
　

三
寒
四
温
の
晴
れ
間
建

　

三
寒
四
温
の
晴
れ
間
建

長
寺
長
寺
塔た

っ
ち
ゅ
う

た
っ
ち
ゅ
う頭

正し
ょ
う

し
ょ
う

統と
う
と
う

院い
ん
い
ん

を
訪
ね

を
訪
ね

た
。
塔
頭
と
は
歴
代
祖
師

た
。
塔
頭
と
は
歴
代
祖
師

（
高
僧
）
の
お
墓
で
あ
り
、

（
高
僧
）
の
お
墓
で
あ
り
、

墓
を
お
守
り
す
る
小
庵
を
塔

墓
を
お
守
り
す
る
小
庵
を
塔

頭
と
い
い
ま
す
。
正
統
院
は

頭
と
い
い
ま
す
。
正
統
院
は

建
長
寺
第
十
四
世

建
長
寺
第
十
四
世
高こ

う
ほ
う

こ
う
ほ
う峰

顕け
ん
け
ん

日に
ち
に
ち

（
後
嵯
峨
天
皇
の
皇
子
、
那

（
後
嵯
峨
天
皇
の
皇
子
、
那

須
の
須
の
雲う

ん
う
ん

厳が
ん
が
ん

寺じ

開
山
）
を
お
守

開
山
）
を
お
守

り
し
て
い
る
塔
頭
で
す
。

り
し
て
い
る
塔
頭
で
す
。

　

禅
宗
は
そ
れ
ぞ
れ
開
山
の

　

禅
宗
は
そ
れ
ぞ
れ
開
山
の

法
系
が
多
岐
で
、
特
定
的
な

法
系
が
多
岐
で
、
特
定
的
な

教
祖
や
聖
典
を
絶
対
視
し
た

教
祖
や
聖
典
を
絶
対
視
し
た

り
、
そ
の
頂
点
を
信
奉
し
た

り
、
そ
の
頂
点
を
信
奉
し
た

り
す
る
こ
と
は
せ
ず
、
一
つ

り
す
る
こ
と
は
せ
ず
、
一
つ

の
法
系
や
開
山
の
仏
法
を
受

の
法
系
や
開
山
の
仏
法
を
受

け
継
い
で
ゆ
く
も
の
で
す
。

け
継
い
で
ゆ
く
も
の
で
す
。

　

現
在
も
臨
済
宗
は
多
く
の

　

現
在
も
臨
済
宗
は
多
く
の

派
が
存
在
し
な
が
ら
各
派
の

派
が
存
在
し
な
が
ら
各
派
の

祖
師
を
さ
か
の
ぼ
れ
ば
ブ
ッ

祖
師
を
さ
か
の
ぼ
れ
ば
ブ
ッ

ダ
に
ゆ
き
つ
く
一
体
感
が
あ

ダ
に
ゆ
き
つ
く
一
体
感
が
あ

り
ま
す
。
正
統
院
も
そ
ん
な

り
ま
す
。
正
統
院
も
そ
ん
な

系
譜
の
由
緒
あ
る
禅
院
で
あ

系
譜
の
由
緒
あ
る
禅
院
で
あ

り
ま
す
。

り
ま
す
。

　

さ
て
、
今
号
の

　

さ
て
、
今
号
の
御み

仏ほ
と
け

ほ
と
けは
微
は
微

笑
み
豊
か
な
大
黒
天
像
で
あ

笑
み
豊
か
な
大
黒
天
像
で
あ

り
ま
す
。
米
俵
に
乗
り
、
福

り
ま
す
。
米
俵
に
乗
り
、
福

袋
と
打
出
の
小
槌
を
持
っ
た

袋
と
打
出
の
小
槌
を
持
っ
た

お
姿
は
微
笑
み
の
長
者
形
。

お
姿
は
微
笑
み
の
長
者
形
。

参
る
も
の
に
豊
穣
を
招
く
よ

参
る
も
の
に
豊
穣
を
招
く
よ

う
で
す
。

う
で
す
。

　

和
尚
様
の
ご
好
意
で
台
座

　

