定
家
詠
」の
そ

れ
だ
と
気
付
く
者
の
み
が
、そ
れ
と
合
点
す
る
だ
け
で
、純
然
た
る「
花
鳥
図
」と
称
し
て
誤
り
な
い
。

「
定
家
詠
月
次
花
鳥
和
歌
図
」で
遺
例
が
多
い
の
は
、実
は
こ
れ
で
あ
る
。

　な
か
で
も
注
目
し
た
い
の
は
探
幽
の
作
で
あ
る
。三
点
を
数
え
る
。す
べ
て
法
印
時
代
、寛
文
二
年

以
降
の
晩
年
の
作
と
な
る
。ミ
シ
ガ
ン
大
学
図
書
館
本
の
六
曲
一
双
押
絵
貼
屛
風
、藤
田
美
術
館
本
の

十
二
幅
対
、出
光
美
術
館
本
の
画
帖
一
帖
で
あ
る
。だ
が
藤
田
美
術
館
本
も
、そ
の
縦
長
画
面
か
ら
元

は
押
絵
貼
屛
風
で
、掛
幅
に
改
め
た
も
の
と
み
ら
れ
る
。実
際
、他
の
絵
師
の
作
で
も
、こ
の
押
絵
貼

の
も
の
が
多
い
。洞
雲
本
、具
慶
本（
高
津
古
文
化
会
館
蔵
）、素
軒
本
、光
琳
本（
静
嘉
堂
文
庫
美
術

館
蔵
）な
ど
で
あ
る
。こ
の
画
題
と
押
絵
貼
屛
風
と
の
相
性
の
よ
さ
を
物
語
る
。し
か
し
、そ
れ
も
当

然
か
。六
曲
一
双
の
屛
風
な
ら
ば
パ
ネ
ル
の
数
は
十
二
枚
。一
枚
に
ひ
と
月
分
の
花
と
鳥
を
当
て
れ
ば
、

十
二
ヶ
月
ピ
タ
リ
十
二
枚
で
こ
と
足
り
る
。十
二
ヶ
月
花
鳥
に
六
曲
一
双
の
押
絵
貼
屛
風
は
、ま
さ
し

く
天
の
配
剤
と
云
う
べ
き
だ
ろ
う
。

　そ
し
て
探
幽
こ
そ
は
、こ
の
配
剤
に
気
付
い
た
最
も
早
い
絵
師
の
一
人
で
は
な
か
っ
た
だ
ろ
う
か
。

と
云
う
よ
り
、そ
も
そ
も
Ⅱ
の
タ
イ
プ
の「
定
家
詠
月
次
花
鳥
和
歌
図
」を
描
い
た
最
初
の
絵
師
が
探

幽
で
は
な
か
っ
た
か
。あ
く
ま
で
現
存
作
品
と
云
う
条
件
付
き
な
が
ら
、Ⅱ
の
筆
者
の
中
で
世
代
的

に
最
年
長
者
は
探
幽
だ
か
ら
で
あ
る
。し
か
も
探
幽
は
、例
え
ば
名
古
屋
城
上
洛
殿
三
の
間
北
側
襖

「
雪
中
梅
竹
遊
禽
図
」（
寛
永
十
一
年
・一
六
三
四
）や
大
徳
寺
本
坊
方
丈
襖「
雪
中
梅
花
白
鷺
図
」（
寛

永
十
八
年
）の
梅
樹
に
雪
を
積
も
ら
せ
、明
ら
か
に
定
家
の
詠
じ
た「
年
の
こ
な
た
に
勾
ふ
」体
と
す

る
な
ど
、早
い
時
期
か
ら「
定
家
詠
月
次
花
鳥
和
歌
」を
知
っ
て
い
た
ふ
し
さ
え
あ
る
。い
や
、さ
ら
に

後
年
、こ
の
画
題
は
、元
禄
四
年
刊
行
さ
れ
た『
鴫
の
羽
掻
』の
挿
図
に
よ
っ
て
広
く
知
ら
れ
る
こ
と

に
な
る
の
だ
が
、そ
の
挿
図
の
図
様
が
、ま
さ
し
く
ミ
シ
ガ
ン
大
学
本
の
そ
れ
に
酷
似
す
る
こ
と
か
ら

挿
図
の
制
作
に
も
探
幽
作
品
が
何
ら
か
の
係
わ
り
を
も
っ
て
い
た
と
臆
測
す
る
。少
な
く
と
も『
鴫
の

羽
掻
』の
挿
図
が
探
幽
様
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い（
図
２
）。

　そ
の
探
幽
の
ミ
シ
ガ
ン
大
学
図
書
館
本
の
二
月
。満
開
の
桜
の
木
の
元
に
た
た
ず
む
雉
が一
羽
描
か

れ
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。だ
が
、定
家
が
詠
ん
だ
の
は
、花
見
に
野
に
出
た
道
行
き
人
で
あ
り
、妻
問

う
雉
の
声
を
聞
い
て
た
た
ず
む
狩
人（
鷹
匠
）の
姿
で
あ
っ
た
は
ず
だ
。現
に
光
起
本
の
二
月
で
は
そ

う
し
た
人
物
・
人
事
の
描
写
に
重
点
が
置
か
れ
、雉
の
姿
は
む
し
ろ
背
景
に
添
え
ら
れ
て
い
る
に
過

ぎ
な
い
。そ
の
点
は
八
月
も
同
様
で
、遠
く
雁
を
眺
め
や
る
公
家
を
詠
ん
で
い
た
は
ず
な
の
に
、探
幽

は
そ
の
姿
を
捨
て
る
だ
け
で
な
く
、背
景
な
ど
も
一
切
描
く
こ
と
を
や
め
、画
面
は
落
ち
行
く
四
羽
の

雁
と
鹿
鳴
草
・
薄
と
に
限
っ
た
。こ
の
図
様
で「
定
家
詠
月
次
花
鳥
和
歌
図
」の
一
図
だ
と
気
付
く
人

が
ど
れ
だ
け
い
る
だ
ろ
う
か
。そ
の
点
は
多
か
れ
少
な
か
れ
、ミ
シ
ガ
ン
大
学
図
書
館
の
探
幽
本
の
す

べ
て
の
図
に
言
え
る
よ
う
に
思
う
の
だ
が
。中
で
も
十
二
月
の
雪
の
積
も
る
梅
樹
に
鴛
鴦（
図
３
）な

ど
、図
柄
が
十
二
図
中
最
も
ま
と
ま
り
が
あ
る
だ
け
に
、も
は
や
図
を
定
家
詠
と
見
る
必
要
さ
え
も

無
い
。こ
の
梅
が
、名
古
屋
城
上
洛
殿
三
の
間
と
大
徳
寺
本
坊
大
方
丈
の
襖
絵
に
登
場
す
る
こ
と
は
、

既
に
述
べ
た
。定
家
詠
図
の
定
家
詠
離
れ
、ま
さ
し
く
十
二
月
の「
梅
に
鴛
鴦
図
」は
一
幅
の「
花
鳥
図
」

で
あ
る
。そ
う
言
え
ば

　ミ
シ
ガ
ン
大
学
図
書
館
本
も
藤
田
美
術
館
本
も
、い
ず
れ
も
定
家
詠
の
和

歌
書
は
付
い
て
い
な
い
。和
歌
が
無
く
て
も
鑑
賞
で
き
る
、と
で
も
言
う
の
だ
ろ
う
か
。「
定
家
詠
月
次

花
鳥
和
歌
図
」の
思
い
も
か
け
ぬ
表
現
で
あ
る
。描
写
対
象
を
で
き
る
だ
け
削
ぎ
落
と
し
簡
素
化
す

る
こ
と
で
、逆
に
モ
チ
ー
フ
を
際
立
た
せ
る
。探
幽
得
意
の
手
法
で
あ
る
。

　だ
が
こ
の
画
題
は
、花
と
鳥
の
モ
チ
ー
フ
に
興
味
を
持
つ
わ
た
し
た
ち
に
と
っ
て
、さ
ら
に
興
味
深

い
作
を
遺
し
て
く
れ
て
い
た
。Ⅱ
の
Ⓑ
こ
そ
が
そ
れ
で
あ
る
。

眼
の
極
楽
⑭

　江
戸
の
花
園

館
長 

榊
原
悟

て
い
か
え
い

つ
き
な
み

よ
し
む
ら
こ
う
け
い

と
さ
み
つ
お
き

す
み
よ
し
ぐ
け
い

よ
う
せ
ん
い
ん

い
せ
ん
い
ん

え
い
け
い

げ
ん
き
ゅ
う

そ
け
ん

お
が
た
こ
う
り
ん

み
つ
た
か

も
と

た
だ
す

こ
こ
ろ

の
ち

か
わ
も

よ
わ

け
ん
ざ
ん

ま
る
や
ま

よ
し
む
ら
こ
う
け
い

た
ん
し
ん

え
ん
ぽ
う
ど
だ
い
り

よ
る
の
お
と
ど
た
つ
み

ま
る
や
ま
お
う
き
ょ

き
ょ
う
ら
い
も
ん
い
ん

み
つ
し
げ

み
つ
た
か

た
ん
ゆ
う

ど
う
う
ん
ま
す
の
ぶ

お
し
え
ば
り

も
と

し
ぎ

は
ね
が
き

て
い

図１ 11月 枇杷 千鳥 土佐光起筆 東京国立博物館蔵
図２ 12月 早梅 水鳥 『鴫の羽掻』より
図３ 12月 「梅に鴛鴦図」 狩野探幽筆 ミシガン大学図書館本
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　「歌
意
図
」か
ら「
花
鳥
図
」へ

　「定
家
詠
月
次
花
鳥
和
歌
図
」の
遺
例
は
多
い
。そ
れ
ら
を
博
捜
精
査
し
、十
七
も
の
作
を
上
げ
た

の
は
武
野
恵
氏
で
あ
る（
武
野
恵「
近
世
に
お
け
る
定
家
詠
月
次
花
鳥
歌
絵
の
展
開
―
吉
村
孝
敬
作

品
を
中
心
に
―
」『
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
』4
1
4
号

　一九
八
五
年
）。そ
の
筆
者
も
既
に
名
を
上
げ
た

土
佐
光
起
や
住
吉
具
慶
の
ほ
か
、光
起
の
子
光
成
、そ
の
子
光
高
、狩
野
探
幽
、そ
の
養
子
洞
雲
益
信
、

江
戸
後
期
の
狩
野
養
川
院
・
伊
川
院
父
子
、京
狩
野
家
の
永
敬
、山
本
元
休
、山
本
素
軒
、尾
形
光
琳
、

乾
山
兄
弟
、円
山
派
の
吉
村
孝
敬
な
ど
、流
派
や
時
代
を
超
え
た
多
彩
な
絵
師
の
名
が
並
ぶ
。こ
れ

以
外
に
も
作
品
は
伝
存
し
な
い
が
、探
幽
の
子
探
信
が
延
宝
度
造
営
内
裏
の
夜
御
殿
巽
之
間
襖
に

こ
の
画
題
を
取
上
げ
て
い
る
し
、円
山
応
挙
も
恭
礼
門
院（
桃
園
天
皇
女
御

　一七
四
三
〜
九
六
）御

用
の「
御
屛
風
定
家
卿
十
二
月
花
鳥
和
歌
ノ
意
」を
描
い
て
い
る
よ
う
だ
。こ
の
間
の
時
の
経
過
を
考

え
れ
ば
、制
作
さ
れ
た
作
品
は
さ
ら
に
多
く
、担
当
し
た
絵
師
も
さ
ら
に
多
彩
に
及
ぶ
だ
ろ
う
。

　ま
た
そ
の
画
面
形
式
も
、巻
子
や
画
帖
を
は
じ
め
掛
幅
、襖
、屛
風
と
、扇
面
や
団
扇
な
ど
特
殊
な

も
の
を
除
き
、ほ
ぼ
す
べ
て
が
揃
っ
て
い
る
。

　そ
れ
ら
は
内
容
と
形
式
と
か
ら
四
つ
に
分
類
で
き
る
と
い
う（
武
野
氏
前
掲
論
考
）。い
ま
、そ
れ
を

参
考
に
わ
た
し
な
り
に
整
理
し
て
み
る
。

　ま
ず
は
そ
の
描
写
内
容
に
よ
っ
て
、人
物
な
い
し
人
事
的
要
素
の
有
無
を
基
準
に
大
き
く
二
分
す

べ
き
だ
ろ
う（
Ⅰ
Ⅱ
）。さ
ら
に
二
分
さ
れ
た
そ
れ
ぞ
れ
を
画
面
形
式
に
よ
っ
て
、各
月
を
一
図
、全
十
二

図
で
構
成
し
た
も
の
Ⓐ
と
、十
二
ヶ
月
の
花
鳥
を
大
画
面
に
連
続
構
成
し
た
も
の
Ⓑ
と
に
二
分
す

る
。ま
と
め
れ
ば
、次
の
よ
う
で
あ
る
。

　Ⅰ
人
物
・
人
事
的
要
素
が
描
か
れ
て
い
る
も
の

　
　Ⓐ
各
月
一
図
、全
十
二
図
よ
り
な
る
も
の

　
　Ⓑ
大
画
面（
屛
風
）に
連
続
構
成
す
る
も
の

　Ⅱ
人
物
・
人
事
的
要
素
が
描
か
れ
て
い
な
い
も
の

　
　Ⓐ
各
月
一
図
、全
十
二
図
よ
り
な
る
も
の

　
　Ⓑ
大
画
面（
屛
風
）に
連
続
構
成
す
る
も
の

Ⅰ
に
人
物
・
人
事
的
要
素
が
描
か
れ
る
に
つ
い
て
は
、も
ち
ろ
ん
和
歌
の
内
容
か
ら
人
物
の
何
ら
か
の

行
動
が
想
定
で
き
る
か
ら
に
他
な
ら
ず
、そ
の
意
味
で
Ⅰ
は
和
歌
の
意
を
忠
実
に
絵
画
化
し
た「
歌

意
図
」と
み
て
差
支
え
な
い
。そ
も
そ
も
後
仁
和
寺
官
道
助
の
企
画
し
た「
月
な
み
花
鳥
の
歌
の
絵
」

が
も
し
描
か
れ
て
い
れ
ば
、む
ろ
ん
こ
う
し
た「
歌
意
図
」で
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。し
か
し
、そ
れ
も
伝

