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　新
年
度
と
な
り
、新
一
年
生
を
見
か
け

る
。体
よ
り
大
き
な
真
新
し
い
ラ
ン
ド
セ

ル
を
背
負
っ
て
歩
く
姿
は
、こ
れ
か
ら
の

学
校
生
活
が
楽
し
い
も
の
で
あ
る
よ
う

エ
ー
ル
を
送
り
た
く
な
る
位
、ピ
カ
ピ
カ

に
輝
い
て
い
る
。我
が
家
の
ご
近
所
に
も

新
一
年
生
が
お
り
、先
日
、そ
の
お
母
さ

ん
が
登
校
す
る
子
ど
も
を
送
り
出
し
て

い
た
。し
ば
ら
く
し
て
も
お
母
さ
ん
は
道

端
に
立
っ
て
い
た
。雨
の
朝
で
あ
っ
た
。ど

う
か
し
た
の
か
と
思
っ
て
い
る
と
、カ
サ

を
さ
し
て
歩
い
た
こ
と
が
な
い
か
ら
心

配
で
心
配
で
…
と
い
う
言
葉
。カ
サ
を
さ

し
て
無
事
に
雨
の
中
を
歩
い
て
い
け
る

の
か
、我
が
子
の
姿
を
ず
っ
と
見
守
っ
て

い
た
の
だ
。

　そ
う
か
。生
ま
れ
た
時
か
ら
車
で
の

移
動
が
ご
く
当
た
り
前
と
な
り
、子
ど

も
達
に
と
っ
て
カ
サ
を
使
う
機
会
が

減
っ
て
い
る
の
だ
。大
雨
の
中
を
ず
ぶ
濡

れ
に
な
っ
て
歩
く
こ
と
も
な
く
、大
抵
は

車
で
お
迎
え
の
時
代
。カ
サ
の
さ
し
方
も

日
常
の
中
で
自
然
に
身
に
つ
け
る
の
で

は
な
く
、教
わ
る
時
代
な
の
か
。と
思
い

つ
つ
、自
身
も
車
移
動
ば
か
り
の
毎
日

だ
。雨
降
り
の
日
の
み
な
ら
ず
カ
サ
を

持
っ
て
歩
く
こ
と
自
体
な
ん
と
も
億
劫

に
感
じ
て
い
る
で
は
な
い
か
。

　「
あ
め
あ
め 

ふ
れ
ふ
れ 

か
あ
さ
ん
が 

じ
ゃ
の
め
で 

お
む
か
い 

う
れ
し
い
な

♪
」と
童
謡
の
一
節
が
頭
の
中
で
流
れ
た

雨
の
朝
の
一コ
マ
。が
、こ
こ
に
歌
わ
れ
て

い
る
情
景
も
子
ど
も
達
に
は
分
か
ら
な

い
か
。（
伊
）

　三
月
の
下
旬
に
大
学
院
で
お
世
話
に

な
っ
た
先
生
と
足
助
を
訪
れ
た
。足
助

に
は
大
学
生
の
時
に
一
度
行
っ
た
き
り
で

あ
る
。東
岡
崎
駅
か
ら
名
鉄
バ
ス
で
約
一

時
間
程
か
け
て
足
助
に
向
か
っ
た
。岡

崎
市
か
ら
足
助
に
近
づ
く
に
つ
れ
て
自

然
豊
か
な
景
色
が
飛
び
込
ん
で
く
る
。

移
り
変
わ
る
風
景
を
バ
ス
の
中
で〝
ぼ
ー
〞

と
眺
め
て
い
る
と
足
助
に
到
着
し
て
い

た
。先
生
と
は
バ
ス
停
で
合
流
し
、早
速

に
足
助
の
古
い
街
並
み
が
残
る
重
伝
建

地
区
を
散
策
し
た
。お
昼
に
な
り
地
区

内
に
あ
る
先
生
オ
ス
ス
メ
の
お
店
で
蕎

麦
を
食
べ
た
。今
で
も
あ
の
お
店
の
蕎
麦

を
食
べ
た
い
と
思
う
時
が
あ
る
。そ
れ
ぐ

ら
い
美
味
し
か
っ
た
。食
事
後
、香
積
寺

に
向
か
い
住
職
さ
ん
に
書
画
で
有
名
な

当
寺
ゆ
か
り
の
風
外
和
尚
の
話
を
聞
い

た
。そ
の
後
、カ
タ
ク
リ
の
花
を
見
に
カ

タ
ク
リ
群
生
地
に
向
か
っ
た
。群
生
地
に

は
斜
面
一
帯
に
無
数
の
カ
タ
ク
リ
の
花
が

咲
い
て
お
り
、そ
れ
は
と
て
も
美
し
く
思

わ
ず
携
帯
で
写
真
を
撮
っ
て
い
た
。秋
の

足
助
も
よ
い
が
春
の
足
助
も
ま
た
一
興
で

あ
る
。自
然
と
歴
史
を
満
喫
し
、あ
っ
と

い
う
間
に
時
間
が
過
ぎ
名
残
惜
し
さ
を

感
じ
な
が
ら
足
助
を
あ
と
に
し
た
。こ

の
散
策
を
機
に
こ
れ
か
ら
各
地
を
散
策

し
よ
う
と
思
っ
て
い
る
。運
動
も
か
ね

て
。次
は
ど
こ
に
行
こ
う
か
。誰
も
興
味

は
な
い
だ
ろ
う
が
乞
う
ご
期
待
。そ
の
前

に
デ
ジ
カ
メ
を
買
わ
な
け
れ
ば
。（
柴
）

雨
の
日
と
カ
サ

勝
手
気
ま
ま
な
私
的
散
策
ノ
ー
ト
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　平
成
八
年（
一
九
九
六
）七
月
六
日
、岡
崎
市
美
術
博
物
館
は
産
ぶ
声
を
上
げ
た
。そ
れ
か
ら
二

十
年
が
経
つ
。

　明
治
時
代
に
設
立
さ
れ
た
帝
室
博
物
館
を
淵
源
と
す
る
東
京
、奈
良
、京
都
国
立
博
物
館
は

別
格
に
し
て
も
鎌
倉
国
宝
館（
一
九
二
八
年
開
館

　以
下
同
じ
）や
大
阪
市
立
美
術
館（
一
九
三
六

年
）、い
く
つ
か
の
私
立
美
術
館
に
は
、そ
の
設
立
が
大
正
―
昭
和
初
期
に
遡
る
館
が
少
な
く
な

い
。大
倉
集
古
館（
一
九
一
七
年
）を
は
じ
め
藤
井
有
隣
館（
一
九
二
六
年
）、大
原
美
術
館（
一
九
三
〇

年
）、白
鶴
美
術
館（
一
九
三
五
年
）、徳
川
美
術
館（
一
九
三
五
年
）、根
津
美
術
館（
一
九
四
〇
年
）な

ど
が
そ
れ
で
、い
ず
れ
も
百
年
近
い
歴
史
を
該
む
。

　戦
後
も
多
く
の
美
術
館
が
開
館
し
た
。わ
た
し
が
サ
ン
ト
リ
ー
美
術
館（
一
九
六
一
年
）に
勤
務
し

始
め
た
昭
和
五
十
一
年（
一
九
七
六
）十
二
月
、最
初
の
仕
事
が
、同
館
の
開
館
十
五
周
年
記
念
展
の

展
示
で
あ
っ
た
こ
と
を
憶
い
出
す
。そ
の
頃
は
、サ
ン
ト
リ
ー
美
術
館
も
開
館
間
も
な
い
若
い
館
と

思
っ
て
い
た
が
半
世
紀
余
り
を
経
過
、い
ま
や
老
舗
館
の
一つ
に
数
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
。五
島
美
術

館
、大
和
文
華
館（
と
も
に
一
九
六
〇
年
）、山
種
美
術
館（
一
九
六
六
年
）の
開
館
も
こ
の
頃
だ
。

さ
ら
に
昭
和
五
十
年（
一
九
七
五
）前
後
に
至
れ
ば
各
地
で
公
立
美
術
館
、博
物
館
の
開
館
が
あ
い

つ
ぐ
。そ
れ
ら
も
い
ま
や
開
館
四
十
年
余
り
、と
述
べ
て
く
る
と
、岡
崎
市
美
術
博
物
館
も
ま
だ
ま

だ
若
い
、と
言
わ
れ
そ
う
だ
。確
か
に
後
発
館
で
は
あ
る
。だ
が
そ
れ
で
も
二
十
年
と
な
れ
ば
、人

間
な
ら
ば
成
人
、展
覧
会
、研
究
活
動
に
お
い
て
す
で
に
充
分
な
実
を
上
げ
て
き
た
の
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
。

　岡
崎
市
美
術
博
物
館
は
、開
館
当
初
よ
り「
マ
イ
ン
ド
ス
ケ
ー
プ・
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
」と
の
別
称
を

も
つ
。現
在
も
当
館
の
印
刷
物
な
ど
に
は
す
べ
て
こ
の
ロ
ゴ
マ
ー
ク
が
入
っ
て
い
る
は
ず
だ
。こ
れ
は

当
館
の
活
動
の
基
本
方
針
を「
心
を
語
る
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
」に
置
き
た
い
と
の
思
い
か
ら
出
た
愛

称
。人
間
の
深
い
内
面
が
生
み
出
し
た
表
現
、造
形
を
研
究
し
、そ
の
成
果
を
作
品
・
資
料
と
い
う

具
体
的
な
も
の
を
通
し
て
提
示
す
る
―
思
う
は
易
く
、し
か
し
実
際
に
行
う
と
な
る
と
難
し
い

が
、そ
う
し
た
展
覧
会
を
開
催
す
る
こ
と
、こ
れ
を
活
動
の
基
本
に
し
た
の
で
あ
る
。

　開
館
記
念
展「
天
使
と
天
女 

天
界
か
ら
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
」に
し
て
、す
で
に
そ
う
で
あ
っ
た
。こ
の

展
覧
会
は
タ
イ
ト
ル
に
謳
う
よ
う
に「
西
の
天
使
と
東
の
天
女
が
岡
崎
で
出
会
う
」こ
と
を
コ
ン
セ

プ
ト
に
、そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
の
神
話
や
宗
教
が
生
み
、育
て
た
―
そ
の
意
味
で
ま
さ
し
く
心
の
表

現
た
る
天
使
と
天
女
の
造
形
を
一
堂
に
会
し
、そ
の
意
味
を
探
ろ
う
と
云
う
も
の
で
あ
っ
た
。

西
方
に
誕
生
し
た
エ
ロ
ス
や
キ
ュ
ー
ピ
ッ
ド
、エ
ン
ジ
ェ
ル
た
ち
の
背
中
に
は
え
る「
翼
」が
、な
ぜ
東

方
の
天
女
や
仙
女
や
観
音
で
は
風
を
孕
む「
衣
」に
な
っ
て
い
る
の
か（「
東
の
天
と
西
の
天
」展
覧

会
図
録
よ
り
）

展
覧
会
を
プ
ロ
デ
ュ
ー
ス
し
た
松
岡
正
剛
氏
の
こ
の
一
点
の
疑
問
を
考
え
る
だ
け
で
も
意
義
あ
る

試
み
で
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。

　も
っ
と
も
実
際
の
展
示
は
、現
在
と
な
っ
て
は
そ
れ
を
知
る
た
め
の
唯
一の
手
掛
り
た
る
図
録
で

見
る
他
な
い
の
だ
が
、展
示
で
き
た
作
品
・
資
料
が
極
端
に
限
ら
れ
て
い
た
と
の
譏
り
は
免
れ
え

ま
い
。そ
の
結
果
展
示
作
品
は
図
録
巻
末
に
、あ
た
か
も
附
の
よ
う
に
押
し
や
ら
れ
、図
版
掲
載
さ

れ
た
作
品
の
ほ
と
ん
ど
は
展
示
さ
れ
な
い
も
の
と
な
っ
た
。青
物
編
集
の
手
法
を
優
先
さ
せ
た
か

ら
な
の
だ
ろ
う
が
、そ
れ
な
ら
ば
ム
ツ
ク
形
式
の
雑
誌
一
冊
作
れ
ば
事
足
り
る
。展
覧
会
図
録
と
し

て
は
本
末
転
倒
だ
ろ
う
し
、展
覧
会
そ
の
も
の
も
未
消
化
で
不
満
が
残
っ
た
で
あ
ろ
う
。展
覧
会

と
は
何
よ
り
本
も
の
・
実
物
を
並
べ
、そ
れ
に
よ
っ
て
何
か
を
伝
え
、ま
た
考
え
、感
じ
る
こ
と
だ
と

思
う
か
ら
で
あ
る
。

　と
は
云
え
開
館
記
念
展
で
、東
と
西
の
文
化
・
造
形
を
一
堂
に
会
し
、そ
れ
ら
を
較
べ
見
る
、こ
の

方
針
と
手
法
が
示
さ
れ
た
こ
と
は
、こ
の
後
の
岡
崎
市
美
術
博
物
館
の
展
覧
会
活
動
を
占
う
上

で
ま
こ
と
に
意
義
深
い
。そ
れ
と
云
う
の
も
こ
の
活
動
の
基
本
が
、も
う
一つ
の
当
館
の
基
本
コ
ン

セ
プ
ト
と
結
び
つ
く
こ
と
で
、さ
ら
に
多
彩
な
展
覧
会
の
企
画
を
可
能
に
さ
せ
た
か
ら
で
あ
る
。

　そ
の
基
本
コ
ン
セ
プ
ト
。す
べ
て
は
岡
崎
が
徳
川
家
康（
一
五
四
二
〜
一
六
一
六
）生
誕
の
地
で
あ
る

こ
と
に
尽
き
る
。そ
こ
か
ら
家
康
の
生
ま
れ
活
躍
し
た
時
代
＝
十
六
世
紀
後
半
か
ら
十
七
世
紀

の
歴
史
・
文
化
・
文
物
の
研
究
と
展
示
と
を
基
本
と
す
る
活
動
の
指
針
が
定
め
ら
れ
た
。し
か
も

都
合
の
よ
い
こ
と
に
そ
の
時
代
は
、ま
さ
し
く
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
大
航
海
時
代
の
後
半
期
に
当
た
る
。

