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捕
食
の
連
鎖

　

で
は
信
春
は
、
ど
う
だ
ろ
う
か
。

　

実
は
信
春
は
、京
博
三
幅
対
本
以
外
に
も
、虫
に
こ
だ
わ
っ
た
印
象
深
い
作
を
遺
し
て
く
れ
て
い
た
。

　

ｒ
の
『
海
棠
に
雀
図
』（
図
１
）
で
あ
る
。
親お
や
す
ず
め雀
が
海
棠
の
枝
に
留
ま
り
、
啄つ
い
ば
ん
だ
虻あ
ぶ

（
縞
模
様
の

あ
る
胴
が
細ほ
そ

身み

で
蜂
の
可
能
性
も
）
を
子こ
す
ず
め雀
に
与
え
よ
う
と
す
る
。
餌
を
ね
だ
る
三
羽
の
子
雀
た
ち

の
可
愛
ら
し
い
表
情
か
ら
（
た
だ
し
子
雀
は
都
合
四
羽
。
も
う
一
羽
、
手
前
の
小
枝
に
い
る
も
の
も
、

お
見
逃
し
な
く
）、
親
子
の
ほ
ほ
え
ま
し
い
情
景
を
描
い
た
と
解
説
す
る
の
が
一
般
的
だ
が
、
こ
れ
を

逆
に
啄つ
い
ば
ま
れ
た
虻
か
ら
見
れ
ば
、
喰
う
か
喰
わ
れ
る
か
、
酷き
び

し
い
自
然
の
営
み
を
描
い
た
と
も
云
え

よ
う
か
。
啄
ま
れ
た
虻
は
、
言
わ
ば
京
博
三
幅
対
本
の
尉じ
ょ
う
び
た
き

鶲
に
狙
わ
れ
た
虻
（
図
２
）
の
後
日
譚
＝

後の
ち

の
姿
で
あ
る
。
尉
鶲
と
親
雀
の
似
通
う
か
た
ち
が
、そ
う
思
わ
せ
る
に
足
る
（
同
じ
姿
態
の
尉
鶲
が
、

近
年
、
信
春
の
作
の
可
能
性
が
高
い
と
さ
れ
た
『
花
鳥
図
屏
風
』
に
も
登
場
す
る
と
こ
ろ
か
ら
、
こ

の
か
た
ち
は
信
春
好
み
と
も
言
え
る
か
も
知
れ
な
い
。
山
本
英
男
作
品
解
説　
「
没
後
４
０
０
年
長
谷

川
等
伯
」
展
図
録　

東
京
国
立
博
物
館　

二
〇
一
〇
年
）。
こ
れ
ま
た
常
州
草
虫
画
の
世
界
で
あ
る
。

そ
こ
に
四
羽
の
子
雀
を
描
き
加
え
る
こ
と
で
、
家
族
の
心
こ
こ
ろ
あ
た
た
温
ま
る
情
景
に
変
え
た
。
信
春
の
趣
向
で

あ
る
。

　

そ
う
云
え
ば
等
伯
は
、
こ
の
後
、
雛
三
羽
を
抱
く
巣す
ご
も籠
り
の
母は
は
か
ら
す烏
と
、
そ
れ
を
見
守
る
父
烏
や
、

子
猿
を
肩
に
載
せ
た
親
猿
を
描
く
な
ど
（
出
光
美
術
館
本
『
烏う

ろ鷺
図
屏
風
』、
龍
泉
庵
本
『
枯
木
猿
猴

図
』）、
動
物
の
親
子
を
取
上
げ
た
作
品
を
少
な
か
ら
ず
制
作
す
る
。
幼
少
期
、
養
子
に
出
さ
れ
た
原

体
験
を
持
ち
、
ま
た
長
じ
て
は
「
道
淳
」
と
「
浄
松
」（
本
法
寺
本
『
涅
槃
図
』
紙
背
銘　
「
道
淳
」

は
長
男
久
蔵
の
、「
浄
松
」
は
そ
の
弟
の
、
そ
れ
ぞ
れ
法
名
）、
二
人
の
逆
縁
の
息
子
が
あ
っ
た
等
伯

で
あ
る
。
肉
身
を
思
い
、
子
を
思
う
こ
こ
ろ
は
一ひ
と
し
お入
で
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。
そ
の
篤
い
気
持
ち
を
、

描
か
れ
た
動
物
た
ち
の
親
子
の
ほ
の
ぼ
の
と
し
た
姿
に
託
す
。
啄つ
い
ば
ん
だ
虻
を
子
雀
に
与
え
る
親
雀
は
、

等
伯
（
信
春
）
そ
の
人
で
も
あ
っ
た
だ
ろ
う
か
。

　

ち
な
み
に
信
春
は
、
天
正
七
年
（
一
五
七
九
）
六
月
に
亡
く
な
っ
た
先
妻
妙
浄
（
俗
名
不
明
）
と

の
間
に
、
い
ま
上
げ
た
久
蔵
（
道
淳
）
と
浄
松
（
俗
名
不
明
）、
宗そ
う
た
く
と
う
ご

宅
等
後
（
～
一
六
一
一
）
の
三
人

の
息
子
に
加
え
、
さ
ら
に
女む
す
め
（
複
数
名
と
も
）
が
あ
っ
た
よ
う
だ
。
四
羽
の
子
雀
を
彼
ら
の
誰
か
に

見
立
て
れ
ば
、
こ
の
情
景
も
、
い
っ
そ
う
痛
切
と
な
る
。

　

そ
れ
に
し
て
も
信
春
と
常
州
草
虫
画
と
の
係
わ
り
は
深
い
。
自
然
の
営
み
の
相
の
も
と
に
虫
や
小

動
物
を
描
く
―
そ
れ
を
理
解
し
、
そ
の
姿
で
取
上
げ
た
の
は
、
信
春
を
措
い
て
な
い
の
で
は
な
い
か
。

む
ろ
ん
信
春
は
、
他
に
も
そ
う
し
た
作
品
を
遺
し
て
い
た
。
し
か
も
こ
の
場
合
は
、
影
響
を
与
え
た

作
品
さ
え
特
定
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。

　

