
■平成30年度企画展

明治150年　近代日本の挑戦者たち
―博覧会にみる明治の三河
９月29日（土）～11月11日（日）
□講演会（当館１階セミナールームにて）
日時：10月７日(日)午後２時～
「博覧会にみる明治の日本」
講師：國雄行氏（首都大学東京教授）
□経営者にきく明治150年（当館１階セミナールームにて）
日時：10月20日（土）午後２時～
①「八丁味噌のこれまでとこれから」
講師：浅井信太郎氏（まるや八丁味噌代表取締役社長）
　　 早川久右衛門氏（カクキュー八丁味噌代表・八丁味噌協同組合理事長）
日時：11月４日（日）午後２時～
②「服部工業―御用鋳物師から服部グループへ」
講師：服部良男氏（服部グループ代表）

□作家トーク（当館１階セミナールームにて）
日時：10月28日（日）午後２時～
講師：柄澤照文氏
□展示説明会（当館１階展示室にて）
日時：10月６日（土）、10月18日（木）、11月３日（土・祝）、11月11日（日）
　　  いずれも午後２時～
□八丁味噌の日
日時：10月８日（月・祝）、10月18日（木）、10月28日（日）、11月８日（木）
展覧会開催中８の付く日は「八丁味噌の日」とし、各日入場者の先着５組様に、
当館１Ｆ受付にてまるや八丁味噌・カクキュー八丁味噌の商品詰め合わせをプ
レゼントします。
□パンマルシェ
日時：10月18日(木)　午前10時～午後３時（売り切れ次第終了）
場所：当館前　風の道（晴天時）
　　  総合体育館エントランスホール（雨天時）
明治期の博覧会では会場前に出店が並び、博覧会を盛り上げていました。それに
ちなんで岡崎市内の人気のパン屋を中心に約20店舗が出店し、「パンマルシェ 
in 中総」を開催します。

編集後記｜平成30年（2018）は、明治元年（1868）から満150年の年に当たり、全国各地で明治期を振り返り、将来につなげる事業が行われています。

岡崎市では、９月29日から開催の「近代日本の挑戦者たち－博覧会にみる明治の三河」で、世の状況や常識がめまぐるしく変わる新しい時代に、現在の

“モノづくりの地”の下地を生み出していった人々の取組をご覧いただきます。八丁味噌の日、パンマルシェなどイベントも盛りだくさんです。（小幡）
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な
ぜ
高
浜
市
に
こ
の
よ
う
な
資
料
が

あ
る
の
だ
ろ
う
か
。思
わ
ず
首
を
か
し

げ
て
し
ま
っ
た
。

　
最
近
地
元
の『
高
浜
市
誌
』を
手
に

し
て
読
ん
で
み
た
。恥
か
し
な
が
ら
市

誌
の
存
在
は
知
っ
て
い
た
が
、今
ま
で

じ
っ
く
り
と
読
ん
だ
こ
と
は
な
か
っ
た
。

あ
ら
た
め
て
目
を
通
し
て
み
る
と
、な

ん
と
幕
末
の
福
井
藩
主
松
平
春
嶽
が

高
浜
市
の
狂
俳
の
宗
匠
一
僲
舎
に
揮
毫

し
た
扁
額
が
あ
る
こ
と
が
記
さ
れ
て
い

た
。そ
の
記
述
を
目
に
し
た
と
き
は
、衝

撃
的
で
あ
っ
た
。ま
さ
か
高
浜
市
に
春

嶽
が
揮
毫
し
た
扁
額
が
あ
る
と
は
…
。

　
そ
し
て
、つ
い
先
日
そ
の
扁
額
を
お

世
話
に
な
っ
た
先
生
と
と
も
に
一
僲
舎

の
ご
子
孫
の
方
か
ら
見
せ
て
頂
け
る
機

会
が
あ
っ
た
。扁
額
に
は「
一
僲
舎
　
春

嶽
」と
あ
っ
た
。や
は
り
本
物
は
違
う
。

そ
の
迫
力
に
圧
倒
さ
れ
る
。特
に
扁
額

の「
春
嶽
」と
い
う
名
前
を
目
に
し
た
時

は
興
奮
と
と
も
に
、何
と
も
言
え
な
い

感
情
が
こ
み
あ
げ
て
き
た
。

　
し
か
し
、「
な
ぜ
高
浜
の
狂
俳
の
宗
匠

が
福
井
藩
主
の
松
平
春
嶽
か
ら
揮
毫

し
て
も
ら
っ
た
の
だ
ろ
う
か
」、「
松
平

春
嶽
と
一
僲
舎
は
ど
う
い
っ
た
関
係
で

あ
っ
た
の
か
」疑
問
が
湧
い
て
く
る
。こ

れ
ら
の
疑
問
を
解
明
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

　
今
ま
で
高
浜
市
と
松
平
春
嶽
が
結

び
つ
く
と
は
思
い
も
し
て
い
な
か
っ
た
。

只
々
驚
き
の
一
点
で
し
か
な
い
。灯
台
下

暗
し
で
あ
る
。（
柴
）

　
昨
年
十
一
月
、私
の「
夢
」が
叶
い
ま
し

た
。

　
滞
独
し
て
い
た
時
の
、苦
楽
を
共
に
し

た
友
と
の
二
十
年
ぶ
り
の
再
会
で
す
。そ

し
て
こ
の
再
会
は
、彼
女
の
強
い
思
い
が

あ
っ
た
か
ら
こ
そ
叶
っ
た
の
だ
と
信
じ
て

い
ま
す
。

　
七
年
前
の
東
北
大
震
災
は
、世
界
中
を

震
撼
さ
せ
た
大
惨
事
で
し
た
。疎
遠
に
な

り
つ
つ
あ
っ
た
私
達
で
し
た
が
、彼
女
は
私

の
安
否
を
心
配
し
て
、Ｓ
Ｎ
Ｓ
を
駆
使
し

て
私
を
探
し
続
け
て
く
れ
ま
し
た
。小
さ

な
島
国
日
本
全
土
が
震
災
、原
発
事
故
に

見
舞
わ
れ
て
し
ま
っ
た
か
の
よ
う
に
、感
じ

た
よ
う
で
す
。東
洋
、特
に
日
本
に
と
て
も

興
味
を
持
っ
て
く
れ
て
い
た
彼
女
、そ
し

て
息
子
さ
ん
の
日
本
へ
の
留
学
。彼
に
会

う
た
め
の
来
日
で
し
た
が
、私
達
は
そ
れ

ま
で
の
会
え
な
か
っ
た
時
間
を
取
り
戻
す

か
の
よ
う
に
、語
り
合
い
、笑
い
合
い
、泣

き
ま
く
り
ま
し
た
。彼
女
が
私
に
言
い
ま

し
た
。「
私
達
き
っ
と
会
え
る
と
思
っ
て
い

た
・・・
。」で
も
私
は「
私
達
も
う
二
度
と

会
え
な
い・・・
。」と
思
っ
て
二
十
年
を
過

ご
し
て
き
ま
し
た
。彼
女
の
思
い
を
知
り
、

私
は
ど
れ
程
自
分
を
恥
ず
か
し
く
感
じ

た
こ
と
で
し
ょ
う
。

　
今
私
の
机
に
は
、彼
女
に
も
ら
っ
た
ド
イ

ツ・バ
イ
エ
ル
ン
州
の
カ
レ
ン
ダ
ー
が
あ
り
ま

す
。か
の
地
で
彼
女
と
再
び
時
を
刻
む
こ
と

が
で
き
る
の
を
、信
じ
て
い
る
私
が
い
ま
す
。

　
彼
女
が
別
れ
際
に
囁
き
ま
し
た
。「
も

う
私
達
、二
十
年
も
待
た
な
い
わ
よ

ね・・・
。」（
林
）

え
っ
! ! 

な
ぜ
こ
こ
に
あ
る
の
？

一
途
な
思
い
は
、い
つ
か
き
っ
と
花
開
く

い
っ
せ
ん
し
ゃ し

ゅ
ん
が
く



眼
の
極
楽
㉕

　花
と
鳥
の
か
た
ち

　
　
　
虫
め
づ
る

　
一
体
、虫
と
云
え
ば
、日
本
人
の
虫
と
の
接
し
方
、あ
る
い
は
虫
に
寄
せ
る
感
情
に
は
、他
の
国
の
人

び
と
に
く
ら
べ一
種
独
特
の
も
の
が
あ
っ
た
。そ
れ
を
痛
感
せ
し
め
る
の
が
、鳴
く
虫
と
の
係
わ
り
で
あ

る
。と
り
わ
け
秋
に
集
く
虫
た
ち
の
声
に
対
す
る
思
い
入
れ
が
深
い
。

　
そ
う
し
た
鳴
く
虫
へ
の
関
心
は
、早
く
も『
万
葉
集
』に
蟋
蟀
の
声
に
寄
せ
る
歌
を
遺
し
て
く
れ
て

い
た
。

　
　
庭
草
に
村
雨
ふ
り
て
蟋
蟀
の
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
鳴
く
声
聞
け
ば
秋
づ
き
に
け
り（
巻
一
〇
）

　
そ
の
う
ち
の
一
首
で
、す
で
に
蟋
蟀
の
声
が
秋
の
到
来
を
告
げ
、そ
の
景
趣
を
構
成
す
る
も
の
と

な
っ
て
い
る
こ
と
を
見
逃
し
て
は
な
る
ま
い
。と
は
云
え
、そ
れ
ら『
万
葉
集
』の
蟋
蟀
歌
に
は
、な
お

後
の
時
代
の
虫
の
声
を
詠
ん
だ
歌
に
見
る
よ
う
な「
悲
し
い
」と
か「
わ
び
し
い
」と
か
い
っ
た
感
情
を

伴
な
っ
て
い
な
い
。

　
そ
う
し
た
情
を
込
め
た
歌
が
現
れ
る
の
は
、『
古
今
和
歌
集
』の
時
代
を
俟
た
ね
ば
な
ら
な
か
っ

た
。し
か
も
こ
れ
以
後
、虫
の
声
を
詠
ん
だ
歌
の
数
は
い
っ
き
に
増
し
、詠
ま
れ
た
虫
も
蟋
蟀（
当
時

「
き
り
ぎ
り
す
」と
呼
ん
で
い
た
か
）に
限
ら
ず
、鈴
虫
や
松
虫
な
ど
、そ
の
種
類
も
増
え
た
と
云
う

（
以
上
、笠
井
昌
昭
著『
虫
と
日
本
文
化
』シ
リ
ー
ズ
日
本
を
知
る
　
大
巧
社
　
一
九
九
七
年
）。

　
　
わ
が
た
め
に
く
る
秋
に
し
も
あ
ら
な
く
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
虫
の
音
き
け
ば
ま
づ
ぞ
悲
し
き
　
読
人
し
ら
ず

　『
古
今
和
歌
集
』か
ら
の
一
首
だ
が
、「
読
人
し
ら
ず
」で
あ
る
だ
け
に
、す
で
に
悲
し
み
の
感
情
と
虫

の
音
と
が
、ご
く
普
通
に
分
か
ち
難
く
結
び
つ
い
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
だ
ろ
う
。『
源
氏
物
語
』で
桐

壷
更
衣
を
失
っ
た
帝
が
亡
き
更
衣
を
し
の
び
、悲
し
み
に
沈
む
契
機
と
な
っ
た
の
が
、

　
　
風
の
音
、虫
の
音
に
つ
け
て
、も
の
の
み
悲
し
う
思
さ
る
る
に（
桐
壷
）

と
、風
の
音
、虫
の
音
で
あ
っ
た
の
も
、そ
れ
を
物
語
る
。

　
だ
が
虫
の
音
が
呼
び
さ
ま
す
の
は
、悲
し
み
に
限
る
わ
け
で
は
な
い
。し
み
じ
み
と
し
た
秋
の
情
緒

や
、さ
ら
に
広
く
も
の
の
あ
は
れ
で
は
な
か
っ
た
だ
ろ
う
か
。ま
た
そ
う
で
あ
れ
ば
こ
そ
、王
朝
人
の

秋
の
虫
に
寄
せ
る
思
い
は
一
入
で
あ
っ
た
の
だ
。

　
こ
ん
な
歌
も
遺
し
て
く
れ
て
い
た（『
拾
遺
和
歌
集
』）。

　
　
　
　
　
前
栽
に
鈴
虫
を
放
ち
待
り
て

　
　
　
い
づ
こ
に
も
草
の
枕
を
鈴
虫
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
こ
を
旅
と
も
お
も
は
さ
ら
な
む

　
鈴
虫（
現
在
の「
松
虫
」の
こ
と
、現
在
の
鈴
虫
は
当
時「
松
虫
」と
呼
ん
だ
）の
気
持
ち
を
酌
ん
だ

伊
勢
の
歌
だ
が
、そ
の
鈴
虫
は
、詞
書
に
あ
る
通
り
、な
ん
と
人
の
手
で
採
取
さ
れ
、庭
に
放
た
れ
た

も
の
で
あ
っ
た
と
云
う
。同
種
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
が『
源
氏
物
語
』鈴
虫
の
帖
に
も「
遙
け
き
野
辺
」に
分

け
入
り
採
取
し
た
と
説
か
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、ど
の
よ
う
に
捕
え
た
か
、虫
捕
り
網
が
あ
っ
た
の
か

