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（
承
前
）
問
題
は
、
唐
絵
草
虫
画
に
淵
源
が
あ
る
と
見
た
、
こ
れ
ら

の
虫
に
つ
い
て
の
図
像
情
報
を
、
光
則
が
何ど

処こ

で
、
何
か
ら
得
た
か
、

で
あ
る
。
そ
れ
が
説
明
で
き
な
け
れ
ば
、
そ
も
そ
も
こ
の
推
定
自
体
が

成
り
立
つ
こ
と
も
な
い
は
ず
な
の
だ
が
、
果
た
し
て
以
下
の
話
で
読
者

の
納
得
が
得
ら
れ
る
や
否
や
。

　

い
や
、
実
際
問
題
、
光
則
は
何
か
ら
情
報
を
得
た
の
か
。
土
佐
一
門

内
に
蓄
積
さ
れ
た
粉
本
か
ら
―
そ
の
可
能
性
も
な
い
わ
け
で
は
な
い
だ

ろ
う
が
、
そ
の
点
も
含
め
実
は
わ
た
し
は
、
一
点
そ
れ
ら
の
情
報
元
と

な
っ
た
の
で
は
な
い
か
、
と
睨
む
作
品
を
押
さ
え
て
い
る
。
も
と
よ
り

そ
の
根
拠
は
薄
弱
で
、
わ
ず
か
に
虫
の
か
た
ち
の
類
似
を
上
げ
る
に
過

ぎ
な
い
。
妄
想
と
の
譏
り
は
免
れ
得
な
い
か
も
知
れ
な
い
。
と
は
云
え
、

そ
う
し
た
虫
の
所ゆ
か
り縁
を
探
る
こ
と
を
手
掛
か
り
に
、
花
鳥
画
の
流
れ
に

も
う
一
本
の
補
助
線
を
引
き
得
た
の
で
は
、と
自
負
す
る
。
と
な
れ
ば
、

さ
ら
に
妄
想
を
逞
し
ゅ
う
す
る
の
も
手
と
云
う
も
の
。
批
判
は
承
知
の

上
で
あ
る
。

　

取
上
げ
た
い
の
は
、
こ
こ
で
も
バ
ー
ジ
ニ
ア
本
押
絵
貼
屏
風
。
ど
う

も
こ
の
屏
風
に
示
さ
れ
た
図
像
は
、
い
ろ
ん
な
作
品
の
そ
こ
、
こ
こ
に

顔
を
出
す
。
名
物
な
る
が
故
で
あ
ろ
う
か
。
と
い
う
よ
り
、
そ
う
で
あ

れ
ば
こ
そ
、
名
物
と
呼
ぶ
に
相
応
し
い
。
筆
者
を
、
同
じ
土
佐
派
の

先せ
ん
だ
つ達
土
佐
光
信
と
伝
え
て
い
る
の
も
、
こ
の
際
ま
こ
と
に
興
味
深
い
。

　

そ
の
バ
ー
ジ
ニ
ア
本
、
左
隻
右
よ
り
㐧
三
扇
、
鼻は
な
た
か
り
す

高
栗
鼠
が
瓜う
り

を
喰

い
散
ら
す
。
鼻
高
栗
鼠
は
む
ろ
ん
の
こ
と
、
そ
の
傍
ら
の
南か
ぼ
ち
ゃ瓜
も
当
時
な
お
舶
載
以
前
で
、
こ
れ
ら

が
何
ら
か
の
図
像
情
報
を
原も

図と

に
描
か
れ
た
こ
と
は
明
ら
か
。
し
か
も
こ
れ
を
描
い
た
絵
師
が
、
鼻

高
栗
鼠
と
南
瓜
と
の
個
別
の
情
報
を
、
自
ら
組
合
わ
せ
て
一
図
に
ま
と
め
た
と
み
る
の
も
無
理
が
あ

る
か
ら
と
、
そ
う
し
た
図
自
体
が
舶
載
さ
れ
た
と
し
、
そ
れ
を
根
拠
に
他
の
十
一
図
す
べ
て
が
、
同

様
の
事
情
の
も
と
で
臨
模
さ
れ
た
と
考
え
た
（「
捕
食
の
か
た
ち
」「
蜥
蜴
を
描
く
」）。
そ
の
鑑
識
の
、

そ
も
そ
も
の
発
端
と
な
っ
た
一
図
だ
。
描
か
れ
た
虫
た
ち
も
、
当
時
の
わ
が
国
に
お
け
る
虫
に
対
す

る
視
線
の
熟
成
度
を
知
れ
ば
、
そ
の
絵
師
が
こ
こ
に
付
け
加
え
た
な
ん
て
こ
と
が
あ
る
は
ず
も
な
く
、

い
や
、
で
き
る
は
ず
も
な
く
、
そ
の
原
図
に
既
に
描
か
れ
て
い
た
こ
と
は
、
全
く
疑
う
余
地
も
な
い
。

　

注
目
す
べ
き
は
、
そ
の
虫
た
ち
（
図
１
）。
地
上
に
は
飛ば
っ
た蝗
が
歩
み
、
左
上
方
、
中
空
に
も
飛
蝗
が

飛
ぶ
。
羽
音
が
聞
こ
え
て
き
そ
う
な
そ
の
姿
は
、
実
に
印
象
深
く
、
一
度
で
も
見
た
ら
決
し
て
忘
れ

ま
い
。
共
に
飛
蝗
と
し
た
が
、
こ
れ
は
、
花
鳥
画
の
世
界
㐧
二
巻
『
水
墨
の
花
と
鳥
』（
学
習
研
究
社　

一
九
八
二
年
）
で
の
同
定
に
従
っ
た
ま
で
で
、
地
上
の
一
匹
は
頭
部
の
特
徴
あ
る
か
た
ち
か
ら
文
句

な
く
飛
蝗
だ
が
、
中
空
の
そ
れ
は
果
た
し
て
ど
う
か
。
し
か
も
中
空
の
そ
れ
の
後
肢
㐧
二
関
節
（
そ

う
呼
ん
で
よ
い
の
か
否
か
も
不
明
だ
が
）
以
下
、
先
端
ま
で
が
鮮
や
か
な
紅べ
に

に
彩い
ろ
ど
ら
れ
て
い
る
。
地

上
の
一
匹
の
後
肢
は
そ
う
な
っ
て
い
な
い
か
ら
、
二
匹
を
同
種
の
飛
蝗
と
み
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
の

か
。

　

素
人
の
わ
た
し
で
は
、
こ
れ
以
上
の
穿せ
ん
さ
く鑿
は
難
し
い
の
だ
が
、
敢
え
て
こ
の
二
匹
の
虫
に
こ
だ
わ
っ

