
■平成31年度企画展

チェコ・デザイン100年の旅
平成31年４月６日（土）～平成31年５月19日（日）
□講演会
①「チェコ・デザインとチェコ国立プラハ工芸美術館のコレクションについて」
日時／4月6日（土） 午後2時～ 
講師／ラジム・ヴォンドラーチェク氏（チェコ国立プラハ工芸美術館主任学芸員） 
②「戦前チェコの前衛的なデザイン・その代表作とコンテキスト」
日時／4月20日（土）  午後２時～ 
講師／ヘレナ・チャプコヴァー氏（博士(美術史)/立命館大学グローバル教養学
部准教授) 
※講演会共通
会場／当館1階セミナールーム
定員／先着70名（いずれも当日午後1時30分開場・整理券配布）、聴講無料

□国際博物館の日
日時／5月18日（土）  先着50名様に記念品を贈呈します。

□ギャラリートーク
日時／4月27日（土）  午後2時～ 
担当／当館学芸員
会場／当館１階展示室
参加費／無料（ただし、当日の観覧チケットが必要です。） 
　　　
□子どもプログラム
親子のためのギャラリートーク
日時／5月5日（日・祝）  午後2時～
担当／当館学芸員
会場／当館１階展示室
参加費／無料（ただし、当日の観覧チケットが必要です。）
会期中はほかに、ぬりえ、チェコ展ちょこっとクイズシートもあります。

□岡崎シビックセンター Presents コンサート
「スプリングコンサート 弦楽二重奏による音楽の旅」
日時／４月14日（日）  午後2時～
会場／当館１階セミナールーム
定員／先着70名（いずれも当日午後1時30分開場・整理券配布）、参加無料

編集後記｜平成31年度がスタートしました！トップバッターの展覧会は「チェコ・デザイン１００年の旅」。チェコといえば、ドヴォルザークや

スメタナ、ヤナーチェクなど音楽の世界でも親しみがある国です。会期中には、岡崎出身の演奏家によるチェコにまつわるコンサートも開催

します。どうぞお楽しみに！（鏡味）
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　二
月
は
鬼
に
出
会
う
こ
と
が
多
い
月

で
あ
る
。節
分
で
の
鬼
、豊
橋
の
鬼
祭

り
、そ
し
て
岡
崎
の
瀧
山
寺
火
祭
り
で

の
鬼
で
あ
る
。豊
橋
の
鬼
祭
り
は
安
久

美
神
戸
神
明
社
と
氏
子
町
の
ま
つ
り

と
し
て
発
展
し
た
も
の
で
、鬼
と
天
狗

の
か
ら
か
い（
闘
い
）で
知
ら
れ
て
い

る
。小
麦
粉
と
端
切
り
飴
を
ば
ら
ま
き

な
が
ら
町
に
繰
り
出
す
鬼
の
パ
フ
ォ
ー

マ
ン
ス
は
ユ
ニ
ー
ク
で
あ
る
。瀧
山
寺
の

火
祭
り
は
御
存
じ
の
と
お
り
、祖
父
鬼

と
祖
母
鬼
、孫
鬼
の
三
匹
の
鬼
が
登
場

す
る
。夜
の
暗
闇
の
な
か
で
何
人
か
の

人
に
守
ら
れ
な
が
ら
、松
明
の
炎
と
と

も
に
本
堂
の
廻
り
で
動
き
ま
わ
る
姿

に
は
迫
力
が
あ
る
。豊
橋
と
岡
崎
の
祭

礼
で
の
鬼
を
比
較
し
て
み
る
の
も
一
興

で
あ
ろ
う
。豊
橋
の
鬼
が
天
狗
に
追
わ

れ
て
退
散
す
る
こ
と
は
一
見
、節
分
で

の「
鬼
は
外
」の
鬼
払
い
を
思
わ
せ
る

が
、田
畑
の
実
り
の
象
徴
で
あ
る
小
麦

粉
と
飴
を
撒
く
姿
は
五
穀
豊
穣
を
も

た
ら
す
も
の
で
あ
る
。瀧
山
寺
で
も
、

孫
鬼
が
大
き
な
鏡
餅
を
持
っ
て
登
場

す
る
こ
と
は
同
様
に
豊
作
を
祈
願
す

る
も
の
で
あ
る
。両
方
の
鬼
は
、追
い

払
っ
た
り
、ま
た
追
わ
れ
た
り
す
る
存

在
で
な
く
、私
た
ち
に
豊
穣
と
無
病
息

災
を
も
た
ら
す
存
在
で
あ
る
。鬼
の
よ

う
な
・・・
と
表
現
さ
れ
る
怖
い
存
在
は

身
の
回
り
に
い
る
が
。こ
こ
で
の
鬼
は

違
う
。二
つ
の
ま
つ
り
の
鬼
に
は
鬼
に

託
す
古
来
か
ら
の
人
々
の
思
い
が
表
現

さ
れ
て
い
る
。（
堀
）

　昨
年
、数
年
前
に
亡
く
な
っ
た
祖
父
の

形
見
の
カ
メ
ラ
を
修
理
し
た
。祖
父
が
使

用
し
て
い
た
カ
メ
ラ
に
は
、六
十
年
程
前

に
販
売
さ
れ
て
い
た
ア
ナ
ロ
グ
式
の
フ
ィ

ル
ム
カ
メ
ラ
か
ら
、電
池
式
の
フ
ィ
ル
ム
カ

メ
ラ
、電
池
式
の
デ
ジ
タ
ル
カ
メ
ラ
な
ど

が
あ
り
、カ
メ
ラ
の
変
遷
が
垣
間
見
え
る

よ
う
な
集
め
方
を
し
て
い
た
。古
い
カ
メ

ラ
を
修
理
で
き
る
店
舗
を
探
し
、す
べ
て

の
カ
メ
ラ
を
持
ち
込
み
、修
理
の
可
否
を

尋
ね
る
と
、祖
父
が
持
っ
て
い
た
中
で
最

も
古
い
ア
ナ
ロ
グ
式
の
フ
ィ
ル
ム
カ
メ
ラ

だ
け
が
修
理
が
可
能
で
あ
っ
た
。

　個
人
的
に
、写
真
と
い
う
媒
体
に
つ
い

て
し
ば
し
ば
考
え
る
こ
と
が
あ
る
。写
真

が
現
像
さ
れ
た
と
き
、撮
影
者
が
捉
え

よ
う
と
し
た
被
写
体
や
視
点
を
、完
全

に
共
有
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、現
像

に
よ
っ
て
写
真
の
鑑
賞
者
は
そ
の
片
鱗

を
追
体
験
す
る
こ
と
が
で
き
る
媒
体
で

あ
る
と
感
じ
て
い
る
。そ
の
た
め
、祖
父

が
覗
い
て
い
た
風
景
を
少
し
で
も
体
感

し
た
か
っ
た
と
い
う
の
が
、形
見
の
カ
メ

ラ
た
ち
を
修
理
に
持
ち
込
ん
だ
動
機

だ
っ
た
。

　修
理
を
終
え
、今
年
の
正
月
、家
族
の

姿
を
祖
父
の
カ
メ
ラ
で
写
真
に
収
め
よ

う
と
撮
影
を
し
た
。し
か
し
、露
光
の
調

節
な
ど
に
ま
だ
慣
れ
て
い
な
い
た
め
、良

く
撮
れ
た
写
真
は
、数
枚
ほ
ど
で
あ
っ

た
。祖
父
の
カ
メ
ラ
に
触
れ
た
こ
と
を
機

に
、今
後
も
フ
ィ
ル
ム
カ
メ
ラ
を
扱
っ
て
み

た
い
と
思
う
。祖
父
が
覗
い
た
風
景
の
残

像
を
求
め
て
。（
髙
）

二
つ
の
鬼

風
景
と
残
像

み  

か
ん  

べ

あ

　く



眼
の
極
楽
㉗

　花
と
鳥
の
か
た
ち

　
　
　信
春
の
蟻
と
蝶

　　『藤
原
為
忠
集
』に
載
る
鷺
や
烏
、鶏
、鶴
、尾
長
鳥
、鶺
鴒
な
ど
十
二
種
の
鳥
た
ち
を
詠
ん
だ
歌
十
三

首（
鶴
は
二
首
）こ
そ
が
、そ
れ
で
あ
る
。そ
の
う
ち
の
二
首
、烏
と
鶏
分
を
掲
げ
て
み
る
と
、

　
　村
烏
た
そ
が
れ
ど
き
に
う
ち
つ
れ
て

　
　
　
　
　
　
　
　い
そ
ぐ
羽
な
み
は
遠
の
山
も
と

　
　夜
ふ
け
ぬ
時
も
お
も
へ
ば
と
ほ
山
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　鐘
よ
り
さ
き
に
つ
ぐ
る
庭
鳥

と
あ
る
。い
ず
れ
も
見
慣
れ
た
光
景
を
詠
ん
だ
も
の
で
、時
刻
を
告
げ
る
鶏
や
、夕
暮
れ
ど
き
三
々
五
々

塒
に
帰
る
烏
を
歌
い
、ど
こ
か
童
謡
の
よ
う
な
懐
か
し
さ
さ
え
あ
る
だ
ろ
う
。

　と
こ
ろ
が
こ
れ
ら
十
三
首
は
、そ
の
前
書（
詞
書
）に
、

　
　あ
る
と
き
、松
公
の
き
た
の
か
た
よ
り
も
、唐
の
絵
を
此
く
に
の
絵
師
に
う
つ
さ
せ
侍
る
、翅
の
た

　
　ぐ
ひ
を
お
こ
せ
て
、和
歌
を
く
は
へ
よ
と
の
ぞ
み
し
か

と
あ
る
よ
う
に
題
詠
で
あ
っ
た
よ
う
で
、絵
に
描
か
れ
た
鳥
た
ち
を
詠
ん
だ
と
い
う
。歌
数
か
ら
す
れ

ば
、歌
は
屏
風
歌
、お
そ
ら
く
絵
は
屏
風
二
帖
、各
扇
に一
図
宛
て
貼
付
さ
れ
た
も
の
と
み
て
よ
い
だ
ろ

う
。し
か
も
そ
の
絵
は
、な
ん
と「
唐
の
絵
」を
写
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。と
な
る
と
、そ
れ
が
ど
の
よ
う
な

絵
で
あ
っ
た
の
か
。掲
出
し
た
歌
か
ら
は
ち
ょっ
と
想
像
す
る
こ
と
さ
え
難
し
い
の
だ
が
、例
え
ば
鶴
を

詠
ん
だ一
首
、

　
　絵
に
か
き
し
庭
の
洲
浜
の
鶴
を
み
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　と
ひ
て
い
ぬ
べ
き
思
ひ
げ
も
な
し

な
ど
か
ら
は
、既
に
本
連
載「
花
鳥
の
変
」（
眼
の
極
楽
㉒
）で
述
べ
た
漢
・
文
帝
の
上
林
苑（『
帝
鑑
図

説
』の
う
ち「
不
用
利
口
図
」）を
思
わ
せ
る
庭
園
図
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
か
。そ
の
絵
は
、ゆ
っ
た
り
と
鶴

が
歩
み
、牡
丹
が
咲
き
誇
る
、が
故
に
蝶
も
舞
う
ー
そ
ん
な
図
柄
を
想
定
で
き
る
の
か
も
知
れ
な
い
。ま

さ
し
く
花
鳥
図
で
あ
る
。そ
れ
が
、「
唐
の
絵
」を
写
さ
せ
た
も
の
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。

　つ
ま
り
平
安
か
ら
鎌
倉
時
代
、宋
代
花
鳥
図
が
輸
入
さ
れ
、し
か
も
そ
れ
が
確
か
に
模
写
さ
れ
て
い

た（
宮
島
新
一
薯『
肖
像
画
』日
本
歴
史
叢
書

　吉
川
弘
文
館

　一九
九
四
年
）。こ
れ
に『
延
善
式
』が
伝

え
る「
鴈 

草
木
之
類
」五
尺
屏
風
の
こ
と
を
考
え
併
せ
れ
ば
、当
代
花
鳥
画
の
制
作
が
、模
写
も
含
め
、

唐
絵
花
鳥
画
を
契
機
と
し
て
い
た
、と
み
る
の
も
不
可
能
で
は
あ
る
ま
い
。も
と
よ
り『
後
白
河
法
皇

像
』の
画
中
障
子
絵
の
蝶
も
尾
長
鳥
も
、そ
う
し
て
描
か
れ
た
は
ず
だ
。

　で
は
蝶
以
外
の
虫
た
ち
も
、そ
こ
に
描
か
れ
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。舶
載
さ
れ
た
宋
代
花
鳥
画
の
実

際
が
分
か
ら
な
い
以
上
、判
断
は
難
し
い
が
、そ
れ
程
多
く
描
か
れ
て
い
た
と
は
思
わ
な
い
。王
朝
人
の

眼
が
、秋
に
鳴
く
虫
や
夏
の
蝉
以
外
、広
く
虫
た
ち
に
向
け
ら
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

　と
は
い
え
虫
た
ち
が
全
く
取
り
上
げ
ら
れ
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。「
涅
槃
図
」に
は
釈
尊
の
死
を

悼
む
生
き
と
し
生
け
る
も
の
の一つ
と
し
て
、百
足
や
蜂
、蝶
、蜻
蛉
、蝸
牛
な
ど
が
登
場
し
て
い
る
し
、

『
地
獄
草
紙
』（
奈
良
国
立
博
物
館
蔵
）に
は
亡
者
た
ち
を
苛
む
化
物
た
ち
の
針
口
虫（
屎
糞
所
）や

最
猛
勝（
膿
血
所
）が
、蛆
や
蜂
を
イ
メ
ー
ジ
ソ
ー
ス
に
描
か
れ
て
い
る
で
は
な
い
か
。だ
が
そ
れ
ら
の
描

写
は
、あ
く
ま
で
経
説
か
ら
の
要
請
に
基
づ
く
も
の
で
、特
に
虫
そ
の
も
の
に
対
す
る
関
心
の
高
ま
り

が
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。

　と
な
る
と
日
本
経
画
史
が
、虫
た
ち
を
本
格
的
に
描
き
出
し
た
の
は
、何
時
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

