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眼
の
極
楽 

一

　館
長
の
榊
原
で
す
。

　こ
れ
か
ら
展
覧
会
や
講
演
会
な
ど
当
館
の
催
す
さ
ま
ざ

ま
な
行
事
で
、皆
さ
ん
に
お
目
に
か
か
る
機
会
も
あ
ろ
う
か

と
思
い
ま
す
。そ
の
節
は
宜
し
く
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す

が
、こ
の
ア
ル
カ
デ
ィ
ア
誌
も
ま
た
、そ
う
し
た
皆
さ
ん
と

の
交
流
の
場
と
し
た
い
。

　そ
の
巻
頭
の
エ
ッ
セ
イ
は
、館
長
の
領
分
だ
と
い
う
。年
四

回
、折
お
り
の
展
覧
会
や
季
節
の
こ
と
な
ど
内
容
は
自
由
。

だ
が
今
後
つ
つ
が
な
く
責
を
全
う
す
る
た
め
に
は
、自
ら
の

経
験
を
基
盤
に
一
文
を
綴
る
以
外
に
、手
は
あ
る
ま
い
。

　平
々
凡
々
を
絵
に
描
い
た
よ
う
な
十
四
年
間
の
大
学
生

活
、し
か
し
そ
の
間
、日
本
美
術
史
担
当
の
教
員
と
し
て
、

調
査
し
た
美
術
品
は
少
な
く
な
い
。さ
ら
に
そ
れ
以
前
、二

十
一
年
余
り
の
展
覧
会
屋
と
し
て
の
学
芸
員
生
活
を
送
っ

た
。む
ろ
ん
、そ
こ
で
は
ほ
ぼ
日
常
的
に
美
術
品
に
接
し
て

い
た
。自
ら
展
示
し
た
作
品
だ
け
で
は
な
い
。展
覧
会
の
準

備
の
段
階
で
調
査
し
た
も
の
の
、展
示
す
る
に
は
至
ら
な

か
っ
た
も
の
や
、展
覧
会
の
企
画
に
直
接
係
わ
り
な
い
作
品

な
ど（
そ
う
し
た
作
品
の
集
積
が
、次
の
企
画
を
生
む
場
合

も
あ
る
）、嘱
目
し
た
作
品
は
数
知
れ
な
い
。そ
の
中
に
は

現
在
も
忘
れ
難
い
も
の
が
あ
る
。

　こ
の
エ
ッ
セ
イ
で
は
、そ
う
し
た
調
査
は
し
た
も
の
の
、あ

ま
り
触
れ
る
こ
と
の
な
か
っ
た
作
品
や
、す
で
に
定
評
が
あ

る
作
品
で
あ
り
な
が
ら
、少
し
視
点
を
ず
ら
し
、見
方
を
変

え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、思
い
も
か
け
な
い
姿
を
見
せ
て
く
れ

