
〈
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
展
報
告
〉

令
和
三
年
六
月
十
二
日
～
八
月
十
五
日

特
集
展
示

美
の
殿
堂
の
85
年
　
大
阪
市
立
美
術
館
の
展
示
室

大
阪
市
立
美
術
館
は
令
和
四
年
秋
よ
り
改
修
工
事
を
計
画
し
て
い
る
。
当
館

は
登
録
有
形
文
化
財
に
登
録
さ
れ
て
い
る
た
め
、
こ
の
工
事
で
外
観
に
大
き
な

変
更
は
な
い
が
、
開
館
以
来
八
十
五
年
の
長
き
に
わ
た
っ
て
使
わ
れ
続
け
て
き

た
展
示
室
や
展
示
ケ
ー
ス
も
改
修
さ
れ
る
大
規
模
な
工
事
に
な
る
予
定
で
あ
る
。

そ
こ
で
展
示
室
内
に
作

品
を
展
示
せ
ず
、
展
示

室
と
展
示
ケ
ー
ス
だ
け

を
ご
覧
い
た
だ
こ
う
と

い
う
趣
旨
で
企
画
し
た

の
が
こ
の
「
特
集
展

示
」
で
あ
る
。
作
品
を

何
も
展
示
せ
ず
に
特
集

展
示
と
は
い
か
が
な
も

の
か
と
も
思
う
が
、
作

品
を
展
示
せ
ず
に
コ
レ

ク
シ
ョ
ン
展
を
名
乗
る

方
が
不
遜
で
あ
ろ
う
と

の
判
断
で
あ
る
。
作
品

は
な
い
が
、
確
か
に
特

集
に
は
違
い
な
い
。

さ
て
、
今
回
の
特
集
で
公
開
し
た
展
示
室
は
本
館
北
一
階
の
第
五
展
示
室
と

第
一
・
第
二
展
示
室
で
あ
る
。
会
場
で
は
Ａ
四
判
両
面
刷
の
「
解
説
シ
ー
ト
」

を
配
布
し
た
。
作
品
キ
ャ
プ
シ
ョ
ン
と
作
品
リ
ス
ト
の
代
わ
り
で
あ
る
。
ま
た
、

作
品
を
展
示
し
て
い
な
い
こ
と
か
ら
も
こ
の
特
集
展
示
の
室
内
で
は
撮
影
を
許

可
し
た
。

ま
ず
、
最
初
の
第
五
展
示
室
は
当
館
で
最
も
広
い
展
示
空
間
で
あ
る
。
今
回

は
開
館
当
初
か
ら
使
用
し
て
い
る
展
示
ケ
ー
ス
を
、
作
品
を
収
め
ず
空
の
ま
ま

安
置
し
た
。
開
館
当
初
は
社
寺
よ
り
寄
託
さ
れ
た
仏
像
等
彫
刻
作
品
が
林
立
し

て
い
た
た
め
、「
彫
刻
室
」
の
通
称
が
あ
る
。【
図
１
】
は
開
館
当
初
の
第
五
展
示

室
で
あ
る
。
正
面
奥
壁
に

立
つ
奈
良
・
薬
師
寺
所
蔵

の
重
要
文
化
財
《
木
造
光

背
残
欠
》
を
は
じ
め
、
現

在
は
所
蔵
寺
院
へ
返
還
さ

れ
た
仏
像
が
立
ち
な
ら
ぶ

さ
ま
は
圧
巻
で
あ
る
。
天

井
の
ガ
ラ
ス
を
通
し
て
外

光
が
室
全
体
に
柔
ら
か
く

差
し
込
み
、
展
示
ケ
ー
ス

の
天
井
も
ガ
ラ
ス
張
り
で
、

自
然
光
に
よ
っ
て
鑑
賞
し

て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

【
図
２
】
が
現
在
の
第

五
室
で
あ
る
。
広
い
空
間

【図 １】昭和１１年開館当初の第 5展示室

【図 ２】現在の第 5展示室
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は
そ
の
ま
ま
だ
が
、
や
や
暗
く
見
え
る
の
は
人
工
光
源
の
照
明
に
の
み
よ
る
た

め
で
あ
る
。
側
壁
張
り
出
し
部
に
見
ら
れ
る
の
は
空
調
の
吹
き
出
し
口
で
あ
る
。

次
に
、
第
一
室
へ
ご
案
内
し
よ
う
。
開
館
当
初
は
壁
面
に
窓
が
開
け
ら
れ
、

や
は
り
自
然
光
が
射
し
込
む
明
る
い
空
間
で
あ
っ
た
【
図
３
】。
こ
こ
に
写
る

展
示
ケ
ー
ス
は
【
図
２
】
で
示
し
た
現
在
も
現
役
の
展
示
ケ
ー
ス
で
あ
る
。
た

だ
、
当
初
は
天
井
も
ガ
ラ
ス
張
り
で
す
っ
き
り
と
し
た
デ
ザ
イ
ン
で
あ
っ
た
こ

と
が
わ
か
る
。
現
在
は
上
部
の
照
明
ユ
ニ
ッ
ト
や
塗
り
な
お
し
た
外
装
の
お
か

げ
で
か
え
っ
て
重
々
し
く
野
暮
っ
た
く
見
え
る
。
八
十
五
年
前
の
姿
の
方
が
よ

ほ
ど
作
品
鑑
賞
を
邪
魔
し
な
い
優
れ
た
ケ
ー
ス
で
あ
っ
た
と
い
え
る
か
も
し
れ

な
い
。
現
在
で
は
保
安
上
、
ま
た
作
品
の
保
存
上
の
観
点
か
ら
窓
を
ふ
さ
ぎ
外

光
を
閉
ざ
し
て
い
る
ほ
か
、
天
井
を
貼
っ
た
た
め
梁
の
形
状
が
見
え
な
く
な
っ

て
い
る
【
図
４
】。

開
館
当
初
は
各
展
示
室
に
扉
が
設
け
ら
れ
て
い
た
。
現
在
で
は
扉
と

し
て
の
機
能
を
失
っ
て
い
る
が
、
扉
の
枠
は
開
館
当
初
そ
の
ま
ま
に
残

さ
れ
て
い
る
【
図
５
】。
几
帳
面
取
り
を
施
し
、
周
縁
に
モ
ー
ル
を
あ

し
ら
っ
た
優
雅
な
デ
ザ
イ
ン
で
あ
る
。
注
目
し
た
い
の
は
そ
の
上
部
に

掲
げ
ら
れ
た
表
札
で
あ
る
。
か
な
り
墨
色
が
薄
れ
て
い
る
が
、
よ
く
見

る
と
各
展
示
室
名
が
表
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
右
か
ら
左
へ
横
書

き
で
「
第
一
陳
列
室
」
と
書
か
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
う
し
た

表
記
法
を
見
て
、
こ
の
建
物
が
戦
前
の
建
物
で
あ
る
こ
と
に
あ
ら
た
め

て
気
づ
か
さ
れ
る
。

今
回
の
特
集
展
示
で
紹
介
す
る
最
後
の
部
屋
は
第
二
展
示
室
で
あ
る
。

開
館
当
初
は
他
の
展
示
室
と
同
様
、
大
き
く
窓
が
開
き
外
光
が
注
ぎ
こ

ん
で
い
た
【
図
６
】。
中
央
に
鎮
座
す
る
の
は
通
称
Ｆ
ケ
ー
ス
と
呼
ん

で
い
る
大
型
の
展
示
ケ
ー
ス
で
あ
る
。
こ
の
ほ
ぼ
正
方
形
の
平
面
を
持

【図 ４】現在の第 １展示室

【図 5】現在の第 １展示室から第 ２室を望む

【図 ３】開館当初の第 １展示室
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つ
ケ
ー
ス
を
使
い
こ
な
す
の
は
難