和
尚
様
の
ご
好
意
で
台
座

の
裏
を
見
せ
て
い
た
だ
き
ま

の
裏
を
見
せ
て
い
た
だ
き
ま

す
と
、「
仏
師
扇
ケ
谷
村
、

す
と
、「
仏
師
扇
ケ
谷
村
、

三
橋
永
作
康
運
、
慶
応
四

三
橋
永
作
康
運
、
慶
応
四

年
」
と
記
さ
れ
た
銘
文
が
残

年
」
と
記
さ
れ
た
銘
文
が
残

っ
て
い
ま
し
た
。

っ
て
い
ま
し
た
。

　

さ
ら
に
「
実
は
こ
の
大
黒

　

さ
ら
に
「
実
は
こ
の
大
黒

天
は
昨
年

天
は
昨
年
1111
月
建
長
寺
で
開

月
建
長
寺
で
開

催
さ
れ
た
『
禅
と
茶
道
と
鎌

催
さ
れ
た
『
禅
と
茶
道
と
鎌

倉
彫
展
』
に
出
展
さ
れ
て
い

倉
彫
展
』
に
出
展
さ
れ
て
い

た
」
と
う
か
が
い
、
こ
こ
は

た
」
と
う
か
が
い
、
こ
こ
は

ぜ
ひ
と
ば
か
り
鎌
倉
彫
二
陽

ぜ
ひ
と
ば
か
り
鎌
倉
彫
二
陽

堂
を
訪
ね
、
三
橋
鎌
嶺
氏

堂
を
訪
ね
、
三
橋
鎌
嶺
氏

（
先
代
）
に
お
話
を
お
聞
き

（
先
代
）
に
お
話
を
お
聞
き

し
た
と
こ
ろ
、
こ
の
大
黒
天

し
た
と
こ
ろ
、
こ
の
大
黒
天

は
紛
れ
も
な
く
二
代
前
の
三

は
紛
れ
も
な
く
二
代
前
の
三

橋
鎌
山
作
の
鎌
倉
彫
の
大
黒

橋
鎌
山
作
の
鎌
倉
彫
の
大
黒

天
像
で
あ
る
と
お
墨
付
き
い

天
像
で
あ
る
と
お
墨
付
き
い

た
だ
き
ま
し
た
。
鎌
倉
彫
と

た
だ
き
ま
し
た
。
鎌
倉
彫
と

し
て
代
々
受
け
継
が
れ
た
名

し
て
代
々
受
け
継
が
れ
た
名

工
の
手
に
よ
る
大
黒
天
。
そ

工
の
手
に
よ
る
大
黒
天
。
そ

し
て
今
な
お
当
代
の
三
橋
鎌

し
て
今
な
お
当
代
の
三
橋
鎌

幽
氏
に
受
け
継
が
れ
、
新
た

幽
氏
に
受
け
継
が
れ
、
新
た

な
展
開
が
楽
し
み
で
す
。

な
展
開
が
楽
し
み
で
す
。

　

鎌
倉
な
ら
で
は
の
正
統
院

　

鎌
倉
な
ら
で
は
の
正
統
院

大
黒
天
は
、
お
寺
の
庫
裡
で

大
黒
天
は
、
お
寺
の
庫
裡
で

静
か
に
微
笑
ん
で
お
ら
れ
ま

静
か
に
微
笑
ん
で
お
ら
れ
ま

す
。
す
。

　

木
造
。
像
高

　

木
造
。
像
高
2424
・
５
㎝
、

・
５
㎝
、

１
８
６
８
年
（
慶
応
４
）
三

１
８
６
８
年
（
慶
応
４
）
三

橋
鎌
山
作
。
※
拝
観
不
可
。

橋
鎌
山
作
。
※
拝
観
不
可
。

　

北
の
弘
前
城
か
ら
南
は
熊

　

北
の
弘
前
城
か
ら
南
は
熊

本
城
ま
で
１
９
９
６
年
か
ら

本
城
ま
で
１
９
９
６
年
か
ら

２
０
１
０
年
に
か
け
て
制
作

２
０
１
０
年
に
か
け
て
制
作

し
た
作
品

し
た
作
品
2222
点
を
紹
介
す

点
を
紹
介
す

る
。
全
作
品
が
一
堂
に
会
す

る
。
全
作
品
が
一
堂
に
会
す

展
覧
会
は
初
め
て
と
い
う
。

展
覧
会
は
初
め
て
と
い
う
。

　