バ
ロ
ッ
ク
の
時
代
で
あ
る
。言
う
ま
で
も
な
く
西
と
東
の
政
治
、経
済
そ
し
て
文
化
が
大
規
模
に
接

触
し
た
時
代
だ
。も
と
よ
り
当
館
第
一の
活
動
方
針
と
も
無
理
な
く
結
び
つ
く
。そ
う
で
あ
れ
ば
こ

そ
か
、「
天
使
と
天
女
」展
の
後
も
、「
家
康
の
生
き
た
時
代
―
東
と
西
の
出
会
い
」（
一
九
九
七
年
）

「
新
た
な
信
仰
に
生
き
る
―
蓮
如
・ル
タ
ー
・
民
衆
」（
一
九
九
八
年
）「
大
ザ
ビ
エ
ル
展
―
そ
の
生
涯

と
南
蛮
文
化
の
遺
宝
」（
一
九
九
九
年
）な
ど
西
と
東
を
意
識
し
た
展
示
が
相
つ
ぐ
。取
上
げ
た
時

代
は
異
な
る
が「
平
賀
源
内
」（
二
〇
〇
四
年
）「
阿
蘭
陀
と
N
I
P
P
O
N
」（
二
〇
一
〇
年
）も
、

そ
う
し
た
系
譜
に
連
な
る
展
示
だ
ろ
う
。ま
た「
イ
タ
リ
ア
・バ
ロ
ッ
ク
絵
画
展
」（
一
九
九
七
年
）に

は
じ
ま
り「
ル
ー
ベ
ン
ス
と
バ
ロ
ッ
ク
絵
画
の
巨
匠
た
ち
」（
一
九
九
九
年
）「
カ
ラ
ヴ
ァ
ッ
シ
ョ
」（
二
〇

〇
一
年
）「
バ
ロ
ッ
ク
へ
の
誘
い 

美
術
と
音
楽
」（
二
〇
〇
二
年
）な
ど
、バ
ロ
ッ
ク
美
術
へ
の
興
味
も
、

「
家
康
の
生
き
た
時
代
」か
ら
の
要
請
が
あ
る
の
だ
ろ
う
が
、そ
の
ド
ラ
マ
チ
ッ
ク
な
光
と
陰
の
表

現
に
宿
る
深
い
精
神
性
は
、「
マ
イ
ン
ド
ス
ケ
ー
プ
・
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
」を
標
榜
す
る
岡
崎
市
美
術
博

物
館
が
開
く
べ
く
し
て
開
い
た
展
示
だ
ろ
う
し
、さ
ら
に「
シ
ュ
ル
レ
ア
リ
ス
ム
の
巨
匠
展
」（
一
九
九

八
年
）、「
ベ
ル
ギ
ー
の
巨
匠
五
人 

ア
ン
ソ
ー
ル
か
ら
マ
ク
リ
ッ
ト
、デ
ル
ヴ
ォ
ー
」（
二
〇
〇
一
年
）に
は

じ
ま
り
マ
ッ
ク
ス
エ
ル
ン
ス
ト
、マ
ン・レ
イ
、ポ
ー
ル・
デ
ル
ヴ
ォ
ー
な
ど
二
十
世
紀
の
心
の
表
現
を
検

証
す
る
展
覧
会
へ
と
拡
が
っ
て
い
く
。

　一方
、岡
崎
市
美
術
博
物
館
は
、郷
土
博
物
館
と
し
て
の
役
割
も
持
つ
。徳
川
家
康
を
中
心
に
、

そ
の
家
臣
団
の
事
蹟
を
検
証
す
る
こ
と
や
、市
内
の
寺
社
に
伝
え
ら
れ
た
、岡
崎
ゆ
か
り
の
文
化

財
を
発
掘
、調
査
研
究
し
、展
覧
会
を
通
し
て
広
く
そ
の
価
値
や
意
味
を
知
っ
て
貰
う
こ
と
で
あ

る
。も
ち
ろ
ん
こ
れ
に
は
学
芸
員
の
日
々
の
地
道
な
活
動
が
求
め
ら
れ
る
が
、そ
の
成
果
を
い
く
つ

か
の
展
覧
会
に
結
び
つ
け
た
。い
ま
そ
れ
ら
を
年
を
追
っ
て
列
記
す
れ
ば
、

　
　・松
平
・
徳
川
氏
の
寺
社（
二
〇
〇
〇
年
）

　
　・冷
泉
為
恭
展（
二
〇
〇
一
年
）

　
　・再
発
見
！
岡
崎
の
文
化
財（
二
〇
〇
一
年
）

　
　・徳
川
将
軍
家
展（
二
〇
〇
二
年
）

　
　・岡
崎
城
下
町
の
文
芸（
二
〇
〇
二
年
）

　
　・天
台
の
ほ
と
け（
二
〇
〇
三
年
）

　
　・田
中
吉
政
と
そ
の
時
代
展（
二
〇
〇
五
年
）

　
　・徳
川
四
天
王（
二
〇
〇
六
年
）

　
　・「
中
根
家
文
書
」刊
行
記
念
展 

隼
人
が
ゆ
く（
二
〇
〇
七
年
）

　
　・三
河
念
仏
の
源
流（
二
〇
〇
八
年
）

　
　・三
河
の
禅
林（
二
〇
〇
九
年
）

　
　・茶
の
湯
の
文
明
開
化（
二
〇
一
〇
年
）

　
　・三
河
浄
土
宗
寺
院
の
名
宝（
二
〇
一一
年
）

　
　・徳
川
四
天
王
本
多
忠
勝
と
子
孫
た
ち（
二
〇
一
二
年
）

な
ど
が
あ
る
。な
か
で
も「
茶
の
湯
の
文
明
開
化
」展
は
、裏
千
家
十
一
代
家
元
玄
々
斎
精
中
宗
室

の
生
誕
二
〇
〇
年
に
あ
た
り
、玄
々
斎
が
三
河
奥
殿
藩
松
平
家
の
出
で
、十
歳
で
裏
千
家
の
養
子

と
な
り
、後
に
十
一
代
家
元
を
継
承
し
た
と
い
う
、知
る
人
ぞ
知
る
意
外
な
繋
が
り
を
教
え
て
く

れ
た
展
示
と
し
て
大
変
印
象
深
い
。

　以
上
、十
九
年
に
及
ぶ
岡
崎
市
美
術
博
物
館
の
展
覧
会
を
振
り
返
っ
て
み
た
。い
ま
そ
の
名
を

上
げ
た
展
覧
会
以
外
に
も
読
者
の
記
憶
に
残
っ
た
も
の
は
少
な
く
な
い
だ
ろ
う
。そ
れ
ら
を
含
め

こ
の
間
開
催
し
た
展
覧
会
は
実
に
一
二
五
回
に
も
及
ぶ
。入
館
者
数
も
九
十
九
万
人
を
越
え
る
。

大
方
の
ご
理
解
と
ご
支
持
が
あ
っ
た
も
の
と
思
う
。そ
し
て
こ
れ
ら
一
二
五
回
の
展
示
に
よ
っ
て
蓄

積
さ
れ
た
情
報
と
人
脈
は
、岡
崎
市
美
術
博
物
館
の
貴
重
な
財
産
と
な
る
は
ず
だ
。今
後
と
も
そ

の
充
実
を
図
る
と
共
に
、そ
れ
を
ベ
ー
ス
に
さ
ら
に
魅
力
あ
る
展
覧
会
を
実
現
す
べ
く
努
め
た
い
。

「
開
館
二
十
周
年
記
念 

大
鎖
国
展
」は
、そ
の
決
意
表
明
で
も
あ
る
。

　そ
れ
に
つ
け
て
も
思
う
の
は
、開
館
以
来
の
懸
案
で
あ
る
本
館
建
設
問
題
で
あ
る
。岡
崎
市
お

よ
び
そ
の
歴
史
と
文
化
を
知
り
、さ
ら
に
未
来
へ
の
展
望
を
開
く
上
で
も
、そ
う
し
た
資
料
を
展

示
す
る
た
め
の
常
設
室
を
含
む
本
館
棟
は
必
須
で
あ
る
。幸
い
に
も
寄
託
品
も
含
め
近
年
、岡
崎

市
美
術
博
物
館
に
収
め
ら
れ
た
資
料
は
目
を
見
張
る
も
の
が
あ
る
。そ
れ
ら
を
展
示
し
活
用
す

る
こ
と
は
郷
土
岡
崎
に
資
す
る
と
こ
ろ
甚
大
で
あ
る
に
違
い
な
い
。本
館
建
設
を
改
め
て
強
く
希

望
す
る
と
共
に
市
民
は
じ
め
関
係
各
位
の
さ
ら
な
る
ご
理
解
と
ご
支
援
を
お
願
い
す
る
。

開
館
二
十
周
年
を
迎
え
て

た

し
に
せ

じ
つ

い
ま

や
す

○
○

こ
う
は
つ

い
ま

ほ
か

そ
し

つ
け
た
り

こ
と

じ
つ
ぶ
つ

は
か



　平
成
八
年（
一
九
九
六
）七
月
六
日
、岡
崎
市
美
術
博
物
館
は
産
ぶ
声
を
上
げ
た
。そ
れ
か
ら
二

十
年
が
経
つ
。

　明
治
時
代
に
設
立
さ
れ
た
帝
室
博
物
館
を
淵
源
と
す
る
東
京
、奈
良
、京
都
国
立
博
物
館
は

別
格
に
し
て
も
鎌
倉
国
宝
館（
一
九
二
八
年
開
館

　以
下
同
じ
）や
大
阪
市
立
美
術
館（
一
九
三
六

年
）、い
く
つ
か
の
私
立
美
術
館
に
は
、そ
の
設
立
が
大
正
―
昭
和
初
期
に
遡
る
館
が
少
な
く
な

い
。大
倉
集
古
館（
一
九
一
七
年
）を
は
じ
め
藤
井
有
隣
館（
一
九
二
六
年
）、大
原
美
術
館（
一
九
三
〇

年
）、白
鶴
美
術
館（
一
九
三
五
年
）、徳
川
美
術
館（
一
九
三
五
年
）、根
津
美
術
館（
一
九
四
〇
年
）な

ど
が
そ
れ
で
、い
ず
れ
も
百
年
近
い
歴
史
を
該
む
。

　戦
後
も
多
く
の
美
術
館
が
開
館
し
た
。わ
た
し
が
サ
ン
ト
リ
ー
美
術
館（
一
九
六
一
年
）に
勤
務
し

始
め
た
昭
和
五
十
一
年（
一
九
七
六
）十
二
月
、最
初
の
仕
事
が
、同
館
の
開
館
十
五
周
年
記
念
展
の

展
示
で
あ
っ
た
こ
と
を
憶
い
出
す
。そ
の
頃
は
、サ
ン
ト
リ
ー
美
術
館
も
開
館
間
も
な
い
若
い
館
と

思
っ
て
い
た
が
半
世
紀
余
り
を
経
過
、い
ま
や
老
舗
館
の
一つ
に
数
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
。五
島
美
術

館
、大
和
文
華
館（
と
も
に
一
九
六
〇
年
）、山
種
美
術
館（
一
九
六
六
年
）の
開
館
も
こ
の
頃
だ
。

さ
ら
に
昭
和
五
十
年（
一
九
七
五
）前
後
に
至
れ
ば
各
地
で
公
立
美
術
館
、博
物
館
の
開
館
が
あ
い

つ
ぐ
。そ
れ
ら
も
い
ま
や
開
館
四
十
年
余
り
、と
述
べ
て
く
る
と
、岡
崎
市
美
術
博
物
館
も
ま
だ
ま

だ
若
い
、と
言
わ
れ
そ
う
だ
。確
か
に
後
発
館
で
は
あ
る
。だ
が
そ
れ
で
も
二
十
年
と
な
れ
ば
、人

間
な
ら
ば
成
人
、展
覧
会
、研
究
活
動
に
お
い
て
す
で
に
充
分
な
実
を
上
げ
て
き
た
の
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
。

　岡
崎
市
美
術
博
物
館
は
、開
館
当
初
よ
り「
マ
イ
ン
ド
ス
ケ
ー
プ・
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
」と
の
別
称
を