て
み
た
の
も
、
実
は
こ
の
二
匹
に
酷
似
す
る
虫
の
姿
が
、『
雑
画
手
鑑
』
の
②
に
描
か
れ
て
い
る
か
ら

で
あ
る
（
図
２
）。
地
上
の
飛ば
っ
た蝗
と
左
上
方
に
飛
ぶ
一
匹
、
両
者
の
位
置
関
係
は
バ
ー
ジ
ニ
ア
本
の
そ

れ
と
ほ
ぼ
一
致
す
る
。
さ
ら
に
鮮
や
か
な
紅べ
に

が
印
象
深
い
後
肢
も
同
じ
だ
。
た
だ
し
中
空
の
一
匹
の

頭
部
は
、
飛
蝗
の
そ
れ
と
は
異
な
り
、
触
覚
の
長
い
こ
と
か
ら
、
こ
ち
ら
の
一
匹
は
間
違
い
な
く
飛

蝗
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
螽き
り
ぎ
り
す斯
に
近
い
の
か
も
知
れ
な
い
。

　

だ
が
、
い
ず
れ
に
せ
よ
、『
雑
画
手
鑑
』
②
の
虫
た
ち
が
、
バ
ー
ジ
ニ
ア
本
か
、
二
条
城
に
あ
っ
た

と
い
う
上
覧
本
か
、
は
た
ま
た
そ
れ
ら
総
て
の
原も

図と

と
な
っ
た
特
別
誂あ
つ
らえ
の
舶
載
本
な
の
か
は
不
明

な
が
ら
、
そ
こ
か
ら
の
図
像
情
報
を
原も

図と

に
描
か
れ
た
の
で
は
な
か
っ
た
か
。
そ
の
こ
と
か
ら
も
、

先
に
指
摘
し
た
山
田
道
安
が
写
し
た
一
模
本
（
茨
城
県
立
歴
史
館
蔵
）
の
、
同
じ
虫
の
後
肢
が
鮮
紅

色
で
は
な
か
っ
た
こ
と
の
持
つ
意
味
は
大
き
い
。
や
は
り
、
道
安
本
は
、
模
本
と
は
云
え
、
原
図
と

は
少
し
距
離
を
置
く
も
の
で
あ
ろ
う
。

　

む
ろ
ん
、
こ
う
し
た
指
摘
に
対
し
て
は
、

―
確
か
に
そ
う
か
も
知
れ
な
い
が
、
そ
も
そ
も
二
匹
の
虫
の
描
写
自
体
が
偶
然
の
一
致
で
は
な
い

か
。
こ
の
程
度
の
相
似
性
な
ど
、
そ
れ
ぞ
れ
の
絵
師
が
当
該
の
虫
た
ち
を
写
生
す
れ
ば
、
結
果
的

に
起
こ
り
得
る
事
態
で
は
な
い
か
、
と
。

　

し
か
し
、
二
匹
の
虫
の
位
置
関
係
と
、
そ
の
う
ち
の
一
匹
、
空
中
を
飛
ぶ
そ
れ
の
後
脚
が
紅
色
で

あ
る
点
ま
で
一
致
す
る
こ
と
を
、
偶
然
の
一
語
で
済
ま
せ
る
わ
け
に
は
い
く
ま
い
。
し
か
も
当
時
に

あ
っ
て
は
虫
た
ち
を
描
く
こ
と
そ
れ
自
体
が
、
既
に
特
殊
で
あ
っ
た
事
情
を
考
慮
す
れ
ば
、
光
則
が

こ
れ
ら
の
虫
た
ち
を
描
く
に
、
先
行
図
像
す
な
わ
ち
唐
絵
草
虫
画
を
原も

図と

に
し
た
こ
と
は
も
は
や
間

違
い
な
い
。
読
者
の
納
得
も
こ
れ
で
得
ら
れ
た
は
ず
だ
。
と
な
る
と
池
辺
の
殿
さ
ま
蛙
が
ど
う
に
も

気
に
掛
か
る
。
バ
ー
ジ
ニ
ア
本
の
同
じ
く
、
左
隻
㐧
二
扇
に
も
、
か
た
ち
を
似
通
わ
せ
た
蛙
が
蓮
の

葉
に
座
っ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
お
こ
う
。

　

ち
な
み
に
土
佐
光
則
は
、
父
と
も
師
と
も
み
ら
れ
る
光
吉
（
一
五
三
九
～
一
六
一
三
）
に
従
い
都
み
や
こ

落
ち
、
寛
永
十
一
年
（
一
六
三
四
）
に
復
帰
を
果
た
す
ま
で
堺
の
地
に
あ
っ
た
。
い
わ
ば
、
こ
れ
ら

の
虫
た
ち
は
唐
よ
り
や
っ
て
来
た
堺
の
虫
た
ち
と
で
も
云
う
べ
き
か
。
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鷹
の
縁
え
に
し

　

と
こ
ろ
が
バ
ー
ジ
ニ
ア
本
（
な
い
し
は
そ
れ
に
関
連
す
る
諸
本
）
と
堺
と
の
係
わ
り
を
窺
わ
せ
る
も

の
は
、
他
に
も
あ
っ
た
。
さ
ら
に
意
外
な
と
こ
ろ
に
、
そ
の
痕
跡
を
留
め
て
い
た
の
だ
。
改
め
て
そ
の

左
隻
左
端
の
一
図
を
見
て
欲
し
い
。
鷹
が
鴨
を
襲
わ
ん
と
急
降
下
、
鴨
は
水
面
に
逃
げ
断
末
魔
の
悲
鳴

を
上
げ
る
（
図
３
）。
見
開
い
た
目
、
苦
悶
の
表
情
が
痛
々
し
い
。
ま
さ
し
く
捕
食
の
か
た
ち
。
先
に
見

た
右
隻
㐧
二
扇
、
雀
を
銜く
わ

え
る
鼬
い
た
ち

同
様
、
衝
撃
の
一
図
だ
。
こ
れ
を
見
た
室
町
人び
と

の
驚
き
は
如
何
ば
か

り
で
あ
っ
た
こ
と
か
。

　

