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特 集

二
次
世
界
大
戦
の
戦
火
か
ら
守
る
た
め
、故
郷

の
水
沢
町
に
移
し
て
大
切
に
管
理・保
管
。
同

館
は
、こ
れ
ら
を
後
世
に
伝
承
し
、文
化
振
興
に

寄
与
し
た
い
と
の
猪
熊
氏
の
想
い
を
受
け
て
開

館
し
ま
し
た
。な
お「
澄
懐
」と
は
、六
朝
山
水
画

の
始
祖
と
さ
れ
る
宗
炳（
３
７
５
〜
４
４
３
）の

言
葉
で
、〝
心
を
静
か
に
澄
ま
せ
て
胸
中
の
山
水

を
楽
し
む
〞と
い
う
意
味
で
す
。
山
本
翁
は
書

斎
を「
澄
懐
堂
」と
名
付
け
て
い
た
と
い
い
ま
す
。

　
井
後
さ
ん
の
案
内
で
館
内
を
見
学
す
る
と
、

最
初
の
展
示
室
に
は
、坂
東 

貫
山（
１
８
８
７

〜
１
９
６
６
）が
蒐
集
し
た
古
硯
や
猪
熊
氏
収

蔵
の
俑
な
ど
が
展
示
さ
れ
て
い
ま
し
た
。「
俑

　
平
成
29（
２
０
１
７
）年
に
四
日
市
市
鵜
の
森

か
ら
水
沢
町
内
に
移
転
し
た「
澄
懐
堂
美
術
館
」

を
訪
ね
る
と
、風
情
あ
る
庭
や
白
壁
の
蔵
な
ど

が
あ
り
、和
風
旅
館
の
よ
う
な
趣
で
す
。「
こ
こ
は
、

猪
熊 

信
行（
１
９
０
６
〜
１
９
９
１
）氏
の
邸
宅

で
し
た
」と
教
え
て
く
れ
る
の
は
、学
芸
課
主
任

の
井
後 

尚
久
さ
ん
。
お
話
の
猪
熊
氏
と
は
、同

館
を
運
営
す
る「
一
般
財
団
法
人 

澄
懐
堂
」

（
里
中 

俊
雄
理
事
長
）の
創
立
者
。
政
財
界
で

活
躍
し
た
猪
熊
氏
は
、実
業
家・政
治
家
と
し
て

知
ら
れ
る
山
本 

悌
二
郎（
１
８
７
０
〜
１
９
３

７
）が
蒐
集
し
た
、宋・元・明・清
朝
の
中
国
書

画
の
中
か
ら
数
百
点
を
託
さ
れ
ま
し
た
が
、第

と
は
、死
者
と
と
も
に
埋
葬
さ
れ
た
人
形
の
こ

と
で
す
」な
ど
と
教
わ
り
な
が
ら
次
の
展
示
室
へ
。

す
る
と
、長
さ
３
５
０
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
の

巨
幅（
大
型
の
掛
け
軸
）な
ど
が
並
び
、圧
倒
さ

れ
ま
し
た
。
同
室
の
一
部
は
２
層
に
な
っ
て

い
て
、上
か
ら
見
下
ろ
す
こ
と
も
可
能
。
異
な

る
視
点
か
ら
鑑
賞
で
き
る
の
も
同
館
の
魅
力
と

い
え
る
で
し
ょ
う
。
ま
た
、井
後
さ
ん
の
的
確
で

軽
妙
な
解
説
の
お
か
げ
で
、中
国
書
画
が
少
し

身
近
に
感
じ
ら
れ
ま
し
た
。

　
本
年
４
月
に
は
、新
展
示
棟
が
開
館
し
、さ
ら

に
多
く
の
作
品
を
間
近
に
で
き
る
よ
う
に
な
り

ま
し
た
。10
月
１
日（
火
）か
ら
11
月
10
日（
日
）

ま
で
は
秋
の
展
覧
会
も
開
催
中
で
す
。
こ
の
機

会
に
、中
国
書
画
の
世
界
観
に
浸
っ
て
み
て
は

い
か
が
で
し
ょ
う
。
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が
並
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。
同
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の
一
部
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て
、上
か
ら
見
下
ろ
す
こ
と
も
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能
。
異
な

る
視
点
か
ら
鑑
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で
き
る
の
も
同
館
の
魅
力
と

い
え
る
で
し
ょ
う
。
ま
た
、井
後
さ
ん
の
的
確
で

軽
妙
な
解
説
の
お
か
げ
で
、中
国
書
画
が
少
し

身
近
に
感
じ
ら
れ
ま
し
た
。

　
本
年
４
月
に
は
、新
展
示
棟
が
開
館
し
、さ
ら

に
多
く
の
作
品
を
間
近
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
な

り
ま
し
た
。
10
月
１
日（
火
）か
ら
11
月
10
日

（
日
）ま
で
は
秋
の
展
覧
会
も
開
催
中
で
す
。
こ

の
機
会
に
、中
国
書
画
の
世
界
観
に
浸
っ
て
み

て
は
い
か
が
で
し
ょ
う
。

三
重
で
芸
術
の
秋
巡
り

　
天
高
く
、馬
肥
ゆ
る
秋
―
。
慌

た
だ
し
く
移
り
行
く
日
々
の
暮
ら

し
の
中
で
、秋
は
、ほ
っ
と一息
つ
け

る
季
節
と
い
え
ま
す
。
ス
ポ
ー
ツ

や
読
書
に
加
え
、芸
術
鑑
賞
に
も

適
し
て
い
る
と
い
え
る
で
し
ょ
う
。

　
今
回
は
、県
内
で
、さ
ま
ざ
ま
な

芸
術
・
美
術
作
品
を
堪
能
で
き
る

施
設
を
６
か
所
ご
紹
介
し
ま
す
。

こ
の
秋
、じ
っ
く
り
と
芸
術
作
品

と
向
き
合
っ
て
み
て
は
い
か
が
で

し
ょ
う
。

各
施
設
の
開
館
お
よ
び
見
学
日
時・料
金・予

約
方
法
や
受
け
入
れ
人
数
な
ど
に
は
違
い
が

あ
り
、状
況
に
応
じ
て
延
期
や
休
館
す
る
場

合
が
あ
り
ま
す
。事
前
に
必
ず
ご
確
認
く
だ

さ
い
。

＊た
だ
し
※
印
の
写
真
は
取
材
先
か
ら
提
供
し
て

い
た
だ
き
ま
し
た
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受
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懐
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美
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館
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展
覧
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開
催
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間
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月・火・祝
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定
休
）
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３
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●
入
館
料

