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　昨
年
末
か
ら
し
ば
ら
く
映
画
熱
が
高

ま
っ
て
、見
逃
し
て
悔
し
く
思
っ
て
い
た

新
鋭
グ
ザ
ヴ
ィ
エ・
ド
ラ
ン
監
督
の「
わ

た
し
は
ロ
ラ
ン
ス
」を
東
京
の
ミ
ニ
シ
ア

タ
ー
で
見
て
、少
し
前
に
は
初
期
作
品

の「
マ
イ
・マ
ザ
ー
」も
観
た
り
し
た
。性

差
の
問
題
と
、そ
れ
に
よ
っ
て
浮
か
び
上

が
る
親
子
や
恋
人
、家
族
間
の
、深
く
、

そ
し
て
不
安
定
な
関
係
を
え
ぐ
る
よ
う

に
描
き
出
す
作
風
は
、映
像
美
と
音
楽

の
効
果
も
相
ま
っ
て
圧
巻
で
あ
る
。登
場

人
物
は
、声
を
荒
げ
、剥
き
出
し
の
感
情

に
、こ
ち
ら
が
苦
し
く
な
る
く
ら
い
で
あ

る
。　一方

、見
終
わ
る
な
り
一
も
二
も
な
く

「
好
き
！
」と
思
っ
て
し
ま
っ
た
の
が
、ギ

ヨ
ー
ム・ブ
ラ
ッ
ク
監
督
の
中
編「
女
っ
気

な
し
」で
あ
る
。主
人
公
は
、今
は
廃
れ

た
フ
ラ
ン
ス
北
部
の
保
養
地
オ
ル
ト
に

暮
ら
す
シ
ル
ヴ
ァ
ン
。ヴ
ァ
カ
ン
ス
に
訪

れ
た
溌
剌
と
し
た
母
と
控
え
目
な
娘
と

の
数
日
を
描
い
た
本
作
に
は
、派
手
さ

は
皆
無
で
、場
面
は
小
気
味
よ
く
展
開

す
る
。シ
ル
ヴ
ァ
ン
に
は
、故
郷
の
地
味

な
生
活
に
鬱
屈
し
た
様
子
は
な
い
が
、

部
屋
に
流
れ
る
音
楽
や
服
装
か
ら
は
、

外
の
世
界
へ
の
わ
ず
か
な
夢
想
も
窺
わ

れ
、ひ
と
時
の
母
娘
と
の
交
友
を
楽
し

む
姿
か
ら
は
、一
抹
の
切
な
さ
も
感
じ
ら

れ
る
。頭
も
禿
げ
か
け
て
、お
世
辞
に
も

か
っ
こ
い
い
と
は
い
え
な
い
シ
ル
ヴ
ァ
ン
こ

と
ヴ
ァ
ン
サ
ン・マ
ケ
ー
ニュ
が
、し
か
し

妙
に
可
愛
く
、胸
を
掴
ま
れ
て
し
ま
っ

た
。（
千
）

　名
指
揮
者
ク
ラ
ウ
デ
ィ
オ
・ア
バ
ド
が

亡
く
な
っ
た
。享
年
八
〇
歳
。ク
ラ
シ
ッ

ク
フ
ァ
ン
の
み
な
ら
ず
と
も
そ
の
名
を

知
っ
て
い
た
帝
王
カ
ラ
ヤ
ン
の
跡
を
受

け
継
ぎ
、世
界
屈
指
の
オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
で

あ
る
ベル
リ
ン
フ
ィ
ル
を
任
さ
れ
た
こ
と

で
知
ら
れ
て
い
ま
す
。

　四
〇
年
前
、奮
発
し
て
購
入
し
た

ウ
ィ
ー
ン
フ
ィ
ル
の
コ
ン
サ
ー
ト
の
指
揮

が
彼
で
、四
〇
歳
直
前
で
の
初
来
日
の
時

で
し
た
。当
日
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
は
モ
ー
ツ
ァ

ル
ト
と
ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン
の
交
響
曲
。

ウ
ィ
ー
ン
フ
ィ
ル
の
豊
潤
な
美
音
に
酔
う

中
、オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
の
自
主
性
に
任
せ
な

が
ら
も
要
所
を
抑
え
て
い
く
若
々
し
い

彼
の
姿
に
魅
入
っ
た
も
の
で
し
た
。高
校

卒
業
直
後
の
出
会
い
で
し
た
。そ
の
時
か

ら
丹
精
で
的
確
な
表
現
に
満
ち
た
彼
の

演
奏
を
Ｃ
Ｄ
な
ど
で
集
め
続
け
て
き
て

い
ま
す
。

　そ
ん
な
彼
が
大
き
く
変
っ
た
の
が
二

〇
〇
〇
年
の
癌
、再
起
不
能
と
い
わ
れ
て

い
た
の
が
手
術
を
経
て
見
事
に
復
活
。で

も
そ
の
姿
は
、頬
は
こ
け
、動
き
は
た
ど

た
ど
し
く
、ど
こ
か
痛
ま
し
い
ま
で
の
悲

壮
感
が
た
だ
よ
っ
て
い
た
の
で
す
。し
か

し
指
揮
棒
を
も
つ
手
は
流
麗
に
曲
へ
の

思
い
を
さ
し
示
し
、オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
を
自

在
に
操
り
、若
々
し
い
モ
ー
ツ
ァ
ル
ト
や
、

す
べ
て
の
情
念
を
振
り
払
う
よ
う
な
マ
ー

ラ
ー
の
名
演
奏
が
生
み
出
さ
れ
て
いっ
た

の
で
し
た
。人
生
の
最
後
を
意
識
し
振
り

絞
っ
た
音
楽
だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。そ

ん
な
気
が
し
て
な
り
ま
せ
ん
。（
荒
）

「
女
っ
気
な
し
」

名
演
奏
の
想
い
出
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2014年4月5日（土）～6月1日（日）

■講演会
4月20日【日】「藤井達吉の工芸と特異性」
講師：瀬尾典昭（渋谷区立松濤美術館学芸員）
5月18日【日】「生活と自然の再発見―藤井逹吉と大正期の工芸」
講師：土田眞紀（美術史家・帝塚山大学文学部非常勤講師）

■ワークショップ
「いろとりどりにチクチクぬぅよ　テクテクたびするワークショップ」
＊5月3日【土・祝】午後1時～4時30分
講師：スサイタカコ（美術作家）
お気に入りだったのに破れたり汚れたりしてしまった服やカバン。刺繍やアップリ
ケ、ニンギョウなどで愉快に甦えらせましょう。身につけておでかけ、想い出と一緒
に日常を旅しましょう。

会場：当館２階、定員：20名（応募多数の場合は抽選となります。）
対象：年齢制限なし（ただし低学年以下の方は保護者の同伴が必要です）
申込方法：往復ハガキに代表者氏名・年齢・郵便番号・住所・電話番号・参加者
全員の氏名・年齢を明記の上、4月21日【月】までに岡崎市美術博物館「ワーク
ショップ係」までお申し込みください（必着）。★当館ホームページからもお申し込
みいただけます。

古文書　みりょく発見！
2014年6月14日（土）～7月27日（日）

■昨年開催した「ユーモアと飛躍　そこにふれる」展（2013年8月17日～10月20
日）の展覧会図録収載論文千葉真智子（当館学芸員）著「ユーモア―知りえぬ世
界についての気づき」が、美術館連絡協議会カタログ論文賞にて優秀論文賞を
受賞しました。

編 集 後 記｜ 新しい年度がスタートしました。本年度は「藤井達吉の全貌」展にはじまり、夏には国宝「観音菩薩立像（夢違観音）」もお目見えする

「法隆寺展―聖徳太子と平和への祈り」展が控えています。『アルカディア』では、こうした展覧会をご紹介するとともに、当館の活動以外の情報も盛り

込んで、より楽しんでいただける誌面作りを心掛けたいと思います。（千葉）



　
　四
季
の
庭

　
　南
東（
紫
の
上
の
春
の
町
）は
、山
高
く
、春
の
花
の
木
、数
を
尽
く
し
て
植
ゑ
、池
の
さ
ま
、

　ゆ
ほ
び
か
に
面
白
く
す
ぐ
れ
て
、御
前
近
き
前
栽
、五
葉
・
紅
梅
・
桜
・
藤
・
山
吹
・
岩
躑
躅
な
ど

　や
う
の
、春
の
も
て
あ
そ
び
を
、わ
ざ
と
は
植
ゑ
て
、秋
の
前
栽
を
ば
、む
ら

く
ほ
の
か
に
ま

　ぜ
た
り
、

　
　中
宮
の
御
町（
秋
好
中
宮
の
秋
の
町
）を
ば
、も
と
の
山
に
、紅
葉
、色
濃
か
る
べ
き
植
木
ど

　も
を
植
ゑ
、泉
の
水
と
ほ
く
澄
ま
し
や
り
、水
の
音
ま
さ
る
べ
き
岩
を
た
て
く
は
へ
、滝
落
し
て
、

　秋
の
野
を
は
る
か
に
作
り
た
る
、そ
の
こ
ろ
に
あ
ひ
て
、盛
り
に
咲
き
乱
れ
た
り
、嵯
峨
の
大
井

　の
わ
た
り
の
野
山
、む
と
く
に
け
お
さ
れ
た
る
秋
な
り
、

　
　北
の
東（
花
散
里
の
夏
の
町
）は
、涼
し
げ
な
る
泉
あ
り
て
、夏
の
陰
に
よ
れ
り
、前
近
き
前

　栽
、呉
竹
、下
風
涼
し
か
る
べ
く
、木
高
き
森
の
様
な
る
木
ど
も
、木
深
く
お
も
し
ろ
く
山
里
め

　き
て
、卯
の
花
咲
く
べ
き
垣
根
、こ
と
さ
ら
に
し
渡
し
て
、昔
思
ゆ
る
花
橘
、撫
子
、薔
薇
、く

　た
に（
竜
胆
）な
ど
や
う
の
花
く
さ
ぐ
を
植
ゑ
て
、春
秋
の
木
草
、そ
の
中
に
う
ち
ま
ぜ
た
り
、ひ

　ん
が
し
面
は
、分
け
て
馬
場
の
殿
つ
く
り
、埒
結
ひ
て
、五
月
の
御
遊
び
所
に
て
、水
の
ほ
と
り

　に
菖
蒲
植
ゑ
し
げ
ら
せ
て
、む
か
ひ
に
御
厩
し
て
、世
に
な
き
上
馬
ど
も
を
と
ゝ
の
へ
立
て
さ
せ

　給
へ
り
、

　
　西
の
町（
明
石
の
上
の
冬
の
町
）は
、北
お
も
て
築
き
わ
け
て
御
蔵
町
な
り
、隔
て
の
垣
に
唐
竹

　植
ゑ
て
、松
の
木
し
げ
く
、雪
を
も
て
あ
そ
ば
ん
便
り
に
よ
せ
た
り
、冬
の
は
じ
め
の
朝
霜
む
す

　ぶ
べ
き
菊
の
ま
が
き
、わ
れ
は
顔
な
る
柞
原
、を
さ

く
名
も
知
ら
ぬ
深
山
木
ど
も
の
木
深

　き
な
ど
を
、移
し
植
ゑ
た
り
、

『
源
氏
物
語
』少
女

　六
条
院
四
季
の
庭
に
植
え
ら
れ
た
草
木
花
草
が
、こ
れ
で
あ
る
。割
り
ふ
る
季
節
に
若
干
の
違

い
は
あ
る
も
の
の
、現
在
の
わ
た
し
た
ち
に
も
、そ
れ
ぞ
れ
の
季
節
を
代
表
す
る
草
木
で
あ
る
。む

ろ
ん
王
朝
人
の
熱
狂
さ
に
較
べ
れ
ば
、花
橘
や
撫
子
に
対
す
る
現
代
人
の
気
持
ち
は
冷
め
て
い
る

と
云
え
る
だ
ろ
う（
そ
れ
に
し
て
も
あ
の「
さ
つ
き
待
つ
花
橘
の
香
を
か
げ
ば
昔
の
人
の
袖
の
香
ぞ

す
る
」は
な
ん
と
云
う
い
い
歌
だ
）。だ
が
両
者
の
間
に
あ
る
、そ
の
温
度
差
に
こ
そ
、そ
れ
ぞ
れ
の

時
代
の
眼
の
枠
組
の
違
い
を
読
み
解
く
こ
と
が
で
き
る
点
に
つ
い
て
は
、す
で
に
卯
の
花
と
菜
の

花
の
場
合
を
例
に
述
べ
た
の
で
、改
め
て
思
い
出
し
て
欲
し
い
。

　と
こ
ろ
で
こ
の
四
季
の
庭
、い
ま
の
と
こ
ろ
、そ
れ
を
最
初
に
ま
と
ま
っ
た
か
た
ち
で
述
べ
て
く

れ
た
の
は
、実
は『
源
氏
物
語
』の
ま
さ
し
く
掲
出
の
件
で
あ
っ
た
。長
い
引
用
も
そ
れ
故
だ
。む
ろ

ん
四
季
の
庭
の
原
型
と
し
て
、さ
ら
に
四
方
に
四
季
を
配
し
た
中
国
の
陰
陽
五
行
思
想
に
基
づ
く

庭
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。そ
れ
が
平
安
時
代
、西
方
極
楽
浄
土
の
イ
メ
ー
ジ
と
結
び
付
き
、新
た
に

紡
ぎ
出
さ
れ
た
も
の
こ
そ『
源
氏
物
語
』が
述
べ
た
よ
う
な
四
季
の
庭
で
あ
る
と
い
う（
ベ
テ
ィ
ー

ナ
・
ク
ラ
イ
ン「
新
発
見
の
四
季
草
花
小
禽
図
屏
風
に
つ
い
て
―
中
世
末
期
狩
野
派
の
金
屏
風
の
一

例
の
様
式
分
析
及
び
そ
の
図
像
に
つ
い
て
の
注
釈
」『
国
華
』1044

・1045

・1047

・1048

号
）。

　確
か
に
王
朝
貴
族
た
ち
の
心
情
＝
宗
教
観
に
決
定
的
影
響
を
与
え
た
源
信（
九
四
二
〜
一
〇
一

七
）の『
往
生
要
集
』が
説
く
極
楽
と
は
、五
妙
境
界
の
楽
、す
な
わ
ち
五
官
の
対
象
で
あ
る
色
・

声
・
香
・
味
・
触
の
五
つ
が
美
し
く
浄
ら
か
に
勝
れ
た
と
こ
ろ
だ
と
云
い
、そ
こ
は
、

　

