
　鎌
倉
は
二
〇
一
三
年
の
世
界
遺
産
登

録
を
目
指
し
て
お
り
、今
秋
、鎌
倉
に

縁
深
い
三
つ
の
博
物
館
が
連
携
し
て

「
武
家
の
古
都
・
鎌
倉
」を
共
通
テ
ー
マ

に
展
覧
会
を
開
催
し
て
い
た
。私
は
三

館
全
て
巡
っ
た
が
、各
館
が
各
々
の
持

ち
味
を
生
か
し
た
切
り
口
で
、古
都
鎌

倉
の
魅
力
を
伝
え
よ
う
と
し
た
面
白
い

企
画
で
あ
っ
た
。鎌
倉
国
宝
館
は
三
十

躯
を
超
え
る
仏
像
を
は
じ
め
市
内
の

寺
社
の
至
宝
を
中
心
に
、鎌
倉
で
育
ま

れ
た
豊
か
な
武
家
文
化
を
、県
立
金
沢

文
庫
で
は
北
条
一
族
が
設
け
た
金
沢
文

庫
及
び
菩
提
寺
称
名
寺
の
歴
史
的
意

義
や
鎌
倉
に
お
け
る
顕
密
・
禅
律
・
新

仏
教
の
展
開
を
紹
介
し
、さ
ら
に
県
立

歴
史
博
物
館
で
は
出
土
品
や
古
文
書

な
ど
か
ら
中
世
都
市
鎌
倉
の
姿
の
再

発
見
を
試
み
て
い
た
。

　同
時
に
源
氏
縁
り
の
鶴
岡
八
幡
宮

や
建
長
寺
を
は
じ
め
と
す
る
鎌
倉
五

山
な
ど
の
寺
社
も
訪
れ
た
。鎌
倉
は
背

後
三
方
を
山
に
護
ら
れ
、前
方
に
は
相

模
湾
が
広
が
る
。市
中
は
開
け
て
い
る

が
、山
麓
を
ぬ
う
街
道
の
急
坂
を
上
る

と
、山
間
に
は
静
謐
な
禅
の
空
間
が
広

が
っ
て
お
り
、鎌
倉
が
武
士
の
都
で
あ

る
と
同
時
に
、禅
宗
な
ど
新
仏
教
が
花

開
い
た
地
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

　資
料
は
博
物
館
の
展
示
だ
け
で
理

解
で
き
る
も
の
で
は
な
い
。そ
れ
が
生

ま
れ
、育
ま
れ
た
場
所
を
訪
ね
る
こ
と

で
、理
解
が
よ
り
深
ま
る
。そ
れ
を
実

感
し
た
秋
の
旅
で
あ
っ
た
。（
浦
）

武
家
の
古
都
・
鎌
倉

ご
当
地
キ
ャ
ラ
雑
感
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　最
近
な
に
か
と
話
題
の
ご
当
地
キ
ャ

ラ
、今
や
彼
ら
は
町
の
顔
と
し
て
欠
か

せ
ま
せ
ん
。「
岡
崎
ア
ー
ト
＆
ジ
ャ
ズ
２

０
１
２
」で
も
、オ
カ
ザ
え
も
ん
が
話
題

に
な
り
ま
し
た
。

　キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
好
き
に
と
っ
て
は
、ご

当
地
キ
ャ
ラ
は
旅
の
楽
し
み
で
す
。昨

年
、ひ
こ
に
ゃ
ん
に
会
う
た
め
に
彦
根

城
へ
行
っ
た
の
は
い
い
思
い
出
。身
の
回

り
の
品
も
、名
刺
入
れ
は
ひ
こ
に
ゃ
ん

（
滋
賀
県
彦
根
市
）、ス
マ
ホ
の
待
受
は
バ

リ
ィ
さ
ん（
愛
媛
県
今
治
市
）、イ
ヤ
ホ
ン

ジ
ャ
ッ
ク
に
は
く
ま
モ
ン（
熊
本
県
）と
、

ゆ
る
キ
ャ
ラ
グ
ラ
ン
プ
リ
歴
代
王
者
に

染
ま
っ
て
い
る
こ
の
頃
。そ
し
て
マ
グ

カ
ッ
プ
に
は
、十
一
月
に
デ
ビ
ュ
ー
し
た
ば

か
り
の
岡
崎
市
観
光
協
会
の
キ
ャ
ラ
ク

タ
ー「
イ
エ
ヤ
ス
コ
ウ
と
シ
テ
ン
ニ
ョ
ー
シ

カ
」。淡
い
パ
ス
テ
ル
カ
ラ
ー
と
曲
線
を
描

く
魅
惑
の
フ
ォ
ル
ム
を
兼
ね
備
え
た
彼

ら
の
今
後
に
期
待
で
す
。

　ま
た
最
近
、ツ
イ
ッ
タ
ー
で
ね
こ
ま
さ

む
ね（
宮
城
県
仙
台
市
）を
発
見
。三
日

月
兜
と
隻
眼
が
特
徴
的
だ
か
ら
か
、猫

で
あ
ろ
う
と
伊
達
政
宗
が
モ
デ
ル
と
認

識
で
き
る
、彼
の
知
名
度
と
汎
用
性
は

素
晴
ら
し
い
。徳
川
家
康
や
徳
川
四
天

王
は
そ
の
辺
ど
う
で
し
ょ
う
？

　実
は
こ
う
し
た
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
文
化

は
、江
戸
時
代
の
妖
怪
ブ
ー
ム
が
源
流

と
い
う
説
が
あ
り
ま
す
。伝
統
な
ら
い
い

じ
ゃ
な
い
！
と
い
う
こ
と
で
、私
は
こ
れ

か
ら
も
キ
ャ
ラ
た
ち
を
愛
で
て
い
く
所

存
で
す
。（
酒
）

編 集 後 記｜ 今回、「2012年、印象に残った展覧会」というお題を出したものの、いざ自分も挙げようとすると面白く拝見したはずの展覧会もな

かなか思い出せず。あっという間に過ぎたと感じた1年が、実は長かったことに気づかされます。2013年、気持ちを新たに、みなさんに面白いと感じ

ていただける展覧会を提供できるよう、職員一同で頑張ります。（千葉）

表紙図版：昭和30年代の茶の間風景（平成22年度展覧会より）

千
葉
真
智
子

映
画
評

　近
代
建
築
の
巨
匠
ル・コ
ル
ビ
ュ
ジ
エ

が
南
米
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
に
建
て
た「
ク
ル

チ
ェ
ッ
ト
邸
」（
現
在
資
料
館
と
し
て
一

般
公
開
）が
舞
台
と
な
っ
た
こ
の
映
画
。

完
全
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
な
の
だ
が
、殆
ど
の

シ
ー
ン
が
こ
の
邸
宅
内
で
撮
影
さ
れ
て

い
る
た
め
、物
語
の
展
開
を
追
い
な
が

ら
空
間
を
体
験
し
、デ
ィ
テ
ー
ル
を
見

ら
れ
る
と
い
う
建
築
好
き
に
は
と
て
も

嬉
し
い
作
り
と
な
っ
て
い
る
。と
は
言

え
、本
作
に
お
い
て
、邸
宅
は
単
に
視
覚

を
満
足
さ
せ
る
た
め
だ
け
の
装
置
と

な
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
。物
語
は
、隣

人
が
あ
る
日
突
然
、主
人
公
で
あ
る
デ

ザ
イ
ナ
ー
の
暮
ら
す
邸
宅
に
近
接
す
る

家
の
外
壁
に
窓
を
穿
ち
、プ
ラ
イ
バ

シ
ー
を
巡
る
ト
ラ
ブ
ル
に
発
展
す
る
と

い
う
、誰
に
で
も
起
こ
り
得
る
ご
近
所

ネ
タ
を
モ
チ
ー
フ
と
し
て
い
る
の
だ
が
、

「
ル・コ
ル
ビ
ュ
ジ
エ
の
家
」で
あ
る
こ
と

が
、こ
の
単
純
な
物
語
を
展
開
す
る
た

め
の
原
動
力
と
な
り
、多
元
的
な
意
味

を
も
た
ら
す
こ
と
に
つ
な
が
っ
て
い
る
。

　隣
人
は「
陽
を
分
け
て
く
れ
」と
言

い
な
が
ら
壁
に
穴
を
開
け
る
。こ
れ
が

大
問
題
に
発
展
す
る
の
は
、ク
ル
チ
ェ
ッ

ト
邸
が「
水
平
連
続
窓
」を
提
唱
し
た

ル・コ
ル
ビ
ュ
ジ
エ
の
設
計
故
に
、そ
も
そ

も
ガ
ラ
ス
張
り
で
外
部
に
開
か
れ
て
い

る
か
ら
で
あ
る
。こ
う
し
て
プ
ラ
イ
ベ
ー

ト
な
住
空
間
は
あ
っ
け
な
く
外
部
に
晒

さ
れ
、こ
れ
を
機
に
、家
族
の
不
和
と
い

う
他
人
が
知
り
え
な
い
プ
ラ
イ
バ
シ
ー

が
物
語
の
な
か
で
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ

れ
る
こ
と
に
な
る
。

　ま
た
、モ
ダ
ン
な
デ
ザ
イ
ナ
ー
と
野

蛮
な
隣
人
と
い
う
対
照
的
な
キ
ャ
ラ
ク

タ
ー
を
設
定
し
、卑
下
し
て
い
た
隣
人

が
予
期
せ
ぬ
お
客
と
し
て
モ
ダ
ニ
ズ
ム

美
学
の
象
徴
た
る
ク
ル
チ
ェ
ッ
ト
邸
の

敷
居
を
ま
た
ぐ
と
い
う
展
開
を
設
け

る
こ
と
で
、野
蛮
な
る
力
を
前
に
右
往

左
往
す
る
モ
ダ
ン
な
デ
ザ
イ
ナ
ー
の
哀

れ
は
一
層
効
果
的
に
表
現
さ
れ
る
こ
と

に
な
る
。そ
し
て
衝
撃
の
ラ
ス
ト
。デ
ザ

イ
ナ
ー
は
、娘
を
助
け
る
た
め
に
強
盗

に
撃
た
れ
た
隣
人
を
助
け
る
の
か
否

か
。モ
ラ
ル
と
私
情
の
狭
間
で
逡
巡
し

た
デ
ザ
イ
ナ
ー
は
、や
が
て
隣
人
を
残

し
、ゆ
っ
く
り
と
上
階
へ
続
く
長
い
ス

ロ
ー
プ
を
の
ぼ
り
は
じ
め
る
。ル
・コ
ル

ビ
ュ
ジ
エ
の
建
築
に
特
徴
的
な
ス
ロ
ー

プ
が
、や
っ
か
い
な
隣
人
と
の
決
別
を

象
徴
す
る
境
界
線
と
な
る
の
だ
。

　ユ
ー
モ
ア
を
交
え
な
が
ら
、「
ク
ル

チ
ェ
ッ
ト
邸
」と
い
う
唯
一
無
二
の
建
築

の
も
つ
性
格
を
存
分
に
活
か
し
た
作
品

で
あ
っ
た
。

「ル・コルビュジエの家」（アルゼンチン、103分） 監督：ガストン・ドゥプラット＆マリアノ・コーン



（
承
前
）本
法
寺
本『
涅
槃
図
』に
洋
犬
が
描
か
れ
た
事
情
を
探
っ
て
み
た
。そ
の
洋
犬
は
、

　・ 

本
法
寺
本
の
み
に
登
場
す
る
こ
と

　・ 

他
の
動
物
た
ち
の
よ
う
に
釈
尊
の
死
を
嘆
く
か
た
ち
を
取
っ
て
い
な
い
こ
と

　・ 

極
め
て
迫
真
的
で
あ
る
こ
と

　・ 

等
伯
独
自
の
写
生
に
基
づ
い
て
描
か
れ
た
こ
と

な
ど
を
明
ら
か
に
し
た
。

　で
は
問
題
の
緑
衣
の
男
は
ど
う
だ
ろ
う
か
。額
が
突
き
出
し
た
特
徴
あ
る
禿
げ
た
頭
に
、ゲ

ジ
ゲ
ジ
で
下
が
り
気
味
の
眉
、長
い
口
ヒ
ゲ
と
、単
に
個
性
的
と
云
う
だ
け
で
は
収
ま
り
き
れ

な
い
実
人
的
風
貌
を
も
つ
。風
貌
の
怪
異
さ
が
属
性
の
羅
漢
た
ち
の
中
に
あ
っ
て
さ
え
、そ
の

存
在
が
際
立
つ
。

　し
か
も
彼
は
悲
し
み
の
感
情
を
露
わ
に
し
て
は
い
な
い
。左
手
を
肩
に
置
き
、右
手
で
頬
杖

を
つ
く
。垂
れ
た
目
を
細
め
、口
ヒ
ゲ
で
隠
さ
れ
て
い
る
が
、口
を
へ
の
字
に
結
ぶ
。大
き
な
額
に

タ
テ
皺
、ヨ
コ
皺
が
深
い
。こ
れ
で
静
か
に
哀
悼
の
気
持
ち
を
表
し
た
と
云
え
な
く
も
な
い
が
、

菩
薩
や
羅
漢
、天
部
、仏
弟
子
ら「
涅
槃
図
」に
描
か
れ
た
会
衆
た
ち
す
べ
て
が
、動
物
ま
で
も
、

大
き
く
口
を
開
け
て
号
泣
、涙
を
ぬ
ぐ
い
、胸
を
た
た
き
、双
手
を
挙
げ
、つ
い
に
は
身
悶
え
大

地
に
伏
し
て
い
る
の
を
見
れ
ば
、そ
の
違
い
は
歴
然
。果
た
し
て
彼
は
本
当
に
悲
嘆
し
て
い
る
の

か
さ
え
疑
わ
し
い
。

　い
や
、そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。そ
も
そ
も
わ
た
し
た
ち
が
、こ
の
緑
衣
の
男
に「
涅
槃
図
」に
描

か
れ
た
者
と
し
て
違
和
感
を
覚
え
る
の
は
、他
の「
涅
槃
図
」に
、こ
れ
に
類
し
た
人
物
が
一
人

と
し
て
見
当
た
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。彼
は
誰
な
の
だ
ろ
う
か
、と
。

