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当
館
で
は
毎
年「
暮
ら
し
の
う
つ
り

か
わ
り
」と
い
う
展
覧
会
を
開
催
し
て

い
る
。五
〇
を
過
ぎ
た
私
に
は
、昭
和

の
時
代
を
懐
か
し
む
催
し
で
あ
り
、同

時
に
老
い
を
感
じ
る
催
し
で
も
あ
る
。

　
昭
和
時
代
に
普
及
し
た
物
の一つ
に

「
車
」が
あ
る
。当
初
は
高
嶺
の
花
で

あ
っ
た
だ
ろ
う
が
、家
族
の
た
め
車
を

所
有
し
よ
う
と
す
る
家
庭
の
努
力
、そ

れ
に
報
い
よ
う
と
す
る
メ
ー
カ
ー
の
努

力
な
ど
に
よ
り
、い
つ
し
か
一
般
家
庭

に
普
及
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。だ
が
、

幼
い
頃
の
我
が
家
に
車
は
な
か
っ
た
た

め
、そ
の
便
利
さ
を
感
じ
る
こ
と
は
な

く
、車
に
関
す
る
家
族
の
繋
が
り
は
ほ

と
ん
ど
な
か
っ
た
と
記
憶
し
て
い
る
。

　
と
こ
ろ
が
今
の
我
が
家
で
は
、家
族

が
皆
自
分
の
車
を
持
ち
、狭
い
庭
に
は

車
が
溢
れ
て
い
る
。父
と
子
の
会
話
も

車
の
話
で
盛
り
上
が
り
、展
覧
会
鑑

賞
に
は
行
か
な
く
て
も
車
の
デ
ィ
ー

ラ
ー
に
は
喜
ん
で
つ
い
て
く
る
。長
年
一

人
寂
し
く
愛
読
し
て
い
た
車
の
月
刊

誌
も
親
子
で
回
し
読
み
と
な
り
、今
で

は
購
入
者
で
あ
る
私
に
最
後
に
回
っ

て
く
る
。

　
最
近
、ツ
ー
シ
ー
タ
ー
の
オ
ー
プ
ン

カ
ー
が
四
〇
過
ぎ
の
オ
ジ
さ
ん
世
代

の
セ
カ
ン
ド
カ
ー
と
し
て
売
れ
て
い
る

と
聞
く
。そ
の
一
方
で
、若
者
の
ク
ル
マ

離
れ
が
進
ん
で
い
る
そ
う
だ
。車
は
な

く
て
も
生
活
で
き
る
が
、ス
マ
ホ
が
な

く
て
は
…
、そ
ん
な
と
こ
ろ
に
も
暮
ら

し
の
移
り
変
わ
り
を
感
じ
る
。（
宣
） 

　
日
頃
の
不
満
を
叫
び
な
が
ら
ち
ゃ
ぶ

台
を
ひ
っ
く
り
返
す
と
い
う
、ユ
ニ
ー
ク

な
憂
さ
晴
ら
し
の
大
会
が
あ
る
と
い
う

こ
と
を
知
っ
た
。思
わ
ず
、笑
っ
た
。岩

手
県
矢
巾
町
で
町
お
こ
し
の
た
め
に
始

め
ら
れ
た
ロ
ー
カ
ル
な
催
し
が
、全
国
か

ら
参
加
者
が
集
ま
る
よ
う
に
な
り
、今

年
六
月
の
大
会
で
九
回
目
だ
と
い
う
。

　
縦
三
〇
㎝
、横
四
〇
㎝
、高
さ
二
二

㎝
の
競
技
用
の
ち
ゃ
ぶ
台
を
ひ
っ
く
り

返
す
。卓
上
に
は
お
も
ち
ゃ
の
食
器
や

食
材
が
載
せ
ら
れ
て
お
り
、指
定
の
食

材
の
飛
距
離
を
競
う
の
だ
が
、今
年
飛

ん
だ
の
は
サ
ン
マ
だ
そ
う
だ
。過
去
に
は

ホ
ッ
ト
ド
ッ
グ
だ
っ
た
こ
と
も
あ
っ
た
よ

う
だ
か
、や
は
り
ち
ゃ
ぶ
台
と
言
え
ば

サ
ン
マ
だ
よ
ね
、と
妙
に
納
得
。さ
ら
に
、

白
い
か
っ
ぽ
う
着
姿
の
お
母
さ
ん
役
の

女
性
が
い
る
。参
加
者
は
お
母
さ
ん
の

「
〇
〇
さ
ん
、や
め
て
〜
」と
い
う
声
を

合
図
に
、不
満
を
爆
発
さ
せ
な
が
ら

ち
ゃ
ぶ
台
を
ひ
っ
く
り
返
す
の
だ
。芸
の

細
か
さ
に
、笑
い
と
と
も
に
思
わ
ず
拍

手
で
あ
る
。叫
ん
だ
言
葉
や
コ
ス
プ
レ
な

ど
の
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
も
審
査
対
象
で
、

優
勝
者
に
は
金
色
の
ち
ゃ
ぶ
台
や
地
元

産
の
お
米
五
㎏
が
贈
ら
れ
る
と
の
こ

と
。九
月
に
は
東
京
で
も
開
か
れ
る
と

い
う
。

　
昭
和
を
代
表
す
る
道
具
で
あ
る
ち
ゃ

ぶ
台
が
注
目
さ
れ
る
の
は
嬉
し
い
。が
、

本
来
の
使
い
方
で
は
な
い
ち
ゃ
ぶ
台
返

し
で
覚
え
ら
れ
る
の
は
…
。皆
さ
ん
、誤

解
な
き
よ
う
お
願
い
し
ま
す
。（
伊
） 

暮
ら
し
の
移
り
変
わ
り

ち
ゃ
ぶ
台
返
し
世
界
大
会

■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

■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→岩略寺城址周辺→牛久保城址→一宮
砦跡→二連木城址→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・井伊谷城址→浜松市博物
館→浜松城・東照宮→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「400年祭バスツ
アー」係までお申込みください。
申込期限：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年度収蔵品展

暮らしのうつりかわり
平成28年１月16日(土)～３月６日(日)
岡崎市美術博物館は休館のため、おかざき世界
子ども美術博物館で開催します。
※詳細は随時岡崎市美術博物館ＨＰにてご紹介
していきます。

編集後記｜「休館中だから暇なんでしょ？いいよねぇ」とよく言われてしまう今年度。しかし来年度以降の展覧会準備や日々の業務などに加えて、工事対応や家康

顕彰企画が目白押し。あれ？例年より忙しい…。今号はそうした活動の一端を記しています。◆また今号より「私の心象資料」と題して、収蔵品をご紹介していきま

す。資料受入れの経緯やご厚意など、担当学芸員は資料を見る目に「思い入れ」が加わります。常設展示が無い当館の資料をご紹介する場を兼ねて、担当の

目からの作品解説を著していきます。ご味読ください。(湯谷)

表紙図版：ヴィクトル・ブローネル 《誕生の球体》 1939年 当館蔵
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　家
に
あ
り
た
き
木
は

　そ
こ
で
余
談
を
一つ
。

　狩
野
永
納
の『
春
夏
花
鳥
図
屛
風
』六
曲
一
双
で
あ
る（
図
は
前
回
掲
出
）。確
か
に
図
は
こ
れ
で
完

結
し
て
い
る
よ
う
に
も
み
え
る
。向
か
っ
て
右
隻
右
端
よ
り
左
隻
左
端
へ
、春
、夏
を
代
表
す
る
花
木
、

草
花
が
並
び
、季
節
は
移
る
。金
雲
、金
地
に
群
青
の
流
れ
が
両
隻
を
ゆ
る
や
か
に
繫
ぐ
。右
隻
の「
柳

に
桜
」、左
隻
の「
松
に
藤
」を
中
心
に
構
図
が
整
え
ら
れ
る
。通
常
の「
花
鳥
図
屛
風
」が
、図
の
中
核

を
な
す
巨
木
を
、右
隻
右
端
、左
隻
左
端
に
片
寄
せ
、そ
こ
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
巨
木
の
幹
枝
を
、左
方
、右

方=

画
面
中
央
方
向
へ
伸
ば
し
て
構
図
の
安
定
を
図
る
の
に
較
べ
、本
図
で
は
、桜
も
松
も
や
や
画
面

中
央
に
寄
り
過
ぎ
て
い
る
よ
う
に
も
見
え
る
。が
、両
隻
並
べ
て
み
る
と
バ
ラ
ン
ス
も
よ
く
、安
定
し
た

構
図
を
み
る
。図
が
こ
れ
で
完
結
し
て
い
る
と
得
心
が
い
く
の
も
、こ
ん
な
と
こ
ろ
に
あ
る
の
だ
ろ
う
。

　し
か
し
、描
か
れ
た
季
節
は
春
と
夏
の
み
。こ
れ
で
は
、す
な
わ
ち「
春
夏
花
鳥
」の
み
で
は
、め
ぐ
る

季
節
の
情
趣
を
味
わ
う
こ
こ
ろ
を
、

　心
あ
る
人
に
見
せ
ば
や
津
の
国
の

　
　
　
　
　
　
　難
波
あ
た
り
の
春
の
景
色
を

　能
因

　心
な
き
身
に
も
あ
わ
れ
は
知
ら
れ
け
り

　
　
　
　
　
　
　鴫
た
つ
沢
の
秋
の
夕
暮
れ

　
　両
行

と
詠
ん
で
大
切
に
し
た
わ
た
し
た
ち
の
、そ
の
こ
こ
ろ
は
納
得
で
き
る
は
ず
も
な
い
。当
然
、こ
れ
に
対

応
す
る
秋
冬
の
、そ
の
花
や
鳥
を
描
い
た
六
曲
一
双
屛
風
が
あ
っ
た
の
で
は
、と
推
測
し
、そ
れ
を
求
め

る
に
違
い
な
い
。

　い
や
、実
際
に一
連
の
作
と
し
て「
秋
冬
花
鳥
図
」の一
双
が
あ
っ
た
か
否
か
、そ
ん
な
こ
と
は
実
は
さ

し
た
る
問
題
で
は
な
い
。も
し
仮
に
な
か
っ
た
と
し
て
も
、名
著『
本
朝
画
史
』を
著
す
ほ
ど
の
永
納
が
、

和
漢
の
書
物
に
通
じ
て
い
た
こ
と
は
疑
い
な
く
、「
定
家
詠
月
花
鳥
次
和
歌
」を
含
め
和
の
こ
こ
ろ
を

自
ら
の
も
の
と
し
て
い
た
こ
と
は
想
像
す
る
に
難
く
な
い
。と
な
れ
ば『
春
夏
花
鳥
図
』を
描
く
に
当
っ

て
、「
秋
冬
花
鳥
図
」に
思
い
を
至
す
の
は
火
を
見
る
よ
り
も
明
ら
か
。そ
の
永
納
を
こ
こ
ろ
の
内
に
結

ん
だ「
秋
冬
花
鳥
図
屛
風
」が
ど
ん
な
内
容
の
作
で
あ
っ
た
の
か
。そ
こ
に
ど
の
よ
う
な
花
木
、草
花
が

選
ば
れ
て
い
た
か
は
、ま
こ
と
に
興
味
あ
る
話
題
と
な
る
だ
ろ
う
。

　さ
し
ず
め
サ
ン
ト
リ
ー
美
術
館
の
、こ
の
画
題
で
呼
ば
れ
る
四
曲
一
双
の
晴
れ
や
か
な
屛
風
が
気
に

な
る
が
、三
本
の
松
を
主
に
梨
や
楓
、雪
積
も
る
椿
や
槙
を
添
え
て
秋
、冬
を
表
す
な
ど
、モ
チ
ー
フ
選

択
や
図
様
構
成
に
類
例
が
乏
し
く
、単
純
に
こ
れ
と
比
較
す
る
わ
け
に
は
い
く
ま
い
。と
な
れ
ば
、『
春

夏
花
鳥
図
』が
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
、「
定
家
詠
月
次
花
鳥
和
歌
」や「
畠
山
匠
作
亭
詩
歌
」に
詠
ま

れ
た
花
と
鳥
な
ど
が
大
い
に
参
考
に
な
る
に
な
る
だ
ろ
う
。な
か
で
も
、

　は
る
よ
り
も
ま
さ
き
の
ゆ
き
の
花
か
つ
ら

　
　
　
　
　
　
　冬
を
さ
か
り
に
む
め
ひ
ら
く
也

　
　畠
山
匠
作
亭
十
二
月
和
歌

と
詠
ま
れ
た
雪
梅
は
、「
定
家
詠
」に
も
含
ま
れ
、「
秋
冬
花
鳥
図
屛
風
」の
左
隻（
冬
）の
中
核
を
な
す

樹
木
と
な
っ
て
い
た
可
能
性
が
高
い
。現
に
永
納
は
ボ
ス
ト
ン
美
術
館
本『
四
季
花
鳥
図
屛
風
』の
左
隻

左
端
に
雪
の
白
梅
を
一
図
の
主
役
と
し
て
描
い
て
い
る
で
は
な
い
か
。ま
た
永
納
の
父
山
雪
も
、妙
心
寺

天
球
院
方
丈
上
間
二
の
間
障
壁
画
の
内
に
、同
趣
の「
雪
梅
図
」を
取
上
げ
る
。永
納
も
山
雪
も
雪
梅

が
冬
を
代
表
す
る
花
木
で
あ
る
と
思
っ
て
い
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。「
秋
冬
花
鳥
図
」の
左
隻
は
、雪

梅
を
中
心
に
遠
く
雪
積
も
る
杉
や
桧
、さ
ら
に
は
椿
な
ど
を
配
し
て
構
成
し
た
の
だ
ろ
う
。

　で
は
右
隻
、秋
の
花
鳥
は
ど
う
な
の
か
。

　秋
と
云
え
ば
、春
と
秋
と
の
優
劣
を
競
っ
た「
春
秋
の
争
い
」を
挙
げ
る
ま
で
も
な
く
、「
秋
山
千
葉
の
彩
」

（『
万
葉
集
』巻一）で
あ
り
、「
秋
山
の
下
氷
壮
夫
」（『
古
事
記
』中
巻
）で
あ
る
。「
し
た
ぶ
」と
は
動
詞
で
色
の

