
　
昨
年
の
四
月
に
美
術
博
物
館
に
来

て
、あ
っ
と
い
う
間
に
一
年
が
経
と
う
と

し
て
い
ま
す
。当
館
で
の
仕
事
に
つ
い
て

は
、改
善
点
も
多
く
あ
り
ま
す
が
慣
れ

て
き
た
と
こ
ろ
な
の
で
、今
後
一
層
精
進

し
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。私
生
活
で
の

変
化
は
、以
前
よ
り
も
行
動
力
が
つ
い
た

の
で
は
な
い
か
と
特
に
感
じ
て
い
ま
す
。

休
日
に
は
、各
地
の
美
術
館
や
ギ
ャ
ラ

リ
ー
、ア
ー
ト
フ
ェ
ア
な
ど
を
訪
ね
る
回

数
が
こ
の
一
年
を
通
し
て
ぐ
ん
と
増
え
ま

し
た
。様
々
な
作
品
を
観
る
こ
と
は
、現

在
の
美
術
の
動
向
を
知
る
こ
と
を
は
じ

め
と
し
て
、展
示
の
方
法
や
コ
ン
セ
プ
ト

も
非
常
に
勉
強
に
な
り
ま
す
。最
近
で

は
、少
し
ず
つ
で
す
が
作
品
か
ら
情
報
を

読
み
と
る
力
が
上
が
っ
て
き
た
の
で
は

な
い
か
と
感
じ
て
い
ま
す
。自
分
の
担
当

す
る
展
覧
会
に
も
、学
ん
だ
こ
と
を
応

用
し
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

　
各
地
で
開
催
さ
れ
る
展
覧
会
を
観
る

な
か
で
興
味
深
い
ス
ペ
ー
ス
に
も
出
会
う

の
で
す
が
、特
に
興
味
深
い
の
は
、東
京
・

天
王
洲
に
あ
る「T

E
R
R
A
D
A
 A
rt 

C
om
plex

」と
い
う
い
く
つ
か
の
ギ
ャ
ラ

リ
ー
が
同
じ
フ
ロ
ア
に
入
っ
た
ス
ペ
ー
ス

で
す
。建
物
の
外
観
は
大
き
な
倉
庫
な

の
で
、入
口
は
少
し
分
か
り
に
く
い
の
で

す
が
、新
し
い
表
現
の
発
信
地
に
良
い
刺

激
を
も
ら
い
ま
し
た
。岡
崎
市
美
術
博

物
館
で
も
、こ
の
興
味
深
い
ス
ペ
ー
ス
の

よ
う
に
面
白
い
切
り
口
か
ら
様
々
な
こ

と
を
発
信
し
て
い
け
た
ら
と
思
い
ま
す
。

（
髙
）

　
お
し
ゃ
べ
り
を
す
る
、と
い
う
任
を
拝
し

た
。せ
っ
か
く
な
の
で
、お
し
ゃ
べ
り
に
つ
い

て
少
し
お
し
ゃ
べ
り
し
て
み
る
。

　
ソ
シ
ュ
ー
ル
は
言
葉
を
パ
ロ
ー
ル（
言
）と

ラ
ン
グ（
言
語
）に
分
類
し
た
。前
者
は
日

常
的
な
話
し
言
葉
を
指
し
、後
者
は
語
彙

や
文
法
か
ら
な
る
◯
◯
語
の
総
体
を
指

す
。一
般
に
ソ
シ
ュ
ー
ル
は
後
者
を
研
究
し

た
と
い
わ
れ
る
が
、会
話
を
軽
視
し
た
わ

け
で
は
な
い
。会
話
中
の
即
興
的
な
ト
ン

チ
が
語
彙
を
拡
張
し
、誤
用
が
広
ま
っ
て

文
法
に
変
更
を
迫
る
こ
と
も
あ
る
。要

は
、秩
序
と
逸
脱
の
往
還
。

　
こ
う
し
た
こ
と
を
思
う
と
き
、セ
ル

ト
ー
を
思
い
出
す
。規
範
や
規
則
に
対
し

て
、生
活
す
る
人
々
が
工
夫
を
凝
ら
し
て

「
な
ん
と
か
す
る
技
術
」に
セ
ル
ト
ー
は
注

目
す
る
。近
道
を
み
つ
け
る
こ
と
、料
理
の

レ
シ
ピ
を
ち
ょ
っ
と
変
え
て
み
る
こ
と
、替

え
歌
を
す
る
こ
と
、お
し
ゃ
べ
り
を
す
る
こ

と
、す
な
わ
ち arts de faire （
な
す
／

つ
く
る
技
）。創
造
は
日
常
と
遠
く
な
い
。

　
と
こ
ろ
で
、実
の
と
こ
ろ
、わ
た
し
は
書

い
て
い
る
。こ
の
こ
と
に
つ
い
て
も
書
こ
う

と
思
っ
た
が
、も
う
余
白
が
な
い
。お
し
ゃ

べ
り
と
違
っ
て
、
紙
面
に
は
選
ば
れ
た

言
葉
し
か
残
ら
な
い
の
だ
。
読
者
に
は

想
像
だ
け
が
許
さ
れ
る
。し
か
し
、「
美
し

き
誤
解
」と
い
っ
た
の
は
だ
れ
だ
っ
た
か
、

読
む
こ
と
も
ま
た
創
造
に
開
か
れ
て
い

る
。そ
し
て
、見
る
こ
と
も
同
様
で
あ
る
。 

（
石
）

一
年
の
変
化

身
近
な
創
造
性

■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
平成29年４月８日(土)～５月21日(日)
■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：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～

■平成29年度特別企画展

家康の肖像と東照宮信仰
平成29年6月3日(土)～7月17日(月･祝)
■講演会(いずれも午後2時～)
①「家康公を育てた岡崎」
日時:6月3日(土)
講師:德川恒孝氏(公益財団法人德川記念財団理事長)
②「描かれた東照大権現像の広がり」
日時:6月11日(日)

講師:浦木賢治氏(埼玉県立歴史と民俗の博物館学芸員)
③「三河の東照宮－瀧山・鳳来山東照宮を中心に－」
日時:6月18日(日)
講師:堀江登志実(当館副館長)
④「歴代将軍の肖像画について」
日時:7月2日(日) 
講師:榊原悟(当館館長)
⑤「大樹寺東照大権現坐像をめぐって」
日時:7月8日(土) 
講師:塩澤寛樹氏(群馬県立女子大学教授)
■バスツアー「家康ゆかりの三河の東照宮をめぐる」
日時:6月24日(土) 午前9時30分～午後4時30分［雨天決行］
コース:当館出発→瀧山東照宮(滝町)→大平八幡宮(大平町)→鳳来山東照
宮(新城市)→当館着
定員:30名(応募多数の場合は抽選)
参加費:無料
■ギャラリートーク
日時:6月17日(土)・7月1日(土) 午後2時～

編集後記｜いよいよ平成29年度の展覧会がスタートしました。勤務最終年となる副館長の堀江の連載も今号からスタートです。どんな内容になるか

編集も聞かされておりません。次号以降も楽しみにお待ちください。（湯谷）
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モ
チ
ー
フ
の
行
方

　（
承
前
）そ
の
た
め
に
も
、も
う一
点
、見
て
お
く
べ
き
作
品
が
あ
っ
た
。同
じ
く
白
鶴
美
術
館
に
所
蔵

さ
れ
る『
四
季
花
鳥
図
屏
風
』（
図
１
）で
あ
る
。こ
れ
ま
た
極
彩
色
の
豪
華
な
金
屏
風
だ
。前
回
紹
介
し

た
元
信
本
と
共
に
か
つ
て
は
奈
良
興
福
寺
に
伝
来
。明
治
維
新
の
混
乱
の
中
で
寺
を
出
、そ
の
後
は

揃
っ
て
白
鶴
美
術
館
の
創
設
者
嘉
納
治
兵
衛
の
有
に
帰
し
、今
日
に
至
っ
た
。

　
し
か
し
此
本
に
は
落
款
が
な
い
。そ
う
し
た
場
合
の
金
屏
風
の
常
と
し
て
狩
野
永
徳（
一五
四
三
〜
九

〇
）筆
と
の
伝
称
が
つ
く
も
の
で
、此
本
も
そ
の
例
外
で
は
な
か
っ
た
が
、画
風
分
析
の
結
果
、筆
者
は

永
徳
の
父
―
と
云
う
こ
と
は
元
信
の
息
子
に
他
な
ら
な
い
―
松
栄（
一五一
九
〜
九
二
）の
可
能
性
の
高

い
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た（
田
中
敏
雄「
四
季
花
鳥
図
屏
風
　
　
　
　  

に
つ
い
て
」『
美
学
』１１１
号
　
一

九
七
七
年
　『
近
世
日
本
絵
画
の
研
究
』所
収
　
作
品
社
　
二
〇
一三
年
）。

　
し
か
も
此
本
は
、天
正
九
年（
一五
八一
）十
一
月
廿
五
日
、当
時
織
田
信
長
よ
り
大
和
一
国
を
与
え
ら
れ

権
力
の
絶
頂
期
に
あ
っ
た
戦
国
大
名
筒
井
順
慶（
一五
四
九
〜
八
四
）が
、そ
の
前
年
、興
福
寺
よ
り
借

り
出
し
た「
磨
付
ノ
屏
風
」を
返
す
代
り
に
、送
っ
て
寄
越
し
た「
惣
金
ノ
新
調
屏
風
」そ
の
も
の
で
あ
る

こ
と
も
判
明
し
た
。受
取
っ
た
興
福
寺
は
、そ
の
代
替
屏
風
が「
一
段
見
事
」で
、前
の
屏
風
よ
り「
替
増
」

つ
ま
り
優
れ
て
み
え
る
と
満
足
の
躰
で
あ
っ
た
ら
し
い（
引
用
は
、興
福
寺
多
聞
院
の
記
録『
多
聞
院
日

記（
英
俊
日
記
）』同
年
同
月
日
の
条
　
田
中
氏
前
掲
論
文
）。『
多
聞
院
日
記
』の
こ
の一
条
は
、「
磨
付
」

と「
惣
金
」の
語
が
同
時
に
登
場
す
る
こ
と
か
ら
、従
来
よ
り
金
屏
風
の
金
の
技
法
に
つ
い
て
論
じ
る
際

必
ず
取
上
げ
ら
れ
て
き
た
が（
武
田
恒
夫「
狩
野
派
と
惣
金
屏
風
」『
大
手
前
女
子
大
学
論
集
』３２
号
　

一
九
九
八
年
）、こ
こ
で
は
興
福
寺
の
僧
た
ち
が
、後
者
す
な
わ
ち「
惣
金
屏
風
」の
方
に
、よ
り
多
く
魅

力
を
感
じ
て
い
る
点
に
注
目
し
た
い
。

　
同
じ
く
金
屏
風
と
云
い
な
が
ら
、金
の
微
塵
箔（
極
小
の
金
箔
）や
裂
箔
を
密
に
撒
き
つ
け
、猪
の
牙

や
瑩
石
で
表
面
を
擦
っ
て
磨
き
上
げ
た
、い
わ
ゆ
る「
金
磨
付
」、そ
の
上
品
で
和
ら
い
だ
輝
き
よ
り
、金

箔
を
貼
付
し
た「
惣
金
」の
、均
質
で
ギ
ラ
リ
と
し
た
、ま
さ
し
く
金
属
質
特
有
の
強
い
輝
き
に
軍
配
を

上
げ
た
の
で
あ
る
。む
ろ
ん「
惣
金
」の
方
が
豪
華
に
見
え
た
か
ら
で
あ
る
。し
か
し
、そ
れ
に
要
す
る
金

の
費
用
と
、作
業
工
程
に
要
す
る
時
間
は
、「
金
磨
付
」の
方
が
は
る
か
に
高
く
、長
い
。簡
便
さ
と
安
価

さ
と
に
照
ら
し
て
み
れ
ば
、金
屏
風
が
金
箔
貼
付
の「
惣
金
」へ
向
か
う
こ
と
は
、火
を
見
る
よ
り
明
ら

か
、そ
れ
こ
そ
が
時
代
の
趨
勢
で
あ
っ
た
。

　
当
然
の
こ
と
な
が
ら
惣
金
屏
風
は
、そ
こ
に
描
か
れ
る
モ
チ
ー
フ
に
も
少
な
か
ら
ぬ
影
響
を
与
え
た

に
違
い
な
い
。金
箔
の
発
す
る
強
い
輝
き
に
も
負
け
な
い
派
手
な
色
彩
が
求
め
ら
れ
る
か
ら
だ
。そ
う
し

た
色
彩
を
本
来
備
え
た
モ
チ
ー
フ
が
選
ば
れ
る
。

　
と
、前
置
き
が
長
く
な
っ
た
が
、で
は
実
際
松
栄
本
で
取
上
げ
ら
れ
た
花
と
鳥
は
何
で
あ
っ
た
の
だ

ろ
う
か
。改
め
て
そ
れ
ら
を
両
隻
に
分
け
て
列
記
し
て
み
る
。 

　
右
隻（
春
夏
隻
）

　
　
鳳
凰
、頬
白
な
ど
小
禽

　
　
桐
・
桜
・
躑
躅
・
春
草（
菫
・
蒲
公
英
）

　
　
牡
丹
・
夏
グ
ミ・
萱
草

　
　
竹

右
隻
＝
春
夏
隻
に
鳳
凰
を
配
し
た
。空
想
の
鳥
た
る
鳳
凰
で
あ
る
。本
来
季
節
と
は
無
縁
で
あ
っ
た
は

ず
だ
。そ
の
鳥
を
敢
え
て
右
隻
に
も
っ
て
き
た
。そ
の
た
め
で
あ
ろ
う
か
、鳳
凰
の
宿
る
木
と
さ
れ
る
桐

（
現
実
の
木
だ
）を
右
隻
の
構
図
を
主
導
す
る
巨
木
と
し
、し
か
も
そ
れ
に
花
を
咲
か
せ
る
こ
と
で
、無

理
な
く
初
夏
の
景
に
仕
立
て
上
げ
た
。上
手
い
。

　
一
方
左
隻
は
ど
う
か
。こ
ち
ら
は
秋
冬
の
主
役
の
鳥
と
し
て
、何
と
孔
雀
を
持
っ
て
来
た
。先
の
元
信

本
で
は
、右
隻
、春
を
代
表
す
る
鳥
と
し
て
登
場
し
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。そ
れ
が
秋
に
。何
と
も
節
操

