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十
八
世
紀
末
か
ら
十
九
世
紀
前
半
、
江

戸
狩
野
派
に
大
き
な
変
革
を
も
た
ら
し

た
、
狩
野
栄
信
・
養
信
の
親
子
が
合
作
し

た
ア
ル
バ
ム
で
あ
る
。
栄
信
と
養
信
の
図

が
、
見
開
き
で
見
ら
れ
る
よ
う
に
二
十
八

図
貼
ら
れ
て
い
る
。
各
図
に
は
、
徽き

宗そ
う

、

牧も
っ

谿け
い

、
馬ば

遠え
ん

、
銭せ
ん

選せ
ん

と
い
っ
た
、
中
国
の

宋
元
時
代
に
活
躍
し
た
巨
匠
の
作
と
さ
れ

る
名
品
の
図
柄
が
描
か
れ
て
お
り
、
僅
か

に
栄
信
風
、
養
信
風
に
ア
レ
ン
ジ
さ
れ
な

が
ら
も
、
原
本
の
格
調
高
い
趣
を
損
な
わ

な
い
よ
う
に
、
細
心
の
注
意
が
払
わ
れ
て

い
る
。
栄
信
よ
り
も
前
の
時
代
に
注
目
さ

れ
て
こ
な
か
っ
た
図
柄
も
含
ん
で
お
り
、

本
作
は
、
当
時
の
大
名
ら
、
古
典
名
画
を

愛
す
る
鑑
賞
者
た
ち
の
眼
を
愉
し
ま
せ
た

に
違
い
な
い
。
色
彩
の
明
度
が
高
く
カ
ラ

フ
ル
で
、
制
作
さ
れ
た
ば
か
り
の
よ
う
に

鮮
や
か
な
色
合
い
が
美
し
い
。
栄
信
、
養

信
が
江
戸
狩
野
派
の
新
様
式
を
確
立
し
た

こ
と
を
示
す
記
念
碑
的
な
作
品
で
あ
る
。

（
上
席
学
芸
員　

野
田
麻
美
）

（
上
）
狩
野
栄な

が

信の
ぶ

・（
下
）
狩
野
養お

さ

信の
ぶ

《
唐と

う
が
り
ゅ
う
が
き
て
か
が
み

画
流
書
手
鑑
》
よ
り

「（
倣ほ

う

徽き

宗そ
う

）
桃も

も

鳩は
と

図ず

」、

「（
倣ほ

う

夏か

永え
い

）
楼ろ

う

閣か
く

山さ
ん

水す
い

図ず

」



T O P I C S

浜
松
の
人
浜
松
を
歩
い
て
み
る
と

館
長
　
木
下
直
之

　

こ
れ
を
書
い
て
い
る
の
は
二
〇
二
一
年
十

一
月
初
旬
、
み
な
さ
ん
の
目
に
触
れ
る
の
が

翌
年
正
月
、
し
た
が
っ
て
、
今
も
そ
の
時
も
、

こ
れ
か
ら
紹
介
す
る
「
浜
松
の
人
浜
松
を
歩

く
」
と
い
う
展
覧
会
は
こ
の
世
に
存
在
し
ま

せ
ん
。
十
一
月
十
三
日
開
幕
、
十
二
月
十
九

日
閉
幕
で
す
（
で
し
た
）
か
ら
。

　

期
間
限
定
の
展
覧
会
と
は
そ
の
よ
う
な
も

の
、
だ
か
ら
こ
そ
何
を
置
い
て
も
出
か
け
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
と
、
こ
の
ご
ろ
強
く
感
じ

る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

「
こ
の
ご
ろ
」
と
は
い
つ
な
の
か
。
死
期
が

迫
っ
て
来
た
の
で
、
と
ま
で
は
言
い
ま
せ
ん

が
、人
生
の
終
盤
に
差
し
掛
か
っ
て
く
る
と
、

今
の
う
ち
に
見
て
お
か
な
け
れ
ば
と
い
う
気

持
ち
が
強
ま
り
ま
す
。
同
じ
こ
と
は
文
学
や

映
画
に
も
言
え
る
の
で
す
が
、
そ
れ
ら
が
本

や
ビ
デ
オ
（
い
や
ネ
ッ
ト
）
で
い
つ
で
も
見

ら
れ
る
環
境
に
あ
る
の
に
対
し
て
、
美
術
は

そ
う
は
行
か
な
い
。
本
で
目
に
す
る
絵
は
、

本
で
読
む
文
学
と
は
違
い
ま
す
か
ら
。

　

さ
ら
に
「
こ
の
ご
ろ
」
は
オ
ン
ラ
イ
ン
が

大お
お
は
や
り

流
行
で
す
。
買
い
物
も
学
校
の
授
業
も
何

で
も
か
ん
で
も
オ
ン
ラ
イ
ン
で
す
か
ら
、
展

覧
会
だ
っ
て
「
お
う
ち
」
で
鑑
賞
す
れ
ば
十

分
と
い
う
わ
け
で
す
。
コ
ロ
ナ
禍
で
は
そ
れ

が
「
安
全
安
心
」
と
い
う
理
由
だ
っ
た
の
に
、

や
が
て
、
そ
の
方
が
身
体
を
動
か
さ
ず
楽
だ

か
ら
と
な
り
つ
つ
あ
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。

　

さ
て
、
浜
松
市
美
術
館
で
開
催
す
る
（
さ

れ
た
）「
静
岡
県
立
美
術
館
超
名
品
展
風
景

と
人
間
」
に
便
乗
し
（
悪
乗
り
し
）、「
超
私

的
企
画 

浜
松
の
人
浜
松
を
歩
く
」
を
企
て
、

庇
を
借
り
て
母
屋
ば
か
り
か
離
れ
（
第
三
展

示
室
）ま
で
乗
っ
取
る
結
果
と
な
り
ま
し
た
。

そ
の
一
端
を
ご
紹
介
し
ま
し
ょ
う
。

　

浜
松
市
美
術
館
の「
遠
州
の
民
藝
」展（
昨

年
開
催
）
に
刺
激
さ
れ
て
、
浜
松
近
郊
の
積

志
村
に
わ
ず
か
二
年
間
だ
け
存
在
し
た
日
本

民
藝
美
術
館
に
注
目
、
一
九
三
〇
年
代
前
後

の
浜
松
の
文
化
を
振
り
返
り
つ
つ
、
私
の
生

ま
れ
育
っ
た
一
九
五
〇
年
代
に
も
目
を
向
け

よ
う
と
考
え
た
の
で
す
が
、
千
葉
繁
（『
造ぞ

う

化か

機き

論
』
の
訳
者
）、
賀か

古こ

鶴つ
る

所ど

（
森
鷗
外
の

盟
友
）、
山
葉
寅と

ら

楠く
す

（
ヤ
マ
ハ
、
す
な
わ
ち

日
本
楽
器
の
創
業
者
）、
高
林
兵ひ

ょ

衛う
え（
和
時
計

コ
レ
ク
タ
ー
）、木
下
恵
介
（
怪
作
映
画
「
女
」

に
は
妖
し
い
浜
松
が
ほ
の
め
か
さ
れ
て
い

る
）、
鈴
木
則
文
（
ご
存
じ
映
画
「
ト
ラ
ッ

ク
野
郎
」
の
監
督
、
著
書
に
『
下
品
こ
そ
、

こ
の
世
の
花
』
あ
り
）
ら
私
の
頭
に
浮
か
ん

だ
「
浜
松
の
人
」
た
ち
は
だ
ん
だ
ん
と
姿
を

消
し
、
結
局
は
、
ひ
と
り
残
っ
た
内
田
六
郎

の
背
中
を
追
い
か
け
る
こ
と
に
し
ま
し
た
。

　

展
覧
会
は
次
の
四
部
構
成
、
一
「
先
人
内

田
六
郎
の
足
跡
」、
二
「
谷
島
屋
タ
イ
ム
ス

を
読
む
」、
三
「
美
術
館
と
浜
松
駅
の
間
に

あ
る
も
の
」、
四
「
わ
た
し
の
城
下
町
」。

　

