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　腕
時
計
を
し
な
い
人
が
増
え
て
い
る
。ス
マ
ホ

な
ど
携
行
す
る
も
の
に
時
計
機
能
が
装
備
さ
れ
、

時
刻
の
確
認
に
は
事
欠
か
な
い
か
ら
か
。

　時
計
の
起
源
は
、紀
元
前
三
五
〇
〇
年
頃
の
エ

ジ
プ
ト
の
日
時
計
に
遡
り
、機
械
式
の
時
計
は
、

一
三
〇
〇
年
頃
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
時
計
塔
か
ら
と

さ
れ
る
。そ
れ
か
ら
六
〇
〇
年
を
経
て
、日
本
の

時
計
が
歴
史
を
変
え
た
。一
九
六
〇
年
代
の
ク

オ
ー
ツ
時
計
の
実
用
化
で
あ
る
。こ
の
時
遅
れ
を

と
っ
た
ア
メ
リ
カ
の
時
計
業
界
は
壊
滅
的
と
な
っ

た
。先
ご
ろ
そ
の
ア
メ
リ
カ
で
原
子
時
計
の
腕
時

計
化
と
い
う
報
道
が
あ
っ
た
。原
子
時
計
は
国
際

標
準
時
間
に
使
わ
れ
、一
〇
〇
〇
年
に
一
秒
し
か

狂
わ
な
い
と
い
う
代
物
。こ
れ
で
ア
メ
リ
カ
の
時

計
業
界
は
ク
オ
ー
ツ
襲
来
以
来
の
雪
辱
を
晴
ら

せ
る
の
か
。

　い
ず
れ
に
せ
よ
私
は
、電
子
回
路
の
時
計
は
好

き
に
な
れ
な
い
。対
し
て
歯
車
を
重
ね
て
時
を
刻

む
機
械
式
時
計
は
、時
を
追
い
求
め
て
き
た
人
々

の
叡
智
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。腕
時
計
な
ど
は
、

な
お
さ
ら
小
さ
く
精
緻
を
極
め
、そ
の
個
性
的
な

面
立
ち
を
眺
め
な
が
ら
運
針
音
を
聴
く
と
、時

の
深
遠
さ
に
想
い
が
め
ぐ
ら
さ
れ
る
。

　私
は
自
分
の
生
年
に
発
表
さ
れ
、現
在
で
も
そ

の
意
匠
を
守
り
製
造
さ
れ
て
い
る
、ス
イ
ス
製
の

デ
イ
ト
ナ
と
い
う
腕
時
計
を
愛
用
し
て
い
る
。機

械
式
の
複
雑
時
計
で
、日
に
三
秒
ほ
ど
の
誤
差
を

生
じ
さ
せ
る
が
、む
し
ろ
そ
こ
に
人
の
手
で
組
み

上
げ
ら
れ
た
温
か
さ
や
人
間
ら
し
さ
の
よ
う
な

も
の
を
感
じ
る
。

　時
計
は
正
確
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る

向
き
も
あ
ろ
う
が
、い
か
に
精
度
が
高
く
と
も
、

私
は
原
子
な
ど
と
い
う
も
の
を
身
に
着
け
て
歩

こ
う
と
は
思
わ
な
い
。（
村
）

　趣
味
の
ひ
と
つ
に
迷
子
が
あ
る
。仕

事
の
帰
り
や
散
歩
の
時
、ふ
と
思
い

立
っ
て
い
つ
も
は
通
ら
な
い
路
地
に
入
っ

て
み
る
。確
信
的
迷
子
、と
自
分
で
は

呼
ん
で
い
る
。

　表
通
り
か
ら
路
地
に
足
を
踏
み
入

れ
る
と
喧
騒
は
遠
く
に
聞
こ
え
、家
陰

で
昼
で
も
ほ
の
暗
い
。不
安
や
冒
険
心

が
煽
情
さ
れ
て
、迷
子
は
ワ
ク
ワ
ク
の

連
続
で
あ
る
。自
分
が
ど
こ
に
い
る
か

分
か
ら
な
く
な
っ
て
ニ
ヤ
リ
。美
味
し
そ

う
な
パ
ン
屋
と
か
見
つ
け
て
ニ
ヤ
ニ
ヤ
。

見
慣
れ
た
道
に
出
た
瞬
間
は
た
ま
ら

な
く
嬉
し
く
て
、そ
れ
が
近
道
だ
っ
た

時
な
ん
て
小
躍
り
し
た
く
な
る
。日
常

か
ら
徒
歩
五
分
、手
軽
に
味
わ
え
る
非

日
常
感
が
良
い
。

　そ
ん
な
迷
子
に
、原
動
機
付
自
転
車

と
い
う
心
強
い
相
棒
が
仲
間
入
り
し

た
。路
地
裏
に
迷
い
込
む
の
に
車
は
向

か
な
い
。自
転
車
も
良
い
が
、原
付
だ
と

移
動
範
囲
が
飛
躍
的
に
拡
大
す
る
。春

が
来
た
ら
矢
作
川
沿
い
に
遠
征
し
よ
う

と
計
画
中
で
あ
る
。ど
ん
な
ワ
ク
ワ
ク

が
待
っ
て
い
る
か
。想
像
す
る
だ
け
で
今

か
ら
ニ
ヤ
ニ
ヤ
で
あ
る
。

　桜
前
線
と
共
に
私
も
南
下
し
ま
す
。

四
月
以
降
、西
尾
・
碧
南
あ
た
り
で
路

地
裏
を
ニ
ヤ
ニ
ヤ
走
る
原
付
を
見
か
け

て
も
、ど
う
か
そ
っ
と
し
て
お
い
て
や
っ

て
く
だ
さ
い
。怪
し
い
も
の
で
は
な
い
の

で
通
報
も
し
な
い
で
く
だ
さ
い
。ど
う

か
お
願
い
し
ま
す
。お
願
い
し
ま
す
。

（
湯
）

趣

　味

時
計
の
進
化
と
真
価

収蔵品展

暮らしのうつりかわり
2014年１月１１日（土）～３月２３日（日）

■子ども向け展示説明会「子どもわくわく！教室」
対象：小学生
日時：1月25 日(土)、2月8日(土)、3月2日(日)
いずれも午前11時～
■展示説明会
日時：1月25 日(土)、2月8日(土)、3月2日(日)
いずれも午後2時～
※「暮らしのうつりかわり」展は学習支援展示を兼ねています。平日は学校団体
見学がありますのでご理解のほどお願いいたします。

編 集 後 記｜ 早いもので年も明け、恒例となっている民具・民俗資料をご紹介する「暮らしのうつりかわり」展が始まりました。数十年、もっと言え

ば数年のうちに、私たちの暮らしは驚くほど変化していきます。近年、アーカイブ事業の重要性はますます注目されていますが、そのなかで、「もの」だけ

でなく、「もの」を使っていた人たちの「声」や「記憶」を如何にアーカイブしていくかが、大きな課題にもなってくるのでしょう。（千葉）

表紙図版：昭和30年代茶の間風景再現（平成24年度展覧会の様子）

＊2011年に開催した「村山槐多の全貌」
展。同展を企画した村松和明（当館学芸
員）による著書『引き裂かれた絵の真相 夭
折の天才 村山槐多の謎』（講談社）が、こ
の度出版されました。



　
　初
音
、聞
か
せ
よ

　
　年
た
ち
か
へ
る
朝
の
空
の
け
し
き
、な
ご
り
な
く
曇
ら
ぬ
う
ら
ら
か
げ
さ
に
は
、数
な
ら
ぬ
垣
根

　
　の
内
だ
に
、雪
間
の
草
若
や
か
に
色
づ
き
は
じ
め
、い
つ
し
か
と
け
し
き
た
つ
霞
に
、木
の
芽
も
う

　
　ち
け
ぶ
り
、お
の
づ
か
ら
人
の
心
も
の
び
ら
か
に
ぞ
見
ゆ
る
か
し

う
ら
ら
か
に
晴
れ
た
元
旦
の
朝
の
初
景
色
は
、も
の
す
べ
て
が
洗
わ
れ
た
よ
う
で
、美
し
い
。春
が
来
、

木
の
芽
も
張
る
。そ
の
芽
が
ほ
の
ぼ
の
と
か
す
む
さ
ま
を
見
る
と
、人
び
と
の
気
持
ち
ま
で
伸
び
や
か

に
若
や
ぐ
。

　『源
氏
物
語
』初
音
の
帖
冒
頭
の
一
節
だ
。内
容
と
い
ゝ
、語
呂
と
い
ゝ
、ど
こ
か
音
読
し
た
く
な
る
。

そ
う
で
あ
れ
ば
こ
そ
、毎
年
正
月
に
な
る
と
三
条
西
実
隆（
室
町
時
代
最
高
の
知
識
人
公
卿

　一四

五
五
〜
一五
三
七
）は
、

　
　二
日
乙
巳
天
晴
、入
夜
月
新
、日
新
慶
祥
幸
甚
々
々
、行
水
、看
経
、朝
飡
之
後
、覧
初
音
巻
、是

　
　嘉
例
也

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

『
実
隆
公
記
』明
応
六
年（
一四
九
七
）正
月
二
日
の
条

と
記
す
よ
う
に
、一
日
の
般
若
心
経
の
書
写
や
柿
本
人
麻
呂
画
像
の
前
で
の「
試
筆
之
祝
詞
」に
擬
え

た
歌
詠
と
共
に
、こ
の『
源
氏
物
語
』初
音
の
帖
を
見
る
こ
と
を
、そ
の
嘉
例
の
行
事
と
し
て
い
た
の

だ
ろ
う
。さ
し
ず
め
冒
頭
の
一
節
な
ど
、音
読
さ
れ
た
に
違
い
な
い
。だ
が
、そ
れ
も
こ
れ
も
初
音
の
帖

が
、こ
の
前
年（
光
源
氏
三
五
歳
）の
八
月
、壮
大
な
四
季
の
町
と
し
て
落
成
し
た
六
条
院
で
、初
め
て

迎
え
る
春
の
様
子
を
述
べ
た
も
の
で
あ
っ
て
み
れ
ば
、こ
の
一
帖
を
読
む
こ
と
は
、実
隆
な
ら
ず
と
も

万
国
昇
平
の
春
を
言
祝
ぐ
に
は
最
も
相
応
し
い
と
思
う
は
ず
だ
。し
か
も
こ
の
後
、若
菜
の
帖
に
至

る
ま
で
の
十
年
余
り
、こ
の
六
条
院
を
舞
台
に
源
氏
は
栄
耀
栄
華
の
生
活
を
送
る
。そ
の
華
麗
な
王

朝
絵
巻
の
幕
あ
け
を
告
げ
る
の
が
、ま
さ
し
く
こ
の
初
音
で
あ
っ
た
。

　そ
の
帖
名
が
、戌
亥（
西
北
）の
冬
の
町
に
ひ
っ
そ
り
と
暮
す
明
石
の
君
の
、辰
巳（
東
南
）の
春
の

町
に
源
氏
や
紫
の
上
と
住
む
明
石
の
姫
君
に
、

　
　け
ふ
う
ぐ
ひ
す
の
初
音
き
か
せ
よ

と
、初
便
り
を
求
め
た
歌
に
ち
な
む
こ
と
は
す
で
に
述
べ
た
。年
月
を
松
に
ひ
か
れ
て
春
の
町
に
暮
す

姫
君
か
ら
の
便
り
を
待
つ
心
を
、春
の
到
来
を
告
げ
る
鶯
の
初
音
を
待
つ
気
持
に
重
ね
た
の
で
あ

る
。　し

か
も
明
石
の
君
は
、そ
の
和
歌
に
添
え
て
、果
物
や
花
な
ど
を
入
れ
た
鬚
籠
や
新
年
の
食
物
を

入
れ
た
破
子
と
共
に
、五
葉
の
松
に
移
り
留
ま
る
鶯
の
作
り
物
を
贈
っ
て
い
る（
図
）。本
来
、梅
の
枝

に
留
ま
る
は
ず
の
鶯
を
、松
の
枝
に
留
ま
ら
せ
て
い
る
の
だ
。む
ろ
ん
、こ
の
鶯
こ
そ
が
、別
れ
て
春
の

町
に
居
る
姫
君
と
云
う
の
だ
ろ
う
。母
と
し
て
明
石
の
君
の
初
音
を
待
つ
気
持
ち
は
、せ
つ
な
い
ほ
ど

に
切
実
で
あ
っ
た
。そ
の
気
持
ち
を
、「
松
に
留
る
」鶯
の
作
り
物
で
象
徴
さ
せ
た
。

　そ
う
云
え
ば
、帖
名
に
も
な
っ
て
い
る
よ
う
に「
鶯
」の「
初
音
」は
、こ
の
帖
の
キ
ー
ワ
ー
ド
で
あ
っ
た

は
ず
な
の
に
、物
語
本
文
で
鶯
が
実
際
に
初
音
を
聞
か
せ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。す
べ
て
を
あ
の
作
り
物

で
代
弁
さ
せ
た
。作
者
紫
式
部
の
語
り
は
見
事
と
言
う
ほ
か
な
い
と
思
う
の
だ
が
、ど
う
だ
ろ
う
。

　面
白
い
の
は
、そ
の
母
の
願
い
に
答
え
た
明
石
の
姫
君
の
初
音（
返
歌
）だ
。

　
　ひ
き
わ
か
れ
年
が
経
れ
ど
も
鶯
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　巣
だ
ち
し
松
の
根
を
わ
す
れ
め
や

　

