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（
承
前
）
そ
の
作
品
と
は
、
伊
藤
若じ

ゃ
く

冲ち
ゅ
う

（
一
七
一
六
～

一
八
〇
〇
）
の
『
枯こ

木ぼ
く

鷲し
ゅ
う

猿え
ん

図ず

』（
図
１　

こ
う
呼
ぶ
の
が
一
般

的
だ
が
、
実
も
葉
も
あ
る
の
だ
か
ら
「
枯
木
」
の
命
名
で
よ
い
の

か
）
で
あ
る
。
蕭
白
だ
か
ら
、
次
は
若
冲
で
も
な
い
の
だ
が
、
こ

れ
ま
た
鷹
の
縁え

に
し

に
連
な
る
と
云
う
の
も
面
白
い
。
そ
の
図
、
制
作

は
宝
暦
五
～
七
年
（
一
七
五
五
～
五
七
）
と
推
定
さ
れ
て
い
る
。

若
冲
の
四
十
代
初
め
、
あ
の
一
代
の
傑
作
『
動
植
綵
絵
』（
宮
内

庁
三
の
丸
尚
蔵
館
蔵
）
の
制
作
に
と
り
か
ゝ
る
直
前
と
な
る
。

　

図
は
、
純
白
の
鷲わ

し

が
櫟く

ぬ
ぎ

の
幹
に
留
ま
る
。
片か

た

方ほ
う

の
羽
だ
け
を
拡

げ
、
い
ま
ま
さ
に
舞
い
降
り
た
と
こ
ろ
、
と
云
っ
た
風
情
だ
。
し

か
し
櫟
の
枝
に
爪
を
立
て
、
が
っ
し
り
と
摑
む
二
本
の
脚
や
胴
の

開
き
具
合
、
首
と
頭
部
の
向
き
な
ど
、
そ
の
姿
態
は
、
現
実
に
は

あ
り
得
な
い
無
理
な
ポ
ー
ズ
で
は
な
い
か
。
レ
ー
ス
編
み
の
よ
う

な
羽
根
が
美
し
い
。
後
に
『
動
植
綵
絵
』
の
「
老
松
白
鳳
図
」
や

「
老
松
孔
雀
図
」
で
も
用
い
た
手
法
で
、
若
冲
得
意
の
描
写
で
あ

る
。
画
面
右
下
、
実
を
食
べ
に
来
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
、
猿
が
岩

陰
に
と
っ
さ
に
身
を
隠
す
。
両
耳
を
押
さ
え
た
し
ぐ
さ
が
何
と
も

人
間
的
だ
が
、
そ
の
姿
態
か
ら
は
恐
怖
が
手
に
と
る
よ
う
に
分
か

る
。
ム
ン
ク
（
一
八
六
三
～
一
九
四
四
）
の
『
叫
び
』
の
人
物
が

全
く
同
様
の
姿
態
を
取
る
の
も
偶
然
で
は
あ
る
ま
い
。
ま
さ
し
く

恐
怖
に
お
の
の
く
姿
だ
が
、
一
方
の
鷲
は
「
う
ゑ
見
ぬ
鷲
」（
図

２
）。
す
な
わ
ち
一
図
が
「
何
も
怖
れ
ぬ
も
の
が
な
い
こ
と
」
の

譬
え
を
絵
画
化
し
た
も
の
、
と
見
た
の
は
狩
野
博
幸
氏
で
（「
没

後
二
〇
〇
年 

若
冲
」
展
図
録
作
品
解

説　

京
都
国
立
博
物
館　

二
〇
〇
〇

年
）、
ま
さ
し
く
卓
見
、
無
理
な
ポ
ー

ズ
と
は
云
え
、
鷲
の
ゆ
っ
た
り
し
た

姿
態
に
そ
れ
が
表
わ
さ
れ
て
い
る
。

だ
が
、
注
目
し
て
欲
し
い
の
は
、
そ

れ
で
は
な
い
。
鋭
く
逆
Ｓ
字
状
に
屈

曲
す
る
櫟
の
幹
だ
。
そ
の
か
た
ち
に

若
冲
の
偏
奇
な
形
態
感
覚
が
浸
透
し

て
い
る
、
と
見
る
む
き
も
あ
る
（
佐

藤
氏
前
掲
書
作
品
解
説
）。

　

だ
が
、
そ
れ
だ
け
だ
ろ
う
か
。
読
者
は
既
に
一
度
そ
の
形
に
遭
遇
し
て
い
る
は
ず
だ
―
と
云

え
ば
、
も
う
お
分
か
り
だ
ろ
う
。
そ
う
、
こ
こ
で
も
ま
た
バ
ー
ジ
ニ
ア
本
で
あ
る
。
そ
の
右
隻

㐧
五
扇
、蛇
行
す
る
栗
の
木
で
あ
る
（
図
３
）。
そ
の
姿
か
た
ち
、お
か
れ
た
情
況
は
異
な
る
が
、

猿
と
共
に
描
か
れ
て
い
る
こ
と
も
考
え
れ
ば
、
櫟
（
団ど

ん

栗ぐ
り

）
と
栗
と
云
う
の
は
何
と
も
意
味
深

長
。
二
本
の
樹
幹
の
形
状
の
一
致
は
、
そ
れ
が
偏
奇
と
評
さ
れ
る
ほ
ど
に
特
異
で
不
合
理
な
か

た
ち
で
あ
る
だ
け
に
、
と
て
も
偶
然
の
結
果
と
し
て
似
て
い
る
と
は
思
わ
れ
ず
、
む
し
ろ
両
者

に
影
響
関
係
を
想
定
す
る
方
が
、
余よ

程ほ
ど

合
理
的
で
あ
る
だ
ろ
う
。
若
冲
は
、
明
ら
か
に
バ
ー
ジ

ニ
ア
本
を
淵
源
と
す
る
、
逆
Ｓ
字
形
の
樹
幹
に
係
わ
る
図
像
情
報
を
持
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

と
は
云
え
若
冲
が
、
そ
の
情
報
を
バ
ー
ジ
ニ
ア
本
か
ら
直
接
得
た
と
は
考
え
に
く
い
。
両
者

の
年
代
の
違
い
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
若
冲
の
櫟
と
バ
ー
ジ
ニ
ア
本
の
栗
と
は
、
形
状
を
似
通