る
も
の
な
ど
を
紹
介
し
、そ
の
魅
力
を
述
べ
て
み
た
い
。題

し
て
、

　
　眼
の
極
楽

と
す
る
。「
眼
の
楽
園
」と
い
う
わ
け
だ
。ア
ル
カ
デ
ィ
ア
を

標
榜
す
る
本
誌
に
最
も
相
応
し
い
タ
イ
ト
ル
、と
一
人
悦
に

入
っ
て
い
る
。

　が
、そ
れ
に
し
て
も
日
本
の
古
美
術
は
、抹
香
臭
い
と

か
、何
か
鑑
賞
す
る
の
に
面
倒
な
作
法
が
あ
る
の
で
は
な
い

か
と
、と
も
す
れ
ば
敬
し
て
遠
ざ
け
ら
れ
が
ち
な
の
だ
が
、

あ
ま
り
構
え
な
い
で
虚
心
に
見
れ
ば
、実
は
さ
ま
ざ
ま
な

眼
の
極
楽
を
味
あ
わ
せ
て
く
れ
る
は
ず
だ
。意
外
な
か
た

ち
、斬
新
な
意
匠
性
、当
意
即
妙
の
即
興
性
、そ
し
て
見
立

て
の
趣
向
と
、そ
の
魅
力
を
語
る
言
葉
は
多
い
。連
載
で
も

そ
こ
に
焦
点
を
絞
る
べ
き
だ
ろ
う
。

　そ
こ
で
今
回
、取
り
上
げ
た
い
の
は
、こ
れ
で
あ
る（
図

一
）。意
外
な
か
た
ち
の
つ
も
り
で
あ
る
。

　何
に
見
え
る
だ
ろ
う
か
。と
り
あ
え
ず
作
品
を
紹
介
す

る
の
に
名
無
し
の
権
兵
衛
で
は
ま
ず
い
だ
ろ
う
か
ら
、『
塗

鵶
図
』と
命
名
し
た
。確
か
に
一
本
の
木
の
幹
の
中
途
に
、鳥

が
留
ま
っ
て
い
る
よ
う
に
も
見
え
る
で
は
な
い
か
。そ
の
留

ま
っ
て
い
る
も
の
は
、先
端
が
尖
り
、鳥
の
嘴
の
よ
う
だ
。尾

羽
も
あ
る
。黒
く
塗
り
た
く
っ
た
か
ら
、こ
の
鳥
を
鵶
と

見
、『
塗
鵶
図
』と
し
た
。

　だ
が
こ
の
鵶
、と
く
と
見
て
貰
い
た
い
。背
の
方
に
、一
本
、

二
本
、三
本
…
墨
汁
が
流
れ
出
て
い
る
。周
辺
に
も
墨
汁
が

飛
び
散
っ
て
い
る
で
は
な
い
か
。頭
部
あ
た
り
に
も
黒
ぐ
ろ

と
墨
溜
り
が
あ
る
。お
そ
ら
く
こ
の
部
分
に
墨
を
た
っ
ぷ
り

含
ま
せ
た
筆
の
穂
先
を
こ
す
り
付
け
た
の
だ
ろ
う
。そ
の

際
、墨
が
画
面
に
飛
び
跳
ね
た
の
だ
。そ
う
い
え
ば
幹
の
中

途
に
逆
三
角
形
に
な
っ
た
横
線
の
重
な
り
が
あ
る
が
、何
か

意
味
あ
る
か
た
ち
で
は
な
さ
そ
う
だ
。そ
の
中
で
、強
い
て

言
え
ば
鵶
と
樹
幹
の
よ
う
な
か
た
ち
が
認
め
ら
れ
る
と
こ

ろ
か
ら
、『
塗
鵶
図
』と
呼
ん
だ
ま
で
で
、実
は
画
面
に
現
れ

た
か
た
ち
は
、敢
え
て
そ
う
呼
ば
ね
ば
な
ら
な
い
ほ
ど
の
意

味
は
な
い
。単
な
る
落
書
き
＝
筆
の
の
た
く
り
と
言
っ
て
も

よ
い
だ
ろ
う
。

　で
は
こ
れ
は
何
な
ん
だ
ろ
う
。そ
れ
を
教
え
て
く
れ
る
の

が
画
面
左
下
に
入
れ
ら
れ
た
識
語（
制
作
の
経
緯
な
ど
を

述
べ
た
書
き
込
み
）で
あ
る
。

　
　狩
野
千
千
代
四
歳
筆

　
　明
暦
二
年
三
月
十
一
日

　探
幽（
花
押
）

狩
野
探
幽（
一
六
〇
二
〜
七
四
）が
明
暦
二
年（
一
六
五
六
）三

月
十
一
日
に
記
し
て
い
る
。探
幽
と
い
え
ば
、滝
山
寺
の
東
照

宮
拝
殿
長
押
の
上
に
掛
け
ら
れ
た『
三
十
六
歌
仙
絵
額
』が

彼
の
作
で
、岡
崎
市
民
に
も
馴
染
み
だ
ろ
う
。江
戸
時
代
最

大
の
巨
匠
で
あ
る
。そ
の
探
幽
が
、四
歳
の
息
子
千
千
代

（
の
ち
の
探
信 

一
六
五
三
〜
一
七
一
八
）に
描
か
せ
て
、麗
々
し

く
識
語
を
入
れ
た
も
の
こ
そ
、こ
れ
で
あ
っ
た
。

　と
な
れ
ば
、先
に
筆
を
の
た
く
ら
せ
た
だ
け
と
見
た
こ

と
に
も
得
心
が
い
く
に
違
い
な
い
。た
か
が
四
歳
の
子
供
の

絵
で
あ
る
。せ
い
ぜ
い
こ
ん
な
と
こ
ろ
だ
ろ
う
。そ
れ
に
誇

ら
し
気
に
識
語
を
入
れ
る
。一
代
の
巨
匠
も
、や
っ
ぱ
り
人

の
親
と
い
う
と
こ
ろ
か
。

　し
か
し
、そ
の
の
た
く
り
画
を
、来
日
し
た
明
の
知
識
人

で
あ
り
書
も
よ
く
し
た
独
立
性
易（
の
ち
隠
元
禅
師
の
弟

子
と
な
る
。日
本
に
お
け
る
唐
様
の
書
の
祖
で
あ
る
。一
五

九
六
〜
一
六
七
二
）に
見
せ
、賛
を
求
め
て
い
る
あ
た
り
、こ

の
親
も
な
か
な
か
の
も
の
。明
暦
二
年
の
初
夏（
四
月
）探

幽
が
、当
時
、摂
津
の
普
門
寺
に
在
っ
た
隠
元
に
面
会
し
て

い
る
こ
と
は
疑
い
な
い
か
ら
、そ
の
折
、独
立
に
も
会
い
、賛

を
求
め
た
の
で
あ
ろ
う
。そ
う
い
え
ば
探
幽
は
、こ
の
前
後
、

千
千
代
に
盛
ん
に
の
た
く
り
画
を
描
か
せ
、つ
い
に
は
後
水

尾
上
皇
の
叡
覧
ま
で
も
願
い
出
る
始
末
。子
煩
悩
を
通
り

こ
し
て
、も
は
や
親
バ
カ
と
い
う
べ
き
か
。

　そ
の
い
く
つ
か
遺
る
千
千
代
の
の
た
く
り
画
か
ら
も
う
一

点
、明
暦
三
年
五
歳
の
時
の
も
の
を
挙
げ
て
お
く（
図
二
）。

こ
ち
ら
は
三
尊
形
式
を
と
り
、中
尊
に
相
当
す
る
部
分
を

千
千
代
、左
右
の
脇
に
一
歩
へ
り
く
だ
っ
て
親
爺
が「
枇
杷
」

と「
瓜
」と
を
添
え
る
。千
千
代
は
、一
歳
年
長
に
な
っ
た
の

に
、相
変
わ
ら
ず
の
の
た
く
り
画
。上
手
く
な
る
ど
こ
ろ

か
、『
塗
鵶
図
』に
較
べ
れ
ば
、む
し
ろ
下
手
に
な
っ
て
い
る

…
と
言
え
ば
、も
う
お
分
か
り
だ
ろ
う
。

　そ
う
、『
塗
鵶
図
』の
方
は
、間
違
い
な
く
父
探
幽
の
筆
が

入
っ
て
い
る
、と
み
る
。垂
直
に
伸
び
た
樹
幹
や
鵶
の
尾
羽
、

頭
部
の
嘴
な
ど
細
部
に
は
探
幽
の
筆
に
よ
っ
て
か
た
ち
の

調
整
が
な
さ
れ
た
の
だ
ろ
う
。千
千
代
に
描
か
せ
た
も
の

の
、見
る
に
見
か
ね
た
の
だ
ろ
う
か
。夏
休
み
の
工
作
の
宿

題
を
手
伝
っ
て
い
る
う
ち
に
、結
局
そ
の
ほ
と
ん
ど
を
作
っ

て
し
ま
っ
た
、そ
ん
な
お
父
さ
ん
の
姿
が
思
い
浮
か
ぶ
。

　だ
が
、敵
も
さ
る
も
、そ
ん
な
の
た
く
り
画
に
賛
を
求
め

ら
れ
た
独
立
も
、あ
な
ど
れ
な
い
。そ
の
散
文
に
、な
ん
と
、

　
　塗
鵶

の
一
語
を
用
い
て
い
る
の
だ
。図
の
命
名
も
実
は
こ
の
賛
の
一

語
に
よ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。

　と
こ
ろ
で
こ
の
一
語
、現
代
の
中
国
で
も
使
わ
れ
て
い
る
。

　
　勿
信
手
塗
鵶

こ
れ
で「
落
書
す
る
な
」の
意
で
あ
る
。つ
ま
り
独
立
は
、の
た

く
り
画
の
か
た
ち
の
す
べ
て
を
承
知
し
て
い
た
の
だ
ろ
う
。

し
か
し
、こ
う
し
て
筆
に
慣
れ
て
い
け
ば
、や
が
て
絵
の
上

手
に
な
れ
る
に
違
い
な
い
。
　

　
　絵
師
の
子
の
蚯
蚓
は
や
が
て
竜
に
な
り

『
誹
諷
柳
多
留
』の
こ
の
一
句
は
、そ
の
間
の
事
情
を
見
事
に

言
い
当
て
て
い
る
。

　と
な
る
と
千
千
代
の
蚯
蚓
の
の

た
く
り
画
が
ど
う
な
っ
た
か
、で
あ

る
。本
当
に
竜
に
な
っ
た
の
か
興
味

の
あ
る
と
こ
ろ
だ
ろ
う
。が
、こ
れ

に
つ
い
て
は
、い
ず
れ
お
話
す
る
機

会
も
あ
る
だ
ろ
う
。い
ま
は
少
な
く

と
も
、「
出
藍
の
誉
れ
」と
は
い
か

な
か
っ
た
こ
と
だ
け
を
言
い
添
え

て
お
く
。
　

図1.「塗鵶図」 図2.「蔬果図」　熊本・本妙寺蔵

カ
ラ
ス
の
か
た
ち

館
長

　榊
原
悟

ま
っ
と

い  

ま

ひ
と
り

と
あ
ず

か
ら
す

・

・

・

・

し
ご

か
の
う
た
ん
ゆ
う

め
い
れ
き

な
げ
し

な
じ

た
ん
し
ん

み
ん

ど
く
り
ゅ
う
し
ょ
う
え
き

い
ん
げ
ん

か
ら
よ
う

せ
ん

ち
よ

ご
み
ず
の

お
じ
ょ
う
こ
う

び
わ

う
り

う
まへ

た

は
い
ふ
う
や
な
ぎ
だ
る

み
み
ず

ず

じ
ょ
う



眼
の
極
楽 

一

　館
長
の
榊
原
で
す
。

　こ
れ
か
ら
展
覧
会
や
講
演
会
な
ど
当
館
の
催
す
さ
ま
ざ

ま
な
行
事
で
、皆
さ
ん
に
お
目
に
か
か
る
機
会
も
あ
ろ
う
か

と
思
い
ま
す
。そ
の
節
は
宜
し
く
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す

が
、こ
の
ア
ル
カ
デ
ィ
ア
誌
も
ま
た
、そ
う
し
た
皆
さ
ん
と

の
交
流
の
場
と
し
た
い
。

　そ
の
巻
頭
の
エ
ッ
セ
イ
は
、館
長
の
領
分
だ
と
い
う
。年
四

回
、折
お
り
の
展
覧
会
や
季
節
の
こ
と
な
ど
内
容
は
自
由
。

だ
が
今
後
つ
つ
が
な
く
責
を
全
う
す
る
た
め
に
は
、自
ら
の

経
験
を
基
盤
に
一
文
を
綴
る
以
外
に
、手
は
あ
る
ま
い
。

　平
々
凡
々
を
絵
に
描
い
た
よ
う
な
十
四
年
間
の
大
学
生

活
、し
か
し
そ
の
間
、日
本
美
術
史
担
当
の
教
員
と
し
て
、

調
査
し
た
美
術
品
は
少
な
く
な
い
。さ
ら
に
そ
れ
以
前
、二

十
一
年
余
り
の
展
覧
会
屋
と
し
て
の
学
芸
員
生
活
を
送
っ

た
。む
ろ
ん
、そ
こ
で
は
ほ
ぼ
日
常
的
に
美
術
品
に
接
し
て

い
た
。自
ら
展
示
し
た
作
品
だ
け
で
は
な
い
。展
覧
会
の
準

備
の
段
階
で
調
査
し
た
も
の
の
、展
示
す
る
に
は
至
ら
な

か
っ
た
も
の
や
、展
覧
会
の
企
画
に
直
接
係
わ
り
な
い
作
品

な
ど（
そ
う
し
た
作
品
の
集
積
が
、次
の
企
画
を
生
む
場
合

も
あ
る
）、嘱
目
し
た
作
品
は
数
知
れ
な
い
。そ
の
中
に
は

現
在
も
忘
れ
難
い
も
の
が
あ
る
。

　こ
の
エ
ッ
セ
イ
で
は
、そ
う
し
た
調
査
は
し
た
も
の
の
、あ

ま
り
触
れ
る
こ
と
の
な
か
っ
た
作
品
や
、す
で
に
定
評
が
あ

る
作
品
で
あ
り
な
が
ら
、少
し
視
点
を
ず
ら
し
、見
方
を
変

え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、思
い
も
か
け
な
い
姿
を
見
せ
て
く
れ

