
　私
は
旅
が
好
き
で
あ
る
。先
日
、担

当
の
展
覧
会
が一
段
落
し
た
と
こ
ろ
で
、

代
休
を
利
用
し
て
沖
縄
へ
旅
立
っ
た
。

大
自
然
の
中
で
リ
フ
レ
ッ
シ
ュ
し
よ
う
と

胸
躍
ら
せ
て
い
た
が
、旅
行
中
ず
っ
と

雨
模
様
の
天
候
で
あ
っ
た
。そ
う
、私
は

強
力
な
雨
女
な
の
で
あ
る
…
。し
か
し

地
上
の
天
気
が
ど
う
あ
ろ
う
と
、海
の

中
は
別
世
界
。と
り
わ
け
離
島
の
海
は

美
し
く
、特
に
冬
は
水
が
澄
ん
で
い
る
。

水
圧
を
感
じ
な
が
ら
、自
ら
の
呼
吸
音

の
み
が
響
く
静
か
な
碧
い
海
の
中
、色

鮮
や
か
な
魚
た
ち
と
一
緒
に
泳
い
で
い

る
と
、す
べ
て
を
忘
れ
自
分
も
自
然
に

溶
け
込
ん
だ
よ
う
で
ワ
ク
ワ
ク
し
て
く

る
。ま
さ
に
至
福
の
時
で
あ
る
。

　旅
の
後
半
は
小
雨
交
じ
り
の
中
、沖

縄
本
島
の
南
部
を
巡
っ
た
。琉
球
王
国

最
高
の
聖
地
で
あ
る
斎
宮
御
獄
に
参

拝
後
、平
和
祈
念
公
園
、喜
屋
武
岬
、

ひ
め
ゆ
り
の
塔
な
ど
の
戦
跡
を
訪
れ

た
。平
日
の
昼
間
で
修
学
旅
行
生
が
多

く
、展
示
に
無
関
心
な
生
徒
も
多
か
っ

た
が
、戦
闘
の
犠
牲
と
な
っ
た
女
性
や

子
ど
も
た
ち
の
生
々
し
い
亡
骸
の
写
真

パ
ネ
ル
や
証
言
集
を
前
に
す
る
と
、一
様

に
口
数
が
少
な
く
な
っ
た
。展
示
に
は

現
実
と
対
峙
す
る
こ
と
の
大
切
さ
と
、

そ
の
歴
史
を
伝
え
よ
う
と
す
る
強
い
覚

悟
を
感
じ
た
。美
ら
海
の
島
、日
本
唯
一

の
地
上
戦
の
地
、い
ず
れ
も
沖
縄
の
現

実
で
あ
る
。沖
縄
の
光
と
影
を
と
も
に

感
じ
た
旅
で
あ
っ
た
。（
浦
）

旅
の
ス
ス
メ―

沖
縄
の
光
と
影―

朝
風
呂
で
妙
案
！？
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　朝
風
呂
に
入
る
こ
と
が
最
近
多
く
あ

る
。寒
い
朝
、出
勤
前
に
体
を
温
め
て
か

ら
家
を
出
る
の
で
あ
る
。寒
い
と
き
こ

そ
、朝
の
仕
事
始
め
に
は
体
の
切
れ
が

よ
く
、快
調
で
あ
る
。朝
風
呂
と
い
う

と
、深
酒
で
そ
の
ま
ま
寝
て
し
ま
っ
た
時

や
旅
行
の
時
に
経
験
が
あ
る
方
も
あ
る

で
あ
ろ
う
。怠
惰
な
生
活
習
慣
と
い
う

イ
メ
ー
ジ
が
あ
る
が
、実
際
に
は
体
の
調

子
も
よ
く
仕
事
も
は
か
ど
る
。

　温
泉（
ゆ
）の
底
に
我
が
足
見
ゆ
る

　け
さ
の
秋

　与
謝
蕪
村

　蕪
村
の
句
は
夜
が
あ
け
て
か
ら
の
朝

風
呂
で
の
光
景
を
詠
ん
だ
も
の
で
あ
る

が
、我
が
朝
風
呂
は
早
朝
、夜
明
け
前

の
暗
い
う
ち
で
あ
る
。出
勤
前
に
十
分

時
間
を
取
る
た
め
に
、未
明
に
な
る
の

で
あ
る
。湯
船
に
浸
か
り
な
が
ら
、じ
っ

と
今
日
一
日
の
こ
と
を
思
う
。夜
だ
と
風

呂
の
な
か
で
眠
る
こ
と
が
あ
る
が
、朝

風
呂
で
眠
る
こ
と
は
な
い
。頭
の
な
か

が
す
っ
き
り
し
て
い
る
状
況
の
な
か
で

は
、瞑
想
は
な
い
。考
え
が
前
進
す
る
の

で
あ
る
。原
稿
の
ヒ
ン
ト
を
得
る
こ
と
も

あ
る
。ま
た
、平
日
は
湯
船
に
浸
か
る
時

間
が
あ
ま
り
と
れ
な
い
が
、休
日
に
は

蕪
村
の
句
の
よ
う
な
優
雅
な
朝
風
呂
気

分
に
浸
る
。い
ず
れ
に
せ
よ
、朝
風
呂
の

時
間
は
貴
重
な
時
間
で
あ
る
。あ
な
た

も
行
き
詰
ま
っ
た
と
き
に
早
朝
の
朝
風

呂
で
解
決
策
を
考
え
て
は
ど
う
で
す

か
。（
堀
）

村山槐多の全貌
12月3日（土）～1月29日（日）
■講演会
1月22日（日）「夭折の天才、村山槐多の謎―引き裂かれた絵の真相」
村松和明（当館学芸員）
■学芸員による展示説明会
1月28日（土） 
※いずれも午後2時から

宗廣コレクション

芹沢銈介展 ―手仕事を愛でる― ある染織家の渾身の蒐集
2月11日（土）～3月25日（日）
■記念講演会
3月3日（土）「所蔵家が語る芹沢の魅力」
宗廣陽助（紬織り制作者）
■講演会　
2月26日（日）「民芸の思想と個人作家―蒐集と創造―」
濱田琢司（南山大学人文学部日本文化学科准教授）
■学芸員による展示説明会
2月19日（日）、3月18日（日） 
※いずれも午後2時から

表紙図版：芹沢銈介 《州浜形四季文屏風》（部分）1970年

編集後記｜ 明けましておめでとうございます。本年もよろしくお願い申し上げます。本年最初のアルカディアですが、原稿を用意したのは昨年末。

そこで、この一年を振り返るということで、他館の展覧会を見た所感なども掲載しています。毎日、各地で様々な展覧会が開かれていて、見たいもの

全てに行くには体と資本が足りないのが悔やまれますが、これは、という展覧会をまた本誌でもご紹介していきたいと思います。（千葉）



　
　謹
賀
新
年

新
春
と
い
え
ば
、何
も
か
も
が
掃
き
清
め
ら
れ
、も
の
皆
す
べ
て
が
背
筋
を
伸
ば
す
。そ
の
キ
リ
ッ
と

し
た
た
た
ず
ま
い
が
好
き
だ
。

 

待
春
や
机
に
揃
ふ
書
の
小
口

芭
蕉
門
に
も
連
な
っ
た
本
願
寺
僧
浪
化(

東
本
願
寺
十
四
世
啄
如
の
子 

一
六
七
一
〜
一
七
〇
三)

の
佳

句
で
あ
る
。待
つ
春
と
あ
る
限
り
こ
の一
句
、春
の
訪
れ
を
待
つ
冬
籠
り
を
詠
ん
だ
、と
す
べ
き
だ
ろ
う

が
、明
窓
、浄
机
の
上
に
き
っ
ち
り
と
揃
え
ら
れ
た
書
の
小
口
な
ら
ば
、正
月
を
迎
え
凛
と
し
た
書
斎

の
空
気
こ
そ
が
、相
応
し
い
。む
し
ろ
新
春
の一
句
と
云
う
べ
き
か
。

　そ
の
新
春
は
、新
芽
が
張
り
、よ
ろ
ず
萌
え
出
づ
る
若
草
の
季
節
で
あ
る
。来
し
方
よ
り
も
行
く
末

を
思
う
時
だ
ろ
う
。

 

と
ぢ
絲
の
い
ろ
わ
か
く
さ
や
は
つ
暦

と
な
れ
ば
、も
う
久
保
田
万
太
郎(

一
八
八
九
〜
一
九
六
三)

が
吟
じ
た
よ
う
に
、初
暦
の
と
ぢ
糸
の
色

は
、若
草
色
以
外
に
あ
り
得
ま
い
。

　そ
の
初
暦
に
一
年
の
、い
や
、行
く
末
の
自
分
に
思
い
を
馳
せ
、襟
を
正
す
。初
春
を
迎
え
た
わ
た
し

た
ち
が
抱
く
、ご
く
自
然
な
心
の
動
き
で
あ
る
だ
ろ
う
。

　安
永
七
年(

一
七
七
八)

の
佚
山
こ
と
常
足
道
人(

一
七
〇
二
〜
七
八)

も
初
春
を
迎
え
、そ
う
し
た
気

持
ち
を
抱
い
た
ひ
と
り
。し
か
も
こ
の
年
佚
山
は
七
十
七
歳
、稀
寿
を
迎
え
た
。と
な
れ
ば
そ
の
年
の

春
正
月
、さ
ら
な
る
人
生
へ
の
覚
悟
を
披
瀝
し
て
お
き
た
い
と
思
う
の
は
当
然
で
あ
る
に
違
い
な
い
。

こ
こ
に
紹
介
す
る
、そ
の
自
画
自
賛
画
像
が
、何
よ
り
そ
う
し
た
佚
山
の
心
の
中
と
姿
を
明
か
す
。

が
、そ
れ
に
つ
い
て
述
べ
る
前
に
、あ
ら
か
じ
め
佚
山
そ
の
人
に
つ
い
て一
言
触
れ
て
お
く
必
要
が
あ
る

だ
ろ
う
。と
い
う
の
も
こ
の
佚
山
の
こ
と
を
知
る
人
が
、ど
れ
程
い
る
こ
と
か
。余
程
の
美
術
好
き
で

も
な
い
限
り
、そ
の
名
を
聞
い
て
作
品
を
思
い
浮
べ
る
こ
と
が
で
き
る
人
は
い
な
い
と
思
わ
れ
る
か
ら

で
あ
る
。

　そ
の
佚
山
、宝
暦
か
ら
明
和
の
こ
ろ(

一
七
五
一
〜
七
二)

京
阪
を
中
心
に
活
躍
し
た
、い
わ
ゆ
る
畸

人(

俗
に
居
て
俗
に
染
ま
ら
ぬ
文
人
。｢

畸
人｣

の
語
自
体
は
伴
蒿
蹊
の『
近
世
畸
人
伝
』お
よ
び『
続
近

世
畸
人
伝
』全
十
巻
十
冊
に
よ
り
広
く
敷
衍
し
た)

の
一
人
で
あ
る
。俗
姓
は
森
本
氏
。浪
華
に
生
ま

れ
た
。名
を
時
敏
、字
を
修
来
。元
文
三
年(

一
七
三
八)

出
家(

曹
洞
宗)

、以
後
、佚
山
道
人
黙
隠
と
称

し
た
。常
足
は
そ
の
小
号
で
あ
る(

中
野
三
敏
著『
近
世
新
畸
人
伝
』岩
波
現
代
文
庫
Ｇ
1
3
4)

。若

年
期
、浪
華
第
一の
書
家
新
興
蒙
所
に
つ
い
て
書
を
学
び
、と
り
わ
け
篆
書
に
す
ぐ
れ
た
。い
わ
ゆ
る

唐
様
の
書
家
と
い
う
の
が
佚
山
に
対
す
る
世
評
だ
ろ
う
が
、彼
に
は
ま
た
長
崎
に
遊
び
、来
舶
画
人

沈
南
蘋
流
の
画
法
に
も
通
じ
た
絵
師
と
し
て
の
一
面
も
あ
り
、特
異
な
形
態
感
覚
を
示
す
水
墨
画
や

鮮
麗
な
花
鳥
画
は
、伊
藤
若
冲(

一
七
一六
〜
一
八
〇
〇)

の
そ
れ
に
も
近
い
。再
評
価
の
俟
た
れ
る
絵
師

で
あ
る
。

　掲
出
の
画
像
は
、そ
の
佚
山
が
自
画
自
賛
し
た
も
の
。墨
染
め
の
衣
に
頭
巾
を
被
っ
た
佚
山
が
、拱

手
し
た
腕
を
文
机
に
の
せ
て
坐
す
。傍
ら
に
侍
者
の
若
僧
が
控
え
る
。二
人
の
衣
を
描
く
、濃
淡
、肥

痩
、運
筆
の
速
度
を
自
在
に
変
え
た
輪
郭
線
が
、実
に
う
ま
い
。衣
褶
の
重
な
り
、量
感
が
見
事
に
表

さ
れ
る
。濃
淡
の
墨
が
塗
り
重
ね
ら
れ
た
結
果
、そ
こ
こ
こ
に
若
冲
得
意
の
技
法
と
し
て
語
ら
れ
る

こ
と
の
多
い
筋
目
描
き(

白
い
画
箋
紙
に
淡
墨
の
筆
を
重
ね
て
塗
り
、乾
く
と
共
に
墨
の
面
と
面
の

間
に
白
い
筋
目
が
浮
び
上
が
り
、そ
れ
に
よ
っ
て
花
び
ら
や
鳥
の
羽
、魚
の
鱗
な
ど
を
表
す
水
墨
技

法
。小
林
忠
氏
に
よ
っ
て｢

筋
目
描
き｣

と
命
名
さ
れ
た
。
　小
林
忠｢

伊
藤
若
冲
の
多
彩
な
絵
画
世

界｣

『
伊
藤
若
冲
ア
ナ
ザ
ー
ワ
ー
ル
ド
』展
図
録
千
葉
市
美
術
館
二
〇
一
〇
年)