「
蜻
蛉
飛
び
、虫
の
声
を
聞
く
」（
眼
の
極
楽
㉔
）「
江
戸
の
花
園
」（
同
㉓
）を
写
し
た
、抱
一の「
十
二
ケ
月

花
鳥
図
」の
出
現
ま
で
俟
た
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
か
。

　い
や
、そ
れ
よ
り
遥
か
以
前
、室
町
時
代
末
期
に
は
、す
で
に
虫
た
ち
の
姿
を
鮮
や
か
に
表
し
た
作
品

が
あ
っ
た
。長
谷
川
等
伯（
一五
三
九
〜
一六一
〇
）が「
信
春
」と
名
乗
っ
た
時
期
の
、お
そ
ら
く
三
十
代
後

半
の
作『
恵
比
寿
大
黒
・
草
虫
図
』三
幅
対（
京
都
国
立
博
物
館
蔵
）の
左
右
幅
で
あ
る
。芍
薬
、萱
草
を

主
た
る
モ
チ
ー
フ
と
す
る
。そ
の
右
幅「
芍
薬
図
」に
は
胡
蝶
と
蟻
が
、左
幅「
萱
草
図
」に
は
尉
鶲
と
虻

（
蜜
蜂
と
も
）と
が
写
さ
れ
て
い
る
。

　そ
の
内
で
と
り
わ
け
注
目
し
た
い
の
が
、芍
薬
の
茎
、葉
、花
弁
の
上
を
這
い
回
る
蟻
で
あ
る
。十
五

匹
も
数
え
る
。蟻
と
云
え
ば『
天
稚
彦
草
紙
絵
巻
』（
土
佐
広
周
筆

　ベル
リ
ン
東
洋
美
術
館
蔵
）に
登

場
す
る
蟻
が
思
い
出
さ
れ
る
が
、こ
ち
ら
は
、天
稚
彦
の
父
の
鬼
か
ら
、倉
に
収
め
ら
れ
た
千
殻
の
米

を
、一
粒
も
こ
ぼ
さ
ず
、別
の
倉
へ
運
ぶ
よ
う
難
題
を
課
せ
ら
れ
た
姫
君
を
救
う
べ
く
現
れ
た
蟻
が
描
か

れ
る
が
、描
写
は
概
念
的
で
、も
と
よ
り
物
語
か
ら
の
要
請
で
描
か
れ
た
も
の
。

　一方
、信
春
の
蟻
は
、茎
を
登
る
も
の
、葉
陰
か
ら
頭
部
を
出
す
も
の
な
ど
、ヒ
コ
ヒ
コ
と
動
か
す
触
覚

の
角
度
や
頭
部
、胴
部
の
つ
な
が
り
に
変
化
を
つ
け
、さ
ま
ざ
ま
な
姿
態
に
描
き
分
け
る
。そ
の
背
景
に

信
春
の
蟻
の
生
態
に
対
す
る
観
察
と
、そ
れ
に
基
づ
く
写
生
が
あ
っ
た
こ
と
は
疑
い
な
い
。

　
　山
蟻
の
あ
か
ら
さ
ま
な
り
白
牡
丹

牡
丹
吟
に
名
句
の
多
い
蕪
村
だ
が
、こ
れ
も
そ
の一つ
。白
牡
丹
を
白
芍
薬
に
換
え
れ
ば
、右
幅
の「
芍
薬

図
」と
な
る
の
だ
が
、信
春
の
蟻
を
見
つ
め
る
眼
は
、こ
の
蕪
村
の
そ
れ
に
近
い
と
思
う
の
だ
が
、ど
う
だ

ろ
う
。

　だ
が
こ
う
し
た
虫
へ
の
視
線
を
、信
春（
等
伯
）が
自
ら
の
力
で
獲
得
し
た
と
は
考
え
に
く
い
。と
い
う

の
も
信
春
時
代
の
等
伯
は
、故
郷
七
尾
で
絵
仏
師
と
し
て
仏
画
制
作
に
勤
し
ん
で
い
た
は
ず
で
、そ
も

そ
も
こ
の
三
福
対
の
よ
う
な
鑑
賞
的
花
鳥
画
を
描
く
こ
と
さ
え
無
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。信
春
が
こ
う

し
た
花
鳥
画
を
制
作
す
る
の
は
上
洛
を
果
た
し
た
後
と
み
ら
れ
、短
期
間
の
学
習
で
そ
の
制
作
に
習

熟
で
き
た
こ
と
は
、こ
の
三
福
対
の
完
成
度
の
高
さ
を
見
れ
ば
分
か
る
。硬
質
だ
が
伸
び
や
か
な
描
線
、

清
々
し
い
彩
色
、群
を
抜
く
出
来
映
え
を
示
す
。信
春
に
天
賦
の
才
あ
れ
ば
こ
そ
で
あ
る
。

　と
な
る
と
信
春
が
京
洛
で
学
ん
だ
花
鳥
画
は
、一
体
、ど
の
よ
う
な
作
で
あ
っ
た
の
か
。ま
ず
は
当
代

画
壇
を
指
導
し
た
狩
野
派
の
花
鳥
画
に
学
ぶ
―
常
識
的
に
は
そ
う
で
あ
ろ
う
。そ
の
花
鳥
画
は
、元
信

の「
花
鳥
の
変
」後
の
そ
れ
で
あ
っ
た
は
ず
で
、華
麗
な
彩
色
を
伴
い
、取
上
げ
る
花
鳥
も
、牡
丹
や
孔
雀

な
ど
珍
奇
で
豪
華
な
、い
わ
ば
漢
に
ま
つ
わ
る「
唐
め
き
た
る
」も
の
で
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。三
幅
対
に

描
か
れ
た
の
が
、芍
薬
や
萓
草
で
あ
っ
た
の
も
、牡
丹
と
と
も
に「
唐
め
き
た
る
」草
花
で
あ
っ
た
か
ら
で

信
春
花
鳥
画
の
出
目
を
物
語
る
。

　い
や
、さ
ら
に
信
春
の
狩
野
派
花
鳥
画
の
学
習
を
証
左
す
る
作
例
が
あ
っ
た
。し
か
も
こ
の
場
合
に

は
、影
響
を
与
え
た
作
品
さ
え
も
特
定
で
き
る
。そ
こ
か
ら
信
春
の
京
洛
に
お
け
る
動
向
を
知
る
手
掛

り
を
得
る
こ
と
も
で
き
る
は
ず
だ
。そ
ん
な
興
味
深
い
作
品
と
は
、『
花
鳥
図
屏
風
』（
岡
山
・
妙
覚
寺

蔵
）こ
そ
が
、そ
れ
で
あ
る
。六
曲
一
隻
、一
双
屏
風
の
左
隻
に
当
た
る
。幹
枝
を
屈
折
さ
せ
る
白
梅
の
巨

木
が
描
か
れ
て
い
る
。そ
の
右
方
に
鋭
く
伸
び
た
枝
先
に
鶺
鴒
が
翔
ぶ
。竹
、薔
薇
、鴛
鴦
な
ど
に
散
ら

さ
れ
た
濃
彩
が
実
に
効
果
的
、清
新
清
雅
の
味
わ
い
に
富
む
。信
春
花
鳥
図
最
高
最
大
の
作
で
あ
る

が
、従
来
こ
れ
に
つ
い
て
は
、白
梅
の
複
雑
な
枝
ぶ
り
や
鋭
利
な
描
線
な
ど
か
ら
雪
舟
風
、な
か
で
も
等

春
の
画
風
を
踏
襲
し
た
も
の
と
見
る
こ
と
で
衆
目
一
致
、ほ
ぼ
定
説
化
し
た
と
も
云
え
る
だ
ろ
う
。と

云
う
の
も
、そ
う
見
る
こ
と
で
、後
に
等
伯
自
身
が
自
ら
を
称
し
て「
自
雪
舟
五
代
」と
標
榜
し
た
こ
と

と
も
整
合
す
る
か
ら
で
あ
る
。

　だ
が
本
当
に
そ
う
な
の
だ
ろ
う
か
。妙
覚
寺
本
を
雪
舟
・
等
春
風
と
云
う
の
な
ら
、む
し
ろ
永
徳
風
、

と
云
う
よ
り
さ
ら
に一
歩
進
め
て
、も
う
ほ
と
ん
ど
大
徳
寺
聚
光
院「
花
鳥
図
襖
」（
聚
光
院
方
丈
室
中

東
側
襖
）の
直
模
的
作
品
と
云
う
べ
き
だ
と
思
う
。影
響
を
与
え
た
作
品
が
特
定
で
き
る
と
述
べ
た
の

は
、こ
の
作
を
指
す
。左
右
反
転
し
て
い
る
が
、妙
覚
寺
本
の
梅
の
枝
振
り
、そ
の
あ
し
ら
い
と
か
た
ち

は
、基
本
的
に
聚
光
院
本
の
そ
れ
を
踏
襲
す
る
。横
方
向
へ
大
き
く
伸
ば
し
た
枝
の
先
端
、そ
の
先
に
急

上
昇
と
急
降
下
と
の
違
い
は
あ
る
も
の
の
、鶺
鴒
が
空
を
切
り
裂
く
よ
う
に
翔
ぶ
の
も
同
じ
だ
。そ
う

云
え
ば
梅
樹
に
竹
、鴛
鴦
な
ど
、一
図
を
構
成
す
る
主
要
モ
チ
ー
フ
も
同
じ
だ
し
、竹
幹
に
至
っ
て
は
交

差
す
る
か
た
ち
も
一
致
す
る
。先
学
た
ち
が
、見
れ
ば
分
か
る
程
度
の
、両
者
の
こ
う
し
た
相
似
性
に
、

ど
う
し
て
気
が
付
か
な
か
っ
た
の
か
、訝
し
く
さ
え
あ
る（
唯
一
、両
者
の
相
似
性
を
指
摘
し
た
の
は
佐
々

木
千
春
氏
。論
拠
は
異
な
る
が
、分
析
そ
の
も
の
は
多
と
し
た
い
。佐
々
木
千
春「
長
谷
川
信
春
に
つ
い

て
の一
考
察
―
妙
覚
寺
花
鳥
図
屏
風
を
機
軸
と
し
て
」『
早
稲
田
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
紀
要
』第

四
七
輯
第
三
分
冊

　二
〇
〇
二
年
）。等
伯
の「
自
雪
舟
五
代
」と
標
榜
し
た
こ
と
が
、先
学
た
ち
の
等

伯（
信
春
）作
品
を
見
る
眼
に
、分
厚
い
フ
ィ
ル
タ
ー
を
か
け
て
し
ま
っ
た
、と
し
か
思
え
な
い
。

　そ
の
聚
光
院
室
中『
花
鳥
図
襖
』の
制
作
年
代
、か
つ
て
は
永
禄
九
年（
一五
六
六
）永
徳
二
四
歳
の
作

と
み
な
さ
れ
て
き
た
が
、近
年
で
は
天
正
十
一
年（
一五
八
三
）説
が
出
る
な
ど（
渡
邊
雄
二「
聚
光
院
方

丈
襖
絵
成
立
に
つ
い
て
の一
考
察
」『
美
術
史
』一四
四
号

　一九
九
八
年
）、な
お
確
定
を
み
て
い
な
い
。だ

が
、い
ず
れ
に
せ
よ
こ
の
時
期
の
等
伯
は
い
ま
だ
信
春
時
代
で
、現
時
点
で
等
伯
号
の
使
用
が
確
か
め
ら

れ
る
の
は
、天
正
十
七
年
の
大
徳
寺
三
門
壁
画
の「
長
谷
川
等
白
五
十
一
歳
筆
」の
落
款
で
あ
る
こ
と
か

ら
、も
し
聚
光
院
画
の
制
作
が
天
正
十
一
年
と
認
め
ら
れ
る
な
ら
ば
、妙
覚
寺
本
の
制
作
は
こ
れ
以
降
、

天
正
十
七
年
ま
で
の
間
と
押
さ
え
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

　だ
が
そ
の
こ
と
よ
り
も
差
し
当
た
り
重
要
な
の
は
、こ
れ
に
よ
っ
て
京
洛
に
お
け
る
信
春
の
動
向
を

知
る
一
端
が
得
ら
れ
る
点
で
あ
る
。言
う
ま
で
も
な
い
、信
春
が
大
徳
寺
聚
光
院
に
出
入
り
し
て
い
た
と

い
う
事
実
で
あ
る
。そ
れ
も
室
中
の
襖
絵
を
親
し
く
観
察
し
、写
す
ま
で
に
。寺
側
と
の
仲
介
の
労
を

と
っ
て
く
れ
る
人
物
が
い
た
の
だ
ろ
う
。或
い
は
制
作
な
っ
た
永
徳
の
襖
絵
が
、京
童
の
話
題
と
な
っ
て

い
た
の
か
も
知
れ
な
い
。そ
れ
を
見
て
み
た
い
―
―
京
洛
で一
旗
揚
げ
る
べ
く
上
洛
し
た
信
春
で
あ
っ
て

み
れ
ば
、当
然
の
願
望
で
あ
る
。（
未
完

　図
版
は
次
号
で
）

か
ら
す

と
き

ね
ぐ
ら

じ
ょ
う
り
ん
え
ん

か
た
つ
む
り

も
う
じ
ゃ

い
つ
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く
や
くじ

ょ
う
び
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き

あ
ぶ

か
ん
ぞ
う

さ
い
な

ば
け
も
の

し
ん
く
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ゅ
う
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ふ
ん
じ
ょ

む
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で

ま
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が
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の
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つ
し
ょ

さ
い
も
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し
ょ
う

う
じ

み
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な
か

あ
め
わ
か
ひ
こ
そ
う
し

と
さ
ひ
ろ
か
ね

●

な
な
お

み
や
こ

い
そ

并



眼
の
極
楽
㉗

　花
と
鳥
の
か
た
ち

　
　
　信
春
の
蟻
と
蝶

　　『藤
原
為
忠
集
』に
載
る
鷺
や
烏
、鶏
、鶴
、尾
長
鳥
、鶺
鴒
な
ど
十
二
種
の
鳥
た
ち
を
詠
ん
だ
歌
十
三

首（
鶴
は
二
首
）こ
そ
が
、そ
れ
で
あ
る
。そ
の
う
ち
の
二
首
、烏
と
鶏
分
を
掲
げ
て
み
る
と
、

　
　村
烏
た
そ
が
れ
ど
き
に
う
ち
つ
れ
て

　
　
　
　
　
　
　
　い
そ
ぐ
羽
な
み
は
遠
の
山
も
と

　
　夜
ふ
け
ぬ
時
も
お
も
へ
ば
と
ほ
山
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　鐘
よ
り
さ
き
に
つ
ぐ
る
庭
鳥

