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も
く
じ

れ
が
、
省
亭
の
画
業
の
大
き
な
転
換
点
と
な

り
ま
し
た
。

　

明
治
十
一
（
一
八
七
八
）
年
、
自
ら
の
絵

画
作
品
が
第
三
回
パ
リ
万
博
の
出
品
作
に
も

選
ば
れ
て
い
た
省
亭
は
、
起
立
工
商
会
社
か

ら
派
遣
さ
れ
て
パ
リ
へ
渡
り
ま
す
。
そ
し
て
、

同
地
で
エ
ド
ゥ
ア
ー
ル
・
マ
ネ
や
エ
ド
ガ
ー
・

ド
ガ
と
い
っ
た
印
象
派
の
画
家
や
、
日
本
の

美
術
・
文
化
を
愛
好
す
る
文
化
人
た
ち
と
交

流
し
、
自
身
の
日
本
画
法
を
彼
ら
の
前
で
披

露
す
る
と
共
に
、
現
地
で
目
の
当
た
り
に
し

た
写
実
的
な
西
洋
画
法
に
大
い
に
刺
激
を
受

け
た
の
で
す
。

　

二
年
後
、
帰
国
し
た
省
亭
は
、
西
洋
で
目

に
し
た
画
法
を
取
り
入
れ
た
絵
画
や
工
芸
図

案
の
実
践
に
取
り
組
み
ま
す
。
最
も
代
表
的

な
仕
事
と
し
て
は
、
明
治
四
十
（
一
九
〇
七
）

年
前
後
に
七
宝
家
の
濤
川
惣
助
（
な
み
か
わ

 

そ
う
す
け
、一
八
四
七
〜
一
九
一
〇
）
と
組
み
、

省
亭
が
様
々
な
花
鳥
を
モ
テ
ィ
ー
フ
と
す
る

下
絵
を
描
い
て
制
作
し
た
、
迎
賓
館
（
赤
坂

離
宮
）
大
食
堂
「
花
鳥
の
間
」
を
飾
る
三
十

面
の
楕
円
七
宝
額
が
知
ら
れ
て
い
ま
す
が
、

他
に
も
万
博
出
展
や
皇
居
造
営
に
か
か
る
工

芸
下
絵
の
制
作
な
ど
、
政
府
主
導
に
よ
る
事

業
へ
の
絵
画
・
工
芸
下
絵
制
作
に
積
極
的
に

臨
み
続
け
ま
し
た
。

　

伝
統
的
な
日
本
画
法
に
西
洋
の
写
実
性
を

加
味
し
た
そ
の
画
風
は
、
日
本
は
も
と
よ
り
、

西
洋
で
も
個
展
が
開
か
れ
る
な
ど
高
く
評
価

さ
れ
、
明
治
日
本
を
代
表
す
る
芸
術
家
の
一

人
と
し
て
、
国
内
外
に
多
く
の
作
品
を
残
す

こ
と
と
な
っ
た
の
で
す
。

図
１　

渡
辺
省
亭 

《
群
鶏
図
屏
風
》
　
明
治
三
十
一
年
（
一
八
九
八
）

絹
本
著
色
二
曲
一
隻
　
当
館
蔵
・
濱
田
家
寄
贈

　

前
号
に
続
き
、
今
秋
開
催
の
特
別
展
「
名

家
の
か
が
や
き

―

近
郊
郷
士
の
美
と
文
芸

―

」

の
関
連
情
報
を
お
届
け
し
ま
す
。

　

前
号
で
は
、
千
住
仲
町
の
旧
家
で
あ
る
石

出
家
と
深
い
縁
戚
関
係
を
結
ん
で
き
た
、
埼

玉
県
杉
戸
町
の
濱
田
家
と
、
同
家
と
作
品
の

や
り
と
り
を
し
た
人
物
と
し
て
、
特
に
明
治

時
代
の
日
本
画
家
、
渡
辺
省
亭
（
わ
た
な
べ

 