で
は
、
そ
ん
な
興
味
深
い
信
春
の
作
品
と
は
…
、「
梅
に
鼬い
た
ち
・
雀
図
」
で
あ
る
。
原
本
は
現
在
所
在

不
明
だ
が
、
幸
い
に
も
良
質
の
模
本
が
二
点
伝
わ
る
（
い
ず
れ
も
東
京
国
立
博
物
館
蔵　

図
３
）。
一

見
し
て
ｒ
の
『
海
棠
に
雀
図
』
を
想
起
さ
せ
る
と
こ
ろ
と
云
い
、
宋
・
元
院
体
花
鳥
画
や
そ
の
流
れ

を
汲
む
室
町
水
墨
画
を
学
ん
だ
作
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
、
こ
と
に
屈
曲
鋭
い
梅
樹
の
枝
振
り
や
、

腹
部
を
見
せ
、枝
に
逆さ
か

さ
ま
で
留
ま
る
雀
の
か
た
ち
な
ど
は
、小
栗
宗そ
う
け
い継
（
宗そ
う
た
ん湛
の
子　

生
没
年
未
詳
）

の
作
と
も
み
な
さ
れ
る
「
遮し
ゃ
ば
く莫
」
印
を
捺
し
た
『
梅
樹
小
禽
図
』（
京
都
国
立
博
物
館
蔵　

図
４
）
か

ら
図
像
情
報
を
得
た
可
能
性
が
、
既
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
（
山
本
英
男
作
品
解
説　
「
没
後
４
０
０
年

長
谷
川
等
伯
」
展
図
録
）。

　

そ
の
通
り
で
は
あ
る
。
確
か
に
左
右
を
反
転
さ
せ
て
い
る
も
の
の
、
梅
樹
の
枝
振
り
や
、
そ
の
枝

に
逆
さ
ま
で
留
ま
る
雀
の
か
た
ち
の
一
致
は
、
そ
う
思
わ
せ
る
に
足
る
。
信
春
は
、
遮
莫
本
を
見
る

機
会
さ
え
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
、
そ
ん
な
気
さ
え
す
る
程
だ
が
、
果
た
し
て
そ
れ
で
よ
い
の
だ
ろ
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う
か
。
逆
さ
に
な
っ
た
雀
が
見
つ
め
る
そ
の
先
に
は
…
、
遮
莫
本
が
取
っ
組
合
い
の
喧
嘩
を
し
て
い
る

の
に
対
し
、
信
春
本
で
は
鼬
が
雀
を
喰
わ
え
て
い
る
。
そ
の
一
羽
が
烈
し
く
断
末
魔
の
悲
鳴
を
上
げ
る
。

樹
上
の
一
羽
の
相あ
い

方か
た

だ
。
今
ま
さ
に
襲
わ
れ
た
の
だ
。

　

即
座
に
思
い
出
さ
れ
る
の
は
、
そ
う
、
あ
の
バ
ー
ジ
ニ
ア
本
の
衝
撃
の
一
図
だ
（
図
５
）。
同
じ
く
番つ
が

い
の
一
羽
が
鼬
に
銜く
わ

え
ら
れ
て
い
た
は
ず
だ
。
逆
さ
ま
で
は
な
い
が
、
そ
れ
を
見
た
相
方
が
枝
上
で
騒

ぐ
の
も
変
わ
ら
な
い
。
ま
さ
し
く
弱
肉
強
食
の
世
界
を
描
い
た
、
同
巧
の
作
で
あ
る
。
両
図
が
密
接
な

関
係
に
あ
る
こ
と
は
、
容
易
に
推
定
で
き
る
だ
ろ
う
。
信
春
に
は
バ
ー
ジ
ニ
ア
本
を
目
に
す
る
機
会
が

あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

　

そ
の
こ
と
を
考
え
る
た
め
に
、
ま
ず
は
押
さ
え
て
お
く
べ
き
は
制
作
年
代
で
あ
る
。『
梅
に
鼬
・
雀
図
』

に
は
、
ど
う
や
ら
「
信
春
」
の
朱
文
矩
形
印
が
捺
さ
れ
て
い
た
よ
う
で
（
模
本
は
、
そ
の
陰
影
ま
で
丁

寧
に
写
し
て
い
る
）、
同
一
印
が
捺
さ
れ
た
信
春
の
肖
像
画
の
傑
作
『
日
乗
上
人
像
』（
妙
成
寺
蔵
）
の

制
作
年
代
と
も
絡
み
、
従
来
よ
り
同
印
の
使
用
を
、
あ
の
「
信
春
」
の
朱
文
袋
印
の
前
に
す
る
の
か
、

後
に
す
る
の
か
問
題
と
し
、
な
お
決
着
を
み
て
い
な
い
。
が
、
も
し
前
者
の
、
す
な
わ
ち
袋
印
に
先
ん

ず
る
と
な
る
と
、
能
登
は
七
尾
時
代
に
ま
で
遡
る
可
能
性
も
出
て
く
る
こ
と
と
な
り
、
主
に
絵
仏
師
と

し
て
活
動
し
て
い
た
、
そ
の
時
代
の
信
春
に
「
雀
を
襲
う
鼬
」
を
描
く
こ
と
が
で
き
た
と
は
、
到
底
、

考
え
ら
れ
ず
、
そ
の
点
か
ら
も
後
者
す
な
わ
ち
後の
ち

と
見
る
方
が
、
余
程
、
据
わ
り
が
よ
い
の
で
は
な
い
か
。

と
云
う
よ
り
、
そ
も
そ
も
こ
の
矩
形
印
が
「
梅
に
鼬
・
雀
図
」
に
捺
さ
れ
て
い
る
事
実
自
体
が
、
当
該

印
の
使
用
を
袋
印
の
後
と
見
る
こ
と
の
証
左
足
り
得
る
、
と
さ
え
言
え
る
だ
ろ
う
。「
雀
を
襲
う
鼬
」
の

図
像
を
、
能
登
の
絵
仏
師
が
知
る
由
も
な
い
か
ら
で
あ
る
。
と
な
れ
ば
「
梅
に
鼬
・
雀
図
」
の
制
作
は

上
洛
後
し
ば
ら
く
経
た
こ
ろ
、
そ
の
図
像
情
報
も
自
ら
の
京み
や
こ洛
で
の
活
動
の
中
で
得
た
に
違
い
な
い
。

　

も
と
よ
り
絵
師
と
し
て
の
始
業
期
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
時
期
、
信
春
は
曽
我
紹
祥
の
門
に
学
ん
だ

