
　過
去
最
大
級
と
さ
れ
る
ダ
リ
展
が
昨

年
七
月
か
ら
年
末
ま
で
京
都
と
東
京
で

開
催
さ
れ
六
〇
万
人
以
上
を
動
員
、そ

の
人
気
の
高
さ
を
誇
示
し
た
。
　
　
　

　ダ
リ
と
い
え
ば
ピ
ン
と
は
ね
た
ヒ
ゲ
を

ト
レ
ー
ド
マ
ー
ク
に
、自
ら
天
才
と
言
い

放
ち
、T
V
コ
マ
ー
シ
ャ
ル
に
目
を
回
す

仕
草
で
登
場
す
る
な
ど
、エ
ン
タ
テ
ナ
ー

と
し
て
の
認
知
度
も
高
い
。だ
が
実
際
に

は
聡
明
潔
癖
、真
面
目
で
職
人
気
質
な

画
家
で
比
類
な
き
画
力
を
持
つ
。デ
ペ
イ

ズ
マ
ン
と
呼
ば
れ
る
唐
突
な
物
を
登
場

さ
せ
る
幻
想
的
画
風
で
一
世
を
風
靡
し
、

テ
レ
ビ
の
普
及
に
伴
い
自
ら
出
演
し
て
パ

フ
ォ
ー
マ
ー
の
先
駆
け
と
な
っ
た
。

　二
十
一
世
紀
の
今
日
、メ
デ
ィ
ア
は
テ

レ
ビ
か
ら
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
へ
取
っ
て
代

わ
っ
た
。ダ
リ
展
開
催
と
時
を
同
じ
く
し

て
、軽
妙
な
音
楽
で
歌
い
な
が
ら
ペ
ン
を

リ
ン
ゴ
に
突
き
刺
す
仕
草
で
踊
る
ア
ー

テ
ィ
ス
ト（
？
）が
ネ
ッ
ト
動
画
か
ら
世

界
中
で
大
ブ
レ
イ
ク
。ヒ
ゲ
を
た
く
わ
え

た
軽
妙
な
所
作
は
半
世
紀
前
の
ダ
リ
の

姿
と
重
な
る
。ペ
ン
と
リ
ン
ゴ
の
組
み
合

わ
せ
は
デ
ペ
イ
ズ
マ
ン
の
よ
う
で
面
白
い

が
大
衆
の
関
心
は
い
つ
ま
で
続
く
の
か
。

数
ヶ
月
で
大
ス
タ
ー
に
の
し
上
り
、瞬
く

間
に
忘
れ
去
ら
れ
る
と
い
う
、熱
狂
と

廃
忘
が
世
界
規
模
で
起
こ
る
時
代
。

　だ
が
実
の
あ
る
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
は
ダ

リ
の
例
を
見
て
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、

そ
の
人
気
は
衰
え
る
ど
こ
ろ
か
高
ま
っ

て
い
く
も
の
だ
。（
村
）

　ご
当
地
も
の
、と
聞
く
と
思
い
浮
か
ぶ

の
は
食
べ
物
や
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
で
す
が
、

他
に「
ご
当
地
小
説
」な
る
も
の
が
あ
る

こ
と
を
、先
日
訪
れ
た
城
崎
温
泉
で
知

り
ま
し
た
。歴
史
あ
る
温
泉
街
と
し
て

知
ら
れ
る
こ
の
地
域
で
は
、地
元
の
方
々

が
立
ち
上
げ
た
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
が
、城
崎

温
泉
を
題
材
と
し
た
小
説
を
地
域
限
定

で
売
っ
て
い
ま
す
。現
在
、志
賀
直
哉
の

『
城
の
崎
に
て
』と
そ
の
解
説
編
の
他
、

万
城
目
学『
城
崎
裁
判
』、湊
か
な
え『
城

崎
へ
か
え
る
』と
人
気
作
家
に
よ
る
書
き

下
ろ
し
作
品
が
出
版
さ
れ
て
い
ま
す
。内

容
が
魅
力
的
な
の
は
勿
論
の
こ
と
、装

幀
が
と
て
も
洒
落
て
い
ま
す
。『
城
の
崎

に
て
』は
品
の
良
い
簡
潔
な
デ
ザ
イ
ン

で
、作
家
の
文
章
表
現
の
魅
力
が
表
れ

て
い
ま
す
し
、他
二
冊
は
、城
崎
温
泉
の

代
表
で
あ
る
温
泉
と
蟹
を
そ
れ
ぞ
れ

テ
ー
マ
に
し
た
ユ
ニ
ー
ク
な
装
幀
で
す
。

　こ
の
様
に
魅
力
的
な
ご
当
地
小
説
が

各
地
で
生
れ
れ
ば
、買
い
に
訪
れ
る
方
も

多
く
い
ら
っ
し
ゃ
い
そ
う
で
す
。本
市
で

も
東
海
、愛
知
に
縁
の
あ
る
作
家
や
デ

ザ
イ
ナ
ー
を
起
用
し
て
、徳
川
家
康
の
出

生
地
と
い
う
従
来
の
ア
ピ
ー
ル
と
は
全

く
異
な
る
テ
ー
マ
で
な
に
か
面
白
い
小
説

が
出
来
な
い
で
し
ょ
う
か
？
仕
事
そ
っ
ち

の
け
で
妄
想
は
膨
ら
み
ま
す
が
、自
分
が

担
当
す
る
展
覧
会
も
、市
が
収
蔵
す
る

作
品
を
展
示
す
る
と
い
う
点
で
ご
当
地

も
の
の
一
種
と
言
え
ま
す
。ま
ず
は
そ
の

準
備
に
邁
進
し
な
け
れ
ば
、と
思
い
直
し

ま
し
た
。（
菊
）

ペ
ン
と
リ
ン
ゴ
と
ダ
リ

ご
当
地
も
の
色
々
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■子どもわくわく！教室
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四
季
花
鳥
図
の
花
鳥

　狩
野
元
信（
一四
七
六
？
〜
一
五
五
九
）の「
四
季
花
鳥
図
」と
云
え
ば
、誰
も
が
思
い
浮
か
べ
る
の
は

白
鶴
美
術
館
の
あ
の
屏
風
で
あ
ろ
う（
図
1
）。画
面
全
面
に
金
箔
を
押
し
た（
貼
付
し
た
）、金
色
燦

然
た
る
金
屏
風
で
あ
る
。そ
こ
に
胡
粉
、朱
、丹
、緑
青
、群
青
な
ど
に
よ
っ
て
花
と
鳥
を
描
く
。華
麗

な
画
面
の
割
に
は
思
い
の
ほ
か
少
な
い
色
か
ず
だ
が
、こ
れ
に
墨
の
黒
色
を
加
え
た
色
彩
こ
そ
は
日

本
絵
画
の
基
本
色
。そ
れ
ら
が
金
箔
に
映
じ
、画
面
は
あ
た
か
も
宝
石
箱
を
ひ
っ
く
り
返
し
た
よ
う

に
輝
く
。屏
風
と
云
う
大
画
面
も
、そ
う
し
た
絢
爛
た
る
味
わ
い
を
、否
が
上
に
も
高
め
る
。右
隻
右

端
、左
隻
左
端
下
部
に
そ
れ
ぞ
れ
入
れ
ら
れ
た
落
款
に
、

　狩
野
越
前
法
眼
元
信

　
　
　
　筆

と
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
狩
野
元
信
七
十
四
歳
、天
文
十
八
年（
一五
四
九
）の
制
作
と
判
明
す
る
。た
だ
し

本
図
が
納
め
ら
れ
た
箱
の
箱
書
に
よ
り
、七
十
四
歳
を
天
文
十
九
年
と
す
る
説
も
あ
る（
そ
の
場
合

は
生
年
一
四
七
七
年
）。そ
の
違
い
は
わ
ず
か
一
年
、い
ず
れ
に
せ
よ
図
が
元
信
の
基
準
作
で
あ
る
こ
と

に
変
わ
り
は
な
い
。こ
の
時
代
の
狩
野
派
の
制
作
の
常
と
し
て
、彩
色
を
弟
子
た
ち
に
分
担
さ
せ
完

成
し
た
の
だ
ろ
う
。

　し
か
も
図
は
、こ
の
後
、安
土
・
桃
山
時
代
の
画
壇
を
主
導
し
た
狩
野
永
徳（
一
五
四
三
〜
九
〇
）

や
、そ
の
子
光
信（
一
五
六
一
／
六
五
〜
一
六
〇
八
）、弟
子
の
山
楽（
一
五
五
九
〜
一
六
三
五
）ら
に
よ
っ
て

大
輪
の
花
を
咲
か
せ
る
こ
と
に
な
る
金
碧
障
屏
画
の
、ま
さ
し
く
現
存
す
る
、も
っ
と
も
早
期
の
作
で

あ
っ
た
。白
鶴
美
術
館
本
・
金
屏
風
の
史
的
重
要
度
は
計
り
知
れ
な
い
。

　だ
が
、そ
の
価
値
は
、決
し
て
こ
れ
に
留
ま
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。さ
ら
に
遡
れ
ば
、遠
く
平
安
時