し
い
。
展
示
作
品
を
選
ぶ
の
で
あ

る
。
な
か
な
か
見
栄
え
の
良
い
展

示
を
さ
せ
て
く
れ
な
い
学
芸
員
泣

か
せ
の
ケ
ー
ス
で
あ
る
。
も
ち
ろ

ん
、
こ
れ
は
ケ
ー
ス
に
非
が
あ
る

の
で
は
な
く
こ
ち
ら
の
力
量
に
問

題
が
あ
る
だ
け
な
の
だ
が
。

今
回
、
第
二
展
示
室
に
は
中
央

に
こ
の
Ｆ
ケ
ー
ス
だ
け
を
安
置
し
、

し
か
も
展
示
室
の
地
明
か
り
を
落

と
し
て
ケ
ー
ス
内
に
の
み
照
明
を

灯
し
た
。
現
在
、
作
品
を
展
示
す

る
際
の
照
明
環
境
を
模
擬
的
に
再

現
し
た
も
の
だ
が
、
後
述
す
る
よ
う
に
、
こ
れ
が
観
覧
者
の
心
を
つ
か
ん
だ
も

の
と
み
え
、
撮
影
さ
れ
た
画
像
が
「
Ｆ
ケ
ー
ス
」
と
い
う
名
前
と
と
も
に
知
ら

ぬ
間
に
喧
伝
さ
れ
て
い
た
。
普
段
展
示
室
内
の
地
明
か
り
を
落
と
す
の
は
、
作

品
の
保
存
環
境
上
余
計
な
光
を
作
品
に
浴
び
せ
た
く
な
い
こ
と
も
あ
る
が
、
ま

ず
は
展
示
効
果
を
狙
っ
た
も
の
で
あ
り
、
加
え
て
古
く
な
っ
た
施
設
の
ア
ラ
を

目
立
た
な
く
す
る
た
め
な
ど
い
く
つ
か
理
由
が
あ
る
と
は
い
え
、
と
か
く
暗
い

展
示
室
は
評
判
が
悪
い
。
し
か
し
、
今
回
ば
か
り
は
展
示
ケ
ー
ス
が
際
立
ち
、

そ
の
効
果
は
抜
群
で
あ
っ
た
。
日
頃
使
い
に
く
い
と
文
句
ば
か
り
言
わ
れ
て
い

る
Ｆ
ケ
ー
ス
も
今
回
ば
か
り
は
展
示
室
の
主
と
な
っ
た
感
が
あ
る
。

ケ
ー
ス
に
つ
い
て
、
当
館
の
礎
を
築
き
館
長
と
し
て
も
活
躍
さ
れ
た
望
月
信

成
氏
に
よ
る
一
文
を
抜
粋
し
て
紹
介
し
よ
う
。「
五
月
に
は
到
底
間
に
合
わ
ず
、

（
中
略
）
六
月
か
ら
ケ
ー
ス
を

作
っ
た
。
長
崎
の
三
菱
に
注
文
を

し
、
ス
チ
ー
ル
・
ケ
ー
ス
で
あ
る
。

読
者
諸
君
よ
笑
い
給
う
な
か
れ
‼

そ
の
当
時
ス
チ
ー
ル
・
ケ
ー
ス
は

非
常
に
め
ず
ら
し
か
っ
た
の
で
あ

る
。
日
本
の
博
物
館
に
は
ど
こ
に

も
な
か
っ
た
。
し
か
も
ガ
ラ
ス
は

エ
ヂ
ン
バ
ラ
に
注
文
し
た
色
の
な

い
み
が
き
ガ
ラ
ス
」
で
あ
っ
た

（
望
月
信
成
「
美
術
館
の
二
十
四

年
（
２
）」『
美
を
つ
く
し
』
四
、

大
阪
市
立
美
術
館
、
一
九
五
九

年
）。
昭
和
十
一
年
五
月
に
落
成

記
念
「
帝
展
」
を
開
催
後
、
九
月
十
一
日
に
本
邦
初
の
ス
チ
ー
ル
・
ケ
ー
ス
を

擁
し
て
開
館
記
念
「
名
宝
展
」
が
開
幕
し
た
。
自
慢
の
英
国
製
ガ
ラ
ス
は
そ
の

後
進
駐
軍
に
散
々
割
ら
れ
る
が
、
ケ
ー
ス
の
躯
体
は
当
初
の
ま
ま
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
に
美
術
館
の
八
十
五
年
の
歴
史
を
振
り
返
り
な
が
ら
、
展
示
室

と
展
示
ケ
ー
ス
と
に
注
目
し
て
い
た
だ
い
た
特
集
展
示
で
あ
っ
た
。
た
だ
た
だ

展
示
室
と
ケ
ー
ス
と
を
ご
覧
い
た
だ
く
も
よ
し
、
か
つ
て
ご
覧
に
な
っ
た
展
覧

会
に
思
い
を
馳
せ
る
も
よ
し
、
あ
る
い
は
学
芸
員
目
線
で
ど
の
部
屋
の
ど
の
壁

に
は
ど
の
作
品
、
こ
の
ケ
ー
ス
に
は
あ
の
作
品
と
ご
自
身
の
理
想
の
展
覧
会
を

空
想
す
る
も
よ
し
。
普
段
と
は
少
し
違
う
美
術
館
の
楽
し
み
方
を
提
供
で
き
れ

ば
、
と
考
え
た
企
画
で
あ
っ
た
。

そ
も
そ
も
当
館
で
は
平
成
三
十
年
（
二
〇
一
八
）
よ
り
「
生
き
た
建
築

【図 ６】開館当初の第 ２展示室

【図 ７】現在の第 ２展示室とFケース
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ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル
大
阪
（
イ
ケ
フ
ェ
ス
大
阪
）」
に
参
加
し
、

休
館
日
に
登
録
有
形
文
化
財
で
あ
る
美
術
館
の
建
物
を
公
開
し
て
き
た
。
そ
の

経
験
上
、
熱
心
な
建
築
フ
ァ
ン
が
数
多
く
存
在
す
る
こ
と
は
十
分
に
承
知
し
て

い
た
つ
も
り
で
あ
る
。
そ
し
て
、
コ
ロ
ナ
禍
で
も
あ
り
、
か
つ
展
覧
会
日
程
の

都
合
で
昨
年
度
（
二
〇
二
〇
）
と
今
年
度
は
イ
ケ
フ
ェ
ス
に
参
加
で
き
な
か
っ

た
こ
と
も
今
回
の
特
集
展
示
を
企
画
し
た
理
由
の
ひ
と
つ
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、

一
定
数
の
建
築
フ
ァ
ン
に
対
し
て
も
開
か
れ
た
美
術
館
と
し
て
の
役
割
を
果
た

し
た
い
と
い
う
思
い
で
あ
る
。
裏
返
せ
ば
、
あ
る
程
度
は
楽
し
み
に
し
て
く
れ

る
方
も
あ
る
だ
ろ
う
と
予
想
し
て
い
た
。
東
京
・
世
田
谷
美
術
館
で
の
展
示
室

の
公
開
企
画
や
渋
谷
区
立
松
濤
美
術
館
で
の
「
白
井
晟
一
入
門
」
展
な
ど
美
術

館
の
建
物
・
展
示
室
に
注
目
し
た
魅
力
的
で
話
題
を
呼
ぶ
企
画
が
業
界
で
は
相

次
い
で
い
る
こ
と
も
当
然
念
頭
に
あ
っ
た
。

し
か
し
、
そ
う
し
た
予
想
を
は
る
か
に
超
え
る
反
響
を
こ
の
特
集
展
示
は
生

ん
だ
。
新
聞
・
テ
レ
ビ
・
ウ
ェ
ブ
マ
ガ
ジ
ン
か
ら
の
取
材
が
あ
り
、
そ
れ
ら
を

目
に
し
た
方
々
か
ら
声
を
か
け
ら
れ
る
こ
と
も
多
か
っ
た
。
ま
た
、
撮
影
可
能

だ
っ
た
こ
と
も
あ
っ
て
か
各
種
Ｓ
Ｎ
Ｓ
へ
の
投
稿
も
目
立
っ
た
。
目
に
し
た
も

の
は
ど
れ
も
好
意
的
で
、
現
代
ア
ー
ト
の
イ
ン
ス
タ
レ
ー
シ
ョ
ン
と
し
て
見
る

向
き
が
あ
る
の
は
ま
だ
予
想
で
き
た
こ
と
だ
が
、
そ
れ
ば
か
り
か
、
こ
の
展
示

か
ら
大
阪
市
政
へ
の
批
判
を
読
み
取
る
な
ど
ず
い
ぶ
ん
と
深
読
み
を
さ
れ
る
観

覧
者
も
あ
る
こ
と
を
知
ら
さ
れ
た
。
展
示
は
メ
デ
ィ
ア
で
あ
り
、
メ
デ
ィ
ア
は

メ
ッ
セ
ー
ジ
と
な
る
こ
と
を
再
認
識
さ
せ
ら
れ
る
結
果
と
な
っ
た
。
権
力
者
に

媚
び
る
つ
も
り
も
な
い
が
、
企
画
意
図
は
冒
頭
に
述
べ
た
通
り
で
、
無
論
、
当

方
に
他
意
は
な
い
。
展
示
は
独
り
歩
き
を
す
る
。
気
を
つ
け
ね
ば
な
る
ま
い
。

こ
う
し
た
反
響
は
望
外
の
も
の
で
大
変
に
あ
り
が
た
い
の
だ
が
、
し
か
し
ど

こ
か
納
得
が
い
か
な
い
の
も
ま
た
事
実
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
普
段
の
コ
レ
ク