が
見
ら
れ
る
の
も
興
味

深
い
。若
冲
と
ほ
ぼ
同
時
代
、京
都
で
活
躍
し
た
一
世
代
上
の
絵
師
と
し
て
佚
山
の
画
業
は
さ
ら
に
注

目
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。

　さ
て
、そ
の
画
像
の
佚
山
、飄
々
磊
落
と
し
た
表
情
が
好
ま
し
い
。ま
さ
し
く
畸
人
伝
中
の
人
で
あ
る
。

上
方
を
見
つ
め
る
柔
和
な
ま
な
ざ
し
は
、佚
山
の
清
廉
な
人
と
な
り
を
伝
え
て
余
り
あ
る
。思
索
し
て
い

る
よ
う
に
も
見
え
る
が
、画
面
上
方
の
自
賛
を
見
つ
め
て
い
る
に
も
見
え
る
。そ
の
視
線
を
追
っ
て
わ
た

し
た
ち
の
目
も
、ま
た
ご
く
自
然
に
こ
の
賛
文
に
向
か
う
。そ
こ
に
は
次
の
よ
う
に
認
め
ら
れ
て
い
た
。

 

安
永
戊
戌
之
歳
春
正
月

　不
忘
仏
祖
師
恩

　不
忘
父
母
厚
恩

　不
軽
隨
従
給
士

　不
疏
朋
友
少
恩

　不
述
雑
談
虚
誕

　不
懈
毎
朝
誦
経

　不
結
好
交
高
貴

　不
求
他
借
金
銀

　不
受
蒙
恩
微
禄

　不
慮
期
朝
有
余

　不
諂
諛
不
破
戒

　不
宿
債
不
食
言

　不
弄
長
物
奇
具

　不
貯
褒
服
余
衣

　不
勤
節
序
礼
儀

　不
慢
来
簡
返
書

　不
食
重
菜
厚
味

　不
定
常
住
家
居

　不
会
貧
利
俗
客

　不
尋
無
用
在
家

　不
忘
可
吝
返
報

　不
怠
可
為
所
為

　不
著
外
物
得
失

　不
争
世
財
重
軽

　不
憍
慢
不
吝
惜

　不
病
苦
不
剛
堅

　不
閣
助
明
眼
鏡

　不
禁
養
老
小
盃

　不
恥
誤
而
懺
悔

　不
憶
老
而
見
聞

　不
捨
所
業
筆
墨

　不
脱
頭
巾
人
前

 

右
常
足
道
人
三
十
六
不

　時
七
十
有
七

安
永
七
年
正
月
、新
春
を
迎
え
て
の
ま
さ
し
く
覚
悟
を
述
べ
た
も
の
。覚
悟
と
は
云
っ
て
も
、む
ろ
ん

空
理
空
論
の
類
で
は
な
い
。日
常
生
活
に
お
け
る
行
動
指
針
と
い
う
べ
き
だ
ろ
う
か
。実
践
す
べ
き
こ

と
、や
っ
て
は
い
け
な
い
こ
と
な
ど
、都
合
三
十
六
項
目
を
挙
げ
る
。｢

仏
祖
師
恩

　父
母
厚
恩
を
忘

れ
な
い｣

に
始
ま
り
、借
金
し
な
い
、媚
び
諂
わ
な
い
、ぜ
い
た
く(

重
菓
厚
味)

し
な
い
、な
ど
現
在
の
わ

た
し
た
ち
に
も
範
と
す
べ
き
徳
目
が
並
ぶ
。｢

養
老
小
盃
を
禁
ぜ
ず｣

―
な
る
ほ
ど
と
思
う
。が
、文
末

｢

頭
巾
を
人
前
に
脱
が
ず｣

―
真
面
目
に
三
十
五
の
徳
目
が
挙
げ
ら
れ
て
き
た
だ
け
に
、最
後
に
こ
う

云
わ
れ
る
と
、の
け
ぞ
っ
て
し
ま
う
が
、出
家
の
身
に
は
、人
前
で
頭
巾
を
脱
ぐ
こ
と
に
禁
忌
の
気
持

ち
が
あ
っ
た
も
の
か
。し
か
し
、い
ま
は
、こ
の
一
項
目
に
佚
山
の
人
間
味
と
ユ
ー
モ
ア
を
見
て
お
き
た

い
。と
い
う
の
も
、三
十
六
項
目
を
述
べ
る
の
に
佚
山
が
趣
向
を
凝
ら
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。指
針
一

項
目
に
つ
き
漢
字
六
文
字
を
当
て
て
い
る
こ
と
、し
か
も
、そ
れ
ら
す
べ
て
の
文
頭
に｢

不｣

と
い
う
打

消
し
の
語
を
置
い
て
い
る
こ
と
、で
あ
る
。そ
う
で
あ
れ
ば
こ
そ「
三
十
六
不
」の
自
画
像
で
あ
っ
た
の

だ
が
、お
そ
ら
く
佚
山
は
三
十
五
ま
で「
不
」の
字
を
付
し
た
徳
目
の
列
挙
を
、ほ
ぼ
な
ん
な
く
こ
な

し
た
の
だ
ろ
う
。し
か
し
も
う一つ
三
十
六
番
目
の
徳
目
を
挙
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。そ
こ
で
思
案
、

エ
イ
ヤ
ッ
と
捻
り
出
し
た
も
の
こ
そ
、「
不
脱
頭
巾
人
前
」で
あ
っ
た
の
で
は
な
か
っ
た
か
。し
か
し
、そ

こ
に
こ
そ
佚
山
の
素
顔
が
現
れ
る
。と
な
れ
ば｢

不
脱
頭
巾
人
前｣

―
こ
の
わ
ず
か
六
文
字
に
む
し
ろ

畸
人
佚
山
の
ユ
ー
モ
ア
を
感
じ
る
の
に
無
理
は
あ
る
ま
い
。

　が
、そ
れ
は
と
も
か
く
こ
う
し
た
工
夫
で
賛
文
は
見
事
に
整
え
ら
れ
、形
式
美
が
与
え
ら
れ
る
こ

と
と
な
っ
た
。｢

不｣

の
繰
り
返
し
が
書
に一
定
の
リ
ズ
ム
を
と
る
。画
面
上
半
分
を
賛
文
が
占
し
め
る
。

稀
寿
を
迎
え
た
佚
山
に
と
っ
て
三
十
六
の
徳
目
の
実
践
は
、や
は
り
強
い
覚
悟
を
持
っ
た
も
の
で
あ
っ

た
の
だ
。

　と
な
る
と
そ
の
徳
目
が
ど
う
し
て
三
十
六
で
あ
っ
た
の
か
。参
陽
隠
士
石
川
丈
山
も
、自
ら
を
名
乗

る
際
、し
ば
し
ば｢

六
々
山
人｣

を
冠
し
て
い
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、脱
俗
の
文
人
、隠
士
た
ち
に
好
ま
れ

た
も
の
な
の
か
、何
か
三
十
六
の
数
字
に
意
味
が
あ
る
の
か
も
知
れ
な
い
。切
に
ご
示
教
を
乞
う
。

　し
か
し
、そ
れ
に
し
て
も
こ
こ
に
描
か
れ
た
佚
山
の
風
貌
、そ
の
た
た
ず
ま
い
は
若
々
し
い
。わ
た
し

た
ち
も
あ
や
か
り
た
い
。そ
こ
で
わ
た
し
も
佚
山
の
顰
に
な
ら
い｢

十
不｣

を
賦
し
、凡
夫
の
覚
悟
を
示

し
て
お
こ
う
。暮
れ
に
は
結
局
、「
行
年
や
壁
に
耻
た
る
覚
書
」と
詠
ん
だ
榎
本
其
角（
一
六
六
一
〜
一
七

〇
七
）の
よ
う
に
な
っ
て
も
い
い
で
は
な
い
か
。そ
れ
も
ま
た
凡
夫
の
生
、初
春
の
覚
悟
で
あ
る
か
ら
だ
。

 

不
嘆
薄
知
凡
骨

　不
怠
勉
学
読
書

　不
追
名
利
余
財

　不
拒
美
酒
佳
肴

 

不
散
財
不
客
嗇

　不
鯨
飲
不
馬
食

　不
貪
夜
更
惰
眠

　不
恐
三
日
坊
主

 

人
生
無
事
名
馬

　健
康
第
一
々
々

　本
年
も
岡
崎
市
美
術
博
物
館

　お
か
ざ
き
世
界
子
ど
も
美
術
博
物
館
を
ど
う
ぞ
よ
ろ
し
く
。

眼
の
極
楽 

二

　人
の
姿
か
た
ち
を
描
く

館
長 

榊
原
悟

は

ま
つ
は
る

そ
ろ

こ
ぐ
ち

ろ
う
か

た
く
に
ょご

も

め
い
そ
う

じ
ょ
う
き

と
き

こ
は
つ
ご
よ
み

は
つ
は
る

い
つ
ざ
ん

じ
ょ
う
そ
く
ど
う
じ
ん

う
ち

き

な
に
わ

に
お
う

し
ん
な
ん
ぴ
ん

す
じ
め
が

ひ
と

ひ
ょ
う
ひ
ょ
う
ら
い
ら
く

し
た
た

へ
つ
ら

こ

い
ま

う
え

ひ
そ
み

え
の
も
と
き
か
く

《常足道人「三十六不」自画像》

じ
ん



　
　謹
賀
新
年

新
春
と
い
え
ば
、何
も
か
も
が
掃
き
清
め
ら
れ
、も
の
皆
す
べ
て
が
背
筋
を
伸
ば
す
。そ
の
キ
リ
ッ
と

し
た
た
た
ず
ま
い
が
好
き
だ
。

 

待
春
や
机
に
揃
ふ
書
の
小
口

芭
蕉
門
に
も
連
な
っ
た
本
願
寺
僧
浪
化(

東
本
願
寺
十
四
世
啄
如
の
子 

一
六
七
一
〜
一
七
〇
三)

の
佳

句
で
あ
る
。待
つ
春
と
あ
る
限
り
こ
の一
句
、春
の
訪
れ
を
待
つ
冬
籠
り
を
詠
ん
だ
、と
す
べ
き
だ
ろ
う

が
、明
窓
、浄
机
の
上
に
き
っ
ち
り
と
揃
え
ら
れ
た
書
の
小
口
な
ら
ば
、正
月
を
迎
え
凛
と
し
た
書
斎

の
空
気
こ
そ
が
、相
応
し
い
。む
し
ろ
新
春
の一
句
と
云
う
べ
き
か
。

　そ
の
新
春
は
、新
芽
が
張
り
、よ
ろ
ず
萌
え
出
づ
る
若
草
の
季
節
で
あ
る
。来
し
方
よ
り
も
行
く
末

を
思
う
時
だ
ろ
う
。

 

と
ぢ
絲
の
い
ろ
わ
か
く
さ
や
は
つ
暦

と
な
れ
ば
、も
う
久
保
田
万
太
郎(

一
八
八
九
〜
一
九
六
三)

が
吟
じ
た
よ
う
に
、初
暦
の
と
ぢ
糸
の
色

は
、若
草
色
以
外
に
あ
り
得
ま
い
。

　そ
の
初
暦
に
一
年
の
、い
や
、行
く
末
の
自
分
に
思
い
を
馳
せ
、襟
を
正
す
。初
春
を
迎
え
た
わ
た
し

た
ち
が
抱
く
、ご
く
自
然
な
心
の
動
き
で
あ
る
だ
ろ
う
。

　安
永
七
年(

一
七
七
八)

の
佚
山
こ
と
常
足
道
人(

一
七
〇
二
〜
七
八)

も
初
春
を
迎
え
、そ
う
し
た
気

持
ち
を
抱
い
た
ひ
と
り
。し
か
も
こ
の
年
佚
山
は
七
十
七
歳
、稀
寿
を
迎
え
た
。と
な
れ
ば
そ
の
年
の

春
正
月
、さ
ら
な
る
人
生
へ
の
覚
悟
を
披
瀝
し
て
お
き
た
い
と
思
う
の
は
当
然
で
あ
る
に
違
い
な
い
。

こ
こ
に
紹
介
す
る
、そ
の
自
画
自
賛
画
像
が
、何
よ
り
そ
う
し
た
佚
山
の
心
の
中
と
姿
を
明
か
す
。

が
、そ
れ
に
つ
い
て
述
べ
る
前
に
、あ
ら
か
じ
め
佚
山
そ
の
人
に
つ
い
て一
言
触
れ
て
お
く
必
要
が
あ
る

だ
ろ
う
。と
い
う
の
も
こ
の
佚
山
の
こ
と
を
知
る
人
が
、ど
れ
程
い
る
こ
と
か
。余
程
の
美
術
好
き
で

も
な
い
限
り
、そ
の
名
を
聞
い
て
作
品
を
思
い
浮
べ
る
こ
と
が
で
き
る
人
は
い
な
い
と
思
わ
れ
る
か
ら

で
あ
る
。

　そ
の
佚
山
、宝
暦
か
ら
明
和
の
こ
ろ(

一
七
五
一
〜
七
二)

京
阪
を
中
心
に
活
躍
し
た
、い
わ
ゆ
る
畸

人(

俗
に
居
て
俗
に
染
ま
ら
ぬ
文
人
。｢

畸
人｣

の
語
自
体
は
伴
蒿
蹊
の『
近
世
畸
人
伝
』お
よ
び『
続
近

世
畸
人
伝
』全
十
巻
十
冊
に
よ
り
広
く
敷
衍
し
た)

の
一
人
で
あ
る
。俗
姓
は
森
本
氏
。浪
華
に
生
ま

れ
た
。名
を
時
敏
、字
を
修
来
。元
文
三
年(

一
七
三
八)

出
家(

曹
洞
宗)

、以
後
、佚
山
道
人
黙
隠
と
称

し
た
。常
足
は
そ
の
小
号
で
あ
る(

中
野
三
敏
著『
近
世
新
畸
人
伝
』岩
波
現
代
文
庫
Ｇ
1
3
4)

。若

年
期
、浪
華
第
一の
書
家
新
興
蒙
所
に
つ
い
て
書
を
学
び
、と
り
わ
け
篆
書
に
す
ぐ
れ
た
。い
わ
ゆ
る

唐
様
の
書
家
と
い
う
の
が
佚
山
に
対
す
る
世
評
だ
ろ
う
が
、彼
に
は
ま
た
長
崎
に
遊
び
、来
舶
画
人

沈
南
蘋
流
の
画
法
に
も
通
じ
た
絵
師
と
し
て
の
一
面
も
あ
り
、特
異
な
形
態
感
覚
を
示
す
水
墨
画
や

鮮
麗
な
花
鳥
画
は
、伊
藤
若
冲(

一
七
一六
〜
一
八
〇
〇)