　光
明
周
遍
し
て
日
・
月
・
燈
燭
を
用
ひ
ず
、
冷
暖
調
和
し
て
、
春
秋
冬
夏
あ
る
こ
と
な
し
、
自
然

の
徳
風
は
温
冷
調
適
し
、
衆
生
の
身
に
触
る
る
に
皆
快
楽
を
得
る
こ
と
、
譬
へ
ば
比
丘
の
、
減
尽

三
昧
を
得
る
が
如
し

岩
波
文
庫
版『
往
生
要
集
』大
文
第
二
欣
求
浄
土

と
、光
に
満
ち
あ
ふ
れ
、春
夏
秋
冬
・
四
季
の
別
な
く
、寒
か
ら
ず
暑
か
ら
ず
、自
然
に
吹
く
風
で
い

つ
も
穏
や
か
で
快
適
な
温
度
を
保
っ
て
い
た
、と
あ
る
。ま
さ
し
く
暑
さ
寒
さ
も
彼
岸
ま
で
、と
云
う

わ
け
だ
が
、こ
こ
で
の
ミ
ソ
は
、そ
の
極
楽
に
四
季
と
云
う
よ
り
、そ
の
別
が
な
い
点
だ
ろ
う
。別
が

な
い
の
な
ら
、す
べ
て
を
完
備
さ
せ
れ
ば
よ
い
の
で
は
な
い
か
―
王
朝
貴
族
＝
光
源
氏
が
そ
う
考
え

た
か
否
か
、『
源
氏
物
語
』自
体
は
何
も
語
っ
て
い
な
い
が
、六
条
院
に
、草
花
が
四
季
の
推
移
と
共

に
咲
き
匂
う
庭
を
造
っ
た
着
想
の
ど
こ
か
に
、『
往
生
要
集
』の
説
く
こ
の
極
楽
の
イ
メ
ー
ジ
と
通

じ
る
と
こ
ろ
が
あ
る
こ
と
は
否
定
で
き
ま
い
。現
に『
源
氏
物
語
』は
、六
条
院
で
の
暮
ら
し
を
、

　
　生
け
る
仏
の
御
国

と
述
べ
て
い
る
で
は
な
い
か
。こ
の
世（
此
岸
）の
浄
土
で
あ
る
と
い
う
の
だ
。

　興
味
深
い
の
は
、こ
の
四
季
の
庭
＝
浄
土
の
イ
メ
ー
ジ
を
、わ
た
し
た
ち
の
先
祖
が
さ
ら
に
時
代

と
共
に
豊
か
に
ふ
く
ら
ま
せ
た
点
で
あ
る
。中
世
か
ら
近
世
に
か
け
て
人
び
と
が
親
し
ん
だ
お
伽

草
子
の
中
に
お
い
て
で
あ
る
。そ
こ
で
は
、あ
る
特
別
の
場
所
を
述
べ
る
際
、ほ
ぼ
例
外
な
く
四
季

の
庭
を
語
る
こ
と
を
常
と
し
た
。蓬
莱
山
や
竜
宮
城
し
か
り
、鬼
の
館
し
か
り
、そ
し
て
ま
た
浄
瑠
璃

姫
の
、あ
の
矢
矧
の
長
者
の
館
し
か
り
、で
あ
る
。そ
れ
ら
が
異
界
、異
境
で
あ
る
限
り
、こ
の
世
な

ら
ぬ
彼
岸
＝
浄
土
と
重
ね
合
せ
て
認
識
さ
れ
た
か
ら
な
の
だ
ろ
う
。し
か
し
浄
土
の
表
象
と
し
て

の
四
季
の
庭
が
、こ
れ
ら
異
界
に
も
あ
っ
た
と
す
る
の
は
ご
く
自
然
な
連
想
で
あ
る
に
違
い
な
い
。

　も
ち
ろ
ん
、そ
の
四
季
の
庭
が
、六
条
院
の
そ
れ
と
同
じ
で
あ
る
は
ず
も
な
い
。六
条
院
の
四
季

の
庭
が
、あ
く
ま
で
生
け
る
仏
の
御
国
の
そ
れ
と
し
て
、つ
ま
り
は
現
実
の
庭
と
し
て
着
想
さ
れ
て

い
た
の
に
対
し
、そ
れ
ら
の
庭
で
は
、そ
の
異
界
の
こ
の
世
な
ら
ぬ
異
界
性
を
、さ
ら
に
増
幅
さ
せ

ん
が
た
め
の
表
象
と
し
て
、あ
る
特
性
が
与
え
ら
れ
て
い
た
。そ
の
特
性
と
は
…
、極
楽
と
同
じ

だ
、と
云
え
ば
も
う
お
分
か
り
だ
ろ
う
。そ
う
、四
季
の
別
な
く
、つ
ま
り
は
そ
の
庭
で
は
、四
季
の

草
花
が
い
つ
も
同
時
に
咲
き
匂
う
。そ
ん
な
こ
と
あ
る
は
ず
も
な
い
？
い
や
、そ
う
で
あ
れ
ば
こ

そ
、そ
こ
は
浄
土
で
あ
り
、異
界
で
あ
っ
た
。

　で
は
、そ
こ
に
咲
く
草
花
は
ど
ん
な
も
の
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
か
。こ
こ
で
は
そ
ん
な
異
界
を
代
表

さ
せ
て
、酒
伝
童
子
の
、鬼
の
棲
む
館
の
四
季
の
庭
を
見
て
お
こ
う
。

　 

　や
う
や
う
宮
殿
に
近
づ
き
、見
れ
ば
そ
の
あ
た
り
に
は
四
季
の
景
気
を
学
べ
り
。お
そ
ろ
し

　き
鬼
が
岩
屋
な
れ
ど
も
、そ
の
気
色
は
、さ
な
が
ら
都
に
こ
と
な
ら
ず
。

　
　ま
づ
東
面
を
見
て
あ
れ
ば
、春
の
気
色
と
う
ち
見
え
て
、梅
と
桜
の
咲
き
乱
れ
、柳
の
糸
の
春

　風
に
、な
び
く
霞
の
う
ち
よ
り
も
、鶯
の
声
澄
み
わ
た
り
、軒
近
く
咲
く
木
々
の
色
、い
づ
れ
の

　梢
も
花
な
れ
や
。

　

　
　南
面
を
見
て
あ
れ
ば
、夏
の
気
色
と
う
ち
見
え
て
、春
を
隔
つ
る
垣
ほ
に

　は
、ま
づ
卯
の
花
や
咲
き
ぬ
ら
ん
。池
の
蓮
は
露
か
け
て
、水
際
涼
し
き

　小
波
に
、水
鳥
あ
ま
た
戯
れ
つ
つ
、繁
み
が
ち
な
る
梢
の
空
に
鳴
く
蝉
の
声
、

　あ
は
れ
な
り
。夕
立
と
ほ
る
時
鳥
、鳴
き
て
夏
と
や
知
ら
れ
け
ん
。

　
　西
は
秋
か
と
う
ち
見
え
て
、四
方
の
梢
も
紅
葉
し
て
、籬
の
う
ち
な
る

　白
菊
や
、霧
た
ち
こ
む
る
野
辺
の
す
ゑ
、、小
萩
か
露
を
分
け
分
け
て
、声

　も
の
す
ご
き
鹿
の
音
に
、秋
と
の
み
こ
そ
知
ら
れ
け
れ
。

　
　さ
て
北
を
眺
む
れ
ば
、冬
の
気
色
と
う
ち
見
え
て
、四
方
の
梢
も
冬
枯

　れ
の
、朽
葉
に
置
け
る
初
霜
や
、山
々
は
た
だ
白
妙
の
、雪
に
埋
る
る
谷
の

　戸
に
、心
細
く
も
、炭
竃
の
、煙
に
し
る
き
賤
が
わ
ざ
、冬
を
知
ら
す
る
気

　色
か
な
。四
季
の
体
の
お
も
し
ろ
さ
に
、そ
ぞ
ろ
に
時
を
移
し
け
り
。

鬼
を
退
治
せ
ん
と
、恐
ろ
し
い
そ
の
館
に
入
っ
た
こ
と
も
忘
れ
、源
頼
光
一
行

が
、四
季
の
庭
の
美
し
さ
に
、つ
い
見
と
れ
て
し
ま
う
当
り
、こ
れ
に
寄
せ
る

わ
た
し
た
ち
の
先
祖
の
思
い
の
深
さ
が
投
影
さ
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
。む
ろ

ん
異
界
の
庭
で
も
咲
き
乱
れ
る
の
は
、こ
の
世
の
花
で
あ
る
。し
か
し
そ
の

種
類
は
六
条
院
の
庭
の
そ
れ
よ
り
は
る
か
に
多
い
。し
か
も
鶯
に
時
鳥
、鹿

の
声
も
聞
こ
え
る
。王
朝
人
の
み
な
ら
ず
、わ
た
し
た
ち
の
先
祖
が
四
季
を

感
じ
る
た
め
の
契
機
と
な
っ
た
草
花
や
鳥
な
ど
は
、こ
こ
に
尽
き
る
と
称
し

て
よ
い
だ
ろ
う
。も
と
よ
り
そ
れ
ら
す
べ
て
描
く
わ
け
に
は
い
か
な
い
。こ
の

問
題
の
詞
書
を
絵
画
化
す
る
に
当
っ
て
狩
野
元
信（
一
四
七
六
〜
一
五
五
九
）

は
、梅

　松
に
藤

　小
菊
に
萩（
葛
）、そ
し
て
雪
積
も
る
柳
を
も
っ
て
し
た
。

こ
れ
ら
こ
そ
が
、元
信
の
時
代
、究
極
の
四
季
の
草
花
と
言
わ
ん
ば
か
り
で

あ
る
。そ
れ
に
し
て
も
冬
の
、雪
が
積
も
っ
た
樹
木
が
、ど
う
し
て
柳
な
の
か
。

こ
こ
で
も
わ
た
し
た
ち
の
季
節
感
と
ズ
レ
が
あ
る
。ど
う
し
て
な
の
だ
ろ
う

か（
続
く
）。

眼
の
極
楽
⑪

　江
戸
の
花
園

館
長 

榊
原
悟

み
な
み
ひ
ん
が
し

お
ま
へ

う

き
た

ざ
い

む
ま
ば

お
も
て

さ
う
ぶ
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ま
つ
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ま

ほ
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け

と
ぎ

じ
ょ
う
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ひ
め

く
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で
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お
に

お
も
て
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す
み

う
ぐ
い
す

す

の
き

う
め

さ
く
ら

さ

み
だ

や
な
ぎ

こ
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え

や
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ぎ

あ
わ

み
く
に
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も
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の
よ
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み
つ

た
よ

は
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ぶ
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つ

み
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ま
ち

へ
だ

か
き
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た
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お
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ゞ
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ち
ゆ

あ
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め

り
ん
ど
う

う

さ

か
き
ね

わ
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お
ぼ
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な
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ち
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な

な
で
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さ
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く
れ
た
け
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ぜ
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ぶ
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や
ま
ざ
と