代
以
来
の
や
ま
と
絵
の
流
れ
に
も
沿
っ
て
い
た
。

　面
白
い
例
が
あ
る
。北
宋
末
期
の
皇
帝
徽
宗（
一
〇
八
二
〜
一一三
五
）の
宣
和
内
府
に
秘
蔵
さ
れ
て

い
た「
倭
画
屏
風
三
」で
あ
る（『
宣
和
画
譜
』巻
第
十
二
）。三
点
の
屏
風
の
内
訳
は「
海
山
風
景
図
一

　風
俗
図
二
」で
あ
っ
た
。そ
の
う
ち
の
一つ
は
永
観
元
年（
九
八
三
）、北
宋
へ
求
法
の
旅
に
出
、後
に

三
国
伝
来
の
栴
檀
瑞
像
、あ
る
い
は
生
身
の
如
来
像
と
し
て
人
々
の
信
仰
を
集
め
る
こ
と
に
な
る
釈

迦
像（
現
・
嵯
峨
清
涼
寺
本
尊
）を
将
来
し
た
奝
然（
九
三
八
〜
一
〇
一
六
）が
、帰
国
後
の
永
延
二
年

（
九
八
八
）、弟
子
の
嘉
因
ら
を
改
め
て
宋
に
遣
わ
し
た
際
、太
宗
へ
の
感
謝
の
表
文
と
共
に
貢
ぎ
物

と
し
た
屏
風
で
あ
っ
た
。そ
の
屏
風
に
つ
い
て『
宋
史
』日
本
伝
に
は「
倭
画
屏
風
一
雙
」つ
ま
り
二
隻
で

あ
っ
た
と
云
う
か
ら
、常
識
的
に
は『
宣
和
画
譜
』に
云
う「
風
俗
図
二
」こ
そ
が
、そ
れ
で
あ
ろ
う
。

　注
目
す
べ
き
は
、そ
れ
ら
の「
倭
画
屏
風
」に
対
し
て
論
評
し
た『
宣
和
画
譜
』の
言
葉
だ
。そ
の
絵

は
、「
其
国
風
物
山
水
小
景
」を
写
し
た
、い
わ
ゆ
る
景
物
画
で
あ
っ
た
よ
う
だ
が
、そ
れ
ら
は
す
べ
て
、

　設
色
甚
重

　多
用
金
碧

　考
其
真
未
必
有

　此
第
欲
綵
絵
粲
然
以
取
観
美
也

と
、「
観
美
」す
な
わ
ち
金
の
多
用
や
派
手
な
彩
色
を
伴
な
う
見
た
目
の
、敢
え
て
云
え
ば
工
芸
物
な

美
し
さ
に
満
ち
た
絵
で
あ
っ
た
と
伝
え
る
。も
ち
ろ
ん
こ
れ
は
あ
く
ま
で
北
宋
の
人
び
と
の
眼
が
下

し
た「
倭
画
」評
に
過
ぎ
な
い
。だ
が
異
国
の
眼
で
あ
る
だ
け
に
、自
他
の
差
別
化
に
は
敏
感
で
あ
っ
た

は
ず
で
、か
え
っ
て「
倭
画
」の
特
質
を
言
い
当
て
て
い
る
の
で
は
な
か
っ
た
か
。そ
の
論
評
に「
設
色
」と

「
金
碧
」の
語
を
以
て
し
て
い
る
の
は
実
に
興
味
深
い
。白
鶴
本『
四
季
花
鳥
図
』の
華
美
な
味
わ
い
に

平
安
時
代
以
来
の
、そ
の「
倭
風
」の
Ｄ
Ｎ
Ａ
と
云
う
か
、「
観
美
」の
伝
統
を
見
る
こ
と
は
、さ
し
て

難
し
く
な
い
だ
ろ
う
。
　

　そ
う
云
え
ば
室
町
幕
府
の
御
用
絵
師
と
し
て
、足
利
義
尚（
一四
六
五
〜
八
九
）や
日
野
富
子（
一四

四
〇
〜
九
六
）ら
貴
紳
た
ち
の
俗
体
画
像
の
制
作
を
命
じ
ら
れ
た
始
祖
正
信（
一四
三
四
〜
一五
三
〇
）

以
来
、有
職
故
実
に
通
じ
、や
ま
と
絵
の
技
法
に
習
熟
す
る
こ
と
は
、漢
画
＝
唐
絵
を
基
盤
に
置
く

狩
野
派
の
絵
師
に
求
め
ら
れ
た
必
須
の
要
件
で
あ
っ
た
は
ず
だ
。正
信
も
そ
の
た
め
に
、制
作
に
際

し
て
は
三
条
西
実
隆（
一
四
五
五
〜
一
五
三
七
）ら
に
意
見
を
仰
ぐ
な
ど
、努
力
を
惜
し
ま
な
か
っ
た
。

そ
の
結
果
、狩
野
家
は
、

　
　漢
而
兼
倭
者

と
位
置
付
け
ら
れ
、さ
ら
に
正
信
の
息
子
元
信
に
至
っ
て
は
、

　
　彩
墨
尽
其
美

　和
漢
得
其
宜

と
、倭
画
と
漢
画
、二
つ
の
画
法
に
通
じ
て
い
た
と
云
う（
引
用
は
、い
ず
れ
も
狩
野
永
納『
本
朝
画

史
』よ
り
）。白
鶴
本『
四
季
花
鳥
図
』金
屏
風
は
、そ
の
元
信
の
、そ
し
て
狩
野
派
が
蓄
え
た
和
漢
の

画
技
の
力
を
十
二
分
に
発
揮
し
た
も
の
、と
称
し
て
よ
い
だ
ろ
う
。

　と
な
る
と
そ
の
画
技
に
よ
っ
て
描
き
出
さ
れ
た
の
が
何
で
あ
っ
た
の
か
。む
ろ
ん
、わ
た
し
た
ち
に

関
心
が
あ
る
の
は
、あ
く
ま
で
モ
チ
ー
フ
、取
り
上
げ
ら
れ
た
花
と
鳥
が
、何
で
あ
っ
た
か
、に
あ
る
。

　そ
こ
で
改
め
て
図
を
一
覧
す
る
。描
か
れ
た
花
と
鳥
た
ち
の
主
な
も
の
を
挙
げ
て
み
る
と
、次
の
通

り
。　右

隻（
春
夏
）

　
　孔
雀

　
　白
鷺
・
小
禽

　
　松
・
桜
・
紅
梅
・
躑
躅
・
春
草

　
　牡
丹
・
竹（
竹
の
子
）・
緋
扇

こ
れ
ら
を
画
面
全
面
に
ち
り
ば
め
る
。そ
の
図
様
構
成
の
方
式
に
、元
信
は
定
型
を
編
み
出
し
た
。そ

れ
は
、屏
風
両
隻
を
横
並
び
に
し
た
際
、画
面
の
左
右
両
端
に
近
景
を
片
寄
せ
て
大
き
く
密
に
描

き
、そ
こ
に
松
や
桜
な
ど
の
巨
樹
を
配
し
、そ
こ
か
ら
画
面
中
央
へ
伸
び
た
幹
枝
に
沿
っ
て
、主
に
水

辺
の
モ
チ
ー
フ
を
中
景
か
ら
遠
景
と
し
て
、や
や
疎
ら
に
展
開
さ
せ
た
も
の
で
、図
様
の
大
小
と
配
置

の
疎
密
と
に
よ
っ
て
画
面
に
奥
行
を
与
え
る
と
同
時
に
、画
面
両
端
に
重
心
を
置
い
た
、き
わ
め
て
安

定
感
の
あ
る
構
図
を
実
現
し
た
。こ
れ
以
外
に
元
信
は
、天
文
十
七
年（
一
五
四
八
）に
も
、こ
う
し
た

図
様
構
成
の
典
型
を
、屏
風
五
双
と
一
隻
分
の
小
下
絵
に
よ
っ
て
示
す
と
共
に
、「
花
鳥
図
」が
取
り
上

げ
る
べ
き
鳥
や
獣
の
姿
も
描
き
遣
し
て
呉
れ
て
い
た（『
花
鳥
図
屏
風
小
下
絵
図
巻
』
　図
２
）。そ
れ

ら
を
含
め
、前
掲
し
た
白
鶴
本
の
モ
チ
ー
フ
を
一
見
、即
座
に
思
い
出
し
て
欲
し
い
の
は
、「
定
家
詠
十

二
ヶ
月
花
鳥
和
歌
」で
詠
ま
れ
た
花
と
鳥
で
あ
る
。十
二
月
の「
早
梅（
白
梅
）」と「
水
鳥（
鴛
鴦
）」、二

月
の「
桜
」を
除
け
ば
、両
者
に
取
上
げ
ら
れ
た
花
鳥
で
共
通
す
る
も
の
は
、ほ
と
ん
ど
な
い
。

　「定
家
詠
」の
花
と
鳥
と
云
え
ば
、わ
た
し
た
ち
の
先
祖
の
眼
と
歌（
雅
）の
心
と
が
選
び
抜
い
た
モ

チ
ー
フ
で
あ
る
こ
と
は
既
に
述
べ
た
。白
鶴
本
に
描
か
れ
た
花
と
鳥
は
、そ
れ
ら
と
重
な
り
合
う
こ
と

が
な
い
の
で
あ
る
。こ
の
事
実
は
な
か
な
か
に
重
要
で
、と
な
る
と
、こ
れ
ら
の
モ
チ
ー
フ
は
、ど
う
し

て
選
ば
れ
た
の
か
、当
然
の
疑
問
だ
ろ
う
。

　そ
の
こ
と
を
考
え
る
上
で
手
掛
り
と
な
る
の
は
、両
隻
の
そ
れ
ぞ
れ
主
役
と
し
て
大
き
く
描
か
れ

た
孔
雀
と
錦
鶏
鳥
と
は
、と
も
に
舶
載
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
、と
云
う
点
だ
ろ
う
。

　そ
の
孔
雀
で
あ
る
。推
古
天
皇
六
年（
五
九
八
）秋
八
月
新
羅
が
一
隻（
羽
）を
貢
ぎ
も
の
と
し
た
こ

と
が
、現
時
点
で
確
認
で
き
る
最
初
の
渡
来
の
よ
う
だ
が（『
日
本
書
記
』

巻
第
二
十
二
）、そ
れ
を
見
た
天
皇
は
、そ
の
余
り
の
美
麗
さ
に
訝
し
さ

さ
え
感
じ
た
と
云
う（『
扶
桑
略
記
』三
推
古
）。以
来
、「
人
の
い
ふ
ら
ん

こ
と
を
ま
ね
ぶ
ら
ん
」（『
枕
草
子
』）鸚
鵡
と
共
に
孔
雀
の
舶
載
は
、し
ば

し
ば
で
あ
っ
た
。飼
育
も
可
能
で
あ
っ
た
か
ら
な
の
だ
ろ
う
か
、藤
原
道

長（
九
六
六
〜
一
〇
二
七
）も
、そ
の
孔
雀
を
飼
っ
て
い
た
ら
し
く
、長
和
四

年（
一
〇
一
五
）四
月
十
日
に
は
何
と
卵
を
生
ん
だ
と
日
記
に
記
し
て
い
る

（『
御
堂
関
白
記
』同
日
の
条
）。当
時
こ
の
こ
と
は
貴
族
た
ち
の
間
で
話

題
と
な
っ
て
い
た
よ
う
で
、雌
雄
番
で
も
な
い
の
に
卵
を
生
ん
だ
こ
と
へ

の
不
審
か
ら
、孔
雀
は
雷
鳴
を
聞
い
た
と
き
や
、水
面
に
映
し
た
自
分
の

姿
を
見
た
折
に
、卵
を
生
む
と
の
俗
説
が
あ
っ
た
こ
と
を
伝
え
る（
藤
原

実
資『
小
右
記
』同
年
四
月
十
一
日
の
条
）。

　舶
載
さ
れ
た
高
価
で
珍
奇
な
鳥
、し
か
も
そ
の
美
麗
な
姿
に
富
貴
な

味
わ
い
が
深
い
―
―
そ
ん
な
イ
メ
ー
ジ
が
孔
雀
に
ま
つ
わ
る
、そ
れ
で
は

な
か
っ
た
か
。ま
さ
し
く「
唐
め
き
た
る
」鳥
の
代
表
で
あ
っ
た
。む
ろ
ん

『
小
下
絵
図
巻
』（
図
２
）に
描
か
れ
た
麝
香
猫
も
そ
れ
だ
ろ
う
。当
然
、

そ
ん
な
鳥
で
あ
れ
ば
、季
節
感
を
伴
う
は
ず
も
な
い
。に
も
か
か
わ
ら

ず
、春
の
、桜
の
花
咲
く
下
に
孔
雀
を
置
い
た
。「
桜
に
は
雉
子
」の「
定
家

詠
」の
翻
案
だ
ろ
う
。元
信
の
和
漢
兼
帯
は
、単
に
技
法
に
係
わ
る
だ
け

で
は
な
く
、こ
う
し
た
モ
チ
ー
フ
選
択
に
も
及
ぶ
も
の
か
。い
や
、結
論
を

急
ぐ
こ
と
は
あ
る
ま
い
。画
面
に
絢
爛
と
咲
き
匂
う
花
ば
な
の
氏
、素

性
、そ
の
由
緒
を
、改
め
て
尋
ね
て
み
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う（
未
完
）。

眼
の
極
楽
⑱

　花
と
鳥
の
か
た
ち

い
や

き
そ
う

せ
ん
な
が
ふ

せ
ん
だ
ん
の
ず
い
ぞ
う

し
ょ
う
じ
ん

せ
ん
な
な
い
ふ

ち
ょ
う
ね
ん

そ
う
し

た
だ

も
っ

さ
か
の
ぼ

ま
ば

い
ぶ
か

の
ぞ

つ
が
い

図1 『四季花鳥図屏風』狩野元信筆 白鶴美術館蔵 図2 『花鳥図屏風小下絵図巻』部分
狩野元信筆
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今
回
よ
り
エ
ッ
セ
イ
の
タ
イ
ト
ル
を
表
記
の
よ
う
に
変
え
ま
し
た
。

し
か
し
、内
容
そ
の
も
の
は
前
回
ま
で
の
そ
れ
を
承
け
た
も
の
で
す
。

引
き
続
き
ご
愛
読
く
だ
さ
い
。

左
隻（
秋
冬
）

　錦
鶏
鳥

　鴛
鴦
・
鴨
・
小
禽

　楓（
紅
葉
）・
芙
蓉
・
秋
草

　松
・
椿
・
白
梅
・
雪

生
年

七
十
四
歳



四
季
花
鳥
図
の
花
鳥

　狩
野
元
信（
一四
七
六
？
〜
一
五
五
九
）の「
四
季
花
鳥
図
」と
云
え
ば
、誰
も
が
思
い
浮
か
べ
る
の
は

白
鶴
美
術
館
の
あ
の
屏
風
で
あ
ろ
う（
図
1
）。画
面
全
面
に
金
箔
を
押
し
た（
貼
付
し
た
）、金
色
燦

然
た
る
金
屏
風
で
あ
る
。そ
こ
に
胡
粉
、朱
、丹
、緑
青
、群
青
な
ど
に
よ
っ
て
花
と
鳥
を
描
く
。華
麗

な
画
面
の
割
に
は
思
い
の
ほ
か
少
な
い
色
か
ず
だ
が
、こ
れ
に
墨
の
黒
色
を
加
え
た
色
彩
こ
そ
は
日

本
絵
画
の
基
本
色
。そ
れ
ら
が
金
箔
に
映
じ
、画
面
は
あ
た
か
も
宝
石
箱
を
ひ
っ
く
り
返
し
た
よ
う

に
輝
く
。屏
風
と
云
う
大
画
面
も
、そ
う
し
た
絢
爛
た
る
味
わ
い
を
、否
が
上
に
も
高
め
る
。右
隻
右

端
、左
隻
左
端
下
部
に
そ
れ
ぞ
れ
入
れ
ら
れ
た
落
款
に
、

　狩
野
越
前
法
眼
元
信

　
　
　
　筆

と
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
狩
野
元
信
七
十
四
歳
、天
文
十
八
年（
一五
四
九
）の
制
作
と
判
明
す
る
。た
だ
し

本
図
が
納
め
ら
れ
た
箱
の
箱
書
に
よ
り
、七
十
四
歳
を
天
文
十
九
年
と
す
る
説
も
あ
る（
そ
の
場
合

は
生
年
一
四
七
七
年
）。そ
の
違
い
は
わ
ず
か
一
年
、い
ず
れ
に
せ
よ
図
が
元
信
の
基
準
作
で
あ
る
こ
と

に
変
わ
り
は
な
い
。こ
の
時
代
の
狩
野
派
の
制
作
の
常
と
し
て
、彩
色
を
弟
子
た
ち
に
分
担
さ
せ
完

成
し
た
の
だ
ろ
う
。

　し
か
も
図
は
、こ
の
後
、安
土
・
桃
山
時
代
の
画
壇
を
主
導
し
た
狩
野
永
徳（
一
五
四
三
〜
九
〇
）

や
、そ
の
子
光
信（
一
五
六
一
／
六
五
〜
一
六
〇
八
）、弟
子
の
山
楽（
一
五
五
九
〜
一
六
三
五
）ら
に
よ
っ
て

大
輪
の
花
を
咲
か
せ
る
こ
と
に
な
る
金
碧
障
屏
画
の
、ま
さ
し
く
現
存
す
る
、も
っ
と
も
早
期
の
作
で

あ
っ
た
。白
鶴
美
術
館
本
・
金
屏
風
の
史
的
重
要
度
は
計
り
知
れ
な
い
。

　だ
が
、そ
の
価
値
は
、決
し
て
こ
れ
に
留
ま
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。さ
ら
に
遡
れ
ば
、遠
く
平
安
時