巣
立
っ
た
松
の
根
―
生
み
の
母
を
、ど
う
し
て
忘
れ
ま
し
ょ
う
か
、と
詠
っ
た
。こ
の
歌
に
対
し
て
作
者

紫
式
部
自
身
は
、

　
　幼
き
御
心
に
ま
か
せ
て
く
だ
く
だ
し
く
ぞ
あ
る

と
評
し
た
。幼
い
心
に
ま
か
せ
て
詠
ん
だ
も
の
で
、す
っ
き
り
し
た
歌
に
な
っ
て
い
な
い
と
云
う
。言
う

ま
で
も
な
く
、鶯
の
初
音
の
た
ど
た
ど
し
さ
に
擬
え
た
の
で
あ
る
。王
朝
人
の
歌
の
心
は
鶯
の
鳴
き

声
の
巧
拙
を
聞
き
分
け
て
い
た
の
で
あ
る
。

　見
逃
し
難
い
の
は
、こ
の
鶯
の
初
音
を
俳
諧
も
吟
じ
て
い
た
点
で
あ
る
。

　
　う
ぐ
ひ
す
の
麁
相
が
ま
し
き
初
音
哉

　
　う
ぐ
ひ
す
の
枝
ふ
み
は
づ
す
初
音
哉

い
ず
れ
も
蕪
村
で
あ
る
。問
題
は
蕪
村
が
、い
ま
述
べ
た『
源
氏
』初
音
の
帖
の
い
き
さ
つ
や
、明
石
の

姫
君
の
返
歌
を
知
っ
て
い
た
か
否
か
、で
あ
る
が
、わ
た
し
は
次
掲
の
其
角
も
含
め
知
っ
て
い
た
と
思

う
。い
や
、さ
ら
に
こ
れ
ら
の
句
は
、姫
君
の
歌
を
踏
ま
え
て
い
た
、と
さ
え
考
え
て
い
る
。

　
　鶯
の
身
を
さ
か
さ
ま
に
初
音
か
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　其
角

こ
の
句
に
対
し
て
稀
代
の
名
吟
と
称
す
る
一
方
、い
く
ら
初
音
と
は
云
え
、身
を
逆
さ
ま
に
し
て
鳴
く

も
の
か
、と
の
批
判
が
当
時
か
ら
あ
っ
た
よ
う
だ
が
、そ
の
伝
で
い
け
ば
、「
枝
ふ
み
は
づ
す
」こ
と
も
な

か
っ
た
は
ず
だ
ろ
う
。だ
が
、蕪
村
も
其
角
も
、そ
う
言
い
切
っ
た
。む
ろ
ん
、こ
う
し
た「
麁
相
が
ま
し

き
」未
熟
な
動
作
が
、初
音
の
た
ど
た
ど
し
さ
の
修
辞
で
あ
っ
た
の
だ
。ま
さ
し
く
俳
諧
で
あ
る
。

　つ
ま
り
和
歌
の
心
は
、初
音
の
た
ど
た
ど
し
さ
を
聞
き
分
け
て
い
た
も
の
の
、、そ
れ
は
あ
く
ま
で

い
ず
れ
十
全
通
り
鳴
く
た
め
の
一
階
梯
と
捉
え
て
い
た
に
過
ぎ
な
か
っ
た
の
に
対
し
、俳
諧
の
風
狂

は
、そ
の
た
ど
た
ど
し
さ
こ
そ
が
、面
白
い
と
断
じ
た
の
で
あ
る
。

　そ
う
云
え
ば
蕪
村
は
、こ
う
も
吟
じ
て
い
る
。

　
　
　
　
　老
鶯
兒

　
　春
も
や
ゝ
あ
な
う
ぐ
い
す
よ
む
か
し
声

清
少
納
言
が「
夏
秋
の
末
ま
で
老
い
声
に
鳴
き
た
る
と
」と
眉
を
ひ
そ
め
た
、あ
の
季
節
外
れ
の
鳴
き

声
に
、「
あ
な
憂
」の「
う
ぐ
ひ
す
」と
掛
け
る
こ
と
で
、老
い
た
鶯
の
物
憂
い
声
と
判
じ
、晩
春
懐
旧
の

情
を
歌
っ
た
。こ
れ
ま
た
見
事
な
修
辞
だ
と
思
う
の
だ
が
…
、と
述
べ
て
く
る
と
、読
者
の
中
に
は
和

歌
よ
り
俳
諧
の
方
が
優
れ
て
い
る
と
で
も
弁
じ
た
い
の
か
、と
思
う
方
も
い
る
か
も
し
れ
な
い
。確
か

に
わ
た
し
は
俳
諧
の
修
辞
学
が
好
き
で
興
味
を
も
つ
も
の
だ
が
、別
に
こ
こ
で
和
歌
・
俳
諧
優
劣
論

を
展
開
し
た
い
の
で
は
な
い
。そ
ん
な
埒
も
な
い
、い
や
難
し
い
議
論
は
、身
に
余
る
。

　述
べ
た
い
の
は
、単
純
な
こ
と
だ
。和
歌
と
俳
諧
、同
じ
歌
で
あ
り
な
が
ら
、二
つ
が
取
上
げ
る
花
や

鳥
に
は
、思
い
の
ほ
か
大
き
な
違
い
が
あ
っ
た
。そ
の
こ
と
で
あ
る
。さ
ら
に
同
じ
花
や
鳥
で
あ
っ
て

も
、そ
れ
ら
を
見
つ
め
る
眼
、つ
ま
り
は
目
の
付
け
ど
こ
ろ
が
自
ず
か
ら
異
な
る
、と
云
う
こ
と
だ
。鶯

の
、そ
の
初
音
を
俎
上
に
の
ぼ
せ
た
の
も
、こ
の
場
合
に
こ
そ
両
者
の
違
い
が
際
立
っ
て
い
る
と
思
っ

た
か
ら
で
あ
る
。銘
記
し
て
お
き
た
い
。

　こ
れ
に
関
連
し
て
改
め
て
考
え
る
べ
き
は
、そ
れ
こ
そ
初
音
の
帖
の
舞
台
と
な
っ
た
六
条
院
の
こ

と
で
あ
る
。源
融（
八
二
二
〜
九
五
）の
河
原
院
を
範
に
し
た
と
云
う
。六
条
京
極
あ
た
り
に
四
町
四

面（
四
三
六
メ
ー
ト
ル
四
方
）の
広
大
な
敷
地
を
有
し
て
い
た
。一
町
一
季
節
、四
季
の
町
よ
り
成
る
。そ

こ
に
光
源
氏
は
、ゆ
か
り
の
女
性
た
ち
を
住
ま
わ
せ
た（
少
女
の
帖
）。

　
　春
の
町（
殿
の
お
は
す
べ
き
町
）

　
　紫
の
上

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

明
石
の
姫
君

　
　夏
の
町（
夏
の
御
住
ま
ひ
）

　
　
　
　花
散
里

　
　
　
　
　（丑
寅
の
町
の
西
の
対
）

　
　玉
鬘

　
　秋
の
町（
梅
壺
中
宮
の
御
町
）

　
　
　秋好
中
宮

　
　冬
の
町（
北
の
西
の
町
）

　
　
　
　
　明
石
の
君

女
性
た
ち
は
、初
音
か
ら
行
幸
の
帖
ま
で
の
ほ
ぼ
一
年
余
り
、こ
こ
を
舞
台
に
季
節
の
移
ろ
い
の
中
で

雅
の
こ
こ
ろ
を
競
う
。秋
好
中
宮
と
紫
の
上
の
、春
秋
の
優
劣
を
競
う
や
り
取
り
な
ど
が
、そ
れ
で
あ

る
。言
う
ま
で
も
な
く
そ
れ
は
万
葉
以
来
の
文
学
論
争「
春
秋
の
さ
だ
め
」の
伝
統
を
承
け
継
ぐ
。天

智
天
皇
が
藤
原
鎌
足
に
詔
し
て「
春
山
万
花
艶
」と「
秋
山
千
葉
彩
」を
競
憐
は
し
め
た
と
云
う
。紫

の
上
と
秋
好
中
宮
は
、そ
の
王
朝
擬
人
化
で
あ
る
に
違
い
な
い
。

　そ
の
二
人
が
、春
秋
の
美
を
誇
示
、象
徴
す
る
も
の
と
し
て
、お
互
い
に
贈
呈
し
合
っ
た
の
が
、銀
と

金
の
花
瓶
に
挿
し
た
桜
と
款
冬
で
あ
り
、御
箱
の
蓋
に
の
せ
た
、色
と
り
ど
り
の
花
紅
葉
で
あ
っ
た

（
少
女
、胡
蝶
の
帖
）。ま
さ
し
く
万
花
艶
と
千
葉
彩
で
あ
る
。そ
れ
ら
の
花
、紅
葉
は
、そ
れ
ぞ
れ
の
町

の
庭
に
咲
く
花
、紅
葉
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。む
ろ
ん
春
と
秋
だ
け
で
は
な
い
。夏
と
冬
の
町
に
も
庭