が
な
い
、と
云
う
な
か
れ
。唐
め
き
た
る
鳥
・
孔
雀
は
無
季
と
述
べ
た
で
は
な
い
か
。そ
う
で
あ
れ
ば
こ

そ
、春
、秋
い
ず
れ
の
情
景
に
も
登
場
可
能
で
あ
っ
た
の
だ
。む
ろ
ん
鳳
凰
も
唐
め
き
た
る
鳥
で
あ
る
。

　
し
か
し
、そ
れ
に
し
て
も
元
信
本
と
松
栄
本
と
は
よ
く
似
て
い
る
。主
役
と
な
る
鳥
の一つ
が
錦
鶏
鳥

か
ら
鳳
凰
に
、そ
れ
に
伴
っ
て
松
が
桐
と
な
っ
た
こ
と
、宝
石
箱
を
ひ
っ
く
り
返
し
た
よ
う
だ
と
形
容
し

た
色
彩
の
氾
濫
か
ら
来
る
賑
々
し
さ
が
影
を
ひ
そ
め
、そ
の
分
、背
景
の
金
地
が
広
く
な
っ
た
こ
と
、さ

ら
に
金
雲
の
間
か
ら
雪
山
が
大
き
く
望
ま
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
の
三
つ
が
、元
信
本
と
大
き
く
異

な
る
点
で
あ
ろ
う
か
。そ
れ
以
外
の
、例
え
ば
図
様
構
成
、樹
木
の
配
置
な
ど
、作
品
の
骨
格
を
な
す
部

分
は
ほ
と
ん
ど
変
わ
ら
な
い
。ま
た
、両
本
を
通
じ
左
隻
左
端
に
、そ
れ
ぞ
れ
描
か
れ
た
二
本
の
松
の
彎

曲
す
る
幹
の
形
態
や
枝
振
り
な
ど
、両
者
で
か
な
り
似
通
う
。松
栄
本
が
新
調
さ
れ
、納
め
ら
れ
た
天

正
九
年
、元
信
本
が
す
で
に
興
福
寺
に
在
っ
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
か
ら
、制
作
に
当
っ
て
は
、元
信
本

か
ら
直
接
的
影
響
が
あ
っ
た
の
で
は
、と
勘
ぐ
り
た
く
な
る
程
だ
が
、も
と
よ
り
断
定
は
で
き
な
い
。

　
い
や
、そ
れ
を
云
う
の
な
ら
、父
元
信
が
天
文
十
年（
一五
四一
）十
一
月
三
日
、西
國
の
太
守
大
内
義
隆

よ
り「
御
屏
風
金
三
双
」と「
御
扇
百
本
」の
注
文
を
受
け
、次
の
、

　
　
一
双
分
絵
　
鶴
亀
松
竹
鴛
鴦
鴨
小
鳥
也

　
　
一
双
分
絵
　
月
日
桐
孔
雀
鳳
凰
也

　
　
一
双
分
絵
　
松
楓
柳
桜
也

お
そ
ら
く
は
惣
金
屏
風
三
双
を
制
作
し
て
い
る
か
ら（
完
成
し
て
山
口
に
届
け
ら
れ
た
の
は
天
文
十
二

年
六
月『
　
　
　
入
明
注
文
要
例
』「
至
大
唐
御
進
物
別
幅
分
」）、松
栄
本
は
、そ
の
折
の
主
要
モ
チ
ー

フ
が一
致
す
る「
月
日
桐
孔
雀
鳳
凰
図
」の
制
作
実
績
を
踏
ま
え
た
、と
み
る
方
が
自
然
だ
ろ
う
か
。だ

が
、い
ず
れ
に
せ
よ
、父
元
信
か
ら
の
影
響
は
疑
い
な
い
。

　
そ
う
し
た
中
、わ
た
し
が
と
り
わ
け
注
目
し
た
い
の
は
、や
は
り
元
信
本
と
の
モ
チ
ー
フ
の一
致
で
あ

る
。季
節
の
表
現
と
し
て
の
樹
木
や
草
花
に
共
通
す
る
も
の
が
少
な
く
な
い
。も
と
よ
り
季
節
を
超
越

し
た
松
や
、春
秋
を
代
表
す
る
桜
や
楓（
紅
葉
）が
重
な
り
合
う
の
は
当
然
と
し
て
も
、牡
丹
に
芙
蓉
、

躑
躅
な
ど
が
共
通
す
る
の
は
見
逃
す
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
。い
ず
れ
も
白
や
紅
の
花
が
金
地
に
映
え

る
。惣
金
屏
風
な
ら
で
は
の
モ
チ
ー
フ
選
択
と
も
言
え
そ
う
だ
が
、必
ず
し
も
理
由
は
そ
れ
だ
け
で
は

な
い
だ
ろ
う
。そ
う
思
え
る
の
は
、牡
丹
や
芙
蓉
な
ど
素
地
の
屏
風
に
も
頻
出
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

さ
し
ず
め
狩
野
之
信
の『
花
鳥
図
屏
風
』（
雪
山
の
よ
う
な
明
確
に
冬
と
断
言
で
き
る
も
の
が
な
い
た

め
、表
記
の
名
称
に
し
た
　
東
京
国
立
博
物
館
蔵
　
図
２
）こ
そ
が
、そ
の
代
表
例
で
あ
ろ
う
か
。念
の

た
め
、こ
こ
で
も
描
か
れ
た
花
鳥
の
名
を
列
記
す
る
。

　
右
隻

　
　
孔
雀
・
小
禽

　
　
松
・
梅
・
椿

　
　
牡
丹
・
春
蘭
・
蒲
公
英
・
葦

見
る
よ
う
に
こ
こ
で
も
元
信
本
と
の
関
係
が
色
濃
い
。孔
雀
と
錦
鶏
鳥
を
は
じ
め
主
要
モ
チ
ー
フ
は
、ほ

と
ん
ど
変
わ
ら
な
い
。唯
一
、異
な
る
と
こ
ろ
と
云
え
ば
、元
信
本
で
右
隻
右
端
に
あ
っ
た
躑
躅
が
消
え
、

そ
こ
に
左
隻
左
端
に
在
っ
た
紅
椿
を
移
し
た
た
め
、空
白
と
な
っ
た
左
隻
左
端
に
新
た
な
花
を
登
場
さ

せ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。そ
の
花
が
薔
薇
で
あ
っ
た
こ
と
は
、実
に
興
味
深
い
。

　
筆
者
の
狩
野
之
信
は
正
信
の
息
子
、元
信
の
弟
に
あ
た
る
。近
年
の
研
究
に
よ
っ
て
文
亀
年
間（
一五

〇
一
〜
〇
三
）に
生
ま
れ
、天
文
八
〜
一
〇
年（
一五
三
九
〜
四一
）三
九
蔵
で
殁
し
た
と
云
う（
松
木
寛「
狩

野
之
信
の
花
鳥
図
屏
風
―
謎
の
画
家
狩
野
之
信
の
実
像
を
解
明
」『
聚
美
』３
号
　
二
〇
一二
年
）。こ
れ
に
従
え

ば
之
信
は
、父
正
信
と
は
年
の
差
が
祖
父
と
孫
ほ
ど
で
、兄
元
信
と
は
父
子
ほ
ど
に
も
離
れ
た
弟
と
云

う
こ
と
に
な
る
の
だ
が
、い
ず
れ
に
せ
よ
彼
は
、松
栄
と
共
に
元
信
周
辺
に
在
っ
て
、元
信
に
よ
る
狩
野

派
の
近
世
画
壇
へ
の
飛
躍
を
支
え
た
有
力
絵
師
と
み
て
よ
い
だ
ろ
う
。

　
そ
の
之
信
や
松
栄
、そ
し
て
元
信
の「
四
季
花
鳥
図
」、そ
こ
で
取
上
げ
ら
れ
た
花
と
鳥
の
モ
チ
ー
フ

が
、お
お
む
ね一
致
す
る
。わ
ず
か
三
点
の
屏
風
の
検
証
に
過
ぎ
な
い
と
批
判
さ
れ
そ
う
だ
が
、そ
れ
ら

が
狩
野
派
の
図
様
構
成
の
確
立
期
の
作
で
あ
る
だ
け
に
、む
し
ろ
そ
こ
で
取
上
げ
た
モ
チ
ー
フ
こ
そ

は
、そ
の
時
期
の
狩
野
派「
花
鳥
図
」の
特
色
と
云
う
か
、新
し
さ
そ
の
も
の
で
は
な
か
っ
た
だ
ろ
う
か
。

む
ろ
ん
、そ
れ
ら
の
モ
チ
ー
フ
を
選
ん
だ
の
は
、元
信
そ
の

人
で
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。

　
重
要
な
点
は
、そ
の
花
や
鳥
た
ち
が
、季
節
の
表
現
と
し

て
わ
た
し
た
ち
の
先
祖
が
見
出
し
、育
ん
で
き
た
も
の
と
大

き
く
ズ
レ
て
い
る
こ
と
だ
。端
的
に
言
え
ば
、「
定
家
詠
十

二
ヶ
月
花
鳥
和
歌
」の
詠
ん
だ
花
や
鳥
と
重
な
り
合
う
も

の
が
全
く
な
い
の
だ
。と
な
れ
ば
、そ
れ
ら
は
従
来
と
は
全

く
異
な
る
範
疇
か
ら
選
ば
れ
た
と
み
る
他
あ
る
ま
い
。

　
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
の
は
、そ
れ
ら
の
新
し
い
モ
チ
ー
フ
の