わ
せ
な
が
ら
も
決
定
的
に
異
な
る
と
こ
ろ
が
あ
る
か
ら
だ
。
前
者
の
幹
に
は
う•

ろ•

が
大
小
と
り

混
ぜ
、
繁
雑
と
も
云
え
る
程
に
多
数
―
そ
う
で
あ
れ
ば
こ
そ
偏
奇
な
形
態
感
覚
な
の
だ
ろ
う
が

―
あ
る
の
に
対
し
、
後
者
で
は
、
そ
れ
が
ご
く
自
然
な
か
た
ち
で
入
れ
ら
れ
て
い
る
に
過
ぎ
な

い
か
ら
だ
。
し
か
も
若
冲
の
う•

ろ•

は
、
驚
く
べ
き
数
と
云
い
、
大
き
さ
と
云
い
、
ど
こ
か
強
迫

観
念
に
搔
き
立
て
ら
れ
描
か
れ
た
か
の
よ
う
だ
。
そ
う
思
っ
て
見
れ
ば
、こ
れ
は
眼
か
。
い
や
、

そ
の
形
態
か
ら
は
剝
き
出
し
の
女
陰
に
も
見
え
る
の
だ
が
、
こ
う
し
た
特
異
な
う•

ろ•

は
、『
動

植
綵
絵
』
の
「
老
松
白
鳳
図
」
の
老
松
に
入
れ
ら
れ
る
な
ど
樹
木
の
種
類
と
は
関
係
な
く
、
そ

う
で
あ
れ
ば
こ
そ
若
冲
の
こ
だ
わ
り
の
か
た
ち
と
も
云
え
る
は
ず
で
、
こ
こ
ま
で
く
れ
ば
、
も

う
描
い
た
絵
師
の
こ
こ
ろ
＝
心
理
の
問
題
と
な
る
。

　

と
な
る
と
、
こ
の
う•

ろ•

こ
そ
は
若
冲
そ
の
人
に
帰
さ
れ
る
べ
き
表
現
か
。
い
や
、
そ
れ
だ
け

で
は
あ
る
ま
い
。
そ
の
同
じ
う•

ろ•

が
、
あ
し
ら
わ
れ
た
数
こ
そ
違た

が

え
、
既
に
述
べ
た
よ
う
に
蕭

白
作
品
に
も
見
出
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
を
手
掛
り
に
曽
我
二
直
庵
か
ら
蕭
白
へ
の
影
響

を
断
じ
た
の
は
佐
藤
康
宏
氏
で
あ
っ
た
（
佐
藤
氏
前
掲
書　

所
収
「
蕭
白
新
論
」）。
慧
眼
で

あ
る
。
そ
し
て
い
ま
ま
た
、
そ
の
う•

ろ•

で
あ
る
。

　

で
あ
る
な
ら
ば
、
先
に
蕭
白
が
急
降
下
す
る
鷹
の
図
像
情
報
を
得
た
の
と
同
様
の
入
手
事
情

を
、
若
冲
の
こ
の
蛇
行
す
る
樹
幹
の
か
た
ち
の
場
合
に
も
想
定
で
き
る
の
で
は
な
か
っ
た
か
。

要
す
る
に
、
こ
こ
で
も
ま
た
二
直
庵
＝
曽
我
派
を
介
し
て
い
た
、
と
み
る
の
で
あ
る
。
そ
の
樹

幹
に
留
ま
ら
せ
た
の
が
曾
我
派
の
象
徴
と
も
言
う
べ
き
鷲
で
あ
っ
た
こ
と
が
、
何
よ
り
そ
う
し

た
二
直
庵
と
の
係
わ
り
を
物
語
る
。
と
な
る
と
、
俄
然
、
気
に
な
る
の
は
レ
ー
ス
編
み
の
よ
う

な
、
あ
の
白
鷲
で
あ
る
。
無
理
な
ポ
ー
ズ
を
と
る
と
述
べ
た
は
ず
だ
。
し
か
し
二
直
庵
の
作
の

中
に
鷲
で
は
な
い
が
、
こ
ん
な
鷹
が
描
か
れ
て
い
た
（
法
隆
寺
本
『
鷹
図
』
三
幅
対
の
う
ち
右

眼 の 極 楽 4 0

花 と 鳥 の か た ち
特 任 館 長 　 榊 原 悟

図 1図 2

図 3
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幅　

図
４
）。
木
に
留
ま
る
脚
の
位
置
、
胴
の
開
き
具
合
が
異
な
る
が
、
姿
態
に
は
通
じ
合
う
と

こ
ろ
が
少
な
く
な
い
（
中
幅
の
鷹
が
、
レ
ー
ス
編
み
の
よ
う
だ
と
は
お
世
辞
に
も
言
え
な
い
が
、

白
鷹
で
あ
る
の
も
こ
の
際
気
に
掛
か
る
）。
そ
れ
が
類
例
乏
し
い
特
異
な
ポ
ー
ズ
で
あ
る
だ
け
に
、

こ
こ
に
も
わ
た
し
は
二
直
庵
か
ら
の
影
響
が
あ
っ
た
の
で
は
、
と
み
た
い
の
だ
が･･･

と
云
え
ば
、

　

―
い
や
、
そ
も
そ
も
鷲
を
描
く
の
は
、「
う
ゑ
見
ぬ
鷲
」
の
譬
え
を
表
現
す
る
た
め
に
、
必
然

的
に
要
請
さ
れ
た
こ
と
で
は
な
か
っ
た
か
、
と
言
わ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
確
か
に
そ
う
で
あ
る
。

つ
ま
り
鷲
を
描
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
こ
と
、
そ
の
こ
と
自
体
が
、
二
直
庵
と
こ
の
蛇
行

す
る
樹
幹
と
特
異
な
う•

ろ•

、
そ
れ
ら
す
べ
て
を
呼
び
込
ん
だ
。
こ
れ
が
、
そ
も
そ
も
こ
の
場
合

の
若
冲
の
制
作
の
実
際
で
は
な
か
っ
た
か
。
だ
が
、こ
れ
に
よ
っ
て
若
冲
と
二
直
庵
、そ
し
て
バ
ー

ジ
ニ
ア
本
と
の
係
わ
り
が
確
認
さ
れ
た
こ
と
の
意
義
は
、
実
に
大
き
い
。

　

蛙
を
見
る
眼

　

言
う
ま
で
も
な
い
、
そ
の
若
冲
は
、『
動
植
綵
絵
』
に
「
池
辺
群
虫
図
」（
図
５
）
を
遺
し
た

絵
師
だ
か
ら
で
あ
る
。
虫
の
小
宇
宙
に
も
大
い
に
関
心
が
あ
っ
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
そ
の

若
冲
の
虫
へ
の
眼
が
何
に
由
来
す
る
の
か
。
そ
れ
を
知
る
た
め
に
唐
絵
草
虫
画
の
存
在
は
無
視

で
き
ま
い
。
今
回
、
そ
の
若
冲
の
眼
の
内
実
が
、
バ
ー
ジ
ニ
ア
本
に
描
か
れ
た
具
体
的
な
モ
チ
ー

フ
＝
櫟
に
よ
っ
て
確
か
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
だ
が
、
若
冲
と
唐
絵
草
虫
画
＝
常
州
草
虫
画
と

