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　時
計
の
秒
針
が
刻
む
小
さ
な
時
の
音

が
時
間
と
な
り
、毎
日
と
な
る
。そ
の
毎

日
が
一
週
間
、一
か
月
、一
年
そ
し
て一
生
と

な
り
ま
す
。そ
ん
な
風
に
思
う
と
今
日

も
特
別
な
日
。ど
ん
な
一
日
に
し
ま
し
ょ

う
か
、と
思
え
て
き
ま
す
。

　自
由
奔
放
に
見
え
る
人
ほ
ど
、実
直

に
生
き
る
こ
と
を
楽
し
み
喜
怒
哀
楽
に

溢
れ
て
い
ま
す
。子
供
な
ん
て
ま
さ
に
そ

う
。本
当
は
オ
ト
ナ
の
ほ
う
が
断
然
自
由

で
断
然
楽
し
い
の
で
す
。け
れ
ど
、子
供

は
自
由
で
い
い
な
、な
ん
て
言
っ
た
り
し

て
。そ
れ
も
子
供
の
実
直
さ
を
羨
ん
で
い

る
か
ら
か
も（
笑
）

　パ
タ
ー
ン
化
さ
れ
た
毎
日
の
中
で
時

間
に
追
わ
れ
、時
に
は
驚
く
ほ
ど
の
大
き

な
溜
息
を
つ
い
た
り
も
す
る
わ
け
で
。そ

ん
な
時
は
、あ
る
歌
の
フ
レ
ー
ズ
を
聴
き

ま
す
。―「
世
間
」と
い
う
悪
魔
に
惑
わ
さ

れ
な
い
で
、自
分
だ
け
が
決
め
た「
答
」を

思
い
出
し
て
―
。何
度
、こ
の
歌
に
背
筋

を
凛
と
さ
せ
ら
れ
、元
気
づ
け
ら
れ
た
で

し
ょ
う
か
。情
報
が
溢
れ
て
い
る
今
だ
か

ら
こ
そ
、惑
わ
さ
れ
ず
自
分
が
信
じ
て
決

め
た「
答
」を
常
に
意
識
し
た
い
も
の
で

す
。勿
論
、人
は
成
長
し
て
い
く
も
の
で

す
か
ら
目
指
す「
答
」も
変
わ
り
ま
す
が
、

せ
め
て
小
粋
に
生
き
な
が
ら
も
フ
レ
キ
シ

ブ
ル
で
い
た
い
な
、と
思
う
わ
け
で
す
。

　諸
説
あ
り
ま
す
が
、地
球
の
歴
史
を
一

年
と
捉
え
る
と
、人
の
一
生
は
僅
か0.6

秒
、瞬
き
程
だ
と
か
。そ
の一
瞬
に
何
か
を

残
し
た
い
。だ
か
ら
、一
生
懸
命
生
き
た
い

と
思
う
の
で
し
ょ
う
か
。（
睦
）

　お
花
見
は
す
き
で
す
か
。わ
た
し
は

お
花
見
が
と
て
も
す
き
で
す
。わ
ざ
わ

ざ
遠
方
へ
行
か
な
く
て
も
、岡
崎
に
は

十
分
に
桜
を
楽
し
め
る
名
所
が
あ
る

の
で
、い
い
街
だ
な
あ
と
思
い
ま
す
。少

し
ず
つ
暖
か
く
な
る
気
候
と
、桜
の
や

さ
し
い
色
合
い
、お
祭
り
の
賑
や
か
さ
。

い
く
つ
も
の
要
素
が
相
俟
っ
て
、何
と

も
わ
く
わ
く
さ
せ
て
く
れ
ま
す
。

　伊
賀
川
堤
が
家
か
ら
近
い
の
で
、普

段
な
ら
昼
ま
で
眠
っ
て
し
ま
い
そ
う
な

休
日
も
、朝
の
パ
リ
ッ
と
し
た
時
間
に

散
歩
へ
出
て
み
た
り
し
ま
す
。岡
崎
公

園
へ
は
誰
か
と
夜
桜
を
見
に
行
く
こ

と
が
多
い
で
す
。夜
は
ま
だ
ま
だ
冷
え

る
の
で
、防
寒
対
策
は
万
全
に
。頻
繁

に
会
う
友
人
も
、そ
う
で
は
な
い
友
人

も
、お
花
見
は「
期
間
限
定
」な
の
で
、

ち
ょ
っ
と
無
理
を
し
て
で
も
集
ま
れ
る

の
が
い
い
と
こ
ろ
。屋
台
も
楽
し
み
の
一

つ
で
す
。一
番
す
き
な
揚
げ
も
ち
を
、き

な
こ
で
食
べ
よ
う
か
ポ
ン
酢
で
食
べ
よ

う
か
迷
っ
て
い
る
時
間
も
し
あ
わ
せ
。

美
術
博
物
館
の
あ
る
中
央
総
合
公
園

の
桜
は
、ユ
キ
ヤ
ナ
ギ
と
満
開
の
タ
イ

ミ
ン
グ
が
重
な
る
と
一
層
見
応
え
が
あ

り
圧
巻
で
す
。

　望
ん
で
か
望
ま
ず
か
身
の
回
り
の

環
境
が
変
化
す
る
春
に
、も
し
気
持
ち

の
整
理
が
つ
か
な
い
時
も
、い
つ
も
同

じ
時
期
に
咲
い
て
く
れ
る
桜
に
ほ
っ
と

し
て
い
る
の
は
、わ
た
し
だ
け
で
し
ょ

う
か
。今
年
も
ま
た
春
が
来
て
、嬉
し

く
て
、わ
く
わ
く
し
て
い
ま
す
。（
若
）

ぶ
れ
な
い 

“活
き
方

春
の
風
物
詩

■美術博物館 家康公400年祭記念講演会

「三河時代の家康を考える」
第１回 ６月６日（土）「家康研究の最前線」
講師/平野明夫氏(國學院大學兼任講師)
ｺﾒﾝﾃｰﾀｰ/村岡幹夫氏（中京大学教授）
第２回 ７月11日（土）「三河一向一揆について」
講師/金龍 静氏(本願寺史料研究所副所長)
ｺﾒﾝﾃｰﾀｰ/安藤弥氏（同朋大学准教授）
第３回 ８月８日（土）「花押からみた徳川家康」
講師/播磨良紀氏(中京大学教授)
ｺﾒﾝﾃｰﾀｰ/平野明夫氏（國學院大學兼任講師）
第４回 9月12日(土)「家康の東三河攻略」
講師/山田邦明氏(愛知大学教授)
ｺﾒﾝﾃｰﾀｰ/小林吉光氏（豊川市文化財保護審議会委員）
第５回 10月10日（土）「家康の城」
講師/千田嘉博氏(奈良大学学長)
ｺﾒﾝﾃｰﾀｰ/奥田敏春氏（岡崎市文化財保護審議会委員）
第６回 11月14日(土)「三河から遠州攻略へ－今
川氏と武田氏―」
講師/本多隆成氏(静岡大学名誉教授)
ｺﾒﾝﾃｰﾀｰ/柴 裕之氏（東洋大学非常勤講師）
※各回講演会後に、講師とコメンテーターによる
対談を行います。
会場：岡崎市福祉会館６階 大ホール
　　（岡崎市朝日町3丁目2番地）
時間：いずれも午後2時～午後4時30分
定員：250名 （事前申込不要）　参加費無料
主催：岡崎市美術博物館・中日新聞社
後援：岡崎商工会議所・家康公四百年祭推進委員会

■美術博物館 家康公400年祭記念 バスツアー

三河から遠江へ
－三河時代の家康の足跡をたどる－
第１回 6月20日（土）「桶狭間合戦」　
当館出発→大高城跡→桶狭間古戦場周辺→大
樹寺→当館着　
第２回 7月18日（土）「吉良攻めと西尾城」
当館出発→東条城跡・花岳寺・華蔵寺→西尾城
→当館着
第３回 9月19日（土）「三河一向一揆」
当館出発→本宗寺→勝鬘寺→本證寺→上宮寺
→浄珠院→当館着
第４回 10月17日（土）「東三河攻略」
当館出発→岩略寺城跡周辺→牛久保城跡→一宮
砦跡→二連木城跡→吉田城→当館着
第５回 11月21日（土）「遠州攻略」
当館出発→龍潭寺・井伊谷城跡→浜松市博物
館→浜松城・引馬城跡→当館着
時間：いずれも午前9時30分～午後5時［雨天決行］
定員：30名（応募多数の場合は抽選）　参加費無料
申込方法：往復はがき（1回1枚）の「往信用裏面」
に①コース名②参加者全員（4人まで）の郵便番
号・住所・氏名（ふりがな）・年齢・電話番号、「返
信用表面」に代表者の郵便番号・住所・氏名を明
記の上、岡崎市美術博物館「家康公四百年祭バ
スツアー」係までお申込みください。
申込期限：第1回5月29日(金)、第2回6月26日
（金）、第3回8月28日（金）、第4回9月25日（金）、第
5回10月30日（金）※いずれも必着

■平成27年度やさしいミュージアム講座
【博物】『善光寺如来絵伝』を読み解く  
講師：鷹巣 純氏（愛知教育大学教授）  
日時：6月～10の毎月第2金曜日＊ただし6月は第
１金曜日・9月は第4金曜日 10時30分～12時  
①「善光寺如来絵伝とは何か」　
②「善光寺如来絵伝と四種絵伝」  
③「善光寺如来絵伝と異界」  
④「善光寺如来絵伝の疫病神」　　
⑤「善光寺如来絵伝と牛頭天王」  
【美術】楽しく読み解くキリスト教美術 
講師：古川秀昭氏（前 岐阜県美術館長）   
日時/6月～10月の毎月第３金曜日 14時～15時30分      
①「キリスト教美術って何？
　ミレーの『落ち穂拾い』も聖書がテーマ…」   
②「キリスト教美術って何？
　聖母マリアの衣はなぜ青と赤なのか…」   
③「キリスト教美術って何？
　ルネサンスとバロックのキリスト教美術」   
④「キリスト教美術 私が選ぶこの二点！！
　『受胎告知』と『最後の晩餐』」   
⑤「茶の湯に見るキリスト教美術」  
＊休館中につき、会場は「岡崎市美術館」となります。
＊申込方法：往復はがきの「往信用裏面」に①希
望する講座名②郵便番号・住所・氏名（ふりが
な）・年齢・電話番号、「返信用表面」に代表者の
郵便番号・住所・氏名を明記の上、「やさしい
ミュージアム講座」係までお申し込みください。
5月14日（木）必着。



