
　
第
３
回
目
の
特
別
展

　

本
紙
で
毎
号
お
知
ら
せ
し
て
い
る
絵
師
調
査
事

業
の
成
果
や
進
捗
状
況
を
、
実
物
の
展
示
と
と
も

に
ひ
ろ
く
知
っ
て
い
た
だ
く
た
め
に
開
催
し
て
い

る
太
宰
府
の
絵
師
展
。
こ
れ
ま
で
「
齋さ
い
と
う
し
ゅ
う
ほ

藤
秋
圃
」

（
２
０
１
８
年
）、「
秋し
ゅ
う
ほ圃
と
拝は
い
ざ
ん山
」（
２
０
２
１
年
）

と
２
度
の
展
覧
会
を
行
い
、
こ
の
た
び
第
３
回
展

と
し
て
、６
月
10
日（
土
）か
ら
７
月
17
日（
月
・
祝
）

ま
で
「
吉
嗣
家
交
友
録
～
近
代
文
人
の
書
と
絵
画
」

を
開
催
す
る
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。

　

吉
嗣
家
に
は
、
梅ば
い
せ
ん仙

、
拝
山
、
鼓こ
ざ
ん山

の
三
代
の

作
品
と
と
も
に
、
明
治
か
ら
昭
和
前
半
に
活
躍
し

た
様
々
な
文
人
の
書
画
が
現
存
し
て
い
ま
す
。
本

展
は
こ
の
中
か
ら
厳
選
し
た
約
50
件
の
資
料
に

よ
っ
て
、
文
人
た
ち
の
筆
と
営
み
と
吉
嗣
家
の
幅

広
い
交
友
関
係
を
概
観
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
す
。

　

宝
満
山
山
頂
に
は
、
竈
門
神
社
の
上
宮
が
鎮
座
し

て
い
ま
す
。
そ
の
社
殿
の
そ
ば
に
あ
る
巨
石
に
「
肇
祉
」

と
刻
ま
れ
て
い
ま
す
。
吉
嗣
拝
山
の
揮
毫
に
よ
る
も
の

で
す
。
息
子
鼓
山
が
編
集
し
た
遺
稿
集
『
古こ

香こ
う

書し
ょ

屋お
く

詩し

存ぞ
ん

』
巻
二
に
、「（
大
正
二
年
）
五
月
九
日
登
竈
門

山
絶
頂
、
有
巨
巌
、
刻
肇
祉
二
字
（
五
月
九
日
、
竈

門
山
絶
頂
に
登
る
、
巨
巌
有
り
、
肇
祉
の
二
字
を
刻

む
）」
と
題
す
る
漢
詩
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
大
正
２
年

（
１
９
１
３
）
５
月
に
揮
毫
が
な
さ
れ
た
こ
と
が
わ
か

り
ま
す
。

　

