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（
承
前
）
注
目
す
べ
き
は
、
そ
の
筆
者
だ
。
こ
こ
で
も
曽
我
蛇
足
だ

と
伝
え
る
。
し
か
も
、
名
に
し
負
ふ
、
あ
の
蛇
足
だ
と
云
う
Ⓑ
。
と
な

る
と
こ
の
掛
物
、「
蛇
足
の
鼬
」
と
し
て
当
時
人
口
に
噲
灸
し
て
い
た

の
か
も
知
れ
な
い
。
た
だ
し
蛇
足
は
、
曽
我
派
の
絵
師
た
ち
が
歴
代
号

し
て
お
り
、
こ
の
場
合
の
蛇
足
が
誰
に
あ
た
る
の
か
、
不
明
。
そ
れ
に

作
品
そ
の
も
の
も
伝
わ
ら
な
い
現
状
で
は
、
そ
の
当
否
も
判
じ
難
い
の

だ
が
、
か
と
云
っ
て
す
べ
て
否
定
す
る
積
極
的
理
由
も
な
い
。「
名
に

負
ふ
」
と
ま
で
云
う
以
上
、
そ
う
鑑み

る
根
拠
が
あ
っ
た
は
ず
で
、「
蛇

足
の
筆
」
の
語
は
、
少
な
く
と
も
こ
れ
が
曽
我
派
の
作
で
あ
る
こ
と
の

謂
で
あ
る
、
と
認
め
た
い
。

　

む
ろ
ん
、
そ
う
思
う
の
は
、
等
伯
（
信
春
）
が
、
草
蟲
画
を
得
意
と

し
た
曽
我
紹
祥
に
学
ん
だ
、
と
云
う
こ
と
が
念
頭
に
あ
る
か
ら
だ
。
そ

の
曽
我
一
門
内
で
の
粉
本
学
習
の
中
か
ら
信
春
は
、「
梅
に
鼬
雀
図
」

の
原も

図と

と
も
な
っ
た
図
像
情
報
を
得
た
の
で
は
な
か
っ
た
か
。
戸
山
荘

の
御
茶
屋
に
掛
け
ら
れ
た
蛇
足
の
「
雀
鼬
絵
」
は
、
そ
う
し
た
図
像
情

報
に
な
る
よ
う
な
作
品
が
確
か
に
あ
っ
た
こ
と
を
物
語
る
。

　

そ
こ
で
確
認
し
て
お
き
た
い
の
は
、
信
春
の
「
梅
に
鼬
雀
図
」
制
作

の
事
情
だ
。
一
門
内
で
の
粉
本
学
習
で
得
た
図
像
情
報
に
基
ず
く
と
述

べ
た
が
、
鼬
雀
と
云
う
類
例
の
乏
し
い
モ
チ
ー
フ
と
、
こ
れ
を
描
い
た

の
が
信
春
の
修
学
期
で
あ
る
こ
と
と
を
思
え
ば
、
信
春
は
お
そ
ら
く
学

ん
で
得
た
図
像
情
報
を
改
変
す
る
こ
と
な
く
、
ほ
ぼ
そ
の
ま
ま
な
ぞ
っ

た
の
で
は
な
か
っ
た
か
。
要
す
る
に
同
じ
雀
鼬
を
モ
チ
ー
フ
と
す
る
も

の
の
、
バ
ー
ジ
ニ
ア
本
『
花
鳥
草
虫
図
押
絵
貼
屏
風
』
の
一
図
「
梔
子

に
鼬
雀
図
」
を
原も

図と

と
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
、
と
云
う
こ
と
だ
。
む

し
ろ
逆
に
現
に
模
本
と
し
て
伝
わ
る
信
春
の
「
梅
に
鼬
雀
図
」
こ
そ
は
、

蛇
足
の
「
雀
鼬
絵
」
の
姿
を
現
在
に
伝
え
て
く
れ
て
い
る
の
で
は
な

か
っ
た
か
。

　

と
な
る
と
、
捕
え
ら
れ
た
相あ

い

方か
た

を
思
い
、
梅
の
枝
で
逆
さ
ま
に
な
っ

て
鳴
く
雀
の
特
異
な
か
た
ち
が
、「
遮
莫
」
印
の
『
梅
樹
小
禽
図
』
の

そ
れ
と
酷
似
す
る
こ
と
か
ら
、
両
者
の
間
に
影
響
関
係
を
想
定
し
た

が
、
改
め
て
考
え
て
み
る
余
地
が
あ
り
そ
う
だ
ろ
う
。

　

蛇
足
の
「
雀
鼬
絵
」
に
、
既
に
そ
う
し
た
逆
さ
ま
の
雀
が
描
か
れ
て

い
た
可
能
性
が
高
い
か
ら
で
あ
る
。
当
然
そ
の
蛇
足
画
の
原も

図と

に
な
っ

た
唐
絵
草
虫
画
に
そ
れ
が
あ
っ
た
と
み
る
べ
き
で
、
さ
ら
に
云
え
ば

「
遮
莫
」
印
捺
印
画
に
も
同
様
の
原
図
と
な
っ
た
唐
絵
草
虫
画
を
想
定

す
べ
き
だ
ろ
う
。
逆
さ
ま
の
雀
の
図
様
を
描
き
出
す
だ
け
の
眼
は
、
当

時
日
本
の
絵
師
に
期
待
す
る
の
は
無
理
だ
と
思
う
か
ら
で
あ
る
。
鼬
に

喰
わ
れ
る
雀
、
取
っ
組
み
合
い
の
喧
嘩
（
？
）
を
す
る
雀
、
両
者
の
違

い
は
、
い
わ
ば
唐
絵
草
虫
画
の
変
容
の
範
囲
と
云
う
こ
と
に
な
ろ
う

か
。
そ
れ
に
し
て
も
、
御お

と
お
り
ぬ
け

通
抜
当
日
、
そ
の
蛇
足
の
「
雀
鼬
絵
」
を
鑑

た
家
斉
の
満
足
は
察
す
る
に
余
り
あ
る
。

　