代
以
来
の
や
ま
と
絵
の
流
れ
に
も
沿
っ
て
い
た
。

　面
白
い
例
が
あ
る
。北
宋
末
期
の
皇
帝
徽
宗（
一
〇
八
二
〜
一一三
五
）の
宣
和
内
府
に
秘
蔵
さ
れ
て

い
た「
倭
画
屏
風
三
」で
あ
る（『
宣
和
画
譜
』巻
第
十
二
）。三
点
の
屏
風
の
内
訳
は「
海
山
風
景
図
一

　風
俗
図
二
」で
あ
っ
た
。そ
の
う
ち
の
一つ
は
永
観
元
年（
九
八
三
）、北
宋
へ
求
法
の
旅
に
出
、後
に

三
国
伝
来
の
栴
檀
瑞
像
、あ
る
い
は
生
身
の
如
来
像
と
し
て
人
々
の
信
仰
を
集
め
る
こ
と
に
な
る
釈

迦
像（
現
・
嵯
峨
清
涼
寺
本
尊
）を
将
来
し
た
奝
然（
九
三
八
〜
一
〇
一
六
）が
、帰
国
後
の
永
延
二
年

（
九
八
八
）、弟
子
の
嘉
因
ら
を
改
め
て
宋
に
遣
わ
し
た
際
、太
宗
へ
の
感
謝
の
表
文
と
共
に
貢
ぎ
物

と
し
た
屏
風
で
あ
っ
た
。そ
の
屏
風
に
つ
い
て『
宋
史
』日
本
伝
に
は「
倭
画
屏
風
一
雙
」つ
ま
り
二
隻
で

あ
っ
た
と
云
う
か
ら
、常
識
的
に
は『
宣
和
画
譜
』に
云
う「
風
俗
図
二
」こ
そ
が
、そ
れ
で
あ
ろ
う
。

　注
目
す
べ
き
は
、そ
れ
ら
の「
倭
画
屏
風
」に
対
し
て
論
評
し
た『
宣
和
画
譜
』の
言
葉
だ
。そ
の
絵

は
、「
其
国
風
物
山
水
小
景
」を
写
し
た
、い
わ
ゆ
る
景
物
画
で
あ
っ
た
よ
う
だ
が
、そ
れ
ら
は
す
べ
て
、

　設
色
甚
重

　多
用
金
碧

　考
其
真
未
必
有

　此
第
欲
綵
絵
粲
然
以
取
観
美
也

と
、「
観
美
」す
な
わ
ち
金
の
多
用
や
派
手
な
彩
色
を
伴
な
う
見
た
目
の
、敢
え
て
云
え
ば
工
芸
物
な

美
し
さ
に
満
ち
た
絵
で
あ
っ
た
と
伝
え
る
。も
ち
ろ
ん
こ
れ
は
あ
く
ま
で
北
宋
の
人
び
と
の
眼
が
下

し
た「
倭
画
」評
に
過
ぎ
な
い
。だ
が
異
国
の
眼
で
あ
る
だ
け
に
、自
他
の
差
別
化
に
は
敏
感
で
あ
っ
た

は
ず
で
、か
え
っ
て「
倭
画
」の
特
質
を
言
い
当
て
て
い
る
の
で
は
な
か
っ
た
か
。そ
の
論
評
に「
設
色
」と

「
金
碧
」の
語
を
以
て
し
て
い
る
の
は
実
に
興
味
深
い
。白
鶴
本『
四
季
花
鳥
図
』の
華
美
な
味
わ
い
に

平
安
時
代
以
来
の
、そ
の「
倭
風
」の
Ｄ
Ｎ
Ａ
と
云
う
か
、「
観
美
」の
伝
統
を
見
る
こ
と
は
、さ
し
て

難
し
く
な
い
だ
ろ
う
。
　

　そ
う
云
え
ば
室
町
幕
府
の
御
用
絵
師
と
し
て
、足
利
義
尚（
一四
六
五
〜
八
九
）や
日
野
富
子（
一四

四
〇
〜
九
六
）ら
貴
紳
た
ち
の
俗
体
画
像
の
制
作
を
命
じ
ら
れ
た
始
祖
正
信（
一四
三
四
〜
一五
三
〇
）

以
来
、有
職
故
実
に
通
じ
、や
ま
と
絵
の
技
法
に
習
熟
す
る
こ
と
は
、漢
画
＝
唐
絵
を
基
盤
に
置
く

狩
野
派
の
絵
師
に
求
め
ら
れ
た
必
須
の
要
件
で
あ
っ
た
は
ず
だ
。正
信
も
そ
の
た
め
に
、制
作
に
際

し
て
は
三
条
西
実
隆（
一
四
五
五
〜
一
五
三
七
）ら
に
意
見
を
仰
ぐ
な
ど
、努
力
を
惜
し
ま
な
か
っ
た
。

そ
の
結
果
、狩
野
家
は
、

　
　漢
而
兼
倭
者

と
位
置
付
け
ら
れ
、さ
ら
に
正
信
の
息
子
元
信
に
至
っ
て
は
、

　
　彩
墨
尽
其
美

　和
漢
得
其
宜

と
、倭
画
と
漢
画
、二
つ
の
画
法
に
通
じ
て
い
た
と
云
う（
引
用
は
、い
ず
れ
も
狩
野
永
納『
本
朝
画

史
』よ
り
）。白
鶴
本『
四
季
花
鳥
図
』金
屏
風
は
、そ
の
元
信
の
、そ
し
て
狩
野
派
が
蓄
え
た
和
漢
の

画
技
の
力
を
十
二
分
に
発
揮
し
た
も
の
、と
称
し
て
よ
い
だ
ろ
う
。

　と
な
る
と
そ
の
画
技
に
よ
っ
て
描
き
出
さ
れ
た
の
が
何
で
あ
っ
た
の
か
。む
ろ
ん
、わ
た
し
た
ち
に

関
心
が
あ
る
の
は
、あ
く
ま
で
モ
チ
ー
フ
、取
り
上
げ
ら
れ
た
花
と
鳥
が
、何
で
あ
っ
た
か
、に
あ
る
。

　そ
こ
で
改
め
て
図
を
一
覧
す
る
。描
か
れ
た
花
と
鳥
た
ち
の
主
な
も
の
を
挙
げ
て
み
る
と
、次
の
通

り
。　右

隻（
春
夏
）

　
　孔
雀

　
　白
鷺
・
小
禽

　
　松
・
桜
・
紅
梅
・
躑
躅
・
春
草

　
　牡
丹
・
竹（
竹
の
子
）・
緋
扇

こ
れ
ら
を
画
面
全
面
に
ち
り
ば
め
る
。そ
の
図
様
構
成
の
方
式
に
、元
信
は
定
型
を
編
み
出
し
た
。そ

れ
は
、屏
風
両
隻
を
横
並
び
に
し
た
際
、画
面
の
左
右
両
端
に
近
景
を
片
寄
せ
て
大
き
く
密
に
描

き
、そ
こ
に
松
や
桜
な
ど
の
巨
樹
を
配
し
、そ
こ
か
ら
画
面
中
央
へ
伸
び
た
幹
枝
に
沿
っ
て
、主
に
水

辺
の
モ
チ
ー
フ
を
中
景
か
ら
遠
景
と
し
て
、や
や
疎
ら
に
展
開
さ
せ
た
も
の
で
、図
様
の
大
小
と
配
置

の
疎
密
と
に
よ
っ
て
画
面
に
奥
行
を
与
え
る
と
同
時
に
、画
面
両
端
に
重
心
を
置
い
た
、き
わ
め
て
安

定
感
の
あ
る
構
図
を
実
現
し
た
。こ
れ
以
外
に
元
信
は
、天
文
十
七
年（
一
五
四
八
）に
も
、こ
う
し
た

図
様
構
成
の
典
型
を
、屏
風
五
双
と
一
隻
分
の
小
下
絵
に
よ
っ
て
示
す
と
共
に
、「
花
鳥
図
」が
取
り
上

げ
る
べ
き
鳥
や
獣
の
姿
も
描
き
遣
し
て
呉
れ
て
い
た（『
花
鳥
図
屏
風
小
下
絵
図
巻
』
　図
２
）。そ
れ

ら
を
含
め
、前
掲
し
た
白
鶴
本
の
モ
チ
ー
フ
を
一
見
、即
座
に
思
い
出
し
て
欲
し
い
の
は
、「
定
家
詠
十

二
ヶ
月
花
鳥
和
歌
」で
詠
ま
れ
た
花
と
鳥
で
あ
る
。十
二
月
の「
早
梅（
白
梅
）」と「
水
鳥（
鴛
鴦
）」、二

月
の「
桜
」を
除
け
ば
、両
者
に
取
上
げ
ら
れ
た
花
鳥
で
共
通
す
る
も
の
は
、ほ
と
ん
ど
な
い
。

　「定
家
詠
」の
花
と
鳥
と
云
え
ば
、わ
た
し
た
ち
の
先
祖
の
眼
と
歌（
雅
）の
心
と
が
選
び
抜
い
た
モ

チ
ー
フ
で
あ
る
こ
と
は
既
に
述
べ
た
。白
鶴
本
に
描
か
れ
た
花
と
鳥
は
、そ
れ
ら
と
重
な
り
合
う
こ
と

が
な
い
の
で
あ
る
。こ
の
事
実
は
な
か
な
か
に
重
要
で
、と
な
る
と
、こ
れ
ら
の
モ
チ
ー
フ
は
、ど
う
し

て
選
ば
れ
た
の
か
、当
然
の
疑
問
だ
ろ
う
。

　そ
の
こ
と
を
考
え
る
上
で
手
掛
り
と
な
る
の
は
、両
隻
の
そ
れ
ぞ
れ
主
役
と
し
て
大
き
く
描
か
れ

た
孔
雀
と
錦
鶏
鳥
と
は
、と
も
に
舶
載
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
、と
云
う
点
だ
ろ
う
。

　そ
の
孔
雀
で
あ
る
。推
古
天
皇
六
年（
五
九
八
）秋
八
月
新
羅
が
一
隻（
羽
）を
貢
ぎ
も
の
と
し
た
こ

と
が
、現
時
点
で
確
認
で
き
る
最
初
の
渡
来
の
よ
う
だ
が（『
日
本
書
記
』

巻
第
二
十
二
）、そ
れ
を
見
た
天
皇
は
、そ
の
余
り
の
美
麗
さ
に
訝
し
さ

さ
え
感
じ
た
と
云
う（『
扶
桑
略
記
』三
推
古
）。以
来
、「
人
の
い
ふ
ら
ん

こ
と
を
ま
ね
ぶ
ら
ん
」（『
枕
草
子
』）鸚
鵡
と
共
に
孔
雀
の
舶
載
は
、し
ば

し
ば
で
あ
っ
た
。飼
育
も
可
能
で
あ
っ
た
か
ら
な
の
だ
ろ
う
か
、藤
原
道

長（
九
六
六
〜
一
〇
二
七
）も
、そ
の
孔
雀
を
飼
っ
て
い
た
ら
し
く
、長
和
四

年（
一
〇
一
五
）四
月
十
日
に
は
何
と
卵
を
生
ん
だ
と
日
記
に
記
し
て
い
る

（『
御
堂
関
白
記
』同
日
の
条
）。当
時
こ
の
こ
と
は
貴
族
た
ち
の
間
で
話

題
と
な
っ
て
い
た
よ
う
で
、雌
雄
番
で
も
な
い
の
に
卵
を
生
ん
だ
こ
と
へ

の
不
審
か
ら
、孔
雀
は
雷
鳴
を
聞
い
た
と
き
や
、水
面
に
映
し
た
自
分
の

姿
を
見
た
折
に
、卵
を
生
む
と
の
俗
説
が
あ
っ
た
こ
と
を
伝
え
る（
藤
原

実
資『
小
右
記
』同
年
四
月
十
一
日
の
条
）。

　舶
載
さ
れ
た
高
価
で
珍
奇
な
鳥
、し
か
も
そ
の
美
麗
な
姿
に
富
貴
な

味
わ
い
が
深
い
―
―
そ
ん
な
イ
メ
ー
ジ
が
孔
雀
に
ま
つ
わ
る
、そ
れ
で
は

な
か
っ
た
か
。ま
さ
し
く「
唐
め
き
た
る
」鳥
の
代
表
で
あ
っ
た
。む
ろ
ん

『
小
下
絵
図
巻
』（
図
２
）に
描
か
れ
た
麝
香
猫
も
そ
れ
だ
ろ
う
。当
然
、

そ
ん
な
鳥
で
あ
れ
ば
、季
節
感
を
伴
う
は
ず
も
な
い
。に
も
か
か
わ
ら

ず
、春
の
、桜
の
花
咲
く
下
に
孔
雀
を
置
い
た
。「
桜
に
は
雉
子
」の「
定
家

詠
」の
翻
案
だ
ろ
う
。元
信
の
和
漢
兼
帯
は
、単
に
技
法
に
係
わ
る
だ
け

で
は
な
く
、こ
う
し
た
モ
チ
ー
フ
選
択
に
も
及
ぶ
も
の
か
。い
や
、結
論
を

急
ぐ
こ
と
は
あ
る
ま
い
。画
面
に
絢
爛
と
咲
き
匂
う
花
ば
な
の
氏
、素

性
、そ
の
由
緒
を
、改
め
て
尋
ね
て
み
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う（
未
完
）。