の
そ
れ
に
も
近
い
。再
評
価
の
俟
た
れ
る
絵
師

で
あ
る
。

　掲
出
の
画
像
は
、そ
の
佚
山
が
自
画
自
賛
し
た
も
の
。墨
染
め
の
衣
に
頭
巾
を
被
っ
た
佚
山
が
、拱

手
し
た
腕
を
文
机
に
の
せ
て
坐
す
。傍
ら
に
侍
者
の
若
僧
が
控
え
る
。二
人
の
衣
を
描
く
、濃
淡
、肥

痩
、運
筆
の
速
度
を
自
在
に
変
え
た
輪
郭
線
が
、実
に
う
ま
い
。衣
褶
の
重
な
り
、量
感
が
見
事
に
表

さ
れ
る
。濃
淡
の
墨
が
塗
り
重
ね
ら
れ
た
結
果
、そ
こ
こ
こ
に
若
冲
得
意
の
技
法
と
し
て
語
ら
れ
る

こ
と
の
多
い
筋
目
描
き(

白
い
画
箋
紙
に
淡
墨
の
筆
を
重
ね
て
塗
り
、乾
く
と
共
に
墨
の
面
と
面
の

間
に
白
い
筋
目
が
浮
び
上
が
り
、そ
れ
に
よ
っ
て
花
び
ら
や
鳥
の
羽
、魚
の
鱗
な
ど
を
表
す
水
墨
技

法
。小
林
忠
氏
に
よ
っ
て｢

筋
目
描
き｣

と
命
名
さ
れ
た
。
　小
林
忠｢

伊
藤
若
冲
の
多
彩
な
絵
画
世

界｣

『
伊
藤
若
冲
ア
ナ
ザ
ー
ワ
ー
ル
ド
』展
図
録
千
葉
市
美
術
館
二
〇
一
〇
年)

が
見
ら
れ
る
の
も
興
味

深
い
。若
冲
と
ほ
ぼ
同
時
代
、京
都
で
活
躍
し
た
一
世
代
上
の
絵
師
と
し
て
佚
山
の
画
業
は
さ
ら
に
注

目
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。

　さ
て
、そ
の
画
像
の
佚
山
、飄
々
磊
落
と
し
た
表
情
が
好
ま
し
い
。ま
さ
し
く
畸
人
伝
中
の
人
で
あ
る
。

上
方
を
見
つ
め
る
柔
和
な
ま
な
ざ
し
は
、佚
山
の
清
廉
な
人
と
な
り
を
伝
え
て
余
り
あ
る
。思
索
し
て
い

る
よ
う
に
も
見
え
る
が
、画
面
上
方
の
自
賛
を
見
つ
め
て
い
る
に
も
見
え
る
。そ
の
視
線
を
追
っ
て
わ
た

し
た
ち
の
目
も
、ま
た
ご
く
自
然
に
こ
の
賛
文
に
向
か
う
。そ
こ
に
は
次
の
よ
う
に
認
め
ら
れ
て
い
た
。

 

安
永
戊
戌
之
歳
春
正
月

　不
忘
仏
祖
師
恩

　不
忘
父
母
厚
恩

　不
軽
隨
従
給
士

　不
疏
朋
友
少
恩

　不
述
雑
談
虚
誕

　不
懈
毎
朝
誦
経

　不
結
好
交
高
貴

　不
求
他
借
金
銀

　不
受
蒙
恩
微
禄

　不
慮
期
朝
有
余

　不
諂
諛
不
破
戒

　不
宿
債
不
食
言

　不
弄
長
物
奇
具

　不
貯
褒
服
余
衣

　不
勤
節
序
礼
儀

　不
慢
来
簡
返
書

　不
食
重
菜
厚
味

　不
定
常
住
家
居

　不
会
貧
利
俗
客

　不
尋
無
用
在
家

　不
忘
可
吝
返
報

　不
怠
可
為
所
為

　不
著
外
物
得
失

　不
争
世
財
重
軽

　不
憍
慢
不
吝
惜

　不
病
苦
不
剛
堅

　不
閣
助
明
眼
鏡

　不
禁
養
老
小
盃

　不
恥
誤
而
懺
悔

　不
憶
老
而
見
聞

　不
捨
所
業
筆
墨

　不
脱
頭
巾
人
前

 

右
常
足
道
人
三
十
六
不

　時
七
十
有
七

安
永
七
年
正
月
、新
春
を
迎
え
て
の
ま
さ
し
く
覚
悟
を
述
べ
た
も
の
。覚
悟
と
は
云
っ
て
も
、む
ろ
ん

空
理
空
論
の
類
で
は
な
い
。日
常
生
活
に
お
け
る
行
動
指
針
と
い
う
べ
き
だ
ろ
う
か
。実
践
す
べ
き
こ

と
、や
っ
て
は
い
け
な
い
こ
と
な
ど
、都
合
三
十
六
項
目
を
挙
げ
る
。｢

仏
祖
師
恩

　父
母
厚
恩
を
忘

れ
な
い｣

に
始
ま
り
、借
金
し
な
い
、媚
び
諂
わ
な
い
、ぜ
い
た
く(

重
菓
厚
味)

し
な
い
、な
ど
現
在
の
わ

た
し
た
ち
に
も
範
と
す
べ
き
徳
目
が
並
ぶ
。｢

養
老
小
盃
を
禁
ぜ
ず｣

―
な
る
ほ
ど
と
思
う
。が
、文
末

｢

頭
巾
を
人
前
に
脱
が
ず｣

―
真
面
目
に
三
十
五
の
徳
目
が
挙
げ
ら
れ
て
き
た
だ
け
に
、最
後
に
こ
う

云
わ
れ
る
と
、の
け
ぞ
っ
て
し
ま
う
が
、出
家
の
身
に
は
、人
前
で
頭
巾
を
脱
ぐ
こ
と
に
禁
忌
の
気
持

ち
が
あ
っ
た
も
の
か
。し
か
し
、い
ま
は
、こ
の
一
項
目
に
佚
山
の
人
間
味
と
ユ
ー
モ
ア
を
見
て
お
き
た

い
。と
い
う
の
も
、三
十
六
項
目
を
述
べ
る
の
に
佚
山
が
趣
向
を
凝
ら
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。指
針
一

項
目
に
つ
き
漢
字
六
文
字
を
当
て
て
い
る
こ
と
、し
か
も
、そ
れ
ら
す
べ
て
の
文
頭
に｢
不｣
と
い
う
打

消
し
の
語
を
置
い
て
い
る
こ
と
、で
あ
る
。そ
う
で
あ
れ
ば
こ
そ「
三
十
六
不
」の
自
画
像
で
あ
っ
た
の

だ
が
、お
そ
ら
く
佚
山
は
三
十
五
ま
で「
不
」の
字
を
付
し
た
徳
目
の
列
挙
を
、ほ
ぼ
な
ん
な
く
こ
な

し
た
の
だ
ろ
う
。し
か
し
も
う一つ
三
十
六
番
目
の
徳
目
を
挙
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。そ
こ
で
思
案
、

エ
イ
ヤ
ッ
と
捻
り
出
し
た
も
の
こ
そ
、「
不
脱
頭
巾
人
前
」で
あ
っ
た
の
で
は
な
か
っ
た
か
。し
か
し
、そ

こ
に
こ
そ
佚
山
の
素
顔
が
現
れ
る
。と
な
れ
ば｢

不
脱
頭
巾
人
前｣

―
こ
の
わ
ず
か
六
文
字
に
む
し
ろ

畸
人
佚
山
の
ユ
ー
モ
ア
を
感
じ
る
の
に
無
理
は
あ
る
ま
い
。

　が
、そ
れ
は
と
も
か
く
こ
う
し
た
工
夫
で
賛
文
は
見
事
に
整
え
ら
れ
、形
式
美
が
与
え
ら
れ
る
こ

と
と
な
っ
た
。｢

不｣

の
繰
り
返
し
が
書
に一
定
の
リ
ズ
ム
を
と
る
。画
面
上
半
分
を
賛
文
が
占
し
め
る
。

稀
寿
を
迎
え
た
佚
山
に
と
っ
て
三
十
六
の
徳
目
の
実
践
は
、や
は
り
強
い
覚
悟
を
持
っ
た
も
の
で
あ
っ

た
の
だ
。

　と
な
る
と
そ
の
徳
目
が
ど
う
し
て
三
十
六
で
あ
っ
た
の
か
。参
陽
隠
士
石
川
丈
山
も
、自
ら
を
名
乗

る
際
、し
ば
し
ば｢

六
々
山
人｣

を
冠
し
て
い
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、脱
俗
の
文
人
、隠
士
た
ち
に
好
ま
れ

た
も
の
な
の
か
、何
か
三
十
六
の
数
字
に
意
味
が
あ
る
の
か
も
知
れ
な
い
。切
に
ご
示
教
を
乞
う
。

　し
か
し
、そ
れ
に
し
て
も
こ
こ
に
描
か
れ
た
佚
山
の
風
貌
、そ
の
た
た
ず
ま
い
は
若
々
し
い
。わ
た
し

た
ち
も
あ
や
か
り
た
い
。そ
こ
で
わ
た
し
も
佚
山
の
顰
に
な
ら
い｢

十
不｣

を
賦
し
、凡
夫
の
覚
悟
を
示

し
て
お
こ
う
。暮
れ
に
は
結
局
、「
行
年
や
壁
に
耻
た
る
覚
書
」と
詠
ん
だ
榎
本
其
角（
一
六
六
一
〜
一
七

〇
七
）の
よ
う
に
な
っ
て
も
い
い
で
は
な
い
か
。そ
れ
も
ま
た
凡
夫
の
生
、初
春
の
覚
悟
で
あ
る
か
ら
だ
。

 

不
嘆
薄
知
凡
骨

　不
怠
勉
学
読
書

　不
追
名
利
余
財

　不
拒
美
酒
佳
肴

 

不
散
財
不
客
嗇

　不
鯨
飲
不
馬
食

　不
貪
夜
更
惰
眠

　不
恐
三
日
坊
主

 