わ
ら
な
い
と
な
れ
ば
、さ
し
ず
め
前
回
言
及
し
た
土
佐
光
起
の「
定
家
詠
月
次
花
鳥
和
歌
図
巻
」こ

そ
が
そ
の
代
表
作
。他
に
も
土
佐
光
高（
一六
七
五
〜
一
七
一
〇
）の
作
が
あ
る（
妙
満
寺
蔵
）。い
ず
れ
も

Ⓐ
に
分
類
さ
れ
る
が
、土
佐
派
に
は
Ⅰ
に
属
す
る
屏
風
絵
Ⓑ
の
作
例
も
遺
る
。光
起
の
子
で
光
高（
の

ち
光
祐
に
改
め
る
）の
父
に
あ
た
る
光
成（
一
六
四
六
〜
一
七
一
〇
）の
作
で
あ
る
。つ
ま
り
土
佐
派
は
光

起
―
光
成
―
光
高
三
代
に
わ
た
っ
て
こ
の
定
家
以
来
の
由
緒
あ
る
画
題
を
描
き
継
い
だ
こ
と
と
な

る
。い
か
に
も
や
ま
と
絵
の
伝
統
を
保
守
す
る
土
佐
派
ら
し
い
仕
事
と
云
う
べ
き
か
。

　加
え
て
そ
れ
ら
三
代
三
点
の
各
月
の
図
様
を
較
べ
て
み
る
に
、例
え
ば
そ
の
八
月
で
は

　Ⓐ
Ⓑ
画

面
形
式
に
違
い
は
あ
る
も
の
の
、秋
も
半
ば
過
ぎ
の
杉
戸
を
開
け
て
遠
く
落
ち
行
く
雁
を
眺
め
る
公

家
の
姿
を
描
く
こ
と
で一
致
す
る
。Ⅰ
を「
歌
意
図
」と
見
る
の
も
、こ
う
し
た
趣
向
が
凝
ら
さ
れ
て
い

れ
ば
こ
そ
で
あ
る
。お
そ
ら
く
土
佐
派
内
に
は「
歌
意
図
」と
し
て
の「
定
家
詠
」に
係
わ
る
粉
本（
手

本
）類
が
伝
え
ら
れ
て
い
た
の
だ
ろ
う
。そ
れ
を
原
図
に
三
代
の
絵
師
た
ち
は
作
図
し
た
。光
起
の
東

博
本『
定
家
詠
月
次
花
鳥
和
歌
図
巻
』の
十
一
月
の
、枇
杷
を
手
前
に
置
い
て
千
鳥
が
川
面
に
舞
う
賀

茂
の
流
れ
を
間
に
、遠
く
賀
茂
の
糺
の
森
と
夜
半
の
月
と
を
望
ま
せ
た
味
わ
い
深
い一
図（
図
１
）な

ど
、定
家
の
詠
ん
だ
歌
の
意
の
見
事
な
表
現
と
云
え
よ
う
。

　と
は
云
え「
定
家
詠
月
次
花
鳥
和
歌
」は
、ま
た
日
本
美
術
史
に
お
け
る
モ
チ
ー
フ
選
択
の
問
題
で

も
あ
っ
た
。し
か
も
そ
の
選
択
は
、あ
た
か
も
藤
原
公
任
に
よ
る
歌
詠
み
の
名
人
選
抜「
三
十
六
人

撰
」が
、そ
の
後
、三
十
六
歌
仙
と
し
て
広
く
受
容
さ
れ
た
よ
う
に
、ど
う
や
ら
妥
当
と
認
め
ら
れ
、こ

こ
で
選
ば
れ
た
花
と
鳥
は
、月
づ
き
を
代
表
す
る
典
型
と
も
目
さ
れ
る
に
至
る
。そ
う
し
た
花
や
鳥

を
描
け
ば
こ
そ「
花
鳥
図
」で
も
あ
っ
た
は
ず
だ
。と
な
れ
ば
定
家
が
選
ん
だ
花
と
鳥
と
が
近
世
絵
画

史
の
精
華
と
も
称
す
べ
き
画
題「
四
季
花
鳥
図
」と
無
関
係
で
あ
る
は
ず
も
な
い
。そ
う
し
た
花
々
、

樹
木
を
、最
も
そ
れ
ら
し
い
姿（
典
型
）で
描
く
こ
と
で
四
季
性
＝
季
節
感
を
担
保
す
る
。「
四
季
花
鳥

図
」こ
そ
は
、そ
れ
で
あ
っ
た
は
ず
だ
ろ
う
。定
家
が
選
ん
だ
花
と
鳥
は
、そ
の
た
め
の
表
現
に
最
良
の

モ
チ
ー
フ
と
な
る
に
違
い
な
い
。

　そ
の
意
味
で
興
味
深
い
の
が
、Ⅱ
で
あ
る
。人
物
・
人
事
的
要
素
の
全
く
見
ら
れ
な
い
グ
ル
ー
プ
で

あ
る
。要
す
る
に
各
月
、そ
の
月
の
定
家
詠
の
花
と
鳥
の
み
で
構
成
す
る
。そ
れ
ら
が「
定
家
詠
」の
そ

れ
だ
と
気
付
く
者
の
み
が
、そ
れ
と
合
点
す
る
だ
け
で
、純
然
た
る「
花
鳥
図
」と
称
し
て
誤
り
な
い
。

「
定
家
詠
月
次
花
鳥
和
歌
図
」で
遺
例
が
多
い
の
は
、実
は
こ
れ
で
あ
る
。

　な
か
で
も
注
目
し
た
い
の
は
探
幽
の
作
で
あ
る
。三
点
を
数
え
る
。す
べ
て
法
印
時
代
、寛
文
二
年

以
降
の
晩
年
の
作
と
な
る
。ミ
シ
ガ
ン
大
学
図
書
館
本
の
六
曲
一
双
押
絵
貼
屛
風
、藤
田
美
術
館
本
の

十
二
幅
対
、出
光
美
術
館
本
の
画
帖
一
帖
で
あ
る
。だ
が
藤
田
美
術
館
本
も
、そ
の
縦
長
画
面
か
ら
元

は
押
絵
貼
屛
風
で
、掛
幅
に
改
め
た
も
の
と
み
ら
れ
る
。実
際
、他
の
絵
師
の
作
で
も
、こ
の
押
絵
貼

の
も
の
が
多
い
。洞
雲
本
、具
慶
本（
高
津
古
文
化
会
館
蔵
）、素
軒
本
、光
琳
本（
静
嘉
堂
文
庫
美
術

館
蔵
）な
ど
で
あ
る
。こ
の
画
題
と
押
絵
貼
屛
風
と
の
相
性
の
よ
さ
を
物
語
る
。し
か
し
、そ
れ
も
当

然
か
。六
曲
一
双
の
屛
風
な
ら
ば
パ
ネ
ル
の
数
は
十
二
枚
。一
枚
に
ひ
と
月
分
の
花
と
鳥
を
当
て
れ
ば
、

十
二
ヶ
月
ピ
タ
リ
十
二
枚
で
こ
と
足
り
る
。十
二
ヶ
月
花
鳥
に
六
曲
一
双
の
押
絵
貼
屛
風
は
、ま
さ
し

く
天
の
配
剤
と
云
う
べ
き
だ
ろ
う
。

　そ
し
て
探
幽
こ
そ
は
、こ
の
配
剤
に
気
付
い
た
最
も
早
い
絵
師
の
一
人
で
は
な
か
っ
た
だ
ろ
う
か
。

と
云
う
よ
り
、そ
も
そ
も
Ⅱ
の
タ
イ
プ
の「
定
家
詠
月
次
花
鳥
和
歌
図
」を
描
い
た
最
初
の
絵
師
が
探

幽
で
は
な
か
っ
た
か
。あ
く
ま
で
現
存
作
品
と
云
う
条
件
付
き
な
が
ら
、Ⅱ
の
筆
者
の
中
で
世
代
的

に
最
年
長
者
は
探
幽
だ
か
ら
で
あ
る
。し
か
も
探
幽
は
、例
え
ば
名
古
屋
城
上
洛
殿
三
の
間
北
側
襖

「
雪
中
梅
竹
遊
禽
図
」（
寛
永
十
一
年
・一
六
三
四
）や
大
徳
寺
本
坊
方
丈
襖「
雪
中
梅
花
白
鷺
図
」（
寛

永
十
八
年
）の
梅
樹
に
雪
を
積
も
ら
せ
、明
ら
か
に
定
家
の
詠
じ
た「
年
の
こ
な
た
に
勾
ふ
」体
と
す

る
な
ど
、早
い
時
期
か
ら「
定
家
詠
月
次
花
鳥
和
歌
」を
知
っ
て
い
た
ふ
し
さ
え
あ
る
。い
や
、さ
ら
に

後
年
、こ
の
画
題
は
、元
禄
四
年
刊
行
さ
れ
た『
鴫
の
羽
掻
』の
挿
図
に
よ
っ
て
広
く
知
ら
れ
る
こ
と

に
な
る
の
だ
が
、そ
の
挿
図
の
図
様
が
、ま
さ
し
く
ミ
シ
ガ
ン
大
学
本
の
そ
れ
に
酷
似
す
る
こ
と
か
ら

挿
図
の
制
作
に
も
探
幽
作
品
が
何
ら
か
の
係
わ
り
を
も
っ
て
い
た
と
臆
測
す
る
。少
な
く
と
も『
鴫
の

羽
掻
』の
挿
図
が
探
幽
様
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い（
図
２
）。

　そ
の
探
幽
の
ミ
シ
ガ
ン
大
学
図
書
館
本
の
二
月
。満
開
の
桜
の
木
の
元
に
た
た
ず
む
雉
が一
羽
描
か

れ
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。だ
が
、定
家
が
詠
ん
だ
の
は
、花
見
に
野
に
出
た
道
行
き
人
で
あ
り
、妻
問

