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　年
明
け
初
旬
の
あ
る
日
の
こ
と
。

「
ど
こ
か
行
き
た
い
！
ド
ラ
イ
ブ
し
た

い
！
」そ
ん
な
衝
動
に
駆
ら
れ
、急
な
思

い
つ
き
で
静
岡
に
行
く
こ
と
に
し
た
。

思
い
つ
い
た
も
の
の一
人
旅
は
何
だ
か
さ

み
し
い
の
で
、大
学
時
代
の
友
人
を
巻

き
込
む
こ
と
に
。本
当
に
思
い
つ
き
の

た
め
、ほ
ぼ
ノ
ー
プ
ラ
ン
。宿
泊
先
と

ざ
っ
く
り
と
し
た
目
的
地
だ
け
を
決

め
、二
週
間
後
に
出
発
し
た
。

　雲
ひ
と
つ
な
い
冬
晴
れ
の
朝
、出
勤

時
間
よ
り
早
く
出
発
。友
人
と
合
流

し
、ま
ず
は
浜
松
へ
。お
菓
子
工
場
の
見

学
を
し
た
後
、隣
の
友
人
の
リ
サ
ー
チ

を
頼
り
に
、世
界
一
長
い
木
造
歩
道
橋
、

蓬
莱
橋
へ
。強
風
で
吹
っ
飛
ば
さ
れ
そ

う
に
な
り
な
が
ら
も
何
と
か
橋
を
往

復
し
、そ
の
途
中
で
小
さ
く
見
つ
け
た

富
士
山
に
大
興
奮
！
そ
れ
か
ら
富
士

山
の
虜
？
に
な
っ
て
し
ま
い
、行
く
先
々

で
富
士
山
を
見
つ
け
て
は
大
騒
ぎ（
移

動
中
、ほ
ぼ
ど
こ
か
ら
で
も
見
え
、そ
の

大
き
さ
に
改
め
て
ビ
ッ
ク
リ
）。今
話
題

の
三
保
の
松
原
に
も
立
ち
寄
り
、青
々

と
し
た
茶
畑
の
間
を
縫
っ
て
ド
ラ
イ
ブ

し
、海
鮮
丼
を
堪
能
し
…
二
日
間
で
は

あ
っ
た
が
、偶
然
に
も
世
界
遺
産
を
先

取
り
で
き
、羽
伸
ば
し
も
で
き
、そ
し
て

ナ
ビ
上
手
な
助
手
に
も
恵
ま
れ
、癒
し

の
旅
と
な
っ
た
。気
ま
ま
に
走
っ
た
せ
い

か
、総
走
行
距
離
は
四
〇
〇
キ
ロ
超
。心

地
よ
い
疲
れ
と
充
実
感
を
感
じ
な
が
ら

帰
路
に
就
い
た
。こ
ん
な
自
由
旅
、い
つ

か
ま
た
し
て
み
た
い
。（
佑
）

　生
ま
れ
て
こ
の
方
芸
術
に
は
縁
が
な

く
、小
中
学
校
の
写
生
大
会
で
す
ら
弁

当
の
み
を
楽
し
み
に
し
て
い
た
。そ
ん
な

人
間
が
、４
月
か
ら
こ
の
美
術
博
物
館

で
施
設
管
理
を
任
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ

た
。　前

の
職
場
で
は
公
共
建
築
物
に
お
け

る
設
備
の
設
計
や
工
事
を
担
当
し
て
い

た
。日
々
の
仕
事
が
建
設
・
工
事
か
ら
維

持
・
管
理
へ
と
変
わ
っ
た
こ
と
で
、以
前

の
自
分
で
は
気
に
も
留
め
な
か
っ
た
建

築
物
や
深
く
考
え
て
い
な
か
っ
た
設
備

に
つ
い
て
新
た
な
視
点
か
ら
眺
め
る
こ

と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
気
が
す
る
。

　遠
ざ
け
て
き
た
芸
術
に
つ
い
て
の
認

識
も
同
じ
こ
と
で
は
な
い
か
。異
動
直

後
か
ら
開
催
さ
れ
た「
ポ
ー
ル
・
デ
ル

ヴ
ォ
ー
展
」で
は
、画
家
の
一
生
を
追
い
、

情
勢
や
心
情
に
よ
っ
て
変
わ
っ
て
い
く

画
風
に
よ
っ
て
、画
家
も
一
人
の
人
間
で

あ
る
こ
と
を
初
め
て
認
識
す
る
こ
と
が

で
き
た
。一
枚
の
絵
と
し
て
見
て
い
た
も

の
は
そ
の
時
代
に
お
け
る
過
去
か
ら
未

来
へ
の
つ
な
が
り
を
知
る
こ
と
で
違
っ

た
印
象
を
受
け
る
。

　苦
手
と
感
じ
る
分
野
で
も
ど
ん
な

き
っ
か
け
で
あ
れ
少
し
踏
み
入
っ
て
み

る
こ
と
で
、そ
れ
ま
で
の
自
分
と
は
違

う
視
点
や
考
え
を
持
つ
機
会
を
得
る
こ

と
に
な
る
。そ
の
機
会
を
生
か
す
も
殺

す
も
自
分
次
第
だ
が
、縁
あ
っ
て
触
れ

る
こ
と
と
な
っ
た「
芸
術
」と
い
う
分
野

に
つ
い
て
は
、も
う
少
し
歩
み
寄
っ
て
み

よ
う
と
思
う
。（
磯
）

「
別
世
界
へ
の
一
歩
」

そ
う
だ
、静
岡
行
こ
う
！

ユーモアと飛躍　そこにふれる
2013年8月17日（土）～10月20日（日）
■D.D .による「不合理な一石二鳥のティータイム」（全4回）
D.D.が作った不合理な家（作品空間)の住人となり、様々なことをしながら1時
間半を過ごします。
日時：8月21日（水）、8月31日（土）、9月22日（日）、10月14日（月・祝）　
いずれも14:00～15:30
会場:当館展示室
定員：各回8名（未就学児の参加不可、グループでの参加は2名まで）
申込締切：各回とも開催日の10日前まで（申込方法は下記のとおり）
■池田晶紀×タナカカツキ（漫画家）　ワークショップ「自然とゲームしましょう」
講師と一緒に、シェアリングネイチャーゲームを体験します。
9月8日（日）　10:00～14:00　＊雨天の場合は9月14日（土）
会場：当館周辺野外　※昼食を一緒にとります。
定員：30名（グループでの参加は4名まで）
申込締切：8月23日（金）（申込方法は下記のとおり）
＜「不合理な一石二鳥のティータイム」、「自然とゲームしましょう」申込方法＞
往復ハガキに希望イベント名（「ティータイム」は日にちも）・代表者氏名・ふりがな（小学生以
下の場合は保護者氏名もご記入ください）・年齢・郵便番号・住所・電話番号・参加者全員
の氏名・ふりがな・年齢を明記の上、締切日までに岡崎市美術博物館「イベント係」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。

■小林耕平デモンストレーション（全5回）
日時・各回ゲスト：
8月25日（日）平倉圭（横浜国立大学教育人間科学部准教授）

9月15日（日）榎本俊二（漫画家）
9月21日（土）仙田学（小説家）
10月5日（土）神村恵（ダンサー･振付家）・福留麻里（ダンサー）
10月20日（日）core of bells（５人組バンド）
いずれも14:00～16:00（開始時刻前に展示室前にお越しください）
会場：当館展示室　
■泉太郎パフォーマンス「骨抜き用トング」
日時：10月12日（土）　14:00～16:00
（開始時刻前に展示室前にお越しください）
会場：当館展示室　
■作家トーク
8月17日（土）　長谷川繁
9月23日（月・祝）　花岡伸宏
10月13日（日）　八木良太
いずれも14:00～15:30
会場：当館セミナールームおよび展示室
定員：各回70名（12:00より受付カウンターにて整理券配布予定）
■学芸員によるギャラリートーク
8月18日（日）、9月29日（日）　両日とも14:00～
会場：当館展示室　
※イベントは全て参加・聴講無料（ただし当日の観覧チケットが必要）
■【関連小展示】　妄想の空間を連結しよう
2013年9月10日（火）～10月20日（日）　＊鑑賞無料
美術博物館ロビーにて、D.D.によるワークショップに基づく作品展示を行います。

表紙図版：長谷川繁 2010年

編 集 後 記｜ 暑い季節がやってきました。今夏は、トリエンナーレのサテライト会場として、岡崎の街も賑わいを見せることと思います。当館にもそ

の余波が及ぶことを大いに期待したいところ。目下、1時間にバスが一本というハンデを如何に乗り越えるかに頭を悩ませているところです。（千葉）



　
　卯
の
花
・
菜
の
花

　今
年
も
ま
た
郭
公
の
鳴
く
声
を
聞
く
。

　そ
の
初
音
を
待
ち
わ
び
た
の
は
、王
朝
人
で
あ
っ
た
。夜
は
深
更
、ど
こ
ろ
か
払
暁
の
朝
に
及
ぶ

ま
で
、眠
い
目
を
こ
す
り
な
が
ら
、ひ
た
す
ら
耳
を
そ
ば
だ
て
た
と
い
う
。

　確
か
に
そ
の
声
は
、鶯
の
そ
れ
ほ
ど
長
閑
か
で
朗
ら
か
で
は
な
い
。鶯
の
声
が
日
の
あ
る
終
日
、

な
か
で
も
家
内
揃
っ
た
飯
時
分
に
こ
そ
相
応
し
い
の
に
対
し
、郭
公
の
声
は
深
夜
に
聞
い
て
こ
そ

で
あ
ろ
う
。ま
た
そ
う
で
あ
れ
ば
こ
そ
、王
朝
人
は
郭
公
を
、

　
　し
で
の
山
こ
え
て
来
つ
ら
ん
ほ
と
と
ぎ
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　恋
し
き
人
の
う
へ
か
た
ら
な
ん

　伊
勢

と
死
出
の
山
路
を
越
え
て
来
た
鳥
と
見
、そ
の
か
ん
高
く
鋭
い
声
に
、

　
　旅
ね
し
て
つ
ま
こ
ひ
す
ら
し
時
鳥

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　神
な
ひ
山
に
さ
夜
ふ
け
な
く

　読
人
不
知

つ
ま
恋
い
の
情
を
感
じ
た
の
で
あ
る
。

　と
は
云
え
わ
た
し
に
は
そ
の
声
が
、「
テ
ッ
ペ
ン
カ
ケ
タ
カ
」と
か「
ト
ッ
キ
ョ
ト
カ
キ
ョ
ク
」と
は
、

ど
う
に
も
聞
こ
え
な
い
。そ
も
そ
も
こ
れ
で
は
音
の
数
が
合
わ
な
い
で
は
な
い
か
。し
か
し
鶏
の
鳴

き
声
を「
ク
ッ
ク
ド
ゥ
ー
ド
ゥ
ル
ド
ゥ
ー
」、犬
の
吠
え
る
の
を「
バ
ウ
ワ
ウ
」と
聞
こ
え
る
人
間
も
い
る

の
だ
。刷
り
込
ま
れ
れ
ば
、つ
ま
り
は
学
習
す
れ
ば
、そ
う
聞
こ
え
る
の
だ
ろ
う
。と
な
れ
ば
郭
公
の

鳴
く
音
に「
テ
ッ
ペ
ン
カ
ケ
タ
カ
」の
音
を
聞
き
分
け
る
の
も
、や
や
大
袈
裟
に
云
え
ば
一つ
の
文
化

で
あ
っ
た
。

　い
や
、こ
と
は
鳴
き
声
の
聞
き
分
け
に
係
わ
る
だ
け
で
は
な
い
。わ
た
し
に
は
そ
の
声
は
、

　
　郭
公
一
声
夏
を
さ
だ
め
け
り

と
、雪
中
庵
こ
と
大
島
蓼
太（
一
七
一
八
〜
八
七
）が
断
じ
た
よ
う
に
、夏
の
到
来
を
告
げ
る
声
で
も

あ
っ
た
。文
化
を
云
う
の
な
ら
、む
し
ろ
そ
の
こ
と
自
体
を
云
う
べ
き
だ
ろ
う
か
。そ
う
云
え
ば
古

歌
に
も
、

　
　い
つ
の
ま
に
五
月
き
ぬ
ら
ん
あ
し
引
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　山
ほ
と
と
ぎ
す
今
ぞ
鳴
く
な
る

　読
人
不
知

と
あ
る
。前
掲
し
た
伊
勢
の「
死
出
の
郭
公
」の
歌
も
五
月
五
日
に
詠
ん
だ
と
い
う
。郭
公
に
五
月

＝
夏
の
景
趣
を
思
う
の
は
わ
た
し
た
ち
に
刷
り
込
ま
れ
た
歌
の
こ
こ
ろ
で
あ
り
、ま
さ
し
く
文
化

で
あ
っ
た
。

　む
ろ
ん
夏
の
到
来
を
告
げ
る
の
は
、郭
公
だ
け
で
は
な
い
。鳥
が
あ
れ
ば
花
に
も
あ
る
の
が
道
理

と
い
う
も
の
。そ
の
花
は
、

　
　わ
が
宿
の
か
き
ね
や
春
を
へ
だ
つ
ら
む

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　夏
来
に
け
り
と
見
ゆ
る
卯
の
花

　源
順

と
あ
る
よ
う
に
、春
と
夏
と
を
隔
て
る
垣
根
に
咲
く
卯
の
花
で
あ
っ
た
。

　し
か
も
こ
の
卯
の
花
、古
来
、郭
公
の
宿
る
花
と
考
え
ら
れ
て
き
た
。

　
　卯
花
の
に
ほ
ふ
さ
か
り
は
月
き
よ
み

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　い
ね
ず
き
け
と
や
な
く
ほ
と
と
ぎ
す

