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本
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
は
、
二
〇
一
二
年
、
当
館
の

開
館
六
〇
周
年
を
記
念
し
て
公
開
さ
れ
た
特

設
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
内
の「
イ
ン
サ
イ
ド
・
ス
ト
ー

リ
ー
」（
美
術
館
を
内
側
で
支
え
る
人
た
ち
へ
の
イ
ン

タ
ビ
ュ
ー
・
シ
リ
ー
ズ
）に
掲
載
さ
れ
た
も
の
の
再
録

で
あ
る
。
再
録
に
あ
た
っ
て
は
、
紙
面
構
成
の
観

点
か
ら
若
干
の
加
筆
・
変
更
を
加
え
て
い
る
。

　

修
復
家
の
山
領
ま
り
氏
は
、一
九
七
〇
年
代 

か
ら
四
〇
年
以
上
に
わ
た
っ
て
、
当
館
が
所
蔵
す

る
数
々
の
油
彩
、
素
描
、
版
画
作
品
の
修
復
に
携

わ
ら
れ
て
き
た
方
で
あ
る
。
ご
自
身
が
修
復
家
を

目
指
し
た
き
っ
か
け
や
、「
戦
争
記
録
画
」の
修
復

作
業
に
関
わ
っ
た
一
九
七
〇
年
前
後
の
様
子
な

ど
、
修
復
の
今
ま
で
と
こ
れ
か
ら
に
つ
い
て
お
話

し
い
た
だ
い
た
。

修
復
家
に
な
っ
た
き
っ
か
け

│
山
領
さ
ん
が
修
復
の
仕
事
に
た
ず
さ
わ

ら
れ
た
の
は
い
つ
頃
か
ら
で
す
か
？

　

一
九
六
〇
年
頃
か
ら
だ
と
思
い
ま
す
。
私
は

東
京
藝
術
大
学（
以
下
、
藝
大
）の
出
身
で
、
専
攻

科（
現
在
の
大
学
院
）
で
は
伊い

藤と
う

廉れ
ん

先
生
の
教
室

に
所
属
し
て
い
ま
し
た
。
卒
業
後
に
子
ど
も
が
生

ま
れ
て
、
子
育
て
や
家
庭
の
こ
と
を
し
な
が
ら
絵

を
描
い
て
い
ま
し
た
が
、
こ
の
ま
ま
家
で
制
作
し

つ
づ
け
ら
れ
る
だ
ろ
う
か
と
思
っ
て
い
た
時
に
、

油
画
技
法
・
材
料
研
究
室
が
副
手
を
募
集
し
て

い
た
の
で
す
。
副
手
と
言
っ
て
も
交
通
費
し
か
出

な
か
っ
た
の
で
す
が
、
美
術
か
ら
離
れ
た
く
な
い

と
思
っ
て
研
究
室
に
加
わ
り
ま
し
た
。
そ
の
な
か

で
修
復
に
関
心
を
持
つ
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

　

研
究
室
は
、
助
教
授
の
寺て

ら

田だ

春し
ゅ
ん

弌い
ち

先
生
が
開

設
さ
れ
て
ま
だ
日
も
浅
か
っ
た
の
で
す
が
、
安
井

賞
を
受
賞
し
た
助
手
の
田
口
安
男
さ
ん
の
も
と

に
、
若
い
メ
ン
バ
ー
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
関
心
を
抱

き
な
が
ら
集
ま
り
始
め
て
い
ま
し
た
。

　

副
手
は
油
画
科
出
身
の
歌
田
眞
介
さ
ん
や
私

等
で
し
た
が
、
さ
ら
に
芸
術
学
科
出
身
の
研
究

生
と
し
て
小
谷
野
匡
子
さ
ん
、
森
田
恒
之
さ
ん

が
加
わ
り
ま
し
た
。
日
々
の
仕
事
は
、
油
画
の
材

料
・
技
法
の
研
究
で
、
修
復
の
分
野
は
ま
だ
手

探
り
の
段
階
で
し
た
。　

│
そ
の
頃
の
修
復
と
い
う
と
、
ど
の
よ
う
な

仕
事
が
あ
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
？

　

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
美
術
館
や
研
究
機
関
を
視
察
し

て
来
ら
れ
た
寺
田
先
生
の
講
義
を
受
け
な
が
ら

実
際
に
作
品
の
修
復
も
経
験
し
始
め
て
い
ま
し

た
。
し
か
し
、
そ
れ
ら
の
中
で
忘
れ
る
こ
と
の
で

き
な
い
大
き
な
経
験
は
、一
九
六
四
年
に
研
究
室

が
関
与
す
る
こ
と
に
な
っ
た
神
奈
川
県
立
近
代
美

術
館
の「
高
橋
由
一
展
」で
す
。
展
示
作
品
の
保

存
状
態
な
ど
に
関
し
て
寺
田
先
生
に
協
力
の
依

頼
が
あ
り
、
私
も
直
接
に
由
一
の
作
品
に
触
れ
る

機
会
が
あ
り
ま
し
た
。
こ
の
時
か
ら
私
は
修
復
に

強
い
関
心
を
持
つ
よ
う
に
な
り「
あ
あ
、
修
復
と

い
う
仕
事
が
必
要
と
さ
れ
る
の
だ
」と
い
う
こ
と

を
実
感
し
ま
し
た
。

│
「
高
橋
由
一
展
」
で
す
か
ら
、
貴
重
な

作
品
が
多
く
あ
っ
た
と
思
い
ま
す
。
修
復
に

は
、
藝
大
の
方
々
が
多
く
参
加
し
て
い
た
の

で
す
か
？

　

寺
田
先
生
の
監
修
の
も
と
、
先
ほ
ど
名
前

を
あ
げ
た
ス
タ
ッ
フ
た
ち
が
お
手
伝
い
す
る
と

い
う
か
た
ち
で
し
た
。
研
究
室
に
在
籍
さ
れ

て
い
て
、
そ
の
後
、
六
九
年
に「
す
い
ど
ー
ば

た
美
術
学
院
」
で「
材
料
研
究
室
」﹇
註
1
﹈
を

開
設
さ
れ
た
歌
田
さ
ん
も
一
緒
に
参
加
し
ま

し
た
。

　