の
で
は
な
か
っ
た
か
。
江
戸
時
代
初
期
の
画
史
画
伝
書
『
丹
青
若
木
集
』
が
伝
え
る
が
、
さ
ら
に
そ
れ

を
証
左
す
る
も
の
と
し
て
信
春
に
は
、曽
我
墨
谿
の
そ
れ
を
直
模
し
た
こ
と
が
疑
い
な
い
『
達
磨
図
』（
龍

門
寺
蔵
）
や
、
曽
我
宗
誉
の
作
品
か
ら
図
像
情
報
を
得
た
と
み
ら
れ
る
作
品
も
遺
る
（
眼
の
極
楽
㉘
㉙

花
と
鳥
の
か
た
ち
）。
両
作
と
も
、
い
ま
矩
形
の
「
信
春
」
印
に
先
行
す
る
と
み
た
袋
印
が
捺
さ
れ
、
制

作
時
期
は
異
な
る
も
の
の
、
こ
う
し
た
作
が
あ
る
以
上
、
こ
の
特
異
な
モ
チ
ー
フ
を
扱
っ
た
「
梅
に
鼬
・

雀
図
」
に
も
、
そ
れ
が
特
異
で
あ
れ
ば
こ
そ
、
典
拠
と
な
っ
た
図
像
情
報
が
あ
っ
た
と
み
る
べ
き
で
、

そ
れ
を
曽
我
派
内
に
求
め
る
の
は
、
む
し
ろ
自
然
で
あ
る
に
違
い
な
い
。

　

む
ろ
ん
、
や
み
く
も
に
そ
う
思
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
曽
我
派
の
「
鼬
図
」
が
確
か
に
存
在
し

た
ふ
し
が
あ
る
か
ら
だ
。
時
代
は
下く
だ

る
が
、
寛
政
五
年
（
一
七
九
三
）
三
月
二
十
三
日
、
十
一
代
将
軍

家
斉
（
一
七
七
三
～
一
八
四
一
）
が
尾
張
徳
川
家
の
江
戸
下
屋
敷
戸
山
荘
を
御お
と
お
り
ぬ
け

通
抜
（
御
成
）
し
た
（
小

寺
武
久
著
『
尾
張
藩
江
戸
下
屋
敷
の
謎　

虚
構
の
街
を
も
つ
大
名
庭
園
』（
中
公
新
書
九
五
三　

中
央
公
論
社　

一
九
八
九
年
））。
庭
園
内
の
諸
殿
舎
、
茶
室
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
見
事
な
床
飾
り
が
ほ
ど
こ
さ
れ
た
。
所

蔵
す
る
優
品
が
集
め
ら
れ
た
こ
と
は
想
像
す
る
に
難
く
な
い
。
幸
い
に
も
そ
の
時
用
い
ら
れ
た
諸
道
具

の
記
録
『
戸
山
御
屋
敷
飾
付
帳
』（
名
古
屋
市
鶴
舞
図
書
館
蔵　
「
徳
川
将
軍
の
御
成
」
展
図
録
に
翻
刻　

徳
川
美
術
館　

二
〇
一
二
年
）
が
遺
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
隠か
く
れ
ざ
と里
（
招
隠
里
）
御
茶
屋
の
項
に
、

　
　
　

隠
里
御
茶
屋

　
　
　
　
（
中
略
）

　
　
　

御
床
御
掛
物　
　
　
　

一
幅

　
　
　
　

雀
鼬
絵　
　

曽
我
蛇
足
筆

と
あ
る
。「
鼬
の
絵
」
が
掛
け
ら
れ
た
よ
う
だ
。
し
か
も
そ
の
絵
を
呼
ぶ
の
に
、
こ
と
さ
ら
云
っ
た
わ
け

で
も
な
い
だ
ろ
う
が
、「
雀
」
の
語
と
並
記
し
て
お
り
、
両
者
の
関
係
性
が
描
か
れ
て
い
た
の
だ
ろ
う
。

天
敵
の
鼬
を
雀
が
樹
上
か
ら
眺
め
る
―
そ
ん
な
図
柄
を
想
像
す
る
の
も
愉
し
い
が
、
果
た
し
て
ど
う

だ
ろ
う
か
。

　

と
こ
ろ
が
嬉
し
い
こ
と
に
、
御
通
抜
当
日
、
こ
の
「
雀
鼬
絵
」
を
実
際
目
に
し
た
人
物
二
人
が
、

絵
に
つ
い
て
簡
略
に
記
し
て
く
れ
て
い
た
。

　

Ⓐ
右
ハ
黒
木
茶
屋
と
い
ふ
、
こ
な
た
の
茶
屋
に
せ
ん
な
と
敷
、

　
　

床
に
曽
我
蛇
足
の
書
し
い
た
ち
の
雀
と
り
た
る
絵
か
け
て

　
　
　

佐
野
義
行
著
『
戸
山
の
春
』（『
東
京
市
史
稿
』
遊
園
編
㐧
二
所
収　

一
九
二
九
年
）

　

Ⓑ
黒
木
の
茶
屋
の
か
け
物
ハ
雀
鼬
の
画
、
是
ハ
名
に
お
ふ
曽

　
　

我
蛇
足
の
筆
也

　
　

三み
か
み上
季た
か
の
り寛
著
『
戸和
田山
御
成
記
』（『
東
京
市
史
稿
』
遊
園
編
㐧
二
所
収　

一
九
二
九
年
）

　

い
ず
れ
も
家
斉
に
扈
従
し
た
旗
本
の
記
録
で
あ
る
（
当
時
、
佐
野
は
御
小
姓
、
三
上
は
御
先
手
頭

を
務
め
て
い
た
）。
そ
れ
に
よ
れ
ば
「
雀
鼬
絵
」
は
、
や
は
り
雀
を
襲
う
鼬
の
画
で
あ
っ
た
よ
う
だ
Ⓐ
。

そ
ん
な
生
々
し
い
光
景
を
描
い
た
絵
が
、
将
軍
さ
ま
を
迎
え
る
御
茶
屋
の
床と
こ

を
飾
る
掛
物
と
し
て
ふ

さ
わ
し
い
か
否
か
、
疑
問
が
出
る
の
は
当
然
。
そ
れ
を
封
じ
て
掛
け
た
の
は
、
そ
れ
だ
け
の
力
が
働

い
た
の
だ
ろ
う
が
、
そ
の
点
に
つ
い
て
は
改
め
て
後
に
触
れ
た
い
（
未
完
）。

　
　