　伊
勢

さ
し
て
見
映
え
が
好
い
と
も
思
わ
れ
な
い
こ
の
花
を
、わ
た
し
た
ち
の
先
祖
が
愛
で
た
の
も
、こ
れ

が
郭
公
と
一
体
と
な
っ
て
夏
の
到
来
を
告
げ
て
く
れ
る
か
ら
で
あ
っ
た
。

　そ
の
意
味
で
忘
れ
難
い
曲
が
あ
る
。

　
　卯
の
花
の

　に
ほ
ふ
か
き
ね
に

　
　時
鳥

　早
も
来
鳴
き
て

　
　し
の
ひ
音
も
ら
す

　夏
は
来
ぬ

云
う
ま
で
も
な
く「
夏
は
来
ぬ
」の
一
番
。佐
々
木
信
綱
の
作
詞
、小
山
作
之
助
作
曲
の
小
学
唱
歌

で
あ
る
。明
治
二
十
九
年（
一
八
九
六
）の
作
だ
。以
来
、時
代
を
こ
え
歌
い
つ
が
れ
て
き
た
。わ
た
し

な
ど
夏
が
来
れ
ば
、い
や
、季
節
に
係
わ
ら
ず
気
分
好
い
折
な
ど
、こ
の
歳
に
な
っ
て
も
つ
い
口
に

出
る
。平
易
な
メ
ロ
デ
ィ
ー
が
何
と
も
気
持
ち
好
い
。二
番
は
こ
う
だ
。

　
　五
月
雨
の

　そ
そ
ぐ
山
田
に

　
　早
乙
女
が

　裳
裾
ぬ
ら
し
て

　
　玉
苗
植
う
る

　夏
は
来
ぬ

こ
の
後
も
歌
詞
に
は「
橘
の

　か
お
る
軒
は
に
」「
水
鶏
鳴
き
」「
蛍
と
び
か
い
」「
夕
月
涼
し
き
」「
夏

は
来
ぬ
」と
万
葉
以
来
、和
歌
に
よ
っ
て
磨
ぎ
澄
ま
さ
れ
て
き
た
雅
語
が
続
く
。そ
れ
も
五
、七
、

五
、七
、七
、五
の
文
字（
音
）が
連
な
る
。わ
た
し
た
ち
の
耳
と
心
に
最
も
心
地
好
い
リ
ズ
ム
で
あ

る
。さ
す
が
は
佐
々
木
信
綱（
一
八
七
二
〜
一
九
六
三
）の
作
と
云
う
べ
き
か
。こ
の
一
曲
の
歌
詞
の
う

ち
に
和
歌
が
育
ん
だ
初
夏
の
景
趣
を
、余
す
と
こ
ろ
な
く
語
り
尽
く
す
。

　な
ん
と
好
い
歌
だ
ろ
う
。そ
の
歌
を
小
学
生
の
こ
ろ
か
ら
歌
っ
て
き
た
。意
味
も
充
分
分
か
ら

ぬ
ま
ま
に
、で
あ
っ
た
か
も
知
れ
な
い
。そ
れ
は
そ
れ
で
仕
方
な
い
だ
ろ
う
。だ
が
平
易
な
メ
ロ

デ
ィ
ー
に
の
せ
て
歌
詞
に
親
し
む
―
こ
れ
程
の
日
本
語
教
育
も
無
い
の
で
は
な
い
か
。い
や
歌
詞
に

散
り
ば
め
ら
れ
た
雅
語
と
そ
の
背
景
と
を
知
る
こ
と
は
、ほ
ぼ
そ
の
ま
ま
日
本
文
化
の
伝
統
、そ

の
美
意
識
と
こ
こ
ろ
を
理
解
す
る
こ
と
に
他
な
る
ま
い
。

　そ
れ
に
し
て
も
、わ
た
し
た
ち
が
歌
っ
て
き
た
小
学
唱
歌
に
は
、こ
の「
夏
は
来
ぬ
」に
限
ら
ず
、

日
本
の
文
学
的
伝
統
に
根
づ
い
た
も
の
が
何
と
多
い
こ
と
か
。こ
こ
で
は
も
う
一つ
、そ
う
し
た
曲

を
挙
げ
て
お
こ
う
。万
人
の
愛
唱
歌
で
あ
る
。

　
　菜
の
花
畠
に

　入
日
薄
れ

　
　見
わ
た
す
山
の
端

　霞
ふ
か
し

　
　春
風
そ
よ
ふ
く

　空
を
見
れ
ば

　
　夕
月
か
か
り
て

　に
ほ
ひ
淡
し

高
野
辰
之
作
詞
、岡
野
貞
一
作
曲
の
文
部
省
唱
歌「
朧
月
夜
」（
大
正
三
年
＝
一
九
一
四
）の
一
番
で
あ

る
。高
野
辰
之（
一
八
七
六
＝
一
九
四
七
）と
云
え
ば
、「
春
の
小
川
」「
春
が
来
た
」「
紅
葉
」「
故
郷
」

な
ど
の
傑
作
唱
歌
を
作
詞
し
た
人
。そ
の
高
野
の「
朧
月
夜
」の
情
景
の
根
底
に
、あ
の
蕪
村（
一
七

一
六
〜
八
三
）の
名
句
、

　
　菜
の
花
や
月
は
東
に
日
は
西
に

が
あ
っ
た
こ
と
は
疑
い
あ
る
ま
い
。さ
ら
に
そ
の
蕪
村
の
句
も
、陶
淵
明
の
詩
句「
白
日
淪
西
阿

　

素
月
出
東
嶺
」や
、『
山
家
鳥
虫
歌
』（
明
和
九
年
・一
七
七
二
刊
）に
収
め
ら
れ
た
俗
謡「
月
は
東
に

す
ば
る
は
西
に
、い
と
し
殿
ご
は
真
中
に
」を
踏
ま
え
た
も
の
と
、す
で
に
注
釈
さ
れ
て
い
る
。日

月
、西
東
の
一
致
か
ら
す
れ
ば
、そ
う
な
の
だ
ろ
う
。

　だ
が
、そ
う
し
た
蕪
村
の
イ
メ
ー
ジ
の
元
を
探
る
こ
と
よ
り
も
、さ
し
当
っ
て
問
題
と
し
た
い
の

は
、沈
む
夕
日
と
昇
る
夕
月
と
の
間
に
広
が
る
広
大
な
景
が
、菜
の
花
畑
だ
と
い
う
点
で
あ
る
。

　そ
の
菜
の
花
、蕪
村
の
時
代
ま
で
に
は
、種
子
か
ら
油（
菜
種
油
）を
絞
る
技
術
が
確
立
さ
れ
た

結
果
、畿
内
で
は
換
金
性
の
高
い
作
物
と
し
て
、

　
　菜
の
花
の
な
か
に
城
あ
り
郡
上

　許
六

と
幾
内
大
和
は
云
う
に
及
ば
ず
、江
戸
は
葛
西
ま
で
も
、

　
　菜
の
花
や
雨
の
か
さ
い
の
に
し
ひ
が
し

　祇
徳

と
、そ
の
栽
培
が
各
地
で
飛
躍
的
に
拡
大
し
た
と
い
う
、洛
中
ま
で
も
菜
の
花
畑
が
広
が
っ
て
い
た

ら
し
い
。三
月
と
も
な
れ
ば
、そ
れ
ら
が
咲
き
匂
い
、

　
　さ
な
が
ら
広
き
田
野
に

　黄
な
る
絹
を
し
け
る
が
ご
と
し

　
　『農
業
全
書
』油
菜（
元
禄
十
年
・一
六
九
七
刊
）

で
あ
っ
た
。そ
の
美
し
い
情
景
を
目
の
当
た
り
に
し
た
原
体
験
が
、蕪
村
に「
菜
の
花
」の
一
句
を
構

想
さ
せ
、さ
ら
に
そ
の
水
脈
か
ら「
朧
月
夜
」の
豊
か
な
世
界
が
生
ま
れ
た
の
だ
ろ
う
。菜
の
花
を

詠
ん
だ
古
歌
が
無
い
の
が
、そ
う
し
た
推
定
を
示
唆
す
る
。つ
ま
り
菜
の
花
の
美
し
さ
を
見
出
し

た
の
は
、和
歌
の
美
意
識
で
は
な
く
、俳
諧
に
育
ま
れ
た
眼
と
感
性
で
あ
り
、そ
の
意
味
で
こ
の
花

は
、ま
さ
し
く
江
戸
の
俳
諧
の
花
園
に
咲
く
。

　む
ろ
ん
そ
の
花
園
に
は
虫
も
す
む
。秋
に
集
く
虫
だ
け
が
虫
と
い
う
わ
け
で
は
あ
る
ま
い
。

　
　み
じ
か
夜
や
毛
む
し
の
う
へ
に
露
の
玉

　蕪
村

王
朝
人
が
糸
も
て
貫
け
る
玉
に
も
準
え
た
白
露
が
、こ
こ
で
は
驚
く
べ
き
こ
と
に
毛
虫
の
毛
に
結

ん
で
い
る
と
い
う
。俳
諧
の
眼
に
よ
る
新
た
な
発
見
で
あ
る
。

　な
ん
と
鋭
い
眼
だ
ろ
う
。だ
が
江
戸
の
花
園
に
は
、そ
う
し
た
眼
が
見
出
し
た
草
花
が
咲
き
、鳥

や
虫
た
ち
が
遊
ぶ
。絵
師
た
ち
は
、そ
れ
を
描
い
た
。い
や
、見
出
し
た
眼
は
、俳
諧
に
育
ま
れ
た
眼

だ
け
で
は
な
い
。

　そ
こ
で
次
号
以
下
、そ
の
よ
う
な
眼
に
応
え
て
生
み
出
さ
れ
た
作
品
を
手
が
か
り
に
、江
戸
の

花
園
に
分
け
入
っ
て
み
た
い
。だ
が
そ
の
た
め
に
は
、わ
た
し
た
ち
の
先
祖
が
ど
ん
な
草
花
を
愛

で
、歌
に
詠
み
、絵
に
し
て
き
た
か
、あ
ら
か
じ
め
見
て
お
く
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。わ
た
し
た
ち
が

身
近
に
眼
に
す
る
草
花
や
鳥
で
あ
る
。に
も
か
か
わ
ら
ず
、そ
れ
ら
を
見
つ
め
る
わ
た
し
た
ち
の
先

祖
の
眼
は
、時
代
に
よ
り
大
き
く
変
わ
っ
て
き
た
よ
う
だ
。ま
ず
は
手
始
め
に
王
朝
人
の
場
合
を

見
て
お
こ
う
。む
ろ
ん
、卯
の
花
に
郭
公
だ
け
を
愛
で
て
い
た
わ
け
で
も
あ
る
ま
い（
続
く
）。

眼
の
極
楽
⑧

　江
戸
の
花
園

館
長 

榊
原
悟

ほ
と
と
ぎ
す

ほ
と
と
ぎ
す

い

く
い
な

と

ま

は
ぐ
く

な
ぞ
ら

ほ
と
と
ぎ
す

こ
こ
ち

は
ぐ
く

こ
こ
ろ

レ

レ

さ
さ
き
の
ぶ
つ
な

こ
や
ま
さ
く
の
す
け

と
き

よ

し
で

ほ
と
と
ぎ
す

ほ
と
と
ぎ
す

し
ん
こ
う

ふ
つ
ぎ
ょ
う

う
ぐ
い
す

ひ
ね
も
す

め
し
じ
ぶ
ん

の
ど

ほ
が

あ
し
たほ

と
と
ぎ
す

ほ
と
と
ぎ
す 

ひ
と
こ
え

お
お
し
ま
り
ょ
う
た

さ
く
も
つ

ね

た
か
の
た
つ
ゆ
き

も
み
じ

二

一

二

一

ふ
る
さ
と

す
だ

は

お
ぼ
ろ
づ
き
よ

き
ょ
り
く

こ
お
り
や
ま

か
さ
い

や
ま
と

き
と
く



　
　卯
の
花
・
菜
の
花

　今
年
も
ま
た
郭
公
の
鳴
く
声
を
聞
く
。

　そ
の
初
音
を
待
ち
わ
び
た
の
は
、王
朝
人
で
あ
っ
た
。夜
は
深
更
、ど
こ
ろ
か
払
暁
の
朝
に
及
ぶ

ま
で
、眠
い
目
を
こ
す
り
な
が
ら
、ひ
た
す
ら
耳
を
そ
ば
だ
て
た
と
い
う
。

　確
か
に
そ
の
声
は
、鶯
の
そ
れ
ほ
ど
長
閑
か
で
朗
ら
か
で
は
な
い
。鶯
の
声
が
日
の
あ
る
終
日
、

な
か
で
も
家
内
揃
っ
た
飯
時
分
に
こ
そ
相
応
し
い
の
に
対
し
、郭
公
の
声
は
深
夜
に
聞
い
て
こ
そ

で
あ
ろ
う
。ま
た
そ
う
で
あ
れ
ば
こ
そ
、王
朝
人
は
郭
公
を
、

　
　し
で
の
山
こ
え
て
来
つ
ら
ん
ほ
と
と
ぎ
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　恋
し
き
人
の
う
へ
か
た
ら
な
ん

　伊
勢

と
死
出
の
山
路
を
越
え
て
来
た
鳥
と
見
、そ
の
か
ん
高
く
鋭
い
声
に
、

　
　旅
ね
し
て
つ
ま
こ
ひ
す
ら
し
時
鳥

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　神
な
ひ
山
に
さ
夜
ふ
け
な
く

　読
人
不
知

つ
ま
恋
い
の
情
を
感
じ
た
の
で
あ
る
。

　と
は
云
え
わ
た
し
に
は
そ
の
声
が
、「
テ
ッ
ペ
ン
カ
ケ
タ
カ
」と
か「
ト
ッ
キ
ョ
ト
カ
キ
ョ
ク
」と
は
、

ど
う
に
も
聞
こ
え
な
い
。そ
も
そ
も
こ
れ
で
は
音
の
数
が
合
わ
な
い
で
は
な
い
か
。し
か
し
鶏
の
鳴

き
声
を「
ク
ッ
ク
ド
ゥ
ー
ド
ゥ
ル
ド
ゥ
ー
」、犬
の
吠
え
る
の
を「
バ
ウ
ワ
ウ
」と
聞
こ
え
る
人
間
も
い
る

の
だ
。刷
り
込
ま
れ
れ
ば
、つ
ま
り
は
学
習
す
れ
ば
、そ
う
聞
こ
え
る
の
だ
ろ
う
。と
な
れ
ば
郭
公
の

鳴
く
音
に「
テ
ッ
ペ
ン
カ
ケ
タ
カ
」の
音
を
聞
き
分
け
る
の
も
、や
や
大
袈
裟
に
云
え
ば
一つ
の
文
化

で
あ
っ
た
。

　い
や
、こ
と
は
鳴
き
声
の
聞
き
分
け
に
係
わ
る
だ
け
で
は
な
い
。わ
た
し
に
は
そ
の
声
は
、

　
　郭
公
一
声
夏
を
さ
だ
め
け
り

と
、雪
中
庵
こ
と
大
島
蓼
太（
一
七
一
八
〜
八
七
）が
断
じ
た
よ
う
に
、夏
の
到
来
を
告
げ
る
声
で
も

あ
っ
た
。文
化
を
云
う
の
な
ら
、む
し
ろ
そ
の
こ
と
自
体
を
云
う
べ
き
だ
ろ
う
か
。そ
う
云
え
ば
古

歌
に
も
、

　
　い
つ
の
ま
に
五
月
き
ぬ
ら
ん
あ
し
引
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　山
ほ
と
と
ぎ
す
今
ぞ
鳴
く
な
る

