
館
４
、
博
物
館
・
資
料
館
５
、 

東
京
文
化
会
舘
や
芸
術
院
・

学
士
院
、
正
岡
子
規
記
念
野

球
場
や
西
郷
隆
盛
像
な
ど

数
々
の
文
化
施
設
を
有
し
、

東
京
の
文
化
セ
ン
タ
ー
を
成

し
て
い
る
。 

          

ち
な
み
に｢

上
野
戦
争｣

の

弾
痕
の
残
る
寛
永
寺
の
黒
門 

は
、
現
在
、
南
千
住
の
円
通

寺
に
移
築
さ
れ
て
い
る
。
旧 

加
賀
藩
の
赤
門
と
並
ぶ
も
う

一
つ
の
黒
門(

旧
因
州
池
田

藩
江
戸
屋
敷
表
門
・
重
文)

は
、
国
立
博
物
館
に
移
築
さ

れ
て
い
る
。 

  
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

時
代
小
説
を
読

む
と
「
鯉
口
を
切

る
」
と
云
う
言
葉

が
で
て
く
る
。
刀

の
鞘
（
さ
や
）
に

刃
（
や
い
ば
）
を 

し
ま
う
口
の
部
分
を
「
鯉
口

（
こ
い
く
ち
）
」
と
い
う
。 

し
か
ら
ば
こ
の
「
鯉
口
を

切
る
」
と
の
行
為
は
、
親
指

で
鍔
（
つ
ば
）
を
押
し
上
げ
、 

「
さ
あ
、
何
時
で
も
抜
け
る
。 

次
は
斬
る
ぞ
」
と
ば
か
り
に 

刀
身
を
鞘
か
ら
少
し
引
き
出

し
て
お
く
動
作
を
指
す
。 

尖
閣
海
域
で
中
国
軍
の

艦
艇
が
海
上
自
衛
隊
の
護
衛

艦
に
向
け
て
火
器
管
制
レ
ー

ザ
ー
照
射
し
た
行
為
に
つ
い

て
、
中
国
外
務
省
報
道
局
長 

は
定
例
記
者
会
見
で
「
報
道

で
初
め
て
知
っ
た
。
状
況
を

把
握
し
て
な
い
」
と
し
て
事

実
関
係
の
確
認
を
避
け
て
い

る
。
更
に
、
「
（
国
防
省
な

ど
）
担
当
部
門
に
問
い
合
わ

せ
て
ほ
し
い
」
と
回
答
し
て

い
る
だ
け
。
国
営
中
央
テ
レ

ビ
や
国
営
報
道
（
新
華
社
通

信
）
も
こ
の
問
題
を
一
切
伝

え
ず
、
一
部
夕
刊
紙
で
は
、

日
本
の
報
道
を
引
用
し
た
上

で
「
日
本
側
の
一
方
的
な
情

報
で
、
事
実
か
ど
う
か
わ
か

ら
な
い
」
と
識
者
の
意
見
を

含
め
紹
介
を
し
て
い
る
。 

習
近
平
指
導
部
内
で
は
、

日
本
や
米
国
の
出
方
を
見
極

め
て
い
て
、
今
後
の
対
応
を

慎
重
に
検
討
し
て
い
る
模
様 

 

が
伺
え
る
。 

中
国
軍
艦
艇
の
行
為
は

「
次
は
撃
つ
ぞ
」
と
鯉
口
を
切

る
に
等
し
い
挑
発
で
あ
る
。

血
に
飢
え
た
辻
斬
り
の
浪
人

で
は
あ
る
ま
い
に
。 

か
つ
て
は
米
軍
が
レ
ー
ダ

ー
照
射
を
軍
事
行
動
と
見
な

し
、
報
復
に
イ
ラ
ク
軍
の
施

設
を
空
爆
し
た
例
も
あ
る
。

軍
事
衝
突
を
招
き
か
ね
な
い 

〞
火
遊
び
〟
を
す
る
、
中
国

の
了
見
が
分
か
ら
な
い
。
事

柄
は
尖
閣
に
限
ら
ず
、
相
手

は
中
国
に
限
ら
ず
、
外
交
を

実
り
あ
る
も
の
に
す
る
に
は

一
人
で
も
多
く
の
、
共
感
を

よ
せ
て
く
れ
る
友
人
が
要
る
。 

安
倍
首
相
の
指
示
で
防

衛
相
は
事
実
関
係
を
公
表
し 

 