大
人
８
０
０
円　
高
校・大
学
生
５
０
０
円

小・中
学
生
３
０
０
円（
団
体
割
引
あ
り
）

お
問
い
合
わ
せ

「澄懐堂美術館」入口

「隷書餌菊詩
（れいしょ じきく し）」
金農（きんのう）  清

「喬松平遠図
（きょうしょう へいえんず)」　
李成（りせい）  北宋

「喬松平遠図
（きょうしょう へいえんず)」　
李成（りせい）  北宋

「隷書餌菊詩
（れいしょ じきく し）」
金農（きんのう）  清

荷葉（かよう）硯　明荷葉（かよう）硯　明

※

※

※

「硯と俑の部屋」展示風景　
中央には三彩の魌（き・伝説上
の生き物）が展示されている。

展示室では巨幅を見下ろすこと
も可能

新展示棟の展示風景
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た
。
川
喜
田
半

泥
子
と
い
え
ば
、

江
戸
時
代
か
ら

続
く
津
の
旧
家

に
生
ま
れ
、実

業
家
と
し
て
活

躍
し
た
一
方
で
、

陶
芸・茶
の
湯・

写
真・書
画・俳

句
な
ど
、多
彩

な
趣
味
を
持
つ

数
奇
者
と
し
て

も
知
ら
れ
た
人

物
。
中
で
も
陶

芸
に
関
し
て
は
趣
味
の
域
を
超
え
、今
な
お
多

く
の
人
々
を
惹
き
つ
け
て
い
ま
す
。
約
２
万

坪
の
広
大
な
敷
地
内
で
は
、登
り
窯
に
加
え
て
、

半
泥
子
の
愛
弟
子
で
独
自
の
作
風
を
確
立
し

た
坪
島 

土
平（
１
９
２
９
〜
２
０
１
３
）氏
の

作
品
も
見
ら
れ
ま
す
。
豊
か
な
緑
の
中
に
は

土
平
氏
が
制
作
し
た
灯
籠
も
点
在
し
、ま
る
で

野
外
美
術
館
の
よ
う
で
す
。

　
「
仙
鶴
窯
」は
、「
ギ
ャ
ラ
リ
ー
仙
鶴
」に
予
約

　
伊
勢
自
動
車
を
津
Ｉ
Ｃ
で
降
り
、西
へ
向
け

て
車
を
走
ら
せ
る
こ
と
約
10
分
、の
ど
か
な
里

山
を
抜
け
た
あ
た
り
に
小
高
い
山
が
姿
を
現

し
ま
す
。
地
域
の
人
々
に
ハ
イ
キ
ン
グ
コ
ー

ス
と
し
て
親
し
ま
れ
て
い
る
長
谷
山
で
す
。

こ
の
山
の
麓
に
広
が
る「
仙
鶴
窯
」は
、川
喜
田

半
泥
子（
１
８
７
８
〜
１
９
６
３
）が
作
陶
に

没
頭
し
な
が
ら
若
手
を
養
成
す
る
た
め
に
開

窯
し
た「
廣
永
窯
」を
も
と
に
整
備
さ
れ
ま
し

す
る
と
、係
の
方
の

案
内
で
見
学
す
る
こ

と
が
可
能
で
す
。
こ

の
日
は「
株
式
会
社 

ち
と
せ
」企
画
室
室

長
の
髙
橋 

千
尋
さ

ん
に
案
内
し
て
い
た

だ
き
、総
門
を
く
ぐ
り
奥
へ
と
進
み
ま
す
。
す

る
と
、趣
の
異
な
る
建
物
が
現
れ
、そ
れ
ぞ
れ

に
半
泥
子
が

揮
毫
し
た
扁

額
が
掲
げ
ら

れ
て
い
ま
し

た
。
隅
々
に

ま
で
半
泥
子

の
精
神
が
宿
っ
て
い
る
の
を
感
じ
ま
す
。
そ

の
中
で
も
特
に
遊
び
心
満
載
の
仕
掛
け
が
施

さ
れ
て
い
る
の
が「
泥
仏
堂
」で
す
。
厨
子
の

中
に
半
泥
子
作
の
陶
像
が
鎮
座
し
、観
音
扉
の

内
側
に「
把
和
遊
」「
喊
阿
厳
」の
文
字
が
描
か

れ
て
い
る
の
で
す
。
つ
ま
り
、「H

ow
 are 

you?