図
版
ネ
ー
ム　
　

図
１　
『
海
棠
に
雀
図
』　

長
谷
川
信
春
筆

　
　
　
　
　
　
　
　
　

図
２　

虻
を
狙
う
常
鶲
（
京
博
三
幅
対
本
左
幅
部
分
）
長
谷
川
信
春
筆

　
　
　
　
　
　
　
　
　

図
３　
「
梅
に
鼬
・
雀
図
」
模
本　
　

図
４　
『
梅
樹
小
禽
図
』「
遮
莫
」
印

　
　
　
　
　
　
　
　
　

図
５　
「
鼬
に
雀
図
」
バ
ー
ジ
ニ
ア
本
『
花
鳥
草
虫
図
押
絵
貼
屏
風
』
よ
り

図 4図 5
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水
木
し
げ
る
、
本
名
・
武
良
茂
（
む
ら
し
げ

る
）
は
、
一
九
二
二
年
に
生
ま
れ
、
二
〇
一
五

年
十
一
月
に
惜
し
ま
れ
な
が
ら
亡
く
な
る
ま

で
、
そ
の
九
三
年
間
の
生
涯
を
現
役
で
在
り
続

け
ま
し
た
。
四
〇
歳
を
過
ぎ
た
遅
咲
き
の
メ

ジ
ャ
ー
デ
ビ
ュ
ー
を
果
た
す
ま
で
の
極
貧
生
活

時
代
か
ら
超
人
気
作
家
に
な
っ
て
か
ら
も
、
水

木
し
げ
る
は
片
腕
で
独
自
の
画
風
を
模
索
し
続

け
な
が
ら
、か
つ
て
失
わ
れ
た
命
へ
の
慰
め
と
、

こ
の
世
に
生
き
る
人
々
へ
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
と
も

い
え
る
作
品
を
全
身
全
霊
で
描
き
ま
し
た
。
本

展
覧
会
は
漫
画
家
・
水
木
し
げ
る
の
多
才
な
画

業
に
迫
り
、
そ
の
作
品
の
尽
き
な
い
魅
力
を
改

め
て
探
求
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
す
。
本
稿
で

は
本
展
覧
会
の
見
ど
こ
ろ
を
ご
紹
介
し
ま
す
。

武
良
茂
ア
ー
ト
ギ
ャ
ラ
リ
ー

　
　
　
　

～
少
年
天
才
画
家
あ
ら
わ
る
！
～

　

水
木
し
げ
る
は
大
阪
府
に
武
良
家
の
三
人
兄

弟
の
次
男
と
し
て
生
ま
れ
ま
し
た
。
生
後
ま
も

な
く
父
の
故
郷
で
あ
る
鳥
取
県
の
境
港
に
母
と

帰
郷
し
た
茂
は
、
武
良
家
に
出
入
り
し
て
い
た

家
政
婦
の
ん
の
ん
ば
あ
に
連
れ
ら
れ
て
見
た

『
地
獄
極
楽
絵
図
』
に
心
を
奪
わ
れ
、
以
来
、

の
ん
の
ん
ば
あ
の
〝
妖
怪
英
才
教
育
〟
に
よ
っ

て
森
羅
万
象
に
宿
る
魂
を
見
抜
く
視
点
・
鋭
い

感
受
性
を
磨
か
れ
ま
す
。

茂
は
幼
少
期
か
ら
絵
を
描
く
こ
と
が
好
き
で
、

そ
の
画
力
は
新
聞
で
「
天
才
少
年
あ
ら
わ

る
! !
」
と
も
て
は
や
さ
れ
る
ほ
ど
で
し
た
。
そ

ん
な
少
年
時
代
か
ら
非
凡
だ
っ
た
武
良
茂
の
絵

画
作
品
の
数
々
を
紹
介
し
ま
す
。

水
木
し
げ
る
漫
画
研
究

　
　
　

～
片
腕
で
生
み
出
す
独
自
の
画
法
～

　

画
家
志
望
の
青
年
茂
は
、
戦
後
紙
芝
居
作
家

と
な
っ
た
こ
と
か
ら
「
水
木
し
げ
る
」
の
活
動

を
ス
タ
ー
ト
さ
せ
ま
し
た
。
最
終
的
に
は
漫
画

家
に
落
ち
着
く
水
木
で
す
が
、
そ
の
創
作
姿
勢

は
対
象
物
の
研
究
や
綿
密
な
デ
ッ
サ
ン
と
ス

ケ
ッ
チ
を
行
う
画
家
そ
の
も
の
で
し
た
。
本
章

で
は
水
木
漫
画
が
で
き
る
ま
で
の
舞
台
裏
公

開
！
手
帳
、ス
ク
ラ
ッ
プ
ブ
ッ
ク
、人
物
ス
ケ
ッ

チ
、
筆
と
絵
の
具
を
ご
覧
い
た
だ
き
ま
す
。

水
木
し
げ
る
人
気
三
大
漫
画

　

～
鬼
太
郎
／
悪
魔
く
ん
／
河
童
の
三
平
～

　

水
木
の
代
表
作
で
あ
る
こ
の
三
作
品
に
共
通

す
る
の
は
、
い
ず
れ
も
少
年
が
主
人
公
で
、
な

ん
ら
か
の
宿
業
を
背
負
い
、
人
間
社
会
と
異
界

を
自
由
に
往
来
し
て
活
躍
す
る
話
で
す
。
そ
こ

に
は
、
水
木
が
少
年
時
代
に
の
ん
の
ん
ば
あ
に

誘
わ
れ
た
異
界
の
経
験
と
、
生
ま
れ
育
っ
た
鳥

取
県
境
港
の
風
土
が
活
き
て
い
る
と
い
え
ま

す
。
主
人
公
た
ち
の
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
に
は
、
手

塚
治
虫
の
よ
う
な
少
年
漫
画
ら
し
い
丸
味
の
あ

る
描
線
を
取
り
入
れ
つ
つ
、
水
木
は
そ
れ
を
西

洋
絵
画
か
ら
学
ん
だ
写
実
性
・
ド
ラ
マ
性
あ
ふ

れ
る
背
景
・
効
果
を
自
然
と
共
存
さ
せ
ま
し
た
。

代
表
作
で
あ
る
三
作
品
の
誕
生
秘
話
と
、
時
代

と
共
に
歩
む
作
品
の
人
気
に
迫
り
ま
す
。

総
員
玉
砕
せ
よ
！　

～
壮
絶
な
戦
争
体
験
記
～

　