眼
の
極
楽
⑱

　花
と
鳥
の
か
た
ち

い
や

き
そ
う

せ
ん
な
が
ふ

せ
ん
だ
ん
の
ず
い
ぞ
う

し
ょ
う
じ
ん

せ
ん
な
な
い
ふ

ち
ょ
う
ね
ん

そ
う
し

た
だ

も
っ

さ
か
の
ぼ

ま
ば

い
ぶ
か

の
ぞ

つ
が
い

図1 『四季花鳥図屏風』狩野元信筆 白鶴美術館蔵 図2 『花鳥図屏風小下絵図巻』部分
狩野元信筆
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今
回
よ
り
エ
ッ
セ
イ
の
タ
イ
ト
ル
を
表
記
の
よ
う
に
変
え
ま
し
た
。

し
か
し
、内
容
そ
の
も
の
は
前
回
ま
で
の
そ
れ
を
承
け
た
も
の
で
す
。

引
き
続
き
ご
愛
読
く
だ
さ
い
。

左
隻（
秋
冬
）

　錦
鶏
鳥

　鴛
鴦
・
鴨
・
小
禽

　楓（
紅
葉
）・
芙
蓉
・
秋
草

　松
・
椿
・
白
梅
・
雪

生
年

七
十
四
歳



　美
術
博
物
館
が
所
蔵
す
る
古
い
生
活
道

具
を
中
心
に
紹
介
す
る
展
覧
会「
暮
ら
し

の
う
つ
り
か
わ
り
」の
季
節
と
な
り
ま
し

た
。今
年
度
で
五
回
目
を
迎
え
ま
す
。い
つ

も
は
収
蔵
庫
で
ガ
ラ
ク
タ
と
揶
揄
さ
れ
肩

身
の
狭
い
思
い
を
し
て
い
る
、働
き
終
え
た

道
具
た
ち
の
年
に
一
度
の
晴
れ
舞
台
で
あ

り
ま
す
。

　か
つ
て
身
近
に
あ
っ
た
伝
統
的
な
生
活

道
具
は
、便
利
で
快
適
な
生
活
と
ひ
き
か

え
に
、古
く
さ
く
不
便
な
も
の
と
し
て
影

を
ひ
そ
め
、私
た
ち
の
ま
わ
り
か
ら
姿
を

消
し
て
い
き
ま
し
た
。今
で
は
全
く
見
か
け

な
い
道
具
も
あ
り
、素
材
や
形
が
大
き
く

変
わ
っ
た
も
の
も
あ
り
ま
す
。こ
の
会
場
に

あ
る
道
具
た
ち
は
、い
ず
れ
も
長
い
間
大

切
に
使
わ
れ
て
き
た
モ
ノ
た
ち
で
、多
く
の

方
々
か
ら
岡
崎
市
へ
寄
贈
し
て
い
た
だ
い

た
も
の
ば
か
り
で
す
。こ
の
よ
う
な
身
近

な
暮
ら
し
を
伝
え
る
郷
土
の
資
料
を
岡
崎

市
の
財
産
と
し
、み
な
さ
ん
に
公
開
し
て

後
世
へ
伝
え
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
展
覧

会
で
も
あ
り
ま
す
。

　ま
た
、公
立
小
学
校
三
年
生
が
、む
か
し

の
道
具
や
生
活
に
つ
い
て
調
べ
る
社
会
科

の
学
習「
古
い
道
具
と
昔
の
く
ら
し
」へ
の

支
援
を
兼
ね
て
い
ま
す
。子
ど
も
た
ち
に

は
む
か
し
の
道
具
の
実
物
を
間
近
に
見
て

も
ら
い
、む
か
し
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
を
通

し
て
む
か
し
の
暮
ら
し
の
様
子
を
探
り
、

今
の
自
分
た
ち
の
暮
ら
し
を
考
え
る
手
助

け
に
な
れ
ば
と
考
え
ま
す
。

　本
展
は
大
き
く『
暮
ら
し
の
道
具
』『
小

学
校
の
道
具
』『
ひ
な
ま
つ
り
』の
三
部
門

に
分
か
れ
て
い
ま
す
。

　『
暮
ら
し
の
道
具
』で
は
昭
和
三
〇
年
代

の「
茶
の
間
」風
景
を
再
現
し
、明
治
か
ら

昭
和
時
代
に
か
け
て
の
い
ろ
い
ろ
な
生
活

道
具
を「
せ
ん
た
く
と
お
裁
縫
」「
台
所
の

道
具
」「
食
卓
の
道
具
」「
あ
か
り
の
道
具
」

「
暖
房
の
道
具
」「
住
ま
い
の
道
具
」な
ど
小

テ
ー
マ
を
設
定
し
て
紹
介
し
ま
す
。さ
ら

に
、今
回
は
一
昨
年
に
寄
贈
さ
れ
ま
し
た
染

付
古
便
器
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
を
紹
介
す
る

「
お
便
所
」の
コ
ー
ナ
ー
が
あ
り
ま
す
。明

治
・
大
正
時
代
に
人
び
と
を
魅
了
し
た
陶

磁
器
製
の
便
器
。ト
イ
レ
の
道
具
ま
で
も

染
付
の
藍
で
美
し
く
装
飾
し
て
し
ま
っ
た

日
本
人
の
美
意
識
と
、そ
れ
を
手
が
け
た

職
人
の
技
術
と
心
意
気
と
と
も
に
、染
付

古
便
器
の
魅
力
を
知
っ
て
い
た
だ
き
た
い

と
思
い
ま
す
。

　『
小
学
校
の
道
具
』で
は
、明
治
か
ら
昭

和
戦
前
に
か
け
て
の
教
科
書（
国
語
・
算

数
・
理
科
・
社
会
・
修
身
・
音
楽
・
図
工
）を

は
じ
め
、掛
図
、算
盤
、足
踏
み
式
の
オ
ル

ガ
ン
、給
食
の
道
具
、運
動
足
袋
な
ど
を
展

示
し
ま
す
。子
ど
も
た
ち
に
と
っ
て
小
学

校
は
現
在
進
行
中
で
あ
り
、生
活
と
は

切
っ
て
も
切
れ
な
い
関
係
に
あ
り
ま
す
。誰

も
が
体
験
し
て
い
る
学
校
生
活
を
振
り
返

り
な
が
ら
、楽
し
く
ご
覧
い
た
だ
け
れ
ば

と
思
い
ま
す
。

　そ
し
て
、時
節
柄
恒
例
と
な
り
ま
し
た

『
ひ
な
ま
つ
り
』で
は
、子
ど
も
の
誕
生
を

祝
い
、そ
の
成
長
や
幸
せ
を
願
っ
て
飾
ら
れ

た
お
ひ
な
さ
ま
や
素
朴
な
愛
ら
し
さ
の
土

人
形
を
展
示
し
ま
す
。享
保
雛
、昭
和
初

期
と
三
〇
年
代
の
御
殿
飾
り
、昭
和
四
〇

年
代
の
屏
風
七
段
飾
り
の
ほ
か
、土
雛
や

近
畿
地
方
と
九
州
地
方
の
土
人
形
な
ど

を
紹
介
し
ま
す
。

　む
か
し
の
道
具
に
は
、人
び
と
が
長
い
年

月
を
か
け
て
築
き
上
げ
、受
け
継
い
で
き
た

生
活
の
知
恵
と
工
夫
が
い
っ
ぱ
い
詰
ま
っ
て

い
ま
す
。古
い
道
具
か
ら
こ
う
し
た
こ
と
を

感
じ
取
り
、今
の
私
た
ち
の
暮
ら
し
を
振

り
返
っ
て
み
ま
し
ょ
う
。懐
か
し
か
っ
た
り

新
し
か
っ
た
り
、受
け
止
め
方
は
世
代
に

よ
っ
て
大
き
く
違
う
は
ず
で
す
。ご
家
族
で

語
り
合
い
な
が
ら
ご
覧
い
た
だ
き
た
い
展

覧
会
で
す
。

会期：平成29年２月１日(水)～３月26日(日)

　岡
崎
市
美
術
博
物
館
で
は
、「
京
都
市

美
術
館
名
品
展

　京
の
美
人
画
一
○
○
年

の
系
譜
」を
四
月
八
日
か
ら
五
月
二
十
一
日

ま
で
開
催
し
ま
す
。

　京
都
の
芸
術
の
伝
統
と
活
発
な
制
作
環

境
を
背
景
と
し
て
明
治
四
十
二
年
に
開
学

し
て
い
た
京
都
市
立
絵
画
専
門
学
校
の
校

長
で
あ
っ
た
松
本
亦
太
郎
は
、学
生
た
ち

に
花
街
を
描
く
こ
と
を
盛
ん
に
勧
め
た
と

い
い
ま
す
。女
性
を
画
題
と
し
た「
美
人

画
」が
京
都
画
壇
を
中
心
と
し
た
関
西
で

多
く
描
か
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
一つ
の
エ
ピ

ソ
ー
ド
で
す
。

　女
性
を
題
材
と
し
た
女
性
像
に
つ
い
て

は
、古
く
は
縄
文
時
代
の《
土
偶
》か
ら
始

ま
り
、古
墳
時
代
の
高
松
塚
古
墳
の
壁
画

に
描
か
れ
た《
女
子
群
像
》や
奈
良
時
代
の

《
鳥
毛
立
女
屏
風
》な
ど
も
見
ら
れ
、平
安

時
代
の《
引
目
鉤
鼻
の
容
貌
の
女
性
像
》、

そ
し
て
江
戸
時
代
に
は
菱
川
師
宣
の《
見

返
り
美
人
》や
、鈴
木
春
信
や
鳥
居
清
長

な
ど
の
女
性
を
描
い
た
浮
世
絵
が
好
評
を

博
し
ま
し
た
。

　明
治
末
期
か
ら
定
着
し
た「
美
人
画
」

は
定
型
化
し
て
し
ま
っ
て
い
た
従
来
か
ら

の「
美
人
像
」と
は
異
な
り
、新
し
い
女
性

像
を
提
案
す
る
も
の
で
、写
実
に
の
み
と

ら
わ
れ
る
の
で
は
な
く「
女
性
の
中
の
美
」

が
様
々
な
方
面
か
ら
描
か
れ
て
い
ま
す
。明

治
後
半
以
降
に
顕
著
と
な
っ
た
国
家
体
制

や
家
族
制
度
な
ど
の
社
会
構
造
の
変
化

や
、女
性
の
自
立
を
目
指
す
動
き
に
合
わ

せ
、真
の
姿
が
描
か
れ
る
と
と
も
に
、深
く

ま
で
女
性
の
内
側
を
と
ら
え
る
描
写
が
な

さ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。ま
た
大
正

か
ら
昭
和
に
か
け
て
大
き
く
進
ん
だ
西
風

化
の
波
の
中
で
取
り
入
れ
ら
れ
て
い
っ
た

洋
風
の
衣
装
や
調
度
品
な
ど
に
囲
ま
れ
た

女
性
た
ち
の
今
ま
で
は
見
ら
れ
な
か
っ
た

モ
ダ
ン
な
美
し
さ
も
表
現
さ
れ
る
よ
う
に

な
り
ま
し
た
。ま
た
こ
の
時
代
か
ら
帝
国

主
義
が
進
み
、旧
来
の
日
本
の
風
俗
や
風

景
の
中
だ
け
で
は
な
く
、中
国
大
陸
や
朝

鮮
半
島
、沖
縄
と
い
っ
た
国
外
の
女
性
た

ち
の
美
も
描
か
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し

た
。　そ

れ
ま
で
に
は
な
か
っ
た
日
常
生
活
や

歴
史
、文
学
や
芸
能
な
ど
と
い
っ
た
テ
ー
マ

を
設
け
て
の
女
性
の
姿
を
描
き
出
す
こ
と

も
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
、裸
婦
や
母
子

像
と
い
っ
た
形
に
よ
り
、フ
ォ
ル
ム
を
追
及

す
る
と
い
う
新
し
い
形
で
の
女
性
の
美
の

描
写
も
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

　ま
た
特
筆
す
べ
き
こ
と
と
し
て
、平
安

京
の
時
代
か
ら
の「
京
」で
あ
っ
た
京
都
に

は
千
年
の
歴
史
と
文
化
が
あ
り
、風
俗
な

ど
に
も
他
に
は
見
ら
れ
な
い
も
の
が
多
く

あ
り
ま
す
。そ
れ
ら
の
中
で
育
ま
れ
て
き

た
土
壌
の
下
、京
都
画
壇
で
は「
美
人
画
」

が
盛
ん
に
描
か
れ
て
き
た
と
い
う
こ
と
が

あ
げ
ら
れ
ま
す
。

　こ
の
展
覧
会
で
は
、昭
和
八
年(

一
九
三

三)

