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斎藤隆 作「貌Ⅰ」（作家蔵）
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板谷波山作「彩磁椿文茶碗」（出光美術館蔵）平櫛田中作「東方朔像」（個人蔵）
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■
企
画
展
《
老
い
―
老
い
を
め
ぐ
る
美
と
カ
タ
チ
》
は
平
成
一
七
年
四
月
二
三
日
（
土
）
か
ら
六
月
五
日
（
日
）
ま
で
開
催
し
て
い
ま
す
。

■
観
覧
料
　
一
般
・
大
学
生
六
〇
〇
円
（
四
八
〇
円
）
高
校
生
三
五
〇
円
（
二
八
〇
円
）
小
・
中
学
生
二
三
〇
円
（
一
八
〇
円
）（

）
は
二
〇
名
以
上
の
団
体
の
場
合
の
料
金
で
す
。

高野文子作「田辺のつる」原画（作家蔵）

木喰作「賓頭盧尊者像」（新潟県・十王堂蔵）

遠藤香村筆「百老図」（個人蔵）
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「
会
津
学
事
始
め
―
四
季
の
祈
り
と
暮
ら
し
」

第
一
回
　
四
月
七
日
　
　
「
会
津
の
山
の
神
信
仰
」

第
二
回
　
五
月
一
九
日
　
「
勝
常
寺
の
仏
た
ち
」

第
三
回
　
六
月
一
六
日
　
「
会
津
の
仏
た
ち
」

第
四
回
　
七
月
二
一
日
　
「
七
夕
と
盆
行
事
」

第
五
回
　
八
月
一
八
日
　
「
磐
梯
山
信
仰
と
恵
日
寺
」

第
六
回
　
九
月
一
五
日
　
「
飯
豊
山
信
仰
と
成
人
儀
礼
」

第
七
回
　
一
〇
月
二
〇
日
「
会
津
高
野
山
と
祖
霊
観
」

第
八
回
　
一
一
月
一
七
日
「
境
の
神
と
藁
人
形
」

第
九
回
　
一
二
月
一
五
日
「『
会
津
農
書
』
と
農
耕
儀
礼
」

第
一
〇
回
　
一
月
一
九
日
　
「
会
津
の
初
市
と
市
神
祭
り
」

第
一
一
回
　
二
月
一
六
日
　
「
鶴
ヶ
城
周
辺
の
稲
荷
信
仰
」

第
一
二
回
　
三
月
一
六
日
　
「
馬
と
信
仰
」

平
成
一
七
年
度

「
木
曜
の
広
場
」
ご
案
内

午
後
一
時
半
よ
り
講
堂
に
お
い
て

館
　
　
長

赤
坂
　
憲
雄

学
芸
課
長

若
林
　
　
繁

学

芸

員

佐
々
木
長
生

赤
坂
憲
雄
館
長
と
学
芸
員
に
よ
る
対
談
形
式
で
行
わ
れ
る
「
木

曜
の
広
場
」
は
、
平
成
一
六
年
度
は
「
会
津
学
事
始
め
―
四
季
の

生
業
と
暮
ら
し
―
」
全
一
二
回
が
行
わ
れ
ま
し
た
。
赤
坂
館
長
と

学
芸
員
に
よ
る
対
談
に
対
し
、
聴
講
者
か
ら
数
多
く
の
質
問
や
資

料
・
情
報
提
供
も
あ
り
、
充
実
し
た
内
容
と
な
り
ま
し
た
。
第
一

回
の
「
会
津
農
書
の
世
界
」
の
聴
講
者
か
ら
、
新
た
な
る
『
会
津

農
書
』
上
巻
の
筆
写
本
の
提
供
を
受
け
、『
会
津
農
書
』
の
研
究
に

大
き
な
研
究
資
料
と
な
り
ま
し
た
。
そ
の
他
、
内
容
に
関
す
る
情

報
に
は
、
地
域
研
究
を
進
展
す
る
う
え
で
、
地
域
の
生
の
伝
承
や

絵
画
・
古
写
真
の
提
供
な
ど
、
地
域
学
と
し
て
の
「
会
津
学
」
の

構
築
に
つ
い
て
、
大
き
な
一
歩
で
あ
っ
た
と
み
ら
れ
ま
す
。

赤
坂
館
長
は
、『
東
北
学
』