シ
ョ
ン
展
で
は
テ
ー
マ
設
定
か
ら
作
品
の
選
定
、
展
示
レ
イ
ア
ウ
ト
の
設
計
か

ら
実
際
の
展
示
作
業
、
作
品
キ
ャ
プ
シ
ョ
ン
・
解
説
の
執
筆
な
ど
何
を
ど
う
見

て
い
た
だ
く
か
事
細
か
に
考
え
抜
き
、
実
際
に
微
調
整
を
加
え
る
こ
と
で
展
示

を
完
成
す
る
。
他
の
所
蔵
者
か
ら
作
品
を
借
用
す
る
特
別
展
で
は
な
お
さ
ら
の

こ
と
で
あ
る
。
し
か
る
に
、
今
回
の
企
画
は
改
修
工
事
を
前
に
古
い
状
態
の
展

示
室
と
展
示
ケ
ー
ス
を
最
後
に
見
て
い
た
だ
こ
う
と
企
画
し
た
も
の
で
あ
る
こ

と
は
冒
頭
で
も
述
べ
た
通
り
で
あ
る
。
多
少
の
仕
掛
け
と
工
夫
を
凝
ら
し
た
つ

も
り
で
は
い
る
が
、
と
は
い
え
普
段
の
展
示
に
か
け
る
時
間
と
労
力
と
は
比
べ

物
に
な
ら
な
い
ほ
ど
の
「
省
エ
ネ
」
企
画
で
あ
る
。
そ
の
結
果
が
こ
れ
ほ
ど
の

反
響
を
生
ん
だ
こ
と
に
つ
い
て
は
、
自
ら
の
学
芸
員
と
し
て
の
存
在
意
義
を
根

本
か
ら
問
い
直
す
必
要
す
ら
迫
ら
れ
た
よ
う
に
も
思
う
。
た
し
か
に
、
オ
ー
ソ

ド
ッ
ク
ス
な
展
覧
会
よ
り
も
キ
ワ
モ
ノ
と
で
も
呼
び
た
く
な
る
よ
う
な
変
化
球

的
企
画
の
方
が
好
ま
れ
る
傾
向
は
、
昨
今
の
展
覧
会
事
情
と
し
て
認
め
ら
れ
る

べ
き
か
も
し
れ
な
い
。
価
値
観
の
多
様
化
が
極
致
に
達
し
た
感
の
あ
る
現
代
社

会
に
お
い
て
は
、
単
に
美
術
作
品
の
鑑
賞
の
場
で
し
か
な
い
美
術
館
は
淘
汰
さ

れ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
そ
れ
で
も
美
術
館
で
は
作
品
を
見
て
ほ
し

い
、
展
覧
会
を
楽
し
ん
で
欲
し
い
と
思
う
の
は
幼
稚
な
発
想
な
の
だ
ろ
う
か
。

ま
だ
整
理
が
つ
い
て
い
な
い
の
は
、
結
局
の
と
こ
ろ
我
々
学
芸
員
（
も
し
く

は
私
）
が
見
て
い
た
だ
き
た
い
と
考
え
て
い
る
作
品
や
展
示
・
企
画
と
、
世
間

が
求
め
て
い
る
も
の
と
の
乖
離
を
ま
ざ
ま
ざ
と
見
せ
つ
け
ら
れ
て
し
ま
っ
た
か

ら
な
の
だ
ろ
う
。
今
後
こ
の
ギ
ャ
ッ
プ
を
ど
う
埋
め
て
い
く
か
、
我
々
が
良
い

と
思
っ
て
い
る
モ
ノ
や
展
示
を
ど
う
伝
え
て
い
く
か
。
今
回
の
特
集
展
示
は
根

本
的
で
大
き
な
問
題
を
再
認
識
す
る
機
会
と
な
っ
た
。
い
さ
さ
か
シ
ョ
ッ
キ
ン

グ
な
経
験
で
あ
っ
た
こ
と
を
付
言
し
、
記
録
に
と
ど
め
て
お
き
た
い
。

�

（
児
島
大
輔
）
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令
和
三
年
九
月
四
日
～
十
月
二
十
四
日

特
集
展
示

井
口
古
今
堂
と
近
代
大
阪	

	
	

―
船
場
の
表
具
師
と
芸
術
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
―

井
口
古
今
堂
は
天
保
元
年
（
一
八
三
〇
）
に
曽
根
崎
で
創
業
し
、
の
ち
大
阪

の
中
心
地
で
あ
る
船
場
を
拠
点
に
活
躍
し
た
表
具
の
老
舗
で
あ
る
。
慶
応
年
間

か
ら
伏
見
町
に
移
転
、
そ
の
後
、
高
麗
橋
、
平
野
町
と
移
り
、
平
成
十
七
年

（
二
〇
〇
五
）
に
廃
業
す
る
ま
で
、
五
代
に
わ
た
っ
て
い
る
。

二
代
目
は
鴻
池
家
の
仕
事
を
請
け
負
う
と
と
も
に
、
古
美
術
も
手
掛
け
た
。

ま
た
俳
句
を
よ
く
し
て
二
畳
庵
桃
室
三
千
雄
と
号
し
た
。

三
代
目
は
大
阪
経
済
が
活
況
を
呈
し
て
い
た
時
代
に
あ
っ
て
、
住
友
家
、
藤

田
家
の
建
具
や
表
具
を
任
さ
れ
た
。
住
友
家
か
ら
寄
贈
さ
れ
た
大
阪
市
立
美
術

館
の
敷
地
に
か
つ
て
あ
っ
た
同
家
茶
臼
山
本
邸
も
そ
の
一
つ
で
あ
る
。
ま
た
上

野
理
一
、
村
山
龍
平
、
小
川
為
次
郎
、
芝
川
又
右
衛
門
、
嘉
納
治
兵
衛
、
阿
部

房
次
郎
、
小
林
一
三
、
山
口
吉
郎
兵
衛
、
辰
馬
悦
蔵
、
野
村
徳
七
と
い
っ
た
数

錚
々
た
る
コ
レ
ク
タ
ー
た
ち
を
顧
客
と
し
て
い
た
。

当
時
活
躍
し
た
大
阪
画
壇
の
画
家
た
ち
も
、
井
口
家
と
深
い
つ
な
が
り
が

あ
っ
た
。
細
谷
立
斎
、
村
田
香
谷
、
西
山
完
瑛
、
姫
島
竹
外
、
武
部
白
鳳
、
上

島
鳳
山
ら
の
手
紙
が
巻
子
装
に
仕
立
て
ら
れ
て
残
っ
て
お
り
、
彼
ら
と
表
具
師

の
や
り
と
り
が
窺
え
る
。
井
口
古
今
堂
は
表
具
師
で
あ
る
と
同
時
に
、
画
家
と

顧
客
を
仲
介
す
る
役
割
を
も
演
じ
て
い
た
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
三
代
目
は
邨
僊
と
号
し
て
自
ら
も
絵
画
、
と
り
わ
け
指
先
を
使
っ
て

画
く
「
指
頭
画
」
を
得
意
と
し
た
。
住
友
家
の
当
主
で
あ
っ
た
春
翠
は
井
口
家

の
最
も
重
要
な
施
主
で
あ
っ
た
ば
か
り
で
な
く
、
邨
僊
に
画
の
手
ほ
ど
き
を
う

け
、
時
に
合
作
を
す
る
な
ど
、
顧
客
と
表
具
師
と
い
う
枠
を
超
え
た
交
流
が

あ
っ
た
。
豊
中
に
土
地
を
購
入
し
て
「
三
笑
庵
」
と
称
す
る
別
荘
を
築
き
、
あ

る
時
は
コ
レ
ク
タ
ー
た
ち
と
筍
狩
り
な
ど
の
宴
席
を
設
け
、
あ
る
時
は
画
家
を

集
め
て
席
画
を
す
る
な
ど
、
そ
こ
は
大
阪
の
芸
術
家
た
ち
の
い
わ
ば
サ
ロ
ン
と

な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

井
口
家
に
残
さ
れ
た
資
料
に
は
、
書
画
の
作
品
（
表
具
の
見
本
で
も
あ
る
）

の
ほ
か
、
陶
磁
な
ど
の
工
芸
品
、
表
具
に
用
い
る
道
具
類
、
表
具
裂
や
紙
な
ど

の
材
料
、
手
紙
や
記
録
と
い
っ
た
文
書
な
ど
多
岐
に
わ
た
っ
て
い
る
。
二
〇
一

八
年
春
か
ら
共
同
調
査
を
開
始
し
、
コ
ロ
ナ
禍
で
中
断
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
も

