


　
（
承
前
）図
に
掲
げ
た
も
の
が
、そ
れ
で
あ
る
。見
て
の
通
り『
涅
槃
図
』（
本
法
寺
蔵
）で
あ
る
。絵

師
の「
自
画
像
」で
あ
る
は
ず
も
な
い
。そ
れ
を
敢
え
て「
自
画
像
」と
強
弁
す
る
の
は
何
故
な
の
か
。

だ
が
、そ
れ
に
つ
い
て
述
べ
る
前
に
、あ
ら
か
じ
め「
涅
槃
図
」そ
の
も
の
に
つ
い
て
触
れ
て
お
く
必
要
が

あ
る
だ
ろ
う
。

　

云
う
ま
で
も
な
く「
涅
槃
図
」は
、中
イ
ン
ド・
拘
尸
那
掲
羅
城
外
、跋
提
河
西
岸
の
沙
羅
双
樹
の
下

で
涅
槃
に
入
っ
た
釈
尊
と
、そ
れ
を
と
り
囲
む
よ
う
に
し
て
そ
の
死
を
悼
み
、悲
嘆
に
く
れ
る
仏
弟
子

は
じ
め
菩
薩
や
天
部
、鬼
畜
、そ
し
て
生
き
と
し
生
け
る
動
物
た
ち
ま
で
も
描
く
。陰
暦
二
月（
現
在

は
三
月
）十
五
日
、ま
さ
し
く
釈
尊
入
涅
槃
の
そ
の
日
、寺
の
本
堂
の
壁
面
高
く
こ
れ
を
掛
け
、絵
解

き
す
る
。そ
う
で
あ
れ
ば
こ
そ
中
川
乙
由（
一六
七
五
〜
一
七
三
九
）は
、

　
　

涅
槃
ま
で
花
も
笑
ひ
を
こ
ら
へ
け
り（『
麦
林
集
』）

と
、こ
の
日
ま
で
は
桜
さ
へ
も
咲
う
の
を
控
え
た
、と
吟
じ
た
の
だ
ろ
う
し
、逆
に
、

　
　

ね
が
は
く
は
花
の
下
に
て
春
死
な
ん　

そ
の
き
さ
ら
ぎ
の
も
ち
月
の
頃（『
山
家
集
』）

と
詠
ん
で
西
行（
一一一
七
〜
九
〇
）は
、沙
羅
双
樹
な
ら
ぬ
満
開
に
咲
く
桜
の
下
で
の
入
涅
槃
を
願
っ

た
の
だ
ろ
う
。実
際
に
西
行
は
、そ
の
願
い
通
り
、文
治
六
年
二
月
十
六
日
亡
く
な
っ
た
。

　
い
や
、そ
も
そ
も
釈
尊
の
値
打
ち
と
は
、

　
　
　

仏
も
し
大
晦
日
に
入
滅
し
玉
ば
、い
か
に
仏
と
も
貪
着
す
べ
き
、か
か
る
世
話
し
な
き
衆
生

　
　
　
の
為
に
は
、往
生
も
ふ
の
も
の（
運
の
も
の
）な
る
べ
し

　
　

仏
と
は
桜
の
花
に
月
夜
哉（『
五
元
集
』）

と
榎
本
其
角（
一
六
六
一
〜
一
七
〇
七
）が
云
う
よ
う
に
、二
月
十
五
日
、桜
の
花
の
咲
く
頃
合
い
の
、月

夜
の
晩
に
入
滅
し
た
か
ら
こ
そ
で
あ
り
、こ
れ
が
、も
し
大
晦
日
に
入
滅
し
よ
う
も
の
な
ら
、衆
生
は

忙
し
さ
に
追
わ
れ
、涅
槃
会
ど
こ
ろ
の
騒
ぎ
で
は
な
い
だ
ろ
う
。そ
れ
に
つ
け
て
も「
花
に
月
」と
は
、

何
と
も
い
い
も
の
だ
、と
い
う
の
が
句
意
で
あ
る
。そ
れ
を「
仏
と
は：と
上
五
で
大
上
段
に
構
え
た
と

こ
ろ
に
、其
角
の
ユ
ー
モ
ア
の
セ
ン
ス
を
見
る
。花
に
月
―
西
行
な
ら
ず
と
も
、も
し
死
ぬ
の
な
ら
ば
、

そ
ん
な
美
し
い
季
節
の
、美
し
い
頃
を
と
願
う
の
は
人
情
と
云
う
も
の
。涅
槃
会
は
、そ
の
如
月
の
望

月
の
頃
に
修
せ
ら
れ
る
。

　

そ
の
涅
槃
会
の
折
掛
け
ら
れ
る「
涅
槃
図
」の
遺
品
は
多
い
。各
寺
院
で
厳
修
さ
れ
る
涅
槃
会
の
数

だ
け
あ
る
、と
云
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。そ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
大
幅
に
な
る
。

　

な
か
で
も
東
福
寺
の
吉
山
明
兆（
一三
五
二
〜
一四
三一
）描
く
と
こ
ろ
の一
本（
応
永
十
五
年
・一四
〇

八
）、大
徳
寺
の
狩
野
松
栄（
一五一
九
〜
九
二
）の一
本
、そ
し
て
掲
出
し
た
本
法
寺
の
長
谷
川
等
伯（
一

五
三
九
〜
一六一
〇
）描
く
と
こ
ろ
の一
本（
慶
長
四
年
・一五
九
九
）は
、「
三
大
涅
槃
図
」と
称
せ
ら
れ
、

と
り
わ
け
そ
の
巨
大
さ
が
京
童
た
ち
の
話
題
と
な
っ
た
も
の
。等
伯
の『
涅
槃
図
』に
至
っ
て
は
、歿
後

四
百
年
の
二
〇
一
〇
年
東
京
国
立
博
物
館
の
平
成
館
で
展
示
さ
れ
た
が（『
長
谷
川
等
伯
展
』）、平
成

館
の
あ
の
大
壁
面
で
も
掛
か
り
切
ら
ず
、や
む
な
く
そ
の
下
部
二
メ
ー
ト
ル
程
は
台
の
上
に
平
置
き

さ
れ
て
い
た
、と
記
憶
す
る
。表
装
ま
で
含
め
高
さ
十
メ
ー
ト
ル
、幅
六
メ
ー
ト
ル
に
及
ぶ
と
な
れ
ば
、

当
然
だ
ろ
う
。

　