う
雉
の
声
を
聞
い
て
た
た
ず
む
狩
人（
鷹
匠
）の
姿
で
あ
っ
た
は
ず
だ
。現
に
光
起
本
の
二
月
で
は
そ

う
し
た
人
物
・
人
事
の
描
写
に
重
点
が
置
か
れ
、雉
の
姿
は
む
し
ろ
背
景
に
添
え
ら
れ
て
い
る
に
過

ぎ
な
い
。そ
の
点
は
八
月
も
同
様
で
、遠
く
雁
を
眺
め
や
る
公
家
を
詠
ん
で
い
た
は
ず
な
の
に
、探
幽

は
そ
の
姿
を
捨
て
る
だ
け
で
な
く
、背
景
な
ど
も
一
切
描
く
こ
と
を
や
め
、画
面
は
落
ち
行
く
四
羽
の

雁
と
鹿
鳴
草
・
薄
と
に
限
っ
た
。こ
の
図
様
で「
定
家
詠
月
次
花
鳥
和
歌
図
」の
一
図
だ
と
気
付
く
人

が
ど
れ
だ
け
い
る
だ
ろ
う
か
。そ
の
点
は
多
か
れ
少
な
か
れ
、ミ
シ
ガ
ン
大
学
図
書
館
の
探
幽
本
の
す

べ
て
の
図
に
言
え
る
よ
う
に
思
う
の
だ
が
。中
で
も
十
二
月
の
雪
の
積
も
る
梅
樹
に
鴛
鴦（
図
３
）な

ど
、図
柄
が
十
二
図
中
最
も
ま
と
ま
り
が
あ
る
だ
け
に
、も
は
や
図
を
定
家
詠
と
見
る
必
要
さ
え
も

無
い
。こ
の
梅
が
、名
古
屋
城
上
洛
殿
三
の
間
と
大
徳
寺
本
坊
大
方
丈
の
襖
絵
に
登
場
す
る
こ
と
は
、

既
に
述
べ
た
。定
家
詠
図
の
定
家
詠
離
れ
、ま
さ
し
く
十
二
月
の「
梅
に
鴛
鴦
図
」は
一
幅
の「
花
鳥
図
」

で
あ
る
。そ
う
言
え
ば

　ミ
シ
ガ
ン
大
学
図
書
館
本
も
藤
田
美
術
館
本
も
、い
ず
れ
も
定
家
詠
の
和

歌
書
は
付
い
て
い
な
い
。和
歌
が
無
く
て
も
鑑
賞
で
き
る
、と
で
も
言
う
の
だ
ろ
う
か
。「
定
家
詠
月
次

花
鳥
和
歌
図
」の
思
い
も
か
け
ぬ
表
現
で
あ
る
。描
写
対
象
を
で
き
る
だ
け
削
ぎ
落
と
し
簡
素
化
す

る
こ
と
で
、逆
に
モ
チ
ー
フ
を
際
立
た
せ
る
。探
幽
得
意
の
手
法
で
あ
る
。

　だ
が
こ
の
画
題
は
、花
と
鳥
の
モ
チ
ー
フ
に
興
味
を
持
つ
わ
た
し
た
ち
に
と
っ
て
、さ
ら
に
興
味
深

い
作
を
遺
し
て
く
れ
て
い
た
。Ⅱ
の
Ⓑ
こ
そ
が
そ
れ
で
あ
る
。

眼
の
極
楽
⑭

　江
戸
の
花
園

館
長 

榊
原
悟

て
い
か
え
い

つ
き
な
み

よ
し
む
ら
こ
う
け
い

と
さ
み
つ
お
き

す
み
よ
し
ぐ
け
い

よ
う
せ
ん
い
ん

い
せ
ん
い
ん

え
い
け
い

げ
ん
き
ゅ
う

そ
け
ん

お
が
た
こ
う
り
ん

み
つ
た
か

も
と

た
だ
す

こ
こ
ろ

の
ち

か
わ
も

よ
わ

け
ん
ざ
ん

ま
る
や
ま

よ
し
む
ら
こ
う
け
い

た
ん
し
ん

え
ん
ぽ
う
ど
だ
い
り

よ
る
の
お
と
ど
た
つ
み

ま
る
や
ま
お
う
き
ょ

き
ょ
う
ら
い
も
ん
い
ん

み
つ
し
げ

み
つ
た
か

た
ん
ゆ
う

ど
う
う
ん
ま
す
の
ぶ

お
し
え
ば
り

も
と

し
ぎ

は
ね
が
き

て
い

図１ 11月 枇杷 千鳥 土佐光起筆 東京国立博物館蔵
図２ 12月 早梅 水鳥 『鴫の羽掻』より
図３ 12月 「梅に鴛鴦図」 狩野探幽筆 ミシガン大学図書館本
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　生
活
ス
タ
イ
ル
の
変
化
や
技
術
の
進
歩
に

