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と
云
え
ば
、
も
う
一ひ

と

り人
、
若
冲
を
遡
る
こ
と
百
五
十
年
余
り
、

同
じ
く
常
州
草
虫
画
を
土
台
に
、
自
己
の
独
創
的
絵
画
を
描
い
た

絵
師
が
い
た
は
ず
だ
。『
雑
画
帖
』
の
絵
師
土
佐
光
則
で
あ
る
。

し
か
し
、
そ
の
光
則
も
含
め
土
佐
派
に
対
し
て
は
、
や
ま
と
絵
の

伝
統
を
継
承
、
墨
守
し
た
流
派
、
従
来
の
日
本
美
術
史
の
記
述
で

は
、そ
う
し
た
評
価
が
一
般
的
で
、「
独
創
」
の
語
か
ら
最
も
遠
い
、

と
み
ら
れ
て
き
た
は
ず
で
あ
る
。
そ
ん
な
保
守
の
牙
城
土
佐
派
の

絵
師
光
則
の
仕
事
に
独
創
的
と
は
、
と
訝い

ぶ
か

る
読
者
も
多
い
に
違
い

な
い
。

　

だ
が
、
土
佐
派
の
伝
統
た
る
細
画
の
技
法
を
、
さ
ら
に
洗
練
・

先
鋭
化
さ
せ
た
超
細
密
画
法
と
、
虫
の
絵
な
れ
ば
こ
そ
の
極
小
画

面
と
を
融
合
さ
せ
、
全
く
前
例
の
な
い
虫
の
世
界
を
描
き
尽
く
し

た
光
則
『
雑
画
帖
』
の
虫
の
絵
。
そ
の
先
駆
性
と
革
新
性
、
完
成

度
の
高
さ
は
比
類
な
い
。
真
に
独
創
的
と
称
す
る
に
足
る
の
は
、

こ
う
し
た
作
品
を
指
す
の
で
は
な
か
っ
た
か
。
し
か
も
、
制
作
年

は
、
若
冲
の
「
池
辺
群
虫
図
」
を
大
幅
に
遡
る
。
若
冲
！
若
冲
‼

と
、
若
冲
な
け
れ
ば
日
も
夜
も
開
け
ぬ
昨
今
、
光
則
を
忘
れ
て
は

い
ま
せ
ん
か
、
と
云
う
次
第
。

　

と
な
る
と
、
光
則
の
虫
を
見
る
先
進
的
な
眼
が
、
ど
う
し
て
養

わ
れ
た
の
か
。

　

と
り
敢
え
ず
は
『
雑
画
帖
』
の
制
作
に
至
る
経
緯
が
知
り
た
い

の
だ
が
、
紀
州
徳
川
家
伝
来
と
い
う
だ
け
で
、
注
文
主
等
に
つ
い

て
は
不
明
。
そ
う
し
た
中
に
あ
っ
て
、
光
則
の
虫
た
ち
の
図
像
的

淵
源
が
、
バ
ー
ジ
ニ
ア
本
に
示
さ
れ
た
虫
の
か
た
ち
に
あ
る
の
が

明
ら
か
と
な
っ
た
以
上
、
バ
ー
ジ
ニ
ア
本
な
い
し
、
そ
の
類
作
と

の
係
わ
り
が
推
定
さ
れ
る
堺
と
堺
の
町
衆
文
化
を
、
そ
の
制
作
の

背
景
に
置
い
て
み
る
の
も
無
理
は
な
い
、
と
思
う
の
だ
が
、
い
ず

れ
に
せ
よ
、
こ
れ
が
粉
本
制
作
で
あ
る
こ
と
に
変
わ
り
な
い
。
そ

の
作
を
創
造
的
と
評
価
す
る
。
そ
れ
を
導
い
た
の
が
、
か
た
ち
の

記
憶
と
継
承
す
な
わ
ち
粉
本
制
作
そ
の
も
の
だ
、
と
云
う
の
も
皮

肉
だ
が
、
そ
れ
こ
そ
粉
本
の
功
罪
―
こ
う
し
た
場
合
、
し
ば
し
ば

口
を
衝つ

い
て
出
る
言
葉
だ
が
、
本
当
に
そ
ん
な
文
言
の
み
で
片
付

け
て
よ
い
の
か
。
改
め
て
粉
本
と
粉
本
制
作
に
つ
い
て
考
え
て
み
る
べ
き
だ
と
痛
感
す
る
。
そ

れ
は
当
時
の
人
た
ち
の
絵
画
観
や
鑑
賞
眼
と
も
係
わ
る
大
き
な
問
題
と
な
る
は
ず
で
、
後
に
触

れ
る
機
会
も
あ
る
だ
ろ
う
。

　

以
上
、
虫
の
い
る
花
鳥
画
を
取
上
げ
て
み
た
。

　

そ
れ
を
見
つ
め
る
醸
成
し
た
眼
が
な
い
限
り
、
絵
に
描
か
れ
る
は
ず
も
な
い
―
こ
の
命
題
を

検
証
す
る
た
め
に
虫
は
格
好
の
モ
チ
ー
フ
だ
と
考
え
た
か
ら
で
あ
る
。
と
は
云
え
、
そ
も
そ
も

虫
の
い
る
花
鳥
画
の
遺
例
は
少
な
い
。
取
上
げ
た
作
も
わ
ず
か
だ
が
、
し
か
し
、
今
回
の
検
証

で
は
、
逆
に
そ
の
事
実
自
体
が
好
都
合
で
あ
っ
た
と
云
う
べ
き
か
。
そ
の
結
果
を
ま
と
め
て
お

く
と
、
次
の
よ
う
に
な
る
だ
ろ
う
。

・
虫
の
い
る
花
鳥
画
は
、
本
間
屏
風
の
大
画
面
も
な
い
わ
け
で
は
な
い
の
だ
が
、
ほ
と
ん

ど
は
小
画
面
で
あ
る
こ
と

・
そ
の
虫
は
、
例
外
も
な
い
わ
け
で
は
な
い
の
だ
が
、
わ
た
し
た
ち
の
先
祖
が
ほ
と
ん
ど

眼
を
向
け
る
こ
と
の
な
い
、
い
わ
ば
「
漢
」
に
係
わ
る
モ
チ
ー
フ
で
あ
る
こ
と

・
ま
た
虫
と
共
に
描
か
れ
た
草
花
も
「
漢
」
に
ま
つ
わ
る
植
物
で
あ
る
こ
と

・
そ
の
虫
の
姿
は
、
自
然
界
に
棲
息
す
る
そ
れ
で
、
喰
う
か
喰
わ
れ
る
か
、
生
々
し
い
一

瞬
の
光
景
を
捉
え
た
も
の
も
少
な
く
な
い
こ
と

・
そ
う
し
た
姿
も
ま
た
、
わ
た
し
た
ち
の
先
祖
の
伝
統
的
な
眼
が
捉
え
切
れ
な
か
っ
た
も

の
で
、
い
わ
ば
こ
れ
も
ま
た
「
漢
」
に
係
わ
る
こ
と

・
そ
の
「
漢
」
に
ま
つ
わ
る
草
花
と
虫
と
を
描
く
に
つ
い
て
は
、
宋
～
明
の
花
鳥
画
、
な

か
ん
ず
く
常
州
草
虫
画
の
影
響
が
大
き
い
こ
と

・
な
か
で
も
バ
ー
ジ
ニ
ア
州
立
美
術
館
本
（
な
い
し
は
上
覧
本
、
或
い
は
そ
れ
ら
の
原
図

と
な
っ
た
舶
載
本
）
こ
そ
は
、
そ
う
し
た
虫
や
鳥
、
小
動
物
の
図
像
の
淵
源
と
な
っ
た

こ
と

　