変
わ
る
こ
と
。つ
ま
り「
秋
山
の
下
氷
壮
夫
」と
は
秋
山
の
色
づ
く
葉
の
美
し
さ
を
擬
人
化
し
た
語
で
あ
る
、

紅
葉（
黄
葉
）こ
そ
が
秋
を
象
徴
す
る
と
言
う
の
だ
ろ
う
。そ
の
紅
葉
の
代
表
こ
そ
が
楓
。畠
山
匠
作
亭
詩
歌

で
も
、確
か
に
紅
葉
が
選
ば
れ
て
い
る
で
は
な
い
か
。い
や
、定
家
の
絶
唱
と
も
云
う
べ
き
三
夕
の
あ
の一首
、

　見
わ
た
せ
ば
花
も
紅
葉
も
な
か
り
け
り

　
　
　
　
　
　
　浦
の
苫
屋
の
秋
の
夕
暮
れ

　
　定
家

も
、ま
ず
は
花
と
紅
葉
が
前
提
と
な
っ
て
い
た
こ
と
を
見
逃
し
て
は
な
る
ま
い
。し
か
も
花
に
対
す
る

に
紅
葉
で
あ
る
。

　春
は
た
だ
花
こ
そ
は
咲
け

　
　
　
　野
辺
ご
と
に
錦
を
張
れ
る
秋
は
優
れ
り

　
　
　
　凡
河
内
躬
恒『
論
春
秋
和
歌
』よ
り

別
に「
春
秋
の
争
い
」の
一
方
、秋
に
与
し
よ
う
と
云
う
の
で
は
な
い
。こ
こ
で
も
春
の
桜
に
は
、秋
の
紅

葉
で
き
ま
り
、と
い
う
の
で
あ
る
。と
な
れ
ば『
春
夏
花
鳥
図
』で
桜
を
描
い
た
以
上
、「
秋
冬
花
鳥
図
」

で
楓
を
取
上
げ
な
い
は
ず
は
な
い
。実
際
、永
納
と
同
時
代
の
絵
師
土
佐
光
起
が
、桜
と
楓
を
二
曲
一

双
に
描
き
分
け
た『
春
秋
花
鳥
図
』が
伝
わ
る
が（
サ
ン
ト
リ
ー
美
術
館
蔵
）、そ
の
存
在
自
体
、そ
う
し

た
推
定
を
裏
付
け
る
。吉
野
の
桜
に
は
、竜
田
の
紅
葉
と
云
う
わ
け
で
あ
る
。

　だ
が
、わ
た
し
は
楓
を
選
ぶ
に
つ
い
て
、さ
ら
に
別
の
要
因
も
あ
っ
た
の
で
は
、と
睨
ん
で
い
る
。し
か

し
、そ
れ
に
つ
い
て
述
べ
る
た
め
に
も
、あ
ら
か
じ
め
二
つ
の
作
品
を
見
て
お
く
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。

　・『
春
秋
花
鳥
図
屛
風
』六
曲
一
双（
図
１
）
　土
佐
光
起
筆

　頴
川
美
術
館
蔵

　・『
日
月
四
季
花
鳥
図
屛
風
』六
曲一双（
図
２
）
　筆
者
不
詳（
室
町
時
代・十
五
世
紀
）
　出
光
美
術
館
蔵

　前
者
は
、そ
の
名
称
か
ら
も
分
か
る
よ
う
に
サ
ン
ト
リ
ー
本
の
二
曲
屛
風
と
同
趣
の
作
。た
だ
し
サ
ン

ト
リ
ー
本
が
桜
と
楓
に
絞
っ
て
春
秋
の
美
を
対
比
さ
せ
た
―
そ
の
意
味
で
ま
ぎ
れ
も
な
い「
春
秋
の
争

い
」の
表
現
を
意
図
し
た
と
も
云
え
る
の
だ
が
、頴
川
美
術
館
本
で
は
、こ
れ
に
加
え
て
柳
と
松
を
、そ

れ
ぞ
れ
に
配
す
る
こ
と
で
、さ
ら
に一
層
そ
の
対
比
を
華
麗
に
演
出
し
た
。金
地
に
緑
青
、群
青
、胡
粉
、

朱
が
映
じ
、ま
さ
し
く
輝
く
ば
か
り
の
美
し
さ
だ
。桃
山
絵
画
の
そ
れ
を
彷
彿
さ
せ
る
巨
木
表
現
も
圧

倒
的
。描
き
了
え
て
光
起
は
快
哉
を
叫
ん
だ
の
で
は
な
か
っ
た
か
。そ
ん
な
凄
み
さ
え
あ
る
。光
起
一
代

の
快
作
で
あ
る
。

　一方
、後
者
は
、そ
の
制
作
が
、十
五
世
紀
に
ま
で
遡
る
貴
重
な
室
町
屛
風
。現
在
は
剥
落
褪
色
も
著

し
く
痛
々
し
い
が
、か
つ
て
は
金
銀
の
切
箔
、破
箔
、微
塵
箔
、野
毛
、砂
子
な
ど
が
全
面
に
施
さ
れ
た
、

前
者
と
は
ま
た
別
趣
の
華
麗
な
作
と
み
ら
れ
る
。桜
に
雉
、萩
に
鹿
を
描
く
な
ど
、定
家
詠
は
じ
め
和

歌
で
示
さ
れ
た
モ
チ
ー
フ
選
択
か
ら
の
影
響
が
色
濃
い
。

　問
題
と
し
た
い
の
は
、両
者
に
描
か
れ
た
樹
木
だ
。桜
に
柳
、松
、そ
し
て
楓
で
あ
る
。先
に
永
納
が
も
し

『
春
夏
花
鳥
図
』に
連
な
る「
秋
冬
花
鳥
図
」を
描
い
た
な
ら
ば
、必
ら
ず
そ
の
秋
の一隻
は
楓
を
取
上
る
に
違

い
な
い
と
し
た
、そ
の
楓
で
あ
る
。常
盤
の
松
の
緑
に
楓
の
朱
が
栄
え
る
。つ
ま
り
柳
に
桜
、松
に
楓
と
い
う
モ

チ
ー
フ
の
選
択
は
、大
い
に
あ
り
得
る
組
合
せ
、と
い
う
こ
と
だ
。二
点
の
屛
風
は
そ
の
証
左
と
な
ろ
う
。し
か

も
、そ
れ
が
ほ
ぼ
二
百
年
余
り
を
隔
て
た
二
つ
の
屛
風
に
登
場
す
る
。と
す
る
な
ら
ば
、そ
も
そ
も
こ
れ
ら
四

種
の
樹
木
を
組
合
せ
さ
せ
た
要
因
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
、そ
ん
な
疑
い
を
持
つ
の
は
人
情
だ
ろ
う
。

　そ
れ
を
考
え
る
上
で
興
味
深
い
情
景
が『
住
吉
物
語
絵
巻
』（
静
嘉
堂
文
庫
美
術
館
蔵
）に
描
か
れ

て
い
た
。貴
族
の
邸
の
門
前
に
こ
の
四
種
の
樹
木
が
植
え
ら
れ
て
い
た
。芽
吹
い
た
柳
に
満
開
の
桜
、こ

れ
ら
を
屛
風
に
移
せ
ば
、頴
川
本
に
な
ら
ん
と
云
わ
ん
ば
か
り
の
豪
華
さ
で
あ
る
。都
の
貴
族
の
邸
の

庭
を
ま
さ
し
く
彷
彿
せ
し
め
る
の
だ
が
、そ
の
柳
に
桜
、楓
に
松
に
つ
い
て
兼
好
法
師（
卜
部
兼
好

一二
八
三
〜
一三
五
〇
）は
、こ
う
も
云
う
。

　家
に
あ
り
た
き
木
は
、松・桜
。松
は
五
葉
も
よ
し
。花
は一重
な
る
、よ
し
。（
略
）梅
は
白
き・薄
紅
梅
。

　一重
な
る
が
疾
く
咲
き
た
る
も
、重
な
り
た
る
紅
梅
の
匂
ひ
め
で
た
き
も
、皆
を
か
し
。（
略
）柳
、ま

　た
を
か
し
。卯
月
ば
か
り
の
若
楓
、す
べ
て
、万
の
花
・
紅
葉
に
も
ま
さ
り
て
め
で
た
き
も
の
な
り
。

　橘
・
桂
、い
づ
れ
も
、木
は
も
の
古
り
、大
き
な
る
、よ
し
。（『
徒
然
草
』第
一三
九
段
）

樹
木
は
何
に
よ
ら
ず
大
木
に
限
る
と
か
、若
葉
の
楓
を
愛
で
る
な
ど
兼
好
の
好
み
が
あ
ら
わ
だ
が
、柳
、

桜
、松
、楓
、こ
れ
ら
四
種
と
梅
は
、邸
の
庭
に
植
え
て
み
た
い
樹
木
で
あ
っ
た
と
い
う
。も
と
よ
り
ひ
と
り
兼

好
だ
け
の
選
択
で
は
な
い
。わ
た
し
た
ち
の
先
祖
の
雅

の
眼
と
こ
こ
ろ
が
選
び
抜
い
た
樹
木
が
、こ
の
四
種
で

あ
っ
た
、と
云
う
の
だ
ろ
う
。兼
好
は
、そ
れ
を「
家
に
あ

り
た
き
木
」と
述
べ
た
。そ
の「
あ
り
た
き
木
」が
植
栽
さ

れ
た
庭
は
、「
あ
り
た
き
」庭
と
云
う
に
他
な
る
ま
い
。光

起
は
、そ
の
庭
を
描
い
た
の
だ
。桃
山
風
の
巨
木
表
現
を

も
っ
て
。「
木
は
、も
の
古
り
、大
き
な
る
、よ
し
」と
し
た
兼

好
に
、こ
れ
を
見
せ
た
な
ら
ば
、必
ず
や
気
に
入
っ
た
は
ず

だ
。そ
う
云
え
ば
光
起
は
、「
花
は
盛
り
に
月
は
隈
な
き
を

の
み
見
る
も
の
か
は
」（
第
一三
七
段
）の
あ
の一
段
を
絵
巻

に
描
い
て
い
る
。当
然
、そ
の
直
後
に
続
く
第
一三
九
段
も

承
知
し
て
い
た
に
違
い
な
い
の
だ
が
…
…
、い
ず
れ
に
せ

よ
、柳
、桜
に
松
、楓
、わ
た
し
た
ち
の
先
祖
の
こ
こ
ろ
と

眼
が
、こ
れ
ら
の
木
々
を
愛
で
て
措
か
な
い
は
ず
は
な
い
。

し
か
し
、こ
れ
ら
四
種
の
樹
木
を
組
合
せ
る
に
つ
い
て
は
、

さ
ら
に
別
の
背
景
も
あ
っ
た
よ
う
だ
。そ
の
点
に
つ
い
て

は
、章
を
改
め
述
べ
る
機
会
が
あ
る
だ
ろ
う
。

眼
の
極
楽
⑯

　江
戸
の
花
園

館
長 

榊
原
悟
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図1 『春秋花鳥図屛風』六曲一双  土佐光起筆  頴川美術館蔵
図2 『日月四季花鳥図屛風』六曲一双  筆者不詳  出光美術館蔵

は
か

ほ
ん
ち
ょ
う
が
し

か
り



　
　家
に
あ
り
た
き
木
は

　そ
こ
で
余
談
を
一つ
。

　狩
野
永
納
の『
春
夏
花
鳥
図
屛
風
』六
曲
一
双
で
あ
る（
図
は
前
回
掲
出
）。確
か
に
図
は
こ
れ
で
完

結
し
て
い
る
よ
う
に
も
み
え
る
。向
か
っ
て
右
隻
右
端
よ
り
左
隻
左
端
へ
、春
、夏
を
代
表
す
る
花
木
、

草
花
が
並
び
、季
節
は
移
る
。金
雲
、金
地
に
群
青
の
流
れ
が
両
隻
を
ゆ
る
や
か
に
繫
ぐ
。右
隻
の「
柳

に
桜
」、左
隻
の「
松
に
藤
」を
中
心
に
構
図
が
整
え
ら
れ
る
。通
常
の「
花
鳥
図
屛
風
」が
、図
の
中
核

を
な
す
巨
木
を
、右
隻
右
端
、左
隻
左
端
に
片
寄
せ
、そ
こ
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
巨
木
の
幹
枝
を
、左
方
、右

方=

画
面
中
央
方
向
へ
伸
ば
し
て
構
図
の
安
定
を
図
る
の
に
較
べ
、本
図
で
は
、桜
も
松
も
や
や
画
面

中
央
に
寄
り
過
ぎ
て
い
る
よ
う
に
も
見
え
る
。が
、両
隻
並
べ
て
み
る
と
バ
ラ
ン
ス
も
よ
く
、安
定
し
た

構
図
を
み
る
。図
が
こ
れ
で
完
結
し
て
い
る
と
得
心
が
い
く
の
も
、こ
ん
な
と
こ
ろ
に
あ
る
の
だ
ろ
う
。

　し
か
し
、描
か
れ
た
季
節
は
春
と
夏
の
み
。こ
れ
で
は
、す
な
わ
ち「
春
夏
花
鳥
」の
み
で
は
、め
ぐ
る

季
節
の
情
趣
を
味
わ
う
こ
こ
ろ
を
、

　心
あ
る
人
に
見
せ
ば
や
津
の
国
の

　
　
　
　
　
　
　難
波
あ
た
り
の
春
の
景
色
を

　能
因

　心
な
き
身
に
も
あ
わ
れ
は
知
ら
れ
け
り

　
　
　
　
　
　
　鴫
た
つ
沢
の
秋
の
夕
暮
れ

　
　両
行

と
詠
ん
で
大
切
に
し
た
わ
た
し
た
ち
の
、そ
の
こ
こ
ろ
は
納
得
で
き
る
は
ず
も
な
い
。当
然
、こ
れ
に
対

応
す
る
秋
冬
の
、そ
の
花
や
鳥
を
描
い
た
六
曲
一
双
屛
風
が
あ
っ
た
の
で
は
、と
推
測
し
、そ
れ
を
求
め

る
に
違
い
な
い
。

　い
や
、実
際
に一
連
の
作
と
し
て「
秋
冬
花
鳥
図
」の一
双
が
あ
っ
た
か
否
か
、そ
ん
な
こ
と
は
実
は
さ

し
た
る
問
題
で
は
な
い
。も
し
仮
に
な
か
っ
た
と
し
て
も
、名
著『
本
朝
画
史
』を
著
す
ほ
ど
の
永
納
が
、

和
漢
の
書
物
に
通
じ
て
い
た
こ
と
は
疑
い
な
く
、「
定
家
詠
月
花
鳥
次
和
歌
」を
含
め
和
の
こ
こ
ろ
を

自
ら
の
も
の
と
し
て
い
た
こ
と
は
想
像
す
る
に
難
く
な
い
。と
な
れ
ば『
春
夏
花
鳥
図
』を
描
く
に
当
っ

て
、「
秋
冬
花
鳥
図
」に
思
い
を
至
す
の
は
火
を
見
る
よ
り
も
明
ら
か
。そ
の
永
納
を
こ
こ
ろ
の
内
に
結

ん
だ「
秋
冬
花
鳥
図
屛
風
」が
ど
ん
な
内
容
の
作
で
あ
っ
た
の
か
。そ
こ
に
ど
の
よ
う
な
花
木
、草
花
が

選
ば
れ
て
い
た
か
は
、ま
こ
と
に
興
味
あ
る
話
題
と
な
る
だ
ろ
う
。

　さ
し
ず
め
サ
ン
ト
リ
ー
美
術
館
の
、こ
の
画
題
で
呼
ば
れ
る
四
曲
一
双
の
晴
れ
や
か
な
屛
風
が
気
に

な
る
が
、三
本
の
松
を
主
に
梨
や
楓
、雪
積
も
る
椿
や
槙
を
添
え
て
秋
、冬
を
表
す
な
ど
、モ
チ
ー
フ
選

択
や
図
様
構
成
に
類
例
が
乏
し
く
、単
純
に
こ
れ
と
比
較
す
る
わ
け
に
は
い
く
ま
い
。と
な
れ
ば
、『
春

夏
花
鳥
図
』が
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
、「
定
家
詠
月
次
花
鳥
和
歌
」や「
畠
山
匠
作
亭
詩
歌
」に
詠
ま