人
生
無
事
名
馬

　健
康
第
一
々
々

　本
年
も
岡
崎
市
美
術
博
物
館

　お
か
ざ
き
世
界
子
ど
も
美
術
博
物
館
を
ど
う
ぞ
よ
ろ
し
く
。

眼
の
極
楽 

二

　人
の
姿
か
た
ち
を
描
く

館
長 

榊
原
悟

は

ま
つ
は
る

そ
ろ

こ
ぐ
ち

ろ
う
か

た
く
に
ょご

も

め
い
そ
う

じ
ょ
う
き

と
き

こ
は
つ
ご
よ
み

は
つ
は
る

い
つ
ざ
ん

じ
ょ
う
そ
く
ど
う
じ
ん

う
ち

き

な
に
わ

に
お
う

し
ん
な
ん
ぴ
ん

す
じ
め
が

ひ
と

ひ
ょ
う
ひ
ょ
う
ら
い
ら
く

し
た
た

へ
つ
ら

こ

い
ま

う
え

ひ
そ
み

え
の
も
と
き
か
く

《常足道人「三十六不」自画像》

じ
ん



　村
山
槐
多
は
謎
の
多
い
画
家
で
あ
る
。詩

を
多
作
し
て
日
記
も
断
片
的
に
は
記
し
て
い

る
が
、夭
折
で
あ
っ
た
こ
と
も
あ
り
不
明
な

部
分
が
多
い
。本
籍
地
が
岡
崎
市
に
あ
る
と

い
う
こ
と
は
分
か
っ
て
い
た
が
、出
生
は
父
親

の
谷
助
が
教
師
を
し
て
い
た
横
浜
と
さ
れ
て

き
た
。と
こ
ろ
が
最
新
の
調
査
に
よ
っ
て
谷
助

が
分
家
し
て
本
籍
地
を
置
き
、槐
多
の
出
生

届
が
出
さ
れ
た
場
所「
愛
知
縣
額
田
郡
岡
崎

町
大
字
裏
町
三
十
一
番
戸
」現
、愛
知
県
岡
崎

市
花
崗
町
一
丁
目
に
あ
っ
た
親
戚
、嶺
田
九
七

所
有
の
家
で
生
ま
れ
た
可
能
性
が
高
い
こ
と

が
分
か
っ
た
。ゆ
え
に
本
展
は
初
め
て
の
村
山

槐
多
の
大
規
模
な
里
帰
り
展
と
い
え
る
の
か

も
し
れ
な
い
。岡
崎
生
ま
れ
の
画
家
と
い
え

ば
、「
創
作
版
画
」の
先
駆
者
と
し
て
知
ら
れ

る
山
本
鼎
が
い
る
。槐
多
と
同
じ
岡
崎
市
花

崗
町
一
丁
目
に
生
ま
れ
て
い
る
が
偶
然
で
は

な
い
。彼
の
母
親
た
け
は
こ
の
地
に
生
ま
れ
て

お
り
、そ
の
妹
た
ま
が
槐
多
の
母
親
な
の
で

あ
る
。つ
ま
り
槐
多
と
鼎
は
従
兄
弟
同
士
で

あ
っ
た
。槐
多
は
鼎
の
出
生
地（
岡
崎
町
大
字

裏
町
二
十
五
番
戸
）か
ら
、数
件
西
に
い
っ
た

と
こ
ろ
に
あ
っ
た
嶺
田
の
家
で
、彼
の
十
四
年

後
に
生
ま
れ
た
と
み
ら
れ
る
。

　鼎
は
当
時
十
四
歳
の
槐
多
の
絵
に
溢
れ
ん

ば
か
り
の
才
能
を
見
抜
き
画
家
に
な
る
こ
と

を
す
す
め
た
。彼
は
反
対
す
る
父
親
を
説
得

す
る
な
ど
、槐
多
が
画
家
に
な
る
た
め
に
惜

し
ま
ぬ
援
助
を
し
、ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
留
学
す
る

際
に
は
、槐
多
の
面
倒
を
友
人
の
画
家
小
杉

未
醒
に
頼
み
学
費
の
面
倒
ま
で
み
た
。本
展

で
は
、鼎
の
作
品
も
約
一
二
〇
点
展
示
し
、二

人
の
深
い
絆
も
紹
介
し
て
い
る
。

　ま
た
一
九
八
二
年
に
発
見
さ
れ
た
槐
多
の
三

〇
〇
号
に
お
よ
ぶ「
新
発
見
の
大
作
」│
│
後

に
そ
の
下
絵
ら
し
き
鼎
の
小
品
が
見
つ
か
っ
て

「
鼎
の
作
」と
訂
正
さ
れ
た《
日
曜
の
遊
び
》（
一

九
一
五
年
）も
出
品
し
て
い
る
。本
展
で
は
こ
の

作
品
を
約
二
十
年
か
け
て
調
査
研
究
し
た
拙

論
を
も
と
に
、実
際
は
誰
の
作
だ
っ
た
の
か
そ

の
謎
に
迫
っ
た
。オ
ー
プ
ニ
ン
グ
で
は『
謎
の
大

作《
日
曜
の
遊
び
》を
め
ぐ
っ
て
』と
い
う
シ
ン

ポ
ジ
ウ
ム
を
開
催
し
た
。パ
ネ
リ
ス
ト
に
は
信

濃
デ
ッ
サ
ン
館
館
主
、窪
島
誠
一
郎
氏
と
、原
田

光
氏（
元
神
奈
川
県
立
近
代
美
術
館
学
芸
員
、

現
在
岩
手
県
立
美
術
館
館
長
）を
招
き
、進
行

役
の
私
も
含
め
た
鼎
談
と
い
う
か
た
ち
と
な
っ

た
。こ
の
大
作
の
作
者
が
誤
認
で
あ
っ
た
と
い

う
衝
撃
的
と
も
い
え
る
出
来
事
は
、当
時
そ
の

渦
中
に
あ
っ
た
お
二
人
に
と
っ
て
は
忘
れ
が
た

い
こ
と
で
あ
っ
た
よ
う
で
、そ
の
長
年
の
思
い
を

語
っ
て
い
た
だ
い
た
。原
田
氏
は
発
見
当
時
、槐

多
の
作
品
と
見
な
し
て
展
覧
会
に
出
品
し
た

話
し
か
ら
、鼎
の
同
じ
絵
柄
の
下
絵
が
発
見
さ

れ
た
時
に
、大
作
も
鼎
の
作
品
と
改
め
ら
れ
た

理
由
を
明
確
に
し
な
が
ら
そ
の
経
緯
を
述
べ

た
。窪
島
氏
は
、大
作
発
見
当
初
か
ら
槐
多
の

作
品
だ
と
確
信
し
て
い
た
が
、下
絵
の
存
在
は

動
か
し
が
た
く
、鼎
の
作
と
見
直
し
た
時
の
心

境
な
ど
を
語
っ
た
。そ
し
て
最
後
に
は
お
二
人

と
も
拙
論
の
考
証「
鼎
が
下
絵
を
描
き
、そ
れ

を
槐
多
が
大
作
に
し
て
描
い
た
」、つ
ま
り

『《
日
曜
の
遊
び
》「
大
作
」は
村
山
槐
多
の
作

と
し
て
異
論
は
無
い
』と
い
う
結
論
の
も
と
に

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
は
終
了
し
た
。

　私
は
二
十
五
年
前
に
こ
の
奇
妙
な
大
作
に

出
会
っ
て
購
入
を
担
当
し
て
以
来
、学
芸
員
で

あ
る
か
ぎ
り
作
者
特
定
を
明
確
に
す
べ
き
だ

と
考
え
続
け
て
き
た
。し
か
し
そ
れ
は
、過
去

に
作
者
が
見
直
さ
れ
も
の
を
再
度
元
の
作
者

に
戻
す
と
い
う
、美
術
史
上
に
お
い
て
も
、き

わ
め
て
稀
な
事
例
で
あ
り
難
題
で
あ
っ
た
。こ

れ
で
よ
う
や
く
数
奇
な
運
命
に
翻
弄
さ
れ
た

「
槐
多
作
の
大
作
」は
、落
ち
着
く
こ
と
が
で

き
る
の
で
は
な
い
か
。

　現
存
す
る
槐
多
の
作
品
の
ほ
と
ん
ど
が
出

品
さ
れ
た
と
言
わ
れ
る
本
展
で
は
、こ
の
よ
う

な
再
検
証
や
新
た
な
発
見
が
あ
り
、い
ま
ま

で
謎
の
多
か
っ
た
槐
多
の
知
ら
れ
ざ
る
実
像

が
少
な
か
ら
ず
浮
か
び
上
が
っ
て
き
た
よ
う

思
わ
れ
る
。岡
崎
が
生
ん
だ
夭
折
の
天
才
、村

山
槐
多
の
研
究
と
調
査
を
こ
れ
か
ら
も
す
す

め
て
ゆ
き
た
い
と
思
う
。

会期：平成23年12月3日（土）～1月29日（日）

　民
芸
運
動
を
代
表
す
る
作
家
、芹
沢
銈

介
の
作
品
を
見
る
と
、絶
妙
な
色
彩
感
覚

と
構
成
力
に
、感
心
せ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
。

同
系
色
の
中
に
一つ
異
な
る
色
を
織
り
交
ぜ

た
り
、シ
ッ
ク
な
地
に
目
に
鮮
や
か
な
色
を

の
せ
た
り
と
、組
み
合
わ
せ
の
発
想
は
何
と

も
豊
か
で
、と
て
も
真
似
で
き
る
も
の
で
は

な
い
。美
術
作
品
に
つ
い
て
し
ば
し
ば
求
め

ら
れ
る「
オ
リ
ジ
ナ
リ
テ
ィ
」―
そ
も
そ
も

美
術
作
品
に
お
け
る「
オ
リ
ジ
ナ
リ
テ
ィ
と

は
何
か
？
」と
い
う
大
問
題
が
あ
る
の
だ

が
、こ
こ
で
は
保
留
す
る
と
し
て

―
と
い

う
点
に
つ
い
て
、芹
沢
作
品
を
鑑
み
る
と
、

中
国
・
朝
鮮
の
飛
白
体
文
字
に
想
を
得
た

り
、伝
統
的
な
扇
面
模
様
を
転
用
し
た
り
、

旅
先
の
風
景
を
造
形
化
し
た
り
と
、多
く
の

場
合
、先
行
す
る
文
様
や
元
ネ
タ
と
言
う
べ

き
モ
チ
ー
フ
が
あ
る
も
の
の
、換
骨
奪
胎
、出

来
上
が
っ
た
も
の
は
、極
め
て
芹
沢
ら
し
い

も
の
へ
と
帰
結
し
て
い
る
。

　だ
か
ら
な
の
か
、芹
沢
作
品
は
、非
常
に

ア
イ
コ
ン
的
に
視
覚
に
映
り
や
す
く
、お
そ

ら
く
こ
う
し
た
こ
と
も
あ
っ
て
、商
品
や
商

業
デ
ザ
イ
ン
と
し
て
採
用
さ
れ
る
こ
と
も

多
い
の
だ
ろ
う
。下
絵
･
型
紙
の
制
作
か
ら

染
め
ま
で
の
作
業
を
一
貫
し
て
手
が
け
る

「
型
絵
染
」の
大
家
と
し
て
、「
人
間
国
宝
」

と
い
う
近
寄
り
が
た
い
肩
書
き
を
持
ち
な

が
ら
も
、カ
レ
ン
ダ
ー
、絵
葉
書
、マ
ッ
チ
箱
、

包
装
紙
、商
品
ラ
ベ
ル
な
ど
の
大
量
生
産
品

を
通
し
て
、芹
沢
の
作
品
イ
メ
ー
ジ
は
広
く

流
通
し
て
い
る
。先
日
も
東
京
の
老
舗
百
貨

店
の
食
品
売
り
場
を
ぶ
ら
ぶ
ら
し
て
い
る

と
、い
か
に
も「
芹
沢
」と
い
う
模
様
が
目
に

入
り
、近
づ
い
て
み
れ
ば
、「
銀
座
あ
け
ぼ

の
」と
い
う
煎
餅
店
が
、贈
答
用
煎
餅
の
パ
ッ

ケ
ー
ジ
デ
ザ
イ
ン
と
し
て
、本
展
覧
会
に
も

出
品
さ
れ
る
有
名
な《
春
･
夏
･
秋
･
冬
》

の
図
柄
を
採
用
し
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。（
ち

な
み
に
面
白
い
の
は
、そ
の
煎
餅
の
商
品
名

が「
味
の
民
藝
」で
あ
っ
た
こ
と
で
、「
民
芸
」

と
い
う
言
葉
が
、本
来
の
意
味
を
離
れ
て
、

「
民
芸
的
な
る
も
の
」と
い
う
イ
メ
ー
ジ
の
も

と
に
如
何
に
日
常
に
浸
透
し
て
い
る
か
を

窺
わ
せ
た
。）

　岐
阜
の
郡
上
八
幡
で
紬
織
り
を
手
が
け

る
宗
廣
陽
助
氏
は
、芹
沢
の
作
品
に
魅
せ
ら

れ
、長
年
に
わ
た
り
そ
の
収
集
を
続
け
て
き

た
。た
だ
し
、柳
宗
悦
の
甥
で
染
織
家
の
柳

悦
孝
に
師
事
し
、彼
を
介
し
て
芹
沢
の
知
遇

を
得
た
宗
廣
さ
ん
は
、手
仕
事
に
携
わ
る
人

だ
け
あ
っ
て
、そ
の
収
集
方
針
に
大
き
な
こ

だ
わ
り
を
持
っ
て
い
る
。つ
ま
り
、商
業
的
に

流
通
し
て
い
る
デ
ザ
イ
ン
も
の
に
は
わ
き
目

も
振
ら
ず
、た
だ
た
だ
屏
風
や
暖
簾
、帯
や

着
尺
な
ど
、「
型
絵
染
作
家
」芹
沢
の
真
骨

頂
と
も
言
え
る
作
品
群
と
、ガ
ラ
ス
絵
や
板

絵
な
ど
の
一
点
も
の
の
肉
筆
作
品
の
み
を
収

集
し
続
け
て
い
る
の
で
あ
る
。私
な
ど
は
、前

述
の
よ
う
な
商
業
デ
ザ
イ
ン
を
目
に
す
る

と
、な
る
ほ
ど
、東
京
高
等
工
業
学
校（
現
東

京
工
業
大
学
）図
案
科
を
卒
業
し
、図
案
製

作
会
社
を
設
立
し
て
シ
ョ
ー
ウ
ィ
ン
ド
ー
の

デ
ザ
イ
ン
を
手
が
け
る
な
ど
、時
代
の
先
端

文
化
を
感
受
し
て
い
た
芹
沢
の
出
発
点
を

思
わ
さ
れ
て
非
常
に
興
味
を
惹
か
れ
る
の
で

あ
る
が
、宗
廣
さ
ん
は
、そ
こ
に
は
明
確
に
一

線
を
引
い
て
い
る
。ま
た
、日
本
の
古
い
絵
馬

に
は
じ
ま
り
、三
春
人
形
、果
て
は
世
界
各

国
の
民
芸
品
ま
で
を
も
買
い
求
め
た
芹
沢

と
同
じ
よ
う
に
、ス
ペ
イ
ン
の
教
会
扉
か
ら
李

朝
の
箪
笥
、ア
フ
リ
カ
の
壺
ま
で
様
々
な
も

の
を
収
集
し
、古
民
家
を
移
築
し
た
自
邸
に

並
べ
る
な
ど
、宗
廣
さ
ん
の
行
動
に
は
、芹

沢
そ
の
人
の
生
き
方
を
踏
襲
し
よ
う
と
す

る
、憧
憬
さ
え
も
感
じ
ら
れ
る
。

