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夏休み 親子で楽しむ美術館

美術の動物園
7月17日（木）～8月17日（日）

虎
図
　
岸
駒
（
2
ペ
ー
ジ
「
常
設
展
示
室
（
第
6
展
示
室
）」
参
照
）



― 2 ―

石川県立美術館だより　第237号

常設展示室（第6展示室）
特　集
夏休み　親子で楽しむ美術館

美術の動物園
7月17日（木）～8月17日（日）

夏
休
み
の
新
し
い
企
画
と
し
て
、「
親
子
で
楽
し
む
美
術
館
」

を
開
催
し
ま
す
。
わ
か
り
や
す
く
、
楽
し
み
な
が
ら
美
術
に
親

し
む
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
、
身
近
な
題
材
の
な
か
か
ら
動
物

を
取
り
上
げ
ま
し
た
。
日
本
画
・
油
彩
画
・
彫
刻
か
ら
約
二
十

五
点
を
展
示
し
ま
す
。

《
美
術
の
動
物
園
》
と
い
う
テ
ー
マ
で
、
虎
や
ラ
イ
オ
ン
な
ど

の
猛
獣
が
い
れ
ば
、
猿
や
犬
の
よ
う
な
可
愛
ら
し
い
動
物
た
ち

も
い
ま
す
。
美
術
の
な
か
に
こ
ん
な
に
動
物
が
登
場
し
て
い
る

こ
と
に
改
め
て
驚
き
を
感
じ
ま
す
。

今
年
の
夏
は
美
術
館
に
出
か
け
て
、
い
ろ
ん
な
動
物
た
ち
と

と
も
に
、
親
子
で
楽
し
い
ひ
と
と
き
を
過
ご
し
て
み
て
は
い
か

が
で
す
か
。

求
餌
図
Ⅱ

与
え
ら
れ
た
餌
に
群
が
る

鯉
。
飛
び
跳
ね
る
鯉
の
水
音

が
聞
こ
え
て
き
そ
う
で
す
。

獅
子
図

あ
た
り
を
に
ら
み
ま
わ
し
、
自
ら
の
猛
々

し
さ
を
誇
示
す
る
ラ
イ
オ
ン
。
ま
さ
に
百

獣
の
王
の
名
に
ふ
さ
わ
し
い
姿
で
す
。
そ

の
鋭
い
視
線
の
先
に
は
何
が
あ
る
の
で
し

ょ
う
。

涅槃図　宝勝寺蔵

群猿図　伝円山応挙

熱叢夢　宮本三郎

獅子図　木村雨山

求餌図Ⅱ 大沼憲昭

緑蔭　吉田三郎

チーター　上田珪草 テ
ー
マ
一
　
生
き
生
き
と
し
た
動
物
の
姿

テ
ー
マ
二
　
愛
情
あ
ふ
れ
る
動
物
た
ち

チ
ー
タ
ー

夜
の
闇
に
群
れ
て

い
る
チ
ー
タ
ー
で

す
。
夜
行
性
の
動

物
ら
し
く
、
わ
ず

か
な
月
の
光
に
鋭

く
光
る
目
は
と
て

も
印
象
的
で
す
。

緑
蔭

二
匹
の
猿
を
か
た
ど
っ

た
彫
刻
で
す
。
木
陰
に

ゆ
っ
た
り
と
憩
う
姿
、

愛
情
あ
ふ
れ
る
姿
で
、

相
手
に
自
ら
の
身
を
預

け
て
安
心
し
き
っ
て
い

る
様
子
が
よ
く
感
じ
取

れ
ま
す
。

群
猿
図

た
く
さ
ん
の

猿
が
群
れ
集

っ
て
い
ま

す
。
親
子
や

兄
弟
が
仲
良

く
過
ご
し
て

い
る
猿
山
の

様
子
で
す
。

虎周
囲
に
向
け
て
は
猛
々
し
い
顔
つ
き
を
み
せ
な
が
ら
、
乳

飲
み
子
に
優
し
く
ふ
る
ま
う
母
虎
の
、
我
が
子
に
対
す
る

深
い
愛
情
が
み
ら
れ
ま
す
。〔
表
紙
参
照
〕

涅
槃
図

亡
く
な
っ
た
釈
迦
を
惜
し
ん
で
い
る
動
物
た

ち
の
姿
で
す
。
弟
子
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、

生
き
る
も
の
す
べ
て
を
愛
し
、
ま
た
す
べ
て

の
も
の
か
ら
慕
わ
れ
た
と
い
う
釈
迦
の
死
を

悼
ん
で
、
嘆
き
悲
し
ん
で
い
ま
す
。
い
ろ
ん

な
種
類
の
動
物
た
ち
が
描
か
れ
て
い
ま
す
。

熱
叢
夢

横
た
わ
る
女
性
に
戯
れ
か
か
る
白
鳥
が
楽

し
げ
で
す
。
そ
の
白
鳥
は
、
ギ
リ
シ
ャ
神

話
に
登
場
す
る
神
ゼ
ウ
ス
が
姿
を
変
え
た

も
の
で
す
。

テ
ー
マ
三
　
人
と
の
つ
な
が
り
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石川県立美術館だより　第237号

常設展示室（前田育徳会展示室）
特　集

茶道具と名物裂
7月17日（木）～8月17日（日）

祇園会図　伝長谷川久蔵

前
田
家
は
、
初
代
の
利
家
以
来
、
歴
代
藩
主
が
茶
の
湯
を
通

じ
て
文
化
事
業
に
深
い
関
心
を
寄
せ
て
い
ま
し
た
。
中
で
も
三

代
藩
主
利
常
は
傑
出
し
た
文
化
大
名
と
し
て
知
ら
れ
て
お
り
、

後
水
尾
天
皇
や
小
堀
遠
州
な
ど
、
当
時
の
優
れ
た
文
化
人
た
ち

と
の
交
流
も
深
く
、
ま
た
彼
ら
の
影
響
を
大
き
く
受
け
て
、
国

内
外
か
ら
数
多
く
の
文
物
を
収
集
し
ま
し
た
。
こ
の
利
常
の
コ

レ
ク
シ
ョ
ン
を
根
幹
と
し
て
、
そ
の
後
の
藩
主
た
ち
も
ま
た
茶

道
具
を
収
集
し
、
現
在
は
国
内
外
、
時
代
を
問
わ
ず
、
陶
芸
・

漆
芸
・
金
工
な
ど
の
様
々
な
優
品
が
伝
わ
っ
て
お
り
、
昨
年
の

「
利
家
と
ま
つ
」
の
展
覧
会
で
出
品
さ
れ
た
、「
茄
子
茶
入
　
銘

冨
士
」
や
「
井
戸
茶
碗
　
銘
福
島
」
と
い
っ
た
大
名
物
と
称
さ

れ
た
道
具
も
あ
り
ま
す
。
今
回
は
、
前
田
家
の
家
紋
で
あ
る
梅

を
散
ら
し
た
「
玳た
い

皮ひ

盞さ
ん

天
目
茶
碗
」
と
、
そ
の
台
で
あ
る
、
名

物
「
尼
ヶ
崎
台
」
を
展
示
し
ま
す
。

名め
い

物ぶ
つ

裂ぎ
れ

と
は
、
主
と
し
て
中
国
の
元
・
明
・
清
時
代
に
製
作

さ
れ
て
、
日
本
へ
は
鎌
倉
・
室
町
か
ら
江
戸
時
代
に
か
け
て
輸

入
さ
れ
た
裂
地
を
指
し
ま
す
。
当
時
の
茶
人
た
ち
が
、
掛
物
の

表
装
や
茶
道
具
の
仕
覆
に
使
用
し
て
珍
重
し
た
こ
と
か
ら
、
こ

の
よ
う
に
総
称
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
当
初
は
こ
う
い
っ
た
貴
重

