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（
承
前
）
そ
の
曽
我
派
の
「
鷹
の
絵
」。
一
体
、「
鷹
図
」
と

云
え
ば
「
土
岐
の
鷹
」
と
称
さ
れ
る
よ
う
に
、
美
濃
の
太
守
土と

岐き

頼よ
り

芸よ
し

（
～
一
五
八
二
）
の
そ
れ
が
名
高
い
が
、
こ
れ
に
加
え

絵
に
心こ
こ
ろ
え得
の
あ
る
、
い
わ
ゆ
る
武
人
画
家
の
「
鷹
図
」
も
少
な

く
な
い
。
そ
こ
に
登
場
す
る
鷹
は
、
例
外
も
な
い
わ
け
で
は
な

い
が
、
お
お
む
ね
放
鷹
（
鷹
狩
り
）
用
の
鷹
で
、
そ
れ
ら
が
木

の
枝
や
止
ま
り
木
（
台だ
い

架ぼ
こ

・
野の

架ぼ
こ

・
燈と
う

台だ
い

架ぼ
こ

な
ど
）
に
留
ま
る

姿
で
描
か
れ
た
も
の
（
長
谷
川
信
春
の
『
伝
武
田
信
玄
像
』
に

鷹
で
は
な
い
が
、
そ
う
し
た
鷹
狩
り
用
の
隼
が
野
架
に
止
ま
っ

た
姿
で
登
場
す
る
。
像
主
の
愛あ
い

隼し
ゅ
んな
の
だ
ろ
う
）。

　

こ
れ
に
対
し
直
庵
、
二
直
庵
の
そ
れ
は
、
そ
う
し
た
姿
の
も

の
も
あ
っ
た
が
、
む
し
ろ
野
に
生
き
る
姿
に
描
か
れ
た
点
に
特

色
が
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
鷹
が
飛
び
交か

う
広
い
空
間
が
必
要

で
、
当
然
の
如
く
大
画
面
の
屏
風
絵
に
優
れ
た
作
が
遺
る
。
例

え
ば
、

　

㋑　
『
松
鷹
芦
鷺
図
屏
風
』　

直
庵
筆

　

㋺　
『
松
に
柏
鷲
図
屏
風
』　

直
庵
筆

　

㋩　
『
花
鳥
図
屏
風
』　
　
　

二
直
庵
筆　

東
京
国
立
博
物
館
蔵

　

㋥　
『
柏
鷹
芦
鷺
図
屏
風
』　

二
直
庵
筆　

大
徳
寺
蔵

な
ど
が
あ
る
。
鷹
が
白
鷺
を
襲
い
、
巨
大
な
鷲
が
四
ッ
足
の
獣

（
狼
と
も
）
を
押
さ
え
込
む
（
図
１
）。
喰
う
か
喰
わ
れ
る
か
、

ま
さ
し
く
野
生
の
営
み
が
展
開
す
る
。
独
自
の
世
界
を
描
い
た

よ
う
に
も
見
え
る
が
、
類
例
が
全
く
な
い
、
と
云
う
わ
け
で
も

な
い
。
他
に
も
狩か
の
う
さ
ん
ら
く

野
山
楽
（
一
五
五
九
～
一
六
三
五
）
の
大だ
い

覚か
く

寺じ

正し
ょ
う

寝し
ん

殿で
ん

鷹
の
間
襖ふ
す
ま「
松
鷹
図
」
や
『
鷙し

鳥ち
ょ
う
図ず

屏
風
』
な
ど

が
あ
る
。
い
ず
れ
も
鷺
を
追
い
、
雉
子
を
襲
い
、
捕
え
た
小
禽

を
運
ぶ
鷙し

鳥ち
ょ
う（
鷹
や
鷲
な
ど
タ
カ
科
の
猛
禽
の
総
称
）
の
姿
が

描
か
れ
て
い
る
。

　

中
で
と
り
わ
け
注
目
し
た
い
の
が
、
後
者
の
左
隻
、
猿
を
と
ら
え
た
鷲
で
あ
る
（
図
２
）。

後
方
よ
り
襲
っ
た
よ
う
で
、
鋭
い
爪
で
口
元
を
が
っ
し
り
と
摑
む
。
襲
わ
れ
た
動
物
は
異

な
り
、
襲
っ
た
鷲
の
姿
も
左
右
反
転
し
て
い
る
も
の
の
、
同
様
の
鷺
が
㋺
の
右
隻
に
も
登

場
す
る
（
図
１
）
こ
の
こ
と
に
気
づ
い
た
川
本
桂
子
氏
は
、
当
時
こ
う
し
た
鷲
の
図
様
が

戦
国
武
将
た
ち
に
人
気
を
博
し
て
い
た
こ
と
と
、
そ
う
し
た
鷲
の
図
像
情
報
の
原も

図と

と

な
っ
た
可
能
性
が
高
い
も
の
と
し
て
、
狩
野
探
幽
（
一
六
〇
二
～
七
四
）
が
、
祖
父
永
徳

の
作
と
み
て
模
写
し
た
「
鷙
鳥
図
」（
図
３　

大
和
文
華
館
本
『
探
幽
縮
図
』
の
う
ち
）

を
紹
介
し
た
（
川
本
桂
子
「
鷙
鳥
図
屏
風
・
作
品
解
説
」『
友
松
・
山
楽
』
新
編
名
宝
日

本
の
美
術　

一
九
九
一
年
）。
捕
獲
さ
れ
た
猿
の
姿
は
異
な
る
が
、
鷲
の
姿
態
や
背
景
の

樹
木
の
あ
し
ら
い
に
は
類
似
性
が
強
く
、
山
楽
の
『
鷙
鳥
図
』
に
、
こ
の
永
徳
画
か
ら
の

影
響
は
疑
い
な
い
。

　

そ
の
こ
と
を
踏
ま
え
川
本
氏
は
、
さ
ら
に
、
こ
う
し
て
鷲
が
獲
物
を
捕
ま
え
た
緊
張
の

一
瞬
を
描
い
た
先
行
作
品
と
し
て
、
明
代
の
画
家
林り
ん

良り
ょ
うの
『
鷹
雉
子
図
』（
貝
塚
家
蔵
）

を
上
げ
、
永
徳
ら
桃
山
の
絵
師
た
ち
は
、
こ
う
し
た
明
の
水
墨
系
花
鳥
図
か
ら
図
様
を
引

い
た
可
能
性
が
強
い
、
と
し
た
（
川
本
氏
前
掲
書
）。
実
際
、
他
に
も
雁
を
襲
っ
た
鷹
の

作
例
も
伝
わ
る
こ
と
か
ら
（
図
４　
『
蒼
鷹
搏
雁
図
』
毛
翀
筆　

東
京
国
立
博
物
館
蔵
）、

図
像
情
報
の
淵
源
を
中
国
絵
画
に
求
め
た
こ
と
は
、
卓
見
と
云
う
べ
き
だ
ろ
う
。

　

