
■平成２９年度収蔵品展

暮らしのうつりかわり
１月２７日（土）～３月２５日（日）
□ 子どもわくわく！教室（小学生対象〉
日時：２月１７日(土)、２月２４日(土)、
３月３日(土)　　
各日とも午前10時30分～正午
□展示説明会
日時：２月１７日(土)、３月１１日(日)　 　
各日とも午後２時～
＊両イベントともに当日自由参加、参加費無料（ただし観覧チケットが必要です。）
□愛知県内の博物館・資料館などをめぐるひなまつりスタンプラリー
実施期間：２月３日(土)～３月１１日(日)　
参加費無料(ただし当館は観覧チケットが必要です。)

編集後記｜いよいよ今年度最後の展覧会となりました。実は今年度途中から、受付の方が工夫を凝らしたお手製の飾りを受付スペースの所に置いてく

ださっています。ひとつ前の秋葉展では、チラシを何十枚も切り取って重ねた立体チラシが隠れた名作でした。今回の展覧会でも何か作ってくださるで

しょうか…？皆様も是非受付をされる際には注目して見てください！（菊地）
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表紙図版：新制小学算術教育掛図

□
5
0
才
を
廻
っ
て
登
山
の
趣
味
が
ひ

と
つ
増
え
た
。若
い
時
か
ら
奥
深
い
渓
流

で
ア
マ
ゴ
、イ
ワ
ナ
を
釣
り
現
地
で
塩
焼

き
に
し
て
頂
く
趣
味
も
あ
り
、野
山
が

好
き
で
あ
っ
た
。旅
行
で
長
野
県
の
駒
ヶ

岳
に
ロ
ー
プ
ウ
ェ
イ
、登
山
２
時
間
だ
が

晴
天
で
素
晴
ら
し
い
山
々
に
感
動
し
た

の
が
き
っ
か
け
で
あ
る
。の
ち
、年
に
２

回
ほ
ど
登
山
を
し
て
い
る
。

□
去
年
は
黒
部
ダ
ム
か
ら
ト
ロ
ッ
コ
電

車
最
終
駅
の
欅
平
ま
で
概
ね
３
０
ｋ

ｍ
、通
称「
下
ノ
廊
下
」に
。黒
部
峡
谷
の

断
崖
絶
壁
に
コ
の
字
形
に
切
り
抜
い
た

登
山
道
。道
幅
は
場
所
に
よ
っ
て
は
数

十
ｃ
ｍ
ほ
ど
で
番
線
の
手
す
り
が
あ
る

が
反
対
は
真
下
に
黒
部
川
、気
が
抜
け

な
い
登
山
道
で
あ
る
。支
流
は
登
山
靴

を
脱
い
で
渡
り
、岸
壁
か
ら
シ
ャ
ワ
ー
の

よ
う
に
降
り
注
ぐ
冷
た
い
水
に
負
け
ず

た
だ
ひ
た
す
ら
に
歩
く
。

で
も
目
に
入
る
景
色
は
全
て
が
新
鮮

で
、ま
る
で
写
真
館
で
あ
っ
た
。

□
こ
の
登
山
道
は
、電
源
開
発
の
調
査

目
的
で
作
ら
れ
、黒
部
ダ
ム
建
設
当
初

は
強
力
さ
ん
が
相
当
な
重
量
の
資
材
を

運
ん
で
い
た
。そ
の
名
残
か
ら
旧
日
電

歩
道
と
も
呼
ば
れ
て
い
る
。こ
の
道
、こ

の
草
木
、こ
の
絶
壁
、こ
の
峡
谷
は
世
界

遺
産
じ
ゃ
な
か
ろ
う
か
？
こ
の
道
ど
れ

だ
け
の
人
が
何
年
で
？
と
つ
ぶ
や
き
な

が
ら
歩
く
。暗
く
な
り
足
は
限
界
だ
が

気
持
ち
は
晴
れ
の
ち
晴
で
あ
っ
た
。

□
私
は
、こ
ん
な
景
色
を
ま
た
見
よ
う

と
次
の
計
画
を
す
る
熟
年
男
性
。（
飯
）

　
自
分
の
住
ん
で
い
る
街
に
つ
い
て
は
、

案
外
知
ら
な
い
こ
と
が
多
い
。例
え
ば
観

光
地
と
言
わ
れ
る
場
所
に
住
む
と
、お

薦
め
の
店
や
穴
場
の
絶
景
ス
ポ
ッ
ト
を

尋
ね
ら
れ
る
こ
と
も
あ
る
が
、む
し
ろ
そ

の
場
所
に
住
ん
で
い
な
い
人
の
方
が
面

白
い
場
所
を
よ
く
知
っ
て
い
た
り
す
る
。

美
味
し
く
て
も
飾
り
っ
気
の
な
い
レ
ス
ト

ラ
ン
や
、こ
だ
わ
り
の
書
籍
を
並
べ
る
本

屋
な
ど
自
分
に
と
っ
て
お
気
に
入
り
の

場
所
は
あ
っ
て
も
、他
所
か
ら
わ
ざ
わ
ざ

来
る
人
に
紹
介
す
る
程
で
も
な
い
か
、と

遠
慮
し
て
し
ま
う
。２
年
前
に
岡
崎
に

来
て
か
ら
、地
元
の
方
に
素
敵
な
お
店
や

場
所
を
紹
介
し
て
も
ら
う
機
会
が
多

く
、良
い
街
だ
な
ぁ
と
し
み
じ
み
思
う
。

外
か
ら
来
た
ば
か
り
だ
と
、ど
の
人
も

「
家
康
生
誕
の
地
」で
あ
る
こ
と
ば
か
り

言
っ
て
い
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ
、な
ん
と

な
く
ポ
カ
ン
と
し
て
い
た
が
、実
際
に
住

ん
で
い
る
方
と
仲
良
く
な
る
と
、人
柄
の

良
さ
や
色
々
な
お
店
の
魅
力
か
ら
街
の

歴
史
を
感
じ
ら
れ
、味
噌
や
家
康
よ
り

も
ず
っ
と
印
象
深
い
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
増
え

て
い
く（
も
ち
ろ
ん
そ
の
２
つ
も
大
切
で

す
。）。岡
崎
に
住
み
、こ
の
場
所
に
つ
い

て
話
せ
る
よ
う
に
な
っ
て
来
て
、よ
う
や

く
自
分
の
住
む
場
所
に
つ
い
て
こ
れ
ま

で
紹
介
で
き
な
か
っ
た
こ
と
に
情
け
な

さ
を
感
じ
る
よ
う
に
な
っ
た
。今
後
新
た

に
住
む
街
で
は
、も
っ
と
好
奇
心
を
持
っ

て
そ
の
土
地
に
つ
い
て
探
っ
て
い
き
た
い

な
と
思
う
。（
菊
）

下
ノ
廊
下

街
を
知
る
、知
ら
せ
る



眼
の
極
楽
㉒

　花
と
鳥
の
か
た
ち

　
　
　
花
鳥
の
変

　
狩
野
派
の「
牡
丹
図
」と
云
っ
て
、誰
も
が
即
座
に
思
い
浮
か
べ
る
の
は
大
覚
寺
宸
殿
牡
丹
の
間
の

そ
れ
で
あ
ろ
う
か
。い
ま
を
盛
り
と
咲
き
誇
る
紅
白
の
牡
丹
が
印
象
深
く
、狩
野
山
楽（
一
五
五
九
〜

一
六
三
五
）の
代
表
作
と
し
て
名
高
い
。根
元
か
ら
幹
枝
を
扇
状
に
立
ち
上
が
ら
せ
た
安
定
感
あ
る

樹
形
や
、特
異
な
皴
法
に
な
る
奇
岩
も
面
白
い
。そ
れ
ら
株
立
ち
す
る
牡
丹
と
岩
が
、所
与
の
画
面

に
整
然
と
配
さ
れ
る
。絵
師
山
楽
の
構
成
力
の
為
せ
る
技
な
の
だ
ろ
う
が
、同
時
に
こ
こ
に
描
か
れ

た
光
景
が
、人
の
手
の
加
わ
っ
た
庭
園
の
一
光
景
で
あ
る
こ
と
を
物
語
る
。し
か
も
金
箔
を
全
面
に

押
し
た
輝
く
ば
か
り
の
金
地
の
効
果
に
よ
っ
て
、描
か
れ
た
牡
丹
は
く
っ
き
り
と
、そ
の
姿
を
現
す
。

蕪
村
の「
金
屏
・
牡
丹
」は
一
瞬
こ
れ
を
詠
ん
だ
の
で
は
、と
思
わ
せ
る
の
だ
が
、残
念
な
が
ら
こ
ち
ら

は
襖
絵
、屏
風
で
は
な
い
。

　
で
は
こ
れ
は
ど
う
だ
ろ
う
。『
牡
丹
孔
雀
図
』、む
ろ
ん
金
屏
風
で
あ
る（
図
１
　
滋
賀
・
永
源
寺

蔵
）。大
覚
寺
の『
牡
丹
図
』の
そ
れ
に
も
通
じ
る
か
た
ち
の
奇
岩（
太
湖
石
）が
登
場
す
る
と
こ
ろ
か

ら
、山
楽
の
影
響
下
に
あ
っ
た
次
世
代
の
京
狩
野
派
の
作
と
見
る
こ
と
で
衆
目
一
致
す
る
。群
青
の

水
面
が
両
隻
の
図
様
を
繋
ぐ
。そ
の
上
方
、わ
ず
か
に
金
雲
の
棚
引
く
さ
ま
が
写
さ
れ
る
が
金
地
化

が
著
し
く
、も
は
や
惣
金
地
の
屏
風
と
変
ら
な
い
。そ
の
輝
く
金
地
に
牡
丹
が
咲
き
、孔
雀
が
尾
羽

を
ひ
ら
く
。餌
を
つ
い
ば
む
。こ
れ
も
ま
た
い
ず
れ
か
の
庭
園
で
あ
ろ
う
。そ
の
イ
メ
ー
ジ
は
、舶
載
さ

れ
た
明
代
の
庭
園
雅
集
図
、例
え
ば
明
の
画
家
仇
英
の『
金
谷
園
図
』（
図
２『
桃
李
園
図
』と
対
を

な
す
　
知
恩
院
蔵
）な
ど
に
示
さ
れ
た
、孔
雀
が
遊
び
牡
丹
が
咲
く
庭
園
の
あ
り
さ
ま
を
原
図
に

し
て
い
る
の
か
も
知
れ
な
い
。い
や
、さ
ら
に
慶
長
十
一
年（
一
六
〇
六
）豊
臣
秀
頼（
一
五
九
三
〜
一
六
一

五
）の
力
で
開
板
さ
れ
た『
帝
艦
図
説
』（
和
刻
本
）の
う
ち「
不
用
利
口
図
」に
描
か
れ
た
漢
・
文
帝

の「
上
林
苑
」か
ら
の
図
様
の
直
接
的
影
響
も
否
定
で
き
ま
い
。そ
こ
で
は
遊
ぶ
鳥
が
孔
雀
か
ら
鶴
と

な
っ
て
い
る
も
の
の
、太
湖
石
と
そ
の
後
ろ
に
牡
丹
を
咲
か
せ
た
組
合
せ
は
、永
源
寺
本
の
そ
れ
を

思
わ
せ
る
。

　
周
知
の
よ
う
に
、『
帝
艦
図
説
』は
、明
の
万
暦
元
年（
一
五
七
三
）幼
い
皇
帝
神
宗
の
治
政
の
た
め

の
勧
戒
の
書
と
し
て
ま
と
め
ら
れ
た
も
の
。刊
行
さ
れ
る
や
舶
載
さ
れ
、そ
れ
を
元
に
出
さ
れ
た
の

が
秀
頼
版『
帝
艦
図
説
』で
あ
っ
た
が
、刊
行
に
当
っ
て
は
版
型
の
違
い
の
た
め
、収
載
図
の
図
様
を

改
変
す
る
必
要
が
生
じ
た
。「
不
用
利
口
図
」に
つ
い
て
云
え
ば
、牡
丹
・
太
湖
石
を
追
加
し
た
こ
と

が
、そ
の
最
大
の
変
更
だ
ろ
う
か
。面
白
い
の
は
、そ
の
秀
頼
版
の
図
様
の
改
変
に
山
楽
か
、そ
の
門

人
が
係
わ
っ
て
い
る
と
の
説
が
あ
る
こ
と
で
あ
る（
相
見
香
雨「
京
狩
野
三
代
記
」『
美
術
新
報
』四
七

号
）。こ
れ
に
は
異
論
も
あ
る
よ
う
だ
が
、問
題
の
牡
丹
・
太
湖
石
が
永
源
本
の
そ
れ
と
か
た
ち
を
通

ぜ
し
め
て
い
る
こ
と
か
ら
、相
見
説
を
と
る
べ
き
だ
ろ
う
。漢
・
文
帝
の
庭
園
に
最
も
相
応
し
い
も
の

と
し
て
こ
の
図
様
が
加
え
ら
れ
た
に
違
い
な
い
。

　
そ
う
云
え
ば
大
覚
寺
の『
牡
丹
図
』に
も「
緑
衣
紅
觜
」（
大
江
佐
国「
聞
大
宗
商
人
献
鸚
鵡
」岩
波

文
庫
　『
王
朝
漢
詩
選
』所
収
）の
鸚
哥
が
萱
草
と
共
に
描
か
れ
て
い
る
で
は
な
い
か
。鸚
哥
も
ま
た

鸚
鵡
同
様
舶
載
さ
れ
た
鳥
、萱
草
と
も
ど
も
い
ず
れ
も
唐
め
き
た
る
も
の
で
あ
る
。そ
れ
ら
が
牡
丹

と
共
に
描
か
れ
る
。む
ろ
ん
牡
丹
も
唐
め
き
た
る
花
で
あ
っ
た
か
ら
で
、言
わ
ば
永
源
寺
本『
牡
丹
孔

雀
図
』は
唐
め
き
尽
し
の
金
屏
風
と
称
し
て
よ
い
だ
ろ
う
。そ
の
金
屏
風
を「
か
な
書
の
詩
人
」蕪
村

に
見
せ
た
な
ら
ば
、「
金
屏
・
牡
丹
」の
あ
の
一
句
を
詠
ん
だ
の
で
は
、そ
れ
に
蕪
村
に
は
近
江
路
に
友

人
の
存
在
を
思
わ
せ
る
句
が
多
い
こ
と
か
ら
、永
源
寺
に
立
ち
寄
り
屏
風
を
見
る
の
は
可
能
な
の

で
は
ー
そ
ん
な
想
像
も
愉
し
い
が
、そ
も
そ
も
描
か
れ
た
牡
丹
を
詠
ん
だ
も
の
か
さ
え
定
か
で
な
い

以
上
、さ
ら
に
憶
測
を
重
ね
る
こ
と
は
厳
に
慎
し
む
べ
き
だ
ろ
う
か
。

　
と
は
云
え
、な
お
こ
の
永
源
寺
本
に
こ
だ
わ
り
た
い
の
は
、こ
れ
が
ほ
ぼ
牡
丹
の
み
で一
図
を
構
成

し
て
い
る
点
に
注
目
し
た
い
か
ら
で
あ
る
。す
で
に
元
信
の
白
鶴
本
を
は
じ
め
狩
野
派
の「
四
季
花

鳥
図
」で
夏
を
象
徴
す
る
花
と
し
て
取
上
げ
ら
れ
続
け
た
牡
丹
で
あ
る
。そ
れ
が
つ
い
に
単
独
で
描

か
れ
る
ま
で
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。時
代
の
牡
丹
愛
好
熱
の
高
ま
り
の
結
果
で
あ
ろ
う
が
、同
じ
花