そ
の
一
図
を
見
て
、
わ
た
し
の
即
座
に
思
い
出
す
の
が
、
曽そ
が
し
ょ
う
は
く

我
蕭
白
（
一
七
三
〇
～
八
一
）
の
『
鷹

図
押
絵
貼
屏
風
』
だ
。
雪
積
も
る
枯
木
の
陰
に
ひ
っ
そ
り
た
た
ず
む
鷹
の
一
図
な
ど
、
背
が
粟
立
つ
よ

う
な
、
底
知
れ
ぬ
怖
ろ
し
さ
が
感
じ
ら
れ
忘
れ
難
い
が
、
問
題
と
し
た
い
の
は
、
そ
れ
で
は
な
い
。
こ

の
一
図
（
図
４
）
だ
。
鴨
か
ら
雉
子
に
変
わ
っ
て
い
る
が
、
捕
食
者
鷹
と
、
そ
の
鋭
い
攻
撃
か
ら
逃
れ

ん
と
必
死
の
形
相
の
雉
子
が
描
か
れ
る
。
ま
さ
し
く
バ
ー
ジ
ニ
ア
本
と
同
じ
内
容
、
同
じ
構
図
で
あ
る
。

し
か
も
急
降
下
す
る
鷹
は
、
左
右
反
転
さ
せ
て
い
る
も
の
の
、
ぴ
た
り
一
致
す
る
。
先
端
を
分
岐
さ
せ

た
波
頭
の
形
状
に
も
、
両
屏
風
、
通
じ
る
と
こ
ろ
が
少
な
く
な
い
。
と
な
れ
ば
両
者
を
結
び
つ
け
、
バ
ー

ジ
ニ
ア
本
の
鷹
を
、
蕭
白
の
鷹
の
図
像
的
淵
源
と
見
な
し
た
く
も
な
る
の
だ
が
、
両
者
の
時
代
的
隔
た

り
は
余
り
に
大
き
い
。
し
か
も
こ
の
押
絵
貼
屏
風
、
そ
の
名
の
よ
う
に
全
十
二
図
よ
り
な
り
、
枯
木
の

陰
に
隠
れ
る
よ
う
に
立
つ
鷹
を
は
じ
め
、
さ
ま
ざ
ま
の
姿
の
鷹
が
登
場
す
る
。
そ
れ
ら
が
す
べ
て
蕭
白

の
趣
向
と
造
形
に
な
る
と
み
れ
ば
、
急
降
下
す
る
鷹
の
図
像
の
一
致
も
、
偶
然
の
結
果
な
の
か
も
知
れ

な
い
。

　

だ
が
、本
当
に
そ
う
な
の
か
。
そ
れ
を
質た
だ

す
手
掛
り
が
、蕭
白
の
名
乗
り
に
あ
っ
た
。
彼
は
本
性
を「
三

浦
」
と
云
う
が
、
三
十
歳
の
時
に
は
既
に
「
曽
我
」
と
称
し
て
い
た
と
い
う
（
辻
惟
雄
「
研
究
余
録　

興
正
寺
の
蕭
白
」『
国
華
』
九
〇
五
号　

一
九
六
七
年
）。
つ
ま
り
、「
曽
我
」
氏
は
、
蕭
白
が
絵
師
と
し

て
立
身
し
て
い
く
上
で
選
ん
だ
姓
で
あ
っ
た
の
だ
。
そ
う
名
乗
る
こ
と
が
出
世
に
有
効
だ
と
思
っ
た
か

ら
で
あ
る
。「
自
雪
舟
五
代
」
を
標
榜
し
た
等
伯
と
同
じ
だ
。
そ
の
曽
我
氏
と
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
、

　
　

兵
部
墨
谿
―
夫
泉
（
式
部
）
宗
丈
―
兵
部
紹
仙
―
宗
誉
―
紹
祥

と
続
い
た
画
派
で
あ
る
。
墨
谿
以
下
三
代
は
「
蛇
足
」
と
も
号
し
た
。
そ
の
号
を
踏
ま
え
蕭
白
は
「
蛇

足
軒
」
と
も
「
蛇
足
十
世
裔え
い

苗び
ょ
う」
と
も
称
し
た
。
自
ら
を
室
町
時
代
以
来
の
名
門
・
曽
我
派
の
直
孫

＝
正
系
と
位
置
付
け
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

そ
し
て
こ
こ
か
ら
が
重
要
な
の
だ
が
、蕭
白
は
、そ
う
し
た
自
ら
の
位
置
を
担
保
す
る
も
の
と
し
て
、

ど
う
や
ら
「
鷹
図
」
を
考
え
て
い
た
点
で
あ
る
（
狩
野
博
幸
「
曽
我
蕭
白
」『
日
本
の
美
術
』
二
五
八

号　

一
九
八
七
年　

佐
藤
康
宏
「
蕭
白
新
論
」『
若
冲
・
蕭
白
』
名
宝
日
本
の
美
術
二
七　

小
学
館　

一
九
九
一
年
）。
い
や
、
蕭
白
は
、
さ
ら
に
そ
こ
か
ら
妄
想
を
逞
し
ゅ
う
し
、「
徽
宗
の
鷹
」
と
し
て

名
高
い
、
あ
の
北
宋
の
皇
帝
徽き
そ
う宗
ま
で
も
自
ら
の
画
派
の
一
人
と
し
た
。
い
や
は
や
、
こ
こ
に
妄
想

も
極
ま
れ
り
と
云
う
と
こ
ろ
だ
が
、
蕭
白
は
大お

お

ま

じ

め

真
面
目
に
そ
う
考
え
た
の
で
あ
ろ
う
。
自
ら
の
権
威

付
け
に
も
な
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
「
鷹
の
絵
」
で
あ
る
。
当
然
、
蕭
白
は
制
作
に
精
進
を
重
ね
た

に
違
い
な
い
。
遺の
こ

さ
れ
た
蕭
白
「
鷹
図
」
の
多
さ
と
質
的
高
さ
が
、
何
よ
り
そ
れ
を
物
語
る
。
制
作

に
際
し
て
粉
本
の
使
用
も
あ
っ
た
は
ず
だ
。
と
云
う
よ
り
、
そ
う
し
た
鷹
の
粉
本
を
所
有
す
る
こ
と

自
体
が
、「
蛇
足
十
世
」
を
称
す
る
た
め
の
拠
り
ど
こ
ろ
で
さ
え
あ
っ
た
。
言
う
ま
で
も
な
い
、

　

只
、
古
絵
本
、
旧
記
な
ど
を
ぞ
家
に
伝
え
侍
る　
　
　
『
絵
師
草
紙
』
㐧
三
段
詞
書

と
、
旧
記
（
家
譜
・
由ゆ
い
し
ょ
が
き

緒
書
）
と
古
絵
本
（
粉
本
）
と
を
持
つ
こ
と
が
、
絵
師
と
し
て
出
世
す
る
た

め
に
必
須
の
こ
と
で
あ
っ
た
か
ら
だ
。

　

そ
の
粉
本
＝
図
像
情
報
を
『
鷹
図
押
絵
貼
屏
風
』
の
制
作
で
も
用
い
た
の
で
は
な
か
っ
た
か
。

十
二
図
・
十
二
羽
す
べ
て
で
、
と
云
う
の
で
は
な
い
。
な
か
で
も
問
題
の
急
降
下
す
る
鷹
こ
そ
は
、

無
駄
の
無
い
研と

ぎ
澄
ま
さ
れ
た
、
ま
さ
し
く
典
型
と
も
云
う
べ
き
そ
の
か
た
ち
か
ら
も
、
粉
本
の
使

用
を
予
測
す
る
。

　

と
は
云
え
肝
心
の
蛇
足
が
「
鷹
の
絵
」
を
得
意
と
し
た
か
否
か
。
一
点
た
り
と
も
そ
れ
が
伝
わ
ら

な
い
現
状
で
は
、
描
い
た
か
ど
う
か
も
含
め
、
定
か
で
な
い
。
だ
が
十
六
世
紀
後
半
か
ら
十
七
世
紀

前
半
の
二
人
の
曽
我
派
絵
師
の
活
躍
が
、
こ
の
「
鷹
の
絵
」
問
題
に
一
石
を
投
じ
て
く
れ
る
よ
う
に

思
う
の
だ
が
…
。

　