れ
た
花
と
鳥
な
ど
が
大
い
に
参
考
に
な
る
に
な
る
だ
ろ
う
。な
か
で
も
、

　は
る
よ
り
も
ま
さ
き
の
ゆ
き
の
花
か
つ
ら

　
　
　
　
　
　
　冬
を
さ
か
り
に
む
め
ひ
ら
く
也

　
　畠
山
匠
作
亭
十
二
月
和
歌

と
詠
ま
れ
た
雪
梅
は
、「
定
家
詠
」に
も
含
ま
れ
、「
秋
冬
花
鳥
図
屛
風
」の
左
隻（
冬
）の
中
核
を
な
す

樹
木
と
な
っ
て
い
た
可
能
性
が
高
い
。現
に
永
納
は
ボ
ス
ト
ン
美
術
館
本『
四
季
花
鳥
図
屛
風
』の
左
隻

左
端
に
雪
の
白
梅
を
一
図
の
主
役
と
し
て
描
い
て
い
る
で
は
な
い
か
。ま
た
永
納
の
父
山
雪
も
、妙
心
寺

天
球
院
方
丈
上
間
二
の
間
障
壁
画
の
内
に
、同
趣
の「
雪
梅
図
」を
取
上
げ
る
。永
納
も
山
雪
も
雪
梅

が
冬
を
代
表
す
る
花
木
で
あ
る
と
思
っ
て
い
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。「
秋
冬
花
鳥
図
」の
左
隻
は
、雪

梅
を
中
心
に
遠
く
雪
積
も
る
杉
や
桧
、さ
ら
に
は
椿
な
ど
を
配
し
て
構
成
し
た
の
だ
ろ
う
。

　で
は
右
隻
、秋
の
花
鳥
は
ど
う
な
の
か
。

　秋
と
云
え
ば
、春
と
秋
と
の
優
劣
を
競
っ
た「
春
秋
の
争
い
」を
挙
げ
る
ま
で
も
な
く
、「
秋
山
千
葉
の
彩
」

（『
万
葉
集
』巻一）で
あ
り
、「
秋
山
の
下
氷
壮
夫
」（『
古
事
記
』中
巻
）で
あ
る
。「
し
た
ぶ
」と
は
動
詞
で
色
の

変
わ
る
こ
と
。つ
ま
り「
秋
山
の
下
氷
壮
夫
」と
は
秋
山
の
色
づ
く
葉
の
美
し
さ
を
擬
人
化
し
た
語
で
あ
る
、

紅
葉（
黄
葉
）こ
そ
が
秋
を
象
徴
す
る
と
言
う
の
だ
ろ
う
。そ
の
紅
葉
の
代
表
こ
そ
が
楓
。畠
山
匠
作
亭
詩
歌

で
も
、確
か
に
紅
葉
が
選
ば
れ
て
い
る
で
は
な
い
か
。い
や
、定
家
の
絶
唱
と
も
云
う
べ
き
三
夕
の
あ
の一首
、

　見
わ
た
せ
ば
花
も
紅
葉
も
な
か
り
け
り

　
　
　
　
　
　
　浦
の
苫
屋
の
秋
の
夕
暮
れ

　
　定
家

も
、ま
ず
は
花
と
紅
葉
が
前
提
と
な
っ
て
い
た
こ
と
を
見
逃
し
て
は
な
る
ま
い
。し
か
も
花
に
対
す
る

に
紅
葉
で
あ
る
。

　春
は
た
だ
花
こ
そ
は
咲
け

　
　
　
　野
辺
ご
と
に
錦
を
張
れ
る
秋
は
優
れ
り

　
　
　
　凡
河
内
躬
恒『
論
春
秋
和
歌
』よ
り

別
に「
春
秋
の
争
い
」の
一
方
、秋
に
与
し
よ
う
と
云
う
の
で
は
な
い
。こ
こ
で
も
春
の
桜
に
は
、秋
の
紅

葉
で
き
ま
り
、と
い
う
の
で
あ
る
。と
な
れ
ば『
春
夏
花
鳥
図
』で
桜
を
描
い
た
以
上
、「
秋
冬
花
鳥
図
」

で
楓
を
取
上
げ
な
い
は
ず
は
な
い
。実
際
、永
納
と
同
時
代
の
絵
師
土
佐
光
起
が
、桜
と
楓
を
二
曲
一

双
に
描
き
分
け
た『
春
秋
花
鳥
図
』が
伝
わ
る
が（
サ
ン
ト
リ
ー
美
術
館
蔵
）、そ
の
存
在
自
体
、そ
う
し

た
推
定
を
裏
付
け
る
。吉
野
の
桜
に
は
、竜
田
の
紅
葉
と
云
う
わ
け
で
あ
る
。

　だ
が
、わ
た
し
は
楓
を
選
ぶ
に
つ
い
て
、さ
ら
に
別
の
要
因
も
あ
っ
た
の
で
は
、と
睨
ん
で
い
る
。し
か

し
、そ
れ
に
つ
い
て
述
べ
る
た
め
に
も
、あ
ら
か
じ
め
二
つ
の
作
品
を
見
て
お
く
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。

　・『
春
秋
花
鳥
図
屛
風
』六
曲
一
双（
図
１
）
　土
佐
光
起
筆

　頴
川
美
術
館
蔵

　・『
日
月
四
季
花
鳥
図
屛
風
』六
曲一双（
図
２
）
　筆
者
不
詳（
室
町
時
代・十
五
世
紀
）
　出
光
美
術
館
蔵

　前
者
は
、そ
の
名
称
か
ら
も
分
か
る
よ
う
に
サ
ン
ト
リ
ー
本
の
二
曲
屛
風
と
同
趣
の
作
。た
だ
し
サ
ン

ト
リ
ー
本
が
桜
と
楓
に
絞
っ
て
春
秋
の
美
を
対
比
さ
せ
た
―
そ
の
意
味
で
ま
ぎ
れ
も
な
い「
春
秋
の
争

い
」の
表
現
を
意
図
し
た
と
も
云
え
る
の
だ
が
、頴
川
美
術
館
本
で
は
、こ
れ
に
加
え
て
柳
と
松
を
、そ

れ
ぞ
れ
に
配
す
る
こ
と
で
、さ
ら
に一
層
そ
の
対
比
を
華
麗
に
演
出
し
た
。金
地
に
緑
青
、群
青
、胡
粉
、

朱
が
映
じ
、ま
さ
し
く
輝
く
ば
か
り
の
美
し
さ
だ
。桃
山
絵
画
の
そ
れ
を
彷
彿
さ
せ
る
巨
木
表
現
も
圧

倒
的
。描
き
了
え
て
光
起
は
快
哉
を
叫
ん
だ
の
で
は
な
か
っ
た
か
。そ
ん
な
凄
み
さ
え
あ
る
。光
起
一
代

の
快
作
で
あ
る
。

　一方
、後
者
は
、そ
の
制
作
が
、十
五
世
紀
に
ま
で
遡
る
貴
重
な
室
町
屛
風
。現
在
は
剥
落
褪
色
も
著

し
く
痛
々
し
い
が
、か
つ
て
は
金
銀
の
切
箔
、破
箔
、微
塵
箔
、野
毛
、砂
子
な
ど
が
全
面
に
施
さ
れ
た
、

前
者
と
は
ま
た
別
趣
の
華
麗
な
作
と
み
ら
れ
る
。桜
に
雉
、萩
に
鹿
を
描
く
な
ど
、定
家
詠
は
じ
め
和

歌
で
示
さ
れ
た
モ
チ
ー
フ
選
択
か
ら
の
影
響
が
色
濃
い
。

　問
題
と
し
た
い
の
は
、両
者
に
描
か
れ
た
樹
木
だ
。桜
に
柳
、松
、そ
し
て
楓
で
あ
る
。先
に
永
納
が
も
し

『
春
夏
花
鳥
図
』に
連
な
る「
秋
冬
花
鳥
図
」を
描
い
た
な
ら
ば
、必
ら
ず
そ
の
秋
の一隻
は
楓
を
取
上
る
に
違

い
な
い
と
し
た
、そ
の
楓
で
あ
る
。常
盤
の
松
の
緑
に
楓
の
朱
が
栄
え
る
。つ
ま
り
柳
に
桜
、松
に
楓
と
い
う
モ

チ
ー
フ
の
選
択
は
、大
い
に
あ
り
得
る
組
合
せ
、と
い
う
こ
と
だ
。二
点
の
屛
風
は
そ
の
証
左
と
な
ろ
う
。し
か

も
、そ
れ
が
ほ
ぼ
二
百
年
余
り
を
隔
て
た
二
つ
の
屛
風
に
登
場
す
る
。と
す
る
な
ら
ば
、そ
も
そ
も
こ
れ
ら
四

種
の
樹
木
を
組
合
せ
さ
せ
た
要
因
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
、そ
ん
な
疑
い
を
持
つ
の
は
人
情
だ
ろ
う
。

　そ
れ
を
考
え
る
上
で
興
味
深
い
情
景
が『
住
吉
物
語
絵
巻
』（
静
嘉
堂
文
庫
美
術
館
蔵
）に
描
か
れ

て
い
た
。貴
族
の
邸
の
門
前
に
こ
の
四
種
の
樹
木
が
植
え
ら
れ
て
い
た
。芽
吹
い
た
柳
に
満
開
の
桜
、こ

れ
ら
を
屛
風
に
移
せ
ば
、頴
川
本
に
な
ら
ん
と
云
わ
ん
ば
か
り
の
豪
華
さ
で
あ
る
。都
の
貴
族
の
邸
の

庭
を
ま
さ
し
く
彷
彿
せ
し
め
る
の
だ
が
、そ
の
柳
に
桜
、楓
に
松
に
つ
い
て
兼
好
法
師（
卜
部
兼
好

一二
八
三
〜
一三
五
〇
）は
、こ
う
も
云
う
。

　家
に
あ
り
た
き
木
は
、松・桜
。松
は
五
葉
も
よ
し
。花
は一重
な
る
、よ
し
。（
略
）梅
は
白
き・薄
紅
梅
。

　一重
な
る
が
疾
く
咲
き
た
る
も
、重
な
り
た
る
紅
梅
の
匂
ひ
め
で
た
き
も
、皆
を
か
し
。（
略
）柳
、ま

　た
を
か
し
。卯
月
ば
か
り
の
若
楓
、す
べ
て
、万
の
花
・
紅
葉
に
も
ま
さ
り
て
め
で
た
き
も
の
な
り
。

　橘
・
桂
、い
づ
れ
も
、木
は
も
の
古
り
、大
き
な
る
、よ
し
。（『
徒
然
草
』第
一三
九
段
）

樹
木
は
何
に
よ
ら
ず
大
木
に
限
る
と
か
、若
葉
の
楓
を
愛
で
る
な
ど
兼
好
の
好
み
が
あ
ら
わ
だ
が
、柳
、

桜
、松
、楓
、こ
れ
ら
四
種
と
梅
は
、邸
の
庭
に
植
え
て
み
た
い
樹
木
で
あ
っ
た
と
い
う
。も
と
よ
り
ひ
と
り
兼

好
だ
け
の
選
択
で
は
な
い
。わ
た
し
た
ち
の
先
祖
の
雅

の
眼
と
こ
こ
ろ
が
選
び
抜
い
た
樹
木
が
、こ
の
四
種
で

あ
っ
た
、と
云
う
の
だ
ろ
う
。兼
好
は
、そ
れ
を「
家
に
あ

り
た
き
木
」と
述
べ
た
。そ
の「
あ
り
た
き
木
」が
植
栽
さ

れ
た
庭
は
、「
あ
り
た
き
」庭
と
云
う
に
他
な
る
ま
い
。光

起
は
、そ
の
庭
を
描
い
た
の
だ
。桃
山
風
の
巨
木
表
現
を

も
っ
て
。「
木
は
、も
の
古
り
、大
き
な
る
、よ
し
」と
し
た
兼

好
に
、こ
れ
を
見
せ
た
な
ら
ば
、必
ず
や
気
に
入
っ
た
は
ず

だ
。そ
う
云
え
ば
光
起
は
、「
花
は
盛
り
に
月
は
隈
な
き
を

の
み
見
る
も
の
か
は
」（
第
一三
七
段
）の
あ
の一
段
を
絵
巻

に
描
い
て
い
る
。当
然
、そ
の
直
後
に
続
く
第
一三
九
段
も

承
知
し
て
い
た
に
違
い
な
い
の
だ
が
…
…
、い
ず
れ
に
せ

よ
、柳
、桜
に
松
、楓
、わ
た
し
た
ち
の
先
祖
の
こ
こ
ろ
と

眼
が
、こ
れ
ら
の
木
々
を
愛
で
て
措
か
な
い
は
ず
は
な
い
。

し
か
し
、こ
れ
ら
四
種
の
樹
木
を
組
合
せ
る
に
つ
い
て
は
、

さ
ら
に
別
の
背
景
も
あ
っ
た
よ
う
だ
。そ
の
点
に
つ
い
て

は
、章
を
改
め
述
べ
る
機
会
が
あ
る
だ
ろ
う
。

眼
の
極
楽
⑯

　江
戸
の
花
園

館
長 

榊
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図1 『春秋花鳥図屛風』六曲一双  土佐光起筆  頴川美術館蔵
図2 『日月四季花鳥図屛風』六曲一双  筆者不詳  出光美術館蔵