ひ
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が
し

ま
へ
ち
か

せ
ん

い
づ
み

た
き
お
と

せ
ん
ざ
い

ご
え
ふ

せ
ん
ざ
い

う
ゑ
き

ま
ち

び
と

く
だ
り

も
と

つ
む

お
ん
よ
う
ご
ぎ
ょ
う

ゆ
え

げ
ん
し
ん

ご
み
ょ
う
き
ょ
う
か
い

き
よ

と
う
そ
く

お
ん
れ
い
じ
ょ
う
ち
ゃ
く

ざ
ん
ま
い

け
ら
く

た
と

め
つ
じ
ん

す
ぐ

わ
く
ぐ
み

さ

さ

み
だ

い
わ
つ
つ
じ

や
ま

つ

へ
だ

は
ち
す

た
は
む

さ
ざ
な
み

し
げ

こ
ず
え

ほ
と
と
ぎ
す

し
ら
ぎ
く

し
か

よ
も

く
ち
ば

す
み
か
ご

て
い

け
む
り

は
つ
し
も

し
ろ
た
え

む
も こ

ず
え

ふ
ゆ
が

ね

こ
は
ぎ

つ
ゆ

の
べ

よ
も

こ
ず
え

も
み
じ

ま
せ

せ
み

う

つ
ゆ

み
ぎ
わ
す
ず か

き

サントリー美術館本『酒伝童子絵巻』（狩野元信筆）より 梅、藤、秋草（葛、薄、萩、菊）、雪積もる柳で四季の草花を代表させた

か
げ



　
　四
季
の
庭

　
　南
東（
紫
の
上
の
春
の
町
）は
、山
高
く
、春
の
花
の
木
、数
を
尽
く
し
て
植
ゑ
、池
の
さ
ま
、

　ゆ
ほ
び
か
に
面
白
く
す
ぐ
れ
て
、御
前
近
き
前
栽
、五
葉
・
紅
梅
・
桜
・
藤
・
山
吹
・
岩
躑
躅
な
ど

　や
う
の
、春
の
も
て
あ
そ
び
を
、わ
ざ
と
は
植
ゑ
て
、秋
の
前
栽
を
ば
、む
ら

く
ほ
の
か
に
ま

　ぜ
た
り
、

　
　中
宮
の
御
町（
秋
好
中
宮
の
秋
の
町
）を
ば
、も
と
の
山
に
、紅
葉
、色
濃
か
る
べ
き
植
木
ど

　も
を
植
ゑ
、泉
の
水
と
ほ
く
澄
ま
し
や
り
、水
の
音
ま
さ
る
べ
き
岩
を
た
て
く
は
へ
、滝
落
し
て
、

　秋
の
野
を
は
る
か
に
作
り
た
る
、そ
の
こ
ろ
に
あ
ひ
て
、盛
り
に
咲
き
乱
れ
た
り
、嵯
峨
の
大
井

　の
わ
た
り
の
野
山
、む
と
く
に
け
お
さ
れ
た
る
秋
な
り
、

　
　北
の
東（
花
散
里
の
夏
の
町
）は
、涼
し
げ
な
る
泉
あ
り
て
、夏
の
陰
に
よ
れ
り
、前
近
き
前

　栽
、呉
竹
、下
風
涼
し
か
る
べ
く
、木
高
き
森
の
様
な
る
木
ど
も
、木
深
く
お
も
し
ろ
く
山
里
め

　き
て
、卯
の
花
咲
く
べ
き
垣
根
、こ
と
さ
ら
に
し
渡
し
て
、昔
思
ゆ
る
花
橘
、撫
子
、薔
薇
、く

　た
に（
竜
胆
）な
ど
や
う
の
花
く
さ
ぐ
を
植
ゑ
て
、春
秋
の
木
草
、そ
の
中
に
う
ち
ま
ぜ
た
り
、ひ

　ん
が
し
面
は
、分
け
て
馬
場
の
殿
つ
く
り
、埒
結
ひ
て
、五
月
の
御
遊
び
所
に
て
、水
の
ほ
と
り

　に
菖
蒲
植
ゑ
し
げ
ら
せ
て
、む
か
ひ
に
御
厩
し
て
、世
に
な
き
上
馬
ど
も
を
と
ゝ
の
へ
立
て
さ
せ

　給
へ
り
、

　
　西
の
町（
明
石
の
上
の
冬
の
町
）は
、北
お
も
て
築
き
わ
け
て
御
蔵
町
な
り
、隔
て
の
垣
に
唐
竹

　植
ゑ
て
、松
の
木
し
げ
く
、雪
を
も
て
あ
そ
ば
ん
便
り
に
よ
せ
た
り
、冬
の
は
じ
め
の
朝
霜
む
す

　ぶ
べ
き
菊
の
ま
が
き
、わ
れ
は
顔
な
る
柞
原
、を
さ

く
名
も
知
ら
ぬ
深
山
木
ど
も
の
木
深

　き
な
ど
を
、移
し
植
ゑ
た
り
、

『
源
氏
物
語
』少
女

　六
条
院
四
季
の
庭
に
植
え
ら
れ
た
草
木
花
草
が
、こ
れ
で
あ
る
。割
り
ふ
る
季
節
に
若
干
の
違

い
は
あ
る
も
の
の
、現
在
の
わ
た
し
た
ち
に
も
、そ
れ
ぞ
れ
の
季
節
を
代
表
す
る
草
木
で
あ
る
。む

ろ
ん
王
朝
人
の
熱
狂
さ
に
較
べ
れ
ば
、花
橘
や
撫
子
に
対
す
る
現
代
人
の
気
持
ち
は
冷
め
て
い
る

と
云
え
る
だ
ろ
う（
そ
れ
に
し
て
も
あ
の「
さ
つ
き
待
つ
花
橘
の
香
を
か
げ
ば
昔
の
人
の
袖
の
香
ぞ

す
る
」は
な
ん
と
云
う
い
い
歌
だ
）。だ
が
両
者
の
間
に
あ
る
、そ
の
温
度
差
に
こ
そ
、そ
れ
ぞ
れ
の

時
代
の
眼
の
枠
組
の
違
い
を
読
み
解
く
こ
と
が
で
き
る
点
に
つ
い
て
は
、す
で
に
卯
の
花
と
菜
の

花
の
場
合
を
例
に
述
べ
た
の
で
、改
め
て
思
い
出
し
て
欲
し
い
。

　と
こ
ろ
で
こ
の
四
季
の
庭
、い
ま
の
と
こ
ろ
、そ
れ
を
最
初
に
ま
と
ま
っ
た
か
た
ち
で
述
べ
て
く

れ
た
の
は
、実
は『
源
氏
物
語
』の
ま
さ
し
く
掲
出
の
件
で
あ
っ
た
。長
い
引
用
も
そ
れ
故
だ
。む
ろ

ん
四
季
の
庭
の
原
型
と
し
て
、さ
ら
に
四
方
に
四
季
を
配
し
た
中
国
の
陰
陽
五
行
思
想
に
基
づ
く

庭
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。そ
れ
が
平
安
時
代
、西
方
極
楽
浄
土
の
イ
メ
ー
ジ
と
結
び
付
き
、新
た
に

紡
ぎ
出
さ
れ
た
も
の
こ
そ『
源
氏
物
語
』が
述
べ
た
よ
う
な
四
季
の
庭
で
あ
る
と
い
う（
ベ
テ
ィ
ー

ナ
・
ク
ラ
イ
ン「
新
発
見
の
四
季
草
花
小
禽
図
屏
風
に
つ
い
て
―
中
世
末
期
狩
野
派
の
金
屏
風
の
一

例
の
様
式
分
析
及
び
そ
の
図
像
に
つ
い
て
の
注
釈
」『
国
華
』1044

・1045

・1047

・1048

号
）。

　確
か
に
王
朝
貴
族
た
ち
の
心
情
＝
宗
教
観
に
決
定
的
影
響
を
与
え
た
源
信（
九
四
二
〜
一
〇
一

七
）の『
往
生
要
集
』が
説
く
極
楽
と
は
、五
妙
境
界
の
楽
、す
な
わ
ち
五
官
の
対
象
で
あ
る
色
・

声
・
香
・
味
・
触
の
五
つ
が
美
し
く
浄
ら
か
に
勝
れ
た
と
こ
ろ
だ
と
云
い
、そ
こ
は
、

　

　光
明
周
遍
し
て
日
・
月
・
燈
燭
を
用
ひ
ず
、
冷
暖
調
和
し
て
、
春
秋
冬
夏
あ
る
こ
と
な
し
、
自
然

の
徳
風
は
温
冷
調
適
し
、
衆
生
の
身
に
触
る
る
に
皆
快
楽
を
得
る
こ
と
、
譬
へ
ば
比
丘
の
、
減
尽

三
昧
を
得
る
が
如
し

岩
波
文
庫
版『
往
生
要
集
』大
文
第
二
欣
求
浄
土

と
、光
に
満
ち
あ
ふ
れ
、春
夏
秋
冬
・
四
季
の
別
な
く
、寒
か
ら
ず
暑
か
ら
ず
、自
然
に
吹
く
風
で
い

つ
も
穏
や
か
で
快
適
な
温
度
を
保
っ
て
い
た
、と
あ
る
。ま
さ
し
く
暑
さ
寒
さ
も
彼
岸
ま
で
、と
云
う

わ
け
だ
が
、こ
こ
で
の
ミ
ソ
は
、そ
の
極
楽
に
四
季
と
云
う
よ
り
、そ
の
別
が
な
い
点
だ
ろ
う
。別
が

な
い
の
な
ら
、す
べ
て
を
完
備
さ
せ
れ
ば
よ
い
の
で
は
な
い
か
―
王
朝
貴
族
＝
光
源
氏
が
そ
う
考
え

た
か
否
か
、『
源
氏
物
語
』自
体
は
何
も
語
っ
て
い
な
い
が
、六
条
院
に
、草
花
が
四
季
の
推
移
と
共

に
咲
き
匂
う
庭
を
造
っ
た
着
想
の
ど
こ
か
に
、『
往
生
要
集
』の
説
く
こ
の
極
楽
の
イ
メ
ー
ジ
と
通

じ
る
と
こ
ろ
が
あ
る
こ
と
は
否
定
で
き
ま
い
。現
に『
源
氏
物
語
』は
、六
条
院
で
の
暮
ら
し
を
、

　
　生
け
る
仏
の
御
国

と
述
べ
て
い
る
で
は
な
い
か
。こ
の
世（
此
岸
）の
浄
土
で
あ
る
と
い
う
の
だ
。

　興
味
深
い
の
は
、こ
の
四
季
の
庭
＝
浄
土
の
イ
メ
ー
ジ
を
、わ
た
し
た
ち
の
先
祖
が
さ
ら
に
時
代

と
共
に
豊
か
に
ふ
く
ら
ま
せ
た
点
で
あ
る
。中
世
か
ら
近
世
に
か
け
て
人
び
と
が
親
し
ん
だ
お
伽

草
子
の
中
に
お
い
て
で
あ
る
。そ
こ
で
は
、あ
る
特
別
の
場
所
を
述
べ
る
際
、ほ
ぼ
例
外
な
く
四
季

の
庭
を
語
る
こ
と
を
常
と
し
た
。蓬
莱
山
や
竜
宮
城
し
か
り
、鬼
の
館
し
か
り
、そ
し
て
ま
た
浄
瑠
璃

姫
の
、あ
の
矢
矧
の
長
者
の
館
し
か
り
、で
あ
る
。そ
れ
ら
が
異
界
、異
境
で
あ
る
限
り
、こ
の
世
な

ら
ぬ
彼
岸
＝
浄
土
と
重
ね
合
せ
て
認
識
さ
れ
た
か
ら
な
の
だ
ろ
う
。し
か
し
浄
土
の
表
象
と
し
て

の
四
季
の
庭
が
、こ
れ
ら
異
界
に
も
あ
っ
た
と
す
る
の
は
ご
く
自
然
な
連
想
で
あ
る
に
違
い
な
い
。

　も
ち
ろ
ん
、そ
の
四
季
の
庭
が
、六
条
院
の
そ
れ
と
同
じ
で
あ
る
は
ず
も
な
い
。六
条
院
の
四
季

の
庭
が
、あ
く
ま
で
生
け
る
仏
の
御
国
の
そ
れ
と
し
て
、つ
ま
り
は
現
実
の
庭
と
し
て
着
想
さ
れ
て

い
た
の
に
対
し
、そ
れ
ら
の
庭
で
は
、そ
の
異
界
の
こ
の
世
な
ら
ぬ
異
界
性
を
、さ
ら
に
増
幅
さ
せ

ん
が
た
め
の
表
象
と
し
て
、あ
る
特
性
が
与
え
ら
れ
て
い
た
。そ
の
特
性
と
は
…
、極
楽
と
同
じ

だ
、と
云
え
ば
も
う
お
分
か
り
だ
ろ
う
。そ
う
、四
季
の
別
な
く
、つ
ま
り
は
そ
の
庭
で
は
、四
季
の

草
花
が
い
つ
も
同
時
に
咲
き
匂
う
。そ
ん
な
こ
と
あ
る
は
ず
も
な
い
？
い
や
、そ
う
で
あ
れ
ば
こ

そ
、そ
こ
は
浄
土
で
あ
り
、異
界
で
あ
っ
た
。

　で
は
、そ
こ
に
咲
く
草
花
は
ど
ん
な
も
の
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
か
。こ
こ
で
は
そ
ん
な
異
界
を
代
表

さ
せ
て
、酒
伝
童
子
の
、鬼
の
棲
む
館
の
四
季
の
庭
を
見
て
お
こ
う
。

　 

　や
う
や
う
宮
殿
に
近
づ
き
、見
れ
ば
そ
の
あ
た
り
に
は
四
季
の
景
気
を
学
べ
り
。お
そ
ろ
し

　き
鬼
が
岩
屋
な
れ
ど
も
、そ
の
気
色
は
、さ
な
が
ら
都
に
こ
と
な
ら
ず
。

　
　ま
づ
東
面
を
見
て
あ
れ
ば
、春
の
気
色
と
う
ち
見
え
て
、梅
と
桜
の
咲
き
乱
れ
、柳
の
糸
の
春

　風
に
、な
び
く
霞
の
う
ち
よ
り
も
、鶯
の
声
澄
み
わ
た
り
、軒
近
く
咲
く
木
々
の
色
、い
づ
れ
の

　梢
も
花
な
れ
や
。

　

　
　南
面
を
見
て
あ
れ
ば
、夏
の
気
色
と
う
ち
見
え
て
、春
を
隔
つ
る
垣
ほ
に

　は
、ま
づ
卯
の
花
や
咲
き
ぬ
ら
ん
。池
の
蓮
は
露
か
け
て
、水
際
涼
し
き

　小
波
に
、水
鳥
あ
ま
た
戯
れ
つ
つ
、繁
み
が
ち
な
る
梢
の
空
に
鳴
く
蝉
の
声
、

　あ
は
れ
な
り
。夕
立
と
ほ
る
時
鳥
、鳴
き
て
夏
と
や
知
ら
れ
け
ん
。

　
　西
は
秋
か
と
う
ち
見
え
て
、四
方
の
梢
も
紅
葉
し
て
、籬
の
う
ち
な
る

　白
菊
や
、霧
た
ち
こ
む
る
野
辺
の
す
ゑ
、、小
萩
か
露
を
分
け
分
け
て
、声

　も
の
す
ご
き
鹿
の
音
に
、秋
と
の
み
こ
そ
知
ら
れ
け
れ
。

　
　さ
て
北
を
眺
む
れ
ば
、冬
の
気
色
と
う
ち
見
え
て
、四
方
の
梢
も
冬
枯

　れ
の
、朽
葉
に
置
け
る
初
霜
や
、山
々
は
た
だ
白
妙
の
、雪
に
埋
る
る
谷
の

　戸
に
、心
細
く
も
、炭
竃
の
、煙
に
し
る
き
賤
が
わ
ざ
、冬
を
知
ら
す
る
気

　色
か
な
。四
季
の
体
の
お
も
し
ろ
さ
に
、そ
ぞ
ろ
に
時
を
移
し
け
り
。

鬼
を
退
治
せ
ん
と
、恐
ろ
し
い
そ
の
館
に
入
っ
た
こ
と
も
忘
れ
、源
頼
光
一
行

が
、四
季
の
庭
の
美
し
さ
に
、つ
い
見
と
れ
て
し
ま
う
当
り
、こ
れ
に
寄
せ
る

わ
た
し
た
ち
の
先
祖
の
思
い
の
深
さ
が
投
影
さ
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
。む
ろ