面
白
か
っ
た
の
は
、
二
人
と
も
同
じ
経
験
を
し

て
い
て
も
関
心
の
方
向
が
分
か
れ
て
い
っ
た
こ
と

コ
レ
ク
シ
ョ
ン
と
修
復

修
復
家
と
作
品
の
関
わ
り

│
山
領
ま
り
氏
に
聞
く

山領まり氏
撮影：吉次史成
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で
す
。
歌
田
さ
ん
は
由
一
作
品
の
堅
牢
な
絵
肌
、

そ
の
組
成
に
魅
せ
ら
れ
て
い
っ
て
、
私
は
修
復
に

よ
っ
て
作
品
自
体
の
輝
き
が
増
す
、
美
観
を
取
り

戻
し
て
い
く
こ
と
に
興
味
が
向
か
っ
て
い
き
ま
し

た
。
実
際
に
展
覧
会
に
出
る
作
品
に
自
分
が
関

わ
っ
て
い
る
ん
だ
と
い
う
こ
と
を
実
感
し
た
の
が

こ
の
時
で
す
ね
。

│
歌
田
さ
ん
は
高
橋
由
一
の
技
法
の
研
究

で
も
知
ら
れ
て
い
ま
す
。
山
領
さ
ん
と
は
同
世

代
な
ん
で
す
ね
。

　

藝
大
の
同
級
生
で
、
寺
田
先
生
の
研
究
室
で

ま
た
一
緒
に
な
り
ま
し
た
。

│
山
領
さ
ん
が
由
一
作
品
の
修
復
に
関

わ
っ
た
の
が
六
四
年
頃
と
い
う
こ
と
で
す
が
、

七
〇
年
に
戦
争
記
録
画（
以
下「
戦
争
画
」）の

修
復
に
参
加
さ
れ
る
ま
で
に
、
ど
ん
な
仕
事
を

な
さ
っ
て
い
た
ん
で
し
ょ
う
。

　

日
光
東
照
宮
の
宝
物
館
に
あ
っ
た
和
田
英
作
の

壁
画
や
、
現
在
国
宝
に
指
定
さ
れ
て
い
る《
支
倉

常
長
像
》の
修
復
、
国
立
西
洋
美
術
館
所
蔵
の
ピ

エ
ー
ル
＝
ア
ル
ベ
ー
ル
・
マ
ル
ケ
の《
坐
る
裸
婦
》の

修
復
な
ど
に
携
わ
り
ま
し
た
。
七
〇
年
ま
で
藝
大

の
研
究
室
に
所
属
し
て
い
ま
し
た
が
、
そ
の
前
に
、

寺
田
先
生
が
修
復
を
専
門
に
し
た
研
究
所
の
構

想
を
持
ち
、
同
級
だ
っ
た
榊
克
文
さ
ん
を
主
事
と

し
た
組
織
に
私
は
出
向
し
て
い
ま
し
た
。

│
当
時
と
し
て
は
画
期
的
な
会
社
で
す
ね
。

　

草
土
舎
、
画
翠（
現
在
の「
レ
モ
ン
画
翠
」）、
ホ

ル
ベ
イ
ン
工
業
な
ど
、
当
時
藝
大
の
画
材
店
に

関
わ
っ
て
い
た
会
社
か
ら
出
資
を
募
っ
て「
絵
画

科
学
研
究
所
」が
設
立
さ
れ
た
の
で
す
。
お
茶
の

水
に
事
務
所
と
仕
事
場
を
借
り
て
、「
作
品
点
検

な
ど
い
た
し
ま
す
」と
い
う
今
読
ん
で
も
有
意
義

な
趣
意
書
を
つ
く
っ
た
り
も
し
た
の
で
す
け
ど
、

ま
だ
時
期
尚
早
だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
ね
。
あ
ま
り

反
応
が
な
く
て
。
結
局
二
年
で
解
散
し
ま
し
た
。

│
反
応
が
少
な
か
っ
た
の
は
な
ぜ
で
す
か
？

　

や
は
り
修
復
と
い
う
仕
事
が
認
知
さ
れ
て
い

な
か
っ
た
か
ら
で
し
ょ
う
。
パ
リ
で
学
ば
れ
た

山
下
新
太
郎（
山
下
登
の
実
父
、
画
家
。
日
本

に
お
け
る
油
絵
の
修
復
・
保
存
の
先
駆
け
）先

生
か
ら
技
術
を
習
得
さ
れ
た
山
下
登
さ
ん
が
修

復
を
さ
れ
て
い
ま
し
た
が
、
広
く
体
系
化
さ
れ

る
ま
で
で
は
な
か
っ
た
。

　

そ
れ
か
ら
、
当
時
の
美
術
界
全
体
の
認
識
と

し
て
、油
絵
は
丈
夫
だ
か
ら
手
を
入
れ
な
く
て
も

問
題
な
い
し
、
む
し
ろ
修
復
は「
作
品
に
手
を
加

え
て
し
ま
う
」と
い
う
イ
メ
ー
ジ
が
強
か
っ
た
こ
と

も
理
由
の
一
つ
で
す
。
実
際
、
本
来
は
描
か
れ
て

い
な
い
と
こ
ろ
に
ま
で
手
を
加
え
て
し
ま
う
例
も

あ
っ
た
よ
う
で
す
か
ら
、
洋
画
の
世
界
で
は
修
復

そ
の
も
の
に
警
戒
心
を
持
っ
て
い
た
と
思
い
ま
す
。

　
「
絵
画
科
学
研
究
所
」の
解
散
の
後
藝
大
に
は
戻

ら
ず
、大
学
か
ら
離
れ
よ
う
と
思
い
ま
し
た
。私
は

そ
れ
ま
で
版
画
制
作
を
し
て
い
た
自
宅
ア
ト
リ
エ

で
、独
立
し
て
修
復
の
仕
事
を
は
じ
め
ま
し
た
。仕

事
の
依
頼
は
あ
ま
り
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

修
復
家
を
鍛
え
た
戦
争
記
録
画

│
そ
の
頃
、
ち
ょ
う
ど
戦
争
画
修
復﹇
図
1
﹈

の
時
期
が
重
な
っ
た
ん
で
す
ね
。
戦
後
、
ア
メ

リ
カ
G
H
Q
に
接
収
さ
れ
た
一
五
三
点
の
戦
争

画
が
、
無
期
限
貸
与
と
い
う
か
た
ち
で
七
〇
年

に
東
京
国
立
近
代
美
術
館（
以
下
、
東
近
美
）に

収
蔵
さ
れ
ま
す
。

　

