




1  

京都市芸術文化情報誌
2016. 03
通巻132号

目次

〈特集〉琳派、再考
	 特別寄稿Ⅰ「琳派、再考」　榊原吉郎	…	2
	 座談会「琳派四〇〇年をめぐって」　
	 尾﨑眞人・木村英輝・濱崎加奈子　聞き手：辻喜代治	…	5
	 特別寄稿Ⅱ「京都と「琳派」について─近代の二人の図案家」　佐藤敬二	…	11
〈会員の作品紹介〉
	 プロダクトデザイン　中村隆一	…	15
	 連句　京都府連句協会	…	16
〈リレー随想〉
	 「芸文協との出会い」　鈴木佳子	…	18
〈活動報告〉
	 詩分野　　有馬敞詩集『寿命』　名古きよえ	…	20
	 俳句分野　薮公子句集『恋と愛の間』　津田仙子	…	21
〈特別記事：追悼〉
	 「曽和博朗さんを悼む」　権藤芳一	…	22
〈シリーズ「道具考」〉
	 「織機と西陣〜手織と道具」稲垣機料店を訪ねて	…	24　
〈トピックス〉
	 アン・リスレゴー展『Shadow	Ya	Ya』	…	28
〈会員の催物情報・会員からのお知らせ〉	… 30



2  3  

蒔
絵
硯
箱
﹄は
、
光
悦
が
謡
曲「
船
橋
」に
由
来
す
る
イ
メ
ー
ジ
を
も
と
に
生
み
出
し
た
作
品
で
あ
る
。

　

少
し
角
度
を
変
え
れ
ば
、
町
衆
が
育
て
上
げ
た
祇
園
祭
礼
の
山
鉾
が
、
能
楽
の
主
題
と
深
く
結
び
付
い

て
い
る
こ
と
。
祇
園
囃
子
の
リ
ズ
ム
に
能
楽
が
深
く
係
わ
っ
て
い
た
こ
と
な
ど
、
町
衆
の
素
養
が「
琳
派
」

を
育
て
慈
し
ん
で
き
た
と
云
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。

　

俵
屋
宗
達
は
未
だ
に
謎
に
包
ま
れ
、
不
明
な
こ
と
が
多
い
。
源
氏
物
語
を
描
く﹃
関
屋
澪
標
図
﹄屏
風
は
、

醍
醐
三
宝
院
に
収
め
ら
れ
て
い
た
も
の
で
あ
り
、
絵
柄
の
背
後
に
謡
曲「
空
蝉
」や「
住
吉
詣
」の
イ
メ
ー
ジ

が
あ
り
、
謡
本
の
表
紙
デ
ザ
イ
ン
な
ど
を
重
ね
合
わ
せ
る
と
、
宗
達
も
ま
た
町
衆
ら
し
い
素
養
の
持
主
で

あ
っ
た
と
想
定
で
き
る
。

　

能
楽
に
は
、
曲
想
を
古
典
で
あ
る
歌
・
物
語
に
取
材
し
、
そ
の
中
核
に
古
今
和
歌
集
が
あ
り
、
和
歌
伝

授
の
変
化
も「
琳
派
」と
係
わ
り
を
持
っ
た
と
考
え
る
。
後
水
尾
帝
の
下
で
、「
古
今
伝
授
」が「
御
所
伝
授
」

と
な
り
、
古
典
の
解
釈
も
変
わ
る
。
国
歌「
君
が
代
」の
歌
い
方
は「
千
代
に
八
千
代
に
」だ
が
、「
御
所
伝
授
」

で
は「
千
代
に
や
千
代
に
」と
歌
う
と
定
め
ら
れ
る
。
後
水
尾
帝
の
宮
廷
で
始
ま
っ
た
こ
の
変
化
が
、
公
家

衆
を
通
じ
て
町
衆
へ
伝
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
は
容
易
に
想
定
で
き
る
。脱
線
す
る
が
、こ
の「
千
代
」と「
八
千

代
」の
相
違
に
、
京
・
大
坂
の「
す
い
」と
江
戸
の「
い
き
」と
の
感
覚
的
な
差
異
を
重
ね
て
お
き
た
い
。
上
方

の「
は
ん
な
り
」と
江
戸
の「
い
な
せ
」を
、
そ
れ
ぞ
れ
の「
琳
派
」に
見
出
せ
る
か
ら
だ
。

　

後
水
尾
帝
が
、宗
達
の
絵
を
こ
よ
な
く
愛
で
ら
れ
て
い
た
こ
と
は
知
ら
れ
、皇
后
と
な
っ
た
家
康
の
孫
娘
・

東
福
門
院
の
衣
裳
を
、
尾
形
家
が
浅
井
家
の
旧
臣
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
呉
服
商
・
雁
金
屋
が
手
掛
け
る
。

華
や
か
な「
京
の
着
倒
れ
」の
一
因
と
も
な
っ
た
と
い
え
る
。

　
「
琳
派
」と
宮
廷
と
は
親
密
な
関
係
に
あ
り
、
尾
形
家
の
三
兄
弟
が
、
醍
醐
三
宝
院
門
跡
の
御
前
で
、
光

琳
は
仕
舞
を
乾
山
が
小
舞
を
舞
い
、
長
男
・
藤
三
郎
が
太
鼓
を
打
っ
た
。
さ
ら
に
公
家
・
二
条
綱
平
と
の
交

流
が
深
く
、
乾
山
が
綱
平
か
ら
鳴
滝
の
屋
敷
を
拝
領
し
、
光
琳
が
綱
平
を
通
し
て
女
院
へ
絵
扇
子
を
献
上

し
て
い
る
。
光
琳
の﹃
燕
子
花
図
屏
風
﹄は
謡
曲「
杜
若
」、﹃
紅
白
梅
図
屏
風
﹄は
謡
曲「
東
北
」が
イ
メ
ー
ジ

琳
派
、
再
考
　�

榊
原
吉
郎（
京
都
市
立
芸
術
大
学
名
誉
教
授
）

　
天
下
を
完
全
に
掌
握
し
た
徳
川
家
康
が
、
鷹
峯
の
地
を
本
阿
弥
光
悦
に
与
え
た
の
が
元
和
元
年（
一
六
一
五
）。

そ
こ
か
ら
四
百
年
の
歳
月
が
流
れ
、
市
民
は
琳
派
四
百
年
と
し
て
、
そ
の
徳
を
偲
び
記
念
の
行
事
を
展
開

し
て
き
た
。
光
悦
の
も
と
に
俵
屋
宗
達
な
ど
多
く
の
人
が
、
集
い
様
々
な
作
品
を
創
り
だ
し
、
さ
ら
に
時

を
経
て
宗
達
に
心
酔
し
た
尾
形
光
琳
が
活
躍
し
、
そ
の「
琳
」の
一
字
を
採
り「
琳
派
」と
呼
ぶ
よ
う
に
な
っ

た
の
は
大
正
期
の
こ
と
。
最
近
で
は
光
琳
を
慕
っ
た
姫
路
城
主
の
次
男
・
酒
井
抱
一
の
流
れ
を「
江
戸
琳
派
」

と
呼
ぶ
よ
う
に
な
っ
て
き
た
。
抱
一
と
同
じ
頃
、
大
坂
生
ま
れ
の
中
村
芳
中
が
、
江
戸
に
出
て
光
琳
の
名

声
を
高
め
た
。
し
か
し
彼
に
つ
い
て
の
詳
細
は
不
明
で
、
将
来
の
解
明
が
待
た
れ
て
い
る
。
近
代
の
京
都

で
は
、
神
坂
雪
佳
が
宗
達
・
光
琳
に
傾
倒
し
、「
琳
派
」の
美
を
継
承
再
生
さ
せ
た
。

　

こ
の
美
の
世
界
は
、光
悦
・
宗
達
か
ら
光
琳
・
弟
の
乾
山
へ
、そ
し
て
芳
中
・
抱
一
か
ら
雪
佳
へ
と
展
開
し
、

「
琳
派
」の
流
れ
を
形
成
し
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
間
に
は
、
約
百
年
の
時
間
が
流
れ
、
直
接
的
な
師

弟
関
係
は
成
立
し
な
い
。
そ
れ
で
い
て「
琳
派
」の
美
は
継
承
さ
れ
る
実
に
不
思
議
な
流
派
で
も
あ
る
。

　

そ
れ
は
何
故
か
。「
私
淑
」つ
ま
り「
ひ
そ
か
に
な
ら
い
ま
な
ぶ
」こ
と
に
よ
っ
て
成
立
す
る
流
派
だ
と
云
っ

て
よ
い
。
師
匠
か
ら
直
々
に
伝
授
さ
れ
な
く
て
も
受
け
継
が
れ
る
美
が「
琳
派
」の
根
底
に
あ
る
。
そ
の
美

を
支
え
た
の
は
町
衆
で
あ
り
、
彼
ら
が
培
っ
た
素
養
で
あ
っ
た
。
町
衆
は
武
士
で
は
な
い
、
武
士
を
捨
て

町
人
に
な
っ
た
人
た
ち
も
い
た
。
彼
ら
が
身
に
付
け
て
い
た
素
養
は
、「
読
み
書
き
算
盤
」で
は
な
く
四
藝

「
琴
・
棋
・
書
・
画
」で
あ
る
。
こ
の
四
藝
が「
琳
派
」を
読
み
解
く
鍵
に
な
っ
て
い
た
。
中
で
も「
琴
」で
あ
る

音
曲
、
つ
ま
り
申
樂
＝
能
楽
の
影
響
は
大
き
く
、
琳
派
の
本
質
は
能
楽
に
あ
る
と
い
え
る
。
有
名
な﹃
舟
橋

  
特
別
寄
稿
Ⅰ
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の
核
と
な
っ
て
お
り
、
描
く
方
も
見
る
方
も
能
楽
を
心
得
て
い
た
。

　

家
業
の
歿
落
後
、
光
琳
・
乾
山
は
江
戸
下
向
し
、
関
東
に「
琳
派
」の
種
を
蒔
い
た
。
そ
の
種
か
ら
誕
生

し
た
の
が「
江
戸
琳
派
」で
、
光
琳
の
江
戸
で
の
就
職
先
が
酒
井
家
で
あ
っ
た
と
こ
ろ
か
ら
、
抱
一
が
光
琳

の
画
風
を
慕
う
こ
と
に
な
る
。

　
﹃
夏
秋
草
図
屏
風
﹄は
、
光
琳
が
宗
達
の﹃
風
神
雷
神
図
﹄に
習
っ
て
描
い
た
風
神
雷
神
の
裏
に
、
抱
一
が

草
花
を
描
く
。
そ
こ
に
は
宗
達
・
光
琳
の
草
花
と
は
、別
世
界
の
粋（
い
き
）な
江
戸
の
美
が
出
現
し
て
い
る
。

抱
一
の
筆
に
は
圓
山
応
挙
が
始
め
た
写
生
の
技
法
が
あ
り
、
さ
ら
に
弟
子
た
ち
が
そ
れ
を
引
き
継
ぎ
、
江

戸
の
美
が
創
り
だ
さ
れ
る
。
抱
一
の
影
響
力
は
、「
江
戸
の
応
挙
」と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。
上
方
に
は
、

中
村
芳
中
の
活
躍
が
あ
り
、
彼
に
能
楽
の
痕
跡
が
見
出
せ
な
い
が
、
草
花
図
に
は
上
方
の
粋（
す
い
）が
結

晶
し
て
い
る
。

　

文
明
開
化
の
荒
波
を
受
け
た
京
で
は
、
琳
派
を
継
承
し
、
再
生
さ
せ
た
の
が
神
坂
雪
佳
で
あ
る
。
二
十

世
紀
初
頭
、
自
身
の
眼
で
世
紀
末
ア
ー
ル
・
ヌ
ー
ボ
ー
を
確
認
し
、「
琳
派
」に
こ
そ
日
本
の
美
が
あ
る
と

実
証
し
て
み
せ
た
。
金
剛
流
を
学
び
能
楽
と
の
係
わ
り
を
意
識
し
、
王
朝
美
の
探
求
、
葦
手
絵
の
研
究
を

深
め
、「
琳
派
」の
装
飾
性
を
復
興
さ
せ
た
。
近
代
日
本
が
美
術
と
工
藝
に
分
裂
す
る
中
で
、「
琳
派
」を
鍵

に
デ
ザ
イ
ン
の
道
を
開
拓
し
た
彼
の
選
択
肢
に
は
町
衆
の
素
養
が
あ
っ
た
。

　

金
銀
を
基
調
に
し
た
装
飾
美
は
、
絵
画
の
み
な
ら
ず
、
漆
芸
・
陶
芸
・
染
織
・
グ
ラ
フ
ィ
ッ
ク
デ
ザ
イ
ン

に
展
開
し
、
近
現
代
の
日
常
生
活
を
潤
す
作
家﹇
加
山
又
造
・
二
代
木
村
表
斎
・
六
代
清
水
六
兵
衞
・
森
口

華
弘
・
田
中
一
光
な
ど
﹈に
継
承
さ
れ
た
。
そ
こ
に
は
町
衆
の
伝
統
的
な
素
養
の「
い
き
・
い
な
せ
」で
は
な

い「
は
ん
な
り
・
す
い
」が
存
在
す
る
。

濱
崎

　
「
リ
ン4

パ
」の「
Ｎ
」と「
Ｍ
」の
違
い
を
色
々
調
べ
て
い
ま
し
た
が
、
や
っ

と
分
か
り
ま
し
た
。

尾
﨑

　

た
く
さ
ん
の
展
覧
会
が
あ
っ
た
中
で
、
琳
派
だ
け
を
や
っ
た
の
は
京
博

の﹃
琳
派  

京
を
彩
る
﹄で
す
。
文
博
は
現
代
の
作
家
を
集
め
て
琳
派
風

な
作
品
を
展
示
し
ま
し

た
し
、
近
美
は﹃
琳
派

イ
メ
ー
ジ
﹄で
明
治
の

雪
佳
を
中
心
に
し
た
展

示
で
し
た
。
市
美
の﹃
琳

派
降
臨
﹄
で
は
近
世
と

近
代
の
、
雪
佳
以
降
を

ど
う「
琳
派
」と
位
置
付

け
る
の
か
と
い
う
こ
と

で「
琳
派
コ
ー
ド
」と
い

︽
展
覧
会
の
取
り
組
み
︾

辻
　

二
〇
一
五
年
が
琳
派
四
〇
〇
年
と
い
う
こ
と
で
、
市
内
各
地
で
様
々
な

展
覧
会
が
開
催
さ
れ
ま
し
た
。
ま
ず
、
尾
﨑
さ
ん
か
ら「
京
都
ミ
ュ
ー
ジ

ア
ム
ズ
・
フ
ォ
ー
」の
取
組
み
を
振
り
返
っ
て
い
た
だ
け
ま
す
か
。

尾
﨑

　