で
あ
り
な
が
ら
牡
丹
を
見
る
眼
に
は
、時
代
に
よ
っ
て
か
な
り
の
違
い
が
あ
っ
た
よ
う
だ
。

　
そ
の
牡
丹
。古
名
を
フ
カ
ミ
グ
サ
、別
に
ハ
ツ
カ
グ
サ
と
も
云
う
。初
め
薬
草
と
し
て
渡
来
し
た
が
、

平
安
時
代
に
な
る
と
鑑
賞
花
と
な
っ
た
ら
し
い（
松
田
修
著『
古
典
植
物
辞
典
』講
談
社
学
術
文
庫

　
二
〇
〇
九
年
）。清
少
納
言
が
、こ
の
花
に
つ
い
て
、

　
台
の
前
に
植
え
ら
れ
た
り
け
る
牡
丹
の
か
ら
め
き
を
か
し
き
こ
と

『
枕
草
子
』（
能
因
本
）一四
三
段「
殿
な
ど
の
お
は
し
ま
さ
て
後
」　

　
と
述
べ
た
の
も
、そ
う
し
た
牡
丹
の
由
来
を
承
知
し
て
い
た
か
ら
に
他
な
る
ま
い
。「
唐
め
き
女

子
」清
少
納
言
が
牡
丹
に
と
き
め
い
た
と
云
う
の
で
あ
る
。

　
以
後
、こ
の
花
は
王
朝
貴
族
に
少
な
か
ら
ず
愛
で
ら
れ
た
。道
長
は
法
成
寺
御
堂
の
御
前
に
薔
薇

や
唐
瞿
麥
な
ど
と
共
に
植
栽
し
た
よ
う
だ
し（『
栄
花
物
語
』第
十
八
玉
の
臺
）、そ
れ
で
な
く
て
も

花
好
き
の
定
家
に
至
っ
て
は『
明
月
記
』に
庭
の
牡
丹
開
花
の
こ
と
を
し
ば
し
ば
記
す
中
で
、

　
牡
丹
花
盛
開
　
此
花
逢
端
午
日
　
年
来
不
見
之
　
瞿
麥
此
間
漸
綻

　
寛
喜
元
年（
一二
二
九
）五
月
五
日
の
条
　

　
と
述
べ
て
い
る
。毎
年
の
こ
と
で
あ
れ
ば
こ
そ
な
の
だ
ろ
う
が
、そ
の
開
花
を
常
に
気
に
か
け
て
い
た
。

　
し
か
し
、そ
う
し
て
愛
で
ら
れ
た
牡
丹
も
、歌
に
詠
ま
れ
る
こ
と
は
意
外
な
程
少
な
い
。寡
開
に
し

て
定
家
の
牡
丹
歌
は
知
ら
な
い
。

　
咲
き
し
よ
り
散
り
は
つ
る
ま
で
見
し
ほ
ど
に
　
花
の
も
と
に
て
二
十
日
へ
に
け
り

　
形
見
と
て
見
れ
ば
嘆
の
ふ
か
み
草
　
何
な
か
な
か
の
に
ほ
ひ
な
る
ら
む

前
者
は『
詞
歌
和
歌
集
』巻
第
一
春（
の
ち
に
は
夏
の
草
花
の
代
表
と
な
る
牡
丹
も
、和
歌
の
世
界
で

は
春
の
花
と
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
）よ
り
藤
原
忠
通（
一
〇
九
七
〜
一一
六
四
）の
、後
者
は『
新
古
今
和

歌
集
』か
ら
藤
原
重
家
の
歌
で
あ
る
。他
に
も『
夫
木
和
歌
集
』の
春
に
牡
丹
歌
が
収
め
ら
れ
て
い
る

が
、い
ず
れ
も
牡
丹
の
異
名
を
懸
詞
と
す
る
点
で
変
わ
り
な
く
、お
世
辞
に
も
名
歌
と
は
云
え
ま
い
。

唐
め
き
た
る
牡
丹
の
豊
麗
さ
が
、ど
う
に
も
三
十
一
文
字
の
歌
ご
こ
ろ
と
相
性
が
悪
か
っ
た
か
ら
だ

ろ
う
か
。琳
派
と
牡
丹
と
の
疎
遠
な
関
係
を
思
い
出
す
。

　
だ
が
そ
の
点
は
絵
に
つ
い
て
も
同
じ
で
、そ
も
そ
も
牡
丹
が
登
場
す
る
よ
う
な
世
俗
画
の
、平
安
・

鎌
倉
期
に
ま
で
遡
る
遺
品
が
無
い
現
時
点
で
は
、牡
丹
が
描
か
れ
な
か
っ
た
と
断
言
す
る
こ
と
は
で

き
な
い
に
し
て
も
、余
り
取
上
げ
ら
れ
な
か
っ
た
の
は
間
違
い
な
い
だ
ろ
う
。絵
巻
に
も
ほ
と
ん
ど
登

場
し
な
い
。

　
い
や
、明
ら
か
に
そ
れ
と
分
か
る
よ
う
に
描
か
れ
た
一
例
が
あ
っ
た
。し
か
も
蝶
ま
で
添
え
ら
れ
て

い
る
。『
華
厳
宗
祖
師
絵
伝
』（
高
山
寺
蔵
）の
う
ち「
義
湘
絵
」巻
二
、新
羅
の
僧
義
湘
が
求
法
の
た
め

入
唐
し
、長
安
の
至
相
寺
に
智
儼（
至
相
大
師
）を
訪
ね
る
場
面
で
あ
る
。門
を
入
る
と
見
事
な
太

湖
石
の
か
た
わ
ら
紅
の
牡
丹
が
咲
き
誇
っ
て
い
る
。遠
路
は
る
ば
る
義
湘
が
訪
れ
た
、こ
こ
こ
そ
が

ま
さ
し
く
唐
の
長
安
だ
と
言
わ
ん
ば
か
り
で
あ
る
。牡
丹
に
は
、そ
し
て
太
湖
石
に
は
や
は
り
唐
め

き
の
イ
メ
ー
ジ
が
常
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
そ
し
て
近
世
。牡
丹
が
本
格
的
に
描
か
れ
始
め
る
。そ

れ
も
輝
く
金
と
極
彩
色
に
彩
ら
れ
て
。元
信
は
じ
め
狩
野

派
の
筆
に
か
か
る「
四
季
花
鳥
図
」が
そ
れ
で
あ
る
。い
や
、

そ
う
し
た「
四
季
花
鳥
図
」に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
雪

舟
系
の「
花
鳥
図
」に
既
に
牡
丹
が
登
場
し
て
い
る
か
ら

（
例
え
ば
東
京
国
立
博
物
館
本
の
伝
雪
舟
筆『
四
季
花
鳥
図
屏
風
』）、

こ
の
花
を
最
初
に
取
上
げ
た
と
云
う
栄
誉
は
、そ
れ
ら
雪
舟
系「
花
鳥

図
」に
あ
る
の
だ
ろ
う
。だ
が
そ
の
牡
丹
を
さ
ら
に
大
き
く
育
て
上
げ
、

大
輪
の
花
を
咲
か
せ
た
結
果
、「
花
鳥
図
」の
主
役
の
一つ
に
ま
で
す
る
の

に
は
、元
信
＝
狩
野
派
の「
四
季
花
鳥
図
」の
成
立
を
俟
た
ね
ば
な
ら
な

か
っ
た
。し
か
も
そ
こ
で
は
松
、桜
、梅
、柳
、楓
、春
草
、秋
草
な
ど
、そ

れ
こ
そ
歌
に
も
詠
ま
れ
た
草
花
に
交
じ
っ
て
、薔
薇
や
萱
草
、芙
蓉
、

椿
、躑
躅
、茶
、竹
な
ど
が
描
か
れ
て
い
た
。そ
れ
ら
は
、従
来
歌
の
こ
こ

ろ
と
眼
と
が
充
分
そ
の
美
し
さ
を
捉
え
切
れ
な
か
っ
た
花
た
ち
、と

云
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。言
わ
ば
漢
に
ま
つ
わ
る
草
花
と
云
う
べ
き
か
。そ

の
草
花
を
豊
か
に
取
り
込
む
。そ
こ
に
は
、こ
れ
ら
の
花
を
好
し
と
す

る
眼
と
こ
こ
ろ
が
あ
っ
た
か
ら
に
他
な
ら
な
い
。つ
ま
り
花
や
鳥
に
対
す

る
見
方
、価
値
観
が
大
き
く
転
換
し
た
と
云
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。ま
さ
し

く
花
鳥
の
変
で
あ
る
。だ
が
こ
れ
に
よ
っ
て
わ
た
し
た
ち
の
先
祖
の
花

園
は
ど
れ
ほ
ど
多
彩
に
な
っ
た
こ
と
か
。そ
の
新
し
い
眼
と
こ
こ
ろ
が

見
出
し
た
代
表
花
こ
そ
が
、牡
丹
で
あ
っ
た
。

　
と
は
云
え
花
鳥
の
変
は
こ
れ
に
留
ま
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。さ
ら

に
江
戸
時
代
に
至
れ
ば
、一
層
多
く
の
花
や
鳥
、生
き
物
た
ち
の
庭
が
出

現
す
る
。そ
ん
な
江
戸
の
花
園
は
ど
ん
な
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。そ
れ

を
語
る
手
掛
り
と
し
て
、こ
こ
で
も
蕪
村
の
牡
丹
吟
を
挙
げ
て
お
く
。

　
山
蟻
の
あ
か
ら
さ
ま
也
白
牡
丹

図１ 牡丹孔雀図 図2 金谷園図（部分）
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眼
の
極
楽
㉒