ん
異
界
の
庭
で
も
咲
き
乱
れ
る
の
は
、こ
の
世
の
花
で
あ
る
。し
か
し
そ
の

種
類
は
六
条
院
の
庭
の
そ
れ
よ
り
は
る
か
に
多
い
。し
か
も
鶯
に
時
鳥
、鹿

の
声
も
聞
こ
え
る
。王
朝
人
の
み
な
ら
ず
、わ
た
し
た
ち
の
先
祖
が
四
季
を

感
じ
る
た
め
の
契
機
と
な
っ
た
草
花
や
鳥
な
ど
は
、こ
こ
に
尽
き
る
と
称
し

て
よ
い
だ
ろ
う
。も
と
よ
り
そ
れ
ら
す
べ
て
描
く
わ
け
に
は
い
か
な
い
。こ
の

問
題
の
詞
書
を
絵
画
化
す
る
に
当
っ
て
狩
野
元
信（
一
四
七
六
〜
一
五
五
九
）

は
、梅

　松
に
藤

　小
菊
に
萩（
葛
）、そ
し
て
雪
積
も
る
柳
を
も
っ
て
し
た
。

こ
れ
ら
こ
そ
が
、元
信
の
時
代
、究
極
の
四
季
の
草
花
と
言
わ
ん
ば
か
り
で

あ
る
。そ
れ
に
し
て
も
冬
の
、雪
が
積
も
っ
た
樹
木
が
、ど
う
し
て
柳
な
の
か
。

こ
こ
で
も
わ
た
し
た
ち
の
季
節
感
と
ズ
レ
が
あ
る
。ど
う
し
て
な
の
だ
ろ
う

か（
続
く
）。

眼
の
極
楽
⑪

　江
戸
の
花
園

館
長 

榊
原
悟

み
な
み
ひ
ん
が
し

お
ま
へ

う

き
た

ざ
い

む
ま
ば

お
も
て

さ
う
ぶ

き
た

ま
つ

い
ま

ほ
と
け

と
ぎ

じ
ょ
う
る
り

ひ
め

く
う
で
ん

お
に

お
も
て

か
す
み

う
ぐ
い
す

す

の
き

う
め

さ
く
ら

さ

み
だ

や
な
ぎ

こ
ず
え

や
は
ぎ

あ
わ

み
く
に

み
な
も
と
の
よ
り
み
つ

た
よ

は
っ
そ
ば
ら

み
や
ま
ぎ

こ
ぶ
か

あ
さ

つ

み
く
ら
ま
ち

へ
だ

か
き

か
ら
た
け

お
と
ゞ

ら
ち
ゆ

あ
そ

み
ま
や

め

り
ん
ど
う

う

さ

か
き
ね

わ
た

お
ぼ

は
な
た
ち
ば
な

な
で
し
こ

さ
う
び

く
れ
た
け

し
た
か
ぜ
す
ず

こ
だ
か

こ
ぶ
か

や
ま
ざ
と

ひ
ん
が
し

ま
へ
ち
か

せ
ん

い
づ
み

た
き
お
と

せ
ん
ざ
い

ご
え
ふ

せ
ん
ざ
い

う
ゑ
き

ま
ち

び
と

く
だ
り

も
と

つ
む

お
ん
よ
う
ご
ぎ
ょ
う

ゆ
え

げ
ん
し
ん

ご
み
ょ
う
き
ょ
う
か
い

き
よ

と
う
そ
く

お
ん
れ
い
じ
ょ
う
ち
ゃ
く

ざ
ん
ま
い

け
ら
く

た
と

め
つ
じ
ん

す
ぐ

わ
く
ぐ
み

さ

さ

み
だ

い
わ
つ
つ
じ

や
ま

つ

へ
だ

は
ち
す

た
は
む

さ
ざ
な
み

し
げ

こ
ず
え

ほ
と
と
ぎ
す

し
ら
ぎ
く

し
か

よ
も

く
ち
ば

す
み
か
ご

て
い

け
む
り

は
つ
し
も

し
ろ
た
え

む
も こ

ず
え

ふ
ゆ
が

ね

こ
は
ぎ

つ
ゆ

の
べ

よ
も

こ
ず
え

も
み
じ

ま
せ

せ
み

う

つ
ゆ

み
ぎ
わ
す
ず か

き
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　前
号
で
も
少
し
触
れ
た
よ
う
に
、藤
井
は
、