さ
て
、「
肇
祉
」
は
、
絵
師
調
査
チ
ー
ム
の
井
形
栄

子
さ
ん
の
ご
教
示
に
よ
れ
ば
、『
墨ぼ
く

場じ
ょ
う

必ひ
っ

携け
い

』
と
い
う
、

書
家
が
文
字
を
選
ぶ
際
の
名
句
を
ま
と
め
た
書
物
に

み
え
る
語
で
す
。
新
た
に
幸
い
が
始
ま
る
時
と
の
意
味

で
す
が
、
他
に
も
太
宰
府
最
初
の
寺
社
の
跡
地
と
い
う

解
釈
、
初
代
神じ
ん

武む

天て
ん

皇の
う

の
生
母
と
さ
れ
る
玉た
ま

依よ
り

姫ひ
め

を

祀
る
場
所
な
ど
の
解
釈
が
な
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

宝
満
山
は
平
成
25
年
（
２
０
１
３
）
年
10
月
17
日

の
官
報
告
示
に
よ
り
国
史
跡
に
指
定
さ
れ
ま
し
た
。

山
中
に
は
祭さ
い

祀し

跡あ
と

、
堂ど
う

舎し
ゃ

跡あ
と

、
窟く
つ

、
坊ぼ
う

跡あ
と

な
ど
が
良

好
な
状
態
で
遺
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
山
岳
信
仰
の

あ
り
方
を
考
え
る
う
え
で
重
要
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
今

年
は
こ
の
史
跡
指
定
か
ら
十
年
と
い
う
節
目
の
年
に
あ

た
り
ま
す
。
こ

の
機
会
に
、
宝

満
山
登
山
を

さ
れ
て
み
て
は

い
か
が
で
し
ょ

う
か
。

　

a

（
重
松
敏
彦
）
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竈門神社上宮の「肇祉」の岩
写真提供：
太宰府市文化ふれあい館

録
『
梅ば
い

仙せ
ん

先せ
ん

生せ
い

古こ

稀き

筵え
ん

展て
ん

観か
ん

録ろ
く

』
に
は
、
本
作
を
含

め
１
７
０
点
以
上
の
寄
贈
作
品
が
列
記
さ
れ
て
い
る

の
で
す
が
、
こ
の
６
割
に
及
ぶ
１
０
０
点
が
現
存
し

て
い
る
こ
と
が
、
今
回
の
調
査
に
よ
っ
て
明
ら
か
と

な
り
ま
し
た
。
実
作
品
か
ら
は
、
タ
イ
ト
ル
の
み
を

記
す
目
録
か
ら
だ
け
で
は
知
り
得
な
い
多
く
の
情
報

が
得
ら
れ
、
古
稀
祝
賀
会
の
実
態
解
明
、
吉
嗣
家
の

歴
史
、
さ
ら
に
ひ
ろ
く
文
人
研
究
に
も
役
立
つ
こ
と

が
期
待
さ
れ
ま
す
。

　

骨
筆
を
特
別
公
開

　

本
展
の
開
催
を
記
念
し
て
、
拝
山
と
と
も
に
海
を

渡
っ
た
「
骨こ
っ

筆ぴ
つ

」
を
特
別
展
示
し
ま
す
（
骨
筆
に
つ

い
て
は
本
紙
裏
面
の
「
逸
品
探
訪
」
を
ご
参
照
く
だ

さ
い
）。
逆
境
を
跳
ね
返
し
て
名
を
成
し
た
、〝
不
屈

の
象
徴
〟
た
る
存
在
を
、
ぜ
ひ
間
近
で
ご
覧
い
た
だ

け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。（
井
形
栄
子
）

　

交
友
の
た
し
か
な
証

あ
か
し

　

文
人
の
書
画
と
い
う
と
、
ど
れ
も
似
た
よ
う
な
中

国
風
の
山
水
画
、
読
め
な
い
く
ず
し
字
、
難
解
な
漢

詩
と
い
っ
た
イ
メ
ー
ジ
が
つ
き
も
の
で
す
。
た
し
か

に
そ
の
よ
う
な
側
面
も
あ
り
、
内
容
を
正
確
に
理
解

す
る
こ
と
は
簡
単
だ
と
は
言
え
ま
せ
ん
が
、
一
部
で

も
文
字
が
読
め
た
り
、
関
連
資
料
を
参
照
し
た
り
す

る

　

た
と
え
ば
図
１
の
《
骨こ
っ

筆ぴ
つ

題だ
い

詠え
い

》
は
、
拝
山
が
明
治
11

年
（
１
８
７
８
）
に
清
国
に

遊
学
し
た
際
に
現
地
の
文
人

た
ち
16
名
が
揮き
ご
う毫
し
た
書
画

巻
で
す
。
巻
頭
の
骨
筆
図
は

当
代
き
っ
て
の
画
家
と
し
て

知
ら
れ
た
胡こ

公こ
う

寿じ
ゅ

、
左
手
で

筆
を
掲
げ
る
姿
を
描
い
た
拝

山
の
肖
像
画
は
、
画
僧
竹ち
く
ぜ
ん禅

に
よ
る
も
の
で
す
。
落
款
に

は
書
写
し
た
日
付
や
上
海
と

い
う
地
名
な
ど
も
記
さ
れ
て

い
て
、
清
国
で
の
拝
山
の
足

跡
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き

ま
す
。

　