　読
人
不
知

と
あ
る
。前
掲
し
た
伊
勢
の「
死
出
の
郭
公
」の
歌
も
五
月
五
日
に
詠
ん
だ
と
い
う
。郭
公
に
五
月

＝
夏
の
景
趣
を
思
う
の
は
わ
た
し
た
ち
に
刷
り
込
ま
れ
た
歌
の
こ
こ
ろ
で
あ
り
、ま
さ
し
く
文
化

で
あ
っ
た
。

　む
ろ
ん
夏
の
到
来
を
告
げ
る
の
は
、郭
公
だ
け
で
は
な
い
。鳥
が
あ
れ
ば
花
に
も
あ
る
の
が
道
理

と
い
う
も
の
。そ
の
花
は
、

　
　わ
が
宿
の
か
き
ね
や
春
を
へ
だ
つ
ら
む

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　夏
来
に
け
り
と
見
ゆ
る
卯
の
花

　源
順

と
あ
る
よ
う
に
、春
と
夏
と
を
隔
て
る
垣
根
に
咲
く
卯
の
花
で
あ
っ
た
。

　し
か
も
こ
の
卯
の
花
、古
来
、郭
公
の
宿
る
花
と
考
え
ら
れ
て
き
た
。

　
　卯
花
の
に
ほ
ふ
さ
か
り
は
月
き
よ
み

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　い
ね
ず
き
け
と
や
な
く
ほ
と
と
ぎ
す

　伊
勢

さ
し
て
見
映
え
が
好
い
と
も
思
わ
れ
な
い
こ
の
花
を
、わ
た
し
た
ち
の
先
祖
が
愛
で
た
の
も
、こ
れ

が
郭
公
と
一
体
と
な
っ
て
夏
の
到
来
を
告
げ
て
く
れ
る
か
ら
で
あ
っ
た
。

　そ
の
意
味
で
忘
れ
難
い
曲
が
あ
る
。

　
　卯
の
花
の

　に
ほ
ふ
か
き
ね
に

　
　時
鳥

　早
も
来
鳴
き
て

　
　し
の
ひ
音
も
ら
す

　夏
は
来
ぬ

云
う
ま
で
も
な
く「
夏
は
来
ぬ
」の
一
番
。佐
々
木
信
綱
の
作
詞
、小
山
作
之
助
作
曲
の
小
学
唱
歌

で
あ
る
。明
治
二
十
九
年（
一
八
九
六
）の
作
だ
。以
来
、時
代
を
こ
え
歌
い
つ
が
れ
て
き
た
。わ
た
し

な
ど
夏
が
来
れ
ば
、い
や
、季
節
に
係
わ
ら
ず
気
分
好
い
折
な
ど
、こ
の
歳
に
な
っ
て
も
つ
い
口
に

出
る
。平
易
な
メ
ロ
デ
ィ
ー
が
何
と
も
気
持
ち
好
い
。二
番
は
こ
う
だ
。

　
　五
月
雨
の

　そ
そ
ぐ
山
田
に

　
　早
乙
女
が

　裳
裾
ぬ
ら
し
て

　
　玉
苗
植
う
る

　夏
は
来
ぬ

こ
の
後
も
歌
詞
に
は「
橘
の

　か
お
る
軒
は
に
」「
水
鶏
鳴
き
」「
蛍
と
び
か
い
」「
夕
月
涼
し
き
」「
夏

は
来
ぬ
」と
万
葉
以
来
、和
歌
に
よ
っ
て
磨
ぎ
澄
ま
さ
れ
て
き
た
雅
語
が
続
く
。そ
れ
も
五
、七
、

五
、七
、七
、五
の
文
字（
音
）が
連
な
る
。わ
た
し
た
ち
の
耳
と
心
に
最
も
心
地
好
い
リ
ズ
ム
で
あ

る
。さ
す
が
は
佐
々
木
信
綱（
一
八
七
二
〜
一
九
六
三
）の
作
と
云
う
べ
き
か
。こ
の
一
曲
の
歌
詞
の
う

ち
に
和
歌
が
育
ん
だ
初
夏
の
景
趣
を
、余
す
と
こ
ろ
な
く
語
り
尽
く
す
。

　な
ん
と
好
い
歌
だ
ろ
う
。そ
の
歌
を
小
学
生
の
こ
ろ
か
ら
歌
っ
て
き
た
。意
味
も
充
分
分
か
ら

ぬ
ま
ま
に
、で
あ
っ
た
か
も
知
れ
な
い
。そ
れ
は
そ
れ
で
仕
方
な
い
だ
ろ
う
。だ
が
平
易
な
メ
ロ

デ
ィ
ー
に
の
せ
て
歌
詞
に
親
し
む
―
こ
れ
程
の
日
本
語
教
育
も
無
い
の
で
は
な
い
か
。い
や
歌
詞
に

散
り
ば
め
ら
れ
た
雅
語
と
そ
の
背
景
と
を
知
る
こ
と
は
、ほ
ぼ
そ
の
ま
ま
日
本
文
化
の
伝
統
、そ

の
美
意
識
と
こ
こ
ろ
を
理
解
す
る
こ
と
に
他
な
る
ま
い
。

　そ
れ
に
し
て
も
、わ
た
し
た
ち
が
歌
っ
て
き
た
小
学
唱
歌
に
は
、こ
の「
夏
は
来
ぬ
」に
限
ら
ず
、

日
本
の
文
学
的
伝
統
に
根
づ
い
た
も
の
が
何
と
多
い
こ
と
か
。こ
こ
で
は
も
う
一つ
、そ
う
し
た
曲

を
挙
げ
て
お
こ
う
。万
人
の
愛
唱
歌
で
あ
る
。

　
　菜
の
花
畠
に

　入
日
薄
れ

　
　見
わ
た
す
山
の
端

　霞
ふ
か
し

　
　春
風
そ
よ
ふ
く

　空
を
見
れ
ば

　
　夕
月
か
か
り
て

　に
ほ
ひ
淡
し

高
野
辰
之
作
詞
、岡
野
貞
一
作
曲
の
文
部
省
唱
歌「
朧
月
夜
」（
大
正
三
年
＝
一
九
一
四
）の
一
番
で
あ

る
。高
野
辰
之（
一
八
七
六
＝
一
九
四
七
）と
云
え
ば
、「
春
の
小
川
」「
春
が
来
た
」「
紅
葉
」「
故
郷
」

な
ど
の
傑
作
唱
歌
を
作
詞
し
た
人
。そ
の
高
野
の「
朧
月
夜
」の
情
景
の
根
底
に
、あ
の
蕪
村（
一
七

一
六
〜
八
三
）の
名
句
、

　
　菜
の
花
や
月
は
東
に
日
は
西
に

が
あ
っ
た
こ
と
は
疑
い
あ
る
ま
い
。さ
ら
に
そ
の
蕪
村
の
句
も
、陶
淵
明
の
詩
句「
白
日
淪
西
阿

　

素
月
出
東
嶺
」や
、『
山
家
鳥
虫
歌
』（
明
和
九
年
・一
七
七
二
刊
）に
収
め
ら
れ
た
俗
謡「
月
は
東
に

す
ば
る
は
西
に
、い
と
し
殿
ご
は
真
中
に
」を
踏
ま
え
た
も
の
と
、す
で
に
注
釈
さ
れ
て
い
る
。日

月
、西
東
の
一
致
か
ら
す
れ
ば
、そ
う
な
の
だ
ろ
う
。

　だ
が
、そ
う
し
た
蕪
村
の
イ
メ
ー
ジ
の
元
を
探
る
こ
と
よ
り
も
、さ
し
当
っ
て
問
題
と
し
た
い
の

は
、沈
む
夕
日
と
昇
る
夕
月
と
の
間
に
広
が
る
広
大
な
景
が
、菜
の
花
畑
だ
と
い
う
点
で
あ
る
。

　そ
の
菜
の
花
、蕪
村
の
時
代
ま
で
に
は
、種
子
か
ら
油（
菜
種
油
）を
絞
る
技
術
が
確
立
さ
れ
た

結
果
、畿
内
で
は
換
金
性
の
高
い
作
物
と
し
て
、

　
　菜
の
花
の
な
か
に
城
あ
り
郡
上

　許
六

と
幾
内
大
和
は
云
う
に
及
ば
ず
、江
戸
は
葛
西
ま
で
も
、

　
　菜
の
花
や
雨
の
か
さ
い
の
に
し
ひ
が
し

　祇
徳

と
、そ
の
栽
培
が
各
地
で
飛
躍
的
に
拡
大
し
た
と
い
う
、洛
中
ま
で
も
菜
の
花
畑
が
広
が
っ
て
い
た

ら
し
い
。三
月
と
も
な
れ
ば
、そ
れ
ら
が
咲
き
匂
い
、

　
　さ
な
が
ら
広
き
田
野
に

　黄
な
る
絹
を
し
け
る
が
ご
と
し

　
　『農
業
全
書
』油
菜（
元
禄
十
年
・一
六
九
七
刊
）

で
あ
っ
た
。そ
の
美
し
い
情
景
を
目
の
当
た
り
に
し
た
原
体
験
が
、蕪
村
に「
菜
の
花
」の
一
句
を
構

想
さ
せ
、さ
ら
に
そ
の
水
脈
か
ら「
朧
月
夜
」の
豊
か
な
世
界
が
生
ま
れ
た
の
だ
ろ
う
。菜
の
花
を

詠
ん
だ
古
歌
が
無
い
の
が
、そ
う
し
た
推
定
を
示
唆
す
る
。つ
ま
り
菜
の
花
の
美
し
さ
を
見
出
し

た
の
は
、和
歌
の
美
意
識
で
は
な
く
、俳
諧
に
育
ま
れ
た
眼
と
感
性
で
あ
り
、そ
の
意
味
で
こ
の
花

は
、ま
さ
し
く
江
戸
の
俳
諧
の
花
園
に
咲
く
。

　む
ろ
ん
そ
の
花
園
に
は
虫
も
す
む
。秋
に
集
く
虫
だ
け
が
虫
と
い
う
わ
け
で
は
あ
る
ま
い
。

　
　み
じ
か
夜
や
毛
む
し
の
う
へ
に
露
の
玉

　蕪
村

王
朝
人
が
糸
も
て
貫
け
る
玉
に
も
準
え
た
白
露
が
、こ
こ
で
は
驚
く
べ
き
こ
と
に
毛
虫
の
毛
に
結

ん
で
い
る
と
い
う
。俳
諧
の
眼
に
よ
る
新
た
な
発
見
で
あ
る
。

　な
ん
と
鋭
い
眼
だ
ろ
う
。だ
が
江
戸
の
花
園
に
は
、そ
う
し
た
眼
が
見
出
し
た
草
花
が
咲
き
、鳥

や
虫
た
ち
が
遊
ぶ
。絵
師
た
ち
は
、そ
れ
を
描
い
た
。い
や
、見
出
し
た
眼
は
、俳
諧
に
育
ま
れ
た
眼

だ
け
で
は
な
い
。

　そ
こ
で
次
号
以
下
、そ
の
よ
う
な
眼
に
応
え
て
生
み
出
さ
れ
た
作
品
を
手
が
か
り
に
、江
戸
の

花
園
に
分
け
入
っ
て
み
た
い
。だ
が
そ
の
た
め
に
は
、わ
た
し
た
ち
の
先
祖
が
ど
ん
な
草
花
を
愛

で
、歌
に
詠
み
、絵
に
し
て
き
た
か
、あ
ら
か
じ
め
見
て
お
く
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。わ
た
し
た
ち
が