私
ど
も
の
京
都
市
美
術
館（
市
美
）と
京
都
国
立
博
物
館（
京
博
）、
京
都

文
化
博
物
館（
文
博
）、
京
都
国
立
近
代
美
術
館（
近
美
）
の
四
館
で
、

二
〇
〇
九
年
か
ら「
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
ズ
・
フ
ォ
ー
」と
し
て
の
活
動
を
展
開

し
て
い
ま
す
。
琳
派
に
つ
い
て
も
そ
れ
ぞ
れ
の
館
で
特
色
の
あ
る
取
り
上

げ
方
を
し
て
き
ま
し
た
。

　

実
は
、
美
術
史
の
中
で
は
琳
派
は
神か

み

坂さ
か

雪せ
っ

佳か

ま
で
で
、
そ
れ
以
降
は
琳

派
と
は
ま
だ
言
わ
れ
て
い
ま
せ
ん
。
今
回
の
琳
派
の
事
業
で
は
、
英
語
表

記
の「R

IN

4PA

」と「R
IM

4PA

」の
二
種
類
が
あ
り
ま
し
た
が
、「
Ｎ
」は
神

坂
雪
佳
ま
で
の
い
わ
ゆ
る
琳
派
、「
Ｍ
」は「the RIM

PA school（
派
）」と
い

う
言
葉
の
時
に
使
用
さ
れ
る
も
の
で
す
。

尾
﨑
眞
人
（
京
都
市
美
術
館
学
芸
課
長
）

木
村
英
輝
（
絵
師
）

濱
崎
加
奈
子
（
有
斐
斎
弘
道
館
代
表
）

進
行
：
辻
喜
代
治
（
フ
リ
ー
ラ
ン
ス
キ
ュ
レ
ー
タ
ー
）

 

座
談
会琳

派
四
〇
〇
年
を
め
ぐ
っ
て
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い
方
で
も
、
お
菓
子
の
デ
ザ
イ
ン
だ
け
な
ら
参
加
し
や
す
い
と
考
え
ま
し

た
。
琳
派
の
作
品
か
ら
何
か
の
モ
チ
ー
フ
を
持
っ
て
き
て
も
良
い
し
、
後

は
職
人
さ
ん
が
形
に
し
て
く
れ
ま
す
か
ら
。
デ
ザ
イ
ン
す
る
こ
と
で
琳
派

に
つ
い
て
考
え
る
、
こ
れ
こ
そ
琳
派
ら
し
く
私
淑
だ
と
思
っ
た
の
で
す
。

辻
　

木
村
さ
ん
は
い
か
が
で
す
か
？

木
村

　

琳
派
に
つ
い
て
、
学
問
的
に
捉
え
る
と
、
先
ほ
ど
の
尾
﨑
さ
ん
の
お
話

り
上
が
り
が
あ
っ
た
よ
う
で
す
が
。

濱
崎

　
「
原
寸
大
で
観
ら
れ
て
良
か
っ
た
」と
い
う
声
は
た
く
さ
ん
聞
き
ま
し

た
ね
。

木
村

　

み
ん
な
す
で
に
知
っ
て
い
る
作
品
な
の
に
、
何
で「
本
物
が
来
た
！
」と

言
っ
て
観
に
行
く
の
か
な
。
今
の
時
代
、
本
物
と
レ
プ
リ
カ
と
は
殆
ど
変

わ
ら
な
い
の
に
ね
。
僕
は
、
美
術
館
に
行
っ
た
こ
と
が
な
い
。
僕
に
と
っ

て
、
刺
激
的
な
も
の
を
提
示
し
て
く
れ
て
な
い
。

濱
崎

　

み
ん
な
や
っ
ぱ
り
本
物
を
観
た
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
木
村
さ

ん
に
と
っ
て
本
物
は
ど
う
い
う
意
味
を
持
ち
ま
す
か
。
例
え
ば
、
今
や
お

寺
の
襖
絵
が
ほ
と
ん
ど
レ
プ
リ
カ
や
デ
ジ
タ
ル
だ
っ
た
り
し
ま
す
よ
ね
。

木
村

　

僕
は
そ
れ
で
え
え
と
思
っ
て
る
。
そ
れ
で
し
っ
か
り
と
元
の
情
報
が
伝

え
ら
れ
て
い
れ
ば
い
い
。
本
物
と
寸
分
違
わ
な
い
で
す
よ
。
僕
は
、
学
生

時
代
か
ら
美
術
館
に
出
品
す
る
よ
り
町
の
お
ば
さ
ん
に「
こ
れ
か
っ
こ
え

え
わ
」と
か
言
っ
て
買
っ
て
も
ら
え
る
方
が
嬉
し
か
っ
た
。
僕
の
思
っ
て

い
る
こ
と
の
方
が
琳
派
な
ん
と
違
う
か
な
。
宗
達
が
し
て
い
た
こ
と
も
そ

う
い
う
軒
先
の
商
売
で
、
そ
の
蓄
積
が
文
化
に
な
っ
て
き
た
と
思
う
。
京

都
の
町
の
奥
深
さ
も
町
衆
、
商
人
ら
が
つ
く
っ
て
き
た
。
だ
か
ら
、
京
都

は
か
っ
こ
え
え
な
と
思
っ
て
る
。

尾
﨑

　

実
物
と
レ
プ
リ
カ
の
差
は
、正
直
な
と
こ
ろ
な
い
で
す
。
な
い
け
れ
ど
、

複
製
し
た
も
の
は「
変
わ
ら
な
い
」、
本
物
は
い
ず
れ
は「
変
わ
っ
て
い
く
」。

そ
こ
が
大
き
く
違
っ
て
き
ま
す
。

う
概
念
の
下
に
や
る
こ
と
に
し
ま
し
た
。
本
展
で
は
、
特
に
範
囲
を
絞

り
、
江
戸
琳
派
は
入
れ
ず
、
今
日
ま
で
の
京
都
画
壇
を
中
心
に
取
り
上

げ
ま
し
た
。

辻
　

濱
崎
さ
ん
は
、
専
門
と
さ
れ
る
伝
統
文
化
の
視
点
か
ら
、
こ
の
琳
派
の

取
組
み
を
ど
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
ま
す
か
。

濱
崎

　

京
都
に
お
住
ま
い
の
方
で
も
、
一
般
的
に
は「
琳
派
」と
聞
い
て
も
、
ど

う
い
う
も
の
を
指
し
て
い
る
の
か
、
よ
く
分
か
ら
な
い
方
も
多
か
っ
た
と

思
う
の
で
す
が
、
こ
の
一
年
は
、
あ
ら
ゆ
る
と
こ
ろ
で
琳
派
に
関
す
る
催

し
が
あ
っ
た
の
で
、
琳
派
に
つ
い
て
知
る
き
っ
か
け
が
で
き
た
と
思
っ

て
い
ま
す
。
こ
れ
ま
で
琳
派
に
つ
い
て
知
ら
な
か
っ
た
方
々
が
、深
く
知
っ

て
い
こ
う
と
す
る
の
は
、
こ
れ
か
ら
か
と
い
う
気
も
し
て
い
ま
す
。

辻
　

ご
自
分
で
は
関
わ
ら
れ
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
か
。

濱
崎

　

私
は
江
戸
時
代
の
儒
学
者
・
皆み

な

川が
わ

淇き

園え
ん

に
よ
る
学
問
所「
弘
道
館
」で

あ
っ
た
数
寄
屋
建
築
を
保
存
・
再
興
す
る
活
動
を
し
て
い
ま
す
。
江
戸
時

代
の
学
問
は
ど
ん
な
状
況
だ
っ
た
の
か
を
考
え
る
中
で
、
今
の
よ
う
な
学

校
教
育
と
は
違
い
、
様
々
な
芸
能
な
ど
文
化
芸
術
を
通
し
て
人
と
し
て
の

生
き
方
や
学
問
を
学
ん
で
き
た
の
で
は
な
い
か
と
思
っ
て
い
ま
す
。

　

弘
道
館
の
活
動
と
し
て
、
お
茶
会
や
お
能
の
会
、
お
菓
子
か
ら
文
化
を

考
え
る
会
な
ど
も
開
い
て
き
ま
し
た
が
、
琳
派
イ
ヤ
ー
に
先
立
っ
て
、
一

昨
年
と
昨
年
は
、
琳
派
を
テ
ー
マ
に
京
菓
子
の
公
募
展
を
や
り
ま
し
た
。

琳
派
と
い
う
言
葉
は
知
っ
て
い
て
も
、
具
体
的
に
は
よ
く
分
か
ら
な
い
方

も
多
い
と
思
う
の
で
す
。
そ
こ
で
、
絵
を
描
い
た
り
造
形
し
た
り
で
き
な

の
よ
う
に
ど
ん
ど
ん
整

理
を
し
て
い
く
こ
と
に

な
る
け
れ
ど
、
整
理
す

れ
ば
す
る
ほ
ど
文
化
は

貧
弱
に
な
る
で
し
ょ
。

琳
派
な
ん
て
も
っ
と
い

い
加
減
な
も
ん
で
、
そ

の
辺
の
オ
ッ
サ
ン
が

や
っ
て
い
た
も
の
や
か

ら
ね（
一
同
笑
）。
あ
ま

り
定
義
づ
け
す
る
の
は
好
き
で
は
な
い
で
す
。
文
化
は
広
い
も
の
ほ
ど
豊

か
、
整
理
す
る
ほ
ど
貧
し
く
な
る
と
思
う
。
そ
れ
で
、
僕
は
学
問
的
な
人

た
ち
の
仕
事
と
は
相
い
れ
な
い
な
ぁ
と
思
っ
て
、
琳
派
展
に
は
参
加
し
な

い
つ
も
り
や
っ
た
け
れ
ど
、「
現
代
の
琳
派
は
キ
ー
ヤ
ン（
木
村
）と
違
う

か
？
」み
た
い
な
こ
と
を
言
わ
れ
て
、「
そ
れ
や
っ
た
ら
、
や
ろ
う
か
な
」

と（
笑
）。

　

宗
達
や
光
琳
の
頃
に
は「
琳
派
」
と
い
う
言
葉
は
な
か
っ
た
で
し
ょ
。

後
か
ら
学
問
的
に
整
理
さ
れ
た「
琳
派
」に
入
る
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と

自
体
、
僕
は
興
味
が
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
調
べ
る
中
で
、
琳
派
と
い
う

の
は
町
衆
が
パ
ト
ロ
ン
に
な
っ
て
作
っ
て
き
た
文
化
で
、
宗
教
や
政
治
な

ど
の
権
力
者
が
自
分
の
威
光
を
示
す
た
め
に
作
っ
た
文
化
と
は
違
う
。
ま

た
、
琳
派
に
は
徒
弟
関
係
も
な
か
っ
た
。
そ
う
い
う「
え
え
加
減
」な
と
こ

ろ
が
分
か
っ
て
き
て
興
味
を
持
ち
、自
分
も
参
加
し
よ
う
か
な
と
思
っ
た
。

︽
作
品
と
の
距
離
︾

辻
　

京
博
で
は
、﹃
風
神
雷
神
図
屏
風
﹄な
ど
大
規
模
な
展
示
で
、
教
科
書
を

も
う
一
度
見
て
い
る
と
い
う
よ
う
な
、
作
品
の
再
発
見
を
す
る
と
い
う
盛

平成28年1月14日　京都芸術センター和室「明倫」にて
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い
う
自
分
自
身
の
方
が
大
事
で
は
。

木
村

　

美
術
館
で
、
例
え
ば
本
物
そ
っ
く
り
な
襖
絵
の
前
で
お
茶
飲
め
た
り
で

き
た
ら
え
え
な
と
、
そ
う
い
う
風
に
進
ん
で
ほ
し
い
。
そ
う
い
う
試
み
も

あ
り
な
ん
と
違
う
か
な
。
そ
う
す
る
と
ア
ー
ト
と
の
関
わ
り
方
が
変
わ
っ

て
く
る
。

濱
崎

　

そ
う
で
す
ね
。
や
っ
ぱ
り
ガ
ラ
ス
ケ
ー
ス
の
中
と
か
、
遠
く
に
あ
る
の

で
は
な
く
、
身
近
な
と

こ
ろ
で
体
感
で
き
る
の

は
い
い
こ
と
。

　

一
方
で
、
本
物
と
レ

プ
リ
カ
の
差
が
無
い

と
い
う
の
は
、
本
物
と

レ
プ
リ
カ
と
の
違
い
を

判
断
で
き
な
く
な
っ
て

い
く
と
い
う
危
う
さ
も

感
じ
ま
す
。

尾
﨑

　
「
変
わ
る
」、「
変
わ
ら
な
い
」と
い
う
の
は
、
目
的
が
何
か
と
い
う
こ
と

が
問
題
で
す
ね
。
変
わ
ら
な
い
と
い
う
こ
と
は
描
い
た
人
の
思
い
も
伝
わ

る
の
で
す
が
、
日
本
画
の
絵
具
は
ど
う
し
て
も
変
わ
り
ま
す
。

　

そ
し
て
、
日
本
画
や
水
墨
画
に
つ
い
て
は
洗
浄
や
保
護
を
す
る
こ
と

は
で
き
て
も
修
復
は
難
し
い
で
す
ね
。

　

油
画
は
修
復
で
き
る
け
れ
ど
日
本
画
は
難
し
い
。
そ
こ
で
逆
に
美
術
館

に
入
れ
る
意
味
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。美
術
館
に
入
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、

基
本
的
に
は
、そ
の
作
品
を
で
き
る
だ
け
変
わ
ら
な
い
よ
う
に
保
存
し
て
、

木
村

　

京
都
は
外
の
者
が
中
途
半
端
な
入
り
方
す
る
と
馬
鹿
に
さ
れ
る
。
僕
な

ん
か
は
頭
ご
な
し
に
入
っ
て
い
っ
て
い
る
か
ら
、
京
都
の
人
は
黙
っ
て
く

れ
て
る
の
。

　
「
京
の
ぶ
ぶ
漬
け
」み
た
い
な
こ
と
言
わ
れ
る
け
ど
、
外
の
人
に
対
し
て

意
外
と
奥
行
き
が
あ
る
と
い
う
か
、
受
け
入
れ
る
キ
ャ
パ
シ
テ
ィ
が
広
い

ん
や
ね
。

辻
　

で
も
、
ず
う
っ
と
観
て
る
の
よ
ね
。
ず
っ
と
観
て
い
て
、
あ
る
時
に
認

め
て
く
れ
る
の
で
す
。

　

