
■平成30年度収蔵品展

暮らしのうつりかわり
平成31年1月26日（土）～平成31年3月24日（日）
□子どもわくわく！教室（小学生対象）
日時：２月２日（土）、９日（土）、16日（土）、23日（土）、３月３日（日）
　　　いずれも午前10時30分～正午
担当：当館学芸員
場所：当館1階展示室

□茶の間でかるた大会（小学生対象）
日時：２月９日（土）、23日（土）、３月３日（日）
いずれも午後２時から２回開催、１回８人程度
　　　（当日午後１時45分から先着順）
場所：当館1階展示室内 茶の間

□展示説明会
日時：２月16日（土）、３月９日（土）いずれも午後２時～
担当：当館学芸員
場所：当館1階展示室
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幅広い年代の方にそれぞれ楽しんでいただいています。展示室の壁高くまで貼られた観光地のペナントは初お目見えで、話が盛り上がって

好評です。（小幡）
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表紙図版：昭和30年代茶の間風景再現(平成29年度展覧会の様子)

　11
月
の
中
頃
、書
類
を
書
い
て
い
た
。

毎
年
定
期
的
に
出
す
書
類
で
あ
る
。書

く
項
目
は
決
ま
っ
て
い
る
の
だ
が
、書
い

て
い
て
ふ
と
思
っ
た
。何
か
似
た
よ
う
な

書
式
の
も
の
を
古
代
の
資
料
で
見
た
こ

と
が
あ
る
と
。考
え
て
み
る
と
、平
城
京

に
勤
め
て
い
た
高
屋
連
家
麻
呂
と
い
う

人
物
に
つ
い
て
書
か
れ
た
木
簡
で
あ
っ

た
。「
少
初
位
下
高
屋
連
家
麻
呂
年
五

十
右
京
六
考
日
并
千
九
十
九
六
年

中
」、そ
う
書
か
れ
て
い
た
。高
屋
連
家

麻
呂
は
年
齢
五
十
、平
城
京
の
右
京
に

住
み
、六
年
間
に
千
九
十
九
日
出
勤
し

て
、評
価
は
中
、意
味
は
そ
う
で
あ
る
。

そ
の
頃
の
紙
は
貴
重
品
で
あ
っ
た
た
め
、

管
理
が
楽
で
あ
る
木
簡
が
広
く
使
用
さ

れ
て
い
た
。今
で
い
う
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
で

あ
る
。彼
が
ど
の
よ
う
な
人
物
で
あ
っ
た

の
か
は
よ
く
わ
か
ら
な
い
が
、官
位
と
名

前
、住
所
と
出
勤
日
数
と
評
価
は
千
年

以
上
経
っ
た
後
も
残
さ
れ
た
。

　翻
っ
て
考
え
て
み
る
と
、自
分
が
書
い

た
書
類
も
記
録
さ
れ
て
保
存
さ
れ
る
。

彼
と
同
じ
よ
う
に
ま
た
千
年
後
に
博
物

館
な
ど
で
展
示
さ
れ
て
い
て
も
な
ん
ら

不
思
議
で
は
な
い
。そ
の
時
に
未
来
の

人
た
ち
が
見
た
時
に
ど
う
思
う
の
か
と

考
え
込
ん
で
し
ま
っ
た
。

　た
ま
っ
た
も
の
で
は
な
い
と
い
う
の
が

正
直
な
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、博
物
館
の

「
集
め
る
」「
伝
え
る
」と
い
う
役
割
は
変

わ
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。そ
う
な
っ
て
も
仕

方
な
い
と
は
思
っ
た
が
、少
し
手
直
し
を

し
て
み
た
。（
内
）
　
　

　い
よ
い
よ
平
成
も
終
わ
り
を
告
げ
、

ま
も
な
く
新
た
な
時
代
を
迎
え
る
。

こ
こ
数
年
運
気
が
良
く
な
か
っ
た
の

で
、時
代
の
節
目
を
迎
え
る
に
あ
た

り
、心
機
一
転
、新
年
早
々
祈
り
の
旅

に
出
た
。向
か
っ
た
先
は
大
阪
の
姫
嶋

神
社（
や
り
な
お
し
神
社
）。御
祭
神

の
阿
迦
留
姫
命
は
、虹
色
の
光
よ
り

生
ま
れ
た
赤
い
玉
よ
り
出
ず
る
神
で
、

夫
の
慢
心
に
耐
え
か
ね
て
海
を
渡
り
、

新
天
地
で
裁
縫
や
焼
き
物
、音
楽
な

ど
の
才
能
を
生
か
し
て
再
出
発
し
た

「
決
断
と
行
動
の
神
」で
あ
る
。社
自

身
も
大
阪
空
襲
の
焼
け
野
原
よ
り
再

起
し
た
こ
と
か
ら
、「
や
り
な
お
し
神

社
」と
し
て
信
仰
を
集
め
て
い
る
。本

殿
に
参
拝
後
、絵
馬
に
願
い
事
を
記

し
、赤
い「
断
ち
玉
」に
願
い
を
叶
え
る

た
め
に
断
ち
切
ら
な
け
れ
ば
い
け
な

い
事
を
念
じ
、境
内
の
石
碑
の
上
部
に

空
い
た
穴
に
投
げ
入
れ
る
。一
回
目
は

失
敗
、再
度
心
を
整
え
て
念
じ
た
後
、

二
回
目
で
通
り
抜
け
成
功
！
玉
が
通

り
抜
け
る
と
と
も
に
、不
思
議
と
晴

れ
や
か
な
気
分
に
な
っ
た
。願
い
が
叶

う
か
ど
う
か
は
、阿
迦
留
姫
命
と
同

様
に
自
分
の
決
断
と
努
力
次
第
。参

詣
は
自
分
を
見
つ
め
直
し
、気
持
ち

を
新
た
に
す
る
良
い
機
会
と
な
っ
た
。

近
日
中
に
八
百
万
の
神
が
集
い
、万

物
の
縁
を
結
ぶ
出
雲
大
社
へ
も
参
詣

す
る
予
定
で
あ
る
。新
た
な
年
が
私

に
、そ
し
て
皆
様
に
と
っ
て
良
い
年
に

な
り
ま
す
よ
う
に
。（
浦
）

書
類
の
話

旅
の
ス
ス
メ
‐
新
た
な
年
に
‐

あ
か
る
ひ
め
の
み
こ
と



眼
の
極
楽
㉖

　花
と
鳥
の
か
た
ち

　
　
　王
朝
の
虫
た
ち

　も
と
よ
り
王
朝
人
の
花
園
に
棲
む
虫
が
、秋
に
鳴
く
虫
の
み
に
限
ら
れ
る
も
の
で
も
な
い
。蟬

（
ひ
ぐ
ら
し
、空
蟬
）や
蝶（
胡
蝶
）、螢
、蜻
蛉（
か
げ
ろ
う
）、は
た
お
り（
き
り
ぎ
り
す
）に
蟻
、み

の
む
し
な
ど
も
居
た
に
違
い
な
い
。『
枕
草
子
』「
蟲
は
」の
段
に
、そ
の
名
が
上
げ
ら
れ
、『
源
氏
物

語
』の
帖
名
、い
わ
ゆ
る
源
氏
名
に
も
な
っ
た
虫
た
ち
で
あ
る
。そ
れ
ら
の
虫
も
ま
た
、松
虫
や
鈴

虫
な
ど
の
よ
う
に
野
に
分
け
入
り
採
集
さ
れ
、前
栽
に
放
た
れ
た
の
か
否
か
疑
問
だ
ろ
う
が
、こ

う
し
て
名
を
上
げ
ら
れ
る
以
上
、王
朝
人
の
眼
が
、こ
れ
ら
の
虫
た
ち
に
も
向
け
ら
れ
て
い
た
こ

と
は
疑
い
な
い
。彼
ら
も
ま
た
王
朝
人
の
花
園
の
住
人
た
る
資
格
は
充
分
で
あ
っ
た
。

　む
ろ
ん
、そ
う
し
た
虫
で
あ
れ
ば
こ
そ
、歌
に
も
詠
ま
れ
て
い
る
。

　
　も
の
お
も
へ
ば
沢
の
ほ
た
る
も
我
身
よ
り

　あ
く
が
れ
い
づ
る
玉
か
と
ぞ
み
る

「
あ
ら
ざ
ら
む
こ
の
世
の
ほ
か
の
思
い
出
に
」と
共
に
最
も
人
口
に
膾
炙
し
た
、和
泉
式
部
を
代
表

す
る
一
首
だ
ろ
う
が
、こ
こ
に
み
る
よ
う
に
螢
の
ひ
か
り
を
、燃
え
い
づ
る
魂（
恋
の
お
も
ひ
）と
重

ね
る
の
が
歌
の
世
界
で
の
常
套
法
ら
し
く
、

　
　つ
つ
め
ど
も
隠
れ
ぬ
も
の
は
夏
虫
の

                  

身
よ
り
あ
ま
れ
る
思
ひ
な
り
け
り

　
　
　
　
　
　

  

（『
大
和
物
語
』四
十
段
）

と
歌
う
一
首
も
あ
る
。し
か
も
螢
は
鳴
か
な
い
だ
け
に
、

　
　音
も
せ
で
お
も
ひ
に
も
ゆ
る
螢
こ
そ

　鳴
虫
よ
り
も
哀
成
け
れ

　
　
　
　
　

 

源

　重
之

と
、い
っ
そ
声
高
に
訴
え
る
鳴
く
虫
よ
り
も
あ
は
れ
を
催
さ
せ
る
と
云
う（
こ
の
場
合
の
鳴
虫
は
夏

に
鳴
く
虫
＝
蟬
の
こ
と
）。

　そ
う
云
え
ば
、「
花
ぞ
の
の
こ
て
ふ
を
さ
へ
や
下
草
に
秋
ま
つ
む
し
は
う
と
く
見
る
ら
む
」（『
源

氏
物
語
』胡
蝶
）と
詠
ま
れ
た
蝶
に
つ
い
て
も
、王
朝
人
は
、

　
　う
き
世
に
は
な
が
ら
へ
じ
と
ぞ
お
も
へ
ど
も

　
　
　
　
　
　

 

し
ぬ
て
ふ
ば
か
り
か
な
し
き
は
な
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　赤
染
衛
門

　
　は
か
な
く
も
ま
ね
く
尾
花
に
た
は
む
れ
て

                  

暮
行
秋
を
し
ら
ぬ
て
ふ
哉

　
　
　

 

　
　
　
　
　
　

              