」（
元
気
で
す
か
？
）「Com

e again

」

（
ま
た
来
て
ね
）と
い
う
意
味
。
誰
も
が
思
わ

ず
ク
ス
ッ
と
笑
っ
て
し
ま
う
こ
と
で
し
ょ
う
。

　
髙
橋
さ
ん
に
は
、半
泥
子
自
ら
が
設
計
し
て

ノ
コ
ギ
リ
や
ノ
ミ
を
ふ
る
っ
た
と
い
う
茶
席

「
山
里
」や
、半
泥
子
没
後
に
ゆ
か
り
の
建
物
を

移
築
し
た「
山
の
館
」、「
坪
島
土
平
記
念
館
」

（
幽
照
館
）な
ど

も
案
内
し
て
も

ら
い
ま
し
た
。 

そ
の
中
で「
坪
島

土
平
記
念
館
」内

に
は
、
陶
器
を

創
作
す
る
書
斎

と
い
う
意
味
を

込
め
て〝
陶
斎
〞

な
が
ら
、同
窯
場
で
作
陶
に
励
む
日
々
を
過
ご

す
藤
村
さ
ん
。
東
京
や
大
阪
の
百
貨
店
な
ど

で
定
期
的
に
個
展
を
開
催
す
る
な
ど
、高
い
評

価
を
得
て
い
ま
す
。

　
な
お「
仙
鶴
」と
は
、半
泥
子
が
愛
し
た
言
葉

で
、江
戸
時
代
の
茶
人
で
俳
人
で
も
あ
っ
た
堀

内 

仙
鶴
に
ち
な
ん
で
い
ま
す
が
、「
千
客
万

来
」の
意
味
も
込
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
家
族
や

友
人
た
ち
と
訪
ね
れ
ば
、半
泥
子
も
き
っ
と
喜

ぶ
こ
と
で
し
ょ
う
。

と
名
付
け
た
部
屋

が
あ
り
、今
に
も
本

人
が
現
れ
て
、穏
や

か
な
笑
顔
で
語
り

か
け
て
く
れ
そ
う

で
し
た
。
ま
た
、鮮
や
か
な
色
彩
の
絵
柄
が
目

を
引
く
大
皿
や
、象
嵌
が
施
さ
れ
た
複
雑
な
形

の
大
壺
な
ど
が
展
示
さ
れ
、い
ず
れ
の
作
品
か

ら
も
迫
っ
て
く
る
も
の
を
感
じ
ま
し
た
。「
バ

イ
タ
リ
テ
ィ
が
あ
っ
て
、何
ご
と
に
も
意
欲
的

な
人
で
し
た
」と
在
り
し
日
の
土
平
氏
に
つ
い

て
教
え
て
く
れ
る
の
は
、陶
芸
家
の
藤
村 

州

二
さ
ん
で
す
。
土
平
氏
の
直
弟
子
と
し
て
修

業
を
積
み
、今
も
半
泥
子
の
精
神
を
受
け
継
ぎ

4

※
印
の
写
真
は
取
材
先
か
ら
提
供
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た

3

「
ギ
ャ
ラ
リ
ー
仙
鶴
」（
土・日・祝
日
定
休
）

Ｔ
Ｅ
Ｌ 

０
５
９ ‒ 

２
２
１ ‒ 

７
１
２
０

●
窯
場
見
学
は
事
前
予
約
が
必
要
で
す
。

お
問
い
合
わ
せ

【
津
市
分
部
】

【
津
市
分
部
】

半
泥
子
の
精
神
が
宿
る
、野
外
美
術
館
の
よ
う
な
窯
場

半
泥
子
の
精
神
が
宿
る
、野
外
美
術
館
の
よ
う
な
窯
場

仙
鶴
窯 

（
旧
廣
永
窯
）

仙
鶴
窯 

（
旧
廣
永
窯
）

ダイナミックな造形に目を奪われる、土平氏作の灯籠、

、

「仙鶴窯」総門

「坪島土平記念館」外観

茶席「山里」

「泥仏堂」

登り窯の火入れ風景

「陶斎」

陶芸家の
藤村 州二さん

せ
ん

か
く

が
ま

せ
ん

か
く

が
ま

ひ
ろ
な
が

ひ
ろ
な
が

ち
ひ
ろ

ご
う

へ
ん

きが
く

ぶ
つ

ず
し

で
い

き

す

ひ

ゆ
う
し
ょ
う

ぞ
う
が
ん

し
ゅ
う

ほ
り
の

じ

う
ち

ら
い

せ
ん
か
く

せ
ん
き
ゃ
く（
か
く
）ば
ん

ど
へい

し
ゃ

は
ん
で
い
し

は
ん
で
い
し

わ
け
べ

わ
け
べ

 ※

 ※

 ※

「ギャラリー仙鶴」
「金霧彩象嵌禽獣文
（きんむさい ぞうがん きんじゅうもん）
三角捻り花器」

「金霧彩象嵌禽獣文
（きんむさい ぞうがん きんじゅうもん）
三角捻り花器」



美
意
識
」（
11
月
17
日（
日
）ま
で
）が
開
催
さ
れ

て
い
ま
す
。「
洛
東
遺
芳
館
」は
、〝
江
戸
店
持

ち
京
商
人
〞と
し
て
知
ら
れ
る
柏
原
家
の
旧
宅

に
あ
り
、同
家
に
伝
わ
る
品
々
を
公
開
し
て
い

ま
す
。
石
水
博
物
館
学
芸
員
の
桐
田 

貴
史
さ

ん
に
伺
う
と
、「
幾
多
の
大
火
を
免
れ
た〝
お
蔵

の
深
い
〞館
で
、京
の
豪
商
な
ら
で
は
の
品
が

た
く
さ
ん
あ
り
、今
回
の
展
示
も
、ほ
と
ん
ど

が
初
め
て
京
都
を
出
た
収
蔵
品
ば
か
り
で
す
。

京
の
雅
と
商
人
の
文
化
を
感
じ
て
い
た
だ
け

る
と
思
い
ま
す
」と
の
こ
と
。
三
重
県
初
出
展

の
逸
品
に
出
合
え
る
展
覧
会
で
す
。

　
「
江
戸
時
代
に
は
豪
商
と
呼
ば
れ
る
よ
う
な

商
家
同
士
が
縁
戚
関
係
を
結
ぶ
こ
と
が
多
く
、

京
の
柏
原
家
と
津
の
川
喜
田
家
も
縁
戚
で
す
。

元
治