が
あ
り
、そ
の
季
節
を
象
徴
す
る
草
花
や
樹
木
が
あ
っ
た
。そ
う
し
た
四
季
の
美
し
い
庭
の
完
備
し
た

四
つ
の
町
か
ら
な
っ
て
い
た
も
の
こ
そ
六
条
院
で
あ
っ
た
。そ
こ
に
ゆ
か
り
の
女
性
を
住
ま
わ
せ
る
。

光
源
氏
に
と
っ
て
の
理
想
境
で
あ
る
。

　注
目
し
た
い
の
は
、そ
の
理
想
の
園
に
咲
く

花
々
、樹
木
が
ど
ん
な
も
の
で
あ
っ
た
か
、で
あ
る
。

そ
れ
ら
が
王
朝
人
の
目
を
引
き
つ
け
て
や
ま
な
か
っ

た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。し
か
し
、そ
れ

ら
を
見
つ
め
る
眼
が
、わ
た
し
た
ち
や
江
戸
の
人
び

と
の
そ
れ
と
同
じ
で
あ
る
は
ず
も
な
い
。と
な
れ
ば

江
戸
の
人
び
と
が
見
つ
め
た
花
園
を
知
る
た
め
に

も
、ま
ず
は
六
条
院
の
庭
に
咲
く
草
花
を
確
か
め
て

お
く
必
要
が
あ
る
に
違
い
な
い
。

眼
の
極
楽
⑩

　江
戸
の
花
園

館
長 

榊
原
悟

明石の君　姫君に松に鶯の作り物を贈る
『源氏物語画帖』（京都国立博物館蔵）より

あ
し
た

さ
ん
じ
ょ
う
に
し
さ
ね
た
か

つ
い
た
ち

な
ぞ
ら

の
ち

こ
と
ほ

ゆ
き
ま

・

・

か
す
み

こ

め

か
き
ね

い
ぬ
ゐ

と
し
つ
き

く
だ
も
の

わ
り
こ

へ

お
や

そ
う
そ
う

で
ん

ら
う
お
う
じ

お
と
め

み
や
び

う

つ

み
こ
と
の
り

に
ほ
ひ

い
ろ
ど
り

し
ろ
が
ね

こ
が
ね

や
ま
ぶ
き

き
ほ

ら
ち

き
わ

こ
こ
ろ

う
た

な
ぞ
ら

ひ
げ
こ

た
べ
も
の

た
つ
み

み
な
も
と
の
と
お
る

か
わ
は
ら
の
い
ん

・

・



　
　初
音
、聞
か
せ
よ

　
　年
た
ち
か
へ
る
朝
の
空
の
け
し
き
、な
ご
り
な
く
曇
ら
ぬ
う
ら
ら
か
げ
さ
に
は
、数
な
ら
ぬ
垣
根

　
　の
内
だ
に
、雪
間
の
草
若
や
か
に
色
づ
き
は
じ
め
、い
つ
し
か
と
け
し
き
た
つ
霞
に
、木
の
芽
も
う

　
　ち
け
ぶ
り
、お
の
づ
か
ら
人
の
心
も
の
び
ら
か
に
ぞ
見
ゆ
る
か
し

う
ら
ら
か
に
晴
れ
た
元
旦
の
朝
の
初
景
色
は
、も
の
す
べ
て
が
洗
わ
れ
た
よ
う
で
、美
し
い
。春
が
来
、

木
の
芽
も
張
る
。そ
の
芽
が
ほ
の
ぼ
の
と
か
す
む
さ
ま
を
見
る
と
、人
び
と
の
気
持
ち
ま
で
伸
び
や
か

に
若
や
ぐ
。

　『源
氏
物
語
』初
音
の
帖
冒
頭
の
一
節
だ
。内
容
と
い
ゝ
、語
呂
と
い
ゝ
、ど
こ
か
音
読
し
た
く
な
る
。

そ
う
で
あ
れ
ば
こ
そ
、毎
年
正
月
に
な
る
と
三
条
西
実
隆（
室
町
時
代
最
高
の
知
識
人
公
卿

　一四

五
五
〜
一五
三
七
）は
、

　
　二
日
乙
巳
天
晴
、入
夜
月
新
、日
新
慶
祥
幸
甚
々
々
、行
水
、看
経
、朝
飡
之
後
、覧
初
音
巻
、是

　
　嘉
例
也

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

『
実
隆
公
記
』明
応
六
年（
一四
九
七
）正
月
二
日
の
条

と
記
す
よ
う
に
、一
日
の
般
若
心
経
の
書
写
や
柿
本
人
麻
呂
画
像
の
前
で
の「
試
筆
之
祝
詞
」に
擬
え

た
歌
詠
と
共
に
、こ
の『
源
氏
物
語
』初
音
の
帖
を
見
る
こ
と
を
、そ
の
嘉
例
の
行
事
と
し
て
い
た
の

だ
ろ
う
。さ
し
ず
め
冒
頭
の
一
節
な
ど
、音
読
さ
れ
た
に
違
い
な
い
。だ
が
、そ
れ
も
こ
れ
も
初
音
の
帖

が
、こ
の
前
年（
光
源
氏
三
五
歳
）の
八
月
、壮
大
な
四
季
の
町
と
し
て
落
成
し
た
六
条
院
で
、初
め
て

迎
え
る
春
の
様
子
を
述
べ
た
も
の
で
あ
っ
て
み
れ
ば
、こ
の
一
帖
を
読
む
こ
と
は
、実
隆
な
ら
ず
と
も

万
国
昇
平
の
春
を
言
祝
ぐ
に
は
最
も
相
応
し
い
と
思
う
は
ず
だ
。し
か
も
こ
の
後
、若
菜
の
帖
に
至

る
ま
で
の
十
年
余
り
、こ
の
六
条
院
を
舞
台
に
源
氏
は
栄
耀
栄
華
の
生
活
を
送
る
。そ
の
華
麗
な
王

朝
絵
巻
の
幕
あ
け
を
告
げ
る
の
が
、ま
さ
し
く
こ
の
初
音
で
あ
っ
た
。

　そ
の
帖
名
が
、戌
亥（
西
北
）の
冬
の
町
に
ひ
っ
そ
り
と
暮
す
明
石
の
君
の
、辰
巳（
東
南
）の
春
の

町
に
源
氏
や
紫
の
上
と
住
む
明
石
の
姫
君
に
、

　
　け
ふ
う
ぐ
ひ
す
の
初
音
き
か
せ
よ

と
、初
便
り
を
求
め
た
歌
に
ち
な
む
こ
と
は
す
で
に
述
べ
た
。年
月
を
松
に
ひ
か
れ
て
春
の
町
に
暮
す

姫
君
か
ら
の
便
り
を
待
つ
心
を
、春
の
到
来
を
告
げ
る
鶯
の
初
音
を
待
つ
気
持
に
重
ね
た
の
で
あ

る
。　し

か
も
明
石
の
君
は
、そ
の
和
歌
に
添
え
て
、果
物
や
花
な
ど
を
入
れ
た
鬚
籠
や
新
年
の
食
物
を

入
れ
た
破
子
と
共
に
、五
葉
の
松
に
移
り
留
ま
る
鶯
の
作
り
物
を
贈
っ
て
い
る（
図
）。本
来
、梅
の
枝

に
留
ま
る
は
ず
の
鶯
を
、松
の
枝
に
留
ま
ら
せ
て
い
る
の
だ
。む
ろ
ん
、こ
の
鶯
こ
そ
が
、別
れ
て
春
の

町
に
居
る
姫
君
と
云
う
の
だ
ろ
う
。母
と
し
て
明
石
の
君
の
初
音
を
待
つ
気
持
ち
は
、せ
つ
な
い
ほ
ど

に
切
実
で
あ
っ
た
。そ
の
気
持
ち
を
、「
松
に
留
る
」鶯
の
作
り
物
で
象
徴
さ
せ
た
。

　そ
う
云
え
ば
、帖
名
に
も
な
っ
て
い
る
よ
う
に「
鶯
」の「
初
音
」は
、こ
の
帖
の
キ
ー
ワ
ー
ド
で
あ
っ
た

は
ず
な
の
に
、物
語
本
文
で
鶯
が
実
際
に
初
音
を
聞
か
せ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。す
べ
て
を
あ
の
作
り
物

で
代
弁
さ
せ
た
。作
者
紫
式
部
の
語
り
は
見
事
と
言
う
ほ
か
な
い
と
思
う
の
だ
が
、ど
う
だ
ろ
う
。

　面
白
い
の
は
、そ
の
母
の
願
い
に
答
え
た
明
石
の
姫
君
の
初
音（
返
歌
）だ
。

　
　ひ
き
わ
か
れ
年
が
経
れ
ど
も
鶯
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　巣
だ
ち
し
松
の
根
を
わ
す
れ
め
や

　

巣
立
っ
た
松
の
根
―
生
み
の
母
を
、ど
う
し
て
忘
れ
ま
し
ょ
う
か
、と
詠
っ
た
。こ
の
歌
に
対
し
て
作
者

紫
式
部
自
身
は
、

　
　幼
き
御
心
に
ま
か
せ
て
く
だ
く
だ
し
く
ぞ
あ
る

と
評
し
た
。幼
い
心
に
ま
か
せ
て
詠
ん
だ
も
の
で
、す
っ
き
り
し
た
歌
に
な
っ
て
い
な
い
と
云
う
。言
う

ま
で
も
な
く
、鶯
の
初
音
の
た
ど
た
ど
し
さ
に
擬
え
た
の
で
あ
る
。王
朝
人
の
歌
の
心
は
鶯
の
鳴
き

声
の
巧
拙
を
聞
き
分
け
て
い
た
の
で
あ
る
。

　見
逃
し
難
い
の
は
、こ
の
鶯
の
初
音
を
俳
諧
も
吟
じ
て
い
た
点
で
あ
る
。

　
　う
ぐ
ひ
す
の
麁
相
が
ま
し
き
初
音
哉

　
　う
ぐ
ひ
す
の
枝
ふ
み
は
づ
す
初
音
哉

い
ず
れ
も
蕪
村
で
あ
る
。問
題
は
蕪
村
が
、い
ま
述
べ
た『
源
氏
』初
音
の
帖
の
い
き
さ
つ
や
、明
石
の

姫
君
の
返
歌
を
知
っ
て
い
た
か
否
か
、で
あ
る
が
、わ
た
し
は
次
掲
の
其
角
も
含
め
知
っ
て
い
た
と
思

う
。い
や
、さ
ら
に
こ
れ
ら
の
句
は
、姫
君
の
歌
を
踏
ま
え
て
い
た
、と
さ
え
考
え
て
い
る
。

　
　鶯
の
身
を
さ
か
さ
ま
に
初
音
か
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　其
角

こ
の
句
に
対
し
て
稀
代
の
名
吟
と
称
す
る
一
方
、い
く
ら
初
音
と
は
云
え
、身
を
逆
さ
ま
に
し
て
鳴
く

も
の
か
、と
の
批
判
が
当
時
か
ら
あ
っ
た
よ
う
だ
が
、そ
の
伝
で
い
け
ば
、「
枝
ふ
み
は
づ
す
」こ
と
も
な

か
っ
た
は
ず
だ
ろ
う
。だ
が
、蕪
村
も
其
角
も
、そ
う
言
い
切
っ
た
。む
ろ
ん
、こ
う
し
た「
麁
相
が
ま
し

き
」未
熟
な
動
作
が
、初
音
の
た
ど
た
ど
し
さ
の
修
辞
で
あ
っ
た
の
だ
。ま
さ
し
く
俳
諧
で
あ
る
。

　つ
ま
り
和
歌
の
心
は
、初
音
の
た
ど
た
ど
し
さ
を
聞
き
分
け
て
い
た
も
の
の
、、そ
れ
は
あ
く
ま
で

い
ず
れ
十
全
通
り
鳴
く
た
め
の
一
階
梯
と
捉
え
て
い
た
に
過
ぎ
な
か
っ
た
の
に
対
し
、俳
諧
の
風
狂

は
、そ
の
た
ど
た
ど
し
さ
こ
そ
が
、面
白
い
と
断
じ
た
の
で
あ
る
。

　そ
う
云
え
ば
蕪
村
は
、こ
う
も
吟
じ
て
い
る
。

　
　
　
　
　老
鶯
兒

　
　春
も
や
ゝ
あ
な
う
ぐ
い
す
よ
む
か
し
声

清
少
納
言
が「
夏
秋
の
末
ま
で
老
い
声
に
鳴
き
た
る
と
」と
眉
を
ひ
そ
め
た
、あ
の
季
節
外
れ
の
鳴
き

声
に
、「
あ
な
憂
」の「
う
ぐ
ひ
す
」と
掛
け
る
こ
と
で
、老
い
た
鶯
の
物
憂
い
声
と
判
じ
、晩
春
懐
旧
の

情
を
歌
っ
た
。こ
れ
ま
た
見
事
な
修
辞
だ
と
思
う
の
だ
が
…
、と
述
べ
て
く
る
と
、読
者
の
中
に
は
和

歌
よ
り
俳
諧
の
方
が
優
れ
て
い
る
と
で
も
弁
じ
た
い
の
か
、と
思
う
方
も
い
る
か
も
し
れ
な
い
。確
か

に
わ
た
し
は
俳
諧
の
修
辞
学
が
好
き
で
興
味
を
も
つ
も
の
だ
が
、別
に
こ
こ
で
和
歌
・
俳
諧
優
劣
論

を
展
開
し
た
い
の
で
は
な
い
。そ
ん
な
埒
も
な
い
、い
や
難
し
い
議
論
は
、身
に
余
る
。

　述
べ
た
い
の
は
、単
純
な
こ
と
だ
。和
歌
と
俳
諧
、同
じ
歌
で
あ
り
な
が
ら
、二
つ
が
取
上
げ
る
花
や

鳥
に
は
、思
い
の
ほ
か
大
き
な
違
い
が
あ
っ
た
。そ
の
こ
と
で
あ
る
。さ
ら
に
同
じ
花
や
鳥
で
あ
っ
て

も
、そ
れ
ら
を
見
つ
め
る
眼
、つ
ま
り
は
目
の
付
け
ど
こ
ろ
が
自
ず
か
ら
異
な
る
、と
云
う
こ
と
だ
。鶯

の
、そ
の
初
音
を
俎
上
に
の
ぼ
せ
た
の
も
、こ
の
場
合
に
こ
そ
両
者
の
違
い
が
際
立
っ
て
い
る
と
思
っ

た
か
ら
で
あ
る
。銘
記
し
て
お
き
た
い
。

　こ
れ
に
関
連
し
て
改
め
て
考
え
る
べ
き
は
、そ
れ
こ
そ
初
音
の
帖
の
舞
台
と
な
っ
た
六
条
院
の
こ

と
で
あ
る
。源
融（
八
二
二
〜
九
五
）の
河
原
院
を
範
に
し
た
と
云
う
。六
条
京
極
あ
た
り
に
四
町
四

面（
四
三
六
メ
ー
ト
ル
四
方
）の
広
大
な
敷
地
を
有
し
て
い
た
。一
町
一
季
節
、四
季
の
町
よ
り
成
る
。そ

こ
に
光
源
氏
は
、ゆ
か
り
の
女
性
た
ち
を
住
ま
わ
せ
た（
少
女
の
帖
）。

　
　春
の
町（
殿
の
お
は
す
べ
き
町
）

　
　紫
の
上

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

明
石
の
姫
君

　
　夏
の
町（
夏
の
御
住
ま
ひ
）

　
　
　
　花
散
里

　
　
　
　
　（丑
寅
の
町
の
西
の
対
）

　
　玉
鬘

　
　秋
の
町（
梅
壺
中
宮
の
御
町
）

　
　
　秋好
中
宮

　
　冬
の
町（
北
の
西
の
町
）

　
　
　
　
　明
石
の
君

女
性
た
ち
は
、初
音
か
ら
行
幸
の
帖
ま
で
の
ほ
ぼ
一
年
余
り
、こ
こ
を
舞
台
に
季
節
の
移
ろ
い
の
中
で

雅
の
こ
こ
ろ
を
競
う
。秋
好
中
宮
と
紫
の
上
の
、春
秋
の
優
劣
を
競
う
や
り
取
り
な
ど
が
、そ
れ
で
あ

る
。言
う
ま
で
も
な
く
そ
れ
は
万
葉
以
来
の
文
学
論
争「
春
秋
の
さ
だ
め
」の
伝
統
を
承
け
継
ぐ
。天

智
天
皇
が
藤
原
鎌
足
に
詔
し
て「
春
山
万
花
艶
」と「
秋
山
千
葉
彩
」を
競
憐
は
し
め
た
と
云
う
。紫

の
上
と
秋
好
中
宮
は
、そ
の
王
朝
擬
人
化
で
あ
る
に
違
い
な
い
。

　そ
の
二
人
が
、春
秋
の
美
を
誇
示
、象
徴
す
る
も
の
と
し
て
、お
互
い
に
贈
呈
し
合
っ
た
の
が
、銀
と

金
の
花
瓶
に
挿
し
た
桜
と
款
冬
で
あ
り
、御
箱
の
蓋
に
の
せ
た
、色
と
り
ど
り
の
花
紅
葉
で
あ
っ
た

（
少
女
、胡
蝶
の
帖
）。ま
さ
し
く
万
花
艶
と
千
葉
彩
で
あ
る
。そ
れ
ら
の
花
、紅
葉
は
、そ
れ
ぞ
れ
の
町

の
庭
に
咲
く
花
、紅
葉
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。む
ろ
ん
春
と
秋
だ
け
で
は
な
い
。夏
と
冬
の
町
に
も
庭