既
に
わ
た
し
た
ち
も
、
鼬
や
雀
、
鶲
に
蜥
蜴
な
ど
捕
食
者
た
ち
こ
そ
異
な
る
も
の
の
、

彼
ら
が
獲
物
に
狙
い
を
定
め
、
捕
え
る
一
瞬
の
姿
の
図
像
的
淵
源
を
、
同
じ
く
中
国
絵
画

（
唐
絵
）
に
あ
る
と
し
た
。
わ
た
し
た
ち
の
先
祖
に
、
そ
う
し
た
光
景
を
見
つ
め
る
こ
と

＝
眼
が
無
い
以
上
、
そ
れ
を
絵
に
取
り
上
げ
る
の
は
あ
り
得
な
い
た
め
、
外
的
要
因
を
想

定
せ
ざ
る
を
得
ず
、
そ
こ
で
中
国
絵
画
か
ら
の
図
様
の
引
用
を
考
え
た
の
で
あ
る
。
こ
れ

が
わ
た
し
た
ち
の
思
考
回
路
で
あ
り
、
小
論
の
命
題
の
一
つ
で
さ
え
も
あ
っ
た
は
ず
だ
。

む
ろ
ん
川
本
氏
の
論
理
と
は
異
な
る
だ
ろ
う
。
だ
が
異
な
る
思
考
回
路
を
経
な
が
ら
も
、

同
じ
結
論
を
導
き
出
し
た
事
実
は
重
要
で
、
川
本
説
は
、
わ
た
し
た
ち
に
と
っ
て
ま
さ
し

く
追
い
風
、
力
と
な
る
。
私
た
ち
の
推
定
や
、
ひ
い
て
は
命
題
そ
の
も
の
が
裏
付
け
ら
れ

た
と
も
云
え
る
か
ら
で
あ
る
。

　

と
は
云
え
、
喰
う
か
喰
わ
れ
る
か
、
自
然
の
営
み
の
緊
張
し
た
一
瞬
を
描
い
た
先
行
作
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品
と
し
て
、
林
良
の
『
鷹
雉
子
図
』
を
上
げ
る
の
み
と
云
う
の
で
は
不
満
が
残
る
。
現
に
探

幽
が
先
行
す
る
鷹
の
絵
を
縮
小
模
写
し
た
「
鷹
図
巻
」（
京
都
国
立
博
物
館
本
『
探
幽
縮
図
』

の
う
ち
）
に
は
、
鴉
や
鷺
な
ど
を
襲
う
さ
ま
ざ
ま
な
「
鷹
図
」
が
収
め
ら
れ
、
そ
の
中
に
は

山
楽
『
鷙
鳥
図
屏
風
』
の
猿
を
捕
え
た
鷲
や
、
林
良
の
『
鷹
雉
子
図
』
に
酷
似
す
る
図
も
見

出
せ
る
か
ら
で
あ
る
（
図
５
）。
舶
載
さ
れ
た
「
鷹
の
絵
」
に
も
さ
ま
ざ
ま
な
図
様
の
も
の

が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
図
像
情
報
の
淵
源
は
そ
れ
ら
を
丹
念
に
探
る
以
外
に
あ
る
ま
い
。
だ

が
い
ず
れ
に
せ
よ
、
中
国
絵
画
に
そ
れ
が
あ
る
こ
と
だ
け
は
間
違
い
な
い
。

　

で
は
、
蕭
白
の
、
あ
の
雉
子
を
猛
追
す
る
鷹
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
研
ぎ
澄
ま
さ
れ
た
そ

の
姿
か
ら
、
範
と
す
る
原
図
の
存
在
を
予
想
し
て
お
い
た
は
ず
だ
。
そ
の
予
想
に
違
わ
ず
、

こ
れ
と
寸
分
変
わ
ら
ぬ
姿
の
鷹
が
直
庵
の
屏
風
㋑
の
左
隻
に
、
ま
た
腹
側
と
背
側
と
を
反
転

さ
せ
た
か
た
ち
で
二
直
庵
の
屏
風
㋩
の
右
隻
に
、
そ
れ
ぞ
れ
登
場
す
る
。
鷹
描
き
を
得
意
と

し
、
自
ら
も
そ
れ
を
標
榜
し
た
と
み
ら
れ
る
、
曽
我
派
の
絵
師
と
し
て
蕭
白
が
学
ん
だ
の
は
、

こ
れ
で
は
な
か
っ
た
か
。
先
端
が
分
岐
し
た
波
頭
の
か
た
ち
も
㋩
の
左
隻
に
見
る
こ
と
が
で

き
る
で
は
な
い
か
。

　

つ
ま
り
バ
ー
ジ
ニ
ア
本
（
な
い
し
は
上
覧
本
、
或
い
は
そ
れ
ら
の
原
図
と
な
っ
た
舶
載
本
）

か
ら
鷹
の
図
像
情
報
を
得
た
の
は
、
直
庵
・
二
直
庵
に
他
な
る
ま
い
。
そ
う
云
え
ば
、
直
庵

に
は
、
鷹
で
は
な
い
が
、
こ
ん
な
作
品
も
あ
る
。

　
『
双
鶏
養よ
う

雛す
う

図
』
双
幅
（
図
６
）　

妙
心
寺　

隣
華
院
蔵

雌
雄
の
鶏
を
描
く
が
、
そ
の
鋭
い
目
つ
き
は
戦
う
本
能
も
あ
ら
わ
で
、
戦
国
時
代
を
生
き
た

鶏
は
か・

く・

や・

と
思
わ
せ
る
に
足
る
。
い
や
、『
鳥
獣
戯
画
』
乙
巻
に
描
か
れ
た
鶏
に
も
同
種

の
表
情
が
あ
る
こ
と
と
思
い
併
す
れ
ば
、
飼
い
馴な

ら
さ
れ
た
鶏
（
庭
鳥
）
と
は
云
え
、
こ
れ

こ
そ
が
野
生
の
本
能
と
云
う
べ
き
か
も
知
れ
な
い
。

　