あ
る
意
味
、
京
都
は
舞
台
の
よ
う
な
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
す
ね
。
京
都
だ

と
若
い
人
た
ち
が
動
け
る
場
が
あ
る
と
い
う
気
が
し
ま
す
。
大
阪
や
東
京

な
ど
の
大
き
な
町
で
は
自
分
の
存
在
が
見
つ
け
ら
れ
な
い
。
ほ
か
の
場
所

だ
と
埋
没
し
て
し
ま
う
こ
と
も
あ
る
。
そ
ん
な
ふ
う
に
若
い
頃
、
考
え
ま

し
た
ね
。

尾
﨑

　

京
都
は
自
分
を
発
信
で
き
る
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
ね
。
外
か
ら
来
た

者
が
何
を
言
っ
て
も
い
い
。
た
だ
、
そ
の
後
、
オ
ー
ケ
ー
か
ど
う
か
の
選

択
は
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
が
。

木
村

　

僕
は
強
引
に
で
も
京
都
で
百
箇
所
く
ら
い
描
い
て
い
る
か
ら
、
海
外
か

ら
も
絵
を
頼
ま
れ
た
り
す
る
の
や
ね
。
東
京
で
や
っ
て
い
た
ら
埋
没
し
て

る
や
ろ
ね
。

濱
崎

　

そ
う
い
う
活
動
が
京
都
の
文
化
と
し
て
発
信
さ
れ
ま
す
か
ら
ね
。
お
も

し
ろ
い
で
す
ね
。

木
村

　

作
品
に
と
っ
て
、
変
わ
る
、
変
わ
ら
な
い
に
つ
い
て
考
え
た
と
き
、
変

わ
る
と
い
う
の
は
、悪
い
こ
と
で
し
ょ
。
美
術
館
に
入
れ
て「
守
っ
て
い
る
」

こ
と
で
、「
変
わ
ら
な
い
」と
い
う
こ
と
に
満
足
し
て
い
る
よ
う
に
思
う
。

尾
﨑

　
「
変
わ
っ
て
い
く
」か
ら
モ
ノ
は
面
白
い
ん
で
す
よ
。
変
わ
ら
な
い
モ
ノ

を
作
っ
た
ら
、
そ
れ
は
そ
れ
で
一
つ
の
評
価
に
し
か
な
ら
な
い
と
思
い
ま

す
が
ね
。

　

今
話
し
て
い
る
の
は
、
作
品
自
身
で
す
が
、
作
品
評
価
に
関
し
て
は
時

代
に
よ
る
変
化
は
当
然
お
こ
り
ま
す
。「
琳
派
」の
評
価
に
し
て
も
、
各
時

代
の
変
化
が
あ
り
、
現
時
点
の
評
価
と
し
て
、
雪
佳
ま
で
を「
琳
派
」と
称

し
て
い
る
に
す
ぎ
ま
せ
ん
。
次
の
一
〇
〇
年
後
に
は
、
新
た
な「
琳
派
」が

決
定
し
て
い
る
で
し
ょ
う
。

木
村

　

モ
ノ
そ
の
も
の
は
変
わ
ら
な
く
て
も
、
例
え
ば
照
明
を
変
え
る
な
ど
、

多
様
な
観
せ
方
は
あ
る
と
思
う
ん
や
ね
。

　

僕
が
ア
ク
リ
ル
絵
具
を
使
っ
て
い
る
の
は「
変
わ
ら
な
い
」か
ら
。
そ
れ

に
安
価
で
使
い
や
す
い
。
ア
ク
リ
ル
絵
具
は
僕
に
と
っ
て
の
エ
レ
キ
ギ

タ
ー
の
感
じ
。
ア
コ
ー
ス
テ
ィ
ッ
ク
で
微
妙
な
音
を
、
と
い
う
の
で
は
な

く
て
、
エ
レ
キ
の
音
の
よ
う
。
宗
達
な
ど
は
僕
み
た
い
な
体
質
だ
っ
た
ん

じ
ゃ
な
い
か
と
思
う
。
あ
の
当
時
に
ア
ク
リ
ル
絵
具
が
あ
っ
た
ら
、
宗
達

も
使
っ
て
い
た
と
思
う
け
ど
な（
笑
）。

辻
　

本
物
と
レ
プ
リ
カ
の
話
に
戻
り
ま
す
が
、
観
る
側
の
プ
ロ
セ
ス
が
大
事

だ
と
思
い
ま
す
。
何
度
も
同
じ
作
品
と
出
会
っ
て
も
、
そ
の
時
々
の
自
分

の
心
境
に
違
い
が
あ
る
か
ら
作
品
も
違
っ
て
観
え
る
。
繰
り
返
し
観
る
、

出
会
う
と
い
う
こ
と
が
自
分
自
身
の
歴
史
で
す
ね
。
ア
ー
ト
っ
て
、
そ
う

何
百
年
と
観
て
い
こ
う
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。

木
村

　

僕
の
場
合
は
、
壁
画
も
描
い
て
い
て
、
耐
震
の
問
題
で
壁
面
か
ら
絵
を

取
ら
な
い
と
い
け
な
い
こ
と
が
あ
っ
た
と
き
、
周
り
の
み
ん
な
は
残
念

が
っ
た
け
ど
、
僕
は
オ
ー
ケ
ー
な
ん
や
ね
。
絵
の
資
料
は
デ
ジ
タ
ル
で

残
っ
て
い
る
し
、
作
品
が
朽
ち
る
と
い
う
こ
と
に
対
し
て
、
作
者
と
し
て

は
意
外
と
大
丈
夫
で
、
む
し
ろ
な
く
な
っ
て
爽
快
で
す
よ
。「
兵
ど
も
が

夢
の
跡
」や
ね
。

濱
崎

　

木
村
さ
ん
の
描
い
た
壁
の
絵
が
、
三
〇
年
ほ
ど
先
に
朽
ち
て
き
た
の
を

見
た
と
し
た
ら
、
ど
う
思
わ
れ
ま
す
か
。

木
村

　

い
や
ぁ
、
か
っ
こ
え
え
な
と
思
う
や
ろ
う
ね（
笑
）。

︽
京
都
の
文
化
背
景
︾

辻
　

と
こ
ろ
で
、
濱
崎
さ
ん
は
、
ご
出
身
は
？

濱
崎

　

神
戸
で
す
。

辻
　

な
る
ほ
ど
。
今
こ
こ
に
お
集
ま
り
い
た
だ
い
て
い
る
方
、
み
ん
な
出
身

は
京
都
で
は
な
い
ん
で
す
よ
ね
。
私
と
木
村
さ
ん
は
堺
だ
し
、
尾
﨑
さ
ん

は
栃
木
。

　

京
都
の
文
化
っ
て
、
そ
う
い
う
外
の
人
た
ち
が
関
係
し
て
、
盛
り
上
げ

て
い
る
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
す
よ
ね
。
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辻
　

今
後
、
生
活
と「
琳
派
」と
の
結
び
つ
き
と
い
う
意
味
で
は
濱
崎
さ
ん
は

何
か
企
画
さ
れ
て
い
ま
す
か
。

濱
崎

　

引
き
続
き
、
弘
道
館
を
守
っ
て
い
く
こ
と
で
す
ね
。
そ
こ
が
日
本
人
が

芸
術
か
ら
学
ぶ
、
楽
し
く
学
ぶ
と
い
う
場
所
だ
っ
た
と
思
う
の
で
、
そ
れ

を
伝
え
る
活
動
を
続
け
た
い
で
す
。
美
術
館
に
行
く
の
も
い
い
で
す
が
、

観
る
こ
と
に
留
ま
ら
な
い
で
、
一
歩
踏
み
出
し
て
芸
術
を
身
近
に
知
る
と

い
う
こ
と
を
も
っ
と
や
っ
た
方
が
い
い
。
そ
う
い
う
意
味
で
は
、
琳
派

四
〇
〇
年
は
考
え
る
き
っ
か
け
に
な
り
ま
し
た
ね
。

辻
　

木
村
さ
ん
は
ど
う
で
す
か
？

木
村

　

僕
は
、
東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
に
向
け
て
、
京
都
で
芸
術
の
盛
り
上
が
り

を
つ
く
り
た
い
と
思
っ
て
、
造
語
や
け
ど「
ア
ー
ト
ピ
ッ
ク
」と
い
う
の
を

提
案
し
て
い
る
。
東
京
に
習
う
の
で
は
な
く
、
若
い
人
と
一
緒
に
京
都
か

ら
石
を
投
げ
た
い
と
思
っ
て
ね
。 

辻
　

こ
の
前
開
催
さ
れ
た「
琳
派
ロ
ッ
ク
」も
そ
の
一
環
だ
っ
た
の
で
す
か
。

木
村

　

そ
う
。僕
は
琳
派
は
軽
薄
な
も
の
と
い
う
か
、時
代
に
適
し
た
顔
を
持
っ

て
い
る
も
の
、
と
思
っ
て
い
て
、
そ
う
い
う
考
え
を
表
現
し
よ
う
と
思
っ

た
。
オ
マ
ー
ジ
ュ
と
か
パ
ロ
デ
ィ
で
は
な
く
、
ど
う
せ
や
る
な
ら
真
正
面

か
ら
自
分
の
考
え
る
琳
派
を
表
現
し
た
い
と
。
そ
れ
で
、
こ
れ
ま
で
四
〇

年
間
や
っ
て
き
た
琳
派
と
ロ
ッ
ク
を
組
み
合
わ
せ
て「
琳
派
ロ
ッ
ク
」を

や
っ
た
ん
や
ね
。
特
に
表
現
に
は
、
何
を
す
る
の
に
も
自
分
の
意
志
と
か

気
概
と
い
う
も
の
が
入
る
べ
き
と
思
っ
て
る
。

　

昔
、
僕
の
母
校（
現
京
都
市
立
芸
術
大
学
）を
国
立
に
と
い
う
話
が
あ
っ

た
と
き
、
当
時
の
人
た
ち
が「
国
に
美
意
識
を
任
せ
ら
れ
へ
ん
」と
い
う
こ

と
で
市
立
の
ま
ま
で
続
い
て
い
る
と
聞
い
た
こ
と
が
あ
る
。
気
概
が
あ
っ

て
、
そ
う
い
う
京
都
、
か
っ
こ
え
え
や
ん
。

辻
　

い
い
で
す
ね
。

　

ま
だ
ま
だ
話
は
尽
き
ま
せ
ん
が
、
本
日
は
、
お
忙
し
い
と
こ
ろ
あ
り
が

と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
こ
れ
か
ら
も
お
三
方
の
ご
活
躍
を
期
待
し
て
お

り
ま
す
。

左から、濱崎加奈子氏、木村英輝氏、尾﨑眞人氏　進行：辻喜代治

京
都
と「
琳
派
」に
つ
い
て

　
　
　
　
　
─
近
代
の
二
人
の
図
案
家
　�

�

佐
藤
敬
二（
京
都
精
華
大
学 

デ
ザ
イ
ン
学
部
教
授
）

　

昨
年
度
は
、
光
悦
が
鷹
ヶ
峯
に
工
芸
村
を
開
い
て
四
〇
〇
年
を
記
念
し
、
琳
派
を
顕
彰
す
る
講
演
会
、

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
、
展
覧
会
と
多
く
の
事
業
が
京
都
府
、
京
都
市
、
商
工
会
議
所
ま
た
多
数
の
美
術
館
で
開

催
さ
れ
た
。
こ
こ
で
一
〇
〇
年
前
、
京
都
の
近
代
化
の
中
で
大
き
く
貢
献
し
た
二
人
の
図
案
家
の
活
動
を

忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。
今
か
ら
約
一
〇
〇
年
前
の
京
都
は
東
京
遷
都
の
大
打
撃
か
ら
立
ち
直
り
、
新
時
代

へ
の
脱
皮
を
図
る
べ
く
、京
都
市
民
は
官
民
を
挙
げ
て
産
業
や
芸
術
、特
に
工
芸
の
近
代
化
に
力
を
注
い
だ
。

図
案
の
変
革
は
、
輸
出
工
芸
な
ど
産
業
工
芸
に
始
ま
っ
た
。
戦
後
、
文
化
財
保
護
法
に
よ
る
工
芸
の
技
術

保
存
や
修
復
、
伝
統
的
工
芸
品
産
業
振
興
法
に
よ
る
伝
統
産
業
の
振
興
が
進
み
、
伝
統
工
芸
、
美
術
工
芸
、

建
築
な
ど
幅
広
い
ジ
ャ
ン
ル
の
な
か
で
さ
ま
ざ
ま
な
図
案
・
文
様
が
展
開
さ
れ
た
。
京
都
は
産
業
界
、
工

芸
界
、
芸
術
界
を
問
わ
ず
、
伝
統
を
守
り
つ
つ
も
新
し
い
も
の
を
受
け
入
れ
、
ま
た
生
み
出
す
風
土
を
も
っ

て
い
る
。
浅
井
忠（
一
八
五
六
～
一
九
〇
七
）と
神
坂
雪
佳（
一
八
六
六
～
一
九
四
二
）と
い
う
琳
派
に
傾
倒

し
た
京
都
を
代
表
す
る
二
人
の
作
家
の
功
績
を
見
直
し
た
い
。

◆ 

東
京
遷
都
か
ら
の
復
興
│
新
し
い
出
発
　
　
産
業
と
工
芸
の
振
興
の
た
め
、
京
都
に
も
西
欧
の
科
学
技

術
が
導
入
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
明
治
三
年
開
設
の
舎せ

い

蜜み

局き
ょ
く

で
は
ワ
グ
ネ
ル（
一
八
三
一
～
一
八
九
二
）

に
よ
る
技
術
指
導
が
行
わ
れ
、
ま
た
、
京
都
府
画
学
校（
現 

銅
駝
美
術
工
芸
高
等
学
校
、
京
都
市
立
芸
術

  

特
別
寄
稿
Ⅱ
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提
供
す
る
画
期
的
な
制
度
を
作
っ
て
い
る
。
雪
佳
が
主
任
を
し
て
い
た
二
九
年
設
立
の
市
立
工
芸
図
案
調

製
所
は
、
三
三
年
に
美
術
工
芸
学
校
の
図
案
調
製
部
と
な
り
、
雪
佳
は
同
年
か
ら
大
正
一
四
年
ま
で
そ
こ

で
教
鞭
を
と
っ
た
。

　