と
あ
る
。い
ず
れ
も
見
慣
れ
た
光
景
を
詠
ん
だ
も
の
で
、時
刻
を
告
げ
る
鶏
や
、夕
暮
れ
ど
き
三
々
五
々

塒
に
帰
る
烏
を
歌
い
、ど
こ
か
童
謡
の
よ
う
な
懐
か
し
さ
さ
え
あ
る
だ
ろ
う
。

　と
こ
ろ
が
こ
れ
ら
十
三
首
は
、そ
の
前
書（
詞
書
）に
、

　
　あ
る
と
き
、松
公
の
き
た
の
か
た
よ
り
も
、唐
の
絵
を
此
く
に
の
絵
師
に
う
つ
さ
せ
侍
る
、翅
の
た

　
　ぐ
ひ
を
お
こ
せ
て
、和
歌
を
く
は
へ
よ
と
の
ぞ
み
し
か

と
あ
る
よ
う
に
題
詠
で
あ
っ
た
よ
う
で
、絵
に
描
か
れ
た
鳥
た
ち
を
詠
ん
だ
と
い
う
。歌
数
か
ら
す
れ

ば
、歌
は
屏
風
歌
、お
そ
ら
く
絵
は
屏
風
二
帖
、各
扇
に一
図
宛
て
貼
付
さ
れ
た
も
の
と
み
て
よ
い
だ
ろ

う
。し
か
も
そ
の
絵
は
、な
ん
と「
唐
の
絵
」を
写
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。と
な
る
と
、そ
れ
が
ど
の
よ
う
な

絵
で
あ
っ
た
の
か
。掲
出
し
た
歌
か
ら
は
ち
ょっ
と
想
像
す
る
こ
と
さ
え
難
し
い
の
だ
が
、例
え
ば
鶴
を

詠
ん
だ一
首
、

　
　絵
に
か
き
し
庭
の
洲
浜
の
鶴
を
み
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　と
ひ
て
い
ぬ
べ
き
思
ひ
げ
も
な
し

な
ど
か
ら
は
、既
に
本
連
載「
花
鳥
の
変
」（
眼
の
極
楽
㉒
）で
述
べ
た
漢
・
文
帝
の
上
林
苑（『
帝
鑑
図

説
』の
う
ち「
不
用
利
口
図
」）を
思
わ
せ
る
庭
園
図
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
か
。そ
の
絵
は
、ゆ
っ
た
り
と
鶴

が
歩
み
、牡
丹
が
咲
き
誇
る
、が
故
に
蝶
も
舞
う
ー
そ
ん
な
図
柄
を
想
定
で
き
る
の
か
も
知
れ
な
い
。ま

さ
し
く
花
鳥
図
で
あ
る
。そ
れ
が
、「
唐
の
絵
」を
写
さ
せ
た
も
の
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。

　つ
ま
り
平
安
か
ら
鎌
倉
時
代
、宋
代
花
鳥
図
が
輸
入
さ
れ
、し
か
も
そ
れ
が
確
か
に
模
写
さ
れ
て
い

た（
宮
島
新
一
薯『
肖
像
画
』日
本
歴
史
叢
書

　吉
川
弘
文
館

　一九
九
四
年
）。こ
れ
に『
延
善
式
』が
伝

え
る「
鴈 

草
木
之
類
」五
尺
屏
風
の
こ
と
を
考
え
併
せ
れ
ば
、当
代
花
鳥
画
の
制
作
が
、模
写
も
含
め
、

唐
絵
花
鳥
画
を
契
機
と
し
て
い
た
、と
み
る
の
も
不
可
能
で
は
あ
る
ま
い
。も
と
よ
り『
後
白
河
法
皇

像
』の
画
中
障
子
絵
の
蝶
も
尾
長
鳥
も
、そ
う
し
て
描
か
れ
た
は
ず
だ
。

　で
は
蝶
以
外
の
虫
た
ち
も
、そ
こ
に
描
か
れ
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。舶
載
さ
れ
た
宋
代
花
鳥
画
の
実

際
が
分
か
ら
な
い
以
上
、判
断
は
難
し
い
が
、そ
れ
程
多
く
描
か
れ
て
い
た
と
は
思
わ
な
い
。王
朝
人
の

眼
が
、秋
に
鳴
く
虫
や
夏
の
蝉
以
外
、広
く
虫
た
ち
に
向
け
ら
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

　と
は
い
え
虫
た
ち
が
全
く
取
り
上
げ
ら
れ
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。「
涅
槃
図
」に
は
釈
尊
の
死
を

悼
む
生
き
と
し
生
け
る
も
の
の一つ
と
し
て
、百
足
や
蜂
、蝶
、蜻
蛉
、蝸
牛
な
ど
が
登
場
し
て
い
る
し
、

『
地
獄
草
紙
』（
奈
良
国
立
博
物
館
蔵
）に
は
亡
者
た
ち
を
苛
む
化
物
た
ち
の
針
口
虫（
屎
糞
所
）や

最
猛
勝（
膿
血
所
）が
、蛆
や
蜂
を
イ
メ
ー
ジ
ソ
ー
ス
に
描
か
れ
て
い
る
で
は
な
い
か
。だ
が
そ
れ
ら
の
描

写
は
、あ
く
ま
で
経
説
か
ら
の
要
請
に
基
づ
く
も
の
で
、特
に
虫
そ
の
も
の
に
対
す
る
関
心
の
高
ま
り

が
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。

　と
な
る
と
日
本
経
画
史
が
、虫
た
ち
を
本
格
的
に
描
き
出
し
た
の
は
、何
時
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

「
蜻
蛉
飛
び
、虫
の
声
を
聞
く
」（
眼
の
極
楽
㉔
）「
江
戸
の
花
園
」（
同
㉓
）を
写
し
た
、抱
一の「
十
二
ケ
月

花
鳥
図
」の
出
現
ま
で
俟
た
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
か
。

　い
や
、そ
れ
よ
り
遥
か
以
前
、室
町
時
代
末
期
に
は
、す
で
に
虫
た
ち
の
姿
を
鮮
や
か
に
表
し
た
作
品

が
あ
っ
た
。長
谷
川
等
伯（
一五
三
九
〜
一六一
〇
）が「
信
春
」と
名
乗
っ
た
時
期
の
、お
そ
ら
く
三
十
代
後

半
の
作『
恵
比
寿
大
黒
・
草
虫
図
』三
幅
対（
京
都
国
立
博
物
館
蔵
）の
左
右
幅
で
あ
る
。芍
薬
、萱
草
を

主
た
る
モ
チ
ー
フ
と
す
る
。そ
の
右
幅「
芍
薬
図
」に
は
胡
蝶
と
蟻
が
、左
幅「
萱
草
図
」に
は
尉
鶲
と
虻

（
蜜
蜂
と
も
）と
が
写
さ
れ
て
い
る
。

　そ
の
内
で
と
り
わ
け
注
目
し
た
い
の
が
、芍
薬
の
茎
、葉
、花
弁
の
上
を
這
い
回
る
蟻
で
あ
る
。十
五

匹
も
数
え
る
。蟻
と
云
え
ば『
天
稚
彦
草
紙
絵
巻
』（
土
佐
広
周
筆

　ベル
リ
ン
東
洋
美
術
館
蔵
）に
登

場
す
る
蟻
が
思
い
出
さ
れ
る
が
、こ
ち
ら
は
、天
稚
彦
の
父
の
鬼
か
ら
、倉
に
収
め
ら
れ
た
千
殻
の
米

を
、一
粒
も
こ
ぼ
さ
ず
、別
の
倉
へ
運
ぶ
よ
う
難
題
を
課
せ
ら
れ
た
姫
君
を
救
う
べ
く
現
れ
た
蟻
が
描
か

れ
る
が
、描
写
は
概
念
的
で
、も
と
よ
り
物
語
か
ら
の
要
請
で
描
か
れ
た
も
の
。

　一方
、信
春
の
蟻
は
、茎
を
登
る
も
の
、葉
陰
か
ら
頭
部
を
出
す
も
の
な
ど
、ヒ
コ
ヒ
コ
と
動
か
す
触
覚

の
角
度
や
頭
部
、胴
部
の
つ
な
が
り
に
変
化
を
つ
け
、さ
ま
ざ
ま
な
姿
態
に
描
き
分
け
る
。そ
の
背
景
に

信
春
の
蟻
の
生
態
に
対
す
る
観
察
と
、そ
れ
に
基
づ
く
写
生
が
あ
っ
た
こ
と
は
疑
い
な
い
。

　
　山
蟻
の
あ
か
ら
さ
ま
な
り
白
牡
丹

牡
丹
吟
に
名
句
の
多
い
蕪
村
だ
が
、こ
れ
も
そ
の一つ
。白
牡
丹
を
白
芍
薬
に
換
え
れ
ば
、右
幅
の「
芍
薬

図
」と
な
る
の
だ
が
、信
春
の
蟻
を
見
つ
め
る
眼
は
、こ
の
蕪
村
の
そ
れ
に
近
い
と
思
う
の
だ
が
、ど
う
だ

ろ
う
。

　だ
が
こ
う
し
た
虫
へ
の
視
線
を
、信
春（
等
伯
）が
自
ら
の
力
で
獲
得
し
た
と
は
考
え
に
く
い
。と
い
う

の
も
信
春
時
代
の
等
伯
は
、故
郷
七
尾
で
絵
仏
師
と
し
て
仏
画
制
作
に
勤
し
ん
で
い
た
は
ず
で
、そ
も

そ
も
こ
の
三
福
対
の
よ
う
な
鑑
賞
的
花
鳥
画
を
描
く
こ
と
さ
え
無
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。信
春
が
こ
う

し
た
花
鳥
画
を
制
作
す
る
の
は
上
洛
を
果
た
し
た
後
と
み
ら
れ
、短
期
間
の
学
習
で
そ
の
制
作
に
習

熟
で
き
た
こ
と
は
、こ
の
三
福
対
の
完
成
度
の
高
さ
を
見
れ
ば
分
か
る
。硬
質
だ
が
伸
び
や
か
な
描
線
、

清
々
し
い
彩
色
、群
を
抜
く
出
来
映
え
を
示
す
。信
春
に
天
賦
の
才
あ
れ
ば
こ
そ
で
あ
る
。

　と
な
る
と
信
春
が
京
洛
で
学
ん
だ
花
鳥
画
は
、一
体
、ど
の
よ
う
な
作
で
あ
っ
た
の
か
。ま
ず
は
当
代

画
壇
を
指
導
し
た
狩
野
派
の
花
鳥
画
に
学
ぶ
―
常
識
的
に
は
そ
う
で
あ
ろ
う
。そ
の
花
鳥
画
は
、元
信

の「
花
鳥
の
変
」後
の
そ
れ
で
あ
っ
た
は
ず
で
、華
麗
な
彩
色
を
伴
い
、取
上
げ
る
花
鳥
も
、牡
丹
や
孔
雀

な
ど
珍
奇
で
豪
華
な
、い
わ
ば
漢
に
ま
つ
わ
る「
唐
め
き
た
る
」も
の
で
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。三
幅
対
に

描
か
れ
た
の
が
、芍
薬
や
萓
草
で
あ
っ
た
の
も
、牡
丹
と
と
も
に「
唐
め
き
た
る
」草
花
で
あ
っ
た
か
ら
で

信
春
花
鳥
画
の
出
目
を
物
語
る
。

　い
や
、さ
ら
に
信
春
の
狩
野
派
花
鳥
画
の
学
習
を
証
左
す
る
作
例
が
あ
っ
た
。し
か
も
こ
の
場
合
に

は
、影
響
を
与
え
た
作
品
さ
え
も
特
定
で
き
る
。そ
こ
か
ら
信
春
の
京
洛
に
お
け
る
動
向
を
知
る
手
掛

り
を
得
る
こ
と
も
で
き
る
は
ず
だ
。そ
ん
な
興
味
深
い
作
品
と
は
、『
花
鳥
図
屏
風
』（
岡
山
・
妙
覚
寺

蔵
）こ
そ
が
、そ
れ
で
あ
る
。六
曲
一
隻
、一
双
屏
風
の
左
隻
に
当
た
る
。幹
枝
を
屈
折
さ
せ
る
白
梅
の
巨

木
が
描
か
れ
て
い
る
。そ
の
右
方
に
鋭
く
伸
び
た
枝
先
に
鶺
鴒
が
翔
ぶ
。竹
、薔
薇
、鴛
鴦
な
ど
に
散
ら

さ
れ
た
濃
彩
が
実
に
効
果
的
、清
新
清
雅
の
味
わ
い
に
富
む
。信
春
花
鳥
図
最
高
最
大
の
作
で
あ
る

が
、従
来
こ
れ
に
つ
い
て
は
、白
梅
の
複
雑
な
枝
ぶ
り
や
鋭
利
な
描
線
な
ど
か
ら
雪
舟
風
、な
か
で
も
等

春
の
画
風
を
踏
襲
し
た
も
の
と
見
る
こ
と
で
衆
目
一
致
、ほ
ぼ
定
説
化
し
た
と
も
云
え
る
だ
ろ
う
。と

云
う
の
も
、そ
う
見
る
こ
と
で
、後
に
等
伯
自
身
が
自
ら
を
称
し
て「
自
雪
舟
五
代
」と
標
榜
し
た
こ
と

と
も
整
合
す
る
か
ら
で
あ
る
。

　だ
が
本
当
に
そ
う
な
の
だ
ろ
う
か
。妙
覚
寺
本
を
雪
舟
・
等
春
風
と
云
う
の
な
ら
、む
し
ろ
永
徳
風
、

と
云
う
よ
り
さ
ら
に一
歩
進
め
て
、も
う
ほ
と
ん
ど
大
徳
寺
聚
光
院「
花
鳥
図
襖
」（
聚
光
院
方
丈
室
中

東
側
襖
）の
直
模
的
作
品
と
云
う
べ
き
だ
と
思
う
。影
響
を
与
え
た
作
品
が
特
定
で
き
る
と
述
べ
た
の

は
、こ
の
作
を
指
す
。左
右
反
転
し
て
い
る
が
、妙
覚
寺
本
の
梅
の
枝
振
り
、そ
の
あ
し
ら
い
と
か
た
ち

は
、基
本
的
に
聚
光
院
本
の
そ
れ
を
踏
襲
す
る
。横
方
向
へ
大
き
く
伸
ば
し
た
枝
の
先
端
、そ
の
先
に
急

上
昇
と
急
降
下
と
の
違
い
は
あ
る
も
の
の
、鶺
鴒
が
空
を
切
り
裂
く
よ
う
に
翔
ぶ
の
も
同
じ
だ
。そ
う

云
え
ば
梅
樹
に
竹
、鴛
鴦
な
ど
、一
図
を
構
成
す
る
主
要
モ
チ
ー
フ
も
同
じ
だ
し
、竹
幹
に
至
っ
て
は
交

差
す
る
か
た
ち
も
一
致
す
る
。先
学
た
ち
が
、見
れ
ば
分
か
る
程
度
の
、両
者
の
こ
う
し
た
相
似
性
に
、

ど
う
し
て
気
が
付
か
な
か
っ
た
の
か
、訝
し
く
さ
え
あ
る（
唯
一
、両
者
の
相
似
性
を
指
摘
し
た
の
は
佐
々

木
千
春
氏
。論
拠
は
異
な
る
が
、分
析
そ
の
も
の
は
多
と
し
た
い
。佐
々
木
千
春「
長
谷
川
信
春
に
つ
い

て
の一
考
察
―
妙
覚
寺
花
鳥
図
屏
風
を
機
軸
と
し
て
」『
早
稲
田
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
紀
要
』第