思
い
出
し
て
貰
い
た
い
の
は
、
白
鶴
美
術
館
本
を
は
じ
め
元
信
・
狩
野
派
の
「
四
季
花
鳥
図

屛
風
」
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
、
牡
丹
に
芙
蓉
、
萱
草
、
薔
薇
に
梅
、
孔
雀
に
錦
鶏
鳥
、

鳳
凰
な
ど
「
漢
」
に
由
来
す
る
花
と
鳥
が
、「
和
」
に
係
わ
る
そ
れ
に
伍
し
、
と
云
う
よ
り
そ

れ
以
上
に
大
き
く
描
か
れ
て
い
た
は
ず
だ
。
そ
こ
か
ら
元
信
の
「
漢
而
兼
レ

倭
」
と
は
、
単
に

元
信
の
画
風
に
対
す
る
評
語
と
云
う
に
留
ま
ら
ず
、
花
鳥
画
の
モ
チ
ー
フ
選
択
に
お
け
る
特
徴

を
指
す
語
で
も
あ
っ
た
こ
と
と
、
そ
う
し
た
「
漢
」
の
モ
チ
ー
フ
を
ふ
ん
だ
ん
に
取
り
入
れ
た

そ
の
花
鳥
図
は
、
当
時
に
あ
っ
て
は
最
新
の
、
眼
を
驚
か
す
に
足
る
作
で
あ
っ
た
こ
と
と
を
、
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改
め
て
強
調
し
て
お
き
た
い
。
そ
れ
と
云
う
の
も
、「
漢
」に
係
わ
る
、そ
う
し
た
花
や
鳥
に
も
す
っ

か
り
馴
染
ん
で
し
ま
っ
た
現
在
の
わ
た
し
た
ち
に
と
っ
て
は
、
そ
れ
ら
が
も
た
ら
す
目
新
し
さ

も
、
お
そ
ら
く
遠
い
過
去
の
も
の
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

　

そ
し
て
い
ま
ま
た
「
漢
」
に
係
わ
る
草
花
で
あ
る
。
近
世
の
花
鳥
画
に
占
め
る
「
漢
」
の
草

花
の
存
在
の
大
き
さ
を
知
る
べ
き
だ
ろ
う
。
む
ろ
ん
、
そ
う
で
あ
る
限
り
は
、
こ
れ
を
描
い
た

絵
師
に
も
、
ま
た
描
か
せ
た
注
文
主
＝
受
容
者
に
も
、
そ
う
し
た
植
物
を
見
つ
め
、
愛め

で
る
眼

と
心
が
あ
っ
た
こ
と
に
他
な
る
ま
い
。
そ
の
眼
を
育
て
た
も
の
も
ま
た
当
時
舶
載
さ
れ
た
宋
・
元
・

明
代
の
花
鳥
画
で
あ
っ
た
と
云
う
の
だ
ろ
う
が
、
本
当
に
そ
れ
だ
け
だ
ろ
う
か
。

　

こ
と
は
眼
の
問
題
で
あ
る
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
ま
ず
は
見
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。
見
る
対
象

が
た
と
え
「
漢
」
に
係
わ
る
植
物
で
あ
ろ
う
と
、
虫
で
あ
ろ
う
と
、
そ
の
点
は
変
わ
る
ま
い
。

　

そ
う
云
え
ば
、
本
稿
の
そ
も
そ
も
の
初
め
で
、
あ
の
蕪
村
一
代
の
佳
吟
「
菜
の
花
や
」
の
一

句
を
上
げ
、
そ
の
辺
り
の
事
情
を
述
べ
た
は
ず
だ
。
蕪
村
が
こ
の
名
句
を
得
る
に
つ
い
て
は
、

そ
れ
を
吟
じ
た
際
、
眼
前
に
菜
の
花
畑
が
広
が
っ
て
い
た
か
否
か
、
実
際
に
は
広
が
っ
て
い
る

こ
と
な
ど
な
く
て
い
い
の
だ
が
、
こ
れ
以
前
の
蕪
村
に
、
あ
た
り
一
面
黄
色
に
染
め
た
菜
の
花

畑
を
眼
に
す
る
機
会
が
あ
っ
た
こ
と
だ
け
は
疑
い
あ
る
ま
い
。
視
覚
的
菜
の
花
原
体
験
で
あ
る
。

　

重
要
な
の
は
こ
こ
か
ら
で
、
で
は
、
そ
う
し
た
視
覚
体
験
を
蕪
村
に
可
能
に
さ
せ
た
の
は
、

一
体
何
で
あ
っ
た
の
か
、
と
云
え
ば
、
も
う
、
お
分
か
り
だ
ろ
う
。
そ
う
、
菜
の
花
を
め
ぐ
る

栽
培
事
情
が
、
そ
れ
を
可
能
に
さ
せ
た
の
で
あ
る
。
な
ん
と
も
呆あ

っ

け気
な
い
答
え
で
恐
縮
だ
が
、

し
か
し
、
菜
種
油
を
採
る
た
め
、
当
時
、
幾
内
は
云
う
に
及
ば
ず
、
全
国
的
に
菜
の
花
の
栽
培

が
盛
ん
で
、
時
節
と
も
な
れ
ば
、
一
面
、
黄
色
に
染
ま
っ
た
と
云
う
で
は
な
い
か
。
そ
の
情
景

を
眺
め
る
。
そ
う
し
た
原
体
験
が
あ
っ
た
れ
ば
こ
そ
、
初
め
て
あ
の
佳
吟
の
構
想
と
修
辞
＝
趣

向
が
生
ま
れ
た
。

　

と
な
れ
ば
、
俳
諧
と
絵
画
と
の
違
い
こ
そ
あ
れ
、
い
や
、
絵
画
が
視
覚
に
直
結
す
る
だ
け
に
、

先
に
「
漢
」
に
係
わ
る
と
し
た
草
花
を
絵
師
が
描
く
に
つ
い
て
も
、
そ
の
い
く
つ
か
は
、
草
花

自
体
を
眼
に
す
る
機
会
が
あ
っ
た
の
で
は
な
か
っ
た
か
。
そ
れ
を
可
能
に
さ
せ
た
も
の
は
、
と

云
え
ば
、
言
う
ま
で
も
あ
る
ま
い
、
蕪
村
の
「
菜
の
花
」
が
栽
培
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
の
と