の
の
、
書
画
と
陶
磁
の
主
要
部
分
を
終
え
る
こ
と
が
で
き
た
。

本
展
で
は
そ
の
成
果
の
一
部
を
示
し
、
井
口
古
今
堂
の
大
い
な
る
業
績
を
回

顧
す
る
こ
と
に
し
た
。
ま
た
一
般
社
団
法
人
美
術
フ
ォ
ー
ラ
ム
（（
様
よ
り
協
賛

を
い
た
だ
き
、
小
冊
子
を
刊
行
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
以
下
に
目
次
を
示
す
。

　
『
特
集
展
示　

井
口
古
今
堂
と
近
代
大
阪�

�

�
	

―
船
場
の
表
具
師
と
芸
術
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
―
』

井
口
古
今
堂
五
代

�

德
山
亜
希
子
（
新
見
美
術
館
）

井
口
古
今
堂
の
表
具

�

重
村
洋
（
表
具
師
）
／
德
山
亜
希
子

文
化
人
が
集
う
表
具
商

�

中
谷
伸
夫
（
一
般
社
団
法
人	

美
術
フ
ォ
ー
ラ
ム
（（
）
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井
口
古
今
堂
と
コ
レ
ク
タ
ー

�

弓
野
隆
之
（
大
阪
市
立
美
術
館
）

井
口
邨
僊
と
住
友
春
翠

�

実
方
葉
子
（
泉
屋
博
古
館
）

井
口
古
今
堂
と
阿
部
房
次
郎

�

森
橋
な
つ
み
（
京
都
国
立
博
物
館
）

書
画
鑑
定
取
次
と
し
て
の
井
口
古
今
堂

�

明
尾
圭
造
（
大
阪
商
業
大
学
）

大
阪
画
壇
コ
レ
ク
シ
ョ
ン

�
林
野
雅
人
（
大
阪
中
之
島
美
術
館
）

表
具
師
と
い
う
仕
事

�

小
川
知
子
（
大
阪
中
之
島
美
術
館
）

井
口
古
今
堂
と
上
島
鳳
山

�

柴
田
就
平
（
笠
岡
市
立
竹
喬
美
術
館
）

井
口
家
所
蔵
の
工
芸
品
―
陶
磁
器
を
中
心
に

�

杉
谷
香
代
子
（
大
阪
市
立
美
術
館
）

最
後
に
、
調
査
に
あ
た
り
快
く
資
料
を
開
示
し
て
く
だ
さ
り
、
貴
重
な
お
話

を
う
か
が
わ
せ
て
頂
い
た
五
代
目
夫
人
の
井
口
敏
子
様
、
作
業
の
あ
ら
ゆ
る
場

面
に
お
い
て
お
手
伝
い
頂
い
た
重
村
洋
様
、
共
同
調
査
や
原
稿
執
筆
を
し
て
頂

い
た
各
位
に
、
心
よ
り
お
礼
を
申
し
上
げ
ま
す
。

�

（
弓
野
隆
之
）

１�

長
尾
雨
山
「
行
書
古
今
堂
扁
額
」
昭
和
十
四
年
（
一
九
三
九
）

２�

井
口
邨
僊
「
慶
沢
園
図
」
大
正
十
一
年
（
一
九
二
二
）

３�

庭
山
耕
園
「
三
笑
庵
図
」
大
正

－

昭
和
期

４�
「
山
津
波
赤
茶
碗	

銘
霖
雨
」
上
田
耕
甫
作
、
琴
浦
窯
桐
山
施
釉
、
昭
和
十
三
年

（
一
九
三
八
）　

阪
神
大
水
害
時
、
住
友
家
の
蔵
に
流
入
し
た
土
石
流
の
土
で
制
作

５�

井
口
邨
僊
に
よ
る
表
具　

伝
易
元
吉
「
白
鵞
図
」
本
館
蔵
（
阿
部
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
）

1

2

３

４

５
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令
和
三
年
四
月
三
日
～
五
月
十
六
日
（
四
月
二
十
四
日
）

�

（	

緊
急
事
態
宣
言
発
令
に
伴
い
、
四
月
二
十
五
日
よ
り
臨
時
休
館
の
ま
ま
閉
幕
）

桃
山
へ
、
桃
山
か
ら　

中
近
世
工
芸
の
諸
相

特
別
展
「
豊
臣
の
美
術
」
に
関
連
し
て
、
当
館
の
館
蔵
寄
託
品
か
ら
桃
山
時

代
の
工
芸
を
紹
介
す
べ
く
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
展
「
桃
山
へ
、
桃
山
か
ら　

中
近
世

工
芸
の
諸
相
」
を
企
画
し
た
。
特
別
展
「
豊
臣
の
美
術
」
が
出
品
作
品
を
豊
臣

氏
ゆ
か
り
の
美
術
に
限
る
と
い
う
ス
ト
イ
ッ
ク
な
企
画
で
あ
っ
た
た
め
、
そ
の

時
代
背
景
に
つ
い
て
工
芸
分
野
で
後
方
支
援
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
。
日
本