元（
１
８
６
４
）年
、半
泥
子
の
祖
父
で
石

水
博
物
館
の
名
称
の
由
来
と
も
な
っ
た
14
代

久
太
夫（
政
明
、号・石
水 
１
８
２
２
〜
７
９
）の

末
弟
、久
四
郎（
１
８
４
０
〜
１
９
１
６
）が
柏
原

家
に
養
子
に
入
り
、９
代
柏
原
孫
左
衛
門
を
襲

名
し
て
い
ま
す
。
そ
の
後
も
両
家
は
親
し
く

交
流
し
、
そ
の
孫
で
あ
る
10
代
孫
左
衛
門（
弥

一
郎 

１
８
９
７
〜
１
９
８
４
）と
半
泥
子
は

　
川
喜
田
半
泥
子
の
作
品
で
知
ら
れ
る「
石
水

博
物
館
」。
こ
の
秋
は
、京
都
市
東
山
区
に
あ

る「
洛
東
遺
芳
館
」所
蔵
の
名
品
展「
京
商
人
の

仲
が
良
く
、仕
事

上
の
付
き
合
い
だ

け
で
な
く
、趣
味

の
情
報
な
ど
も
や

り
取
り
し
て
い
た

と
い
う
こ
と
で

す
」。 

両
家
が
長
い
年
月
を
か
け
て
築
い
た
信

頼
関
係
に
よ
っ
て
、今
回
の
展
覧
会
が
実
現
し

た
の
で
す
。

　
展
示
室
で
ひ
と

き
わ
華
や
か
に
目

を
惹
く
の
は
、四

ツ
目
菱
の
家
紋
が

蒔
絵
さ
れ
た「
貝

桶
」と
そ
れ
に
入

れ
ら
れ
た「
合
わ
せ

貝
」。
京
を
代
表

す
る
豪
商
で
あ
っ

た
那
波
家
か
ら
柏

原
家
に
嫁
い
で
き

た
夫
人
の
嫁
入
り

道
具
の
中
の
一
品

で
す
。
18
世
紀
に

作
ら
れ
た
こ
の
道
具
類
は
、大
名
道
具
に
匹
敵

す
る
豪
華
さ
で
、棚
や
化
粧
道
具
な
ど
が
す
べ

て
揃
っ
て
い
る
と
の
こ
と
。「『
貝
桶
』は
、京

商
人
な
ら
で
は
の
好
み
を
示
す
優
美
な
品
と

い
え
ま
す
。
伊
勢
国
を
代
表
す
る
豪
商
の
一

つ
で
あ
っ
た

射
和
の
竹
川

家
か
ら
嫁
い

で
き
た
石
水

の
妻
・
政
な

ど
、現
存
す

る
川
喜
田
家

の
夫
人
た
ち

の
嫁
入
り
道

具
の
目
録
に

『
貝
桶
』な
ど

は
見
当
た
り

ま
せ
ん
。
雅

な
都
の
文
化

を
背
景
に
持

つ
京
商
人
と
、

質
実
を
旨
と

し
た
伊
勢
商

か
ら
京
に
拠
点
を
移
し
た
三
井
家
は
円
山
派

の
パ
ト
ロ
ン
で
し
た
し
、松
坂
の
小
津
家
に
も

多
く
の
丸
山
派
の
絵
画
が
あ
っ
た
と
い
わ
れ

て
い
ま
す
。
写
実
的
な
画
風
が
商
人
の
現
実

的
な
気
質
と
合
っ
て
い
た
の
で
し
ょ
う
」。

　
江
戸
で
も
上
方
で
も
活
躍
し
、時
代
を
牽
引

し
た
商
人
た
ち
の
哲
学
と
美
意
識
が
結
晶
し

た
か
の
よ
う
な
美
術
品
の
数
々
。
京
商
人
と

伊
勢
商
人
の
文
化
の
共
通
点
も
相
違
点
も
感

じ
ら
れ
る
展
覧
会
で
す
。

人
の
志
向
の
違
い
を
示
し
て
い
る
の
か
も
し

れ
ま
せ
ん
」。

　
ま
た
、円
山
応
挙
な
ど
円
山
派
の
絵
画
も
目

を
奪
う
品
々
で
す
。「
円
山
派
の
絵
画
は
京
商

人
に
も
伊
勢
商
人
に
も
好
ま
れ
、松
阪（
松
坂
）

6

※
印
の
写
真
は
取
材
先
か
ら
提
供
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た

5

「
石
水
博
物
館
」（
月
曜
休
館
）

Ｔ
Ｅ
Ｌ 

０
５
９ ‒ 

２
２
７ ‒ 

５
６
７
７

●
入
館
料

一
般
５
０
０
円　
学
生（
高
校
生
以
上
）３
０
０
円

中
学
生
以
下
無
料

お
問
い
合
わ
せ

【
津
市
垂
水
】

【
津
市
垂
水
】

伊
勢
商
人・川
喜
田
家
と

京
商
人・柏
原
家
の
絆
と
美
意
識

伊
勢
商
人・川
喜
田
家
と

京
商
人・柏
原
家
の
絆
と
美
意
識

石
水
博
物
館

石
水
博
物
館

第２展示室では「所蔵品展  川喜田半泥子の作品と季節の館蔵品」を開催

「猛虎図（もうこず）（左隻）」 宋紫石（そうしせき）

「孔雀図（くじゃくず）（部分）」 
呉春（ごしゅん） 「貝桶」と「合わせ貝」

「虎図（とらず）（部分）」 
円山応挙（まるやまおうきょ）

ら
く

ほ
う
か
ん

え
ん

ま
る
や
ま
お
う
き
ょ

え

ど
だ
な

せ
き

ま
き

お
け

な

ば

し
な

ひ
と

け
ん

か
み
が
た

い
ん

か
い

え

と
う
い

学芸員の桐田 貴史さん ※
那波家からの嫁入り道具の
一つ「お歯黒道具」 ※ ※

 ※

 ※ ※
「郭子儀図（かくしぎず）（部分）」 
岸駒（がんく）



　
松
阪
市
の
中
央
、魚
町
に
あ

る
白
い
瀟
洒
な
建
物
が「
サ
イ

ト
ウ
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
」。
精
神

科
医
で