も
つ
。現
在
も
当
館
の
印
刷
物
な
ど
に
は
す
べ
て
こ
の
ロ
ゴ
マ
ー
ク
が
入
っ
て
い
る
は
ず
だ
。こ
れ
は

当
館
の
活
動
の
基
本
方
針
を「
心
を
語
る
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
」に
置
き
た
い
と
の
思
い
か
ら
出
た
愛

称
。人
間
の
深
い
内
面
が
生
み
出
し
た
表
現
、造
形
を
研
究
し
、そ
の
成
果
を
作
品
・
資
料
と
い
う

具
体
的
な
も
の
を
通
し
て
提
示
す
る
―
思
う
は
易
く
、し
か
し
実
際
に
行
う
と
な
る
と
難
し
い

が
、そ
う
し
た
展
覧
会
を
開
催
す
る
こ
と
、こ
れ
を
活
動
の
基
本
に
し
た
の
で
あ
る
。

　開
館
記
念
展「
天
使
と
天
女 

天
界
か
ら
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
」に
し
て
、す
で
に
そ
う
で
あ
っ
た
。こ
の

展
覧
会
は
タ
イ
ト
ル
に
謳
う
よ
う
に「
西
の
天
使
と
東
の
天
女
が
岡
崎
で
出
会
う
」こ
と
を
コ
ン
セ

プ
ト
に
、そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
の
神
話
や
宗
教
が
生
み
、育
て
た
―
そ
の
意
味
で
ま
さ
し
く
心
の
表

現
た
る
天
使
と
天
女
の
造
形
を
一
堂
に
会
し
、そ
の
意
味
を
探
ろ
う
と
云
う
も
の
で
あ
っ
た
。

西
方
に
誕
生
し
た
エ
ロ
ス
や
キ
ュ
ー
ピ
ッ
ド
、エ
ン
ジ
ェ
ル
た
ち
の
背
中
に
は
え
る「
翼
」が
、な
ぜ
東

方
の
天
女
や
仙
女
や
観
音
で
は
風
を
孕
む「
衣
」に
な
っ
て
い
る
の
か（「
東
の
天
と
西
の
天
」展
覧

会
図
録
よ
り
）

展
覧
会
を
プ
ロ
デ
ュ
ー
ス
し
た
松
岡
正
剛
氏
の
こ
の
一
点
の
疑
問
を
考
え
る
だ
け
で
も
意
義
あ
る

試
み
で
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。

　も
っ
と
も
実
際
の
展
示
は
、現
在
と
な
っ
て
は
そ
れ
を
知
る
た
め
の
唯
一の
手
掛
り
た
る
図
録
で

見
る
他
な
い
の
だ
が
、展
示
で
き
た
作
品
・
資
料
が
極
端
に
限
ら
れ
て
い
た
と
の
譏
り
は
免
れ
え

ま
い
。そ
の
結
果
展
示
作
品
は
図
録
巻
末
に
、あ
た
か
も
附
の
よ
う
に
押
し
や
ら
れ
、図
版
掲
載
さ

れ
た
作
品
の
ほ
と
ん
ど
は
展
示
さ
れ
な
い
も
の
と
な
っ
た
。青
物
編
集
の
手
法
を
優
先
さ
せ
た
か

ら
な
の
だ
ろ
う
が
、そ
れ
な
ら
ば
ム
ツ
ク
形
式
の
雑
誌
一
冊
作
れ
ば
事
足
り
る
。展
覧
会
図
録
と
し

て
は
本
末
転
倒
だ
ろ
う
し
、展
覧
会
そ
の
も
の
も
未
消
化
で
不
満
が
残
っ
た
で
あ
ろ
う
。展
覧
会

と
は
何
よ
り
本
も
の
・
実
物
を
並
べ
、そ
れ
に
よ
っ
て
何
か
を
伝
え
、ま
た
考
え
、感
じ
る
こ
と
だ
と

思
う
か
ら
で
あ
る
。

　と
は
云
え
開
館
記
念
展
で
、東
と
西
の
文
化
・
造
形
を
一
堂
に
会
し
、そ
れ
ら
を
較
べ
見
る
、こ
の

方
針
と
手
法
が
示
さ
れ
た
こ
と
は
、こ
の
後
の
岡
崎
市
美
術
博
物
館
の
展
覧
会
活
動
を
占
う
上

で
ま
こ
と
に
意
義
深
い
。そ
れ
と
云
う
の
も
こ
の
活
動
の
基
本
が
、も
う
一つ
の
当
館
の
基
本
コ
ン

セ
プ
ト
と
結
び
つ
く
こ
と
で
、さ
ら
に
多
彩
な
展
覧
会
の
企
画
を
可
能
に
さ
せ
た
か
ら
で
あ
る
。

　そ
の
基
本
コ
ン
セ
プ
ト
。す
べ
て
は
岡
崎
が
徳
川
家
康（
一
五
四
二
〜
一
六
一
六
）生
誕
の
地
で
あ
る

こ
と
に
尽
き
る
。そ
こ
か
ら
家
康
の
生
ま
れ
活
躍
し
た
時
代
＝
十
六
世
紀
後
半
か
ら
十
七
世
紀

の
歴
史
・
文
化
・
文
物
の
研
究
と
展
示
と
を
基
本
と
す
る
活
動
の
指
針
が
定
め
ら
れ
た
。し
か
も

都
合
の
よ
い
こ
と
に
そ
の
時
代
は
、ま
さ
し
く
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
大
航
海
時
代
の
後
半
期
に
当
た
る
。

バ
ロ
ッ
ク
の
時
代
で
あ
る
。言
う
ま
で
も
な
く
西
と
東
の
政
治
、経
済
そ
し
て
文
化
が
大
規
模
に
接

触
し
た
時
代
だ
。も
と
よ
り
当
館
第
一の
活
動
方
針
と
も
無
理
な
く
結
び
つ
く
。そ
う
で
あ
れ
ば
こ

そ
か
、「
天
使
と
天
女
」展
の
後
も
、「
家
康
の
生
き
た
時
代
―
東
と
西
の
出
会
い
」（
一
九
九
七
年
）

「
新
た
な
信
仰
に
生
き
る
―
蓮
如
・ル
タ
ー
・
民
衆
」（
一
九
九
八
年
）「
大
ザ
ビ
エ
ル
展
―
そ
の
生
涯

と
南
蛮
文
化
の
遺
宝
」（
一
九
九
九
年
）な
ど
西
と
東
を
意
識
し
た
展
示
が
相
つ
ぐ
。取
上
げ
た
時

代
は
異
な
る
が「
平
賀
源
内
」（
二
〇
〇
四
年
）「
阿
蘭
陀
と
N
I
P
P
O
N
」（
二
〇
一
〇
年
）も
、

そ
う
し
た
系
譜
に
連
な
る
展
示
だ
ろ
う
。ま
た「
イ
タ
リ
ア
・バ
ロ
ッ
ク
絵
画
展
」（
一
九
九
七
年
）に

は
じ
ま
り「
ル
ー
ベ
ン
ス
と
バ
ロ
ッ
ク
絵
画
の
巨
匠
た
ち
」（
一
九
九
九
年
）「
カ
ラ
ヴ
ァ
ッ
シ
ョ
」（
二
〇

〇
一
年
）「
バ
ロ
ッ
ク
へ
の
誘
い 

美
術
と
音
楽
」（
二
〇
〇
二
年
）な
ど
、バ
ロ
ッ
ク
美
術
へ
の
興
味
も
、

「
家
康
の
生
き
た
時
代
」か
ら
の
要
請
が
あ
る
の
だ
ろ
う
が
、そ
の
ド
ラ
マ
チ
ッ
ク
な
光
と
陰
の
表

現
に
宿
る
深
い
精
神
性
は
、「
マ
イ
ン
ド
ス
ケ
ー
プ
・
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
」を
標
榜
す
る
岡
崎
市
美
術
博