京
都
美
術
協
会
は
明
治
二
三
年
に
設
立
さ
れ
た
が
、
同
年
雪
佳
は
図
案
家
・
岸
光
景
に
入
門
し
て
い
る
。

﹃
京
都
美
術
雑
誌
﹄を
発
刊
し
、
展
覧
会
と
陳
列
会
、
図
案
募
集
を
事
業
と
し
た
。
雑
誌
は
二
五
年
に﹃
京

都
美
術
協
会
雑
誌
﹄と
改
称
、三
一
年
か
ら
雪
佳
が
編
集
者
と
な
り
一
層
充
実
す
る
。三
八
年
に﹃
京
都
美
術
﹄

と
改
め
、
大
正
期
ま
で
京
都
の
美
術
・
工
芸
・
図
案
界
の
先
導
的
役
割
を
果
た
し
た
。

　

京
都
奨
美
会
は
建
都
一
一
〇
〇
年
記
念
と
し
て
開
催
さ
れ
る
第
四
回
内
国
博
に
優
秀
な
製
作
品
を
出
品

す
る
の
を
目
標
と
し
て
、
美
術
協
会
を
母
体
に
明
治
二
六
年
設
立
さ
れ
た
。
岸
光
景
が
出
品
製
品
の
決
定

と
図
案
を
担
当
し
、
雪
佳
が
下
絵
文
様
を
描
い
た
。
内
国
博
は
、
漆
器
出
品
の
う
ち
二
点
が
天
皇
、
二
点

が
皇
后
に
買
上
げ
ら
れ
、
大
成
功
を
お
さ
め
た
。

◆ 

新
図
案
の
導
入
│
浅
井
忠
と
京
都
四
園　
　

中
沢
岩
太
は
、
新
し
い
図
案
の
必
要
性
を
感
じ
て
い
た
各

工
芸
分
野
の
作
家
た
ち
と
次
々
に
工
芸
研
究
団
体
を
発
足
し
た
。
こ
の
頃
生
ま
れ
た
遊
陶
園
、
京
漆
園
、

染
織
工
芸
の
道
楽
園
、
若
手
工
芸
家
集
団
の
時
習
園
の
四
園
は「
京
都
四
園
」と
呼
ば
れ
、
京
都
の
図
案
の

進
化
に
大
き
な
影
響
を
与
え
る
こ
と
と
な
る
。
こ
こ
で
中
心
的
な
指
導
者
と
し
て
迎
え
ら
れ
た
の
が
工
芸

へ
の
愛
着
を
も
つ
洋
画
家
・
浅
井
忠
で
あ
っ
た
。
遊
陶
園
は
明
治
三
六
年
に
京
都
市
陶
磁
器
試
験
場
初
代

場
長
・
藤
江
永
孝（
一
八
六
五
～
一
九
一
五
）ら
に
よ
っ
て
組
織
さ
れ
た
。
中
沢
を
園
長
に
、
浅
井
の
ほ
か
高

級
色
絵
の
粟
田
焼
で
パ
リ
万
博
に
参
加
し
た
七
代
錦
光
山
宗
兵
衛
、
パ
リ
万
博
の
事
務
局
と
し
て
渡
仏
し

た
初
代
宮
永
東
山（
一
八
六
八
～
一
九
四
一
）、
抹
茶
器
を
得
意
と
し
た
四
代
清
水
六
兵
衞（
一
八
四
八
～

一
九
二
〇
）、
陶
磁
器
試
験
場
設
立
に
尽
く
し
、
の
ち
帝
室
技
芸
員
に
な
る
初
代
伊
東
陶
山（
一
八
四
六
～

一
九
二
〇
）な
ど
が
主
な
メ
ン
バ
ー
で
あ
っ
た
。
図
案
家
は
新
図
案
を
、
製
作
家
は
図
案
に
よ
り
作
っ
た
陶

大
学
）、
京
都
高
等
工
芸
学
校（
現 

京
都
工
芸
繊
維
大
学
）な
ど
多
く
の
美
術
工
芸
教
育
機
関
で
、
技
術
の

導
入
に
お
け
る
さ
ま
ざ
ま
な
教
育
と
指
導
が
計
ら
れ
た
。

　

ま
た
、
京
都
博
覧
会
は
明
治
四
年
か
ら
昭
和
三
年
の
間
に
合
計
五
六
回
も
開
催
さ
れ
た
。
酸
化
コ
バ
ル

ト
の
輸
入
や
水
金
の
紹
介
、
銅
版
転
写
の
導
入
、
石
膏
型
の
応
用
は
陶
磁
器
意
匠
に
影
響
を
与
え
、
七
代

錦
光
山
宗
兵
衛（
一
八
六
八
～
一
九
二
七
）や
、
明
治
三
九
年
に
松
風
陶
器
合
資
会
社
を
創
立
し
た
三
代
松

風
嘉
定（
一
八
七
〇
～
一
九
二
四
）ら
に
よ
り
、
華
や
か
な
輸
出
陶
磁
器
が
作
ら
れ
た
。

　

明
治
二
三
年
、
京
都
美
術
協
会
が
設
立
さ
れ
る
が
、
こ
の
協
会
は
新
皇
居
造
営
に
伴
う
室
内
装
飾
等
に
、

重
要
な
役
割
を
も
っ
て
い
た
。
西
陣
で
は
精
巧
華
美
な
美
術
織
物
が
急
速
に
発
達
し
、
宮
内
省
に
よ
る
工

芸
品
の
買
上
げ
と
御
用
達
指
定
は
、
宮
内
省
型
工
芸
品
を
生
む
こ
と
に
な
っ
た
。
二
三
年
、
帝※

注

室
技
芸
員

制
度
が
公
布
さ
れ
、
二
九
年
に
神
坂
雪
佳
の
師
で
あ
り
琳
派
の
継
承
者
、
岸
光
景（
一
八
四
〇
～

一
九
二
二
）が
図
案
で
任
ぜ
ら
れ
た
が
、
そ
れ
は
京
都
の
美
術
界
に
お
い
て
も
画
期
的
な
こ
と
で
あ
っ
た
。

◆ 

琳
派
の
再
来
│
工
芸
図
案
家
・
神
坂
雪
佳　
　

雪
佳
は
、
本
名
は
吉
隆
で
、
京
都
御
所
の
式
典
を
司
る

武
士
の
家
に
生
ま
れ
た
。
五
人
の
弟
が
い
た
が
、
五
男
祐
吉（
一
八
八
六
～
一
九
三
八
）
は
富
田
幸
七

（
一
八
五
四
～
一
九
一
〇
）に
師
事
し
腕
の
確
か
な
漆
工
家
と
な
り
、
雪
佳
図
案
の
漆
器
を
手
掛
け
た
。
雪

佳
図
案
は
琳
派
の
再
来
と
い
わ
れ
和
風
で
モ
ダ
ン
な
も
の
で
あ
っ
た
。

◆ 

神
坂
雪
佳
と
人
材
育
成　
　

雪
佳
の
活
躍
は
明
治
二
六
年
設
立
の「
奨
美
会
」で
の
活
動
に
始
ま
る
。
浅

井
の
没
年
の
四
〇
年
に
は
美
術
工
芸
団
体「
佳
美
会
」を
設
立
し
た
。
雪
佳
は
昭
和
一
七
年
、
七
六
歳
で
没

す
る
ま
で
の
約
五
〇
年
間
、
京
都
の
工
芸
界
に
重
要
な
位
置
を
占
め
、
今
だ
に
京
都
の
工
芸
デ
ザ
イ
ン
に

影
響
を
残
し
て
い
る
。

　

明
治
一
三
年
設
立
の
京
都
府
画
学
校
は
、
明
治
二
四
年
京
都
市
美
術
学
校
と
改
称
さ
れ
、
開
校
目
的
の

一
つ
で
あ
っ
た
地
元
産
業
の
育
成
に
応
え
た
。
製
図
規
程
が
で
き
、
工
芸
家
の
求
め
に
応
じ
意
匠
図
案
を

神坂雪佳漆文箱（神坂雪佳）浅井忠

螺鈿文箱（浅井忠）魚網菓子器（浅井忠） 百々世草（神坂雪佳）
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磁
器
を
も
ち
寄
っ
て
批
判
し
合
い
改
良
を
重
ね
、
園
友
の
多
数
が
優
良
と
認
め
れ
ば
、
そ
の
作
品
の
箱
に

図
案
家
、
製
作
者
と
も
に
書
付
を
し
、
遊
陶
園
の
記
名
園
印
を
押
し
て
販
売
し
た
。
京
漆
園
は
明
治
三
九

年
に
、
蒔
絵
作
家
で
の
ち
帝
室
技
芸
員
に
な
る
迎
田
秋
悦（
一
八
八
一
～
一
九
三
三
）、
杉
林
古
香（
一
八
八
一

～
一
九
一
三
）、美
術
工
芸
学
校
教
員
の
岩
村
光
真（
一
八
八
五
～
一
九
四
五
）ら
の
漆
芸
家
に
よ
り
作
ら
れ
た
。

活
動
は
遊
陶
園
に
準
じ
る
も
の
で
あ
り
、
漆
器
を
製
作
し
た
。
中
沢
を
園
長
に
浅
井
の
ほ
か
武
田
五
一

（
一
八
七
二
～
一
九
三
八
）は
、
神
坂
雪
佳
ら
を
園
友
と
し
て
図
案
の
指
導
を
求
め
た
。
四
五
年
に
東
京
築
地
の

農
商
務
省
陳
列
館
で
開
か
れ
た
遊
陶
園
と
京
漆
園
合
同
の「
陶
漆
器
展
覧
会
」は
す
こ
ぶ
る
好
評
で
あ
っ
た
。

◆ 

受
け
継
が
れ
る
近
代
の
琳
派
図
案　
　

こ
の
よ
う
に
、
神
坂
雪
佳
や
浅
井
忠
、
そ
の
ほ
か
多
く
の
図
案

家
た
ち
に
よ
っ
て
生
み
出
さ
れ
た
意
匠
と
文
様
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
工
房
や
商
社
に
伝
え
ら
れ
、
現
在
も
訪

問
着
や
陶
磁
器
、
扇
子
、
家
具
や
漆
器
に
使
わ
れ
て
い
る
。
京
友
禅
の
老
舗「
岡
重
」で
は
、
明
治
四
二
年

の
雪
佳
図
案
集﹃
百も

も々

世よ

草ぐ
さ

﹄を
ア
レ
ン
ジ
し
た
訪
問
着
を
作
っ
て
お
り
、
大
正
九
年
、
雪
佳
図
案
に
よ
り

四
代
清
水
六
兵
衞
が
石
膏
型
で
製
作
し
た「
水
の
図
向
附
皿
」は
現
在
も
キ
ヨ
ロ
ク
工
房
で
製
作
さ
れ
て
い

る
。
宮
崎
木
材
工
業
で
は
、
昔
の
図
案
で
新
し
い
琳
派
感
覚
の
家
具
が
製
作
さ
れ
て
お
り
、
シ
ョ
ー
ル
ー

ム
で
は
現
代
の
家
具
と
と
も
に
、
雪
佳
図
案
の
家
具
や
漆
器
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
よ
う
に
、
近

代
の
琳
派
の
指
導
者
で
あ
っ
た
神
坂
雪
佳
、
モ
ダ
ン
デ
ザ
イ
ン
を
導
入
し
た
浅
井
忠
、
彼
ら
の
新
鮮
な
感

覚
は
、
現
代
の
工
芸
家
た
ち
の
手
本
に
も
な
っ
て
い
る
。

　

彼
ら
の
作
品
は
、
京
都
市
内
の
多
く
の
美
術
館
・
博
物
館
で
、
い
ま
も
目
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ

こ
か
ら
は
、
近
代
に
花
開
い
た
新
た
な
琳
派
図
案
の
歴
史
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
と
と
も
に
、
そ
れ

ら
が
源
流
と
な
り
い
ま
も
進
化
し
続
け
て
い
る
、
こ
れ
か
ら
の
京
都
デ
ザ
イ
ン
の
可
能
性
も
感
じ
る
こ
と

が
で
き
る
だ
ろ
う
。

※
注　

戦
前
に
宮
内
省
に
よ
っ
て
運
営
さ
れ
た
美
術
・
工
芸
の
顕
彰
制
度

［会員作品・プロダクトデザイン］

中
村
隆
一

「
あ
か
り
」

作
品
サ
イ
ズ 240m

m

×240m
m

×240m
m

制
作
年 

平
成
十
四
年

素
材 

ス
テ
ン
レ
ス
・
ア
ク
リ
ル
樹
脂

　

イ
ン
テ
リ
ア
オ
ブ
ジ
ェ
と
し
て
制
作
し

た
照
明
器
具
で
す
。
室
内
の
光
量
と
は
関

係
な
く
、
デ
コ
レ
ー
シ
ョ
ン
と
し
て
存
在

す
る
も
の
で
す
。
和
風
の
イ
メ
ー
ジ
が
な

ん
と
な
く
感
じ
ら
れ
た
ら
と
思
い
考
え
ま

し
た
。
四
つ
の
作
品
で
す
が
、
そ
れ
ぞ
れ

同
じ
パ
タ
ー
ン
の
金
属
板
が
五
面
で
構
成

さ
れ
て
い
ま
す
。

15  
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［会員作品・連句 ］

北
原
春
屏
捌

秋
晴
れ
て
昨よ

夜べ

の
官
能
遠
々
し�

北
原
春
屏

　
　

野
猿
が
醸
す
酒
の
味
は
ひ�

星
野　

焱

月
の
海
底
に
林
の
あ
る
さ
う
な�

赤
木
和
子

　
　

童
話
を
読
ん
で
子
を
寝
か
し
つ
け�

三
原
寿
典

手
を
添
へ
て
眼
鏡
の
奥
の
目
は
や
さ
し�

木
村
禮
子

　
　

ス
ケ
ー
ト
場
の
人
気
復
活�

焱

ウ�

美
し
く
く
る
く
る
舞
つ
て
木
の
葉
散
る�

禮
子

　
　

外
つ
国
か
ら
の
絵
は
が
き
届
き�

寿
典

狂
ひ
た
る
エ
リ
ス
の
恋
の
顚
末
は�

焱

　
　

想
ひ
静
め
て
ハ
ー
プ
の
音
が�
春
屏

い
つ
の
日
か
来
て
も
ら
へ
る
の
来
迎
図�
和
子

　
　

お
土
産
は
な
に
籠
の
鸚あ

鵡う
む

よ�
焱

繰
り
返
し
役
所
で
住
所
氏
名
書
き�

禮
子

　
　

夕ゆ

立だ
ち

に
休
止
耐
震
工
事�

和
子

舗
装
路
の
冷
め
も
や
ら
ず
に
月
暑
し�

春
屏

　
　

