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常設展示室（前田育徳会展示室）
特　集

天神画像と文房具
11月23日（土）～12月23日（月・祝）

今
回
は
、
江
戸
時
代
に
学
問
の
神
と
し
て
広
が
り
を
見
せ
た

天
神
信
仰
の
尊
像
で
あ
る
天
神
画
像
と
、
文
人
志
向
の
高
ま
り

の
中
で
尊
重
さ
れ
、
収
集
さ
れ
た
文
房
具
を
展
示
し
ま
す
。

天
神
は
菅
原
道
真
（
菅
公
）
を
指
し
、
そ
の
信
仰
は
学
問
や

詩
文
に
優
れ
た
菅
公
を
崇
拝
し
、
画
像
な
ど
を
祀
り
、
詩
文
を

詠
じ
た
り
す
る
も
の
で
す
。
平
安
時
代
中
頃
以
降
、
道
真
を
祭

神
と
す
る
天
神
信
仰
の
発
生
と
広
ま
り
に
と
も
な
っ
て
、
画
像

も
多
く
作
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。

前
田
家
で
は
藩
祖
利
家
の
頃
よ
り
、
天
神
信
仰
を
有
し
て
い

た
と
思
わ
れ
、
三
代
藩
主
利
常
は
、
幕
府
へ
家
格
、
家
系
を
提

出
し
た
「
寛
永
諸
家
系
図
伝
」
に
は
、
菅
原
道
真
を
祖
と
す
る

も
の
と
主
張
し
、
以
後
歴
代
の
藩
主
は
、
今
回
展
示
す
る
「
胞

輪
天
神
画
像
」
を
は
じ
め
、
積
極
的
に
天
神
関
係
資
料
の
収
集

を
行
う
と
と
も
に
、
領
内
に
お
い
て
も
天
神
信
仰
の
振
興
を
図

る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

一
方
、
文
房
具
は
、
文
人
の
た
し
な
み
と
し
て
、
歴
代
藩
主

が
主
に
中
国
招
来
の
品
々
を
収
集
愛
玩
し
た
こ
と
に
よ
り
ま

す
。
文
房
具
に
は
四
宝
と
称
さ
れ
る
筆
・
墨
・
紙
・
硯
の
ほ
か
、

筆ひ
っ

架か

、
文
鎮
ぶ
ん
ち
ん

、
硯
屏

け
ん
び
ょ
う
、
水
滴
す
い
て
き

な
ど
多
種
に
わ
た
り
収
集
さ
れ
て

い
ま
す
。
そ
れ
ら
は
実
用
性
と
と
も
に
書
斎
の
愛
玩
品
と
し
て

鑑
賞
す
る
た
め
に
、「
白
玉
雲
龍
彫
紫
檀
座
墨
床

ほ
く
ぎ
ょ
く
う
ん
り
ゅ
う
ぼ
り
し
た
ん
ざ
ぼ
く
し
ょ
う

」
や
「
象ぞ
う

牙げ

獅し

子し

文
鎮
」
な
ど
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
玉
、
象
牙
と
い
っ
た

高
価
な
素
材
に
工
人
た
ち
が
精
緻
を
つ
く
し
た
も
の
も
多
く
、

文
化
大
名
と
し
て
高
名
で
あ
っ
た
前
田
家
の
雅
み
や
び
な
趣
味
が
う
か

が
え
る
も
の
で
す
。

金
沢
市
長
坂
町
に
あ
る
大
乗
寺
は
、
正
応
四
年
（
一
二
九
一
）、

永
平
寺
よ
り
徹
通
て
っ
つ
う

義ぎ

介か
い

を
招
い
て
開
山
し
た
曹
洞
宗
寺
院
で

す
。
は
じ
め
は
野
市
の
の
い
ち

（
現
在
の
石
川
郡
野
々
市
町
）
に
あ
り
ま

し
た
。
永
平
寺
以
外
に
建
て
ら
れ
た
最
初
の
曹
洞
宗
寺
院
で
あ

る
こ
と
か
ら
、「
曹
洞
宗
第
二
の
本
寺
」
と
も
称
さ
れ
て
い
ま

す
。
二
世
瑩
山
紹
瑾

け
い
ざ
ん
じ
ょ
う
き
ん

、
三
世
明
峰
め
い
ほ
う

素そ

哲て
つ

の
時
期
に
そ
の
基
礎
が

築
か
れ
、
当
地
の
守
護
で
あ
る
富
樫
氏
の
み
な
ら
ず
、
足
利
幕

府
の
祈
願
寺
と
し
て
寺
領
・
屋
敷
を
安
堵
さ
れ
て
き
ま
し
た
。

し
か
し
、
十
五
世
紀
末
、
一
向
一
揆
に
よ
り
富
樫
氏
が
滅
亡
。

そ
の
平
定
に
あ
た
っ
た
柴
田
勝
家
の
兵
火
に
遭
い
、
大
乗
寺
は

焼
失
し
て
し
ま
い
ま
す
。
そ
の
後
、
加
賀
藩
二
代
藩
主
前
田
利

長
の
臣
下
・
加
藤
重
廉
し
げ
か
ど

に
よ
っ
て
再
興
。
慶
長
六
年
（
一
六
〇

一
）、
加
賀
藩
老
臣
・
本
多
政
重
に
よ
り
、
そ
の
屋
敷
の
隣
接

地
で
あ
る
石
浦
大
乗
寺
坂
（
現
在
の
金
沢
市
本
多
町
）
に
移
り

ま
す
。
現
在
の
場
所
に
移
転
し
た
の
は
、
元
禄
十
年
（
一
六
九

七
）
で
す
。

現
在
、
本
館
に
一
括
寄
託
さ
れ
る
大
乗
寺
の
文
化
財
は
古
文

書
・
中
近
世
絵
画
な
ど
三
百
件
以
上
に
の
ぼ
り
ま
す
。
本
展
で

は
、
重
要
文
化
財
五
件
の
ほ
か
、
歴
世
の
頂
相
ち
ん
ぞ
う

な
ど
全
十
五
件

を
紹
介
し
ま
す
。

重
要
文
化
財
『
佛
果
碧
巌
破
関
撃
節

ぶ
っ
か
へ
き
が
ん
は
か
ん
き
ゃ
く
せ
つ

』

曹
洞
宗
の
奥
義
を
記
し
た
宝
典
。
宋
の
雪
竇
重
顕
が
禅
修
業

の
考
案
中
か
ら
百
則
を
選
ん
だ
も
の
に
、
圜
悟
克
勤
が
著
語
を

つ
け
ま
し
た
。
中
国
へ
渡
っ
た
道
元
が
、
帰
朝
す
る
直
前
に
こ

れ
を
一
夜
で
書
写
し
た
と
伝
え
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、「
一
夜
碧

巌
集
」
と
も
称
さ
れ
ま
す
。

重
要
文
化
財
『
羅ら

漢か
ん

供く

養
講
式
稿
本
断
簡

よ
う
こ
う
し
き
こ
う
ほ
ん
だ
ん
か
ん

』

道
元
作
『
羅
漢
供
養
講
式
』
の
自
筆
本
の
残
簡
。
後
半
部
分

が
残
さ
れ
て
お
り
、
愛
知
県
の
全
久
院
に
あ
る
断
簡
と
あ
わ
せ

る
と
、『
講
式
』
の
全
体
を
知
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
随
所
に

わ
た
っ
て
道
元
自
筆
の
訂
正
が
加
え
ら
れ
て
お
り
、
本
書
は
草

稿
本
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

石
川
県
指
定
文
化
財
『
三
世

明
峰

め
い
ほ
う

素そ

哲
頂
相

て
つ
ち
ん
ぞ
う

』

加
賀
（
能
登
と
も
）
の
人
。
は
じ
め
比
叡
山
で
天
台
宗
を
学

び
ま
す
が
、
後
に
建
仁
寺
で
禅
を
学
び
、
大
乗
寺
で
二
世
瑩
山

紹
瑾
に
随
侍
し
ま
す
。
能
登
永
光
よ
う
こ
う

寺
の
二
世
の
後
、
大
乗
寺
三

世
と
な
り
、
晩
年
越
中
に
光
禅
寺
を
開
き
ま
し
た
。

常設展示室（第2展示室）
特　集

大乗寺の文化財
11月23日（土）～12月23日（月・祝）

◎羅漢供養講式稿本断簡　大乗寺蔵
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常設展示室（第3展示室）
特　集