四
七
輯
第
三
分
冊

　二
〇
〇
二
年
）。等
伯
の「
自
雪
舟
五
代
」と
標
榜
し
た
こ
と
が
、先
学
た
ち
の
等

伯（
信
春
）作
品
を
見
る
眼
に
、分
厚
い
フ
ィ
ル
タ
ー
を
か
け
て
し
ま
っ
た
、と
し
か
思
え
な
い
。

　そ
の
聚
光
院
室
中『
花
鳥
図
襖
』の
制
作
年
代
、か
つ
て
は
永
禄
九
年（
一五
六
六
）永
徳
二
四
歳
の
作

と
み
な
さ
れ
て
き
た
が
、近
年
で
は
天
正
十
一
年（
一五
八
三
）説
が
出
る
な
ど（
渡
邊
雄
二「
聚
光
院
方

丈
襖
絵
成
立
に
つ
い
て
の一
考
察
」『
美
術
史
』一四
四
号

　一九
九
八
年
）、な
お
確
定
を
み
て
い
な
い
。だ

が
、い
ず
れ
に
せ
よ
こ
の
時
期
の
等
伯
は
い
ま
だ
信
春
時
代
で
、現
時
点
で
等
伯
号
の
使
用
が
確
か
め
ら

れ
る
の
は
、天
正
十
七
年
の
大
徳
寺
三
門
壁
画
の「
長
谷
川
等
白
五
十
一
歳
筆
」の
落
款
で
あ
る
こ
と
か

ら
、も
し
聚
光
院
画
の
制
作
が
天
正
十
一
年
と
認
め
ら
れ
る
な
ら
ば
、妙
覚
寺
本
の
制
作
は
こ
れ
以
降
、

天
正
十
七
年
ま
で
の
間
と
押
さ
え
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

　だ
が
そ
の
こ
と
よ
り
も
差
し
当
た
り
重
要
な
の
は
、こ
れ
に
よ
っ
て
京
洛
に
お
け
る
信
春
の
動
向
を

知
る
一
端
が
得
ら
れ
る
点
で
あ
る
。言
う
ま
で
も
な
い
、信
春
が
大
徳
寺
聚
光
院
に
出
入
り
し
て
い
た
と

い
う
事
実
で
あ
る
。そ
れ
も
室
中
の
襖
絵
を
親
し
く
観
察
し
、写
す
ま
で
に
。寺
側
と
の
仲
介
の
労
を

と
っ
て
く
れ
る
人
物
が
い
た
の
だ
ろ
う
。或
い
は
制
作
な
っ
た
永
徳
の
襖
絵
が
、京
童
の
話
題
と
な
っ
て

い
た
の
か
も
知
れ
な
い
。そ
れ
を
見
て
み
た
い
―
―
京
洛
で一
旗
揚
げ
る
べ
く
上
洛
し
た
信
春
で
あ
っ
て

み
れ
ば
、当
然
の
願
望
で
あ
る
。（
未
完

　図
版
は
次
号
で
）
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　チ
ェコ
国
立
プ
ラ
ハ
工
芸
美
術
館
の
収
蔵
品

を
中
心
と
し
て
、幅
広
い
魅
力
を
持
つ
チ
ェ
コ

の
文
化
を
デ
ザ
イ
ン
の
視
点
か
ら
た
ど
る
本

展
覧
会
に
つ
い
て
、チ
ェコ
の
近
現
代
デ
ザ
イ
ン

の
特
徴
と
そ
れ
が
生
み
出
さ
れ
た
背
景
に
つ

い
て
紹
介
し
ま
す
。

　二
十
世
紀
の
初
頭
、チ
ェ
コ
で
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

芸
術
の
近
代
化
を
希
求
す
る
前
衛
芸
術
運
動

（
ア
ヴ
ァ
ン
ギ
ャ
ル
ド
）の
最
初
の
潮
流
で
あ
る

キ
ュ
ビ
ス
ム
が
取
り
入
れ
ら
れ
ま
す
。パ
リ
で
ピ

カ
ソ
や
ブ
ラ
ッ
ク
に
よ
り
創
始
さ
れ
、対
象
を

様
々
な
角
度
か
ら
と
ら
え
て
抽
象
化
し
た
多

面
体
で
描
く
二
次
元
表
現
を
特
徴
と
し
ま
す

が
、チ
ェコ・キ
ュ
ビ
ス
ム
で
は
、結
晶
体
や
幾
何

学
的
形
態
を
建
築
や
イ
ン
テ
リ
ア
な
ど
の
多

分
野
に
わ
た
る
立
体
物
に
ま
で
応
用
し
た
こ

と
で
、他
に
類
を
見
な
い
独
特
の
芸
術
的
発
展

を
遂
げ
ま
し
た
。ウ
ィ
ー
ン
で
近
代
建
築
の
理

念
を
説
い
た
オ
ッ
ト
ー
ワ
ー
グ
ナ
ー
に
学
ん
だ

パ
ヴ
ェ
ル・ヤ
ナ
ー
ク
、ヨ
ゼ
フ・ゴ
チ
ャ
ー
ル
、ヨ

ゼ
フ・ホ
ホ
ル
は
、一
九
一一
年
に
プ
ラ
ハ
で
キ
ュ

ビ
ス
ト
の
作
家
た
ち
と
造
形
芸
術
家
グ
ル
ー
プ

（
ス
ク
ピ
ナ
）を
結
成
し
、鋭
角
的
で
幾
何
学
的

で
斬
新
な
建
築
を
古
い
街
並
み
に
出
現
さ
せ

ま
し
た
。同
時
に
イ
ン
テ
リ
ア
も
手
が
け
、多

角
形
と
多
面
体
で
構
成
さ
れ
た
家
具
や
照
明

（
図
１
）、陶
器（
表
紙
）に
よ
り
キ
ュ
ビ
ス
ム
で

デ
ザ
イ
ン
さ
れ
た
空
間
を
創
り
出
し
ま
し
た
。

先
鋭
的
で
複
雑
な
形
は
、チ
ェ
コ
の
伝
統
的
な

技
術
に
よ
り
具
現
化
さ
れ
た
も
の
で
す
。

　第
一
次
世
界
大
戦
後
の一
九
一
八
年
に
、オ
ー

ス
ト
リ
ア
＝
ハ
ン
ガ
リ
ー
帝
国
か
ら
チ
ェコ
ス
ロ

ヴ
ァ
キ
ア
共
和
国
が
独
立
す
る
と
、民
族
的
意

匠
の
円
や
ア
ー
チ
を
用
い
る
ロ
ン
ド
・キ
ュ
ビ
ス

ム
と
し
て
新
し
い
時
代
と
チ
ェ
コ
の
民
族
文
化

を
反
映
す
る
様
式
へ
と
展
開
し
ま
し
た
。

　そ
の
後
、現
代
ま
で
チ
ェコ
は
社
会
的
・
政
治

的
に
劇
的
な
変
化
を
繰
り
返
し
ま
す
が
、次
々

と
訪
れ
る
新
し
い
文
化
や
社
会
の
課
題
に
も

応
じ
て
、そ
れ
ぞ
れ
の
時
代
に
チ
ェコ
と
し
て
の

デ
ザ
イ
ン
を
生
み
出
し
て
い
き
ま
し
た
。

　一九
三
〇
年
代
前
半
に
は
、工
業
化
さ
れ
大

量
生
産
が
可
能
と
な
っ
た
現
代
社
会
に
お
い

て
す
べ
て
の
人
が
快
適
に
暮
ら
す
た
め
、シ
ン

プ
ル
な
か
た
ち
と
機
能
性
を
第
一と
す
る
機
能

主
義
が
デ
ザ
イ
ン
の
主
流
と
な
り
ま
し
た
。

ア
ー
ツ
ア
ン
ド
ク
ラ
フ
ツ
協
会
に
所
属
し
グ
ラ

フ
ィ
ッ
ク
デ
ザ
イ
ン
や
博
覧
会
の
展
示
な
ど
で

も
幅
広
く
活
躍
し
た「
ク
ラ
ー
ス
ナ
ー・イ
ズ
バ

（
美
し
い
部
屋
）」の
ラ
ジ
ス
ラ
フ・ス
ト
ナ
ル
が

中
心
と
な
っ
て
実
用
デ
ザ
イ
ン
の
基
盤
を
作

り
、展
覧
会
や
カ
タ
ロ
グ
に
よ
り
ラ
イ
フ
ス
タ

イ
ル
の
提
案
も
し
ま
し
た
。耐
熱
ガ
ラ
ス（
77

号
Ｐ
４
図
１
）や
ス
テ
ン
レ
ス
な
ど
新
し
い
素

材
と
技
術
が
用
い
ら
れ
、シ
ン
プ
ル
で
多
機
能

な
が
ら
美
し
い
普
遍
性
を
も
つ
デ
ザ
イ
ン
の
製

品
が
普
及
し
て
い
き
ま
し
た
。

　一九
四
八
年
以
降
の
共
産
党
政
権
の
時
代
、

社
会
主
義
リ
ア
リ
ズ
ム
に
よ
り
地
域
の
民
族

モ
チ
ー
フ
が
奨
励
さ
れ
ま
し
た
。五
〇
年
代
半

ば
か
ら
芸
術
へ
は
規
制
緩
和
さ
れ
、国
外
の

シ
ュ
ル
レ
ア
リ
ス
ム
な
ど
の
自
由
な
芸
術
様
式

に
も
刺
激
さ
れ
た
ピ
ン
ク
や
薄
緑
色
の
や
わ

ら
か
な
色
や
、革
新
的
な
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
素
材

が
用
い
ら
れ
ま
し
た
。一
八
五
八
年
の
ブ
リ
ュ
ッ

セ
ル
万
国
博
覧
会
に
出
展
さ
れ
た
軽
や
か
で

洗
練
さ
れ
た
デ
ザ
イ
ン
は「
ブ
リ
ュ
ッ
セ
ル・ス

タ
イ
ル
」と
呼
ば
れ
、六
〇
年
代
ま
で
創
作
さ

れ
ま
し
た
。（
図
２
）

　ま
た
、チ
ェコ
の
絵
本
や
お
も
ち
ゃ
は
、芸
術

家
が
関
わ
り
自
然
を
独
特
の
色
で
描
き
、時

代
を
超
え
た
良
質
な
デ
ザ
イ
ン
の
も
の
が
多

く
、子
供
へ
の
温
か
な
ま
な
ざ
し
が
感
じ
ら
れ

ま
す
。ど
の
時
代
に
も
、多
く
の
文
化
に
触
れ

な
が
ら
も
チ
ェ
コ
の
歴
史
と
文
化
、そ
し
て
日

常
生
活
を
大
切
に
創
ら
れ
て
き
た
チ
ェコ
な
ら

で
は
の
デ
ザ
イ
ン
の
魅
力
が
感
じ
ら
れ
ま
す
。
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　国
宝
が
、来
ま
す
。

　
　
　沖
縄
か
ら
、来
ま
す
。

　こ
の
展
覧
会
は
、「
国
宝 

琉
球
国
王
尚
家

関
係
資
料
」を
は
じ
め
、沖
縄
県
内
の
美
術

館
・
博
物
館
が
所
蔵
す
る
琉
球
漆
器
の
優

品
と
、日
本
有
数
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
を
誇
る
松

坂
屋
の
紅
型
衣
裳
を
と
お
し
て
、琉
球
の
自

然
と
歴
史
の
中
で
生
み
出
さ
れ
た
美
と
文

化
の
粋
を
紹
介
し
て
い
く
も
の
で
す
。

　東
シ
ナ
海
に
位
置
す
る
琉
球
は
国
際
交

易
の
拠
点
と
し
て
栄
え
ま
し
た
。一
四
二
九

年
に
中
山
王
尚
巴
志
が
琉
球
を
統
一
し
ま
し

た
が
、一
四
七
〇
年
に
は
尚
円
が
政
変
に
よ

り
新
た
に
王
朝
を
成
立
さ
せ
ま
し
た
。こ
の

尚
円
に
は
じ
ま
る
第
二
尚
氏
の
王
朝
は
、そ

の
後
明
治
初
年
の
琉
球
処
分
に
よ
っ
て
日

本
に
組
み
込
ま
れ
る
ま
で
、四
〇
〇
年
の
長

き
に
わ
た
っ
て
琉
球
を
統
治
し
て
い
き
ま
し

た
。こ
の
国
王
家
に
伝
わ
っ
た
資
料
の
一
群

が
、今
回
特
別
出
品
の
運
び
と
な
っ
た「
国

宝 

琉
球
国
王
尚
家
関
係
資
料
」で
す
。こ
の

琉
球
王
国
の
象
徴
的
な
資
料
か
ら
は
、琉

球
と
い
う
国
の
姿
が
見
え
て
き
ま
す
。《
赤

地
龍
瑞
雲
嶮
山
文
様
繻
珍
唐
御
衣
裳
》は

琉
球
国
王
の
正
装
衣
裳
で
、中
国
の
清
朝
皇

帝
か
ら
贈
ら
れ
た
反
物
を
使
用
し
、中
国
の

冠
服
の
形
式
を
元
に
琉
球
で
製
作
さ
れ
た

衣
裳
で
す
。古
来
よ
り
琉
球
は
海
を
介
し
て

異
国
と
交
流
し
て
い
ま
し
た
が
、特
に
中
国

を
主
君
と
す
る
冊
封
関
係
を
築
い
て
い
ま

し
た
。こ
の
中
国
風
の
正
装
か
ら
は
、中
国

と
琉
球
の
深
い
繋
が
り
が
う
か
が
え
ま
す
。

そ
の
一
方
で
こ
の
衣
裳
の
背
面
に
は
房
を
施

す
な
ど
、琉
球
独
自
の
仕
立
て
が
な
さ
れ
て

い
ま
す
。こ
の
衣
裳
に
も
み
ら
れ
る
よ
う
に
、

琉
球
の
文
化
は
、異
文
化
を
巧
み
に
取
り
入

れ
つ
つ
、独
自
の
文
化
を
醸
成
し
て
い
く
こ

と
が
特
徴
と
い
え
ま
す
。そ
し
て
そ
の
文
化

的
特
徴
は
、琉
球
で
発
展
を
遂
げ
た
工
芸

品
に
も
大
き
な
影
響
を
与
え
ま
し
た
。

　琉
球
の
漆
芸
品
は
王
国
内
の
儀
礼
や
生

活
に
用
い
ら
れ
る
と
と
も
に
、献
上
品
・
交

易
品
と
し
て
他
国
に
移
出
さ
れ
、琉
球
王
国

の
発
展
を
支
え
る
主
要
な
産
業
で
し
た
。そ

の
技
法
や
意
匠
は
主
に
中
国
か
ら
も
た
ら

さ
れ
た
も
の
で
し
た
。琉
球
は
多
様
な
技
法

を
組
み
合
わ
せ
た
り
洗
練
化
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
独
自
の
美
を
生
み
出
し
て
い
ま
す
。