の
係
わ
り
に
つ
い
て
は
、
わ
た
し
た
ち
の
関
心
と
は
自
ず
か
ら
異
な
る
が
、
実
は
既
に
佐
藤
康

宏
氏
の
慧
眼
に
よ
っ
て
指
摘
は
さ
れ
て
い
る
（
佐
藤
康
宏
著
『
若
冲
伝
』
㐧
二
章
模
写
と
写
生

―
初
期
作
品　

河
出
書
房
新
社　

二
〇
一
九
年
）。
そ
こ
で
同
氏
が
、
常
州
草
虫
画
の
系
譜
に
連

な
る
若
冲
の
作
と
し
て
取
上
げ
た
『
隠
元
豆
・
玉と

う
も
ろ
こ
し

蜀
黍
図
』
双
幅
（
図
６　

草
堂
寺
蔵
）
は
、

わ
た
し
た
ち
の
問
題
＝
モ
チ
ー
フ
選
択
の
点
か
ら
も
、
ま
こ
と
に
興
味
を
ひ
く
。
そ
の
右
幅
、

隠•

元•

豆•

と
蛙•

が
描
か
れ
て
い
る
。
葉
の
上
に
は
螽•

斯•

が
一
匹
、さ
ら
に
も
う
一
匹
は
さ
か
さ
ま
で
、

葉
か
ら
葉
へ
肢
を
掛
け
る
無
理
な
ポ
ー
ズ
に
も
見
え
る
が
、
虫
の
世
界
で
は
あ
り
得
る
も
の
で
、

こ
ん
な
と
こ
ろ
か
ら
も
若
冲
の
虫
へ
の
熱
い
関
心
が
窺
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
し
か
も

そ
の
螽
斯
が
留
ま
る
隠
元
豆
は
、
画
面
上
部
に
天
蓋
の
よ
う
に
蔓
を
伸
ば
す
。
既
に
直
庵
の
『
双

鶏
養
雛
図
』
の
右
幅
、
葡
萄
で
も
見
た
か
た
ち
だ
。
取
上
げ
た
モ
チ
ー
フ
と
云
い
、
図
様
構
成

と
云
い
、『
隠
元
豆
・
玉
蜀
黍
図
』
は
常
州
草
虫
画
そ
の
も
の
、
と
さ
え
云
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。

　

そ
こ
に
池
に
面
し
て
坐
る
蛙
。
行
い
澄
ま
し
た
か
の
よ
う
に
端
然
と
座
る
そ
の
姿
が
、
ど
こ

か
人
間
臭
く
面
白
い
が
、
同
様
の
蛙
が
、
な
ん
と
『
動
植
綵
絵
』
の
「
池
辺
群
虫
図
」
や
『
玄

圃
瑤
華
』（
明
和
五
年
・
一
七
六
八
）
に
も
登
場
す
る
で
は
な
い
か
（
図
７
）。
そ
の
蛙
は
、

　
　

生
き
と
し
生
け
る
も
の
。
い
づ
れ
か
歌
を
よ
ま
ざ
り
け
る　
　
　
『
古
今
和
歌
集
』
仮
名
序

と
説
か
れ
、「
花
に
鳴
く
鶯
」
と
共
に
和や

ま
と

歌う
た

（
韻
文
学
）
の
世
界
の
象
徴
的
存
在
と
さ
れ
た
、
あ

の
蛙
で
あ
る
は
ず
も
な
い
。
む
ろ
ん
池
辺
に
生•

き•

る•

蛙
で
あ
る
。
虫
を
捕
食
し
、
運
が
悪
け
れ

ば
蛇
や
鳥
た
ち
に
捕
食
さ
れ
る
、
そ
ん
な
自
然
の
営
み
の
下
に
あ
る
蛙
で
あ
る
。
若
冲
は
、
そ

の
蛙
の
姿
を
描
い
た
。

　

庭
に
鶏
を
飼
い
、
そ
の
姿
を
観
察
、
生
写
し
た
と
云
う
若
冲
で
あ
る
（
大だ

い

典て
ん

顕け
ん

常じ
ょ
う

「
若
冲
居

士
寿
蔵
の
碣
銘
」）。
と
な
れ
ば
、
同
じ
く
村
里
で
日
常
的
に
目
に
す
る
こ
と
が
可
能
な
蛙
に
つ

い
て
も
、
同
様
の
手
続
き
を
経
て
描
か
れ
た
の
で
は
な
か
っ
た
か
。
お
そ
ら
く
少
な
か
ら
ぬ
読

者
が
、
そ
う
思
っ
た
に
違
い
な
い
。
若
冲
な
ら
ば
、
と
云
う
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　

し
か
も
若
冲
の
時
代
・
十
八
世
紀
半な

か

ば
と
も
な
れ
ば
、
虫
に
対
す
る
関
心
、
虫
を
見
つ
め
る

眼
は
、
既
に
充
分
熟
し
て
い
た
の
で
は
な
か
っ
た
か
。
若
冲
に
、
そ
う
し
た
眼
と
心
と
が
あ
っ

た
こ
と
を
教
え
て
呉
れ
る
史
料
は
、
遺
憾
に
し
て
管
見
の
及
ぶ
と
こ
ろ
で
は
な
い
が
、
し
か
し

若
冲
と
同
時
代
人
、
と
云
う
よ
り
同お

な

じ
年
（
享
保
元
年
・
一
七
一
六
）
生
ま
れ
の
蕪
村
な
ら
ば
、

連
載
の
冒
頭
で
、
こ
ん
な
句
を
紹
介
し
て
置
い
た
は
ず
だ
。

　
　

み
じ
か
夜
や
毛
む
し
の
上
に
露
の
玉

こ
の
際
も
う
一
句
、
同
じ
蕪
村
の
、
眼
を
驚
か
す
に
足
る
毛
む
し
句
を
上
げ
て
置
く
。

　
　

朝
風
に
毛
を
吹
か
れ
居
る
毛
む
し
哉

庭
木
の
剪せ

ん

定て
い

で
、
チ
ャ
ド
ク
ガ
の
幼
虫
に
刺
さ
れ
た
苦に

が

い
経
験
を
持
つ
わ
た
し
は
毛
虫
が
苦に

が

手て

だ
が
、
こ
の
句
に
つ
い
て
は
、
一
読
、
視
覚
と
触
覚
が
大
い
に
刺
激
さ
れ
た
。
感
嘆
す
る
こ
と

久
し
い
。
見
事
な
俳
諧
の
修
辞
学
で
あ
る
。
毛
虫
な
ら
ず
と
も
、
夏
の
朝
の
涼
風
が
肌
に
こ
こ

ち
好よ

い
。
そ
の
句
を
詠
ん
だ
蕪
村
は
、
間
違
い
な
く
毛
虫
に
関
心
を
寄
せ
、
こ
れ
を
見
つ
め
た

こ
と
（
凝
視
だ
）
が
あ
っ
た
は
ず
だ
。
同
じ
京
の
地
に
在
っ
た
同
時
代
人
と
し
て
若
冲
に
も
、

同
じ
眼
が
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。
と
云
う
よ
り
「
池
辺
群
虫
図
」
を
描
い
た
こ
と
自
体
が
、
そ