浜
松
市
内
の
開
業
医
だ
っ
た
内
田
六
郎

は
、
大
津
絵
、
ガ
ラ
ス
絵
、
泥
絵
、
長
崎
・

横
浜
浮
世
絵
な
ど
、
異
国
情
緒
あ
ふ
れ
る
民

衆
的
な
造
形
表
現
に
魅
せ
ら
れ
ま
し
た
。『
家

蔵
江
戸
版
和
蘭
絵
』（
紅
日
書
楼
、
一
九
三

六
年
）、『
硝
子
絵
』（
双
林
社
、一
九
四
二
年
）

な
ど
の
著
作
が
あ
り
ま
す
。
ず
っ
と
の
ち
、

内
田
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
を
中
核
に
浜
松
市
美
術

館
が
誕
生
し
た
の
は
昭
和
四
十
六
年
（
一
九

七
一
）
の
こ
と
で
す
。

　

当
時
、高
校
生
だ
っ
た
私
の
い
わ
ゆ
る「
下げ

手て

物も
の

」（
柳
宗
悦
は
こ
れ
を「
民
藝
」に
呼
び
替

え
た
）へ
の
関
心
は
、間
違
い
な
く
こ
の
コ
レ

ク
シ
ョ
ン
に
触
発
さ
れ
ま
し
た
。
大
学
生
に

な
っ
た
私
の
望
ん
だ
就
職
先
は
神
戸
市
立
南

蛮
美
術
館
だ
っ
た
の
に
、
ボ
タ
ン
を
か
け
違

え
、
同
じ
神
戸
市
内
の
兵
庫
県
立
近
代
美
術

館
に
入
っ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
思
い
出
が
あ

り
ま
す
。そ
れ
か
ら
き
ょ
う
ま
で
、図
式
的
に

示
せ
ば
、下
手
物
か
ら
見
世
物
へ
、見
世
物
か

ら
作
り
物
へ
と
関
心
を
移
し
、
美
術
の
支
流

を
巡
る
旅
を
続
け
て
来
た
よ
う
に
思
い
ま
す
。

　

昭
和
五
年
（
一
九
三
〇
）
に
商
品
陳
列
所

を
会
場
に
「
泥
絵
の
展
覧
会
」
を
主
催
し
た

の
は
谷
島
屋
書
店
で
し
た
。
そ
の
こ
ろ
、
こ

の
書
店
は
「
谷
島
屋
タ
イ
ム
ス
」
と
い
う
タ

ブ
ロ
イ
ド
新
聞
を
刊
行
し
て
い
ま
し
た
。「
浜

松
の
文
化
の
窓
」
を
標
榜
し
た
紙
面
で
と
り

わ
け
興
味
深
い
記
事
は
、
岩
崎
覚
「
静
岡
を

想
ふ
」
で
す
。
九
年
暮
ら
し
た
静
岡
か
ら
浜

松
に
移
り
住
ん
だ
岩
崎
は
、
飛
行
機
の
爆
音

と
工
場
か
ら
鳴
り
響
く
サ
イ
レ
ン
に
驚
い
て

し
ま
い
ま
す
。「
逞
し
い
労
働
者
の
筋
肉
の

引
緊
る
響
き
の
や
う
で
、
い
か
に
も
気
持
ち

が
よ
い
」
と
好
感
は
抱
い
た
も
の
の
、
し
ん

と
静
ま
り
返
っ
た
静
岡
の
生
活
を
懐
か
し
が

っ
て
い
ま
す
。
そ
れ
ほ
ど
当
時
の
浜
松
は
喧

騒
に
溢
れ
て
い
た
よ
う
で
す
。

　

過
去
の
風
景
を
振
り
返
る
時
、
音
が
抜
け

落
ち
て
し
ま
う
こ
と
を
教
え
ら
れ
ま
し
た
。
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T O P I C S

コ
ロ
ナ
禍
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
に
つ
い
て

上
席
学
芸
員
　
植
松　

篤

　

当
館
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
は
、
活
動
内
容

が
異
な
る
七
つ
の
グ
ル
ー
プ
で
活
動
し
て

い
ま
す
。
各
グ
ル
ー
プ
に
つ
い
て
述
べ
る

と
、
創
作
関
係
の
イ
ベ
ン
ト
を
補
助
す
る

実
技
室
グ
ル
ー
プ
や
学
校
団
体
に
対
応
す

る
学
校
グ
ル
ー
プ
、
来
館
者
と
対
話
型
鑑

賞
を
行
う
ギ
ャ
ラ
リ
ー
ツ
ア
ー
グ
ル
ー

プ
、
目
の
不
自
由
な
方
の
触
覚
に
よ
る
彫

刻
鑑
賞
を
ガ
イ
ド
す
る
タ
ッ
チ
ツ
ア
ー
グ

ル
ー
プ
、
地
域
と
連
携
し
た
イ
ベ
ン
ト
な

ど
を
行
う
地
域
連
携・草
薙
ツ
ア
ー
グ
ル
ー

プ
な
ど
、
教
育
普
及
に
か
か
わ
る
も
の
が

多
く
あ
り
ま
す
。
そ
の
他
に
も
学
芸
員
の

研
究
活
動
を
支
え
る
資
料
整
理
グ
ル
ー
プ

や
、
図
書
閲
覧
室
の
開
室
な
ど
を
行
う
図

書
閲
覧
室
グ
ル
ー
プ
も
あ
り
ま
す
。
ボ
ラ

ン
テ
ィ
ア
活
動
は
多
岐
に
わ
た
り
、
当
館

に
と
っ
て
な
く
て
は
な
ら
な
い
も
の
と

な
っ
て
い
ま
す
。

　

上
記
で
触
れ
た
よ
う
に
、ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

活
動
で
は
利
用
者
と
接
す
る
機
会
が
多
く

あ
り
ま
す
。し
か
し
な
が
ら
、新
型
コ
ロ
ナ

ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
拡
大
は
、
そ
う
し
た

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
を
大
き
く
制
限
す
る

こ
と
と
な
り
ま
し
た
。
昨
年
四
月
か
ら
五

月
に
か
け
て
の
臨
時
休
館
が
明
け
て
以

降
、
展
覧
会
に
つ
い
て
は
継
続
し
て
開
催

す
る
こ
と
が
で
き
て
い
ま
す
が
、
ボ
ラ
ン

テ
ィ
ア
も
多
く
か
か
わ
る
教
育
普
及
活
動

は
困
難
な
状
況
に
な
り
、
美
術
館
活
動
の

一
角
が
縮
小
さ
れ
た
と
言
え
ま
す
。
コ
ロ

ナ
禍
に
よ
り
、
講
演
会
な
ど
の
ト
ー
ク
イ

ベ
ン
ト
や
創
作
体
験
活
動
、
学
校
団
体
の

受
入
な
ど
の
中
止
、
人
数
制
限
を
せ
ざ
る

を
え
な
い
状
況
に
な
り
ま
し
た
。
他
方
、

オ
ン
ラ
イ
ン
に
よ
る
実
施
の
試
み
が
あ
っ

た
こ
と
は
、
積
極
的
な
出
来
事
と
し
て
付

け
加
え
て
お
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
は
、
昨
年
四
月
に

一
度
全
て
の
活
動
が
休
止
と
な
り
ま
し
た

が
、
六
月
か
ら
は
一
部
の
活
動
が
再
開
さ

れ
ま
し
た
。
し
か
し
対
話
を
主
と
す
る
学

校
グ
ル
ー
プ
や
ギ
ャ
ラ
リ
ー
ツ
ア
ー
グ

ル
ー
プ
、
接
触
を
伴
う
タ
ッ
チ
ツ
ア
ー
グ

ル
ー
プ
は
休
止
さ
れ
た
ま
ま
、
今
年
九
月

か
ら
工
事
休
館
に
入
り
ま
し
た
。
ギ
ャ
ラ

リ
ー
ツ
ア
ー
グ
ル
ー
プ
は
、
作
品
に
つ
い

て
の
知
識
を
深
め
つ
つ
、
再
び
来
場
者
と

対
話
で
き
る
日
を
待
っ
て
い
ま
す
。ま
た
、

地
域
連
携
・
草
薙
ツ
ア
ー
グ
ル
ー
プ
は
、

プ
ロ
ム
ナ
ー
ド
に
あ
る
茶
園
の
管
理
を
継

続
し
て
い
ま
す
。
比
較
的
影
響
が
少
な

か
っ
た
の
は
、
図
書
閲
覧
室
グ
ル
ー
プ
と

資
料
整
理
グ
ル
ー
プ
で
す
。

　