作
品
は
戻
っ
て
き
た
け
れ
ど
、
本

当
に
ボ
ロ
ボ
ロ
の
状
態
で
、
修
復
は

不
可
欠
で
し
た
。
だ
か
ら
美
術
館
と

し
て
は
、
修
復
で
き
る
人
を
探
す
必

要
が
あ
っ
た
わ
け
で
す
。
そ
こ
で
、
私

も
声
を
か
け
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

そ
れ
に
加
え
て
七
〇
年
前
後
は
、

海
外
で
修
復
を
学
ん
で
い
た
人
た
ち

が
い
っ
せ
い
に
日
本
に
戻
っ
て
き
た

時
期
で
も
あ
り
ま
す
。
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク

大
学
で
勉
強
し
た
小
谷
野
匡
子
さ

ん
、
ベ
ル
ギ
ー
に
留
学
さ
れ
た
黒
江

光
彦
さ
ん
…
…
黒
江
さ
ん
は
六
九
年

に『
よ
み
が
え
る
名
画
の
た
め
に 

修

復
見
習
い
の
記
』（
美
術
出
版
社
刊
）と

い
う
本
を
出
さ
れ
て
、
夢
中
で
読
み
ま
し
た
。
森

田
恒
之
さ
ん
も
ベ
ル
ギ
ー
王
立
文
化
財
研
究
所

で
修
復
界
の
歴
史
的
人
物
、
ポ
ー
ル
・
コ
ー
ル
マ
ン

先
生
に
教
わ
り
ま
し
た
。

　

第
二
次
世
界
大
戦
以
降
、
世
界
的
に
美
術

品
の
修
復
・
保
存
が
求
め
ら
れ
て
、
海
外
の
美

術
館
で
も
科
学
研
究
所
な
ど
が
多
く
設
立
さ

れ
た
の
で
す
。
国
際
文
化
財
保
存
修
復
学
会

（In
tern

atio
n

al Institute for C
onservation of 

H
istoric and A

rtistic W
orks

）が
設
立
さ
れ
た
の

も
五
〇
年
で
す
か
ら
。

│
す
る
と
東
近
美
で
の
戦
争
画
修
復
と
、日

本
の
修
復
・
保
存
技
術
が
一
気
に
進
ん
だ
タ
イ図1  北蓮蔵《提督の最後》1943年頃  東京国立近代美術館（無期限貸与）
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ミ
ン
グ
は
一
致
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
か
？

　

全
員
が
関
わ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
と
思
い
ま
す

が
、
戦
争
画
修
復
が
大
き
な
ポ
イ
ン
ト
に
な
っ
た

の
は
確
か
で
す
。「
岡
村
多
聞
堂
」
の
岡
村
孝
三

郎
さ
ん
、
京
都
の
杉
浦
勉
さ
ん
、
小
谷
野
さ
ん
、

吉
村
絵
美
留
さ
ん
も
加
わ
っ
て
い
ま
し
た
ね
。一

斉
に
ス
タ
ー
ト
し
た
と
い
う
感
じ
で
し
ょ
う
。

　

七
七
年
に
一
連
の
記
録
が『
戦
争
記
録
画
修
復

報
告
』﹇
註
2
﹈
と
し
て
ま
と
め
ら
れ
て
い
ま
す
か

ら
、
修
復
終
了
ま
で
か
な
り
長
い
時
間
が
か
か
っ

て
い
ま
す
。

│
油
絵
の
修
復
技
術
が
日
本
国
内
で
は
確

立
さ
れ
て
い
な
い
頃
で
す
か
ら
、
ご
苦
労
も
多

か
っ
た
の
で
は
な
い
で
す
か
？

　

今
な
ら
文
献
を
読
ん
だ
り
、
相
談
す
る
相
手

が
た
く
さ
ん
い
ま
す
け
ど
、
当
時
は
自
分
で
解
決

す
る
し
か
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

　

藤
田
嗣
治
の《
ソ
ロ
モ
ン
海
域
に
於
け
る
米
兵

の
末
路
》は
と
て
も
悩
ん
だ
作
品
で
す
。
二
メ
ー

ト
ル
以
上
も
あ
る
大
き
な
画
面
は
、
複
数
の
キ
ャ

ン
バ
ス
を
つ
な
い
だ
も
の
で
す
。
つ
ぎ
目
が
目
立

た
な
い
よ
う
に
裏
打
ち（
和
紙
や
布
な
ど
を
裏
面
に

貼
っ
て
補
強
す
る
こ
と
）す
る
に
は
工
夫
が
要
り
ま

し
た
。
今
は
裏
打
ち
を
し
な
け
れ
ば
補
強
で
き
な

い
と
は
思
い
ま
せ
ん
が
、
当
時
は
修
復
や
補
強
す

る
た
め
に
は
裏
打
ち
が
必
要
と
い
う
考
え
方
だ
っ

た
の
で
す
。

　