井
上
さ
ん
は
１
９
３
２
年

　

井
上
さ
ん
は
１
９
３
２
年

香
川
県
出
身
。
高
校
美
術
教

香
川
県
出
身
。
高
校
美
術
教

諭
と
し
て
地
元
で
教
鞭
を
と

諭
と
し
て
地
元
で
教
鞭
を
と

る
傍
ら
、
紙
凹
版
画
（
ペ
ー

る
傍
ら
、
紙
凹
版
画
（
ペ
ー

パ
ー
ド
ラ
イ
ポ
イ
ン
ト
）
の

パ
ー
ド
ラ
イ
ポ
イ
ン
ト
）
の

独
創
技
法
を
確
立
。
１
９
７

独
創
技
法
を
確
立
。
１
９
７

９
年
教
職
を
辞
し
て
東
京
に

９
年
教
職
を
辞
し
て
東
京
に

転
居
後
、
創
作
活
動
に
専
念

転
居
後
、
創
作
活
動
に
専
念

し
、
１
９
８
２
年
か
ら

し
、
１
９
８
２
年
か
ら
1212
年

か
け
て
「
版
画
平
家
物
語
」

か
け
て
「
版
画
平
家
物
語
」

の
六
曲
屏
風
十
二
双
一
隻
、

の
六
曲
屏
風
十
二
双
一
隻
、

全
長
全
長
7676
㍍
を
完
成
さ
せ
た
。

㍍
を
完
成
さ
せ
た
。

　

２
０
１
２
年
、
鎌
倉
に
転

　

２
０
１
２
年
、
鎌
倉
に
転

居
し
、
２
０
１
３
年
に
鎌

居
し
、
２
０
１
３
年
に
鎌

倉
生
涯
学

倉
生
涯
学

習
セ
ン
タ

習
セ
ン
タ

ー
で
「
版

ー
で
「
版

画
平
家
物

画
平
家
物

語
」
を
展

語
」
を
展

示
し
、
そ

示
し
、
そ

の
翌
年
、

の
翌
年
、

建
長
寺
で

建
長
寺
で

も
披
露
し

も
披
露
し

た
。
た
。

　

紙
凹
版

　

紙
凹
版

画
の
工
程

画
の
工
程

は
、
厚
紙

は
、
厚
紙

に
カ
ッ
タ
ー
ナ
イ
フ
で
線
を

に
カ
ッ
タ
ー
ナ
イ
フ
で
線
を

刻
ん
だ
り
、
は
ぎ
取
っ
た
り

刻
ん
だ
り
、
は
ぎ
取
っ
た
り

し
て
紙
に
イ
ン
ク
を
吸
わ
せ

し
て
紙
に
イ
ン
ク
を
吸
わ
せ

て
刷
る
の
だ
が
、
黒
と
白
の

て
刷
る
の
だ
が
、
黒
と
白
の

単
調
な
版
画
に
す
ぎ
な
か
っ

単
調
な
版
画
に
す
ぎ
な
か
っ

た
。
井
上
さ
ん
が
独
自
に
研

た
。
井
上
さ
ん
が
独
自
に
研

究
開
発
し
た
技
法
に
よ
り
、

究
開
発
し
た
技
法
に
よ
り
、

ぼ
か
し
や
中
間
の
ト
ー
ン
が

ぼ
か
し
や
中
間
の
ト
ー
ン
が

出
せ
る
よ
う
に
な
り
、
立
体

出
せ
る
よ
う
に
な
り
、
立
体

感
や
空
間
感
も
表
現
で
き
る

感
や
空
間
感
も
表
現
で
き
る

よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
。

よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
。

　

日
本
の
城
を
紙
凹
版
画
表

　