あ
る
齋
藤 

洋
一
さ
ん

の
収
集
し
た
作
品
を
展
示
す

る
私
設
の
美
術
館
で
す
。「
約

3
0
0
0
点
に
上
る
収
集
品

の
中
か
ら
、展
覧
会
ご
と
に

テ
ー
マ
に
合
う
も
の
を
選
ん

で
い
ま
す
」と
教
え
て
く
れ
た

の
は
、学
藝
員
の
田
中 

善
明
さ

ん
。館
の
開
設
準
備
以
来
、オ
ー

ナ
ー
の
齋
藤
さ
ん
と
二
人
三

脚
で
現
在
に
至
り
ま
す
。

　

二
人
の
出
会
い
は
平
成
29

（
２
０
１
７
）年
。
三
重
県
立
美
術
館

に
学
芸
員
と
し
て
勤
務
し
て
い
た
田

中
さ
ん
が
、展
覧
会
に
出
す
作
品
を
借

り
る
た
め
齋
藤
さ
ん
を
訪
ね
た
こ
と

に
始
ま
り
ま
す
。
齋
藤
さ
ん
は
、知
名

度
よ
り
も
自
身
の
感
動
や
作
家
の
ひ

た
む
き
な
情
熱
な
ど
を
重
要
視
し
て

作
品
を
集
め
る
一
方
、美
術
の
力
で
医

療
環
境
を
よ
り
良
く
す
る
ホ
ス
ピ
タ
ル
ア
ー

ト
に
も
取
り
組
ん
で
い
ま
し
た
。
そ
の
中
で
、

集
め
た
絵
画
を
人
に
見
て
も
ら
わ
な
い
で
い

る
の
は
、作
者
や
作
品
に
対
し
て
失
礼
な
こ
と

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
と
自
問
を
重
ね
て
い
た

と
言
い
ま
す
。
話
し
合
う
う
ち
に
二
人
は
意

気
投
合
。
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
を
つ
ぶ
さ
に
見
て
、

そ
の
レ
ベ
ル
の
高
さ
を
実
感
し
た
田
中
さ
ん

は
県
立
美
術
館
を
辞
し
て
、齋
藤
さ
ん
の
美
術

館
を
開
く
準
備

を
始
め
ま
し
た
。

　
開
館
は
令
和

４
年
。
以
後
、

「
旅
す
る
絵
画
」

「
再
発
見
！
美

し
す
ぎ
る
日
本
近
代
の
絵
画
」「
味
わ
う
静
物

画
」「
嵐
山
、そ
し
て
水
の
あ
る
風
景
」な
ど
、興

味
深
い
企
画
展
が
続
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

　
館
内
に
入
る
と
、展
示
室
は
淡
い
グ
レ
ー
と

白
で
統
一
さ
れ
た
落
ち
着
い
た
空
間
。「
絵
に

聴
く
人
の
気
持
ち
を
変
え
る
よ
う
に
、絵
画
も

見
る
人
の
精
神
に
作
用
し
、心
を
静
め
た
り
、

元
気
を
与
え
た
り
す
る
の
で
し
ょ
う
。

　
こ
の
秋
の
企
画
展
は
、「
題
名
の
無
い
絵
画

展
2
0
2
4
」〈
10
月
27
日（
日
）ま
で
〉。
今
ま

で
の
展
示
会
と
は
趣
向
を
変
え
て
、１
階
の
展

示
室
に
は
田
中
さ
ん
が
、２
階
に
は
齋
藤
さ
ん

が
選
ん
だ
作
品
が
並
ん
で
い
ま
す
。
お
二
人

の
個
性
や
志
向
の
違
い
な
ど
が
感
じ
ら
れ
る

興
味
深
い
ラ
イ
ン
ナ
ッ
プ
で
す
。「
今
回
の
展

示
に
は
作
品
解
説
を
付
け
ず
、見
る
人
そ
れ
ぞ

れ
の
目
と
心
で
感
じ
て
も
ら
お
う
と
考
え
て

い
ま
す
」と
田
中
さ
ん
。

　
訪
れ
れ
ば
き
っ
と
、「
好
き
だ
な
ぁ
」と
感
じ

ら
れ
る
作
品
と
出
合
う
こ
と
が
で
き
る
で

し
ょ
う
。
あ
な
た
の〝
心
に
効
く
〞1
枚
に
、出

合
い
に
行
き
ま
し
ょ
う
。

集
中
し
て
も
ら
え
る
よ
う
、天
井
の
高
さ
や
照

明
な
ど
に
こ
だ
わ
り
ま
し
た
。
ま
た
、先
入
観

な
く
作
品
に
接
し
て
も
ら
え
る
よ
う
、作
者
名

や
解
説
が
作
品
の
後
に
な
る
よ
う
に
展
示
し
て

い
ま
す
」。
ガ
ラ
ス
な
ど
の
覆
い
が
無
く
、近
い

距
離
で
じ
か
に

絵
を
見
る
こ
と

が
で
き
る
の
も

魅
力
の
一
つ
。

静
か
な
展
示

室
で
一
枚
一

枚
の
作
品
を

ゆ
っ
た
り
見

て
い
る
と
、絵

の
中
に
誘
わ
れ

て
い
く
よ
う
な

感
覚
に
な
り
、

さ
わ
や
か
で
好

き
だ
と
感
じ

る
一
枚
の
前
で

は
気
分
も
爽

快
に
な
り
ま
し

た
。
音
楽
が

8
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写
真
は
取
材
先
か
ら
提
供
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
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「
サ
イ
ト
ウ
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
」（
月・火・水・木
曜
休
館
）