COLUMN＆TOPIC

寄
田
政
邦

退
職
者
の
言
葉

　美
術
博
物
館
に
異
動
と
な
り
二
年

間
、短
い
間
で
は
あ
り
ま
し
た
が
、美
術
・

博
物
の
こ
と
な
ど
何
も
か
も
が
よ
く
分

か
ら
な
い
こ
と
だ
ら
け
の
中
で
、ご
迷
惑

を
お
掛
け
し
ま
し
た
が
、皆
様
の
ご
協
力

の
お
か
げ
で
何
と
か
乗
り
切
る
こ
と
が

で
き
た
様
に
思
え
ま
す
。

　毎
年
、今
頃
に
思
う
こ
と
で
す
が
、三

月
、四
月
は「
別
れ
と
出
会
い
の
と
き
」と

い
う
こ
と
を
実
感
し
ま
す
。特
に
今
般
、

自
ら
も
退
職
と
い
う
こ
と
で
、感
慨
も
大

き
い
も
の
と
し
て
心
に
響
い
て
い
る
次
第

で
す
。

　市
役
所
に
入
り
い
ろ
い
ろ
な
部
課
を

異
動
し
、そ
の
時
々
で
問
題
点
な
ど
に
対

処
し
て
き
ま
し
た
。そ
れ
ら
の
中
で
も
特

に
思
い
出
深
い
も
の
は
、第
一
に
岡
崎
市

民
病
院
の
移
転
、引
っ
越
し
で
あ
り
ま

す
。現
在
の
新
病
院
で
の
会
計
シ
ス
テ
ム

の
構
築
と
患
者
さ
ん
の
移
送
に
つ
い
て
担

当
し
、毎
晩
遅
く
ま
で
皆
で
残
っ
て
残
務

処
理
と
翌
日
の
段
取
り
等
を
し
て
い
た

も
の
で
し
た
。一
番
良
か
っ
た
点
は
、冬
の

年
末
の
引
っ
越
し
で
し
た
が
、患
者
さ
ん

全
員
が「
無
事
に
」新
病
院
に
移
れ
た
こ

と
で
し
た
。こ
の
折
、私
事
で
す
が
二
日

間
ほ
ど
寝
ず
に
陣
頭
指
揮
を
執
っ
て
い

た
た
め
、新
病
院
で
の
救
急
外
来
の
初
日

の
患
者
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
は
今
で

は
よ
い
思
い
出
と
な
っ
て
お
り
ま
す
。ま

た
、会
計
シ
ス
テ
ム
に
つ
い
て
は
、明
け
て

一
月
四
日
、外
来
が
始
ま
っ
た
時
に
、約
三

十
分
位
で
ダ
ウ
ン
し
て
し
ま
い
ま
し
た
。

何
度
も
何
度
も
リ
ハ
ー
サ
ル
を
行
っ
た
訳

で
す
が
、新
シ
ス
テ
ム
を
動
か
す
こ
と
は

簡
単
な
こ
と
で
は
な
い
と
痛
感
し
た
次

第
で
し
た
。

　第
二
に
は
、児
童
家
庭
課
で
保
育
園
の

入
園
基
準
の
拡
大
を
行
っ
た
こ
と
で
す
。

当
時
、育
児
休
業
制
度
が
普
及
し
て
き

た
頃
で
あ
り
、育
児
休
業
取
得
に
よ
り
お

母
さ
ん
が
家
に
い
る
こ
と
に
な
り
、そ
の

上
の
子
に
は
保
育
園
退
園
と
い
う
悲
し

い
事
態
に
対
処
し
た
も
の
で
あ
り
ま
す
。

働
く
お
母
さ
ん
方
の
様
々
な
不
安
を
解

消
で
き
た
こ
と
が
大
変
う
れ
し
く
、さ
わ

や
か
な
達
成
感
を
味
わ
っ
た
仕
事
で
も

あ
り
ま
し
た
。

　い
ろ
ん
な
経
験
を
い
た
し
ま
し
た
が
、

「
失
敗
」の
方
が
多
か
っ
た
よ
う
に
思
え
て

な
り
ま
せ
ん
。

　ま
だ
ま
だ
未
熟
者
で
す
が
、ひ
と
ま
ず

美
術
博
物
館
を
愛
す
る
市
民
の
皆
様
や

職
員
の
方
々
へ
の
別
れ
で
す
。ま
た
の
再

会
を
楽
し
み
に
し
て
お
り
ま
す
。

荒
井
信
貴

退
職
者
の
言
葉

　美
術
博
物
館
準
備
室
以
来
早
二
〇

年
。今
か
ら
思
う
と
あ
っ
と
い
う
間
で
し

た
。た
だ
ひ
た
す
ら
調
整
役
と
サ
ッ
カ
ー

で
い
う
ス
イ
ー
パ
ー
役
に
徹
し
て
き
た
つ

も
り
で
、自
分
自
身
で
や
り
た
い
展
覧
会

を
や
っ
て
き
た
か
と
問
わ
れ
れ
ば「
Ｎ

Ｏ
」と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
と
思
っ
て
い

ま
す
。自
分
自
身
の
専
門
で
あ
る
日
本
の

考
古
学
を
生
か
し
て
と
い
う
点
で
は「
大

古
墳
展
」が
あ
り
ま
す
が
、こ
れ
と
て
他

の
展
覧
会
と
の
掛
け
持
ち
で
集
中
で
き

ず
片
手
間
仕
事
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
が

惜
し
ま
れ
ま
す
。で
も
美
術
な
ど
専
門
外

の
展
覧
会
も
良
い
勉
強
に
な
っ
て
お
り
、

か
け
離
れ
た
分
野
で
も
何
か
し
ら
自
分

自
身
の
専
門
に
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
で
き
、

少
し
は
問
題
意
識
を
も
っ
て
展
覧
会
を

実
施
で
き
た
の
で
は
と
思
っ
て
い
ま
す
。

「
カ
ラ
ヴ
ァ
ッ
ジ
ョ
展
」や
一
連
の
シ
ル
ク

ロ
ー
ド
企
画
は
特
に
勉
強
さ
せ
ら
れ
ま

し
た
。

　そ
ん
な
中
で
専
門
性
を
生
か
し
対
処

で
き
た
の
が一
連
の
ミュ
ー
ジ
ア
ム
講
座
で

し
た
。岡
崎
・三
河
の
考
古
学
・
歴
史
学
の

最
新
の
情
報
を
少
し
で
も
提
供
で
き
れ

ば
と
思
い
、研
究
書
を
渉
猟
、地
域
で
行

わ
れ
て
い
る
三
河
考
古
学
談
話
会
の
毎

月
の
勉
強
会
に
も
欠
か
さ
ず
出
席
し
、若

い
考
古
学
研
究
者
た
ち
の
成
果
や
自
身

の
知
識
を
受
講
者
の
方
々
に
お
伝
え
で

き
た
の
で
は
と
思
っ
て
い
ま
す
。

　受
講
者
の
中
に
は
、各
地
で
行
わ
れ
る

講
演
会
・
講
座
・シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
お
目
に

か
か
る
熱
心
な
方
々
も
見
え
、気
さ
く
に

話
が
で
き
仲
間
意
識
が
め
ば
え
て
く
る

楽
し
さ
も
あ
り
ま
す
。

　そ
う
、こ
の
二
〇
年
間
の
学
芸
員
で
の

貴
重
な
財
産
は
、様
々
な
人
と
の
出
会
い

だ
っ
た
と
思
い
ま
す
。話
し
か
け
て
頂
け

る
来
館
者
の
み
な
さ
ん
を
は
じ
め
、親
身

に
交
渉
相
手
と
な
っ
て
い
た
だ
け
た
他

館
の
学
芸
員
、一
緒
に
企
画
を
練
り
上
げ

て
い
く
新
聞
社
や
企
画
会
社
の
メ
ン

バ
ー
、輸
送
や
展
示
飾
り
つ
け
の
日
通
や

ヤ
マ
ト
や
会
場
設
営
会
社
の
プ
ロ
フ
ェ
ッ

シ
ョ
ナ
ル
た
ち
。空
調
管
理
の
お
じ
さ
ん

や
掃
除
の
お
ば
ち
ゃ
ん
た
ち
。そ
し
て
そ

れ
を
支
え
る
榊
原
館
長
を
は
じ
め
と
す

る
館
職
員
。誰
一
人
欠
け
て
も
来
館
者
の

皆
様
に
気
持
ち
良
く
展
覧
会
を
見
て
頂

け
な
く
な
り
ま
す
。み
ん
な
で
同
じ
方
向

を
見
て
仕
事
を
し
て
き
た
仲
間
な
の
で

す
。本
当
に
長
い
間
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い

ま
し
た
。美
術
博
物
館
の
今
後
の
飛
躍

を
祈
念
し
て
ア
ル
カ
デ
ィ
ア
最
後
の
筆
を

お
き
ま
す
。

休
館
中
の
活
動
① 

家
康
公
四
百
年
祭
記
念
事
業

　平
成
二
七
年
は
徳
川
家
康
没
後
四
百

年
に
あ
た
り
ま
す
。生
誕
地
岡
崎
で
は

「
家
康
公
四
百
年
祭
記
念
事
業
」と
し
て

さ
ま
ざ
ま
な
催
事
が
催
さ
れ
ま
す
が
、当

館
で
は
家
康
に
つ
い
て
の
講
演
会
と
、家

康
関
連
史
跡
を
め
ぐ
る
バ
ス
ツ
ア
ー
を
予

定
し
て
お
り
ま
す
。こ
の
機
会
に
郷
土
の

生
ん
だ
英
雄
･
家
康
と
三
河
地
域
の
歴

史
に
つ
い
て
、広
く
理
解
を
深
め
て
い
た

だ
け
れ
ば
思
い
ま
す
。
　
　
　
　
　

　◆
講
演
会
◆

　講
演
会
は
家
康
が
岡
崎
城
に
生
ま
れ

て
、三
河
を
統
一
、遠
江
攻
略
に
よ
り
浜
松

に
居
城
を
移
す
ま
で
の
約
三
十
年
間
に
つ

い
て
、「
三
河
時
代
の
家
康
を
考
え
る
」と

い
う
共
通
テ
ー
マ
の
も
と
に
開
催
し
ま
す
。

こ
の
三
十
年
間
は
織
田
氏
と
今
川
氏
の

両
勢
力
が
尾
張
・
三
河
境
で
対
峙
、緊
張

関
係
に
あ
っ
た
時
代
で
す
。そ
し
て
、三
河

は
今
川
氏
の
支
配
か
ら
織
田
氏
と
同
盟

を
組
ん
だ
松
平
氏
に
よ
る
支
配
へ
と
大
き

な
時
代
推
移
が
あ
っ
た
時
代
で
も
あ
り
ま

す
。家
康
に
と
っ
て
は
生
後
の
今
川
方
の

人
質
、人
質
解
放
後
の
自
立
、一
向
一
揆
を

経
て
三
河
を
統
一
、戦
国
大
名
の
仲
間
入

り
を
す
る
時
期
に
至
り
ま
す
。講
演
会
は

こ
の
家
康
の
三
河
時
代
を
さ
ま
ざ
ま
な

角
度
か
ら
検
討
す
る
も
の
で
、講
師
に
つ

い
て
は
裏
面
情
報
を
参
照
し
て
い
た
だ
け

れ
ば
と
思
い
ま
す
が
、家
康
研
究
や
同
時

代
研
究
の
第
一
人
者
ば
か
り
で
す
。講
演

の
あ
と
、専
門
家
の
方
一
人
に
コ
メ
ン
ト
を

お
願
い
し
て
お
り
ま
す
。講
演
会
の
内
容

に
つ
い
て
講
師
と
コ
メ
ン
テ
ー
タ
ー
と
の
対

談
に
よ
り
問
題
点
を
鮮
明
に
し
て
ゆ
き
た

い
と
思
い
ま
す
。ま
た
、会
場
の
皆
様
か
ら

の
質
問
な
ど
に
も
答
え
な
が
ら
進
め
て
ゆ

き
た
い
と
考
え
て
お
り
ま
す
。

　◆
バ
ス
ツ
ア
ー
◆

　講
演
会
の
内
容
と
連
動
し
て
、「
桶
狭

間
合
戦
」「
吉
良
城
攻
め
と
西
尾
城
」「
三

河
一
向
一
揆
」「
東
三
河
攻
略
」「
遠
州
攻

略
」な
ど
を
テ
ー
マ
に
、三
河
時
代
の
家

康
の
足
跡
を
た
ど
り
ま
す
。家
康
の
転
機

と
な
っ
た
地
に
立
ち
、三
河
か
ら
遠
江
へ

と
進
出
し
て
い
っ
た
、若
き
日
の
家
康
の

息
吹
を
、是
非
体
感
し
て
い
た
だ
き
た
い

と
思
い
ま
す
。

　多
く
の
皆
様
の
ご
参
加
を
お
待
ち
し

て
お
り
ま
す
！

※
講
演
会
・バ
ス
ツ
ア
ー
の
詳
細
は
、裏

面inform
ation

を
ご
覧
下
さ
い
。

休
館
中
の
活
動
② 

や
さ
し
い
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
講
座

平
成
二
七
年
度
前
期
の

や
さ
し
い
ミュ
ー
ジ
ア
ム
講
座
に
つ
い
て

【
博
物
】

『
善
光
寺
如
来
絵
伝
』を
読
み
解
く 

講
師
／
鷹
巣
純（
愛
知
教
育
大
学
教
授
） 

　今
年
は
七
年
に
一
度
の
善
光
寺
御
開

帳
の
年
で
す
。長
野
に
あ
る
善
光
寺
の
御

本
尊
の
、イ
ン
ド
・
韓
国
・
日
本
の
三
国
に

及
ぶ
活
躍
を
描
い
た「
善
光
寺
如
来
絵

伝
」の
う
ち
、最
古
級
の
作
品
三
点
は
、岡

崎
の
寺
院
に
伝
わ
っ
て
き
た
も
の
で
す
。

　今
回
の
講
座
で
は
、そ
も
そ
も「
善
光

寺
如
来
絵
伝
」と
は
ど
ん
な
お
話
な
の

か
？
そ
う
し
た
素
朴
な
疑
問
を
出
発
点

に
、世
界
を
股
に
か
け
た
阿
弥
陀
如
来

の
驚
天
動
地
の
物
語
、そ
の
あ
ら
ま
し
と

仕
掛
を
紹
介
し
、な
ぜ
岡
崎
に
名
品
が

集
中
し
て
い
る
の
か
？
そ
の
秘
密
を
三
河

で
さ
か
ん
な
浄
土
真
宗
と
の
関
わ
り
か

ら
紐
解
き
ま
す
。そ
し
て
善
光
寺
如
来
に

表
さ
れ
た
異
界
や
疫
病
神
、牛
頭
天
王

な
ど
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
取
り
上
げ
、中
世

仏
教
説
話
の
奥
深
い
森
へ
分
け
入
っ
て
い

き
ま
す
。

【
美
術
】

『
楽
し
く
読
み
解
く
キ
リ
ス
ト
教
美
術
』

講
師
／
古
川
秀
昭（
前 

岐
阜
県
美
術
館
長
）

　ヨ
ー
ロ
ッ
パ
な
ど
に
海
外
旅
行
に
行
っ

て
美
術
館
を
見
学
す
る
と
、そ
こ
で
出
会

う
絵
画
の
多
く
が
ギ
リ
シ
ャ
神
話
か
聖

書
を
主
題
に
し
た
宗
教
画
で
す
。何
が
描

か
れ
て
い
る
の
か
は
よ
く
分
か
ら
な
い
け

れ
ど
、そ
の
絵
の
美
し
さ
だ
け
を
記
憶
に

と
ど
め
て
帰
っ
て
く
る
方
も
多
い
の
で
は

な
い
で
し
ょ
う
か
。名
画
と
呼
ば
れ
る
絵

画
に
は
、そ
れ
自
体
に
魅
力
が
あ
る
こ
と

は
確
か
で
す
。し
か
し
そ
こ
に
は
描
か
れ

た
意
味
が
あ
り
、物
語
が
あ
る
こ
と
が
多

い
の
で
す
。た
と
え
ば
そ
の
絵
の
な
か
の

登
場
人
物
が
誰
な
の
か
、ど
の
よ
う
な
物

語
が
描
か
れ
て
い
る
の
か
を
知
る
だ
け
で

も
西
洋
の
名
画
が
ぐ
っ
と
身
近
に
感
じ

ら
れ
、そ
の
意
味
が
面
白
い
ほ
ど
わ
か
っ

て
き
ま
す
。

　今
回
の
講
座
で
は
、そ
の
よ
う
な
西
洋

美
術
の
鑑
賞
の
ツ
ボ
と
も
い
え
る
キ
リ
ス

ト
教
美
術
の
主
な
テ
ー
マ
や
そ
こ
に
あ
る

約
束
事
を
、古
川
秀
昭
氏
の
軽
妙
な
お

話
に
よ
っ
て
楽
し
く
学
び
た
い
と
思
い
ま

す
。ミ
レ
ー
か
ら
ダ
・
ヴ
ィ
ン
チ
、日
本
の

茶
の
湯
ま
で
、キ
リ
ス
ト
教
を
め
ぐ
っ
て

の
縦
横
無
尽
な
お
話
し
は
必
聴
で
す
。

編集後記｜３月末をもって休館。同じくこの３月末をもって私も岡崎を退職することになりました。12年間、多くの方にお世話になり、本当に感謝しております。

ありがとうございました。アルカディアの編集は、湯谷が引き継ぎます。ますます面白い誌面になることを期待して、一読者として待ちたいと思います。（千葉）

　
　
　春
の
錦

　中
で
も
狩
野
永
敬（
一
六
五
四
〜
一
七
〇
三
）の『
定
家
詠
月
次
花
鳥
和
歌
図
屛
風
』（
東
京
国
立
博

物
館
蔵
）、こ
れ
こ
そ
が
、そ
の
代
表
作（
図
１
）。図
は
、名
が
示
す
通
り
定
家
の
和
歌
に
ち
な
む
十

二
ヶ
月
各
月
の
花
と
鳥
を
、六
曲
一
双
＝
十
二
扇
に
、お
よ
そ
割
り
振
っ
て
描
い
た
も
の
。そ
の
点
で
は

押
絵
貼
屛
風
の
そ
れ（
Ⅱ
の
Ⓐ
）と
大
差
な
い
が
、押
絵
貼
の
十
二
図
各
図
が
、一
図
で
完
結
し
て
い
る

の
に
対
し
、こ
の
場
合
は
地
景（
地
面
や
水
面
、山
並
み
な
ど
）や
金
雲
、す
や
り
霞
を
、一
扇
画
面
を

超
え
て
連
続
さ
せ
て
い
る
点
で
大
き
く
異
な
る
。こ
れ
に
よ
っ
て
左
右
両
隻
は
、そ
れ
ぞ
れ
ひ
と
繫
が

り
の
図
様
と
な
る
。金
雲
、す
や
り
霞
が
花
と
鳥
の
、時
に
前
景
、時
に
後
景
＝
背
地
と
な
り
、前
後

関
係
が
示
さ
れ
る
。両
隻
と
も
そ
の
左
端
、六
月
の
鵜
飼
い
、十
二
月
の
雪
梅
の
光
景
の
大
小
が
、前

の
月
の
そ
れ
と
齟
齬
を
き
た
し
て
い
る
こ
と
は
否
め
な
い
が
、全
体
と
し
て
こ
れ
で
完
結
、桃
山
時
代

以
来
の
大
画
面
金
碧
花
鳥
画
の
系
譜
に
連
な
っ
て
い
る
点
を
見
逃
し
て
は
な
る
ま
い
。

　と
は
云
え
、図
は
ど
う
み
て
も「
定
家
詠
月
次
花
鳥
和
歌
図
」で
あ
る
。描
か
れ
た
花
鳥
も
、後
述

す
る
よ
う
に
一
樹
を
除
け
ば
、他
は
す
べ
て
定
家
の
詠
ん
だ
そ
れ
に
限
ら
れ
る
。し
か
も
一ヶ
月
分
の

花
と
鳥
と
が
、一
扇
画
面
に
ほ
ぼ
過
不
足
な
く
配
分
さ
れ
る
。永
敬
の
父
永
納（
一
六
三
四
〜
九
七
）

の『
本
朝
画
史
』巻
四「
押
絵
」の
項
に
、押
絵
す
な
わ
ち
押
絵
貼
屛
風
に
相
応
し
い
画
題
と
し
て
、

「
十
二
支
之
図
」お
よ
び「
十
二
月
花
鳥
図
」が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
か
ら
、永
敬
も「
定
家
詠
月
次
花
鳥

和
歌
図
」を
、こ
の
画
面
形
式
で
描
く
こ
と
に
習
熟
し
て
い
た
の
だ
ろ
う
。た
だ
し『
鴫
の
羽
搔
』所
載

の「
定
家
詠
月
次
花
鳥
和
歌
」挿
図
か
ら
の
影
響
に
つ
い
て
は
、両
者
の
図
様
が
近
似
す
る
と
こ
ろ
か

ら
大
い
に
あ
り
得
る
と
思
わ
れ
る
の
だ
が
、本
図
の
落
款「
狩
野
縫
殿
助
永
敬
筆
」に
永
敬
の
、と
云

う
よ
り
京
狩
野
家
の
通
称「
縫
殿
助
」が
併
記
さ
れ
て
い
る
以
上
、そ
の
制
作
も『
鴫
の
羽
搔
』の
刊
行

さ
れ
た
元
禄
四
年（
一六
九
一
）を
遡
る
可
能
性
も
あ
る
だ
ろ
う
。そ
の
当
の『
鴫
の
羽
搔
』の
挿
図
に
影

響
を
与
え
た
と
み
ら
れ
る
探
幽
本
か
ら
の
影
響
や
、さ
ら
に『
本
朝
画
史
』の
記
事
に
よ
れ
ば
、す
で

に
京
狩
野
家
に
は
こ
の
画
題
の
粉
本
が
あ
っ
た
と
も
推
定
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、永
敬
本
の
図
様
の
典

