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S H O P  I N F O R M A T I O N

開館時間
午前 1 0時～午後 5時
※最終の入場は閉館時間の30分前まで

休 館 日 月曜日（祝日に該当する場合は、その翌日以後休日でない日）
年末年始　※展示替えのため臨時休館する事があります。
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［岡崎市美術博物館ニュース／アルカディア］  第86号 2021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字峠1番地　岡崎中央総合公園内
TEL  0564 -28 -5000（代表）

寅年、寅の日、寅の刻に生まれた徳川家康の伝説にちなむ愛知県の玩具「寅童子」。
後の家康の母となる於大の方は、強くたくましい男子が生まれることを願い鳳来寺へ
お参りし薬師如来に祈りました。
不思議なことに家康が生まれると、鳳来寺の薬師如来を護る十二神将像のうち、真達
羅大将の像が忽然と消えてしまったのです。
十二神将は薬師如来を十二の方角と時刻からそれぞれ護る上で、真達羅大将は寅童
子とも呼ばれ、寅の方角と寅の刻を担当していました。
元和2年(1616)年、75歳で家康が亡くなると、いつの間にか真達羅大将の像は元あっ
た場所に戻っており、家康公は寅童子の化身とされるようになりました。
この逸話をもとに、昭和30 (1955)年頃に作られるようになった玩具です。数多くの挫
折を乗り越え天下を取った七転び八起きの家康の人生に重ね、起き上がり小法師に寅
の絵付けがしてあります。

営業時間 10:00 - 17:00
定 休 日 月曜日（祝日の場合は営業。翌火曜日が振替定休日となります）
T E L 0564-83-5952
F A X 0564-83-5953
M A I L yagura＠b-soup.com
U R L https://www.facebook.com/museumshop.yagura

岡崎市美術博物館併設のカフェレストラン『YOUR TABLE』。ガラス張りの店内には太

陽の光がいっぱい入り、お洒落で開放的な空間が広がります。ランチ時には景色を愉し

みながらお食事をすることができます。展示毎にシェフ考案のコラボメニューも登場。

カフェタイムにはやケーキセットや軽食などを販売中。

営業時間 11:00～21:30
定 休 日 月曜日（祝日の場合は営業。翌火曜日が振替定休日となります） 
LUNCH 11:00 - 14:30 (L.O.14:00）
T E A 14:30 - 17:00 (L.O.16:00）
DINNER 17:30 - 21:30 (L.O.20:30）
T E L 0564-28-0141
U R L https://your-table.owst.jp
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「
岡
崎
小
唄
」
と
「
五
万
石
」

「
五
万
石
で
も
岡
崎
様
は
お
城

下
ま
で
船
が
着
く
…
」
の
フ

レ
ー
ズ
で
お
馴
染
み
の
「
五
万

石
」
を
ア
レ
ン
ジ
し
て
作
ら
れ

た
「
岡
崎
小
唄
」
を
ご
存
じ
で

し
ょ
う
か
。
こ
の
曲
は
、
大
正
十

五
年
、
三
河
日
報
社
に
よ
る
支

援
の
も
と
、
メ
ロ
デ
ィ
は
『
シ
ャ

ボ
ン
玉
』『
ゴ
ン
ド
ラ
の
唄
』
な

ど
で
お
馴
染
み
の
中
山
晋
平
、

補
詩
は
『
七
つ
の
子
』『
赤
い
靴
』

な
ど
で
お
馴
染
み
の
野
口
雨
情

と
い
う
ビ
ッ
グ
ネ
ー
ム
に
よ
り

作
ら
れ
ま
し
た
。
レ
コ
ー
ド
に

も
な
り
、
岡
崎
芸
妓
連
中
が
吹

き
込
ん
だ
も
の
が
ビ
ク
タ
ー
か

ら
販
売
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
近

代
化
の
波
の
中
で
古
い
岡
崎
の

面
影
が
亡
び
て
ゆ
く
様
を
惜
し

ん
で
作
ら
れ
た
と
か
。
今
や
「
岡

崎
小
唄
」
が
作
ら
れ
た
時
代
さ

え
遠
い
昔
の
こ
と
と
な
っ
て
し

ま
い
、
知
る
人
は
多
く
な
い
よ

う
で
す
。

オ
リ
ジ
ナ
ル
の
節
回
し
は
歴
史

の
中
で
途
切
れ
て
し
ま
っ
た
と

い
う
「
五
万
石
」
。
も
と
は
菅
生

川
と
矢
作
川
を
行
き
来
す
る
中

で
歌
わ
れ
た
舟
唄
だ
っ
た
そ
う

で
す
。
現
代
で
い
え
ば
ド
ラ
イ

ブ
の
B
G
M
と
い
っ
た
と
こ
ろ

で
し
ょ
う
か
。
我
々
が
メ
ロ

デ
ィ
を
つ
け
て
み
て
も
面
白
い

か
も
し
れ
ま
せ
ん
ね
。

YOUSED TO BE



ご あ い さ つ

開
館
廿
五
周
年
︑次
を
期
す

12

（
承
前
）問
題
は
、も
う
一
つ
あ
る
。し
か
も
こ
ち
ら
は
、こ
の
押
絵
貼
屏

風
制
作
の
秘
密
そ
の
も
の
に
も
深
く
係
わ
る
。そ
の
問
題
と
は
、本
屏

風
各
図
に
臨
模
的
性
格
が
拭
い
き
れ
な
い
点
で
あ
る
。要
す
る
に
各
図

に
は
、お
手
本
と
し
た
作
品
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
、そ
れ
を
ほ
ぼ

そ
の
ま
ま
準
え
た
―
そ
ん
な
疑
い
さ
え
あ
る
。「
梔
子
・
萱
草
に
鶯
図
」

が
、ま
さ
し
く
そ
う
し
て
制
作
さ
れ
た
こ
と
は
既
に
述
べ
た
。

　
さ
ら
に
山
本
英
男
氏
は
、「
枇
杷
に
緋
連
雀
図
」（
右
隻
㐧
五
扇
）が
、

ほ
と
ん
ど
敷
写
し
た
の
で
は
な
い
か
と
見
ら
れ
る
、
伝
狩
野
雅
楽
助

（
狩
野
元
信
の
弟
）筆
の『
花
鳥
図
』を
見
出
し
た（『
前
田
子
爵
・
井
伊
子

爵
家
御
蔵
器
入
札
』目
録
収
載
　
一
九
一
九
年
　
山
本
英
男「
花
鳥
図

押
絵
貼
屏
風
」作
品
解
説
　『
狩
野
永
徳
』展
図
録
　
京
都
国
立
博
物
館

　
二
〇
〇
七
年
）。

　
加
え
て
本
屏
風
を
最
初
に
紹
介
し
た
狩
野
博
幸
氏
も「
銭
葵
に
高
麗

鶯
図
」（
左
隻
㐧
三
扇
）に
先
行
す
る
作
と
し
て
、同
じ
く
伝
雅
楽
助
筆

の
『
椿
に
小
禽
図
』（
図
）
を
提
示
し
て
い
る
し
、「
鶏
頭
花
に
蜻
蛉
図
」

（
右
隻
㐧
四
扇
）の
対
向
し
て
飛
ぶ
蜻
蛉
や「
凌
霄
花
に
鶉
図
」（
左
隻
㐧

五
扇
）の
鶉
に
も
図
像
情
報
が
あ
っ
た
と
い
う（
狩
野
博
幸「
狩
野
永
徳
筆

　
花
鳥
図
押
絵
貼
屏
風
」『
國
華
』一
三
〇
二
号
　
二
〇
〇
四
年
）。

　
他
に
も
個
別
の
モ
チ
ー
フ
に
限
れ
ば
、梅
に
留
ま
る
鳩
、大
手
毬
の
枝
で
毛
づ
く
ろ
い
す
る
小
禽
、急

降
下
す
る
雲
雀
な
ど
、一
門
内
の
先
行
す
る
作
品
の
中
に
、そ
の
祖
型
と
も
云
う
べ
き
か
た
ち
を
、容
易

に
見
つ
け
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。む
ろ
ん
、そ
の
か
た
ち
を
永
徳
が
知
っ
た
の
も
、粉
本
を
通
じ
て

で
あ
る
は
ず
だ
。そ
れ
ら
を
一
筆
々
々
丹
念
に
描
い
た
。そ
れ
も
対
角
線
に
沿
っ
て
各
モ
チ
ー
フ
を
配

置
す
る
、堅
固
で
端
正
な
構
図
の
う
ち
に
―
こ
れ
が
本
図
制
作
の
秘
密
だ
ろ
う
か
。だ
が
、い
ず
れ
に
せ

よ
、若
き
永
徳
に
と
っ
て
粉
本
が
制
作
に
大
き
な
力
と
な
っ
て
い
た
こ
と
と
、そ
う
し
た
粉
本
を
狩
野

一
門
が
豊
か
に
蓄
え
て
い
た
こ
と
と
を
見
逃
す
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
。

　
で
は
肝
心
の
虻
は
、「
銭
葵
に
高
麗
鶯
図
」に
描
か
れ
た
虻
は
、一
体
、何
処
か
ら
飛
ん
で
来
た
の
か
。

「
梔
子
・
萱
草
に
鶯
図
」の
原
図
と
な
っ
た
伝
趙
昌
筆
本『
梔
子
に
鶯
図
団
扇
』に
も
、ま
た
、当
の「
銭
葵

に
高
麗
鶯
図
」を
描
く
に
際
し
参
考
に
し
た
と
い
う『
椿
に
小
禽
図
』の
い
ず
れ
に
も
、虻
は
描
か
れ
て

い
な
い
。し
か
も
、同
じ
く『
梔
子
に
鶯
図
団
扇
』を
原
図
に
描
か
れ
た『
梔
子
に
小
禽
図
』ｐ
に
虻
を
添

え
た
の
は
永
徳
で
あ
る
。と
な
れ
ば
、「
銭
葵
に
高
麗
鶯
図
」に
虻
を
描
い
た
の
も
、永
徳
そ
の
人
、と
み

る
こ
と
に
無
理
は
な
い
。む
ろ
ん
、そ
の
虻
の
図
像
情
報
の
そ
も
そ
も
の
淵
源
は
常
州
草
虫
画
に
あ
っ

た
の
だ
が
。し
か
し
そ
の
虻
を
、屏
風
の
対
向
す
る
二
面
に
描
か
れ
た
高
麗
鶯
と
鶯
に
見
詰
め
さ
せ
る

―
こ
の
奇
抜
な
構
成
が
、永
徳
そ
の
人
の
奇
知
に
よ
る
こ
と
は
、も
は
や
疑
う
べ
く
も
あ
る
ま
い
。

　
興
味
深
い
の
は
、こ
の
押
絵
貼
屏
風
の
制
作
年
代
だ
。各
図
に
捺
さ
れ
た「
州
信
」印
の
印
影
か
ら
、

そ
の
制
作
は
、こ
れ
と
同
一
印
を
捺
し
た
、あ
の
上
杉
本『
洛
中
洛
外
図
屏
風
』を
遡
る
と
鑑
識
さ
れ
て

い
る（
狩
野
氏
前
掲
論
考
）。二
十
歳
前
後
の
作
で
あ
る
。む
ろ
ん
こ
の
時
代
の
こ
と
、年
齢
か
ら
も
既

に
元
服
も
済
ま
せ
て
い
た
だ
ろ
う
か
ら
、絵
師
と
し
て
独
り
立
ち
の
活
動
を
し
て
い
た
の
だ
ろ
う
。現

に
永
禄
八
年（
一
五
六
五
）二
十
三
歳
の
時
に
は
足
利
義
輝（
一
五
三
六
〜
六
五
）の
命
で
、そ
の
当
の

上
杉
本
の
制
作
を
果
た
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。（
黒
田
日
出
男
著『
謎
解
き
洛
中
洛
外
図
』岩
波
新
書

4
3
5
　
一
九
九
六
年
）。と
は
云
え
、さ
ら
に
こ
れ
を
遡
る
と
な
れ
ば
、粉
本
を
臨
模
す
る
な
ど
な
お

絵
画
修
業
を
怠
り
な
く
続
け
る
身
で
も
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。本
屏
風
各
図
に
先
行
作
品
か
ら
の
図
様