　花
と
鳥
の
か
た
ち

　
　
　
花
鳥
の
変

　
狩
野
派
の「
牡
丹
図
」と
云
っ
て
、誰
も
が
即
座
に
思
い
浮
か
べ
る
の
は
大
覚
寺
宸
殿
牡
丹
の
間
の

そ
れ
で
あ
ろ
う
か
。い
ま
を
盛
り
と
咲
き
誇
る
紅
白
の
牡
丹
が
印
象
深
く
、狩
野
山
楽（
一
五
五
九
〜

一
六
三
五
）の
代
表
作
と
し
て
名
高
い
。根
元
か
ら
幹
枝
を
扇
状
に
立
ち
上
が
ら
せ
た
安
定
感
あ
る

樹
形
や
、特
異
な
皴
法
に
な
る
奇
岩
も
面
白
い
。そ
れ
ら
株
立
ち
す
る
牡
丹
と
岩
が
、所
与
の
画
面

に
整
然
と
配
さ
れ
る
。絵
師
山
楽
の
構
成
力
の
為
せ
る
技
な
の
だ
ろ
う
が
、同
時
に
こ
こ
に
描
か
れ

た
光
景
が
、人
の
手
の
加
わ
っ
た
庭
園
の
一
光
景
で
あ
る
こ
と
を
物
語
る
。し
か
も
金
箔
を
全
面
に

押
し
た
輝
く
ば
か
り
の
金
地
の
効
果
に
よ
っ
て
、描
か
れ
た
牡
丹
は
く
っ
き
り
と
、そ
の
姿
を
現
す
。

蕪
村
の「
金
屏
・
牡
丹
」は
一
瞬
こ
れ
を
詠
ん
だ
の
で
は
、と
思
わ
せ
る
の
だ
が
、残
念
な
が
ら
こ
ち
ら

は
襖
絵
、屏
風
で
は
な
い
。

　
で
は
こ
れ
は
ど
う
だ
ろ
う
。『
牡
丹
孔
雀
図
』、む
ろ
ん
金
屏
風
で
あ
る（
図
１
　
滋
賀
・
永
源
寺

蔵
）。大
覚
寺
の『
牡
丹
図
』の
そ
れ
に
も
通
じ
る
か
た
ち
の
奇
岩（
太
湖
石
）が
登
場
す
る
と
こ
ろ
か

ら
、山
楽
の
影
響
下
に
あ
っ
た
次
世
代
の
京
狩
野
派
の
作
と
見
る
こ
と
で
衆
目
一
致
す
る
。群
青
の

水
面
が
両
隻
の
図
様
を
繋
ぐ
。そ
の
上
方
、わ
ず
か
に
金
雲
の
棚
引
く
さ
ま
が
写
さ
れ
る
が
金
地
化

が
著
し
く
、も
は
や
惣
金
地
の
屏
風
と
変
ら
な
い
。そ
の
輝
く
金
地
に
牡
丹
が
咲
き
、孔
雀
が
尾
羽

を
ひ
ら
く
。餌
を
つ
い
ば
む
。こ
れ
も
ま
た
い
ず
れ
か
の
庭
園
で
あ
ろ
う
。そ
の
イ
メ
ー
ジ
は
、舶
載
さ

れ
た
明
代
の
庭
園
雅
集
図
、例
え
ば
明
の
画
家
仇
英
の『
金
谷
園
図
』（
図
２『
桃
李
園
図
』と
対
を

な
す
　
知
恩
院
蔵
）な
ど
に
示
さ
れ
た
、孔
雀
が
遊
び
牡
丹
が
咲
く
庭
園
の
あ
り
さ
ま
を
原
図
に

し
て
い
る
の
か
も
知
れ
な
い
。い
や
、さ
ら
に
慶
長
十
一
年（
一
六
〇
六
）豊
臣
秀
頼（
一
五
九
三
〜
一
六
一

五
）の
力
で
開
板
さ
れ
た『
帝
艦
図
説
』（
和
刻
本
）の
う
ち「
不
用
利
口
図
」に
描
か
れ
た
漢
・
文
帝

の「
上
林
苑
」か
ら
の
図
様
の
直
接
的
影
響
も
否
定
で
き
ま
い
。そ
こ
で
は
遊
ぶ
鳥
が
孔
雀
か
ら
鶴
と

な
っ
て
い
る
も
の
の
、太
湖
石
と
そ
の
後
ろ
に
牡
丹
を
咲
か
せ
た
組
合
せ
は
、永
源
寺
本
の
そ
れ
を

思
わ
せ
る
。

　
周
知
の
よ
う
に
、『
帝
艦
図
説
』は
、明
の
万
暦
元
年（
一
五
七
三
）幼
い
皇
帝
神
宗
の
治
政
の
た
め

の
勧
戒
の
書
と
し
て
ま
と
め
ら
れ
た
も
の
。刊
行
さ
れ
る
や
舶
載
さ
れ
、そ
れ
を
元
に
出
さ
れ
た
の

が
秀
頼
版『
帝
艦
図
説
』で
あ
っ
た
が
、刊
行
に
当
っ
て
は
版
型
の
違
い
の
た
め
、収
載
図
の
図
様
を

改
変
す
る
必
要
が
生
じ
た
。「
不
用
利
口
図
」に
つ
い
て
云
え
ば
、牡
丹
・
太
湖
石
を
追
加
し
た
こ
と

が
、そ
の
最
大
の
変
更
だ
ろ
う
か
。面
白
い
の
は
、そ
の
秀
頼
版
の
図
様
の
改
変
に
山
楽
か
、そ
の
門

人
が
係
わ
っ
て
い
る
と
の
説
が
あ
る
こ
と
で
あ
る（
相
見
香
雨「
京
狩
野
三
代
記
」『
美
術
新
報
』四
七

号
）。こ
れ
に
は
異
論
も
あ
る
よ
う
だ
が
、問
題
の
牡
丹
・
太
湖
石
が
永
源
本
の
そ
れ
と
か
た
ち
を
通

ぜ
し
め
て
い
る
こ
と
か
ら
、相
見
説
を
と
る
べ
き
だ
ろ
う
。漢
・
文
帝
の
庭
園
に
最
も
相
応
し
い
も
の

と
し
て
こ
の
図
様
が
加
え
ら
れ
た
に
違
い
な
い
。

　
そ
う
云
え
ば
大
覚
寺
の『
牡
丹
図
』に
も「
緑
衣
紅
觜
」（
大
江
佐
国「
聞
大
宗
商
人
献
鸚
鵡
」岩
波

文
庫
　『
王
朝
漢
詩
選
』所
収
）の
鸚
哥
が
萱
草
と
共
に
描
か
れ
て
い
る
で
は
な
い
か
。鸚
哥
も
ま
た

鸚
鵡
同
様
舶
載
さ
れ
た
鳥
、萱
草
と
も
ど
も
い
ず
れ
も
唐
め
き
た
る
も
の
で
あ
る
。そ
れ
ら
が
牡
丹

と
共
に
描
か
れ
る
。む
ろ
ん
牡
丹
も
唐
め
き
た
る
花
で
あ
っ
た
か
ら
で
、言
わ
ば
永
源
寺
本『
牡
丹
孔

雀
図
』は
唐
め
き
尽
し
の
金
屏
風
と
称
し
て
よ
い
だ
ろ
う
。そ
の
金
屏
風
を「
か
な
書
の
詩
人
」蕪
村

に
見
せ
た
な
ら
ば
、「
金
屏
・
牡
丹
」の
あ
の
一
句
を
詠
ん
だ
の
で
は
、そ
れ
に
蕪
村
に
は
近
江
路
に
友

人
の
存
在
を
思
わ
せ
る
句
が
多
い
こ
と
か
ら
、永
源
寺
に
立
ち
寄
り
屏
風
を
見
る
の
は
可
能
な
の

で
は
ー
そ
ん
な
想
像
も
愉
し
い
が
、そ
も
そ
も
描
か
れ
た
牡
丹
を
詠
ん
だ
も
の
か
さ
え
定
か
で
な
い

以
上
、さ
ら
に
憶
測
を
重
ね
る
こ
と
は
厳
に
慎
し
む
べ
き
だ
ろ
う
か
。

　
と
は
云
え
、な
お
こ
の
永
源
寺
本
に
こ
だ
わ
り
た
い
の
は
、こ
れ
が
ほ
ぼ
牡
丹
の
み
で一
図
を
構
成

し
て
い
る
点
に
注
目
し
た
い
か
ら
で
あ
る
。す
で
に
元
信
の
白
鶴
本
を
は
じ
め
狩
野
派
の「
四
季
花

鳥
図
」で
夏
を
象
徴
す
る
花
と
し
て
取
上
げ
ら
れ
続
け
た
牡
丹
で
あ
る
。そ
れ
が
つ
い
に
単
独
で
描

か
れ
る
ま
で
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。時
代
の
牡
丹
愛
好
熱
の
高
ま
り
の
結
果
で
あ
ろ
う
が
、同
じ
花

で
あ
り
な
が
ら
牡
丹
を
見
る
眼
に
は
、時
代
に
よ
っ
て
か
な
り
の
違
い
が
あ
っ
た
よ
う
だ
。

　
そ
の
牡
丹
。古
名
を
フ
カ
ミ
グ
サ
、別
に
ハ
ツ
カ
グ
サ
と
も
云
う
。初
め
薬
草
と
し
て
渡
来
し
た
が
、

平
安
時
代
に
な
る
と
鑑
賞
花
と
な
っ
た
ら
し
い（
松
田
修
著『
古
典
植
物
辞
典
』講
談
社
学
術
文
庫

　
二
〇
〇
九
年
）。清
少
納
言
が
、こ
の
花
に
つ
い
て
、

　
台
の
前
に
植
え
ら
れ
た
り
け
る
牡
丹
の
か
ら
め
き
を
か
し
き
こ
と

『
枕
草
子
』（
能
因
本
）一四
三
段「
殿
な
ど
の
お
は
し
ま
さ
て
後
」　

　
と
述
べ
た
の
も
、そ
う
し
た
牡
丹
の
由
来
を
承
知
し
て
い
た
か
ら
に
他
な
る
ま
い
。「
唐
め
き
女

子
」清
少
納
言
が
牡
丹
に
と
き
め
い
た
と
云
う
の
で
あ
る
。

　
以
後
、こ
の
花
は
王
朝
貴
族
に
少
な
か
ら
ず
愛
で
ら
れ
た
。道
長
は
法
成
寺
御
堂
の
御
前
に
薔
薇

や
唐
瞿
麥
な
ど
と
共
に
植
栽
し
た
よ
う
だ
し（『
栄
花
物
語
』第
十
八
玉
の
臺
）、そ
れ
で
な
く
て
も

花
好
き
の
定
家
に
至
っ
て
は『
明
月
記
』に
庭
の
牡
丹
開
花
の
こ
と
を
し
ば
し
ば
記
す
中
で
、

　
牡
丹
花
盛
開
　
此
花
逢
端
午
日
　
年
来
不
見
之
　
瞿
麥
此
間
漸
綻

　
寛
喜
元
年（
一二
二
九
）五
月
五
日
の
条
　

　
と
述
べ
て
い
る
。毎
年
の
こ
と
で
あ
れ
ば
こ
そ
な
の
だ
ろ
う
が
、そ
の
開
花
を
常
に
気
に
か
け
て
い
た
。

　
し
か
し
、そ
う
し
て
愛
で
ら
れ
た
牡
丹
も
、歌
に
詠
ま
れ
る
こ
と
は
意
外
な
程
少
な
い
。寡
開
に
し

て
定
家
の
牡
丹
歌
は
知
ら
な
い
。

　
咲
き
し
よ
り
散
り
は
つ
る
ま
で
見
し
ほ
ど
に
　
花
の
も
と
に
て
二
十
日
へ
に
け
り

　
形
見
と
て
見
れ
ば
嘆
の
ふ
か
み
草
　
何
な
か
な
か
の
に
ほ
ひ
な
る
ら
む

前
者
は『
詞
歌
和
歌
集
』巻
第
一
春（
の
ち
に
は
夏
の
草
花
の
代
表
と
な
る
牡
丹
も
、和
歌
の
世
界
で

は
春
の
花
と
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
）よ
り
藤
原
忠
通（
一
〇
九
七
〜
一一
六
四
）の
、後
者
は『
新
古
今
和

歌
集
』か
ら
藤
原
重
家
の
歌
で
あ
る
。他
に
も『
夫
木
和
歌
集
』の
春
に
牡
丹
歌
が
収
め
ら
れ
て
い
る

が
、い
ず
れ
も
牡
丹
の
異
名
を
懸
詞
と
す
る
点
で
変
わ
り
な
く
、お
世
辞
に
も
名
歌
と
は
云
え
ま
い
。

唐
め
き
た
る
牡
丹
の
豊
麗
さ
が
、ど
う
に
も
三
十
一
文
字
の
歌
ご
こ
ろ
と
相
性
が
悪
か
っ
た
か
ら
だ

ろ
う
か
。琳
派
と
牡
丹
と
の
疎
遠
な
関
係
を
思
い
出
す
。

　
だ
が
そ
の
点
は
絵
に
つ
い
て
も
同
じ
で
、そ
も
そ
も
牡
丹
が
登
場
す
る
よ
う
な
世
俗
画
の
、平
安
・

鎌
倉
期
に
ま
で
遡
る
遺
品
が
無
い
現
時
点
で
は
、牡
丹
が
描
か
れ
な
か
っ
た
と
断
言
す
る
こ
と
は
で

き
な
い
に
し
て
も
、余
り
取
上
げ
ら
れ
な
か
っ
た
の
は
間
違
い
な
い
だ
ろ
う
。絵
巻
に
も
ほ
と
ん
ど
登

場
し
な
い
。

　
い
や
、明
ら
か
に
そ
れ
と
分
か
る
よ
う
に
描
か
れ
た
一
例
が
あ
っ
た
。し
か
も
蝶
ま
で
添
え
ら
れ
て

い
る
。『
華
厳
宗
祖
師
絵
伝
』（
高
山
寺
蔵
）の
う
ち「
義
湘
絵
」巻
二
、新
羅
の
僧
義
湘
が
求
法
の
た
め

入
唐
し
、長
安
の
至
相
寺
に
智
儼（
至
相
大
師
）を
訪
ね
る
場
面
で
あ
る
。門
を
入
る
と
見
事
な
太

湖
石
の
か
た
わ
ら
紅
の
牡
丹
が
咲
き
誇
っ
て
い
る
。遠
路
は
る
ば
る
義
湘
が
訪
れ
た
、こ
こ
こ
そ
が

ま
さ
し
く
唐
の
長
安
だ
と
言
わ
ん
ば
か
り
で
あ
る
。牡
丹
に
は
、そ
し
て
太
湖
石
に
は
や
は
り
唐
め

き
の
イ
メ
ー
ジ
が
常
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
そ
し
て
近
世
。牡
丹
が
本
格
的
に
描
か
れ
始
め
る
。そ

れ
も
輝
く
金
と
極
彩
色
に
彩
ら
れ
て
。元
信
は
じ
め
狩
野

派
の
筆
に
か
か
る「
四
季
花
鳥
図
」が
そ
れ
で
あ
る
。い
や
、

そ
う
し
た「
四
季
花
鳥
図
」に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
雪

舟
系
の「
花
鳥
図
」に
既
に
牡
丹
が
登
場
し
て
い
る
か
ら

（
例
え
ば
東
京
国
立
博
物
館
本
の
伝
雪
舟
筆『
四
季
花
鳥
図
屏
風
』）、

こ
の
花
を
最
初
に
取
上
げ
た
と
云
う
栄
誉
は
、そ
れ
ら
雪
舟
系「
花
鳥

図
」に
あ
る
の
だ
ろ
う
。だ
が
そ
の
牡
丹
を
さ
ら
に
大
き
く
育
て
上
げ
、

大
輪
の
花
を
咲
か
せ
た
結
果
、「
花
鳥
図
」の
主
役
の
一つ
に
ま
で
す
る
の

に
は
、元
信
＝
狩
野
派
の「
四
季
花
鳥
図
」の
成
立
を
俟
た
ね
ば
な
ら
な

か
っ
た
。し
か
も
そ
こ
で
は
松
、桜
、梅
、柳
、楓
、春
草
、秋
草
な
ど
、そ

れ
こ
そ
歌
に
も
詠
ま
れ
た
草
花
に
交
じ
っ
て
、薔
薇
や
萱
草
、芙
蓉
、

椿
、躑
躅
、茶
、竹
な
ど
が
描
か
れ
て
い
た
。そ
れ
ら
は
、従
来
歌
の
こ
こ

ろ
と
眼
と
が
充
分
そ
の
美
し
さ
を
捉
え
切
れ
な
か
っ
た
花
た
ち
、と

云
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。言
わ
ば
漢
に
ま
つ
わ
る
草
花
と
云
う
べ
き
か
。そ

の
草
花
を
豊
か
に
取
り
込
む
。そ
こ
に
は
、こ
れ
ら
の
花
を
好
し
と
す

る
眼
と
こ
こ
ろ
が
あ
っ
た
か
ら
に
他
な
ら
な
い
。つ
ま
り
花
や
鳥
に
対
す

る
見
方
、価
値
観
が
大
き
く
転
換
し
た
と
云
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。ま
さ
し