そ
し
て
信
春
で
あ
る
。
既
に
彼
は
、「
常
鶲
に
狙
わ
れ
た
虻
」（
京

博
三
幅
対
本
左
幅
）、「
捕
え
た
虻
を
子
に
与
え
る
雀
」（『
海
棠
に
雀
図
』）
を
描
い
て
い
る
。
そ
の

雀
も
、
い
ま
ま
た
鼬
に
捕
え
ら
れ
た
。
ま
さ
し
く
捕
食
の
連
鎖
で
あ
る
。
各
図
、
そ
れ
ぞ
れ
厳
し
い

生い
の
ち命

の
営
み
が
写
さ
れ
て
い
た
も
の
だ
が
、
そ
れ
ら
が
ま
た
ゆ
る
や
か
に
繋
が
り
、
展
開
を
み
せ
る
。

一
図
が
、
も
う
一
図
の
後
日
譚
を
な
す
。
も
と
よ
り
こ
の
展
開
に
沿
っ
て
三
図
が
描
か
れ
た
わ
け
で

は
な
い
か
も
知
れ
な
い
。
と
は
云
え
、先
に
推
定
し
た
よ
う
に
矩
形
印
の
使
用
が
袋
印
の
後
と
見
れ
ば
、

雀
が
つ
い
に
喰
わ
れ
て
し
ま
っ
た
「
梅
に
鼬
雀
図
」
が
最
後
に
制
作
さ
れ
た
こ
と
に
な
り
、
ま
こ
と

に
都
合
が
い
い
の
だ
が
。
だ
が
、
い
ず
れ
に
せ
よ
、
唐
絵
草
虫
画
の
主
題
が
、
簡
潔
な
道
具
立
て
で

見
事
に
信
春
の
世
界
と
な
っ
た
。
そ
の
原
本
は
、
大
正
初
年
ま
で
大
阪
博
物
場
（
当
時
大
阪
に
あ
っ

た
総
合
博
物
館
）
に
保
管
さ
れ
て
い
た
よ
う
だ
か
ら
（
山
本
氏
前
掲
作
品
解
説
）、
再
び
出
現
す
る
こ

と
を
切
に
願
う
次
第
。
む
ろ
ん
、
そ
の
原
図
と
な
っ
た
名
に
負
ふ
蛇
足
の
「
雀
鼬
絵
」
も
、
で
あ
る
。

　

と
な
る
と
信
春
は
、
入
門
し
た
曽
我
派
に
は
じ
ま
り
狩
野
派
や
、
そ
し
て
い
ま
ま
た
唐
絵
草
虫
画

に
学
ん
だ
。
さ
ら
に
「
等
白○

」
と
号
し
た
、
信
春
か
ら
等
伯
へ
の
過
渡
期
、
舶
載
さ
れ
た
明み

ん

の
本
格

的
花
鳥
画
ま
で
も
丁
寧
に
模
写
し
た（
田
中
一
松「
等
伯
の
二
作
品
―
未
紹
介
の
山
水
画
と
花
鳥
画
―
」

『
國
華
』
九
〇
一
号　

一
九
六
七
年
）。
目
に
し
た
、
あ
ら
ゆ
る
作
か
ら
、
絵
師
と
し
て
立
っ
て
い
く

た
め
の
慈
養
を
摂
ろ
う
と
す
る
姿
勢
が
顕
著
で
、
そ
れ
は
そ
も
そ
も
「
自
雪
舟
五
代
」
を
数
え
る
の

が
無
駄
と
思
わ
せ
る
程
だ
が
、
そ
う
し
た
修
学
に
お
け
る
雑
食
性
こ
そ
が
、
流
派
的
バ
ッ
ク
ボ
ー
ン

を
持
た
な
い
能
登
の
田い

な
か舎

絵
仏
師
信
春
の
真
の
姿
で
は
な
か
っ
た
。
信
春
花
鳥
画
の
虫
の
所
縁
を
た

ど
る
と
、
そ
れ
が
分
か
る
。

　

だ
が
、唐
絵
草
虫
画
の
影
響
は
、永
徳
や
等
伯
（
信
春
）
の
花
鳥
画
に
留
ま
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。

時
代
は
下
る
が
、
さ
ら
に
思
わ
ぬ
と
こ
ろ
に
、
そ
の
痕
跡
を
留
め
て
い
た
。

　
　
　

堺
の
虫
た
ち

　

土と

佐さ

光み
つ

則の
り

（
一
五
八
三
～
一
六
三
八
）
の
『
雑ざ

つ
が
て
か
が
み

画
手
鑑
』
と
聞
い
て
、
思
い
浮
か
べ
る
こ
と
が
で

き
る
方
は
、
そ
う
多
く
あ
る
ま
い
。
所
蔵
す
る
の
は
東
京
国
立
博
物
館
。
数
多
い
所
蔵
品
の
な
か
展

示
さ
れ
る
機
会
も
少
な
い
。
実
際
、
作
品
を
目
に
し
た
者
と
な
る
と
、
さ
ら
に
少
な
い
だ
ろ
う
。

　

だ
が
幸
い
に
も
わ
た
し
は
、
学
芸
員
時
代
、
自
ら
の
手
で
展
示
す
る
機
会
が
あ
っ
た
、
画
帖
と
し

て
も
極
小
の
画
面
で
あ
る
た
め
か
（
タ
テ
十
三
・
五
×
ヨ
コ
十
三
・
三
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
の
ほ
ぼ
正
方

形
）、
美
術
館
の
大
き
な
空
間
に
は
そ
ぐ
わ
な
い
よ
う
で
、
鑑
賞
者
自
ら
が
手
に
し
て
こ
そ
、
よ
り
深

く
愉
し
む
こ
と
が
で
き
る
、
そ
ん
な
作
品
も
あ
る
の
だ
と
、
そ
の
時
、
痛
感
し
た
。

眼 の 極 楽 3 7

花 と 鳥 の か た ち
特 任 館 長 　 榊 原 悟

図 1
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そ
れ
を
手
に
取
り
展
示
す
る
―
学
芸
員
冥
利
に
尽
き
る
と
は
、
こ
の
こ
と
だ
。
極
上
、
純
良
な
絵
具

が
美
し
い
。
わ
た
し
の
も
っ
と
も
好
き
な
作
品
の
一
つ
だ
。
紀
州
徳
川
家
伝
来
。
全
二
帖
、
三
十
三
図

よ
り
な
る
。
重
要
文
化
財
に
指
定
も
さ
れ
て
い
な
い
が
、
そ
れ
と
較
べ
て
も
全
く
遜
色
は
な
い
。
未
指

定
が
不
思
議
な
程
だ
。
ま
た
、
そ
う
で
あ
れ
ば
こ
そ
か
、
世
の
中
確
か
な
鑑
賞
眼
を
持
つ
人
は
い
る
も

の
で
、
戦
前
と
戦
後
、
二
度
ま
で
も
原
寸
大
の
複
製
本
が
出
て
い
る
し
、
わ
た
し
も
そ
の
驥き

尾び

に
付
し
、

土
佐
・
住
吉
派
の
画
帖
形
式
の
作
品
を
集
め
て
一
冊
に
ま
と
め
た
際
、
全
三
十
三
図
を
ほ
ぼ
原
寸
大
の

図
版
で
掲
載
し
た
（
榊
原
悟
編
『
土
佐
・
住
吉
派 

光
則
・
光
起
・
具
慶
』）
江
戸
名
作
画
帖
全
集
Ⅴ　

駸
々

堂　

一
九
九
三
年
）。

　