日
本
の
城
を
紙
凹
版
画
表

現
し
た
い
と
い
う
思
い
は
井

現
し
た
い
と
い
う
思
い
は
井

上
さ
ん
が
上
京
し
た
頃
か
ら

上
さ
ん
が
上
京
し
た
頃
か
ら

持
っ
て
い
た
が
、
現
状
風
景

持
っ
て
い
た
が
、
現
状
風
景

で
は
物
足
り
ず
絵
心
が
動
き

で
は
物
足
り
ず
絵
心
が
動
き

に
く
か
っ
た
。
そ
ん
な
井
上

に
く
か
っ
た
。
そ
ん
な
井
上

さ
ん
を
奮
い
立
た
せ
た
の

さ
ん
を
奮
い
立
た
せ
た
の

が
、
神
田
の
古
本
屋
で
出
合

が
、
神
田
の
古
本
屋
で
出
合

っ
た
江
戸
時
代
の
正
保
城
絵

っ
た
江
戸
時
代
の
正
保
城
絵

図
で
、
版
画
で
江
戸
時
代
の

図
で
、
版
画
で
江
戸
時
代
の

城
を
再
現
し
よ
う
と
、
１
９

城
を
再
現
し
よ
う
と
、
１
９

９
５
年
か
ら
城
廻
り
の
旅
を

９
５
年
か
ら
城
廻
り
の
旅
を

続
け
た
。
完
成
図
と
同
大
の

続
け
た
。
完
成
図
と
同
大
の

ス
ケ
ッ
チ
ブ
ッ
ク
を
手
に
現

ス
ケ
ッ
チ
ブ
ッ
ク
を
手
に
現

地
に
出
か
け
、
朝
か
ら
夕
方

地
に
出
か
け
、
朝
か
ら
夕
方

ま
で
一
つ
の
城
に
３
〜
６
日

ま
で
一
つ
の
城
に
３
〜
６
日

か
け
て
鉛
筆
写
生
を
し
た
。

か
け
て
鉛
筆
写
生
を
し
た
。

　

現
状
写
生
だ
け
で
な
く
、

　

現
状
写
生
だ
け
で
な
く
、

作
品
に
は
で
き
る
範
囲
で
絵

作
品
に
は
で
き
る
範
囲
で
絵

図
な
ど
に
よ
っ
て

図
な
ど
に
よ
っ
て
櫓や

ぐ
ら

や
ぐ
ら

や
堀
、

や
堀
、

御
殿
な
ど
を
描
き
加
え
、
山

御
殿
な
ど
を
描
き
加
え
、
山

城
・
平
山
城
・
平
城
・
水
城

城
・
平
山
城
・
平
城
・
水
城

の
特
徴
を
出
す
こ
と
に
留
意

の
特
徴
を
出
す
こ
と
に
留
意

し
た
と
い
う
。

し
た
と
い
う
。

　

今
回
展
覧
会
を
企
画
し
た

　

今
回
展
覧
会
を
企
画
し
た

の
は
、
井
上
さ
ん
の
高
校
の

の
は
、
井
上
さ
ん
の
高
校
の

教
え
子
・
坂
井
勝
也
さ
ん

教
え
子
・
坂
井
勝
也
さ
ん

と
、
と
、
2020
年
ほ
ど
前
か
ら
井
上

年
ほ
ど
前
か
ら
井
上

さ
ん
に
紙
凹
版
画
の
技
法
を

さ
ん
に
紙
凹
版
画
の
技
法
を

習
っ
て
い
る
門
下
生
グ
ル
ー

習
っ
て
い
る
門
下
生
グ
ル
ー

プ
。
村
田
恒
代
さ
ん
は
「
先

プ
。
村
田
恒
代
さ
ん
は
「
先

生
が
生
み
出
し
た
技
法
を
廃

生
が
生
み
出
し
た
技
法
を
廃

れ
さ
せ
ず
に
後
世
に
伝
え
て

れ
さ
せ
ず
に
後
世
に
伝
え
て

い
き
た
い
」
と
羽
村
市
（
東

い
き
た
い
」
と
羽
村
市
（
東

京
）
か
ら
毎
月
通
っ
て
い

京
）
か
ら
毎
月
通
っ
て
い

る
。「
ぜ
ひ
多
く
の
方
に
ご

る
。「
ぜ
ひ
多
く
の
方
に
ご

ら
ん
い
た
だ
き
た
い
」
と
話

ら
ん
い
た
だ
き
た
い
」
と
話

し
て
い
る
。

し
て
い
る
。

　

午
前

　

午
前
1010
時
〜
午
後
５
時

時
〜
午
後
５
時

（
初
日
は
午
後
２
時
〜
）
。

（
初
日
は
午
後
２
時
〜
）
。

入
場
無
料
。
問
い
合
わ
せ
坂

入
場
無
料
。
問
い
合
わ
せ
坂

井
さ
ん
☎
０
９
０
・
２
４
１

井
さ
ん
☎
０
９
０
・
２
４
１

２
・
７
８
１
４

２
・
７
８
１
４

　