　と
は
云
え
単
に
頬
杖
を
つ
く
男
と
云
う
の
な
ら
、海
西
人
す
な
わ
ち
九
州
出
身
の
絵
仏
師

と
見
ら
れ
る
良
全
の『
涅
槃
図
』（
嘉
暦
三
年
、一
三
二
八
、福
井
・
本
覚
寺
蔵
）や
明
兆
の
東
福

寺
本（
応
永
十
五
年
・一
四
〇
八
）に
も
登
場
す
る
。だ
が
こ
ち
ら
は
上
半
身
裸
で
、潰
れ
た
よ

う
な
異
様
な
面
貌
は
い
か
に
も
羅
漢
風
。実
人
風
が
著
し
い
緑
衣
の
男
と
は
明
ら
か
に
一
線

を
劃
す
。

　さ
ら
に
こ
の
緑
衣
の
男
の
姿
を
、拘
尸
那
城
の
工
匠（
鍛
冶
工
）優
婆
塞
純
陀
に
重
ね
て
見

よ
う
と
す
る
説
も
あ
る（
赤
沢
氏
前
掲
書

　以
下
の
記
述
は
こ
の
書
に
負
う
と
こ
ろ
が
大
き

い
。と
云
う
よ
り
、そ
も
そ
も
長
年
暖
め
て
き
た
此
論
を
、こ
う
い
う
か
た
ち
で
ま
と
め
よ
う
と

思
っ
た
の
も
、こ
の
書
で
赤
沢
氏
の
見
解
を
知
っ
た
こ
と
が
一
因
で
も
あ
る
）。言
う
ま
で
も
な
く

こ
の
純
陀
こ
そ
が
、釈
尊
入
涅
槃
の
原
因
を
つ
く
っ
た
人
物
。彼
が
捧
げ
た
食
事
を
摂
っ
た
釈

尊
は
、そ
れ
で
食
中
り
を
起
こ
し（
き
の
こ
料
理
で
あ
っ
た
）、つ
い
に
亡
く
な
る
の
だ
が
、自
ら

の
釈
尊
へ
の
供
養
が
、そ
の
よ
う
な
重
大
な
結
果
招
い
た
こ
と
に
大
き
な
責
任
と
後
悔
の
念
を

抱
い
た
純
陀
に
つ
い
て
、釈
尊
は
、

　そ
の
食
事
を
食
べ
た
こ
と
で
煩
悩
の
残
り
の
無
い
完
全
な
悟
り
に
至
り
、涅
槃
に
入
る
こ
と

　が
で
き
た
の
だ

と
弟
子
阿
難
に
語
り
、純
陀
を
慰
め
る
よ
う
言
い
置
い
た
、と
い
う
。釈
尊
入
涅
槃
に
至
る
話
の

中
で
最
も
重
要
な
役
ま
わ
り
を
演
じ
、在
家
信
者
・
供
養
者
の
象
徴
と
も
云
う
べ
き
男
、そ
れ

が
純
陀
で
あ
っ
た
。そ
れ
故
、純
陀
捧
飯
は
、釈
迦
の
一
生
を
語
る
上
で
必
須
の
事
蹟
と
し
て

「
釈
迦
八
相
図
」に
描
か
れ
る
の
を
常
と
し
た
。む
ろ
ん
多
く
の「
涅
槃
図
」に
も
登
場
し
た
。そ

の
際
、純
陀
の
姿
は
、い
か
に
も
鍛
冶
工
ら
し
く
頭
巾
・
長
帯
を
着
け
、挿
話
で
述
べ
た
捧
飯
す

な
わ
ち
山
盛
り
の
御
飯
を
捧
げ
持
つ
図
像
に
す
る
の
が
多
い
。

　と
こ
ろ
が
こ
の
純
陀
の
図
像
か
ら
、や
が
て
捧
飯
の
か
た
ち
が
消
え
る
。「
八
相
涅
槃
図
」

（「
涅
槃
図
」に
仏
伝
七
事
跡
を
描
き
添
え
た
も
の
）で
、純
陀
捧
飯
が
、そ
の
う
ち
の
一
相
に
取

り
上
げ
ら
れ
た
た
め
で
あ
る
。し
か
し
捧
飯
の
か
た
ち
は
、純
陀
が
純
陀
で
あ
る
た
め
の
図
像

的
典
拠
で
あ
る
。そ
の
か
た
ち
を
失
っ
た
彼
は
も
は
や
純
陀
で
あ
る
は
ず
も
な
い
。結
果
、純
陀

は
、単
な
る
頭
巾
・
長
帯
姿
の
無
名
の
職
人
の
一
人
と
な
っ
た
。

　明
兆
の
東
福
寺
本
や
、そ
の
東
福
寺
本
の
祖
本
と
な
っ
た
と
も
み
ら
れ
る
良
全
の
本
覚
寺
本

に
登
場
す
る
の
は
、ま
さ
し
く
こ
の
職
人
姿
の
男
で
あ
る
。い
ず
れ
も
画
面
右
端
に
描
か
れ
て
い

る
。腰
に
長
帯
を
締
め
、頭
巾
を
被
る
。し
か
し
捧
飯
の
体
を
と
ら
な
い
。だ
が
袖
で
涙
を
拭
う

姿
さ
え
あ
れ
ば
、と
り
あ
え
ず
釈
尊
涅
槃
の
会
衆
の
表
現
に
は
充
分
な
の
だ
ろ
う
。ま
た
そ
う

で
あ
れ
ば
こ
そ
か
、大
徳
寺
の
松
栄
本
に
至
っ
て
は
、頭
巾
は
被
る
も
の
の
、も
は
や
長
帯
は
締

め
て
い
な
い（
図
１
）。だ
が
天
空
を
仰
ぎ
、左
手
で
顔
を
お
さ
え
る
―
こ
こ
で
も
悲
嘆
の
か
た

ち
だ
け
は
保
守
さ
れ
て
い
る
。言
う
ま
で
も
な
く
そ
れ
こ
そ
が
会
衆
で
あ
る
た
め
の
必
須
の
図

像
で
あ
っ
た
か
ら
だ
。そ
の
彼
の
す
ぐ
下
に「
狩
野
戸
部
直
信
筆
」と
落
款
が
入
れ
ら
れ
て
い

る
。そ
の
こ
と
そ
着
目
し
た
赤
沢
氏
は
、こ
の
職
人
風
人
物
こ
そ
絵
師
直
信（
松
栄
）の
画
像
で

あ
る
こ
と
を
示
唆
す
る
と
み
た
。だ
が
彼
を
描
く
視
点
を
斜
め
後
方
に
設
定
、し
か
も
顔
を
手

で
掩
う
。あ
え
て
こ
れ
を
自
ら
の
画
像
と
し
て
描
き
た
い
の
な
ら
、こ
ん
な
姿
態
、角
度
か
ら
描

く
は
ず
も
な
い
。こ
こ
は
彼
を
職
人
風
の
男
某
と
み
る
の
が
穏
当
な
と
こ
ろ
。

　そ
し
て
、本
法
寺
本
の
緑
衣
の
男
で
あ
る
。既
に
述
べ
た
よ
う
に
頭
巾
は
被
ら
な
い
も
の
の
、

長
帯
を
襷
に
掛
け
る
。彼
も
ま
た
職
人
風
の
男
の
図
像
に
連
な
る
一
人
な
の
だ
ろ
う
。し
か
し

悲
し
み
の
表
情
、姿
を
と
ら
な
い
。こ
れ
で
は
と
て
も
会
衆
の
一
人
と
は
言
え
ま
い
。

　だ
が
等
伯
は
、「
涅
槃
図
」の
会
衆
の
中
に
、頭
巾
・
長
帯
姿
の
職
人
風
の
男
が
い
る
こ
と
を
、

間
違
い
な
く
承
知
し
て
い
た
は
ず
だ
。幸
い
に
も
等
伯
が
な
お
故
郷
に
在
っ
て
信
春
と
号
し
、仏

画
を
描
い
て
い
た
頃
の『
涅
槃
図
』が
遺
さ
れ
て
い
た
。羽
咋
の
妙
成
寺
の
一
本
で
信
春
三
十
歳
、

永
禄
十
一
年（
一
五
六
八
）の
作
で
あ
る
。こ
の
後
、数
年
を
経
、信
春
は
上
洛
を
果
た
す
。そ
の
妙

成
寺
本
に
緑
衣
の
男
が
登
場
す
る
の
だ（
図
２
）。そ
れ
も
頭
巾
に
長
帯
を
締
め
、釈
尊
を
凝
視

し
つ
つ
合
掌
す
る
。会
衆
の
一
人
と
し
て
の
条
件
を
す
べ
て
備
え
た
像
容
で
あ
る
。そ
の
図
像
的

淵
源
ま
で
は
と
も
か
く
、等
伯
が
頭
巾
・
長
帯
の
男
の
存
在
を
知
っ
て
い
た
こ
と
は
間
違
い
な

い
。　加

え
て
見
逃
す
べ
き
で
な
い
の
は
、北
陸
本
面
に
、こ
の
妙
成
寺
本
も
含
め
意
外
に
多
く
の

長
谷
川
派
の『
涅
槃
図
』が
遺
さ
れ
て
い
る
点
で
あ
る（「
長
谷
川
等
伯
展
〜
能
登
時
代
の
仏
画

と
北
陸
の
長
谷
川
派
〜
」図
録

　七
尾
美
術
館

　二
〇
〇
四
年
）。都
合
八
本
を
数
え
る
。そ

れ
ら
は
、仏
弟
子
阿
那
律
の
先
導
で
忉
利
天
よ
り
降
臨
す
る
摩
耶
夫
人
に
、翳
を
捧
げ
る
侍
女

が
従
っ
て
い
る
か
否
か
と
か
、会
衆
た
ち
の
着
衣
の
色
な
ど
に
違
い
が
あ
る
も
の
の
、基
本
的
に

は
ほ
ぼ
同
一
の
図
様
に
な
る
。

　し
か
も
そ
れ
ら
八
本
の
う
ち
最
も
古
様
で
、そ
の
祖
本
と
も
目
さ
れ
る『
涅
槃
図
』が
七
尾

の
長
寿
寺
に
遺
さ
れ
て
い
た
。近
年
そ
こ
に
捺
さ
れ
た
白
文
方
印
が「
無
分
」と
読
み
得
る
こ
と

が
判
明（
松
原
茂「
七
尾
市
・
長
寿
寺
蔵「
無
分
印
涅
槃
図
」―
等
伯
研
究
へ
の
波
及
―
」

『
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　二
〇
〇
六
年
）、そ
れ
が
、従
来「
無
文
」と
表
記
さ
れ
て
き
た
等

伯
の
祖
父
法
淳
の
作
で
あ
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
た
。加
え
て
も
う
一
本
、長
寿
寺
本
に
酷
似
す

る
作
が
あ
っ
た
。「
宗
口
」の
白
文
方
印
を
捺
す
穴
水
の
来
迎
寺
本
が
、そ
れ
で
あ
る
。「
宗
口
」

は
養
父
の
宗
清
道
浄
の
こ
と
だ
ろ
う
。

　法
淳
も
道
浄
も
、本
法
寺
本『
涅
槃
図
』の
裱
背
供
養
銘
に
そ
の
名
を
記
さ
れ
て
い
た
は
ず

だ
。そ
の
二
人
も
ま
た
妙
成
寺
本
と
同
一
図
様
の『
涅
槃
図
』を
描
い
て
い
た
。つ
ま
り
長
谷
川
一

族
・一
門
に
は
、祖
父
↓
父
、そ
し
て
信
春（
等
伯
）と
描
き
継
が
れ
た「
涅
槃
図
」の
規
範
と
も
云

う
べ
き
図
像
が
あ
っ
た
の
だ
。そ
こ
に
頭
巾
・
長
帯
の
男
が
確
か
に
描
か
れ
て
い
た
。む
ろ
ん
信
春

が
妙
成
寺
本
を
描
く
に
当
っ
て
も
、そ
の
父
祖
以
来
の
図
像
に
倣
っ
た
の
だ
。

　だ
が
そ
れ
か
ら
三
十
年
後
、本
法
寺
本
の
制
作
で
等
伯
は
、そ
の
一
門
に
と
っ
て
の
規
範
的
図

像
を
採
用
し
な
か
っ
た
。い
や
、多
く
の
会
衆
の
中
に
は
、そ
れ
か
ら
取
っ
て
き
た
像
容
を
示
す

も
の
も
無
い
わ
け
で
は
な
い
。し
か
し
、頭
巾
・
長
帯
姿
の
男
を
つ
い
に
描
く
こ
と
は
な
か
っ
た
。

そ
の
代
わ
り
に
登
場
し
た
の
が
、問
題
の
緑
衣
の
男
で
あ
っ
た
の
だ
。し
か
も
こ
の
問
題
の
男

は
、東
福
寺
本
や
大
徳
寺
本
な
ど
、先
行
す
る「
涅
槃
図
」諸
本
に
一
切
描
か
れ
た
こ
と
は
な
い
。

　つ
ま
り
緑
衣
の
男
は
、た
だ
一つ
本
法
寺
本『
涅
槃
図
』だ
け
に
み
ら
れ
る
、孤
立
・
孤
独
の
図

像
で
あ
っ
た
の
だ
。そ
れ
は
、あ
た
か
も
前
回
述
べ
た
洋
犬
を
思
わ
せ
る
。と
な
る
と
洋
犬
が
、

こ
れ
を
描
い
た
絵
師
と
密
接
な
繋
が
り
が
あ
る
の
で
は
―
そ
の
究
極
の
か
た
ち
が
ペ
ッ
ト
で
あ

る
―
と
推
定
し
た
の
と
同
様
、こ
の
緑
衣
の
男
も
等
伯
お
よ
び
本
法
寺
本
の
制
作
と
深
い
関
係

を
持
つ
、と
考
え
て
も
不
思
議
は
あ
る
ま
い
。そ
の
関
係
を
突
き
詰
め
れ
ば
、彼
の
姿
に
等
伯
そ

の
人
が
重
な
る
と
思
う
の
だ
が
、ど
う
だ
ろ
う
。

眼
の
極
楽 
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榊
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（
承
前
）本
法
寺
本『
涅
槃
図
』に
洋
犬
が
描
か
れ
た
事
情
を
探
っ
て
み
た
。そ
の
洋
犬
は
、

　・ 

本
法
寺
本
の
み
に
登
場
す
る
こ
と

　・ 

他
の
動
物
た
ち
の
よ
う
に
釈
尊
の
死
を
嘆
く
か
た
ち
を
取
っ
て
い
な
い
こ
と

　・ 

極
め
て
迫
真
的
で
あ
る
こ
と

　・ 

等
伯
独
自
の
写
生
に
基
づ
い
て
描
か
れ
た
こ
と

な
ど
を
明
ら
か
に
し
た
。

　で
は
問
題
の
緑
衣
の
男
は
ど
う
だ
ろ
う
か
。額
が
突
き
出
し
た
特
徴
あ
る
禿
げ
た
頭
に
、ゲ

ジ
ゲ
ジ
で
下
が
り
気
味
の
眉
、長
い
口
ヒ
ゲ
と
、単
に
個
性
的
と
云
う
だ
け
で
は
収
ま
り
き
れ

な
い
実
人
的
風
貌
を
も
つ
。風
貌
の
怪
異
さ
が
属
性
の
羅
漢
た
ち
の
中
に
あ
っ
て
さ
え
、そ
の

存
在
が
際
立
つ
。

　し
か
も
彼
は
悲
し
み
の
感
情
を
露
わ
に
し
て
は
い
な
い
。左
手
を
肩
に
置
き
、右
手
で
頬
杖

を
つ
く
。垂
れ
た
目
を
細
め
、口
ヒ
ゲ
で
隠
さ
れ
て
い
る
が
、口
を
へ
の
字
に
結
ぶ
。大
き
な
額
に

タ
テ
皺
、ヨ
コ
皺
が
深
い
。こ
れ
で
静
か
に
哀
悼
の
気
持
ち
を
表
し
た
と
云
え
な
く
も
な
い
が
、

菩
薩
や
羅
漢
、天
部
、仏
弟
子
ら「
涅
槃
図
」に
描
か
れ
た
会
衆
た
ち
す
べ
て
が
、動
物
ま
で
も
、

大
き
く
口
を
開
け
て
号
泣
、涙
を
ぬ
ぐ
い
、胸
を
た
た
き
、双
手
を
挙
げ
、つ
い
に
は
身
悶
え
大

地
に
伏
し
て
い
る
の
を
見
れ
ば
、そ
の
違
い
は
歴
然
。果
た
し
て
彼
は
本
当
に
悲
嘆
し
て
い
る
の

か
さ
え
疑
わ
し
い
。

　い
や
、そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。そ
も
そ
も
わ
た
し
た
ち
が
、こ
の
緑
衣
の
男
に「
涅
槃
図
」に
描