否
か
、そ
れ
自
体
興
味
あ
る
問
題
だ
が
、と
も
あ
れ
虫
捕
り
そ
の
も
の
は
す
で
に
広
く
行
わ
れ
て
い

た
こ
と
が
分
か
る
。し
か
も
捕
っ
た
虫
は
庭
に
放
つ
だ
け
で
な
い
。虫
籠
に
入
れ
、朝
露
ま
で
吸
わ
せ

て
い
る（『
源
氏
物
語
』野
分
）。わ
た
し
も
子
供
の
こ
ろ
、虫
籠
の
虫
に
夜
露
を
当
て
た
も
の
だ
。ま
さ

し
く
飼
育
で
あ
る
。と
な
れ
ば
虫
た
ち
は
屋
内
に
ま
で
持
ち
込
ま
れ
、そ
の
鳴
く
音
を
愉
し
ん
だ
と

云
う
の
だ
ろ
う（
図
１
　
京
都
国
立
博
物
館
蔵
）。王
朝
人
の
鳴
く
虫
愛
好
は
や
は
り
一
方
な
ら
な

い
。

　
も
う一首
、か
つ
て一度
言
及
し
た
こ
と
が
あ
る
が（
榊
原
悟「
長
恨
歌
絵
に
つ
い
て
」『
源
氏
物
語
の
鑑
賞

と
基
礎
知
識
』桐
壺
①
　
至
文
堂
　一九
九
八
年
）、興
味
尽
き
な
い
歌
で
あ
る
の
で
、上
げ
て
お
こ
う
。

　
　
ふ
る
さ
と
は
あ
さ
ぢ
が
原
と
あ
れ
は
て
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
夜
す
が
ら
虫
の
ね
を
の
み
ぞ
な
く

　
草
深
く
荒
れ
果
て
た
庭
に
鳴
く
虫
の
音
を
聞
い
て
、懐
旧
の
情
を
深
め
る
。『
後
拾
遺
和
歌
集
』に

収
め
ら
れ
た
道
明
法
師（
九
七
四
〜
一
〇
二
〇
）の
歌
で
あ
る
。こ
の
歌
の
よ
う
に
浅
茅（
茅
萱
）の
生

い
茂
る
の
を
見
て
、来
し
方
を
し
の
ぶ
こ
と
は
、

　
　
長
き
夜
を
ひ
と
り
明
し
、遠
き
雲
井
を
思
ひ
や
り
、浅
茅
が
宿
に
昔
を
偲
ぶ
こ
そ
色
好
む
と
は

　
　
い
は
め

　
と
述
べ
た『
徒
然
草
』（
一三
七
段
）の
例
を
上
げ
る
ま
で
も
な
く
、わ
た
し
た
ち
の
先
祖
の
、ご
く
自

然
な
心
の
動
き
で
あ
っ
た
よ
う
だ
。そ
の
意
味
で
極
め
て
日
本
的
心
情
に
根
ざ
し
た
一
首
と
見
て
よ
い

だ
ろ
う
。

　
と
こ
ろ
が
面
白
い
こ
と
に
、こ
の
歌
は
題
詠
で
あ
っ
た
よ
う
で
、そ
の
詞
書
に
は
、

　
　
長
恨
歌
の
絵
に
、玄
宗
も
と
の
所
に
か
へ
り
て
、虫
ど
も
鳴
き
、草
も
枯
れ
わ
た
り
て
、帝
嘆
き

　
　
給
へ
る
か
た
あ
る
所
を
よ
め
る

と
あ
る
。つ
ま
り
歌
は
屏
風
に
描
か
れ
た
絵
を
詠
ん
だ
、い
わ
ゆ
る
屏
風
歌
で
あ
っ
た
と
云
う
の
だ
。

そ
の
絵
は
白
楽
天
の『
長
恨
歌
』の
、

　
帰
来
池
苑
皆
依
旧
　
太
液
芙
蓉
未
央
柳

　
芙
蓉
如
面
柳
如
眉
　
対
此
如
何
付
涙
垂

　
春
風
桃
李
花
開
日
　
秋
雨
梧
桐
葉
落
時

　
西
宮
南
内
多
秋
草
　
落
葉
満
階
紅
不
掃

　
と
い
う
詩
句
、と
り
わ
け
末
尾
の
対
句
に
対
応
す
る
情
景
が
、絵
画
化
さ
れ
た
と
み
て
よ
い
だ
ろ

う
。す
な
わ
ち
安
禄
山
の
乱
で
、一
旦
、蜀
に
落
ち
た
玄
宗
が
、再
び
長
安
城
に
戻
り
、い
ま
は
亡
き
最

愛
の
女
を
し
の
ん
で
、宮
殿
の
庭
を
眺
め
る
場
面
で
あ
る
。そ
の
庭
に
は
落
葉
が
降
り
敷
き
、秋
草
が

生
い
茂
る
。

　
見
逃
し
て
な
ら
な
い
の
は
、そ
の『
長
恨
歌
』で
は
全
く
触
れ
る
こ
と
の
な
か
っ
た
虫
が
、道
命
法
師

の
歌
で
は
、む
し
ろ
楊
貴
妃
を
失
っ
た
玄
宗
の
悲
し
み
を
痛
切
な
も
の
と
す
る
た
め
に
、一
種
の
中
核

的
景
物
と
な
っ
て
い
る
点
で
あ
る
。し
か
し
、そ
れ
も
こ
れ
も
、わ
た
し
た
ち
の
先
祖
が
、す
で
に
見
た

よ
う
に
秋
に
集
く
虫
の
音
に
悲
し
み
や
も
の
の
あ
は
れ
の
感
情
を
か
き
た
て
ら
れ
た
か
ら
に
他
な
る

ま
い
。実
際『
源
氏
物
語
』桐
壺
で
も
、桐
壺
帝
の
命
を
う
け
、亡
き
更
衣
の
母
君
の
も
と
を
訪
れ

た
靫
負
命
婦
が
、母
君
と
交
わ
し
た
歌
に
、

　
　
鈴
虫
の
こ
ゑ
の
か
ぎ
り
を
尽
く
し
て
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
な
が
き
夜
あ
か
す
ふ
る
な
み
だ
か
な

と
あ
る
。虫
の
音
に
寄
せ
る
王
朝
人
の
気
持
ち
は
格
別
で
あ
っ
た
。

　
む
ろ
ん
道
命
法
師
が
詠
ん
だ
屏
風
絵
に
も
、そ
の
詞
書
が
云
う
よ
う
に「
む
し
ど
も
鳴
く
」さ
ま
が

描
か
れ
て
い
た
に
違
い
な
い
。中
国
由
来
の
テ
ー
マ
を
描
く
唐
絵
に
、王
朝
人
好
み
の
モ
チ
ー
フ
を
持

ち
込
む
―
こ
の「
長
恨
歌
絵
」は
、ま
さ
し
く
和
絵
成
立
の
秘
密
を
教
え
て
く
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
の

か
も
知
れ
な
い
。

　
そ
う
し
た
興
味
あ
る
作
だ
が
、そ
の
屏
風
絵
は
、現
在
に
伝
わ
ら
な
か
っ
た
。だ
が
、そ
れ
を
彷
彿

と
さ
せ
る
も
の
が
あ
る
。道
明
法
師
の
時
代
か
ら
、さ
ら
に
百
年
余
り
後
の
作
だ
。和
絵
を
代
表
す
る

一
点
で
あ
る
。『
源
氏
物
語
絵
巻
』鈴
虫（
一
）で
あ
る（
図
2
　
五
島
美
術
館
蔵
）。剥
落
が
ひ
ど
く
、同

じ
鈴
虫
で
は（
二
）の
ほ
う
が
図
版
掲
載
さ
れ
る
頻
度
が
高
い
が
、こ
こ
で
は
む
し
ろ
剥
落
が
幸
い
し

た
。そ
の
顔
料
の
落
ち
た
下
か
ら
、お
そ
ら
く
は
彩
色
の
指
示
と
み
ら
れ
る
文
字
が
現
れ
た
の
で
あ

る
。「
に
わ
」（
庭
）、「
せ
さ
い
」（
前
栽
）、「
す
す
む
し
」（
鈴
虫
）と
あ
る
。そ
の
場
面
は
、源
氏
が
女
三
の

宮
を
慰
め
よ
う
と
、野
辺
で
採
集
さ
せ
た
虫
た
ち
を
、あ
た
か
も
野
原
の
よ
う
に
造
り
か
え
た
前
栽

に
放
つ
―
鈴
虫
の
帖
の
最
も
印
象
深
い
エ
ピ
ソ
ー
ド
で
あ
る
。伊
勢
の
歌
が
詠
ん
だ
の
も
、ま
さ
し
く

こ
れ
で
あ
る
。そ
の
シ
ー
ン
に
確
か
に
鈴
虫
が
描
か
れ
て
い
た
の
だ
。

　
そ
れ
か
ら
六
百
年
後
、住
吉
具
慶（
一
六
〜
一
七
）の『
源
氏
物
語
絵

巻
』（
ミ
ホ
・ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
蔵
）の
鈴
虫
に
も
同
種
の
シ
ー
ン
が
あ
る
の

で
掲
げ
て
お
く（
図
3
）。薄
の
葉
末
で
鳴
く
鈴
虫
が
確
か
に
描
か
れ
て

い
る
。王
朝
人
の
花
園（
前
栽
）に
は
、鳴
く
虫
こ
そ
が
相
応
し
い
。し
か

も
、彼
ら
は
そ
の
声
を
、な
ん
と
聞
き
分
け
て
さ
え
い
た
の
だ
。

　
・
秋
風
に
こ
ゑ
よ
わ
り
ゆ
く
鈴
虫
の
　

　
　
　
　
　
つ
ひ
に
は
い
か
が
な
ら
む
と
す
ら
ん
　
大
江
匡
衡

　
・
さ
り
と
も
と
お
も
ふ
心
も
虫
の
ね
も

　
　
　
　
　
よ
わ
り
果
て
ぬ
る
秋
の
暮
か
な
　    

藤
原
俊
成

　
・
夜
を
か
さ
ね
声
よ
わ
り
ゆ
く
虫
の
音
に
　

　
　
　
　
　
秋
の
暮
れ
ぬ
る
ほ
ど
を
知
る
か
な
　 

大
炊
御
門
公
能

　
わ
た
し
自
身
の「
内
な
る
王
朝
人
」も
、今
こ
の
原
稿
を
書
き
な
が

ら
聞
く
蟋
蟀
の
か
ぼ
そ
い
声
に
、秋
の
終
り
を
し
み
じ
み
と
感
じ
入
っ

て
い
る
。

す
だ

こ
こ
ろ

こ
お
ろ
ぎ

ま
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ふ

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○
ひ
と
し
お

い
ま

く

む
し
か
ご

ね

ひ
と
か
た

ち
が
や

ひ
と

ゆ
げ
い
の
み
ょ
う
ぶ

レレ

レ

二

一

二

一

レ

レ

い
ま

こ

お
と

ね

や
ま
と
え



眼
の
極
楽
㉕

　花
と
鳥
の
か
た
ち

　
　
　
虫
め
づ
る

　
一
体
、虫
と
云
え
ば
、日
本
人
の
虫
と
の
接
し
方
、あ
る
い
は
虫
に
寄
せ
る
感
情
に
は
、他
の
国
の
人

び
と
に
く
ら
べ一
種
独
特
の
も
の
が
あ
っ
た
。そ
れ
を
痛
感
せ
し
め
る
の
が
、鳴
く
虫
と
の
係
わ
り
で
あ

る
。と
り
わ
け
秋
に
集
く
虫
た
ち
の
声
に
対
す
る
思
い
入
れ
が
深
い
。

　
そ
う
し
た
鳴
く
虫
へ
の
関
心
は
、早
く
も『
万
葉
集
』に
蟋
蟀
の
声
に
寄
せ
る
歌
を
遺
し
て
く
れ
て

い
た
。

　
　
庭
草
に
村
雨
ふ
り
て
蟋
蟀
の
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
鳴
く
声
聞
け
ば
秋
づ
き
に
け
り（
巻
一
〇
）

　
そ
の
う
ち
の
一
首
で
、す
で
に
蟋
蟀
の
声
が
秋
の
到
来
を
告
げ
、そ
の
景
趣
を
構
成
す
る
も
の
と

な
っ
て
い
る
こ
と
を
見
逃
し
て
は
な
る
ま
い
。と
は
云
え
、そ
れ
ら『
万
葉
集
』の
蟋
蟀
歌
に
は
、な
お

後
の
時
代
の
虫
の
声
を
詠
ん
だ
歌
に
見
る
よ
う
な「
悲
し
い
」と
か「
わ
び
し
い
」と
か
い
っ
た
感
情
を

伴
な
っ
て
い
な
い
。

　
そ
う
し
た
情
を
込
め
た
歌
が
現
れ
る
の
は
、『
古
今
和
歌
集
』の
時
代
を
俟
た
ね
ば
な
ら
な
か
っ

た
。し
か
も
こ
れ
以
後
、虫
の
声
を
詠
ん
だ
歌
の
数
は
い
っ
き
に
増
し
、詠
ま
れ
た
虫
も
蟋
蟀（
当
時

「
き
り
ぎ
り
す
」と
呼
ん
で
い
た
か
）に
限
ら
ず
、鈴
虫
や
松
虫
な
ど
、そ
の
種
類
も
増
え
た
と
云
う

（
以
上
、笠
井
昌
昭
著『
虫
と
日
本
文
化
』シ
リ
ー
ズ
日
本
を
知
る
　
大
巧
社
　
一
九
九
七
年
）。

　
　
わ
が
た
め
に
く
る
秋
に
し
も
あ
ら
な
く
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
虫
の
音
き
け
ば
ま
づ
ぞ
悲
し
き
　
読
人
し
ら
ず

