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野
口
富
士
男
と
雑
誌
「
風
景
」

勝
又

浩　野口筒士甥文擁秋の瀞演会に
合わせた特別展は、今宿はテー

マ
を
「
野
口
衛
士
男
と
雑
護
眉
寮
生
と
し
た
。
「
風
聾
の
発
行
所
が

紀
伊
関
屋
諦
層
に
あ
っ
た
関
係
か
ら
、
さ
ま
ざ
ま
な
資
料
が
新
縞
髄
畦
博

物
館
に
一
指
寄
託
さ
れ
て
い
た
が
、
こ
の
度
そ
れ
ら
の
う
ち
、
主
に
肉
轟

煉
櫛
な
ど
七
四
点
の
野
口
笛
土
塊
に
か
か
わ
る
資
料
が
避
族
平
井
家
に
返

却
ざ
れ
、
平
井
家
か
ら
改
め
て
当
文
麿
に
寄
贈
さ
れ
た
経
緯
が
あ
り
、
そ

れ
を
機
と
し
た
企
画
で
あ
る
。

当
文
庫
で
は
「
風
景
」
に
つ
い
て
は
既
に
三
回
の
腿
番
を
行
っ
て
い
る
。

即
ち
「
作
家
・
編
集
者
と
し
て
の
郵
日
露
土
製
－
雑
護
言
風
涛
許
の
時
代

－
」
（
平
成
－
四
年
）
、
「
編
集
人
・
野
良
出
土
甥
－
－
『
風
護
を
め
ぐ
っ

て
」
（
平
成
一
七
年
）
、
玉
風
寮
』
に
お
け
る
現
代
詩
」
（
平
成
一
八
年
）

で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
そ
の
年
の
鵜
満
会
の
テ
ー
マ
と
運
動
し
て
い
た
り
、

別
途
の
企
画
と
し
て
ピ
ッ
ク
ア
ッ
プ
さ
れ
た
り
と
、
「
風
景
」
が
関
わ
る

秘
曲
は
さ
ま
ざ
ま
で
あ
る
が
、
製
す
る
に
「
風
緑
」
編
集
と
い
う
仕
球
が

野
口
筒
土
塊
の
な
か
で
そ
れ
ほ
ど
大
き
な
忠
誠
を
持
っ
て
い
た
雅
美
を
示

し
て
い
よ
う
。

展
示
会
場
に
も
資
料
と
し
て
コ
ピ
ー
を
用
意
し
た
が
、
「
風
巌
」
の
終

刊
に
際
し
て
野
口
舘
士
男
が
欝
い
た
エ
ッ
セ
イ
に
「
嘘
空
に
舞
う
佗
び
ら
」

（
昭
和
五
一
筆
二
月
）
が
あ
っ
て
、
そ
こ
に
は
「
風
景
」
の
終
刊
に
よ
っ

て
「
構
神
の
÷
瀞
を
う
し
な
う
気
が
す
る
」
、
「
と
も
に
持
っ
た
兄
鵜
の
（

人
に
去
ら
れ
る
思
い
」
だ
と
い
う
よ
う
な
こ
と
ば
も
あ
る
。
ま
る
で
血
を

分
け
た
肉
親
の
よ
う
な
存
碇
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
、
た
と
え
ば

携
わ
っ
た
年
月
だ
け
で
も
「
足
か
け
で
は
十
七
年
」
、
年
鯨
に
す
れ
ば
「
四
十

代
か
ら
六
十
代
に
篭
る
」
、
ま
さ
に
鋤
き
盛
り
と
い
う
べ
き
年
代
の
す
べ

て
が
そ
こ
に
あ
っ
た
わ
け
だ
。
も
ち
ろ
ん
そ
の
間
、
編
集
は
野
口
富
士
男

一
人
だ
っ
た
の
で
は
な
い
。
形
式
的
に
は
有
馬
頼
義
、
善
行
淳
之
介
、
船

山
欝
等
々
、
一
応
は
数
年
ご
と
に
交
代
し
て
は
い
る
の
だ
が
、
し
か
し
実

櫛
は
そ
ん
な
名
．
薗
ど
お
り
に
は
運
ば
な
か
っ
た
。
雑
護
の
編
集
経
験
な
ど

な
か
っ
た
八
木
義
徳
抱
薯
の
と
き
な
ど
は
実
際
上
は
ま
っ
た
く
野
口
富
士

弱
一
人
の
佳
節
で
あ
っ
た
と
囲
想
し
て
い
る
エ
ッ
セ
イ
も
あ
る
。
他
の
場

合
も
お
お
む
ね
は
推
し
て
知
る
べ
し
だ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