か
れ
た
者
と
し
て
違
和
感
を
覚
え
る
の
は
、他
の「
涅
槃
図
」に
、こ
れ
に
類
し
た
人
物
が
一
人

と
し
て
見
当
た
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。彼
は
誰
な
の
だ
ろ
う
か
、と
。

　と
は
云
え
単
に
頬
杖
を
つ
く
男
と
云
う
の
な
ら
、海
西
人
す
な
わ
ち
九
州
出
身
の
絵
仏
師

と
見
ら
れ
る
良
全
の『
涅
槃
図
』（
嘉
暦
三
年
、一
三
二
八
、福
井
・
本
覚
寺
蔵
）や
明
兆
の
東
福

寺
本（
応
永
十
五
年
・一
四
〇
八
）に
も
登
場
す
る
。だ
が
こ
ち
ら
は
上
半
身
裸
で
、潰
れ
た
よ

う
な
異
様
な
面
貌
は
い
か
に
も
羅
漢
風
。実
人
風
が
著
し
い
緑
衣
の
男
と
は
明
ら
か
に
一
線

を
劃
す
。

　さ
ら
に
こ
の
緑
衣
の
男
の
姿
を
、拘
尸
那
城
の
工
匠（
鍛
冶
工
）優
婆
塞
純
陀
に
重
ね
て
見

よ
う
と
す
る
説
も
あ
る（
赤
沢
氏
前
掲
書

　以
下
の
記
述
は
こ
の
書
に
負
う
と
こ
ろ
が
大
き

い
。と
云
う
よ
り
、そ
も
そ
も
長
年
暖
め
て
き
た
此
論
を
、こ
う
い
う
か
た
ち
で
ま
と
め
よ
う
と

思
っ
た
の
も
、こ
の
書
で
赤
沢
氏
の
見
解
を
知
っ
た
こ
と
が
一
因
で
も
あ
る
）。言
う
ま
で
も
な
く

こ
の
純
陀
こ
そ
が
、釈
尊
入
涅
槃
の
原
因
を
つ
く
っ
た
人
物
。彼
が
捧
げ
た
食
事
を
摂
っ
た
釈

尊
は
、そ
れ
で
食
中
り
を
起
こ
し（
き
の
こ
料
理
で
あ
っ
た
）、つ
い
に
亡
く
な
る
の
だ
が
、自
ら

の
釈
尊
へ
の
供
養
が
、そ
の
よ
う
な
重
大
な
結
果
招
い
た
こ
と
に
大
き
な
責
任
と
後
悔
の
念
を

抱
い
た
純
陀
に
つ
い
て
、釈
尊
は
、

　そ
の
食
事
を
食
べ
た
こ
と
で
煩
悩
の
残
り
の
無
い
完
全
な
悟
り
に
至
り
、涅
槃
に
入
る
こ
と

　が
で
き
た
の
だ

と
弟
子
阿
難
に
語
り
、純
陀
を
慰
め
る
よ
う
言
い
置
い
た
、と
い
う
。釈
尊
入
涅
槃
に
至
る
話
の

中
で
最
も
重
要
な
役
ま
わ
り
を
演
じ
、在
家
信
者
・
供
養
者
の
象
徴
と
も
云
う
べ
き
男
、そ
れ

が
純
陀
で
あ
っ
た
。そ
れ
故
、純
陀
捧
飯
は
、釈
迦
の
一
生
を
語
る
上
で
必
須
の
事
蹟
と
し
て

「
釈
迦
八
相
図
」に
描
か
れ
る
の
を
常
と
し
た
。む
ろ
ん
多
く
の「
涅
槃
図
」に
も
登
場
し
た
。そ

の
際
、純
陀
の
姿
は
、い
か
に
も
鍛
冶
工
ら
し
く
頭
巾
・
長
帯
を
着
け
、挿
話
で
述
べ
た
捧
飯
す

な
わ
ち
山
盛
り
の
御
飯
を
捧
げ
持
つ
図
像
に
す
る
の
が
多
い
。

　と
こ
ろ
が
こ
の
純
陀
の
図
像
か
ら
、や
が
て
捧
飯
の
か
た
ち
が
消
え
る
。「
八
相
涅
槃
図
」

（「
涅
槃
図
」に
仏
伝
七
事
跡
を
描
き
添
え
た
も
の
）で
、純
陀
捧
飯
が
、そ
の
う
ち
の
一
相
に
取

り
上
げ
ら
れ
た
た
め
で
あ
る
。し
か
し
捧
飯
の
か
た
ち
は
、純
陀
が
純
陀
で
あ
る
た
め
の
図
像

的
典
拠
で
あ
る
。そ
の
か
た
ち
を
失
っ
た
彼
は
も
は
や
純
陀
で
あ
る
は
ず
も
な
い
。結
果
、純
陀

は
、単
な
る
頭
巾
・
長
帯
姿
の
無
名
の
職
人
の
一
人
と
な
っ
た
。

　明
兆
の
東
福
寺
本
や
、そ
の
東
福
寺
本
の
祖
本
と
な
っ
た
と
も
み
ら
れ
る
良
全
の
本
覚
寺
本

に
登
場
す
る
の
は
、ま
さ
し
く
こ
の
職
人
姿
の
男
で
あ
る
。い
ず
れ
も
画
面
右
端
に
描
か
れ
て
い

る
。腰
に
長
帯
を
締
め
、頭
巾
を
被
る
。し
か
し
捧
飯
の
体
を
と
ら
な
い
。だ
が
袖
で
涙
を
拭
う

姿
さ
え
あ
れ
ば
、と
り
あ
え
ず
釈
尊
涅
槃
の
会
衆
の
表
現
に
は
充
分
な
の
だ
ろ
う
。ま
た
そ
う

で
あ
れ
ば
こ
そ
か
、大
徳
寺
の
松
栄
本
に
至
っ
て
は
、頭
巾
は
被
る
も
の
の
、も
は
や
長
帯
は
締

め
て
い
な
い（
図
１
）。だ
が
天
空
を
仰
ぎ
、左
手
で
顔
を
お
さ
え
る
―
こ
こ
で
も
悲
嘆
の
か
た

ち
だ
け
は
保
守
さ
れ
て
い
る
。言
う
ま
で
も
な
く
そ
れ
こ
そ
が
会
衆
で
あ
る
た
め
の
必
須
の
図

像
で
あ
っ
た
か
ら
だ
。そ
の
彼
の
す
ぐ
下
に「
狩
野
戸
部
直
信
筆
」と
落
款
が
入
れ
ら
れ
て
い

る
。そ
の
こ
と
そ
着
目
し
た
赤
沢
氏
は
、こ
の
職
人
風
人
物
こ
そ
絵
師
直
信（
松
栄
）の
画
像
で

あ
る
こ
と
を
示
唆
す
る
と
み
た
。だ
が
彼
を
描
く
視
点
を
斜
め
後
方
に
設
定
、し
か
も
顔
を
手

で
掩
う
。あ
え
て
こ
れ
を
自
ら
の
画
像
と
し
て
描
き
た
い
の
な
ら
、こ
ん
な
姿
態
、角
度
か
ら
描

く
は
ず
も
な
い
。こ
こ
は
彼
を
職
人
風
の
男
某
と
み
る
の
が
穏
当
な
と
こ
ろ
。

　そ
し
て
、本
法
寺
本
の
緑
衣
の
男
で
あ
る
。既
に
述
べ
た
よ
う
に
頭
巾
は
被
ら
な
い
も
の
の
、

長
帯
を
襷
に
掛
け
る
。彼
も
ま
た
職
人
風
の
男
の
図
像
に
連
な
る
一
人
な
の
だ
ろ
う
。し
か
し

悲
し
み
の
表
情
、姿
を
と
ら
な
い
。こ
れ
で
は
と
て
も
会
衆
の
一
人
と
は
言
え
ま
い
。

　だ
が
等
伯
は
、「
涅
槃
図
」の
会
衆
の
中
に
、頭
巾
・
長
帯
姿
の
職
人
風
の
男
が
い
る
こ
と
を
、

間
違
い
な
く
承
知
し
て
い
た
は
ず
だ
。幸
い
に
も
等
伯
が
な
お
故
郷
に
在
っ
て
信
春
と
号
し
、仏

画
を
描
い
て
い
た
頃
の『
涅
槃
図
』が
遺
さ
れ
て
い
た
。羽
咋
の
妙
成
寺
の
一
本
で
信
春
三
十
歳
、

永
禄
十
一
年（
一
五
六
八
）の
作
で
あ
る
。こ
の
後
、数
年
を
経
、信
春
は
上
洛
を
果
た
す
。そ
の
妙

成
寺
本
に
緑
衣
の
男
が
登
場
す
る
の
だ（
図
２
）。そ
れ
も
頭
巾
に
長
帯
を
締
め
、釈
尊
を
凝
視

し
つ
つ
合
掌
す
る
。会
衆
の
一
人
と
し
て
の
条
件
を
す
べ
て
備
え
た
像
容
で
あ
る
。そ
の
図
像
的

淵
源
ま
で
は
と
も
か
く
、等
伯
が
頭
巾
・
長
帯
の
男
の
存
在
を
知
っ
て
い
た
こ
と
は
間
違
い
な

い
。　加

え
て
見
逃
す
べ
き
で
な
い
の
は
、北
陸
本
面
に
、こ
の
妙
成
寺
本
も
含
め
意
外
に
多
く
の

長
谷
川
派
の『
涅
槃
図
』が
遺
さ
れ
て
い
る
点
で
あ
る（「
長
谷
川
等
伯
展
〜
能
登
時
代
の
仏
画

と
北
陸
の
長
谷
川
派
〜
」図
録

　七
尾
美
術
館

　二
〇
〇
四
年
）。都
合
八
本
を
数
え
る
。そ

れ
ら
は
、仏
弟
子
阿
那
律
の
先
導
で
忉
利
天
よ
り
降
臨
す
る
摩
耶
夫
人
に
、翳
を
捧
げ
る
侍
女

が
従
っ
て
い
る
か
否
か
と
か
、会
衆
た
ち
の
着
衣
の
色
な
ど
に
違
い
が
あ
る
も
の
の
、基
本
的
に

は
ほ
ぼ
同
一
の
図
様
に
な
る
。

　し
か
も
そ
れ
ら
八
本
の
う
ち
最
も
古
様
で
、そ
の
祖
本
と
も
目
さ
れ
る『
涅
槃
図
』が
七
尾

の
長
寿
寺
に
遺
さ
れ
て
い
た
。近
年
そ
こ
に
捺
さ
れ
た
白
文
方
印
が「
無
分
」と
読
み
得
る
こ
と

が
判
明（
松
原
茂「
七
尾
市
・
長
寿
寺
蔵「
無
分
印
涅
槃
図
」―
等
伯
研
究
へ
の
波
及
―
」

『
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
』6
0
3
号

　二
〇
〇
六
年
）、そ
れ
が
、従
来「
無
文
」と
表
記
さ
れ
て
き
た
等

伯
の
祖
父
法
淳
の
作
で
あ
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
た
。加
え
て
も
う
一
本
、長
寿
寺
本
に
酷
似
す