　芹
沢
の
作
品
を
見
る
機
会
は
ほ
か
に
も

あ
る
か
も
知
れ
な
い
が
、芹
沢
と
い
う
一
人
の

人
間
に
見
せ
ら
れ
た
人
間
が
描
き
出
す
芹

沢
の
姿
は
、こ
こ
に
し
か
な
い
。是
非
、そ
の

唯
一
無
二
の
芹
沢
展
を
、多
く
の
人
に
見
て

い
た
だ
き
、も
の
と
そ
れ
を
作
り
出
す
人
の

手
を
愛
で
、賞
賛
す
る
気
持
ち
を
、感
じ
て

も
ら
え
た
ら
と
思
う
。

会期：平成24年 2月11日（土）～3月25日（日）

村山槐多の全貌
－天才詩人画家22年の生涯－

村 松 和 明

「村山槐多の全貌」展、《日曜の遊び》会場風景

丸紋伊呂波の以

宗廣コレクション

芹沢銈介展
―手仕事を愛でる―

千 葉 真 智 子

私の見た芹沢銈介、宗廣さんの見た芹沢銈介

大作の謎を解き、新たな実像が浮かび上がる
岡崎が生んだ夭折の天才、村山槐多



　村
山
槐
多
は
謎
の
多
い
画
家
で
あ
る
。詩

を
多
作
し
て
日
記
も
断
片
的
に
は
記
し
て
い

る
が
、夭
折
で
あ
っ
た
こ
と
も
あ
り
不
明
な

部
分
が
多
い
。本
籍
地
が
岡
崎
市
に
あ
る
と

い
う
こ
と
は
分
か
っ
て
い
た
が
、出
生
は
父
親

の
谷
助
が
教
師
を
し
て
い
た
横
浜
と
さ
れ
て

き
た
。と
こ
ろ
が
最
新
の
調
査
に
よ
っ
て
谷
助

が
分
家
し
て
本
籍
地
を
置
き
、槐
多
の
出
生

届
が
出
さ
れ
た
場
所「
愛
知
縣
額
田
郡
岡
崎

町
大
字
裏
町
三
十
一
番
戸
」現
、愛
知
県
岡
崎

市
花
崗
町
一
丁
目
に
あ
っ
た
親
戚
、嶺
田
九
七

所
有
の
家
で
生
ま
れ
た
可
能
性
が
高
い
こ
と

が
分
か
っ
た
。ゆ
え
に
本
展
は
初
め
て
の
村
山

槐
多
の
大
規
模
な
里
帰
り
展
と
い
え
る
の
か

も
し
れ
な
い
。岡
崎
生
ま
れ
の
画
家
と
い
え

ば
、「
創
作
版
画
」の
先
駆
者
と
し
て
知
ら
れ

る
山
本
鼎
が
い
る
。槐
多
と
同
じ
岡
崎
市
花

崗
町
一
丁
目
に
生
ま
れ
て
い
る
が
偶
然
で
は

な
い
。彼
の
母
親
た
け
は
こ
の
地
に
生
ま
れ
て

お
り
、そ
の
妹
た
ま
が
槐
多
の
母
親
な
の
で

あ
る
。つ
ま
り
槐
多
と
鼎
は
従
兄
弟
同
士
で

あ
っ
た
。槐
多
は
鼎
の
出
生
地（
岡
崎
町
大
字

裏
町
二
十
五
番
戸
）か
ら
、数
件
西
に
い
っ
た

と
こ
ろ
に
あ
っ
た
嶺
田
の
家
で
、彼
の
十
四
年

後
に
生
ま
れ
た
と
み
ら
れ
る
。

　鼎
は
当
時
十
四
歳
の
槐
多
の
絵
に
溢
れ
ん

ば
か
り
の
才
能
を
見
抜
き
画
家
に
な
る
こ
と

を
す
す
め
た
。彼
は
反
対
す
る
父
親
を
説
得

す
る
な
ど
、槐
多
が
画
家
に
な
る
た
め
に
惜

し
ま
ぬ
援
助
を
し
、ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
留
学
す
る

際
に
は
、槐
多
の
面
倒
を
友
人
の
画
家
小
杉

未
醒
に
頼
み
学
費
の
面
倒
ま
で
み
た
。本
展

で
は
、鼎
の
作
品
も
約
一
二
〇
点
展
示
し
、二

人
の
深
い
絆
も
紹
介
し
て
い
る
。

　ま
た
一
九
八
二
年
に
発
見
さ
れ
た
槐
多
の
三

〇
〇
号
に
お
よ
ぶ「
新
発
見
の
大
作
」│
│
後

に
そ
の
下
絵
ら
し
き
鼎
の
小
品
が
見
つ
か
っ
て

「
鼎
の
作
」と
訂
正
さ
れ
た《
日
曜
の
遊
び
》（
一

九
一
五
年
）も
出
品
し
て
い
る
。本
展
で
は
こ
の

作
品
を
約
二
十
年
か
け
て
調
査
研
究
し
た
拙

論
を
も
と
に
、実
際
は
誰
の
作
だ
っ
た
の
か
そ

の
謎
に
迫
っ
た
。オ
ー
プ
ニ
ン
グ
で
は『
謎
の
大

作《
日
曜
の
遊
び
》を
め
ぐ
っ
て
』と
い
う
シ
ン

ポ
ジ
ウ
ム
を
開
催
し
た
。パ
ネ
リ
ス
ト
に
は
信

濃
デ
ッ
サ
ン
館
館
主
、窪
島
誠
一
郎
氏
と
、原
田

光
氏（
元
神
奈
川
県
立
近
代
美
術
館
学
芸
員
、

現
在
岩
手
県
立
美
術
館
館
長
）を
招
き
、進
行

役
の
私
も
含
め
た
鼎
談
と
い
う
か
た
ち
と
な
っ

た
。こ
の
大
作
の
作
者
が
誤
認
で
あ
っ
た
と
い

う
衝
撃
的
と
も
い
え
る
出
来
事
は
、当
時
そ
の

渦
中
に
あ
っ
た
お
二
人
に
と
っ
て
は
忘
れ
が
た

い
こ
と
で
あ
っ
た
よ
う
で
、そ
の
長
年
の
思
い
を

語
っ
て
い
た
だ
い
た
。原
田
氏
は
発
見
当
時
、槐

多
の
作
品
と
見
な
し
て
展
覧
会
に
出
品
し
た

話
し
か
ら
、鼎
の
同
じ
絵
柄
の
下
絵
が
発
見
さ

れ
た
時
に
、大
作
も
鼎
の
作
品
と
改
め
ら
れ
た

理
由
を
明
確
に
し
な
が
ら
そ
の
経
緯
を
述
べ

た
。窪
島
氏
は
、大
作
発
見
当
初
か
ら
槐
多
の

作
品
だ
と
確
信
し
て
い
た
が
、下
絵
の
存
在
は

動
か
し
が
た
く
、鼎
の
作
と
見
直
し
た
時
の
心

境
な
ど
を
語
っ
た
。そ
し
て
最
後
に
は
お
二
人

と
も
拙
論
の
考
証「
鼎
が
下
絵
を
描
き
、そ
れ

を
槐
多
が
大
作
に
し
て
描
い
た
」、つ
ま
り

『《
日
曜
の
遊
び
》「
大
作
」は
村
山
槐
多
の
作

と
し
て
異
論
は
無
い
』と
い
う
結
論
の
も
と
に

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
は
終
了
し
た
。

　私
は
二
十
五
年
前
に
こ
の
奇
妙
な
大
作
に

出
会
っ
て
購
入
を
担
当
し
て
以
来
、学
芸
員
で

あ
る
か
ぎ
り
作
者
特
定
を
明
確
に
す
べ
き
だ

と
考
え
続
け
て
き
た
。し
か
し
そ
れ
は
、過
去

に
作
者
が
見
直
さ
れ
も
の
を
再
度
元
の
作
者

に
戻
す
と
い
う
、美
術
史
上
に
お
い
て
も
、き

わ
め
て
稀
な
事
例
で
あ
り
難
題
で
あ
っ
た
。こ

れ
で
よ
う
や
く
数
奇
な
運
命
に
翻
弄
さ
れ
た

「
槐
多
作
の
大
作
」は
、落
ち
着
く
こ
と
が
で

き
る
の
で
は
な
い
か
。

　現
存
す
る
槐
多
の
作
品
の
ほ
と
ん
ど
が
出

品
さ
れ
た
と
言
わ
れ
る
本
展
で
は
、こ
の
よ
う

な
再
検
証
や
新
た
な
発
見
が
あ
り
、い
ま
ま

で
謎
の
多
か
っ
た
槐
多
の
知
ら
れ
ざ
る
実
像

が
少
な
か
ら
ず
浮
か
び
上
が
っ
て
き
た
よ
う

思
わ
れ
る
。岡
崎
が
生
ん
だ
夭
折
の
天
才
、村

山
槐
多
の
研
究
と
調
査
を
こ
れ
か
ら
も
す
す

め
て
ゆ
き
た
い
と
思
う
。

会期：平成23年12月3日（土）～1月29日（日）

　民
芸
運
動
を
代
表
す
る
作
家
、芹
沢
銈

介
の
作
品
を
見
る
と
、絶
妙
な
色
彩
感
覚

と
構
成
力
に
、感
心
せ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
。

同
系
色
の
中
に
一つ
異
な
る
色
を
織
り
交
ぜ

た
り
、シ
ッ
ク
な
地
に
目
に
鮮
や
か
な
色
を

の
せ
た
り
と
、組
み
合
わ
せ
の
発
想
は
何
と

も
豊
か
で
、と
て
も
真
似
で
き
る
も
の
で
は

な
い
。美
術
作
品
に
つ
い
て
し
ば
し
ば
求
め

ら
れ
る「
オ
リ
ジ
ナ
リ
テ
ィ
」―
そ
も
そ
も

美
術
作
品
に
お
け
る「
オ
リ
ジ
ナ
リ
テ
ィ
と

は
何
か
？
」と
い
う
大
問
題
が
あ
る
の
だ

が
、こ
こ
で
は
保
留
す
る
と
し
て

―
と
い

う
点
に
つ
い
て
、芹
沢
作
品
を
鑑
み
る
と
、

中
国
・
朝
鮮
の
飛
白
体
文
字
に
想
を
得
た

り
、伝
統
的
な
扇
面
模
様
を
転
用
し
た
り
、

旅
先
の
風
景
を
造
形
化
し
た
り
と
、多
く
の

場
合
、先
行
す
る
文
様
や
元
ネ
タ
と
言
う
べ

き
モ
チ
ー
フ
が
あ
る
も
の
の
、換
骨
奪
胎
、出

来
上
が
っ
た
も
の
は
、極
め
て
芹
沢
ら
し
い

も
の
へ
と
帰
結
し
て
い
る
。

　だ
か
ら
な
の
か
、芹
沢
作
品
は
、非
常
に

ア
イ
コ
ン
的
に
視
覚
に
映
り
や
す
く
、お
そ

ら
く
こ
う
し
た
こ
と
も
あ
っ
て
、商
品
や
商

業
デ
ザ
イ
ン
と
し
て
採
用
さ
れ
る
こ
と
も

多
い
の
だ
ろ
う
。下
絵
･
型
紙
の
制
作
か
ら

染
め
ま
で
の
作
業
を
一
貫
し
て
手
が
け
る

「
型
絵
染
」の
大
家
と
し
て
、「
人
間
国
宝
」

と
い
う
近
寄
り
が
た
い
肩
書
き
を
持
ち
な

が
ら
も
、カ
レ
ン
ダ
ー
、絵
葉
書
、マ
ッ
チ
箱
、

包
装
紙
、商
品
ラ
ベ
ル
な
ど
の
大
量
生
産
品

を
通
し
て
、芹
沢
の
作
品
イ
メ
ー
ジ
は
広
く

流
通
し
て
い
る
。先
日
も
東
京
の
老
舗
百
貨

店
の
食
品
売
り
場
を
ぶ
ら
ぶ
ら
し
て
い
る

と
、い
か
に
も「
芹
沢
」と
い
う
模
様
が
目
に

入
り
、近
づ
い
て
み
れ
ば
、「
銀
座
あ
け
ぼ

の
」と
い
う
煎
餅
店
が
、贈
答
用
煎
餅
の
パ
ッ

ケ
ー
ジ
デ
ザ
イ
ン
と
し
て
、本
展
覧
会
に
も

出
品
さ
れ
る
有
名
な《
春
･
夏
･
秋
･
冬
》

の
図
柄
を
採
用
し
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。（
ち

な
み
に
面
白
い
の
は
、そ
の
煎
餅
の
商
品
名

が「
味
の
民
藝
」で
あ
っ
た
こ
と
で
、「
民
芸
」

と
い
う
言
葉
が
、本
来
の
意
味
を
離
れ
て
、

「
民
芸
的
な
る
も
の
」と
い
う
イ
メ
ー
ジ
の
も

と
に
如
何
に
日
常
に
浸
透
し
て
い
る
か
を

窺
わ
せ
た
。）

　岐
阜
の
郡
上
八
幡
で
紬
織
り
を
手
が
け

る
宗
廣
陽
助
氏
は
、芹
沢
の
作
品
に
魅
せ
ら

れ
、長
年
に
わ
た
り
そ
の
収
集
を
続
け
て
き

た
。た
だ
し
、柳
宗
悦
の
甥
で
染
織
家
の
柳

悦
孝
に
師
事
し
、彼
を
介
し
て
芹
沢
の
知
遇

を
得
た
宗
廣
さ
ん
は
、手
仕
事
に
携
わ
る
人

だ
け
あ
っ
て
、そ
の
収
集
方
針
に
大
き
な
こ

だ
わ
り
を
持
っ
て
い
る
。つ
ま
り
、商
業
的
に

流
通
し
て
い
る
デ
ザ
イ
ン
も
の
に
は
わ
き
目

も
振
ら
ず
、た
だ
た
だ
屏
風
や
暖
簾
、帯
や

着
尺
な
ど
、「
型
絵
染
作
家
」芹
沢
の
真
骨

頂
と
も
言
え
る
作
品
群
と
、ガ
ラ
ス
絵
や
板

絵
な
ど
の
一
点
も
の
の
肉
筆
作
品
の
み
を
収

集
し
続
け
て
い
る
の
で
あ
る
。私
な
ど
は
、前

述
の
よ
う
な
商
業
デ
ザ
イ
ン
を
目
に
す
る

と
、な
る
ほ
ど
、東
京
高
等
工
業
学
校（
現
東

京
工
業
大
学
）図
案
科
を
卒
業
し
、図
案
製

作
会
社
を
設
立
し
て
シ
ョ
ー
ウ
ィ
ン
ド
ー
の

デ
ザ
イ
ン
を
手
が
け
る
な
ど
、時
代
の
先
端

文
化
を
感
受
し
て
い
た
芹
沢
の
出
発
点
を

思
わ
さ
れ
て
非
常
に
興
味
を
惹
か
れ
る
の
で

あ
る
が
、宗
廣
さ
ん
は
、そ
こ
に
は
明
確
に
一

線
を
引
い
て
い
る
。ま
た
、日
本
の
古
い
絵
馬

に
は
じ
ま
り
、三
春
人
形
、果
て
は
世
界
各

国
の
民
芸
品
ま
で
を
も
買
い
求
め
た
芹
沢

と
同
じ
よ
う
に
、ス
ペ
イ
ン
の
教
会
扉
か
ら
李

朝
の
箪
笥
、ア
フ
リ
カ
の
壺
ま
で
様
々
な
も

の
を
収
集
し
、古
民
家
を
移
築
し
た
自
邸
に

並
べ
る
な
ど
、宗
廣
さ
ん
の
行
動
に
は
、芹

沢
そ
の
人
の
生
き