年
十
一
月
に
昭
和
天
皇
の
即
位
を
記
念

し
て「
大
礼
記
念
京
都
美
術
館
」と
し
て
設

立
さ
れ
た
京
都
市
美
術
館
が
開
館
当
初
か

ら
収
集
し
て
き
た
明
治
以
降
の
美
術
の
変

遷
と
そ
の
特
色
を
反
映
し
た
京
都
画
壇
を

中
心
と
し
た
作
品
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
か
ら
、

明
治
、大
正
、昭
和
に
か
け
て
の
様
々
な
社

会
の
変
容
や
多
様
化
す
る
美
術
の
動
向
が

鋭
く
感
じ
ら
れ
る「
美
人
画
」の
名
品
六
○

点
を
ご
覧
い
た
だ
き
ま
す
。

会期：平成29年４月８日（土）～５月21日（日）

企画展

京都市美術館名品展

京の美人画100年の系譜

内 藤 高 玲

収蔵品展

暮らしの
うつりかわり

伊 藤 久 美 子

上村松園 《晴日》 昭和16年（1941） 京都市美術館蔵

御殿飾り（昭和６年）



　美
術
博
物
館
が
所
蔵
す
る
古
い
生
活
道

具
を
中
心
に
紹
介
す
る
展
覧
会「
暮
ら
し

の
う
つ
り
か
わ
り
」の
季
節
と
な
り
ま
し

た
。今
年
度
で
五
回
目
を
迎
え
ま
す
。い
つ

も
は
収
蔵
庫
で
ガ
ラ
ク
タ
と
揶
揄
さ
れ
肩

身
の
狭
い
思
い
を
し
て
い
る
、働
き
終
え
た

道
具
た
ち
の
年
に
一
度
の
晴
れ
舞
台
で
あ

り
ま
す
。

　か
つ
て
身
近
に
あ
っ
た
伝
統
的
な
生
活

道
具
は
、便
利
で
快
適
な
生
活
と
ひ
き
か

え
に
、古
く
さ
く
不
便
な
も
の
と
し
て
影

を
ひ
そ
め
、私
た
ち
の
ま
わ
り
か
ら
姿
を

消
し
て
い
き
ま
し
た
。今
で
は
全
く
見
か
け

な
い
道
具
も
あ
り
、素
材
や
形
が
大
き
く

変
わ
っ
た
も
の
も
あ
り
ま
す
。こ
の
会
場
に

あ
る
道
具
た
ち
は
、い
ず
れ
も
長
い
間
大

切
に
使
わ
れ
て
き
た
モ
ノ
た
ち
で
、多
く
の

方
々
か
ら
岡
崎
市
へ
寄
贈
し
て
い
た
だ
い

た
も
の
ば
か
り
で
す
。こ
の
よ
う
な
身
近

な
暮
ら
し
を
伝
え
る
郷
土
の
資
料
を
岡
崎

市
の
財
産
と
し
、み
な
さ
ん
に
公
開
し
て

後
世
へ
伝
え
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
展
覧

会
で
も
あ
り
ま
す
。

　ま
た
、公
立
小
学
校
三
年
生
が
、む
か
し

の
道
具
や
生
活
に
つ
い
て
調
べ
る
社
会
科

の
学
習「
古
い
道
具
と
昔
の
く
ら
し
」へ
の

支
援
を
兼
ね
て
い
ま
す
。子
ど
も
た
ち
に

は
む
か
し
の
道
具
の
実
物
を
間
近
に
見
て

も
ら
い
、む
か
し
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
を
通

し
て
む
か
し
の
暮
ら
し
の
様
子
を
探
り
、

今
の
自
分
た
ち
の
暮
ら
し
を
考
え
る
手
助

け
に
な
れ
ば
と
考
え
ま
す
。

　本
展
は
大
き
く『
暮
ら
し
の
道
具
』『
小

学
校
の
道
具
』『
ひ
な
ま
つ
り
』の
三
部
門

に
分
か
れ
て
い
ま
す
。

　『
暮
ら
し
の
道
具
』で
は
昭
和
三
〇
年
代

の「
茶
の
間
」風
景
を
再
現
し
、明
治
か
ら

昭
和
時
代
に
か
け
て
の
い
ろ
い
ろ
な
生
活

道
具
を「
せ
ん
た
く
と
お
裁
縫
」「
台
所
の

道
具
」「
食
卓
の
道
具
」「
あ
か
り
の
道
具
」

「
暖
房
の
道
具
」「
住
ま
い
の
道
具
」な
ど
小

テ
ー
マ
を
設
定
し
て
紹
介
し
ま
す
。さ
ら

に
、今
回
は
一
昨
年
に
寄
贈
さ
れ
ま
し
た
染

付
古
便
器
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
を
紹
介
す
る

「
お
便
所
」の
コ
ー
ナ
ー
が
あ
り
ま
す
。明

治
・
大
正
時
代
に
人
び
と
を
魅
了
し
た
陶

磁
器
製
の
便
器
。ト
イ
レ
の
道
具
ま
で
も

染
付
の
藍
で
美
し
く
装
飾
し
て
し
ま
っ
た

日
本
人
の
美
意
識
と
、そ
れ
を
手
が
け
た

職
人
の
技
術
と
心
意
気
と
と
も
に
、染
付

古
便
器
の
魅
力
を
知
っ
て
い
た
だ
き
た
い

と
思
い
ま
す
。

　『
小
学
校
の
道
具
』で
は
、明
治
か
ら
昭

和
戦
前
に
か
け
て
の
教
科
書（
国
語
・
算

数
・
理
科
・
社
会
・
修
身
・
音
楽
・
図
工
）を

は
じ
め
、掛
図
、算
盤
、足
踏
み
式
の
オ
ル

ガ
ン
、給
食
の
道
具
、運
動
足
袋
な
ど
を
展

示
し
ま
す
。子
ど
も
た
ち
に
と
っ
て
小
学

校
は
現
在
進
行
中
で
あ
り
、生
活
と
は

切
っ
て
も
切
れ
な
い
関
係
に
あ
り
ま
す
。誰

も
が
体
験
し
て
い
る
学
校
生
活
を
振
り
返

り
な
が
ら
、楽
し
く
ご
覧
い
た
だ
け
れ
ば

と
思
い
ま
す
。

　そ
し
て
、時
節
柄
恒
例
と
な
り
ま
し
た

『
ひ
な
ま
つ
り
』で
は
、子
ど
も
の
誕
生
を

祝
い
、そ
の
成
長
や
幸
せ
を
願
っ
て
飾
ら
れ

た
お
ひ
な
さ
ま
や
素
朴
な
愛
ら
し
さ
の
土

人
形
を
展
示
し
ま
す
。享
保
雛
、昭
和
初

期
と
三
〇
年
代
の
御
殿
飾
り
、昭
和
四
〇

年
代
の
屏
風
七
段
飾
り
の
ほ
か
、土
雛
や

近
畿
地
方
と
九
州
地
方
の
土
人
形
な
ど

を
紹
介
し
ま
す
。

　む
か
し
の
道
具
に
は
、人
び
と
が
長
い
年

月
を
か
け
て
築
き
上
げ
、受
け
継
い
で
き
た

生
活
の
知
恵
と
工
夫
が
い
っ
ぱ
い
詰
ま
っ
て

い
ま
す
。古
い
道
具
か
ら
こ
う
し
た
こ
と
を

感
じ
取
り
、今
の
私
た
ち
の
暮
ら
し
を
振

り
返
っ
て
み
ま
し
ょ
う
。懐
か
し
か
っ
た
り

新
し
か
っ
た
り
、受
け
止
め
方
は
世
代
に

よ
っ
て
大
き
く
違
う
は
ず
で
す
。ご
家
族
で

語
り
合
い
な
が
ら
ご
覧
い
た
だ
き
た
い
展

覧
会
で
す
。

会期：平成29年２月１日(水)～３月26日(日)

　岡
崎
市
美
術
博
物
館
で
は
、「
京
都
市

美
術
館
名
品
展

　京
の
美
人
画
一
○
○
年

の
系
譜
」を
四
月
八
日
か
ら
五
月
二
十
一
日

ま
で
開
催
し
ま
す
。

　京
都
の
芸
術
の
伝
統
と
活
発
な
制
作
環

境
を
背
景
と
し
て
明
治
四
十
二
年
に
開
学

し
て
い
た
京
都
市
立
絵
画
専
門
学
校
の
校

長
で
あ
っ
た
松
本
亦
太
郎
は
、学
生
た
ち

に
花
街
を
描
く
こ
と
を
盛
ん
に
勧
め
た
と

い
い
ま
す
。女
性
を
画
題
と
し
た「
美
人

画
」が
京
都
画
壇
を
中
心
と
し
た
関
西
で

多
く
描
か
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
一つ
の
エ
ピ

ソ
ー
ド
で
す
。

　女
性
を
題
材
と
し
た
女
性
像
に
つ
い
て

は
、古
く
は
縄
文
時
代
の《
土
偶
》か
ら
始

ま
り
、古
墳
時
代
の
高
松
塚
古
墳
の
壁
画

に
描
か
れ
た《
女
子
群
像
》や
奈
良
時
代
の

《
鳥
毛
立
女
屏
風
》な
ど
も
見
ら
れ
、平
安

時
代
の《
引
目
鉤
鼻
の
容
貌
の
女
性
像
》、

そ
し
て
江
戸
時
代
に
は
菱
川
師
宣
の《
見

返
り
美
人
》や
、鈴
木
春
信
や
鳥
居
清
長

な
ど
の
女
性
を
描
い
た
浮
世
絵
が
好
評
を

博
し
ま
し
た
。

　明
治
末
期
か
ら
定
着
し
た「
美
人
画
」

は
定
型
化
し
て
し
ま
っ
て
い
た
従
来
か
ら

の「
美
人
像
」と
は
異
な
り
、新
し
い
女
性

像
を
提
案
す
る
も
の
で
、写
実
に
の
み
と

ら
わ
れ
る
の
で
は
な
く「
女
性
の
中
の
美
」

が
様
々
な
方
面
か
ら
描
か
れ
て
い
ま
す
。明

治
後
半
以
降
に
顕
著
と
な
っ
た
国
家
体
制

や
家
族
制
度
な
ど
の
社
会
構
造
の
変
化

や
、女
性
の
自
立
を
目
指
す
動
き
に
合
わ

せ
、真
の
姿
が
描
か
れ
る
と
と
も
に
、深
く

ま
で
女
性
の
内
側
を
と
ら
え
る
描
写
が
な

さ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。ま
た
大
正

か
ら
昭
和
に
か
け
て
大
き
く
進
ん
だ
西
風

化
の
波
の
中
で
取
り
入
れ
ら
れ
て
い
っ
た

洋
風
の
衣
装
や
調
度
品
な
ど
に
囲
ま
れ
た

女
性
た
ち
の
今
ま
で
は
見
ら
れ
な
か
っ
た

モ
ダ
ン
な
美
し
さ
も
表
現
さ
れ
る
よ
う
に

な
り
ま
し
た
。ま
た
こ
の
時
代
か
ら
帝
国

主
義
が
進
み
、旧
来
の
日
本
の
風
俗
や
風

景
の
中
だ
け
で
は
な
く
、中
国
大
陸
や
朝

鮮
半
島
、沖
縄
と
い
っ
た
国
外
の
女
性
た

ち
の
美
も
描
か
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し

た
。　そ

れ
ま
で
に
は
な
か
っ
た
日
常
生
活
や

歴
史
、文
学
や
芸
能
な
ど
と
い
っ
た
テ
ー
マ

を
設
け
て
の
女
性
の
姿
を
描
き
出
す
こ
と

も
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
、裸
婦
や
母
子

像
と
い
っ
た
形
に
よ
り
、フ
ォ
ル
ム
を
追
及

す
る
と
い
う
新
し
い
形
で
の
女
性
の
美
の

描
写
も
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

　ま
た
特
筆
す
べ
き
こ
と
と
し
て
、平
安

京
の
時
代
か
ら
の「
京
」で
あ
っ
た
京
都
に

は
千
年
の
歴
史
と
文
化
が
あ
り
、風
俗
な

ど
に
も
他
に
は
見
ら
れ
な
い
も
の
が
多
く

あ
り
ま
す
。そ
れ
ら
の
中
で
育
ま
れ
て
き

た
土
壌
の
下
、京
都
画
壇
で
は「
美
人
画
」

が
盛
ん
に
描
か
れ
て
き
た
と
い
う
こ
と
が

あ
げ
ら
れ
ま
す
。

　こ
の
展
覧
会
で
は
、昭
和
八
年(

一
九
三

三)