見
て
欲
し
い
の
は
、そ
こ
で
は
な
い
。右
幅
右
下
、二
羽
の
雛ひ
よ
こ
が
、無
邪
気
に
紋
白
蝶
を
襲
っ

て
い
る
。
食
べ
る
た
め
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
野
生
の
本
能
と
云
う
の
だ
ろ
う
か
。
だ
が
、
そ

れ
だ
け
に
い
っ
そ
怖
い
。
羽
根
一
枚
は
引
っ
剥ぺ

が
さ
れ
て
い
る
。
ま
さ
し
く
自
然
の
営
み
＝

常
州
草
虫
画
で
見
た
光
景
だ
。
直
庵
が
こ
れ
に
興
味
を
抱
き
、
注
目
し
て
い
た
こ
と
は
間
違

い
あ
る
ま
い
。
蝶
を
襲
う
雛
の
姿
が
、
そ
れ
を
物
語
る
。
低
く
設
定
し
た
視
点
も
効
果
的
だ
。

と
な
れ
ば
右
幅
上
部
、
天
蓋
の
よ
う
に
葡
萄
の
蔓
を
差
し
出
さ
せ
た
の
も
、
常
州
草
虫
画
が
、

同
じ
く
葡
萄
や
隠
元
豆
と
云
っ
た
蔓
性
の
植
物
や
柘
榴
な
ど
を
画
面
上
部
に
あ
し
ら
う
、
そ

の
図
様
構
成
に
倣
っ
た
と
見
る
こ
と
で
間
違
い
あ
る
ま
い
。

　

問
題
は
、
直
庵
・
二
直
庵
が
、
そ
こ
か
ら
鷹
の
図
像
情
報
を
得
た
と
み
た
バ
ー
ジ
ニ
ア

本
乃な
い
し至
こ
れ
に
係
わ
る
作
例
に
、
何ど

処こ

で
接
す
る
こ
と
が
で
き
た
か
、
で
あ
る
。
こ
れ
に

関
連
し
て
、
こ
こ
ま
で
敢
え
て
伏
せ
て
き
た
の
だ
が
、
既
に
お
気
付
き
の
方
も
い
る
の
で

は
な
い
か
。
そ
う
、
直
庵
は
、
な
ん
と
、

　

直
庵
者　

卜
二

居
泉
州
境
一　

専
設
色
鷹
鶻
在
レ

功　

爽
明
也　
　
　
　

狩
野
一
渓
著
『
丹
青
若
木
集
』
直
庵
伝

と
あ
る
よ
う
に
、
泉
州
は
堺
に
居
た
と
云
う
で
は
な
い
か
。
二
直
庵
も
含
め
彼
ら
を
「
堺

曽
我
派
」
と
呼
び
、
兵
部
墨
谿
以
下
、
朝
倉
氏
所ゆ
か
り縁
の
歴
代
を
「
越
前
曽
我
派
」
と
し
て

区
別
す
る
こ
と
さ
え
、
既
に
行
わ
れ
て
い
る
（
木
村
氏
前
掲
論
考
）。

　

思
い
出
し
て
欲
し
い
の
は
、
そ
の
堺
に
、
当
時
、
土
佐
光
則
も
居
た
こ
と
だ
。『
雑
画

手
鑑
』
に
虫
た
ち
を
描
い
た
土
佐
光
則
が
、で
あ
る
。
そ
う
で
あ
れ
ば
こ
そ
「
堺
の
虫
た
ち
」

と
呼
ん
だ
の
だ
。
そ
の
「
堺
の
虫
た
ち
」
の
二
匹
の
飛
蝗
（
一
匹
は
螽
斯
か
も
）
は
、バ
ー

ジ
ニ
ア
本
か
ら
飛
ん
で
来
た
、
と
推
定
し
た
は
ず
だ
。
そ
し
て
い
ま
ま
た
、
堺
曽
我
派
の

獲
物
を
追
う
鷹
も
、
そ
の
バ
ー
ジ
ニ
ア
本
か
ら
飛
ん
で
来
た
可
能
性
が
高
い
、
と
説
い
た
。

全
く
異
な
る
流
派
の
、
異
な
る
絵
師
が
、
同
じ
押
絵
貼
屏
風
の
異
な
る
図
か
ら
、
そ
れ
ぞ

れ
図
像
情
報
を
得
て
い
た
、
と
云
う
の
で
あ
る
。
し
か
も
当
の
絵
師
た
ち
は
、
同
じ
地
・

堺
に
居
住
し
て
い
た
。
と
な
る
と
絵
師
た
ち
が
当
該
の
図
像
情
報
を
得
た
の
は
、
そ
れ
ぞ

れ
の
流
派
が
蓄
え
た
粉
本
を
介
し
て
と
み
る
よ
り
、
問
題
の
そ
の
押
絵
貼
屛
風
自
体—

そ

れ
が
バ
ー
ジ
ニ
ア
本
な
の
か
上
覧
本
な
の
か
、
は
た
ま
た
そ
れ
ら
の
原
図
と
な
っ
た
舶
載

本
な
の
か
不
明
で
あ
る
が
、
と
も
あ
れ
そ
の
押
絵
貼
屏
風
そ
の
も
の
が
当
時
堺
に
あ
っ
た

の
で
は
な
か
っ
た
か
。
そ
の
屏
風
を
、
そ
れ
ぞ
れ
の
絵
師
が
自
ら
の
眼
で
見
、
必
要
な
図

像
情
報
を
得
た
、
と
。
そ
う
考
え
る
の
が
、
む
し
ろ
最
も
自
然
で
あ
る
よ
う
に
思
う
。

　

堺
と
云
え
ば
、
近
世
初
期
、
納な

屋や

衆し
ゅ
う
（
会え

合ご
う

衆し
ゅ
う
）
と
呼
ば
れ
た
有
力
商
人
た
ち
の
経
済

力
を
背
景
に
、
武た
け

野の

紹じ
ょ
う
鴎お
う

（
一
五
〇
二
～
五
五
）
は
じ
め
千せ
ん

利の
り

休き
ゅ
う
（
一
五
二
二
～
九
一
）

や
津
田
宋そ
う

及ぎ
ゅ
う（
～
一
五
九
一
）、
今
井
宗そ
う

久き
ゅ
う
（
一
五
二
〇
～
九
三
）
と
云
っ
た
大
茶
人
を

輩
出
、
一
大
文
化
都
市
と
し
て
繁
栄
を
誇
っ
て
い
た
は
ず
だ
。
そ
の
結
果
、
天
下
の
名
物
・

茶
器
・
書
画
の
類
が
集
ま
っ
て
い
た
。
そ
の
中
に
、
あ
の
足
利
軍
家
所ゆ
か
り縁
と
も
推
定
し
た

押
絵
貼
屛
風
も
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
そ
の
押
絵
貼
屛
風
は
当
時
確
か
に
名
物
で
あ
っ