身
近
に
眼
に
す
る
草
花
や
鳥
で
あ
る
。に
も
か
か
わ
ら
ず
、そ
れ
ら
を
見
つ
め
る
わ
た
し
た
ち
の
先

祖
の
眼
は
、時
代
に
よ
り
大
き
く
変
わ
っ
て
き
た
よ
う
だ
。ま
ず
は
手
始
め
に
王
朝
人
の
場
合
を

見
て
お
こ
う
。む
ろ
ん
、卯
の
花
に
郭
公
だ
け
を
愛
で
て
い
た
わ
け
で
も
あ
る
ま
い（
続
く
）。

眼
の
極
楽
⑧

　江
戸
の
花
園

館
長 

榊
原
悟

ほ
と
と
ぎ
す

ほ
と
と
ぎ
す

い

く
い
な

と

ま

は
ぐ
く

な
ぞ
ら

ほ
と
と
ぎ
す

こ
こ
ち

は
ぐ
く

こ
こ
ろ

レ

レ

さ
さ
き
の
ぶ
つ
な

こ
や
ま
さ
く
の
す
け

と
き

よ

し
で

ほ
と
と
ぎ
す

ほ
と
と
ぎ
す

し
ん
こ
う

ふ
つ
ぎ
ょ
う

う
ぐ
い
す

ひ
ね
も
す

め
し
じ
ぶ
ん

の
ど

ほ
が

あ
し
たほ

と
と
ぎ
す

ほ
と
と
ぎ
す 

ひ
と
こ
え

お
お
し
ま
り
ょ
う
た

さ
く
も
つ

ね

た
か
の
た
つ
ゆ
き

も
み
じ

二

一

二

一

ふ
る
さ
と

す
だ

は

お
ぼ
ろ
づ
き
よ

き
ょ
り
く

こ
お
り
や
ま

か
さ
い

や
ま
と

き
と
く



　佐
久
市
立
近
代
美
術
館
名
品
展「
き
ら
め

く
日
本
画
―
大
観
・
栖
鳳
か
ら
現
代
ま
で
」

で
は
七
十
一
点
も
の
作
品
を
同
館
か
ら
借
用

い
た
し
ま
し
た
。作
品
集
荷
作
業
に
あ
た
り
、

同
館
の
収
蔵
庫
に
入
ら
せ
て
い
た
だ
き
ま
し

た
。二
階
か
ら
三
階
に
至
る
収
蔵
庫
に
は

び
っ
し
り
と
作
品
が
収
蔵
さ
れ
て
お
り
、あ

ら
た
め
て
油
井
一
二
氏
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
の
存
在

の
大
き
さ
を
認
識
し
ま
し
た
。佐
久
市
で
は

同
市
出
身
美
術
年
鑑
社
長
の
油
井
一二
氏
が

五
〇
年
間
に
わ
た
り
蒐
集
し
た
作
品
七
〇

〇
点
が
一
九
七
七
年
佐
久
市
に
寄
附
さ
れ
た

こ
と
が
契
機
と
な
り
、美
術
館
建
設
の
声
が

高
ま
り
、一
九
八
三
年
五
月
、長
野
県
駒
場
公

園
の
一
角
に
佐
久
市
立
近
代
美
術
館
が
開
館

し
ま
し
た
。

　油
井
氏
の
作
品
寄
附
は
同
美
術
館
コ
レ
ク

シ
ョ
ン
の
中
核
に
な
り
、そ
の
後
も
一
二
氏
が

一
九
九
二
年
に
亡
く
な
る
ま
で
寄
附
は
続
け

ら
れ
、さ
ら
に
息
子
の
一
人
氏
に
よ
る
寄
附

が
現
在
も
続
き
、同
館
の
新
た
な
コ
レ
ク
シ
ョ

ン
を
形
成
し
て
い
ま
す
。作
品
購
入
費
の
削

減
な
ど
に
よ
り
収
集
活
動
が
縮
小
化
し
て

い
る
な
か
、収
蔵
品
の
収
集
に
苦
慮
し
て
い

る
私
ど
も
の
館
に
は
う
ら
や
ま
し
い
か
ぎ
り

で
す
。

　こ
う
し
た
個
人
コ
レ
ク
タ
ー
の
寄
附
が
美

術
館
運
営
に
方
向
性
を
も
た
ら
す
例
と
し

て
は
県
内
で
は
、愛
知
県
美
術
館
の
木
村
定

三
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
が
あ
り
ま
す
。江
戸
時
代
の

浦
上
玉
堂
や
与
謝
蕪
村
な
ど
の
文
人
画
や

近
代
絵
画
な
ど
三
〇
〇
〇
点
を
超
え
る
コ
レ

ク
シ
ョ
ン
の
一
部
は
木
村
定
三
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
室

に
お
い
て
テ
ー
マ
ご
と
に
公
開
が
続
け
ら
れ
、

修
復
や
調
査
研
究
活
動
の
対
象
と
し
て
も

高
い
位
置
づ
け
が
さ
れ
て
い
ま
す
。質
の
高
い

コ
レ
ク
シ
ョ
ン
が
活
動
を
保
持
し
て
い
る
と

言
っ
て
よ
い
で
し
ょ
う
。

　油
井
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
は
日
本
画
を
中
心
に

油
彩
画
・
彫
刻
・
工
芸
・
書
な
ど
各
分
野
に
わ

た
っ
て
い
ま
す
。こ
の
な
か
に
は
平
山
郁
夫
の

一
九
五
九
年
の
作
品「
仏
教
伝
来
」、翌
年
の

「
天
山
南
路（
夜
）」な
ど
平
山
郁
夫
の
初
期

の
作
品
が
含
ま
れ
て
い
ま
す
。「
仏
教
伝
来
」

は
平
山
の
作
家
と
し
て
の
原
点
と
な
る
作
品

で
す
が
、こ
う
し
た
作
家
の
初
期
の
作
品
が

み
ら
れ
る
の
も
油
井
一
二
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
の
特

徴
で
す
。

　油
井
氏
の
収
集
活
動
に
は
作
家
と
の
交

流
活
動
の
な
か
で
得
ら
れ
た
も
の
も
多
く
あ

り
ま
す
。今
回
展
示
さ
れ
て
い
る
平
山
郁
夫

に
よ
る
油
井
一二
氏
の
肖
像
画
作
品
も
そ
の
一

つ
で
し
ょ
う
。佐
久
市
立
近
代
美
術
館
の
開

館
を
記
念
し
て
一
九
八
三
年
に
描
か
れ
た
も

の
で
す
。

　油
井
氏
と
親
交
の
深
か
っ
た
人
物
に
武
者

小
路
実
篤
が
い
ま
す
。事
業
に
失
敗
し
た
油

井
に
対
し
て
武
者
小
路
実
篤
は
目
の
前
で

達
磨
を
描
き
励
ま
し
た
と
い
い
ま
す
。武
者

小
路
実
篤
と
い
え
ば
、志
賀
直
哉
と
と
も
に

雑
誌「
白
樺
」を
創
刊
し
た
人
物
で
、新
し
き

村
の
ユ
ー
ト
ピ
ア
運
動
、人
道
主
義
で
知
ら

れ
て
い
ま
す
。油
井
が
武
者
小
路
に
接
近
し

た
こ
と
も
こ
う
し
た
実
篤
の
生
き
方
に
共
鳴

し
た
た
め
で
し
ょ
う
。武
者
小
路
実
篤
は
美

術
論
執
筆
の
か
た
わ
ら
絵
を
描
い
た
と
い
い

ま
す
。今
回
の
展
覧
会
で
も
実
篤
が
書
い
た

素
朴
な
絵
に
よ
る
書
画
が
展
示
さ
れ
て
い
ま

す
が
、油
井
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
に
は
四
三
点
も
の

実
篤
の
書
画
が
含
ま
れ
て
い
ま
す
。

　油
井
一
二
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
に
は
油
井
氏
の

生
き
方
の
一
面
が
反
映
さ
れ
お
り
、そ
の
個

人
コ
レ
ク
タ
ー
の
思
い
は
寄
附
を
受
け
た
佐

久
市
立
近
代
美
術
館
の
活
動
に
引
き
継
が

れ
て
い
ま
す
。

会期：平成25年 6月8日（土）～8月4日（日）

　今
夏
、開
幕
す
る「
あ
い
ち
ト
リ
エ
ン
ナ
ー

レ
2
0
1
3
」。二
回
目
と
な
る
今
回
、岡
崎

市
は
サ
テ
ラ
イ
ト
会
場
に
選
ば
れ
て
い
ま

す
。そ
の
た
め
に
混
同
さ
れ
る
こ
と
が
多
い

の
で
す
が
、ト
リ
エ
ン
ナ
ー
レ
の
作
品
が
展
示

さ
れ
る
の
は
、康
生
地
区
を
中
心
と
す
る
街

中
だ
け
の
こ
と
で
、同
時
期
に
当
館
で
開
催

す
る
展
覧
会
は
、こ
れ
と
は
別
の
独
自
企

画
。と
は
言
え
せ
っ
か
く
の
機
会
、当
館
も
現

代
ア
ー
ト
を
取
り
上
げ
た
並
行
企
画
事
業

に
名
を
連
ら
ね
、岡
崎
を
訪
れ
た
方
に
、さ

ら
に
も
う
一つ
の
楽
し
み
を
ご
提
供
で
き
れ

ば
と
考
え
て
い
ま
す
。

　展
覧
会
の
テ
ー
マ
は「
ユ
ー
モ
ア
」で
す
。

「
揺
れ
る
大
地
」と
銘
打
っ
た
ト
リ
エ
ン
ナ
ー

レ
が
、「
場
所
・
記
憶
・
復
活
」と
い
っ
た
非
常

に
シ
リ
ア
ス
な
テ
ー
マ
を
取
り
上
げ
て
い
る
の

に
対
し
て
、な
ん
と
軽
い
こ
と
か
、と
思
わ
れ

る
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。し
か
し
、気
持
ち
は
大

真
面
目
で
す
。と
い
う
の
も
、震
災
後
の
美
術

と
社
会
に
お
い
て
、目
に
見
え
る
実
践
的
な

活
動
が
求
め
ら
れ
る
な
か
、置
き
去
り
に
さ

れ
か
ね
な
い
、し
か
し
本
質
的
な
こ
と
と
し

て
大
事
に
す
べ
き
も
の
が
、そ
れ
で
も
愚
直

に「
美
術
」に
取
り
組
む
こ
と
の
凄
さ
、そ
し

て
こ
う
し
た
大
真
面
目
な
態
度
に
よ
っ
て
こ

そ
生
ま
れ
る「
ユ
ー
モ
ア
」だ
と
考
え
た
か
ら

で
す
。も
ち
ろ
ん
、ユ
ー
モ
ア
と
言
っ
て
も
、単

に
笑
い
を
誘
う
、滑
稽
さ
だ
け
を
指
し
て
い

る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。「
ユ
ー
モ
ア
」と
い

う
語
が
、日
本
語
に
す
ん
な
り
と
置
き
換
え

ら
れ
な
い
よ
う
に
、そ
こ
に
は
様
々
な
含
意

が
あ
り
ま
す
。単
純
な
笑
い
が（
ベ
ル
ク
ソ
ン

や
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
が
指
摘
す
る
よ
う
に
）、対

象
に
対
す
る
笑
う
側
の
優
越
的
立
場
か
ら

生
じ
る
の
に
対
し
て
、「
ユ
ー
モ
ア
」の
語
を
使

う
こ
と
で
本
展
で
強
調
し
た
い
の
は
、む
し

ろ
哄
笑
と
も
言
う
べ
き
笑
い
を
引
き
起
こ
す

対
象
の
圧
倒
的
な
力
で
あ
り
、と
き
に
、こ
う

し
た
笑
い
を
引
き
起
こ
す
こ
と
な
く
、し
か

し
、い
と
も
鮮
や
か
に
私
た
ち
の
思
考
を
ひ
っ

く
り
返
し
て
し
ま
う
そ
の
力
で
す
。ま
た
ユ
ー

モ
ア
は
、敗
者
の
精
神
と
も
言
う
べ
き
負
の

力
を
も
っ
て
、私
た
ち
を
世
界
の
暗
部
や
深

部
に
触
れ
さ
せ
る
こ
と
さ
え
あ
る
で
し
ょ
う
。

そ
う
し
た
ユ
ー
モ
ア
の
も
つ
飛
躍
力
、ダ
イ
ブ

す
る
力
こ
そ
が
、今
の
社
会
に
欠
か
せ
な
い

の
で
は
と
考
え
た
の
で
す
。

　本
展
で
は
こ
の
よ
う
な
考
え
の
も
と
、七

組
の
作
家
の
作
品
を
ご
紹
介
し
ま
す
。自
ら

育
て
た
水
草
水
槽
の
ミ
ク
ロ
な
世
界
を
カ
メ

ラ
を
媒
介
に
新
た
な
世
界
へ
と
変
貌
さ
せ
る

池
田
晶
紀
。生
な
感
触
を
も
つ
泉
太
郎
の
映

像
イ
ン
ス
タ
レ
ー
シ
ョ
ン
と
花
岡
伸
宏
の
立
体

は
、笑
い
を
引
き
起
こ
し
つ
つ
も
、何
か
居
心

地
の
悪
く
な
る
よ
う
な
世
界
の
暗
部
を
私
た

ち
に
垣
間
見
せ
て
く
れ
る
で
し
ょ
う
。カ
ン

ヴ
ァ
ス
の
上
を
バ
ナ
ナ
や
キ
ュ
ウ
リ
が
踊
り
、

鮭
が
闊
歩
す
る
長
谷
川
繁
の「
絵
画
」は
、そ

の
圧
倒
的
な
画
面
の
大
き
さ
と
相
ま
っ
て
、

笑
い
を
引
き
起
こ
さ
ず
に
い
ま
せ
ん
。し
か

し
、そ
の
絵
を
見
れ
ば
、如
何
に
長
谷
川
が

大
真
面
目
に
絵
画
に
取
り
組
ん
で
い
る
か
が

分
か
る
は
ず
で
す
。一
方
、八
木
良
太
は
、閃

き
に
基
づ
く
作
品
を
通
し
て
、人
間
の
知
覚

の
曖
昧
さ
を
鮮
や
か
に
示
し
て
く
れ
、D.

D.