源

　仲
正

と
、自
ら
の
そ
れ
も
含
め
、そ
の
は
か
な
い
命
に
思
い
を
は
せ
る
。

　わ
ず
か
の
作
例
に
過
ぎ
な
い
が
、こ
れ
ら
を
通
じ
て
み
る
限
り
、ど
う
や
ら
王
朝
人
が
歌
に
詠

ん
だ
虫
た
ち
は
、彼
ら
の
恋
の
思
い
や
、も
の
の
あ
は
れ
、は
か
な
さ
の
心
を
仮
託
す
る
た
め
の
存

在
と
し
て
の
そ
れ
で
あ
っ
て
、決
し
て
虫
そ
の
も
の
を
詠
ん
だ
の
で
は
な
か
っ
た
、と
み
る
べ
き
だ

ろ
う
。

　そ
う
思
っ
て
み
れ
ば
、逆
に『
枕
草
子
』が「
春
は
あ
け
ぼ
の
」で
、

　夏
は
よ
る
。月
の
頃
は
さ
ら
な
り
、や
み
も
な
ほ
、ほ
た
る
の
多
く
飛
び
ち
が
ひ
た
る
。ま
た
、た

　だ
ひ
と
つ
ふ
た
つ
な
ど
、ほ
の
か
に
う
ち
ひ
か
り
て
行
く
も
を
か
し
。

と
述
べ
た
清
少
納
言
の
螢
を
見
る
眼
は
、実
に
新
鮮
だ
。闇
夜
に
飛
び
交
う
螢
の
光
を
、あ
く
ま
で

純
粋
に
面
白
く
も
美
し
い
、と
見
た
の
で
あ
る
。そ
う
し
た
清
少
納
言
の
虫
を
見
る
眼
は
、

　
　と
こ
な
つ
の
あ
た
り
は
風
も
の
ど
か
に
て

　散
か
ふ
も
の
は
て
ふ
の
い
ろ
い
ろ

と
詠
ん
だ
寂
連（
〜
一
二
〇
二
）に
も
あ
っ
た
と
思
う
の
だ
が
、ど
う
だ
ろ
う
。

　も
ち
ろ
ん
蝶
を「
散
り
か
ふ
」葉
に
準
え
よ
う
と
し
た
と
こ
ろ
な
ど
、蝶
と
云
え
ば
は
か
な
い
命

を
思
う
王
朝
人
の
伝
統
的
見
方
が
、な
お
流
れ
て
い
る
こ
と
は
疑
い
あ
る
ま
い
。し
か
し
歌
で
は

「
散
り
か
ふ
」も
の
は
あ
く
ま
で
蝶
で
あ
っ
た
と
云
い
、そ
の
空
を
舞
う
姿
か
ら「
散
り
か
ふ
」葉
を

連
想
し
た
わ
け
で
、そ
こ
に
は
蝶
の
飛
ぶ
さ
ま
そ
の
も
の
、そ
の
生
態
を
見
つ
め
る
確
か
な
眼
が

あ
っ
た
は
ず
だ
。ま
さ
し
く
光
る
螢
を「
を
か
し
」と
し
た
清
少
納
言
と
同
様
の
視
線
で
あ
る
。寂

連
の
眼
に
も
そ
れ
が
あ
っ
た
。と
は
云
え
そ
う
し
た
虫
を
見
る
眼
は
、当
時
に
あ
っ
て
は
、な
お
例

外
的
か
つ
限
定
的
で
あ
っ
た
。

　と
な
る
と
鈴
虫
は
じ
め
歌
で
虫
を
詠
ず
る
こ
と
は
少
な
く
な
か
っ
た
も
の
の
、虫
の
姿
、形
そ

の
も
の
を
見
つ
め
、そ
れ
を
絵
に
描
く
こ
と
は
思
い
の
ほ
か
、と
云
う
よ
り
き
わ
め
て
少
な
か
っ
た

の
で
は
な
か
っ
た
だ
ろ
う
か
。し
か
も
こ
の
時
代
、虫
だ
け
を
単
独
で
取
上
げ
る
こ
と
な
ど
あ
る
は

ず
も
な
い
。草
花
な
ど
と
共
に
、つ
ま
り
は
王
朝
人
の
花
園
の
中
に
棲
む
姿
で
描
か
れ
た
は
ず
だ
。

だ
が
そ
う
し
た「
花
園
図
」す
な
わ
ち「
花
鳥
図
」が
本
格
的
に
描
か
れ
る
の
は
、は
る
か
後
の
こ
と

で
、上
代（
王
朝
期
）や
ま
と
絵
に
お
け
る
花
鳥
画
の
不
振
は
、こ
れ
を
最
初
に
指
摘
し
た
家
永
三

郎
氏
以
来
、先
学
の
述
べ
る
と
こ
ろ
だ
が（
家
永
三
郎
著『
上
代
倭
絵
全
史
』改
訂
版
第
十
一
章
上

代
倭
絵
の
特
質

　墨
永
書
房

　一九
六
六
年
、武
田
恒
夫
著『
近
世
初
期
障
屛
画
の
研
究
』序
章

第
三
節
画
中
障
屛
画
の
動
向

　吉
川
弘
文
館

　一九
八
三
年
）、果
た
し
て
ど
う
か
。も
と
よ
り
花

鳥
画
全
盛
の
近
世
初
期
と
は
較
ぶ
べ
く
も
な
い
だ
ろ
う
が
、王
朝
期
に
も
花
鳥
画
は
や
は
り
描
か

れ
て
い
た
、と
思
う
。む
ろ
ん
、そ
う
推
定
す
る
理
由
も
あ
る
。

　そ
の
第
一
は
、『
延
喜
式
』（
延
長
五
年
・
九
二
七
完
成
）巻
一
七「
内
匠
寮
」の
屛
風
絵
制
作
に
つ
い

て
述
べ
た
記
事
で
あ
る
。屛
風
の
材
料
や
構
造
、制
作
に
要
す
る
手
間
な
ど
を
具
体
的
に
言
及
す

る
点
、古
屛
風
を
知
る
上
で
き
わ
め
て
貴
重
な
証
言
で
あ
る
が
、そ
こ
で
事
例
と
し
て
上
げ
た
屛

風
の
絵
は
、「
鴈
并
草
木
之
類
」で
あ
っ
た
。ま
さ
し
く
現
在
の
わ
た
し
た
ち
が
云
う
と
こ
ろ
の
花
鳥

画
で
あ
る
。そ
う
し
た
絵
が
早
く
も
王
朝
期
・
十
世
紀
に
在
っ
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。

　い
や
、そ
れ
だ
け
で
な
い
。画
中
障
子
で
は
あ
る
が
確
か
に
そ
う
し
た
花
鳥
画
を
伝
え
て
く
れ
る

作
例
も
あ
る
。王
朝
期
花
鳥
画
の
存
在
を
推
定
さ
せ
る
第
二
の
理
由
で
あ
る
。そ
の
画
中
障
子
絵

と
は『
後
白
河
法
皇
像
』（
妙
法
院
蔵
）の
後
白
河
院
の
背
後
に
立
て
廻
さ
れ
た
障
子
絵
で
あ
る

（
図
１
）。そ
こ
に
は
太
湖
石
風
の
巨
岩（
寿
石
）咲
き
誇
る
牡
丹
・
番
の
尾
張
鳥
と
蝶
が
描
か
れ
て

い
る
の
で
は
な
い
か
。こ
れ
ら
二
つ
の
史
・
資
料
か
ら
、王
朝
期
の
花
鳥
画
が
ど
れ
ほ
ど
の
広
が
り

を
も
っ
て
い
た
の
か
は
不
明
で
あ
る
が
、存
在
し
て
い
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。王
朝
期
、花
鳥
画