方
を
踏
襲
し
よ
う
と
す

る
、憧
憬
さ
え
も
感
じ
ら
れ
る
。

　芹
沢
の
作
品
を
見
る
機
会
は
ほ
か
に
も

あ
る
か
も
知
れ
な
い
が
、芹
沢
と
い
う
一
人
の

人
間
に
見
せ
ら
れ
た
人
間
が
描
き
出
す
芹

沢
の
姿
は
、こ
こ
に
し
か
な
い
。是
非
、そ
の

唯
一
無
二
の
芹
沢
展
を
、多
く
の
人
に
見
て

い
た
だ
き
、も
の
と
そ
れ
を
作
り
出
す
人
の

手
を
愛
で
、賞
賛
す
る
気
持
ち
を
、感
じ
て

も
ら
え
た
ら
と
思
う
。

会期：平成24年 2月11日（土）～3月25日（日）

村山槐多の全貌
－天才詩人画家22年の生涯－

村 松 和 明

「村山槐多の全貌」展、《日曜の遊び》会場風景

丸紋伊呂波の以

宗廣コレクション

芹沢銈介展
―手仕事を愛でる―

千 葉 真 智 子

私の見た芹沢銈介、宗廣さんの見た芹沢銈介

大作の謎を解き、新たな実像が浮かび上がる
岡崎が生んだ夭折の天才、村山槐多



集
荷
の
旅
は
胸
に
沁
み
て 

（
6
）

　集
荷
の
旅
は
い
つ
も
美
術
品
に
優
し

い
エ
ア
サ
ス
ペ
ン
シ
ョ
ン
の
美
術
品
専
用

車
と
道
連
れ
で
す
。二
ト
ン
車
で
す
が
、

座
席
が
二
列
な
の
で
通
常
の
ト
ラ
ッ
ク

よ
り
長
く
、東
京
の
下
町
で
は
、角
を

回
る
の
に
苦
労
し
ま
す
。駐
車
余
地
が

な
い
場
合
は
遠
く
に
駐
車
し
、台
車
や

延
々
手
持
ち
で
運
ぶ
こ
と
に
な
り
ま

す
。侵
入
路
が
細
く
車
が
入
れ
ず
、し

か
も
借
り
る
物
が
大
き
く
重
い
場
合
に

は
、も
う
一
台
小
型
の
車
を
手
配
し
て

中
継
さ
せ
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。そ
し

て
車
で
は
不
可
能
な
場
所
も
。そ
れ
が

徳
川
家
康
最
初
の
葬
地
と
し
て
知
ら

れ
、一
昨
年
建
物
が
国
宝
指
定
を
受
け

た
静
岡
市
の
久
能
山
東
照
宮
で
す
。こ

こ
に
は「
徳
川
家
康
関
係
資
料
」や
歴

代
将
軍
が
寄
進
し
た
多
く
の
宝
物
を

収
め
る
博
物
館
が
あ
り
、家
康
愛
用
の

「
目
器
」「
洋
時
計
」「
び
い
ど
ろ
薬
壺
」

（
い
ず
れ
も
重
要
文
化
財
）を
借
用
に

伺
い
ま
し
た
。有
度
山
を
登
り
日
本
平

の
駐
車
場
に
車
を
置
い
た
の
は
日
の
傾

き
か
か
っ
た
頃
、ダ
ン
ボ
ー
ル
板
な
ど
梱

包
資
財
を
持
っ
て
急
い
で
ロ
ー
プ
ウ
ェ
イ

に
乗
車
、向
か
い
の
久
能
山
へ
と
渡
り

ま
す
。す
ぐ
に
作
品
の
状
態
確
認
と
梱

包
作
業
を
開
始
。作
業
は
時
間
と
の
勝

負
で
し
た
。五
時
過
ぎ
の
帰
り
の
最
終

便
に
間
に
合
う
よ
う
に
と
の
思
い
で
し

た
。乗
り
遅
れ
れ
ば
、南
の
太
平
洋
側

に
続
く
千
数
段
の
階
段
を
、ダ
ン
ボ
ー

ル
箱
を
抱
え
て
の
下
山
と
な
っ
て
し
ま

う
の
で
す
。何
と
か
間
に
合
っ
て
の
帰

還
。東
照
宮
神
職
の
皆
さ
ん
は
、朝
・

夕
、参
道
で
あ
る
そ
の
階
段
を
登
り
降

り
し
て
い
る
と
の
話
し
を
伺
い
頭
の
下

が
る
思
い
で
し
た
。

　山
と
言
え
ば
四
国
の
金
刀
比
羅
宮

に
冷
泉
為
恭
の「
琴
棋
書
画
図
」を
借

用
に
い
っ
た
時
を
思
い
出
し
ま
す
。輸

送
業
者
と
は
本
殿
直
ぐ
下
の
社
務
所

で
待
ち
合
わ
せ
。時
間
に
間
に
合
う
よ

う
千
段
余
の
有
名
な
階
段
を
必
死
に

登
り
ま
し
た
。汗
を
流
し
、息
を
切
ら

し
て
到
着
す
る
と
目
の
前
に
は
美
術
専

用
車
が
。車
専
用
の
ル
ー
ト
が
あ
っ
た

の
で
す
。こ
ん
な
こ
と
な
ら
麓
で
待
ち

合
わ
せ
て
い
れ
ば
と
後
悔
も
ひ
と
し
お

で
し
た
。た
だ
、本
殿
か
ら
眺
め
る
讃
岐

平
野
の
光
景
が
唯
一
の
救
い
と
な
り
ま

し
た
。

荒
井
信
貴

展
覧
会
所
感 

（
1
）

　二
〇
一一
年
は
浄
土
宗
を
開
い
た
法
然

の
八
〇
〇
回
忌
、そ
の
高
弟
で
真
宗
の
開

祖
親
鸞
の
七
五
〇
回
忌
に
当
た
り
、当

館
で
は「
三
河
浄
土
宗
寺
院
の
名
宝
―

浄
土
へ
の
い
ざ
な
い
―
」を
開
催
し
ま
し

た
。全
国
各
地
で
も
両
祖
に
焦
点
を
あ

て
た
展
覧
会
が
催
さ
れ
ま
し
た
の
で
、そ

の
主
な
も
の
を
今
一
度
振
り
返
っ
て
み
た

い
と
思
い
ま
す
。

　ま
ず
三
月
十
七
日
よ
り
京
都
市
美
術

館
で
開
催
さ
れ
た「
親
鸞
展
―
生
涯
と

ゆ
か
り
の
名
宝
―
」。国
宝「
教
行
信
証

（
坂
東
本
）」な
ど
、東
西
本
願
寺
を
は
じ

め
、真
宗
十
派
の
本
山
や
寺
院
の
資
料

を
通
し
て
親
鸞
聖
人
の
教
え
と
事
績
、

浄
土
真
宗
の
ひ
ろ
が
り
等
を
紹
介
し
て

い
ま
し
た
。

　三
月
二
十
六
日
よ
り
開
催
の
京
都
国

立
博
物
館
特
別
展「
法
然
―
生
涯
と
美

術
」は
、法
然
の
伝
記
の
集
大
成
と
も
い

え
る
国
宝「
法
然
上
人
絵
伝（
四
十
八
巻

伝
）」を
軸
に
、法
然
の
生
涯
と
思
想
、法

然
を
め
ぐ
る
人
々
と
念
仏
信
仰
の
広
が

り
を
取
り
上
げ
、ゆ
か
り
の
品
々
を
一
堂

に
会
し
た
大
回
顧
展
で
し
た
。両
展
で
は

各
展
の
チ
ケ
ッ
ト
半
券
で
相
互
の
入
場

割
引
サ
ー
ビ
ス
も
行
わ
れ
ま
し
た
。

　四
月
五
日
に
は
京
都
西
本
願
寺
の
向

か
い
に
龍
谷
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
が
オ
ー
プ
ン

し
ま
し
た
。開
館
記
念
展「
釈
尊
と
親

鸞
」は
、仏
教
の
源
流
を
た
ど
り
、釈
尊

と
親
鸞
そ
れ
ぞ
れ
を「
仏
」（
生
涯
と
足

跡
）、「
法
」（
教
え
）、「
僧
」（
教
団
と
そ
の

展
開
）の
三
つ
の
視
点
か
ら
紹
介
し
て
お

り
、高
名
な
資
料
だ
け
で
な
く
、目
に
す

る
機
会
の
少
な
い
地
方
寺
院
の
名
宝
も

取
り
上
げ
た
興
味
深
い
構
成
で
し
た
。

　最
後
は
十
月
二
十
五
日
よ
り
東
京
国

立
博
物
館
で
開
催
さ
れ
た「
法
然
と
親

鸞
―
ゆ
か
り
の
名
宝
」で
す
。本
展
は
両

宗
派
か
ら
の
協
力
を
得
て
、法
然
と
親

鸞
ゆ
か
り
の
名
宝
を
一
堂
に
会
し
、そ
の

全
体
像
に
迫
っ
た
展
覧
会
で
、両
上
人
の

生
涯
や
師
弟
関
係
に
焦
点
を
当
て
、そ

れ
ぞ
れ
の
思
想
が
互
い
に
密
接
に
関
わ

り
な
が
ら
、深
め
ら
れ
発
展
し
て
い
く
様

を
紹
介
し
て
い
ま
し
た
。

　各
展
を
通
じ
て
、同
じ
資
料
で
も
そ
れ

ぞ
れ
の
展
覧
会
の
意
図
や
構
成
に
よ
り

意
味
付
け
が
異
な
り
、そ
れ
に
よ
り
個
々

の
資
料
の
も
つ
意
味
が
深
め
ら
れ
て
い
く

点
が
興
味
深
く
感
じ
ら
れ
ま
し
た
。当
館

で
も
資
料
を
生
か
し
、来
館
者
の
皆
様
に

よ
り
理
解
を
深
め
て
頂
け
る
よ
う
な
展

示
を
心
が
け
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

浦
野
加
穂
子

展
覧
会
所
感 

（
2
）

　こ
こ
最
近（
こ
の
テ
キ
ス
ト
を
書
い
た

の
は
十
二
月
半
ば
）見
た
展
覧
会
の
な
か

で
、印
象
深
か
っ
た
も
の
を
つ
ら
つ
ら
と

考
え
て
み
る
。名
古
屋
大
学
で
の
文
谷
有

佳
里
の
公
開
制
作
に
兵
庫
県
立
美
術
館

の「
榎
忠
展
」、そ
れ
に
国
立
国
際
美
術
館

の「
世
界
制
作
の
方
法
」だ
ろ
う
か
。即
興

的
に
ペン
や
イ
ン
ク
で
ド
ロ
ー
イ
ン
グ
を
描

く
文
谷
は
、机
上
の
紙
に
線
を
引
い
た
か

と
思
え
ば
、ア
ク
リ
ル
の
壁
面
に
ペン
を
走

ら
せ
、今
度
は
、壁
に
展
示
し
た
画
用
紙

に
線
を
描
く
。ギ
ャ
ラ
リ
ー
内
を
行
っ
た

り
来
た
り
す
る
姿
は
、ま
る
で
鼻
歌
を

歌
っ
て
い
る
か
の
よ
う
に
軽
や
か
で
、意
識

と
無
意
識
の
間
を
ふ
わ
ふ
わ
し
て
い
る
よ

う
で
、見
て
い
て
と
て
も
心
地
よ
い
。

　榎
忠
展
は
、私
が
こ
れ
ま
で
見
た
彼
の

展
示
の
中
で一
番
印
象
深
か
っ
た
の
だ
が
、

そ
れ
は
、錆
び
て
汚
れ
た（
つ
ま
り
使
用

後
の
）薬
莢
を
う
ず
高
く
積
み
上
げ
た
作

品
の
持
つ
強
度
の
せ
い
だ
っ
た
と
思
う
。

明
ら
か
に
人
型
の
墳
墓
を
想
起
さ
せ
る

そ
の
作
品
は
、人
命
を
奪
う
道
具
で
あ
る

薬
莢
が
、そ
の
奪
っ
た
は
ず
の
命
を
弔
う

と
い
う
矛
盾
し
た
構
図
と
、作
品
そ
れ
自

体
の
こ
ぼ
れ
ん
ば
か
り
の
物
量
に
よ
っ

て
、そ
ら
恐
ろ
し
さ
を
感
じ
さ
せ
る
の
だ

が
、同
時
に
、暗
い
展
示
室
の
な
か
で
ス

ポ
ッ
ト
照
明
を
浴
び
て
き
ら
き
ら
と
薬
莢

が
光
を
反
射
す
る
様
に
は
、圧
倒
的
な
美

し
さ
が
あ
り
、崇
高
さ
さ
え
感
じ
ら
れ
た

の
で
あ
る
。

　そ
し
て
、「
世
界
制
作
の
方
法
」に
お
け

る
作
家
た
ち
の
ス
ケ
ー
ル
の
大
き
さ
。な

か
で
も
ク
ワ
ク
ボ
リ
ョ
ウ
タ
の
作
品
は
、暗

い
展
示
室
の
床
に
カ
ゴ
や
色
鉛
筆
な
ど
の

日
用
品
を
配
し
、そ
の
中
を
電
球
付
き
の

鉄
道
模
型
が
縫
う
よ
う
に
走
る
と
、ビ
ル

や
木
々
の
よ
う
な
影
を
壁
面
に
映
し
出

す
と
い
う
仕
掛
け
で
、暗
闇
の
な
か
で

じ
っ
と
し
て
い
る
と
、そ
の
建
物
の
影
に

飲
み
込
ま
れ
る
よ
う
な
感
覚
に
襲
わ
れ

た
り
、突
然
大
き
な
木
々
に
直
面
し
た
り

す
る
こ
と
に
な
る
。そ
れ
は
展
覧
会
の
タ

イ
ト
ル
通
り
、い
ま
こ
の
小
さ
な
展
示
室

の
な
か
で
新
し
い
世
界
が
立
ち
上
が
る
の

を
目
の
当
た
り
に
し
た
よ
う
な
感
覚
で
、

本
当
に
、世
界
が
広
が
っ
て
い
く
よ
う
な

高
揚
し
た
気
持
ち
に
さ
せ
ら
れ
た
。

　規
模
は
様
々
だ
が
、こ
こ
に
挙
げ
た
展

示
で
は
、美
術
作
品
と
の
対
峙
と
い
う
次

元
を
超
え
て
、別
の
世
界
、新
し
い
感
覚

に
触
れ
る
よ
う
な
大
き
な
感
情
の
湧
き

上
が
り
が
あ
り
、自
分
が
そ
こ
に
在
る
こ

と
の
悦
び
を
強
く
意
識
さ
せ
ら
れ
た
の

の
で
あ
っ
た
。

千
葉
真
智
子

書
報

　芳
賀
徹 

『
藝
術
の
国
日
本―

画
文
交
響
』

　今
回
は
、書
評
で
は
な
く
書
報
で
す
。芳
賀
徹
前
館
長

の
著
作『
藝
術
の
国
日
本
』が『
蓮
如
賞
』を
受
賞
、十
二

月
十
日
、京
都
で
行
わ
れ
た
授
賞
式
に
列
席
し
て
き
ま
し

た
。サ
ン
ト
リ
ー
学
芸
賞
な
ど
の
選
考
委
員
を
務
め
る
先

生
が
、賞
を
出
す
側
か
ら
受
け
る
側
と
な
っ
た
の
で
す
。

　蓮
如
賞
は
、日
本
人
の
精
神
文
化
に
深
く
根
ざ
し
た

優
れ
た
文
学（
ノ
ン
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
）に
対
し
本
願
寺
文
化