る
作
が
あ
っ
た
。「
宗
口
」の
白
文
方
印
を
捺
す
穴
水
の
来
迎
寺
本
が
、そ
れ
で
あ
る
。「
宗
口
」

は
養
父
の
宗
清
道
浄
の
こ
と
だ
ろ
う
。

　法
淳
も
道
浄
も
、本
法
寺
本『
涅
槃
図
』の
裱
背
供
養
銘
に
そ
の
名
を
記
さ
れ
て
い
た
は
ず

だ
。そ
の
二
人
も
ま
た
妙
成
寺
本
と
同
一
図
様
の『
涅
槃
図
』を
描
い
て
い
た
。つ
ま
り
長
谷
川
一

族
・一
門
に
は
、祖
父
↓
父
、そ
し
て
信
春（
等
伯
）と
描
き
継
が
れ
た「
涅
槃
図
」の
規
範
と
も
云

う
べ
き
図
像
が
あ
っ
た
の
だ
。そ
こ
に
頭
巾
・
長
帯
の
男
が
確
か
に
描
か
れ
て
い
た
。む
ろ
ん
信
春

が
妙
成
寺
本
を
描
く
に
当
っ
て
も
、そ
の
父
祖
以
来
の
図
像
に
倣
っ
た
の
だ
。

　だ
が
そ
れ
か
ら
三
十
年
後
、本
法
寺
本
の
制
作
で
等
伯
は
、そ
の
一
門
に
と
っ
て
の
規
範
的
図

像
を
採
用
し
な
か
っ
た
。い
や
、多
く
の
会
衆
の
中
に
は
、そ
れ
か
ら
取
っ
て
き
た
像
容
を
示
す

も
の
も
無
い
わ
け
で
は
な
い
。し
か
し
、頭
巾
・
長
帯
姿
の
男
を
つ
い
に
描
く
こ
と
は
な
か
っ
た
。

そ
の
代
わ
り
に
登
場
し
た
の
が
、問
題
の
緑
衣
の
男
で
あ
っ
た
の
だ
。し
か
も
こ
の
問
題
の
男

は
、東
福
寺
本
や
大
徳
寺
本
な
ど
、先
行
す
る「
涅
槃
図
」諸
本
に
一
切
描
か
れ
た
こ
と
は
な
い
。

　つ
ま
り
緑
衣
の
男
は
、た
だ
一つ
本
法
寺
本『
涅
槃
図
』だ
け
に
み
ら
れ
る
、孤
立
・
孤
独
の
図

像
で
あ
っ
た
の
だ
。そ
れ
は
、あ
た
か
も
前
回
述
べ
た
洋
犬
を
思
わ
せ
る
。と
な
る
と
洋
犬
が
、

こ
れ
を
描
い
た
絵
師
と
密
接
な
繋
が
り
が
あ
る
の
で
は
―
そ
の
究
極
の
か
た
ち
が
ペ
ッ
ト
で
あ

る
―
と
推
定
し
た
の
と
同
様
、こ
の
緑
衣
の
男
も
等
伯
お
よ
び
本
法
寺
本
の
制
作
と
深
い
関
係

を
持
つ
、と
考
え
て
も
不
思
議
は
あ
る
ま
い
。そ
の
関
係
を
突
き
詰
め
れ
ば
、彼
の
姿
に
等
伯
そ

の
人
が
重
な
る
と
思
う
の
だ
が
、ど
う
だ
ろ
う
。

眼
の
極
楽 

六

　人
の
姿
か
た
ち
を
描
く
⑤

館
長 

榊
原
悟

図1

図2

う
ば
そ
く

じ
ゅ
ん
だ

ク
シ
ナ

し
ょ
く
あ
た

あ
な
ん

ず
き
ん

か
ぶ

ぬ
ぐ

な
が
お
び

ほ
う
は
ん

と

し
ゃ
か
は
っ
そ
う
ず

も
ろ
て

え
し
ゅ
う

ほ
お
づ
え

ふ
る
さ
と

た
す
き

あ
な
み
ず

ら
い
ご
う
じ

む
ぶ
ん

な
ら

ふ
そ

は
く
い

あ
な
り
つ

と
う
り
て
ん

ち
ょ
う
じ
ゅ
じ

ま
や
ぶ
に
ん

さ
し
ば

へ

み
ょ
う
じ
ょ
う
じ



2 0 1 2
館
長

　榊
原
悟

1
．宸
翰 

天
皇
の
書 

（
京
都
国
立
博
物
館
）

　そ
れ
ぞ
れ
の
時
代
の
文
化
的
領
導
者
と
し
て
天
皇
は
無
視

で
き
ま
い
。そ
の
天
皇
の
書
が
一
堂
に
会
し
た
得
が
た
い
機
会
。

伏
見
、花
園
両
天
皇
の
書
は
正
直
素
晴
ら
し
い
。し
か
し
、そ

う
な
る
に
つ
い
て
は
、天
賦
の
才
だ
け
で
な
く
、た
ゆ
ま
ぬ
修

練
が
あ
っ
た
よ
う
で
、展
示
で
そ
れ
が
具
体
的
に
示
さ
れ
て
い

た
。面
白
い
。

2
．江
戸
絵
画
の
楽
園
展 

（
静
岡
県
立
美
術
館
）

　図
録
の
あ
と
が
き
に
展
覧
会
を
企
画
す
る
上
で
拙
著『
日

本
絵
画
の
見
方
』が
多
少
と
も
参
考
に
な
っ
た
と
あ
る
の
で
、

本
展
を
挙
げ
る
の
は
気
が
ひ
け
な
い
わ
け
で
は
な
い
が
、作
品

選
び
の
見
事
さ
、図
録
解
説
の
面
白
さ
で
、素
直
に
本
展
を
押

す
。

3
．芭
蕉 

（
名
古
屋
市
博
物
館
）

　尾
張
、三
河
と
芭
蕉
と
の
係
わ
り
に
焦
点
を
絞
っ
た
点
、当

然
の
こ
と
な
が
ら
、し
か
し
、そ
れ
を
資
料
と
い
う
具
体
的
な

も
の
で
示
し
得
た
こ
と
は
、お
見
事
。そ
れ
に
つ
け
て
も
尾
張

も
三
河
も
言
葉
は
悪
い
が
、こ
う
し
た
俳
諧
師
と
い
う
高
等
遊

民
た
ち
を
支
え
る
経
済
力
、文
化
力
が
あ
っ
た
こ
と
を
、い
ま

さ
ら
な
が
ら
痛
感
し
た
。現
在
の
愛
知
県
は
ど
う
な
の
だ
ろ

う
。そ
う
し
た
力
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。

副
館
長

　荒
井
信
貴

1
．魔
術
／
美
術 

（
愛
知
県
美
術
館
）

　斬
新
な
切
り
口
の
面
白
さ
と
、愛
知
・
岐
阜
・
三
重
の
３
県

美
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
の
豊
か
さ
を
痛
感
。

２
．近
代
洋
画
の
開
拓
者 

高
橋
由
一 （
東
京
藝
術
大
学
大
学

美
術
館
）

　ぎ
こ
ち
な
い
け
ど
、妙
に
真
剣
で
、伝
わ
る
も
の
は
素
朴
。

日
本
洋
画
の
黎
明
を
語
る
好
企
画
。

３
．湖
北
の
観
音 

（
長
浜
城
歴
史
博
物
館
）

　近
江
の
観
音
信
仰
の
奥
深
さ
と
そ
れ
を
守
り
伝
え
る
地
域

の
文
化
力
に
敬
服
。ま
っ
た
り
と
し
た
時
間
を
過
ご
せ
ま
し
た
。

４
．土
偶
・コ
ス
モ
ス 

（
M
I
H
〇
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
）

　東
博
展
を
見
損
な
い
M
I
H
O
へ
。よ
く
ぞ
集
め
た
土
偶
ば

か
り
。原
始
の
信
仰
美
に
唖
然
。

５
．宇
佐
美
圭
司 

制
動
・
大
洪
水 

（
大
岡
信
こ
と
ば
館
）

堀
江
登
志
実

１
．芭
蕉 

（
名
古
屋
市
博
物
館
）

　芭
蕉
真
筆
の
多
く
を
目
の
当
た
り
に
し
て
感
動
。芭
蕉
を

慕
う
岡
崎
の
俳
人
鶴
田
卓
池
の
資
料
に
接
し
て
き
た
私
に

と
っ
て
も
芭
蕉
は
憧
れ
の
存
在
で
あ
る
。真
筆
を
中
心
と
し
た

同
時
代
資
料
と
、の
ち
の
時
代
に
俳
聖
と
し
て
崇
め
ら
れ
る

芭
蕉
イ
メ
ー
ジ
を
対
置
し
な
が
ら
芭
蕉
の
活
動
の
全
貌
が
明

ら
か
に
。近
代
以
降
現
代
に
至
る
ま
で
の
芭
蕉
に
触
発
さ
れ

た
作
品
に
も
焦
点
を
あ
て
た
の
は
、芭
蕉
理
念「
不
易
流
行
」

に
対
す
る
展
示
企
画
者
の
思
い
と
期
待
で
も
あ
ろ
う
。

稲
垣
満
春

１
．豪
快
な
る
大
倉
財
閥
の 

美
術
コ
レ
ク
シ
ョ
ン

（
大
倉
集
古
館
名
品
展
）

　十
一
月
、ミ
レ
ー
に
出
逢
え
る
美
術
館
と
し
て
親
し
ま
れ
て
い

る
山
梨
県
立
美
術
館
で
開
催
さ
れ
て
い
た
大
倉
集
古
館
名
品

展
を
見
に
行
っ
た
。昭
和
五
年
に
イ
タ
リ
ア
の
ロ
ー
マ
で
開
催

さ
れ
た「
ロ
ー
マ
開
催
日
本
美
術
展
」で
出
品
さ
れ
た
近
代
日

本
画
の
巨
匠
た
ち
の
名
品
の
数
々
が
勢
揃
い
す
る
と
い
う
こ
と

で
、担
当
す
る
展
覧
会
が
終
了
し
た
ら
絶
対
に
見
に
行
こ
う
と

思
っ
て
い
た
。横
山
大
観
の「
夜
桜
」は
じ
め
、ど
の
作
品
も
作

家
の
並
々
な
ら
ぬ
意
気
込
み
が
感
じ
ら
れ
る
大
作
ば
か
り
で
、

近
代
日
本
画
だ
け
で
も
十
分
見
応
え
の
あ
る
展
覧
会
で
あ
っ

た
。因
み
に
、最
も
印
象
に
残
っ
た
の
は
川
合
玉
堂
の「
秋
山
懸

瀑
」。本
紙
部
分
で
縦
二
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
軸
装
の
大
作
で
、

近
景
か
ら
遠
景
ま
で
を
縦
長
の
画
面
に
積
み
重
ね
る
よ
う
に

配
し
た
描
法
は
、玉
堂
に
し
か
成
し
得
な
い
も
の
で
、玉
堂
芸

術
の
真
骨
頂
を
見
せ
つ
け
ら
れ
た
思
い
で
あ
っ
た
。

村
松
和
明

１
．マ
ウ
リ
ッ
ツ
ハ
イ
ス
美
術
館
展 

（
東
京
都
美
術
館
）

　近
年
の
フ
ェ
ル
メ
ー
ル・
ブ
ー
ム
と
も
言
え
る
現
象
に
は
目
を

見
張
る
も
の
が
あ
る
。フ
ェ
ル
メ
ー
ル
の
作
品
が
一
点
で
も
あ
れ

ば
、そ
れ
だ
け
で
記
録
的
な
入
館
者
数
を
記
録
す
る
こ
と
に

な
る
。他
の
出
品
作
品
は
問
わ
ず
、と
に
か
く
フ
ェ
ル
メ
ー
ル
を

見
に
行
く
…
客
寄
せ
パ
ン
ダ
…
と
は
よ
く
言
っ
た
も
の
だ
が
、

こ
の
数
年
で
そ
の
よ
う
な
展
覧
会
が
毎
年
の
よ
う
に
繰
り
返

さ
れ
て
き
た
。中
に
は
レ
ベ
ル
の
高
い
展
覧
会
も
あ
っ
た
が
、残

念
な
が
ら
豪
華
一
点
主
義
に
終
始
し
て
し
ま
っ
た
展
覧
会
も
散

見
さ
れ
た
。

　二
〇
一
二
年
は
、フ
ェ
ル
メ
ー
ル
を
目
玉
に
し
た
展
覧
会
が
三

本
た
て
続
け
に
開
催
さ
れ
、い
よ
い
よ
フ
ェ
ル
メ
ー
ル
人
気
を
強

く
印
象
づ
け
た
。な
か
で
も
東
京
都
美
術
館
で
開
催
さ
れ
た

「
マ
ウ
リ
ッ
ツ
ハ
イ
ス
美
術
館
展
」は
、フ
ェ
ル
メ
ー
ル
の「
真
珠
の

耳
飾
り
の
少
女
」を
目
玉
と
は
し
て
い
た
が
、オ
ラ
ン
ダ
・フ
ラ

ン
ド
ル
絵
画
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
で
は
名
高
い
マ
ウ
リ
ッ
ツ
ハ
イ
ス
美

術
館
の
作
品
群
と
あ
っ
て
、出
品
作
品
も
粒
ぞ
ろ
い
で
満
を
持

し
た
感
が
あ
っ
た
。一
七
世
紀
の
オ
ラ
ン
ダ
･
フ
ラ
ン
ド
ル
絵

画
、約
五
十
点
が
展
示
さ
れ
た
が
、フ
ラ
ン
ド
ル
の
ル
ー
ベ
ン
ス
、

ヴ
ァ
ン
・
ダ
イ
ク
、ヤ
ン
・
ブ
リ
ュ
ー
ゲ
ル（
父
）な
ど
の
巨
匠
と
、

オ
ラ
ン
ダ
絵
画
を
代
表
す
る
レ
ン
ブ
ラ
ン
ト
、ハ
ル
ス
ほ
か
西
洋

絵
画
史
に
大
き
な
足
跡
を
残
し
た
画
家
た
ち
の
代
表
的
な
作

品
が
並
ん
だ
。

　上
野
動
物
園
に
は
、一
昨
年
パ
ン
ダ
が
戻
っ
て
き
て
そ
の
賑
わ

い
を
取
り
戻
し
た
が
、同
じ
公
園
内
の
東
京
都
美
術
館
に
は
、

フ
ェ
ル
メ
ー
ル
の
み
な
ら
ず
、質
の
高
い
バ
ロ
ッ
ク
の
名
品
が
並

ん
だ
こ
と
が
印
象
的
で
あ
っ
た
。

浦
野
加
穂
子

１
．〝
絵
解
き
〞っ
て
な
あ
に
？ 

（
龍
谷
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
）

　仏
教
絵
画
を
読
み
解
き
、観
る
者
に
語
り
か
け
る「
絵
解

き
」。日
本
人
と
仏
教
絵
画
の
結
び
つ
き
を
、「
絵
解
き
」と
い

う
角
度
か
ら
と
ら
え
る
。今
に
受
け
継
が
れ
て
い
る「
絵
解
き
」

を
実
演
し
た
り
、愛
ら
し
い
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
や
デ
ザ
イ
ン
を
用

い
て
仏
教
絵
画
を
親
し
み
や
す
く
紹
介
す
る
工
夫
も
。

２
．古
都
鎌
倉
と
武
家
文
化

（
神
奈
川
県
立
歴
史
博
物
館
、神
奈
川
県
立
金
沢
文
庫
、鎌
倉
国
宝
館
）

理
由
は
裏
表
紙
お
し
ゃ
べ
り
あ
れ
こ
れ
に
て
。

３
．美
術
に
ぶ
る
っ
！ 

（
東
京
国
立
近
代
美
術
館
）

　開
館
六
十
周
年
を
迎
え
た
近
美
選
り
す
ぐ
り
の
名
品
に
よ

り
、日
本
近
代
美
術
の
百
年
を
回
顧
す
る
。六
十
年
の
収
集
活

動
の
成
果
を
問
う
第
一
部
と
近
美
が
誕
生
し
た
一
九
五
〇
年
代

の
日
本
を
考
察
す
る
第
二
部
。第
一
部
は
近
代
垂
涎
の
名
画
に

ぶ
る
っ
、第
二
部
で
は
戦
後
の
復
興
期
、戦
争
体
験
や
現
実
の

矛
盾
に
対
峙
し
た
作
家
た
ち
の
鬼
気
迫
る
姿
勢
に
、そ
し
て

五
〇
年
代
と
い
う
時
代
に
真
っ
向
か
ら
向
き
合
っ
た
近
美
の

姿
勢
に
ぶ
る
っ
。

伊
藤
久
美
子

１
．草
間
彌
生 

永
遠
の
永
遠
の
永
遠 

（
松
本
市
美
術
館
）

　圧
巻
の
草
間
ワ
ー
ル
ド
。こ
れ
で
も
か
と
暴
力
的
な
ほ
ど
の

原
色
、水
玉
の
世
界
に
強
い
拒
否
感
を
覚
え
る
一
方
で
、次
第

に
彼
女
の
強
い
意
志
の
な
か
へ
吸
い
込
ま
れ
、生
命
力
と
安
ら

ぎ
を
も
ら
っ
て
し
ま
う
よ
う
な
心
地
に
。故
郷
松
本
で
の
開
催

は
展
示
場
の
み
な
ら
ず
、美
術
館
外
壁
や
市
内
バ
ス
に
も
水
玉

デ
コ
レ
ー
シ
ョ
ン
。印
象
的
な
宣
伝
も
お
見
事
。

千
葉
真
智
子

１
．今
和
次
郎 

採
集
講
義
展

（
パ
ナ
ソ
ニ
ッ
ク
電
工 

汐
留
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
）

　関
東
大
震
災
以
降
の
変
わ
り
ゆ
く
東
京
の
姿
を
記
録
に
留

め
よ
う
と
す
る
、今
和
次
郎
の
執
拗
な
ま
で
の
態
度
と
目
の
付

け
所
の
面
白
さ
に
改
め
て
脱
帽
。ほ
か
に
も
今
デ
ザ
イ
ン
の
食

器
類
や
建
築
家
具
図
面
、ま
た
と
り
わ
け
東
北
で
の
活
動
を
大

き
く
紹
介
す
る
な
ど
、広
く
は
な
い
空
間
に
充
実
し
た
内
容
。

２
．K
A
T
A
G
A
M
I 

S
T
Y
L
E 

（
三
重
県
立
美
術
館
）

　日
本
の
デ
ザ
イ
ン
が
、「
型
紙
」と
い
う
原
型
を
通
し
て
ア
ー

ル・ヌ
ー
ヴ
ォ
ー
や
ユ
ー
ゲ
ン
ト
シ
ュ
テ
ィ
ー
ル
の
装
飾
と
デ
ザ
イ
ン

に
転
用
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
実
感
。伊
勢
型
紙
と
い
う
三
重
県
に