せ
い
て
い
、
一
八
五
一
〜
一
九
一
八
）
に
つ

い
て
、
同
家
に
残
る
葉
書
資
料
の
内
容
を
も

と
に
紹
介
し
ま
し
た
。

　

今
回
は
、
そ
う
し
た
や
り
と
り
を
通
じ
て

濱
田
家
に
も
た
ら
さ
れ
、
今
日
ま
で
伝
え
ら

れ
た
省
亭
の
作
品
を
ご
紹
介
し
ま
す
。

■
和
洋
を
股
に
掛
け
た
画
家
、
渡
辺
省
亭

　

渡
辺
省
亭
の
経
歴
を
概
観
す
れ
ば
、
嘉
永

四
（
一
八
五
一
）
年
、
久
保
田
藩
（
現

 

秋
田

県
秋
田
市
）
に
仕
え
る
札
差
の
子
と
し
て
、

江
戸
の
神
田
に
生
ま
れ
ま
す
。
本
名
を
義
復
、

幼
名
を
貞
吉
（
後
に
政
吉
と
改
め
る
）
と
い
い
、

幼
少
よ
り
質
屋
の
奉
公
に
出
ま
す
が
、
や
が

て
画
業
を
志
し
、
は
じ
め
に
弟
子
入
り
を
望

ん
だ
柴
田
是
真
の
勧
め
を
う
け
て
、
十
七
歳

で
絵
師
の
菊
池
容
斎
（
き
く
ち

 

よ
う
さ
い
、

一
七
八
八
〜
一
八
七
八
）
の
内
弟
子
と
な
り

ま
し
た
。

　

容
斎
の
下
で
腕
を
磨
い
た
省
亭
は
、
明
治

八
（
一
八
七
五
）
年
、
西
洋
各
地
で
催
さ
れ

る
万
国
博
覧
会
へ
の
出
品
物
も
含
め
、
日
本

の
美
術
工
芸
品
を
制
作
・
輸
出
す
る
国
策
貿

易
会
社
、
起
立
工
商
会
社
の
雇
い
と
な
り
、

陶
磁
器
や
漆
工
品
の
下
絵
図
案
に
そ
の
手
腕

を
発
揮
す
る
こ
と
と
な
り
ま
す
。
そ
し
て
こ
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響
を
受
け
つ
つ
も
、
そ
の
画
題
・
基
本
描
法

に
関
し
て
は
近
世
以
来
の
花
鳥
画
の
伝
統
と

手
法
を
基
軸
と
し
て
い
ま
し
た
。「
鶏
」
は
、

そ
の
中
で
省
亭
が
好
ん
だ
画
題
の
一
つ
で
あ

り
、
本
作
も
ま
た
、
省
亭
花
鳥
画
の
特
色
が

よ
く
表
れ
て
い
ま
す
。
鶏
の
目
は
様
式
化
せ

ず
に
生
物
と
し
て
の
生
々
し
さ
を
再
現
す
る

よ
う
に
描
か
れ
、ト
サ
カ
や
嘴
下
の
肉
髯
（
に

く
ぜ
ん
）
は
赤
色
の
濃
淡
に
よ
っ
て
実
体
的

な
立
体
感
を
伴
っ
て
構
築
さ
れ
て
い
ま
す
。

鶏
の
体
は
四
羽
ご
と
の
色
の
描
き
分
け
と
水

墨
・
色
彩
の
濃
淡
を
駆
使
し
、
個
と
群
と
し

て
の
立
体
感
を
描
出
し
て
い
ま
す
。

左
図
左
上
の
署
名
に
は
「
戊
戌
清
和
省
亭
逸

人
」
の
署
名
が
あ
り
、
省
亭
が
濱
田
家
と
の

作
品
の
や
り
と
り
を
盛
ん
に
行
っ
て
い
た
明

治
三
十
一
（
一
八
九
八
）
年
の
作
で
あ
る
こ

と
を
示
し
て
い
ま
す
。

〇
《
猛
禽
図
》
（
図
２
）

　