し
か
し
、明
兆
の
そ
れ
は
、そ
の
等
伯
画
を
も
凌
ぐ
。掛
軸
の
概
念
を
大
き
く
超
え
る
大
き
さ
だ

が
、そ
う
云
え
ば
、明
兆
が
東
福
寺
に
遺
し
た
仏
画
類
は
、ど
う
い
う
加
減
か
超
大
作
が
多
い
。さ
し

ず
め『
五
百
羅
漢
図
』五
十
幅
の
大
連
作（
そ
の
う
ち
四
十
五
幅
が
東
福
寺
に
現
存
。二
幅
は
根
津
美

術
館
の
所
蔵
）が
、そ
れ
で
あ
る
。永
徳
三
年（
一三
八
三
）か
ら
三
年
以
上
の
歳
月
を
費
や
し
て
完
成

し
た
が
、そ
の
期
間
、明
兆
は
故
郷
淡
路
へ
帰
る
こ
と
が
叶
わ
な
か
っ
た
た
め
、母
に
自
ら
の
姿
を
描

い
て
贈
っ
た
と
さ
れ
る「
自
画
像
」（
模
本
）が
遺
さ
れ
て
い
る
。そ
の
挿
話
自
体
泣
か
せ
る
が
、画
像
も

そ
れ
に
相
応
し
く
、そ
の
生
真
面
目
で
ひ
た
む
き
な
青
年
僧
の
姿
が
、実
に
い
い
。最
初
期
の「
自
画

像
」と
し
て
、「
人
の
姿
か
た
ち
」を
テ
ー
マ
と
す
る
こ
の
エ
ッ
セ
イ
か
ら
も
一
度
は
言
及
し
て
お
か
ね
ば

な
ら
な
い
作
な
の
で
、こ
こ
で一
言
述
べ
て
み
た
。

　

さ
て
問
題
の
等
伯『
涅
槃
図
』。慶
長
四
年
己
亥
歳（
一五
九
九
）四
月
廿
六
日
、等
伯
自
ら
描
き
、願

主
と
な
っ
て
本
法
寺
に
寄
進
し
た
。天
文
八
年
己
亥
歳（
一五
三
九
）生
ま
れ
の
等
伯
は
こ
の
年
六
十
一

歳
、還
暦
を
期
し
て
の
積
善
で
あ
っ
た
。実
は
こ
れ
よ
り
一ヶ
月
前
の
閏
三
月
廿
六
日
、

　

は
せ
か
わ
と
申
す
物
か
き
候
と
て
、大
な
る
し
や
か
の
ゑ
御
め
に
か
く
る
。（『
御
湯
殿
上
の
日
記
』）

と
、奉
納
に
先
立
ち
宮
中
で
後
陽
成
天
皇
の
叡
覧
に
供
せ
ら
れ
た
。等
伯
に
と
っ
て
ま
さ
し
く
名
誉

の
揮
毫
、そ
れ
が
こ
の『
涅
槃
図
』の
制
作
で
あ
っ
た
。

眼
の
極
楽 

四
　
人
の
姿
か
た
ち
を
描
く

館
長 

榊
原
悟

ね
は
ん
ず

な
ぜ

ク
シ
ナ
ガ
ラ

し
ゃ
く
そ
ん

バ
ダ
イ

サ
ラ
ソ
ウ
ジ
ュ

も
と

に
ゅ
う
ね
は
ん

お
つ
ゆ
う

い
た

わ
ら

お
お
つ
も
ご
り

お
お
み
そ
か

に
ゅ
う
め
つか

み
ご

と
ん
じ
ゃ
く

し
ゅ
じ
ょ
う

き
ち
ざ
ん
み
ょ
う
ち
ょ
う

し
ょ
う
え
いき

ょ
う
わ
ら
わ

へ
い
せ
い
か
ん

ひ
ら
お

あ
わ
じ

か
な

つ
ち
の
と
い
の
と
し

う
る
う

お
ゆ
ど
の
う
え

ご
よ
う
ぜ
い

に
っ
き

お
り



　
い
や
、そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。本
図
の
制
作
は
、等
伯
の
生
涯
、そ
れ
を
わ
た
し
た
ち
が
見
通
す
上
で

も
劃
期
を
な
す一
代
の
事
業
と
な
っ
た
。む
ろ
ん
等
伯
自
身
も
、そ
う
思
っ
て
い
た
は
ず
だ
。還
暦
と
い

う
、記
念
す
べ
き
年
に
制
作
し
寄
進
し
た
こ
と
が
、何
よ
り
そ
れ
を
物
語
る
。

　

が
、さ
ら
に
図
を
等
伯
が
寄
進
し
た
意
味
を
知
れ
ば
、こ
れ
の
制
作
が
極
め
て
重
大
な
、ま
さ
に
そ

の
人
生
の
劃
期
を
な
し
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
だ
ろ
う
。本
図
裏
面
、等
伯
が
京
洛
に
お
い
て
最
も
恃

み
と
し
た
日
通（
本
法
寺
住
職
、等
伯
は
そ
の
肖
像
の
み
な
ら
ず
、母
妙
法
尼
の
画
像
ま
で
も
描
い
て

い
る
。 一五
五一
〜
一六
〇
八
）の
筆
に
な
る
銘
文
が
記
さ
れ
て
い
る
。そ
こ
に
は
釈
迦
如
来
は
じ
め
、日

蓮
聖
人
と
祖
師
た
ち
の
名
、本
法
寺
開
山
日
親
上
人
以
下
歴
代
の
住
職
、日
通
と
そ
の
母
の
名
の

後
、等
伯
の
養
祖
父
母
、養
父
母
、先
妻
、そ
し
て
逆
縁
の
息
子
二
人
と
、等
伯
一
族
の
名
が
列
記
さ
れ

て
い
た（
等
伯
は
能
登
畠
山
氏
の
臣
奥
村
文
之
丞
の
子
と
し
て
生
ま
れ
た
が
、幼
い
こ
ろ
長
谷
川
宗

清
道
浄
の
も
と
へ
養
子
に
出
さ
れ
た
）。そ
の
銘
文
の
当
該
部
分
の
み
だ
が
掲
げ
て
み
る
と
、次
の
通

り（
括
弧
内
は
等
伯
と
の
関
係
）。

　
　
　
　
　
　
　

浄
松　
　
　
　
　
　
　
（
久
蔵
の
弟
カ
）

　
　
　
　
　
　
　

道
淳　
　
　
　
　
　
　
（
等
伯
息
子
久
蔵
）

　
　
　
　
　
　
　

妙
浄　
　
　
　
　
　
　
（
等
伯
先
妻
）

　
　
　
　
　

祖
母
妙
祐

　
　
　
　
　

祖
父
法
淳　
　
　
　
　
　
　
（
養
祖
父　

号
無
文
）

　
　
　
　

教
行
院
日
受　

　
　
　
　
　

慈
父
道
浄　
　
　
　
　
　
　
（
養
父　

俗
名
宗
清
）

　
　
　
　
　

悲
母
妙
相　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　

等
伯　

逆
修

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

妙
清　

逆
修　
（
等
伯
妻
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

妙
福　
　
　
　
（
妙
清
の
母
、日
通
の
母
の
姉
妹
と
も
）

　

要
す
る
に
、こ
こ
に
名
の
あ
る
一
族
の
人
び
と
の
菩
提
を
弔
い
、併
せ
て
自
ら
と
妻
と
の
逆
修（
生

前
、元
気
な
う
ち
に
法
事
を
修
し
、自
ら
の
菩
提
を
弔
う
こ
と
）の
た
め
に
描
い
て
寄
進
し
た
も
の
、

そ
れ
が
本
法
寺
の『
涅
槃
図
』で
あ
っ
た
。

　