拠
は
、そ
れ
ら
を
含
め
て
幅
広
く
検
討
す
べ
き
だ
ろ
う
。

　が
、そ
の
こ
と
よ
り
も
、さ
し
当
っ
て
こ
こ
で
注
目
し
て
お
き
た
い
の
は
、定
家
が
詠
ん
で
い
な
い
樹

木
の
存
在
で
あ
る
。む
ろ
ん
、そ
れ
が
通
常
の「
定
家
詠
月
次
花
鳥
和
歌
図
」に
描
か
れ
る
は
ず
も
な

い
。そ
の
樹
木
、右
隻
の
松
こ
そ
が
、そ
れ
で
あ
る
。右
よ
り
第
二
、三
扇
に
わ
た
っ
て
、ひ
と
き
わ
大
き

く
描
か
れ
て
い
る
。画
面
に
圧
倒
的
存
在
感
を
誇
る
。そ
の
た
め
で
あ
ろ
う
か
、こ
の
屛
風
を
、わ
た

し
た
ち
は「
定
家
詠
月
次
花
鳥
」と
認
識
す
る
以
前
に
、一
瞬
、単
な
る「
四
季
花
鳥
図
」と
思
っ
て
し
ま

う
。し
か
も
こ
の
松
は
、笠
松
の
両
端
を
ぴ
ん
と
上
げ
、あ
た
か
も
揺
ら
揺
ら
と
舞
っ
て
い
る
よ
う
で

さ
え
あ
る
。そ
の
姿
形
は
、二
条
城
二
の
丸
御
殿
大
広
間
四
の
間
障
壁
画「
松
鷹
図
」の
松
を
思
わ
せ

る
。狩
野
山
楽
筆
の
可
能
性
が
指
摘
さ
れ
る
松
で
あ
る
。山
楽
か
ら
数
え
て
京
狩
野
家
四
代
目
、永

敬
が
山
楽
様
の
松
を
描
く
こ
と
は
充
分
あ
り
得
る
だ
ろ
う
し
、逆
に
こ
の
永
敬
の
松
が「
松
鷹
図
」の

筆
者
山
楽
説
の
傍
証
の
一つ
と
な
る
の
か
も
知
れ
な
い
。し
か
も
、こ
の
松
の
存
在
よ
っ
て
図
が「
四
季

花
鳥
図
屛
風
」の
右
隻
と
し
て
の
性
格
も
持
つ
こ
と
と
な
っ
た
。「
定
家
詠
月
次
花
鳥
和
歌
図
」と
し

て
の
新
し
さ
、趣
向
は
、こ
の一
本
の
松
に
か
か
っ
て
い
る
、と
さ
え
称
し
て
過
言
で
あ
る
ま
い
。

　そ
の
松
の
巨
木
に
三
月
の
花
・
藤
が
絡
ま
る
。藤
と
松
と
云
え
ば
、『
隆
房
卿
艶
詞
絵
巻
』の
老
松

に
ま
と
わ
る
藤
波
の
蔓
に
見
立
て
て
、

　か
す
が
の
山
の
ふ
じ
な
み
の
木
だ
か
き
色
に

の
文
字
を
葦
手
と
し
て
描
き
込
ん
だ
、あ
の「
松
に
藤
」が
印
象
深
い
が
、こ
れ
を
挙
げ
る
ま
で
も
な

く
こ
の
組
合
せ
は
相
性
が
い
い
よ
う
で
、古
来
、作
例
も
多
い
。さ
し
ず
め
天
元
二
年（
九
七
九
）十
二

月
、源
順
が
円
融
天
皇
の
命
で
屛
風
歌
と
し
て
詠
ん
だ
歌
、

　紫
の
藤
さ
く
松
の
梢
に
は

　も
と
の
緑
も
見
え
ず
ぞ
あ
り
け
る

に
ち
な
む
屛
風
絵
が
あ
る
だ
ろ
う
。

永
敬
の
屛
風
絵
に
も
そ
う
し
た
図
様
の
伝
統
が
流
れ
て
い
る
こ
と
は
疑
い
な
い
が
、さ
ら
に
も
う一つ
、

「
十
二
ヶ
月
歌
意
絵
」か
ら
の
直
接
的
影
響
も
考
え
て
み
る
べ
き
だ
ろ
う
。言
う
ま
で
も
な
く
こ
れ
も

『
本
朝
画
史
』の
云
う「
十
二
月
花
鳥
図
」の
画
題
の一つ
で
あ
る
が
、こ
ち
ら
は
、定
家
な
ら
ぬ
阿
波
守

畠
山
匠
作
亭
で
文
安
年
間（
一四
四
四
〜
四
九
）開
か
れ
た
歌
会
で
詠
ま
れ
た
月
次
詩
歌
に
ち
な
む
も

の
。そ
の
三
月
の
歌
は
、

　た
ね
と
な
る
筆
の
す
さ
ひ
の
松
の
は
を

　ち
ら
ぬ
例
に
か
か
る
藤
波

と
あ
る
。こ
れ
を
虚
心
に
読
め
ば
、確
か
に
永
敬
の
東
博
本
の
松
に
絡
む
藤
の
図
様
に
な
る
だ
ろ
う
。

い
や
、実
は『
鴫
の
羽
搔
』に
は
、こ
の
畠
山
匠
作
亭
詩
歌
と
そ
の
絵
と
が
収
め
ら
れ
て
い
る
が
、そ
の

三
月
分
の
挿
図
も
ほ
ぼ
同
様
に
な
る
。と
な
る
と
永
敬
の
東
博
本
の
図
様
的
典
拠
は
や
は
り『
鴫
の

羽
搔
』に
求
め
る
べ
き
な
の
か
も
知
れ
な
い
。だ
が
そ
う
速
断
す
る
こ
と
よ
り
も
、そ
う
し
た「
松
に

藤
」を
呼
び
込
む
こ
と
で
、永
敬
の
こ
の
図
が
、「
四
季
花
鳥
図
」的
味
わ
い
を
深
め
た
点
を
改
め
て
強

調
し
て
お
き
た
い
。

　こ
ん
な
作
も
あ
る（
図
2 

サ
ン
ト
リ
ー
美
術
館
蔵
）。「
四
季
花
鳥
図
」で
は
な
い
。『
春
夏
花
鳥
図
屛

風
』六
曲
一
双
で
あ
る
。さ
ら
に一
双
の「
秋
冬
花
鳥
図
」を
加
え
六
曲
二
双
の「
四
季
花
鳥
図
」を
な
し
て

い
た
か
も
知
れ
な
い
。そ
う
な
れ
ば
空
前
の
超
大
作
な
の
だ
が
。筆
者
は
永
敬
の
父
永
納
。左
隻
中
央

に
同
じ
く「
松
に
藤
」が
細
密
の
筆
致
で
描
か
れ
る
。構
図
の
中
核
を
な
す
の
も
同
様
だ
。い
や
、こ
の

松
の
、一
図
に
占
め
る
位
置
は
、さ
ら
に
大
き
い
と
み
て
よ
い
だ
ろ
う
。永
敬
の
松
が
山
楽
様
で
あ
っ
た

の
に
対
し
、永
納
の
そ
れ
は
、独
特
の
樹
幹
の
形
態
よ
り
、父
の
山
雪
様
を
踏
襲
し
た
も
の
か
。

　そ
の
永
納
の『
春
夏
花
鳥
図
』、父
子
の
作
だ
か
ら
と
云
う
だ
け
で
な
く
、永
敬
の『
定
家
詠
月
次

花
鳥
和
歌
図
』に
極
め
て
近
い
。そ
う
思
う
の
は
、松
に
藤
を
絡
ま
せ
た
図
様
が
共
通
す
る
だ
け
で
は

な
い
。ほ
と
ん
ど
解
体
さ
れ
た
結
果
、そ
れ
と
気
付
か
な
い
だ
け
で
、実
は
画
面
の
其
処
此
処
に「
定

家
詠
月
次
花
鳥
和
歌
」に
ち
な
む
花
と
鳥
と
が
ち
り
ば
め
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。右
隻
の
柳
に

桜
、菫（
春
草
）、鶯
に
雉
、左
隻
の
藤
に
菖
蒲（
燕
子
花
）、郭
公
な
ど
で
あ
る
。し
か
し
、そ
れ
ら
は
右

よ
り
月
を
追
っ
て
、一
扇
ご
と
に
配
さ
れ
る
の
で
は
な
い
。両
隻
を
通
じ
て
、お
よ
そ
春
か
ら
夏
の
花
と

鳥
が
自
在
に
配
さ
れ
る
。金
雲
、金
地
、流
れ
が
六
扇
の
図
様
を
無
理
な
く
一
図
に
繫
ぐ
。樹
木
や
草

花
も
複
数
面
に
及
ぶ
。ま
さ
し
く「
花
鳥
図
」で
あ
る
。「
定
家
詠
月
次
花
鳥
和
歌
図
」の
影
響
は
跡
形

も
な
い
。わ
ず
か
に
花
と
鳥
の
モ
チ
ー
フ
に
よ
っ
て
、そ
れ
と
の
関
連
を
窺
う
に
過
ぎ
な
い
。

　だ
が
こ
の
事
実
は
重
い
。「
四
季
花
鳥
図
」の
モ
チ
ー
フ
選
択
の
有
り
様
を
示
唆
し
て
く
れ
て
い
る

と
思
う
か
ら
で
あ
る
。つ
ま
り
永
納
の『
春
夏
花
鳥
図
』に
描
か
れ
た
花
と
鳥
の
モ
チ
ー
フ
の
い
く
つ
か

は
、直
接
的
に
は「
定
家
詠
月
次
花
鳥
和
歌
」に
基
づ
く
が
、さ
ら
に
云
え
ば
和
歌
に
よ
っ
て
研
ぎ
澄

ま
さ
れ
た
雅
の
心
と
眼
が
見
出
し
た
花
と
鳥
と
み
て
よ
い
だ
ろ
う
。要
す
る
に
鶯
も
郭
公
も
定
家
が

詠
ん
だ
そ
れ
だ
が
、そ
の
背
後
に
は
、さ
ら
に
王
朝
人
が
そ
の
初
音
を
待
ち
こ
が
れ
た
鶯
と
郭
公
と

が
あ
っ
た
と
云
う
こ
と
だ
。む
ろ
ん
柳
と
桜
も
変
わ
る
ま
い
。そ
の
柳
は
青
柳
の
糸
で
あ
り
、桜
と
組

合
せ
て
こ
き
ま
ぜ
れ
ば
、都
を
春
の
錦
に
変
え
る
柳
と
桜
で
あ
っ
た
。い
や
、柳
桜
を
江
戸
初
期
の
俳

人
松
江
重
頼（
一
六
〇
二
〜
八
〇
）

は
、こ
う
吟
じ
て
い
る
。

　都
入
の
手
引
き
は
柳
桜
哉

初
め
て
上
洛（
出
京
）し
た
人
の
需

め（
所
望
）に
応
じ
た
一
句
と
云
う

が
、素
性
の
歌「
見
渡
せ
ば
柳
桜
を

こ
き
ま
ぜ
て
都
は
春
の
錦
な
り
け

り
」を
踏
ま
え
て
い
る
こ
と
は
明
ら

か
だ
ろ
う
。重
頼
と
同
時
代
人
と
し

て
永
納
の
柳
桜
や
他
の
花
鳥
を
見
つ

め
る
眼
に
も
確
か
に
こ
の
雅
の
美
意

識
が
流
れ
て
い
た
こ
と
は
間
違
い
あ

る
ま
い
。山
楽
よ
り
三
代
、京
に
生
ま

れ
育
っ
た
永
納
が
都
の
春
の
錦
を
知

ら
な
い
は
ず
も
な
い
だ
ろ
う
し
、む

し
ろ
彼
こ
そ
が
都
入
の
手
引
人
で

さ
え
あ
っ
た
。

　と
な
る
と
、『
春
夏
花
鳥
図
屛
風
』

が
取
上
げ
た
他
の
モ
チ
ー
フ
は
ど
う

な
ん
だ
ろ
う
か
。も
と
よ
り
永
納
の

眼
が
選
ん
だ
こ
と
は
疑
い
な
い
も
の

の
、萱
草
や
白
鷺
、三
光
鳥
な
ど
雅

の
心
と
は
一
線
を
劃
し
て
い
る
よ
う

に
も
思
わ
れ
る
の
だ
が
…
…
。

　松
に
藤
か
ゝ
る
目
出
度
齢
か
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　春
可

新
年
度
を
こ
の
一
句
で
言
祝
ぐ
こ

と
と
し
よ
う
。

眼
の
極
楽
⑮

　江
戸
の
花
園

館
長 

榊
原
悟

に
し
き

え
い
け
い

つ
き
な
み

お
し
え
ば
り

え
い
の
う

ほ
ん
ち
ょ
う
が
し

お
し
え

○

○

○
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○

○
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○ か
ら

あ
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た
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き
ょ
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え
ま
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お
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ま
つ

○

○

○

そ
こ
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こ

あ
や
め

み
や
び

み
や
こ
い
り

て
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き
に
ん

こ
と
ほ

か
ん
ぞ
う

よ
は
ひ

す
み
れ
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ほ
と
と
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す

と

図1 『定家詠月次花鳥和歌図屛風』 狩野永敬筆
図2 『春夏花鳥図屛風』 狩野永納筆



　
　
　春
の
錦

　中
で
も
狩
野
永
敬（
一
六
五
四
〜
一
七
〇
三
）の『
定
家
詠
月
次
花
鳥
和
歌
図
屛
風
』（
東
京
国
立
博

物
館
蔵
）、こ
れ
こ
そ
が
、そ
の
代
表
作（
図
１
）。図
は
、名
が
示
す
通
り
定
家
の
和
歌
に
ち
な
む
十

二
ヶ
月
各
月
の
花
と
鳥
を
、六
曲
一
双
＝
十
二
扇
に
、お
よ
そ
割
り
振
っ
て
描
い
た
も
の
。そ
の
点
で
は

押
絵
貼
屛
風
の
そ
れ（
Ⅱ
の
Ⓐ
）と
大
差
な
い
が
、押
絵
貼
の
十
二
図
各
図
が
、一
図
で
完
結
し
て
い
る

の
に
対
し
、こ
の
場
合
は
地
景（
地
面
や
水
面
、山
並
み
な
ど
）や
金
雲
、す
や
り
霞
を
、一
扇
画
面
を

超
え
て
連
続
さ
せ
て
い
る
点
で
大
き
く
異
な
る
。こ
れ
に
よ
っ
て
左
右
両
隻
は
、そ
れ
ぞ
れ
ひ
と
繫
が

り
の
図
様
と
な
る
。金
雲
、す
や
り
霞
が
花
と
鳥
の
、時
に
前
景
、時
に
後
景
＝
背
地
と
な
り
、前
後

関
係
が
示
さ
れ
る
。両
隻
と
も
そ
の
左
端
、六
月
の
鵜
飼
い
、十
二
月
の
雪
梅
の
光
景
の
大
小
が
、前

の
月
の
そ
れ
と
齟
齬
を
き
た
し
て
い
る
こ
と
は
否
め
な
い
が
、全
体
と
し
て
こ
れ
で
完
結
、桃
山
時
代

以
来
の
大
画
面
金
碧
花
鳥
画
の
系
譜
に
連
な
っ
て
い
る
点
を
見
逃
し
て
は
な
る
ま
い
。

　と
は
云
え
、図
は
ど
う
み
て
も「
定
家
詠
月
次
花
鳥
和
歌
図
」で
あ
る
。描
か
れ
た
花
鳥
も
、後
述

す
る
よ
う
に
一
樹
を
除
け
ば
、他
は
す
べ
て
定
家
の
詠
ん
だ
そ
れ
に
限
ら
れ
る
。し
か
も
一ヶ
月
分
の

花
と
鳥
と
が
、一
扇
画
面
に
ほ
ぼ
過
不
足
な
く
配
分
さ
れ
る
。永
敬
の
父
永
納（
一
六
三
四
〜
九
七
）

の『
本
朝
画
史
』巻
四「
押
絵
」の
項
に
、押
絵
す
な
わ
ち
押
絵
貼
屛
風
に
相
応
し
い
画
題
と
し
て
、

「
十
二
支
之
図
」お
よ
び「
十
二
月
花
鳥
図
」が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
か
ら
、永
敬
も「
定
家
詠
月
次
花
鳥

和
歌
図
」を
、こ
の
画
面
形
式
で
描
く
こ
と
に
習
熟
し
て
い
た
の
だ
ろ
う
。た
だ
し『
鴫
の
羽
搔
』所
載

の「
定
家
詠
月
次
花
鳥
和
歌
」挿
図
か
ら
の
影
響
に
つ
い
て
は
、両
者
の
図
様
が
近
似
す
る
と
こ
ろ
か

ら
大
い
に
あ
り
得
る
と
思
わ
れ
る
の
だ
が
、本
図
の
落
款「
狩
野
縫
殿
助
永
敬
筆
」に
永
敬
の
、と
云

う
よ
り
京
狩
野
家
の
通
称「
縫
殿
助
」が
併
記
さ
れ
て
い
る
以
上
、そ
の
制
作
も『
鴫
の
羽
搔
』の
刊
行

さ
れ
た
元
禄
四
年（
一六
九
一
）を
遡
る
可
能
性
も
あ
る
だ
ろ
う
。そ
の
当
の『
鴫
の
羽
搔
』の
挿
図
に
影

響
を
与
え
た
と
み
ら
れ
る
探
幽
本
か
ら
の
影
響
や
、さ
ら
に『
本
朝
画
史
』の
記
事
に
よ
れ
ば
、す
で

に
京
狩
野
家
に
は
こ
の
画
題
の
粉
本
が
あ
っ
た
と
も
推
定
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、永
敬
本
の
図
様
の
典