ト
イ
レ
で
困
る
繋
ぎ
の
ズ
ボ
ン�

焱

花
枝
垂
れ
翁
の
句
碑
も
隠
れ
た
り�

寿
典

　
　

春
蟬
か
そ
か
里
山
に
鳴
き�

和
子

歌
仙「
昨
夜
の
官
能
」の
巻　
ふ
た
ば
会

 

於
：
京
都
市
国
際
交
流
会
館
&
ア
ス
ニ
ー
山
科

歌
仙「
え
ん
ま
蟋こ

お
ろ
ぎ蟀
」の
巻　
古
都
連
句
会

於
：
京
都
市
国
際
交
流
会
館

 

品
部
三
酔
捌

部
屋
干
し
の
衣
類
を
外
へ
秋
う
ら
ら�

品
部
三
酔

　
　

沓
脱
ぎ
石
に
え
ん
ま
蟋
蟀�

辻　

久
久

露
宿
し
薄
は
月
に
輝
き
て�

竹
本
俊
平

　
　

ひ
と
く
ち
酌
め
ば
健
康
長
寿�

井
尻
荷
葉

行
き
先
は
そ
の
日
の
気
分
歩
く
旅�

井
原　

弦

　
　

風
の
峠
に
郭
公
の
鳴
く�

久
久

ウ�

ま
た
Ｏ
Ｂ
日
陰
恋
し
や
フ
ェ
ア
ウ
ェ
ー�

俊
平

　
　

婚
活
し
て
も
振
ら
れ
て
ば
か
り�

弦

籍
入
れ
て
保
険
に
入
れ
て
毒
入
れ
て�

荷
葉

　
　

警
察
走
る
マ
ス
コ
ミ
走
る�

俊
平

今
の
世
は
ス
マ
ホ
で
操
る
愉
快
犯�

俊
平

　
　

ゲ
ー
ム
し
て
た
ら
バ
ス
は
終
点�

荷
葉

凍
月
に
向
か
っ
て
吠
え
る
は
ぐ
れ
犬�

弦

　
　

ぽ
つ
ん
と
地
蔵
枯
草
の
中�

三
酔

火
の
玉
の
揺
れ
る
野
末
の
川
暗
く�

荷
葉

　
　

ゆ
く
千
鳥
足
雨
の
そ
ぼ
降
る�

久
久

い
ち
早
く
近
衛
の
花
の
咲
き
初
め
て�

弦

　
　

春
の
夕
べ
に
聞
香
の
席�

弦

ナ
オ�

陽
炎
の
立
つ
心
地
す
る
女
人
あ
り�

俊
平

　
　

ス
カ
ウ
ト
マ
ン
は
手
ぐ
す
ね
を
引
く�

弦

故
郷
を
振
り
切
る
よ
う
に
乗
っ
た
汽
車�

荷
葉

　
　

六
十
年
の
竹
林
枯
れ
る�

出
来
千
苑

杖
つ
い
て
手
と
手
つ
な
い
で
睦
ま
じ
き�

久
久

　
　

あ
り
し
日
は
夢
雲
は
流
れ
て�

三
酔

桜
桃
の
た
わ
わ
に
実
る
ト
ス
カ
ー
ナ�

荷
葉

　
　

夏
の
離
宮
に
飾
る
モ
ナ
リ
ザ�

弦

木
の
椅
子
に
座
り
っ
ぱ
な
し
で
尻
し
び
れ�

久
久

　
　

マ
ク
ロ
経
済
何
が
何
や
ら�

荷
葉

恐
慌
の
気
配
あ
る
か
も
月
の
蝕�

久
久

　
　

落
穂
咥
え
て
鴉
飛
び
た
つ�

千
苑

ナ
ウ�

奥
宮
を
彩
る
も
み
じ
赤
黄
色�

三
酔

　
　

棚
田
に
響
く
横
笛
の
曲�

荷
葉

夕
暮
れ
て
帰
り
気
に
す
る
カ
メ
ラ
ギ
ャ
ル�

弦

　
　

草
摘
む
媼
背
ナ
で
物
言
う�

千
苑

花
満
ち
て
時
を
止
め
た
る
花
の
苑�

荷
葉

　
　

双
蝶
の
舞
う
長
き
階�

千
苑

　

平
成
二
十
七
年
九
月
十
九
日
起
首
・
十
月
十
七
日
満
尾

※
ウ
・
ナ
オ
・
ナ
ウ
…
作
品
を
懐
紙
に
書
い
て
い
た
当
時
の
仕
来

り
を
そ
の
ま
ま
残
し
て
い
る
も
の
で
、
三
六
句
の
歌
仙
形
式
の

場
合
、
懐
紙
２
枚
に
表
記
し
ま
す
が
、
ウ
は
一
枚
目(

初
折
）

の
裏
、
ナ
オ
は
名
残
の
表
、
ナ
ウ
は
名
残
の
裏
を
意
味
し
ま
す
。

ナ
オ�

紙
風
船
お
さ
な
の
手
か
ら
放
ち
た
る�

山
本
紫
苑

　
　

今
も
人
気
の
さ
す
ら
ひ
の
画
家�

和
子

開
通
の
列
車
を
待
ち
て
カ
メ
ラ
据
ゑ�

春
山
悦
子

　
　

噴
煙
上
が
る
豚
舎
炎
上�

紫
苑

初
時
雨
仮
説
の
暮
し
い
つ
終
る�

寿
典

　
　

化
け
さ
う
な
傘
さ
し
て
ゆ
く
奴�

寿
典

こ
の
恋
は
浮
き
名
を
流
す
尻
尾
な
り�

尾
崎
志
津
女

　
　

さ
て
こ
こ
か
ら
が
道
行
の
段�

志
津
女

酌
み
交
は
し
い
だ
き
合
う
て
は
登
仙
境�

春
屏

　
　

ポ
カ
リ
ポ
カ
リ
と
雲
が
浮
い
て
る�

和
子

門
柱
に
猫
も
眺
む
る
初
月
夜�

紫
苑

　
　

烏
瓜
提
げ
亭
主
御
帰
還�

志
津
女

ナ
ウ�

衣
被
つ
る
り
と
剥
け
て
の
つ
ぺ
ら
ぼ
う�

悦
子

　
　

廊
下
の
端
は
風
の
溜
り
場�

悦
子

に
は
と
り
が
コ
コ
コ
コ
コ
コ
と
餌
を
探
す�

和
子

　
　

渡
り
ゆ
く
橋
朧
な
る
谷�

寿
典

結
界
の
か
た
へ
明
る
き
花
筺�

春
屏

　
　

春
の
野
辺
に
は
蝶
々
舞
ひ
ま
ふ�

志
津
女

　

平
成
二
十
七
年
九
月
十
三
日
起
首
・
十
一
月
八
日
満
尾
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西
印
刷
が
最
後
ま
で
美
し
い
印
刷
を
さ
れ
て
い
ま
し
た
。（
中
西
秀
彦
著「
活
字
が
消
え
た
日
」を
お

読
み
く
だ
さ
い
。）

　

次
に
写
真
植
字（
写
植
）時
代
に
な
り
、
写
植
機
を
用
い
て
、
文
字
を
打
ち
ま
し
た
。
初
期
の
機
械

は
一
字
ず
つ
レ
ン
ズ
を
通
し
て
印
画
紙
に
印
字
す
る
こ
と
か
ら
、
電
算
写
植
ま
で
発
達
し
、
字
間
の

調
節
も
指
定
で
き
る
し
、
平
体
・
長
体
な
ど
簡
単
に
打
て
る
よ
う
に
な
り
喜
ん
で
い
る
と
、
そ
の
後

ま
も
な
く
、
デ
ジ
タ
ル
の
時
代
が
来
ま
し
た
。
そ
の
変
化
の
波
に
乗
っ
て
、
仕
事
を
し
て
き
ま
し
た
。

デ
ジ
タ
ル
の
時
代
に
な
っ
て
本
当
に
美
し
い
本（
印
刷
物
）が
出
来
る
よ
う
に
な
っ
た
か
は
、
個
人
の

感
性
に
任
さ
れ
る
の
で
し
ょ
う
。

　

印
刷
は
紙
と
の
関
係
が
あ
っ
て
、
た
だ
ス
ク
リ
ー
ン
上
で
読
め
れ
ば
い
い
も
の
と
、
何
世
紀
に
渡
っ

て
保
存
し
て
お
き
た
い
も
の
は
ど
う
し
た
ら
い
い
の
か
、
迷
っ
て
い
ま
す
。

　

紙
の
こ
と
は
長
い
歴
史
の
中
で
日
本
に
渡
っ
て
来
た
も
の
が
和
紙
と
し
て
成
長
し
、
印
刷
物
の
み

な
ら
ず
生
活
の
重
要
な
部
分
を
締
め
て
い
る
。
日
本
で
の
製
紙
技
術
は
世
界
に
誇
れ
る
も
の
で
す
。

本
は
本
当
に
な
く
な
る
の
で
し
ょ
う
か
。

　

そ
ん
な
こ
と
を
、
ぼ
ん
や
り
考
え
て
い
る
こ
の
頃
で
す
。

　
　

芸
文
協
と
い
う
団
体
が
京
都
市
に
存
在
し
、
多
角
的
に
活
動
を
さ
れ
て
い
る
こ
と
は

知
っ
て
い
た
け
れ
ど
、
私
の
仕
事（
デ
ザ
イ
ン
）と
は
あ
ま
り
関
わ
り
の
な
い
分
野
の
こ
と
と
思
っ
て

い
ま
し
た
。

　

あ
る
日
そ
の
時
の
芸
大
学
長
の
河
野
健
二
先
生
に
呼
ば
れ
、
芸
文
協
に
参
加
し
な
い
か
と
問
わ
れ
て
、

私
な
ど
の
役
立
つ
分
野
が
あ
る
の
で
し
ょ
う
か
と
問
い
か
け
た
の
を
、
今
で
も
鮮
明
に
覚
え
て
い
ま
す
。

ち
ょ
う
ど
先
生
の
著
作
の
本
を
作
っ
て
い
る
時
で
し
た
。
先
生
は
そ
の
本
は
あ
ま
り
硬
い
ハ
ー
ド
カ
バ
ー

で
は
な
く
フ
ラ
ン
ス
装
で
と
い
う
こ
と
で
非
常
に
感
動
し
ま
し
た
。
そ
ん
な
こ
と
も
あ
り
、
デ
ザ
イ
ン
分

野
は
日
図
し
か
な
い
と
き
に
、
個
人
で
入
会
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
そ
し
て
編
集
委
員
会
に
参
加
さ

せ
て
い
た
だ
き
、
廣
先
生
、
薬
師
川
先
生
た
ち
と
も
親
し
く
な
れ
、
い
ろ
い
ろ
の
方
々
と
お
話
出
来
る
機

会
を
頂
き
ま
し
た
。

　

私
は
印
刷
と
文
字
に
関
わ
っ
て
六
〇
年
を
超
え
よ
う
と
し
て
い
ま
す
。

　

印
刷
と
文
字
と
い
う
世
界
に
し
た
っ
て
、
こ
の
半
世
紀
に
、
い
ろ
い
ろ
の
変
化
が
あ
り
ま
し
た
。
ま
ず

は
活
版
印
刷
で
、
活
字
を
一
つ
ず
つ
拾
っ
て
組
ん
で
い
く
作
業
は
四
〇
〇
年
前
と
ほ
ぼ
同
じ
で
い
ろ
い
ろ

なfont

（
字
体
）は
あ
っ
た
け
れ
ど
、
そ
の
作
業
は
大
変
で
、
熟
練
者
の
方
の
分
野
で
し
た
。
京
都
で
も
中

芸
文
協
と
の
出
会
い

鈴
木
佳
子 （
デ
ザ
イ
ナ
ー
・
京
都
市
立
芸
術
大
学
名
誉
教
授
）

随
想

リ
レ
ー

「野の花」
鈴木佳子
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﹃
寿
命
﹄は
平
成
二
七
年
十
月
に
出
版
さ
れ
た
作
者
八
四
歳
の
詩

集
で
あ
る
。
第
一
部
は
老
い
を
自
覚
し
な
が
ら
も
桜
を
愛
で
る
魂

が
描
か
れ
、
表
題
作「
寿
命
」は
有
馬
氏
ら
し
い
切
り
口
で
人
生
を

振
り
返
り
八
〇
余
年
を
生
き
ぬ
い
た
作
者
の
詠
歎
で
あ
る
。「
咳

ば
ら
い
う
た
」「
狂
歌
」
は
リ
ズ
ム
と
ド
ラ
イ
ユ
ー
モ
ア
仕
立
て
だ

が
、
現
代
の
政
治
を
批
評
せ
ざ
る
を
得
な
い
嘆
き
が
あ
る
。
第
二

部
は
作
者
の
故
郷
、
特
に
少
年
時
代
戦
争
が
あ
っ
て
空
腹
に
苦
し

み
な
が
ら
兄
姉
五
人
に
ま
つ
わ
る
出
来
事
、な
か
で
も
次
兄
が
捕
っ

た
サ
ン
シ
ョ
ウ
ウ
オ
と
作
者
の
関
係
は
読
者
に
戦
中
の
侘
し
い
風

景
を
鮮
明
に
伝
え
る
。
空
腹
と
何
も
な
か
っ
た
あ
の
頃
は
消
し
難

い
思
い
出
で
あ
る
。
ま
た「
ヒ
ガ
ン
バ
ナ
畑
ま
で
」も
印
象
に
残
る

作
品
で
、
炎
の
よ
う
に
咲
く
ヒ
ガ
ン
バ
ナ
で
あ
る
が
、
根
を
掘
ら

さ
れ
た
戦
争
は「
こ
こ
ま
で
追
い
詰
め
ら
れ
た
か
」と
思
い
出
さ
せ

る
。
作
者
は
ふ
と
祖
母
の
生
れ
た
在
所
の
ヒ
ガ
ン
バ
ナ
畑
を
見

に
行
く
、
と
茅
葺
屋
根
は
朽
ち
て
傾
い
て
い
た
│
。
作
品
の
中

で
過
去
の
表
現
が
と
て
も
上
手
く
読
者
を
想
像
へ
と
導
く
手
法
で

あ
る
。

　

第
三
部
は
方
言
を
使
い
、
長
兄
の
死
、
次
兄
の
五
十
歳
半
ば
で

の
死
、
姉
も
数
年
前
に
、
弟
と
自
分
だ
け
と
な
り
、
医
者
通
い
も

し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
し
か
し「
負
け
犬
」は
笑
い
を
醸
す
作
品