伴
い
、私
た
ち
は
多
く
の
便
利
な
道
具
に
囲

ま
れ
て
生
活
し
、さ
ら
な
る
便
利
さ
や
快
適

さ
を
求
め
て
い
ま
す
。一
体
、私
た
ち
は
ど
れ

だ
け
の
道
具
に
囲
ま
れ
て
毎
日
を
暮
ら
し

て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
。平
成
時
代
も
四
半

世
紀
が
過
ぎ
て
昭
和
の
時
代
で
さ
え「
昔
の

暮
ら
し
」に
な
っ
た
今
、手
作
業
を
伴
う
伝

統
的
な
道
具
た
ち
が
姿
を
消
し
て
い
く
な

か
で
、単
な
る
懐
か
し
さ
か
ら
だ
け
で
な

く
、便
利
一
辺
倒
で
は
な
か
っ
た
生
活
の
良

さ
が
見
直
さ
れ
て
も
い
ま
す
。

　こ
の
展
覧
会
は
暮
ら
し
の
変
遷
を
テ
ー
マ

に
、当
館
が
所
蔵
す
る
明
治
か
ら
昭
和
時
代

に
か
け
て
の
暮
ら
し
の
道
具
を
中
心
に
、小

学
校
で
使
わ
れ
た
教
科
書
、お
節
句
に
飾
ら

れ
た
雛
人
形
や
土
人
形
な
ど
を
紹
介
す
る

も
の
で
す
。こ
れ
ら
の
道
具
類
は
多
く
の

方
々
か
ら
の
寄
贈
品
で
も
あ
り
、身
近
な
郷

土
の
暮
ら
し
を
伝
え
る
資
料
と
し
て
公
開
・

活
用
し
、後
世
へ
引
き
継
ぐ
こ
と
を
兼
ね
た

展
覧
会
で
も
あ
り
ま
す
。い
つ
も
は
収
蔵
庫

で
ガ
ラ
ク
タ
と
も
揶
揄
さ
れ
、肩
身
の
狭
い

思
い
を
し
て
い
る
モ
ノ
た
ち
の
晴
れ
舞
台
で

も
あ
り
ま
す
。

展
示
構
成

□
暮
ら
し
を
支
え
た
道
具
た
ち

　明
治
か
ら
昭
和
時
代
に
か
け
て
の
生
活

道
具
を
紹
介
し
て
い
き
ま
す
。個
々
の
モ
ノ

か
ら
は
、道
具
に
託
し
た
使
用
者
の
気
持
ち

が
伝
わ
っ
て
く
る
と
と
も
に
、そ
の
道
具
の

歴
史
や
文
化
と
し
て
の
奥
深
さ
も
感
じ
ら

れ
ま
す
。

□
子
ど
も
の
暮
ら
し

―
学
校
と
遊
び
―

　む
か
し
の
小
学
校
の
教
科
書
や
道
具
類

を
中
心
に
し
て
、子
ど
も
た
ち
が
遊
ん
だ
お

も
ち
ゃ
な
ど
を
展
示
し
、学
び
と
遊
び
の
道

具
の
う
つ
り
か
わ
り
を
探
り
ま
す
。

□
お
節
句

―
ひ
な
ま
つ
り
・
端
午
の
節
句
―

　ひ
な
ま
つ
り
と
端
午
の
節
句
に
関
わ
る

お
節
句
飾
り
と
、素
朴
な
愛
ら
し
さ
の
土
人

形
か
ら
東
北
地
方
の
土
人
形
を
中
心
に
ご

覧
い
た
だ
き
ま
す
。子
ど
も
の
誕
生
を
祝

い
、そ
の
成
長
を
見
守
っ
て
き
た
お
人
形
た

ち
を
お
楽
し
み
下
さ
い
。

　そ
し
て
、今
回
は「
昭
和
の
頃
」を
テ
ー
マ

に
し
た『
木
彫
り
教
室
き
つ
つ
き
』の
会
員

の
み
な
さ
ん
の
作
品
も
お
楽
し
み
い
た
だ
き

ま
す
。

　ま
た
、公
立
小
学
校
３
年
生
の
学
習「
古

い
道
具
と
昔
の
く
ら
し
」を
支
援
で
き
る
よ

う
学
習
時
期
に
合
わ
せ
て
開
催
し
ま
す
の

で
、平
日
は
学
校
団
体
見
学
が
予
定
さ
れ
て

い
ま
す
。子
ど
も
た
ち
に
昔
の
道
具
の
実
物

を
間
近
に
見
る
、触
れ
る
機
会
を
提
供
し
、

昔
の
人
た
ち
が
大
切
に
道
具
を
使
っ
て
き

た
と
い
う
こ
と
を
感
じ
て
も
ら
い
た
い
、そ

し
て
、身
の
回
り
の
古
い
道
具
を
探
す
、昔

の
暮
ら
し
を
探
る
手
助
け
に
な
れ
ば
と
考

え
ま
す
。

　道
具
の
か
た
ち
や
機
能
は
時
代
に
よ
っ
て

様
々
な
変
化
を
し
て
い
く
な
か
で
、長
い
年

月
を
か
け
て
人
び
と
が
築
き
上
げ
、伝
承
し

て
き
た
生
活
の
知
恵
と
工
夫
は
新
し
い
道

具
の
な
か
に
し
っ
か
り
と
受
け
継
が
れ
て
い

る
も
の
で
す
。会
場
で
は
み
な
さ
ん
の
家
に

も
あ
っ
た
懐
か
し
い
道
具
が
、き
っ
と
見
つ
か

る
こ
と
と
思
い
ま
す
。若
い
世
代
や
子
ど
も

た
ち
に
は
新
鮮
な
驚
き
と
発
見
が
あ
る
こ

と
で
し
ょ
う
。み
な
さ
ん
が
持
っ
て
い
る
暮
ら

し
の
記
憶
、子
ど
も
た
ち
に
伝
え
て
み
ま
せ

ん
か
。道
具
を
使
っ
た
経
験
談
こ
そ
、何
よ

り
の
解
説
に
な
る
は
ず
で
す
。

　最
後
に
、数
々
の
資
料
を
ご
寄
贈
下
さ
い

ま
し
た
方
々
に
心
よ
り
お
礼
申
し
上
げ
ま

す
。今
後
と
も
当
館
の
資
料
収
集
や
活
用
に

つ
き
ま
し
て
ご
協
力
を
賜
り
ま
す
こ
と
を

お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

昭和30年代茶の間風景再現（平成25年度展覧会の様子）

会期：平成27年１月31日（土）～３月29日（日）

収蔵品展

暮らしの
　うつりかわり

伊 藤 久 美 子

こ
れ
を
最
後
に
少
し
昔
語
り
を
②

　郷
土
色
が
強
く
集
客
性
、話
題
性
に
欠
け

る
と
い
う「
矢
作
川
流
域
の
歴
史
と
文
化
」か

ら「
十
六
・
五
世
紀
の
世
界
と
国
際
交
流
、宗

教
を
含
む
精
神
文
化
」に
展
示
テ
ー
マ
を
一
新
。

展
示
手
法
も
常
設
展
示
を
基
軸
と
し
て
た
ま

に
展
示
を
撤
去
し
て
企
画
展
を
行
う
と
い
う

当
初
の
計
画
か
ら
、テ
ー
マ
に
沿
っ
た
企
画
を

連
発
す
る
体
制
へ
と
方
向
転
換
し
ま
し
た
。開

館
記
念
の
特
別
企
画
展
と
も
ど
も
一
年
間
の

企
画
を
松
岡
正
剛
事
務
所
＋
電
通
に
委
ね
て

の
ス
タ
ー
ト
で
す
。松
岡
氏
の
名
前
は
学
生
時

代
に
話
題
と
な
っ
て
い
た
雑
誌『
遊
』の
編
集
・

執
筆
者
と
し
て
知
っ
て
い
た
の
で
す
が
、実
際

に
お
目
に
か
か
る
と
、広
範
な
読
書
歴
を
背
景

に
知
の
世
界
を
自
由
に
渉
猟
す
る
姿
に
圧
倒

さ
れ
た
も
の
で
し
た
。展
示
に
つ
い
て
は
デ
ザ

イ
ナ
ー
の
内
田
繁
氏
、学
芸
の
ア
ド
ヴ
ァ
イ

ザ
ー
に
衛
藤
駿
慶
応
大
学
教
授
を
お
願
い
し

て
開
館
企
画
展「
天
使
と
天
女
」の
準
備
が
ス

タ
ー
ト
し
ま
し
た
。企
画
や
図
録
編
集
の
大
半

は
東
京
で
行
わ
れ
、そ
れ
に
沿
っ
て
の
資
料
借

用
の
実
務
は
岡
崎
で
と
な
っ
た
の
で
す
が
、こ

こ
で
歯
車
が
ず
れ
始
め
ま
す
。

　普
通
学
芸
員
が
交
渉
し
信
頼
関
係
を
築

き
、責
任
を
負
う
た
め
館
の
名
前
で
借
用
願
が

出
さ
れ
る
の
で
す
が
、松
岡
正
剛
事
務
所
が
差

出
先
と
な
り
、会
場
岡
崎
市
美
術
博
物
館
と

だ
け
記
さ
れ
た
借
用
願
が
直
接
各
館
宛
に
出

さ
れ
て
し
ま
っ
た
の
で
し
た
。こ
の
た
め
岡
崎

側
へ
の
問
合
せ
が
殺
到
、慌
て
て
各
館
へ
の
弁

明
や
再
依
頼
に
出
張
す
る
こ
と
と
な
り
ま
し

た
。最
初
に
謝
罪
に
訪
れ
た
の
が
サ
ン
ト
リ
ー

美
術
館
で
、そ
の
時
応
対
し
て
い
た
だ
い
た
の

が
榊
原
悟
学
芸
員
。現
当
館
館
長
と
の
最
初

の
出
会
い
で
し
た
。

　そ
ん
な
ま
わ
り
道
も
あ
っ
た
の
で
す
が
、開

館
お
よ
び
展
覧
会
の
準
備
は
夜
を
徹
し
て
進

め
ら
れ
ま
し
た
が
、次
に
か
み
合
わ
な
く
な
っ

た
の
が
図
録
に
つ
い
て
で
す
。松
岡
氏
サ
イ
ド

は
編
集
の
プ
ロ
、松
岡
氏
の
構
想
を
生
か
す
た

め
、そ
の
挿
図
に
は
ル
ー
ブ
ル
美
術
館
所
蔵
品

な
ど
今
回
借
り
る
こ
と
が
で
き
な
い
世
界
の

名
品
が
ず
ら
り
と
掲
載
さ
れ
、本
と
し
て
完
結

し
た
も
の
と
な
っ
て
い
た
の
で
す
。え
っ
、展
覧

会
の
図
録
は
。衛
藤
先
生
を
先
頭
に
学
芸
は

疑
問
を
呈
し
て
い
き
ま
す
。一
般
に
展
覧
会
図

録
は
展
覧
会
の
記
録
性
を
前
提
に
作
成
し
ま

す
。も
ち
ろ
ん
様
々
な
条
件
下