拠
は
、そ
れ
ら
を
含
め
て
幅
広
く
検
討
す
べ
き
だ
ろ
う
。

　が
、そ
の
こ
と
よ
り
も
、さ
し
当
っ
て
こ
こ
で
注
目
し
て
お
き
た
い
の
は
、定
家
が
詠
ん
で
い
な
い
樹

木
の
存
在
で
あ
る
。む
ろ
ん
、そ
れ
が
通
常
の「
定
家
詠
月
次
花
鳥
和
歌
図
」に
描
か
れ
る
は
ず
も
な

い
。そ
の
樹
木
、右
隻
の
松
こ
そ
が
、そ
れ
で
あ
る
。右
よ
り
第
二
、三
扇
に
わ
た
っ
て
、ひ
と
き
わ
大
き

く
描
か
れ
て
い
る
。画
面
に
圧
倒
的
存
在
感
を
誇
る
。そ
の
た
め
で
あ
ろ
う
か
、こ
の
屛
風
を
、わ
た

し
た
ち
は「
定
家
詠
月
次
花
鳥
」と
認
識
す
る
以
前
に
、一
瞬
、単
な
る「
四
季
花
鳥
図
」と
思
っ
て
し
ま

う
。し
か
も
こ
の
松
は
、笠
松
の
両
端
を
ぴ
ん
と
上
げ
、あ
た
か
も
揺
ら
揺
ら
と
舞
っ
て
い
る
よ
う
で

さ
え
あ
る
。そ
の
姿
形
は
、二
条
城
二
の
丸
御
殿
大
広
間
四
の
間
障
壁
画「
松
鷹
図
」の
松
を
思
わ
せ

る
。狩
野
山
楽
筆
の
可
能
性
が
指
摘
さ
れ
る
松
で
あ
る
。山
楽
か
ら
数
え
て
京
狩
野
家
四
代
目
、永

敬
が
山
楽
様
の
松
を
描
く
こ
と
は
充
分
あ
り
得
る
だ
ろ
う
し
、逆
に
こ
の
永
敬
の
松
が「
松
鷹
図
」の

筆
者
山
楽
説
の
傍
証
の
一つ
と
な
る
の
か
も
知
れ
な
い
。し
か
も
、こ
の
松
の
存
在
よ
っ
て
図
が「
四
季

花
鳥
図
屛
風
」の
右
隻
と
し
て
の
性
格
も
持
つ
こ
と
と
な
っ
た
。「
定
家
詠
月
次
花
鳥
和
歌
図
」と
し

て
の
新
し
さ
、趣
向
は
、こ
の一
本
の
松
に
か
か
っ
て
い
る
、と
さ
え
称
し
て
過
言
で
あ
る
ま
い
。

　そ
の
松
の
巨
木
に
三
月
の
花
・
藤
が
絡
ま
る
。藤
と
松
と
云
え
ば
、『
隆
房
卿
艶
詞
絵
巻
』の
老
松

に
ま
と
わ
る
藤
波
の
蔓
に
見
立
て
て
、

　か
す
が
の
山
の
ふ
じ
な
み
の
木
だ
か
き
色
に

の
文
字
を
葦
手
と
し
て
描
き
込
ん
だ
、あ
の「
松
に
藤
」が
印
象
深
い
が
、こ
れ
を
挙
げ
る
ま
で
も
な

く
こ
の
組
合
せ
は
相
性
が
い
い
よ
う
で
、古
来
、作
例
も
多
い
。さ
し
ず
め
天
元
二
年（
九
七
九
）十
二

月
、源
順
が
円
融
天
皇
の
命
で
屛
風
歌
と
し
て
詠
ん
だ
歌
、

　紫
の
藤
さ
く
松
の
梢
に
は

　も
と
の
緑
も
見
え
ず
ぞ
あ
り
け
る

に
ち
な
む
屛
風
絵
が
あ
る
だ
ろ
う
。

永
敬
の
屛
風
絵
に
も
そ
う
し
た
図
様
の
伝
統
が
流
れ
て
い
る
こ
と
は
疑
い
な
い
が
、さ
ら
に
も
う一つ
、

「
十
二
ヶ
月
歌
意
絵
」か
ら
の
直
接
的
影
響
も
考
え
て
み
る
べ
き
だ
ろ
う
。言
う
ま
で
も
な
く
こ
れ
も

『
本
朝
画
史
』の
云
う「
十
二
月
花
鳥
図
」の
画
題
の一つ
で
あ
る
が
、こ
ち
ら
は
、定
家
な
ら
ぬ
阿
波
守

畠
山
匠
作
亭
で
文
安
年
間（
一四
四
四
〜
四
九
）開
か
れ
た
歌
会
で
詠
ま
れ
た
月
次
詩
歌
に
ち
な
む
も

の
。そ
の
三
月
の
歌
は
、

　た
ね
と
な
る
筆
の
す
さ
ひ
の
松
の
は
を

　ち
ら
ぬ
例
に
か
か
る
藤
波

と
あ
る
。こ
れ
を
虚
心
に
読
め
ば
、確
か
に
永
敬
の
東
博
本
の
松
に
絡
む
藤
の
図
様
に
な
る
だ
ろ
う
。

い
や
、実
は『
鴫
の
羽
搔
』に
は
、こ
の
畠
山
匠
作
亭
詩
歌
と
そ
の
絵
と
が
収
め
ら
れ
て
い
る
が
、そ
の

三
月
分
の
挿
図
も
ほ
ぼ
同
様
に
な
る
。と
な
る
と
永
敬
の
東
博
本
の
図
様
的
典
拠
は
や
は
り『
鴫
の

羽
搔
』に
求
め
る
べ
き
な
の
か
も
知
れ
な
い
。だ
が
そ
う
速
断
す
る
こ
と
よ
り
も
、そ
う
し
た「
松
に

藤
」を
呼
び
込
む
こ
と
で
、永
敬
の
こ
の
図
が
、「
四
季
花
鳥
図
」的
味
わ
い
を
深
め
た
点
を
改
め
て
強

調
し
て
お
き
た
い
。

　こ
ん
な
作
も
あ
る（
図
2 

サ
ン
ト
リ
ー
美
術
館
蔵
）。「
四
季
花
鳥
図
」で
は
な
い
。『
春
夏
花
鳥
図
屛

風
』六
曲
一
双
で
あ
る
。さ
ら
に一
双
の「
秋
冬
花
鳥
図
」を
加
え
六
曲
二
双
の「
四
季
花
鳥
図
」を
な
し
て

い
た
か
も
知
れ
な
い
。そ
う
な
れ
ば
空
前
の
超
大
作
な
の
だ
が
。筆
者
は
永
敬
の
父
永
納
。左
隻
中
央

に
同
じ
く「
松
に
藤
」が
細
密
の
筆
致
で
描
か
れ
る
。構
図
の
中
核
を
な
す
の
も
同
様
だ
。い
や
、こ
の

松
の
、一
図
に
占
め
る
位
置
は
、さ
ら
に
大
き
い
と
み
て
よ
い
だ
ろ
う
。永
敬
の
松
が
山
楽
様
で
あ
っ
た

の
に
対
し
、永
納
の
そ
れ
は
、独
特
の
樹
幹
の
形
態
よ
り
、父
の
山
雪
様
を
踏
襲
し
た
も
の
か
。

　そ
の
永
納
の『
春
夏
花
鳥
図
』、父
子
の
作
だ
か
ら
と
云
う
だ
け
で
な
く
、永
敬
の『
定
家
詠
月
次

花
鳥
和
歌
図
』に
極
め
て
近
い
。そ
う
思
う
の
は
、松
に
藤
を
絡
ま
せ
た
図
様
が
共
通
す
る
だ
け
で
は

な
い
。ほ
と
ん
ど
解
体
さ
れ
た
結
果
、そ
れ
と
気
付
か
な
い
だ
け
で
、実
は
画
面
の
其
処
此
処
に「
定

家
詠
月
次
花
鳥
和
歌
」に
ち
な
む
花
と
鳥
と
が
ち
り
ば
め
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。右
隻
の
柳
に

桜
、菫（
春
草
）、鶯
に
雉
、左
隻
の
藤
に
菖
蒲（
燕
子
花
）、郭
公
な
ど
で
あ
る
。し
か
し
、そ
れ
ら
は
右

よ
り
月
を
追
っ
て
、一
扇
ご
と
に
配
さ
れ
る
の
で
は
な
い
。両
隻
を
通
じ
て
、お
よ
そ
春
か
ら
夏
の
花
と

鳥
が
自
在
に
配
さ
れ
る
。金
雲
、金
地
、流
れ
が
六
扇
の
図
様
を
無
理
な
く
一
図
に
繫
ぐ
。樹
木
や
草

花
も
複
数
面
に
及
ぶ
。ま
さ
し
く「
花
鳥
図
」で
あ
る
。「
定
家
詠
月
次
花
鳥
和
歌
図
」の
影
響
は
跡
形

も
な
い
。わ
ず
か
に
花
と
鳥
の
モ
チ
ー
フ
に
よ
っ
て
、そ
れ
と
の
関
連
を
窺
う
に
過
ぎ
な
い
。

　だ
が
こ
の
事
実
は
重
い
。「
四
季
花
鳥
図
」の
モ
チ
ー
フ
選
択
の
有
り
様
を
示
唆
し
て
く
れ
て
い
る

と
思
う
か
ら
で
あ
る
。つ
ま
り
永
納
の『
春
夏
花
鳥
図
』に
描
か
れ
た
花
と
鳥
の
モ
チ
ー
フ
の
い
く
つ
か

は
、直
接
的
に
は「
定
家
詠
月
次
花
鳥
和
歌
」に
基
づ
く
が
、さ
ら
に
云
え
ば
和
歌
に
よ
っ
て
研
ぎ
澄

ま
さ
れ
た
雅
の
心
と
眼
が
見
出
し
た
花
と
鳥
と
み
て
よ
い
だ
ろ
う
。要
す
る
に
鶯
も
郭
公
も
定
家
が

詠
ん
だ
そ
れ
だ
が
、そ
の
背
後
に
は
、さ
ら
に
王
朝
人
が
そ
の
初
音
を
待
ち
こ
が
れ
た
鶯
と
郭
公
と

が
あ
っ
た
と
云
う
こ
と
だ
。む
ろ
ん
柳
と
桜
も
変
わ
る
ま
い
。そ
の
柳
は
青
柳
の
糸
で
あ
り
、桜
と
組

合
せ
て
こ
き
ま
ぜ
れ
ば
、都
を
春
の
錦
に
変
え
る
柳
と
桜
で
あ
っ
た
。い
や
、柳
桜
を
江
戸
初
期
の
俳

人
松
江
重
頼（
一
六
〇
二
〜
八
〇
）

は
、こ
う
吟
じ
て
い
る
。

　都
入
の
手
引
き
は
柳
桜
哉

初
め
て
上
洛（
出
京
）し
た
人
の
需

め（
所
望
）に
応
じ
た
一
句
と
云
う

が
、素
性
の
歌「
見
渡
せ
ば
柳
桜
を

こ
き
ま
ぜ
て
都
は
春
の
錦
な
り
け

り
」を
踏
ま
え
て
い
る
こ
と
は
明
ら

か
だ
ろ
う
。重
頼
と
同
時
代
人
と
し

て
永
納
の
柳
桜
や
他
の
花
鳥
を
見
つ

め
る
眼
に
も
確
か
に
こ
の
雅
の
美
意

識
が
流
れ
て
い
た
こ
と
は
間
違
い
あ

る
ま
い
。山
楽
よ
り
三
代
、京
に
生
ま

れ
育
っ
た
永
納
が
都
の
春
の
錦
を
知

ら
な
い
は
ず
も
な
い
だ
ろ
う
し
、む

し
ろ
彼
こ
そ
が
都
入
の
手
引
人
で

さ
え
あ
っ
た
。

　と
な
る
と
、『
春
夏
花
鳥
図
屛
風
』

が
取
上
げ
た
他
の
モ
チ
ー
フ
は
ど
う

な
ん
だ
ろ
う
か
。も
と
よ
り
永
納
の

眼
が
選
ん
だ
こ
と
は
疑
い
な
い
も
の

の
、萱
草
や
白
鷺
、三
光
鳥
な
ど
雅

の
心
と
は
一
線
を
劃
し
て
い
る
よ
う

に
も
思
わ
れ
る
の
だ
が
…
…
。

　松
に
藤
か
ゝ
る
目
出
度
齢
か
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　春
可

新
年
度
を
こ
の
一
句
で
言
祝
ぐ
こ

と
と
し
よ
う
。

眼
の
極
楽
⑮

　江
戸
の
花
園

館
長 

榊
原
悟

に
し
き

え
い
け
い

つ
き
な
み

お
し
え
ば
り

え
い
の
う

ほ
ん
ち
ょ
う
が
し

お
し
え

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○ か
ら

あ
し
で

た
か
ふ
さ
き
ょ
う
つ
や
こ
と
ば
え
ま
き

お
い
ま
つ

○

○

○

そ
こ
こ
こ

あ
や
め

み
や
び

み
や
こ
い
り

て
び
き
に
ん

こ
と
ほ

か
ん
ぞ
う

よ
は
ひ

す
み
れ

○

ほ
と
と
ぎ
す

と

図1 『定家詠月次花鳥和歌図屛風』 狩野永敬筆
図2 『春夏花鳥図屛風』 狩野永納筆



　平
成
二
六
年
度
、当
館
収
蔵
品
に
市
内

在
住
の
大
礒
義
雄
氏
旧
蔵
の
俳
諧
関
連
資

料
が
加
わ
っ
た
。こ
こ
で
は
そ
の
概
要
を
紹

介
し
よ
う
。大
礒
義
雄
氏
は
愛
知
教
育
大

学
名
誉
教
授
で
俳
諧
史
を
専
門
と
さ
れ
た

方
で
あ
る
。松
尾
芭
蕉
を
始
め
、蕉
門
俳
人

の
研
究
者
と
し
て
知
ら
れ
、『
新
編
岡
崎
市

史
』の
近
世
学
芸
編
の
編
集
で
も
活
躍
さ
れ

た
。当
地
域
の
俳
人
鶴
田
卓
池
研
究
の
第
一

人
者
で
も
あ
る
。今
回
収
蔵
品
と
な
っ
た
資

料
は
、芭
蕉
真
筆
の
三
点
を
始
め
、岡
崎
の

鶴
田
卓
池
や
そ
の
師
匠
で
あ
る
尾
張
の
井

上
士
朗
の
掛
幅
二
〇
点
の
ほ
か
、俳
諧
の
典

籍
類
で
あ
る
。な
か
で
も
典
籍
の
近
世
を
中

心
と
す
る
俳
諧
板
本
は
二
五
〇
〇
冊
余
に

及
び
、大
礒
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
の
中
核
と
な
る
も

の
で
あ
る
。

　芭
蕉
真
筆
三
点
は
い
ず
れ
も
元
禄
五
年

（
一
六
九
二
）と
推
定
さ
れ
る
も
の
で
、彦
根

藩
士
許
六
、大
津
の
河
合
智
月
、膳
所
藩
の

伊
与
田
左
内
に
そ
れ
ぞ
れ
宛
て
た
書
簡
で

あ
る
。許
六
宛
の
書
簡
は
、許
六
か
ら
の
来

書
に
対
す
る
返
書
で
、白
馬
の
節
会
を
詠
ん

だ
歳
旦
の
批
評
と
許
六
の
来
訪
希
望
に
た

い
し
て
都
合
の
良
い
日
時
を
知
ら
せ
る
こ
と

を
内
容
と
す
る
。許
六
の
芭
蕉
へ
の
傾
倒
ぶ

り
が
う
か
が
わ
れ
る
一
書
で
あ
る
。智
月
宛

は
、芭
蕉
の
江
戸
橘
町
の
仮
寓
か
ら
出
さ
れ

た
も
の
で
、義
仲
寺
在
庵
中
に
き
め
こ
ま
か

に
身
辺
の
世
話
を
し
て
く
れ
た
智
月
に
芭

蕉
が
謝
辞
を
述
べ
た
も
の
で
あ
る
。お
り
か

ら
の
暑
気
も
あ
っ
て
老
齢
の
智
月
を
思
い
や

る
芭
蕉
の
人
情
の
機
微
を
読
み
と
る
こ
と

が
で
き
る
。伊
与
田
左
内
宛
て
は
膳
所
藩
士

菅
沼
曲
水
宛
の
書
状
を
毎
度
取
次
し
て
く

れ
る
こ
と
へ
の
感
謝
と
入
来
意
向
に
つ
い
て

伝
え
た
も
の
で
あ
る
。芭
蕉
書
簡
三
点
は
大

礒
氏
の
芭
蕉
研
究
の
熱
意
の
な
か
で
収
集

さ
れ
た
も
の
で
、そ
の
経
緯
は
書
簡
内
容
と

と
も
に
大
礒
氏
自
ら
の
著
書『
芭
蕉
と
蕉

門
俳
人
』の
な
か
で
明
ら
か
に
し
て
い
る
。

　鶴
田
卓
池
関
連
は
多
く
が
画
賛
軸
で
、卓

池
自
ら
絵
を
描
き
、賛
を
加
え
た
も
の
で
あ

る
。山
水
、梅
、竹
石
、山
里
、嵐
山
、芭
蕉
、

戎
、鉢
叩
、松
尾
芭
蕉
、卒
塔
婆
小
町
な
ど

を
描
き
、賛
を
施
す
。そ
の
賛
文
は
右
肩
下

が
り
で
独
特
な
書
体
で
記
さ
れ
る
。卓
池
は

三
河
に
多
く
の
門
人
を
擁
し
て
し
た
が
、門

人
の
ひ
と
り
吉
田
の
町
人
水
竹
が
描
い
た

鵜
と
篝
火
に
卓
池
が
賛
を
し
た
も
の
も
あ

る
。水
竹
が
描
い
た
卓
池
住
居
の
蟹
沢
庵
の

図
も
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
に
含
ま
れ
、岡
崎
市
の
指

定
文
化
財
品
と
な
っ
て
い
る
。天
保
一
五
年

（
一
八
四
四
）、卓
池
は
梅
園
の
燕
岡
庵
か
ら

菅
生
の
蟹
沢
庵
に
移
る
が
、本
図
は
新
庵
の

絵
図
を
豊
川
の
完
伍
の
も
と
め
に
応
じ
て

水
竹
が
描
き
、卓
池
が
説
明
と
発
句
を
添
え

た
も
の
で
あ
る
。大
礒
氏
の
蒐
集
の
目
は
卓

池
の
師
、士
朗
に
も
向
け
ら
れ
て
い
る
。特

筆
す
べ
き
も
の
に
士
朗
が
鶴
田
桃
生
に
宛
て

た
書
簡
が
あ
る
。桃
生
は
卓
池
の
一
族
と
み

ら
れ
、芭
蕉
百
回
忌（
寛
政
五
年
＝
一
七
九

三
）を
記
念
し
て
岡
崎
の
十
王
堂
に
句
碑
を

建
立
す
る
こ
と
に
言
及
し
て
い
る
。ま
た
、士

朗
が
編
集
し
た
芭
蕉
の
追
善
集『
麻
刈
集
』

の
こ
と
に
も
ふ
れ
て
い
る
。岡
崎
に
お
け
る

芭
蕉
百
回
忌
の
動
き
を
知
る
こ
と
の
で
き

る
た
ぐ
い
ま
れ
な
資
料
と
い
え
よ
う
。

　大
礒
氏
所
蔵
品
の
な
か
で
中
心
と
な
る

の
が
近
世
の
俳
諧
書
の
板
本
類
で
あ
る
。

『
奥
の
細
道
』な
ど
俳
諧
一
般
の
ほ
か
、『
鶴

芝
』、『
燕
岡
集
』な
ど
卓
池
に
関
係
す
る
も

の
ま
で
、大
礒
氏
の
長
年
の
蕉
門
研
究
の
な

か
で
収
集
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。近
世
前
期

か
ら
明
治
期
に
至
る
こ
れ
だ
け
多
く
の
板

本
類
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
は
蒐
集
に
か
け
た
大

礒
氏
の
努
力
の
賜
物
で
あ
る
。こ
れ
ら
を
大

礒
義
雄
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
と
し
て
一
括
保
存
し
て

整
理
・
活
用
を
図
る
こ
と
は
当
館
の
大
き
な

課
題
で
あ
る
。将
来
、岡
崎
市
で
の
蕉
風
俳

諧
研
究
を
発
展
さ
せ
る
う
え
で
欠
か
せ
な
い

貴
重
な
資
料
と
な
る
に
ち
が
い
な
い
。
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翔
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『
大
樹
寺
文
書 