梅
の
花
が
終
る
と
人
々

は
、
お
花
見
の
季
節
を
心
待

ち
に
す
る
。
卒
業
や
進
学
、

就
職
な
ど
の
時
期
と
重
な

り
、
人
生
の
門
出
を
祝
う
に

相
応
し
い
華
や
か
な
桜
の

花
。
一
年
で
最
も
心
の
弾
む

季
節
で
あ
る
。 

東
京
の
人
な
ら
、
桜
、
花

見
と
聞
い
た
ら
、
先
ず
思
い

浮
か
べ
る
所
が
上
野
の
山
。

お
花
見
の
時
期
に
は
全
山
が

桜
色
に
染
ま
り
、
そ
の
下
で

は
熾
烈
な
場
所
取
り
が
展
開

さ
れ
、
宴
の
跡
に
は
山
の
よ

う
な
ゴ
ミ
が
残
る
。
こ
れ
が

現
在
の
お
花
見
の
現
状
で
あ

る
。
通
称
「
上
野
の
山
」
は

現
在
、
不
忍
の
池
を
含
め
五

十
三
万
平
米
の
広
大
な
都
市

公
園
「
上
野
恩
賜
公
園
」
で

あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
成
り

立
ち
は
興
味
深
い
。 

上
野
の
山
は
武
蔵
野
台

地
の
は
ず
れ
に
舌
状
に
突
出 

 

こ
と
で
、
こ
の
黒
門
口
で
は
、

幕
末
に
彰
義
隊
と
官
軍
の
激

戦
が
繰
り
広
げ
ら
れ
た
。
そ

こ
を
登
る
と
右
手
に
清
水
観

音
堂
が
あ
る
。
そ
の
辺
り
か

ら
、
寛
永
寺
の
根
本
中
堂
の

跡
に
作
ら
れ
た
大
噴
水
に
至

る
道
の
両
側
は
、
桜
で
埋
め

尽
く
さ
れ
、
花
見
の
メ
ッ
カ

と
な
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。 

時
代
が
明
治
と
な
っ
て
、 

政
府
は
こ
の
地
に
学
校
や
病

院
の
建
設
を
考
え
た
が
、
視

察
し
た
オ
ラ
ン
ダ
人
医
師
、

ポ
ー
ト
ワ
ン
が
公
園
に
す
る

よ
う
進
言
し
た
お
か
げ
で
、

明
治
六
年
日
本
の
公
園
第
一

号
が
誕
生
し
、
お
か
げ
で
庶

民
も
飲
酒
Ｏ
Ｋ
、
鳴
り
物
Ｏ

Ｋ
の
花
見
が
楽
し
め
る
よ
う

に
な
っ
た
。 

現
在
、
旧
寛
永
寺
五
重

塔
、
上
野
東
照
宮
、
清
水
観

音
堂
、
徳
川
家
霊
廟
、
旧
東

京
音
楽
学
校
奏
楽
堂
な
ど
の

重
要
文
化
財
を
初
め
、
美
術 

 