興
隆
財
団
か
ら
贈
ら
れ
る
賞
で
す
。選
考
委
員
に
は
、梅

原
猛
・
三
浦
朱
門
・
柳
田
邦
男
・
山
折
哲
雄
の
四
氏
と
日

本
屈
指
の
識
者
が
名
を
連
ね
て
い
ま
す
。大
谷
暢
順
財

団
理
事
長
か
ら
賞
状
を
受
け
取
る
先
生
も
め
ず
ら
し
く

緊
張
気
味
で
し
た
が
、す
ぐ
に
い
つ
も
の
に
こ
や
か
な
表

情
に
。そ
の
姿
を
見
て
、こ
ち
ら
の
喜
び
も
ひ
と
し
お
で

し
た
。な
ぜ
な
ら
こ
の
本
、館
長
時
代
に
芳
賀
先
生
が

様
々
な
機
会
に
書
か
れ
た
エ
ッ
セ
イ
を
ま
と
め
ら
れ
た
も

の
で
、「『
藝
術
の
日
本
』と
は
、」か
ら
始
ま
る
巻
頭
エ
ッ
セ

イ
は
当
館
企
画
展『
日
本
人
の
風
景
表
現
』図
録
か
ら
。

　最
後
に
置
か
れ
た
の
も「
パ
リ
の
極
楽
浄
土
―
モ
ネ

『
睡
蓮
』の
世
界
」で
本
紙
に
掲
載
し
た
も
の
。他
に
も
書

い
て
い
た
だ
い
た
エ
ッ
セ
イ
が
何
編
か
含
ま
れ
て
い
る
か
ら

で
す
。詩
歌
と
美
術
は
絶
え
ず
交
わ
り
、日
本
独
自
の
文

化
を
築
き
あ
げ
、世
界
に
発
信
す
る
と
と
も
に
、日
本
人

の
明
日
へ
の
誇
り
を
抱
か
せ
る
原
点
な
の
だ
と
い
う
先
生

の
声
が
伝
わ
っ
て
く
る
本
で
す
。

荒
井
信
貴

ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
・マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
研
修
に
参
加
し
て

稲
垣
満
春

　美
術
館
や
博
物
館
に
係
る
人
材
育
成
の
充
実
と
経

営
意
識
の
向
上
を
目
的
と
し
て
、昨
年
の
十
二
月
十
二

日
か
ら
十
四
日
ま
で
の
三
日
間
、東
京
の
国
立
新
美
術

館
に
お
い
て「
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム・マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
研
修
」が
開