な
裂
地
は
、
禅
僧
の
袈け

裟さ

や
唐
絵
の
表
装
、
唐
物
の
仕し

覆ふ
く

な
ど

と
い
っ
た
限
ら
れ
た
も
の
に
使
用
さ
れ
て
お
り
、
個
々
の
名
称

は
、
こ
の
よ
う
な
所
持
し
た
寺
院
や
人
物
の
名
に
ち
な
ん
だ
も

の
で
す
。
茶
道
の
発
展
に
伴
っ
て
数
多
く
輸
入
さ
れ
る
よ
う
に

な
り
、
日
本
の
染
織
技
術
は
飛
躍
的
に
向
上
し
ま
し
た
。
特
に

前
田
家
の
所
蔵
し
た
名
物
裂
は
伝
世
が
古
く
、
ま
た
種
類
も
多

い
た
め
、
日
本
の
染
織
史
に
お
い
て
重
要
な
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
と

さ
れ
て
い
ま
す
。

今
回
の
展
観
で
は
、
前
田
家
の
膨
大
な
茶
道
具
コ
レ
ク
シ
ョ

ン
の
う
ち
、
中
国
、
宋
代
の
裂
地
か
ら
、
日
本
の
近
代
、
人
間

国
宝
に
よ
る
銅
鑼
ま
で
計
四
十
二
点
、
様
々
な
時
代
、
あ
ら
ゆ

る
種
類
の
作
品
が
一
堂
に
会
し
ま
す
。
そ
れ
ぞ
れ
の
道
具
か
ら
、

前
田
家
の
茶
の
湯
へ
の
関
心
の
深
さ
を
感
じ
取
っ
て
い
た
だ
け

れ
ば
幸
い
で
す
。

恒
例
の
茶
道
美
術
名
品
展
で
す
が
、
盛
夏
の
季
節
に
展
示
す

る
機
会
は
な
か
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。
茶
道
は
自
然
と
の

一
体
感
の
な
か
に
日
々
の
生
活
が
営
ま
れ
た
日
本
独
自
の
文
化

と
い
わ
れ
ま
す
。
利
休
は
夏
の
茶
の
湯
の
心
得
に
つ
い
て
、

「
夏
は
い
か
に
も
涼
し
き
よ
う
に
」
と
、
目
や
耳
で
涼
や
か
さ

を
感
得
す
る
も
て
な
し
の
心
を
説
い
て
い
ま
す
が
、
取
り
合
わ

せ
の
作
品
の
中
に
季
節
感
を
感
じ
て
い
た
だ
く
と
と
も
に
、
そ

こ
に
利
休
が
究
め
た
精
神
世
界
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
と

思
い
ま
す
。
十
月
に
は
開
館
20
周
年
記
念
「
畠
山
記
念
館
名
品

展
│
茶
道
美
術
を
中
心
に
│
」
を
開
催
し
ま
す
が
、
そ
れ
に
先

立
ち
、
所
蔵
品
を
中
心
と
し
た
茶
道
美
術
約
五
十
点
を
展
示
し
、

茶
の
湯
の
世
界
に
親
し
ん
で
い
た
だ
こ
う
と
思
い
ま
す
。

玉
舟
宗
　
墨
跡
　
　
　
　
　
江
戸
十
七
世
紀

一
幅

「
夏
雲
、
奇
峯
多
し
」
は
、
陶
淵
明
の
『
四
時
詩
』
の
夏
の

部
で
す
。
雲
の
変
化
に
己
の
心
を
律
す
る
厳
し
い
眼
が
感
じ
ら

れ
ま
す
。
利
休
は
茶
室
の
掛
物
に
つ
い
て
、「
掛
物
ほ
ど
第
一

の
道
具
は
な
し
、
客
亭
主
と
も
に
茶
の
湯
三
昧
の
一
心
得
道
の

物
也
、
墨
跡
を
第
一
と
す
、
そ
の
文
句
の
心
を
う
や
ま
ひ
、
筆

者
道
人
祖
師
の
徳
を
賞
翫
す
る
也
」
と
述
べ
て
い
ま
す
。
ま
た

「
小
座
敷
の
茶
の
湯
は
、
第
一
仏
法
を
も
っ
て
修
行
得
道
す
る

事
也
」（『
南
方
録
』）
と
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
墨
跡
は
侘
茶

の
真
髄
を
示
す
も
の
で
す
。

○
□
祇
園
会
図
　
伝
長
谷
川
久
蔵
　
　
桃
山
十
六
世
紀
　
一
幅

祇
園
祭
は
京
の
町
に
夏
を
告
げ
る
祭
り
で
す
。
千
年
以
上
の

歴
史
を
も
つ
八
坂
神
社
の
祭
礼
で
、
古
く
は
祇
園
御
霊
会
と
い

わ
れ
、
平
安
時
代
に
は
毎
年
夏
に
流
行
し
た
疫
病
や
飢
饉
の
沈

静
を
祈
願
し
た
厄
払
い
の
お
祭
り
で
し
た
。
七
月
十
七
日
に
は

豪
奢
を
尽
く
し
た
山
鉾
巡
行
が
行
わ
れ
ま
す
。

こ
の
作
品
は
母
衣
武
者
行
列
の
場
面
で
、
も
と
は
一
巻
の
絵

巻
に
描
か
れ
た
も
の
が
、
十
二
幅
の
掛
物
に
分
割
さ
れ
、「
信

長
公
拝
領
　
利
休
居
士
遺
具
　
咄
斎
（
印
）」
の
千
宗
旦
の
添

書
が
あ
り
ま
す
。
祇
園
囃
子
と
と
も
に
祭
り
に
興
ず
る
人
々
の

熱
気
が
伝
わ
っ
て
く
る
よ
う
で
す
。

常設展示室（第2展示室）
特　集

茶道美術名品展
7月17日（木）～8月17日（日）



前
田
育
徳
会
展
示
室

特
集

茶
道
具
と
名
物
裂

玳た
い

皮ひ

盞さ
ん

天
目
茶
碗
（
梅
花
天
目
茶
碗
）

名
物
　
尼
ヶ
崎
台

小
石
畳
地
宝
珠
形
鳳
凰
雲
文
様
金
襴
（
興
福
寺
金
襴
）

第
１
展
示
室

'

色
絵
雉
香
炉

野
々
村
仁
清

◎
色
絵
雌
雉
香
炉

野
々
村
仁
清

第
２
展
示
室

特
集

茶
道
美
術
名
品
展

□
和
蘭
陀
白
雁
香
合
　
デ
ル
フ
ト
窯

黄
天
目

前
田
家
伝
来

黄
伊
羅
保
茶
碗
　
銘
女
郎
花

竹
蒔
絵
浪
に
亀
図
二
重
切
花
入

千
　
利
休

△
葫
蘆
様
釜

初
代
宮
崎
寒
雉

古
九
谷

色
絵
老
樹
白
雲
図
平
鉢

○
□
色
絵
布
袋
図
平
鉢

□
青
手
樹
木
図
平
鉢

第
３
・
４
展
示
室(
日
本
画
・
油
彩
画
・
彫
塑
・
造
形)

日
本
画

水
辺

沢
野
慎
平

静
映

平
桜
和
正

岬

由
里
本
出

油
彩
画

カ
サ
ブ
ラ
ン
カ

高
光
一
也

貿
易
風
便
覧

田
賀
亮
三

午
后
の
港

森
本
仁
平

彫
塑
・
造
形

縛

坂
　
坦
道

男
立
像

吉
田
三
郎

第
５
展
示
室
（
工
芸
）

釉
裏
金
彩
牡
丹
唐
草
文
鉢

吉
田
美
統

籃
胎
提
盤

小
森
邦
衞

黄
楊
つ

げ

木
透
彫
華
実
春
秋
文
宝
石
筥

初
代
池
田
作
美

第
６
展
示
室

特
集
　
夏
休
み
　
親
子
で
楽
し
む
美
術
館

美
術
の
動
物
園

※
２
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
下
さ
い
。

嶋
崎
　
丞
す
す
む

当
館
館
長
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石川県立美術館だより　第237号

常設展示室

主な展示作品
7月17日（木）～8月17日（日）

'＝国宝　◎＝重要文化財
□＝石川県指定文化財
○＝重要美術品　△＝金沢市指定文化財

黄
楊
木
透
彫
華
実
春
秋
文
宝
石
筥

初
代
池
田
作
美

◆
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

二
十
周
年
を
記
念
し
、「
国
宝
源
氏
物
語
展
」
を
開
催
す
る

こ
と
で
徳
川
美
術
館
長
の
ご
了
解
を
得
た
こ
と
に
つ
い
て
は
先

号
で
述
べ
た
通
り
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
次
は
残
り
の
国
宝
源
氏