下
』に
思
う

　ど
う
も
甘
い
な
ぁ
…
。

　そ
う
感
じ
た
の
は
確
か一
月
半
ば
。『
大

樹
寺
文
書 

下
』の
年
度
内
校
了
に
向
け

て
、校
正
も
追
い
込
み
に
入
り
始
め
た
時

期
で
し
た
。今
回
刊
行
す
る『
大
樹
寺
文

書

　下
』で
は
、幕
末
か
ら
明
治
初
期
の

寺
務
記
録
で
あ
る「
日
鑑
」を
掲
載
し
ま

す
。ふ
つ
う
刊
行
ま
で
の
手
順
は
、古
文

書
研
究
会
の
方
た
ち
が
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
で

翻
刻
・
朱
入
れ
↓
当
館
で
デ
ー
タ
入
力
↓

入
稿
・
校
正
と
な
る
の
で
す
が
、明
治
五

年
日
鑑
は
昨
年
見
つ
か
っ
た
た
め
に
、当

館
で
翻
刻
か
ら
校
正
ま
で
全
て
行
い
ま

し
た
。し
か
し
校
正
の
過
程
で
、解
読
の

甘
さ
に
不
安
を
覚
え
ま
し
た
。史
料
集
の

使
命
は
言
う
ま
で
も
な
く
、貴
重
な
史

料
を
精
確
に
活
字
化
し
、広
く
皆
さ
ま

に
読
ん
で
い
た
だ
く
こ
と
で
す
。刊
行
す

る
側
に
は
そ
の
分
大
き
な
責
任
が
あ
る

た
め
、急
遽
古
文
書
研
究
会
の
幹
事
の

方
に
も
校
正
を
お
願
い
す
る
こ
と
に
し

ま
し
た
。時
間
が
な
い
状
況
に
も
か
か
わ

ら
ず
即
座
に
確
認
し
て
い
た
だ
き
、多
く

の
修
正
・
指
摘
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。普

段
の
校
正
は
史
料
と
向
き
合
い
行
う
孤

独
な
仕
事
で
す
。し
か
し
こ
の
史
料
集
が

出
来
上
が
る
ま
で
に
は
、実
に
多
く
の
人

が
関
わ
っ
て
い
ま
す
。古
文
書
研
究
会
の

方
々
を
は
じ
め
、編
集
委
員
会
の
先
生
方

や
印
刷
会
社
、そ
し
て
何
よ
り
、刊
行
を

ご
承
諾
下
さ
っ
た
大
樹
寺
の
皆
様
。こ
の

場
を
借
り
て
篤
く
御
礼
申
し
上
げ
ま

す
。　幕

末
〜
明
治
初
年
は
、大
樹
寺
に
と
っ

て
も
激
動
の
時
代
で
し
た
。今
回
掲
載
の

日
鑑
は
、廃
仏
毀
釈
の
動
き
の
中
で
も
、

必
死
に
努
力
し
た
多
く
の
人
び
と
の
営

為
が
詳
細
に
記
さ
れ
て
い
ま
す
。様
々
な

苦
難
が
起
こ
り
ま
す
が
、そ
れ
で
も
人
々

を
支
え
た
の
は
、大
樹
寺
を
存
続
す
る
と

い
う
使
命
感
だ
っ
た
よ
う
に
感
じ
ま
す
。

当
時
の
人
々
の
尽
力
の
結
果
、今
の
大
樹

寺
が
あ
る
。そ
う
思
い
な
が
ら
読
む
と
、

つ
い
胸
が
熱
く
な
っ
て
き
ま
す
。こ
ん
な

気
持
ち
に
さ
せ
て
く
れ
る
史
料
は
な
か

な
か
あ
り
ま
せ
ん
。こ
の
日
鑑
、研
究
資

料
と
し
て
も
、読
み
物
と
し
て
も
オ
ス
ス

メ
で
す
。

　こ
の
原
稿
を
書
い
て
い
る
現
在
、校
了

ま
で
あ
と
五
日
。こ
の
先
何
十
年
も
残
る

仕
事
を
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
い
る
こ
と
に

感
謝
し
つ
つ
、最
後
の
最
後
ま
で
史
料
と

向
き
合
い
た
い
と
思
い
ま
す
。

千
葉
真
智
子

哲
学
と
か
宗
教
と
か

　仕
事
柄
か
、そ
も
そ
も
気
に
な
る
か
ら

か
、あ
る
い
は
読
ま
な
く
て
は
と
い
う
無

言
の
プ
レ
ッ
シ
ャ
ー
か
ら
か
、思
想
・
哲

学
・
宗
教
関
係
の
書
籍
を
読
む
こ
と
が

ま
ま
あ
る
。た
だ
、本
質
的
に
理
解
す
る

の
は
と
て
も
難
し
く
て
、同
じ
箇
所
を
反

芻
し
な
が
ら
、頭
が
つ
い
て
い
か
な
い
な
ぁ

と
思
う
こ
と
も
し
ば
し
ば
で
あ
る
。自
分

の
経
験
や
日
常
的
な
感
覚
に
ピ
タ
ッ
と

こ
な
い
の
で
あ
る
。

　そ
ん
な
な
か
、昨
年
、収
蔵
品
展「
そ

こ
に
在
る
と
い
う
こ
と
」を
準
備
し
な
が

ら
、橋
爪
大
三
郎
×
大
澤
真
幸
の
ベ
ス
ト

セ
ラ
ー『
ふ
し
ぎ
な
キ
リ
ス
ト
教
』を
読

み
返
し
た
り
し
て
、何
と
な
く
解
得
で
き

た
と
思
っ
た
瞬
間
が
あ
り
、さ
ら
に
軽
い

気
持
ち
で
読
み
始
め
た
木
田
元
の『
反
哲

学
入
門
』（
木
田
の
死
去
に
伴
い
、書
店
で

特
集
が
組
ま
れ
て
い
た
の
で
あ
る
）が
、こ

れ
ま
で
に
哲
学
書
を
読
む
度
に
私
が
感

じ
て
い
た
違
和
感
を
見
事
に
言
い
当
て

て
、な
お
、そ
の
面
白
さ
を
平
易
な
言
葉

で
語
っ
て
く
れ
た
。解
説
の
な
か
で
三
浦

雅
士
が「
も
し
も
十
代
の
と
き
に
こ
の
本

に
出
会
っ
て
い
た
ら
、こ
ち
ら
の
人
生
も

違
っ
て
い
た
だ
ろ
う
と
思
う
」と
述
べ
て
い

る
通
り
、私
も
も
っ
と
早
く
読
ん
で
い
た

ら
と
素
直
に
同
感
し
た
。

　当
然
な
の
だ
が
、一
神
教
の
西
洋
社
会

で
は
創
造
主
は
神
の
み
。世
界
の
全
て
は

神
に
よ
っ
て
作
ら
れ
て
い
る
。だ
か
ら
、

「
我
思
う
ゆ
え
に
我
あ
り
」と
し
て
デ
カ

ル
ト
が
着
目
し
た
人
間
理
性
も
、あ
く
ま

で
神
か
ら
与
え
ら
れ
た
能
力
で
あ
り
、存

在
の
大
前
提
に
神
が
在
る
こ
と
に
変
わ

り
は
な
い
。「
存
在
と
は
な
に
か
」を
根
本

問
題
と
す
る
哲
学
は
、こ
の
思
考
を
基
に

し
て
い
る
。一
方
で
、多
神
教
の
日
本
で

は
、事
物
は
作
ら
れ
る
の
で
は
な
く「
な

る
」も
の
。そ
う
し
た
世
界
観
の
な
か
で

生
き
て
き
た
日
本
人
が
、哲
学
に
対
し
て

違
和
感
を
覚
え
る
の
は
当
然
な
の
で
あ

る
。そ
し
て
木
田
は
、ソ
ク
ラ
テ
ス
以
前
の

ギ
リ
シ
ア
世
界
に
対
し
て
、プ
ラ
ト
ン
、ア

リ
ス
ト
テ
レ
ス
以
後
キ
リ
ス
ト
教
世
界
に

継
承
さ
れ
た
哲
学
が
、ニ
ー
チ
ェ
に
至
り

再
び
断
絶
し
た
と
し
て
、以
降
の
哲
学

が
、い
わ
ゆ
る「
哲
学
」を
否
定
し
た「
反

哲
学
」で
あ
り
、だ
か
ら
こ
そ
、日
本
人
に

も
受
け
入
れ
ら
れ
易
か
っ
た
の
だ
と
い

う
。哲
学
者
が
哲
学
へ
の
違
和
感
を
実
体

験
と
し
て
語
り
な
が
ら
、そ
の
問
題
の

根
っ
こ
を
平
易
な
言
葉
で
説
明
す
る
。こ

う
し
た
本
を
入
り
口
に
で
き
て
い
た
ら
、

も
う
少
し
違
っ
た
哲
学
体
験
が
で
き
た

の
は
な
い
か
と
感
じ
た
。

蟹沢庵図

―

木
田
元『
反
哲
学
入
門
』

（
新
潮
文
庫 2010

年
）を
読
ん
で
。



　平
成
二
六
年
度
、当
館
収
蔵
品
に
市
内

在
住
の
大
礒
義
雄
氏
旧
蔵
の
俳
諧
関
連
資

料
が
加
わ
っ
た
。こ
こ
で
は
そ
の
概
要
を
紹

介
し
よ
う
。大
礒
義
雄
氏
は
愛
知
教
育
大

学
名
誉
教
授
で
俳
諧
史
を
専
門
と
さ
れ
た

方
で
あ
る
。松
尾
芭
蕉
を
始
め
、蕉
門
俳
人

の
研
究
者
と
し
て
知
ら
れ
、『
新
編
岡
崎
市

史
』の
近
世
学
芸
編
の
編
集
で
も
活
躍
さ
れ

た
。当
地
域
の
俳
人
鶴
田
卓
池
研
究
の
第
一

人
者
で
も
あ
る
。今
回
収
蔵
品
と
な
っ
た
資

料
は
、芭
蕉
真
筆
の
三
点
を
始
め
、岡
崎
の

鶴
田
卓
池
や
そ
の
師
匠
で
あ
る
尾
張
の
井

上
士
朗
の
掛
幅
二
〇
点
の
ほ
か
、俳
諧
の
典

籍
類
で
あ
る
。な
か
で
も
典
籍
の
近
世
を
中

心
と
す
る
俳
諧
板
本
は
二
五
〇
〇
冊
余
に

及
び
、大
礒
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
の
中
核
と
な
る
も

の
で
あ
る
。

　芭
蕉
真
筆
三
点
は
い
ず
れ
も
元
禄
五
年

（
一
六
九
二
）と
推
定
さ
れ
る
も
の
で
、彦
根

藩
士
許
六
、大
津
の
河
合
智
月
、膳
所
藩
の

伊
与
田
左
内
に
そ
れ
ぞ
れ
宛
て
た
書
簡
で

あ
る
。許
六
宛
の
書
簡
は
、許
六
か
ら
の
来

書
に
対
す
る
返
書
で
、白
馬
の
節
会
を
詠
ん

だ
歳
旦
の
批
評
と
許
六
の
来
訪
希
望
に
た

い
し
て
都
合
の
良
い
日
時
を
知
ら
せ
る
こ
と

を
内
容
と
す
る
。許
六
の
芭
蕉
へ
の
傾
倒
ぶ

り
が
う
か
が
わ
れ
る
一
書
で
あ
る
。智
月
宛

は
、芭
蕉
の
江
戸
橘
町
の
仮
寓
か
ら
出
さ
れ

た
も
の
で
、義
仲
寺
在
庵
中
に
き
め
こ
ま
か

に
身
辺
の
世
話
を
し
て
く
れ
た
智
月
に
芭

蕉
が
謝
辞
を
述
べ
た
も
の
で
あ
る
。お
り
か

ら
の
暑
気
も
あ
っ
て
老
齢
の
智
月
を
思
い
や

る
芭
蕉
の
人
情
の
機
微
を
読
み
と
る
こ
と

が
で
き
る
。伊
与
田
左
内
宛
て
は
膳
所
藩
士

菅
沼
曲
水
宛
の
書
状
を
毎
度
取
次
し
て
く

れ
る
こ
と
へ
の
感
謝
と
入
来
意
向
に
つ
い
て

伝
え
た
も
の
で
あ
る
。芭
蕉
書
簡
三
点
は
大

礒
氏
の
芭
蕉
研
究
の
熱
意
の
な
か
で
収
集

さ
れ
た
も
の
で
、そ
の
経
緯
は
書
簡
内
容
と

と
も
に
大
礒
氏
自
ら
の
著
書『
芭
蕉
と
蕉

門
俳
人
』の
な
か
で
明
ら
か
に
し
て
い
る
。

　鶴
田
卓
池
関
連
は
多
く
が
画
賛
軸
で
、卓

池
自
ら
絵
を
描
き
、賛
を
加
え
た
も
の
で
あ

る
。山
水
、梅
、竹
石
、山
里
、嵐
山
、芭
蕉
、

戎
、鉢
叩
、松
尾
芭
蕉
、卒
塔
婆
小
町
な
ど

を
描
き
、賛
を
施
す
。そ
の
賛
文
は
右
肩
下

が
り
で
独
特
な
書
体
で
記
さ
れ
る
。卓
池
は

三
河
に
多
く
の
門
人
を
擁
し
て
し
た
が
、門

人
の
ひ
と
り
吉
田
の
町
人
水
竹
が
描
い
た

鵜
と
篝
火
に
卓
池
が
賛
を
し
た
も
の
も
あ

る
。水
竹
が
描
い
た
卓
池
住
居
の
蟹
沢
庵
の

図
も
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
に
含
ま
れ
、岡
崎
市
の
指

定
文
化
財
品
と
な
っ
て
い
る
。天
保
一
五
年

（
一
八
四
四
）、卓
池
は
梅
園
の
燕
岡
庵
か
ら

菅
生
の
蟹
沢
庵
に
移
る
が
、本
図
は
新
庵
の

絵
図
を
豊
川
の
完
伍
の
も
と
め
に
応
じ
て

水
竹
が
描
き
、卓
池
が
説
明
と
発
句
を
添
え

た
も
の
で
あ
る
。大
礒
氏
の
蒐
集
の
目
は
卓

池
の
師
、士
朗
に
も
向
け
ら
れ
て
い
る
。特

筆
す
べ
き
も
の
に
士
朗
が
鶴
田
桃
生
に
宛
て

た
書
簡
が
あ
る
。桃
生
は
卓
池
の
一
族
と
み

ら
れ
、芭
蕉
百
回
忌（
寛
政
五
年
＝
一
七
九

三
）を
記
念
し
て
岡
崎
の
十
王
堂
に
句
碑
を

建
立
す
る
こ
と
に
言
及
し
て
い
る
。ま
た
、士

朗
が
編
集
し
た
芭
蕉
の
追
善
集『
麻
刈
集
』

の
こ
と
に
も
ふ
れ
て
い
る
。岡
崎
に
お
け
る

芭
蕉
百
回
忌
の
動
き
を
知
る
こ
と
の
で
き

る
た
ぐ
い
ま
れ
な
資
料
と
い
え
よ
う
。

　大
礒
氏
所
蔵
品
の
な
か
で
中
心
と
な
る

の
が
近
世
の
俳
諧
書
の
板
本
類
で
あ
る
。

『
奥
の
細
道
』な
ど
俳
諧
一
般
の
ほ
か
、『
鶴

芝
』、『
燕
岡
集
』な
ど
卓
池
に
関
係
す
る
も

の
ま
で
、大
礒
氏
の
長
年
の
蕉
門
研
究
の
な

か
で
収
集
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。近
世
前
期

か
ら
明
治
期
に
至
る
こ
れ
だ
け
多
く
の
板

本
類
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
は
蒐
集
に
か
け
た
大

礒
氏
の
努
力
の
賜
物
で
あ
る
。こ
れ
ら
を
大

礒
義
雄
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
と
し
て
一
括
保
存
し
て

整
理
・
活
用
を
図
る
こ
と
は
当
館
の
大
き
な

課
題
で
あ
る
。将
来
、岡
崎
市
で
の
蕉
風
俳

諧
研
究
を
発
展
さ
せ
る
う
え
で
欠
か
せ
な
い

貴
重
な
資
料
と
な
る
に
ち
が
い
な
い
。

平成26年度
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翔
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『
大
樹
寺
文
書 