（
今
村
哲
＋
染
谷
亜
里
可
）の
体
験
型
の
空

間（
挿
図
、《
2
つ
で
三
人
》）は
、私
た
ち
を
内

部
へ
取
り
込
み
な
が
ら
惑
わ
し
、遊
び
か
ら

美
術
へ
と
そ
の
境
界
を
見
事
に
飛
び
越
え
て

い
き
ま
す
。そ
し
て
、言
葉
と
映
像
を
巧
み
に

使
い
な
が
ら
、私
た
ち
が
そ
う
だ
と
思
い
込

ん
で
い
る
世
界
の
見
方
を
保
留
し
、私
た
ち

の
判
断
思
考
を
引
き
伸
ば
し
な
が
ら
、飛
躍

を
遂
げ
る
小
林
耕
平
の
作
品
。

　こ
れ
ら
の
作
品
を
前
に
、私
た
ち
も
ま
た
、

ユ
ー
モ
ア
を
持
ち
、受
け
止
め
る
度
量
が
試

さ
れ
る
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。し
か
し
、こ
の

ユ
ー
モ
ア
が
も
た
ら
す
笑
い
と
閃
き
、逡
巡
と

違
和
の
感
覚
は
、世
界
の
広
が
り
と
深
さ
を

私
た
ち
に
感
じ
さ
せ
、「
こ
こ
」の
先
に
あ
る

「
そ
こ
」に
、私
た
ち
を
触
れ
さ
せ
て
く
れ
る

こ
と
と
思
い
ま
す
。

会期：平成25年 8月17日（土）～10月20日（日）

あいちトリエンナーレ2013並行企画事業

ユーモアと飛躍
そこにふれる
千 葉 真 智 子

ゆかりのまち提携三〇周年記念

佐久市近代美術館名品展
きらめく日本画

―大観・栖鳳から現代まで

堀 江 登 志 実

D.D. （今村哲+染谷亜里可） 《2つで三人》

平山郁夫 油井一二像 1983年



　佐
久
市
立
近
代
美
術
館
名
品
展「
き
ら
め

く
日
本
画
―
大
観
・
栖
鳳
か
ら
現
代
ま
で
」

で
は
七
十
一
点
も
の
作
品
を
同
館
か
ら
借
用

い
た
し
ま
し
た
。作
品
集
荷
作
業
に
あ
た
り
、

同
館
の
収
蔵
庫
に
入
ら
せ
て
い
た
だ
き
ま
し

た
。二
階
か
ら
三
階
に
至
る
収
蔵
庫
に
は

び
っ
し
り
と
作
品
が
収
蔵
さ
れ
て
お
り
、あ

ら
た
め
て
油
井
一
二
氏
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
の
存
在

の
大
き
さ
を
認
識
し
ま
し
た
。佐
久
市
で
は

同
市
出
身
美
術
年
鑑
社
長
の
油
井
一二
氏
が

五
〇
年
間
に
わ
た
り
蒐
集
し
た
作
品
七
〇

〇
点
が
一
九
七
七
年
佐
久
市
に
寄
附
さ
れ
た

こ
と
が
契
機
と
な
り
、美
術
館
建
設
の
声
が

高
ま
り
、一
九
八
三
年
五
月
、長
野
県
駒
場
公

園
の
一
角
に
佐
久
市
立
近
代
美
術
館
が
開
館

し
ま
し
た
。

　油
井
氏
の
作
品
寄
附
は
同
美
術
館
コ
レ
ク

シ
ョ
ン
の
中
核
に
な
り
、そ
の
後
も
一
二
氏
が

一
九
九
二
年
に
亡
く
な
る
ま
で
寄
附
は
続
け

ら
れ
、さ
ら
に
息
子
の
一
人
氏
に
よ
る
寄
附

が
現
在
も
続
き
、同
館
の
新
た
な
コ
レ
ク
シ
ョ

ン
を
形
成
し
て
い
ま
す
。作
品
購
入
費
の
削

減
な
ど
に
よ
り
収
集
活
動
が
縮
小
化
し
て

い
る
な
か
、収
蔵
品
の
収
集
に
苦
慮
し
て
い

る
私
ど
も
の
館
に
は
う
ら
や
ま
し
い
か
ぎ
り

で
す
。

　こ
う
し
た
個
人
コ
レ
ク
タ
ー
の
寄
附
が
美

術
館
運
営
に
方
向
性
を
も
た
ら
す
例
と
し

て
は
県
内
で
は
、愛
知
県
美
術
館
の
木
村
定

三
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
が
あ
り
ま
す
。江
戸
時
代
の

浦
上
玉
堂
や
与
謝
蕪
村
な
ど
の
文
人
画
や

近
代
絵
画
な
ど
三
〇
〇
〇
点
を
超
え
る
コ
レ

ク
シ
ョ
ン
の
一
部
は
木
村
定
三
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
室

に
お
い
て
テ
ー
マ
ご
と
に
公
開
が
続
け
ら
れ
、

修
復
や
調
査
研
究
活
動
の
対
象
と
し
て
も

高
い
位
置
づ
け
が
さ
れ
て
い
ま
す
。質
の
高
い

コ
レ
ク
シ
ョ
ン
が
活
動
を
保
持
し
て
い
る
と

言
っ
て
よ
い
で
し
ょ
う
。

　油
井
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
は
日
本
画
を
中
心
に

油
彩
画
・
彫
刻
・
工
芸
・
書
な
ど
各
分
野
に
わ

た
っ
て
い
ま
す
。こ
の
な
か
に
は
平
山
郁
夫
の

一
九
五
九
年
の
作
品「
仏
教
伝
来
」、翌
年
の

「
天
山
南
路（
夜
）」な
ど
平
山
郁
夫
の
初
期

の
作
品
が
含
ま
れ
て
い
ま
す
。「
仏
教
伝
来
」

は
平
山
の
作
家
と
し
て
の
原
点
と
な
る
作
品

で
す
が
、こ
う
し
た
作
家
の
初
期
の
作
品
が

み
ら
れ
る
の
も
油
井
一
二
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
の
特

徴
で
す
。

　油
井
氏
の
収
集
活
動
に
は
作
家
と
の
交

流
活
動
の
な
か
で
得
ら
れ
た
も
の
も
多
く
あ

り
ま
す
。今
回
展
示
さ
れ
て
い
る
平
山
郁
夫

に
よ
る
油
井
一二
氏
の
肖
像
画
作
品
も
そ
の
一

つ
で
し
ょ
う
。佐
久
市
立
近
代
美
術
館
の
開

館
を
記
念
し
て
一
九
八
三
年
に
描
か
れ
た
も

の
で
す
。

　油
井
氏
と
親
交
の
深
か
っ
た
人
物
に
武
者

小
路
実
篤
が
い
ま
す
。事
業
に
失
敗
し
た
油

井
に
対
し
て
武
者
小
路
実
篤
は
目
の
前
で

達
磨
を
描
き
励
ま
し
た
と
い
い
ま
す
。武
者

小
路
実
篤
と
い
え
ば
、志
賀
直
哉
と
と
も
に

雑
誌「
白
樺
」を
創
刊
し
た
人
物
で
、新
し
き

村
の
ユ
ー
ト
ピ
ア
運
動
、人
道
主
義
で
知
ら

れ
て
い
ま
す
。油
井
が
武
者
小
路
に
接
近
し

た
こ
と
も
こ
う
し
た
実
篤
の
生
き
方
に
共
鳴

し
た
た
め
で
し
ょ
う
。武
者
小
路
実
篤
は
美

術
論
執
筆
の
か
た
わ
ら
絵
を
描
い
た
と
い
い

ま
す
。今
回
の
展
覧
会
で
も
実
篤
が
書
い
た

素
朴
な
絵
に
よ
る
書
画
が
展
示
さ
れ
て
い
ま

す
が
、油
井
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
に
は
四
三
点
も
の

実
篤
の
書
画
が
含
ま
れ
て
い
ま
す
。

　油
井
一
二
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
に
は
油
井
氏
の

生
き
方
の
一
面
が
反
映
さ
れ
お
り
、そ
の
個

人
コ
レ
ク
タ
ー
の
思
い
は
寄
附
を
受
け
た
佐

久
市
立
近
代
美
術
館
の
活
動
に
引
き
継
が

れ
て
い
ま
す
。

会期：平成25年 6月8日（土）～8月4日（日）

　今
夏
、開
幕
す
る「
あ
い
ち
ト
リ
エ
ン
ナ
ー

レ
2
0
1
3
」。二
回
目
と
な
る
今
回
、岡
崎

市
は
サ
テ
ラ
イ
ト
会
場
に
選
ば
れ
て
い
ま

す
。そ
の
た
め
に
混
同
さ
れ
る
こ
と
が
多
い

の
で
す
が
、ト
リ
エ
ン
ナ
ー
レ
の
作
品
が
展
示

さ
れ
る
の
は
、康
生
地
区
を
中
心
と
す
る
街

中
だ
け
の
こ
と
で
、同
時
期
に
当
館
で
開
催

す
る
展
覧
会
は
、こ
れ
と
は
別
の
独
自
企

画
。と
は
言
え
せ
っ
か
く
の
機
会
、当
館
も
現

代
ア
ー
ト
を
取
り
上
げ
た
並
行
企
画
事
業

に
名
を
連
ら
ね
、岡
崎
を
訪
れ
た
方
に
、さ

ら
に
も
う
一つ
の
楽
し
み
を
ご
提
供
で
き
れ

ば
と
考
え
て
い
ま
す
。

　展
覧
会
の
テ
ー
マ
は「
ユ
ー
モ
ア
」で
す
。

「
揺
れ
る
大
地
」と
銘
打
っ
た
ト
リ
エ
ン
ナ
ー

レ
が
、「
場
所
・
記
憶
・
復
活
」と
い
っ
た
非
常

に
シ
リ
ア
ス
な
テ
ー
マ
を
取
り
上
げ
て
い
る
の

に
対
し
て
、な
ん
と
軽
い
こ
と
か
、と
思
わ
れ

る
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。し
か
し
、気
持
ち
は
大

真
面
目
で
す
。と
い
う
の
も
、震
災
後
の
美
術

と
社
会
に
お
い
て
、目
に
見
え
る
実
践
的
な

活
動
が
求
め
ら
れ
る
な
か
、置
き
去
り
に
さ

れ
か
ね
な
い
、し
か
し
本
質
的
な
こ
と
と
し

て
大
事
に
す
べ
き
も
の
が
、そ
れ
で
も
愚
直

に「
美
術
」に
取
り
組
む
こ
と
の
凄
さ
、そ
し

て
こ
う
し
た
大
真
面
目
な
態
度
に
よ
っ
て
こ

そ
生
ま
れ
る「
ユ
ー
モ
ア
」だ
と
考
え
た
か
ら

で
す
。も
ち
ろ
ん
、ユ
ー
モ
ア
と
言
っ
て
も
、単

に
笑
い
を
誘
う
、滑
稽
さ
だ
け
を
指
し
て
い

る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。「
ユ
ー
モ
ア
」と
い

う
語
が
、日
本
語
に
す
ん
な
り
と
置
き
換
え

ら
れ
な
い
よ
う
に
、そ
こ
に
は
様
々
な
含
意

が
あ
り
ま
す
。単
純
な
笑
い
が（
ベ
ル
ク
ソ
ン

や
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
が
指
摘
す
る
よ
う
に
）、対

象
に
対
す
る
笑
う
側
の
優
越
的
立
場
か
ら

生
じ
る
の
に
対
し
て
、「
ユ
ー
モ
ア
」の
語
を
使

う
こ
と
で
本
展
で
強
調
し
た
い
の
は
、む
し

ろ
哄
笑
と
も
言
う
べ
き
笑
い
を
引
き
起
こ
す

対
象
の
圧
倒
的
な
力
で
あ
り
、と
き
に
、こ
う

し
た
笑
い
を
引
き
起
こ
す
こ
と
な
く
、し
か

し
、い
と
も
鮮
や
か
に
私
た
ち
の
思
考
を
ひ
っ

く
り
返
し
て
し
ま
う
そ
の
力
で
す
。ま
た
ユ
ー

モ
ア
は
、敗
者
の
精
神
と
も
言
う
べ
き
負
の

力
を
も
っ
て
、私
た
ち
を
世
界
の
暗
部
や
深

部
に
触
れ
さ
せ
る
こ
と
さ
え
あ
る
で
し
ょ
う
。

そ
う
し
た
ユ
ー
モ
ア
の
も
つ
飛
躍
力
、ダ
イ
ブ

す
る
力
こ
そ
が
、今
の
社
会
に
欠
か
せ
な
い

の
で
は
と
考
え
た
の
で
す
。

　本
展
で
は
こ
の
よ
う
な
考
え
の
も
と
、七

組
の
作
家
の
作
品
を
ご
紹
介
し
ま
す
。自
ら

育
て
た
水
草
水
槽
の
ミ
ク
ロ
な
世
界
を
カ
メ

ラ
を
媒
介
に
新
た
な
世
界
へ
と
変
貌
さ
せ
る

池
田
晶
紀
。生
な
感
触
を
も
つ
泉
太
郎
の
映

像
イ
ン
ス
タ
レ
ー
シ
ョ
ン
と
花
岡
伸
宏
の
立
体

は
、笑
い
を
引
き
起
こ
し
つ
つ
も
、何
か
居
心

地
の
悪
く
な
る
よ
う
な
世
界
の
暗
部
を
私
た

ち
に
垣
間
見
せ
て
く
れ
る
で
し
ょ
う
。カ
ン

ヴ
ァ
ス
の
上
を
バ
ナ
ナ
や
キ
ュ
ウ
リ
が
踊
り
、

鮭
が
闊
歩
す
る
長
谷
川
繁
の「
絵
画
」は
、そ

の
圧
倒
的
な
画
面
の
大
き
さ
と
相
ま
っ
て
、

笑
い
を
引
き
起
こ
さ
ず
に
い
ま
せ
ん
。し
か

し
、そ
の
絵
を
見
れ
ば
、如
何
に
長
谷
川
が

大
真
面
目
に
絵
画
に
取
り
組
ん
で
い
る
か
が

分
か
る
は
ず
で
す
。一
方
、八
木
良
太
は
、閃

き
に
基
づ
く
作
品
を
通
し
て
、人
間
の
知
覚

の
曖
昧
さ
を
鮮
や
か
に
示
し
て
く
れ
、D.

D.