す
で
に
文
禄
元
年（
一
五
九
二
）等
伯
は
、時
の
最
高
権
力
者
豊
臣
秀
吉
が
、亡
き
息
子
鶴
丸
の
菩

提
を
弔
う
た
め
に
創
建
し
た
祥
雲
禅
寺
の
障
壁
画（
現
智
積
院
障
壁
画
）を
息
子
の
久
蔵
と
共
に
制

作
。本
来
な
ら
ば
当
然
狩
野
一
門
に
命
じ
ら
れ
る
は
ず
の
こ
の
仕
事
を
、巨
匠
永
徳
亡
き
狩
野
一
門
か

ら
奪
い
、こ
れ
を
成
功
裡
に
完
成
、絵
師
と
し
て
の
名
声
を
得
て
い
た
。そ
の
功
成
り
名
遂
げ
た
男

が
、還
暦
を
迎
え
、一
族
と
自
ら
の
来
し
方
、行
く
末
を
思
う
の
は
、ご
く
自
然
な
心
の
動
き
で
あ
る
だ

ろ
う
。『
涅
槃
図
』の
制
作
が
人
生
の
劃
期
を
な
す
と
す
れ
ば
、ま
さ
し
く
そ
れ
故
で
あ
り
、等
伯
の
信

仰
の
あ
か
し
で
あ
っ
た
。制
作
に
か
け
た
思
い
も
一
入
で
あ
っ
た
は
ず
だ
。

　

そ
の『
涅
槃
図
』が
等
伯
の「
自
画
像
」？
―
む
ろ
ん
、わ
た
し
は
レ
ト
リ
ッ
ク
で
そ
う
云
っ
て
い
る
の

で
は
な
い
。こ
の
図
の
中
に一
人
、得
体
の
知
れ
な
い
男
が
描
か
れ
て
い
る
こ
と
に
着
目
し
て
い
る
か
ら

で
あ
る
。そ
の
男
は
仏
弟
子
風
を
装
っ
て
い
る
も
の
の
、頭
頂
の
み
を
禿
げ
さ
せ
た
デ
コ
頭
、濃
い
口
ひ

げ
、ゲ
ジ
ゲ
ジ
の
眉
と
、妙
に
実
人
的
な
面
貌
を
も
つ
。他
の
仏
弟
子
た
ち
と
は
明
ら
か
に一
線
を
劃

し
た
存
在
に
見
え
る
の
だ
。彼
は
、一
体
、誰
な
の
だ
ろ
う
か
。

　

実
は
以
前
よ
り
こ
の
男
の
存
在
が
気
に
な
っ
て
い
た
わ
た
し
は
、一
昨
年
夏
、勤
務
す
る
大
学
の
学

生
に
、こ
の
男
の
こ
と
は
何
も
伝
え
ず
、

　

―
本
法
寺
の『
涅
槃
図
』に
は
、正
体
不
明
と
し
か
言
い
よ
う
の
な
い
人
物
が
描
か
れ
て
い
る
よ
う

に
も
見
え
る
の
だ
が
、そ
れ
は
ど
の
男
か
、検
討
し
て
み
て
欲
し
い
―
と
な
る
べ
く
予
断
を
与
え
な
い

よ
う
に
、し
か
し
、検
討
す
る
に
際
し
て
は
、他
の「
涅
槃
図
」に
描
か
れ
た
人
物
と
の
異
同
を
見
る
こ

と
を
条
件
に
、課
題
と
し
た
。そ
の
結
果
は
、い
ま
わ
た
し
が
得
体
の
知
れ
な
い
と
し
た
男
が
、や
は
り

お
か
し
い
、と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。

　

当
然
で
あ
る
。そ
の
男
は
、管
見
で
も
他
の「
涅
槃
図
」に
は
全
く
登
場
し
な
い
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ

る
。そ
し
て
こ
の
男
こ
そ
等
伯
そ
の
人
で
は
な
い
か
―
い
や
、結
論
を
急
ぐ
こ
と
は
あ
る
ま
い
。次
回
に
そ

の
根
拠
と
共
に
そ
れ
は
述
べ
る
と
し

て
、ま
ず
は
そ
の
男
が『
涅
槃
図
』の

何
処
に
描
か
れ
て
い
る
か
、彼
を
捜

す
こ
と
を
読
者
へ
の
課
題
と
し
よ

う
。目
を
皿
に
し
、く
ま
な
く『
涅
槃

図
』を
見
つ
め
る
―
そ
れ
も
ま
た

「
亦
復
一
楽
」（
田
能
村
竹
田
自
画
賛

『
亦
復
一
楽
帖
』寧
楽
美
術
館
蔵
）、

「
眼
の
極
楽
」で
あ
る
か
ら
だ
。

長谷川等伯 『涅槃図』 本法寺蔵

た
の

に
っ
し
ん

ぎ
ゃ
く
し
ゅ
う

つ
る
ま
る

に
っ
つ
う

み
や
こ

し
ょ
う
う
ん
ぜ
ん
じ

ち
し
ゃ
く
い
ん

ひ
と
り

ひ
と
し
お

ま
た
ま
た
い
ち
ら
く

ど
こ



　

今
回
の
展
覧
会
で
紹
介
す
る
譜
代
大
名

本
多
家
の
礎
を
築
い
た
本
多
忠
勝
は
、天
文

十
七
年（
一
五
四
八
）現
在
の
岡
崎
市
内
に
生

ま
れ
た
生
粋
の
三
河
武
士
で
す
。武
勇
の
誉

れ
高
く
、徳
川
四
天
王
の
一
人
と
し
て
、徳
川

家
康
の
天
下
統
一
に
大
き
く
貢
献
し
ま
し

た
。黒
糸
威
の
具
足
を
ま
と
い
、鹿
角
の
兜
を

頂
い
た
そ
の
勇
姿
は
、典
型
的
な
戦
国
武
将

像
と
し
て
広
く
知
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

本
多
家
は
忠
勝
が
上
総
大
多
喜
に
大
名

と
し
て
取
立
て
ら
れ
て
以
降
、伊
勢
桑
名
か

ら
播
磨
姫
路
、大
和
郡
山
、陸
奥
福
島
、播
磨

姫
路
、越
後
村
上
、三
河
刈
谷
、下
総
古
河
、

石
見
浜
田
、そ
し
て
三
河
岡
崎
ま
で
十
回
に

及
ぶ
転
封
を
重
ね
な
が
ら
、十
六
代
に
わ
た

り
譜
代
大
名
と
し
て
幕
府
を
支
え
ま
し
た
。

そ
の
間
、忠
勝
の
子
忠
政
は
弟
忠
朝
と
と
も

に
大
坂
の
陣
で
活
躍
し
、そ
の
戦
功
に
よ
り

五
万
石
加
増
さ
れ
て
譜
代
大
名
配
置
の
最

前
線
で
あ
る
播
磨
姫
路
十
五
万
石
に
配
さ

れ
、西
国
へ
の
押
さ
え
と
し
て
の
重
責
を
担
い

ま
し
た
。さ
ら
に
忠
政
の
長
男
忠
刻
は
徳
川

秀
忠
の
長
女
千
姫
を
妻
に
迎
え
、徳
川
将
軍

家
と
の
繋
が
り
を
一
層
深
め
ま
し
た
。し
か

し
そ
の
後
、四
代
政
勝
の
跡
目
相
続
を
め

ぐ
っ
て
御
家
騒
動（
九
六
騒
動
）が
起
こ
り
、

さ
ら
に
七
代
忠
孝
の
早
世
に
よ
り
所
領
が
五

万
石
へ
減
知
さ
れ
る
な
ど
、苦
難
の
道
を
た

ど
り
ま
し
た
。

　