下
』に
思
う

　ど
う
も
甘
い
な
ぁ
…
。

　そ
う
感
じ
た
の
は
確
か一
月
半
ば
。『
大

樹
寺
文
書 

下
』の
年
度
内
校
了
に
向
け

て
、校
正
も
追
い
込
み
に
入
り
始
め
た
時

期
で
し
た
。今
回
刊
行
す
る『
大
樹
寺
文

書

　下
』で
は
、幕
末
か
ら
明
治
初
期
の

寺
務
記
録
で
あ
る「
日
鑑
」を
掲
載
し
ま

す
。ふ
つ
う
刊
行
ま
で
の
手
順
は
、古
文

書
研
究
会
の
方
た
ち
が
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
で

翻
刻
・
朱
入
れ
↓
当
館
で
デ
ー
タ
入
力
↓

入
稿
・
校
正
と
な
る
の
で
す
が
、明
治
五

年
日
鑑
は
昨
年
見
つ
か
っ
た
た
め
に
、当

館
で
翻
刻
か
ら
校
正
ま
で
全
て
行
い
ま

し
た
。し
か
し
校
正
の
過
程
で
、解
読
の

甘
さ
に
不
安
を
覚
え
ま
し
た
。史
料
集
の

使
命
は
言
う
ま
で
も
な
く
、貴
重
な
史

料
を
精
確
に
活
字
化
し
、広
く
皆
さ
ま

に
読
ん
で
い
た
だ
く
こ
と
で
す
。刊
行
す

る
側
に
は
そ
の
分
大
き
な
責
任
が
あ
る

た
め
、急
遽
古
文
書
研
究
会
の
幹
事
の

方
に
も
校
正
を
お
願
い
す
る
こ
と
に
し

ま
し
た
。時
間
が
な
い
状
況
に
も
か
か
わ

ら
ず
即
座
に
確
認
し
て
い
た
だ
き
、多
く

の
修
正
・
指
摘
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。普

段
の
校
正
は
史
料
と
向
き
合
い
行
う
孤

独
な
仕
事
で
す
。し
か
し
こ
の
史
料
集
が

出
来
上
が
る
ま
で
に
は
、実
に
多
く
の
人

が
関
わ
っ
て
い
ま
す
。古
文
書
研
究
会
の

方
々
を
は
じ
め
、編
集
委
員
会
の
先
生
方

や
印
刷
会
社
、そ
し
て
何
よ
り
、刊
行
を

ご
承
諾
下
さ
っ
た
大
樹
寺
の
皆
様
。こ
の

場
を
借
り
て
篤
く
御
礼
申
し
上
げ
ま

す
。　幕

末
〜
明
治
初
年
は
、大
樹
寺
に
と
っ

て
も
激
動
の
時
代
で
し
た
。今
回
掲
載
の

日
鑑
は
、廃
仏
毀
釈
の
動
き
の
中
で
も
、

必
死
に
努
力
し
た
多
く
の
人
び
と
の
営

為
が
詳
細
に
記
さ
れ
て
い
ま
す
。様
々
な

苦
難
が
起
こ
り
ま
す
が
、そ
れ
で
も
人
々

を
支
え
た
の
は
、大
樹
寺
を
存
続
す
る
と

い
う
使
命
感
だ
っ
た
よ
う
に
感
じ
ま
す
。

当
時
の
人
々
の
尽
力
の
結
果
、今
の
大
樹

寺
が
あ
る
。そ
う
思
い
な
が
ら
読
む
と
、

つ
い
胸
が
熱
く
な
っ
て
き
ま
す
。こ
ん
な

気
持
ち
に
さ
せ
て
く
れ
る
史
料
は
な
か

な
か
あ
り
ま
せ
ん
。こ
の
日
鑑
、研
究
資

料
と
し
て
も
、読
み
物
と
し
て
も
オ
ス
ス

メ
で
す
。

　こ
の
原
稿
を
書
い
て
い
る
現
在
、校
了

ま
で
あ
と
五
日
。こ
の
先
何
十
年
も
残
る

仕
事
を
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
い
る
こ
と
に

感
謝
し
つ
つ
、最
後
の
最
後
ま
で
史
料
と

向
き
合
い
た
い
と
思
い
ま
す
。

千
葉
真
智
子

哲
学
と
か
宗
教
と
か

　仕
事
柄
か
、そ
も
そ
も
気
に
な
る
か
ら

か
、あ
る
い
は
読
ま
な
く
て
は
と
い
う
無

言
の
プ
レ
ッ
シ
ャ
ー
か
ら
か
、思
想
・
哲

学
・
宗
教
関
係
の
書
籍
を
読
む
こ
と
が

ま
ま
あ
る
。た
だ
、本
質
的
に
理
解
す
る

の
は
と
て
も
難
し
く
て
、同
じ
箇
所
を
反

芻
し
な
が
ら
、頭
が
つ
い
て
い
か
な
い
な
ぁ

と
思
う
こ
と
も
し
ば
し
ば
で
あ
る
。自
分

の
経
験
や
日
常
的
な
感
覚
に
ピ
タ
ッ
と

こ
な
い
の
で
あ
る
。

　そ
ん
な
な
か
、昨
年
、収
蔵
品
展「
そ

こ
に
在
る
と
い
う
こ
と
」を
準
備
し
な
が

ら
、橋
爪
大
三
郎
×
大
澤
真
幸
の
ベ
ス
ト

セ
ラ
ー『
ふ
し
ぎ
な
キ
リ
ス
ト
教
』を
読

み
返
し
た
り
し
て
、何
と
な
く
解
得
で
き

た
と
思
っ
た
瞬
間
が
あ
り
、さ
ら
に
軽
い

気
持
ち
で
読
み
始
め
た
木
田
元
の『
反
哲

学
入
門
』（
木
田
の
死
去
に
伴
い
、書
店
で

特
集
が
組
ま
れ
て
い
た
の
で
あ
る
）が
、こ

れ
ま
で
に
哲
学
書
を
読
む
度
に
私
が
感

じ
て
い
た
違
和
感
を
見
事
に
言
い
当
て

て
、な
お
、そ
の
面
白
さ
を
平
易
な
言
葉

で
語
っ
て
く
れ
た
。解
説
の
な
か
で
三
浦

雅
士
が「
も
し
も
十
代
の
と
き
に
こ
の
本

に
出
会
っ
て
い
た
ら
、こ
ち
ら
の
人
生
も

違
っ
て
い
た
だ
ろ
う
と
思
う
」と
述
べ
て
い

る
通
り
、私
も
も
っ
と
早
く
読
ん
で
い
た

ら
と
素
直
に
同
感
し
た
。

　当
然
な
の
だ
が
、一
神
教
の
西
洋
社
会

で
は
創
造
主
は
神
の
み
。世
界
の
全
て
は

神
に
よ
っ
て
作
ら
れ
て
い
る
。だ
か
ら
、

「
我
思
う
ゆ
え
に
我
あ
り
」と
し
て
デ
カ

ル
ト
が
着
目
し
た
人
間
理
性
も
、あ
く
ま

で
神
か
ら
与
え
ら
れ
た
能
力
で
あ
り
、存

在
の
大
前
提
に
神
が
在
る
こ
と
に
変
わ

り
は
な
い
。「
存
在
と
は
な
に
か
」を
根
本

問
題
と
す
る
哲
学
は
、こ
の
思
考
を
基
に

し
て
い
る
。一
方
で
、多
神
教
の
日
本
で

は
、事
物
は
作
ら
れ
る
の
で
は
な
く「
な

る
」も
の
。そ
う
し
た
世
界
観
の
な
か
で

生
き
て
き
た
日
本
人
が
、哲
学
に
対
し
て

違
和
感
を
覚
え
る
の
は
当
然
な
の
で
あ

る
。そ
し
て
木
田
は
、ソ
ク
ラ
テ
ス
以
前
の

ギ
リ
シ
ア
世
界
に
対
し
て
、プ
ラ
ト
ン
、ア

リ
ス
ト
テ
レ
ス
以
後
キ
リ
ス
ト
教
世
界
に

継
承
さ
れ
た
哲
学
が
、ニ
ー
チ
ェ
に
至
り

再
び
断
絶
し
た
と
し
て
、以
降
の
哲
学

が
、い
わ
ゆ
る「
哲
学
」を
否
定
し
た「
反

哲
学
」で
あ
り
、だ
か
ら
こ
そ
、日
本
人
に

も
受
け
入
れ
ら
れ
易
か
っ
た
の
だ
と
い

う
。哲
学
者
が
哲
学
へ
の
違
和
感
を
実
体

験
と
し
て
語
り
な
が
ら
、そ
の
問
題
の

根
っ
こ
を
平
易
な
言
葉
で
説
明
す
る
。こ

う
し
た
本
を
入
り
口
に
で
き
て
い
た
ら
、

も
う
少
し
違
っ
た
哲
学
体
験
が
で
き
た

の
は
な
い
か
と
感
じ
た
。

蟹沢庵図

―

木
田
元『
反
哲
学
入
門
』

（
新
潮
文
庫 2010

年
）を
読
ん
で
。



COLUMN＆TOPIC

寄
田
政
邦

退
職
者
の
言
葉

　美
術
博
物
館
に
異
動
と
な
り
二
年

間
、短
い
間
で
は
あ
り
ま
し
た
が
、美
術
・

博
物
の
こ
と
な
ど
何
も
か
も
が
よ
く
分

か
ら
な
い
こ
と
だ
ら
け
の
中
で
、ご
迷
惑

を
お
掛
け
し
ま
し
た
が
、皆
様
の
ご
協
力

の
お
か
げ
で
何
と
か
乗
り
切
る
こ
と
が

で
き
た
様
に
思
え
ま
す
。

　毎
年
、今
頃
に
思
う
こ
と
で
す
が
、三

月
、四
月
は「
別
れ
と
出
会
い
の
と
き
」と

い
う
こ
と
を
実
感
し
ま
す
。特
に
今
般
、

自
ら
も
退
職
と
い
う
こ
と
で
、感
慨
も
大

き
い
も
の
と
し
て
心
に
響
い
て
い
る
次
第

で
す
。

　市
役
所
に
入
り
い
ろ
い
ろ
な
部
課
を

異
動
し
、そ
の
時
々
で
問
題
点
な
ど
に
対

処
し
て
き
ま
し
た
。そ
れ
ら
の
中
で
も
特

に
思
い
出
深
い
も
の
は
、第
一
に
岡
崎
市

民
病
院
の
移
転
、引
っ
越
し
で
あ
り
ま

す
。現
在
の
新
病
院
で
の
会
計
シ
ス
テ
ム

の
構
築
と
患
者
さ
ん
の
移
送
に
つ
い
て
担

当
し
、毎
晩
遅
く
ま
で
皆
で
残
っ
て
残
務

処
理
と
翌
日
の
段
取
り
等
を
し
て
い
た

も
の
で
し
た
。一
番
良
か
っ
た
点
は
、冬
の

年
末
の
引
っ
越
し
で
し
た
が
、患
者
さ
ん

全
員
が「
無
事
に
」新
病
院
に
移
れ
た
こ

と
で
し
た
。こ
の
折
、私
事
で
す
が
二
日

間
ほ
ど
寝
ず
に
陣
頭
指
揮
を
執
っ
て
い

た
た
め
、新
病
院
で
の
救
急
外
来
の
初
日

の
患
者
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
は
今
で

は
よ
い
思
い
出
と
な
っ
て
お
り
ま
す
。ま

た
、会
計
シ
ス
テ
ム
に
つ
い
て
は
、明
け
て

一
月
四
日
、外
来
が
始
ま
っ
た
時
に
、約
三

十
分
位
で
ダ
ウ
ン
し
て
し
ま
い
ま
し
た
。

何
度
も
何
度
も
リ
ハ
ー
サ
ル
を
行
っ
た
訳

で
す
が
、新
シ
ス
テ
ム
を
動
か
す
こ
と
は

簡
単
な
こ
と
で
は
な
い
と
痛
感
し
た
次

第
で
し
た
。

　第
二
に
は
、児
童
家
庭
課
で
保
育
園
の

入
園
基
準
の
拡
大
を
行
っ
た
こ
と
で
す
。

当
時
、育
児
休
業
制
度
が
普
及
し
て
き

た
頃
で
あ
り
、育
児
休
業
取
得
に
よ
り
お

母
さ
ん
が
家
に
い
る
こ
と
に
な
り
、そ
の

上
の
子
に
は
保
育
園
退
園
と
い
う
悲
し

い
事
態
に
対
処
し
た
も
の
で
あ
り
ま
す
。

働
く
お
母
さ
ん
方
の
様
々
な
不
安
を
解

消
で
き
た
こ
と
が
大
変
う
れ
し
く
、さ
わ

や
か
な
達
成
感
を
味
わ
っ
た
仕
事
で
も

あ
り
ま
し
た
。

　い
ろ
ん
な
経
験
を
い
た
し
ま
し
た
が
、

「
失
敗
」の
方
が
多
か
っ
た
よ
う
に
思
え
て

な
り
ま
せ
ん
。

　ま
だ
ま
だ
未
熟
者
で
す
が
、ひ
と
ま
ず

美
術
博
物
館
を
愛
す
る
市
民
の
皆
様
や

職
員
の
方
々
へ
の
別
れ
で
す
。ま
た
の
再

会
を
楽
し
み
に
し
て
お
り
ま
す
。

荒
井
信
貴

退
職
者
の
言
葉

　美
術
博
物
館
準
備
室
以
来
早
二
〇

年
。今
か
ら
思
う
と
あ
っ
と
い
う
間
で
し

た
。た
だ
ひ
た
す
ら
調
整
役
と
サ
ッ
カ
ー

で
い
う
ス
イ
ー
パ
ー
役
に
徹
し
て
き
た
つ

も
り
で
、自
分
自
身
で
や
り
た
い
展
覧
会

を
や
っ
て
き
た
か
と
問
わ
れ
れ
ば「
Ｎ

Ｏ
」と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
と
思
っ
て
い

ま
す
。自
分
自
身
の
専
門
で
あ
る
日
本
の

考
古
学
を
生
か
し
て
と
い
う
点
で
は「
大

古
墳
展
」が
あ
り
ま
す
が
、こ
れ
と
て
他

の
展
覧
会
と
の
掛
け
持
ち
で
集
中
で
き

ず
片
手
間
仕
事
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
が

惜
し
ま
れ
ま
す
。で
も
美
術
な
ど
専
門
外

の
展
覧
会
も
良
い
勉
強
に
な
っ
て
お
り
、

か
け
離
れ
た
分
野
で
も
何
か
し
ら
自
分

自
身
の
専
門
に
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
で
き
、

少
し
は
問
題
意
識
を
も
っ
て
展
覧
会
を

実
施
で
き
た
の
で
は
と
思
っ
て
い
ま
す
。

「
カ
ラ
ヴ
ァ
ッ
ジ
ョ
展
」や
一
連
の
シ
ル
ク

ロ
ー
ド
企
画
は
特
に
勉
強
さ
せ
ら
れ
ま

し
た
。

　そ
ん
な
中
で
専
門
性
を
生
か
し
対
処

で
き
た
の
が一
連
の
ミュ
ー
ジ
ア
ム
講
座
で

し
た
。岡
崎
・三
河
の
考
古
学
・
歴
史
学
の

最
新
の
情
報
を
少
し
で
も
提
供
で
き
れ

ば
と
思
い
、研
究
書
を
渉
猟
、地
域
で
行

わ
れ
て
い
る
三
河
考
古
学
談
話
会
の
毎

月
の
勉
強
会
に
も
欠
か
さ
ず
出
席
し
、若

い
考
古
学
研
究
者
た
ち
の
成
果
や
自
身

の
知
識
を
受
講
者
の
方
々
に
お
伝
え
で

き
た
の
で
は
と
思
っ
て
い
ま
す
。

　受
講
者
の
中
に
は
、各
地
で
行
わ
れ
る

講
演
会
・
講
座
・シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
お
目
に

か
か
る
熱
心
な
方
々
も
見
え
、気
さ
く
に

話
が
で
き
仲
間
意
識
が
め
ば
え
て
く
る

楽
し
さ
も
あ
り
ま
す
。

　そ
う
、こ
の
二
〇
年
間
の
学
芸
員
で
の

貴
重
な
財
産
は
、様
々
な
人
と
の
出
会
い

だ
っ
た
と
思
い
ま
す
。話
し
か
け
て
頂
け

る
来
館
者
の
み
な
さ
ん
を
は
じ
め
、親
身

に
交
渉
相
手
と
な
っ
て
い
た
だ
け
た
他

館
の
学
芸
員
、一
緒
に
企
画
を
練
り
上
げ

て
い
く
新
聞
社
や
企
画
会
社
の
メ
ン

バ
ー
、輸
送
や
展
示
飾
り
つ
け
の
日
通
や

ヤ
マ
ト
や
会
場
設
営
会
社
の
プ
ロ
フ
ェ
ッ

シ
ョ
ナ
ル
た
ち
。空
調
管
理
の
お
じ
さ
ん

や
掃
除
の
お
ば
ち
ゃ
ん
た
ち
。そ
し
て
そ

れ
を
支
え
る
榊
原
館
長
を
は
じ
め
と
す

る
館
職
員
。誰
一
人
欠
け
て
も
来
館
者
の

皆
様
に
気
持
ち
良
く
展
覧
会
を
見
て
頂

け
な
く
な
り
ま
す
。み
ん
な
で
同
じ
方
向

を
見
て
仕
事
を
し
て
き
た
仲
間
な
の
で

す
。本
当
に
長
い
間
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い

ま
し
た
。美
術
博
物
館
の
今
後
の
飛
躍

を
祈
念
し
て
ア
ル
カ
デ
ィ
ア
最
後
の
筆
を

お
き
ま
す
。

休
館
中
の
活
動
① 

家
康
公
四
百
年
祭
記
念