一
九
四
一
年
、
二
一
歳
だ
っ
た
水
木
に
赤
紙

が
届
き
ま
す
。
出
征
す
る
前
か
ら
現
実
を
予
見

し
葛
藤
し
て
い
た
水
木
は
、実
際
に
従
軍
し「
こ

の
世
の
地
獄
」を
見
ま
す
。
そ
れ
は
つ
ま
り〝
死

よ
り
、
な
お
つ
ら
い
生
の
あ
る
、
現
実
〟
の
体

験
で
し
た
。「
い
っ
そ
死
ん
で
し
ま
え
ば
ど
ん

な
に
楽
か
」―
そ
う
考
え
、実
際
に
死
ん
で
い
っ

た
戦
友
も
多
く
い
た
中
で
、
水
木
は
「
苦
し
く

と
も
生
き
た
い
」と
強
く
思
っ
た
と
い
い
ま
す
。

こ
の
経
験
を
深
く
刻
み
込
ん
だ
作
品
「
総
員
玉

砕
せ
よ
！
」
に
は
水
木
が
至
っ
た
〝
死
生
観
〟

の
境
地
が
あ
り
ま
す
。
こ
こ
で
は
、
自
ら
の
悲

惨
な
戦
争
体
験
を
描
い
た
作
品
原
稿
、
ラ
バ
ウ

ル
で
の
ス
ケ
ッ
チ
、
太
平
洋
艦
隊
の
プ
ラ
モ
デ

ル
他
を
展
示
し
ま
す
。

〈
戦
争
と
岡
崎

－

収
蔵
戦
時
資
料

－

〉

　

ま
た
本
展
で
は
、
当
館
の
所
蔵
す
る
戦
時
資

料
を
特
別
出
品
し
ま
す
。
こ
の
コ
ー
ナ
ー
で
は

当
館
が
岡
崎
市
民
の
皆
様
か
ら
受
け
保
管
し
て

EXHIBITION

水
木
し
げ
る　

魂
の
漫
画
展

開
館
25
周
年
記
念　

企
画
展

「ゲゲゲの鬼太郎」1985 年

「自画像」1951 年

「目玉おやじ」

「悪魔くん」1985 年

今
泉　

岳
大

会
期

：

令
和
3
年
７
月
31
日
㈯
～
９
月
26
日
㈰

ⓒ水木プロダクション
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関連イベント情報

「コロナから改めて考える目に見えないものの存在」

「今よみがえる！おかざき妖怪の森－化け猫からオカザえもんまで」

令和３年９月４日（土）午後２時～３時30分
講　師　｜　飯倉義之氏（國學院大學准教授）　　島田尚幸氏（あいち妖怪保存会共同代表）
聞き手　｜　今泉岳大（当館学芸員）
定　員　｜　30名（１度の申込みは２名まで。事前申込制。申込者以外の参加不可。応募多数の場合は抽選）
場　所　｜　当館１階セミナールーム
参加費　｜　無料
申込方法　｜　当館HP からあいち電子申請にてネット申込み
申込期間　｜　令和３年８月18日（水）まで

ト ー ク イ ベ ン ト 　 　 要 事 前 申 込

令和３年８月15日（日）、９月18日（土）　各日とも午後２時～
場　所　｜　当館1階展示室（当日の観覧券が必要です）
担　当　｜　当館学芸員

ギ ャ ラ リ ー ・ ト ー ク

おかざき妖怪発掘プロジェクト

「水木しげる 魂の漫画展」の開催に合わせ、岡崎市にまつわる妖怪をはじめとする怪異を調査し、紹介する
プロジェクトを同時開催します。
長い歴史を持つ岡崎の地には、化け猫だけでなく市内各地に妖怪のような不思議な生き物、不思議な出来事
や伝承や説話が語り継がれています。また現代において、皆様の身の回りにも妖怪の存在を感じずにはいら
れないことがあるかもしれません。このプロジェクトは、そんな伝承や説話を掘り起こし、妖怪や怪異とと
もに現代に蘇らせようという試みです。
１. 特別展示「今よみがえる！おかざき妖怪の森－化け猫からオカザえ

もんまで」
　　内　容　｜　岡崎の妖怪にまつわる伝承や説話を取り上げ、美術家・

松岡徹によるビジュアル化した妖怪画とともに紹介し
ます。また、オカザえもんによるオカザえもんの妖怪
画や岡崎アマビエの原画をコーナー展示します。

　　場　所　｜　岡崎市美術博物館１階ギャラリー
　　参加費　｜　無料
２. ワークショップ〈クイズラリー「恩賜池を探索して妖怪を探そう」〉
　　内　容　｜　美術博物館のそと、恩賜池周辺を探索してそこに隠れ

た妖怪を探してみよう。全部見つけた人は受付で答
え合わせをして景品をゲットしよう。

　　場　所　｜　岡崎中央総合公園恩賜池周辺
　　参加方法　｜　館内受付にて参加用紙を配布
　　受付時間　｜　午前10時～午後４時
　　参加費　｜　無料

松岡　徹「岡崎妖怪絵図」

EVENT INFORMATION

い
る
戦
争
を
伝
え
る
資
料
よ
り
、
陸
軍
や
海
軍

の
軍
服
な
ど
の
軍
装
品
、
徴
兵
検
査
を
は
じ
め

と
す
る
戦
争
を
語
る
品
々
や
記
録
、
写
真
な
ど

を
ご
紹
介
し
ま
す
。

妖
怪
世
界
へ
よ
う
こ
そ

　