し
た
丘
で
、
徳
川
家
康
が
江

戸
に
幕
府
を
開
く
前
は
、
縄

文
・
弥
生
の
古
墳
等
が
あ
っ

た
場
所
。 

三
代
将
軍
家
光
が
江
戸
城

の
鬼
門
を
封
じ
る
た
め
に
、

天
海
僧
正
に
命
じ
て
寛
永
寺

を
建
て
た
。
そ
の
天
海
が
三

十
六
万
坪
の
境
内
に
桜
を
植

え
た
が
、
芝
の
増
上
寺
と
共

に
徳
川
家
の
墓
所
と
な
り
、

皇
族
が
住
職
に
な
っ
た
こ
と

か
ら
、
上
野
の
山
で
の
花
見

は
鳴
り
物
・
飲
酒
は
禁
止
、

同
心
が
見
回
り
、
暮
六
つ
に

は
門
が
閉
め
ら
れ
る
の
で
、

庶
民
が
花
見
を
楽
し
め
る
場

所
で
は
な
く
、
専
ら
文
人
墨

客
が
活
躍
し
た
よ
う
だ
。 

           

池
之
端
に
山
下
口
＝
黒
門

口
と
い
う
木
戸
の
跡
が
あ
る
。

黒
門
と
は
寛
永
時
の
総
門
の 
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 た
。
善
玉
は
ど
ち
ら
で
悪
玉

は
ど
ち
ら
か
。
国
際
社
会
の

観
客
席
か
ら
し
っ
か
り
見
て

も
ら
う
い
い
判
断
で
あ
っ
た

ろ
う
。 

柄
袋
（
つ
か
ぶ
く
ろ
）
を
か

ぶ
せ
、
こ
ち
ら
は
鯉
口
を
切

る
ま
い
。
領
土
で
譲
ら
ず
、

不
作
法
に
キ
レ
ず
、
挑
発
に

乗
ら
ず
、
大
団
円
ま
で
先
の

長
い
物
語
を
覚
悟
し
よ
う
。 

（
ヨ
ッ
チ
ャ
ン
） 

  
「
春
」
は
花
の
季
節
。 

陽
当
り
の
良
い
所
で
は
水

仙
の
白
や
黄
色
の
花
が
咲
い

て
る
。
菜
の
花
も
黄
色
い
自

然
色
で
、
人
工
的
に
は
出
来

な
い
色
、
本
当
に
自
然
の
色

は
美
し
い
。 

こ
れ
か
ら
は
、
梅
、
桃
、

サ
ク
ラ
と
色
々
な
楽
し
み
が

待
っ
て
い
る
。
他
に
も
多
く

の
花
が
、
春
よ
早
く
来
い
と

言
っ
て
い
る
。 

又
、
先
日
の
「
成
人
の
日
」

の
大
雪
に
は
び
っ
く
り
。
テ

レ
ビ
、
新
聞
な
ど
で
は
大
雪 

の
注
意
報
は
発
令
し
て
お
ら

ず
、
（
雪
が
降
る
こ
と
は
言

っ
て
い
た
が
）
朝
起
き
た
ら
、

び
っ
く
り
！ 

外
の
景
色
は

白
一
色
の
銀
世
界
。 

観
る
の
は
き
れ
い
だ
け

ど
、
後
が
大
変
で
あ
る
。
交

通
機
関
、
特
に
高
速
道
路
は

渋
滞
し
、
一
般
道
路
も
マ
ヒ

し
、
「
道
」
と
名
の
つ
く
所

は
全
て
が
混
乱
。 

雪
国
地
方
で
は
な
お
さ
ら

で
、
家
の
屋
根
に
積
も
っ
た

雪
を
お
ろ
す
作
業
中
、
足
を

滑
ら
し
て
転
落
し
て
亡
く
な

っ
た
方
も
い
る
の
で
、
雪
の

日
に
外
出
を
す
る
時
は,

、
上

下
左
右
、
全
て
に
気
を
付
け

な
い
と
い
け
な
い
。 
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小
林 

辰
男 

    

毎年恒例、「上野の山」の花見の賑わい 

徳川家の墓所「寛永寺」 



 

 