江
戸
時
代
後
期
の
明
和
六
年（
一
七
六
九
）

に
、十
一
代
忠
粛
が
石
見
浜
田
よ
り
三
河
岡

崎
に
転
封
と
な
り
、以
後
本
多
家
は
明
治
維

新
ま
で
約
一
〇
〇
年
に
わ
た
り
岡
崎
藩
主
を

務
め
ま
し
た
。岡
崎
時
代
の
本
多
家
は
、こ
れ

ま
で
の
度
重
な
る
転
封
に
よ
る
出
費
に
加
え

て
、東
海
道
を
往
来
す
る
公
的
賓
客
の
接
待

や
、矢
作
川
の
水
害
に
よ
る
普
請
や
年
貢
収

納
米
の
減
少
な
ど
に
よ
る
支
出
が
嵩
み
、藩

の
財
政
は
逼
迫
し
て
い
き
ま
し
た
。こ
の
た
め

十
三
代
忠
顕
、さ
ら
に
十
五
代
忠
民
の
代
に
、

大
規
模
な
財
政
改
革
が
断
行
さ
れ
ま
し
た
。

明
治
維
新
を
迎
え
、老
中
な
ど
の
幕
府
要
職

を
歴
任
し
た
忠
民
も
、慶
応
四
年（
一
八
六

八
）に
は
朝
廷
支
持
を
表
明
、十
六
代
忠
直

は
明
治
二
年（
一
八
六
九
）の
版
籍
奉
還
に
と

も
な
い
、岡
崎
藩
知
事
に
任
命
さ
れ
ま
し
た
。

新
体
制
下
で
藩
政
改
革
や
西
洋
式
の
軍
制

改
革
な
ど
が
進
み
ま
し
た
が
、同
四
年
の
廃

藩
置
県
に
よ
る
岡
崎
県
の
成
立

に
と
も
な
い
、忠
直
は
藩
知
事
の

任
を
解
か
れ
て
東
京
居
住
を
命

じ
ら
れ
、岡
崎
に
お
け
る
本
多
家

の
歴
史
は
幕
を
閉
じ
ま
し
た
。

　

こ
の
度
十
七
代
忠
敬
の
次
男

忠
次
が
分
家
の
際
に
建
て
た
邸

宅
が
、東
京
か
ら
岡
崎
市
東
公

園
内
に
移
築
、復
原
さ
れ
、七
月
六
日
よ
り

公
開
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。今
回
の

展
覧
会
は
、こ
の
旧
本
多
忠
次
邸
復
原
を
記

念
し
て
、譜
代
大
名
本
多
家
二
六
〇
年
の
歴

史
を
辿
る
も
の
で
す
。本
展
で
は
本
多
忠
勝

所
用
の
黒
糸
威
胴
丸
具
足（
重
要
文
化
財
）

を
は
じ
め
、同
家
ゆ
か
り
の
名
宝
を
一
堂
に

会
し
、譜
代
大
名
本
多
家
の
全
貌
に
迫
り
ま

す
。さ
ら
に
本
多
忠
次
邸
の
設
計
図
面
や
家

具
・
調
度
類
の
デ
ザ
イ
ン
画
、そ
し
て
忠
次
氏

の
住
宅
思
想
を
育
ん
だ
当
時
の
建
築
・
住
宅

書
な
ど
の
貴
重
な
資
料
の
数
々
も
特
別
公
開

し
ま
す
。

　

本
展
を
御
観
覧
頂
く
と
と
も
に
、昭
和
初

期
を
代
表
す
る
近
代
建
築
で
あ
る
旧
本
多

忠
次
邸
に
も
、是
非
足
を
お
運
び
頂
き
、維

新
後
の
本
多
家
の
姿
に
思
い
を
馳
せ
て
頂
け

れ
ば
幸
い
で
す
。

会期：平成24年7月7日（土）～8月19日（日）
《本多忠勝画像》個人蔵（重要文化財）

旧本多忠次邸復原記念

徳川四天王
本多忠勝と子孫たち

－岡崎藩主への軌跡－

浦 野 加 穂 子
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水
野
美
術
館
は
、Ｃ
Ｍ
で
も
御
馴
染
み
の

き
の
こ
の
製
造
と
販
売
を
行
っ
て
い
る
ホ
ク

ト
株
式
会
社
の
創
業
者
故
水
野
正
幸
氏
が

長
年
か
け
て
蒐
集
し
た
絵
画
を
も
と
に
、平

成
十
四
年（
二
〇
〇
二
）長
野
市
に
開
館
し
た

近
代
日
本
画
専
門
の
美
術
館
で
す
。

　

