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　鶯
と
郭
公

　質
問
か
ら
始
め
よ
う
。

　監
督
黒
澤
明
の
数
あ
る
作
品
の
う
ち
、好
き
な
も
の
は
何
だ
ろ
う
か
。

　「羅
生
門
」？

　昭
和
二
五
年（
一
九
五
〇
）の
製
作
、翌
年
九
月
ベ
ネ
チ
ア
映
画
祭
で
グ
ラ
ン
プ

リ
を
受
賞
し
た
。戦
後
日
本
映
画
の
躍
進
ぶ
り
を
象
徴
す
る
作
品
だ
。斬
新
な
手
法
と
内
容
が
、

後
年
の
、例
え
ば
ア
ラ
ン
・レ
ネ
の「
去
年
マ
リ
エ
ン
バ
ー
ド
」（
一
九
六
一
年
）に
大
き
な
影
響
を
与
え

た
。　い

や
、影
響
と
云
う
の
な
ら「
七
人
の
侍
」（
昭
和
二
九
年
）も
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。言
う
ま
で

も
な
く
収
穫
ど
き
に
な
る
と
村
を
襲
う
野
盗
か
ら
、村
を
護
る
べ
く
立
ち
上
が
っ
た
侍
た
ち
の
物

語
だ
。こ
れ
の
西
部
劇
版
が
ジ
ョ
ン・ス
タ
ー
ジ
ェ
ス
の「
荒
野
の
七
人
」（
一
九
六
〇
年
）で
あ
る
こ
と

は
、す
で
に
周
知
で
あ
る
に
違
い
な
い
。戦
い
の
シ
ー
ン
の
壮
大
な
ス
ケ
ー
ル
、そ
の
迫
力
は
、こ
れ

が
六
十
年
前
の
作
と
は
到
底
思
え
な
い
。し
か
も
百
姓
た
ち
の
狡
猾
な
ま
で
の
図
太
さ
、し
た
た

か
さ
ま
で
描
き
だ
し
た
。ま
さ
し
く
両
作
品
共
に
黒
澤
の
代
表
作
と
呼
ぶ
に
相
応
し
い
。

　だ
が
わ
た
し
に
は「
椿
三
十
郎
」（
昭
和
三
七
年
）も
捨
て
難
い
。先
の
二
作
と
違
っ
て
、こ
れ
を

鑑
た
の
は
封
切
り
の
と
き
だ
。そ
れ
こ
そ
西
尾
の
松
栄
館
に
お
い
て
で
あ
る
。

　む
ろ
ん
、公
開
時
の
評
判
も
聞
い
て
い
る
。三
十
郎（
三
船
敏
郎
）と
室
戸
半
兵
衛（
仲
代
達
矢
）

と
の
決
闘
で
あ
る
。互
い
に
向
か
い
合
う
長
い
沈
黙
の
後
、三
十
郎
の
居
合
い一
閃
、室
戸
が
血
し
ぶ

き
を
上
げ
て
倒
れ
る
。そ
の
壮
絶
な
シ
ー
ン
や
、ド
サ
ッ
、バ
サ
ッ
と
い
う
斬
殺
音
を
入
れ
た
こ
と
な

ど
が
話
題
で
あ
っ
た
。人
を
斬
る
と
、ど
ん
な
音
が
す
る
の
か
、実
の
と
こ
ろ
誰
も
分
か
ら
な
い
は

ず
で
、音
源
を
ど
う
し
た
の
か
│
死
ん
だ
ブ
タ
を
斬
っ
て
み
た
と
か
、さ
ま
ざ
ま
な
憶
測
を
呼
ん
だ

が
、こ
う
し
て
効
果
音
を
入
れ
る
の
は
慥
か「
椿
三
十
郎
」が
最
初
で
、こ
れ
に
よ
っ
て
そ
れ
ま
で
の

チ
ャ
ン
バ
ラ
の
立
ち
回
り
は
リ
ア
ル
？
に
一
変
、以
後
の
時
代
劇
は
テ
レ
ビ
映
画
も
含
め
、す
べ
て
こ

れ
に
倣
っ
た
。影
響
の
大
き
さ
か
ら
云
え
ば
、こ
れ
こ
そ
が
黒
澤
時
代
劇
最
大
の
成
果
だ
ろ
う
。

　い
や
、効
果
音
の
有
無
だ
け
で
は
な
い
。丁
寧
に
造
っ
た
セ
ッ
ト
、そ
れ
を
撮
る
カ
メ
ラ
ワ
ー
ク
も

見
事
だ
。な
か
で
も
一
見
以
来
忘
れ
ら
れ
な
い
の
は
、椿
屋
敷
の
茶
室
の
シ
ー
ン
だ
。

　大
目
付
ら
が
謀
議
を
こ
ら
す
。と
、躙
口
の
板
戸
が
ス
ー
ッ
と
開
い
て
、室
戸（
仲
代
）が
姿
を
現

す
。ギ
ラ
ギ
ラ
し
た
抜
き
身
の
よ
う
な
危
険
な
人
と
な
り
―
小
さ
な
躙
口
の
向
こ
う
に
覗
く
、大

き
な
そ
の
姿
は
圧
倒
的
、凄
い
存
在
感
だ
。仲
代
の
好
演
も
ひ
か
る
が
、監
督
た
る
黒
澤
の
映
像

の
魔
術
だ
ろ
う
。

　物
語
は
、そ
う
し
た
優
れ
た
映
像
を
連
ね
、小
気
味
よ
い
テ
ン
ポ
で
進
む
。ス
ピ
ー
デ
ィ
ー
な
展

開
が
鑑
る
者
を
し
て
飽
き
さ
せ
な
い
。む
ろ
ん
内
容
も
明
快
。し
か
も
緊
迫
し
た
シ
ー
ン
の
合

間
々
々
に
、そ
れ
を
解
き
ほ
ぐ
す
よ
う
な
シ
ー
ン
が
入
る
。そ
れ
ら
が
生
み
出
す
健
全
な
娯
楽
性
と

大
衆
性
、そ
れ
こ
そ
が
、「
椿
三
十
郎
」を
第
一
級
の
作
た
ら
し
め
て
い
る
所
以
で
あ
ろ
う
。わ
た
し

が
こ
の
作
品
を
好
き
な
の
も
、そ
れ
故
だ
。

　問
題
は
、そ
の
合
間
々
々
に
入
れ
る
シ
ー
ン
で
あ
る
。そ
こ
で
は
、入
江
た
か
子（
か
つ
て
化
け
猫

女
優
の
異
名
を
と
っ
た
）と
団
令
子
が
好
い
味
を
出
し
て
い
る
。二
人
は
城
代
家
老
夫
人
と
そ
の

娘
、そ
う
し
た
育
ち
の
良
さ
か
ら
来
る
お
っ
と
り
感
が
、野
の
人
三
十
郎
と
絶
妙
の
対
比
を
み
せ
、

笑
い
を
誘
う
。「
乗
っ
た
人
よ
り
馬
の
方
が
円
顔
」と
噂
さ
れ
た
城
代
家
老
の
伊
藤
雄
之
助（
当

時
、頤
が
は
ず
れ
た
か
の
よ
う
な
長
顔
で
も
評
判
を
と
っ
た
名
優
）と
い
い
、カ
ラ
ッ
と
し
た
明
る
い

ユ
ー
モ
ア
こ
そ
が「
椿
三
十
郎
」の
人
気
と
魅
力
を
支
え
る
、も
う
一つ
の
要
素
で
あ
っ
た
の
だ
ろ

う
。椿
三
十
郎
な
ら
ぬ
桑
畑
三
十
郎
が
主
人
公
の「
用
心
棒
」（
昭
和
三
六
年
）と
の
違
い
も
、こ
の

ユ
ー
モ
ア
の
質
の
差
に
あ
る
。

　い
や
、合
間
に
さ
ら
に
も
う
一つ
、鑑
る
者
の
心
を
な
ご
ま
せ
る
シ
ー
ン
が
あ
っ
た
。主
人
公
の
名

や
題
名
、つ
い
に
は
大
団
円
に
向
け
て
の
狂
言
回
し
に
ま
で
使
わ
れ
た
椿
で
あ
る
。そ
れ
が
咲
く
庭

や
流
れ
の
シ
ョ
ッ
ト
が
、繰
り
返
し
挿
入
さ
れ
る
。そ
の
際
、場
面
に
余
り
に
当
然
過
ぎ
て
、つ
い
忘

れ
て
し
ま
う
の
だ
が
、ぴ
っ
た
り
の
効
果
音
が
必
ず
添
え
ら
れ
て
い
た
。

　そ
の
音
は
・・・
。斬
殺
音
？
い
や
違
う
。そ
う
、鶯
の
声
で
あ
る
。そ
の
声
が
画
面
に
朗
々
と
、よ

く
響
く
。物
語
の
進
行
と
は
無
関
係
に
も
聞
こ
え
る
が
、そ
の
長
閑
な
声
が
、む
し
ろ
物
語
の
切

迫
感
を
い
っ
そ
う
際
立
た
せ
る
。城
代
家
老
夫
人
の
浮
き
世
離
れ
し
た
言
動
と
い
い
、上
手
い
演
出

で
あ
る
。

　椿
に
鶯
。梅
に
鶯
に
な
ぞ
ら
え
ら
れ
た
も
の
だ
ろ
う
。も
っ
と
も
梅
三
十
郎
で
は
、い
か
に
も
語

呂
も
悪
い
。椿
に
し
た
の
は
、黒
澤
の
洒
落
と
も
言
え
そ
う
だ
が
、し
か
し
、こ
の
組
合
せ
自
体
は
、

す
で
に
芭
蕉
も
、

　
　う
く
ひ
す
の
笠
お
と
し
た
る
椿
哉

と
吟
じ
て
い
る
か
ら
、全
く
な
い
わ
け
で
は
な
い
。言
う
ま
で
も
な
く『
古
今
集
』に
、

　
　青
柳
を
片
糸
に
よ
り
て
鶯
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　ぬ
り
て
ふ
笠
は
梅
の
は
な
が
さ

　
　
　
　
　
　読
人
不
知

と
か
、

　
　鶯
の
笠
に
ぬ
ふ
て
ふ
梅
の
花

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　折
り
て
か
ざ
さ
む
老
か
く
る
と
や

　
　源
常（
嵯
峨
天
皇
第
三
皇
子
）

と
か
、歌
で
は
、し
ば
し
ば
詠
ま
れ
た
鶯
の
花
笠
の
梅
を
、椿
に
置
き
換
え
た
も
の
。こ
れ
に
よ
っ
て

芭
蕉
は
、古
歌
の
俳
諧
化
を
図
っ
た
の
だ
ろ
う
。

　そ
う
云
え
ば
、い
ま
長
閑
な
鶯
の
声
と
言
っ
た
が
、鶯
の
声
に
長
閑
な
味
わ
い
を
感
じ
る
―
現

在
で
は
ご
く
当
り
前
の
心
の
動
き
だ
が
、わ
た
し
た
ち
に
そ
れ
を
教
え
て
く
れ
た
の
も
、実
は
俳

諧
の
感
性
・
美
意
識
で
は
な
か
っ
た
だ
ろ
う
か
。

　
　う
ぐ
ひ
す
や
家
内
揃
ふ
て
飯
時
分

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　蕪
村

な
る
ほ
ど
。こ
の
飯
は
昼
飯
だ
ろ
う
。そ
れ
を
喰
っ
て
心
と
体
も
寛
ぐ
。「
家
内
揃
ふ
て
」の
語
が
何

と
も
効
く
。そ
こ
へ
鶯
が
鳴
く
。こ
れ
ほ
ど
長
閑
で
平
和
な
情
景
は
あ
る
ま
い
。蕪
村
、絶
妙
の
修

辞
学（
俳
諧
）で
あ
る
。「
椿
三
十
郎
」の
鶯
の
声
の
背
景
に
も
、間
違
い
な
く
こ
の
俳
諧
に
培
わ
れ

た
美
意
識
が
あ
っ
た
の
だ
。

　と
な
る
と
蕪
村
は
、鶯
な
ら
ぬ
郭
公
の
声
を
ど
の
よ
う
に
修
辞
し
た
の
か
、や
は
り
気
に
掛
か
る
。

　
　鞘
走
る
友
切
丸
や
ほ
と
と
ぎ
す

平
安
城
の
大
空
を
筋
違
＝
一
直
線
に
翔
ぶ
、そ
の
姿
と
鳴
き
声
に
、源
氏
重
代
の
名
刀
の
鞘
走
る
一

閃
を
見
た
。蕪
村
に
そ
う
思
わ
し
め
た
の
は
、鶯
の
長
閑
さ
と
は
対
極
に
あ
る
、郭
公
の
声
の
切

迫
感
で
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。

　で
は
王
朝
人
は
、逆
に
鶯
の
声
に
何
を
感
じ
、愛
で
た
の
だ
ろ
う
か
。む
ろ
ん
、そ
の
声
に
聞
き

惚
れ
て
い
た
の
は
疑
い
な
い
の
だ
が
。し
か
し
、な
か
に
は
清
少
納
言
の
よ
う
に
、

　鶯
は
、世
に
な
く
さ
ま
、か
た
ち
、声
も
を
か
し
き
も
の
の
、夏
秋
の
末
ま
で
老
い
声
に
鳴
き
た
る
と
、

　内
裏
の
う
ち
に
住
ま
ぬ
ぞ
、い
と
わ
ろ
き
、ま
た
、夜
鳴
か
ぬ
ぞ
、い
ぎ
た
な
き
と
お
ぼ
ゆ
る

　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　『枕
草
子
』鳥
は

と
、季
節
が
変
わ
っ
て
い
る
の
に
、い
つ
ま
で
も
鳴
い
て
い
る
の
が
気
に
喰
わ
な
い
者
も
い
た
よ
う

で
、郭
公
が「
六
月
な
ど
に
は
ま
こ
と
音
も
せ
ぬ
か
」と
、ぴ
た
り
鳴
き
止
む
だ
け
に
、い
っ
そ
腹
立

た
し
か
っ
た
の
だ
ろ
う
。だ
が
、清
少
納
言
が
そ
う
思
う
に
つ
い
て
は
、鶯
の
声
が
、

　
　春
き
ぬ
と
人
は
い
へ
ど
も
鶯
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　な
か
ぬ
か
ぎ
り
は
あ
ら
じ
と
思
ふ