の
工
芸
史
上
に
お
い
て
桃
山
時
代
が
一
つ
の
画
期
で
あ
る
と
の
認
識
に
た
ち
、

中
世
室
町
時
代
か
ら
桃
山
時
代
へ
、
そ
し
て
桃
山
時
代
か
ら
近
世
江
戸
時
代
へ

と
い
う
、
ひ
と
つ
の
帰
結
点
で

あ
り
、
な
お
か
つ
ひ
と
つ
の
出

発
点
で
も
あ
る
桃
山
時
代
の
工

芸
を
提
示
し
た
い
と
い
う
思
い

を
タ
イ
ト
ル
に
込
め
た
。

会
場
の
本
館
北
二
階
・
第
六

展
示
室
は
両
側
面
に
腰
高
の
壁

面
ケ
ー
ス
を
備
え
、
大
型
の
書

画
作
品
の
観
覧
に
は
都
合
の
良

い
展
示
室
で
あ
る
が
、
工
芸
と

り
わ
け
小
品
の
展
示
に
は
本
来

や
や
不
向
き
で
あ
る
。
そ
こ
で
、

独
立
ケ
ー
ス
を
展
示
室
の
中
心

線
上
に
設
置
し
動
線
を
変
え
て
ジ
グ
ザ
ク
に
順
路
を
設
け
る
な
ど
、
観
覧
者
に

間
延
び
し
た
印
象
を
与
え
な
い
よ
う
工
夫
し
た
【
挿
図
】。

陶
磁
・
漆
工
・
金
工
の
三
分
野
の
工
芸
品
か
ら
な
る
出
品
作
品
は
全
五
十
八

件
に
の
ぼ
り
、
以
下
に
示
す
八
つ
の
小
テ
ー
マ
に
沿
っ
て
展
示
し
た
。

ま
ず
、「
茶
の
湯
の
工
芸
」
で
は
館
蔵
寄
託
品
の
鉄
釜
や
茶
入
、
水
指
、
茶

碗
な
ど
、
桃
山
時
代
を
中
心
に
室
町
時
代
か
ら
江
戸
時
代
に
か
け
て
の
茶
道
具

を
紹
介
し
た
。
次
に
「
掌
中
の
桃
山
」
と
題
し
、
香
合
な
ど
愛
ら
し
い
小
品
を

賞
玩
す
る
コ
ー
ナ
ー
と
し
た
。「
桃
山
か
ら
江
戸
へ
」
は
文
字
通
り
過
渡
期
の

様
相
を
知
る
べ
く
、
蒔
絵
硯
箱
を
は
じ
め
と
す
る
漆
工
品
を
紹
介
し
た
。
同
様

に
「
南
蛮
趣
味
！
」
も
過
渡
期
の
作
品
で
構
成
し
、
寄
託
作
品
か
ら
い
わ
ゆ
る

南
蛮
漆
器
を
選
り
す
ぐ
っ
た
。
上
記
の
流
れ
を
受
け
て
絢
爛
豪
華
な
江
戸
時
代

の
漆
工
品
が
誕
生
し
た
こ
と
を
、
当
館
を
代
表
す
る
カ
ザ
ー
ル
コ
レ
ク
シ
ョ
ン

の
婚
礼
調
度
に
よ
っ
て
紹
介
し
た
の
が
「
天
下
泰
平
お
江
戸
の
雅
！	

婚
礼
調

度
」
で
あ
る
。
さ
ら
に
、「
神
仏
へ
の
祈
り
」
で
は
個
人
蔵
の
根
来
塗
や
、
滋

賀
・
成
菩
提
院
所
蔵
《
蓮
華
文
香
炉
箱
》
を
は
じ
め
柄
香
炉
な
ど
社
寺
で
用
い

ら
れ
た
仏
具
等
を
紹
介
し
た
。
な
か
で
も
愛
知
・
大
薬
師
不
動
院
所
蔵
の
《
銅

水
瓶
》
は
慶
長
十
一
年
（
一
六
〇
六
）
銘
を
持
ち
、
豊
臣
秀
頼
を
檀
越
と
し
片

桐
且
元
を
奉
行
と
し
て
奉
納
さ
れ
た
作
品
で
、「
豊
臣
の
美
術
」
展
に
も
密
接

に
か
か
わ
る
重
要
作
例
で
あ
る
。
最
後
の
「
オ
ラ
、
天
下
一
に
な
る
！
」
で
は

「
天
下
一
」
銘
を
持
つ
蓬
莱
鏡
を
紹
介
し
た
。
天
下
一
の
称
号
は
織
豊
期
に
始

ま
っ
た
も
の
で
、
桃
山
時
代
あ
る
い
は
「
豊
臣
の
美
術
」
を
彩
っ
た
作
品
と
言

え
よ
う
。

以
上
の
よ
う
に
、
特
別
展
に
寄
り
添
う
よ
う
に
企
画
し
た
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
展

で
あ
っ
た
が
、
普
段
な
か
な
か
展
示
す
る
機
会
の
な
い
作
品
を
出
品
す
る
こ
と

も
で
き
た
。
実
は
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
展
こ
そ
宝
の
山
な
の
で
あ
る
。（
児
島
大
輔
）
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令
和
三
年
四
月
三
日
～
五
月
十
六
日
（
四
月
二
十
四
日
）

�

（	

緊
急
事
態
宣
言
発
令
に
伴
い
、
四
月
二
十
五
日
よ
り
臨
時
休
館
の
ま
ま
閉
幕
）

「
戦
国
武
将
像
」

特
別
展
「
豊
臣
の
美
術
」
の
開
催
に
あ
わ
せ
、
桃
山
人
の
生
涯
を
彩
っ
た

「
夢
」
に
思
い
を
は
せ
て
い
た
だ
け
れ
ば
、
と
の
趣
旨
か
ら
、
豊
臣
一
族
、
豊

臣
家
家
臣
と
ゆ
か
り
の
婦
人
ら
の
ほ
か
、
織
田
氏
、
徳
川
氏
周
辺
の
武
将
ら
の

肖
像
画
を
特
集
し
た
。
本
来
、
像
主
を
供
養
す
る
仏
事
に
用
い
る
た
め
の
画
像

で
あ
る
が
、
ご
所
蔵
社
寺
の
ご
理
解
、
ご
協
力
に
よ
り
長
年
に
わ
た
り
寄
託
を

受
け
、
展
示
に
活
用
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
き
た
。
会
期
途
中
か
ら
の
臨
時
休
館

に
よ
り
十
九
日
間
の
開
催
と
な
っ
た
が
、
当
館
所
蔵
「
豊
臣
秀
吉
像
」（
別
掲

出
品
リ
ス
ト
・
№
９
）
に
つ
い
て
は
、
幸
い
同
時
開
催
の
特
別
展
「
豊
臣
の
美

術
」
の
会
場
で
臨
時
休
館
に
入
る
ま
で
の
間
に
公
開
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
本

像
は
令
和
元
年
度
に
解
体
修
理
を
実
施
し
た
と
こ
ろ
で
、
本
紙
絹
本
が
通
常
の

画
絹
と
は
大
き
く
異
な
り
、
撚
り
の
強
い
縮
緬
の
よ
う
な
材
を
使
っ
た
ご
く
粗

い
組
成
で
あ
る
こ
と
が
判
明
し
た
。
画
絹
の
代
わ
り
に
秀
吉
の
遺
品
を
利
用
し

た
可
能
性
も
考
え
ら
れ
る
こ
と
を
付
記
し
て
お
き
た
い
。�

（
知
念
理
）

《豊臣秀吉像》�
惟杏永哲�賛・慶長 ５年（1600）
本館蔵　古賀勝夫氏寄贈

No. 指定 名称 賛者等 員数 時代 所蔵
（ 　 徳川家康像 天海賛 （幅 江戸時代・（7世紀 奈良・喜蔵院

1 奥平信昌夫人像 梁南禅棟賛　
久五郎重徳筆 （幅 寛永 1年（（6（5）賛 京都・大法院

1 二条昭実夫人像 南化玄興賛 （幅 慶長 8年（（603）賛 京都・雑華院

4 稲葉忠次郎夫人像
（凉岩受招信女像） 鰲山景存賛 （幅 慶長（5年（（6（0）賛 京都・雑華院

5 前田玄以夫人像 一宙東黙賛 （幅 慶長（5年（（6（0）賛 京都・蟠桃院
6 稲葉忠次郎像 一宙東黙賛 （幅 慶長 6年（（60（）賛 京都・雑華院
7 石川光元像 南化玄興賛 （幅 慶長 6年（（60（）賛 京都・大雄院
8 前田玄以像 南化玄興賛 （幅 慶長 7年（（60（）賛 京都・蟠桃院
9 豊臣秀吉像 惟杏永哲賛 （幅 慶長 5年（（600）賛 当館（古賀勝夫氏寄贈）
（0 豊臣棄丸像 　 （幅 桃山時代・（6世紀 京都・妙心寺
（（ 豊臣秀長像 （幅 江戸時代・（7世紀 京都・禅林寺
（（ 重文 山中長俊像 三江紹益賛 （幅 桃山時代・（7世紀 京都・慈芳院
（3 山名豊国像 鉄山宗鈍賛 （幅 慶長（0年（（605）賛 京都・東林院
（4 牧村政倫像 柏堂景森賛 （幅 元亀 1年（（57（）賛 京都・雑華院

（5 華厳院日昇先公
大禅定門像 東庵宗噋賛 （幅 天正（（年（（5（4）賛 京都・霊雲院

出品目録
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令
和
三
年
四
月
三
日
～
五
月
十
六
日
（
四
月
二
十
四
日
）

�

（	

緊
急
事
態
宣
言
発
令
に
伴
い
、
四
月
二
十
五
日
よ
り
臨
時
休
館
の
ま
ま
閉
幕
）

春
夏
養
陽
―
中
国
の
書
画

「
夫そ

れ
四
時
陰
陽
は
、
万
物
の
根
本
な
り
。
所ゆ

以ゑ

に
聖
人
春
夏
は
陽
を
養
ひ
、

秋
冬
は
陰
を
養
ふ
。」（『
黄
帝
内
経
・
素
問
・
四
気
調
神
大
論
』）

中
国
の
古
代
思
想
に
お
い
て
、
世
界
は
「
陰
」
と
「
陽
」
バ
ラ
ン
ス
に
よ
っ

て
成
り
立
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
て
き
た
。
四
季
の
巡
行
も
ま
た
陰
陽
の
は
た