は
か

ほ
ん
ち
ょ
う
が
し

か
り



湯
谷
翔
悟

家
康
の
足
跡
を
た
ど
る

　
時
は
戦
国
永
禄
三
年
。桶
狭
間
合
戦

時
、大
高
城
に
い
た
家
康
は
、敗
軍
の
報

を
聞
き
大
樹
寺
へ
退
却
す
る
。し
か
し
追

手
か
ら
逃
げ
ら
れ
な
い
と
観
念
し
、先
祖

の
墓
の
前
で
自
害
を
図
る
。そ
れ
を
諌
め

止
め
た
の
は
登
誉
上
人
。「
厭
離
穢
土
　

欣
求
浄
土
」の
言
葉
を
う
け
、家
康
は
僧

衆
と
と
も
に
織
田
軍
を
撃
退
す
る
。そ
の

後
義
元
方
が
退
却
し
た
岡
崎
城
に「
捨
て

城
な
ら
拾
お
う
」と
言
い
入
城
し
、以
後

家
康
は
三
河
統
一
に
ひ
た
走
っ
て
い
く
。

と
、合
戦
時
の
家
康
の
足
跡
を
あ
ら
す
じ

で
書
く
と
こ
ん
な
感
じ
で
し
ょ
う
か
。

　「
家
康
公
顕
彰
四
百
年
」を
記
念
し
た

今
回
の
バ
ス
見
学
会
は
、三
河
時
代
の
家

康
の
足
跡
を
た
ど
る
形
で
、全
五
回
予
定

し
て
い
ま
す
。そ
の
第
一
回「
桶
狭
間
合

戦
」を
六
月
二
〇
日
に
開
催
し
ま
し
た
。

奇
し
く
も
四
五
五
年
前
と
ほ
ぼ
同
じ
時

期（
合
戦
は
旧
暦
五
月
）の
見
学
と
い
う

こ
と
で
、当
時
と
同
じ
く
雨
が
降
り
出
し

そ
う
な
空
を
心
配
し
な
が
ら
、大
高
城
↓

桶
狭
間
古
戦
場
↓
沓
掛
城
↓
大
樹
寺
を

巡
り
ま
し
た
。桶
狭
間
古
戦
場
は
、豊
明

市
と
名
古
屋
市
緑
区
に
伝
承
地
が
あ
り

ま
す
。今
回
は
緑
区
の
ガ
イ
ド
の
方
に
お

願
い
し
、ご
案
内
い
た
だ
き
ま
し
た
。現
在

は
住
宅
街
と
な
っ
て
お
り
、当
時
を
偲
ば

せ
る
も
の
は
ほ
と
ん
ど
残
っ
て
い
ま
せ
ん
。

し
か
し
義
元
本
陣
推
定
地
か
ら
の
眺
望

や
、当
時
湿
地
だ
っ
た
と
思
わ
れ
る
低
地

帯
な
ど
、意
外
と
起
伏
の
あ
る
地
形
が
印

象
的
で
し
た
。そ
の
地
に
立
ち
、歩
く
こ

と
で
、本
や
史
料
よ
り
も
ず
っ
と
頭
の
中

の
合
戦
は
リ
ア
ル
に
描
か
れ
ま
し
た
。そ

の
他
の
見
学
先
も
、そ
の
地
で
し
か
知
り

得
な
い
情
報
で
あ
ふ
れ
て
い
ま
し
た
。

　
定
員
三
〇
名
の
と
こ
ろ
に
、一
〇
倍
を

超
え
る
応
募
を
い
た
だ
い
た
こ
の
見
学

会
。家
康
へ
の
関
心
の
高
さ
と
、実
際
に

現
地
を
歩
く
こ
と
の
重
要
性
を
改
め
て

実
感
す
る
時
間
と
な
り
ま
し
た
。ご
協
力

い
た
だ
い
た
皆
さ
ま
に
こ
の
場
を
借
り
て

御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。 

堀
江
登
志
実

家
康
講
演
会
盛
況

内
藤
高
玲

野
澤
太
雅

改
修
工
事
と
こ
れ
か
ら

　
家
康
公
顕
彰
四
百
年
祭
事
業
の
当
館

に
お
け
る
講
演
会「
三
河
時
代
の
家
康
を

考
え
る
」は
す
で
に
二
回
が
終
了
し
ま
し

た
。第
一
回
目
は「
家
康
研
究
の
最
前
線
」

と
い
う
こ
と
で
国
學
院
大
學
講
師
の
平
野

明
夫
さ
ん
に
、第
二
回
目
は「
三
河一向一揆

に
つ
い
て
」と
い
う
こ
と
で
本
願
寺
史
料
研

究
所
副
所
長
の
金
龍
静
さ
ん
に
そ
れ
ぞ

れ
お
話
し
い
た
だ
き
ま
し
た
。聴
講
者
は一

回
目
三
八
六
人
、二
回
目
四
一
八
人
で
し

た
。い
ず
れ
も
定
員
二
五
〇
名
を
大
幅
に

超
え
ま
し
た
。今
回
の
講
演
会
の
ス
タ
イ
ル

は
、講
演
者
と
コ
メ
ン
テ
ー
タ
ー
の
二
人
に

よ
る
対
談
に
よ
り
内
容
の
ポ
イ
ン
ト
、問

題
点
を
よ
り
ク
リ
ア
に
し
て
ゆ
く
こ
と
を

目
指
す
も
の
で
す
。今
回
、平
野
さ
ん
の
話

に
は
中
京
大
学
教
授
の
村
岡
幹
生
さ
ん

に
、金
龍
さ
ん
の
話
に
は
同
朋
大
学
准
教

授
の
安
藤
弥
さ
ん
に
コ
メ
ン
テ
ー
タ
ー
を

お
願
い
し
ま
し
た
。

　
コ
メ
ン
テ
ー
タ
ー
に
は
、話
を
い
た
だ
い

た
方
と
歴
史
的
な
論
点
で
対
立
的
な
立

場
に
あ
る
方
も
あ
り
ま
す
。第
一
回
の
平

野
さ
ん
と
村
岡
さ
ん
は
と
も
に
松
平
氏
の

研
究
者
と
し
て
知
ら
れ
た
方
で
す
が
、松

平
清
康
へ
の
評
価
を
め
ぐ
っ
て
は
大
き
く

立
場
が
違
い
ま
す
。今
回
の
な
か
で
も
、平

野
さ
ん
は
、家
康
は
桶
狭
間
合
戦
後
直
ぐ

に
反
今
川
の
行
動
を
と
る
と
い
う
考
え
で

あ
る
の
に
対
し
、村
岡
さ
ん
は一
年
ほ
ど
を

経
た
の
ち
に
反
今
川
の
行
動
に
出
る
と
考

え
方
を
異
に
し
て
い
ま
す
。こ
う
し
た
対

立
の
視
点
が
あ
っ
て
こ
そ
、歴
史
事
実
の

究
明
と
前
進
が
あ
る
も
の
と
思
い
ま
す
。

　
今
回
の
講
演
会
で
は
、家
康
に
関
す
る

最
新
の
情
報
、歴
史
学
で
問
題
点
と
な
っ

て
い
る
論
点
を
市
民
の
皆
さ
ん
に
も
ぜ
ひ

知
っ
て
い
た
だ
き
た
い
と
意
図
し
ま
し
た
。

研
究
者
を
講
師
に
た
て
ま
し
た
の
で
、難

し
い
堅
い
話
に
な
り
、参
加
者
が
少
な
い
の

で
は
な
い
か
と
不
安
な
要
素
も
あ
り
ま
し

た
。し
か
し
、多
く
の
方
に
聴
講
い
た
だ
き

ま
ず
は
ひ
と
安
心
で
す
。ア
ン
ケ
ー
ト
か
ら

は
内
容
が
難
し
い
な
ど
の
厳
し
い
批
判
も

あ
り
ま
し
た
が
、新
し
い
事
実
に
接
し
た

喜
び
を
記
し
て
い
た
だ
い
て
い
る
方
も
多

く
あ
り
ま
し
た
。家
康
に
対
す
る
新
し
い

事
実
を
提
示
し
て
こ
そ
家
康
像
は
よ
り
豊

か
な
も
の
と
な
り
、家
康
の
顕
彰
に
つ
な

が
っ
て
ゆ
く
も
の
と
考
え
ま
す
。 

　
岡
崎
市
美
術
博
物
館
の
改
修
工
事
が

平
成
二
七
年
七
月
六
日
か
ら
始
ま
り
ま

し
た
。当
館
が
開
館
し
た
の
が
ち
ょ
う
ど

一
九
年
前
の
平
成
八
年
七
月
六
日
、ぴ
っ

た
り
一
九
年
後
に
な
っ
て
い
ま
す
。大
規

模
な
工
事
の
た
め
、駐
車
場
に
は
、施
工

業
者
の
方
が
利
用
さ
れ
る
現
場
事
務
所

も
完
成
し
、工
事
が
始
ま
る
と
い
う
雰
囲

気
を
醸
し
出
し
て
い
ま
す
。ま
ず
は
建
築

か
ら
と
い
う
こ
と
で
、建
築
工
事
か
ら
始

め
て
お
り
、ア
ト
リ
ウ
ム
に
も
足
場
が

架
っ
て
、作
業
員
さ
ん
た
ち
が
手
際
よ
く

足
場
を
渡
り
歩
い
て
い
る
の
は
、高
所
恐

怖
症
の
自
分
に
と
っ
て
は
見
事
で
す
。展

示
室
の
方
も
可
動
壁
の
ク
ロ
ス
が
サ
ン
プ

ル
と
し
て
は
ぎ
取
ら
れ
て
い
る
場
所
が
見

ら
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
が
、い
よ
い

よ
全
面
改
修
が
始
ま
り
、既
存
の
ク
ロ
ス

と
カ
ー
ペッ
ト
の
剥
ぎ
取
り
も
始
ま
り
ま

す
。一
九
年
に
わ
た
っ
て
使
用
さ
れ
て
き
た

ク
ロ
ス
に
は
、多
く
の
ピ
ン
の
痕
が
残
さ

れ
て
お
り
ま
す
が
、中
に
は
特
殊
な
打
ち

方
を
し
た
と
思
わ
れ
る
痕
跡
も
あ
り
、そ

の
当
時
の
担
当
学
芸
員
の
苦
労
を
偲
ば

せ
る
も
の
が
あ
り
ま
す
。

　
ま
た
今
回
の
改
修
工
事
で
は
、空
調

設
備
改
修
工
事
、電
気
施
設
改
修
工
事

も
同
時
に
実
施
し
ま
す
。そ
れ
ぞ
れ
の
業

者
間
と
当
館
、建
築
課
が
出
席
し
て
毎

月
工
程
会
議
を
開
き
、お
互
い
に
工
程
を

調
整
し
つ
つ
進
め
て
い
く
の
で
す
が
、な

か
な
か
調
整
が
つ
か
ず
に
大
変
で
す
。空

調
設
備
工
事
な
ど
も
、ま
っ
た
く
新
し
い

配
管
を
で
き
れ
ば
い
い
の
で
す
が
、い
っ
た

ん
天
井
を
外
し
、管
の
寸
法
を
測
っ
て
配

管
す
る
と
い
う
一
見
す
る
と
手
間
が
か
か

る
方
法
を
と
っ
て
い
ま
す
。電
気
設
備
工

事
に
つ
い
て
は
、詳
し
い
工
程
表
が
ま
だ

出
て
い
な
い
の
で
、は
っ
き
り
し
た
こ
と
は

わ
か
り
ま
せ
ん
が
、同
様
に
既
存
の
管
路

を
使
っ
て
い
く
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　
文
化
財
の
建
造
物
も
桧
皮
の
葺
き
替

え
等
は
二
〇
年
ご
と
と
い
う
場
合
が
多
い

で
す
が
、当
館
も
一
九
年
、機
能
の
回
復
を

は
か
る
と
い
う
改
修
工
事
の
必
要
性
は

文
化
財
の
建
造
物
と
変
わ
り
ま
せ
ん
。使

え
る
も
の
は
手
を
入
れ
て
機
能
を
維
持

し
つ
つ
使
用
し
て
い
く
。今
回
の
改
修
工

事
で
は
、そ
の
こ
と
を
忘
れ
ず
に
し
て
い

き
た
い
と
思
い
ま
す
。

　
工
事
の
様
子
や
進
行
状
況
に
つ
い
て

は
、ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
な
ど
で
随
時
お
知
ら
せ

し
ま
す
の
で
よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。 

 