年
十
一
月
に
昭
和
天
皇
の
即
位
を
記
念

し
て「
大
礼
記
念
京
都
美
術
館
」と
し
て
設

立
さ
れ
た
京
都
市
美
術
館
が
開
館
当
初
か

ら
収
集
し
て
き
た
明
治
以
降
の
美
術
の
変

遷
と
そ
の
特
色
を
反
映
し
た
京
都
画
壇
を

中
心
と
し
た
作
品
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
か
ら
、

明
治
、大
正
、昭
和
に
か
け
て
の
様
々
な
社

会
の
変
容
や
多
様
化
す
る
美
術
の
動
向
が

鋭
く
感
じ
ら
れ
る「
美
人
画
」の
名
品
六
○

点
を
ご
覧
い
た
だ
き
ま
す
。

会期：平成29年４月８日（土）～５月21日（日）

企画展

京都市美術館名品展

京の美人画100年の系譜

内 藤 高 玲

収蔵品展

暮らしの
うつりかわり

伊 藤 久 美 子

上村松園 《晴日》 昭和16年（1941） 京都市美術館蔵

御殿飾り（昭和６年）



COLUMN＆TOPIC

堀
江
登
志
実

家
康
研
究
の
最
前
線―

こ
こ
ま
で
わ
か
っ
た「
東
照
神
君
」の
実
像

　家
康
研
究
の
現
状
、さ
ら
に
は
家
康

研
究
の
魅
力
を
、一
般
の
方
に
知
っ
て
も

ら
う
た
め
に
、そ
の
内
容
を
コ
ン
パ
ク
ト

に
ま
と
め
た
の
が
本
書
で
す
。編
者
は
國

学
院
大
学
兼
任
講
師
の
平
野
明
夫
氏

で
、最
新
の
成
果
や
、新
た
な
考
察
に
も

と
づ
く
も
の
を
、で
き
る
だ
け
わ
か
り
や

す
く
と
い
う
の
が
編
者
の
方
針
で
す
。第

一
部
は
戦
国
大
名
へ
の
道
、第
二
部
は
戦

国
大
名
徳
川
家
康
、第
三
部
豊
臣
大
名

徳
川
家
康
、第
四
部
天
下
人
徳
川
家
康
、

と
家
康
の
人
生
を
四
部
に
分
け
、あ
わ
せ

て
十
五
の
論
考
が
配
置
さ
れ
て
い
ま
す
。

著
者
は
十
四
人
の
研
究
者
で
、自
分
の

持
ち
味
を
生
か
し
な
が
ら
論
を
展
開
し

て
い
ま
す
。第
一
部
に
は
平
野
明
夫
氏
の

ほ
か
中
京
大
学
教
授
村
岡
幹
生
氏
や
同

朋
大
学
准
教
授
安
藤
弥
氏
な
ど
、当
館

が
二
〇
一
五
年
家
康
没
後
四
〇
〇
年
祭

で
開
催
し
た
講
演
会「
三
河
時
代
の
家

康
を
考
え
る
」で
講
師
や
コ
メ
ン
テ
ー

タ
ー
を
勤
め
て
い
た
だ
い
た
方
の
論
考
も

収
め
ら
れ
て
い
ま
す
。家
康
の
ル
ー
ツ
で

あ
る
松
平
八
代
に
つ
い
て
の
村
岡
氏〈
松

平
氏「
有
徳
人
」の
系
譜
と
徳
川「
正
史
」

の
あ
い
だ
〉、人
質
時
代
の
家
康
に
つ
い
て

の
平
野
氏〈
家
康
は
、い
つ
、今
川
か
ら
完

全
に
自
立
し
た
の
か
〉、安
藤
氏〈「
三
河

一
向
一
揆
」は
家
康
に
と
っ
て
な
ん
で
あ
っ

た
の
か
〉は
講
演
会
の
時
や
対
談
な
ど
で

も
話
題
に
な
っ
た
内
容
に
ふ
れ
て
い
る
も

の
も
あ
り
ま
す
。自
慢
で
は
な
い
で
す

が
、家
康
の
譜
代
家
臣
の
形
成
に
つ
い
て

の
筆
者
の
論
考
も
収
録
さ
れ
て
い
ま
す
。

　家
康
の
生
誕
地
で
あ
る
岡
崎
市
に

は
、戦
前
に
は
柴
田
顕
正
氏
に
よ
る『
徳

川
家
康
と
其
周
囲
』、戦
後
に
は
新
行
紀

一
氏
に
よ
る『
新
編
岡
崎
市
史
』と
い
う
家

康
研
究
の
上
で
も
非
常
に
高
い
評
価
を

得
て
い
る
財
産
が
あ
り
ま
す
。そ
の
こ
と

は
本
書
の
な
か
に
も
ふ
れ
ら
れ
て
お
り
、

私
ど
も
の
誇
り
で
も
あ
り
ま
す
。今
後

も
家
康
研
究
の
う
え
で
存
在
感
の
あ
る

業
績
を
岡
崎
市
で
も
期
待
し
た
い
と
思

い
ま
す
が
、本
書
が
そ
の
一
助
に
な
れ
ば

幸
い
で
す
。

洋
泉
社
歴
史
新
書

浦
野
加
穂
子

平
成
二
九
年
度
開
催
の
展
覧
会

京
都
市
美
術
館
名
品
展

京
の
美
人
画
一
〇
〇
年
の
系
譜

四
月
八
日（
土
）―
五
月
二
一
日（
日
）

前
頁
参
照

家
康
の
肖
像
と
東
照
宮
信
仰

六
月
三
日（
土
）―
七
月
一
七
日（
月
･
祝
）

　岡
崎
市
は
徳
川
家
康
の
生
誕
地
で
す
。江
戸
幕
府
を
開
き
、天
下
泰
平
の
礎
を
築
い
た
家

康
の
肖
像
は
数
多
く
残
さ
れ
て
い
ま
す
が
、そ
の
姿
は
生
前
の
家
康
を
描
い
た
画
像
を
は
じ

め
、没
後
に
神
格
化
さ
れ
、祭
祀
に
用
い
ら
れ
た
東
照
大
権
現
像
、三
代
将
軍
家
光
の
夢
に

現
れ
た
家
康
の
姿
を
描
い
た
霊
夢
像
な
ど
多
岐
に
わ
た
り
ま
す
。本
展
で
は
德
川
記
念
財

団
の
所
蔵
資
料
を
中
心
に
、京
都
知
恩
院
を
は
じ
め
家
康
ゆ
か
り
の
地
の
東
照
宮
や
寺
社

に
伝
わ
る
家
康
の
肖
像
を
展
示
し
、そ
の
変
遷
を
た
ど
る
と
と
も
に
、太
平
の
世
を
支
え
続

け
た
歴
代
将
軍
の
肖
像
画
を
一
堂
に
会
し
、そ
の
真
の
姿
に
迫
り
ま
す
。さ
ら
に
大
樹
寺
や

瀧
山
東
照
宮
な
ど
県
内
各
地
の
東
照
宮
や
家
康
ゆ
か
り
の
寺
社
な
ど
の
所
蔵
資
料
に
よ

り
、東
照
宮
信
仰
と
そ
の
ひ
ろ
が
り
に
つ
い
て
考
え
ま
す
。

浮
世
絵
を
愉
し
む 

―
歌
川
国
芳《
通
俗
水
滸
伝
豪
傑
百
八
人
之
一
個
》を
中
心
に
―

七
月
二
九
日（
土
）―
九
月
一
〇
日（
日
）

　江
戸
時
代
、中
国
四
大
奇
書
の
一つ
で
あ
る『
水
滸
伝
』は
、曲
亭
馬
琴
の『
傾
城
水
滸
伝
』

な
ど
さ
ま
ざ
ま
に
翻
案
さ
れ
、大
衆
の
間
で
一
大
ブ
ー
ム
と
な
り
ま
し
た
。本
展
で
は
、武
者

絵
の
名
手
と
し
て
名
高
い
歌
川
国
芳（
一
七
九
七
―
一
八
六
一
）が
手
が
け
た
、『
水
滸
伝
』に
関

す
る
浮
世
絵
作
品
を
ご
紹
介
し
ま
す
。な
か
で
も《
通
俗
水
滸
伝
豪
傑
百
八
人
之
一
個
》は
登

場
人
物
を
一
人
ず
つ
画
面
一
杯
に
描
く
と
い
う
、そ
れ
ま
で
の
武
者
絵
に
は
な
か
っ
た
描
き
方

で
、豪
壮
で
あ
り
な
が
ら
細
や
か
な
表
現
が
駆
使
さ
れ
て
い
ま
す
。国
芳
渾
身
の
作
品
を
通

し
て
、傑
作『
水
滸
伝
』の
魅
力
、そ
し
て
浮
世
絵
の
魅
力
を
ご
堪
能
く
だ
さ
い
。

ウ
ェ
ー
ル
ズ
国
立
美
術
館
所
蔵

タ
ー
ナ
ー
か
ら
モ
ネ
へ

九
月
二
三
日（
土
）―
一一
月
一
二
日（
日
）

　本
展
で
は
英
国
・
ウ
ェ
ー
ル
ズ
国
立
美
術
館
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
か
ら
、風
景
画
・
肖
像
画
・
風
俗

画
な
ど
、十
九
世
紀
の
イ
ギ
リ
ス
と
フ
ラ
ン
ス
を
中
心
と
し
た
約
七
〇
点
を
超
え
る
多
様
な
作

品
を
展
観
し
、西
洋
絵
画
の
変
遷
を
辿
り
ま
す
。タ
ー
ナ
ー
や
コ
ン
ス
タ
ブ
ル
と
い
っ
た
印
象
派

の
先
駆
的
動
向
に
あ
る
ロ
マ
ン
主
義
を
は
じ
め
と
し
、写
実
主
義
を
代
表
す
る
コ
ロ
ー
や
ミ

レ
ー
、印
象
派
の
モ
ネ
や
ル
ノ
ワ
ー
ル
等
の
作
品
、さ
ら
に
セ
ザ
ン
ヌ
ら
後
期
印
象
派
に
至
る
ま
で

の
作
品
を
ご
覧
い
た
だ
け
ま
す
。ま
た
ロ
ン
ド
ン・ロ
イ
ヤ
ル
ア
カ
デ
ミ
ー
で
展
示
を
行
っ
た
ホ

イ
ッ
ス
ラ
ー
な
ど
に
加
え
て
、パ
リ・サ
ロ
ン
で
活
躍
し
た
画
家
た
ち
の
作
品
も
ご
紹
介
し
ま
す
。

三
河
の
秋
葉
信
仰 

―
火
伏
の
神
の
系
譜
―

一一
月
二
五
日（
土
）―
平
成
三
〇
年
一
月
一
四
日（
日
）

　秋
葉
山（
浜
松
市
）は
火
伏
の
霊
験
あ
ら
た
か
と
し
て
、江
戸
時
代
に
三
河
・
遠
江
を
中
心

に
広
く
信
仰
を
集
め
、今
な
お
各
地
で
祭
礼
や
秋
葉
山
へ
の
参
詣
が
行
わ
れ
て
い
ま
す
。そ
の

あ
り
方
は
古
文
書
や
浮
世
絵
、現
代
に
の
こ
る
常
夜
灯
や
民
俗
事
例
な
ど
か
ら
う
か
が
え

ま
す
。本
展
で
は
岡
崎
市
内
の
寺
院
に
祀
ら
れ
て
き
た
秋
葉
三
尺
坊
大
権
現
像
の
約
一
〇
〇

年
ぶ
り
の
御
開
帳
や
、秋
葉
山
本
宮
秋
葉
神
社
所
蔵
の
重
文
の
太
刀
の
公
開
な
ど
を
は
じ

め
、東
海
地
方
に
伝
わ
る
貴
重
な
資
料
を
基
に
、三
河
の
人
々
の
心
に
今
も
息
づ
く
秋
葉
の

信
仰
と
そ
の
歴
史
を
紐
解
い
て
い
き
ま
す
。

暮
ら
し
の
う
つ
り
か
わ
り

一
月
二
七
日（
土
）―
三
月
二
五
日（
日
）

　美
術
博
物
館
が
所
蔵
す
る
民
具
を
中
心
に
紹
介
し
な
が
ら
、私
達
の
暮
ら
し
が
ど
の
よ
う
に
変

わ
っ
て
き
た
の
か
を
た
ど
り
ま
す
。古
い
生
活
・
生
産
道
具
な
ど
寄
贈
資
料
の
公
開
・
活
用
の
場
に

す
る
と
と
も
に
、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
。今
と
昔
の

生
活
の
違
い
や
変
化
、昔
の
人
達
の
生
活
の
知
恵
を
再
認
識
す
る
場
と
な
れ
ば
と
考
え
ま
す
。

南
紀
花
岡
先
生
整
骨
並
巻
木
綿
秘
事
図

　江
戸
時
代
後
期
、蘭
学
を
中
心
と
す
る

洋
学
の
普
及
と
と
も
に
、西
洋
医
学
の
習

得
を
目
指
し
、蘭
方
医
塾
等
に
入
門
す
る

者
が
岡
崎
地
域
に
も
現
れ
ま
し
た
。高
須

村(

福
岡
町)

の
岩
瀬
敬
介(

一
八
〇
四
‐
五

〇)

も
そ
の
一
人
で
す
。敬
介
は
文
政
十
二

年(

一
八
二
九)

に
二
六
歳
で
紀
州
の
華
岡

青
洲
の
学
塾「
春
林
軒
」に
入
門
し
、四
年

間
、華
岡
流
の
外
科
を
学
び
ま
し
た
。

　華
岡
青
洲(

一
七
六
〇
‐一
八
三
五)

は
漢

方
の
知
識
を
生
か
し
て
生
み
出
し
た
麻

酔
薬「
通
仙
散
」と
蘭
方
の
外
科
と
い
う
、

東
西
の
医
学
を
融
合
さ
せ
る
こ
と
に
よ

り
、世
界
で
初
め
て
全
身
麻
酔
に
よ
る
乳

癌
の
外
科
手
術
を
成
功
さ
せ
た
こ
と
で

知
ら
れ
、青
洲
の
も
と
に
は
全
国
か
ら
一

八
〇
〇
人
を
越
え
る
門
人
が
集
ま
っ
た

と
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。三
河
か
ら
も
敬

介
を
は
じ
め
、岡
崎
の
神
田
梅
三
、大
岡

村(

安
城
市)