　『
古
今
和
歌
集
』か
ら
の
一
首
だ
が
、「
読
人
し
ら
ず
」で
あ
る
だ
け
に
、す
で
に
悲
し
み
の
感
情
と
虫

の
音
と
が
、ご
く
普
通
に
分
か
ち
難
く
結
び
つ
い
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
だ
ろ
う
。『
源
氏
物
語
』で
桐

壷
更
衣
を
失
っ
た
帝
が
亡
き
更
衣
を
し
の
び
、悲
し
み
に
沈
む
契
機
と
な
っ
た
の
が
、

　
　
風
の
音
、虫
の
音
に
つ
け
て
、も
の
の
み
悲
し
う
思
さ
る
る
に（
桐
壷
）

と
、風
の
音
、虫
の
音
で
あ
っ
た
の
も
、そ
れ
を
物
語
る
。

　
だ
が
虫
の
音
が
呼
び
さ
ま
す
の
は
、悲
し
み
に
限
る
わ
け
で
は
な
い
。し
み
じ
み
と
し
た
秋
の
情
緒

や
、さ
ら
に
広
く
も
の
の
あ
は
れ
で
は
な
か
っ
た
だ
ろ
う
か
。ま
た
そ
う
で
あ
れ
ば
こ
そ
、王
朝
人
の

秋
の
虫
に
寄
せ
る
思
い
は
一
入
で
あ
っ
た
の
だ
。

　
こ
ん
な
歌
も
遺
し
て
く
れ
て
い
た（『
拾
遺
和
歌
集
』）。

　
　
　
　
　
前
栽
に
鈴
虫
を
放
ち
待
り
て

　
　
　
い
づ
こ
に
も
草
の
枕
を
鈴
虫
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
こ
を
旅
と
も
お
も
は
さ
ら
な
む

　
鈴
虫（
現
在
の「
松
虫
」の
こ
と
、現
在
の
鈴
虫
は
当
時「
松
虫
」と
呼
ん
だ
）の
気
持
ち
を
酌
ん
だ

伊
勢
の
歌
だ
が
、そ
の
鈴
虫
は
、詞
書
に
あ
る
通
り
、な
ん
と
人
の
手
で
採
取
さ
れ
、庭
に
放
た
れ
た

も
の
で
あ
っ
た
と
云
う
。同
種
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
が『
源
氏
物
語
』鈴
虫
の
帖
に
も「
遙
け
き
野
辺
」に
分

け
入
り
採
取
し
た
と
説
か
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、ど
の
よ
う
に
捕
え
た
か
、虫
捕
り
網
が
あ
っ
た
の
か

否
か
、そ
れ
自
体
興
味
あ
る
問
題
だ
が
、と
も
あ
れ
虫
捕
り
そ
の
も
の
は
す
で
に
広
く
行
わ
れ
て
い

た
こ
と
が
分
か
る
。し
か
も
捕
っ
た
虫
は
庭
に
放
つ
だ
け
で
な
い
。虫
籠
に
入
れ
、朝
露
ま
で
吸
わ
せ

て
い
る（『
源
氏
物
語
』野
分
）。わ
た
し
も
子
供
の
こ
ろ
、虫
籠
の
虫
に
夜
露
を
当
て
た
も
の
だ
。ま
さ

し
く
飼
育
で
あ
る
。と
な
れ
ば
虫
た
ち
は
屋
内
に
ま
で
持
ち
込
ま
れ
、そ
の
鳴
く
音
を
愉
し
ん
だ
と

云
う
の
だ
ろ
う（
図
１
　
京
都
国
立
博
物
館
蔵
）。王
朝
人
の
鳴
く
虫
愛
好
は
や
は
り
一
方
な
ら
な

い
。

　
も
う一首
、か
つ
て一度
言
及
し
た
こ
と
が
あ
る
が（
榊
原
悟「
長
恨
歌
絵
に
つ
い
て
」『
源
氏
物
語
の
鑑
賞

と
基
礎
知
識
』桐
壺
①
　
至
文
堂
　一九
九
八
年
）、興
味
尽
き
な
い
歌
で
あ
る
の
で
、上
げ
て
お
こ
う
。

　
　
ふ
る
さ
と
は
あ
さ
ぢ
が
原
と
あ
れ
は
て
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
夜
す
が
ら
虫
の
ね
を
の
み
ぞ
な
く

　
草
深
く
荒
れ
果
て
た
庭
に
鳴
く
虫
の
音
を
聞
い
て
、懐
旧
の
情
を
深
め
る
。『
後
拾
遺
和
歌
集
』に

収
め
ら
れ
た
道
明
法
師（
九
七
四
〜
一
〇
二
〇
）の
歌
で
あ
る
。こ
の
歌
の
よ
う
に
浅
茅（
茅
萱
）の
生

い
茂
る
の
を
見
て
、来
し
方
を
し
の
ぶ
こ
と
は
、

　
　
長
き
夜
を
ひ
と
り
明
し
、遠
き
雲
井
を
思
ひ
や
り
、浅
茅
が
宿
に
昔
を
偲
ぶ
こ
そ
色
好
む
と
は

　
　
い
は
め

　
と
述
べ
た『
徒
然
草
』（
一三
七
段
）の
例
を
上
げ
る
ま
で
も
な
く
、わ
た
し
た
ち
の
先
祖
の
、ご
く
自

然
な
心
の
動
き
で
あ
っ
た
よ
う
だ
。そ
の
意
味
で
極
め
て
日
本
的
心
情
に
根
ざ
し
た
一
首
と
見
て
よ
い

だ
ろ
う
。

　
と
こ
ろ
が
面
白
い
こ
と
に
、こ
の
歌
は
題
詠
で
あ
っ
た
よ
う
で
、そ
の
詞
書
に
は
、

　
　
長
恨
歌
の
絵
に
、玄
宗
も
と
の
所
に
か
へ
り
て
、虫
ど
も
鳴
き
、草
も
枯
れ
わ
た
り
て
、帝
嘆
き

　
　
給
へ
る
か
た
あ
る
所
を
よ
め
る

と
あ
る
。つ
ま
り
歌
は
屏
風
に
描
か
れ
た
絵
を
詠
ん
だ
、い
わ
ゆ
る
屏
風
歌
で
あ
っ
た
と
云
う
の
だ
。

そ
の
絵
は
白
楽
天
の『
長
恨
歌
』の
、

　
帰
来
池
苑
皆
依
旧
　
太
液
芙
蓉
未
央
柳

　
芙
蓉
如
面
柳
如
眉
　
対
此
如
何
付
涙
垂

　
春
風
桃
李
花
開
日
　
秋
雨
梧
桐
葉
落
時

　
西
宮
南
内
多
秋
草
　
落
葉
満
階
紅
不
掃

　
と
い
う
詩
句
、と
り
わ
け
末
尾
の
対
句
に
対
応
す
る
情
景
が
、絵
画
化
さ
れ
た
と
み
て
よ
い
だ
ろ

う
。す
な
わ
ち
安
禄
山
の
乱
で
、一
旦
、蜀
に
落
ち
た
玄
宗
が
、再
び
長
安
城
に
戻
り
、い
ま
は
亡
き
最

愛
の
女
を
し
の
ん
で
、宮
殿
の
庭
を
眺
め
る
場
面
で
あ
る
。そ
の
庭
に
は
落
葉
が
降
り
敷
き
、秋
草
が

生
い
茂
る
。

　
見
逃
し
て
な
ら
な
い
の
は
、そ
の『
長
恨
歌
』で
は
全
く
触
れ
る
こ
と
の
な
か
っ
た
虫
が
、道
命
法
師

の
歌
で
は
、む
し
ろ
楊
貴
妃
を
失
っ
た
玄
宗
の
悲
し
み
を
痛
切
な
も
の
と
す
る
た
め
に
、一
種
の
中
核

的
景
物
と
な
っ
て
い
る
点
で
あ
る
。し
か
し
、そ
れ
も
こ
れ
も
、わ
た
し
た
ち
の
先
祖
が
、す
で
に
見
た

よ
う
に
秋
に
集
く
虫
の
音
に
悲
し
み
や
も
の
の
あ
は
れ
の
感
情
を
か
き
た
て
ら
れ
た
か
ら
に
他
な
る

ま
い
。実
際『
源
氏
物
語
』桐
壺
で
も
、桐
壺
帝
の
命
を
う
け
、亡
き
更
衣
の
母
君
の
も
と
を
訪
れ

た
靫
負
命
婦
が
、母
君
と
交
わ
し
た
歌
に
、

　
　
鈴
虫
の
こ
ゑ
の
か
ぎ
り
を
尽
く
し
て
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
な
が
き
夜
あ
か
す
ふ
る
な
み
だ
か
な

と
あ
る
。虫
の
音
に
寄
せ
る
王
朝
人
の
気
持
ち
は
格
別
で
あ
っ
た
。

　
む
ろ
ん
道
命
法
師
が
詠
ん
だ
屏
風
絵
に
も
、そ
の
詞
書
が
云
う
よ
う
に「
む
し
ど
も
鳴
く
」さ
ま
が

描
か
れ
て
い
た
に
違
い
な
い
。中
国
由
来
の
テ
ー
マ
を
描
く
唐
絵
に
、王
朝
人
好
み
の
モ
チ
ー
フ
を
持

ち
込
む
―
こ
の「
長
恨
歌
絵
」は
、ま
さ
し
く
和
絵
成
立
の
秘
密
を
教
え
て
く
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
の

か
も
知
れ
な
い
。

　
そ
う
し
た
興
味
あ
る
作
だ
が
、そ
の
屏
風
絵
は
、現
在
に
伝
わ
ら
な
か
っ
た
。だ
が
、そ
れ
を
彷
彿

と
さ
せ
る
も
の
が
あ
る
。道
明
法
師
の
時
代
か
ら
、さ
ら
に
百
年
余
り
後
の
作
だ
。和
絵
を
代
表
す
る

一
点
で
あ
る
。『
源
氏
物
語
絵
巻
』鈴
虫（
一
）で
あ
る（
図
2
　
五
島
美
術
館
蔵
）。剥
落
が
ひ
ど
く
、同

じ
鈴
虫
で
は（
二
）の
ほ
う
が
図
版
掲
載
さ
れ
る
頻
度
が
高
い
が
、こ
こ
で
は
む
し
ろ
剥
落
が
幸
い
し

た
。そ
の
顔
料
の
落
ち
た
下
か
ら
、お
そ
ら
く
は
彩
色
の
指
示
と
み
ら
れ
る
文
字
が
現
れ
た
の
で
あ

る
。「
に
わ
」（
庭
）、「
せ
さ
い
」（
前
栽
）、「
す
す
む
し
」（
鈴
虫
）と
あ
る
。そ
の
場
面
は
、源
氏
が
女
三
の

宮
を
慰
め
よ
う
と
、野
辺
で
採
集
さ
せ
た
虫
た
ち
を
、あ
た
か
も
野
原
の
よ
う
に
造
り
か
え
た
前
栽

に
放
つ
―
鈴
虫
の
帖
の
最
も
印
象
深
い
エ
ピ
ソ
ー
ド
で
あ
る
。伊
勢
の
歌
が
詠
ん
だ
の
も
、ま
さ
し
く

こ
れ
で
あ
る
。そ
の
シ
ー
ン
に
確
か
に
鈴
虫
が
描
か
れ
て
い
た
の
だ
。

　
そ
れ
か
ら
六
百
年
後
、住
吉
具
慶（
一
六
〜
一
七
）の『
源
氏
物
語
絵

巻
』（
ミ
ホ
・ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
蔵
）の
鈴
虫
に
も
同
種
の
シ
ー
ン
が
あ
る
の

で
掲
げ
て
お
く（
図
3
）。薄
の
葉
末
で
鳴
く
鈴
虫
が
確
か
に
描
か
れ
て

い
る
。王
朝
人
の
花
園（
前
栽
）に
は
、鳴
く
虫
こ
そ
が
相
応
し
い
。し
か

も
、彼
ら
は
そ
の
声
を
、な
ん
と
聞
き
分
け
て
さ
え
い
た
の
だ
。

　
・
秋
風
に
こ
ゑ
よ
わ
り
ゆ
く
鈴
虫
の
　

　
　
　
　
　
つ
ひ
に
は
い
か
が
な
ら
む
と
す
ら
ん
　
大
江
匡
衡

　
・
さ
り
と
も
と
お
も
ふ
心
も
虫
の
ね
も

　
　
　
　
　
よ
わ
り
果
て
ぬ
る
秋
の
暮
か
な
　    

藤
原
俊
成

　
・
夜
を
か
さ
ね
声
よ
わ
り
ゆ
く
虫
の
音
に
　

　
　
　
　
　
秋
の
暮
れ
ぬ
る
ほ
ど
を
知
る
か
な
　 

大
炊
御
門
公
能

　
わ
た
し
自
身
の「
内
な
る
王
朝
人
」も
、今
こ
の
原
稿
を
書
き
な
が

ら
聞
く
蟋
蟀
の
か
ぼ
そ
い
声
に
、秋
の
終
り
を
し
み
じ
み
と
感
じ
入
っ

て
い
る
。

す
だ

こ
こ
ろ

こ
お
ろ
ぎ

ま

図3 図2 図1
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平
成
三
十
年
は
明
治
維
新
か
ら
一
五