ら
き
と
さ
れ
、
春
に
な
る
と
陽
の
気
が
起
き
は
じ
め
て
草
木
が
芽
吹
き
、
夏
に

な
る
と
陽
気
が
最
大
に
な
っ
て
成
長
を
促
す
と
い
う
。
本
展
で
は
力
強
く
生
命

感
に
あ
ふ
れ
る
春
夏
を
主
題
と
し
て
中
国
書
画
を
紹
介
し
た
。

展
示
し
た
の
は
、
十
五
世
紀
か
ら
十
九
世
紀
に
い
た
る
明
清
両
朝
の
絵
画
三

十
二
件
、
書
蹟
三
件
、
計
三
十
五
件
で
あ
る
。
そ
の
中
か
ら
、
張
賜
寧
「
桑
蚕

詩
意
図
」（
本
館
蔵
）
に
つ
い
て
紹
介
す
る
。

張
賜
寧
（
一
七
四
三
―
一
八
一
八
）、
字
は
坤
一
、
号
は
桂
巌
・
十
三
峰
老

人
・
富
春
山
樵
・
北
海
外
史
、
居
所
を
黄
花
吟
館
と
い
っ
た
。
直
隷
滄
州
（
河

北
省
）
の
人
で
、
初
め
北
京
に
遊
ん
で
紀
昀
に
重
ん
ぜ
ら
れ
、
孫
星
衍
・
牛
縄

祖
・
朱
珪
ら
と
交
わ
り
、
や
は
り
北
京
に
来
て
い
た
「
揚
州
八
怪
」
の
一
人
羅

聘
と
名
を
斉
し
く
し
た
。
幼
い
こ
ろ
か
ら
画
を
よ
く
し
、「
小
四
王
」
の
一
人
で

あ
る
王
宸
は
、
一
目
見
て
そ
の
筆
の
妙
を
歎
え
、
奥
義
を
授
け
た
。
そ
こ
で
宋

元
を
法
と
し
、
上
は
董
源
・
巨
然
に
溯
っ
て
「
四
王
」
の
精
髄
を
得
た
と
い
う
。

だ
が
成
年
後
は
こ
れ
に
飽
き
足
ら
ず
、
江
南
に
移
り
、
南
通
（
江
蘇
省
）
管

河
州
判
に
官
し
た
。
以
後
は
揚
州
に
住
ん
で
職
業
画
家
と
し
て
活
躍
す
る
。
そ

の
作
品
は
山
水
を
主
と
し
た
が
、
伝
統
に
捕
わ
れ
な
い
清
新
な
も
の
と
な
っ
た
。

ま
た
揚
州
の
市
場
の
需も

と
め

に
応
じ
て
花
卉
・
墨
竹
・
人
物
な
ど
、
広
く
題
材
を

と
っ
て
多
彩
な
作
品
を
残
し
た
。
李
斗
『
揚
州
画
舫
録
』
は
「
人
物
山
水
を
作

り
て
は
多
く
旧
法
に
依
ら
ず
、
唯た

だ
気
韻
を
以
て
人
に
過
ぐ
。
着
色
の
花
卉
は
、

独ひ
と

り
絶
技
を
称
せ
ら
る
」
と
記
す
。「
揚
州
八
怪
」
を
継
承
し
、
後
世
の
「
海

上
派
」
へ
と
連
な
る
位
置
に
あ
る
画
家
と
し
て
注
目
に
値
す
る
。

本
作
は
、
季
節
は
寒
さ
の
残
る
春
、
か
ご
の
中
に
は
桑
の
葉
を
食
べ
て
育
っ

た
蚕
が
、
元
気
に
う
ご
め
く
様
子
を
愛
ら
し
く
画
く
。
共
箱
に
前
田
暢
堂
（
一

八
一
七
―
一
八
七
八
）
の
臨
摹
作
が
収
め
ら
れ
て
い
る
。
細
部
、
筆
勢
に
至
る

ま
で
見
事
に
画
き
写
さ
れ
、
画
家
の
力
量
が
窺
え
る
。
ま
た
幕
末
明
治
初
期
に

お
け
る
張
賜
寧
の
画
の
受
容
を
知
る
資
料
と
し
て
も
貴
重
で
あ
る
。

綠
剪
柔
桑
帶
女
枝
、
曉
窗
風
送
雨
絲
絲
、
吳
娘
不
避
春
寒
重
、
正
是
新

蠶
上
箔
時
。　

富
春
山
樵
者
寧
志
於
黃
花
吟
館
。「
張
賜
寧
」（
朱
文
方

印
）　
（
左
脚
）「
富
春
山
樵
」（
朱
文
方
印
）

�

（
森
橋
な
つ
み
／
弓
野
隆
之
）

張
賜
寧
「
桑
蚕
詩
意
図
」

前
田
暢
堂
「
臨
張
賜
寧
桑
蚕
詩
意
図
」
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令
和
三
年
四
月
三
日
～
五
月
十
六
日
（
四
月
二
十
四
日
）

�

（	

緊
急
事
態
宣
言
発
令
に
伴
い
、
四
月
二
十
五
日
よ
り
臨
時
休
館
の
ま
ま
閉
幕
）

受
贈
記
念　

ア
ン
コ
ー
ル
・
ワ
ッ
ト
の
拓
本

	

〈
ア
ン
コ
ー
ル
・
ワ
ッ
ト
拓
本
保
存
会
寄
贈
〉

令
和
二
年
（
二
〇
二
〇
）
度
、
ア
ン
コ
ー
ル
・
ワ
ッ
ト
拓
本
保
存
会
（
特
定

非
営
利
活
動
法
人
）
よ
り
九
十
九
点
の
拓
本
が
当
館
へ
寄
贈
さ
れ
た
。
本
展
は

こ
の
度
寄
贈
さ
れ
た
ア
ン
コ
ー
ル
・
ワ
ッ
ト
の
浮
彫
の
拓
本
九
十
九
点
の
う
ち
、

三
十
八
点
を
展
示
す
る
も
の
で
あ
り
、
南
一
階
第
十
二
室
、
第
十
三
室
の
壁
面

を
ぐ
る
り
と
覆
う
構
成
と
し
た
。
念
の
た
め
述
べ
て
お
く
と
、
拓
本
と
は
石
や

木
な
ど
に
刻
ま
れ
た
文
字
や
文
様
に
紙
を
当
て
、
墨
を
た
た
い
て
写
し
取
っ
た

も
の
の
こ
と
で
あ
る
。

ア
ン
コ
ー
ル
・
ワ
ッ
ト
は
、
カ
ン
ボ
ジ
ア
に
興
っ
た
ア
ン
コ
ー
ル
朝
の
首
都

に
あ
る
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
寺
院
で
あ
る
。
一
一
一
三
年
頃
よ
り
、
約
三
十
年
か
け

て
、
ア
ン
コ
ー
ル
朝
最
盛
期
の
王
・
ス
ー
ル
ヤ
バ
ル
マ
ン
二
世
に
よ
り
建
立
さ

れ
た
。
四
周
を
約
五
・
四
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
の
環
濠
に
囲
ま
れ
た
大
規
模
な
敷
地

の
中
に
、
砂
岩
に
よ
る
三
重
の
回
廊
と
、
中
央
祀
堂
を
含
む
五
基
の
祀
堂
が
建

つ
。
左
右
対
称
の
均
整
美
を
見
せ
る
建
築
構
造
、
回
廊
の
壁
面
を
飾
る
勇
壮
か

つ
優
美
な
浮
彫
装
飾
が
、
世
界
中
の
人
々
を
引
き
つ
け
て
き
た
。

特
に
創
建
当
初
か
ら
十
六
世
紀
に
わ
た
り
刻
ま
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
、
高
さ

三
メ
ー
ト
ル
、
総
長
約
五
百
メ
ー
ト
ル
に
も
な
る
第
一
回
廊
の
、
ス
ー
ル
ヤ
バ

ル
マ
ン
二
世
を
讃
え
る
長
大
な
行
列
や
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
の
神
話
で
あ
る
「
マ

ハ
ー
バ
ー
ラ
タ
」
や
「
ラ
ー
マ
ー
ヤ
ナ
」
の
浮
彫
が
最
も
有
名
だ
ろ
う
。
寄
贈

さ
れ
た
大
部
分
が
、
こ
の
第
一
回
廊
の
拓
本
で
あ
っ
た
。

回
廊
の
浮
彫
を
擦
り
取
っ
た
拓
本
は
、
浮
彫
の
緻
密
な
表
現
や
石
の
質
感
、

ス
ケ
ー
ル
感
を
伝
え
て
い
る
。
今
回
の
展
示
で
は
、
壁
面
を
埋
め
尽
く
し
た
拓

本
か
ら
、
ア
ン
コ
ー
ル
・
ワ
ッ
ト
の
空
間
を
感
じ
て
も
ら
え
る
よ
う
期
待
を
込

め
て
並
べ
た
つ
も
り
で
あ
る
。

寄
贈
の
拓
本
は
い
ず
れ
も
、
保
存
会
所
属
の
方
々
が
過
去
四
度
に
わ
た
り
現

地
に
赴
き
、
カ
ン
ボ
ジ
ア
政
府
の
許
し
を
得
て
、
体
を
目
一
杯
動
か
し
汗
水
を

垂
ら
し
て
採
集
さ
れ
た
も
の
で
、
採
拓
者
の
個
性
が
う
か
が
え
る
も
の
も
多
い
。

平
成
四
年
（
一
九
九
二
）、
ユ
ネ
ス
コ
の
世
界
遺
産
に
登
録
さ
れ
て
か
ら
は
、

ア
ン
コ
ー
ル
・
ワ
ッ
ト
で
の
採
拓
は
禁
じ
ら
れ
て
い
る
。
そ
う
し
た
点
か
ら
も
、

こ
れ
ら
は
今
や
も
う
作
り
出
せ
な
い
大
変
貴
重
な
拓
本
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

