
　暮
ら
し
の
中
で
”思
い
つ
き 

“か
ら
何

か
始
め
て
み
る
の
も
楽
し
い
も
の
で

す
。　少

し
前
の
自
宅
で
の
私
の
部
屋
は
、

お
気
入
り
た
ち
が
無
造
作
に
積
ま

れ
、傍
目
か
ら
は
雑
然
と
し
て
い
た
で

し
ょ
う
。そ
こ
で
思
い
つ
き
…
鋸
･
金

鎚
と
本
を
片
手
に
始
ま
る
楽
し
い

D
IY

の
日
々
。そ
し
て
今
で
は
完
成
し

た
そ
の
家
具
？
に
お
気
入
り
た
ち
は

落
ち
着
き
、私
は
夜
な
夜
な
自
分
の

時
間
を
楽
し
ん
で
い
る
の
で
す
。

　さ
て
、そ
の
お
気
に
入
り
た
ち
を
見

渡
せ
ば
片
隅
で
一
際
光
る
モ
ノ
。今
で

は
イ
ン
テ
リ
ア
のsaxophone

。こ
れ

も
立
派
な
思
い
つ
き
の
カ
ケ
ラ
で
す
。

夏
の
夜
出
掛
け
た
こ
ぢ
ん
ま
り
と
し

たcafé

の「
月
空Live

」。癒
し
の
空
間

で
や
わ
ら
か
く
響
くSax

の
音
色
に
魅

了
さ
れ
、そ
し
て
ま
た
思
い
つ
き
。し
か

し
、楽
器
は
思
い
つ
き
価
格
で
な
い
現

実
な
が
ら
数
ヵ
月
後
に
はM

y Sax

片

手
に
教
室
に
通
う
私
で
し
た
。騒
音
？

の
レ
ベル
か
ら
、き
ら
き
ら
星
〜
ム
ー
ン

リ
バ
ー
へ
。1
曲
ご
と
の
息
切
れ
に
は

苦
笑
い
。し
か
し
な
が
ら
二
年
半
。す
っ

か
り
楽
し
ん
だ
の
を
思
い
出
し
ま
す
。

コ
レ
も
思
い
つ
き
か
ら
始
ま
る
素
敵
な

き
っ
か
け
で
、宝
物
で
す
。

　季
節
は
秋
。芸
術
・ス
ポ
ー
ツ・
食
欲

の
季
節
。こ
の
秋
は
更
に
閃
く
” 思
い

つ
き 

“に
期
待
し
な
が
ら
暮
ら
し
を
楽

し
く
す
る
工
夫
は
ま
だ
ま
だ
尽
き
ま

せ
ん
。（
睦
）

思
い
つ
き
な
く
ら
し

く
ら
は
し
・
か
ん
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　こ
の
夏
、学
生
時
代
の
友
人
か
ら
、

忘
れ
か
け
て
い
た
人
物
の
消
息
を
知

ら
さ
れ
た
。し
か
も
漫
画
家
で
あ
り
、

小
説
家
デ
ビ
ュ
ー
も
果
た
し
た
と
い

う
。そ
の
人
物
は
倉
橋
寛
。『
赤
き
奔

河
の
如
く
』（
風
媒
社
）が
彼
の
作
品
、

壬
申
の
乱
を
題
材
に
し
た
歴
史
小
説

で
あ
る
。ド
ラ
ゴ
ン
ズ
フ
ァ
ン
の
方
で
あ

れ
ば
、中
日
ス
ポ
ー
ツ
連
載「
お
れ
た

ち
ゃ
ド
ラ
ゴ
ン
ズ
」の
４
コ
マ
漫
画
を
ご

存
じ
だ
ろ
う
か
。作
者
く
ら
は
し
・
か

ん
、そ
の
人
で
あ
る
。驚
い
た
。在
学
中

の
彼
の
イ
メ
ー
ジ
と
全
く
結
び
つ
か
な

い（
ご
め
ん
な
さ
い
！
）。

　調
べ
て
み
る
と
地
元
江
南
市
で
は

講
演
会
な
ど
も
行
っ
て
お
り
、多
方
面

に
ご
活
躍
の
様
子
。彼
と
は
短
期
間
で

は
あ
っ
た
が
、実
は
サ
ー
ク
ル
で
フ
ォ
ー

ク
デ
ュ
オ
を
組
ん
で
い
た
。当
時
は
エ
レ

キ
ギ
タ
ー
の
方
が
圧
倒
的
人
気
で
、

フ
ォ
ー
ク
ギ
タ
ー
を
や
ろ
う
と
い
う
者

は
少
数
派
。確
か
彼
は
正
や
ん
フ
ァ
ン

だ
っ
た
。彼
の
H
P
に
は
今
も
ギ
タ
ー

抱
え
て
歌
う
姿
が
あ
り
、変
わ
ら
ぬ
風

貌
と
歌
い
続
け
て
い
る
こ
と
に
、懐
か

し
さ
と
何
と
も
言
い
が
た
い
嬉
し
さ

いっ
ぱ
い
で
あ
る
。

　図
書
館
で
借
り
て
済
ま
せ
よ
う
と

思
っ
た『
赤
き
奔
河
の
如
く
』は
軽
く

読
み
飛
ば
せ
る
よ
う
な
内
容
で
は
な

か
っ
た
の
で
、購
入
し
、じ
っ
く
り
と
読

ま
せ
て
も
ら
う
こ
と
に
し
た
。彼
の
語

り
口
が
聞
こ
え
て
き
そ
う
で
、私
に

と
っ
て
は
楽
し
み
な
一
冊
で
あ
る
。（
伊
）

編 集 後 記｜ 暑かった夏も終わり、秋風を感じるようになりました。水野美術館展は大変好評で、横山大観はじめ「大家」と称される作家たちの吸引

力を今さらながら認識させられます。次回展覧会でご紹介するのは、現在活躍中の作家たちによる作品です。この作品たちも、何れは歴史のなかに位置

づけられていくことになるものです。今の私たちが大観を見るように、後の世の人たちも、私たちの時代の作品を見ることになるのでしょうか。（千葉）

水野美術館コレクション名品展

近代日本画を築いた巨匠たち ～横山大観から平山郁夫まで～
9月1日（土）～10月21日（日）
■学芸員による展示説明会
10月8日（月・祝） 午後2時から

あいちトリエンナーレ地域展開事業「岡崎アート＆ジャズ2012」連携企画

光　陰  ―ひかり、かげ、とき―
11月3日（土・祝）～1月13日（日）
■学芸員による展示説明会
12月16日（日）、1月6日（日） ※いずれも午後2時から
■ワークショップ
11月18日（日）「〈妄想の空間〉を連結しよう D.D.プロジェクト」
D.D.（今村哲＋染谷亜里可）
定員50名　参加無料
頭の中で妄想している空間を、もし、実現するとしたら。そのはじめの一歩としての
ワークショップ。
※申込方法・内容詳細については岡崎アート＆ジャズ2012情報ページ
http://okzartjazz.com/　Twitter@OKZArtJazzをご覧ください。

《やさしいミュージアム講座の受講者募集》
市民の方々に歴史や美術をより身近に感じていただけるよう、11月～平成25年3月の毎月1
度、連続講座「やさしいミュージアム講座（岡崎・中世の城と館を探ろう！）、（日本画を愉しむ
ために）」の2講座を開催します。
■岡崎・中世の城と館を探ろう！
11月～平成25年3月の毎月第2水曜日　9:30～12:00（全4回）
岡崎市内の中世の城と館を巡り、中世の地域社会とその周辺を探ります。
奥田敏春（岡崎市文化財保護審議会委員・愛知中世城郭研究会）
※1月は休講、11月は第3水曜日に変更します。
定員30名　集合場所／美術博物館駐車場（現地バス移動）
※初回のみ当館1階セミナールーム
■日本画を愉しむために
11月～平成25年3月の毎月第3金曜日　14:00～15:30（全4回）
日本画の愉しみ方を、当館館長が4つのテーマに沿ってお話しします。
榊原悟（当館館長） ※1月は休講、2月は第4金曜日に変更します。
定員50名　当館1階セミナールーム
《共通》　□参加費／無料　□申込方法／往復ハガキに、希望講座名（ハガキ1枚につき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19
日（金）までに下記へお申し込みください。※各講座4回全て参加できる方のみご応募くださ
い。※ハガキ1枚につき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　岡崎市高隆寺町字峠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

表紙図版：平川祐樹 《A Candle》 2012年　Photo/courtesy the art ist



　（承
前
）こ
れ
が
そ
の
男
で
あ
る（
図
1
）。果
た
し
て
読
者
は
見
つ
け
る
こ
と
が
で
き
た
だ
ろ
う

か
。横
た
わ
る
釈
尊
の
頭
部
側
、画
面
左
端
、沙
羅
双
樹
の
傍
ら
に
こ
の
男
が
い
る
は
ず
だ
。気
が

付
い
て
し
ま
え
ば
、鮮
や
か
な
緑
色
の
着
衣
が
目
立
つ
。

　し
か
し
読
者
は
、そ
の
姿
を
求
め
て
画
面
を
く
ま
な
く
眺
め
入
っ
た
に
違
い
な
い
。そ
の
際
、画

面
手
前
、動
物
た
ち
の
姿
に
眼
が
釘
付
け
に
な
っ
た
方
も
少
な
く
な
い
だ
ろ
う
。嘆
き
悲
し
む
動
物

の
描
写
が
、そ
れ
程
に
秀
逸
で
あ
る
か
ら
だ
。が
、さ
ら
に
そ
う
し
た
動
物
た
ち
の
姿
の
内
に
、こ
の

『
大
涅
槃
図
』の
特
質
や
特
殊
性
を
知
る
た
め
の
鍵
が
、隠
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
え
て
な
ら
な
い
。

そ
こ
で
ま
ず
は
そ
れ
ら
の
動
物
た
ち
を
見
て
お
こ
う
。そ
れ
が
緑
衣
の
男
の
謎
に
逼
る
こ
と
に
も

繋
が
る
は
ず
だ
か
ら
で
あ
る
。

　伏
し
目
が
ち
に
頭
を
垂
れ
る
獅
子
、天
を
仰
ぐ
白
象
、そ
し
て
声
高
く
鳴
く
牛
。駱
駝
は
静
か
に

目
を
閉
じ
、馬
も
沈
痛
の
趣
で
頭
を
下
げ
る
。虎
は
、京
都
正
伝
寺
の
、あ
の
伊
藤
若
冲
も
写
し
た

明
代
絵
画『
猛
虎
図
』を
下
敷
き
に
し
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。た
だ
し
正
伝
寺
本
の
猛
虎
が
右
前

脚
の
肉
球
を
、大
き
く
目
を
見
開
い
て
舐
め
て
い
る
の
に
対
し
、『
大
涅
槃
図
』の
虎
は
、前
脚
を
舐

め
る
姿
に
曖
昧
さ
を
残
す
こ
と（
肉
球
を
描
か
な
い
の
は
等
伯
の
写
し
崩
れ
だ
ろ
う
）、目
を
細
め

る
点
が
異
な
る
。そ
の
後
ろ
で
身
を
捩
じ
り
、空
に
向
け
て
吼
え
る
豹（
当
時
豹
は
虎
の
雌
と
信
じ

ら
れ
て
い
た
）の
姿
と
共
に
、こ
れ
で
悲
し
み
の
表
情
を
表
し
た
つ
も
り
な
の
だ
ろ
う
。

　そ
う
云
え
ば
猿
の
姿
も
面
白
い
。等
伯
の
猿
と
な
れ
ば
、牧
谿
描
く
と
こ
ろ
の
、所
謂
牧
谿
猿
＝

手
長
猿
と
い
う
の
が
定
番
だ
ろ
う
が
、こ
こ
で
は
顔
の
赤
い
獼
猴
＝
日
本
猿
が
描
か
れ
て
い
る
。そ

の
猿
が
手
の
平
で
顔
を
拭
う
。頬
を
流
れ
る
涙
を
ふ
い
て
い
る
の
だ
。む
ろ
ん
猿
が
そ
ん
な
こ
と
を

す
る
は
ず
も
な
い
。

　い
や
、猿
だ
け
で
は
な
い
。獅
子
も
白
象
も
、駱
駝
も
牛
も
虎
、豹
も
、こ
こ
に
登
場
す
る
総
て
の

動
物
た
ち
が
、い
く
ら
悲
し
い
か
ら
と
云
っ
て
こ
ん
な
姿
態
、表
情
を
と
る
わ
け
も
な
い
。と
云
う
よ

り
、そ
も
そ
も
動
物
た
ち
が
、わ
た
し
た
ち
人
間
と
同
等
等
質
の
悲
し
み
の
感
情
を
抱
く
も
の
な

の
か
、そ
れ
さ
え
疑
問
だ
ろ
う
。

　と
は
云
え「
涅
槃
図
」で
あ
る
。そ
う
で
あ
る
限
り
、釈
尊
の
死
を
悼
み
、嘆
き
悲
し
む
動
物
た
ち

の
姿
を
描
か
ね
ば
な
ら
な
い
。言
う
ま
で
も
な
く「
涅
槃
図
」の
典
拠
と
な
っ
た『
大
般
涅
槃
経
』や

『
涅
槃
講
式
』に
、そ
う
説
か
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。し
か
し
平
安
時
代
の「
涅
槃
図
」で
は
、か
の