物
語
を
所
有
し
て
お
ら
れ
る
五
島
美
術
館
へ
、
出
品
交
渉
と
い

う
こ
と
に
な
っ
た
。
徳
川
美
術
館
の
ご
了
解
を
得
て
い
る
だ
け

に
、
交
渉
は
正
直
言
っ
て
す
ぐ
解
決
す
る
だ
ろ
う
と
安
易
に
考

え
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
、
五
島
美
術
館
か
ら
は
「
も
の
が
も
の

だ
け
に
五
島
昇
氏
（
当
時
の
東
急
社
長
）
の
許
可
が
な
い
と
お

返
事
で
き
な
い
。」
と
い
う
こ
と
で
、
回
答
は
一
次
お
預
け
と

な
っ
た
。
そ
れ
か
ら
し
ば
ら
く
の
間
は
、
展
覧
会
開
催
の
計
画

が
暗
礁
に
乗
り
上
げ
た
か
た
ち
と
な
り
、
毎
日
毎
日
ま
さ
に
神

に
も
祈
る
気
持
ち
で
一
杯
で
あ
っ
た
が
、
ひ
と
月
程
し
て
出
品

し
て
も
よ
い
と
い
う
お
返
事
を
い
た
だ
く
こ
と
が
で
き
た
。

い
よ
い
よ
二
十
周
年
の
昭
和
五
十
四
年
度
に
入
り
、
徳
川
、

五
島
両
美
術
館
へ
挨
拶
に
お
伺
い
す
る
と
、「
作
品
を
ど
の
よ

う
に
し
て
運
ぶ
か
。」
と
い
う
こ
と
が
話
題
と
な
っ
た
。
今
日

な
ら
ば
美
術
品
輸
送
の
専
用
車
で
運
ぶ
と
い
う
こ
と
に
な
る

が
、
徳
川
美
術
館
長
か
ら
は
、「
万
が
一
、
車
に
事
故
が
生
じ

た
場
合
、
国
宝
源
氏
物
語
全
作
品
が
壊
滅
し
て
し
ま
う
お
そ
れ

が
あ
る
。
数
人
で
手
分
け
し
て
、
列
車
に
持
ち
込
ん
で
輸
送
し

よ
う
。」
と
い
う
提
案
が
な
さ
れ
、
七
名
が
グ
リ
ー
ン
車
で
運

ぶ
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
れ
に
も
増
し
て
、
五
島
美
術
館
〜
東
京

駅
、
徳
川
美
術
館
〜
名
古
屋
駅
、
金
沢
駅
〜
石
川
県
美
術
館
の

間
の
輸
送
が
大
変
で
、
警
視
庁
と
各
県
警
へ
お
願
い
し
て
パ
ト

カ
ー
の
護
衛
付
き
で
よ
う
や
く
無
事
に
輸
送
す
る
こ
と
が
で
き

た
。

こ
の
展
覧
会
は
、
全
作
品
を

二
週
間
展
示
替
え
な
し
で
公
開

す
る
と
い
う
、
大
胆
不
敵
そ
の

も
の
の
展
覧
会
で
、
こ
う
し
た

形
で
国
宝
源
氏
物
語
が
公
開
さ

れ
た
こ
と
は
ま
さ
に
最
初
で
最

後
の
こ
と
で
あ
っ
た
よ
う
に
思

う
。
徳
川
、
五
島
両
美
術
館
に

対
し
、
あ
ら
た
め
て
感
謝
の
意

を
表
し
た
い
と
思
う
。

美
術
館
小
史
・
余
話
35

旧
館
開
館
二
十
周
年
記
念
展
開
催
に
つ
い
て
(２)

岬
　
由
里
本
出

午
后
の
港
　
森
本
仁
平

縛
　
坂
坦
道

「国宝源氏物語絵巻展」図録
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北
野
恒
富
と
い
う
人
は
、
関
西
で
も
そ
の

名
前
を
知
ら
な
い
と
い
う
人
は
あ
ま
り
い
な

い
と
い
う
ぐ
ら
い
、
著
名
な
美
人
画
家
で
す
。

し
か
し
不
思
議
な
ほ
ど
展
覧
会
が
開
か
れ
ず
、

今
度
初
め
て
の
大
き
な
展
覧
会
で
は
な
い
か

と
思
い
ま
す
。
恒
富
は
、
関
西
で
活
躍
し
た

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
関
西
地
方
に
住
ん
で
い

る
も
の
の
目
に
と
ど
き
に
く
か
っ
た
と
い
う

よ
う
な
気
が
し
ま
す
。
明
治
以
降
の
伝
統
的

な
流
れ
と
し
て
、
京
都
の
画
壇
を
中
心
と
し
た
関
西
の
画
壇
と
、

横
山
大
観
や
菱
田
春
草
ら
が
作
り
上
げ
て
い
っ
た
東
京
の
日
本
美

術
院
と
い
う
二
つ
の
勢
力
が
あ
り
、
そ
の
間
に
は
、
非
常
に
競
争

的
な
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
し
た
。
そ
れ
で
、
関
西
で
日
本
美
術
院
の

画
家
に
な
る
と
い
う
こ
と
は
、
一
種
の
脱
藩
者
の
よ
う
な
感
じ
の

と
こ
ろ
が
あ
っ
て
、
そ
の
こ
と
が
、
恒
富
が
、
関
西
地
方
を
中
心

と
し
た
西
日
本
で
、
あ
ま
り
紹
介
さ
れ
な
か
っ
た
理
由
の
一
つ
か

も
し
れ
ま
せ
ん
。

恒
富
は
、
大
阪
で
も
最
初
は
版
下
の
仕
事
を
す
る
わ
け
で
す

け
ど
も
、
そ
の
う
ち
に
し
だ
い
に
本
画
を
描
く
画
家
に
な
っ
て
い

き
ま
す
。
こ
こ
で
一
つ
重
要
な
こ
と
は
、
恒
富
が
弟
子
入
り
し
た

先
生
の
系
譜
が
、
恒
富
の
将
来
の
絵
の
傾
向
に
反
映
さ
れ
て
く
る

と
い
う
こ
と
で
す
。
恒
富
が
師
事
し
た
稲
野
年
恒
は
、
浮
世
絵
の

画
家
で
、
江
戸
の
幕
末
の
グ
ロ
テ
ス
ク
な
も
の
を
得
意
と
し
た
芳

年
と
い
う
浮
世
絵
師
の
弟
子
で
す
。
こ
の
芳
年
に
つ
い
た
人
に
、

水
野
年
方
と
い
う
人
が
い
ま
す
。
こ
の
人
は
東
京
で
活
躍
し
た
明

治
初
め
の
美
人
画
家
で
す
が
、
こ
の
人
の
弟
子
が
鏑
木
清
方
な
ん

で
す
ね
。
で
す
か
ら
、
こ
の
芳
年
と
い
う
人
を
中
心
に
お
き
ま
す

と
、
水
野
年
方
か
ら
鏑
木
清
方
、
稲
野
年
恒
か
ら
北
野
恒
富
へ
と

い
う
浮
世
絵
系
の
流
れ
が
あ
る
わ
け
で
す
。
恒
富
は
清
方
と
同
じ

よ
う
に
、
新
聞
と
か
雑
誌
と
か
の
挿
絵
か
ら
出
発
し
て
い
て
、
そ

の
表
現
に
は
、
江
戸
の
浮
世
絵
の
一
種
の
庶
民
性
と
か
軽
み
と
か

北
野
恒
富
と
そ
の
時
代

講
演
会
記
録

北
野
恒
富
と
そ
の
時
代

―
金
沢
に
生
ま
れ
た
美
人
画
の
巨
匠
―

講
師
　
加
藤
類
子
氏

が
見
ら
れ
る
の
で
す
。

一
方
、
京
都
画
壇
の
美
人
画
と
い
う
の
は
、
写
生
派
と
い
わ

れ
た
円
山
応
挙
か
ら
出
て
い
る
ん
で
す
ね
。
こ
の
応
挙
の
門
下
に

は
、
駒
井
源
�
や
祗
園
井
特
な
ど
の
美
人
画
家
が
い
ま
す
。
こ
の

人
た
ち
か
ら
、
明
治
に
な
る
と
幸
野
楳
嶺
と
い
う
人
が
出
て
、
そ

の
下
か
ら
竹
内
栖
鳳
や
上
村
松
園
と
い
っ
た
美
人
を
描
く
画
家
が

出
て
き
ま
す
。
こ
の
美
人
画
の
系
譜
の
特
徴
は
、
い
わ
ゆ
る
浮
世

絵
と
か
版
画
で
は
な
く
て
、
肉
筆
画
で
す
。
だ
か
ら
京
都
の
美
人

画
と
い
う
の
は
、
肉
筆
で
あ
る
と
い
う
こ
と
と
、
写
生
派
の
系
列

を
引
い
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
、
し
っ
と
り
と
し
て
い
る
と
い
う