同
様
、
植
栽
さ
れ
た
そ
れ
で
あ
る
。

　

そ
こ
で
時
代
を
も
う
一
度
、
室
町
時
代
に
戻
し
た
い
。
言
う
ま
で
も
な
い
、
狩
野
元
信
が
「
四

季
花
鳥
図
屛
風
」
を
描
い
た
時
代
で
あ
る
。
そ
の
元
信
「
四
季
花
鳥
図
」
の
新
し
さ
が
、「
漢
」

の
植
物
を
積
極
的
に
取
上
げ
た
眼
に
あ
る
こ
と
は
述
べ
た
で
は
な
い
か
。
と
な
れ
ば
、そ
の
「
漢
」

の
植
物
の
当
時
の
植
栽
事
情
を
探
る
こ
と
は
、
元
信
は
じ
め
後
の
「
四
季
花
鳥
図
」
を
考
え
る

上
で
必
須
の
前
提
で
あ
る
は
ず
だ
。

　

館
長
に
着
任
し
て
以
来
、
続
け
て
き
た
「
眼

の
極
楽
」
と
題
し
た
連
載
も
回
を
重
ね
て
四
十

回
余
り
に
及
ぶ
。
そ
の
間
、
多
く
を
日
本
絵
画

に
お
け
る
花
と
鳥
の
モ
チ
ー
フ
に
つ
い
て
の
分

析
に
費
し
た
が
、
今
回
を
も
っ
て
一
応
の
区
切

り
と
し
た
い
。
未
完
の
ま
ま
終
了
す
る
の
は
、

何
と
も
こ
こ
ろ
苦
し
い
限
り
な
の
だ
が
、
ご
容

赦
を
お
願
い
す
る
と
共
に
、
お
付
き
合
い
下

さ
っ
た
読
者
諸
賢
に
心
よ
り
お
礼
申
し
上
げ

る
。

　

当
初
の
構
想
で
は
、
こ
の
後
、
前せ

ん
ざ
い栽
（
庭
園
）

画
や
江
戸
の
絵
画
が
取
上
げ
た
花
と
鳥
に
つ
い

て
さ
ら
に
追
究
す
る
つ
も
り
で
あ
っ
た
が
、
前

者
に
関
し
て
は
「
眼
の
極
楽
・
庭
を
描
く
」
と

し
て
当
館
の
研
究
紀
要
第
九
号
（
二
〇
二
一
年

三
月
）
に
先
行
し
て
発
表
し
た
。
ま
た
後
者
に

つ
い
て
は
連
載
の
予
定
で
、
毎
回
原
稿
用
紙
七

枚
前
後
で
ま
と
ま
り
を
つ
け
る
と
云
う
条
件

は
、
そ
れ
は
そ
れ
で
魅
力
的
な
制
約
で
さ
え

あ
っ
た
の
だ
が
、
何
よ
り
発
表
の
効
率
化
と
、

読
ん
で
貰
う
た
め
の
簡
便
化
を
考
え
て
、
ひ
と

ま
と
ま
り
に
す
る
に
如し

く
は
な
い
と
考
え
る
に

至
っ
た
。
休
載
を
決
意
し
た
所
以
で
あ
る
。
い
ず
れ
論
文
の
か
た
ち
で
お
目
に
掛
け
た
い
。

　

今
後
、
こ
の
ス
ペ
ー
ス
は
、
当
館
の
学
芸
員
、
職
員
中
心
に
発
表
の
場
と
な
る
。
そ
の
時
ど
き
に
考
え

て
い
る
問
題
を
鋭
利
な
視
点
か
ら
論
じ
て
く
れ
る
は
ず
で
あ
る
。
市
民
各
位
へ
の
情
報
発
信
の
場
も
必
要

だ
ろ
う
。
そ
の
た
め
に
、見
開
き
二
ペ
ー
ジ
ば
、使
い
勝
手
も
よ
い
。
引
き
続
き
、ご
愛
読
を
お
願
い
す
る
。

　

な
お
、今
回
の
掲
載
図
版
（
図
１
）
は
干え

と支
に
因ち

な

ん
で
兎う

さ
ぎ

の
絵
を
掲
げ
た
。
わ
た
し
の
愛
蔵
す
る
一
図
だ
。

筆
者
山さ

ん

卜ぼ
く

良よ
し

次つ
ぐ

は
、
狩
野
山さ

ん

楽ら
く

・
山さ

ん

雪せ
つ

周
辺
の
絵
師
と
考
え
ら
れ
る
も
の
の
、
そ
の
伝
歴
は
な
お
不
明
。

奈
良
方
面
に
作
品
が
遺
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
奈
良
の
地
に
ゆ
か
り
が
あ
る
と
す
る
向
き
も
あ
る
。
そ

う
思
っ
て
み
れ
ば
、
こ
の
兎
、
春
日
大
社
の
縁
起
を
描
い
た
『
春か

す
が日
権ご

ん

現げ
ん

霊れ
い

験げ
ん

記ぎ

絵え

巻ま
き

』（
図
２　

宮
内

庁
三
の
丸
尚
蔵
館
蔵
）
の
巻
五
第
二
段
、
春
日
権
現
の
ご
加
護
で
繁
栄
し
た
藤ふ

じ
わ
ら
の原
俊と

し

盛も
り

の
邸
の
広
壮
な
庭

で
草
を
喰
む
兎
に
近
似
す
る
。
か
つ
て
奈
良
に
あ
っ
た
こ
の
縁
起
絵
を
山
卜
も
披
見
す
る
機
会
が
あ
っ
た

の
で
は
、
と
述
べ
る
と
、

　

―
ま
た
い
つ
も
の
か•

た•

ち•

の
一
致
か
、ま
っ
た
く
雀
、百
ま
で
踊
り
を
…
…
と
は
、よ
う
言
っ
た
も
の
だ
、

と
笑
わ
れ
そ
う
な
の
で
、
こ
れ
以
上
の
穿せ

ん

鑿さ
く

は
ご
法は

っ
と度
。
い
ま
は
、
こ
の
可
愛
ら
し
い
兎
に
あ
や
か
り
、

今
年
を
跳
躍
飛
躍
の
歳
に
し
た
い
。
本
年
も
何
卒
宜
し
く
お
願
い
申
し
上
げ
る
。

図 1

図 2
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【
告
知
】�

Ｎ
Ｈ
Ｋ
大
河
ド
ラ
マ
特
別
展
「
ど
う
す
る
家
康
」、
令
和
五
年
四
月
十
五
日
か
ら
、
三
井
記
念
美

術
館
で
オ
ー
プ
ン
で
す
！

　