こ
の
よ
う
な
活
動
状
況
の
た
め
、グ
ル
ー

プ
に
よ
っ
て
は
任
期
三
年
の
う
ち
、
実
質

的
に
は
一
年
ほ
ど
し
か
活
動
い
た
だ
け
て

い
な
い
場
合
も
あ
り
ま
す
。
そ
う
し
た
こ

と
か
ら
、今
回
は
特
例
と
し
て
、希
望
者
に

は
任
期
を
一
年
延
長
し
て
い
た
だ
け
る
こ

と
に
し
ま
し
た
。
結
果
的
に
は
多
く
の
ボ

ラ
ン
テ
ィ
ア
に
ご
希
望
い
た
だ
き
、
次
年

度
も
引
き
続
き
活
動
い
た
だ
く
予
定
で

す
。
付
け
加
え
ま
す
と
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

の
任
期
延
長
に
と
も
な
い
、
次
期
の
募
集

は
令
和
四
年
度
に
行
う
予
定
で
す
。
募
集

を
心
待
ち
に
し
て
い
た
皆
様
に
は
恐
れ
入

り
ま
す
が
、も
う
一
年
お
待
ち
く
だ
さ
い
。

　

従
来
の
活
動
が
再
開
で
き
る
こ
と
を

願
っ
て
い
ま
す
が
、
コ
ロ
ナ
禍
の
状
況
が

続
く
懸
念
も
あ
り
ま
す
。
そ
の
た
め
、
従

来
の
活
動
の
代
替
と
し
て
、
新
規
に
「
Ｓ

Ｎ
Ｓ
広
報
」と
い
う
活
動
を
立
ち
上
げ
、ま

た
他
グ
ル
ー
プ
か
ら
図
書
閲
覧
室
グ
ル
ー

プ
の
活
動
へ
参
加
で
き
る
よ
う
に
し
ま
し

た
。
前
者
は
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
に
お
す
す

め
の
作
品
に
つ
い
て
の
文
章
を
執
筆
し
て

も
ら
い
、
当
館
フ
ェ
イ
ス
ブ
ッ
ク
に
掲
載

す
る
も
の
で
す
。
い
わ
ゆ
る
解
説
に
傾
く

こ
と
な
く
、
そ
れ
ぞ
れ
が
感
じ
、
考
え
た

こ
と
を
文
章
に
し
て
い
た
だ
い
て
い
ま

す
。
読
者
の
皆
様
も
時
々
フ
ェ
イ
ス
ブ
ッ

ク
を
覗
い
て
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
す
。

　

開
館
前
年
よ
り
始
ま
る
当
館
ボ
ラ
ン
テ
ィ

ア
活
動
は
、体
制
を
変
化
さ
せ
な
が
ら
三
十

六
年
続
い
て
き
ま
し
た
。こ
れ
か
ら
も
、社

会
の
状
況
や
要
望
を
汲
み
取
り
な
が
ら
、地

域
や
来
場
者
、ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
つ
な
が
り

を
大
切
に
し
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
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三
十
五
歳
。
人
間
だ
と
、
も
う
ぼ
ち
ぼ
ち

健
康
診
断
の
結
果
が
気
に
な
り
始
め
る
頃
か

と
思
い
ま
す
。建
築
物
の
場
合
、人
間
と
違
っ

て
自
力
で
は
再
生
し
て
く
れ
ま
せ
ん
か
ら
、

定
期
的
に
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
し
て
あ
げ
な
い

と
、
色
ん
な
と
こ
ろ
に
不
具
合
が
出
て
き
て

し
ま
い
ま
す
。

　

と
い
う
訳
で
、
一
九
八
六
年
に
開
館
し
た

当
館
も
、
半
年
ほ
ど
お
休
み
を
頂
い
て
大
規

模
修
繕
を
行
な
っ
て
い
ま
す
。
こ
こ
に
至
る

ま
で
に
は
、
中
長
期
に
わ
た
る
修
繕
の
計
画

が
あ
り
、
そ
の
計
画
を
立
て
る
た
め
に
調
査

を
し
て
、
調
査
の
準
備
と
し
て
不
具
合
箇
所

を
確
認
し
て
い
っ
て
…
…
等
々
、
準
備
作
業

の
積
み
重
ね
の
結
果
、
よ
う
や
く
工
事
の
本

番
を
迎
え
る
こ
と
が
出
来
ま
し
た
。

　

ど
こ
を
直
し
て
い
る
の
か
、
お
話
し
し
て

い
る
と
き
り
が
無
い
の
で
、
大
き
な
と
こ
ろ

を
二
カ
所
だ
け
。

　

一
つ
目
は
、
エ
ン
ト
ラ
ン
ス
ホ
ー
ル
の
天

井
で
す
。皆
さ
ん
が
美
術
館
に
来
た
時
、真
っ

先
に
お
入
り
頂
く
、
大
き
な
吹
き
抜
け
の
空

間
で
す
。

　

こ
の
場
所
、
吊
り
天
井
と
申
し
ま
し
て
、

建
物
の
躯
体
か
ら
吊
り
下
げ
た
金
属
の
格
子

に
、
天
井
用
の
ボ
ー
ド
を
貼
り
付
け
た
構
造

に
な
っ
て
い
ま
す
。
二
〇
一
四
年
に
政
府
に

よ
っ
て
新
た
な
耐
震
基
準
が
設
け
ら
れ
て
い

ま
し
た
が
、
こ
の
度
当
館
も
こ
の
基
準
に
合

わ
せ
た
強
度
の
天
井
に
張
り
替
え
る
こ
と
が

の
明
か
り
は
ま
っ
す
ぐ
飛
ぶ
」
と
い
う
も
の

が
あ
り
ま
す
。
例
え
ば
蛍
光
灯
の
よ
う
な
光

源
は
、
灯
具
の
回
り
を
ほ
ん
わ
か
照
ら
し
出

す
よ
う
に
光
る
の
で
す
が
、
Ｌ
Ｅ
Ｄ
灯
具
か

ら
出
た
光
は
、
元
々
設
計
し
た
方
向
に
し
か

飛
ん
で
い
き
ま
せ
ん
。
こ
の
た
め
、
Ｌ
Ｅ
Ｄ

の
光
が
目
に
入
る
と
、
非
常
に
眩
し
く
感
じ

ま
す
。

　

か
つ
て
の
交
換
で
は
、
ハ
ロ
ゲ
ン
電
球
の

あ
っ
た
場
所
を
単
に
Ｌ
Ｅ
Ｄ
器
具
に
置
き
換

え
た
だ
け
だ
っ
た
の
で
、
ホ
ー
ル
の
天
井
に

は
チ
カ
チ
カ
と
輝
く
ラ
イ
ト
が
並
び
、
実
は

結
構
目
に
は
厳
し
い
空
間
で
し
た
。
人
間
の

目
は
優
秀
で
、
気
が
付
か
な
い
う
ち
に
慣
れ

て
し
ま
う
の
で
す
が
、
負
担
が
無
く
な
る
訳壁塗り準備も進めてます

エントランスホールに足場を設置中

出
来
ま
し
た
。

　