物
館
が
開
く
べ
く
し
て
開
い
た
展
示
だ
ろ
う
し
、さ
ら
に「
シ
ュ
ル
レ
ア
リ
ス
ム
の
巨
匠
展
」（
一
九
九

八
年
）、「
ベ
ル
ギ
ー
の
巨
匠
五
人 

ア
ン
ソ
ー
ル
か
ら
マ
ク
リ
ッ
ト
、デ
ル
ヴ
ォ
ー
」（
二
〇
〇
一
年
）に
は

じ
ま
り
マ
ッ
ク
ス
エ
ル
ン
ス
ト
、マ
ン・レ
イ
、ポ
ー
ル・
デ
ル
ヴ
ォ
ー
な
ど
二
十
世
紀
の
心
の
表
現
を
検

証
す
る
展
覧
会
へ
と
拡
が
っ
て
い
く
。

　一方
、岡
崎
市
美
術
博
物
館
は
、郷
土
博
物
館
と
し
て
の
役
割
も
持
つ
。徳
川
家
康
を
中
心
に
、

そ
の
家
臣
団
の
事
蹟
を
検
証
す
る
こ
と
や
、市
内
の
寺
社
に
伝
え
ら
れ
た
、岡
崎
ゆ
か
り
の
文
化

財
を
発
掘
、調
査
研
究
し
、展
覧
会
を
通
し
て
広
く
そ
の
価
値
や
意
味
を
知
っ
て
貰
う
こ
と
で
あ

る
。も
ち
ろ
ん
こ
れ
に
は
学
芸
員
の
日
々
の
地
道
な
活
動
が
求
め
ら
れ
る
が
、そ
の
成
果
を
い
く
つ

か
の
展
覧
会
に
結
び
つ
け
た
。い
ま
そ
れ
ら
を
年
を
追
っ
て
列
記
す
れ
ば
、

　
　・松
平
・
徳
川
氏
の
寺
社（
二
〇
〇
〇
年
）

　
　・冷
泉
為
恭
展（
二
〇
〇
一
年
）

　
　・再
発
見
！
岡
崎
の
文
化
財（
二
〇
〇
一
年
）

　
　・徳
川
将
軍
家
展（
二
〇
〇
二
年
）

　
　・岡
崎
城
下
町
の
文
芸（
二
〇
〇
二
年
）

　
　・天
台
の
ほ
と
け（
二
〇
〇
三
年
）

　
　・田
中
吉
政
と
そ
の
時
代
展（
二
〇
〇
五
年
）

　
　・徳
川
四
天
王（
二
〇
〇
六
年
）

　
　・「
中
根
家
文
書
」刊
行
記
念
展 

隼
人
が
ゆ
く（
二
〇
〇
七
年
）

　
　・三
河
念
仏
の
源
流（
二
〇
〇
八
年
）

　
　・三
河
の
禅
林（
二
〇
〇
九
年
）

　
　・茶
の
湯
の
文
明
開
化（
二
〇
一
〇
年
）

　
　・三
河
浄
土
宗
寺
院
の
名
宝（
二
〇
一一
年
）

　
　・徳
川
四
天
王
本
多
忠
勝
と
子
孫
た
ち（
二
〇
一
二
年
）

な
ど
が
あ
る
。な
か
で
も「
茶
の
湯
の
文
明
開
化
」展
は
、裏
千
家
十
一
代
家
元
玄
々
斎
精
中
宗
室

の
生
誕
二
〇
〇
年
に
あ
た
り
、玄
々
斎
が
三
河
奥
殿
藩
松
平
家
の
出
で
、十
歳
で
裏
千
家
の
養
子

と
な
り
、後
に
十
一
代
家
元
を
継
承
し
た
と
い
う
、知
る
人
ぞ
知
る
意
外
な
繋
が
り
を
教
え
て
く

れ
た
展
示
と
し
て
大
変
印
象
深
い
。

　以
上
、十
九
年
に
及
ぶ
岡
崎
市
美
術
博
物
館
の
展
覧
会
を
振
り
返
っ
て
み
た
。い
ま
そ
の
名
を

上
げ
た
展
覧
会
以
外
に
も
読
者
の
記
憶
に
残
っ
た
も
の
は
少
な
く
な
い
だ
ろ
う
。そ
れ
ら
を
含
め

こ
の
間
開
催
し
た
展
覧
会
は
実
に
一
二
五
回
に
も
及
ぶ
。入
館
者
数
も
九
十
九
万
人
を
越
え
る
。

大
方
の
ご
理
解
と
ご
支
持
が
あ
っ
た
も
の
と
思
う
。そ
し
て
こ
れ
ら
一
二
五
回
の
展
示
に
よ
っ
て
蓄

積
さ
れ
た
情
報
と
人
脈
は
、岡
崎
市
美
術
博
物
館
の
貴
重
な
財
産
と
な
る
は
ず
だ
。今
後
と
も
そ

の
充
実
を
図
る
と
共
に
、そ
れ
を
ベ
ー
ス
に
さ
ら
に
魅
力
あ
る
展
覧
会
を
実
現
す
べ
く
努
め
た
い
。

「
開
館
二
十
周
年
記
念 

大
鎖
国
展
」は
、そ
の
決
意
表
明
で
も
あ
る
。

　そ
れ
に
つ
け
て
も
思
う
の
は
、開
館
以
来
の
懸
案
で
あ
る
本
館
建
設
問
題
で
あ
る
。岡
崎
市
お

よ
び
そ
の
歴
史
と
文
化
を
知
り
、さ
ら
に
未
来
へ
の
展
望
を
開
く
上
で
も
、そ
う
し
た
資
料
を
展

示
す
る
た
め
の
常
設
室
を
含
む
本
館
棟
は
必
須
で
あ
る
。幸
い
に
も
寄
託
品
も
含
め
近
年
、岡
崎

市
美
術
博
物
館
に
収
め
ら
れ
た
資
料
は
目
を
見
張
る
も
の
が
あ
る
。そ
れ
ら
を
展
示
し
活
用
す

る
こ
と
は
郷
土
岡
崎
に
資
す
る
と
こ
ろ
甚
大
で
あ
る
に
違
い
な
い
。本
館
建
設
を
改
め
て
強
く
希

望
す
る
と
共
に
市
民
は
じ
め
関
係
各
位
の
さ
ら
な
る
ご
理
解
と
ご
支
援
を
お
願
い
す
る
。

開
館
二
十
周
年
を
迎
え
て

た

し
に
せ

じ
つ

い
ま

や
す

○
○

こ
う
は
つ

い
ま

ほ
か

そ
し

つ
け
た
り

こ
と

じ
つ
ぶ
つ

は
か



　国
宝
・
重
文
二
〇
点
あ
ま
り
を
は
じ
め

と
し
た
、日
本
中
の
優
品
約
一
六
〇
件
が
集

結
し
た「
大
鎖
国
展
」。美
術
・
歴
史
の
枠
に

捉
わ
れ
な
い
総
体
的
な
展
示
と
な
っ
て
い

る
の
は
、美
術
博
物
館
と
い
う
当
館
の
特

徴
を
表
し
て
い
る
よ
う
に
感
じ
ま
す
。先
号

に
も
書
き
ま
し
た
が
、と
に
か
く
資
料
・
作

品
の
幅
が
広
く
、意
外
な
も
の
ま
で
展
示

さ
れ
て
い
る
こ
と
に
驚
か
れ
る
さ
ま
も
見

か
け
ま
す
。そ
こ
で
今
回
は
そ
の
展
示
の

幅
広
さ
を
ご
紹
介
す
べ
く
、「
鎖
国
」と
い
う

言
葉
か
ら
は
少
し
イ
メ
ー
ジ
し
に
く
い
資

料
・
作
品
の
お
話
を
し
て
い
き
た
い
と
思
い

ま
す
。

　ま
ず
は

【
画
像
１
】

「
都
鄙
図
巻
」

（
№
６
、画
像

提
供
：
奈
良

国
立
博
物

館
、撮
影
：
森

村
欣
司
）。貴

族
か
ら
庶
民

ま
で
の
生
活

風
俗
を
、四

季
の
移
ろ
い

の
中
に
描
き

込
ん
だ
、住

吉
具
慶
の
代
表
作
で
す
。描
か
れ
た
時
期
は
一

六
九
一
年
か
ら
一
七
〇
五
年
に
特
定
で
き
、こ

れ
は『
日
本
誌
』を
表
し
た
オ
ラ
ン
ダ
商
館
医

の
ケ
ン
ペ
ル
が
観
察
し
た
時
期
と
重
な
り
ま

す
。こ
の『
日
本
誌
』を
基
に
記
さ
れ
た
の
が

志
筑
忠
雄
の『
鎖
国
論
』（
一
八
〇
一
年
著
）。

「
鎖
国
」と
い
う
言
葉
を
こ
の
世
に
生
ん
だ
一

冊
で
す
。つ
ま
り
こ
の「
都
鄙
図
巻
」は
、ケ
ン

ペ
ル
が「
日
本
は
鎖
国
し
て
い
る
」と
評
価
し

た
ま
さ
に
そ
の
時
代
を
描
い
た
作
品
と
い
え

ま
す
。し
か
し
そ
の
中
に
描
か
れ
た
、望
遠
鏡

を
の
ぞ
く
武
士
の
姿
。望
遠
鏡
は
異
国
か
ら

も
た
ら
さ
れ
た
器
物
で
す
。太
平
の
日
本
を

描
い
た
作
品
に
描
き
込
ま
れ
た「
異
国
の
眼
」

は
、「
鎖
国
」と
は
何
か
、改
め
て
問
い
か
け
て

き
ま
す
。

　【
画
像

２
】は「
更
紗

尽
し
掛
物
」

（
№
5
4
）。

タ
ー
バ
ン
を

頭
に
巻
い
た

エ
キ
ゾ
チ
ッ

ク
な
絵
で
す
が
、実
は
こ
れ
、輸
入
染
織
で
あ

る
更
紗
で
す
。そ
れ
だ
け
で
な
く
、掛
軸
の
表

装
ま
で
全
て
更
紗
で
仕
立
て
ら
れ
て
い
ま
す
。

一
幅
ま
る
ご
と
更
紗
と
い
う
、粋
で
ぜ
い
た
く

な「
鎖
国
」の
中
の
珍
品
で
す
。

　こ
の
展
覧
会
で
は
、江
戸
時
代
の
日
本
に

お
け
る
異
文
化
の
広
が
り
を
取
り
上
げ
て
い

ま
す
。異
文
化
は
鎖
国
と
い
う
言
葉
か
ら
想

像
さ
れ
る
よ
り
も
ず
っ
と
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
豊

か
に
日
本
に
も
た
ら
さ
れ
、江
戸
の
生
活
に

重
大
な
影
響
を
与
え
て
い
ま
す
。そ
う
し
た

異
文
化
受
容
の
一
端
を
こ
こ
で
は
ご
紹
介
し

て
い
き
ま
し
ょ
う
。

　【画
像
３
】の
動
物
は
何
で
し
ょ
う
？
ラ
ク

ダ
で
す
ね
。恐
ら
く
皆
さ
ま
パ
ッ
と
見
て
分

か
っ
た
と
思
い
ま
す
。そ
れ
は
例
え
ば
動
物
園

で
ホ
ン
モ
ノ
を
見
た
こ
と
が
あ
る
と
か
、テ
レ

ビ
や
図
鑑
で
既
に
見
た
こ
と
が
あ
る
か
ら
で

し
ょ
う
。し
か
し
江
戸
時
代
の
人
々
は
こ
れ
が

ラ
ク
ダ
と
の
初
対
面
。そ
れ
は
さ
な
が
ら
パ
ン

ダ
の
初
来
日
の
よ
う
な
ラ
ク
ダ
フ
ィ
ー
バ
ー

が
、行
く
先
々
で
巻
き
起
こ
り
ま
し
た
。人
々

は
珍
獣
の
姿
や
行
動
の
特
徴
を
事
細
か
に
記

録
し
て
い
ま
す
し
、画
家
は
こ
れ
格
好
の
画

題
だ
と
、ラ
ク
ダ
の
絵
を
残
し
て
い
ま
す
。こ

ち
ら
も
そ
ん
な
１
枚
。上
田
公
長
に
よ
る「
双

駱
駝
図
」（
№
1
3
9
）、新
出
の
作
品
で
す
。

伏
し
目
が
ち
な
目
と
、少
女
マ
ン
ガ
さ
な
が
ら

の
長
い
ま
つ
毛
。素
早
い
筆
致
ゆ
え
、作
者
が

注
目
し
た
ラ
ク
ダ
の
特
徴
が
か
え
っ
て
鮮
明

に
見
て
取
れ
ま
す
。ま
ぁ
細
か
い
こ
と
抜
き
に

し
て
可
愛

い
。本
展
で

は
ラ
ク
ダ
の

作
品
が
前
期

六
点
・
後
期

七
点
並
び
ま

す
。そ
れ
ぞ
れ
の
作
者
が
ど
こ
に
注
目
し
て
い

る
か
を
見
比
べ
る
の
も
面
白
い
と
思
い
ま
す
。

江
戸
時
代
の
異
国
と
の
接
触
と
い
う
と
、朝

鮮
通
信
使
や
琉
球
使
節
が
浮
か
び
ま
す
が
、

舶
来
の
ラ
ク
ダ
や
同
じ
く
江
戸
時
代
に
や
っ

て
き
た
ゾ
ウ
も
、世
界
を
意
識
す
る
機
会
に

な
っ
た
こ
と
で
し
ょ
う
。も
っ
と
も
そ
う
し
た

特
別
な
機
会
だ
け
で
な
く
、本
や
版
画
な
ど

で
日
常
的
に
世
界
を
知
る
こ
と
が
で
き
ま
し

た
。『
増
補
華
夷
通
商
考
』（
№
1
2
3
）や

『
四
十
二
国
人
物
図
説
』（
№

1
2
4
）な
ど
は
そ
の
代
表
格
。

　し
か
し
そ
う
し
た
世
界
の
広
が

り
を
一
目
で
知
る
、も
っ
と
も
効
果

的
な
手
段
は
地
図
で
す
。【
画
像

４
】は
一
六
四
五
年
製
の
、日
本
で

初
め
て
刊
行
さ
れ
た
世
界
地
図

「
万
国
総
図
」と「
人
物
図
」（
№

1
1
6
）で
す
。「
人
物
図
」は
世

界
四
〇
ヶ
国
の
人
々
を
男
女
一
対
で
描
い
て
い

ま
す
。サ
ム
ラ
イ
姿
の
日
本
や
中
国
・
朝
鮮
な

ど
は
比
較
的
描
き
分
け
ら
れ
て
い
ま
す
が
、

そ
れ
以
外
の
国
は
み
な
似
た
よ
う
な
出
で
立

ち
・
風
貌
を
し
て
お
り
、区
別
が
難
し
い
ほ
ど

で
す
。加
え
て
こ
の
人
物
図
に
は「
小
人
国
」・

「
長
人
国
」ま
で
掲
載
さ
れ
て
い
ま
す
。小
人

国
の
人
々
の
身
長
は
お
よ
そ
三
．六
セ
ン
チ
、

長
人
国
は
三
．六
メ
ー
ト
ル
。さ
ら
に
は
こ
れ

ら
の
国
も
ち
ゃ
ん
と「
万
国
総
図
」に
位
置
が

記
さ
れ
て
い
る
の
で
す
。現
代
の
私
た
ち
か
ら

す
る
と
、そ
ん
な
国
は
実
在
す
る
は
ず
が
な

い
と
一
笑
に
付
す
よ
う
な
記
載
で
す
が
、江
戸

時
代
の
人
々
は
海
外
渡
航
が
禁
止
さ
れ
て
い

ま
し
た
。そ
の
た
め
実
際
に
自
分
の
眼
で
確

か
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
彼
ら
に
と
っ
て
、こ

の
よ
う
な
刊
行
物
か
ら
も
た
ら
さ
れ
る
情
報

が
、当
時
の
人
々
の
知
り
う
る「
世
界
」で
し

た
。今
よ
り
ず
っ
と
広
く
遠
い
世
界
に
、人
々

は
誤
解
を
伴

い
な
が
ら
、ロ

マ
ン
や
憧
れ

に
も
似
た
感

情
を
抱
い
て

い
ま
し
た
。

　そ
う
し
た

憧
れ
は
、

人
々
の
持
ち

物
か
ら
見
て
取
れ
ま
す
。例
え
ば【
画
像
５
】

た
ば
こ
入
れ（
№
1
6
1
）は
、金
唐
革
を
素

材
に
作
ら
れ
て
い
ま
す
。金
唐
革
は
革
に
金

銀
箔
を
乗
せ
型
押
し
し
た
も
の
で
、ヨ
ー
ロ
ッ

パ
で
は
部
屋
の
壁
紙
と
し
て
用
い
ら
れ
た
も

の
で
す
。そ
れ
が
日
本
に
も
た
ら
さ
れ
、こ
う

し
た
人
び
と
の
携
行
品
に
用
い
ら
れ
て
い
ま

す
。金
唐
革
や
更
紗
な
ど
の
輸
入
品
を
お
洒

落
に
取
り
込
む
。今
の
私
た
ち
が
イ
ン
ポ
ー

ト
ブ
ラ
ン
ド
に
抱
く
憧
れ
と
の
共
通
性
を
感

じ
て
し
ま
い
ま
す
。

　開
館
二
〇
周
年
を
迎
え
た
当
館
。心
を
語

る
ミュ
ー
ジ
ア
ム
、洋
の
東
西
の
交
流
、そ
し
て

家
康
を
展
示
の
大
き
な
柱
と
し
て
様
々
な
展

覧
会
を
企
画
し
て
き
ま
し
た
。家
康
が
礎
を

築
き
、そ
の
後
二
五
〇
年
に
お
よ
ぶ
泰
平
を

誇
っ
た
江
戸
時
代
と
、そ
の
中
で
営
ま
れ
た

異
文
化
と
の
交
流
の
す
が
た
を
示
す
本
展
覧

会
は
、当
館
二
〇
年
の
歩
み
を
受
け
継
ぎ
、そ

れ
を
発
展
す
る
べ
く
踏
み
出
す
第
一
歩
で
す
。

「
鎖
さ
れ
た
」と
さ
れ
る
江
戸
時
代
を
見
つ
め

直
す
こ
と
で
、現
代
は
本
当
に「
開
か
れ
た
」

時
代
な
の
か
。そ
う
し
た
現
代
の
世
と
、そ
こ

に
暮
ら
す
私
た
ち
の
心
を
見
つ
め
直
す
機
会

と
し
て
も
ら
い
た
い
。そ
れ
が「
心
を
語
る

ミュ
ー
ジ
ア
ム
」の一ス
タ
ッ
フ
と
し
て
、本
展
を

任
さ
れ
た
私
の
届
け
た
い
思
い
で
す
。

※
資
料
名
の
あ
と
の
番
号
は
出
品
番
号
で
す
。

会期：平成28年4月9日（土）～平成28年5月22日（日）

市制100周年・岡崎市美術博物館 開館20周年記念

大鎖国展
―江戸に咲いた異国の花―
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　国
宝
・
重
文
二
〇
点
あ
ま
り
を
は
じ
め