か
、
ね
っ
ち
り
と
し
て
い
る
と
い
う
よ
う
な
特
徴
が
あ
る
わ
け
で

す
。
し
か
し
、
同
じ
上
方
の
恒
富
に
は
、
こ
の
系
譜
は
ほ
と
ん
ど

入
っ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。
そ
れ
は
北
野
恒
富
の
芸
術

と
い
う
も
の
を
見
る
と
き
に
、
わ
り
か
た
大
切
な
違
い
で
は
な
い

か
と
思
い
ま
す
。
恒
富
の
最
初
の
頃
の
悪
魔
派
と
い
わ
れ
た
絵
を

よ
く
見
ま
し
て
も
、
ね
ち
っ
と
し
た
、
ど
ろ
っ
と
し
た
も
の
は
な

く
、
一
種
の
軽
さ
が
あ
る
と
い
う
感
じ
が
す
る
の
で
す
。

恒
富
が
大
阪
へ
出
て
き
た
頃
、
特
に
明
治
か
ら
大
正
に
か
け

て
の
時
期
と
い
う
の
は
、
日
露
戦
争
か
ら
第
一
次
大
戦
ま
で
の
間

の
非
常
に
景
気
の
い
い
時
代
で
す
。
貿
易
が
非
常
に
盛
ん
で
、
大

阪
が
一
番
よ
か
っ
た
時
代
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
ま
す
。
ま
た
そ

の
頃
、
大
阪
は
、
文
楽
と
か
歌
舞
伎
と
か
が
非
常
に
華
や
か
な
時

代
で
し
た
。
だ
か
ら
、
文
芸
的
に
も
商
売
の
上
で
も
華
や
か
な
と

こ
ろ
へ
、
恒
富
は
金
沢
か
ら
出
て
行
っ
た
と
い
う
こ
と
で
、
若
き

恒
富
に
と
っ
て
は
、
非
常
に
大
き
な
刺
激
が
あ
っ
た
だ
ろ
う
と
思

わ
れ
ま
す
。
そ
の
う
え
、
大
阪
に
は
意
外
と
ハ
イ
カ
ラ
な
人
た
ち

が
多
く
、
欧
米
、
特
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
新
し
い
芸
術
が
入
っ
て
い

た
よ
う
で
す
。
後
期
印
象
派
、
世
紀
末
美
術
、
象
徴
派
な
ど
の
絵

画
が
紹
介
さ
れ
、
そ
う
い
う
も
の
を
お
そ
ら
く
恒
富
は
、
見
て
い

た
ん
で
は
な
か
ろ
う
か
と
い
う
こ
と
が
い
わ
れ
ま
す
。
そ
う
す
る

と
、
京
都
の
美
人
画
の
系
譜
の
影
響
よ
り
も
、
む
し
ろ
恒
富
は
も

っ
と
新
し
い
と
こ
ろ
か
ら
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
世
紀
末
的
な
香
り
と

い
う
よ
う
な
も
の
を
嗅
ぎ
と
っ
て
い
た
ん
で
し
ょ
う
。
そ
れ
を
ま

た
、
大
阪
の
世
話
物
と
い
わ
れ
る
よ
う
な
文
楽
な
ど
と
ミ
ッ
ク
ス

し
て
、
悪
魔
派
と
い
わ
れ
る
絵
が
で
き
た
ん
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。

恒
富
が
一
番
活
躍
し
た
大
正
時
代
と
い
う
の
は
、
日
本
の
近

代
史
の
中
で
は
、
最
も
自
由
に
芸
術
家
た
ち
が
活
動
で
き
た
時
代

だ
と
思
い
ま
す
。
で
す
け
ど
も
、
や
は
り
関
西
と
東
京
で
は
ず
い

ぶ
ん
と
そ
の
い
き
方
が
違
っ
た
わ
け
で
す
。
関
西
で
は
や
は
り
京

都
画
壇
が
、
こ
の
時
代
は
中
心
に
な
っ
て
い
ま
す
。
土
田
麦
僊
、

小
野
竹
喬
、
榊
原
紫
峰
、
入
江
波
光
、
村
上
華
岳
た
ち
は
、
個
性

と
い
う
も
の
を
大
事
に
し
て
、
単
な
る
絵
画
で
な
く
て
、
自
分
た

ち
の
生
き
て
い
る
そ
の
時
代
の
精
神
を
絵
の
中
へ
盛
り
込
ん
で
い

き
た
い
と
い
う
こ
と
を
願
い
ま
し
た
。
そ
れ
が
京
都
の
画
壇
で
は
、

ど
う
い
う
ふ
う
に
現
れ
た
か
と
い
っ
た
ら
、
西
洋
絵
画
の
写
実
と

い
う
も
の
に
、
す
ご
く
近
づ
い
た
わ
け
で
す
。
応
挙
の
写
生
で
は

な
く
て
、
西
洋
絵
画
の
現
実
感
を
求
め
る
。
そ
れ
か
ら
も
う
一
つ

は
、
労
働
者
と
か
農
民
と
か
、
社
会
の
底
辺
で
悲
惨
な
生
活
を
強

い
ら
れ
る
人
た
ち
が
目
立
ち
始
め
た
時
代
で
、
そ
う
い
う
人
た
ち

を
テ
ー
マ
に
し
て
い
き
ま
す
。
だ
か
ら
美
人
画
も
単
に
美
し
い
女

性
を
描
く
の
で
は
な
く
、
そ
の
女
性
の
人
生
と
い
う
も
の
に
関
心

を
持
つ
よ
う
に
な
り
ま
す
。
京
都
の
大
正
時
代
の
絵
と
い
う
の
は
、

と
て
も
日
本
画
と
は
思
え
な
い
絵
を
、
特
に
若
い
画
家
を
中
心
と

し
て
、
多
く
の
画
家
が
描
い
た
わ
け
で
す
。
一
方
、
東
京
で
は
、

小
林
古
径
や
今
村
紫
紅
、
速
水
御
舟
ら
の
第
二
世
代
の
画
家
た
ち

の
活
躍
す
る
時
代
に
入
っ
て
い
ま
す
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
人
た
ち