藤井外喜雄
ミニアチュールの世界
11月23日（土）～12月23日（月・祝）

牧
場

藤
井
外
喜
雄
は
明
治
三
十
四
年
に
本
県
寺
井
町
に
生
ま
れ
、

大
正
七
年
十
七
歳
で
第
十
二
回
文
展
に
初
入
選
し
て
、
天
才
少

年
と
華
々
し
く
画
壇
に
登
場
し
た
画
家
で
す
。

幼
い
頃
に
名
古
屋
に
移
り
、
そ
の
後
尾
張
徳
川
家
の
庇
護
を

受
け
、
大
正
十
二
年
か
ら
昭
和
五
年
ま
で
の
七
年
間
、
フ
ラ
ン

ス
に
留
学
し
ま
し
た
。
モ
ー
リ
ス
・
ド
ニ
の
教
え
る
ア
カ
デ
ミ

ー
・
コ
ラ
ロ
ッ
シ
ー
に
学
び
、
ま
た
ソ
ル
ボ
ン
ヌ
大
学
の
演
劇

科
に
も
通
っ
て
い
ま
す
。

藤
井
の
留
学
期
は
エ
コ
ー
ル
・
ド
・
パ
リ
の
華
や
か
な
と
き

で
、
日
本
人
留
学
生
は
い
く
つ
か
の
グ
ル
ー
プ
に
分
か
れ
て
勢

力
を
競
っ
た
り
し
て
い
た
よ
う
で
す
が
、
藤
井
は
常
に
孤
高
の

存
在
で
あ
っ
た
よ
う
で
す
。

そ
れ
は
帰
国
後
も
同
様
で
、
帝
展
の
内
幕
や
、
昭
和
十
年
か

ら
の
帝
展
騒
動
に
嫌
気
が
さ
し
、
画
壇
と
交
渉
を
絶
っ
て
し
ま

う
の
で
し
た
。
以
後
は
個
展
を
中
心
に
作
品
の
発
表
を
続
け
、

平
成
六
年
千
葉
に
お
い
て
九
十
二
歳
の
高
齢
で
亡
く
な
っ
て
い

ま
す
。

今
回
の
特
集
は
藤
井
が
フ
ラ
ン
ス
留
学
中
に
描
い
た
0
号
大

（
14
×
18
cm
）
の
風
景
画
を
中
心
に
ご
覧
い
た
だ
き
ま
す
。
肩

肘
の
張
ら
ぬ
、
親
密
な
世
界
を
お
楽
し
み
下
さ
い
。

主
な
展
示
作
品

自
画
像
Ⅱ

ロ
ダ
ン
の
家

モ
ン
モ
ラ
ン
シ
ィ
に
て

パ
リ
ー
郊
外

ジ
プ
シ
ー
の
女

モ
ン
パ
ル
ナ
ス
の
部
屋

自
画
像
Ⅱ

大
正
8
年

前
田
育
徳
会
展
示
室

特
集
　
天
神
画
像
と
文
房
具

胞
輪
天
神
画
像

白
玉
雲
龍
彫
紫
檀
座
墨
床

は
く
ぎ
ょ
く
う
ん
り
ゅ
う
ぼ
り
し
た
ん
ざ
ぼ
く
し
ょ
う

象ぞ
う

牙
獅
子

げ

し

し

文
鎮

第
１
展
示
室

'

色
絵
雉
香
炉

野
々
村
仁
清
に
ん
せ
い

◎
色
絵
雌
雉
香
炉

野
々
村
仁
清

第
２
展
示
室

古
九
谷

□
色
絵
百
花
散
双
鳥
図
平
鉢

□
青
手
樹
木
図
平
鉢

特
集
　
大
乗
寺
の
文
化
財

◎
佛
果
碧
巌
破
関
撃
節

ぶ
っ
か
へ
き
が
ん
は
か
ん
き
ゃ
く
せ
つ

道
元

◎
羅ら

漢か
ん

供く

養
講
式
稿
本
断
簡

よ
う
こ
う
し
き
こ
う
ほ
ん
だ
ん
か
ん

道
元

□
三
世
　
明
峰
め
い
ほ
う

素そ

哲
頂
相

て
つ
ち
ん
ぞ
う

第
３
・
４
展
示
室
（
彫
塑
・
造
形
・
油
彩
画
）

彫
塑
・
造
形

去
り
ゆ
く
夏

銭
亀
賢
治

白
銅
浮
彫
「
聖
歌
の
碑
」

蓮
田
修
吾
郎

特
集
　
藤
井
外
喜
雄
ミ
ニ
ア
チ
ュ
ー
ル
の
世
界

※
上
の
記
事
を
ご
覧
下
さ
い
。

第
５
展
示
室
（
工
芸
）

燿
彩
鉢
「
極
光
」

三
代
徳
田
八
十
吉

沈
金
猫
文
「
け
は
ひ
」
飾
筥

前
　
大
峰

友
禅
訪
問
着
「
金
鶏
」

木
村
雨
山

第
６
展
示
室
（
日
本
画
）

三
人
の
刻

中
村
　
徹

雪
雲
来
る

曲
子
明
良

街

山
本
知
克

常設展示室

主な展示作品
11月23日（土）～12月23日（月・祝）
'＝国宝　◎＝重要文化財
□＝石川県指定文化財

◆
観
覧
料

団
体
（
20
名
以
上
）

一　般
350円

大学生
280円

高校生以下は
無料

一　般
280円

大学生
220円

高校生以下は
無料

個
　
　
　
人

□
三
世
明
峰
素
哲
頂
像

沈
金
猫
文
「
け
は
ひ
」
飾
筥
　
前
　
大
峰

街
　
山
本
知
克
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旧
石
川
県
美
術
館
は
、
金
沢
市
出
身
の
日
本
を
代
表
す
る
建