（
今
村
哲
＋
染
谷
亜
里
可
）の
体
験
型
の
空

間（
挿
図
、《
2
つ
で
三
人
》）は
、私
た
ち
を
内

部
へ
取
り
込
み
な
が
ら
惑
わ
し
、遊
び
か
ら

美
術
へ
と
そ
の
境
界
を
見
事
に
飛
び
越
え
て

い
き
ま
す
。そ
し
て
、言
葉
と
映
像
を
巧
み
に

使
い
な
が
ら
、私
た
ち
が
そ
う
だ
と
思
い
込

ん
で
い
る
世
界
の
見
方
を
保
留
し
、私
た
ち

の
判
断
思
考
を
引
き
伸
ば
し
な
が
ら
、飛
躍

を
遂
げ
る
小
林
耕
平
の
作
品
。

　こ
れ
ら
の
作
品
を
前
に
、私
た
ち
も
ま
た
、

ユ
ー
モ
ア
を
持
ち
、受
け
止
め
る
度
量
が
試

さ
れ
る
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。し
か
し
、こ
の

ユ
ー
モ
ア
が
も
た
ら
す
笑
い
と
閃
き
、逡
巡
と

違
和
の
感
覚
は
、世
界
の
広
が
り
と
深
さ
を

私
た
ち
に
感
じ
さ
せ
、「
こ
こ
」の
先
に
あ
る

「
そ
こ
」に
、私
た
ち
を
触
れ
さ
せ
て
く
れ
る

こ
と
と
思
い
ま
す
。

会期：平成25年 8月17日（土）～10月20日（日）

あいちトリエンナーレ2013並行企画事業

ユーモアと飛躍
そこにふれる
千 葉 真 智 子

ゆかりのまち提携三〇周年記念

佐久市近代美術館名品展
きらめく日本画

―大観・栖鳳から現代まで

堀 江 登 志 実

D.D. （今村哲+染谷亜里可） 《2つで三人》

平山郁夫 油井一二像 1983年



湯
谷
翔
梧

歴
史
に
育
ま
れ
る
彩
り

　そ
う
だ
、萩
に
行
こ
う
。

　こ
の
夏
も
発
売
さ
れ
る
青
春
１
８

き
っ
ぷ
。ポ
ス
タ
ー
を
見
て
浮
か
ん
だ
の

は
そ
う
し
た
思
い
付
き
で
し
た
。

　岡
崎
に
来
る
前
は
山
口
県
史
の
編
さ

ん
に
従
事
し
て
お
り
、萩
市
に
も
何
度
か

訪
れ
ま
し
た
。

　萩
の
旅
は
色
を
追
い
か
け
る
旅
。空
の

青
に
海
の
蒼
。そ
れ
に
彩
り
を
加
え
る
、

漆
喰
の
白
と
夏
み
か
ん
の
黄
。た
く
さ
ん

歩
く
か
ら
、か
ば
ん
に
は
麦
茶
・
タ
オ
ル

に
江
戸
時
代
の
絵
図
の
コ
ピ
ー
だ
け
。そ

う
し
た
旅
が
出
来
る
の
は
、地
層
の
よ
う

に
積
み
重
ね
ら
れ
て
き
た
歴
史
が
残
っ
て

い
る
か
ら
、そ
ん
な
風
に
思
い
ま
す
。

　萩
が
歴
史
の
表
舞
台
に
立
つ
の
は
、江

戸
時
代
に
入
っ
て
か
ら
。関
ヶ
原
で
敗
れ

た
西
軍
の
総
大
将
毛
利
輝
元
は
、所
領

の
激
減
に
伴
い
、城
を
広
島
か
ら
萩
へ
と

移
し
ま
し
た
。城
下
に
は
毛
利
氏
家
臣
・

町
人
が
住
み
、萩
は
政
治
・
経
済
の
中
心

地
と
し
て
発
展
し
て
い
き
ま
す
。

　し
か
し
幕
末
の
一
八
六
〇
年
代
、萩
に

転
機
が
訪
れ
ま
す
。激
動
の
情
勢
に
対

応
す
る
た
め
、政
治
の
中
枢
を
山
口
へ
と

移
し
た
の
で
す
。

　明
治
の
世
に
な
る
と
、さ
ら
な
る
変
化

が
起
き
ま
す
。生
活
の
基
盤
を
失
っ
た
武

士
た
ち
は
、新
た
な
収
入
の
途
と
し
て
夏

み
か
ん
の
栽
培
を
始
め
ま
す
。一
方
で
萩

を
含
む
日
本
海
側
は「
裏
日
本
」と
し
て

経
済
発
展
に
後
れ
を
と
っ
て
い
き
ま
し

た
。し
か
し
そ
の
停
滞
と
も
と
れ
る
状
況

が
、萩
の
歴
史
的
蓄
積
を
真
空
パ
ッ
ク

し
、現
在
ま
で
伝
え
て
き
た
と
い
え
ま
す
。

　ま
た
萩
の
人
々
の
、歴
史
を
守
り
、活

か
そ
う
と
い
う
努
力
も
忘
れ
て
は
い
け
ま

せ
ん
。日
本
で
初
の
重
要
伝
統
的
建
造
物

群
保
存
地
区
に
指
定
さ
れ
、現
在
で
は

「
萩
ま
ち
じ
ゅ
う
博
物
館
」と
し
て
取
り

組
み
が
行
わ
れ
て
い
ま
す
。

　こ
う
し
て
残
さ
れ
て
き
た
様
々
な
色
と

貴
重
な
町
並
み
か
ら
、学
芸
員
と
し
て
も
、

美
博
と
し
て
も
学
べ
る
こ
と
は
た
く
さ
ん

あ
る
に
違
い
な
い
。ぜ
ひ
行
こ
う
。

　…
と
思
っ
て
調
べ
た
ら
所
要
時
間
一
五

時
間
半
…
今
年
は
こ
の
妄
想
旅
行
記
で

終
わ
り
そ
う
で
す
。

COLUMN＆TOPIC

村
松
和
明

廃
線
鉄
道
、あ
る
い
は
ロ
ー
ズ・セ
ラ
ヴ
ィへ
の
道

　「瀧
口
修
三
の
シ
ュ
ル
レ
ア
リ
ス
ム
」展

が
市
立
小
樽
美
術
館
と
文
学
館
で
開
催

さ
れ
、私
は
そ
の
講
演
会
講
師
に
招
か
れ

て
訪
れ
る
機
会
を
得
た
。小
樽
は
、明
治

か
ら
大
正
、昭
和
に
か
け
て
経
済
活
動
が

活
発
で
、北
海
道
を
代
表
す
る
商
都
と

し
て
繁
栄
、同
時
に
美
術
、文
学
な
ど
の

優
れ
た
作
家
を
輩
出
し
た
と
聞
く
。瀧

口
は
富
山
出
身
だ
が
小
樽
に
は
二
〇
歳

の
こ
ろ
に
二
年
程
滞
在
す
る
縁
が
あ
っ

た
。彼
の『
自
筆
年
譜
』に
は「
両
親
が
亡

く
な
り
大
学
に
も
失
望
し
た
と
き
関
東

大
震
災
に
遭
い
、学
資
金
も
失
い
退
学
。

そ
し
て
嫁
い
で
小
樽
へ
と
越
し
た
姉
の
島

操
を
頼
っ
て
雪
深
い
小
樽
に
渡
り
、一
九

二
五
年
に
姉
弟
共
同
出
資
で『
島
屋
』と

い
う
文
房
具
や
手
工
芸
を
売
る
店
を
始

め
、店
番
な
ど
を
手
伝
う
」（
筆
者
要
約
）

と
あ
る
。こ
の
青
年
の
夢
の
断
片
の
よ
う

な
店
は
、小
樽
で
も
実
在
は
確
認
さ
れ
て

い
な
か
っ
た
が
、本
展
の
調
査
に
よ
っ
て一

九
二
五
年
に
花
園
町
西
三
ノ
二
九
に
開

業
、姉
没
後
も
一
九
八
八
年
ま
で
島
家
に

よ
っ
て
営
業
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
分
か
っ

た
。瀧
口
は『
自
筆
年
譜
』一
九
六
四
年
に

「
オ
ブ
ジ
ェ
の
店
を
ひ
ら
く
と
い
う
想
像

に
と
り
つ
か
れ
て
い
た
が
、そ
の
架
空
の

店
の
命
名
を
デ
ュ
シ
ャ
ン
に
依
頼
す
る

と
、三
月
、ロ
ー
ズ・セ
ラ
ヴ
ィ
と
い
う
彼
の

若
い
頃
の
有
名
な
偽
名
を
あ
た
え
て
え

て
く
れ
た
」と
書
い
た
が
、「
オ
ブ
ジ
ェ
の

店
」と
は
、四
〇
年
前
に「
美
し
い
ま
ぼ
ろ

し
」と
慕
っ
た
姉
の
操
と
開
業
し
た「
島

屋
」が
、若
き
日
の
幻
影
の
よ
う
に
な
っ
て

彼
の
心
に
棲
み
つ
い
て
い
た
か
ら
で
は
な

か
っ
た
か
、そ
う
思
い
を
は
せ
な
が
ら
館

を
出
る
と
、建
物
に
寄
り
添
う
よ
う
に
廃

線
鉄
道
が
今
も
真
直
ぐ
に
町
を
貫
い
て

い
た
。手
宮
線
は
南
小
樽
駅
か
ら
市
内
の

手
宮
駅
を
結
ぶ
旧
国
鉄
の
北
海
道
最
初

の
鉄
道
区
間
だ
っ
た
が
一
九
八
五
年
に
廃

止
さ
れ
た
。

　一九
二
五
年
、パ
リ
で
は
シ
ュ
ル
レ
ア
リ

ス
ム
運
動
が
始
動
し
は
じ
め
た
頃
、瀧
口

青
年
は
、こ
の
鉄
道
で
往
来
し
て
い
た
は

ず
だ
。そ
の
道
は
ブ
レ
イ
ク
の
イ
ノ
セ
ン
ス

の
思
想
を
通
し
て
、ま
だ
見
ぬ
ロ
ー
ズ・セ

ラ
ヴ
ィ
と
の
運
命
的
な
出
会
い
へ
と
繋

が
っ
て
い
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
と
思
わ

れ
た
。

集
荷
の
旅 

（
12
）

　副
館
長
に
な
り
会
議
出
席
以
外
の
出

張
が
め
っ
き
り
少
な
く
な
っ
た
の
で
す

が
、こ
の
号
が
出
る
の
と
前
後
し
て
久
し

ぶ
り
に
返
却
の
旅
に
で
ま
す
。開
催
中
の

『
き
ら
め
く
日
本
画
』展
の
展
示
替
え
で

の
佐
久
市
行
き
で
す
。四
月
に
展
覧
会
の

担
当
者
が
異
動
と
な
り
堀
江
班
長
が
急

遽
引
き
継
ぎ
、作
品
集
荷
も
三
泊
四
日

に
わ
た
り
ひ
と
り
で
こ
な
し
無
事
オ
ー

プ
ン
し
て
い
ま
す
が
、途
中
一
部
の
展
示
替

え
が
あ
り
ま
す
。ど
う
し
て
も
と
借
用
を

お
願
い
し
て
い
た
平
山
郁
夫
の『
仏
教
伝

来
』と
田
渕
俊
夫
の
岡
崎
城
を
背
景
に

凧
が
舞
う『
寒
風
』が
佐
久
市
近
代
美
術

館
の
開
館
記
念
展
で
六
月
三
〇
日
ま
で

展
示
す
る
た
め
、七
月
一
日
の
月
曜
の
休

館
日
一
日
で
両
館
共
展
示
替
え
を
す
る
こ

と
に
な
っ
た
の
で
す
。

　三
〇
日
は
堀
江
班
長
が
佐
久
市
に
向

か
い
前
泊
。私
は
五
時
の
閉
館
を
待
っ
て

平
山
作
品
２
点
と
田
渕
作
品
１
点
を
撤

去
、美
術
品
専
用
車
に
載
せ
た
だ
ち
に

岡
崎
を
出
発
、中
央
道
を
走
り
九
時
過

ぎ
に
は
こ
の
日
の
宿
泊
地
松
本
に
到
着

で
す
。翌
朝
早
く
に
出
発
し
佐
久
を
目
指

し
ま
す
。堀
江
班
長
は
朝
か
ら
美
術
館
に

入
り
借
用
３
点
の
作
品
チ
ェ
ッ
ク
を
始
め

ま
す
。や
が
て
私
の
到
着
。車
か
ら
返
却

作
品
を
降
ろ
す
と
す
ぐ
に
借
用
作
品
を

積
み
込
み
、堀
江
班
長
は
岡
崎
を
め
ざ
し

走
り
ま
す
。残
さ
れ
た
私
は
、返
却
作
品

の
最
終
チ
ェ
ッ
ク
を
し
、お
礼
の
挨
拶
を

し
て
終
了
で
す
。堀
江
班
長
は
岡
崎
に
到

着
す
る
と
す
ぐ
に
、作
品
を
展
示
室
に
運

び
込
み
、飾
り
付
け
を
行
い
後
期
開
始
に

備
え
ま
す
。古
美
術
な
ど
展
示
期
間
が

制
約
さ
れ
る
こ
と
に
よ
る
入
替
は
、一
度

に
集
荷
し
て
し
ま
う
の
で
楽
な
の
で
す

が
、今
回
の
よ
う
に
作
品
移
動
を
伴
う
展

示
替
え
は
本
当
に
大
変
で
す
。で
も
来
館

さ
れ
る
方
々
に
、必
ず
喜
ん
で
い
た
だ
け

る
と
確
信
で
き
れ
ば
、労
を
惜
し
ま
な
い

の
が
学
芸
員
気
質
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。今

回
の
旅
で
は
朝
も
や
の
中
、姥
捨
か
ら
見

る
善
光
寺
平
の
眺
望
を
楽
し
み
に
し
て

い
ま
す
。

副
館
長

　荒
井
信
貴

副
館
長

　荒
井
信
貴

あ
い
ち
ト
リ
エ
ン
ナ
ー
レ
間
近

　ト
リ
エ
ン
ナ
ー
レ
開
幕
も
間
近
に
迫
り
、

名
古
屋
あ
た
り
で
は
其
処
此
処
で
作
品

設
置
の
情
報
が
聞
か
れ
る
よ
う
に
な
っ
て

き
て
い
ま
す
が
、今
回
初
登
場
の
岡
崎
会

場
は
ま
だ
あ
ま
り
動
き
が
な
く
、作
家
の

作
業
は
七
月
に
入
っ
て
か
ら
と
の
こ
と
で

す
。岡
崎
生
ま
れ
の
志
賀
理
恵
子
さ
ん
や

岡
崎
で
暮
ら
すstudio velocity

の
二
人

が
ど
の
よ
う
な
世
界
を
展
開
さ
せ
て
く
れ

る
の
か
、判
ら
な
い
分
、期
待
も
膨
ら
み
ま

す
。昨
年
の
地
域
展
に
出
展
し
、今
年
本

展
岡
崎