折
角
天
井
を
取
り
換
え
る
の
で
、
照
明
環

境
も
一
新
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。元
々
、

エ
ン
ト
ラ
ン
ス
ホ
ー
ル
が
竣
工
し
た
頃
に

は
、
Ｌ
Ｅ
Ｄ
照
明
な
ど
と
い
う
も
の
は
存
在

せ
ず
、
当
時
と
し
て
は
最
新
鋭
の
ハ
ロ
ゲ
ン

電
球
で
、
こ
の
大
空
間
を
照
明
し
て
い
ま
し

た
。
そ
の
後
、
東
北
の
大
震
災
等
の
時
期
を

経
て
、
省
エ
ネ
節
電
が
必
要
と
な
り
、
床
を

照
ら
し
て
い
る
ダ
ウ
ン
ラ
イ
ト
と
呼
ば
れ
る

器
具
を
、
Ｌ
Ｅ
Ｄ
に
交
換
し
ま
し
た
。

　

こ
の
交
換
、節
電
に
は
な
っ
た
の
で
す
が
、

実
は
Ｌ
Ｅ
Ｄ
と
い
う
の
は
独
特
の
く
せ
が
あ

り
ま
す
。
単
に
節
電
出
来
る
だ
け
じ
ゃ
な
い

ん
で
す
。
そ
の
特
徴
の
一
つ
に
、「
Ｌ
Ｅ
Ｄ
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で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

今
回
の
修
繕
で
は
、
ダ
ウ
ン
ラ
イ
ト
照
明

の
数
を
減
ら
し
、
そ
の
分
壁
面
の
間
接
照
明

を
増
や
し
ま
す
か
ら
、
壁
面
全
体
が
ふ
わ
っ

と
光
る
よ
う
な
空
間
に
な
る
と
思
い
ま
す
。

　

二
つ
目
は
、
本
館
展
示
室
で
す
。
展
示
室

の
壁
は
、
こ
れ
ま
で
随
分
と
酷
使
さ
れ
て
き

ま
し
た
。
展
示
の
度
に
、
異
な
る
場
所
に
釘

が
打
た
れ
、
ビ
ス
が
刺
さ
り
、
そ
れ
ら
を
完

全
に
補
修
す
る
間
も
無
く
次
の
展
示
に
か
か

ら
ざ
る
を
得
ず
、
お
客
様
か
ら
は
、「
こ
れ

は
い
か
に
何
で
も
、あ
ん
ま
り
で
は
な
い
か
」

と
い
う
お
言
葉
を
賜
る
こ
と
も
あ
り
ま
し

た
。
申
し
訳
あ
り
ま
せ
ん
。
今
度
の
工
事
で

は
、
壁
面
を
し
っ
か
り
整
え
、
塗
り
直
し
ま

す
か
ら
、
き
れ
い
な
展
示
室
で
お
目
に
か
か

る
こ
と
が
出
来
る
筈
で
す
。

　

本
館
展
示
室
で
、も
う
一
つ
行
な
う
の
が
、

照
明
器
具
の
総
入
れ
替
え
で
す
。
こ
れ
ま
で

当
館
で
は
、
建
設
当
時
以
来
の
ス
ポ
ッ
ト
ラ

イ
ト
を
、
ず
っ
と
使
い
続
け
て
き
ま
し
た
。

も
う
あ
と
二
十
年
も
し
た
ら
、
そ
れ
自
体
が

博
物
館
資
料
に
な
り
そ
う
な
品
で
す
。一
部
、

「
新
し
い
ラ
イ
ト
が
導
入
さ
れ
た
！
」と
言
っ

て
喜
ん
だ
器
具
も
あ
っ
た
の
で
す
が
、
こ
れ

も
十
五
、
六
年
前
の
話
に
な
っ
て
し
ま
い
ま

し
た
。

　

こ
れ
ま
で
の
ラ
イ
ト
、
美
術
館
建
設
当
時

は
最
新
鋭
の
照
明
器
具
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
と

思
わ
れ
る
の
で
す
が
、
今
日
の
基
準
で
言
う

と
、
ど
う
も
、
な
か
な
か
。
先
に
申
し
上
げ

た
通
り
、
Ｌ
Ｅ
Ｄ
の
照
明
器
具
は
、
設
計
し

た
と
こ
ろ
に
光
を
届
け
る
よ
う
に
作
ら
れ
て

い
ま
す
。
特
に
美
術
館
用
の
ス
ポ
ッ
ト
ラ
イ

ト
は
、
照
ら
し
た
い
場
所
を
ム
ラ
な
く
照
ら

し
な
が
ら
、
光
の
中
心
部
か
ら
外
側
に
か
け

て
、な
だ
ら
か
に
弱
く
な
る
よ
う
、気
を
配
っ

て
あ
る
の
で
す
。

　

ま
た
、
Ｌ
Ｅ
Ｄ
照
明
は
照
度
を
落
と
し
て

も
、
つ
ま
り
光
を
弱
く
し
て
も
、
案
外
も
の

が
良
く
見
え
る
、と
い
う
性
質
が
あ
り
ま
す
。

古
い
ハ
ロ
ゲ
ン
と
い
う
明
か
り
は
、
暗
く
し

て
い
く
と
、
ど
ん
ど
ん
色
味
が
赤
っ
ぽ
く

な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
夕
暮
れ
時
の
陽
の
光

を
思
い
浮
か
べ
て
下
さ
い
。

　

Ｌ
Ｅ
Ｄ
な
ら
、
暗
く
し
て
も
あ
ん
ま
り
色

味
を
変
え
ず
に
済
む
の
で
、
光
に
弱
い
作
品

に
合
わ
せ
た
弱
い
照
明
で
も
、
画
面
を
す
っ

き
り
と
ご
覧
頂
く
こ
と
が
出
来
ま
す
。
古
い

写
真
や
版
画
、
紙
に
書
か
れ
た
素
描
等
、
繊

細
な
表
現
を
お
楽
し
み
頂
き
た
い
作
品
な
の

に
、
灯
具
故
に
そ
れ
が
出
来
ず
、
歯
痒
い
思

い
を
し
て
お
り
ま
し
た
が
、
今
後
は
か
な
り

改
善
す
る
こ
と
が
出
来
そ
う
で
す
。

　

美
術
館
や
博
物
館
用
の
Ｌ
Ｅ
Ｄ
照
明
器
具

そ
の
も
の
は
、
し
ば
ら
く
前
か
ら
国
内
で
流

通
し
て
い
ま
し
た
。
ハ
ロ
ゲ
ン
照
明
に
比
べ

て
、
対
象
に
熱
線
を
出
さ
ず
、
紫
外
線
に
よ

る
害
が
無
い
、
と
言
わ
れ
て
い
る
の
も
、
Ｌ

Ｅ
Ｄ
器
具
が
色
ん
な
と
こ
ろ
で
導
入
さ
れ
た

新
さ
れ
た
環
境
下
で
、
ご
鑑
賞
頂
け
る
よ
う

に
な
っ
て
い
る
こ
と
で
し
ょ
う
。

　

さ
て
、
今
年
度
の
修
繕
は
順
調
に
進
ん
で

お
り
ま
す
が
、「
こ
こ
を
直
さ
な
け
れ
ば
な

あ
」
と
い
う
箇
所
は
、
残
念
な
が
ら
他
に
も

あ
り
ま
す
。
皆
さ
ん
の
財
産
で
あ
る
美
術
品

を
末
永
く
未
来
に
伝
え
て
い
く
た
め
に
も
、

美
術
館
の
ハ
ー
ド
の
修
繕
は
こ
れ
か
ら
も
進

め
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

来
年
度
以
降
も
当
館
は
、
館
蔵
品
を
核
に

据
え
な
が
ら
、
様
々
な
美
術
作
品
を
お
目
に

か
け
る
予
定
で
す
。
今
後
の
当
館
活
動
、
ど

う
ぞ
お
楽
し
み
に
。

（
上
席
学
芸
員　

新
田
建
史
） 県民ギャラリーへ向かう通路にも資材運搬用の養生を設置

仮設照明が灯りいつもとは全く違う雰囲気のエントランスホール

理
由
の
一
つ
で
す
。

　