う
し
た
眼
の
関
心
の
所
在
を
物
語
る
。
現
に
そ
の
「
池
辺
群
虫
図
」
に
は
確
か
に
毛
虫
も
い
る

で
は
な
い
か
（
図
８
）。
と
な
れ
ば
、
あ
の
蛙
は
、
や
は
り
若
冲
自
身
の
生
写
に
基
づ
く
も
の

な
の
か
（
未
完
）。

図
１
『
枯
木
鷲
猿
図
』
伊
藤
若
冲
筆

図
２
『
う
ゑ
見
ぬ
鷲
図
』
西
村
重
長
画

図
３
「
栗
に
猿
図
」
バ
ー
ジ
ニ
ア
本
『
花
鳥
草
虫
図　

屏
風
』

　
　
　

右
隻
第
五
扇

図
４
『
鷹
図
』
三
幅
対
の
う
ち
右
幅　

曽
我
二
直
庵
筆

図
５
「
池
辺
群
虫
図
」
『
動
植
綵
絵
』
の
う
ち　

伊
藤
若
冲
筆

図
６
『
隠
元
豆
・
玉と
う
も
ろ
こ
し

蜀
黍
図
』
う
ち
右
幅　

伊
藤
若
冲
筆

図
７　
蛙　

『
玄
圃
瑤
華
』
よ
り　

伊
藤
若
冲
画

図
８　
毛
虫　

「
池
辺
群
虫
図
」
よ
り　

伊
藤
若
冲
筆

図 4

図 5

図 6

図 7

図 8
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■
北
澤
美
術
館
っ
て
ど
ん
な
と
こ
ろ
？

　

本
展
覧
会
の
作
品
は
全
て
、
長
野
県
諏
訪
市
に
あ
る
北

澤
美
術
館
の
所
蔵
作
品
で
構
成
し
て
い
ま
す
。
作
品
点
検

の
た
め
に
数
日
滞
在
し
た
の
で
す
が
、
ロ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が

素
晴
ら
し
く
、
ホ
テ
ル
か
ら
諏
訪
湖
の
ほ
と
り
に
あ
る
美

術
館
ま
で
お
散
歩
す
る
だ
け
で
も
気
持
ち
が
良
く
爽
や
か

な
気
持
ち
に
さ
せ
て
く
れ
ま
す
。
諏
訪
の
魅
力
は
諏
訪
湖

だ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
過
ご
し
や
す
い
気
候
、
お
い
し

い
お
蕎
麦
に
日
本
酒
、
そ
し
て
な
ん
と
い
っ
て
も
温
泉
で

す
！
諏
訪
湖
の
河
岸
に
は
公
営
の
足
湯
も
あ
っ
て
、
癒
し

を
求
め
る
人
に
は
ピ
ッ
タ
リ
の
場
所
で
す
。
さ
て
、
そ
ん

な
魅
力
的
な
市
に
位
置
す
る
北
澤
美
術
館
は
、
エ
ミ
ー
ル
・

ガ
レ
と
ド
ー
ム
兄
弟
を
は
じ
め
一
九
世
紀
末
の
ア
ー
ル
・

ヌ
ー
ヴ
ォ
ー
か
ら
、
二
〇
世
紀
初
頭
の
ア
ー
ル
・
デ
コ
期

に
か
け
て
の
ガ
ラ
ス
作
品
、
お
よ
そ
一
〇
〇
〇
点
を
所
蔵

す
る
美
術
館
と
し
て
、
世
界
的
に
も
知
ら
れ
て
い
ま
す
。

展
示
室
に
入
る
と
、
ガ
レ
の
代
表
作
《
ひ
と
よ
茸
ラ
ン
プ
》

が
私
た
ち
を
お
出
迎
え
し
て
く
れ
ま
す
。
今
回
の
展
示
を

見
て
、
ガ
ラ
ス
作
品
に
興
味
を
抱
い
て
下
さ
っ
た
皆
さ
ん
、

是
非
諏
訪
の
北
澤
美
術
館
に
も
遊
び
に
行
っ
て
み
て
く
だ

さ
い
！

■
ラ
リ
ッ
ク
展
に
つ
い
て

　

今
回
の
「
北
澤
美
術
館
所
蔵　

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
」
展
で

は
、
北
澤
美
術
館
の
所
蔵
作
品
の
う
ち
、
ル
ネ
・
ラ
リ
ッ

ク
の
秀
作
を
選
り
す
ぐ
っ
て
約
二
〇
〇
点
を
お
披
露
目
い

た
し
ま
す
。
ど
の
作
品
も
そ
れ
ぞ
れ
魅
力
が
あ
る
の
で
、

一
点
一
点
ご
紹
介
し
て
い
き
た
い
と
こ
ろ
で
す
が
、
字
数

も
限
ら
れ
て
い
ま
す
の
で
僭
越
な
が
ら
作
品
を
ピ
ッ
ク

ア
ッ
プ
し
て
ご
紹
介
さ
せ
て
頂
き
ま
す
。

■
エ
レ
ク
ト
リ
ッ
ク
・
エ
イ
ジ

　

展
示
室
に
入
っ
て
、
一
番
最
初
に
目
に
飛
び
込
ん
で
く

る
の
は
テ
ー
ブ
ル
・
セ
ン
タ
ー
ピ
ー
ス
《
三
羽
の
孔
雀
》

で
す
。
そ
の
名
が
示
す
通
り
、
デ
ィ
ナ
ー
テ
ー
ブ
ル
の
中

央
を
飾
る
も
の
で
、
一
八
世
紀
か
ら
一
九
世
紀
に
か
け
て
、

貴
族
や
大
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
の
食
卓
を
豪
華
に
飾
り
ま
し
た
。

テ
ー
ブ
ル
・
セ
ン
タ
ー
ピ
ー
ス
が
飾
ら
れ
る
よ
う
な
、
豪

華
な
食
卓
に
は
一
体
ど
の
よ
う
な
ご
ち
そ
う
が
載
っ
て
い

た
の
か
、
想
像
力
が
掻
き
立
て
ら
れ
ま
す
。
本
作
は
、
当

時
ま
だ
ま
だ
最
新
技
術
だ
っ
た
電
気
照
明
が
仕
込
ま
れ
て

お
り
、
現
代
的
な
豪
華
さ
が
演
出
さ
れ
て
い
ま
す
。
ガ
ラ

ス
の
厚
み
に
光
が
ゆ
き
わ
た
り
、
奥
行
き
の
あ
る
華
や
か

な
装
飾
が
浮
か
び
上
が
り
ま
す
。
作
品
の
裏
に
も
回
っ
て

頂
け
る
よ
う
に
展
示
し
て
い
ま
す
の
で
、
じ
っ
く
り
と
ご

覧
に
な
っ
て
頂
き
た
い
作
品
で
す
。

■
オ
パ
ル
セ
ン
ト
・
ガ
ラ
ス

　