る
も
の
な
ど
を
紹
介
し
、そ
の
魅
力
を
述
べ
て
み
た
い
。題

し
て
、

　
　眼
の
極
楽

と
す
る
。「
眼
の
楽
園
」と
い
う
わ
け
だ
。ア
ル
カ
デ
ィ
ア
を

標
榜
す
る
本
誌
に
最
も
相
応
し
い
タ
イ
ト
ル
、と
一
人
悦
に

入
っ
て
い
る
。

　が
、そ
れ
に
し
て
も
日
本
の
古
美
術
は
、抹
香
臭
い
と

か
、何
か
鑑
賞
す
る
の
に
面
倒
な
作
法
が
あ
る
の
で
は
な
い

か
と
、と
も
す
れ
ば
敬
し
て
遠
ざ
け
ら
れ
が
ち
な
の
だ
が
、

あ
ま
り
構
え
な
い
で
虚
心
に
見
れ
ば
、実
は
さ
ま
ざ
ま
な

眼
の
極
楽
を
味
あ
わ
せ
て
く
れ
る
は
ず
だ
。意
外
な
か
た

ち
、斬
新
な
意
匠
性
、当
意
即
妙
の
即
興
性
、そ
し
て
見
立

て
の
趣
向
と
、そ
の
魅
力
を
語
る
言
葉
は
多
い
。連
載
で
も

そ
こ
に
焦
点
を
絞
る
べ
き
だ
ろ
う
。

　そ
こ
で
今
回
、取
り
上
げ
た
い
の
は
、こ
れ
で
あ
る（
図

一
）。意
外
な
か
た
ち
の
つ
も
り
で
あ
る
。

　何
に
見
え
る
だ
ろ
う
か
。と
り
あ
え
ず
作
品
を
紹
介
す

る
の
に
名
無
し
の
権
兵
衛
で
は
ま
ず
い
だ
ろ
う
か
ら
、『
塗

鵶
図
』と
命
名
し
た
。確
か
に
一
本
の
木
の
幹
の
中
途
に
、鳥

が
留
ま
っ
て
い
る
よ
う
に
も
見
え
る
で
は
な
い
か
。そ
の
留

ま
っ
て
い
る
も
の
は
、先
端
が
尖
り
、鳥
の
嘴
の
よ
う
だ
。尾

羽
も
あ
る
。黒
く
塗
り
た
く
っ
た
か
ら
、こ
の
鳥
を
鵶
と

見
、『
塗
鵶
図
』と
し
た
。

　だ
が
こ
の
鵶
、と
く
と
見
て
貰
い
た
い
。背
の
方
に
、一
本
、

二
本
、三
本
…
墨
汁
が
流
れ
出
て
い
る
。周
辺
に
も
墨
汁
が

飛
び
散
っ
て
い
る
で
は
な
い
か
。頭
部
あ
た
り
に
も
黒
ぐ
ろ

と
墨
溜
り
が
あ
る
。お
そ
ら
く
こ
の
部
分
に
墨
を
た
っ
ぷ
り

含
ま
せ
た
筆
の
穂
先
を
こ
す
り
付
け
た
の
だ
ろ
う
。そ
の

際
、墨
が
画
面
に
飛
び
跳
ね
た
の
だ
。そ
う
い
え
ば
幹
の
中

途
に
逆
三
角
形
に
な
っ
た
横
線
の
重
な
り
が
あ
る
が
、何
か

意
味
あ
る
か
た
ち
で
は
な
さ
そ
う
だ
。そ
の
中
で
、強
い
て

言
え
ば
鵶
と
樹
幹
の
よ
う
な
か
た
ち
が
認
め
ら
れ
る
と
こ

ろ
か
ら
、『
塗
鵶
図
』と
呼
ん
だ
ま
で
で
、実
は
画
面
に
現
れ

た
か
た
ち
は
、敢
え
て
そ
う
呼
ば
ね
ば
な
ら
な
い
ほ
ど
の
意

味
は
な
い
。単
な
る
落
書
き
＝
筆
の
の
た
く
り
と
言
っ
て
も

よ
い
だ
ろ
う
。

　で
は
こ
れ
は
何
な
ん
だ
ろ
う
。そ
れ
を
教
え
て
く
れ
る
の

が
画
面
左
下
に
入
れ
ら
れ
た
識
語（
制
作
の
経
緯
な
ど
を

述
べ
た
書
き
込
み
）で
あ
る
。

　
　狩
野
千
千
代
四
歳
筆

　
　明
暦
二
年
三
月
十
一
日

　探
幽（
花
押
）

狩
野
探
幽（
一
六
〇
二
〜
七
四
）が
明
暦
二
年（
一
六
五
六
）三

月
十
一
日
に
記
し
て
い
る
。探
幽
と
い
え
ば
、滝
山
寺
の
東
照

宮
拝
殿
長
押
の
上
に
掛
け
ら
れ
た『
三
十
六
歌
仙
絵
額
』が

彼
の
作
で
、岡
崎
市
民
に
も
馴
染
み
だ
ろ
う
。江
戸
時
代
最

大
の
巨
匠
で
あ
る
。そ
の
探
幽
が
、四
歳
の
息
子
千
千
代

（
の
ち
の
探
信 

一
六
五
三
〜
一
七
一
八
）に
描
か
せ
て
、麗
々
し

く
識
語
を
入
れ
た
も
の
こ
そ
、こ
れ
で
あ
っ
た
。

　と
な
れ
ば
、先
に
筆
を
の
た
く
ら
せ
た
だ
け
と
見
た
こ

と
に
も
得
心
が
い
く
に
違
い
な
い
。た
か
が
四
歳
の
子
供
の

絵
で
あ
る
。せ
い
ぜ
い
こ
ん
な
と
こ
ろ
だ
ろ
う
。そ
れ
に
誇

ら
し
気
に
識
語
を
入
れ
る
。一
代
の
巨
匠
も
、や
っ
ぱ
り
人

の
親
と
い
う
と
こ
ろ
か
。

　し
か
し
、そ
の
の
た
く
り
画
を
、来
日
し
た
明
の
知
識
人

で
あ
り
書
も
よ
く
し
た
独
立
性
易（
の
ち
隠
元
禅
師
の
弟

子
と
な
る
。日
本
に
お
け
る
唐
様
の
書
の
祖
で
あ
る
。一
五

九
六
〜
一
六
七
二
）に
見
せ
、賛
を
求
め
て
い
る
あ
た
り
、こ

の
親
も
な
か
な
か
の
も
の
。明
暦
二
年
の
初
夏（
四
月
）探

幽
が
、当
時
、摂
津
の
普
門
寺
に
在
っ
た
隠
元
に
面
会
し
て

い
る
こ
と
は
疑
い
な
い
か
ら
、そ
の
折
、独
立
に
も
会
い
、賛

を
求
め
た
の
で
あ
ろ
う
。そ
う
い
え
ば
探
幽
は
、こ
の
前
後
、

千
千
代
に
盛
ん
に
の
た
く
り
画
を
描
か
せ
、つ
い
に
は
後
水

尾
上
皇
の
叡
覧
ま
で
も
願
い
出
る
始
末
。子
煩
悩
を
通
り

こ
し
て
、も
は
や
親
バ
カ
と
い
う
べ
き
か
。

　そ
の
い
く
つ
か
遺
る
千
千
代
の
の
た
く
り
画
か
ら
も
う
一

点
、明
暦
三
年
五
歳
の
時
の
も
の
を
挙
げ
て
お
く（
図
二
）。

こ
ち
ら
は
三
尊
形
式
を
と
り
、中
尊
に
相
当
す
る
部
分
を

千
千
代
、左
右
の
脇
に
一
歩
へ
り
く
だ
っ
て
親
爺
が「
枇
杷
」

と「
瓜
」と
を
添
え
る
。千
千
代
は
、一
歳
年
長
に
な
っ
た
の

に
、相
変
わ
ら
ず
の
の
た
く
り
画
。上
手
く
な
る
ど
こ
ろ

か
、『
塗
鵶
図
』に
較
べ
れ
ば
、む
し
ろ
下
手
に
な
っ
て
い
る

…
と
言
え
ば
、も
う
お
分
か
り
だ
ろ
う
。

　そ
う
、『
塗
鵶
図
』の
方
は
、間
違
い
な
く
父
探
幽
の
筆
が

入
っ
て
い
る
、と
み
る
。垂
直
に
伸
び
た
樹
幹
や
鵶
の
尾
羽
、

頭
部
の
嘴
な
ど
細
部
に
は
探
幽
の
筆
に
よ
っ
て
か
た
ち
の

調
整
が
な
さ
れ
た
の
だ
ろ
う
。千
千
代
に
描
か
せ
た
も
の

の
、見
る
に
見
か
ね
た
の
だ
ろ
う
か
。夏
休
み
の
工
作
の
宿

題
を
手
伝
っ
て
い
る
う
ち
に
、結
局
そ
の
ほ
と
ん
ど
を
作
っ

て
し
ま
っ
た
、そ
ん
な
お
父
さ
ん
の
姿
が
思
い
浮
か
ぶ
。

　だ
が
、敵
も
さ
る
も
、そ
ん
な
の
た
く
り
画
に
賛
を
求
め

ら
れ
た
独
立
も
、あ
な
ど
れ
な
い
。そ
の
散
文
に
、な
ん
と
、

　
　塗
鵶

の
一
語
を
用
い
て
い
る
の
だ
。図
の
命
名
も
実
は
こ
の
賛
の
一

語
に
よ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。

　と
こ
ろ
で
こ
の
一
語
、現
代
の
中
国
で
も
使
わ
れ
て
い
る
。

　
　勿
信
手
塗
鵶

こ
れ
で「
落
書
す
る
な
」の
意
で
あ
る
。つ
ま
り
独
立
は
、の
た

く
り
画
の
か
た
ち
の
す
べ
て
を
承
知
し
て
い
た
の
だ
ろ
う
。

し
か
し
、こ
う
し
て
筆
に
慣
れ
て
い
け
ば
、や
が
て
絵
の
上

手
に
な
れ
る
に
違
い
な
い
。
　

　
　絵
師
の
子
の
蚯
蚓
は
や
が
て
竜
に
な
り

『
誹
諷
柳
多
留
』の
こ
の
一
句
は
、そ
の
間
の
事
情
を
見
事
に

言
い
当
て
て
い
る
。

　と
な
る
と
千
千
代
の
蚯
蚓
の
の

た
く
り
画
が
ど
う
な
っ
た
か
、で
あ

る
。本
当
に
竜
に
な
っ
た
の
か
興
味

の
あ
る
と
こ
ろ
だ
ろ
う
。が
、こ
れ

に
つ
い
て
は
、い
ず
れ
お
話
す
る
機

会
も
あ
る
だ
ろ
う
。い
ま
は
少
な
く

と
も
、「
出
藍
の
誉
れ
」と
は
い
か

な
か
っ
た
こ
と
だ
け
を
言
い
添
え

て
お
く
。
　

図1.「塗鵶図」 図2.「蔬果図」　熊本・本妙寺蔵
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夭
折
詩
人
画
家