〇
年
と
い
う
こ
と
で
、各
地
で
様
々
な
イ

ベ
ン
ト
が
行
わ
れ
て
い
ま
す
。本
展
も
そ

の
流
れ
に
ち
ゃ
っ
か
り
乗
っ
か
っ
て
開
催

し
ま
す
。こ
の
展
覧
会
で
は
、明
治
期
の

博
覧
会
を
通
し
て
三
河
の
近
代
化
の
歴

史
を
見
て
い
き
ま
す
。し
か
し
な
ぜ
博
覧

会
？
と
疑
問
に
思
わ
れ
る
か
と
も
思
い

ま
す
。そ
の
疑
問
に
答
え
る
に
は
、こ
れ

ま
で
行
っ
た
博
覧
会
を
思
い
浮
か
べ
て
い

た
だ
け
た
ら
良
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。博

覧
会
は
出
品
者
の
最
高
の
技
術
や
独
自

の
品
を
お
披
露
目
す
る
場
で
あ
り
、ま
た

時
に
賞
を
得
る
た
め
に
競
い
合
う
場
で

も
あ
り
ま
す
。そ
し
て
そ
う
し
た
博
覧
会

の
特
徴
は
、明
治
時
代
も
同
じ
で
し
た
。

で
す
の
で
、明
治
時
代
に
行
わ
れ
た
博
覧

会
の
出
品
物
を
見
て
い
け
ば
、当
時
の
三

河
を
代
表
す
る
産
品
を
知
る
こ
と
が
で

き
、明
治
十
年
・
二
十
年
・
三
十
年…

の

博
覧
会
を
追
っ
て
い
け
ば
、自
ず
と
そ
の

変
化
を
見
て
い
く
こ
と
が
で
き
る
と
考

え
ら
れ
る
の
で
す
。つ
ま
り
博
覧
会
ほ
ど

地
域
の
近
代
化
を
見
て
い
く
の
に
う
っ
て

つ
け
な
テ
ー
マ
は
な
い
と
言
っ
て
も
過
言

で
は
な
い
の
で
す
！
多
分
。

　
さ
て
、予
め
お
断
り
し
て
お
き
ま
す
と
、

明
治
の
博
覧
会
を
テ
ー
マ
と
し
て
い
ま
す

が
、こ
の
展
覧
会
に
は „

超
絶
技
巧“

の
作

品
は
登
場
し
ま
せ
ん
。本
展
に
並
ぶ
の
は
、

三
河
木
綿
に
ガ
ラ
紡
、生
糸
や
三
州
瓦
、そ

し
て
八
丁
味
噌
な
ど
。七
宝
焼
や
有
田
焼

な
ど
と
比
べ
る
と
、決
し
て
華
々
し
さ
は
あ

り
ま
せ
ん
が
、激
動
の
明
治
と
い
う
時
代
に

懸
命
に
立
ち
向
か
っ
た
人
々
の
力
を
感
じ

さ
せ
る
展
示
品
が
揃
っ
て
い
ま
す
。明
治
時

代
の
近
代
化
と
聞
く
と
、西
洋
の
技
術
を

取
り
入
れ
て
急
激
に
変
化
し
た
イ
メ
ー
ジ

が
あ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。し
か
し
博
覧
会

出
品
物
を
見
る
限
り
、三
河
で
は
江
戸
時

代
か
ら
続
く
伝
統
的
な
産
業
が
受
け
継
が

れ
、新
た
な
技
術
も
取
り
入
れ
な
が
ら

徐
々
に
発
展
し
た
と
言
う
方
が
正
し
い
よ

う
で
す
。そ
う
し
た
特
徴
は
、ま
さ
し
く
堅

実
・
忍
耐
強
い
と
評
さ
れ
る
こ
と
の
多
い
三

河
の
地
域
性
を
示
し
て
い
る
よ
う
に
思
い

ま
す
。

　
ま
た
逆
説
的
で
す
が
、三
河
と
い
う
地

域
に
限
定
し
て
観
察
す
る
こ
と
で
、か

え
っ
て
日
本
全
体
の
近
代
化
の
歴
史
が

浮
き
彫
り
に
も
な
っ
た
よ
う
に
感
じ
て
い

ま
す
。例
え
ば
明
治
の
日
本
の
主
要
産
業

は
、木
綿
か
ら
生
糸
へ
と
い
う
大
ま
か
な

流
れ
に
括
ら
れ
ま
す
。こ
れ
を
三
河
に
限

る
と
、明
治
十
三
年
に
官
営
模
範
工
場

と
し
て
愛
知
紡
績
が
岡
崎
に
置
か
れ
ま
す
。

ま
た
明
治
十
年
第
一
回
内
国
勧
業
博
覧

会
で
、鳳
紋
褒
賞
を
受
賞
し
た
臥
雲
辰

致
の
ガ
ラ
紡
は
、三
河
の
紡
績
業
の
発
展

を
下
支
え
し
、西
洋
式
紡
績
が
席
巻
し
て

い
く
中
で
も
独
自
の
展
開
を
み
せ
て
い
ま

す
。一
方
明
治
の
後
期
に
は
三
河
に
も
製

糸
業
が
発
展
し
て
い
き
ま
す
。岡
崎
の
三

龍
社
の
生
糸
は
パ
リ
万
博
で
受
賞
し
、東

三
河
で
は
玉
糸
に
よ
る
製
糸
が
営
ま
れ
一

大
産
地
と
な
っ
て
い
き
ま
し
た
。本
展
で

は
臥
雲
辰
致
が
受
賞
し
た
鳳
紋
褒
賞
の

メ
ダ
ル
や
、大
正
天
皇（
当
時
は
皇
太
子
）

が
三
龍
社
に
行
啓
し
た
際
の
御
座
所
の

再
現
な
ど
の
象
徴
的
な
資
料
を
通
し
て
、

三
河
の
近
代
化
の
特
質
を
紹
介
し
て
い

ま
す
。

　
帝
国
主
義
の
世
界
に
投
げ
出
さ
れ
、

必
然
的
に
変
わ
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
た

明
治
の
日
本
。そ
の
変
化
に
三
河
の
人
々

も
懸
命
に
対
応
し
、時
に
抗
っ
て
生
活
を

守
る
営
み
を
続
け
て
き
ま
し
た
。本
展
で

は
そ
う
し
た
人
々
を「
挑
戦
者
」と
捉
え

紹
介
し
て
い
く
こ
と
で
、明
治
と
い
う
時

代
を
考
え
て
い
き
ま
す
。そ
し
て
こ
の
展

示
を
通
し
て
、明
治
維
新
か
ら
一
五
〇

年
、そ
し
て
平
成
最
後
の
一
年
と
な
る
今

を
、改
め
て
見
つ
め
る
機
会
と
な
っ
て
く

れ
れ
ば
と
考
え
て
い
ま
す
。

会期：平成30年9月29日（土）～11月11日（日）

明治150年

近代日本の挑戦者たち
―博覧会にみる明治の三河

湯 谷 翔 悟

　
岡
崎
市
美
術
博
物
館
で
は
、収
蔵
品

展「
美
博
び
っ
く
り
箱
―
集
め
る
・
伝
え

る
・
こ
れ
か
ら
も
」を
開
催
し
ま
す
。

　
当
館
は
開
館
以
来
、「
マ
イ
ン
ド
ス
ケ
ー

プ（
心
象
風
景
）」を
基
本
コ
ン
セ
プ
ト

に
、「
家
康
の
生
き
た
時
代
」「
バ
ロ
ッ
ク
美

術
」「
東
西
文
化
の
比
較
・
交
流
」な
ど
に

関
す
る
美
術
品
・
博
物
資
料
を
収
集
す

る
と
と
も
に
、広
く
岡
崎
市
域
の
歴
史
や

文
化
、芸
術
に
関
す
る
作
品
・
資
料
を
購

入
な
ど
に
よ
り
受
け
入
れ
て
、収
蔵
品
の

充
実
を
図
り
、展
覧
会
で
皆
様
に
ご
覧
い

た
だ
い
て
き
ま
し
た
。

　
時
代
は
原
始
時
代
か
ら
現
代
ま
で
、地

域
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
か
ら
日
本
を
含
む
ア
ジ

ア
ま
で
、美
術
品
か
ら
博
物
資
料
全
般
と

い
う
幅
広
く
バ
ラ
エ
テ
ィ
ー
に
富
ん
だ
収

蔵
品
は
、ま
さ
に
美
術
博
物
館
と
い
う
名

称
を
冠
す
る
当
館
に
ふ
さ
わ
し
い
コ
レ
ク

シ
ョ
ン
を
形
づ
く
っ
て
き
ま
し
た
。

　
そ
れ
ら
は
素
晴
ら
し
い
コ
レ
ク
シ
ョ
ン

で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
の
で
す
が
、

す
べ
て
を
一
度
に
展
示
す
る
こ
と
も
な
か

な
か
難
し
い
こ
と
で
す
。今
回
の
展
覧
会

の
名
称
を
決
め
る
時
に
思
い
つ
い
た
イ

メ
ー
ジ
は
収
蔵
品
展
な
ら
ば
収
蔵
庫
、な

ら
ば
そ
の
中
は
何
で
あ
ろ
う
？
と
い
う
こ

と
で
し
た
。収
蔵
庫
の
中
に
は
多
く
の
作

品
や
資
料
が
厳
重
な
管
理
の
下
で
収
蔵

保
管
さ
れ
て
い
ま
す
が
、収
蔵
庫
に
入
っ

た
時
に
、私
た
ち
学
芸
員
も「
お
や
？
こ

ん
な
も
の
も
あ
っ
た
の
か
。」と
思
う
こ

と
も
多
く
あ
り
ま
す
。収
蔵
さ
れ
て
い
る

と
い
う
こ
と
は
知
っ
て
い
て
も
、専
門
分

野
が
異
な
っ
て
い
た
り
す
る
と
、あ
ま
り

モ
ノ
の
イ
メ
ー
ジ
が
沸
い
て
こ
な
い
と
い

う
の
が
本
当
の
と
こ
ろ
で
す
。従
っ
て
、学

芸
員
に
と
っ
て
も
収
蔵
庫
は「
宝
箱
」で

あ
る
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
で
す
が
、同
時
に

い
つ
も
新
鮮
な
驚
き
を
与
え
て
く
れ
る

「
び
っ
く
り
箱
」で
あ
る
と
言
え
ま
す
。そ

の
た
め
、当
館
の
学
芸
員
で
話
し
合
い
、

「
び
っ
く
り
箱
」と
い
う
名
称
が
決
ま
り

ま
し
た
。サ
ブ
タ
イ
ト
ル
は
当
館
の
使
命

で
あ
る
作
品
や
資
料
を「
集
め
る
」こ
と
、

そ
し
て
そ
れ
ら
を
未
来
へ
と「
伝
え
る
」こ

と
と
し
ま
し
た
が
、当
館
自
体
の
未
来
を

指
し
示
す「
こ
れ
か
ら
も
」を
入
れ
ま
し

た
。

　
で
は
、そ
の「
び
っ
く
り
箱
」を
来
館
者

の
方
に
知
っ
て
い
た
だ
く
た
め
に
は
ど
う

し
た
ら
良
い
の
か
？
そ
れ
も
会
議
で
話
し

合
い
、「
び
っ
く
り
箱
」ら
し
く
、特
に
専

門
分
野
が
異
な
る
学
芸
員
が
今
ま
で
収

集
し
て
き
た
各
種
の
収
蔵
品
の
中
か
ら

そ
れ
ぞ
れ
関
心
や
興
味
の
あ
る
テ
ー
マ
を

決
め
、こ
だ
わ
り
の
逸
品
を
展
示
し
、当

館
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
の
多
彩
な
魅
力
を
ご
紹

介
す
る
こ
と
と
し
ま
し
た
。

　
担
当
す
る
学
芸
員
は
館
長
以
下
七
名

で
す
の
で
、今
回
の
展
覧
会
は
七
つ
の

テ
ー
マ
で
構
成
さ
れ
ま
す
が
、そ
れ
ぞ
れ

の
学
芸
員
が
今
ま
で
温
め
て
き
た
切
り

口
で
収
蔵
品
を
ご
紹
介
い
た
し
ま
す
。

　
章
立
て
は
第
一
章
か
ら「
キ
リ
ス
ト
教

美
術
」、第
二
章「
祈
り
の
造
形
」、第
三

章「
出
土
品
で
た
ど
る
岡
崎
の
歴
史
と
交

流
」、第
四
章「
岡
崎
城
絵
図
」、第
五
章

「
浮
世
絵
が
描
い
た
矢
矧
橋
」、第
六
章

「
蔵
出
し
！
美
博
秘
蔵
？
の
古
文
書
た

ち
」、第
七
章「
志
賀
重
昻
と
日
露
戦
争
」

と
い
う
豪
華
な
も
の
と
な
っ
て
お
り
ま

す
。

　
展
覧
会
の
会
期
が
ち
ょ
う
ど
お
歳
暮
、

ク
リ
ス
マ
ス
プ
レ
ゼ
ン
ト
、お
年
玉
と
い
っ

た
贈
り
物
の
多
い
時
期
と
な
り
ま
す
が
、

当
館
か
ら
の
贈
り
物
で
あ
る「
美
博
び
っ

く
り
箱
」を
開
け
て
み
て
い
た
だ
け
た
ら

と
思
い
ま
す
。皆
様
の
ご
来
館
を
お
待
ち

し
て
お
り
ま
す
。

会期：平成30年11月24日(土)～平成31年1月14日(月・祝)