ま
た
、一
六
〇
九
年
に
薩
摩
が
侵
攻
し
て
以

降
は
日
本
の
嗜
好
に
合
わ
せ
た
漆
器
が
多

く
生
産
さ
れ
る
な
ど
、琉
球
漆
器
は
琉
球

を
取
り
巻
く
地
理
的
環
境
や
歴
史
ま
で
も

映
し
出
し
て
い
ま
す
。

　琉
球
の
染
色
品
で
あ
る
紅
型
は
、異
文
化

の
影
響
が
さ
ら
に
顕
著
で
す
。紅
型
の
染
色

に
は
中
国
か
ら
輸
入
さ
れ
た
原
料
が
多
く

使
わ
れ
て
お
り
、ま
た
文
様
に
は
松
や
桜
な

ど
、日
本
的
な
意
匠
が
多
く
見
ら
れ
、こ
こ

で
も
周
辺
諸
国
と
の
交
流
が
う
か
が
え
ま

す
。そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、紅
型
が
も
つ

華
や
か
な
彩
色
は
、現
代
の
私
た
ち
に「
琉

球（
沖
縄
）ら
し
い
」と
感
じ
さ
せ
る
、独
自

の
美
を
表
現
し
て
い
ま
す
。ま
た
紅
型
に
用

い
ら
れ
る
色
や
文
様
は
階
級
に
よ
っ
て
定
め

ら
れ
て
お
り
、紅
型
も
ま
た
気
候
風
土
や
歴

史
を
、そ
の
美
の
中
に
内
包
し
て
い
る
と
い

え
る
で
し
ょ
う
。

　平
成
が
終
わ
り
を
迎
え
る
今
年
は
、廃
藩

置
県
に
よ
り
沖
縄
県
が
設
置
さ
れ
て
か
ら
一

四
〇
年
の
節
目
の
年
で
も
あ
り
ま
す
。第
二

尚
氏
の
王
朝
が
存
続
し
た
の
は
、い
わ
ゆ
る

「
日
本
史
」の
時
代
区
分
で
は
戦
国
か
ら
明

治
の
初
め
ま
で
と
、非
常
に
長
い
年
月
に
及

び
ま
す
。琉
球
で
育
ま
れ
た
工
芸
の
美
を
と

お
し
て
、そ
の
固
有
の
歴
史
と
文
化
に
思
い

を
馳
せ
て
い
た
だ
け
た
ら
幸
い
で
す
。

会期：2019年6月1日(土)～7月15日(月･祝)

特別企画展

琉球の美

湯 谷 翔 悟

図２ ヤロスラフ・イェジェク、コーヒーセット 《ダグマル》 1960年

図１ パヴェル・ヤナーク 《テーブルランプ》 1913年

赤地龍瑞雲嶮山文様繻珍唐御衣裳（国宝　琉球国王尚家関係資料）那覇市歴史博物館蔵

図１、２とも：チェコ国立プラハ工芸美術館蔵　Collection of The Museum of Decorative Arts in Prague

び
ん
が
た



　チ
ェコ
国
立
プ
ラ
ハ
工
芸
美
術
館
の
収
蔵
品

を
中
心
と
し
て
、幅
広
い
魅
力
を
持
つ
チ
ェ
コ

の
文
化
を
デ
ザ
イ
ン
の
視
点
か
ら
た
ど
る
本

展
覧
会
に
つ
い
て
、チ
ェコ
の
近
現
代
デ
ザ
イ
ン

の
特
徴
と
そ
れ
が
生
み
出
さ
れ
た
背
景
に
つ

い
て
紹
介
し
ま
す
。

　二
十
世
紀
の
初
頭
、チ
ェ
コ
で
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

芸
術
の
近
代
化
を
希
求
す
る
前
衛
芸
術
運
動

（
ア
ヴ
ァ
ン
ギ
ャ
ル
ド
）の
最
初
の
潮
流
で
あ
る

キ
ュ
ビ
ス
ム
が
取
り
入
れ
ら
れ
ま
す
。パ
リ
で
ピ

カ
ソ
や
ブ
ラ
ッ
ク
に
よ
り
創
始
さ
れ
、対
象
を

様
々
な
角
度
か
ら
と
ら
え
て
抽
象
化
し
た
多

面
体
で
描
く
二
次
元
表
現
を
特
徴
と
し
ま
す

が
、チ
ェコ・キ
ュ
ビ
ス
ム
で
は
、結
晶
体
や
幾
何

学
的
形
態
を
建
築
や
イ
ン
テ
リ
ア
な
ど
の
多

分
野
に
わ
た
る
立
体
物
に
ま
で
応
用
し
た
こ

と
で
、他
に
類
を
見
な
い
独
特
の
芸
術
的
発
展

を
遂
げ
ま
し
た
。ウ
ィ
ー
ン
で
近
代
建
築
の
理

念
を
説
い
た
オ
ッ
ト
ー
ワ
ー
グ
ナ
ー
に
学
ん
だ

パ
ヴ
ェ
ル・ヤ
ナ
ー
ク
、ヨ
ゼ
フ・ゴ
チ
ャ
ー
ル
、ヨ

ゼ
フ・ホ
ホ
ル
は
、一
九
一一
年
に
プ
ラ
ハ
で
キ
ュ

ビ
ス
ト
の
作
家
た
ち
と
造
形
芸
術
家
グ
ル
ー
プ

（
ス
ク
ピ
ナ
）を
結
成
し
、鋭
角
的
で
幾
何
学
的

で
斬
新
な
建
築
を
古
い
街
並
み
に
出
現
さ
せ

ま
し
た
。同
時
に
イ
ン
テ
リ
ア
も
手
が
け
、多

角
形
と
多
面
体
で
構
成
さ
れ
た
家
具
や
照
明

（
図
１
）、陶
器（
表
紙
）に
よ
り
キ
ュ
ビ
ス
ム
で

デ
ザ
イ
ン
さ
れ
た
空
間
を
創
り
出
し
ま
し
た
。

先
鋭
的
で
複
雑
な
形
は
、チ
ェ
コ
の
伝
統
的
な

技
術
に
よ
り
具
現
化
さ
れ
た
も
の
で
す
。

　第
一
次
世
界
大
戦
後
の一
九
一
八
年
に
、オ
ー

ス
ト
リ
ア
＝
ハ
ン
ガ
リ
ー
帝
国
か
ら
チ
ェコ
ス
ロ

ヴ
ァ
キ
ア
共
和
国
が
独
立
す
る
と
、民
族
的
意

匠
の
円
や
ア
ー
チ
を
用
い
る
ロ
ン
ド
・キ
ュ
ビ
ス

ム
と
し
て
新
し
い
時
代
と
チ
ェ
コ
の
民
族
文
化

を
反
映
す
る
様
式
へ
と
展
開
し
ま
し
た
。

　そ
の
後
、現
代
ま
で
チ
ェコ
は
社
会
的
・
政
治

的
に
劇
的
な
変
化
を
繰
り
返
し
ま
す
が
、次
々

と
訪
れ
る
新
し
い
文
化
や
社
会
の
課
題
に
も

応
じ
て
、そ
れ
ぞ
れ
の
時
代
に
チ
ェコ
と
し
て
の

デ
ザ
イ
ン
を
生
み
出
し
て
い
き
ま
し
た
。

　一九
三
〇
年
代
前
半
に
は
、工
業
化
さ
れ
大

量
生
産
が
可
能
と
な
っ
た
現
代
社
会
に
お
い

て
す
べ
て
の
人
が
快
適
に
暮
ら
す
た
め
、シ
ン

プ
ル
な
か
た
ち
と
機
能
性
を
第
一と
す
る
機
能

主
義
が
デ
ザ
イ
ン
の
主
流
と
な
り
ま
し
た
。

ア
ー
ツ
ア
ン
ド
ク
ラ
フ
ツ
協
会
に
所
属
し
グ
ラ

フ
ィ
ッ
ク
デ
ザ
イ
ン
や
博
覧
会
の
展
示
な
ど
で

も
幅
広
く
活
躍
し
た「
ク
ラ
ー
ス
ナ
ー・イ
ズ
バ

（
美
し
い
部
屋
）」の
ラ
ジ
ス
ラ
フ・ス
ト
ナ
ル
が

中
心
と
な
っ
て
実
用
デ
ザ
イ
ン
の
基
盤
を
作

り
、展
覧
会
や
カ
タ
ロ
グ
に
よ
り
ラ
イ
フ
ス
タ

イ
ル
の
提
案
も
し
ま
し
た
。耐
熱
ガ
ラ
ス（
77

号
Ｐ
４
図
１
）や
ス
テ
ン
レ
ス
な
ど
新
し
い
素

材
と
技
術
が
用
い
ら
れ
、シ
ン
プ
ル
で
多
機
能

な
が
ら
美
し
い
普
遍
性
を
も
つ
デ
ザ
イ
ン
の
製

品
が
普
及
し
て
い
き
ま
し
た
。

　一九
四
八
年
以
降
の
共
産
党
政
権
の
時
代
、

社
会
主
義
リ
ア
リ
ズ
ム
に
よ
り
地
域
の
民
族

モ
チ
ー
フ
が
奨
励
さ
れ
ま
し
た
。五
〇
年
代
半

ば
か
ら
芸
術
へ
は
規
制
緩
和
さ
れ
、国
外
の

シ
ュ
ル
レ
ア
リ
ス
ム
な
ど
の
自
由
な
芸
術
様
式

に
も
刺
激
さ
れ
た
ピ
ン
ク
や
薄
緑
色
の
や
わ

ら
か
な
色
や
、革
新
的
な
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
素
材

が
用
い
ら
れ
ま
し
た
。一
八
五
八
年
の
ブ
リ
ュ
ッ

セ
ル
万
国
博
覧
会
に
出
展
さ
れ
た
軽
や
か
で

洗
練
さ
れ
た
デ
ザ
イ
ン
は「
ブ
リ
ュ
ッ
セ
ル・ス

タ
イ
ル
」と
呼
ば
れ
、六
〇
年
代
ま
で
創
作
さ

れ
ま
し
た
。（
図
２
）

　ま
た
、チ
ェコ
の
絵
本
や
お
も
ち
ゃ
は
、芸
術

家
が
関
わ
り
自
然
を
独
特
の
色
で
描
き
、時

代
を
超
え
た
良
質
な
デ
ザ
イ
ン
の
も
の
が
多

く
、子
供
へ
の
温
か
な
ま
な
ざ
し
が
感
じ
ら
れ

ま
す
。ど
の
時
代
に
も
、多
く
の
文
化
に
触
れ

な
が
ら
も
チ
ェ
コ
の
歴
史
と
文
化
、そ
し
て
日

常
生
活
を
大
切
に
創
ら
れ
て
き
た
チ
ェコ
な
ら

で
は
の
デ
ザ
イ
ン
の
魅
力
が
感
じ
ら
れ
ま
す
。

会期：平成31年4月6日(土)～5月19日(日)

企画展

チェコ・デザイン
100年の旅

小 幡 早 苗

　
　
　国
宝
が
、来
ま
す
。

　
　
　沖
縄
か
ら
、来
ま
す
。

　こ
の
展
覧
会
は
、「
国
宝 

琉
球
国
王
尚
家

関
係
資
料
」を
は
じ
め
、沖
縄
県
内
の
美
術

館
・
博
物
館
が
所
蔵
す
る
琉
球
漆
器
の
優

品
と
、日
本
有
数
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
を
誇
る
松

坂
屋
の
紅
型
衣
裳
を
と
お
し
て
、琉
球
の
自

然
と
歴
史
の
中
で
生
み
出
さ
れ
た
美
と
文

化
の
粋
を
紹
介
し
て
い
く
も
の
で
す
。

　東
シ
ナ
海
に
位
置
す
る
琉
球
は
国
際
交

易
の
拠
点
と
し
て
栄
え
ま
し
た
。一
四
二
九

年
に
中
山
王
尚
巴
志
が
琉
球
を
統
一
し
ま
し

た
が
、一
四
七
〇
年
に
は
尚
円
が
政
変
に
よ

り
新
た
に
王
朝
を
成
立
さ
せ
ま
し
た
。こ
の

尚
円
に
は
じ
ま
る
第
二
尚
氏
の
王
朝
は
、そ

の
後
明
治
初
年
の
琉
球
処
分
に
よ
っ
て
日

本
に
組
み
込
ま
れ
る
ま
で
、四
〇
〇
年
の
長

き
に
わ
た
っ
て
琉
球
を
統
治
し
て
い
き
ま
し

た
。こ
の
国
王
家
に
伝
わ
っ
た
資
料
の
一
群

が
、今
回
特
別
出
品
の
運
び
と
な
っ
た「
国

宝 

琉
球
国
王
尚
家
関
係
資
料
」で
す
。こ
の

琉
球
王
国
の
象
徴
的
な
資
料
か
ら
は
、琉

球
と
い
う
国
の
姿
が
見
え
て
き
ま
す
。《
赤

地
龍
瑞
雲
嶮
山
文
様
繻
珍
唐
御
衣
裳
》は

琉
球
国
王
の
正
装
衣
裳
で
、中
国
の
清
朝
皇

帝
か
ら
贈
ら
れ
た
反
物
を
使
用
し
、中
国
の

冠
服
の
形
式
を
元
に
琉
球
で
製
作
さ
れ
た

衣
裳
で
す
。古
来
よ
り
琉
球
は
海
を
介
し
て

異
国
と
交
流
し
て
い
ま
し
た
が
、特
に
中
国

を
主
君
と
す
る
冊
封
関
係
を
築
い
て
い
ま

し
た
。こ
の
中
国
風
の
正
装
か
ら
は
、中
国

と
琉
球
の
深
い
繋
が
り
が
う
か
が
え
ま
す
。

そ
の
一
方
で
こ
の
衣
裳
の
背
面
に
は
房
を
施

す
な
ど
、琉
球
独
自
の
仕
立
て
が
な
さ
れ
て

い
ま
す
。こ
の
衣
裳
に
も
み
ら
れ
る
よ
う
に
、

琉
球
の
文
化
は
、異
文
化
を
巧
み
に
取
り
入

れ
つ
つ
、独
自
の
文
化
を
醸
成
し
て
い
く
こ

と
が
特
徴
と
い
え
ま
す
。そ
し
て
そ
の
文
化

的
特
徴
は
、琉
球
で
発
展
を
遂
げ
た
工
芸

品
に
も
大
き
な
影
響
を
与
え
ま
し
た
。

　琉
球
の
漆
芸
品
は
王
国
内
の
儀
礼
や
生

活
に
用
い
ら
れ
る
と
と
も
に
、献
上
品
・
交

易
品
と
し
て
他
国
に
移
出
さ
れ
、琉
球
王
国

の
発
展
を
支
え
る
主
要
な
産
業
で
し
た
。そ

の
技
法
や
意
匠
は
主
に
中
国
か
ら
も
た
ら

さ
れ
た
も
の
で
し
た
。琉
球
は
多
様
な
技
法

を
組
み
合
わ
せ
た
り
洗
練
化
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
独
自
の
美
を
生
み
出
し
て
い
ま
す
。