応
徳『
涅
槃
図
』（
応
徳
三
年
＝
一
〇
八
六

　金
剛
峯
寺
蔵
）は
じ
め
動
物
は
獅
子
の
み
を
描
い
た
も

の
や
、奈
良
の
達
磨
寺
本
の
よ
う
に
動
物
を
一
切
描
か
な
い「
涅
槃
図
」も
あ
っ
た
。だ
が
同
じ
平
安

時
代
の
作
品
で
も
、京
都
国
立
博
物
館
本『
釈
迦
金
棺
出
現
図
』な
ど
で
は
複
数
の
動
物
が
登
場
、

以
後
動
物
た
ち
は
、典
拠
の
経
典
に
説
か
れ
て
い
な
い
も
の
ま
で
も
取
り
上
げ
ら
れ
、さ
ら
に
鎌
倉

時
代
に
な
る
と
、そ
の
種
類
も
一
段
と
増
加
、か
つ
宋
画
の
影
響
か
ら
描
写
も
具
体
的
に
な
っ
て
い

く
と
い
う（
中
野
玄
三「
涅
槃
図
」『
日
本
の
美
術
』二
六
八
号

　一九
八
八
年
）。つ
ま
り
時
代
が
下

れ
ば
、取
り
上
げ
る
動
物
は
、そ
れ
ぞ
れ
の「
涅
槃
図
」個
別
の
問
題
と
み
ら
れ
、何
を
描
く
か
は
絵

師
や
、そ
の「
涅
槃
図
」の
寄
進
者（
注
文
主
）の
宰
領
に
委
ね
ら
れ
て
い
た
と
み
て
よ
い
だ
ろ
う
。本

法
寺
の『
大
涅
槃
図
』で
も
、そ
う
で
あ
っ
た
は
ず
だ
。し
か
も
そ
う
し
て
選
ば
れ
た
多
く
の
動
物

を
、尊
師
の
死
を
悼
み
悲
し
ん
で
い
る
姿
に
描
か
ね
ば
な
ら
な
い
。動
物
た
ち
が
悲
し
む
は
ず
も
な

い
の
に
、で
あ
る
。

　そ
こ
で「
涅
槃
図
」の
絵
師
た
ち
が
採
っ
た
方
法
は
、彼
ら
の
姿
を
、人
間
の
悲
し
み
の
姿
に
な
ぞ

ら
え
て
描
く
こ
と
で
あ
っ
た
。悲
し
み
の
擬
人
化
表
現
と
言
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。そ
う
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
、初
め
て
描
か
れ
た
動
物
た
ち
の
姿
に
感
情
移
入
す
る
こ
と
が
で
き
る
。彼
ら
も
釈
尊
の
死

を
悲
し
ん
で
い
る
の
だ
、と
。本
法
寺
の『
大
涅
槃
図
』の
動
物
を
描
く
に
当
っ
て
等
伯
が
採
用
し
た

の
も
、む
ろ
ん
こ
の
方
法
だ
。そ
し
て
等
伯
は
、見
事
な
感
情
表
現
を
達
成
し
た
。こ
こ
に
描
か
れ

た
動
物
た
ち
の
悲
し
み
の
姿
に
、わ
た
し
た
ち
の
眼
も
寄
り
添
い
、共
感
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。

　も
ち
ろ
ん
、そ
れ
を
可
能
に
さ
せ
た
の
は
、等
伯
の
画
技
の
高
さ
で
あ
る
。加
え
て
先
行
す
る「
涅

槃
図
」か
ら
の
影
響
も
無
視
で
き
ま
い
。図
様
、構
成
な
ど
京
の
三
大「
涅
槃
図
」の
一つ
東
福
寺
本

と
の
類
似
が
す
で
に
指
摘
さ
れ
て
い
る（
赤
澤
英
二
著『
涅
槃
図
の
図
像
学
』
　中
央
公
論
美
術
出

版

　二
〇
一一
年
）。少
な
く
と
も
本
法
寺
本
が
、東
福
寺
本
系
に
連
な
る
一
本
で
あ
る
こ
と
は
間
違

い
な
い
だ
ろ
う
。つ
ま
り
等
伯
は
、先
行
す
る「
涅
槃
図
」の
動
物
た
ち
の
図
様
を
学
習
し
つ
つ
、よ

り
効
果
的
な
悲
し（
あ
の
動
物
表
現
の
実
現
を
目
論
ん
だ
、と
み
て
よ
い
だ
ろ
う
。

　と
こ
ろ
が
、そ
の『
大
涅
槃
図
』に
は
、そ
う
し
て
描
か
れ
た
動
物
た
ち
と
、ど
う
に
も
そ
ぐ
わ
な

い
動
物
が
い
た
。コ
リ
ー
犬
の
よ
う
に
鼻
先
の
と
が
っ
た
洋
犬
で
あ
る（
図
2
）。そ
の
存
在
に
気
が

付
い
た
方
は
い
た
だ
ろ
う
か
。小
さ
く
描
か
れ
て
い
る
の
で
或
い
は
見
過
ご
さ
れ
た
か
も
知
れ
な

い
。し
か
し
そ
の
位
置
は
、画
面
最
下
段
中
央
、結
構
目
立
つ
場
所
で
あ
る
。

　そ
の
洋
犬
の
何
が
他
と
そ
ん
な
に
異
な
る
の
か
。し
か
し
、そ
れ
に
つ
い
て
述
べ
る
前
に
、あ
ら
か

じ
め
確
認
し
て
置
き
た
い
こ
と
が
あ
る
。そ
れ
は「
涅
槃
図
」に
描
か
れ
た
動
物
た
ち
が
、お
お
む
ね

次
の
特
徴
を
持
つ
点
で
あ
る
。

　・ 

ま
ず
何
を
措
い
て
も
釈
尊
の
死
を
嘆
き
悲
し
む
表
情
な
い
し
は
ポ
ー
ズ
を
取
っ
て
い
る
こ
と
、

　

  

で
あ
る
。獣
た
ち
に
は
比
較
的
容
易
に
、そ
れ
が
で
き
る
。

　・ 

し
か
し
、そ
う
し
た
表
現
が
難
し
い
、例
え
ば
鳥
な
ど
の
場
合
に
は
、彼
ら
に
画
面
上
部
中
央
、

　  

す
な
わ
ち
横
た
わ
る
釈
尊
を
見
つ
め
さ
せ
る
こ
と
で
あ
る
。こ
れ
が
、そ
う
し
た
動
物
た
ち
の

　

  

哀
悼
の「
か
た
ち
」で
あ
っ
た
。

　翻
っ
て
洋
犬
で
は
ど
う
か
。と
て
も
嘆
き
悲
し
ん
で
い
る
風
に
は
見
え
な
い
。伏
せ
た
目
、遠
く
を

見
る
潤
ん
だ
目
、そ
こ
に
哀
悼
の
気
持
ち
が
表
さ
れ
て
い
る
と
見
え
な
い
こ
と
も
な
い
が
、や
は
り

無
理
だ
ろ
う
。釈
尊
の
方
に
視
線
を
向
け
て
い
る
わ
け
で
も
な
い
。目
を
閉
じ
た
犬
の
ふ
さ
ふ
さ
し

た
尻
尾
に
至
っ
て
は
、飼
い
主
に
対
し
て
振
っ
て
い
る
、そ
れ
の
よ
う
に
も
見
え
る
で
は
な
い
か
。そ

れ
に
こ
の
二
匹
の
姿
態
は
、何
よ
り
画
面
の
こ
ち
ら
側
、す
な
わ
ち
鑑
賞
者
と
、こ
れ
を
描
い
た
絵

師
の
視
線
に
応
え
た
ポ
ー
ズ
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い（
そ
の
意
味
で
、ふ
た
瘤
駱
駝
の
後
ろ
、釈
尊

に
背
を
向
け
、こ
ち
ら
を
見
つ
め
る
可
愛
い
梟
の
姿
も
気
に
か
か
る
）。要
す
る
に
画
面
の
中
の
釈

迦
の
死
に
向
か
い
合
う
動
物
に
な
っ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。こ
れ
が
二
匹
の
洋
犬
に
違
和

感
を
持
つ
最
大
の
所
以
で
あ
る
。加
え
て
も
う
一
点
、見
逃
し
て
は
な
ら
な
い
の
は
、「
涅

槃
図
」に
こ
う
し
た
洋
犬
を
描
く
の
は
、そ
れ
こ
そ
後
に
も
先
に
も
と
言
い
た
い
と
こ

ろ
だ
が
、少
な
く
と
も
前
例
が
全
く
な
い
点
で
あ
る
。そ
の
意
味
で
本
図
の
特
殊
性
を

知
る
鍵
は
、二
匹
の
洋
犬
の
存
在
に
尽
き
る
。そ
の
洋
犬
を
描
く
こ
と
に
決
め
た
の
は
、

む
ろ
ん
等
伯
自
身
で
あ
る
。絵
師
で
あ
り
寄
進
者
で
も
あ
っ
た
の
は
等
伯
そ
の
人
、彼

の
意
志
が
画
面
の
隅
々
、モ
チ
ー
フ
選
択
に
ま
で
及
ん
で
い
た
こ
と
は
疑
い
な
い
か
ら
で

あ
る
。で
は
等
伯
は
ど
う
し
て
そ
こ
ま
で
洋
犬
に
こ
だ
わ
っ
た
の
か
。

　そ
れ
に
し
て
も「
涅
槃
図
」に
ま
で
洋
犬
を
登
場
さ
せ
る
と
は
、驚
き
以
外
の
何
も
の

で
も
な
い
が
、い
か
に
も
桃
山
時
代
ら
し
い
。云
う
ま
で
も
な
く
こ
の
時
代
、ポ
ル
ト
ガ
ル
と
の
南
蛮

交
易
に
よ
っ
て
洋
犬
が
も
た
ら
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
、そ
の
交
易
の
様
子
を
描
い
た「
南
蛮
屏
風
」の

内
に
、精
悍
な
大
型
犬
が
し
ば
し
ば
登
場
す
る
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
だ
ろ
う（
例
え
ば
サ
ン
ト
リ
ー

美
術
館
本
）。等
伯
の
時
代
か
ら
ほ
ぼ
三
、四
十
年
後
の
一
六
四
四
年
六
月
十
六
日
、そ
の
肖
像
画
に

子
犬（
洋
犬
だ
ろ
う
）を
描
か
せ
る
な
ど
愛
犬
家
と
み
ら
れ
る
筑
前
の
大
守
黒
田
忠
之（
一
六
〇
二

〜
五
四
）は
、前
年
に
購
入
し
た
大
型
犬
の
代
金
を
オ
ラ
ン
ダ
商
館
に
支
払
い
、結
局
そ
の
犬
は
将

軍
家
光
に
献
上
さ
れ
た
と
い
う（『
長
崎
オ
ラ
ン
ダ
商
館
の
日
記
』同
日
の
条
）。こ
の
こ
と
か
ら
、当

時
、間
違
い
な
く
洋
犬
が
持
ち
込
ま
れ
飼
育
さ
れ
て
い
た
こ
と
、そ
の
犬
は
将
軍
へ
の
献
上
品
に
用

い
て
も
恥
な
い
程
に
貴
重（
高
価
）で
あ
っ
た
こ
と
、な
ど
が
分
か
る
。等
伯
の
時
代
に
は
さ
ら
に
珍

重
さ
れ
て
い
た
に
違
い
な
い
。そ
の
洋
犬
を『
大
涅
槃
図
』に
描
い
て
み
せ
た
の
で
あ
る
。

　し
か
も
、そ
の
描
く
筆
致
は
素
晴
し
い
。『
日
乗
上
人
画
像
』（
石
川
・
妙
成
寺
蔵
）や『
日
尭
上
人

画
像
』（
元
亀
三
年
・一
五
七
二

　本
法
寺
蔵
）な
ど
、信
春
時
代
の
肖
像
画
に
顕
著
な
硬
質
で
清
潔

な
描
線
が
、こ
こ
で
の
毛
並
み
の
描
写
に
見
事
に
活
か
さ
れ
て
い
る
。デ
ッ
サ
ン
に
も
破
綻
が
な
い
。

と
り
わ
け
右
側
の
遠
く
を
見
る
犬
の
頭
部
に
、そ
れ
が
見
て
と
れ
る
だ
ろ
う
。等
伯
自
ら
二
匹
を

綿
密
に
観
察
、写
生
し
た
結
果
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。先
行
す
る
洋
犬
の
作
例
が
な
い
こ

と
も
、こ
の
推
定
を
裏
付
け
る
。む
ろ
ん
高
価
な
洋
犬
を
写
生
す
る
機
会
が
、そ
う
あ
る
は
ず
も
な

い
。い
や
、あ
る
。そ
れ
も
日
常
的
に
、と
述
べ
れ
ば
、も
う
お
分
か
り
だ
ろ
う
。そ
う
飼
え
ば
い
い
の

で
あ
る
。そ
の
愛
玩
す
る
ペ
ッ
ト
を
描
い
た
。『
大
涅
槃
図
』に
洋
犬
が
登
場
し
た
事
情
は
、こ
ん
な

と
こ
ろ
だ
ろ
う
か
。（
続
く
）

眼
の
極
楽 

五

　人
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④
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榊
原
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し
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　（承
前
）こ
れ
が
そ
の
男
で
あ
る（
図
1
）。果
た
し
て
読
者
は
見
つ
け
る
こ
と
が
で
き
た
だ
ろ
う

か
。横
た
わ
る
釈
尊
の
頭
部
側
、画
面
左
端
、沙
羅
双
樹
の
傍
ら
に
こ
の
男
が
い
る
は
ず
だ
。気
が

付
い
て
し
ま
え
ば
、鮮
や
か
な
緑
色
の
着
衣
が
目
立
つ
。

　し
か
し
読
者
は
、そ
の
姿
を
求
め
て
画
面
を
く
ま
な
く
眺
め
入
っ
た
に
違
い
な
い
。そ
の
際
、画

面
手
前
、動
物
た
ち
の
姿
に
眼
が
釘
付
け
に
な
っ
た
方
も
少
な
く
な
い
だ
ろ
う
。嘆
き
悲
し
む
動
物

の
描
写
が
、そ
れ
程
に
秀
逸
で
あ
る
か
ら
だ
。が
、さ
ら
に
そ
う
し
た
動
物
た
ち
の
姿
の
内
に
、こ
の

『
大
涅
槃
図
』の
特
質
や
特
殊
性
を
知
る
た
め
の
鍵
が
、隠
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
え
て
な
ら
な
い
。

そ
こ
で
ま
ず
は
そ
れ
ら
の
動
物
た
ち
を
見
て
お
こ
う
。そ
れ
が
緑
衣
の
男
の
謎
に
逼
る
こ
と
に
も

繋
が
る
は
ず
だ
か
ら
で
あ
る
。

　伏
し
目
が
ち
に
頭
を
垂
れ
る
獅
子
、天
を
仰
ぐ
白
象
、そ
し
て
声
高
く
鳴
く
牛
。駱
駝
は
静
か
に

目
を
閉
じ
、馬
も
沈
痛
の
趣
で
頭
を
下
げ
る
。虎
は
、京
都
正
伝
寺
の
、あ
の
伊
藤
若
冲
も
写
し
た

明
代
絵
画『
猛
虎
図
』を
下
敷
き
に
し
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。た
だ
し
正
伝
寺
本
の
猛
虎
が
右
前