考
え
て
み
れ
ば
、
そ
の
創
刊
か
ら
野
口
富
士
男
が
抜
擢
さ
れ
て
全
面
的

に
委
託
さ
れ
た
の
は
、
そ
も
そ
も
は
彼
の
雑
認
好
き
と
、
も
う
一
つ
、
長

い
鮨
薬
経
験
が
貰
わ
れ
た
か
ら
に
遊
い
な
い
。
彼
に
は
二
二
殻
、
磨
臆
講

艶
将
遊
離
時
代
の
圃
斑
雑
認
「
同
志
」
や
、
岡
本
太
郎
ら
と
出
し
た

「
苓
G
寛
O
L
（
大
庄
一
四
年
）
以
来
、
数
々
の
同
人
雑
護
経
歴
が
あ
る
が
、

決
定
的
に
は
昭
和
八
年
、
文
化
学
院
卒
業
後
に
入
社
し
た
紀
伊
園
庭
薔
店

出
版
部
で
雑
誌
「
行
動
」
の
編
集
に
携
わ
っ
た
経
験
だ
ろ
う
：
」
れ
自
体

は
三
年
足
ら
ず
で
出
版
部
そ
の
も
の
が
な
く
な
っ
て
し
ま
う
が
、
そ
の
間

に
は
舟
橘
型
一
を
初
め
た
く
さ
ん
の
作
家
た
ち
と
桐
知
る
こ
と
に
な
る
。

舟
橋
塑
一
を
中
心
と
し
た
作
家
た
ち
の
親
鵬
グ
ル
ー
プ
、
キ
ア
ラ
の
会
」

が
「
風
聾
の
編
集
を
受
け
持
つ
こ
と
に
決
ま
り
、
そ
の
創
刊
の
準
備
が

す
べ
て
野
山
笛
古
壷
二
人
に
託
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
持
薬
に
は
、
こ
ん

な
経
歴
と
交
遊
、
も
っ
と
言
え
ば
実
務
面
で
の
実
力
が
見
込
ま
れ
た
上
で

の
委
託
が
あ
っ
た
わ
け
だ
。
ち
な
み
に
緋
介
し
て
お
く
と
、
こ
の
と
き
の
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「
眠
れ
ぬ
夜
か
つ
づ
い
」
だ
ほ
ど
の
編
集
実
務
は
、
葉
は
“
切
線
轍
翻
、
ま
っ

た
く
の
「
触
俄
の
待
為
」
で
あ
っ
た
。

「
風
策
」
の
刊
行
に
つ
い
て
は
お
よ
そ
こ
ん
な
経
緯
、
ま
た
辞
労
が
あ
っ

た
の
だ
が
、
し
か
し
そ
れ
は
詳
労
ば
か
り
で
あ
っ
た
か
と
．
．
辛
み
は
、
必
ず

し
も
そ
う
と
ば
か
り
は
言
い
切
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。
「
風
最
」
の
功
紙
と

い
え
ば
、
そ
の
第
一
に
和
田
芳
恩
、
八
木
鶉
徳
、
そ
し
て
野
口
掬
上
関
自

身
の
作
家
的
な
復
油
を
挙
げ
る
の
か
衆
目
の
一
致
す
る
と
こ
ろ
な
の
だ
“

い
ず
れ
も
搬
綿
か
ら
作
家
活
動
を
始
め
て
い
た
人
た
ち
だ
が
、
職
争
の
た

め
に
充
分
な
活
動
も
果
た
せ
ぬ
ま
ま
戦
後
を
迎
え
た
世
代
で
あ
る
。
し
か

し
牛
半
可
登
録
さ
れ
て
い
た
が
ゆ
え
に
、
戦
後
は
新
人
で
も
天
象
で
も
な

い
と
い
う
半
端
な
場
所
に
工
法
だ
ざ
る
を
得
ず
、
戦
後
文
掌
の
全
盛
時
代
に

は
ほ
と
ん
ど
出
番
を
持
て
な
か
っ
た
作
家
た
ち
だ
。
利
潤
芳
恵
の
一
連
の

樋
口
一
葉
研
究
と
い
う
仕
事
野
口
高
上
甥
自
身
の
鶴
間
秋
蝉
研
究
も
、

い
っ
て
み
れ
ば
そ
う
し
た
作
家
と
し
て
の
逆
境
の
な
か
か
ら
逆
説
的
に
生

み
出
さ
れ
た
繋
線
だ
と
寄
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
「
風
鏡
」
は
そ
う
し
た