ま
た
、一
六
〇
九
年
に
薩
摩
が
侵
攻
し
て
以

降
は
日
本
の
嗜
好
に
合
わ
せ
た
漆
器
が
多

く
生
産
さ
れ
る
な
ど
、琉
球
漆
器
は
琉
球

を
取
り
巻
く
地
理
的
環
境
や
歴
史
ま
で
も

映
し
出
し
て
い
ま
す
。

　琉
球
の
染
色
品
で
あ
る
紅
型
は
、異
文
化

の
影
響
が
さ
ら
に
顕
著
で
す
。紅
型
の
染
色

に
は
中
国
か
ら
輸
入
さ
れ
た
原
料
が
多
く

使
わ
れ
て
お
り
、ま
た
文
様
に
は
松
や
桜
な

ど
、日
本
的
な
意
匠
が
多
く
見
ら
れ
、こ
こ

で
も
周
辺
諸
国
と
の
交
流
が
う
か
が
え
ま

す
。そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、紅
型
が
も
つ

華
や
か
な
彩
色
は
、現
代
の
私
た
ち
に「
琉

球（
沖
縄
）ら
し
い
」と
感
じ
さ
せ
る
、独
自

の
美
を
表
現
し
て
い
ま
す
。ま
た
紅
型
に
用

い
ら
れ
る
色
や
文
様
は
階
級
に
よ
っ
て
定
め

ら
れ
て
お
り
、紅
型
も
ま
た
気
候
風
土
や
歴

史
を
、そ
の
美
の
中
に
内
包
し
て
い
る
と
い

え
る
で
し
ょ
う
。

　平
成
が
終
わ
り
を
迎
え
る
今
年
は
、廃
藩

置
県
に
よ
り
沖
縄
県
が
設
置
さ
れ
て
か
ら
一

四
〇
年
の
節
目
の
年
で
も
あ
り
ま
す
。第
二

尚
氏
の
王
朝
が
存
続
し
た
の
は
、い
わ
ゆ
る

「
日
本
史
」の
時
代
区
分
で
は
戦
国
か
ら
明

治
の
初
め
ま
で
と
、非
常
に
長
い
年
月
に
及

び
ま
す
。琉
球
で
育
ま
れ
た
工
芸
の
美
を
と

お
し
て
、そ
の
固
有
の
歴
史
と
文
化
に
思
い

を
馳
せ
て
い
た
だ
け
た
ら
幸
い
で
す
。

会期：2019年6月1日(土)～7月15日(月･祝)

特別企画展

琉球の美

湯 谷 翔 悟

図２ ヤロスラフ・イェジェク、コーヒーセット 《ダグマル》 1960年

図１ パヴェル・ヤナーク 《テーブルランプ》 1913年

赤地龍瑞雲嶮山文様繻珍唐御衣裳（国宝　琉球国王尚家関係資料）那覇市歴史博物館蔵

図１、２とも：チェコ国立プラハ工芸美術館蔵　Collection of The Museum of Decorative Arts in Prague
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『
瀧
山
寺
文
書 