鎌
倉
市
浄
明
寺
在
住
の
版
画
家
・
井
上

　

鎌
倉
市
浄
明
寺
在
住
の
版
画
家
・
井
上
員か

ず
か
ず

男お

さ
ん
（

さ
ん
（
8787
）
が
、
４
月

）
が
、
４
月

１
日
か
ら
７
日
ま
で
鎌
倉
芸
術
館
で

１
日
か
ら
７
日
ま
で
鎌
倉
芸
術
館
で
紙か

み
か
み

凹お
う
お
う

版は
ん
は
ん

画が

『
日
本
の
城
』
の
作
品

『
日
本
の
城
』
の
作
品

展
を
開
く
。
井
上
さ
ん
の
鎌
倉
で
の
展
覧
会
は
５
年
ぶ
り
。

展
を
開
く
。
井
上
さ
ん
の
鎌
倉
で
の
展
覧
会
は
５
年
ぶ
り
。

　

▼

　

▼
若
宮
例
祭

若
宮
例
祭　

３
日

　

３
日
1010

時
、
鶴
岡
八
幡
宮
。

時
、
鶴
岡
八
幡
宮
。

　

▼

　

▼
釈
迦
如
来
立
像
開
扉

釈
迦
如
来
立
像
開
扉　

７
・
８
・
９
日
、
極
楽
寺
。

７
・
８
・
９
日
、
極
楽
寺
。

　

▼

　

▼
灌
仏
会
（
花
祭
り
）

灌
仏
会
（
花
祭
り
）

８
日
、
各
寺
院
。

８
日
、
各
寺
院
。

　

▼

　

▼
忍
性
塔
公
開

忍
性
塔
公
開　

８
日

　

８
日
1010

〜
1616
時
、
極
楽
寺
。

時
、
極
楽
寺
。

　

▼

　

▼
丸
山
稲
荷
社
例
祭

丸
山
稲
荷
社
例
祭　

９

　

９

日
1010
時
、
鶴
岡
八
幡
宮
。

時
、
鶴
岡
八
幡
宮
。

　

▼

　

▼
鎌
倉
ま
つ
り

鎌
倉
ま
つ
り　

1414
〜
2121

日
。
日
。
1414
日
行
列
巡
行（
若
宮

日
行
列
巡
行（
若
宮

大
路
〜
鶴
岡
八
幡
宮
）、
静

大
路
〜
鶴
岡
八
幡
宮
）、
静

の
舞
。

の
舞
。
2121
日
流
鏑
馬
・
鶴
岡

日
流
鏑
馬
・
鶴
岡

八
幡
宮
。

八
幡
宮
。（
６
面
に
ご
案
内
）

（
６
面
に
ご
案
内
）

　

▼

　

▼
義
経
ま
つ
り

義
経
ま
つ
り　

2020
日
、
日
、

満
福
寺
。

満
福
寺
。

　

▼

　

▼
鎖
大
師
正
御
影
供
大
祭

鎖
大
師
正
御
影
供
大
祭

2020
日
青
蓮
寺
。

日
青
蓮
寺
。

　

京
都
に
出
張
の
帰

　