前
置
き
が
長
く
な
っ
た
が
、
そ
の
三
十
三
図
の
内
訳
は
、
舞
楽
図
が
十
三
図
、
風
俗
図
が
八
図
、
そ

し
て
花
鳥
草
虫
図
が
十
二
図
。
相
互
に
脈
絡
の
無
さ
そ
う
な
図
が
並
ぶ
と
こ
ろ
か
ら
『
雑
画
手
鑑
』
と

呼
ぶ
。
身
も
蓋
も
な
い
、
損
な
命
名
だ
が
、
他
に
適
当
な
呼
び
方
も
無
い
た
め
仕
方
な
い
。
む
ろ
ん
、

わ
た
し
た
ち
が
問
題
と
し
た
い
の
は
「
草
虫
画
」
で
、
次
の
五
図
を
数
え
る
。

　

虫
と
描
か
れ
て
い
る
か
ら
と
云
っ
て
、
こ
こ
で
は
草
花
も
必
ず
し
も
「
漢
」
に
係
わ
る
も
の
で
は

な
い
。
春
・
秋
の
七
草
も
取
り
入
れ
ら
れ
て
い
る
点
、
見
逃
し
て
は
な
ら
な
い
。
時
代
故
で
あ
ろ
う
か
、

既
に
虫
た
ち
も
「
漢
」
の
桎
梏
か
ら
解
き
放
た
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
。
た
だ
し
虫
に
つ
い
て
は
、
生あ

い

憎に
く

、
虻
と
蜥
蜴
、
草
虫
画
の
顔
と
で
も
云
う
べ
き
二
つ
は
登
場
し
な
い
が
、
他
は
、
お
お
む
ね
一
致

す
る
。
し
か
も
①
に
は
、
親
雀
が
子
雀
に
無
防
備
に
も
地
上
で
餌
を
与
え
て
い
る
。
そ
ん
な
こ
と
が

本
当
に
あ
る
の
か
否
か
、
そ
れ
自
体
が
疑
問
で
あ
る
に
せ
よ
、
啄つ

い
ば

ん
だ
虫
を
口
移
し
に
与
え
よ
う
と

し
て
い
る
し
、
③
に
も
小
禽
に
狙
わ
れ
た
蜘
蛛
が
、
巣
と
共
に
描
か
れ
て
い
る
。
方ほ

う

十
三
セ
ン
チ
余

り
の
極
小
画
面
に
、
だ
。
驚
異
的
な
細
密
描
写
で
あ
る
。
し
か
も
捕
食
の
か
た
ち
で
あ
る
。
①
の
親

子
の
雀
な
ど
、
先
に
信
春
の
『
海
棠
に
雀
図
』
で
見
た
光
景
で
あ
る
、
唐
絵
草
虫
画
の
世
界
が
か
た

ち
を
換
え
、
こ
こ
に
至
っ
た
と
見
る
べ
き
だ
ろ
う
。

　

そ
の
虫
た
ち
を
色
紙
に
、
そ
れ
も
通
常
の
一ひ

と
ま
わ回

り
も
二ふ

た

回
り
も
小
さ
な
小こ

色じ
き

紙し

に
描
い
た
。
先
学

が
襖
や
屏
風
に
描
い
て
も
詮
方
な
い
と
断
じ
た
、
細
か
な
虫
を
、
で
あ
る
。
む
ろ
ん
、
光
則
が
先
学

の
言
葉
な
ど
知
る
よ
し
も
な
い
。
だ
が
、
光
則
は
絵
師
と
し
て
、
詮
方
な
い
こ
と
は
先
刻
承
知
で
は

な
か
っ
た
か
。
そ
の
上
で
な
お
、
そ
ん
な
虫
た
ち
を
、
細
密
な
描
線
と
鮮
麗
な
彩
色
を
駆
使
し
た
得

意
の
細
密
画
法
で
描
い
た
な
ら
ば
、
ど
う
な
る
か
。
細
か
な
虫
だ
か
ら
こ
そ
敢
え
て
極
小
画
面
に
描

く
―
そ
こ
に
生
ま
れ
る
視
覚
効
果
を
自
覚
し
て
い
た
こ
と
に
外
な
る
ま
い
。
し
か
も
そ
の
こ
と
自
体

が
、
既
に
当
時
の
絵
画
史
の
最
前
衛
を
往
ぐ
試
み
で
は
な
か
っ
た
か
。
当
然
、
そ
の
描
か
れ
た
虫
の

小
宇
宙
を
愉
し
む
の
に
遠と

お

目め

の
鑑
賞
で
こ
と
足
れ
る
は
ず
も
な
い
。
そ
れ
を
覗の

ぞ

き
込
み
、
舐な

め
る
よ

う
に
見
て
こ
そ
で
、
こ
の
節
の
冒
頭
で
本
画
帖
は
、
鑑
賞
者
自
ら
が
手
に
取
っ
て
こ
そ
、
そ
の
真
価

が
分
か
る
と
述
べ
た
真
意
も
、
そ
こ
に
あ
る
。

　

そ
の
虫
の
小
宇
宙
こ
そ
は
、
唐
絵
草
虫
画
の
虫
た
ち
の
行
き
つ
く
果
て
で
あ
り
、
同
時
に
こ
の
時

代
の
表
現
の
極
北
で
も
あ
っ
た
。
十
二
図
の
草
虫
画
を
含
む
こ
の
『
雑
画
手
鑑
』
の
極
小
細
密
画
群

の
価
値
は
、
百
万
語
を
費
や
し
て
も
言
い
尽
く
せ
な
い
程
に
大
き
い
（
未
完
）。

　
　
　
　
　
　
　

図
版
ネ
ー
ム　
　

図
１　

陽
春
群
雀
図　

土
佐
光
則
筆
『
雑
画
手
鑑
』
の
う
ち

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

図
２　

芙
蓉
郡
虫
図　
　

図
３　

秋
草
小
禽
図

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

図
４　

朝
顔
蜻
蛉
図　
　

図
５　

粟
穂
群
蝶
図

図 2

図 4

図 5

図 3

①
「
陽
春
群
雀
図
」（
図
１
）

　
　
　

梅　

土つ
く
し筆　

蒲た

ん

ぽ

ぽ

公
英　

菫す
み
れ　

薇
ぜ
ん
ま
い

　

笹

　
　
　

紋
白
蝶　

親
雀
が
啄つ

い
ば

ん
だ
虫
を
子
雀
に
与

　
　
　

え
る

②
「
芙
蓉
群
虫
図
」（
図
２
）

　
　
　

紅
・
白
芙
蓉　

苅か
る

萱か
や

　
　
　

蟷
螂　

飛
蝗　

螽
斯　

蟋
蟀　

蛙　

蝸
か
た
つ
み
り牛

③
「
秋
草
小
禽
図
」（
図
３
）

　
　
　

薄　

苅
萱　

菊　

蔓
性
の
植
物

　
　
　