と
い
う
雑
誌
を
編
集
・
刊
行
す
る
な

ど
、
東
北
学
研
究
の
中
枢
を
任
い
、
多
数
の
著
書
や
調
査
・
研
究

報
告
書
を
刊
行
し
て
い
ま
す
。
赤
坂
館
長
に
よ
る
と
、
東
北
の
中

に
も
い
く
つ
も
の
東
北
が
あ
る
と
い
う
視
点
の
も
と
、
県
立
博
物

館
が
立
地
す
る
「
福
島
学
」、
福
島
の
中
の
「
会
津
学
」
と
い
う
地

域
研
究
か
ら
、「
東
北
学
」
を
構
築
す
る
と
い
う
も
の
で
す
。
そ
し

て
日
本
の
中
の
「
東
北
」、
ア
ジ
ア
の
中
の
「
東
北
」、
世
界
の
中

の
「
東
北
」
と
い
う
構
想
を
、
東
北
よ
り
発
信
す
る
と
い
う
研
究

方
法
で
す
。
木
曜
の
広
場
は
、
ま
ず
東
北
の
中
の
会
津
、「
会
津
学
」

か
ら
始
め
て
い
ま
す
。

平
成
一
六
年
度
は
、
会
津
地
方
の
生な
り

業わ
い

を
中
心
に
、
会
津
の
自

然
と
生
業
と
の
関
わ
り
を
、『
会
津
農
書
』
や
近
世
の
風
土
記
・
風

俗
帳
の
文
献
や
絵
画
資
料
と
、
民
具
と
呼
ば
れ
る
生
活
用
具
な
ど

の
資
料
を
通
し
て
、
会
津
地
方
の
人
々
の
暮
ら
し
の
歴
史
、
民
俗

を
論
じ
て
き
ま
し
た
。
会
津
地
方
は
、
浜
通
り
・
中
通
り
地
方
と

比
較
し
て
み
る
と
、
積
雪
寒
冷
地
で
ブ
ナ
を
は
じ
め
と
す
る
落
葉

広
葉
樹
林
に
お
お
わ
れ
、
そ
こ
に
は
会
津
独
特
の
文
化
を
育
ん
で

き
ま
し
た
。
歴
史
的
に
も
縄
文
時
代
か
ら
漆
の
利
用
な
ど
、
会
津

漆
器
の
歴
史
の
源
流
を

た
ど
る
こ
と
が
で
き
ま

す
。
大
沼
郡
三
島
町
荒

屋
敷
遺
跡（
縄
文
晩
期
）

か
ら
は
漆
塗
り
の
櫛
や

土
偶
、
編
布
、
籠
な
ど
、

さ
ま
ざ
ま
な
出
土
品
が

み
ら
れ
ま
す
。
こ
れ
ら

の
生
活
技
術
は
、
現
在

の
民
俗
技
術
に
ま
で
た

ど
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

会
津
の
豊
か
な
ブ
ナ
を

は
じ
め
と
す
る
落
葉
広

葉
樹
の
森
の
文
化
の
一

端
を
み
る
こ
と
が
で
き

ま
す
。
平
成
一
六
年
度

は
、
生
業
と
い
う
物
質
文
化
か
ら
、
会
津
の
歴
史
・
民
俗
を
通
観

し
た
内
容
と
な
り
ま
し
た
。

平
成
一
七
年
度
は
、「
会
津
学
事
始
め
」
の
第
二
弾
と
し
て
、「
四

季
の
祈
り
と
暮
ら
し
」
と
題
し
、
信
仰
を
中
心
と
し
た
精
神
文
化

か
ら
み
た
会
津
の
歴
史
・
民
俗
を
テ
ー
マ
に
、
下
記
の
内
容
で
予

定
し
て
お
り
ま
す
。
赤
坂
館
長
と
学
芸
員
と
い
っ
し
ょ
に
、「
木
曜

の
広
場
」
に
参
加
し
、「
会
津
学
」
を
構
築
し
て
み
ま
せ
ん
か
。
そ

し
て
、「
会
津
学
」
の
も
と
に
「
福
島
学
」、「
東
北
学
」
と
進
展
さ

せ
、
会
津
か
ら
新
た
な
「
日
本
」
研
究
を
始
め
て
み
ま
せ
ん
か
。

講演風景、赤坂館長（右）と佐々木学芸員

資料を前にして聴講者に解説する赤坂館長と佐々木学芸員
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い
わ
き
市
勿
来
に
あ
る
勿
来
金
冠
塚
古
墳
は
径
三
〇
�
を
測
る