で
す
が
、こ
れ
も
Ｌ
Ｅ
Ｄ
照
明
の
特
徴
で
、

色
の
再
現
性
と
い
う
点
で
、
不
満
の
残
る
製

品
が
散
見
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
一
見
綺
麗
に

見
え
て
い
て
も
、
太
陽
の
自
然
な
光
と
比
較

し
て
み
る
と
、「
あ
れ
？
」
と
言
い
た
く
な

る
く
ら
い
、
全
然
違
っ
た
色
味
に
な
っ
て
い

た
り
し
た
の
で
す
。
絵
画
作
品
を
ご
覧
頂
く

こ
と
の
多
い
美
術
館
と
し
て
は
、
こ
れ
は
致

命
的
で
す
。

　

今
回
の
工
事
に
向
け
て
、
当
館
で
は
何
年

か
か
け
て
、
照
明
器
具
の
選
定
を
行
な
っ
て

き
ま
し
た
。
そ
の
間
に
起
き
た
技
術
の
進
歩

に
も
、
ど
う
に
か
追
い
付
い
て
き
た
と
思
い

ま
す
。
次
に
作
品
を
ご
覧
頂
く
時
に
は
、
一
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碑
文
に
記
さ
れ
る
よ
う
に
、
駿
河
、
伊
豆
、
相
模
、

武
蔵
を
は
じ
め
と
し
た
十
カ
国
が
見
渡
せ
る
こ
と
か

ら
、
後
世
十
国
峠
と
も
呼
ば
れ
、
今
も
な
お
観
光
地

と
し
て
賑
わ
い
を
見
せ
て
い
る
。

　

こ
の
日
金
山
に
自
ら
登
り
、
更
に
頂
上
か
ら
の
眺

望
を
も
と
に
絵
を
描
い
た
江
戸
時
代
の
画
家
が
幾
人

か
知
ら
れ
て
い
る
。
実
は
彼
ら
の
作
品
の
中
に
は
、

後
述
の
様
に
、
画
中
の
賛
や
画
家
本
人
に
よ
る
紀
行

文
に
よ
り
、
日
金
山
登
山
以
前
に
、
麓
に
あ
る
熱
海

に
滞
在
し
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
な
場
合
も
あ
る
。

　

当
時
の
熱
海
で
は
、
源
泉
た
る
大お
お

湯ゆ

間
欠
泉
の
湯

が
分
配
さ
れ
る
湯ゆ

戸こ

と
い
う
宿
が
軒
を
連
ね
、
江
戸

を
中
心
に
多
数
の
湯
治
客
を
集
め
て
い
た
。
市
街
は

相
模
灘
を
臨
む
斜
面
に
広
が
り
、
高
層
ホ
テ
ル
が
林

立
す
る
現
在
で
は
想
像
し
が
た
い
が
、
至
る
所
か
ら

絶
佳
な
海
景
を
見
渡
す
こ
と
が
で
き
た
。
そ
れ
故
、

眺
望
自
慢
の
宿
も
多
く
、
特
に
本
陣
で
あ
っ
た
今
井

半
太
夫
家
と
渡
辺
彦
左
衛
門
家
は
江
戸
で
評
判
に

な
っ
た
。
ま
た
湯
治
期
間
は
三
廻
り（
二
十
一
日
間
）

が
基
本
と
さ
れ
た
こ
と
も
あ
り
、
人
々
は
滞
在
中
、

温
泉
ば
か
り
で
な
く
伊
豆
山
権
現
や
錦
ヶ
浦
な
ど
の

名
所
巡
り
も
存
分
に
楽
し
ん
だ
。
そ
の
ハ
イ
ラ
イ
ト

こ
そ
日
金
山
登
山
で
あ
り
、
先
の
画
家
た
ち
も
こ
の

定
番
ル
ー
ト
を
辿
っ
た
の
で
あ
る
。

　

さ
て
、従
来
あ
ま
り
注
目
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
が
、

熱
海
に
滞
在
し
日
金
山
に
遊
ん
だ
画
家
の
中
に
は
、

先
の
今
井
家
に
宿
泊
ま
た
は
訪
問
し
、
そ
の
主
人
と

親
交
を
結
ん
だ
者
も
い
た
。
本
稿
で
は
日
金
山
の
眺

望
が
画
題
と
し
て
成
立
す
る
背
景
に
あ
っ
た
、
画
家

た
ち
と
今
井
家
の
交
遊
の
一
端
を
明
ら
か
に
し
た

い
。

　

今
井
家
の
当
主
は
代
々
半
太
夫
を
名
乗
っ
た
。
同

家
は
江
戸
時
代
を
通
じ
て
多
く
の
大
名
の
逗
留
先
と

な
り
、
更
に
熱
海
の
名
主
を
務
め
る
な
ど
、
当
地
の

歴
史
に
お
い
て
重
要
な
位
置
を
占
め
る
。
そ
の
敷
地

は
大
湯
間
欠
泉
に
隣
接
し
、
ま
た
一い
っ

碧ぺ
き

楼ろ
う

と
名
付
け

ら
れ
た
離
れ
に
代
表
さ
れ
る
、
洗
練
さ
れ
た
建
築
と

卓
越
し
た
眺
望
は
、
熱
海
滞
在
を
題
材
に
し
た
江
戸

時
代
の
紀
行
文
で
も
た
び
た
び
賞
賛
さ
れ
て
い
る2

。

　

江
戸
時
代
中
頃
よ
り
、
全
国
各
地
の
風
景
へ
の
関

心
の
高
ま
り
を
背
景
に
、
新
た
な
富
士
見
の
名
所
も

知
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
伊
豆
半
島
北
東
部
、
丹

那
山
地
の
日
金
山
も
そ
の
一
つ
に
数
え
ら
れ
る1

。
東

に
相
模
灘
、
西
に
駿
河
湾
、
そ
し
て
北
西
に
箱
根
や

富
士
山
を
間
近
に
望
む
、
伊
豆
半
島
屈
指
の
景
勝
地

で
あ
る
。
天
明
三
（
一
七
八
三
）
年
建
立
の
山
頂
の

図 2 　中山高陽《八州勝地図》個人蔵

図 1 　広瀬臺山《日金山頂望芙蓉図》東京国立博物館蔵

加
え
て
一
碧
楼
に
は
人
見
竹
洞
揮
毫
の
額
を

は
じ
め
、
多
数
の
書
画
が
飾
ら
れ
て
い
た3

。

　

こ
の
今
井
家
と
関
係
を
持
っ
た
画
家
の
一

人
に
津
山
藩
士
で
も
あ
っ
た
広ひ
ろ

瀬せ

臺た
い

山ざ
ん

（
宝

暦
元
［
一
七
五
一
］
年
―
文
化
十
［
一
八
一

三
］
年
）
が
い
る
。
臺
山
に
よ
る
日
金
山
か

ら
の
眺
望
を
描
い
た
作
品
と
し
て
《
日
金
山

頂
望
芙
蓉
図
》（
東
京
国
立
博
物
館
蔵
、
図

1
）
や
《
富
嶽
真
景
図　

壱
・
弐
》（
岡
山

県
立
博
物
館
蔵
）
が
知
ら
れ
て
い
る
。《
日

金
山
頂
望
芙
蓉
図
》
で
は
東
の
相
模
灘
と
真

鶴
半
島
の
眺
望
と
、
西
の
駿
河
湾
と
富
士
山

の
眺
望
を
一
つ
の
画
面
に
合
成
し
て
描
い
て

い
る
。
画
面
右
上
に
は

日
金
山
頂
望
芙
蓉

峯
圖

巳
未
四
月
寫
于
熱

海
客
舎
與
主
人
今
井

張
盈

温泉と絶景
―熱海本陣・今井半太夫家と画家たちの交遊―

主任学芸員　浦澤倫太郎

　