工
事
進
捗
・
裏
話
？

　
工
事
進
捗・裏
話
で
何
か一文
を
と
原
稿

依
頼
を
受
け
た
も
の
の
、さ
て
何
を
書
い
た

も
の
か
。進
捗
と
いっ
て
も
、今
は
ま
だ
本
工

事
が
始
ま
る
前
の
下
準
備
の
段
階
で
あ
る
。

　
下
準
備
の
段
階
で
は
あ
る
が
、駐
車
場

や
工
事
個
所
の
地
下
通
路・機
械
室
、展
示

室
、ア
ト
リ
ウ
ム
等
の
様
相
は
、昨
年
度
ま

で
と
は
ガ
ラ
リ
と
変
わ
っ
て
い
る
。

　
駐
車
場
に
は
す
で
に
現
場
事
務
所
が
設

置
さ
れ
、安
全
確
保
の
た
め
の
進
入
禁
止

の
バ
リ
ケ
ー
ド
も
配
置
さ
れ
た
。北
側
入
口

前
は
工
事
車
両
の
乗
り
入
れ
が
あ
る
た

め
、石
畳
保
護
目
的
の
養
生
シ
ー
ト
が一
面

に
敷
か
れ
て
い
る
。

　
地
下
通
路
や
電
気
室・機
械
室
の一部
に

は
、以
前
は
木
製
パ
ネ
ル
や
ア
ク
リ
ル
カ

バ
ー
、仮
設
展
示
台
の
部
品
、さ
ら
に
は
全

長
九
ｍ
近
い
川
船
ま
で
も
が
置
か
れ
て
い

た
。し
か
し
天
井
の
配
管
取
替
工
事
を
行

う
た
め
に
足
場
を
組
ま
ね
ば
な
ら
ず
、当

然
こ
れ
ら
の
も
の
は
片
付
け
な
け
れ
ば
な

ら
な
か
っ
た
。来
年
度
以
降
も
必
要
な
も
の

を
選
別
し
、不
要
な
も
の
は
処
分
、必
要
な

も
の
も
倉
庫
を
借
り
て
預
か
っ
て
も
ら
い
、

地
下
通
路
は
き
れ
い
さ
っ
ぱ
り
何
も
な
い

状
態
に
な
っ
た
。さ
ら
に
床
の
剥
離
洗
浄
・

ワ
ッ
ク
ス
が
け
を
行
い
、見
違
え
る
よ
う
に

白
い
姿
を
取
り
戻
し
た
。そ
こ
を
歩
け
ば
、

コ
ツ
コ
ツ
コ
ツ
と
足
音
が
心
地
良
く
響
く
。

　
工
事
終
了
後
に
、ま
た
こ
こ
に
預
か
っ
て

も
ら
っ
て
い
た
も
の
が「
戻
っ
て
き
て
し
ま

う
」事
を
思
う
と
、何
と
も
悩
ま
し
い
。

　
ア
ト
リ
ウ
ム
で
は
内
部
足
場
の
組
立
が

半
分
以
上
進
ん
で
い
る
。ユニ
ッ
ト
化
さ
れ

た
支
柱・筋
交
い・手
す
り
等
が
規
則
正
し

く
組
み
上
げ
ら
れ
た
姿
は
、ま
る
で
オ
ブ

ジ
ェ
の
よ
う
で
も
あ
り
。中
々
に
壮
観
で
あ

る
。こ
の
ア
ト
リ
ウ
ム
で
あ
る
が
、足
場
を

組
む
作
業
中
は
が
ん
が
ん
空
調
を
効
か

せ
、扇
風
機
、送
風
機
を
総
動
員
し
て
熱
中

症
対
策
を
し
て
い
る
。排
煙
窓
を
開
け
る
こ

と
が
で
き
れ
ば
、さ
ら
に
い
く
ら
か
室
温
を

下
げ
る
こ
と
も
期
待
で
き
る
は
ず
な
の
だ

が
、こ
こ
も
ま
た
修
繕
個
所
で
あ
り
、こ
の

足
場
が
必
要
な
の
だ
。世
の
中
ま
ま
な
ら

な
い
も
の
で
あ
る
。

　「
裏
話
」と
い
う
に
は
当
た
り
障
り
の
な

い
話
だ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
が
、本
当
の「
裏

話
」は
、オ
モ
テ
に
で
き
な
い
か
ら「
裏
話
」

な
の
で
あ
る
？ 



湯
谷
翔
悟

家
康
の
足
跡
を
た
ど
る

　
時
は
戦
国
永
禄
三
年
。桶
狭
間
合
戦

時
、大
高
城
に
い
た
家
康
は
、敗
軍
の
報

を
聞
き
大
樹
寺
へ
退
却
す
る
。し
か
し
追

手
か
ら
逃
げ
ら
れ
な
い
と
観
念
し
、先
祖

の
墓
の
前
で
自
害
を
図
る
。そ
れ
を
諌
め

止
め
た
の
は
登
誉
上
人
。「
厭
離
穢
土
　

欣
求
浄
土
」の
言
葉
を
う
け
、家
康
は
僧

衆
と
と
も
に
織
田
軍
を
撃
退
す
る
。そ
の

後
義
元
方
が
退
却
し
た
岡
崎
城
に「
捨
て

城
な
ら
拾
お
う
」と
言
い
入
城
し
、以
後

家
康
は
三
河
統
一
に
ひ
た
走
っ
て
い
く
。

と
、合
戦
時
の
家
康
の
足
跡
を
あ
ら
す
じ

で
書
く
と
こ
ん
な
感
じ
で
し
ょ
う
か
。

　「
家
康
公
顕
彰
四
百
年
」を
記
念
し
た

今
回
の
バ
ス
見
学
会
は
、三
河
時
代
の
家

康
の
足
跡
を
た
ど
る
形
で
、全
五
回
予
定

し
て
い
ま
す
。そ
の
第
一
回「
桶
狭
間
合

戦
」を
六
月
二
〇
日
に
開
催
し
ま
し
た
。

奇
し
く
も
四
五
五
年
前
と
ほ
ぼ
同
じ
時

期（
合
戦
は
旧
暦
五
月
）の
見
学
と
い
う

こ
と
で
、当
時
と
同
じ
く
雨
が
降
り
出
し

そ
う
な
空
を
心
配
し
な
が
ら
、大
高
城
↓

桶
狭
間
古
戦
場
↓
沓
掛
城
↓
大
樹
寺
を

巡
り
ま
し
た
。桶
狭
間
古
戦
場
は
、豊
明

市
と
名
古
屋
市
緑
区
に
伝
承
地
が
あ
り

ま
す
。今
回
は
緑
区
の
ガ
イ
ド
の
方
に
お

願
い
し
、ご
案
内
い
た
だ
き
ま
し
た
。現
在

は
住
宅
街
と
な
っ
て
お
り
、当
時
を
偲
ば

せ
る
も
の
は
ほ
と
ん
ど
残
っ
て
い
ま
せ
ん
。

し
か
し
義
元
本
陣
推
定
地
か
ら
の
眺
望

や
、当
時
湿
地
だ
っ
た
と
思
わ
れ
る
低
地

帯
な
ど
、意
外
と
起
伏
の
あ
る
地
形
が
印

象
的
で
し
た
。そ
の
地
に
立
ち
、歩
く
こ

と
で
、本
や
史
料
よ
り
も
ず
っ
と
頭
の
中

の
合
戦
は
リ
ア
ル
に
描
か
れ
ま
し
た
。そ

の
他
の
見
学
先
も
、そ
の
地
で
し
か
知
り

得
な
い
情
報
で
あ
ふ
れ
て
い
ま
し
た
。

　
定
員
三
〇
名
の
と
こ
ろ
に
、一
〇
倍
を

超
え
る
応
募
を
い
た
だ
い
た
こ
の
見
学

会
。家
康
へ
の
関
心
の
高
さ
と
、実
際
に

現
地
を
歩
く
こ
と
の
重
要
性
を
改
め
て

実
感
す
る
時
間
と
な
り
ま
し
た
。ご
協
力

い
た
だ
い
た
皆
さ
ま
に
こ
の
場
を
借
り
て

御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。 

堀
江
登
志
実

家
康
講
演
会
盛
況

内
藤
高
玲

野
澤
太
雅

改
修
工
事
と
こ
れ
か
ら

　
家
康
公
顕
彰
四
百
年
祭
事
業
の
当
館

に
お
け
る
講
演
会「
三
河
時
代
の
家
康
を

考
え
る
」は
す
で
に
二
回
が
終
了
し
ま
し

た
。第
一
回
目
は「
家
康
研
究
の
最
前
線
」

と
い
う
こ
と
で
国
學
院
大
學
講
師
の
平
野

明
夫
さ
ん
に
、第
二
回
目
は「
三
河一向一揆

に
つ
い
て
」と
い
う
こ
と
で
本
願
寺
史
料
研

究
所
副
所
長
の
金
龍
静
さ
ん
に
そ
れ
ぞ

れ
お
話
し
い
た
だ
き
ま
し
た
。聴
講
者
は一

回
目
三
八
六
人
、二
回
目
四
一
八
人
で
し

た
。い
ず
れ
も
定
員
二
五
〇
名
を
大
幅
に

超
え
ま
し
た
。今
回
の
講
演
会
の
ス
タ
イ
ル

は
、講
演
者
と
コ
メ
ン
テ
ー
タ
ー
の
二
人
に

よ
る
対
談
に
よ
り
内
容
の
ポ
イ
ン
ト
、問

題
点
を
よ
り
ク
リ
ア
に
し
て
ゆ
く
こ
と
を

目
指
す
も
の
で
す
。今
回
、平
野
さ
ん
の
話

に
は
中
京
大
学
教
授
の
村
岡
幹
生
さ
ん

に
、金
龍
さ
ん
の
話
に
は
同
朋
大
学
准
教

授
の
安
藤
弥
さ
ん
に
コ
メ
ン
テ
ー
タ
ー
を

お
願
い
し
ま
し
た
。

　
コ
メ
ン
テ
ー
タ
ー
に
は
、話
を
い
た
だ
い

た
方
と
歴
史
的
な
論
点
で
対
立
的
な
立

場
に
あ
る
方
も
あ
り
ま
す
。第
一
回
の
平

野
さ
ん
と
村
岡
さ
ん
は
と
も
に
松
平
氏
の

研
究
者
と
し
て
知
ら
れ
た
方
で
す
が
、松

平
清
康
へ
の
評
価
を
め
ぐ
っ
て
は
大
き
く

立
場
が
違
い
ま
す
。今
回
の
な
か
で
も
、平

野
さ
ん
は
、家
康
は
桶
狭
間
合
戦
後
直
ぐ

に
反
今
川
の
行
動
を
と
る
と
い
う
考
え
で

あ
る
の
に
対
し
、村
岡
さ
ん
は一
年
ほ
ど
を

経
た
の
ち
に
反
今
川
の
行
動
に
出
る
と
考

え
方
を
異
に
し
て
い
ま
す
。こ
う
し
た
対

立
の
視
点
が
あ
っ
て
こ
そ
、歴
史
事
実
の

究
明
と
前
進
が
あ
る
も
の
と
思
い
ま
す
。

　
今
回
の
講
演
会
で
は
、家
康
に
関
す
る

最
新
の
情
報
、歴
史
学
で
問
題
点
と
な
っ

て
い
る
論
点
を
市
民
の
皆
さ
ん
に
も
ぜ
ひ

知
っ
て
い
た
だ
き
た
い
と
意
図
し
ま
し
た
。

研
究
者
を
講
師
に
た
て
ま
し
た
の
で
、難

し
い
堅
い
話
に
な
り
、参
加
者
が
少
な
い
の

で
は
な
い
か
と
不
安
な
要
素
も
あ
り
ま
し

た
。し
か
し
、多
く
の
方
に
聴
講
い
た
だ
き

ま
ず
は
ひ
と
安
心
で
す
。ア
ン
ケ
ー
ト
か
ら

は
内
容
が
難
し
い
な
ど
の
厳
し
い
批
判
も

あ
り
ま
し
た
が
、新
し
い
事
実
に
接
し
た

喜
び
を
記
し
て
い
た
だ
い
て
い
る
方
も
多

く
あ
り
ま
し
た
。家
康
に
対
す
る
新
し
い

事
実
を
提
示
し
て
こ
そ
家
康
像
は
よ
り
豊

か
な
も
の
と
な
り
、家
康
の
顕
彰
に
つ
な

が
っ
て
ゆ
く
も
の
と
考
え
ま
す
。 

　
岡
崎
市
美
術
博
物
館
の
改
修
工
事
が

平
成
二
七
年
七
月
六
日
か
ら
始
ま
り
ま

し
た
。当
館
が
開
館
し
た
の
が
ち
ょ
う
ど

一
九
年
前
の
平
成
八
年
七
月
六
日
、ぴ
っ

た
り
一
九
年
後
に
な
っ
て
い
ま
す
。大
規

模
な
工
事
の
た
め
、駐
車
場
に
は
、施
工

業
者
の
方
が
利
用
さ
れ
る
現
場
事
務
所

も
完
成
し
、工
事
が
始
ま
る
と
い
う
雰
囲

気
を
醸
し
出
し
て
い
ま
す
。ま
ず
は
建
築

か
ら
と
い
う
こ
と
で
、建
築
工
事
か
ら
始

め
て
お
り
、ア
ト
リ
ウ
ム
に
も
足
場
が

架
っ
て
、作
業
員
さ
ん
た
ち
が
手
際
よ
く

足
場
を
渡
り
歩
い
て
い
る
の
は
、高
所
恐

怖
症
の
自
分
に
と
っ
て
は
見
事
で
す
。展

示
室
の
方
も
可
動
壁
の
ク
ロ
ス
が
サ
ン
プ

ル
と
し
て
は
ぎ
取
ら
れ
て
い
る
場
所
が
見

ら
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
が
、い
よ
い

よ
全
面
改
修
が
始
ま
り
、既
存
の
ク
ロ
ス

と
カ
ー
ペッ
ト
の
剥
ぎ
取
り
も
始
ま
り
ま

す
。一
九
年
に
わ
た
っ
て
使
用
さ
れ
て
き
た

ク
ロ
ス
に
は
、多
く
の
ピ
ン
の
痕
が
残
さ

れ
て
お
り
ま
す
が
、中
に
は
特
殊
な
打
ち

方
を
し
た
と
思
わ
れ
る
痕
跡
も
あ
り
、そ

の
当
時
の
担
当
学
芸
員
の
苦
労
を
偲
ば

せ
る
も
の
が
あ
り
ま
す
。

　
ま
た
今
回
の
改
修
工
事
で
は
、空
調

設
備
改
修
工
事
、電
気
施
設
改
修
工
事

も
同
時
に
実
施
し
ま
す
。そ
れ
ぞ
れ
の
業

者
間
と
当
館
、建
築
課
が
出
席
し
て
毎

月
工
程
会
議
を
開
き
、お
互
い
に
工
程
を

調
整
し
つ
つ
進
め
て
い
く
の
で
す
が
、な

か
な
か
調
整
が
つ
か
ず
に
大
変
で
す
。空

調
設
備
工
事
な
ど
も
、ま
っ
た
く
新
し
い

配
管
を
で
き
れ
ば
い
い
の
で
す
が
、い
っ
た

ん
天
井
を
外
し
、管
の
寸
法
を
測
っ
て
配

管
す
る
と
い
う
一
見
す
る
と
手
間
が
か
か

る
方
法
を
と
っ
て
い
ま
す
。電
気
設
備
工

事
に
つ
い
て
は
、詳
し
い
工
程
表
が
ま
だ

出
て
い
な
い
の
で
、は
っ
き
り
し
た
こ
と
は

わ
か
り
ま
せ
ん
が
、同
様
に
既
存
の
管
路

を
使
っ
て
い
く
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　
文
化
財
の
建
造
物
も
桧
皮
の
葺
き
替

え
等
は
二
〇
年
ご
と
と
い
う
場
合
が
多
い

で
す
が
、当
館
も
一
九
年
、機
能
の
回
復
を

は
か
る
と
い
う
改
修
工
事
の
必
要
性
は

文
化
財
の
建
造
物
と
変
わ
り
ま
せ
ん
。使

え
る
も
の
は
手
を
入
れ
て
機
能
を
維
持

し
つ
つ
使
用
し
て
い
く
。今
回
の
改
修
工

事
で
は
、そ
の
こ
と
を
忘
れ
ず
に
し
て
い

き
た
い
と
思
い
ま
す
。

　
工
事
の
様
子
や
進
行
状
況
に
つ
い
て

は
、ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
な
ど
で
随
時
お
知
ら
せ

し
ま
す
の
で
よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。 

 