明
治
・
大
正
・
昭
和
期
に
総
称
さ
れ
る
近

代
は
、日
本
美
術
史
の
上
で
大
き
な
変
革
を

迎
え
た
時
代
で
し
た
。明
治
維
新
に
よ
っ
て一

気
に
押
し
寄
せ
た
文
明
開
化
の
波
は
絵
画
の

世
界
ま
で
も
襲
い
、西
洋
化
へ
の
道
を
推
し
進

め
る
こ
と
と
な
り
、こ
の
急
速
な
変
化
に
戸

惑
い
、目
標
を
見
出
せ
な
く
な
っ
た
当
時
の

画
家
た
ち
は
混
迷
の一
途
を
辿
り
ま
し
た
。こ

の
状
況
の
も
と
、日
本
美
術
の
衰
退
を
危
惧

し
た
ア
ー
ネ
ス
ト
・
Ｆ
・フ
ェ
ノ
ロ
サ
と
岡
倉
天

心
は
、日
本
古
来
の
古
美
術
の
保
護
と
新
た

な
日
本
画
を
唱
え
、明
治
二
十
二
年（
一
八
八

九
）に
東
京
美
術
学
校（
現
東
京
藝
術
大
学
）

を
開
校
し
ま
す
。い
ち
早
く
天
心
の
考
え
に

共
鳴
し
た
橋
本
雅
邦
を

初
代
教
授
に
迎
え
、狩

野
派
な
ど
各
派
の
伝
統

技
と
西
洋
画
の
手
法
を

交
錯
さ
せ
た
新
し
い
日

本
画
の
創
造
に
向
け
た

様
々
な
試
み
が
な
さ
れ

て
い
き
ま
す
。雅
邦
の
も

と
に
は
、横
山
大
観
、下
村
観
山
、川
合
玉

堂
、菱
田
春
草
ら
が
集
い
、そ
の
活
躍
は
後
世

の
日
本
画
に
大
き
な
影
響
を
与
え
ま
し
た
。

水
野
美
術
館
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
は
、こ
れ
ら
岡

倉
天
心
の
流
れ
を
く
む
近
代
日
本
画
を
系

統
立
て
て
集
め
ら
れ
た
も
の
で
、現
在
約
四

百
点
の
作
品
が
収
蔵
さ
れ
て
い
ま
す
。特
に
、

同
じ
長
野
県
の
飯
田
市
出
身
の
菱
田
春
草
に

つ
い
て
は
、郷
土
ゆ
か
り
の
作
家
と
し
て
蒐
集

に
力
を
入
れ
、初
期
か
ら
晩
年
に
至
る
ま
で

三
十
二
点
を
所
蔵
し
、全
国
随
一の
コ
レ
ク
シ
ョ

ン
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

こ
の
た
び
、水
野
美
術
館
の
ご
協
力
を
得

て
、当
館
に
て「
水
野
美
術
館
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
名

品
展　

近
代
日
本
画
を
築
い
た
巨
匠
た
ち
ー

横
山
大
観
か
ら
平
山
郁
夫
ま
で
ー
」を
開
催

す
る
は
こ
び
と
な
り
ま
し
た
。こ
の
展
覧
会

で
は
、横
山
大
観
、下
村
観
山
、川
合
玉
堂
、

菱
田
春
草
ら
近
代
日
本
画
の
草
創
期
を
支

え
た
作
家
か
ら
、杉
山
寧
、奥
田
元
宋
、加
山

又
造
、高
山
辰
雄
、平
山
郁
夫
ら
戦
後
の
日

本
画
壇
を
リ
ー
ド
し
た
作
家
を
中
心
と
し

て
、上
村
松
園
、伊
東
深
水
、橋
本
明
治
ら
美

人
画
の
巨
匠
た
ち
も
含
め
、選
り
す
ぐ
り
の

名
品
六
十
点
を
展
示
い
た
し
ま
す
。い
ち
ば

ん
の
お
薦
め
は
な
ん
と
い
っ
て
も
大
観
の
初

期
の
代
表
作『
無
我
』（
明
治
三
十
年
）。花
鳥

風
月
が
主
流
で
あ
っ
た
当
時
の
日
本
画
壇

で
、無
垢
な
子
ど
も
の
姿
を
通
し
て
無
心
の

境
地
を
表
現
し
た
こ
の
作
品
は
、当
時
の
画

壇
を
驚
愕
さ
せ
た
ば
か
り
で
な
く
、大
観
の

名
を
不
動
の
も
の
と
し
ま
し
た
。

　

な
お
、会
期
は
九
月
一
日（
土
）か
ら
十
月
二

十
一
日（
日
）ま
で
と
な
っ
て
い
ま
す
。水
野
美

術
館
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
が
ま
と
ま
っ
て
ご
覧
い

た
だ
け
る
ま
た
と
な
い
機
会
で
す
。

　

近
代
日
本
画
を
築
い
た
巨
匠
た
ち
の
名
品

と
と
も
に
、秋
の
素
敵
な
一
日
を
岡
崎
市
美

術
博
物
館
で
過
ご
し
て
い
た
だ
け
た
ら
と
思

い
ま
す
。

会期：平成24年9月1日（土）～10月21日（日）

横山大観 《無我》 1897年

水野美術館コレクション名品展

近代日本画を
築いた巨匠たち
ー横山大観から平山郁夫までー

稲 垣 満 春



集
荷
の
旅 

（
8
）

　