ハ
イ
、
ま
さ
か
の
他
館
の
宣
伝
か
ら
は
じ
め
て
み
ま
し
た
。
Ｎ
Ｈ
Ｋ
大
河
ド
ラ
マ
特
別
展
「
ど
う
す
る

家
康
」
は
下
記
の
と
お
り
東
京
・
岡
崎
・
静
岡
の
三
館
で
巡
回
し
ま
す
。
巡
回
し
ま
す
が
、
巡
回
展
じ
ゃ

な
い
ん
で
す
。

　

…
自
分
で
言
っ
て
い
て
訳
分
か
ら
な
く
な
り
ま
し
た
が
、
要
は
巡
回
展
だ
け
ど
各
館
で
テ
イ
ス
ト
が
全

く
違
う
の
で
す
。
通
常
の
大
河
ド
ラ
マ
展
、
い
や
大
河
ド
ラ
マ
展
に
限
ら
ず
多
く
の
巡
回
展
で
は
、
同
じ

作
品
や
資
料
が
展
示
さ
れ
ま
す
。
作
品
保
護
の
た
め
展
示
替
え
さ
れ
る
際
も
、
似
た
資
料
に
替
え
ら
れ
る

場
合
が
多
い
で
す
。

　

し
か
し
今
回
の
大
河
ド
ラ
マ

展
、
構
成
は
同
じ
な
の
で
す
が
、

三
館
そ
れ
ぞ
れ
に
特
色
が
あ
る

の
で
す
。
そ
れ
だ
け
に
、
三
井
記

念
美
術
館
さ
ん
だ
け
で
出
品
さ

れ
る
も
の
も
た
く
さ
ん
あ
り
ま

す
し
、
当
館
・
静
岡
市
美
術
館
さ

ん
で
も
同
様
で
す
。
そ
の
た
め
、

巡
回
ス
タ
ー
ト
の
告
知
が
大
事

な
の
で
す
。

　

こ
の
よ
う
な
特
殊
な
事
情
と

な
っ
た
経
緯
を
話
す
と
長
く
な

る
の
で
す
が
、
少
し
だ
け
裏
話
を

す
る
と
、
本
展
は
「
家
康
の
生
涯

を
た
ど
る
」
と
い
う
テ
ー
マ
で
資

料
選
定
を
始
め
ま
し
た
。
し
か

し
、
家
康
の
こ
と
を
少
し
で
も

知
っ
て
い
る
諸
賢
な
ら
ば
、
こ
の

危
う
さ
に
気
付
く
で
し
ょ
う
。
桶

狭
間
・
三
方
ヶ
原
・
長
篠
・
伊
賀

越
え
・
小
牧
長
久
手
・
江
戸
打
入

り
・
関
ヶ
原
・
江
戸
幕
府
・
東
照

大
権
現
。
超
有
名
ど
こ
ろ
を
挙
げ

る
だ
け
で
も
キ
リ
が
あ
り
ま
せ

ん
。
そ
れ
に
関
す
る
研
究
蓄
積
は

分
厚
く
、
資
料
は
際
限
な
い
…
つ

ま
り
、
そ
う
い
う
こ
と
で
す 

笑

Ｎ
Ｈ
Ｋ
大
河
ド
ラ
マ
特
別
展
開
催
決
定
！

湯
谷
　
翔
悟

　

な
の
で
、
も
し
お
時
間
・
フ
ト
コ
ロ
に
余
裕

が
ご
ざ
い
ま
し
た
ら
、
ぜ
ひ
三
館
巡
っ
て
く
だ

さ
い
。
つ
ま
り
「
お
客
様
に
巡
回
し
て
い
た
だ

く
展
覧
会
」
に
な
る
と
い
う
こ
と
か
…
お
手
数

を
お
か
け
い
た
し
ま
す
。

　

さ
て
、
当
館
の
テ
イ
ス
ト
で
す
が
、
家
康
の

生
涯
を
辿
る
王
道
の
展
示
（
自
称
）
と
な
っ
て

い
ま
す
。
目
玉
は
た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
。
ゲ
ー

ム
で
も
人
気
の
あ
の
刀
剣
と
か
、
信
長
一
周
忌

に
作
ら
れ
た
等
身
大
の
木
像
と
か
、
四
天
王
の

甲
冑
と
か
…
。
全
容
は
ま
だ
内
緒
で
す
が
、
こ

こ
で
は
ひ
と
つ
だ
け
ご
紹
介
し
ま
す
。
知
恩
院

ご
所
蔵
の
《
重
要
文
化
財　

徳
川
家
康
坐
像
》

で
す
。
こ
ち
ら
の
御
像
、
岡
崎
の
み
で
の
展
示

で
す
。

　

江
戸
時
代
初
期
、
仏
師
康
猶
の
作
で
、
家
康

の
本
当
の
顔
に
近
い
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
皆

さ
ま
が
思
い
浮
か
ぶ
家
康
の
顔
は
、
孫
の
家
光

が
夢
に
見
た
、
神
格
化
さ
れ
た
も
の
で
す
。
そ

の
顔
と
比
較
す
る
と
、
こ
の
知
恩
院
の
家
康
像

は
、「
た
ぬ
き
親
父
」
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
と
は

全
く
異
な
る
印
象
を
与
え
て
く
れ
る
と
思
い
ま

す
。
ま
た
東
岡
崎
駅
の
銅
像
は
、
こ
の
像
の
顔

を
モ
デ
ル
に
制
作
さ
れ
ま
し
た
。
そ
う
し
た
岡

崎
と
も
ゆ
か
り
の
深
い
像
で
あ
る
こ
と
か
ら
、

今
回
の
展
示
で
は
入
っ
て
す
ぐ
の
所
に
象
徴
的

に
展
示
す
る
予
定
で
す
。

　

こ
ち
ら
の
御
像
は
、
知
恩
院
の
御
影
堂
に
祀

ら
れ
、
毎
月
十
七
日
の
家
康
月
命
日
に
御
開
扉

さ
れ
て
い
ま
す
。
御
像
は
信
仰
の
対
象
と
し
て

本
来
の
場
で
拝
む
の
が
一
番
で
す
が
、
展
示
室

内
と
い
う
普
段
と
は
違
う
空
間
で
向
か
い
合
う

体
験
も
、
貴
重
な
機
会
で
す
。

　

家
康
の
生
涯
に
ま
つ
わ
る
優
品
が
岡
崎
に
集

う
、
ま
た
と
な
い
機
会
で
す
。
大
河
ド
ラ
マ
聖
地

巡
礼
と
併
せ
て
、
是
非
来
館
ご
計
画
く
だ
さ
い
。

NHK 大河ドラマ特別展　「どうする家康」開催決定！
この展覧会は、三館でテイストを変えて巡回します

【東京展】三井記念美術館
令和5年4月15日（土）～6月11日（日）

　数々の屏風と美術品で辿る
　　　　　　家康の戦国泰平絵巻！

【静岡展】静岡市美術館
令和5年11月3日（金･祝）～12月13日（水）　　

　御分物から駿府に集った刀工まで
　　　家康ゆかりの名刀クロニクル！

【岡崎展】岡崎市美術博物館
令和5年7月1日（土）―8月20日（日）

　家康ゆかりの優品を
　　　彼の生涯に紐づけて紹介！

重要文化財　徳川家康坐像（知恩院蔵）
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恩地孝四郎《東京回顧図会　二重橋》　1945 年　岡崎市美術博物館蔵