収蔵品展

美博びっくり箱
―集める・伝える・これからも

内 藤 高 玲

カクキュー八丁噌引札（カクキュー八丁味噌）

フランソワ･ペリエ《聖家族の船出》 17世紀



　
平
成
三
十
年
は
明
治
維
新
か
ら
一
五

〇
年
と
い
う
こ
と
で
、各
地
で
様
々
な
イ

ベ
ン
ト
が
行
わ
れ
て
い
ま
す
。本
展
も
そ

の
流
れ
に
ち
ゃ
っ
か
り
乗
っ
か
っ
て
開
催

し
ま
す
。こ
の
展
覧
会
で
は
、明
治
期
の

博
覧
会
を
通
し
て
三
河
の
近
代
化
の
歴

史
を
見
て
い
き
ま
す
。し
か
し
な
ぜ
博
覧

会
？
と
疑
問
に
思
わ
れ
る
か
と
も
思
い

ま
す
。そ
の
疑
問
に
答
え
る
に
は
、こ
れ

ま
で
行
っ
た
博
覧
会
を
思
い
浮
か
べ
て
い

た
だ
け
た
ら
良
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。博

覧
会
は
出
品
者
の
最
高
の
技
術
や
独
自

の
品
を
お
披
露
目
す
る
場
で
あ
り
、ま
た

時
に
賞
を
得
る
た
め
に
競
い
合
う
場
で

も
あ
り
ま
す
。そ
し
て
そ
う
し
た
博
覧
会

の
特
徴
は
、明
治
時
代
も
同
じ
で
し
た
。

で
す
の
で
、明
治
時
代
に
行
わ
れ
た
博
覧

会
の
出
品
物
を
見
て
い
け
ば
、当
時
の
三

河
を
代
表
す
る
産
品
を
知
る
こ
と
が
で

き
、明
治
十
年
・
二
十
年
・
三
十
年…

の

博
覧
会
を
追
っ
て
い
け
ば
、自
ず
と
そ
の

変
化
を
見
て
い
く
こ
と
が
で
き
る
と
考

え
ら
れ
る
の
で
す
。つ
ま
り
博
覧
会
ほ
ど

地
域
の
近
代
化
を
見
て
い
く
の
に
う
っ
て

つ
け
な
テ
ー
マ
は
な
い
と
言
っ
て
も
過
言

で
は
な
い
の
で
す
！
多
分
。

　
さ
て
、予
め
お
断
り
し
て
お
き
ま
す
と
、

明
治
の
博
覧
会
を
テ
ー
マ
と
し
て
い
ま
す

が
、こ
の
展
覧
会
に
は „

超
絶
技
巧“

の
作

品
は
登
場
し
ま
せ
ん
。本
展
に
並
ぶ
の
は
、

三
河
木
綿
に
ガ
ラ
紡
、生
糸
や
三
州
瓦
、そ

し
て
八
丁
味
噌
な
ど
。七
宝
焼
や
有
田
焼

な
ど
と
比
べ
る
と
、決
し
て
華
々
し
さ
は
あ

り
ま
せ
ん
が
、激
動
の
明
治
と
い
う
時
代
に

懸
命
に
立
ち
向
か
っ
た
人
々
の
力
を
感
じ

さ
せ
る
展
示
品
が
揃
っ
て
い
ま
す
。明
治
時

代
の
近
代
化
と
聞
く
と
、西
洋
の
技
術
を

取
り
入
れ
て
急
激
に
変
化
し
た
イ
メ
ー
ジ

が
あ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。し
か
し
博
覧
会

出
品
物
を
見
る
限
り
、三
河
で
は
江
戸
時

代
か
ら
続
く
伝
統
的
な
産
業
が
受
け
継
が

れ
、新
た
な
技
術
も
取
り
入
れ
な
が
ら

徐
々
に
発
展
し
た
と
言
う
方
が
正
し
い
よ

う
で
す
。そ
う
し
た
特
徴
は
、ま
さ
し
く
堅

実
・
忍
耐
強
い
と
評
さ
れ
る
こ
と
の
多
い
三

河
の
地
域
性
を
示
し
て
い
る
よ
う
に
思
い

ま
す
。

　
ま
た
逆
説
的
で
す
が
、三
河
と
い
う
地

域
に
限
定
し
て
観
察
す
る
こ
と
で
、か

え
っ
て
日
本
全
体
の
近
代
化
の
歴
史
が

浮
き
彫
り
に
も
な
っ
た
よ
う
に
感
じ
て
い

ま
す
。例
え
ば
明
治
の
日
本
の
主
要
産
業

は
、木
綿
か
ら
生
糸
へ
と
い
う
大
ま
か
な

流
れ
に
括
ら
れ
ま
す
。こ
れ
を
三
河
に
限

る
と
、明
治
十
三
年
に
官
営
模
範
工
場

と
し
て
愛
知
紡
績
が
岡
崎
に
置
か
れ
ま
す
。

ま
た
明
治
十
年
第
一
回
内
国
勧
業
博
覧

会
で
、鳳
紋
褒
賞
を
受
賞
し
た
臥
雲
辰

致
の
ガ
ラ
紡
は
、三
河
の
紡
績
業
の
発
展

を
下
支
え
し
、西
洋
式
紡
績
が
席
巻
し
て

い
く
中
で
も
独
自
の
展
開
を
み
せ
て
い
ま

す
。一
方
明
治
の
後
期
に
は
三
河
に
も
製

糸
業
が
発
展
し
て
い
き
ま
す
。岡
崎
の
三

龍
社
の
生
糸
は
パ
リ
万
博
で
受
賞
し
、東

三
河
で
は
玉
糸
に
よ
る
製
糸
が
営
ま
れ
一

大
産
地
と
な
っ
て
い
き
ま
し
た
。本
展
で

は
臥
雲
辰
致
が
受
賞
し
た
鳳
紋
褒
賞
の

メ
ダ
ル
や
、大
正
天
皇（
当
時
は
皇
太
子
）

が
三
龍
社
に
行
啓
し
た
際
の
御
座
所
の

再
現
な
ど
の
象
徴
的
な
資
料
を
通
し
て
、

三
河
の
近
代
化
の
特
質
を
紹
介
し
て
い

ま
す
。

　
帝
国
主
義
の
世
界
に
投
げ
出
さ
れ
、

必
然
的
に
変
わ
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
た

明
治
の
日
本
。そ
の
変
化
に
三
河
の
人
々

も
懸
命
に
対
応
し
、時
に
抗
っ
て
生
活
を

守
る
営
み
を
続
け
て
き
ま
し
た
。本
展
で

は
そ
う
し
た
人
々
を「
挑
戦
者
」と
捉
え

紹
介
し
て
い
く
こ
と
で
、明
治
と
い
う
時

代
を
考
え
て
い
き
ま
す
。そ
し
て
こ
の
展

示
を
通
し
て
、明
治
維
新
か
ら
一
五
〇

年
、そ
し
て
平
成
最
後
の
一
年
と
な
る
今

を
、改
め
て
見
つ
め
る
機
会
と
な
っ
て
く

れ
れ
ば
と
考
え
て
い
ま
す
。

会期：平成30年9月29日（土）～11月11日（日）

明治150年

近代日本の挑戦者たち
―博覧会にみる明治の三河

湯 谷 翔 悟

　
岡
崎
市
美
術
博
物
館
で
は
、収
蔵
品

展「
美
博
び
っ
く
り
箱
―
集
め
る
・
伝
え

る
・
こ
れ
か
ら
も
」を
開
催
し
ま
す
。

　
当
館
は
開
館
以
来
、「
マ
イ
ン
ド
ス
ケ
ー

プ（
心
象
風
景
）」を
基
本
コ
ン
セ
プ
ト

に
、「
家
康
の
生
き
た
時
代
」「
バ
ロ
ッ
ク
美

術
」「
東
西
文
化
の
比
較
・
交
流
」な
ど
に

関
す
る
美
術
品
・
博
物
資
料
を
収
集
す

る
と
と
も
に
、広
く
岡
崎
市
域
の
歴
史
や

文
化
、芸
術
に
関
す
る
作
品
・
資
料
を
購

入
な
ど
に
よ
り
受
け
入
れ
て
、収
蔵
品
の

充
実
を
図
り
、展
覧
会
で
皆
様
に
ご
覧
い

た
だ
い
て
き
ま
し
た
。

　
時
代
は
原
始
時
代
か
ら
現
代
ま
で
、地

域
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
か
ら
日
本
を
含
む
ア
ジ

ア
ま
で
、美
術
品
か
ら
博
物
資
料
全
般
と

い
う
幅
広
く
バ
ラ
エ
テ
ィ
ー
に
富
ん
だ
収

蔵
品
は
、ま
さ
に
美
術
博
物
館
と
い
う
名

称
を
冠
す
る
当
館
に
ふ
さ
わ
し
い
コ
レ
ク

シ
ョ
ン
を
形
づ
く
っ
て
き
ま
し
た
。

　
そ
れ
ら
は
素
晴
ら
し
い
コ
レ
ク
シ
ョ
ン

で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
の
で
す
が
、

す
べ
て
を
一
度
に
展
示
す
る
こ
と
も
な
か

な
か
難
し
い
こ
と
で
す
。今
回
の
展
覧
会

の
名
称
を
決
め
る
時
に
思
い
つ
い
た
イ

メ
ー
ジ
は
収
蔵
品
展
な
ら
ば
収
蔵
庫
、な

ら
ば
そ
の
中
は
何
で
あ
ろ
う
？
と
い
う
こ

と
で
し
た
。収
蔵
庫
の
中
に
は
多
く
の
作

品
や
資
料
が
厳
重
な
管
理
の
下
で
収
蔵

保
管
さ
れ
て
い
ま
す
が
、収
蔵
庫
に
入
っ

た
時
に
、私
た
ち
学
芸
員
も「
お
や
？
こ

ん
な
も
の
も
あ
っ
た
の
か
。」と
思
う
こ

と
も
多
く
あ
り
ま
す
。収
蔵
さ
れ
て
い
る

と
い
う
こ
と
は
知
っ
て
い
て
も
、専
門
分

野
が
異
な
っ
て
い
た
り
す
る
と
、あ
ま
り

モ
ノ
の
イ
メ
ー
ジ
が
沸
い
て
こ
な
い
と
い

う
の
が
本
当
の
と
こ
ろ
で
す
。従
っ
て
、学

芸
員
に
と
っ
て
も
収
蔵
庫
は「
宝
箱
」で

あ
る
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
で
す
が
、同
時
に

い
つ
も
新
鮮
な
驚
き
を
与
え
て
く
れ
る

「
び
っ
く
り
箱
」で
あ
る
と
言
え
ま
す
。そ

の
た
め
、当
館
の
学
芸
員
で
話
し
合
い
、

「
び
っ
く
り
箱
」と
い
う
名
称
が
決
ま
り

ま
し
た
。サ
ブ
タ
イ
ト
ル
は
当
館
の
使
命

で
あ
る
作
品
や
資
料
を「
集
め
る
」こ
と
、

そ
し
て
そ
れ
ら
を
未
来
へ
と「
伝
え
る
」こ

と
と
し
ま
し
た
が
、当
館
自
体
の
未
来
を

指
し
示
す「
こ
れ
か
ら
も
」を
入
れ
ま
し

た
。

　
で
は
、そ
の「
び
っ
く
り
箱
」を
来
館
者

の
方
に
知
っ
て
い
た
だ
く
た
め
に
は
ど
う

し
た
ら
良
い
の
か
？
そ
れ
も
会
議
で
話
し

合
い
、「
び
っ
く
り
箱
」ら
し
く
、特
に
専

門
分
野
が
異
な
る
学
芸
員
が
今
ま
で
収

集
し
て
き
た
各
種
の
収
蔵
品
の
中
か
ら

そ
れ
ぞ
れ
関
心
や
興
味
の
あ
る
テ
ー
マ
を

決
め
、こ
だ
わ
り
の
逸
品
を
展
示
し
、当

館
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
の
多
彩
な
魅
力
を
ご
紹

介
す
る
こ
と
と
し
ま
し
た
。

　
担
当
す
る
学
芸
員
は
館
長
以
下
七
名

で
す
の
で
、今
回
の
展
覧
会
は
七
つ
の

テ
ー
マ
で
構
成
さ
れ
ま
す
が
、そ
れ
ぞ
れ

の
学
芸
員
が
今
ま
で
温
め
て
き
た
切
り

口
で
収
蔵
品
を
ご
紹
介
い
た
し
ま
す
。

　
章
立
て
は
第
一
章
か
ら「
キ
リ
ス
ト
教

美
術
」、第
二
章「
祈
り
の
造
形
」、第
三

章「
出
土
品
で
た
ど
る
岡
崎
の
歴
史
と
交

流
」、第
四
章「
岡
崎
城
絵
図
」、第
五
章

「
浮
世
絵
が
描
い
た
矢
矧
橋
」、第
六
章

「
蔵
出
し
！
美
博
秘
蔵
？
の
古
文
書
た

ち
」、第
七
章「
志
賀
重
昻
と
日
露
戦
争
」

と
い
う
豪
華
な
も
の
と
な
っ
て
お
り
ま

す
。

　
展
覧
会
の
会
期
が
ち
ょ
う
ど
お
歳
暮
、

ク
リ
ス
マ
ス
プ
レ
ゼ
ン
ト
、お
年
玉
と
い
っ

た
贈
り
物
の
多
い
時
期
と
な
り
ま
す
が
、

当
館
か
ら
の
贈
り
物
で
あ
る「
美
博
び
っ

く
り
箱
」を
開
け
て
み
て
い
た
だ
け
た
ら

と
思
い
ま
す
。皆
様
の
ご
来
館
を
お
待
ち

し
て
お
り
ま
す
。

会期：平成30年11月24日(土)～平成31年1月14日(月・祝)