「
火
だ
る
ま
槐
多（
高
村
光
太
郎
の
言
葉
）」

ゆ
か
り
の
地
岡
崎
で
よ
み
が
え
る
！

　
12
月
3
日（
土
）か
ら
開
催
さ
れ
る「
村

山
槐
多
の
全
貌
」展
の
準
備
を
進
め
て
い
ま

す
。槐
多
は
大
正
の
時
代
を
情
熱
的
に
駆

け
抜
け
て
散
っ
た
夭
折
の
詩
人
画
家
で
す
。

早
熟
で
多
感
で
あ
っ
た
彼
は
、絵
画
と
文
芸

に
鋭
い
感
性
を
発
揮
し
ま
し
た
。し
か
し
極

度
な
貧
困
と
失
恋
、制
作
上
の
苦
し
み
な

ど
か
ら
放
浪
と
退
廃
の
生
活
を
送
り
、激

し
く
も
短
い
22
年
の
生
涯
を
閉
じ
た
稀
代

の
天
才
で
し
た
。

　槐
多
が
天
才
だ
っ
た
と
言
わ
れ
て
も
ピ

ン
と
こ
な
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。し
か
し
例

え
ば
、芥
川
龍
之
介
が
、槐
多
13
歳
頃
の
詩

を「
作
者
の
心
に
は
、直
ち
に
我
等
を
動
か

す
べ
き
芸
術
の
士
の
尊
さ
が
あ
る
」と
絶
賛

し
、横
山
大
観
が
、槐
多
18
才
の
水
彩
画
を

気
に
入
っ
て
自
前
で
買
い
上
げ
た
と
聞
け

ば
、な
る
ほ
ど
、こ
れ
は
た
だ
者
で
は
な
さ

そ
う
だ
…
と
い
う
こ
と
が
分
か
っ
て
い
た
だ

け
る
と
思
い
ま
す
。

　大
正
期
の「
デ
カ
ダ
ン
ス
」と「
浪
漫
」を

体
現
し
た
槐
多
の
心
の
奥
底
に
は「
美
し
い

も
の
へ
の
恋
情
」「
古
代
と
野
生
へ
の
憧
れ
」

「
死
に
向
か
う
血
と
、生
き
よ
う
と
す
る

力
」な
ど
が
渦
巻
い
て
い
ま
し
た
。彼
は
そ

こ
に
、み
な
ぎ
る
情
熱
を
も
っ
て
、あ
る
い

は
ま
た
驚
く
ほ
ど
繊
細
で
敬
虔
な
純
真
さ

に
よ
っ
て
、芸
術
に
よ
る
精
神
の
高
み
を
見

い
だ
そ
う
と
し
ま
し
た
。そ
の
独
自
の
ま
な

ざ
し
か
ら
生
ま
れ
た
作
品
の
凄
み
は
他
に

類
が
な
く
、現
代
の
我
々
の
心
に
も
、ま
っ

す
ぐ
に
鮮
烈
に
訴
え
か
け
て
き
ま
す
。

槐
多
は
横
浜
生
ま
れ
と
伝
え
ら
れ
て
い
ま

す
が
、特
定
さ
れ
る
資
料
等
は
現
存
せ
ず

実
際
に
は
不
詳
。出
生
に
つ
い
て
の
唯
一
の

記
録
は
、こ
の
岡
崎
に
出
生
届
け
が
出
さ

れ
て
本
籍
を
置
い
て
い
る
と
い
う
こ
と
だ
け

で
す
。こ
れ
は
大
変
興
味
深
い
こ
と
で
、詳

し
い
調
査
を
し
て
い
こ
う
と
思
っ
て
い
ま

す
。　こ

の
展
覧
会
の
準
備
、調
査
を
進
め
る
う

ち
に
、い
く
つ
も
の
槐
多
の
新
発
見
作
品
と

出
合
う
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。中
に
は
贋
作

の
よ
う
な
も
の
も
何
点
か
目
に
し
ま
し
た
。

と
り
わ
け
驚
い
た
の
は
、花
を
描
い
た
八
号

の
油
彩
画
と
対
面
し
た
瞬
間
で
し
た
。槐
多

が
夢
中
で
風
景
や
静
物
を
描
い
て
い
た
初
期

の
も
の
と
思
わ
れ
ま
す
が
、画
面
に
は
驚
く

ほ
ど
深
遠
な
空
気
と
底
知
れ
ぬ
力
に
填
た

さ
れ
て
い
ま
す
。技
術
も
こ
れ
ほ
ど
ま
で
に

あ
っ
た
の
か
と
再
認
識
さ
せ
ら
れ
ま
す
が
、

何
よ
り
も
そ
の
対
象
把
握
の
凄
み
は
、や
は

り
他
の
誰
で
も
な
い
槐
多
の
絵
な
の
で
す
。

ま
だ
ま
だ
謎
の
多
か
っ
た
村
山
槐
多
、そ
れ

が
今
回
の
新
た
な
資
料
に
よ
っ
て
少
し
ず
つ

解
明
さ
れ
て
き
ま
し
た
。

本
展
は
、こ
れ
ら
の
新
発
見
の
作
品
を
は
じ

め
、槐
多
作
品
約
2
5
0
点
、関
連
資
料
を

含
め
総
数
3
5
0
点
に
も
及
ぶ
空
前
絶
後

の
規
模
と
な
り
ま
す
。

　今
回
こ
れ
ほ
ど
ま
で
多
く
の
作
品
を
集

め
る
こ
と
が
で
き
た
の
は
、長
年
槐
多
の
研

究
に
携
わ
ら
せ
て
い
た
だ
い
て
き
た
折
に
、

た
く
さ
ん
の
研
究
者
や
所
蔵
家
の
方
々
と

の
交
流
が
あ
り
、そ
の
皆
様
の
温
か
な
ご

協
力
の
お
か
げ
と
感
謝
し
て
い
ま
す
。所
蔵

館
の
学
芸
員
の
皆
様
か
ら
も
、特
段
の
ご

配
慮
を
い
た
だ
い
た
り
、「
楽
し
み
に
し
て

い
ま
す
か
ら
頑
張
っ
て
く
だ
さ
い
」と
激
励

の
お
言
葉
を
い
た
だ
い
た
り
と
有
り
難
い

か
ぎ
り
で
す
。や
は
り
こ
れ
は
槐
多
の
持
つ

不
思
議
な
魅
力
の
お
か
げ
だ
と
改
め
て

思
っ
て
い
ま
す
。

　全
国
50
ヶ
所
以
上
の
美
術
館
と
所
蔵
家

の
方
々
の
特
別
な
ご
協
力
の
お
か
げ
で
実

現
す
る
奇
跡
と
も
い
え
る
規
模
と
な
っ
た

「
村
山
槐
多
の
全
貌
」展
。槐
多
の
魅
力
の

す
べ
て
が
集
結
す
る
ま
た
と
な
い
こ
の
機

会
に
是
非
と
も
ご
覧
い
た
だ
き
た
い
と
思

い
ま
す
。

会期：平成23年12月3日（土）～1月29日（日）

　平
安
時
代
の
末
期
、末
法
の
世
に
惑
う

人
々
を
救
う
た
め
、ひ
た
す
ら
念
仏
を
唱

え
る
こ
と
で
往
生
を
果
た
す
と
い
う
専
修

念
仏
の
教
え
を
広
め
、浄
土
宗
を
開
い
た

法
然
。今
年
は
法
然
上
人
の
八
百
回
忌
の

年
に
当
り
、奇
し
く
も
そ
の
高
弟
で
真
宗

の
開
祖
で
あ
る
親
鸞
の
七
百
五
十
回
忌
で

も
あ
る
た
め
、全
国
各
地
の
浄
土
宗
や
真

宗
の
寺
院
で
法
要
や
寺
宝
の
公
開
等
が
行

わ
れ
て
い
ま
す
。こ
の
機
会
に
当
館
で
も
、

法
然
の
人
物
像
と
三
河
の
浄
土
宗
寺
院
に

伝
わ
る
名
宝
を
紹
介
す
る
展
覧
会
を
開
催

し
ま
す
。

　法
然（
一一
三
三
〜
一
二
一
二
）は
、美
作
国

（
岡
山
県
）の
武
士
の
家
に
生
ま
れ
、幼
く

し
て
父
を
亡
く
し
、そ
の
遺
言
に
よ
り
比

叡
山
で
出
家
し
ま
し
た
。修
行
を
積
む
中

で
中
国
唐
時
代
の
高
僧
善
導
の
著
作『
観

無
量
寿
経
疏（
観
経
疏
）』に
よ
り
、法
然
四

十
三
歳
の
時
、専
修
念
仏
に
よ
り
あ
ら
ゆ

る
人
が
極
楽
往
生
で
き
る
こ
と
を
確
信
し

ま
し
た
。後
に
浄
土
宗
で
は
こ
の
承
安
五

年（
一 

一 

七
五
）を
立
教
開
宗
の
年
と
し
て
い

ま
す
。比
叡
山
を
降
り
た
法
然
は
、京
都
吉

水
に
て
人
々
に
教
え
を
説
き
、後
に
そ
の
思

想
を『
選
択
本
願
念
仏
集
』と
し
て
大
成
し

ま
し
た
。厳
し
い
修
行
や
造
寺
等
の
多
く
の

善
行（
作
善
）を
積
ん
だ
人
の
み
が
往
生
で

き
る
と
す
る
旧
来
の
浄
土
思
想
と
は
大
き

く
異
な
る
革
新
的
な
そ
の
教
え
は
、庶
民

は
も
と
よ
り
武
士
か
ら
有
力
貴
族
ま
で
幅

広
い
階
層
に
広
ま
っ
て
行
き
ま
し
た
。し
か

し
こ
れ
に
危
機
感
を
抱
い
た
旧
仏
教
勢
力

の
念
仏
停
止
を
求
め
る
動
き
が
激
し
く
な

り
、建
永
二
年（
一
二
〇
七
）つ
い
に
専
修
念

仏
は
禁
止
さ
れ
、法
然
は
四
国
へ
流
罪
と

な
り
ま
し
た
。後
に
赦
さ
れ
て
帰
京
し
ま

す
が
、間
も
な
く
東
山
大
谷（
京
都
市
東
山

区
）で
八
十
年
の
生
涯
を
閉
じ
ま
し
た
。

　法
然
は
多
く
の
優
れ
た
門
弟
に
恵
ま

れ
、師
の
没
後
、そ
の
教
義
の
解
釈
を
め

ぐ
っ
て
諸
流
派
が
生
ま
れ
ま
し
た
。西
三
河

へ
は
十
五
世
紀
に
法
然
の
高
弟
弁
長
を
祖

と
す
る
浄
土
宗（
鎮
西
派
）が
進
出
し
、松

平
氏
の
帰
依
を
得
て
建
立
し
た
大
樹
寺

（
岡
崎
市
）を
中
心
に
発
展
し
ま
し
た
。さ

ら
に
法
然
の
高
弟
証
空
の
弟
子
立
信
を
祖

と
す
る
浄
土
宗
西
山
深
草
派
も
法
蔵
寺
や

崇
福
寺
な
ど
の
三
河
十
二
本
寺
を
中
心
に

教
線
を
拡
大
し
、そ
の
末
寺
の
大
半
が
三

河
に
集
中
し
て
い
ま
す
。

　三
河
の
浄
土
宗
寺
院
に
は
、法
然
の
教

え
を
伝
え
る
史
料
や
仏
教
美
術
の
名
品
の

数
々
が
所
蔵
さ
れ
て
い
ま
す
。専
修
念
仏
の

広
が
り
の
な
か
で
、祖
師
像
と
し
て
数
多

く
作
ら
れ
た
法
然
の
肖
像
画
や
、絵
解
き

な
ど
を
通
じ
て
布
教
に
大
き
な
役
割
を
果

た
し
た
法
然
の
生
涯
を
描
い
た
絵
伝
。阿

弥
陀
如
来
の
本
願
を
信
じ
、西
方
極
楽
浄

土
へ
の
往
生
を
説
く
浄
土
教
に
基
づ
い
た

阿
弥
陀
如
来
の
姿
や
当
麻
曼
荼
羅
を
は
じ

め
と
す
る
西
方
極
楽
浄
土
を
表
し
た
阿
弥

陀
浄
土
図
、そ
の
浄
土
か
ら
阿
弥
陀
如
来

を
は
じ
め
諸
菩
薩
が
来
迎
す
る
様
子
を
描

い
た
阿
弥
陀
来
迎
図
な
ど
が
あ
り
ま
す
。

　今
回
の
展
覧
会
で
は
、岡
崎
市
内
の
名

刹
を
は
じ
め
、豊
田
、豊
川
、西
尾
な
ど
三

河
の
浄
土
宗
寺
院
に
伝
わ
る
至
宝
約
百
二

十
件
を
一
堂
に
展
示
し
、法
然
の
生
涯
や
事

績
を
紹
介
す
る
と
と
も
に
、教
え
を
受
け

継
ぐ
三
河
浄
土
宗
を
代
表
す
る
二
つ
流
派

を
紹
介
し
、そ
こ
に
育
ま
れ
た
浄
土
教
美

術
の
粋
を
御
覧
頂
き
ま
す
。さ
ら
に
寺
勢

の
盛
衰
に
深
く
関
与
し
た
松
平
氏
、徳
川

氏
な
ど
三
河
の
有
力
武
士
と
の
関
係
を
示

す
資
料
に
よ
り
、浄
土
宗
寺
院
を
め
ぐ
る

三
河
の
歴
史
を
辿
り
ま
す
。

　八
百
年
に
一
度
の
大
遠
忌
、こ
の
稀
有
な

機
会
に
巡
り
合
っ
た
縁
に
導
か
れ
、本
展

を
通
じ
て
激
動
の
鎌
倉
時
代
に
仏
教
改
革

運
動
の
先
駆
者
と
し
て
歩
み
続
け
た
法
然

の
人
物
像
と
、法
然
の
説
い
た
極
楽
浄
土

の
世
界
へ
思
い
を
馳
せ
て
み
て
は
い
か
が
で

し
ょ
う
か
。

会期：平成23年 10月8日（土）～11月20日（日）

村山槐多の全貌
－天才詩人画家22年の生涯－

村 松 和 明

《尿する裸僧》1915年 信濃デッサン館蔵

《法然上人坐像》鎌倉時代 円福寺蔵 （岡崎市指定文化財）

せ
ん
じ
ゅ
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じ
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う
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う