く
花
鳥
の
変
で
あ
る
。だ
が
こ
れ
に
よ
っ
て
わ
た
し
た
ち
の
先
祖
の
花

園
は
ど
れ
ほ
ど
多
彩
に
な
っ
た
こ
と
か
。そ
の
新
し
い
眼
と
こ
こ
ろ
が

見
出
し
た
代
表
花
こ
そ
が
、牡
丹
で
あ
っ
た
。

　
と
は
云
え
花
鳥
の
変
は
こ
れ
に
留
ま
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。さ
ら

に
江
戸
時
代
に
至
れ
ば
、一
層
多
く
の
花
や
鳥
、生
き
物
た
ち
の
庭
が
出

現
す
る
。そ
ん
な
江
戸
の
花
園
は
ど
ん
な
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。そ
れ

を
語
る
手
掛
り
と
し
て
、こ
こ
で
も
蕪
村
の
牡
丹
吟
を
挙
げ
て
お
く
。

　
山
蟻
の
あ
か
ら
さ
ま
也
白
牡
丹

図１ 牡丹孔雀図 図2 金谷園図（部分）
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今
年
も
働
き
終
え
た
道
具
た
ち
の
年
に

一
度
の
晴
れ
舞
台
、『
暮
ら
し
の
う
つ
り
か
わ

り
』を
開
催
し
ま
す
。

　
美
術
博
物
館
が
所
蔵
す
る
明
治
か
ら
昭

和
時
代
に
か
け
て
の
生
活
・
生
産
道
具
を

中
心
に
紹
介
し
な
が
ら
、私
た
ち
の
暮
ら

し
が
ど
の
よ
う
に
変
わ
っ
て
き
た
の
か
を
た

ど
る
展
覧
会
で
す
。い
ず
れ
の
道
具
も
長

年
に
わ
た
り
多
く
の
方
々
か
ら
寄
贈
し
て

い
た
だ
い
た
も
の
で
あ
り
、郷
土
の
暮
ら
し

を
伝
え
る
身
近
な
文
化
財
と
し
て
の
公

開
・
活
用
の
場
も
兼
ね
て
い
ま
す
。

　
か
つ
て
身
近
に
使
わ
れ
て
い
た
伝
統
的

な
生
活
道
具
は
、私
た
ち
の
便
利
で
快
適

な
生
活
と
ひ
き
か
え
に
姿
を
消
し
て
い
き

ま
し
た
。し
か
し
、そ
う
し
た
古
く
さ
い
道

具
に
は
先
人
た
ち
が
長
い
年
月
を
か
け
て

築
き
上
げ
、伝
承
し
て
き
た
生
活
の
知
恵

や
工
夫
が
い
っ
ぱ
い
詰
ま
っ
て
お
り
、か
た

ち
や
素
材
が
変
わ
っ
て
も
新
し
い
道
具
に

受
け
継
が
れ
て
も
い
ま
す
。古
い
道
具
か
ら

こ
う
し
た
こ
と
を
感
じ
取
り
な
が
ら
、今

の
私
た
ち
の
暮
ら
し
を
振
り
返
っ
て
み
ま

し
ょ
う
。

□
暮
ら
し
の
道
具

　
昭
和
三
〇
年
代
か
ら
一
般
家
庭
に
出
回
っ

て
き
た
電
化
製
品
は
、ス
イ
ッ
チ
ひ
と
つ
で

動
く
と
て
も
便
利
な
道
具
で
、そ
れ
ま
で
の

生
活
ス
タ
イ
ル
を
大
き
く
変
え
る
も
の
で
し

た
。こ
こ
で
は
、か
つ
て
私
た
ち
の
暮
ら
し
を

支
え
て
き
た
道
具
を
い
く
つ
か
の
テ
ー
マ
に

分
け
て
紹
介
し
ま
す
。と
く
に
今
回
は
、あ

る
木
挽
が
使
っ
た
大
き
な
木
挽
鋸
を
は
じ

め
と
す
る
山
仕
事
の
道
具
を
取
り
上
げ
ま

す
。様
々
な
道
具
が
い
か
に
姿
を
変
え
て
、

私
た
ち
の
暮
ら
し
が
ど
の
よ
う
に
便
利
に

な
っ
た
の
か
を
振
り
返
っ
て
み
ま
せ
ん
か
。

□
小
学
校

ー
む
か
し
の
教
科
書
、今
の
教
科
書
ー

　
日
本
の
近
代
学
校
制
度
は
、明
治
五
年

（
一
八
七
二
）に
発
布
さ
れ
た
学
制
と
と
も

に
始
ま
り
ま
し
た
。そ
の
時
か
ら
日
本
中

に
小
学
校
が
つ
く
ら
れ
、学
ぶ
べ
き
教
科

が
決
め
ら
れ
、子
ど
も
た
ち
は
教
科
書
を

使
っ
て
勉
強
し
て
き
ま
し
た
。こ
こ
で
は
明

治
か
ら
昭
和
戦
前
に
か
け
て
の
小
学
校
の

教
科
書
と
、今
の
小
学
生
が
学
ん
で
い
る

教
科
書
を
展
示
し
、比
較
し
な
が
ら
ご
覧

い
た
だ
き
ま
す
。子
ど
も
た
ち
に
と
っ
て
当

た
り
前
の
今
の
教
科
書
が
、大
人
世
代
に

は
新
鮮
で
あ
り
驚
き
で
も
あ
る
こ
と
で

し
ょ
う
。誰
も
が
体
験
し
て
い
る
学
校
生

活
を
語
り
合
い
な
が
ら
、楽
し
く
ご
覧
い

た
だ
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。

□
ひ
な
ま
つ
り

　
三
月
三
日
の
桃
の
節
句
に
は
、雛
人
形
を

飾
っ
て
女
の
子
の
健
や
か
な
成
長
と
幸
せ
を

祈
り
ま
す
。こ
の
年
中
行
事
は
今
で
も
全
国

各
地
で
行
わ
れ
て
い
ま
す
が
、住
宅
環
境
の

変
化
な
ど
に
よ
り
大
き
く
様
変
わ
り
し
て

い
ま
す
。こ
こ
で
は
桃
の
節
句
に
あ
わ
せ
て

お
ひ
な
さ
ま
と
、素
朴
な
愛
ら
し
さ
が
人
気

の
土
人
形
か
ら
は
天
神
人
形
を
中
心
に
ご

覧
い
た
だ
き
ま
す
。子
ど
も
の
誕
生
を
祝

い
、健
や
か
な
成
長
を
願
い
見
守
っ
て
き
た

お
人
形
た
ち
を
お
楽
し
み
く
だ
さ
い
。

　
な
お
、本
展
で
は
こ
の
時
期
の
公
立
小

学
校
三
年
生
の
社
会
科「
古
い
道
具
と
昔

の
く
ら
し
」へ
の
学
習
支
援
を
兼
ね
、子
ど

も
た
ち
の
見
学
に
配
慮
し
た
内
容
と
工
夫

を
凝
ら
し
ま
す
。今
回
も
、平
日
に
は
小
学

校
の
団
体
見
学
が
あ
り
ま
す
。子
ど
も
た

ち
に
む
か
し
の
道
具
の
実
物
を
間
近
に
見

て
も
ら
う
機
会
を
提
供
し
、道
具
を
大
切

に
す
る
心
を
感
じ
て
も
ら
う
、そ
し
て
、道

具
の
観
察
か
ら
む
か
し
の
暮
ら
し
の
様
子

を
さ
ぐ
り
、暮
ら
し
の
う
つ
り
か
わ
り
を
考

え
る
手
助
け
と
な
れ
ば
と
思
い
ま
す
。

　
本
展
を
つ
う
じ
て
、当
館
か
ら
寄
贈
者
へ

感
謝
の
気
持
ち
を
あ
ら
わ
す
と
と
も
に
、

私
た
ち
の
身
近
に
あ
る
品
々
を
見
直
す

き
っ
か
け
の
ひ
と
つ
と
な
れ
ば
幸
い
で
す
。

会期：平成30年１月27日(土)～３月25日(日)

　
ア
メ
リ
カ
出
身
の「
ブ
ラ
ザ
ー
ズ
・
ク
エ

イ
」は
、主
に
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
作
家
と
し
て

知
ら
れ
て
お
り
、イ
ギ
リ
ス
を
拠
点
に
活

動
し
て
い
ま
す
。本
展
は
、彼
ら
の
創
作
と

そ
の
源
泉
も
含
め
て
ご
紹
介
す
る
ア
ジ
ア

初
の
個
展
で
す
。ま
た
二
〇
一
二
年
に

ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
近
代
美
術
館
で
開
催
さ
れ
た

回
顧
展
お
よ
び
、二
〇
一
四
年
に
ス
ペ
イ
ン

を
巡
回
し
た
展
覧
会「
変
容
」で
の
内
容
を

踏
ま
え
て
、日
本
展
用
に
再
構
成
を
行
っ

て
い
ま
す
。本
展
で
は
、五
章
の
構
成
か
ら

ク
エ
イ
兄
弟
の
創
作
活
動
を
振
り
返
り
ま

す
。彼
ら
が
フ
ィ
ラ
デ
ル
フ
ィ
ア
芸
術
大
学

在
学
中
に
制
作
し
た
作
品
を
は
じ
め
、強

く
関
心
を
持
ち
影
響
を
受
け
た
ポ
ー
ラ
ン

ド
の
ポ
ス
タ
ー
、素
描
、ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
撮

影
の
セ
ッ
ト
を
再
現
し
た
マ
ケ
ッ
ト
、映
像

作
品
に
登
場
し
た
パ
ペ
ッ
ト
や
タ
イ
ト
ル
の

原
画
、舞
台
美
術
の
マ
ケ
ッ
ト
や
ス
チ
ル
写

真
な
ど
、初
期
作
品
か
ら
近
年
の
活
動
に

至
る
ま
で
の
展
開
を
ご
紹
介
し
ま
す
。

　
双
子
の
ス
テ
ィ
ー
ヴ
ン
と
テ
ィ
モ
シ
ー
の

ク
エ
イ
兄
弟
は
、一
九
四
七
年
に
ア
メ
リ
カ

合
衆
国
ペ
ン
シ
ル
ヴ
ァ
ニ
ア
州
モ
ン
ゴ
メ
リ

郡
の
郡
都
ノ
ー
リ
ス
タ
ウ
ン
に
生
ま
れ
ま

し
た
。一
九
六
五
年
に
彼
ら
は
フ
ィ
ラ
デ
ル

フ
ィ
ア
芸
術
大
学（
P
C
A
）に
入
学
し
、

ス
テ
ィ
ー
ヴ
ン
は
映
画
を
、テ
ィ
モ
シ
ー
は

イ
ラ
ス
ト
レ
ー
シ
ョ
ン
を
専
攻
し
ま
す
。

一
九
六
七
年
、彼
ら
が
在
学
す
る
P
C
A
で

「
ポ
ー
ラ
ン
ド
の
ポ
ス
タ
ー
芸
術
」展
が
開

催
さ
れ
、こ
の
展
覧
会
を
目
に
し
た
こ
と

を
機
に
ク
エ
イ
兄
弟
は
デ
ザ
イ
ン
の
み
に

留
ま
ら
ず
、文
学
、音
楽
、舞
台
芸
術
と

い
っ
た
、当
時
は
東
西
冷
戦
の
た
め
に
閉
ざ

さ
れ
て
い
た
東
欧
の
文
化
芸
術
に
魅
了
さ

れ
、強
く
惹
か
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

そ
し
て
、ポ
ー
ラ
ン
ド
の
ポ
ス
タ
ー
芸
術
と

の
出
会
い
か
ら
、彼
ら
は
次
第
に
ア
ニ
メ
ー

シ
ョ
ン
映
画
の
制
作
に
関
心
を
持
つ
よ
う

に
な
っ
て
い
き
ま
す
。そ
の
背
景
に
は
、

「
ポ
ー
ラ
ン
ド
の
ポ
ス
タ
ー
芸
術
」展
で
ク
エ

イ
兄
弟
が
目
に
し
た
ポ
ス
タ
ー
・
デ
ザ
イ
ン

を
手
掛
け
た
作
家
た
ち
―
ヴ
ァ
レ
リ
ア
ン
・

ボ
ロ
フ
チ
ク
や
、本
展
に
お
い
て
も
ポ
ス

タ
ー
が
出
品
さ
れ
て
い
る
ヤ
ン
・レ
ニ
ー
ツ
ァ

な
ど
―
が
、ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
映
画
の
制
作

も
行
っ
て
い
る
こ
と
、そ
し
て
文
学
を
含
む

多
様
な
芸
術
作
品
の
存
在
が
彼
ら
の
創
作

の
源
泉
に
あ
り
ま
し
た
。

　
一
九
六
九
年
、P
C
A
を
卒
業
し
た
ク
エ

イ
兄
弟
は
ロ
ン
ド
ン
の
ロ
イ
ヤ
ル
・
カ
レ
ッ

ジ
・
オ
ブ
・
ア
ー
ト（
R
C
A
）に
進
学
し
、

イ
ラ
ス
ト
レ
ー
シ
ョ
ン
を
専
攻
し
な
が
ら
も

映
画
制
作
を
行
う
な
ど
す
る
う
ち
に
、そ

の
後
の
彼
ら
に
と
っ
て
映
画
制
作
上
の
盟

友
と
な
る
、当
時
は
映
画
専
攻
の
学
生
で

あ
っ
た
キ
ー
ス
・
グ
リ
フ
ィ
ス
に
出
会
い
ま

す
。R
C
A
を
修
了
後
、ア
メ
リ
カ
で
仕
事

を
し
な
が
ら
制
作
を
行
っ
て
い
た
ク
エ
イ
兄

弟
は
、一
九
七
九
年
に
英
国
映
画
協
会

（
B
F
I
）に
勤
め
て
い
た
グ
リ
フ
ィ
ス
と

再
会
し
、映
像
作
家
と
し
て
最
初
の
作
品

『
人
工
の
夜
景
―
欲
望
果
て
し
な
き
者
ど

も
』を
制
作
し
ま
す
。そ
の
後
も
ア
ニ
メ
ー

シ
ョ
ン
作
品
を
制
作
し
ま
す
が
、特
に
一
九

八
六
年
の
カ
ン
ヌ
国
際
映
画
祭
短
編
部
門

に
ノ
ミ
ネ
ー
ト
さ
れ
た『
ス
ト
リ
ー
ト
・
オ

ブ
・
ク
ロ
コ
ダ
イ
ル
』は
、ク
エ
イ
兄
弟
の
代

表
作
と
し
て
知
ら
れ
て
い
ま
す
。一
九
八
六

年
以
降
は
、ミ
ュ
ー
ジ
ッ
ク
・
ヴ
ィ
デ
オ
や
コ

マ
ー
シ
ャ
ル
、舞
台
芸
術
へ
と
創
作
活
動
を

広
げ
て
い
る
ク
エ
イ
兄
弟
で
す
が
、二
本
の

長
編
実
写
映
画
の
制
作
も
行
う
な
ど
精
力

的
に
活
動
を
展
開
し
て
い
ま
す
。

　
次
号
で
は
、出
品
作
品
の
ご
紹
介
を
中

心
に
、本
展
の
み
ど
こ
ろ
を
お
伝
え
し
た
い

と
思
い
ま
す
。ク
エ
イ
兄
弟
の
作
品
は
、ど

れ
も
ミ
ス
テ
リ
ア
ス
で
繊
細
で
す
が
、な
か

に
は「
ふ
ふ
っ
」と
思
わ
ず
微
笑
ん
で
し
ま

う
作
品
も
ご
ざ
い
ま
す
の
で
、ぜ
ひ
愉
し
み

な
が
ら
ご
覧
い
た
だ
き
た
い
で
す
。

会期：平成30年4月7日（土）～5月20日（日）

収蔵品展

暮らしの
うつりかわり

伊 藤 久 美 子

昭和30年代　茶の間風景再現（平成28年度展覧会の様子）

企画展

クエイ兄弟
―ファントム・ミュージアム
展覧会紹介編

髙 見 翔 子
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今
年
も
働
き
終
え
た
道
具
た
ち
の
年
に