下
』の
刊
行
に
つ
い
て

平
成
三
〇
年
度
の
収
集
作
品
に
つ
い
て

　昨
年
の『
瀧
山
寺
文
書 

上
』に
続
き
、岡
崎

市
史
料
叢
書『
瀧
山
寺
文
書 

下
』を
刊
行
し

ま
す
。岡
崎
古
文
書
研
究
会
の
方
々
を
は
じ

め
、多
く
の
方
の
ご
協
力
を
得
て
刊
行
す
る

こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

　瀧
山
寺
は
岡
崎
市
滝
町
に
あ
る
天
台
宗

の
寺
院
で
す
。当
寺
は
、朱
鳥
元
年（
六
八
六
）

に
開
創
し
、保
安
年
間（
一一二
〇
―
二
三
）に

堂
宇
が
整
備
さ
れ
ま
す
。中
世
に
お
い
て
は

三
河
守
護
足
利
氏
、近
世
に
お
い
て
は
徳
川

将
軍
家
の
庇
護
を
受
け
発
展
し
ま
す
。

　今
回
刊
行
し
ま
す
下
巻
に
は
、現
存
す
る

天
保
元
年（
一
八
三
〇
）か
ら
明
治
五
年（
一
八

七
二
）ま
で
の「
年
行
事
記
録
」三
八
冊
を
収

録
し
ま
し
た
。「
年
行
事
記
録
」と
は
、瀧
山

寺
の
子
院
で
年
行
事
を
勤
め
た
常
心
院
・
浄

蓮
院
・
観
量
院
・
玉
泉
院
・
密
厳
院
の
五
ヶ
院

が
各
年
毎
に
書
き
留
め
た
寺
務
記
録
で
す
。

　内
容
は
寺
領
庄
屋
の
交
替
、難
渋
者
へ
の

拝
借
米
、米
作・綿
作
の
検
見
、損
所
修
復
と

人
足
調
達
に
つ
い
て
な
ど
の
寺
領
支
配
に
関

す
る
こ
と
、岡
崎
藩
主
や
近
隣
領
主
の
瀧
山

東
照
宮
参
詣
に
つ
い
て
の
記
述
も
あ
り
ま
す
。

そ
の
他
に
天
保
七
年（
一
八
三
六
）に
起
き
た

三
河
加
茂一揆
に
つ
い
て
も
記
さ
れ
て
い
ま
す
。

　幕
末
か
ら
明
治
へ
と
激
動
す
る
時
代
に
瀧

山
寺
が
綴
っ
て
き
た
記
録
。そ
こ
に
は
、領
民

に
対
応
す
る
領
主
と
し
て
の
瀧
山
寺
の
姿
、

激
動
を
生
き
る
百
姓
の
姿
が
克
明
に
描
か
れ

て
い
ま
す
。例
え
ば
、天
保
七
年
の
御
救
米
を

め
ぐ
る
寺
側
と
領
民
と
の
や
り
取
り
の
記
述

（「
天
保
七
年
年
行
事
記
録
」）は
、加
茂
一
揆

が
起
き
た
直
後
と
あ
っ
て
緊
迫
し
た
様
子
が

伝
わ
っ
て
き
ま
す
。

　幕
末
か
ら
明
治
に
か
け
て
の
瀧
山
寺
の

動
向
と
寺
領
の
様
相
が
分
か
る
こ
の
一
冊
。

近
世
三
河
地
域
の
寺
領
支
配
の
実
態
を
紐

解
く
上
で
欠
か
せ
な
い
史
料
集
で
す
。『
瀧

山
寺
文
書 

下
』を
通
し
て
岡
崎
藩
領
の
世

界
と
違
っ
た
瀧
山
寺
領
の
世
界
を
味
わ
っ
て

み
て
く
だ
さ
い
。ま
た
、下
巻
だ
け
で
な
く

三
河
の
中
世
史
を
塗
り
替
え
た「
瀧
山
寺

縁
起
」や
慶
長
年
間
の
検
地
帳
、瀧
山
東
照

宮
に
関
す
る
史
料
な
ど
を
収
録
し
た
上
巻

も
刊
行
し
て
お
り
ま
す
の
で
上
下
共
に
ご

味
読
下
さ
い
。

　往
古
か
ら
続
く
地
域
の
寺
院
瀧
山
寺
が

紡
い
で
き
た
歴
史
を『
瀧
山
寺
文
書
』上
・
下

を
通
し
て
感
じ
て
み
て
は
ど
う
で
し
ょ
う
か
。

　収
蔵
品
展「
暮
ら
し
の
う
つ
り
か
わ
り
」

（
一
月
二
十
六
日
〜
三
月
二
十
四
日
開
催
）で

は
、小
学
生
を
対
象
と
し
た
イ
ベン
ト
を
行

い
ま
し
た
。

【
子
ど
も
わ
く
わ
く
！
教
室
】

　Ａ
5
判
12
頁
カ
ラ
ー
刷
り
の〈
わ
く
わ
く
！

シ
ー
ト
〉を
無
料
配
布
。子
ど
も
た
ち
が
会

場
で
道
具
を
見
て
回
り
な
が
ら
、答
え
を
み

つ
け
て
、楽
し
く
完
成
さ
せ
る
こ
と
が
で
き

る
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
で
す
。わ
く
わ
く
！
教
室
で

は
、担
当
学
芸
員
の
お
話
を
聞
き
な
が
ら
一

緒
に
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
を
や
っ
て
い
き
ま
す
。と

言
っ
て
も
、子
ど
も
た
ち
は
広
い
会
場
を
好

き
な
よ
う
に
回
り
た
い
、道
具
を
自
分
で
見

つ
け
た
い
気
持
ち
で
いっ
ぱ
い
。お
話
は
最
初

だ
け
で
、会
場
に
散
っ
て
い
き
ま
す
。一
時
間

程
で
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
が
で
き
た
ら
、記
念
ス
タ

ン
プ
を
押
し
て
も
ら
っ
て
終
了
。子
ど
も
た

ち
は
ス
タ
ン
プ
が
大
好
き
で
す
。

【
茶
の
間
シ
ー
ル
】

　小
学
生
以
下
の
子
ど
も
た
ち
へ
の
来
場

記
念
と
し
て〈
茶
の

間
シ
ー
ル
〉を
作
成

し
、プ
レ
ゼ
ン
ト
し

ま
し
た
。子
ど
も
た

ち
は
シ
ー
ル
も
大

好
き
、会
場
出
口
で

手
渡
す
と
大
喜
び

で
す
。家
に
持
ち
帰
っ
て
楽
し
ん
で
も
ら
う

と
と
も
に
、小
さ
な
お
子
様
連
れ
に
も
当
館

を
知
っ
て
い
た
だ
き
、今
後
も
来
館
い
た
だ

け
れ
ば
と
考
え
ま
し
た
。

【
茶
の
間
で
か
る
た
大
会
】

　展
示
室
に
再
現
し
た
茶
の
間
に
あ
が
っ
て

の
か
る
た
大
会
。競
う
か
る
た
は
四
十
年
前

の〈
い
ぬ
ぼ
う
か
る
た
〉。ち
ゃ
ぶ
台
や
火
鉢

を
部
屋
の
隅
に
片
付
け
て
、い
ざ
勝
負
。最

初
の
内
は
遠
慮
が
ち
だ
っ
た（
？
）子
ど
も
た

ち
も
、札
を
取
り
進
め
る
に
つ
れ
真
剣
モ
ー

ド
へ
。ジ
ワ
ジ
ワ
と
円
陣
が
狭
ま
り
、身
を
乗

り
だ
し
て
の
熱
戦
を
展
開
し
ま
し
た
。た
く

さ
ん
札
が
取
れ
た
子
、思
う
よ
う
に
取
れ
ず

に
悔
し
い
思
い
を
し
た
子
。観
客
の
大
人
た

ち
は
応
援
し
な
が
ら
、童
心
に
帰
っ
た
ひ
と

時
で
し
た
。

　当
館
で
は
毎
年
様
々
な
博
物
資
料
、美

術
品
を
収
集
し
て
い
ま
す
。今
年
度
収
集

し
た
主
な
作
品
を
ご
紹
介
し
ま
す
。

【
購
入
】

「
樹
下
孔
雀
蒔
絵
螺
鈿
洋
箪
笥
」

　十
七
世
紀
初
頭
に
製
作
さ
れ
、ヨ
ー
ロ
ッ

パ
に
輸
出
さ
れ
た
南
蛮
漆
器
で
す
。前
面

に
前
倒
し
の
扉
一
枚
を
取
り
付
け
、内
部

に
大
小
の
抽
斗
を
納
め
て
お
り
、箪
笥
の

外
面
と
抽
斗
正
面
に
は
萩
・
桔
梗
、紅
葉

等
の
草
木
と
孔
雀
な
ど
エ
キ
ゾ
チ
ッ
ク
な

画
題
を
取
り
合
わ
せ
た
意
匠
を
、蒔
絵
と

螺
鈿
で
表
し
て
い
ま
す
。当
館
の
収
集
コ
ン

セ
プ
ト
の
一つ
で
あ
る「
家
康
の
生
き
た
時

代
」の
桃
山
か
ら
江
戸
時
代
初
期
の
東
西

交
流
を
如
実
に
示
す
資
料
で
す
。

【
寄
附
】

「
染
付
竹
図
鉢
」
　

　江
戸
時
代
後
期
に
三
河
で
活
躍
し
た
岡

崎
生
ま
れ
の
俳
人
、鶴
田
卓
池
が
竹
の
図

を
絵
付
し
た
鉢
で
す
。卓
池
は
書
画
を
多

く
手
掛
け
ま
し
た
が
、陶
磁
器
の
絵
付
け

は
珍
し
く
、制
作
活
動
の
幅
を
知
る
上
で

貴
重
な
資
料
で
す
。

「
志
賀
重
昻
漢
詩
・
書
簡
」

　世
界
的
な
地
理
学
者
と
し
て
岡
崎
市

名
誉
市
民
に
叙
さ
れ
て
い
る
志
賀
重
昻
の

漢
詩
と
書
簡
で
す
。再
応
召
進
講
と
記
さ

れ
た
七
言
絶
句
の
漢
詩
は
、大
正
十
三
年

（
一
九
二
四
）に
志
賀
が
中
東
情
勢
に
つ
い

て
、天
皇
や
皇
族
に
御
進
講
を
し
た
事
を

読
ん
だ
志
賀
晩
年
の
作
と
推
測
さ
れ
ま

す
。

【
寄
託
】

「
熊
毛
兜
」

　下
三
ツ
木
町
の
観
音
寺
に
伝
来
す
る
兜

で
、三
木
松
平
氏
初
代
の
松
平
信
孝
の
所

用
と
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。兜
の
表
に
熊

毛
を
付
け
、吹
返
し
に
は
家
紋
で
あ
る
丸

に
五
瓶
瓢
箪
紋
を
金
蒔
絵
で
表
し
て
お

り
、後
立
は
銀
箔
押
で「
南
無
阿
弥
陀
佛
」

と
黒
漆
で
書
か
れ
て
い
ま
す
。観
音
寺
は

平
成
二
十
八
年
に
火
災
に
遭
い
、兜
は
翌

年
度
に
保
存
修
理
を
行
い
ま
し
た
。岡
崎

市
指
定
文
化
財
。

「
西
光
寺
資
料
」

　鴨
田
町
の
西
光
寺
に
伝
わ
る
櫓
時
計
・

掛
軸
・
古
文
書
等
で
す
。櫓
時
計
は
平
成
二

十
五
年
に
修
理
さ
れ
、実
際
に
作
動
し
ま

す
。古
文
書
は
幕
末
か
ら
明
治
初
期
に
西

光
寺
や
隨
念
寺
の
住
職
を
務
め
た
隆
忍
に

関
す
る
も
の
で
、掛
軸
は
知
恩
院
や
大
樹

寺
か
ら
下
賜
さ
れ
た
も
の
で
す
。幕
末
の

本
山
等
と
の
つ
な
が
り
が
窺
え
ま
す
。

「
兼
有
太
郎
右
衛
門
家
宗
円
画
像
」

　兼
有
は
岡
崎
城
下
、材
木
町
で
江
戸
時

代
に
活
躍
し
た
刀
鍛
冶
で
す
。先
祖
は
美

濃
国
関
出
身
で
、兼
有
に
は
甚
太
郎
家
と

同
家
よ
り
分
か
れ
た
太
郎
右
衛
門
家
が

あ
り
、本
図
は
太
郎
右
衛
門
家
の
開
祖
、

孫
右
衛
門（
戒
名
通
山
宗
円
信
士
）の
肖

像
で
す
。所
蔵
先
の
井
田
町
の
持
法
院
に

は
、「
兼
有
」銘
の
脇
差
等
も
伝
来
し
て
い

ま
す
。三
河
刀
工
の
系
譜
を
語
る
上
で
重

要
な
資
料
で
す
。

「
春
興
五
十
三
駄
之
内 

金
谷
」

　葛
飾
北
斎
に
よ
る
春
興
摺
物（
新
年
を

祝
っ
て
作
ら
れ
た
非
売
品
）で
す
。東
海
道

五
十
三
次
の
風
物
と
美
人
風
俗
の
取
り

合
わ
せ
で
描
く
全
五
九
図
の
揃
い
も
の
の

う
ち
の
一
枚
で
す
が
、本
作
品
は
保
存
状

態
も
非
常
に
良
く
、美
し
い
色
を
保
っ
て

い
ま
す
。

浦
野
加
穂
子

柴
田
富
彦

暮
ら
し
展 

子
ど
も
向
け
イ
ベ
ン
ト
報
告

伊
藤
久
美
子

N
EW
 FAC

E

鏡
味
千
佳

　昨
年
十
二
月
か
ら
学
芸
員
と
し
て
美
術

博
物
館
に
仲
間
入
り
し
ま
し
た
鏡
味
千
佳

（
年
齢
非
公
開
）で
す
。ど
う
ぞ
よ
ろ
し
く
お

願
い
い
た
し
ま
す
。ピ
カ
ピ
カ
の一
年
生
と
申

し
上
げ
た
い
と
こ
ろ
で
は
あ
り
ま
す
が
、学

芸
員
と
し
て
は
３
館
目
の
勤
め
と
な
り
ま

す
。前
職
の
名
古
屋
ボ
ス
ト
ン
美
術
館
で

は
、浮
世
絵
を
主
に
担
当
し
て
き
ま
し
た
。

当
館
は
、美
術
だ
け
で
は
な
く
歴
史
や
民

俗
の
学
芸
員
を
有
し
て
お
り
、そ
の
点
は
特

に
今
ま
で
経
験
し
た
館
の
中
で
も
ユ
ニ
ー
ク

で
、今
ま
で
知
ら
な
か
っ
た
世
界
に
触
れ
ら

れ
る
の
が
と
て
も
楽
し
み
で
す
。

　出
身
は
愛
知
県
な
の
で
す
が
、岡
崎
に
つ

い
て
は
初
心
者
。見
る
も
の
聞
く
も
の
、食

べ
る
も
の
も（
！
）新
鮮
で
、春
の
桜
や
夏
の

新
緑
な
ど
、こ
れ
か
ら
の
ベ
ス
ト
シ
ー
ズ
ン

に
色
々
よ
り
道
を
先
輩
職
員
か
ら
教
え
て

も
ら
お
う
と
思
っ
て
い
ま
す
。み
な
さ
ま
、ぜ

ひ
オ
ス
ス
メ
の
癒
し
ス
ポ
ッ
ト
や
グ
ル
メ
ス

ポ
ッ
ト
が
あ
れ
ば
教
え
て
く
だ
さ
い
！

ひ
き
だ
し

樹下孔雀蒔絵螺鈿洋箪笥

瀧山寺文書 下巻
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『
瀧
山
寺
文
書 

下
』の
刊
行
に
つ
い
て

平
成
三
〇
年
度
の
収
集
作
品
に
つ
い
て

　昨
年
の『
瀧
山
寺
文
書 

上
』に
続
き
、岡
崎

市
史
料
叢
書『
瀧
山
寺
文
書 
下
』を
刊
行
し

ま
す
。岡
崎
古
文
書
研
究
会
の
方
々
を
は
じ

め
、多
く
の
方
の
ご
協
力
を
得
て
刊
行
す
る

こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

　瀧
山
寺
は
岡
崎
市
滝
町
に
あ
る
天
台
宗

の
寺
院
で
す
。当
寺
は
、朱
鳥
元
年（
六
八
六
）

に
開
創
し
、保
安
年
間（
一一二
〇
―
二
三
）に

堂
宇
が
整
備
さ
れ
ま
す
。中
世
に
お
い
て
は

三
河
守
護
足
利
氏
、近
世
に
お
い
て
は
徳
川

将
軍
家
の
庇
護
を
受
け
発
展
し
ま
す
。

　今
回
刊
行
し
ま
す
下
巻
に
は
、現
存
す
る

天
保
元
年（
一
八
三
〇
）か
ら
明
治
五
年（
一
八

七
二
）ま
で
の「
年
行
事
記
録
」三
八
冊
を
収

録
し
ま
し
た
。「
年
行
事
記
録
」と
は
、瀧
山

寺
の
子
院
で
年
行
事
を
勤
め
た
常
心
院
・
浄

蓮
院
・
観
量
院
・
玉
泉
院
・
密
厳
院
の
五
ヶ
院

が
各
年
毎
に
書
き
留
め
た
寺
務
記
録
で
す
。

　内
容
は
寺
領
庄
屋
の
交
替
、難
渋
者
へ
の

拝
借
米
、米
作・綿
作
の
検
見
、損
所
修
復
と

人
足
調
達
に
つ
い
て
な
ど
の
寺
領
支
配
に
関

す
る
こ
と
、岡
崎
藩
主
や
近
隣
領
主
の
瀧
山

東
照
宮
参
詣
に
つ
い
て
の
記
述
も
あ
り
ま
す
。

そ
の
他
に
天
保
七
年（
一
八
三
六
）に
起
き
た

三
河
加
茂一揆
に
つ
い
て
も
記
さ
れ
て
い
ま
す
。

　幕
末
か
ら
明
治
へ
と
激
動
す
る
時
代
に
瀧

山
寺
が
綴
っ
て
き
た
記
録
。そ
こ
に
は
、領
民

に
対
応
す
る
領
主
と
し
て
の
瀧
山
寺
の
姿
、

激
動
を
生
き
る
百
姓
の
姿
が
克
明
に
描
か
れ

て
い
ま
す
。例
え
ば
、天
保
七
年
の
御
救
米
を

め
ぐ
る
寺
側
と
領
民
と
の
や
り
取
り
の
記
述

（「
天
保
七
年
年
行
事
記
録
」）は
、加
茂
一
揆

が
起
き
た
直
後
と
あ
っ
て
緊
迫
し
た
様
子
が

伝
わ
っ
て
き
ま
す
。

　幕
末
か
ら
明
治
に
か
け
て
の
瀧
山
寺
の

動
向
と
寺
領
の
様
相
が
分
か
る
こ
の
一
冊
。

近
世
三
河
地
域
の
寺
領
支
配
の
実
態
を
紐

解
く
上
で
欠
か
せ
な
い
史
料
集
で
す
。『
瀧

山
寺
文
書 
下
』を
通
し
て
岡
崎
藩
領
の
世

界
と
違
っ
た
瀧
山
寺
領
の
世
界
を
味
わ
っ
て

み
て
く
だ
さ
い
。ま
た
、下
巻
だ
け
で
な
く

三
河
の
中
世
史
を
塗
り
替
え
た「
瀧
山
寺

縁
起
」や
慶
長
年
間
の
検
地
帳
、瀧
山
東
照

宮
に
関
す
る
史
料
な
ど
を
収