た
の
だ
、
と
述
べ
る
と
、
ま
っ
た
く
、
虫
の
話
だ
け
に
、
虫
の
い
い
話
ば
か
り
を
書
き
連

ね
た
も
の
だ
。
そ
ん
な
与よ

太た

話ば
な
しは
老お

人い

の
戯た
わ

言ご
と

で
は
な
い
か
、
と
茶
々
を
入
れ
ら
れ
そ
う

な
の
で
、
こ
こ
は
も
う
一
点
、
問
題
の
押
絵
貼
屛
風
と
の
係
わ
り
が
認
め
ら
れ
る
作
品
を

紹
介
し
、
こ
の
項
の
締
め
と
し
た
い
。
果
た
し
て
読
者
の
眼
を
驚
か
せ
、
眼
の
極
楽
＝
大

喜
利
の
座
布
団
一
枚
と
な
り
ま
す
か
、
ど
う
か
（
未
完
）。

図
１　

獣
を
襲
う
鷲　

曽
我
直
庵
筆
『
松
に
柏
鷲
図
屏
風
』
よ
り　
　
　

図
４　

『
蒼
鷹
搏
雁
図
』
毛
翀
筆

図
２　

猿
を
捕
え
た
鷲　

狩
野
山
楽
筆
『
鷙
鳥
図
屏
風
』
よ
り　
　
　
　

図
５　

猿
を
捕
え
た
鷹　

狩
野
探
幽
筆
『
探
幽
縮
図
』
よ
り

図
３　

「
鷲
鳥
図
」　

狩
野
探
幽
筆
『
探
幽
縮
図
』
よ
り　
　
　
　
　
　

図
６　

『
双
鶏
養
雛
図
』
右
幅
（
双
幅
の
う
ち
）
、
曾
我
直
庵
筆

図 5

図 6
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EXHIBITIONEXHIBITION

名
取
春
仙　

役
者
を
描
く

酒
井 

明
日
香

会
期　

令
和
４
年
４
月
９
日
㈯
～
５
月
1 5
日
㈰

　

展
覧
会
「
名
取
春
仙　

役
者
を
描
く
」
で
は
、
近
年
人
気
の
「
新
版
画
」
で
多
く
の
役

者
絵
を
出
版
し
た
名
取
春
仙
（
一
八
八
六
～
一
九
六
〇
）
の
代
表
作
《
創
作
版
画
春
仙
似

顔
集
》《
春
仙
似
顔
集
追
加
》
の
す
べ
て
と
、
肉
筆
画
を
あ
わ
せ
た
合
計
49
点
の
作
品
を
ご

紹
介
し
ま
す
。
こ
の
49
点
は
す
べ
て
当
館
が
近
年
収
蔵
し
た
名
取
春
仙
の
作
品
で
、こ
の
春
、

満
を
持
し
て
一
斉
に
お
披
露
目
で
き
る
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。
常
設
展
示
室
を
持
た
な
い

当
館
に
と
っ
て
、
収
蔵
品
を
ご
紹
介
で
き
る
ま
た
と
な
い
機
会
で
す
。

　

初
披
露
と
い
う
こ
と
は
作
品
の
調
査
や
展
示
の
蓄
積
が
な
い
の
で
、
展
覧
会
の
準
備
も

採
寸
や
写
真
撮
影
と
い
っ
た
細
々
と
し
た
作
業
か
ら
ス
タ
ー
ト
し
ま
し
た
。
展
覧
会
を
開

催
す
る
話
が
最
初
に
館
内
で
出
た
の
が
二
〇
二
〇
年
の
夏
頃
で
、
そ
こ
か
ら
少
し
ず
つ
準

備
を
進
め
て
き
ま
し
た
。

　

そ
ん
な
本
展
の
裏
話
を
ふ
た
つ
ほ
ど
。
ま
ず
は
、
作
品
に
描
か
れ
た
役
者
の
写
真
に
つ

い
て
。
本
展
で
は
、
関
係
各
所
の
ご
協
力
に
よ
り
、
役
者
の
写
真
も
資
料
と
し
て
パ
ネ
ル

展
示
で
き
る
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。
春
仙
は
役
者
絵
の
制
作
に
お
い
て
、
写
真
を
活
用
し

て
い
る
こ
と
が
こ
れ
ま
で
指
摘
さ
れ
て
い
る
の
で
、
ぜ
ひ
作
品
と
写
真
を
見
比
べ
て
み
て

い
た
だ
き
た
い
で
す
。
残
念
な
が
ら
対
応
す
る
写
真
が
見
つ
け
ら
れ
て
い
な
い
作
品
も
あ

り
、
ま
た
今
回
展
示
す
る
写
真
が
正
解
と
は
言
い
切
れ
ま
せ
ん
が
、
お
よ
そ
九
割
の
作
品

に
写
真
を
添
え
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
そ
し
て
ふ
た
つ
め
は
、
展
示
の
順
番
に
つ
い
て
。

《
創
作
版
画
春
仙
似
顔
集
》《
春
仙
似
顔
集
追
加
》
は
シ
リ
ー
ズ
物
な
の
で
、
出
版
年
順
や

番
号
順
に
並
べ
る
と
い
う
の
が
最
も
基
本
的
な
方
法
の
ひ
と
つ
か
と
思
い
ま
す
。
た
だ
今

回
、
役
者
の
写
真
を
調
べ
て
い
く
中
で
、
作
品
の
制
作
に
あ
た
っ
て
春
仙
は
単
に
写
真
を

そ
の
ま
ま
絵
に
す
る
の
で
は
な
く
、
随
所
に
創
意
工
夫
を
加
え
て
い
る
の
で
は
な
い
か
、

と
思
う
こ
と
が
多
く
あ
り
ま
し
た
。
そ
こ
で
本
展
で
は
あ
え
て
、
春
仙
が
ど
の
よ
う
に
役

者
を
描
い
た
の
か
を
ひ
と
つ
の
キ
ー
ワ
ー
ド
に
し
て
展
示
順
を
構
成
し
ま
し
た
。
ご
覧
い

た
だ
い
た
み
な
さ
ま
に
共
感
し
て
い
た
だ
け
る
か
ど
う
か
…
ぜ
ひ
展
示
室
で
ご
確
認
い
た

だ
け
た
ら
と
思
い
ま
す
。

　