会
場
参
加
の
平
川
祐
樹
さ
ん
だ

け
は
地
域
調
査
を
進
め
て
い
る
中
、館
へ

も
顔
を
出
し
て
く
れ
て
い
ま
す
。興
味
の

先
は
や
は
り
矢
作
川
。河
床
で
見
つ
か
っ

た
縄
文
時
代
の
埋
没
林
に
ご
執
心
で
す
。

　松
本
町
会
場
は
、去
年
名
古
屋
・
豊
田

の
両
市
美
術
館
で
大
展
覧
会
が
行
わ
れ

た
青
木
野
枝
さ
ん
の
登
場
で
注
目
さ
れ

ま
す
。も
う
ベ
ロ
タ
ク
シ
ー
の
運
転
手
が

通
勤
用
の
駐
車
場
確
保
に
出
没
し
て
い

る
と
の
こ
と
で
す
。こ
の
周
辺
は
、昨
年

実
施
し
た
岡
崎
三
十
六
地
蔵
め
ぐ
り
の

中
心
地
で
、一
〇
番
源
空
寺
か
ら
伊
賀
八

幡
門
前
の
一
九
・
二
〇
番
連
馨
寺
・
観
音

堂
ま
で
指
呼
の
距
離
で
す
。水
子
供
養
の

弘
正
寺
や
岡
崎
の
鬼
門
を
護
る
旧
栄
久

寺
の
勝
軍
地
蔵
を
含
め
れ
ば
お
地
蔵
さ

ん
だ
ら
け
の
一
帯
で
、松
応
寺
を
中
心
に

し
た
庶
民
信
仰
の
メ
ッ
カ
の
よ
う
な
と
こ

ろ
で
す
。昔
は
劇
場
も
あ
っ
た
繁
華
街
で

あ
り
、昭
和
レ
ト
ロ
な
雰
囲
気
が
い
ま
だ

に
の
こ
る
街
な
の
で
、現
代
美
術
が
ど
の

よ
う
に
溶
け
込
み
、ま
た
変
化
を
も
た
ら

し
て
い
く
か
興
味
津
々
で
す
。

　昨
年
も
岡
崎
で
ト
リ
エ
ン
ナ
ー
レ
地
域

展
開
事
業
が
行
わ
れ
、そ
の
時
こ
の
門
前

で
も
小
規
模
展
示
が
行
わ
れ
、街
に
溶
け

込
む
よ
う
に
現
代
美
術
の
ア
ク
セ
ン
ト
が

付
け
ら
れ
て
い
た
の
で
す
が
、会
期
後
は

ま
た
元
の
日
常
の
姿
に
戻
っ
て
い
る
も
の

と
思
っ
て
い
ま
し
た
。

　先
日
、ぶ
ら
り
と
こ
の
街
を
訪
れ
、松

応
寺
太
子
堂
へ
向
か
う
と「
中
を
見
て
い

き
ま
せ
ん
か
？
」の
声
、民
家
を
改
造
し
、

手
作
り
工
芸
品
な
ど
を
並
べ
る
今
は
や

り
の
ボ
ッ
ク
ス・シ
ョ
ッ
プ
で
し
た
。当
番

は
障
が
い
を
も
つ
子
ど
も
さ
ん
の
お
母
さ

ん
が
二
人
。子
ど
も
た
ち
の
作
っ
た
し
い

た
け
せ
ん
べ
い
を
試
食
。香
ば
し
い
香
り

の
中
に
子
ど
も
た
ち
の一
所
懸
命
な
姿
が

浮
か
び
、そ
の
元
気
な
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
分

け
て
も
ら
っ
た
気
分
に
な
り
ま
し
た
。こ

れ
ま
で
気
が
付
か
な
か
っ
た
け
れ
ど
、こ

の
街
も
も
う
す
で
に
変
わ
り
つ
つ
あ
る
の

か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

廃線手官線と市立小樽美術館



湯
谷
翔
梧

歴
史
に
育
ま
れ
る
彩
り

　そ
う
だ
、萩
に
行
こ
う
。

　こ
の
夏
も
発
売
さ
れ
る
青
春
１
８

き
っ
ぷ
。ポ
ス
タ
ー
を
見
て
浮
か
ん
だ
の

は
そ
う
し
た
思
い
付
き
で
し
た
。

　岡
崎
に
来
る
前
は
山
口
県
史
の
編
さ

ん
に
従
事
し
て
お
り
、萩
市
に
も
何
度
か

訪
れ
ま
し
た
。

　萩
の
旅
は
色
を
追
い
か
け
る
旅
。空
の

青
に
海
の
蒼
。そ
れ
に
彩
り
を
加
え
る
、

漆
喰
の
白
と
夏
み
か
ん
の
黄
。た
く
さ
ん

歩
く
か
ら
、か
ば
ん
に
は
麦
茶
・
タ
オ
ル

に
江
戸
時
代
の
絵
図
の
コ
ピ
ー
だ
け
。そ

う
し
た
旅
が
出
来
る
の
は
、地
層
の
よ
う

に
積
み
重
ね
ら
れ
て
き
た
歴
史
が
残
っ
て

い
る
か
ら
、そ
ん
な
風
に
思
い
ま
す
。

　萩
が
歴
史
の
表
舞
台
に
立
つ
の
は
、江

戸
時
代
に
入
っ
て
か
ら
。関
ヶ
原
で
敗
れ

た
西
軍
の
総
大
将
毛
利
輝
元
は
、所
領

の
激
減
に
伴
い
、城
を
広
島
か
ら
萩
へ
と

移
し
ま
し
た
。城
下
に
は
毛
利
氏
家
臣
・

町
人
が
住
み
、萩
は
政
治
・
経
済
の
中
心

地
と
し
て
発
展
し
て
い
き
ま
す
。

　し
か
し
幕
末
の
一
八
六
〇
年
代
、萩
に

転
機
が
訪
れ
ま
す
。激
動
の
情
勢
に
対

応
す
る
た
め
、政
治
の
中
枢
を
山
口
へ
と

移
し
た
の
で
す
。

　明
治
の
世
に
な
る
と
、さ
ら
な
る
変
化

が
起
き
ま
す
。生
活
の
基
盤
を
失
っ
た
武

士
た
ち
は
、新
た
な
収
入
の
途
と
し
て
夏

み
か
ん
の
栽
培
を
始
め
ま
す
。一
方
で
萩

を
含
む
日
本
海
側
は「
裏
日
本
」と
し
て

経
済
発
展
に
後
れ
を
と
っ
て
い
き
ま
し

た
。し
か
し
そ
の
停
滞
と
も
と
れ
る
状
況

が
、萩
の
歴
史
的
蓄
積
を
真
空
パ
ッ
ク

し
、現
在
ま
で
伝
え
て
き
た
と
い
え
ま
す
。

　ま
た
萩
の
人
々
の
、歴
史
を
守
り
、活

か
そ
う
と
い
う
努
力
も
忘
れ
て
は
い
け
ま

せ
ん
。日
本
で
初
の
重
要
伝
統
的
建
造
物

群
保
存
地
区
に
指
定
さ
れ
、現
在
で
は

「
萩
ま
ち
じ
ゅ
う
博
物
館
」と
し
て
取
り

組
み
が
行
わ
れ
て
い
ま
す
。

　こ
う
し
て
残
さ
れ
て
き
た
様
々
な
色
と

貴
重
な
町
並
み
か
ら
、学
芸
員
と
し
て
も
、

美
博
と
し
て
も
学
べ
る
こ
と
は
た
く
さ
ん

あ
る
に
違
い
な
い
。ぜ
ひ
行
こ
う
。

　…
と
思
っ
て
調
べ
た
ら
所
要
時
間
一
五

時
間
半
…
今
年
は
こ
の
妄
想
旅
行
記
で

終
わ
り
そ
う
で
す
。

COLUMN＆TOPIC

村
松
和
明

廃
線
鉄
道
、あ
る
い
は
ロ
ー
ズ・セ
ラ
ヴ
ィへ
の
道

　「瀧
口
修
三
の
シ
ュ
ル
レ
ア
リ
ス
ム
」展

が
市
立
小
樽
美
術
館
と
文
学
館
で
開
催

さ
れ
、私
は
そ
の
講
演
会
講
師
に
招
か
れ

て
訪
れ
る
機
会
を
得
た
。小
樽
は
、明
治

か
ら
大
正
、昭
和
に
か
け
て
経
済
活
動
が

活
発
で
、北
海
道
を
代
表
す
る
商
都
と

し
て
繁
栄
、同
時
に
美
術
、文
学
な
ど
の

優
れ
た
作
家
を
輩
出
し
た
と
聞
く
。瀧

口
は
富
山
出
身
だ
が
小
樽
に
は
二
〇
歳

の
こ
ろ
に
二
年
程
滞
在
す
る
縁
が
あ
っ

た
。彼
の『
自
筆
年
譜
』に
は「
両
親
が
亡

く
な
り
大
学
に
も
失
望
し
た
と
き
関
東

大
震
災
に
遭
い
、学
資
金
も
失
い
退
学
。

そ
し
て
嫁
い
で
小
樽
へ
と
越
し
た
姉
の
島

操
を
頼
っ
て
雪
深
い
小
樽
に
渡
り
、一
九

二
五
年
に
姉
弟
共
同
出
資
で『
島
屋
』と

い
う
文
房
具
や
手
工
芸
を
売
る
店
を
始

め
、店
番
な
ど
を
手
伝
う
」（
筆
者
要
約
）

と
あ
る
。こ
の
青
年
の
夢
の
断
片
の
よ
う

な
店
は
、小
樽
で
も
実
在
は
確
認
さ
れ
て

い
な
か
っ
た
が
、本
展
の
調
査
に
よ
っ
て一

九
二
五
年
に
花
園
町
西
三
ノ
二
九
に
開

業
、姉
没
後
も
一
九
八
八
年
ま
で
島
家
に

よ
っ
て
営
業
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
分
か
っ

た
。瀧
口
は『
自
筆
年
譜
』一
九
六
四
年
に

「
オ
ブ
ジ
ェ
の
店
を
ひ
ら
く
と
い
う
想
像

に
と
り
つ
か
れ
て
い
た
が
、そ
の
架
空
の

店
の
命
名
を
デ
ュ
シ
ャ
ン
に
依
頼
す
る

と
、三
月
、ロ
ー
ズ・セ
ラ
ヴ
ィ
と
い
う
彼
の

若
い
頃
の
有
名
な
偽
名
を
あ
た
え
て
え

て
く
れ
た
」と
書
い
た
が
、「
オ
ブ
ジ
ェ
の

店
」と
は
、四
〇
年
前
に「
美
し
い
ま
ぼ
ろ

し
」と
慕
っ
た
姉
の
操
と
開
業
し
た「
島

屋
」が
、若
き
日
の
幻
影
の
よ
う
に
な
っ
て

彼
の
心
に
棲
み
つ
い
て
い
た
か
ら
で
は
な

か
っ
た
か
、そ
う
思
い
を
は
せ
な
が
ら
館

を
出
る
と
、建
物
に
寄
り
添
う
よ
う
に
廃

線
鉄
道
が
今
も
真
直
ぐ
に
町
を
貫
い
て

い
た
。手
宮
線
は
南
小
樽
駅
か
ら
市
内
の

手
宮
駅
を
結
ぶ
旧
国
鉄
の
北
海
道
最
初

の
鉄
道
区
間
だ
っ
た
が
一
九
八
五
年
に
廃

止
さ
れ
た
。

　一九
二
五
年
、パ
リ
で
は
シ
ュ
ル
レ
ア
リ

ス
ム
運
動
が
始
動
し
は
じ
め
た
頃
、瀧
口

青
年
は
、こ
の
鉄
道
で
往
来
し
て
い
た
は

ず
だ
。そ
の
道
は
ブ
レ
イ
ク
の
イ
ノ
セ
ン
ス

の
思
想
を
通
し
て
、ま
だ
見
ぬ
ロ
ー
ズ・セ

ラ
ヴ
ィ
と
の
運
命
的
な
出
会
い
へ
と
繋

が
っ
て
い
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
と
思
わ

れ
た
。

集
荷
の
旅 

（
12
）

　副
館
長
に
な
り
会
議
出
席
以
外
の
出

張
が
め
っ
き
り
少
な
く
な
っ
た
の
で
す

が
、こ
の
号
が
出
る
の
と
前
後
し
て
久
し

ぶ
り
に
返
却
の
旅
に
で
ま
す
。開
催
中
の

『
き
ら
め
く
日
本
画
』展
の
展
示
替
え
で

の
佐
久
市
行
き
で
す
。四
月
に
展
覧
会
の

担
当
者
が
異
動
と
な
り
堀
江
班
長
が
急

遽
引
き
継
ぎ
、作
品
集
荷
も
三
泊
四
日

に
わ
た
り
ひ
と
り
で
こ
な
し
無
事
オ
ー

プ
ン
し
て
い
ま
す
が
、途
中
一
部
の
展
示
替

え
が
あ
り
ま
す
。ど
う
し
て
も
と
借
用
を

お
願
い
し
て
い
た
平
山
郁
夫
の『
仏
教
伝

来
』と
田
渕
俊
夫
の
岡
崎
城
を
背
景
に

凧
が
舞
う『
寒
風
』が
佐
久
市
近
代
美
術

館
の
開
館
記
念
展
で
六
月
三
〇
日
ま
で

展
示
す
る
た
め
、七
月
一
日
の
月
曜
の
休

館
日
一
日
で
両
館
共
展
示
替
え
を
す
る
こ

と
に
な
っ
た
の
で
す
。

　三
〇
日
は
堀
江
班
長
が
佐
久
市
に
向

か
い
前
泊
。私
は
五
時
の
閉
館
を
待
っ
て

平
山
作
品
２
点
と
田
渕
作
品
１
点
を
撤

去
、美
術
品
専
用
車
に
載
せ
た
だ
ち
に

岡
崎
を
出
発
、中
央
道
を
走
り
九
時
過

ぎ
に
は
こ
の
日
の
宿
泊
地
松
本
に
到
着

で
す
。翌
朝
早
く
に
出
発
し
佐
久
を
目
指

し
ま
す
。堀
江
班
長
は
朝
か
ら
美
術
館
に

入
り
借
用
３
点
の
作
品
チ
ェ
ッ
ク
を
始
め

ま
す
。や
が
て
私
の
到
着
。車
か
ら
返
却

作
品
を
降
ろ
す
と
す
ぐ
に
借
用
作
品
を

積
み
込
み
、堀
江
班
長
は
岡
崎
を
め
ざ
し

走
り
ま
す
。残
さ
れ
た
私
は
、返
却
作
品

の
最
終
チ
ェ
ッ
ク
を
し
、お
礼
の
挨
拶
を

し
て
終
了
で
す
。堀
江
班
長
は
岡
崎
に
到

着
す
る
と
す
ぐ
に
、作
品
を
展
示
室
に
運

び
込
み
、飾
り
付
け
を
行
い
後
期
開
始
に

備
え
ま
す
。古
美
術
な
ど
展
示
期
間
が

制
約
さ
れ
る
こ
と
に
よ
る
入
替
は
、一
度

に
集
荷
し
て
し
ま
う
の