録
し
た
上
巻

も
刊
行
し
て
お
り
ま
す
の
で
上
下
共
に
ご

味
読
下
さ
い
。

　往
古
か
ら
続
く
地
域
の
寺
院
瀧
山
寺
が

紡
い
で
き
た
歴
史
を『
瀧
山
寺
文
書
』上
・
下

を
通
し
て
感
じ
て
み
て
は
ど
う
で
し
ょ
う
か
。

　収
蔵
品
展「
暮
ら
し
の
う
つ
り
か
わ
り
」

（
一
月
二
十
六
日
〜
三
月
二
十
四
日
開
催
）で

は
、小
学
生
を
対
象
と
し
た
イ
ベン
ト
を
行

い
ま
し
た
。

【
子
ど
も
わ
く
わ
く
！
教
室
】

　Ａ
5
判
12
頁
カ
ラ
ー
刷
り
の〈
わ
く
わ
く
！

シ
ー
ト
〉を
無
料
配
布
。子
ど
も
た
ち
が
会

場
で
道
具
を
見
て
回
り
な
が
ら
、答
え
を
み

つ
け
て
、楽
し
く
完
成
さ
せ
る
こ
と
が
で
き

る
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
で
す
。わ
く
わ
く
！
教
室
で

は
、担
当
学
芸
員
の
お
話
を
聞
き
な
が
ら
一

緒
に
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
を
や
っ
て
い
き
ま
す
。と

言
っ
て
も
、子
ど
も
た
ち
は
広
い
会
場
を
好

き
な
よ
う
に
回
り
た
い
、道
具
を
自
分
で
見

つ
け
た
い
気
持
ち
で
いっ
ぱ
い
。お
話
は
最
初

だ
け
で
、会
場
に
散
っ
て
い
き
ま
す
。一
時
間

程
で
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
が
で
き
た
ら
、記
念
ス
タ

ン
プ
を
押
し
て
も
ら
っ
て
終
了
。子
ど
も
た

ち
は
ス
タ
ン
プ
が
大
好
き
で
す
。

【
茶
の
間
シ
ー
ル
】

　小
学
生
以
下
の
子
ど
も
た
ち
へ
の
来
場

記
念
と
し
て〈
茶
の

間
シ
ー
ル
〉を
作
成

し
、プ
レ
ゼ
ン
ト
し

ま
し
た
。子
ど
も
た

ち
は
シ
ー
ル
も
大

好
き
、会
場
出
口
で

手
渡
す
と
大
喜
び

で
す
。家
に
持
ち
帰
っ
て
楽
し
ん
で
も
ら
う

と
と
も
に
、小
さ
な
お
子
様
連
れ
に
も
当
館

を
知
っ
て
い
た
だ
き
、今
後
も
来
館
い
た
だ

け
れ
ば
と
考
え
ま
し
た
。

【
茶
の
間
で
か
る
た
大
会
】

　展
示
室
に
再
現
し
た
茶
の
間
に
あ
が
っ
て

の
か
る
た
大
会
。競
う
か
る
た
は
四
十
年
前

の〈
い
ぬ
ぼ
う
か
る
た
〉。ち
ゃ
ぶ
台
や
火
鉢

を
部
屋
の
隅
に
片
付
け
て
、い
ざ
勝
負
。最

初
の
内
は
遠
慮
が
ち
だ
っ
た（
？
）子
ど
も
た

ち
も
、札
を
取
り
進
め
る
に
つ
れ
真
剣
モ
ー

ド
へ
。ジ
ワ
ジ
ワ
と
円
陣
が
狭
ま
り
、身
を
乗

り
だ
し
て
の
熱
戦
を
展
開
し
ま
し
た
。た
く

さ
ん
札
が
取
れ
た
子
、思
う
よ
う
に
取
れ
ず

に
悔
し
い
思
い
を
し
た
子
。観
客
の
大
人
た

ち
は
応
援
し
な
が
ら
、童
心
に
帰
っ
た
ひ
と

時
で
し
た
。

　当
館
で
は
毎
年
様
々
な
博
物
資
料
、美

術
品
を
収
集
し
て
い
ま
す
。今
年
度
収
集

し
た
主
な
作
品
を
ご
紹
介
し
ま
す
。

【
購
入
】

「
樹
下
孔
雀
蒔
絵
螺
鈿
洋
箪
笥
」

　十
七
世
紀
初
頭
に
製
作
さ
れ
、ヨ
ー
ロ
ッ

パ
に
輸
出
さ
れ
た
南
蛮
漆
器
で
す
。前
面

に
前
倒
し
の
扉
一
枚
を
取
り
付
け
、内
部

に
大
小
の
抽
斗
を
納
め
て
お
り
、箪
笥
の

外
面
と
抽
斗
正
面
に
は
萩
・
桔
梗
、紅
葉

等
の
草
木
と
孔
雀
な
ど
エ
キ
ゾ
チ
ッ
ク
な

画
題
を
取
り
合
わ
せ
た
意
匠
を
、蒔
絵
と

螺
鈿
で
表
し
て
い
ま
す
。当
館
の
収
集
コ
ン

セ
プ
ト
の
一つ
で
あ
る「
家
康
の
生
き
た
時

代
」の
桃
山
か
ら
江
戸
時
代
初
期
の
東
西

交
流
を
如
実
に
示
す
資
料
で
す
。

【
寄
附
】

「
染
付
竹
図
鉢
」
　

　江
戸
時
代
後
期
に
三
河
で
活
躍
し
た
岡

崎
生
ま
れ
の
俳
人
、鶴
田
卓
池
が
竹
の
図

を
絵
付
し
た
鉢
で
す
。卓
池
は
書
画
を
多

く
手
掛
け
ま
し
た
が
、陶
磁
器
の
絵
付
け

は
珍
し
く
、制
作
活
動
の
幅
を
知
る
上
で

貴
重
な
資
料
で
す
。

「
志
賀
重
昻
漢
詩
・
書
簡
」

　世
界
的
な
地
理
学
者
と
し
て
岡
崎
市

名
誉
市
民
に
叙
さ
れ
て
い
る
志
賀
重
昻
の

漢
詩
と
書
簡
で
す
。再
応
召
進
講
と
記
さ

れ
た
七
言
絶
句
の
漢
詩
は
、大
正
十
三
年

（
一
九
二
四
）に
志
賀
が
中
東
情
勢
に
つ
い

て
、天
皇
や
皇
族
に
御
進
講
を
し
た
事
を

読
ん
だ
志
賀
晩
年
の
作
と
推
測
さ
れ
ま

す
。

【
寄
託
】

「
熊
毛
兜
」

　下
三
ツ
木
町
の
観
音
寺
に
伝
来
す
る
兜

で
、三
木
松
平
氏
初
代
の
松
平
信
孝
の
所

用
と
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。兜
の
表
に
熊

毛
を
付
け
、吹
返
し
に
は
家
紋
で
あ
る
丸

に
五
瓶
瓢
箪
紋
を
金
蒔
絵
で
表
し
て
お

り
、後
立
は
銀
箔
押
で「
南
無
阿
弥
陀
佛
」

と
黒
漆
で
書
か
れ
て
い
ま
す
。観
音
寺
は

平
成
二
十
八
年
に
火
災
に
遭
い
、兜
は
翌

年
度
に
保
存
修
理
を
行
い
ま
し
た
。岡
崎

市
指
定
文
化
財
。

「
西
光
寺
資
料
」

　鴨
田
町
の
西
光
寺
に
伝
わ
る
櫓
時
計
・

掛
軸
・
古
文
書
等
で
す
。櫓
時
計
は
平
成
二

十
五
年
に
修
理
さ
れ
、実
際
に
作
動
し
ま

す
。古
文
書
は
幕
末
か
ら
明
治
初
期
に
西

光
寺
や
隨
念
寺
の
住
職
を
務
め
た
隆
忍
に

関
す
る
も
の
で
、掛
軸
は
知
恩
院
や
大
樹

寺
か
ら
下
賜
さ
れ
た
も
の
で
す
。幕
末
の

本
山
等
と
の
つ
な
が
り
が
窺
え
ま
す
。

「
兼
有
太
郎
右
衛
門
家
宗
円
画
像
」

　兼
有
は
岡
崎
城
下
、材
木
町
で
江
戸
時

代
に
活
躍
し
た
刀
鍛
冶
で
す
。先
祖
は
美

濃
国
関
出
身
で
、兼
有
に
は
甚
太
郎
家
と

同
家
よ
り
分
か
れ
た
太
郎
右
衛
門
家
が

あ
り
、本
図
は
太
郎
右
衛
門
家
の
開
祖
、

孫
右
衛
門（
戒
名
通
山
宗
円
信
士
）の
肖

像
で
す
。所
蔵
先
の
井
田
町
の
持
法
院
に

は
、「
兼
有
」銘
の
脇
差
等
も
伝
来
し
て
い

ま
す
。三
河
刀
工
の
系
譜
を
語
る
上
で
重

要
な
資
料
で
す
。

「
春
興
五
十
三
駄
之
内 

金
谷
」

　葛
飾
北
斎
に
よ
る
春
興
摺
物（
新
年
を

祝
っ
て
作
ら
れ
た
非
売
品
）で
す
。東
海
道

五
十
三
次
の
風
物
と
美
人
風
俗
の
取
り

合
わ
せ
で
描
く
全
五
九
図
の
揃
い
も
の
の

う
ち
の
一
枚
で
す
が
、本
作
品
は
保
存
状

態
も
非
常
に
良
く
、美
し
い
色
を
保
っ
て

い
ま
す
。

浦
野
加
穂
子

柴
田
富
彦

暮
ら
し
展 

子
ど
も
向
け
イ
ベ
ン
ト
報
告

伊
藤
久
美
子

N
EW
 FAC

E

鏡
味
千
佳

　昨
年
十
二
月
か
ら
学
芸
員
と
し
て
美
術

博
物
館
に
仲
間
入
り
し
ま
し
た
鏡
味
千
佳

（
年
齢
非
公
開
）で
す
。ど
う
ぞ
よ
ろ
し
く
お

願
い
い
た
し
ま
す
。ピ
カ
ピ
カ
の一
年
生
と
申

し
上
げ
た
い
と
こ
ろ
で
は
あ
り
ま
す
が
、学

芸
員
と
し
て
は
３
館
目
の
勤
め
と
な
り
ま

す
。前
職
の
名
古
屋
ボ
ス
ト
ン
美
術
館
で

は
、浮
世
絵
を
主
に
担
当
し
て
き
ま
し
た
。

当
館
は
、美
術
だ
け
で
は
な
く
歴
史
や
民

俗
の
学
芸
員
を
有
し
て
お
り
、そ
の
点
は
特

に
今
ま
で
経
験
し
た
館
の
中
で
も
ユ
ニ
ー
ク

で
、今
ま
で
知
ら
な
か
っ
た
世
界
に
触
れ
ら

れ
る
の
が
と
て
も
楽
し
み
で
す
。

　出
身
は
愛
知
県
な
の
で
す
が
、岡
崎
に
つ

い
て
は
初
心
者
。見
る
も
の
聞
く
も
の
、食

べ
る
も
の
も（
！
）新
鮮
で
、春
の
桜
や
夏
の

新
緑
な
ど
、こ
れ
か
ら
の
ベ
ス
ト
シ
ー
ズ
ン

に
色
々
よ
り
道
を
先
輩
職
員
か
ら
教
え
て

も
ら
お
う
と
思
っ
て
い
ま
す
。み
な
さ
ま
、ぜ

ひ
オ
ス
ス
メ
の
癒
し
ス
ポ
ッ
ト
や
グ
ル
メ
ス

ポ
ッ
ト
が
あ
れ
ば
教
え
て
く
だ
さ
い
！

ひ
き
だ
し
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■平成31年度企画展

チェコ・デザイン100年の旅
平成31年４月６日（土）～平成31年５月19日（日）
□講演会
①「チェコ・デザインとチェコ国立プラハ工芸美術館のコレクションについて」
日時／4月6日（土） 午後2時～ 
講師／ラジム・ヴォンドラーチェク氏（チェコ国立プラハ工芸美術館主任学芸員） 
②「戦前チェコの前衛的なデザイン・その代表作とコンテキスト」
日時／4月20日（土）  午後２時～ 
講師／ヘレナ・チャプコヴァー氏（博士(美術史)/立命館大学グローバル教養学
部准教授) 
※講演会共通
会場／当館1階セミナールーム
定員／先着70名（いずれも当日午後1時30分開場・整理券配布）、聴講無料

□国際博物館の日
日時／5月18日（土）  先着50名様に記念品を贈呈します。

□ギャラリートーク
日時／4月27日（土）  午後2時～ 
担当／当館学芸員
会場／当館１階展示室
参加費／無料（ただし、当日の観覧チケットが必要です。） 
　　　
□子どもプログラム
親子のためのギャラリートーク
日時／5月5日（日・祝）  午後2時～
担当／当館学芸員
会場／当館１階展示室
参加費／無料（ただし、当日の観覧チケットが必要です。）
会期中はほかに、ぬりえ、チェコ展ちょこっとクイズシートもあります。

□岡崎シビックセンター Presents コンサート
「スプリングコンサート 弦楽二重奏による音楽の旅」
日時／４月14日（日）  午後2時～
会場／当館１階セミナールーム
定員／先着70名（いずれも当日午後1時30分開場・整理券配布）、参加無料

編集後記｜平成31年度がスタートしました！トップバッターの展覧会は「チェコ・デザイン１００年の旅」。チェコといえば、ドヴォルザークや

スメタナ、ヤナーチェクなど音楽の世界でも親しみがある国です。会期中には、岡崎出身の演奏家によるチェコにまつわるコンサートも開催

します。どうぞお楽しみに！（鏡味）

［岡崎市美術博物館ニュース／アルカディア］  第78号  2019年4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）
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表紙図版：パヴェル・ヤナーク 《クリスタル型小物入れ》 チェコ国立プラハ工芸美術館蔵

　二
月
は
鬼
に
出
会
う
こ
と
が
多
い
月

で
あ
る
。節
分
で
の
鬼
、豊
橋
の
鬼
祭

り
、そ
し
て
岡
崎
の
瀧
山
寺
火
祭
り
で

の
鬼
で
あ
る
。豊
橋
の
鬼
祭
り
は
安
久

美
神
戸
神
明
社
と
氏
子
町
の
ま
つ
り

と
し
て
発
展
し
た
も
の
で
、鬼
と
天
狗

の
か
ら
か
い（
闘
い
）で
知
ら
れ
て
い

る
。小
麦
粉
と
端
切
り
飴
を
ば
ら
ま
き

な
が
ら
町
に
繰
り
出
す
鬼
の
パ
フ
ォ
ー

マ
ン
ス
は
ユ
ニ
ー
ク
で
あ
る
。瀧
山
寺
の

火
祭
り
は
御
存
じ
の
と
お
り
、祖
父
鬼

と
祖
母
鬼
、孫
鬼
の
三
匹
の
鬼
が
登
場

す
る
。夜
の
暗
闇
の
な
か
で
何
人
か
の

人
に
守
ら
れ
な
が
ら
、松
明
の
炎
と
と

も
に
本
堂
の
廻
り
で
動
き
ま
わ
る
姿

に
は
迫
力
が
あ
る
。豊
橋
と
岡
崎
の
祭

礼
で
の
鬼
を
比
較
し
て
み
る
の
も
一
興

で
あ
ろ
う
。豊
橋
の
鬼
が
天
狗
に
追
わ

れ
て
退
散
す
る
こ
と
は
一
見
、節
分
で

の「
鬼
は
外
」の
鬼
払
い
を
思
わ
せ
る

が
、田
畑
の
実
り
の
象
徴
で
あ
る
小
麦

粉
と
飴
を
撒
く
姿
は
五
穀
豊
穣
を
も

た
ら
す
も
の
で
あ
る
。瀧
山
寺
で
も
、

孫
鬼
が
大
き
な
鏡
餅
を
持
っ
て
登
場

す
る
こ
と
は
同
様
に
豊
作
を
祈
願
す

る
も
の
で
あ
る
。両
方
の
鬼
は
、追
い

払
っ
た
り
、ま
た
追
わ
れ
た
り
す
る
存

在
で
な
く
、私
た
ち
に
豊
穣
と
無
病
息

災
を
も
た
ら
す
存
在
で
あ
る
。鬼
の
よ

う
な
・・・
と
表
現
さ
れ
る
怖
い
存
在
は

身
の
回
り
に
い
る
が
。こ
こ
で
の
鬼
は

違
う
。二
つ
の
ま
つ
り
の
鬼
に
は
鬼
に

託
す
古
来
か
ら
の
人
々
の
思
い
が
表
現

さ
れ
て
い
る
。（
堀
）

　昨
年
、数
年
前
に
亡
く
な
っ
た
祖
父
の

形
見
の
カ
メ
ラ
を
修
理
し
た
。祖
父
が
使

用
し
て
い
た
カ
メ
ラ
に
は
、六
十
年
程
前

に
販
売
さ
れ
て
い
た
ア
ナ
ロ
グ
式
の
フ
ィ

ル
ム
カ
メ
ラ
か
ら
、電
池
式
の
フ
ィ
ル
ム
カ

メ
ラ
、電
池
式
の
デ
ジ
タ
ル
カ
メ
ラ
な
ど

が
あ
り
、カ
メ
ラ
の
変
遷
が
垣
間
見
え
る

よ
う
な
集
め
方
を
し
て
い
た
。古
い
カ
メ

ラ
を
修
理
で
き
る
店
舗
を
探
し
、す
べ
て

の
カ
メ
ラ
を
持
ち
込
み
、修
理
の
可
否
を

尋
ね
る
と
、祖
父
が
持
っ
て
い
た
中
で
最

も
古
い
ア
ナ
ロ
グ
式
の
フ
ィ
ル
ム
カ
メ
ラ

だ
け
が
修
理
が
可
能
で
あ
っ
た
。

　個
人
的
に
、写
真
と
い
う
媒
体
に
つ
い

て
し
ば
し
ば
考
え
る
こ
と
が
あ
る
。写
真

が
現
像
さ
れ
た
と
き
、撮
影
者
が
捉
え

よ
う
と
し
た
被
写
体
や
視
点
を
、完
全

に
共
有
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、現
像

に
よ
っ
て
写
真
の
鑑
賞
者
は
そ
の
片
鱗

を
追
体
験
す
る
こ
と
が
で
き
る
媒
体
で

あ
る
と
感
じ
て
い
る
。そ
の
た
め
、祖
父

が
覗
い
て
い
た
風
景
を
少
し
で
も
体
感

し
た
か
っ
た
と
い
う
の
が
、形
見
の
カ
メ

ラ
た
ち
を
修
理
に
持
ち
込
ん
だ
動
機

だ
っ
た
。

　修
理
を
終
え
、今
年
の
正
月
、家
族
の

姿
を
祖
父
の
カ
メ
ラ
で
写
真
に
収
め
よ

う
と
撮
影
を
し
た
。し
か
し
、露
光
の
調

節
な
ど
に
ま
だ
慣
れ
て
い
な
い
た
め
、良

く
撮
れ
た
写
真
は
、数
枚
ほ
ど
で
あ
っ

た
。祖
父
の
カ
メ
ラ
に
触
れ
た
こ
と
を
機

に
、今
後
も
フ
ィ
ル
ム
カ
メ
ラ
を
扱
っ
て
み

た
い
と
思
う
。祖
父
が
覗
い
た
風
景
の
残

像
を
求
め
て
。（
髙
）

二
つ
の
鬼

風
景
と
残
像

み  

か
ん  

べ

あ

　く