が
あ
り
、そ
の
季
節
を
象
徴
す
る
草
花
や
樹
木
が
あ
っ
た
。そ
う
し
た
四
季
の
美
し
い
庭
の
完
備
し
た

四
つ
の
町
か
ら
な
っ
て
い
た
も
の
こ
そ
六
条
院
で
あ
っ
た
。そ
こ
に
ゆ
か
り
の
女
性
を
住
ま
わ
せ
る
。

光
源
氏
に
と
っ
て
の
理
想
境
で
あ
る
。

　注
目
し
た
い
の
は
、そ
の
理
想
の
園
に
咲
く

花
々
、樹
木
が
ど
ん
な
も
の
で
あ
っ
た
か
、で
あ
る
。

そ
れ
ら
が
王
朝
人
の
目
を
引
き
つ
け
て
や
ま
な
か
っ

た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。し
か
し
、そ
れ

ら
を
見
つ
め
る
眼
が
、わ
た
し
た
ち
や
江
戸
の
人
び

と
の
そ
れ
と
同
じ
で
あ
る
は
ず
も
な
い
。と
な
れ
ば

江
戸
の
人
び
と
が
見
つ
め
た
花
園
を
知
る
た
め
に

も
、ま
ず
は
六
条
院
の
庭
に
咲
く
草
花
を
確
か
め
て

お
く
必
要
が
あ
る
に
違
い
な
い
。

眼
の
極
楽
⑩

　江
戸
の
花
園

館
長 

榊
原
悟

明石の君　姫君に松に鶯の作り物を贈る
『源氏物語画帖』（京都国立博物館蔵）より

あ
し
た

さ
ん
じ
ょ
う
に
し
さ
ね
た
か

つ
い
た
ち

な
ぞ
ら

の
ち

こ
と
ほ

ゆ
き
ま

・

・

か
す
み

こ

め

か
き
ね

い
ぬ
ゐ

と
し
つ
き

く
だ
も
の

わ
り
こ

へ

お
や

そ
う
そ
う

で
ん

ら
う
お
う
じ

お
と
め

み
や
び

う

つ

み
こ
と
の
り

に
ほ
ひ

い
ろ
ど
り

し
ろ
が
ね

こ
が
ね

や
ま
ぶ
き

き
ほ

ら
ち

き
わ

こ
こ
ろ

う
た

な
ぞ
ら

ひ
げ
こ

た
べ
も
の

た
つ
み

み
な
も
と
の
と
お
る

か
わ
は
ら
の
い
ん

・

・



　平
成
時
代
も
四
半
世
紀
が
過
ぎ
、昭
和
の

時
代
は「
昔
の
暮
ら
し
」に
な
り
ま
し
た
。あ

の
頃
の
生
活
を
私
た
ち
は
ど
う
振
り
返
る
の

で
し
ょ
う
か
。

　こ
の
展
覧
会
で
は
明
治
か
ら
昭
和
時
代

に
か
け
て
の
生
活
道
具
を
紹
介
す
る
と
と
も

に
、学
校
で
使
わ
れ
た
教
科
書
や
道
具
類
、

雛
飾
り
と
鎧
飾
り
な
ど
お
節
句
の
人
形
を

展
示
い
た
し
ま
す
。い
ず
れ
の
道
具
も
長
年

に
わ
た
り
多
く
の
方
々
か
ら
寄
贈
し
て
い
た

だ
い
た
も
の
で
、岡
崎
市
の
財
産
で
あ
る
郷

土
の
暮
ら
し
を
伝
え
る
資
料
を
公
開
し
、後

世
へ
伝
え
る
こ
と
も
目
的
と
し
て
い
ま
す
。ま

た
、家
に
あ
る
時
は
、ほ
こ
り
を
か
ぶ
り
片
隅

に
追
い
や
ら
れ
、い
つ
か
は
捨
て
ら
れ
る
運
命

に
あ
っ
た
モ
ノ
た
ち
の
、そ
し
て
、博
物
館
収

蔵
庫
で
も
い
つ
も
は
ガ
ラ
ク
タ
と
も
呼
ば
れ
、

何
か
と
肩
身
の
狭
い
思
い
を
し
て
い
る
モ
ノ

た
ち
の
晴
れ
舞
台
で
も
あ
り
ま
す
。

展
示
構
成

□ 

暮
ら
し
を
支
え
た
道
具
た
ち

　生
活
ス
タ
イ
ル
の
変
化
や
技
術
の
進
歩
に

伴
っ
て
、伝
統
的
な
生
活
道
具
は
姿
を
消
し

て
い
き
、今
を
生
き
る
私
た
ち
は
便
利
な
生

活
を
享
受
し
て
暮
ら
し
て
い
ま
す
。こ
こ
で

は
衣
食
住
な
ど
の
生
活
道
具
を
、岡
崎
市
内

で
実
際
に
使
わ
れ
た
も
の
を
中
心
に
紹
介
し

て
い
き
ま
す
。生
活
道
具
が
い
か
に
姿
を
変

え
、私
た
ち
の
暮
ら
し
が
ど
れ
ほ
ど
便
利
に

な
っ
た
の
か
を
振
り
返
っ
て
み
て
下
さ
い
。

□ 

学
校

―
む
か
し
の
教
科
書
を
中
心
に
―

　日
本
の
近
代
的
な
学
校
制
度
は
今
か
ら
一

四
〇
年
ほ
ど
前
、一
八
七
二（
明
治
五
年
）の

学
制
発
布
に
始
ま
り
ま
す
。暮
ら
し
の
道
具

と
同
じ
よ
う
に
、小
学
校
で
勉
強
す
る
こ
と

に
も
、教
科
書
に
も
う
つ
り
か
わ
り
が
あ
り

ま
し
た
。こ
こ
で
は
明
治
か
ら
昭
和
戦
前
に

か
け
て
小
学
校
で
使
わ
れ
た
教
科
書
を
中

心
に
、学
校
で
の
道
具
な
ど
を
展
示
し
ま

す
。

□ 

お
節
句

―
ひ
な
ま
つ
り
・
端
午
の
節
句
―

　雛
人
形
を
飾
る
こ
と
も
、鯉
の
ぼ
り
を
あ

げ
る
こ
と
も
日
本
人
が
繰
り
返
し
行
っ
て
き

た
お
節
句
の
行
事
で
す
。こ
こ
で
は
、ひ
な
ま

つ
り
と
端
午
の
節
句
に
関
わ
る
節
句
飾
り

と
、素
朴
な
愛
ら
し
さ
の
土
人
形
を
中
心
に

ご
覧
い
た
だ
き
ま
す
。間
も
な
く
や
っ
て
来
る

暖
か
な
春
の
気
配
を
感
じ
な
が
ら
、子
ど
も

の
誕
生
を
祝
い
、そ
の
健
や
か
な
成
長
を
見

守
っ
て
き
た
お
節
句
の
人
形
た
ち
を
お
楽
し

み
下
さ
い
。

　な
お
、昨
年
に
ひ
き
続
い
て
公
立
小
学
校

３
年
生
が
、昔
の
道
具
や
生
活
に
つ
い
て
調
べ

る
学
習
の
支
援
を
兼
ね
た
展
覧
会
で
す
。平

日
に
は
学
校
団
体
見
学
が
あ
り
ま
す
。子
ど

も
た
ち
に
昔
の
道
具
の
実
物
を
間
近
に
見
て

も
ら
う
機
会
を
提
供
し
、身
の
回
り
の
古
い

道
具
を
調
べ
た
り
探
し
た
り
、昔
の
暮
ら
し

を
た
ず
ね
た
り
す
る
手
助
け
に
な
れ
ば
と

考
え
ま
す
。ご
来
場
の
皆
さ
ま
の
ご
理
解
を

い
た
だ
く
と
同
時
に
、会
場
に
居
合
わ
せ
た

大
人
の
方
は
、道
具
を
使
っ
た
経
験
談
を
話

し
て
あ
げ
て
下
さ
い
。き
っ
と
何
よ
り
の
解
説

に
な
る
は
ず
で
す
。

　こ
こ
に
集
め
ら
れ
た
道
具
た
ち
は
、日
々

の
暮
ら
し
を
支
え
て
き
た
働
き
モ
ノ
た
ち
で

す
。長
い
間
使
わ
れ
て
き
た
道
具
た
ち
は
、

今
、私
た
ち
に
何
を
語
り
か
け
て
く
れ
る
の

で
し
ょ
う
。単
に
懐
か
し
さ
を
感
じ
る
だ
け

で
な
く
、長
い
年
月
を
か
け
て
先
人
た
ち
築

き
上
げ
、伝
承
し
て
き
た
生
活
の
知
恵
と
工

夫
を
見
直
し
て
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
い
ま

す
。　最

後
に
、数
々
の
資
料
を
ご
寄
贈
下
さ
い

ま
し
た
方
々
に
心
よ
り
お
礼
申
し
上
げ
ま

す
。そ
し
て
、今
後
と
も
本
館
の
資
料
収
集

や
保
存
、活
用
に
つ
き
ま
し
て
ご
理
解
、ご
協

力
を
賜
り
ま
す
こ
と
を
お
願
い
申
し
上
げ
ま

す
。

会期：平成２６年１月１１日（土）～３月２３日（日）

　気
が
早
い
と
思
わ
れ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん

が
、来
年
度
の
最
初
を
飾
る
展
覧
会
に
つ
い

て
、ご
紹
介
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

　同
展
で
取
り
上
げ
る
の
は「
藤
井
達
吉
」

で
す
。ご
近
所
の
碧
南
市
に「
碧
南
市
藤
井

達
吉
現
代
美
術
館
」も
開
館
し
た
こ
と
か

ら
、そ
の
名
を
耳
に
し
た
こ
と
の
あ
る
方
も

多
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。藤
井
は
、一
八

八
一（
明
治
一
四
）年
に
碧
南
に
生
ま
れ
、一
九

六
四（
昭
和
三
九
）年
に
岡
崎
で
最
期
を
迎
え

た
作
家
で
―
―
市
民
病
院
で
亡
く
な
っ
た
と

聞
け
ば
、多
少
は
親
近
感
が
わ
く
の
で
は
な

い
で
し
ょ
う
か
―
―
一
般
的
に
は
工
芸
家
と

さ
れ
て
い
ま
す
が
、そ
う
呼
ぶ
べ
き
か
迷
う
の

は
、手
が
け
る
も
の
が
非
常
に
多
岐
に
わ
た

り
、工
芸
作
品
自
体
も
雑
多
な
う
え
に
、精

力
的
に
日
本
画
や
和
歌
な
ど
に
も
取
り
組

ん
で
い
た
か
ら
で
す
。今
回
は
、そ
う
し
た
藤

井
の
全
貌
を
ご
覧
い
た
だ
く
べ
く
、初
期
か

ら
晩
年
に
至
る
作
品
を
網
羅
的
に
展
示
し

ま
す
。既
に
昨
年
十
一
月
か
ら
共
同
開
催
館

の
宇
都
宮
美
術
館
で
展
覧
会
が
ス
タ
ー
ト
し

て
い
ま
す
が
、非
常
に
見
応
え
の
あ
る
内
容

に
な
っ
て
い
ま
す
。

　か
つ
て
藤
井
は
、小
原
和
紙
や
瀬
戸
の
陶

芸
な
ど「
郷
土
工
芸
・
郷
土
美
術
」の
再
興
に

力
を
入
れ
た
こ
と
か
ら
、地
元
の
大
先
生
と

い
う
ロ
ー
カ
ル
な
土
俵
に
お
い
て
顕
彰
さ
れ
て

き
ま
し
た
。し
か
し
、こ
こ
二
十
年
ほ
ど
、愛

知
県
美
術
館
や
東
京
国
立
近
代
美
術
館
で

の
展
覧
会
を
契
機
に
、大
正
・
昭
和
初
期
の

東
京
で
の
活
動
の
再
評
価
が
進
み
、最
近
で

は
大
正
時
代
を
代
表
す
る
美
術
蒐
集
家
の

芝
川
照
吉
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
が
京
都
国
立
近

代
美
術
館
に
寄
贈
さ
れ
た
こ
と
か
ら
、改
め

て
そ
の
奇
妙
で
魅
力
的
な
作
品
の
数
々
が
お

披
露
目
さ
れ
る
機
会
も
あ
り
ま
し
た
。芝
川

照
吉
は
、大
阪
で
毛
織
物
商
を
営
ん
で
い
た

芝
川
商
店
の
婿
養
子
と
な
り
、石
井
柏
亭
と

の
出
会
い
を
き
っ
か
け
に
美
術
品
蒐
集
、も
っ

と
言
え
ば
若
き
芸
術
家
た
ち
の
支
援
者
た

る
活
動
に
積
極
的
に
身
を
投
じ
る
よ
う
に

な
っ
た
人
物
で
す
。重
要
文
化
財
に
も
指
定

さ
れ
て
い
る
岸
田
劉
生《
道
路
と
土
手
と
塀

（
切
通
之
写
生
）》の
最
初
の
所
有
者
で
あ
っ

た
と
聞
け
ば
、そ
の
眼
の
確
か
さ
、美
術
に
か

け
る
熱
意
の
ほ
ど
が
窺
わ
れ
る
の
で
は
な
い

で
し
ょ
う
か
。そ
の
芝
川
が
劉
生
と
並
ん
で

多
く
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
し
た
の
が
藤
井
の
作
品

で
、現
存
す
る
だ
け
で
も
三
十
六
点
を
数
え

ま
す
。実
際
に
作
品
を
見
て
い
た
だ
け
れ
ば

分
か
り
ま
す
が
、そ
れ
ら
の
状
態
は
必
ず
し

も
良
い
と
は
言
え
ま
せ
ん
。し
か
し
、こ
の
こ

と
は
翻
っ
て
、お
盆
や
郵
便
箱
な
ど
、藤
井
の

作
品
が
作
品
と
い
う
よ
り
は
、所
有
者
の
生

活
を
構
成
す
る
実
用
品
と
し
て
、愛
着
を

も
っ
て
使
用
さ
れ
て
い
た
こ
と
の
証
で
も
あ

り
ま
す
。本
展
の
副
題
に
あ
る「
野
に
咲
く

工
芸
」と
い
う
言
葉
は
、身
近
な
植
物
の
写

生
か
ら
模
様
を
作
り
だ
し
た
藤
井
の
制
作

態
度
を
表
わ
し
た
も
の
で
す
が
、よ
く
よ
く

考
え
て
み
れ
ば
、藤
井
の
作
品
の
、野
に
咲
く

花
の
よ
う
に
我
々
の
感
情
に
寄
り
添
っ
て
く

る
そ
の
佇
ま
い
に
も
ぴ
っ
た
り
と
当
て
は
ま

る
も
の
だ
と
言
え
ま
す
。

　本
展
で
は
工
芸
品
と
な
ら
ん
で
、日
本
画

も
数
多
く
ご
紹
介
し
ま
す
。工
芸
に
勤
し
み

な
が
ら
も
、藤
井
に
と
っ
て
日
本
画
は
常
に

魅
力
あ
る
存
在
だ
っ
た
は
ず
で
す
。一
九
二
一

年
に
は
日
本
美
術
院
展
に
出
品
し
た《
山
芍

薬
》（
当
館
所
蔵
品
）が
入
選
し
て
院
友
に
推

挙
さ
れ
、こ
の
時
期
に
制
作
さ
れ
た《
四
季

草
花
図
》や《
日
光
三
部
作
》に
は
、空
間
恐

怖
症
か
の
ご
と
く
画
面
を
埋
め
尽
く
す
描

写
や
、植
物
の
葉
や
花
の
執
拗
な
ま
で
の
描

き
込
み
に
よ
っ
て
、奇
妙
な
リ
ア
リ
テ
ィ
が
付

与
さ
れ
て
お
り
、特
異
な
作
品
と
言
わ
ず
に

は
い
ら
れ
ま
せ
ん
。ま
た
、身
近
な
も
の
に
向

け
ら
れ
て
い
た
視
線
は
、後
年
、遠
く
空
に
も

向
け
ら
れ
、煙
突
や
土
星
！
を
描
い
た
作
品

に
は
、不
思
議
な
浮
遊
感
が
漂
っ
て
い
ま
す
。

　見
れ
ば
見
る
ほ
ど
面
白
い
。そ
ん
な
藤
井

作
品
を
、こ
の
機
会
に
多
く
の
方
に
ご
覧
い

た
だ
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。

会期：平成26年４月５日（土）～６月１日（日）

藤井達吉の全貌
野に咲く工芸　宙を見る絵画

千 葉 真 智 子

収蔵品展

暮らしの
　うつりかわり

箱箪笥
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　平
成
時
代
も
四
半
世
紀
が
過
ぎ
、昭
和
の