の
借
用
が
著
し
い
こ
と
や
、そ
の
図
様
を
丹
念
に
写
し
取
り
、端
正
と
は
云
え
、や
ゝ
堅
固
し
い
感
さ
え

あ
る
構
図
に
ま
と
め
上
げ
た
あ
た
り
に
、こ
れ
を
描
い
た
絵
師
の
若
さ
故
の
真
摯
さ
と
云
う
か
、融
通

の
き
か
な
い
真
面
目
さ
さ
え
見
る
こ
と
が
可
能
だ
と
思
う
の
だ
が
。狩
野
氏
が
指
摘
す
る
通
り
、本
図

は
、永
徳
若
年
期
の
力
作
と
云
う
べ
き
だ
ろ
う
。

　
嬉
し
い
の
は
、そ
の
作
に
、時
代
を
往
く
最
新
の
モ
チ
ー
フ
。虫
を
取
上
げ
て
く
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。

こ
れ
を
見
出
す
に
は
、若
き
柔
軟
な
眼
が
必
要
な
の
か
も
知
れ
な
い
。そ
う
云
え
ば
桃
山
の
も
う
一
人

の
巨
匠
等
伯
が
虻
を
描
い
た
の
も
、
信
春
時
代
で
は
な
か
っ
た
か
。
し
か
も
、
青
年
永
徳
は
、
そ
の
虫

（
虻
）を
取
上
げ
る
に
、屏
風
の
向
か
い
合
う
画
面
に
趣
向
を
凝
ら
し
た
。

　
平
成
八
年（
一
九
九
六
年
）七
月
開
館
し
た
岡
崎
市
美
術
博
物
館
は
、本
年
、目
出
度
く
も
廿
五
周
年
を

迎
え
た
。ま
こ
と
に
慶
ば
し
い
限
り
だ
。そ
の
間
、一
五
七
回
の
展
覧
会
を
開
催
、一
一
六
万
人
以
上
の
方

が
た
の
ご
来
館
が
あ
っ
た
。こ
れ
も
ひ
と
え
に
岡
崎
市
民
は
じ
め
市
当
局
、関
係
各
位
の
ご
理
解
と
ご
支

援
の
賜
も
の
と
心
よ
り
御
礼
申
し
上
げ
る
。

　
と
同
時
に
、開
館
当
初
、い
ま
だ
岡
崎
市
美
術
博
物
館
の
存
在
さ
え
認
知
さ
れ
て
い
な
い
中
、展
覧
会

を
実
現
さ
せ
て
い
っ
た
代
々
の
学
芸
員
、館
運
営
を
支
え
た
管
理
担
当
の
職
員
の
弛
ま
ぬ
努
力
も
忘
れ
て

は
な
る
ま
い
。言
葉
で
は
言
い
尽
く
せ
な
い
苦
労
も
あ
っ
た
だ
ろ
う
。そ
の
尽
力
に
も
感
謝
し
た
い
。

　
し
か
し
そ
の
甲
斐
も
あ
っ
て
か
、記
憶
に
残
る
展
覧
会
が
少
な
く
な
い
。さ
し
ず
め
わ
た
し
に
と
っ
て

「
大
ザ
ビ
エ
ル
展
―
来
日
四
五
〇
周
年
　
そ
の
生
涯
と
南
蛮
文
化
の
遺
宝
」（
一
九
九
九
年
）は
、そ
ん
な
一
つ
で
あ
る
。

天
文
十
八
年
（
一
五
四
九
）
キ
リ
ス
ト
教
布
教
の
た
め
来
日
し
た
イ
ス
パ
ニ
ア
の
宣
教
師
フ
ラ
ン
シ
ス

コ
・
ザ
ビ
エ
ル
（
一
五
〇
六
〜
五
二
）
の
事
蹟
を
顕
彰
す
る
と
共
に
、
そ
れ
以
降
、
盛
ん
に
な
っ
て
い
く

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
世
界
と
の
交
流
の
中
か
ら
生
ま
れ
た
文
物
を
網
羅
し
た
も
の
で
、家
康
が
生
ま
れ
活
躍
し
た

時
代
の
歴
史
と
文
化
の
検
証
を
活
動
の
基
本
と
す
る
当
館
が
、い
わ
ば
開
く
べ
く
し
て
開
い
た
展
覧
会
で

あ
ろ
う
。そ
の
流
れ
か
ら
現
在
も
当
館
最
多
の
入
館
者
数
を
誇
る「
カ
ラ
ヴ
ァ
ッ
ジ
ョ
」展（
二
〇
〇
一

年
）も
実
現
し
た
の
だ
ろ
う
し
、扱
う
時
代
は
下
る
が
、「
平
賀
源
内
展
」（
二
〇
〇
四
年
）、「
阿
蘭
陀
と
Ｎ

Ｉ
Ｐ
Ｐ
Ｏ
Ｎ
」展（
二
〇
一
〇
年
）や「
大
鎖
国
展
―
江
戸
に
咲
い
た
異
国
の
花
」（
二
〇
一
六
年
）も
そ
う

だ
ろ
う
。

　
た
だ
し
、「
大
鎖
国
展
」と
そ
れ
以
外
の
展
覧
会
で
は
、後
者
が
巡
回
展
で
あ
っ
た
の
に
対
し
、前
者
が

当
館
独
自
の
企
画
で
あ
っ
た
点
、大
き
な
違
い
が
あ
る
。全
国
か
ら
、と
云
う
よ
り
世
界
か
ら
関
連
す
る

優
れ
た
作
品
を
借
用
し
、各
地
の
美
術
館
・
博
物
館
で
展
示
す
る
―
大
規
模
な
巡
回
展
の
魅
力
は
言
う
ま

で
も
な
い
が
、岡
崎
の
地
か
ら
全
国
に
向
け
て
、長
年
調
査
研
究
し
て
き
た
成
果
を
発
信
す
る
＝
独
自
の

企
画
展
の
面
白
さ
も
捨
て
難
い
。「
大
鎖
国
展
」が
ま
さ
し
く
そ
れ
で
、全
国
か
ら
の
来
館
者
が
あ
っ
た
こ

と
は
記
憶
に
新
し
い
。今
後
も
そ
う
し
た
展
覧
会
を
企
画
し
た
い
。

　
だ
が
、岡
崎
市
美
術
博
物
館
も
、実
は
そ
う
し
た
展
覧
会
を
数
多
く
開
い
て
き
た
。思
い
つ
く
ま
ま
に

上
げ
て
み
る
と
、

　
　
甲
山
焼
の
世
界
　
1
9
9
7
  

矢
作
川
―
川
と
人
の
歴
史
　
1
9
9
9

　
　
松
平
・
徳
川
氏
の
寺
社
　
2
0
0
0
 

天
台
の
ほ
と
け
　
2
0
0
3

　
　
田
中
吉
政
と
そ
の
時
代
　
2
0
0
5
 

隼
人
が
ゆ
く
　
2
0
0
7

　
　
三
河
念
仏
の
源
流
　
2
0
0
8
 

茶
の
湯
の
文
明
開
化
　
2
0
1
0

　
　
村
山
槐
多
の
全
貌
　
2
0
1
1
 

徳
川
四
天
王
ー
本
多
忠
勝
と
子
孫
た
ち
　
2
0
1
2

　
　
家
康
の
肖
像
と
東
照
宮
信
仰
　
2
0
1
7
 

鶴
田
卓
池
と
三
河
の
俳
諧
　
2
0
1
9

な
ど
で
あ
る
。い
ず
れ
も
岡
崎
と
三
河
に
係
わ
る
テ
ー
マ
を
追
究
し
た
も
の
で
、担
当
学
芸
員
の
日
頃

の
地
道
な
調
査
が
あ
っ
た
は
ず
だ
。刊
行
さ
れ
た
図
録
は
、今
後
、同
じ
問
題
を
考
え
る
上
で
の
基
本
的

文
献
と
な
る
に
違
い
な
い
。誇
る
べ
き
大
き
な
成
果
で
あ
る
。

　
と
は
云
え
、今
後
と
も
こ
う
し
た
展
覧
会
の
開
催
が
可
能
か
ど
う
か
。コ
ロ
ナ
ウ
ィ
ル
ス
が
猛
威
を

ふ
る
う
現
況
で
は
問
題
も
多
い
。現
に
昨
春
の
緊
急
事
態
宣
言
下
、当
館
で
も
展
覧
会
の
中
止
、延
期
を

余
儀
な
く
さ
れ
た
。少
な
く
と
も
大
量
動
員
を
前
提
と
す
る
従
来
型
の
大
規
模
巡
回
展
は
、曲
が
り
角

に
き
て
い
る
の
か
も
知
れ
な
い
。

　
そ
こ
で
当
館
で
も
、何
と
か
閉
館
だ
け
は
避
け
た
い
と
、昨
年「
贅
沢
な
対
話
」展
を
開
催
し
た
。陳

列
す
る
資
料
を
極
限
ま
で
減
ら
す
こ
と
で
館
内
で
の
密
を
避
け
る
と
共
に
、鑑
賞
者
が
資
料
と
一
対
一

で
対
話
す
る
た
め
の
空
間
と
時
間
を
確
保
す
る
と
い
う
、贅
沢
な
展
示
を
目
差
し
た
。そ
の
開
催
の
経

緯
、成
果
と
反
省
、展
望
は
担
当
学
芸
員
が
独
白
し
た「
備
忘
と
し
て
の「
贅
沢
な
対
話
」開
催
顛
末
」に

譲
る
が（『
岡
崎
市
美
術
博
物
館
研
究
紀
要
』㐧
九
号
　
二
〇
二
一
年
）、そ
こ
で
明
ら
か
と
な
っ
た
問

題
意
識
は
、必
ら
ず
や
今
後
の
展
示
に
活
か
さ
れ
る
に
違
い
な
い
。

　
幸
い
だ
っ
た
の
は
、そ
の
展
覧
会
の
企
画
、準
備
段
階
で
当
館
の
収
蔵
品
を
改
め
て
見
直
す
こ
と
が

出
来
た
点
で
あ
る
。そ
の
結
果
、当
館
の
収
蔵
品
が
、質
的
に
も
、そ
の
幅
広
さ
に
お
い
て
も
、優
れ
た

内
容
を
持
つ
こ
と
が
判
明
し
た
、と
云
う
。ま
さ
し
く
開
館
以
来
、粛
々
と
資
料
収
集
に
努
め
て
き
た
結

果
で
、
既
に
そ
の
成
果
の
一
部
を
ま
と
め
た
展
覧
会
さ
え
も
開
催
し
て
い
る
（
「
長
谷
川
潾
二
郎
展
」

「
土
人
形
」展
な
ど
）。今
後
と
も
収
蔵
資
料
の
一
層
の
充
実
を
図
る
べ
き
こ
と
を
決
意
す
る
。そ
れ
こ

そ
が
館
の
活
動
に
と
っ
て
大
き
な
力
に
な
る
こ
と
が
、今
回
の
事
態
で
身
に
沁
み
て
分
か
っ
た
か
ら
で

あ
る
。

　
そ
の
収
蔵
品
と
、廿
五
年
間
の
展
覧
会
活
動
で
培
わ
れ
た
情
報
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
・
人
脈
と
を
結
び
つ

け
、さ
ら
な
る
飛
躍
を
期
し
た
い
。取
り
上
げ
る
べ
き
テ
ー
マ
は
多
く
、魅
力
あ
る
展
覧
会
を
お
約
束
す

る
。市
民
は
じ
め
関
係
各
位
の
ご
支
援
ご
鞭
撻
を
お
願
い
申
し
上
げ
る
。

 

 

 

 

 

コ
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に
ふ
れ
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ご
来
館
を
お
待
ち
申
し
上
げ
ま
す
。
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ご あ い さ つ

開
館
廿
五
周
年
︑次
を
期
す

12

（
承
前
）問
題
は
、も
う
一
つ
あ
る
。し
か
も
こ
ち
ら
は
、こ
の
押
絵
貼
屏

風
制
作
の
秘
密
そ
の
も
の
に
も
深
く
係
わ
る
。そ
の
問
題
と
は
、本
屏

風
各
図
に
臨
模
的
性
格
が
拭
い
き
れ
な
い
点
で
あ
る
。要
す
る
に
各
図

に
は
、お
手
本
と
し
た
作
品
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
、そ
れ
を
ほ
ぼ