な
か
っ
た
ら
し
い
。 

講
義
の
最
中
、
ふ
っ
と
睡

魔
に
襲
わ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。

誰
に
も
覚
え
ら
れ
ず
に
一
瞬

眠
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。 

教
員
控
室
は
楽
屋
に
似
て

い
る
。
ぎ
っ
し
り
詰
ま
っ
て

い
る
時
も
あ
れ
ば
、
誰
も
い

な
い
時
も
あ
る
。
合
図
の
音

で
腰
を
上
げ
て
教
室
に
向
か

う
。
学
生
の
期
待
に
添
え
る

よ
う
な
話
が
で
き
る
か
、
ふ

と
不
安
が
過
る
。 

 

ネ
ク
タ
イ
の
結
び
目
に
手

を
当
て
て
、
深
呼
吸
を
一
つ
。

教
室
に
向
か
う
際
の
ま
じ
な

い
だ
。
舞
台
に
向
か
う
時
、

袴
の
結
び
目
に
手
を
当
て
、

扇
の
表
裏
を
確
か
め
る
。
楽

屋
内
の
孤
独
な
儀
式
だ
。 

 

格
好
は
様
に
な
ら
な
い
。 

昼
は
「
先
生
」
と
呼
ば
れ
る

け
れ
ど
、
夜
は
「
弟
子
」
の

一
人
。
舞
台
で
絶
句
し
、
頭

の
中
が
真
っ
白
に
な
っ
た
こ

と
が
あ
る
。
後
ろ
に
控
え
た

後
見
役
が
そ
っ
と
科
白
を
教

え
て
く
れ
て
も
、
耳
に
入
ら

な
い
。
何
秒
か
の
空
白
が
永

遠
に
続
く
の
で
は
な
い
か
と

思
わ
れ
た
。 

ふ
っ
と
思
い
出
し
た
科
白

が
、
何
事
も
無
か
っ
た
か
の

よ
う
に
口
を
つ
い
て
出
て
来

る
。
あ
の
何
秒
か
の
空
白
は

一
体
何
だ
っ
た
の
か
。
目
の

前
が
真
っ
暗
に
な
っ
て
、
ま

る
で
眠
っ
て
い
た
よ
う
な
、

そ
れ
は
一
瞬
の
出
来
事
だ
っ

た
。
見
物
は
誰
一
人
気
付
か 

 
 

  

汗
し
、
新
緑
の
美
し
さ
に
満 

足
し
、
ひ
と
つ
、
ひ
と
つ
が
、

思
い
出
さ
れ
、
感
激
に
涙
し
、

最
後
の
般
若
心
経
を
唱
え
る

声
に
も
力
が
入
る
。
三
十
四

番
札
所
水
潜
寺
で
満
願
だ
っ

た
。
後
日
、
永
平
寺
に
お
札

参
り
、
そ
し
て
、
お
わ
り
。

健
康
で
巡
拝
出
来
た
こ
と
、

何
よ
り
あ
り
が
た
く
忘
れ
ら

れ
な
い
年
月
。
倖
せ
だ
っ
た

思
い
出
で
あ
る
。 

ひ
ど
く
、
大
揺
れ
の
船
は
台

風
並
み
で
あ
っ
た
。 

苦
し
ん
だ
十
四
時
間
の
船

旅
は
一
睡
も
出
来
ず
宇
久
港

へ
、
青
岸
渡
寺
、
那
智
の
滝

で
ホ
ッ
ト
一
息
。
紀
三
井
寺
、

長
谷
寺
、
雨
の
降
り
続
く
中

の
壺
坂
寺
三
室
寺
、
こ
れ
か

ら
幾
度
か
こ
ん
な
思
い
を
す

る
で
あ
ろ
う
巡
拝
だ
。「
長
谷

寺
の
回
廊
に
雨
吹
き
す
さ
ぶ
、

白
装
束
の
裾
を
濡
ら
し
て
」

西
国
三
十
三
ヵ
寺
は
春
秋
を

か
け
巡
拝
を
終
え
る
。 
     

坂
東
は
近
県
の
為
、
こ
こ

ろ
は
ず
む
旅
と
な
る
。
古
里

の
お
寺
に
も
何
ヵ
寺
か
巡
る

こ
と
が
出
来
な
つ
か
し
い
思

い
を
し
、
の
ん
び
り
歩
い
た

所
だ
っ
た
。
千
葉
、
茨
城
、 

 