の
堀
尾
堯
民
、鷲
塚(

碧
南

市)

の
近
藤
安
中
な
ど
十
二
人
が
入
門
し

て
い
ま
す
。

　敬
介
は
帰
郷
後
に
外
科
を
主
と
し
て

開
業
し
、二
代
敬
斎
も
弘
化
二
年(

一
八
四

五)

に
華
岡
門
に
学
び
ま
し
た
。岩
瀬
家

に
は
、青
洲
が
敬
介
に
授
け
た
自
画
像
や

書
を
は
じ
め
、華
岡
門
の
入
門
者
を
書
き

上
げ
た「
華
家
門
人
録
」、敬
介
が
修
学
の

内
容
や
薬
の
処
方
な
ど
を
記
録
し
た「
南

紀
雑
記
」の
ほ
か
、『
解
体
新
書
』の
初
版

本
、「
青
洲
先
生
医
談
」な
ど
の
貴
重
な

医
学
書
、伝
書
が
多
数
伝
わ
っ
て
お
り
、

多
く
の
資
料
が
平
成
二
七
年
度
に
当
館

に
所
蔵
さ
れ
ま
し
た
。

　「
南
紀
花
岡
先
生
整
骨
並
巻
木
綿
秘

事
図
」は
敬
介
が
華
岡
門
で
四
年
間
学
ん

だ
後
に
授
け
ら
れ
た
も
の
で
す
。顎
関
節

脱
臼
の
整
復
法
に
は
じ
ま
り
、頚
椎
損
傷

に
対
す
る
牽
引
法
や
数
々
の
包
帯
法
な

ど
が
巧
み
に
図
解
さ
れ
て
い
ま
す
。箱
書

に「
華
岡
青
洲
先
生
秘
伝
之
図
」と
あ

り
、同
箱
に
収
め
ら
れ
た「
外
科
秘
事
」に

は
様
々
な
腫
物
の
症
状
や
手
術
図
な
ど

が
描
か
れ
て
い
ま
す
。敬
介
は
当
時
最
も

進
ん
だ
外
科
術
を
、岡
崎
地
方
の
村
落
部

に
広
め
、近
代
医
学
の
草
分
け
的
役
割
を

果
た
し
た
人
物
と
し
て
特
筆
さ
れ
ま
す
。

私の心象資料

書籍紹介
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堀
江
登
志
実

家
康
研
究
の
最
前
線―

こ
こ
ま
で
わ
か
っ
た「
東
照
神
君
」の
実
像

　家
康
研
究
の
現
状
、さ
ら
に
は
家
康

研
究
の
魅
力
を
、一
般
の
方
に
知
っ
て
も

ら
う
た
め
に
、そ
の
内
容
を
コ
ン
パ
ク
ト

に
ま
と
め
た
の
が
本
書
で
す
。編
者
は
國

学
院
大
学
兼
任
講
師
の
平
野
明
夫
氏

で
、最
新
の
成
果
や
、新
た
な
考
察
に
も

と
づ
く
も
の
を
、で
き
る
だ
け
わ
か
り
や

す
く
と
い
う
の
が
編
者
の
方
針
で
す
。第

一
部
は
戦
国
大
名
へ
の
道
、第
二
部
は
戦

国
大
名
徳
川
家
康
、第
三
部
豊
臣
大
名

徳
川
家
康
、第
四
部
天
下
人
徳
川
家
康
、

と
家
康
の
人
生
を
四
部
に
分
け
、あ
わ
せ

て
十
五
の
論
考
が
配
置
さ
れ
て
い
ま
す
。

著
者
は
十
四
人
の
研
究
者
で
、自
分
の

持
ち
味
を
生
か
し
な
が
ら
論
を
展
開
し

て
い
ま
す
。第
一
部
に
は
平
野
明
夫
氏
の

ほ
か
中
京
大
学
教
授
村
岡
幹
生
氏
や
同

朋
大
学
准
教
授
安
藤
弥
氏
な
ど
、当
館

が
二
〇
一
五
年
家
康
没
後
四
〇
〇
年
祭

で
開
催
し
た
講
演
会「
三
河
時
代
の
家

康
を
考
え
る
」で
講
師
や
コ
メ
ン
テ
ー

タ
ー
を
勤
め
て
い
た
だ
い
た
方
の
論
考
も

収
め
ら
れ
て
い
ま
す
。家
康
の
ル
ー
ツ
で

あ
る
松
平
八
代
に
つ
い
て
の
村
岡
氏〈
松

平
氏「
有
徳
人
」の
系
譜
と
徳
川「
正
史
」

の
あ
い
だ
〉、人
質
時
代
の
家
康
に
つ
い
て

の
平
野
氏〈
家
康
は
、い
つ
、今
川
か
ら
完

全
に
自
立
し
た
の
か
〉、安
藤
氏〈「
三
河

一
向
一
揆
」は
家
康
に
と
っ
て
な
ん
で
あ
っ

た
の
か
〉は
講
演
会
の
時
や
対
談
な
ど
で

も
話
題
に
な
っ
た
内
容
に
ふ
れ
て
い
る
も

の
も
あ
り
ま
す
。自
慢
で
は
な
い
で
す

が
、家
康
の
譜
代
家
臣
の
形
成
に
つ
い
て

の
筆
者
の
論
考
も
収
録
さ
れ
て
い
ま
す
。

　家
康
の
生
誕
地
で
あ
る
岡
崎
市
に

は
、戦
前
に
は
柴
田
顕
正
氏
に
よ
る『
徳

川
家
康
と
其
周
囲
』、戦
後
に
は
新
行
紀

一
氏
に
よ
る『
新
編
岡
崎
市
史
』と
い
う
家

康
研
究
の
上
で
も
非
常
に
高
い
評
価
を

得
て
い
る
財
産
が
あ
り
ま
す
。そ
の
こ
と

は
本
書
の
な
か
に
も
ふ
れ
ら
れ
て
お
り
、

私
ど
も
の
誇
り
で
も
あ
り
ま
す
。今
後

も
家
康
研
究
の
う
え
で
存
在
感
の
あ
る

業
績
を
岡
崎
市
で
も
期
待
し
た
い
と
思

い
ま
す
が
、本
書
が
そ
の
一
助
に
な
れ
ば

幸
い
で
す
。

洋
泉
社
歴
史
新
書

浦
野
加
穂
子

平
成
二
九
年
度
開
催
の
展
覧
会

京
都
市
美
術
館
名
品
展

京
の
美
人
画
一
〇
〇
年
の
系
譜

四
月
八
日（
土
）―
五
月
二
一
日（
日
）

前
頁
参
照

家
康
の
肖
像
と
東
照
宮
信
仰

六
月
三
日（
土
）―
七
月
一
七
日（
月
･
祝
）

　岡
崎
市
は
徳
川
家
康
の
生
誕
地
で
す
。江
戸
幕
府
を
開
き
、天
下
泰
平
の
礎
を
築
い
た
家

康
の
肖
像
は
数
多
く
残
さ
れ
て
い
ま
す
が
、そ
の
姿
は
生
前
の
家
康
を
描
い
た
画
像
を
は
じ

め
、没
後
に
神
格
化
さ
れ
、祭
祀
に
用
い
ら
れ
た
東
照
大
権
現
像
、三
代
将
軍
家
光
の
夢
に

現
れ
た
家
康
の
姿
を
描
い
た
霊
夢
像
な
ど
多
岐
に
わ
た
り
ま
す
。本
展
で
は
德
川
記
念
財

団
の
所
蔵
資
料
を
中
心
に
、京
都
知
恩
院
を
は
じ
め
家
康
ゆ
か
り
の
地
の
東
照
宮
や
寺
社

に
伝
わ
る
家
康
の
肖
像
を
展
示
し
、そ
の
変
遷
を
た
ど
る
と
と
も
に
、太
平
の
世
を
支
え
続

け
た
歴
代
将
軍
の
肖
像
画
を
一
堂
に
会
し
、そ
の
真
の
姿
に
迫
り
ま
す
。さ
ら
に
大
樹
寺
や

瀧
山
東
照
宮
な
ど
県
内
各
地
の
東
照
宮
や
家
康
ゆ
か
り
の
寺
社
な
ど
の
所
蔵
資
料
に
よ

り
、東
照
宮
信
仰
と
そ
の
ひ
ろ
が
り
に
つ
い
て
考
え
ま
す
。

浮
世
絵
を
愉
し
む 

―
歌
川
国
芳《
通
俗
水
滸
伝
豪
傑
百
八
人
之
一
個
》を
中
心
に
―

七
月
二
九
日（
土
）―
九
月
一
〇
日（
日
）

　江
戸
時
代
、中
国
四
大
奇
書
の
一つ
で
あ
る『
水
滸
伝
』は
、曲
亭
馬
琴
の『
傾
城
水
滸
伝
』

な
ど
さ
ま
ざ
ま
に
翻
案
さ
れ
、大
衆
の
間
で
一
大
ブ
ー
ム
と
な
り
ま
し
た
。本
展
で
は
、武
者

絵
の
名
手
と
し
て
名
高
い
歌
川
国
芳（
一
七
九
七
―
一
八
六
一
）が
手
が
け
た
、『
水
滸
伝
』に
関

す
る
浮
世
絵
作
品
を
ご
紹
介
し
ま
す
。な
か
で
も《
通
俗
水
滸
伝
豪
傑
百
八
人
之
一
個
》は
登

場
人
物
を
一
人
ず
つ
画
面
一
杯
に
描
く
と
い
う
、そ
れ
ま
で
の
武
者
絵
に
は
な
か
っ
た
描
き
方

で
、豪
壮
で
あ
り
な
が
ら
細
や
か
な
表
現
が
駆
使
さ
れ
て
い
ま
す
。国
芳
渾
身
の
作
品
を
通

し
て
、傑
作『
水
滸
伝
』の
魅
力
、そ
し
て
浮
世
絵
の
魅
力
を
ご
堪
能
く
だ
さ
い
。

ウ
ェ
ー
ル
ズ
国
立
美
術
館
所
蔵

タ
ー
ナ
ー
か
ら
モ
ネ
へ

九
月
二
三
日（
土
）―
一一
月
一
二
日（
日
）

　本
展
で
は
英
国
・
ウ
ェ
ー
ル
ズ
国
立
美
術
館
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
か
ら
、風
景
画
・
肖
像
画
・
風
俗

画
な
ど
、十
九
世
紀
の
イ
ギ
リ
ス
と
フ
ラ
ン
ス
を
中
心
と
し
た
約
七
〇
点
を
超
え
る
多
様
な
作

品
を
展
観
し
、西
洋
絵
画
の
変
遷
を
辿
り
ま
す
。タ
ー
ナ
ー
や
コ
ン
ス
タ
ブ
ル
と
い
っ
た
印
象
派

の
先
駆
的
動
向
に
あ
る
ロ
マ
ン
主
義
を
は
じ
め
と
し
、写
実
主
義
を
代
表
す
る
コ
ロ
ー
や
ミ

レ
ー
、印
象
派
の
モ
ネ
や
ル
ノ
ワ
ー
ル
等
の
作
品
、さ
ら
に
セ
ザ
ン
ヌ
ら
後
期
印
象
派
に
至
る
ま
で

の
作
品
を
ご
覧
い
た
だ
け
ま
す
。ま
た
ロ
ン
ド
ン・ロ
イ
ヤ
ル
ア
カ
デ
ミ
ー
で
展
示
を
行
っ
た
ホ

イ
ッ
ス
ラ
ー
な
ど
に
加
え
て
、パ
リ・サ
ロ
ン
で
活
躍
し
た
画
家
た
ち
の
作
品
も
ご
紹
介
し
ま
す
。

三
河
の
秋
葉
信
仰 

―
火
伏
の
神
の
系
譜
―

一一
月
二
五
日（
土
）―
平
成
三
〇
年
一
月
一
四
日（
日
）

　秋
葉
山（
浜
松
市
）は
火
伏
の
霊
験
あ
ら
た
か
と
し
て
、江
戸
時
代
に
三
河
・
遠
江
を
中
心

に
広
く
信
仰
を
集
め
、今
な
お
各
地
で
祭
礼
や
秋
葉
山
へ
の
参
詣
が
行
わ
れ
て
い
ま
す
。そ
の

あ
り
方
は
古
文
書
や
浮
世
絵
、現
代
に
の
こ
る
常
夜
灯
や
民
俗
事
例
な
ど
か
ら
う
か
が
え

ま
す
。本
展
で
は
岡
崎
市
内
の
寺
院
に
祀
ら
れ
て
き
た
秋
葉
三
尺
坊
大
権
現
像
の
約
一
〇
〇

年
ぶ
り
の
御
開
帳
や
、秋
葉
山
本
宮
秋
葉
神
社
所
蔵
の
重
文
の
太
刀
の
公
開
な
ど
を
は
じ

め
、東
海
地
方
に
伝
わ
る
貴
重
な
資
料
を
基
に
、三
河
の
人
々
の
心
に
今
も
息
づ
く
秋
葉
の

信
仰
と
そ
の
歴
史
を
紐
解
い
て
い
き
ま
す
。

暮
ら
し
の
う
つ
り
か
わ
り

一
月
二
七
日（
土
）―
三
月
二
五
日（
日
）

　美
術
博
物
館
が
所
蔵
す
る
民
具
を
中
心
に
紹
介
し
な
が
ら
、私
達
の
暮
ら
し
が
ど
の
よ
う
に
変

わ
っ
て
き
た
の
か
を
た
ど
り
ま
す
。古
い
生
活
・
生
産
道
具
な
ど
寄
贈
資
料
の
公
開
・
活
用
の
場
に

す
る
と
と
も
に
、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
。今
と
昔
の

生
活
の
違
い
や
変
化
、昔
の
人
達
の
生
活
の
知
恵
を
再
認
識
す
る
場
と
な
れ
ば
と
考
え
ま
す
。

南
紀
花
岡
先
生
整
骨
並
巻
木
綿
秘
事
図

　江
戸
時
代
後
期
、蘭
学
を
中
心
と
す
る

洋
学
の
普
及
と
と
も
に
、西
洋
医
学
の
習

得
を
目
指
し
、蘭
方
医
塾
等
に
入
門
す
る

者
が
岡
崎
地
域
に
も
現
れ
ま
し
た
。高
須

村(

福
岡
町)