そ
の
二
人
と
は
、
曽
我
直ち
ょ
く

庵あ
ん

と
そ
の
子
・
二に

直ち
ょ
く

庵あ
ん

。
直
庵
は
『
丹
青
若
木
集
』
が
草
虫
画
を
得

意
と
し
た
と
伝
え
る
紹
し
ょ
う

祥じ
ょ
うの
子
。
つ
ま
り
前
掲
し
た
曽
我
派
画
系
を
継
い
だ
の
が
、
こ
の
二
人
。
二

直
庵
は
「
蛇
足
六
世
孫
」（
法
隆
寺
本
『
松
竹
梅
に
鷹
図
』
三
幅
対
の
款
記
）
と
称
し
た
。
蕭
白
の
「
蛇

足
十
世
」
も
こ
れ
を
踏
ま
え
、倣
っ
た
も
の
だ
ろ
う
し
、曽
我
派
が
鷹
を
描
く
よ
う
に
な
る
の
は
直
庵
、

二
直
庵
か
ら
だ
、
と
云
う
（
木
村
重
圭
「
曽
我
三
直
庵
筆
「
架
鷹
図
屏
風
」
―
曽
我
直
庵
・
二
直
庵

の
後
継
者
た
ち
」『
聚
美
』
三
三
号　

二
〇
一
九
年
）。

　

さ
ら
に
蕭
白
画
に
見
る
枝
の
屈
曲
や
う•

ろ•

を
幾
何
学
的
に
誇
張
し
た
松
の
形
態
に
、
二
直
庵
画
か

ら
の
影
響
を
見
る
む
き
も
あ
る
（
佐
藤
氏
前
掲
論
考
）。
面
白
い
指
摘
だ
。
後
に
い
ま
一
度
触
れ
て
み

た
い
の
で
、
記
憶
し
て
お
い
て
欲
し
い
。
が
、
そ
れ
は
と
も
か
く
、「
鷹
の
絵
」
も
含
め
、
曽
我
派
と

蕭
白
と
の
係
わ
り
が
確
か
め
ら
れ
る
の
は
ど
う
や
ら
直
庵
、
二
直
庵
か
ら
で
あ
っ
た
よ
う
だ
（
未
完
）。

図
１　

虫
た
ち
（
飛
蝗　

螽
斯
ヵ
）
バ
ー
ジ
ニ
ア
本
「
鼻
高
栗
鼠
に
南
瓜
図
」
よ
り

図
２　

虫
た
ち
（
飛
蝗　

螽
斯
ヵ
）『
雑
画
手
鑑
』「
芙
蓉
群
虫
図
」
よ
り

図
３　

鷹
に
鴨
図　

バ
ー
ジ
ニ
ア
本
『
花
鳥
草
虫
図
押
絵
貼
屏
風
』
の
う
ち

図
４　

鷹
に
雉
子
図　

曽
我
蕭
白
筆
『
鷹
図
押
絵
貼
屏
風
』
の
う
ち

図 3

図 4
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多
く
の
情
報
が
行
き
交
い
、
過
ぎ
去
っ

て
ゆ
く
現
代
社
会
に
お
い
て
、
私
た
ち

の
暮
ら
し
、
そ
の
当
た
り
前
で
あ
っ
た

日
常
は
、
い
ま
や
絶
え
ず
変
化
が
求
め

ら
れ
て
い
ま
す
。
世
界
に
ま
ん
延
し
た

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
は
、
私
た
ち
の

行
動
を
制
限
し
、
経
済
・
医
療
の
問
題

な
ど
個
々
人
の
生
活
様
式
を
変
え
ま
し

た
。
ま
た
地
震
や
台
風
な
ど
の
自
然
災

害
も
ま
た
、
私
た
ち
の
日
常
を
一
変
さ

せ
る
も
の
と
し
て
隣
り
合
わ
せ
に
在
り

続
け
て
い
ま
す
。
そ
の
過
程
で
、
私
た

ち
は
意
識
す
る
こ
と
の
な
か
っ
た
新
し

い
発
見
を
す
る
こ
と
や
、
考
え
な
か
っ

た
こ
と
を
ふ
と
考
え
た
り
し
ま
す
。

　

美
術
作
品
を
生
み
出
す
芸
術
家
は
日

常
の
刹
那
に
立
ち
現
れ
る
様
々
な
想
い

を
託
し
て
作
品
を
制
作
し
ま
す
。
暮
ら

し
の
中
に
あ
る
違
和
感
を
見
出
す
こ
と
、

誰
も
考
え
て
い
な
い
こ
と
を
深
く
考
え

る
こ
と
、
目
に
見
え
な
い
も
の
を
想
像

す
る
こ
と
。
芸
術
家
は
そ
う
し
た
気
付

き
を
作
品
と
し
て
私
た
ち
に
提
示
し
、

新
し
い
発
見
を
与
え
て
く
れ
ま
す
。

　

本
展
は
、
当
館
が
い
ま
改
め
て
み
な

さ
ま
に
届
け
た
い
「
美
術
に
ま
つ
わ
る

５
つ
の
話
」
を
紹
介
す
る
も
の
で
す
。

そ
れ
ぞ
れ
の
テ
ー
マ
を
通
じ
て
、
み
な

さ
ま
が
暮
ら
し
の
中
で
感
じ
る
新
し
い

日
常
つ
い
て
考
え
、
感
じ
取
る
一
助
と

な
れ
ば
幸
い
で
す
。

５
つ
の
話
・
Ｑ
＆
Ａ

Ｑ
１ 

ど
ん
な
展
示
で
す
か
？

Ｑ
２ 

ど
ん
な
作
品
が
出
ま
す
か
？

Ｑ
３ 

一
押
し
の
作
品
は
何
で
す
か
？

Ｑ
４  

何
を
感
じ
て
も
ら
い
た
い
で
す
か
？

Ｑ
５  

学
芸
員
と
し
て
「
い
つ
も
そ
こ
に

あ
る
」
も
の
は
何
で
す
か
？

❖
混
沌
の
話

Ａ
１

　

混
沌
／
カ
オ
ス
に
挑
む
展
示
で
す
。

誰
も
が
自
分
の
内
側
に
混
沌
や
狂
気
を

抱
え
て
い
ま
す
が
、
普
段
は
そ
の
栓
を

し
め
て
暮
ら
し
て
い
ま
す
。
こ
の
展
示

で
は
自
分
の
中
に
あ
る
混
沌
や
狂
気
を

感
じ
て
、
そ
れ
を
開
放
し
つ
つ
作
品
と

共
鳴
さ
せ
る
も
の
で
す
。

Ａ
２

　

ロ
ベ
ル
ト
・
マ
ッ
タ
「
炎
よ
、
我
ら

を
食
さ
ん
」
一
点
を
展
示
し
ま
す
。

Ａ
３

　

一
点
の
み
で
す
が
、
幅
約
五
メ
ー
ト

ル
の
大
作
で
す
。
重
層
的
な
奥
行
き
と

世
界
観
を
感
じ
る
こ
と
が
で
き
る
は
ず

で
す
。

Ａ
４

　