　

画
面
の
中
央
を
、
橋
脚
の
二
連
ア
ー
チ
が
印
象
的

な
石
橋
が
横
切
っ
て
い
ま
す
。
逆
光
の
た
め
か
黒
色

で
描
か
れ
た
、
前
景
の
枝
垂
柳
や
石
垣
と
、
石
橋
や

背
景
の
空
と
緑
の
明
る
さ
が
対
照
的
で
す
。
輪
郭
線

が
な
く
、
版
木
を
彫
っ
た
跡
が
わ
か
る
木
版
画
の
表

現
が
相
ま
っ
て
、
本
作
品
は
ど
こ
か
素
朴
で
親
し
み

や
す
さ
を
も
感
じ
さ
せ
ま
す
。
題
名
に
あ
る
二
重
橋

は
、
皇
居
に
か
か
る
橋
の
ひ
と
つ
で
す
。
都
心
に
あ

り
な
が
ら
水
と
緑
の
豊
か
な
風
景
が
、
き
っ
と
当
時

か
ら
好
ま
れ
て
い
た
の
で
し
ょ
う
。

　

本
作
品
を
手
が
け
た
恩
地
孝
四
郎
は
、
装
丁
家
で

あ
る
と
と
も
に
、
日
本
で
い
ち
早
く
抽
象
版
画
に
取

り
組
ん
だ
作
家
で
す
。
恩
地
は
一
九
一
二
年
に
東
京

美
術
学
校
予
備
科
西
洋
画
科
志
望
に
入
学
し
ま
す

が
、
竹
久
夢
二
に
惹
か
れ
て
「
夢
二
学
校
」
に
出
入

り
し
ま
す
。
夢
二
の
元
で
抒
情
や
作
家
の
内
面
の
表

現
に
触
れ
た
恩
地
は
、
一
九
一
四
年
に
カ
ン
デ
ィ
ン

ス
キ
ー
を
は
じ
め
と
し
た
ド
イ
ツ
表
現
主
義
の
版
画

作
品
を
見
て
深
く
共
鳴
し
、
版
画
家
と
し
て
歩
み
は

じ
め
ま
し
た
。
同
年
に
は
田
中
恭
吉
、
藤
森
静
雄
と

と
も
に
同
人
誌
『
月つ
く

映は
え

』
を
発
行
、
翌
一
九
一
五
年

に
は
日
本
で
最
初
の
抽
象
版
画
作
品
と
言
わ
れ
る

「
抒
情
」
シ
リ
ー
ズ
を
発
表
し
ま
し
た
。
そ
し
て

一
九
一
九
年
、
山
本
鼎
ら
が
旗
揚
げ
し
た
日
本
創
作

版
画
協
会
の
第
一
回
展
に
出
品
す
る
な
ど
、
大
正
か

ら
昭
和
初
期
に
か
け
て
、
具
象
・
抽
象
問
わ
ず
様
々

な
版
画
作
品
を
精
力
的
に
制
作
し
ま
し
た
。
そ
の
後
、

画
業
の
晩
年
と
な
る
戦
後
に
は
、
一
転
し
て
抽
象
版

画
に
傾
倒
し
、
当
時
日
本
に
駐
留
し
て
い
た
ア
メ
リ

カ
人
に
高
く
評
価
さ
れ
ま
し
た
。

　

本
作
品
は
、
終
戦
後
間
も
な
い
一
九
四
五
年
に
出

版
さ
れ
た
、『
東
京
回
顧
図
会
』（
富
岳
出
版
社
刊
行
）

と
い
う
シ
リ
ー
ズ
の
う
ち
の
一
作
で
す
。
同
シ
リ
ー

ズ
は
戦
災
復
興
に
向
け
て
、
空
襲
で
被
害
を
受
け
る

前
の
か
つ
て
の
東
京
を
懐
か
し
み
、
複
数
の
作
家
が

作
品
を
持
ち
寄
っ
た
版
画
集
で
す
。
恩
地
孝
四
郎
の

ほ
か
、
平
塚
運
一
・
山
口
源
・
川
上
澄
生
・
前
川
千
帆
・

関
野
準
一
郎
・
畦
地
梅
太
郎
・
斎
藤
清
・
前
田
政
雄

ら
日
本
版
画
協
会
の
同
人
が
ベ
テ
ラ
ン
も
若
手
も
名

を
連
ね
、
十
五
点
の
作
品
が
収
め
ら
れ
ま
し
た
。

　
『
東
京
回
顧
図
会
』
に
持
ち
寄
ら
れ
た
全
十
五
点

の
う
ち
、
八
点
は
過
去
に
発
表
済
の
作
品
で
す
。
恩

地
の
《
二
重
橋
》
も
、
過
去
の
作
品
を
再
度
摺
っ
た

も
の
で
、
元
は
一
九
二
九
年
に
発
表
・
頒
布
さ
れ
た

《
新
東
京
百
景　

二
重
橋
早
春
》
で
す
。
両
者
を
比

較
す
る
と
、
サ
イ
ン
や
水
面
に
映
る
二
重
橋
な
ど
、

い
く
つ
か
の
版
は
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
ま
す

が
、
作
家
が
見
た
二
重
橋
の
風
景
を
よ
く
伝
え
て
い

ま
す
。『
新
東
京
百
景
』（
創
作
版
画
倶
楽
部
発
行
）は
、

一
九
二
九
年
か
ら
一
九
三
二
年
に
か
け
て
頒
布
さ
れ

た
一
〇
〇
点
組
の
版
画
集
で
、
恩
地
を
は
じ
め
様
々

な
版
画
家
が
作
品
を
寄
せ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
『
新

東
京
百
景
』
で
は
、
関
東
大
震
災
か
ら
の
復
興
が
始

ま
っ
た
東
京
の
姿
が
、
あ
た
た
か
み
を
も
っ
て
描
か

れ
ま
し
た
。
皮
肉
に
も
、
震
災
か
ら
お
よ
そ
二
十
年

で
東
京
が
再
び
灰
燼
に
帰
し
た
こ
と
が
、
も
う
一
度

《
二
重
橋
早
春
》
を
摺
る
機
会
と
な
り
ま
し
た
。

　