も
う
一
点
が
、《
猛
禽
図
》
で
す
。
屏
風
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図２　渡辺省亭 《猛禽図》　明治時代後期　絹本著色　当館蔵・濱田家寄贈

■
濱
田
家
に
伝
来
し
た
省
亭
作
品

　

前
号
で
紹
介
し
た
省
亭
別
宅
か
ら
の
葉

書
の
投
函
年
月
日
な
ど
を
参
照
す
れ
ば
、

省
亭
と
濱
田
家
が
つ
な
が
り
を
持
ち
、
作

品
の
や
り
と
り
が
最
も
盛
ん
だ
っ
た
の
は
、

主
に
明
治
二
十
年
代
末
か
ら
三
十
年
代
前

半
頃
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
ま
す
。
こ
の
時

期
、
省
亭
は
第
五
回
パ
リ
万
博
（
明
治
三

十
三
年
開
催
）
に
向
け
て
の
絵
画
・
工
芸

下
絵
の
制
作
に
取
り
組
み
つ
つ
、
春
陽
堂

な
ど
の
出
版
社
と
組
ん
で
小
説
の
口
絵
・

挿
絵
の
制
作
や
、
画
集
発
刊
の
計
画
な
ど

に
臨
ん
で
い
ま
し
た
。

　

葉
書
に
は
、「
お
か
め
」
や
「
鯉
」
の

図
な
ど
を
依
頼
し
て
い
た
こ
と
が
記
さ
れ

て
お
り
、
当
時
、
濱
田
家
が
相
当
数
の
作

品
を
省
亭
へ
依
頼
し
て
い
た
こ
と
を
物

語
っ
て
い
ま
す
。
濱
田
家
の
伝
来
作
品
・

資
料
の
内
、
葉
書
に
記
さ
れ
た
内
容
の
図

の
現
存
は
確
認
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
が
、

こ
う
し
た
依
頼
に
よ
る
産
物
と
見
ら
れ
る

幾
つ
か
の
省
亭
作
品
が
確
認
さ
れ
て
い
ま

す
。

〇
《
群
鶏
図
屏
風
》
（
図
１
）

　

そ
の
一
つ
が
、《
群
鶏
図
屏
風
》
で
す
。

縦
長
の
二
面
の
画
面
で
構
成
さ
れ
た
二
曲

一
隻
の
押
絵
貼
屏
風
で
、
右
図
に
は
力
強

い
水
墨
で
描
か
れ
た
芭
蕉
の
下
に
群
れ
る

四
羽
の
雄
鶏
が
、
左
図
に
は
大
人
し
く
地

面
を
つ
つ
く
一
羽
の
雌
鶏
が
、
落
款
の
記

さ
れ
る
左
上
に
た
っ
ぷ
り
と
し
た
余
白
を

残
し
つ
つ
描
か
れ
て
い
ま
す
。

　

省
亭
は
西
洋
絵
画
の
画
法
か
ら
強
い
影

　

で
あ
る
《
群
鶏
図
屏
風
》
と
違
い
、
横
長

の
絹
地
を
画
面
と
し
た
扁
額
装
の
作
品
で

す
が
、
そ
の
画
面
を
活
か
す
よ
う
に
白
い

花
を
咲
か
せ
た
桜
が
右
か
ら
伸
び
、
そ
こ

か
ら
舞
い
散
る
白
い
花
び
ら
が
左
へ
と
流

れ
る
構
図
と
な
っ
て
い
ま
す
。
桜
舞
う
風

雅
な
風
情
の
一
作
で
す
が
、
猛
禽
の
右
足

に
は
捕
ら
え
た
ば
か
り
の
雀
が
掴
ま
れ
て

お
り
、
華
憐
な
中
に
緊
迫
し
た
緊
張
感
を

宿
し
て
い
ま
す
。

　