そ
の
ま
ま
準
え
た
―
そ
ん
な
疑
い
さ
え
あ
る
。「
梔
子
・
萱
草
に
鶯
図
」

が
、ま
さ
し
く
そ
う
し
て
制
作
さ
れ
た
こ
と
は
既
に
述
べ
た
。

　
さ
ら
に
山
本
英
男
氏
は
、「
枇
杷
に
緋
連
雀
図
」（
右
隻
㐧
五
扇
）が
、

ほ
と
ん
ど
敷
写
し
た
の
で
は
な
い
か
と
見
ら
れ
る
、
伝
狩
野
雅
楽
助

（
狩
野
元
信
の
弟
）筆
の『
花
鳥
図
』を
見
出
し
た（『
前
田
子
爵
・
井
伊
子

爵
家
御
蔵
器
入
札
』目
録
収
載
　
一
九
一
九
年
　
山
本
英
男「
花
鳥
図

押
絵
貼
屏
風
」作
品
解
説
　『
狩
野
永
徳
』展
図
録
　
京
都
国
立
博
物
館

　
二
〇
〇
七
年
）。

　
加
え
て
本
屏
風
を
最
初
に
紹
介
し
た
狩
野
博
幸
氏
も「
銭
葵
に
高
麗

鶯
図
」（
左
隻
㐧
三
扇
）に
先
行
す
る
作
と
し
て
、同
じ
く
伝
雅
楽
助
筆

の
『
椿
に
小
禽
図
』（
図
）
を
提
示
し
て
い
る
し
、「
鶏
頭
花
に
蜻
蛉
図
」

（
右
隻
㐧
四
扇
）の
対
向
し
て
飛
ぶ
蜻
蛉
や「
凌
霄
花
に
鶉
図
」（
左
隻
㐧

五
扇
）の
鶉
に
も
図
像
情
報
が
あ
っ
た
と
い
う（
狩
野
博
幸「
狩
野
永
徳
筆

　
花
鳥
図
押
絵
貼
屏
風
」『
國
華
』一
三
〇
二
号
　
二
〇
〇
四
年
）。

　
他
に
も
個
別
の
モ
チ
ー
フ
に
限
れ
ば
、梅
に
留
ま
る
鳩
、大
手
毬
の
枝
で
毛
づ
く
ろ
い
す
る
小
禽
、急

降
下
す
る
雲
雀
な
ど
、一
門
内
の
先
行
す
る
作
品
の
中
に
、そ
の
祖
型
と
も
云
う
べ
き
か
た
ち
を
、容
易

に
見
つ
け
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。む
ろ
ん
、そ
の
か
た
ち
を
永
徳
が
知
っ
た
の
も
、粉
本
を
通
じ
て

で
あ
る
は
ず
だ
。そ
れ
ら
を
一
筆
々
々
丹
念
に
描
い
た
。そ
れ
も
対
角
線
に
沿
っ
て
各
モ
チ
ー
フ
を
配

置
す
る
、堅
固
で
端
正
な
構
図
の
う
ち
に
―
こ
れ
が
本
図
制
作
の
秘
密
だ
ろ
う
か
。だ
が
、い
ず
れ
に
せ

よ
、若
き
永
徳
に
と
っ
て
粉
本
が
制
作
に
大
き
な
力
と
な
っ
て
い
た
こ
と
と
、そ
う
し
た
粉
本
を
狩
野

一
門
が
豊
か
に
蓄
え
て
い
た
こ
と
と
を
見
逃
す
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
。

　
で
は
肝
心
の
虻
は
、「
銭
葵
に
高
麗
鶯
図
」に
描
か
れ
た
虻
は
、一
体
、何
処
か
ら
飛
ん
で
来
た
の
か
。

「
梔
子
・
萱
草
に
鶯
図
」の
原
図
と
な
っ
た
伝
趙
昌
筆
本『
梔
子
に
鶯
図
団
扇
』に
も
、ま
た
、当
の「
銭
葵

に
高
麗
鶯
図
」を
描
く
に
際
し
参
考
に
し
た
と
い
う『
椿
に
小
禽
図
』の
い
ず
れ
に
も
、虻
は
描
か
れ
て

い
な
い
。し
か
も
、同
じ
く『
梔
子
に
鶯
図
団
扇
』を
原
図
に
描
か
れ
た『
梔
子
に
小
禽
図
』ｐ
に
虻
を
添

え
た
の
は
永
徳
で
あ
る
。と
な
れ
ば
、「
銭
葵
に
高
麗
鶯
図
」に
虻
を
描
い
た
の
も
、永
徳
そ
の
人
、と
み

る
こ
と
に
無
理
は
な
い
。む
ろ
ん
、そ
の
虻
の
図
像
情
報
の
そ
も
そ
も
の
淵
源
は
常
州
草
虫
画
に
あ
っ

た
の
だ
が
。し
か
し
そ
の
虻
を
、屏
風
の
対
向
す
る
二
面
に
描
か
れ
た
高
麗
鶯
と
鶯
に
見
詰
め
さ
せ
る

―
こ
の
奇
抜
な
構
成
が
、永
徳
そ
の
人
の
奇
知
に
よ
る
こ
と
は
、も
は
や
疑
う
べ
く
も
あ
る
ま
い
。

　
興
味
深
い
の
は
、こ
の
押
絵
貼
屏
風
の
制
作
年
代
だ
。各
図
に
捺
さ
れ
た「
州
信
」印
の
印
影
か
ら
、

そ
の
制
作
は
、こ
れ
と
同
一
印
を
捺
し
た
、あ
の
上
杉
本『
洛
中
洛
外
図
屏
風
』を
遡
る
と
鑑
識
さ
れ
て

い
る（
狩
野
氏
前
掲
論
考
）。二
十
歳
前
後
の
作
で
あ
る
。む
ろ
ん
こ
の
時
代
の
こ
と
、年
齢
か
ら
も
既

に
元
服
も
済
ま
せ
て
い
た
だ
ろ
う
か
ら
、絵
師
と
し
て
独
り
立
ち
の
活
動
を
し
て
い
た
の
だ
ろ
う
。現

に
永
禄
八
年（
一
五
六
五
）二
十
三
歳
の
時
に
は
足
利
義
輝（
一
五
三
六
〜
六
五
）の
命
で
、そ
の
当
の

上
杉
本
の
制
作
を
果
た
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。（
黒
田
日
出
男
著『
謎
解
き
洛
中
洛
外
図
』岩
波
新
書

4
3
5
　
一
九
九
六
年
）。と
は
云
え
、さ
ら
に
こ
れ
を
遡
る
と
な
れ
ば
、粉
本
を
臨
模
す
る
な
ど
な
お

絵
画
修
業
を
怠
り
な
く
続
け
る
身
で
も
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。本
屏
風
各
図
に
先
行
作
品
か
ら
の
図
様

の
借
用
が
著
し
い
こ
と
や
、そ
の
図
様
を
丹
念
に
写
し
取
り
、端
正
と
は
云
え
、や
ゝ
堅
固
し
い
感
さ
え

あ
る
構
図
に
ま
と
め
上
げ
た
あ
た
り
に
、こ
れ
を
描
い
た
絵
師
の
若
さ
故
の
真
摯
さ
と
云
う
か
、融
通

の
き
か
な
い
真
面
目
さ
さ
え
見
る
こ
と
が
可
能
だ
と
思
う
の
だ
が
。狩
野
氏
が
指
摘
す
る
通
り
、本
図

は
、永
徳
若
年
期
の
力
作
と
云
う
べ
き
だ
ろ
う
。

　
嬉
し
い
の
は
、そ
の
作
に
、時
代
を
往
く
最
新
の
モ
チ
ー
フ
。虫
を
取
上
げ
て
く
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。

こ
れ
を
見
出
す
に
は
、若
き
柔
軟
な
眼
が
必
要
な
の
か
も
知
れ
な
い
。そ
う
云
え
ば
桃
山
の
も
う
一
人

の
巨
匠
等
伯
が
虻
を
描
い
た
の
も
、
信
春
時
代
で
は
な
か
っ
た
か
。
し
か
も
、
青
年
永
徳
は
、
そ
の
虫

（
虻
）を
取
上
げ
る
に
、屏
風
の
向
か
い
合
う
画
面
に
趣
向
を
凝
ら
し
た
。

　
平
成
八
年（
一
九
九
六
年
）七
月
開
館
し
た
岡
崎
市
美
術
博
物
館
は
、本
年
、目
出
度
く
も
廿
五
周
年
を

迎
え
た
。ま
こ
と
に
慶
ば
し
い
限
り
だ
。そ
の
間
、一
五
七
回
の
展
覧
会
を
開
催
、一
一
六
万
人
以
上
の
方

が
た
の
ご
来
館
が
あ
っ
た
。こ
れ
も
ひ
と
え
に
岡
崎
市
民
は
じ
め
市
当
局
、関
係
各
位
の
ご
理
解
と
ご
支

援
の
賜
も
の
と
心
よ
り
御
礼
申
し
上
げ
る
。

　
と
同
時
に
、開
館
当
初
、い
ま
だ
岡
崎
市
美
術
博
物
館
の
存
在
さ
え
認
知
さ
れ
て
い
な
い
中
、展
覧
会

を
実
現
さ
せ
て
い
っ
た
代
々
の
学
芸
員
、館
運
営
を
支
え
た
管
理
担
当
の
職
員
の
弛
ま
ぬ
努
力
も
忘
れ
て

は
な
る
ま
い
。言
葉
で
は
言
い
尽
く
せ
な
い
苦
労
も
あ
っ
た
だ
ろ
う
。そ
の
尽
力
に
も
感
謝
し
た
い
。

　
し
か
し
そ
の
甲
斐
も
あ
っ
て
か
、記
憶
に
残
る
展
覧
会
が
少
な
く
な
い
。さ
し
ず
め
わ
た
し
に
と
っ
て

「
大
ザ
ビ
エ
ル
展
―
来
日
四
五
〇
周
年
　
そ
の
生
涯
と
南
蛮
文
化
の
遺
宝
」（
一
九
九
九
年
）は
、そ
ん
な
一
つ
で
あ
る
。

天
文
十
八
年
（
一
五
四
九
）
キ
リ
ス
ト
教
布
教
の
た
め
来
日
し
た
イ
ス
パ
ニ
ア
の
宣
教
師
フ
ラ
ン
シ
ス

コ
・
ザ
ビ
エ
ル
（
一
五
〇
六
〜
五
二
）
の
事
蹟
を
顕
彰
す
る
と
共
に
、
そ
れ
以
降
、
盛
ん
に
な
っ
て
い
く

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
世
界
と
の
交
流
の
中
か
ら
生
ま
れ
た
文
物
を
網
羅
し
た
も
の
で
、家
康
が
生
ま
れ
活
躍
し
た