で
す
か
ら
ワ
ッ
ク
ス
と
樹
脂
を
混
ぜ
て
一
生
懸

命
裏
打
ち
を
し
ま
し
た
。
絵
は
丈
夫
に
な
り
ま
す

し
、
戦
争
画
の
風
合
い
に
は
合
っ
て
い
た
か
も
し

れ
な
い
で
す
が
…
…
当
時
を
振
り
返
る
と
、
反
省

点
は
あ
り
ま
す
ね
。

│
ダ
メ
ー
ジ
の
大
き
い
戦
争
画
も
相
当
数

あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
か
ら
、
判
断
の
難
し

い
部
分
が
多
か
っ
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　

現
在
で
し
た
ら
学
芸
・
科
学
分
析
・
修
復
家
に

よ
る
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
組
織
す
る
で
し
ょ
う
。
ワ
ッ

ク
ス
裏
打
ち
の
利
点
は
、
弱
っ
た
布
と
地
塗
層
と

絵
具
層
を
裏
面
か
ら
温
め
て
ワ
ッ
ク
ス
樹
脂
混
合

材
を
浸
透
さ
せ
る
こ
と
で
、
全
体
を
強
化
す
る
こ

と
が
で
き
る
こ
と
で
す
。
余
分
な
ワ
ッ
ク
ス
を
除

去
し
て
、
画
面
に
滲
み
出
た
ワ
ッ
ク
ス
樹
脂
混
合

材
を
洗
い
上
げ
る
の
で
す
け
ど
、
そ
の
作
業
に
手

を
抜
く
と
、
画
面
の
上
に
ワ
ッ
ク
ス
が
溜
ま
っ
て

絵
具
を
侵
し
て
い
く
な
ど
の
弊
害
も
あ
り
ま
す
。

今
か
ら
見
る
と
、
ワ
ッ
ク
ス
を
使
わ
な
い
方
が
良

か
っ
た
か
な
、
と
思
う
作
品
も
あ
り
ま
す
。

│
海
外
か
ら
伝
え
ら
れ
た
技
術
は
利
用
さ

れ
な
か
っ
た
の
で
す
か
？　

あ
る
程
度
、
体
系

化
さ
れ
て
い
た
と
思
う
の
で
す
が
。

　

私
自
身
は
藝
大
で
学
ん
だ
こ
と
に
加
え
て
、
海

外
で
技
術
を
習
得
し
た
友
人
た
ち
か
ら
多
く
の

こ
と
を
学
び
ま
し
た
。
し
か
し
ど
こ
で
誰
が
何
を

学
ん
だ
か
に
よ
っ
て
い
く
ら
か
違
い
が
あ
り
ま
し

た
ね
。

　

修
復
に
も
お
国
柄
が
表
れ
る
も
の
で
、
イ
タ

リ
ア
は
小
麦
粉
、
ラ
イ
麦
粉
、
膠に

か
わ

、
樹
脂
を
使
っ

た
パ
ス
タ
裏
打
ち
の
方
法
。
北
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は

ワ
ッ
ク
ス
の
裏
打
ち
が
盛
ん
で
し
た
。
イ
ギ
リ
ス

流
と
い
う
と
、
キ
レ
イ
に
な
り
す
ぎ
る
と
い
う
批

判
が
あ
り
ま
し
た
。

　

そ
う
い
っ
た
変
遷
を
経
て
、
現
在
の
国
際

的
な
基
準
は
、
保
存
の
た
め
の
補
強
な
ど
の

必
要
な
処
置
は
し
て
も
、
な
る
べ
く
オ
リ
ジ
ナ

ル
の
風
合
い
を
変
え
な
い
と
い
う
考
え
方
で

す
。
修
復
を
指
す
用
語
に
も
変
遷
が
あ
っ
て
、

最
初
は「
レ
ス
ト
レ
ー
シ
ョ
ン（R

estoration

）」

と
呼
ば
れ
て
い
た
の
が「
コ
ン
サ
ベ
ー
シ
ョ
ン

（C
o

n
se

rv
a

tio
n

）」
に
な
り
、
次
は
予
防
的 

な
処
置
だ
け
で
留
め
よ
う
と
す
る「
プ
リ
ヴ
ェ

ン
テ
ィ
ブ 

コ
ン
サ
ベ
ー
シ
ョ
ン（P

re
v

e
n

tiv
e

 

C
o

n
se

rv
a

tio
n

）」
と
言
わ
れ
、
現
在
で
は
、
そ

の
区
別
を
全
部
取
っ
払
っ
て
し
ま
っ
て「
ケ
ア

（C
are

）」
だ
け
に
し
た
ほ
う
が
良
い
の
で
は
…
…

と
い
っ
た
意
見
も
あ
り
ま
す
。

│
戦
争
画
修
復
は
、
当
時
ど
こ
で
行
っ
て
い

た
の
で
す
か
？

　

修
復
場
所
は
複
数
で
す
。
ま
だ
空
室
の
あ
っ
た

京
橋
の
フ
ィ
ル
ム
セ
ン
タ
ー
。
そ
れ
か
ら
先
ほ
ど
お

話
し
た
歌
田
眞
介
さ
ん
達
の「
髙
澤
学
園 

修
復

研
究
所
」。
そ
し
て
竹
橋
に
で
き
た
ば
か
り
の
新

し
い
東
近
美
で
す
ね
。
私
は
竹
橋
を
使
わ
せ
て
い

た
だ
い
て
い
ま
し
た
。

　

現
在
、
収
蔵
庫
に
な
っ
て
い
る
辺
り
に
作
業
ス

ペ
ー
ス
と
し
て
使
え
る
大
き
な
空
間
が
あ
っ
て
、

寝
か
せ
た
五
〇
〇
号
サ
イ
ズ（
長
辺
が
お
よ
そ
三

メ
ー
ト
ル
）の
絵
の
上
に
板
を
渡
し
て
、
乗
っ
か
っ

て
仕
事
を
し
て
い
ま
し
た
。
あ
れ
だ
け
大
き
な
作

品
を
何
点
も
手
が
け
る
と
い
う
の
は
そ
れ
ま
で
な

か
っ
た
こ
と
で
す
か
ら
、
本
当
に
勉
強
に
な
り
ま

し
た
ね
。

　

そ
れ
は
修
復
に
関
わ
っ
た
他
の
方
に
と
っ
て
も

同
じ
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
。
戦
争
画
を
修
復
し
た

経
験
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
工
房
の
設
立
を
促
し
た
の

だ
と
思
い
ま
す
。

時
代
の
証
人
と
し
て
の
亀
裂

│
東
京
国
立
近
代
美
術
館
と
の
関
わ
り

で
、
戦
争
記
録
画
以
外
に
記
憶
に
残
っ
て
い

る
作
品
は
あ
り
ま
す
か
？

　