脚
の
肉
球
を
、大
き
く
目
を
見
開
い
て
舐
め
て
い
る
の
に
対
し
、『
大
涅
槃
図
』の
虎
は
、前
脚
を
舐

め
る
姿
に
曖
昧
さ
を
残
す
こ
と（
肉
球
を
描
か
な
い
の
は
等
伯
の
写
し
崩
れ
だ
ろ
う
）、目
を
細
め

る
点
が
異
な
る
。そ
の
後
ろ
で
身
を
捩
じ
り
、空
に
向
け
て
吼
え
る
豹（
当
時
豹
は
虎
の
雌
と
信
じ

ら
れ
て
い
た
）の
姿
と
共
に
、こ
れ
で
悲
し
み
の
表
情
を
表
し
た
つ
も
り
な
の
だ
ろ
う
。

　そ
う
云
え
ば
猿
の
姿
も
面
白
い
。等
伯
の
猿
と
な
れ
ば
、牧
谿
描
く
と
こ
ろ
の
、所
謂
牧
谿
猿
＝

手
長
猿
と
い
う
の
が
定
番
だ
ろ
う
が
、こ
こ
で
は
顔
の
赤
い
獼
猴
＝
日
本
猿
が
描
か
れ
て
い
る
。そ

の
猿
が
手
の
平
で
顔
を
拭
う
。頬
を
流
れ
る
涙
を
ふ
い
て
い
る
の
だ
。む
ろ
ん
猿
が
そ
ん
な
こ
と
を

す
る
は
ず
も
な
い
。

　い
や
、猿
だ
け
で
は
な
い
。獅
子
も
白
象
も
、駱
駝
も
牛
も
虎
、豹
も
、こ
こ
に
登
場
す
る
総
て
の

動
物
た
ち
が
、い
く
ら
悲
し
い
か
ら
と
云
っ
て
こ
ん
な
姿
態
、表
情
を
と
る
わ
け
も
な
い
。と
云
う
よ

り
、そ
も
そ
も
動
物
た
ち
が
、わ
た
し
た
ち
人
間
と
同
等
等
質
の
悲
し
み
の
感
情
を
抱
く
も
の
な

の
か
、そ
れ
さ
え
疑
問
だ
ろ
う
。

　と
は
云
え「
涅
槃
図
」で
あ
る
。そ
う
で
あ
る
限
り
、釈
尊
の
死
を
悼
み
、嘆
き
悲
し
む
動
物
た
ち

の
姿
を
描
か
ね
ば
な
ら
な
い
。言
う
ま
で
も
な
く「
涅
槃
図
」の
典
拠
と
な
っ
た『
大
般
涅
槃
経
』や

『
涅
槃
講
式
』に
、そ
う
説
か
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。し
か
し
平
安
時
代
の「
涅
槃
図
」で
は
、か
の

応
徳『
涅
槃
図
』（
応
徳
三
年
＝
一
〇
八
六

　金
剛
峯
寺
蔵
）は
じ
め
動
物
は
獅
子
の
み
を
描
い
た
も

の
や
、奈
良
の
達
磨
寺
本
の
よ
う
に
動
物
を
一
切
描
か
な
い「
涅
槃
図
」も
あ
っ
た
。だ
が
同
じ
平
安

時
代
の
作
品
で
も
、京
都
国
立
博
物
館
本『
釈
迦
金
棺
出
現
図
』な
ど
で
は
複
数
の
動
物
が
登
場
、

以
後
動
物
た
ち
は
、典
拠
の
経
典
に
説
か
れ
て
い
な
い
も
の
ま
で
も
取
り
上
げ
ら
れ
、さ
ら
に
鎌
倉

時
代
に
な
る
と
、そ
の
種
類
も
一
段
と
増
加
、か
つ
宋
画
の
影
響
か
ら
描
写
も
具
体
的
に
な
っ
て
い

く
と
い
う（
中
野
玄
三「
涅
槃
図
」『
日
本
の
美
術
』二
六
八
号

　一九
八
八
年
）。つ
ま
り
時
代
が
下

れ
ば
、取
り
上
げ
る
動
物
は
、そ
れ
ぞ
れ
の「
涅
槃
図
」個
別
の
問
題
と
み
ら
れ
、何
を
描
く
か
は
絵

師
や
、そ
の「
涅
槃
図
」の
寄
進
者（
注
文
主
）の
宰
領
に
委
ね
ら
れ
て
い
た
と
み
て
よ
い
だ
ろ
う
。本

法
寺
の『
大
涅
槃
図
』で
も
、そ
う
で
あ
っ
た
は
ず
だ
。し
か
も
そ
う
し
て
選
ば
れ
た
多
く
の
動
物

を
、尊
師
の
死
を
悼
み
悲
し
ん
で
い
る
姿
に
描
か
ね
ば
な
ら
な
い
。動
物
た
ち
が
悲
し
む
は
ず
も
な

い
の
に
、で
あ
る
。

　そ
こ
で「
涅
槃
図
」の
絵
師
た
ち
が
採
っ
た
方
法
は
、彼
ら
の
姿
を
、人
間
の
悲
し
み
の
姿
に
な
ぞ

ら
え
て
描
く
こ
と
で
あ
っ
た
。悲
し
み
の
擬
人
化
表
現
と
言
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。そ
う
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
、初
め
て
描
か
れ
た
動
物
た
ち
の
姿
に
感
情
移
入
す
る
こ
と
が
で
き
る
。彼
ら
も
釈
尊
の
死

を
悲
し
ん
で
い
る
の
だ
、と
。本
法
寺
の『
大
涅
槃
図
』の
動
物
を
描
く
に
当
っ
て
等
伯
が
採
用
し
た

の
も
、む
ろ
ん
こ
の
方
法
だ
。そ
し
て
等
伯
は
、見
事
な
感
情
表
現
を
達
成
し
た
。こ
こ
に
描
か
れ

た
動
物
た
ち
の
悲
し
み
の
姿
に
、わ
た
し
た
ち
の
眼
も
寄
り
添
い
、共
感
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。

　も
ち
ろ
ん
、そ
れ
を
可
能
に
さ
せ
た
の
は
、等
伯
の
画
技
の
高
さ
で
あ
る
。加
え
て
先
行
す
る「
涅

槃
図
」か
ら
の
影
響
も
無
視
で
き
ま
い
。図
様
、構
成
な
ど
京
の
三
大「
涅
槃
図
」の
一つ
東
福
寺
本

と
の
類
似
が
す
で
に
指
摘
さ
れ
て
い
る（
赤
澤
英
二
著『
涅
槃
図
の
図
像
学
』
　中
央
公
論
美
術
出

版

　二
〇
一一
年
）。少
な
く
と
も
本
法
寺
本
が
、東
福
寺
本
系
に
連
な
る
一
本
で
あ
る
こ
と
は
間
違

い
な
い
だ
ろ
う
。つ
ま
り
等
伯
は
、先
行
す
る「
涅
槃
図
」の
動
物
た
ち
の
図
様
を
学
習
し
つ
つ
、よ

り
効
果
的
な
悲
し（
あ
の
動
物
表
現
の
実
現
を
目
論
ん
だ
、と
み
て
よ
い
だ
ろ
う
。

　と
こ
ろ
が
、そ
の『
大
涅
槃
図
』に
は
、そ
う
し
て
描
か
れ
た
動
物
た
ち
と
、ど
う
に
も
そ
ぐ
わ
な

い
動
物
が
い
た
。コ
リ
ー
犬
の
よ
う
に
鼻
先
の
と
が
っ
た
洋
犬
で
あ
る（
図
2
）。そ
の
存
在
に
気
が

付
い
た
方
は
い
た
だ
ろ
う
か
。小
さ
く
描
か
れ
て
い
る
の
で
或
い
は
見
過
ご
さ
れ
た
か
も
知
れ
な

い
。し
か
し
そ
の
位
置
は
、画
面
最
下
段
中
央
、結
構
目
立
つ
場
所
で
あ
る
。

　そ
の
洋
犬
の
何
が
他
と
そ
ん
な
に
異
な
る
の
か
。し
か
し
、そ
れ
に
つ
い
て
述
べ
る
前
に
、あ
ら
か

じ
め
確
認
し
て
置
き
た
い
こ
と
が
あ
る
。そ
れ
は「
涅
槃
図
」に
描
か
れ
た
動
物
た
ち
が
、お
お
む
ね

次
の
特
徴
を
持
つ
点
で
あ
る
。

　・ 

ま
ず
何
を
措
い
て
も
釈
尊
の
死
を
嘆
き
悲
し
む
表
情
な
い
し
は
ポ
ー
ズ
を
取
っ
て
い
る
こ
と
、

　

  

で
あ
る
。獣
た
ち
に
は
比
較
的
容
易
に
、そ
れ
が
で
き
る
。

　・ 

し
か
し
、そ
う
し
た
表
現
が
難
し
い
、例
え
ば
鳥
な
ど
の
場
合
に
は
、彼
ら
に
画
面
上
部
中
央
、

　  

す
な
わ
ち
横
た
わ
る
釈
尊
を
見
つ
め
さ
せ
る
こ
と
で
あ
る
。こ
れ
が
、そ
う
し
た
動
物
た
ち
の

　

  

哀
悼
の「
か
た
ち
」で
あ
っ
た
。

　翻
っ
て
洋
犬
で
は
ど
う
か
。と
て
も
嘆
き
悲
し
ん
で
い
る
風
に
は
見
え
な
い
。伏
せ
た
目
、遠
く
を

見
る
潤
ん
だ
目
、そ
こ
に
哀
悼
の
気
持
ち
が
表
さ
れ
て
い
る
と
見
え
な
い
こ
と
も
な
い
が
、や
は
り

無
理
だ
ろ
う
。釈
尊
の
方
に
視
線
を
向
け
て
い
る
わ
け
で
も
な
い
。目
を
閉
じ
た
犬
の
ふ
さ
ふ
さ
し

た
尻
尾
に
至
っ
て
は
、飼
い
主
に
対
し
て
振
っ
て
い
る
、そ
れ
の
よ
う
に
も
見
え
る
で
は
な
い
か
。そ

れ
に
こ
の
二
匹
の
姿
態
は
、何
よ
り
画
面
の
こ
ち
ら
側
、す
な
わ
ち
鑑
賞
者
と
、こ
れ
を
描
い
た
絵

師
の
視
線
に
応
え
た
ポ
ー
ズ
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い（
そ
の
意
味
で
、ふ
た
瘤
駱
駝
の
後
ろ
、釈
尊

に
背
を
向
け
、こ
ち
ら
を
見
つ
め
る
可
愛
い
梟
の
姿
も
気
に
か
か
る
）。要
す
る
に
画
面
の
中
の
釈

迦
の
死
に
向
か
い
合
う
動
物
に
な
っ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。こ
れ
が
二
匹
の
洋
犬
に
違
和

感
を
持
つ
最
大
の
所
以
で
あ
る
。加
え
て
も
う
一
点
、見
逃
し
て
は
な
ら
な
い
の
は
、「
涅

槃
図
」に
こ
う
し
た
洋
犬
を
描
く
の
は
、そ
れ
こ
そ
後
に
も
先
に
も
と
言
い
た
い
と
こ

ろ
だ
が
、少
な
く
と
も
前
例
が
全
く
な
い
点
で
あ
る
。そ
の
意
味
で
本
図
の
特
殊
性
を

知
る
鍵
は
、二
匹
の
洋
犬
の
存
在
に
尽
き
る
。そ
の
洋
犬
を
描
く
こ
と
に
決
め
た
の
は
、

む
ろ
ん
等
伯
自
身
で
あ
る
。絵
師
で
あ
り
寄
進
者
で
も
あ
っ
た
の
は
等
伯
そ
の
人
、彼

の
意
志
が
画
面
の
隅
々
、モ
チ
ー
フ
選
択
に
ま
で
及
ん
で
い
た
こ
と
は
疑
い
な
い
か
ら
で

あ
る
。で
は
等
伯
は
ど
う
し
て
そ
こ
ま
で
洋
犬
に
こ
だ
わ
っ
た
の
か
。

　そ
れ
に
し
て
も「
涅
槃
図
」に
ま
で
洋
犬
を
登
場
さ
せ
る
と
は
、驚
き
以
外
の
何
も
の

で
も
な
い
が
、い
か
に
も
桃
山
時
代
ら
し
い
。云
う
ま
で
も
な
く
こ
の
時
代
、ポ
ル
ト
ガ
ル
と
の
南
蛮

交
易
に
よ
っ
て
洋
犬
が
も
た
ら
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
、そ
の
交
易
の
様
子
を
描
い
た「
南
蛮
屏
風
」の

内
に
、精
悍
な
大
型
犬
が
し
ば
し
ば
登
場
す
る
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
だ
ろ
う（
例
え
ば
サ
ン
ト
リ
ー

美
術
館
本
）。等
伯
の
時
代
か
ら
ほ
ぼ
三
、四
十
年
後
の
一
六
四
四
年
六
月
十
六
日
、そ
の
肖
像
画
に

子
犬（
洋
犬
だ
ろ
う
）を
描
か
せ
る
な
ど
愛
犬
家
と
み
ら
れ
る
筑
前
の
大
守
黒
田
忠
之（
一
六
〇
二

〜
五
四
）は
、前
年
に
購
入
し
た
大
型
犬
の
代
金
を
オ
ラ
ン
ダ
商
館
に
支
払
い
、結
局
そ
の
犬
は
将

軍
家
光
に
献
上
さ
れ
た
と
い
う（『
長
崎
オ
ラ
ン
ダ
商
館
の
日
記
』同
日
の
条
）。こ
の
こ
と
か
ら
、当

時
、間
違
い
な
く
洋
犬
が
持
ち
込
ま
れ
飼
育
さ
れ
て
い
た
こ
と
、そ
の
犬
は
将
軍
へ
の
献
上
品
に
用

い
て
も
恥
な
い
程
に
貴
重（
高
価
）で
あ
っ
た
こ
と
、な
ど
が
分
か
る
。等
伯
の
時
代
に
は
さ
ら
に
珍

重
さ
れ
て
い
た
に
違
い
な
い
。そ
の
洋
犬
を『
大
涅
槃
図
』に
描
い
て
み
せ
た
の
で
あ
る
。

　し
か
も
、そ
の
描
く
筆
致
は
素
晴
し
い
。『
日
乗
上
人
画
像
』（
石
川
・
妙
成
寺
蔵
）や『
日
尭
上
人

画
像
』（
元
亀
三
年
・一
五
七
二

　本
法
寺
蔵
）な
ど
、信
春
時
代
の
肖
像
画
に
顕
著
な
硬
質
で
清
潔

な
描
線
が
、こ
こ
で
の
毛
並
み
の
描
写
に
見
事
に
活
か
さ
れ
て
い
る
。デ
ッ
サ
ン
に
も
破
綻
が
な
い
。

と
り
わ
け
右
側
の
遠
く
を
見
る
犬
の
頭
部
に
、そ
れ
が
見
て
と
れ
る
だ
ろ
う
。等
伯
自
ら
二
匹
を

綿
密
に
観
察
、写
生
し
た
結
果
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。先
行
す
る
洋
犬
の
作
例
が
な
い
こ