残
る
遺
産
を
学
術
的
に
見
直
し
価
値
づ
け
る
姿
勢
に
敬
服
。隣

県
な
が
ら
、三
河
湾
を
ぐ
る
り
と
電
車
に
乗
っ
て
向
か
う
道
中

は
、ち
ょっ
と
し
た
小
旅
行
。こ
の
と
こ
ろ「
橋
本
平
八
と
北
園
克

衛
」「
イ
ケ
ム
ラ
レ
イ
コ
」「
蕭
白
シ
ョ
ッ
ク
！
」な
ど
面
白
い
展
覧
会

が
多
く
、も
う
少
し
近
か
っ
た
ら
な
お
嬉
し
い
と
思
っ
て
し
ま
う
。

３
．志
賀
理
江
子

　螺
旋
海
岸 

（
せ
ん
だ
い
メ
デ
ィ
ア
テ
ー
ク
）

　イ
メ
ー
ジ
の
強
度
に
圧
倒
さ
れ
た
。土
着
的
で
あ
り
、神
話
的

で
あ
り
、そ
れ
故
に
原
初
的
な
崇
高
さ
を
感
じ
る
と
共
に
、螺

旋
状
に
配
置
さ
れ
た
展
示
構
成
に
よ
っ
て
、各
写
真
が
共
鳴
し

増
幅
し
合
い
、作
家
の
頭
の
中
を
巡
っ
て
い
る
よ
う
で
も
あ
っ
た
。

４
．小
林
耕
平

　あ
な
た
の
口
は
掃
除
機
で
あ
り
、ノ
ズ

ル
を
手
で
持
つ
こ
と
で
並
べ
替
え
、 

電
源
に
接
続
し
、吸

い
込
む
こ
と
で
語
る
。 （
山
本
現
代
）

　思
考
の
飛
躍
。も
の
の
見
方
、固
定
概
念
が
、ユ
ー
モ
ア
を
伴

い
な
が
ら
軽
や
か
に
ひ
っ
く
り
返
さ
れ
る
。

二
〇
一
二
年
、

印
象
に
残
っ
た

展
覧
会



2 0 1 2
館
長

　榊
原
悟

1
．宸
翰 

天
皇
の
書 

（
京
都
国
立
博
物
館
）

　そ
れ
ぞ
れ
の
時
代
の
文
化
的
領
導
者
と
し
て
天
皇
は
無
視

で
き
ま
い
。そ
の
天
皇
の
書
が
一
堂
に
会
し
た
得
が
た
い
機
会
。

伏
見
、花
園
両
天
皇
の
書
は
正
直
素
晴
ら
し
い
。し
か
し
、そ

う
な
る
に
つ
い
て
は
、天
賦
の
才
だ
け
で
な
く
、た
ゆ
ま
ぬ
修

練
が
あ
っ
た
よ
う
で
、展
示
で
そ
れ
が
具
体
的
に
示
さ
れ
て
い

た
。面
白
い
。

2
．江
戸
絵
画
の
楽
園
展 

（
静
岡
県
立
美
術
館
）

　図
録
の
あ
と
が
き
に
展
覧
会
を
企
画
す
る
上
で
拙
著『
日

本
絵
画
の
見
方
』が
多
少
と
も
参
考
に
な
っ
た
と
あ
る
の
で
、

本
展
を
挙
げ
る
の
は
気
が
ひ
け
な
い
わ
け
で
は
な
い
が
、作
品

選
び
の
見
事
さ
、図
録
解
説
の
面
白
さ
で
、素
直
に
本
展
を
押

す
。

3
．芭
蕉 

（
名
古
屋
市
博
物
館
）

　尾
張
、三
河
と
芭
蕉
と
の
係
わ
り
に
焦
点
を
絞
っ
た
点
、当

然
の
こ
と
な
が
ら
、し
か
し
、そ
れ
を
資
料
と
い
う
具
体
的
な

も
の
で
示
し
得
た
こ
と
は
、お
見
事
。そ
れ
に
つ
け
て
も
尾
張

も
三
河
も
言
葉
は
悪
い
が
、こ
う
し
た
俳
諧
師
と
い
う
高
等
遊

民
た
ち
を
支
え
る
経
済
力
、文
化
力
が
あ
っ
た
こ
と
を
、い
ま

さ
ら
な
が
ら
痛
感
し
た
。現
在
の
愛
知
県
は
ど
う
な
の
だ
ろ

う
。そ
う
し
た
力
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。

副
館
長

　荒
井
信
貴

1
．魔
術
／
美
術 

（
愛
知
県
美
術
館
）

　斬
新
な
切
り
口
の
面
白
さ
と
、愛
知
・
岐
阜
・
三
重
の
３
県

美
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
の
豊
か
さ
を
痛
感
。

２
．近
代
洋
画
の
開
拓
者 

高
橋
由
一 （
東
京
藝
術
大
学
大
学

美
術
館
）

　ぎ
こ
ち
な
い
け
ど
、妙
に
真
剣
で
、伝
わ
る
も
の
は
素
朴
。

日
本
洋
画
の
黎
明
を
語
る
好
企
画
。

３
．湖
北
の
観
音 

（
長
浜
城
歴
史
博
物
館
）

　近
江
の
観
音
信
仰
の
奥
深
さ
と
そ
れ
を
守
り
伝
え
る
地
域

の
文
化
力
に
敬
服
。ま
っ
た
り
と
し
た
時
間
を
過
ご
せ
ま
し
た
。

４
．土
偶
・コ
ス
モ
ス 

（
M
I
H
〇
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
）

　東
博
展
を
見
損
な
い
M
I
H
O
へ
。よ
く
ぞ
集
め
た
土
偶
ば

か
り
。原
始
の
信
仰
美
に
唖
然
。

５
．宇
佐
美
圭
司 

制
動
・
大
洪
水 

（
大
岡
信
こ
と
ば
館
）

堀
江
登
志
実

１
．芭
蕉 

（
名
古
屋
市
博
物
館
）

　芭
蕉
真
筆
の
多
く
を
目
の
当
た
り
に
し
て
感
動
。芭
蕉
を

慕
う
岡
崎
の
俳
人
鶴
田
卓
池
の
資
料
に
接
し
て
き
た
私
に

と
っ
て
も
芭
蕉
は
憧
れ
の
存
在
で
あ
る
。真
筆
を
中
心
と
し
た

同
時
代
資
料
と
、の
ち
の
時
代
に
俳
聖
と
し
て
崇
め
ら
れ
る

芭
蕉
イ
メ
ー
ジ
を
対
置
し
な
が
ら
芭
蕉
の
活
動
の
全
貌
が
明

ら
か
に
。近
代
以
降
現
代
に
至
る
ま
で
の
芭
蕉
に
触
発
さ
れ

た
作
品
に
も
焦
点
を
あ
て
た
の
は
、芭
蕉
理
念「
不
易
流
行
」

に
対
す
る
展
示
企
画
者
の
思
い
と
期
待
で
も
あ
ろ
う
。

稲
垣
満
春

１
．豪
快
な
る
大
倉
財
閥
の 

美
術
コ
レ
ク
シ
ョ
ン

（
大
倉
集
古
館
名
品
展
）

　十
一
月
、ミ
レ
ー
に
出
逢
え
る
美
術
館
と
し
て
親
し
ま
れ
て
い

る
山
梨
県
立
美
術
館
で
開
催
さ
れ
て
い
た
大
倉
集
古
館
名
品

展
を
見
に
行
っ
た
。昭
和
五
年
に
イ
タ
リ
ア
の
ロ
ー
マ
で
開
催

さ
れ
た「
ロ
ー
マ
開
催
日
本
美
術
展
」で
出
品
さ
れ
た
近
代
日

本
画
の
巨
匠
た
ち
の
名
品
の
数
々
が
勢
揃
い
す
る
と
い
う
こ
と

で
、担
当
す
る
展
覧
会
が
終
了
し
た
ら
絶
対
に
見
に
行
こ
う
と

思
っ
て
い
た
。横
山
大
観
の「
夜
桜
」は
じ
め
、ど
の
作
品
も
作

家
の
並
々
な
ら
ぬ
意
気
込
み
が
感
じ
ら
れ
る
大
作
ば
か
り
で
、

近
代
日
本
画
だ
け
で
も
十
分
見
応
え
の
あ
る
展
覧
会
で
あ
っ

た
。因
み
に
、最
も
印
象
に
残
っ
た
の
は
川
合
玉
堂
の「
秋
山
懸

瀑
」。本
紙
部
分
で
縦
二
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
軸
装
の
大
作
で
、

近
景
か
ら
遠
景
ま
で
を
縦
長
の
画
面
に
積
み
重
ね
る
よ
う
に

配
し
た
描
法
は
、玉
堂
に
し
か
成
し
得
な
い
も
の
で
、玉
堂
芸

術
の
真
骨
頂
を
見
せ
つ
け
ら
れ
た
思
い
で
あ
っ
た
。

村
松
和
明

１
．マ
ウ
リ
ッ
ツ
ハ
イ
ス
美
術
館
展 

（
東
京
都
美
術
館
）

　近
年
の
フ
ェ
ル
メ
ー
ル・
ブ
ー
ム
と
も
言
え
る
現
象
に
は
目
を

見
張
る
も
の
が
あ
る
。フ
ェ
ル
メ
ー
ル
の
作
品
が
一
点
で
も
あ
れ

ば
、そ
れ
だ
け
で
記
録
的
な
入
館
者
数
を
記
録
す
る
こ
と
に

な
る
。他
の
出
品
作
品
は
問
わ
ず
、と
に
か
く
フ
ェ
ル
メ
ー
ル
を

見
に
行
く
…
客
寄
せ
パ
ン
ダ
…
と
は
よ
く
言
っ
た
も
の
だ
が
、

こ
の
数
年
で
そ
の
よ
う
な
展
覧
会
が
毎
年
の
よ
う
に
繰
り
返

さ
れ
て
き
た
。中
に
は
レ
ベ
ル
の
高
い
展
覧
会
も
あ
っ
た
が
、残

念
な
が
ら
豪
華
一
点
主
義
に
終
始
し
て
し
ま
っ
た
展
覧
会
も
散

見
さ
れ
た
。

　二
〇
一
二
年
は
、フ
ェ
ル
メ
ー
ル
を
目
玉
に
し
た
展
覧
会
が
三

本
た
て
続
け
に
開
催
さ
れ
、い
よ
い
よ
フ
ェ
ル
メ
ー
ル
人
気
を
強

く
印
象
づ
け
た
。な
か
で
も
東
京
都
美
術
館
で
開
催
さ
れ
た

「
マ
ウ
リ
ッ
ツ
ハ
イ
ス
美
術
館
展
」は
、フ
ェ
ル
メ
ー
ル
の「
真
珠
の

耳
飾
り
の
少
女
」を
目
玉
と
は
し
て
い
た
が
、オ
ラ
ン
ダ
・フ
ラ

ン
ド
ル
絵
画
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
で
は
名
高
い
マ
ウ
リ
ッ
ツ
ハ
イ
ス
美

術
館
の
作
品
群
と
あ
っ
て
、出
品
作
品
も
粒
ぞ
ろ
い
で
満
を
持

し
た
感
が
あ
っ
た
。一
七
世
紀
の
オ
ラ
ン
ダ
･
フ
ラ
ン
ド
ル
絵

画
、約
五
十
点
が
展
示
さ
れ
た
が
、フ
ラ
ン
ド
ル
の
ル
ー
ベ
ン
ス
、

ヴ
ァ
ン
・
ダ
イ
ク
、ヤ
ン
・
ブ
リ
ュ
ー
ゲ
ル（
父
）な
ど
の
巨
匠
と
、

オ
ラ
ン
ダ
絵
画
を
代
表
す
る
レ
ン
ブ
ラ
ン
ト
、ハ
ル
ス
ほ
か
西
洋

絵
画
史
に
大
き
な
足
跡
を
残
し
た
画
家
た
ち
の
代
表
的
な
作

品
が
並
ん
だ
。

　上
野
動
物
園
に
は
、一
昨
年
パ
ン
ダ
が
戻
っ
て
き
て
そ
の
賑
わ

い
を
取
り
戻
し
た
が
、同
じ
公
園
内
の
東
京
都
美
術
館
に
は
、

フ
ェ
ル
メ
ー
ル
の
み
な
ら
ず
、質
の
高
い
バ
ロ
ッ
ク
の
名
品
が
並

ん
だ
こ
と
が
印
象
的
で
あ
っ
た
。

浦
野
加
穂
子

１
．〝
絵
解
き
〞っ
て
な
あ
に
？ 

（
龍
谷
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
）

　仏
教
絵
画
を
読
み
解
き
、観
る
者
に
語
り
か
け
る「
絵
解

き
」。日
本
人
と
仏
教
絵
画
の
結
び
つ
き
を
、「
絵
解
き
」と
い

う
角
度
か
ら
と
ら
え
る
。今
に
受
け
継
が
れ
て
い
る「
絵
解
き
」

を
実
演
し
た
り
、愛
ら
し
い
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
や
デ
ザ
イ
ン
を
用

い
て
仏
教
絵
画
を
親
し
み
や
す
く
紹
介
す
る
工
夫
も
。

２
．古
都
鎌
倉
と
武
家
文
化

（
神
奈
川
県
立
歴
史
博
物
館
、神
奈
川
県
立
金
沢
文
庫
、鎌
倉
国
宝
館
）

理
由
は
裏
表
紙
お
し
ゃ
べ
り
あ
れ
こ
れ
に
て
。

３
．美
術
に
ぶ
る
っ
！ 

（
東
京
国
立
近
代
美
術
館
）

　開
館
六
十
周
年
を
迎
え
た
近
美
選
り
す
ぐ
り
の
名
品
に
よ

り
、日
本
近
代
美
術
の
百
年
を
回
顧
す
る
。六
十
年
の
収
集
活

動
の
成
果
を
問
う
第
一
部
と
近
美
が
誕
生
し
た
一
九
五
〇
年
代

の
日
本
を
考
察
す
る
第
二
部
。第
一
部
は
近
代
垂
涎
の
名
画
に

ぶ
る
っ
、第
二
部
で
は
戦
後
の
復
興
期
、戦
争
体
験
や
現
実
の

矛
盾
に
対
峙
し
た
作
家
た
ち
の
鬼
気
迫
る
姿
勢
に
、そ
し
て

五
〇
年
代
と
い
う
時
代
に
真
っ
向
か
ら
向
き
合
っ
た
近
美
の

姿
勢
に
ぶ
る
っ
。

伊
藤
久
美
子

１
．草
間
彌
生 

永
遠
の
永
遠
の
永
遠 
（
松
本
市
美
術
館
）

　圧
巻
の
草
間
ワ
ー
ル
ド
。こ
れ
で
も
か
と
暴
力
的
な
ほ
ど
の

原
色
、水
玉
の
世
界
に
強
い
拒
否
感
を
覚
え
る
一
方
で
、次
第

に
彼
女
の
強
い
意
志
の
な
か
へ
吸
い
込
ま
れ
、生
命
力
と
安
ら

ぎ
を
も
ら
っ
て
し
ま
う
よ
う
な
心
地
に
。故
郷
松
本
で
の
開
催

は
展
示
場
の
み
な
ら
ず
、美
術
館
外
壁
や
市
内
バ
ス
に
も
水
玉

デ
コ
レ
ー
シ
ョ
ン
。印
象
的
な
宣
伝
も
お
見
事
。

千
葉
真
智
子

１
．今
和
次
郎 

採
集
講
義
展

（
パ
ナ
ソ
ニ
ッ
ク
電
工 

汐
留
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
）

　関
東
大
震
災
以
降
の
変
わ
り
ゆ
く
東
京
の
姿
を
記
録
に
留

め
よ
う
と
す
る
、今
和
次
郎
の
執
拗
な
ま
で
の
態
度
と
目
の
付

け
所
の
面
白
さ
に
改
め
て
脱
帽
。ほ
か
に
も
今
デ
ザ
イ
ン
の
食

器
類
や
建
築
家
具
図
面
、ま
た
と
り
わ
け
東
北
で
の
活
動
を
大

き
く
紹
介
す
る
な
ど
、広
く
は
な
い
空
間
に
充
実
し
た
内
容
。

２
．K
A
T
A
G
A
M
I 

S
T
Y
L
E 

（
三
重
県
立
美
術
館
）

　日
本
の
デ
ザ
イ
ン
が
、「
型
紙
」と
い
う
原
型
を
通
し
て
ア
ー

ル・ヌ
ー
ヴ
ォ
ー
や
ユ
ー
ゲ
ン
ト
シ
ュ
テ
ィ
ー
ル
の
装
飾
と
デ
ザ
イ
ン

に
転
用
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
実
感
。伊
勢
型
紙
と
い
う
三
重
県
に