事
業

　平
成
二
七
年
は
徳
川
家
康
没
後
四
百

年
に
あ
た
り
ま
す
。生
誕
地
岡
崎
で
は

「
家
康
公
四
百
年
祭
記
念
事
業
」と
し
て

さ
ま
ざ
ま
な
催
事
が
催
さ
れ
ま
す
が
、当

館
で
は
家
康
に
つ
い
て
の
講
演
会
と
、家

康
関
連
史
跡
を
め
ぐ
る
バ
ス
ツ
ア
ー
を
予

定
し
て
お
り
ま
す
。こ
の
機
会
に
郷
土
の

生
ん
だ
英
雄
･
家
康
と
三
河
地
域
の
歴

史
に
つ
い
て
、広
く
理
解
を
深
め
て
い
た

だ
け
れ
ば
思
い
ま
す
。
　
　
　
　
　

　◆
講
演
会
◆

　講
演
会
は
家
康
が
岡
崎
城
に
生
ま
れ

て
、三
河
を
統
一
、遠
江
攻
略
に
よ
り
浜
松

に
居
城
を
移
す
ま
で
の
約
三
十
年
間
に
つ

い
て
、「
三
河
時
代
の
家
康
を
考
え
る
」と

い
う
共
通
テ
ー
マ
の
も
と
に
開
催
し
ま
す
。

こ
の
三
十
年
間
は
織
田
氏
と
今
川
氏
の

両
勢
力
が
尾
張
・
三
河
境
で
対
峙
、緊
張

関
係
に
あ
っ
た
時
代
で
す
。そ
し
て
、三
河

は
今
川
氏
の
支
配
か
ら
織
田
氏
と
同
盟

を
組
ん
だ
松
平
氏
に
よ
る
支
配
へ
と
大
き

な
時
代
推
移
が
あ
っ
た
時
代
で
も
あ
り
ま

す
。家
康
に
と
っ
て
は
生
後
の
今
川
方
の

人
質
、人
質
解
放
後
の
自
立
、一
向
一
揆
を

経
て
三
河
を
統
一
、戦
国
大
名
の
仲
間
入

り
を
す
る
時
期
に
至
り
ま
す
。講
演
会
は

こ
の
家
康
の
三
河
時
代
を
さ
ま
ざ
ま
な

角
度
か
ら
検
討
す
る
も
の
で
、講
師
に
つ

い
て
は
裏
面
情
報
を
参
照
し
て
い
た
だ
け

れ
ば
と
思
い
ま
す
が
、家
康
研
究
や
同
時

代
研
究
の
第
一
人
者
ば
か
り
で
す
。講
演

の
あ
と
、専
門
家
の
方
一
人
に
コ
メ
ン
ト
を

お
願
い
し
て
お
り
ま
す
。講
演
会
の
内
容

に
つ
い
て
講
師
と
コ
メ
ン
テ
ー
タ
ー
と
の
対

談
に
よ
り
問
題
点
を
鮮
明
に
し
て
ゆ
き
た

い
と
思
い
ま
す
。ま
た
、会
場
の
皆
様
か
ら

の
質
問
な
ど
に
も
答
え
な
が
ら
進
め
て
ゆ

き
た
い
と
考
え
て
お
り
ま
す
。

　◆
バ
ス
ツ
ア
ー
◆

　講
演
会
の
内
容
と
連
動
し
て
、「
桶
狭

間
合
戦
」「
吉
良
城
攻
め
と
西
尾
城
」「
三

河
一
向
一
揆
」「
東
三
河
攻
略
」「
遠
州
攻

略
」な
ど
を
テ
ー
マ
に
、三
河
時
代
の
家

康
の
足
跡
を
た
ど
り
ま
す
。家
康
の
転
機

と
な
っ
た
地
に
立
ち
、三
河
か
ら
遠
江
へ

と
進
出
し
て
い
っ
た
、若
き
日
の
家
康
の

息
吹
を
、是
非
体
感
し
て
い
た
だ
き
た
い

と
思
い
ま
す
。

　多
く
の
皆
様
の
ご
参
加
を
お
待
ち
し

て
お
り
ま
す
！

※
講
演
会
・バ
ス
ツ
ア
ー
の
詳
細
は
、裏

面inform
ation

を
ご
覧
下
さ
い
。

休
館
中
の
活
動
② 

や
さ
し
い
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
講
座

平
成
二
七
年
度
前
期
の

や
さ
し
い
ミュ
ー
ジ
ア
ム
講
座
に
つ
い
て

【
博
物
】

『
善
光
寺
如
来
絵
伝
』を
読
み
解
く 

講
師
／
鷹
巣
純（
愛
知
教
育
大
学
教
授
） 

　今
年
は
七
年
に
一
度
の
善
光
寺
御
開

帳
の
年
で
す
。長
野
に
あ
る
善
光
寺
の
御

本
尊
の
、イ
ン
ド
・
韓
国
・
日
本
の
三
国
に

及
ぶ
活
躍
を
描
い
た「
善
光
寺
如
来
絵

伝
」の
う
ち
、最
古
級
の
作
品
三
点
は
、岡

崎
の
寺
院
に
伝
わ
っ
て
き
た
も
の
で
す
。

　今
回
の
講
座
で
は
、そ
も
そ
も「
善
光

寺
如
来
絵
伝
」と
は
ど
ん
な
お
話
な
の

か
？
そ
う
し
た
素
朴
な
疑
問
を
出
発
点

に
、世
界
を
股
に
か
け
た
阿
弥
陀
如
来

の
驚
天
動
地
の
物
語
、そ
の
あ
ら
ま
し
と

仕
掛
を
紹
介
し
、な
ぜ
岡
崎
に
名
品
が

集
中
し
て
い
る
の
か
？
そ
の
秘
密
を
三
河

で
さ
か
ん
な
浄
土
真
宗
と
の
関
わ
り
か

ら
紐
解
き
ま
す
。そ
し
て
善
光
寺
如
来
に

表
さ
れ
た
異
界
や
疫
病
神
、牛
頭
天
王

な
ど
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
取
り
上
げ
、中
世

仏
教
説
話
の
奥
深
い
森
へ
分
け
入
っ
て
い

き
ま
す
。

【
美
術
】

『
楽
し
く
読
み
解
く
キ
リ
ス
ト
教
美
術
』

講
師
／
古
川
秀
昭（
前 

岐
阜
県
美
術
館
長
）

　ヨ
ー
ロ
ッ
パ
な
ど
に
海
外
旅
行
に
行
っ

て
美
術
館
を
見
学
す
る
と
、そ
こ
で
出
会

う
絵
画
の
多
く
が
ギ
リ
シ
ャ
神
話
か
聖

書
を
主
題
に
し
た
宗
教
画
で
す
。何
が
描

か
れ
て
い
る
の
か
は
よ
く
分
か
ら
な
い
け

れ
ど
、そ
の
絵
の
美
し
さ
だ
け
を
記
憶
に

と
ど
め
て
帰
っ
て
く
る
方
も
多
い
の
で
は

な
い
で
し
ょ
う
か
。名
画
と
呼
ば
れ
る
絵

画
に
は
、そ
れ
自
体
に
魅
力
が
あ
る
こ
と

は
確
か
で
す
。し
か
し
そ
こ
に
は
描
か
れ

た
意
味
が
あ
り
、物
語
が
あ
る
こ
と
が
多

い
の
で
す
。た
と
え
ば
そ
の
絵
の
な
か
の

登
場
人
物
が
誰
な
の
か
、ど
の
よ
う
な
物

語
が
描
か
れ
て
い
る
の
か
を
知
る
だ
け
で

も
西
洋
の
名
画
が
ぐ
っ
と
身
近
に
感
じ

ら
れ
、そ
の
意
味
が
面
白
い
ほ
ど
わ
か
っ

て
き
ま
す
。

　今
回
の
講
座
で
は
、そ
の
よ
う
な
西
洋

美
術
の
鑑
賞
の
ツ
ボ
と
も
い
え
る
キ
リ
ス

ト
教
美
術
の
主
な
テ
ー
マ
や
そ
こ
に
あ
る

約
束
事
を
、古
川
秀
昭
氏
の
軽
妙
な
お

話
に
よ
っ
て
楽
し
く
学
び
た
い
と
思
い
ま

す
。ミ
レ
ー
か
ら
ダ
・
ヴ
ィ
ン
チ
、日
本
の

茶
の
湯
ま
で
、キ
リ
ス
ト
教
を
め
ぐ
っ
て

の
縦
横
無
尽
な
お
話
し
は
必
聴
で
す
。

編集後記｜３月末をもって休館。同じくこの３月末をもって私も岡崎を退職することになりました。12年間、多くの方にお世話になり、本当に感謝しております。

ありがとうございました。アルカディアの編集は、湯谷が引き継ぎます。ますます面白い誌面になることを期待して、一読者として待ちたいと思います。（千葉）



COLUMN＆TOPIC

寄
田
政
邦

退
職
者
の
言
葉

　美
術
博
物
館
に
異
動
と
な
り
二
年

間
、短
い
間
で
は
あ
り
ま
し
た
が
、美
術
・

博
物
の
こ
と
な
ど
何
も
か
も
が
よ
く
分

か
ら
な
い
こ
と
だ
ら
け
の
中
で
、ご
迷
惑

を
お
掛
け
し
ま
し
た
が
、皆
様
の
ご
協
力

の
お
か
げ
で
何
と
か
乗
り
切
る
こ
と
が

で
き
た
様
に
思
え
ま
す
。

　毎
年
、今
頃
に
思
う
こ
と
で
す
が
、三

月
、四
月
は「
別
れ
と
出
会
い
の
と
き
」と

い
う
こ
と
を
実
感
し
ま
す
。特
に
今
般
、

自
ら
も
退
職
と
い
う
こ
と
で
、感
慨
も
大

き
い
も
の
と
し
て
心
に
響
い
て
い
る
次
第

で
す
。

　市
役
所
に
入
り
い
ろ
い
ろ
な
部
課
を

異
動
し
、そ
の
時
々
で
問
題
点
な
ど
に
対

処
し
て
き
ま
し
た
。そ
れ
ら
の
中
で
も
特

に
思
い
出
深
い
も
の
は
、第
一
に
岡
崎
市

民
病
院
の
移
転
、引
っ
越
し
で
あ
り
ま

す
。現
在
の
新
病
院
で
の
会
計
シ
ス
テ
ム

の
構
築
と
患
者
さ
ん
の
移
送
に
つ
い
て
担

当
し
、毎
晩
遅
く
ま
で
皆
で
残
っ
て
残
務

処
理
と
翌
日
の
段
取
り
等
を
し
て
い
た

も
の
で
し
た
。一
番
良
か
っ
た
点
は
、冬
の

年
末
の
引
っ
越
し
で
し
た
が
、患
者
さ
ん

全
員
が「
無
事
に
」新
病
院
に
移
れ
た
こ

と
で
し
た
。こ
の
折
、私
事
で
す
が
二
日

間
ほ
ど
寝
ず
に
陣
頭
指
揮
を
執
っ
て
い

た
た
め
、新
病
院
で
の
救
急
外
来
の
初
日

の
患
者
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
は
今
で

は
よ
い
思
い
出
と
な
っ
て
お
り
ま
す
。ま

た
、会
計
シ
ス
テ
ム
に
つ
い
て
は
、明
け
て

一
月
四
日
、外
来
が
始
ま
っ
た
時
に
、約
三

十
分
位
で
ダ
ウ
ン
し
て
し
ま
い
ま
し
た
。

何
度
も
何
度
も
リ
ハ
ー
サ
ル
を
行
っ
た
訳

で
す
が
、新
シ
ス
テ
ム
を
動
か
す
こ
と
は

簡
単
な
こ
と
で
は
な
い
と
痛
感
し
た
次

第
で
し
た
。

　第
二
に
は
、児
童
家
庭
課
で
保
育
園
の

入
園
基
準
の
拡
大
を
行
っ
た
こ
と
で
す
。

当
時
、育
児
休
業
制
度
が
普
及
し
て
き

た
頃
で
あ
り
、育
児
休
業
取
得
に
よ
り
お

母
さ
ん
が
家
に
い
る
こ
と
に
な
り
、そ
の

上
の
子
に
は
保
育
園
退
園
と
い
う
悲
し

い
事
態
に
対
処
し
た
も
の
で
あ
り
ま
す
。

働
く
お
母
さ
ん
方
の
様
々
な
不
安
を
解

消
で
き
た
こ
と
が
大
変
う
れ
し
く
、さ
わ

や
か
な
達
成
感
を
味
わ
っ
た
仕
事
で
も

あ
り
ま
し
た
。

　い
ろ
ん
な
経
験
を
い
た
し
ま
し
た
が
、

「
失
敗
」の
方
が
多
か
っ
た
よ
う
に
思
え
て

な
り
ま
せ
ん
。

　ま
だ
ま
だ
未
熟
者
で
す
が
、ひ
と
ま
ず

美
術
博
物
館
を
愛
す
る
市
民
の
皆
様
や

職
員
の
方
々
へ
の
別
れ
で
す
。ま
た
の
再

会
を
楽
し
み
に
し
て
お
り
ま
す
。

荒
井
信
貴

退
職
者
の
言
葉

　美
術
博
物
館
準
備
室
以
来
早
二
〇

年
。今
か
ら
思
う
と
あ
っ
と
い
う
間
で
し

た
。た
だ
ひ
た
す
ら
調
整
役
と
サ
ッ
カ
ー

で
い
う
ス
イ
ー
パ
ー
役
に
徹
し
て
き
た
つ

も
り
で
、自
分
自
身
で
や
り
た
い
展
覧
会

を
や
っ
て
き
た
か
と
問
わ
れ
れ
ば「
Ｎ

Ｏ
」と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
と
思
っ
て
い

ま
す
。自
分
自
身
の
専
門
で
あ
る
日
本
の

考
古
学
を
生
か
し
て
と
い
う
点
で
は「
大

古
墳
展
」が
あ
り
ま
す
が
、こ
れ
と
て
他

の
展
覧
会
と
の
掛
け
持
ち
で
集
中
で
き

ず
片
手
間
仕
事
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
が

惜
し
ま
れ
ま
す
。で
も
美
術
な
ど
専
門
外

の
展
覧
会
も
良
い
勉
強
に
な
っ
て
お
り
、

か
け
離
れ
た
分
野
で
も
何
か
し
ら
自
分

自
身
の
専
門
に
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
で
き
、

少
し
は
問
題
意
識
を
も
っ
て
展
覧
会
を

実
施
で
き
た
の
で
は
と
思
っ
て
い
ま
す
。

「
カ
ラ
ヴ
ァ
ッ
ジ
ョ
展
」や
一
連
の
シ
ル
ク

ロ
ー
ド
企
画
は
特
に
勉
強
さ
せ
ら
れ
ま

し
た
。

　そ
ん
な
中
で
専
門
性
を
生
か
し
対
処

で
き
た
の
が一
連
の
ミュ
ー
ジ
ア
ム
講
座
で

し
た
。岡
崎
・三
河
の
考
古
学
・
歴
史
学
の

最
新
の
情
報
を
少
し
で
も
提
供
で
き
れ

ば
と
思
い
、研
究
書
を
渉
猟
、地
域
で
行

わ
れ
て
い
る
三
河
考
古
学
談
話
会
の
毎

月
の
勉
強
会
に
も
欠
か
さ
ず
出
席
し
、若

い
考
古
学
研
究
者
た
ち
の
成
果
や
自
身

の
知
識
を
受
講
者
の
方
々
に
お
伝
え
で

き
た
の
で
は
と
思
っ
て
い
ま
す
。

　受
講
者
の
中
に
は
、各
地
で
行
わ
れ
る

講
演
会
・
講
座
・シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
お
目
に

か
か
る
熱
心
な
方
々
も
見
え
、気
さ
く
に

話
が
で
き
仲
間
意
識
が
め
ば
え
て
く
る

楽
し
さ
も
あ
り
ま
す
。

　そ
う
、こ
の
二
〇
年
間
の
学
芸
員
で
の

貴
重
な
財
産
は
、様
々
な
人
と
の
出
会
い

だ
っ
た
と
思
い
ま
す
。話
し
か
け
て
頂
け

る
来
館
者
の
み
な
さ
ん
を
は
じ
め
、親
身

に
交
渉
相
手
と
な
っ
て
い
た
だ
け
た
他

館
の
学
芸
員
、一
緒
に
企
画
を
練
り
上
げ

て
い
く
新
聞
社
や
企
画
会
社
の
メ
ン

バ
ー
、輸
送
や
展
示
飾
り
つ
け
の
日
通
や

ヤ
マ
ト
や
会
場
設
営
会
社
の
プ
ロ
フ
ェ
ッ

シ
ョ
ナ
ル
た
ち
。空
調
管
理
の
お
じ
さ
ん

や
掃
除
の
お
ば
ち
ゃ
ん
た
ち
。そ
し
て
そ

れ
を
支
え
る
榊
原
館
長
を
は
じ
め
と
す

る
館
職
員
。誰
一
人
欠
け
て
も
来
館
者
の

皆
様
に
気
持
ち
良
く
展
覧
会
を
見
て
頂

け
な
く
な
り
ま
す
。み
ん
な
で
同
じ
方
向

を
見
て
仕
事
を
し
て
き
た
仲
間
な
の
で

す
。本
当
に
長
い
間
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い

ま
し
た
。美
術
博
物
館
の
今
後
の
飛
躍

を
祈
念
し
て
ア
ル
カ
デ
ィ
ア
最
後
の
筆
を

お
き
ま
す
。

休
館
中
の
活
動
① 

家
康
公
四
百
年
祭
記
念
事
業

　平
成
二
七
年
は
徳
川
家
康
没
後
四
百

年
に
あ
た
り
ま
す
。生
誕
地
岡
崎
で
は

「
家
康
公
四
百
年
祭
記
念
事
業
」と
し
て

さ
ま
ざ
ま
な
催
事
が
催
さ
れ
ま
す
が
、当

館
で
は
家
康
に
つ