の
岩
瀬
敬
介(

一
八
〇
四
‐
五

〇)

も
そ
の
一
人
で
す
。敬
介
は
文
政
十
二

年(

一
八
二
九)

に
二
六
歳
で
紀
州
の
華
岡

青
洲
の
学
塾「
春
林
軒
」に
入
門
し
、四
年

間
、華
岡
流
の
外
科
を
学
び
ま
し
た
。

　華
岡
青
洲(

一
七
六
〇
‐一
八
三
五)

は
漢

方
の
知
識
を
生
か
し
て
生
み
出
し
た
麻

酔
薬「
通
仙
散
」と
蘭
方
の
外
科
と
い
う
、

東
西
の
医
学
を
融
合
さ
せ
る
こ
と
に
よ

り
、世
界
で
初
め
て
全
身
麻
酔
に
よ
る
乳

癌
の
外
科
手
術
を
成
功
さ
せ
た
こ
と
で

知
ら
れ
、青
洲
の
も
と
に
は
全
国
か
ら
一

八
〇
〇
人
を
越
え
る
門
人
が
集
ま
っ
た

と
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。三
河
か
ら
も
敬

介
を
は
じ
め
、岡
崎
の
神
田
梅
三
、大
岡

村(

安
城
市)

の
堀
尾
堯
民
、鷲
塚(

碧
南

市)

の
近
藤
安
中
な
ど
十
二
人
が
入
門
し

て
い
ま
す
。

　敬
介
は
帰
郷
後
に
外
科
を
主
と
し
て

開
業
し
、二
代
敬
斎
も
弘
化
二
年(

一
八
四

五)

に
華
岡
門
に
学
び
ま
し
た
。岩
瀬
家

に
は
、青
洲
が
敬
介
に
授
け
た
自
画
像
や

書
を
は
じ
め
、華
岡
門
の
入
門
者
を
書
き

上
げ
た「
華
家
門
人
録
」、敬
介
が
修
学
の

内
容
や
薬
の
処
方
な
ど
を
記
録
し
た「
南

紀
雑
記
」の
ほ
か
、『
解
体
新
書
』の
初
版

本
、「
青
洲
先
生
医
談
」な
ど
の
貴
重
な

医
学
書
、伝
書
が
多
数
伝
わ
っ
て
お
り
、

多
く
の
資
料
が
平
成
二
七
年
度
に
当
館

に
所
蔵
さ
れ
ま
し
た
。

　「
南
紀
花
岡
先
生
整
骨
並
巻
木
綿
秘

事
図
」は
敬
介
が
華
岡
門
で
四
年
間
学
ん

だ
後
に
授
け
ら
れ
た
も
の
で
す
。顎
関
節

脱
臼
の
整
復
法
に
は
じ
ま
り
、頚
椎
損
傷

に
対
す
る
牽
引
法
や
数
々
の
包
帯
法
な

ど
が
巧
み
に
図
解
さ
れ
て
い
ま
す
。箱
書

に「
華
岡
青
洲
先
生
秘
伝
之
図
」と
あ

り
、同
箱
に
収
め
ら
れ
た「
外
科
秘
事
」に

は
様
々
な
腫
物
の
症
状
や
手
術
図
な
ど

が
描
か
れ
て
い
ま
す
。敬
介
は
当
時
最
も

進
ん
だ
外
科
術
を
、岡
崎
地
方
の
村
落
部

に
広
め
、近
代
医
学
の
草
分
け
的
役
割
を

果
た
し
た
人
物
と
し
て
特
筆
さ
れ
ま
す
。

私の心象資料
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　過
去
最
大
級
と
さ
れ
る
ダ
リ
展
が
昨

年
七
月
か
ら
年
末
ま
で
京
都
と
東
京
で

開
催
さ
れ
六
〇
万
人
以
上
を
動
員
、そ

の
人
気
の
高
さ
を
誇
示
し
た
。
　
　
　

　ダ
リ
と
い
え
ば
ピ
ン
と
は
ね
た
ヒ
ゲ
を

ト
レ
ー
ド
マ
ー
ク
に
、自
ら
天
才
と
言
い

放
ち
、T
V
コ
マ
ー
シ
ャ
ル
に
目
を
回
す

仕
草
で
登
場
す
る
な
ど
、エ
ン
タ
テ
ナ
ー

と
し
て
の
認
知
度
も
高
い
。だ
が
実
際
に

は
聡
明
潔
癖
、真
面
目
で
職
人
気
質
な

画
家
で
比
類
な
き
画
力
を
持
つ
。デ
ペ
イ

ズ
マ
ン
と
呼
ば
れ
る
唐
突
な
物
を
登
場

さ
せ
る
幻
想
的
画
風
で
一
世
を
風
靡
し
、

テ
レ
ビ
の
普
及
に
伴
い
自
ら
出
演
し
て
パ

フ
ォ
ー
マ
ー
の
先
駆
け
と
な
っ
た
。

　二
十
一
世
紀
の
今
日
、メ
デ
ィ
ア
は
テ

レ
ビ
か
ら
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
へ
取
っ
て
代

わ
っ
た
。ダ
リ
展
開
催
と
時
を
同
じ
く
し

て
、軽
妙
な
音
楽
で
歌
い
な
が
ら
ペ
ン
を

リ
ン
ゴ
に
突
き
刺
す
仕
草
で
踊
る
ア
ー

テ
ィ
ス
ト（
？
）が
ネ
ッ
ト
動
画
か
ら
世

界
中
で
大
ブ
レ
イ
ク
。ヒ
ゲ
を
た
く
わ
え

た
軽
妙
な
所
作
は
半
世
紀
前
の
ダ
リ
の

姿
と
重
な
る
。ペ
ン
と
リ
ン
ゴ
の
組
み
合

わ
せ
は
デ
ペ
イ
ズ
マ
ン
の
よ
う
で
面
白
い

が
大
衆
の
関
心
は
い
つ
ま
で
続
く
の
か
。

数
ヶ
月
で
大
ス
タ
ー
に
の
し
上
り
、瞬
く

間
に
忘
れ
去
ら
れ
る
と
い
う
、熱
狂
と

廃
忘
が
世
界
規
模
で
起
こ
る
時
代
。

　だ
が
実
の
あ
る
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
は
ダ

リ
の
例
を
見
て
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、

そ
の
人
気
は
衰
え
る
ど
こ
ろ
か
高
ま
っ

て
い
く
も
の
だ
。（
村
）

　ご
当
地
も
の
、と
聞
く
と
思
い
浮
か
ぶ

の
は
食
べ
物
や
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
で
す
が
、

他
に「
ご
当
地
小
説
」な
る
も
の
が
あ
る

こ
と
を
、先
日
訪
れ
た
城
崎
温
泉
で
知

り
ま
し
た
。歴
史
あ
る
温
泉
街
と
し
て

知
ら
れ
る
こ
の
地
域
で
は
、地
元
の
方
々

が
立
ち
上
げ
た
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
が
、城
崎

温
泉
を
題
材
と
し
た
小
説
を
地
域
限
定

で
売
っ
て
い
ま
す
。現
在
、志
賀
直
哉
の

『
城
の
崎
に
て
』と
そ
の
解
説
編
の
他
、

万
城
目
学『
城
崎
裁
判
』、湊
か
な
え『
城

崎
へ
か
え
る
』と
人
気
作
家
に
よ
る
書
き

下
ろ
し
作
品
が
出
版
さ
れ
て
い
ま
す
。内

容
が
魅
力
的
な
の
は
勿
論
の
こ
と
、装

幀
が
と
て
も
洒
落
て
い
ま
す
。『
城
の
崎

に
て
』は
品
の
良
い
簡
潔
な
デ
ザ
イ
ン

で
、作
家
の
文
章
表
現
の
魅
力
が
表
れ

て
い
ま
す
し
、他
二
冊
は
、城
崎
温
泉
の

代
表
で
あ
る
温
泉
と
蟹
を
そ
れ
ぞ
れ

テ
ー
マ
に
し
た
ユ
ニ
ー
ク
な
装
幀
で
す
。

　こ
の
様
に
魅
力
的
な
ご
当
地
小
説
が

各
地
で
生
れ
れ
ば
、買
い
に
訪
れ
る
方
も

多
く
い
ら
っ
し
ゃ
い
そ
う
で
す
。本
市
で

も
東
海
、愛
知
に
縁
の
あ
る
作
家
や
デ

ザ
イ
ナ
ー
を
起
用
し
て
、徳
川
家
康
の
出

生
地
と
い
う
従
来
の
ア
ピ
ー
ル
と
は
全

く
異
な
る
テ
ー
マ
で
な
に
か
面
白
い
小
説

が
出
来
な
い
で
し
ょ
う
か
？
仕
事
そ
っ
ち

の
け
で
妄
想
は
膨
ら
み
ま
す
が
、自
分
が

担
当
す
る
展
覧
会
も
、市
が
収
蔵
す
る

作
品
を
展
示
す
る
と
い
う
点
で
ご
当
地

も
の
の
一
種
と
言
え
ま
す
。ま
ず
は
そ
の

準
備
に
邁
進
し
な
け
れ
ば
、と
思
い
直
し

ま
し
た
。（
菊
）

ペ
ン
と
リ
ン
ゴ
と
ダ
リ

ご
当
地
も
の
色
々

■平成28年度収蔵品展

暮らしのうつりかわり
平成29年２月１日(水)～３月26日(日)
■子どもわくわく！教室
日時：2月4日(土)･2月11日(土)･2月18日(土)･2月25日(土)･3月4日(土)
午前10時30分～
■ギャラリートーク
日時：2月18日(土)･3月12日(日)　午後2時～

■平成29年度企画展

京都市美術館名品展　京の美人画100年の系譜
日時：平成29年４月８日(土)～平成29年５月21日(日)
■講演会
「京都の美人画の歴史」
日時：4月15日(土)　午後2時～
講師：尾崎眞人氏(京都市美術館学芸課長)
■高田啓史氏によるスペシャルギャラリートーク
日時：5月7日(日)　午後2時～
講師：高田啓史氏（小紋屋高田勝主人）・荒川貴夫氏（くすや呉服店店主）

■ギャラリートーク
日時：4月16日(日)・4月29日(土)・5月3日(水･祝)・5月5日(金･祝)・5月13日(土)・
5月21日(日)　午後2時～

年間パスポート［Museum-pass］好評販売中！
・一般3,000円　・ペア2,000円　・学生2,000円
○ペアは一般会員と同時購入する同居家族の方
○パスポート会員限定のイベントや、図録購入割引、提携施設の割引や継続
購入の方の割引、新規購入の方には当館で過去に開催した展覧会図録（一部
除外あり）のプレゼントなど、素敵な特典がいっぱいです！

展覧会限定リミパス［Limi-pass］も販売中
“この展覧会だけ何度でもみたい”という方にオススメの限定フリーパスです
○展覧会により価格等が異なります。
例）暮らしのうつりかわり展－400円、京都市美術館名品展－1,500円
○パスポート会員限定のイベントなど、年間パスポート［Museum-pass］の特典は
対象外です。
※詳しくは当館までお問い合わせください。

編集後記｜当館で行われる美術展で、名前も知らなかった作家の絵に眼を奪われる。そんな体験を時 し々ます。来年度も趣向の異なる６つの展覧会を

企画しています。それぞれ国内外、館内の優品が集結する展示となっています。年間パスポートを手に、意外な発見の旅に来てみませんか。（湯谷）

［岡崎市美術博物館ニュース／アルカディア］  第69号  2017年2月発行

編集・発行 岡崎市美術博物館 （マインドスケープ・ミュージアム）
〒444-0002　愛知県岡崎市高隆寺町峠1 岡崎中央総合公園内
TEL. 0564-28-5000 （代表）

lg

表紙図版：手回しミシン（シンガー社、昭和10年代使用）


	アルカディアvol69_表紙.pdf
	アルカディアvol69_1P.pdf
	アルカディアvol69_2P.pdf
	アルカディアvol69_3P.pdf
	アルカディアvol69_4P.pdf
	アルカディアvol69_5P.pdf
	アルカディアvol69_6P.pdf
	アルカディアvol69_裏表紙.pdf