最
後
に
、「
い
つ
か
行
こ
う
」
と
考
え
て
い
た
ら
終
わ
っ
て
い
る
の
が
展
覧
会
。
本
展
は

作
品
保
護
の
た
め
、
会
期
が
短
め
に
な
っ
て
い
ま
す
。
普
段
の
展
覧
会
で
あ
れ
ば
、
も
う

少
し
会
期
を
長
く
設
定
し
て
途
中
で
展
示
替
え
と
す
る
と
こ
ろ
で
す
が
、
名
取
春
仙
と
謳
っ

て
お
い
て
半
分
ず
つ
し
か
ご
覧
い
た
だ
け
な
い
の
も
…
と
い
う
こ
と
で
、
会
期
を
短
く
し

て
名
取
春
仙
の
作
品
を
す
べ
て
通
期
展
示
と
い
た
し
ま
し
た
。
春
仙
の
美
し
い
役
者
絵
の

世
界
を
ご
堪
能
い
た
だ
け
ま
し
た
ら
幸
い
で
す
。

《創作版画春仙似顔集　五代目中村歌右衛門　淀君》
大正 15 年（1926）　岡崎市美術博物館

《創作版画春仙似顔集　七代目松本幸四郎　梅王》
大正 15 年（1926）　岡崎市美術博物館
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こ
の
展
示
は
、
メ
イ
ン
で
行
う
展
示
の
横
っ
ち
ょ
で
小
ぢ
ん
ま
り
行
う

モ
ノ
で
す
。
要
は
刺
身
の
ツ
マ
の
よ
う
な
モ
ン
で
す
。
そ
ん
な
添
え
物
の

展
示
な
の
に
、
展
示
紹
介
に
一
頁
ま
る
ま
る
貰
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
畏

れ
多
い
…
。
ち
な
み
に
私
は
刺
身
の
ツ
マ
だ
と
、
ピ
リ
リ
と
辛
い
紫
色
の

小
っ
ち
ゃ
い
葉
の
ヤ
ツ
が
好
き
で
す
。

　

こ
の
展
覧
会
は「
資
料
集
め
る
な
ら
展
示
し
な
さ
い
」と
い
う
天
の
声（
仰

る
通
り
で
ご
ざ
い
ま
す
）
を
受
け
て
企
画
し
て
お
り
ま
す
。
展
示
資
料
は

五
点
ほ
ど
、
全
て
古
文
書
・
絵
図
な
ど
の
歴
史
資
料
ば
か
り
が
並
び
ま
す
。

お
金
も
か
け
ず
に
準
備
す
る
の
で
、
ま
ぁ
地
味
な
展
示
で
は
あ
り
ま
す
。

　

で
も
展
示
す
る
資
料
は
、
好
き
な
人
に
は
喜
ん
で
も
ら
え
る
ん
じ
ゃ
な

い
か
と
思
っ
て
い
ま
す
。
そ
う
思
う
理
由
の
説
明
つ
い
で
に
、
資
料
を
ば

サ
ラ
ッ
と
紹
介
し
ま
す
ね
。

そ
の
１　
（
ほ
ぼ
）
全
点
初
公
開
！

　

タ
イ
ト
ル
の
と
お
り
、
近
年
発
見
さ
れ
た
も
の
ば
か
り
な
の
で
、
初
公

開
資
料
が
並
び
ま
す
。
で
も
、「
徳
川
家
康
判
物
」
だ
け
は
去
年
の
「
至
宝
」

展
で
出
し
ち
ゃ
い
ま
し
た
。
お
か
げ
で
「
全
点
初
公
開
！
」
と
声
高
に
主

張
で
き
ま
せ
ん
。

そ
の
２　

大
名
行
列
図
を
全
面
展
示
！

　

幕
末
の
岡
崎
の
お
殿
さ
ま
、
本
多
忠た
だ

民も
と

の
大
名
行
列
図
を
展
示
す
る
の
で

す
が
、
こ
れ
が
長
さ
一
四
ｍ
あ
り
ま
す
。
な
の
で
全
部
一
気
に
展
示
す
る
の

は
最
初
で
最
後
か
も
し
れ
ま
せ
ん
（
そ
う
じ
ゃ
な
か
っ
た
ら
ゴ
メ
ン
ナ
サ
イ
）。

そ
の
３　

未
解
明
な
コ
ト
だ
ら
け
！

　

展
示
資
料
が
全
て
新
発
見
と
い
う
こ
と
で
、
ま
だ
充
分
に
わ
か
っ
て
い
な

い
こ
と
が
多
い
で
す
。
例
え
ば
上
の
「
徳
川
家
康
書
状
」。
慶
長
三
年

（
一
五
九
八
）
の
朝
鮮
出
兵
か
ら
の
撤
退
の
時
、
家
康
が
浅
野
長
政
に
あ
て

た
手
紙
で
す
。
こ
れ
ま
で
写
し
で
存
在
は
知
ら
れ
て
い
た
古
文
書
で
す
が
、

そ
の
原
本
が
出
て
き
た
こ
と
で
、
六
文
字
の
抜
け
が
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
り

ま
し
た
。
で
す
が
そ
の
六
文
字
が
何
を
指
す
の
か
…
正
確
な
こ
と
が
分
か
っ

て
い
ま
せ
ん
。
本
当
は
ダ
メ
な
の
で
し
ょ
う
が
、
展
示
す
る
こ
と
で
新
た
な

見
解
が
示
さ
れ
る
こ
と
を
期
待
し
て
い
ま
す
。
そ
の
他
の
資
料
も
、
こ
れ
か

ら
の
新
説
が
期
待
さ
れ
る
、イ
キ
の
良
い
モ
ノ
ば
か
り
で
す
。
見
て
感
じ
た
、

皆
さ
ま
の
新
見
解
を
ぜ
ひ
ア
ン
ケ
ー
ト
等
で
お
知
ら
せ
く
だ
さ
い
。

　

興
味
が
出
た
ら
、
も
し
宜
し
け
れ
ば
足
を
お
運
び
く
だ
さ
い
。
無
料
で
す
。

ま
た
、何
か
大
き
な
力
が
働
か
な
い
限
り
、写
真
撮
影
も
可
に
な
る
予
定
で
す
。

　