京
都
に
出
張
の
帰

り
、
新
幹
線
の
出
発

り
、
新
幹
線
の
出
発

ま
で
１
時
間
あ
っ
た

ま
で
１
時
間
あ
っ
た

の
で
タ
ク
シ
ー
で
お

の
で
タ
ク
シ
ー
で
お

任
せ
観
光
を
楽
し
み

任
せ
観
光
を
楽
し
み

ま
し
た
▼
い
ろ
い
ろ
と
話
を

ま
し
た
▼
い
ろ
い
ろ
と
話
を

す
る
中
で
一
番
関
心
し
た
こ

す
る
中
で
一
番
関
心
し
た
こ

と
は
、
外
国
人
に
対
す
る
対

と
は
、
外
国
人
に
対
す
る
対

応
で
し
た
▼
キ
ャ
ッ
シ
ュ
レ

応
で
し
た
▼
キ
ャ
ッ
シ
ュ
レ

ス
の
導
入
だ
け
で
な
く
、
ど

ス
の
導
入
だ
け
で
な
く
、
ど

の
タ
ク
シ
ー
も
翻
訳
ア
プ
リ

の
タ
ク
シ
ー
も
翻
訳
ア
プ
リ

を
活
用
し
て
お
り
、
簡
単
な

を
活
用
し
て
お
り
、
簡
単
な

会
話
で
あ
れ
ば
お
互
い
に
ス

会
話
で
あ
れ
ば
お
互
い
に
ス

ト
レ
ス
な
く
楽
し
め
る
よ
う

ト
レ
ス
な
く
楽
し
め
る
よ
う

な
環
境
に
な
っ
て
い
ま
し
た

な
環
境
に
な
っ
て
い
ま
し
た

▼
そ
れ
以
上
に
驚
い
た
の

▼
そ
れ
以
上
に
驚
い
た
の

は
、
京
都
駅
の
タ
ク
シ
ー
乗

は
、
京
都
駅
の
タ
ク
シ
ー
乗

り
場
に
「
外
国
人
優
先
レ
ー

り
場
に
「
外
国
人
優
先
レ
ー

ン
」
が
設
け
ら
れ
て
い
た
こ

ン
」
が
設
け
ら
れ
て
い
た
こ

と
で
し
た
▼
タ
ク
シ
ー
の
運

と
で
し
た
▼
タ
ク
シ
ー
の
運

転
手
さ
ん
が
自
ら
外
国
語
の

転
手
さ
ん
が
自
ら
外
国
語
の

プ
ラ
カ
ー
ド
を
持
ち
、
笑
顔

プ
ラ
カ
ー
ド
を
持
ち
、
笑
顔

で
出
迎
え
て
い
る
こ
と
も
印

で
出
迎
え
て
い
る
こ
と
も
印

象
的
で
し
た
▼
鎌
倉
駅
前
も

象
的
で
し
た
▼
鎌
倉
駅
前
も

整
備
さ
れ
る
予
定
で
す
が
、

整
備
さ
れ
る
予
定
で
す
が
、

ハ
ー
ド
面
だ
け
で
な
く
ソ
フ

ハ
ー
ド
面
だ
け
で
な
く
ソ
フ

ト
面
に
関
し
て
も
期
待
し
て

ト
面
に
関
し
て
も
期
待
し
て

い
ま
す
。

い
ま
す
。 

（
Ｎ
）

（
Ｎ
）

　

３
月
号
１
面
の

　

３
月
号
１
面
の

「
鎌
倉
の
年
中
行

「
鎌
倉
の
年
中
行

事
」
の
記
事
で
、「
献
詠
披

事
」
の
記
事
で
、「
献
詠
披

講
式
」
の
日
に
ち
が
３
月

講
式
」
の
日
に
ち
が
３
月
3131

日
と
な
っ
て
い
た
の
は

日
と
な
っ
て
い
た
の
は
2323
日

の
誤
り

の
誤
り
で
し
た
。
お
わ
び
し

し
た
。
お
わ
び
し

て
訂
正
し
ま
す
。

て
訂
正
し
ま
す
。

お
わ
び

お
わ
び

版画・熊本城版画・熊本城（タテ50×ヨコ110㌢）（タテ50×ヨコ110㌢）

スケッチブックを手にした井上さんと門下生たちスケッチブックを手にした井上さんと門下生たち

４月４月

題
字
は
建
長
寺
派
管
長　

吉
田　

正
道

題
字
は
建
長
寺
派
管
長　

吉
田　

正
道

（9191）

文　
　

永
井
宗
直

文　
　

永
井
宗
直

写
真　

原
田　

寛

写
真　

原
田　

寛

建
長
寺
塔
頭
正
統
院
・
大
黒
天
像

建
長
寺
塔
頭
正
統
院
・
大
黒
天
像

紙凹版画紙凹版画 鎌倉芸術館鎌倉芸術館
４月１日～７日４月１日～７日

鎌
倉
在
住
の
版
画
家
・
井
上
員
男
さ
ん
が

鎌
倉
在
住
の
版
画
家
・
井
上
員
男
さ
ん
が

江
戸
時
代
の
城
を
再
現

江
戸
時
代
の
城
を
再
現
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