は
、
い
わ
ゆ
る
大
和
絵
と
い
う
日
本
の
伝
統
的
な
絵
の
系
列
を
引

い
た
画
家
た
ち
で
す
ね
。
東
京
の
絵
は
、
非
常
に
伝
統
的
な
も
の

を
大
切
に
し
、
線
と
か
空
間
と
か
、
日
本
、
東
洋
の
絵
画
に
独
特

の
も
の
を
追
求
し
よ
う
と
し
て
い
き
ま
し
た
。
で
す
か
ら
、
非
常

に
画
面
の
き
れ
い
な
線
の
美
し
い
絵
と
い
う
も
の
を
、
求
め
て
い

く
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

や
が
て
、
関
東
大
震
災
を
境
目
に
不
景
気
に
な
っ
て
い
き
、

第
二
次
大
戦
が
用
意
さ
れ
い
く
と
い
う
、
苦
し
い
時
代
に
入
っ
て

き
ま
す
。
そ
う
い
う
中
で
や
が
て
、
大
正
時
代
的
な
自
由
な
雰
囲

気
と
い
う
の
が
し
だ
い
に
薄
れ
て
、
絵
の
方
も
デ
カ
ダ
ン
ス
と
い

う
の
が
嫌
わ
れ
て
い
く
ん
で
す
ね
。
む
し
ろ
、
日
本
の
伝
統
的
な

も
の
、
美
し
い
も
の
を
求
め
る
、
と
い
う
流
れ
が
出
て
き
ま
す
。

だ
か
ら
京
都
画
壇
的
な
も
の
は
、
だ
ん
だ
ん
と
否
定
さ
れ
て
く
る

わ
け
で
す
。
そ
の
中
で
恒
富
も
、
見
れ
ば
わ
か
る
よ
う
に
、
や
は

り
い
つ
の
間
に
か
、
彼
の
特
徴
で
あ
っ
た
薄
気
味
悪
さ
と
い
う
の

が
な
く
な
っ
て
、
非
常
に
き
れ
い
な
さ
ら
り
と
し
た
情
感
が
あ
る

美
人
画
に
変
わ
っ
て
い
く
と
い
う
こ
と
が
起
こ
る
わ
け
で
す
。
そ

れ
で
も
彼
は
ま
だ
、
一
生
懸
命
大
阪
的
な
も
の
を
求
め
て
い
っ
た

の
で
す
。

（「
北
野
恒
富
展
　
―
金
沢
が
生
ん
だ
美
人
画
の
巨
匠
―
」
に

ち
な
ん
で
、
四
月
二
十
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
。）

（

）

池
坊
短
期
大
学
教
授
・
前
京
都

国
立
近
代
美
術
館
主
任
研
究
官



第
７
回
石
川
県
日
本
画
協
会
展

七
月
十
七
日（
木
）〜
七
月
二
十
一
日（
月
・
祝
）

（
第
８
・
９
展
示
室
）

県
内
在
住
の
日
本
画
の
作
家
を
中
心
と
し
た
会
員
の
、
県
内

未
発
表
作
品
に
よ
る
展
覧
会
で
す
。
各
種
公
募
展
の
枠
組
み
や

既
存
の
概
念
に
と
ら
わ
れ
る
こ
と
の
な
い
自
由
な
作
品
発
表
を

目
指
し
、
会
員
そ
れ
ぞ
れ
が
取
り
組
ん
で
い
る
日
本
画
制
作
の

研
究
・
模
索
の
発
表
の
場
、
ま
た
研
鑽
の
場
と
も
な
っ
て
い
ま

す
。
ベ
テ
ラ
ン
か
ら
若
手
ま
で
幅
広
い
層
に
わ
た
り
、
広
く
県

内
日
本
画
家
の
作
品
お
よ
び
近
年
の
活
動
を
知
る
上
で
、
絶
好

の
機
会
と
な
っ
て
い
ま
す
。

入
場
無
料

〈
連
絡
先
〉
金
沢
市
光
が
丘
三
丁
目
二
二
六
番
地
二

竹
内
仁
志

1

〇
七
六
―
二
九
八
―
〇
一
〇
四

第
17
回
日
本
新
工
芸
石
川
会
展

七
月
十
八
日（
金
）〜
七
月
二
十
一
日（
月
・
祝
）

（
第
７
展
示
室
）

日
本
新
工
芸
家
連
盟
は
、
工
芸
の
原
点
を
見
つ
め
、
個
々
の

作
家
が
素
材
を
生
か
し
技
術
を
駆
使
し
て
、
現
代
に
望
ま
れ
て

い
る
生
活
と
美
と
の
調
和
を
テ
ー
マ
と
し
て
制
作
活
動
を
続
け

て
い
ま
す
。
石
川
会
展
も
十
七
回
を
迎
え
る
こ
と
が
出
来
ま
し

た
。
会
員
一
同
、
一
層
の
努
力
を
重
ね
て
お
り
ま
す
。
よ
り
多

く
の
方
々
に
ご
高
覧
、
ご
批
判
を
戴
き
た
い
と
念
願
し
て
お
り

ま
す
。

主
な
出
品
作
家

北
出
不
二
雄
・
高
光
一
生
・
利
岡
光
仙
・
榎
木
荘
平
　

中
町
朱
実
・
原
田
実
・
戸
出
克
彦
・
畑
宏
・
高
聡
文

柴
田
博
・
大
井
幸
子
・
向
瀬
孝
之
・
川
田
稔
・
松
本
昭
二

高
光
一
雅
・
比
古
田
三
恵
・
金
田
一
司
・
瀧
川
千
春

瀧
川
佐
智
子
・
堂
畑
勝
二
・
伊
豆
蔵
幸
治

入
場
料

一
般
六
〇
〇
円
　
大
学
生
以
下
三
〇
〇
円

※
当
館
友
の
会
会
員
は
、
会
員
証
提
示
に
よ
り
三
〇
〇
円

〈
連
絡
先
〉
金
沢
市
宮
野
町
ト
七
四

戸
出
克
彦

1

〇
七
六
―
二
五
七
―
五
九
五
一

企
画
展
示
室
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図
書
閲
覧
室
Ｎ
Ｏ
Ｗ

新
着
図
書
紹
介

当
館
に
寄
贈
さ
れ
る
図
書
の
中
に
は
、
特
別
観
覧
に
よ
る
も

の
が
あ
り
ま
す
。
特
別
観
覧
と
は
、
当
館
の
所
蔵
品
に
関
し
て
、

規
則
に
則
っ
て
写
真
を
貸
与
し
た
り
撮
影
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
さ
ま
ざ
ま
な
印
刷
物
や
番
組
に
、
そ
の
作
品
を
紹
介
す
る