で
楽
な
の
で
す

が
、今
回
の
よ
う
に
作
品
移
動
を
伴
う
展

示
替
え
は
本
当
に
大
変
で
す
。で
も
来
館

さ
れ
る
方
々
に
、必
ず
喜
ん
で
い
た
だ
け

る
と
確
信
で
き
れ
ば
、労
を
惜
し
ま
な
い

の
が
学
芸
員
気
質
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。今

回
の
旅
で
は
朝
も
や
の
中
、姥
捨
か
ら
見

る
善
光
寺
平
の
眺
望
を
楽
し
み
に
し
て

い
ま
す
。

副
館
長

　荒
井
信
貴

副
館
長

　荒
井
信
貴

あ
い
ち
ト
リ
エ
ン
ナ
ー
レ
間
近

　ト
リ
エ
ン
ナ
ー
レ
開
幕
も
間
近
に
迫
り
、

名
古
屋
あ
た
り
で
は
其
処
此
処
で
作
品

設
置
の
情
報
が
聞
か
れ
る
よ
う
に
な
っ
て

き
て
い
ま
す
が
、今
回
初
登
場
の
岡
崎
会

場
は
ま
だ
あ
ま
り
動
き
が
な
く
、作
家
の

作
業
は
七
月
に
入
っ
て
か
ら
と
の
こ
と
で

す
。岡
崎
生
ま
れ
の
志
賀
理
恵
子
さ
ん
や

岡
崎
で
暮
ら
すstudio velocity

の
二
人

が
ど
の
よ
う
な
世
界
を
展
開
さ
せ
て
く
れ

る
の
か
、判
ら
な
い
分
、期
待
も
膨
ら
み
ま

す
。昨
年
の
地
域
展
に
出
展
し
、今
年
本

展
岡
崎
会
場
参
加
の
平
川
祐
樹
さ
ん
だ

け
は
地
域
調
査
を
進
め
て
い
る
中
、館
へ

も
顔
を
出
し
て
く
れ
て
い
ま
す
。興
味
の

先
は
や
は
り
矢
作
川
。河
床
で
見
つ
か
っ

た
縄
文
時
代
の
埋
没
林
に
ご
執
心
で
す
。

　松
本
町
会
場
は
、去
年
名
古
屋
・
豊
田

の
両
市
美
術
館
で
大
展
覧
会
が
行
わ
れ

た
青
木
野
枝
さ
ん
の
登
場
で
注
目
さ
れ

ま
す
。も
う
ベ
ロ
タ
ク
シ
ー
の
運
転
手
が

通
勤
用
の
駐
車
場
確
保
に
出
没
し
て
い

る
と
の
こ
と
で
す
。こ
の
周
辺
は
、昨
年

実
施
し
た
岡
崎
三
十
六
地
蔵
め
ぐ
り
の

中
心
地
で
、一
〇
番
源
空
寺
か
ら
伊
賀
八

幡
門
前
の
一
九
・
二
〇
番
連
馨
寺
・
観
音

堂
ま
で
指
呼
の
距
離
で
す
。水
子
供
養
の

弘
正
寺
や
岡
崎
の
鬼
門
を
護
る
旧
栄
久

寺
の
勝
軍
地
蔵
を
含
め
れ
ば
お
地
蔵
さ

ん
だ
ら
け
の
一
帯
で
、松
応
寺
を
中
心
に

し
た
庶
民
信
仰
の
メ
ッ
カ
の
よ
う
な
と
こ

ろ
で
す
。昔
は
劇
場
も
あ
っ
た
繁
華
街
で

あ
り
、昭
和
レ
ト
ロ
な
雰
囲
気
が
い
ま
だ

に
の
こ
る
街
な
の
で
、現
代
美
術
が
ど
の

よ
う
に
溶
け
込
み
、ま
た
変
化
を
も
た
ら

し
て
い
く
か
興
味
津
々
で
す
。

　昨
年
も
岡
崎
で
ト
リ
エ
ン
ナ
ー
レ
地
域

展
開
事
業
が
行
わ
れ
、そ
の
時
こ
の
門
前

で
も
小
規
模
展
示
が
行
わ
れ
、街
に
溶
け

込
む
よ
う
に
現
代
美
術
の
ア
ク
セ
ン
ト
が

付
け
ら
れ
て
い
た
の
で
す
が
、会
期
後
は

ま
た
元
の
日
常
の
姿
に
戻
っ
て
い
る
も
の

と
思
っ
て
い
ま
し
た
。

　先
日
、ぶ
ら
り
と
こ
の
街
を
訪
れ
、松

応
寺
太
子
堂
へ
向
か
う
と「
中
を
見
て
い

き
ま
せ
ん
か
？
」の
声
、民
家
を
改
造
し
、

手
作
り
工
芸
品
な
ど
を
並
べ
る
今
は
や

り
の
ボ
ッ
ク
ス・シ
ョ
ッ
プ
で
し
た
。当
番

は
障
が
い
を
も
つ
子
ど
も
さ
ん
の
お
母
さ

ん
が
二
人
。子
ど
も
た
ち
の
作
っ
た
し
い

た
け
せ
ん
べ
い
を
試
食
。香
ば
し
い
香
り

の
中
に
子
ど
も
た
ち
の一
所
懸
命
な
姿
が

浮
か
び
、そ
の
元
気
な
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
分

け
て
も
ら
っ
た
気
分
に
な
り
ま
し
た
。こ

れ
ま
で
気
が
付
か
な
か
っ
た
け
れ
ど
、こ

の
街
も
も
う
す
で
に
変
わ
り
つ
つ
あ
る
の

か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

廃線手官線と市立小樽美術館
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　年
明
け
初
旬
の
あ
る
日
の
こ
と
。

「
ど
こ
か
行
き
た
い
！
ド
ラ
イ
ブ
し
た

い
！
」そ
ん
な
衝
動
に
駆
ら
れ
、急
な
思

い
つ
き
で
静
岡
に
行
く
こ
と
に
し
た
。

思
い
つ
い
た
も
の
の一
人
旅
は
何
だ
か
さ

み
し
い
の
で
、大
学
時
代
の
友
人
を
巻

き
込
む
こ
と
に
。本
当
に
思
い
つ
き
の

た
め
、ほ
ぼ
ノ
ー
プ
ラ
ン
。宿
泊
先
と

ざ
っ
く
り
と
し
た
目
的
地
だ
け
を
決

め
、二
週
間
後
に
出
発
し
た
。

　雲
ひ
と
つ
な
い
冬
晴
れ
の
朝
、出
勤

時
間
よ
り
早
く
出
発
。友
人
と
合
流

し
、ま
ず
は
浜
松
へ
。お
菓
子
工
場
の
見

学
を
し
た
後
、隣
の
友
人
の
リ
サ
ー
チ

を
頼
り
に
、世
界
一
長
い
木
造
歩
道
橋
、

蓬
莱
橋
へ
。強
風
で
吹
っ
飛
ば
さ
れ
そ

う
に
な
り
な
が
ら
も
何
と
か
橋
を
往

復
し
、そ
の
途
中
で
小
さ
く
見
つ
け
た

富
士
山
に
大
興
奮
！
そ
れ
か
ら
富
士

山
の
虜
？
に
な
っ
て
し
ま
い
、行
く
先
々

で
富
士
山
を
見
つ
け
て
は
大
騒
ぎ（
移

動
中
、ほ
ぼ
ど
こ
か
ら
で
も
見
え
、そ
の

大
き
さ
に
改
め
て
ビ
ッ
ク
リ
）。今
話
題

の
三
保
の
松
原
に
も
立
ち
寄
り
、青
々

と
し
た
茶
畑
の
間
を
縫
っ
て
ド
ラ
イ
ブ

し
、海
鮮
丼
を
堪
能
し
…
二
日
間
で
は

あ
っ
た
が
、偶
然
に
も
世
界
遺
産
を
先

取
り
で
き
、羽
伸
ば
し
も
で
き
、そ
し
て

ナ
ビ
上
手
な
助
手
に
も
恵
ま
れ
、癒
し

の
旅
と
な
っ
た
。気
ま
ま
に
走
っ
た
せ
い

か
、総
走
行
距
離
は
四
〇
〇
キ
ロ
超
。心

地
よ
い
疲
れ
と
充
実
感
を
感
じ
な
が
ら

帰
路
に
就
い
た
。こ
ん
な
自
由
旅
、い
つ

か
ま
た
し
て
み
た
い
。（
佑
）

　生
ま
れ
て
こ
の
方
芸
術
に
は
縁
が
な

く
、小
中
学
校
の
写
生
大
会
で
す
ら
弁

当
の
み
を
楽
し
み
に
し
て
い
た
。そ
ん
な

人
間
が
、４
月
か
ら
こ
の
美
術
博
物
館

で
施
設
管
理
を
任
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ

た
。　前

の
職
場
で
は
公
共
建
築
物
に
お
け

る
設
備
の
設
計
や
工
事
を
担
当
し
て
い

た
。日
々
の
仕
事
が
建
設
・
工
事
か
ら
維

持
・
管
理
へ
と
変
わ
っ
た
こ
と
で
、以
前

の
自
分
で
は
気
に
も
留
め
な
か
っ
た
建

築
物
や
深
く
考
え
て
い
な
か
っ
た
設
備

に
つ
い
て
新
た
な
視
点
か
ら
眺
め
る
こ

と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
気
が
す
る
。

　遠
ざ
け
て
き
た
芸
術
に
つ
い
て
の
認

識
も
同
じ
こ
と
で
は
な
い
か
。異
動
直

後
か
ら
開
催
さ
れ
た「
ポ
ー
ル
・
デ
ル

ヴ
ォ
ー
展
」で
は
、画
家
の
一
生
を
追
い
、

情
勢
や
心
情
に
よ
っ
て
変
わ
っ
て
い
く

画
風
に
よ
っ
て
、画
家
も
一
人
の
人
間
で

あ
る
こ
と
を
初
め
て
認
識
す
る
こ
と
が

で
き
た
。一
枚
の
絵
と
し
て
見
て
い
た
も

の
は
そ
の
時
代
に
お
け
る
過
去
か
ら
未

来
へ
の
つ
な
が
り
を
知
る
こ
と
で
違
っ

た
印
象
を
受
け
る
。

　苦
手
と
感
じ
る
分
野
で
も
ど
ん
な

き
っ
か
け
で
あ
れ
少
し
踏
み
入
っ
て
み

る
こ
と
で
、そ
れ
ま
で
の
自
分
と
は
違

う
視
点
や
考
え
を
持
つ
機
会
を
得
る
こ

と
に
な
る
。そ
の
機
会
を
生
か
す
も
殺

す
も
自
分
次
第
だ
が
、縁
あ
っ
て
触
れ

る
こ
と
と
な
っ
た「
芸
術
」と
い
う
分
野

に
つ
い
て
は
、も
う
少
し
歩
み
寄
っ
て
み

よ
う
と
思
う
。（
磯
）

「
別
世
界
へ
の
一
歩
」

そ
う
だ
、静
岡
行
こ
う
！

ユーモアと飛躍　そこにふれる
2013年8月17日（土）～10月20日（日）
■D.D .による「不合理な一石二鳥のティータイム」（全4回）
D.D.が作った不合理な家（作品空間)の住人となり、様々なことをしながら1時
間半を過ごします。
日時：8月21日（水）、8月31日（土）、9月22日（日）、10月14日（月・祝）　
いずれも14:00～15:30
会場:当館展示室
定員：各回8名（未就学児の参加不可、グループでの参加は2名まで）
申込締切：各回とも開催日の10日前まで（申込方法は下記のとおり）
■池田晶紀×タナカカツキ（漫画家）　ワークショップ「自然とゲームしましょう」
講師と一緒に、シェアリングネイチャーゲームを体験します。
9月8日（日）　10:00～14:00　＊雨天の場合は9月14日（土）
会場：当館周辺野外　※昼食を一緒にとります。
定員：30名（グループでの参加は4名まで）
申込締切：8月23日（金）（申込方法は下記のとおり）
＜「不合理な一石二鳥のティータイム」、「自然とゲームしましょう」申込方法＞
往復ハガキに希望イベント名（「ティータイム」は日にちも）・代表者氏名・ふりがな（小学生以
下の場合は保護者氏名もご記入ください）・年齢・郵便番号・住所・電話番号・参加者全員
の氏名・ふりがな・年齢を明記の上、締切日までに岡崎市美術博物館「イベント係」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。

■小林耕平デモンストレーション（全5回）
日時・各回ゲスト：
8月25日（日）平倉圭（横浜国立大学教育人間科学部准教授）

9月15日（日）榎本俊二（漫画家）
9月21日（土）仙田学（小説家）
10月5日（土）神村恵（ダンサー･振付家）・福留麻里（ダンサー）
10月20日（日）core of bells（５人組バンド）
いずれも14:00～16:00（開始時刻前に展示室前にお越しください）
会場：当館展示室　
■泉太郎パフォーマンス「骨抜き用トング」
日時：10月12日（土）　14:00～16:00
（開始時刻前に展示室前にお越しください）
会場：当館展示室　
■作家トーク
8月17日（土）　長谷川繁
9月23日（月・祝）　花岡伸宏
10月13日（日）　八木良太
いずれも14:00～15:30
会場：当館セミナールームおよび展示室
定員：各回70名（12:00より受付カウンターにて整理券配布予定）
■学芸員によるギャラリートーク
8月18日（日）、9月29日（日）　両日とも14:00～
会場：当館展示室　
※イベントは全て参加・聴講無料（ただし当日の観覧チケットが必要）
■【関連小展示】　妄想の空間を連結しよう
2013年9月10日（火）～10月20日（日）　＊鑑賞無料
美術博物館ロビーにて、D.D.によるワークショップに基づく作品展示を行います。

表紙図版：長谷川繁 2010年

編 集 後 記｜ 暑い季節がやってきました。今夏は、トリエンナーレのサテライト会場として、岡崎の街も賑わいを見せることと思います。当館にもそ

の余波が及ぶことを大いに期待したいところ。目下、1時間にバスが一本というハンデを如何に乗り越えるかに頭を悩ませているところです。（千葉）
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