次
に
ご
紹
介
し
た
い
作
品
は
、
花
瓶
《
バ
ッ
カ
ス
の
巫

女
》
で
す
。
こ
の
作
品
は
、
宝
石
の
オ
パ
ー
ル
に
似
た
乳

白
地
の
オ
パ
ル
セ
ン
ト
・
ガ
ラ
ス
を
用
い
た
作
品
で
す
。

正
面
か
ら
の
光
で
は
、
ま
る
で
青
空
に
浮
か
ぶ
白
雲
の
よ

う
に
輝
き
、
後
ろ
か
ら
光
を
受
け
る
と
、
夕
焼
け
雲
の
よ

う
に
赤
く
染
ま
り
ま
す
。
こ
の
花
瓶
で
表
さ
れ
て
い
る
の

は
、
ワ
イ
ン
と
豊
饒
の
神
バ
ッ
カ
ス
に
仕
え
る
巫
女
の
輪

舞
で
す
。
ポ
ー
ズ
の
異
な
る
一
〇
人
の
裸
婦
が
、
陶
酔
の

EXHIBITIONEXHIBITION

会期　令和４年６月４日（土）～８月28日（日）

田 中  裕 紀 乃

－アール・デコのガラス　モダン・エレガンスの美

ル ネ ・ ラ リ ッ ク

テーブル・センターピース《三羽の孔雀》　1920 年　北澤美術館　撮影：清水哲郎
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渦
に
身
を
任
せ
回
転
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
ま
す
。
巫
女
た

ち
は
、
光
を
透
過
し
て
ワ
イ
ン
に
酔
っ
た
よ
う
に
赤
く
染

ま
っ
て
い
ま
す
。
光
の
角
度
に
よ
っ
て
色
調
の
変
わ
る
こ
の

不
思
議
な
作
品
を
是
非
、
目
の
当
た
り
に
し
て
下
さ
い
。

　
■
シ
ー
ル
・
ペ
ル
デ
ュ

　

シ
ー
ル
・
ペ
ル
デ
ュ
《
西
洋
さ
ん
ざ
し
》
は
、「
シ
ー
ル
・

ペ
ル
デ
ュ
技
法
」
に
よ
る
一
点
制
作
作
品
で
す
。
ラ
リ
ッ
ク

の
ガ
ラ
ス
工
芸
は
金
型
を
活
用
し
た
量
産
が
ベ
ー
ス
で
す

が
、
初
期
か
ら
晩
年
に
わ
た
り
限
ら
れ
た
上
顧
客
の
た
め

に
、
シ
ー
ル
・
ペ
ル
デ
ュ
技
法
に
よ
る
一
点
制
作
が
行
わ
れ

て
い
ま
し
た
。「
シ
ー
ル
・
ペ
ル
デ
ュ
」
と
は
原
型
に
ロ
ウ

を
用
い
る
特
殊
な
製
造
法
で
す
。
古
代
か
ら
貴
金
属
や
ブ
ロ

ン
ズ
の
鋳
造
に
用
い
ら
れ
て
い
た
製
法
を
ラ
リ
ッ
ク
が
ガ
ラ

ス
に
応
用
し
ま
し
た
。「
蝋
型
鋳
造
」
あ
る
い
は
「
ロ
ス
ト
・

ワ
ッ
ク
ス
」
と
も
よ
ば
れ
、
ひ
と
つ
の
原
型
か
ら
一
点
し
か

造
り
出
せ
な
い
こ
と
か
ら
、
ル
ネ
サ
ン
ス
時
代
の
メ
ノ
ウ
や

水
晶
細
工
の
よ
う
に
珍
重
さ
れ
ま
し
た
。
本
作
は
、
ラ
リ
ッ

ク
作
品
を
愛
好
し
た
ラ
ン
ス
の
実
業
家
で
シ
ー
ル
・
ペ
ル

デ
ュ
の
最
大
の
コ
レ
ク
タ
ー
で
あ
っ
た
ジ
ョ
ル
ジ
ュ
・
シ
ャ

ル
ボ
ノ
ー
の
旧
蔵
品
で
す
。
本
作
の
構
想
を
描
き
留
め
た
下

絵
の
一
枚
も
現
存
し
て
お
り
、
展
示
室
に
飾
ら
れ
て
い
る
の

で
是
非
見
比
べ
て
み
て
く
だ
さ
い
。

ア
ー
ル
・
デ
コ
期
の
一
九
二
〇
年
代
か
ら
一
九
三
〇
年
代
は

自
動
車
の
普
及
が
進
み
、
ラ
ジ
エ
ー
タ
ー
キ
ャ
ッ
プ
の
上
に

載
せ
る
金
属
製
の
マ
ス
コ
ッ
ト
が
流
行
し
ま
し
た
。
ラ
リ
ッ

ク
は
、
オ
ー
ナ
ー
の
個
性
を
際
立
た
せ
る
た
め
に
、
狩
り
の

テ
ー
マ
や
女
性
像
な
ど
、
好
み
に
応
じ
て
選
ぶ
こ
と
の
で
き

る
ガ
ラ
ス
製
の
マ
ス
コ
ッ
ト
を
つ
く
り
出
し
ま
し
た
。
照
明

を
組
み
込
む
こ
と
も
可
能
で
、
カ
ラ
ー
フ
ィ
ル
タ
ー
の
交
換

に
よ
っ
て
、
様
々
な
色
に
輝
か
せ
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

し
か
し
一
九
三
〇
年
代
に
な
る
と
、
安
全
面
か
ら
規
制
さ
れ

る
よ
う
に
な
り
、
カ
ー
マ
ス
コ
ッ
ト
は
次
第
に
衰
退
し
て
い

き
ま
し
た
。
カ
ー
マ
ス
コ
ッ
ト
は
、
時
代
を
象
徴
す
る
面
白

い
ア
イ
テ
ム
で
あ
っ
た
と
言
え
ま
す
。

　

本
展
覧
会
は
、
ラ
リ
ッ
ク
の
ガ
ラ
ス
作
品
を
約
二
〇
〇

点
展
示
し
て
い
ま
す
。
ま
だ
ま
だ
伝
え
き
れ
て
い
な
い
魅

力
が
た
っ
ぷ
り
あ
る
の
で
是
非
、
当
館
で
直
接
作
品
を
見

て
い
た
だ
け
た
ら
、
と
思
い
ま
す
。
暑
い
夏
に
ピ
ッ
タ
リ

の
涼
し
げ
な
ガ
ラ
ス
作
品
を
是
非
岡
崎
市
美
術
博
物
館
に

て
お
楽
し
み
く
だ
さ
い
。

■
香
水
瓶

　