そ
う
い
え
ば
冒
頭
に
書
い
た
好
き
な
刺
身
の
ツ
マ
で
す
が
、
思
え
ば
何

か
分
か
ら
ず
食
べ
て
い
た
の
で
、
ネ
ッ
ト
で
「
刺
身　

つ
ま　

辛
い
」
で

検
索
し
て
み
ま
し
た
。
紅べ
に

蓼た
で

と
い
う
ら
し
い
で
す
。
こ
り
ゃ
本
展
に
ち
ょ

う
ど
良
い
。「
蓼
食
う
虫
も
好
き
好
き
」
と
言
い
ま
す
が
、
本
展
も
物
好
き

な
方
に
楽
し
ん
で
も
ら
え
た
ら
嬉
し
い
で
す
。

徳川家康書状（個人蔵）

本多忠民行列図巻（岡崎市美術博物館蔵）

EXHIBITIONEXHIBITION

新 発 見 と 再 発 見

ミ ニ 展 示

会期　令和４年４月９日（土）～５月15日（日）

湯 谷  翔 悟
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ル
ネ
・
ラ
リ
ッ
ク
（
一
八
六
〇
︱
一
九
四
五
）
は
、
フ
ラ
ン
ス
の
シ
ャ
ン
パ
ー
ニ
ュ
地

方
の
小
さ
な
村
ア
イ
に
生
ま
れ
ま
し
た
。
シ
ャ
ン
パ
ー
ニ
ュ
地
方
と
聞
い
て
、
ピ
ン
と
き

た
方
、
大
正
解
で
す
。
シ
ャ
ン
パ
ー
ニ
ュ
地
方
は
あ
の
シ
ャ
ン
パ
ン
の
産
地
と
し
て
有
名

な
土
地
で
す
。
シ
ャ
ン
パ
ー
ニ
ュ
地
方
は
フ
ラ
ン
ス
の
中
で
も
最
北
の
ワ
イ
ン
生
産
地

で
、
パ
リ
か
ら
北
東
約
140
㎞
の
位
置
に
あ
り
ま
す
。
ち
な
み
に
、
シ
ャ
ン
パ
ン
は
フ
ラ
ン

ス
語
で
発
音
す
る
と
、
「
シ
ャ
ン
パ
ー
ニ
ュ
」
と
な
り
ま
す
。
こ
の
ま
ま
シ
ャ
ン
パ
ン
談

義
を
続
け
た
い
と
こ
ろ
で
す
が
、
ラ
リ
ッ
ク
の
話
に
戻
り
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

ラ
リ
ッ
ク
は
、
ア
ー
ル
・
ヌ
ー
ヴ
ォ
ー
の
ジ
ュ
エ
リ
ー
制
作
者
、
そ
し
て
ア
ー
ル
・
デ

コ
を
代
表
す
る
ガ
ラ
ス
工
芸
家
と
し
て
、
二
つ
の
創
作
分
野
で
頂
点
を
極
め
た
人
物
で
す
。

一
九
〇
〇
年
の
パ
リ
万
博
で
ジ
ュ
エ
リ
ー
作
家
と
し
て
脚
光
を
浴
び
た
後
、
ガ
ラ
ス
工
芸

へ
の
道
を
模
索
し
ま
し
た
。
一
八
九
八
年
か
ら
パ
リ
郊
外
の
ク
レ
ー
ル
フ
ォ
ン
テ
ー
ヌ
に

工
房
を
設
け
、
あ
ら
ゆ
る
ガ
ラ
ス
の
製
法
に
精
通
し
た
彼
は
、
一
九
〇
九
年
パ
リ
の
南
東

に
位
置
す
る
コ
ン
ブ
・
ラ
・
ヴ
ィ
ル
に
工
場
を
構
え
て
ガ
ラ
ス
器
の
量
産
を
始
め
、

一
九
一
二
年
暮
れ
に
開
い
た
ガ
ラ
ス
展
を
境
に
、
宝
飾
品
の
制
作
を
離
れ
ガ
ラ
ス
の
制
作

者
と
な
り
ま
し
た
。
無
色
透
明
の
ガ
ラ
ス
は
、
ラ
リ
ッ
ク
の
手
に
よ
っ
て
愛
ら
し
い
花
や

昆
虫
、
動
物
な
ど
の
生
き
物
、
神
話
の
登
場
人
物
が
浮
き
彫
り
に
さ
れ
、
美
術
品
に
も
負

け
な
い
詩
情
豊
か
な
も
の
に
昇
華
し
ま
し
た
。

　

花
瓶
、
香
水
瓶
、
鉢
、
置
物
な
ど
に
始
ま
っ
た
ラ
リ
ッ
ク
の
ガ
ラ
ス
制
作
は
、
室
内
装
飾
、

野
外
モ
ニ
ュ
メ
ン
ト
、
そ
し
て
教
会
の
祭
壇
に
ま
で
広
が
り
ま
し
た
。
一
九
二
五
年
「
ア
ー

ル
・
デ
コ
博
覧
会
」
で
は
、
夜
間
照
明
付
き
の
野
外
噴
水
を
立
て
、
建
物
の
内
外
装
に
ガ

ラ
ス
を
用
い
る
な
ど
、大
胆
な
着
想
を
実
現
し
て
見
せ
ま
し
た
。
こ
の
展
覧
会
は
「
ア
ー
ル
・ 

デ
コ
様
式
」
の
語
源
と
な
っ
た
展
覧
会
で
も
あ
り
ま
す
。
ラ
リ
ッ
ク
の
作
品
は
、
装
飾
美

術
の
価
値
を
芸
術
の
域
ま
で
押
し
上
げ
、
生
活
に
新
た
な
美
意
識
を
も
た
ら
し
ま
し
た
。

　

本
展
で
は
、
世
界
屈
指
の
ガ
ラ
ス
・
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
を
誇
る
北
澤
美
術
館
（
長
野
県
諏

訪
市
）
の
豊
富
な
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
の
中
か
ら
ル
ネ
・
ラ
リ
ッ
ク
の
作
品
を
選
り
す
ぐ
り
、

ガ
ラ
ス
工
芸
家
と
し
て
の
全
容
を
ご
紹
介
い
た
し
ま
す
。
冒
頭
で
少
し
お
話
し
た
「
シ
ャ

ン
パ
ン
」
に
ま
つ
わ
る
作
品
も
展
示
を
予
定
し
て
い
ま
す
。
華
や
か
で
洗
練
さ
れ
た
フ
ラ

ン
ス
二
〇
世
紀
初
頭
の
モ
ダ
ン
な
様
式
美
を
ラ
リ
ッ
ク
に
よ
る
ガ
ラ
ス
作
品
を
通
し
て
是

非
会
場
に
て
ご
高
覧
く
だ
さ
い
。

　