放
浪
生
活
の
な
か
で
晩
年
に
は
岡
崎
に
も
暮

ら
し
、そ
の
最
期
を
迎
え
た
の
も
岡
崎
市
民

病
院
で
し
た
。そ
れ
こ
そ
、熱
心
な
支
援
者
が

い
た
時
代
に
は
、藤
井
は
郷
土
の
大
先
生
と

さ
れ
て
い
ま
し
た
。と
こ
ろ
が
、最
近
で
は
こ

う
し
た
状
況
も
変
化
し
、大
正
・
昭
和
初
期
の

東
京
で
の
進
取
の
活
動
が
注
目
さ
れ
る
に
つ

れ
、美
術
史
の
世
界
に
お
い
て
、「
近
代
工
芸
の

先
駆
者
」と
し
て
、富
本
憲
吉
な
ど
と
並
ん
で

そ
の
評
価
が
高
ま
っ
て
い
ま
す
。し
た
が
っ
て
、

「
全
貌
展
」と
銘
を
打
ち
な
が
ら
も
、本
展
の

作
品
の
中
心
は
、ど
う
し
て
も
東
京
時
代
の

も
の
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。そ
こ
で
、敢
え
て

こ
こ
で
は
、岡
崎
市
と
藤
井
の
関
係
に
焦
点

を
当
て
た
お
話
を
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

　藤
井
が
最
初
に
岡
崎
を
訪
れ
た
の
は
、戦

前
の
こ
と
で
す
。大
正
一
四
年
、東
京
で
活
動

す
る
愛
知
県
出
身
の
作
家
た
ち
が
結
成
し
た

「
愛
知
社
」に
参
加
し
た
の
で
す
が
、そ
の
会
の

中
心
画
家
加
藤
静
児
の
支
援
者
で
あ
っ
た
千

賀
千
太
郎（
名
誉
市
民
、衆
議
院
議
員
、商
工

会
議
所
会
頭
）が
、岡
崎
で「
愛
知
社
」展
を
開

催
し
た
折
り
に
、藤
井
も
来
岡
し
た
の
で
す
。

　し
か
し
、何
と
言
っ
て
も
重
要
な
の
は
、伝

馬
通
り
に
あ
っ
た
料
亭「
中
む
ら
」の
経
営
者

中
村
く
に
と
の
交
友
で
し
ょ
う
。「
閑
翁
閑
談

　藤
井
翁
を
偲
ぶ
」（『
東
海
新
聞
』昭
和
三
九

年
）に
は
、「
翁
も
翁
の
姉
し
の
さ
ん
も
中
村

さ
ん
を
わ
が
娘
の
よ
う
に
愛
し
て
い
ら
れ
た
」

と
あ
り
ま
す
が
、彼
女
と
藤
井
の
出
会
い
は

さ
ら
に
旧
く
大
正
八
年
頃
に
さ
か
の
ぼ
る
と

い
い
ま
す
。ま
だ
、「
市
丸
」の
名
で
芸
妓
を
つ

と
め
て
い
た
時
代
で
す（
ち
な
み
に「
正
調
五

万
石
」を
唄
っ
た
の
が
中
村
く
に
で
す
）。そ
の

後
、昭
和
二
五
年
に
、彼
女
は
岡
崎
の
財
界
人

の
出
資
を
得
て
、料
亭「
中
む
ら
」を
設
立
し

た
の
で
す
が
、こ
こ
は
、ち
ょっ
と
し
た
文
化
サ

ロ
ン
の
よ
う
な
存
在
だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
。藤

井
も
度
々
訪
れ
、例
え
ば
、昭
和
三
四
年
、当

時
の
桑
原
県
知
事
か
ら
、藤
井
が
ニュ
ー
ヨ
ー

ク
髙
島
屋
で
開
か
れ
る「
日
本
貿
易
博
覧
会
」

へ
出
品
す
る
県
下
特
産
工
芸
品
の
選
択
と
指

導
の
任
を
受
け
た
際
に
は
、打
合
せ
会
議
が

こ
こ
、中
む
ら
で
開
か
れ
、瀬
戸
作
陶
会
の
亀

井
清
市
や
小
原
の
漆
研
究
家
安
藤
繁
和
な
ど

も
集
ま
り
ま
し
た
。

　藤
井
は
、昭
和
三
二
年
か
ら
し
ば
ら
く
大
樹

寺
の
近
藤
重
吉
氏
の
離
れ
に
仮
寓
し
、三
七
年

に
は
終
の
棲
家
と
し
て
、戸
崎
町
に
移
り
住
み

ま
し
た
。松
尾
資
信
愛
知
県
総
務
部
長
を
中

心
に「
藤
井
達
吉
翁
帰
郷
歓
迎
発
起
人
会
」が

設
立
さ
れ
、吉
良
町
宮
崎
海
岸
に
あ
っ
た
宮
崎

保
養
所
を
払
い
下
げ
し
て
も
ら
い
、日
清
紡
工

場
裏
手
の
土
地
へ
移
築
、帰
郷
を
積
極
的
に
促

し
た
の
で
す
。当
然
な
が
ら
、中
村
く
に
も
中

心
と
な
っ
て
働
き
、藤
井
も「
地
元
の
人
の
熱

心
さ
に
負
け
た
」と
し
て
こ
れ
を
受
け
入
れ
た

の
で
し
た（
面
白
い
の
は
、こ
ら
え
性
の
な
い
藤

井
の
性
格
で
、「
工
場
噪
音
が
心
を
乱
す
」と
し

て
八
ヶ
月
で
湯
河
原
に
移
っ
て
し
ま
い
ま
す
。

し
か
し
昭
和
三
九
年
に
は
、「
岡
崎
に
骨
を
埋

め
た
い
」と
し
て
戸
崎
町
に
戻
り
、七
月
に
死

去
。葬
儀
は
、昌
光
律
寺
で
行
わ
れ
ま
し
た
）。

藤
井
は
こ
の
恩
義
に
と
、岡
崎
市
に
継
色
紙

を
八
〇
点
ほ
ど
寄
贈
し
た
の
で
す
が
、そ
の
仲

介
を
果
た
し
た
の
も
、ま
と
ま
っ
た
翁
の
コ
レ

ク
シ
ョ
ン
の
必
要
を
感
じ
た
中
村
く
に
の
よ
う

で
す
。彼
女
自
身
も
、昭
和
四
七
年
に
美
術
品

を
一二
〇
点
ほ
ど
、翌
四
八
年
に
は
工
芸
品
を

九
〇
点
ほ
ど
岡
崎
市
に
寄
贈
し
、昭
和
五一
年

に
亡
く
な
る
と
、ご
子
息
か
ら
一
〇
〇
点
を
越

え
る
作
品
が
寄
贈
さ
れ
ま
し
た
。

　今
で
は
東
京
時
代
の
活
動
が
注
目
さ
れ
て

い
ま
す
が
、改
め
て
藤
井
の
岡
崎
で
の
活
動
を

整
理
し
、詳
細
を
調
べ
て
み
る
必
要
を
感
じ
て

い
ま
す
。

会期：平成26年 4月5日（土）～6月1日（日）

【
問
１
】

　上
に
な
ら
べ
た
二
つ
の
古
文
書
。こ
れ
を

比
べ
て
、異
な
る
点
を
挙
げ
な
さ
い
。

　…
あ
っ
、読
む
の
や
め
な
い
で
く
だ
さ
い

（
汗
）！
試
験
を
し
た
い
訳
で
は
ご
ざ
い
ま
せ

ん
。た
だ
い
つ
も
よ
り
少
し
だ
け
長
く
、古
文

書
を
眺
め
る
時
間
を
も
っ
て
い
た
だ
き
た

か
っ
た
ん
で
す
。

　ア
ル
カ
デ
ィ
ア
を
見
て
い
た
だ
け
る
く
ら

い
な
の
で
、き
っ
と
歴
史
に
も
興
味
が
あ
る
こ

と
と
思
い
ま
す（「
そ
ん
な
こ
と
は
な
い
、私

は
美
術
が
好
き
な
ん
だ
！
」と
お
っ
し
ゃ
ら

ず
、も
う
少
し
お
付
き
合
い
く
だ
さ
い
）。そ

こ
で
次
の
問
で
す
。

【
問
２
】

　あ
な
た
は
歴
史
の
展
覧
会
で
古
文
書
を

何
秒
眺
め
て
い
ま
す
か
。

　一
〇
秒
？
一
分
?
?
近
ご
ろ
歴
史
好
き
の

女
性
の
こ
と
を「
歴
女
」と
呼
ぶ
よ
う
で
す

が
、そ
ん
な
方
で
も「
信
長
サ
マ
の
古
文
書
の

前
な
ら
何
時
間
で
も
居
ら
れ
る
わ
♡
」と
い

う
こ
と
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。お
そ
ら
く

【
問
２
】に
対
し
て
、多
く
の
方
の
答
え
は
一
分

未
満
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
？
説
明
書
き
を

読
む
時
間
の
方
が
長
い
、な
ん
て
こ
と
は
あ

り
ま
せ
ん
か
？
実
物
を
ほ
と
ん
ど
見
ず
に
解

説
を
読
む
な
ら
、実
は
ホ
ン
モ
ノ
の
古
文
書

を
展
示
す
る
必
要
っ
て
そ
ん
な
に
な
い
ん

じ
ゃ
な
い
で
し
ょ
う
か
。資
料
の
保
存
の
た
め

な
ら
そ
の
方
が
絶
対
に
良
い
。

　今
回
の
展
覧
会
は
そ
ん
な「
展
覧
会
で
古

文
書
を
展
示
す
る
意
味
っ
て
な
ん
だ
ろ

う
？
」と
い
う
疑
問
か
ら
出
発
し
ま
し
た
。

せ
っ
か
く
気
持
ち
よ
く
眠
っ
て
い
た
古
文
書

を
起
こ
し
て
展
示
さ
れ
て
も
ら
う
ん
だ
か

ら
、ど
う
せ
な
ら
皆
さ
ん
に
も
っ
と
よ
く
見
て

も
ら
い
た
い
！
そ
う
思
う
の
で
す
。

　そ
こ
で
よ
う
や
く【
問
１
】に
戻
り
ま
す
。

答
え
が「
ど
っ
ち
も
読
め
な
い
し
一
緒
に
み
え

る
」だ
っ
た
方
も
い
ら
っ
し
ゃ
る
か
と
思
い
ま

す
。そ
れ
で
全
然
間
違
い
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

け
ど
実
は
、読
め
な
く
て
も
た
く
さ
ん
の「
情

報
」が
詰
ま
っ
て
い
る
ん
で
す
！
例
と
し
て

【
問
１
】の
解
答
と
解
説
を
一つ
だ
け
挙
げ
て

み
ま
す
。

答
．Ｂ
は
Ａ
に
比
べ
て
紙
が
白
っ
ぽ
い
。

　Ａ
は「
大
高
檀
紙
」と
い
う
紙
で
、「
高
さ
の

大
き
な（
＝
縦
が
長
い
）檀
紙（
紙
の
種
類
）」

の
こ
と
で
す（
大
き
さ
は
分
か
り
ま
せ
ん

ネ
）。不
純
物
を
丁
寧
に
取
り
除
く
た
め
に

白
色
に
な
っ
て
い
ま
す
。こ
の
大
高
檀
紙
は

豊
臣
秀
吉
・
秀
次
や
徳
川
将
軍
が
使
用
し
ま

し
た
。つ
ま
り
Ａ
は
色
と
大
き
さ
か
ら
秀
吉

や
徳
川
将
軍
な
ど
が
出
し
た
文
書
と
い
う
こ

と
が
わ
か
り
ま
す
。

　余
白
が
少
な
く
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。ま

だ
書
き
足
り
な
い
の
に
…

　も
う一つ
だ
け
！
Ａ
に
は
左
下
の
ほ
う
に
サ

イ
ン
み
た
い
な
記
号
が
記
さ
れ
て
い
ま
す
が
、

こ
れ
を「
花
押
」と
い
い
ま
す
。対
し
て
Ｂ
に
は

左
下
に
朱
い
印
鑑
が
捺
さ
れ
て
い
ま
す
。二
つ

と
も
そ
の
人
が
出
し
た
文
書
で
あ
る
こ
と
の

証
明
な
の
で
す
が
、一
般
に
花
押
を
記
し
た
文

書（「
判
物
」と
言
い
ま
す
）よ
り
印
を
捺
し
た

文
書（「
朱
印
状
」）の
方
が
い
ば
っ
た
表
現
と

さ
れ
て
い
ま
す
。実
は
こ
の
二
つ
の
古
文
書
、両

方
と
も
家
康
が
大
樹
寺
に
出
し
た
法
令
な
ん
で

す
。そ
れ
な
の
に
大
樹
寺
に
対
し
て
の
態
度
が

異
な
っ
て
い
る
ん
で
す
。そ
こ
で
最
後
の
問
で

す
。

【
問
３
】

　同
じ
宛
先
な
の
に
、家
康
の
礼
の
示
し
方
が

異
な
る
の
は
な
ぜ
か
。Ａ
と
Ｂ
で
よ
り
古
い

古
文
書
は
ど
ち
ら
か
。

　い
よ
い
よ
書
く
ス
ペ
ー
ス
が
な
く
な
っ
て
き

た
の
で
答
え
は
展
覧
会
で
！
普
段
解
説
書
き

ば
っ
か
り
見
て
る
な
っ
て
方
に
こ
そ
発
見
が

た
く
さ
ん
あ
る
、そ
ん
な
展
覧
会
に
し
よ
う

と
頑
張
っ
て
い
ま
す
。私
自
身
初
め
て
の
展

示
な
の
で
、ど
う
な
る
こ
と
や
ら
…
そ
の
辺

も
乞
う
ご
期
待（
？
）と
い
う
こ
と
で
。

会期：平成26年 6月14日（土）～7月27日（日）

収蔵品展

古文書
みりょく発見！
湯 谷 翔 悟

藤井達吉の全貌
野に咲く工芸・宙を見る絵画

お
お
だ
か
だ
ん
し

・

・

・

・

か
お
う

は
ん
も
つ
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　前
号
で
も
少
し
触
れ
た
よ
う
に
、藤
井
は
、