い
て
の
講
演
会
と
、家

康
関
連
史
跡
を
め
ぐ
る
バ
ス
ツ
ア
ー
を
予

定
し
て
お
り
ま
す
。こ
の
機
会
に
郷
土
の

生
ん
だ
英
雄
･
家
康
と
三
河
地
域
の
歴

史
に
つ
い
て
、広
く
理
解
を
深
め
て
い
た

だ
け
れ
ば
思
い
ま
す
。
　
　
　
　
　

　◆
講
演
会
◆

　講
演
会
は
家
康
が
岡
崎
城
に
生
ま
れ

て
、三
河
を
統
一
、遠
江
攻
略
に
よ
り
浜
松

に
居
城
を
移
す
ま
で
の
約
三
十
年
間
に
つ

い
て
、「
三
河
時
代
の
家
康
を
考
え
る
」と

い
う
共
通
テ
ー
マ
の
も
と
に
開
催
し
ま
す
。

こ
の
三
十
年
間
は
織
田
氏
と
今
川
氏
の

両
勢
力
が
尾
張
・
三
河
境
で
対
峙
、緊
張

関
係
に
あ
っ
た
時
代
で
す
。そ
し
て
、三
河

は
今
川
氏
の
支
配
か
ら
織
田
氏
と
同
盟

を
組
ん
だ
松
平
氏
に
よ
る
支
配
へ
と
大
き

な
時
代
推
移
が
あ
っ
た
時
代
で
も
あ
り
ま

す
。家
康
に
と
っ
て
は
生
後
の
今
川
方
の

人
質
、人
質
解
放
後
の
自
立
、一
向
一
揆
を

経
て
三
河
を
統
一
、戦
国
大
名
の
仲
間
入

り
を
す
る
時
期
に
至
り
ま
す
。講
演
会
は

こ
の
家
康
の
三
河
時
代
を
さ
ま
ざ
ま
な

角
度
か
ら
検
討
す
る
も
の
で
、講
師
に
つ

い
て
は
裏
面
情
報
を
参
照
し
て
い
た
だ
け

れ
ば
と
思
い
ま
す
が
、家
康
研
究
や
同
時

代
研
究
の
第
一
人
者
ば
か
り
で
す
。講
演

の
あ
と
、専
門
家
の
方
一
人
に
コ
メ
ン
ト
を

お
願
い
し
て
お
り
ま
す
。講
演
会
の
内
容

に
つ
い
て
講
師
と
コ
メ
ン
テ
ー
タ
ー
と
の
対

談
に
よ
り
問
題
点
を
鮮
明
に
し
て
ゆ
き
た

い
と
思
い
ま
す
。ま
た
、会
場
の
皆
様
か
ら

の
質
問
な
ど
に
も
答
え
な
が
ら
進
め
て
ゆ

き
た
い
と
考
え
て
お
り
ま
す
。

　◆
バ
ス
ツ
ア
ー
◆

　講
演
会
の
内
容
と
連
動
し
て
、「
桶
狭

間
合
戦
」「
吉
良
城
攻
め
と
西
尾
城
」「
三

河
一
向
一
揆
」「
東
三
河
攻
略
」「
遠
州
攻

略
」な
ど
を
テ
ー
マ
に
、三
河
時
代
の
家

康
の
足
跡
を
た
ど
り
ま
す
。家
康
の
転
機

と
な
っ
た
地
に
立
ち
、三
河
か
ら
遠
江
へ

と
進
出
し
て
い
っ
た
、若
き
日
の
家
康
の

息
吹
を
、是
非
体
感
し
て
い
た
だ
き
た
い

と
思
い
ま
す
。

　多
く
の
皆
様
の
ご
参
加
を
お
待
ち
し

て
お
り
ま
す
！

※
講
演
会
・バ
ス
ツ
ア
ー
の
詳
細
は
、裏

面inform
ation

を
ご
覧
下
さ
い
。

休
館
中
の
活
動
② 

や
さ
し
い
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
講
座

平
成
二
七
年
度
前
期
の

や
さ
し
い
ミュ
ー
ジ
ア
ム
講
座
に
つ
い
て

【
博
物
】

『
善
光
寺
如
来
絵
伝
』を
読
み
解
く 

講
師
／
鷹
巣
純（
愛
知
教
育
大
学
教
授
） 

　今
年
は
七
年
に
一
度
の
善
光
寺
御
開

帳
の
年
で
す
。長
野
に
あ
る
善
光
寺
の
御

本
尊
の
、イ
ン
ド
・
韓
国
・
日
本
の
三
国
に

及
ぶ
活
躍
を
描
い
た「
善
光
寺
如
来
絵

伝
」の
う
ち
、最
古
級
の
作
品
三
点
は
、岡

崎
の
寺
院
に
伝
わ
っ
て
き
た
も
の
で
す
。

　今
回
の
講
座
で
は
、そ
も
そ
も「
善
光

寺
如
来
絵
伝
」と
は
ど
ん
な
お
話
な
の

か
？
そ
う
し
た
素
朴
な
疑
問
を
出
発
点

に
、世
界
を
股
に
か
け
た
阿
弥
陀
如
来

の
驚
天
動
地
の
物
語
、そ
の
あ
ら
ま
し
と

仕
掛
を
紹
介
し
、な
ぜ
岡
崎
に
名
品
が

集
中
し
て
い
る
の
か
？
そ
の
秘
密
を
三
河

で
さ
か
ん
な
浄
土
真
宗
と
の
関
わ
り
か

ら
紐
解
き
ま
す
。そ
し
て
善
光
寺
如
来
に

表
さ
れ
た
異
界
や
疫
病
神
、牛
頭
天
王

な
ど
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
取
り
上
げ
、中
世

仏
教
説
話
の
奥
深
い
森
へ
分
け
入
っ
て
い

き
ま
す
。

【
美
術
】

『
楽
し
く
読
み
解
く
キ
リ
ス
ト
教
美
術
』

講
師
／
古
川
秀
昭（
前 

岐
阜
県
美
術
館
長
）

　ヨ
ー
ロ
ッ
パ
な
ど
に
海
外
旅
行
に
行
っ

て
美
術
館
を
見
学
す
る
と
、そ
こ
で
出
会

う
絵
画
の
多
く
が
ギ
リ
シ
ャ
神
話
か
聖

書
を
主
題
に
し
た
宗
教
画
で
す
。何
が
描

か
れ
て
い
る
の
か
は
よ
く
分
か
ら
な
い
け

れ
ど
、そ
の
絵
の
美
し
さ
だ
け
を
記
憶
に

と
ど
め
て
帰
っ
て
く
る
方
も
多
い
の
で
は

な
い
で
し
ょ
う
か
。名
画
と
呼
ば
れ
る
絵

画
に
は
、そ
れ
自
体
に
魅
力
が
あ
る
こ
と

は
確
か
で
す
。し
か
し
そ
こ
に
は
描
か
れ

た
意
味
が
あ
り
、物
語
が
あ
る
こ
と
が
多

い
の
で
す
。た
と
え
ば
そ
の
絵
の
な
か
の

登
場
人
物
が
誰
な
の
か
、ど
の
よ
う
な
物

語
が
描
か
れ
て
い
る
の
か
を
知
る
だ
け
で

も
西
洋
の
名
画
が
ぐ
っ
と
身
近
に
感
じ

ら
れ
、そ
の
意
味
が
面
白
い
ほ
ど
わ
か
っ

て
き
ま
す
。

　今
回
の
講
座
で
は
、そ
の
よ
う
な
西
洋

美
術
の
鑑
賞
の
ツ
ボ
と
も
い
え
る
キ
リ
ス

ト
教
美
術
の
主
な
テ
ー
マ
や
そ
こ
に
あ
る

約
束
事
を
、古
川
秀
昭
氏
の
軽
妙
な
お

話
に
よ
っ
て
楽
し
く
学
び
た
い
と
思
い
ま

す
。ミ
レ
ー
か
ら
ダ
・
ヴ
ィ
ン
チ
、日
本
の

茶
の
湯
ま
で
、キ
リ
ス
ト
教
を
め
ぐ
っ
て

の
縦
横
無
尽
な
お
話
し
は
必
聴
で
す
。

編集後記｜３月末をもって休館。同じくこの３月末をもって私も岡崎を退職することになりました。12年間、多くの方にお世話になり、本当に感謝しております。

ありがとうございました。アルカディアの編集は、湯谷が引き継ぎます。ますます面白い誌面になることを期待して、一読者として待ちたいと思います。（千葉）
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　時
計
の
秒
針
が
刻
む
小
さ
な
時
の
音

が
時
間
と
な
り
、毎
日
と
な
る
。そ
の
毎

日
が
一
週
間
、一
か
月
、一
年
そ
し
て一
生
と

な
り
ま
す
。そ
ん
な
風
に
思
う
と
今
日

も
特
別
な
日
。ど
ん
な
一
日
に
し
ま
し
ょ

う
か
、と
思
え
て
き
ま
す
。

　自
由
奔
放
に
見
え
る
人
ほ
ど
、実
直

に
生
き
る
こ
と
を
楽
し
み
喜
怒
哀
楽
に

溢
れ
て
い
ま
す
。子
供
な
ん
て
ま
さ
に
そ

う
。本
当
は
オ
ト
ナ
の
ほ
う
が
断
然
自
由

で
断
然
楽
し
い
の
で
す
。け
れ
ど
、子
供

は
自
由
で
い
い
な
、な
ん
て
言
っ
た
り
し

て
。そ
れ
も
子
供
の
実
直
さ
を
羨
ん
で
い

る
か
ら
か
も（
笑
）

　パ
タ
ー
ン
化
さ
れ
た
毎
日
の
中
で
時

間
に
追
わ
れ
、時
に
は
驚
く
ほ
ど
の
大
き

な
溜
息
を
つ
い
た
り
も
す
る
わ
け
で
。そ

ん
な
時
は
、あ
る
歌
の
フ
レ
ー
ズ
を
聴
き

ま
す
。―「
世
間
」と
い
う
悪
魔
に
惑
わ
さ

れ
な
い
で
、自
分
だ
け
が
決
め
た「
答
」を

思
い
出
し
て
―
。何
度
、こ
の
歌
に
背
筋

を
凛
と
さ
せ
ら
れ
、元
気
づ
け
ら
れ
た
で

し
ょ
う
か
。情
報
が
溢
れ
て
い
る
今
だ
か

ら
こ
そ
、惑
わ
さ
れ
ず
自
分
が
信
じ
て
決

め
た「
答
」を
常
に
意
識
し
た
い
も
の
で

す
。勿
論
、人
は
成
長
し
て
い
く
も
の
で

す
か
ら
目
指
す「
答
」も
変
わ
り
ま
す
が
、

せ
め
て
小
粋
に
生
き
な
が
ら
も
フ
レ
キ
シ

ブ
ル
で
い
た
い
な
、と
思
う
わ
け
で
す
。

　諸
説
あ
り
ま
す
が
、地
球
の
歴
史
を
一

年
と
捉
え
る
と
、人
の
一
生
は
僅
か0.6

秒
、瞬
き
程
だ
と
か
。そ
の一
瞬
に
何
か
を

残
し
た
い
。だ
か
ら
、一
生
懸
命
生
き
た
い

と
思
う
の
で
し
ょ
う
か
。（
睦
）

　お
花
見
は
す
き
で
す
か
。わ
た
し
は

お
花
見
が
と
て
も
す
き
で
す
。わ
ざ
わ

ざ
遠
方
へ
行
か
な
く
て
も
、岡
崎
に
は

十
分
に
桜
を
楽
し
め
る
名
所
が
あ
る

の
で
、い
い
街
だ
な
あ
と
思
い
ま
す
。少

し
ず
つ
暖
か
く
な
る
気
候
と
、桜
の
や

さ
し
い
色
合
い
、お
祭
り
の
賑
や
か
さ
。

い
く
つ
も
の
要
素
が
相
俟
っ
て
、何
と

も
わ
く
わ
く
さ
せ
て
く
れ
ま
す
。

　伊
賀
川
堤
が
家
か
ら
近
い
の
で
、普

段
な
ら
昼
ま
で
眠
っ
て
し
ま
い
そ
う
な

休
日
も
、朝
の
パ
リ
ッ
と
し
た
時
間
に

散
歩
へ
出
て
み
た
り
し
ま
す
。岡
崎
公

園
へ
は
誰
か
と
夜
桜
を
見
に
行
く
こ

と
が
多
い
で
す
。夜
は
ま
だ
ま
だ
冷
え

る
の
で
、防
寒
対
策
は
万
全
に
。頻
繁

に
会
う
友
人
も
、そ
う
で
は
な
い
友
人

も
、お
花
見
は「
期
間
限
定
」な
の
で
、

ち
ょ
っ
と
無
理
を
し
て
で
も
集
ま
れ
る

の
が
い
い
と
こ
ろ
。屋
台
も
楽
し
み
の
一

つ
で
す
。一
番
す
き
な
揚
げ
も
ち
を
、き

な
こ
で
食
べ
よ
う
か
ポ
ン
酢
で
食
べ
よ

う
か
迷
っ
て
い
る
時
間
も
し
あ
わ
せ
。

美
術
博
物
館
の
あ
る
中
央
総
合
公
園

の
桜
は
、ユ
キ
ヤ
ナ
ギ
と
満
開
の
タ
イ

ミ
ン
グ
が
重
な
る
と
一
層
見
応
え
が
あ

り
圧
巻
で
す
。

　望
ん
で
か
望
ま
ず
か
身
の
回
り
の

環
境
が
変
化
す
る
春
に
、も
し
気
持
ち

の
整
理
が
つ
か
な
い
時
も
、い
つ
も
同

じ
時
期
に
咲
い
て
く
れ
る
桜
に
ほ
っ
と

し
て
い
る
の
は
、わ
た
し
だ
け
で
し
ょ

う
か
。今
年
も
ま
た
春
が
来
て
、嬉
し

く
て
、わ
く
わ
く
し
て
い
ま
す
。（
若
）

ぶ
れ
な
い 

“活
き
方

春
の
風
物
詩

■美術博物館 家康公400年祭記念講演会

「三河時代の家康を考える」
第１回 ６月６日（土）「家康研究の最前線」
講師/平野明夫氏(國學院大學兼任講師)
ｺﾒﾝﾃｰﾀｰ/村岡幹夫氏（中京大学教授）
第２回 ７月11日（土）「三河一向一揆について」
講師/金龍 静氏(本願寺史料研究所副所長)
ｺﾒﾝﾃｰﾀｰ/安藤弥氏（同朋大学准教授）
第３回 ８月８日（土）「花押からみた徳川家康」
講師/播磨良紀氏(中京大学教授)
ｺﾒﾝﾃｰﾀｰ/平野明夫氏（國學院大學兼任講師）
第４回 9月12日(土)「家康の東三河攻略」
講師/山田邦明氏(愛知大学教授)
ｺﾒﾝﾃｰﾀｰ/小林吉光氏（豊川市文化財保護審議会委員）
第５回 10月10日（土）「家康の城」
講師/千田嘉博氏(奈良大学学長)
ｺﾒﾝﾃｰﾀｰ/奥田敏春氏（岡崎市文化財保護審議会委員）
第６回 11月14日(土)「三河から遠州攻略へ－今
川氏と武田氏―」
講師/本多隆成氏(静岡大学名誉教授)
ｺﾒﾝﾃｰﾀｰ/柴 裕之氏（東洋大学非常勤講師）
※各回講演会後に、講師とコメンテーターによる
対談を行います。
会場：岡崎市福祉会館６階 大ホール
　　（岡崎市朝日町3丁目2番地）
時間：いずれも午後2時～午後4時30分
定員：250名 （事前申込不要）　参加費無料
主催：岡崎市美術博物館・中日新聞社
後援：岡崎商工会議所・家康公四百年祭推進委員会

■美術博物館 家康公400年祭記念 バスツアー

三河から遠江へ
－三河時代の家康の足跡をたどる－
第１回 6月20日（土）「桶狭間合戦」　
当館出発→大高城跡→桶狭間古戦場周辺→大
樹寺→当館着　
第２回 7月18日（土）「吉良攻めと西尾城」
当館出発→東条城跡・花岳寺・華蔵寺→西尾城
→当館着
第３回 9月19日（土）「三河一向一揆」
当館出発→本宗寺→勝鬘寺→本證寺→上宮寺
→浄珠院→当館着
第４回 10月17日（土）「東三河攻略」
当館出発→岩略寺城跡周辺→牛久保城跡→一宮
砦跡→二連木城跡→吉田城→当館着
第５回 11月21日（土）「遠州攻略」
当館出発→龍潭寺・井伊谷城跡→浜松市博物
館→浜松城・引馬城跡→当館着
時間：いずれも午前9時30分～午後5時［雨天決行］
定員：30名（応募多数の場合は抽選）　参加費無料
申込方法：往復はがき（1回1枚）の「往信用裏面」
に①コース名②参加者全員（4人まで）の郵便番
号・住所・氏名（ふりがな）・年齢・電話番号、「返
信用表面」に代表者の郵便番号・住所・氏名を明
記の上、岡崎市美術博物館「家康公四百年祭バ
スツアー」係までお申込みください。
申込期限：第1回5月29日(金)、第2回6月26日
（金）、第3回8月28日（金）、第4回9月25日（金）、第
5回10月30日（金）※いずれも必着

■平成27年度やさしいミュージアム講座
【博物】『善光寺如来絵伝』を読み解く  
講師：鷹巣 純氏（愛知教育大学教授）  
日時：6月～10の毎月第2金曜日＊ただし6月は第
１金曜日・9月は第4金曜日 10時30分～12時  
①「善光寺如来絵伝とは何か」　
②「善光寺如来絵伝と四種絵伝」  
③「善光寺如来絵伝と異界」  
④「善光寺如来絵伝の疫病神」　　
⑤「善光寺如来絵伝と牛頭天王」  
【美術】楽しく読み解くキリスト教美術 
講師：古川秀昭氏（前 岐阜県美術館長）   
日時/6月～10月の毎月第３金曜日 14時～15時30分      
①「キリスト教美術って何？
　ミレーの『落ち穂拾い』も聖書がテーマ…」   
②「キリスト教美術って何？
　聖母マリアの衣はなぜ青と赤なのか…」   
③「キリスト教美術って何？
　ルネサンスとバロックのキリスト教美術」   
④「キリスト教美術 私が選ぶこの二点！！
　『受胎告知』と『最後の晩餐』」   
⑤「茶の湯に見るキリスト教美術」  
＊休館中につき、会場は「岡崎市美術館」となります。
＊申込方法：往復はがきの「往信用裏面」に①希
望する講座名②郵便番号・住所・氏名（ふりが
な）・年齢・電話番号、「返信用表面」に代表者の
郵便番号・住所・氏名を明記の上、「やさしい
ミュージアム講座」係までお申し込みください。
5月14日（木）必着。
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