一
度
の
晴
れ
舞
台
、『
暮
ら
し
の
う
つ
り
か
わ

り
』を
開
催
し
ま
す
。

　
美
術
博
物
館
が
所
蔵
す
る
明
治
か
ら
昭

和
時
代
に
か
け
て
の
生
活
・
生
産
道
具
を

中
心
に
紹
介
し
な
が
ら
、私
た
ち
の
暮
ら

し
が
ど
の
よ
う
に
変
わ
っ
て
き
た
の
か
を
た

ど
る
展
覧
会
で
す
。い
ず
れ
の
道
具
も
長

年
に
わ
た
り
多
く
の
方
々
か
ら
寄
贈
し
て

い
た
だ
い
た
も
の
で
あ
り
、郷
土
の
暮
ら
し

を
伝
え
る
身
近
な
文
化
財
と
し
て
の
公

開
・
活
用
の
場
も
兼
ね
て
い
ま
す
。

　
か
つ
て
身
近
に
使
わ
れ
て
い
た
伝
統
的

な
生
活
道
具
は
、私
た
ち
の
便
利
で
快
適

な
生
活
と
ひ
き
か
え
に
姿
を
消
し
て
い
き

ま
し
た
。し
か
し
、そ
う
し
た
古
く
さ
い
道

具
に
は
先
人
た
ち
が
長
い
年
月
を
か
け
て

築
き
上
げ
、伝
承
し
て
き
た
生
活
の
知
恵

や
工
夫
が
い
っ
ぱ
い
詰
ま
っ
て
お
り
、か
た

ち
や
素
材
が
変
わ
っ
て
も
新
し
い
道
具
に

受
け
継
が
れ
て
も
い
ま
す
。古
い
道
具
か
ら

こ
う
し
た
こ
と
を
感
じ
取
り
な
が
ら
、今

の
私
た
ち
の
暮
ら
し
を
振
り
返
っ
て
み
ま

し
ょ
う
。

□
暮
ら
し
の
道
具

　
昭
和
三
〇
年
代
か
ら
一
般
家
庭
に
出
回
っ

て
き
た
電
化
製
品
は
、ス
イ
ッ
チ
ひ
と
つ
で

動
く
と
て
も
便
利
な
道
具
で
、そ
れ
ま
で
の

生
活
ス
タ
イ
ル
を
大
き
く
変
え
る
も
の
で
し

た
。こ
こ
で
は
、か
つ
て
私
た
ち
の
暮
ら
し
を

支
え
て
き
た
道
具
を
い
く
つ
か
の
テ
ー
マ
に

分
け
て
紹
介
し
ま
す
。と
く
に
今
回
は
、あ

る
木
挽
が
使
っ
た
大
き
な
木
挽
鋸
を
は
じ

め
と
す
る
山
仕
事
の
道
具
を
取
り
上
げ
ま

す
。様
々
な
道
具
が
い
か
に
姿
を
変
え
て
、

私
た
ち
の
暮
ら
し
が
ど
の
よ
う
に
便
利
に

な
っ
た
の
か
を
振
り
返
っ
て
み
ま
せ
ん
か
。

□
小
学
校

ー
む
か
し
の
教
科
書
、今
の
教
科
書
ー

　
日
本
の
近
代
学
校
制
度
は
、明
治
五
年

（
一
八
七
二
）に
発
布
さ
れ
た
学
制
と
と
も

に
始
ま
り
ま
し
た
。そ
の
時
か
ら
日
本
中

に
小
学
校
が
つ
く
ら
れ
、学
ぶ
べ
き
教
科

が
決
め
ら
れ
、子
ど
も
た
ち
は
教
科
書
を

使
っ
て
勉
強
し
て
き
ま
し
た
。こ
こ
で
は
明

治
か
ら
昭
和
戦
前
に
か
け
て
の
小
学
校
の

教
科
書
と
、今
の
小
学
生
が
学
ん
で
い
る

教
科
書
を
展
示
し
、比
較
し
な
が
ら
ご
覧

い
た
だ
き
ま
す
。子
ど
も
た
ち
に
と
っ
て
当

た
り
前
の
今
の
教
科
書
が
、大
人
世
代
に

は
新
鮮
で
あ
り
驚
き
で
も
あ
る
こ
と
で

し
ょ
う
。誰
も
が
体
験
し
て
い
る
学
校
生

活
を
語
り
合
い
な
が
ら
、楽
し
く
ご
覧
い

た
だ
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。

□
ひ
な
ま
つ
り

　
三
月
三
日
の
桃
の
節
句
に
は
、雛
人
形
を

飾
っ
て
女
の
子
の
健
や
か
な
成
長
と
幸
せ
を

祈
り
ま
す
。こ
の
年
中
行
事
は
今
で
も
全
国

各
地
で
行
わ
れ
て
い
ま
す
が
、住
宅
環
境
の

変
化
な
ど
に
よ
り
大
き
く
様
変
わ
り
し
て

い
ま
す
。こ
こ
で
は
桃
の
節
句
に
あ
わ
せ
て

お
ひ
な
さ
ま
と
、素
朴
な
愛
ら
し
さ
が
人
気

の
土
人
形
か
ら
は
天
神
人
形
を
中
心
に
ご

覧
い
た
だ
き
ま
す
。子
ど
も
の
誕
生
を
祝

い
、健
や
か
な
成
長
を
願
い
見
守
っ
て
き
た

お
人
形
た
ち
を
お
楽
し
み
く
だ
さ
い
。

　
な
お
、本
展
で
は
こ
の
時
期
の
公
立
小

学
校
三
年
生
の
社
会
科「
古
い
道
具
と
昔

の
く
ら
し
」へ
の
学
習
支
援
を
兼
ね
、子
ど

も
た
ち
の
見
学
に
配
慮
し
た
内
容
と
工
夫

を
凝
ら
し
ま
す
。今
回
も
、平
日
に
は
小
学

校
の
団
体
見
学
が
あ
り
ま
す
。子
ど
も
た

ち
に
む
か
し
の
道
具
の
実
物
を
間
近
に
見

て
も
ら
う
機
会
を
提
供
し
、道
具
を
大
切

に
す
る
心
を
感
じ
て
も
ら
う
、そ
し
て
、道

具
の
観
察
か
ら
む
か
し
の
暮
ら
し
の
様
子

を
さ
ぐ
り
、暮
ら
し
の
う
つ
り
か
わ
り
を
考

え
る
手
助
け
と
な
れ
ば
と
思
い
ま
す
。

　
本
展
を
つ
う
じ
て
、当
館
か
ら
寄
贈
者
へ

感
謝
の
気
持
ち
を
あ
ら
わ
す
と
と
も
に
、

私
た
ち
の
身
近
に
あ
る
品
々
を
見
直
す

き
っ
か
け
の
ひ
と
つ
と
な
れ
ば
幸
い
で
す
。

会期：平成30年１月27日(土)～３月25日(日)