は
決
し
て
不
振
の
一
語
で
す
む
も
の
で
は
な
か
っ
た
。

　注
目
す
べ
き
は
、そ
の
問
題
の
画
中
障
子
絵
で
あ
る
。牡
丹
に
蝶
で
あ
る
。蝶
と
云
え
ば
、和
歌
の

世
界
で
は
、は
か
な
い
命
を
思
わ
せ
る
モ
チ
ー
フ
で
あ
っ
た
は
ず
だ
。こ
こ
で
の
蝶
が
も
し
そ
の
意
味

を
も
つ
の
で
あ
っ
た
な
ら
、た
と
え
こ
の
画
像
が
法
体
像
で
右
手
に
経
巻
、左
手
に
珠
数
を
持
つ
遺
像

で
あ
っ
た
に
し
て
も
、源
平
を
手
玉
に
と
っ
た
大
天
狗
＝
一
代
の
権
力
者
・
後
白
河
法
皇（
一一二
七
〜

九
二
）の
背
景
を
飾
る
障
子
絵
に
取
り
上
げ
る
も
の
と
し
て
全
く
相
応
し
く
は
な
い
。む
ろ
ん
、こ
の

蝶
が
は
か
な
い
命
の
し
る
し
で
あ
る
は
ず
も
な
い
。要
す
る
に
和
歌
の
世
界
の
住
人
で
は
な
い
と
云
う

こ
と
だ
。と
な
る
と
こ
の
蝶
は
、そ
し
て
牡
丹
や
尾
長
鳥
は
ど
う
し
て
描
か
れ
る
に
至
っ
た
の
か
。

　そ
れ
を
知
る
手
掛
か
り
も『
延
喜
式
』の「
鴈
并
草
草
木
之
類
」屛
風
に
つ
い
て
の
記
事
に
あ
っ

た
。そ
の
問
題
の
屛
風
は「
高
五
尺
」の
所
謂
五
尺
屛
風
で
あ
っ
た
と
云
う
で
は
な
い
か
。九
世
紀
、

五
尺
屛
風
と
云
え
ば
唐
絵
屛
風
に
用
い
ら
れ
た
画
面
の
形
状
で
あ
っ
た
は
ず
だ
。「
唐
絵
」と
は
、

当
時
、日
本
の
事
物
・
風
景
や
風
俗
を
描
い
た「
や
ま
と
絵
」に
対
し
て
、そ
の
名
の
如
く
中
国
の
題

材
を
扱
っ
た
絵
の
こ
と（
秋
山
光
和「
平
安
時
代
の『
唐
絵
』と『
や
ま
と
絵
』」上
・
下『
美
術
研
究
』

１
２
０
・
１
２
１
号

　一
九
四
一・
四
二
年
）。つ
ま
り「
鴈
并
草
草
花
之
類
」屛
風
は
唐
絵
屛
風
で

あ
っ
た
と
云
う
に
他
な
る
ま
い
。む
ろ
ん
そ
の
図
は
、舶
載
さ
れ
た
唐
代
花
鳥
図
を
範
と
し
て
描

か
れ
た
の
だ
ろ
う
。

　そ
の
意
味
で
も
見
逃
し
難
い
の
は
、『
後
白
河
法
皇
像
』の
あ
の
画
中
障
子
絵「
牡
丹
に
蝶
・
尾

長
鳥
図
」で
あ
る
。興
味
深
い
こ
と
に
、こ
の
絵
の
図
様
的
典
拠
も
、唐
代
か
ら
宋
代
ま
で
そ
の
時

代
に
つ
い
て
は
、さ
ま
ざ
ま
に
見
解
が
分
か
れ
る
よ
う
だ
が
、中
国
・
花
鳥
画
に
あ
る
と
考
え
ら
れ

て
い
る
点
で
あ
る
。む
ろ
ん
こ
れ
も
ま
た
唐
絵
で
あ
る
。し
か
も
そ
の
唐
絵
が「
牡
丹
に
蝶
」、太
湖

石
風
の
岩
ま
で
配
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　そ
う
云
え
ば
、こ
れ
と
全
く
変
ら
な
い「
牡

丹
に
蝶
」の
図
様
が
、『
華
厳
宗
祖
師
絵
伝
』

（
高
山
寺
蔵
）の
う
ち「
義
湘
絵
」巻
二
の
、新

羅
の
僧
義
湘
が
入
唐
し
、長
安
に
至
る
場
面

に
も
描
か
れ
て
い
た
は
ず
だ（
図
２
）。牡
丹
は

富
貴
の
花
と
し
て
、ま
さ
し
く
中
華
そ
の
も
の

と
云
う
の
だ
ろ
う
。蝶
は「
耊
」（
八
十
歳
の
こ

と
）と
音
通
す
る
と
こ
ろ
か
ら
長
寿
の
象
徴
で

あ
る
。と
な
れ
ば「
牡
丹
に
蝶
」こ
そ
は
、権
力

者
・
後
白
河
院
の
背
後
に
立
つ
障
子
絵
に
ぴ
っ

た
り
の
図
様
で
あ
る
の
だ
が
。む
ろ
ん
、こ
れ

を
描
い
た
絵
師
が
、そ
の
こ
と
を
承
知
し
て
い

た
か
否
か
。し
か
し
、い
ず
れ
に
せ
よ
、こ
れ
ら

二
つ
の「
牡
丹
に
蝶
」が
、中
国（
唐
・
宋
）よ
り

舶
載
さ
れ
た
図
様
に
基
づ
い
て
描
か
れ
た
こ

と
は
疑
い
な
い
。実
際
、そ
う
し
た
舶
載
花
鳥

画
模
写
を
伝
え
る
史
料
も
あ
る
か
ら
だ（
未

完 

次
号
に
続
く
）。

図1 『後白河法皇像』より

び
と

う
つ
せ
み

た
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◯

こ
わ
だ
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て
ま
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つ
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や
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と
う
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う