小
禽
に
捕
わ
れ
た
虫
（
蛙
）、
狙
わ
れ
た

　
　
　

蜘
蛛
の
巣
の
蜘
蛛

④
「
朝
顔
蜻
蛉
図
」（
図
４
）

　
　
　

朝
顔　

薄　

苅
萱

　
　
　

蜻
蛉
尽
し
（
鬼
ヤ
ン
マ
・
銀
ヤ
ン
マ
・
赤　
　
　
　
　
　

　
　
　

ト
ン
ボ
な
ど
）　

と
な
め
（
交
尾
）
す
る

　
　
　

二
尾
も

⑤
「
粟
穂
群
蝶
図
」（
図
５
）

　
　
　

粟　

女
郎
花　

山さ
る

帰と
り
い
ば
ら

来　

　
　
　

蝶
尽
し（
紋
白
蝶　

揚
羽
蝶　

岐
阜
蝶
な
ど
）
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こ
の
「
至
宝　

燦
め
く
岡
崎
の

文
化
財
」（
以
下
、
至
宝
展
と
略
記

し
ま
す
）
は
、ひ
と
こ
と
で
言
え
ば
、

原
始
古
代
か
ら
戦
国
時
代
ま
で
の

岡
崎
市
域
の
文
化
財
の
名
品
展
と

い
う
こ
と
に
な
り
ま
し
ょ
う
か
（
な

ぜ
戦
国
時
代
ま
で
な
の
か
、
の
理

由
と
経
緯
は
、
前
号
の
拙
文
を
ご

覧
く
だ
さ
い
）。
一
度
も
都
や
幕
府

が
置
か
れ
た
こ
と
の
な
い
一
地
方

の
自
治
体
の
文
化
財
展
と
し
て
は
、

各
時
代
と
も
見
応
え
の
あ
る
資
料

が
並
ぶ
展
示
と
な
っ
て
い
る
と
思

い
ま
す
が
、
ご
覧
に
な
っ
た
皆
さ

ま
に
は
ど
う
映
り
ま
す
で
し
ょ
う

か
。

　

実
は
当
館
は
、
今
年
で
開
館

二
五
周
年
を
迎
え
ま
し
た
。
岩
合

光
昭
写
真
展
や
水
木
し
げ
る
展
な

ど
、
こ
れ
ま
で
の
当
館
と
は
趣
向
の
違
う
展
示
が
並
び
ま
し
た
が
、
至
宝
展
は
逆
に
、
こ
れ
ま
で
の
展

示
を
踏
ま
え
た
、
い
わ
ば
四
半
世
紀
の
集
大
成
と
な
る
展
覧
会
で
す
。
二
五
年
間
で
様
々
な
展
覧
会
を

開
催
し
て
き
ま
し
た
が
、
そ
れ
を
総
括
し
て
紹
介
す
る
こ
と
で
、
こ
れ
か
ら
の
岡
崎
の
歴
史
を
解
明
し

て
い
く
道
し
る
べ
に
な
れ
ば
、
と
い
う
の
が
、
至
宝
展
を
開
催
す
る
き
っ
か
け
で
あ
り
意
義
だ
と
思
っ

て
い
ま
す
。
ひ
と
こ
と
で
表
す
と
す
れ
ば
、
こ
の
至
宝
展
は
、「
こ
れ
ま
で
を
踏
ま
え
て
、
こ
れ
か
ら
を

示
す
展
覧
会
」
と
な
る
で
し
ょ
う
か
。
以
下
、
そ
れ
を
具
体
的
に
示
す
た
め
に
、
①
当
館
の
活
動
の
成

果
の
紹
介
、
②
近
年
の
研
究
の
進
展
の
紹
介
、
③
新
発
見
・
新
知
見
の
提
示
と
い
う
三
つ
の
ポ
イ
ン
ト

か
ら
至
宝
展
を
紹
介
し
て
い
き
ま
す
。

①
当
館
の
活
動
の
成
果

　

当
館
で
は
開
館
以
来
、
多
く
の
展
覧
会
を
開
催
し
、
多
く
の
資
料
や
調
査
結
果
を
紹
介
し
て
き
ま
し

た
。
至
宝
展
は
、
こ
れ
ま
で
の
展
覧
会
を
改
め
て
振
り
返
り
、
そ
れ
を
ダ
イ
ジ
ェ
ス
ト
版
と
し
て
紹
介

す
る
面
も
あ
り
ま
す
。

　

例
え
ば
岡
崎
は
足
利
氏
や
松
平
・
徳
川
氏
ゆ
か
り
の
寺
社
や
、
こ

の
地
域
で
広
く
信
仰
さ
れ
る
浄
土
真
宗
の
寺
院
が
多
い
こ
と
か
ら
、

三
河
の
仏
教
に
関
す
る
展
示
を
多
く
開
催
し
て
き
ま
し
た
。
瀧
山
寺

の
運
慶
仏
と
十
二
神
将
立
像
や
、
天
恩
寺
の
地
蔵
菩
薩
像
の
像
内
納

入
品
な
ど
、
当
時
の
最
新
の
調
査
成
果
や
発
見
を
、
広
く
皆
さ
ま
に

ご
覧
い
た
だ
く
機
会
に
も
な
っ
た
と
思
い
ま
す
。
現
在
で
は
よ
く
知

ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
資
料
が
展
示
さ
れ
る
こ
と
と
な
り
ま
す
が
、

「
あ
の
時
見
た
仏
像
が
忘
れ
ら
れ
な
い
」
と
か
、「
あ
の
時
出
品
し
て

い
た
古
文
書
を
見
逃
し
た
の
が
悔
や
ま
れ
る
」
と
い
う
思
い
を
抱
い

て
い
る
方
に
は
（
い
る
の
か
？
い
ま
す
よ
ね
!?
）、
そ
の
文
化
財
に

出
会
え
る
チ
ャ
ン
ス
で
す
。

　

一
方
で
、
当
館
で
埋
蔵
文
化
財
に
特
化
し
た
展
覧
会
は
多
く
あ
り

ま
せ
ん
で
し
た
が
、
矢
作
川
河
床
遺
跡
や
北
野
廃
寺
跡
出
土
品
な
ど
、

岡
崎
の
歴
史
の
ル
ー
ツ
を
辿
る
中
で
も
紹
介
さ
れ
て
き
ま
し
た
。
本

展
で
は
「
至
宝
」
と
い
う
タ
イ
ト
ル
に
の
っ
と
り
、「
展
示
映
え
」

す
る
資
料
を
中
心
に
展
示
し
て
い
ま
す
。
国
内
で
も
稀
な
完
形
の
緑

釉
花
文
輪
花
椀
、
岩
津
第
一
号
墳
の
出
土
品
、
飾
馬
形
埴
輪
、
矢
作

川
河
床
遺
跡
の
物
量
と
時
代
幅
の
見
え
る
展
示
な
ど
、
見
応
え
の
あ

る
資
料
が
並
び
ま
す
。

②
近
年
の
研
究
の
進
展

　