更
に
続
け
て
、
十
数
年
前
に
関
東
で
起
こ
っ
た
飢

饉
の
際
に
、
箋
斎
が
民
衆
に
対
し
金
銭
を
貸
し
、
穀

物
を
分
け
与
え
た
こ
と
、
雁
皮
紙
製
造
を
始
め
た
こ

と
な
ど
、
徳
業
の
数
々
を
紹
介
す
る
。
ま
た
箋
斎
の

名
は
利
和
で
、
当
時
、
齢
七
十
頃
で
あ
っ
た
と
い
う
。

箋
斎
の
生
没
年
は
不
明
で
あ
る
が
、
十
八
世
紀
後
半

に
今
井
家
当
主
と
し
て
活
躍
し
た
と
み
ら
れ
る
。

　

今
井
家
に
よ
る
雁
皮
紙
製
造
の
話
は
他
の
史
料
に

も
み
ら
れ5

、
儒
学
者
・
柴
野
栗
山
の
助
言
に
よ
り
、

周
辺
に
自
生
す
る
雁
皮
を
利
用
し
、
閑
散
期
の
事
業

と
し
て
敷
地
内
で
始
め
ら
れ
た
ら
し
い
。
製
造
工
程

は
客
の
見
物
対
象
と
な
り
、
製
品
は
江
戸
で
も
販
売

さ
れ
好
評
で
あ
っ
た
。
ち
な
み
に
栗
山
に
は
日
金
山

の
眺
望
を
詠
っ
た
一
篇
が
あ
る
が
、
こ
れ
と
ほ
ぼ
同

文
を
栗
山
が
着
賛
し
た
谷
文
晁《
日
金
絶
頂
真
景
図
》

（
所
在
不
明
）や
、こ
の
文
晁
作
品
の
画
を
大
岡
雲
峰
、

賛
を
儒
学
者
・
大
蔵
謙
斎
が
写
し
た
《
日
金
山
富
嶽

眺
望
図
》（
当
館
蔵
）
が
知
ら
れ
て
い
る6

。

　

箋
斎
の
肖
像
画
は
行
方
不
明
だ
が
、
先
述
の
よ
う

に
臺
山
は
『
畫
像
記
』
執
筆
と
同
年
に
今
井
家
に
逗

美
作
臺
山
源
清
風

と
の
款
記
が
あ
り
、本
作
は
寛
政
十
一
（
一
七
九
九
）

年
四
月
に
、
熱
海
の
宿
で
描
か
れ
、
そ
の
主
人
「
今い
ま

井い

張ち
ょ
う

盈え
い

」
へ
贈
ら
れ
た
こ
と
が
分
か
る
。

　

臺
山
と
親
し
か
っ
た
儒
学
者
・
松ま
つ

崎ざ
き

慊こ
う

堂ど
う（

明
和
八

［
一
七
七
一
］
年
―
天
保
十
五
［
一
八
四
四
］
年
）
は
、

遠
江
掛
川
藩
の
藩
校
教
授
と
し
て
登
用
さ
れ
る
前
年

の
「
享
和
紀
元
（
一
八
〇
一
）
某
月
」、『
今
井
箋
齋
畫

像
記4

』を
記
し
て
い
る
。
冒
頭
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

畫
人
源
清
風
之
浴
熱
海
温
湯
也
。
或
請
寫
里
人
箋

齋
之
眞
者
。
曰
。
翁
食
我
衣
我
。
卑
我
家
與
室
。

使
我
不
去
墳
墓
。
恩
不
忘
也
。
願
傳
容
于
後
。
清

風
既
圖
而
與
之
。
請
余
記
其
事
。（
以
下
略
）

　

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
臺
山
が
熱
海
に
訪
れ
た
際
、
と

あ
る
人
物
よ
り
、
恩
を
受
け
た
今い
ま

井い

箋せ
ん

斎さ
い

の
容
貌
を

後
世
へ
伝
え
る
こ
と
を
目
的
に
肖
像
画
制
作
を
依
頼

さ
れ
た
。
こ
の
肖
像
画
へ
の
賛
と
し
て
臺
山
が
慊
堂

に
求
め
た
文
章
が
こ
の
『
畫
像
記
』
で
あ
る
（
た
だ

し
執
筆
当
時
、
慊
堂
が
箋
斎
と
面
識
が
あ
っ
た
か
は

不
明
）。
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留
し《
日
金
山
頂
望
芙
蓉
図
》を「
今
井
張
盈
」に
贈
っ

て
い
る
こ
と
か
ら
、
肖
像
画
も
同
時
期
に
熱
海
の
注

文
主
に
納
め
ら
れ
た
可
能
性
も
あ
ろ
う
。
た
だ
し
こ

の「
張
盈
」が
箋
斎
で
あ
る
と
は
限
ら
な
い
。
翌
年
熱

海
を
訪
れ
た
成
島
司
直
は
既
に
箋
斎
が
病
の
床
に
臥

せ
て
い
た
と
述
べ
る7

。そ
の
二
年
後
、既
に
掛
川
藩
儒

で
あ
っ
た
慊
堂
も
、
後
に
第
四
代
藩
主
と
な
る
太お
お

田た

資す
け

言と
き

に
付
き
従
っ
て
熱
海
を
訪
れ
、
今
井
家
に
逗
留

し
、箋
斎
に
面
会
し
た
が
、既
に
家
督
を
息
子
の
有
忠

に
譲
っ
て
い
た
と
紀
行
文『
游
豆
小
志
』に
記
す8

。
代

替
わ
り
の
時
期
が
不
明
な
た
め
、主
人
た
る
「
張
盈
」

は
息
子
・
有
忠
を
指
す
可
能
性
も
あ
る
。
ち
な
み
に

司
直
も
慊
堂
も
滞
在
時
に
日
金
山
へ
遊
ん
で
い
る
。

　

司
馬
江
漢
（
延
享
四
［
一
七
四
七
］
年
―
文
政
元

［
一
八
一
八
］
年
）
も
箋
斎
と
親
し
か
っ
た
。
江
漢

は
生
涯
に
何
度
か
熱
海
を
訪
れ
、
今
井
家
を
定
宿
と

し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
天
明
八
（
一
七
八
八
）
年

の
長
崎
へ
の
旅
を
記
録
し
た
版
本
『
西
遊
旅
譚
』（
寛

政
六
［
一
七
九
四
］
年
刊
）
と
自
筆
本
『
江
漢
西
遊

日
記
』（
文
化
十
二
［
一
八
一
五
］
年
成
立
、
東
京

国
立
博
物
館
蔵9

）
に
は
往
路
の
途
次
、
熱
海
に
滞
在

し
た
こ
と
が
述
べ
ら
れ
る
。『
江
漢
西
遊
日
記
』
の

う
ち
今
井
家
到
着
の
翌
日
、
初
め
て
の
入
浴
を
記
し

た
四
月
二
十
七
日
の
記
事
欄
外
に
以
下
の
よ
う
な
書

付
が
あ
る
。

熱
海
ヘ
ハ
其
後
四
五
度
モ
行
ク
、
一
昨
年
半
太
夫

方
に
て
入
湯
せ
し
時
、
二
代
目
也
、
前
ノ
半
太
夫

ハ
甚
タ
お
も
し
ろ
き
人
な
り
き

　
『
西
遊
日
記
』
成
立
時
期
や
前
後
の
文
脈
か
ら
判

断
す
る
と
「
二
代
目
」
と
は
有
忠
、「
前
ノ
半
太
夫
」

は
箋
斎
を
指
す
と
み
ら
れ
、
そ
の
人
柄
を
絶
賛
し
て

い
る
。
江
漢
は
翌
五
月
ま
で
今
井
家
に
逗
留
し
た
。

五
日
、
節
句
な
り
、
四
時
よ
り
雨
、
後
大
雨
、
額

一
面
竪
物
一
幅
出
来
ル
、
半
太
夫
父
子
礼
に
来
る

と
、
作
品
を
半
太
夫
親
子
に
贈
っ
た
。
更
に
七
日
に

は
日
金
山
に
登
り
、
翌
八
日
の
項
に
は

日
金
山
円
山
の
景
色
を
う
つ
す
、
屏
風
に
山
水
を

認
ル
、
宿
よ
り
蕎
麦
を
贈
ル

と
記
さ
れ
、
再
び
の
揮
毫
に
加
え
、
日
金
山
の
山
頂

（
＝
円
山
）
か
ら
の
風
景
を
描
い
た
こ
と
も
わ
か
る
。

『
西
遊
旅
譚
』
に
は
こ
の
記
述
を
想
起
さ
せ
る
よ
う

な
山
頂
四
方
の
眺
望
を
描
い
た
挿
絵
が
掲
載
さ
れ
て

い
る
。
こ
の
後
江
漢
は
熱
海
を
発
ち
、
再
び
日
金
山

山
頂
へ
と
至
り
、
西
側
の
軽
井
沢
（
現
在
の
函
南
町

軽
井
沢
）
へ
降
っ
た
。

　