か
ん

む
り
ょ
う
じ
ゅ
き
ょ
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し
ょ

さ
ぜ
ん

せ
ん
ち
ゃ
く
ほ
ん
が
ん
ね
ん
ぶ
つ
し
ゅ
う

ゆ
る

べ
ん
ち
ょ
う

ち
ん
ぜ
い
は

だ
い
じ
ゅ
じ

し
ょ
う
く
う

と

せ
い
ざ
ん
ふ
か
く
さ
は

え
で
ん

た
い
ま
ま
ん
だ
ら

ら
い
ご
う

法然上人８００回忌記念

三河浄土宗寺院の名宝
―浄土へのいざない―

浦 野 加 穂 子



夭
折
詩
人
画
家

「
火
だ
る
ま
槐
多（
高
村
光
太
郎
の
言
葉
）」

ゆ
か
り
の
地
岡
崎
で
よ
み
が
え
る
！

　
12
月
3
日（
土
）か
ら
開
催
さ
れ
る「
村

山
槐
多
の
全
貌
」展
の
準
備
を
進
め
て
い
ま

す
。槐
多
は
大
正
の
時
代
を
情
熱
的
に
駆

け
抜
け
て
散
っ
た
夭
折
の
詩
人
画
家
で
す
。

早
熟
で
多
感
で
あ
っ
た
彼
は
、絵
画
と
文
芸

に
鋭
い
感
性
を
発
揮
し
ま
し
た
。し
か
し
極

度
な
貧
困
と
失
恋
、制
作
上
の
苦
し
み
な

ど
か
ら
放
浪
と
退
廃
の
生
活
を
送
り
、激

し
く
も
短
い
22
年
の
生
涯
を
閉
じ
た
稀
代

の
天
才
で
し
た
。

　槐
多
が
天
才
だ
っ
た
と
言
わ
れ
て
も
ピ

ン
と
こ
な
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。し
か
し
例

え
ば
、芥
川
龍
之
介
が
、槐
多
13
歳
頃
の
詩

を「
作
者
の
心
に
は
、直
ち
に
我
等
を
動
か

す
べ
き
芸
術
の
士
の
尊
さ
が
あ
る
」と
絶
賛

し
、横
山
大
観
が
、槐
多
18
才
の
水
彩
画
を

気
に
入
っ
て
自
前
で
買
い
上
げ
た
と
聞
け

ば
、な
る
ほ
ど
、こ
れ
は
た
だ
者
で
は
な
さ

そ
う
だ
…
と
い
う
こ
と
が
分
か
っ
て
い
た
だ

け
る
と
思
い
ま
す
。

　大
正
期
の「
デ
カ
ダ
ン
ス
」と「
浪
漫
」を

体
現
し
た
槐
多
の
心
の
奥
底
に
は「
美
し
い

も
の
へ
の
恋
情
」「
古
代
と
野
生
へ
の
憧
れ
」

「
死
に
向
か
う
血
と
、生
き
よ
う
と
す
る

力
」な
ど
が
渦
巻
い
て
い
ま
し
た
。彼
は
そ

こ
に
、み
な
ぎ
る
情
熱
を
も
っ
て
、あ
る
い

は
ま
た
驚
く
ほ
ど
繊
細
で
敬
虔
な
純
真
さ

に
よ
っ
て
、芸
術
に
よ
る
精
神
の
高
み
を
見

い
だ
そ
う
と
し
ま
し
た
。そ
の
独
自
の
ま
な

ざ
し
か
ら
生
ま
れ
た
作
品
の
凄
み
は
他
に

類
が
な
く
、現
代
の
我
々
の
心
に
も
、ま
っ

す
ぐ
に
鮮
烈
に
訴
え
か
け
て
き
ま
す
。

槐
多
は
横
浜
生
ま
れ
と
伝
え
ら
れ
て
い
ま

す
が
、特
定
さ
れ
る
資
料
等
は
現
存
せ
ず

実
際
に
は
不
詳
。出
生
に
つ
い
て
の
唯
一
の

記
録
は
、こ
の
岡
崎
に
出
生
届
け
が
出
さ

れ
て
本
籍
を
置
い
て
い
る
と
い
う
こ
と
だ
け

で
す
。こ
れ
は
大
変
興
味
深
い
こ
と
で
、詳

し
い
調
査
を
し
て
い
こ
う
と
思
っ
て
い
ま

す
。　こ

の
展
覧
会
の
準
備
、調
査
を
進
め
る
う

ち
に
、い
く
つ
も
の
槐
多
の
新
発
見
作
品
と

出
合
う
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。中
に
は
贋
作

の
よ
う
な
も
の
も
何
点
か
目
に
し
ま
し
た
。

と
り
わ
け
驚
い
た
の
は
、花
を
描
い
た
八
号

の
油
彩
画
と
対
面
し
た
瞬
間
で
し
た
。槐
多

が
夢
中
で
風
景
や
静
物
を
描
い
て
い
た
初
期

の
も
の
と
思
わ
れ
ま
す
が
、画
面
に
は
驚
く

ほ
ど
深
遠
な
空
気
と
底
知
れ
ぬ
力
に
填
た

さ
れ
て
い
ま
す
。技
術
も
こ
れ
ほ
ど
ま
で
に

あ
っ
た
の
か
と
再
認
識
さ
せ
ら
れ
ま
す
が
、

何
よ
り
も
そ
の
対
象
把
握
の
凄
み
は
、や
は

り
他
の
誰
で
も
な
い
槐
多
の
絵
な
の
で
す
。

ま
だ
ま
だ
謎
の
多
か
っ
た
村
山
槐
多
、そ
れ

が
今
回
の
新
た
な
資
料
に
よ
っ
て
少
し
ず
つ

解
明
さ
れ
て
き
ま
し
た
。

本
展
は
、こ
れ
ら
の
新
発
見
の
作
品
を
は
じ

め
、槐
多
作
品
約
2
5
0
点
、関
連
資
料
を

含
め
総
数
3
5
0
点
に
も
及
ぶ
空
前
絶
後

の
規
模
と
な
り
ま
す
。

　今
回
こ
れ
ほ
ど
ま
で
多
く
の
作
品
を
集

め
る
こ
と
が
で
き
た
の
は
、長
年
槐
多
の
研

究
に
携
わ
ら
せ
て
い
た
だ
い
て
き
た
折
に
、

た
く
さ
ん
の
研
究
者
や
所
蔵
家
の
方
々
と

の
交
流
が
あ
り
、そ
の
皆
様
の
温
か
な
ご

協
力
の
お
か
げ
と
感
謝
し
て
い
ま
す
。所
蔵

館
の
学
芸
員
の
皆
様
か
ら
も
、特
段
の
ご

配
慮
を
い
た
だ
い
た
り
、「
楽
し
み
に
し
て

い
ま
す
か
ら
頑
張
っ
て
く
だ
さ
い
」と
激
励

の
お
言
葉
を
い
た
だ
い
た
り
と
有
り
難
い

か
ぎ
り
で
す
。や
は
り
こ
れ
は
槐
多
の
持
つ

不
思
議
な
魅
力
の
お
か
げ
だ
と
改
め
て

思
っ
て
い
ま
す
。

　全
国
50
ヶ
所
以
上
の
美
術
館
と
所
蔵
家

の
方
々
の
特
別
な
ご
協
力
の
お
か
げ
で
実

現
す
る
奇
跡
と
も
い
え
る
規
模
と
な
っ
た

「
村
山
槐
多
の
全
貌
」展
。槐
多
の
魅
力
の

す
べ
て
が
集
結
す
る
ま
た
と
な
い
こ
の
機

会
に
是
非
と
も
ご
覧
い
た
だ
き
た
い
と
思

い
ま
す
。

会期：平成23年12月3日（土）～1月29日（日）

　平
安
時
代
の
末
期
、末
法
の
世
に
惑
う

人
々
を
救
う
た
め
、ひ
た
す
ら
念
仏
を
唱

え
る
こ
と
で
往
生
を
果
た
す
と
い
う
専
修

念
仏
の
教
え
を
広
め
、浄
土
宗
を
開
い
た

法
然
。今
年
は
法
然
上
人
の
八
百
回
忌
の

年
に
当
り
、奇
し
く
も
そ
の
高
弟
で
真
宗

の
開
祖
で
あ
る
親
鸞
の
七
百
五
十
回
忌
で

も
あ
る
た
め
、全
国
各
地
の
浄
土
宗
や
真

宗
の
寺
院
で
法
要
や
寺
宝
の
公
開
等
が
行

わ
れ
て
い
ま
す
。こ
の
機
会
に
当
館
で
も
、

法
然
の
人
物
像
と
三
河
の
浄
土
宗
寺
院
に

伝
わ
る
名
宝
を
紹
介
す
る
展
覧
会
を
開
催

し
ま
す
。

　法
然（
一一
三
三
〜
一
二
一
二
）は
、美
作
国

（
岡
山
県
）の
武
士
の
家
に
生
ま
れ
、幼
く

し
て
父
を
亡
く
し
、そ
の
遺
言
に
よ
り
比

叡
山
で
出
家
し
ま
し
た
。修
行
を
積
む
中

で
中
国
唐
時
代
の
高
僧
善
導
の
著
作『
観

無
量
寿
経
疏（
観
経
疏
）』に
よ
り
、法
然
四

十
三
歳
の
時
、専
修
念
仏
に
よ
り
あ
ら
ゆ

る
人
が
極
楽
往
生
で
き
る
こ
と
を
確
信
し

ま
し
た
。後
に
浄
土
宗
で
は
こ
の
承
安
五

年（
一 

一 

七
五
）を
立
教
開
宗
の
年
と
し
て
い

ま
す
。比
叡
山
を
降
り
た
法
然
は
、京
都
吉

水
に
て
人
々
に
教
え
を
説
き
、後
に
そ
の
思

想
を『
選
択
本
願
念
仏
集
』と
し
て
大
成
し

ま
し
た
。厳
し
い
修
行
や
造
寺
等
の
多
く
の

善
行（
作
善
）を
積
ん
だ
人
の
み
が
往
生
で

き
る
と
す
る
旧
来
の
浄
土
思
想
と
は
大
き

く
異
な
る
革
新
的
な
そ
の
教
え
は
、庶
民

は
も
と
よ
り
武
士
か
ら
有
力
貴
族
ま
で
幅

広
い
階
層
に
広
ま
っ
て
行
き
ま
し
た
。し
か

し
こ
れ
に
危
機
感
を
抱
い
た
旧
仏
教
勢
力

の
念
仏
停
止
を
求
め
る
動
き
が
激
し
く
な

り
、建
永
二
年（
一
二
〇
七
）つ
い
に
専
修
念

仏
は
禁
止
さ
れ
、法
然
は
四
国
へ
流
罪
と

な
り
ま
し
た
。後
に
赦
さ
れ
て
帰
京
し
ま

す
が
、間
も
な
く
東
山
大
谷（
京
都
市
東
山

区
）で
八
十
年
の
生
涯
を
閉
じ
ま
し
た
。

　法
然
は
多
く
の
優
れ
た
門
弟
に
恵
ま

れ
、師
の
没
後
、そ
の
教
義
の
解
釈
を
め

ぐ
っ
て
諸
流
派
が
生
ま
れ
ま
し
た
。西
三
河

へ
は
十
五
世
紀
に
法
然
の
高
弟
弁
長
を
祖

と
す
る
浄
土
宗（
鎮
西
派
）が
進
出
し
、松

平
氏
の
帰
依
を
得
て
建
立
し
た
大
樹
寺

（
岡
崎
市
）を
中
心
に
発
展
し
ま
し
た
。さ

ら
に
法
然
の
高
弟
証
空
の
弟
子
立
信
を
祖

と
す
る
浄
土
宗
西
山
深
草
派
も
法
蔵
寺
や

崇
福
寺
な
ど
の
三
河
十
二
本
寺
を
中
心
に

教
線
を
拡
大
し
、そ
の
末
寺
の
大
半
が
三

河
に
集
中
し
て
い
ま
す
。

　三
河
の
浄
土
宗
寺
院
に
は
、法
然
の
教

え
を
伝
え
る
史
料
や
仏
教
美
術
の
名
品
の

数
々
が
所
蔵
さ
れ
て
い
ま
す
。専
修
念
仏
の

広
が