げ
ん
ぺ
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い
わ
ゆ
る

て
つ

お
ん
つ
う

◯
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図2 義湘絵『華厳宗祖師絵伝』より



　古
い
家
財
道
具
を「
民
具
」と
か「
民
俗
資

料
」と
呼
ん
で
、博
物
館
や
資
料
館
は「
生
活

文
化
財
」「
民
俗
文
化
財
」と
し
て
集
め
て
、調

べ
て
、保
管
し
て
い
ま
す
。美
術
博
物
館
で
は
、

昭
和
三
〇
年
代
半
ば
頃
か
ら
岡
崎
市
へ
寄
贈

さ
れ
て
い
た
民
具
を
、平
成
八
年
の
開
館
と

同
時
に
収
蔵
品
と
し
て
保
管
し
、そ
れ
以
来
、

収
集
活
動
を
続
け
て
い
ま
す
。

　し
か
し
、民
具
と
呼
ば
れ
た
と
こ
ろ
で
、か

つ
て
は
生
活
の
な
か
に
存
在
し
た
あ
り
き
た

り
の
道
具
で
あ
り
、当
時
を
生
き
て
き
た
人

び
と
に
し
て
み
れ
ば
、普
通
に
使
い
こ
な
し
て

い
た
モ
ノ
ば
か
り
で
す
。壊
れ
て
も
多
少
の
こ

と
は
自
分
で
直
し
、使
い
勝
手
が
悪
け
れ
ば

使
い
手
に
あ
わ
せ
て
工
夫
を
し
、名
の
あ
る

人
が
作
っ
た
訳
で
も
な
く
、骨
董
的
な
価
値

が
あ
る
も
の
は
ほ
と
ん
ど
あ
り
ま
せ
ん
。故

に
、博
物
館
の
資
料
に
な
っ
て
も
、収
蔵
庫
で

は
何
か
と
肩
身
の
狭
い
思
い
を
し
、ガ
ラ
ク
タ

だ
の
、粗
大
ゴ
ミ
だ
の
と
揶
揄
さ
れ
、微
妙
な

立
場
に
あ
り
ま
す
。

　こ
う
し
た
道
具
た
ち
が
脚
光
を
浴
び
だ
し

た
の
が
、六
〇
年
以
上
続
い
た
昭
和
と
い
う

時
代
が
終
わ
り
、平
成
に
改
元
さ
れ
て
十
年

程
が
過
ぎ
た
頃
。映
画『A

LW
A
YS

三
丁
目

の
夕
日
』の
ヒ
ッ
ト
も
あ
っ
て
昭
和
回
顧
ブ
ー

ム
が
起
こ
り
ま
し
た
。ち
ょ
う
ど
そ
の
頃
に
、

急
速
に
姿
を
消
し
つ
つ
あ
っ
た
近
代
の
施
設

や
、生
活
の
道
具
な
ど
を
後
世
に
伝
え
た
い

と
文
化
財
保
護
法
が
改
正
さ
れ
ま
し
た
。

ち
ゃ
ぶ
台
や
洗
濯
板
、初
期
の
扇
風
機
や
テ
レ

ビ
な
ど
、昭
和
前
半
の
暮
ら
し
ぶ
り
が
、堂
々

と
文
化
財
の
仲
間
入
り
を
す
る
こ
と
に
な
っ

た
の
で
す
。

　今
回
で
７
回
目
を
迎
え
る
収
蔵
品
展〈
暮

ら
し
の
う
つ
り
か
わ
り
〉は
、長
年
に
わ
た
り

多
く
の
方
々
か
ら
寄
贈
し
て
い
た
だ
い
た
、働

き
終
え
た
道
具
た
ち
の
年
に
一
度
の
晴
れ
舞

台
で
す
。明
治
か
ら
昭
和
に
か
け
て
の
生
活
・

生
産
道
具
を
中
心
に
紹
介
し
な
が
ら
、私
た

ち
の
暮
ら
し
が
ど
の
よ
う
に
変
わ
っ
て
き
た

の
か
を
振
り
返
り
ま
す
。ま
た
、郷
土
の
暮
ら

し
を
伝
え
る
身
近
な
文
化
財
の
公
開
・
活
用

の
場
と
し
、後
世
へ
伝
え
る
こ
と
も
目
的
と
し

て
い
ま
す
。

　明
治
か
ら
現
代
ま
で
の
一
五
〇
年
間
、私
た

ち
の
日
常
生
活
を
支
え
た
道
具
の
多
く
は
、

各
時
代
を
生
き
る
人
び
と
の
暮
ら
し
に
あ
わ

せ
て
、様
々
な
工
夫
と
改
良
が
な
さ
れ
て
き

ま
し
た
。展
覧
会
で
は
い
く
つ
か
の
テ
ー
マ
に

分
け
て
、私
た
ち
の
身
の
ま
わ
り
に
あ
っ
た

様
々
な
道
具
を
取
り
上
げ
ま
す
。覚
え
て

る
！
あ
っ
た
あ
っ
た
こ
の
道
具
！
と
い
う
世

代
は
懐
か
し
さ
と
同
時
に
記
憶
や
思
い
出
も

た
ど
り
、見
た
こ
と
あ
る
け
ど
使
っ
た
こ
と

な
い
よ
〜
、そ
し
て
、一
体
こ
れ
は
な
ぁ
に
？
と

い
う
世
代
は
、新
鮮
な
驚
き
を
も
っ
て「
そ
の

昔
」に
触
れ
て
み
て
下
さ
い
。

　な
お
、展
示
で
は
こ
の
時
期
の
公
立
小
学

校
三
年
生
の
社
会
科
学
習「
古
い
道
具
と
昔

の
く
ら
し
」を
お
手
伝
い
で
き
る
よ
う
に
、子

ど
も
た
ち
の
見
学
に
配
慮
し
た
内
容
と
工
夫

を
凝
ら
し
ま
す
。子
ど
も
た
ち
に
昔
の
道
具

の
実
物
を
間
近
に
見
て
も
ら
う
機
会
を
提
供

し
、昔
の
人
た
ち
が
道
具
を
大
切
に
使
っ
て

き
た
と
い
う
こ
と
を
感
じ
て
も
ら
い
た
い
、そ

し
て
、道
具
の
観
察
か
ら
昔
の
暮
ら
し
の
様

子
を
探
り
、自
分
た
ち
の