放
浪
生
活
の
な
か
で
晩
年
に
は
岡
崎
に
も
暮

ら
し
、そ
の
最
期
を
迎
え
た
の
も
岡
崎
市
民

病
院
で
し
た
。そ
れ
こ
そ
、熱
心
な
支
援
者
が

い
た
時
代
に
は
、藤
井
は
郷
土
の
大
先
生
と

さ
れ
て
い
ま
し
た
。と
こ
ろ
が
、最
近
で
は
こ

う
し
た
状
況
も
変
化
し
、大
正
・
昭
和
初
期
の

東
京
で
の
進
取
の
活
動
が
注
目
さ
れ
る
に
つ

れ
、美
術
史
の
世
界
に
お
い
て
、「
近
代
工
芸
の

先
駆
者
」と
し
て
、富
本
憲
吉
な
ど
と
並
ん
で

そ
の
評
価
が
高
ま
っ
て
い
ま
す
。し
た
が
っ
て
、

「
全
貌
展
」と
銘
を
打
ち
な
が
ら
も
、本
展
の

作
品
の
中
心
は
、ど
う
し
て
も
東
京
時
代
の

も
の
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。そ
こ
で
、敢
え
て

こ
こ
で
は
、岡
崎
市
と
藤
井
の
関
係
に
焦
点

を
当
て
た
お
話
を
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

　藤
井
が
最
初
に
岡
崎
を
訪
れ
た
の
は
、戦

前
の
こ
と
で
す
。大
正
一
四
年
、東
京
で
活
動

す
る
愛
知
県
出
身
の
作
家
た
ち
が
結
成
し
た

「
愛
知
社
」に
参
加
し
た
の
で
す
が
、そ
の
会
の

中
心
画
家
加
藤
静
児
の
支
援
者
で
あ
っ
た
千

賀
千
太
郎（
名
誉
市
民
、衆
議
院
議
員
、商
工

会
議
所
会
頭
）が
、岡
崎
で「
愛
知
社
」展
を
開

催
し
た
折
り
に
、藤
井
も
来
岡
し
た
の
で
す
。

　し
か
し
、何
と
言
っ
て
も
重
要
な
の
は
、伝

馬
通
り
に
あ
っ
た
料
亭「
中
む
ら
」の
経
営
者

中
村
く
に
と
の
交
友
で
し
ょ
う
。「
閑
翁
閑
談

　藤
井
翁
を
偲
ぶ
」（『
東
海
新
聞
』昭
和
三
九

年
）に
は
、「
翁
も
翁
の
姉
し
の
さ
ん
も
中
村

さ
ん
を
わ
が
娘
の
よ
う
に
愛
し
て
い
ら
れ
た
」

と
あ
り
ま
す
が
、彼
女
と
藤
井
の
出
会
い
は

さ
ら
に
旧
く
大
正
八
年
頃
に
さ
か
の
ぼ
る
と

い
い
ま
す
。ま
だ
、「
市
丸
」の
名
で
芸
妓
を
つ

と
め
て
い
た
時
代
で
す（
ち
な
み
に「
正
調
五

万
石
」を
唄
っ
た
の
が
中
村
く
に
で
す
）。そ
の

後
、昭
和
二
五
年
に
、彼
女
は
岡
崎
の
財
界
人

の
出
資
を
得
て
、料
亭「
中
む
ら
」を
設
立
し

た
の
で
す
が
、こ
こ
は
、ち
ょっ
と
し
た
文
化
サ

ロ
ン
の
よ
う
な
存
在
だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
。藤

井
も
度
々
訪
れ
、例
え
ば
、昭
和
三
四
年
、当

時
の
桑
原
県
知
事
か
ら
、藤
井
が
ニュ
ー
ヨ
ー

ク
髙
島
屋
で
開
か
れ
る「
日
本
貿
易
博
覧
会
」

へ
出
品
す
る
県
下
特
産
工
芸
品
の
選
択
と
指

導
の
任
を
受
け
た
際
に
は
、打
合
せ
会
議
が

こ
こ
、中
む
ら
で
開
か
れ
、瀬
戸
作
陶
会
の
亀

井
清
市
や
小
原
の
漆
研
究
家
安
藤
繁
和
な
ど

も
集
ま
り
ま
し
た
。

　藤
井
は
、昭
和
三
二
年
か
ら
し
ば
ら
く
大
樹

寺
の
近
藤
重
吉
氏
の
離
れ
に
仮
寓
し
、三
七
年

に
は
終
の
棲
家
と
し
て
、戸
崎
町
に
移
り
住
み

ま
し
た
。松
尾
資
信
愛
知
県
総
務
部
長
を
中

心
に「
藤
井
達
吉
翁
帰
郷
歓
迎
発
起
人
会
」が

設
立
さ
れ
、吉
良
町
宮
崎
海
岸
に
あ
っ
た
宮
崎

保
養
所
を
払
い
下
げ
し
て
も
ら
い
、日
清
紡
工

場
裏
手
の
土
地
へ
移
築
、帰
郷
を
積
極
的
に
促

し
た
の
で
す
。当
然
な
が
ら
、中
村
く
に
も
中

心
と
な
っ
て
働
き
、藤
井
も「
地
元
の
人
の
熱

心
さ
に
負
け
た
」と
し
て
こ
れ
を
受
け
入
れ
た

の
で
し
た（
面
白
い
の
は
、こ
ら
え
性
の
な
い
藤

井
の
性
格
で
、「
工
場
噪
音
が
心
を
乱
す
」と
し

て
八
ヶ
月
で
湯
河
原
に
移
っ
て
し
ま
い
ま
す
。

し
か
し
昭
和
三
九
年
に
は
、「
岡
崎
に
骨
を
埋

め
た
い
」と
し
て
戸
崎
町
に
戻
り
、七
月
に
死

去
。葬
儀
は
、昌
光
律
寺
で
行
わ
れ
ま
し
た
）。

藤
井
は
こ
の
恩
義
に
と
、岡
崎
市
に
継
色
紙

を
八
〇
点
ほ
ど
寄
贈
し
た
の
で
す
が
、そ
の
仲

介
を
果
た
し
た
の
も
、ま
と
ま
っ
た
翁
の
コ
レ

ク
シ
ョ
ン
の
必
要
を
感
じ
た
中
村
く
に
の
よ
う

で
す
。彼
女
自
身
も
、昭
和
四
七
年
に
美
術
品

を
一二
〇
点
ほ
ど
、翌
四
八
年
に
は
工
芸
品
を

九
〇
点
ほ
ど
岡
崎
市
に
寄
贈
し
、昭
和
五一
年

に
亡
く
な
る
と
、ご
子
息
か
ら
一
〇
〇
点
を
越

え
る
作
品
が
寄
贈
さ
れ
ま
し
た
。

　今
で
は
東
京
時
代
の
活
動
が
注
目
さ
れ
て

い
ま
す
が
、改
め
て
藤
井
の
岡
崎
で
の
活
動
を

整
理
し
、詳
細
を
調
べ
て
み
る
必
要
を
感
じ
て

い
ま
す
。

会期：平成26年 4月5日（土）～6月1日（日）

【
問
１
】

　上
に
な
ら
べ
た
二
つ
の
古
文
書
。こ
れ
を

比
べ
て
、異
な
る
点
を
挙
げ
な
さ
い
。

　…
あ
っ
、読
む
の
や
め
な
い
で
く
だ
さ
い

（
汗
）！
試
験
を
し
た
い
訳
で
は
ご
ざ
い
ま
せ

ん
。た
だ
い
つ
も
よ
り
少
し
だ
け
長
く
、古
文

書
を
眺
め
る
時
間
を
も
っ
て
い
た
だ
き
た

か
っ
た
ん
で
す
。

　ア
ル
カ
デ
ィ
ア
を
見
て
い
た
だ
け
る
く
ら

い
な
の
で
、き
っ
と
歴
史
に
も
興
味
が
あ
る
こ

と
と
思
い
ま
す（「
そ
ん
な
こ
と
は
な
い
、私

は
美
術
が
好
き
な
ん
だ
！
」と
お
っ
し
ゃ
ら

ず
、も
う
少
し
お
付
き
合
い
く
だ
さ
い
）。そ

こ
で
次
の
問
で
す
。

【
問
２
】

　あ
な
た
は
歴
史
の
展
覧
会
で
古
文
書
を

何
秒
眺
め
て
い
ま
す
か
。

　一
〇
秒
？
一
分
?
?
近
ご
ろ
歴
史
好
き
の

女
性
の
こ
と
を「
歴
女
」と
呼
ぶ
よ
う
で
す

が
、そ
ん
な
方
で
も「
信
長
サ
マ
の
古
文
書
の

前
な
ら
何
時
間
で
も
居
ら
れ
る
わ
♡
」と
い

う
こ
と
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。お
そ
ら
く

【
問
２
】に
対
し
て
、多
く
の
方
の
答
え
は
一
分

未
満
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
？
説
明
書
き
を

読
む
時
間
の
方
が
長
い
、な
ん
て
こ
と
は
あ

り
ま
せ
ん
か
？
実
物
を
ほ
と
ん
ど
見
ず
に
解

説
を
読
む
な
ら
、実
は
ホ
ン
モ
ノ
の
古
文
書

を
展
示
す
る
必
要
っ
て
そ
ん
な
に
な
い
ん

じ
ゃ
な
い
で
し
ょ
う
か
。資
料
の
保
存
の
た
め

な
ら
そ
の
方
が
絶
対
に
良
い
。

　今
回
の
展
覧
会
は
そ
ん
な「
展
覧
会
で
古

文
書
を
展
示
す
る
意
味
っ
て
な
ん
だ
ろ

う
？
」と
い
う
疑
問
か
ら
出
発
し
ま
し
た
。

せ
っ
か
く
気
持
ち
よ
く
眠
っ
て
い
た
古
文
書

を
起
こ
し
て
展
示
さ
れ
て
も
ら
う
ん
だ
か

ら
、ど
う
せ
な
ら
皆
さ
ん
に
も
っ
と
よ
く
見
て

も
ら
い
た
い
！
そ
う
思
う
の
で
す
。

　そ
こ
で
よ
う
や
く【
問
１
】に
戻
り
ま
す
。

答
え
が「
ど
っ
ち
も
読
め
な
い
し
一
緒
に
み
え

る
」だ
っ
た
方
も
い
ら
っ
し
ゃ
る
か
と
思
い
ま

す
。そ
れ
で
全
然
間
違
い
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

け
ど
実
は
、読
め
な
く
て
も
た
く
さ
ん
の「
情

報
」が
詰
ま
っ
て
い
る
ん
で
す
！
例
と
し
て

【
問
１
】の
解
答
と
解
説
を
一つ
だ
け
挙
げ
て

み
ま
す
。

答
．Ｂ
は
Ａ
に
比
べ
て
紙
が
白
っ
ぽ
い
。

　Ａ
は「
大
高
檀
紙
」と
い
う
紙
で
、「
高
さ
の

大
き
な（
＝
縦
が
長
い
）檀
紙（
紙
の
種
類
）」

の
こ
と
で
す（
大
き
さ
は
分
か
り
ま
せ
ん

ネ
）。不
純
物
を
丁
寧
に
取
り
除
く
た
め
に

白
色
に
な
っ
て
い
ま
す
。こ
の
大
高
檀
紙
は

豊
臣
秀
吉
・
秀
次
や
徳
川
将
軍
が
使
用
し
ま

し
た
。つ
ま
り
Ａ
は
色
と
大
き
さ
か
ら
秀
吉

や
徳
川
将
軍
な
ど
が
出
し
た
文
書
と
い
う
こ

と
が
わ
か
り
ま
す
。

　余
白
が
少
な
く
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。ま

だ
書
き
足
り
な
い
の
に
…

　も
う一つ
だ
け
！
Ａ
に
は
左
下
の
ほ
う
に
サ

イ
ン
み
た
い
な
記
号
が
記
さ
れ
て
い
ま
す
が
、

こ
れ
を「
花
押
」と
い
い
ま
す
。対
し
て
Ｂ
に
は

左
下
に
朱
い
印
鑑
が
捺
さ
れ
て
い
ま
す
。二
つ

と
も
そ
の
人
が
出
し
た
文
書
で
あ
る
こ
と
の

証
明
な
の
で
す
が
、一
般
に
花
押
を
記
し
た
文

書（「
判
物
」と
言
い
ま
す
）よ
り
印
を
捺
し
た

文
書（「
朱
印
状
」）の
方
が
い
ば
っ
た
表
現
と

さ
れ
て
い
ま
す
。実
は
こ
の
二
つ
の
古
文
書
、両

方
と
も
家
康
が
大
樹
寺
に
出
し
た
法
令
な
ん
で

す
。そ
れ
な
の
に
大
樹
寺
に
対
し
て
の
態
度
が

異
な
っ
て
い
る
ん
で
す
。そ
こ
で
最
後
の
問
で

す
。

【
問
３
】

　同
じ
宛
先
な
の
に
、家
康
の
礼
の
示
し
方
が

異
な
る
の
は
な
ぜ
か
。Ａ
と
Ｂ
で
よ
り
古
い

古
文
書
は
ど
ち
ら
か
。

　い
よ
い
よ
書
く
ス
ペ
ー
ス
が
な
く
な
っ
て
き

た
の
で
答
え
は
展
覧
会
で
！
普
段
解
説
書
き

ば
っ
か
り
見
て
る
な
っ
て
方
に
こ
そ
発
見
が

た
く
さ
ん
あ
る
、そ
ん
な
展
覧
会
に
し
よ
う

と
頑
張
っ
て
い
ま
す
。私
自
身
初
め
て
の
展

示
な
の
で
、ど
う
な
る
こ
と
や
ら
…
そ
の
辺

も
乞
う
ご
期
待（
？
）と
い
う
こ
と
で
。

会期：平成26年 6月14日（土）～7月27日（日）

収蔵品展

古文書
みりょく発見！
湯 谷 翔 悟

藤井達吉の全貌
野に咲く工芸・宙を見る絵画

お
お
だ
か
だ
ん
し

・

・

・

・

か
お
う

は
ん
も
つ
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湯
谷
翔
悟

『
大
樹
寺
文
書 

上
』を
刊
行
し
ま
す

　
当
館
で
は「
岡
崎
市
史
料
叢
書
」と
し

て
過
去『
中
根
家
文
書
』上
・
下
、『
長
嶋

家
御
用
日
記
』を
刊
行
し
て
き
ま
し
た

が
、今
回
そ
の
四
冊
目『
大
樹
寺
文
書
　

上
』を
刊
行
す
る
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。

大
樹
寺
は
松
平
家
四
代（
安
城
松
平
初

代
）親
忠
が
、勢
誉
愚
底
を
開
山
に
創
建

し
た
浄
土
宗
の
寺
院
で
す
。松
平
氏
の
勢

力
伸
長
と
と
も
に
大
樹
寺
も
寺
格
を
上

昇
し
、江
戸
時
代
に
は
将
軍
先
祖
の
菩

提
寺
と
し
て
尊
崇
を
集
め
ま
す
。徳
川
家

康
が
遺
言
で
、自
分
の
死
後
位
牌
を
大

樹
寺
に
立
て
る
よ
う
命
じ
た
こ
と
で
も

有
名
で
し
ょ
う
か
。

　
こ
の
度
刊
行
す
る『
大
樹
寺
文
書
　

上
』で
は
、大
樹
寺
に
伝
わ
る
文
書
の
う

ち
、中
近
世
文
書
と
近
世
の
記
録
類
を

収
録
し
て
い
ま
す
。中
近
世
文
書
は
こ
れ

ま
で『
岡
崎
市
史
』や『
愛
知
県
史
』な
ど

に
も
採
録
さ
れ
て
き
ま
し
た
が
、今
回
は

編
年
で
配
列
し
、大
樹
寺
の
歴
史
的
展

開
を
追
え
る
形
に
し
ま
し
た
。近
世
の
記

録
類
は
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
初
の
全
文
翻

刻
と
な
り
ま
す
。そ
の
う
ち「
徳
川
歴
代

将
軍
位
牌
記
録
」で
は
、八
代
吉
宗
・一
〇

代
家
治
な
ど
歴
代
将
軍
の
位
牌
が
、大

樹
寺
に
納
め
ら
れ
る
時
の
経
過
や
儀
式

の
様
子
な
ど
が
伺
え
ま
す
。特
に
吉
宗
の

位
牌
を
納
め
る
た
め
の
大
樹
寺
か
ら
幕

府
へ
の
働
き
か
け
の
記
録
は
、位
牌
所
と

し
て
の
大
樹
寺
の
あ
り
方
を
考
え
る
上

で
大
変
興
味
深
い
史
料
で
す
。「
安
政
度

御
再
建
日
鑑
」は
、幕
末
の
大
樹
寺
の
焼

失
か
ら
再
建
ま
で
の
記
録
で
す
。今
に
伝

わ
る
威
容
が
い
か
に
し
て
再
建
さ
れ
る
こ

と
に
な
っ
た
の
か
、そ
の
経
緯
を
辿
る
好

個
の
史
料
と
い
え
る
で
し
ょ
う
。他
に
も

近
世
初
頭
の
文
書
記
録「
旧
記
之
写
」の

ほ
か
、近
世
中
期
の
大
樹
寺
の
全
体
像
や

歴
代
住
持
の
来
歴
が
分
か
る「
大
樹
寺

記
録
」と「
御
当
山
世
代
記
」を
収
録
し

て
い
ま
す
。「
大
樹
寺
略
史
」と「
大
樹
寺

文
書
概
要
」か
ら
な
る
解
説
は
、愛
知
教

育
大
学
名
誉
教
授
新
行
紀
一
先
生
に
ご

執
筆
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　
発
売
は
五
月
の
予
定
で
す
。中
近
世
に