り
の
な
か
で
、祖
師
像
と
し
て
数
多

く
作
ら
れ
た
法
然
の
肖
像
画
や
、絵
解
き

な
ど
を
通
じ
て
布
教
に
大
き
な
役
割
を
果

た
し
た
法
然
の
生
涯
を
描
い
た
絵
伝
。阿

弥
陀
如
来
の
本
願
を
信
じ
、西
方
極
楽
浄

土
へ
の
往
生
を
説
く
浄
土
教
に
基
づ
い
た

阿
弥
陀
如
来
の
姿
や
当
麻
曼
荼
羅
を
は
じ

め
と
す
る
西
方
極
楽
浄
土
を
表
し
た
阿
弥

陀
浄
土
図
、そ
の
浄
土
か
ら
阿
弥
陀
如
来

を
は
じ
め
諸
菩
薩
が
来
迎
す
る
様
子
を
描

い
た
阿
弥
陀
来
迎
図
な
ど
が
あ
り
ま
す
。

　今
回
の
展
覧
会
で
は
、岡
崎
市
内
の
名

刹
を
は
じ
め
、豊
田
、豊
川
、西
尾
な
ど
三

河
の
浄
土
宗
寺
院
に
伝
わ
る
至
宝
約
百
二

十
件
を
一
堂
に
展
示
し
、法
然
の
生
涯
や
事

績
を
紹
介
す
る
と
と
も
に
、教
え
を
受
け

継
ぐ
三
河
浄
土
宗
を
代
表
す
る
二
つ
流
派

を
紹
介
し
、そ
こ
に
育
ま
れ
た
浄
土
教
美

術
の
粋
を
御
覧
頂
き
ま
す
。さ
ら
に
寺
勢

の
盛
衰
に
深
く
関
与
し
た
松
平
氏
、徳
川

氏
な
ど
三
河
の
有
力
武
士
と
の
関
係
を
示

す
資
料
に
よ
り
、浄
土
宗
寺
院
を
め
ぐ
る

三
河
の
歴
史
を
辿
り
ま
す
。

　八
百
年
に
一
度
の
大
遠
忌
、こ
の
稀
有
な

機
会
に
巡
り
合
っ
た
縁
に
導
か
れ
、本
展

を
通
じ
て
激
動
の
鎌
倉
時
代
に
仏
教
改
革

運
動
の
先
駆
者
と
し
て
歩
み
続
け
た
法
然

の
人
物
像
と
、法
然
の
説
い
た
極
楽
浄
土

の
世
界
へ
思
い
を
馳
せ
て
み
て
は
い
か
が
で

し
ょ
う
か
。

会期：平成23年 10月8日（土）～11月20日（日）

村山槐多の全貌
－天才詩人画家22年の生涯－

村 松 和 明

《尿する裸僧》1915年 信濃デッサン館蔵

《法然上人坐像》鎌倉時代 円福寺蔵 （岡崎市指定文化財）

せ
ん
じ
ゅ

お
う
じ
ょ
う

ほ
う
ね
ん

ほ
う
ね
ん

ぜ
ん
ど
う

か
ん

む
り
ょ
う
じ
ゅ
き
ょ
う
し
ょ

さ
ぜ
ん

せ
ん
ち
ゃ
く
ほ
ん
が
ん
ね
ん
ぶ
つ
し
ゅ
う

ゆ
る

べ
ん
ち
ょ
う

ち
ん
ぜ
い
は

だ
い
じ
ゅ
じ

し
ょ
う
く
う

と

せ
い
ざ
ん
ふ
か
く
さ
は

え
で
ん

た
い
ま
ま
ん
だ
ら

ら
い
ご
う

法然上人８００回忌記念

三河浄土宗寺院の名宝
―浄土へのいざない―

浦 野 加 穂 子



社
会
人
体
験
研
修
を
終
え
て

「
紙
上
名
品
展
」

タ
ペ
ス
ト
リ
ー「
ダ
イ
ア
ナ
と
ア
ク
テ
ィ
オ
ン
」

　
ち
ょっ
と
変
わ
っ
た
収
蔵
品
を
紹
介
し
ま
す
。多
分
国
内
の

他
の
美
術
館
・
博
物
館
に
は
な
い
の
で
は
と
思
う
資
料
で
、十

七
世
紀
、フ
ラ
ン
ド
ル
で
室
内
の
壁
掛
用
装
飾
品
と
し
て
製
作

さ
れ
た
タ
ペ
ス
ト
リ
ー
で
す
。ロ
ー
マ
神
話
の
狩
猟
の
神
ダ
イ

ア
ナ
の
水
浴
姿
を
太
陽
神
ア
ポ
ロ
の
孫
の
ア
ク
テ
ィ
オ
ン
が
偶

然
目
に
し
て
し
ま
っ
た
光
景
が
表
現
さ
れ
て
い
ま
す
。物
語
は

ダ
イ
ア
ナ
の
怒
り
に
よ
り
ア
ク
テ
ィ
オ
ン
が
鹿
の
姿
に
変
え
ら

れ
、自
ら
の
猟
犬
に
食
べ
ら
れ
て
し
ま
う
と
い
う
悲
劇
へ
と
続

い
て
い
き
ま
す
。綴
織
の一
種
で
、太
い
横
糸
で
絵
柄
を
表
現
し

た
縦
二
三
五・五
、横
二
八
六
㎝
の
堂
々
た
る
も
の
で
す
。

家
康
の
生
き
た
時
代
、フ
ラ
ン
ド
ル
地
方
は
タ
ペ
ス
ト
リ
ー
や

毛
織
物
生
産
を
基
盤
に
商
業
が
発
展
、ヨ
ー
ロ
ッ
パ
経
済
の
中

心
地
の
ひ
と
つ
と
し
て
繁
栄
し
て
い
ま
し
た
。そ
の
様
相
を
物

語
る
好
資
料
で
す
。ま
た
、日
本
と
の
繋
が
り
も
認
め
ら
れ
、

五
枚
一
組
の
フ
ラ
ン
ド
ル
製
タ
ペ
ス
ト
リ
ー
が
輸
入
さ
れ
て
京

都
祇
園
祭
の「
鯉

山
」な
ど
の
山
鉾
や

大
津
祭
曳
山
の
装

飾
、加
賀
前
田
家
な

ど
に
現
存
し
て
い

ま
す
。（
荒
井
）

石
川
貫
河
堂
筆

　帰
去
来
図
襖
絵

　江
戸
時
代
後
期

　
江
戸
時
代
の
岡
崎
の
絵
師
と
い
う
と
ま
ず
名
を
挙
げ
ね
ば

な
ら
な
い
の
が
石
川
貫
河
堂（
1
7
8
0
〜
1
8
5
9
）で
あ

ろ
う
。旧
岡
崎
市
史
の
随
所
の
挿
図
に
採
用
さ
れ
た
市
内
の

名
所
・
旧
跡
・
寺
社
の
鳥
瞰
図
の
作
者
と
し
て
知
ら
れ
、そ
の

原
図（「
三
河
名
勝
誌
」）は
惜
し
く
も
戦
災
で
失
わ
れ
現
存

し
て
い
な
い
が
、忠
実
に
景
観
を
描
い
た
図
は
現
在
の
私
た
ち

に
貴
重
な
情
報
を
提
供
し
て
く
れ
る
。地
域
に
密
着
し
た
そ

の
活
動
の
姿
勢
に
か
ね
て
か
ら
私
が
興
味
を
も
っ
た
画
家
で

も
あ
る
。こ
の
貫
河
堂
が
六
名
の
大
庄
屋
で
あ
っ
た
斎
藤
家

の
襖
に
描
い
た
の
が「
帰
去
来
図
」で
あ
る
。同
図
は
中
国
陶

淵
明
の
詩
文「
帰
去
来
辞
」に
詠
わ
れ
た
内
容
を
絵
画
化
し

た
も
の
で
、宮
仕
え
を
や
め
、故
郷
に
帰
る
場
面
を
描
く
も
の

で
あ
る
。隠
遁
生
活
や
理
想
郷
へ
の
憧
憬
は
江
戸
後
期
の
地

方
文
人
た
ち
に
広
が
り
、本
図
を
画
い
た
貫
河
堂
に
も
そ
の

嗜
好
性
が
あ
っ
た
と
み
ら
れ

る
。十
王
町
西
照
寺
に
門
人

が
建
て
た
石
碑
に
よ
る
と
、貫

河
堂
は
群
書
を
渉
猟
し
て
漢

詩
に
通
じ
て
い
た
と
い
う
か
ら

陶
淵
明
の
詩
意
が
十
分
に
反

映
さ
れ
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。

本
図
は「
帰
去
来
図
」と
し
て

定
型
化
さ
れ
た
図
容
で
あ
る

も
の
の
地
方
画
人
の
卓
抜
し

た
画
量
と
教
養
を
示
す
も
の

と
い
え
よ
う
。（
堀
江
）

建
築
探
訪

　
知
ら
な
い
町
を
歩
く
と
、し
ば
し
ば
眼
を
惹
く
建
物
に
出

会
う
。島
根
出
張
の
途
上
、台
風
の
影
響
で
岡
山
市
内
に
足

止
め
に
な
っ
た
と
き
の
こ
と
。「
禁
酒
会
館
」と
い
う
風
変
わ
り

な
名
前
の
建
物
を
見
つ
け
た
。明
治
か
ら
昭
和
初
期
の
洋
風

建
築
に
多
い
モ
ル
タ
ル
凹
凸
仕
上
げ
の
ド
イ
ツ
壁
に
、フ
ァ

サ
ー
ド
の
白
タ
イ
ル
と
マ
ン
サ
ー
ル
屋
根
が
特
徴
的
な
木
造
三

階
建
て
の
ビ
ル
で
、登
録
有
形
文
化
財
と
あ
る
。面
白
い
の

は
、建
物
に
加
え
て
そ
の
機
能
。現
在
、一
階
に
は
喫
茶
店
と
聖

書
専
門
店
が
入
っ
て
い
る
の
だ
が
、喫
茶
店
店
主
に
よ
れ
ば
、

同
館
は
大
正
時
代
、文
字
通
り
禁
酒
運
動
を
推
進
す
る
た
め

の
拠
点
と
し
て
、岡
山
県
禁
酒
同
盟
に
よ
っ
て
建
て
ら
れ
た
と

い
う
。し
か
も
喫
茶
店
の
ス
ペ
ー
ス
は
、当
時
か
ら
食
堂
と
な
っ

て
い
て
、会
員
た
ち
が
酒
に
代
わ
る
嗜
好
品
と
し
て
、「
珈
琲
」

を
愛
飲
し
、普
及
活
動
と
し
て
、珈
琲
の
出
張
サ
ー
ビ
ス
ま
で

行
っ
て
い
た
。そ
し
て
、聖
書
専
門
店
と
い
う
の
に
も
、禁
酒
運

動
の
母
体
と
な
っ
て
い
た
の
が
、熱
心
な
キ
リ
ス
ト
教
徒
だ
っ

た
と
い
う
因
縁
が
あ
る
ら
し
い
。

　
大
正
時
代
、都
市
で
は
、「
カ
フ
ェ
」が
大
流
行
し
た
が
、そ

れ
は
珈
琲
な
ら
ぬ
お
酒
を
出
し
、女
給
目
当
て
の
男
性
た
ち

が
集
う
歓
楽
の
場
で
あ
っ
た
。そ
の
同
じ
時
代
に
、真
面
目
に

珈
琲
を
た
し
な
む
人
た
ち
が
い
た
の
で
あ
り
、一つ
の
時
代
の

印
と
し
て
、興
味

深
い
も
の
を
感
じ

た
。（
千
葉
）

集
荷
の
旅
は
胸
に
沁
み
て 

（
5
）

　
当
館
で
は
、毎
年
八
月
に
、博
物
館
学

芸
員
資
格
取
得
の
た
め
の
博
物
館
実
習

を
は
じ
め
と
し
て
、中
学
生
の
社
会
体
験

学
習
、小
中
高
の
教
員
十
年
経
験
者
を

は
じ
め
と
し
た
社
会
人
体
験
研
修
な
ど

の
受
入
を
実
施
し
て
い
ま
す
。十
月
に
刊

行
さ
れ
る
ア
ル
カ
デ
ィ
ア
で
は
、例
年
、博

物
館
実
習
の
報
告
を
掲
載
し
て
き
ま
し

た
が
、今
回
は
八
月
二
十
三
日（
火
）か
ら

二
十
五
日（
木
）ま
で
の
三
日
間
に
実
施

し
た
社
会
人
体
験
研
修
の
報
告
を
し
た

い
と
思
い
ま
す
。

　
今
年
当
館
が
受
け
入
れ
た
の
は
、教

員
に
な
っ
て
十
年
目
の
岡
崎
市
立
六
ツ

美
北
中
学
校
の
数
学
の
先
生
で
す
。研
修

初
日
は
、午
前