マ
ッ
タ
は
自
身
が
描
い
た
混
沌
に
つ

い
て
、
自
分
の
も
の
で
は
な
い
と
言
い

ま
す
。
と
な
る
と
、
そ
れ
は
マ
ッ
タ
で

は
な
い
誰
か
の
混
沌
で
あ
り
、
も
し
か

し
た
ら
、
あ
な
た
の
混
沌
で
あ
る
の
か

も
し
れ
ま
せ
ん
。
見
る
人
そ
れ
ぞ
れ
の

EVENT INFORMATION
関連イベント情報

「ビジュツの話、あなたのコトバ」 ２月 　４日（金）、２月 1 3 日（日）、
２月 25 日（金）、３月 　５日（土）、
３月 1 2 日（土）

各日とも午後２時から 当館１階展示室
（開始時刻までに展示室入り口前にお集まりください）

ワークブックを片手に美術ワールドにとびこんでみよう！展覧会を
見て考えてほしいあなたの話。作品を見て、あなたの眼の奥や手の
中に生まれたイメージを、ワークブックをヒントに一緒に形にして
みよう。（楽しいクイズもあるよ！）
受付時間　｜　10：00～16：00
場　所　｜　当館１階展示室内、ホワイエ
参加費　｜　無料（※ただし、当日の観覧チケットが必要です）
参加方法　｜　館内受付にてワークブックを配布

担当／当館学芸員
参加費無料（※ただし、当日の観覧チケットが必要です）

ワ ー ク シ ョ ッ プ ギ ャ ラ リ ー ト ー ク 　 全 ５ 回 開 催

EXHIBITIONEXHIBITION

美
術
に
ま
つ
わ
る
５
つ
の
話

開
館
25
周
年
記
念―

い
つ
も
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こ
に
あ
る
―

今
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岳
大
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期

：
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和
４
年
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月
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日
㈯
～
３
月
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日
㈰
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内
に
あ
る
混
沌
を
感
じ
、
暮
ら
し
の

中
で
そ
れ
と
ど
う
付
き
合
う
か
考
え

る
機
会
と
な
れ
ば
と
思
い
ま
す
。

Ａ
５

　

水
平
器
と
、
作
品
を
偏
り
な
く
鑑

賞
し
よ
う
と
す
る
心
。（

今
泉　

岳
大
）

❖
祈
り
の
話

Ａ
１

　

主
に
一
六
～
一
七
世
紀
の
キ
リ
ス

ト
教
美
術
を
ご
紹
介
し
て
い
ま
す
。

表
情
豊
か
な
キ
リ
ス
ト
教
美
術
の
作

品
を
通
じ
て
、
一
緒
に
「
祈
り
」
の

世
界
を
覗
い
て
み
ま
せ
ん
か
？
新
し

い
発
見
や
、
お
気
に
入
り
の
一
枚
が

見
つ
か
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

Ａ
２

　

絵
画
や
ス
テ
ン
ド
グ
ラ
ス
、
彫
刻
、

メ
ダ
ル
な
ど
多
岐
に
わ
た
る
作
品
を

展
示
し
て
い
ま
す
。

Ａ
３

　

レ
オ
ナ
ル
ト
・
ブ
ラ
ー
メ
ル
の
《
キ

リ
ス
ト
の
割
礼
》
で
す
。
主
題
の
ユ

ニ
ー
ク
さ
は
も
ち
ろ
ん
、
詳
細
に
及

ぶ
描
写
が
魅
力
的
で
す
。
是
非
、
少

し
時
間
を
と
っ
て
細
部
を
ご
覧
く
だ

さ
い
。

Ａ
４

　

す
べ
て
を
理
解
し
な
け
れ
ば
、
と

気
負
わ
ず
に
ま
ず
は
純
粋
に
作
品
や

展
示
の
雰
囲
気
を
楽
し
ん
で
い
た
だ

け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。
当
時
の
人
々

に
と
っ
て
「
祈
り
」
と
は
ど
の
よ
う

な
行
為
で
あ
っ
た
の
か
、
思
い
を
馳

せ
て
み
る
の
も
面
白
い
と
思
い
ま

す
。
あ
な
た
の
身
近
に
は
ど
の
よ
う

な
「
祈
り
」
が
あ
る
の
か
考
え
て
み

て
い
た
だ
け
た
ら
嬉
し
い
で
す
。

Ａ
５

　

え
ん
ぴ
つ
。
展
示
室
に
も
持
っ
て

い
け
ま
す
。

（
田
中　

裕
紀
乃
）

❖
他
者
の
話

Ａ
１

　

誰
も
が
カ
メ
ラ
付
き
の
情
報
端
末

を
持
ち
、画
面
を
通
し
て
多
く
の
「
肖

像
」
を
目
に
す
る
現
代
、「
肖
像
」

は
こ
れ
ま
で
と
は
異
な
っ
た
新
た
な

主
題
と
し
て
拡
張
し
て
い
ま
す
。
こ

の
展
示
は
人
の
姿
を
表
現
し
た
肖
像

画
、
肖
像
写
真
を
通
し
て
「
他
者
」

を
再
考
す
る
も
の
で
す
。

Ａ
２

　

主
に
３
名
の
作
家
を
取
り
上
げ
ま

す
。
ソ
ラ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
と
い
う
独

自
の
技
法
で
制
作
し
た
マ
ン
・
レ
イ

の
肖
像
写
真
、
ア
メ
リ
カ
西
海
岸
の

明
る
い
陽
の
光
を
感
じ
さ
せ
る
デ
イ

ビ
ッ
ト
・
ホ
ッ
ク
ニ
ー
と
、
現
代
美

術
界
の
鬼
才
五
木
田
智
央
の
肖
像
画

を
展
示
し
ま
す
。

Ａ
３

　

五
木
田
智
央
の
顔
の
な
い
肖
像
画

で
す
。
顔
の
な
い
肖
像
は
、
誰
か
の
顔

に
な
り
得
る
交
換
可
能
な
肖
像
で
あ

り
、
自
分
に
も
な
り
得
る
肖
像
と
し
て

私
た
ち
に
迫
っ
て
く
る
よ
う
で
す
。

Ａ
４

　

普
段
の
生
活
で
他
者
の
顔
を
ま
じ

ま
じ
と
見
つ
め
る
こ
と
は
少
な
い
と

思
い
ま
す
。
で
も
肖
像
な
ら
無
配
慮

に
他
者
の
顔
を
観
察
す
る
こ
と
が
で

き
ま
す
。
肖
像
を
見
る
こ
と
の
意
味

と
、
顔
と
い
う
現
象
に
つ
い
て
考
え

る
き
っ
か
け
に
な
っ
て
ほ
し
い
で
す
。

Ａ
５

　

マ
ス
キ
ン
グ
テ
ー
プ
と
、
展
示
室

で
発
見
し
た
ご
み
を
拾
う
心
。

（
今
泉　

岳
大
）

❖
日
常
の
話

Ａ
１

　

日
常
を
テ
ー
マ
に
し
て
い
ま
す
。

私
た
ち
の
身
近
に
あ
る
も
の
が
描
か

れ
た
作
品
、
親
し
み
を
感
じ
ら
れ
る

作
品
を
収
蔵
品
か
ら
ご
紹
介
し
ま
す
。

Ａ
２

　

油
彩
、
版
画
、
ド
ロ
ー
イ
ン
グ
な

ど
の
作
品
を
展
示
し
ま
す
。

Ａ
３

　