あ
お
い
俳
壇 

  

麻
生 

伊
登
子 

淡
雪
を
散
ら
し
尾
長
は
葉
牡
丹
の 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

花
目
つ
い
ば
む
雪
の
明
日
を 

眉
月
の
冷
た
く
照
ら
す
狭
庭
辺
の 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

雪
の
盛
山
き
し
き
し
と
鳴
る 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

河
角 

進 

春
め
く
や
介
助
の
女
人
の
微
笑
（
え
み
）
う
れ
し 

  

今 

カ
ツ
子 

寒
空
に
バ
ッ
ケ
芽
ぶ
い
て
に
が
笑
い 

永
点
下
い
つ
ま
で
つ
づ
く
白
い
花 

リ
ハ
ビ
リ
に
今
日
も
一
日
睦
ま
じ
く 

  

相
田 

美
代
子 

林
中
に
落
ち
葉
踏
む
た
び
音
変
り 

初
雪
や
墨
絵
の
ご
と
き
庭
の
木
々 

銀
雪
や
雀
（
ひ
ば
り
）
飛
び
立
ち
雪
け
む
り 

  
 

埼
玉
、
伊
香
保
で
は
、
観
光
、

温
泉
を
楽
し
む
。 

最
後
は
秩
父
だ
。
行
き
な

れ
た
西
武
線
、
一
時
間
四
十

分
で
秩
父
駅
へ
。
近
い
せ
い

も
あ
っ
て
、
ゆ
っ
く
り
巡
ろ

う
と
言
う
こ
と
で
、
翌
年
の

春
を
待
っ
て
出
発
。 

何
ヵ
寺
か
が
集
ま
っ
て
い

る
為
巡
り
や
す
く
、
村
の
人

達
の
親
切
な
接
待
、
巡
礼
者

に
お
茶
な
ど
を
振
る
舞
っ
て

く
れ
る
習
わ
し
と
か
。
疲
れ

た
足
を
や
す
ま
せ
世
間
話
に

花
が
咲
く
。
田
園
の
中
の
春

の
草
花
フ
キ
ノ
ト
ウ
、
ヨ
モ

ギ
が
芽
を
出
し
摘
み
な
が
ら 

の
な
ご
や
か
さ
。
リ
ュ
ッ
ク

の
中
の
お
弁
当
も
楽
し
み
。

土
手
に
座
り
こ
ん
で
の
お
し

ゃ
べ
り
だ
っ
た
。 

三
年
余
り
を
か
け
、
季
節

は
ず
れ
の
雪
に
合
い
、
ド
シ

ャ
降
り
の
雨
に
合
い
、
長
い

坂
道
、
八
百
余
段
の
石
段
に 

 

春
近
く
な
る
と
、
い
つ
も

思
い
出
さ
れ
る
の
は
学
生
時

代
の
こ
と
で
す
。 

 

私
の
家
は
父
、
兄
、
妹
と

兄
弟
共
に
足
が
速
く
、
私
は

陸
上
部
に
入
っ
て
い
ま
し
た
。

「
ス
タ
ー
ト
が
遅
い
の
で
、
近

距
離
は
駄
目
。
中
距
離
だ
ね
」

と
先
生
に
言
わ
れ
、
八
百
メ

ー
ト
ル
の
練
習
に
明
け
暮
れ

て
い
ま
し
た
。 

 

ト
ラ
ッ
ク
で
の
練
習
後
、

芝
生
の
上
に
寝
転
び
、
青
い

空
を
見
上
げ
な
が
ら
疲
れ
を

癒
し
ま
し
た
。
心
は
試
合
の

こ
と
で
一
杯
で
し
た
。 

 