美
術
専
用
車
で
め
ぐ
る
集
荷
の
旅
、そ

の
宿
は
ビ
ジ
ネ
ス
ホ
テ
ル
が
定
番
で
す
。

宿
泊
地
を
決
め
る
の
に一
番
大
事
な
の
が

駐
車
場
で
す
。運
送
会
社
の
支
店
が
あ
る

町
は
良
い
の
で
す
が
、そ
れ
以
外
は
ホ
テ

ル
の
駐
車
場
で
す
。４
ｔ
車
が
駐
車
可
、

も
ち
ろ
ん
鍵
は
か
け
ま
す
が
、さ
ら
に
後

ろ
の
荷
扉
が
絶
対
開
か
な
い
よ
う
壁
に

ピ
ッ
タ
リ
背
面
を
着
け
ら
れ
る
駐
車
場

の
あ
る
ホ
テ
ル
を
探
し
ま
す
。こ
れ
が
意

外
に
難
し
い
。良
い
場
所
が
な
い
と
集
荷

先
か
ら
離
れ
た
別
の
町
と
な
る
こ
と
も

あ
り
ま
す
。

　
ビ
ジ
ネ
ス
ホ
テ
ル
な
の
で
夕
食
は
簡
単

に
す
ま
せ
る
こ
と
が
多
く
、全
国
各
地
を

飛
び
歩
く
わ
り
に
は
あ
ま
り
地
元
の
名

物
料
理
に
出
く
わ
す
こ
と
も
あ
り
ま
せ

ん
。当
館
学
芸
員
に
は
、大
分
で
関
鯖
を

鱈
腹
食
べ
て
く
る
の
も
い
ま
す
が
、か
え
っ

て
昼
食
に
訪
れ
る
食
堂
や
高
速
道
路
の

Ｐ
Ａ
の
方
が
地
元
の
特
産
品
を
食
べ
ら

れ
る
よ
う
で
、な
か
で
も
中
国
道
で
の
ワ

ニ
フ
ラ
イ
に
は
面
く
ら
い
ま
し
た
。昼
食

で
困
る
の
は
都
会
の
方
で
す
。京
都
で
は

車
を
止
め
る
と
こ
ろ
も
な
く
一
苦
労
で

す
。事
前
に
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
を
調
整
、昼
時

に
は
市
内
脱
出
を
試
み
ま
す
。食
事
に
困

ら
な
か
っ
た
の
が
、『
大
古
墳
展
』『
平
賀

源
内
展
』で
お
世
話
に
な
っ
た
香
川
県
。

歴
史
博
物
館（
現
香
川
県
立
ミ
ュ
ー
ジ
ア

ム
）の
学
芸
員
に
教
え
て
い
た
だ
い
た
う

ど
ん
屋
の
数
は
限
り
な
く
、コ
ー
ス
途
上

に
は
必
ず
讃
岐
う
ど
ん
の
名
店
が
あ
る

の
で
す
。お
い
し
く
お
徳
に
。そ
し
て
ど
こ

か
懐
か
し
く
、地
域
の
人
々
の
心
が
浸
み

込
ん
で
い
る
よ
う
で
す
。そ
ん
な
四
国
で

印
象
に
の
こ
っ
て
い
る
の
が
坂
出
の
鎌
田

共
済
会
郷
土
博
物
館
。規
模
は
大
き
す

ぎ
る
の
で
す
が
、ど
う
し
て
も
村
上
春
樹

の『
海
辺
の
カ
フ
カ
』に
登
場
す
る
甲
村

記
念
図
書
館
の
イ
メ
ー
ジ
に
重
な
っ
て
し

ま
い
ま
す
。鎌
田
は
財
団
営
で
元
は
図
書

館
、市
街
地
に
あ
り
な
が
ら
静
謐
な
独
自

の
空
間
を
生
み
出
し
て
い
ま
す
。こ
こ
で

も
多
く
の
物
語
が
繰
り
返
さ
れ
た
か
の

よ
う
な
に
お
い
が
染
み
付
い
て
い
ま
し
た
。

荒
井
信
貴

展
覧
会
感
想

　
一
昨
年
、パ
リ
で
十
二
万
人
を
超
え
る

観
客
を
動
員
し
た「
ア
ー
ル
・
ブ
リ
ュ
ッ

ト
・
ジ
ャ
ポ
ネ
展
」で
は
、日
本
の
障
が
い

者
な
ど
の
作
品
、約
八
〇
〇
点
が
紹
介

さ
れ
、大
き
な
反
響
を
呼
ん
だ
。こ
の
よ

う
な
作
品
が
日
本
の
美
術
館
で
展
示
さ

れ
る
機
会
は
少
な
い
た
め
、今
回
の
日
本

へ
の
巡
回
を
大
い
に
期
待
し
て
い
た
。

　

と
い
う
の
も
、私
は
シ
ュ
ル
レ
ア
リ
ス
ム

研
究
の
延
長
上
で
、ア
ー
ル・
ブ
リ
ュ
ッ
ト

や
プ
リ
ミ
テ
ィ
ヴ
ア
ー
ト
と
い
っ
た
純
粋

表
現
に
つ
い
て
学
ん
で
お
り
、二
〇
〇
九

年
に
は
、ア
ジ
ア
の
障
が
い
者
の
作
品
を

集
め
た
初
の
国
際
展「
ア
ジ
ア・パ
ラ
ア
ー

ト
Ｔ
Ｏ
Ｋ
Ｙ
Ｏ
」（
財
団
法
人
日
本
チ
ャ

リ
テ
ィ
協
会
主
催
）の
ア
ド
ヴ
ァ
イ
ザ
ー

を
命
じ
ら
れ
、そ
の
立
ち
上
げ
に
参
画
す

る
な
ど
の
活
動
を
し
て
き
た
か
ら
で
あ

る
。パ
リ
で
の
冒
頭
の
展
覧
会
が
話
題
を

さ
ら
っ
た
の
が
、そ
の
翌
年
の
こ
と
で

あ
っ
た
か
ら
、い
よ
い
よ
こ
の
分
野
に
も

広
く
関
心
が
注
が
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き

た
も
の
と
喜
ば
し
く
思
っ
て
い
た
の
で
あ

る
。

　
「
ア
ー
ル・
ブ
リ
ュ
ッ
ト
・
ジ
ャ
ポ
ネ
展
」

は
日
本
財
団
が
障
が
い
者
の
芸
術
活
動

の
支
援
事
業
と
し
て
、作
品
を
所
蔵
し
て

全
国
を
巡
回
さ
せ
て
い
る
企
画
。今
回
の

会
場
、か
わ
ら
美
術
館
で
は
六
十
三
作

家
、約
三
〇
〇
点
の
展
示
が
あ
り
、そ
れ

ぞ
れ
の
作
品
が
繰
り
出
す
驚
く
べ
き
創

造
力
と
変
幻
自
在
な
価
値
観
は
、表
現

と
は
何
か
と
い
う
根
源
的
な
問
い
を
投

げ
か
け
て
く
る
。社
会
的
な
固
定
観
念
や

先
入
観
を
取
り
払
い
、一
点
一
点
の
作
品
と

無
心
に
対
峙
し
て
ゆ
け
ば
、魂
の
叫
び
や

無
意
識
か
ら
生
ま
れ
出
る
多
様
な
表
現

と
じ
っ
く
り
と
向
き
合
え
る
展
覧
会
で

あ
る
。

 　

今
回
の
展
覧
会
が
、一
過
性
の
ブ
ー
ム

で
終
わ
る
こ
と
の
な
い
よ
う
、今
後
も

様
々
な
方
法
に
よ
っ
て
継
続
さ
れ
、広
く

紹
介
さ
れ
る
機
会
が
望
ま
れ
る
。そ
の
観

点
か
ら
も
、同
じ
く
日
本
財
団
が
運
営
す

る
滋
賀
県
近
江
八
幡
市
に
あ
る「
ボ
ー
ダ

レ
ス・ア
ー
ト
ミュ
ー
ジ
ア
ム
N
O‒

M
A
」

の
活
動
か
ら
は
目
が
離
せ
な
い
。

村
松
和
明

鎌田共済会郷土博物館

「アール・ブリュット・ジャポネ」展



書
籍
紹
介

　

今
年
四
月
に
発
売
さ
れ
た
新
書
で
、考

古
学
・
古
代
史
の
話
題
の
争
点「
邪
馬
台

国
」に
つ
い
て
研
究
の
現
状
を
ま
と
め
ら

れ
た
も
の
で
す
。書
評
も
好
評
で
新
聞
各

紙
で
取
上
げ
ら
れ
て
い
ま
し
た
。畿
内

説
・
九
州
説
未
だ
に
結
論
を
見
ず
諸
説

が
飛
び
交
っ
て
い
る
状
況
で
す
が
、近
年

の
奈
良
県
桜
井
市
の
纏
向
遺
跡
の
発

掘
、箸
墓
古
墳
の
調
査
な
ど
か
ら
は
畿

内
説
の
分
が
良
い
よ
う
で
す
。そ
ん
な
邪

馬
台
国
に
つ
い
て
の
一
書
を
古
墳
研
究
の

碩
学
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
大
塚
先
生

が
も
の
に
さ
れ
て
い
ま
す
。そ
の
こ
と
自

体
が
一
時
代
前
な
ら
奇
異
に
感
じ
ら
れ

る
こ
と
な
の
で
す
が
。

　

魏
志
倭
人
伝
に
描
か
れ
た
二
世
紀
か

ら
三
世
紀
前
半
に
か
け
て
の
邪
馬
台
国

と
其
の
周
辺
の
姿
は
、こ
れ
ま
で
日
本
に

お
け
る
弥
生
時
代
、特
に
そ
の
後
期
の
様

相
を
語
る
好
資
料
と
し
て
位
置
づ
け
ら

れ
、考
古
学
で
は
多
く
の
弥
生
時
代
研

究
者
に
よ
り
取
上
げ
ら
れ
て
き
て
い
ま
し

た
。し
か
し
、一
九
八
〇
年
代
、木
材
の
年

輪
年
代
法
に
よ
る
年
代
比
定
の
活
用
以

降
、炭
素
同
位
体
に
よ
る
Ｃ
１４
年
代
法
に

Ａ
Ｍ
Ｓ
法
が
新
た
に
導
入
さ
れ
、弥
生

時
代
の
年
代
が
百
年
か
ら
五
十
年
遡
る

と
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、今
で
は
定
説
と

な
り
つ
つ
あ
り
ま
す
。倭
人
伝
の
記
述

も
、箸
墓
古
墳
が
卑
弥
呼
の
墓
か
と
問

題
に
さ
れ
る
よ
う
に
、弥
生
時
代
末
か
ら

古
墳
時
代
へ
の
転
換
点
と
し
て
理
解
さ

れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
て
い
ま
す
。

　