本
作
品
は
現
在
の
私
た
ち
に
と
っ
て
は
、
戦
前
の

レ
ト
ロ
な
東
京
の
姿
を
伝
え
て
く
れ
る
作
品
で
す
。

し
か
し
震
災
と
戦
災
を
体
験
し
た
作
家
に
と
っ
て

は
、
慣
れ
親
し
ん
だ
風
景
が
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た

こ
と
に
対
す
る
、
も
っ
と
切
実
な
思
い
が
込
め
ら
れ

て
い
た
こ
と
で
し
ょ
う
。
今
年
二
〇
二
三
年
は
、
関

東
大
震
災
の
発
生
か
ら
百
年
を
迎
え
ま
す
。
震
災
復

興
に
心
を
砕
い
た
作
家
た
ち
に
思
い
を
馳
せ
る
と
と

も
に
、
改
め
て
日
々
の
備
え
を
忘
れ
な
い
よ
う
に
し

た
い
も
の
で
す
。

収
蔵
品
紹
介

 
恩
地
孝
四
郎
《
東
京
回
顧
図
会　

二
重
橋
》

酒
井
　
明
日
香
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洞ぼ
り

一
対
を
置
き
、
二
段
目
と
三
段
目

に
雛
道
具
を
飾
り
ま
す
。
御
殿
の
圧

倒
的
な
存
在
感
と
豪
華
さ
、
そ
し
て

繊
細
な
つ
く
り
も
楽
し
む
こ
と
が
で

き
ま
す
。

　

こ
こ
で
、
三
人
の
仕
丁
に
ち
ょ
っ

と
注
目
し
て
下
さ
い
。
仕
丁
と
は
公

家
に
仕
え
る
雑
役
夫
で
、
位
の
な
い

官
人
の
装
束
で
あ
る
水す

い

干か
ん

を
着
て
い

ま
す
。
一
般
的
な
雛
人
形
で
は
、
沓く

つ

を
持
っ
た
泣
き
上じ
ょ
う
ご戸
を
中
心
に
笑
い

上
戸
が
向
か
っ
て
右
、
怒
り
上
戸
が

向
か
っ
て
左
に
一
列
に
並
ん
で
い
ま

す
。
こ
の
雛
人
形
で
は
一
日
の
務
め

を
滞
り
な
く
終
え
た
の
か
、
三
人
で

酒
を
酌
み
交
わ
し
な
が
ら
和
気
あ
い

あ
い
と
談
笑
し
て
い
る
ユ
ー
モ
ラ
ス

な
情
景
が
み
て
取
れ
ま
す
。

　

御
殿
飾
り
は
御
所
を
模
し
た
形
式

で
あ
る
こ
と
や
、
屏
風
を
背
に
飾
る

段
飾
り
の
雛
人
形
に
く
ら
べ
て
簡
素

で
古
風
な
趣
で
あ
っ
た
た
め
か
、
武

家
社
会
の
江
戸
で
は
あ
ま
り
好
ま
れ

ず
流
行
し
ま
せ
ん
で
し
た
。
こ
の
地

方
で
は
昭
和
に
な
っ
て
定
着
し
た
よ

う
で
す
。
御
殿
飾
り
は
戦
争
を
機
に

一
時
姿
を
消
し
ま
す
が
、
戦
後
復
興

し
始
め
た
昭
和
中
期
頃
に
復
活
し
、

昭
和
三
〇
年
代
後
半
に
な
る
と
姿
を

消
し
て
い
き
ま
す
。

　

こ
の
御
殿
飾
り
雛
人
形
は
母
か
ら

娘
へ
と
受
け
継
が
れ
て
、
平
成
一
〇

年
代
後
半
ま
で
娘
夫
婦
の
住
む
マ
ン

シ
ョ
ン
で
毎
年
飾
ら
れ
大
切
に
さ
れ

て
き
た
お
雛
さ
ま
で
す
。

　

女
の
子
の
健
や
か
な
成
長
と
幸
せ

を
祈
っ
て
飾
る
雛
人
形
。桃
の
節
句
、

雛
ま
つ
り
が
今
の
よ
う
な
行
事
に

な
っ
て
い
く
の
は
江
戸
時
代
初
期
の

頃
か
ら
で
、
雛
人
形
を
飾
る
こ
と
が

流
行
っ
た
の
は
江
戸
時
代
後
期
か
ら

の
こ
と
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

今
回
紹
介
す
る
の
は
、
御ご

殿て
ん

飾
り

と
呼
ば
れ
る
雛
人
形
で
、
大
正
八
年

（
一
九
一
九
）
京
都
生
ま
れ
の
女
性

の
た
め
に
昭
和
六
年
（
一
九
三
一
）

に
新
調
、
揃
え
ら
れ
た
も
の
で
す
。

　

御
殿
飾
り
雛
人
形
と
は
、
御
所
の

紫し

宸し
ん

殿で
ん

を
模
し
た
御
殿
を
中
心
に
し

て
、
内だ

い

裏り

雛
や
三
人
官か
ん

女じ
ょ

、
五
人
囃ば
や

子し

、
随ず
い

身じ
ん

（
左
大
臣
・
右
大
臣
）
な

ど
の
人
形
を
飾
っ
た
雛
飾
り
で
す
。

江
戸
時
代
に
は
あ
っ
た
形
式
で
御
殿

を
「
雛
の
館や

か
た
」
と
も
呼
び
、
京
都
や

大
阪
な
ど
の
上
方
を
中
心
に
人
気
を

集
め
ま
し
た
。
も
と
も
と
御
殿
の
な

か
に
人
形
を
飾
る
も
の
で
あ
り
、
当

初
は
御
殿
が
小
形
で
あ
っ
た
た
め
、

そ
れ
に
応
じ
て
人
形
も
小
ぶ
り
な
も

の
で
し
た
。
そ
れ
が
時
代
を
追
う
ご

と
に
御
殿
も
人
形
も
大
き
く
な
っ
て

い
き
ま
し
た
。
現
代
の
ド
ー
ル
ハ
ウ

ス
の
よ
う
な
雰
囲
気
が
感
じ
ら
れ
る

雛
人
形
で
す
。

　

そ
れ
で
は
、
雛
人
形
を
み
て
み
ま

し
ょ
う
【
写
真
１
】。

　

御
所
風
の
御
殿
は
幅
一
二
六
㎝
、

奥
行
五
七
㎝
、
高
さ
八
八
㎝
ほ
ど
あ

る
大
形
な
館
で
す
。紫
宸
殿（
向
か
っ

て
左
の
館
）
と
侍

さ
む
ら
い

所ど
こ
ろの
二
棟
か
ら

な
り
、
檜ひ

わ
だ
ぶ
き

皮
葺
に
素し
ら

木き

の
御
殿
本
来

の
姿
を
模
し
た
古
風
な
趣
の
あ
る
京

風
の
御
殿
飾
り
で
す
。
人
形
は
一
五

人
揃ぞ

ろ
いで
、
紫
宸
殿
内
に
内
裏
雛
と
三

人
官
女
、
侍
所
に
は
五
人
囃
子
を
飾

り
【
写
真
２
・
３
】、
紫
宸
殿
階
段
下

両
脇
に
随
身
を
配
し
、
御
殿
の
庭
端

に
仕し

丁ち
ょ
うが
い
ま
す
【
写
真
４
】。
そ

し
て
、
左
近
の
桜
と
右
近
の
橘
、
雪ぼ

ん写真 1

写真 2写真 4 写真 3

暮 ら し の 道 具 箱
　母 か ら 娘 へ 受 け 継 が れ た 御 殿 飾 り 雛 人 形

伊藤　久美子
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暦
も
い
つ
の
間
に
か
十
二
月
。
一
年
が
過
ぎ
る
の
も
早
い
で
す
ね
、
と
い
う
定
例
の
あ