時
代
は「
昔
の
暮
ら
し
」に
な
り
ま
し
た
。あ

の
頃
の
生
活
を
私
た
ち
は
ど
う
振
り
返
る
の

で
し
ょ
う
か
。

　こ
の
展
覧
会
で
は
明
治
か
ら
昭
和
時
代

に
か
け
て
の
生
活
道
具
を
紹
介
す
る
と
と
も

に
、学
校
で
使
わ
れ
た
教
科
書
や
道
具
類
、

雛
飾
り
と
鎧
飾
り
な
ど
お
節
句
の
人
形
を

展
示
い
た
し
ま
す
。い
ず
れ
の
道
具
も
長
年

に
わ
た
り
多
く
の
方
々
か
ら
寄
贈
し
て
い
た

だ
い
た
も
の
で
、岡
崎
市
の
財
産
で
あ
る
郷

土
の
暮
ら
し
を
伝
え
る
資
料
を
公
開
し
、後

世
へ
伝
え
る
こ
と
も
目
的
と
し
て
い
ま
す
。ま

た
、家
に
あ
る
時
は
、ほ
こ
り
を
か
ぶ
り
片
隅

に
追
い
や
ら
れ
、い
つ
か
は
捨
て
ら
れ
る
運
命

に
あ
っ
た
モ
ノ
た
ち
の
、そ
し
て
、博
物
館
収

蔵
庫
で
も
い
つ
も
は
ガ
ラ
ク
タ
と
も
呼
ば
れ
、

何
か
と
肩
身
の
狭
い
思
い
を
し
て
い
る
モ
ノ

た
ち
の
晴
れ
舞
台
で
も
あ
り
ま
す
。

展
示
構
成

□ 

暮
ら
し
を
支
え
た
道
具
た
ち

　生
活
ス
タ
イ
ル
の
変
化
や
技
術
の
進
歩
に

伴
っ
て
、伝
統
的
な
生
活
道
具
は
姿
を
消
し

て
い
き
、今
を
生
き
る
私
た
ち
は
便
利
な
生

活
を
享
受
し
て
暮
ら
し
て
い
ま
す
。こ
こ
で

は
衣
食
住
な
ど
の
生
活
道
具
を
、岡
崎
市
内

で
実
際
に
使
わ
れ
た
も
の
を
中
心
に
紹
介
し

て
い
き
ま
す
。生
活
道
具
が
い
か
に
姿
を
変

え
、私
た
ち
の
暮
ら
し
が
ど
れ
ほ
ど
便
利
に

な
っ
た
の
か
を
振
り
返
っ
て
み
て
下
さ
い
。

□ 

学
校

―
む
か
し
の
教
科
書
を
中
心
に
―

　日
本
の
近
代
的
な
学
校
制
度
は
今
か
ら
一

四
〇
年
ほ
ど
前
、一
八
七
二（
明
治
五
年
）の

学
制
発
布
に
始
ま
り
ま
す
。暮
ら
し
の
道
具

と
同
じ
よ
う
に
、小
学
校
で
勉
強
す
る
こ
と

に
も
、教
科
書
に
も
う
つ
り
か
わ
り
が
あ
り

ま
し
た
。こ
こ
で
は
明
治
か
ら
昭
和
戦
前
に

か
け
て
小
学
校
で
使
わ
れ
た
教
科
書
を
中

心
に
、学
校
で
の
道
具
な
ど
を
展
示
し
ま

す
。

□ 

お
節
句

―
ひ
な
ま
つ
り
・
端
午
の
節
句
―

　雛
人
形
を
飾
る
こ
と
も
、鯉
の
ぼ
り
を
あ

げ
る
こ
と
も
日
本
人
が
繰
り
返
し
行
っ
て
き

た
お
節
句
の
行
事
で
す
。こ
こ
で
は
、ひ
な
ま

つ
り
と
端
午
の
節
句
に
関
わ
る
節
句
飾
り

と
、素
朴
な
愛
ら
し
さ
の
土
人
形
を
中
心
に

ご
覧
い
た
だ
き
ま
す
。間
も
な
く
や
っ
て
来
る

暖
か
な
春
の
気
配
を
感
じ
な
が
ら
、子
ど
も

の
誕
生
を
祝
い
、そ
の
健
や
か
な
成
長
を
見

守
っ
て
き
た
お
節
句
の
人
形
た
ち
を
お
楽
し

み
下
さ
い
。

　な
お
、昨
年
に
ひ
き
続
い
て
公
立
小
学
校

３
年
生
が
、昔
の
道
具
や
生
活
に
つ
い
て
調
べ

る
学
習
の
支
援
を
兼
ね
た
展
覧
会
で
す
。平

日
に
は
学
校
団
体
見
学
が
あ
り
ま
す
。子
ど

も
た
ち
に
昔
の
道
具
の
実
物
を
間
近
に
見
て

も
ら
う
機
会
を
提
供
し
、身
の
回
り
の
古
い

道
具
を
調
べ
た
り
探
し
た
り
、昔
の
暮
ら
し

を
た
ず
ね
た
り
す
る
手
助
け
に
な
れ
ば
と

考
え
ま
す
。ご
来
場
の
皆
さ
ま
の
ご
理
解
を

い
た
だ
く
と
同
時
に
、会
場
に
居
合
わ
せ
た

大
人
の
方
は
、道
具
を
使
っ
た
経
験
談
を
話

し
て
あ
げ
て
下
さ
い
。き
っ
と
何
よ
り
の
解
説

に
な
る
は
ず
で
す
。

　こ
こ
に
集
め
ら
れ
た
道
具
た
ち
は
、日
々

の
暮
ら
し
を
支
え
て
き
た
働
き
モ
ノ
た
ち
で

す
。長
い
間
使
わ
れ
て
き
た
道
具
た
ち
は
、

今
、私
た
ち
に
何
を
語
り
か
け
て
く
れ
る
の

で
し
ょ
う
。単
に
懐
か
し
さ
を
感
じ
る
だ
け

で
な
く
、長
い
年
月
を
か
け
て
先
人
た
ち
築

き
上
げ
、伝
承
し
て
き
た
生
活
の
知
恵
と
工

夫
を
見
直
し
て
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
い
ま

す
。　最

後
に
、数
々
の
資
料
を
ご
寄
贈
下
さ
い

ま
し
た
方
々
に
心
よ
り
お
礼
申
し
上
げ
ま

す
。そ
し
て
、今
後
と
も
本
館
の
資
料
収
集

や
保
存
、活
用
に
つ
き
ま
し
て
ご
理
解
、ご
協

力
を
賜
り
ま
す
こ
と
を
お
願
い
申
し
上
げ
ま

す
。

会期：平成２６年１月１１日（土）～３月２３日（日）

　気
が
早
い
と
思
わ
れ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん

が
、来
年
度
の
最
初
を
飾
る
展
覧
会
に
つ
い

て
、ご
紹
介
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

　同
展
で
取
り
上
げ
る
の
は「
藤
井
達
吉
」

で
す
。ご
近
所
の
碧
南
市
に「
碧
南
市
藤
井

達
吉
現
代
美
術
館
」も
開
館
し
た
こ
と
か

ら
、そ
の
名
を
耳
に
し
た
こ
と
の
あ
る
方
も

多
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。藤
井
は
、一
八

八
一（
明
治
一
四
）年
に
碧
南
に
生
ま
れ
、一
九

六
四（
昭
和
三
九
）年
に
岡
崎
で
最
期
を
迎
え

た
作
家
で
―
―
市
民
病
院
で
亡
く
な
っ
た
と

聞
け
ば
、多
少
は
親
近
感
が
わ
く
の
で
は
な

い
で
し
ょ
う
か
―
―
一
般
的
に
は
工
芸
家
と

さ
れ
て
い
ま
す
が
、そ
う
呼
ぶ
べ
き
か
迷
う
の

は
、手
が
け
る
も
の
が
非
常
に
多
岐
に
わ
た

り
、工
芸
作
品
自
体
も
雑
多
な
う
え
に
、精

力
的
に
日
本
画
や
和
歌
な
ど
に
も
取
り
組

ん
で
い
た
か
ら
で
す
。今
回
は
、そ
う
し
た
藤

井
の
全
貌
を
ご
覧
い
た
だ
く
べ
く
、初
期
か

ら
晩
年
に
至
る
作
品
を
網
羅
的
に
展
示
し

ま
す
。既
に
昨
年
十
一
月
か
ら
共
同
開
催
館

の
宇
都
宮
美
術
館
で
展
覧
会
が
ス
タ
ー
ト
し

て
い
ま
す
が
、非
常
に
見
応
え
の
あ
る
内
容

に
な
っ
て
い
ま
す
。

　か
つ
て
藤
井
は
、小
原
和
紙
や
瀬
戸
の
陶

芸
な
ど「
郷
土
工
芸
・
郷
土
美
術
」の
再
興
に

力
を
入
れ
た
こ
と
か
ら
、地
元
の
大
先
生
と

い
う
ロ
ー
カ
ル
な
土
俵
に
お
い
て
顕
彰
さ
れ
て

き
ま
し
た
。し
か
し
、こ
こ
二
十
年
ほ
ど
、愛

知
県
美
術
館
や
東
京
国
立
近
代
美
術
館
で

の
展
覧
会
を
契
機
に
、大
正
・
昭
和
初
期
の

東
京
で
の
活
動
の
再
評
価
が
進
み
、最
近
で

は
大
正
時
代
を
代
表
す
る
美
術
蒐
集
家
の

芝
川
照
吉
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
が
京
都
国
立
近

代
美
術
館
に
寄
贈
さ
れ
た
こ
と
か
ら
、改
め

て
そ
の
奇
妙
で
魅
力
的
な
作
品
の
数
々
が
お

披
露
目
さ
れ
る
機
会
も
あ
り
ま
し
た
。芝
川

照
吉
は
、大
阪
で
毛
織
物
商
を
営
ん
で
い
た

芝
川
商
店
の
婿
養
子
と
な
り
、石
井
柏
亭
と

の
出
会
い
を
き
っ
か
け
に
美
術
品
蒐
集
、も
っ

と
言
え
ば
若
き
芸
術
家
た
ち
の
支
援
者
た

る
活
動
に
積
極
的
に
身
を
投
じ
る
よ
う
に

な
っ
た
人
物
で
す
。重
要
文
化
財
に
も
指
定

さ
れ
て
い
る
岸
田
劉
生《
道
路
と
土
手
と
塀

（
切
通
之
写
生
）》の
最
初
の
所
有
者
で
あ
っ

た
と
聞
け
ば
、そ
の
眼
の
確
か
さ
、美
術
に
か

け
る
熱
意
の
ほ
ど
が
窺
わ
れ
る
の
で
は
な
い

で
し
ょ
う
か
。そ
の
芝
川
が
劉
生
と
並
ん
で

多
く
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
し
た
の
が
藤
井
の
作
品

で
、現
存
す
る
だ
け
で
も
三
十
六
点
を
数
え

ま
す
。実
際
に
作
品
を
見
て
い
た
だ
け
れ
ば

分
か
り
ま
す
が
、そ
れ
ら
の
状
態
は
必
ず
し

も
良
い
と
は
言
え
ま
せ
ん
。し
か
し
、こ
の
こ

と
は
翻
っ
て
、お
盆
や
郵
便
箱
な
ど
、藤
井
の

作
品
が
作
品
と
い
う
よ
り
は
、所
有
者
の
生

活
を
構
成
す
る
実
用
品
と
し
て
、愛
着
を

も
っ
て
使
用
さ
れ
て
い
た
こ
と
の
証
で
も
あ

り
ま
す
。本
展
の
副
題
に
あ
る「
野
に
咲
く

工
芸
」と
い
う
言
葉
は
、身
近
な
植
物
の
写

生
か
ら
模
様
を
作
り
だ
し
た
藤
井
の
制
作

態
度
を
表
わ
し
た
も
の
で
す
が
、よ
く
よ
く

考
え
て
み
れ
ば
、藤
井
の
作
品
の
、野
に
咲
く

花
の
よ
う
に
我
々
の
感
情
に
寄
り
添
っ
て
く

る
そ
の
佇
ま
い
に
も
ぴ
っ
た
り
と
当
て
は
ま

る
も
の
だ
と
言
え
ま
す
。

　本
展
で
は
工
芸
品
と
な
ら
ん
で
、日
本
画

も
数
多
く
ご
紹
介
し
ま
す
。工
芸
に
勤
し
み

な
が
ら
も
、藤
井
に
と
っ
て
日
本
画
は
常
に

魅
力
あ
る
存
在
だ
っ
た
は
ず
で
す
。一
九
二
一

年
に
は
日
本
美
術
院
展
に
出
品
し
た《
山
芍

薬
》（
当
館
所
蔵
品
）が
入
選
し
て
院
友
に
推

挙
さ
れ
、こ
の
時
期
に
制
作
さ
れ
た《
四
季

草
花
図
》や《
日
光
三
部
作
》に
は
、空
間
恐

怖
症
か
の
ご
と
く
画
面
を
埋
め
尽
く
す
描

写
や
、植
物
の
葉
や
花
の
執
拗
な
ま
で
の
描

き
込
み
に
よ
っ
て
、奇
妙
な
リ
ア
リ
テ
ィ
が
付

与
さ
れ
て
お
り
、特
異
な
作
品
と
言
わ
ず
に

は
い
ら
れ
ま
せ
ん
。ま
た
、身
近
な
も
の
に
向

け
ら
れ
て
い
た
視
線
は
、後
年
、遠
く
空
に
も

向
け
ら
れ
、煙
突
や
土
星
！
を
描
い
た
作
品

に
は
、不
思
議
な
浮
遊
感
が
漂
っ
て
い
ま
す
。

　見
れ
ば
見
る
ほ
ど
面
白
い
。そ
ん
な
藤
井

作
品
を
、こ
の
機
会
に
多
く
の
方
に
ご
覧
い

た
だ
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。

会期：平成26年４月５日（土）～６月１日（日）

藤井達吉の全貌
野に咲く工芸　宙を見る絵画
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浦
野
加
穂
子

書
籍
紹
介『
地
獄
探
訪
』

　「
地
獄
探
訪
」―
何
と
も
恐
ろ
し
げ

な
タ
イ
ト
ル
で
す
が
、本
書
の
帯
に
は
こ

う
書
か
れ
て
い
ま
す
。《
史
上
初
！
地
獄

観
光
ガ
イ
ド
》!?