写
実
的
な
目
や
羽
毛
の
描
写
な
ど
は
、

《
群
鶏
図
屏
風
》
同
様
の
特
徴
を
見
せ
て
お

り
、
制
作
時
期
を
示
す
年
記
こ
そ
な
い
も

の
の
、
明
治
三
十
年
の
前
後
に
、
濱
田
家

当
主
か
ら
依
頼
さ
れ
て
省
亭
が
制
作
し
た

一
作
で
あ
る
と
見
ら
れ
ま
す
。

　

今
日
に
伝
え
ら
れ
た
こ
う
し
た
作
品
や

資
料
の
数
々
は
、
当
時
の
芸
術
家
た
ち
の

生
業
が
大
規
模
な
国
家
事
業
や
財
閥
な
ど

と
の
繋
が
り
だ
け
で
な
く
、
い
か
に
東
京

と
そ
の
近
郊
や
、
関
係
す
る
各
地
の
名
士

と
の
つ
な
が
り
に
支
え
ら
れ
て
い
た
の
か

を
伝
え
て
く
れ
ま
す
。
そ
の
つ
な
が
り
を

紐
解
い
て
い
く
こ
と
こ
そ
、
近
代
文
化
の

本
質
を
読
み
解
く
、
大
き
な
ヒ
ン
ト
と
な

る
こ
と
で
し
ょ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
（
郷
土
博
物
館 

学
芸
員
）

　

《群鶏図屏風》右図の部分拡大

前
号
の
訂
正

石
出
家
・
濱
田
家
と
大
名
家
の
関
係
で
例
示

し
た
杉
戸
町
所
在
の
石
碑
は
東
久
世
家
の
揮

毫
で
し
た
。
お
詫
び
し
て
訂
正
い
た
し
ま
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
（
文
化
遺
産
調
査
担
当
）
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■
日
誌
【
十
二
】
（
明
治
四
十
三
年
水
害
）

　

前
号
で
は
「
日
誌
」
の
八
月
二
十
日
分
ま

で
を
載
せ
ま
し
た
。「
日
誌
」
は
二
十
八
日

で
終
了
し
て
お
り
、
終
わ
り
に
近
づ
く
に
つ

れ
て
一
日
分
の
情
報
量
が
減
っ
て
い
き
ま
す
。

最
後
の
八
日
間
の
記
事
を
見
る
と
、
陸
軍
の

救
護
隊
の
引
き
上
げ
や
赤
十
字
社
員
の
来
訪
、

病
人
の
入
院
、
寄
贈
品
（
前
田
侯
爵
家
か
ら

筵
千
枚
な
ど
）
に
つ
い
て
の
記
事
が
目
立
つ

程
度
で
、
ほ
か
は
職
員
の
出
張
と
帰
庁
が
主

な
も
の
で
す
。
病
人
の
入
院
先
と
し
て
は
、

赤
十
字
病
院
（
現
在
の
渋
谷
区
広
尾
の
日
本

赤
十
字
社
医
療
セ
ン
タ
ー
）、
三
井
慈
善
病

院
（
現
在
の
千
代
田
区
神
田
和
泉
町
の
三
井

記
念
病
院
）
が
出
て
き
ま
す
。

■
四
十
年
と
四
十
三
年

　
　

―

二
つ
の
水
害
記
録
の
違
い

―

　

明
治
四
十
年
の
水
害
と
明
治
四
十
三
年
の

水
害
は
、
と
も
に
大
き
な
被
害
を
残
し
た
災

害
で
し
た
が
、
四
十
三
年
の
水
害
記
録
の
ほ

う
が
圧
倒
的
に
多
く
残
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ

し
て
、
南
足
立
郡
役
所
に
お
け
る
「
日
誌
」

と
し
て
の
書
か
れ
方
（
残
さ
れ
方
）
に
も
大

き
な
違
い
が
見
ら
れ
ま
す
。
二
つ
の
水
害
記

録
の
違
い
に
つ
い
て
考
察
し
ま
す
。

　