長
谷
川
潾
二
郎
の
《
水
仙
》
で
し
ょ

う
か
。
小
ぶ
り
の
可
愛
ら
し
い
画
で

す
。
季
節
の
花
を
部
屋
に
飾
る
よ
う

な
感
覚
で
、
春
を
迎
え
る
本
展
の
会

期
に
ピ
ッ
タ
リ
だ
と
思
い
出
品
を
決

め
ま
し
た
。

Ａ
４

　

作
品
に
親
し
み
を
感
じ
て
い
た
だ

け
た
ら
う
れ
し
い
で
す
。
美
術
の
こ

と
な
ん
て
わ
か
ら
な
い
し
、
作
品
を

見
る
こ
と
を
難
し
い
と
思
う
人
も
い

ら
っ
し
ゃ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、

す
き
、
お
も
し
ろ
い
、
か
わ
い
い
、

ふ
し
ぎ
だ
な
、
な
ど
と
い
う
感
覚
で

気
軽
に
展
覧
会
を
た
の
し
ん
で
い
た

だ
け
れ
ば
何
よ
り
で
す
。

Ａ
５

　

巻
尺
。
持
っ
て
い
な
い
時
に
限
っ

て
測
り
た
い
も
の
が
出
て
く
る
こ
と

が
あ
る
が
、
誰
か
し
ら
が
持
っ
て
い

る
と
い
う
現
場
あ
る
あ
る
が
あ
る
。

（
金
沢　

実
徳
）

❖
風
景
の
話

Ａ
１

　

江
戸
時
代
以
降
、
美
術
作
品
に
表

現
さ
れ
た
岡
崎
の
風
景
を
ご
紹
介
し

ま
す
。
知
っ
て
い
る
風
景
も
き
っ
と

あ
り
ま
す
よ
。

Ａ
２

　

浮
世
絵
・
洋
画
・
木
版
画
の
ほ
か
、

現
代
の
ア
ー
ト
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
や
ま

ち
づ
く
り
も
ご
紹
介
し
ま
す
。

Ａ
３

　

矢
作
橋
を
描
い
た
浮
世
絵
で
す
。

迫
力
あ
る
矢
作
橋
は
も
ち
ろ
ん
、
橋

を
渡
る
い
ろ
い
ろ
な
人
た
ち
も
注
目

ポ
イ
ン
ト
で
す
。

Ａ
４

　

ま
ず
は
描
か
れ
た
風
景
を
楽
し
ん

で
い
た
だ
け
た
ら
何
よ
り
で
す
。
そ

こ
か
ら
、
知
っ
て
い
る
風
景
か
な
？

ど
う
し
て
画
家
は
こ
の
風
景
を
描
い

た
ん
だ
ろ
う
？
な
ど
、
ぜ
ひ
い
ろ
い

ろ
な
考
え
を
め
ぐ
ら
せ
て
み
て
く
だ

さ
い
。

Ａ
５

　

展
覧
会
と
い
う
正
解
の
な
い
も
の

と
、
そ
れ
を
実
現
す
る
た
め
に
判
断

す
る
こ
と
。

（
酒
井　

明
日
香
）
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1631 年 / 当館蔵

五木田智央《Secret Agent》2021 年
©Tomoo Gokita　Courtesy of Taka Ishii　

Gallery Photo by Kenji Takahashi

長谷川潾二郎《水仙》
制作年不詳　当館蔵

歌川広重
《五十三次名所図会　廿九岡崎　矢はぎ川やはぎのはし》

江戸時代後期　当館蔵
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名な

取と
り

春し
ゅ
ん

仙せ
ん

（
一
八
八
六
ー
一
九
六
〇
）
は
、
大
正
か
ら
昭
和
前
期
に
か
け
て
行
わ
れ
た
新
版
画
の

出
版
に
お
い
て
、
歌
舞
伎
役
者
や
舞
台
俳
優
を
描
い
た
役
者
絵
を
手
が
け
て
人
気
を
博
し
ま
し
た
。
色

鮮
や
か
で
写
実
的
な
春
仙
の
作
品
は
、
江
戸
時
代
の
浮
世
絵
の
伝
統
を
受
け
継
ぎ
な
が
ら
も
、
新
し
い

時
代
の
表
現
を
加
え
た
近
代
の
役
者
絵
で
し
た
。
そ
し
て
役
者
の
容
貎
や
所
作
、
舞
台
の
美
し
さ
を
と

ら
え
た
春
仙
の
作
品
は
、
歌
舞
伎
の
贔
屓
筋
に
愛
好
さ
れ
ま
し
た
。
本
展
で
は
春
仙
の
代
表
作
で
あ
る

《
創そ
う

作さ
く

版は
ん

画が

春し
ゅ
ん

仙せ
ん

似に
が
お
し
ゅ
う

顔
集
》《
春
し
ゅ
ん

仙せ
ん

似に
が
お
し
ゅ
う

顔
集
追つ
い

加か

》
を
中
心
に
、
近
年
当
館
に
収
蔵
さ
れ
た
春
仙
の
役

者
絵
全
四
十
九
点
を
一
斉
に
お
披
露
目
い
た
し
ま
す
。
美
術
フ
ァ
ン
の
方
だ
け
で
な
く
、
歌
舞
伎
愛
好

家
の
み
な
さ
ま
に
も
楽
し
ん
で
い
た
だ
き
た
い
展
覧
会
で
す
。

　

近
年
「
新
版
画
」
が
注
目
を
集
め
、
全
体
像
を
紹
介
す
る
も
の
か
ら
作
家
を
個
別
に
取
り
上
げ
る
も

の
ま
で
、多
く
の
展
覧
会
が
全
国
各
地
で
開
催
さ
れ
て
い
ま
す
。「
新
版
画
」は
、浮
世
絵
の
版
元
で
あ
っ

た
渡
辺
庄
三
郎
が
出
版
し
た
木
版
画
で
、
浮
世
絵
の
技
術
を
用
い
て
新
し
い
版
画
芸
術
を
生
み
出
そ
う

と
し
た
も
の
で
す
。

　

春
仙
は
渡
辺
庄
三
郎
に
声
を
か
け
ら
れ
て
、
大
正
五
年
（
一
九
一
六
）
か
ら
新
版
画
の
制
作
に
携
わ

り
ま
し
た
。
山
梨
県
巨
摩
郡
明
穂
村
（
現
在
の
南
ア
ル
プ
ス
市
）
に
生
ま
れ
た
春
仙
は
、
日
本
画
家
を

目
指
し
て
久く

保ぼ

田た

米べ
い

僊せ
ん

、
金き
ん

僊せ
ん

に
師
事
し
、
无む

声せ
い

会
に
参
加
し
ま
し
た
。
そ
の
後
、
東
京
美
術
学
校
日

本
画
撰
科
に
入
学
す
る
も
中
退
し
ま
す
が
、
東
京
朝
日
新
聞
社
嘱
託
と
な
り
、
夏
目
漱
石
を
は
じ
め
と

し
た
有
名
作
家
の
新
聞
小
説
の
挿
絵
を
手
掛
け
て
大
ブ
レ
イ
ク
し
ま
し
た
。
そ
の
後
、
渡
辺
庄
三
郎
と

出
会
い
、
版
画
の
制
作
に
取
り
組
み
は
じ
め
ま
す
。

　