私
に
と
っ
て
特
別
印
象
深
い
の
は
、
父
の
若
い

頃
か
ら
の
友
人
と
し
て
存
じ
上
げ
て
い
た
歴
史

家
の
羽
仁
五
郎
氏（
一
九
〇
一
│
一
九
八
三
）か
ら

修
復
を
依
頼
さ
れ
た
津
田
青
楓
の《
犠
牲
者
》で

す
。
私
が
一
人
で
仕
事
を
始
め
よ
う
と
し
て
い
た

時
の
最
初
の
依
頼
で
し
た
し
、
晩
年
の
羽
仁
氏
の

希
望
通
り
に
、
現
在
は
東
京
国
立
近
代
美
術
館

に
収
蔵
さ
れ
て
い
ま
す（
作
品
は
、
羽
仁
五
郎
の
死
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後
、
一
九
八
六
年
に
東
京
国
立
近
代
美
術
館
収
蔵
と

な
っ
た
）。
津
田
青
楓
は
経
済
学
者
の
河
上
肇（
一

八
七
九
│
一
九
四
六
）
と
の
交
友
が
あ
り
、
当
時

の
特
高
警
察
に
目
を
つ
け
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
で

す
か
ら
、
こ
の
作
品
を
描
い
て
い
る
時
も
、
特
高

が
来
る
っ
て
い
う
と
、
キ
ャ
ン
バ
ス
を
巻
い
て
は

箱
に
入
れ
て
、
別
の
絵
を
描
い
て
い
る
ふ
り
を
す

る
、
と
い
う
の
を
何
遍
も
繰
り
返
し
な
が
ら
描

き
上
げ
た
と
聞
い
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
モ
デ
ル

が
画
家
の
オ
ノ
サ
ト
・
ト
シ
ノ
ブ
さ
ん
だ
と
い
う

こ
と
は
知
ら
れ
て
い
ま
す
よ
ね
。

│
何
度
も
巻
い
て
い
た
か
ら
で
し
ょ
う
か
、

画
面
の
横
方
向
に
、
か
な
り
亀
裂
の
跡
が
あ

り
ま
す
ね
。

　

え
え
、
で
す
か
ら
特
に
絵
具
の
厚
い
と
こ
ろ
に

亀
裂
が
あ
っ
て
、
隠
し
き
れ
な
い
ん
で
す
。
だ
け

ど
、
亀
裂
も
ま
た
、
時
代
の
証
人
だ
と
私
は
思
う

ん
で
す（
奇
し
く
も
、《
犠
牲
者
》が
描
か
れ
た
一
九
三

三
年
に
、
羽
仁
五
郎
は
治
安
維
持
法
容
疑
で
検
束
さ

れ
て
い
る
）。

　

お
預
か
り
し
た
時
は
釘
止
め
の
簡
素
な
木
枠
に

張
ら
れ
て
い
て
、
キ
ャ
ン
バ
ス
が
何
度
も
巻
か
れ
た

状
態
だ
っ
た
の
で
処
置
に
苦
労
し
た
こ
と
を
お
ぼ

え
て
い
ま
す
。
そ
れ
と
、
背
景
部
分
が
け
っ
き
ょ
く

描
き
き
れ
な
く
て
、
キ
ャ
ン
バ
ス
の
地
の
ま
ま
残
っ

て
い
た
ん
で
す
よ
ね
。
先
ほ
ど
言
っ
た
よ
う
に
、
当

時
は「
ワ
ッ
ク
ス
裏
打
ち
」が
基
本
と
し
て
私
の
頭

に
あ
っ
た
の
で
、
裏
打
ち
を
し
た
ん
で
す
が
、
結
果

と
し
て
い
や
に
沈
ん
だ
白
に
な
っ
た
気
も
し
ま
す
。

　

い
ま
振
り
返
る
と
、
背
景
部
分
の
処
置
は

も
っ
と
軽
く
て
も
良
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思

い
ま
す
。
そ
れ
と
、
止
め
て
も
、
止
め
て
も
剥
落

が
進
む
も
の
だ
か
ら
、
か
な
り
補
彩
も
入
っ
て
い

る
。
必
ず
し
も
良
い
修
復
と
は
言
え
な
い
か
も

し
れ
な
い
ん
で
す
け
ど
、
私
に
と
っ

て
は
印
象
深
い
作
品
で
す
。
そ
う
と

う
大
き
な
絵
で
、
補
彩
は
手
伝
っ

て
も
ら
い
ま
し
た
が
、
基
本
的
に
は

一
人
で
修
復
し
ま
し
た
。
当
時
は
、

修
復
と
い
う
仕
事
が
一
般
的
じ
ゃ

な
い
か
ら
、
修
復
っ
て
言
っ
た
っ
て

誰
も
分
か
ら
な
い
し
、
友
達
の
間
で

は
、
私
が
誰
か
に「
復
讐
」
し
よ
う

と
し
て
る
、
と
か
い
う
話
に
な
っ
た

り
し
て
。
修
復
と
復
讐
、
前
後
が
入

れ
替
わ
っ
ち
ゃ
う
と
お
そ
ろ
し
い
こ

と
に
な
っ
て（
笑
）、「
ど
う
し
た
の
っ
て
」言
わ
れ 

て
…
…
。
そ
れ
ぐ
ら
い
、
あ
ま
り
知
ら
れ
て
な

か
っ
た
ん
で
す
よ
、
修
復
と
い
う
仕
事
は
。

紙
作
品
の
修
復
の
特
徴
と
は
？

│
山
領
さ
ん
は
現
在
、
紙
作
品
の
修
復
を

主
に
手
が
け
て
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
が
、
そ
れ
は

い
つ
頃
か
ら
で
す
か
？

　
一
九
七
五
年
に
ア
メ
リ
カ
に
行
っ
た
の
が
き
っ
か

け
で
す
。
日
本
で
表
具﹇
註
3
﹈の
修
復
の
勉
強
を

し
て
い
た
ア
メ
リ
カ
人
女
性
と
知
り
合
い
、
そ
れ

が
縁
に
な
っ
て
、
ワ
シ
ン
ト
ンD

.C
.