四
十
年
の
水
害
で
は
、
具
体
的
に
町
村
で

起
き
た
ト
ラ
ブ
ル
と
そ
の
対
応
が
記
さ
れ
て

い
ま
す
が
、
四
十
三
年
の
水
害
で
は
ト
ラ
ブ

　

ル
の
記
載
は
あ
り
ま
せ
ん
。
わ
ず
か
三
年

で
越
水
や
破
堤
を
め
ぐ
る
村
民
間
の
協
力

や
ト
ラ
ブ
ル
が
な
く
な
っ
た
と
は
思
え
ま

せ
ん
が
、
四
十
三
年
の
水
害
記
録
に
は
残

さ
れ
て
い
ま
せ
ん
。
こ
れ
は
、「
日
誌
」
の

記
載
方
針
に
変
化
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い

か
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

　

四
十
年
の
水
害
時
に
は
、
住
民
に
寄
り

添
っ
た
視
点
か
ら
記
載
を
行
っ
た
の
に
対

し
て
、
四
十
三
年
の
水
害
時
は
、
あ
く
ま

で
行
政
の
側
か
ら
対
処
を
行
っ
た
視
点
に

よ
る
記
載
、
す
な
わ
ち
、
そ
の
場
の
ト
ラ

ブ
ル
と
い
っ
た
真
に
迫
っ
た
様
子
で
は
な

く
、
あ
く
ま
で
事
故
の
終
了
後
に
視
察
し

た
こ
と
だ
け
を
記
載
し
て
い
ま
す
。
そ
れ

は
ま
る
で
、
具
体
的
な
記
載
は
新
聞
や
『
風

俗
画
報
』
な
ど
に
ま
か
せ
る
、
と
で
も
い

う
よ
う
に
さ
え
感
じ
ら
れ
ま
す
。

　

で
は
、
三
年
間
で
記
載
の
変
化
を
も
た

ら
し
た
も
の
は
何
だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。

そ
れ
は
、
四
十
年
と
四
十
三
年
の
水
害
の

時
で
は
、
職
員
の
事
務
量
に
変
化
が
あ
っ

た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
た

と
え
ば
、
町
村
の
炊
出
し
の
増
加
へ
の
対

応
（
白
米
や
副
食
物
の
東
京
府
へ
の
請
求

や
町
村
へ
の
配
布
）
や
避
難
者
の
救
助
、

運
搬
用
の
舟
の
借
り
入
れ
、
四
十
年
に
は

な
か
っ
た
侍
従
視
察
へ
の
対
応
な
ど
、
対

処
す
べ
き
出
来
事
が
多
く
な
っ
た
た
め
、

「
日
誌
」
の
記
載
を
簡
略
に
し
た

…

。
事
務

が
増
え
た
分
、
記
録
す
べ
き
こ
と
も
増
え

た
た
め
、
一
つ
一
つ
を
具
体
的
に
記
載
で

き
ず
、
簡
単
に
箇
条
書
き
に
し
た

…

。
好

　

京
の
葛
飾
・
江
戸
川
ま
で
洪
水
が
南
下
し
、

足
立
区
も
中
川
と
綾
瀬
川
に
は
さ
ま
れ
た

地
域
が
水
浸
し
に
な
り
ま
し
た
。
そ
う
し
た

被
害
か
ら
、
そ
の
後
は
水
門
の
整
備
や
排
水

場
の
設
置
な
ど
が
す
す
み
、
浸
水
被
害
は
減

少
し
て
い
き
ま
し
た
。

　