築
家
谷
口
吉
郎
さ
ん
の
設
計
で
あ
っ
た
（
本
紙
第
二
〇
四
号
参

照
）。
石
川
県
か
ら
谷
口
さ
ん
へ
設
計
の
依
頼
を
し
た
際
に
は
、

収
蔵
展
示
作
品
の
ほ
と
ん
ど
は
古
美
術
を
含
め
た
工
芸
作
品
で

あ
る
の
で
、
そ
れ
ら
を
展
示
す
る
に
ふ
さ
わ
し
い
美
術
館
を
設

計
し
て
欲
し
い
と
い
う
こ
と
を
お
願
い
し
て
あ
っ
た
。
そ
れ
を

お
受
け
に
な
っ
て
、
谷
口
さ
ん
は
展
示
室
の
空
間
に
箱
型
の
ケ

ー
ス
を
配
置
し
、
原
則
と
し
て
壁
面
造
り
付
け
ケ
ー
ス
を
設
置

し
な
い
方
式
を
採
用
さ
れ
た
。

し
か
し
、
い
ざ
開
館
し
企
画
展
を
開
催
し
て
み
る
と
、
屏
風

や
襖
絵
、
そ
れ
に
大
型
の
掛
幅
や
額
装
の
作
品
は
、
ほ
と
ん
ど

が
展
示
不
可
能
で
あ
っ
た
。
ま
た
箱
型
の
ケ
ー
ス
に
よ
っ
て
展

示
室
の
見
通
し
が
悪
く
な
り
、
看
視
の
目
が
届
き
に
く
い
。
こ

れ
ら
は
名
刀
展
事
件
（
本
紙
第
二
二
九
号
参
照
）
に
つ
な
が
っ

た
と
い
う
こ
と
も
あ
り
、
展
示
室
内
部
を
全
面
造
り
付
け
ケ
ー

ス
に
す
べ
き
と
い
う
意
見
が
出
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
。

実
は
私
も
そ
う
し
た
意
見
に
賛
成
し
た
一
人
で
も
あ
っ
た
。
と

こ
ろ
が
改
造
を
行
う
場
合
に
は
、
設
計
者
が
他
な
ら
ぬ
谷
口
吉

郎
さ
ん
で
あ
る
の
で
、
ご
本
人
の
了
解
を
と
る
必
要
が
あ
る
。

そ
し
て
そ
の
鈴
付
け
役
が
私
に
廻
っ
て
き
た
。
今
に
し
て
み
れ

ば
、
も
っ
と
県
組
織
の
上
で
私
の
よ
う
な
若
僧
で
は
な
く
、
上

席
の
人
が
そ
の
任
に
当
た
る
べ
き
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る

が
、
随
分
と
出
過
ぎ
た
真
似
を
し
た
も
の
だ
と
冷
や
汗
を
か
く

次
第
で
あ
る
。

さ
て
、
谷
口
さ
ん
に
お
会
い
し
て
、
か
く
か
く
し
か
じ
か
理

由
を
申
し
上
げ
る
と
、「
そ
の
よ
う
な
こ
と
を
、
な
か
な
か
話

し
て
い
た
だ
け
る
と
こ
ろ
は
極
め
て
少
な
い
。
大
変
参
考
に
な

っ
た
。
ど
う
ぞ
実
行
し
て
下
さ
い
。
改
造
図
面
だ
け
は
一
応
見

せ
て
下
さ
い
。」
と
快
く
ご
承
諾
し
て
い
た
だ
い
た
。
設
計
依

頼
の
時
に
は
無
か
っ
た
こ
と
を
申
し
上
げ
、
い
わ
ば
設
計
に
ケ

チ
を
つ
け
る
こ
と
で
も
あ
っ
た
の
で
、
内
心
冷
や
冷
や
し
て
い

た
が
、
さ
す
が
大
建
築
家
は
心
も
違
う
も
の
で
あ
る
と
つ
く
づ

く
思
っ
た
。

（
全
館
壁
面
ケ
ー
ス
化
工
事
の
完
成
は
昭
和
四
十
七
年
三
月
）

美
術
館
小
史
・
余
話
29

嶋
崎
　
丞
す
す
む

当
館
館
長

全
館
壁
面
ケ
ー
ス
化
へ

「
利
家
と
ま
つ
」展
閉
幕

九
月
十
四
日
よ
り
開
催
し
て
き
た
「
利
家
と
ま
つ
加
賀
百

万
石
物
語
展
」
は
、
十
月
二
十
七
日
、
四
十
四
日
間
の
会
期
を

終
え
て
盛
況
の
う
ち
に
閉
幕
い
た
し
ま
し
た
。
折
し
も
開
催
中

の
「
加
賀
百
万
石
博
」
の
人
出
と
も
相
ま
っ
て
、
四
六
、
七
六

六
人
の
入
場
者
を
迎
え
、
県
内
外
か
ら
の
団
体
入
場
は
一
〇
九

を
数
え
ま
し
た
。
会
期
中
、
一
万
人
ご
と
の
入
場
者
に
は
記
念

品
を
お
渡
し
し
ま
し
た
が
、
四
人
の
う
ち
三
人
ま
で
が
県
外
か

ら
の
入
場
者
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
県
外
か
ら
多
く
の
方
を
お

迎
え
し
た
事
実
を
裏
付
け
る
結
果
と
な
り
ま
し
た
。
終
盤
に
入

り
、
大
好
評
の
う
ち
に
展
開
し
た
講
演
会
、
講
座
も
立
ち
見
の

方
が
出
る
ほ
ど
で
し
た
。
会
場
の
あ
ち
こ
ち
で
、
ド
ラ
マ
の
場

面
を
回
想
し
た
り
、
利
家
や
ま
つ
を
語
っ
た
り
す
る
人
た
ち
も

見
受
け
ら
れ
、
大
河
ド
ラ
マ
ブ
ー
ム
の
高
ま
り
を
感
じ
さ
せ
ら

れ
ま
し
た
。
ご
来
場
の
皆
様
と
関
係
各
位
に
心
よ
り
の
感
謝
を

申
し
上
げ
ま
す
。

入場1万人目の記念品贈呈（9月23日）

床
に
響
く
靴
音

静
か
に
ゆ
っ
た
り
と
作
品
鑑
賞
を
し
た
い
の
に
、

床
に
響
く
靴
音
が
と
て
も
気
に
な
る
こ
と
が
あ

り
ま
す
。
床
は
絨
毯
敷
き
の
方
が
い
い
と
思
う

の
で
す
が
…

靴
音
防
止
に
は
、
確
か
に
絨
毯
の
方
が
効
果
が
あ
る

と
思
い
ま
す
し
、
古
美
術
部
門
の
展
示
室
床
は
開
館

当
初
よ
り
絨
毯
敷
き
で
す
。
し
か
し
他
の
展
示
室
は
、

一
時
期
に
数
万
人
が
入
室
す
る
よ
う
な
大
型
企
画
展

の
会
場
と
な
る
こ
と
が
多
い
の
で
す
。
絨
毯
で
は
逆

に
外
か
ら
持
ち
込
ま
れ
た
砂
や
小
石
な
ど
が
詰
ま
り

や
す
い
、
ほ
こ
り
も
立
ち
や
す
い
な
ど
の
弊
害
が
予

想
さ
れ
ま
し
た
。
そ
こ
で
使
用
し
て
い
る
の
が
現
在

の
ゴ
ム
タ
イ
ル
で
す
。
こ
れ
は
他
の
床
材
に
比
べ
、

靴
音
が
小
さ
く
な
る
こ
と
か
ら
採
用
し
た
も
の
で

す
。
ま
た
彫
刻
等
展
示
作
品
の
安
定
性
も
考
慮
し
て

い
ま
す
。
快
適
な
環
境
で
鑑
賞
で
き
る
よ
う
今
後
と

も
努
力
し
て
ま
い
り
ま
す
の
で
、
皆
様
の
ご
理
解
と

ご
協
力
を
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

箱
形
ケ
ー
ス
で
の
展
示
（
昭
和
39
年
）

改
装
後
の
壁
面
ケ
ー
ス
（
昭
和
47
年
）
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今
回
の
展
覧
会
で
は
、
若
い
頃
か
ら