　
　
　
　
　
　壬
生
忠
峯

　
　鶯
の
谷
よ
り
出
る
声
な
く
ば
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　春
く
る
こ
と
を
た
れ
か
知
ら
ま
し

　
　
　
　
　
　大
江
千
里

と
、春
の
到
来
を
告
げ
る
声
で
あ
っ
た
か
ら
で
、そ
の
思
い
が
強
け
れ
ば
こ
そ
、夏
秋
ま
で
も「
老
い

声
」に
鳴
き
続
け
る
の
が
許
せ
な
か
っ
た
の
だ
。し
か
も
、そ
の
春
は
、

　
　あ
ら
た
ま
の
年
か
へ
る
あ
し
た
よ
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　待
た
る
ゝ
も
の
は
鶯
の
声

　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

素
性

あ
ら
た
ま
の
春
で
あ
る
。王
朝
人
の
鶯
の
初
音
を
待
つ
気
持
ち
は
、夏
の
到
来
を
告
げ
る
郭
公
の

初
音
に
も
増
し
て
強
か
っ
た
に
違
い
な
い
。

　そ
の
初
音
の
語
を『
源
氏
物
語
』第
二
三
帖
は
、帖
名
と
し
た
。

　
　年
月
を
ま
つ
に
ひ
か
れ
て
経
る
人
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　け
ふ
う
ぐ
ひ
す
の
初
音
き
か
せ
よ

　明
石
の
君
が
、別
れ
て
暮
す
姫
君
に
、鶯
の
初

音
な
ら
ぬ
初
便
り
を
求
め
た
一
首
で
あ
る
。初
春

を
迎
え
て
浮
き
立
つ
六
条
院
、そ
の
華
麗
な
暮
し

を
、さ
ら
に
長
閑
に
華
や
か
に
彩
る
―
鶯
の
声
こ

そ
は
、そ
れ
で
あ
っ
た（
続
く
）。

眼
の
極
楽
⑨

　江
戸
の
花
園

館
長 

榊
原
悟

ほ
と
と
ぎ
す

う
ぐ
い
す

み

た
し

な
ら

い
っ
せ
ん

に
じ
り
ぐ
ち

ま

あ
い

ゆ
え
ん

さ
そ

ま
る
が
お

な
が
が
お

く
わ
ば
た
け

の
ど
か

う
わ
さ

の
ぞ

し
ゃ
れ

か
な

の
ど
か

そ
ろ

ひ
る
め
し

き

く
つ
ろ

つ
ち
か

ほ
と
と
ぎ
す

さ
や
ば
し

す
じ
か
ひ

め

と

と
も
き
り
ま
る

め
し
じ
ぶ
ん

レ

み
な
も
と
の
と
き
わ

み
ぶ
の
た
だ
み
ね

お
お
え
の
ち
さ
と

そ
せ
い

い
ろ
ど

い
づ

六条院の暮し 初音 サントリー美術館本『源氏物語画帖』
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と
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　質
問
か
ら
始
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う
。

　監
督
黒
澤
明
の
数
あ
る
作
品
の
う
ち
、好
き
な
も
の
は
何
だ
ろ
う
か
。

　「羅
生
門
」？

　昭
和
二
五
年（
一
九
五
〇
）の
製
作
、翌
年
九
月
ベ
ネ
チ
ア
映
画
祭
で
グ
ラ
ン
プ

リ
を
受
賞
し
た
。戦
後
日
本
映
画
の
躍
進
ぶ
り
を
象
徴
す
る
作
品
だ
。斬
新
な
手
法
と
内
容
が
、

後
年
の
、例
え
ば
ア
ラ
ン
・レ
ネ
の「
去
年
マ
リ
エ
ン
バ
ー
ド
」（
一
九
六
一
年
）に
大
き
な
影
響
を
与
え

た
。　い

や
、影
響
と
云
う
の
な
ら「
七
人
の
侍
」（
昭
和
二
九
年
）も
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。言
う
ま
で

も
な
く
収
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ど
き
に
な
る
と
村
を
襲
う
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盗
か
ら
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を
護
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く
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上
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た
ち
の
物

語
だ
。こ
れ
の
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部
劇
版
が
ジ
ョ
ン・ス
タ
ー
ジ
ェ
ス
の「
荒
野
の
七
人
」（
一
九
六
〇
年
）で
あ
る
こ
と