関
東
大
会
に
出
場
が
決
ま

り
、
一
番
を
と
る
こ
と
を
心

に
誓
い
練
習
に
励
み
ま
し
た

が
、
残
念
な
が
ら
結
果
は
二

位
で
し
た
。
各
県
か
ら
選
手

 
  

◆
編
集
委
員
会
よ
り 

お
願
い
で
す 

「
あ
お
い
通
信
」
は
、
皆

様
か
ら
の
原
稿
を
募
集
し
て

い
ま
す
。
担
当
飯
島
迄
お
申

し
出
く
だ
さ
い
。 

遠
き
日
の
思
い
出 

池
田 

マ
ス 

自
画
像 

ド
ラ
ー
バ
ー 

武
藤
四
郎 

 

西
国
三
十
三
札
所
、
坂
東

三
十
三
札
所
、
秩
父
三
十
四

札
所
、
水
潜
寺
を
最
後
に
満

願
と
な
る
。
平
成
七
年
、
西

国
か
ら
巡
礼
が
始
ま
っ
た
。 

き
っ
か
け
は
お
寺
さ
ん
の

誘
い
が
あ
り
、
今
な
ら
参
加

出
来
る
か
も
知
れ
な
い
と
思

い
、
六
十
代
の
私
は
二
十
余

名
の
人
達
と
、
先
ず
は
福
井

県
の
永
平
寺
か
ら
旅
の
安
全

を
祈
願
。 

禅
寺
の
修
行
二
日
間
も
終

わ
り
、
春
四
月
南
紀
に
向
か

う
。
サ
ン
フ
ラ
ワ
ー
号
に
乗

船
、
一
度
は
乗
っ
て
見
た
か

っ
た
船
だ
、
心
お
ど
ら
せ
て

早
朝
出
航
す
る
。
そ
の
日
の

事
は
今
で
も
忘
れ
る
こ
と
が

で
き
な
い
。
低
気
圧
が
接
近

と
い
う
こ
と
で
、
雨
、
益
々

 
 

二
名
ず
つ
、
六
人
中
で
の
二

番
で
、
皆
は
褒
め
て
く
れ
ま

し
た
が
私
の
心
は
晴
れ
ま
せ

ん
で
し
た
。 

春
先
に
な
る
と
い
つ
も
思

い
出
さ
れ
、
今
年
も
そ
の
時

が
来
た
の
で
、
思
い
出
し
て

書
い
て
し
ま
い
ま
し
た
。
暑

い
最
中
に
、
汗
を
流
し
な
が

ら
練
習
し
た
日
々
が
忘
れ
ら

れ
ず
、
懐
か
し
く
思
い
出
さ

れ
ま
す
。
若
い
と
い
う
の
は

本
当
に
い
い
こ
と
で
す
ね
。 

昔
の
こ
と
は
さ
て
お
き
、

今
も
前
進
あ
る
の
み
、
と
介

護
の
方
の
お
世
話
に
な
り
、

葵
の
ス
タ
ッ
フ
さ
ん
や
皆
さ

ん
に
も
お
世
話
に
な
り
な
が

ら
、「
ヨ
イ
シ
ョ
、
ヨ
イ
シ
ョ
」

「
イ
ッ
チ
、
ニ
ッ
、
一
、
二
」

と
声
を
か
け
て
頂
き
な
が
ら

明
日
に
向
か
っ
て
頑
張
ろ
う

と
思
っ
て
い
ま
す
。 

こ
ん
な
私
で
す
が
、
今
後

も
宜
し
く
お
願
い
致
し
ま
す
。 

 
 

 

現
在
、
葵
で
働
か
せ
て
頂

い
て
お
り
ま
す
が
、
こ
れ
か

ら
も
安
全
運
転
で
頑
張
り
ま

す
の
で
、
ど
う
ぞ
宜
し
く
お

願
い
し
ま
す
。 

  