の
作
品
を
年
代
を
追
っ
て
並
べ
ま
し
た

が
、
こ
れ
は
僕
に
と
っ
て
初
め
て
の
こ

と
で
、
順
に
眺
め
て
い
く
と
、
自
然
と

自
分
の
仕
事
の
流
れ
が
分
か
っ
て
、
再

確
認
し
た
と
い
う
思
い
が
あ
り
ま
す
。

そ
こ
で
、
こ
の
場
で
は
年
代
を
追
っ
て
、

絵
に
携
わ
る
よ
う
に
な
っ
た
経
緯
を
話

し
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。

小
中
学
校
時
代
は
、
授
業
な
ど
で
日
本
や
西
洋
の
絵
を
見
せ

ら
れ
ま
す
が
、
ピ
カ
ソ
や
セ
ザ
ン
ヌ
、
ル
ノ
ア
ー
ル
等
に
は
興

味
は
な
く
、
ダ
リ
や
マ
グ
リ
ッ
ト
と
い
っ
た
シ
ュ
ー
ル
レ
ア
リ

ス
ム
に
対
し
て
興
味
を
持
ち
、
飽
か
ず
に
眺
め
て
い
ま
し
た
。

そ
の
後
、
京
都
で
浪
人
中
の
二
十
歳
位
の
頃
に
、
京
都
市
美

術
館
で
円
山
応
挙
と
蘆
雪
（
ろ
せ
つ
）
の
展
覧
会
を
見
て
、
蘆

雪
の
「
山
姥
」
と
い
う
水
墨
画
に
非
常
な
シ
ョ
ッ
ク
を
受
け
ま

し
た
。
表
情
も
そ
う
で
す
し
、
扇
の
タ
ッ
チ
が
す
ご
い
勢
い
で
、

こ
の
作
品
に
な
に
か
を
感
じ
て
、
一
年
く
ら
い
経
っ
て
絵
の
世

界
に
入
る
よ
う
に
努
力
を
始
め
た
ん
で
す
。
そ
れ
か
ら
神
戸
外

国
語
大
学
に
入
学
し
て
、
あ
ち
こ
ち
の
デ
ッ
サ
ン
教
室
通
い
を

始
め
ま
し
た
。

展
示
室
で
は
「
鳩
の
陣
」
か
ら
作
品
が
並
ん
で
い
ま
す
。
こ

れ
は
二
十
六
、
七
歳
の
頃
の
作
品
で
、
こ
こ
か
ら
本
格
的
な
制

作
が
始
ま
る
と
い
う
、
僕
に
と
っ
て
記
念
的
な
作
品
で
す
。
そ

の
前
は
油
絵
で
人
物
を
描
い
て
い
た
の
で
す
が
、
自
分
の
世
界

を
見
つ
け
出
そ
う
と
し
て
、
町
に
あ
る
風
景
を
写
真
に
撮
っ
て
、

社
会
性
の
あ
る
も
の
を
モ
チ
ー
フ
に
描
い
た
の
で
す
。
車
の
解

体
屋
の
情
景
を
描
い
た
「
ジ
ャ
ン
ク
（JU

N
K
S

）」
な
ど
も
こ

の
方
向
の
作
品
で
す
が
、
色
が
モ
ノ
ク
ロ
で
発
展
し
そ
う
も
な

い
の
で
二
年
ほ
ど
で
や
め
ま
し
た
。

そ
の
後
に
プ
リ
ズ
ム
を
通
し
て
見
た
町
の
風
景
を
描
き
ま
し

た
。
道
端
で
売
っ
て
い
た
雑
貨
の
中
か
ら
一
眼
レ
フ
の
プ
リ
ズ

作
品
と
あ
ゆ
み

講
演
会
記
録

作
品
と
あ
ゆ
み

講
師

西
田
洋
一
郎
氏
（
画
家
）

ム
を
手
に
し
て
覗
い
た
と
き
に
、
作
品
に
使
え
る
の
で
は
と
考

え
た
の
で
す
。「
プ
リ
ズ
ム
分
光
景
」
は
そ
う
し
た
作
品
で
、

シ
ェ
ル
美
術
賞
展
の
大
賞
を
も
ら
い
ま
し
た
。

初
め
は
社
会
的
に
ア
ピ
ー
ル
で
き
る
も
の
を
と
考
え
て
描
い

て
い
た
の
で
す
が
、
プ
リ
ズ
ム
そ
の
も
の
に
自
分
の
内
面
を
託

し
て
、
な
に
か
世
界
が
で
き
そ
う
な
感
じ
が
し
て
、「
プ
リ
ズ

ム
分
光
画
」
を
数
年
間
描
き
続
け
ま
し
た
。

僕
は
エ
ア
ブ
ラ
シ
と
い
う
技
法
で
描
い
て
い
る
の
で
す
が
、

そ
の
き
っ
か
け
は
ド
イ
ツ
の
ヴ
ン
ダ
ー
リ
ッ
ヒ
の
作
品
で
し

た
。
で
も
、
感
情
を
直
接
出
す
表
現
主
義
的
な
方
向
は
続
け
ら

れ
ま
せ
ん
で
し
た
。
激
情
を
潜
め
、
知
性
と
向
き
合
う
と
い
う

方
向
を
見
い
だ
し
た
の
で
す
。
ゴ
ッ
ホ
や
ゴ
ー
ギ
ャ
ン
の
よ
う

に
、
彼
ら
の
手
が
創
り
出
す
個
性
は
と
て
も
大
事
で
す
が
、
芸

術
は
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
と
思
う
の
で
す
。
エ
ア
ブ
ラ
シ
は
ス