収蔵品展

美博びっくり箱
―集める・伝える・これからも

内 藤 高 玲

カクキュー八丁噌引札（カクキュー八丁味噌）

フランソワ･ペリエ《聖家族の船出》 17世紀



COLUMN＆TOPIC

特
別
企
画
展「
名
刀
は
語
る
」の
取
り
組
み

　
特
別
企
画
展「
名
刀
は
語
る
」（
六
月
二

日
〜
七
月
十
六
日
開
催
）は
、目
標
を
越

え
る
多
く
の
皆
様
に
ご
来
館
頂
き
ま
し

た
。要
因
と
し
て
は
、日
本
有
数
の
刀
剣
コ

レ
ク
シ
ョ
ン
を
誇
る
佐
野
美
術
館
の
協
力

を
得
て
、展
示
内
容
が
充
実
し
て
い
た
こ

と
、岡
崎
ゆ
か
り
の
武
将
本
多
忠
勝
の
愛

槍「
大
笹
穂
槍（
号 

蜻
蛉
切
）」の
特
別
出

品
に
合
わ
せ
て
、本
多
家
の
名
宝
と
三
河

の
刀
工
の
名
品
を
紹
介
す
る
岡
崎
独
自
の

展
示
を
企
画
し
た
こ
と
、特
に「
蜻
蛉
切
」

と
忠
勝
所
用
の「
黒
糸
威
胴
丸
具
足
」が

会
す
る
の
は
岡
崎
で
は
約
三
〇
年
ぶ
り
の

貴
重
な
機
会
で
あ
っ
た
こ
と
等
が
挙
げ
ら

れ
ま
す
が
、加
え
て
広
報
や
イ
ベ
ン
ト
な
ど

で
当
館
初
の
様
々
な
試
み
を
行
い
ま
し

た
。

【「
刀
剣
乱
舞
」、「
葵
武
将
隊
」と
の
コ
ラ
ボ

レ
ー
シ
ョ
ン
企
画
】

　「
蜻
蛉
切
」の
特
別
出
品
を
記
念
し
て
、

Ｐ
Ｃ
ブ
ラ
ウ
ザ
＆
ス
マ
ホ
向
け
ゲ
ー
ム「
刀

剣
乱
舞
‐
Ｏ
Ｎ
Ｌ
Ｉ
Ｎ
Ｅ
‐
」と
の
コ
ラ
ボ

企
画
と
し
て
、刀
剣
男
士「
蜻
蛉
切
」等
身

大
パ
ネ
ル
の
展
示（
記
念
撮
影
可
）と
、特

設
シ
ョ
ッ
プ
に
て
関
連
グ
ッ
ス
を
販
売
し
ま

し
た
。ま
た
グ
レ
ー
ト
家
康
公「
葵
」武
将

隊
に
よ
る
演
武
披
露
と
武
将
隊
と
巡
る
展

示
説
明
会
を
企
画
し
ま
し
た
。近
年
の

「
刀
剣
」や「
歴
女
」ブ
ー
ム
を
受
け
、幅
広

い
層
の
方
々
に
本
展
に
お
越
し
頂
く
き
っ

か
け
と
な
り
ま
し
た
。

【
Ｓ
Ｎ
Ｓ
の
活
用
】

　
近
年
の
Ｓ
Ｎ
Ｓ
の
広
が
り
を
重
視
し

て
、Ｗ
ｅ
ｂ
広
報
に
注
力
し
ま
し
た
。当
館

の
Ｈ
Ｐ
や
ｆ
ａ
ｃ
ｅ
ｂ
ｏ
ｏ
ｋ
に
加
え
、広

報
課
や
シ
テ
ィ
プ
ロ
モ
ー
シ
ョ
ン
、観
光
協

会
な
ど
の
Ｓ
Ｎ
Ｓ
で
展
覧
会
情
報
を
頻

繁
に
発
信
す
る
と
と
も
に
、展
示
室
に
撮

影
可
能
な
箇
所（
徳
川
将
軍
家
伝
来
刀

コ
ー
ナ
ー
、蜻
蛉
切
コ
ー
ナ
ー
）を
設
け
、展

覧
会
内
容
の
Ｓ
Ｎ
Ｓ
拡
散
に
努
め
ま
し

た
。

【
岡
崎
市
内
刀
剣
巡
り
】

　
同
時
期
開
催
の
三
河
武
士
の
や
か
た
家

康
館
企
画
展「
美
し
き
日
本
刀
〜
三
河
地

方
の
刀
剣
を
中
心
に
〜
」と
観
覧
チ
ケ
ッ

ト
半
券
提
示
に
よ
る
観
覧
料
相
互
割
引

を
実
施
し
、相
乗
効
果
が
あ
り
ま
し
た
。

浦
野
加
穂
子

企
画
展「
ジョル
ジュ・ブ
ラッ
ク―

宝
飾
デ
ザ
イ
ン
の
輝
き
」 

イ
ベン
ト
後
記

　
企
画
展「
ジ
ョ
ル
ジ
ュ・
ブ
ラ
ッ
ク
―
宝

飾
デ
ザ
イ
ン
の
輝
き
」（
七
月
二
十
八
日
〜

九
月
十
七
日
開
催
）で
は
、展
覧
会
関
連

イ
ベ
ン
ト
と
し
て
、講
演
会
と
ワ
ー
ク

シ
ョ
ッ
プ
を
行
い
ま
し
た
。

【
講
演
会
】七
月
二
十
九
日（
日
）

「
芸
術
に
お
け
る
規
則
と
感
情
―
ジ
ョ
ル

ジ
ュ・
ブ
ラ
ッ
ク
に
お
け
る
キ
ュ
ビ
ス
ム
か
ら

古
典
主
義
へ
の
変
容
」

講
師
：
松
井
裕
美
氏（
名
古
屋
大
学
高
等
研
究

院
人
文
学
研
究
科
特
任
助
教
）

　
演
題
で
あ
る「
芸
術
に
お
け
る
規
則
と

感
情
」は
、一
九
一
七
年
に
ブ
ラ
ッ
ク
が
残
し

た
言
葉
か
ら
引
用
さ
れ
て
い
ま
し
た
。講

演
会
で
は
、ブ
ラ
ッ
ク
の
制
作
に
関
す
る

解
説
と
併
せ
て
、当
時
の
社
会
背
景
と
同

時
代
の
作
家
た
ち
の
制
作
や
そ
の
動
向
に

つ
い
て
も
お
話
い
た
だ
き
ま
し
た
。本
展
出

品
作
品
の
主
題
と
な
っ
て
い
る
神
話
の
モ

チ
ー
フ
と
そ
の
造
形
、ブ
ラ
ッ
ク
の
作
品
と

の
影
響
関
係
に
つ
い
て
、紀
元
前
八
世
紀

の
エ
ト
ル
リ
ア
文
化
を
意
識
し
て
い
た
点

も
触
れ
ら
れ
て
い
ま
し
た
。特
に
興
味
深

か
っ
た
内
容
は
、第
二
次
大
戦
後
の
ブ

ラ
ッ
ク
と
装
飾
芸
術
に
つ
い
て
、一
九
三
〇

年
代
当
時
の
社
会
背
景
に
、近
代
的
な
装

飾
を
教
会
の
中
に
採
り
入
れ
て
い
こ
う
と

す
る
動
き
が
あ
り
、ま
た
ブ
ラ
ッ
ク
だ
け

で
は
な
く
、ピ
カ
ソ
、マ
テ
ィ
ス
、シ
ャ
ガ
ー

ル
な
ど
、同
時
代
の
芸
術
家
た
ち
が
装
飾

や
工
芸
と
い
っ
た
分
野
に
も
制
作
の
幅
を

広
げ
て
い
っ
た
と
い
う
お
話
で
し
た
。

【
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ「
真
鍮
の
ブ
ロ
ー
チ
づ
く

り
に
チ
ャ
レ
ン
ジ
」】

子
供
向
け
：
八
月
十
六
日（
木
）

一
般
向
け
：
九
月
八
日（
土
）

講
師：金
沢
み
の
り
氏（
オ
フ
ィ
スマッ
チ
ン
グ
モ
ウ
ル
）

　
ブ
ラ
ッ
ク
が
デ
ザ
イ
ン
を
手
掛
け
た
ジ
ュ

エ
リ
ー
の一
部
に
は
、金
属
板
を
叩
い
て
形
を

造
り
上
げ
て
い
く「
鍛
金
」と
い
う
技
法
が
見

ら
れ
ま
す
。今
回
は
こ
の
技
法
を
用
い
て
、ブ

ラ
ッ
ク
作
品
に
登
場
す
る
モ
チ
ー
フ
の
型
紙

を
使
い
、ブ
ロ
ー
チ
づ
く
り
を
行
い
ま
し
た
。一

時
間
ほ
ど
真
鍮
板
を
叩
き
続
け
る
工
程
は
、

大
人
で
も
と
て
も
根
気
の
い
る
作
業
で
し
た

が
、最
後
に
は
皆
さ
ん
素
敵
な
ブ
ロ
ー
チ
を

完
成
さ
せ
て
い
ま
し
た
。

完成したブローチ

小
幡
早
苗

平
成
3 0
年
度
博
物
館
実
習

館内での講義風景 歴史資料の取扱い

　
当
館
で
は
、学
芸
員
資
格
の
取
得
を

め
ざ
す
学
生
に
向
け
た
博
物
館
実
習
を

毎
年
、夏
季
期
間
に
行
っ
て
い
ま
す
。

　
今
年
度
は
、八
月
二
十
一
日（
火
）か

ら
二
十
五
日（
土
）ま
で
の
五
日
間
で
実

施
し
、愛
知
県
立
大
学
、愛
知
教
育
大

学
、愛
知
淑
徳
大
学
、愛
知
学
院
大
学
、

名
古
屋
学
芸
大
学
、名
古
屋
芸
術
大

学
、中
部
大
学
よ
り
各
一
名
、全
七
名
の

大
学
生
が
参
加
し
ま
し
た
。県
外
か
ら

の
実
習
生
も
含
め
、毎
日
、一
時
間
に
二

本
の
バ
ス
に
乗
っ
て
通
っ
て
い
た
だ
き
、

途
中
は
台
風
の
通
過
も
あ
り
ま
し
た

が
、皆
さ
ん
無
事
に
全
課
程
を
修
了
し

ま
し
た
。

　
博
物
館
実
習
は
、実
際
に
博
物
館
の

現
場
で
学
芸
員
を
は
じ
め
と
す
る
館
職

員
の
仕
事
を
学
ぶ
ま
た
と
な
い
機
会
で

あ
る
た
め
、当
館
で
は
実
践
に
重
点
を

置
い
た
内
容
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　
実
習
の
課
程
は
、ま
ず
館
の
ガ
イ
ダ