円
形
の
古
墳
で
あ
り
、
六
世
紀
の
終
わ
り
か
ら
七
世
紀
の
初
め
に

造
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
昭
和
二
〇
年
代
に
発
掘
調
査
が

行
わ
れ
、
横
穴
式
石
室
と
呼
ば
れ
る
石
材
を
積
ん
で
造
っ
た
埋
葬

用
施
設
の
中
か
ら
多
く
の
副
葬
品
が
見
つ
か
っ
て
い
る
。
そ
の
中

に
は
金
銅
製
の
飾
り
金
具
や
刀
、
冑
や
馬
具
な
ど
、
当
時
と
し
て
は

貴
重
な
も
の
が
含
ま
れ
、
古
墳
は
県
の
指
定
史
跡
と
し
て
登
録
さ

れ
て
い
る
。
副
葬
品
の
一
部
は
現
在
福
島
県
立
博
物
館
が
所
蔵
し

て
お
り
、今
回
は
そ
の
中
で
も
冑
に
注
目
し
て
考
察
し
て
み
た
い
。

こ
の
冑
は
原
型
を
保
っ
て
お
ら
ず
、
部
品
が
バ
ラ
バ
ラ
と
な
っ

た
状
態
で
出
土
し
た
。
部
品
そ
の
も
の
も
腐
朽
が
進
み
多
く
は
壊

れ
て
い
た
が
、
調
査
の
結
果
次
の
よ
う
な
構
成
で
あ
る
こ
と
が
分

か
っ
た
。
ま
ず
冑
の
本
体
を
構
成
す
る
縦
長
台
形
状
の
鉄
板
が
六

枚
、
正
面
に
く
る
断
面
三
角
形
状
の
長
方
形
鉄
板
が
一
枚
、
頭
頂

部
に
置
く
楕
円
形
の
鉄
板
が
一
枚
、
そ
れ
と
額
を
覆
う
小
さ
な
庇

が
一
点
で
あ
る
（
写
真
）。
こ
の
他
、
錣
し
こ
ろ（

冑
に
装
着
し
頭
の
両
側

及
び
後
頭
部
を
守
る
防
具
）
の
部
品
で
あ
る
鉄
製
小
札
一
〇
〇
枚

以
上
、
胸
を
守
る
防
具
と
考
え
ら
れ
る
三
日
月
形
の
鉄
板
が
存
在

す
る
。

最
も
驚
い
た
の
は
、
冑
を
組
み
上
げ
る
の
に
革
紐
が
用
い
ら
れ

て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
の
研
究
成
果
で
は
、
こ
の
時
代

の
冑
は
部
品
ど
う
し
を
鋲
（
リ
ベ
ッ
ト
）
で
留
め
る
こ
と
が
通
有

で
あ
り
、
学
問
上
の
名
称
で
「
竪た
て

矧は
ぎ

広ひ
ろ

板い
た

鋲び
ょ
う

留ど
め

式し
き

衝し
ょ
う

角か
く

付つ
き

冑か
ぶ
と

」
と

呼
ば
れ
る
冑
が
広
く
流
通
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
て
い
た
。「
竪
矧

広
板
」
は
縦
長
台
形
状
の
鉄
板
を
、「
衝
角
」
は
断
面
三
角
形
状
の

長
方
形
鉄
板
を
指
し
、
鋲
で
留
め
た
冑
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
調

査
の
結
果
、
金
冠
塚
古
墳
の
冑
は
「
竪
矧
広
板
革か
わ

綴と
じ

式し
き

衝
角
付
冑
」

と
呼
ぶ
こ
と
の
で
き
る
冑
で
あ
り
、
こ
れ
ま
で
日
本
で
の
出
土
例

が
知
ら
れ
て
い
な
い
型
式
で
あ
っ
た
（
復
元
図
）。
革
紐
で
綴
じ
る

冑
は
金
冠
塚
古
墳
が
造
ら
れ
た
時
代
よ
り
一
〇
〇
年
前
頃
に
盛
ん

に
流
通
し
た
型
式
で
あ
る
が
、
三
角
形
や
横
長
長
方
形
の
鉄
板
を

使
用
す
る
の
が
普
通
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
同
じ
革
綴
で
も
綴
じ
方

が
全
く
異
な
る
。
つ
ま
り
、
全
体
の
形
や
部
品
の
構
成
は
同
時
代

の
鋲
留
冑
と
同
じ
な
の
だ
が
、
前
世
と
も
異
な
り
後
世
に
も
繋
が

ら
な
い
革
綴
技
法
を
採
用
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

で
は
、こ
の
よ
う
な
異
型
の
冑
が
な
ぜ
作
ら
れ
た
の
だ
ろ
う
か
。

実
は
近
年
、
六
世
紀
代
の
竪
矧
板
を
用
い
た
革
綴
冑
の
例
が
み
つ

か
っ
て
き
て
い
る
。
同
じ
福
島
県
の
郡
山
市
渕
ノ
上
一
号
墳
、
静

岡
県
甑
塚
古
墳
、
滋
賀
県
宮
山
一
号
墳
な
ど
か
ら
出
土
し
た
冑
が

そ
れ
で
あ
る
。
し
か
し
こ
れ
ら
の
冑
は
金
冠
塚
古
墳
の
も
の
と
同

じ
で
は
な
く
、
ま
た
そ
れ
ま
で
国
内
で
作
ら
れ
て
い
た
「
衝
角
付

冑
」
と
も
異
な
る
形
に
復
元
さ
れ
る
。
こ
れ
ら
は
、
朝
鮮
半
島
で

流
通
し
て
い
た
冑
に
類
似
し
、
彼
地
よ
り
の
搬
入
品
で
あ
る
可
能

性
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
朝
鮮
半
島
系
冑
の
存
在
か
ら
勿
来
金
冠
塚
古
墳
の
冑
を
み

る
と
、
形
状
や
部
品
の
構
成
は
国
内
産
の
「
竪
矧
広
板
鋲
留
式
衝

角
付
冑
」
か
ら
、
綴
技
法
（
細
か
く
見
る
と
部
品
の
構
成
の
一
部

も
）
は
朝
鮮
半
島
系
冑
か
ら
取
り
入
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ

る
。
つ
ま
り
国
内
製
冑
と
朝
鮮
半
島
製
冑
の
折
衷
品
で
あ
る
。
六

世
紀
か
ら
七
世
紀
に
か
け
て
は
、
人
的
な
移
動
も
含
め
て
朝
鮮
半

島
の
文
化
の
影
響
を
多
大
に
受
け
た
時
代
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

金
冠
塚
古
墳
の
冑
も
そ
の
影
響
の
一
端
を
受
け
て
作
ら
れ
、
残
念

な
が
ら
後
世
に
は
繋
が
ら
な
い
型
式
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
も
の
で

あ
ろ
う
。

で
は
次
に
、
な
ぜ
こ
の
よ
う
な
珍
し
い
冑
や
金
銅
製
飾
り
金
具

（
こ
れ
も
日
本
で
唯
一
の
品
で
あ
り
、
何
に
用
い
ら
れ
た
の
か
分

か
っ
て
い
な
い
）
な
ど
の
貴
重
な
品
が
い
わ
き
市
に
あ
る
こ
の
古

墳
に
副
葬
さ
れ
た
の
か
を
考
え
て
み
た
い
。
径
三
〇
�
の
円
墳
と

い
う
の
は
大
型
の
前
方
後
円
墳
の
造
ら
れ
た
古
墳
時
代
に
あ
っ
て

は
、
決
し
て
大
き
な
古
墳
と
は
い
え
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
古
墳