工
事
進
捗
・
裏
話
？

　
工
事
進
捗・裏
話
で
何
か一文
を
と
原
稿

依
頼
を
受
け
た
も
の
の
、さ
て
何
を
書
い
た

も
の
か
。進
捗
と
いっ
て
も
、今
は
ま
だ
本
工

事
が
始
ま
る
前
の
下
準
備
の
段
階
で
あ
る
。

　
下
準
備
の
段
階
で
は
あ
る
が
、駐
車
場

や
工
事
個
所
の
地
下
通
路・機
械
室
、展
示

室
、ア
ト
リ
ウ
ム
等
の
様
相
は
、昨
年
度
ま

で
と
は
ガ
ラ
リ
と
変
わ
っ
て
い
る
。

　
駐
車
場
に
は
す
で
に
現
場
事
務
所
が
設

置
さ
れ
、安
全
確
保
の
た
め
の
進
入
禁
止

の
バ
リ
ケ
ー
ド
も
配
置
さ
れ
た
。北
側
入
口

前
は
工
事
車
両
の
乗
り
入
れ
が
あ
る
た

め
、石
畳
保
護
目
的
の
養
生
シ
ー
ト
が一
面

に
敷
か
れ
て
い
る
。

　
地
下
通
路
や
電
気
室・機
械
室
の一部
に

は
、以
前
は
木
製
パ
ネ
ル
や
ア
ク
リ
ル
カ

バ
ー
、仮
設
展
示
台
の
部
品
、さ
ら
に
は
全

長
九
ｍ
近
い
川
船
ま
で
も
が
置
か
れ
て
い

た
。し
か
し
天
井
の
配
管
取
替
工
事
を
行

う
た
め
に
足
場
を
組
ま
ね
ば
な
ら
ず
、当

然
こ
れ
ら
の
も
の
は
片
付
け
な
け
れ
ば
な

ら
な
か
っ
た
。来
年
度
以
降
も
必
要
な
も
の

を
選
別
し
、不
要
な
も
の
は
処
分
、必
要
な

も
の
も
倉
庫
を
借
り
て
預
か
っ
て
も
ら
い
、

地
下
通
路
は
き
れ
い
さ
っ
ぱ
り
何
も
な
い

状
態
に
な
っ
た
。さ
ら
に
床
の
剥
離
洗
浄
・

ワ
ッ
ク
ス
が
け
を
行
い
、見
違
え
る
よ
う
に

白
い
姿
を
取
り
戻
し
た
。そ
こ
を
歩
け
ば
、

コ
ツ
コ
ツ
コ
ツ
と
足
音
が
心
地
良
く
響
く
。

　
工
事
終
了
後
に
、ま
た
こ
こ
に
預
か
っ
て

も
ら
っ
て
い
た
も
の
が「
戻
っ
て
き
て
し
ま

う
」事
を
思
う
と
、何
と
も
悩
ま
し
い
。

　
ア
ト
リ
ウ
ム
で
は
内
部
足
場
の
組
立
が

半
分
以
上
進
ん
で
い
る
。ユニ
ッ
ト
化
さ
れ

た
支
柱・筋
交
い・手
す
り
等
が
規
則
正
し

く
組
み
上
げ
ら
れ
た
姿
は
、ま
る
で
オ
ブ

ジ
ェ
の
よ
う
で
も
あ
り
。中
々
に
壮
観
で
あ

る
。こ
の
ア
ト
リ
ウ
ム
で
あ
る
が
、足
場
を

組
む
作
業
中
は
が
ん
が
ん
空
調
を
効
か

せ
、扇
風
機
、送
風
機
を
総
動
員
し
て
熱
中

症
対
策
を
し
て
い
る
。排
煙
窓
を
開
け
る
こ

と
が
で
き
れ
ば
、さ
ら
に
い
く
ら
か
室
温
を

下
げ
る
こ
と
も
期
待
で
き
る
は
ず
な
の
だ

が
、こ
こ
も
ま
た
修
繕
個
所
で
あ
り
、こ
の

足
場
が
必
要
な
の
だ
。世
の
中
ま
ま
な
ら

な
い
も
の
で
あ
る
。

　「
裏
話
」と
い
う
に
は
当
た
り
障
り
の
な

い
話
だ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
が
、本
当
の「
裏

話
」は
、オ
モ
テ
に
で
き
な
い
か
ら「
裏
話
」

な
の
で
あ
る
？ 



COLUMN＆TOPIC

湯
谷
翔
悟

神
君
・
三
河
守
・
家
康
公-

流
転
す
る「
英
雄
」像

　「
徳
川
家
康
公
顕
彰
四
百
年
記
念
事

業
」と
い
う
こ
と
で
、静
岡
・
浜
松
そ
し
て

岡
崎
市
を
中
心
に
様
々
な
イ
ベン
ト
が
開

催
さ
れ
て
い
る
。事
業
趣
旨
に
あ
る
よ
う

に「
ゆ
か
り
の
地
に
住
む
市
民
・
県
民
」が

「
誇
り
を
感
じ
る
」べ
き
英
雄
で
あ
る
こ

と
は
間
違
い
な
い
。し
か
し
過
去
に
は
、

家
康
と
の
繋
が
り
を
強
調
し
な
い
こ
と

に
徹
し
た
時
代
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ

る
。明
治
初
年
で
あ
る
。そ
の
様
子
を『
大

樹
寺
文
書
』か
ら
う
か
が
っ
て
み
よ
う
。

　
江
戸
時
代
の
記
録
中
で
は
、家
康
の
こ

と
を「
神
君
様
」と
呼
ん
で
い
る
。家
康
は

神
で
あ
り
、幕
府
に
何
か
要
望
す
る
と
き

は
、そ
の
実
現
の
た
め
に
家
康
と
の
繋
が

り
を
強
調
し
て
い
る
。そ
れ
が
明
治
二
年

に
は
、家
康
の
こ
と
を「
徳
川
三
河
守
」と

単
な
る
一
武
将
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。そ

の
記
述
の
基
と
な
る
史
料
で
は「
徳
川
三

河
守
家
康
」と
名
前
ま
で
書
い
て
あ
る
に

も
か
か
わ
ら
ず
、で
あ
る
。今
川
義
元
に

つ
い
て
は「
駿
河
之
城
主
今
川
治
部
少
輔

義
元
」（
史
料
で
は
花
押
の
み
）と
詳
し
く

記
し
て
い
る
の
と
対
比
す
る
と
、繋
が
り

の
強
さ
を
少
し
で
も
伝
え
な
い
よ
う
に
し

て
い
る
こ
と
が
う
か
が
え
る
。さ
ら
に
不

入
、門
前
で
の
下
馬
下
乗
な
ど
、戦
国
時

代
か
ら
の
特
権
は
朝
廷
よ
り
与
え
ら
れ

た
も
の
と
、天
皇
・
朝
廷
ひ
い
て
は
明
治

政
府
と
の
繋
が
り
を
主
張
し
て
い
る
。こ

の
よ
う
に
明
治
の
新
し
い
治
世
下
で
は
、

前
政
権
と
の
繋
が
り
は
不
利
に
作
用
す

る
と
し
て
、前
面
に
出
す
こ
と
は
忌
避
さ

れ
た
よ
う
で
あ
る
。た
だ
し
大
樹
寺
で

は
、松
平
氏
や
家
康
の
法
要
は
そ
の
後
も

継
続
さ
れ
て
い
る
。寺
領
を
失
い
、経
営

の
危
機
に
あ
っ
た
時
期
と
い
う
状
況
を

鑑
み
る
と
、大
樹
寺
の
尊
崇
の
念
の
篤
さ

を
強
く
感
じ
る
。

　
そ
の
一
方
で
、明
治
五
年
に
岡
崎
城
付

近
の
地
域
が
康
生
町（
家
康
生
誕
の
地

に
因
む
と
言
わ
れ
る
）と
名
付
け
ら
れ
て

い
る
。わ
ず
か
二
、三
年
で「
家
康
公
忌

避
」の
風
潮
が
変
わ
っ
た
の
か
。い
や
、そ

も
そ
も
そ
ん
な
意
識
は
な
か
っ
た
の
か
。

人
々
の
意
識
を
さ
ぐ
る
と
い
う
の
は
難

し
い
。

　
ま
た
、家
康
を
顕
彰
す
る
よ
う
に
な
っ

た
の
は
い
つ
頃
な
の
か
。変
化
が
あ
っ
た

と
す
れ
ば
そ
の
契
機
や
時
代
状
況
は
い

か
な
る
も
の
で
あ
っ
た
の
か
。現
代
の
顕

彰
の
在
り
方
を
考
え
る
上
で
も
興
味
深

い
話
で
あ
る
。 

伊
藤
久
美
子

浦
野
加
穂
子

ガ
ラ
紡
が
つ
な
ぐ
縁

　
臥
雲
辰
致（
が
う
ん
た
っ
ち
）（
ま
た
は

「
と
き
む
ね
」、一
八
四
二
〜
一
九
〇
〇
年
）

と
い
う
人
物
を
ご
存
じ
で
し
ょ
う
か
。信

州
は
旧
堀
金
村（
現
安
曇
野
市
）出
身
で
、

明
治
時
代
に
独
自
の
綿
糸
紡
績
機「
ガ
ラ

紡
機
」（
ガ
ラ
紡
）を
発
明
し
ま
し
た
。ガ

ラ
紡
は
綿
花
を
糸
に
紡
ぐ
水
力
式
の
機

械
で
、動
か
す
と「
ガ
ラ
ガ
ラ
」と
大
き
な

音
が
す
る
こ
と
か
ら
こ
の
名
が
付
け
ら
れ

ま
し
た
。ま
た
、こ
の
機
械
で
紡
が
れ
た
糸

の
こ
と
も
ガ
ラ
紡
と
呼
び
ま
す
。

　
額
田
郡
で
は
、明
治
二一
年（
一
八
八
八
）

に
紡
績
組
合
に
よ
り
臥
雲
を
招
き
ガ
ラ

紡
の
技
術
指
導
を
受
け
て
い
ま
す
。こ
れ

に
よ
り
滝
村（
現
岡
崎
市
滝
町
）を
は
じ

め
こ
の
地
方
で
の
ガ
ラ
紡
産
業
は
大
き
く

発
展
し
ま
し
た
。臥
雲
は
こ
の
功
績
が
讃

え
ら
れ
て
岡
崎
市
名
誉
市
民
に
な
っ
て
お

り
、市
内
朝
日
町
に
は
紡
績
組
合
が
建
立

し
た
顕
彰
碑
も
あ
り
ま
す
。

　
さ
て
、前
置
き
が
少
々
長
く
な
り
ま
し

た
が
、去
る
五
月
二
七
日
、ま
つ
も
と
市
民

芸
術
館
で
ガ
ラ
紡
コ
ン
サ
ー
ト
な
る
催
し

が
開
か
れ
ま
し
た
。臥
雲
家
直
系
の
孫
に

あ
た
る
弘
安
氏
が
、岡
崎
市
で
は
名
誉
市

民
に
叙
せ
ら
れ
て
顕
彰
碑
ま
で
あ
る
と
い

う
の
に
、長
野
で
は
極
め
て
知
名
度
が
低

い
の
を
憂
え
、臥
雲
辰
致
と
そ
の
功
績
を

知
っ
て
も
ら
お
う
と
計
画
さ
れ
た
も
の
で

す
。ガ
ラ
紡
研
究
者
四
名
に
よ
る
講
演
と

ク
ラ
ッ
シ
ッ
ク
コ
ン
サ
ー
ト
と
い
う
異
色
の

組
み
合
わ
せ
、し
か
も
平
日
の
午
後
、小

ホ
ー
ル
と
い
え
ど
も
客
席
数
は
二
百
以

上
。人
が
集
ま
る
の
だ
ろ
う
か
と
勝
手
に

心
配
し
て
し
ま
い
ま
し
た
。結
果
は
、地
元

の
深
志
高
校
同
窓
会
な
ど
の
強
力
な
バ
ッ

ク
ア
ッ
プ
を
受
け
て
、盛
況
な
集
ま
り
と

な
り
ま
し
た
。四
時
間
に
わ
た
る
長
丁
場

は
全
く
飽
き
さ
せ
な
い
、有
意
義
で
楽
し

い
内
容
で
し
た
。

　
最
終
構
想
は
、松
本
の
地
に
臥
雲
記
念

館
を
建
て
る
こ
と
。そ
れ
に
向
け
て
の
第
一

歩
で
し
た
が
、閉
会
後
の
交
流
会
で
は
地

元
の
方
々
が
少
々
お
酒
も
入
っ
て
い
た
せ

い
か
、お
ら
が
村
の
偉
人
へ
の
熱
い
思
い
を

楽
し
そ
う
に
次
か
ら
次
へ
と
語
ら
れ
て
い

た
の
が
印
象
的
で
し
た
。臥
雲
翁
が
取
り

結
ぶ
長
野
と
岡
崎
の
縁
。夢
の
続
き
を
期

待
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

村
松
和
明

私
の
心
象
資
料 

宇
賀
弁
才
天
立
像 

円
空
作

　
宇
賀
弁
才
天
と
は
イ
ン
ド
の
サ
ラ
ス

バ
テ
ィ
河
の
神
格
化
で
あ
る
弁
才
天
と

水
を
司
る
蛇
の
神
格
化
で
あ
る
日
本
の

宇
賀
神
が
結
び
つ
い
た
も
の
で
す
。本
像

は
像
高
二
九
・
三
㎝
、人
面
蛇
身
の
宇
賀

神
を
頭
に
の
せ
て
い
ま
す
。一
般
的
に
宇

賀
神
は
老
人
の
顔
で
表
さ
れ
ま
す
が
、

本
像
の
宇
賀
神
は
に
こ
や
か
に
微
笑
ん

で
い
ま
す
。弁
才
天
の
目
は
線
刻
で
表
さ

れ
、口
許
に
は
微
笑
を
湛
え
て
い
ま
す

が
、頭
部
に
は
兜
、胸
元
に
は
鎧
が
彫
ら

れ
、長
袖
の
衣
を
着
て
、岩
座
に
立
つ
、福

徳
神
と
戦
闘
神
の
性
格
を
併
せ
持
つ
弁

才
天
の
姿
で
す
。残
念
な
が
ら
左
手
首

の
先
と
右
手
の
持
物
は
失
わ
れ
て
い
ま

す
。

　
鑿
跡
を
荒
く
残
し
た
鉈
彫
に
よ
る
素

朴
で
独
創
的
な
作
風
な
ど
か
ら
円
空（
一

六
三
二
〜
九
五
）の
作
と
み
ら
れ
、確
立

さ
れ
た
形
態
か
ら
延
宝
五
年（
一
六
七

七
）頃
の
造
像
と
推
定
さ
れ
ま
す
。作
者

の
円
空
は
江
戸
時
代
前
期
の
修
験
僧
で

あ
り
、全
国
を
巡
り
十
二
万
体
の
造
像

を
祈
願
し
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。全

国
に
五
三
〇
〇
余
体
が
現
存
し
、こ
の
う

ち
頭
上
に
宇
賀
神
を
の
せ
た
宇
賀
弁
才

天
は
二
〇
体
程
し
か
確
認
さ
れ
て
お
ら

ず
、貴
重
な
作
例
で
す
。

　
本
像
は
元
は
瀧
山
寺
も
し
く
は
瀧
山

寺
の
塔
頭
で
あ
る
恵
日
堂
の
旧
蔵
と
伝

え
ら
れ
て
お
り
、個
人
宅
に
移
座
さ
れ
て

い
ま
し
た
が
、平
成
二
六
年
度
に
当
館
へ

寄
附
さ
れ
ま
し
た
。愛
知
県
内
の
円
空

仏
は
三
二
〇
〇
体
を
超
え
ま
す
が
、他

所
か
ら
の
移
座
を
除
き
、三
河
の
円
空

仏
と
い
え
る
も
の
は
二
〇
体
程
で
す
。岡

崎
市
内
に
は
六
箇
所
、七
体
が
確
認
さ

れ
て
い
ま
す
。こ
の
う
ち
一
体
が
瀧
山
東

照
宮
の
十
一
面
観
音
立
像（
像
高
三
三
・

五
㎝
、当
館
寄
託
）、二
体
が
瀧
山
東
照

宮
に
近
い
経
津
主
神
社
の
毘
沙
門
天
と

不
動
明
王
の
立
像（
像
高
六
三
・一㎝
、六

〇
・
五
㎝
、市
指
定
文
化
財
、当
館
寄
託
）

で
あ
り
、本
像
を
含
め
近
隣
三
箇
所
に

四
体
の
像
が
確
認
で
き
た
こ
と
に
な
り

ま
す
。安
置
さ
れ
て
い
た
寺
社
、像
の
大

き
さ
な
ど
か
ら
他
所
か
ら
の
移
座
と
は

考
え
難
く
、円
空
が
岡
崎
に
て
造
像
し

た
可
能
性
が
高
ま
っ
た
と
い
え
ま
す
。

私
の
心
象
資
料 《
誕
生
の
球
体
》 

ヴ
ィ
ク
ト
ル・
ブ
ロ
ー
ネ
ル

　
ル
ー
マニ
ア
出
身
の
シ
ュ
ル
レ
ア
リ
ス
ト
、

ブ
ロ
ー
ネ
ル
は
父
親
の
影
響
も
あ
り
、早
く

か
ら
オ
カ
ル
ト
や
交
霊
術
に
関
心
を
持
っ

て
い
た
。彼
の
絵
に
は
呪
術
的
、予
知
的
要

素
が
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。

　
一九
三一
年
か
ら《
片
目
の
な
い
自
画
像
》

を
立
て
続
け
に
描
い
た
彼
は
、そ
の
七
年

後
、実
際
に
片
眼
を
失
う
こ
と
に
な
る
。

パ
リ
で
そ
の
悲
劇
の
現
場
に
居
合
わ
せ
た

岡
本
太
郎
は
以
下
の
よ
う
に
回
想
し
た
。

　「
画
家
仲
間
と
酒
を
酌
交
わ
し
芸
術
談

義
が
盛
り
上
が
っ
た
頃
、ド
ミ
ン
ゲ
ス
が
ス

ペ
イ
ン
訛
り
で
何
か
叫
び
な
が
ら
振
り
お

ろ
し
た
ビ
ー
ル
瓶
が
、ち
ょ
う
ど
立
ち
あ
が

ろ
う
と
し
た
ブ
ロ
ー
ネ
ル
の
左
眼
に
直
撃

し
た
。突
然
う
め
き
と
叫
び
声
が
起
こ
り
、

ブ
ロ
ー
ネ
ル
が
顔
を
押
さ
え
て
の
け
ぞ
っ

た
。す
ぐ
に
彼
を
車
に
乗
せ
て
、程
近
い

コ
ッ
シ
ャ
ン
病
院
に
か
つ
ぎ
込
ん
だ
。だ
が

医
師
は一見
し
て
絶
望
を
宣
言
し
た
。

　
や
が
て
そ
の
悲
劇
か
ら
し
ば
ら
く
た
っ

て
、ブ
ロ
ー
ネ
ル
の
姿
を
見
か
け
て
話
し
か

け
る
と
、右
の
瞳
は
淋
し
そ
う
な
光
を
た

た
え
て
笑
っ
た
が
、左
眼
は
ガ
ラ
ス
の
義
眼

が
あ
ら
ぬ
方
を
見
て
い
た
。

　
恐
ろ
し
い
事
故
の
前
、世
に
片
眼
ほ
ど

醜
悪
な
も
の
は
な
い
と
語
り
、嫌
悪
の
象

徴
と
し
て
片
眼
の
化
け
物
を
よ
く
モ
チ
ー

フ
に
し
て
い
た
彼
が
…
」

　
さ
ら
に
不
可
思
議
な
こ
と
に
、こ
の
悲
劇

か
ら
十
年
ほ
ど
遡
っ
た
頃
、当
時
は
高
価
で

あ
っ
た
カ
メ
ラ
を
友
人
が
入
手
、パ
リ
の
街

角
を
撮
影
し
て
歩
い
て
い
た
。一
枚
の
撮
影

許
可
を
得
た
彼
は
、見
知
ら
ぬ
家
を
カ
メ
ラ

に
収
め
た
の
だ
が
、そ
れ
が
後
に
眼
を
失
う

悲
劇
の
舞
台
と
な
っ
た
家
で
あ
っ
た
。

　
一
九
三
九
年
に
描
か
れ
た
本
作
は
前
年

に
起
き
た
こ
の
悲
劇
が
直
接
反
映
さ
れ
て

い
る
。中
央
の
闇
に
あ
る
眼
を
、黒
い
人
物

が
狙
お
う
と
し
て
い
る
と
こ
ろ
を
、慈
悲
深

い
顔
を
し
た
半
獣
神
が
両
手
を
広
げ
て
阻

止
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。包
み
込
む
よ

う
な
白
い
球
体
は
胎
内
の
象
徴
の
よ
う
で

あ
り
、《
誕
生
の
球
体
》と
い
う
題
名
は
眼

球
再
生
の
願
望
と
と
れ
る
。全
体
に
癒
し

の
オ
ー
ラ
に
満
た
さ
れ
た
よ
う
な
本
作
は
、

内
に
秘
め
た
強
迫
観
念
や
苦
悩
か
ら
解
放

さ
れ
、導
き
の
ま
ま
に
生
き
よ
う
と
す
る

心
の
表
れ
な
の
か
。こ
れ
を
機
に
、彼
は
片

眼
で
現
実
を
見
す
え
、失
っ
た
眼
で
ま
す
ま

す
内
面
を
見
つ
め
る
よ
う
に
な
り
、芸
術
の

幻
視
的
性
格
を
いっ
そ
う
強
め
て
いっ
た
。

（一九
三
九
年 

油
彩・カ
ン
ヴ
ァ
ス

　
　
　
　
六
五・〇
×
八一・〇
㎝ 

当
館
蔵
）

臥雲辰致

※参考文献：小島梯次「岡崎市の円空仏」（『岡崎市史研究』第32号、平成24年）
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湯
谷
翔
悟