採
用
に
よ
っ
て
、わ
た
し
た
ち
を
取
り
ま
く
花
や
鳥
が
ど
れ

ほ
ど
多
彩
に
、そ
し
て
そ
れ
を
見
つ
め
る
眼
が
ど
れ
ほ
ど
豊

か
に
な
っ
た
か
で
あ
る
。し
か
も
こ
こ
で
選
ば
れ
た
花
や
鳥

は
、そ
の
後
も
描
き
継
が
れ
て
い
く
。そ
の
代
表
が
牡
丹
で

あ
ろ
う
か
。前
掲
し
た
三
屏
風
で
も
常
に
前
景
で
咲
き
誇
っ

て
い
た
は
ず
だ
。そ
の
牡
丹
園
に
迷
う
の
も一興
だ
ろ
う
。

　
　
金
屏
の
か
く
や
く
と
し
て
牡
丹
か
な
　
　
　
蕪
村

眼
の
極
楽
⑲

　花
と
鳥
の
か
た
ち

こ
ん
に
ち

し
ょ
う
え
い

つ
つ
い
じ
ゅ
ん
け
い

み
が
き
つ
け

そ
う
き
ん

左
隻

　
錦
鶏
鳥
・
小
禽

　
柳
・
檜

　
芙
蓉
・
薔
薇
・
茶
・
浮
薔

左
隻（
秋
冬
隻
）

　
孔
雀
、鴛
鴦
な
ど
小
禽

　
楓（
紅
葉
）・ヌ
ル
デ・
芙
蓉

　
松
・
茶
・
秋
草（
菊
・
龍
胆
）

　
雪 

白
鶴
美
術
館
蔵

伝
狩
野
永
徳
筆

み
じ
ん
は
く

よ
し

ひ
の
き

ゆ
き
の
ぶ

み
ず
あ
お
い

き
れ
は
く

う
ま

に
ぎ
に
ぎ

ま

み
が
き
い
し

こ
す

み
が

や
わ

お
や
こ

は
る
な
つ

す
み
れ

た
ん
ぽ
ぽ

あ
き
ふ
ゆ

図1 『四季花鳥図屏風』  狩野松栄筆  白鶴美術館蔵

図2 『花鳥図屏風』  狩野之信筆  東京国立博物館蔵

天
文
八
年

及
十
六
年

二

一



　
　
モ
チ
ー
フ
の
行
方

　（
承
前
）そ
の
た
め
に
も
、も
う一
点
、見
て
お
く
べ
き
作
品
が
あ
っ
た
。同
じ
く
白
鶴
美
術
館
に
所
蔵

さ
れ
る『
四
季
花
鳥
図
屏
風
』（
図
１
）で
あ
る
。こ
れ
ま
た
極
彩
色
の
豪
華
な
金
屏
風
だ
。前
回
紹
介
し

た
元
信
本
と
共
に
か
つ
て
は
奈
良
興
福
寺
に
伝
来
。明
治
維
新
の
混
乱
の
中
で
寺
を
出
、そ
の
後
は

揃
っ
て
白
鶴
美
術
館
の
創
設
者
嘉
納
治
兵
衛
の
有
に
帰
し
、今
日
に
至
っ
た
。

　
し
か
し
此
本
に
は
落
款
が
な
い
。そ
う
し
た
場
合
の
金
屏
風
の
常
と
し
て
狩
野
永
徳（
一五
四
三
〜
九

〇
）筆
と
の
伝
称
が
つ
く
も
の
で
、此
本
も
そ
の
例
外
で
は
な
か
っ
た
が
、画
風
分
析
の
結
果
、筆
者
は

永
徳
の
父
―
と
云
う
こ
と
は
元
信
の
息
子
に
他
な
ら
な
い
―
松
栄（
一五一
九
〜
九
二
）の
可
能
性
の
高

い
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た（
田
中
敏
雄「
四
季
花
鳥
図
屏
風
　
　
　
　  

に
つ
い
て
」『
美
学
』１１１
号
　
一

九
七
七
年
　『
近
世
日
本
絵
画
の
研
究
』所
収
　
作
品
社
　
二
〇
一三
年
）。

　
し
か
も
此
本
は
、天
正
九
年（
一五
八一
）十
一
月
廿
五
日
、当
時
織
田
信
長
よ
り
大
和
一
国
を
与
え
ら
れ

権
力
の
絶
頂
期
に
あ
っ
た
戦
国
大
名
筒
井
順
慶（
一五
四
九
〜
八
四
）が
、そ
の
前
年
、興
福
寺
よ
り
借

り
出
し
た「
磨
付
ノ
屏
風
」を
返
す
代
り
に
、送
っ
て
寄
越
し
た「
惣
金
ノ
新
調
屏
風
」そ
の
も
の
で
あ
る

こ
と
も
判
明
し
た
。受
取
っ
た
興
福
寺
は
、そ
の
代
替
屏
風
が「
一
段
見
事
」で
、前
の
屏
風
よ
り「
替
増
」

つ
ま
り
優
れ
て
み
え
る
と
満
足
の
躰
で
あ
っ
た
ら
し
い（
引
用
は
、興
福
寺
多
聞
院
の
記
録『
多
聞
院
日

記（
英
俊
日
記
）』同
年
同
月
日
の
条
　
田
中
氏
前
掲
論
文
）。『
多
聞
院
日
記
』の
こ
の一
条
は
、「
磨
付
」

と「
惣
金
」の
語
が
同
時
に
登
場
す
る
こ
と
か
ら
、従
来
よ
り
金
屏
風
の
金
の
技
法
に
つ
い
て
論
じ
る
際

必
ず
取
上
げ
ら
れ
て
き
た
が（
武
田
恒
夫「
狩
野
派
と
惣
金
屏
風
」『
大
手
前
女
子
大
学
論
集
』３２
号
　

一
九
九
八
年
）、こ
こ
で
は
興
福
寺
の
僧
た
ち
が
、後
者
す
な
わ
ち「
惣
金
屏
風
」の
方
に
、よ
り
多
く
魅

力
を
感
じ
て
い
る
点
に
注
目
し
た
い
。

　
同
じ
く
金
屏
風
と
云
い
な
が
ら
、金
の
微
塵
箔（
極
小
の
金
箔
）や
裂
箔
を
密
に
撒
き
つ
け
、猪
の
牙

や
瑩
石
で
表
面
を
擦
っ
て
磨
き
上
げ
た
、い
わ
ゆ
る「
金
磨
付
」、そ
の
上
品
で
和
ら
い
だ
輝
き
よ
り
、金

箔
を
貼
付
し
た「
惣
金
」の
、均
質
で
ギ
ラ
リ
と
し
た
、ま
さ
し
く
金
属
質
特
有
の
強
い
輝
き
に
軍
配
を

上
げ
た
の
で
あ
る
。む
ろ
ん「
惣
金
」の
方
が
豪
華
に
見
え
た
か
ら
で
あ
る
。し
か
し
、そ
れ
に
要
す
る
金

の
費
用
と
、作
業
工
程
に
要
す
る
時
間
は
、「
金
磨
付
」の
方
が
は
る
か
に
高
く
、長
い
。簡
便
さ
と
安
価

さ
と
に
照
ら
し
て
み
れ
ば
、金
屏
風
が
金
箔
貼
付
の「
惣
金
」へ
向
か
う
こ
と
は
、火
を
見
る
よ
り
明
ら

か
、そ
れ
こ
そ
が
時
代
の
趨
勢
で
あ
っ
た
。

　
当
然
の
こ
と
な
が
ら
惣
金
屏
風
は
、そ
こ
に
描
か
れ
る
モ
チ
ー
フ
に
も
少
な
か
ら
ぬ
影
響
を
与
え
た

に
違
い
な
い
。金
箔
の
発
す
る
強
い
輝
き
に
も
負
け
な
い
派
手
な
色
彩
が
求
め
ら
れ
る
か
ら
だ
。そ
う
し

た
色
彩
を
本
来
備
え
た
モ
チ
ー
フ
が
選
ば
れ
る
。

　
と
、前
置
き
が
長
く
な
っ
た
が
、で
は
実
際
松
栄
本
で
取
上
げ
ら
れ
た
花
と
鳥
は
何
で
あ
っ
た
の
だ

ろ
う
か
。改
め
て
そ
れ
ら
を
両
隻
に
分
け
て
列
記
し
て
み
る
。 

　
右
隻（
春
夏
隻
）

　
　
鳳
凰
、頬
白
な
ど
小
禽

　
　
桐
・
桜
・
躑
躅
・
春
草（
菫
・
蒲
公
英
）

　
　
牡
丹
・
夏
グ
ミ・
萱
草

　
　
竹

右
隻
＝
春
夏
隻
に
鳳
凰
を
配
し
た
。空
想
の
鳥
た
る
鳳
凰
で
あ
る
。本
来
季
節
と
は
無
縁
で
あ
っ
た
は

ず
だ
。そ
の
鳥
を
敢
え
て
右
隻
に
も
っ
て
き
た
。そ
の
た
め
で
あ
ろ
う
か
、鳳
凰
の
宿
る
木
と
さ
れ
る
桐

（
現
実
の
木
だ
）を
右
隻
の
構
図
を
主
導
す
る
巨
木
と
し
、し
か
も
そ
れ
に
花
を
咲
か
せ
る
こ
と
で
、無

理
な
く
初
夏
の
景
に
仕
立
て
上
げ
た
。上
手
い
。

　
一
方
左
隻
は
ど
う
か
。こ
ち
ら
は
秋
冬
の
主
役
の
鳥
と
し
て
、何
と
孔
雀
を
持
っ
て
来
た
。先
の
元
信

本
で
は
、右
隻
、春
を
代
表
す
る
鳥
と
し
て
登
場
し
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。そ
れ
が
秋
に
。何
と
も
節
操

が
な
い
、と
云
う
な
か
れ
。唐
め
き
た
る
鳥
・
孔
雀
は
無
季
と
述
べ
た
で
は
な
い
か
。そ
う
で
あ
れ
ば
こ

そ
、春
、秋
い
ず
れ
の
情
景
に
も
登
場
可
能
で
あ
っ
た
の
だ
。む
ろ
ん
鳳
凰
も
唐
め
き
た
る
鳥
で
あ
る
。

　
し
か
し
、そ
れ
に
し
て
も
元
信
本
と
松
栄
本
と
は
よ
く
似
て
い
る
。主
役
と
な
る
鳥
の一つ
が
錦
鶏
鳥

か
ら
鳳
凰
に
、そ
れ
に
伴
っ
て
松
が
桐
と
な
っ
た
こ
と
、宝
石
箱
を
ひ
っ
く
り
返
し
た
よ
う
だ
と
形
容
し

た
色
彩
の
氾
濫
か
ら
来
る
賑
々
し
さ
が
影
を
ひ
そ
め
、そ
の
分
、背
景
の
金
地
が
広
く
な
っ
た
こ
と
、さ

ら
に
金
雲
の
間
か
ら
雪
山
が
大
き
く
望
ま
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
の
三
つ
が
、元
信
本
と
大
き
く
異

な
る
点
で
あ
ろ
う
か
。そ
れ
以
外
の
、例
え
ば
図
様
構
成
、樹
木
の
配
置
な
ど
、作
品
の
骨
格
を
な
す
部

分
は
ほ
と
ん
ど
変
わ
ら
な
い
。ま
た
、両
本
を
通
じ
左
隻
左
端
に
、そ
れ
ぞ
れ
描
か
れ
た
二
本
の
松
の
彎

曲
す
る
幹
の
形
態
や
枝
振
り
な
ど
、両
者
で
か
な
り
似
通
う
。松
栄
本
が
新
調
さ
れ
、納
め
ら
れ
た
天

正
九
年
、元
信
本
が
す
で
に
興
福
寺
に
在
っ
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
か
ら
、制
作
に
当
っ
て
は
、元
信
本

か
ら
直
接
的
影
響
が
あ
っ
た
の
で
は
、と
勘
ぐ
り
た
く
な
る
程
だ
が
、も
と
よ
り
断
定
は
で
き
な
い
。

　
い
や
、そ
れ
を
云
う
の
な
ら
、父
元
信
が
天
文
十
年（
一五
四一
）十
一
月
三
日
、西
國
の
太
守
大
内
義
隆

よ
り「
御
屏
風
金
三
双
」と「
御
扇
百
本
」の
注
文
を
受
け
、次
の
、

　
　
一
双
分
絵
　
鶴
亀
松
竹
鴛
鴦
鴨
小
鳥
也

　
　
一
双
分
絵
　
月
日
桐
孔
雀
鳳
凰
也

　
　
一
双
分
絵
　
松
楓
柳
桜
也

お
そ
ら
く
は
惣
金
屏
風
三
双
を
制
作
し
て
い
る
か
ら（
完
成
し
て
山
口
に
届
け
ら
れ
た
の
は
天
文
十
二

年
六
月『
　
　
　
入
明
注
文
要
例
』「
至
大
唐
御
進
物
別
幅
分
」）、松
栄
本
は
、そ
の
折
の
主
要
モ
チ
ー

フ
が一
致
す
る「
月
日
桐
孔
雀
鳳
凰
図
」の
制
作
実
績
を
踏
ま
え
た
、と
み
る
方
が
自
然
だ
ろ
う
か
。だ

が
、い
ず
れ
に
せ
よ
、父
元
信
か
ら
の
影
響
は
疑
い
な
い
。

　
そ
う
し
た
中
、わ
た
し
が
と
り
わ
け
注
目
し
た
い
の
は
、や
は
り
元
信
本
と
の
モ
チ
ー
フ
の一
致
で
あ

る
。季
節
の
表
現
と
し
て
の
樹
木
や
草
花
に
共
通
す
る
も
の
が
少
な
く
な
い
。も
と
よ
り
季
節
を
超
越

し
た
松
や
、春
秋
を
代
表
す
る
桜
や
楓（
紅
葉
）が
重
な
り
合
う
の
は
当
然
と
し
て
も
、牡
丹
に
芙
蓉
、

躑
躅
な
ど
が
共
通
す
る
の
は
見
逃
す
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
。い
ず
れ
も
白
や
紅
の
花
が
金
地
に
映
え

る
。惣
金
屏
風
な
ら
で
は
の
モ
チ
ー
フ
選
択
と
も
言
え
そ
う
だ
が
、必
ず
し
も
理
由
は
そ
れ
だ
け
で
は

な
い
だ
ろ
う
。そ
う
思
え
る
の
は
、牡
丹
や
芙
蓉
な
ど
素
地
の
屏
風
に
も
頻
出
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

さ
し
ず
め
狩
野
之
信
の『
花
鳥
図
屏
風
』（
雪
山
の
よ
う
な
明
確
に
冬
と
断
言
で
き
る
も
の
が
な
い
た

め
、表
記
の
名
称
に
し
た
　
東
京
国
立
博
物
館
蔵
　
図
２
）こ
そ
が
、そ
の
代
表
例
で
あ
ろ
う
か
。念
の

た
め
、こ
こ
で
も
描
か
れ
た
花
鳥
の
名
を
列
記
す
る
。

　
右
隻

　
　
孔
雀
・
小
禽

　
　
松
・
梅
・
椿

　
　
牡
丹
・
春
蘭
・
蒲
公
英
・
葦

見
る
よ
う
に
こ
こ
で
も
元
信
本
と
の
関
係
が
色
濃
い
。孔
雀
と
錦
鶏
鳥
を
は
じ
め
主
要
モ
チ
ー
フ
は
、ほ

と
ん
ど
変
わ
ら
な
い
。唯
一
、異
な
る
と
こ
ろ
と
云
え
ば
、元
信
本
で
右
隻
右
端
に
あ
っ
た
躑
躅
が
消
え
、

そ
こ
に
左
隻
左
端
に
在
っ
た
紅
椿
を
移
し
た
た
め
、空
白
と
な
っ
た
左
隻
左
端
に
新
た
な
花
を
登
場
さ

せ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。そ
の
花
が
薔
薇
で
あ
っ
た
こ
と
は
、実
に
興
味
深
い
。

　
筆
者
の
狩
野
之
信
は
正
信
の
息
子
、元
信
の
弟
に
あ
た
る
。近
年
の
研
究
に
よ
っ
て
文
亀
年
間（
一五

〇
一
〜
〇
三
）に
生
ま
れ
、天
文
八
〜
一
〇
年（
一五
三
九
〜
四一
）三
九
蔵
で
殁
し
た
と
云
う（
松
木
寛「
狩

野
之
信
の
花
鳥
図
屏
風
―
謎
の
画
家
狩
野
之
信
の
実
像
を
解
明
」『
聚
美
』３
号
　
二
〇
一二
年
）。こ
れ
に
従
え