の
美
術
館
で

三
か
月
間
の
研
修
を
受
け
る
機
会
を
得
ま
し
た
。

　

そ
の
時
に
、
彼
女
の
工
房
で
表
具
の
修
復
を

手
が
け
て
い
る
と
こ
ろ
を
見
て
、「
私
は
日
本
人

な
ん
だ
か
ら
、
帰
っ
た
ら
表
具
を
勉
強
し
よ
う
」

と
思
い
ま
し
た
。
そ
れ
で
帰
国
後
に「
遠
藤
得
水

軒
」
の
遠
藤
新
吉
先
生
に
表
具
の
基
本
を
教
え

て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
私
が
専
門
的
に
表
具
を

扱
う
こ
と
は
今
も
な
い
の
で
す
が
、
裏
打
ち
の
仕

方
と
か
繕
い
と
か
、
表
具
師
の
方
の
テ
ク
ニ
ッ
ク

は
洋
紙
の
修
復
に
も
応
用
し
て
い
ま
す
。
も
う

ひ
と
つ
、鉛
筆
デ
ッ
サ
ン
の
修
理
過
程
を
彼
女
の

ア
ト
リ
エ
で
見
た
こ
と
も
刺
激
に
な
り
ま
し
た
。

　

私
は
修
復
工
房
と
し
て
の
特
色
を
持
た
な
け

れ
ば
い
け
な
い
と
思
っ
た
の
で
す
。
当
時
、
版
画
・

素
描
の
劣
化
損
傷
は
修
復
の
対
象
と
は
さ
れ
て

い
ま
せ
ん
で
し
た
か
ら
。
そ
う
い
う
こ
と
も
あ
っ

て
、紙
の
作
品
を
手
が
け
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

七
〇
年
代
の
終
わ
り
に
は
、
ド
イ
ツ
の
ミ
ュ
ン
ヘ

ン
で
も
紙
の
作
品
の
研
修
を
受
け
ま
し
た
。

│
紙
作
品
は
非
常
に
デ
リ
ケ
ー
ト
で
、
汚
れ

も
目
立
ち
ま
す
。
そ
の
分
野
の
専
門
家
が
い

ら
っ
し
ゃ
ら
な
か
っ
た
と
い
う
の
は
意
外
で
す
。

　

表
具
の
伝
統
が
あ
る
の
で
、
日
本
画
に
つ
い
て

は
高
度
な
技
術
が
確
立
さ
れ
て
い
る
の
で
す
け
ど

ね
。
で
も
意
外
な
こ
と
に
、
浮
世
絵
の
修
復
も
手

つ
か
ず
だ
っ
た
ん
で
す
よ
。

　

浮
世
絵
は
複
数
摺
ら
れ
る
も
の
で
す
か
ら
、

作
品
の
状
態
が
悪
け
れ
ば
、
よ
り
良
い
状
態
の

同
じ
版
画
を
買
っ
て
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
の
質
を
高

め
る
の
が
通
常
で
す
。
ま
た
、
修
復
の
仕
事
を
受

け
た
と
し
て
も
、非
常
に
安
い
と
い
う
現
実
的
な

図2   津田青楓《犠牲者》1933年
東京国立近代美術館蔵
© Rieko Takahashi 2016 /JAA1600144
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理
由
も
あ
り
ま
す
。

│
当
時
は
浮
世
絵
全
体
の
地
位
が
低
か
っ

た
の
で
し
ょ
う
か
。

　

逆
に
海
外
は
浮
世
絵
に
関
す
る
関
心
が
高
く
、

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
に
も
登
場
す
る
テ
ー
マ
で
す
か
ら
、

日
本
か
ら
何
も
発
信
で
き
て
い
な
い
の
が
、
や
っ

ぱ
り
残
念
で
。

　

た
だ
、日
本
に
浮
世
絵
の
修
復
技
術
が
ま
っ
た

く
な
か
っ
た
わ
け
で
も
な
い
の
で
す
。
顕
微
鏡
で

見
て
も
ど
こ
を
直
し
た
の
か
分
か
ら
な
い
よ
う
な

名
人
が
い
る
。
で
も
、
そ
う
す
る
と
新
し
い
も
の

を
あ
え
て
古
く
見
せ
る
な
ど
、
修
復
の
範
囲
を
超

え
て
し
ま
う
ケ
ー
ス
も
少
な
く
な
か
っ
た
。
浮
世

絵
の
大
コ
レ
ク
タ
ー
だ
っ
た
建
築
家
の
フ
ラ
ン
ク
・

ロ
イ
ド
・
ラ
イ
ト
が
過
剰
な
修
復
に
激
怒
し
た
と

い
う
エ
ピ
ソ
ー
ド
も
あ
り
ま
す
。

　

そ
う
い
っ
た
閉
じ
た
技
術
を
も
う
少
し
オ
ー
プ

ン
に
し
た
い
と
思
っ
た
の
で
す
。
ア
メ
リ
カ
で
は

ケ
イ
コ
・
水
嶋
・
キ
ー
ズ
さ
ん
が
お
し
み
な
く
技
術

を
公
開
し
、
イ
ギ
リ
ス
の
テ
ー
ト
ギ
ャ
ラ
リ
ー
で

紙
部
門
の
修
復
家
だ
っ
た
友
人
ア
ン
ド
レ
・
バ
ー

デ
ガ
さ
ん
か
ら
も
浮
世
絵
修
復
の
仕
事
へ
の
刺

激
を
受
け
た
り
し
ま
し
た
ね
。

│
油
絵
と
比
べ
て
紙
の
修
復
は
難
し
い
の

で
し
ょ
う
か
？

　

一
概
に
は
言
え
ま
せ
ん
が
、
難
し
い
部
分
は
描

画
材
料
の
性
質
か
ら
水
分
を
使
う
こ
と
へ
の
制

約
が
多
い
こ
と
で
す
。
ま
た
紙
を
構
成
し
て
い

る
セ
ル
ロ
ー
ス（
繊
維
素
）っ
て
、
目
に
見
え
な
い

レ
ベ
ル
で
活
発
に
動
い
て
い
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ

る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
平
ら
に
伸
展
さ
せ
た
時
の

ち
ょ
っ
と
し
た
力
の
入
れ
具
合
の
差
が
、
乾
い
た

あ
と
微
妙
に
ゆ
が
み
を
作
っ
た
り
。

│
生
き
物
み
た
い
で
す
ね
。

　