水
木
し
げ
る
が
画
家
で
あ
る
こ
と
を
「
ゲ
ゲ

ゲ
の
鬼
太
郎
」
フ
ァ
ン
の
子
ど
も
た
ち
に
知
ら

し
め
た
の
は
「
妖
怪
画
」
で
し
た
。
当
時
の
子

ど
も
た
ち
は
、
こ
の
絵
で
「
鬼
太
郎
」
に
登
場

す
る
以
外
に
も
無
数
の
妖
怪
が
世
界
中
に
い
る

こ
と
を
知
り
、
ワ
ク
ワ
ク
し
な
が
ら
妖
怪
を
学

び
ま
し
た
。「
妖
怪
画
」
の
ル
ー
ツ
は
江
戸
時

代
の
妖
怪
画
家
・
鳥
山
石
燕
に
あ
り
、
そ
れ
は

江
戸
時
代
の
絵
草
子
で
あ
り
、
民
話
・
説
話
の

ビ
ジ
ュ
ア
ル
化
で
あ
っ
た
。
さ
ま
ざ
ま
な
手
法

で
描
か
れ
た
そ
れ
ら
は
〝
水
木
流
〟
の
オ
リ
ジ

ナ
ル
作
品
へ
と
昇
華
。
後
世
に
連
綿
と
伝
え
ら

れ
る
で
あ
ろ
う
妖
怪
た
ち
は
、
こ
う
し
て
完
成

し
ま
し
た
。
本
章
で
は
水
木
が
創
り
出
し
た
妖

怪
画
や
ブ
ロ
ン
ズ
像
、
フ
ィ
ギ
ュ
ア
な
ど
を
展

示
し
ま
す
。

「塗壁（ぬりかべ）」
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開
館
二
五
周
年
の
記
念
に
、
博
物
展
示
の
集
大
成

と
し
て
開
催
す
る
本
展
。
真
面
目
な
紹
介
は
こ
れ
か

ら
何
度
も
で
き
る
と
思
う
の
で
、
こ
こ
で
は
こ
の
展

覧
会
準
備
中
の
小
話
で
も
書
き
ま
し
ょ
う
か
。

①
展
覧
会
名

　
「
至
宝
」
と
い
う
タ
イ
ト
ル
に
落
ち
着
く
前
は
、「
岡

崎
の
文
化
財
す
ご
い
ぜ
！
」
と
い
う
、
某
有
名
俳
優

が
カ
マ
キ
リ
に
扮
し
て
昆
虫
を
紹
介
す
る
番
組
を
も

じ
っ
た
も
の
で
し
た
。
内
容
も
ふ
ざ
け
…
ポ
ッ
プ
に

す
る
想
定
で
し
た
が
、
今
回
は
王
道
の
展
示
で
行
こ

う
と
い
う
こ
と
で
「
至
宝
」
に
し
ま
し
た
。「
す
ご
い

ぜ
！
」ve

r.

の
展
示
は
い
つ
か
や
る
つ
も
り
で
す
。

②
展
示
構
成
１

　

本
展
は
、
原
始
・
古
代
か
ら
家
康
が
江
戸
に
行
く

ま
で
の
市
内
文
化
財
の「
至
宝
」を
集
め
た
展
示
で
す
。

当
初
予
定
は
江
戸
時
代
ま
で
を
一
堂
に
会
す
予
定
で

し
た
が
、
リ
ス
ト
を
作
っ
て
い
く
う
ち
に
気
付
い
た

の
で
す
。
と
て
も
入
り
き
ら
な
い
…
。

　

と
い
う
こ
と
で
時
代
を
戦
国
ま
で
に
し
ま
し
た
。

こ
れ
で
行
け
る
だ
ろ
う
と
リ
ス
ト
を
整
え
て
い
く
と

驚
き
の
事
実
が
。
こ
れ
で
も
入
ら
な
い
ぞ
…
。

　

そ
ん
な
こ
ん
な
で
前
後
期
で
展
示
資
料
を
総
入
替
え

す
る
と
い
う
恐
怖
の
状
況
が
生
ま
れ
ま
し
た
。
こ
の
見

直
し
作
業
を
と
お
し
て
、
改
め
て
「
岡
崎
の
文
化
財
す

ご
い
ぜ
…
」
と
思
わ
さ
れ
た
次
第
で
あ
り
ま
す
。

③
展
示
構
成
２

　

本
展
は
こ
の
ペ
ー
ジ
下
部
の
構
成
で
企
画
中
で
す
。

市
内
文
化
財
の
紹
介
が
主
と
な
る
展
示
で
す
が
、
そ

れ
を
と
お
し
て
岡
崎
・
三
河
の
歴
史
が
通
覧
で
き
る

よ
う
に
な
っ
て
い
ま
す
。
市
内
の
文
化
財
だ
け
で
あ

る
程
度
の
通
史
が
追
え
る
。
こ
れ
も
「
岡
崎
の
文
化

財
す
ご
い
ぜ
！
」
と
感
じ
る
と
こ
ろ
で
す
。
も
ち
ろ

ん
資
料
の
な
い
と
こ
ろ
薄
い
と
こ
ろ
も
あ
り
ま
す
が
、

そ
れ
も
岡
崎
の
歴
史
を
物
語
る
所
と
ご
理
解
い
た
だ

け
た
ら
幸
い
で
す
。

④
展
示
内
容

　

本
展
は
、
四
半
世
紀
に
わ
た
る
当
館
の
活
動
と
最

新
の
研
究
成
果
を
ふ
ま
え
、
原
始
・
古
代
か
ら
中
世

ま
で
の
岡
崎
の
歴
史
と
文
化
財
を
紹
介
す
る
展
示
で

す
。
当
館
が
開
館
し
た
平
成
八
年
と
い
え
ば
、『
新
編

岡
崎
市
史
』
刊
行
が
一
段
落
つ
い
た
直
後
で
し
た
。

こ
の
市
史
は
、
今
で
も
岡
崎
・
三
河
の
歴
史
を
知
る

上
で
ま
ず
参
照
さ
れ
る
名
著
で
す
。
し
か
し
市
史
刊

行
後
、
県
史
を
は
じ
め
近
隣
自
治
体
史
の
編
さ
ん
や

研
究
の
進
展
が
あ
り
ま
し
た
。
ま
た
当
館
の
活
動
の

中
で
も
、
新
た
な
資
料
の
発
見
が
い
く
つ
も
あ
り
ま

し
た
。
本
展
が
、
そ
う
し
た
成
果
を
取
り
入
れ
た
「
岡

崎
の
歴
史
と
文
化
財
の
最
前
線
」
の
展
示
と
な
る
よ

う
、
歴
史
・
考
古
学
担
当
の
ス
タ
ッ
フ
一
丸
と
な
っ

て
現
在
鋭
意
準
備
を
進
行
中
で
す
。

　