ン
ス
か
ら
始
ま
り
ま
す
。収
蔵
庫
や
空

調
管
理
設
備
な
ど
迷
路
の
よ
う
な
舞
台

裏
を
め
ぐ
り
、施
設
管
理
や
館
全
体
の

運
営
に
つ
い
て
紹
介
し
ま
す
。

　
次
に
、担
当
の
学
芸
員
が
入
れ
替
わ

り
な
が
ら
美
術
、歴
史
、民
俗
、考
古
の

各
資
料
の
収
集
・
保
存
か
ら
取
り
扱
い

に
つ
い
て
、自
ら
の
経
験
を
交
え
な
が
ら

説
明
を
行
い
ま
す
。直
接
手
に
取
る
前

に
行
う
資
料
の
状
態
確
認
の
仕
方
も
実

践
し
、収
蔵
品
を
例
に
、資
料
の
小
さ
な

破
れ
や
ヒ
ビ
ま
で
も
観
察
し
ま
す
。そ
し

て
い
よ
い
よ
、実
際
に
資
料
に
触
れ
て

扱
っ
て
も
ら
い
ま
す
。巻
子
の
巻
き
方
、

民
俗
資
料
の
計
測
な
ど
、皆
さ
ん
よ
く

資
料
を
観
な
が
ら
丁
寧
に
取
り
扱
っ
て

い
ま
し
た
。

　
今
回
は
丁
度
こ
の
時
期
に
重
な
っ

た
、資
料
を
カ
ビ
や
虫
害
か
ら
守
る

燻
蒸
の
様
子
も
実
見
し
て
も
ら
え
ま
し

た
。燻
蒸
庫
に
新
収
蔵
や
借
用
し
た
品

が
積
み
込
ま
れ
た
前
で
、専
門
業
者
の

担
当
者
の
方
か
ら
燻
蒸
の
方
法
を
聞

き
、効
果
判
定
用
の
コ
ク
ゾ
ウ
ム
シ
、ク

ロ
コ
ウ
ジ
カ
ビ
の
テ
ス
ト
サ
ン
プ
ル
を
設

置
す
る
と
こ
ろ
を
見
学
し
ま
し
た
。

　
他
に
も
、展
覧
会
の
企
画
か
ら
実
施

ま
で
の
直
接
展
示
に
関
わ
る
こ
と
か

ら
、講
座
や
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
な
ど
の
教

育
普
及
と
、ポ
ス
タ
ー
・
ち
ら
し
の
制

作
・
発
送
を
は
じ
め
Ｓ
Ｎ
Ｓ
に
よ
る
発

信
な
ど
の
広
報
活
動
も
講
義
に
含
ま
れ

て
い
ま
す
。実
習
後
半
に
は
図
書
の
整

理
も
体
験
し
て
も
ら
い
ま
し
た
。活
用

し
や
す
い
よ
う
に
分
類
し
て
配
架
す
る

作
業
を
、グ
ル
ー
プ
内
で
自
発
的
に
役

割
分
担
し
な
が
ら
、チ
ー
ム
ワ
ー
ク
よ
く

進
め
て
い
ま
し
た
。

　
ま
た
、市
内
の
世
界
子
ど
も
美
術
博

物
館
、美
術
館
か
ら
も
ベ
テ
ラ
ン
の
学
芸

員
が
、各
館
の
特
色
や
活
動
を
紹
介
し

ま
す
。

　
こ
う
し
て
五
日
間
で
博
物
館
の
仕
事

全
般
と
岡
崎
市
の
全
体
の
状
況
を
博
物

館
の
抱
え
る
課
題
な
ど
も
含
め
て
ひ
と

と
お
り
知
っ
て
も
ら
い
ま
し
た
。

　
内
容
の
積
ま
っ
た
日
程
と
実
習
ノ
ー

ト
の
作
成
で
、実
習
生
の
皆
さ
ん
は
忙

し
か
っ
た
と
思
い
ま
す
が
、休
憩
時
間
に

も
、通
路
に
並
ぶ
展
示
台
を
見
て
い
た

り
、開
催
中
の
ジ
ョ
ル
ジ
ュ・
ブ
ラ
ッ
ク
展

を
鑑
賞
し
た
り
と
熱
心
に
取
り
組
ん
で

い
ま
し
た
。

　
今
回
の
実
習
生
の
専
攻
分
野
は
様
々

で
、美
術
、歴
史
学
、考
古
学
、造
形
文

化
、メ
デ
ィ
ア
プ
ロ
デ
ュ
ー
ス
、フ
ァ
ッ
シ
ョ

ン
造
形
と
多
岐
に
わ
た
り
ま
し
た
が
、

当
館
が
美
術
も
博
物
も
取
り
扱
っ
て
い

る
か
ら
こ
そ
幅
広
く
受
け
入
れ
ら
れ
、

そ
し
て
実
習
時
間
を
共
有
す
る
こ
と
で

そ
れ
ぞ
れ
の
専
門
以
外
の
輪
が
広
が
っ

た
と
思
い
ま
す
。こ
れ
か
ら
も
こ
の
経
験

を
活
か
し
て
い
っ
て
い
た
だ
け
る
と
幸
い

で
す
。当
館
に
と
っ
て
も
若
い
世
代
の
皆

さ
ん
か
ら
、直
接
意
見
を
聞
け
る
貴
重

な
機
会
と
な
り
ま
し
た
。

た
ん
き
ん

く
ん
じ
ょ
う

髙
見
翔
子

刀剣男士「蜻蛉切」等身大パネルの設置風景
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特
別
企
画
展「
名
刀
は
語
る
」の
取
り
組
み

　
特
別
企
画
展「
名
刀
は
語
る
」（
六
月
二

日
〜
七
月
十
六
日
開
催
）は
、目
標
を
越

え
る
多
く
の
皆
様
に
ご
来
館
頂
き
ま
し

た
。要
因
と
し
て
は
、日
本
有
数
の
刀
剣
コ

レ
ク
シ
ョ
ン
を
誇
る
佐
野
美
術
館
の
協
力

を
得
て
、展
示
内
容
が
充
実
し
て
い
た
こ

と
、岡
崎
ゆ
か
り
の
武
将
本
多
忠
勝
の
愛

槍「
大
笹
穂
槍（
号 

蜻
蛉
切
）」の
特
別
出

品
に
合
わ
せ
て
、本
多
家
の
名
宝
と
三
河

の
刀
工
の
名
品
を
紹
介
す
る
岡
崎
独
自
の

展
示
を
企
画
し
た
こ
と
、特
に「
蜻
蛉
切
」

と
忠
勝
所
用
の「
黒
糸
威
胴
丸
具
足
」が

会
す
る
の
は
岡
崎
で
は
約
三
〇
年
ぶ
り
の

貴
重
な
機
会
で
あ
っ
た
こ
と
等
が
挙
げ
ら

れ
ま
す
が
、加
え
て
広
報
や
イ
ベ
ン
ト
な
ど

で
当
館
初
の
様
々
な
試
み
を
行
い
ま
し

た
。

【「
刀
剣
乱
舞
」、「
葵
武
将
隊
」と
の
コ
ラ
ボ

レ
ー
シ
ョ
ン
企
画
】

　「
蜻
蛉
切
」の
特
別
出
品
を
記
念
し
て
、

Ｐ
Ｃ
ブ
ラ
ウ
ザ
＆
ス
マ
ホ
向
け
ゲ
ー
ム「
刀

剣
乱
舞
‐
Ｏ
Ｎ
Ｌ
Ｉ
Ｎ
Ｅ
‐
」と
の
コ
ラ
ボ

企
画
と
し
て
、刀
剣
男
士「
蜻
蛉
切
」等
身

大
パ
ネ
ル
の
展
示（
記
念
撮
影
可
）と
、特

設
シ
ョ
ッ
プ
に
て
関
連
グ
ッ
ス
を
販
売
し
ま

し
た
。ま
た
グ
レ
ー
ト
家
康
公「
葵
」武
将

隊
に
よ
る
演
武
披
露
と
武
将
隊
と
巡
る
展

示
説
明
会
を
企
画
し
ま
し
た
。近
年
の

「
刀
剣
」や「
歴
女
」ブ
ー
ム
を
受
け
、幅
広

い
層
の
方
々
に
本
展
に
お
越
し
頂
く
き
っ

か
け
と
な
り
ま
し
た
。

【
Ｓ
Ｎ
Ｓ
の
活
用
】

　
近
年
の
Ｓ
Ｎ
Ｓ
の
広
が
り
を
重
視
し

て
、Ｗ
ｅ
ｂ
広
報
に
注
力
し
ま
し
た
。当
館

の
Ｈ
Ｐ
や
ｆ
ａ
ｃ
ｅ
ｂ
ｏ
ｏ
ｋ
に
加
え
、広

報
課
や
シ
テ
ィ
プ
ロ
モ
ー
シ
ョ
ン
、観
光
協

会
な
ど
の
Ｓ
Ｎ
Ｓ
で
展
覧
会
情
報
を
頻

繁
に
発
信
す
る
と
と
も
に
、展
示
室
に
撮

影
可
能
な
箇
所（
徳
川
将
軍
家
伝
来
刀

コ
ー
ナ
ー
、蜻
蛉
切
コ
ー
ナ
ー
）を
設
け
、展

覧
会
内
容
の
Ｓ
Ｎ
Ｓ
拡
散
に
努
め
ま
し

た
。

【
岡
崎
市
内
刀
剣
巡
り
】

　
同
時
期
開
催
の
三
河
武
士
の
や
か
た
家

康
館
企
画
展「
美
し
き
日
本
刀
〜
三
河
地

方
の
刀
剣
を
中
心
に
〜
」と
観
覧
チ
ケ
ッ

ト
半
券
提
示
に
よ
る
観
覧
料
相
互
割
引

を
実
施
し
、相
乗
効
果
が
あ
り
ま
し
た
。

浦
野
加
穂
子

企
画
展「
ジョル
ジュ・ブ
ラッ
ク―

宝
飾
デ
ザ
イ
ン
の
輝
き
」 

イ
ベン
ト
後
記

　
企
画
展「
ジ
ョ
ル
ジ
ュ・
ブ
ラ
ッ
ク
―
宝

飾
デ
ザ
イ
ン
の
輝
き
」（
七
月
二
十
八
日
〜

九
月
十
七
日
開
催
）で
は
、展
覧
会
関
連

イ
ベ
ン
ト
と
し
て
、講
演
会
と
ワ
ー
ク

シ
ョ
ッ
プ
を
行
い
ま
し
た
。

【
講
演
会
】七
月
二
十
九
日（
日
）

「
芸
術
に
お
け
る
規
則
と
感
情
―
ジ
ョ
ル

ジ
ュ・
ブ
ラ
ッ
ク
に
お
け
る
キ
ュ
ビ
ス
ム
か
ら

古
典
主
義
へ
の
変
容
」

講
師
：
松
井
裕
美
氏（
名
古
屋
大
学
高
等
研
究

院
人
文
学
研
究
科
特
任
助
教
）

　
演
題
で
あ
る「
芸
術
に
お
け
る
規
則
と

感
情
」は
、一
九
一
七
年
に
ブ
ラ
ッ
ク
が
残
し

た
言
葉
か
ら
引
用
さ
れ
て
い
ま
し
た
。講

演
会
で
は
、ブ
ラ
ッ
ク
の
制
作
に
関
す
る

解
説
と
併
せ
て
、当
時
の
社
会
背
景
と
同

時
代
の
作
家
た
ち
の
制
作
や
そ
の
動
向
に

つ
い
て
も
お
話
い
た
だ
き
ま
し
た
。本
展
出

品
作
品
の
主
題
と
な
っ
て
い
る
神
話
の
モ

チ
ー
フ
と
そ
の
造
形
、ブ
ラ
ッ
ク
の
作
品
と

の
影
響
関
係
に
つ
い
て
、紀
元
前
八
世
紀

の
エ
ト
ル
リ
ア
文
化
を
意
識
し
て
い
た
点

も
触
れ
ら
れ
て
い
ま
し
た
。特
に
興
味
深

か
っ
た
内
容
は
、第
二
次
大
戦
後
の
ブ

ラ
ッ
ク
と
装
飾
芸
術
に
つ
い
て
、一
九
三
〇

年
代
当
時
の
社
会
背
景
に
、近
代
的
な
装

飾
を
教
会
の
中
に
採
り
入
れ
て
い
こ
う
と

す
る
動
き
が
あ
り
、ま
た
ブ
ラ
ッ
ク
だ
け

で
は
な
く
、ピ
カ
ソ
、マ
テ
ィ
ス
、シ
ャ
ガ
ー

ル
な
ど
、同
時
代
の
芸
術
家
た
ち
が
装
飾

や
工
芸
と
い
っ
た
分
野
に
も
制
作
の
幅
を

広
げ
て
い
っ
た
と
い
う
お
話
で
し
た
。

【
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ「
真
鍮
の
ブ
ロ
ー
チ
づ
く

り
に
チ
ャ
レ
ン
ジ
」】

子
供
向
け
：
八
月
十
六
日（
木
）

一
般
向
け
：
九
月
八
日（
土
）

講
師：金
沢
み
の
り
氏（
オ
フ
ィ
スマッ
チ
ン
グ
モ
ウ
ル
）

　
ブ
ラ
ッ
ク
が
デ
ザ
イ
ン
を
手
掛
け
た
ジ
ュ

エ
リ
ー
の一
部
に
は
、金
属
板
を
叩
い
て
形
を

造
り
上
げ
て
い
く「
鍛
金
」と
い
う
技
法
が
見

ら
れ
ま
す
。今
回
は
こ
の
技
法
を
用
い
て
、ブ

ラ
ッ
ク
作
品
に
登
場
す
る
モ
チ
ー
フ
の
型
紙

を
使
い
、ブ
ロ
ー
チ
づ
く
り
を
行
い
ま
し
た
。一

時
間
ほ
ど
真
鍮
板
を
叩
き
続
け
る
工
程
は
、

大
人
で
も
と
て
も
根
気
の
い
る
作
業
で
し
た

が
、最
後
に
は
皆
さ
ん
素
敵
な
ブ
ロ
ー
チ
を

完
成
さ
せ
て
い
ま
し
た
。

完成したブローチ

小
幡
早
苗

平
成
3 0
年
度
博
物
館
実
習

館内での講義風景 歴史資料の取扱い

　
当
館
で
は
、学
芸
員
資
格
の
取
得
を

め
ざ
す
学
生
に
向
け
た
博
物
館
実
習
を

毎
年
、夏
季
期
間
に
行
っ
て
い
ま
す
。

　
今
年
度
は
、八
月
二
十
一
日（
火
）か

ら
二
十
五
日（
土
）ま
で
の
五
日
間
で
実

施
し
、愛
知
県
立
大
学
、愛
知
教
育
大

学
、愛
知
淑
徳
大
学
、愛
知
学
院
大
学
、

名
古
屋
学
芸
大
学
、名
古
屋
芸
術
大

学
、中
部
大
学
よ
り
各
一
名
、全
七
名
の

大
学
生
が
参
加
し
ま
し
た
。県
外
か
ら

の
実
習
生
も
含
め
、毎
日
、一
時
間
に
二

本
の
バ
ス
に
乗
っ
て
通
っ
て
い
た
だ
き
、

途
中
は
台
風
の
通
過
も
あ
り
ま
し
た

が
、皆
さ
ん
無
事
に
全
課
程
を
修
了
し

ま
し
た
。

　
博
物
館
実
習
は
、実
際
に
博
物
館
の

現
場
で
学
芸
員
を
は
じ
め
と
す
る
館
職

員
の
仕
事
を
学
ぶ
ま
た
と
な
い
機
会
で

あ
る
た
め
、当
館
で
は
実
践
に
重
点
を

置
い
た
内
容
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　
実
習
の
課
程
は
、ま
ず
館
の
ガ
イ
ダ