時
代
の
歴
史
と
文
化
の
検
証
を
活
動
の
基
本
と
す
る
当
館
が
、い
わ
ば
開
く
べ
く
し
て
開
い
た
展
覧
会
で

あ
ろ
う
。そ
の
流
れ
か
ら
現
在
も
当
館
最
多
の
入
館
者
数
を
誇
る「
カ
ラ
ヴ
ァ
ッ
ジ
ョ
」展（
二
〇
〇
一

年
）も
実
現
し
た
の
だ
ろ
う
し
、扱
う
時
代
は
下
る
が
、「
平
賀
源
内
展
」（
二
〇
〇
四
年
）、「
阿
蘭
陀
と
Ｎ

Ｉ
Ｐ
Ｐ
Ｏ
Ｎ
」展（
二
〇
一
〇
年
）や「
大
鎖
国
展
―
江
戸
に
咲
い
た
異
国
の
花
」（
二
〇
一
六
年
）も
そ
う

だ
ろ
う
。

　
た
だ
し
、「
大
鎖
国
展
」と
そ
れ
以
外
の
展
覧
会
で
は
、後
者
が
巡
回
展
で
あ
っ
た
の
に
対
し
、前
者
が

当
館
独
自
の
企
画
で
あ
っ
た
点
、大
き
な
違
い
が
あ
る
。全
国
か
ら
、と
云
う
よ
り
世
界
か
ら
関
連
す
る

優
れ
た
作
品
を
借
用
し
、各
地
の
美
術
館
・
博
物
館
で
展
示
す
る
―
大
規
模
な
巡
回
展
の
魅
力
は
言
う
ま

で
も
な
い
が
、岡
崎
の
地
か
ら
全
国
に
向
け
て
、長
年
調
査
研
究
し
て
き
た
成
果
を
発
信
す
る
＝
独
自
の

企
画
展
の
面
白
さ
も
捨
て
難
い
。「
大
鎖
国
展
」が
ま
さ
し
く
そ
れ
で
、全
国
か
ら
の
来
館
者
が
あ
っ
た
こ

と
は
記
憶
に
新
し
い
。今
後
も
そ
う
し
た
展
覧
会
を
企
画
し
た
い
。

　
だ
が
、岡
崎
市
美
術
博
物
館
も
、実
は
そ
う
し
た
展
覧
会
を
数
多
く
開
い
て
き
た
。思
い
つ
く
ま
ま
に

上
げ
て
み
る
と
、

　
　
甲
山
焼
の
世
界
　
1
9
9
7
  

矢
作
川
―
川
と
人
の
歴
史
　
1
9
9
9

　
　
松
平
・
徳
川
氏
の
寺
社
　
2
0
0
0
 

天
台
の
ほ
と
け
　
2
0
0
3

　
　
田
中
吉
政
と
そ
の
時
代
　
2
0
0
5
 

隼
人
が
ゆ
く
　
2
0
0
7

　
　
三
河
念
仏
の
源
流
　
2
0
0
8
 

茶
の
湯
の
文
明
開
化
　
2
0
1
0

　
　
村
山
槐
多
の
全
貌
　
2
0
1
1
 

徳
川
四
天
王
ー
本
多
忠
勝
と
子
孫
た
ち
　
2
0
1
2

　
　
家
康
の
肖
像
と
東
照
宮
信
仰
　
2
0
1
7
 

鶴
田
卓
池
と
三
河
の
俳
諧
　
2
0
1
9

な
ど
で
あ
る
。い
ず
れ
も
岡
崎
と
三
河
に
係
わ
る
テ
ー
マ
を
追
究
し
た
も
の
で
、担
当
学
芸
員
の
日
頃

の
地
道
な
調
査
が
あ
っ
た
は
ず
だ
。刊
行
さ
れ
た
図
録
は
、今
後
、同
じ
問
題
を
考
え
る
上
で
の
基
本
的

文
献
と
な
る
に
違
い
な
い
。誇
る
べ
き
大
き
な
成
果
で
あ
る
。

　
と
は
云
え
、今
後
と
も
こ
う
し
た
展
覧
会
の
開
催
が
可
能
か
ど
う
か
。コ
ロ
ナ
ウ
ィ
ル
ス
が
猛
威
を

ふ
る
う
現
況
で
は
問
題
も
多
い
。現
に
昨
春
の
緊
急
事
態
宣
言
下
、当
館
で
も
展
覧
会
の
中
止
、延
期
を

余
儀
な
く
さ
れ
た
。少
な
く
と
も
大
量
動
員
を
前
提
と
す
る
従
来
型
の
大
規
模
巡
回
展
は
、曲
が
り
角

に
き
て
い
る
の
か
も
知
れ
な
い
。

　
そ
こ
で
当
館
で
も
、何
と
か
閉
館
だ
け
は
避
け
た
い
と
、昨
年「
贅
沢
な
対
話
」展
を
開
催
し
た
。陳

列
す
る
資
料
を
極
限
ま
で
減
ら
す
こ
と
で
館
内
で
の
密
を
避
け
る
と
共
に
、鑑
賞
者
が
資
料
と
一
対
一

で
対
話
す
る
た
め
の
空
間
と
時
間
を
確
保
す
る
と
い
う
、贅
沢
な
展
示
を
目
差
し
た
。そ
の
開
催
の
経

緯
、成
果
と
反
省
、展
望
は
担
当
学
芸
員
が
独
白
し
た「
備
忘
と
し
て
の「
贅
沢
な
対
話
」開
催
顛
末
」に

譲
る
が（『
岡
崎
市
美
術
博
物
館
研
究
紀
要
』㐧
九
号
　
二
〇
二
一
年
）、そ
こ
で
明
ら
か
と
な
っ
た
問

題
意
識
は
、必
ら
ず
や
今
後
の
展
示
に
活
か
さ
れ
る
に
違
い
な
い
。

　
幸
い
だ
っ
た
の
は
、そ
の
展
覧
会
の
企
画
、準
備
段
階
で
当
館
の
収
蔵
品
を
改
め
て
見
直
す
こ
と
が

出
来
た
点
で
あ
る
。そ
の
結
果
、当
館
の
収
蔵
品
が
、質
的
に
も
、そ
の
幅
広
さ
に
お
い
て
も
、優
れ
た

内
容
を
持
つ
こ
と
が
判
明
し
た
、と
云
う
。ま
さ
し
く
開
館
以
来
、粛
々
と
資
料
収
集
に
努
め
て
き
た
結

果
で
、
既
に
そ
の
成
果
の
一
部
を
ま
と
め
た
展
覧
会
さ
え
も
開
催
し
て
い
る
（
「
長
谷
川
潾
二
郎
展
」

「
土
人
形
」展
な
ど
）。今
後
と
も
収
蔵
資
料
の
一
層
の
充
実
を
図
る
べ
き
こ
と
を
決
意
す
る
。そ
れ
こ

そ
が
館
の
活
動
に
と
っ
て
大
き
な
力
に
な
る
こ
と
が
、今
回
の
事
態
で
身
に
沁
み
て
分
か
っ
た
か
ら
で

あ
る
。

　
そ
の
収
蔵
品
と
、廿
五
年
間
の
展
覧
会
活
動
で
培
わ
れ
た
情
報
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
・
人
脈
と
を
結
び
つ

け
、さ
ら
な
る
飛
躍
を
期
し
た
い
。取
り
上
げ
る
べ
き
テ
ー
マ
は
多
く
、魅
力
あ
る
展
覧
会
を
お
約
束
す

る
。市
民
は
じ
め
関
係
各
位
の
ご
支
援
ご
鞭
撻
を
お
願
い
申
し
上
げ
る
。

 

 

 

 

 

コ
ロ
ナ
禍
に
ふ
れ
合
う
袖
の
な
つ
か
し
き
　
三
猿

 

 

 

 

 

ご
来
館
を
お
待
ち
申
し
上
げ
ま
す
。

特 任 館 長 　 榊 原 悟

S P R I N G  2 0 2 1S P R I N G  2 0 2 1

眼 の 極 楽 3 5

花 と 鳥 の か た ち

『
椿
に
小
禽
図
』

　狩
野
雅
楽
助
筆

家康と東照宮信仰　2017

大ザビエル展　1999

特
任
館
長

　榊
原

　悟

ぬ
ぐ

の
う
ぜ
ん
か
ぐ
ら

よ
ろ
こ

た
ゆ

い

ま

く
だ

で

め

た

な
ぞ
ら

お
お

は

た

ち

ひ
ば
り

で

ま
り
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EVENT INFORMATION

関連イベント情報

岩 合 光 昭 さ ん ト ー ク ＆ サ イ ン 会

園 長 さ ん の 講 演 会 　 生 命 を つ な ぐ

令和３年  ５月１日（土） ／ ①11時～12時30分　②14時～15時30分
場 所 ｜ 岡崎中央総合公園 第１錬成道場
定 員　｜ 各回200名
申 込 ｜ ４月６日(火)〆切(必着)
※サインは当日イベント会場でご購入いただいた書籍のみ行います（１人３冊まで）。

皆
さ
ま
お
待
た
せ
し
ま
し
た
！

　と
言
う
の
も
、「
岩
合
光
昭
写
真
展

　ど
う
ぶ
つ
家
族
／
ね
こ

科
」は
昨
年
六
月
に
開
催
予
定
で
し
た
が
、新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス

感
染
拡
大
防
止
の
た
め
延
期
と
な
っ
て
し
ま
い
、こ
の
た
び
よ
う

や
く
開
催
の
は
こ
び
と
な
っ
た
の
で
す
。

　こ
の
一
年
色
々
あ
り
ま
し
た
。岩
合
展
に
限
っ
て
も
、印
刷
さ
れ

た
数
万
枚
の
チ
ラ
シ
を
中
止
に
よ
り
処
分
す
る
し
か
な
く
な
っ
た

の
は
と
て
も
悲
し
い
出
来
事
で
し
た
。ま
た
延
期
し
て
開
催
が
決

ま
っ
て
か
ら
も
、準
備
し
て
い
た
い
く
つ
か
の
企
画
や
イ
ベ
ン
ト
が
、

中
止
や
縮
小
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
り
ま
し
た
し
、

実
現
で
き
た
こ
と
も
コ
ロ
ナ
禍
に
翻
弄
さ
れ
続
け

ま
し
た（
こ
の
原
稿
を
出
し
た
あ
と
も
大
き
な
変

更
が
あ
る
の
で
は
…
と
内
心
ヒ
ヤ
ヒ
ヤ
で
す
）。

　も
っ
と
も
、皆
さ
ま
の
仕
事
や
生
活
も
同
じ
よ

う
だ
っ
た
こ
と
と
思
い
ま
す
。物
事
が
思
う
よ
う

に
進
め
ら
れ
な
か
っ
た
り
、遠
方
の
家
族
に
会
う

の
を
我
慢
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
り
、逆
に

在
宅
仕
事
の
た
め
に
家
族
と
顔
を
合
わ
せ
る
時
間

が
長
く
な
り
ケ
ン
カ
が
増
え
た
り
…
。生
活
や
家

族
の
か
た
ち
に
変
化
が
求
め
ら
れ
る
こ
の
ご
時
勢

の
な
か
、今
回「
ど
う
ぶ
つ
家
族
」を
開
催
す
る
こ

と
は
、こ
れ
ま
で
以
上
に
意
義
の
あ
る
こ
と
の
よ

う
に
思
い
ま
す
。
　

　「
ど
う
ぶ
つ
家
族
」で
は
、ア
フ
リ
カ
の
サ
バ
ン
ナ

か
ら
、極
地
に
く
ら
す
ペ
ン
ギ
ン
や
ア
ザ
ラ
シ
、

さ
ら
に
は
ハ
ワ
イ
沖
の
ザ
ト
ウ
ク
ジ
ラ
ま
で
、四

〇
種
類
以
上
の
ど
う
ぶ
つ
の
写
真
約
一
五
〇
点
が

並
び
ま
す
。彼
ら
の
家
族
の
か
た
ち
は
さ
ま
ざ
ま

で
す
。
群
れ
を
な
す
大
家
族
も
あ
れ
ば
、
母
と
子

二
匹
だ
け
の
家
族
も
あ
り
ま
す
。ま
た
産
ま
れ
た

瞬
間
か
ら
自
立
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
、ウ
ミ

ガ
メ
や
シ
マ
ウ
マ
な
ど
の
ど
う
ぶ
つ
が
い
る
一
方

で
、
パ
ン
ダ
や
カ
ン
ガ
ル
ー
の
よ
う
に
、
は
か
な

く
小
さ
く
産
ま
れ
て
く
る
ど
う
ぶ
つ
も
い
ま
す
。

彼
ら
は
彼
ら
自
身
の
生
態
や
置
か
れ
た
自
然
環
境

の
中
で
、
あ
る
が
ま
ま
に
生
き
て
い
ま
す
。
そ
の

す
が
た
は
、窮
屈
な
生
き
方
を
強
い
ら
れ
て
い
る

今
の
私
た
ち
に
、何
か
を
教
え
て
く
れ
る
か
の
よ

う
で
す
。

　そ
し
て
、あ
る
が
ま
ま
の
す
が
た
を
写
し
た
写

真
を
見
て
い
る
と
、
ふ
と
、
岩
合
さ
ん
は
こ
の
あ

る
が
ま
ま
を
撮
る
た
め
に
、ど
れ
だ
け
の
根
気
と

時
間
を
か
け
て
い
る
の
だ
ろ
う
と
考
え
さ
せ
ら
れ

ま
す
。身
近
な
ね
こ
の
方
が
イ
メ
ー
ジ
も
湧
き
や

す
い
と
思
い
ま
す
の
で
、「
ね
こ
科
」
の
作
品

を
見
て
み
ま
し
ょ
う
か
。冒
頭
の
二
匹
の
子
ね
こ

が
寄
り
添
っ
た
作
品
、ね
こ
を
撮
ろ
う
と
し
た
方

な
ら
き
っ
と「
こ
ん
な
の
撮
れ
る
な
ん
て
ス
ゴ
い

…
」
と
思
う
こ
と
で
し
ょ
う
。
気
ま
ぐ
れ
で
警
戒

心
の
強
い
ね
こ
を
素
人
の
私
た
ち
が
撮
ろ
う
と
し

て
も
、
ね
こ
た
ち
は
顔
を
そ
む
け
る
か
、
逆
に
カ

メ
ラ
に
寄
っ
て
来
た
り
し
て
し
ま
い
ま
す
。一
体

ど
う
や
っ
て
撮
影
し
た
の
か
…
。こ
う
し
た
絵
に
描
い
た
よ
う
な

構
図
に
座
ら
せ
る
秘
策
を
岩
合
さ
ん
に
教
え
て
ほ
し
い
く
ら
い
で

す
。さ
ら
に「
ね
こ
科
」は
、い
ず
れ
も
幅
一
五
〇
〜
一
八
〇
セ
ン
チ

の
大
型
作
品
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、ど
の
作
品
も
ピ
ン
ボ
ケ