と
も
、こ
の
推
定
を
裏
付
け
る
。む
ろ
ん
高
価
な
洋
犬
を
写
生
す
る
機
会
が
、そ
う
あ
る
は
ず
も
な

い
。い
や
、あ
る
。そ
れ
も
日
常
的
に
、と
述
べ
れ
ば
、も
う
お
分
か
り
だ
ろ
う
。そ
う
飼
え
ば
い
い
の

で
あ
る
。そ
の
愛
玩
す
る
ペ
ッ
ト
を
描
い
た
。『
大
涅
槃
図
』に
洋
犬
が
登
場
し
た
事
情
は
、こ
ん
な

と
こ
ろ
だ
ろ
う
か
。（
続
く
）

眼
の
極
楽 

五

　人
の
姿
か
た
ち
を
描
く
④

館
長 

榊
原
悟

お
も
む
き

し
ょ
う
で
ん
じ

み
ん

み
ぎ
ま
え

う
し

ほ

て
な
が
ざ
る

い
わ
ゆ
る

び
こ
う

ひ
る
が
えう

る

ふ
う

た
だ
ゆ
き

し
っ
ぽ

ふ

こ
ぶ

ふ
く
ろ
う

ゆ
え
ん

こ
た

も
っ
け
い

ひ
ら

ぬ
ぐ

す
べ

な
み
だ

ひ
ょ
う

よ

こ
う
べ

ら
く
だ

さ
ら
そ
う
じ
ゅ

く
ぎ
づ

つ
な

か
た
わ

だ
い
は
つ
ね
は
ん
ぎ
ょ
う

し
ゃ
か
き
ん
か
ん
し
ゅ
つ
げ
ん
ず

く
だ

ゆ
だ

あ
し
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　こ
の
十
一
月
に
始
ま
る
展
覧
会
は
、テ
ー
マ

と
内
容
が
固
ま
る
ま
で
に
時
間
を
要
し
ま

し
た
。そ
れ
と
い
う
の
も
、岡
崎
市
で
は
十
一

月
一
日
か
ら
十
二
月
二
日
ま
で
の
一ヵ
月
間
、

街
中
を
舞
台
に
し
た
現
代
ア
ー
ト
と
ジ
ャ
ズ

の
イ
ベ
ン
ト
を
予
定
し
て
い
て
、そ
ち
ら
と
の

連
携
を
図
る
必
要
が
あ
っ
た
か
ら
で
す
。こ

の「
岡
崎
ア
ー
ト
＆
ジ
ャ
ズ
二
〇
一
二
」。ア
ー

ト
部
門
に
関
し
て
は
美
術
博
物
館
が
企
画

に
携
わ
っ
て
い
て
―
―
そ
の
た
め
に
現
在
、

あ
っ
ち
に
行
っ
た
り
こ
っ
ち
に
行
っ
た
り
、二

足
の
わ
ら
じ
状
態
な
の
で
す
が
―
―
、旧
く

は
縄
文
･
弥
生
時
代
か
ら
徳
川
江
戸
時
代
、

康
生
町
が
全
盛
期
を
迎
え
た
昭
和
を
経
て
、

空
洞
化
が
進
む
平
成
ま
で
、街
に
堆
積
し
た

時
間
と
人
々
の
記
憶
の
総
体
を
大
き
な

テ
ー
マ
に
取
り
上
げ
て
い
ま
す
。こ
の
準
備
の

過
程
で
、参
加
し
て
い
た
だ
く
各
作
家
の
方

と
展
示
プ
ラ
ン
に
つ
い
て
話
す
う
ち
に
、美

術
博
物
館
で
は
、そ
れ
ら
を
補
足
す
る
よ
う

な
作
品
や
、街
中
展
示
で
は
知
る
こ
と
の
で

き
な
い
活
動
を
紹
介
し
た
い
と
考
え
る
よ
う

に
な
り
ま
し
た
。た
だ
、今
回
の
展
覧
会
、当

館
の
収
蔵
品
を
展
示
す
る
こ
と
が
当
初
か

ら
課
題
の
一つ
に
挙
が
っ
て
い
た
た
め
、ア
ー

ト
＆
ジ
ャ
ズ
参
加
作
家
の
作
品
と
併
せ
て
一

本
筋
の
通
っ
た
テ
ー
マ
を
ど
う
設
定
す
べ
き

か
。あ
れ
こ
れ
考
え
、よ
う
や
く
街
中
展
示
の

テ
ー
マ
で
も
あ
る
時
間
性
を
手
が
か
り
に
、

移
ろ
い
行
く
時
を
示
す「
光
陰
」―
―
そ
し

て
、こ
の
言
葉
の
も
と
に
な
る
、「
光
」と

「
陰
」と
を
展
示
の
切
り
口
に
す
る
こ
と
で

落
ち
着
い
た
の
で
し
た
。

　前
置
き
が
長
く
な
り
ま
し
た
が
、「
光
」

「
陰
」「
時
」は
、ど
れ
を
と
っ
て
も
謎
に
満
ち

て
い
て
、科
学
的
に
様
々
に
探
求
さ
れ
て
い

る
も
の
の
、説
明
さ
れ
て
も
理
解
が
及
ば

ず
、し
か
し
根
源
的
な
存
在
で
あ
る
が
ゆ
え

に
、私
た
ち
は
そ
れ
ら
を
豊
か
に
、繊
細
に

感
受
し
、具
体
的
に
思
索
す
る
こ
と
が
で
き

ま
す
。だ
か
ら
こ
そ
、こ
れ
ら
の
根
源
的
テ
ー

マ
は
、美
術
に
携
わ
る
作
家
た
ち
の
心
を
も

引
き
つ
け
、作
品
と
い
う
形
を
と
っ
て
、様
々

に
表
現
さ
れ
続
け
て
い
る
の
で
し
ょ
う
。

　表
紙
に
も
ご
紹
介
し
た
平
川
祐
樹
の
作

品
は
、ロ
ウ
ソ
ク
が
炎
を
湛
え
な
が
ら
、次
第

次
第
に
形
を
変
え
て
ゆ
く
様
を
映
像
で
と

ら
え
た
も
の
で
す
。継
続
す
る
時
間
の
中
で
、

小
さ
な
変
化
の
連
続
は
な
か
な
か
感
知
す

る
こ
と
が
で
き
ず
、と
き
に
そ
れ
は
、私
た
ち

に
根
気
よ
く
見
続
け
る
こ
と
を
強
い
る
か
も

知
れ
ま
せ
ん
。し
か
し
、変
化
は
ふ
と
し
た
瞬

間
に
訪
れ
、あ
る
い
は
少
し
前
の
時
間
を
手

繰
り
寄
せ
た
と
き
に
突
如
私
た
ち
は
、そ
の

ロ
ウ
ソ
ク
の
形
が
大
き
く
変
化
し
て
い
る
こ

と
に
気
づ
か
さ
れ
ま
す
。時
間
を
体
験
す
る

と
は
ど
う
い
う
こ
と
な
の
か
？
作
品
自
体
の

持
つ
時
間
と
、そ
れ
を
観
賞
し
追
体
験
す
る

今
こ
こ
の
時
間
と
の
間
で
、私
た
ち
は
不
思

議
な
感
覚
に
と
ら
わ
れ
る
こ
と
で
し
ょ
う
。

あ
る
い
は
、ふ
る
か
は
ひ
で
た
か
に
よ
る
、あ

る
人
の
日
記
を
ジ
グ
ソ
ー
パ
ズ
ル
に
お
こ
し
、

そ
れ
ら
を
バ
ラ
バ
ラ
に
解
体
し
た《
日
記
〜

忘
却
の
カ
タ
チ
》と
、そ
の
パ
ズ
ル
か
ら
抜
き

取
っ
た
ピ
ー
ス
を
組
み
替
え
て
、特
別
な
意

味
を
持
た
な
い
も
の
と
し
て
新
た
に
作
り
直

さ
れ
た《
日
記
〜
未
知
の
カ
タ
チ
》。こ
の
シ

リ
ー
ズ
作
品
は
、わ
た
し
た
ち
の
記
憶
が
、如

何
に
曖
昧
で
不
確
か
な
も
の
か
、そ
し
て
、

記
憶
と
思
っ
て
い
た
も
の
が
如
何
に
事
後
的

に
形
成
さ
れ
得
る
も
の
で
あ
る
か
を
ユ
ー
モ

ア
を
込
め
て
明
示
し
て
く
れ
ま
す
。ほ
か
に

も
、ヴ
ェ
ル
ベ
ッ
ト
を
脱
色
し
、得
体
の
知
れ

な
い
不
穏
な
影
を
露
わ
に
さ
せ
た
染
谷
亜

里
可
の「m

onster

」シ
リ
ー
ズ
や
、透
明
樹

脂
を
用
い
、作
品
の
中
に
不
思
議
な
光
を
孕

ま
せ
た
山
本
一
弥
の《D

esire

》な
ど
、私
た

ち
の
感
覚
的
な
部
分
に
強
く
訴
え
か
け
て

く
る
作
品
も
あ
り
ま
す
。

　さ
さ
や
か
な
展
覧
会
で
す
が
、丁
寧
に
作

り
こ
ま
れ
た
作
品
を
通
し
て
自
己
の
繊
細

な
感
覚
に
気
づ
き
か
さ
れ
る
、そ
ん
な
時
間

を
過
ご
し
て
い
た
だ
け
る
の
で
は
な
い
か
と

思
い
ま
す
。

会期：平成24年11月3日（土・祝）～2013年1月13日（日）

　近
代
日
本
画
の
巨
匠
と
し
て
そ
の
筆
頭

に
あ
げ
ら
れ
る
の
は
横
山
大
観
で
は
な
い
で

し
ょ
う
か
。明
治
元
年（
一
八
六
八
）茨
城
県

水
戸
市
に
生
ま
れ
た
大
観
は
、東
京
美
術
学

校（
現
在
の
東
京
藝
術
大
学
）に
第
一
期
生
と

し
て
入
学
、生
涯
の
師
と
仰
い
だ
校
長
の
岡

倉
天
心
ら
の
熱
心
な
指
導
を
受
け
、卒
業
後

の
明
治
二
十
九
年（
一
八
九
六
）に
は
同
校
の

助
教
授
と
し
て
迎
え
ら
れ
ま
し
た
。し
か
し
、

明
治
三
十
一
年（
一
八
九
八
）美
術
学
校
騒
動

で
非
職
を
命
ぜ
ら
れ
た
天
心
と
と
も
に
連

袂
辞
職
、在
野
の
日
本
美
術
院
の
創
立
に
参

加
。ま
た
、師
天
心
亡
き
後
の
大
正
三
年（
一

九
一
四
）に
は
日
本
美
術
院
の
再
興
を
果
た

す
な
ど
、昭
和
三
十
三
年（
一
九
五
八
）に
九

十
歳
で
亡
く
な
る
ま
で
日
本
画
の
改
革
と

近
代
化
に
大
き
な
足
跡
を
残
し
ま
し
た
。

　や
ま
と
絵
か
ら
琳
派
、水
墨
画
な
ど
の
伝

統
的
絵
画
技
法
を
継
承
し
な
が
ら
も
、自
由

な
発
想
に
基
づ
き
新
し
い
日
本
画
を
創
造

し
て
い
っ
た
大
観
で
す
が
、そ
の
出
発
点
と

な
っ
た
作
品
が
現
在
展
示
さ
れ
て
い
る『
無

我
』で
す
。す
み
れ
の
花
咲
く
早
春
の
川
岸
。

銀
色
に
光
る
猫
柳
の
花
穂
を
背
景
に
、大
き

め
の
着
物
を
身
に
ま
と
い
鼻
緒
の
ゆ
る
い
大

人
の
草
履
を
履
い
て
た
た
ず
む
童
子
。無
我

と
は
仏
教
用
語
で
悟
り
の
境
地
の
こ
と
を
い

い
ま
す
が
、自
身
の
境
地
を
純
真
な
童
子
の

姿
に
託
し
表
現
し
た
大
観
の
斬
新
な
発
想

は
、そ
れ
ま
で
の
日
本
の
伝
統
的
絵
画
に
は

見
ら
れ
な
い
も
の
と
し
て
当
時
の
美
術
界
を

驚
愕
さ
せ
ま
し
た
。『
無
我
』は
明
治
三
十
年

の
春
に
開
催
さ
れ
た
日
本
絵
画
協
会
主
催

の
第
二
回
絵
画
共
進
会
に
出
品（
展
覧
会
出

品
作
は
東
京
国
立
博
物
館
が
所
蔵
）さ
れ
銅

杯
を
受
賞
、二
十
九
歳
の
新
進
気
鋭
の
日
本

画
家
と
し
て
大
観
の
名
を
強
く
印
象
づ
け

る
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。

　水
野
美
術
館
所
蔵
の

『
無
我
』（
明
治
三
十
年
）は

出
品
作
で
は
あ
り
ま
せ
ん

が
、三
点
存
在
す
る『
無

我
』（
も
う
一
点
は
島
根
県

の
足
立
美
術
館
が
所
蔵
）

の
う
ち
の
ひ
と
つ
で
、落
款

と
印
章
か
ら
三
点
の
な
か

で
最
後
に
描
か
れ
た
も
の

と
思
わ
れ
ま
す
。日
本
画

の
近
代
化
を
実
践
し
よ
う

と
す
る
若
き
大
観
の
斬
新

な
感
覚
が
伝
わ
っ
て
き
ま

す
。　本

展
で
は
、横
山
大
観

の『
無
我
』を
は
じ
め
と
し

て
、下
村
観
山
、川
合
玉

堂
、菱
田
春
草
、上
村
松

園
、伊
東
深
水
、奥
田
元
宋
、加
山
又
造
、髙

山
辰
雄
、平
山
郁
夫
ら
近
代
日
本
画
の
系

譜
を
た
ど
る
う
え
で
欠
か
す
こ
と
の
で
き
な

い
巨
匠
た
ち
の
名
品
六
十
点
を
厳
選
し
て

展
示
し
て
い
ま
す
。近
代
日
本
画
で
は
国
内

屈
指
を
誇
る
水
野
美
術
館
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
の

名
品
を
ま
と
ま
っ
て
ご
覧
い
た
だ
け
る
ま
た

と
な
い
機
会
で
す
。巨
匠
た
ち
の
名
品
と
と

も
に
、秋
の
素
敵
な
ひ
と
と
き
を
岡
崎
市
美

術
博
物
館
で
お
過
ご
し
く
だ
さ
い
。

会期：平成24年 9月1日（土）～10月21日（日）

水野美術館コレクション名品展

近代日本画を築いた
巨匠たち

あいちトリエンナーレ地域展開事業
「岡崎アート＆ジャズ2012」連携企画

－横山大観から平山郁夫まで－

稲 垣 満 春

光　陰
－ひかり、かげ、とき－
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　こ
の
十
一
月
に
始
ま
る
展
覧
会
は
、テ
ー
マ