岡
崎
の
歴
史
を
知
る
に
は
、
今
で
も
『
新
編
岡
崎
市
史
』
が
基
本
と
な
り
ま
す
。
し
か
し
刊
行
完

了
か
ら
三
〇
年
近
く
経
ち
、
そ
の
後
に
進
め
ら
れ
た
愛
知
県
史
や
近
隣
の
自
治
体
史
の
編
さ
ん
や
、

絶
え
ず
行
わ
れ
て
い
る
発
掘
調
査
は
、
岡
崎
市
域
に
と
っ
て
も
重
要
な
成
果
を
も
た
ら
し
て
い
ま
す
。

も
っ
と
も
、
そ
れ
ら
を
逐
一
調
べ
て
い
く
の
は
な
か
な
か
大
変
な
労
力
が
必
要
で
す
。
こ
の
至
宝
展

で
は
、
近
年
の
研
究
成
果
を
取
り
込
む
こ
と
で
、『
新
編
岡
崎
市
史
』
の
増
補
的
な
役
割
が
果
た
せ
た

ら
と
思
っ
て
い
ま
す
。
た
だ
、
言
う
は
易
し
で
す
が
…
。『
新
編
岡
崎
市
史
』
時
点
で
は
確
認
さ
れ
て

い
な
か
っ
た
西
牧
野
遺
跡
の
発
見
は
、
こ
の
地
方
に
お
け
る
旧
石
器
時
代
研
究
の
進
展
に
大
き
な
影

響
を
与
え
る
重
要
な
も
の
で
す
。
瀧
山
寺
の
運
慶
仏
は
、
装
飾
品
が
造
立
当
初
の
も
の
か
ど
う
か
議

論
が
続
い
て
い
ま
す
し
、
十
二
神
将
立
像
も
詳
細
な
調
査
が
進
み
、
さ
ら
な
る
評
価
の
高
ま
り
が
期 地蔵菩薩坐像像内納入品　天恩寺蔵

飾馬形埴輪（外山第 3号墳）　岡崎市教育委員会蔵

EXHIBITION

至
宝　

燦き
ら

め
く
岡
崎
の
文
化
財

開
館
25
周
年
記
念　

特
別
企
画
展

湯
谷
　
翔
悟

会
期

：
第
Ⅰ
部
　
令
和
３
年
10
月
９
日
㈯
～
11
月
７
日
㈰

第
Ⅱ
部
　
令
和
３
年
11
月
20
日
㈯
～
12
月
19
日
㈰



AU T U M N  2 0 2 1

4

待
さ
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
松
平
氏
研
究
は
、
近
年
最
も
進
展
が
あ
っ
た
分
野
の
一
つ
で
す
。
拠
点
の
ひ

と
つ
だ
っ
た
岡
崎
に
は
、
家
康
に
限
ら
ず
多
く
の
松
平
氏
関
連
資
料
が
伝
わ
っ
て
い
ま
す
。
大
樹
寺
文

書
の
中
の
「
松
平
一
族
連
判
状
」
は
以
前
か
ら
よ
く
知
ら
れ
た
資
料
で
し
た
が
、
そ
の
解
釈
は
見
直
し

が
図
ら
れ
て
き
ま
し
た
。

　

至
宝
展
で
は
、
近
年
の
研
究
の
進
展
を
で
き
る
限
り
踏
ま
え
な
が
ら
、
市
域
の
文
化
財
を
紹
介
す
る

よ
う
努
め
て
い
ま
す
。
ま
た
岡
崎
の
歴
史
と
文
化
財
に
つ
い
て
、
各
分
野
・
各
時
代
の
フ
ロ
ン
ト
ラ
ン

ナ
ー
の
先
生
方
に
ご
講
演
と
図
録
へ
の
ご
寄
稿
を
し
て
い
た
だ
き
ま
す
。

③
新
発
見
・
新
知
見
の
提
示

　

至
宝
展
開
催
の
た
め
の
調
査
で
も
、
い
く
つ
か
新
発
見
・
新
知
見
が
あ
り
ま
す
。
本
当
は
こ
れ
が
ポ　
　
　
　

ン
ポ
ン
出
せ
れ
ば
最
高
な
の
で
す
が
、
な
か
な
か
そ
う
も
行
き
ま
せ
ん
…
ス
ミ
マ
セ
ン
。
近
年
、
松
應

寺
の
開
山 

隣
誉
上
人
の
画
像
が
見
つ
か
り
ま
し
た
。
表
具
の
状
態
が
あ
ま
り
良
く
な
い
た
め
実
物
の
展

示
は
断
念
し
ま
し
た
が
、
存
命
中
に
描
か
れ
た
寿
像
の
可
能
性
も
あ
る
重
要
な
資
料
を
初
紹
介
し
ま
す
。

ま
た
新
発
見
の
徳
川
家
康
書
状
も
出
品
し
ま
す
。
遠
州
の
小
笠
原
氏
宛

の
安
堵
状
で
、
長
篠
合
戦
前
の
遠
州
統
治
に
腐
心
す
る
状
況
が
垣
間
見

え
ま
す
。

　

新
知
見
と
し
て
は
、
満
性
寺
の
親
忠
寄
進
状
が
写
し
で
あ
る
可
能
性

も
示
し
て
い
ま
す
。『
新
編
岡
崎
市
史
』
が
「
二
人
の
親
忠
」
と
紹
介

し
て
い
る
資
料
で
す
が
、
写
し
と
す
る
と
ま
た
別
の
資
料
的
価
値
が
生

ま
れ
て
き
ま
す
。
ま
た
こ
れ
ま
で
度
々
展
示
し
て
き
た
「
東
照
大
権
現

像
」、
要
は
家
康
を
描
い
た
絵
で
す
が
、
こ
れ
ま
で
上
に
書
か
れ
た
文

字
（
賛
と
い
い
ま
す
）
を
誰
が
書
い
た
か
特
定
で
き
て
い
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
捺
さ
れ
た
印
鑑
を
解

析
し
た
結
果
、
守
澄
法
親
王
と
判
明
し
ま
し
た
。
こ
れ
に
よ
り
画
像
の
制
作
年
代
を
か
な
り
特
定
で

き
ま
す
。

　

あ
っ
、そ
う
そ
う
。
今
回
大
樹
寺
多
宝
塔
の
屋
根
裏
に
上
が
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
松
平
清
康（
徳

川
家
康
の
お
じ
い
ち
ゃ
ん
）
の
名
が
記
さ
れ
た
心
柱
の
墨
書
を
確
認
す
る
た
め
で
す
。
清
康
と
い
う

人
に
謎
が
あ
ま
り
に
多
い
た
め
、
心
柱
も
と
や
か
く
言
わ
れ
て
い
ま
し
た
が
、
墨
書
、
あ
り
ま
し
た
。

色
々
検
討
が
必
要
で
す
が
、
そ
の
材
料
は
提
供
で
き
て
い
る
と
思
い
ま
す
。

　