お
け
る
大
樹
寺
の
展
開
と
、活
動
の
具
体

相
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
一
冊
と
な
っ
て

い
ま
す
。戦
国
期
の
三
河
地
域
・
松
平
氏

や
、江
戸
幕
府
の
寺
社
政
策
を
考
え
る

上
で
欠
か
す
こ
と
の
で
き
な
い
史
料
を

採
録
し
ま
し
た
。広
く
皆
さ
ま
に
ご
味
読

い
た
だ
け
る
こ
と
を
願
っ
て
い
ま
す
。

COLUMN＆TOPIC

堀
江
登
志
実

平
成
二
五
年
度
展
覧
会
総
括

　
平
成
二
五
年
度
の
展
覧
会
が
終
わ
っ

た
。一
年
を
ふ
り
か
え
っ
て
み
よ
う
。ポ
ー

ル・
デ
ル
ヴ
ォ
―
展
は
、デ
ル
ヴ
ォ
―
作
品

の
最
初
期
か
ら
晩
年
ま
で
を
展
示
す
る

と
と
も
に
電
車
・
建
築
な
ど
モ
チ
ー
フ
の

源
泉
を
た
ど
る
も
の
で
あ
っ
た
。そ
の
詩

的
な
絵
画
は
神
秘
的
な
幻
想
世
界
を
十

分
に
堪
能
さ
せ
て
く
れ
た
。ゆ
か
り
の
ま

ち
三
〇
周
年
記
念
の
佐
久
市
近
代
美
術

館
所
蔵
名
品
展
で
は
平
山
郁
夫
の
作
家

人
生
の
原
点
と
な
っ
た《
仏
教
伝
来
》を

借
用
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
。あ
ら
た
め
て

佐
久
市
近
代
美
術
館
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
の
豊

富
な
量
、充
実
し
た
内
容
に
感
心
し
た

次
第
で
あ
る
。あ
い
ち
ト
リ
エ
ン
ナ
ー
レ
並

行
企
画
ユ
ー
モ
ア
と
飛
躍
展
に
は
七
組

八
人
の
作
家
の
作
品
を
展
示
、作
家
ト
ー

ク
、ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
な
ど
様
々
な
イ
ベ
ン

ト
を
展
開
。個
性
的
な
作
家
の
人
た
ち

と
の
会
話
、交
流
の
思
い
出
が
印
象
強
く

残
っ
て
い
る
。や
っ
て
よ
か
っ
た
。祈
・

PRAY

―
古
今
東
西
祈
り
の
風
景
で
は
、

祈
り
に
使
わ
れ
た
も
の
や
祈
る
姿
の
造

形
な
ど
を
展
示
。市
内
寺
社
の
寄
託
資

料
が
充
実
し
て
い
る
当
館
の
腕
の
見
せ

所
で
あ
る
。民
具
な
ど
を
展
示
す
る
暮
ら

し
の
う
つ
り
か
わ
り
展
は
小
学
校
三
年

生
の
学
習
支
援
を
想
定
し
て
企
画
。市

内
三
年
生
の
半
分
以
上
が
見
学
来
館
。

学
校
教
育
と
の
連
携
は
好
評
を
博
し
定

例
行
事
化
し
つ
つ
あ
り
、参
加
学
校
・
人

数
も
増
え
て
い
る
。う
れ
し
い
。入
場
者
に

限
っ
て
い
え
ば
、ポ
ー
ル・
デ
ル
ヴ
ォ
―
展

九
、九
二
四
人
、佐
久
市
近
代
美
術
館
所

蔵
名
品
展
五
、八
三
三
人
、ユ
ー
モ
ア
と
飛

躍
展
四
、八
〇
一
人
、祈
・PRAY

展
三
、〇

八
四
人
、暮
ら
し
の
う
つ
り
か
わ
り
展

六
、四
五
六
人
。二
五
年
度
展
覧
会
の
総

入
場
者
数
は
、三
〇
、〇
九
八
人
で
前
年

を
一
万
人
ほ
ど
下
回
っ
た
。展
示
評
価
は

入
場
者
数
に
よ
っ
て
決
ま
る
も
の
で
は
な

い
。来
館
者
の
声
を
聴
く
べ
き
で
あ
る
が
、

当
館
ま
で
足
を
運
ん
で
い
た
だ
け
な
け

れ
ば
そ
れ
も
叶
わ
な
い
。魅
力
あ
る
展
示

内
容
に
来
年
度
も
し
た
い
。平
成
二
六
年

度
の
展
覧
会
は
藤
井
達
吉
の
全
貌
展

（
四
月
五
日
〜
六
月
一
日
）展
、法
隆
寺
展

（
八
月
九
日
〜
九
月
二一
日
）、浮
世
絵
の

美
展（
一
〇
月
四
日
〜
十
一
月
二
四
日
）の

三
本
の
企
画
展
を
中
心
に
、テ
ー
マ
を
設

定
し
た
収
蔵
品
展
三
本
の
合
計
六
本
を

予
定
し
て
い
る
。来
館
い
た
だ
け
る
よ
う

情
報
発
信
を
密
に
す
る
と
と
も
に
、学

芸
員
の
熱
い
思
い
を
伝
え
て
ゆ
き
た
い
。

ご
期
待
く
だ
さ
い
。

収
蔵
品
紹
介 

村
山
槐
多《
風
景（
農
家
）》

　
荒
涼
と
し
た
空
間
に
立
つ
家
々
。中
央

に
は
黒
い
煙
突
が
薄
暗
い
空
を
突
き
刺

す
よ
う
に
伸
び
て
い
る
。そ
れ
を
囲
う
よ

う
に
電
柱
が
立
ち
並
び
、斜
め
の
鉄
線
と

水
平
の
電
線
と
が
交
差
す
る
こ
と
で
律

動
を
生
み
だ
し
て
い
る
。右
下
に
は
、「
村

山
槐
多 

一
九
一六
年
一
月
三
日
」と
の
記
名

が
あ
る
。十
九
歳
の
頃
の
作
だ
が
、こ
の

三
年
後
に
夭
折
し
て
い
る
こ
と
か
ら
晩

年
の
作
と
い
え
る
。

　
一
九
一
六
年
当
時
の
彼
は
、前
年
の
十
一

月
に
、東
京
に
越
し
て
き
た
父
と
の
争
い

の
激
化
や
、極
度
の
貧
窮
な
ど
、心
身
と

も
に
荒
ん
だ
状
況
に
あ
っ
た
。そ
の
混
沌

と
し
た
彼
の
精
神
の
あ
り
様
が
こ
の
風

景
に
表
れ
て
い
る
よ
う
だ
。し
か
し
、制
作

に
対
す
る
意
欲
や
探
究
心
は
充
実
し
て

い
た
こ
と
か
ら
、彼
の
描
画
の
技
術
と
絵

画
の
知
識
、蓄
積
さ
れ
た
思
考
な
ど
が

画
面
に
率
直
に
反
映
さ
れ
た
最
盛
期
の

デ
ッ
サ
ン
と
い
え
る
。

　
当
館
が
す
で
に
所
蔵
し
て
い
る
人
物

デ
ッ
サ
ン《
無
題
》に
は
、右
上
に「
一
九
一

六
年
一
月
二
日
」と
あ
る
。と
い
う
こ
と

は
、こ
の
風
景
画
の
前
日
に
描
い
た
作
品

で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。支
持
体
も
同
じ

「Ingres

」の
エ
ン
ボ
ス
の
入
っ
た
フ
ラ
ン
ス

製
の
デ
ッ
サ
ン
紙
で
あ
る
。《
無
題
》は
、内

面
に
潜
む
恐
ろ
し
く
変
容
し
て
し
ま
っ
た

自
己
の
精
神
の
有
様
を
、象
徴
主
義
に

倣
っ
て
描
き
出
し
た
自
画
像
で
あ
ろ
う

こ
と
は
本
紙
四
十
四
号
に
書
い
た
と
お

り
だ
が
、翌
日
に
は
、そ
の
内
面
を
外
部

の
風
景
に
向
け
て
こ
の
よ
う
な
凄
み
の

あ
る
風
景
画
を
描
い
た
こ
と
に
な
る
。

　
本
作
は
、村
山
家
に
大
切
に
伝
え
ら
れ

て
き
た
も
の
で
、平
成
二
三
年
度
に
当
館

で
開
催
し
た「
村
山
槐
多
の
全
貌
」展
に

出
品
さ
れ
た
折
、当
館
に
寄
託
し
た
い
と

の
お
申
し
出
を
い
た
だ
い
た
。近
年
、岡

崎
生
ま
れ
と
分
か
っ
た
槐
多
の
作
品
が
、

こ
の
よ
う
に
縁
を
得
て一
点
ず
つ
帰
郷
し

て
く
る
こ
と
は
喜
ば
し
い
こ
と
で
あ
る
。

村
松
和
明

浦
野
加
穂
子

収
蔵
品
紹
介 

日
吉
山
王
社
神
像

　
山
王
と
は
比
叡
山
の
東
麓
に
鎮
座
す

る
日
吉
大
社
の
神
々
の
尊
称
で
す
。山
王

は
天
台
宗
の
祖
で
あ
る
最
澄
か
ら
深
い

崇
敬
を
受
け
、天
台
宗
の
護
法
神
、比
叡

山
の
地
主
神
と
し
て
信
仰
さ
れ
、西
本
宮

（
大
宮
）の
大
己
貴
命
と
東
本
宮（
二
宮
）

の
大
山
咋
命
を
主
神
と
し
ま
す
。ま
た
仏

が
人
々
を
救
う
た
め
に
神
の
姿
で
現
れ
た

と
す
る
本
地
垂
迹
説
に
よ
り
本
地
仏
が

定
め
ら
れ
て
い
ま
す
。天
台
宗
の
寺
院
に

は
鎮
守
と
し
て
山
王
社
が
建
て
ら
れ
、天

台
宗
の
興
隆
と
と
も
に
山
王
信
仰
は
全

国
に
広
ま
っ
て
い
き
ま
し
た
。

　
滝
町
の
日
吉
山
王
社
は
、滝
山
寺
中

興
の
祖
で
あ
る
仏
泉
永
救
が
保
安
年
間

（
一一
二
〇
〜
二
四
）こ
の
地
に
来
住
し
た

際
、滝
山
寺
の
鎮
守
と
し
て
山
王
権
現

を
勧
請
し
た
こ
と
に
始
ま
り
ま
す
。日
吉

山
王
社
に
は
木
造
の
七
躯
の
神
像
が
伝

わ
っ
て
い
ま
す
。平
成
二
五
年
一
月
の
文
化

財
調
査
に
よ
り
、七
躯
の
尊
名
の
ほ
か
、

四
躯
が
鎌
倉
時
代
、三
躯
は
台
座
底
面

の
墨
書
銘
よ
り
江
戸
時
代
の
延
宝
七
年

（
一
六
七
九
）の
作
と
判
明
し
ま
し
た
。鎌

倉
時
代
の
四
躯
は
日
吉
大
社
の
神
像
の

正
統
な
姿
に
基
づ
く
も
の
で
、鎌
倉
時
代

の
山
王
神
像
の
基
準
作
例
と
な
る
重
要

な
神
像
と
し
て
注
目
さ
れ
て
い
ま
す
。鎌

倉
時
代
の
像
は
彩
色
の
剥
落
が
著
し
い

た
め
、昨
年
奈
良
教
育
大
学
の
協
力
に

よ
り
フ
ノ
リ
な
ど
を
用
い
て
剥
落
止
め
の

処
置
が
行
わ
れ
ま
し
た
。資
料
の
保
護
と

防
犯
の
面
か
ら
、今
年
度
寄
託
を
受
け
、

当
館
の
収
蔵
庫
で
保
存
し
て
い
ま
す
。

　
写
真
は
僧
形
神
坐
像（
大
宮
）で
す
。

「
大
宮
」は
日
吉
大
社
の
主
神
で
あ
り
、

飛
鳥
の
三
輪
神
を
勧
請
し
た
も
の
で
、本

地
仏
は
釈
迦
如
来
で
す
。像
高
は
二
二
．

八
㎝
で
、主
神
の
た
め
他
の
像
よ
り
も
大

き
く
、本
来
は
右
手
に
払
子
や
団
扇
な

ど
を
持
っ
て
い
た
と
み
ら
れ
ま
す
。本
像

は
十
四
世
紀
初
頭
成
立
の「
瀧
山
寺
縁

起
」に
あ
る
僧
院
耀（
建
長
五
年
／
一二
五

三
没
）が
造
立
し
た
神
像
に
あ
た
る
可
能

性
が
指
摘
さ
れ
て
い
ま
す
。

日吉山王社神像より「僧形神坐像（大宮）」 
滝町・日吉山王社蔵

さ
ん
の
う

お
お
な
む
ち
の
み
こ
と

そ
う
ぎ
ょ
う
し
ん
ざ
ぞ
う

お
お
み
や

み
わ

か
ん
じ
ょ
う

ほ
っ
す

う
ち
わ

お
お
や
ま
く
い
の
み
こ
と

ほ
ん
じ
す
い
じ
ゃ
く
せ
つ

ほ
ん
じ
ぶ
つ

ち
ん
じ
ゅ

ひ
よ
し

ひ
よ
し（
ひ
え
）た
い
し
ゃ



湯
谷
翔
悟

『
大
樹
寺
文
書 

上
』を
刊
行
し
ま
す

　
当
館
で
は「
岡
崎
市
史
料
叢
書
」と
し

て
過
去『
中
根
家
文
書
』上
・
下
、『
長
嶋

家
御
用
日
記
』を
刊
行
し
て
き
ま
し
た

が
、今
回
そ
の
四
冊
目『
大
樹
寺
文
書
　

上
』を
刊
行
す
る
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。

大
樹
寺
は
松
平
家
四
代（
安
城
松
平
初

代
）親
忠
が
、勢
誉
愚
底
を
開
山
に
創
建

し
た
浄
土
宗
の
寺
院
で
す
。松
平
氏
の
勢

力
伸
長
と
と
も
に
大
樹
寺
も
寺
格
を
上

昇
し
、江
戸
時
代
に
は
将
軍
先
祖
の
菩

提
寺
と
し
て
尊
崇
を
集
め
ま
す
。徳
川
家

康
が
遺
言
で
、自
分
の
死
後
位
牌
を
大

樹
寺
に
立
て
る
よ
う
命
じ
た
こ
と
で
も

有
名
で
し
ょ
う
か
。

　
こ
の
度
刊
行
す
る『
大
樹
寺
文
書
　

上
』で
は
、大
樹
寺
に
伝
わ
る
文
書
の
う

ち
、中
近
世
文
書
と
近
世
の
記
録
類
を

収
録
し
て
い
ま
す
。中
近
世
文
書
は
こ
れ

ま
で『
岡
崎
市
史
』や『
愛
知
県
史
』な
ど

に
も
採
録
さ
れ
て
き
ま
し
た
が
、今
回
は

編
年
で
配
列
し
、大
樹
寺
の
歴
史
的
展

開
を
追
え
る
形
に
し
ま
し
た
。近
世
の
記

録
類
は
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
初
の
全
文
翻

刻
と
な
り
ま
す
。そ
の
う
ち「
徳
川
歴
代

将
軍
位
牌
記
録
」で
は
、八
代
吉
宗
・一
〇

代
家
治
な
ど
歴
代
将
軍
の
位
牌
が
、大

樹
寺
に
納
め
ら
れ
る
時
の
経
過
や
儀
式

の
様
子
な
ど
が
伺
え
ま
す
。特
に
吉
宗
の

位
牌
を
納
め
る
た
め
の
大
樹
寺
か
ら
幕

府
へ
の
働
き
か
け
の
記
録
は
、位
牌
所
と

し
て
の
大
樹
寺
の
あ
り
方
を
考
え
る
上

で
大
変
興
味
深
い
史
料
で
す
。「
安
政
度

御
再
建
日
鑑
」は
、幕
末
の
大
樹
寺
の
焼

失
か
ら
再
建
ま
で
の
記
録
で
す
。今
に
伝

わ
る
威
容
が
い
か
に
し
て
再
建
さ
れ
る
こ

と
に
な
っ
た
の
か
、そ
の
経
緯
を
辿
る
好

個
の
史
料
と
い
え
る
で
し
ょ
う
。他
に
も

近
世
初
頭
の
文
書
記
録「
旧
記
之
写
」の

ほ
か
、近
世
中
期
の
大
樹
寺
の
全
体
像
や

歴
代
住
持
の
来
歴
が
分
か
る「
大
樹
寺

記
録
」と「
御
当
山
世
代
記
」を
収
録
し

て
い
ま
す
。「
大
樹
寺
略
史
」と「
大
樹
寺

文
書
概
要
」か
ら
な
る
解
説
は
、愛
知
教

育
大
学
名
誉
教
授
新
行
紀
一
先
生
に
ご

執
筆
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　
発
売
は
五
月
の
予
定
で
す
。中
近
世
に