プ
レ
ー
で
描
き
ま
す
か
ら
、
手
の
動
き
の
個
性
は
薄
れ
ま
す
。

そ
の
バ
ラ
ン
ス
が
自
分
に
合
っ
て
い
た
の
で
す
。

そ
の
頃
、
数
年
間
ド
イ
ツ
に
留
学
す
る
こ
と
を
決
め
て
い
ま

し
た
。
ド
イ
ツ
を
選
ん
だ
理
由
は
、
他
の
国
と
比
べ
て
得
る
こ

と
の
で
き
た
情
報
が
一
番
し
っ
か
り
し
て
い
た
こ
と
と
、
当
時

見
た
ド
イ
ツ
映
画
の
シ
ュ
ー
ル
な
世
界
に
惹
か
れ
た
こ
と
に
よ

り
ま
す
。
哲
学
的
で
、
理
解
不
能
な
と
こ
ろ
に
惹
き
つ
け
ら
れ

ま
し
た
。

片
道
切
符
で
ド
イ
ツ
へ
行
き
、
ま
ず
語
学
学
校
へ
二
ヶ
月
間

缶
詰
に
な
っ
て
勉
強
し
ま
し
た
。
そ
れ
か
ら
カ
ッ
セ
ル
芸
術
大

学
の
聴
講
生
に
な
っ
て
必
死
で
受
験
勉
強
を
し
て
、
半
年
少
し

過
ぎ
て
か
ら
、
こ
の
大
学
の
試
験
に
通
り
ま
し
た
。
そ
の
時
は

十
三
人
が
受
験
し
て
、
受
か
っ
た
の
は
僕
だ
け
で
し
た
。

カ
ル
チ
ャ
ー
シ
ョ
ッ
ク
は
当
然
あ
り
ま
す
。
僕
は
日
本
人
だ
、

と
い
う
こ
と
を
ド
イ
ツ
に
渡
っ
た
瞬
間
に
思
い
知
ら
さ
れ
ま
し

た
。
人
の
主
体
性
、
自
立
性
が
違
い
ま
す
。
日
本
人
は
優
し
い

環
境
の
中
に
い
ま
す
が
、
彼
ら
は
自
主
独
立
の
世
界
で
す
。
子

供
か
ら
し
て
四
、
五
歳
で
大
人
と
対
等
に
理
屈
っ
ぽ
く
筋
を
通

し
て
語
り
ま
す
。
で
も
、
逆
に
困
っ
た
と
こ
ろ
も
出
て
き
ま
す
、

調
和
性
が
乏
し
い
の
で
す
。

そ
れ
と
日
本
で
は
、
芸
術
家
は
作
品
に
対
し
て
理
屈
っ
ぽ
く

し
ゃ
べ
ら
な
い
。
で
も
向
こ
う
で
は
そ
れ
で
は
だ
め
で
す
。
ち

ゃ
ん
と
し
た
考
え
を
持
っ
て
、
言
葉
で
説
明
で
き
な
け
れ
ば
、

芸
術
家
と
し
て
期
待
さ
れ
な
い
。
個
展
を
開
く
と
い
ろ
ん
な
人

が
話
し
か
け
て
き
ま
す
。
自
分
な
り
の
考
え
方
、
好
み
を
も
っ

て
厳
し
い
質
問
を
浴
び
せ
か
け
て
く
る
わ
け
で
す
。
そ
れ
に
対

し
て
ち
ゃ
ん
と
答
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

そ
の
頃
の
ド
イ
ツ
の
作
家
は
、
ア
ン
テ
ス
や
フ
ラ
イ
ナ
ー
、

バ
ゼ
リ
ッ
ツ
、
ボ
イ
ス
、
キ
ー
フ
ァ
ー
な
ど
で
、
僕
の
傾
向
に

似
て
る
作
家
は
あ
ま
り
い
ま
せ
ん
。
新
表
現
派
と
で
も
い
う
べ

き
で
、
皆
お
ど
ろ
お
ど
ろ
し
い
。
そ
う
い
う
中
に
僕
は
プ
リ
ズ

ム
を
持
っ
て
い
っ
た
の
で
す
。
ま
っ
た
く
違
っ
た
傾
向
の
僕
の

作
品
が
受
け
入
れ
ら
れ
て
、
ま
が
り
な
り
に
も
ド
イ
ツ
で
芸
術

家
と
し
て
や
っ
て
い
ま
し
た
。
あ
る
意
味
貴
重
な
も
の
と
し
て

気
に
入
っ
い
っ
て
も
ら
っ
た
の
で
は
と
思
い
ま
す
。

僕
の
テ
ー
マ
は
空
間
で
す
。
ド
イ
ツ
へ
行
っ
て
か
ら
そ
れ
を

認
識
し
ま
し
た
。
西
洋
の
考
え
で
は
空
間
は
物
質
な
ん
で
す
。

で
も
、
日
本
人
は
違
う
、
宇
宙
的
な
無
、
定
ま
り
の
な
い
も
の
、

色
即
是
空
と
感
じ
ま
す
。
空
間
に
つ
い
て
考
え
る
こ
と
で
、
自

分
の
作
品
に
対
し
て
納
得
し
た
部
分
が
あ
り
ま
す
。
そ
し
て
、

空
間
を
テ
ー
マ
に
モ
チ
ー
フ
を
自
由
に
選
べ
る
よ
う
に
な
り
ま

し
た
。

そ
の
後
一
九
八
九
年
に
イ
ン
ド
と
ネ
パ
ー
ル
を
五
ヶ
月
間
放

浪
し
ま
し
た
。
そ
れ
は
ヒ
マ
ラ
ヤ
の
広
大
な
空
間
に
身
を
置
き

た
い
、
と
思
っ
た
か
ら
で
す
。
こ
の
放
浪
の
期
間
が
僕
の
芸
術

に
と
っ
て
非
常
に
大
き
な
体
験
と
な
っ
て
い
ま
す
。

そ
れ
か
ら
一
年
半
く
ら
い
経
っ
て
、
九
一
年
位
か
ら
コ
ン
ピ

ュ
ー
タ
を
買
っ
て
勉
強
を
始
め
ま
し
た
。
最
初
は
3
D
的
な
ア

ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
か
ら
入
っ
た
の
で
す
が
、
そ
れ
は
全
然
僕
の
作

品
に
は
な
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
次
に
キ
ャ
ド
を
買
っ
た
の
で
す

が
、
こ
れ
も
だ
め
で
、
四
年
位
経
っ
て
か
ら
、
数
学
の
プ
ロ
グ

ラ
ミ
ン
グ
の
ソ
フ
ト
に
数
式
を
入
れ
て
作
品
を
作
る
よ
う
に
な

り
ま
し
た
。
展
示
室
で
ご
覧
い
た
だ
い
て
い
る
も
の
で
す
。

ま
だ
ま
だ
語
り
た
い
こ
と
が
あ
る
の
で
す
が
、
時
間
が
来
ま

し
た
の
で
、
最
後
に
こ
の
講
演
に
際
し
て
作
っ
た
ア
ニ
メ
ー
シ

ョ
ン
を
ご
覧
下
さ
い
。（
以
下
プ
ロ
ジ
ェ
ク
タ
ー
と
パ
ソ
コ
ン

を
用
い
て
作
品
を
映
し
な
が
ら
、
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
解
説
を
行

う
。）

（「
プ
リ
ズ
ム
の
き
ら
め
き
か
ら
　
西
田
洋
一
郎
絵
画
空
間
」
展
に
ち
な
ん

で
、
七
月
七
日
に
ホ
ー
ル
で
行
わ
れ
た
講
演
内
容
を
、
当
館
の
責
任
で
要

約
し
た
も
の
で
す
。）
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図
書
閲
覧
室
Ｎ
Ｏ
Ｗ

全
国
の
美
術
館
展
覧
会
情
報

毎
年
、
全
国
の
美
術
館
博
物
館
施
設
に
お
い
て
、
多
く
の
展

覧
会
が
開
催
さ
れ
て
い
ま
す
。
た
と
え
ば
、「
日
本
の
美
術
館

と
企
画
展
ガ
イ
ド
2
0
0
2
―
0
3
・
3
／
2
0
0
2
／
淡

交
社
」
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
今
年
度
の
企
画
展
の
数
は
、
主
な

も
の
で
約
百
種
、
さ
ら
に
各
館
別
の
デ
ー
タ
を
含
め
る
と
そ
れ

の
何
倍
も
の
数
に
な
り
ま
す
。

こ
う
し
た
展
覧
会
の
情
報
は
、
美
術
雑
誌
や
新
聞
・
テ
レ
ビ

な
ど
の
ほ
か
、
現
代
で
は
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
よ
っ
て
得
る
こ

と
が
可
能
で
す
。
当
館
で
も
図
書
閲
覧
室
に
お
い
て
、
展
覧
会

の
情
報
を
提
供
す
る
レ
フ
ァ
レ
ン
ス
サ
ー
ビ
ス
を
お
こ
な
っ
て

い
る
ほ
か
、
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
「
他
館
情
報
と
リ
ン
ク
」
の
な

か
で
、
各
地
の
展
覧
会
情
報
を
掲
載
し
て
い
ま
す
。
こ
の
よ
う

な
サ
ー
ビ
ス
は
、
手
元
に
収
集
し
た
情
報
に
基
づ
い
て
行
っ
て

お
り
、
主
に
情
報
源
と
な
る
の
は
、
毎
日
、
館
に
送
ら
れ
て
く

る
各
地
の
展
覧
会
の
ポ
ス
タ
ー
や
チ
ラ
シ
な
ど
で
す
。
ポ
ス
タ

ー
に
は
、
展
覧
会
の
代
表
的
な
作
品
の
写
真
に
加
え
、
タ
イ
ト

ル
や
会
場
、
会
期
、
観
覧
料
な
ど
必
要
最
低
限
の
情
報
が
載
せ

ら
れ
て
お
り
、
こ
れ
ま
で
主
な
も
の
は
、
館
内
の
ポ
ス
タ
ー
掲

示
板
に
貼
り
出
し
て
き
ま
し
た
。
一
方
チ
ラ
シ
に
は
、
そ
の
展

覧
会
の
趣
旨
や
主
な
出
品
作
品
な
ど
、
概
要
が
わ
か
る
程
度
の

情
報
量
が
あ
り
、
ポ
ス
タ
ー
よ
り
も
そ
の
内
容
を
把
握
す
る
こ

と
が
可
能
で
す
。

こ
れ
ま
で
チ
ラ
シ
類
は
、
積
極
的
に
公
開
し
て
き
ま
せ
ん
で

し
た
が
、
重
要
な
情
報
源
と
し
て
活
用
で
き
る
と
思
わ
れ
、
図

書
閲
覧
室
の
開
架
書
架
の
一
角
に
コ
ー
ナ
ー
を
設
け
、
来
館
者

が
自
由
に
閲
覧
で
き
る
よ
う
フ
ァ
イ
リ
ン
グ
す
る
こ
と
に
し
ま

し
た
。
フ
ァ
イ
ル
は
、
展
覧
会
の
チ
ラ
シ
類
を
ま
と
め
た
「
全

国
展
覧
会
案
内
」
六
冊
、
各
館
の
年
間
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
表
を
ま

と
め
た
「
全
国
展
覧
会
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
」
一
冊
、
県
内
の
展
覧