ば
之
信
は
、父
正
信
と
は
年
の
差
が
祖
父
と
孫
ほ
ど
で
、兄
元
信
と
は
父
子
ほ
ど
に
も
離
れ
た
弟
と
云

う
こ
と
に
な
る
の
だ
が
、い
ず
れ
に
せ
よ
彼
は
、松
栄
と
共
に
元
信
周
辺
に
在
っ
て
、元
信
に
よ
る
狩
野

派
の
近
世
画
壇
へ
の
飛
躍
を
支
え
た
有
力
絵
師
と
み
て
よ
い
だ
ろ
う
。

　
そ
の
之
信
や
松
栄
、そ
し
て
元
信
の「
四
季
花
鳥
図
」、そ
こ
で
取
上
げ
ら
れ
た
花
と
鳥
の
モ
チ
ー
フ

が
、お
お
む
ね一
致
す
る
。わ
ず
か
三
点
の
屏
風
の
検
証
に
過
ぎ
な
い
と
批
判
さ
れ
そ
う
だ
が
、そ
れ
ら

が
狩
野
派
の
図
様
構
成
の
確
立
期
の
作
で
あ
る
だ
け
に
、む
し
ろ
そ
こ
で
取
上
げ
た
モ
チ
ー
フ
こ
そ

は
、そ
の
時
期
の
狩
野
派「
花
鳥
図
」の
特
色
と
云
う
か
、新
し
さ
そ
の
も
の
で
は
な
か
っ
た
だ
ろ
う
か
。

む
ろ
ん
、そ
れ
ら
の
モ
チ
ー
フ
を
選
ん
だ
の
は
、元
信
そ
の

人
で
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。

　
重
要
な
点
は
、そ
の
花
や
鳥
た
ち
が
、季
節
の
表
現
と
し

て
わ
た
し
た
ち
の
先
祖
が
見
出
し
、育
ん
で
き
た
も
の
と
大

き
く
ズ
レ
て
い
る
こ
と
だ
。端
的
に
言
え
ば
、「
定
家
詠
十

二
ヶ
月
花
鳥
和
歌
」の
詠
ん
だ
花
や
鳥
と
重
な
り
合
う
も

の
が
全
く
な
い
の
だ
。と
な
れ
ば
、そ
れ
ら
は
従
来
と
は
全

く
異
な
る
範
疇
か
ら
選
ば
れ
た
と
み
る
他
あ
る
ま
い
。

　
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
の
は
、そ
れ
ら
の
新
し
い
モ
チ
ー
フ
の

採
用
に
よ
っ
て
、わ
た
し
た
ち
を
取
り
ま
く
花
や
鳥
が
ど
れ

ほ
ど
多
彩
に
、そ
し
て
そ
れ
を
見
つ
め
る
眼
が
ど
れ
ほ
ど
豊

か
に
な
っ
た
か
で
あ
る
。し
か
も
こ
こ
で
選
ば
れ
た
花
や
鳥

は
、そ
の
後
も
描
き
継
が
れ
て
い
く
。そ
の
代
表
が
牡
丹
で

あ
ろ
う
か
。前
掲
し
た
三
屏
風
で
も
常
に
前
景
で
咲
き
誇
っ

て
い
た
は
ず
だ
。そ
の
牡
丹
園
に
迷
う
の
も一興
だ
ろ
う
。

　
　
金
屏
の
か
く
や
く
と
し
て
牡
丹
か
な
　
　
　
蕪
村

眼
の
極
楽
⑲

　花
と
鳥
の
か
た
ち

こ
ん
に
ち

し
ょ
う
え
い

つ
つ
い
じ
ゅ
ん
け
い

み
が
き
つ
け

そ
う
き
ん

左
隻

　
錦
鶏
鳥
・
小
禽

　
柳
・
檜

　
芙
蓉
・
薔
薇
・
茶
・
浮
薔

左
隻（
秋
冬
隻
）

　
孔
雀
、鴛
鴦
な
ど
小
禽

　
楓（
紅
葉
）・ヌ
ル
デ・
芙
蓉

　
松
・
茶
・
秋
草（
菊
・
龍
胆
）

　
雪 

白
鶴
美
術
館
蔵

伝
狩
野
永
徳
筆

み
じ
ん
は
く

よ
し

ひ
の
き

ゆ
き
の
ぶ

み
ず
あ
お
い

き
れ
は
く

う
ま

に
ぎ
に
ぎ

ま

み
が
き
い
し

こ
す

み
が

や
わ

お
や
こ

は
る
な
つ

す
み
れ

た
ん
ぽ
ぽ

あ
き
ふ
ゆ

図1 『四季花鳥図屏風』  狩野松栄筆  白鶴美術館蔵

図2 『花鳥図屏風』  狩野之信筆  東京国立博物館蔵
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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
〇
〇
年