暮
ら
し
を
考
え
る

手
助
け
と
な
れ
ば
と
思
い
ま
す
。平
日
に
は

小
学
校
の
団
体
見
学
が
予
定
さ
れ
て
い
ま
す

の
で
、会
場
で
小
学
生
の
見
学
に
居
あ
わ
せ

た
ら
、と
く
に
道
具
を
使
っ
た
世
代
の
方
は
、

是
非
と
も
道
具
の
お
話
を
し
て
あ
げ
て
く
だ

さ
い
。そ
れ
が
何
よ
り
の
解
説
に
な
る
は
ず
で

す
。　こ

の
展
覧
会
に
よ
り
、美
術
博
物
館
か
ら

寄
贈
者
の
皆
さ
ま
へ
、感
謝
の
気
持
ち
を
あ

ら
わ
す
と
と
も
に
、私
た
ち
の
暮
ら
し
や
身

近
に
あ
る
品
々
を
見
直
す
き
っ
か
け
の
ひ
と

つ
と
な
れ
ば
幸
い
で
す
。

会期：平成31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

　は
じ
め
ま
し
て
、チ
ェ
コ
。

　皆
様
は
、「
チ
ェ
コ
」と
聞
い
て
、何
を
思

い
浮
か
べ
ら
れ
る
で
し
ょ
う
か
。ビ
ー
ル
が

美
味
し
く
一
人
当
り
の
消
費
量
が
世
界
一

で
あ
る
こ
と
、美
し
い
精
緻
な
カ
ッ
ト
の
ボ

ヘ
ミ
ア
ン
・
グ
ラ
ス
、ス
メ
タ
ナ
の『
わ
が
祖

国
』や
ド
ボ
ジ
ャ
ー
ク
の『
新
世
界
よ
り
』

な
ど
の
交
響
曲
、「
百
塔
の
街
」「
千
年
の

都
」と
称
さ
れ
る
世
界
遺
産
の
プ
ラ
ハ
の

街
並
み
。伝
統
的
な
も
の
の
み
な
ら
ず
、

カ
レ
ル
・
チ
ャ
ペ
ッ
ク
の
著
書『R
.U
.R
.

（R
ossum

ovi univerzální roboti

）』

が
元
と
な
っ
た「
ロ
ボ
ッ
ト
」と
い
う
言
葉

や
、オ
ッ
ト
ー
・
ウ
ィ
フ
テ
ル
レ
博
士
の
開

発
し
た
ソ
フ
ト
コ
ン
タ
ク
ト
レ
ン
ズ
と
い
っ

た
先
端
的
な
発
明
は
、チ
ェ
コ
で
生
ま
れ
、

世
界
で
、ま
た
日
本
で
も
身
近
な
も
の
と

な
り
、日
常
に
入
り
込
ん
で
い
ま
す
。

　チ
ェ
コ
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
中
心
に
位
置

し
、歴
史
的
に
様
々
な
文
化
に
触
れ
て
き

ま
し
た
。国
土
は
日
本
の
約
五
分
の
一
で
、

約
一
千
万
人
の
人
々
が
暮
ら
し
て
い
ま
す
。

緑
豊
か
な
自
然
と
資
源
に
恵
ま
れ
、高
い

技
術
を
誇
る
ガ
ラ
ス
工
芸
を
は
じ
め
と
す

る
産
業
が
発
達
し
ま
し
た
。一
六
世
紀
に

は
神
聖
ロ
ー
マ
帝
国
の
ハ
プ
ス
ブ
ル
グ
家
が

王
と
な
り
、一
時
は
プ
ラ
ハ
に
帝
都
が
置
か

れ
た
こ
と
に
よ
り
、洗
練
さ
れ
た
芸
術
文

化
が
醸
成
さ
れ
て
い
き
ま
し
た
。ま
た
、

チ
ェ
コ
語
が
使
い
続
け
ら
れ
た
人
形
劇
な

ど
に
よ
り
、独
自
の
文
化
・
民
族
性
も
育

ま
れ
て
い
ま
し
た
。

　産
業
と
文
化
の
発
達
に
よ
り
、一
九
世

紀
に
世
界
の
富
が
集
中
し
た
黄
金
の
都

プ
ラ
ハ
を
拠
点
に
、二
〇
世
紀
に
は
次
々

と
芸
術
運
動
が
花
開
い
て
い
き
ま
す
。チ
ェ

コ
・
キ
ュ
ビ
ス
ム
と
し
て
結
晶
体
や
幾
何
学

的
形
態
を
建
築
や
イ
ン
テ
リ
ア
の
立
体
物

に
ま
で
展
開
し
た
独
特
の
芸
術
様
式
も

生
ま
れ
ま
し
た
。そ
し
て
戦
後
、社
会
主

義
の
時
代
に
も
、柔
ら
か
な
色
合
い
を
し

た
優
美
な
ス
タ
イ
ル
の
生
活
用
品
や
自
由

な
表
現
の
絵
本
や
ポ
ス
タ
ー
が
創
作
さ
れ

て
い
ま
す
。

　今
回
の
展
覧
会
は
、チ
ェ
コ
国
立
プ
ラ
ハ

工
芸
美
術
館
の
収
蔵
品
を
中
心
に
、こ
う

し
た
幅
広
い
魅
力
を
持
つ
チ
ェ
コ
の
文
化

を
デ
ザ
イ
ン
の
視
点
か
ら
た
ど
り
ま
す
。

　チ
ェ
コ
国
立
プ
ラ
ハ
工
芸
美
術
館

(U
m
ěleckoprům

yslové m
useum
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z
e
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h
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u
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u
m
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D
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は
一
八