�

（
石
川
温
子
）展示風景�
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令
和
三
年
四
月
三
日
～
五
月
十
六
日
（
四
月
二
十
四
日
）

�

（	

緊
急
事
態
宣
言
発
令
に
伴
い
、
四
月
二
十
五
日
よ
り
臨
時
休
館
の
ま
ま
閉
幕
）

雕
刻
時
光　

北
魏
の
石
造
仏
教
･
道
教
彫
刻

雕ち
ょ
う

刻こ
く

時じ

光こ
う

と
は
、｢
時
を
刻
む｣

と
い
っ
た
意
味
の
中
国
語
で
あ
る
。

本
展
で
は
山
口
謙
四
郎
氏
が
蒐
集
し
た
大
阪
市
立
美
術
館
所
蔵
山
口
コ
レ
ク

シ
ョ
ン
中
国
石
造
彫
刻
を
中
心
に
、
北ほ

く

魏ぎ

そ
し
て
続
く
東
魏
･
西
魏
の
仏
像
、

道
教
像
と
関
連
作
品
を
展
示
し
た
。

中
国
南
北
朝
時
代
の
北
魏
（
三
八
六
―
五
三
四
）
は
、
北
方
の
遊
牧
系
民
族

が
樹
立
し
た
強
大
な
帝
国
で
あ
っ
た
。
北
魏
で
は
国
家
事
業
と
し
て
の
寺
院
の

建
立
と
巨
大
な
石
窟
の
造
営
が
行
わ
れ
、
仏
教
が
広
く
中
国
全
土
に
浸
透
す
る

な
か
で
地
域
ご
と
に
特
色
の
あ
る
仏
像
が
生
み
出
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
長

い
中
国
仏
教
史
に
お
い
て
、
最
も
優
れ
た
石
造
仏
教
彫
刻
が
生
み
出
さ
れ
た
の

は
、
お
そ
ら
く
唐
と
こ
の
北
魏
で
あ
る
。

一
方
、
道
教
は
老
子
を
祖
と
す
る
中
国
固
有
の
宗
教
で
、
も
と
も
と
道
教
で

は
礼
拝
の
対
象
と
す
る
偶
像
が
無
か
っ
た
が
、
各
地
に
広
ま
り
つ
つ
あ
る
外
来

の
宗
教
＝
仏
教
の
影
響
を
受
け
、
北
魏
よ
り
造
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

山
口
謙
四
郎
氏
は
中
国
石
造
彫
刻
の
な
か
で
も
特
に
北
魏
そ
し
て
東
魏
･

西
魏
の
造
形
に
関
心
が
高
か
っ
た
ら
し
く
、
山
口
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
は
こ
の
時
期

の
帝
都
に
お
け
る
優
品
か
ら
地
方
性
豊
か
で
素
朴
な
像
ま
で
を
網
羅
し
て
い
る
。

そ
の
た
め
、
北
魏
の
仏
像
、
道
教
像
に
お
け
る
時
代
的
変
遷
と
地
域
的
諸
相
を

一
望
す
る
展
示
が
可
能
と
な
っ
た
。

な
お
、
そ
の
一
点
で
あ
る
天
龍
山
石
窟
（
山
西
省
太
原
市
）
将
来
の
浮
彫
維

摩
坐
像
に
は
、
中
国
の
伝
統
的
な
威
儀
具
･
凭ひ

ょ
う

几き

が
表
さ
れ
て
い
る
。
こ
の

た
び
新
た
に
、
現
存
稀
な
日
本
で
制
作
さ
れ
た
木
製
漆
塗
の
凭
几
（
奈
良
･

薬
師
寺
所
蔵
）
を
ご
寄
託
い
た
だ
き
、
あ
わ
せ
て
展
示
す
る
こ
と
で
中
国
か
ら

日
本
へ
と
い
う
広
が
り
と
結
び
つ
き
を
示
す
こ
と
が
叶
っ
た
。�

（
齋
藤
龒
一
）

展示風景

─ 5（ ─



令
和
三
年
六
月
十
二
日
～
八
月
十
五
日

大
阪
の
洋
画

山
内
愚
僊
に
始
ま
る
大
阪
の
洋
画
は
、
松
原
三
五
郎
、
赤
松
麟
作
が
画
壇
の

基
礎
を
形
成
し
た
後
、
小
出
楢
重
ら
が
モ
ダ
ニ
ズ
ム
の
新
風
を
吹
き
込
ん
で
画

壇
に
活
気
を
も
た
ら
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
個
性
を
競
い
合
っ
た
。
大
阪
の
近
代
を

彩
っ
た
洋
画
家
た
ち
の
軌
跡
を
振
り
返
り
、
戦
後
か
ら
現
代
へ
と
続
く
流
れ
を

た
ど
れ
る
よ
う
、
本
展
は
近
年
の
新
収
蔵
作
品
を
含
む
二
十
五
点
（
展
示
替
含

む
）
に
よ
り
構
成
し
た
。
そ
の
多
く
は
作
家
本
人
、
ま
た
そ
の
遺
族
、
関
係
者

ら
か
ら
の
寄
贈
に
よ
り
当
館
に
収
蔵
さ
れ
た
作
品
で
あ
る
。
大
阪
中
之
島
美
術

館
が
い
よ
い
よ
開
館
（
令
和
四
年
二
月
二
日
）
し
た
が
、
八
十
五
年
の
歴
史
と

と
も
に
成
長
し
て
き
た
当
館
の
洋
画
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
の
今
後
に
も
、
改
め
て
ご

注
目
い
た
だ
き
た
い
。
本
展
出
品
作
品
と
し
て
、
令
和
二
年
度
の
寄
贈
に
よ
る

新
収
蔵
作
品
か
ら
三
点
を
図
版
紹
介
す
る
。�
（
知
念
理
）

藤田龍児（1928-2002）　《軍艦アパート》
平成 2年（1990）　本館蔵・星野桂三氏寄贈

北村種三（1902-５1）　《秋果》
大正末期～昭和初期　本館蔵・鈴木鐵男氏寄贈

広瀬勝平（1877-1920）　《草上（草を摘む少女）》
明治時代後期　本館蔵・星野桂三氏寄贈
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令
和
三
年
六
月
十
二
日
～
八
月
十
五
日

秀
麗
精
緻　

明
清
時
代
の
工
芸

特
別
展
「
揚
州
八
怪
」
に
あ
わ
せ
て
、
当
館
の
館
蔵
寄
託
品
か
ら
中
国
・
明

清
時
代
の
工
芸
を
紹
介
す
べ
く
「
秀
麗
精
緻　

明
清
時
代
の
工
芸
」
を
企
画
し

た
。
揚
州
八
怪
と
同
時
代
の
工
芸
作
品
を
概
観
す
る
こ
と
で
明
清
時
代
の
文
化

と
文
人
た
ち
の
活
動
へ
の
理
解
を
深
め
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
。