会
情
報
を
ま
と
め
た
「
石
川
県
内
の
開
催
展
覧
会
」
一
冊
、
県

内
の
様
々
な
文
化
施
設
の
案
内
を
集
め
た
「
石
川
県
内
施
設
案

内
」
一
冊
、
県
内
の
観
光
や
宿
泊
に
関
す
る
情
報
を
ま
と
め
た

「
県
内
観
光
ガ
イ
ド
＆
宿
泊
所
」
一
冊
で
す
。
ど
う
ぞ
ご
利
用

下
さ
い
。

※
開
室
時
間
は
午
前
九
時
三
十
分
〜
午
後
四
時
三
十
分
。

貸
出
し
、
コ
ピ
ー
サ
ー
ビ
ス
は
行
っ
て
お
り
ま
せ
ん
。

企
画
展
示
室

第
12
回
石
川
独
立
D
O
展

十
二
月
十
二
日（
土
）〜
十
七
日（
火
）

（
第
8
・
9
展
示
室
）

石
川
独
立
の
前
身
は
、
昭
和
五
十
四
年
に
県
内
在
住
の
独
立

展
出
品
者
を
中
心
に
D
O
展
と
し
て
発
足
し
ま
し
た
。
日
本
的

フ
ォ
ー
ビ
ズ
ム
（
野
獣
派
）
の
流
れ
を
汲
む
独
立
展
は
、
自
由

で
個
性
強
烈
な
作
家
を
輩
出
し
て
い
る
事
で
注
目
を
集
め
て
い

ま
す
。

出
品
予
定
作
家

上
田
英
子
　
金
子
顕
司
　
喜
多
村
徹
雄
　
京
岡
英
樹

倉
　
拓
也
　
桑
野
幾
子
　
指
江
昌
克
　
　
佐
藤
仁
敬

澤
　
秀
和
　
田
井
　
淳
　
多
見
谷
恭
子
　
南
城
　
守

西
又
浩
二
　
堀
　
一
浩
　
前
田
さ
な
み
　
三
浦
賢
治

水
野
雅
己
　
水
野
寿
代
　
山
田
裕
之

入
場
無
料

〈
連
絡
先
〉
金
沢
市
小
立
野
一
―
一
三
―
四

山
田
裕
之

1
〇
七
六
―
二
二
一
―
七
七
九
二

第
26
回
日
創
展
＆
新
院
展
金
沢
展

十
二
月
二
十
日（
金
）〜
二
十
二
日（
日
）

（
第
7
・
8
・
9
展
示
室
）

日
創
展
は
会
長
丹
羽
俊
夫
（
新
院
展
副
会
長
）
の
襖
絵
四
枚

組
の
大
作
、
理
事
長
三
宅
厚
史
、
事
務
局
長
今
村
文
男
の
力
作

を
始
め
、
石
川
、
富
山
、
福
井
、
岩
手
か
ら
幅
広
い
年
齢
層
の

日
本
画
約
六
十
点
を
、
新
院
展
（
東
京
展
）
か
ら
最
高
顧
問
桟

勝
正
、
会
長
石
井
宝
山
の
作
品
を
始
め
約
四
十
点
を
選
抜
し
て

展
示
し
ま
す
。

主
な
出
品
者

北
出
朝
之
　
保
科
誠
　
　
作
田
保
夫
　
　
柴
田
輝
枝

南
好
乃
　
　
中
村
勝
代
　
松
尾
功
一
郎
　
福
井
淳
一

村
中
博
文
　
伊
藤
夏
子

入
場
無
料

〈
連
絡
先
〉
金
沢
市
窪
一
―
二
二
三

丹
羽
俊
夫

1
〇
七
六
―
二
四
四
―
五
九
一
六

貸
出
中
の
所
蔵
品

色
絵
木
瓜
紋
膳
組
　
吉
田
屋
窯

色
絵
鶴
文
平
鉢
　
吉
田
屋
窯

色
絵
麒
麟
図
輪
花
鉢
　
吉
田
屋
窯

他
五
点
、
計
八
点

展
覧
会
　
吉
田
屋
伝
右
衛
門
生
誕
2
5
0
年
記
念
展

「
吉
田
屋
窯
名
陶
展
」

会
　
期
　
平
成
十
五
年
一
月
二
十
六
日
（
日
）
ま
で

会
　
場
　
石
川
県
九
谷
焼
美
術
館
（
加
賀
市
）

色
絵
金
彩
海
龍
図
遊
環
花
瓶

春
名
繁
春
作

彩
瓷
芋
版
壺

石
黒
宗
麿
作

計
二
点

展
覧
会
　
開
館
記
念
展
Ⅰ
「
現
代
陶
芸
の
1
0
0
年
展
」

会
　
期
　
平
成
十
五
年
二
月
三
日
（
月
）
ま
で

会
　
場
　
岐
阜
県
現
代
陶
芸
美
術
館
（
多
治
見
市
）

石
川
県
立
美
術
館
所
蔵
品
図
録

税
込
定
価（
円
）三
、
五
〇
〇

前
田
育
徳
会
展
示
室
　
開
館
記
念
名
宝
展

一
、
五
〇
〇

前
田
利
為
と
尊
經
閣
文
庫

二
、
〇
〇
〇

工
芸
作
品
と
図
案
　
―
創
造
へ
の
思
考
―

二
、
〇
〇
〇

前
田
利
家
没
後
4
0
0
年

利
家
が
生
き
た

桃
山
時
代
の
美
術

二
、
五
〇
〇

没
後
25
年
　
写
実
と
幻
想
の
巨
匠

宮
本
三
郎

二
、
三
〇
〇

初
公
開
欧
州
随
一
の
日
本
美
術
コ
レ
ク
シ
ョ
ン

ラ
ン
ゲ
ン
夫
妻
の
眼

二
、
〇
〇
〇

―
石
川
県
立
美
術
館
所
蔵
―

九
谷
名
品
図
録（
改
訂
版
）

二
、
〇
〇
〇

彫
刻
家
　
吉
田
三
郎

二
、
〇
〇
〇

花
の
様
式
　
ナ
ン
シ
ー
派
展

二
、
二
〇
〇

花
と
緑
の
名
品
展
　
―
自
然
と
の
対
話
―

二
、
〇
〇
〇

日
本
芸
術
院
会
員
　
大
樋
長
左
衛
門
の
世
界

二
、
二
〇
〇

※
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
シ
ョ
ッ
プ
で
販
売
中

郵
送
ご
希
望
の
方
は
当
館
へ
電
話
で
お
問
い
合
わ
せ
下
さ
い
。

（
1
〇
七
六
―
二
三
一
―
七
五
八
〇
）

（
美
術
館
の
本
）
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※
年
末
年
始
の
全
館
休
館
日
は
十
二
月
二
十
四
日（
火
）〜
一
月
三
日（
金
）で
す
。

武
満
　
徹
（
2
）

「
鳥
は
星
形
の
庭
に
降
り
る
」
ほ
か
（
約
40
分
）

指
揮
‥
岩
城
宏
之
／
演
奏
‥
N
H
K
交
響
楽
団
ほ
か

漆
芸
の
魅
力
　
8

正
倉
院

（
寺
尾
健
一
　
学
芸
専
門
員
）

叙
情
の
意
匠
　
李
朝
み
や
び
の
世
界
（
23
分
）

世
紀
末
芸
術
　
ア
ー
ル
・
ヌ
ー
ボ
ー
（
23
分
）

エ
ル
・
グ
レ
コ
　
人
と
芸
術

（
織
田
春
樹
　
学
芸
主
任
）

ク
ロ
ー
ド
・
モ
ネ
　
印
象
派
と
は
Ⅰ

眼
に
呪
わ
れ
た
画
家
（
23
分
）

亜
欧
堂
田
善
（
28
分
）

水
彩
画
の
美
1

（
西
田
孝
司
　
学
芸
主
査
）

ク
ロ
ー
ド
・
モ
ネ
　
印
象
派
と
は
Ⅱ

画
家
は
光
に
失
明
す
る
（
23
分
）

志
野
に
生
き
る
　
鈴
木
蔵
（
33
分
）

行
　
　
事

月
　
　
日

十
二
月
の
行
事
案
内
《
入
場
無
料
・
い
ず
れ
も
午
後
一
時
三
十
分
か
ら
行
い
ま
す
》

ホ
ー
ル

講
義
室

ホ
ー
ル

講
義
室

ホ
ー
ル

講
義
室

ホ
ー
ル

C
D
コ
ン
サ
ー
ト

土

曜

講

座

月
例
映
画
会

土

曜

講

座

月
例
映
画
会

土

曜

講

座

月
例
映
画
会

12
／
1
（
日
）

12
／
7
（
土
）

12
／
8
（
日
）

12
／
14
（
土
）

12
／
15
（
日
）

12
／
21
（
土
）

12
／
22
（
日
）

内
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
容

会
　
場

て
鳥
を
選
ん
だ
と
い
う
こ
と
は
、
色
や
形
が
美
し
い
と
い
う
こ

と
は
も
ち
ろ
ん
で
す
が
、
や
は
り
対
話
が
で
き
る
動
物
だ
っ
た

と
い
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
ね
。
そ
れ
に
、
鳥
は
色
々
な
場
所
へ