な
お
本
展
は
、
資
料
点
数
の
多
さ
か
ら
二
部
に
分
け
て
、
全
資
料
を
展
示
替
え
し
ま
す
。
第
Ⅰ
部

で
原
始
古
代
～
室
町
時
代
、
第
Ⅱ
部
で
は
戦
国
時
代
の
資
料
を
紹
介
し
て
い
き
ま
す
。
資
料
が
多
い

と
い
う
こ
と
は
…
先
号
で
も
言
い
ま
し
た
が
、
今
回
の
展
覧
会
図
録
は
過
去
最
厚
と
な
っ
て
い
る
は

ず
。
今
（
九
月
上
旬
現
在
）
も
目
下
執
筆
中
…

　

少
し
で
も
良
い
展
覧
会
、
良
い
図
録
に
な
る
よ
う
頑
張
り
ま
す
。

　

原
始
古
代
か
ら
戦
国
時
代
ま
で
と
い
う
、
こ
れ
だ
け
の
長
い
時
間
軸
で
岡
崎
の
歴
史
を
知
る
機
会

は
、
今
後
も
そ
う
多
く
は
な
い
と
思
い
ま
す
。
岡
崎
市
所
在
の
文
化
財
と
い
う
制
約
は
あ
る
も
の
の
、

通
史
的
に
紹
介
す
る
こ
の
至
宝
展
が
、
常
設
展
示
の
な
い
当
館
に
お
け
る
、
歴
史
へ
の
い
ざ
な
い
の

機
会
に
な
れ
ば
幸
い
で
す
。

東照大権現像　岡崎市蔵

大樹寺多宝塔心柱墨書銘　「大旦那世良 (田 )」と見える

印文に守澄の前の名である「尊敬」と見える

表
紙
画
像
：
十
二
神
将
立
像
　
瀧
山
寺
蔵
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わ
ず
か
に
端
部
を
欠
い
て
い
ま
す
が
、
ほ
ぼ

完
形
品
と
い
っ
て
よ
い
緑
釉
の
椀
で
す
。
口
縁

外
面
の
五
か
所
に
、
指
頭
で
押
圧
を
加
え
て
輪

花
を
作
り
、
口
縁
内
面
の
輪
花
の
間
と
内
底
面

と
に
陰い

ん

刻こ
く

花か

文も
ん

が
描
か
れ
て
い
ま
す
。
内
底
面

の
花
文
は
唐
草
文
の
一
種
で
あ
る
宝ほ

う

相そ
う

華げ

風
に

描
か
れ
て
、
全
体
に
洗
練
さ
れ
た
意
匠
と
な
っ

て
い
ま
す
。
素
地
は
硬
く
、
暗
黄
緑
色
の
釉
が

か
か
っ
て
い
ま
す
。

　

緑
釉
陶
器
は
鉛
を
主
体
と
し
た
釉
薬
を
用
い

た
施せ

釉ゆ
う

陶
器
で
、
光
沢
の
あ
る
濃
緑
色
か
ら
淡

緑
色
に
発
色
し
ま
す
。
高
度
な
技
術
を
要
し
、

生
産
地
域
も
限
ら
れ
る
高
級
品
で
す
。
こ
の
製

品
は
県
内
の
尾び

北ほ
く

窯
も
し
く
は
猿さ

投な
げ

窯
で
焼
成

さ
れ
た
も
の
と
推
定
さ
れ
ま
す
。

　

こ
の
美
し
い
器
が
、
岡
崎
市
内
を
縦
貫
す
る

矢
作
川
か
ら
採
集
さ
れ
ま
し
た
。
市
内
矢
作
川

の
河
道
と
河
川
敷
は
、
矢
作
川
河
床
遺
跡
と
い

う
埋
蔵
文
化
財
包
蔵
地
と
な
っ
て
お
り
、
縄
文

時
代
早
期
以
降
の
土
器
や
陶
器
が
出
土
し
て
い

る
の
で
す
。

　

同
じ
よ
う
な
椀
は
、
破
片
が
他
の
遺
跡
か
ら

も
出
土
し
て
い
ま
す
が
、
割
れ
て
お
ら
ず
完
全

な
姿
を
保
っ
て
い
る
も
の
は
、
全
国
的
に
み
て

こ
の
矢
作
川
か
ら
採
集
さ
れ
た
本
品
だ
け
で
あ

る
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
岡
崎

の
至
宝
は
河
床
に
眠
っ
て
い
た
の
で
す
。

（
伊
藤　

久
美
子
）

　

岡
崎
出
身
の
武
将
と
し
て
有
名
な
徳
川
家

康
。
家
康
と
い
う
名
に
至
る
ま
で
に
竹
千
代
・

元
信
・
元
康
と
名
乗
り
を
変
え
て
い
た
こ
と
は

ご
存
知
で
し
ょ
う
か
。
今
回
解
説
す
る
の
は
、

貴
重
な
元
信
の
判
物
。
こ
の
判
物
は
元
信
が
高

隆
寺
の
寺
領
を
安
堵
し
諸
役
不
入
な
ど
を
定
め

た
も
の
で
す
。

　

天
文
二
十
四
年
（
一
五
五
五
）
三
月
、
に
竹

千
代
は
十
四
歳
で
元
服
し
、
今
川
義
元
の
元
の

一
字
を
与
え
ら
れ
、「
松
平
次
郎
三
郎
元
信
」

と
名
乗
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
そ
の
後
、
祖

父
清
康
の
勇
名
に
し
た
い
、
康
の
一
字
を
受
け

て
元
康
と
改
名
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
い
つ

元
康
に
改
名
し
た
の
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て

は
明
ら
か
に
な
っ
て
い
ま
せ
ん
が
、
こ
の
判
物

の
弘
治
三
年
（
一
五
五
七
）
五
月
三
日
の
段
階

で
は
元
信
で
、
そ
れ
か
ら
約
一
年
二
か
月
後
の

永
禄
元
年
（
一
五
五
八
）
七
月
十
七
日
に
発
給

さ
れ
た
文
書
で
は
元
康
と
な
っ
て
い
る
こ
と
か

ら
、
こ
の
間
に
改
名
し
た
と
考
え
ら
れ
て
い
ま

す
。
つ
ま
り
、
元
信
と
名
乗
っ
て
い
た
の
は
二

年
か
ら
三
年
半
と
い
う
短
い
期
間
だ
っ
た
の
で

す
。
当
然
、
元
信
と
い
う
名
が
記
さ
れ
た
文
書

は
大
変
希
少
で
、
元
信
の
花
押
が
記
さ
れ
た
現

存
す
る
文
書
は
、
こ
の
高
隆
寺
に
宛
て
た
一
通

の
み
な
の
で
す
。
元
信
の
判
物
が
見
ら
れ
る
の

は
岡
崎
だ
け
。
岡
崎
と
い
う
地
域
に
は
、
歴
史

を
語
る
に
は
欠
か
せ
な
い
貴
重
な
品
が
守
り
伝

え
ら
れ
て
き
た
と
い
う
こ
と
を
実
感
し
て
い
た

だ
け
る
こ
と
で
し
ょ
う
。

（
山
下　

葵
）

緑り
ょ
く  

釉ゆ
う  

花か  

文も
ん  

輪り
ん  
花か  
椀わ
ん

矢や
は
ぎ
が
わ

作
川
河か

床し
ょ
う遺
跡

平
安
時
代
前
期

当
館
蔵

松
平
元
信
判
物

 