ま
た
、
図

２
の《
諸し
ょ

画が

貼は
り

交ま
ぜ

屏び
ょ
う

風ぶ

》は
、

明
治
19
年

（
１
８
８
６
）

に
、
拝
山
が

父
梅
仙
の
古

稀
を
祝
っ
て

催
し
た
祝
賀

会
に
際
し
て
、

筑
前
を
中
心

と
し
た
23
名

が
書
画
を
寄

せ
る
作
品
で

す
。
こ
の
祝

賀
会
の
内
容

を
記
し
た
目

こ
と
で
、
概
要
を
把
握
す
る
こ
と
が
で
き
る
場

合
が
あ
り
ま
す
。
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明
治
５
年
に
雪
斎
が
彫
刻
し
た
こ
と
が
わ
か
り
ま

す
。
雪
斎
な
る
人
物
に
つ
い
て
、
ま
た
骨
筆
作
製
の

具
体
的
な
手
順
な
ど
は
現
時
点
で
は
不
明
で
す
が
、

吉
嗣
家
の
未
調
査
資
料
な
ど
に
情
報
が
の
こ
さ
れ
て

い
る
可
能
性
も
あ
り
ま
す
。

　

切
っ
て
も
切
れ
な
い
相
棒

　

南
画
家
と
し
て
生
ま
れ
変
わ
っ
た
拝
山
は
、
こ

の
骨
を
携
え
て
全
国
各
地
を
巡
り
、
明
治
11
年

（
１
８
７
８
）
の
清
国
渡
航
の
際
も
旅
を
と
も
に

し
ま
し
た
。
ま
さ
に
一
心
同
体
の
相
棒
で
す
。
骨
で

作
っ
た
と
い
う
と
少
し
ギ
ョ
ッ
と
す
る
か
も
し
れ
ま

せ
ん
が
、
綺
麗
に
磨
き
整
え
ら
れ
た
骨
筆
は
、
実

際
に
見
る
と
な
か
な
か
美
し
く
、
目
に
し
た
多
く

の
文
人
た
ち
は
絵
に
描
き
、
詩
に
詠
ん
で
こ
れ
を

た
た
え
て
い
ま
す
。

　

拝
山
は
ま
た
こ
の
骨
筆
を
実
際
に
使
っ
て
揮き

毫ご
う

す

る
こ
と
も
あ
り
ま
し
た
。
左
写
真
の《
骨
筆
に
菊
図
》

は
、
骨
筆
の
誕
生
40
年
を
記
念
し
て
作
ら
れ
た
も

の
で
、
画
賛
の
文
中
に
は
「
以
骨
筆
作
此
図
（
骨

筆
を
以
て
此
の
図
を
作
る
）」
と
記
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
井
形
栄
子
）

　