香
水
瓶
は
、
競
争
の
激
し
い
ガ
ラ
ス
産
業
へ
参
入
の
糸

口
を
与
え
て
く
れ
た
重
要
な
ジ
ャ
ン
ル
で
す
。ジ
ュ
エ
リ
ー

づ
く
り
で
鍛
え
上
げ
た
細
密
加
工
技
術
の
お
か
げ
で
、
小

さ
な
ガ
ラ
ス
瓶
に
浮
彫
を
施
す
と
い
う
、
そ
れ
ま
で
誰
に

も
で
き
な
か
っ
た
制
作
を
実
現
し
ま
し
た
。
目
に
は
見
え

な
い
香
り
の
魅
力
を
瓶
の
造
形
で
伝
え
る
ラ
リ
ッ
ク
の
香

水
瓶
は
評
判
と
な
り
、名
だ
た
る
香
水
メ
ー
カ
ー
が
ラ
リ
ッ

ク
に
依
頼
を
行
う
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
優
美
で
華
や
か

な
テ
ィ
ア
ラ
形
の
デ
ザ
イ
ン
や
（
左
写
真
）、
難
技
法
「
型

吹
き
プ
レ
ス
同
時
成
形
」
な
ど
、
手
の
平
に
載
る
よ
う
な

小
さ
な
世
界
に
、
美
的
に
も
技
術
的
に
も
ラ
リ
ッ
ク
の
す

べ
て
が
込
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

■
カ
ー
マ
ス
コ
ッ
ト

　
「
カ
ー
マ
ス
コ
ッ
ト
」
と
は
、
自
動
車
の
ボ
ン
ネ
ッ
ト
の

先
端
に
あ
っ
た
ラ
ジ
エ
ー
タ
ー
キ
ャ
ッ
プ
の
装
飾
品
で
す
。

花瓶《バッカスの巫女》
1927 年　北澤美術館　撮影：竹本春二

香水瓶《カシス》
1920 年　北澤美術館　撮影：清水哲郎

花瓶《西洋さんざし》
1921 年　北澤美術館　撮影：清水哲郎

カーマスコット《勝利の女神》
1928 年　北澤美術館　撮影：清水哲郎
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が
ほ
と
ん
ど
。
路
上
で
氷
屋
さ
ん
が

氷
を
切
る
光
景
は
、
電
気
冷
蔵
庫
が

普
及
す
る
前
の
夏
の
風
物
詩
で
し

た
。

　
【
写
真
２
】
は
幅
八
二
・
奥
行

六
四
・
高
一
二
一
㎝
の
大
型
品
。
か

つ
て
の
国
鉄
岡
崎
駅
前
に
あ
っ
た
料

理
旅
館
「
清
風
軒
」
で
使
用
さ
れ
て

い
た
業
務
用
冷
蔵
庫
で
す
。
清
風
軒

旅
館
は
大
正
七
年
（
一
九
一
八
）
に

建
築
さ
れ
、
多
い
時
に
は
一
度
に

六
〇
人
ほ
ど
が
宿
泊
し
た
と
言
わ
れ

て
い
ま
す
。
氷
冷
蔵
庫
も
容
量
た
っ

ぷ
り
な
訳
で
す
。

　

氷
冷
蔵
庫
は
食
品
に
匂
い
が
付
き

に
く
く
、
か
つ
適
度
な
湿
度
が
あ
っ

て
乾
燥
し
に
く
い
の
で
、
鮮
度
を
保

ち
や
す
い
と
こ
ろ
が
一
番
の
特
徴
で

す
。
そ
の
た
め
、
生
鮮
食
品
を
扱
う

商
店
や
飲
食
店
で
は
と
く
に
重
宝
さ

れ
ま
し
た
。

　

一
般
家
庭
へ
は
、
大
正
か
ら
昭
和

初
期
に
か
け
普
及
が
進
み
ま
し
た

が
、
実
際
に
は
都
市
部
で
の
使
用
が

中
心
だ
っ
た
よ
う
で
す
。
理
由
の
一

つ
と
し
て
は
氷
を
毎
日
補
給
す
る
必

要
性
か
ら
、
氷
屋
さ
ん
が
近
く
に
い

な
け
れ
ば
使
用
で
き
な
い
と
い
う
点

が
挙
げ
ら
れ
ま
す
。
冷
蔵
庫
自
体
の

値
段
が
高
か
っ
た
う
え
、
非
常
に
手

間
と
費
用
が
か
か
る
と
い
う
こ
と

で
、
氷
冷
蔵
庫
は
ぜ
い
た
く
品
だ
っ

た
の
で
す
。
ま
た
、
昔
は
肉
や
魚
な

ど
の
傷
み
や
す
い
食
品
は
必
要
な
時

に
買
う
、
ま
と
め
買
い
せ
ず
、
毎
日

そ
の
日
に
食
べ
る
分
だ
け
を
買
う
こ

と
が
普
通
だ
っ
た
た
め
、
冷
蔵
庫
が

な
い
家
庭
は
多
く
あ
り
ま
し
た
。
食

品
を
冷
や
し
て
貯
蔵
す
る
冷
蔵
庫

は
、
従
来
の
食
生
活
で
は
必
需
品
と

は
言
え
な
か
っ
た
の
で
す
。

　

氷
冷
蔵
庫
が
爆
発
的
に
売
れ
た
の

は
昭
和
二
〇
年
代
中
頃
か
ら
三
〇
年

代
中
頃
ま
で
。昭
和
五
年（
一
九
三
〇
）

か
ら
製
造
さ
れ
て
い
た
国
産
の
電
気

冷
蔵
庫
が
、
昭
和
三
〇
年
代
後
半
に

な
っ
て
大
量
生
産
さ
れ
る
な
ど
し
て

価
格
が
下
が
っ
て
、
家
庭
用
電
気
冷

蔵
庫
の
普
及
が
急
激
に
進
ん
で
く
る

と
家
庭
の
台
所
か
ら
氷
冷
蔵
庫
は
姿

を
消
し
、
次
第
に
忘
れ
去
ら
れ
て

い
っ
た
の
で
す
。

暮 ら し の 道 具 箱
　　ぜ い た く 品 だ っ た ! ?  氷 冷 蔵 庫

伊藤　久美子

　

氷
冷
蔵
庫
は
、
電
気
で
は
な
く
氷

を
使
っ
て
、
氷
の
冷
気
に
よ
り
食
品

を
冷
や
し
ま
す
。

　