更
に
時
代
を
遡
る
箋
斎
と
交
流
し
た
画
家
と
し

て
、土
佐
出
身
の
中
山
高
陽
（
享
保
二
［
一
七
一
七
］

年
―
安
永
九
［
一
七
八
〇
］
年
）
が
注
目
さ
れ
る
。

高
陽
は
一
七
七
六
年
六
月
か
ら
七
月
に
か
け
て
の
熱

海
滞
在
を
記
録
し
た
『
熱
海
紀
行10

』
に
お
い
て
、
江

戸
屋
と
い
う
宿
に
逗
留
し
て
い
た
も
の
の
、
七
月
三

日
、
今
井
家
に
も
足
を
伸
ば
し
た
こ
と
を
述
べ
る
。

三
日　

午
前
今
井
亭
に
て
諸
氏
の
題
言
を
見
る
。

妙
な
る
は
少
な
し
。
伊
豆
全
図
を
見
る
。
温
泉
縁

起
な
る
も
の
は
い
づ
れ
信
（
じ
）
が
た
し
。
晩
日
、

今
井
生
が
求
（
め
）
に
て
山
水
を
写
（
し
）
与
ふ
。

［
中
略
］
且
つ
自
ら
日
金
図
を
造
る
。

と
、
同
家
に
飾
ら
れ
た
様
々
な
書
画
を
見
物
し
、
更

に
「
今
井
生
」
の
求
め
に
応
じ
て
、
江
漢
や
臺
山
と

同
じ
く
自
身
の
作
品
を
贈
っ
て
い
る
。
先
の
慊
堂
の

記
述
か
ら
こ
の
頃
箋
斎
は
四
十
代
頃
と
み
ら
れ
、
こ

の
「
今
井
生
」
も
箋
斎
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
。

　

ま
た
「
自
ら
日
金
図
を
造
る
」
と
あ
る
が
、
遡
る

六
月
二
十
四
日
に
高
陽
は
滞
在
中
三
度
目
の
挑
戦
で

日
金
山
登
頂
を
果
た
し
て
お
り
（
一
、
二
度
目
は
悪

天
候
で
断
念
）、
こ
れ
が
「
日
金
図
」
制
作
の
契
機

と
な
っ
た
と
み
ら
れ
る
。
今
に
残
る
高
陽
の
日
金
山

の
眺
望
を
描
い
た
作
品
に
熱
海
訪
問
の
翌
年
に
描
か

れ
た
《
八
州
勝
地
図
》（
図
2
）
が
あ
る
。
鳥
瞰
視

点
を
取
り
、
伊
豆
半
島
北
部
や
富
士
山
、
更
に
は
伊

豆
七
島
ま
で
を
一
つ
の
画
面
に
収
め
る
。
全
体
的
に

地
形
は
大
き
く
デ
フ
ォ
ル
メ
さ
れ
て
い
る
が
、
相
模

灘
沿
岸
や
伊
豆
七
島
の
描
写
に
は
、
日
金
山
か
ら
の

実
景
を
反
映
さ
せ
て
い
る
と
み
ら
れ
る
。
こ
の
他
、

熱
海
旅
行
と
同
年
に
描
か
れ
た
類
似
作
品11

も
あ
る
。

　

箋
斎
は
風
紀
の
維
持
や
、
日
金
山
へ
の
道
標
と
な

る
石
仏
の
建
立
な
ど
、
地
域
振
興
に
も
力
を
入
れ
て

い
た12

。
箋
斎
や
今
井
家
に
と
っ
て
、
本
稿
で
見
て
き

た
江
戸
の
画
家
た
ち
と
の
交
遊
は
、
自
家
と
熱
海
の

発
展
に
も
有
意
な
こ
と
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。

　

こ
の
よ
う
に
幾
人
も
の
画
家
が
訪
れ
、
彼
ら
か
ら

の
贈
品
を
含
む
多
数
の
書
画
を
蔵
し
て
い
た
今
井
家

で
あ
る
が
、
文
政
期
以
降
火
災
に
遭
い
、
な
お
存
続

す
る
も
、
明
治
期
に
廃
業
し
た
。
敷
地
は
宮
内
省
の

療
養
施
設
、
更
に
民
間
の
ホ
テ
ル
と
な
り
、
今
は
跡

形
も
な
い13

。

　

静
岡
県
内
で
は
、
画
家
た
ち
と
関
わ
り
の
深
い
家

と
し
て
、
原
宿
の
植
松
家
を
は
じ
め
、
東
西
を
結
ぶ

東
海
道
沿
い
に
位
置
す
る
家
が
知
ら
れ
て
き
た
。
熱

海
の
場
合
、屈
指
の
湯
治
場
と
し
て
発
展
し
、そ
の
中

枢
で
あ
っ
た
今
井
家
に
多
く
の
文
人
墨
客
が
集
っ
た

点
に
特
色
が
あ
る
と
い
え
る
。
本
稿
で
取
り
上
げ
た

以
外
に
も
様
々
な
画
家
と
交
流
が
あ
っ
た
可
能
性
は

高
い
。
ま
た
こ
の
温
泉
地
と
し
て
の
繁
栄
の
延
長
線

上
に
、
日
金
山
の
絶
景
と
い
う
新
た
な
画
題
が
誕
生

す
る
契
機
が
あ
っ
た
点
も
重
要
で
あ
ろ
う
。

1 　

福
士
雄
也
「
富
士
見
の
ト
ポ
ス
と
そ
の
変
遷
―
発
見
さ

れ
る
富
士
山
―
」『
富
士
山
の
絵
画
展
』、
静
岡
県
立
美
術

館
、
二
〇
一
三
年

2 　

成
島
司
直
『
熱
海
紀
行
』、
享
和
二
（
一
八
〇
二
）
年

成
稿
、
写
本
は
熱
海
市
立
図
書
館
蔵
安
積
艮
斎
『
游
豆
紀

勝
』、天
保
五
（
一
八
三
五
）
年
（
安
藤
智
重
『
遊
豆
紀
勝
・

東
省
続
録 

安
積
艮
斎
』、
明
徳
出
版
社
、
二
〇
一
八
年
）

3 　

熱
海
市
史
編
纂
委
員
会
編
『
熱
海
市
史　

上
巻
』、
熱

海
市
、
一
九
六
七
年

4 　
『
慊
堂
遺
文　

上
』、
松
崎
健
五
郎
、
一
九
〇
一
年

5 　

明
治
時
代
に
当
時
の
今
井
家
当
主
が
提
出
し
た
「
熱
海

名
主
代
々
手
控
抜
書
」（
熱
海
郷
土
文
化
研
究
会
、
一
九

五
六
年
）
や
成
島
司
直
『
熱
海
紀
行
』（
註
2
）
に
詳
し
い
。

6　

註
1
参
照
。

7　

成
島
司
直
『
熱
海
紀
行
』（
註
2
）

8　
『
松
崎
慊
堂
全
集　

三
』、
冬
至
書
房
、
一
九
八
八
年

9 　
『
司
馬
江
漢
全
集　

第
一
巻
』、八
坂
書
房
、一
九
九
二
年

10 　

清
水
孝
之
校
注
『
中
山
高
陽
紀
行
集
』、
高
知
市
教
育

委
員
会
公
民
課
、
一
九
五
七
年

11 　

細
野
正
信
「
中
山
高
陽
―
そ
の
生
涯
と
作
品
―
」

『M
U

SEU
M

』
二
二
二
号
、
東
京
国
立
博
物
館
、
一
九
六

九
年

12　

註
2
成
島
司
直
『
熱
海
紀
行
』

13 　

明
治
期
以
降
の
今
井
家
の
動
向
は
次
に
詳
し
い
。

　