こ
と
を
い
い
ま
す
。
今
回
は
、
そ
う
し
た
特
別
観
覧
に
よ
る
寄

贈
図
書
の
中
か
ら
、
三
冊
紹
介
し
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。

ま
ず
「
週
刊
日
本
遺
産
　
Ｎ
Ｏ
・
19

金
沢
／
２
０
０

３
／
朝
日
新
聞
社
」
で
す
。
こ
の
シ
リ
ー
ズ
は
、
次
の
世
代

に
伝
え
た
い
貴
重
な
国
内
の
文
化
財
と
自
然
を
紹
介
す
る
も
の

で
、
本
号
で
は
金
沢
が
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
中
で

〈
加
賀
藩
の
美
術
工
芸
〉
の
箇
所
で
は
、
当
館
所
蔵
の
加
賀
蒔

絵
や
古
九
谷
、
加
賀
象
嵌
な
ど
が
紹
介
さ
れ
、〈
前
田
家
と
茶

の
湯
〉
の
項
で
は
、
仁
清
の
雉
香
炉
や
茶
釜
な
ど
が
掲
載
さ
れ

て
い
ま
す
。
ま
た
、
そ
れ
ぞ
れ
当
館
の
嶋
崎
館
長
が
解
説
し
て

い
ま
す
の
で
、
関
心
の
あ
る
方
は
ぜ
ひ
一
度
ご
覧
下
さ
い
。
次

に
「
週
刊
や
き
も
の
を
楽
し
む

２

九
谷
焼
／
２
０
０

３
／
小
学
館
」
を
み
て
み
ま
す
。
こ
の
シ
リ
ー
ズ
は
、
テ
レ

ビ
番
組
『
な
ん
で
も
鑑
定
団
』
で
お
な
じ
み
の
中
島
誠
之
助
氏

ら
の
監
修
に
よ
っ
て
、
日
本
各
地
の
や
き
も
の
を
探
訪
す
る
と

い
う
も
の
で
す
。
本
号
で
は
、
当
館
所
蔵
の
古
九
谷
や
再
興
九

谷
の
名
品
が
紹
介
さ
れ
る
と
と
も
に
、
中
島
氏
の
エ
ッ
セ
イ
や

現
代
作
家
の
一
口
コ
メ
ン
ト
な
ど
が
掲
載
さ
れ
、
九
谷
焼
に
身

近
に
接
す
る
た
め
の
コ
ン
パ
ク
ト
な
入
門
書
と
で
も
い
え
る
よ

う
な
内
容
に
な
っ
て
い
ま
す
。
一
方
、「
高
麗
茶
碗
―
論
考
と

資
料
／
２
０
０
３
／
河
原
書
店
」
は
、
よ
り
専
門
的
な
内
容

の
も
の
で
す
。
高
麗
茶
碗
と
は
、
朝
鮮
半
島
で
生
産
さ
れ
た
陶

磁
器
で
、
日
本
で
茶
の
湯
の
茶
碗
と
し
て
用
い
ら
れ
る
碗
を
指

し
ま
す
。
本
書
は
、
高
麗
茶
碗
研
究
会
が
、
韓
国
に
お
け
る
古

窯
址
の
調
査
や
、
伝
世
す
る
資
料
の
調
査
、
文
献
資
料
の
収
集

な
ど
を
行
っ
た
成
果
を
ふ
ま
え
、
日
韓
双
方
の
研
究
者
に
よ
る

論
考
や
詳
細
な
資
料
に
よ
っ
て
構
成
し
た
も
の
で
す
。
当
館
の

所
蔵
品
と
し
て
は
、
御ご

本ほ
ん

半は
ん

使す

と
呼
ば
れ
る
、
桃
山
か
ら
江
戸

時
代
初
期
に
か
け
て
朝
鮮
で
焼
か
れ
た
茶
碗
が
掲
載
さ
れ
て
い

ま
す
。

※
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
。

七
月
の
月
例
映
画
会
は
、
次
の
二
本
を

上
映
い
た
し
ま
す
。

前
者
は
、
写
真
家
と
名
高
い
並
河
萬
里
氏
の
構
成
・
演
出
に

よ
る
も
の
で
す
。
氏
は
と
り
わ
け
イ
ン
ド
か
ら
中
東
に
か
け
て

の
仏
教
遺
跡
の
数
々
を
記
録
し
て
お
り
、
な
か
で
も
ア
フ
ガ
ニ

ス
タ
ン
の
内
乱
で
不
幸
に
も
顔
面
を
破
壊
さ
れ
た
バ
ー
ミ
ヤ
ン

石
窟
仏
の
撮
影
は
有
名
で
す
。
こ
の
映
画
は
仏
教
美
術
に
造
詣

の
深
い
氏
な
ら
で
は
の
も
の
で
、
ま
だ
釈
迦
の
姿
を
樹
木
や
足

跡
に
仮
託
し
て
い
た
紀
元
前
２
世
紀
頃
か
ら
、
よ
う
や
く
今
日

の
仏
像
と
し
て
の
様
式
が
確
立
す
る
紀
元
後
４
世
紀
頃
ま
で
の

グ
プ
タ
仏
ま
で
の
変
遷
を
丁
寧
に
記
録
さ
れ
て
い
ま
す
。
と
り

わ
け
圧
巻
な
の
は
、
最
初
に
登
場
す
る
ア
シ
ョ
カ
王
時
代
の
イ

ン
ド
中
部
の
バ
ー
ル
フ
ー
ト
に
残
さ
れ
た
壮
大
な
浮
彫
に
よ
る

釈
迦
の
生
誕
物
語
で
、
後
に
中
国
、
そ
し
て
日
本
に
ま
で
到
達

す
る
仏
教
美
術
の
原
点
を
そ
こ
に
見
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

後
者
は
、
世
界
的
に
知
ら
れ
た
版
画
家
棟
方
志
功
を
真
っ
正

面
か
ら
と
り
あ
げ
た
記
録
映
画
で
、
志
功
の
天
衣
無
縫
な
創
作

風
景
と
、
彼
の
素
顔
を
見
事
に
と
ら
え
て
い
ま
す
。
何
よ
り
も

映
画
製
作
者
自
身
の
強
い
思
い
入
れ
が
、
対
象
者
で
あ
る
志
功

そ
の
人
の
強
烈
な
個
性
と
を
真
っ
正
面
か
ら
と
ら
え
て
お
り
、

こ
う
し
た
記
録
映
画
に
は
珍
し
い
熱
気
の
は
ら
ん
だ
も
の
と
な

っ
て
い
ま
す
。
そ
の
評
価
は
、
昭
和
五
十
年
度
の
芸
術
祭
大
賞
、

キ
ネ
マ
旬
報
文
化
映
画
部
門
の
第
一
位
（
十
五
人
の
選
定
者
全

員
が
一
位
投
票
と
い
う
快
挙
）
を
は
じ
め
、
数
々
の
受
賞
と
推

薦
を
得
た
こ
と
で
も
わ
か
り
ま
す
。
厳
し
い
風
雪
の
シ
ー
ン
か

ら
ね
ぶ
た
祭
り
ま
で
、
故
郷
津
軽
の
原
風
景
と
そ
こ
に
生
ま
れ

た
志
功
の
生
き
様
、
そ
し
て
何
よ
り
も
わ
ず
か
に
視
力
が
残
さ

れ
た
片
目
を
す
り
つ
け
る
よ
う
に
し
て
版
木
に
向
か
う
創
作
風

景
は
、
今
日
で
も
見
る
者
の
心
を
強
く
つ
か
ん
で
や
み
ま
せ
ん
。

ち
な
み
に
、
本
年
度
全
国
を
巡
回
開
催
さ
れ
る
「
生
誕
百
年
記

念
　
棟
方
志
功
」
展
が
、
七
月
二
十
七
日
ま
で
、
高
岡
市
美
術

館
と
福
光
町
立
福
光
美
術
館
で
開
催
さ
れ
て
い
ま
す
。

七
月
十
三
日(

日)

美
の
美
　
仏
像
の
出
現
と
展
開

バ
ー
ル
フ
ー
ト
か
ら
グ
プ
タ
仏
ま
で

◇
23
分

七
月
二
十
日(

日)

彫
る
　
棟
方
志
功
の
世
界

◇
39
分

月例映画会

今月のイチ押し 
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※
七
月
の
全
館
休
館
日
は
十
四（
月
）〜
十
六
日（
水
）で
す
。

詩
歌
の
意
匠

（
前
田
武
輝
　
学
芸
専
門
員
）

20
世
紀
の
名
指
揮
者
　
ヘ
ル
ベ
ル
ト
・
フ
ォ
ン
・
カ
ラ
ヤ
ン
　
１

ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン
交
響
曲
第
５
番
「
運
命
」
ほ
か
（
約
70
分
）

演
奏
　
ウ
ィ
ー
ン
・
フ
ィ
ル
ハ
ー
モ
ニ
ー
管
弦
楽
団

仏
像
45

河
内
の
ほ
と
け

（
谷
口
　
出
　
学
芸
専
門
員
）

仏
像
の
出
現
と
展
開
　
バ
ー
ル
フ
ー
ト
か
ら
グ
プ
タ
仏
ま
で
（
23
分
）

近
代
の
数
寄
者
　
畠
山
即
翁

（
高
嶋
清
栄
　
学
芸
専
門
員
）

彫
る
　
棟
方
志
功
の
世
界
（
39
分
）

名
画
へ
の
挑
戦
３
　
デ
ュ
ー
ラ
ー
「
メ
ラ
ン
コ
リ
ア
」
（
村
瀬
博
春
　
学
芸
主
査
）

開
館
20
周
年
記
念
連
続
講
座

美
術
館
よ
も
や
ま
話
③
　
加
賀
の
茶
道

講
師
　
嶋
崎
　
丞
（
当
館
館
長
）

彫
刻
を
探
ろ
う
！
　
小
学
校
１
・
２
年
生

午
前
十
時
よ
り

古
美
術
を
探
ろ
う
！
　
小
学
校
３
・
４
年
生

午
前
十
時
よ
り

行
　
　
事

月
　
　
日

七
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
》

講
義
室

ホ
ー
ル

講
義
室

ホ
ー
ル

講
義
室

ホ
ー
ル

講
義
室

講
義
室

講
義
室

講
義
室

土

曜

講

座

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

連

続

講

座

親
子
で
鑑
賞
会

親
子
で
鑑
賞
会

7
／
5(

土)
7
／
6(
日)

7
／
12(

土)

7
／
13(

日)

7
／
19(

土)

7
／
20(

日)

7
／
26(

土)

7
／
27(

日)

7
／
28(

月)

7
／
30(

水)