ン
ス
か
ら
始
ま
り
ま
す
。収
蔵
庫
や
空

調
管
理
設
備
な
ど
迷
路
の
よ
う
な
舞
台

裏
を
め
ぐ
り
、施
設
管
理
や
館
全
体
の

運
営
に
つ
い
て
紹
介
し
ま
す
。

　
次
に
、担
当
の
学
芸
員
が
入
れ
替
わ

り
な
が
ら
美
術
、歴
史
、民
俗
、考
古
の

各
資
料
の
収
集
・
保
存
か
ら
取
り
扱
い

に
つ
い
て
、自
ら
の
経
験
を
交
え
な
が
ら

説
明
を
行
い
ま
す
。直
接
手
に
取
る
前

に
行
う
資
料
の
状
態
確
認
の
仕
方
も
実

践
し
、収
蔵
品
を
例
に
、資
料
の
小
さ
な

破
れ
や
ヒ
ビ
ま
で
も
観
察
し
ま
す
。そ
し

て
い
よ
い
よ
、実
際
に
資
料
に
触
れ
て

扱
っ
て
も
ら
い
ま
す
。巻
子
の
巻
き
方
、

民
俗
資
料
の
計
測
な
ど
、皆
さ
ん
よ
く

資
料
を
観
な
が
ら
丁
寧
に
取
り
扱
っ
て

い
ま
し
た
。

　
今
回
は
丁
度
こ
の
時
期
に
重
な
っ

た
、資
料
を
カ
ビ
や
虫
害
か
ら
守
る

燻
蒸
の
様
子
も
実
見
し
て
も
ら
え
ま
し

た
。燻
蒸
庫
に
新
収
蔵
や
借
用
し
た
品

が
積
み
込
ま
れ
た
前
で
、専
門
業
者
の

担
当
者
の
方
か
ら
燻
蒸
の
方
法
を
聞

き
、効
果
判
定
用
の
コ
ク
ゾ
ウ
ム
シ
、ク

ロ
コ
ウ
ジ
カ
ビ
の
テ
ス
ト
サ
ン
プ
ル
を
設

置
す
る
と
こ
ろ
を
見
学
し
ま
し
た
。

　
他
に
も
、展
覧
会
の
企
画
か
ら
実
施

ま
で
の
直
接
展
示
に
関
わ
る
こ
と
か

ら
、講
座
や
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
な
ど
の
教

育
普
及
と
、ポ
ス
タ
ー
・
ち
ら
し
の
制

作
・
発
送
を
は
じ
め
Ｓ
Ｎ
Ｓ
に
よ
る
発

信
な
ど
の
広
報
活
動
も
講
義
に
含
ま
れ

て
い
ま
す
。実
習
後
半
に
は
図
書
の
整

理
も
体
験
し
て
も
ら
い
ま
し
た
。活
用

し
や
す
い
よ
う
に
分
類
し
て
配
架
す
る

作
業
を
、グ
ル
ー
プ
内
で
自
発
的
に
役

割
分
担
し
な
が
ら
、チ
ー
ム
ワ
ー
ク
よ
く

進
め
て
い
ま
し
た
。

　
ま
た
、市
内
の
世
界
子
ど
も
美
術
博

物
館
、美
術
館
か
ら
も
ベ
テ
ラ
ン
の
学
芸

員
が
、各
館
の
特
色
や
活
動
を
紹
介
し

ま
す
。

　
こ
う
し
て
五
日
間
で
博
物
館
の
仕
事

全
般
と
岡
崎
市
の
全
体
の
状
況
を
博
物

館
の
抱
え
る
課
題
な
ど
も
含
め
て
ひ
と

と
お
り
知
っ
て
も
ら
い
ま
し
た
。

　
内
容
の
積
ま
っ
た
日
程
と
実
習
ノ
ー

ト
の
作
成
で
、実
習
生
の
皆
さ
ん
は
忙

し
か
っ
た
と
思
い
ま
す
が
、休
憩
時
間
に

も
、通
路
に
並
ぶ
展
示
台
を
見
て
い
た

り
、開
催
中
の
ジ
ョ
ル
ジ
ュ・
ブ
ラ
ッ
ク
展

を
鑑
賞
し
た
り
と
熱
心
に
取
り
組
ん
で

い
ま
し
た
。

　
今
回
の
実
習
生
の
専
攻
分
野
は
様
々

で
、美
術
、歴
史
学
、考
古
学
、造
形
文

化
、メ
デ
ィ
ア
プ
ロ
デ
ュ
ー
ス
、フ
ァ
ッ
シ
ョ

ン
造
形
と
多
岐
に
わ
た
り
ま
し
た
が
、

当
館
が
美
術
も
博
物
も
取
り
扱
っ
て
い

る
か
ら
こ
そ
幅
広
く
受
け
入
れ
ら
れ
、

そ
し
て
実
習
時
間
を
共
有
す
る
こ
と
で

そ
れ
ぞ
れ
の
専
門
以
外
の
輪
が
広
が
っ

た
と
思
い
ま
す
。こ
れ
か
ら
も
こ
の
経
験

を
活
か
し
て
い
っ
て
い
た
だ
け
る
と
幸
い

で
す
。当
館
に
と
っ
て
も
若
い
世
代
の
皆

さ
ん
か
ら
、直
接
意
見
を
聞
け
る
貴
重

な
機
会
と
な
り
ま
し
た
。

た
ん
き
ん

く
ん
じ
ょ
う

髙
見
翔
子

刀剣男士「蜻蛉切」等身大パネルの設置風景



■平成30年度企画展

明治150年　近代日本の挑戦者たち
―博覧会にみる明治の三河
９月29日（土）～11月11日（日）
□講演会（当館１階セミナールームにて）
日時：10月７日(日)午後２時～
「博覧会にみる明治の日本」
講師：國雄行氏（首都大学東京教授）
□経営者にきく明治150年（当館１階セミナールームにて）
日時：10月20日（土）午後２時～
①「八丁味噌のこれまでとこれから」
講師：浅井信太郎氏（まるや八丁味噌代表取締役社長）
　　 早川久右衛門氏（カクキュー八丁味噌代表・八丁味噌協同組合理事長）
日時：11月４日（日）午後２時～
②「服部工業―御用鋳物師から服部グループへ」
講師：服部良男氏（服部グループ代表）

□作家トーク（当館１階セミナールームにて）
日時：10月28日（日）午後２時～
講師：柄澤照文氏
□展示説明会（当館１階展示室にて）
日時：10月６日（土）、10月18日（木）、11月３日（土・祝）、11月11日（日）
　　  いずれも午後２時～
□八丁味噌の日
日時：10月８日（月・祝）、10月18日（木）、10月28日（日）、11月８日（木）
展覧会開催中８の付く日は「八丁味噌の日」とし、各日入場者の先着５組様に、
当館１Ｆ受付にてまるや八丁味噌・カクキュー八丁味噌の商品詰め合わせをプ
レゼントします。
□パンマルシェ
日時：10月18日(木)　午前10時～午後３時（売り切れ次第終了）
場所：当館前　風の道（晴天時）
　　  総合体育館エントランスホール（雨天時）
明治期の博覧会では会場前に出店が並び、博覧会を盛り上げていました。それに
ちなんで岡崎市内の人気のパン屋を中心に約20店舗が出店し、「パンマルシェ 
in 中総」を開催します。

編集後記｜平成30年（2018）は、明治元年（1868）から満150年の年に当たり、全国各地で明治期を振り返り、将来につなげる事業が行われています。

岡崎市では、９月29日から開催の「近代日本の挑戦者たち－博覧会にみる明治の三河」で、世の状況や常識がめまぐるしく変わる新しい時代に、現在の

“モノづくりの地”の下地を生み出していった人々の取組をご覧いただきます。八丁味噌の日、パンマルシェなどイベントも盛りだくさんです。（小幡）
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な
ぜ
高
浜
市
に
こ
の
よ
う
な
資
料
が

あ
る
の
だ
ろ
う
か
。思
わ
ず
首
を
か
し

げ
て
し
ま
っ
た
。

　
最
近
地
元
の『
高
浜
市
誌
』を
手
に

し
て
読
ん
で
み
た
。恥
か
し
な
が
ら
市

誌
の
存
在
は
知
っ
て
い
た
が
、今
ま
で

じ
っ
く
り
と
読
ん
だ
こ
と
は
な
か
っ
た
。

あ
ら
た
め
て
目
を
通
し
て
み
る
と
、な

ん
と
幕
末
の
福
井
藩
主
松
平
春
嶽
が

高
浜
市
の
狂
俳
の
宗
匠
一
僲
舎
に
揮
毫

し
た
扁
額
が
あ
る
こ
と
が
記
さ
れ
て
い

た
。そ
の
記
述
を
目
に
し
た
と
き
は
、衝

撃
的
で
あ
っ
た
。ま
さ
か
高
浜
市
に
春

嶽
が
揮
毫
し
た
扁
額
が
あ
る
と
は
…
。

　
そ
し
て
、つ
い
先
日
そ
の
扁
額
を
お

世
話
に
な
っ
た
先
生
と
と
も
に
一
僲
舎

の
ご
子
孫
の
方
か
ら
見
せ
て
頂
け
る
機

会
が
あ
っ
た
。扁
額
に
は「
一
僲
舎
　
春

嶽
」と
あ
っ
た
。や
は
り
本
物
は
違
う
。

そ
の
迫
力
に
圧
倒
さ
れ
る
。特
に
扁
額

の「
春
嶽
」と
い
う
名
前
を
目
に
し
た
時

は
興
奮
と
と
も
に
、何
と
も
言
え
な
い

感
情
が
こ
み
あ
げ
て
き
た
。

　
し
か
し
、「
な
ぜ
高
浜
の
狂
俳
の
宗
匠

が
福
井
藩
主
の
松
平
春
嶽
か
ら
揮
毫

し
て
も
ら
っ
た
の
だ
ろ
う
か
」、「
松
平

春
嶽
と
一
僲
舎
は
ど
う
い
っ
た
関
係
で

あ
っ
た
の
か
」疑
問
が
湧
い
て
く
る
。こ

れ
ら
の
疑
問
を
解
明
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

　
今
ま
で
高
浜
市
と
松
平
春
嶽
が
結

び
つ
く
と
は
思
い
も
し
て
い
な
か
っ
た
。

只
々
驚
き
の
一
点
で
し
か
な
い
。灯
台
下

暗
し
で
あ
る
。（
柴
）

　
昨
年
十
一
月
、私
の「
夢
」が
叶
い
ま
し

た
。

　
滞
独
し
て
い
た
時
の
、苦
楽
を
共
に
し

た
友
と
の
二
十
年
ぶ
り
の
再
会
で
す
。そ

し
て
こ
の
再
会
は
、彼
女
の
強
い
思
い
が

あ
っ
た
か
ら
こ
そ
叶
っ
た
の
だ
と
信
じ
て

い
ま
す
。

　
七
年
前
の
東
北
大
震
災
は
、世
界
中
を

震
撼
さ
せ
た
大
惨
事
で
し
た
。疎
遠
に
な

り
つ
つ
あ
っ
た
私
達
で
し
た
が
、彼
女
は
私

の
安
否
を
心
配
し
て
、Ｓ
Ｎ
Ｓ
を
駆
使
し

て
私
を
探
し
続
け
て
く
れ
ま
し
た
。小
さ

な
島
国
日
本
全
土
が
震
災
、原
発
事
故
に

見
舞
わ
れ
て
し
ま
っ
た
か
の
よ
う
に
、感
じ

た
よ
う
で
す
。東
洋
、特
に
日
本
に
と
て
も

興
味
を
持
っ
て
く
れ
て
い
た
彼
女
、そ
し

て
息
子
さ
ん
の
日
本
へ
の
留
学
。彼
に
会

う
た
め
の
来
日
で
し
た
が
、私
達
は
そ
れ

ま
で
の
会
え
な
か
っ
た
時
間
を
取
り
戻
す

か
の
よ
う
に
、語
り
合
い
、笑
い
合
い
、泣

き
ま
く
り
ま
し
た
。彼
女
が
私
に
言
い
ま

し
た
。「
私
達
き
っ
と
会
え
る
と
思
っ
て
い

た
・・・
。」で
も
私
は「
私
達
も
う
二
度
と

会
え
な
い・・・
。」と
思
っ
て
二
十
年
を
過

ご
し
て
き
ま
し
た
。彼
女
の
思
い
を
知
り
、

私
は
ど
れ
程
自
分
を
恥
ず
か
し
く
感
じ

た
こ
と
で
し
ょ
う
。

　
今
私
の
机
に
は
、彼
女
に
も
ら
っ
た
ド
イ

ツ・バ
イ
エ
ル
ン
州
の
カ
レ
ン
ダ
ー
が
あ
り
ま

す
。か
の
地
で
彼
女
と
再
び
時
を
刻
む
こ
と

が
で
き
る
の
を
、信
じ
て
い
る
私
が
い
ま
す
。

　
彼
女
が
別
れ
際
に
囁
き
ま
し
た
。「
も

う
私
達
、二
十
年
も
待
た
な
い
わ
よ

ね・・・
。」（
林
）

え
っ
! ! 

な
ぜ
こ
こ
に
あ
る
の
？

一
途
な
思
い
は
、い
つ
か
き
っ
と
花
開
く

い
っ
せ
ん
し
ゃ し

ゅ
ん
が
く