地
味
な
、
力
韻
あ
る
作
家
た
ち
に
化
窮
の
腸
を
作
り
、
彼
串
の
晩
年
を
飾

る
良
い
佳
呼
を
さ
せ
た
の
で
あ
る
。

今
年
の
離
演
会
の
ゲ
ス
ト
の
一
人
膝
脚
言
明
氏
の
藩
は
、
彼
が
繍
集
荷

と
し
て
立
ち
会
っ
た
閥
和
二
十
年
代
後
半
か
ら
の
円
木
の
文
壇
状
況
、
出

版
状
況
を
概
観
す
る
な
か
で
の
揃
記
三
人
を
中
心
と
す
る
作
家
た
ち
の
産

ち
倣
擬
を
湾
察
し
て
い
る
。
い
か
に
も
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
の
現
場
に
い
た

人
ら
し
い
、
具
体
的
で
説
得
力
の
あ
る
よ
い
話
だ
っ
た
。
群
し
く
は
本
誌

に
掲
載
さ
れ
る
締
演
題
旨
を
見
て
い
た
だ
き
た
い
が
、
今
そ
れ
を
私
の
こ

と
ば
で
後
嗣
し
て
み
れ
ば
次
の
よ
う
に
な
ろ
う
か
！
戦
後
の
馬
鹿
経
済

成
授
期
に
あ
っ
て
、
棚
版
界
も
次
々
に
大
規
模
な
史
学
全
集
を
航
す
が
、

そ
の
な
か
に
前
記
三
人
の
名
は
見
ら
れ
な
い
ば
か
り
か
、
当
時
何
種
も
出

た
支
署
更
に
も
ほ
と
ん
ど
三
人
は
黙
殺
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
う
し

て
、
戦
後
派
か
ら
第
三
の
新
人
、
内
向
の
腰
代
等
々
と
称
さ
れ
た
人
々
が

次
々
に
澄
暢
し
て
来
る
な
か
で
、
彼
ら
「
遡
れ
て
き
た
昭
和
十
年
代
文
学

の
作
家
」
の
人
々
は
「
い
っ
た
い
ど
う
い
う
謹
ら
し
向
き
を
し
て
い
た
の

だ
ろ
う
」
と
闘
い
、
そ
う
い
う
な
か
で
の
「
胸
襟
」
と
い
う
雑
緒
の
存
任

で
あ
っ
た
、
と
。

「
鳳
隷
」
は
当
時
椛
生
し
た
岡
種
の
雑
憩
の
先
駆
け
と
な
っ
た
も
の
だ

が
、
見
方
を
変
え
れ
ば
、
こ
れ
は
こ
れ
と
し
て
、
や
は
り
、
高
度
経
済
成

長
の
恩
恵
を
受
け
た
宿
在
だ
っ
た
わ
け
だ
。
文
学
全
集
に
は
入
ら
な
か
っ

た
が
、
自
分
た
ち
の
発
表
の
場
は
作
っ
た
の
で
あ
る
。

紙
が
少
々
私
幕
に
わ
た
る
が
、
私
ど
も
が
刊
行
す
る
雑
誌
「
季
刊
文
科
」

（
馬
彫
社
）
は
、
そ
の
イ
メ
ー
ジ
と
し
て
は
「
風
寮
」
を
一
つ
の
モ
デ
ル

と
し
て
出
発
し
た
。
わ
れ
わ
れ
の
世
代
に
は
、
こ
の
雑
謎
は
そ
ん
な
ふ
う

に
魅
力
あ
る
存
祉
た
っ
た
の
だ
。
た
だ
残
念
な
が
ら
「
風
紫
」
と
は
適
っ

て
擁
辞
組
合
「
悠
々
会
」
の
よ
う
な
強
力
な
ス
ポ
ン
サ
ー
が
あ
っ
た
わ
け

で
は
な
い
の
で
、
持
続
の
た
め
に
は
野
口
さ
ん
と
は
遭
っ
た
苦
労
を
轟
ね

で
い
る
。
し
か
し
今
、
文
学
全
体
の
落
ち
込
み
、
不
況
が
言
わ
れ
る
な
か

で
、
商
業
主
義
か
ら
は
一
歩
退
い
た
と
こ
ろ
に
こ
う
し
た
発
表
場
所
を
確

保
す
る
こ
と
の
璃
襲
碑
を
ま
す
ま
す
強
く
感
じ
て
い
る
。

野
口
鱈
士
男
が
「
風
媒
」
の
刊
行
に
傾
け
た
十
五
年
余
の
「
無
償
の
行

為
」
、
そ
の
な
か
に
は
、
今
わ
れ
わ
れ
が
感
じ
て
い
る
よ
う
な
、
自
分
た

ち
の
函
南
な
発
表
場
所
を
磁
傑
す
る
－
そ
う
し
た
憩
義
を
充
分
感
じ
て

い
た
か
ら
こ
そ
の
ガ
ン
バ
リ
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
と
、
改
め
て
思
う
よ
う

に
な
っ
た
。