内
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
容

会
　
場

各
地
の
展
覧
会

七
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
。

棟
方
志
功
　
福
光
展

７
／
27
ま
で

福
光
町
立
福
光
美
術
館
（
富
山
県
福
光
町
・
〇
七
六
三
│
五
二
│
七
五
七
六
）

相
田
み
つ
を
展
―
心
に
響
く
言
葉
の
力
―

７
／
５
〜
27

福
井
市
美
術
館
（
福
井
市
・
〇
七
七
六
│
三
三
│
二
九
九
〇
）

三
尾
公
三
展

７
／
21
ま
で

富
山
県
立
近
代
美
術
館
（
富
山
市
・
〇
七
六
│
四
二
一
│
七
一
一
一
）

イ
ン
ド
・
マ
ト
ゥ
ラ
ー
彫
刻
展

７
／
１
〜
８
／
17

パ
キ
ス
タ
ン
・
ガ
ン
ダ
ー
ラ
彫
刻
展

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

―
ワ
イ
ル
ド
ス
ミ
ス
絵
本
の
世
界
―
お
と
ぎ
の
国
の
フ
ァ
ン
タ
ジ
ア

７
／
５
〜
27

岐
阜
県
美
術
館
（
岐
阜
市
・
〇
五
八
│
二
七
一
│
一
三
一
三
）

次
回
の
展
覧
会

特
集
　
　
　
加
賀
藩
の
美
術
工
芸
（
前
田
育
徳
会
展
示
室
）

特
集
　
　
　
俳
画
の
世
界

（
第
２
展
示
室
）

特
別
陳
列
　
日
本
画
家

中
町
進
の
世
界
（
第
４
展
示
室
）

八
月
二
十
一
日（
木
）〜
九
月
二
十
九
日（
月
）

十
二
〜
十
三
世
紀
頃
の
中
国
宋
代
に
描
か
れ
た
絵
画
は
、
鎌
倉
後
期
か

ら
室
町
時
代
に
日
本
へ
渡
り
ま
す
。
そ
れ
ら
は
、
日
中
禅
林
の
交
流
に
よ

っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
も
の
が
ほ
と
ん
ど
で
、
禅
寺
に
伝
わ
る
当
時
の
記
録

に
よ
れ
ば
、
絵
画
だ
け
で
な
く
、
墨
蹟
や
陶
磁
器
な
ど
、
か
な
り
の
文
物

が
海
を
渡
っ
た
こ
と
が
う
か
が
え
ま
す
。
中
で
も
水
墨
画
を
主
と
し
た
宋

代
の
絵
画
は
、
そ
の
余
情
に
満
ち
た
世
界
が
禅
の
教
え
に
通
じ
る
と
さ
れ
、

当
時
の
禅
林
で
好
ま
れ
ま
し
た
。

さ
て
、
こ
れ
ら
宋
代
の
絵
画
は
、
中
国
で
は
現
在
、
あ
ま
り
見
る
こ
と

は
で
き
ず
、
日
本
に
多
く
を
伝
え
る
の
が
現
状
で
す
。
中
国
よ
り
日
本
に

残
る
、
宋
代
の
絵
画
…
。
ど
う
し
て
日
本
で
は
伝
え
ら
れ
続
け
た
の
で
し

ょ
う
か
。
こ
こ
で
は
、
今
秋
開
催
の
「
畠
山
記
念
館
名
品
展
」
に
出
品
さ

れ
る
宋
代
絵
画
の
中
か
ら
、
絵
画
を
め
ぐ
る
流
転
の
一
話
を
ひ
も
解
い
て

み
ま
し
ょ
う
。

禅
林
に
入
っ
た
中
国
か
ら
の
文
物
の
中
に
は
、
将
軍
足
利
家
に
献
上
さ

れ
た
も
の
も
あ
り
ま
し
た
。
室
町
幕
府
に
は
、
美
術
工
芸
の
専
門
知
識
を

有
す
る
同ど
う
朋ぼ
う
衆
と
し
ゅ
う
　
い
う
職
が
あ
り
、
こ
れ
ら
の
文
物
の
管
理
を
行
っ
て
い

た
の
で
す
。
俗
に
、
三
代
将
軍
義
満
が
愛
好
し
た
も
の
は

「
北き
た

山や
ま

御ご

物も
つ

」、
八
代
将
軍
義
政
の
そ
れ
は
「
東
山
御
物

ひ
が
し
や
ま
ご
も
つ
」

と
呼
ば
れ
ま
す
。

そ
の
「
北
山
御
物
」「
東
山
御
物
」
の
一
つ
で
あ
っ
た
の

が
、
牧も
っ

谿け
い

の
『
瀟
湘

し
ょ
う
し
ょ
う

八
景
図

は
っ
け
い
ず

』
で
し
た
。「
瀟
湘
八
景
」
と

は
、
中
国
・
洞
庭
湖
周
辺
を
め
ぐ
る
八
つ
の
水
景
を
い
い
、

や
が
て
日
本
で
も
描
か
れ
る
よ
う
に
な
る
画
題
の
一
つ
で

す
。
八
図
は
当
初
、
四
図
を
一
巻
と
し
て
、
合
計
二
巻
に

描
か
れ
て
い
ま
し
た
が
、
義
満
は
一
図
ず
つ
分
断
、
座
敷

飾
り
用
に
そ
れ
ぞ
れ
軸
装
仕
立
て
に
改
変
さ
せ
て
し
ま
い

ま
し
た
。
同
朋
衆
の
記
録
に
よ
る
と
、
当
時
、
宋
代
の
絵

画
、
こ
と
に
牧
谿
画
は
座
敷
を
飾
る
名
画
と
し
て
珍
重
さ

れ
、
牧
谿
は
「
上
々
」
の
画
家
と
し
て
、
最
高
の
評
価
を

得
て
い
た
の
で
す
。

し
か
し
、
幕
府
の
権
力
の
衰
退
に
伴
い
『
瀟
湘
八
景
図
』

は
そ
の
手
を
離
れ
、
八
図
は
分
散
し
て
し
ま
い
ま
す
。
そ

「
畠
山
記
念
館
名
品
展
」
そ
の
二

国
宝
　
牧
谿

も
っ
け
い

筆『
煙
寺
晩
鐘
図

え
ん
じ
ば
ん
し
ょ
う
ず

』を
め
ぐ
っ
て

企
画
展
Ｔ
Ｏ
Ｐ
Ｉ
Ｃ

の
中
の
一
つ
『
煙
寺
晩
鐘
図
』
は
、
十
三
代
将
軍
足
利
義
輝
を
暗
殺
し
た

松
永
久
秀
の
手
に
渡
り
、
続
い
て
彼
を
降
伏
さ
せ
た
織
田
信
長
、
や
が
て

徳
川
家
康
の
元
へ
と
、
権
力
の
推
移
と
伴
に
流
転
を
繰
り
返
し
ま
す
。
言

わ
ば
、
歴
史
上
の
い
く
つ
も
の
転
機
を
見
つ
め
た
絵
画
で
も
あ
る
の
で
す
。

分
散
し
た
牧
谿
の
『
瀟
湘
八
景
図
』
は
、
享
保
十
三
年
（
一
七
二
八
）、

江
戸
幕
府
八
代
将
軍
徳
川
吉
宗
に
よ
り
、
一
堂
に
会
す
る
機
会
を
得
ま
す
。

流
転
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
八
図
が
、
約
百
五
十
年
ぶ
り
に
再
会
す
る
奇
跡