室
町
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治
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一
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五
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）
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＜

じ
め
っ
と
し
た
も
の＞

　

今
年
の
夏
は
雨
が
多
か
っ
た
。
ク

イ
ズ
ラ
リ
ー
「
恩
賜
池
を
探
索
し
て

妖
怪
を
探
そ
う
」
は
大
勢
の
来
場
者

に
楽
し
ん
で
も
ら
え
た
が
、
雨
に
よ
っ

て
参
加
で
き
な
か
っ
た
人
も
い
た
だ

ろ
う
。
そ
れ
に
つ
い
て
は
残
念
で
は

あ
っ
た
が
、
一
方
で
、
雨
で
じ
め
じ

め
し
た
森
は
妖
怪
的
異
界
感
を
演
出

し
た
。
設
置
し
た
妖
怪
オ
ブ
ジ
ェ
は
、

目
を
逸
ら
し
た
瞬
間
に
動
き
出
し
そ

う
な
程
生
き
生
き
し
て
見
え
た
し
、

森
に
潜
む
本
物
の
妖
怪
た
ち
も
居
心

地
が
よ
か
っ
た
こ
と
だ
ろ
う
。
こ
の

じ
め
じ
め
し
た
感
じ
は
、
妖
怪
を
感

じ
る
に
は
欠
か
せ
な
い
も
の
で
あ
る

よ
う
だ
。
当
館
に
も
収
蔵
作
品
が
あ

る
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
の
加
藤
泉
氏
が
雑

誌
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
で
水
木
し
げ
る

に
触
れ
、
こ
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

 （
加
藤
泉
の
育
っ
た
島
根
県
の
）
対
岸
の
境
港
は
水

木
し
げ
る
さ
ん
の
育
っ
た
と
こ
ろ
で
す
が
、
自
分

に
と
っ
て
水
木
し
げ
る
さ
ん
の
絵
の
じ
め
っ
と
し

た
暗
い
感
じ
は
、
や
は
り
山
陰
と
い
う
土
地
か
ら

生
ま
れ
た
も
の
だ
と
思
い
ま
す
し
、
不
思
議
じ
ゃ

な
い
と
い
う
か
馴
染
み
が
あ
り
ま
す
。[

１]

 　

加
藤
泉
は
、
じ
め
っ
と
、
そ
し
て

ど
ろ
っ
と
し
た
筆
致
で
原
初
的
な
命

の
か
た
ち
を
表
現
す
る
が
、
赤
子
が

母
体
か
ら
ど
ろ
っ
と
し
た
状
態
で
生

ま
れ
る
よ
う
に
、
生
き
物
の
命
が
は

じ
ま
る
場
所
も
概
ね
じ
め
っ
と
し
て

い
る
。
だ
か
ら
、
私
た
ち
が
目
に
見
え
な
い
も

の
の
存
在
、
そ
の
気
配
を
感
じ
る
場
所
も
概
ね

じ
め
っ
と
し
た
暗
い
と
こ
ろ
が
多
い
の
だ
ろ

う
。

 ＜

妖
怪
の
せ
い＞

　

水
木
し
げ
る
の
展
覧
会
と
い
う
こ
と
で
、
会

期
中
当
館
の
事
務
所
内
で
は
、
ち
ょ
っ
と
し
た

不
思
議
な
こ
と
や
不
可
解
な
こ
と
が
起
る
と
、

ほ
と
ん
ど
「
妖
怪
の
せ
い
」
で
処
理
さ
れ
て
い

た
よ
う
に
思
う
。
元
を
辿
れ
ば
私
た
ち
の
小
さ

な
思
い
違
い
で
あ
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
抜
き
差

し
が
た
い
現
実
的
な
理
不
尽
さ
を
、
こ
こ
ぞ
と

ば
か
り
に
妖
怪
の
せ
い
に
し
て
、
で
き
る
だ
け

穏
や
か
に
収
め
よ
う
と
し
た
職
員
た
ち
。
そ
し

て
、身
に
覚
え
の
な
い
責
任
を
押
し
付
け
ら
れ
、

理
不
尽
を
被
っ
た
妖
怪
た
ち
。
目
に
見
え
な
い

も
の
の
存
在
は
、
な
る
ほ
ど
私
た
ち
の
日
々
の

営
み
か
ら
生
じ
る
様
々
な
ズ
レ
を
埋
め
る
緩
衝

材
と
な
っ
て
い
て
く
れ
て
い
る
の
だ
。

　

小
さ
い
子
ど
も
が
い
る
私
も
、
子
供
が
起
こ

し
た
様
々
な
ト
ラ
ブ
ル
ー
牛
乳
を
こ
ぼ
し
た
、

お
も
ち
ゃ
を
無
く
し
た
ー
を
小
人
の
せ
い
に
し

て
家
族
で
や
り
く
り
し
て
い
る
。
小
人
の
お
か

げ
で
暮
ら
し
が
少
し
で
も
快
適
に
な
る
の
な
ら

ば
、
小
人
は
本
当
に
い
る
の
で
あ
る
。
目
に
見

え
な
い
も
の
の
存
在
は
、
心
の
く
ぼ
み
の
よ
う

な
と
こ
ろ
に
偏
在
し
て
い
る
。

 ＜

画
家
た
ち
が
到
達
し
え
な
か
っ
た

　
　
　
　
　
　
　
　

水
木
し
げ
る
の
妖
怪
画＞

　

学
芸
員
に
と
っ
て
、
企
画
展
で
取
り
扱
う
作

家
や
そ
の
作
品
に
つ
い
て
、
展
覧
会
が
は
じ

「
水
木
し
げ
る 

魂
の
漫
画
展
」
を
終
え
て
雑
感

ま
っ
て
か
ら
新
た
な
気
付
き
を
得
る
こ
と
が
少

な
く
な
い
。
展
覧
会
を
準
備
す
る
中
で
水
木
し

げ
る
に
つ
い
て
通
り
一
遍
の
こ
と
は
勉
強
し
た

つ
も
り
に
な
っ
て
い
た
も
の
の
、
開
幕
後
、
水

木
し
げ
る
フ
ァ
ン
の
方
々
や
、
講
演
会
に
登
壇

い
た
だ
い
た
講
師
の
方
々[

２]