会
場
は
本
館
南
一
階
の
第
十
三
室
と
第
十
四
室
の
二
室
か
ら
成
り
、
全
四
十

九
件
に
の
ぼ
る
出
品
作
品
を
以
下
に
示
す
通
り
六
テ
ー
マ
に
沿
っ
て
展
示
し
た
。

ま
ず
、
第
十
三
室
で
は
小
室
で
あ
る
こ
と
を
活
か
し
て
文
人
た
ち
の
書
斎
を
イ

メ
ー
ジ
し
た
展
示
を
試
み
た
。
最
初
の
テ
ー
マ
「
文
人
の
愉
し
み　

茶
と
琴

と
」
で
は
、
寄
託
品
の
中
国
由
来
の
煎
茶
具
を
清
時
代
の
文
人
た
ち
も
同
様
に

楽
し
ん
で
い
た
で
あ
ろ
う
と
想
定
し
、
館
蔵
の
七
弦
琴
と
と
も
に
展
示
し
た
。

次
に
「
香
煙
揺
ら
ぐ
書
斎　

文
房
清
玩
」
を
テ
ー
マ
と
し
て
書
斎
の
模
擬
的
な

再
現
を
試
み
た
。
四
方
を
囲
む
よ
う
に
独
立
展
示
ケ
ー
ス
を
配
置
し
て
親
密
な

空
間
を
つ
く
り
、
飾
り
棚
を
活
用
し
て
文
房
具
を
展
示
し
た
ほ
か
【
挿
図
】、

揚
州
八
怪
も
書
の
手
本
と
し
た
古
代
青
銅
器
の
銘
文
が
観
察
で
き
る
よ
う
展
示

す
る
な
ど
、
文
人
た
ち
が
清
玩
し
た
世
界
観
を
イ
メ
ー
ジ
で
き
る
よ
う
な
空
間

の
構
成
を
目
指
し
た
。
あ
わ
せ
て
、「
憧
れ
の
文
人
生
活
指
南
」
と
題
し
て
文

人
と
は
何
か
、
蘭
亭
修
禊
に
代
表
さ
れ
る
雅
集
と
は
何
か
を
解
説
し
た
パ
ネ
ル

を
掲
示
し
た
。
い
ず
れ
も
「
揚
州
八
怪
」
展
を
理
解
す
る
上
で
も
欠
か
せ
な
い

知
識
で
あ
る
た
め
、
こ
こ
で
は
あ
え
て
や
や
偏
り
の
あ
る
説
明
に
よ
っ
て
一
般

の
観
覧
者
の
興
味
を
引
こ
う
と
考
え
た
。
こ
の
試
み
が
ど
こ
ま
で
成
功
し
た
か

定
か
で
は
な
い
が
、
好
意
的
な
感
想
が
多
く
届
い
た
こ
と
は
幸
い
で
あ
っ
た
。

次
室
で
は
「
威
風
堂
　々

明
時
代
の
工
芸
」
と
題
し
て
彫
漆
、
螺
鈿
、
青
花
、

五
彩
と
見
ご
た
え
の
あ
る
作
品
で
、
明
時
代
の
正
統
な
工
芸
の
あ
り
よ
う
を
紹

介
し
た
。
次
に
「
カ
ラ
フ
ル
・
チ
ャ
イ
ナ　

清
時
代
の
い
ろ
ど
り
」
を
テ
ー
マ

に
掲
げ
、
当
館
を
代
表
す
る
清
朝
工
芸
品
の
ひ
と
つ
で
あ
る
雍
正
期
の
豆
彩
を

は
じ
め
と
す
る
陶
磁
器
や
七
宝
な
ど
で
、
当
時
の
科
学
的
な
研
究
と
開
発
に

よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
彩
り
を
鑑
賞
す
る
空
間
と
し
た
。
次
の
テ
ー
マ
「
温
故

知
新　

古
典
の
素
養
と
倣
古
」
で
は
赤
壁
や
蘭
亭
の
故
事
を
モ
チ
ー
フ
と
し
た

作
品
の
ほ
か
、
同
一
ケ
ー
ス
内
に
漢
代
の
青
銅
器
と
こ
れ
に
な
ら
っ
た
明
代
の

陶
磁
器
を
展
示
す
る
な
ど
、
当
代
の
古
典
憧
憬
と
倣
古
の
風
と
を
紹
介
し
た
。

最
後
に
「
星
に
願
い
を　

信
仰
世
界
と
造
形
」
と
題
し
て
道
教
神
像
や
銅
鐘
、

銅
鏡
や
密
教
法
具
な
ど
道
教
・
仏
教
関
連
作
品
に
よ
っ
て
、
文
人
た
ち
の
生
活

に
も
密
接
に
結
び
つ
い
て
い
た
で
あ
ろ
う
信
仰
世
界
を
垣
間
見
る
こ
と
と
し
た
。

以
上
、
こ
の
企
画
が
中
国
工
芸
の
理
解
だ
け
で
な
く
「
揚
州
八
怪
」
展
の
理

解
に
少
し
で
も
役
立
っ
た
と
す
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。�

（
児
島
大
輔
）

会場展示風景
飾り棚による書斎模擬再現展示
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令
和
三
年
七
月
十
三
日
～
八
月
十
五
日

小
出
三
郎

小
出
三
郎
（
一
九
〇
八

－

六
七
）
は
大
阪
市
東
区
出
身
の
洋
画
家
で
あ
る
。

旧
制
天
王
寺
中
学
校
を
卒
業
後
、
大
阪
美
術
学
校
を
へ
て
信
濃
橋
洋
画
研
究
所

へ
移
り
、
昭
和
七
年
（
一
九
三
二
）
第
二
回
独
立
展
に
初
入
選
し
た
。
同
十
六

年
結
婚
し
て
豊
中
市
に
住
み
、
空
襲
が
激
化
し
た
同
二
十
年
に
は
長
野
県
に
疎

開
し
た
。
戦
後
は
同
二
十
二
年
に
独
立
美
術
協
会
会
員
と
な
り
、
晩
年
ま
で
独

立
展
で
活
躍
し
た
。
そ
の
作
品
世
界
は
没
後
半
世
紀
以
上
を
へ
て
、
な
お
新
鮮

な
魅
力
を
放
ち
続
け
て
い
る
。
本
展
で
は
、
自
己
を
凝
視
す
る
画
家
の
深
い
哀

愁
を
訴
え
か
け
る
風
景
、

裸
婦
、
静
物
な
ど
油
彩
画

十
一
点
の
ほ
か
、
素
描
類

な
ど
関
係
資
料
も
合
わ
せ

て
紹
介
し
た
。
本
展
出
品

作
品
と
し
て
、
令
和
二
年

度
の
寄
贈
に
よ
る
新
収
蔵

作
品
か
ら
三
点
を
図
版
紹

介
す
る
。�

（
知
念
理
）

《艪とたらひ》　昭和1５年（19４0）
第10回独立展　本館蔵　小出君子氏寄贈

《裸（A）》　昭和３５年（1960）
第28回独立展　本館蔵　小出君子氏寄贈

《木の根》　昭和３３年（19５8）
10周年記念関西独立展　本館蔵　小出君子氏寄贈
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令
和
三
年
九
月
四
日

－

十
月
二
十
四
日

社
寺
縁
起�

―�

聖
な
る
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー

社
寺
草
創
の
由
来
、
祀
ら
れ
た
神
仏
の
霊
験
を
は
じ
め
、
神
仏
と
人
と
の
間

に
起
こ
っ
た
摩
訶
不
思
議
な
出
来
事
を
語
る
社
寺
縁
起
・
・
・
そ
れ
は
聖
な
る

フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
の
世
界
で
あ
る
。
神
仏
へ
の
信
仰
、
想
像
力
あ
ふ
れ
る
精
神
世

界
を
ビ
ジ
ュ
ア
ル
に
表
現
し
た
絵
巻
作
品
を
中
心
に
、
近
世
・
近
代
の
関
連
作

品
を
交
え
た
二
十
六
点
（
展
示
替
含
む
）
に
よ
り
そ
の
魅
力
に
迫
っ
た
。

な
お
、
本
展
出
品
《
犬
寺
縁
起
絵
巻
》（
上
・
下
巻　

田
万
コ
レ
ク
シ
ョ

ン
）
の
先
行
研
究
で
あ
る
、
徳
田
和
夫
「『
犬
寺
縁
起
絵
巻
』
の
成
立

－

付
・

翻
刻

－

」（『
学
習
院
女
子
大
学
紀
要
」
創
刊
号
、
平
成
十
一
年
）
で
は
、
本
来

七
図
あ
る
上
巻
の
絵
を
六
図
と
紹
介
し
て
い
る
。
五
段
目
と
六
段
目
の
絵
の
図

様
が
非
常
に
酷
似
し
て
お
り
、
調
査
デ
ー
タ
の
整
理
時
に
誤
認
が
生
じ
、
五
段

目
の
絵
の
存
在
が
見
落
と
さ
れ
た
と
推
測
さ
れ
る
。
そ
の
結
果
、
上
記
文
献
で

は
六
段
目
の
絵
に
〈
絵
５
〉、
七

段
目
の
絵
に
〈
絵
６
〉
の
キ
ャ
プ

シ
ョ
ン
が
付
さ
れ
て
い
る
。〈
絵

５
〉
は
本
来
の
〈
絵
６
〉、〈
絵

６
〉
は
本
来
の
〈
絵
７
〉
に
あ
た

る
。
見
落
と
さ
れ
た
〈
絵
５
〉、

お
よ
び
酷
似
し
て
い
る
〈
絵
６
〉

を
こ
の
機
会
に
図
版
掲
載
し
て
お

き
た
い
。�

（
知
念
理
）

会場風景

《犬寺縁起絵巻》本館蔵　田万コレクション　〈絵 ５〉《犬寺縁起絵巻》本館蔵　田万コレクション　〈絵 6〉
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