と
し
た
、日
本
中
の
優
品
約
一
六
〇
件
が
集

結
し
た「
大
鎖
国
展
」。美
術
・
歴
史
の
枠
に

捉
わ
れ
な
い
総
体
的
な
展
示
と
な
っ
て
い

る
の
は
、美
術
博
物
館
と
い
う
当
館
の
特

徴
を
表
し
て
い
る
よ
う
に
感
じ
ま
す
。先
号

に
も
書
き
ま
し
た
が
、と
に
か
く
資
料
・
作

品
の
幅
が
広
く
、意
外
な
も
の
ま
で
展
示

さ
れ
て
い
る
こ
と
に
驚
か
れ
る
さ
ま
も
見

か
け
ま
す
。そ
こ
で
今
回
は
そ
の
展
示
の

幅
広
さ
を
ご
紹
介
す
べ
く
、「
鎖
国
」と
い
う

言
葉
か
ら
は
少
し
イ
メ
ー
ジ
し
に
く
い
資

料
・
作
品
の
お
話
を
し
て
い
き
た
い
と
思
い

ま
す
。

　ま
ず
は

【
画
像
１
】

「
都
鄙
図
巻
」

（
№
６
、画
像

提
供
：
奈
良

国
立
博
物

館
、撮
影
：
森

村
欣
司
）。貴

族
か
ら
庶
民

ま
で
の
生
活

風
俗
を
、四

季
の
移
ろ
い

の
中
に
描
き

込
ん
だ
、住

吉
具
慶
の
代
表
作
で
す
。描
か
れ
た
時
期
は
一

六
九
一
年
か
ら
一
七
〇
五
年
に
特
定
で
き
、こ

れ
は『
日
本
誌
』を
表
し
た
オ
ラ
ン
ダ
商
館
医

の
ケ
ン
ペ
ル
が
観
察
し
た
時
期
と
重
な
り
ま

す
。こ
の『
日
本
誌
』を
基
に
記
さ
れ
た
の
が

志
筑
忠
雄
の『
鎖
国
論
』（
一
八
〇
一
年
著
）。

「
鎖
国
」と
い
う
言
葉
を
こ
の
世
に
生
ん
だ
一

冊
で
す
。つ
ま
り
こ
の「
都
鄙
図
巻
」は
、ケ
ン

ペ
ル
が「
日
本
は
鎖
国
し
て
い
る
」と
評
価
し

た
ま
さ
に
そ
の
時
代
を
描
い
た
作
品
と
い
え

ま
す
。し
か
し
そ
の
中
に
描
か
れ
た
、望
遠
鏡

を
の
ぞ
く
武
士
の
姿
。望
遠
鏡
は
異
国
か
ら

も
た
ら
さ
れ
た
器
物
で
す
。太
平
の
日
本
を

描
い
た
作
品
に
描
き
込
ま
れ
た「
異
国
の
眼
」

は
、「
鎖
国
」と
は
何
か
、改
め
て
問
い
か
け
て

き
ま
す
。

　【
画
像

２
】は「
更
紗

尽
し
掛
物
」

（
№
5
4
）。

タ
ー
バ
ン
を

頭
に
巻
い
た

エ
キ
ゾ
チ
ッ

ク
な
絵
で
す
が
、実
は
こ
れ
、輸
入
染
織
で
あ

る
更
紗
で
す
。そ
れ
だ
け
で
な
く
、掛
軸
の
表

装
ま
で
全
て
更
紗
で
仕
立
て
ら
れ
て
い
ま
す
。

一
幅
ま
る
ご
と
更
紗
と
い
う
、粋
で
ぜ
い
た
く

な「
鎖
国
」の
中
の
珍
品
で
す
。

　こ
の
展
覧
会
で
は
、江
戸
時
代
の
日
本
に

お
け
る
異
文
化
の
広
が
り
を
取
り
上
げ
て
い

ま
す
。異
文
化
は
鎖
国
と
い
う
言
葉
か
ら
想

像
さ
れ
る
よ
り
も
ず
っ
と
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
豊

か
に
日
本
に
も
た
ら
さ
れ
、江
戸
の
生
活
に

重
大
な
影
響
を
与
え
て
い
ま
す
。そ
う
し
た

異
文
化
受
容
の
一
端
を
こ
こ
で
は
ご
紹
介
し

て
い
き
ま
し
ょ
う
。

　【画
像
３
】の
動
物
は
何
で
し
ょ
う
？
ラ
ク

ダ
で
す
ね
。恐
ら
く
皆
さ
ま
パ
ッ
と
見
て
分

か
っ
た
と
思
い
ま
す
。そ
れ
は
例
え
ば
動
物
園

で
ホ
ン
モ
ノ
を
見
た
こ
と
が
あ
る
と
か
、テ
レ

ビ
や
図
鑑
で
既
に
見
た
こ
と
が
あ
る
か
ら
で

し
ょ
う
。し
か
し
江
戸
時
代
の
人
々
は
こ
れ
が

ラ
ク
ダ
と
の
初
対
面
。そ
れ
は
さ
な
が
ら
パ
ン

ダ
の
初
来
日
の
よ
う
な
ラ
ク
ダ
フ
ィ
ー
バ
ー

が
、行
く
先
々
で
巻
き
起
こ
り
ま
し
た
。人
々

は
珍
獣
の
姿
や
行
動
の
特
徴
を
事
細
か
に
記

録
し
て
い
ま
す
し
、画
家
は
こ
れ
格
好
の
画

題
だ
と
、ラ
ク
ダ
の
絵
を
残
し
て
い
ま
す
。こ

ち
ら
も
そ
ん
な
１
枚
。上
田
公
長
に
よ
る「
双

駱
駝
図
」（
№
1
3
9
）、新
出
の
作
品
で
す
。

伏
し
目
が
ち
な
目
と
、少
女
マ
ン
ガ
さ
な
が
ら

の
長
い
ま
つ
毛
。素
早
い
筆
致
ゆ
え
、作
者
が

注
目
し
た
ラ
ク
ダ
の
特
徴
が
か
え
っ
て
鮮
明

に
見
て
取
れ
ま
す
。ま
ぁ
細
か
い
こ
と
抜
き
に

し
て
可
愛

い
。本
展
で

は
ラ
ク
ダ
の

作
品
が
前
期

六
点
・
後
期

七
点
並
び
ま

す
。そ
れ
ぞ
れ
の
作
者
が
ど
こ
に
注
目
し
て
い

る
か
を
見
比
べ
る
の
も
面
白
い
と
思
い
ま
す
。

江
戸
時
代
の
異
国
と
の
接
触
と
い
う
と
、朝

鮮
通
信
使
や
琉
球
使
節
が
浮
か
び
ま
す
が
、

舶
来
の
ラ
ク
ダ
や
同
じ
く
江
戸
時
代
に
や
っ

て
き
た
ゾ
ウ
も
、世
界
を
意
識
す
る
機
会
に

な
っ
た
こ
と
で
し
ょ
う
。も
っ
と
も
そ
う
し
た

特
別
な
機
会
だ
け
で
な
く
、本
や
版
画
な
ど

で
日
常
的
に
世
界
を
知
る
こ
と
が
で
き
ま
し

た
。『
増
補
華
夷
通
商
考
』（
№
1
2
3
）や

『
四
十
二
国
人
物
図
説
』（
№

1
2
4
）な
ど
は
そ
の
代
表
格
。

　し
か
し
そ
う
し
た
世
界
の
広
が

り
を
一
目
で
知
る
、も
っ
と
も
効
果

的
な
手
段
は
地
図
で
す
。【
画
像

４
】は
一
六
四
五
年
製
の
、日
本
で

初
め
て
刊
行
さ
れ
た
世
界
地
図

「
万
国
総
図
」と「
人
物
図
」（
№

1
1
6
）で
す
。「
人
物
図
」は
世

界
四
〇
ヶ
国
の
人
々
を
男
女
一
対
で
描
い
て
い

ま
す
。サ
ム
ラ
イ
姿
の
日
本
や
中
国
・
朝
鮮
な

ど
は
比
較
的
描
き
分
け
ら
れ
て
い
ま
す
が
、

そ
れ
以
外
の
国
は
み
な
似
た
よ
う
な
出
で
立

ち
・
風
貌
を
し
て
お
り
、区
別
が
難
し
い
ほ
ど

で
す
。加
え
て
こ
の
人
物
図
に
は「
小
人
国
」・

「
長
人
国
」ま
で
掲
載
さ
れ
て
い
ま
す
。小
人

国
の
人
々
の
身
長
は
お
よ
そ
三
．六
セ
ン
チ
、

長
人
国
は
三
．六
メ
ー
ト
ル
。さ
ら
に
は
こ
れ

ら
の
国
も
ち
ゃ
ん
と「
万
国
総
図
」に
位
置
が

記
さ
れ
て
い
る
の
で
す
。現
代
の
私
た
ち
か
ら

す
る
と
、そ
ん
な
国
は
実
在
す
る
は
ず
が
な

い
と
一
笑
に
付
す
よ
う
な
記
載
で
す
が
、江
戸

時
代
の
人
々
は
海
外
渡
航
が
禁
止
さ
れ
て
い

ま
し
た
。そ
の
た
め
実
際
に
自
分
の
眼
で
確

か
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
彼
ら
に
と
っ
て
、こ

の
よ
う
な
刊
行
物
か
ら
も
た
ら
さ
れ
る
情
報

が
、当
時
の
人
々
の
知
り
う
る「
世
界
」で
し

た
。今
よ
り
ず
っ
と
広
く
遠
い
世
界
に
、人
々

は
誤
解
を
伴

い
な
が
ら
、ロ

マ
ン
や
憧
れ

に
も
似
た
感

情
を
抱
い
て

い
ま
し
た
。

　そ
う
し
た

憧
れ
は
、

人
々
の
持
ち

物
か
ら
見
て
取
れ
ま
す
。例
え
ば【
画
像
５
】

た
ば
こ
入
れ（
№
1
6
1
）は
、金
唐
革
を
素

材
に
作
ら
れ
て
い
ま
す
。金
唐
革
は
革
に
金

銀
箔
を
乗
せ
型
押
し
し
た
も
の
で
、ヨ
ー
ロ
ッ

パ
で
は
部
屋
の
壁
紙
と
し
て
用
い
ら
れ
た
も

の
で
す
。そ
れ
が
日
本
に
も
た
ら
さ
れ
、こ
う

し
た
人
び
と
の
携
行
品
に
用
い
ら
れ
て
い
ま

す
。金
唐
革
や
更
紗
な
ど
の
輸
入
品
を
お
洒

落
に
取
り
込
む
。今
の
私
た
ち
が
イ
ン
ポ
ー

ト
ブ
ラ
ン
ド
に
抱
く
憧
れ
と
の
共
通
性
を
感

じ
て
し
ま
い
ま
す
。

　開
館
二
〇
周
年
を
迎
え
た
当
館
。心
を
語

る
ミュ
ー
ジ
ア
ム
、洋
の
東
西
の
交
流
、そ
し
て

家
康
を
展
示
の
大
き
な
柱
と
し
て
様
々
な
展

覧
会
を
企
画
し
て
き
ま
し
た
。家
康
が
礎
を

築
き
、そ
の
後
二
五
〇
年
に
お
よ
ぶ
泰
平
を

誇
っ
た
江
戸
時
代
と
、そ
の
中
で
営
ま
れ
た

異
文
化
と
の
交
流
の
す
が
た
を
示
す
本
展
覧

会
は
、当
館
二
〇
年
の
歩
み
を
受
け
継
ぎ
、そ

れ
を
発
展
す
る
べ
く
踏
み
出
す
第
一
歩
で
す
。

「
鎖
さ
れ
た
」と
さ
れ
る
江
戸
時
代
を
見
つ
め

直
す
こ
と
で
、現
代
は
本
当
に「
開
か
れ
た
」

時
代
な
の
か
。そ
う
し
た
現
代
の
世
と
、そ
こ

に
暮
ら
す
私
た
ち
の
心
を
見
つ
め
直
す
機
会

と
し
て
も
ら
い
た
い
。そ
れ
が「
心
を
語
る

ミュ
ー
ジ
ア
ム
」の一ス
タ
ッ
フ
と
し
て
、本
展
を

任
さ
れ
た
私
の
届
け
た
い
思
い
で
す
。

※
資
料
名
の
あ
と
の
番
号
は
出
品
番
号
で
す
。

会期：平成28年4月9日（土）～平成28年5月22日（日）

市制100周年・岡崎市美術博物館 開館20周年記念

大鎖国展
―江戸に咲いた異国の花―

湯 谷 翔 悟
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COLUMN＆TOPIC

開
館
二
十
周
年
の
豊
富

開
館
二
十
周
年
を
迎
え
た
岡
崎
市
美
術
博
物

館
。こ
れ
ま
で
の
成
果
を
受
け
継
ぎ
、ど
の
よ
う

な
館
に
し
て
い
く
か
。各
学
芸
員
の
抱
負
を
記

し
ま
す
。

副
館
長 

堀
江
登