催
さ
れ
ま
し
た
。文
化
庁
主
催
の
研
修
会
で
、全
国
の

美
術
館
や
博
物
館
か
ら
五
十
一
名
も
の
受
講
者
が
あ

り
、私
も
そ
の
ひ
と
り
と
し
て
参
加
い
た
し
ま
し
た
。内

容
は
、講
義
、事
例
研
究
、グ
ル
ー
プ
ワ
ー
ク
と
理
論
よ

り
実
践
を
重
視
し
た
も
の
で
し
た
。講
師
陣
も
、画
廊

経
営
者
、温
泉
旅
館
の
当
主
、大
手
広
告
代
理
店
の
Ｃ

Ｍ
プ
ラ
ン
ナ
ー
、大
手
ホ
テ
ル
の
マ
ス
タ
ー
ト
レ
ー
ナ
ー
、

デ
ィ
ズ
ニ
ー
ラ
ン
ド
の
顧
客
サ
ー
ビ
ス
に
携
わ
っ
て
来
ら

れ
た
方
な
ど
、企
業
経
営
の
最
先
端
で
活
躍
さ
れ
て
い

る
方
々
が
中
心
で
、こ
れ
ま
で
に
な
い
ス
タ
イ
ル
の
研
修

で
と
て
も
充
実
し
た
三
日
間
で
し
た
。

　い
ま
全
国
の
美
術
館
や
博
物
館
は
、コ
ス
ト
削
減
や

人
員
の
削
減
、指
定
管
理
者
制
度
の
導
入
な
ど
、厳
し

い
運
営
を
余
儀
な
く
さ
れ
て
い
ま
す
。市
民
サ
ー
ビ
ス
の

低
下
を
招
く
こ
と
な
く
施
設
を
運
営
し
て
い
く
に
は
い

ま
何
が
必
要
な
の
か
。こ
の
課
題
に
真
摯
に
取
り
組
ん

で
い
か
な
け
れ
ば
と
こ
の
研
修
を
終
え
て
改
め
て
強
く

感
じ
た
次
第
で
す
。



集
荷
の
旅
は
胸
に
沁
み
て 

（
6
）

　集
荷
の
旅
は
い
つ
も
美
術
品
に
優
し

い
エ
ア
サ
ス
ペ
ン
シ
ョ
ン
の
美
術
品
専
用

車
と
道
連
れ
で
す
。二
ト
ン
車
で
す
が
、

座
席
が
二
列
な
の
で
通
常
の
ト
ラ
ッ
ク

よ
り
長
く
、東
京
の
下
町
で
は
、角
を

回
る
の
に
苦
労
し
ま
す
。駐
車
余
地
が

な
い
場
合
は
遠
く
に
駐
車
し
、台
車
や

延
々
手
持
ち
で
運
ぶ
こ
と
に
な
り
ま

す
。侵
入
路
が
細
く
車
が
入
れ
ず
、し

か
も
借
り
る
物
が
大
き
く
重
い
場
合
に

は
、も
う
一
台
小
型
の
車
を
手
配
し
て

中
継
さ
せ
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。そ
し

て
車
で
は
不
可
能
な
場
所
も
。そ
れ
が

徳
川
家
康
最
初
の
葬
地
と
し
て
知
ら

れ
、一
昨
年
建
物
が
国
宝
指
定
を
受
け

た
静
岡
市
の
久
能
山
東
照
宮
で
す
。こ

こ
に
は「
徳
川
家
康
関
係
資
料
」や
歴

代
将
軍
が
寄
進
し
た
多
く
の
宝
物
を

収
め
る
博
物
館
が
あ
り
、家
康
愛
用
の

「
目
器
」「
洋
時
計
」「
び
い
ど
ろ
薬
壺
」

（
い
ず
れ
も
重
要
文
化
財
）を
借
用
に

伺
い
ま
し
た
。有
度
山
を
登
り
日
本
平

の
駐
車
場
に
車
を
置
い
た
の
は
日
の
傾

き
か
か
っ
た
頃
、ダ
ン
ボ
ー
ル
板
な
ど
梱

包
資
財
を
持
っ
て
急
い
で
ロ
ー
プ
ウ
ェ
イ

に
乗
車
、向
か
い
の
久
能
山
へ
と
渡
り

ま
す
。す
ぐ
に
作
品
の
状
態
確
認
と
梱

包
作
業
を
開
始
。作
業
は
時
間
と
の
勝

負
で
し
た
。五
時
過
ぎ
の
帰
り
の
最
終

便
に
間
に
合
う
よ
う
に
と
の
思
い
で
し

た
。乗
り
遅
れ
れ
ば
、南
の
太
平
洋
側

に
続
く
千
数
段
の
階
段
を
、ダ
ン
ボ
ー

ル
箱
を
抱
え
て
の
下
山
と
な
っ
て
し
ま

う
の
で
す
。何
と
か
間
に
合
っ
て
の
帰

還
。東
照
宮
神
職
の
皆
さ
ん
は
、朝
・

夕
、参
道
で
あ
る
そ
の
階
段
を
登
り
降

り
し
て
い
る
と
の
話
し
を
伺
い
頭
の
下

が
る
思
い
で
し
た
。

　山
と
言
え
ば
四
国
の
金
刀
比
羅
宮

に
冷
泉
為
恭
の「
琴
棋
書
画
図
」を
借

用
に
い
っ
た
時
を
思
い
出
し
ま
す
。輸

送
業
者
と
は
本
殿
直
ぐ
下
の
社
務
所

で
待
ち
合
わ
せ
。時
間
に
間
に
合
う
よ

う
千
段
余
の
有
名
な
階
段
を
必
死
に

登
り
ま
し
た
。汗
を
流
し
、息
を
切
ら

し
て
到
着
す
る
と
目
の
前
に
は
美
術
専

用
車
が
。車
専
用
の
ル
ー
ト
が
あ
っ
た

の
で
す
。こ
ん
な
こ
と
な
ら
麓
で
待
ち

合
わ
せ
て
い
れ
ば
と
後
悔
も
ひ
と
し
お

で
し
た
。た
だ
、本
殿
か
ら
眺
め
る
讃
岐

平
野
の
光
景
が
唯
一
の
救
い
と
な
り
ま

し
た
。

荒
井
信
貴

展
覧
会
所
感 

（
1
）

　二
〇
一一
年
は
浄
土
宗
を
開
い
た
法
然

の
八
〇
〇
回
忌
、そ
の
高
弟
で
真
宗
の
開

祖
親
鸞
の
七
五
〇
回
忌
に
当
た
り
、当

館
で
は「
三
河
浄
土
宗
寺
院
の
名
宝
―

浄
土
へ
の
い
ざ
な
い
―
」を
開
催
し
ま
し

た
。全
国
各
地
で
も
両
祖
に
焦
点
を
あ

て
た
展
覧
会
が
催
さ
れ
ま
し
た
の
で
、そ

の
主
な
も
の
を
今
一
度
振
り
返
っ
て
み
た

い
と
思
い
ま
す
。

　ま
ず
三
月
十
七
日
よ
り
京
都
市
美
術

館
で
開
催
さ
れ
た「
親
鸞
展
―
生
涯
と

ゆ
か
り
の
名
宝
―
」。国
宝「
教
行
信
証

（
坂
東
本
）」な
ど
、東
西
本
願
寺
を
は
じ

め
、真
宗
十
派
の
本
山
や
寺
院
の
資
料

を
通
し
て
親
鸞
聖
人
の
教
え
と
事
績
、

浄
土
真
宗
の
ひ
ろ
が
り
等
を
紹
介
し
て

い
ま
し
た
。

　三
月
二
十
六
日
よ
り
開
催
の
京
都
国

立
博
物
館
特
別
展「
法
然
―
生
涯
と
美

術
」は
、法
然
の
伝
記
の
集
大
成
と
も
い

え
る
国
宝「
法
然
上
人
絵
伝（
四
十
八
巻

伝
）」を
軸
に
、法
然
の
生
涯
と
思
想
、法

然
を
め
ぐ
る
人
々
と
念
仏
信
仰
の
広
が

り
を
取
り
上
げ
、ゆ
か
り
の
品
々
を
一
堂

に
会
し
た
大
回
顧
展
で
し
た
。両
展
で
は

各
展
の
チ
ケ
ッ
ト
半
券
で
相
互
の
入
場

割
引
サ
ー
ビ
ス
も
行
わ
れ
ま
し
た
。

　四
月
五
日
に
は
京
都
西
本
願
寺
の
向

か
い
に
龍
谷
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
が
オ
ー
プ
ン

し
ま
し
た
。開
館
記
念
展「
釈
尊
と
親

鸞
」は
、仏
教
の
源
流
を
た
ど
り
、釈
尊

と
親
鸞
そ
れ
ぞ
れ
を「
仏
」（
生
涯
と
足

跡
）、「
法
」（
教
え
）、「
僧
」（
教
団
と
そ
の

展
開
）の
三
つ
の
視
点
か
ら
紹
介
し
て
お

り
、高
名
な
資
料
だ
け
で
な
く
、目
に
す

る
機
会
の
少
な
い
地
方
寺
院
の
名
宝
も

取
り
上
げ
た
興
味
深
い
構
成
で
し
た
。

　最
後
は
十
月
二
十
五
日
よ
り
東
京
国

立
博
物
館
で
開
催
さ
れ
た「
法
然
と
親

鸞
―
ゆ
か
り
の
名
宝
」で
す
。本
展
は
両

宗
派
か
ら
の
協
力
を
得
て
、法
然
と
親

鸞
ゆ
か
り
の
名
宝
を
一
堂
に
会
し
、そ
の

全
体
像
に
迫
っ
た
展
覧
会
で
、両
上
人
の

生
涯
や
師
弟
関
係
に
焦
点
を
当
て
、そ

れ
ぞ
れ
の
思
想
が
互
い
に
密
接
に
関
わ

り
な
が
ら
、深
め
ら
れ
発
展
し
て
い
く
様

を
紹
介
し
て
い
ま
し
た
。

　各
展
を
通
じ
て
、同
じ
資
料
で
も
そ
れ

ぞ
れ
の
展
覧
会
の
意
図
や
構
成
に
よ
り

意
味
付
け
が
異
な
り
、そ
れ
に
よ
り
個
々

の
資
料
の
も
つ
意
味
が
深
め
ら
れ
て
い
く

点
が
興
味
深
く
感
じ
ら
れ
ま
し
た
。当
館

で
も
資
料
を
生
か
し
、来
館
者
の
皆
様
に

よ
り
理
解
を
深
め
て
頂
け
る
よ
う
な
展

示
を
心
が
け
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

浦
野
加
穂
子

展
覧
会
所
感 

（
2
）

　こ
こ
最
近（
こ
の
テ
キ
ス
ト
を
書
い
た

の
は
十
二
月
半
ば
）見
た
展
覧
会
の
な
か

で
、印
象
深
か
っ
た
も
の
を
つ
ら
つ
ら
と

考
え
て
み
る
。名
古
屋
大
学
で
の
文
谷
有

佳
里
の
公
開
制
作
に
兵
庫
県
立
美
術
館

の「
榎
忠
展
」、そ
れ
に
国
立
国
際
美
術
館

の「
世
界
制
作
の
方
法
」だ
ろ
う
か
。即
興

的
に
ペン
や
イ
ン
ク
で
ド
ロ
ー
イ
ン
グ
を
描

く
文
谷
は
、机
上
の
紙
に
線
を
引
い
た
か

と
思
え
ば
、ア
ク
リ
ル
の
壁
面
に
ペン
を
走

ら
せ
、今
度
は
、壁
に
展
示
し
た
画
用
紙

に
線
を
描
く
。ギ
ャ
ラ
リ
ー
内
を
行
っ
た

り
来
た
り
す
る
姿
は
、ま
る
で
鼻
歌
を

歌
っ
て
い
る
か
の
よ
う
に
軽
や
か
で
、意
識

と
無
意
識
の
間
を
ふ
わ
ふ
わ
し
て
い
る
よ

う
で
、見
て
い
て
と
て
も
心
地
よ
い
。

　榎
忠
展
は
、私
が
こ
れ
ま
で
見
た
彼
の

展
示
の
中
で一
番
印
象
深
か
っ
た
の
だ
が
、

そ
れ
は
、錆
び
て
汚
れ
た（
つ
ま
り
使
用

後
の
）薬
莢
を
う
ず
高
く
積
み
上
げ
た
作

品
の
持
つ
強
度
の
せ
い
だ
っ
た
と
思
う
。

明
ら
か
に
人
型
の
墳
墓
を
想
起
さ
せ
る

そ
の
作
品
は
、人
命
を
奪
う
道
具
で
あ
る

薬
莢
が
、そ
の
奪
っ
た
は
ず
の
命
を
弔
う

と
い
う
矛
盾
し
た
構
図
と
、作
品
そ
れ
自

体
の
こ
ぼ
れ
ん
ば
か
り
の
物
量
に
よ
っ

て
、そ
ら
恐
ろ
し
さ
を
感
じ
さ
せ
る
の
だ

が
、同
時
に
、暗
い
展
示
室
の
な
か
で
ス

ポ
ッ
ト
照
明
を
浴
び
て
き
ら
き
ら
と
薬
莢

が
光
を
反
射
す
る
様
に
は
、圧
倒
的
な
美

し
さ
が
あ
り
、崇
高
さ
さ
え
感
じ
ら
れ
た

の
で
あ
る
。

　そ
し
て
、「
世
界
制
作
の
方
法
」に
お
け

る
作
家
た
ち
の
ス
ケ
ー
ル
の
大
き
さ
。な

か
で
も
ク
ワ
ク
ボ
リ
ョ
ウ
タ
の
作
品
は
、暗

い
展
示
室
の
床
に
カ
ゴ
や
色
鉛
筆
な
ど
の

日
用
品
を
配
し
、そ
の
中
を
電
球
付
き
の

鉄
道
模
型
が
縫
う
よ
う
に
走
る
と
、ビ
ル

や
木
々
の
よ
う
な
影
を
壁
面
に
映
し
出

す
と
い
う
仕
掛
け
で
、暗
闇
の
な
か
で

じ
っ
と
し
て
い
る
と
、そ
の
建
物
の
影
に

飲
み
込
ま
れ
る
よ
う
な
感
覚
に
襲
わ
れ

た
り
、突
然
大
き
な
木
々
に
直
面
し
た
り

す
る
こ
と
に
な
る
。そ
れ
は
展
覧
会
の
タ

イ
ト
ル
通
り
、い
ま
こ
の
小
さ
な
展
示
室

の
な
か
で
新
し
い
世
界
が
立
ち
上
が
る
の

を
目
の
当
た
り
に
し
た
よ
う
な
感
覚
で
、

本
当
に
、世
界
が
広
が
っ
て
い
く
よ
う
な

高
揚
し
た
気
持
ち
に
さ
せ
ら
れ
た
。

　規
模
は
様
々
だ
が
、こ
こ
に
挙
げ
た
展

示
で
は
、美
術
作
品
と
の
対
峙
と
い
う
次

元
を
超
え
て
、別
の
世
界
、新
し
い
感
覚

に
触
れ
る
よ
う
な
大
き
な
感
情
の
湧
き

上
が
り
が
あ
り
、自
分
が
そ
こ
に
在
る
こ

と
の
悦
び
を
強
く
意
識
さ
せ
ら
れ
た
の

の
で
あ
っ
た
。

千
葉
真
智
子

書
報

　芳
賀
徹 

『
藝
術
の
国
日
本―

画
文
交
響
』

　今
回
は
、書
評
で
は
な
く
書
報
で
す
。芳
賀
徹
前
館
長

の
著
作『
藝
術
の
国
日
本
』が『
蓮
如
賞
』を
受
賞
、十
二

月
十
日
、京
都
で
行
わ
れ
た
授
賞
式
に
列
席
し
て
き
ま
し

た
。サ
ン
ト
リ
ー
学
芸
賞
な
ど
の
選
考
委
員
を
務
め
る
先

生
が
、賞
を
出
す
側
か
ら
受
け
る
側
と
な
っ
た
の
で
す
。

　蓮
如
賞
は
、日
本
人
の
精
神
文
化
に
深
く
根
ざ
し
た

優
れ
た
文
学（
ノ
ン
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
）に
対
し
本
願
寺
文
化

興
隆
財
団
か
ら
贈
ら
れ
る
賞
で
す
。選
考
委
員
に
は
、梅

原
猛
・
三
浦
朱
門
・
柳
田
邦
男
・
山
折
哲
雄
の
四
氏
と
日

本
屈
指
の
識
者
が
名
を
連
ね
て
い
ま
す
。大
谷
暢
順
財

団
理
事
長
か
ら
賞
状
を
受
け
取
る
先
生
も
め
ず
ら
し
く

緊
張
気
味
で
し
た
が
、す
ぐ
に
い
つ
も
の
に
こ
や
か
な
表

情
に
。そ
の
姿
を
見
て
、こ
ち
ら
の
喜
び
も
ひ
と
し
お
で

し
た
。な
ぜ
な
ら
こ
の
本
、館
長
時
代
に
芳
賀
先
生
が

様
々
な
機
会
に
書
か
れ
た
エ
ッ
セ
イ
を
ま
と
め
ら
れ
た
も

の
で
、「『
藝
術
の
日
本
』と
は
、」か
ら
始
ま
る
巻
頭
エ
ッ
セ

イ
は
当
館
企
画
展『
日
本
人
の
風
景
表
現
』図
録
か
ら
。

　最
後
に
置
か
れ
た
の
も「
パ
リ
の
極
楽
浄
土
―
モ
ネ

『
睡
蓮
』の
世
界
」で
本
紙
に
掲
載
し
た
も
の
。他
に
も
書

い
て
い
た
だ
い
た
エ
ッ
セ
イ
が
何
編
か
含
ま
れ
て
い
る
か
ら

で
す
。詩
歌
と
美
術
は
絶
え
ず
交
わ
り
、日
本
独
自
の
文

化
を
築
き
あ
げ
、世
界
に
発
信
す
る
と
と
も
に
、日
本
人

の
明
日
へ
の
誇
り
を
抱
か
せ
る
原
点
な
の
だ
と
い
う
先
生

の
声
が
伝
わ
っ
て
く
る
本
で
す
。

荒
井
信
貴

ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
・マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
研
修
に
参
加
し
て

稲
垣
満
春

　美
術
館
や
博
物
館
に
係
る
人
材
育
成
の
充
実
と
経

営
意
識
の
向
上
を
目
的
と
し
て
、昨
年
の
十
二
月
十
二

日
か
ら
十
四
日
ま
で
の
三
日
間
、東
京
の
国
立
新
美
術

館
に
お
い
て「
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム・マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
研
修
」が
開

催
さ
れ
ま
し
た
。文
化
庁
主
催
の
研
修
会
で
、全
国
の

美
術
館
や
博
物
館
か
ら
五
十
一
名
も
の
受
講
者
が
あ

り
、私
も
そ
の
ひ
と
り
と
し
て
参
加
い
た
し
ま
し
た
。内

容
は
、講
義
、事
例
研
究
、グ
ル
ー
プ
ワ
ー
ク
と
理
論
よ

り
実
践
を
重
視
し
た
も
の
で
し
た
。講
師
陣
も
、画
廊

経
営
者
、温
泉
旅
館
の
当
主
、大
手
広
告
代
理
店
の
Ｃ

Ｍ
プ
ラ
ン
ナ
ー
、大
手
ホ
テ
ル
の
マ
ス
タ
ー
ト
レ
ー
ナ
ー
、

デ
ィ
ズ
ニ
ー
ラ
ン
ド
の
顧
客
サ
ー
ビ
ス
に
携
わ
っ
て
来
ら

れ
た
方
な
ど
、企
業
経
営
の
最
先
端
で
活
躍
さ
れ
て
い

る
方
々
が
中
心
で
、こ
れ
ま
で
に
な
い
ス
タ
イ
ル
の
研
修

で
と
て
も
充
実
し
た
三
日
間
で
し
た
。

　い
ま
全
国
の
美
術
館
や
博
物
館
は
、コ
ス
ト
削
減
や

人
員
の
削
減
、指
定
管
理
者
制
度
の
導
入
な
ど
、厳
し

い
運
営
を
余
儀
な
く
さ
れ
て
い
ま
す
。市
民
サ
ー
ビ
ス
の

低
下
を
招
く
こ
と
な
く
施
設
を
運
営
し
て
い
く
に
は
い

ま
何
が
必
要
な
の
か
。こ
の
課
題
に
真
摯
に
取
り
組
ん

で
い
か
な
け
れ
ば
と
こ
の
研
修
を
終
え
て
改
め
て
強
く

感
じ
た
次
第
で
す
。



　私
は
旅
が
好
き
で
あ
る
。先
日
、担

当
の
展
覧
会
が一
段
落
し
た
と
こ
ろ
で
、

代
休
を
利
用
し
て
沖
縄
へ
旅
立
っ
た
。

大
自
然
の
中
で
リ
フ
レ
ッ
シ
ュ
し
よ
う
と

胸
躍
ら
せ
て
い
た
が
、旅
行
中
ず
っ
と

雨
模
様
の
天
候
で
あ
っ
た
。そ
う
、私
は

強
力
な
雨
女
な
の
で
あ
る
…
。し
か
し

地
上
の
天
気
が
ど
う
あ
ろ
う
と
、海
の

中
は
別
世
界
。と
り
わ
け
離
島
の
海
は

美
し
く
、特
に
冬
は
水
が
澄
ん
で
い
る
。

水
圧
を
感
じ
な
が
ら
、自
ら
の
呼
吸
音

の
み
が
響
く
静
か
な
碧
い
海
の
中
、色

鮮
や
か
な
魚
た
ち
と
一
緒
に
泳
い
で
い

る
と
、す
べ
て
を
忘
れ
自
分
も
自
然
に

溶
け
込
ん
だ
よ
う
で
ワ
ク
ワ
ク
し
て
く

る
。ま
さ
に
至
福
の
時
で
あ
る
。

　旅
の
後
半
は
小
雨
交
じ
り
の
中
、沖

縄
本
島
の
南
部
を
巡
っ
た
。琉
球
王
国

最
高
の
聖
地
で
あ
る
斎
宮
御
獄
に
参

拝
後
、平
和
祈
念
公
園
、喜
屋
武
岬
、

ひ
め
ゆ
り
の
塔
な
ど
の
戦
跡
を
訪
れ

た
。平
日
の
昼
間
で
修
学
旅
行
生
が
多

く
、展
示
に
無
関
心
な
生
徒
も
多
か
っ

た
が
、戦
闘
の
犠
牲
と
な
っ
た
女
性
や

子
ど
も
た
ち
の
生
々
し
い
亡
骸
の
写
真

パ
ネ
ル
や
証
言
集
を
前
に
す
る
と
、一
様

に
口
数
が
少
な
く
な
っ
た
。展
示
に
は

現
実
と
対
峙
す
る
こ
と
の
大
切
さ
と
、

そ
の
歴
史
を
伝
え
よ
う
と
す
る
強
い
覚

悟
を
感
じ
た
。美
ら
海
の
島
、日
本
唯
一

の
地
上
戦
の
地
、い
ず
れ
も
沖
縄
の
現

実
で
あ
る
。沖
縄
の
光
と
影
を
と
も
に

感
じ
た
旅
で
あ
っ
た
。（
浦
）

旅
の
ス
ス
メ―

沖
縄
の
光
と
影―

朝
風
呂
で
妙
案
！？
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　朝
風
呂
に
入
る
こ
と
が
最
近
多
く
あ

る
。寒
い
朝
、出
勤
前
に
体
を
温
め
て
か

ら
家
を
出
る
の
で
あ
る
。寒
い
と
き
こ

そ
、朝
の
仕
事
始
め
に
は
体
の
切
れ
が

よ
く
、快
調
で
あ
る
。朝
風
呂
と
い
う

と
、深
酒
で
そ
の
ま
ま
寝
て
し
ま
っ
た
時

や
旅
行
の
時
に
経
験
が
あ
る
方
も
あ
る

で
あ
ろ
う
。怠
惰
な
生
活
習
慣
と
い
う

イ
メ
ー
ジ
が
あ
る
が
、実
際
に
は
体
の
調

子
も
よ
く
仕
事
も
は
か
ど
る
。

　温
泉（
ゆ
）の
底
に
我
が
足
見
ゆ
る

　け
さ
の
秋

　与
謝
蕪
村

　蕪
村
の
句
は
夜
が
あ
け
て
か
ら
の
朝

風
呂
で
の
光
景
を
詠
ん
だ
も
の
で
あ
る

が
、我
が
朝
風
呂
は
早
朝
、夜
明
け
前

の
暗
い
う
ち
で
あ
る
。出
勤
前
に
十
分

時
間
を
取
る
た
め
に
、未
明
に
な
る
の

で
あ
る
。湯
船
に
浸
か
り
な
が
ら
、じ
っ

と
今
日
一
日
の
こ
と
を
思
う
。夜
だ
と
風

呂
の
な
か
で
眠
る
こ
と
が
あ
る
が
、朝

風
呂
で
眠
る
こ
と
は
な
い
。頭
の
な
か

が
す
っ
き
り
し
て
い
る
状
況
の
な
か
で

は
、瞑
想
は
な
い
。考
え
が
前
進
す
る
の

で
あ
る
。原
稿
の
ヒ
ン
ト
を
得
る
こ
と
も

あ
る
。ま
た
、平
日
は
湯
船
に
浸
か
る
時

間
が
あ
ま
り
と
れ
な
い
が
、休
日
に
は

蕪
村
の
句
の
よ
う
な
優
雅
な
朝
風
呂
気

分
に
浸
る
。い
ず
れ
に
せ
よ
、朝
風
呂
の

時
間
は
貴
重
な
時
間
で
あ
る
。あ
な
た

も
行
き
詰
ま
っ
た
と
き
に
早
朝
の
朝
風

呂
で
解
決
策
を
考
え
て
は
ど
う
で
す

か
。（
堀
）

村山槐多の全貌
12月3日（土）～1月29日（日）
■講演会
1月22日（日）「夭折の天才、村山槐多の謎―引き裂かれた絵の真相」
村松和明（当館学芸員）
■学芸員による展示説明会
1月28日（土） 
※いずれも午後2時から

宗廣コレクション

芹沢銈介展 ―手仕事を愛でる― ある染織家の渾身の蒐集
2月11日（土）～3月25日（日）
■記念講演会
3月3日（土）「所蔵家が語る芹沢の魅力」
宗廣陽助（紬織り制作者）
■講演会　
2月26日（日）「民芸の思想と個人作家―蒐集と創造―」
濱田琢司（南山大学人文学部日本文化学科准教授）
■学芸員による展示説明会
2月19日（日）、3月18日（日） 
※いずれも午後2時から

表紙図版：芹沢銈介 《州浜形四季文屏風》（部分）1970年

編集後記｜ 明けましておめでとうございます。本年もよろしくお願い申し上げます。本年最初のアルカディアですが、原稿を用意したのは昨年末。

そこで、この一年を振り返るということで、他館の展覧会を見た所感なども掲載しています。毎日、各地で様々な展覧会が開かれていて、見たいもの

全てに行くには体と資本が足りないのが悔やまれますが、これは、という展覧会をまた本誌でもご紹介していきたいと思います。（千葉）