は
、す
で
に
周
知
で
あ
る
に
違
い
な
い
。戦
い
の
シ
ー
ン
の
壮
大
な
ス
ケ
ー
ル
、そ
の
迫
力
は
、こ
れ

が
六
十
年
前
の
作
と
は
到
底
思
え
な
い
。し
か
も
百
姓
た
ち
の
狡
猾
な
ま
で
の
図
太
さ
、し
た
た

か
さ
ま
で
描
き
だ
し
た
。ま
さ
し
く
両
作
品
共
に
黒
澤
の
代
表
作
と
呼
ぶ
に
相
応
し
い
。

　だ
が
わ
た
し
に
は「
椿
三
十
郎
」（
昭
和
三
七
年
）も
捨
て
難
い
。先
の
二
作
と
違
っ
て
、こ
れ
を

鑑
た
の
は
封
切
り
の
と
き
だ
。そ
れ
こ
そ
西
尾
の
松
栄
館
に
お
い
て
で
あ
る
。

　む
ろ
ん
、公
開
時
の
評
判
も
聞
い
て
い
る
。三
十
郎（
三
船
敏
郎
）と
室
戸
半
兵
衛（
仲
代
達
矢
）

と
の
決
闘
で
あ
る
。互
い
に
向
か
い
合
う
長
い
沈
黙
の
後
、三
十
郎
の
居
合
い一
閃
、室
戸
が
血
し
ぶ

き
を
上
げ
て
倒
れ
る
。そ
の
壮
絶
な
シ
ー
ン
や
、ド
サ
ッ
、バ
サ
ッ
と
い
う
斬
殺
音
を
入
れ
た
こ
と
な

ど
が
話
題
で
あ
っ
た
。人
を
斬
る
と
、ど
ん
な
音
が
す
る
の
か
、実
の
と
こ
ろ
誰
も
分
か
ら
な
い
は

ず
で
、音
源
を
ど
う
し
た
の
か
│
死
ん
だ
ブ
タ
を
斬
っ
て
み
た
と
か
、さ
ま
ざ
ま
な
憶
測
を
呼
ん
だ

が
、こ
う
し
て
効
果
音
を
入
れ
る
の
は
慥
か「
椿
三
十
郎
」が
最
初
で
、こ
れ
に
よ
っ
て
そ
れ
ま
で
の

チ
ャ
ン
バ
ラ
の
立
ち
回
り
は
リ
ア
ル
？
に
一
変
、以
後
の
時
代
劇
は
テ
レ
ビ
映
画
も
含
め
、す
べ
て
こ

れ
に
倣
っ
た
。影
響
の
大
き
さ
か
ら
云
え
ば
、こ
れ
こ
そ
が
黒
澤
時
代
劇
最
大
の
成
果
だ
ろ
う
。

　い
や
、効
果
音
の
有
無
だ
け
で
は
な
い
。丁
寧
に
造
っ
た
セ
ッ
ト
、そ
れ
を
撮
る
カ
メ
ラ
ワ
ー
ク
も

見
事
だ
。な
か
で
も
一
見
以
来
忘
れ
ら
れ
な
い
の
は
、椿
屋
敷
の
茶
室
の
シ
ー
ン
だ
。

　大
目
付
ら
が
謀
議
を
こ
ら
す
。と
、躙
口
の
板
戸
が
ス
ー
ッ
と
開
い
て
、室
戸（
仲
代
）が
姿
を
現

す
。ギ
ラ
ギ
ラ
し
た
抜
き
身
の
よ
う
な
危
険
な
人
と
な
り
―
小
さ
な
躙
口
の
向
こ
う
に
覗
く
、大

き
な
そ
の
姿
は
圧
倒
的
、凄
い
存
在
感
だ
。仲
代
の
好
演
も
ひ
か
る
が
、監
督
た
る
黒
澤
の
映
像

の
魔
術
だ
ろ
う
。

　物
語
は
、そ
う
し
た
優
れ
た
映
像
を
連
ね
、小
気
味
よ
い
テ
ン
ポ
で
進
む
。ス
ピ
ー
デ
ィ
ー
な
展

開
が
鑑
る
者
を
し
て
飽
き
さ
せ
な
い
。む
ろ
ん
内
容
も
明
快
。し
か
も
緊
迫
し
た
シ
ー
ン
の
合

間
々
々
に
、そ
れ
を
解
き
ほ
ぐ
す
よ
う
な
シ
ー
ン
が
入
る
。そ
れ
ら
が
生
み
出
す
健
全
な
娯
楽
性
と

大
衆
性
、そ
れ
こ
そ
が
、「
椿
三
十
郎
」を
第
一
級
の
作
た
ら
し
め
て
い
る
所
以
で
あ
ろ
う
。わ
た
し

が
こ
の
作
品
を
好
き
な
の
も
、そ
れ
故
だ
。

　問
題
は
、そ
の
合
間
々
々
に
入
れ
る
シ
ー
ン
で
あ
る
。そ
こ
で
は
、入
江
た
か
子（
か
つ
て
化
け
猫

女
優
の
異
名
を
と
っ
た
）と
団
令
子
が
好
い
味
を
出
し
て
い
る
。二
人
は
城
代
家
老
夫
人
と
そ
の

娘
、そ
う
し
た
育
ち
の
良
さ
か
ら
来
る
お
っ
と
り
感
が
、野
の
人
三
十
郎
と
絶
妙
の
対
比
を
み
せ
、

笑
い
を
誘
う
。「
乗
っ
た
人
よ
り
馬
の
方
が
円
顔
」と
噂
さ
れ
た
城
代
家
老
の
伊
藤
雄
之
助（
当

時
、頤
が
は
ず
れ
た
か
の
よ
う
な
長
顔
で
も
評
判
を
と
っ
た
名
優
）と
い
い
、カ
ラ
ッ
と
し
た
明
る
い

ユ
ー
モ
ア
こ
そ
が「
椿
三
十
郎
」の
人
気
と
魅
力
を
支
え
る
、も
う
一つ
の
要
素
で
あ
っ
た
の
だ
ろ

う
。椿
三
十
郎
な
ら
ぬ
桑
畑
三
十
郎
が
主
人
公
の「
用
心
棒
」（
昭
和
三
六
年
）と
の
違
い
も
、こ
の

ユ
ー
モ
ア
の
質
の
差
に
あ
る
。

　い
や
、合
間
に
さ
ら
に
も
う
一つ
、鑑
る
者
の
心
を
な
ご
ま
せ
る
シ
ー
ン
が
あ
っ
た
。主
人
公
の
名

や
題
名
、つ
い
に
は
大
団
円
に
向
け
て
の
狂
言
回
し
に
ま
で
使
わ
れ
た
椿
で
あ
る
。そ
れ
が
咲
く
庭

や
流
れ
の
シ
ョ
ッ
ト
が
、繰
り
返
し
挿
入
さ
れ
る
。そ
の
際
、場
面
に
余
り
に
当
然
過
ぎ
て
、つ
い
忘

れ
て
し
ま
う
の
だ
が
、ぴ
っ
た
り
の
効
果
音
が
必
ず
添
え
ら
れ
て
い
た
。

　そ
の
音
は
・・・
。斬
殺
音
？
い
や
違
う
。そ
う
、鶯
の
声
で
あ
る
。そ
の
声
が
画
面
に
朗
々
と
、よ

く
響
く
。物
語
の
進
行
と
は
無
関
係
に
も
聞
こ
え
る
が
、そ
の
長
閑
な
声
が
、む
し
ろ
物
語
の
切

迫
感
を
い
っ
そ
う
際
立
た
せ
る
。城
代
家
老
夫
人
の
浮
き
世
離
れ
し
た
言
動
と
い
い
、上
手
い
演
出

で
あ
る
。

　椿
に
鶯
。梅
に
鶯
に
な
ぞ
ら
え
ら
れ
た
も
の
だ
ろ
う
。も
っ
と
も
梅
三
十
郎
で
は
、い
か
に
も
語

呂
も
悪
い
。椿
に
し
た
の
は
、黒
澤
の
洒
落
と
も
言
え
そ
う
だ
が
、し
か
し
、こ
の
組
合
せ
自
体
は
、

す
で
に
芭
蕉
も
、

　
　う
く
ひ
す
の
笠
お
と
し
た
る
椿
哉

と
吟
じ
て
い
る
か
ら
、全
く
な
い
わ
け
で
は
な
い
。言
う
ま
で
も
な
く『
古
今
集
』に
、

　
　青
柳
を
片
糸
に
よ
り
て
鶯
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　ぬ
り
て
ふ
笠
は
梅
の
は
な
が
さ

　
　
　
　
　
　読
人
不
知

と
か
、

　
　鶯
の
笠
に
ぬ
ふ
て
ふ
梅
の
花

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　折
り
て
か
ざ
さ
む
老
か
く
る
と
や

　
　源
常（
嵯
峨
天
皇
第
三
皇
子
）

と
か
、歌
で
は
、し
ば
し
ば
詠
ま
れ
た
鶯
の
花
笠
の
梅
を
、椿
に
置
き
換
え
た
も
の
。こ
れ
に
よ
っ
て

芭
蕉
は
、古
歌
の
俳
諧
化
を
図
っ
た
の
だ
ろ
う
。

　そ
う
云
え
ば
、い
ま
長
閑
な
鶯
の
声
と
言
っ
た
が
、鶯
の
声
に
長
閑
な
味
わ
い
を
感
じ
る
―
現

在
で
は
ご
く
当
り
前
の
心
の
動
き
だ
が
、わ
た
し
た
ち
に
そ
れ
を
教
え
て
く
れ
た
の
も
、実
は
俳

諧
の
感
性
・
美
意
識
で
は
な
か
っ
た
だ
ろ
う
か
。

　
　う
ぐ
ひ
す
や
家
内
揃
ふ
て
飯
時
分

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　蕪
村

な
る
ほ
ど
。こ
の
飯
は
昼
飯
だ
ろ
う
。そ
れ
を
喰
っ
て
心
と
体
も
寛
ぐ
。「
家
内
揃
ふ
て
」の
語
が
何

と
も
効
く
。そ
こ
へ
鶯
が
鳴
く
。こ
れ
ほ
ど
長
閑
で
平
和
な
情
景
は
あ
る
ま
い
。蕪
村
、絶
妙
の
修

辞
学（
俳
諧
）で
あ
る
。「
椿
三
十
郎
」の
鶯
の
声
の
背
景
に
も
、間
違
い
な
く
こ
の
俳
諧
に
培
わ
れ

た
美
意
識
が
あ
っ
た
の
だ
。

　と
な
る
と
蕪
村
は
、鶯
な
ら
ぬ
郭
公
の
声
を
ど
の
よ
う
に
修
辞
し
た
の
か
、や
は
り
気
に
掛
か
る
。

　
　鞘
走
る
友
切
丸
や
ほ
と
と
ぎ
す

平
安
城
の
大
空
を
筋
違
＝
一
直
線
に
翔
ぶ
、そ
の
姿
と
鳴
き
声
に
、源
氏
重
代
の
名
刀
の
鞘
走
る
一

閃
を
見
た
。蕪
村
に
そ
う
思
わ
し
め
た
の
は
、鶯
の
長
閑
さ
と
は
対
極
に
あ
る
、郭
公
の
声
の
切

迫
感
で
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。

　で
は
王
朝
人
は
、逆
に
鶯
の
声
に
何
を
感
じ
、愛
で
た
の
だ
ろ
う
か
。む
ろ
ん
、そ
の
声
に
聞
き

惚
れ
て
い
た
の
は
疑
い
な
い
の
だ
が
。し
か
し
、な
か
に
は
清
少
納
言
の
よ
う
に
、

　鶯
は
、世
に
な
く
さ
ま
、か
た
ち
、声
も
を
か
し
き
も
の
の
、夏
秋
の
末
ま
で
老
い
声
に
鳴
き
た
る
と
、

　内
裏
の
う
ち
に
住
ま
ぬ
ぞ
、い
と
わ
ろ
き
、ま
た
、夜
鳴
か
ぬ
ぞ
、い
ぎ
た
な
き
と
お
ぼ
ゆ
る

　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　『枕
草
子
』鳥
は

と
、季
節
が
変
わ
っ
て
い
る
の
に
、い
つ
ま
で
も
鳴
い
て
い
る
の
が
気
に
喰
わ
な
い
者
も
い
た
よ
う

で
、郭
公
が「
六
月
な
ど
に
は
ま
こ
と
音
も
せ
ぬ
か
」と
、ぴ
た
り
鳴
き
止
む
だ
け
に
、い
っ
そ
腹
立

た
し
か
っ
た
の
だ
ろ
う
。だ
が
、清
少
納
言
が
そ
う
思
う
に
つ
い
て
は
、鶯
の
声
が
、

　
　春
き
ぬ
と
人
は
い
へ
ど
も
鶯
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　な
か
ぬ
か
ぎ
り
は
あ
ら
じ
と
思
ふ

　
　
　
　
　
　壬
生
忠
峯

　
　鶯
の
谷
よ
り
出
る
声
な
く
ば
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　春
く
る
こ
と
を
た
れ
か
知
ら
ま
し

　
　
　
　
　
　大
江
千
里

と
、春
の
到
来
を
告
げ
る
声
で
あ
っ
た
か
ら
で
、そ
の
思
い
が
強
け
れ
ば
こ
そ
、夏
秋
ま
で
も「
老
い

声
」に
鳴
き
続
け
る
の
が
許
せ
な
か
っ
た
の
だ
。し
か
も
、そ
の
春
は
、

　
　あ
ら
た
ま
の
年
か
へ
る
あ
し
た
よ
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　待
た
る
ゝ
も
の
は
鶯
の
声

　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

素
性

あ
ら
た
ま
の
春
で
あ
る
。王
朝
人
の
鶯
の
初
音
を
待
つ
気
持
ち
は
、夏
の
到
来
を
告
げ
る
郭
公
の

初
音
に
も
増
し
て
強
か
っ
た
に
違
い
な
い
。

　そ
の
初
音
の
語
を『
源
氏
物
語
』第
二
三
帖
は
、帖
名
と
し
た
。

　
　年
月
を
ま
つ
に
ひ
か
れ
て
経
る
人
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　け
ふ
う
ぐ
ひ
す
の
初
音
き
か
せ
よ

　明
石
の
君
が
、別
れ
て
暮
す
姫
君
に
、鶯
の
初

音
な
ら
ぬ
初
便
り
を
求
め
た
一
首
で
あ
る
。初
春

を
迎
え
て
浮
き
立
つ
六
条
院
、そ
の
華
麗
な
暮
し

を
、さ
ら
に
長
閑
に
華
や
か
に
彩
る
―
鶯
の
声
こ

そ
は
、そ
れ
で
あ
っ
た（
続
く
）。

眼
の
極
楽
⑨

　江
戸
の
花
園

館
長 

榊
原
悟

ほ
と
と
ぎ
す

う
ぐ
い
す

み

た
し

な
ら

い
っ
せ
ん

に
じ
り
ぐ
ち

ま

あ
い

ゆ
え
ん

さ
そ

ま
る
が
お

な
が
が
お

く
わ
ば
た
け

の
ど
か

う
わ
さ

の
ぞ

し
ゃ
れ

か
な

の
ど
か

そ
ろ

ひ
る
め
し

き

く
つ
ろ

つ
ち
か

ほ
と
と
ぎ
す

さ
や
ば
し

す
じ
か
ひ

め

と

と
も
き
り
ま
る

め
し
じ
ぶ
ん

レ

み
な
も
と
の
と
き
わ

み
ぶ
の
た
だ
み
ね

お
お
え
の
ち
さ
と

そ
せ
い

い
ろ
ど

い
づ

六条院の暮し 初音 サントリー美術館本『源氏物語画帖』



　展
覧
会
も
半
ば
を
過
ぎ
、こ
の
号
が
発
行

さ
れ
る
頃
に
は
、会
期
も
終
わ
り
に
近
づ
い

て
い
る
こ
と
と
思
い
ま
す
。ど
の
展
覧
会
も

少
な
か
ら
ず
そ
う
で
す
が
、今
回
も
作
家
の

方
を
は
じ
め
、関
係
者
の
皆
さ
ん
の
ア
イ
デ

ア
や
意
気
込
み
に
助
け
ら
れ
ま
し
た
。

　展
覧
会
の
会
場
構
成
に
し
て
も
そ
う
で

す
。展
示
室
の
下
見
に
来
ら
れ
た
時
点
で
、

池
田
晶
紀
さ
ん
も
泉
太
郎
さ
ん
も
、美
術

「
博
物
館
」ら
し
い
大
き
な
ガ
ラ
ス
ケ
ー
ス
に

興
味
を
持
た
れ
、こ
こ
で
し
か
で
き
な
い
作

品
体
験
を
し
て
も
ら
え
る
よ
う
に
と
ア
イ
デ

ア
出
し
を
し
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
。池
田
さ

ん
は
ケ
ー
ス
内
の
無
音
空
間
を
歩
け
る
よ
う

に
と
、ま
た
泉
さ
ん
は
、ガ
ラ
ス
面
を
白
い
絵

具
を
塗
る
こ
と
で
ス
ク
リ
ー
ン
へ
と
変
化
さ

せ
、あ
ら
か
じ
め
投
影
し
て
お
い
た
映
像
を

浮
か
び
上
が
ら
せ
る
と
い
う
手
法
を
展
開

し
、し
か
も
そ
の
ガ
ラ
ス
―
ス
内
を
通
っ
て
、

展
示
室
の
裏
側
へ
と
移
動
す
る
動
線
を
作
る

こ
と
で
、会
場
全
体
が
有
機
的
に
つ
な
が
る

よ
う
な
仕
組
み
を
作
り
上
げ
て
く
だ
さ
っ
て

い
ま
す
。こ
ち
ら
が
当
初
か
ら
、作
家
別
に
単

独
の
展
示
空
間
を
作
る
の
で
は
な
く
、緩
や

か
に
全
体
が
つ
な
が
る
よ
う
な
展
示
構
成
を

企
図
し
て
い
た
の
で
、そ
れ
を
上
手
く
汲
み

取
っ
て
く
だ
さ
っ
た
の
だ
と
思
い
ま
す
。小
林

耕
平
さ
ん
か
ら
も
、早
い
段
階
で
会
場
に
映

像
+
オ
ブ
ジ
ェ
ク
ト
の
作
品
を
点
在
さ
せ
た

い
と
の
意
向
を
伝
え
ら
れ
て
い
た
の
で
、そ
の

ア
イ
デ
ア
も
結
果
的
に
こ
ち
ら
の
プ
ラ
ン
を

後
押
し
し
て
く
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

こ
う
い
う
訳
で
、今
回
の
展
示
で
は
、広
い
空

間
に
、小
林
耕
平
さ
ん
と
D.

D.