で
、
老
い
に
負
け
な
い
意
欲
的
な
詩
集
で
あ
る
。

 

（
詩
分
野　

名
古
き
よ
え
）

活

動
1

告

報

詩
有馬敲詩集『寿命』

　

京
都
市
芸
術
文
化
協
会
の
文
芸
部
門
で
行
わ
れ
て
い
る
不
惑
句

会
の
最
古
参
、
薮
公
子
さ
ん（
本
名
：
山
﨑
脩
／
彫
刻
家
）が
永
年

の
ア
ン
ソ
ロ
ジ
ー
よ
り
三
六
〇
句
に
纏
め
、
此
の
度
東
京
の
文
芸

社
よ
り
処
女
句
集
を
ご
上
木
さ
れ
た
。

　

開
巻
さ
せ
て
頂
き
私
の
琴
線
に
触
れ
た

　
　

秒
針
の
な
き
長
針
や
去
年
今
年

　
　

流
し
雛
と
ま
り
と
ま
り
て
重
な
れ
り

　
　

か
の
こ
と
は
星
し
か
知
ら
ぬ
夏
の
宿

　
　

砂
浜
に
帰
る
跡
な
き
秋
の
風

　
　

降
る
雪
や
音
を
吸
は
れ
て
涙
ぐ
み

　

等
々
、
紙
幅
の
都
合
で
抒
情
句
を
抽
出
。
題だ

い

簽せ
ん

と
は
遠
い
も
の

の
よ
う
な
気
も
す
る
が
、
広
辞
苑
を
拝
借
す
れ
ば
俳
句
と
は
、
連

歌
の
発
句
の
形
式
を
継
承
し
た
も
の
で
あ
り
、
読
手
に
よ
っ
て
展

開
が
異
な
る
も
の
と
思
う
の
で
す
。
読
み
進
め
ば
著
者
の
私
小

説
と
強
く
感
じ
、
そ
し
て
御
池
大
橋
木
屋
町
南
側
に
宿
を
と
り
、

川
向
の
祇
園
の
御
多
佳
さ
ん
を
詠
ん
だ
漱
石
の
句
碑︽
春
の
川
隔

て
ゝ
男
女
哉
︾と
オ
ー
バ
ー
ラ
ッ
プ
す
る
。

　

著
者
の
根
幹
に
は
漱
石
の
美
学
に
憧
れ
が
あ
っ
た
の
で
は
。

　
　

冬
の
夜
や
岩
波
文
庫
草
枕

　

再
読
・
再
々
読
し
た
く
な
る
句
集
で
あ
る
。

 

（
俳
句
分
野　

津
田
仙
子
）

活

動
2

告

報

俳句
薮公子句集『恋と愛の間』
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当
協
会
会
員
で
能
楽
囃
子
方
幸
流
の
曽
和
博
朗
様
が
十
二
月
二
日
に
ご
逝
去
さ
れ
ま
し
た
。

＊

　

十
二
月
二
日
に
、
曽
和
博
朗
さ
ん
が
亡
く
な
ら
れ
た
。
大
正
十
四
年（
一
九
二
五
）生
ま
れ
、
享
年
九
〇
歳
。
京
都
だ
け
で

な
く
、
恐
ら
く
全
国
の
能
楽
師
の
中
で
、
最
長
老
で
あ
っ
た
。
晩
年
ま
で
、
舞
台
上
で
の
衰
え
を
感
じ
さ
せ
ず
、
お
元
気
で

あ
っ
た
。

　

能
楽
囃
子
方
の
う
ち
、
小
鼓
の
幸
流
に
属
し
て
お
ら
れ
た
。
も
と
千
本
一
条
で
味
噌
雑
穀
を
商
っ
て
い
た
曽
和
家
が
、
小

鼓
と
の
係
り
が
出
来
る
の
は
、
師
の
祖
父
・
鼓
堂
の
時
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
父
も
、
当
時
の
京
都
の
商
家
の
常
と
し
て
、
幼

少
か
ら
謡
を
習
っ
て
い
た
。
鼓
堂
も
同
様
で
あ
っ
た
が
、
父
以
上
に
熱
心
で
あ
り
、
謡
以
外
に
も
糟
谷
彦
三
郎
宗
明
に
、
幸

流
の
小
鼓
を
本
格
的
に
学
ぶ
よ
う
に
な
っ
た
。
筋
も
よ
く
、
技
芸
に
も
秀
で
て
い
た
の
で
、
糟
谷
家
の
芸
系
が
絶
え
よ
う
と

し
た
時
、
そ
の
後
を
継
ぐ
べ
く
選
ば
れ
た
。
そ
の
鼓
堂
の
子
が
脩
吉
、
脩
吉
の
子
が
博
朗
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　

博
朗
は
幼
少
よ
り
祖
父
と
父
と
か
ら
小
鼓
を
習
っ
て
い
た
。
し
か
し
昭
和
十
七
年（
一
九
四
二
）三
月
に
祖
父
、
五
月
に
父

を
相
つ
い
で
亡
く
し
た
。
祖
父
は
享
年
七
一
歳
だ
っ
た
が
、
父
は
ま
だ
四
四
歳
の
壮
年
で
あ
っ
た
。
博
朗
は
弱
冠
十
七
歳
で
、

曽
和
家
の
当
主
と
な
っ
た
。

　

す
で
に
決
ま
っ
て
い
た
父
の
役
々
を
、
す
ぐ
に
代
わ
っ
て
勤
め
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
お
相
手
は
い
ず
れ
も
、
父
と
ほ
ぼ

同
年
輩
の
先
輩
格
の
人
ば
か
り
で
あ
っ
た
。
と
に
か
く
間
違
わ
な
い
よ
う
に
、
邪
魔
に
な
ら
な
い
よ
う
に
努
め
た
。
生
活
を

支
え
る
た
め
に
、
祖
父
の
残
し
た
素
人
弟
子
の
稽
古
も
続
け
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
自
分
の
技
芸
の
向
上
の
た
め
に
、
東
京

の
家
元
・
幸
祥
光
の
も
と
に
稽
古
に
も
通
っ
た
。
新
幹
線
も
、
テ
ー
プ
も
な
か
っ
た
時
代
で
あ
る
。
夜
行
で
東
上
し
、
家
元

の
近
く
の
家
の
部
屋
を
借
り
、
二
、三
日
泊
ま
っ
て
稽
古
を
受
け
、
ま
た
夜
行
で
帰
り
、
先
輩
に
組
し
て
大
曲
に
挑
み
、
社

中
の
稽
古
に
励
ん
だ
。

　
「
観
世
、
金
剛
の
お
シ
テ
の
方
が
、
舞
台
で
役
が
つ
く
よ
う
に
お
声
を
か
け
て
く
だ
さ
っ
た
お
蔭
で
す
。」と
彼
は
感
謝
し

て
い
る
。
囃
子
方
は
受
け
身
で
あ
る
。
流
儀
の
違
い
、
シ
テ
方
の
個
性
、
演
出
上
の
解
釈
に
合
わ
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
他
の

囃
子
方
と
の
バ
ラ
ン
ス
も
あ
る
。
家
元
か
ら
教
わ
っ
た
幸
流
と
し
て
の
囃
子
方
の
規
矩
も
あ
る
。
若
輩
の
自
分
の
主
張
を
入

れ
る
余
地
は
ほ
と
ん
ど
な
い
。
そ
れ
で
い
て
、
た
だ
自
分
の
分
を
護
る
だ
け
で
な
く
、
融
通
無
碍
に
周
り
に
合
せ
な
が
ら
、

曲
趣
を
高
め
る
よ
う
努
め
た
。

　

法
政
大
学
能
楽
研
究
所
か
ら「
観
世
寿
夫
記
念
法
政
大
学
能
楽
賞
」の
ほ
か「
催
花
賞
」と
い
う
の
が
出
さ
れ
て
い
る
。「
寿

夫
賞
」が
そ
の
時
点
で
、
能
楽
界
を
代
表
す
る
現
役
の
実
力
者
に
与
え
ら
れ
る
の
に
対
し
て
、「
催
花
賞
」は
地
方
で
地
道
に

長
年
能
楽
の
普
及
発
展
に
尽
し
て
来
た
、い
わ
ば
地
域
功
労
賞
的
な
感
じ
が
あ
っ
た
。
博
朗
は
、平
成
七
年（
一
九
九
五
）、七
〇

歳
の
時
に
こ
の
賞
を
受
け
て
い
る
。
博
朗
に
対
す
る
中
央
の
評
価
は
、
こ
う
い
う
所
な
の
だ
ろ
う
と
思
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、

そ
の
三
年
後
の
平
成
九
年（
一
九
九
七
）に「
人
間
国
宝
」の
認
定
を
受
け
た
。
地
方
区
か
ら
全
国
区
へ
の
躍
進
で
あ
る
。
こ
う

し
た
例
は
、
こ
れ
ま
で
に
な
か
っ
た
。
元
気
で
長
生
き
し
、
舞
台
を
勤
め
た
と
い
う
運
の
よ
さ
も
あ
っ
た
が
、
や
は
り
最
後

は「
実
力
」が
物
を
言
う
の
だ
と
思
っ
た
。

　

関
西
の
能
楽
囃
子
方
で
、
人
間
国
宝
に
認
定
さ
れ
た
の
は
、
博
朗
が
初
め
て
で
あ
る
。
博
朗
の
芸
風
は
、
と
聞
か
れ
る
と
、

正
直
一
寸
返
答
に
と
ま
ど
う
。
強
い
て
言
え
ば「
無
味
」と
で
も
言
お
う
か
、
自
己
の
解
釈
や
主
張
を
表
へ
出
さ
ず
、
相
手
に

合
わ
せ
て
淡
々
と
囃
す
と
い
っ
た
と
こ
ろ
に
特
徴
が
あ
っ
た
。
そ
れ
は
彼
の
性
格
に
よ
る
も
の
だ
ろ
う（
京
都
の
囃
子
方
全

般
に
も
そ
う
い
っ
た
傾
向
が
見
ら
れ
た
）。
そ
の
上
、
彼
の
育
っ
た
環
境
、
修
行
の
過
程
か
ら
生
ま
れ
た
面
も
あ
っ
た
。

　

三
五
歳
で「
屋
島
・
弓
流
」を
披
き
、
つ
づ
い
て「
定
家
」「
木
賊
」「
朝
長
・
懴
法
」「
鷺
」と
大
曲
を
次
々
と
上
演
、三
九
歳
で「
卒

都
婆
小
町
」を
勤
め
た
。
四
〇
歳
前
に＂
三
老
女
＂に
準
ず
る
重
い
曲
を
勤
め
た
の
は
珍
し
い
。
博
朗
は「
披
か
せ
て
も
ら
っ
た
」

と
言
っ
て
い
る
。
若
年
で
こ
う
し
た
大
曲
を
上
演
す
る
機
会
に
恵
ま
れ
た
こ
と
を
素
直
に
感
謝
し
て
い
る
。

　
「
間
違
う
こ
と
は
な
ら
ん
」と
い
う
父
の
教
え
を
常
に
胸
に
お
さ
め
て
勤
め
て
き
た
。
ず
っ
と
先
輩
の
中
に
あ
っ
た
舞
台
で

あ
っ
た
が
、
晩
年
は
後
輩
た
ち
と
同
じ
舞
台
を
勤
め
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
れ
で
も
や
は
り
、
自
分
が
若
手
を
ひ
っ
ぱ
る
の

で
は
な
く
、
邪
魔
を
せ
ず
、
曲
趣
に
あ
っ
た
、
そ
の
曲「
ら
し
い
」舞
台
を
め
ざ
し
て
い
た
。

（
古
典
芸
能
評
論
家　

権
藤
芳
一
）

   
曽
和
博
朗
さ
ん
を
悼
む

特
別
記
事
：
追
悼

撮影：大島拓也右　撮影：大島拓也
左　撮影：上杉  遥
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今
回
は
手
織
機
を
取
り
上
げ
ま
す
。

京
都
‐
西
陣
に
お
い
て
、
機は

た

な
ど
の
織
道
具
や
織
物

産
業
が
、
ど
の
よ
う
な
環
境
と
歴
史
を
背
景
に
発
展

し
て
き
た
の
か
、
ま
た
、
現
在
は
ど
の
よ
う
な
状
況

に
あ
る
の
か
、
西
陣
に
店
を
構
え
る
稲
垣
機き

料り
ょ
う

店て
ん

の

四
代
目
・
稲
垣
隆
太
郎
さ
ん
に
お
伺
い
し
ま
し
た
。

織
機
と
西
陣
～
手
織
と
道
具 

織
の
は
じ
ま
り

　

糸
状
の
も
の
を
タ
テ
ヨ
コ
に
組
み
合
わ
せ
、
布
を
つ
く
る
こ
と
│「
織
り
」は
衣
服

を
は
じ
め
暮
ら
し
の
必
需
品
を
作
る
手
段
と
し
て
、
先
史
時
代
か
ら
人
間
の
営
み

の
中
に
あ
り
ま
し
た
。
道
具
を
使
わ
ず
手
や
足
な
ど
体
の
一
部
を
使
っ
て
織
る
こ
と

か
ら
、
棒
な
ど
簡
単
な
道
具
を
使
う
よ
う
に
な
り
、
そ
の
後
、
織
機
の
原
点
と
な

る「
腰こ

し

機ば
た

」、
一
六
世
紀
に
は
枠
を
立
て
て
織
る「
地ぢ

機ば
た

」、
幕
末
の
頃
に
は「
高た

か

機は
た

」と

発
展
を
続
け
、
現
在
の
よ
う
な
形
に
な
り
ま
し
た
。

　

日
本
に
お
け
る
織
や
織
機
が
大
陸
か
ら
も
た
ら
さ
れ
た
も
の
な
の
か
、
同
時
多
発

的
に
各
地
で
発
生
、
発
展
し
て
き
た
も
の
な
の
か
は
定
か
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
織

る
と
い
う
営
み
が
人
類
の
始
ま
り
か
ら
共
に
あ
っ
た
こ
と
は
確
か
で
し
ょ
う
。

織
と
織
機
と
西
陣

︽
西
陣
︾

　

京
都
に
お
け
る
織
と
そ
の
道
具
に
つ
い
て
は
、
西
陣
と
い
う
土
地
と
切
り
離
し
て

考
え
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。

　