ま
た
図
録
・
講
演
で
は
、
全
国
的
な
研
究
を
リ
ー

ド
す
る
と
と
も
に
、
岡
崎
の
文
化
財
も
長
年
調
査
い

た
だ
い
て
き
た
先
生
方
に
、
展
示
を
よ
り
深
く
理
解

で
き
る
お
話
を
お
願
い
し
て
い
ま
す
。

　

あ
っ
、
図
録
…
。
今
回
は
実
質
二
本
分
の
展
覧
会
な

の
で
、
過
去
最
厚
の
図
録
に
な
り
そ
う
で
す
。
厚
い
と

い
う
こ
と
は
そ
れ
だ
け
書
く
内
容
も
多
い
訳
で
し
て

…
。
残
り
約
二
ヶ
月
、
展
覧
会
オ
ー
プ
ン
に
図
録
が
間

に
合
っ
て
い
る
か
も
楽
し
み
に
お
待
ち
く
だ
さ
い
。

開
館
25
周
年
記
念
特
別
企
画
展

　
　

至
宝 

―
燦き
ら

め
く
岡
崎
の
文
化
財

会
期

：

令
和
3
年
10
月
９
日
㈯
～
12
月
19
日
㈰

重要文化財
運慶・湛慶《聖観音菩薩立像》鎌倉時代 （瀧山寺）

た
だ
い
ま
、
準
備
中

「至宝」展は２部構成。会期中、全点展示替え！
Ⅰ部　10月９日（土）～11月７日（日）
　一章：出土品にみる岡崎のあけぼの

　　　二章：天下分け目の三河・岡崎

　　　　　Ⅱ部　11月20日～12月19日
　三章：松平氏の時代　松平氏の進展、家康に至る時代

お見逃しなく！
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開
館
25
周
年
記
念　

渡
辺
省
亭
―
欧
米
を
魅
了
し
た
花
鳥
画
―

め
く
る
め
く
花
鳥
画
世
界
と
て
ん
や
わ
ん
や
事
件
簿

NEW FACE

山
下　

葵

　

今
年
度
か
ら
新
し
く
歴
史
担

当
の
学
芸
員
と
し
て
美
術
博
物

館
に
参
り
ま
し
た
、
山
下
葵
で

す
。
よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し

ま
す
。
生
ま
れ
は
福
岡
で
、
大

学
は
熊
本
で
し
た
。
自
分
が
知

ら
な
い
土
地
に
行
く
の
が
好
き

で
す
。
愛
知
県
に
は
就
職
活
動

で
初
め
て
訪
れ
ま
し
た
。
大
学

で
は
、
熊
本
藩
を
フ
ィ
ー
ル
ド

に
、
江
戸
時
代
の
犯
罪
と
刑
罰

に
つ
い
て
研
究
し
て
い
ま
し
た
。

ま
た
、
地
域
の
博
物
館
で
企
画

展
を
つ
く
り
あ
げ
る
経
験
を
通

し
て
、
学
芸
員
に
な
り
た
い
と

い
う
思
い
を
強
く
し
ま
し
た
。

家
康
生
誕
の
地
と
し
て
有
名
な

歴
史
の
深
い
街
の
美
術
博
物
館

で
、
日
本
史
担
当
の
学
芸
員
と

し
て
仕
事
が
で
き
る
こ
と
を
と

て
も
嬉
し
く
思
い
ま
す
。
こ
れ

か
ら
多
く
の
こ
と
を
学
び
な
が

ら
、
歴
史
の
世
界
に
触
れ
る
こ

と
の
で
き
る
魅
力
的
な
展
示
を

企
画
し
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

田
中　

裕
紀
乃

　

今
年
度
か
ら
新
し
く
美
術
博

物
館
の
学
芸
員
と
し
て
着
任
い

た
し
ま
し
た
、
田
中
裕
紀
乃
で

す
。
ど
う
ぞ
よ
ろ
し
く
お
願
い

い
た
し
ま
す
。
至
ら
な
い
点
等

あ
る
か
と
存
じ
ま
す
が
日
々
邁

進
し
て
ま
い
り
ま
す
の
で
ど
う

ぞ
温
か
い
目
で
見
守
っ
て
頂
け

ま
す
と
幸
い
で
す
。

　

大
学
で
は
西
洋
美
術
史
を
専

攻
し
て
お
り
、
主
に
一
九
世
紀
フ

ラ
ン
ス
画
家
、
ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ
＝

ロ
ー
ト
レ
ッ
ク
の
油
彩
画
を
中

心
に
研
究
し
て
い
ま
し
た
。
在
学

中
は
留
学
生
の
生
活
を
サ
ポ
ー

ト
す
る
サ
ー
ク
ル
に
所
属
し
て

い
ま
し
た
。
ま
た
、
フ
ラ
ン
ス
・

リ
ヨ
ン
で
約
一
年
間
の
交
換
留

学
を
経
験
す
る
な
ど
国
際
交
流

に
も
励
ん
で
き
ま
し
た
。
趣
味
は

旅
行
で
、
今
ま
で
に
一
三
ヵ
国
訪

れ
た
事
が
あ
り
ま
す
。

　