残
る
遺
産
を
学
術
的
に
見
直
し
価
値
づ
け
る
姿
勢
に
敬
服
。隣

県
な
が
ら
、三
河
湾
を
ぐ
る
り
と
電
車
に
乗
っ
て
向
か
う
道
中

は
、ち
ょっ
と
し
た
小
旅
行
。こ
の
と
こ
ろ「
橋
本
平
八
と
北
園
克

衛
」「
イ
ケ
ム
ラ
レ
イ
コ
」「
蕭
白
シ
ョ
ッ
ク
！
」な
ど
面
白
い
展
覧
会

が
多
く
、も
う
少
し
近
か
っ
た
ら
な
お
嬉
し
い
と
思
っ
て
し
ま
う
。

３
．志
賀
理
江
子

　螺
旋
海
岸 

（
せ
ん
だ
い
メ
デ
ィ
ア
テ
ー
ク
）

　イ
メ
ー
ジ
の
強
度
に
圧
倒
さ
れ
た
。土
着
的
で
あ
り
、神
話
的

で
あ
り
、そ
れ
故
に
原
初
的
な
崇
高
さ
を
感
じ
る
と
共
に
、螺

旋
状
に
配
置
さ
れ
た
展
示
構
成
に
よ
っ
て
、各
写
真
が
共
鳴
し

増
幅
し
合
い
、作
家
の
頭
の
中
を
巡
っ
て
い
る
よ
う
で
も
あ
っ
た
。

４
．小
林
耕
平

　あ
な
た
の
口
は
掃
除
機
で
あ
り
、ノ
ズ

ル
を
手
で
持
つ
こ
と
で
並
べ
替
え
、 

電
源
に
接
続
し
、吸

い
込
む
こ
と
で
語
る
。 （
山
本
現
代
）

　思
考
の
飛
躍
。も
の
の
見
方
、固
定
概
念
が
、ユ
ー
モ
ア
を
伴

い
な
が
ら
軽
や
か
に
ひ
っ
く
り
返
さ
れ
る
。

二
〇
一
二
年
、

印
象
に
残
っ
た

展
覧
会



堀
江
登
志
実

書
籍
雑
感

　本
書
は
日
本
中
世
社
会
で
の
贈
与
行

為
を
め
ぐ
っ
て
の
様
々
の
意
味
を
問
う
た

興
味
あ
る
一
書
で
あ
る
。贈
与
と
い
う
と

悪
い
イ
メ
ー
ジ
が
つ
き
ま
と
う
が
、そ
の

儀
礼
が
果
た
し
た
役
割
を
評
価
し
見
直

す
。贈
与
の
儀
礼
に
経
済
と
の
関
係
か
ら

切
り
込
ん
だ
点
が
新
鮮
で
あ
る
。

　贈
与
を
受
け
た
人
は
返
礼
を
す
る

が
、そ
の
返
礼
の
し
か
た
に
は
相
手
と
自

分
と
の
身
分
関
係
な
ど
に
よ
り
文
面
に

相
違
が
あ
る
が
、返
事
を
出
す
タ
イ
ミ
ン

グ
に
も
身
分
差
が
反
映
さ
れ
て
い
た
と
い

う
。身
分
差
が
僅
少
で
あ
れ
ば
即
日
の
返

礼
が
な
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
が
、身
分
差
が

大
き
い
と
返
礼
ま
で
の
日
数
を
故
意
に

か
け
る
と
い
う
。ま
た
、贈
り
物
は
、持
参

す
る
場
合
に
は
目
録
や
折
紙（
お
り
が

み
）を
添
え
る
が
、銭
の
贈
答
で
は
い
き

な
り
現
金
を
贈
る
こ
と
は
せ
ず
、ま
ず
金

額
を
記
し
た
折
紙
を
届
け
る
の
が
普
通

で
、折
紙
の
手
交
か
ら
銭
が
渡
さ
れ
る
ま

で
数
か
月
か
ら
、さ
ら
に
は
一
年
を
越
え

る
も
の
も
め
ず
ら
し
く
な
い
と
い
う
。こ

の
贈
与
に
お
け
る
時
差
は
、過
去
の
贈
与

を
未
来
の
収
入
に
よ
っ
て
清
算
す
る
こ

と
を
可
能
に
し
、ま
た
、受
贈
者
が
期
待

に
応
え
て
く
れ
な
け
れ
ば
贈
り
損
と
な

る
贈
与
者
の
リ
ス
ク
を
救
済
す
る
こ
と

に
も
な
っ
た
と
さ
れ
る
。さ
ら
に
年
貢
の

未
進
を
折
紙
で
清
算
す
る
債
権
・
債
務

の
操
作
を
も
可
能
と
し
た
と
い
う
。こ
の

よ
う
な
贈
与
の
儀
礼
行
為
に
潜
む
様
々

な
意
外
な
事
実
が
具
体
例
を
踏
ま
え
て

説
か
れ
て
い
る
。

　年
中
行
事
で
あ
る
中
元
や
歳
暮
、バ
レ

ン
タ
イ
ン
ギ
フ
ト
な
ど
現
代
の
日
常
生
活

の
な
か
に
も
贈
答
儀
礼
は
健
在
し
て
い

る
。年
賀
状
や
メ
ー
ル
も
広
い
意
味
で
は

贈
答
儀
礼
で
あ
ろ
う
。贈
与
の
本
来
の
意

味
は
、人
と
人
、集
団
と
集
団
が
良
好
な

関
係
を
持
続
し
て
ゆ
く
た
め
の
コ
ミ
ュ
ニ

ケ
ー
シ
ョ
ン
で
あ
る
と
す
る
と
、著
者
も
い

う
よ
う
に
本
書
で
述
べ
ら
れ
た
中
世
の
贈

与
行
為
は
そ
こ
か
ら
か
け
離
れ
た
も
の

と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。し
か
し
、そ
こ

に
潜
む
意
味
は
決
し
て
中
世
に
特
化
さ

れ
る
も
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。そ
の
こ

と
は
本
書
を
読
む
現
代
人
に
も
共
感
で

き
る
こ
と
が
な
に
よ
り
の
証
拠
で
あ
る
。

中
公
新
書（
本
体
8
0
0
円
＋
税
）

COLUMN＆TOPIC

荒
井
信
貴

集
荷
の
旅 

（
10
）

　画
家
宇
佐
美
圭
司
氏
が
亡
く
な
っ
た
。

最
後
の
展
覧
会
を
見
て
、そ
う
遠
い
日
で

は
な
い
こ
と
は
わ
か
っ
て
は
い
た
が
、や

は
り
早
す
ぎ
と
の
思
い
が
迫
っ
て
く
る
。

宇
佐
美
氏
に
お
目
に
か
か
っ
た
の
は
一
度

き
り
。そ
れ
が
学
芸
員
と
し
て
作
家
と
交

渉
す
る
最
初
の
仕
事
で
あ
り
、ま
だ
国
分

寺
に
ア
ト
リ
エ
を
構
え
て
お
ら
れ
た
頃
の

こ
と
で
あ
っ
た
。美
術
を
知
ら
な
い
私
が

唯
一
そ
の
名
を
知
っ
て
い
た
日
本
の
現
代

美
術
家
が
氏
で
、高
校
時
代
、訪
れ
た
大

阪
万
博
の
鉄
鋼
館
で
見
た
レ
ー
ザ
ー
光

線
の
作
品
で
知
っ
た
の
だ
っ
た
。私
の
興

味
は
武
満
徹
や
ク
セ
ナ
キ
ス
の
現
代
音

楽
に
惹
か
れ
て
入
っ
た
の
だ
が
、音
と
光

の
場
の
も
つ
強
烈
な
静
と
動
の
対
比
に

随
分
感
心
さ
せ
ら
れ
、ま
た
氏
が
高
校
卒

業
か
ら
単
身
ア
メ
リ
カ
へ
渡
っ
て
努
力
さ

れ
た
こ
と
な
ど
、小
沢
征
爾
の
よ
う
に
心

の
ヒ
ー
ロ
ー
に
な
る
の
に
十
分
で
あ
っ
た
。

子
ど
も
美
術
博
物
館
の
寄
託
作
品
の
返

却
と
新
た
な
購
入
の
話
が
用
向
き
で

あ
っ
た
が
、話
の
主
題
は
武
満
や
音
楽
と

の
関
わ
り
ば
か
り
で
あ
っ
た
記
憶
が
あ

る
。　直

接
お
目
に
か
か
っ
た
の
は
そ
れ
き

り
。後
に
美
術
博
物
館
へ
移
り
、荻
太
郎

先
生
に
親
し
く
さ
せ
て
い
た
だ
く
と
ま

た
氏
の
こ
と
が
話
題
に
。氏
の
奥
様
が
荻

先
生
の
画
塾
生
で
あ
っ
た
こ
と
、氏
と
の

結
婚
に
際
し
て
先
生
が
そ
の
絵
を
見
て

承
認
さ
れ
た
こ
と
な
ど
お
話
い
た
だ
い

た
。若
い
頃
の
表
現
主
義
的
な
作
品
か
ら

抽
象
へ
、そ
し
て
代
表
的
な「
走
る
、た
じ

ろ
ぐ
、か
が
む
、投
石
す
る
」の
４
つ
の
人

形（
ひ
と
が
た
）の
モ
チ
ー
フ
か
ら
な
る
作

品
へ
と
作
風
は
変
化
し
て
い
く
の
だ
が
、

初
期
の
作
品
で
そ
の
価
値
を
見
極
め
た

荻
先
生
の
慧
眼
に
敬
服
す
る
と
と
も
に
、

作
風
の
大
き
く
違
う
先
生
を
う
な
ら
せ

た
若
干
二
十
歳
過
ぎ
の
画
家
の
力
量
に

も
驚
き
を
新
た
に
し
た
の
で
あ
っ
た
。そ

の
後
、芳
賀
前
館
長
と
は
い
ず
れ
越
前
海

岸
の
ア
ト
リ
エへ
伺
お
う
と
話
し
は
し
て

い
た
の
だ
っ
た
が
。

　そ
し
て
今
年
の
春
、三
島
の
大
岡
信
こ

と
ば
館
で『
宇
佐
美
圭
司

　制
動
・
大
洪

水
』展
を
見
た
。癌
を
告
知
し
て
の
展
覧

会
で
あ
っ
た
が
、そ
の
第
Ⅱ
章
で
は「
大

洪
水
の
予
感
、あ
る
い
は
痕
跡
」と
題
し

て
初
期
の
作
品
が
並
ん
で
い
た
。死
と
隣

あ
っ
た
中
で
の
原
点
の
再
確
認
。本
当
は

そ
こ
か
ら
ま
た
新
た
な
展
開
が
生
ま
れ

る
は
ず
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
が
。私
と
し

て
は
知
的
で
力
感
豊
か
な
初
期
作
品
に

魅
入
る
ば
か
り
で
あ
っ
た
。

桜井英治著　『贈与の歴史学』

　昭
和
三
〇
年
代
半
ば
か
ら
の
高
度
経
済

成
長
の
な
か
で
、在
来
の
伝
統
的
な
生
活

道
具
は
古
く
さ
い
、非
効
率
的
な
道
具
と

し
て
影
を
ひ
そ
め
、利
便
性
と
引
き
換
え

に
姿
を
消
し
て
い
き
ま
し
た
。五
〇
年
ほ
ど

前
の
こ
と
で
す
。し
か
し
、時
代
が
平
成
へ

と
移
る
と
昭
和
の
暮
ら
し
、と
く
に
三
〇

年
代
の
生
活
が
見
直
さ
れ
、
映
画

「
A
L
W
A
Y
S 

三
丁
目
の
夕
日
」の
影

響
も
あ
っ
て
、そ
の
頃
の
生
活
や
町
並
み
が

脚
光
を
浴
び
ま
し
た
。い
わ
ゆ
る〝
昭
和
回

顧
〞ブ
ー
ム
で
、私
た
ち
は
な
つ
か
し
さ
を

求
め
ま
し
た
。

　そ
の
平
成
時
代
も
今
年
で
四
半
世
紀
を

迎
え
て
い
ま
す
。当
り
前
の
こ
と
で
す
が
、

昭
和
と
い
う
時
代
を
未
経
験
の
大
人
た
ち

も
増
え
て
い
ま
す
。こ
う
し
た
人
た
ち
に

と
っ
て
は
、な
つ
か
し
さ
で
は
な
く
新
し
い

も
の
と
し
て
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
る
の
で

し
ょ
う
か
。

　こ
の
展
覧
会
で
は
、二
十
二
年
度
に
引
き

続
い
て〈
暮
ら
し
の
変
遷
〉を
テ
ー
マ
と
し
、

美
術
博
物
館
が
収
蔵
す
る
古
い
生
活
道
具

を
中
心
に
紹
介
し
ま
す
。明
治
期
か
ら
昭

和
三
〇
年
代
ま
で
の
生
活
道
具
な
ど
を
、

四
つ
の
テ
ー
マ
に
沿
っ
て
幅
広
く
取
り
上

げ
、約
2
8
0
点
を
御
覧
い
た
だ
き
ま
す
。

身
近
な
暮
ら
し
の
道
具
に
ス
ポ
ッ
ト
を
あ

て
た〔
衣
食
住
を
支
え
た
身
近
な
道
具
た

ち
〕、明
治
か
ら
昭
和
戦
前
に
か
け
て
尋
常

小
学
校
で
使
わ
れ
た
教
科
書
を
取
り
上
げ

た〔
む
か
し
の
教
科
書
を
見
て
み
よ
う
〕、

消
防
の
道
具
類
を
中
心
に
先
人
た
ち
が
災

害
に
備
え
た
資
料
を
紹
介
す
る〔
暮
ら
し

を
守
る
〕、そ
し
て
、桃
の
節
句
に
あ
わ
せ
て

雛
人
形
や
土
人
形
を
飾
っ
た〔
ひ
な
ま
つ

り
〕と
い
う
構
成
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　同
時
に
、こ
こ
で
取
り
上
げ
た
資
料
は
、