　著
者
は
愛
知
教
育
大
学
の
鷹
巣
純

教
授
で
す
。当
館
で
は
今
年
度
前
期
の

ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
講
座「
仏
教
絵
画
に
親
し

む
」（
全
五
回
）の
講
師
を
務
め
て
頂
き

ま
し
た
。そ
の
内
容
は「
日
本
仏
画
の
夜

明
け
」「
密
教
」「
浄
土
教
」「
釈
迦
信
仰

と
禅
」「
仏
教
絵
画
と
メ
デ
ィ
ア
」な
ど

毎
回
キ
ー
ワ
ー
ド
と
な
る
テ
ー
マ
を
設

け
、飛
鳥
か
ら
江
戸
時
代
に
至
る
ま
で

の
仏
教
絵
画
の
歴
史
を
辿
る
も
の
で
し

た
。画
像
を
多
用
し
、時
代
背
景
や
仏

教
絵
画
の
成
り
立
ち
、そ
こ
に
込
め
ら

れ
た
意
味
な
ど
を
、ま
さ
に
現
代
版

《
絵
解
き
》の
よ
う
に
分
か
り
や
す
く
解

説
し
て
頂
き
ま
し
た
。

　鷹
巣
先
生
は
実
は
日
本
で
も
数
少

な
い
地
獄
絵
の
研
究
者
で
、主
に
中
世

の
地
獄
絵
を
分
析
し
、当
時
の
世
界
観

や
死
生
観
を
探
求
し
て
い
る
、ま
さ
に

地
獄
の
オ
ー
ソ
リ
テ
ィ
ー
で
す
。本
書
は

地
獄
先
生（
鷹
巣
先
生
）が
漫
画
家
の

真
野
匡
さ
ん
と
と
も
に
敢
行
し
た
、あ

の
世（
地
獄
）ツ
ア
ー
の
コ
ミ
ッ
ク
エ
ッ
セ

イ
で
す
。一
行
は
険
し
い
死
出
の
山
を
登

り
、三
途
の
川
を
越
え
、十
王
の
裁
き
を

受
け
て
、様
々
な
地
獄
や
六
道
を
巡
っ
て

行
き
ま
す
。そ
の
行
程
が
漫
画
で
分
か

り
や
す
く
描
か
れ
、各
コ
ー
ナ
ー
の
末
に

鷹
巣
先
生
に
よ
る
詳
細
な
解
説
が
あ
り

ま
す
。刃
物
で
刻
ま
れ
た
り
、焼
か
れ
た

り
…
、心
身
と
も
に
あ
ら
ゆ
る
責
め
苦

に
苛
ま
れ
続
け
る
地
獄
。し
か
し
地
獄

の
亡
者
の
刑
罰
は
、程
度
の
違
い
は
あ
っ

て
も
、現
世
に
生
き
る
私
た
ち
が
、日
常

生
活
の
中
で
周
囲（
人
・
動
植
物
な
ど
）

に
対
し
て
行
っ
て
い
る
こ
と
か
も
し
れ

ま
せ
ん
。地
獄
が
存
在
す
る
か
ど
う
か

わ
か
り
ま
せ
ん
が
、地
獄
の
残
酷
さ
を

描
く
こ
と
で
、他
者
の
痛
み
に
気
づ
く

こ
と
、そ
し
て
現
在
の
行
い
を
改
め
る

こ
と
が
大
切
な
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う

か
。今
を
ど
う
生
き
る
か
。年
の
終
わ
り

に
考
え
さ
せ
ら
れ
た
一
冊
で
す
。

（
朝
日
新
聞
出
版
、二
〇
一
三
年
）

COLUMN＆TOPIC

堀
江
登
志
実

書
籍
紹
介『
漂
い
果
て
つ
』

　今
年
刊
行
さ
れ
た
三
田
村
博
史
氏

の
歴
史
小
説『
漂
い
果
て
つ
』は
佐
久
島

出
身
の
船
頭
重
吉
が
書
い
た「
船
長
日

記
」に
題
材
を
と
っ
た
も
の
で
す
。漂
流

と
い
う
想
像
を
絶
す
る
極
限
状
況
に

陥
っ
た
人
間
が
ど
の
よ
う
な
行
動
を
と

る
の
か
、さ
ら
に
多
く
の
船
乗
り
の
仲

間
を
失
っ
た
重
吉
の
生
還
後
の
生
き

方
、心
の
な
か
の
葛
藤
に
は
共
感
を
覚

え
ざ
る
を
え
ま
せ
ん
。

　今
年
は
こ
の
船
頭
重
吉
が
伊
豆
沖
で

遭
難
、漂
流
し
て
二
百
年
目
に
あ
た
り

ま
す
。西
尾
市
で
は
展
示
、講
演
会
、紙

芝
居
な
ど
の
催
事
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

新
城
市
設
楽
原
資
料
館
で
は「
漂
流

2
0
0
年
〜
船
長
日
記
展
〜
」の
展
覧

会
が
開
か
れ
ま
し
た
。こ
の
小
説
も
こ

の
ブ
ー
ム
の
な
か
で
刊
行
さ
れ
た
も
の

で
し
ょ
う
。船
頭
重
吉
は
佐
久
島
で
生

ま
れ
で
船
乗
り
に
な
り
、文
化
一
〇
年

（
一
八
一
三
）十
一
月
、遠
州
灘
で
遭
難
し
、

太
平
洋
を
四
八
四
日
間
漂
流
し
た
の
ち

英
国
船
に
救
助
さ
れ
、米
大
陸
に
上

陸
、の
ち
帰
国
し
た
と
い
う
数
奇
な
人

生
を
送
っ
た
人
物
で
す
。そ
の
重
吉
の

漂
流
記
が「
船
長
日
記
」で
す
。

　そ
の「
船
長
日
記
」は
新
城
に
役
所

を
構
え
た
交
替
寄
合
菅
沼
氏
家
臣
の

池
田
寛
親
が
重
吉
か
ら
聞
き
取
っ
た
も

の
を
文
政
五
年（
一
八
二
二
）に
ま
と
め

た
も
の
で
す
。現
在
、新
城
市
の
宗
堅
寺

に
残
さ
れ
て
い
ま
す
。日
記
は
池
田
寛

親
が
記
し
て
い
る
よ
う
に
重
吉
が
聞
い

た
も
の
を
あ
り
の
ま
ま
に
記
し
た
と
記

し
て
い
ま
す
。そ
の
記
述
姿
勢
は
事
実

を
記
す
の
み
で
す
が
、そ
こ
に
は
私
見

を
抑
え
る
こ
と
に
よ
り
多
く
の
人
に
読

ん
で
も
ら
お
う
と
す
る
意
図
が
あ
り
ま

す
。そ
れ
は
鎖
国
下
に
あ
り
な
が
ら
も

海
外
の
情
報
を
意
欲
的
に
入
手
し
て
広

め
よ
う
と
す
る
意
気
込
み
で
も
あ
り
ま

す
。　江

戸
時
代
の
日
記
や
道
中
記
を
読

む
と
事
実
を
記
す
の
み
で
、現
在
の
私

た
ち
は
少
し
物
足
り
な
い
面
を
感
じ
ま

す
。し
か
し
、反
面
、事
実
に
背
後
に
あ

る
も
の
を
想
像
す
る
歴
史
の
楽
し
み
も

あ
る
と
い
え
ま
す
。『
漂
い
果
て
つ
』は
そ

う
し
た
事
実
か
ら
想
像
へ
の
楽
し
み
の

世
界
を
広
げ
て
く
れ
る
一
書
で
し
ょ
う
。

集
荷
の
旅 

（
14
）

　い
ろ
い
ろ
展
覧
会
の
作
品
集
荷
に
つ

い
て
書
い
て
き
ま
し
た
が
、連
載
も
今
回

ま
で
で
す
。

　展
覧
会
企
画
は
多
く
の
人
た
ち
に
支

え
ら
れ
て
い
ま
す
。特
に
旅
の
仲
間
で
あ

る
美
術
梱
包
・
輸
送
を
専
門
と
す
る
日

通
・ヤ
マ
ト
の
皆
さ
ん
に
は
大
変
お
世
話

に
な
っ
て
い
ま
す
。安
全
な
輸
送
、丁
寧

な
梱
包
、そ
し
て
展
示
の
飾
り
付
け
ま

で
の
一
連
の
作
業
は
信
頼
関
係
な
く
し

て
は
成
り
立
ち
ま
せ
ん
。日
通
・
山
崎
、

ヤ
マ
ト
・
神
取
の
二
人
の
チ
ー
フ
は
無
理

難
題
を
厭
わ
ず
、い
つ
も
万
全
な
手
配

を
し
て
も
ら
い
ま
し
た
。ど
ん
な
場
所
で

も
何
と
か
車
を
着
け
て
く
れ
る
武
藤
の

専
務
と
一
定
速
度
で
慎
重
に
走
り
続
け

る
山
口
君
の
日
通
陣
、パ
チ
ン
コ
好
き
の

ヤ
マ
ト
の
山
本
さ
ん
や
運
転
席
に
お
腹

の
使
え
そ
う
な
長
谷
川
君
は
梱
包
作
業

も
お
手
の
物
で
、多
く
の
ド
ラ
イ
ヴ
ァ
ー

た
ち
に
は
旅
の
安
全
を
い
つ
も
担
っ
て

も
ら
っ
て
い
ま
す
。

　私
の
学
芸
員
と
し
て
の
梱
包
技
術

は
、集
荷
の
際
の
梱
包
を
通
し
て
日
通
・

ヤ
マ
ト
の
技
術
を
学
ん
だ
も
の
で
す
。特

に
日
通
の
技
術
は
諸
先
輩
た
ち
か
ら

面
々
と
受
け
継
が
れ
、武
具
・
甲
冑
を
は

じ
め
と
し
て
和
物
に
強
み
を
発
揮
し
て

い
ま
す
。何
度
も
遠
距
離
を
共
に
し
た

小
長
谷
君
、美
大
出
の
新
人
も
今
で
は

中
堅
と
し
て
そ
の
技
術
を
繋
ぐ
重
責
を

担
っ
て
い
ま
す
。海
外
か
ら
の
輸
入
に
強

い
ヤ
マ
ト
に
は
、近
藤
・
吉
川
両
氏
に
館

の
オ
ー
プ
ン
を
大
い
に
手
助
け
し
て
も

ら
い
ま
し
た
。ま
た
両
社
と
も
名
古
屋

支
店
の
み
な
ら
ず
、集
荷
の
先
々
で
の

応
援
組
に
も
大
い
に
お
世
話
に
な
っ
て

い
ま
す
。

　集
荷
に
は
新
聞
社
事
業
部
の
企
画

担
当
も
随
行
す
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

中
日
新
聞
の
古
田
・
杉
本
、東
京
新
聞

の
中
田
・
垣
尾
、朝
日
新
聞
の
小
倉
の

諸
氏
は
や
は
り
旅
の
仲
間
で
す
。

　も
ち
ろ
ん
他
館
の
学
芸
員
や
集
荷
先

の
協
力
が
大
前
提
で
す
が
、集
荷
作
業

だ
け
で
も
多
く
の
人
の
協
力
あ
っ
て
も

の
で
す
。ポ
ス
タ
ー
等
の
デ
ザ
イ
ナ
ー
に

は
じ
ま
り
図
録
の
印
刷
、会
場
施
工
に

集
荷
・
展
示
、会
場
の
運
営
か
ら
空
調

管
理
・
清
掃
な
ど
、ひ
と
り
で
は
で
き
な

い
チ
ー
ム
ワ
ー
ク
の
賜
物
が
展
覧
会
な

の
で
す
。

副
館
長

　荒
井
信
貴

酒
井
明
日
香

「
よ
り
み
ち
美
術
館
」

　去
る
十
一
月
十
六
日
、年
間
パ
ス
ポ
ー

ト
購
入
者
限
定
イ
ベ
ン
ト「
よ
り
み
ち
美

術
館

　祈
り
の
ス
ス
メ
」を
開
催
い
た
し

ま
し
た
。「
祈
・
P
R
A
Y
」展
に
関
連
し

て
、市
内
を
巡
る
バ
ス
ツ
ア
ー
と
展
示
説

明
会
を
実
施
し
ま
し
た
。

　今
回
の
企
画
の
発
端
は
、「
展
覧
会
に

市
内
の
文
化
財
が
出
品
さ
れ
る
な
ら
、

所
蔵
先
の
案
内
マ
ッ
プ
が
欲
し
い
」「
い
っ

そ
の
こ
と
バ
ス
ツ
ア
ー
を
し
た
い
」と
い

う
思
い
つ
き
で
し
た
。思
い
立
っ
た
の
が

十
月
初
め
頃
で
、短
期
間
で
の
準
備
と

な
り
ま
し
た
。

　バ
ス
ツ
ア
ー
訪
問
先
へ
の
交
渉
や
イ
ベ

ン
ト
告
知
な
ど
準
備
す
る
こ
と
は
い
ろ

い
ろ
あ
り
ま
し
た
が
、中
で
も
個
人
的
な

山
場
は
参
加
者
の
み
な
さ
ま
に
お
配
り

し
た「
よ
り
み
ち
帖
」で
す
。よ
り
み
ち
帖

は
今
回
の
イ
ベン
ト
の
た
め
だ
け
に
作
成

し
た
小
冊
子
で
、「
祈
・
P
R
A
Y
」展
に

出
品
さ
れ
た
作
品
の
所
蔵
先
と
バ
ス
ツ

ア
ー
の
訪
問
先
を
地
図
付
き
で
案
内
し

て
い
ま
す
。地
図
を
作
成
す
る
に
あ
た

り
、寺
社
や
古
墳
の
位
置
や
概
要
を
調
べ

る
だ
け
で
も
一
苦
労
で
し
た
。生
ま
れ
も

育
ち
も
岡
崎
で
す
が
、ま
だ
ま
だ
知
ら

な
い
こ
と
ば
か
り
だ
と
実
感
し
ま
し
た
。

　慌
た
だ
し
く
迎
え
た
イ
ベ
ン
ト
当
日

は
、晴
天
に
恵
ま
れ
た
お
出
か
け
日
和

で
し
た
。最
初
の
訪
問
先
は
日
本
福
音

ル
ー
テ
ル
岡
崎
教
会
で
す
。こ
ち
ら
は
二

〇
一
三
年
七
月
に
国
登
録
文
化
財
に
選

定
さ
れ
た
建
物
で
、光
あ
ふ
れ
る
明
る
い

空
間
で
お
だ
や
か
な
ひ
と
と
き
を
過
ご

す
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。次
に
向
か
っ
た

の
は
滝
山
寺
・
日
吉
山
王
社
・
滝
山
東

照
宮
で
す
。こ
ち
ら
で
は
関
係
者
の
方
々

の
ご
厚
意
に
よ
り
、普
段
は
入
る
こ
と

の
で
き
な
い
滝
山
寺
本
堂
お
よ
び
滝
山

東
照
宮
拝
殿
の
内
部
を
見
学
さ
せ
て
い

た
だ
き
ま
し
た
。

　い
ず
れ
の
場
所
で
も
温
か
く
迎
え
て

い
た
だ
き
、ま
た
参
加
者
の
方
々
が
熱

心
に
見
学
さ
れ
て
い
た
の
が
印
象
的
で

し
た
。最
後
に
な
り
ま
し
た
が
、関
係
各

所
な
ら
び
に
参
加
者
の
み
な
さ
ま
に
御

礼
申
し
上
げ
ま
す
。

重吉が亡くなった仲間のために
建てた供養碑



浦
野
加
穂
子

書
籍
紹
介『
地
獄
探
訪
』

　「
地
獄
探
訪
」―
何
と
も
恐
ろ
し
げ

な
タ
イ
ト
ル
で
す
が
、本
書
の
帯
に
は
こ

う
書
か
れ
て
い
ま
す
。《
史
上
初
！
地
獄

観
光
ガ
イ
ド
》!?