か
ら
話
を
聞
き
、

特
に
妖
怪
画
に
お
け
る
水
木
の
偉
業
に
つ
い
て

改
め
て
学
ん
だ
。

　

妖
怪
画
は
イ
マ
ジ
ネ
ー
シ
ョ
ン
と
作
画
能
力

だ
け
で
は
な
く
、
加
え
て
研
究
者
と
し
て
の
調

査
ー
民
間
伝
承
と
創
作
、
語
り
と
図
像
、
相
矛

盾
す
る
様
々
な
記
述
を
包
摂
す
る
こ
と
ー
を
必

要
と
す
る
。
水
木
の
妖
怪
画
は
、
彼
が
育
っ
た

環
境
や
戦
争
体
験
、
そ
し
て
実
際
に
そ
れ
を
信

じ
る
好
奇
心
が
備
わ
っ
た
漫
画
家
だ
か
ら
こ
そ

成
し
得
た
業
績
で
あ
る
の
だ
。

　

妖
怪
や
も
の
の
け
を
表
現
す
る
こ
と
は
日
本

の
画
家
た
ち
も
取
り
組
ん
で
き
た
テ
ー
マ
で
は

あ
る
。
し
か
し
、
広
く
、
そ
し
て
長
く
大
衆
に

記
憶
さ
れ
る
妖
怪
の
イ
メ
ー
ジ
を
造
る
に
は
、

水
木
の
分
野
横
断
的
で
学
際
的
な
研
究
と
、
漫

画
と
い
う
手
軽
で
大
衆
的
な
メ
デ
ィ
ア
が
不
可

欠
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。

　

美
術
博
物
館
と
し
て
、
こ
れ
か
ら
の
時
代
に

扱
う
べ
き
も
の
の
揺
れ
を
、じ
め
っ
と
感
じ
る
。

（
ⅰ
）
化
け
猫

（
ⅱ
）
小
鬼

（
ⅲ
）
大
蛇

（
ⅳ
）
松
岡
徹
「
毒
石
」（
部
分
）2

0
2

1

年

[

１]

『
月
刊
美
術
二
〇
二
一
年
二
月
号
』、
サ
ン
・
ア
ー
ト
、
二
〇
二
一
年

[

２]

九
月
四
日
（
土
）
に
開
催
し
た
ト
ー
ク
イ
ベ
ン
ト
「
コ
ロ
ナ
か

ら
改
め
て
考
え
る
目
に
見
え
な
い
も
の
の
存
在
」、
講
師
は
飯

倉
義
之
氏
（
國
學
院
大
學
准
教
授
）
と
島
田
尚
幸
氏
（
あ
い
ち

妖
怪
保
存
会
共
同
代
表
）。

今
泉
　
岳
大

加藤泉〈Untitled〉2006 年　当館蔵

（ⅰ）（ⅲ）

（ⅱ）（ⅳ）
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YOUSED TO BE
戦
争
中
に
男
性
が
着
用
し
て
い
た
「
国
民
服
」
を

ご
存
知
で
し
ょ
う
か
。
カ
ー
キ
色
の
軍
服
の
よ
う

な
デ
ザ
イ
ン
の
服
で
、
ド
ラ
マ
や
映
画
で
ご
覧
に

な
っ
た
覚
え
が
あ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

「
国
民
服
」
は
戦
時
体
制
下
の
物
資
不
足
が
見
込

ま
れ
る
中
、
昭
和
15
年
に
勅
令
で
制
定
さ
れ
ま
し

た
。
紫
色
の
組
紐
で
で
き
た
儀
礼
章
を
掲
げ
る
こ

と
で
礼
服
の
代
わ
り
に
な
り
、
上
衣
の
下
に
は
着

物
襟
の
つ
い
た
「
中
衣
」
と
い
う
独
特
の
シ
ャ
ツ

を
着
る
こ
と
と
さ
れ
ま
し
た
が
、
こ
れ
は
と
う
と

う
普
及
せ
ず
、
ネ
ク
タ
イ
・
ワ
イ
シ
ャ
ツ
姿
の
人

が
多
発
し
て
し
ま
い
ま
し
た
。
烏
帽
子
を
モ
チ
ー

フ
に
し
た
と
い
う
専
用
の
帽
子
も
デ
ザ
イ
ン
さ
れ

ま
し
た
。

技
術
面
で
は
、
脇
下
の
汗
抜
き
の
た
め
の
開
口
部

や
サ
イ
ド
ベ
ン
ツ
の
採
用
な
ど
、
当
時
と
し
て
は

画
期
的
な
部
分
が
あ
り
ま
し
た
が
、
厳
密
な
型
紙

は
定
め
ら
れ
て
お
ら
ず
、
テ
ー
ラ
ー
が
ア
レ
ン
ジ

を
加
え
て
し
ま
う
こ
と
も
あ
り
ま
し
た
。

当
初
は
新
聞
や
業
界
紙
を
通
じ
て
４
種
類
の
型
が

発
表
さ
れ
ま
し
た
が
、
最
終
的
に
は
ノ
ー
フ
ォ
ー

ク
ジ
ャ
ケ
ッ
ト
型
の
甲
号
と
軍
服
型
の
乙
号
の
２

種
類
だ
け
が
正
式
な
も
の
と
し
て
制
定
さ
れ
て
し

ま
い
、
フ
ラ
イ
ン
グ
し
て
採
用
さ
れ
な
か
っ
た
型

を
仕
立
て
て
し
ま
っ
た
悲
し
い
人
も
あ
り
ま
し
た
。

着
用
が
強
制
さ
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な
く
、
当
初

の
普
及
は
イ
マ
イ
チ
で
し
た
が
、
大
戦
末
期
に
な

る
と
町
中
を
埋
め
尽
く
す
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

（
写
真
は
戦
前
に
現
在
の
籠
田
公
園
近
く
に
存
在
し

た
織
房
洋
服
店
で
仕
立
て
ら
れ
た
国
民
服
乙
号
）
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食欲の秋。お米がおいしくなる季節。
創業 80 年余りの桐箱の老舗、福岡の増田桐箱店が作る桐の米櫃は、桐のもつ調湿性と
防虫効果でお米をおいしく保ってくれます。
暮らしの中で使いやすい工夫と細やかな気遣いが伝わってくるのは、骨董や美術品など
の保存箱も手がけ、その高い技術を米櫃にも活かして丁寧に作られているから。
木のぬくもりを感じるシンプルなデザインで、見せる収納としてインテリアにもスッと
馴染んでくれます。

営業時間
定 休 日
T E L
F A X
M A I L
H P

10:00 - 17:00
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