多
く
の
方
々
か
ら
岡
崎
市
へ
寄
贈
し
て
い
た

だ
い
た
も
の
で
も
あ
り
ま
す
。こ
う
し
た
郷

土
の
暮
ら
し
を
伝
え
る
身
近
な
文
化
財
の

公
開
、活
用
の
場
に
も
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

　古
い
道
具
は
先
人
た
ち
が
生
活
を
よ
り

機
能
的
に
、よ
り
豊
か
に
す
る
た
め
に
、長

年
の
生
活
経
験
の
な
か
か
ら
知
恵
を
働
か

せ
て
考
え
だ
し
、工
夫
を
凝
ら
し
て
作
り
上

げ
て
き
た
英
知
の
結
晶
で
す
。現
代
社
会

は
先
の
見
え
な
い
後
ろ
向
き
の
時
代
で
あ

り
、だ
か
ら
人
び
と
は
な
つ
か
し
さ
を
求
め

て
い
る
の
だ
と
も
言
わ
れ
ま
す
。格
段
に
便

利
に
な
っ
た
生
活
を
享
受
し
て
、今
を
生
き

る
私
た
ち
は
、単
に
な
つ
か
し
さ
を
感
じ
る

だ
け
で
な
く
、こ
れ
ら
道
具
か
ら
現
代
の

生
活
や
社
会
に
も
伝
承
さ
れ
て
き
た
知
恵

と
工
夫
を
く
み
取
っ
て
、今
の
暮
ら
し
を
見

つ
め
直
す
機
会
に
な
れ
ば
と
考
え
ま
す
。

　な
お
、本
展
で
は
、公
立
小
学
校
三
年
生

の
学
習「
古
い
道
具
と
昔
の
く
ら
し
」を
お

手
伝
い
で
き
る
よ
う
配
慮
し
て
い
ま
す
の

で
、平
日
に
は
学
校
団
体
見
学
が
予
定
さ

れ
て
い
ま
す
。子
ど
も
た
ち
に
む
か
し
の
道

具
の
実
物
を
間
近
に
見
て
も
ら
う
機
会
を

提
供
し
、そ
れ
を
作
っ
た
人
、大
切
に
使
っ

た
人
、大
事
に
と
っ
て
い
た
人
が
い
て
、そ
う

し
た
道
具
に
は
む
か
し
の
人
の
知
恵
や
心

が
こ
も
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
感
じ
て
も

ら
い
た
い
と
思
い
ま
す
。そ
し
て
、身
の
回

り
の
古
い
道
具
を
探
し
、む
か
し
の
暮
ら
し

の
様
子
を
さ
ぐ
る
手
助
け
と
な
れ
ば
幸
い

で
す
。会
場
で
小
学
生
の
団
体
見
学
に
居

合
わ
せ
た
大
人
の
方
は
、道
具
を
使
っ
た

経
験
談
を
話
し
て
あ
げ
て
下
さ
い
。何
よ
り

の
解
説
に
な
る
は
ず
で
す
。

　ま
た
、こ
れ
か
ら
の
資
料
収
集
に
つ
き
ま

し
て
も
、広
く
皆
さ
ま
の
御
協
力
を
い
た
だ

け
ま
す
よ
う
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

会期：平成25年 1月26日（土）～3月24日（日）

収蔵品展

暮らしの
うつりかわり

伊 藤 久 美 子

氷冷蔵庫

展示説明会 2月9日（土）、3月16日（土） ※いずれも午後2時から



堀
江
登
志
実

書
籍
雑
感

　本
書
は
日
本
中
世
社
会
で
の
贈
与
行

為
を
め
ぐ
っ
て
の
様
々
の
意
味
を
問
う
た

興
味
あ
る
一
書
で
あ
る
。贈
与
と
い
う
と

悪
い
イ
メ
ー
ジ
が
つ
き
ま
と
う
が
、そ
の

儀
礼
が
果
た
し
た
役
割
を
評
価
し
見
直

す
。贈
与
の
儀
礼
に
経
済
と
の
関
係
か
ら

切
り
込
ん
だ
点
が
新
鮮
で
あ
る
。

　贈
与
を
受
け
た
人
は
返
礼
を
す
る

が
、そ
の
返
礼
の
し
か
た
に
は
相
手
と
自

分
と
の
身
分
関
係
な
ど
に
よ
り
文
面
に

相
違
が
あ
る
が
、返
事
を
出
す
タ
イ
ミ
ン

グ
に
も
身
分
差
が
反
映
さ
れ
て
い
た
と
い

う
。身
分
差
が
僅
少
で
あ
れ
ば
即
日
の
返

礼
が
な
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
が
、身
分
差
が

大
き
い
と
返
礼
ま
で
の
日
数
を
故
意
に

か
け
る
と
い
う
。ま
た
、贈
り
物
は
、持
参

す
る
場
合
に
は
目
録
や
折
紙（
お
り
が

み
）を
添
え
る
が
、銭
の
贈
答
で
は
い
き

な
り
現
金
を
贈
る
こ
と
は
せ
ず
、ま
ず
金

額
を
記
し
た
折
紙
を
届
け
る
の
が
普
通

で
、折
紙
の
手
交
か
ら
銭
が
渡
さ
れ
る
ま

で
数
か
月
か
ら
、さ
ら
に
は
一
年
を
越
え

る
も
の
も
め
ず
ら
し
く
な
い
と
い
う
。こ

の
贈
与
に
お
け
る
時
差
は
、過
去
の
贈
与

を
未
来
の
収
入
に
よ
っ
て
清
算
す
る
こ

と
を
可
能
に
し
、ま
た
、受
贈
者
が
期
待

に
応
え
て
く
れ
な
け
れ
ば
贈
り
損
と
な

る
贈
与
者
の
リ
ス
ク
を
救
済
す
る
こ
と

に
も
な
っ
た
と
さ
れ
る
。さ
ら
に
年
貢
の

未
進
を
折
紙
で
清
算
す
る
債
権
・
債
務

の
操
作
を
も
可
能
と
し
た
と
い
う
。こ
の

よ
う
な
贈
与
の
儀
礼
行
為
に
潜
む
様
々

な
意
外
な
事
実
が
具
体
例
を
踏
ま
え
て

説
か
れ
て
い
る
。

　年
中
行
事
で
あ
る
中
元
や
歳
暮
、バ
レ

ン
タ
イ
ン
ギ
フ
ト
な
ど
現
代
の
日
常
生
活

の
な
か
に
も
贈
答
儀
礼
は
健
在
し
て
い

る
。年
賀
状
や
メ
ー
ル
も
広
い
意
味
で
は

贈
答
儀
礼
で
あ
ろ
う
。贈
与
の
本
来
の
意

味
は
、人
と
人
、集
団
と
集
団
が
良
好
な

関
係
を
持
続
し
て
ゆ
く
た
め
の
コ
ミ
ュ
ニ

ケ
ー
シ
ョ
ン
で
あ
る
と
す
る
と
、著
者
も
い

う
よ
う
に
本
書
で
述
べ
ら
れ
た
中
世
の
贈

与
行
為
は
そ
こ
か
ら
か
け
離
れ
た
も
の

と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。し
か
し
、そ
こ

に
潜
む
意
味
は
決
し
て
中
世
に
特
化
さ

れ
る
も
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。そ
の
こ

と
は
本
書
を
読
む
現
代
人
に
も
共
感
で

き
る
こ
と
が
な
に
よ
り
の
証
拠
で
あ
る
。

中
公
新
書（
本
体
8
0
0
円
＋
税
）

COLUMN＆TOPIC

荒
井
信
貴

集
荷
の
旅 

（
10
）

　画
家
宇
佐
美
圭
司
氏
が
亡
く
な
っ
た
。

最
後
の
展
覧
会
を
見
て
、そ
う
遠
い
日
で

は
な
い
こ
と
は
わ
か
っ
て
は
い
た
が
、や

は
り
早
す
ぎ
と
の
思
い
が
迫
っ
て
く
る
。

宇
佐
美
氏
に
お
目
に
か
か
っ
た
の
は
一
度

き
り
。そ
れ
が
学
芸
員
と
し
て
作
家
と
交

渉
す
る
最
初
の
仕
事
で
あ
り
、ま
だ
国
分

寺
に
ア
ト
リ
エ
を
構
え
て
お
ら
れ
た
頃
の

こ
と
で
あ
っ
た
。美
術
を
知
ら
な
い
私
が

唯
一
そ
の
名
を
知
っ
て
い
た
日
本
の
現
代

美
術
家
が
氏
で
、高
校
時
代
、訪
れ
た
大

阪
万
博
の
鉄
鋼
館
で
見
た
レ
ー
ザ
ー
光

線
の
作
品
で
知
っ
た
の
だ
っ
た
。私
の
興

味
は
武
満
徹
や
ク
セ
ナ
キ
ス
の
現
代
音

楽
に
惹
か
れ
て
入
っ
た
の
だ
が
、音
と
光

の
場
の
も
つ
強
烈
な
静
と
動
の
対
比
に

随
分
感
心
さ
せ
ら
れ
、ま
た
氏
が
高
校
卒

業
か
ら
単
身
ア
メ
リ
カ
へ
渡
っ
て
努
力
さ

れ
た
こ
と
な
ど
、小
沢
征
爾
の
よ
う
に
心

の
ヒ
ー
ロ
ー
に
な
る
の
に
十
分
で
あ
っ
た
。

子
ど
も
美
術
博
物
館
の
寄
託
作
品
の
返

却
と
新
た
な
購
入
の
話
が
用
向
き
で

あ
っ
た
が
、話
の
主
題
は
武
満
や
音
楽
と

の
関
わ
り
ば
か
り
で
あ
っ
た
記
憶
が
あ

る
。　直

接
お
目
に
か
か
っ
た
の
は
そ
れ
き

り
。後
に
美
術
博
物
館
へ
移
り
、荻
太
郎

先
生
に
親
し
く
さ
せ
て
い
た
だ
く
と
ま

た
氏
の
こ
と
が
話
題
に
。氏
の
奥
様
が
荻

先
生
の
画
塾
生
で
あ
っ
た
こ
と
、氏
と
の

結
婚
に
際
し
て
先
生
が
そ
の
絵
を
見
て

承
認
さ
れ
た
こ
と
な
ど
お
話
い
た
だ
い

た
。若
い
頃
の
表
現
主
義
的
な
作
品
か
ら

抽
象
へ
、そ
し
て
代
表
的
な「
走
る
、た
じ

ろ
ぐ
、か
が
む
、投
石
す
る
」の
４
つ
の
人

形（
ひ
と
が
た
）の
モ
チ
ー
フ
か
ら
な
る
作

品
へ
と
作
風
は
変
化
し
て
い
く
の
だ
が
、

初
期
の
作
品
で
そ
の
価
値
を
見
極
め
た

荻
先
生
の
慧
眼
に
敬
服
す
る
と
と
も
に
、

作
風
の
大
き
く
違
う
先
生
を
う
な
ら
せ

た
若
干
二
十
歳
過
ぎ
の
画
家
の
力
量
に

も
驚
き
を
新
た
に
し
た
の
で
あ
っ
た
。そ

の
後
、芳
賀
前
館
長
と
は
い
ず
れ
越
前
海

岸
の
ア
ト
リ
エへ
伺
お
う
と
話
し
は
し
て

い
た
の
だ
っ
た
が
。

　そ
し
て
今
年
の
春
、三
島
の
大
岡
信
こ

と
ば
館
で『
宇
佐
美
圭
司

　制
動
・
大
洪

水
』展
を
見
た
。癌
を
告
知
し
て
の
展
覧

会
で
あ
っ
た
が
、そ
の
第
Ⅱ
章
で
は「
大

洪
水
の
予
感
、あ
る
い
は
痕
跡
」と
題
し

て
初
期
の
作
品
が
並
ん
で
い
た
。死
と
隣

あ
っ
た
中
で
の
原
点
の
再
確
認
。本
当
は

そ
こ
か
ら
ま
た
新
た
な
展
開
が
生
ま
れ

る
は
ず
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
が
。私
と
し

て
は
知
的
で
力
感
豊
か
な
初
期
作
品
に

魅
入
る
ば
か
り
で
あ
っ
た
。

桜井英治著　『贈与の歴史学』

　昭
和
三
〇
年
代
半
ば
か
ら
の
高
度
経
済

成
長
の
な
か
で
、在
来
の
伝
統
的
な
生
活

道
具
は
古
く
さ
い
、非
効
率
的
な
道
具
と

し
て
影
を
ひ
そ
め
、利
便
性
と
引
き
換
え

に
姿
を
消
し
て
い
き
ま
し
た
。五
〇
年
ほ
ど

前
の
こ
と
で
す
。し
か
し
、時
代
が
平
成
へ

と
移
る
と
昭
和
の
暮
ら
し
、と
く
に
三
〇

年
代
の
生
活
が
見
直
さ
れ
、
映
画

「
A
L
W
A
Y
S 

三
丁
目
の
夕
日
」の
影

響
も
あ
っ
て
、そ
の
頃
の
生
活
や
町
並
み
が

脚
光
を
浴
び
ま
し
た
。い
わ
ゆ
る〝
昭
和
回

顧
〞ブ
ー
ム
で
、私
た
ち
は
な
つ
か
し
さ
を

求
め
ま
し
た
。

　そ
の
平
成
時
代
も
今
年
で
四
半
世
紀
を

迎
え
て
い
ま
す
。当
り
前
の
こ
と
で
す
が
、

昭
和
と
い
う
時
代
を
未
経
験
の
大
人
た
ち

も
増
え
て
い
ま
す
。こ
う
し
た
人
た
ち
に

と
っ
て
は
、な
つ
か
し
さ
で
は
な
く
新
し
い

も
の
と
し
て
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
る
の
で

し
ょ
う
か
。

　こ
の
展
覧
会
で
は
、二
十
二
年
度
に
引
き

続
い
て〈
暮
ら
し
の
変
遷
〉を
テ
ー
マ
と
し
、

美
術
博
物
館
が
収
蔵
す
る
古
い
生
活
道
具

を
中
心
に
紹
介
し
ま
す
。明
治
期
か
ら
昭

和
三
〇
年
代
ま
で
の
生
活
道
具
な
ど
を
、

四
つ
の
テ
ー
マ
に
沿
っ
て
幅
広
く
取
り
上

げ
、約
2
8
0
点
を
御
覧
い
た
だ
き
ま
す
。

身
近
な
暮
ら
し
の
道
具
に
ス
ポ
ッ
ト
を
あ

て
た〔
衣
食
住
を
支
え
た
身
近
な
道
具
た

ち
〕、明
治
か
ら
昭
和
戦
前
に
か
け
て
尋
常

小
学
校
で
使
わ
れ
た
教
科
書
を
取
り
上
げ

た〔
む
か
し
の
教
科
書
を
見
て
み
よ
う
〕、

消
防
の
道
具
類
を
中
心
に
先
人
た
ち
が
災

害
に
備
え
た
資
料
を
紹
介
す
る〔
暮
ら
し

を
守
る
〕、そ
し
て
、桃
の
節
句
に
あ
わ
せ
て

雛
人
形
や
土
人
形
を
飾
っ
た〔
ひ
な
ま
つ

り
〕と
い
う
構
成
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　同
時
に
、こ
こ
で
取
り
上
げ
た
資
料
は
、