、花
岡
伸

宏
さ
ん
、そ
れ
に
長
谷
川
繁
さ
ん
の
作
品
が

同
居
し
、あ
る
い
は
展
示
ケ
ー
ス
を
使
っ
た
泉

さ
ん
の
作
品
に
呼
応
す
る
よ
う
に
、小
林
さ

ん
の
最
後
の
作
品
の
台
座
を
使
っ
た
オ
ブ

ジ
ェ
ク
ト
の
展
示
が
展
開
し
て
い
た
り
し
ま

す
。も
ち
ろ
ん
、一
人
の
作
家
の
作
品
を
単
独

の
空
間
で
じ
っ
く
り
味
わ
い
た
い
と
い
う
意

見
も
当
然
あ
る
か
と
思
い
ま
す
。し
か
し
今

回
、敢
え
て
交
ぜ
る
こ
と
で
、思
わ
ぬ
作
品
の

繋
が
り
や
解
釈
の
広
が
り
が
発
見
で
き
た
こ

と
も
ま
た
事
実
で
す
。

　本
展
は
イ
ベ
ン
ト
も
多
く
、小
林
さ
ん
の

デ
モ
ン
ス
ト
レ
ー
シ
ョ
ン
が
五
回
、D.

D.

の

ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
が
四
回
あ
り
、ほ
か
に
も
、

池
田
さ
ん
の
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
に
泉
さ
ん
の
パ

フ
ォ
ー
マ
ン
ス
、長
谷
川
さ
ん
、花
岡
さ
ん
、八

木
さ
ん
の
作
家
ト
ー
ク
も
あ
り
ま
す
。小
林

さ
ん
の
デ
モ
ン
ス
ト
レ
ー
シ
ョ
ン
で
は
、毎
回

異
な
る
ゲ
ス
ト
を
招
い
て
、作
品「
ゾ
・ン
・

ビ
・
タ・
ウ
・ン
」を
前
に
、い
か
に
ゾ
ン
ビ
を
出

現
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
か
を
真
剣
に
討
議

す
る
の
で
す
が
、こ
れ
が
独
特
の
時
間
の
経

験
で
癖
に
な
り
ま
す
。既
に
終
了
し
た
ゲ
ス

ト
も
、知
覚
論
・
芸
術
論
の
平
倉
圭
さ
ん
、漫

画
家
の
榎
本
俊
二
さ
ん
、小
説
家
の
仙
田
学

さ
ん
と
、異
ジ
ャ
ン
ル
の
方
ば
か
り
。二
時
間

半
近
く
に
及
ぶ
長
丁
場
を
、本
気
で
頭
を

使
っ
て
考
え
る
の
で
、や
っ
て
い
る
方
は
ク
ラ

ク
ラ
に
な
る
ら
し
い
の
で
す
が
、見
て
い
る
側

も
、ハ
ッ
と
さ
せ
ら
れ
る
話
が
断
続
的
に
訪

れ
る
た
め
に
、続
き
を
聞
か
ざ
る
を
得
な
い

気
持
ち
に
な
っ
て
、際
限
が
な
く
な
っ
て
し
ま

い
ま
す
。D.

D.

の
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
は
、住
居

型
の
展
示
作
品「
２
つ
で
三
人
」の
空
間
内

で
、「
不
合
理
な
一
石
二
鳥
の
テ
ィ
ー
タ
イ
ム
」

を
催
す
と
い
う
も
の
な
の
で
す
が
、こ
れ
も
、

可
動
式
の
壁
や
キ
ャ
ス
タ
ー
付
き
の
家
具
を

動
か
し
て
、ダ
イ
ニ
ン
グ
ル
ー
ム
を
作
り
、お

茶
を
沸
か
し
て
ケ
ー
キ
を
食
べ
、さ
ら
に
今

度
は
個
室
を
各
自
が
作
る
と
い
う
、普
段
美

術
館
で
は
得
ら
れ
な
い
体
験
で
す
。ま
た
、マ

ン
ガ
家
の
タ
ナ
カ
カ
ツ
キ
さ
ん
と
一
緒
に
池
田

さ
ん
が
行
っ
た
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
は
、自
然
豊

か
な
当
館
の
ロ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
最
大
限
に
活

か
し
た
も
の
と
な
り
ま
し
た
。

　残
り
の
期
間
、よ
り
多
く
の
方
に
本
展
お

よ
び
イ
ベ
ン
ト
を
体
験
し
て
い
た
だ
け
る
こ

と
を
願
う
ば
か
り
で
す
。

会期：平成25年 8月17日（土）～10月20日（日）

　祈
り̶

そ
れ
は
古
よ
り
人
々
の
心
に
息
づ

い
て
き
た
根
源
的
な
心
情
で
す
。信
仰
の
最

も
端
的
な
表
現
で
あ
る
祈
り
は
、教
義
や
思

想
と
し
て
文
章
に
表
さ
れ
る
だ
け
で
な
く
、

絵
画
や
彫
刻
等
の
作
品
と
し
て
表
現
さ
れ
、

そ
の
な
か
に
は
人
々
の
思
い
が
込
め
ら
れ
て

い
ま
す
。今
回
の
展
覧
会
で
は
当
館
の
収
蔵

品
を
中
心
に
、い
に
し
え
か
ら
近
代
に
至
る

ま
で
、洋
の
東
西
を
問
わ
ず
、人
々
の
祈
り
や

願
い
が
表
現
さ
れ
た
資
料
や
美
術
品
を
紹

介
し
ま
す
。

　岡
崎
市
は
古
代
よ
り
数
多
く
の
寺
社
が

建
立
さ
れ
、悠
久
の
歴
史
と
豊
か
な
文
化
を

育
ん
で
き
た
地
域
で
す
。五
九
〇
を
超
え
る

寺
社
が
現
存
し
、市
内
に
は
数
多
く
の
文
化

財
が
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

　古
の
人
々
は
、厳
し
い
自
然
の
威
力
に
超

自
然
的
な
カ
ミ
を
感
じ
、呪
い
な
ど
を
心
の

拠
り
ど
こ
ろ
と
し
ま
し
た
。縄
文
土
器
や
土

偶
に
は
、呪
術
的
な
意
味
や
大
地
の
豊
穣
、

母
性
な
ど
が
表
現
さ
れ
て
い
る
と
み
ら
れ
ま

す
。ま
た
古
墳
に
立
て
ら
れ
た
形
象
埴
輪

は
、墓
域
の
結
界
や
葬
送
儀
礼
に
用
い
ら
れ
、

副
葬
品
に
は
死
後
の
世
界
へ
の
旅
立
ち
を
祈

る
気
持
ち
が
込
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

　６
世
紀
頃
に
仏
教
が
日
本
に
伝
わ
る
と
、

飛
鳥
か
ら
白
鳳
時
代
に
か
け
て
寺
院
が
盛
ん

に
建
立
さ
れ
、西
三
河
最
古
の
寺
院
で
あ
る

北
野
廃
寺
も
こ
の
頃
創
建
さ
れ
て
い
ま
す
。

平
安
時
代
初
期
に
は
最
澄
と
空
海
が
唐
か

ら
最
新
の
密
教
を
伝
え
ま
し
た
。滝
山
寺
や

甲
山
寺
等
の
天
台
宗
の
古
刹
に
は
、密
教
の

世
界
観
を
表
し
た
両
界
曼
荼
羅
な
ど
が
伝

え
ら
れ
、本
地
垂
迹
説
に
よ
り
滝
山
寺
の
鎮

守
で
あ
る
日
吉
山
王
社
に
は
、御
神
像
と
し

て
僧
形
男
神
坐
像（
大
宮
）な
ど
が
祀
ら
れ

て
い
ま
す
。

　平
安
時
代
、末
法
思
想
が
広
が
る
中
で
、

阿
弥
陀
如
来
の
本
願
を
信
じ
、西
方
極
楽
浄

土
へ
の
往
生
を
説
く
浄
土
教
の
教
え
が
急
速

に
広
ま
り
ま
し
た
。平
安
時
代
末
期
に
は
、

法
然
が
専
修
念
仏
の
教
え
を
説
く
浄
土
宗

を
、鎌
倉
時
代
に
は
親
鸞
が
浄
土
真
宗
を
開

き
ま
し
た
。三
河
は
古
来
浄
土
宗
や
浄
土
真

宗
の
盛
ん
な
地
域
で
あ
り
、こ
れ
ら
の
寺
院

に
は
西
方
極
楽
浄
土
の
様
子
を
表
し
た
当

麻
曼
荼
羅
や
阿
弥
陀
来
迎
図
、阿
弥
陀
仏
の

名
号
な
ど
が
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

　鎌
倉
時
代
に
は
宋
に
渡
っ
た
栄
西
と
道
元

が
、本
格
的
な
禅
を
日
本
に
伝
え
ま
し
た
。

自
ら
と
向
き
合
い
、坐
禅
な
ど
の
修
行
を
重

ね
て
悟
り
に
至
る
禅
は
武
将
た
ち
の
精
神
的

な
支
柱
と
な
り
、そ
の
支
持
を
得
て
全
国
へ

広
ま
り
ま
し
た
。ま
た
禅
と
共
に
も
た
ら
さ

れ
た
水
墨
画
に
よ
り
、達
磨
な
ど
の
祖
師
像

や
禅
の
思
想
を
画
題
と
す
る
禅
画
が
描
か
れ

ま
し
た
。

　江
戸
時
代
に
な
る
と
庶
民
の
間
に
様
々
な

神
仏
へ
の
信
仰
が
広
ま
り
ま
し
た
。庶
民
の

祭
礼
は
、ハ
レ
の
場
と
し
て
の
華
や
か
さ
や
信

仰
心
に
加
え
、結
願
や
祭
礼
の
成
功
の
た
め

に
共
同
で
行
動
す
る
こ
と
で
、地
域
の
連
帯

意
識
を
深
め
る
場
と
な
っ
て
い
る
こ
と
が
特

徴
で
す
。岡
崎
で
は「
飾
り
馬
」や「
田
扇
祭

り
」な
ど
の
祭
礼
が
行
わ
れ
て
い
ま
す
。

　当
館
で
は
ま
た「
マ
イ
ン
ド
ス
ケ
ー
プ（
心

象
風
景
）」を
コ
ン
セ
プ
ト
に
、バ
ロ
ッ
ク
絵
画

か
ら
現
代
美
術
ま
で
心
を
伝
え
、心
を
語
る

美
術
品
を
収
集
し
て
き
ま
し
た
。

　本
展
で
は
キ
リ
ス
ト
と
聖
母
マ
リ
ア
へ
の

信
仰
を
示
す
作
品
を
中
心
に
展
示
し
ま
す
。

テ
ー
マ
は
聖
書
か
ら
と
ら
れ
、生
涯
や
事
績
、

寓
話
や
奇
跡
譚
、マ
リ
ア
の
母
性
を
象
徴
し

た
も
の
が
あ
り
ま
す
。ま
た
二
〇
世
紀
最
大

の
宗
教
画
家
と
称
さ
れ
る
ル
オ
ー
の
版
画
集

『
ミ
セ
レ
ー
レ
』は
、第
一
次
世
界
大
戦
の
惨
劇

を
機
に
制
作
さ
れ
、人
間
の
苦
悩
と
罪
深

さ
、そ
し
て
平
和
へ
の
祈
り
を
表
現
し
た
ル

オ
ー
作
品
の
頂
点
を
成
す
も
の
で
す
。

　価
値
観
の
多
様
化
や
国
際
化
が
急
速
に

進
展
す
る
今
日
、人
々
の
祈
り
の
表
現
を
通

し
て
、様
々
な
文
化
や
そ
の
根
底
に
あ
る

人
々
の「
心
」へ
の
理
解
を
深
め
て
頂
け
れ
ば

幸
い
で
す
。

会期：平成25年 11月2日（土）～12月23日（月・祝）
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い
に
し
え