と
こ
ろ
が
、
最
近
で
は
「
百
年
に
一
度
の

大
雨
」
と
い
わ
れ
る
よ
う
な
降
雨
が
起
こ
る

よ
う
に
な
り
、
荒
川
で
も
水
害
発
生
の
可
能

性
が
出
て
き
ま
し
た
。
特
に
、
昨
年
十
月
の

台
風
十
九
号
に
よ
る
降
雨
の
際
は
、
荒
川
土

手
の
京
成
本
線
荒
川
橋
梁
部
分
が
他
の
地

点
よ
り
約
三
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
低
い
た
め
越
水

の
危
険
性
が
高
ま
り
、
国
土
交
通
省
荒
川
下

流
河
川
事
務
所
で
は
土
嚢
を
設
置
し
て
備
え

た
と
の
こ
と
で
す
。
ま
た
、
今
年
の
一
月
と

八
月
に
は
、
足
立
区
を
含
む
江
東
五
区
の
区

長
が
国
土
交
通
大
臣
に
こ
の
橋
梁
の
架
け
替

え
を
早
期
実
施
す
る
よ
う
に
要
望
し
て
い
ま

す
。

　

以
上
、
長
期
に
わ
た
っ
て
百
年
以
上
前
の

水
害
の
記
録
に
つ
い
て
述
べ
て
き
ま
し
た

が
、
残
念
な
こ
と
に
、
現
在
で
も
水
害
は
な

く
な
っ
た
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
か
え
っ

て
、
最
近
は
発
生
の
危
険
性
が
高
ま
っ
て
い

る
よ
う
で
す
。
連
載
当
初
は
、
知
っ
て
い
る

人
の
少
な
く
な
っ
た
明
治
の
水
害
記
録
を
紹

介
す
る
こ
と
に
意
義
を
感
じ
て
い
ま
し
た
が
、

徐
々
に
現
在
の
水
害
と
結
び
つ
け
て
考
え
る

よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
こ
こ
で
紹
介
し
た
足

立
の
人
々
に
よ
る
水
害
へ
の
対
応
の
様
子
が
、

何
か
の
参
考
に
な
れ
ば
と
思
っ
て
い
ま
す
。

　
　
　
　
　
　
　  
（
郷
土
博
物
館 

専
門
員
）

　

意
的
に
み
る
と
、
以
上
の
よ
う
に
考
え
ら

れ
ま
す
。
さ
も
な
け
れ
ば
、こ
ん
な
「
日
誌
」

な
ど
役
所
と
し
て
は
記
録
が
不
要
だ
か
ら

簡
略
に
書
き
残
し
て
お
け
ば
よ
い

…

と
い

う
こ
と
だ
っ
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　

た
と
え
ば
、『
読
売
新
聞
』
四
十
三
年
八

月
二
十
一
日
条
の
「
役
場
と
警
察
の
不
評
」

と
い
う
記
事
に
は
、「
北
千
住
の
町
役
場
と

警
察
は
他
に
比
し
て
少
く
と
も
満
足
と
は

云
ふ
事
が
出
来
な
い
。

…

第
九
、
第
十
一

両
中
隊
の
兵
士
が
給
水
其
他
に
汗
水
を
流

し
て
働
い
て
い
る
の
に
、
手
を
袖
に
し
て

傍
観
し
て
悪
口
を
云
ふ
な
ど
は
聞
捨
て
に

な
ら
な
い
。

…

」
と
書
か
れ
て
い
ま
す
。

決
ま
っ
た
内
容
の
書
き
込
み
が
多
い
「
日

誌
」
と
、
新
聞
に
書
か
れ
た
役
所
の
職
員

に
対
す
る
不
評
は
、
同
じ
出
来
事
に
対
す

る
異
な
る
視
点
に
よ
る
表
現
だ
と
思
わ
れ

ま
す
。

■
水
害
の
そ
の
後

　