で
借
り
た
く
て

も
借
り
ら
れ
な
い
も
の
も
出
て
き
ま
す
が
あ

く
ま
で
も
実
物
重
視
で
、展
覧
会
を
見
て
い
た

だ
き
、本
物
に
接
し
て
い
た
だ
い
た
も
の
が
基

本
と
な
り
ま
す
。「
新
し
い
展
覧
会
図
録
の
在

り
方
を
目
指
す
。」「
本
と
し
て
完
結
で
き
る
な

ら
ば
展
覧
会
は
必
要
な
い
。」「
制
約
は
あ
っ
て

も
借
り
ら
れ
る
実
物
で
い
か
に
表
現
で
き
る
か

が
展
覧
会
。」と
様
々
な
意
見
が
噴
出
、図
録

に
対
す
る
見
解
か
ら
展
覧
会
自
体
へ
の
考
え

方
の
違
い
へ
と
広
が
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。「
天

使
と
天
女
」の
展
覧
会
自
体
は
松
岡
氏
の
卓

越
し
た
構
想
の
基
に
、内
田
繁
氏
の
演
出
性
に

富
ん
だ
効
果
的
な
展
示
空
間
が
十
分
に
生
か

さ
れ
た
今
ま
で
に
な
い
展
覧
会
に
な
っ
た
の
で

す
が
、両
者
の
溝
は
埋
め
が
た
く
、松
岡
正
剛

氏
監
修
の
展
覧
会
は
こ
の
一
本
の
み
と
な
っ
た

の
で
し
た
。

　さ
て
、華
々
し
い
幕
開
け
の
後
に
待
っ
て
い

た
の
は
、次
の
展
覧
会
。さ
あ
何
を
。

　本
来
は
松
岡
正
剛
事
務
所
に
今
後
の
企
画

製
作
を
任
せ
る
予
定
で
い
た
の
が
白
紙
と
な

り
、「
天
使
と
天
女
」展
会
期
中
に
次
の
企
画

を
急
遽
作
り
上
げ
な
く
て
は
な
ら
な
く
な
っ

た
の
で
し
た
。開
館
時
、愛
知
芸
術
文
化
セ
ン

タ
ー
で
行
っ
た
報
道
発
表
で
、旧
来
に
な
い
新

し
い
美
術
博
物
館
、新
し
い
展
覧

会
を
と
強
調
し
た
た
め
、旧
来
の

と
呼
ば
れ
た
先
行
の
美
術
館
・
博

物
館
や
展
覧
会
を
主
催
し
て
き

た
新
聞
社
か
ら
は
相
手
に
さ
れ

ず
、孤
立
無
援
で
の
ス
タ
ー
ト
を

余
儀
な
く
さ
れ
た
の
で
し
た
。

　そ
こ
で
企
画
し
た
の
が「
ジ
ャ

ズ
の
街
角
」。当
時
寄
贈
を
受
け

た
ば
か
り
の
内
田
修
ジ
ャ
ズ
コ
レ

ク
シ
ョ
ン
の
紹
介
展
で
し
た
。収
蔵

品
展
を
間
に
挟
み
、歌
舞
伎
座
に
よ
る
舞
台
美

術
を
再
現
し
た「
歌
舞
伎
の
美
と
心
」展
と
続

け
て
い
き
ま
し
た
。こ
の
後
、自
転
車
操
業
を

続
け
な
が
ら
、他
館
や
新
聞
社
と
の
関
係
修
復

を
行
っ
て
い
き
ま
し
た
。

　開
館
時
の
慌
た
だ
し
さ
を
乗
り
越
え
軌
道

に
乗
り
始
め
た
途
端
、精
神
的
支
柱
で
あ
っ
た

衛
藤
先
生
が
鬼
籍
に
入
ら
れ
て
し
ま
っ
た
の
が

残
念
で
な
り
ま
せ
ん
。

　あ
れ
か
ら
も
う
二
〇
年
。家
康
公
没
後
四
〇

〇
年
で
お
忙
し
い
芳
賀
徹
前
館
長
に
は
、長
年

の
館
長
職
の
お
礼
と
ご
健
勝
を
お
祈
り
し
、榊

原
現
館
長
に
は
今
後
の
美
術
博
物
館
の
益
々

の
発
展
へ
の
ご
指
導
を
お
願
い
し
て
筆
を
擱
き

ま
す
。

荒
井
信
貴



　生
活
ス
タ
イ
ル
の
変
化
や
技
術
の
進
歩
に

伴
い
、私
た
ち
は
多
く
の
便
利
な
道
具
に
囲

ま
れ
て
生
活
し
、さ
ら
な
る
便
利
さ
や
快
適

さ
を
求
め
て
い
ま
す
。一
体
、私
た
ち
は
ど
れ

だ
け
の
道
具
に
囲
ま
れ
て
毎
日
を
暮
ら
し

て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
。平
成
時
代
も
四
半

世
紀
が
過
ぎ
て
昭
和
の
時
代
で
さ
え「
昔
の

暮
ら
し
」に
な
っ
た
今
、手
作
業
を
伴
う
伝

統
的
な
道
具
た
ち
が
姿
を
消
し
て
い
く
な

か
で
、単
な
る
懐
か
し
さ
か
ら
だ
け
で
な

く
、便
利
一
辺
倒
で
は
な
か
っ
た
生
活
の
良

さ
が
見
直
さ
れ
て
も
い
ま
す
。

　こ
の
展
覧
会
は
暮
ら
し
の
変
遷
を
テ
ー
マ

に
、当
館
が
所
蔵
す
る
明
治
か
ら
昭
和
時
代

に
か
け
て
の
暮
ら
し
の
道
具
を
中
心
に
、小

学
校
で
使
わ
れ
た
教
科
書
、お
節
句
に
飾
ら

れ
た
雛
人
形
や
土
人
形
な
ど
を
紹
介
す
る

も
の
で
す
。こ
れ
ら
の
道
具
類
は
多
く
の

方
々
か
ら
の
寄
贈
品
で
も
あ
り
、身
近
な
郷

土
の
暮
ら
し
を
伝
え
る
資
料
と
し
て
公
開
・

活
用
し
、後
世
へ
引
き
継
ぐ
こ
と
を
兼
ね
た

展
覧
会
で
も
あ
り
ま
す
。い
つ
も
は
収
蔵
庫

で
ガ
ラ
ク
タ
と
も
揶
揄
さ
れ
、肩
身
の
狭
い

思
い
を
し
て
い
る
モ
ノ
た
ち
の
晴
れ
舞
台
で

も
あ
り
ま
す
。

展
示
構
成

□
暮
ら
し
を
支
え
た
道
具
た
ち

　明
治
か
ら
昭
和
時
代
に
か
け
て
の
生
活

道
具
を
紹
介
し
て
い
き
ま
す
。個
々
の
モ
ノ

か
ら
は
、道
具
に
託
し
た
使
用
者
の
気
持
ち

が
伝
わ
っ
て
く
る
と
と
も
に
、そ
の
道
具
の

歴
史
や
文
化
と
し
て
の
奥
深
さ
も
感
じ
ら

れ
ま
す
。

□
子
ど
も
の
暮
ら
し

―
学
校
と
遊
び
―

　む
か
し
の
小
学
校
の
教
科
書
や
道
具
類

を
中
心
に
し
て
、子
ど
も
た
ち
が
遊
ん
だ
お

も
ち
ゃ
な
ど
を
展
示
し
、学
び
と
遊
び
の
道

具
の
う
つ
り
か
わ
り
を
探
り
ま
す
。

□
お
節
句

―
ひ
な
ま
つ
り
・
端
午
の
節
句
―

　ひ
な
ま
つ
り
と
端
午
の
節
句
に
関
わ
る

お
節
句
飾
り
と
、素
朴
な
愛
ら
し
さ
の
土
人

形
か
ら
東
北
地
方
の
土
人
形
を
中
心
に
ご

覧
い
た
だ
き
ま
す
。子
ど
も
の
誕
生
を
祝

い
、そ
の
成
長
を
見
守
っ
て
き
た
お
人
形
た

ち
を
お
楽
し
み
下
さ
い
。

　そ
し
て
、今
回
は「
昭
和
の
頃
」を
テ
ー
マ

に
し
た『
木
彫
り
教
室
き
つ
つ
き
』の
会
員

の
み
な
さ
ん
の
作
品
も
お
楽
し
み
い
た
だ
き

ま
す
。

　ま
た
、公
立
小
学
校
３
年
生
の
学
習「
古

い
道
具
と
昔
の
く
ら
し
」を
支
援
で
き
る
よ

う
学
習
時
期
に
合
わ
せ
て
開
催
し
ま
す
の

で
、平
日
は
学
校
団
体
見
学
が
予
定
さ
れ
て

い
ま
す
。子
ど
も
た
ち
に
昔
の
道
具
の
実
物

を
間
近
に
見
る
、触
れ
る
機
会
を
提
供
し
、

昔
の
人
た
ち
が
大
切
に
道
具
を
使
っ
て
き

た
と
い
う
こ
と
を
感
じ
て
も
ら
い
た
い
、そ

し
て
、身
の
回
り
の
古
い
道
具
を
探
す
、昔

の
暮
ら
し
を
探
る
手
助
け
に
な
れ
ば
と
考

え
ま
す
。

　道
具
の
か
た
ち
や
機
能
は
時
代
に
よ
っ
て

様
々
な
変
化
を
し
て
い
く
な
か
で
、長
い
年

月
を
か
け
て
人
び
と
が
築
き
上
げ
、伝
承
し

て
き
た
生
活
の
知
恵
と
工
夫
は
新
し
い
道

具
の
な
か
に
し
っ
か
り
と
受
け
継
が
れ
て
い

る
も
の
で
す
。会
場
で
は
み
な
さ
ん
の
家
に

も
あ
っ
た
懐
か
し
い
道
具
が
、き
っ
と
見
つ
か

る
こ
と
と
思
い
ま
す
。若
い
世
代
や
子
ど
も

た
ち
に
は
新
鮮
な
驚
き
と
発
見
が
あ
る
こ

と
で
し
ょ
う
。み
な
さ
ん
が
持
っ
て
い
る
暮
ら

し
の
記
憶
、子
ど
も
た
ち
に
伝
え
て
み
ま
せ

ん
か
。道
具
を
使
っ
た
経
験
談
こ
そ
、何
よ

り
の
解
説
に
な
る
は
ず
で
す
。

　最
後
に
、数
々
の
資
料
を
ご
寄
贈
下
さ
い

ま
し
た
方
々
に
心
よ
り
お
礼
申
し
上
げ
ま

す
。今
後
と
も
当
館
の
資
料
収
集
や
活
用
に

つ
き
ま
し
て
ご
協
力
を
賜
り
ま
す
こ
と
を

お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。
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収蔵品展