や
ブ
レ
が
見
ら
れ
ま
せ
ん
。プ
ロ
な
ら
当
然
だ
と
怒
ら
れ
そ
う
で

す
が
、あ
る
が
ま
ま
の
一
瞬
を
切
り
取
る
た
め
の
技
術
や
労
力
に

改
め
て
気
づ
く
こ
と
が
で
き
る
の
は
、大
型
作
品
な
ら
で
は
で
す
。

　ま
た「
ね
こ
科
」は
数
あ
る
岩
合
さ
ん
の
企
画
の
中
で
、初
め
て

の
屋
外
写
真
展
で
す
。写
真
の
中
の
風
景
と
実
際
の
美
博
周
辺
の

環
境
が
リ
ン
ク
し
て
、あ
た
か
も
自
分
が
写
真
の
中
に
入
り
込
ん

だ
よ
う
な
感
覚
に
な
る
だ
け
で
な
く
、晴
れ
の
日
雨
の
日
、早
朝
や

夕
暮
れ
時
と
、周
り
の
自
然
に
影
響
を
受
け
た
と
き
、作
品
の
見
え

方
が
ど
う
変
わ
る
の
か
も
見
ど
こ
ろ
の
一
つ
で
す
。

　「
自
然
と
調
和
す
る
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
」が
コ
ン
セ
プ
ト
の
ひ
と
つ

で
あ
る
当
館
だ
か
ら
こ
そ
で
き
る
、ほ
か
と
は
一
味
違
っ
た
岩
合

光
昭
写
真
展
と
な
る
は
ず
で
す
。あ
る
が
ま
ま
に
生
き
る
こ
と
が

簡
単
で
は
な
い
現
在
で
す
が
、ど
う
ぶ
つ
た
ち
の
す
が
た
を
写
し

た
こ
の
写
真
展
が
、皆
さ
ま
の
生
活
に
お
け
る
一
服
の
清
涼
剤
と

な
れ
ば
幸
い
で
す
。

　な
お
本
展
は
、新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
拡
大
防
止
の
た
め
、

土
日
祝
日
は
事
前
予
約
制
と
い
た
し
ま
す
。
前
日
ま
で
に
当
館

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
の
お
申
込
み
が
必
要
で
す
。ご
迷
惑
を
お
か

け
し
て
大
変
申
し
訳
ご
ざ
い
ま
せ
ん
が
、ご
理
解
ご
協
力
を
お
願

い
申
し
上
げ
ま
す
。

E X H I B I T I O N

企 画 展

岩 合 光 昭 写 真 展
どうぶつ家族／ねこ科

令和３年  ５月８日(土)　午後２時から
講 師　｜ 黒邉雅実氏 （名古屋市東山動植物園　動物園長）
場 所 ｜ 当館１階セミナールーム
定 員　｜ 35名
申 込 ｜ 4月13日(火)〆切(必着)　※聴講無料

講 演 会

飼 育 員 さ ん の ギ ャ ラ リ ー ト ー ク
令和３年  ４月25日(日)　午後２時から
講 師　｜ 山西聡氏・鈴木政昭氏 （岡崎市東公園動物園飼育員）
場 所 ｜ 当館１階展示室　※当日の観覧チケットが必要です
定 員　｜ 20名
申 込 ｜ 4月13日(火)〆切(必着)

＊イベントは全て事前申込制です。当館HPまたは往復はがきでお申込みいただきます。
＊申込み詳細は、展覧会チラシまたは当館ホームページをご確認ください。
＊新型コロナウイルス感染拡大防止のため、イベントが中止または変更となる場合があります。

ギャラリー・トーク

【重要】
新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、「どうぶつ家族」の入場は、土日祝日に限り日時指定制（web予約）を導入します。

当館ＨＰにて、事前にご予約ください。

S P R I N G  2 0 2 1S P R I N G  2 0 2 1

湯 谷  翔 悟

い の ち

会 期 ： 令 和 ３ 年 ４ 月 ３ 日 ～ ５ 月 1 6 日

写真はすべて©Mitsuaki  Iwago
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EVENT INFORMATION

関連イベント情報

岩 合 光 昭 さ ん ト ー ク ＆ サ イ ン 会

園 長 さ ん の 講 演 会 　 生 命 を つ な ぐ

令和３年  ５月１日（土） ／ ①11時～12時30分　②14時～15時30分
場 所 ｜ 岡崎中央総合公園 第１錬成道場
定 員　｜ 各回200名
申 込 ｜ ４月６日(火)〆切(必着)
※サインは当日イベント会場でご購入いただいた書籍のみ行います（１人３冊まで）。

皆
さ
ま
お
待
た
せ
し
ま
し
た
！

　と
言
う
の
も
、「
岩
合
光
昭
写
真
展

　ど
う
ぶ
つ
家
族
／
ね
こ

科
」は
昨
年
六
月
に
開
催
予
定
で
し
た
が
、新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス

感
染
拡
大
防
止
の
た
め
延
期
と
な
っ
て
し
ま
い
、こ
の
た
び
よ
う

や
く
開
催
の
は
こ
び
と
な
っ
た
の
で
す
。

　こ
の
一
年
色
々
あ
り
ま
し
た
。岩
合
展
に
限
っ
て
も
、印
刷
さ
れ

た
数
万
枚
の
チ
ラ
シ
を
中
止
に
よ
り
処
分
す
る
し
か
な
く
な
っ
た

の
は
と
て
も
悲
し
い
出
来
事
で
し
た
。ま
た
延
期
し
て
開
催
が
決

ま
っ
て
か
ら
も
、準
備
し
て
い
た
い
く
つ
か
の
企
画
や
イ
ベ
ン
ト
が
、

中
止
や
縮
小
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
り
ま
し
た
し
、

実
現
で
き
た
こ
と
も
コ
ロ
ナ
禍
に
翻
弄
さ
れ
続
け

ま
し
た（
こ
の
原
稿
を
出
し
た
あ
と
も
大
き
な
変

更
が
あ
る
の
で
は
…
と
内
心
ヒ
ヤ
ヒ
ヤ
で
す
）。

　も
っ
と
も
、皆
さ
ま
の
仕
事
や
生
活
も
同
じ
よ

う
だ
っ
た
こ
と
と
思
い
ま
す
。物
事
が
思
う
よ
う

に
進
め
ら
れ
な
か
っ
た
り
、遠
方
の
家
族
に
会
う

の
を
我
慢
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
り
、逆
に

在
宅
仕
事
の
た
め
に
家
族
と
顔
を
合
わ
せ
る
時
間

が
長
く
な
り
ケ
ン
カ
が
増
え
た
り
…
。生
活
や
家

族
の
か
た
ち
に
変
化
が
求
め
ら
れ
る
こ
の
ご
時
勢

の
な
か
、今
回「
ど
う
ぶ
つ
家
族
」を
開
催
す
る
こ

と
は
、こ
れ
ま
で
以
上
に
意
義
の
あ
る
こ
と
の
よ

う
に
思
い
ま
す
。
　

　「
ど
う
ぶ
つ
家
族
」で
は
、ア
フ
リ
カ
の
サ
バ
ン
ナ

か
ら
、極
地
に
く
ら
す
ペ
ン
ギ
ン
や
ア
ザ
ラ
シ
、

さ
ら
に
は
ハ
ワ
イ
沖
の
ザ
ト
ウ
ク
ジ
ラ
ま
で
、四

〇
種
類
以
上
の
ど
う
ぶ
つ
の
写
真
約
一
五
〇
点
が

並
び
ま
す
。彼
ら
の
家
族
の
か
た
ち
は
さ
ま
ざ
ま

で
す
。
群
れ
を
な
す
大
家
族
も
あ
れ
ば
、
母
と
子

二
匹
だ
け
の
家
族
も
あ
り
ま
す
。ま
た
産
ま
れ
た

瞬
間
か
ら
自
立
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
、ウ
ミ

ガ
メ
や
シ
マ
ウ
マ
な
ど
の
ど
う
ぶ
つ
が
い
る
一
方

で
、
パ
ン
ダ
や
カ
ン
ガ
ル
ー
の
よ
う
に
、
は
か
な

く
小
さ
く
産
ま
れ
て
く
る
ど
う
ぶ
つ
も
い
ま
す
。

彼
ら
は
彼
ら
自
身
の
生
態
や
置
か
れ
た
自
然
環
境

の
中
で
、
あ
る
が
ま
ま
に
生
き
て
い
ま
す
。
そ
の

す
が
た
は
、窮
屈
な
生
き
方
を
強
い
ら
れ
て
い
る

今
の
私
た
ち
に
、何
か
を
教
え
て
く
れ
る
か
の
よ

う
で
す
。

　そ
し
て
、あ
る
が
ま
ま
の
す
が
た
を
写
し
た
写

真
を
見
て
い
る
と
、
ふ
と
、
岩
合
さ
ん
は
こ
の
あ

る
が
ま
ま
を
撮
る
た
め
に
、ど
れ
だ
け
の
根
気
と

時
間
を
か
け
て
い
る
の
だ
ろ
う
と
考
え
さ
せ
ら
れ

ま
す
。身
近
な
ね
こ
の
方
が
イ
メ
ー
ジ
も
湧
き
や

す
い
と
思
い
ま
す
の
で
、「
ね
こ
科
」
の
作
品

を
見
て
み
ま
し
ょ
う
か
。冒
頭
の
二
匹
の
子
ね
こ

が
寄
り
添
っ
た
作
品
、ね
こ
を
撮
ろ
う
と
し
た
方

な
ら
き
っ
と「
こ
ん
な
の
撮
れ
る
な
ん
て
ス
ゴ
い

…
」
と
思
う
こ
と
で
し
ょ
う
。
気
ま
ぐ
れ
で
警
戒

心
の
強
い
ね
こ
を
素
人
の
私
た
ち
が
撮
ろ
う
と
し

て
も
、
ね
こ
た
ち
は
顔
を
そ
む
け
る
か
、
逆
に
カ

メ
ラ
に
寄
っ
て
来
た
り
し
て
し
ま
い
ま
す
。一
体

ど
う
や
っ
て
撮
影
し
た
の
か
…
。こ
う
し
た
絵
に
描
い
た
よ
う
な

構
図
に
座
ら
せ
る
秘
策
を
岩
合
さ
ん
に
教
え
て
ほ
し
い
く
ら
い
で

す
。さ
ら
に「
ね
こ
科
」は
、い
ず
れ
も
幅
一
五
〇
〜
一
八
〇
セ
ン
チ

の
大
型
作
品
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、ど
の
作
品
も
ピ
ン
ボ
ケ

や
ブ
レ
が
見
ら
れ
ま
せ
ん
。プ
ロ
な
ら
当
然
だ
と
怒
ら
れ
そ
う
で

す
が
、あ
る
が
ま
ま
の
一
瞬
を
切
り
取
る
た
め
の
技
術
や
労
力
に

改
め
て
気
づ
く
こ
と
が
で
き
る
の
は
、大
型
作
品
な
ら
で
は
で
す
。

　ま
た「
ね
こ
科
」は
数
あ
る
岩
合
さ
ん
の
企
画
の
中
で
、初
め
て

の
屋
外
写
真
展
で
す
。写
真
の
中
の
風
景
と
実
際
の
美
博
周
辺
の

環
境
が
リ
ン
ク
し
て
、あ
た
か
も
自
分
が
写
真
の
中
に
入
り
込
ん

だ
よ
う
な
感
覚
に
な
る
だ
け
で
な
く
、晴
れ
の
日
雨
の
日
、早
朝
や

夕
暮
れ
時
と
、周
り
の
自
然
に
影
響
を
受
け
た
と
き
、作
品
の
見
え

方
が
ど
う
変
わ
る
の
か
も
見
ど
こ
ろ
の
一
つ
で
す
。

　「
自
然
と
調
和
す
る
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
」が
コ
ン
セ
プ
ト
の
ひ
と
つ

で
あ
る
当
館
だ
か
ら
こ
そ
で
き
る
、ほ
か
と
は
一
味
違
っ
た
岩
合

光
昭
写
真
展
と
な
る
は
ず
で
す
。あ
る
が
ま
ま
に
生
き
る
こ
と
が

簡
単
で
は
な
い
現
在
で
す
が
、ど
う
ぶ
つ
た
ち
の
す
が
た
を
写
し

た
こ
の
写
真
展
が
、皆
さ
ま
の
生
活
に
お
け
る
一
服
の
清
涼
剤
と

な
れ
ば
幸
い
で
す
。

　な
お
本
展
は
、新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
拡
大
防
止
の
た
め
、

土
日
祝
日
は
事
前
予
約
制
と
い
た
し
ま
す
。
前
日
ま
で
に
当
館

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
の
お
申
込
み
が
必
要
で
す
。ご
迷
惑
を
お
か