が
造
ら
れ
た
六
世
紀
末
か
ら
七
世
紀
初
め
と
い
う
時
代
は
、
全
国

的
に
前
方
後
円
墳
が
姿
を
消
す
時
期
と
重
な
り
、
そ
の
後
地
方
の

有
力
豪
族
は
円
墳
や
方
墳
を
造
る
よ
う
に
な
る
。
金
冠
塚
古
墳
も

前
方
後
円
墳
が
消
滅
し
た
後
の
円
墳
で
あ
り
、
勿
来
を
中
心
と
し

た
地
域
の
力
の
あ
る
豪
族
が
造
っ
た
古
墳
と
考
え
ら
れ
る
。
当
時

の
有
力
豪
族
は
先
進
的
な
モ
ノ
を
古
墳
に
副
葬
す
る
こ
と
が
ス
テ

イ
タ
ス
の
一
つ
で
あ
り
、
金
冠
塚
古
墳
を
造
っ
た
豪
族
も
貴
重
な

こ
れ
ら
の
品
々
を
手
に
入
れ
、
自
分
た
ち
の
権
威
を
示
し
た
の
で

あ
ろ
う
。

そ
の
後
七
世
紀
に
な
り
、
日
本
は
中
央
集
権
的
な
律
令
国
家
へ

と
姿
を
変
え
て
い
く
。
奈
良
時
代
と
呼
ば
れ
る
八
世
紀
に
な
る
と

円
墳
や
方
墳
も
姿
を
消
し
、
古
墳
文
化
は
終
焉
を
迎
え
る
。
金
冠

塚
古
墳
を
は
じ
め
、
各
地
で
盛
ん
に
古
墳
を
造
っ
て
い
た
豪
族
た

ち
が
ど
の
よ
う
に
律
令
国
家
に
取
り
込
ま
れ
て
い
っ
た
の
か
、
今

後
の
課
題
と
し
た
い
。

研
究
ノ
ー
ト

い
わ
き
市
勿
来
金
冠
塚
古
墳
か
ら

出
土
し
た
古
墳
時
代
の
冑

横
須
賀
倫
達
　
考
古
担
当

写真　冑の部材

復元図　竪矧広板革綴式衝角付冑



が
あ
り
ま
す
。
現
在
の
河
東
町
で
疲
労
の
た
め
倒
れ
た
皆
鶴
姫
は
、

己
の
や
つ
れ
た
姿
を
池
の
水
面
に
見
て
絶
望
の
あ
ま
り
入
水
自
殺

し
て
し
ま
っ
た
と
い
う
哀
し
い
物
語
で
す
。『
集
古
十
種
』
に
よ
る

と
、
会
津
藩
家
臣
野
村
某
家
所
蔵
の
「
伝
皆
鶴
姫
所
持
の
鏡
」
な

る
も
の
が
あ
っ
た
よ
う
で
す
が
、
残
念
な
が
ら
そ
の
所
在
は
知
れ

ま
せ
ん
。

こ
の
よ
う
に
県
内
に
残
る
「
義
経
伝
説
」。
春
風
の
心
地
よ
い
季

節
に
伝
説
の
地
を
た
ど
っ
て
み
る
の
も
楽
し
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん

ね
。

6

福
島
の
義
経
伝
説

回
答
者

美
術
担
当

小
林
め
ぐ
み

な
っ
て
い
ま
す
。
忠
信
は
京
都
で
命
を
落
と
し
ま
し
た
。

佐
藤
兄
弟
の
石
碑
が
建
つ
医
王
寺
で
源
平
の
昔
に
思
い
を
馳
せ

た
江
戸
時
代
の
有
名
人
が
二
人
い
ま
す
。
一
人
は
『
奥
の
細
道
』
で

名
高
い
松
尾
芭
蕉
。
元
禄
二
年
（
一
六
八
九
）
に
江
戸
を
出
発
し

た
芭
蕉
は
、
東
北
地
方
を
旅
す
る
途
上
、
飯
坂
で
医
王
寺
周
辺
に

足
を
延
ば
し
て
い
ま
す
。
た
だ
し
『
奥
の
細
道
』
を
読
む
限
り
、

芭
蕉
が
涙
で
袖
を
濡
ら
し
た
の
は
佐
藤
兄
弟
の
忠
義
の
た
め
で
は

な
く
、
二
人
の
妻
が
気
丈
に
夫
を
戦
場
に
送
り
出
し
た
そ
の
健
気

さ
の
た
め
で
あ
っ
た
よ
う
で
す
が
。

も
う
一
人
は
白
河
藩
主
だ
っ
た
松
平
定
信
。
寛
政
一
二
年
（
一

八
〇
〇
）
に
、
定
信
は
病
気
療
養
の
た
め
に
温
泉
地
飯
坂
に
滞
在

し
ま
し
た
。
医
王
寺
を
訪
れ
た
定
信
は
、
継
信
・
忠
信
兄
弟
の
石

碑
の
前
で
心
中
敬
礼
し
、
目
を
閉
じ
て

で
は
鞍
の
前
と
後
ろ
に
唐
獅
子
の
金
属
の
飾
り
が
つ
い
て
い
た
よ

う
で
す
。
医
王
寺
で
は
、
そ
の
他
に
も
義
経
主
従
と
の
関
わ
り
を

由
来
に
持
つ
品
を
所
蔵
し
、
宝
物
殿
で
公
開
し
て
い
ま
す
。

白
河
市
に
は
、
息
子
二
人
を
引
き
連
れ
て
鎌
倉
へ
と
向
か
う
義

経
を
、
佐
藤
元
治
が
白
河
の
関
ま
で
見
送
っ
た
と
い
う
伝
説
が
あ

り
ま
す
。
そ
の
際
に
息
子
た
ち
の
武
運
を
願
っ
て
元
治
が
地
面
に

さ
し
た
桜
を
「
庄
司
戻
し
の
桜
」
と
言
っ
た
と
い
い
、
現
在
は
庄

司
戻
し
の
桜
の
碑
が
建
っ
て
い
ま
す
。

国
見
町
に
は
、
奥
州
平
泉
に
向
か
う
義
経
が
腰
掛
け
た
と
い
う

「
義
経
の
腰
掛
松
」
が
、
原
町
市
に
は
「
弁
慶
の
腰
掛
松
」
が
あ
り

ま
す
。

そ
し
て
会
津
地
方
に
は
、
平
泉
に
身
を
寄
せ
た
義
経
を
慕
っ
て
、

は
る
ば
る
京
よ
り
や
っ
て
き
た
鬼
一
法
眼
の
娘
・
皆
鶴
姫
の
伝
説

Ｑ：
最
近
話
題
の
「
源
義
経
」
で
す
が
、
福
島
に
も
縁
の
場
所
や

物
が
あ
る
の
で
し
ょ
う
か
。

Ａ：

福
島
も
義
経
や
そ
の
家
来
た
ち
と
縁
の
深
い
土
地
で
す
ね
。

義
経
主
従
に
関
わ
る
由
来
、
伝
説
の
あ
る
場
所
、
資
料
が
い
く
つ

か
あ
り
ま
す
が
、
福
島
市
飯
坂
に
あ
る
医
王
寺
が
ま
ず
挙
げ
ら
れ

ま
す
。
医
王
寺
は
義
経
に
つ
き
従
っ
た
佐
藤
継
信
・
忠
信
兄
弟
の

菩
提
寺
で
す
。
信
夫
庄
司
だ
っ
た
佐
藤
元
治
を
父
に
持
つ
佐
藤
兄

弟
は
、
義
経
の
庇
護
者
で
あ
っ
た
奥
州
平
泉
の
藤
原
秀
衡
の
命
に

よ
り
義
経
に
仕
え
る
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。
義
経
と
共
に
各
地
を

転
戦
し
、
継
信
は
屋
島
で
戦
死
。『
平
家
物
語
』
は
、
継
信
は
義
経

を
か
ば
っ
て
矢
を
受
け
た
と
記
し
て
い
ま
す
。
吉
野
か
ら
落
ち
の

び
る
義
経
の
身
代
わ
り
と
な
っ
た
忠
信
の
活
躍
は
、
歌
舞
伎
の
演

目
の
一
つ
「
義
経
千
本
桜
」
に
取
材
さ
れ
、
馴
染
み
深
い
も
の
に

君
に
仕
ふ
心
は
お
な
じ
心
な
れ
ば

い
と
ど
涙
を
と
ど
め
か
ね
ぬ
る

と
の
和
歌
を
二
人
に
手た

向む

け
ま
し
た
。
こ
の
時
定
信
は
、
医
王
寺

所
蔵
の
義
経
主
従
縁
の
品
「
義
経
の
か
ぶ
と
」「
負
櫃
」「
継
信
兄

弟
の
鏃ぞ
く

」
な
ど
を
目
に
し
て
い
ま
す
。
そ
の
う
ち
「
継
信
兄
弟
の

鏃
」
は
、
定
信
が
中
心
と
な
っ
て
編
纂
し
た
文
化
財
図
録
『
集
古

十
種
』
に
掲
載
さ
れ
ま
し
た
。
鏃
の
中
に
は
、
継
信
の
命
を
奪
っ

た
と
言
わ
れ
て
い
る
も
の
も
含
ま
れ
て
い
ま
す
。

実
は
当
時
定
信
の
家
臣
が
所
蔵
し
て
い
た
「
継
信
の
鞍
」
が
、
現

在
医
王
寺
に
あ
り
ま
す
。
そ
の
由
来
書
に
よ
る
と
、
継
信
の
追
善

の
た
め
に
義
経
が
屋
島
寺
に
納
め
た
も
の
で
、
以
後
「
継
信
の
鞍
」

と
し
て
伝
来
し
ま
し
た
。
現
在
は
木
地
だ
け
の
鞍
で
す
が
、
こ
の

鞍
も
取
り
上
げ
た
『
集
古
十
種
』
に
よ
る
と
、
一
九
世
紀
の
時
点

『集古十種』銅器一 部分（館蔵） 鉄鏃（医王寺蔵）
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磐
梯
山
の
麓
に
位
置
す
る
恵
日
寺
は
、
平
安
時
代
初
め
に
法
相
宗
僧
徳

一
が
開
い
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
寺
に
は
い
く
つ
も
の
堂
宇
が