暮らしの
　うつりかわり

伊 藤 久 美 子

こ
れ
を
最
後
に
少
し
昔
語
り
を
②

　郷
土
色
が
強
く
集
客
性
、話
題
性
に
欠
け

る
と
い
う「
矢
作
川
流
域
の
歴
史
と
文
化
」か

ら「
十
六
・
五
世
紀
の
世
界
と
国
際
交
流
、宗

教
を
含
む
精
神
文
化
」に
展
示
テ
ー
マ
を
一
新
。

展
示
手
法
も
常
設
展
示
を
基
軸
と
し
て
た
ま

に
展
示
を
撤
去
し
て
企
画
展
を
行
う
と
い
う

当
初
の
計
画
か
ら
、テ
ー
マ
に
沿
っ
た
企
画
を

連
発
す
る
体
制
へ
と
方
向
転
換
し
ま
し
た
。開

館
記
念
の
特
別
企
画
展
と
も
ど
も
一
年
間
の

企
画
を
松
岡
正
剛
事
務
所
＋
電
通
に
委
ね
て

の
ス
タ
ー
ト
で
す
。松
岡
氏
の
名
前
は
学
生
時

代
に
話
題
と
な
っ
て
い
た
雑
誌『
遊
』の
編
集
・

執
筆
者
と
し
て
知
っ
て
い
た
の
で
す
が
、実
際

に
お
目
に
か
か
る
と
、広
範
な
読
書
歴
を
背
景

に
知
の
世
界
を
自
由
に
渉
猟
す
る
姿
に
圧
倒

さ
れ
た
も
の
で
し
た
。展
示
に
つ
い
て
は
デ
ザ

イ
ナ
ー
の
内
田
繁
氏
、学
芸
の
ア
ド
ヴ
ァ
イ

ザ
ー
に
衛
藤
駿
慶
応
大
学
教
授
を
お
願
い
し

て
開
館
企
画
展「
天
使
と
天
女
」の
準
備
が
ス

タ
ー
ト
し
ま
し
た
。企
画
や
図
録
編
集
の
大
半

は
東
京
で
行
わ
れ
、そ
れ
に
沿
っ
て
の
資
料
借

用
の
実
務
は
岡
崎
で
と
な
っ
た
の
で
す
が
、こ

こ
で
歯
車
が
ず
れ
始
め
ま
す
。

　普
通
学
芸
員
が
交
渉
し
信
頼
関
係
を
築

き
、責
任
を
負
う
た
め
館
の
名
前
で
借
用
願
が

出
さ
れ
る
の
で
す
が
、松
岡
正
剛
事
務
所
が
差

出
先
と
な
り
、会
場
岡
崎
市
美
術
博
物
館
と

だ
け
記
さ
れ
た
借
用
願
が
直
接
各
館
宛
に
出

さ
れ
て
し
ま
っ
た
の
で
し
た
。こ
の
た
め
岡
崎

側
へ
の
問
合
せ
が
殺
到
、慌
て
て
各
館
へ
の
弁

明
や
再
依
頼
に
出
張
す
る
こ
と
と
な
り
ま
し

た
。最
初
に
謝
罪
に
訪
れ
た
の
が
サ
ン
ト
リ
ー

美
術
館
で
、そ
の
時
応
対
し
て
い
た
だ
い
た
の

が
榊
原
悟
学
芸
員
。現
当
館
館
長
と
の
最
初

の
出
会
い
で
し
た
。

　そ
ん
な
ま
わ
り
道
も
あ
っ
た
の
で
す
が
、開

館
お
よ
び
展
覧
会
の
準
備
は
夜
を
徹
し
て
進

め
ら
れ
ま
し
た
が
、次
に
か
み
合
わ
な
く
な
っ

た
の
が
図
録
に
つ
い
て
で
す
。松
岡
氏
サ
イ
ド

は
編
集
の
プ
ロ
、松
岡
氏
の
構
想
を
生
か
す
た

め
、そ
の
挿
図
に
は
ル
ー
ブ
ル
美
術
館
所
蔵
品

な
ど
今
回
借
り
る
こ
と
が
で
き
な
い
世
界
の

名
品
が
ず
ら
り
と
掲
載
さ
れ
、本
と
し
て
完
結

し
た
も
の
と
な
っ
て
い
た
の
で
す
。え
っ
、展
覧

会
の
図
録
は
。衛
藤
先
生
を
先
頭
に
学
芸
は

疑
問
を
呈
し
て
い
き
ま
す
。一
般
に
展
覧
会
図

録
は
展
覧
会
の
記
録
性
を
前
提
に
作
成
し
ま

す
。も
ち
ろ
ん
様
々
な
条
件
下
で
借
り
た
く
て

も
借
り
ら
れ
な
い
も
の
も
出
て
き
ま
す
が
あ

く
ま
で
も
実
物
重
視
で
、展
覧
会
を
見
て
い
た

だ
き
、本
物
に
接
し
て
い
た
だ
い
た
も
の
が
基

本
と
な
り
ま
す
。「
新
し
い
展
覧
会
図
録
の
在

り
方
を
目
指
す
。」「
本
と
し
て
完
結
で
き
る
な

ら
ば
展
覧
会
は
必
要
な
い
。」「
制
約
は
あ
っ
て

も
借
り
ら
れ
る
実
物
で
い
か
に
表
現
で
き
る
か

が
展
覧
会
。」と
様
々
な
意
見
が
噴
出
、図
録

に
対
す
る
見
解
か
ら
展
覧
会
自
体
へ
の
考
え

方
の
違
い
へ
と
広
が
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。「
天

使
と
天
女
」の
展
覧
会
自
体
は
松
岡
氏
の
卓

越
し
た
構
想
の
基
に
、内
田
繁
氏
の
演
出
性
に

富
ん
だ
効
果
的
な
展
示
空
間
が
十
分
に
生
か

さ
れ
た
今
ま
で
に
な
い
展
覧
会
に
な
っ
た
の
で

す
が
、両
者
の
溝
は
埋
め
が
た
く
、松
岡
正
剛

氏
監
修
の
展
覧
会
は
こ
の
一
本
の
み
と
な
っ
た

の
で
し
た
。

　さ
て
、華
々
し
い
幕
開
け
の
後
に
待
っ
て
い

た
の
は
、次
の
展
覧
会
。さ
あ
何
を
。

　本
来
は
松
岡
正
剛
事
務
所
に
今
後
の
企
画

製
作
を
任
せ
る
予
定
で
い
た
の
が
白
紙
と
な

り
、「
天
使
と
天
女
」展
会
期
中
に
次
の
企
画

を
急
遽
作
り
上
げ
な
く
て
は
な
ら
な
く
な
っ

た
の
で
し
た
。開
館
時
、愛
知
芸
術
文
化
セ
ン

タ
ー
で
行
っ
た
報
道
発
表
で
、旧
来
に
な
い
新

し
い
美
術
博
物
館
、新
し
い
展
覧

会
を
と
強
調
し
た
た
め
、旧
来
の

と
呼
ば
れ
た
先
行
の
美
術
館
・
博

物
館
や
展
覧
会
を
主
催
し
て
き

た
新
聞
社
か
ら
は
相
手
に
さ
れ

ず
、孤
立
無
援
で
の
ス
タ
ー
ト
を

余
儀
な
く
さ
れ
た
の
で
し
た
。

　そ
こ
で
企
画
し
た
の
が「
ジ
ャ

ズ
の
街
角
」。当
時
寄
贈
を
受
け

た
ば
か
り
の
内
田
修
ジ
ャ
ズ
コ
レ

ク
シ
ョ
ン
の
紹
介
展
で
し
た
。収
蔵

品
展
を
間
に
挟
み
、歌
舞
伎
座
に
よ
る
舞
台
美

術
を
再
現
し
た「
歌
舞
伎
の
美
と
心
」展
と
続

け
て
い
き
ま
し
た
。こ
の
後
、自
転
車
操
業
を

続
け
な
が
ら
、他
館
や
新
聞
社
と
の
関
係
修
復

を
行
っ
て
い
き
ま
し
た
。

　開
館
時
の
慌
た
だ
し
さ
を
乗
り
越
え
軌
道

に
乗
り
始
め
た
途
端
、精
神
的
支
柱
で
あ
っ
た

衛
藤
先
生
が
鬼
籍
に
入
ら
れ
て
し
ま
っ
た
の
が

残
念
で
な
り
ま
せ
ん
。

　あ
れ
か
ら
も
う
二
〇
年
。家
康
公
没
後
四
〇

〇
年
で
お
忙
し
い
芳
賀
徹
前
館
長
に
は
、長
年

の
館
長
職
の
お
礼
と
ご
健
勝
を
お
祈
り
し
、榊

原
現
館
長
に
は
今
後
の
美
術
博
物
館
の
益
々

の
発
展
へ
の
ご
指
導
を
お
願
い
し
て
筆
を
擱
き

ま
す
。

荒
井
信
貴
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湯
谷
翔
悟

長
浜
の
こ
と

　抑
々
博
物
館
に
勤
め
る
人
間
と
い
う

の
は
概
し
て
自
由
人
で
あ
り
ま
し
て（
※

意
見
に
は
個
人
差
が
あ
り
ま
す
）、そ
ん

な
輩
の
集
い
し
旅
行
が「
お
見
事
！
計
画

通
り
‼
」と
進
ん
で
く
れ
な
ど
と
希
う
こ

と
自
体
が
お
こ
が
ま
し
い
の
で
ご
ざ
い
ま

す
。そ
ん
な
旅
の
進
行
役
を
任
さ
れ
ち
ゃ

あ
か
な
い
ま
せ
ん
よ
。つ
る
か
め
つ
る
か

め
。　時

は
師
走
の
二
十
二
日
。行
く
は
近
江

長
浜
十
二
名
、バ
ス
で
の
日
帰
り
珍
道

中
。館
の
年
忘
れ
会
を
兼
ね
て
の
旅
行
に

参
り
ま
し
た
。長
浜
は
雪
の
予
報
、車
中

に
は
雨
女
の
Ｕ
氏
。川
端
康
成
の
名
文

が
脳
裏
を
過
る
雲
行
き
怪
し
い
旅
立
ち
。

…
が
ま
さ
か
の
想
定
外
。ト
ン
ネ
ル
を
抜

け
る
と
晴
天
で
あ
っ
た
。車
中
に
は
晴
女

の
Ｕ
氏
、小
生
も
晴
男
。多
数
決
に
お
天

道
様
も
随
っ
て
下
さ
っ
た
よ
う
で
あ
り
ま

す
。　扨

々
最
初
の
旅
の
目
的
地
、十
一
面
観

音
様
の
鎮
座
ま
し
ま
す
渡
岸
寺
。お
寺
横

の
資
料
館
の「
戦
火
を
く
ぐ
り
抜
け
た
ホ

ト
ケ
た
ち
」な
る
展
示
に
少
し
嫌
な
予
感

を
感
じ
な
が
ら
も
ま
ず
は
お
参
り
。お
寺

の
方
の
こ
な
れ
た
解
説
に
、ほ
ー
な
る
ほ

ど
と
唸
り
ま
す
。法
隆
寺
展
の
国
宝
夢

違
観
音
様
が
イ
チ
推
し
だ
っ
た
二
千
十

四
年
の
当
館
。こ
れ
ま
た
国
宝
の
仏
像
で

年
納
め
で
す
。拝
み
応
え
あ
る
仏
様
に
、

後
ろ
髪
引
か
れ
な
が
ら
お
寺
を
後
に
。

「
あ
ー
五
分
予
定
を
過
ぎ
た
な
ぁ
」と
少

し
焦
り
な
が
ら
バ
スへ
乗
り
込
み
ま
す
…

は
ず
が
、み
ん
な
の
視
線
は
先
の
資
料
館

へ
…
。「
こ
こ
で
寄
ら
ず
に
行
っ
た
ら
、ア

ナ
タ一
生
言
わ
れ
続
け
る
よ
！
」（
原
文
マ

マ
）と
言
わ
れ
た
ら
、一
番
の
下
っ
端
が
逆

ら
え
る
ハ
ズ
も
あ
り
ま
せ
ん
。け
ど
ホ
ン

ト
言
え
ば
ボ
ク
も
見
た
か
っ
た
訳
で
。バ

ス
の
運
転
手
さ
ん
に
頭
を
下
げ
下
げ
、見

所
凝
縮
の
良
い
展
示
に
皆
満
足
顔
。結
局

三
十
分
遅
れ
で
渡
岸
寺
を
後
に
し
ま
し

た
。　と

ま
ぁ
バ
タ
バ
タ
で
始
ま
っ
た
珍
道
中

も
そ
の
後
は
大
過
な
く
進
み
ま
し
て
、無

事
岡
崎
に
戻
っ
て
こ
れ
た
の
で
あ
り
ま

す
。「
お
見
事
！
計
画
通
り
‼
ヨ
ッ
、名
幹

事
‼
」と
自
賛
し
た
い
と
こ
ろ
で
ご
ざ
い

ま
す
が
、三
日
前
に
行
程
を
変
更
す
る
と

い
う
為
体
。一
番
の
問
題
児
は
私
だ
っ
た

よ
う
で
す
。バ
ス
の
運
転
手
様
、旅
行
会

社
の
担
当
者
様
、有
難
う
ご
ざ
い
ま
し

た
。〝
迷
〞幹
事
っ
ぷ
り
は
ど
う
か
御
寛
恕

く
だ
さ
い
。く
わ
ば
ら
く
わ
ば
ら
。

そ
も
そ
も

こ
い
ね
が

さ
て
さ
て

て
い
た
ら
く

館
長
及
び
各
学
芸
員
が
、昨
年
一
年
間
で
印
象

に
残
っ
た
文
化
関
連
の
事
柄
を
列
挙
い
た
し
ま

す
。

榊
原
館
長

①「
白
絵
―
祈
り
と
寿
ぎ
の
か
た
ち
」（
神
奈
川

県
立
博
物
館
）

②「
高
野
山
の
名
宝
」（
サ
ン
ト
リ
ー
美
術
館
・
あ

べ
の
ハ
ル
カ
ス
美
術
館
）

　多
少
、手
前
み
そ
風
の
選
択
に
な
っ
て
し
ま

う
が
、こ
の
二
つ
の
展
覧
会
上
げ
る
。①
は「
白

絵
屏
風
」と
い
う
、出
産
の
際
、産
所
に
立
て
ら

れ
る
た
め
の
屏
風
を
中
核
に「
白
絵
」の
遺
品

を
展
示
し
、そ
の
意
味
を
探
ろ
う
と
す
る
。か
つ

て「
白
絵
屏
風
」に
つ
い
て
論
文
を
も
の
し
た
者

と
し
て
、こ
う
し
た
テ
ー
マ
で
展
覧
会
が
で
き
る

と
は
‼
し
か
し
、今
後
、「
日
本
美
術
辞
典
」が

編
ま
れ
れ
ば
、「
白
絵
屏
風
」が
項
目
と
し
て
立

て
ら
れ
る
こ
と
は
疑
い
な
く
、そ
の
際
、本
展
の

図
録
は
参
考
文
献
の
一つ
に
な
ろ
う
。②
は
、わ

た
し
が
か
つ
て
勤
め
て
い
た
美
術
館
の
展
示
。

そ
こ
で
こ
ん
な
仏
教
美
術
展
が
開
か
れ
る
の

は
、ま
さ
し
く
隔
世
の
感
が
あ
る
。運
慶
作「
八

大
童
子
像
」の
素
晴
ら
し
さ
。美
術
館
の
鑑
賞

に
適
し
た
空
間
の
中
で
、こ
れ
を
見
る
機
会
が

得
ら
れ
る
の
も
い
い
こ
と
だ
。そ
の
意
味
で
、東

京
国
立
博
物
館
の「
日
本
国
宝
展
」も
上
げ
て

お
く
べ
き
か
も
知
れ
な
い
。企
画
性
か
ら
云
え

ば
、ど
う
っ
て
こ
と
な
い
展
示
だ
が
、十
年
に
一

度
は
こ
う
し
た
展
覧
会
は
必
要
だ
ろ
う
。そ
う

で
も
な
け
れ
ば
、国
宝
を
見
る
に
は
、い
つ
も
図

版
に
よ
る
だ
け
で
、本
物
を
目
に
す
る
機
会
な

ん
て
な
く
な
っ
て
し
ま
う
か
ら
だ
。

荒
井
副
館
長

　二
〇
一
四
年
は
展
覧
会
も
あ
ま
り
見
ず
、本

も
新
し
い
も
の
に
手
を
出
さ
ず
堀
江
敏
幸
の

読
み
返
し
。ク
ラ
シ
ッ
ク
Ｃ
Ｄ
は
新
旧
取
り
混

ぜ
購
入
枚
数
三
二
九
枚
。そ
の
内
何
枚
聞
い
た

の
だ
ろ
う
か
。取
り
あ
え
ず
お
気
に
入
り
を
選

ん
で
み
ま
し
た
。

モ
ー
ツ
ァ
ル
ト『
ピ
ア
ノ
協
奏
曲
第
２
０
・
２
５

番
』（
ア
ル
ゲ
リ
ッ
チ（
Ｐ
）ア
バ
ド
指
揮
モ
ー

ツ
ァ
ル
ト
管
弦
楽
団
）

　巨
匠
同
志
の
最
後
の
録
音
。歳
を
と
っ
て
も

自
由
闊
達
な
二
人
に
脱
帽
。

細
川
俊
夫『
管
弦
楽
作
品
集
第
１
集
』『
同
第

２
集
』（
準
・
メ
ル
ク
ル
指
揮
ロ
イ
ヤ
ル
・
ス
コ

テ
ィ
ッ
シ
ュ・ナ
シ
ョ
ナ
ル
管
弦
楽
団
他
）

　武
満
徹
亡
き
後
の
日
本
を
代
表
す
る
作
曲

家
の
力
作
群
。

『
マ
ザ
ー
ラ
ン
ド
』（
カ
テ
ィ
ア
・
ブ
ニ
ア
ィ
テ
ィ
シ

ヴ
ィ
リ（
Ｐ
））

バ
ッ
ハ
か
ら
ペ
ル
ト
ま
で
、透
明
感
溢
れ
る
詩
情

世
界
が
広
が
っ
て
い
ま
す
。

　展
覧
会
で
は
、奈
良
国
立
博
物
館『
国
宝

　