け
し
て
大
変
申
し
訳
ご
ざ
い
ま
せ
ん
が
、ご
理
解
ご
協
力
を
お
願

い
申
し
上
げ
ま
す
。

E X H I B I T I O N

企 画 展

岩 合 光 昭 写 真 展
どうぶつ家族／ねこ科

令和３年  ５月８日(土)　午後２時から
講 師　｜ 黒邉雅実氏 （名古屋市東山動植物園　動物園長）
場 所 ｜ 当館１階セミナールーム
定 員　｜ 35名
申 込 ｜ 4月13日(火)〆切(必着)　※聴講無料

講 演 会

飼 育 員 さ ん の ギ ャ ラ リ ー ト ー ク
令和３年  ４月25日(日)　午後２時から
講 師　｜ 山西聡氏・鈴木政昭氏 （岡崎市東公園動物園飼育員）
場 所 ｜ 当館１階展示室　※当日の観覧チケットが必要です
定 員　｜ 20名
申 込 ｜ 4月13日(火)〆切(必着)

＊イベントは全て事前申込制です。当館HPまたは往復はがきでお申込みいただきます。
＊申込み詳細は、展覧会チラシまたは当館ホームページをご確認ください。
＊新型コロナウイルス感染拡大防止のため、イベントが中止または変更となる場合があります。

ギャラリー・トーク

【重要】
新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、「どうぶつ家族」の入場は、土日祝日に限り日時指定制（web予約）を導入します。

当館ＨＰにて、事前にご予約ください。

S P R I N G  2 0 2 1S P R I N G  2 0 2 1

湯 谷  翔 悟

い の ち

会 期 ： 令 和 ３ 年 ４ 月 ３ 日 ～ ５ 月 1 6 日

写真はすべて©Mitsuaki  Iwago
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　近
年
街
で
霊
柩
車
を
見
な
く
な
っ
た
。
正

確
に
言
う
と
、
社
寺
仏
閣
や
仏
壇
を
思
わ
せ

る
装
飾
を
施
し
た
宮
型
霊
柩
車
と
呼
ば
れ
る

自
動
車
を
見
る
こ
と
が
極
端
に
減
っ
た
。
霊

柩
車
は
遺
体
を
葬
儀
場
か
ら
火
葬
場
ま
で
運

ぶ
車
で
あ
る
。
し
か
し
霊
柩
車
を
見
な
く

な
っ
た
と
い
っ
て
、
近
年
突
然
人
が
死
な
な

く
な
っ
た
わ
け
で
は
な
い
の
で
、
宮
型
霊
柩

車
で
は
な
い
普
通
車
タ
イ
プ
の
霊
柩
車
は

日
々
ま
ち
を
静
か
に
走
っ
て
い
る
の
だ
ろ

う
。
調
べ
て
み
る
と
宮
型
霊
柩
車
が
減
っ
た

理
由
は
、葬
儀
の
低
コ
ス
ト
化
や
、周
囲
に
知

ら
れ
ず
に
ひ
っ
そ
り
と
葬
送
を
行
う
人
が
増

え
た
か
ら
で
あ
る
そ
う
だ
。

　霊
柩
自
動
車
が
使
わ
れ
は
じ
め
た
の
は
大

正
時
代
の
前
半
期
で
あ
る
。日
本
で
は
、大
勢

の
人
が
遺
体
を
運
ぶ
行
列
に
参
列
す
る
葬
列

と
い
う
葬
送
が
明
治
期
に
ス
ペ
ク
タ
ク
ル
化

し
た
。
葬
列
で
は
人
が
担
ぐ
輿
に
よ
っ
て
遺

体
が
運
ば
れ
た
の
だ
が
、
近
代
化
に
よ
り
葬

儀
が
簡
略
化
さ
れ
葬
列
が
廃
止
に
な
り
、
そ

れ
を
生
活
の
糧
に
し
て
き
た
葬
儀
屋
の
ア
イ

デ
ア
に
よ
り
宮
型
霊
柩
車
が
導
入
さ
れ
た
。

　収
蔵
品
に
あ
る「
棺
車
」は
宮
型
霊
柩
車
が

登
場
す
る
半
世
紀
前
の
明
治
初
期
か
ら
使
用

さ
れ
て
い
た
。
こ
れ
は
輿
で
の
葬
列
が
で
き

な
い
低
所
得
世
帯
が
使
用
し
て
い
た「
貸
車
」

で
あ
っ
た
そ
う
で
あ
る
。
輿
は
一
度
使
っ
た

ら
解
体
さ
れ
た
が
、
棺
車
は
何
度
も
使
う
こ

と
を
前
提
と
し
い
た
た
め
デ
コ
ラ
テ
ィ
ブ
な

意
匠
が
施
さ
れ
た
。
そ
の
点
に
お
い
て
棺
車

は
宮
型
霊
柩
車
の
前
身
で
あ
る
と
言
え
る
。

　宮
型
の
霊
柩
車
は
ま
ち
中
で
よ
く
目
立
っ

た
。霊
柩
車
を
見
る
こ
と
は
、私
た
ち
に
と
っ

て
日
常
に
死
が
隣
接
し
て
い
る
こ
と
を
考
え

る
経
験
で
あ
っ
た
。
自
分
が
吞
気
に
生
活
し

て
い
る
こ
の
瞬
間
に
も
、
命
を
亡
く
し
た
人

と
家
族
や
知
人
を
亡
く
し
た
人
が
い
る
、
そ

し
て
そ
れ
は
次
の
瞬
間
自
分
に
も
起
こ
り
得

る
こ
と
で
あ
る
、と
。宮
型
霊
柩
車
を
見
る
機

会
が
減
る
こ
と
は
、
私
た
ち
に
と
っ
て
「
死
」

に
つ
い
て
考
え
る
機
会
が
減
る
こ
と
で
あ

り
、
そ
れ
は
い
わ
ば
そ
の
分
だ
け
「
死
」
の
リ

ア
リ
テ
ィ
が
抽
象
化
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。

　「
生
」の
リ
ア
リ
テ
ィ
も
ま
た
抽
象
化
さ
れ

て
い
る
。
収
蔵
品
で
あ
る
「
マ
ザ
ー
グ
ー
ス
」

は
森
の
中
に
い
る
男
た
ち
が
描
か
れ
て
い

る
。
彼
ら
の
身
体
は
部
分
的
に
森
の
背
景
に

隠
れ
て
お
り
、
木
と
人
物
と
の
前
後
関
係
が

曖
昧
に
な
っ
て
い
る
。
彼
ら
は
森
に
い
る
の

か
、は
た
ま
た
別
の
場
所
に
い
る
の
か
、そ
も

そ
も
実
在
す
る
の
か
不
明
確
で
あ
る
。
本
作

は
シ
ュ
ル
レ
ア
リ
ス
ム
の
画
家
ル
ネ
・
マ
グ

リ
ッ
ト
が
1
9
6
8
年
に
制
作
し
た
作
品
で

あ
る
。
シ
ュ
ル
レ
ア
リ
ス
ム
の
芸
術
家
た
ち

は
現
実
に
内
在
す
る「
真
の
現
実
」を
芸
術
に

昇
華
す
る
こ
と
で
心
の
自
由
の
在
処
を
見
出

そ
う
と
し
た
。

　本
作
は
現
代
に
於
け
る
ネ
ッ
ト
社
会
に
お

い
て
、
現
実
で
は
な
い
ネ
ッ
ト
上
の
様
々
な

バ
ー
チ
ャ
ル
空
間
に
偏
在
す
る
私
た
ち
の
在

り
様
を
描
い
て
い
る
よ
う
に
も
見
え
る
。
こ

れ
は
シ
ュ
ル
レ
ア
リ
ス
ム
の
画
家
た
ち
の
イ

メ
ー
ジ
し
た「
超
現
実
」に
現
代
が
追
い
つ
い

た
、と
い
う
見
方
も
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。

い
ず
れ
に
せ
よ
、
私
た
ち
が
バ
ー
チ
ャ
ル
で

の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
時
間
を
費
や
し

た
だ
け
、
身
体
的
な
リ
ア
リ
テ
ィ
と
し
て
の

現
実
と
向
き
合
う
機
会
が
減
っ
て
い
る
の

だ
。
そ
れ
は
そ
の
分
だ
け
動
物
的
な
「
生
」
の

実
感
が
欠
如
し
て
い
る
こ
と
を
意
味
し
て
い

る
と
い
え
る
。
そ
し
て
テ
ク
ノ
ロ
ー
ジ
ー
は

ま
す
ま
す
リ
ア
ル
と
バ
ー
チ
ャ
ル
の
融
合
す

る
未
来
に
向
か
っ
て
い
る
の
だ
。

　と
こ
ろ
で
、
霊
柩
車
を
見
た
と
き
は
親
指

を
隠
さ
な
け
れ
ば
い
け
な
い
と
い
う
習
慣
が

あ
っ
た
。親
指
を
隠
す
の
は
、親
指
か
ら
魂
が

出
入
り
す
る
と
い
う
伝
承
に
よ
る
も
の
で
、

隠
す
こ
と
で
死
者
の
霊
の
侵
入
を
防
ぐ
と
い

う
考
え
に
よ
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
。
親
の

死
に
目
に
会
え
な
く
な
る
、
と
い
う
教
え
も

こ
の
伝
承
か
ら
派
生
し
て
い
る
ら
し
い
。
宮

型
霊
柩
車
が
減
っ
た
こ
と
で
私
た
ち
は
親
指

を
隠
す
機
会
も
ま
た
減
っ
た
。
そ
し
て
隠
す

必
要
の
な
い
親
指
は
、
現
代
で
は
ネ
ッ
ト
上

で「
い
い
ね
！
」と
共
感
を
示
す
シ
ン
ボ
ル
と

な
っ
て
い
る
。
バ
ー
チ
ャ
ル
で
の
共
感
も
ま

た
、
孤
立
す
る
こ
と
を
避
け
る
た
め
の
生
き

る
知
恵
で
あ
る
。ど
ち
ら
も
自
分
を
守
る
た
め

の
術
で
あ
る
と
い
う
点
で
は
同
じ
な
の
か
も

し
れ
な
い
。

﹁
棺

車
﹂
明

治

時

代
︵
左
︶

ル
ネ
・
マ
グ
リ
ッ
ト
﹁
マ
ザ
ー
グ
ー
ス
﹂

　
　
　
　
　
　
　

一
九
六
八
年
︵
下
︶

収
蔵
品
コ
ラ
ム
　
抽
象
化
す
る
死
、
偏
在
す
る
生

今
泉
　
岳
大

渡辺省亭《春野鳩之図》 　絹本着色　一幅　加島美術蔵

　渡
辺
省
亭
と
い
う
画
家
を
ご
存
知
で
し
ょ
う
か
？

明
治
か
ら
大
正
に
か
け
て
活
躍
し
た
花
鳥
画
の
名
手

で
、日
本
画
の
伝
統
に
洋
風
を
加
え
た
表
現
が
国
内
外

で
高
く
評
価
さ
れ
ま
し
た
。欧
米
で
は
人
気
が
高
い
も

の
の
日
本
国
内
で
は
こ
れ
ま
で
知
名
度
が
低
く
、近
年

じ
わ
じ
わ
と
注
目
が
高
ま
っ
て
い
る
日
本
画
家
で
す
。

　知
ら
れ
ざ
る
日
本
画
家
で
あ
る
渡
辺
省
亭
の
全
画

業
を
、初
め
て
明
ら
か
に
す
る
の
が
本
展
覧
会
で
す
。

東
京
藝
術
大
学
大
学
美
術
館
を
皮
切
り
に
巡
回
す
る

本
展
は
注
目
度
も
高
く
、雑
誌
の「
今
年
注
目
の
展
覧

会
」特
集
に
も
度
々
取
り
上
げ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

次
第
に
画
壇
と
距
離
を
お
い
て
市
井
の
画
家
を
貫
い

た
た
め
、展
覧
会
で
紹
介
さ
れ
る
機
会
が
少
な
く
な
り

忘
れ
ら
れ
た
画
家
と
な
っ
た
省
亭
で
す
が
、か
つ
て
辻

惟
雄『
奇
想
の
系
譜
』で
伊
藤
若
冲
が
一
躍
脚
光
を
浴

び
た
よ
う
に
、本
展
が
渡
辺
省
亭
ブ
ー
ム
の
火
付
け
役

に
な
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　そ
ん
な
人
気
を
予
感
さ
せ
る
、省
亭
の
こ
こ
が
す
ご