多
く
の
方
々
か
ら
岡
崎
市
へ
寄
贈
し
て
い
た

だ
い
た
も
の
で
も
あ
り
ま
す
。こ
う
し
た
郷

土
の
暮
ら
し
を
伝
え
る
身
近
な
文
化
財
の

公
開
、活
用
の
場
に
も
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

　古
い
道
具
は
先
人
た
ち
が
生
活
を
よ
り

機
能
的
に
、よ
り
豊
か
に
す
る
た
め
に
、長

年
の
生
活
経
験
の
な
か
か
ら
知
恵
を
働
か

せ
て
考
え
だ
し
、工
夫
を
凝
ら
し
て
作
り
上

げ
て
き
た
英
知
の
結
晶
で
す
。現
代
社
会

は
先
の
見
え
な
い
後
ろ
向
き
の
時
代
で
あ

り
、だ
か
ら
人
び
と
は
な
つ
か
し
さ
を
求
め

て
い
る
の
だ
と
も
言
わ
れ
ま
す
。格
段
に
便

利
に
な
っ
た
生
活
を
享
受
し
て
、今
を
生
き

る
私
た
ち
は
、単
に
な
つ
か
し
さ
を
感
じ
る

だ
け
で
な
く
、こ
れ
ら
道
具
か
ら
現
代
の

生
活
や
社
会
に
も
伝
承
さ
れ
て
き
た
知
恵

と
工
夫
を
く
み
取
っ
て
、今
の
暮
ら
し
を
見

つ
め
直
す
機
会
に
な
れ
ば
と
考
え
ま
す
。

　な
お
、本
展
で
は
、公
立
小
学
校
三
年
生

の
学
習「
古
い
道
具
と
昔
の
く
ら
し
」を
お

手
伝
い
で
き
る
よ
う
配
慮
し
て
い
ま
す
の

で
、平
日
に
は
学
校
団
体
見
学
が
予
定
さ

れ
て
い
ま
す
。子
ど
も
た
ち
に
む
か
し
の
道

具
の
実
物
を
間
近
に
見
て
も
ら
う
機
会
を

提
供
し
、そ
れ
を
作
っ
た
人
、大
切
に
使
っ

た
人
、大
事
に
と
っ
て
い
た
人
が
い
て
、そ
う

し
た
道
具
に
は
む
か
し
の
人
の
知
恵
や
心

が
こ
も
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
感
じ
て
も

ら
い
た
い
と
思
い
ま
す
。そ
し
て
、身
の
回

り
の
古
い
道
具
を
探
し
、む
か
し
の
暮
ら
し

の
様
子
を
さ
ぐ
る
手
助
け
と
な
れ
ば
幸
い

で
す
。会
場
で
小
学
生
の
団
体
見
学
に
居

合
わ
せ
た
大
人
の
方
は
、道
具
を
使
っ
た

経
験
談
を
話
し
て
あ
げ
て
下
さ
い
。何
よ
り

の
解
説
に
な
る
は
ず
で
す
。

　ま
た
、こ
れ
か
ら
の
資
料
収
集
に
つ
き
ま

し
て
も
、広
く
皆
さ
ま
の
御
協
力
を
い
た
だ

け
ま
す
よ
う
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

会期：平成25年 1月26日（土）～3月24日（日）

収蔵品展

暮らしの
うつりかわり

伊 藤 久 美 子

氷冷蔵庫

展示説明会 2月9日（土）、3月16日（土） ※いずれも午後2時から



　鎌
倉
は
二
〇
一
三
年
の
世
界
遺
産
登

録
を
目
指
し
て
お
り
、今
秋
、鎌
倉
に

縁
深
い
三
つ
の
博
物
館
が
連
携
し
て

「
武
家
の
古
都
・
鎌
倉
」を
共
通
テ
ー
マ

に
展
覧
会
を
開
催
し
て
い
た
。私
は
三

館
全
て
巡
っ
た
が
、各
館
が
各
々
の
持

ち
味
を
生
か
し
た
切
り
口
で
、古
都
鎌

倉
の
魅
力
を
伝
え
よ
う
と
し
た
面
白
い

企
画
で
あ
っ
た
。鎌
倉
国
宝
館
は
三
十

躯
を
超
え
る
仏
像
を
は
じ
め
市
内
の

寺
社
の
至
宝
を
中
心
に
、鎌
倉
で
育
ま

れ
た
豊
か
な
武
家
文
化
を
、県
立
金
沢

文
庫
で
は
北
条
一
族
が
設
け
た
金
沢
文

庫
及
び
菩
提
寺
称
名
寺
の
歴
史
的
意

義
や
鎌
倉
に
お
け
る
顕
密
・
禅
律
・
新

仏
教
の
展
開
を
紹
介
し
、さ
ら
に
県
立

歴
史
博
物
館
で
は
出
土
品
や
古
文
書

な
ど
か
ら
中
世
都
市
鎌
倉
の
姿
の
再

発
見
を
試
み
て
い
た
。

　同
時
に
源
氏
縁
り
の
鶴
岡
八
幡
宮

や
建
長
寺
を
は
じ
め
と
す
る
鎌
倉
五

山
な
ど
の
寺
社
も
訪
れ
た
。鎌
倉
は
背

後
三
方
を
山
に
護
ら
れ
、前
方
に
は
相

模
湾
が
広
が
る
。市
中
は
開
け
て
い
る

が
、山
麓
を
ぬ
う
街
道
の
急
坂
を
上
る

と
、山
間
に
は
静
謐
な
禅
の
空
間
が
広

が
っ
て
お
り
、鎌
倉
が
武
士
の
都
で
あ

る
と
同
時
に
、禅
宗
な
ど
新
仏
教
が
花

開
い
た
地
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

　資
料
は
博
物
館
の
展
示
だ
け
で
理

解
で
き
る
も
の
で
は
な
い
。そ
れ
が
生

ま
れ
、育
ま
れ
た
場
所
を
訪
ね
る
こ
と

で
、理
解
が
よ
り
深
ま
る
。そ
れ
を
実

感
し
た
秋
の
旅
で
あ
っ
た
。（
浦
）

武
家
の
古
都
・
鎌
倉

ご
当
地
キ
ャ
ラ
雑
感
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　最
近
な
に
か
と
話
題
の
ご
当
地
キ
ャ

ラ
、今
や
彼
ら
は
町
の
顔
と
し
て
欠
か

せ
ま
せ
ん
。「
岡
崎
ア
ー
ト
＆
ジ
ャ
ズ
２

０
１
２
」で
も
、オ
カ
ザ
え
も
ん
が
話
題

に
な
り
ま
し
た
。

　キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
好
き
に
と
っ
て
は
、ご

当
地
キ
ャ
ラ
は
旅
の
楽
し
み
で
す
。昨

年
、ひ
こ
に
ゃ
ん
に
会
う
た
め
に
彦
根

城
へ
行
っ
た
の
は
い
い
思
い
出
。身
の
回

り
の
品
も
、名
刺
入
れ
は
ひ
こ
に
ゃ
ん

（
滋
賀
県
彦
根
市
）、ス
マ
ホ
の
待
受
は
バ

リ
ィ
さ
ん（
愛
媛
県
今
治
市
）、イ
ヤ
ホ
ン

ジ
ャ
ッ
ク
に
は
く
ま
モ
ン（
熊
本
県
）と
、

ゆ
る
キ
ャ
ラ
グ
ラ
ン
プ
リ
歴
代
王
者
に

染
ま
っ
て
い
る
こ
の
頃
。そ
し
て
マ
グ

カ
ッ
プ
に
は
、十
一
月
に
デ
ビ
ュ
ー
し
た
ば

か
り
の
岡
崎
市
観
光
協
会
の
キ
ャ
ラ
ク

タ
ー「
イ
エ
ヤ
ス
コ
ウ
と
シ
テ
ン
ニ
ョ
ー
シ

カ
」。淡
い
パ
ス
テ
ル
カ
ラ
ー
と
曲
線
を
描

く
魅
惑
の
フ
ォ
ル
ム
を
兼
ね
備
え
た
彼

ら
の
今
後
に
期
待
で
す
。

　ま
た
最
近
、ツ
イ
ッ
タ
ー
で
ね
こ
ま
さ

む
ね（
宮
城
県
仙
台
市
）を
発
見
。三
日

月
兜
と
隻
眼
が
特
徴
的
だ
か
ら
か
、猫

で
あ
ろ
う
と
伊
達
政
宗
が
モ
デ
ル
と
認

識
で
き
る
、彼
の
知
名
度
と
汎
用
性
は

素
晴
ら
し
い
。徳
川
家
康
や
徳
川
四
天

王
は
そ
の
辺
ど
う
で
し
ょ
う
？

　実
は
こ
う
し
た
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
文
化

は
、江
戸
時
代
の
妖
怪
ブ
ー
ム
が
源
流

と
い
う
説
が
あ
り
ま
す
。伝
統
な
ら
い
い

じ
ゃ
な
い
！
と
い
う
こ
と
で
、私
は
こ
れ

か
ら
も
キ
ャ
ラ
た
ち
を
愛
で
て
い
く
所

存
で
す
。（
酒
）

編 集 後 記｜ 今回、「2012年、印象に残った展覧会」というお題を出したものの、いざ自分も挙げようとすると面白く拝見したはずの展覧会もな

かなか思い出せず。あっという間に過ぎたと感じた1年が、実は長かったことに気づかされます。2013年、気持ちを新たに、みなさんに面白いと感じ

ていただける展覧会を提供できるよう、職員一同で頑張ります。（千葉）

表紙図版：昭和30年代の茶の間風景（平成22年度展覧会より）

千
葉
真
智
子

映
画
評

　近
代
建
築
の
巨
匠
ル・コ
ル
ビ
ュ
ジ
エ

が
南
米
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
に
建
て
た「
ク
ル

チ
ェ
ッ
ト
邸
」（
現
在
資
料
館
と
し
て
一

般
公
開
）が
舞
台
と
な
っ
た
こ
の
映
画
。

完
全
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
な
の
だ
が
、殆
ど
の

シ
ー
ン
が
こ
の
邸
宅
内
で
撮
影
さ
れ
て

い
る
た
め
、物
語
の
展
開
を
追
い
な
が

ら
空
間
を
体
験
し
、デ
ィ
テ
ー
ル
を
見

ら
れ
る
と
い
う
建
築
好
き
に
は
と
て
も

嬉
し
い
作
り
と
な
っ
て
い
る
。と
は
言

え
、本
作
に
お
い
て
、邸
宅
は
単
に
視
覚

を
満
足
さ
せ
る
た
め
だ
け
の
装
置
と

な
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
。物
語
は
、隣

人
が
あ
る
日
突
然
、主
人
公
で
あ
る
デ

ザ
イ
ナ
ー
の
暮
ら
す
邸
宅
に
近
接
す
る

家
の
外
壁
に
窓
を
穿
ち
、プ
ラ
イ
バ

シ
ー
を
巡
る
ト
ラ
ブ
ル
に
発
展
す
る
と

い
う
、誰
に
で
も
起
こ
り
得
る
ご
近
所

ネ
タ
を
モ
チ
ー
フ
と
し
て
い
る
の
だ
が
、

「
ル・コ
ル
ビ
ュ
ジ
エ
の
家
」で
あ
る
こ
と

が
、こ
の
単
純
な
物
語
を
展
開
す
る
た

め
の
原
動
力
と
な
り
、多
元
的
な
意
味

を
も
た
ら
す
こ
と
に
つ
な
が
っ
て
い
る
。

　隣
人
は「
陽
を
分
け
て
く
れ
」と
言

い
な
が
ら
壁
に
穴
を
開
け
る
。こ
れ
が

大
問
題
に
発
展
す
る
の
は
、ク
ル
チ
ェ
ッ

ト
邸
が「
水
平
連
続
窓
」を
提
唱
し
た

ル・コ
ル
ビ
ュ
ジ
エ
の
設
計
故
に
、そ
も
そ

も
ガ
ラ
ス
張
り
で
外
部
に
開
か
れ
て
い

る
か
ら
で
あ
る
。こ
う
し
て
プ
ラ
イ
ベ
ー

ト
な
住
空
間
は
あ
っ
け
な
く
外
部
に
晒

さ
れ
、こ
れ
を
機
に
、家
族
の
不
和
と
い

う
他
人
が
知
り
え
な
い
プ
ラ
イ
バ
シ
ー

が
物
語
の
な
か
で
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ

れ
る
こ
と
に
な
る
。

　ま
た
、モ
ダ
ン
な
デ
ザ
イ
ナ
ー
と
野

蛮
な
隣
人
と
い
う
対
照
的
な
キ
ャ
ラ
ク

タ
ー
を
設
定
し
、卑
下
し
て
い
た
隣
人

が
予
期
せ
ぬ
お
客
と
し
て
モ
ダ
ニ
ズ
ム

美
学
の
象
徴
た
る
ク
ル
チ
ェ
ッ
ト
邸
の

敷
居
を
ま
た
ぐ
と
い
う
展
開
を
設
け

る
こ
と
で
、野
蛮
な
る
力
を
前
に
右
往

左
往
す
る
モ
ダ
ン
な
デ
ザ
イ
ナ
ー
の
哀

れ
は
一
層
効
果
的
に
表
現
さ
れ
る
こ
と

に
な
る
。そ
し
て
衝
撃
の
ラ
ス
ト
。デ
ザ

イ
ナ
ー
は
、娘
を
助
け
る
た
め
に
強
盗

に
撃
た
れ
た
隣
人
を
助
け
る
の
か
否

か
。モ
ラ
ル
と
私
情
の
狭
間
で
逡
巡
し

た
デ
ザ
イ
ナ
ー
は
、や
が
て
隣
人
を
残

し
、ゆ
っ
く
り
と
上
階
へ
続
く
長
い
ス

ロ
ー
プ
を
の
ぼ
り
は
じ
め
る
。ル
・コ
ル

ビ
ュ
ジ
エ
の
建
築
に
特
徴
的
な
ス
ロ
ー

プ
が
、や
っ
か
い
な
隣
人
と
の
決
別
を

象
徴
す
る
境
界
線
と
な
る
の
だ
。

　ユ
ー
モ
ア
を
交
え
な
が
ら
、「
ク
ル

チ
ェ
ッ
ト
邸
」と
い
う
唯
一
無
二
の
建
築

の
も
つ
性
格
を
存
分
に
活
か
し
た
作
品

で
あ
っ
た
。

「ル・コルビュジエの家」（アルゼンチン、103分） 監督：ガストン・ドゥプラット＆マリアノ・コーン