の
系
譜
」を
四
月
八
日（
土
）か
ら
五
月
二

十
一
日（
日
）ま
で
開
催
し
ま
す
。

　
女
性
を
モ
チ
ー
フ
と
し
て
、美
術
作
品

を
創
り
上
げ
る
こ
と
は
古
く
か
ら
行
わ
れ

て
き
ま
し
た
。特
に
江
戸
期
の
浮
世
絵
で

は
美
人
写
し
な
ど
と
呼
ば
れ
、多
く
の
作

品
が
残
さ
れ
て
い
ま
す
。京
都
で
美
人
画

が
一つ
の
ジ
ャ
ン
ル
と
し
て
確
立
し
た
の
は

明
治
期
中
頃
以
降
で
す
。女
性
の
表
面
的

な
美
し
さ
の
み
な
ら
ず
、理
想
の
女
性
の

美
の
描
出
を
目
指
し
、様
々
な
女
性
の
姿

が
描
か
れ
ま
し
た
。本
展
で
は
、大
き
く
全

体
を
三
章
に
分
け
、作
品
を
展
示
し
ま

す
。

　
ま
ず
第
一
章
で
は「
京
都
の
美
人
画
」を

ご
紹
介
し
ま
す
。長
い
伝
統
の
な
か
で
独

特
な
文
化
や
風
俗
が
培
わ
れ
た
京
都
で

は
、地
域
に
ま
つ
わ
る
文
学
や
芸
能
、生
活

を
描
い
た
美
人
画
が
豊
富
で
、京
都
の
場

所
柄
を
色
濃
く
反
映
し
て
多
様
に
展
開

し
て
い
き
ま
し
た
。京
都
ら
し
い
風
俗
や
文

化
の
中
で
描
か
れ
た
美
人
画
や
歴
史
や
故

事
に
ま
つ
わ
る
美
人
画
が
多
く
描
か
れ
て

い
ま
す
。こ
の
章
で
は
京
都
な
ら
で
は
の

美
人
画
の
多
彩
さ
を
お
愉
し
み
い
た
だ
き

ま
す
。

　
第
二
章
で
は
、「
美
人
画
の
さ
ま
ざ
ま
」

を
展
示
し
ま
す
。明
治
中
期
頃
に
一
つ
の

ジ
ャ
ン
ル
と
し
て
ま
と
ま
っ
た
美
人
画
で

す
が
、当
初
か
ら
描
か
れ
る
女
性
た
ち
は

多
岐
に
わ
た
っ
て
い
ま
し
た
。女
性
の
愛
お

し
さ
や
た
お
や
か
さ
が
描
か
れ
る
一
方
で
、

日
常
の
生
活
の
端
々
に
見
る
美
し
さ
や
暮

ら
し
の
憂
さ
か
ら
滲
む
美
を
そ
れ
ぞ
れ
描

い
た
美
人
画
は
女
性
に
ま
つ
わ
る
美
の
豊

か
さ
を
物
語
り
ま
す
。ま
た
日
本
画
の
新

し
い
描
き
方
を
模
索
し
た
国
画
創
作
協
会

が
大
正
七（
一
九
〇
八
）年
に
結
成
さ
れ
、

社
会
に
生
き
る
女
性
た
ち
の
生
き
方
に
関

わ
る
美
が
問
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と

も
あ
り
ま
す
。こ
の
章
で
は
さ
ま
ざ
ま
な

展
開
を
し
た
美
人
画
の
変
奏
を
ご
覧
い
た

だ
き
ま
す
。

　
第
三
章
で
は「
美
人
画
の
展
開
」を
ご

紹
介
し
ま
す
。一
つ
の
ジ
ャ
ン
ル
と
し
て
ま

と
ま
っ
て
以
降
、美
人
画
は
時
代
を
反
映

し
な
が
ら
変
遷
を
た
ど
り
、現
代
ま
で
描

き
続
け
ら
れ
て
き
ま
し
た
。近
代
化
が
め

ざ
ま
し
く
進
ん
だ
大
正
期
か
ら
昭
和
初

期
に
か
け
て
は
、モ
ダ
ン
で
進
歩
的
な
女

性
の
姿
が
多
く
描
か
れ
、ま
た
当
時
の
機

運
で
あ
っ
た
帝
国
主
義
を
背
景
に
変
化
し

た
ア
ジ
ア
へ
の
ま
な
ざ
し
に
応
じ
る
よ
う

に
東
洋
の
諸
外
国
の
女
性
た
ち
も
多
く

描
か
れ
ま
し
た
。昭
和
中
期
以
後
は
、戦

況
の
悪
化
と
と
も
に
働
く
女
性
た
ち
の
姿

が
多
く
描
か
れ
、も
う
一
度
国
内
へ
と
目
が

向
け
ら
れ
て
い
き
ま
し
た
。終
戦
後
に
は

美
人
画
と
い
う
ジ
ャ
ン
ル
で
は
あ
る
も
の

の
、裸
婦
や
母
子
像
と
い
っ
た
テ
ー
マ
で
描

か
れ
た
作
品
も
現
れ
、新
し
い
美
人
画
へ

の
幕
開
け
と
も
な
り
ま
し
た
。こ
の
章
で

は
、明
治
末
期
か
ら
現
代
に
い
た
る
ま
で

の
変
遷
を
た
ど
り
な
が
ら
、新
し
い
美
人

画
の
流
れ
を
ご
覧
い
た
だ
き
ま
す
。

　
昭
和
八（
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
開
館
し
た
京
都
市
美

術
館
が
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

す
る
京
都
画
壇
を
中
心
と
し
た
作
品
の
コ

レ
ク
シ
ョ
ン
の
充
実
は
他
に
類
を
見
な
い

も
の
と
な
っ
て
い
ま
す
。美
人
画
の
名
品
六

〇
点
を
通
し
て
、多
彩
な
女
性
の
美
を
ぜ

ひ
ご
鑑
賞
く
だ
さ
い
。 

会期：平成29年4月8日（土）～5月21日（日）

　
当
館
の
位
置
す
る
岡
崎
市
は
、徳
川
家

康
の
生
誕
地
で
す
。天
文
十
一
年（
一
五
四

二
）岡
崎
城
に
生
ま
れ
た
家
康
は
、慶
長
八

年（
一
六
〇
三
）征
夷
大
将
軍
に
任
ぜ
ら
れ

て
江
戸
幕
府
を
開
き
、元
和
二
年（
一
六
一

六
）七
十
五
年
の
生
涯
を
終
え
た
後
に
は
、

神
格
化
さ
れ
て「
東
照
大
権
現
」と
し
て
祀

ら
れ
、各
地
に
東
照
宮
が
建
立
さ
れ
ま
し

た
。家
康
の
肖
像
は
数
多
く
残
さ
れ
て
い

ま
す
が
、こ
れ
は
家
康
が
江
戸
幕
府
の
創

始
者
で
あ
る
と
と
も
に
、没
後「
東
照
大
権

現
」と
し
て
祀
ら
れ
た
た
め
で
、各
地
の
社

寺
や
将
軍
家
、大
名
家
な
ど
で
崇
拝
さ
れ
、

祭
祀
な
ど
に
用
い
ら
れ
た
こ
と
に
よ
り
ま

す
。本
展
で
は
德
川
記
念
財
団
の
所
蔵
資

料
を
中
心
に
、各
地
の
東
照
宮
や
寺
社
に

伝
わ
る
多
様
な
家
康
の
肖
像
を
一
堂
に
ご

覧
い
た
だ
き
ま
す
。

　
神
格
化
さ
れ
た
家
康
の
姿
を
描
い
た

「
東
照
大
権
現
像
」の
最
初
期
の
作
が
、四

代
木
村
了
琢
筆
、天
海
賛
の「
東
照
大
権

現
像
」（
德
川
記
念
財
団
蔵
）で
す
。天
海

は
徳
川
家
康
の
帰
依
を
う
け
て
政
治
に
も

参
与
し
、家
康
の
没
後
、東
照
大
権
現
の

祭
祀
を
主
導
し
た
天
台
僧
で
あ
り
、東
照

宮
信
仰
の
普
及
の
た
め
、多
く
の
東
照
大

権
現
像
を
描
か
せ
、自
ら
賛
を
入
れ
ま
し

た
。東
照
大
権
現
像
の
基
本
図
様
は
、瑞

雲
が
垂
れ
込
め
、御
簾
が
あ
が
る
宮
殿
内

に
黒
い
袍
の
束
帯
姿
で
威
儀
を
正
す
姿

で
、天
海
に
重
用
さ
れ
た
木
村
了
琢
や

神
田
宗
庭
ら〝
深
秘
の
絵
師
〞よ
り
制
作
さ

れ
、以
後
そ
の
図
様
は
変
容
し
な
が
ら
も
、

継
承
さ
れ
て
い
き
ま
す
。德
川
記
念
財
団

本
の
背
景
に
は
、日
光
東
照
社
の
社
殿
や

日
光
山
の
伽
藍
と
み
ら
れ
る
景
観
が
描
か

れ
て
い
ま
す
。

　
神
格
化
の
初
期
の
段
階
で
は
、高
僧
の

賛
を
と
も
な
う
通
例
の
供
養
像
形
式
の
像

や
伝
統
的
な
武
家
束
帯
像
も
描
か
れ
て
い

ま
す
。德
川
記
念
財
団
に
は
、歴
代
将
軍
の

正
式
な
肖
像
画
を
描
く
た
め
の
原
画（
紙

形
）に
当
た
る
と
み
ら
れ
る
白
描
画
が
多

数
伝
来
し
て
い
ま
す
。そ
の
制
作
に
際
し
て

は
肖
似
性
が
求
め
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、同

財
団
の「
東
照
大
権
現
像（
白
描
）」の
精

悍
な
顔
立
ち
は
、真
の
面
貌
を
伝
え
る
可

能
性
が
高
い
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

　「
霊
夢
像
」は
祖
父
家
康
を
深
く
尊
崇

し
た
三
代
家
光
が
、夢
で
見
た
家
康
の
姿

を
幕
府
の
御
用
絵
師
で
あ
る
狩
野
探
幽
ら

に
描
か
せ
た
姿
で
、夢
の
画
像
に
相
応
し

く
淡
彩
で
お
お
ら
か
に
描
か
れ
て
い
ま
す
。

図
様
は
瑞
雲
が
垂
れ
込
め
た
宮
殿
内
に
坐

し
た
家
康
が
袍
を
着
用
し
た
姿
と
平
服
姿

の
も
の
が
あ
り
、寛
永
十
九
年（
一
六
四
二
）

頃
の
制
作
を
境
に
、眼
を
見
開
い
た
精
悍

な
表
情
か
ら
、仏
を
彷
彿
と
さ
せ
る
眼
を

細
め
た
静
謐
な
表
情
に
変
わ
っ
て
い
き
ま

す
。

　
家
光
と
家
康
が
、宮
殿
内
で
対
面
し
、家

光
が
家
康
か
ら
金
扇
に
載
せ
た
鶴
を
戴
く

姿
が
描
か
れ
た
霊
夢
像（
德
川
記
念
財
団

蔵
）も
あ
り
ま
す
。金
扇
は
家
康
の
馬
印
、

鶴
は
瑞
鳥
で
す
。本
図
と
ほ
ぼ
同
じ
図
様

の
家
光
像
が
日
光
山
輪
王
寺
に
伝
来
し
て

お
り
、家
康
の
権
力
と
権
威
を
継
承
し
よ

う
と
す
る
家
光
の
意
図
が
窺
わ
れ
ま
す
。

　
多
岐
に
わ
た
る
家
康
の
肖
像
を
通
し

て
、そ
の
実
像
に
迫
る
と
と
も
に
、当
時
の

人
々
の
家
康
に
対
す
る
尊
崇
や
信
仰
に
つ

い
て
紹
介
し
、郷
土
の
英
雄
、家
康
に
対
す

る
理
解
を
深
め
て
頂
け
れ
ば
幸
い
で
す
。

会期：平成29年6月3日（土）～7月17日（月･祝）

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

特別企画展

家康の肖像と
東照宮信仰
浦 野 加 穂 子

上村松園《春光》 昭和戦前期

東照大権現像 四代木村了琢筆 天海賛 德川記念財団蔵

き
む
ら
り
ょ
う
た
く

て
ん
か
い

き
む
ら
り
ょ
う
た
く

か
ん
だ
そ
う
て
い

じ
ん
ぴ

し
ょ
う
じ
せ
い



　
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
〇
〇
年

の
系
譜
」を
四
月
八
日（
土
）か
ら
五
月
二

十
一
日（
日
）ま
で
開
催
し
ま
す
。

　
女
性
を
モ
チ
ー
フ
と
し
て
、美
術
作
品

を
創
り
上
げ
る
こ
と
は
古
く
か
ら
行
わ
れ

て
き
ま
し
た
。特
に
江
戸
期
の
浮
世
絵
で

は
美
人
写
し
な
ど
と
呼
ば
れ
、多
く
の
作

品
が
残
さ
れ
て
い
ま
す
。京
都
で
美
人
画

が
一つ
の
ジ
ャ
ン
ル
と
し
て
確
立
し
た
の
は

明
治
期
中
頃
以
降
で
す
。女
性
の
表
面
的

な
美
し
さ
の
み
な
ら
ず
、理
想
の