き
た
の
は
い
じ

り
ょ
う
か
い
ま
ん
だ
ら

ほ
ん
じ
す
い
じ
ゃ
く

ち
ん

じ
ゅ

ひ
え
さ
ん
の
う
し
ゃ

き
せ
き
た
ん

お
お
み
や

せ
ん
じ
ゅ

た
い
ま
ま
ん
だ
ら

み
ょ
う
ご
う

ま
じ
な
い

よ

ど

ぐ
う

け
い
し
ょ
う
は
に
わ

ジョルジュ・ルオー《ミセレーレ》 より 1923年
岡崎市美術博物館



　展
覧
会
も
半
ば
を
過
ぎ
、こ
の
号
が
発
行

さ
れ
る
頃
に
は
、会
期
も
終
わ
り
に
近
づ
い

て
い
る
こ
と
と
思
い
ま
す
。ど
の
展
覧
会
も

少
な
か
ら
ず
そ
う
で
す
が
、今
回
も
作
家
の

方
を
は
じ
め
、関
係
者
の
皆
さ
ん
の
ア
イ
デ

ア
や
意
気
込
み
に
助
け
ら
れ
ま
し
た
。

　展
覧
会
の
会
場
構
成
に
し
て
も
そ
う
で

す
。展
示
室
の
下
見
に
来
ら
れ
た
時
点
で
、

池
田
晶
紀
さ
ん
も
泉
太
郎
さ
ん
も
、美
術

「
博
物
館
」ら
し
い
大
き
な
ガ
ラ
ス
ケ
ー
ス
に

興
味
を
持
た
れ
、こ
こ
で
し
か
で
き
な
い
作

品
体
験
を
し
て
も
ら
え
る
よ
う
に
と
ア
イ
デ

ア
出
し
を
し
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
。池
田
さ

ん
は
ケ
ー
ス
内
の
無
音
空
間
を
歩
け
る
よ
う

に
と
、ま
た
泉
さ
ん
は
、ガ
ラ
ス
面
を
白
い
絵

具
を
塗
る
こ
と
で
ス
ク
リ
ー
ン
へ
と
変
化
さ

せ
、あ
ら
か
じ
め
投
影
し
て
お
い
た
映
像
を

浮
か
び
上
が
ら
せ
る
と
い
う
手
法
を
展
開

し
、し
か
も
そ
の
ガ
ラ
ス
―
ス
内
を
通
っ
て
、

展
示
室
の
裏
側
へ
と
移
動
す
る
動
線
を
作
る

こ
と
で
、会
場
全
体
が
有
機
的
に
つ
な
が
る

よ
う
な
仕
組
み
を
作
り
上
げ
て
く
だ
さ
っ
て

い
ま
す
。こ
ち
ら
が
当
初
か
ら
、作
家
別
に
単

独
の
展
示
空
間
を
作
る
の
で
は
な
く
、緩
や

か
に
全
体
が
つ
な
が
る
よ
う
な
展
示
構
成
を

企
図
し
て
い
た
の
で
、そ
れ
を
上
手
く
汲
み

取
っ
て
く
だ
さ
っ
た
の
だ
と
思
い
ま
す
。小
林

耕
平
さ
ん
か
ら
も
、早
い
段
階
で
会
場
に
映

像
+
オ
ブ
ジ
ェ
ク
ト
の
作
品
を
点
在
さ
せ
た

い
と
の
意
向
を
伝
え
ら
れ
て
い
た
の
で
、そ
の

ア
イ
デ
ア
も
結
果
的
に
こ
ち
ら
の
プ
ラ
ン
を

後
押
し
し
て
く
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

こ
う
い
う
訳
で
、今
回
の
展
示
で
は
、広
い
空

間
に
、小
林
耕
平
さ
ん
と
D.

D.

、花
岡
伸

宏
さ
ん
、そ
れ
に
長
谷
川
繁
さ
ん
の
作
品
が

同
居
し
、あ
る
い
は
展
示
ケ
ー
ス
を
使
っ
た
泉

さ
ん
の
作
品
に
呼
応
す
る
よ
う
に
、小
林
さ

ん
の
最
後
の
作
品
の
台
座
を
使
っ
た
オ
ブ

ジ
ェ
ク
ト
の
展
示
が
展
開
し
て
い
た
り
し
ま

す
。も
ち
ろ
ん
、一
人
の
作
家
の
作
品
を
単
独

の
空
間
で
じ
っ
く
り
味
わ
い
た
い
と
い
う
意

見
も
当
然
あ
る
か
と
思
い
ま
す
。し
か
し
今

回
、敢
え
て
交
ぜ
る
こ
と
で
、思
わ
ぬ
作
品
の

繋
が
り
や
解
釈
の
広
が
り
が
発
見
で
き
た
こ

と
も
ま
た
事
実
で
す
。

　本
展
は
イ
ベ
ン
ト
も
多
く
、小
林
さ
ん
の

デ
モ
ン
ス
ト
レ
ー
シ
ョ
ン
が
五
回
、D.

D.

の

ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
が
四
回
あ
り
、ほ
か
に
も
、

池
田
さ
ん
の
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
に
泉
さ
ん
の
パ

フ
ォ
ー
マ
ン
ス
、長
谷
川
さ
ん
、花
岡
さ
ん
、八

木
さ
ん
の
作
家
ト
ー
ク
も
あ
り
ま
す
。小
林

さ
ん
の
デ
モ
ン
ス
ト
レ
ー
シ
ョ
ン
で
は
、毎
回

異
な
る
ゲ
ス
ト
を
招
い
て
、作
品「
ゾ
・ン
・

ビ
・
タ・
ウ
・ン
」を
前
に
、い
か
に
ゾ
ン
ビ
を
出

現
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
か
を
真
剣
に
討
議

す
る
の
で
す
が
、こ
れ
が
独
特
の
時
間
の
経

験
で
癖
に
な
り
ま
す
。既
に
終
了
し
た
ゲ
ス

ト
も
、知
覚
論
・
芸
術
論
の
平
倉
圭
さ
ん
、漫

画
家
の
榎
本
俊
二
さ
ん
、小
説
家
の
仙
田
学

さ
ん
と
、異
ジ
ャ
ン
ル
の
方
ば
か
り
。二
時
間

半
近
く
に
及
ぶ
長
丁
場
を
、本
気
で
頭
を

使
っ
て
考
え
る
の
で
、や
っ
て
い
る
方
は
ク
ラ

ク
ラ
に
な
る
ら
し
い
の
で
す
が
、見
て
い
る
側

も
、ハ
ッ
と
さ
せ
ら
れ
る
話
が
断
続
的
に
訪

れ
る
た
め
に
、続
き
を
聞
か
ざ
る
を
得
な
い

気
持
ち
に
な
っ
て
、際
限
が
な
く
な
っ
て
し
ま

い
ま
す
。D.

D.