Ｔ
Ｅ
Ｌ 

０
５
９
８ ‒ 

２
１ ‒ 

１
１
１
１

●
入
館
料

一
般
５
０
０
円　
大
学・高
校
生
３
０
０
円　

中
学
生
１
０
０
円　
小
学
生
以
下
無
料

お
問
い
合
わ
せ

【
松
阪
市
魚
町
】

【
松
阪
市
魚
町
】

コ
レ
ク
タ
ー
と
学
藝
員
が
開
い
た

〝
心
に
効
く
〞美
術
館

コ
レ
ク
タ
ー
と
学
藝
員
が
開
い
た

〝
心
に
効
く
〞美
術
館

サ
イ
ト
ウ
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム

サ
イ
ト
ウ
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム

落ち着いた展示室。左回りに観覧する

「少女像」 深沢 紅子

「DENT PROMPTE」 マックス・エルンスト 「海（日の出）」 藤島 武二

「The Signified or If Ⅳ　意味されるもの
あるいはもしも No.4」 荒川 修作

学藝員の田中 善明さん

※

※  ※

 ※

「サイトウミュージアム」外観
松阪駅から徒歩８分の距離

し
ょ
う
し
ゃ



青
山
の
風
景
を
こ
よ
な
く
愛
し
た
水
墨
画
家
に
よ
り
建
設

そ
の
麓
は
自
然
豊
か
な

エ
リ
ア
で
、
木
津
川
に

並
行
し
て
初
瀬
街
道
が

通
り
、見
ど
こ
ろ
も
多
い

ま
ち
で
す
。地
震
除
け
の

守
り
神「
要
石
」で
知
ら

れ
る
大
村
神
社
の
そ
ば

に
、純
日
本
建
築
の「
伊

賀
市 

ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
青

山
讃
頌
舎
」が
あ
り
ま
す
。

　

元
々
は
水
墨
画
家
の

穐
月 

明
さ
ん
が
建
て
た

美
術
館（「
靑
山
讃
頌
舎 

美
術
館 

日
月
舎
」）で
、自

身
の
作
品
や
収
集
し
た

古
美
術
を
公
開
し
て
い

ま
し
た
。
名
称
は
穐
月

さ
ん
が
青
山
の
豊
か
な

山
河
を
称
え
て
、命
名
し

ま
し
た
。

　
穐
月
さ
ん
が
亡
く
な
ら
れ
た
後
は
、遺
族
が

伊
賀
市
に
寄
贈
。
市
で
初
め
て
と
な
る
美
術

作
品
の
展
示
施
設
と
し
て
開
館
し
ま
し
た
。

　
〝
青
山
町
〞は
、か
つ
て
三
重
県
名
賀
郡
に
存

在
し
た
町
名
。
平
成
16（
２
０
０
４
）年
の
合
併

後
、伊
賀
市
と
な
り
ま
し
た
が
、青
山
高
原
と

「
穐
月
の
作
品

を
み
て
も
ら
う

通
常
展
と
、ほ

か
の
作
家
さ
ん

の
特
別
展
で
、

年
に
６
回
ほ
ど

の
企
画
展
を
行
っ
て
い
ま
す
。
展
示
ご
と
に

す
べ
て
の
作
品
が
入
れ
替
わ
り
ま
す
」と
、穐

月
さ
ん
の
長
男
で
同
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
の
学
芸

員・穐
月 

大
介
さ
ん
。
取
材
で
訪
れ
た
際
の

企
画
展「
神
が
息
づ
き
仏
が
導
く・穐
月
明
と

仏
教
美
術
の
世
界（
伊
賀
市
文
化
都
市
協
会
主

催
）」を
案
内
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　
こ
の
と
き
に
初
公
開
と
な
っ
た「
若
宮
八
幡