醍
醐
寺
の
す
べ
て
』展
。七
万
点
近
い
文
書
聖
教

の
国
宝
指
定
の
記
念
展
。歴
史
に
お
け
る
聖
教

の
重
要
性
を
示
し
た
圧
巻
の
展
覧
会
で
し
た
。

堀
江

「
柴
田
家
文
書
展

　吉
田
藩
士
の
地
図
コ
レ
ク

シ
ョ
ン
」（
豊
橋
市
美
術
博
物
館
）

　吉
田
藩
士
柴
田
善
信
が
集
め
た
地
図
の
紹
介

で
あ
る
が
、地
域
の
み
な
ら
ず
世
界
地
図
も
含
ま

れ〝
鎖
国
時
代
〞の
世
界
認
識
に
驚
か
さ
れ
る
。

「
名
器
を
切
り
、名
器
を
継
ぐ
、美
術
に
み
る
愛

蔵
の
か
た
ち
」（
根
津
美
術
館
）

　鎹
や
金
継
で
修
復
さ
れ
た
茶
器
。そ
の
修
復

の
跡
を
も
美
的
鑑
賞
に
取
り
込
ん
で
き
た
日

本
人
の
美
意
識
に
敬
服
。

「
岐
阜
が
生
ん
だ
原
三
渓
と
日
本
美
術
」（
岐
阜

市
歴
史
博
物
館
）

　美
術
品
を
守
り
、伝
え
る
こ
と
で
の
企
業
家

が
果
た
し
た
役
割
に
つ
い
て
考
え
さ
せ
ら
れ
る
。

村
松

「
バ
ル
テ
ュ
ス
展
」（
東
京
都
美
術
館
）

　バ
ル
テ
ュ
ス
の
仕
事
の
全
体
像
を
俯
瞰
し
て

見
る
こ
と
で
、彼
が
求
め
た
芸
術
の
真
意
と
は

い
か
な
る
も
の
で
あ
っ
た
の
か
を
改
め
て
考
え

さ
せ
ら
れ
る
展
覧
会
で
あ
っ
た
。

「
ミ
ッ
ド
・
ナ
イ
ト
・
イ
ン
・パ
リ
」（
ウ
ッ
デ
ィ・
ア

レ
ン
監
督
）

　主
人
公
の
小
説
家
ギ
ル
が
一
九
二
〇
年
代
に

タ
イ
ム
ス
リ
ッ
プ
し
て
、ダ
リ
な
ど
の
シ
ュ
ル
レ

ア
リ
ス
ト
た
ち
と
出
会
う
シ
ー
ン
が
可
笑
し
い
。

『
ア
ー
ト
鑑
賞
の
玉
手
箱
』（
白
鳥
正
夫
著
）

　「展
覧
会
が
十
倍
楽
し
く
な
る
！
」と
コ
ピ
ー

が
あ
る
よ
う
に
、そ
の
裏
側
の
ド
キ
ュ
メ
ン
ト
。第

一
章
に「
展
覧
会
へ
の
夢
、陰
の
支
え
役
」と
題
し

て
当
館
の「
村
山
槐
多
の
全
貌
展
」の
奮
闘
が
紹

介
さ
れ
て
い
る
。

浦
野

「
熊
野
―
聖
地
へ
の
旅
―
」（
和
歌
山
県
立
博
物

館
）　世

界
遺
産
登
録
十
周
年
記
念
。四
躯
同
時

公
開
さ
れ
た
国
宝
・
熊
野
速
玉
大
社
神
像
は

圧
巻
の
迫
力
。

「
国
宝
久
能
山
東
照
宮
展
―
家
康
と
静
岡
ゆ

か
り
の
名
宝
―
」（
静
岡
市
美
術
館
）

　徳
川
家
歴
代
将
軍
所
用
の
甲
冑
が
初
め
て

勢
揃
い
！
企
画
、展
示
し
た
学
芸
員
の
努
力
に

感
涙
。

「
日
本
国
宝
展
」（
東
京
国
立
博
物
館
）

　祈
り
、信
じ
る
力
を
改
め
て
実
感
。間
近
に

見
る
阿
弥
陀
聖
衆
来
迎
図
と
縄
文
の
ビ
ー
ナ

ス
の
美
に
溜
息
。

千
葉

「
物
語
る
私
た
ち
」（
サ
ラ
・
ポ
ー
リ
ー
監
督
）

　ド
キ
ュ
メ
ン
ト
と
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
の
見
事
な
交

叉
。サ
ラ
の
歯
茎
が
印
象
的
。

「
女
っ
気
な
し
」（
ギ
ヨ
ー
ム・
ブ
ラ
ッ
ク
監
督
）

　も
の
悲
し
さ
と
愛
お
し
さ
。さ
び
れ
た
地
方

と
冴
え
な
い
ヴ
ァ
ン
サ
ン
の
魅
力
。

「
赤
瀬
川
原
平
展
」（
千
葉
市
美
術
館
）

　開
催
の
タ
イ
ミ
ン
グ
で
逝
去
さ
れ
、残
念
。膨

大
な
作
品
資
料
の
う
ち
に
、時
代
へ
の
恨
と

ユ
ー
モ
ア
を
み
た
。同
時
期
開
催
中
の
洗
練
さ

れ
た「
高
松
次
郎
展
」と
の
ギ
ャ
ッ
プ
も
印
象

的
。

内
藤

「
超
高
速
！
参
勤
交
代
」（
本
木
克
英
監
督
）

　陸
奥
湯
長
谷
藩
四
代
内
藤
政
醇
が
主
役
の

歴
史
コ
メ
デ
ィ
ー
。内
容
自
体
、歴
史
を
知
ら
な

い
人
で
も
楽
し
め
る
内
容
で
す
が
、一
万
五
千
石

し
か
な
い
内
藤
氏
が
幕
府
に
参
勤
交
代
を
強

要
さ
れ
、必
死
に
有
り
金
か
き
集
め
て
な
ん
と

か
江
戸
に
上
る
姿
は
身
に
つ
ま
さ
れ
ま
す
。ま

た
内
藤
家
が
時
代
劇
の
主
人
公
に
な
る
と
い

う
想
定
は
今
後
も
あ
り
得
な
い
で
し
ょ
う
。そ

う
い
う
意
味
で
も
貴
重
で
す
。

伊
藤

「
再
発
見 

歌
麿 

ま
ぼ
ろ
し
の〈
雪
〉」（
岡
田
美

術
館
）

「
京
へ
の
い
ざ
な
い
」（
京
都
国
立
博
物
館
平
成

知
新
館
）

「
山
本
鼎
の
す
べ
て
展
」（
上
田
市
立
美
術
館
）

　内
容
と
い
う
よ
り
新
し
い
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
か

ら
三
件
。岡
田
は
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
チ
ェ
ッ
ク
に
驚

き
、京
都
は
質
量
と
も
に
さ
す
が
、上
田
は
多

目
的
施
設
の
中
で
の
今
後
に
期
待
。

湯
谷

「
ホ
キ
美
術
館

　常
設
展
」

　絵
の
中
の
女
性
に
一
目
惚
れ
。写
実
画
の
大

作
に
圧
倒
さ
れ
ま
し
た
。

「
湖
都
大
津
の
こ
も
ん
じ
ょ
学
」（
大
津
市
歴
史

博
物
館
）

　「
古
文
書
み
り
ょ
く
発
見
！
」と
同
じ
志
か

ら
企
画
し
て
、同
じ
苦
悩
を
味
わ
っ
た
ん
だ
ろ

う
な
と
勝
手
に
仲
間
意
識
を
抱
き
ま
し
た
。

「
仏
像
入
門
〜
ミ
ホ
ト
ケ
を
ヒ
モ
ト
ケ
！
〜
」

（
鎌
倉
国
宝
館
）

　タ
イ
ト
ル
に
偽
り
な
し
。分
か
り
や
す
く
て

見
応
え
が
あ
り
、コ
ス
パ
も
◎
。

う
ぶ
や
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湯
谷
翔
悟

長
浜
の
こ
と

　抑
々
博
物
館
に
勤
め
る
人
間
と
い
う

の
は
概
し
て
自
由
人
で
あ
り
ま
し
て（
※

意
見
に
は
個
人
差
が
あ
り
ま
す
）、そ
ん

な
輩
の
集
い
し
旅
行
が「
お
見
事
！
計
画

通
り
‼
」と
進
ん
で
く
れ
な
ど
と
希
う
こ

と
自
体
が
お
こ
が
ま
し
い
の
で
ご
ざ
い
ま

す
。そ
ん
な
旅
の
進
行
役
を
任
さ
れ
ち
ゃ

あ
か
な
い
ま
せ
ん
よ
。つ
る
か
め
つ
る
か

め
。　時

は
師
走
の
二
十
二
日
。行
く
は
近
江

長
浜
十
二
名
、バ
ス
で
の
日
帰
り
珍
道

中
。館
の
年
忘
れ
会
を
兼
ね
て
の
旅
行
に

参
り
ま
し
た
。長
浜
は
雪
の
予
報
、車
中

に
は
雨
女
の
Ｕ
氏
。川
端
康
成
の
名
文

が
脳
裏
を
過
る
雲
行
き
怪
し
い
旅
立
ち
。

…
が
ま
さ
か
の
想
定
外
。ト
ン
ネ
ル
を
抜

け
る
と
晴
天
で
あ
っ
た
。車
中
に
は
晴
女

の
Ｕ
氏
、小
生
も
晴
男
。多
数
決
に
お
天

道
様
も
随
っ
て
下
さ
っ
た
よ
う
で
あ
り
ま

す
。　扨

々
最
初
の
旅
の
目
的
地
、十
一
面
観

音
様
の
鎮
座
ま
し
ま
す
渡
岸
寺
。お
寺
横

の
資
料
館
の「
戦
火
を
く
ぐ
り
抜
け
た
ホ

ト
ケ
た
ち
」な
る
展
示
に
少
し
嫌
な
予
感

を
感
じ
な
が
ら
も
ま
ず
は
お
参
り
。お
寺

の
方
の
こ
な
れ
た
解
説
に
、ほ
ー
な
る
ほ

ど
と
唸
り
ま
す
。法
隆
寺
展
の
国
宝
夢

違
観
音
様
が
イ
チ
推
し
だ
っ
た
二
千
十

四
年
の
当
館
。こ
れ
ま
た
国
宝
の
仏
像
で

年
納
め
で
す
。拝
み
応
え
あ
る
仏
様
に
、

後
ろ
髪
引
か
れ
な
が
ら
お
寺
を
後
に
。

「
あ
ー
五
分
予
定
を
過
ぎ
た
な
ぁ
」と
少

し
焦
り
な
が
ら
バ
スへ
乗
り
込
み
ま
す
…

は
ず
が
、み
ん
な
の
視
線
は
先
の
資
料
館

へ
…
。「
こ
こ
で
寄
ら
ず
に
行
っ
た
ら
、ア

ナ
タ一
生
言
わ
れ
続
け
る
よ
！
」（
原
文
マ

マ
）と
言
わ
れ
た
ら
、一
番
の
下
っ
端
が
逆

ら
え
る
ハ
ズ
も
あ
り
ま
せ
ん
。け
ど
ホ
ン

ト
言
え
ば
ボ
ク
も
見
た
か
っ
た
訳
で
。バ

ス
の
運
転
手
さ
ん
に
頭
を
下
げ
下
げ
、見

所
凝
縮
の
良
い
展
示
に
皆
満
足
顔
。結
局

三
十
分
遅
れ
で
渡
岸
寺
を
後
に
し
ま
し

た
。　と

ま
ぁ
バ
タ
バ
タ
で
始
ま
っ
た
珍
道
中

も
そ
の
後
は
大
過
な
く
進
み
ま
し
て
、無

事
岡
崎
に
戻
っ
て
こ
れ
た
の
で
あ
り
ま

す
。「
お
見
事
！
計
画
通
り
‼
ヨ
ッ
、名
幹

事
‼
」と
自
賛
し
た
い
と
こ
ろ
で
ご
ざ
い

ま
す
が
、三
日
前
に
行
程
を
変
更
す
る
と

い
う
為
体
。一
番
の
問
題
児
は
私
だ
っ
た

よ
う
で
す
。バ
ス
の
運
転
手
様
、旅
行
会

社
の
担
当
者
様
、有
難
う
ご
ざ
い
ま
し

た
。〝
迷
〞幹
事
っ
ぷ
り
は
ど
う
か
御
寛
恕

く
だ
さ
い
。く
わ
ば
ら
く
わ
ば
ら
。

そ
も
そ
も

こ
い
ね
が

さ
て
さ
て

て
い
た
ら
く

館
長
及
び
各
学
芸
員
が
、昨
年
一
年
間
で
印
象

に
残
っ
た
文
化
関
連
の
事
柄
を
列
挙
い
た
し
ま

す
。

榊
原
館
長

①「
白
絵
―
祈
り
と
寿
ぎ
の
か
た
ち
」（
神
奈
川

県
立
博
物
館
）

②「
高
野
山
の
名
宝
」（
サ
ン
ト
リ
ー
美
術
館
・
あ

べ
の
ハ
ル
カ
ス
美
術
館
）

　多
少
、手
前
み
そ
風
の
選
択
に
な
っ
て
し
ま

う
が
、こ
の
二
つ
の
展
覧
会
上
げ
る
。①
は「
白

絵
屏
風
」と
い
う
、出
産
の
際
、産
所
に
立
て
ら

れ
る
た
め
の
屏
風
を
中
核
に「
白
絵
」の
遺
品

を
展
示
し
、そ
の
意
味
を
探
ろ
う
と
す
る
。か
つ

て「
白
絵
屏
風
」に
つ
い
て
論
文
を
も
の
し
た
者

と
し
て
、こ
う
し
た
テ
ー
マ
で
展
覧
会
が
で
き
る

と
は
‼
し
か
し
、今
後
、「
日
本
美
術
辞
典
」が

編
ま
れ
れ
ば
、「
白
絵
屏
風
」が
項
目
と
し
て
立

て
ら
れ
る
こ
と
は
疑
い
な
く
、そ
の
際
、本
展
の

図
録
は
参
考
文
献
の
一つ
に
な
ろ
う
。②
は
、わ

た
し
が
か
つ
て
勤
め
て
い
た
美
術
館
の
展
示
。

そ
こ
で
こ
ん
な
仏
教
美
術
展
が
開
か
れ
る
の

は
、ま
さ
し
く
隔
世
の
感
が
あ
る
。運
慶
作「
八

大
童
子
像
」の
素
晴
ら
し
さ
。美
術
館
の
鑑
賞

に
適
し
た
空
間
の
中
で
、こ
れ
を
見
る
機
会
が

得
ら
れ
る
の
も
い
い
こ
と
だ
。そ
の
意
味
で
、東

京
国
立
博
物
館
の「
日
本
国
宝
展
」も
上
げ
て

お
く
べ
き
か
も
知
れ
な
い
。企
画
性
か
ら
云
え

ば
、ど
う
っ
て
こ
と
な
い
展
示
だ
が
、十
年
に
一

度
は
こ
う
し
た
展
覧
会
は
必
要
だ
ろ
う
。そ
う

で
も
な
け
れ
ば
、国
宝
を
見
る
に
は
、い
つ
も
図

版
に
よ
る
だ
け
で
、本
物
を
目
に
す
る
機
会
な

ん
て
な
く
な
っ
て
し
ま
う
か
ら
だ
。

荒
井
副
館
長

　二
〇
一
四
年
は
展
覧
会
も
あ
ま
り
見
ず
、本

も
新
し
い
も
の
に
手
を
出
さ
ず
堀
江
敏
幸
の

読
み
返
し
。ク
ラ
シ
ッ
ク
Ｃ
Ｄ
は
新
旧
取
り
混

ぜ
購
入
枚
数
三
二
九
枚
。そ
の
内
何
枚
聞
い
た

の
だ
ろ
う
か
。取
り
あ
え
ず
お
気
に
入
り
を
選

ん
で
み
ま
し
た
。

モ
ー
ツ
ァ
ル
ト『
ピ
ア
ノ
協
奏
曲
第
２
０
・
２
５

番
』（
ア
ル
ゲ
リ
ッ
チ（
Ｐ
）ア
バ
ド
指
揮
モ
ー

ツ
ァ
ル
ト
管
弦
楽
団
）

　巨
匠
同
志
の
最
後
の
録
音
。歳
を
と
っ
て
も

自
由
闊
達
な
二
人
に
脱
帽
。

細
川
俊
夫『
管
弦
楽
作
品
集
第
１
集
』『
同
第

２
集
』（
準
・
メ
ル
ク
ル
指
揮
ロ
イ
ヤ
ル
・
ス
コ

テ
ィ
ッ
シ
ュ・ナ
シ
ョ
ナ
ル
管
弦
楽
団
他
）

　武
満
徹
亡
き
後
の
日
本
を
代
表
す
る
作
曲

家
の
力
作
群
。

『
マ
ザ
ー
ラ
ン
ド
』（
カ
テ
ィ
ア
・
ブ
ニ
ア
ィ
テ
ィ
シ

ヴ
ィ
リ（
Ｐ
））

バ
ッ
ハ
か
ら
ペ
ル
ト
ま
で
、透
明
感
溢
れ
る
詩
情

世
界
が
広
が
っ
て
い
ま
す
。

　展
覧
会
で
は
、奈
良
国
立
博
物
館『
国
宝

　