と
内
容
が
固
ま
る
ま
で
に
時
間
を
要
し
ま

し
た
。そ
れ
と
い
う
の
も
、岡
崎
市
で
は
十
一

月
一
日
か
ら
十
二
月
二
日
ま
で
の
一ヵ
月
間
、

街
中
を
舞
台
に
し
た
現
代
ア
ー
ト
と
ジ
ャ
ズ

の
イ
ベ
ン
ト
を
予
定
し
て
い
て
、そ
ち
ら
と
の

連
携
を
図
る
必
要
が
あ
っ
た
か
ら
で
す
。こ

の「
岡
崎
ア
ー
ト
＆
ジ
ャ
ズ
二
〇
一
二
」。ア
ー

ト
部
門
に
関
し
て
は
美
術
博
物
館
が
企
画

に
携
わ
っ
て
い
て
―
―
そ
の
た
め
に
現
在
、

あ
っ
ち
に
行
っ
た
り
こ
っ
ち
に
行
っ
た
り
、二

足
の
わ
ら
じ
状
態
な
の
で
す
が
―
―
、旧
く

は
縄
文
･
弥
生
時
代
か
ら
徳
川
江
戸
時
代
、

康
生
町
が
全
盛
期
を
迎
え
た
昭
和
を
経
て
、

空
洞
化
が
進
む
平
成
ま
で
、街
に
堆
積
し
た

時
間
と
人
々
の
記
憶
の
総
体
を
大
き
な

テ
ー
マ
に
取
り
上
げ
て
い
ま
す
。こ
の
準
備
の

過
程
で
、参
加
し
て
い
た
だ
く
各
作
家
の
方

と
展
示
プ
ラ
ン
に
つ
い
て
話
す
う
ち
に
、美

術
博
物
館
で
は
、そ
れ
ら
を
補
足
す
る
よ
う

な
作
品
や
、街
中
展
示
で
は
知
る
こ
と
の
で

き
な
い
活
動
を
紹
介
し
た
い
と
考
え
る
よ
う

に
な
り
ま
し
た
。た
だ
、今
回
の
展
覧
会
、当

館
の
収
蔵
品
を
展
示
す
る
こ
と
が
当
初
か

ら
課
題
の
一つ
に
挙
が
っ
て
い
た
た
め
、ア
ー

ト
＆
ジ
ャ
ズ
参
加
作
家
の
作
品
と
併
せ
て
一

本
筋
の
通
っ
た
テ
ー
マ
を
ど
う
設
定
す
べ
き

か
。あ
れ
こ
れ
考
え
、よ
う
や
く
街
中
展
示
の

テ
ー
マ
で
も
あ
る
時
間
性
を
手
が
か
り
に
、

移
ろ
い
行
く
時
を
示
す「
光
陰
」―
―
そ
し

て
、こ
の
言
葉
の
も
と
に
な
る
、「
光
」と

「
陰
」と
を
展
示
の
切
り
口
に
す
る
こ
と
で

落
ち
着
い
た
の
で
し
た
。

　前
置
き
が
長
く
な
り
ま
し
た
が
、「
光
」

「
陰
」「
時
」は
、ど
れ
を
と
っ
て
も
謎
に
満
ち

て
い
て
、科
学
的
に
様
々
に
探
求
さ
れ
て
い

る
も
の
の
、説
明
さ
れ
て
も
理
解
が
及
ば

ず
、し
か
し
根
源
的
な
存
在
で
あ
る
が
ゆ
え

に
、私
た
ち
は
そ
れ
ら
を
豊
か
に
、繊
細
に

感
受
し
、具
体
的
に
思
索
す
る
こ
と
が
で
き

ま
す
。だ
か
ら
こ
そ
、こ
れ
ら
の
根
源
的
テ
ー

マ
は
、美
術
に
携
わ
る
作
家
た
ち
の
心
を
も

引
き
つ
け
、作
品
と
い
う
形
を
と
っ
て
、様
々

に
表
現
さ
れ
続
け
て
い
る
の
で
し
ょ
う
。

　表
紙
に
も
ご
紹
介
し
た
平
川
祐
樹
の
作

品
は
、ロ
ウ
ソ
ク
が
炎
を
湛
え
な
が
ら
、次
第

次
第
に
形
を
変
え
て
ゆ
く
様
を
映
像
で
と

ら
え
た
も
の
で
す
。継
続
す
る
時
間
の
中
で
、

小
さ
な
変
化
の
連
続
は
な
か
な
か
感
知
す

る
こ
と
が
で
き
ず
、と
き
に
そ
れ
は
、私
た
ち

に
根
気
よ
く
見
続
け
る
こ
と
を
強
い
る
か
も

知
れ
ま
せ
ん
。し
か
し
、変
化
は
ふ
と
し
た
瞬

間
に
訪
れ
、あ
る
い
は
少
し
前
の
時
間
を
手

繰
り
寄
せ
た
と
き
に
突
如
私
た
ち
は
、そ
の

ロ
ウ
ソ
ク
の
形
が
大
き
く
変
化
し
て
い
る
こ

と
に
気
づ
か
さ
れ
ま
す
。時
間
を
体
験
す
る

と
は
ど
う
い
う
こ
と
な
の
か
？
作
品
自
体
の

持
つ
時
間
と
、そ
れ
を
観
賞
し
追
体
験
す
る

今
こ
こ
の
時
間
と
の
間
で
、私
た
ち
は
不
思

議
な
感
覚
に
と
ら
わ
れ
る
こ
と
で
し
ょ
う
。

あ
る
い
は
、ふ
る
か
は
ひ
で
た
か
に
よ
る
、あ

る
人
の
日
記
を
ジ
グ
ソ
ー
パ
ズ
ル
に
お
こ
し
、

そ
れ
ら
を
バ
ラ
バ
ラ
に
解
体
し
た《
日
記
〜

忘
却
の
カ
タ
チ
》と
、そ
の
パ
ズ
ル
か
ら
抜
き

取
っ
た
ピ
ー
ス
を
組
み
替
え
て
、特
別
な
意

味
を
持
た
な
い
も
の
と
し
て
新
た
に
作
り
直

さ
れ
た《
日
記
〜
未
知
の
カ
タ
チ
》。こ
の
シ

リ
ー
ズ
作
品
は
、わ
た
し
た
ち
の
記
憶
が
、如

何
に
曖
昧
で
不
確
か
な
も
の
か
、そ
し
て
、

記
憶
と
思
っ
て
い
た
も
の
が
如
何
に
事
後
的

に
形
成
さ
れ
得
る
も
の
で
あ
る
か
を
ユ
ー
モ

ア
を
込
め
て
明
示
し
て
く
れ
ま
す
。ほ
か
に

も
、ヴ
ェ
ル
ベ
ッ
ト
を
脱
色
し
、得
体
の
知
れ

な
い
不
穏
な
影
を
露
わ
に
さ
せ
た
染
谷
亜

里
可
の「m

onster

」シ
リ
ー
ズ
や
、透
明
樹

脂
を
用
い
、作
品
の
中
に
不
思
議
な
光
を
孕

ま
せ
た
山
本
一
弥
の《D

esire

》な
ど
、私
た

ち
の
感
覚
的
な
部
分
に
強
く
訴
え
か
け
て

く
る
作
品
も
あ
り
ま
す
。

　さ
さ
や
か
な
展
覧
会
で
す
が
、丁
寧
に
作

り
こ
ま
れ
た
作
品
を
通
し
て
自
己
の
繊
細

な
感
覚
に
気
づ
き
か
さ
れ
る
、そ
ん
な
時
間

を
過
ご
し
て
い
た
だ
け
る
の
で
は
な
い
か
と

思
い
ま
す
。

会期：平成24年11月3日（土・祝）～2013年1月13日（日）

　近
代
日
本
画
の
巨
匠
と
し
て
そ
の
筆
頭

に
あ
げ
ら
れ
る
の
は
横
山
大
観
で
は
な
い
で

し
ょ
う
か
。明
治
元
年（
一
八
六
八
）茨
城
県

水
戸
市
に
生
ま
れ
た
大
観
は
、東
京
美
術
学

校（
現
在
の
東
京
藝
術
大
学
）に
第
一
期
生
と

し
て
入
学
、生
涯
の
師
と
仰
い
だ
校
長
の
岡

倉
天
心
ら
の
熱
心
な
指
導
を
受
け
、卒
業
後

の
明
治
二
十
九
年（
一
八
九
六
）に
は
同
校
の

助
教
授
と
し
て
迎
え
ら
れ
ま
し
た
。し
か
し
、

明
治
三
十
一
年（
一
八
九
八
）美
術
学
校
騒
動

で
非
職
を
命
ぜ
ら
れ
た
天
心
と
と
も
に
連

袂
辞
職
、在
野
の
日
本
美
術
院
の
創
立
に
参

加
。ま
た
、師
天
心
亡
き
後
の
大
正
三
年（
一

九
一
四
）に
は
日
本
美
術
院
の
再
興
を
果
た

す
な
ど
、昭
和
三
十
三
年（
一
九
五
八
）に
九

十
歳
で
亡
く
な
る
ま
で
日
本
画
の
改
革
と

近
代
化
に
大
き
な
足
跡
を
残
し
ま
し
た
。

　や
ま
と
絵
か
ら
琳
派
、水
墨
画
な
ど
の
伝

統
的
絵
画
技
法
を
継
承
し
な
が
ら
も
、自
由

な
発
想
に
基
づ
き
新
し
い
日
本
画
を
創
造

し
て
い
っ
た
大
観
で
す
が
、そ
の
出
発
点
と

な
っ
た
作
品
が
現
在
展
示
さ
れ
て
い
る『
無

我
』で
す
。す
み
れ
の
花
咲
く
早
春
の
川
岸
。

銀
色
に
光
る
猫
柳
の
花
穂
を
背
景
に
、大
き

め
の
着
物
を
身
に
ま
と
い
鼻
緒
の
ゆ
る
い
大

人
の
草
履
を
履
い
て
た
た
ず
む
童
子
。無
我

と
は
仏
教
用
語
で
悟
り
の
境
地
の
こ
と
を
い

い
ま
す
が
、自
身
の
境
地
を
純
真
な
童
子
の

姿
に
託
し
表
現
し
た
大
観
の
斬
新
な
発
想

は
、そ
れ
ま
で
の
日
本
の
伝
統
的
絵
画
に
は

見
ら
れ
な
い
も
の
と
し
て
当
時
の
美
術
界
を

驚
愕
さ
せ
ま
し
た
。『
無
我
』は
明
治
三
十
年

の
春
に
開
催
さ
れ
た
日
本
絵
画
協
会
主
催

の
第
二
回
絵
画
共
進
会
に
出
品（
展
覧
会
出

品
作
は
東
京
国
立
博
物
館
が
所
蔵
）さ
れ
銅

杯
を
受
賞
、二
十
九
歳
の
新
進
気
鋭
の
日
本

画
家
と
し
て
大
観
の
名
を
強
く
印
象
づ
け

る
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。

　水
野
美
術
館
所
蔵
の

『
無
我
』（
明
治
三
十
年
）は

出
品
作
で
は
あ
り
ま
せ
ん

が
、三
点
存
在
す
る『
無

我
』（
も
う
一
点
は
島
根
県

の
足
立
美
術
館
が
所
蔵
）

の
う
ち
の
ひ
と
つ
で
、落
款

と
印
章
か
ら
三
点
の
な
か

で
最
後
に
描
か
れ
た
も
の

と
思
わ
れ
ま
す
。日
本
画

の
近
代
化
を
実
践
し
よ
う

と
す
る
若
き
大
観
の
斬
新

な
感
覚
が
伝
わ
っ
て
き
ま

す
。　本

展
で
は
、横
山
大
観

の『
無
我
』を
は
じ
め
と
し

て
、下
村
観
山
、川
合
玉

堂
、菱
田
春
草
、上
村
松

園
、伊
東
深
水
、奥
田
元
宋
、加
山
又
造
、髙

山
辰
雄
、平
山
郁
夫
ら
近
代
日
本
画
の
系

譜
を
た
ど
る
う
え
で
欠
か
す
こ
と
の
で
き
な

い
巨
匠
た
ち
の
名
品
六
十
点
を
厳
選
し
て

展
示
し
て
い
ま
す
。近
代
日
本
画
で
は
国
内

屈
指
を
誇
る
水
野
美
術
館
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
の

名
品
を
ま
と
ま
っ
て
ご
覧
い
た
だ
け
る
ま
た

と
な
い
機
会
で
す
。巨
匠
た
ち
の
名
品
と
と

も
に
、秋
の
素
敵
な
ひ
と
と
き
を
岡
崎
市
美

術
博
物
館
で
お
過
ご
し
く
だ
さ
い
。

会期：平成24年 9月1日（土）～10月21日（日）

水野美術館コレクション名品展

近代日本画を築いた
巨匠たち

あいちトリエンナーレ地域展開事業
「岡崎アート＆ジャズ2012」連携企画

－横山大観から平山郁夫まで－
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千
葉
真
智
子

岡
崎
ア
ー
ト
＆
ジ
ャ
ズ
二
〇
一
二

　「
岡
崎
ア
ー
ト
＆
ジ
ャ
ズ
二
〇
一
二
」。

前
号
で
も
ご
紹
介
し
た
よ
う
に
、岡
崎
の

街
中
を
舞
台
に
一ヶ
月
に
わ
た
り
実
施
さ

れ
る
ア
ー
ト
と
ジ
ャ
ズ
の
イ
ベ
ン
ト
が
、い

よ
い
よ
一ヶ
月
後
に
近
づ
い
て
き
ま
し
た
。

岡
崎
の
街
中
で
現
代
ア
ー
ト
の
展
示
を

行
う
の
は
初
め
て
の
こ
と
で
、あ
い
ち
ト

リ
エ
ン
ナ
ー
レ
二
〇
一
三
を
来
年
に
控
え
、

そ
の
前
哨
戦
あ
る
い
は
予
行
練
習
と
い
っ

た
と
こ
ろ
で
し
ょ
う
か
。街
の
皆
さ
ん
が

不
安
に
感
じ
る
こ
と
が
な
い
よ
う
、う
ま

く
協
力
し
て
い
け
た
ら
と
思
う
の
で
す

が
、な
か
な
か
そ
う
し
た
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
に
力
が
及
ば
ず
、街
中
に
出
る
こ