い
さ
つ
の
季
節
で
す
。
そ
ん
な
中
、
改
修
工
事
も
館
内
各
所
で
解
体
・
撤
去
が
着
々
と
進

ん
で
い
ま
す
。

　

機
械
室
で
は
ス
ク
リ
ュ
ー
ヒ
ー
ト
ポ
ン
プ
・
空
調
機
な
ど
が
ご
っ
そ
り
と
無
く
な
り
、

が
ら
ん
と
し
た
空
間
が
で
き
て
い
ま
す
。
そ
こ
に
は
機
械
類
を
支
え
て
い
た
平
た
い
コ
ン

ク
リ
ー
ト
の
架
台
が
、
新
し
い
機
器
の
搬
入
・
据
え
付
け
を
待
っ
て
い
ま
す
。
架
台
か
ら

視
線
を
上
に
向
け
る
と
、
空
調
機
と
切
り
離
さ
れ
た
ダ
ク
ト
が
大
き
く
口
を
開
け
て
お
り
、

今
に
も
何
か
が
顔
を
出
し
て
き
そ
う
で
す
。

　

通
路
天
井
な
ど
で
は
天
井
ボ
ー
ド
が
剥
が
さ
れ
、
縦
横
に
走
っ
て
い
た
配
管
が
撤
去
さ

れ
て
い
ま
す
。
配
管
を
支
え
て
い
た
沢
山
の
吊
り
ボ
ル
ト
が
、
コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
天
井
か

ら
伸
び
て
い
ま
す
。
先
端
に
リ
ン
グ
状
の
固
定
金
具
が
保
温
材
と
と
も
に
残
っ
て
い
る
も

の
も
あ
り
ま
す
。
そ
の
姿
は
ま
る
で
、
ド
ー
ナ
ツ
に
長
い
串
を
ぶ
っ
さ
し
て
吊
り
下
げ
て

い
る
よ
う
。
…
何
を
言
っ
て
い
る
か
訳
が
分
か
ら
な
い
で
す
ね
。
で
も
そ
ん
な
不
思
議
な

光
景
で
す
。

　

展
示
室
内
は
ダ
ウ
ン
ラ
イ
ト
な
ど
の
照
明
器
具
が
す
べ
て
取
り
外
さ
れ
、
器
具
が
あ
っ

た
場
所
に
は
ぽ
っ
か
り
と
丸
い
穴
。
こ
こ
か
ら
は
ケ
ー
ブ
ル
が
蛇
の
よ
う
に
に
ょ
ろ
に
ょ

ろ
と
顔
を
出
し
て
い
ま
す
。

　

エ
レ
ベ
ー
タ
ー
の
解
体
は
こ
れ
か
ら
。
仮
囲
い
が
設
置
さ
れ
て
、
乗
降
口
が
見
え
な
く

な
っ
て
い
ま
す
。

　