神
像
」は
、穐
月
さ
ん
の
収
集
品
の
一
つ
で
、鎌

倉
時
代
末
期
か
ら
南
北
朝
時
代
の
作
品
と
み

ら
れ
、昨
年
３
月
に
市
の
文
化
財
指
定
を
受
け

ま
し
た
。「
描
か
れ
て
い
る
貴
公
子
は
八
幡
神

（
応
神
天
皇
）の
若
宮
で
あ
る
こ
と
か
ら
、仁
徳

天
皇
と
さ
れ
、天
皇
の
み
許
さ
れ
た
装
束
を
着

て
い
ま
す
」。
同
絵
画
を
始
め
、穐
月
さ
ん
が

神
仏
を
テ
ー
マ
に
描
い
た
作
品
、神
仏
習
合
の

時
代
の
仏
教
美
術
や
民
間
信
仰
に
つ
い
て
の

コ
レ
ク
シ
ョ

ン
が
並
び
、

ま
た
同
じ
く

市
指
定
の
文

化
財
と
な
っ

た
大
村
神
社

の
梵
鐘「
虫

喰
鐘
」を
パ

ネ
ル
で
解
説
。

未
指
定
で
も

宝
厳
寺
所
有
の
大
般
若
経
六
百
巻
な
ど
、貴
重

な
文
化
財
に
詳
し
い
解
説
を
添
え
、地
元
に
残

る
神
仏
の
世
界
の
一
端
を
紹
介
し
ま
し
た
。

　
穐
月 

明
さ
ん
は
昭
和
４（
１
９
２
９
）年
、

和
歌
山
県
高
野
山
の
生
ま
れ
。
京
都
市
立
美

術
専
門
学
校（
現・京
都
市
立
芸
術
大
学
）で
日

多
く
い
ま
す
。

　
コ
の
字
型
に
設

計
さ
れ
た
館
内
は
、

奥
行
き
の
あ
る
展

示
に
活
か
さ
れ
、

ま
た
離
れ
の
茶
室

は
、穐
月
さ
ん
が

柱
の
木
や
天
井

材
、壁
土
な
ど
を

何
年
も
か
け
て
集

め
て
完
成
さ
せ
ま

し
た
。 

庭
園
に
は

石
像
が
あ
ち
こ
ち

に
展
示
さ
れ
、自

然
を
大
切
に
し
た

美
意
識
の
詰
ま
っ

た
空
間
が
広
が
っ

て
い
ま
す
。

本
画
と
洋
画
の
基
礎
を
学
ぶ
も
、卒
業
間
近
に

見
た
中
国
清
朝
の
文
人
画
家「
金
冬
心
」に
深

い
感
銘
を
受
け
、独
学
で
水
墨
画
に
転
向
し
ま

す
。師
に
付
か
ず
、派
閥
に
属
さ
ず
、賞
も
断
っ

て
画
業
に
専
念
し
、独
自
の
絵
画
世
界
を
築
き

ま
し
た
。
青
山
の
風
景
を
こ
よ
な
く
愛
し
、52

歳
で
伊
賀
に
移
住
。「
作
品
を
描
く
た
め
に
静

か
な
落
ち
着
い
た
環
境
を
求
め
て
い
た
の
で

し
ょ
う
。
こ
こ
は
自
然
を
壊
す
こ
と
な
く
開

発
に
躍
起
に
な
ら
な
い
景
色
が
守
ら
れ
て
い

る
場
所
で
す
」と
大
介
さ
ん
。
作
品
に
は
菩
薩

像
や
野
の
仏
な
ど
の
仏
画
を
は
じ
め
、風
景
や

動
物
、花
な
ど
、さ
ま
ざ
ま
な
水
墨
画
が
あ
り

ま
す
。
中
で
も
寺
で
生
ま
れ
育
っ
た
穐
月
さ

ん
に
と
っ
て
仏
画
は
特
別
な
テ
ー
マ
。
そ
の

独
自
の
画
風
に
魅
了
さ
れ
る
フ
ァ
ン
が
今
も
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「
伊
賀
市 

ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
青
山
讃
頌
舎
」（
火
曜
休
館
）

Ｔ
Ｅ
Ｌ 

０
５
９
５ ‒ 

５
２ ‒ 

２
１
０
０

●
入
館
料

一
般
３
０
０
円　
18
歳
未
満
無
料

お
問
い
合
わ
せ

【
伊
賀
市
別
府
】

【
伊
賀
市
別
府
】

青
山
の
風
景
を
こ
よ
な
く
愛
し
た
水
墨
画
家
に
よ
り
建
設

青
山
の
風
景
を
こ
よ
な
く
愛
し
た
水
墨
画
家
に
よ
り
建
設

伊
賀
市 

ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム

青
山
讃
頌
舎

伊
賀
市 

ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム

青
山
讃
頌
舎

穐月 明さんの作品と古美術品、パネルを合わせて72点を展示

宝厳寺の大般若経と
「大般若経守護十六善神」 穐月 明

「鍾馗（しょうき）図」 穐月 明

絵葉書　「若宮八幡神像」 
伊賀市指定文化財

学芸員の穐月 大介さん石像が展示された庭園
茶室の壁には
伊勢暦（いせごよみ）を

う
た
の
い
え

う
た
の
い
え

あ
き

あ
き
ら

は
か
な
め
い
し せ

む
し

ほ
う
ご
ん
じ

く
い
の
か
ね

づ
き



青
山
の
風
景
を
こ
よ
な
く
愛
し
た
水
墨
画
家
に
よ

無
形
文
化
財
保
持

者（
人
間
国
宝
）と

い
っ
た
、名
だ
た

る
作
家
の
作
品
を

収
蔵
・
展
示
し
て

い
ま
す
。
コ
レ
ク

シ
ョ
ン
の
特
徴
は
、

全
て
が
神
宮
に
奉

納
さ
れ
た
作
品
で

あ
る
と
い
う
こ
と
。

展
示
さ
れ
る
芳
名

帳
に
は
、献
納
式

に
来
館
し
た
作
家

の
、直
筆
署
名
を

見
る
こ
と
が
で
き

ま
す
。

　
「
式
年
遷
宮
を
奉
賛
し
、当
代
を
代
表
す
る

作
家
の
方
々
か
ら
真
心
の
こ
も
っ
た
作
品
が

寄
せ
ら
れ
、現
在
約
５
０
０
点
を
収
蔵
し
て
い

ま
す
」と
神
宮
司
庁
文
化
部・学
芸
員
の
中
村

潔
さ
ん
。
日
本
の
美
術
工
芸
作
品
の
歩
み
を

展
望
す
る
美
の
殿
堂
を
め
ざ
し
、当
代
美
術
の

粋
を
一
堂
の
も
と
に
鑑
賞
で
き
る
展
示
内
容

　
伊
勢
神
宮
の
内
宮
と
外
宮
の
ほ
ぼ
中
間
地

点
に
あ
る
倉
田
山
は
、別
宮
の
倭
姫
宮
が
鎮
ま

り
、緑
あ
ふ
れ
る
憩
い
の
ゾ
ー
ン
。一
帯
は「
倭

姫
文
化
の
森
」と
し
て
遊
歩
道
も
整
備
さ
れ
て

い
ま
す
。
こ
こ
に
平
成
５（
１
９
９
３
）年
、第

61
回
神
宮
式
年
遷
宮
を
記
念
し
て
創
設
さ
れ

た
の
が「
神
宮
美
術
館
」で
す
。
文
化
勲
章
受

章
者・文
化
功
労
者・日
本
藝
術
院
会
員・重
要

と
な
っ
て
い
ま
す
が
、そ
も
そ
も
美
術
作
品
が

奉
納
さ
れ
た
の
は
、昭
和
28（
１
９
５
３
）年
の

第
59
回
式
年
遷
宮
が
き
っ
か
け
だ
っ
た
よ
う

で
す
。「
戦
後
の
遷
宮
は
国
家
の
手
を
離
れ
、

主
軸
は
国
民
の
奉
賛
に
移
行
し
て
行
わ
れ
る

よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
そ
ん
な
と
き
芸
術
家

の
方
々
か
ら
作
品
を
売
っ
て
遷
宮
費
用
に
と

い
う
あ
り
が
た
い
申
し
出
が
あ
り
、結
果
的
に

売
却
す
る
こ
と
な
く
遷
宮
を
行
う
こ
と
が
で

き
た
の
で
す
が
、そ
の
こ
と
に
な
ら
っ
て
各
種

美
術
作
品
が
奉
納
さ
れ
て
い
ま
す
」。

　
そ
の
ジ
ャ
ン
ル
は
日
本
画
、洋
画
、彫
塑
を

は
じ
め
、版
画
、書
、ま
た
陶
芸
、染
織
、漆
芸
、

金
工
な
ど
の
工
芸
と
、多
岐
に
わ
た
り
ま
す
。

こ
れ
ほ
ど
異
な
る
分
野
の
一
級
品
が
集
ま
り

一
度
に
鑑
賞
で
き
る
の
は
、貴
重
な
機
会
と
い

え
る
で
し
ょ
う
。

　
建
物
は
日
本
藝
術
院
会
員
の
大
江 

宏（
１

９
１
３
〜
１
９
８
９
）に
よ
る
設
計
で
、枯
山

水
庭
園
に
せ
り
出
し
た
、勾
配
屋
根
を
持
つ
和

風
の
現
代
建
築
。
丸
み
を
帯
び
た
唐
破
風
屋

根
の
入
り
口
か
ら
足
を
踏
み
入
れ
る
と
、エ
ン

ト
ラ
ン
ス
は
カ
ー
ブ
を
描
い
た
天
井
で
、ゆ
っ

た
り
と
し
た

贅
沢
な
空
間

で
す
。
ま
た

木
を
ふ
ん
だ

ん
に
使
い
、

木
目
を
活
か

し
た
内
部
の

デ
ザ
イ
ン
が

和
や
か
な
雰

囲
気
を
醸
し

出
し
、休
憩

室
や
展
示
廊
の
広
い
窓
か
ら
は
光
が
差
し
こ

み
、明
る
く
開
放
的
。
庭
園
や
森
の
景
観
に
寛

げ
る
、ま
さ
に
自
然
と
調
和
し
た
美
術
館
で
す
。

集
展
示〈
12
月
24
日（
火
）ま
で
〉し
て
い
ま
す
」

と
中
村
さ
ん
。

　
鑑
賞
後
に
は「
美
術
館
四
季
の
こ
み
ち
」を

散
策
し
、ま
た
敷
地
内
の「
神
宮
徴
古
館
」と

「
神
宮
農
業
館
」に
も
立
ち
寄
っ
て
み
て
は
い

か
が
で
し
ょ
う
か
。
紅
葉
や
桜
と
季
節
の
変

化
を
楽
し
め
る
森
の
中
、芸
術
に
触
れ
、神
宮

へ
の
見
識
も
深
ま
る
ス
ポ
ッ
ト
で
す
。

　
展
示
ス
ペ
ー
ス
は
２
つ
。
大
き
な
作
品
が

見
応
え
の
あ
る
展
示
室
１
と
書
院
造
を
思
わ

せ
る
和
を
活
か
し
た
展
示
室
２
が
あ
り
、ど
ち

ら
も
作
品
と
じ
っ
く
り
真
剣
に
向
き
合
え
る

よ
う
工
夫
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
毎
年
、奉
納
さ
れ
た
作
品
を
紹
介
す
る
収
蔵

展
と
宮
中
で
開
か
れ
る
歌
会
始
を
テ
ー
マ
に

し
た
企
画
展
が
開
催
さ
れ
て
い
ま
す
。「
歌
会

始
の
御
題
に
合
わ
せ
た
特
別
展
を
平
成
８（
１

９
９
６
）年
か
ら
行
い
、毎
年
の
嘉
例
と
し
て

い
ま
す
。
今
年
の
御
題
の『
和
』に
ち
な
み
、こ

の
夏
に
ア
プ
ロ
ー
チ
を
二
つ
に
分
け
て
作
品

を
展
示
し
ま
し
た
。
ま
た
令
和
５
年
度
に
奉

納
の
あ
っ
た
８
名
の
作
家
に
よ
る
14
点
を
、特
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「
式
年
遷
宮
記
念  

神
宮
美
術
館
」（
木
曜
休
館
）
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大
人
５
０
０
円　
小・中
学
生
１
０
０
円

（
３
館
共
通
券
７
０
０
円
）

お
問
い
合
わ
せ

【
伊
勢
市
神
田
久
志
本
町
】

【
伊
勢
市
神
田
久
志
本
町
】

緑
豊
か
な
倉
田
山
の
地
に
当
代
美
術
の
粋
が
結
集

緑
豊
か
な
倉
田
山
の
地
に
当
代
美
術
の
粋
が
結
集

式
年
遷
宮
記
念  

神
宮
美
術
館

式
年
遷
宮
記
念  

神
宮
美
術
館

季節を愛でる「美術館四季のこみち」

中庭を望む展示廊に２つの彫塑作品

広々とした空間の展示室１

絵葉書や図録を販売するエントランス

日本庭園とマッチする和風建築
や
ま
と
ひ
め
の
み
や

ち
ょ
う
そ

か
い
は
じ
め

ち
ょ
う
こ
か
ん

う
た

す
い
す
い

展示室２は書院造の様式で和の空間

神宮美術館を訪れた作家の芳名帳