例
え
ば
日
本
画
の
土
田
麦

の
素
描
で
朱
色

が
水
に
溶
け
ま
す
。
水
で
の
処
理
を
す
る
と
描
画

部
分
が
滲
ん
で
し
ま
う
。
す
る
と
フ
ォ
ク
シ
ン
グ

（
褐
色
斑
点
）が
出
て
い
て
も
、
思
い
き
っ
た
処
置

が
で
き
ま
せ
ん
。
そ
れ
を
慎
重
に
処
置
し
て
納
品

し
た
後
、
数
年
で
前
の
位
置
か
ら
微
妙
に
移
動

し
て
フ
ォ
ク
シ
ン
グ
が
出
現
し
、
再
修
復
を
さ
せ

て
い
た
だ
い
た
こ
と
も
あ
る
の
で
す
。
本
当
に
紙

は
少
し
の
妥
協
も
許
さ
れ
ま
せ
ん
。

│
気
が
抜
け
な
い
で
す
ね
。

　

油
彩
画
も
そ
う
で
す
が
、一
点
一
点
が
異
な
り

ま
す
。
マ
ニ
ュ
ア
ル
的
な
仕
事
は
絶
対
に
で
き
な

い
で
す
。

技
術
を
後
世
に
伝
え
た
い

│
私
た
ち
は
作
品
を
見
る
と「
キ
レ
イ
だ

な
」
と
思
う
の
で
す
が
、
実
は
そ
の
裏
に
い
ろ

い
ろ
な
ド
ラ
マ
が
あ
る
の
で
す
ね
。
し
か
も
作

品
が
存
在
す
る
限
り
、
そ
の
ド
ラ
マ
は
ず
っ
と

続
い
て
い
く
。

　

東
近
美
の
所
蔵
品
ギ
ャ
ラ
リ
ー
で
過
去
に
修

復
し
た
作
品
を
見
る
時
は
本
当
に
ド
キ
ド
キ
し

ま
す
よ（
笑
）。
遠
く
か
ら
眺
め
て
、
近
づ
い
て
確

認
し
て
、
よ
う
や
く
安
心
し
ま
す
。

　

作
家
の
方
か
ら「（
山
領
さ
ん
に
）修
復
を
お
願

い
し
ま
す
」と
指
名
し
て
い
た
だ
く
こ
と
も
あ
る

の
で
す
が
、
作
家
の
立
場
か
ら
す
る
と
他
の
人
間

が
自
分
の
作
品
に
触
れ
る
な
ん
て
、
心
配
だ
と
思

い
ま
す
よ
。
あ
る
意
味
で
、
作
品
に
向
き
合
う
と

い
う
の
は
作
家
に
向
き
合
う
と
い
う
こ
と
で
も
あ

り
ま
す
。
で
す
か
ら
、
そ
の
視
線
を
た
じ
ろ
が
ず

に
受
け
止
め
ら
れ
る
だ
け
の
仕
事
を
し
な
く
て
は

な
り
ま
せ
ん
。

│
修
復
・
保
存
の
今
後
に
つ
い
て
、山
領
さ
ん

は
ど
の
よ
う
な
課
題
が
あ
る
と
お
考
え
で
し
ょ

う
か
？

　

以
前
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
美
術
館
を
訪
ね
た
際
に

ヒ
エ
ロ
ニ
ム
ス
・
ボ
ッ
シ
ュ
の
作
品
の
修
復
を
手

が
け
て
い
た
方
が
こ
ん
な
こ
と
を
私
に
言
っ
て
い土田麦 の素描、修復前（上）と修復後（下）。
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ま
し
た
。「
今
、
自
分
が
用
い
て
い
る
修
復
方
法

は
、
自
分
自
身
と
し
て
は
ベ
ス
ト
と
思
っ
て
い
る

が
、
後
の
世
代
が
更
に
よ
い
方
法
を
見
出
す
か

も
知
れ
な
い
」と
。
そ
れ
を
聞
い
て
、
あ
あ
、
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
で
は
組
織
の
な
か
で
修
復
技
術
や
そ
の

記
録
が
引
き
継
が
れ
て
い
く
ん
だ
な
、
と
思
い
ま

し
た
。

　

で
す
が
、
日
本
の
現
状
は
美
術
館
に
修
復
家

が
常
勤
す
る
こ
と
が
難
し
い
で
す
し
、
修
復
家
の

職
人
的
な
気
質
も
あ
っ
て
、
な
か
な
か
連
携
を
取

り
に
く
い
状
況
だ
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
を
変
え
て

い
き
た
い
と
い
う
気
持
ち
が
あ
り
ま
す
。
個
人
の

工
房
で
あ
っ
て
も
記
録
を
残
す
こ
と
で
、
広
く
技

術
を
共
有
し
て
継
承
で
き
る
よ
う
な
仕
組
み
を

考
え
て
い
き
た
い
。

　