女
性
の

美
の
描
出
を
目
指
し
、様
々
な
女
性
の
姿

が
描
か
れ
ま
し
た
。本
展
で
は
、大
き
く
全

体
を
三
章
に
分
け
、作
品
を
展
示
し
ま

す
。

　
ま
ず
第
一
章
で
は「
京
都
の
美
人
画
」を

ご
紹
介
し
ま
す
。長
い
伝
統
の
な
か
で
独

特
な
文
化
や
風
俗
が
培
わ
れ
た
京
都
で

は
、地
域
に
ま
つ
わ
る
文
学
や
芸
能
、生
活

を
描
い
た
美
人
画
が
豊
富
で
、京
都
の
場

所
柄
を
色
濃
く
反
映
し
て
多
様
に
展
開

し
て
い
き
ま
し
た
。京
都
ら
し
い
風
俗
や
文

化
の
中
で
描
か
れ
た
美
人
画
や
歴
史
や
故

事
に
ま
つ
わ
る
美
人
画
が
多
く
描
か
れ
て

い
ま
す
。こ
の
章
で
は
京
都
な
ら
で
は
の

美
人
画
の
多
彩
さ
を
お
愉
し
み
い
た
だ
き

ま
す
。

　
第
二
章
で
は
、「
美
人
画
の
さ
ま
ざ
ま
」

を
展
示
し
ま
す
。明
治
中
期
頃
に
一
つ
の

ジ
ャ
ン
ル
と
し
て
ま
と
ま
っ
た
美
人
画
で

す
が
、当
初
か
ら
描
か
れ
る
女
性
た
ち
は

多
岐
に
わ
た
っ
て
い
ま
し
た
。女
性
の
愛
お

し
さ
や
た
お
や
か
さ
が
描
か
れ
る
一
方
で
、

日
常
の
生
活
の
端
々
に
見
る
美
し
さ
や
暮

ら
し
の
憂
さ
か
ら
滲
む
美
を
そ
れ
ぞ
れ
描

い
た
美
人
画
は
女
性
に
ま
つ
わ
る
美
の
豊

か
さ
を
物
語
り
ま
す
。ま
た
日
本
画
の
新

し
い
描
き
方
を
模
索
し
た
国
画
創
作
協
会

が
大
正
七（
一
九
〇
八
）年
に
結
成
さ
れ
、

社
会
に
生
き
る
女
性
た
ち
の
生
き
方
に
関

わ
る
美
が
問
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と

も
あ
り
ま
す
。こ
の
章
で
は
さ
ま
ざ
ま
な

展
開
を
し
た
美
人
画
の
変
奏
を
ご
覧
い
た

だ
き
ま
す
。

　
第
三
章
で
は「
美
人
画
の
展
開
」を
ご

紹
介
し
ま
す
。一
つ
の
ジ
ャ
ン
ル
と
し
て
ま

と
ま
っ
て
以
降
、美
人
画
は
時
代
を
反
映

し
な
が
ら
変
遷
を
た
ど
り
、現
代
ま
で
描

き
続
け
ら
れ
て
き
ま
し
た
。近
代
化
が
め

ざ
ま
し
く
進
ん
だ
大
正
期
か
ら
昭
和
初

期
に
か
け
て
は
、モ
ダ
ン
で
進
歩
的
な
女

性
の
姿
が
多
く
描
か
れ
、ま
た
当
時
の
機

運
で
あ
っ
た
帝
国
主
義
を
背
景
に
変
化
し

た
ア
ジ
ア
へ
の
ま
な
ざ
し
に
応
じ
る
よ
う

に
東
洋
の
諸
外
国
の
女
性
た
ち
も
多
く

描
か
れ
ま
し
た
。昭
和
中
期
以
後
は
、戦

況
の
悪
化
と
と
も
に
働
く
女
性
た
ち
の
姿

が
多
く
描
か
れ
、も
う
一
度
国
内
へ
と
目
が

向
け
ら
れ
て
い
き
ま
し
た
。終
戦
後
に
は

美
人
画
と
い
う
ジ
ャ
ン
ル
で
は
あ
る
も
の

の
、裸
婦
や
母
子
像
と
い
っ
た
テ
ー
マ
で
描

か
れ
た
作
品
も
現
れ
、新
し
い
美
人
画
へ

の
幕
開
け
と
も
な
り
ま
し
た
。こ
の
章
で

は
、明
治
末
期
か
ら
現
代
に
い
た
る
ま
で

の
変
遷
を
た
ど
り
な
が
ら
、新
し
い
美
人

画
の
流
れ
を
ご
覧
い
た
だ
き
ま
す
。

　
昭
和
八（
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
開
館
し
た
京
都
市
美

術
館
が
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

す
る
京
都
画
壇
を
中
心
と
し
た
作
品
の
コ

レ
ク
シ
ョ
ン
の
充
実
は
他
に
類
を
見
な
い

も
の
と
な
っ
て
い
ま
す
。美
人
画
の
名
品
六

〇
点
を
通
し
て
、多
彩
な
女
性
の
美
を
ぜ

ひ
ご
鑑
賞
く
だ
さ
い
。 

会期：平成29年4月8日（土）～5月21日（日）

　
当
館
の
位
置
す
る
岡
崎
市
は
、徳
川
家

康
の
生
誕
地
で
す
。天
文
十
一
年（
一
五
四

二
）岡
崎
城
に
生
ま
れ
た
家
康
は
、慶
長
八

年（
一
六
〇
三
）征
夷
大
将
軍
に
任
ぜ
ら
れ

て
江
戸
幕
府
を
開
き
、元
和
二
年（
一
六
一

六
）七
十
五
年
の
生
涯
を
終
え
た
後
に
は
、

神
格
化
さ
れ
て「
東
照
大
権
現
」と
し
て
祀

ら
れ
、各
地
に
東
照
宮
が
建
立
さ
れ
ま
し

た
。家
康
の
肖
像
は
数
多
く
残
さ
れ
て
い

ま
す
が
、こ
れ
は
家
康
が
江
戸
幕
府
の
創

始
者
で
あ
る
と
と
も
に
、没
後「
東
照
大
権

現
」と
し
て
祀
ら
れ
た
た
め
で
、各
地
の
社

寺
や
将
軍
家
、大
名
家
な
ど
で
崇
拝
さ
れ
、

祭
祀
な
ど
に
用
い
ら
れ
た
こ
と
に
よ
り
ま

す
。本
展
で
は
德
川
記
念
財
団
の
所
蔵
資

料
を
中
心
に
、各
地
の
東
照
宮
や
寺
社
に

伝
わ
る
多
様
な
家
康
の
肖
像
を
一
堂
に
ご

覧
い
た
だ
き
ま
す
。

　
神
格
化
さ
れ
た
家
康
の
姿
を
描
い
た

「
東
照
大
権
現
像
」の
最
初
期
の
作
が
、四

代
木
村
了
琢
筆
、天
海
賛
の「
東
照
大
権

現
像
」（
德
川
記
念
財
団
蔵
）で
す
。天
海

は
徳
川
家
康
の
帰
依
を
う
け
て
政
治
に
も

参
与
し
、家
康
の
没
後
、東
照
大
権
現
の

祭
祀
を
主
導
し
た
天
台
僧
で
あ
り
、東
照

宮
信
仰
の
普
及
の
た
め
、多
く
の
東
照
大

権
現
像
を
描
か
せ
、自
ら
賛
を
入
れ
ま
し

た
。東
照
大
権
現
像
の
基
本
図
様
は
、瑞

雲
が
垂
れ
込
め
、御
簾
が
あ
が
る
宮
殿
内

に
黒
い
袍
の
束
帯
姿
で
威
儀
を
正
す
姿

で
、天
海
に
重
用
さ
れ
た
木
村
了
琢
や

神
田
宗
庭
ら〝
深
秘
の
絵
師
〞よ
り
制
作
さ

れ
、以
後
そ
の
図
様
は
変
容
し
な
が
ら
も
、

継
承
さ
れ
て
い
き
ま
す
。德
川
記
念
財
団

本
の
背
景
に
は
、日
光
東
照
社
の
社
殿
や

日
光
山
の
伽
藍
と
み
ら
れ
る
景
観
が
描
か

れ
て
い
ま
す
。

　
神
格
化
の
初
期
の
段
階
で
は
、高
僧
の

賛
を
と
も
な
う
通
例
の
供
養
像
形
式
の
像

や
伝
統
的
な
武
家
束
帯
像
も
描
か
れ
て
い

ま
す
。德
川
記
念
財
団
に
は
、歴
代
将
軍
の

正
式
な
肖
像
画
を
描
く
た
め
の
原
画（
紙

形
）に
当
た
る
と
み
ら
れ
る
白
描
画
が
多

数
伝
来
し
て
い
ま
す
。そ
の
制
作
に
際
し
て

は
肖
似
性
が
求
め
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、同

財
団
の「
東
照
大
権
現
像（
白
描
）」の
精

悍
な
顔
立
ち
は
、真
の
面
貌
を
伝
え
る
可

能
性
が
高
い
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

　「
霊
夢
像
」は
祖
父
家
康
を
深
く
尊
崇

し
た
三
代
家
光
が
、夢
で
見
た
家
康
の
姿

を
幕
府
の
御
用
絵
師
で
あ
る
狩
野
探
幽
ら

に
描
か
せ
た
姿
で
、夢
の
画
像
に
相
応
し

く
淡
彩
で
お
お
ら
か
に
描
か
れ
て
い
ま
す
。

図
様
は
瑞
雲
が
垂
れ
込
め
た
宮
殿
内
に
坐

し
た
家
康
が
袍
を
着
用
し
た
姿
と
平
服
姿

の
も
の
が
あ
り
、寛
永
十
九
年（
一
六
四
二
）

頃
の
制
作
を
境
に
、眼
を
見
開
い
た
精
悍

な
表
情
か
ら
、仏
を
彷
彿
と
さ
せ
る
眼
を

細
め
た
静
謐
な
表
情
に
変
わ
っ
て
い
き
ま

す
。

　
家
光
と
家
康
が
、宮
殿
内
で
対
面
し
、家

光
が
家
康
か
ら
金
扇
に
載
せ
た
鶴
を
戴
く

姿
が
描
か
れ
た
霊
夢
像（
德
川
記
念
財
団

蔵
）も
あ
り
ま
す
。金
扇
は
家
康
の
馬
印
、

鶴
は
瑞
鳥
で
す
。本
図
と
ほ
ぼ
同
じ
図
様

の
家
光
像
が
日
光
山
輪
王
寺
に
伝
来
し
て

お
り
、家
康
の
権
力
と
権
威
を
継
承
し
よ

う
と
す
る
家
光
の
意
図
が
窺
わ
れ
ま
す
。

　
多
岐
に
わ
た
る
家
康
の
肖
像
を
通
し

て
、そ
の
実
像
に
迫
る
と
と
も
に
、当
時
の

人
々
の
家
康
に
対
す
る
尊
崇
や
信
仰
に
つ

い
て
紹
介
し
、郷
土
の
英
雄
、家
康
に
対
す

る
理
解
を
深
め
て
頂
け
れ
ば
幸
い
で
す
。

会期：平成29年6月3日（土）～7月17日（月･祝）

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

特別企画展

家康の肖像と
東照宮信仰
浦 野 加 穂 子

上村松園《春光》 昭和戦前期

東照大権現像 四代木村了琢筆 天海賛 德川記念財団蔵

き
む
ら
り
ょ
う
た
く

て
ん
か
い

き
む
ら
り
ょ
う
た
く

か
ん
だ
そ
う
て
い

じ
ん
ぴ

し
ょ
う
じ
せ
い



COLUMN＆TOPIC

菊
地
真
央

美
術
館
で
の
思
い
出

　
美
術
館
は
展
示
内
容
だ
け
で
な
く
、建

物
自
体
な
ど
、あ
ら
ゆ
る
要
素
が
そ
の
魅

力
と
な
っ
て
い
ま
す
。こ
れ
ま
で
訪
れ
た
中

で
最
も
印
象
的
な
美
術
館
の
一つ
、フ
ラ
ン

ス
の
ル
ノ
ワ
ー
ル
美
術
館
は
、作
品
鑑
賞
と

は
違
っ
た
形
で
も
画
家
の
魅
力
を
感
じ
さ

せ
る
美
術
館
で
す
。こ
こ
は
フ
ラ
ン
ス
南
部

の
カ
ー
ニュ・シ
ュ
ル・メ
ー
ル
に
位
置
し
、印

象
派
を
代
表
す
る
大
家
ピ
エ
ー
ル
＝
オ
ー

ギ
ュ
ス
ト
・ル
ノ
ワ
ー
ル（
一
八
四
一
〜
一
九
一

九
）の
自
宅
だ
っ
た
場
所
を
美
術
館
と
し

て
い
ま
す
。カ
ー
ニ
ュ
は
海
沿
い
の
温
暖
な

気
候
の
町
で
、ル
ノ
ワ
ー
ル
は
こ
こ
で
晩
年

を
過
ご
し
ま
し
た
。各
部
屋
に
作
品
が
展

示
さ
れ
て
い
ま
す
が
、解
説
パ
ネ
ル
は
最
小

限
で
、家
具
や
画
材
は
い
か
に
も
当
時
の

ま
ま
の
様
に
淡
々
と
置
か
れ
て
い
ま
す
。

と
も
す
れ
ば
展
示
と
し
て
は
無
愛
想
で
す

が
、か
え
っ
て
そ
の
方
が
美
術
館
と
い
う
施

設
で
は
な
く