神
君
・
三
河
守
・
家
康
公-

流
転
す
る「
英
雄
」像

　「
徳
川
家
康
公
顕
彰
四
百
年
記
念
事

業
」と
い
う
こ
と
で
、静
岡
・
浜
松
そ
し
て

岡
崎
市
を
中
心
に
様
々
な
イ
ベン
ト
が
開

催
さ
れ
て
い
る
。事
業
趣
旨
に
あ
る
よ
う

に「
ゆ
か
り
の
地
に
住
む
市
民
・
県
民
」が

「
誇
り
を
感
じ
る
」べ
き
英
雄
で
あ
る
こ

と
は
間
違
い
な
い
。し
か
し
過
去
に
は
、

家
康
と
の
繋
が
り
を
強
調
し
な
い
こ
と

に
徹
し
た
時
代
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ

る
。明
治
初
年
で
あ
る
。そ
の
様
子
を『
大

樹
寺
文
書
』か
ら
う
か
が
っ
て
み
よ
う
。

　
江
戸
時
代
の
記
録
中
で
は
、家
康
の
こ

と
を「
神
君
様
」と
呼
ん
で
い
る
。家
康
は

神
で
あ
り
、幕
府
に
何
か
要
望
す
る
と
き

は
、そ
の
実
現
の
た
め
に
家
康
と
の
繋
が

り
を
強
調
し
て
い
る
。そ
れ
が
明
治
二
年

に
は
、家
康
の
こ
と
を「
徳
川
三
河
守
」と

単
な
る
一
武
将
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。そ

の
記
述
の
基
と
な
る
史
料
で
は「
徳
川
三

河
守
家
康
」と
名
前
ま
で
書
い
て
あ
る
に

も
か
か
わ
ら
ず
、で
あ
る
。今
川
義
元
に

つ
い
て
は「
駿
河
之
城
主
今
川
治
部
少
輔

義
元
」（
史
料
で
は
花
押
の
み
）と
詳
し
く

記
し
て
い
る
の
と
対
比
す
る
と
、繋
が
り

の
強
さ
を
少
し
で
も
伝
え
な
い
よ
う
に
し

て
い
る
こ
と
が
う
か
が
え
る
。さ
ら
に
不

入
、門
前
で
の
下
馬
下
乗
な
ど
、戦
国
時

代
か
ら
の
特
権
は
朝
廷
よ
り
与
え
ら
れ

た
も
の
と
、天
皇
・
朝
廷
ひ
い
て
は
明
治

政
府
と
の
繋
が
り
を
主
張
し
て
い
る
。こ

の
よ
う
に
明
治
の
新
し
い
治
世
下
で
は
、

前
政
権
と
の
繋
が
り
は
不
利
に
作
用
す

る
と
し
て
、前
面
に
出
す
こ
と
は
忌
避
さ

れ
た
よ
う
で
あ
る
。た
だ
し
大
樹
寺
で

は
、松
平
氏
や
家
康
の
法
要
は
そ
の
後
も

継
続
さ
れ
て
い
る
。寺
領
を
失
い
、経
営

の
危
機
に
あ
っ
た
時
期
と
い
う
状
況
を

鑑
み
る
と
、大
樹
寺
の
尊
崇
の
念
の
篤
さ

を
強
く
感
じ
る
。

　
そ
の
一
方
で
、明
治
五
年
に
岡
崎
城
付

近
の
地
域
が
康
生
町（
家
康
生
誕
の
地

に
因
む
と
言
わ
れ
る
）と
名
付
け
ら
れ
て

い
る
。わ
ず
か
二
、三
年
で「
家
康
公
忌

避
」の
風
潮
が
変
わ
っ
た
の
か
。い
や
、そ

も
そ
も
そ
ん
な
意
識
は
な
か
っ
た
の
か
。

人
々
の
意
識
を
さ
ぐ
る
と
い
う
の
は
難

し
い
。

　
ま
た
、家
康
を
顕
彰
す
る
よ
う
に
な
っ

た
の
は
い
つ
頃
な
の
か
。変
化
が
あ
っ
た

と
す
れ
ば
そ
の
契
機
や
時
代
状
況
は
い

か
な
る
も
の
で
あ
っ
た
の
か
。現
代
の
顕

彰
の
在
り
方
を
考
え
る
上
で
も
興
味
深

い
話
で
あ
る
。 

伊
藤
久
美
子

浦
野
加
穂
子

ガ
ラ
紡
が
つ
な
ぐ
縁

　
臥
雲
辰
致（
が
う
ん
た
っ
ち
）（
ま
た
は

「
と
き
む
ね
」、一
八
四
二
〜
一
九
〇
〇
年
）

と
い
う
人
物
を
ご
存
じ
で
し
ょ
う
か
。信

州
は
旧
堀
金
村（
現
安
曇
野
市
）出
身
で
、

明
治
時
代
に
独
自
の
綿
糸
紡
績
機「
ガ
ラ

紡
機
」（
ガ
ラ
紡
）を
発
明
し
ま
し
た
。ガ

ラ
紡
は
綿
花
を
糸
に
紡
ぐ
水
力
式
の
機

械
で
、動
か
す
と「
ガ
ラ
ガ
ラ
」と
大
き
な

音
が
す
る
こ
と
か
ら
こ
の
名
が
付
け
ら
れ

ま
し
た
。ま
た
、こ
の
機
械
で
紡
が
れ
た
糸

の
こ
と
も
ガ
ラ
紡
と
呼
び
ま
す
。

　
額
田
郡
で
は
、明
治
二一
年（
一
八
八
八
）

に
紡
績
組
合
に
よ
り
臥
雲
を
招
き
ガ
ラ

紡
の
技
術
指
導
を
受
け
て
い
ま
す
。こ
れ

に
よ
り
滝
村（
現
岡
崎
市
滝
町
）を
は
じ

め
こ
の
地
方
で
の
ガ
ラ
紡
産
業
は
大
き
く

発
展
し
ま
し
た
。臥
雲
は
こ
の
功
績
が
讃

え
ら
れ
て
岡
崎
市
名
誉
市
民
に
な
っ
て
お

り
、市
内
朝
日
町
に
は
紡
績
組
合
が
建
立

し
た
顕
彰
碑
も
あ
り
ま
す
。

　
さ
て
、前
置
き
が
少
々
長
く
な
り
ま
し

た
が
、去
る
五
月
二
七
日
、ま
つ
も
と
市
民

芸
術
館
で
ガ
ラ
紡
コ
ン
サ
ー
ト
な
る
催
し

が
開
か
れ
ま
し
た
。臥
雲
家
直
系
の
孫
に

あ
た
る
弘
安
氏
が
、岡
崎
市
で
は
名
誉
市

民
に
叙
せ
ら
れ
て
顕
彰
碑
ま
で
あ
る
と
い

う
の
に
、長
野
で
は
極
め
て
知
名
度
が
低

い
の
を
憂
え
、臥
雲
辰
致
と
そ
の
功
績
を

知
っ
て
も
ら
お
う
と
計
画
さ
れ
た
も
の
で

す
。ガ
ラ
紡
研
究
者
四
名
に
よ
る
講
演
と

ク
ラ
ッ
シ
ッ
ク
コ
ン
サ
ー
ト
と
い
う
異
色
の

組
み
合
わ
せ
、し
か
も
平
日
の
午
後
、小

ホ
ー
ル
と
い
え
ど
も
客
席
数
は
二
百
以

上
。人
が
集
ま
る
の
だ
ろ
う
か
と
勝
手
に

心
配
し
て
し
ま
い
ま
し
た
。結
果
は
、地
元

の
深
志
高
校
同
窓
会
な
ど
の
強
力
な
バ
ッ

ク
ア
ッ
プ
を
受
け
て
、盛
況
な
集
ま
り
と

な
り
ま
し
た
。四
時
間
に
わ
た
る
長
丁
場

は
全
く
飽
き
さ
せ
な
い
、有
意
義
で
楽
し

い
内
容
で
し
た
。

　
最
終
構
想
は
、松
本
の
地
に
臥
雲
記
念

館
を
建
て
る
こ
と
。そ
れ
に
向
け
て
の
第
一

歩
で
し
た
が
、閉
会
後
の
交
流
会
で
は
地

元
の
方
々
が
少
々
お
酒
も
入
っ
て
い
た
せ

い
か
、お
ら
が
村
の
偉
人
へ
の
熱
い
思
い
を

楽
し
そ
う
に
次
か
ら
次
へ
と
語
ら
れ
て
い

た
の
が
印
象
的
で
し
た
。臥
雲
翁
が
取
り

結
ぶ
長
野
と
岡
崎
の
縁
。夢
の
続
き
を
期

待
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

村
松
和
明

私
の
心
象
資
料 

宇
賀
弁
才
天
立
像 

円
空
作

　
宇
賀
弁
才
天
と
は
イ
ン
ド
の
サ
ラ
ス

バ
テ
ィ
河
の
神
格
化
で
あ
る
弁
才
天
と

水
を
司
る
蛇
の
神
格
化
で
あ
る
日
本
の

宇
賀
神
が
結
び
つ
い
た
も
の
で
す
。本
像

は
像
高
二
九
・
三
㎝
、人
面
蛇
身
の
宇
賀

神
を
頭
に
の
せ
て
い
ま
す
。一
般
的
に
宇

賀
神
は
老
人
の
顔
で
表
さ
れ
ま
す
が
、

本
像
の
宇
賀
神
は
に
こ
や
か
に
微
笑
ん

で
い
ま
す
。弁
才
天
の
目
は
線
刻
で
表
さ

れ
、口
許
に
は
微
笑
を
湛
え
て
い
ま
す

が
、頭
部
に
は
兜
、胸
元
に
は
鎧
が
彫
ら

れ
、長
袖
の
衣
を
着
て
、岩
座
に
立
つ
、福

徳
神
と
戦
闘
神
の
性
格
を
併
せ
持
つ
弁

才
天
の
姿
で
す
。残
念
な
が
ら
左
手
首

の
先
と
右
手
の
持
物
は
失
わ
れ
て
い
ま

す
。

　
鑿
跡
を
荒
く
残
し
た
鉈
彫
に
よ
る
素

朴
で
独
創
的
な
作
風
な
ど
か
ら
円
空（
一

六
三
二
〜
九
五
）の
作
と
み
ら
れ
、確
立

さ
れ
た
形
態
か
ら
延
宝
五
年（
一
六
七

七
）頃
の
造
像
と
推
定
さ
れ
ま
す
。作
者

の
円
空
は
江
戸
時
代
前
期
の
修
験
僧
で

あ
り
、全
国
を
巡
り
十
二
万
体
の
造
像

を
祈
願
し
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。全

国
に
五
三
〇
〇
余
体
が
現
存
し
、こ
の
う

ち
頭
上
に
宇
賀
神
を
の
せ
た
宇
賀
弁
才

天
は
二
〇
体
程
し
か
確
認
さ
れ
て
お
ら

ず
、貴
重
な
作
例
で
す
。

　
本
像
は
元
は
瀧
山
寺
も
し
く
は
瀧
山

寺
の
塔
頭
で
あ
る
恵
日
堂
の
旧
蔵
と
伝

え
ら
れ
て
お
り
、個
人
宅
に
移
座
さ
れ
て

い
ま
し
た
が
、平
成
二
六
年
度
に
当
館
へ

寄
附
さ
れ
ま
し
た
。愛
知
県
内
の
円
空

仏
は
三
二
〇
〇
体
を
超
え
ま
す
が
、他

所
か
ら
の
移
座
を
除
き
、三
河
の
円
空

仏
と
い
え
る
も
の
は
二
〇
体
程
で
す
。岡

崎
市
内
に
は
六
箇
所
、七
体
が
確
認
さ

れ
て
い
ま
す
。こ
の
う
ち
一
体
が
瀧
山
東

照
宮
の
十
一
面
観
音
立
像（
像
高
三
三
・

五
㎝
、当
館
寄
託
）、二
体
が
瀧
山
東
照

宮
に
近
い
経
津
主
神
社
の
毘
沙
門
天
と

不
動
明
王
の
立
像（
像
高
六
三
・一㎝
、六

〇
・
五
㎝
、市
指
定
文
化
財
、当
館
寄
託
）

で
あ
り
、本
像
を
含
め
近
隣
三
箇
所
に

四
体
の
像
が
確
認
で
き
た
こ
と
に
な
り

ま
す
。安
置
さ
れ
て
い
た
寺
社
、像
の
大

き
さ
な
ど
か
ら
他
所
か
ら
の
移
座
と
は

考
え
難
く
、円
空
が
岡
崎
に
て
造
像
し

た
可
能
性
が
高
ま
っ
た
と
い
え
ま