飛
ん
で
行
く
で
し
ょ
う
、
飛
ん
で
い
っ
た
先
が
次
々
に
変
わ
る

で
し
ょ
う
、
そ
れ
を
想
像
し
た
ら
、
鳥
と
合
わ
せ
る
モ
チ
ー
フ
に

は
無
限
の
広
が
り
が
あ
り
ま
す
ね
』

変
わ
ら
ぬ
か
に
見
え
る
脇
田
氏
の
作
品
で
す
が
、
や
は
り
二

十
年
代
末
か
ら
の
十
年
間
ほ
ど
は
、
時
代
が
抽
象
絵
画
全
盛
期

と
い
う
こ
と
も
あ
っ
て
、
人
物
や
鳥
の
形
体
は
時
に
単
純
化
さ

れ
た
形
体
と
な
り
、
時
に
幾
何
学
的
な
鋭
角
や
記
号
で
画
面
全

面
が
埋
め
尽
く
さ
れ
る
こ
と
も
あ
り
ま
し
た
。
時
代
と
共
に
そ

の
作
品
は
確
か
に
動
い
て
い
る
の
で
す
。

昭
和
四
十
年
代
は
具
象
絵
画
の
復
興
期
と
捉
え
る
こ
と
が
で

き
ま
す
が
、
脇
田
氏
の
場
合
、
作
品
は
〝
に
こ
毛
〞
を
思
わ
せ

る
よ
う
な
柔
ら
か
な
輪
郭
と
、
色
面
と
色
面
と
が
こ
す
れ
合
っ

て
、
日
本
の
古
典
絵
画
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
渋
み
の
あ
る
玄
妙

な
調
子
を
み
せ
始
め
る
の
が
、
四
十
年
代
半
ば
の
こ
と
で
し
た
。

以
降
そ
れ
が
今
日
ま
で
発
展
し
な
が
ら
続
い
て
い
る
と
い
え
ま

し
ょ
う
。
近
作
の
充
実
振
り
を
思
う
と
、
若
い
時
期
か
ら
鋭
鋒

を
み
せ
た
脇
田
氏
で
す
が
、
熊
谷
守
一
や
中
川
一
政
の
よ
う
な
、

む
し
ろ
、
晩
成
型
の
画
家
で
あ
っ
た
の
か
と
思
え
る
の
で
す
。

（
二
木
伸
一
郎
　
学
芸
専
門
員
）

「
鳥
と
語
る
　
詩
魂
の
画
家
　
脇
田
和
」
展

一
月
四
日（
土
）〜
二
月
二
日（
日
）

猪
熊
弦
一
郎
、
小
磯
良
平
、
中
西
利
雄
、
内
田
巌
ら
と
共
に
脇

田
和
氏
が
新
制
作
派
協
会
（
現
、
新
制
作
協
会
。
今
年
九
月
に
六
十

六
回
展
を
開
催
）
を
創
立
し
た
の
は
昭
和
十
一
年
。
十
年
か
ら
始
ま

る
帝
展
改
組
の
混
乱
は
、
こ
れ
ら
帝
展
若
手
の
ホ
ー
プ
達
を
、
新
し

い
団
体
設
立
へ
と
向
か
わ
せ
ま
し
た
。

新
制
作
は
今
も
し
ゃ
れ
た
洗
練
美
を
ウ
リ
と
し
て
い
る
団
体
で

す
が
、
そ
れ
は
創
立
当
初
か
ら
の
こ
と
で
、
都
会
風
の
モ
ダ
ン
な
ス

タ
イ
ル
が
評
判
を
呼
ん
で
い
ま
す
。

こ
の
頃
の
脇
田
氏
の
作
風
は
う
ね
る
よ
う
な
曲
線
で
描
か
れ
る

男
女
の
群
像
で
し
た
が
、
戦
時
体
制
が
深
ま
る
と
共
に
、
子
供
や
母

子
を
テ
ー
マ
に
稚
拙
味
と
親
密
さ
と
が
溶
け
あ
っ
た
世
界
へ
と
移
っ

て
い
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。
そ
れ
ら
は
写
実
と
は
一
線
を
画
す
、

画
家
の
内
な
る
世
界
と
い
え
ま
し
ょ
う
。

さ
て
、
前
回
は
大
正
か
ら
昭
和
十
一
年
ま
で
を
述
べ
た
の
で

す
が
、
掲
載
し
た
写
真
が
昭
和
十
七
年
の
「
二
人
」
と
い
う
作

品
だ
っ
た
の
を
不
思
議
に
思
わ
れ
た
方
も
い
ら
っ
し
ゃ
っ
た
の

で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
実
は
、
脇
田
氏
の
戦
前
の
作
品
は
留

学
中
の
も
の
も
含
め
、
そ
の
大
半
が
戦
火
で
失
わ
れ
て
し
ま
っ

て
い
る
の
で
す
。
で
す
か
ら
、
私
た
ち
が
脇
田
氏
の
一
連
の
作
品
を

思
い
浮
か
べ
る
と
き
、
戦
後
の
、
つ
ま
り
三
十
七
歳
以
降
の
作
品
を

思
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
そ
こ
に
脇
田
氏
の
作
風
が
、
激
動
の
昭
和

を
生
き
た
画
家
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
な
に
か
常
に
不
変
の
感

じ
を
い
だ
か
せ
る
一
因
が
あ
る
と
思
わ
れ
ま
す
。

戦
後
の
脇
田
氏
は
時
代
の
寵
児
と
し
て
各
国
の
国
際
展
に
出

品
を
重
ね
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
そ
し
て
鳥
を
メ
イ
ン
テ
ー
マ