平
安
時
代
に
は
す
で
に
織
産
業
が
盛
ん
で
あ
っ
た
京
都
で
す
が
、
応
仁
の
乱

（
一
四
六
七
年
～
）に
よ
り
壊
滅
的
に
荒
廃
。
洛
中
の
職
人
た
ち
も
散
り
散
り
に
な
っ

て
し
ま
い
ま
す
が
、
町
が
復
興
す
る
に
つ
れ
、
職
人
た
ち
は
声
を
掛
け
合
い
西
陣
の

地
に
再
び
集
ま
り
始
め
、
京
都
の
織
産
業
は
再
び
発
展
し
て
い
き
ま
す
。

　

さ
ら
に
明
治
期
に
は
、
琵
琶
湖
疏
水
に
よ
る
水
力
発
電
を
追
い
風
に
、
早
く
か

ら
力り

き

織し
ょ
っ

機き

・
ジ
ャ
ガ
ー
ド
機
な
ど
の
機
械
織
が
導
入
さ
れ
、
先
端
技
術
と
伝
統
の
技

術
の
融
合
に
よ
り
、
西
陣
は
日
本
の
織
産
業
の
中
心
地
と
し
て
活
気
づ
き
ま
す
。

　

一
九
六
〇
～
一
九
七
〇
年
代
に
は
西
陣
は
好
景
気
の
絶
頂
に
あ
り
、「
千せ

ん

ブ
ラ（
千

本
通
を
ぶ
ら
ぶ
ら
歩
く
）」と
い
う
言
葉
が
流
行
る
な
ど
、
千
本
通
・
西
陣
京
極
は
夜

も
賑
わ
い
を
み
せ
ま
し
た
が
、景
気
の
低
迷
、呉
服
の
需
要
の
低
下
な
ど
が
重
な
り
、

そ
の
後
、
少
し
ず
つ
衰
退
し
て
し
ま
い
ま
す
。

︽
特
徴
︾

　

さ
て
、
そ
の
西
陣
に
お
け
る
織
と
そ
の
道
具
の
特
徴
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で

し
ょ
う
か
。

　

西
陣
で
作
ら
れ
る
織
製
品
は
、
綿
で
は
な
く
、
絹
を
使
っ
た
帯
や
着
物
で
す
。

丈
夫
で
風
合
い
良
く
仕
上
げ
る
に
は＂
密
＂に
織
る
必
要
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
経た

て

糸い
と

を

特
に
強
く
張
り
ま
す
。

　

強
く
張
っ
た
経
糸
の
テ
ン
シ
ョ
ン（
張
力
）を
い
な
し
て
、
杼ひ

で
緯よ

こ

糸い
と

を
通
す
隙
間

を
作
る
た
め
に
は
、
経
糸
を
長
く
張
る
必
要
が
あ
り
、
自
ず
と
機
の
奥
行
が
長
く

な
り
ま
す
。
ま
た
、
そ
の
テ
ン
シ
ョ
ン
に
耐
え
う
る
強
さ
が
必
要
な
た
め
、
千ち

巻ま
き

や

千ち

切き
り

と
呼
ば
れ
る
部
分
は
太
く
強
い
造
り
に
な
る
の
が
特
徴
で
す
。
材
に
は
松
材

が
使
わ
れ
ま
す
が
、
間け

ん

丁ち
ょ
う

と
呼
ば
れ
る
糸
が
直
接
触
れ
る
部
分
に
は
、
強
い
力
が

か
か
っ
て
も
糸
が
切
れ
な
い
よ
う
に
、硬
く
滑
り
の
良
い
桜
材
が
使
わ
れ
て
い
ま
す
。

稲垣隆太郎さん
現在の住宅でも使用しやすく
改良された機
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手
織
り
の
道
具
屋
‐
稲
垣
機
料
店

明
治
三
〇
年
代
に
稲
垣
利
之
助
に
よ
り
創
業
。
開
業
当
初

は
家
具
な
ど
の
木
製
道
具
の
製
作
と
販
売
、
古
道
具
な
ど

も
扱
っ
て
い
た
が
、
西
陣
と
い
う
土
地
柄
「
織
機
」
の
製

作
依
頼
が
多
く
、
次
第
に
機
料
店
と
し
て
落
ち
着
く
。
新

し
く
製
作
す
る
の
が
難
し
い
部
品
・
道
具
に
つ
い
て
は
新

た
な
道
具
を
製
作
す
る
な
ど
、
西
陣
に
お
け
る
手
織
機
の

伝
統
維
持
と
そ
の
発
展
に
努
め
て
い
る
。
ま
た
購
入
希
望

者
に
は
、
ど
ん
な
環
境
で
何
を
作
り
た
い
の
か
を
聞
き
取

り
、
必
要
と
な
る
道
具
を
そ
ろ
え
ま
す
。

つ
ま
り
、
京
都
の︿
機は

た

﹀は「
大
き
く
て
丈
夫
」と
い
え
る
よ
う
で
す
。

︽
部
品
・
そ
の
他
の
道
具
︾

︻
機 

は
た
︼　

織
機
の
機
械
化
は
生
産
効
率
を
上
げ
、
爆
発
的
な
好
景
気
を
も
た
ら
し

ま
し
た
が
、
機
の
部
品
や
道
具
に
ス
テ
ン
レ
ス
な
ど
の
金
属
製
が
増
え
た
た
め
、
細

か
く
分
業
化
さ
れ
た
部
品
や
道
具
を
作
る
職
人
が
減
っ
て
し
ま
う
と
い
う
結
果
を

も
た
ら
し
ま
す
。
ま
た
、
景
気
の
低
迷
や
織
物
の
需
要
低
下
は
、
更
に
そ
の
傾
向

に
拍
車
を
か
け
ま
し
た
。

　

機
の
骨
組
み
は
機
大
工
と
呼
ば
れ
る
職
人
が
作
っ
て
い
ま
し
た
が
、
機
の
製
作
だ

け
で
は
生
業
と
す
る
に
は
難
し
く
、
京
都
に
は
い
ま
や
数
人
が
残
る
の
み
で
す
。
稲

垣
機
料
店
に
も
一
〇
年
程
前
ま
で
は
専
属
の
機
大
工
を
置
い
て
い
ま
し
た
が
、
現
在

は
機
大
工
の
高
齢
化
な
ど
に
よ
り
、
新
し
い
大
工
へ
機
を
作
る
た
め
の
引
き
継
ぎ
を

行
っ
て
い
ま
す
。

︻
筬 
お
さ
︼　

筬お
さ

は
、
通
し
た
緯
糸
を
詰
め
、
織
り
目
を
整
え
る
道
具
で
、
薄
く
削
い

だ
竹
材
を
格
子
状
に
並
べ
た
も
の
で
す
が
、
現
在
は
ス
テ
ン
レ
ス
合
金
の
も
の
が
中

心
で
す
。
竹
材
の
筬
を
作
る
に
は
特
別
の
道
具
と
熟
練
の
技
が
必
要
で
す
。
薄
く

均
一
に
整
え
ら
れ
、
格
子
状
に
整
然
と
並
べ
ら
れ
た
竹
の
刃
の
筬
は
見
た
目
に
も
美

し
く
、
使
う
程
に
艶
を
出
し
ま
す
。
ス
テ
ン
レ
ス
製
は
正
確
さ
や
耐
久
性
に
つ
い
て

は
優
れ
て
い
ま
す
が
、竹
筬
に
比
べ
る
と
少
し
重
く
な
り
ま
す
。
ま
た
、竹
筬
に
よ
っ

て
生
ま
れ
る
風
合
い
を
好
み
、
や
は
り
竹
筬
が
良
い
と
い
う
愛
好
者
も
多
い
と
の
こ

と
で
す
が
、
竹
筬
職
人
の
引
退
に
よ
り
、
こ
れ
ま
で
の
よ
う
に
精
度
の
高
い
竹
筬

が
今
後
新
た
に
作
ら
れ
る
見
込
み
は
薄
く
、
現
在
で
は
在
庫
に
あ
る
だ
け
と
な
り

ま
す
。

こ
れ
か
ら
の
織
り

　

産
業
と
し
て
効
率
良
く
、
安
定
し
た
品
物
の
供
給
の
た
め
に
は
、
機
械
化
は
当

然
の
成
り
行
き
で
し
ょ
う
。
そ
の
お
か
げ
で
西
陣
織
と
い
う
ブ
ラ
ン
ド
は
、
全
国
は

も
と
よ
り
世
界
で
今
も
親
し
ま
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、職
人
の
作
る
高
級
品
と
し
て
、

趣
味
や
芸
術
表
現
の
方
法
と
し
て
、
手
機
も
途
絶
え
る
こ
と
は
な
い
で
し
ょ
う
。

　

た
だ
、
そ
の
手
織
り
を
支
え
る
昔
な
が
ら
の
道
具
を
、
作
り
続
け
る
こ
と
が
難

し
い
の
が
現
実
で
す
。

　

筬
に
限
ら
ず
、
さ
ま
ざ
ま
な
道
具
を
作
る
職
人
が
減
り
つ
つ
あ
り
ま
す
。
仕
事

を
続
け
て
い
る
職
人
さ
ん
も
最
後
の
世
代
。
今
後
も
、
道
具
や
部
品
の
入
手
は
ま

す
ま
す
困
難
に
な
る
こ
と
は
想
像
に
難
く
あ
り
ま
せ
ん
。

　

道
具
を
作
り
販
売
す
る
、
そ
れ
だ
け
で
は
機
料
店
と
し
て「
手
織
」と
い
う
文
化
・

技
術
を
支
え
て
い
く
こ
と
が
で
き
な
い
。
昔
な
が
ら
の
道
具
を
守
り
伝
え
つ
つ
、
現

在
に
合
っ
た
道
具
を
設
計
・
製
作
し
、
未
来
へ
つ
な
げ
て
い
く
。
人
類
が
そ
の
歴
史

の
傍
ら
に
、
共
に
歩
ん
で
き
た「
人
が
織
る
」と
い
う
営
み
を
続
け
て
い
け
る
環
境
を

ど
の
よ
う
に
残
し
て
い
け
る
の
か
。
織
る
職
人
、
道
具
を
作
る
職
人
だ
け
で
な
く
、

そ
れ
ぞ
れ
を
つ
な
ぐ
機
料
店
と
い
う
存
在
が
、
こ
れ
ま
で
と
は
、
ま
た
違
っ
た
価
値

を
生
み
出
し
て
い
く
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

イ
ラ
ス
ト
：
草
木
マ
リ

【杼
ひ

】

【筬
おさ

】

部分

【つづれ機
ばた

】

菊
きく

止
ど

め

千
ち

切
きり筬

おさ

千
ち

巻
まき

間丁
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ア
ン
・
リ
ス
レ
ゴ
ー
展 『Shadow

 Y
a Y

a

』

ト
ピ
ッ
ク
ス

ト
ピ
ッ
ク
ス

京都芸術センター 京都芸術センター

い
た
の
が
、
ノ
ル
ウ
ェ
ー
出
身
の
作
家
、
ア
ン
・
リ
ス
レ
ゴ
ー
の

3
D
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
に
よ
る
作
品
で
し
た
。
芸
術
祭
を
機
に
訪
れ

た
京
都
に
、
再
び
滞
在
し
制
作
を
続
け
る
こ
と
を
望
む
彼
女
か
ら
の

コ
ン
タ
ク
ト
を
き
っ
か
け
に
、
昨
年
一
〇
月
末
か
ら
二
ヶ
月
間
、
京

都
芸
術
セ
ン
タ
ー
で
日
本
で
は
二
回
目
と
な
る
個
展
の
開
催
が
実
現

し
ま
し
た
。

　

出
展
作
の
一
つ
、︽C

rystal W
orld (after J.G

.Ballard)

︾は
、
J
．

G
．
バ
ラ
ー
ド
の
小
説﹃
結
晶
世
界
﹄（
一
九
六
六
年
出
版
）を
題
材
と

し
た
モ
ノ
ク
ロ
の
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
作
品
で
す
。
同
期
し
な
い
二
つ

の
ス
ク
リ
ー
ン
に
は
、
主
人
公
に
よ
る
独
白
の
文
章
と
と
も
に
、
鬱

蒼
と
繁
る
森
の
中
の
無
人
の
ホ
テ
ル
が
徐
々
に
結
晶
に
覆
わ
れ
て
い

く
様
子
が
繰
り
返
し
映
し
出
さ
れ
ま
す
。
リ
ナ
・
ボ
・
バ
ル
デ
ィ「
ガ

ラ
ス
の
家
」（
一
九
五
一
）や
、
オ
ス
カ
ー
・
ニ
ー
マ
イ
ヤ
ー「
マ
タ
ラ
ッ

ツ
ォ
・
パ
ビ
リ
オ
ン
」（
一
九
五
一
）な
ど
、
実
際
の
建
築
物
の
要
素
を

組
み
合
わ
せ
て
作
ら
れ
た
空
間
の
中
に
は
時
折
、ロ
バ
ー
ト
・
ス
ミ
ッ

ソ
ン︽D

ead Tree
︾（
一
九
六
九
）、
エ
ヴ
ァ
・
ヘ
ス︽
無
題（
ロ
ー
プ
作

品
）︾（
一
九
七
〇
）な
ど
の
美
術
作
品
の
モ
チ
ー
フ
が
登
場
し
ま
す
。

　

二
〇
一
五
年
三
月
か
ら
約
二
ヶ
月
間
、
京
都
市
内
各
所
を
会
場

に
開
催
さ
れ
た「P
パ

ラ

ソ

フ

ィ

ア

A
R

A
SO

P
H

IA
: 

京
都
国
際
現
代
芸
術
祭

2
0
1
5
」。
数
多
く
の
作
品
の
中
で
も
ひ
と
き
わ
注
目
を
集
め
て

﹃
結
晶
世
界
﹄と
前
後
す
る
時
期
に
生
み
出
さ
れ
、
異
な
る
文
脈
を

も
つ
そ
れ
ら
の
作
品
た
ち
は
、
そ
れ
ぞ
れ
遠
心
力
の
よ
う
な
効
果

を
も
っ
て
作
品
の
世
界
に
拡
が
り
を
与
え
ま
す
。

　