の
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
は
、住
居

型
の
展
示
作
品「
２
つ
で
三
人
」の
空
間
内

で
、「
不
合
理
な
一
石
二
鳥
の
テ
ィ
ー
タ
イ
ム
」

を
催
す
と
い
う
も
の
な
の
で
す
が
、こ
れ
も
、

可
動
式
の
壁
や
キ
ャ
ス
タ
ー
付
き
の
家
具
を

動
か
し
て
、ダ
イ
ニ
ン
グ
ル
ー
ム
を
作
り
、お

茶
を
沸
か
し
て
ケ
ー
キ
を
食
べ
、さ
ら
に
今

度
は
個
室
を
各
自
が
作
る
と
い
う
、普
段
美

術
館
で
は
得
ら
れ
な
い
体
験
で
す
。ま
た
、マ

ン
ガ
家
の
タ
ナ
カ
カ
ツ
キ
さ
ん
と
一
緒
に
池
田

さ
ん
が
行
っ
た
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
は
、自
然
豊

か
な
当
館
の
ロ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
最
大
限
に
活

か
し
た
も
の
と
な
り
ま
し
た
。

　残
り
の
期
間
、よ
り
多
く
の
方
に
本
展
お

よ
び
イ
ベ
ン
ト
を
体
験
し
て
い
た
だ
け
る
こ

と
を
願
う
ば
か
り
で
す
。

会期：平成25年 8月17日（土）～10月20日（日）

　祈
り̶

そ
れ
は
古
よ
り
人
々
の
心
に
息
づ

い
て
き
た
根
源
的
な
心
情
で
す
。信
仰
の
最

も
端
的
な
表
現
で
あ
る
祈
り
は
、教
義
や
思

想
と
し
て
文
章
に
表
さ
れ
る
だ
け
で
な
く
、

絵
画
や
彫
刻
等
の
作
品
と
し
て
表
現
さ
れ
、

そ
の
な
か
に
は
人
々
の
思
い
が
込
め
ら
れ
て

い
ま
す
。今
回
の
展
覧
会
で
は
当
館
の
収
蔵

品
を
中
心
に
、い
に
し
え
か
ら
近
代
に
至
る

ま
で
、洋
の
東
西
を
問
わ
ず
、人
々
の
祈
り
や

願
い
が
表
現
さ
れ
た
資
料
や
美
術
品
を
紹

介
し
ま
す
。

　岡
崎
市
は
古
代
よ
り
数
多
く
の
寺
社
が

建
立
さ
れ
、悠
久
の
歴
史
と
豊
か
な
文
化
を

育
ん
で
き
た
地
域
で
す
。五
九
〇
を
超
え
る

寺
社
が
現
存
し
、市
内
に
は
数
多
く
の
文
化

財
が
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

　古
の
人
々
は
、厳
し
い
自
然
の
威
力
に
超

自
然
的
な
カ
ミ
を
感
じ
、呪
い
な
ど
を
心
の

拠
り
ど
こ
ろ
と
し
ま
し
た
。縄
文
土
器
や
土

偶
に
は
、呪
術
的
な
意
味
や
大
地
の
豊
穣
、

母
性
な
ど
が
表
現
さ
れ
て
い
る
と
み
ら
れ
ま

す
。ま
た
古
墳
に
立
て
ら
れ
た
形
象
埴
輪

は
、墓
域
の
結
界
や
葬
送
儀
礼
に
用
い
ら
れ
、

副
葬
品
に
は
死
後
の
世
界
へ
の
旅
立
ち
を
祈

る
気
持
ち
が
込
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

　６
世
紀
頃
に
仏
教
が
日
本
に
伝
わ
る
と
、

飛
鳥
か
ら
白
鳳
時
代
に
か
け
て
寺
院
が
盛
ん

に
建
立
さ
れ
、西
三
河
最
古
の
寺
院
で
あ
る

北
野
廃
寺
も
こ
の
頃
創
建
さ
れ
て
い
ま
す
。

平
安
時
代
初
期
に
は
最
澄
と
空
海
が
唐
か

ら
最
新
の
密
教
を
伝
え
ま
し
た
。滝
山
寺
や

甲
山
寺
等
の
天
台
宗
の
古
刹
に
は
、密
教
の

世
界
観
を
表
し
た
両
界
曼
荼
羅
な
ど
が
伝

え
ら
れ
、本
地
垂
迹
説
に
よ
り
滝
山
寺
の
鎮

守
で
あ
る
日
吉
山
王
社
に
は
、御
神
像
と
し

て
僧
形
男
神
坐
像（
大
宮
）な
ど
が
祀
ら
れ

て
い
ま
す
。

　平
安
時
代
、末
法
思
想
が
広
が
る
中
で
、

阿
弥
陀
如
来
の
本
願
を
信
じ
、西
方
極
楽
浄

土
へ
の
往
生
を
説
く
浄
土
教
の
教
え
が
急
速

に
広
ま
り
ま
し
た
。平
安
時
代
末
期
に
は
、

法
然
が
専
修
念
仏
の
教
え
を
説
く
浄
土
宗

を
、鎌
倉
時
代
に
は
親
鸞
が
浄
土
真
宗
を
開

き
ま
し
た
。三
河
は
古
来
浄
土
宗
や
浄
土
真

宗
の
盛
ん
な
地
域
で
あ
り
、こ
れ
ら
の
寺
院

に
は
西
方
極
楽
浄
土
の
様
子
を
表
し
た
当

麻
曼
荼
羅
や
阿
弥
陀
来
迎
図
、阿
弥
陀
仏
の

名
号
な
ど
が
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

　鎌
倉
時
代
に
は
宋
に
渡
っ
た
栄
西
と
道
元

が
、本
格
的
な
禅
を
日
本
に
伝
え
ま
し
た
。

自
ら
と
向
き
合
い
、坐
禅
な
ど
の
修
行
を
重

ね
て
悟
り
に
至
る
禅
は
武
将
た
ち
の
精
神
的

な
支
柱
と
な
り
、そ
の
支
持
を
得
て
全
国
へ

広
ま
り
ま
し
た
。ま
た
禅
と
共
に
も
た
ら
さ

れ
た
水
墨
画
に
よ
り
、達
磨
な
ど
の
祖
師
像

や
禅
の
思
想
を
画
題
と
す
る
禅
画
が
描
か
れ

ま
し
た
。

　江
戸
時
代
に
な
る
と
庶
民
の
間
に
様
々
な

神
仏
へ
の
信
仰
が
広
ま
り
ま
し
た
。庶
民
の

祭
礼
は
、ハ
レ
の
場
と
し
て
の
華
や
か
さ
や
信

仰
心
に
加
え
、結
願
や
祭
礼
の
成
功
の
た
め

に
共
同
で
行
動
す
る
こ
と
で
、地
域
の
連
帯

意
識
を
深
め
る
場
と
な
っ
て
い
る
こ
と
が
特

徴
で
す
。岡
崎
で
は「
飾
り
馬
」や「
田
扇
祭

り
」な
ど
の
祭
礼
が
行
わ
れ
て
い
ま
す
。

　当
館
で
は
ま
た「
マ
イ
ン
ド
ス
ケ
ー
プ（
心

象
風
景
）」を
コ
ン
セ
プ
ト
に
、バ
ロ
ッ
ク
絵
画

か
ら
現
代
美
術
ま
で
心
を
伝
え
、心
を
語
る

美
術
品
を
収
集
し
て
き
ま
し
た
。

　本
展
で
は
キ
リ
ス
ト
と
聖
母
マ
リ
ア
へ
の

信
仰
を
示
す
作
品
を
中
心
に
展
示
し
ま
す
。

テ
ー
マ
は
聖
書
か
ら
と
ら
れ
、生
涯
や
事
績
、

寓
話
や
奇
跡
譚
、マ
リ
ア
の
母
性
を
象
徴
し

た
も
の
が
あ
り
ま
す
。ま
た
二
〇
世
紀
最
大

の
宗
教
画
家
と
称
さ
れ
る
ル
オ
ー
の
版
画
集

『
ミ
セ
レ
ー
レ
』は
、第
一
次
世
界
大
戦
の
惨
劇

を
機
に
制
作
さ
れ
、人
間
の
苦
悩
と
罪
深

さ
、そ
し
て
平
和
へ
の
祈
り
を
表
現
し
た
ル

オ
ー
作
品
の
頂
点
を
成
す
も
の
で
す
。

　価
値
観
の
多
様
化
や
国
際
化
が
急
速
に

進
展
す
る
今
日
、人
々
の
祈
り
の
表
現
を
通

し
て
、様
々
な
文
化
や
そ
の
根
底
に
あ
る

人
々
の「
心
」へ
の
理
解
を
深
め
て
頂
け
れ
ば

幸
い
で
す
。

会期：平成25年 11月2日（土）～12月23日（月・祝）
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い
に
し
え

き
た
の
は
い
じ

り
ょ
う
か
い
ま
ん
だ
ら

ほ
ん
じ
す
い
じ
ゃ
く

ち
ん

じ
ゅ

ひ
え
さ
ん
の
う
し
ゃ

き
せ
き
た
ん

お
お
み
や

せ
ん
じ
ゅ

た
い
ま
ま
ん
だ
ら

み
ょ
う
ご
う

ま
じ
な
い

よ

ど

ぐ
う

け
い
し
ょ
う
は
に
わ
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一
隅
を
照
ら
す

　「一
隅
を
照
ら
す
。此
則
ち
国
宝
な
り
」

は
、天
台
宗
を
開
い
た
最
澄
が
著
し
た
書

の
冒
頭
に
出
て
く
る
言
葉
の
よ
う
で
す
。

恩
師
の
座
右
の
銘
で
し
た
が
、「
ユ
ー
モ
ア

と
飛
躍

　そ
こ
に
ふ
れ
る
」に
展
示
さ
れ

た
泉
太
郎
さ
ん
の「
対
策
」に
接
し
て
、久

し
ぶ
り
に
思
い
出
し
ま
し
た
。

　こ
の
作
品
は
細
い
通
路
の
突
き
当
り

に
あ
り
、電
気
ス
タ
ン
ド
の
ほ
の
暗
い
光

が
文
字
通
り
一
隅
を
照
ら
し
て
い
ま
す
。

机
上
に
は
一
冊
の
日
記
が
置
か
れ
て
い

て
、一
日
一
頁
、そ
の
日
の
記
録
が
記
さ
れ

て
い
る
の
で
す
が
、そ
の
内
容
が
実
に
面

白
い
ん
で
す
。

　例
え
ば「（C

hair and M
irror

の
体

験
中
）ヘ
ッ
ド
ホ
ン
か
ら
流
れ
る『
カ
シ
ャ

カ
シ
ャ
』と
い
う
音
に
満
面
の
笑
み
で『
久

し
ぶ
り
に
髪
の
毛
を
切
る
音
を
聞
い
た

よ
』と
つ
ぶ
や
き
ま
し
た
。そ
う
こ
の
男
性

は
髪
の
毛
が
薄
い
ん
で
す
。…
奥
さ
ま
は

感
傷
に
ひ
た
る
ご
主
人
を
お
い
て
先
に

行
か
れ
ま
し
た
。」と
い
う
感
じ
。こ
の
よ

う
に
ご
来
館
い
た
だ
い
た
お
客
様
の
様

子
が
毎
日
記
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

　こ
の
日
記
を
書
い
て
い
た
の
は
監
視

員
の
皆
さ
ん
。当
館
も
多
く
の
人
々
に

よ
っ
て
成
り
立
っ
て
い
ま
す
が
、監
視
員

は
常
に
お
客
様
・
作
品
と
直
に
接
し
て
い

る
の
で
、展
覧
会
へ
の
反
響
や
ご
意
見
、

展
示
の
細
か
な
変
化
ま
で
貴
重
な
情
報

を
提
供
し
て
も
ら
っ
て
い
ま
す
。そ
の
意

味
で
も
欠
く
こ
と
の
で
き
な
い
、ま
さ
に一

隅
を
照
ら
す
存
在
で
す
。最
澄
の
言
を
借

り
れ
ば
、「
是
即
ち
館
宝
な
り
」と
い
う
と

こ
ろ
で
し
ょ
う
か
。

　こ
の
展
覧
会
は
体
験
型
の
作
品
も
多

く
、監
視
員
の
皆
さ
ん
に
は
一
隅
ど
こ
ろ

か
全
体
で
大
活
躍
い
た
だ
い
て
い
ま
す

が
、普
段
は
鑑
賞
に
障
り
な
い
よ
う
展
示

室
で
静
か
に
座
っ
て
い
ま
す
。

　そ
う
し
た
静
か
な
佇
ま
い
と
、「
対
策
」

の
微
か
な
、け
ど
確
か
な
光
が
展
示
室
の

片
隅
を
照
ら
し
て
い
る
光
景
が
見
事
に

リ
ン
ク
し
て
い
て
、「
対
策
」は
今
回
最
も

好
き
な
作
品
の一つ
で
す
。

　け
ど
こ
の
記
入
、結
構
大
変
だ
っ
た
そ

う
。監
視
の
皆
さ
ん
、お
疲
れ
様
で
し
た
。

COLUMN＆TOPIC

酒
井
明
日
香

美
術
博
物
館
ウ
ェ
ブ
事
情

　芸
術
の
秋
、各
所
で
気
に
な
る
展
覧

会
が
目
白
押
し
で
す
が
、み
な
さ
ん
展
覧

会
の
情
報
は
ど
の
よ
う
に
し
て
知
り
ま

す
か
？
テ
レ
ビ
や
新
聞
？
チ
ラ
シ
や
ポ
ス

タ
ー
？
友
達
か
ら
の
ク
チ
コ
ミ
？
い
ろ
い

ろ
な
場
合
が
あ
り
ま
す
が
、そ
う
や
っ
て

知
っ
た
展
覧
会
に
つ
い
て
詳
し
く
知
り
た

い
と
思
っ
た
と
き
、ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
調
べ

る
方
は
多
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　そ
う
し
て
調
べ
て
く
だ
さ
っ
た
ユ
ー