四
十
三
年
の
水
害
の
被
害
が
大
き
か
っ

た
こ
と
に
よ
っ
て
、
荒
川
放
水
路
の
開
削

計
画
が
よ
り
進
め
ら
れ
る
こ
と
と
な
り
、

昭
和
五
年
に
現
在
の
岩
淵
水
門
よ
り
下
流

の
「
荒
川
」
が
開
通
し
ま
す
。
こ
れ
に
よ
り
、

荒
川
の
氾
濫
に
よ
る
水
害
の
危
険
性
は
だ

い
ぶ
低
く
な
り
ま
し
た
。

　

し
か
し
、
荒
川
開
通
の
十
七
年
後
、
昭

和
二
十
二
年
の
カ
ス
リ
ー
ン
台
風
の
時
は
、

足
立
区
内
の
荒
川
で
は
破
堤
や
溢
水
は
あ

り
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
上
流
の
熊
谷
で
は

破
堤
し
て
水
が
あ
ふ
れ
ま
し
た
。
ま
た
、

利
根
川
で
は
栗
橋
の
上
流
で
決
壊
し
て
東

　

行
政
文
書
に
見
る

足
立
区
の
水
害
記
録
（
十
八
・
最
終
回
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　 
山 
崎 
尚 
之
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江
領
鹿
濱
邑
」
と
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
江

戸
時
代
の
鹿
浜
村
は
、
将
軍
家
の
菩
提
寺

で
あ
る
東
叡
山
寛
永
寺
（
台
東
区
）
の
所

領
で
し
た
。
ま
た
、
「
下
足
立
郡
」
（
足
立

郡
の
南
側
）
は
、
正
式
な
地
名
で
は
あ
り

ま
せ
ん
が
、
戦
国
期
か
ら
使
わ
れ
て
お
り
、

人
々
の
地
域
に
対
す
る
認
識
が
わ
か
り
ま

す
。
わ
ず
か
ば
か
り
の
文
言
で
す
が
、
鹿

浜
村
の
歴
史
を
よ
く
伝
え
て
い
ま
す
。

　

か
わ
い
ら
し
い
彫
刻
や
、
貴
重
な
銘
文

な
ど
、
よ
く
見
る
と
味
の
あ
る
文
化
財
で

す
。
ぜ
ひ
ご
一
見
下
さ
い
。

　
　
　   

（
文
化
財
係
学
芸
員
　
佐
藤
貴
浩
）

　

　

十
月
に
入
り
い
よ
い
よ
秋
本
番
と
い
っ
た

気
候
に
な
っ
て
き
ま
し
た
。
史
跡
巡
り
に
は
、

絶
好
の
シ
ー
ズ
ン
と
言
え
ま
す
。
新
型
コ
ロ

ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
拡
大
防
止
の
た
め
の
十
分

な
対
策
を
講
じ
な
が
ら
、
文
化
財
を
見
に

行
っ
て
み
る
の
も
い
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

そ
こ
で
、
今
回
は
路
傍
に
あ
る
文
化
財
を
ご

紹
介
し
ま
す
。

　

今
回
ご
紹
介
す
る
の
は
、
登
録
有
形
民
俗

文
化
財
の
「
供
養
塔
」
三
基
で
す
（
写
真
１
）
。

供
養
塔
は
、
鹿
浜
五

―

七
の
路
傍
に
三
基
並

ん
で
立
っ
て
い
ま
す
（
地
図
）
。
現
在
は
風

雨
か
ら
保
護
す
る
た
め
の
覆
い
屋
に
守
ら
れ

て
お
り
、
文
化
財
で
あ
る
こ
と
を
示
す
説
明

板
や
石
碑
が
並
ん
で
立
っ
て
い
る
の
で
、
す

ぐ
に
発
見
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

写
真
１
の
右
か
ら
順
に
、
天
保
五
年
（
一

八
三
四
）
の
拝
礼
供
養
塔
・
天
保
十
三
年
（
一

八
四
二
）
の
地
蔵
菩
薩
供
養
塔
・
寛
政
八
年

（
一
七
九
六
）
の
普
門
品
（
ふ
も
ん
ぼ
ん
）

供
養
塔
で
す
。

■
拝
礼
供
養
塔　

拝
礼
供
養
塔
に
は
、
出
羽

　