と
し
て
描
き
出
す
の
は
、
昭
和
二
十
八
年
か
ら
の
こ
と
で
、
こ

の
年
、
脇
田
氏
は
肋
膜
炎
を
患
い
療
養
生
活
を
余
儀
な
く
さ
れ

ま
し
た
。
そ
こ
へ
見
舞
い
に
来
た
彫
刻
家
が
マ
シ
コ
と
い
う
野

鳥
を
鳥
か
ご
に
入
れ
て
、
持
っ
て
き
た
の
で
し
た
。
そ
の
頃
の

代
表
作
が
「
鳥
に
話
す
」
と
い
う
美
し
い
作
品
で
す
。

脇
田
氏
は
鳥
を
描
く
こ
と
に
関
し

て
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
ま
す
。

『
鳥
は
自
分
だ
と
思
っ
て
い
る

ん
で
す
。
鳥
に
託
し
て
、
色
々
な

条
件
を
加
え
た
画
面
の
中
で
、
な

に
か
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
作
り
た
い
ん

で
す
』。『
自
分
を
託
す
も
の
と
し

脇
田
和
―

鳥
を
描
く

企
画
展
Ｔ
Ｏ
Ｐ
Ｉ
Ｃ

鳥に話す　昭和28年
高崎市美術館蔵

各
地
の
展
覧
会

十
二
月

※
開
催
日
程
、
休
館
日
、
内
容
等
は
直
接
各
館
へ
お
問
い
合
わ
せ
下
さ
い
。

ウ
ィ
ー
ン
美
術
史
美
術
館
名
品
展
　

ー
ル
ネ
サ
ン
ス
か
ら
バ
ロ
ッ
ク
へ
ー

12
／
23
ま
で

東
京
藝
術
大
学
大
学
美
術
館
（
東
京
都
台
東
区
・
〇
三
―
五
六
八
五
―
七
七
五
五
）

松
田
権
六
　
作
品
と
図
案

11
／
30
〜
1
／
8

東
京
国
立
近
代
美
術
館
工
芸
館
（
東
京
都
千
代
田
区
・
〇
三
―
三
二
一
一
―
七
七
八
一
）

開
館
十
周
年
記
念
　
中
西
夏
之
展

12
／
20
〜
2
／
23
ま
で

愛
知
県
美
術
館
（
名
古
屋
市
東
区
・
〇
五
二
―
九
七
一
―
五
五
一
一
）

ク
ッ
シ
ョ
ン
か
ら
都
市
計
画
ま
で

ー
ヘ
ル
マ
ン
・
ム
テ
ジ
ウ
ス
と
ド
イ
ツ
工
作
連
盟

ド
イ
ツ
近
代
デ
ザ
イ
ン
の
諸
相
　1

9
0
0

ー1
9
2
7

12
／
23
ま
で

京
都
国
立
近
代
美
術
館
（
京
都
市
左
京
区
・
〇
七
五
―
七
六
一
―
四
一
一
一
）

大
レ
ン
ブ
ラ
ン
ト
展

1
／
13
ま
で

京
都
国
立
博
物
館
（
京
都
市
東
山
区
・
〇
七
五
―
五
四
一
―
一
一
五
一
）

龍
門
文
庫
　
知
ら
れ
ざ
る
奈
良
の
至
宝

11
／
26
〜
12
／
23

奈
良
国
立
博
物
館
（
奈
良
市
・
〇
七
四
二
―
二
二
―
七
七
七
一
）

次
回
の
展
覧
会

茶
道
具
と
名
物
裂

（
前
田
育
徳
会
展
示
室
）

新
春
優
品
選
ー
茶
道
美
術
を
中
心
に
ー

（
第
２
展
示
室
）

ー
輸
出
の
華
ー

明
治
の
工
芸

（
第
５
展
示
室
）

一
月
四
日（
土
）〜
二
月
二
日（
日
）



「
利
家
と
ま
つ
」
展
終
了
。
熱
気
が
去
っ
た
後
の
反

動
の
よ
う
な
冷
え
込
み
が
、
ひ
と
き
わ
身
に
沁
み
い
る

今
日
こ
の
頃
で
す
。
で
も
、
会
期
中
ず
っ
と
ロ
ビ
ー
に

流
れ
て
い
た
「
利
ま
つ
」
の
テ
ー
マ
音
楽
が
、
い
ま
だ

に
頭
の
中
で
鳴
り
響
い
て
い
る
よ
う
な
…
。
ま
ぁ
、
大

河
ド
ラ
マ
に
明
け
暮
れ
た
一
年
で
し
た
ね
、
美
術
館
は
。

さ
て
こ
の
コ
ー
ナ
ー
も
通
常
モ
ー
ド
に
戻
り
ま
し
ょ

う
。
今
月
は
呉
須
赤
絵
花
鳥
文
湯
飲
（
九
谷
焼
）
で
す
。

山
川
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
（
だ
よ
り
第
二
一
四
号
6
頁
で
紹

介
）
の
呉
須
赤
絵
花
鳥
文
香
炉
が
モ
デ
ル
で
す
。
簡
略

だ
け
ど
力
強
い
筆
使
い
で
す
ね
、
勢
い
が
あ
り
ま
す
よ
。

赤
と
緑
の
彩
り
も
あ
ざ
や
か
。
壷
と
し
て
作
ら
れ
た
も

の
を
香
炉
に
見
立
て
て
、
今
に
伝
え
ら
れ
た
も
の
だ
そ

う
で
す
。
中
国
の
明
時
代
末
頃
の
制
作
と
い
い
ま
す
か

ら
、
ざ
っ
と
四
百
年
の
古
さ
。
も
と
も
と
中
国
福
建
や

広
東
方
面
で
、
輸
出
品
と
し
て
大
量
生
産
さ
れ
た
も
の

で
す
。
商
品
の
方
は
複
製
で
は
な
い
の
で
、
図
柄
も
そ

っ
く
り
そ
の
ま
ま
と
い
う
わ
け
に
は
い
き
ま
せ
ん
が
、

雰
囲
気
を
よ
く
伝
え
て
い
ま
す
。

― 8  ―

127

石
川
県
立
美
術
館
だ
よ
り

第
二
三
〇
号
　
平
成
十
四
年
十
二
月
一
日
発
行

〒
九
二
〇
―
〇
九
六
三
　
金
沢
市
出
羽
町
二
番
一
号

Ｔ
Ｅ
Ｌ
　
〇
七
六（
二
三
一
）七
五
八
〇

Ｆ
Ａ
Ｘ
　
〇
七
六（
二
二
四
）九
五
五
〇

休
　
館
　
日十

二
月
二
十
四
日（
火
）〜
一
月
三
日（
金
）

「
鷺
娘
」
は
、
歌
舞
伎
舞
踏
の
一
つ
で
す
。
江
戸
時
代
の
宝

暦
十
二
年
（
一
七
六
二
）、
江
戸
・
市
村
座
で
二
世
瀬
川
菊
之

丞
が
初
め
て
演
じ
た
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
後
、
一
時
廃
れ

た
も
の
の
、
明
治
に
な
っ
て
再
び
演
じ
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
ま

し
た
。

内
容
は
、
白
鷺
の
化
身
と
し
て
あ
ら
わ
れ
た
、
娘
の
恋
の
妄

執
を
表
現
し
た
も
の
で
す
。
は
じ
め
は
、
雪
が
し
ん
し
ん
と
降

る
夜
、
白
鷺
を
象
徴
す
る
白
無
垢
姿
の
娘
が
、
恋
に
悩
む
苦
し

い
胸
の
う
ち
を
踊
り
に
託
し
て
舞
い
ま
す
。
そ
の
あ
と
、
友
禅

衣
装
の
華
や
か
な
姿
で
恋
心
を
表
現
し
ま
す
が
、
最
後
は
白
鷺

の
姿
と
な
っ
て
、
恋
の
迷
い
か
ら
地
獄
の
呵
責
に
苦
し
む
と
い

う
場
面
へ
と
展
開
し
て
い
き
ま
す
。

こ
の
作
品
で
は
、
縦
長
の
画
面
の
右
に
寄
っ
て
立
つ
鷺
娘
が
、

雪
の
ち
ら
つ
く
中
、
暗
い
背
景
か
ら
ぼ
ん
や
り
と
浮
か
び
上
が
る

よ
う
に
描
か
れ
、
幻
想
的
な
雰
囲
気
を
た
だ
よ
わ
せ
て
い
ま
す
。

色
彩
表
現
は
、
い
た
っ
て
簡
素
で
、
か
い
ま
見
え
る
唇
と
袖
口

に
、
わ
ず
か
に
紅
色
を
配
し
、
艶
麗
な
中
に
も
気
品
の
あ
る
作

品
に
仕
上
げ
て
い
ま
す
。
放
心
し
た
よ
う
な
、
う
つ
ろ
な
眼
差

し
の
表
情
に
は
、
内
に
秘
め
た
激
し
い
心
の
葛
藤
の
傷
跡
が
、

暗
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
も
感
じ
ら
れ
ま
す
。

金
沢
に
生
ま
れ
た
恒
富
は
、
は
じ
め
木
版
画
の
下
絵
と
南
画

を
学
び
、
一
時
期
金
沢
の
新
聞
社
に
勤
め
ま
し
た
。
明
治
三
十

年
に
大
阪
に
出
る
と
、
木
版
彫
師
・
伊
勢
庄
太
郎
の
下
で
版
下

画
を
描
き
、
翌
年
、
同
じ
金
沢
出
身
で
月
岡
芳
年
門
下
の
稲
野

年
恒
に
師
事
、
新
聞
挿
絵
で
人
気
を
得
ま
す
。
明
治
四
十
三
年

に
は
、
文
展
に
入
選
し
、
翌
年
三
等
賞
を
受
け
、
一
躍
注
目
さ

れ
は
じ
め
ま
す
。
大
正
三
年
、
再
興
第
一
回
院
展
に
参
加
し
て

か
ら
は
、
主
に
院
展
を
作
品
発
表
の
舞
台
と
し
、
大
阪
画
壇
の

中
心
的
存
在
と
し
て
活
躍
し
ま
し
た
。 鷺　娘

北野恒富
明治13年（1880）～昭和22年（1947）

昭和初期

縦118.0 横42.0（cm）

ミュージアムショップ通信ミュージアムショップ通信

呉須赤絵花鳥文香炉
明　17世紀

呉須赤絵花鳥文湯飲（九谷焼）
（定価4000円）