志
実

　
当
館
は
開
館
し
て
二
〇
年
に
な
る
。二
〇
年

は
人
間
で
い
え
ば
成
人
、一
人
前
と
な
る
年
月
で

あ
る
。と
こ
ろ
が
当
館
に
は
未
だ
常
設
展
示
室

が
な
い
。岡
崎
の
歴
史
を
通
観
す
る
ス
ペ
ー
ス
、

岡
崎
の
美
術
作
品
を
常
時
展
示
す
る
ス
ペ
ー
ス

が
な
い
の
で
あ
る
。こ
う
し
た
博
物
館
・
美
術
館

は
一
人
前
と
は
言
え
ま
い
。オ
ー
プ
ン
当
初
の
計

画
で
は
Ⅰ
期
工
事
に
続
き
Ⅱ
期
工
事
で
常
設

展
示
を
含
む
本
館
棟
を
完
成
さ
せ
る
予
定
で

あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。よ
く
、企
画
展
を
見
た
か

ら
常
設
展
示
は
な
い
か
、ま
た
、寄
付
ま
た
は
寄

託
し
た
も
の
は
い
つ
展
示
さ
れ
る
か
と
い
う
問

い
を
受
け
、心
苦
し
い
思
い
を
す
る
。二
〇
年
目

を
迎
え
る
に
あ
た
り
、常
設
展
示
室
の
設
置
に

む
け
て
の
思
い
を
新
た
に
し
た
い
。二
〇
年
間
の

蓄
積
を
発
揮
す
る
た
め
に
も
。 

学
芸
班
長 

村
松
和
明

　
平
成
八
年
七
月
六
日
午
後
六
時
、夕
陽
に
照

ら
さ
れ
た
和
太
鼓
の
勇
壮
な
響
き
と
共
に
当

館
の
扉
は
開
か
れ
た
。「
心
を
語
る
ミ
ュ
ー
ジ
ア

ム
」と
し
て
開
館
し
て
、は
や
二
〇
年
、実
に
一
二

五
本
も
の
展
覧
会
を
開
催
し
て
き
た
。気
が
付

け
ば
開
館
当
初
か
ら
の
学
芸
員
は
私
だ
け
と

な
っ
た
。今
年
度
は
新
た
に
若
い
学
芸
員
が
二

名
仲
間
入
り
し
た
。時
代
は
め
ぐ
り
、語
る
心

も
変
化
し
て
い
る
は
ず
だ
。こ
の
二
〇
年
を
一
区

切
り
と
し
て
、最
先
端
の
芸
術
表
現
か
ら
歴
史

の
深
遠
な
と
こ
ろ
ま
で
、学
芸
一
丸
と
な
っ
て
意

欲
的
に
取
り
組
ん
で
い
き
た
い
。

浦
野
加
穂
子

　
当
館
で
は
考
古
か
ら
現
代
美
術
ま
で
、幅
広

い
分
野
、地
域
、時
代
の
展
示
を
行
っ
て
き
た
。

そ
れ
は
当
館
の
特
色
で
あ
り
強
み
で
も
あ
る
。

一
方
で
岡
崎
市
の
郷
土
に
根
差
し
た
博
物
館
と

し
て
の
役
割
も
重
要
で
あ
る
。家
康
を
は
じ
め

と
す
る
三
河
武
士
の
関
係
資
料
、市
内
の
寺
社

や
旧
家
の
文
化
財
調
査
を
丹
念
に
積
み
重
ね
、

そ
の
成
果
を
展
覧
会
を
通
し
て
広
く
知
っ
て
い

た
だ
く
。当
館
で
し
か
で
き
な
い
、当
館
が
す
べ

き
展
示
を
心
掛
け
て
い
き
た
い
。

内
藤
高
玲

　
今
か
ら
二
十
一
年
前
の
平
成
七
年
の
五
月
、

現
市
民
病
院
の
敷
地
内
で
確
認
さ
れ
た
古
墳

の
発
掘
調
査
を
し
て
い
た
。美
術
博
物
館
は
す

ぐ
そ
ば
で
建
設
さ
れ
て
い
た
が
、自
分
に
と
っ
て

は「
夢
」と
か「
希
望
」と
い
う
感
じ
だ
っ
た
こ
と

を
覚
え
て
い
る
。

　
そ
れ
か
ら
二
十
一
年
が
経
ち
、改
修
に
関
わ

り
、開
館
に
こ
ぎ
つ
け
る
こ
と
が
で
き
た
。機
能

回
復
が
な
さ
れ
、良
好
な
展
示
環
境
と
な
っ
た

今
、そ
れ
を
ど
う
い
う
使
い
方
を
し
て
い
く
の

か
、考
え
る
こ
と
は
山
と
あ
る
。今
は「
現
実
」

な
の
だ
か
ら
。

湯
谷
翔
悟

　
心
に
描
か
れ
る
風
景
を
意
味
す
る
造
語
の

「
マ
イ
ン
ド
ス
ケ
ー
プ
」。馴
染
み
な
い
言
葉
か
も

し
れ
な
い
が
当
館
の
愛
称
で
あ
る
。館
名
で
あ

る
以
上
、こ
の
マ
イ
ン
ド
ス
ケ
ー
プ
を
よ
り
意
識

し
た
展
示
を
し
て
い
き
た
い
。マ
イ
ン
ド
ス
ケ
ー

プ
の
源
に
は
、自
身
の
経
験
や
学
ん
だ
こ
と
が

あ
る
と
思
う
。で
あ
れ
ば
自
分
の
心
の
風
景
を

見
つ
め
る
に
は
、歴
史
の
展
示
こ
そ
う
っ
て
つ
け

な
よ
う
に
感
じ
て
い
る
。歴
史
を
通
し
て
心
と

向
き
合
う
、そ
う
し
た
シ
ー
ン
を
作
っ
て
行
け
た

ら
と
思
っ
て
い
る
。

伊
藤
久
美
子

　
岡
崎
市
の
財
産
で
あ
る
収
蔵
品
を
良
好
な

状
態
で
後
世
に
残
す
べ
く
、収
蔵
環
境
の
管
理

に
一
層
の
力
を
注
ぎ
た
い
と
思
う
。そ
し
て
、少

し
で
も
多
く
の
収
蔵
品
を
公
開
で
き
る
よ
う
整

理
、調
査
研
究
を
進
め
た
い
。こ
の
建
物
と
の
関

わ
り
は
建
設
前
か
ら
。今
は
閉
館
と
な
っ
た
郷

土
館
で
美
術
博
物
館
へ
収
蔵
す
べ
く
膨
大
な
資

料
と
格
闘
し
て
い
た
こ
と
を
思
い
出
す
。い
ろ
い

ろ
な「
本
物
」に
直
接
触
れ
る
こ
と
が
で
き
る
仕

事
に
感
謝
し
つ
つ
、こ
れ
か
ら
も
資
料
と
向
き

合
っ
て
い
く
。

ぬ
ま
く
ま

と
も

に
っ
と
う
だ
い
い
ち
け
い
し
ょ
う

イ
パ
ン
オ
ンち

ん
ぞ
う

ほ
っ
と
う

ぼ
う
ぼ
う

あ
し

び
ん
ご
お
も
て

た
し
な

ぬ
な
く
ま

ど
う
ほ
こ

き
び
つ

み
ょ
う
お
う
い
ん

く
さ
ど
せ
ん
げ
ん
ち
ょ
う

　
福
山
市
は
瀬
戸
内
海
の
中
央
に
位
置
し
、

人
口
は
広
島
県
第
二
位
の
約
四
七
万
人
、面

積
約
五
二
〇
㎢
の
備
後
地
域
の
中
核
都
市
で

す
。岡
崎
市
と
福
山
市
は
と
も
に
大
正
五
年

（
一
九
一
六
）七
月
一
日
に
市
制
を
施
行
し
た
こ

と
、さ
ら
に
徳
川
家
康
と
福
山
藩
開
祖
の
水

野
勝
成
が
従
兄
弟
で
あ
る
こ
と
な
ど
か
ら
、昭

和
四
六
年
に
親
善
都
市
の
提
携
を
し
ま
し
た
。

今
年
は
両
市
が
と
も
に
市
制
一
〇
〇
周
年
を

迎
え
る
こ
と
か
ら
、こ
れ
を
記
念
し
て
福
山
の

文
化
財
の
優
品
を
展
示
し
、そ
の
歴
史
と
文

化
を
紹
介
す
る
展
覧
会
を
開
催
し
ま
す
。こ
こ

で
は
そ
の
中
か
ら
鞆
の
浦
と
水
野
勝
成
に
つ
い

て
ご
紹
介
し
ま
す
。

　
鞆
は
沼
隈
半
島
の
先
端
部
に
位
置
し
、古

く
か
ら
潮
待
ち
の
港
と
し
て
、ま
た
瀬
戸
内
海

の
要
港
と
し
て
栄
え
て
き
ま
し
た
。眺
望
の
美

し
さ
か
ら
国
指
定
名
勝
に
指
定
さ
れ
て
お
り
、

江
戸
時
代
に
鞆
に
寄
泊
し
た
朝
鮮
通
信
使
の

李
邦
彦
は「
日
東
第
一
形
勝
」と
賞
賛
し
て
い
ま

す
。鎌
倉
時
代
創
建
の
安
國
寺（
当
時
は
金
宝

寺
）に
は
文
永
十
一
年（
一
二
七
四
）に
造
像
さ
れ

た
像
高
一
七
〇
㎝
に
及
ぶ
阿
弥
陀
如
来
及
び

両
脇
侍
像（
重
要
文
化
財
）や
鎌
倉
時
代
後

期
の
頂
相
彫
刻
の
傑
作
法
燈
国
師
坐
像（
重

要
文
化
財
）が
安
置
さ
れ
て
お
り
、阿
弥
陀
如

来
像
の
胎
内
に
納
入
さ
れ
て
い
た
勧
進
帳
か

ら
は
、造
像
に
際
し
民
衆
か
ら
の
寄
進
に
加

え
、鞆
港
へ
寄
港
し
た
船
か
ら
も
寄
附
を
募
っ

た
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。こ
れ
だ
け
の
優
れ
た

仏
像
が
鞆
に
存
在
す
る
こ
と
は
、当
時
鞆
が
要

港
と
し
て
興
隆
し
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
ま

す
。南
北
朝
時
代
に
は
戦
略
上
の
要
衝
と
し
て

争
奪
の
対
象
と
な
り
、室
町
時
代
に
は
明
や

朝
鮮
と
の
交
易
に
よ
り
一
層
の
繁
栄
を
と
げ
ま

し
た
。江
戸
時
代
に
は
北
前
船
や
九
州
の
船
が

次
々
と
寄
港
、ま
た
朝
鮮
通
信
使
も
全
十
二

回
の
う
ち
十
一
回
来
航
し
て
い
ま
す
。福
禅
寺

の
境
内
に
は
通
信
使
の
正
使
、副
使
、従
事
官

の
三
使
の
宿
所
と
し
て
名
高
い「
対
潮
楼
」が

現
存
し
て
お
り
、通
信
使
の
詩
書
な
ど
数
多
く

の
文
化
財
が
所
蔵
さ
れ
て
い
ま
す
。鞆
は
鎖
国

時
代
の
日
本
に
お
い
て
貴
重
な
異
国
と
の
文

化
交
流
の
場
と
な
り
、菅
茶
山
や
頼
山
陽
な

ど
当
代
一
流
の
文
化
人
も
訪
れ
て
い
ま
す
。

　
水
野
勝
成
は
元
和
五
年（
一
六
一
九
）大
和
郡

山
よ
り
備
後
十
万
石
で
入
封
し
ま
し
た
。勝
成

は
徳
川
家
康
の
従
兄
弟
に
あ
た
り
、大
阪
夏

の
陣
で
活
躍
す
る
な
ど
武
勇
の
誉
れ
高
く
、こ

の
入
封
は
当
時
池
田
氏
、毛
利
氏
な
ど
外
様

大
名
で
占
め
ら
れ
て
い
た
山
陽
地
方
の「
西
国

の
鎮
衛
」と
し
て
の
使
命
を
担
う
も
の
で
し

た
。幕
府
は
短
期
間
で
の
築
城
を
命
じ
、勝
成

は
入
国
後
す
ぐ
に
領
内
を
巡
視
、芦
田
川
河

口
の
デ
ル
タ
地
帯
を
押
さ
え
た
要
害
の
地
で
、

南
は
内
海
に
臨
み
、鞆
と
の
交
通
の
便
も
良
い

常
興
山
を
選
定
し
ま
し
た
。築
城
に
対
し
て

は
、幕
府
か
ら
御
助
力
と
し
て
金
一
二
六
〇
〇

両
な
ど
を
拝
借
し
、京
都
伏
見
城
解
体
の
建

材
よ
り
御
殿
や
櫓
な
ど
が
下
賜
さ
れ
、元
和
八

年
八
月
に
竣
工
し
ま