今
年
の
春
か
ら
岡
崎
に
越
し

て
来
た
の
で
、
ま
だ
ま
だ
岡
崎

は
初
心
者
で
す
。
カ
フ
ェ
巡
り

が
好
き
な
の
で
、
こ
れ
か
ら
岡

崎
の
素
敵
な
カ
フ
ェ
を
開
拓
す

る
の
が
と
て
も
楽
し
み
で
す
。

　
「
東
京
会
場
は
臨
時
休
館
と
な
り
ま
し

た
」
そ
ん
な
衝
撃
の
連
絡
が
届
い
た
の
は
、

岡
崎
会
場
準
備
真
っ
た
だ
中
の
四
月
下
旬

の
こ
と
で
し
た
。
コ
ロ
ナ
禍
の
緊
急
事
態

宣
言
に
と
も
な
い
、
本
展
立
ち
上
げ
館
に

し
て
本
丸
の
東
京
藝
術
大
学
大
学
美
術
館

が
会
期
半
ば
で
臨
時
休
館
、
そ
の
ま
ま
惜

し
く
も
閉
幕
と
な
り
ま
し
た
。
当
館
へ
の

巡
回
が
も
っ
と
先
だ
っ
た
ら
東
京
は
会
期

延
長
で
き
た
の
か
も
、
と
い
う
思
い
を
抱

え
な
が
ら
、「
江
戸
の
仇
を
岡
崎
で
討
っ
て
」

の
言
葉
と
と
も
に
作
品
は
当
館
へ
。
実
を

言
え
ば
、
交
通
ア
ク
セ
ス
が
不
便
な
当
館

で
ど
れ
だ
け
の
お
客
様
に
ご
来
館
い
た
だ

け
る
の
か
、
館
内
で
は
あ
ま
り
期
待
を
し

て
い
ま
せ
ん
で
し
た
。
し
か
し
、
い
ざ
開

幕
し
て
み
た
ら
ス
タ
ッ
フ
の
予
想
を
大
幅

に
上
回
る
お
客
様
で
連
日
に
ぎ
わ
い
、
む

し
ろ
混
雑
対
策
に
頭
を
悩
ま
す
こ
と
と
な

り
ま
し
た
。
絶
筆
《
春
の
野
邊
》
を
岡
崎

会
場
で
初
公
開
、
予
定
に
な
か
っ
た
入
場

制
限
の
実
施
、
観
覧
チ
ケ
ッ
ト
の
増
刷
、

作
れ
ど
も
追
い
つ
か
な
い
リ
ミ
パ
ス
の
在

庫
補
充
、
混
雑
対
策
に
よ
る
イ
ベ
ン
ト
内

容
の
見
直
し
な
ど
、
優
雅
に
泳
ぐ
水
鳥
が

水
面
下
で
せ
わ
し
な
く
動
い
て
い
る
よ
う

に
、
展
示
室
の
瀟
洒
な
花
鳥
画
世
界
の
裏

側
で
、
事
務
室
で
は
毎
日
が
事
件
の
連
続

で
し
た
。
お
祭
り
騒
ぎ
の
三
十
八
日
間
で

し
た
が
、
無
事
に
閉
幕
を
迎
え
る
こ
と
が

で
き
、
や
っ
と
一
息
つ
け
そ
う
で
す
。

酒
井　

明
日
香
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※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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YOUSED TO BE
皆
さ
ん
も
一
度
は
袖
を
通
し
た
こ
と
が
あ
る
制

服
。
青
春
の
面
影
と
し
て
、
世
代
を
超
え
て
胸
に

残
っ
て
い
る
も
の
で
す
。
今
回
は
数
あ
る
制
服
の

中
か
ら
、
か
つ
て
こ
の
地
に
存
在
し
た
岡
崎
高
等

女
学
校
の
例
を
見
て
み
ま
し
ょ
う
。

岡
崎
高
等
女
学
校
で
は
、
創
立
当
初
は
袴
姿
、
大

正
時
代
に
洋
服
と
な
り
ま
す
が
、
昭
和
に
入
っ
た

頃
に
生
徒
の
意
見
を
取
り
入
れ
て
セ
ー
ラ
ー
服
が

採
用
さ
れ
ま
し
た
。
ス
カ
ー
ト
は
丈
が
膝
下
二
寸
、

プ
リ
ー
ツ
の
数
は
一
二
本
と
定
め
ら
れ
て
お
り
、

胸
に
は
銅
製
の
校
章
を
掲
げ
ま
し
た
。
夏
服
は
白

い
上
着
に
群
青
色
の
ネ
ク
タ
イ
、
冬
服
は
紺
色
の

上
着
に
海
老
茶
色
の
ネ
ク
タ
イ
を
締
め
、
襟
に
は

白
い
カ
バ
ー
を
被
せ
る
と
い
う
ス
タ
イ
ル
で
し

た
。
こ
れ
ら
は
全
て
洋
裁
の
授
業
を
通
じ
て
生
徒

が
自
力
で
縫
い
あ
げ
ま
し
た
。
当
初
は
髪
型
に
関

す
る
規
定
も
あ
り
、
一
尺
以
上
の
お
さ
げ
髪
を
結

う
こ
と
と
さ
れ
ま
し
た
が
、
次
第
に
緩
ん
で
い
っ

た
よ
う
で
す
。

や
が
て
戦
争
が
始
ま
る
と
、
襟
の
カ
バ
ー
は
洗
う

と
縮
む
ス
フ
製
に
な
り
、
胸
の
校
章
も
布
製
と
な

り
、
し
ま
い
に
足
元
は
モ
ン
ペ
と
な
っ
て
し
ま
い

ま
し
た
。
学
徒
動
員
の
際
は
国
防
色
の
上
下
に
身

を
包
ん
だ
そ
う
で
す
。

戦
争
が
終
わ
る
と
元
の
ス
タ
イ
ル
に
戻
り
ま
す

が
、
後
身
の
岡
崎
北
高
校
時
代
に
ブ
レ
ザ
ー
姿
と

な
り
ま
し
た
。
最
近
で
は
ス
ラ
ッ
ク
ス
の
導
入
も

さ
れ
た
よ
う
で
す
ね
。（
Ｙ
．
Ｙ
．）

汗ばむ季節となりました。そんな時期におすすめのアイテムが「SASAWASHI( ササワシ )」
天然の抗菌作用があり、古くから生薬としても用いられてきた ” くまざさ ” を ” 和紙 ” 
に漉き込んで出来た素材で作られる製品。
和紙だからサラサラ、くまざさだから清潔、天然の原料だから安心。生活の様々なシー
ンに心地良さをもたらしてくれます。

営業時間
定 休 日
T E L
F A X
M A I L
U R L

10:00 - 17:00
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）
0564-83-5952
0564-83-5953
y a g u ra＠b - s o u p . c o m
h t t p s : / / w w w. f a c e b o o k . c o m / m u s e u m s h o p .y a g u ra

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
定 休 日
LUNCH
T E A
DINNER
T E L
U R L

11:00～21:30
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） 
11:00 - 14:30 (L.O.14:00)
14:30 - 17:00 (L.O.16:00)
17:30 - 21:30 (L.O.20:30)
0564-28-0141
https://your-table.owst.jp