ザ
ー
の
方
に
多
彩
な
情
報
を
わ
か
り
や

す
く
発
信
す
る
べ
く
、「
ユ
ー
モ
ア
と
飛
躍

　そ
こ
に
ふ
れ
る
」展
で
は
特
設
ペ
ー
ジ

を
作
成
し
ま
し
た
。展
覧
会
特
設
ペ
ー
ジ

の
作
成
は
、平
成
二
十
三
年
度
に
開
催
し

た「
桃
源
万
歳
！
」展
と「
村
山
槐
多
の

全
貌
」展
以
来
で
す
。こ
こ
数
年
は
な

か
っ
た
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
作
成
量
に
苦
戦

し
ま
し
た
が
、無
事
公
開
に
こ
ぎ
つ
け
ま

し
た
。お
か
げ
様
で
多
く
の
ア
ク
セ
ス
が

あ
り
、特
設
ペ
ー
ジ
を
通
し
て
少
し
で
も

展
覧
会
に
興
味
を
持
っ
て
い
た
だ
け
た

な
ら
幸
い
で
す
。

　ま
た
、ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
と
は
異
な
る
ゆ

る
ー
い
情
報
を
発
信
す
る
場
と
し
て
、公

式Facebook

ペ
ー
ジ
を
は
じ
め
ま
し
た
。

普
段
な
か
な
か
お
伝
え
す
る
機
会
の
な

い
、展
覧
会
の
裏
側
や
こ
ぼ
れ
話
を
中
心

に
更
新
予
定
で
す
。み
な
さ
ん
の「
い
い

ね
！
」を
お
待
ち
し
て
い
ま
す
！
ち
な
み

に
中
の
人
は
固
定
で
は
な
い
の
で
、文
体

の
違
い
か
ら
誰
の
投
稿
か
推
理
す
る
の

も
楽
し
い
か
も
？

　ま
たFacebook

ペ
ー
ジ
の
公
開
に
あ

わ
せ
、ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
か
ら
で
も
ア
ク
セ

ス
で
き
る
よ
う
、ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
メ

ニュ
ー
部
分
に
も
若
干
の
変
更
を
加
え
て

い
ま
す
。今
ま
で
メ
ニュ
ー
が
表
示
さ
れ
ず

ご
不
便
を
お
か
け
し
た
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン

ユ
ー
ザ
ー
の
み
な
さ
ま
も
、一
度
ア
ク
セ
ス

し
て
み
て
く
だ
さ
い
。

集
荷
の
旅 

（
13
）

　展
覧
会
で
の
集
荷
で
様
々
な
所
有
者

を
回
り
ま
し
た
が
、や
は
り
緊
張
す
る
の

は
個
人
の
コ
レ
ク
タ
ー
、高
名
な
古
美
術

商
か
ら
の
借
用
で
す
。美
術
館
・
博
物
館

は
一
度
文
書
を
交
わ
し
て
し
ま
え
ば
大
き

な
変
更
は
な
く
、ど
こ
か
ビ
ジ
ネ
ス
ラ
イ

ク
に
事
は
進
み
ま
す
が
、個
人
コ
レ
ク

タ
ー
で
は
そ
う
は
い
き
ま
せ
ん
。気
に
入

ら
な
い
こ
と
が
あ
れ
ば
そ
れ
ま
で
。別
に

あ
え
て
人
様
に
貸
す
必
要
は
な
い
か
ら

で
す
。高
名
な
古
美
術
屋
さ
ん
で
、下
見

の
段
階
で
偽
物
を
混
ぜ
、学
芸
員
の
力
量

を
測
る
と
い
っ
た
話
も
聞
き
ま
す
。そ
の

話
を
聞
い
た
お
宅
に
も
伺
っ
た
こ
と
が
あ

る
の
で
す
が
、ご
主
人
が
代
替
わ
り
し
て

お
り
、近
世
絵
画
を
借
用
に
行
っ
た
の
で

す
が
、焼
き
物
の
話
ば
か
り
で
つ
な
い
で

事
無
き
を
得
ま
し
た
。ま
た
、梱
包
作
業

中
に
、古
美
術
商
主
人
の
出
身
幼
稚
園

で
国
の
重
要
文
化
財
に
指
定
さ
れ
て
い

る
建
物
を
見
に
連
れ
て
行
か
れ
た
こ
と

も
あ
り
ま
す
。や
は
り
近
世
絵
画
の
借
用

で
し
た
が
、専
門
で
は
な
い
の
で
文
化
財
一

般
の
話
を
し
て
い
た
か
ら
で
し
ょ
う
か
。

　コ
レ
ク
タ
ー
で
印
象
深
い
の
は
、広
島

の
佐
藤
辰
美
さ
ん
で
す
。自
動
車
関
連
部

品
の
製
造
を
主
と
す
る
実
業
家
と
だ
け

聞
き
、『「
森
」と
し
て
の
絵
画
』の
時
に
現

代
絵
画
を
借
用
に
伺
っ
た
の
で
す
が
、そ

こ
は
ま
る
で
美
術
館
。後
で
聞
く
と
日
本

有
数
の
現
代
美
術
コ
レ
ク
タ
ー
で
、そ
こ

は
伝
説
の
完
全
予
約
制
大
和
プ
レ
ス
・

ビ
ュ
ー
イ
ン
グ
ル
ー
ム
と
し
て
知
ら
れ
て
い

る
と
の
こ
と
で
し
た
。門
外
漢
な
が
ら

も
、所
有
者
を
選
ぶ
と
聞
い
て
い
た
河
原

温
の
作
品
が
ま
と
ま
っ
て
あ
る
こ
と
に
も

驚
か
さ
れ
、氏
の
選
択
眼
の
鋭
さ
の
一
端

を
知
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。知
的
で
温

厚
な
佐
藤
氏
か
ら
仏
像
な
ど
古
美
術
の

収
集
か
ら
始
め
ら
れ
、現
代
美
術
へ
と
幅

を
広
げ
ら
れ
た
経
緯
や
内
外
の
作
家
を

招
聘
し
て
の
活
動
を
聞
か
せ
て
い
た
だ
く

内
、こ
ち
ら
の
専
門
が
考
古
学
と
知
る
と

す
か
さ
ず
話
を
ふ
っ
て
こ
ら
れ
、様
々
な

ジ
ャ
ン
ル
に
わ
た
る
書
架
の
本
を
話
題
に

話
は
進
み
ま
し
た
。自
ら
の
審
美
眼
に
信

を
置
き
作
家
を
育
て
る
パ
ト
ロ
ン
と
し
て

の
氏
の
度
量
に
包
み
込
ま
れ
た
心
地
よ

い
ひ
と
時
で
し
た
。

副
館
長

　荒
井
信
貴

村
松
和
明

「JO
Y
 O
F
 L
IF
E

」と
仏
の
ふ
と
こ
ろ

今
回
の
あ
い
ち
ト
リ
エ
ン
ナ
ー
レ
で
は
、名

古
屋
会
場
に
次
い
で
岡
崎
が
第
二
会
場

と
な
っ
た
。東
岡
崎
駅
ビ
ル
、康
生
会
場
、

松
本
会
場
の
三
か
所
で
の
開
催
。当
館
も

そ
れ
に
並
行
し
て「
ユ
ー
モ
ア
と
飛
躍
」と

題
し
た
現
代
作
家
の
展
覧
会
を
開
催
し

て
い
る
。松
本
会
場
は
、か
つ
て
花
街
と
し

て
栄
え
た
松
應
寺
の
昭
和
の
空
気
を
存

分
に
残
し
た
廃
屋
や
旧
店
舗
を
利
用
し

て
展
示
が
な
さ
れ
た
。出
品
作
品
の
中
に

は
、そ
の
雰
囲
気
を
う
ま
く
取
り
込
ん
だ

も
の
が
あ
っ
た
。そ
の
寂
れ
た
路
地
を
歩

い
て
ゆ
く
と
、松
應
寺
の
方
向
に「
オ
ノ・

ヨ
ー
コ 

↓
」と
い
う
案
内
板
が
目
に
入
っ

た
。今
回
の
ト
リ
エ
ン
ナ
ー
レ
の
ビ
ッ
ク

ネ
ー
ム
の
一
人
で
あ
る
そ
の
名
前
に
誘
わ

れ
る
よ
う
に
し
て
境
内
に
入
る
と
、本
堂

正
面
の
杉
戸
に
一
枚
の
白
紙
が
見
え
た
。

近
づ
い
て
見
る
と
そ
のB

3

サ
イ
ズ
ほ
ど

の
白
紙
は
数
個
の
平
画
鋲
で
留
め
ら
れ

「JO
Y O
F LIFE YO

KO
 O
N
O
 2013

」

と
、印
字
さ
れ
て
い
た
。思
わ
ず
私
は
、近

く
に
い
た
担
当
と
思
わ
れ
る
ス
タ
ッ
フ
T

シ
ャ
ツ
姿
の
年
輩
男
性
に
声
を
か
け
た
。

「
こ
れ
が
、オ
ノ
・ヨ
ー
コ
さ
ん
の
作
品
で

す
か
？
」す
る
と
彼
は
苦
笑
し
な
が
ら

「
そ
れ
だ
け
で
す
…
」と
言
う
と
、ぷ
い
と

あ
ち
ら
を
向
い
て
し
ま
っ
た
。き
っ
と
日

に
何
度
も
聞
か
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
。オ

ノ
さ
ん
は
、名
古
屋
本
会
場
で
は
い
く
つ

も
の
作
品
を
展
示
し
、参
加
型
の
イ
ベ
ン

ト
も
開
催
さ
れ
て
い
る
。し
か
し
第
二
会

場
の
岡
崎
と
な
る
と
、こ
の
よ
う
な
薄
っ

ぺ
ら
な
紙
一
枚
と
な
っ
て
し
ま
う
の
か
。い

や
、こ
れ
は
お
堂
の
真
正
面
に
貼
ら
れ
て

い
る
の
だ
か
ら
、た
だ
の
紙
な
ど
で
は
な

く「
生
き
る
喜
び
」の
ご
利
益
が
い
た
だ

け
る
よ
う
な
、あ
り
が
た
い
お
札
の
よ
う

な
効
能
を
持
つ
の
か
も
し
れ
な
い
。し
ば

し
考
え
て
み
た
が
、そ
れ
は
仏
の
み
ぞ
知

る
…
で
あ
ろ
う
。

　な
ら
ば
こ
の
際
、仏
の
ふ
と
こ
ろ
で
も

お
借
り
し
て
、オ
ノ
・ヨ
ー
コ
さ
ん
に
も
、

名
古
屋
会
場
の
み
な
ら
ず
、侘
び
寂
び
の

き
い
た
静
か
な
岡
崎
会
場
や
、丘
の
上
に

あ
っ
て一
人
で
も
多
く
の
ご
来
場
を
呼
び

か
け
て
い
る
当
館
に
も
、是
非
と
も
お
運

び
い
た
だ
け
な
い
も
の
か
と
、思
い
を
め

ぐ
ら
せ
る
の
で
あ
っ
た
。

ユーモア展特設サイト画像



湯
谷
翔
梧

一
隅
を
照
ら
す

　「一
隅
を
照
ら
す
。此
則
ち
国
宝
な
り
」

は
、天
台
宗
を
開
い
た
最
澄
が
著
し
た
書

の
冒
頭
に
出
て
く
る
言
葉
の
よ
う
で
す
。

恩
師
の
座
右
の
銘
で
し
た
が
、「
ユ
ー
モ
ア

と
飛
躍

　そ
こ
に
ふ
れ
る
」に
展
示
さ
れ

た
泉
太
郎
さ
ん
の「
対
策
」に
接
し
て
、久

し
ぶ
り
に
思
い
出
し
ま
し
た
。

　こ
の
作
品
は
細
い
通
路
の
突
き
当
り

に
あ
り
、電
気
ス
タ
ン
ド
の
ほ
の
暗
い
光

が
文
字
通
り
一
隅
を
照
ら
し
て
い
ま
す
。

机
上
に
は
一
冊
の
日
記
が
置
か
れ
て
い

て
、一
日
一
頁
、そ
の
日
の
記
録
が
記
さ
れ

て
い
る
の
で
す
が
、そ
の
内
容
が
実
に
面

白
い
ん
で
す
。

　例
え
ば「（C

hair and M
irror

の
体

験
中
）ヘ
ッ
ド
ホ
ン
か
ら
流
れ
る『
カ
シ
ャ

カ
シ
ャ
』と
い
う
音
に
満
面
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み
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久
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ぶ
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髪
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音
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た

よ
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ぶ
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薄
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。…
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に
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た
。」と
い
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の
よ
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来
館
い
た
だ
い
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お
客
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様

子
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毎
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記
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
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て
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は
監
視
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皆
さ
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、監
視
員
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お
客
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作
品
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接
し
て
い

る
の
で
、展
覧
会
へ
の
反
響
や
ご
意
見
、

展
示
の
細
か
な
変
化
ま
で
貴
重
な
情
報

を
提
供
し
て
も
ら
っ
て
い
ま
す
。そ
の
意

味
で
も
欠
く
こ
と
の
で
き
な
い
、ま
さ
に一

隅
を
照
ら
す
存
在
で
す
。最
澄
の
言
を
借

り
れ
ば
、「
是
即
ち
館
宝
な
り
」と
い
う
と

こ
ろ
で
し
ょ
う
か
。

　こ
の
展
覧
会
は
体
験
型
の
作
品
も
多

く
、監
視
員
の
皆
さ
ん
に
は
一
隅
ど
こ
ろ

か
全
体
で
大
活
躍
い
た
だ
い
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が
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は
鑑
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。

　そ
う
し
た
静
か
な
佇
ま
い
と
、「
対
策
」

の
微
か
な
、け
ど
確
か
な
光
が
展
示
室
の

片
隅
を
照
ら
し
て
い
る
光
景
が
見
事
に

リ
ン
ク
し
て
い
て
、「
対
策
」は
今
回
最
も

好
き
な
作
品
の一つ
で
す
。

　け
ど
こ
の
記
入
、結
構
大
変
だ
っ
た
そ

う
。監
視
の
皆
さ
ん
、お
疲
れ
様
で
し
た
。

COLUMN＆TOPIC

酒
井
明
日
香

美
術
博
物
館
ウ
ェ
ブ
事
情

　芸
術
の
秋
、各
所
で
気
に
な
る
展
覧

会
が
目
白
押
し
で
す
が
、み
な
さ
ん
展
覧

会
の
情
報
は
ど
の
よ
う
に
し
て
知
り
ま

す
か
？
テ
レ
ビ
や
新
聞
？
チ
ラ
シ
や
ポ
ス

タ
ー
？
友
達
か
ら
の
ク
チ
コ
ミ
？
い
ろ
い

ろ
な
場
合
が
あ
り
ま
す
が
、そ
う
や
っ
て

知
っ
た
展
覧
会
に
つ
い
て
詳
し
く
知
り
た

い
と
思
っ
た
と
き
、ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
調
べ

る
方
は
多
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　そ
う
し
て
調
べ
て
く
だ
さ
っ
た
ユ
ー

ザ
ー
の
方
に
多
彩
な
情
報
を
わ
か
り
や

す
く
発
信
す
る
べ
く
、「
ユ
ー
モ
ア
と
飛
躍

　そ
こ
に
ふ
れ
る
」展
で
は
特
設
ペ
ー
ジ

を
作
成
し
ま
し
た
。展
覧
会
特
設
ペ
ー
ジ

の
作
成
は
、平
成
二
十
三
年
度
に
開
催
し

た「
桃
源
万
歳
！
」展
と「
村
山
槐
多
の

全
貌
」展
以
来
で
す
。こ
こ
数
年
は
な

か
っ
た
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
作
成
量
に
苦
戦

し
ま
し
た
が
、無
事
公
開
に
こ
ぎ
つ
け
ま

し
た
。お
か
げ
様
で
多
く
の
ア
ク
セ
ス
が

あ
り
、特
設
ペ
ー
ジ
を
通
し
て
少
し
で
も

展
覧
会
に
興
味
を
持
っ
て
い
た
だ
け
た

な
ら
幸
い
で
す
。

　ま
た
、ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
と
は
異
な
る
ゆ

る
ー
い
情
報
を
発
信
す
る
場
と
し
て
、公

式Facebook

ペ
ー
ジ
を
は
じ
め
ま
し
た
。

普
段
な
か
な
か
お
伝
え
す
る
機
会
の
な

い
、展
覧
会
の
裏
側
や
こ
ぼ
れ
話
を
中
心

に
更
新
予
定
で
す
。み
な
さ
ん
の「
い
い

ね
！
」を
お
待
ち
し
て
い
ま
す
！
ち
な
み

に
中
の
人
は
固
定
で
は
な
い
の
で
、文
体

の
違
い
か
ら
誰
の
投
稿
か
推
理
す
る
の

も
楽
し
い
か
も
？

　ま
たFacebook

ペ
ー
ジ
の
公
開
に
あ

わ
せ
、ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
か
ら
で
も
ア
ク
セ

ス
で
き
る
よ
う
、ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
メ

ニュ
ー
部
分
に
も
若
干
の
変
更
を
加
え
て

い
ま
す
。今
ま
で
メ
ニュ
ー
が
表
示
さ
れ
ず

ご
不
便
を
お
か
け
し
た
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン

ユ
ー
ザ
ー
の
み
な
さ
ま
も
、一
度
ア
ク
セ
ス

し
て
み
て
く
だ
さ
い
。

集
荷
の
旅 

（
13
）

　展
覧
会
で
の
集
荷
で
様
々
な
所
有
者

を
回
り
ま
し
た
が
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は
り
緊
張
す
る
の

は
個
人
の
コ
レ
ク
タ
ー
、高
名
な
古
美
術

商
か
ら
の
借
用
で
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。美
術
館
・
博
物
館
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度
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て
し
ま
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ば
大
き

な
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更
は
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こ
か
ビ
ジ
ネ
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ラ
イ