し
た
。城
郭
規
模
は
敷

地
面
積
七
八
〇
〇
〇
坪
、二
重
の
堀
を
巡
ら

せ
、本
丸
に
は
五
層
の
天
守
閣
が
そ
び
え
て
い

ま
し
た
。築
城
当
時
一
帯
は
茫
々
た
る
葦
原
で

あ
り
、勝
成
は
築
城
と
同
時
に
城
下
町
を
造

成
す
る
大
工
事
を
行
い
、地
名
を「
福
山
」と

名
付
け
ま
し
た
。さ
ら
に
新
田
開
発
や
土
地
造

成
を
進
め
、水
野
時
代
に
は
備
後
表
・
木
綿
・

塩
な
ど
の
特
産
物
が
育
成
さ
れ
ま
し
た
。ま
た

勝
成
は
能
を
嗜
む
な
ど
、文
芸
に
も
通
じ
て
お

り
、鞆
の
沼
名
前
神
社
に
は
勝
成
が
秀
忠
よ
り

拝
領
し
た
豊
臣
秀
吉
遺
愛
の
伏
見
城
の
組
立

式
の
能
舞
台（
重
要
文
化
財
）が
現
存
し
て
い

ま
す
。

　
本
展
は
他
に
も
、細
形
銅
矛
な
ど
旧
石
器

か
ら
古
墳
時
代
の
出
土
品
、備
後
一
宮
で
あ
る

吉
備
津
神
社
や
真
言
宗
の
古
刹
明
王
院
の
名

宝
、今
は
芦
田
川
の
中
州
に
眠
る
草
戸
千
軒
町

遺
跡
の
出
土
品
、江
戸
中
期
以
降
福
山
藩
主

を
務
め
た
阿
部
家
の
名
品
な
ど
、福
山
を
象

徴
す
る
文
化
財
を
一
堂
に
ご
覧
頂
け
ま
す
。本

展
が
福
山
市
へ
の
理
解
を
深
め
、岡
崎
市
と
の

さ
ら
な
る
交
流
の
契
機
と
な
れ
ば
幸
い
で
す
。

ふ
く
ぜ
ん
じ

た
い
ち
ょ
う
ろ
う

か
ん
ち
ゃ
ざ
ん

ら
い
さ
ん
よ
う

ち
ん
え
い

福禅寺対潮楼からの眺め開館直前の当館と現在の当館。館の周りの緑のように、館も館員も成長して参ります。

岡崎市制１００周年記念

親善都市
福山の文化財展

会期：平成28年6月4日（土曜日）～7月18日（月曜日・祝）

企画展

浦 野 加 穂 子



COLUMN＆TOPIC

開
館
二
十
周
年
の
豊
富

開
館
二
十
周
年
を
迎
え
た
岡
崎
市
美
術
博
物

館
。こ
れ
ま
で
の
成
果
を
受
け
継
ぎ
、ど
の
よ
う

な
館
に
し
て
い
く
か
。各
学
芸
員
の
抱
負
を
記

し
ま
す
。

副
館
長 

堀
江
登
志
実

　
当
館
は
開
館
し
て
二
〇
年
に
な
る
。二
〇
年

は
人
間
で
い
え
ば
成
人
、一
人
前
と
な
る
年
月
で

あ
る
。と
こ
ろ
が
当
館
に
は
未
だ
常
設
展
示
室

が
な
い
。岡
崎
の
歴
史
を
通
観
す
る
ス
ペ
ー
ス
、

岡
崎
の
美
術
作
品
を
常
時
展
示
す
る
ス
ペ
ー
ス

が
な
い
の
で
あ
る
。こ
う
し
た
博
物
館
・
美
術
館

は
一
人
前
と
は
言
え
ま
い
。オ
ー
プ
ン
当
初
の
計

画
で
は
Ⅰ
期
工
事
に
続
き
Ⅱ
期
工
事
で
常
設

展
示
を
含
む
本
館
棟
を
完
成
さ
せ
る
予
定
で

あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。よ
く
、企
画
展
を
見
た
か

ら
常
設
展
示
は
な
い
か
、ま
た
、寄
付
ま
た
は
寄

託
し
た
も
の
は
い
つ
展
示
さ
れ
る
か
と
い
う
問

い
を
受
け
、心
苦
し
い
思
い
を
す
る
。二
〇
年
目

を
迎
え
る
に
あ
た
り
、常
設
展
示
室
の
設
置
に

む
け
て
の
思
い
を
新
た
に
し
た
い
。二
〇
年
間
の

蓄
積
を
発
揮
す
る
た
め
に
も
。 

学
芸
班
長 

村
松
和
明

　
平
成
八
年
七
月
六
日
午
後
六
時
、夕
陽
に
照

ら
さ
れ
た
和
太
鼓
の
勇
壮
な
響
き
と
共
に
当

館
の
扉
は
開
か
れ
た
。「
心
を
語
る
ミ
ュ
ー
ジ
ア

ム
」と
し
て
開
館
し
て
、は
や
二
〇
年
、実
に
一
二

五
本
も
の
展
覧
会
を
開
催
し
て
き
た
。気
が
付

け
ば
開
館
当
初
か
ら
の
学
芸
員
は
私
だ
け
と

な
っ
た
。今
年
度
は
新
た
に
若
い
学
芸
員
が
二

名
仲
間
入
り
し
た
。時
代
は
め
ぐ
り
、語
る
心

も
変
化
し
て
い
る
は
ず
だ
。こ
の
二
〇
年
を
一
区

切
り
と
し
て
、最
先
端
の
芸
術
表
現
か
ら
歴
史

の
深
遠
な
と
こ
ろ
ま
で
、学
芸
一
丸
と
な
っ
て
意

欲
的
に
取
り
組
ん
で
い
き
た
い
。

浦
野
加
穂
子

　
当
館
で
は
考
古
か
ら
現
代
美
術
ま
で
、幅
広

い
分
野
、地
域
、時
代
の
展
示
を
行
っ
て
き
た
。

そ
れ
は
当
館
の
特
色
で
あ
り
強
み
で
も
あ
る
。

一
方
で
岡
崎
市
の
郷
土
に
根
差
し
た
博
物
館
と

し
て
の
役
割
も
重
要
で
あ
る
。家
康
を
は
じ
め

と
す
る
三
河
武
士
の
関
係
資
料
、市
内
の
寺
社

や
旧
家
の
文
化
財
調
査
を
丹
念
に
積
み
重
ね
、

そ
の
成
果
を
展
覧
会
を
通
し
て
広
く
知
っ
て
い

た
だ
く
。当
館
で
し
か
で
き
な
い
、当
館
が
す
べ

き
展
示
を
心
掛
け
て
い
き
た
い
。

内
藤
高
玲

　
今
か
ら
二
十
一
年
前
の
平
成
七
年
の
五
月
、

現
市
民
病
院
の
敷
地
内
で
確
認
さ
れ
た
古
墳

の
発
掘
調
査
を
し
て
い
た
。美
術
博
物
館
は
す

ぐ
そ
ば
で
建
設
さ
れ
て
い
た
が
、自
分
に
と
っ
て

は「
夢
」と
か「
希
望
」と
い
う
感
じ
だ
っ
た
こ
と

を
覚
え
て
い
る
。

　
そ
れ
か
ら
二
十
一
年
が
経
ち
、改
修
に
関
わ

り
、開
館
に
こ
ぎ
つ
け
る
こ
と
が
で
き
た
。機
能

回
復
が
な
さ
れ
、良
好
な
展
示
環
境
と
な
っ
た

今
、そ
れ
を
ど
う
い
う
使
い
方
を
し
て
い
く
の

か
、考
え
る
こ
と
は
山
と
あ
る
。今
は「
現
実
」

な
の
だ
か
ら
。

湯
谷
翔
悟

　
心
に
描
か
れ
る
風
景
を
意
味
す
る
造
語
の

「
マ
イ
ン
ド
ス
ケ
ー
プ
」。馴
染
み
な
い
言
葉
か
も

し
れ
な
い
が
当
館
の
愛
称
で
あ
る
。館
名
で
あ

る
以
上
、こ
の
マ
イ
ン
ド
ス
ケ
ー
プ
を
よ
り
意
識

し
た
展
示
を
し
て
い
き
た
い
。マ
イ
ン
ド
ス
ケ
ー

プ
の
源
に
は
、自
身
の
経
験
や
学
ん
だ
こ
と
が

あ
る
と
思
う
。で
あ
れ
ば
自
分
の
心
の
風
景
を

見
つ
め
る
に
は
、歴
史
の
展
示
こ
そ
う
っ
て
つ
け

な
よ
う
に
感
じ
て
い
る
。歴
史
を
通
し
て
心
と

向
き
合
う
、そ
う
し
た
シ
ー
ン
を
作
っ
て
行
け
た

ら
と
思
っ
て
い
る
。

伊
藤
久
美
子

　
岡
崎
市
の
財
産
で
あ
る
収
蔵
品
を
良
好
な

状
態
で
後
世
に
残
す
べ
く
、収
蔵
環
境
の
管
理

に
一
層
の
力
を
注
ぎ
た
い
と
思
う
。そ
し
て
、少

し
で
も
多
く
の
収
蔵
品
を
公
開
で
き
る
よ
う
整

理
、調
査
研
究
を
進
め
た
い
。こ
の
建
物
と
の
関

わ
り
は
建
設
前
か
ら
。今
は
閉
館
と
な
っ
た
郷

土
館
で
美
術
博
物
館
へ
収
蔵
す
べ
く
膨
大
な
資

料
と
格
闘
し
て
い
た
こ
と
を
思
い
出
す
。い
ろ
い

ろ
な「
本
物
」に
直
接
触
れ
る
こ
と
が
で
き
る
仕

事
に
感
謝
し
つ
つ
、こ
れ
か
ら
も
資
料
と
向
き

合
っ
て
い
く
。

ぬ
ま
く
ま

と
も

に
っ
と
う
だ
い
い
ち
け
い
し
ょ
う

イ
パ
ン
オ
ンち

ん
ぞ
う

ほ
っ
と
う

ぼ
う
ぼ
う

あ
し

び
ん
ご
お
も
て

た
し
な

ぬ
な
く
ま

ど
う
ほ
こ

き
び
つ

み
ょ
う
お
う
い
ん

く
さ
ど
せ
ん
げ
ん
ち
ょ
う

　
福
山
市
は
瀬
戸
内
海
の
中
央
に
位
置
し
、

人
口
は
広
島
県
第
二
位
の
約
四
七
万
人
、面

積
約
五
二
〇
㎢
の
備
後
地
域
の
中
核
都
市
で

す
。岡
崎
市
と
福
山
市
は
と
も
に
大
正
五
年

（
一
九
一
六
）七
月
一
日
に
市
制
を
施
行
し
た
こ

と
、さ
ら
に
徳
川
家
康
と
福
山
藩
開
祖
の
水

野
勝
成
が
従
兄
弟
で
あ
る
こ
と
な
ど
か
ら
、昭

和
四
六
年
に
親
善
都
市
の
提
携
を
し
ま
し
た
。

今
年
は
両
市
が
と
も
に
市
制
一
〇
〇
周
年
を

迎
え
る
こ
と
か
ら
、こ
れ
を
記
念
し
て
福
山
の

文
化
財
の
優
品
を
展
示
し
、そ
の
歴
史
と
文

化
を
紹
介
す
る
展
覧
会
を
開
催
し
ま
す
。こ
こ

で
は
そ
の
中
か
ら
鞆
の
浦
と
水
野
勝
成
に
つ
い

て
ご
紹
介
し
ま
す
。

　
鞆
は
沼
隈
半
島
の
先
端
部
に
位
置
し
、古

く
か
ら
潮
待
ち
の
港
と
し
て
、ま
た
瀬
戸
内
海

の
要
港
と
し
て
栄
え
て
き
ま
し
た
。眺
望
の
美

し
さ
か
ら
国
指
定
名
勝
に
指
定
さ
れ
て
お
り
、

江
戸
時
代
に
鞆
に
寄
泊
し
た
朝
鮮
通
信
使
の

李
邦
彦
は「
日
東
第
一
形
勝
」と
賞
賛
し
て
い
ま

す
。鎌
倉
時
代
創
建
の
安
國
寺（
当
時
は
金
宝

寺
）に
は
文
永
十
一
年（
一
二
七
四
）に
造
像
さ
れ

た
像
高
一
七
〇
㎝
に
及
ぶ
阿
弥
陀
如
来
及
び

両
脇
侍
像（
重
要
文
化
財
）や
鎌
倉
時
代
後

期
の
頂
相
彫
刻
の
傑
作
法
燈
国
師
坐
像（
重

要
文
化
財
）が
安
置
さ
れ
て
お
り
、阿
弥
陀
如

来
像
の
胎
内
に
納
入
さ
れ
て
い
た
勧
進
帳
か

ら
は
、造
像
に
際
し
民
衆
か
ら
の
寄
進
に
加

え
、鞆
港
へ
寄
港
し
た
船
か
ら
も
寄
附
を
募
っ

た
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。こ
れ
だ
け