吉
嗣
拝
山
は
明
治
11
年
（
１
８
７
８
）
2
月
に
清

国
へ
渡
航
し
、
現
地
の
文
人
や
滞
在
し
て
い
た
日
本
人

と
交
流
し
同
年
６
月
に
帰
国
し
ま
す
。
こ
の
時
制
作

さ
れ
た
作
品
の
う
ち
、
特

に
清
国
の
文
人
か
ら
贈

ら
れ
た
も
の
に
は「
光
緒
」

と
い
う
文
字
が
見
ら
れ
ま

す
。「
光
緒
」
は
清
国
の
第
11
代
皇
帝
光
緒
帝
の
時
代

の
元
号
で
、
１
８
７
５
～
１
９
０
８
年
に
使
用
さ
れ

ま
し
た
。
く
ず
し
方
を
見
る
と
、「
光
」
は
く
ず
れ
て

い
る
も
の
の
原
型
を
留
め
て
お
り
、「
緒
」
は
糸
篇
が

一
本
の
縦
線
に
、「
者
」
は
「
衣
」
の
よ
う
に
見
え
ま
す
。

　
一
筆
箋
ほ
ど
の
紙
片
に
か
か
れ
た
こ
の
資
料
は
汪お
う

昌し
ょ
う

績せ
き

と
い
う
人
物
が
拝
山
に
宛
て
た
手
紙
で
す
。

拝
山
と
の
詳
細
な
関
係
は
不
明
で
す
が
、
清
国
滞

在
中
に
拝
山
は
汪
昌
績
か
ら
詩
の
校
正
を
依
頼
さ

れ
る
な
ど
交
流
が
あ
っ
た
よ
う
で
す
。

　

元
号
は
も
と
も
と
中
国
を
中
心
と
す
る
東
洋
の
漢

字
文
化
圏
で
広
ま
り
、
当
時
は
清
国
だ
け
で
な
く
朝

鮮
な
ど
も
独
自
の
元
号
を
使
用
し
て
い
ま
し
た
。
吉

嗣
家
資
料
か
ら
は
、
他
に
も
朝
鮮
・
大
韓
帝
国
の
元

号
「
光こ
う

武ぶ

」（
１
８
９
７
～
１
９
０
７
）
が
使
用
さ

れ
た
資
料
も
見
つ
か
っ
て
い
ま
す
。（
木
村
純
也
）

　

26
歳
で
起
こ
っ
た
悲
劇

　

明
治
４
年
（
１
８
７
１
）
７
月
９
日
。
東
京
へ

出
て
太だ

政じ
ょ
う

官か
ん

記
録
編
集
局
と
い
う
政
府
の
機
関
に

勤
務
し
て
い
た
拝
山
は
、
出
勤
の
途
中
、
大
風
で
倒

壊
し
て
き
た
家
屋
の
下
敷
き
と
な
る
大
事
故
に
見
舞

わ
れ
ま
し
た
。
病
院
に
運
ば
れ
た
拝
山
は
瀕
死
の
状

態
で
、
一
命
を
取
り
留
め
る
た
め
、
重
傷
を
負
っ
た

右
腕
を
切
断
す
る
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。
手
術
は
功

を
奏
し
て
、
蘇
っ
た
拝
山
で
し
た
が
、
職
務
に
支
障

の
あ
る
身
と
な
っ
た
拝
山
は
や
む
な
く
官
職
を
辞
し

て
、
詩
書
画
の
道
に
進
む
こ
と
を
決
意
し
ま
し
た
。

　

前
腕
の
尺
骨
で
製
作

　

拝
山
の
骨
筆
は
、
肘
か
ら
手
首
に
か
け
て
の
前
腕

部
分
に
あ
る
２
本
の
骨
の
う
ち
、
内
側
（
小
指
側
）

に
あ
る
尺
し
ゃ
っ

骨こ
つ

で
作
ら
れ
て
い
ま
す
。
幸
い
に
こ
こ
は

折
れ
て
い
な
か
っ
た
ら
し
く
、
拝
山
は
事
故
後
の
翌

年
に
こ
の
骨
筆
を
作
り
ま
し
た
。
持
ち
手
部
分
に

は
、
拝
山
が
東
京
で
懇
意
に
し
て
い
た
漢
学
者
・
亀か
め

谷た
に

省せ
い

軒け
ん
の
漢
詩
が
篆て
ん

書し
ょ

体
で
刻
ま
れ
、
賛
の
末
尾
に

は
「
壬
申
初
冬
」「
雪
齋
迂
人
」
の
刻
字
が
あ
っ
て
、

太
宰
府
の
絵
師
に
関
連
す
る

逸
品
・
名
品
を
紹
介
し
ま
す

《
骨
筆
と
菊
図
》
紙
本
墨
画　
掛
幅
装

大
正
元
年(

１
９
１
２)　
吉
嗣
家
資
料

　