、「
家
」の
雰
囲
気
を
強
く
感

じ
さ
せ
ま
す
。画
家
が
留
守
に
し
て
い
る

と
こ
ろ
に
お
邪
魔
し
て
い
る
よ
う
な
親
し

み
の
あ
る
気
持
ち
に
な
り
、空
間
そ
の
も

の
が
画
家
の
人
柄
や
暮
ら
し
ぶ
り
、生
涯

に
つ
い
て
の
想
像
を
膨
ら
ま
せ
て
く
れ
ま

す
。

　
こ
の
美
術
館
に
訪
れ
た
の
は
数
年
前
で

す
が
、先
日
そ
の
時
の
こ
と
が
強
く
思
い

出
さ
れ
る
展
覧
会
が
あ
り
ま
し
た
。今
年

一
月
ま
で
三
菱
一
号
館
美
術
館
で
開
催
さ

れ
た「
拝
啓
ル
ノ
ワ
ー
ル
先
生
　
―
梅
原

龍
三
郎
に
息
づ
く
師
の
教
え
」で
す
。洋
画

家
梅
原
龍
三
郎（
一
八
八
八
〜
一
九
八
六
）

が
、西
洋
の
画
家
か
ら
受
け
た
影
響
や
交

流
が
様
々
に
紹
介
さ
れ
ま
し
た
。梅
原
が

憧
れ
て
や
ま
な
か
っ
た
画
家
の
一
人
が
ル
ノ

ワ
ー
ル
で
あ
り
、一
九
〇
九
年
、彼
は
ル
ノ

ワ
ー
ル
を
訪
ね
、ま
さ
に
あ
の
カ
ー
ニ
ュ
の

自
宅
で
出
会
っ
た
そ
う
で
す
。梅
原
が
一
体

ど
れ
だ
け
の
昂
揚
感
を
持
っ
て
訪
れ
た
の

か
、あ
の
場
所
を
思
い
出
し
な
が
ら
感
慨

に
ふ
け
り
ま
し
た
。

　
作
品
を
見
る
こ
と
に
勝
る
魅
力
は
あ

り
ま
せ
ん
が
、美
術
館
で
の
こ
う
し
た
体

験
も
ま
た
、大
切
で
あ
る
と
実
感
し
ま
し

た
。

湯
谷
翔
悟

岡
崎
市
内
の
秋
葉
信
仰―

総
持
院
の
場
合

　
今
年
度
開
催
の
秋
葉
信
仰
展
に
向
け

て
、昨
年
一二
月
一
八
日
、岡
崎
市
の
総
持
院

の
祭
礼
の
調
査
に
伺
っ
た
。総
持
院
は
臨
済

宗
の
寺
院
で
、鎮
守
神
と
し
て
祀
ら
れ
て
い

る
の
が
秋
葉
三
尺
坊
大
権
現
で
あ
る
。

　
祭
礼
は
大
き
く
二
つ
に
分
け
ら
れ
る
。一

つ
は
午
後
一
時
か
ら
行
わ
れ
る
大
般
若
経
の

転
読
で
あ
る
。住
職
と
と
も
に
五
人
の
僧
が

一
気
呵
成
に
読
み
上
げ
て
い
く
。法
要
後
参

列
者
に
は
札
が
手
渡
さ
れ
る
が
、細
川
町

や
高
橋
町
な
ど
市
内
全
域
か
ら
参
拝
し
て

お
り
、信
仰
圏
の
広
が
り
を
う
か
が
い
知
る

と
同
時
に
、市
内
に
あ
る
他
の
秋
葉
大
権

現
を
祀
る
寺
社
と
の
関
わ
り
が
疑
問
に

残
っ
た
。

　
午
後
五
時
か
ら
は
御
嶽
教
の
先
達
に
よ

る
修
法
が
執
り
行
わ
れ
た
。小
炉
と
呼
ば

れ
る
祭
壇
の
炉
に
棒
を
井
桁
に
組
み
火
が

点
け
ら
れ
、そ
の
火
に
向
け
て
九
字
護
身

法
を
行
い
印
が
結
ば
れ
る
。そ
の
た
び
に
火

は
勢
い
を
変
え
大
き
く
揺
ら
ぎ
、さ
な
が
ら

火
に
生
命
が
与
え
ら
れ
、そ
れ
を
飼
い
慣
ら

し
て
い
る
よ
う
で
あ
っ
た
。小
炉
の
火
が
鎮

ま
る
と
線
香
の
束
に
火
を
移
し
、火
渡
り

の
場
ま
で
運
ん
で
い
く
。た
だ
し
そ
の
ま
ま

火
を
点
け
る
の
で
は
な
く
、脇
に
用
意
さ
れ

た
炉
に
火
を
移
し
そ
の
火
で
点
火
し
た
。二

段
階
の
炉
を
用
意
す
る
こ
と
で
火
を
治

め
、制
御
で
き
る
よ
う
に
し
て
い
る
そ
う
で

あ
る
。五ｍ
ほ
ど
も
燃
え
上
が
る
火
が
鎮
ま

る
と
、い
よ
い
よ
参
拝
者
が
火
渡
り
を
行

う
。集
ま
っ
た
参
拝
者
は
三
世
代
一
緒
に
な

ど
代
々
伝
統
的
に
来
て
い
る
人
が
目
立
っ

た
。渡
る
人
の
願
い
を
尋
ね
る
と
、一
番
多

か
っ
た
の
は
健
康
で
、意
外
に
も
防
火
は
次

点
で
あ
っ
た
。話
を
聞
い
て
い
く
と
、お
札
を

貰
わ
な
か
っ
た
年
に
火
事
に
遭
っ
た
、火
の

不
始
末
の
と
こ
ろ
た
ま
た
ま
雨
が
降
っ
た

お
か
げ
で
大
事
に
至
ら
な
か
っ
た
な
ど
、火

に
ま
つ
わ
る
体
験
が
信
仰
心
を
よ
り
深
く

す
る
一
因
と
な
っ
て
い
た
。江
戸
時
代
に
隆

盛
し
た
秋
葉
信
仰
が
現
在
ま
で
続
い
て
い

る
理
由
の
一
端
を
う
か
が
い
知
る
こ
と
が
で

き
た
よ
う
に
思
う
。市
内
に
残
る
事
例
は
ま

だ
ま
だ
多
い
。さ
ら
な
る
調
査
・
聞
き
取
り

を
行
い
、三
河
に
お
け
る
特
質
を
探
っ
て
い

き
た
い
。

伊
藤
久
美
子

暮
ら
し
展《
小
学
生
見
学
騒
動
記
》

　
収
蔵
品
展『
暮
ら
し
の
う
つ
り
か
り
』

（
会
期
：
二
月
一
日
―
三
月
二
十
六
日
）も

無
事
に
閉
会
し
、展
示
さ
れ
た
道
具
た

ち
も
そ
れ
ぞ
れ
所
定
の
収
蔵
場
所
に
戻

り
ま
し
た
。か
つ
て
身
近
に
あ
っ
た
生
活

道
具
と
は
言
え
、約
二
か
月
に
わ
た
る
晴

れ
舞
台
に
、道
具
た
ち
は
や
は
り
ち
ょ
っ

と
お
疲
れ
気
味
の
様
子
。と
く
に
触
っ
て

み
よ
う
コ
ー
ナ
ー
に
あ
っ
た
道
具
た
ち

は
、大
き
く
壊
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た

も
の
の
、子
ど
も
た
ち
に
好
き
な
よ
う

に
、は
た
ま
た
想
定
外
に
触
ら
れ
ま
し

た
。実
物
に
触
ら
せ
る
と
い
う
こ
と
は
、

資
料
と
し
て
手
入
れ
を
し
保
存
し
て
い

く
観
点
と
は
正
反
対
、壊
れ
る
か
も
し

れ
な
い
と
い
う
リ
ス
ク
を
抱
き
な
が
ら
、

毎
回
ド
キ
ド
キ
の
試
み
な
の
で
す
。で

も
、触
っ
て
も
い
い
の
！
と
子
ど
も
た
ち

の
弾
け
る
よ
う
な
声
と
楽
し
か
っ
た
と
い

う
笑
顔
を
も
ら
う
と
、こ
の
コ
ー
ナ
ー
外

せ
な
く
な
っ
て
き
て
い
ま
す
。

　
さ
て
、小
学
校
三
年
生
社
会
科
へ
の
学

習
支
援
を
兼
ね
た
こ
の
展
覧
会
、回
を

重
ね
る
ご
と
に
子
ど
も
た
ち
に
理
解
を

深
め
て
も
ら
う
工
夫
や
見
直
し
を
し
て

い
る
の
で
す
が
、毎
回
そ
れ
を
軽
く
飛
び

越
え
る
子
ど
も
た
ち
の
言
動
に
驚
か
さ

れ
て
い
ま
す
。幾
つ
か
ご
紹
介
い
た
し
ま

し
ょ
う
。

　
手
あ
ぶ
り
火
鉢
の
中
に
手
を
突
っ
込

む
子
が
い
る
の
は
毎
度
の
こ
と
、中
に
入

れ
て
あ
る
黒
い
石
は
何
？（
豆
炭
で
す
）、

こ
の
砂
き
れ
い
だ
ね（
そ
れ
は
灰
で
す
）。

和
式
ト
イ
レ
の
朝
顔
形
小
便
器
に
腰
掛

け
る（
昔
の
洋
式
ト
イ
レ
で
は
あ
り
ま
せ

ん
）。江
戸
時
代
の
お
雛
様
を
ぶ
っ
さ
い

く
ー
な
顔
と
バ
ッ
サ
リ（
当
時
の
美
男
美

女
も
形
無
し
、夜
展
示
室
で
泣
い
て
い
た

こ
と
で
し
ょ
う
）。一
番
人
気
の
足
踏
み
ミ

シ
ン
、動
か
す
の
に
ム
ズ
イ（
難
し
い
）を

連
発（
君
た
ち
の
日
本
語
の
方
が
ム
ズ
イ

で
す
）。今
回
、一
番
驚
か
さ
れ
た
質
問

「
炭
火
エ
ア
コ
ン
は
な
か
っ
た
の
？
」炭
火

ア
イ
ロ
ン
が
あ
る
か
ら
、そ
う
思
っ
た
の

で
す
ね
。目
か
ら
ウ
ロ
コ
と
い
う
か
、虚
を

つ
か
れ
て
び
っ
く
り
、降
参
で
す
。

　
次
回
も
、子
ど
も
た
ち
に
負
け
な
い
よ

う
頑
張
り
た
い
と
思
い
ま
す
。

堀
江
登
志
実

地
域
史
を
考
え
る
視
点
一

　
学
芸
員
活
動
で
得
た
三
河
の
地
域
史

を
考
え
る
視
点
に
つ
い
て
今
回
か
ら
紹
介

し
て
ゆ
こ
う
。

　
川
か
ら
地
域
の
歴
史
を
み
る「
矢
作
川

―
川
と
人
の
歴
史
」と
い
う
展
覧
会
を
平

成
十
一
年
に
当
館
で
行
っ
た
。現
在
川
は

生
活
か
ら
か
け
は
な
れ
た
存
在
で
あ
る

が
、近
世
で
は
物
資
を
運
ぶ
大
動
脈
で
あ

り
、川
を
通
じ
て
人
と
人
の
交
流
が
あ
っ

た
こ
と
を
伝
え
る
の
が
企
画
の
意
図
で

あ
っ
た
。こ
の
構
想
の
背
景
に
は
当
時
調

査
が
始
ま
っ
て
い
た
愛
知
県
史
調
査
で
の

体
験
が
あ
る
。旧
足
助
町
の
小
出
家
調
査

で
は
、足
助
と
西
尾
の
平
坂
湊
と
の
関

係
、さ
ら
に
は
岡
崎
商
人
と
の
関
係
な

ど
、注
目
す
べ
き
資
料
が
あ
っ
た
が
、そ
れ

ら
に
は
矢
作
川
が
深
く
関
わ
っ
て
い
た
。

西
三
河
の
挙
母
・
岡
崎
・
西
尾
の
各
城
下

町
は
矢
作
川
沿
い
に
位
置
す
る
。西
三
河

で
は
東
西
交
通
の
幹
線
が
東
海
道
、南
北

物
流
の
幹
線
が
矢
作
川
、交
差
す
る
の
が

岡
崎
で
あ
る
。近
世
岡
崎
の
繁
栄
は
矢
作

川
に
依
拠
し
て
い
る
と
い
っ
て
も
過
言
で

な
い
。こ
の
確
信
が
矢
作
川
の
展
覧
会
を

導
い
た
の
で
あ
る
。

　
展
覧
会
に
は
か
な
ら
ず
副
産
物
が
あ

る
。開
催
中
に
も
た
ら
さ
れ
る
さ
ま
ざ
ま

な
情
報
で
あ
る
。豊
田
市
岩
倉
町
の
磯
貝

さ
ん
か
ら
は
、矢
作
川
支
流
巴
川
の
平
古

廻
船
問
屋
の
資
料
を
提
供
い
た
だ
い
た
。

問
屋
だ
っ
た
磯
貝
さ
ん
の
熱
心
な
話
し
ぶ

り
は
今
で
も
脳
裡
の
記
憶
に
鮮
明
に
残
っ

て
い
る
。河
川
問
屋
と
し
て
山
間
部
の
物

流
を
担
っ
た
自
負
が
あ
っ
た
の
で
あ
ろ

う
。磯
貝
さ
ん
か
ら
は
荷
揚
土
場
か
ら
の

輸
送
に
係
る
馬
士
た
ち
の
存
在
の
重
要

性
を
教
え
ら
れ
た
。

　
河
川
に
よ
る
物
流
と
い
う
視
点
は
、現

在
も
そ
の
重
要
性
の
認
識
に
変
わ
り
は

な
い
。た
だ
、奥
三
河
か
ら
の
中
馬
に
よ
る

物
流
に
対
す
る
認
識
を
高
め
な
い
と
い
け

な
い
と
考
え
て
い
る
。三
河
内
陸
部
で
の

移
動
距
離
は
圧
倒
的
に
陸
送
が
長
い
か

ら
で
あ
る
。当
時
の
人
々
の
生
活
を
支
え

る
物
資
が
ど
の
よ
う
な
手
段
で
運
ば
れ

た
か
、そ
の
検
証
は
楽
し
み
で
あ
る
。

　 