八
五
年
に
設
立
さ
れ
、現
在
の
美
術
館
の

建
物
は
、プ
ラ
ハ
市
内
を
流
れ
る
ブ
ル
タ

ヴ
ァ
川
の
ほ
と
り
、一
九
〇
〇
年
に
ヨ
ゼ

フ
・
シ
ュ
ル
ツ
の
設
計
に
よ
る
ネ
オ
・ル
ネ
ッ

サ
ン
ス
様
式
で
建
築
さ
れ
た
も
の
で
す
。コ

レ
ク
シ
ョ
ン
は
ガ
ラ
ス
、陶
器
、織
物
、家

具
、 

時
計
、装
飾
品
、グ
ラ
フ
ィ
ッ
ク
、写

真
と
多
彩
で
、古
代
か
ら
現
代
ま
で
の
収

蔵
品
は
約
五
〇
万
点
を
誇
り
ま
す
。

　そ
の
収
蔵
品
の
中
か
ら
、一
九
世
紀
末

の
ア
ー
ル
・
ヌ
ー
ヴ
ォ
ー
の
旗
手
で
あ
る
ア

ル
フ
ォ
ン
ス
・
ミ
ュ
シ
ャ
か
ら
世
界
中
で
愛

さ
れ
る
現
代
の
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
ま
で
、一

〇
〇
年
に
わ
た
る
デ
ザ
イ
ン
史
を
代
表
す

る
家
具
、食
器
、ポ
ス
タ
ー
、お
も
ち
ゃ
、書

籍
な
ど
約
二
五
〇
点
を
紹
介
し
ま
す
。

　時
を
超
え
て
日
常
を
彩
り
、人
々
の
人

生
を
豊
か
に
し
て
き
た
チ
ェ
コ
の
デ
ザ
イ

ン
を
、こ
の
た
び
日
本
で
初
め
て
総
合
的

に
紹
介
し
ま
す
。洗
練
の
ボ
ヘ
ミ
ア
ン
・
グ

ラ
ス
や
温
か
い
ぬ
く
も
り
の
あ
る
木
の
お

も
ち
ゃ
な
ど
、き
っ
と
心
に
触
れ
る
デ
ザ

イ
ン
に
出
会
え
る
展
覧
会
で
す
。

会期：平成31年4月6日(土)～5月19日(日)