　
ア
メ
リ
カ
出
身
の「
ブ
ラ
ザ
ー
ズ
・
ク
エ

イ
」は
、主
に
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
作
家
と
し
て

知
ら
れ
て
お
り
、イ
ギ
リ
ス
を
拠
点
に
活

動
し
て
い
ま
す
。本
展
は
、彼
ら
の
創
作
と

そ
の
源
泉
も
含
め
て
ご
紹
介
す
る
ア
ジ
ア

初
の
個
展
で
す
。ま
た
二
〇
一
二
年
に

ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
近
代
美
術
館
で
開
催
さ
れ
た

回
顧
展
お
よ
び
、二
〇
一
四
年
に
ス
ペ
イ
ン

を
巡
回
し
た
展
覧
会「
変
容
」で
の
内
容
を

踏
ま
え
て
、日
本
展
用
に
再
構
成
を
行
っ

て
い
ま
す
。本
展
で
は
、五
章
の
構
成
か
ら

ク
エ
イ
兄
弟
の
創
作
活
動
を
振
り
返
り
ま

す
。彼
ら
が
フ
ィ
ラ
デ
ル
フ
ィ
ア
芸
術
大
学

在
学
中
に
制
作
し
た
作
品
を
は
じ
め
、強

く
関
心
を
持
ち
影
響
を
受
け
た
ポ
ー
ラ
ン

ド
の
ポ
ス
タ
ー
、素
描
、ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
撮

影
の
セ
ッ
ト
を
再
現
し
た
マ
ケ
ッ
ト
、映
像

作
品
に
登
場
し
た
パ
ペ
ッ
ト
や
タ
イ
ト
ル
の

原
画
、舞
台
美
術
の
マ
ケ
ッ
ト
や
ス
チ
ル
写

真
な
ど
、初
期
作
品
か
ら
近
年
の
活
動
に

至
る
ま
で
の
展
開
を
ご
紹
介
し
ま
す
。

　
双
子
の
ス
テ
ィ
ー
ヴ
ン
と
テ
ィ
モ
シ
ー
の

ク
エ
イ
兄
弟
は
、一
九
四
七
年
に
ア
メ
リ
カ

合
衆
国
ペ
ン
シ
ル
ヴ
ァ
ニ
ア
州
モ
ン
ゴ
メ
リ

郡
の
郡
都
ノ
ー
リ
ス
タ
ウ
ン
に
生
ま
れ
ま

し
た
。一
九
六
五
年
に
彼
ら
は
フ
ィ
ラ
デ
ル

フ
ィ
ア
芸
術
大
学（
P
C
A
）に
入
学
し
、

ス
テ
ィ
ー
ヴ
ン
は
映
画
を
、テ
ィ
モ
シ
ー
は

イ
ラ
ス
ト
レ
ー
シ
ョ
ン
を
専
攻
し
ま
す
。

一
九
六
七
年
、彼
ら
が
在
学
す
る
P
C
A
で

「
ポ
ー
ラ
ン
ド
の
ポ
ス
タ
ー
芸
術
」展
が
開

催
さ
れ
、こ
の
展
覧
会
を
目
に
し
た
こ
と

を
機
に
ク
エ
イ
兄
弟
は
デ
ザ
イ
ン
の
み
に

留
ま
ら
ず
、文
学
、音
楽
、舞
台
芸
術
と

い
っ
た
、当
時
は
東
西
冷
戦
の
た
め
に
閉
ざ

さ
れ
て
い
た
東
欧
の
文
化
芸
術
に
魅
了
さ

れ
、強
く
惹
か
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

そ
し
て
、ポ
ー
ラ
ン
ド
の
ポ
ス
タ
ー
芸
術
と

の
出
会
い
か
ら
、彼
ら
は
次
第
に
ア
ニ
メ
ー

シ
ョ
ン
映
画
の
制
作
に
関
心
を
持
つ
よ
う

に
な
っ
て
い
き
ま
す
。そ
の
背
景
に
は
、

「
ポ
ー
ラ
ン
ド
の
ポ
ス
タ
ー
芸
術
」展
で
ク
エ

イ
兄
弟
が
目
に
し
た
ポ
ス
タ
ー
・
デ
ザ
イ
ン

を
手
掛
け
た
作
家
た
ち
―
ヴ
ァ
レ
リ
ア
ン
・

ボ
ロ
フ
チ
ク
や
、本
展
に
お
い
て
も
ポ
ス

タ
ー
が
出
品
さ
れ
て
い
る
ヤ
ン
・レ
ニ
ー
ツ
ァ

な
ど
―
が
、ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
映
画
の
制
作

も
行
っ
て
い
る
こ
と
、そ
し
て
文
学
を
含
む

多
様
な
芸
術
作
品
の
存
在
が
彼
ら
の
創
作

の
源
泉
に
あ
り
ま
し
た
。

　
一
九
六
九
年
、P
C
A
を
卒
業
し
た
ク
エ

イ
兄
弟
は
ロ
ン
ド
ン
の
ロ
イ
ヤ
ル
・
カ
レ
ッ

ジ
・
オ
ブ
・
ア
ー
ト（
R
C
A
）に
進
学
し
、

イ
ラ
ス
ト
レ
ー
シ
ョ
ン
を
専
攻
し
な
が
ら
も

映
画
制
作
を
行
う
な
ど
す
る
う
ち
に
、そ

の
後
の
彼
ら
に
と
っ
て
映
画
制
作
上
の
盟

友
と
な
る
、当
時
は
映
画
専
攻
の
学
生
で

あ
っ
た
キ
ー
ス
・
グ
リ
フ
ィ
ス
に
出
会
い
ま

す
。R
C
A
を
修
了
後
、ア
メ
リ
カ
で
仕
事

を
し
な
が
ら
制
作
を
行
っ
て
い
た
ク
エ
イ
兄

弟
は
、一
九
七
九
年
に
英
国
映
画
協
会

（
B
F
I
）に
勤
め
て
い
た
グ
リ
フ
ィ
ス
と

再
会
し
、映
像
作
家
と
し
て
最
初
の
作
品

『
人
工
の
夜
景
―
欲
望
果
て
し
な
き
者
ど

も
』を
制
作
し
ま
す
。そ
の
後
も
ア
ニ
メ
ー

シ
ョ
ン
作
品
を
制
作
し
ま
す
が
、特
に
一
九

八
六
年
の
カ
ン
ヌ
国
際
映
画
祭
短
編
部
門

に
ノ
ミ
ネ
ー
ト
さ
れ
た『
ス
ト
リ
ー
ト
・
オ

ブ
・
ク
ロ
コ
ダ
イ
ル
』は
、ク
エ
イ
兄
弟
の
代

表
作
と
し
て
知
ら
れ
て
い
ま
す
。一
九
八
六

年
以
降
は
、ミ
ュ
ー
ジ
ッ
ク
・
ヴ
ィ
デ
オ
や
コ

マ
ー
シ
ャ
ル
、舞
台
芸
術
へ
と
創
作
活
動
を

広
げ
て
い
る
ク
エ
イ
兄
弟
で
す
が
、二
本
の

長
編
実
写
映
画
の
制
作
も
行
う
な
ど
精
力

的
に
活
動
を
展
開
し
て
い
ま
す
。

　
次
号
で
は
、出
品
作
品
の
ご
紹
介
を
中

心
に
、本
展
の
み
ど
こ
ろ
を
お
伝
え
し
た
い

と
思
い
ま
す
。ク
エ
イ
兄
弟
の
作
品
は
、ど

れ
も
ミ
ス
テ
リ
ア
ス
で
繊
細
で
す
が
、な
か

に
は「
ふ
ふ
っ
」と
思
わ
ず
微
笑
ん
で
し
ま

う
作
品
も
ご
ざ
い
ま
す
の
で
、ぜ
ひ
愉
し
み

な
が
ら
ご
覧
い
た
だ
き
た
い
で
す
。

会期：平成30年4月7日（土）～5月20日（日）

収蔵品展

暮らしの
うつりかわり

伊 藤 久 美 子

昭和30年代　茶の間風景再現（平成28年度展覧会の様子）

企画展

クエイ兄弟
―ファントム・ミュージアム
展覧会紹介編
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COLUMN＆TOPIC