食
品
を
冷
や
し
て
貯
蔵
す
る
冷
蔵

庫
が
日
本
で
デ
ビ
ュ
ー
し
た
の
は
、

明
治
三
六
年
（
一
九
〇
三
）
の
第
五

回
内
国
勧
業
博
覧
会
の
こ
と
で
し

た
。
当
時
は
「
氷
箱
」
と
呼
ば
れ
、

前
面
に
扉
の
つ
い
た
長
方
形
の
箱

で
、
上
の
板
を
開
け
て
氷
を
入
れ
る

形
で
し
た
。
そ
れ
が
徐
々
に
改
良
が

加
え
ら
れ
て
、
頑
丈
な
木
組
み
に
密

閉
で
き
る
扉
、
上
下
二
段
に
分
か
れ

る
二
ド
ア
タ
イ
プ
と
な
り
、
明
治
時

代
終
わ
り
頃
か
ら
製
造
さ
れ
る
よ
う

に
な
り
ま
し
た
。

　

一
般
的
な
二
ド
ア
タ
イ
プ
の
氷
冷

蔵
庫
は
【
写
真
１
】
の
よ
う
な
形
を

し
て
お
り
、
掲
載
品
は
昭
和
初
期
の

頃
の
も
の
で
す
。
木
製
の
ど
っ
し
り

と
し
た
外
見
は
置
く
だ
け
で
存
在
感

が
あ
り
ま
す
。
大
き
さ
は
幅
四
八
・

奥
行
四
六
・
高
八
四
㎝
、
上
段
に
大

き
な
氷
、下
段
に
食
品
を
入
れ
ま
す
。

二
つ
の
扉
は
冷
気
が
外
に
逃
げ
な
い

よ
う
に
、
重
た
い
鍵
で
し
っ
か
り
閉

ま
り
ま
す
。
内
側
は
ト
タ
ン
張
り
で

壁
に
は
コ
ル
ク
や
お
が
屑
、
石
綿
な

ど
を
断
熱
材
と
し
て
詰
め
て
い
ま

す
。
保
冷
の
原
理
と
し
て
は
、
現
在

の
ク
ー
ラ
ー
ボ
ッ
ク
ス
と
似
て
い
ま

す
。
上
下
の
間
は
す
の
こ
で
繋
が
っ

て
い
て
上
か
ら
冷
気
が
下
り
て
き
て

食
品
を
冷
や
す
の
で
す
。
ま
た
、
溶

け
た
氷
水
は
上
段
下
部
の
排
水
管
に

流
れ
、
水
抜
き
穴
か
ら
本
体
の
外
に

排
出
さ
れ
る
仕
組
み
に
な
っ
て
い
ま

す
。
そ
の
た
め
、
氷
冷
蔵
庫
は
よ
く

土
間
に
置
か
れ
て
い
ま
し
た
。

　

入
れ
る
氷
は
、
一
日
に
一
貫
目
か

ら
二
貫
目
（
一
貫
目
＝
三.

七
五
㎏
）
が

使
用
さ
れ
ま
し
た
。
氷
は
製
氷
業
者

（
氷
屋
さ
ん
）
か
ら
購
入
し
、
毎
朝
、

氷
屋
さ
ん
が
リ
ヤ
カ
ー
や
荷
車
に
大

き
な
氷
の
塊
を
載
せ
て
配
達
を
し
、

一
貫
目
、
二
貫
目
単
位
で
の
こ
ぎ
り

で
切
り
落
と
し
て
各
家
庭
に
運
ん
で

く
れ
ま
し
た
。
氷
で
冷
や
す
の
で
す

か
ら
、
あ
ま
り
冷
た
く
は
な
ら
ず
、

内
部
の
温
度
は
一
〇
～
一
五
度
ほ
ど

だ
っ
た
と
言
わ
れ
ま
す
。
氷
冷
蔵
庫

を
一
年
中
使
用
す
る
の
は
商
店
な
ど

ご
く
一
部
で
、
家
庭
で
は
夏
季
の
み

写真 1

写真 2
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休
館
情
報

　

美
博
、
半
年
休
館
す
る
っ
て
よ
！

岡
崎
市
史
料
叢
書

　

今
秋
か
ら
年
度
末
ま
で
改
修
工
事
（
第
一
期
）
の
た
め

休
館
し
ま
す
。

　

と
い
う
の
も
昨
年
で
開
館
二
五
年
が
経
っ
た
当
館
は
、

い
よ
い
よ
ア
ラ
サ
ー
を
迎
え
よ
う
と
し
て
お
り
、
何
か
と

曲
が
り
角
の
お
年
頃
。
見
え
る
と
こ
ろ
、
見
え
な
い
と
こ

ろ
に
も
ガ
タ
が
き
て
い
て
ケ
ア
が
必
要
な
の
で
す
。

　

休
館
明
け
の
来
年
の
春
、「
ア
ト
リ
ウ
ム
が
ス
カ
イ
ツ

リ
ー
み
た
い
に
大
変
身
！
」「
あ
の
世
界
的
建
築
家
が
設
計

し
た
建
物
が
増
築
さ
れ
ま
し
た
！
」
…
残
念
な
が
ら
今
回

は
、
工
事
前
後
の
変
化
が
わ
か
り
や
す
い
も
の
で
は
あ
り

ま
せ
ん
。
あ
く
ま
で
も
改
修
。
あ
ち
ら
こ
ち
ら
に
き
て
い

る
ガ
タ
の
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
を
中
心
と
し
て
い
ま
す
。

気
に
な
る
第
一
期
工
事
の
内
容
は
こ
ち
ら

◆
機
械
設
備
改
修
…
空
調
設
備
の
改
修
な
ど

◆
電
気
設
備
改
修
…
展
示
室
照
明
な
ど

◆
建
築
改
修
…
展
示
ケ
ー
ス
の
改
修
な
ど

◆
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
改
修

　

こ
う
し
た
館
心
臓
部
の
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
は
、
永
く
市
民
の

み
な
さ
ん
の
文
化
財
で
あ
る
収
蔵
品
を
守
る
た
め
、
展
示
空

間
を
万
全
な
体
制
に
す
る
た
め
、
さ
ら
に
快
適
に
ご
利
用
い

た
だ
く
た
め
の
館
に
と
っ
て
大
事
な
改
修
工
事
で
す
。

　

改
修
工
事
の
現
場
感
を
お
届
け
す
る
た
め
、
ア
ル
カ
デ
ィ
ア

で
は
工
事
の
様
子
を
連
載
し
て
皆
様
に
ご
報
告
し
て
い
く
予
定

で
す
。
次
は
秋
号
で
お
会
い
し
ま
し
ょ
う
。
お
楽
し
み
に
～
！

（
金
沢
）

　