立
ち
並
ぶ
曼
陀
羅
風
の
絵
図
が
残
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
裏
書
き
に
は
永
正

八
（
一
五
一
一
）
年
に
高
野
山
で
修
復
さ
れ
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
ま
す
。

中
世
に
は
法
相
宗
と
は
異
な
る
系
統
に
位
置
づ
け
ら
れ
た
当
時
の
恵
日
寺

は
ど
の
よ
う
な
姿
だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。

左
の
写
真
は
、
同
寺
に
所
蔵
さ
れ
て
い
た
室
町
時
代
の
作
品
と
考
え
ら

れ
る
「
十
二
天
図
」
の
う
ち
の
毘
沙
門
天
像
で
す
。
十
二
天
図
は
真
言
宗

の
儀
式
に
曼
陀
羅
な
ど
と
と
も
に
用
い
ら
れ
る
仏
画
で
、
こ
の
毘
沙
門
天

は
北
方
の
守
護
神
と
し
て
壁
面
に
掛
け
ら
れ
て
い
た
も
の
だ
と
思
わ
れ
ま

す
。
表
面
の
剥
落
は
激
し
い

も
の
の
、
十
二
天
像
全
て
が

伝
わ
っ
て
お
り
、
現
在
は
当

館
に
所
蔵
さ
れ
て
い
ま
す
。

古
代
と
は
様
相
を
異
に
す

る
再
興
さ
れ
た
中
世
恵
日
寺

の
姿
を
、
残
さ
れ
た
絵
図
や

関
連
す
る
資

料
を
通
し
て

考
え
て
み
て

は
い
か
が
で

し
ょ
う
か
。

◎
夏
の
収
蔵
資
料
品
展
予
告

■
夏
の
収
蔵
資
料
品
展
《
中
世
の
恵
日
寺
》
は
平
成
一
七
年
七
月
一
六
日
（
土
）
か
ら
八
月
二
一
日
（
日
）
ま
で

■
常
設
展
観
覧
料
で
ご
覧
い
た
だ
け
ま
す
。

ト
ピ
ッ
ク
ス

体
験
学
習
室
「
さ
わ
っ
て
た
し
か
め
よ
う
」

コ
ー
ナ
ー
新
シ
リ
ー
ズ

「
縄
文
土
器
を
感
じ
て
み
よ
う
」

四
月
か
ら
始
ま
る
新
シ
リ
ー
ズ
を
紹
介
し
ま
す
。

当
館
の
考
古
資
料
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
に
新
地
町
三
貫
地
貝
塚
の

出
土
品
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
貝
塚
は
縄
文
時
代
後
晩
期
の
全
国
的

に
著
名
な
遺
跡
で
、
県
の
史
跡
に
指
定
さ
れ
て
、
出
土
品
の
一
部

を
展
示
室
で
公
開
し
て
い
ま
す
。

今
回
は
こ
の
中
の
縄
文
土
器
に
焦
点
を
あ
て
、
土
器
を
見
て
、

触
る
こ
と
で
縄
文
土
器
の
持
つ
不
思
議
な
魅
力
を
感
じ
と
っ
て
ほ

し
い
と
考
え
、
三
貫
地
貝
塚
の
代
表
的
な
縄
文
土
器
一
三
点
を
復

元
製
作
し
ま
し
た
。
実
物
の
縄
文
土
器
は
完
全
な
形
で
出
土
す
る

こ
と
は
少
な
く
、
ど
こ
か
し
ら
補
修
が
入
っ
た
り
、
劣
化
が
進
ん

で
必
ず
し
も
使
わ
れ
て
い
た
当
時
の
状
態
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
ま

た
実
物
を
型
取
り
し
て
樹
脂
を
流
し
込
む
レ
プ
リ
カ
を
制
作
し
て

も
手
触
り
が
全
く
異
な
っ
た
も
の
に
な
り
ま
す
。
そ
こ
で
実
物
を

モ
デ
ル
に
、
粘
土
か
ら
成
形
す
る
こ
と
か
ら
始
め
、
野
焼
き
で
焼

成
す
る
縄
文
土
器
の
技
法
で
復
元
品
を
製
作
し
ま
し
た
。

福
島
県
を
含
む
東
日
本
の
縄
文
時
代
後
・
晩
期
の
土
器
は
、
深

鉢
形
土
器
・
浅
鉢
形
土
器
の
他
、
壺
・
注
口
土
器
・
台
付
浅
鉢
な

ど
種
類
が
豊
富
で
す
。
個
々
の
土
器
は
薄
手
に
作
ら
れ
器
面
の
磨

き
込
み
が
丁
寧
で
、
美
し
い
光
沢
を
も
つ
も
の
が
あ
り
ま
す
。
と

く
に
晩
期
の
土
器
は
「
亀
ヶ
岡
式
土
器
」
と
い
う
名
で
知
ら
れ
優

品
が
多
く
、
縄
文
土
器
製
作
技
術
の
粋
を
結
集
さ
せ
た
も
の
と
言

え
る
で
し
ょ
う
。

こ
の
難
易
度
の
高
い
復
元
製
作
に
挑
戦
し
て
い
た
だ
い
た
の
が

千
葉
県
在
住
の
戸
村
正
巳
さ
ん
で
す
。
戸
村
さ
ん
は
縄
文
土
器
の

製
作
技
術
を
研
究
し
て
い
る
方
で
、
精
巧
な
縄
文
土
器
を
焼
き
上

げ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
是
非
こ
の
機
会
に
縄
文
土
器
の
魅
力
を