ルノワール美術館の庭



COLUMN＆TOPIC

菊
地
真
央

美
術
館
で
の
思
い
出

　
美
術
館
は
展
示
内
容
だ
け
で
な
く
、建

物
自
体
な
ど
、あ
ら
ゆ
る
要
素
が
そ
の
魅

力
と
な
っ
て
い
ま
す
。こ
れ
ま
で
訪
れ
た
中

で
最
も
印
象
的
な
美
術
館
の
一つ
、フ
ラ
ン

ス
の
ル
ノ
ワ
ー
ル
美
術
館
は
、作
品
鑑
賞
と

は
違
っ
た
形
で
も
画
家
の
魅
力
を
感
じ
さ

せ
る
美
術
館
で
す
。こ
こ
は
フ
ラ
ン
ス
南
部

の
カ
ー
ニュ・シ
ュ
ル・メ
ー
ル
に
位
置
し
、印

象
派
を
代
表
す
る
大
家
ピ
エ
ー
ル
＝
オ
ー

ギ
ュ
ス
ト
・ル
ノ
ワ
ー
ル（
一
八
四
一
〜
一
九
一

九
）の
自
宅
だ
っ
た
場
所
を
美
術
館
と
し

て
い
ま
す
。カ
ー
ニ
ュ
は
海
沿
い
の
温
暖
な

気
候
の
町
で
、ル
ノ
ワ
ー
ル
は
こ
こ
で
晩
年

を
過
ご
し
ま
し
た
。各
部
屋
に
作
品
が
展

示
さ
れ
て
い
ま
す
が
、解
説
パ
ネ
ル
は
最
小

限
で
、家
具
や
画
材
は
い
か
に
も
当
時
の

ま
ま
の
様
に
淡
々
と
置
か
れ
て
い
ま
す
。

と
も
す
れ
ば
展
示
と
し
て
は
無
愛
想
で
す

が
、か
え
っ
て
そ
の
方
が
美
術
館
と
い
う
施

設
で
は
な
く
、「
家
」の
雰
囲
気
を
強
く
感

じ
さ
せ
ま
す
。画
家
が
留
守
に
し
て
い
る

と
こ
ろ
に
お
邪
魔
し
て
い
る
よ
う
な
親
し

み
の
あ
る
気
持
ち
に
な
り
、空
間
そ
の
も

の
が
画
家
の
人
柄
や
暮
ら
し
ぶ
り
、生
涯

に
つ
い
て
の
想
像
を
膨
ら
ま
せ
て
く
れ
ま

す
。

　
こ
の
美
術
館
に
訪
れ
た
の
は
数
年
前
で

す
が
、先
日
そ
の
時
の
こ
と
が
強
く
思
い

出
さ
れ
る
展
覧
会
が
あ
り
ま
し
た
。今
年

一
月
ま
で
三
菱
一
号
館
美
術
館
で
開
催
さ

れ
た「
拝
啓
ル
ノ
ワ
ー
ル
先
生
　
―
梅
原

龍
三
郎
に
息
づ
く
師
の
教
え
」で
す
。洋
画

家
梅
原
龍
三
郎（
一
八
八
八
〜
一
九
八
六
）

が
、西
洋
の
画
家
か
ら
受
け
た
影
響
や
交

流
が
様
々
に
紹
介
さ
れ
ま
し
た
。梅
原
が

憧
れ
て
や
ま
な
か
っ
た
画
家
の
一
人
が
ル
ノ

ワ
ー
ル
で
あ
り
、一
九
〇
九
年
、彼
は
ル
ノ

ワ
ー
ル
を
訪
ね
、ま
さ
に
あ
の
カ
ー
ニ
ュ
の

自
宅
で
出
会
っ
た
そ
う
で
す
。梅
原
が
一
体

ど
れ
だ
け
の
昂
揚
感
を
持
っ
て
訪
れ
た
の

か
、あ
の
場
所
を
思
い
出
し
な
が
ら
感
慨

に
ふ
け
り
ま
し
た
。

　
作
品
を
見
る
こ
と
に
勝
る
魅
力
は
あ

り
ま
せ
ん
が
、美
術
館
で
の
こ
う
し
た
体

験
も
ま
た
、大
切
で
あ
る
と
実
感
し
ま
し

た
。

湯
谷
翔
悟

岡
崎
市
内
の
秋
葉
信
仰―

総
持
院
の
場
合

　
今
年
度
開
催
の
秋
葉
信
仰
展
に
向
け

て
、昨
年
一二
月
一
八
日
、岡
崎
市
の
総
持
院

の
祭
礼
の
調
査
に
伺
っ
た
。総
持
院
は
臨
済

宗
の
寺
院
で
、鎮
守
神
と
し
て
祀
ら
れ
て
い

る
の
が
秋
葉
三
尺
坊
大
権
現
で
あ
る
。

　
祭
礼
は
大
き
く
二
つ
に
分
け
ら
れ
る
。一

つ
は
午
後
一
時
か
ら
行
わ
れ
る
大
般
若
経
の

転
読
で
あ
る
。住
職
と
と
も
に
五
人
の
僧
が

一
気
呵
成
に
読
み
上
げ
て
い
く
。法
要
後
参

列
者
に
は
札
が
手
渡
さ
れ
る
が
、細
川
町

や
高
橋
町
な
ど
市
内
全
域
か
ら
参
拝
し
て

お
り
、信
仰
圏
の
広
が
り
を
う
か
が
い
知
る

と
同
時
に
、市
内
に
あ
る
他
の
秋
葉
大
権

現
を
祀
る
寺
社
と
の
関
わ
り
が
疑
問
に

残
っ
た
。

　
午
後
五
時
か
ら
は
御
嶽
教
の
先
達
に
よ

る
修
法
が
執
り
行
わ
れ
た
。小
炉
と
呼
ば

れ
る
祭
壇
の
炉
に
棒
を
井
桁
に
組
み
火
が

点
け
ら
れ
、そ
の
火
に
向
け
て
九
字
護
身

法
を
行
い
印
が
結
ば
れ
る
。そ
の
た
び
に
火

は
勢
い
を
変
え
大
き
く
揺
ら
ぎ
、さ
な
が
ら

火
に
生
命
が
与
え
ら
れ
、そ
れ
を
飼
い
慣
ら

し
て
い
る
よ
う
で
あ
っ
た
。小
炉
の
火
が
鎮

ま
る
と
線
香
の
束
に
火
を
移
し
、火
渡
り

の
場
ま
で
運
ん
で
い
く
。た
だ
し
そ
の
ま
ま

火
を
点
け
る
の
で
は
な
く
、脇
に
用
意
さ
れ

た
炉
に
火
を
移
し
そ
の
火
で
点
火
し
た
。二

段
階
の
炉
を
用
意
す
る
こ
と
で
火
を
治

め
、制
御
で
き
る
よ
う
に
し
て
い
る
そ
う
で

あ
る
。五ｍ
ほ
ど
も
燃
え
上
が
る
火
が
鎮
ま

る
と
、い
よ
い
よ
参
拝
者
が
火
渡
り
を
行

う
。集
ま
っ
た
参
拝
者
は
三
世
代
一
緒
に
な

ど
代
々
伝
統
的
に
来
て
い
る
人
が
目
立
っ

た
。渡
る
人
の
願
い
を
尋
ね
る
と
、一
番
多

か
っ
た
の
は
健
康
で
、意
外
に
も
防
火
は
次

点
で
あ
っ
た
。話
を
聞
い
て
い
く
と
、お
札
を

貰
わ
な
か
っ
た
年
に
火
事
に
遭
っ
た
、火
の

不
始
末
の
と
こ
ろ
た
ま
た
ま
雨
が
降
っ
た

お
か
げ
で
大
事
に
至
ら
な
か
っ
た
な
ど
、火

に
ま
つ
わ
る
体
験
が
信
仰
心
を
よ
り
深
く

す
る
一
因
と
な
っ
て
い
た
。江
戸
時
代
に
隆

盛
し
た
秋
葉
信
仰
が
現
在
ま
で
続
い
て
い

る
理
由
の
一
端
を
う
か
が
い
知
る
こ
と
が
で

き
た
よ
う
に
思
う
。市
内
に
残
る
事
例
は
ま

だ
ま
だ
多
い
。さ
ら
な
る
調
査
・
聞
き
取
り

を
行
い
、三
河
に
お
け
る
特
質
を
探
っ
て
い

き
た
い
。

伊
藤
久
美
子

暮
ら
し
展《
小
学
生
見
学
騒
動
記
》

　
収
蔵
品
展『
暮
ら
し
の
う
つ
り
か
り
』

（
会
期
：
二
月
一
日
―
三
月
二
十
六
日
）も

無
事
に
閉
会
し
、展
示
さ
れ
た
道
具
た

ち
も
そ
れ
ぞ
れ
所
定
の
収
蔵
場
所
に
戻

り
ま
し
た
。か
つ
て
身
近
に
あ
っ
た
生
活

道
具
と
は
言
え
、約
二
か
月
に
わ
た
る
晴

れ
舞
台
に
、道
具
た
ち
は
や
は
り
ち
ょ
っ

と
お
疲
れ
気
味
の
様
子
。と
く
に
触
っ
て

み
よ
う
コ
ー
ナ
ー
に
あ
っ
た
道
具
た
ち

は
、大
き
く
壊
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た

も
の
の
、子
ど
も
た
ち
に
好
き
な
よ
う

に
、は
た
ま
た
想
定
外
に
触
ら
れ
ま
し

た
。実
物
に
触
ら
せ
る
と
い
う
こ
と
は
、

資
料
と
し
て
手
入
れ
を
し
保
存
し
て
い

く
観
点
と
は
正
反
対
、壊
れ
る
か
も
し

れ
な
い
と
い
う
リ
ス
ク
を
抱
き
な
が
ら
、

毎
回
ド
キ
ド
キ
の
試
み
な
の
で
す
。で

も
、触
っ
て
も
い
い
の
！
と
子
ど
も
た
ち

の
弾
け
る
よ
う
な
声
と
楽
し
か
っ
た
と
い

う
笑
顔
を
も
ら
う
と
、こ
の
コ
ー
ナ
ー
外

せ
な
く
な
っ
て
き
て
い
ま
す
。

　
さ
て
、小
学
校
三
年
生
社
会
科
へ
の
学

習
支
援
を
兼
ね
た
こ
の
展
覧
会
、回
を

重
ね
る
ご
と
に
子
ど
も
た
ち
に
理
解
を

深
め
て
も
ら
う
工
夫
や
見
直
し
を
し
て

い
る
の
で
す
が
、毎
回
そ
れ
を
軽
く
飛
び

越
え
る
子
ど
も
た
ち
の
言
動
に
驚
か
さ

れ
て
い
ま
す
。幾
つ
か
ご
紹
介
い
た
し
ま

し
ょ
う
。

　
手
あ
ぶ
り
火
鉢
の
中
に
手
を
突
っ
込

む
子
が
い
る
の
は
毎
度
の
こ
と
、中
に
入

れ
て
あ
る
黒
い
石
は
何
？（
豆
炭
で
す
）、

こ
の
砂
き
れ
い
だ
ね（
そ
れ
は
灰
で
す
）。

和
式
ト
イ
レ
の
朝
顔
形
小
便
器
に
腰
掛

け
る（
昔
の
洋
式
ト
イ
レ
で
は
あ
り
ま
せ

ん
）。江
戸
時
代
の
お
雛
様
を
ぶ
っ
さ
い

く
ー
な
顔
と
バ
ッ
サ
リ（
当
時
の
美
男
美

女
も
形
無
し
、夜
展
示
室
で
泣
い
て
い
た

こ
と
で
し
ょ
う
）。一
番
人
気
の
足
踏
み
ミ

シ
ン
、動
か
す
の
に
ム
ズ
イ（
難
し
い
）を

連
発（
君
た
ち
の
日
本
語
の
方
が
ム
ズ
イ

で
す
）。今
回
、一
番
驚
か
さ
れ
た
質
問

「
炭
火
エ
ア
コ
ン
は
な
か
っ
た
の
？
」炭
火

ア
イ
ロ
ン
が
あ
る
か
ら
、そ
う
思
っ
た
の

で
す
ね
。目
か
ら
ウ
ロ
コ
と
い
う
か
、虚
を

つ
か
れ
て
び
っ
く
り
、降
参
で
す
。

　
次
回
も
、子
ど
も
た
ち
に
負
け
な
い
よ

う
頑
張
り
た
い
と
思
い
ま
す
。

堀
江
登
志
実

地
域
史
を
考
え
る
視
点
一

　
学
芸
員
活
動
で
得
た
三
河
の
地
域
史

を
考
え
る
視
点
に
つ
い
て
今
回
か
ら
紹
介

し
て
ゆ
こ
う
。

　
川
か
ら
地
域
の
歴
史
を
み
る「
矢
作
川

―
川
と
人
の
歴
史
」と
い
う
展
覧
会
を
平

成
十
一
年
に
当
館
で
行
っ
た
。現
在
川
は

生
活
か
ら
か
け
は
な
れ
た
存
在
で
あ
る

が
、近
世
で
は
物
資
を
運
ぶ
大
動
脈
で
あ

り
、川
を
通
じ
て
人
と
人
の
交
流
が
あ
っ

た
こ
と
を
伝
え
る
の
が
企
画
の
意
図
で

あ
っ
た
。こ
の
構
想
の
背
景
に
は
当
時
調

査
が
始
ま
っ
て
い
た
愛
知
県
史
調
査
で
の

体
験
が
あ
る
。旧
足
助
町
の
小
出
家
調
査

で
は
、足
助
と
西
尾
の
平
坂
湊
と
の
関

係
、さ
ら
に
は
岡
崎
商
人
と
の
関
係
な

ど
、注
目
す
べ
き
資
料
が
あ
っ
た
が
、そ
れ

ら
に
は
矢
作
川
が
深
く
関
わ
っ
て
い
た
。

西
三
河
の
挙
母
・
岡
崎
・
西
尾
の
各
城
下

町
は
矢
作
川
沿
い
に
位
置
す
る
。西
三
河

で
は
東
西
交
通
の
幹
線
が
東
海
道
、南
北

物
流
の
幹
線
が
矢
作
川
、交
差
す
る
の
が

岡
崎
で
あ
る
。近
世
岡
崎
の
繁
栄
は
矢
作

川
に
依
拠
し
て
い
る
と
い
っ
て
も
過
言
で

な
い
。こ
の
確
信
が
矢
作
川
の
展
覧
会
を

導
い
た
の
で
あ
る
。

　
展
覧
会
に
は
か
な
ら
ず
副
産
物
が
あ

る
。開
催
中
に
も
た
ら
さ
れ
る
さ
ま
ざ
ま

な
情
報
で
あ
る
。豊
田
市
岩
倉
町
の
磯
貝

さ
ん
か
ら
は
、矢
作
川
支
流
巴
川
の
平
古

廻
船
問
屋
の
資
料
を
提
供
い
た
だ
い
た
。

問
屋
だ
っ
た
磯
貝
さ
ん
の
熱
心
な
話
し
ぶ

り
は
今
で
も
脳
裡
の
記
憶
に
鮮
明
に
残
っ

て
い
る
。河
川
問
屋
と
し
て
山
間
部
の
物

流
を
担
っ
た
自
負
が
あ
っ
た
の
で
あ
ろ

う
。磯
貝
さ
ん
か
ら
は
荷
揚
土
場
か
ら
の

輸
送
に
係
る
馬
士
た
ち
の
存
在
の
重
要

性
を
教
え
ら
れ
た
。

　
河
川
に
よ
る
物
流
と
い
う
視
点
は
、現

在
も
そ
の
重
要
性
の
認
識
に
変
わ
り
は

な
い
。た
だ
、奥
三
河
か
ら
の
中
馬
に
よ
る

物
流
に
対
す
る
認
識
を
高
め
な
い
と
い
け

な
い
と
考
え
て
い
る
。三
河
内
陸
部
で
の

移
動
距
離
は
圧
倒
的
に
陸
送
が
長
い
か

ら
で
あ
る
。当
時
の
人
々
の
生
活
を
支
え

る
物
資
が
ど
の
よ
う
な
手
段
で
運
ば
れ

た
か
、そ
の
検
証
は
楽
し
み
で
あ
る
。

　 

ルノワール美術館の庭



　
昨
年
の
四
月
に
美
術
博
物
館
に
来

て
、あ
っ
と
い
う
間
に
一
年
が
経
と
う
と

し
て
い
ま
す
。当
館
で
の
仕
事
に
つ
い
て

は
、改
善
点
も
多
く
あ
り
ま
す
が
慣
れ

て
き
た
と
こ
ろ
な
の
で
、今
後
一
層
精
進

し
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。私
生
活
で
の

変
化
は
、以
前
よ
り
も
行
動
力
が
つ
い
た

の
で
は
な
い
か
と
特
に
感
じ
て
い
ま
す
。

休
日
に
は
、各
地
の
美
術
館
や
ギ
ャ
ラ

リ
ー
、ア
ー
ト
フ
ェ
ア
な
ど
を
訪
ね
る
回

数
が
こ
の
一
年
を
通
し
て
ぐ
ん
と
増
え
ま

し
た
。様
々
な
作
品
を
観
る
こ
と
は
、現

在
の
美
術
の
動
向
を
知
る
こ
と
を
は
じ

め
と
し
て
、展
示
の
方
法
や
コ
ン
セ
プ
ト

も
非
常
に
勉
強
に
な
り
ま
す
。最
近
で

は
、少
し
ず
つ
で
す
が
作
品
か
ら
情
報
を

読
み
と
る
力
が
上
が
っ
て
き
た
の
で
は

な
い
か
と
感
じ
て
い
ま
す
。自
分
の
担
当

す
る
展
覧
会
に
も
、学
ん
だ
こ
と
を
応

用
し
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

　
各
地
で
開
催
さ
れ
る
展
覧
会
を
観
る

な
か
で
興
味
深
い
ス
ペ
ー
ス
に
も
出
会
う

の
で
す
が
、特
に
興
味
深
い
の
は
、東
京
・

天
王
洲
に
あ
る「T

E
R
R
A
D
A
 A
rt 

C
om
plex

」と
い
う
い
く
つ
か
の
ギ
ャ
ラ

リ
ー
が
同
じ
フ
ロ
ア
に
入
っ
た
ス
ペ
ー
ス

で
す
。建
物
の
外
観
は
大
き
な
倉
庫
な

の
で
、入
口
は
少
し
分
か
り
に
く
い
の
で

す
が
、新
し
い
表
現
の
発
信
地
に
良
い
刺

激
を
も
ら
い
ま
し
た
。岡
崎
市
美
術
博

物
館
で
も
、こ
の
興
味
深
い
ス
ペ
ー
ス
の

よ
う
に
面
白
い
切
り
口
か
ら
様
々
な
こ

と
を
発
信
し
て
い
け
た
ら
と
思
い
ま
す
。

（
髙
）

　
お
し
ゃ
べ
り
を
す
る
、と
い
う
任
を
拝
し

た
。せ
っ
か
く
な
の
で
、お
し
ゃ
べ
り
に
つ
い

て
少
し
お
し
ゃ
べ
り
し
て
み
る
。

　
ソ
シ
ュ
ー
ル
は
言
葉
を
パ
ロ
ー
ル（
言
）と

ラ
ン
グ（
言
語
）に
分
類
し
た
。前
者
は
日

常
的
な
話
し
言
葉
を
指
し
、後
者
は
語
彙

や
文
法
か
ら
な
る
◯
◯
語
の
総
体
を
指

す
。一
般
に
ソ
シ
ュ
ー
ル
は
後
者
を
研
究
し

た
と
い
わ
れ
る
が
、会
話
を
軽
視
し
た
わ

け
で
は
な
い
。会
話
中
の
即
興
的
な
ト
ン

チ
が
語
彙
を
拡
張
し
、誤
用
が
広
ま
っ
て

文
法
に
変
更
を
迫
る
こ
と
も
あ
る
。要

は
、秩
序
と
逸
脱
の
往
還
。

　
こ
う
し
た
こ
と
を
思
う
と
き
、セ
ル

ト
ー
を
思
い
出
す
。規
範
や
規
則
に
対
し

て
、生
活
す
る
人
々
が
工
夫
を
凝
ら
し
て

「
な
ん
と
か
す
る
技
術
」に
セ
ル
ト
ー
は
注

目
す
る
。近
道
を
み
つ
け
る
こ
と
、料
理
の

レ
シ
ピ
を
ち
ょ
っ
と
変
え
て
み
る
こ
と
、替

え
歌
を
す
る
こ
と
、お
し
ゃ
べ
り
を
す
る
こ

と
、す
な
わ
ち arts de faire （
な
す
／

つ
く
る
技
）。創
造
は
日
常
と
遠
く
な
い
。

　
と
こ
ろ
で
、実
の
と
こ
ろ
、わ
た
し
は
書

い
て
い
る
。こ
の
こ
と
に
つ
い
て
も
書
こ
う

と
思
っ
た
が
、も
う
余
白
が
な
い
。お
し
ゃ

べ
り
と
違
っ
て
、
紙
面
に
は
選
ば
れ
た

言
葉
し
か
残
ら
な
い
の
だ
。
読
者
に
は

想
像
だ
け
が
許
さ
れ
る
。し
か
し
、「
美
し

き
誤
解
」と
い
っ
た
の
は
だ
れ
だ
っ
た
か
、

読
む
こ
と
も
ま
た
創
造
に
開
か
れ
て
い

る
。そ
し
て
、見
る
こ
と
も
同
様
で
あ
る
。 

（
石
）

一
年
の
変
化

身
近
な
創
造
性

■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
平成29年４月８日(土)～５月21日(日)
■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：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～

■平成29年度特別企画展

家康の肖像と東照宮信仰
平成29年6月3日(土)～7月17日(月･祝)
■講演会(いずれも午後2時～)
①「家康公を育てた岡崎」
日時:6月3日(土)
講師:德川恒孝氏(公益財団法人德川記念財団理事長)
②「描かれた東照大権現像の広がり」
日時:6月11日(日)

講師:浦木賢治氏(埼玉県立歴史と民俗の博物館学芸員)
③「三河の東照宮－瀧山・鳳来山東照宮を中心に－」
日時:6月18日(日)
講師:堀江登志実(当館副館長)
④「歴代将軍の肖像画について」
日時:7月2日(日) 
講師:榊原悟(当館館長)
⑤「大樹寺東照大権現坐像をめぐって」
日時:7月8日(土) 
講師:塩澤寛樹氏(群馬県立女子大学教授)
■バスツアー「家康ゆかりの三河の東照宮をめぐる」
日時:6月24日(土) 午前9時30分～午後4時30分［雨天決行］
コース:当館出発→瀧山東照宮(滝町)→大平八幡宮(大平町)→鳳来山東照
宮(新城市)→当館着
定員:30名(応募多数の場合は抽選)
参加費:無料
■ギャラリートーク
日時:6月17日(土)・7月1日(土) 午後2時～

編集後記｜いよいよ平成29年度の展覧会がスタートしました。勤務最終年となる副館長の堀江の連載も今号からスタートです。どんな内容になるか

編集も聞かされておりません。次号以降も楽しみにお待ちください。（湯谷）
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