私
は
新
潟
県
両
津
市
の
出

身
で
、
両
津
中
学
校
を
昭
和

三
十
年
に
卒
業
、
と
同
時
に

上
京
し
、
製
本
所
に
入
社
し

ま
し
た
が
、
三
年
で
退
職
し

ま
し
た
。 

そ
の
後
免
許
を
取
り
、
日

立
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
に
就
職
し
、

二
十
五
年
勤
め
て
退
職
し
、

今
度
は
東
芝
エ
レ
ベ
ー
タ
ー

に
就
職
し
ま
し
た
。 

全
国
に
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
の

取
り
付
け
工
事
に
行
き
、
六

十
五
歳
で
定
年
退
職
し
ま
し

た
が
、
職
長
と
し
て
六
年
間

頑
張
り
ま
し
た
。 

２
月
度
行
事
の
結
果 

カ
ラ
オ
ケ
会
・
１
５
日
（
金
） 

 

バ
ン
バ
ン
に
て
１
３
名
の

参
加
。 

麻
雀
大
会
・
２
０
日
（
水
） 

 

ベ
イ
ブ
に
て
１
２
名
の
参

加
。
優
勝
は
、
高
山
靖
清

さ
ん
。
初
優
勝
お
め
で
と

う
ご
ざ
い
ま
す
。 

       

３
月
度
行
事
の
予
定 

青
梅
小
旅
行
・
１
３
日
（
水
） 

吉
野
梅
郷
で
梅
を
観
て
、

酒
蔵
「
澤
乃
井
」
直
営
店

で
食
事
で
す
。 

総
会
の
開
催
・
２
４
日
（
日
） 

今
回
は
、
コ
ー
ヒ
ー
と
ケ

ー
キ
で
、
午
後
３
時
か
ら
、

場
所
は
「
葵
」
で
開
催
し

ま
す
。
欠
席
の
方
は
委
任

状
を
お
願
い
し
ま
す
。 

（
事
務
局
長
） 

   

  
 

 

葵は「心と身体のリハビリ」で元気な「笑顔」を作ります 

 

昨
年(

平
成
二
十
一
年)

十
二
月
の
誕
生
日
に
、
デ

イ
サ
ー
ビ
ス
葵
で
バ
ー
ス

デ
イ
・
プ
レ
ゼ
ン
ト
と
し

て
さ
や
え
ん
ど
う
の
種
と

小
鉢
を
頂
き
ま
し
た
。 

丁
度
、
寒
い
時
期
で
し

た
の
で
、
今
年
二
月
の
末

頃
に
種
を
二
日
間
水
に
漬

け
て
か
ら
、
鉢
に
埋
め
ま

し
た
。
数
日
後
芽
が
出
た

か
な
と
覗
い
て
み
た
ら
、 

あ
る
時
は
し
が
な
い
大
学

の
教
員
、
ま
た
あ
る
時
は
プ

ロ
の
狂
言
師
と
、
二
足
の
草

履
を
履
い
た
。 

一
日
の
中
で
、
昼
と
夜
と

を
使
い
分
け
て
い
る
こ
と
も

あ
っ
た
。
ス
ー
ツ
に
ネ
ク
タ

イ
を
決
め
て
楽
屋
入
り
を
す

る
と
、
異
様
な
雰
囲
気
が
漂

っ
た
。 

ふ
つ
う
楽
屋
入
り
は
和
服

姿
だ
。
ホ
ー
ル
な
ど
で
催
さ

れ
る
時
は
、
床
に
畳
表
を
敷

く
。
座
る
の
は
正
座
が
当
た

り
前
だ
か
ら
、
能
楽
堂
の
楽

屋
に
ズ
ボ
ン
の
膝
を
折
っ
た

 
  

 
 

      

葵
友
の
会 広

報
コ
ー
ナ
ー 

日
本
百
観
音
（
結
願
） 

 
 
 
 
 

麻
生 

伊
登
子 

 
 

楽
屋
入
り 

 
 
 
 

 

井
関 

義
久 

    

秩父３４番 日沢山水潜寺 