江
戸
時
代
の
役
者
絵
は
、
ス
ー
パ
ー
ス
タ
ー
で
あ
る
歌
舞
伎
役
者
を
理
想
化
し
て
描
く
の
が
基
本
で

し
た
。
役
者
絵
を
描
い
た
浮
世
絵
師
と
し
て
有
名
な
東
洲
斎
写
楽
の
誇
張
し
た
表
現
は
、
当
時
と
し
て

は
特
殊
な
例
に
な
り
ま
す
。
一
方
で
春
仙
の
役
者
絵
は
、
と
て
も
写
実
的
で
、
役
者
の
特
徴
を
素
直
に

よ
く
と
ら
え
て
い
ま
す
。
そ
こ
で
本
展
で
は
春
仙
の
作
品
と
あ
わ
せ
て
、
描
か
れ
た
歌
舞
伎
役
者
の
写

真
パ
ネ
ル
も
参
考
展
示
す
る
こ
と
を
目
下
計
画
中
で
す
。
実
際
に
ど
ん
な
写
真
が
あ
る
の
か
は
調
査
中

で
す
が
、
ポ
ー
ズ
も
構
図
も
春
仙
の
作
品
と
そ
っ
く
り
な
歌
舞
伎
役
者
の
ブ
ロ
マ
イ
ド
も
確
認
で
き
て

い
ま
す
。
ど
こ
ま
で
調
査
・
展
示
で
き
る
の
か
は
こ
れ
か
ら
の
担
当
の
働
き
次
第
、
こ
の
記
事
が
世
に

出
る
頃
に
は
目
途
が
立
っ
て
い
る
こ
と
を
祈
る
ば
か
り
で
す
。

《創作版画春仙似顔集　六代目坂東彦三郎　舎人松王丸》昭和 3 年 (1928)　当館蔵 《春仙似顔集追加　十五代目市村羽左衛門　助六》昭和 4 年 (1929)　当館蔵

た
だ
い
ま
、
準
備
中

　
　
　

名
取
春
仙　
役
者
を
描え
が

く

会
期　

令
和
4
年
4
月
9
日
～
5
月
15
日

酒
井　

明
日
香
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ミ
シ
ン
は
イ
ギ
リ
ス
で
発
明
さ
れ
、

幕
末
に
ジ
ョ
ン
万
次
郎
に
よ
っ
て
日
本

に
持
ち
込
ま
れ
ま
し
た
。
英
語
で
は

「S
e

w
in

g
 M

a
c

h
in

e

（
ソ
ー
イ
ン
グ
・

マ
シ
ン
）」
と
言
い
、「
裁
縫
機
械
」
と

い
う
意
味
で
す
。「
ミ
シ
ン
」
と
は
日
本

で
作
ら
れ
た
言
葉
で
、
マ
シ
ン
と
い
う

発
音
を
日
本
人
が
ミ
シ
ン
と
聞
き
間
違

え
た
こ
と
か
ら
、
ま
た
、
マ
シ
ン
が
訛
っ

て
、
日
本
で
の
正
式
名
称
が
ミ
シ
ン
に

な
っ
て
し
ま
っ
た
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

■
戦
時
中
に
縫
い
物
を
す
る
母
親
の
姿

　
【
写
真
１
】
シ
ン
ガ
ー
社
製
の
手
廻
し

ミ
シ
ン
。
右
手
で
ハ
ン
ド
ル
を
廻
し
な

が
ら
左
手
で
布
を
押
さ
え
て
縫
っ
て
い

き
ま
す
。
下
糸
は
な
く
上
糸
一
本
で
縫

う
構
造
で
、
チ
ェ
ー
ン
ス
テ
ッ
チ
（
単

環
縫
い
）
と
呼
ば
れ
る
縫
い
方
の
も
の

で
す
。
戦
時
中
か
ら
終
戦
直
後
ま
で
、

こ
の
ミ
シ
ン
で
器
用
に
家
族
み
ん
な
の

縫
い
物
を
し
て
い
た
母
親
の
姿
を
思
い

出
す
よ
、
と
息
子
さ
ん
か
ら
寄
贈
さ
れ

た
も
の
で
す
。

■
や
っ
と
の
思
い
で
手
に
入
れ
た
中
古
品

　

戦
後
、
女
性
た
ち
が
喉
か
ら
手
が
出

る
ほ
ど
欲
し
か
っ
た
の
が
ミ
シ
ン
。
戦

争
中
の
衣
類
不
足
で
、
ど
こ
の
家
で
も

手
持
ち
の
衣
類
は
使
い
果
た
し
て
し

ま
っ
た
り
、
着
尽
く
し
て
し
ま
っ
た
り

で
、
ま
た
、
都
会
で
は
農
家
で
お
米
や

お
芋
と
交
換
し
て
し
ま
っ
て
着
る
も
の

が
な
か
っ
た
の
で
す
。
ま
だ
既
製
服
も

売
っ
て
い
な
か
っ
た
の
で
、
服
は
自
分

の
家
で
縫
う
か
、
縫
っ
て
も
ら
う
し
か

あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

　
【
写
真
２
】
か
な
り
使
い
込
ま
れ
た
足

踏
み
ミ
シ
ン
。
寄
贈
者
の
女
性
が
昭
和

二
〇
年
代
後
半
に
購
入
。
当
時
は
な
か

な
か
手
に
入
ら
ず
、
夫
と
二
人
で
苦
労

し
て
何
軒
も
回
っ
て
探
し
、
蛇
の
目
ミ

シ
ン
特
約
店
で
や
っ
と
の
思
い
で
手
に

入
れ
た
中
古
ミ
シ
ン
で
す
。「TAIM

EI
」
社

と
い
う
メ
ー
カ
ー
の
製
造
で
、「RASTER
」

文
字
と
兜
の
意
匠
が
入
っ
て
い
ま
す
。

ず
っ
と
使
い
続
け
、
歳
を
取
り
足
の
力

が
弱
く
な
っ
て
踏
め
な
く
な
っ
た
か
ら

と
手
放
さ
れ
ま
し
た
。

　

展
示
し
た
折
に
息
子
さ
ん
に
伴
わ
れ

て
来
館
さ
れ
た
ご
本
人
が
、
ミ
シ
ン
の

前
に
座
り
愛
お
し
そ
う
に
ミ
シ
ン
を
撫

で
て
い
た
姿
は
印
象
的
で
し
た
。

　

一
般
家
庭
が
ミ
シ
ン
を
買
う
よ
う
に

な
っ
た
の
は
昭
和
三
〇
年
代
に
入
っ
て

か
ら
の
こ
と
で
、
戦
後
す
ぐ
に
ミ
シ
ン
を

持
っ
て
い
る
人
は
ま
だ
ま
だ
わ
ず
か
で

し
た
。

■
父
親
か
ら
娘
へ
最
高
級
ブ
ラ
ン
ド
品

　