感
じ
て
み
て
く
だ
さ
い
。

三貫地貝塚出土品（左から深鉢形土器・台付浅鉢形土器・注口土器）

毘沙門天像
（十二天図のうち）

伝徳一廟塔
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「
ふ
く
し
ま
の
美
と
歴
史
―
祈
り
」

会
期
　
四
月
一
日（
金
）か
ら五

月
一
五
日（
日
）ま
で

「
ふ
く
し
ま
の
美
と
歴
史
―
暮
ら
し
」

会
期
　
五
月
一
七
日（
火
）か
ら

六
月
一
九
日（
日
）ま
で

◎
企
画
展
記
念
講
演
会
・
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス

「
老
人
介
護
と
ア
ー
ト
の
力
」

講
師
　
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
　
折
元
立
身
さ
ん

日
時
　
四
月
二
三
日（
土
）午
後
一
時
半
〜
三
時

◎
企
画
展
記
念
講
演
会

「
神
と
翁
」

講
師
　
国
際
日
本
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
所
長

山
折
哲
雄
さ
ん

司
会
　
館
長
　
赤
坂
憲
雄

日
時
　
四
月
二
四
日（
日
）午
後
一
時
半
〜
三
時

◎
企
画
展
記
念
公
演

「
古
典
芸
能
に
見
る
老
い
の
姿
」

会
津
能
楽
会
・
や
な
ぎ
み
わjo

int

公
演

講
師
　
会
津
能
楽
会
の
み
な
さ
ん

ア
ー
テ
ィ
ス
ト
　
や
な
ぎ
み
わ
さ
ん

日
時
　
五
月
一
日（
日
）午
後
一
時
半
〜
三
時

◎
企
画
展
記
念
講
演
会

「
老
い
の
力
」

講
師
　
福
聚
寺
副
住
職
　
玄
侑
宗
久
さ
ん

日
時
　
五
月
六
日（
金
）午
後
二
時
〜
三
時
半

◎
博
物
館
友
の
会
主
催
　
映
画
上
映
会

恩
地
日
出
夫
監
督
作
品
「
蕨
野
行
」

解
説
　
館
長
　
赤
坂
憲
雄

日
時
　
五
月
八
日（
日
）

午
前
一
〇
時
半
〜
午
後
一
二
時
半

午
後
一
時
半
〜
三
時
半

◎
企
画
展
展
示
解
説
会

「
老
い
　
老
い
を
め
ぐ
る
美
と
カ
タ
チ
」

講
師
　
学
芸
員
　
川
延
安
直

日
時
　
五
月
一
五
日（
日
）午
後
一
時
半
〜
二
時
半

六
月
五
日（
日
）午
後
一
時
半
〜
二
時
半

◎
美
術
講
座

「
暮
ら
し
の
中
の
美
術

人
の
一
生

長
寿
の
祈
り
」

講
師
　
学
芸
員
　
川
延
安
直
・
小
林
め
ぐ
み

日
時
　
四
月
二
九
日（
金
・
祝
）

午
後
一
時
半
〜
三
時
半

「
暮
ら
し
の
中
の
美
術

人
の
一
生

死
へ
の
準
備
」

講
師
　
学
芸
員
　
川
延
安
直
・
小
林
め
ぐ
み

日
時
　
五
月
一
三
日（
金
）午
後
一
時
半
〜
三
時
半

「
暮
ら
し
の
中
の
美
術

人
の
一
生

翁
・
媼
」

講
師
　
学
芸
員
　
川
延
安
直
・
小
林
め
ぐ
み

日
時
　
五
月
二
七
日（
金
）午
後
一
時
半
〜
三
時
半

※「
に
し
ん
鉢
を
作
ろ
う
１
」（
実
技
）

講
師
　
会
津
大
学
短
期
大
学
部
講
師宗

像
利
浩
さ
ん

日
時
　
六
月
一
九
日（
日
）午
後
一
時
半
〜
三
時
半

※「
に
し
ん
鉢
を
作
ろ
う
２
」（
実
技
）

会
津
本
郷
町
宗
像
窯
に
て

講
師
　
会
津
大
学
短
期
大
学
部
講
師宗

像
利
浩
さ
ん

日
時
　
六
月
二
五
日（
土
）午
後
一
時
半
〜
三
時
半

◎
民
俗
講
座

※「
凧
絵
を
描
こ
う
」（
実
技
）

講
師
　
技
術
伝
承
者
　
鈴
木
英
夫
さ
ん

日
時
　
五
月
三
日（
火
・
祝
）午
後
一
時
半
〜
三
時

※「
小
旗
を
つ
く
ろ
う
」（
実
技
）

講
師
　
伝
統
技
術
保
持
者

大
野
修
司
さ
ん
・
大
野
広
子
さ
ん

日
時
　
五
月
五
日（
木
・
祝
）午
後
一
時
半
〜
三
時

「
民
俗
映
像
を
見
る
１
　
わ
ら
人
形
を
作
る
―
柳

津
町
冑
中
地
区
の
百
万
遍
―
」（
上
映
・
解
説
会
）

講
師
　
学
芸
員
　
榎
　
陽
介

日
時
　
五
月
七
日（
土
）午
後
一
時
半
〜
三
時

「
民
俗
映
像
を
見
る
２
　
カ
ン
ゼ
ン
ブ
シ
と
フ