醍
醐
寺
の
す
べ
て
』展
。七
万
点
近
い
文
書
聖
教

の
国
宝
指
定
の
記
念
展
。歴
史
に
お
け
る
聖
教

の
重
要
性
を
示
し
た
圧
巻
の
展
覧
会
で
し
た
。

堀
江

「
柴
田
家
文
書
展

　吉
田
藩
士
の
地
図
コ
レ
ク

シ
ョ
ン
」（
豊
橋
市
美
術
博
物
館
）

　吉
田
藩
士
柴
田
善
信
が
集
め
た
地
図
の
紹
介

で
あ
る
が
、地
域
の
み
な
ら
ず
世
界
地
図
も
含
ま

れ〝
鎖
国
時
代
〞の
世
界
認
識
に
驚
か
さ
れ
る
。

「
名
器
を
切
り
、名
器
を
継
ぐ
、美
術
に
み
る
愛

蔵
の
か
た
ち
」（
根
津
美
術
館
）

　鎹
や
金
継
で
修
復
さ
れ
た
茶
器
。そ
の
修
復

の
跡
を
も
美
的
鑑
賞
に
取
り
込
ん
で
き
た
日

本
人
の
美
意
識
に
敬
服
。

「
岐
阜
が
生
ん
だ
原
三
渓
と
日
本
美
術
」（
岐
阜

市
歴
史
博
物
館
）

　美
術
品
を
守
り
、伝
え
る
こ
と
で
の
企
業
家

が
果
た
し
た
役
割
に
つ
い
て
考
え
さ
せ
ら
れ
る
。

村
松

「
バ
ル
テ
ュ
ス
展
」（
東
京
都
美
術
館
）

　バ
ル
テ
ュ
ス
の
仕
事
の
全
体
像
を
俯
瞰
し
て

見
る
こ
と
で
、彼
が
求
め
た
芸
術
の
真
意
と
は

い
か
な
る
も
の
で
あ
っ
た
の
か
を
改
め
て
考
え

さ
せ
ら
れ
る
展
覧
会
で
あ
っ
た
。

「
ミ
ッ
ド
・
ナ
イ
ト
・
イ
ン
・パ
リ
」（
ウ
ッ
デ
ィ・
ア

レ
ン
監
督
）

　主
人
公
の
小
説
家
ギ
ル
が
一
九
二
〇
年
代
に

タ
イ
ム
ス
リ
ッ
プ
し
て
、ダ
リ
な
ど
の
シ
ュ
ル
レ

ア
リ
ス
ト
た
ち
と
出
会
う
シ
ー
ン
が
可
笑
し
い
。

『
ア
ー
ト
鑑
賞
の
玉
手
箱
』（
白
鳥
正
夫
著
）

　「展
覧
会
が
十
倍
楽
し
く
な
る
！
」と
コ
ピ
ー

が
あ
る
よ
う
に
、そ
の
裏
側
の
ド
キ
ュ
メ
ン
ト
。第

一
章
に「
展
覧
会
へ
の
夢
、陰
の
支
え
役
」と
題
し

て
当
館
の「
村
山
槐
多
の
全
貌
展
」の
奮
闘
が
紹

介
さ
れ
て
い
る
。

浦
野

「
熊
野
―
聖
地
へ
の
旅
―
」（
和
歌
山
県
立
博
物

館
）　世

界
遺
産
登
録
十
周
年
記
念
。四
躯
同
時

公
開
さ
れ
た
国
宝
・
熊
野
速
玉
大
社
神
像
は

圧
巻
の
迫
力
。

「
国
宝
久
能
山
東
照
宮
展
―
家
康
と
静
岡
ゆ

か
り
の
名
宝
―
」（
静
岡
市
美
術
館
）

　徳
川
家
歴
代
将
軍
所
用
の
甲
冑
が
初
め
て

勢
揃
い
！
企
画
、展
示
し
た
学
芸
員
の
努
力
に

感
涙
。

「
日
本
国
宝
展
」（
東
京
国
立
博
物
館
）

　祈
り
、信
じ
る
力
を
改
め
て
実
感
。間
近
に

見
る
阿
弥
陀
聖
衆
来
迎
図
と
縄
文
の
ビ
ー
ナ

ス
の
美
に
溜
息
。

千
葉

「
物
語
る
私
た
ち
」（
サ
ラ
・
ポ
ー
リ
ー
監
督
）

　ド
キ
ュ
メ
ン
ト
と
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
の
見
事
な
交

叉
。サ
ラ
の
歯
茎
が
印
象
的
。

「
女
っ
気
な
し
」（
ギ
ヨ
ー
ム・
ブ
ラ
ッ
ク
監
督
）

　も
の
悲
し
さ
と
愛
お
し
さ
。さ
び
れ
た
地
方

と
冴
え
な
い
ヴ
ァ
ン
サ
ン
の
魅
力
。

「
赤
瀬
川
原
平
展
」（
千
葉
市
美
術
館
）

　開
催
の
タ
イ
ミ
ン
グ
で
逝
去
さ
れ
、残
念
。膨

大
な
作
品
資
料
の
う
ち
に
、時
代
へ
の
恨
と

ユ
ー
モ
ア
を
み
た
。同
時
期
開
催
中
の
洗
練
さ

れ
た「
高
松
次
郎
展
」と
の
ギ
ャ
ッ
プ
も
印
象

的
。

内
藤

「
超
高
速
！
参
勤
交
代
」（
本
木
克
英
監
督
）

　陸
奥
湯
長
谷
藩
四
代
内
藤
政
醇
が
主
役
の

歴
史
コ
メ
デ
ィ
ー
。内
容
自
体
、歴
史
を
知
ら
な

い
人
で
も
楽
し
め
る
内
容
で
す
が
、一
万
五
千
石

し
か
な
い
内
藤
氏
が
幕
府
に
参
勤
交
代
を
強

要
さ
れ
、必
死
に
有
り
金
か
き
集
め
て
な
ん
と

か
江
戸
に
上
る
姿
は
身
に
つ
ま
さ
れ
ま
す
。ま

た
内
藤
家
が
時
代
劇
の
主
人
公
に
な
る
と
い

う
想
定
は
今
後
も
あ
り
得
な
い
で
し
ょ
う
。そ

う
い
う
意
味
で
も
貴
重
で
す
。

伊
藤

「
再
発
見 

歌
麿 

ま
ぼ
ろ
し
の〈
雪
〉」（
岡
田
美

術
館
）

「
京
へ
の
い
ざ
な
い
」（
京
都
国
立
博
物
館
平
成

知
新
館
）

「
山
本
鼎
の
す
べ
て
展
」（
上
田
市
立
美
術
館
）

　内
容
と
い
う
よ
り
新
し
い
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
か

ら
三
件
。岡
田
は
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
チ
ェ
ッ
ク
に
驚

き
、京
都
は
質
量
と
も
に
さ
す
が
、上
田
は
多

目
的
施
設
の
中
で
の
今
後
に
期
待
。

湯
谷

「
ホ
キ
美
術
館

　常
設
展
」

　絵
の
中
の
女
性
に
一
目
惚
れ
。写
実
画
の
大

作
に
圧
倒
さ
れ
ま
し
た
。

「
湖
都
大
津
の
こ
も
ん
じ
ょ
学
」（
大
津
市
歴
史

博
物
館
）

　「
古
文
書
み
り
ょ
く
発
見
！
」と
同
じ
志
か

ら
企
画
し
て
、同
じ
苦
悩
を
味
わ
っ
た
ん
だ
ろ

う
な
と
勝
手
に
仲
間
意
識
を
抱
き
ま
し
た
。

「
仏
像
入
門
〜
ミ
ホ
ト
ケ
を
ヒ
モ
ト
ケ
！
〜
」

（
鎌
倉
国
宝
館
）

　タ
イ
ト
ル
に
偽
り
な
し
。分
か
り
や
す
く
て

見
応
え
が
あ
り
、コ
ス
パ
も
◎
。

う
ぶ
や
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今
年
は
家
康
が
没
し
て
か
ら
四
〇
〇

年
と
い
う
こ
と
で
、家
康
ゆ
か
り
の
岡
崎
、

浜
松
、静
岡
の
各
市
で
記
念
行
事
が
行
わ

れ
る
。当
館
で
も
家
康
の
講
演
会
や
家
康

史
跡
を
ま
わ
る
バ
ス
ツ
ア
ー
を
予
定
し
て

い
る
。私
自
身
、家
康
に
三
〇
年
ほ
ど
向

か
い
あ
っ
て
き
た
が
、そ
の
人
物
像
の
一
端

を
明
ら
か
に
で
き
れ
ば
と
考
え
て
い
る
。

　
江
戸
時
代
に
も
家
康
没
二
〇
〇
年
、三

〇
〇
年
の
区
切
り
あ
る
ご
と
に
家
康
ゆ

か
り
の
寺
院
で
催
事
が
行
わ
れ
て
い
る
。

こ
れ
ら
は
家
康
を
弔
う
た
め
の
回
忌
法

要
で
あ
る
。今
年
の
四
〇
〇
年
祭
、家
康

を
利
用
す
る
目
的
は
様
々
で
あ
る
。観

光
、地
域
活
性
化
な
ど
、家
康
は「
全
国

区
」の
人
で
あ
る
た
め
に
岡
崎
で
も
こ
の

人
の
力
を
借
り
た
い
。

　
家
康
が
岡
崎
に
残
し
た
有
形
の
遺
産

は
少
な
い
。し
か
し
、岡
崎
に
生
ま
れ
、生

活
し
た
こ
と
は
厳
然
た
る
事
実
で
あ
る
。

家
康
が
岡
崎
の
町
に
付
与
し
た
と
い
う
塩

の
専
売
に
関
す
る
塩
座
の
特
権
も
、江
戸

時
代
を
通
じ
て
岡
崎
の
町
が
家
康
を
利

用
し
て
権
益
を
保
持
し
て
き
た
も
の
で
あ

る
。明
治
に
な
っ
て
か
ら
も
、岡
崎
の
町
で

は
塩
座
特
権
を
認
め
る
よ
う
政
府
に
申

し
入
れ
て
い
る
が
、さ
す
が
こ
れ
は
認
め

ら
れ
て
い
な
い
。家
康
の
御
威
光
も
江
戸

時
代
ま
で
で
、明
治
以
降
は
維
新
政
府
に

よ
り
、反
徳
川
に
よ
る
狸
親
父
の
負
の
イ

メ
ー
ジ
が
作
ら
れ
る
。

　
家
康
四
〇
〇
年
祭
、正
し
い
歴
史
理
解

に
む
け
て
活
動
の
視
点
を
定
め
た
い
も
の

で
あ
る
。（
堀
）

　
十
二
月
初
め
、東
京
へ
向
か
っ
た
。閉

幕
目
前
の
東
京
国
立
博
物
館「
日
本
国

宝
展
」を
観
る
た
め
で
あ
る
。本
展
は

祈
り
を
テ
ー
マ
に「
人
々
の
祈
り
、信
じ

る
力
」が
ど
の
よ
う
な
形
を
結
び
、今
に

伝
わ
る
の
か
、日
本
文
化
形
成
の
精
神

を
見
つ
め
直
す
壮
大
な
展
覧
会
で
あ
っ

た
。厚
い
人
垣
を
縫
っ
て
見
た
、「
阿
弥

陀
聖
衆
来
迎
図
」の
縦
二
一
〇
㎝
、横
四

二
〇
㎝
に
及
ぶ
ス
ケ
ー
ル
の
大
き
さ
、

艶
や
か
な
色
彩
や
聖
衆
の
生
き
生
き
と

し
た
描
写
に
圧
倒
さ
れ
、「
縄
文
の
ビ
ー

ナ
ス
」の
豊
か
な
曲
線
美
に
う
っ
と
り

さ
せ
ら
れ
た
。今
回
話
題
の「
善
財
童

子
像
」は
テ
レ
ビ
の
特
番
の
印
象
と
は

大
き
く
異
な
り
、実
物
は
別
格
の
愛
ら

し
さ
で
あ
っ
た
！
や
は
り
映
像
や
写
真

に
は
限
界
が
あ
る
。光
の
当
た
り
方
、

見
る
角
度
、細
部
の
描
写
や
色
彩
な

ど
、改
め
て
実
物
に
相
対
し
て
こ
そ
の

魅
力
を
感
じ
た
。

　
次
に「
ヒ
カ
リ
展
」を
観
る
た
め
国
立

科
学
博
物
館
へ
。科
学
館
は
何
十
年
ぶ

り
。太
陽
や
星
、光
る
鉱
物
、光
る
花
や

魚
な
ど
自
然
界
の
様
々
な「
光
」を
集

め
、そ
の
魅
力
や
不
思
議
に
迫
る
展
示

で
、光
と
は
何
か
と
い
う
原
点
か
ら
光

を
用
い
た
最
新
技
術
ま
で
バ
ラ
エ
テ
ィ

に
富
ん
だ
内
容
で
あ
っ
た
。仕
事
柄
、歴

史
や
仏
教
美
術
に
偏
っ
て
い
た
脳
の
別

の
部
分
が
刺
激
さ
れ
、久
し
ぶ
り
に
何

だ
か
ワ
ク
ワ
ク
し
た
。新
た
な
年
に
向

け
、様
々
な
感
性
が
揺
さ
ぶ
ら
れ
た
、充

実
の
旅
で
あ
っ
た
。（
浦
）

家
康
四
〇
〇
年
祭

旅
の
ス
ス
メ
―
宝
と
ヒ
カ
リ
―

表紙図版：《亨保雛》 江戸中期～明治初め

収蔵品展

暮らしのうつりかわり
2015年1月31日（土）～3月29日（日）

■子ども向け展示説明会「子どもわくわく！教室」
対象：小学生
内容：ワークシートをやりながら昔の道具について調べてみます。
日時：2月7日(土)、2月14日(土)、2月21日(土)、3月1日(日)、3月8日(日)
いずれも午前11時から　
■展示説明会
日時：2月14日(土)、3月8日(日)
いずれも午後2時から
※ 本展覧会は学習支援展示を兼ねていますので、平日は学校団体見学があります。

岡崎市旧本多忠次邸企画展

「ほんとの うえの ツクリゴト」
2015年2月14日（土）～3月29日（日）
開館時間：午前9時～午後5時
（入館は午後4時30分まで）
会場：岡崎市旧本多忠次邸（東公園内）
休館日：毎週月曜日
観覧料：一般200円／小中学生100円
＊市内小中学生は無料＊各種障がい者手
帳をお持ちの方とその介助者は無料＊岡
崎市美術博物館年間パスポートをお持ちの
方は一般160円となります。
出品作家：城戸保、髙橋耕平

編 集 後 記｜ 恒例となった「暮らしのうつりかわり」展を最後に、改修工事のため、当館は1年間の休館に入ります。全国的にみても、同じ時期に

建設された美術館・博物館が軒並み工事休館に入っていて、「どこに行けば展覧会が見られるの！」と流浪の民になってしまう美術・歴史ファンも

多いのではないでしょうか。私もその一人。各館のリニューアル後の活動を楽しみに待ちたいと思います。（千葉）
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