企画展

チェコ・デザイン
100年の旅

小 幡 早 苗

図１ ラディスラフ・ストナル 《耐熱ガラスのティーセット》 1931年

蝿帳図２ ヴァーツラフ・シュパーラ、小箱 《悪魔》 1921年

図１、２とも：チェコ国立プラハ工芸美術館蔵　Collection of The Museum of Decorative Arts in Prague



COLUMN＆TOPIC

二
〇
一
八
★
拾
★
弐
拾
九 

年
間
パ
ス
ポ
ー
ト
会
員
限
定
企
画

よ
り
み
ち
美
術
館
〜
奥
三
河
の
ス
ス
メ

　今
回
は
ど
こ
へ
よ
り
み
ち
す
る
も
の
か
悩

ん
で
い
ま
し
た
が
、と
り
あ
え
ず
西
へ
行
っ
た

か
ら
次
は
東
か
な
。

　下
見
に
向
か
っ
た
の
は
新
城
市
。阿
寺
の

七
滝
、四
谷
の
千
枚
田
、鳳
来
寺
山
。見
ど
こ

ろ
が
沢
山
あ
っ
て
決
め
る
に
決
め
き
れ
ず
苦

労
し
ま
し
た
。近
い
は
ず
な
の
に
遠
く
に
来

た
よ
う
な
感
覚
に
な
り
、か
つ
行
き
た
か
っ
た

け
ど
行
っ
た
こ
と
が
な
い
そ
ん
な
場
所
を
探

し
て
、一人
で
か
な
り
う
ろ
つ
き
ま
し
た
。

　今
回
の
よ
り
み
ち
先
は
、新
城
市
設
楽
原

歴
史
資
料
館
↓
道
の
駅
も
っ
く
る
新
城
↓
長

篠
城
址
史
跡
保
存
館
↓
鳳
来
寺
山
自
然
科

学
博
物
館
↓
鳳
来
寺
山（
鳳
来
山
東
照
宮
、

鳳
来
寺
本
堂
）。

盛
り
だ
く
さ
ん
の
企
画
と
な
っ
て
し
ま
い
ま

し
た
。定
員
以
上
の
応
募
を
い
た
だ
き
抽
選

を
経
て
い
よ
い
よ
当
日
。

　そ
の
日
は
絶
好
の
お
出
か
け
日
和
で
、私

の
舞
い
上
が
っ
た
頭
を
、冷
や
し
て
く
れ
る

ち
ょ
う
ど
い
い
涼
し
さ
の
空
気
。市
公
用
バ
ス

で
出
発
で
す
。

　よ
り
み
ち
先
で
は
長
篠
・
設
楽
原
の
戦
い

で
武
者
の
な
き
が
ら
を
埋
葬
し
た
場
所
に
立

ち
、学
芸
員
の
方
の
解
説
を
聞
き
ま
し
た
。一

万
を
超
え
る
戦
死
者
の
供
養
は
今
も
伝
わ
る

火
お
ん
ど
り
と
し
て
大
切
に
受
け
継
が
れ
元

は
な
き
が
ら
に
た
か
る
蜂
を
追
い
は
ら
う
こ

と
か
ら
始
ま
っ
た
と
・・・
。今
ま
で
た
ど
っ
て

き
た
歴
史
が
あ
る
か
ら
こ
そ
今
の
自
分
が
あ

る
の
は
わ
か
っ
て
い
て
も
何
だ
か
考
え
さ
せ
ら

れ
ま
し
た
。

　鳳
来
寺
山
で
は一
部
の
参
加
者
さ
ん
と
地

元
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
ガ
イ
ド
の
方
の
説
明
を
聞

き
な
が
ら
一四
〇
〇
段
の
石
段
を
の
ぼ
り
ま

し
た
。私
は
登
り
き
る
前
か
ら
ヘロヘロ
に
な
っ

て
い
ま
し
た
が
、昔
は一四
〇
〇
段
の
石
段
を

通
学
路
に
し
て
い
た
子
も
い
た
と
聞
き
、先

人
の
偉
大
さ
に
驚
か
さ
れ
ま
し
た
。息
が
上

が
っ
た
分
、鳳
来
寺
山
の
澄
ん
だ
空
気
を
た

く
さ
ん
吸
い
込
む
こ
と
が
で
き
、な
ん
だ
か

心
が
軽
く
な
る
感
じ
が
し
ま
し
た
。日
差
し

が
よ
く
当
た
る
と
こ
ろ
は
樹
木
が
赤
く
色
付

い
て
い
て
秋
を
感
じ
つ
つ
の
鳳
来
寺
山
の
散

策
が
で
き
ま
し
た
。行
く
先
々
で
、奥
三
河
の

歴
史
と
自
然
を
感
じ
、ス
ッ
キ
リ
し
た
清
々
し

い
感
じ
の
疲
れ
。最
後
の
挨
拶
を
バ
ス
車
内
で

さ
せ
て
い
た
だ
い
た
際
、温
か
い
拍
手
に
つ
つ

ま
れ
次
回
企
画
へ
の
活
力
を
も
ら
い
ま
し
た
。

　さ
て
次
は
ど
こ
へ
行
こ
う
♪ 今

井
智
子

菅
江
真
澄
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

　平
成
三
〇
年
九
月
二
九
日
、秋
田
市
で
開

催
さ
れ
た
菅
江
真
澄
シ
ン
ポ
に
行
っ
て
き

た
。同
シ
ン
ポ
は
秋
田
県
立
博
物
館
企
画
展

「
菅
江
真
澄

　記
憶
の
か
た
ち
」の
関
連
イ

ベ
ン
ト
と
し
て
開
催
さ
れ
た
も
の
で
、同
年

六
月
に
岡
崎
で
開
催
さ
れ
た
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

に
続
く
菅
江
真
澄
没
後
一九
〇
年
記
念
の
行

事
で
あ
る
。東
北
各
地
を
は
じ
め
全
国
か
ら

参
加
が
あ
り
、三
〇
〇
人
ほ
ど
の
盛
況
な
集

ま
り
で
あ
っ
た
。

　真
澄
は
岡
崎
で
育
っ
た
人
物
で
あ
る
。天

明
三
年（
一
七
八
三
）に
三
河
を
出
立
、信
濃

を
経
て
、東
北
、北
海
道
を
旅
し
な
が
ら
秋

田
を
終
焉
の
地
と
し
た
。各
地
の
風
俗
を
文

書
や
絵
で
書
き
留
め
て
民
俗
学
者
の
先
駆

者
と
さ
れ
る
。和
歌
を
交
え
な
が
ら
記
し
た

日
記
や
記
録
、地
誌
は
民
俗
学
の
み
な
ら
ず

歴
史
学
の
資
料
と
し
て
も
評
価
で
き
る
。

　真
澄
の
岡
崎
で
の
足
跡
は
わ
か
っ
て
い
な
い

の
が
現
状
で
あ
る
。安
永
六
年（一七
七
七
）二

月
、遠
江
二
俣
の
内
山
真
龍
を
訪
れ
た
時
に

内
山
は
、岡
崎
伝
馬
町
の
真
澄
が
来
た
こ
と

を
記
し
て
お
り
、伝
馬
町
を
居
所
と
し
て
い
た

よ
う
で
あ
る
。安
永
九
年（
一
七
八
〇
）八
月
一

二
日
に
は
岡
崎
伝
馬
町
国
分
家
の
市
隠
亭
で

観
月
の
宴
に
招
か
れ
て
、和
歌
を
詠
ん
で
い

る
。こ
の
時
の
経
緯
を
自
ら
書
い
た
文
章
は

当
館
で
保
存
し
て
い
る
。天
明
元
年
三
月
に

は
明
大
寺
成
就
院
で
浄
瑠
璃
姫
六
百
回
忌

追
善
詩
の
引
き
札
を
作
る
な
ど
、岡
崎
で
の

真
澄
に
関
す
る
情
報
は
極
め
て
少
な
い
の
が

現
状
で
あ
る
。こ
の
こ
と
が
岡
崎
で
の
真
澄

研
究
の
進
展
を
妨
げ
て
い
る
。

　か
っ
て
岡
崎
で
も
真
澄
研
究
が
盛
り
あ

が
っ
た
時
期
が
あ
る
。真
澄
研
究
家
の
内
田

武
志
さ
ん
旧
蔵
の
真
澄
に
関
す
る
資
料
を

昭
和
六
一
年
に
岡
崎
市
に
寄
贈
い
た
だ
き
、

図
書
館
に
内
田
文
庫
が
開
設
さ
れ
た
の
も

そ
の
真
澄
研
究
の
盛
り
上
が
り
の
な
か
で

の
こ
と
で
あ
っ
た
。寄
贈
を
記
念
し
て
図
書

館
で
開
催
さ
れ
た
講
演
会
に
は
、内
田
ハ
チ

さ
ん
ほ