の
優
れ
た

仏
像
が
鞆
に
存
在
す
る
こ
と
は
、当
時
鞆
が
要

港
と
し
て
興
隆
し
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
ま

す
。南
北
朝
時
代
に
は
戦
略
上
の
要
衝
と
し
て

争
奪
の
対
象
と
な
り
、室
町
時
代
に
は
明
や

朝
鮮
と
の
交
易
に
よ
り
一
層
の
繁
栄
を
と
げ
ま

し
た
。江
戸
時
代
に
は
北
前
船
や
九
州
の
船
が

次
々
と
寄
港
、ま
た
朝
鮮
通
信
使
も
全
十
二

回
の
う
ち
十
一
回
来
航
し
て
い
ま
す
。福
禅
寺

の
境
内
に
は
通
信
使
の
正
使
、副
使
、従
事
官

の
三
使
の
宿
所
と
し
て
名
高
い「
対
潮
楼
」が

現
存
し
て
お
り
、通
信
使
の
詩
書
な
ど
数
多
く

の
文
化
財
が
所
蔵
さ
れ
て
い
ま
す
。鞆
は
鎖
国

時
代
の
日
本
に
お
い
て
貴
重
な
異
国
と
の
文

化
交
流
の
場
と
な
り
、菅
茶
山
や
頼
山
陽
な

ど
当
代
一
流
の
文
化
人
も
訪
れ
て
い
ま
す
。

　
水
野
勝
成
は
元
和
五
年（
一
六
一
九
）大
和
郡

山
よ
り
備
後
十
万
石
で
入
封
し
ま
し
た
。勝
成

は
徳
川
家
康
の
従
兄
弟
に
あ
た
り
、大
阪
夏

の
陣
で
活
躍
す
る
な
ど
武
勇
の
誉
れ
高
く
、こ

の
入
封
は
当
時
池
田
氏
、毛
利
氏
な
ど
外
様

大
名
で
占
め
ら
れ
て
い
た
山
陽
地
方
の「
西
国

の
鎮
衛
」と
し
て
の
使
命
を
担
う
も
の
で
し

た
。幕
府
は
短
期
間
で
の
築
城
を
命
じ
、勝
成

は
入
国
後
す
ぐ
に
領
内
を
巡
視
、芦
田
川
河

口
の
デ
ル
タ
地
帯
を
押
さ
え
た
要
害
の
地
で
、

南
は
内
海
に
臨
み
、鞆
と
の
交
通
の
便
も
良
い

常
興
山
を
選
定
し
ま
し
た
。築
城
に
対
し
て

は
、幕
府
か
ら
御
助
力
と
し
て
金
一
二
六
〇
〇

両
な
ど
を
拝
借
し
、京
都
伏
見
城
解
体
の
建

材
よ
り
御
殿
や
櫓
な
ど
が
下
賜
さ
れ
、元
和
八

年
八
月
に
竣
工
し
ま
し
た
。城
郭
規
模
は
敷

地
面
積
七
八
〇
〇
〇
坪
、二
重
の
堀
を
巡
ら

せ
、本
丸
に
は
五
層
の
天
守
閣
が
そ
び
え
て
い

ま
し
た
。築
城
当
時
一
帯
は
茫
々
た
る
葦
原
で

あ
り
、勝
成
は
築
城
と
同
時
に
城
下
町
を
造

成
す
る
大
工
事
を
行
い
、地
名
を「
福
山
」と

名
付
け
ま
し
た
。さ
ら
に
新
田
開
発
や
土
地
造

成
を
進
め
、水
野
時
代
に
は
備
後
表
・
木
綿
・

塩
な
ど
の
特
産
物
が
育
成
さ
れ
ま
し
た
。ま
た

勝
成
は
能
を
嗜
む
な
ど
、文
芸
に
も
通
じ
て
お

り
、鞆
の
沼
名
前
神
社
に
は
勝
成
が
秀
忠
よ
り

拝
領
し
た
豊
臣
秀
吉
遺
愛
の
伏
見
城
の
組
立

式
の
能
舞
台（
重
要
文
化
財
）が
現
存
し
て
い

ま
す
。

　
本
展
は
他
に
も
、細
形
銅
矛
な
ど
旧
石
器

か
ら
古
墳
時
代
の
出
土
品
、備
後
一
宮
で
あ
る

吉
備
津
神
社
や
真
言
宗
の
古
刹
明
王
院
の
名

宝
、今
は
芦
田
川
の
中
州
に
眠
る
草
戸
千
軒
町

遺
跡
の
出
土
品
、江
戸
中
期
以
降
福
山
藩
主

を
務
め
た
阿
部
家
の
名
品
な
ど
、福
山
を
象

徴
す
る
文
化
財
を
一
堂
に
ご
覧
頂
け
ま
す
。本

展
が
福
山
市
へ
の
理
解
を
深
め
、岡
崎
市
と
の

さ
ら
な
る
交
流
の
契
機
と
な
れ
ば
幸
い
で
す
。

ふ
く
ぜ
ん
じ

た
い
ち
ょ
う
ろ
う

か
ん
ち
ゃ
ざ
ん

ら
い
さ
ん
よ
う

ち
ん
え
い

福禅寺対潮楼からの眺め開館直前の当館と現在の当館。館の周りの緑のように、館も館員も成長して参ります。

岡崎市制１００周年記念

親善都市
福山の文化財展

会期：平成28年6月4日（土曜日）～7月18日（月曜日・祝）

企画展

浦 野 加 穂 子
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　新
年
度
と
な
り
、新
一
年
生
を
見
か
け

る
。体
よ
り
大
き
な
真
新
し
い
ラ
ン
ド
セ

ル
を
背
負
っ
て
歩
く
姿
は
、こ
れ
か
ら
の

学
校
生
活
が
楽
し
い
も
の
で
あ
る
よ
う

エ
ー
ル
を
送
り
た
く
な
る
位
、ピ
カ
ピ
カ

に
輝
い
て
い
る
。我
が
家
の
ご
近
所
に
も

新
一
年
生
が
お
り
、先
日
、そ
の
お
母
さ

ん
が
登
校
す
る
子
ど
も
を
送
り
出
し
て

い
た
。し
ば
ら
く
し
て
も
お
母
さ
ん
は
道

端
に
立
っ
て
い
た
。雨
の
朝
で
あ
っ
た
。ど

う
か
し
た
の
か
と
思
っ
て
い
る
と
、カ
サ

を
さ
し
て
歩
い
た
こ
と
が
な
い
か
ら
心

配
で
心
配
で
…
と
い
う
言
葉
。カ
サ
を
さ

し
て
無
事
に
雨
の
中
を
歩
い
て
い
け
る

の
か
、我
が
子
の
姿
を
ず
っ
と
見
守
っ
て

い
た
の
だ
。

　そ
う
か
。生
ま
れ
た
時
か
ら
車
で
の

移
動
が
ご
く
当
た
り
前
と
な
り
、子
ど

も
達
に
と
っ
て
カ
サ
を
使
う
機
会
が

減
っ
て
い
る
の
だ
。大
雨
の
中
を
ず
ぶ
濡

れ
に
な
っ
て
歩
く
こ
と
も
な
く
、大
抵
は

車
で
お
迎
え
の
時
代
。カ
サ
の
さ
し
方
も

日
常
の
中
で
自
然
に
身
に
つ
け
る
の
で

は
な
く
、教
わ
る
時
代
な
の
か
。と
思
い

つ
つ
、自
身
も
車
移
動
ば
か
り
の
毎
日

だ
。雨
降
り
の
日
の
み
な
ら
ず
カ
サ
を

持
っ
て
歩
く
こ
と
自
体
な
ん
と
も
億
劫

に
感
じ
て
い
る
で
は
な
い
か
。

　「
あ
め
あ
め 

ふ
れ
ふ
れ 

か
あ
さ
ん
が 

じ
ゃ
の
め
で 

お
む
か
い 

う
れ
し
い
な

♪
」と
童
謡
の
一
節
が
頭
の
中
で
流
れ
た

雨
の
朝
の
一コ
マ
。が
、こ
こ
に
歌
わ
れ
て

い
る
情
景
も
子
ど
も
達
に
は
分
か
ら
な

い
か
。（
伊
）

　三
月
の
下
旬
に
大
学
院
で
お
世
話
に

な
っ
た
先
生
と
足
助
を
訪
れ
た
。足
助

に
は
大
学
生
の
時
に
一
度
行
っ
た
き
り
で

あ
る
。東
岡
崎
駅
か
ら
名
鉄
バ
ス
で
約
一

時
間
程
か
け
て
足
助
に
向
か
っ
た
。岡

崎
市
か
ら
足
助
に
近
づ
く
に
つ
れ
て
自

然
豊
か
な
景
色
が
飛
び
込
ん
で
く
る
。

移
り
変
わ
る
風
景
を
バ
ス
の
中
で〝
ぼ
ー
〞

と
眺
め
て
い
る
と
足
助
に
到
着
し
て
い

た
。先
生
と
は
バ
ス
停
で
合
流
し
、早
速

に
足
助
の
古
い
街
並
み
が
残
る
重
伝
建

地
区
を
散
策
し
た
。お
昼
に
な
り
地
区

内
に
あ
る
先
生
オ
ス
ス
メ
の
お
店
で
蕎

麦
を
食
べ
た
。今
で
も
あ
の
お
店
の
蕎
麦

を
食
べ
た
い
と
思
う
時
が
あ
る
。そ
れ
ぐ

ら
い
美
味
し
か
っ
た
。食
事
後
、香
積
寺

に
向
か
い
住
職
さ
ん
に
書
画
で
有
名
な

当
寺
ゆ
か
り
の
風
外
和
尚
の
話
を
聞
い

た
。そ
の
後
、カ
タ
ク
リ
の
花
を
見
に
カ

タ
ク
リ
群
生
地
に
向
か
っ
た
。群
生
地
に

は
斜
面
一
帯
に
無
数
の
カ
タ
ク
リ
の
花
が

咲
い
て
お
り
、そ
れ
は
と
て
も
美
し
く
思

わ
ず
携
帯
で
写
真
を
撮
っ
て
い
た
。秋
の

足
助
も
よ
い
が
春
の
足
助
も
ま
た
一
興
で

あ
る
。自
然
と
歴
史
を
満
喫
し
、あ
っ
と

い
う
間
に
時
間
が
過
ぎ
名
残
惜
し
さ
を

感
じ
な
が
ら
足
助
を
あ
と
に
し
た
。こ

の
散
策
を
機
に
こ
れ
か
ら
各
地
を
散
策

し
よ
う
と
思
っ
て
い
る
。運
動
も
か
ね

て
。次
は
ど
こ
に
行
こ
う
か
。誰
も
興
味

は
な
い
だ
ろ
う
が
乞
う
ご
期
待
。そ
の
前

に
デ
ジ
カ
メ
を
買
わ
な
け
れ
ば
。（
柴
）

雨
の
日
と
カ
サ

勝
手
気
ま
ま
な
私
的
散
策
ノ
ー
ト

■岡崎市制100周年

親善都市 福山の文化財展
会期：平成28年6月4日(土曜日)～7月18日(月曜日・祝）
■講演会
草戸千軒と鞆―よみがえる中世瀬戸内の港町―
日時：6月19日（日）午後2時～
講師：鈴木康之氏（県立広島大学准教授）
天下の名城 福山城の魅力
日時：7月3日（日）午後2時～
講師：三浦正幸氏（広島大学教授）
能への誘い～家康・勝成が愛した芸能～
日時：7月17日（日）午後2時～
講師：大島輝久氏（能大島家5代目、能楽シテ方喜多流職分）
　　  大島衣恵氏（能楽シテ方喜多流）
演目：仕舞「八島」　謡「福山」

■ギャラリートーク
日時6月25日（土）・7月9日（土）

美術博物館年間パスポートがリニューアルしました
■年間パスポート[Museum-pass]
購入日から１年間何度でも無料で観覧できるパスポートです。
・一般 3,000円　・ペア 2,000円　・学生 2,000円
　○ペアは一般会員と同時購入する同居家族の方
　○その他、お得な特典もついています。

■展覧会限定（リミパス）も新登場！
　〝この展覧会だけ何度でも見たい〞という方にオススメの美術博物館
　限定フリーパスです。
・リミパス（Limi-pass）600～1,800円
　○展覧会により価格等が異なります。

※詳しくは、当館までお問い合わせください。

編集後記｜開館20周年を迎えた当館。本号では館長および各学芸員の思い・抱負を掲載しました。また「大鎖国展」・「親善都市　福山の文化財展」を

ご紹介しています。岡崎市美術博物館の再スタートへの思いを込めた67号、ご味読ください。(湯谷)

lg

表紙図版：金箔押長烏帽子形変わり兜（福山城博物館蔵）
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