余
談
で
す
が
、
ラ
リ
ッ
ク
展
は
当
館
初
と
な
る
ガ
ラ
ス
の
展
覧
会
で
す
。
ラ
リ
ッ
ク
作

品
が
展
示
室
に
て
い
か
に
美
し
く
輝
く
の
か
楽
し
み
に
し
て
い
て
下
さ
い
。

燭台《トウキョウ》1935 年、フィンガーボウル《トウキョウ》1933 年、
ナイフレスト《ニッポン》1932 年　グラス · セット《トウキョウ》1930 年

中型常夜灯《キューピッド》すべて北澤美術館蔵、撮影：清水哲郎

た
だ
い
ま
、
準
備
中

  
ル
ネ
・
ラ
リ
ッ
ク—

ア
ー
ル
・
デ
コ
の
ガ
ラ
ス 

モ
ダ
ン
・
エ
レ
ガ
ン
ス
の
美

会
期　

令
和
４
年
６
月
４
日
㈯
～
８
月
2 8
日
㈰

田
中 

裕
紀
乃
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今
日
の
お
弁
当
は
何
だ
ろ
う
。
お

弁
当
は
中
身
も
楽
し
み
で
す
が
、
使

い
慣
れ
た
、
あ
る
い
は
お
気
に
入
り

の
お
弁
当
箱
で
あ
れ
ば
尚
更
美
味
し

く
感
じ
る
も
の
で
す
。

　
「
弁
当
」
は
「
便
当
」、
つ
ま
り
不

便
の
反
対
語
で
便
利
な
こ
と
と
い
う

意
味
で
、
外
出
の
際
に
持
っ
て
行
く

食
事
を
便
当
と
呼
ぶ
よ
う
に
な
っ
た

も
の
で
す
。
弁
当
と
書
く
の
は
当
て

字
な
の
で
す
。
弁
当
と
か
弁
当
箱
と

い
う
言
葉
が
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ

た
の
は
江
戸
時
代
か
ら
、
と
く
に
一

般
的
に
な
っ
た
の
は
、
新
し
く
サ
ラ

リ
ー
マ
ン
と
い
う
職
業
が
生
ま
れ
た

明
治
以
降
の
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

今
回
取
り
上
げ
る
の
は
子
供
用
の

か
わ
い
ら
し
い
お
弁
当
箱
。
昭
和

三
〇
年
代
の
ア
ル
マ
イ
ト
製
で
、
蓋

に
絵
が
つ
い
て
い
ま
す
。姉
と
弟【
写

真
１
】、
兄
と
妹
【
写
真
２
】
が
幼

稚
園
の
頃
に
買
っ
て
貰
い
使
っ
た
も

の
で
す
。
思
わ
ず
懐
か
し
い
！
と
声

が
出
て
し
ま
い
ま
す
。

　

写
真
１
の
姉
よ
り
も
大
き
な
弟
の

弁
当
箱
か
ら
は
、
姉
よ
り
も
た
く
さ

ん
食
べ
た
で
あ
ろ
う
弟
の
姿
が
目
に

浮
か
び
ま
す
。
写
真
２
は
ア
メ
リ
カ

ア
ニ
メ
の
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
弁
当
箱
。

兄
妹
の
お
気
に
入
り
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー

だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。
今
で
も

キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
グ
ッ
ズ
と
な
る
と
値

段
が
高
い
の
で
す
か
ら
、
当
時
も
人

気
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
の
弁
当
箱
は
、

き
っ
と
そ
れ
な
り
の
お
値
段
で
あ
っ

た
は
ず
で
す
。

　

お
弁
当
を
持
た
さ
れ
た
ご
本
人
た

ち
は
い
ず
れ
も
六
十
歳
を
超
え
て
い

ま
す
。
幼
き
頃
に
ワ
ク
ワ
ク
し
た
気

持
ち
と
共
に
持
っ
て
行
っ
た
お
弁
当

箱
、
よ
く
ぞ
大
切
に
残
さ
れ
て
い
た

も
の
で
す
。

　

春
、
新
年
度
を
迎
え
、
お
弁
当
デ

ビ
ュ
ー
さ
れ
る
人
も
い
る
の
で
は
な

い
で
し
ょ
う
か
。
お
気
に
入
り
の
お

弁
当
箱
が
見
つ
か
る
と
い
い
で
す

ね
。

暮 ら し の 道 具 箱
　　か わ い い 子 供 用 お 弁 当 箱

伊藤　久美子

古
文
書
を
紐
解
く—

宗
門
出
入
願
帳
︱

山
下　

葵

　

岡
崎
市
美
術
博
物
館
に
は
地
域
の

古
文
書
が
多
く
収
蔵
さ
れ
て
い
ま

す
。
展
覧
会
で
は
な
か
な
か
お
披
露

目
さ
れ
る
機
会
の
な
い
古
文
書
た
ち

で
す
が
、
地
域
の
歴
史
を
叙
述
し
て

い
く
に
は
欠
か
す
こ
と
の
で
き
な
い

存
在
で
す
。

　

今
回
紹
介
す
る
の
は
「
宗
門
出
入
願

帳
」
で
す
。
江
戸
時
代
に
は
「
宗し

ゅ
う
も
ん
あ
ら
た
め

門
改
」

が
行
な
わ
れ
、
人
々
が
ど
の
宗
派
に
属

し
て
い
る
か
を
毎
年
確
認
し
、「
宗
門

改
帳
」
を
作
成
し
て
い
ま
し
た
。
元
々

は
、
キ
リ
ス
ト
教
な
ど
の
禁
じ
ら
れ
た

宗
教
を
人
々
が
信
仰
す
る
の
を
防
ぐ
た

め
に
行
っ
て
い
た
も
の
で
す
、し
か
し
、

禁
教
政
策
が
徹
底
さ
れ
キ
リ
シ
タ
ン
が

発
覚
し
な
く
な
る
と
、
住
民
が
ど
こ
に

住
ん
で
い
る
か
を
調
査
す
る
役
割
が
強

く
な
り
、「
宗
門
人
別
改
帳
」
が
作
成

さ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
こ
れ
は

町
村
ご
と
に
庄
屋
と
呼
ば
れ
る
そ
の
町

村
の
リ
ー
ダ
ー
が
作
成
し
て
、
住
民
の

旦
那
寺
や
居
住
地
を
把
握
し
て
い
ま
し

た
。

　