と
の
難
し
さ
を
実
感
し
た
り
し
ま
す
。し

か
し
、メ
イ
ン
会
場
と
な
る
岡
崎
シ
ビ
コ

に
足
繁
く
通
っ
て
い
ま
す
が
、行
く
度
に

ビ
ル
管
理
会
社
の
担
当
の
方
々
が
本
当

に
親
身
に
協
力
し
て
く
だ
さ
っ
た
り
、商

店
街
の
方
が
有
志
で
街
中
の
案
内
看
板

を
作
ろ
う
と
提
案
し
て
く
だ
さ
っ
た
り
、

大
い
に
助
け
ら
れ
な
が
ら
準
備
を
し
て
い

る
状
況
で
す
。

　
参
加
作
家
の
方
々
も
、こ
れ
か
ら
本
格

的
に
会
場
で
の
作
品
制
作
に
突
入
し
ま

す
。み
な
さ
ん
会
場
を
下
見
さ
れ
、そ
れ

ぞ
れ
場
所
に
ア
プ
ロ
ー
チ
し
た
作
品
を

構
想
･
妄
想（
？
）し
て
く
だ
さ
っ
て
い

て
、非
常
に
楽
し
み
で
す
。会
期
中
は
毎

週
末
の
よ
う
に
イ
ベ
ン
ト
も
予
定
し
て
い

て
、ア
ー
ト
を
楽
し
ん
で
い
た
だ
き
た
い

の
は
も
ち
ろ
ん
で
す
が
、岡
崎
の
街
自
体

を
、再
発
見
・
再
認
識
し
て
い
た
だ
け
る

機
会
に
な
れ
ば
と
思
っ
て
い
ま
す
。

　
街
を
歩
く
の
は
億
劫
だ
と
思
わ
れ
る

か
も
し
れ
ま
せ
ん
。し
か
し
、先
日
用
事

が
あ
っ
て
某
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
モ
ー
ル
に
行
っ

た
の
で
す
が
、端
か
ら
端
ま
で
相
当
な
距

離
が
あ
り
、雨
に
濡
れ
ず
快
適
で
は
あ
る

も
の
の
、康
生
の
町
の
方
が
コ
ン
パ
ク
ト

に
歩
く
こ
と
が
で
き
、外
の
空
気
や
光
り

や
匂
い
を
感
じ
ら
れ
て
新
鮮
な
の
で
は

な
い
か
と
思
っ
た
り
し
ま
し
た
。

　
ま
だ
ま
だ
日
ざ
し
が
暖
か
い
十
一
月
、

是
非
、美
術
博
物
館
と
あ
わ
せ
て
街
中

展
示
ご
覧
い
た
だ
き
、岡
崎
の
美
味
し
い

食
事
や
甘
味
も
堪
能
し
て
い
た
だ
け
れ

ば
と
思
い
ま
す
。

集
荷
の
旅 

（
9
）

　
美
術
品
の
借
用
先
は
、美
術
館
・
博
物

館
に
限
り
ま
せ
ん
。作
家
の
ア
ト
リ
エ
や
、

画
商
の
倉
庫
、個
人
コ
レ
ク
タ
ー
の
自
宅

や
企
業
の
会
議
室
な
ど
様
々
な
と
こ
ろ
へ

出
か
け
て
い
き
ま
す
。そ
ん
な
中
、意
外

な
組
合
せ
で
驚
か
さ
れ
た
の
が
堂
本
印

象
展
の
時
で
し
た
。京
都
の
堂
本
印
象
美

術
館
所
蔵
品
を
中
心
に
、特
に
印
象
後

年
の
抽
象
画
を
中
心
に
構
成
し
た
展
覧

会
で
し
た
。伝
統
を
重
ん
じ
る
寺
院
に
も

多
く
収
蔵
さ
れ
、京
都
の
大
徳
寺
・
仁
和

寺
・
東
寺
や
醍
醐
寺
、大
阪
の
四
天
王
寺

や
和
歌
山
・
高
野
山
な
ど
、印
象
は
多
く

の
障
壁
画
を
描
き
続
け
、そ
の
数
は
六
百

面
を
超
え
る
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。中
で

も
齢
七
十
歳
を
超
え
て
の
高
知
・
竹
林
寺

や
岐
阜
・
乙
津
寺
、京
都
の
西
芳
寺
・
法

然
院
の
襖
絵
は
抽
象
表
現
を
大
胆
に
用

い
た
も
の
で
し
た
。そ
こ
で
サ
ブ
タ
イ
ト

ル
は「
創
造
す
る
伝
統
」に
決
定
、借
用
の

お
願
い
に
う
か
が
っ
た
の
が
京
都
の
西
芳

寺
で
し
た
。

　
西
芳
寺
は
、多
く
の
伝
承
に
包
ま
れ
た

寺
で
、聖
徳
太
子
の
別
荘
跡
地
を
行
基

が
寺
と
し
た
と
か
、空
海
の
弟
子
で
薬
子

の
乱
で
皇
太
子
を
廃
さ
れ
た
高
岳
親
王

（
真
如
）が
草
庵
を
営
ん
だ
り
し
た
と
の

話
も
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。空
海
、法
然
、

親
鸞
な
ど
高
僧
に
関
わ
る
話
も
多
い
の

で
す
が
、夢
窓
疎
石
作
庭
の
庭
が
有
名
で

苔
寺
の
呼
び
名
で
知
ら
れ
、特
別
名
勝
及

び
史
跡
に
指
定
さ
れ
て
い
ま
す
。学
生
時

代
に
訪
れ
た
頃
は
観
光
寺
院
化
し
て
お

り
、多
く
の
人
た
ち
と
行
列
を
つ
く
っ
て

の
庭
め
ぐ
り
で
し
た
。今
は
庭
の
保
存
と

宗
教
性
維
持
の
た
め
に
申
し
込
み
制
で
、

写
経
の
跡
に
拝
観
と
の
こ
と
で
し
た
。そ

の
写
経
を
行
う
本
堂（
西
来
堂
）の
襖
絵

が『
遍
界
芳
彩
』『
無
機
』『
拓
音
充
光
』と

題
さ
れ
た
印
象
作
の
色
彩
豊
か
な
一
群
の

抽
象
作
品
で
し
た
。借
用
交
渉
、集
荷
の

調
整
が
終
わ
り
帰
ろ
う
と
思
っ
た
時
、

「
今
日
は
他
に
予
約
も
あ
り
ま
せ
ん
の

で
、庭
で
も
見
て
行
っ
て
く
だ
さ
い
。」の
一

言
。荒
廃
と
復
興
を
繰
り
返
し
た
こ
の

寺
の
歴
史
と
水
の
豊
か
な
自
然
環
境
が

織
り
上
げ
た
、し
っ
と
り
し
た
緑
の
絨
毯

の
間
を
雨
音
の
み
を
道
連
れ
に
小
一
時

間
、世
界
遺
産
の
庭
を
独
り
占
め
で
し

た
。短
い
な

が
ら
学
芸

員
冥
利
に

浸
っ
た
ひ
と

時
で
し
た
。

荒
井
信
貴

展
覧
会
イ
ベ
ン
ト
報
告

　「
徳
川
四
天
王
本
多
忠
勝
と
子
孫
た

ち
」展
で
は
、多
く
の
関
連
イ
ベン
ト
を
開

催
し
ま
し
た
。主
な
内
容
を
ご
紹
介
し
ま

す
。

◆
講
演
会「
長
篠
合
戦
図
屏
風
に
描
か

れ
た
本
多
忠
勝
」（
七
月
十
四
日
　
徳
川
美
術

館
学
芸
部
課
長
　
原 

史
彦
氏
）

　
ま
ず
長
篠
・
長
久
手
合
戦
図
屏
風
の

成
立
に
つ
い
て
の
解
説
が
あ
り
、続
い
て

本
展
に
出
品
さ
れ
た
徳
川
美
術
館
蔵

「
長
篠
合
戦
図
屏
風
」に
つ
い
て
、忠
勝
の

姿
を
実
物
と
同
じ
黒
塗
の
具
足
で
描
い

た
も
の
は
本
点
の
み
で
あ
る
こ
と
、中
心

部
に
忠
勝
の
武
功
を
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
す

る
よ
う
に
描
か
れ
て
い
る
こ
と
等
か
ら
、

本
屏
風
の
制
作
に
本
多
家
の
関
係
者
が

関
与
し
た
と
み
ら
れ
る
こ
と
な
ど
に
つ
い

て
、熱
の
籠
っ
た
講
演
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

◆
講
座「
本
多
家
の
刀
剣
の
魅
力
」（
七
月

二
二
日
　
刀
剣
研
究
家
　
杉
浦
良
幸
氏
）

　
今
回
出
品
さ
れ
た
本
多
家
所
蔵
の
刀

剣
八
口
及
び
忠
勝
所
用
の
大
身
鑓（
号

蜻
蛉
切
）に
つ
い
て
、セ
ミ
ナ
ー
ル
ー
ム
で

の
講
義
の
後
、展
示
室
内
で
資
料
を
前
に

し
て
、詳
細
な
解
説
が
あ
り
ま
し
た
。参

加
者
か
ら
は
次
々
に
質
問
が
出
さ
れ
、刀

剣
へ
の
関
心
の
高
さ
が
窺
わ
れ
ま
し
た
。

◆
夏
休
み
子
ど
も
教
室「
本
多
忠
勝
を

知
ろ
う
！
」（
七
月
二
九
日
・
八
月
五
日
）

　
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
を
用
い
た
子
ど
も
向
け

の
展
示
解
説
と
、レ
プ
リ
カ
甲
冑
の
試
着

体
験
を
行
い
ま
し
た
。参
加
し
た
子
ど
も

た
ち
は
、忠
勝
の「
黒
糸
威
胴
丸
具
足
」

な
ど
を
見
な
が
ら
、学
芸
員
の
解
説
に
熱

心
に
聞
き
入
っ
て
い
ま
し
た
。試
着
体
験

で
は
甲
冑
の
変
遷
、各
部
の
名
称
や
構
造

の
説
明
を
受
け
た
後
、本
多
忠
勝
や
榊

原
康
政
の
甲
冑
の
複
製
を
身
に
着
け
、

戦
国
武
将
の
気
分
を
味
わ
っ
て
い
ま
し

た
。子
供
用
の
た
め
実
際
の
甲
冑
の
約
半

分
で
あ
る
10
㎏
程
で
す
が
、子
供
た
ち
は

そ
の
重
さ
と
暑
さ
に
驚
い
て
い
ま
し
た
。

◆
グ
レ
ー
ト
家
康
公「
葵
」武
将
隊
に
よ

る
演
武
披
露（
七
月
二
五
日
・
八
月
九
日
）

　
当
館
正
面
入
口
前
広
場
に
お
い
て
、

「
葵
」武
将
隊
の
う
ち
本
多
忠
勝
・
井
伊

直
政
・
平
岩
親
吉
・
稲
姫
が
口
上
、演
武
、

堪
忍
を
ど
り
を
披
露
し
ま
し
た
。炎
天
下

に
も
関
ら
ず
、多
く
の
観
客
が
集
ま
り
、

公
演
後
に

は
、武
将
隊

と
と
も
に
記

念
撮
影
や

展
覧
会
を

見
学
し
て
い

ま
し
た
。

浦
野
加
穂
子

COLUMN＆TOPIC

西芳寺（苔寺）本堂（西来堂）内部

村
松
和
明

展
評

　
先
月
、愛
知
県
美
術
館
で「
マ
ッ
ク
ス・

エ
ル
ン
ス
ト
―
フ
ィ
ギ
ア
×
ス
ケ
ー
プ
」展

が
開
催
さ
れ
た
。当
館
が「
マ
ッ
ク
ス・エ
ル

ン
ス
ト
―
驚
異
と
魅
惑
の
幻
想
宇
宙
」展

を
開
催
し
た
の
が
二
〇
〇
一
年
で
あ
っ
た

か
ら
、そ
れ
か
ら
十
一
年
が
経
過
し
た
こ

と
に
な
る
。今
回
は
、当
館
が
そ
の
間
に

収
集
し
た
エ
ル
ン
ス
ト
の
作
品
約
四
十
点

も
出
品
さ
れ
、「
フ
ィ
ギ
ュ
ア
」と「
ス
ケ
ー

プ
」の
関
係
に
視
点
を
置
き
、作
品
を
読

み
解
こ
う
と
す
る
試
み
が
な
さ
れ
た
。

　
た
し
か
に
エ
ル
ン
ス
ト
は
、彼
が
内
な

る
自
我
と
す
る
鳥
類
の
王
ロ
プ
ロ
プ
を

「
フ
ィ
ギ
ア
」と
し
て
画
面
に
登
場
さ
せ
、

ま
た
そ
の
姿
を
変
じ
さ
せ
て
荒
涼
た
る

森
の「
ス
ケ
ー
プ
」に
置
き
も
し
た
。今
回

は
そ
れ
ら
の
象
徴
と
も
い
え
る
重
要
な

作
品
が
出
品
さ
れ
て
い
た
。《
美
し
き
女

庭
師
の
帰
還
》（
一
九
六
七
年
）で
あ
る
。本

作
は
ナ
チ
ス
の「
退
廃
芸
術
展
」に
展
示

さ
れ
た
後
、消
失
し
て
し
ま
っ
た《
美
し

き
女
庭
師
》（
一
九
二
三
年
）を
、そ
れ
か
ら

三
十
年
後
に
エ
ル
ン
ス
ト
自
身
が
再
制
作

し
た
も
の
で
あ
る
。彼
が
真
に
表
現
し
よ

う
と
し
た
も
の
は
、再
制
作
ま
で
し
て
取

り
戻
さ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
こ
の
作
品

の
中
に
あ
る
の
で
は
な
い
か
。女
庭
師
と

は「
イ
ヴ
」で
あ
り
、失
わ
れ
た
楽
園
を
よ

み
が
え
ら
せ
る
存
在
と
し
て
暗
喩
さ
れ

た
も
の
と
さ
れ
る
。つ
ま
り
こ
こ
に
込
め

ら
れ
て
い
る
の
は
、失
わ
れ
た
楽
園
の
復

活
、自
然
へ
の
畏
敬
、鳥
に
託
さ
れ
た
無

原
罪
の
御
宿
り
、聖
な
る
も
の
へ
の
転
化

と
原
初
的
な
も
の
へ
の
回
帰
、と
い
っ
た

諸
要
素
で
あ
る
。

　
エ
ル
ン
ス
ト
は『
シ
ュ
ル
レ
ア
リ
ス
ム
宣

言
』の
結
語
と
な
っ
て
い
る「
生
は
別
の
と

こ
ろ
に
あ
る
」と
い
う
言
葉
に
も
つ
な
が

る「
真
の
人
生
」（
ラ
ン
ボ
ー
の
言
葉
）を

求
め
る
こ
と
を
、こ
の
絵
を
自
ら
帰
還
さ

せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、今
一
度
、そ
の
具
現

化
を
試
み
た
の
で
は
な
か
っ
た
か
。

　
エ
ル
ン
ス
ト
の
作
品
を
あ
ら
た
め
て

「
フ
ィ
ギ
ュ
ア
」と「
ス
ケ
ー
プ
」と
い
う
視

点
で
追
い
な
が
ら
、本
作
を
最
後
に
置
い

た
こ
と
で
、今
回
の
エ
ル
ン
ス
ト
展
の
意

義
は
十
分
に
伝
え
ら
れ
た
よ
う
に
思
わ

れ
る
。

「マックス・エルンスト フィギア×スケープ」展

《美しき女庭師の帰還》 1967年
メニル・コレクション



千
葉
真
智
子

岡
崎
ア
ー
ト
＆
ジ
ャ
ズ
二
〇
一
二

　「
岡
崎
ア
ー
ト
＆
ジ
ャ
ズ
二
〇
一
二
」。

前
号
で
も
ご
紹
介
し
た
よ
う
に
、岡
崎
の

街
中
を
舞
台
に
一ヶ
月
に
わ
た
り
実
施
さ

れ
る
ア
ー
ト
と
ジ
ャ
ズ
の
イ
ベ
ン
ト
が
、い

よ
い
よ
一ヶ
月
後
に
近
づ
い
て
き
ま
し
た
。

岡
崎
の
街
中
で
現
代
ア
ー
ト
の
展
示
を

行
う
の
は
初
め
て
の
こ
と
で
、あ
い
ち
ト

リ
エ
ン
ナ
ー
レ
二
〇
一
三
を
来
年
に
控
え
、

そ
の
前
哨
戦
あ
る
い
は
予
行
練
習
と
い
っ

た
と
こ
ろ
で
し
ょ
う
か
。街
の
皆
さ
ん
が

不
安
に
感
じ
る
こ
と
が
な
い
よ
う
、う
ま

く
協
力
し
て
い
け
た
ら
と
思
う
の
で
す

が
、な
か
な
か
そ
う
し
た
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
に
力
が
及
ば
ず
、街
中
に
出
る
こ