カ

グ
ツ
ゲ
ン
ベ
エ
／
只
見
の
漁
と
鮨
」

（
上
映
・
解
説
会
）

講
師
　
学
芸
員
　
榎
　
陽
介

日
時
　
五
月
一
四
日（
土
）午
後
一
時
半
〜
三
時

◎
ふ
く
し
ま
を
知
る
講
座

「
シ
リ
ー
ズ
会
津
の
城
を
歩
く
１

猪
苗
代
の
歴
史
と
自
然
」

講
師
　
学
芸
員
　
高
橋
　
充
ほ
か

日
時
　
五
月
二
一
日（
土
）午
後
一
時
半
〜
三
時
半

※「
シ
リ
ー
ズ
会
津
の
城
を
歩
く
２

猪
苗
代
城
の
自
然
観
察
」（
野
外
）

講
師
　
学
芸
員
　
古
川
裕
司

日
時
　
五
月
二
二
日（
日
）午
前
一
〇
時
〜
一
一
時
半

◎
考
古
学
講
座

※「
古
墳
時
代
の
カ
ブ
ト
―
そ
の
構
造
と
製
作
―
」

（
実
技
）

講
師
　
学
芸
員
　
横
須
賀
倫
達

日
時
　
五
月
二
八
日（
土
）午
後
一
時
半
〜
三
時

会
津
学
事
始
め
ー
四
季
の
祈
り
と
暮
ら
し

◎
第
一
回

「
会
津
の
山
の
神
信
仰
」

日
時
　
四
月
七
日（
木
）午
後
一
時
半
〜
三
時

◎
第
二
回

「
勝
常
寺
の
仏
た
ち
」

日
時
　
五
月
一
九
日（
木
）午
後
一
時
半
〜
三
時

◎
第
三
回

「
会
津
の
仏
た
ち
」

日
時
　
六
月
一
六
日（
木
）午
後
一
時
半
〜
三
時

◎
「
昔
語
り
」

語
り
部
　
山
田
登
志
美
さ
ん

日
時
　
四
月
一
七
日（
日
）午
後
一
時
半
〜
三
時

六
月
二
六
日（
日
）午
後
一
時
半
〜
三
時

語
り
部
　
横
山
幸
子
さ
ん

日
時
　
五
月
四
日（
水
・
休
）午
前
一
〇
時
半
〜
正
午

六
月
五
日（
日
）午
前
一
〇
時
半
〜
正
午

◎
「
会
津
の
唐
人
凧
つ
く
り
」

講
師
　
技
術
伝
承
者
　
鈴
木
英
夫
さ
ん

日
時
　
五
月
三
日（
火
・
祝
）午
前
一
〇
時
半
〜
正
午

◎
「
機
織
り
」

講
師
　
染
織
工
芸
家
　
山
根
正
平
さ
ん

日
時
　
五
月
二
二
日（
日
）午
後
一
時
半
〜
三
時

◎
「
紙
芝
居
」

講
師
　
紙
芝
居
作
家
　
五
十
嵐
邦
子
さ
ん

日
時
　
五
月
二
九
日（
日
）午
後
一
時
半
〜
三
時

◎
伝
統
技
術
実
演

「
須
賀
川
の
絵
の
ぼ
り
製
作
」

講
師
　
伝
統
技
術
保
持
者

大
野
修
司
さ
ん
・
大
野
広
子
さ
ん

日
時
　
五
月
五
日（
木
・
祝
）午
前
一
〇
時
半
〜
正
午

＊
展
示
解
説
員
に
よ
る
常
設
展
の
案
内
で
す
。

＊
毎
週
土
曜
日
、
日
曜
日
の
午
前
一
〇
時
半
と
午
後

二
時
か
ら
四
五
分
程
度
行
い
ま
す
。

＊
な
お
、
他
の
行
事
と
重
な
る
場
合
は
開
催
い
た
し

ま
せ
ん
。

＊
そ
の
他
、行
事
等
の
詳
細
に
関
し
ま
し
て
は
、

月
行
事
予
定
表
や
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く

だ
さ
い
。

五
月
五
日（
こ
ど
も
の
日
）

四
月

四
日（
月
）・
一
一
日（
月
）・
一
八
日（
月
）・

二
五
日（
月
）

五
月

九
日（
月
）・
一
六
日（
月
）・
二
三
日（
月
）・

三
〇
日（
月
）

六
月

六
日（
月
）・
一
三
日（
月
）・
二
〇
日（
月
）・

二
一
日（
火
）・
二
七
日（
月
）

＊
小
・
中
学
生
、
高
校
生
は
常
設
展
を
無
料
で

ご
覧
い
た
だ
け
ま
す
。

常
設
展
示
室
「
歴
史
・
美
術
」
テ
ー
マ
展
示

講
演
・
講
座

※
は
要
申
込

季
刊
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物
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り
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実
演

場
所
　
体
験
学
習
室

木
曜
の
広
場

講
師
　
館
　
長
　
赤
坂
　
憲
雄

学
芸
課
長
　
若
林
　
　
繁

学
芸
員
　
佐
々
木
長
生

場
所
　
講
堂
　
入
場
無
料

や
さ
し
い
展
示
解
説
会

四
〜
六
月
の
休
館
日

常
設
展
無
料
開
放
日