そ
の
研
究
の
変
化
を
大
塚
先
生
は
完

結
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
ま
す
。し
か
し
先

を
急
ぎ
ま
せ
ん
。「
考
古
学
と
は
つ
ね
に

新
し
い
事
実
に
よ
っ
て
古
い
常
識
が
書
き

換
え
ら
れ
て
い
く
、そ
う
い
う
学
問
だ
。」

「
思
考
の
基
盤
は『
モ
ノ
』で
あ
り
考
古
学

的
事
象
で
あ
る
。」と
諭
さ
れ
、新
し
い
遺

跡
・
遺
物
の
発
見
に
よ
り
大
き
く
歴
史
が

書
き
換
え
ら
れ
る
可
能
性
が
大
き
い
学

問
で
あ
る
が
故
、絶
え
ず
慎
重
な
姿
勢
を

持
ち
続
け
る
べ
き
と
い
う
先
生
の
信
念
が

伝
わ
っ
て
く
る
本
で
す
。

荒
井
信
貴

千
葉
真
智
子

岡
崎
ア
ー
ト
＆
ジ
ャ
ズ
2
0
1
2

　
「
あ
い
ち
ト
リ
エ
ン
ナ
ー
レ
2
0
1
3
」

を
来
年
に
控
え
、岡
崎
市
で
は
プ
レ
イ
ベ

ン
ト
と
し
て「
岡
崎
ア
ー
ト
＆
ジ
ャ
ズ

2
0
1
2
」（一一
月
一
日
〜
一二
月
二
日
）を

開
催
し
ま
す
。街
中
で
ア
ー
ト
の
企
画
展

示
と
ジ
ャ
ズ
の
イ
ベ
ン
ト
を
行
う
の
で
す

が
、そ
の
ア
ー
ト
部
門
に
関
し
て
、現
在
、

こ
ち
ら
で
準
備
を
進
め
て
い
て
、メ
イ
ン
会

場
に
は
、康
生
に
あ
る
シ
ビ
コ
六
階（
旧
レ

ス
ト
ラ
ン
街
）･
屋
上
と
岡
崎
城
内
の
東

隅
櫓
、そ
れ
に
オ
ー
プ
ン
し
た
ば
か
り
の

旧
本
多
忠
次
邸
を
予
定
し
て
い
ま
す
。

　

三
〇
代
半
ば
以
降
の
世
代
に
と
っ
て
、

シ
ビ
コ
は
あ
る
種
の
懐
か
し
さ
、郷
愁
を

誘
う
場
所
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。空
洞

化
が
進
む
康
生
地
区
で
す
が
、か
つ
て
は

買
い
物
、映
画
、ボ
ー
リ
ン
グ
、プ
ー
ル
と
楽

し
み
を
求
め
て
多
く
の
人
が
訪
れ
、シ
ビ

コ
は
そ
ん
な
時
代
の
一つ
の
中
心
で
し
た
。

ご
他
聞
に
も
れ
ず
、私
も
本
屋
や
レ
ス
ト

ラ
ン
に
通
っ
た
こ
と
を
覚
え
て
い
ま
す
。そ

う
し
た
多
く
の
市
民
が
共
有
す
る
賑
わ
い

の
記
憶
―
失
わ
れ
た
過
去
の
思
い
出
を

頼
り
に
、シ
ビ
コ
会
場
で
は
、六
組
の
作
家

た
ち
に
街
や
遊
び
場
の
記
憶
を
テ
ー
マ
に

作
品
を
制
作
し
て
も
ら
う
予
定
で
す
。ま

た
東
隅
櫓
で
は
、岡
崎
が
謳
う「
歴
史
の

街
」に
相
応
し
い
、重
厚
感
の
あ
る
作
品

空
間
を
出
現
さ
せ
ま
す
。

　

街
が
多
く
の
人
の
記
憶
や
時
間
の
複

合
体
で
あ
る
の
と
は
対
象
的
に
、旧
本
多

邸
は
本
多
忠
次
と
い
う
一
個
人
が
、七
〇

年
に
わ
た
り
愛
着
を
持
っ
て
暮
ら
し
た
非

常
に
私
的
な
場
で
す
。そ
こ
で
旧
本
多
邸

で
は
、三
人
の
作
家
の
方
々
に
、そ
う
し
た

個
人
的
な
空
間
な
ら
で
は
の
親
密
な
物

語
を
展
開
し
て
も
ら
う
予
定
で
す
。

　

全
会
場
に
共
通
す
る
の
は
、重
層
化
さ

れ
た
時
間
や
記
憶
。作
品
は
、私
た
ち
一

人
ひ
と
り
の
思
い
出
に
寄
り
添
い
な
が

ら
、共
感
や
か
つ
て
の
楽
し
み
を
呼
び
覚

ま
し
て
く
れ
る
こ
と
と
思
い
ま
す
。

　

同
じ
時
期
、美
術
博
物
館
で
も
連
携
事

業
を
行
い
ま
す
。是
非
、あ
ち
ら
こ
ち
ら
と

ご
覧
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。

岩崎貴宏 《フェノタイピック・リモデリング（広島）》 2010年

大塚初重『邪馬台国をとらえなおす』講談社現代新書

COLUMN＆TOPIC

ま
き
む
く

は
し
は
か



 　

先
日
、母
と
高
山
へ
出
掛
け
た
。こ
こ

二
、三
年
、お
花
見
や
ス
ノ
ー
ボ
ー
ド
な
ど

を
楽
し
み
に
毎
年
の
よ
う
に
旅
行
し
て

は
い
た
が
、母
と
訪
れ
る
の
は
初
め
て

だ
っ
た
の
で
、親
子
水
入
ら
ず
の
旅
を
楽

し
ん
だ
。

　

名
古
屋
駅
か
ら
ワ
イ
ド
ビ
ュ
ー
ひ
だ
に

乗
り
、渓
谷
や
新
緑
を
楽
し
み
な
が
ら

約
三
時
間
。途
中
雨
に
も
降
ら
れ
た
が
、

快
晴
の
高
山
へ
到
着
し
た
。気
候
が
岡
崎

と
は
一ヶ
月
程
ず
れ
て
い
る
た
め
、五
月

半
ば
に
も
か
か
わ
ら
ず
、八
重
桜
を
発

見
。肌
寒
く
も
な
い
が
、暑
す
ぎ
る
こ
と

も
な
い
、気
持
ち
の
よ
い
天
気
だ
っ
た
。

　