と
の
難
し
さ
を
実
感
し
た
り
し
ま
す
。し

か
し
、メ
イ
ン
会
場
と
な
る
岡
崎
シ
ビ
コ

に
足
繁
く
通
っ
て
い
ま
す
が
、行
く
度
に

ビ
ル
管
理
会
社
の
担
当
の
方
々
が
本
当

に
親
身
に
協
力
し
て
く
だ
さ
っ
た
り
、商

店
街
の
方
が
有
志
で
街
中
の
案
内
看
板

を
作
ろ
う
と
提
案
し
て
く
だ
さ
っ
た
り
、

大
い
に
助
け
ら
れ
な
が
ら
準
備
を
し
て
い

る
状
況
で
す
。

　
参
加
作
家
の
方
々
も
、こ
れ
か
ら
本
格

的
に
会
場
で
の
作
品
制
作
に
突
入
し
ま

す
。み
な
さ
ん
会
場
を
下
見
さ
れ
、そ
れ

ぞ
れ
場
所
に
ア
プ
ロ
ー
チ
し
た
作
品
を

構
想
･
妄
想（
？
）し
て
く
だ
さ
っ
て
い

て
、非
常
に
楽
し
み
で
す
。会
期
中
は
毎

週
末
の
よ
う
に
イ
ベ
ン
ト
も
予
定
し
て
い

て
、ア
ー
ト
を
楽
し
ん
で
い
た
だ
き
た
い

の
は
も
ち
ろ
ん
で
す
が
、岡
崎
の
街
自
体

を
、再
発
見
・
再
認
識
し
て
い
た
だ
け
る

機
会
に
な
れ
ば
と
思
っ
て
い
ま
す
。

　
街
を
歩
く
の
は
億
劫
だ
と
思
わ
れ
る

か
も
し
れ
ま
せ
ん
。し
か
し
、先
日
用
事

が
あ
っ
て
某
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
モ
ー
ル
に
行
っ

た
の
で
す
が
、端
か
ら
端
ま
で
相
当
な
距

離
が
あ
り
、雨
に
濡
れ
ず
快
適
で
は
あ
る

も
の
の
、康
生
の
町
の
方
が
コ
ン
パ
ク
ト

に
歩
く
こ
と
が
で
き
、外
の
空
気
や
光
り

や
匂
い
を
感
じ
ら
れ
て
新
鮮
な
の
で
は

な
い
か
と
思
っ
た
り
し
ま
し
た
。

　
ま
だ
ま
だ
日
ざ
し
が
暖
か
い
十
一
月
、

是
非
、美
術
博
物
館
と
あ
わ
せ
て
街
中

展
示
ご
覧
い
た
だ
き
、岡
崎
の
美
味
し
い

食
事
や
甘
味
も
堪
能
し
て
い
た
だ
け
れ

ば
と
思
い
ま
す
。

集
荷
の
旅 

（
9
）

　
美
術
品
の
借
用
先
は
、美
術
館
・
博
物

館
に
限
り
ま
せ
ん
。作
家
の
ア
ト
リ
エ
や
、

画
商
の
倉
庫
、個
人
コ
レ
ク
タ
ー
の
自
宅

や
企
業
の
会
議
室
な
ど
様
々
な
と
こ
ろ
へ

出
か
け
て
い
き
ま
す
。そ
ん
な
中
、意
外

な
組
合
せ
で
驚
か
さ
れ
た
の
が
堂
本
印

象
展
の
時
で
し
た
。京
都
の
堂
本
印
象
美

術
館
所
蔵
品
を
中
心
に
、特
に
印
象
後

年
の
抽
象
画
を
中
心
に
構
成
し
た
展
覧

会
で
し
た
。伝
統
を
重
ん
じ
る
寺
院
に
も

多
く
収
蔵
さ
れ
、京
都
の
大
徳
寺
・
仁
和

寺
・
東
寺
や
醍
醐
寺
、大
阪
の
四
天
王
寺

や
和
歌
山
・
高
野
山
な
ど
、印
象
は
多
く

の
障
壁
画
を
描
き
続
け
、そ
の
数
は
六
百

面
を
超
え
る
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。中
で

も
齢
七
十
歳
を
超
え
て
の
高
知
・
竹
林
寺

や
岐
阜
・
乙
津
寺
、京
都
の
西
芳
寺
・
法

然
院
の
襖
絵
は
抽
象
表
現
を
大
胆
に
用

い
た
も
の
で
し
た
。そ
こ
で
サ
ブ
タ
イ
ト

ル
は「
創
造
す
る
伝
統
」に
決
定
、借
用
の

お
願
い
に
う
か
が
っ
た
の
が
京
都
の
西
芳

寺
で
し
た
。

　
西
芳
寺
は
、多
く
の
伝
承
に
包
ま
れ
た

寺
で
、聖
徳
太
子
の
別
荘
跡
地
を
行
基

が
寺
と
し
た
と
か
、空
海
の
弟
子
で
薬
子

の
乱
で
皇
太
子
を
廃
さ
れ
た
高
岳
親
王

（
真
如
）が
草
庵
を
営
ん
だ
り
し
た
と
の

話
も
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。空
海
、法
然
、

親
鸞
な
ど
高
僧
に
関
わ
る
話
も
多
い
の

で
す
が
、夢
窓
疎
石
作
庭
の
庭
が
有
名
で

苔
寺
の
呼
び
名
で
知
ら
れ
、特
別
名
勝
及

び
史
跡
に
指
定
さ
れ
て
い
ま
す
。学
生
時

代
に
訪
れ
た
頃
は
観
光
寺
院
化
し
て
お

り
、多
く
の
人
た
ち
と
行
列
を
つ
く
っ
て

の
庭
め
ぐ
り
で
し
た
。今
は
庭
の
保
存
と

宗
教
性
維
持
の
た
め
に
申
し
込
み
制
で
、

写
経
の
跡
に
拝
観
と
の
こ
と
で
し
た
。そ

の
写
経
を
行
う
本
堂（
西
来
堂
）の
襖
絵

が『
遍
界
芳
彩
』『
無
機
』『
拓
音
充
光
』と

題
さ
れ
た
印
象
作
の
色
彩
豊
か
な
一
群
の

抽
象
作
品
で
し
た
。借
用
交
渉
、集
荷
の

調
整
が
終
わ
り
帰
ろ
う
と
思
っ
た
時
、

「
今
日
は
他
に
予
約
も
あ
り
ま
せ
ん
の

で
、庭
で
も
見
て
行
っ
て
く
だ
さ
い
。」の
一

言
。荒
廃
と
復
興
を
繰
り
返
し
た
こ
の

寺
の
歴
史
と
水
の
豊
か
な
自
然
環
境
が

織
り
上
げ
た
、し
っ
と
り
し
た
緑
の
絨
毯

の
間
を
雨
音
の
み
を
道
連
れ
に
小
一
時

間
、世
界
遺
産
の
庭
を
独
り
占
め
で
し

た
。短
い
な

が
ら
学
芸

員
冥
利
に

浸
っ
た
ひ
と

時
で
し
た
。

荒
井
信
貴

展
覧
会
イ
ベ
ン
ト
報
告

　「
徳
川
四
天
王
本
多
忠
勝
と
子
孫
た

ち
」展
で
は
、多
く
の
関
連
イ
ベン
ト
を
開

催
し
ま
し
た
。主
な
内
容
を
ご
紹
介
し
ま

す
。

◆
講
演
会「
長
篠
合
戦
図
屏
風
に
描
か

れ
た
本
多
忠
勝
」（
七
月
十
四
日
　
徳
川
美
術

館
学
芸
部
課
長
　
原 

史
彦
氏
）

　
ま
ず
長
篠
・
長
久
手
合
戦
図
屏
風
の

成
立
に
つ
い
て
の
解
説
が
あ
り
、続
い
て

本
展
に
出
品
さ
れ
た
徳
川
美
術
館
蔵

「
長
篠
合
戦
図
屏
風
」に
つ
い
て
、忠
勝
の

姿
を
実
物
と
同
じ
黒
塗
の
具
足
で
描
い

た
も
の
は
本
点
の
み
で
あ
る
こ
と
、中
心

部
に
忠
勝
の
武
功
を
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
す

る
よ
う
に
描
か
れ
て
い
る
こ
と
等
か
ら
、

本
屏
風
の
制
作
に
本
多
家
の
関
係
者
が

関
与
し
た
と
み
ら
れ
る
こ
と
な
ど
に
つ
い

て
、熱
の
籠
っ
た
講
演
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

◆
講
座「
本
多
家
の
刀
剣
の
魅
力
」（
七
月

二
二
日
　
刀
剣
研
究
家
　
杉
浦
良
幸
氏
）

　
今
回
出
品
さ
れ
た
本
多
家
所
蔵
の
刀

剣
八
口
及
び
忠
勝
所
用
の
大
身
鑓（
号

蜻
蛉
切
）に
つ
い
て
、セ
ミ
ナ
ー
ル
ー
ム
で

の
講
義
の
後
、展
示
室
内
で
資
料
を
前
に

し
て
、詳
細
な
解
説
が
あ
り
ま
し
た
。参

加
者
か
ら
は
次
々
に
質
問
が
出
さ
れ
、刀

剣
へ
の
関
心
の
高
さ
が
窺
わ
れ
ま
し
た
。

◆
夏
休
み
子
ど
も
教
室「
本
多
忠
勝
を

知
ろ
う
！
」（
七
月
二
九
日
・
八
月
五
日
）

　
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
を
用
い
た
子
ど
も
向
け

の
展
示
解
説
と
、レ
プ
リ
カ
甲
冑
の
試
着

体
験
を
行
い
ま
し
た
。参
加
し
た
子
ど
も

た
ち
は
、忠
勝
の「
黒
糸
威
胴
丸
具
足
」

な
ど
を
見
な
が
ら
、学
芸
員
の
解
説
に
熱

心
に
聞
き
入
っ
て
い
ま
し
た
。試
着
体
験

で
は
甲
冑
の
変
遷
、各
部
の
名
称
や
構
造

の
説
明
を
受
け
た
後
、本
多
忠
勝
や
榊

原
康
政
の
甲
冑
の
複
製
を
身
に
着
け
、

戦
国
武
将
の
気
分
を
味
わ
っ
て
い
ま
し

た
。子
供
用
の
た
め
実
際
の
甲
冑
の
約
半

分
で
あ
る
10
㎏
程
で
す
が
、子
供
た
ち
は

そ
の
重
さ
と
暑
さ
に
驚
い
て
い
ま
し
た
。

◆
グ
レ
ー
ト
家
康
公「
葵
」武
将
隊
に
よ

る
演
武
披
露（
七
月
二
五
日
・
八
月
九
日
）

　
当
館
正
面
入
口
前
広
場
に
お
い
て
、

「
葵
」武
将
隊
の
う
ち
本
多
忠
勝
・
井
伊

直
政
・
平
岩
親
吉
・
稲
姫
が
口
上
、演
武
、

堪
忍
を
ど
り
を
披
露
し
ま
し
た
。炎
天
下

に
も
関
ら
ず
、多
く
の
観
客
が
集
ま
り
、

公
演
後
に

は
、武
将
隊

と
と
も
に
記

念
撮
影
や

展
覧
会
を

見
学
し
て
い

ま
し
た
。

浦
野
加
穂
子

COLUMN＆TOPIC

西芳寺（苔寺）本堂（西来堂）内部

村
松
和
明

展
評

　
先
月
、愛
知
県
美
術
館
で「
マ
ッ
ク
ス・

エ
ル
ン
ス
ト
―
フ
ィ
ギ
ア
×
ス
ケ
ー
プ
」展

が
開
催
さ
れ
た
。当
館
が「
マ
ッ
ク
ス・エ
ル

ン
ス
ト
―
驚
異
と
魅
惑
の
幻
想
宇
宙
」展

を
開
催
し
た
の
が
二
〇
〇
一
年
で
あ
っ
た

か
ら
、そ
れ
か
ら
十
一
年
が
経
過
し
た
こ

と
に
な
る
。今
回
は
、当
館
が
そ
の
間
に

収
集
し
た
エ
ル
ン
ス
ト
の
作
品
約