堀
江
登
志
実

菊
地
真
央

今
井
智
子

地
域
史
料
の
収
集

　
当
館
に
は
岡
崎
藩
本
多
家
の
家
臣
史

料
と
し
て
家
老
の
都
筑
・
中
根
・
梶
の
三

家
を
は
じ
め
、緒
方
・
伊
藤
・
徳
永
な
ど

の
各
家
の
古
文
書
を
収
蔵
し
て
い
る
。こ

れ
ら
の
家
臣
史
料
は
岡
崎
藩
の
藩
庁
文

書
が
伝
来
せ
ず
藩
政
史
料
が
な
い
な
か

で
は
そ
れ
を
埋
め
る
史
料
と
し
て
貴
重

な
も
の
と
な
っ
て
い
る
。

　
こ
れ
ら
の
史
料
は
、岡
崎
市
市
史
編
さ

ん
事
業
や
展
覧
会
調
査
の
活
動
の
な
か

で
、所
有
者
と
の
関
係
が
始
ま
り
、寄
附
・

寄
託
史
料
と
な
り
現
在
に
い
た
る
も
の

で
あ
る
。調
査
で
の
情
報
デ
ー
タ
も
含
め

れ
ば
、そ
の
史
料
デ
ー
タ
は
膨
大
な
も
の

に
な
る
。そ
の
収
集
に
は
長
い
年
月
が
か

か
っ
て
い
る
。大
分
市
に
現
存
す
る
家
老

の
中
根
家
の
史
料
デ
ー
タ
は
ミ
ニ
コ
ピ
ー

フ
ィ
ル
ム
二
〇
〇
〇
本
に
も
及
び
、そ
の

調
査
と
デ
ー
タ
整
理
に
一
〇
年
ほ
ど
か

か
っ
た
。

　
本
多
家
家
臣
の
追
跡
調
査
は
容
易
で

は
な
い
。大
正
五
年
に
結
成
さ
れ
た
旧
岡

崎
藩
士
の
集
ま
り
で
あ
る「
不
忘
義
団
」

の
昭
和
十
五
年
頃
の
名
簿
が
あ
る
が
、名

簿
を
も
と
に
追
跡
す
る
こ
と
は
、名
前
も

住
所
も
現
状
と
は
相
違
し
て
い
る
こ
と

か
ら
、追
跡
に
は
無
理
が
あ
る
。た
と
え

ば
東
京
市
浅
草
区
と
な
っ
て
い
る
の
で
、

住
所
か
ら
は
捜
索
す
る
の
は
困
難
で
あ

る
。か
っ
て
、東
京
近
郊
で
名
簿
を
頼
り

に
調
査
を
行
っ
た
が
、辿
り
つ
け
た
の
は

秋
田
家
の
一
家
だ
け
だ
っ
た
。

　
史
料
収
集
に
は
展
覧
会
開
催
や
史
料

集
刊
行
に
よ
り
、当
方
か
ら
情
報
発
信
す

る
こ
と
で
寄
せ
ら
れ
る
情
報
が
貴
重
で

あ
る
。と
く
に
地
域
史
料
の
場
合
、来
館

者
に
よ
る
情
報
が
追
跡
調
査
の
糸
口
に

な
る
こ
と
が
あ
る
。本
多
家
家
臣
に
つ
い

て
は
、か
っ
て
市
で
開
催
し
た「
本
多
家
と

そ
の
家
臣
団
」、「
本
多
忠
勝
と
子
孫
た

ち
」の
展
覧
会
、さ
ら
に
は『
中
根
家
文

書
』上
・
下
の
刊
行
に
関
し
て
、寄
せ
ら
れ

た
本
多
家
家
臣
情
報
に
は
、中
根
、多

門
、佐
野
、阿
部
、生
田
の
各
家
か
ら
の

も
の
が
あ
っ
た
。な
か
で
も
、中
根
家
の

文
書
群
や
、多
門
家
の
栄
螺
形
兜
な
ど

は
、現
在
本
多
家
関
連
の
展
示
で
は
欠
か

せ
な
い
史
料
と
な
っ
て
い
る
。

二
〇
一
七
★
拾
★
拾 

年
間
パ
ス
ポ
ー
ト
会
員
様
限
定
企
画 

よ
り
み
ち
美
術
館
〜
島

　
佐
久
島
は
西
尾
市
に
あ
る
人
口
二
五
〇

人
ほ
ど
の
島
で
、八
〇
％
以
上
が
里
山
で

す
。島
内
の
い
た
る
と
こ
ろ
に
野
外
ア
ー
ト

が
あ
り
、島
全
体
が
美
術
博
物
館
と
言
え

ま
す
。佐
久
島
は
高
齢
化
と
過
疎
化
の
問

題
を
抱
え
平
成
十
三
年
か
ら
島
の
活
性
化

を
目
指
し「
祭
り
と
ア
ー
ト
」を
キ
ー
ワ
ー

ド
に
様
々
な
イ
ベ
ン
ト
を
開
催
し
て
い
ま

す
。そ
の
な
か
で「
佐
久
島
ア
ー
ト
・
ピ
ク

ニ
ッ
ク
」、「
佐
久
島
弘
法
巡
り
」の
ス
タ
ン
プ

ラ
リ
ー
を
年
間
通
し
行
っ
て
い
ま
す
。昔
か

ら
人
は
何
か
と
集
め
る
こ
と
が
好
き
な
ん

じ
ゃ
な
い
の
か
と
感
じ
て
い
ま
し
た
。切
手

集
め
、ポ
ケ
○
ン
集
め
、ご
朱
印
集
め
…

色
々
と
集
め
る
も
の
は
変
わ
っ
て
も
集
め
て

い
る
…
。ス
タ
ン
プ
ラ
リ
ー
が
佐
久
島
で
行

わ
れ
て
い
る
こ
と
も
訪
れ
る
一つ
の
き
っ
か

け
に
な
り
ま
し
た
。

　
佐
久
島
へ
行
っ
て
み
る
と
汗
ば
む
陽
気

を
通
り
こ
し
て
汗
が
流
れ
る
天
候
に
恵
ま

れ
、と
て
も
穏
や
か
な
空
気
。太
陽
を
浴
び

て
き
ら
き
ら
光
る
海
。黒
壁
づ
く
り
の
住

宅
。野
外
ア
ー
ト
作
品
が
迎
え
て
く
れ
ま
し

た
。素
敵
な
お
出
迎
え
の
数
々
に
、自
分
自

身
、佐
久
島
の
魅
力
に
心
を
撃
ち
抜
か
れ

て
し
ま
い
ま
し
た
。島
に
は
五
時
間
ほ
ど
の

滞
在
で
し
た
。佐
久
島
は
何
度
訪
れ
て
も

新
た
な
発
見
が
あ
り
そ
う
な
素
敵
な
島
で

し
た
。佐
久
島
か
ら
帰
っ
て
か
ら
、穏
や
か

な
空
気
の
作
用
か
自
分
の
性
格
が
少
し
柔

ら
か
く
な
っ
た
様
に
思
い
ま
す
。

　
近
い
は
ず
な
の
に
遠
く
に
感
じ
る
。行
き

た
か
っ
た
け
ど
行
っ
た
こ
と
が
な
い
。そ
ん

な
場
所
へ
パ
ス
ポ
ー
ト
会
員
様
を
お
連
れ
し

た
い
と
い
う
思
い
を
叶
え
る
こ
と
が
出
来
ま

し
た
。豊
か
な
気
持
ち
、穏
や
か
な
気
持
ち

に
な
れ
る
場
所
を
探
し
て
た
ど
り
つ
い
た

佐
久
島
ア
ー
ト
。島
へ
行
く
な
ん
て
大
そ
れ

た
こ
と
、実
現
で
き
て
本
当
に
良
か
っ
た
。

参
加
い
た
だ
い
た
会
員
の
方
の
楽
し
ん
で
い

た
だ
け
て
い
る
様
子
を
間
近
に
感
じ
、一
年

か
け
て
練
っ
て
き
た
企
画
が
成
功
し
た
実

感
が
わ
き
ま
し
た
。島
の
方
々
、案
内
に
付

き
添
っ
て
く
だ
さ
っ
た
方
、バ
ス
の
運
転
手

さ
ん
、み
な
さ
ん
の
ご
協
力
に
感
謝
で
す
。

ご
参
加
い
た
だ
い
た
み
な
さ
ん
に
喜
ん
で
い

た
だ
き
本
当
に
、本
当
に
良
か
っ
た
！
で

す
。今
後
も
パ
ス
ポ
ー
ト
会
員
様
の
心
を
満

た
す
企
画
を
し
て
岡
崎
市
美
術
博
物
館
を

盛
り
上
げ
て
い
け
た
ら
と
思
っ
て
い
ま
す
。

多門家寄附の栄螺形兜

ミュージアムショップYAGURA店内

平
成
三
〇
年
度
開
催
の
展
覧
会

ク
エ
イ
兄
弟  

フ
ァ
ン
ト
ム・ミュ
ー
ジ
ア
ム

四
月
七
日（
土
）〜
五
月
二
〇
日（
日
）

　
本
展
は
、ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
作
家
で
あ
る
ク

エ
イ
兄
弟
の
制
作
の
軌
跡
を
、映
像
、素

描
、模
型
な
ど
を
中
心
に
そ
の
源
泉
も
含

め
て
ご
紹
介
し
ま
す
。双
子
が
創
り
出
す
ミ

ス
テ
リ
ア
ス
で
繊
細
な
空
間
を
お
愉
し
み

く
だ
さ
い
。

名
刀
は
語
る
　美
し
き
鑑
賞
の
歴
史

六
月
二
日（
土
）〜
七
月
一六
日（
月
）

　
日
本
有
数
の
刀
剣
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
を
誇
る

「
佐
野
美
術
館
」の
刀
剣
・
刀
装
具
を
通
し

て
、日
本
人
の
美
意
識
や
文
化
を
紹
介
し

ま
す
。さ
ら
に
本
多
忠
勝
愛
用
の
名
槍「
大

笹
穂
槍（
号
蜻
蛉
切
）」の
出
品
に
合
わ
せ

て
、本
多
家
の
名
宝
と
三
河
の
刀
工
の
名

品
を
展
示
し
ま
す
。

ジ
ョ
ル
ジ
ュ・
ブ
ラ
ッ
ク  

宝
飾
デ
ザ
イ
ン
の
輝
き

七
月
二
八
日（
土
）〜
九
月
一
七
日（
月
）

　
二
〇
世
紀
初
頭
の
芸
術
運
動「
キ
ュ
ビ
ス

ム
」に
関
わ
っ
た
ジ
ョ
ル
ジ
ュ・
ブ
ラ
ッ
ク
に
よ

る
デ
ザ
イ
ン
の
工
芸
作
品
を
中
心
に
ご
紹

介
し
ま
す
。ジ
ュ
エ
リ
ー
を
は
じ
め
と
す
る

独
創
的
で
き
ら
び
や
か
な
工
芸
の
世
界
を

ご
覧
く
だ
さ
い
。

明
治一五
〇
年  

博
覧
会
に
み
る
三
河

九
月
二
九
日（
土
）〜
一一
月
一一
日（
日
）

　
博
覧
会
は
地
域
自
慢
の
品
を
競
う
場
で

あ
り
、出
品
物
は
地
域
の
特
徴
を
表
し
て
い

ま
す
。本
展
で
は
日
本
の
近
代
化
に
大
き

な
役
割
を
果
た
し
た
明
治
時
代
の
博
覧
会

を
通
じ
て
、三
河
の
産
業
・
技
術
の
歴
史
を

追
っ
て
い
き
ま
す
。

美
博
び
っ
く
り
箱

－

学
芸
員
こ
だ
わ
り
の
逸
品（
仮
）

一一
月
二
四
日（
土
）〜
一
月
一四
日（
月
）

　
岡
崎
市
美
術
博
物
館
は
、「
マ
イ
ン
ド
ス

ケ
ー
プ（
心
象
風
景
）」を
基
本
コ
ン
セ
プ
ト

に
、岡
崎
の
歴
史
か
ら
国
内
外
の
近
現
代

美
術
ま
で
、「
心
」を
伝
え
、「
心
」を
語
る
多

様
な
美
術
品
・
博
物
資
料
を
収
集
、展
示
し

て
き
ま
し
た
。専
門
分
野
が
異
な
る
そ
れ
ぞ

れ
の
学
芸
員
が
厳
選
し
た
こ
だ
わ
り
の
逸

品
を
通
し
て
、当
館
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
の
多
彩

な
魅
力
を
紹
介
し
ま
す
。

暮
ら
し
の
う
つ
り
か
わ
り

一
月
二
六
日（
土
）〜
三
月
二
四
日（
日
）

　
所
蔵
品
よ
り
生
活
・
生
産
道
具
な
ど
を

中
心
に
紹
介
し
な
が
ら
、私
達
の
暮
ら
し
が

ど
の
よ
う
に
変
わ
っ
て
き
た
の
か
振
り
返

り
ま
す
。寄
贈
資
料
活
用
の
場
で
も
あ
り
、

小
学
三
年
生
の
社
会
科
へ
の
学
習
支
援
も

兼
ね
た
展
覧
会
で
す
。

山
の
上
で
の
休
日

　「
駅
か
ら
遠
す
ぎ
る
！
」、「
山
の
上
な

ん
て
不
便
す
ぎ
る
！
」な
ど
、よ
く
ご
意
見

を
い
た
だ
く
よ
う
に
、当
館
は
最
寄
駅
か

ら
バ
ス
で
三
〇
分
以
上
か
け
た
場
所
に
あ

り
ま
す
。し
か
し
こ
こ
に
は
当
館
の
他
に
、

近
年
オ
ー
プ
ン
し
た
魅
力
的
な
施
設
も
ご

ざ
い
ま
す
。「
展
覧
会
は
見
た
い
け
ど
遠
く

て
気
分
が
乗
ら
な
い
な
…
」と
思
わ
れ
る

皆
様
、次
の
よ
う
な
休
日
の
過
ご
し
方
は

い
か
が
で
し
ょ
う
か
。

　
当
館
は
一
〇
時
開
館
で
す
。最
寄
り
の

東
岡
崎
駅
か
ら
は
九
時
台
に
三
本
、一
〇

時
台
に
二
本
の
バ
ス
が
出
発
し
ま
す（
土

日
祝
）。一
〇
時
過
ぎ
に
ご
来
館
い
た
だ

き
、展
覧
会
を
じ
っ
く
り
見
れ
ば
丁
度
お
昼

の
時
間
で
す
。当
館
二
階
か
ら
向
か
っ
て
す

ぐ
の
レ
ス
ト
ラ
ン
Y
O
U
R 

T
A
B
L
E

で
ラ
ン
チ
を
ど
う
ぞ
。メ
ニ
ュ
ー
は
、山
盛

り
の
前
菜
か
ら
程
良
い
焼
き
加
減
の
メ
イ

ン
、食
後
の
デ
ザ
ー
ト
と
コ
ー
ヒ
ー
ま
で
大

満
足
の
ボ
リ
ュ
ー
ム
と
美
味
し
さ
で
す
。窓

ガ
ラ
ス
越
し
に
山
の
景
色
を
堪
能
し
つ
つ
、

の
ん
び
り
と
し
た
店
内
の
雰
囲
気
に
浸
っ

て
い
れ
ば
、あ
っ
と
い
う
間
に
二
時
間
近
く

経
っ
て
し
ま
い
ま
す
。

　
こ
こ
で
時
計
を
見
る
と
一
四
時
過
ぎ
。バ

ス
は
一
四
時
以
降
一
七
時
台
ま
で
、一
時
間
に

二
本
通
り
ま
す（
土
日
祝
）。周
囲
を
散
策

し
た
り
、再
び
展
覧
会
を
ご
覧
い
た
だ
き

（
当
日
中
の
展
示
室
再
入
場
は
何
度
で
も

可
能
で
す
。）、い
よ
い
よ
お
帰
り
に
な
る
前

に
は
、是
非
当
館
二
階
の
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム

シ
ョ
ッ
プ
Y
A
G
U
R
A
に
お
寄
り
く
だ

さ
い
。伝
統
工
芸
の
技
と
モ
ダ
ン
な
セ
ン
ス

が
融
合
し
た
洒
落
た
イ
ン
テ
リ
ア
な
ど
こ

だ
わ
り
の
品
々
、そ
し
て
展
覧
会
毎
に
お

店
が
選
ぶ
関
連
グ
ッ
ズ
も
注
目
で
す
。店

内
を
く
ま
な
く
見
て
回
っ
て
も
一
六
時
前

の
バ
ス
に
乗
れ
ば
、帰
宅
ラ
ッ
シ
ュ
前
に
は

電
車
に
乗
り
込
め
ま
す
。

　
当
館
は
さ
っ
と
寄
っ
て
帰
れ
る
場
所
で

は
ご
ざ
い
ま
せ
ん
が
、こ
の
よ
う
に
む
し
ろ

一
日
か
け
て
じ
っ
く
り
堪
能
で
き
る
場
所

と
し
て
、来
年
度
も
是
非
、展
覧
会
を
ご

覧
に
、そ
し
て
ゆ
っ
た
り
し
た
休
日
を
過

ご
し
に
い
ら
し
て
く
だ
さ
い
。



COLUMN＆TOPIC

堀
江
登
志
実

菊
地
真
央

今
井
智
子

地
域
史
料
の
収
集

　
当
館
に
は
岡
崎
藩
本
多
家
の
家
臣
史

料
と
し
て
家
老
の
都
筑
・
中
根
・
梶
の
三

家
を
は
じ
め
、緒
方
・
伊
藤
・
徳
永
な
ど

の
各
家
の
古
文
書
を
収
蔵
し
て
い
る
。こ

れ
ら
の
家
臣
史
料
は
岡
崎
藩
の
藩
庁
文

書
が
伝
来
せ
ず
藩
政
史
料
が
な
い
な
か

で
は
そ
れ
を
埋
め
る
史
料
と
し
て
貴
重

な
も
の
と
な
っ
て
い
る
。

　
こ
れ
ら
の
史
料
は
、岡
崎
市
市
史
編
さ

ん
事
業
や
展
覧
会
調
査
の
活
動
の
な
か

で
、所
有
者
と
の
関
係
が
始
ま
り
、寄
附
・

寄
託
史
料
と
な
り
現
在
に
い
た
る
も
の

で
あ
る
。調
査
で
の
情
報
デ
ー
タ
も
含
め

れ
ば
、そ
の
史
料
デ
ー
タ
は
膨
大
な
も
の

に
な
る
。そ
の
収
集
に
は
長
い
年
月
が
か

か
っ
て
い
る
。大
分
市
に
現
存
す
る
家
老

の
中
根
家
の
史
料
デ
ー
タ
は
ミ
ニ
コ
ピ
ー

フ
ィ
ル
ム
二
〇
〇
〇
本
に
も
及
び
、そ
の

調
査
と
デ
ー
タ
整
理
に
一
〇
年
ほ
ど
か

か
っ
た
。

　
本
多
家
家
臣
の
追
跡
調
査
は
容
易
で

は
な
い
。大
正
五
年
に
結
成
さ
れ
た
旧
岡

崎
藩
士
の
集
ま
り
で
あ
る「
不
忘
義
団
」

の
昭
和
十
五
年
頃
の
名
簿
が
あ
る
が
、名

簿
を
も
と
に
追
跡
す
る
こ
と
は
、名
前
も

住
所
も
現
状
と
は
相
違
し
て
い
る
こ
と

か
ら
、追
跡
に
は
無
理
が
あ
る
。た
と
え

ば
東
京
市
浅
草
区
と
な
っ
て
い
る
の
で
、

住
所
か
ら
は
捜
索
す
る
の
は
困
難
で
あ

る
。か
っ
て
、東
京
近
郊
で
名
簿
を
頼
り

に
調
査
を
行
っ
た
が
、辿
り
つ
け
た
の
は

秋
田
家
の
一
家
だ
け
だ
っ
た
。

　
史
料
収
集
に
は
展
覧
会
開
催
や
史
料

集
刊
行
に
よ
り
、当
方
か
ら
情
報
発
信
す

る
こ
と
で
寄
せ
ら
れ
る
情
報
が
貴
重
で

あ
る
。と
く
に
地
域
史