に
矢
作
中
学
校
、南
中
学

校
、額
田
中
学
校
、午
後
に
葵
中
学
校
と

市
内
四
校
の
中
学
校
が
展
覧
会
鑑
賞
の

目
的
で
来
館
し
た
た
め
、早
速
そ
の
対
応

の
お
手
伝
い
を
し
て
い
た
だ
き
、い
き
な

り
で
し
た
が
当
館
の
教
育
普
及
活
動
の
一

端
を
体
験
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。二
日

目
は
、館
の
施
設
管
理
と
運
営
、そ
し
て

展
覧
会
の
企
画
か
ら
実
施
ま
で
と
、博
物

館
運
営
の
基
本
に
つ
い
て
理
解
し
て
い
た

だ
く
と
と
も
に
、お
か
ざ
き
世
界
子
ど
も

美
術
博
物
館
と
市
美
術
館
の
見
学
を
行

い
ま
し
た
。最
終
日
の
三
日
目
は
、当
館

に
収
蔵
さ
れ
て
い
る
民
俗
資
料
の
清
掃
、

分
類
、棚
へ
の
収
納
な
ど
、実
際
に
資
料

を
手
に
と
っ
て
も
ら
い
、博
物
館
資
料
の

取
扱
の
基
本
に
つ
い
て
学
ん
で
い
た
だ
き

ま
し
た
。ま
た
、展
覧
会
の
広
報
活
動
や

教
育
普
及
活
動
、そ
し
て
博
物
館
が
抱
え

る
様
々
な
課
題
に
つ
い
て
理
解
を
深
め
て

い
た
だ
き
ま
し
た
。

　
さ
て
、今
年
は
中
学
校
の
数
学
の
先
生

を
受
け
入
れ
ま
し
た
。「
数
学
の
先
生
が

美
術
博
物
館
で
研
修
？
」と
思
わ
れ
る
か

も
し
れ
ま
せ
ん
が
、当
館
で
研
修
を
希
望

さ
れ
る
先
生
は
美
術
や
社
会
の
先
生
ば

か
り
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。こ
れ
ま
で
美
術

館
や
博
物
館
に
足
を
運
ぶ
機
会
の
な

か
っ
た
先
生
た
ち
も
受
け
入
れ
て
い
ま
す

が
、研
修
終
了
後
は
ど
の
先
生
た
ち
も

博
物
館
の
良
き
理
解
者
と
な
っ
て
い
た

だ
い
て
い
ま
す
。

　
三
日
間
と
い
う
非
常
に
短
い
期
間
の

研
修
で
、博
物
館
の
活
動
す
べ
て
を
体
験

し
て
い
た
だ
く
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
が
、

今
回
の
研
修
で
得
た
こ
と
を
学
校
の
授

業
を
は
じ
め
と
し
て
、さ
ま
ざ
ま
な
学
校

の
活
動
の
場
に
生
か
し
て
い
た
だ
け
た
ら

と
思
い
ま
す
。

　
東
北
の
話
が
続
き
ま
す
。山
形
県
庄
内

地
方
に
は
二
度
、北
の
酒
田
と
南
の
城
下

町
鶴
岡
に
行
っ
て
い
ま
す
。酒
田
市
の
本

間
美
術
館
へ
は
、五
会
場
九
ヶ
月
に
渡
っ
た

平
賀
源
内
展
の
最
終
返
却
の
旅
で
し
た
。

仙
台
か
ら
秋
田
へ
と
東
北
横
断
、こ
の
日

は
朝
か
ら
曇
天
の
中
、国
道
７
号
線
を
ト

ラ
ッ
ク
で
ひ
た
す
ら
南
下
。芭
蕉
の
愛
し

た
象
潟
も
あ
っ
け
な
く
通
過
し
酒
田
へ
。

司
馬
江
漢
の
版
画
作
品
返
却
が
済
む
と

す
ぐ
に
新
庄
へ
と
帰
路
に
つ
き
ま
し
た
。

西
の
堺
に
も
比
べ
ら
れ
る
重
要
な
交
易
拠

点
と
し
て
繁
栄
し
た
酒
田
の
町
で
す
が
、

見
る
も
の
す
べ
て
に
灰
色
の
フ
ィ
ル
タ
ー

が
か
け
ら
れ
、本
間
家
別
邸
に
建
て
ら
れ

た
美
術
館
に
往
時
の
姿
を
垣
間
見
る
の

み
で
早
々
の
退
却
で
す
。旅
人
に
と
っ
て
は

町
の
印
象
は
一
日
で
決
ま
っ
て
し
ま
い
、美

術
館
の
田
中
さ
ん
の
や
さ
し
い
応
対
だ
け

が
心
に
残
り
ま
し
た
。

　
そ
ん
な
印
象
か
ら
同
じ
庄
内
の
鶴
岡

入
り
は
気
の
重
い
も
の
で
し
た
。徳
川
四

天
王
展
の
酒
井
家
資
料
を
致
道
博
物
館

へ
と
返
却
す
る
旅
で
、長
岡
で
仕
事
を
済

ま
せ
、新
潟
経
由
で
今
度
は
７
号
線
を
北

上
で
す
。十
一
月
下
旬
の
寒
々
と
し
た
日
、

荒
れ
狂
う
日
本
海
を
横
目
に
庄
内
平
野

を
目
指
す
と
灰
色
の
印
象
が
徐
々
に
重

た
く
の
し
か
か
っ
て
き
ま
す
。も
う
す
ぐ
鶴

岡
市
街
。山
あ
い
を
抜
け
る
と
突
然
目
に

飛
び
込
ん
で
き
た
の
が
鳥
海
山
の
姿
で
し

た
。そ
の
神
々
し
さ
は
曇
空
の
も
と
で
も

際
立
ち
、均
整
の
取
れ
す
ぎ
た
富
士
山
と

は
違
う
、そ
れ
以
上
の
衝
撃
で
し
た
。庄

内
平
野
は
信
仰
の
山
々
が
取
り
囲
み
ま

す
。自
然
へ
の
畏
怖
を
感
じ
さ
せ
る
羽
黒

山
、荒
涼
と
し
て
死
と
絶
え
ず
隣
合
わ
せ

の
月
山
な
ど
と
異
な
り
、重
量
感
を
持
っ

て
構
え
る
鳥
海
は
神
仏
の
降
り
立
つ
山
、

麓
か
ら
見
る
山
に
他
な
り
ま
せ
ん
。ホ
テ

ル
に
入
り
暗
闇
が
包
む
ま
で
見
つ
め
て
い

ま
し
た
。酒
田
来
訪
時
に
も
見
て
い
る
は

ず
な
の
に
、ず
っ
と
背
を
向
け
て
い
た
の
だ

ろ
う
か
と
い
ぶ
か
る
ば
か
り
で
し
た
。酒

井
家
代
々
の
当
主
が
明
治
以
降
も
こ
の

地
に
愛
着
を
持
ち
住
み
続
け
る
の
も
こ
の

山
あ
っ
て
の
こ
と
で
し
ょ
う
か
。

荒
井
信
貴

稲
垣
満
春

酒井氏庭園（昔は鳥海山が借景となっていた。）

編 集 後 記｜ 新館長のエッセーがスタートしました。毎号、知られざる作品やその逸話が紹介されることになります。どうぞお楽しみください。

前号の「桃源郷追憶」のなかで、当館単館での海外からの借用ははじめてとの記載をしましたが、過去にも借用の実績がありました。私の着任以

前のことで、当館が開館して、間もなく15年経とうという歴史を刻んできたことを改めて実感しました。（千葉）



社
会
人
体
験
研
修
を
終
え
て

「
紙
上
名
品
展
」

タ
ペ
ス
ト
リ
ー「
ダ
イ
ア
ナ
と
ア
ク
テ
ィ
オ
ン
」

　
ち
ょっ
と
変
わ
っ
た
収
蔵
品
を
紹
介
し
ま
す
。多
分
国
内
の

他
の
美
術
館
・
博
物
館
に
は
な
い
の
で
は
と
思
う
資
料
で
、十

七
世
紀
、フ
ラ
ン
ド
ル
で
室
内
の
壁
掛
用
装
飾
品
と
し
て
製
作

さ
れ
た
タ
ペ
ス
ト
リ
ー
で
す
。ロ
ー
マ
神
話
の
狩
猟
の
神
ダ
イ

ア
ナ
の
水
浴
姿
を
太
陽
神
ア
ポ
ロ
の
孫
の
ア
ク
テ
ィ
オ
ン
が
偶

然
目
に
し
て
し
ま
っ
た
光
景
が
表
現
さ
れ
て
い
ま
す
。物
語
は

ダ
イ
ア
ナ
の
怒
り
に
よ
り
ア
ク
テ
ィ
オ
ン
が
鹿
の
姿
に
変
え
ら

れ
、自
ら
の
猟
犬
に
食
べ
ら
れ
て
し
ま
う
と
い
う
悲
劇
へ
と
続

い
て
い
き
ま
す
。綴
織
の一
種
で
、太
い
横
糸
で
絵
柄
を
表
現
し

た
縦
二
三
五・五
、横
二
八
六
㎝
の
堂
々
た
る
も
の
で
す
。

家
康
の
生
き
た
時
代
、フ
ラ
ン
ド
ル
地
方
は
タ
ペ
ス
ト
リ
ー
や

毛
織
物
生
産
を
基
盤
に
商
業
が
発
展
、ヨ
ー
ロ
ッ
パ
経
済
の
中

心
地
の
ひ
と
つ
と
し
て
繁
栄
し
て
い
ま
し
た
。そ
の
様
相
を
物

語
る
好
資
料
で
す
。ま
た
、日
本
と
の
繋
が
り
も
認
め
ら
れ
、

五
枚
一
組
の
フ
ラ
ン
ド
ル
製
タ
ペ
ス
ト
リ
ー
が
輸
入
さ
れ
て
京

都
祇
園
祭
の「
鯉

山
」な
ど
の
山
鉾
や

大
津
祭
曳
山
の
装

飾
、加
賀
前
田
家
な

ど
に
現
存
し
て
い

ま
す
。（
荒
井
）

石
川
貫
河
堂
筆

　帰
去
来
図
襖
絵

　江
戸
時
代
後
期

　
江
戸
時
代
の
岡
崎
の
絵
師
と
い
う
と
ま
ず
名
を
挙
げ
ね
ば

な
ら
な
い
の
が
石
川
貫
河
堂（
1
7
8
0
〜
1
8
5
9
）で
あ

ろ
う
。旧
岡
崎
市
史
の
随
所
の
挿
図
に
採
用
さ
れ
た
市
内
の

名
所
・
旧
跡
・
寺
社
の
鳥
瞰
図
の
作
者
と
し
て
知
ら
れ
、そ
の

原
図（「
三
河
名
勝
誌
」）は
惜
し
く
も
戦
災
で
失
わ
れ
現
存

し
て
い
な
い
が
、忠
実
に
景
観
を
描
い
た
図
は
現
在
の
私
た
ち

に
貴
重
な
情
報
を
提
供
し
て
く
れ
る
。地
域
に
密
着
し
た
そ

の
活
動
の
姿
勢
に
か
ね
て
か
ら
私
が
興
味
を
も
っ
た
画
家
で

も
あ
る
。こ
の
貫
河
堂
が
六
名
の
大
庄
屋
で
あ
っ
た
斎
藤
家

の
襖
に
描
い
た
の
が「
帰
去
来
図
」で
あ
る
。同
図
は
中
国
陶

淵
明
の
詩
文「
帰
去
来
辞
」に
詠
わ
れ
た
内
容
を
絵
画
化
し

た
も
の
で
、宮
仕
え
を
や
め
、故
郷
に
帰
る
場
面
を
描
く
も
の

で
あ
る
。隠
遁
生
活
や
理
想
郷
へ
の
憧
憬
は
江
戸
後
期
の
地

方
文
人
た
ち
に
広
が
り
、本
図
を
画
い
た
貫
河
堂
に
も
そ
の

嗜
好
性
が
あ
っ
た
と
み
ら
れ

る
。十
王
町
西
照
寺
に
門
人

が
建
て
た
石
碑
に
よ
る
と
、貫

河
堂
は
群
書
を
渉
猟
し
て
漢

詩
に
通
じ
て
い
た
と
い
う
か
ら

陶
淵
明
の
詩