せ
っ
か
く
来
た
の
だ
か
ら
高
山
を
堪

能
し
よ
う
、と
い
う
こ
と
で
、ま
ず
は
高

山
ラ
ー
メ
ン
を
。そ
の
後
、飛
騨
牛
コ
ロ
ッ

ケ
、飛
騨
牛
串
、飛
騨
牛
乳
ソ
フ
ト
ク

リ
ー
ム
、み
た
ら
し
だ
ん
ご
。景
色
や
風

情
そ
っ
ち
の
け
で
名
物
を
食
べつ
く
す
自

称
グ
ル
メ
親
子
…
も
ち
ろ
ん
、古
い
町
並

み
や
高
山
陣
屋
な
ど
、観
光
も
忘
れ
ず

楽
し
ん
だ
。小
京
都
と
も
言
わ
れ
る
古
い

町
並
み
に
は
高
山
祭
り
の
山
車
を
格
納

す
る
蔵
、昔
な
が
ら
の
漆
器
店
な
ど
、普

段
見
ら
れ
な
い
風
景
が
あ
り
、新
た
な

発
見
も
あ
り
つ
つ
、町
並
み
自
体
の
景
色

に
も
癒
さ
れ
た
。陣
屋
で
は
、時
代
劇
で

見
る
よ
う
な
代
官
所
や
古
民
家
を
見

学
。何
度
も
訪
れ
て
は
い
た
が
、今
回
は

ゆ
っ
く
り
と
高
山
を
堪
能
で
き
た
旅
で

あ
っ
た
。都
会
の
喧
騒
を
離
れ
、の
ん
び

り
し
た
い
方
に
は
、高
山
へ
の
旅
を
ぜ
ひ

オ
ス
ス
メ
し
た
い
。（
佑
）

高
山
新
発
見

美
術
館
の
密
か
な
楽
し
み
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美
術
館
や
博
物
館
へ
行
く
と
き
、密
か

に
楽
し
み
に
し
て
い
る
の
が
、美
術
館
に

併
設
さ
れ
た
食
べ
物
屋
さ
ん
に
入
る
こ

と
で
す
。

　
一
口
に
食
べ
物
屋
さ
ん
と
いっ
て
も
、お

抹
茶
だ
け
の
と
こ
ろ
か
ら
洒
落
た
カ

フ
ェ
、本
格
的
な
料
理
店
ま
で
あ
り
ま

す
。出
て
く
る
料
理
の
内
容
も
で
す
が
、

場
所
も
バ
ラ
エ
テ
ィ
に
富
ん
で
い
て
、愛

知
県
美
術
館
に
あ
る
と
あ
る
カ
フ
ェ
は

展
示
室
か
ら
高
く
、し
か
も
廊
下
か
ら

少
し
見
え
に
く
い
と
こ
ろ
に
あ
る
の
で
、

ど
こ
に
あ
る
の
か
わ
か
ら
ず
迷
っ
て
し

ま
っ
た
り
、昭
和
美
術
館
の
お
抹
茶
と
お

菓
子
が
い
た
だ
け
る
と
こ
ろ
は
、外
か
ら

眺
め
る
景
色
が「
こ
こ
は
本
当
に
名
古

屋
か
？
」と
思
う
ほ
ど
の
緑
に
あ
ふ
れ
か

え
っ
て
い
た
り
し
ま
す
。

　

徳
川
美
術
館
に
併
設
さ
れ
て
い
る
徳

川
園
に
は
フ
ラ
ン
ス
料
理
店
が
あ
り
ま

す
が
、入
ろ
う
と
思
う
と
い
つ
も
予
約

いっ
ぱ
い
。と
こ
ろ
が
こ
の
間
、だ
め
も
と

で
フ
ラ
ン
ス
料
理
店
へ
行
っ
た
と
こ
ろ
、

た
ま
た
ま
席
が
空
い
て
い
る
と
の
こ
と

な
の
で
、も
の
の
た
め
し
に
食
べ
て
み
る

こ
と
に
し
ま
し
た
。平
日
で
し
か
も
値
段

が
高
い（
平
日
ラ
ン
チ
の
最
低
価
格
が

２
，５
０
０
円
！
）に
も
か
か
わ
ら
ず
、

ほ
ぼ
満
席
の
盛
況
。「
い
っ
た
い
ど
う
い
っ

た
人
た
ち
が
食
べ
て
い
る
ん
だ
ろ
う
？
」

と
思
い
な
が
ら
、店
の
隅
で
ラ
ン
チ
を
食

べ
て
い
ま
し
た
。（
典
）

表紙図版：黒糸威胴丸具足（部分）個人蔵

編 集 後 記｜ 東公園に復原された「旧本多忠次邸」。昭和2年建設のこの洋風住宅は、「こうしたい！」という施主の思いが伝わってくる愛らしい建

物です。当館からの帰りに是非お立ち寄りください。昭和初期は、豊かになってゆく社会のなかで、家族のための新しい住宅が求められた時代でした。

社会のあり方が大きく変化した今、私たちは異なる価値観のなかで、「住まう」ということについて、改めて考えるときにきているのかも知れません。（千葉）

旧本多忠次邸復原記念

徳川四天王本多忠勝と子孫たち ―岡崎藩主への軌跡―
7月7日（土）～8月19日（日）
■講演会
7月14日（土）「長篠合戦図屏風に描かれた本多忠勝」
原史彦（徳川美術館学芸部課長）
8月12日（日）「岡崎藩の財政改革」
堀江登志実（当館学芸班長）
■講座
7月8日（日）「近代の新しい住宅―本多邸建設に込められた熱意」
千葉真智子（当館学芸員）
7月22日（日）「本多家の刀剣の魅力」
杉浦良幸（刀剣研究家）
■学芸員による展示説明会
7月16日（月･祝）、8月11日（土）
＊いずれも午後2時から
■ワークショップ
7月29日（日）、8月5日（日）　夏休みこども教室「本多忠勝を知ろう！」
小学4～6年生対象（保護者の同伴可）。定員20名。参加無料（ただし保護者の
方は展覧会チケットが必要）。

申込方法：往復はがきの「往信用裏面」に①ワークショップ名②希望日③保護
者の郵便番号･住所･氏名･電話番号④子供の氏名（ふりがな）･学校名･学
年、「返信用表面」に保護者の郵便番号･住所･氏名を明記の上、7月10日（火）
必着で、当館「夏休みこども教室」係宛にお送りください。
＊グループでの申込は4人までです。
＊いずれも午後1時30分～4時30分
■演武
7月25日（水）、8月9日（木）「「葵」武将隊見参！」
グレート家康公「葵」武将隊が、当館にて演武を披露。
＊いずれも午前11時から

水野美術館コレクション名品展

近代日本画を築いた巨匠たち ―横山大観から平山郁夫まで―
9月1日（土）～10月21日（日）
■講演会
9月23日（日）「水野美術館コレクションからみる  日本画１４０年の歩み（仮題）」
島田康寛（立命館大学大学院教授）
■学芸員による展示説明会
9月16日（日）、10月8日（月･祝）
＊いずれも午後2時から