　著
者
は
愛
知
教
育
大
学
の
鷹
巣
純

教
授
で
す
。当
館
で
は
今
年
度
前
期
の

ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
講
座「
仏
教
絵
画
に
親
し

む
」（
全
五
回
）の
講
師
を
務
め
て
頂
き

ま
し
た
。そ
の
内
容
は「
日
本
仏
画
の
夜

明
け
」「
密
教
」「
浄
土
教
」「
釈
迦
信
仰

と
禅
」「
仏
教
絵
画
と
メ
デ
ィ
ア
」な
ど

毎
回
キ
ー
ワ
ー
ド
と
な
る
テ
ー
マ
を
設

け
、飛
鳥
か
ら
江
戸
時
代
に
至
る
ま
で

の
仏
教
絵
画
の
歴
史
を
辿
る
も
の
で
し

た
。画
像
を
多
用
し
、時
代
背
景
や
仏

教
絵
画
の
成
り
立
ち
、そ
こ
に
込
め
ら

れ
た
意
味
な
ど
を
、ま
さ
に
現
代
版

《
絵
解
き
》の
よ
う
に
分
か
り
や
す
く
解

説
し
て
頂
き
ま
し
た
。

　鷹
巣
先
生
は
実
は
日
本
で
も
数
少

な
い
地
獄
絵
の
研
究
者
で
、主
に
中
世

の
地
獄
絵
を
分
析
し
、当
時
の
世
界
観

や
死
生
観
を
探
求
し
て
い
る
、ま
さ
に

地
獄
の
オ
ー
ソ
リ
テ
ィ
ー
で
す
。本
書
は

地
獄
先
生（
鷹
巣
先
生
）が
漫
画
家
の

真
野
匡
さ
ん
と
と
も
に
敢
行
し
た
、あ

の
世（
地
獄
）ツ
ア
ー
の
コ
ミ
ッ
ク
エ
ッ
セ

イ
で
す
。一
行
は
険
し
い
死
出
の
山
を
登

り
、三
途
の
川
を
越
え
、十
王
の
裁
き
を

受
け
て
、様
々
な
地
獄
や
六
道
を
巡
っ
て

行
き
ま
す
。そ
の
行
程
が
漫
画
で
分
か

り
や
す
く
描
か
れ
、各
コ
ー
ナ
ー
の
末
に

鷹
巣
先
生
に
よ
る
詳
細
な
解
説
が
あ
り

ま
す
。刃
物
で
刻
ま
れ
た
り
、焼
か
れ
た

り
…
、心
身
と
も
に
あ
ら
ゆ
る
責
め
苦

に
苛
ま
れ
続
け
る
地
獄
。し
か
し
地
獄

の
亡
者
の
刑
罰
は
、程
度
の
違
い
は
あ
っ

て
も
、現
世
に
生
き
る
私
た
ち
が
、日
常

生
活
の
中
で
周
囲（
人
・
動
植
物
な
ど
）

に
対
し
て
行
っ
て
い
る
こ
と
か
も
し
れ

ま
せ
ん
。地
獄
が
存
在
す
る
か
ど
う
か

わ
か
り
ま
せ
ん
が
、地
獄
の
残
酷
さ
を

描
く
こ
と
で
、他
者
の
痛
み
に
気
づ
く

こ
と
、そ
し
て
現
在
の
行
い
を
改
め
る

こ
と
が
大
切
な
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う

か
。今
を
ど
う
生
き
る
か
。年
の
終
わ
り

に
考
え
さ
せ
ら
れ
た
一
冊
で
す
。

（
朝
日
新
聞
出
版
、二
〇
一
三
年
）

COLUMN＆TOPIC

堀
江
登
志
実

書
籍
紹
介『
漂
い
果
て
つ
』

　今
年
刊
行
さ
れ
た
三
田
村
博
史
氏

の
歴
史
小
説『
漂
い
果
て
つ
』は
佐
久
島

出
身
の
船
頭
重
吉
が
書
い
た「
船
長
日

記
」に
題
材
を
と
っ
た
も
の
で
す
。漂
流

と
い
う
想
像
を
絶
す
る
極
限
状
況
に

陥
っ
た
人
間
が
ど
の
よ
う
な
行
動
を
と

る
の
か
、さ
ら
に
多
く
の
船
乗
り
の
仲

間
を
失
っ
た
重
吉
の
生
還
後
の
生
き

方
、心
の
な
か
の
葛
藤
に
は
共
感
を
覚

え
ざ
る
を
え
ま
せ
ん
。

　今
年
は
こ
の
船
頭
重
吉
が
伊
豆
沖
で

遭
難
、漂
流
し
て
二
百
年
目
に
あ
た
り

ま
す
。西
尾
市
で
は
展
示
、講
演
会
、紙

芝
居
な
ど
の
催
事
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

新
城
市
設
楽
原
資
料
館
で
は「
漂
流

2
0
0
年
〜
船
長
日
記
展
〜
」の
展
覧

会
が
開
か
れ
ま
し
た
。こ
の
小
説
も
こ

の
ブ
ー
ム
の
な
か
で
刊
行
さ
れ
た
も
の

で
し
ょ
う
。船
頭
重
吉
は
佐
久
島
で
生

ま
れ
で
船
乗
り
に
な
り
、文
化
一
〇
年

（
一
八
一
三
）十
一
月
、遠
州
灘
で
遭
難
し
、

太
平
洋
を
四
八
四
日
間
漂
流
し
た
の
ち

英
国
船
に
救
助
さ
れ
、米
大
陸
に
上

陸
、の
ち
帰
国
し
た
と
い
う
数
奇
な
人

生
を
送
っ
た
人
物
で
す
。そ
の
重
吉
の

漂
流
記
が「
船
長
日
記
」で
す
。

　そ
の「
船
長
日
記
」は
新
城
に
役
所

を
構
え
た
交
替
寄
合
菅
沼
氏
家
臣
の

池
田
寛
親
が
重
吉
か
ら
聞
き
取
っ
た
も

の
を
文
政
五
年（
一
八
二
二
）に
ま
と
め

た
も
の
で
す
。現
在
、新
城
市
の
宗
堅
寺

に
残
さ
れ
て
い
ま
す
。日
記
は
池
田
寛

親
が
記
し
て
い
る
よ
う
に
重
吉
が
聞
い

た
も
の
を
あ
り
の
ま
ま
に
記
し
た
と
記

し
て
い
ま
す
。そ
の
記
述
姿
勢
は
事
実

を
記
す
の
み
で
す
が
、そ
こ
に
は
私
見

を
抑
え
る
こ
と
に
よ
り
多
く
の
人
に
読

ん
で
も
ら
お
う
と
す
る
意
図
が
あ
り
ま

す
。そ
れ
は
鎖
国
下
に
あ
り
な
が
ら
も

海
外
の
情
報
を
意
欲
的
に
入
手
し
て
広

め
よ
う
と
す
る
意
気
込
み
で
も
あ
り
ま

す
。　江

戸
時
代
の
日
記
や
道
中
記
を
読

む
と
事
実
を
記
す
の
み
で
、現
在
の
私

た
ち
は
少
し
物
足
り
な
い
面
を
感
じ
ま

す
。し
か
し
、反
面
、事
実
に
背
後
に
あ

る
も
の
を
想
像
す
る
歴
史
の
楽
し
み
も

あ
る
と
い
え
ま
す
。『
漂
い
果
て
つ
』は
そ

う
し
た
事
実
か
ら
想
像
へ
の
楽
し
み
の

世
界
を
広
げ
て
く
れ
る
一
書
で
し
ょ
う
。

集
荷
の
旅 

（
14
）

　い
ろ
い
ろ
展
覧
会
の
作
品
集
荷
に
つ

い
て
書
い
て
き
ま
し
た
が
、連
載
も
今
回

ま
で
で
す
。

　展
覧
会
企
画
は
多
く
の
人
た
ち
に
支

え
ら
れ
て
い
ま
す
。特
に
旅
の
仲
間
で
あ

る
美
術
梱
包
・
輸
送
を
専
門
と
す
る
日

通
・ヤ
マ
ト
の
皆
さ
ん
に
は
大
変
お
世
話

に
な
っ
て
い
ま
す
。安
全
な
輸
送
、丁
寧

な
梱
包
、そ
し
て
展
示
の
飾
り
付
け
ま

で
の
一
連
の
作
業
は
信
頼
関
係
な
く
し

て
は
成
り
立
ち
ま
せ
ん
。日
通
・
山
崎
、

ヤ
マ
ト
・
神
取
の
二
人
の
チ
ー
フ
は
無
理

難
題
を
厭
わ
ず
、い
つ
も
万
全
な
手
配

を
し
て
も
ら
い
ま
し
た
。ど
ん
な
場
所
で

も
何
と
か
車
を
着
け
て
く
れ
る
武
藤
の

専
務
と
一
定
速
度
で
慎
重
に
走
り
続
け

る
山
口
君
の
日
通
陣
、パ
チ
ン
コ
好
き
の

ヤ
マ
ト
の
山
本
さ
ん
や
運
転
席
に
お
腹

の
使
え
そ
う
な
長
谷
川
君
は
梱
包
作
業

も
お
手
の
物
で
、多
く
の
ド
ラ
イ
ヴ
ァ
ー

た
ち
に
は
旅
の
安
全
を
い
つ
も
担
っ
て

も
ら
っ
て
い
ま
す
。

　私
の
学
芸
員
と
し
て
の
梱
包
技
術

は
、集
荷
の
際
の
梱
包
を
通
し
て
日
通
・

ヤ
マ
ト
の
技
術
を
学
ん
だ
も
の
で
す
。特

に
日
通
の
技
術
は
諸
先
輩
た
ち
か
ら

面
々
と
受
け
継
が
れ
、武
具
・
甲
冑
を
は

じ
め
と
し
て
和
物
に
強
み
を
発
揮
し
て

い
ま
す
。何
度
も
遠
距
離
を
共
に
し
た

小
長
谷
君
、美
大
出
の
新
人
も
今
で
は

中
堅
と
し
て
そ
の
技
術
を
繋
ぐ
重
責
を

担
っ
て
い
ま
す
。海
外
か
ら
の
輸
入
に
強

い
ヤ
マ
ト
に
は
、近
藤
・
吉
川
両
氏
に
館

の
オ
ー
プ
ン
を
大
い
に
手
助
け
し
て
も

ら
い
ま
し
た
。ま
た
両
社
と
も
名
古
屋

支
店
の
み
な
ら
ず
、集
荷
の
先
々
で
の

応
援
組
に
も
大
い
に
お
世
話
に
な
っ
て

い
ま
す
。

　集
荷
に
は
新
聞
社
事
業
部
の
企
画

担
当
も
随
行
す
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

中
日
新
聞
の
古
田
・
杉
本
、東
京
新
聞

の
中
田
・
垣
尾
、朝
日
新
聞
の
小
倉
の

諸
氏
は
や
は
り
旅
の
仲
間
で
す
。

　も
ち
ろ
ん
他
館
の
学
芸
員
や
集
荷
先

の
協
力
が
大
前
提
で
す
が
、集
荷
作
業

だ
け
で
も
多
く
の
人
の
協
力
あ
っ
て
も

の
で
す
。ポ
ス
タ
ー
等
の
デ
ザ
イ
ナ
ー
に

は
じ
ま
り
図
録
の
印
刷
、会
場
施
工
に

集
荷
・
展
示
、会
場
の
運
営
か
ら
空
調

管
理
・
清
掃
な
ど
、ひ
と
り
で
は
で
き
な

い
チ
ー
ム
ワ