意
が
十
分
に
反

映
さ
れ
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。

本
図
は「
帰
去
来
図
」と
し
て

定
型
化
さ
れ
た
図
容
で
あ
る

も
の
の
地
方
画
人
の
卓
抜
し

た
画
量
と
教
養
を
示
す
も
の

と
い
え
よ
う
。（
堀
江
）

建
築
探
訪

　
知
ら
な
い
町
を
歩
く
と
、し
ば
し
ば
眼
を
惹
く
建
物
に
出

会
う
。島
根
出
張
の
途
上
、台
風
の
影
響
で
岡
山
市
内
に
足

止
め
に
な
っ
た
と
き
の
こ
と
。「
禁
酒
会
館
」と
い
う
風
変
わ
り

な
名
前
の
建
物
を
見
つ
け
た
。明
治
か
ら
昭
和
初
期
の
洋
風

建
築
に
多
い
モ
ル
タ
ル
凹
凸
仕
上
げ
の
ド
イ
ツ
壁
に
、フ
ァ

サ
ー
ド
の
白
タ
イ
ル
と
マ
ン
サ
ー
ル
屋
根
が
特
徴
的
な
木
造
三

階
建
て
の
ビ
ル
で
、登
録
有
形
文
化
財
と
あ
る
。面
白
い
の

は
、建
物
に
加
え
て
そ
の
機
能
。現
在
、一
階
に
は
喫
茶
店
と
聖

書
専
門
店
が
入
っ
て
い
る
の
だ
が
、喫
茶
店
店
主
に
よ
れ
ば
、

同
館
は
大
正
時
代
、文
字
通
り
禁
酒
運
動
を
推
進
す
る
た
め

の
拠
点
と
し
て
、岡
山
県
禁
酒
同
盟
に
よ
っ
て
建
て
ら
れ
た
と

い
う
。し
か
も
喫
茶
店
の
ス
ペ
ー
ス
は
、当
時
か
ら
食
堂
と
な
っ

て
い
て
、会
員
た
ち
が
酒
に
代
わ
る
嗜
好
品
と
し
て
、「
珈
琲
」

を
愛
飲
し
、普
及
活
動
と
し
て
、珈
琲
の
出
張
サ
ー
ビ
ス
ま
で

行
っ
て
い
た
。そ
し
て
、聖
書
専
門
店
と
い
う
の
に
も
、禁
酒
運

動
の
母
体
と
な
っ
て
い
た
の
が
、熱
心
な
キ
リ
ス
ト
教
徒
だ
っ

た
と
い
う
因
縁
が
あ
る
ら
し
い
。

　
大
正
時
代
、都
市
で
は
、「
カ
フ
ェ
」が
大
流
行
し
た
が
、そ

れ
は
珈
琲
な
ら
ぬ
お
酒
を
出
し
、女
給
目
当
て
の
男
性
た
ち

が
集
う
歓
楽
の
場
で
あ
っ
た
。そ
の
同
じ
時
代
に
、真
面
目
に

珈
琲
を
た
し
な
む
人
た
ち
が
い
た
の
で
あ
り
、一つ
の
時
代
の

印
と
し
て
、興
味

深
い
も
の
を
感
じ

た
。（
千
葉
）

集
荷
の
旅
は
胸
に
沁
み
て 

（
5
）

　
当
館
で
は
、毎
年
八
月
に
、博
物
館
学

芸
員
資
格
取
得
の
た
め
の
博
物
館
実
習

を
は
じ
め
と
し
て
、中
学
生
の
社
会
体
験

学
習
、小
中
高
の
教
員
十
年
経
験
者
を

は
じ
め
と
し
た
社
会
人
体
験
研
修
な
ど

の
受
入
を
実
施
し
て
い
ま
す
。十
月
に
刊

行
さ
れ
る
ア
ル
カ
デ
ィ
ア
で
は
、例
年
、博

物
館
実
習
の
報
告
を
掲
載
し
て
き
ま
し

た
が
、今
回
は
八
月
二
十
三
日（
火
）か
ら

二
十
五
日（
木
）ま
で
の
三
日
間
に
実
施

し
た
社
会
人
体
験
研
修
の
報
告
を
し
た

い
と
思
い
ま
す
。

　
今
年
当
館
が
受
け
入
れ
た
の
は
、教

員
に
な
っ
て
十
年
目
の
岡
崎
市
立
六
ツ

美
北
中
学
校
の
数
学
の
先
生
で
す
。研
修

初
日
は
、午
前
に
矢
作
中
学
校
、南
中
学

校
、額
田
中
学
校
、午
後
に
葵
中
学
校
と

市
内
四
校
の
中
学
校
が
展
覧
会
鑑
賞
の

目
的
で
来
館
し
た
た
め
、早
速
そ
の
対
応

の
お
手
伝
い
を
し
て
い
た
だ
き
、い
き
な

り
で
し
た
が
当
館
の
教
育
普
及
活
動
の
一

端
を
体
験
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。二
日

目
は
、館
の
施
設
管
理
と
運
営
、そ
し
て

展
覧
会
の
企
画
か
ら
実
施
ま
で
と
、博
物

館
運
営
の
基
本
に
つ
い
て
理
解
し
て
い
た

だ
く
と
と
も
に
、お
か
ざ
き
世
界
子
ど
も

美
術
博
物
館
と
市
美
術
館
の
見
学
を
行

い
ま
し
た
。最
終
日
の
三
日
目
は
、当
館

に
収
蔵
さ
れ
て
い
る
民
俗
資
料
の
清
掃
、

分
類
、棚
へ
の
収
納
な
ど
、実
際
に
資
料

を
手
に
と
っ
て
も
ら
い
、博
物
館
資
料
の

取
扱
の
基
本
に
つ
い
て
学
ん
で
い
た
だ
き

ま
し
た
。ま
た
、展
覧
会
の
広
報
活
動
や

教
育
普
及
活
動
、そ
し
て
博
物
館
が
抱
え

る
様
々
な
課
題
に
つ
い
て
理
解
を
深
め
て

い
た
だ
き
ま
し
た
。

　
さ
て
、今
年
は
中
学
校
の
数
学
の
先
生

を
受
け
入
れ
ま
し
た
。「
数
学
の
先
生
が

美
術
博
物
館
で
研
修
？
」と
思
わ
れ
る
か

も
し
れ
ま
せ
ん
が
、当
館
で
研
修
を
希
望

さ
れ
る
先
生
は
美
術
や
社
会
の
先
生
ば

か
り
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。こ
れ
ま
で
美
術

館
や
博
物
館
に
足
を
運
ぶ
機
会
の
な

か
っ
た
先
生
た
ち
も
受
け
入
れ
て
い
ま
す

が
、研
修
終
了
後
は
ど
の
先
生
た
ち
も

博
物
館
の
良
き
理
解
者
と
な
っ
て
い
た

だ
い
て
い
ま
す
。

　
三
日
間
と
い
う
非
常
に
短
い
期
間
の

研
修
で
、博
物
館
の
活
動
す
べ
て
を
体
験

し
て
い
た
だ
く
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
が
、

今
回
の
研
修
で
得
た
こ
と
を
学
校
の
授

業
を
は
じ
め
と
し
て
、さ
ま
ざ
ま
な
学
校

の
活
動
の
場
に
生
か
し
て
い
た
だ
け
た
ら

と
思
い
ま
す
。

　
東
北
の
話
が
続
き
ま
す
。山
形
県
庄
内

地
方
に
は
二
度
、北
の
酒
田
と
南
の
城
下

町
鶴
岡
に
行
っ
て
い
ま
す
。酒
田
市
の
本

間
美
術
館
へ
は
、五
会
場
九
ヶ
月
に
渡
っ
た

平
賀
源
内
展
の
最
終
返
却
の
旅
で
し
た
。

仙
台
か
ら
秋
田
へ
と
東
北
横
断
、こ
の
日

は
朝
か
ら
曇
天
の
中
、国
道
７
号
線
を
ト

ラ
ッ
ク
で
ひ
た
す
ら
南
下
。芭
蕉
の
愛
し

た
象
潟
も
あ
っ
け
な
く
通
過
し
酒
田
へ
。

司
馬
江
漢
の
版
画
作
品
返
却
が
済
む
と

す
ぐ
に
新
庄
へ
と
帰
路
に
つ
き
ま
し
た
。

西
の
堺
に
も
比
べ
ら
れ
る
重
要
な
交
易
拠

点
と
し
て
繁
栄
し
た
酒
田
の
町
で
す
が
、

見
る
も
の
す
べ
て
に
灰
色
の
フ
ィ
ル
タ
ー

が
か
け
ら
れ
、本
間
家
別
邸
に
建
て
ら
れ

た
美
術
館
に
往
時
の
姿
を
垣
間
見
る
の

み
で
早
々
の
退
却
で
す
。旅
人
に
と
っ
て
は

町
の
印
象
は
一
日
で
決
ま
っ
て
し
ま
い
、美

術
館
の
田
中
さ
ん
の
や
さ
し
い
応
対
だ
け

が
心
に
残
り
ま
し
た
。

　
そ
ん
な
印
象
か
ら
同
じ
庄
内
の
鶴
岡

入
り
は
気
の
重
い
も
の
で
し
た
。徳
川
四

天
王
展
の
酒
井
家
資
料
を
致
道
博
物
館

へ
と
返
却
す
る
旅
で
、長
岡
で
仕
事
を
済

ま
せ
、新
潟
経
由
で
今
度
は
７
号
線
を
北

上
で
す
。十
一
月
下
旬
の
寒
々
と
し
た
日
、

荒
れ
狂
う
日
本
海
を
横
目
に
庄
内
平
野

を
目
指
す
と
灰
色
の
印
象
が
徐
々
に
重

た
く
の
し
か
か
っ
て
き
ま
す
。も
う
す
ぐ
鶴

岡
市
街
。山
あ
い
を
抜
け
る
と
突
然
目
に

飛
び
込
ん
で
き
た
の
が
鳥
海
山
の
姿
で
し

た
。そ
の
神
々
し
さ
は
曇
空
の
も
と
で
も

際
立
ち
、均
整
の
取
れ
す
ぎ
た
富
士
山
と

は
違
う
、そ
れ
以
上
の
衝
撃
で
し
た
。庄

内
平
野
は
信
仰
の
山
々
が
取
り
囲
み
ま

す
。自
然
へ
の
畏
怖
を
感
じ
さ
せ
る
羽
黒

山
、荒
涼
と
し
て
死
と
絶
え
ず
隣
合
わ
せ

の
月
山
な
ど
と
異
な
り
、重
量
感
を
持
っ

て
構
え
る
鳥
海
は
神
仏
の
降
り
立
つ
山
、

麓
か
ら
見
る
山
に
他
な
り
ま
せ
ん
。ホ
テ

ル
に
入
り
暗
闇
が
包
む
ま
で
見
つ
め
て
い

ま
し
た
。酒
田
来
訪
時
に
も
見
て
い
る
は

ず
な
の
に
、ず
っ
と
背
を
向
け
て
い
た
の
だ

ろ
う
か
と
い
ぶ
か
る
ば
か
り
で
し
た
。酒

井
家
代
々
の
当
主
が
明
治
以
降
も
こ
の

地
に
愛
着
を
持
ち
住
み
続
け
る
の
も
こ
の

山
あ
っ
て
の
こ
と
で
し
ょ
う
か
。

荒
井
信
貴

稲
垣
満
春

酒井氏庭園（昔は鳥海山が借景となっていた。）
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前号の「桃源郷追憶」のなかで、当館単館での海外からの借用ははじめてとの記載をしましたが、過去にも借用の実績がありました。私の着任以

前のことで、当館が開館して、間もなく15年経とうという歴史を刻んできたことを改めて実感しました。（千葉）



山
の
中
の
ひ
と
と
き