勢
い
よ
く
の
び
た
芦
を
背
景
に
、
白
い
水
鳥
が
佇
ん

で
い
ま
す
。
首
を
す
く
め
、
片
脚
を
屈
し
て
い
ま
す
か

ら
、
し
ば
し
休
息
し
て
い
る
の
で
し
ょ
う
。
鳥
の
体
部

と
翼
の
先
端
は
淡
墨
線
で
お
お
ま
か
な
輪
郭
を
え
が
い

て
い
ま
す
。
羽
の
白
さ
は
、
輪
郭
線
の
内
側
に
白
色
の

絵
具
を
塗
っ
て

い
る
た
め
で
は

な
く
、
そ
の
外

側
に
う
す
い
淡

墨
を
施
し
て
い

る
か
ら
で
す
。

喙く
ち
ば
しと
脚
を
あ

ら
わ
す
濃
墨
線

も
、
羽
の
純
白

今
号
は
展
覧
会
に
あ
わ
せ
た
吉
嗣
家
特
集
！
会
場
に
ぜ
ひ
お
越
し
く
だ
さ
い
。

を
強
調
し
て
い
ま
す
。

　

画
面
右
の
墨
書
か
ら
、
こ
の
画
稿
の
原
画
は
、
中

国
清
朝
中
期
の
画
家
李り
ぜ
ん鱓
の
作
と
わ
か
り
ま
す
。
李

鱓 

は
名
家
に
生
ま
れ
た
官
吏
で
し
た
が
失
脚
し
、
晩

年
は
揚よ
う
し
ゅ
う州に

住
ま
い
、
作
画
に
よ
っ
て
糊こ

口こ
う

を
凌
ぎ

ま
し
た
。
揚
州
は
水
運
の
要
衝
で
、
江
南
随
一
の
商

業
都
市
で
し
た
。
そ
の
経
済
的
発
展
は
、
学
芸
の
興

隆
を
齎も
た
らし
ま
し
た
。
こ
の
地
で
は
多
く
の
書
画
家
も

活
躍
し
ま
し
た
が
、
な
か
で
も
と
り
わ
け
個
性
的
な

創
作
を
お
こ
な
っ
た
画
家
た
ち
を
揚よ
う

州し
ゅ
う

八は
っ

怪か
い

と
称

し
ま
す
。
李
鱓
も
そ
の
ひ
と
り
で
す
。

　

吉
嗣
家
に
伝
わ
る
画
稿
に
は
、
李
鱓 

画
の
写
し
が

多
数
ふ
く
ま
れ
ま
す
。
官
吏
と
し
て
の
栄
達
を
願
い

な
が
ら
も
そ
れ
が
叶
わ
な
か
っ
た
李
鱓
に
、
拝
山
は

格
別
の
親
近
感
を
覚
え
て
い
た
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
小
林
法
子
）

・
参
考
文
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揚
州
八
怪
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大
阪
市
立
美
術
館

拝山の骨筆

〔
翻
刻
〕

辛
未
七
月
九
日
風
雨
大
烈

拝
山
犯
之
而

朝
偶
為
頽
屋
見
圧
医
截
其

右
腕
而
蘇
今
取
其
骨
以
為

筆
管

（
辛
未
七
月
九
日
風
雨
大
い

に
烈
し
く
、
拝
山
之
を
犯
し

て
朝
す
る
に
、
偶
た
ま
頽
屋

の
為
に
圧
せ
ら
る
。
医
、
其

の
右
腕
を
截
り
、
而
し
て
蘇

る
。
今
其
の
骨
を
取
り
て
、

以
て
筆
管
と
為
す
）
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