も
う
一
つ
の
作
品
、︽T

im
e M

achine

︾で
は
、
解
体
さ
れ
た
ミ

ラ
ー
ボ
ッ
ク
ス
の
中
に
映
る
キ
ツ
ネ
の
よ
う
な
生
き
物
が
、
言
葉

を
詰
ま
ら
せ
、
H
．
G
．
ウ
ェ
ル
ズ
の
小
説﹃
タ
イ
ム
マ
シ
ン
﹄の
主

人
公
さ
な
が
ら
、
訪
れ
た
は
る
か
遠
い
未
来
の
情
景
を
物
語
り
ま

す
。
目
に
し
た
も
の
に
シ
ョ
ッ
ク
を
受
け
た
か
の
よ
う
に
、
生
き
物

が
喋
る
言
語
は
入
り
混
じ
り
、
単
語
が
執
拗
に
繰
り
返
さ
れ
、
文

章
は
崩
壊
し
ま
す
。
同
じ
空
間
内
の
、
3
D
プ
リ
ン
タ
ー
で
出
力

さ
れ
た
奇
妙
な
形
状
の
白
い
花
の
オ
ブ
ジ
ェ
は
、
小
説﹃
タ
イ
ム
マ

シ
ン
﹄に
お
い
て
は
未
来
へ
の
旅
の
証
明
で
あ
り
、
同
時
に
ア
ン
・

リ
ス
レ
ゴ
ー
と
い
う
作
家
に
と
っ
て
、
質
量
を
持
た
な
い
情
報
の

世
界
へ
の
旅
か
ら
持
ち
帰
っ
て
き
た「
証
拠
」で
も
あ
り
ま
す
。

　

今
回
、
作
品
は
ギ
ャ
ラ
リ
ー
の
中
で
は
な
く
、
談
話
室
と
倉
庫

と
い
う
、
よ
り
日
常
生
活
に
近
い
空
間
に
展
示
さ
れ
ま
し
た
。
教

室
の
窓
に
反
射
す
る
結
晶
化
す
る
世
界
、
ミ
ラ
ー
ボ
ッ
ク
ス
の
中

に
映
り
込
む
日
常
の
空
間
と
鑑
賞
者
自
身
の
姿
は
、
現
実
と
虚
構

の
世
界
の
境
目
を
曖
昧
に
し
て
い
き
ま
す
。
描
か
れ
た「
世
界
の
終

わ
り
」の
よ
う
な
場
所
を
旅
し
、
そ
こ
か
ら
何
を
持
ち
帰
っ
て
く
る

の
か
は
、
私
た
ち
一
人
一
人
に
委
ね
ら
れ
て
い
ま
す
。

Ann Lislegaard, Crystal World (after J.G. Ballard ), 2006
Photo by Tetsuya Hayashiguchi

Ann Lislegaard, Time Machine, 2011
Photo by Tetsuya Hayashiguchi
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2016年4月10日 (日 )　

2016年4月23日 (土 )

2016年4月29日 (金 )

2016年4月30日 (土 )

2016年5月 5日 (木 )

2016年5月15日 (日 )

2016年7月24日 (日 )

分野 開催日催し物名

京都市美術館 

京都府立文化芸術会館

京都府立文化芸術会館

京都府立文化芸術会館

平安神宮 

会場

文人連盟

京舞 篠塚流

京都三曲協会

京都市、京都能楽会 

一般社団法人京都バレエ団 

TEL 075-721-0515

TEL 075-255-0054 （賛交社内）

TEL 075-771-4693 

TEL 075-841-3099

TEL 075-682-3525 

TEL/FAX 075-231-7883

TEL 075-771-6114 

TEL 075-701-6026

主催者 お問い合わせ

無料 

無料 

2,000円 

2,000円 

前売 3,000円　当日 3,500円

無料

無料

前売 3,000円　当日 4,000円（予定） 

要

要

要

料金等 申込時間

華道

書道

邦舞

邦楽

邦楽

短歌

洋舞

絵画

伝統芸能

洋舞

チャリティートーク＆コンサート　
手渡したい大きなありがとう

2016年5月24日 (火 )～
2016年5月29日 (日 )

2016年4月12日 (火 )～
2016年4月17日 (日 )

2016年6月 1日 (水 )～
2016年6月 2日 (木 )

10:00-16:00

9:00-16:00

14:00-16:30

11:00-17:00 

14:00 - 16:00

14:00-18:30

10:00-18:00 

17:30 - 20:40

15:00-17:30 

8:30（京都駅集合）～
16：30頃（帰路）

日本生花司 
松月堂古流運営本部 

梶 寿美子（梶 宏） 琴アン
サンブル プリマルーチェ 

東丘社
（京都・日本画研究団体） 

宮下靖子バレエ学園・宮下靖子
バレエ学園オール宮下父母の会

西島真森
（山茶花会・玉寿会） 

TEL/FAX　075-211-4061
E-mail sazankasha@kzf.biglobe.ne.jp

TEL/FAX 075-756-0541 
E-mail 410kaji@gmail.com 

2,500円程（資料・見学料）　
＊弁当持参

前売券 S席 12,000円 /A席 10,000円 /
B席 8,000円 /C席 6,000円 /D席 4,000円

京都市勧業館
（みやこめっせ）

ロームシアター京都　
サウスホール

ロームシアター京都　
メインホール

行先未定。
萬葉歌詠行・説明

滋賀県立芸術劇場 
びわ湖ホール

平成28年度 日本生花司 松月堂古流全国いけばな展

第70回 文人展

京舞 篠塚流 春の会

京都三曲協会 第27回 定期演奏会

祝端午　新緑・萬葉の旅　和歌・俳句詠行

2016年 宮下喜久子バレエ学園 卒業・終了記念発表会

東丘社56会展

第67回　京都薪能

有馬龍子記念 京都バレエ団公演「ドン・キホーテ」全幕

随時

随時

随時

随時

随時

随時

随時

随時

随時

随時

随時

募集期間催し物名

電話・E-mailでお問い合わせください。 

電話・FAXでご連絡ください。見学もどうぞ。 

電話・FAXでお名前、ご連絡先等をお知らせください。 

お電話にてご連絡ください。 

申込方法 

TEL/FAX 075-213-1458

TEL/FAX 075-461-6822

TEL 075-781-8023　FAX 075-712-6667

TEL 090-2112-4308（松泉会）

お問い合わせ先

無料

会費：月額5,400円

月謝制

月謝制　10,000円／月

月謝：5,000円＋花材費

参加料／月謝内容

教室・入会

同人募集

生徒募集

生徒募集

生徒募集

生徒募集

生徒募集

教室・入会

生徒募集

生徒募集

教室・入会

分野

短歌

連句

邦楽

洋舞

洋舞

邦舞

伝統芸能

華道

華道

華道

茶道

短歌・書道・華道・茶道入門とお稽古に力を入れています。 

バレエ教室 

韓国舞踊の教室 

いけばな教室 

いけばな教室 

いけばな教室 

花月を楽しむ会（茶道） 

日本舞踊教室～藤間流～　古典舞踊は日本の伝統芸能です。華やかで
気品があり、しなやかな動作で色々な役柄を踊る楽しさがあります。
足腰を鍛えて一緒に楽しみましょう。初心者も大歓迎！！ 

幼児クラス～専門科／趣味のクラスもあります。木の温もりのある
明るい本格的バレエスタジオです。平成30年に創立45周年を迎えます。
その時に大きなイベントを企画中。支部＝7カ所 

箏・三弦・胡弓の教室です。生徒さん募集しています。
（二条城北側にある教室です） 

連句の会。連句は座の文芸と言われていて、みんなでわいわい
言いながら一句一句を定め一巻を作り上げてゆく、楽しい文芸です。
初心者向けの場も用意していますので、気軽にお問い合わせください。 

TEL/FAX 075-211-4061
E-mail sazankasya@kzf.biglobe.ne.jp

北原春屏　TEL/FAX 075-332-4412
syunpei@shore.ocn.ne.jp

TEL 090-1143-1035　FAX 075-811-6437
E-mail kan14@maia.eonet.ne.jp

TEL 075-953-7688　FAX 075-953-8272
E-mail kamiya@extra.oce.ne.jp / info@kamiya-m.jp

TEL 0774-54-1973　
E-mail info@mizuno-ballet.com

TEL 075-741-6156　FAX 075-741-6179
E-mail kim@iruchi.com

TEL 075-561-1551　FAX 075-551-2788
E-mail kadou@mitera.org

・入会金は1回（入会時）のみ 10,000円
・年会費 毎年（会員親睦）10,000円
・月謝 毎月（稽古謝礼）9,000～8,000円

事前にお電話等でご連絡の上、本教室へ直接お出でください。
申込用紙・しおりなど自由にご覧いただけます。
詳細は教室へお問い合わせくださいませ。

有料（月謝等についてはお問い合
わせください）

会費についてはお問い合わせ
ください。

電話・FAX・E-mail・郵送にてお申し込み、お問い合わせ
ください。

電話・FAX・E-mailで、お名前とご連絡先をお知らせ
ください。 

電話・FAX・E-mailなどで、
お名前、連絡先をお知らせください。

電話・FAX・E-mailでお名前やご連絡先をお知らせ
ください。 

電話・FAXでお名前、連絡先などをお知らせください。
HPの問い合わせフォームもご利用ください。

電話・E-mailで①ご希望の教室②ご希望のクラス（日時・曜日）
③ご氏名　④お電話番号をお知らせください。
体験受講・見学あり。

西島真森（山茶花社）

京都府連句協会

花洛会 （神原左知子）

神谷道子バレエ研究所

水野弘子バレエ学園

麗憙の会　藤間麗憙

金一志（金一志韓国伝統芸術院）

香風流　村田香風

未生流笹岡

華道　月輪未生流

松泉会（松本宗泉）

会員の催物案内

会員からのお知らせ

催事情報は随時受け付けています。FAXかE-mailで情報をお寄せください。
FAX：075-213-1004　E-mail：info@geibunkyo.jp ※その他の催物については、芸文協WEBサイトにて随時公開。www.geibunkyo.jp

※芸文協WEBサイトでも情報を公開しています。www.geibunkyo.jp



■
編
集
後
記

　

二
〇
一
六
年
新
年
早
々
の
一
月
十
日
、
待
望
の「
ロ
ー
ム
シ
ア
タ
ー
京
都
」の
開
館
記
念
式
典
・
記

念
公
演
が
執
り
行
わ
れ
た
。
当
日
は
文
化
関
係
者
、
市
民
、
行
政
関
係
者
他
、
約
一
八
〇
〇
人
が

招
待
さ
れ
た
。
そ
こ
で
の
様
々
な
出
席
者
の
顔
ぶ
れ
に
、
改
め
て
京
都
の
文
化
を
支
え
る
層
の
厚
さ

と
広
が
り
を
実
感
し
た
。

　

こ
の
元
「
京
都
会
館
」
は
一
九
六
〇
年
の
開
館
で
、
日
本
の
近
代
建
築
家
で
あ
る
前
川
國
男
の
、

代
表
的
な
作
品
の
一
つ
で
あ
る
。
個
人
的
に
も
前
川
は
私
の
好
き
な
建
築
家
で
、
京
都
市
立
芸
術

大
学
の
卒
業
式
も
こ
こ
で
行
わ
れ
、
思
い
出
の
多
い
建
物
で
あ
る
。
し
か
し
建
築
後
五
〇
年
以
上
が

経
過
し
、
老
朽
化
が
目
立
つ
よ
う
に
な
っ
て
い
た
。
何
よ
り
も
時
代
の
変
化
と
と
も
に
、
使
い
勝
手

が
悪
く
な
り
最
近
で
は
寂
し
い
建
築
に
な
っ
て
い
た
。
改
修
は
三
年
が
か
り
の
大
規
模
な
も
の
で
あ
っ

た
。
当
初
、
前
川
建
築
の
イ
メ
ー
ジ
が
壊
さ
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
心
配
さ
れ
た
が
、
そ
れ
も
取
り

越
し
苦
労
に
お
わ
っ
た
。
メ
イ
ン
ホ
ー
ル
は
天
井
が
随
分
と
高
く
な
り
、
何
よ
り
も
音
響
効
果
が
格

段
に
良
く
な
っ
た
。
新
た
な
文
化
芸
術
の
拠
点
と
し
て
、
こ
こ
か
ら
様
々
な
舞
台
芸
術
が
発
信
さ
れ

る
こ
と
が
期
待
さ
れ
る
。

　

さ
ら
に
一
般
市
民
へ
の
サ
ー
ビ
ス
も
充
実
し
た
。
か
つ
て
、
岡
崎
は
公
園
法
に
よ
っ
て
レ
ス
ト
ラ
ン

や
物
販
が
規
制
さ
れ
て
い
る
と
聞
い
た
こ
と
が
あ
る
。
そ
の
た
め
か
今
ま
で
満
足
で
き
る
飲
食
が
で
き

な
か
っ
た
。
今
回
、
会
館
内
に
カ
フ
ェ
や
レ
ス
ト
ラ
ン
、
そ
し
て
本
を
中
心
と
す
る
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム

シ
ョ
ッ
プ
の
よ
う
な
も
の
も
整
備
さ
れ
た
。
こ
れ
で
大
い
に
岡
崎
で
の
楽
し
み
が
増
え
た
こ
と
に
な
る
。

　

昨
年
、
岡
崎
一
帯
が
国
の
重
要
文
化
的
景
観
地
区
に
選
定
さ
れ
た
。
そ
れ
に
合
わ
せ
る
よ
う
に

ロ
ー
ム
シ
ア
タ
ー
の
ほ
か
、
動
物
園
の
改
修
、
平
安
神
宮
付
近
の
公
園
整
備
な
ど
も
行
わ
れ
て
き
た
。

さ
ら
に
来
年
度
以
降
は
、
京
都
市
美
術
館
も
新
棟
を
建
設
す
る
な
ど
再
整
備
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て

お
り
、
今
後
、
益
々
文
化
的
に
充
実
し
た
地
域
と
な
る
。

　

こ
う
し
た
社
会
的
文
化
装
置
が
整
う
だ
け
で
な
く
、
受
容
す
る
市
民
が
自
ら
生
活
の
一
部
と
し
て

そ
れ
ら
を
活
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
生
き
生
き
と
し
た
景
観
に
な
っ
て
い
く
。
そ
れ
が
都
市
に
住
ま

う
豊
か
さ
で
あ
り
、
楽
し
み
で
も
あ
る
。

 

（
調
査
・
編
集
委
員
長　

辻
喜
代
治
）

京
都
市
芸
術
文
化
協
会
と
は

芸
術
文
化
に
関
す
る
調
査
研
究
、
創
造
的
活
動
の
助
成
、

各
種
文
化
事
業
の
実
施
等
を
通
じ
て
京
都
市
に
お
け
る

芸
術
文
化
の
発
展
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
活
動

し
て
い
ま
す
。
併
せ
て「
京
都
芸
術
セ
ン
タ
ー
」の
管
理
運

営
を
行
い
、様
々
な
芸
術
活
動
の
支
援
を
行
っ
て
い
ま
す
。

32  

広
告
募
集

掲
載
広
告
を
承
り
ま
す
。
︙
︙
︙ 

詳
細
は
事

務
局
ま
で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。
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