さ
て
、
解
体
・
撤
去
・
搬
出
が
済
め
ば
、
新
設
機
器
の
搬
入
・
設
置
で
す
。
一
部
の
配

管
な
ど
は
、
す
で
に
設
置
作
業
が
進
ん
で
い
ま
す
。
ま
た
、
屋
上
の
機
器
を
設
置
す
る
時

に
は
大
型
の
ク
レ
ー
ン
で
吊
り
上
げ
る
と
も
聞
い
て
い
ま
す
。
巨
大
な
重
機
の
出
番
、
ワ

ク
ワ
ク
し
ま
せ
ん
か
？

E
X

H
IB

IT
IO

N
  R

E
V

IE
W

　
ゲ
ル
ハ
ル
ト
・
リ
ヒ
タ
ー
展

二
〇
二
二
年
十
月
十
五
日
―
二
〇
二
三
年
一
月
二
十
九
日

豊
田
市
美
術
館

野
澤
　
太
雅

田
中
　
裕
紀
乃

第
一
期
改
修
工
事

休
館
期
間
：
令
和
四
年
八
月
二
十
九
日
―
令
和
五
年
六
月

当
館
は
休
館
中
で
も
、
皆
様
に
は
展
覧

会
を
楽
し
ん
で
い
た
だ
き
た
い
…
！
そ
こ

で
今
回
は
タ
イ
ト
ル
に
あ
る
展
覧
会
を
皆

様
に
ご
紹
介
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

し
か
く
い
展
示
空
間
に
足
を
踏
み
入
れ

る
と
、
真
正
面
に
あ
る
《
ビ
ル
ケ
ナ
ウ
》

が
目
に
飛
び
込
ん
で
き
ま
す
。
そ
し
て
本

作
に
向
か
っ
て
左
側
の
壁
に
は
、リ
ヒ
タ
ー

が
本
作
を
制
作
す
る
契
機
と
な
っ
た
四
枚

の
写
真
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
ア
ウ
シ
ュ

ヴ
ィ
ッ
ツ
第
二
強
制
収
容
所
（
ビ
ル
ケ
ナ

ウ
）
の
な
か
で
一
九
四
四
年
に
隠
し
撮
り

さ
れ
た
光
景
で
す
。
そ
の
四
枚
の
写
真
の

反
対
側
の
壁
に
は
《
グ
レ
イ
の
鏡
》

（
二
〇
一
九
）
が
あ
り
ま
す
。
正
面
に
見
え

る
本
作
と
向
か
い
合
っ
て
展
示
さ
れ
て
い

る
の
は
リ
ヒ
タ
ー
が
同
時
期
に
制
作
し
た

写
真
バ
ー
ジ
ョ
ン
の
《
ビ
ル
ケ
ナ
ウ
》。
こ

の
空
間
は
、《
ビ
ル
ケ
ナ
ウ
》
を
鑑
賞
す
る

た
め
に
設
え
ら
れ
た
一
種
の
イ
ン
ス
タ

レ
ー
シ
ョ
ン
と
し
て
存
在
し
て
い
ま
す
。

《
ビ
ル
ケ
ナ
ウ
》
と
い
う
作
品
の
制
作
に

あ
た
っ
て
、
リ
ヒ
タ
ー
は
ま
ず
〈
フ
ォ
ト
・

ペ
イ
ン
テ
ィ
ン
グ
〉
の
要
領
で
キ
ャ
ン
バ

ス
に
四
枚
の
写
真
を
投
影
し
、
具
象
的
な

描
写
を
し
て
い
ま
す
。
そ
し
て
そ
の
上
に

絵
具
を
上
描
き
す
る
こ
と
で
、〈
ア
ブ
ス
ト

ラ
ク
ト
・
ペ
イ
ン
テ
ィ
ン
グ
〉
へ
と
昇
華

さ
せ
て
い
ま
す
。
最
終
的
に
、
タ
イ
ト
ル

が
な
け
れ
ば
ホ
ロ
コ
ー
ス
ト
と
結
び
付
け

ら
れ
な
い
ほ
ど
に
抽
象
化
さ
れ
、
具
象
的

な
モ
チ
ー
フ
は
下
層
に
し
ま
い
込
ま
れ
ま

す
。
そ
し
て
同
時
期
に
リ
ヒ
タ
ー
は
、
本

作
を
同
じ
サ
イ
ズ
の
写
真
で
複
製
し
て
い

ま
す
。
こ
の
複
製
と
い
う
行
為
は
、
ビ
ル

ケ
ナ
ウ
で
行
わ
れ
た
よ
う
な
暴
力
の
反
復

可
能
性
を
示
唆
し
て
い
る
よ
う
に
も
思
え

ま
す
。

鑑
賞
者
は
、
こ
の
《
ビ
ル
ケ
ナ
ウ
》
と

い
う
作
品
の
傍
ら
に
四
枚
の
写
真
が
併
置

さ
れ
て
い
る
こ
と
で
、
本
作
と
ホ
ロ
コ
ー

ス
ト
を
結
び
付
け
、
想
起
し
ま
す
。
す
る

と
抽
象
的
な
こ
の
画
面
は
た
ち
ま
ち
大
量

殺
戮
と
結
び
つ
き
、
例
え
ば
赤
の
絵
具
は

犠
牲
者
た
ち
の
血
を
思
わ
せ
る
か
も
し
れ

ま
せ
ん
。

《
グ
レ
イ
の
鏡
》
と
組
み
合
わ
さ
れ
る
と

ど
の
よ
う
な
現
象
が
起
こ
る
の
で
し
ょ
う

か
。《
ビ
ル
ケ
ナ
ウ
》
に
視
線
を
向
け
る
自

分
自
身
が
、
鏡
越
し
に
視
界
に
入
り
ま
す
。

私
に
と
っ
て
「
鏡
を
見
る
」
と
い
う
行
為

は
極
め
て
個
人
的
な
行
為
で
あ
り
、
公
共

空
間
で
「
鏡
を
見
る
」
こ
と
に
抵
抗
を
感

じ
て
し
ま
い
ま
す
。
鏡
を
通
じ
て
私
が
感

じ
た
不
快
感
も
ま
た
、《
ビ
ル
ケ
ナ
ウ
》
を

考
え
る
の
に
必
要
な
要
素
の
一
つ
な
の
か

も
し
れ
ま
せ
ん
。

こ
の
記
事
が
出
る
こ
ろ
に
は
閉
幕
ギ
リ

ギ
リ
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
皆
さ
ん
も
イ

メ
ー
ジ
が
乱
反
射
し
、
反
復
す
る
展
示
空

間
を
是
非
体
験
し
に
行
っ
て
み
て
く
だ
さ

い
。

ゲルハルト・リヒター展の風景写真。
展示作品は、《ビルケナウ》2014 年、

ゲルハルト・リヒター財団
＠GerhardRichter2022(07032022)
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YOUSED　TO　BE
昭
和
初
期
の
修
学
旅
行

　

世
代
を
超
え
て
学
校
生
活
の
イ
ベ
ン
ト
と
し
て

共
有
さ
れ
る
修
学
旅
行
。
今
回
は
昭
和
初
期
の
本

市
小
学
校
の
様
子
を
ご
紹
介
し
ま
す
。

　

当
時
の
栞
に
よ
る
と
、
岡
崎
小
、
梅
園
小
、
美

合
小
、
三
島
小
と
男
川
小
の
五
つ
の
学
校
に
よ
る

混
成
に
よ
り
、
三
つ
の
日
程
に
分
か
れ
て
い
ま
し

た
。
お
小
遣
い
は
一
円
五
〇
銭
ま
で
、
仁
丹
を

持
っ
て
く
る
こ
と
が
奨
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
集
合

時
間
は
早
朝
。
昭
和
十
三
年
の
日
程
に
よ
れ
ば
、

岡
崎
駅
の
出
発
時
間
は
な
ん
と
午
前
四
時
五
九

分
！
集
合
時
間
は
さ
ら
に
早
い
午
前
四
時
で
し

た
。
当
日
は
二
食
分
の
弁
当
を
用
意
す
る
よ
う
指

示
さ
れ
て
い
る
の
で
す
か
ら
、
お
家
の
人
も
大
変

で
す
。

　

気
に
な
る
行
き
先
は
京
都
、
奈
良
、
大
阪
、
神

戸
な
ど
。
こ
れ
を
二
泊
三
日
で
巡
る
の
で
す
か
ら

強
行
軍
で
す
。
旅
程
に
は
明
治
天
皇
陵
が
あ
る
桃

山
で
の
参
拝
が
組
み
込
ま
れ
て
お
り
、
時
代
の
空

気
を
感
じ
さ
せ
ま
す
。
ち
な
み
に
栞
に
は
途
中
通

過
す
る
駅
と
付
近
の
名
勝
、
さ
ら
に
は
〝
信
長
の

築
い
た
安
土
城
（
右
）＂
…
な
ど
窓
か
ら
見
え
る

向
き
ま
で
示
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
車
窓
も
含
め
て

の
旅
情
、
新
幹
線
の
移
動
に
慣
れ
き
っ
た
我
々
が

忘
れ
が
ち
な
も
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　

や
が
て
戦
争
が
始
ま
る
と
修
学
旅
行
は
全
国
的

に
中
止
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
昨
今
は
コ
ロ

ナ
で
修
学
旅
行
が
中
止
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
例
も

あ
り
ま
す
。
集
団
旅
行
が
楽
し
め
る
時
代
が
戻
っ

て
き
て
ほ
し
い
も
の
で
す
。　
　
　
　
　
（
米
田
）

表紙画像：太刀 銘 信房作（山形・致道博物館蔵）
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※ 3 月 16 日から営業再開予定（日程は前後する可能性がございます）
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1935 年に創業した瀬尾製作所のブランド「sotto」
“ くらしに寄り添う祈りのかたち ” をテーマに、現代の暮らしにそっと溶け込む仏具を
製作しています。故人を偲び、ご先祖を敬う。私たち日本人が古来から大切にしてき
た「祈り」の心は、時代を経ても、脈々と受け継がれてきました。しかし、時代と共
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ご先祖や家族のほか、家族の一員として接してきたペットの供養にも、祈りの心を大切に、
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