お
け
る
大
樹
寺
の
展
開
と
、活
動
の
具
体

相
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
一
冊
と
な
っ
て

い
ま
す
。戦
国
期
の
三
河
地
域
・
松
平
氏

や
、江
戸
幕
府
の
寺
社
政
策
を
考
え
る

上
で
欠
か
す
こ
と
の
で
き
な
い
史
料
を

採
録
し
ま
し
た
。広
く
皆
さ
ま
に
ご
味
読

い
た
だ
け
る
こ
と
を
願
っ
て
い
ま
す
。

COLUMN＆TOPIC

堀
江
登
志
実

平
成
二
五
年
度
展
覧
会
総
括

　
平
成
二
五
年
度
の
展
覧
会
が
終
わ
っ

た
。一
年
を
ふ
り
か
え
っ
て
み
よ
う
。ポ
ー

ル・
デ
ル
ヴ
ォ
―
展
は
、デ
ル
ヴ
ォ
―
作
品

の
最
初
期
か
ら
晩
年
ま
で
を
展
示
す
る

と
と
も
に
電
車
・
建
築
な
ど
モ
チ
ー
フ
の

源
泉
を
た
ど
る
も
の
で
あ
っ
た
。そ
の
詩

的
な
絵
画
は
神
秘
的
な
幻
想
世
界
を
十

分
に
堪
能
さ
せ
て
く
れ
た
。ゆ
か
り
の
ま

ち
三
〇
周
年
記
念
の
佐
久
市
近
代
美
術

館
所
蔵
名
品
展
で
は
平
山
郁
夫
の
作
家

人
生
の
原
点
と
な
っ
た《
仏
教
伝
来
》を

借
用
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
。あ
ら
た
め
て

佐
久
市
近
代
美
術
館
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
の
豊

富
な
量
、充
実
し
た
内
容
に
感
心
し
た

次
第
で
あ
る
。あ
い
ち
ト
リ
エ
ン
ナ
ー
レ
並

行
企
画
ユ
ー
モ
ア
と
飛
躍
展
に
は
七
組

八
人
の
作
家
の
作
品
を
展
示
、作
家
ト
ー

ク
、ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
な
ど
様
々
な
イ
ベ
ン

ト
を
展
開
。個
性
的
な
作
家
の
人
た
ち

と
の
会
話
、交
流
の
思
い
出
が
印
象
強
く

残
っ
て
い
る
。や
っ
て
よ
か
っ
た
。祈
・

PRAY

―
古
今
東
西
祈
り
の
風
景
で
は
、

祈
り
に
使
わ
れ
た
も
の
や
祈
る
姿
の
造

形
な
ど
を
展
示
。市
内
寺
社
の
寄
託
資

料
が
充
実
し
て
い
る
当
館
の
腕
の
見
せ

所
で
あ
る
。民
具
な
ど
を
展
示
す
る
暮
ら

し
の
う
つ
り
か
わ
り
展
は
小
学
校
三
年

生
の
学
習
支
援
を
想
定
し
て
企
画
。市

内
三
年
生
の
半
分
以
上
が
見
学
来
館
。

学
校
教
育
と
の
連
携
は
好
評
を
博
し
定

例
行
事
化
し
つ
つ
あ
り
、参
加
学
校
・
人

数
も
増
え
て
い
る
。う
れ
し
い
。入
場
者
に

限
っ
て
い
え
ば
、ポ
ー
ル・
デ
ル
ヴ
ォ
―
展

九
、九
二
四
人
、佐
久
市
近
代
美
術
館
所

蔵
名
品
展
五
、八
三
三
人
、ユ
ー
モ
ア
と
飛

躍
展
四
、八
〇
一
人
、祈
・PRAY

展
三
、〇

八
四
人
、暮
ら
し
の
う
つ
り
か
わ
り
展

六
、四
五
六
人
。二
五
年
度
展
覧
会
の
総

入
場
者
数
は
、三
〇
、〇
九
八
人
で
前
年

を
一
万
人
ほ
ど
下
回
っ
た
。展
示
評
価
は

入
場
者
数
に
よ
っ
て
決
ま
る
も
の
で
は
な

い
。来
館
者
の
声
を
聴
く
べ
き
で
あ
る
が
、

当
館
ま
で
足
を
運
ん
で
い
た
だ
け
な
け

れ
ば
そ
れ
も
叶
わ
な
い
。魅
力
あ
る
展
示

内
容
に
来
年
度
も
し
た
い
。平
成
二
六
年

度
の
展
覧
会
は
藤
井
達
吉
の
全
貌
展

（
四
月
五
日
〜
六
月
一
日
）展
、法
隆
寺
展

（
八
月
九
日
〜
九
月
二一
日
）、浮
世
絵
の

美
展（
一
〇
月
四
日
〜
十
一
月
二
四
日
）の

三
本
の
企
画
展
を
中
心
に
、テ
ー
マ
を
設

定
し
た
収
蔵
品
展
三
本
の
合
計
六
本
を

予
定
し
て
い
る
。来
館
い
た
だ
け
る
よ
う

情
報
発
信
を
密
に
す
る
と
と
も
に
、学

芸
員
の
熱
い
思
い
を
伝
え
て
ゆ
き
た
い
。

ご
期
待
く
だ
さ
い
。

収
蔵
品
紹
介 

村
山
槐
多《
風
景（
農
家
）》

　
荒
涼
と
し
た
空
間
に
立
つ
家
々
。中
央

に
は
黒
い
煙
突
が
薄
暗
い
空
を
突
き
刺

す
よ
う
に
伸
び
て
い
る
。そ
れ
を
囲
う
よ

う
に
電
柱
が
立
ち
並
び
、斜
め
の
鉄
線
と

水
平
の
電
線
と
が
交
差
す
る
こ
と
で
律

動
を
生
み
だ
し
て
い
る
。右
下
に
は
、「
村

山
槐
多 

一
九
一六
年
一
月
三
日
」と
の
記
名

が
あ
る
。十
九
歳
の
頃
の
作
だ
が
、こ
の

三
年
後
に
夭
折
し
て
い
る
こ
と
か
ら
晩

年
の
作
と
い
え
る
。

　
一
九
一
六
年
当
時
の
彼
は
、前
年
の
十
一

月
に
、東
京
に
越
し
て
き
た
父
と
の
争
い

の
激
化
や
、極
度
の
貧
窮
な
ど
、心
身
と

も
に
荒
ん
だ
状
況
に
あ
っ
た
。そ
の
混
沌

と
し
た
彼
の
精
神
の
あ
り
様
が
こ
の
風

景
に
表
れ
て
い
る
よ
う
だ
。し
か
し
、制
作

に
対
す
る
意
欲
や
探
究
心
は
充
実
し
て

い
た
こ
と
か
ら
、彼
の
描
画
の
技
術
と
絵

画
の
知
識
、蓄
積
さ
れ
た
思
考
な
ど
が

画
面
に
率
直
に
反
映
さ
れ
た
最
盛
期
の

デ
ッ
サ
ン
と
い
え
る
。

　
当
館
が
す
で
に
所
蔵
し
て
い
る
人
物

デ
ッ
サ
ン《
無
題
》に
は
、右
上
に「
一
九
一

六
年
一
月
二
日
」と
あ
る
。と
い
う
こ
と

は
、こ
の
風
景
画
の
前
日
に
描
い
た
作
品

で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。支
持
体
も
同
じ

「Ingres

」の
エ
ン
ボ
ス
の
入
っ
た
フ
ラ
ン
ス

製
の
デ
ッ
サ
ン
紙
で
あ
る
。《
無
題
》は
、内

面
に
潜
む
恐
ろ
し
く
変
容
し
て
し
ま
っ
た

自
己
の
精
神
の
有
様
を
、象
徴
主
義
に

倣
っ
て
描
き
出
し
た
自
画
像
で
あ
ろ
う

こ
と
は
本
紙
四
十
四
号
に
書
い
た
と
お

り
だ
が
、翌
日
に
は
、そ
の
内
面
を
外
部

の
風
景
に
向
け
て
こ
の
よ
う
な
凄
み
の

あ
る
風
景
画
を
描
い
た
こ
と
に
な
る
。

　
本
作
は
、村
山
家
に
大
切
に
伝
え
ら
れ

て
き
た
も
の
で
、平
成
二
三
年
度
に
当
館

で
開
催
し
た「
村
山
槐
多
の
全
貌
」展
に

出
品
さ
れ
た
折
、当
館
に
寄
託
し
た
い
と

の
お
申
し
出
を
い
た
だ
い
た
。近
年
、岡

崎
生
ま
れ
と
分
か
っ
た
槐
多
の
作
品
が
、

こ
の
よ
う
に
縁
を
得
て一
点
ず
つ
帰
郷
し

て
く
る
こ
と
は
喜
ば
し
い
こ
と
で
あ
る
。

村
松
和
明

浦
野
加
穂
子

収
蔵
品
紹
介 

日
吉
山
王
社
神
像

　
山
王
と
は
比
叡
山
の
東
麓
に
鎮
座
す

る
日
吉
大
社
の
神
々
の
尊
称
で
す
。山
王

は
天
台
宗
の
祖
で
あ
る
最
澄
か
ら
深
い

崇
敬
を
受
け
、天
台
宗
の
護
法
神
、比
叡

山
の
地
主
神
と
し
て
信
仰
さ
れ
、西
本
宮

（
大
宮
）の
大
己
貴
命
と
東
本
宮（
二
宮
）

の
大
山
咋
命
を
主
神
と
し
ま
す
。ま
た
仏

が
人
々
を
救
う
た
め
に
神
の
姿
で
現
れ
た

と
す
る
本
地
垂
迹
説
に
よ
り
本
地
仏
が

定
め
ら
れ
て
い
ま
す
。天
台
宗
の
寺
院
に

は
鎮
守
と
し
て
山
王
社
が
建
て
ら
れ
、天

台
宗
の
興
隆
と
と
も
に
山
王
信
仰
は
全

国
に
広
ま
っ
て
い
き
ま
し
た
。

　
滝
町
の
日
吉
山
王
社
は
、滝
山
寺
中

興
の
祖
で
あ
る
仏
泉
永
救
が
保
安
年
間

（
一一
二
〇
〜
二
四
）こ
の
地
に
来
住
し
た

際
、滝
山
寺
の
鎮
守
と
し
て
山
王
権
現

を
勧
請
し
た
こ
と
に
始
ま
り
ま
す
。日
吉

山
王
社
に
は
木
造
の
七
躯
の
神
像
が
伝

わ
っ
て
い
ま
す
。平
成
二
五
年
一
月
の
文
化

財
調
査
に
よ
り
、七
躯
の
尊
名
の
ほ
か
、

四
躯
が
鎌
倉
時
代
、三
躯
は
台
座
底
面

の
墨
書
銘
よ
り
江
戸
時
代
の
延
宝
七
年

（
一
六
七
九
）の
作
と
判
明
し
ま
し
た
。鎌

倉
時
代
の
四
躯
は
日
吉
大
社
の
神
像
の

正
統
な
姿
に
基
づ
く
も
の
で
、鎌
倉
時
代

の
山
王
神
像
の
基
準
作
例
と
な
る
重
要

な
神
像
と
し
て
注
目
さ
れ
て
い
ま
す
。鎌

倉
時
代
の
像
は
彩
色
の
剥
落
が
著
し
い

た
め
、昨
年
奈
良
教
育
大
学
の
協
力
に

よ
り
フ
ノ
リ
な
ど
を
用
い
て
剥
落
止
め
の

処
置
が
行
わ
れ
ま
し
た
。資
料
の
保
護
と

防
犯
の
面
か
ら
、今
年
度
寄
託
を
受
け
、

当
館
の
収
蔵
庫
で
保
存
し
て
い
ま
す
。

　
写
真
は
僧
形
神
坐
像（
大
宮
）で
す
。

「
大
宮
」は
日
吉
大
社
の
主
神
で
あ
り
、

飛
鳥
の
三
輪
神
を
勧
請
し
た
も
の
で
、本

地
仏
は
釈
迦
如
来
で
す
。像
高
は
二
二
．

八
㎝
で
、主
神
の
た
め
他
の
像
よ
り
も
大

き
く
、本
来
は
右
手
に
払
子
や
団
扇
な

ど
を
持
っ
て
い
た
と
み
ら
れ
ま
す
。本
像

は
十
四
世
紀
初
頭
成
立
の「
瀧
山
寺
縁

起
」に
あ
る
僧
院
耀（
建
長
五
年
／
一二
五

三
没
）が
造
立
し
た
神
像
に
あ
た
る
可
能

性
が
指
摘
さ
れ
て
い
ま
す
。

日吉山王社神像より「僧形神坐像（大宮）」 
滝町・日吉山王社蔵

さ
ん
の
う

お
お
な
む
ち
の
み
こ
と

そ
う
ぎ
ょ
う
し
ん
ざ
ぞ
う

お
お
み
や

み
わ

か
ん
じ
ょ
う

ほ
っ
す

う
ち
わ

お
お
や
ま
く
い
の
み
こ
と

ほ
ん
じ
す
い
じ
ゃ
く
せ
つ

ほ
ん
じ
ぶ
つ

ち
ん
じ
ゅ

ひ
よ
し

ひ
よ
し（
ひ
え
）た
い
し
ゃ
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　昨
年
末
か
ら
し
ば
ら
く
映
画
熱
が
高

ま
っ
て
、見
逃
し
て
悔
し
く
思
っ
て
い
た

新
鋭
グ
ザ
ヴ
ィ
エ・
ド
ラ
ン
監
督
の「
わ

た
し
は
ロ
ラ
ン
ス
」を
東
京
の
ミ
ニ
シ
ア

タ
ー
で
見
て
、少
し
前
に
は
初
期
作
品

の「
マ
イ
・マ
ザ
ー
」も
観
た
り
し
た
。性

差
の
問
題
と
、そ
れ
に
よ
っ
て
浮
か
び
上

が
る
親
子
や
恋
人
、家
族
間
の
、深
く
、

そ
し
て
不
安
定
な
関
係
を
え
ぐ
る
よ
う

に
描
き
出
す
作
風
は
、映
像
美
と
音
楽

の
効
果
も
相
ま
っ
て
圧
巻
で
あ
る
。登
場

人
物
は
、声
を
荒
げ
、剥
き
出
し
の
感
情

に
、こ
ち
ら
が
苦
し
く
な
る
く
ら
い
で
あ

る
。　一方

、見
終
わ
る
な
り
一
も
二
も
な
く

「
好
き
！
」と
思
っ
て
し
ま
っ
た
の
が
、ギ

ヨ
ー
ム・ブ
ラ
ッ
ク
監
督
の
中
編「
女
っ
気

な
し
」で
あ
る
。主
人
公
は
、今
は
廃
れ

た
フ
ラ
ン
ス
北
部
の
保
養
地
オ
ル
ト
に

暮
ら
す
シ
ル
ヴ
ァ
ン
。ヴ
ァ
カ
ン
ス
に
訪

れ
た
溌
剌
と
し
た
母
と
控
え
目
な
娘
と

の
数
日
を
描
い
た
本
作
に
は
、派
手
さ

は
皆
無
で
、場
面
は
小
気
味
よ
く
展
開

す
る
。シ
ル
ヴ
ァ
ン
に
は
、故
郷
の
地
味

な
生
活
に
鬱
屈
し
た
様
子
は
な
い
が
、

部
屋
に
流
れ
る
音
楽
や
服
装
か
ら
は
、

外
の
世
界
へ
の
わ
ず
か
な
夢
想
も
窺
わ

れ
、ひ
と
時
の
母
娘
と
の
交
友
を
楽
し

む
姿
か
ら
は
、一
抹
の
切
な
さ
も
感
じ
ら

れ
る
。頭
も
禿
げ
か
け
て
、お
世
辞
に
も

か
っ
こ
い
い
と
は
い
え
な
い
シ
ル
ヴ
ァ
ン
こ

と
ヴ
ァ
ン
サ
ン・マ
ケ
ー
ニュ
が
、し
か
し

妙
に
可
愛
く
、胸
を
掴
ま
れ
て
し
ま
っ

た
。（
千
）

　名
指
揮
者
ク
ラ
ウ
デ
ィ
オ
・ア
バ
ド
が

亡
く
な
っ
た
。享
年
八
〇
歳
。ク
ラ
シ
ッ

ク
フ
ァ
ン
の
み
な
ら
ず
と
も
そ
の
名
を

知
っ
て
い
た
帝
王
カ
ラ
ヤ
ン
の
跡
を
受

け
継
ぎ
、世
界
屈
指
の
オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
で

あ
る
ベル
リ
ン
フ
ィ
ル
を
任
さ
れ
た
こ
と

で
知
ら
れ
て
い
ま
す
。

　四
〇
年
前
、奮
発
し
て
購
入
し
た

ウ
ィ
ー
ン
フ
ィ
ル
の
コ
ン
サ
ー
ト
の
指
揮

が
彼
で
、四
〇
歳
直
前
で
の
初
来
日
の
時

で
し
た
。当
日
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
は
モ
ー
ツ
ァ

ル
ト
と
ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン
の
交
響
曲
。

ウ
ィ
ー
ン
フ
ィ
ル
の
豊
潤
な
美
音
に
酔
う

中
、オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
の
自
主
性
に
任
せ
な

が
ら
も
要
所
を
抑
え
て
い
く
若
々
し
い

彼
の
姿
に
魅
入
っ
た
も
の
で
し
た
。高
校

卒
業
直
後
の
出
会
い
で
し
た
。そ
の
時
か

ら
丹
精
で
的
確
な
表
現
に
満
ち
た
彼
の

演
奏
を
Ｃ
Ｄ
な
ど
で
集
め
続
け
て
き
て

い
ま
す
。

　そ
ん
な
彼
が
大
き
く
変
っ
た
の
が
二

〇
〇
〇
年
の
癌
、再
起
不
能
と
い
わ
れ
て

い
た
の
が
手
術
を
経
て
見
事
に
復
活
。で

も
そ
の
姿
は
、頬
は
こ
け
、動
き
は
た
ど

た
ど
し
く
、ど
こ
か
痛
ま
し
い
ま
で
の
悲

壮
感
が
た
だ
よ
っ
て
い
た
の
で
す
。し
か

し
指
揮
棒
を
も
つ
手
は
流
麗
に
曲
へ
の

思
い
を
さ
し
示
し
、オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
を
自

在
に
操
り
、若
々
し
い
モ
ー
ツ
ァ
ル
ト
や
、

す
べ
て
の
情
念
を
振
り
払
う
よ
う
な
マ
ー

ラ
ー
の
名
演
奏
が
生
み
出
さ
れ
て
いっ
た

の
で
し
た
。人
生
の
最
後
を
意
識
し
振
り

絞
っ
た
音
楽
だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。そ

ん
な
気
が
し
て
な
り
ま
せ
ん
。（
荒
）

「
女
っ
気
な
し
」

名
演
奏
の
想
い
出

表紙図版：藤井達吉《大島風物図屏風（右隻）》 1916年 碧南商工会議所蔵
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S P R I N G  2 0 14 藤井達吉の全貌

2014年4月5日（土）～6月1日（日）

■講演会
4月20日【日】「藤井達吉の工芸と特異性」
講師：瀬尾典昭（渋谷区立松濤美術館学芸員）
5月18日【日】「生活と自然の再発見―藤井逹吉と大正期の工芸」
講師：土田眞紀（美術史家・帝塚山大学文学部非常勤講師）

■ワークショップ
「いろとりどりにチクチクぬぅよ　テクテクたびするワークショップ」
＊5月3日【土・祝】午後1時～4時30分
講師：スサイタカコ（美術作家）
お気に入りだったのに破れたり汚れたりしてしまった服やカバン。刺繍やアップリ
ケ、ニンギョウなどで愉快に甦えらせましょう。身につけておでかけ、想い出と一緒
に日常を旅しましょう。

会場：当館２階、定員：20名（応募多数の場合は抽選となります。）
対象：年齢制限なし（ただし低学年以下の方は保護者の同伴が必要です）
申込方法：往復ハガキに代表者氏名・年齢・郵便番号・住所・電話番号・参加者
全員の氏名・年齢を明記の上、4月21日【月】までに岡崎市美術博物館「ワーク
ショップ係」までお申し込みください（必着）。★当館ホームページからもお申し込
みいただけます。

古文書　みりょく発見！
2014年6月14日（土）～7月27日（日）

■昨年開催した「ユーモアと飛躍　そこにふれる」展（2013年8月17日～10月20
日）の展覧会図録収載論文千葉真智子（当館学芸員）著「ユーモア―知りえぬ世
界についての気づき」が、美術館連絡協議会カタログ論文賞にて優秀論文賞を
受賞しました。

編 集 後 記｜ 新しい年度がスタートしました。本年度は「藤井達吉の全貌」展にはじまり、夏には国宝「観音菩薩立像（夢違観音）」もお目見えする

「法隆寺展―聖徳太子と平和への祈り」展が控えています。『アルカディア』では、こうした展覧会をご紹介するとともに、当館の活動以外の情報も盛り

込んで、より楽しんでいただける誌面作りを心掛けたいと思います。（千葉）
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