い
！
ポ
イ
ン
ト
は
た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
。日
本
画
家
と

し
て
初
め
て
渡
欧
、印
象
派
の
巨
匠
と
交
流
を
持
っ
た

省
亭
は
、美
術
関
係
者
が
招
か
れ
た
晩
餐
会
に
て
そ
の

場
で
絵
を
描
き
、高
い
技
術
で
参
加
者
を
大
い
に
驚
か

せ
た
と
い
い
ま
す
。ち
な
み
に
こ
の
と
き
の
作
品
は
印

象
派
を
代
表
す
る
画
家
の
ひ
と
り
、ド
ガ
に
贈
ら
れ
て

い
ま
す
。
ま
た
国
内
で
は
、
無
線
七
宝
を
開
発
し
た

濤
川
惣
助
と
協
働
し
、国
宝
の
迎
賓
館
赤
坂
離
宮（
旧

東
宮
御
所
）花
鳥
の
間
・
小
宴
の
間
に
飾
ら
れ
て
い
る

三
十
二
面
の
七
宝
額
の
原
画
を
制
作
し
ま
し
た
。国
家

の
威
信
を
か
け
た
大
建
築
の
装
飾
に
、大
学
教
授
の
よ

う
な
権
威
あ
る
画
家
で
は
な
く
、何
の
肩
書
も
な
い
省

亭
の
作
品
が
採
用
さ
れ
た
の
は「
お
役
所
仕
事
」か
ら

し
た
ら
驚
く
べ
き
こ
と
で
す
。そ
れ
だ
け
省
亭
の
原
画

が
高
く
評
価
さ
れ
た
証
で
し
ょ
う
。な
に
よ
り
こ
う
し

た
知
識
が
な
く
て
も
、色
と
り
ど
り
の
草
花
や
、生
き

生
き
と
し
て
柔
ら
か
さ
を
感
じ
さ
せ
る「
も
ふ
も
ふ
」

な
鳥
た
ち
は
見
て
い
る
だ
け
で
楽
し
く
な
り
ま
す
。

　そ
ん
な
省
亭
の
作
品
を
じ
っ
く
り
堪
能
し
て
い
た

だ
き
た
い
と
こ
ろ
で
す
が
、出
品
作
品
の
大
半
は
日
本

画
で
、光
や
温
湿
度
の
変
化
に
特
に
敏
感
で
劣
化
し
や

す
い
作
品
で
す
。そ
の
た
め
、照
明
は
暗
め
に
設
定
し
、

出
品
作
品
の
お
よ
そ
三
分
の
一
が
前
後
期（
一
部
例
外

あ
り
）で
入
れ
替
わ
り
ま
す
。作
品
保
護
の
た
め
ご
理

解
を
賜
り
ま
す
よ
う
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

　前
期
も
後
期
も
見
に
行
き
ま
す
！
と
い
う
方
は
、本

展
覧
会
限
定
の
パ
ス
ポ
ー
ト「
リ
ミ
パ
ス
」を
ご
活
用

く
だ
さ
い
。お
得
な
金
額
で
展
覧
会
を
何
度
で
も
お
楽

し
み
い
た
だ
け
ま
す
。観
る
人
を
虜
に
す
る
省
亭
の
花

鳥
画
の
世
界
で
、み
な
さ
ま
の
ご
来
館
を
お
待
ち
し
て

お
り
ま
す
。

　　
INFORMATION

令 和 ３ 年 度 　 ス ケ ジ ュ ー ル 　開 館 2 5 周 年 を 迎 え ま し た
■ 岩合光昭写真展　どうぶつ家族／ねこ科　　４/３（土） ▶ ５/16（日）　　　　　　　　カワイイ！動物たちが大集合。
■ 渡辺省亭 ―欧米を魅了した花鳥画―　　　　５/29（土） ▶ ７/11（日）　展示替え有　　若冲の次は省亭がアツい！
■ 水木しげる 魂の漫画展　　　　　　　　　　７/31（土） ▶ ９/26（日）　　　　　　　　振り返ったら、アレがいる。
■ 至宝 ―燦めく岡崎の文化財　　　　　　　　10/９（土） ▶ 12/19（日）　展示替え有　　岡崎の良いもの、くるよ。
■ コレクション100選　　　　　　　　 2022/１/22（土） ▶ ３/13（日）　　　　　　　　子ども大人も、楽しく鑑賞！

　★館内プチ展示も開催予定。お楽しみに！　※都合により展覧会の内容及び会期を変更する場合があります。
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せ
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な
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そ
う
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け
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　近
年
街
で
霊
柩
車
を
見
な
く
な
っ
た
。
正

確
に
言
う
と
、
社
寺
仏
閣
や
仏
壇
を
思
わ
せ

る
装
飾
を
施
し
た
宮
型
霊
柩
車
と
呼
ば
れ
る

自
動
車
を
見
る
こ
と
が
極
端
に
減
っ
た
。
霊

柩
車
は
遺
体
を
葬
儀
場
か
ら
火
葬
場
ま
で
運

ぶ
車
で
あ
る
。
し
か
し
霊
柩
車
を
見
な
く

な
っ
た
と
い
っ
て
、
近
年
突
然
人
が
死
な
な

く
な
っ
た
わ
け
で
は
な
い
の
で
、
宮
型
霊
柩

車
で
は
な
い
普
通
車
タ
イ
プ
の
霊
柩
車
は

日
々
ま
ち
を
静
か
に
走
っ
て
い
る
の
だ
ろ

う
。
調
べ
て
み
る
と
宮
型
霊
柩
車
が
減
っ
た

理
由
は
、葬
儀
の
低
コ
ス
ト
化
や
、周
囲
に
知

ら
れ
ず
に
ひ
っ
そ
り
と
葬
送
を
行
う
人
が
増

え
た
か
ら
で
あ
る
そ
う
だ
。

　霊
柩
自
動
車
が
使
わ
れ
は
じ
め
た
の
は
大

正
時
代
の
前
半
期
で
あ
る
。日
本
で
は
、大
勢

の
人
が
遺
体
を
運
ぶ
行
列
に
参
列
す
る
葬
列

と
い
う
葬
送
が
明
治
期
に
ス
ペ
ク
タ
ク
ル
化

し
た
。
葬
列
で
は
人
が
担
ぐ
輿
に
よ
っ
て
遺

体
が
運
ば
れ
た
の
だ
が
、
近
代
化
に
よ
り
葬

儀
が
簡
略
化
さ
れ
葬
列
が
廃
止
に
な
り
、
そ

れ
を
生
活
の
糧
に
し
て
き
た
葬
儀
屋
の
ア
イ

デ
ア
に
よ
り
宮
型
霊
柩
車
が
導
入
さ
れ
た
。

　収
蔵
品
に
あ
る「
棺
車
」は
宮
型
霊
柩
車
が

登
場
す
る
半
世
紀
前
の
明
治
初
期
か
ら
使
用

さ
れ
て
い
た
。
こ
れ
は
輿
で
の
葬
列
が
で
き

な
い
低
所
得
世
帯
が
使
用
し
て
い
た「
貸
車
」

で
あ
っ
た
そ
う
で
あ
る
。
輿
は
一
度
使
っ
た

ら
解
体
さ
れ
た
が
、
棺
車
は
何
度
も
使
う
こ

と
を
前
提
と
し
い
た
た
め
デ
コ
ラ
テ
ィ
ブ
な

意
匠
が
施
さ
れ
た
。
そ
の
点
に
お
い
て
棺
車

は
宮
型
霊
柩
車
の
前
身
で
あ
る
と
言
え
る
。

　宮
型
の
霊
柩
車
は
ま
ち
中
で
よ
く
目
立
っ

た
。霊
柩
車
を
見
る
こ
と
は
、私
た
ち
に
と
っ

て
日
常
に
死
が
隣
接
し
て
い
る
こ
と
を
考
え

る
経
験
で
あ
っ
た
。
自
分
が
吞
気
に
生
活
し

て
い
る
こ
の
瞬
間
に
も
、
命
を
亡
く
し
た
人

と
家
族
や
知
人
を
亡
く
し
た
人
が
い
る
、
そ

し
て
そ
れ
は
次
の
瞬
間
自
分
に
も
起
こ
り
得

る
こ
と
で
あ
る
、と
。宮
型
霊
柩
車
を
見
る
機

会
が
減
る
こ
と
は
、
私
た
ち
に
と
っ
て
「
死
」

に
つ
い
て
考
え
る
機
会
が
減
る
こ
と
で
あ

り
、
そ
れ
は
い
わ
ば
そ
の
分
だ
け
「
死
」
の
リ

ア
リ
テ
ィ
が
抽
象
化
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。

　「
生
」の
リ
ア
リ
テ
ィ
も
ま
た
抽
象
化
さ
れ

て
い
る
。
収
蔵
品
で
あ
る
「
マ
ザ
ー
グ
ー
ス
」

は
森
の
中
に
い
る
男
た
ち
が
描
か
れ
て
い

る
。
彼
ら
の
身
体
は
部
分
的
に
森
の
背
景
に

隠
れ
て
お
り
、
木
と
人
物
と
の
前
後
関
係
が

曖
昧
に
な
っ
て
い
る
。
彼
ら
は
森
に
い
る
の

か
、は
た
ま
た
別
の
場
所
に
い
る
の
か
、そ
も

そ
も
実
在
す
る
の
か
不
明
確
で
あ
る
。
本
作

は
シ
ュ
ル
レ
ア
リ
ス
ム
の
画
家
ル
ネ
・
マ
グ

リ
ッ
ト
が
1
9
6
8
年
に
制
作
し
た
作
品
で

あ
る
。
シ
ュ
ル
レ
ア
リ
ス
ム
の
芸
術
家
た
ち

は
現
実
に
内
在
す
る「
真
の
現
実
」を
芸
術
に

昇
華
す
る
こ
と
で
心
の
自
由
の
在
処
を
見
出

そ
う
と
し
た
。

　本
作
は
現
代
に
於
け
る
ネ
ッ
ト
社
会
に
お

い
て
、
現
実
で
は
な
い
ネ
ッ
ト
上
の
様
々
な

バ
ー
チ
ャ
ル
空
間
に
偏
在
す
る
私
た
ち
の
在

り
様
を
描
い
て
い
る
よ
う
に
も
見
え
る
。
こ

れ
は
シ
ュ
ル
レ
ア
リ
ス
ム
の
画
家
た
ち
の
イ

メ
ー
ジ
し
た「
超
現
実
」に
現
代
が
追
い
つ
い

た
、と
い
う
見
方
も
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。

い
ず
れ
に
せ
よ
、
私
た
ち
が
バ
ー
チ
ャ
ル
で

の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
時
間
を
費
や
し

た
だ
け
、
身
体
的
な
リ
ア
リ
テ
ィ
と
し
て
の

現
実
と
向
き
合
う
機
会
が
減
っ
て
い
る
の

だ
。
そ
れ
は
そ
の
分
だ
け
動
物
的
な
「
生
」
の

実
感
が
欠
如
し
て
い
る
こ
と
を
意
味
し
て
い

る
と
い
え
る
。
そ
し
て
テ
ク
ノ
ロ
ー
ジ
ー
は

ま
す
ま
す
リ
ア
ル
と
バ
ー
チ
ャ
ル
の
融
合
す

る
未
来
に
向
か
っ
て
い
る
の
だ
。

　と
こ
ろ
で
、
霊
柩
車
を
見
た
と
き
は
親
指

を
隠
さ
な
け
れ
ば
い
け
な
い
と
い
う
習
慣
が

あ
っ
た
。親
指
を
隠
す
の
は
、親
指
か
ら
魂
が

出
入
り
す
る
と
い
う
伝
承
に
よ
る
も
の
で
、

隠
す
こ
と
で
死
者
の
霊
の
侵
入
を
防
ぐ
と
い

う
考
え
に
よ
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
。
親
の

死
に
目
に
会
え
な
く
な
る
、
と
い
う
教
え
も

こ
の
伝
承
か
ら
派
生
し
て
い
る
ら
し
い
。
宮

型
霊
柩
車
が
減
っ
た
こ
と
で
、
私
た
ち
が
親

指
を
隠
す
機
会
も
ま
た
減
っ
た
。
そ
し
て
隠

す
必
要
の
な
い
親
指
は
、
現
代
で
は
ネ
ッ
ト

上
で「
い
い
ね
！
」と
共
感
を
示
す
シ
ン
ボ
ル

と
な
っ
て
い
る
。
バ
ー
チ
ャ
ル
で
の
共
感
も

ま
た
、
孤
立
す
る
こ
と
を
避
け
る
た
め
の
生

き
る
知
恵
で
あ
る
。ど
ち
ら
も
自
分
を
守
る
た

め
の
術
で
あ
る
と
い
う
点
で
は
同
じ
な
の
か

も
し
れ
な
い
。

﹁
棺

車
﹂
明

治

時

代
︵
左
︶

ル
ネ
・
マ
グ
リ
ッ
ト
﹁
マ
ザ
ー
グ
ー
ス
﹂

　
　
　
　
　
　
　