日
本
で
本
格
的
に
ミ
シ
ン
の
普
及
を

始
め
た
の
は
、
ア
メ
リ
カ
の
シ
ン
ガ
ー

社
で
、
明
治
三
三
年
（
一
九
〇
〇
）
に

日
本
に
進
出
し
て
き
ま
し
た
。
当
初
、

ミ
シ
ン
は
非
常
に
高
価
だ
っ
た
の
で
、

あ
ま
り
普
及
し
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
明

治
四
〇
年
代
に
入
っ
て
月
賦
販
売
の
開

始
や
国
産
ミ
シ
ン
の
量
産
、
一
般
向
け

の
洋
裁
学
校
の
開
校
が
あ
り
、
次
第
に

普
及
し
て
い
き
ま
す
。

　
【
写
真
３
】
明
治
三
七
年
生
ま
れ
の
女

性
が
父
親
か
ら
娘
時
代
に
（
嫁
入
り
道

具
で
は
な
い
）
買
い
与
え
ら
れ
た
シ
ン

ガ
ー
ミ
シ
ン
。
大
正
一
二
年（
一
九
二
三
）

米
国
ニ
ュ
ー
ジ
ャ
ー
ジ
ー
州
エ
リ
ザ
ベ

ス
工
場
で
製
造
さ
れ
た
も
の
で
す
。
国

産
ミ
シ
ン
で
さ
え
高
価
な
当
時
、
一
流

ブ
ラ
ン
ド
の
シ
ン
ガ
ー
ミ
シ
ン
は
相
当

な
高
級
品
で
し
た
。
き
っ
と
裕
福
な
家

庭
だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
。
今
で
は
ア
ン

テ
ィ
ー
ク
ミ
シ
ン
と
し
て
の
価
値
も
認

め
ら
れ
る
逸
品
で
す
。

　

こ
の
ミ
シ
ン
の
持
ち
主
は
、
中
根
（
旧

姓
河
合
）
千
代
さ
ん
。
昨
秋
亡
く
な
ら

れ
た
社
会
人
類
学
者
で
女
性
初
の
東
京

大
学
教
授
だ
っ
た
中
根
千
枝
さ
ん
（
東

京
在
住
）
の
母
親
で
す
。
岡
崎
市
両
町

で
生
ま
れ
育
っ
た
河
合
千
代
さ
ん
、
岡

崎
空
襲
で
両
町
の
生
家
は
焼
失
し
ま
し

た
が
、
ミ
シ
ン
は
他
家
へ
預
け
て
あ
り

難
を
逃
れ
た
と
の
こ
と
で
す
。
東
京
の

娘
宅
へ
移
住
す
る
際
に
こ
の
ミ
シ
ン
も

持
参
、
晩
年
ま
で
愛
用
し
、
千
枝
さ
ん

も
使
っ
て
い
た
と
い
う
ミ
シ
ン
で
す
。

故
郷
岡
崎
で
母
の
名
前
と
一
緒
に
残
せ

た
ら
と
い
う
中
根
千
枝
さ
ん
か
ら
の
願

い
で
寄
贈
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

ミ
シ
ン
に
ま
つ
わ
る
お
話
、
い
か
が

で
し
た
で
し
ょ
う
か
。

写真 1

写真 3

写真 2

暮 ら し の 道 具 箱
　ミ シ ン に ま つ わ る エ ピ ソ ー ド

伊藤　久美子
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YOUSED TO BE
　

ワ
イ
シ
ャ
ツ
は
Ｔ
Ｐ
Ｏ
を
問
わ
ず
我
々
の
衣
生

活
に
馴
染
み
深
い
も
の
で
す
が
、
ひ
い
お
じ
い
さ

ん
の
時
代
は
少
し
形
が
違
っ
て
い
ま
し
た
。

　

か
つ
て
の
ワ
イ
シ
ャ
ツ
は
襟
の
部
分
を
取
り
外

す
こ
と
が
で
き
、
気
分
や
シ
チ
ュ
エ
ー
シ
ョ
ン
に

合
わ
せ
て
好
き
な
色
や
形
の
も
の
を
取
り
付
け
る

こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
こ
の
付
け
襟
は
「
カ
ラ
ー
」

と
呼
ば
れ
、
オ
シ
ャ
レ
好
き
な
人
が
特
に
こ
だ
わ

る
ポ
イ
ン
ト
で
し
た
。
シ
ワ
が
あ
る
と
み
っ
と
も

な
い
の
で
、
糊
を
強
く
は
っ
て
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
の

よ
う
な
硬
さ
に
仕
上
げ
る
場
合
も
あ
り
ま
し
た
。

「
カ
ラ
ー
ボ
タ
ン
」
と
呼
ば
れ
る
金
具
で
襟
元
に
取

り
付
け
ま
す
。
背
中
の
首
元
に
は
ネ
ク
タ
イ
を
通

す
た
め
の
ル
ー
プ
が
付
い
て
い
ま
し
た
。

　

袖
先
は
「
カ
フ
ス
ボ
タ
ン
」
と
い
う
金
具
で
留

め
ま
し
た
。
こ
ち
ら
は
現
代
で
も
愛
用
者
が
多
い

も
の
で
す
。
古
く
か
ら
多
種
多
様
な
デ
ザ
イ
ン
が

あ
り
ま
し
た
。
袖
先
部
分
も
襟
同
様
に
取
り
外
し

で
き
る
よ
う
に
仕
立
て
た
も
の
が
あ
り
ま
し
た
。

　

前
合
わ
せ
の
ボ
タ
ン
は
へ
そ
の
あ
た
り
で
途
切

れ
て
い
ま
す
。
当
時
は
ズ
ボ
ン
の
股
上
が
深
く
、

現
代
ほ
ど
下
ま
で
留
ま
る
必
要
が
な
か
っ
た
の
で

す
。

　

昭
和
初
期
ご
ろ
か
ら
襟
を
縫
い
付
け
、
袖
を
ボ

タ
ン
で
留
め
ら
れ
る
よ
う
に
し
た
今
の
形
に
近
い

も
の
が
出
回
る
よ
う
に
な
り
、
戦
後
に
な
る
と
次

第
に
古
い
形
の
も
の
は
淘
汰
さ
れ
て
い
き
ま
し
た
。

 

（
米
田
）

飛騨高山に工房を構える「真工藝」。独自に編み出した木版手染めは、１色ずつ染め上げ
る一般的な型染とは違い、一つの版木にすべての色をのせて生木綿に染め付けます。そ
の後高温で蒸して色止めし、もみ殻を詰め縫い合わせます。
終始手作業で出来上がる素朴で温かみのあるぬいぐるみは、柔らかな色彩が魅力的です。
和洋どちらの空間にもよく馴染み、季節のしつらえとしても活躍してくれます。

営業時間
定 休 日
T E L
F A X
M A I L
H P

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. b - s o u p . c o m

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
H P

11:00～21:00
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） 
11:00 - 14:30 (L.O.14:00)
14:30 - 17:00 (L.O.16:00)
18:00 - 21:00 (L.O.20:00)　※土日祝日のみ営業
0564-28-0141
https://your-table.owst.jp