か
、歴
史
学
者
の
網
野
義
彦
氏
を
招

く
な
ど
真
澄
に
関
す
る
認
識
が
高
ま
っ
た
。

一
〇
年
後
に
は
真
澄
没
後
二
〇
〇
周
年
と
な

る
。内
田
文
庫
の
活
用
な
ど
に
よ
り
、岡
崎

で
の
真
澄
研
究
の
再
度
の
盛
り
上
が
り
を

期
待
し
た
い
。

菅江真澄シンポ写真  秋田

二
〇
一
九
年
度
開
催
の
展
覧
会

チ
ェ
コ・
デ
ザ
イ
ン
1
0
0
年
の
旅

四
月
六
日（
土
）〜
五
月
一
九
日（
日
）

　ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
中
心
に
位
置
す
る
チ
ェ

コ
。豊
か
な
自
然
に
囲
ま
れ
、様
々
な
文

化
が
行
き
交
う
中
、美
し
い
カ
ッ
ト
の

ボ
ヘ
ミ
ア
ン
・
グ
ラ
ス
を
は
じ
め
と
し
た

産
業
も
発
展
し
ま
し
た
。そ
の
首
都
プ

ラ
ハ
は
、一
九
世
紀
に
世
界
の
富
が
集
中

し
、チ
ェ
コ
・
キ
ュ
ビ
ス
ム
な
ど
の
芸
術
運

動
が
花
開
き
ま
し
た
。本
展
で
は
、チ
ェ

コ
国
立
プ
ラ
ハ
工
芸
美
術
館
の
収
蔵
品

を
中
心
と
し
て
、一
九
世
紀
末
の
ア
ル

フ
ォ
ン
ス
・
ミ
ュ
シ
ャ
か
ら
現
代
の
ア
ニ

メ
ー
シ
ョ
ン
ま
で
、な
つ
か
し
さ
と
斬
新

さ
の
幅
広
い
魅
力
を
持
つ
チ
ェ
コ
の
文

化
を
デ
ザ
イ
ン
の
視
点
か
ら
た
ど
り
ま

す
。

琉
球
の
美

六
月
一
日（
土
）〜
七
月
一
五
日（
月
・
祝
）

　琉
球
は
中
国
を
中
心
と
す
る
ア
ジ

ア
文
化
圏
を
つ
な
ぐ
交
流
の
か
け
橋
と

し
て
栄
え
、独
自
の
文
化
が
発
展
し
ま

し
た
。こ
の
展
覧
会
で
は「
国
宝 

琉
球

国
王
尚
家
関
係
資
料
」の
美
術
工
芸
品

を
は
じ
め
、沖
縄
県
内
で
所
蔵
さ
れ
る

琉
球
漆
器
と
琉
球
独
特
の
衣
装
で
あ

る
紅
型
、琉
球
王
国
の
多
彩
な
美
を
ご

紹
介
し
ま
す
。ま
た
、岡
崎
出
身
の
地

理
学
者
志
賀
重
昻
が
沖
縄
か
ら
持
ち

帰
っ
た
、首
里
城
北
殿
に
掲
げ
ら
れ
て

い
た
扁
額
を
合
わ
せ
て
展
示
し
ま
す
。

キ
ス
リ
ン
グ

七
月
二
七
日（
土
）〜
九
月一六
日（
月・祝
）

　ポ
ー
ラ
ン
ド
に
生
ま
れ
た
画
家
の

キ
ス
リ
ン
グ（
一
八
九
一
―
一
九
五
三
）は
、

第
一
次
大
戦
前
後
に
パ
リ
に
集
ま
っ
た

画
家
た
ち
に
よ
る「
エ
コ
ー
ル
・
ド
・パ
リ
」

を
代
表
す
る
画
家
の
ひ
と
り
で
す
。

一
九
一
〇
年
、パ
リ
に
出
た
キ
ス
リ
ン
グ
は
、

モ
ン
マ
ル
ト
ル
の
共
同
ア
ト
リ
エ
住
宅
・

バ
ト
ー
＝
ラ
ヴ
ォ
ワ
ー
ル（
洗
濯
船
）に

住
み
、制
作
を
行
い
ま
し
た
。こ
の
ア
ト

リ
エ
で
は
モ
デ
ィ
リ
ア
ー
ニ
、ブ
ラ
ッ
ク

ら
と
交
流
し
、一
九
一
三
年
に
モ
ン
パ
ル
ナ

ス
に
移
っ
た
後
、ピ
カ
ソ
や
ス
ー
テ
ィ
ン
、

パ
ス
キ
ン
、藤
田
嗣
治
ら
と
親
交
を
深

め
ま
す
。ま
た
エ
コ
ー
ル
・
ド
・
パ
リ
の
中

で
も
比
較
的
早
い
段
階
で
成
功
を
お
さ

め
、そ
の
人
柄
か
ら
多
く
の
人
々
に
慕

わ
れ
ま
し
た
。本
展
で
は
、肖
像
、花
、

風
景
、裸
婦
、静
物
な
ど
、画
家
の
制
作

と
展
開
を
概
観
で
き
る
様
々
な
主
題
の

作
品
を
紹
介
し
ま
す
。

鶴
田
卓
池
と
三
河
の
俳
諧

―
蕉
風
俳
諧
の
系
譜
―

九
月
二
八
日（
土
）〜一一月一〇
日（
日
）

　江
戸
時
代
後
期
、松
尾
芭
蕉
の
流
れ

を
く
む
鶴
田
卓
池
ら
が
三
河
の
俳
諧

を
リ
ー
ド
し
ま
し
た
。鶴
田
卓
池
は
岡

崎
菅
生
に
生
ま
れ
、紺
屋
を
業
と
す
る

か
た
わ
ら
俳
諧
に
打
ち
込
み
、三
河
俳

諧
の
リ
ー
ダ
ー
と
な
り
ま
し
た
。そ
の

俳
諧
は
多
く
の
支
持
者
を
得
て
三
河

を
は
じ
め
、遠
州
に
も
多
く
の
門
人
を

擁
し
ま
し
た
。全
国
的
に
も
名
を
馳
せ
、

俳
諧
天
保
四
老
人
の
一
人
に
も
挙
げ
ら

れ
て
い
ま
す
。本
展
で
は
鶴
田
卓
池
を

中
心
に
、三
河
の
俳
諧
に
影
響
を
与
え

た
松
尾
芭
蕉
、卓
池
の
師
で
あ
る
井
上

士
朗
を
は
じ
め
卓
池
門
人
の
俳
諧
資

料
を
紹
介
し
、三
河
俳
諧
の
広
が
り
に

つ
い
て
考
え
ま
す
。

内
藤
ル
ネ

一一月
二
三
日（
土・祝
）〜一月一三
日（
月・祝
）

　岡
崎
市
出
身
の
マ
ル
チ
ク
リ
エ
イ

タ
ー
・
内
藤
ル
ネ（
一
九
三
二
―
二
〇
〇

七
）は
、戦
後
の
少
女
雑
誌『
ジ
ュ
ニ
ア

そ
れ
い
ゆ
』（
ひ
ま
わ
り
社
）の
表
紙
を

は
じ
め
、フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
や
イ
ン
テ
リ
ア

の
デ
ザ
イ
ン
な
ど
領
域
横
断
的
に
活
動

を
展
開
し
ま
し
た
。日
本
中
の
女
性
た

ち
を
虜
に
し
た
ル
ネ
の
世
界
観
は
、現

代
の「
カ
ワ
イ
イ
」文
化
の
ル
ー
ツ
で
あ

り
、今
日
で
も
そ
の
影
響
を
窺
う
こ
と

が
で
き
ま
す
。本
展
で
は
、生
誕
の
地
、

岡
崎
で
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
掬
い
な
が
ら
、

貴
重
な
原
画
・
作
品
と
共
に
人
間
ル
ネ

に
迫
り
ま
す
。

暮
ら
し
の
う
つ
り
か
わ
り

一月
二
五
日（
土
）〜
三
月
二
二
日（
日
）

　所
蔵
品
よ
り
、明
治
か
ら
昭
和
に
か

け
て
の
生
活
・
生
産
道
具
を
中
心
に
紹

介
し
な
が
ら
、私
た
ち
の
暮
ら
し
が
ど

の
よ
う
に
変
わ
っ
て
き
た
の
か
を
振
り

返
り
ま
す
。長
年
に
わ
た
り
、多
く
の

方
々
か
ら
岡
崎
市
へ
寄
贈
し
て
い
た
だ

い
た
資
料
の
公
開
・
活
用
の
場
で
も
あ

り
、こ
の
時
期
の
公
立
小
学
校
三
年
生

の
社
会
科「
古
い
道
具
と
昔
の
く
ら
し
」

へ
の
学
習
支
援
を
兼
ね
て
、子
ど
も
達

の
見
学
に
配
慮
し
た
内
容
と
工
夫
を

凝
ら
し
ま
す
。働
き
終
え
た
道
具
た
ち

の
年
に
一
度
の
晴
れ
舞
台
を
お
楽
し
み

く
だ
さ
い
。

堀
江
登
志
実

こ
く
ぶ

し
い
ん
て
い

す

が

え

ま

す

み

よりみち美術館

び
ん
が
た