ク
に
事
は
進
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が
、個
人
コ
レ
ク

タ
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に
入
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あ
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に
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か
ら

で
す
。高
名
な
古
美
術
屋
さ
ん
で
、下
見
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段
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の
力
量

を
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る
と
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っ
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話
も
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き
ま
す
。そ
の

話
を
聞
い
た
お
宅
に
も
伺
っ
た
こ
と
が
あ

る
の
で
す
が
、ご
主
人
が
代
替
わ
り
し
て

お
り
、近
世
絵
画
を
借
用
に
行
っ
た
の
で

す
が
、焼
き
物
の
話
ば
か
り
で
つ
な
い
で

事
無
き
を
得
ま
し
た
。ま
た
、梱
包
作
業

中
に
、古
美
術
商
主
人
の
出
身
幼
稚
園

で
国
の
重
要
文
化
財
に
指
定
さ
れ
て
い

る
建
物
を
見
に
連
れ
て
行
か
れ
た
こ
と

も
あ
り
ま
す
。や
は
り
近
世
絵
画
の
借
用

で
し
た
が
、専
門
で
は
な
い
の
で
文
化
財
一

般
の
話
を
し
て
い
た
か
ら
で
し
ょ
う
か
。

　コ
レ
ク
タ
ー
で
印
象
深
い
の
は
、広
島

の
佐
藤
辰
美
さ
ん
で
す
。自
動
車
関
連
部

品
の
製
造
を
主
と
す
る
実
業
家
と
だ
け

聞
き
、『「
森
」と
し
て
の
絵
画
』の
時
に
現

代
絵
画
を
借
用
に
伺
っ
た
の
で
す
が
、そ

こ
は
ま
る
で
美
術
館
。後
で
聞
く
と
日
本

有
数
の
現
代
美
術
コ
レ
ク
タ
ー
で
、そ
こ

は
伝
説
の
完
全
予
約
制
大
和
プ
レ
ス
・

ビ
ュ
ー
イ
ン
グ
ル
ー
ム
と
し
て
知
ら
れ
て
い

る
と
の
こ
と
で
し
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。門
外
漢
な
が
ら

も
、所
有
者
を
選
ぶ
と
聞
い
て
い
た
河
原
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ま
っ
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こ
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端
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仏
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収
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緯
や
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の
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を
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し
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の
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を
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て
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だ
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内
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ら
の
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が
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学
と
知
る
と

す
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ず
話
を
ふ
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て
こ
ら
れ
、様
々
な

ジ
ャ
ン
ル
に
わ
た
る
書
架
の
本
を
話
題
に

話
は
進
み
ま
し
た
。自
ら
の
審
美
眼
に
信

を
置
き
作
家
を
育
て
る
パ
ト
ロ
ン
と
し
て

の
氏
の
度
量
に
包
み
込
ま
れ
た
心
地
よ

い
ひ
と
時
で
し
た
。
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仏
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催
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松
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の
昭
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の
空
気
を
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た
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や
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を
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品
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囲
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が
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↓
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う
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内
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の
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で
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の
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さ
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と
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は
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が
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が
い
た
だ

け
る
よ
う
な
、あ
り
が
た
い
お
札
の
よ
う

な
効
能
を
持
つ
の
か
も
し
れ
な
い
。し
ば

し
考
え
て
み
た
が
、そ
れ
は
仏
の
み
ぞ
知

る
…
で
あ
ろ
う
。

　な
ら
ば
こ
の
際
、仏
の
ふ
と
こ
ろ
で
も

お
借
り
し
て
、オ
ノ
・ヨ
ー
コ
さ
ん
に
も
、

名
古
屋
会
場
の
み
な
ら
ず
、侘
び
寂
び
の

き
い
た
静
か
な
岡
崎
会
場
や
、丘
の
上
に

あ
っ
て一
人
で
も
多
く
の
ご
来
場
を
呼
び

か
け
て
い
る
当
館
に
も
、是
非
と
も
お
運

び
い
た
だ
け
な
い
も
の
か
と
、思
い
を
め

ぐ
ら
せ
る
の
で
あ
っ
た
。

ユーモア展特設サイト画像



［岡崎市美術博物館ニュース／アルカディア］  第58号  2013年10月発行

編集・発行 岡崎市美術博物館 （マインドスケープ・ミュージアム）
〒444-0002　愛知県岡崎市高隆寺町峠1 岡崎中央総合公園内
TEL. 0564-28-5000 （代表）

　今
年
度
か
ら
転
勤
に
な
り
、通
勤
方

法
が
変
わ
っ
た
が
、以
前
は
職
場
ま
で

バ
ス
で
通
っ
て
い
た
。乗
車
駅
は
大
樹
寺

駅
だ
っ
た
。今
で
は
す
っ
か
り
小
さ
く

な
っ
た
が
、昔
は
名
鉄
挙
母
線
の
岡
崎

発
の
中
核
駅
で
あ
り
、昭
和
四
十
八
年

に
廃
止
さ
れ
る
ま
で
は
、豊
田
市
の
上

挙
母
駅
を
結
ぶ
岡
崎
北
部
の
重
要
な

足
だ
っ
た
。今
で
も
そ
の
名
残
で
大
樹

寺
駅
構
内
に
は
売
店
が
あ
り
、軽
い
飲

み
物
な
ど
を
売
っ
て
い
る
。自
分
が
小

さ
い
こ
ろ
は
駅
の
前
に
住
ん
で
い
た
の

で
、独
り
歩
き
が
で
き
る
よ
う
に
な
る

と
、駅
に
電
車
を
見
に
行
き
、売
店
の

お
ば
さ
ん
に
ア
イ
ス
キ
ャ
ン
デ
ー
を
も

ら
う
こ
と
が
楽
し
み
だ
っ
た
。も
う
少

し
年
が
上
に
な
る
と
上
挙
母
駅
ま
で

母
に
せ
が
ん
で
電
車
に
乗
せ
て
も
ら

い
、駅
の
売
店
で
買
っ
て
も
ら
っ
た
ア
イ

ス
ク
リ
ー
ム
を
食
べ
な
が
ら
ゆ
っ
く
り

と
流
れ
る
車
窓
の
風
景
を
眺
め
て
い

た
。ア
イ
ス
ク
リ
ー
ム
は
外
は
普
通
の
バ

ニ
ラ
だ
っ
た
が
中
は
赤
緑
黄
の
三
色
の

カ
ラ
フ
ル
な
も
の
で
そ
れ
が
お
気
に
入

り
だ
っ
た
こ
と
を
覚
え
て
い
る
。昭
和

四
十
八
年
に
廃
止
さ
れ
た
後
も
挙
母

線
の
跡
は
、所
々
に
残
さ
れ
、井
田
大

樹
寺
間
の
市
内
軌
道
線
跡
、大
樹
寺
駅

周
辺
、豊
田
市
の
渡
刈
駅
周
辺
は
よ
く

痕
跡
を
留
め
て
い
る
。

　一時
期
廃
線
を
歩
く
こ
と
が
ブ
ー
ム

に
な
っ
た
こ
と
が
あ
っ
た
が
、今
、挙
母

線
の
跡
を
歩
く
と
幼
い
こ
ろ
の
想
い
出

が
甘
く
蘇
っ
て
く
る
。（
内
）

　今
年
の
夏
は
暑
か
っ
た
。そ
ん
な
真

夏
の
八
月
四
日
、大
学
の
同
級
生
と
恩

師
網
野
義
彦
氏
の
墓
参
に
行
っ
て
き

た
。場
所
は
山
梨
県
笛
吹
市
。盆
地
の

山
梨
も
暑
い
と
聞
い
て
い
た
が
、う
わ
さ

ど
お
り
。墓
は
寺
の
な
か
に
あ
る
古
墳

の
ま
わ
り
に
設
け
ら
れ
た
墓
地
の
一
角

に
あ
っ
た
。墓
石
に
刻
ま
れ
た
戒
名
は

「
善
照
院
学
峰
史
聖
居
士
」。歴
史
学
者

に
ふ
さ
わ
し
い
戒
名
で
あ
る
。花
と
と
も

に
先
生
が
好
き
だ
っ
た
お
酒
を
供
え
る
。

線
香
に
火
を
つ
け
、手
を
合
わ
せ
る
。

　先
生
が
亡
く
な
っ
て
か
ら
九
年
ほ
ど

に
な
る
が
、そ
の
印
象
は
鮮
や
か
に

残
っ
て
い
る
。高
校
時
代
、出
版
さ
れ
た

ば
か
り
の
小
学
館
日
本
の
歴
史『
蒙
古

襲
来
』で
網
野
氏
の
存
在
を
知
っ
た
。ま

さ
か
、大
学
に
入
り
教
え
を
受
け
る
と

は
思
い
も
し
な
か
っ
た
。授
業
で
訳
が

分
か
ら
な
い一
枚
の
古
文
書
に
つ
い
て一

時
間
半
の
報
告
を
し
た
と
き
に
受
け

た
、手
厳
し
い
指
摘
の
経
験
は
今
で
も

自
分
の
財
産
と
な
っ
て
い
る
。豪
快
な

笑
い
と
そ
の
声
は
今
で
も
自
分
の
脳
裏

で
何
度
も
再
生
さ
れ
る
。没
後
に
企
画

刊
行
さ
れ
た
著
作
集
十
八
巻
が
我
が

家
の
本
棚
に
整
然
と
並
ん
で
い
る
。毎

月
出
さ
れ
る
た
び
に
楽
し
み
に
し
て
い

た
の
は
本
に
添
え
ら
れ
た
月
報
で
あ
っ

た
。多
く
の
関
係
者
に
よ
る
そ
の
証
言

は
先
生
の
人
柄
を
実
に
よ
く
伝
え
、共

感
で
き
る
の
が
何
よ
り
う
れ
し
か
っ
た
。

生
き
た
網
野
史
学
に
ふ
れ
え
た
こ
と
を

幸
せ
に
思
う
。（
堀
）

山
梨
へ
墓
参
に

名
鉄
挙
母
線
の
想
い
出

やさしいミュージアム講座（前期）「トリエンナーレが楽しくなる！」
10月19日（土）午後2時～　
講師：志賀理江子氏（トリエンナーレ出品作家）
先着40名聴講可

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）
■小林耕平デモンストレーション
10月20日（日）午後2時～
ゲスト：core of bells（5人組バンド）

祈・PRAY
―古今東西祈りの風景―
2013年11月2日（土）～12月23日（月・祝）
■講演会
11月17日（日）「大昔の人のくらしと祈り」
講師：加藤安信氏（岡崎市文化財保護審議会委員）
12月1日（日）「地獄絵のたのしみ」
講師：鷹巣純氏（愛知教育大学教授）

■クリスマスコンサート「祈りの響き」
12月21日（土） 
演奏：伊東かおり氏（ヴァイオリン）、小畑友美氏（フルート）、高田知子氏（ハープ）
■学芸員による展示説明会
11月23日（土）、12月14日（土）
いずれも午後2時～

≪やさしいミュージアム講座（後期）受講生募集≫
■大樹寺を知ろう！
11月～3月の毎月第２水曜日、10:30～12:00　※ただし3月は14日（金）
内容/松平・徳川氏の菩提寺として名高い大樹寺の歴史や美術について、当
館学芸員が分かりやすく解説します。
講師：当館学芸員　定員70名　当館１階セミナールーム
■儀礼の屏風
11月～3月の毎月第3金曜日、14:00～15:30　※ただし1月は休講・3月は7日（金）
屏風絵が人間の通過儀礼のなかで、どのように使われたかを考えます。
講師：榊原 悟（当館館長）　定員70名　当館１階セミナールーム
≪共通≫参加費／無料　□申込方法／往復はがき、またはメールに希望講座名（１通につ
き１講座の申込）・郵便番号・住所・氏名（ふりがな）年齢・性別・電話番号を明記の上、10月
22日（火）必着で下記までお申し込みください。※ハガキ・メール一通につき１人の申込に限
ります。※応募多数の場合は抽選となります。□申込先／〒444-0002　岡崎市高隆寺町
峠1番地　岡崎中央総合公園内　岡崎市美術博物館「やさしいミュージアム講座」係　
メールアドレス：bihaku-kikaku@city.okazaki.aichi.jp　

表紙図版：《阿弥陀三尊来迎図》 室町時代 高隆寺蔵

編 集 後 記｜ 暑かった夏も終わり、秋風を感じる季節になりました。あいちトリエンナーレで週末には賑わいをみせた中心市街地も、普段の姿を

取り戻すのでしょうか。当館も並行企画事業を終えると、「祈り」をテーマにした静謐な展示空間へと姿を変えることになります。（千葉）