四
十
点

も
出
品
さ
れ
、「
フ
ィ
ギ
ュ
ア
」と「
ス
ケ
ー

プ
」の
関
係
に
視
点
を
置
き
、作
品
を
読

み
解
こ
う
と
す
る
試
み
が
な
さ
れ
た
。

　
た
し
か
に
エ
ル
ン
ス
ト
は
、彼
が
内
な

る
自
我
と
す
る
鳥
類
の
王
ロ
プ
ロ
プ
を

「
フ
ィ
ギ
ア
」と
し
て
画
面
に
登
場
さ
せ
、

ま
た
そ
の
姿
を
変
じ
さ
せ
て
荒
涼
た
る

森
の「
ス
ケ
ー
プ
」に
置
き
も
し
た
。今
回

は
そ
れ
ら
の
象
徴
と
も
い
え
る
重
要
な

作
品
が
出
品
さ
れ
て
い
た
。《
美
し
き
女

庭
師
の
帰
還
》（
一
九
六
七
年
）で
あ
る
。本

作
は
ナ
チ
ス
の「
退
廃
芸
術
展
」に
展
示

さ
れ
た
後
、消
失
し
て
し
ま
っ
た《
美
し

き
女
庭
師
》（
一
九
二
三
年
）を
、そ
れ
か
ら

三
十
年
後
に
エ
ル
ン
ス
ト
自
身
が
再
制
作

し
た
も
の
で
あ
る
。彼
が
真
に
表
現
し
よ

う
と
し
た
も
の
は
、再
制
作
ま
で
し
て
取

り
戻
さ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
こ
の
作
品

の
中
に
あ
る
の
で
は
な
い
か
。女
庭
師
と

は「
イ
ヴ
」で
あ
り
、失
わ
れ
た
楽
園
を
よ

み
が
え
ら
せ
る
存
在
と
し
て
暗
喩
さ
れ

た
も
の
と
さ
れ
る
。つ
ま
り
こ
こ
に
込
め

ら
れ
て
い
る
の
は
、失
わ
れ
た
楽
園
の
復

活
、自
然
へ
の
畏
敬
、鳥
に
託
さ
れ
た
無

原
罪
の
御
宿
り
、聖
な
る
も
の
へ
の
転
化

と
原
初
的
な
も
の
へ
の
回
帰
、と
い
っ
た

諸
要
素
で
あ
る
。

　
エ
ル
ン
ス
ト
は『
シ
ュ
ル
レ
ア
リ
ス
ム
宣

言
』の
結
語
と
な
っ
て
い
る「
生
は
別
の
と

こ
ろ
に
あ
る
」と
い
う
言
葉
に
も
つ
な
が

る「
真
の
人
生
」（
ラ
ン
ボ
ー
の
言
葉
）を

求
め
る
こ
と
を
、こ
の
絵
を
自
ら
帰
還
さ

せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、今
一
度
、そ
の
具
現

化
を
試
み
た
の
で
は
な
か
っ
た
か
。

　
エ
ル
ン
ス
ト
の
作
品
を
あ
ら
た
め
て

「
フ
ィ
ギ
ュ
ア
」と「
ス
ケ
ー
プ
」と
い
う
視

点
で
追
い
な
が
ら
、本
作
を
最
後
に
置
い

た
こ
と
で
、今
回
の
エ
ル
ン
ス
ト
展
の
意

義
は
十
分
に
伝
え
ら
れ
た
よ
う
に
思
わ

れ
る
。

「マックス・エルンスト フィギア×スケープ」展

《美しき女庭師の帰還》 1967年
メニル・コレクション



　暮
ら
し
の
中
で
”思
い
つ
き 

“か
ら
何

か
始
め
て
み
る
の
も
楽
し
い
も
の
で

す
。　少

し
前
の
自
宅
で
の
私
の
部
屋
は
、

お
気
入
り
た
ち
が
無
造
作
に
積
ま

れ
、傍
目
か
ら
は
雑
然
と
し
て
い
た
で

し
ょ
う
。そ
こ
で
思
い
つ
き
…
鋸
･
金

鎚
と
本
を
片
手
に
始
ま
る
楽
し
い

D
IY

の
日
々
。そ
し
て
今
で
は
完
成
し

た
そ
の
家
具
？
に
お
気
入
り
た
ち
は

落
ち
着
き
、私
は
夜
な
夜
な
自
分
の

時
間
を
楽
し
ん
で
い
る
の
で
す
。

　さ
て
、そ
の
お
気
に
入
り
た
ち
を
見

渡
せ
ば
片
隅
で
一
際
光
る
モ
ノ
。今
で

は
イ
ン
テ
リ
ア
のsaxophone

。こ
れ

も
立
派
な
思
い
つ
き
の
カ
ケ
ラ
で
す
。

夏
の
夜
出
掛
け
た
こ
ぢ
ん
ま
り
と
し

たcafé

の「
月
空Live

」。癒
し
の
空
間

で
や
わ
ら
か
く
響
くSax

の
音
色
に
魅

了
さ
れ
、そ
し
て
ま
た
思
い
つ
き
。し
か

し
、楽
器
は
思
い
つ
き
価
格
で
な
い
現

実
な
が
ら
数
ヵ
月
後
に
はM

y Sax

片

手
に
教
室
に
通
う
私
で
し
た
。騒
音
？

の
レ
ベル
か
ら
、き
ら
き
ら
星
〜
ム
ー
ン

リ
バ
ー
へ
。1
曲
ご
と
の
息
切
れ
に
は

苦
笑
い
。し
か
し
な
が
ら
二
年
半
。す
っ

か
り
楽
し
ん
だ
の
を
思
い
出
し
ま
す
。

コ
レ
も
思
い
つ
き
か
ら
始
ま
る
素
敵
な

き
っ
か
け
で
、宝
物
で
す
。

　季
節
は
秋
。芸
術
・ス
ポ
ー
ツ・
食
欲

の
季
節
。こ
の
秋
は
更
に
閃
く
” 思
い

つ
き 

“に
期
待
し
な
が
ら
暮
ら
し
を
楽

し
く
す
る
工
夫
は
ま
だ
ま
だ
尽
き
ま

せ
ん
。（
睦
）

思
い
つ
き
な
く
ら
し

く
ら
は
し
・
か
ん
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　こ
の
夏
、学
生
時
代
の
友
人
か
ら
、

忘
れ
か
け
て
い
た
人
物
の
消
息
を
知

ら
さ
れ
た
。し
か
も
漫
画
家
で
あ
り
、

小
説
家
デ
ビ
ュ
ー
も
果
た
し
た
と
い

う
。そ
の
人
物
は
倉
橋
寛
。『
赤
き
奔

河
の
如
く
』（
風
媒
社
）が
彼
の
作
品
、

壬
申
の
乱
を
題
材
に
し
た
歴
史
小
説

で
あ
る
。ド
ラ
ゴ
ン
ズ
フ
ァ
ン
の
方
で
あ

れ
ば
、中
日
ス
ポ
ー
ツ
連
載「
お
れ
た

ち
ゃ
ド
ラ
ゴ
ン
ズ
」の
４
コ
マ
漫
画
を
ご

存
じ
だ
ろ
う
か
。作
者
く
ら
は
し
・
か

ん
、そ
の
人
で
あ
る
。驚
い
た
。在
学
中

の
彼
の
イ
メ
ー
ジ
と
全
く
結
び
つ
か
な

い（
ご
め
ん
な
さ
い
！
）。

　調
べ
て
み
る
と
地
元
江
南
市
で
は

講
演
会
な
ど
も
行
っ
て
お
り
、多
方
面

に
ご
活
躍
の
様
子
。彼
と
は
短
期
間
で

は
あ
っ
た
が
、実
は
サ
ー
ク
ル
で
フ
ォ
ー

ク
デ
ュ
オ
を
組
ん
で
い
た
。当
時
は
エ
レ

キ
ギ
タ
ー
の
方
が
圧
倒
的
人
気
で
、

フ
ォ
ー
ク
ギ
タ
ー
を
や
ろ
う
と
い
う
者

は
少
数
派
。確
か
彼
は
正
や
ん
フ
ァ
ン

だ
っ
た
。彼
の
H
P
に
は
今
も
ギ
タ
ー

抱
え
て
歌
う
姿
が
あ
り
、変
わ
ら
ぬ
風

貌
と
歌
い
続
け
て
い
る
こ
と
に
、懐
か

し
さ
と
何
と
も
言
い
が
た
い
嬉
し
さ

いっ
ぱ
い
で
あ
る
。

　図
書
館
で
借
り
て
済
ま
せ
よ
う
と

思
っ
た『
赤
き
奔
河
の
如
く
』は
軽
く

読
み
飛
ば
せ
る
よ
う
な
内
容
で
は
な

か
っ
た
の
で
、購
入
し
、じ
っ
く
り
と
読

ま
せ
て
も
ら
う
こ
と
に
し
た
。彼
の
語

り
口
が
聞
こ
え
て
き
そ
う
で
、私
に

と
っ
て
は
楽
し
み
な
一
冊
で
あ
る
。（
伊
）

編 集 後 記｜ 暑かった夏も終わり、秋風を感じるようになりました。水野美術館展は大変好評で、横山大観はじめ「大家」と称される作家たちの吸引

力を今さらながら認識させられます。次回展覧会でご紹介するのは、現在活躍中の作家たちによる作品です。この作品たちも、何れは歴史のなかに位置

づけられていくことになるものです。今の私たちが大観を見るように、後の世の人たちも、私たちの時代の作品を見ることになるのでしょうか。（千葉）

水野美術館コレクション名品展

近代日本画を築いた巨匠たち ～横山大観から平山郁夫まで～
9月1日（土）～10月21日（日）
■学芸員による展示説明会
10月8日（月・祝） 午後2時から

あいちトリエンナーレ地域展開事業「岡崎アート＆ジャズ2012」連携企画

光　陰  ―ひかり、かげ、とき―
11月3日（土・祝）～1月13日（日）
■学芸員による展示説明会
12月16日（日）、1月6日（日） ※いずれも午後2時から
■ワークショップ
11月18日（日）「〈妄想の空間〉を連結しよう D.D.プロジェクト」
D.D.（今村哲＋染谷亜里可）
定員50名　参加無料
頭の中で妄想している空間を、もし、実現するとしたら。そのはじめの一歩としての
ワークショップ。
※申込方法・内容詳細については岡崎アート＆ジャズ2012情報ページ
http://okzartjazz.com/　Twitter@OKZArtJazzをご覧ください。

《やさしいミュージアム講座の受講者募集》
市民の方々に歴史や美術をより身近に感じていただけるよう、11月～平成25年3月の毎月1
度、連続講座「やさしいミュージアム講座（岡崎・中世の城と館を探ろう！）、（日本画を愉しむ
ために）」の2講座を開催します。
■岡崎・中世の城と館を探ろう！
11月～平成25年3月の毎月第2水曜日　9:30～12:00（全4回）
岡崎市内の中世の城と館を巡り、中世の地域社会とその周辺を探ります。
奥田敏春（岡崎市文化財保護審議会委員・愛知中世城郭研究会）
※1月は休講、11月は第3水曜日に変更します。
定員30名　集合場所／美術博物館駐車場（現地バス移動）
※初回のみ当館1階セミナールーム
■日本画を愉しむために
11月～平成25年3月の毎月第3金曜日　14:00～15:30（全4回）
日本画の愉しみ方を、当館館長が4つのテーマに沿ってお話しします。
榊原悟（当館館長） ※1月は休講、2月は第4金曜日に変更します。
定員50名　当館1階セミナールーム
《共通》　□参加費／無料　□申込方法／往復ハガキに、希望講座名（ハガキ1枚につき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19
日（金）までに下記へお申し込みください。※各講座4回全て参加できる方のみご応募くださ
い。※ハガキ1枚につき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　岡崎市高隆寺町字峠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
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