ー
ク
の
賜
物
が
展
覧
会
な

の
で
す
。

副
館
長

　荒
井
信
貴

酒
井
明
日
香

「
よ
り
み
ち
美
術
館
」

　去
る
十
一
月
十
六
日
、年
間
パ
ス
ポ
ー

ト
購
入
者
限
定
イ
ベ
ン
ト「
よ
り
み
ち
美

術
館

　祈
り
の
ス
ス
メ
」を
開
催
い
た
し

ま
し
た
。「
祈
・
P
R
A
Y
」展
に
関
連
し

て
、市
内
を
巡
る
バ
ス
ツ
ア
ー
と
展
示
説

明
会
を
実
施
し
ま
し
た
。

　今
回
の
企
画
の
発
端
は
、「
展
覧
会
に

市
内
の
文
化
財
が
出
品
さ
れ
る
な
ら
、

所
蔵
先
の
案
内
マ
ッ
プ
が
欲
し
い
」「
い
っ

そ
の
こ
と
バ
ス
ツ
ア
ー
を
し
た
い
」と
い

う
思
い
つ
き
で
し
た
。思
い
立
っ
た
の
が

十
月
初
め
頃
で
、短
期
間
で
の
準
備
と

な
り
ま
し
た
。

　バ
ス
ツ
ア
ー
訪
問
先
へ
の
交
渉
や
イ
ベ

ン
ト
告
知
な
ど
準
備
す
る
こ
と
は
い
ろ

い
ろ
あ
り
ま
し
た
が
、中
で
も
個
人
的
な

山
場
は
参
加
者
の
み
な
さ
ま
に
お
配
り

し
た「
よ
り
み
ち
帖
」で
す
。よ
り
み
ち
帖

は
今
回
の
イ
ベン
ト
の
た
め
だ
け
に
作
成

し
た
小
冊
子
で
、「
祈
・
P
R
A
Y
」展
に

出
品
さ
れ
た
作
品
の
所
蔵
先
と
バ
ス
ツ

ア
ー
の
訪
問
先
を
地
図
付
き
で
案
内
し

て
い
ま
す
。地
図
を
作
成
す
る
に
あ
た

り
、寺
社
や
古
墳
の
位
置
や
概
要
を
調
べ

る
だ
け
で
も
一
苦
労
で
し
た
。生
ま
れ
も

育
ち
も
岡
崎
で
す
が
、ま
だ
ま
だ
知
ら

な
い
こ
と
ば
か
り
だ
と
実
感
し
ま
し
た
。

　慌
た
だ
し
く
迎
え
た
イ
ベ
ン
ト
当
日

は
、晴
天
に
恵
ま
れ
た
お
出
か
け
日
和

で
し
た
。最
初
の
訪
問
先
は
日
本
福
音

ル
ー
テ
ル
岡
崎
教
会
で
す
。こ
ち
ら
は
二

〇
一
三
年
七
月
に
国
登
録
文
化
財
に
選

定
さ
れ
た
建
物
で
、光
あ
ふ
れ
る
明
る
い

空
間
で
お
だ
や
か
な
ひ
と
と
き
を
過
ご

す
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。次
に
向
か
っ
た

の
は
滝
山
寺
・
日
吉
山
王
社
・
滝
山
東

照
宮
で
す
。こ
ち
ら
で
は
関
係
者
の
方
々

の
ご
厚
意
に
よ
り
、普
段
は
入
る
こ
と

の
で
き
な
い
滝
山
寺
本
堂
お
よ
び
滝
山

東
照
宮
拝
殿
の
内
部
を
見
学
さ
せ
て
い

た
だ
き
ま
し
た
。

　い
ず
れ
の
場
所
で
も
温
か
く
迎
え
て

い
た
だ
き
、ま
た
参
加
者
の
方
々
が
熱

心
に
見
学
さ
れ
て
い
た
の
が
印
象
的
で

し
た
。最
後
に
な
り
ま
し
た
が
、関
係
各

所
な
ら
び
に
参
加
者
の
み
な
さ
ま
に
御

礼
申
し
上
げ
ま
す
。

重吉が亡くなった仲間のために
建てた供養碑
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　腕
時
計
を
し
な
い
人
が
増
え
て
い
る
。ス
マ
ホ

な
ど
携
行
す
る
も
の
に
時
計
機
能
が
装
備
さ
れ
、

時
刻
の
確
認
に
は
事
欠
か
な
い
か
ら
か
。

　時
計
の
起
源
は
、紀
元
前
三
五
〇
〇
年
頃
の
エ

ジ
プ
ト
の
日
時
計
に
遡
り
、機
械
式
の
時
計
は
、

一
三
〇
〇
年
頃
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
時
計
塔
か
ら
と

さ
れ
る
。そ
れ
か
ら
六
〇
〇
年
を
経
て
、日
本
の

時
計
が
歴
史
を
変
え
た
。一
九
六
〇
年
代
の
ク

オ
ー
ツ
時
計
の
実
用
化
で
あ
る
。こ
の
時
遅
れ
を

と
っ
た
ア
メ
リ
カ
の
時
計
業
界
は
壊
滅
的
と
な
っ

た
。先
ご
ろ
そ
の
ア
メ
リ
カ
で
原
子
時
計
の
腕
時

計
化
と
い
う
報
道
が
あ
っ
た
。原
子
時
計
は
国
際

標
準
時
間
に
使
わ
れ
、一
〇
〇
〇
年
に
一
秒
し
か

狂
わ
な
い
と
い
う
代
物
。こ
れ
で
ア
メ
リ
カ
の
時

計
業
界
は
ク
オ
ー
ツ
襲
来
以
来
の
雪
辱
を
晴
ら

せ
る
の
か
。

　い
ず
れ
に
せ
よ
私
は
、電
子
回
路
の
時
計
は
好

き
に
な
れ
な
い
。対
し
て
歯
車
を
重
ね
て
時
を
刻

む
機
械
式
時
計
は
、時
を
追
い
求
め
て
き
た
人
々

の
叡
智
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。腕
時
計
な
ど
は
、

な
お
さ
ら
小
さ
く
精
緻
を
極
め
、そ
の
個
性
的
な

面
立
ち
を
眺
め
な
が
ら
運
針
音
を
聴
く
と
、時

の
深
遠
さ
に
想
い
が
め
ぐ
ら
さ
れ
る
。

　私
は
自
分
の
生
年
に
発
表
さ
れ
、現
在
で
も
そ

の
意
匠
を
守
り
製
造
さ
れ
て
い
る
、ス
イ
ス
製
の

デ
イ
ト
ナ
と
い
う
腕
時
計
を
愛
用
し
て
い
る
。機

械
式
の
複
雑
時
計
で
、日
に
三
秒
ほ
ど
の
誤
差
を

生
じ
さ
せ
る
が
、む
し
ろ
そ
こ
に
人
の
手
で
組
み

上
げ
ら
れ
た
温
か
さ
や
人
間
ら
し
さ
の
よ
う
な

も
の
を
感
じ
る
。

　時
計
は
正
確
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る

向
き
も
あ
ろ
う
が
、い
か
に
精
度
が
高
く
と
も
、

私
は
原
子
な
ど
と
い
う
も
の
を
身
に
着
け
て
歩

こ
う
と
は
思
わ
な
い
。（
村
）

　趣
味
の
ひ
と
つ
に
迷
子
が
あ
る
。仕

事
の
帰
り
や
散
歩
の
時
、ふ
と
思
い

立
っ
て
い
つ
も
は
通
ら
な
い
路
地
に
入
っ

て
み
る
。確
信
的
迷
子
、と
自
分
で
は

呼
ん
で
い
る
。

　表
通
り
か
ら
路
地
に
足
を
踏
み
入

れ
る
と
喧
騒
は
遠
く
に
聞
こ
え
、家
陰

で
昼
で
も
ほ
の
暗
い
。不
安
や
冒
険
心

が
煽
情
さ
れ
て
、迷
子
は
ワ
ク
ワ
ク
の

連
続
で
あ
る
。自
分
が
ど
こ
に
い
る
か

分
か
ら
な
く
な
っ
て
ニ
ヤ
リ
。美
味
し
そ

う
な
パ
ン
屋
と
か
見
つ
け
て
ニ
ヤ
ニ
ヤ
。

見
慣
れ
た
道
に
出
た
瞬
間
は
た
ま
ら

な
く
嬉
し
く
て
、そ
れ
が
近
道
だ
っ
た

時
な
ん
て
小
躍
り
し
た
く
な
る
。日
常

か
ら
徒
歩
五
分
、手
軽
に
味
わ
え
る
非

日
常
感
が
良
い
。

　そ
ん
な
迷
子
に
、原
動
機
付
自
転
車

と
い
う
心
強
い
相
棒
が
仲
間
入
り
し

た
。路
地
裏
に
迷
い
込
む
の
に
車
は
向

か
な
い
。自
転
車
も
良
い
が
、原
付
だ
と

移
動
範
囲
が
飛
躍
的
に
拡
大
す
る
。春

が
来
た
ら
矢
作
川
沿
い
に
遠
征
し
よ
う

と
計
画
中
で
あ
る
。ど
ん
な
ワ
ク
ワ
ク

が
待
っ
て
い
る
か
。想
像
す
る
だ
け
で
今

か
ら
ニ
ヤ
ニ
ヤ
で
あ
る
。

　桜
前
線
と
共
に
私
も
南
下
し
ま
す
。

四
月
以
降
、西
尾
・
碧
南
あ
た
り
で
路

地
裏
を
ニ
ヤ
ニ
ヤ
走
る
原
付
を
見
か
け

て
も
、ど
う
か
そ
っ
と
し
て
お
い
て
や
っ

て
く
だ
さ
い
。怪
し
い
も
の
で
は
な
い
の

で
通
報
も
し
な
い
で
く
だ
さ
い
。ど
う

か
お
願
い
し
ま
す
。お
願
い
し
ま
す
。

（
湯
）

趣

　味

時
計
の
進
化
と
真
価

収蔵品展

暮らしのうつりかわり
2014年１月１１日（土）～３月２３日（日）

■子ども向け展示説明会「子どもわくわく！教室」
対象：小学生
日時：1月25 日(土)、2月8日(土)、3月2日(日)
いずれも午前11時～
■展示説明会
日時：1月25 日(土)、2月8日(土)、3月2日(日)
いずれも午後2時～
※「暮らしのうつりかわり」展は学習支援展示を兼ねています。平日は学校団体
見学がありますのでご理解のほどお願いいたします。

編 集 後 記｜ 早いもので年も明け、恒例となっている民具・民俗資料をご紹介する「暮らしのうつりかわり」展が始まりました。数十年、もっと言え

ば数年のうちに、私たちの暮らしは驚くほど変化していきます。近年、アーカイブ事業の重要性はますます注目されていますが、そのなかで、「もの」だけ

でなく、「もの」を使っていた人たちの「声」や「記憶」を如何にアーカイブしていくかが、大きな課題にもなってくるのでしょう。（千葉）

表紙図版：昭和30年代茶の間風景再現（平成24年度展覧会の様子）

＊2011年に開催した「村山槐多の全貌」
展。同展を企画した村松和明（当館学芸
員）による著書『引き裂かれた絵の真相 夭
折の天才 村山槐多の謎』（講談社）が、こ
の度出版されました。
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