に
、
人
々
を
魅
了
し
続
け
る
名
画
の
力
を
感
じ
ず
に
は
い
ら
れ
ま
せ
ん
。

異
国
の
絵
画
が
日
本
で
生
き
続
け
た
生
命
力
の
証
と
も
言
え
ま
し
ょ
う
。

『
煙
寺
晩
鐘
図
』
は
、
そ
の
後
、
加
賀
藩
前
田
家
に
入
り
、
昭
和
時
代

に
畠
山
家
へ
渡
り
ま
す
。
さ
て
、
畠
山
家
は
、
元
々
室
町
幕
府
の
管
領
か
ん
れ
い
を

務
め
た
家
柄
で
す
。
当
時
、
畠
山
家
は
大
徳
寺
に
帰
依
し
、
龍
源
院
・
興

臨
院
と
い
っ
た
塔
頭

た
っ
ち
ゅ
う
を
建
立
し
て
い
ま
す
。
現
在
、
大
徳
寺
に
い
く
つ
も

の
牧
谿
画
が
伝
わ
っ
て
い
る
こ
と
を
考
え
る
と
、
畠
山
家
と
『
煙
寺
晩
鐘

図
』
を
結
ぶ
、
い
に
し
え
か
ら
の
因
縁
を
も
見
え
る
よ
う
な
思
い
が
し
ま

す
。

（
村
上
尚
子
　
学
芸
員
）

「
開
館
20
周
年
記
念
　
畠
山
記
念
館
名
品
展
　
茶
道
美
術
を
中
心
に
」

十
月
四
日
（
土
）
〜
十
一
月
三
日
（
月
・
祝
）

国宝煙寺晩鐘図　畠山記念館蔵

え
ん
じ
ば
ん
し
ょ
う
ず



先
月
は
、
暑
か
っ
た
り
寒
か
っ
た
り
と
気
温
の
変

化
の
激
し
い
日
が
多
く
て
、
体
調
を
崩
さ
れ
た
方
も

い
ら
っ
し
ゃ
っ
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
？
か
く

い
う
私
も
風
邪
を
ひ
い
て
し
ま
い
ま
し
た
。
な
に
よ

り
も
健
康
が
一
番
、
気
合
い
を
入
れ
直
し
頑
張
っ
て

い
き
ま
し
ょ
う
！

今
月
は
当
館
自
慢
の
一
冊
、「
石
川
県
立
美
術
館
所

蔵
品
図
録
」
を
紹
介
い
た
し
ま
す
。
開
館
以
来
、
当

館
の
所
蔵
品
も
ず
い
分
増
え
ま
し
た
。
そ
れ
に
合
わ

せ
て
図
録
も
一
新
し
た
の
で
す
。
う
れ
し
い
こ
と
に
、

価
格
も
据
え
置
き
の
三
、
五
〇
〇
円
。
一
度
手
に
と

っ
て
ご
覧
に
な
っ
て
み
て
く
だ
さ
い
。
二
七
二
三
点

が
収
録
さ
れ
て
い
ま
す
。
是
非
、
購
入
を
検
討
し
て

み
て
く
だ
さ
い
ま
せ
。
お
待
ち
し
て
お
り
ま
す
。

話
は
変
わ
り
ま
す
が
、
七
月
七
日
は
七
夕
で
す
。

牽
牛
星
と
織
女
星
が
年
に
一
度
天
の
川
を
渡
り
相
会

す
る
日
、
供
え
物
を
し
て
短
冊
に
願
い
を
込
め
、
星

を
祭
る
行
事
で
す
。
中
国
か
ら
伝
わ
り
、
日
本
で
は

宮
中
の
行
事
と
し
て
奈
良
時
代
か
ら
始
ま
っ
た
そ
う

で
す
。
今
年
は
何
を
お
願
い
し
ま
し
ょ
う
か
。
私
は

や
は
り
、
健
康
か
な
…
？

― 8  ―

石
川
県
立
美
術
館
だ
よ
り

第
二
三
七
号
　
平
成
十
五
年
七
月
一
日
発
行

〒
九
二
〇
―
〇
九
六
三
　
金
沢
市
出
羽
町
二
番
一
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Ｔ
Ｅ
Ｌ
　
〇
七
六（
二
三
一
）七
五
八
〇

Ｆ
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七
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二
二
四
）九
五
五
〇

休
　
館
　
日

七
月
十
四
日（
月
）〜
十
六
日（
水
）
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黄
瀬
戸
は
、
美
濃
地
方
の
方
々
の
窯
で
焼
成
さ
れ
、
桃
山
時

代
の
作
品
は
釉
調
が
特
に
美
し
く
、
独
特
の
趣
を
有
し
優
れ
た

も
の
が
多
く
あ
り
ま
す
。「
菖
蒲
手

あ
や
め
で

（
最
盛
期
の
黄
瀬
戸
で
、

名
称
の
由
来
は
、
井
上
侯
爵
家
に
所
蔵
さ
れ
て
い
た
『
黄
瀬
戸

菖
蒲
文
輪
花
鉢
』
を
そ
の
代
表
作
と
し
て
つ
け
た
仮
称
が
定
着

し
た
も
の
。
線
彫
り
の
花
文
を
中
心
に
緑
釉(

い
わ
ゆ
る
胆た
ん

礬ぱ
ん

）

と
鉄
釉
が
施
さ
れ
た
も
の
が
典
型
。
釉
調
は
薄
く
、
失
透
気
味

で
油
揚
肌
で
あ
る
の
で
油
揚
手

あ
ぶ
ら
げ
で

と
も
呼
ば
れ
る
。
器
種
は
食
器

が
ほ
と
ん
ど
で
、
香
合
な
ど
も
あ
る
。）」
と
「
ぐ
い
呑
み
手

（
菖
蒲
手
に
先
行
す
る
も
の
で
、
厚
手
で
釉
調
は
光
沢
が
あ
り
、

色
彩
は
伴
わ
な
い
。
名
称
の
由
来
は
六
角
形
の
ぐ
い
呑
み
を
そ

の
代
表
と
し
た
こ
と
に
よ
る
。）」
と
が
あ
り
ま
す
。

根
太
と
は
腫
れ
物
の
こ
と
で
、
姿
が
似
て
い
る
下
膨
れ
の
香

合
を
根
太
香
合
と
呼
び
ま
す
。
黄
瀬
戸
に
は
宝
珠
を
形
ど
っ
た

宝
珠
香
合
が
あ
り
ま
す
が
、
蓋
の
甲
に
ふ
く
ら
み
の
な
い
も
の

を
根
太
香
合
と
呼
び
ま
す
。
根
太
香
合
は
平
宝
珠
と
も
呼
ば
れ
、

平
た
い
丸
い
身
に
円
錐
形
の
蓋
が
付
き
、
宝
珠
香
合
の
蓋
が
全

体
的
に
丸
み
を
持
つ
の
に
対
し
、
蓋
の
頂
点
か
ら
の
傾
斜
が
直

線
的
な
も
の
を
い
い
ま
す
。

こ
の
香
合
は
、
印
籠
蓋
形
式
の
香
合
で
、
底
は
碁
笥
底

ご
け
ぞ
こ

に
な

っ
て
お
り
、
底
の
中
央
は
浅
く
削
り
込
ま
れ
て
い
ま
す
。
蓋
に

は
二
本
の
刻
線
が
め
ぐ
ら
さ
れ
、
頂
と
一
カ
所
に
鉄
釉
を
点
じ
、

他
の
三
方
に
胆
礬
を
大
中
小
と
点
じ
て
い
ま
す
。
大
の
胆
礬
は

濃
く
ど
っ
ぷ
り
と
か
か
り
、
一
部
か
せ
て
お
り
、
裏
面
に
小
さ

く
薄
く
青
味
が
出
て
お
り
、
い
わ
ゆ
る
抜
け
胆
礬
と
な
っ
て
い

ま
す
。
小
の
胆
礬
は
薄
く
ぼ
か
し
た
よ
う
に
施
さ
れ
て
い
ま
す
。

身
の
合
口
は
一
部
土
肌
を
見
せ
、
身
と
蓋
を
合
わ
せ
て
焼
い
た

目
跡
が
三
つ
残
り
、
底
に
は
置
跡
が
残
っ
て
い
ま
す
。

黄
色
い
し
っ
と
り
と
し
た
独
特
の
質
感
の
油
揚
肌
に
さ
り
げ

な
く
鉄
釉
と
胆
礬
を
点
じ
た
こ
の
香
合
は
、
ほ
の
ぼ
の
と
し
た

味
わ
い
深
さ
が
感
じ
ら
れ
、
ま
た
、
愛
く
る
し
さ
も
感
じ
さ
せ
、

手
に
取
っ
て
み
た
い
も
の
で
す
。

※
茶
道
美
術
名
品
展（
七
月
十
七
日
〜
八
月
十
七
日
）に
展
示

黄
き

瀬
せ

戸
と

根
ね

太
ぶと

香
こう

合
ごう

桃山時代　16～17世紀

胴径4.7 底径2.3 高3.1（cm）
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