三
山
や
坂
東
三
十
三
箇
所
・
西
国
三
十
三

箇
所
と
い
っ
た
日
本
各
地
の
霊
山
・
霊
場

が
刻
ま
れ
、
「
天
下
泰
平
」
「
国
土
安
全
」

と
い
う
願
い
も
彫
ら
れ
て
い
ま
す
。
遠
く

離
れ
た
場
所
の
霊
場
が
刻
ま
れ
て
い
ま
す

が
、
区
内
各
所
に
こ
う
し
た
碑
が
立
っ
て

お
り
、
遠
方
の
神
仏
に
対
す
る
信
仰
心
を

伝
え
て
い
ま
す
。

■
地
蔵
菩
薩
供
養
塔　

こ
の
供
養
塔
に
は
、

地
蔵
菩
薩
が
彫
ら
れ
て
い
ま
す
。
地
蔵
菩

薩
は
日
本
で
は
子
供
の
守
護
尊
と
し
て
も

信
仰
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
像
も
左
手
に
か

わ
い
い
子
供
を
抱
い
て
い
ま
す
（
写
真
２
）
。

地
蔵
菩
薩
と
子
供
は
顔
が
若
干
摩
耗
し
て

は
い
ま
す
が
、
地
蔵
菩
薩
を
照
ら
す
輪
光

（
り
ん
こ
う
）
や
右
手
に
持
っ
て
い
る
錫
杖

（
し
ゃ
く
じ
ょ
う
）
、
着
て
い
る
服
の
衣
文
（
え

も
ん
・
し
わ
）
な
ど
、
彫
刻
全
体
の
保
存

状
態
は
比
較
的
良
好
で
、
彫
っ
た
人
物
の

息
遣
い
を
感
じ
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

■
普
門
品
供
養
塔　

普
門
品
と
は
、
法
華

経
の
第
二
十
五
品
観
世
音
菩
薩
普
門
品
の

こ
と
で
、
観
音
経
と
し
て
も
知
ら
れ
、
観

世
音
菩
薩
の
衆
生
救
済
を
説
い
て
い
ま
す
。

　

こ
の
供
養
塔
は
道
標
も
兼
ね
て
お
り
、

千
住
や
六
阿
弥
陀
二
番
目
の
寺
で
あ
る
小

台
の
延
命
寺
（
江
北
の
恵
明
寺
に
合
併
）
、

蕨
宿
や
鳩
ケ
谷
町
な
ど
へ
の
距
離
が
記
さ

れ
て
い
ま
す
。
文
政
十
二
年
（
一
八
二
九
）

に
成
立
し
た
『
江
戸
近
郊
道
し
る
べ
』
と

い
う
本
に
も
紹
介
さ
れ
て
い
ま
す
。

■
鹿
浜
村
の
歴
史　

普
門
品
供
養
塔
の
側

面
に
は
、
「
武
州
下
足
立
郡
東
叡
山
御
領
渕

　

写真２

今年も、都内各地で文化財イベントが開催されます。

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、例年と異なる部分

がありますので、ご注意ください。

期　　間　10月1日（木）～11月30日（月）

イベント　パンフレット配布が中止となったため、詳しくは東

　　　　　京都のホームページをご覧ください。

特別公開事業

例年、西新井大師総持寺・性翁寺・明王院の三ヵ寺で開催さ

れていましたが、今年度は中止となりました。

東京都主催「東京文化財ウィーク２０２０」

は
い
、
文
化
財
係
で
す

㉑

 
鹿
浜
の
歴
史
を

 
　  
伝
え
る
供
養
塔

地図

写真１
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