山
田
芳
和
『
名
主　

今
井
半
太
夫
の
足
跡
』、
二
〇
〇
六
年

　

ア
ー
テ
ィ
ス
ト
集
団Chim

↑Pom

の
卯
城

竜
太
（
一
九
七
七
年
〜
）
と
、
現
代
美
術
家
の

松
田
修
（
一
九
七
九
年
〜
）
に
よ
る
対
話
本
。

現
代
の
作
り
手
と
し
て
表
現
を
模
索
す
る
中

で
、
彼
ら
の
関
心
が
日
本
の
美
術
史
へ
と
遡
っ

て
い
く
く
だ
り
が
と
り
わ
け
面
白
い
。
彼
ら
の

考
え
る
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
と
は
、
集
団
（
公
）
の

中
で
こ
そ
存
在
し
う
る
「
個
」
の
究
極
形
で
あ

る
と
い
う
。
世
の
中
が
社
会
性
や
モ
ラ
ル
を
求

め
、
公
権
力
が
検
閲
を
か
け
る
現
代
を
生
き
る

ア
ー
テ
ィ
ス
ト
た
ち
は
、
戦
後
民
主
主
義
下
で

求
め
ら
れ
た
岡
本
太
郎
を
代
表
と
す
る
「
エ
ク

ス
ト
リ
ー
ム
な
個
」
に
は
シ
ン
パ
シ
ー
を
感
じ

な
い
。
む
し
ろ
大
正
期
末
、
思
想
や
表
現
が
取

り
締
ま
ら
れ
「
公
の
時
代
」
が
エ
ス
カ
レ
ー
ト

す
る
中
で
の
前
衛
運
動
に
お
け
る
個
の
役
割
に

注
目
し
、
表
現
の
手
が
か
り
を
探
る
。
大
正
期

と
は
異
な
り
「
公
」
の
上
か
ら
の
圧
力
だ
け
で

な
く
、
市
民
か
ら
発
せ
ら
れ
る
下
か
ら
の
監
視

も
強
い
時
代
を
生
き
る
表
現
者
の
、
切
実
な
声

を
聞
く
こ
と
が
で
き
る
。

（
上
席
学
芸
員　

川
谷
承
子
）

本の窓

卯
城
竜
太
、
松
田
修
著

『
公
の
時
代
』

朝
日
出
版
社
　
二
〇
一
九
年
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私
に
と
っ
て
静
岡
県
立
美
術
館
は
、
学
生
時

代
か
ら
機
会
が
あ
る
ご
と
に
展
覧
会
の
鑑
賞

や
、
博
物
館
実
習
も
受
講
さ
せ
て
い
た
だ
い
た

施
設
で
す
。

　

そ
の
中
で
も
特
に
思
い
出
深
い
の
は
、
博
物

館
実
習
中
に
見
た
ロ
ダ
ン
館
の
巨
大
な
「
地
獄

の
門
」
で
す
。
現
在
の
場
所
に
設
置
さ
れ
る
直

前
で
、
横
倒
し
に
な
っ
て
い
る
状
態
で
し
た
。

三
十
年
近
く
前
の
こ
と
で
あ
り
ま
す
が
、
未
だ

に
覚
え
て
い
ま
す
。

　

そ
の
美
術
館
に
今
年
度
か
ら
教
育
普
及
担
当

と
し
て
赴
任
す
る
こ
と
と
な
り
ま
し
た
が
、
例

年
美
術
館
が
行
う
活
動
内
容
と
は
異
な
る
こ
と

が
多
く
あ
り
ま
し
た
。

　

本
年
度
は
後
半
の
半
年
間
に
わ
た
る
休
館
が

予
定
さ
れ
て
い
た
た
め
、
実
技
室
プ
ロ
グ
ラ
ム

の
回
数
も
例
年
に
比
べ
半
分
ほ
ど
の
予
定
で
し

た
。
そ
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
も
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル

沼津市大瀬神社に奉納した作品を背景に

コ
ロ
ナ
禍
と
休
館
を
通
じ
て

主
幹　

奥
村
祐
喜

で
す
で
に
中
止
と
な
っ
て
い
た
り
す
る
も
の
も

あ
り
ま
し
た
。

　

し
か
し
、
そ
の
中
で
も
開
催
で
き
た
「
ね
ん

ど
開
放
日
」
で
は
、
親
子
が
夢
中
に
な
っ
て
粘

土
で
思
い
思
い
の
も
の
を
作
っ
て
い
る
姿
、「
創

作
週
間
」
の
時
に
時
間
を
か
け
て
制
作
し
た
自

分
の
完
成
作
品
を
、
他
の
方
と
見
せ
合
い
な
が

ら
喜
ん
で
い
る
姿
を
見
て
い
る
と
、
来
館
者
の

皆
様
に
と
っ
て
こ
の
美
術
館
が
長
く
心
の
拠
り

所
に
な
っ
て
い
る
こ
と
を
感
じ
ま
し
た
。ま
た
、

「
ち
ょ
こ
っ
と
体
験
」
で
は
ス
タ
ッ
フ
が
来
館

者
に
声
を
か
け
、
何
げ
な
く
立
ち
寄
っ
た
親
子

が
喜
び
合
い
な
が
ら
制
作
に
取
り
組
み
、
最
後

に
は
「
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
や
っ
て

良
か
っ
た
で
す
。」
と
お
礼
を
い
っ
て
い
た
だ

く
こ
と
も
あ
り
ま
し
た
。
そ
ん
な
来
館
者
の
皆

様
の
幸
せ
そ
う
な
場
面
に
関
わ
れ
る
こ
と
の
喜

び
と
責
任
を
感
じ
て
い
ま
す
。

　

こ
の
度
の
コ
ロ
ナ
禍
を
マ
イ
ナ
ス
と
み
る
の

か
、
発
想
の
転
換
の
チ
ャ
ン
ス
と
見
る
の
か
、

実
技
室
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
今
後
の
あ
り
方
を
コ

ロ
ナ
禍
と
長
期
の
休
館
を
通
し
て
考
え
直
す
こ

と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
私

だ
け
で
は
微
力
で
す
が
、
来
年
度
は
新
た
に
ス

タ
ッ
フ
の
皆
さ
ん
や
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
方
々
の

力
を
借
り
て
、
精
一
杯
頑
張
っ
て
い
き
た
い
と

思
い
ま
す
。

ス
感
染
症
の

影
響
で
幾
度

も
中
止
と

な
っ
た
り
、

美
術
館
教
室

の
プ
ロ
グ
ラ

ム
の
中
に
は

前
年
度
の
パ

ン
フ
レ
ッ
ト

2022年度企画展年間スケジュール

大展示室展
4月２日（土）～５月15日（日）

兵馬俑と古代中国～秦漢文明の遺産～
6月18日（土）～８月28日（日）

絶景を描く―江戸時代の風景表現―
９月10日（土）～10月23日（日）

鴻池朋子展（仮）
11月３日（木）～2023年１月９日（月）

近代の誘惑―日本画の実践
2023年２月18日（土）～３月26日（日）

※展覧会名、開催期間は、いずれも予定であり、変更となる場合があります。

休館のお知らせ
令和4年3月31日（木）まで設備改修工事
のため休館
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