一
九
六
八
年
︵
下
︶

収
蔵
品
コ
ラ
ム
　
抽
象
化
す
る
死
、
偏
在
す
る
生

今
泉
　
岳
大

渡辺省亭《春野鳩之図》 　絹本着色　一幅　加島美術蔵

　渡
辺
省
亭
と
い
う
画
家
を
ご
存
知
で
し
ょ
う
か
？

明
治
か
ら
大
正
に
か
け
て
活
躍
し
た
花
鳥
画
の
名
手

で
、日
本
画
の
伝
統
に
洋
風
を
加
え
た
表
現
が
国
内
外

で
高
く
評
価
さ
れ
ま
し
た
。欧
米
で
は
人
気
が
高
い
も

の
の
日
本
国
内
で
は
こ
れ
ま
で
知
名
度
が
低
く
、近
年

じ
わ
じ
わ
と
注
目
が
高
ま
っ
て
い
る
日
本
画
家
で
す
。

　知
ら
れ
ざ
る
日
本
画
家
で
あ
る
渡
辺
省
亭
の
全
画

業
を
、初
め
て
明
ら
か
に
す
る
の
が
本
展
覧
会
で
す
。

東
京
藝
術
大
学
大
学
美
術
館
を
皮
切
り
に
巡
回
す
る

本
展
は
注
目
度
も
高
く
、雑
誌
の「
今
年
注
目
の
展
覧

会
」特
集
に
も
度
々
取
り
上
げ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

次
第
に
画
壇
と
距
離
を
お
い
て
市
井
の
画
家
を
貫
い

た
た
め
、展
覧
会
で
紹
介
さ
れ
る
機
会
が
少
な
く
な
り

忘
れ
ら
れ
た
画
家
と
な
っ
た
省
亭
で
す
が
、か
つ
て
辻

惟
雄『
奇
想
の
系
譜
』で
伊
藤
若
冲
が
一
躍
脚
光
を
浴

び
た
よ
う
に
、本
展
が
渡
辺
省
亭
ブ
ー
ム
の
火
付
け
役

に
な
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　そ
ん
な
人
気
を
予
感
さ
せ
る
、省
亭
の
こ
こ
が
す
ご

い
！
ポ
イ
ン
ト
は
た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
。日
本
画
家
と

し
て
初
め
て
渡
欧
、印
象
派
の
巨
匠
と
交
流
を
持
っ
た

省
亭
は
、美
術
関
係
者
が
招
か
れ
た
晩
餐
会
に
て
そ
の

場
で
絵
を
描
き
、高
い
技
術
で
参
加
者
を
大
い
に
驚
か

せ
た
と
い
い
ま
す
。ち
な
み
に
こ
の
と
き
の
作
品
は
印

象
派
を
代
表
す
る
画
家
の
ひ
と
り
、ド
ガ
に
贈
ら
れ
て

い
ま
す
。
ま
た
国
内
で
は
、
無
線
七
宝
を
開
発
し
た

濤
川
惣
助
と
協
働
し
、国
宝
の
迎
賓
館
赤
坂
離
宮（
旧

東
宮
御
所
）花
鳥
の
間
・
小
宴
の
間
に
飾
ら
れ
て
い
る

三
十
二
面
の
七
宝
額
の
原
画
を
制
作
し
ま
し
た
。国
家

の
威
信
を
か
け
た
大
建
築
の
装
飾
に
、大
学
教
授
の
よ

う
な
権
威
あ
る
画
家
で
は
な
く
、何
の
肩
書
も
な
い
省

亭
の
作
品
が
採
用
さ
れ
た
の
は「
お
役
所
仕
事
」か
ら

し
た
ら
驚
く
べ
き
こ
と
で
す
。そ
れ
だ
け
省
亭
の
原
画

が
高
く
評
価
さ
れ
た
証
で
し
ょ
う
。な
に
よ
り
こ
う
し

た
知
識
が
な
く
て
も
、色
と
り
ど
り
の
草
花
や
、生
き

生
き
と
し
て
柔
ら
か
さ
を
感
じ
さ
せ
る「
も
ふ
も
ふ
」

な
鳥
た
ち
は
見
て
い
る
だ
け
で
楽
し
く
な
り
ま
す
。

　そ
ん
な
省
亭
の
作
品
を
じ
っ
く
り
堪
能
し
て
い
た

だ
き
た
い
と
こ
ろ
で
す
が
、出
品
作
品
の
大
半
は
日
本

画
で
、光
や
温
湿
度
の
変
化
に
特
に
敏
感
で
劣
化
し
や

す
い
作
品
で
す
。そ
の
た
め
、照
明
は
暗
め
に
設
定
し
、

出
品
作
品
の
お
よ
そ
三
分
の
一
が
前
後
期（
一
部
例
外

あ
り
）で
入
れ
替
わ
り
ま
す
。作
品
保
護
の
た
め
ご
理

解
を
賜
り
ま
す
よ
う
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

　前
期
も
後
期
も
見
に
行
き
ま
す
！
と
い
う
方
は
、本

展
覧
会
限
定
の
パ
ス
ポ
ー
ト「
リ
ミ
パ
ス
」を
ご
活
用

く
だ
さ
い
。お
得
な
金
額
で
展
覧
会
を
何
度
で
も
お
楽

し
み
い
た
だ
け
ま
す
。観
る
人
を
虜
に
す
る
省
亭
の
花

鳥
画
の
世
界
で
、み
な
さ
ま
の
ご
来
館
を
お
待
ち
し
て

お
り
ま
す
。

　　
INFORMATION

令 和 ３ 年 度 　 ス ケ ジ ュ ー ル 　開 館 2 5 周 年 を 迎 え ま し た
■ 岩合光昭写真展　どうぶつ家族／ねこ科　　４/３（土） ▶ ５/16（日）　　　　　　　　カワイイ！動物たちが大集合。
■ 渡辺省亭 ―欧米を魅了した花鳥画―　　　　５/29（土） ▶ ７/11（日）　展示替え有　　若冲の次は省亭がアツい！
■ 水木しげる 魂の漫画展　　　　　　　　　　７/31（土） ▶ ９/26（日）　　　　　　　　振り返ったら、アレがいる。
■ 至宝 ―燦めく岡崎の文化財　　　　　　　　10/９（土） ▶ 12/19（日）　展示替え有　　岡崎の良いもの、くるよ。
■ コレクション100選　　　　　　　　 2022/１/22（土） ▶ ３/13（日）　　　　　　　　子ども大人も、楽しく鑑賞！

　★館内プチ展示も開催予定。お楽しみに！　※都合により展覧会の内容及び会期を変更する場合があります。

開
館

　周
年
記
念

渡
辺
省
亭
　―

欧
米
を
魅
了
し
た
花
鳥
画―

酒
井
　
明
日
香

25

会
期

：

令
和
３
年
５
月
　
日
〜
７
月
　
日

29

11

わ
た
な
べ
せ
い
て
い

な
み
か
わ
そ
う
す
け
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岡 崎 市 美 術 博 物 館 ニ ュ ー ス 〈 ア ル カ デ ィ ア 〉

h t t p s : / / w w w . c i t y . o k a z a k i . l g . j p / m u s e u m

S H O P  I N F O R M A T I O N

開館時間
午前 1 0時～午後 5時
※最終の入場は閉館時間の30分前まで

休 館 日 月曜日（祝日に該当する場合は、その翌日以後休日でない日）
年末年始　※展示替えのため臨時休館する事があります。

O K A Z A K I  C I T Y
M U S E U M
N E W S

［岡崎市美術博物館ニュース／アルカディア］  第86号 2021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字峠1番地　岡崎中央総合公園内
TEL  0564 -28 -5000（代表）

寅年、寅の日、寅の刻に生まれた徳川家康の伝説にちなむ愛知県の玩具「寅童子」。
後の家康の母となる於大の方は、強くたくましい男子が生まれることを願い鳳来寺へ
お参りし薬師如来に祈りました。
不思議なことに家康が生まれると、鳳来寺の薬師如来を護る十二神将像のうち、真達
羅大将の像が忽然と消えてしまったのです。
十二神将は薬師如来を十二の方角と時刻からそれぞれ護る上で、真達羅大将は寅童
子とも呼ばれ、寅の方角と寅の刻を担当していました。
元和2年(1616)年、75歳で家康が亡くなると、いつの間にか真達羅大将の像は元あっ
た場所に戻っており、家康公は寅童子の化身とされるようになりました。
この逸話をもとに、昭和30 (1955)年頃に作られるようになった玩具です。数多くの挫
折を乗り越え天下を取った七転び八起きの家康の人生に重ね、起き上がり小法師に寅
の絵付けがしてあります。

営業時間 10:00 - 17:00
定 休 日 月曜日（祝日の場合は営業。翌火曜日が振替定休日となります）
T E L 0564-83-5952
F A X 0564-83-5953
M A I L yagura＠b-soup.com
U R L https://www.facebook.com/museumshop.yagura

岡崎市美術博物館併設のカフェレストラン『YOUR TABLE』。ガラス張りの店内には太

陽の光がいっぱい入り、お洒落で開放的な空間が広がります。ランチ時には景色を愉し

みながらお食事をすることができます。展示毎にシェフ考案のコラボメニューも登場。

カフェタイムにはやケーキセットや軽食などを販売中。

営業時間 11:00～21:30
定 休 日 月曜日（祝日の場合は営業。翌火曜日が振替定休日となります） 
LUNCH 11:00 - 14:30 (L.O.14:00）
T E A 14:30 - 17:00 (L.O.16:00）
DINNER 17:30 - 21:30 (L.O.20:30）
T E L 0564-28-0141
U R L https://your-table.owst.jp

O K A Z A K I  C I T Y  M U S E U M  N E W S

ⓒＭｉｔｓｕａｋｉ　Ｉｗａｇｏ

「
岡
崎
小
唄
」
と
「
五
万
石
」

「
五
万
石
で
も
岡
崎
様
は
お
城

下
ま
で
船
が
着
く
…
」
の
フ

レ
ー
ズ
で
お
馴
染
み
の
「
五
万

石
」
を
ア
レ
ン
ジ
し
て
作
ら
れ

た
「
岡
崎
小
唄
」
を
ご
存
じ
で

し
ょ
う
か
。
こ
の
曲
は
、
大
正
十

五
年
、
三
河
日
報
社
に
よ
る
支

援
の
も
と
、
メ
ロ
デ
ィ
は
『
シ
ャ

ボ
ン
玉
』『
ゴ
ン
ド
ラ
の
唄
』
な

ど
で
お
馴
染
み
の
中
山
晋
平
、

補
詩
は
『
七
つ
の
子
』『
赤
い
靴
』

な
ど
で
お
馴
染
み
の
野
口
雨
情

と
い
う
ビ
ッ
グ
ネ
ー
ム
に
よ
り

作
ら
れ
ま
し
た
。
レ
コ
ー
ド
に

も
な
り
、
岡
崎
芸
妓
連
中
が
吹

き
込
ん
だ
も
の
が
ビ
ク
タ
ー
か

ら
販
売
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
近

代
化
の
波
の
中
で
古
い
岡
崎
の

面
影
が
亡
び
て
ゆ
く
様
を
惜
し

ん
で
作
ら
れ
た
と
か
。
今
や
「
岡

崎
小
唄
」
が
作
ら
れ
た
時
代
さ

え
遠
い
昔
の
こ
と
と
な
っ
て
し

ま
い
、
知
る
人
は
多
く
な
い
よ

う
で
す
。

オ
リ
ジ
ナ
ル
の
節
回
し
は
歴
史

の
中
で
途
切
れ
て
し
ま
っ
た
と

い
う
「
五
万
石
」
。
も
と
は
菅
生

川
と
矢
作
川
を
行
き
来
す
る
中

で
歌
わ
れ
た
舟
唄
だ
っ
た
そ
う

で
す
。
現
代
で
い
え
ば
ド
ラ
イ

ブ
の
B
G
M
と
い
っ
た
と
こ
ろ

で
し
ょ
う
か
。
我
々
が
メ
ロ

デ
ィ
を
つ
け
て
み
て
も
面
白
い

か
も
し
れ
ま
せ
ん
ね
。

YOUSED TO BE