今
回
紹
介
す
る「
宗
門
出
入
願
帳
」

は
文
化
七
年
（
一
八
一
〇
）
正
月
の

西
矢
作
村
の
も
の
で
す
。「
宗
門
出

入
」
と
は
、
そ
の
村
の
宗
門
人
別
に

出
入
り
す
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
引
っ

越
し
す
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
ま

す
。
現
在
も
、
引
っ
越
し
に
伴
っ
て

住
民
票
を
移
動
さ
せ
る
の
と
同
じ
様

に
、
当
時
も
引
っ
越
し
の
時
に
は
届

け
出
を
す
る
必
要
が
あ
り
ま
し
た
。　

　

内
容
を
み
て
い
く
と
、
当
時
の

人
々
が
ど
の
よ
う
な
事
情
で
引
っ
越

し
を
し
て
い
た
の
か
が
わ
か
り
ま

す
。
多
い
の
は
結
婚
で
す
。
女
性
が

嫁
い
で
い
く
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
が
強

い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
こ
の
「
宗

門
出
入
願
帳
」
の
な
か
に
は
、
男
性

が
婿
と
し
て
引
っ
越
し
た
と
い
う
記

録
も
見
ら
れ
ま
す
。
ま
た
、
夫
婦
中

が
不
仲
に
な
っ
た
と
し
て
、
離
縁
し

て
引
っ
越
し
た
女
性
も
記
録
さ
れ
て

い
ま
す
。
そ
の
他
に
は
、
病
気
を
治

療
す
る
た
め
に
、
名
古
屋
へ
と
移
っ

た
人
や
、
な
か
に
は
勘
当
さ
れ
て
西

矢
作
村
の
人
別
か
ら
除
外
さ
れ
て
し

ま
っ
た
人
も
い
ま
す
。

　

多
種
多
様
な
理
由
で
、
江
戸
時
代
の

人
も
引
っ
越
し
て
い
た
の
で
す
。
こ
の

よ
う
に
、
地
域
の
史
料
を
読
み
解
く
こ

と
で
当
時
の
人
々
の
暮
ら
し
ぶ
り
が
わ

か
っ
て
い
き
ま
す
。
古
文
書
の
研
究
に

は
、
そ
ん
な
面
白
さ
が
あ
る
の
で
す
。

写真 2

写真 1

宗門出入願帳／矢作町字会蔵
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YOUSED TO BE
　
「
ソ
フ
ト
」
と
聞
く
と
皆
さ
ん
は
何
を
想
像
す

る
で
し
ょ
う
か
。
パ
ソ
コ
ン
の
ソ
フ
ト
や
ソ
フ
ト

ク
リ
ー
ム
、
球
技
が
頭
に
浮
か
ぶ
人
が
多
い
か
も

し
れ
ま
せ
ん
。
と
こ
ろ
が
、
一
世
紀
ほ
ど
前
の
人

は
帽
子
の
こ
と
を
思
い
浮
か
べ
た
そ
う
で
す
。

　

古
い
写
真
の
群
衆
を
見
る
と
男
性
は
こ
と
ご
と

く
帽
子
を
か
ぶ
っ
て
い
ま
す
。
特
に
着
用
者
が
多

い
の
が
「
ソ
フ
ト
」
こ
と
ソ
フ
ト
帽
子
。
柔
ら
か

な
フ
ェ
ル
ト
の
一
枚
布
で
出
来
た
も
の
で
、
身
分

や
シ
チ
ュ
エ
ー
シ
ョ
ン
を
問
わ
ず
愛
用
し
て
い
ま

し
た
。
現
代
の
こ
の
手
の
帽
子
は
あ
ら
か
じ
め
折

り
目
を
つ
け
た
形
に
成
型
さ
れ
た
も
の
が
一
般
的

で
す
が
、
当
時
は
丸
い
天
井
の
も
の
を
へ
こ
ま
せ

て
、
各
自
で
形
を
つ
け
て
い
ま
し
た
。
裏
側
に
挟

ん
で
形
を
整
え
る
た
め
の
帽
子
専
用
の
ク
リ
ッ
プ

な
ど
と
い
う
も
の
も
売
っ
て
い
ま
し
た
。

　

値
段
は
ピ
ン
キ
リ
で
、
巷
で
は
羊
毛
製
の
国
産

品
が
安
く
手
に
入
り
ま
し
た
が
、
百
貨
店
に
行
く

と
兎
毛
や
ビ
ー
バ
ー
の
毛
で
で
き
た
舶
来
の
超
高

級
品
が
並
ん
で
い
ま
し
た
。

　

か
つ
て
帽
子
は
生
活
と
密
接
に
結
び
つ
い
て
お

り
、
か
ぶ
り
方
に
よ
っ
て
性
格
が
わ
か
る
…
と
さ

え
言
わ
れ
て
い
ま
し
た
。
老
い
も
若
き
も
愛
用
し

た
「
ソ
フ
ト
」
で
す
が
、
戦
後
の
目
ま
ぐ
る
し
い

社
会
の
変
化
の
中
で
廃
れ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
か

つ
て
は
ど
こ
の
街
に
も
必
ず
帽
子
屋
さ
ん
が
あ
り

ま
し
た
が
、
最
近
は
珍
し
く
な
っ
て
し
ま
い
ま
し

た
ね
。

 

（
米
田
）

富山県の伝統工芸品「越中和紙」のひとつ、八尾和紙を製造している桂樹舎。
独自に開発した強製紙という丈夫な和紙に型染技法を用いて、色鮮やかに大胆な模様
を染め付けたものを、暮らしの中で身近に使うことができるアイテムに仕立てていま
す。一つ一つ丁寧に手作業で作られたアイテムは、印刷では出せない温かみのある独
自の風合いを生み出し、使い込んでいくほどに柔らかく艶がでてきます。
お子様の健やかな成長を願って祝う端午の節句に、お家の中でも気軽に飾れる卓上鯉
のぼりもおすすめです。

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
yagura＠b-soup.com
https://www.b-soup.com

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)　※金土日祝日のみ営業
0564-28-0141
https://your-table.owst.jp

表紙図版：名取春仙《春仙似顔集追加　十五代目市村羽左衛門　助六》（部分）　
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