今
年（
二
〇
一
二
年
）の
十
月
に
文
化
財
保
存
修

復
学
会
で
、
初
め
て
油
絵
を
テ
ー
マ
に
取
り
上
げ

て
、
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
が
開
か
れ
ま
す
。
日
本
で
油

絵
と
言
う
と
、
黒
田
清
輝
以
降
が
常
識
で
す
が
、

初
期
洋
画
の
司
馬
江
漢
ま
で
遡
っ
て
考
え
よ
う

と
い
う
話
も
し
て
い
ま
す
。
日
本

の
西
洋
画
の
修
復
全
般
に
よ
う

や
く
目
が
向
け
ら
れ
た
、
と
い
う

感
じ
で
す
が
、
小
さ
な
積
み
重

ね
を
大
切
に
し
て
、
修
復
・
保
存

の
必
要
性
を
訴
え
て
い
き
た
い

で
す
ね
。

﹇
取
材
・
文
：
島
貫
泰
介
、協
力
：
山
領

絵
画
修
復
工
房
﹈

註1  

一
九
七
九
年
に「
創
形
美
術
学

校
修
復
研
究
所
」
に
改
称
。
現
在
は

「
有
限
会
社
修
復
研
究
所
21
」。

2  

『
戦
争
記
録
画
修
復
報
告
』東
京

国
立
近
代
美
術
館
、一
九
七
七
年
。

3  

紙
・
絹
に
描
か
れ
た
作
品
を
、
保

存
、
観
賞
用
に
裏
打
ち
し
、
軸
・
画

巻
・
画
帖
・
屏
風
・
襖
な
ど
の
形
状
に

仕
立
て
る
こ
と
。

後
記　

当
館
に
は
こ
れ
ま
で
、
保
存
修
復
を
専
門

と
す
る
ス
タ
ッ
フ
が
常
駐
し
て
い
た
こ
と
は
な
い
。

現
在
も
、日
本
画
、
洋
画
、
彫
刻
、版
画
、
素
描
と

い
っ
た
媒
体
・
素
材
に
応
じ
、
外
部
の
修
復
家
の

方
々
に
作
業
を
お
願
い
し
、
作
品
の
保
存
に
努
め

て
い
る
。

　

一
九
五
二
年
の
開
館
以
来
、
当
館
の
作
品
修

復
に
関
わ
ら
れ
て
き
た
そ
う
い
っ
た
修
復
家
の

方
々
の
な
か
で
、
山
領
ま
り
氏
は
、
美
術
館
で
の

保
存
修
復
の
礎
を
築
い
て
こ
ら
れ
た
方
の
一
人

で
あ
る
。
こ
こ
に
掲
載
さ
れ
た
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
に

は
、
日
本
に
お
け
る
修
復「
家
」の
黎
明
期
と
い
っ

て
も
良
い
、一
九
六
〇
年
代
か
ら
七
〇
年
代
と
い

う
時
代
の
息
吹
を
感
じ
ら
れ
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
い

く
つ
も
盛
り
込
ま
れ
て
い
て
、
そ
の
仕
事
が
ま
さ

に「
手
探
り
」
の
連
続
で
あ
っ
た
こ
と
が
窺
い
知

ら
れ
る
。

　

イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
末
尾
で
、
山
領
氏
が「
記
録
を

残
し
、
技
術
が
共
有
さ
れ
、
引
き
継
が
れ
て
い
く
」

こ
と
の
重
要
性
に
触
れ
て
い
る
。
山
領
氏
の
語
る

戦
争
記
録
画
や
、
津
田
青
楓《
犠
牲
者
》
を
め
ぐ

る
エ
ピ
ソ
ー
ド
は
、
修
復
が「
技
術
」の
問
題
で
あ

る
と
同
時
に
、
そ
の
営
為
が
変
動
し
、
移
り
ゆ
く

時
代
の
証
言
と
も
な
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い

る
。
そ
の
意
味
で
、
本
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
は
さ
さ
や
か

で
は
あ
れ
、
修
復
技
術
の
み
な
ら
ず
、
日
本
の
近

代
史
の
貴
重
な「
記
録
」と
も
な
る
の
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
。

　

な
お
、
山
領
氏
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
に
関
心
を

持
た
れ
た
方
に
は
、
ぜ
ひ
以
下
の
二
つ
の
バ
ッ

ク
ナ
ン
バ
ー
を
ご
覧
い
た
だ
く
こ
と
を
お
勧
め
し 

た
い
。

　

ま
ず
、「
か
え
っ
て
き
た
戦
争
絵
画
に
つ
い

て
／
絵
画
の
保
存
と
修
理
」と
題
さ
れ
た
本
誌

第
一
八
八
号（
一
九
七
〇
年
七
月
号
）。
こ
こ
で
は

山
領
氏
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
で
も
触
れ
ら
れ
て
い

た
戦
争
記
録
画
の
返
還
に
関
す
る
記
事
と
と

も
に
、
七
〇
年
当
時
の
保
存
修
復
に
関
わ
る

状
況
が
、
修
復
に
お
け
る
理
論
面（
心
構
え
）に

つ
い
て（
岩
崎
友
吉「
油
絵
の
保
存
処
置
作
業
に
つ

い
て
」）、
油
彩
画
の
修
復
技
術
に
つ
い
て（
黒
江

光
彦「
油
彩
画
の
修
復
の
実
際
」）、
日
本
画
の
修

復
技
術
に
つ
い
て（
浜
田
隆「
日
本
画
の
補
修
」）

と
、
バ
ラ
ン
ス
良
く
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
特
に

岩
崎
氏
の
論
考
は
、『
修
復
の
理
論
』小
佐
野

重
利
監
訳（
二
〇
〇
五
年
、
三
元
社
）に
よ
っ
て
近

年
国
内
で
も
し
ば
し
ば
引
き
合
い
に
出
さ
れ

る
イ
タ
リ
ア
の
修
復
家
チ
ェ
ー
ザ
レ
・
ブ
ラ
ン

デ
ィ（
一
九
〇
六
│
一
九
八
八
）
の
論
と
共
通
す

る
意
識
が
見
出
さ
れ
る
な
ど
、
現
在
も
な
お
有

効
と
思
わ
れ
る
論
点
を
提
示
し
て
い
て
興
味 

深
い
。

　

ま
た
第
五
九
一
号（
二
〇
一
一
年
十
二
月
│
二

〇
一
二
年
一
月
号
）で
は
、「
修
復
・
表
現
」と
題
し

た
特
集
で
、
当
館
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
を
対
象
と
し

て
、
作
家
の「
技
術
」
だ
け
で
は
な
く
、
作
家
の

「
表
現
意
図
」ま
で
照
ら
し
出
す
よ
う
な
、
修
復
家

の
眼
が
明
ら
か
に
す
る「
発
見
」
が
紹
介
さ
れ
て

い
る
。 

 

（
美
術
課
主
任
研
究
員  

三
輪
健
仁
）

山嶺絵画修復工房（2012年時）　撮影：吉次史成