す
。

私
の
心
象
資
料 《
誕
生
の
球
体
》 

ヴ
ィ
ク
ト
ル・
ブ
ロ
ー
ネ
ル

　
ル
ー
マニ
ア
出
身
の
シ
ュ
ル
レ
ア
リ
ス
ト
、

ブ
ロ
ー
ネ
ル
は
父
親
の
影
響
も
あ
り
、早
く

か
ら
オ
カ
ル
ト
や
交
霊
術
に
関
心
を
持
っ

て
い
た
。彼
の
絵
に
は
呪
術
的
、予
知
的
要

素
が
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。

　
一九
三一
年
か
ら《
片
目
の
な
い
自
画
像
》

を
立
て
続
け
に
描
い
た
彼
は
、そ
の
七
年

後
、実
際
に
片
眼
を
失
う
こ
と
に
な
る
。

パ
リ
で
そ
の
悲
劇
の
現
場
に
居
合
わ
せ
た

岡
本
太
郎
は
以
下
の
よ
う
に
回
想
し
た
。

　「
画
家
仲
間
と
酒
を
酌
交
わ
し
芸
術
談

義
が
盛
り
上
が
っ
た
頃
、ド
ミ
ン
ゲ
ス
が
ス

ペ
イ
ン
訛
り
で
何
か
叫
び
な
が
ら
振
り
お

ろ
し
た
ビ
ー
ル
瓶
が
、ち
ょ
う
ど
立
ち
あ
が

ろ
う
と
し
た
ブ
ロ
ー
ネ
ル
の
左
眼
に
直
撃

し
た
。突
然
う
め
き
と
叫
び
声
が
起
こ
り
、

ブ
ロ
ー
ネ
ル
が
顔
を
押
さ
え
て
の
け
ぞ
っ

た
。す
ぐ
に
彼
を
車
に
乗
せ
て
、程
近
い

コ
ッ
シ
ャ
ン
病
院
に
か
つ
ぎ
込
ん
だ
。だ
が

医
師
は一見
し
て
絶
望
を
宣
言
し
た
。

　
や
が
て
そ
の
悲
劇
か
ら
し
ば
ら
く
た
っ

て
、ブ
ロ
ー
ネ
ル
の
姿
を
見
か
け
て
話
し
か

け
る
と
、右
の
瞳
は
淋
し
そ
う
な
光
を
た

た
え
て
笑
っ
た
が
、左
眼
は
ガ
ラ
ス
の
義
眼

が
あ
ら
ぬ
方
を
見
て
い
た
。

　
恐
ろ
し
い
事
故
の
前
、世
に
片
眼
ほ
ど

醜
悪
な
も
の
は
な
い
と
語
り
、嫌
悪
の
象

徴
と
し
て
片
眼
の
化
け
物
を
よ
く
モ
チ
ー

フ
に
し
て
い
た
彼
が
…
」

　
さ
ら
に
不
可
思
議
な
こ
と
に
、こ
の
悲
劇

か
ら
十
年
ほ
ど
遡
っ
た
頃
、当
時
は
高
価
で

あ
っ
た
カ
メ
ラ
を
友
人
が
入
手
、パ
リ
の
街

角
を
撮
影
し
て
歩
い
て
い
た
。一
枚
の
撮
影

許
可
を
得
た
彼
は
、見
知
ら
ぬ
家
を
カ
メ
ラ

に
収
め
た
の
だ
が
、そ
れ
が
後
に
眼
を
失
う

悲
劇
の
舞
台
と
な
っ
た
家
で
あ
っ
た
。

　
一
九
三
九
年
に
描
か
れ
た
本
作
は
前
年

に
起
き
た
こ
の
悲
劇
が
直
接
反
映
さ
れ
て

い
る
。中
央
の
闇
に
あ
る
眼
を
、黒
い
人
物

が
狙
お
う
と
し
て
い
る
と
こ
ろ
を
、慈
悲
深

い
顔
を
し
た
半
獣
神
が
両
手
を
広
げ
て
阻

止
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。包
み
込
む
よ

う
な
白
い
球
体
は
胎
内
の
象
徴
の
よ
う
で

あ
り
、《
誕
生
の
球
体
》と
い
う
題
名
は
眼

球
再
生
の
願
望
と
と
れ
る
。全
体
に
癒
し

の
オ
ー
ラ
に
満
た
さ
れ
た
よ
う
な
本
作
は
、

内
に
秘
め
た
強
迫
観
念
や
苦
悩
か
ら
解
放

さ
れ
、導
き
の
ま
ま
に
生
き
よ
う
と
す
る

心
の
表
れ
な
の
か
。こ
れ
を
機
に
、彼
は
片

眼
で
現
実
を
見
す
え
、失
っ
た
眼
で
ま
す
ま

す
内
面
を
見
つ
め
る
よ
う
に
な
り
、芸
術
の

幻
視
的
性
格
を
いっ
そ
う
強
め
て
いっ
た
。

（一九
三
九
年 

油
彩・カ
ン
ヴ
ァ
ス

　
　
　
　
六
五・〇
×
八一・〇
㎝ 

当
館
蔵
）

臥雲辰致

※参考文献：小島梯次「岡崎市の円空仏」（『岡崎市史研究』第32号、平成24年）
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当
館
で
は
毎
年「
暮
ら
し
の
う
つ
り

か
わ
り
」と
い
う
展
覧
会
を
開
催
し
て

い
る
。五
〇
を
過
ぎ
た
私
に
は
、昭
和

の
時
代
を
懐
か
し
む
催
し
で
あ
り
、同

時
に
老
い
を
感
じ
る
催
し
で
も
あ
る
。

　
昭
和
時
代
に
普
及
し
た
物
の一つ
に

「
車
」が
あ
る
。当
初
は
高
嶺
の
花
で

あ
っ
た
だ
ろ
う
が
、家
族
の
た
め
車
を

所
有
し
よ
う
と
す
る
家
庭
の
努
力
、そ

れ
に
報
い
よ
う
と
す
る
メ
ー
カ
ー
の
努

力
な
ど
に
よ
り
、い
つ
し
か
一
般
家
庭

に
普
及
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。だ
が
、

幼
い
頃
の
我
が
家
に
車
は
な
か
っ
た
た

め
、そ
の
便
利
さ
を
感
じ
る
こ
と
は
な

く
、車
に
関
す
る
家
族
の
繋
が
り
は
ほ

と
ん
ど
な
か
っ
た
と
記
憶
し
て
い
る
。

　
と
こ
ろ
が
今
の
我
が
家
で
は
、家
族

が
皆
自
分
の
車
を
持
ち
、狭
い
庭
に
は

車
が
溢
れ
て
い
る
。父
と
子
の
会
話
も

車
の
話
で
盛
り
上
が
り
、展
覧
会
鑑

賞
に
は
行
か
な
く
て
も
車
の
デ
ィ
ー

ラ
ー
に
は
喜
ん
で
つ
い
て
く
る
。長
年
一

人
寂
し
く
愛
読
し
て
い
た
車
の
月
刊

誌
も
親
子
で
回
し
読
み
と
な
り
、今
で

は
購
入
者
で
あ
る
私
に
最
後
に
回
っ

て
く
る
。

　
最
近
、ツ
ー
シ
ー
タ
ー
の
オ
ー
プ
ン

カ
ー
が
四
〇
過
ぎ
の
オ
ジ
さ
ん
世
代

の
セ
カ
ン
ド
カ
ー
と
し
て
売
れ
て
い
る

と
聞
く
。そ
の
一
方
で
、若
者
の
ク
ル
マ

離
れ
が
進
ん
で
い
る
そ
う
だ
。車
は
な

く
て
も
生
活
で
き
る
が
、ス
マ
ホ
が
な

く
て
は
…
、そ
ん
な
と
こ
ろ
に
も
暮
ら

し
の
移
り
変
わ
り
を
感
じ
る
。（
宣
） 

　
日
頃
の
不
満
を
叫
び
な
が
ら
ち
ゃ
ぶ

台
を
ひ
っ
く
り
返
す
と
い
う
、ユ
ニ
ー
ク

な
憂
さ
晴
ら
し
の
大
会
が
あ
る
と
い
う

こ
と
を
知
っ
た
。思
わ
ず
、笑
っ
た
。岩

手
県
矢
巾
町
で
町
お
こ
し
の
た
め
に
始

め
ら
れ
た
ロ
ー
カ
ル
な
催
し
が
、全
国
か

ら
参
加
者
が
集
ま
る
よ
う
に
な
り
、今

年
六
月
の
大
会
で
九
回
目
だ
と
い
う
。

　
縦
三
〇
㎝
、横
四
〇
㎝
、高
さ
二
二

㎝
の
競
技
用
の
ち
ゃ
ぶ
台
を
ひ
っ
く
り

返
す
。卓
上
に
は
お
も
ち
ゃ
の
食
器
や

食
材
が
載
せ
ら
れ
て
お
り
、指
定
の
食

材
の
飛
距
離
を
競
う
の
だ
が
、今
年
飛

ん
だ
の
は
サ
ン
マ
だ
そ
う
だ
。過
去
に
は

ホ
ッ
ト
ド
ッ
グ
だ
っ
た
こ
と
も
あ
っ
た
よ

う
だ
か
、や
は
り
ち
ゃ
ぶ
台
と
言
え
ば

サ
ン
マ
だ
よ
ね
、と
妙
に
納
得
。さ
ら
に
、

白
い
か
っ
ぽ
う
着
姿
の
お
母
さ
ん
役
の

女
性
が
い
る
。参
加
者
は
お
母
さ
ん
の

「
〇
〇
さ
ん
、や
め
て
〜
」と
い
う
声
を

合
図
に
、不
満
を
爆
発
さ
せ
な
が
ら

ち
ゃ
ぶ
台
を
ひ
っ
く
り
返
す
の
だ
。芸
の

細
か
さ
に
、笑
い
と
と
も
に
思
わ
ず
拍

手
で
あ
る
。叫
ん
だ
言
葉
や
コ
ス
プ
レ
な

ど
の
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
も
審
査
対
象
で
、

優
勝
者
に
は
金
色
の
ち
ゃ
ぶ
台
や
地
元

産
の
お
米
五
㎏
が
贈
ら
れ
る
と
の
こ

と
。九
月
に
は
東
京
で
も
開
か
れ
る
と

い
う
。

　
昭
和
を
代
表
す
る
道
具
で
あ
る
ち
ゃ

ぶ
台
が
注
目
さ
れ
る
の
は
嬉
し
い
。が
、

本
来
の
使
い
方
で
は
な
い
ち
ゃ
ぶ
台
返

し
で
覚
え
ら
れ
る
の
は
…
。皆
さ
ん
、誤

解
な
き
よ
う
お
願
い
し
ま
す
。（
伊
） 

暮
ら
し
の
移
り
変
わ
り

ち
ゃ
ぶ
台
返
し
世
界
大
会

■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

■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→岩略寺城址周辺→牛久保城址→一宮
砦跡→二連木城址→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・井伊谷城址→浜松市博物
館→浜松城・東照宮→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「400年祭バスツ
アー」係までお申込みください。
申込期限：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年度収蔵品展

暮らしのうつりかわり
平成28年１月16日(土)～３月６日(日)
岡崎市美術博物館は休館のため、おかざき世界
子ども美術博物館で開催します。
※詳細は随時岡崎市美術博物館ＨＰにてご紹介
していきます。

編集後記｜「休館中だから暇なんでしょ？いいよねぇ」とよく言われてしまう今年度。しかし来年度以降の展覧会準備や日々の業務などに加えて、工事対応や家康

顕彰企画が目白押し。あれ？例年より忙しい…。今号はそうした活動の一端を記しています。◆また今号より「私の心象資料」と題して、収蔵品をご紹介していきま

す。資料受入れの経緯やご厚意など、担当学芸員は資料を見る目に「思い入れ」が加わります。常設展示が無い当館の資料をご紹介する場を兼ねて、担当の

目からの作品解説を著していきます。ご味読ください。(湯谷)

表紙図版：ヴィクトル・ブローネル 《誕生の球体》 1939年 当館蔵
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