料
の
場
合
、来
館

者
に
よ
る
情
報
が
追
跡
調
査
の
糸
口
に

な
る
こ
と
が
あ
る
。本
多
家
家
臣
に
つ
い

て
は
、か
っ
て
市
で
開
催
し
た「
本
多
家
と

そ
の
家
臣
団
」、「
本
多
忠
勝
と
子
孫
た

ち
」の
展
覧
会
、さ
ら
に
は『
中
根
家
文

書
』上
・
下
の
刊
行
に
関
し
て
、寄
せ
ら
れ

た
本
多
家
家
臣
情
報
に
は
、中
根
、多

門
、佐
野
、阿
部
、生
田
の
各
家
か
ら
の

も
の
が
あ
っ
た
。な
か
で
も
、中
根
家
の

文
書
群
や
、多
門
家
の
栄
螺
形
兜
な
ど

は
、現
在
本
多
家
関
連
の
展
示
で
は
欠
か

せ
な
い
史
料
と
な
っ
て
い
る
。

二
〇
一
七
★
拾
★
拾 

年
間
パ
ス
ポ
ー
ト
会
員
様
限
定
企
画 

よ
り
み
ち
美
術
館
〜
島

　
佐
久
島
は
西
尾
市
に
あ
る
人
口
二
五
〇

人
ほ
ど
の
島
で
、八
〇
％
以
上
が
里
山
で

す
。島
内
の
い
た
る
と
こ
ろ
に
野
外
ア
ー
ト

が
あ
り
、島
全
体
が
美
術
博
物
館
と
言
え

ま
す
。佐
久
島
は
高
齢
化
と
過
疎
化
の
問

題
を
抱
え
平
成
十
三
年
か
ら
島
の
活
性
化

を
目
指
し「
祭
り
と
ア
ー
ト
」を
キ
ー
ワ
ー

ド
に
様
々
な
イ
ベ
ン
ト
を
開
催
し
て
い
ま

す
。そ
の
な
か
で「
佐
久
島
ア
ー
ト
・
ピ
ク

ニ
ッ
ク
」、「
佐
久
島
弘
法
巡
り
」の
ス
タ
ン
プ

ラ
リ
ー
を
年
間
通
し
行
っ
て
い
ま
す
。昔
か

ら
人
は
何
か
と
集
め
る
こ
と
が
好
き
な
ん

じ
ゃ
な
い
の
か
と
感
じ
て
い
ま
し
た
。切
手

集
め
、ポ
ケ
○
ン
集
め
、ご
朱
印
集
め
…

色
々
と
集
め
る
も
の
は
変
わ
っ
て
も
集
め
て

い
る
…
。ス
タ
ン
プ
ラ
リ
ー
が
佐
久
島
で
行

わ
れ
て
い
る
こ
と
も
訪
れ
る
一つ
の
き
っ
か

け
に
な
り
ま
し
た
。

　
佐
久
島
へ
行
っ
て
み
る
と
汗
ば
む
陽
気

を
通
り
こ
し
て
汗
が
流
れ
る
天
候
に
恵
ま

れ
、と
て
も
穏
や
か
な
空
気
。太
陽
を
浴
び

て
き
ら
き
ら
光
る
海
。黒
壁
づ
く
り
の
住

宅
。野
外
ア
ー
ト
作
品
が
迎
え
て
く
れ
ま
し

た
。素
敵
な
お
出
迎
え
の
数
々
に
、自
分
自

身
、佐
久
島
の
魅
力
に
心
を
撃
ち
抜
か
れ

て
し
ま
い
ま
し
た
。島
に
は
五
時
間
ほ
ど
の

滞
在
で
し
た
。佐
久
島
は
何
度
訪
れ
て
も

新
た
な
発
見
が
あ
り
そ
う
な
素
敵
な
島
で

し
た
。佐
久
島
か
ら
帰
っ
て
か
ら
、穏
や
か

な
空
気
の
作
用
か
自
分
の
性
格
が
少
し
柔

ら
か
く
な
っ
た
様
に
思
い
ま
す
。

　
近
い
は
ず
な
の
に
遠
く
に
感
じ
る
。行
き

た
か
っ
た
け
ど
行
っ
た
こ
と
が
な
い
。そ
ん

な
場
所
へ
パ
ス
ポ
ー
ト
会
員
様
を
お
連
れ
し

た
い
と
い
う
思
い
を
叶
え
る
こ
と
が
出
来
ま

し
た
。豊
か
な
気
持
ち
、穏
や
か
な
気
持
ち

に
な
れ
る
場
所
を
探
し
て
た
ど
り
つ
い
た

佐
久
島
ア
ー
ト
。島
へ
行
く
な
ん
て
大
そ
れ

た
こ
と
、実
現
で
き
て
本
当
に
良
か
っ
た
。

参
加
い
た
だ
い
た
会
員
の
方
の
楽
し
ん
で
い

た
だ
け
て
い
る
様
子
を
間
近
に
感
じ
、一
年

か
け
て
練
っ
て
き
た
企
画
が
成
功
し
た
実

感
が
わ
き
ま
し
た
。島
の
方
々
、案
内
に
付

き
添
っ
て
く
だ
さ
っ
た
方
、バ
ス
の
運
転
手

さ
ん
、み
な
さ
ん
の
ご
協
力
に
感
謝
で
す
。

ご
参
加
い
た
だ
い
た
み
な
さ
ん
に
喜
ん
で
い

た
だ
き
本
当
に
、本
当
に
良
か
っ
た
！
で

す
。今
後
も
パ
ス
ポ
ー
ト
会
員
様
の
心
を
満

た
す
企
画
を
し
て
岡
崎
市
美
術
博
物
館
を

盛
り
上
げ
て
い
け
た
ら
と
思
っ
て
い
ま
す
。

多門家寄附の栄螺形兜

ミュージアムショップYAGURA店内

平
成
三
〇
年
度
開
催
の
展
覧
会

ク
エ
イ
兄
弟  

フ
ァ
ン
ト
ム・ミュ
ー
ジ
ア
ム

四
月
七
日（
土
）〜
五
月
二
〇
日（
日
）

　
本
展
は
、ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
作
家
で
あ
る
ク

エ
イ
兄
弟
の
制
作
の
軌
跡
を
、映
像
、素

描
、模
型
な
ど
を
中
心
に
そ
の
源
泉
も
含

め
て
ご
紹
介
し
ま
す
。双
子
が
創
り
出
す
ミ

ス
テ
リ
ア
ス
で
繊
細
な
空
間
を
お
愉
し
み

く
だ
さ
い
。

名
刀
は
語
る
　美
し
き
鑑
賞
の
歴
史

六
月
二
日（
土
）〜
七
月
一六
日（
月
）

　
日
本
有
数
の
刀
剣
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
を
誇
る

「
佐
野
美
術
館
」の
刀
剣
・
刀
装
具
を
通
し

て
、日
本
人
の
美
意
識
や
文
化
を
紹
介
し

ま
す
。さ
ら
に
本
多
忠
勝
愛
用
の
名
槍「
大

笹
穂
槍（
号
蜻
蛉
切
）」の
出
品
に
合
わ
せ

て
、本
多
家
の
名
宝
と
三
河
の
刀
工
の
名

品
を
展
示
し
ま
す
。

ジ
ョ
ル
ジ
ュ・
ブ
ラ
ッ
ク  

宝
飾
デ
ザ
イ
ン
の
輝
き

七
月
二
八
日（
土
）〜
九
月
一
七
日（
月
）

　
二
〇
世
紀
初
頭
の
芸
術
運
動「
キ
ュ
ビ
ス

ム
」に
関
わ
っ
た
ジ
ョ
ル
ジ
ュ・
ブ
ラ
ッ
ク
に
よ

る
デ
ザ
イ
ン
の
工
芸
作
品
を
中
心
に
ご
紹

介
し
ま
す
。ジ
ュ
エ
リ
ー
を
は
じ
め
と
す
る

独
創
的
で
き
ら
び
や
か
な
工
芸
の
世
界
を

ご
覧
く
だ
さ
い
。

明
治一五
〇
年  

博
覧
会
に
み
る
三
河

九
月
二
九
日（
土
）〜
一一
月
一一
日（
日
）

　
博
覧
会
は
地
域
自
慢
の
品
を
競
う
場
で

あ
り
、出
品
物
は
地
域
の
特
徴
を
表
し
て
い

ま
す
。本
展
で
は
日
本
の
近
代
化
に
大
き

な
役
割
を
果
た
し
た
明
治
時
代
の
博
覧
会

を
通
じ
て
、三
河
の
産
業
・
技
術
の
歴
史
を

追
っ
て
い
き
ま
す
。

美
博
び
っ
く
り
箱

－

学
芸
員
こ
だ
わ
り
の
逸
品（
仮
）

一一
月
二
四
日（
土
）〜
一
月
一四
日（
月
）

　
岡
崎
市
美
術
博
物
館
は
、「
マ
イ
ン
ド
ス

ケ
ー
プ（
心
象
風
景
）」を
基
本
コ
ン
セ
プ
ト

に
、岡
崎
の
歴
史
か
ら
国
内
外
の
近
現
代

美
術
ま
で
、「
心
」を
伝
え
、「
心
」を
語
る
多

様
な
美
術
品
・
博
物
資
料
を
収
集
、展
示
し

て
き
ま
し
た
。専
門
分
野
が
異
な
る
そ
れ
ぞ

れ
の
学
芸
員
が
厳
選
し
た
こ
だ
わ
り
の
逸

品
を
通
し
て
、当
館
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
の
多
彩

な
魅
力
を
紹
介
し
ま
す
。

暮
ら
し
の
う
つ
り
か
わ
り

一
月
二
六
日（
土
）〜
三
月
二
四
日（
日
）

　
所
蔵
品
よ
り
生
活
・
生
産
道
具
な
ど
を

中
心
に
紹
介
し
な
が
ら
、私
達
の
暮
ら
し
が

ど
の
よ
う
に
変
わ
っ
て
き
た
の
か
振
り
返

り
ま
す
。寄
贈
資
料
活
用
の
場
で
も
あ
り
、

小
学
三
年
生
の
社
会
科
へ
の
学
習
支
援
も

兼
ね
た
展
覧
会
で
す
。

山
の
上
で
の
休
日

　「
駅
か
ら
遠
す
ぎ
る
！
」、「
山
の
上
な

ん
て
不
便
す
ぎ
る
！
」な
ど
、よ
く
ご
意
見

を
い
た
だ
く
よ
う
に
、当
館
は
最
寄
駅
か

ら
バ
ス
で
三
〇
分
以
上
か
け
た
場
所
に
あ

り
ま
す
。し
か
し
こ
こ
に
は
当
館
の
他
に
、

近
年
オ
ー
プ
ン
し
た
魅
力
的
な
施
設
も
ご

ざ
い
ま
す
。「
展
覧
会
は
見
た
い
け
ど
遠
く

て
気
分
が
乗
ら
な
い
な
…
」と
思
わ
れ
る

皆
様
、次
の
よ
う
な
休
日
の
過
ご
し
方
は

い
か
が
で
し
ょ
う
か
。

　
当
館
は
一
〇
時
開
館
で
す
。最
寄
り
の

東
岡
崎
駅
か
ら
は
九
時
台
に
三
本
、一
〇

時
台
に
二
本
の
バ
ス
が
出
発
し
ま
す（
土

日
祝
）。一
〇
時
過
ぎ
に
ご
来
館
い
た
だ

き
、展
覧
会
を
じ
っ
く
り
見
れ
ば
丁
度
お
昼

の
時
間
で
す
。当
館
二
階
か
ら
向
か
っ
て
す

ぐ
の
レ
ス
ト
ラ
ン
Y
O
U
R 

T
A
B
L
E

で
ラ
ン
チ
を
ど
う
ぞ
。メ
ニ
ュ
ー
は
、山
盛

り
の
前
菜
か
ら
程
良
い
焼
き
加
減
の
メ
イ

ン
、食
後
の
デ
ザ
ー
ト
と
コ
ー
ヒ
ー
ま
で
大

満
足
の
ボ
リ
ュ
ー
ム
と
美
味
し
さ
で
す
。窓

ガ
ラ
ス
越
し
に
山
の
景
色
を
堪
能
し
つ
つ
、

の
ん
び
り
と
し
た
店
内
の
雰
囲
気
に
浸
っ

て
い
れ
ば
、あ
っ
と
い
う
間
に
二
時
間
近
く

経
っ
て
し
ま
い
ま
す
。

　
こ
こ
で
時
計
を
見
る
と
一
四
時
過
ぎ
。バ

ス
は
一
四
時
以
降
一
七
時
台
ま
で
、一
時
間
に

二
本
通
り
ま
す（
土
日
祝
）。周
囲
を
散
策

し
た
り
、再
び
展
覧
会
を
ご
覧
い
た
だ
き

（
当
日
中
の
展
示
室
再
入
場
は
何
度
で
も

可
能
で
す
。）、い
よ
い
よ
お
帰
り
に
な
る
前

に
は
、是
非
当
館
二
階
の
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム

シ
ョ
ッ
プ
Y
A
G
U
R
A
に
お
寄
り
く
だ

さ
い
。伝
統
工
芸
の
技
と
モ
ダ
ン
な
セ
ン
ス

が
融
合
し
た
洒
落
た
イ
ン
テ
リ
ア
な
ど
こ

だ
わ
り
の
品
々
、そ
し
て
展
覧
会
毎
に
お

店
が
選
ぶ
関
連
グ
ッ
ズ
も
注
目
で
す
。店

内
を
く
ま
な
く
見
て
回
っ
て
も
一
六
時
前

の
バ
ス
に
乗
れ
ば
、帰
宅
ラ
ッ
シ
ュ
前
に
は

電
車
に
乗
り
込
め
ま
す
。

　
当
館
は
さ
っ
と
寄
っ
て
帰
れ
る
場
所
で

は
ご
ざ
い
ま
せ
ん
が
、こ
の
よ
う
に
む
し
ろ

一
日
か
け
て
じ
っ
く
り
堪
能
で
き
る
場
所

と
し
て
、来
年
度
も
是
非
、展
覧
会
を
ご

覧
に
、そ
し
て
ゆ
っ
た
り
し
た
休
日
を
過

ご
し
に
い
ら
し
て
く
だ
さ
い
。
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表紙図版：新制小学算術教育掛図

□
5
0
才
を
廻
っ
て
登
山
の
趣
味
が
ひ

と
つ
増
え
た
。若
い
時
か
ら
奥
深
い
渓
流

で
ア
マ
ゴ
、イ
ワ
ナ
を
釣
り
現
地
で
塩
焼

き
に
し
て
頂
く
趣
味
も
あ
り
、野
山
が

好
き
で
あ
っ
た
。旅
行
で
長
野
県
の
駒
ヶ

岳
に
ロ
ー
プ
ウ
ェ
イ
、登
山
２
時
間
だ
が

晴
天
で
素
晴
ら
し
い
山
々
に
感
動
し
た

の
が
き
っ
か
け
で
あ
る
。の
ち
、年
に
２

回
ほ
ど
登
山
を
し
て
い
る
。

□
去
年
は
黒
部
ダ
ム
か
ら
ト
ロ
ッ
コ
電

車
最
終
駅
の
欅
平
ま
で
概
ね
３
０
ｋ

ｍ
、通
称「
下
ノ
廊
下
」に
。黒
部
峡
谷
の

断
崖
絶
壁
に
コ
の
字
形
に
切
り
抜
い
た

登
山
道
。道
幅
は
場
所
に
よ
っ
て
は
数

十
ｃ
ｍ
ほ
ど
で
番
線
の
手
す
り
が
あ
る

が
反
対
は
真
下
に
黒
部
川
、気
が
抜
け

な
い
登
山
道
で
あ
る
。支
流
は
登
山
靴

を
脱
い
で
渡
り
、岸
壁
か
ら
シ
ャ
ワ
ー
の

よ
う
に
降
り
注
ぐ
冷
た
い
水
に
負
け
ず

た
だ
ひ
た
す
ら
に
歩
く
。

で
も
目
に
入
る
景
色
は
全
て
が
新
鮮

で
、ま
る
で
写
真
館
で
あ
っ
た
。

□
こ
の
登
山
道
は
、電
源
開
発
の
調
査

目
的
で
作
ら
れ
、黒
部
ダ
ム
建
設
当
初

は
強
力
さ
ん
が
相
当
な
重
量
の
資
材
を

運
ん
で
い
た
。そ
の
名
残
か
ら
旧
日
電

歩
道
と
も
呼
ば
れ
て
い
る
。こ
の
道
、こ

の
草
木
、こ
の
絶
壁
、こ
の
峡
谷
は
世
界

遺
産
じ
ゃ
な
か
ろ
う
か
？
こ
の
道
ど
れ

だ
け
の
人
が
何
年
で
？
と
つ
ぶ
や
き
な

が
ら
歩
く
。暗
く
な
り
足
は
限
界
だ
が

気
持
ち
は
晴
れ
の
ち
晴
で
あ
っ
た
。

□
私
は
、こ
ん
な
景
色
を
ま
た
見
よ
う

と
次
の
計
画
を
す
る
熟
年
男
性
。（
飯
）

　
自
分
の
住
ん
で
い
る
街
に
つ
い
て
は
、

案
外
知
ら
な
い
こ
と
が
多
い
。例
え
ば
観

光
地
と
言
わ
れ
る
場
所
に
住
む
と
、お

薦
め
の
店
や
穴
場
の
絶
景
ス
ポ
ッ
ト
を

尋
ね
ら
れ
る
こ
と
も
あ
る
が
、む
し
ろ
そ

の
場
所
に
住
ん
で
い
な
い
人
の
方
が
面

白
い
場
所
を
よ
く
知
っ
て
い
た
り
す
る
。

美
味
し
く
て
も
飾
り
っ
気
の
な
い
レ
ス
ト

ラ
ン
や
、こ
だ
わ
り
の
書
籍
を
並
べ
る
本

屋
な
ど
自
分
に
と
っ
て
お
気
に
入
り
の

場
所
は
あ
っ
て
も
、他
所
か
ら
わ
ざ
わ
ざ

来
る
人
に
紹
介
す
る
程
で
も
な
い
か
、と

遠
慮
し
て
し
ま
う
。２
年
前
に
岡
崎
に

来
て
か
ら
、地
元
の
方
に
素
敵
な
お
店
や

場
所
を
紹
介
し
て
も
ら
う
機
会
が
多

く
、良
い
街
だ
な
ぁ
と
し
み
じ
み
思
う
。

外
か
ら
来
た
ば
か
り
だ
と
、ど
の
人
も

「
家
康
生
誕
の
地
」で
あ
る
こ
と
ば
か
り

言
っ
て
い
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ
、な
ん
と

な
く
ポ
カ
ン
と
し
て
い
た
が
、実
際
に
住

ん
で
い
る
方
と
仲
良
く
な
る
と
、人
柄
の

良
さ
や
色
々
な
お
店
の
魅
力
か
ら
街
の

歴
史
を
感
じ
ら
れ
、味
噌
や
家
康
よ
り

も
ず
っ
と
印
象
深
い
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
増
え

て
い
く（
も
ち
ろ
ん
そ
の
２
つ
も
大
切
で

す
。）。岡
崎
に
住
み
、こ
の
場
所
に
つ
い

て
話
せ
る
よ
う
に
な
っ
て
来
て
、よ
う
や

く
自
分
の
住
む
場
所
に
つ
い
て
こ
れ
ま

で
紹
介
で
き
な
か
っ
た
こ
と
に
情
け
な

さ
を
感
じ
る
よ
う
に
な
っ
た
。今
後
新
た

に
住
む
街
で
は
、も
っ
と
好
奇
心
を
持
っ

て
そ
の
土
地
に
つ
い
て
探
っ
て
い
き
た
い

な
と
思
う
。（
菊
）

下
ノ
廊
下

街
を
知
る
、知
ら
せ
る
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