令
和
五
年
三
月
刊
行
に
む
け
て
岡

崎
市
史
料
叢
書
「
岡
崎
町
方
文
書
」

の
準
備
を
当
館
で
は
進
め
て
い
ま

す
。
近
世
岡
崎
の
城
下
町
と
宿
場
町

に
関
す
る
史
料
を
収
録
し
ま
す
。
商

家
で
あ
る
糸
惣
や
大
黒
屋
な
ど
を
中

心
に
町
方
に
伝
来
し
た
文
書
を
翻
刻

紹
介
し
ま
す
。
糸
惣
小
野
家
伝
来
の

「
筆
記
」
二
冊
は
、
岡
崎
城
下
一
九

か
町
の
概
要
を
書
き
留
め
る
と
と
も

に
、
宿
場
町
岡
崎
に
出
さ
れ
た
幕
府

法
令
な
ど
を
書
き
留
め
て
い
ま
す
。

ま
た
、
大
黒
屋
小
野
家
の
「
庄
屋
役

中
諸
事
陶
」
は
、
重
要
な
法
令
の
ほ

か
に
岡
崎
町
に
お
け
る
出
来
事
、
慣

例
や
仕
来
り
な
ど
を
克
明
に
記
し
て

い
ま
す
。
た
と
え
ば
、
町
同
士
の
町

格
を
め
ぐ
る
争
い
、
捨
て
子
が
あ
っ

た
時
の
処
理
な
ど
、
い
ず
れ
も
、
庄

屋
を
勤
め
る
う
え
で
必
要
不
可
欠
の

情
報
を
書
き
留
め
て
い
ま
す
。
こ
れ

ら
は
、
大
礒
家
旧
蔵
の
町
政
を
取
り

仕
切
る
町
年
寄
の
運
用
マ
ニ
ュ
ア
ル

で
あ
る
「
町
年
寄
日
用
記
」
と
と
も

に
岡
崎
町
の
基
本
史
料
で
す
。
こ
の

ほ
か
に
も
、
人
馬
会
所
で
の
継
立
の

様
子
や
町
人
の
毎
日
の
生
活
を
綴
っ

た
日
記
な
ど
を
も
収
録
。
近
世
岡
崎

町
の
活
気
に
み
ち
た
様
子
を
窺
う
こ

と
が
で
き
ま
す
。ご
期
待
く
だ
さ
い
。

（
堀
江
）

日はまた昇る

NEW FACE

金
沢
　
実
徳

　
新
し
く
教
育
普
及
担
当
と
し
て
採
用

さ
れ
ま
し
た
金
沢
実み

徳の
り

で
す
。
前
職
は

市
内
の
ア
ー
ト
・
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
ト
会

社
で
、
島
、
山
、
街
を
か
け
回
り
、
地

域
と
人
と
ア
ー
ト
を
つ
な
ぐ
仕
事
を
し

て
い
ま
し
た
。
気
が
つ
け
ば
岡
崎
に
住

ん
で
十
年
が
経
ち
ま
す
。
慣
れ
親
し
ん

だ
街
で
ま
た
新
し
い
ご
縁
を
い
た
だ
き
、

こ
れ
か
ら
も
文
化
芸
術
に
関
わ
っ
て
い

け
る
こ
と
が
う
れ
し
い
で
す
。
ど
う
ぞ

よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。

　
美
術
博
物
館
で
美
術
や
歴
史
の
専
門
で

は
な
く
、
教
育
普
及
担
当
っ
て
一
体
な
に

を
す
る
の
？
　
と
思
う
方
も
い
ら
っ
し
ゃ

る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　
教
育
普
及
の
役
割
は
分
野
を
超
え
て
美

博
と
人
と
が
関
わ
り
合
え
る
シ
チ
ュ
エ
ー

シ
ョ
ン
を
つ
く
り
、
活
発
な
交
流
の
場
を

設
け
る
こ
と
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。

　
実
は
私
は
、
令
和
二
年
か
ら
パ
ー
ト

職
員
と
し
て
す
で
に
当
館
に
所
属
し
て

い
ま
し
た
。
こ
の
二
年
間
は
、
ど
の
よ

う
に
美
術
・
博
物
の
垣
根
を
越
え
て
館

の
活
動
を
拡
げ
て
い
け
る
か
、
分
野
を

反
復
横
跳
び
し
な
が
ら
模
索
し
て
い
ま

し
た
。
今
後
は
美
博
と
人
を
つ
な
ぐ
シ

チ
ュ
エ
ー
シ
ョ
ン
づ
く
り
を
少
し
ず
つ

進
め
て
い
き
た
い
で
す
。
コ
ロ
ナ
で
中

止
し
て
い
る
学
校
連
携
の
再
開
や
新
し

い
当
館
の
楽
し
み
方
を
提
供
で
き
る
よ

う
、
市
民
の
み
な
さ
ん
と
一
緒
に
考
え

て
い
け
た
ら
と
思
っ
て
い
ま
す
。

前
島
　
　
豊

　
四
月
か
ら
美
術
博
物
館
へ
配
属
と
な
り

ま
し
た
、
前
島
豊
と
申
し
ま
す
。
ど
う
ぞ

よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。
美
術
博

物
館
は
初
め
て
の
勤
務
で
す
が
、
平
成

二
十
九
年
度
か
ら
四
年
間
を
美
術
館
（
明

大
寺
町
）
で
勤
務
し
て
お
り
ま
し
た
。
そ

の
頃
は
、
こ
の
「A

R
C

A
D

IA

」
を
毎
号

楽
し
み
に
読
ん
で
い
ま
し
た
が
、
自
ら
原

稿
を
書
く
日
が
訪
れ
る
と
は
想
像
し
て
い

ま
せ
ん
で
し
た
。
ビ
ッ
ク
リ
で
す
。

　
私
の
住
ま
い
は
、
市
東
部
の
額
田
地
区

で
男
川
沿
い
に
あ
り
ま
す
。
岡
崎
さ
く
ら

マ
ッ
プ
で
も
紹
介
さ
れ
て
い
る
場
所

（
マ
ッ
プ
の
写
真
で
は
、
家
が
桜
に
隠
れ

て
ま
す
）
で
す
の
で
、
開
花
時
に
は
素
晴

ら
し
い
情
景
と
な
り
ま
す
。
ま
た
、
子
供

が
小
さ
か
っ
た
頃
に
は
、
庭
で
ホ
タ
ル
を

見
る
こ
と
も
で
き
ま
し
た
。
私
自
身
に
は

誇
れ
る
も
の
を
何
も
持
っ
て
い
ま
せ
ん

が
、
こ
の
住
ま
い
の
ロ
ケ
ー
シ
ョ
ン
は
自

慢
で
き
ま
す
。
そ
し
て
、
新
た
な
勤
務
先

と
な
っ
た
こ
の
美
術
博
物
館
も
、
中
央
総

合
公
園
内
で
緑
に
囲
ま
れ
、
恩
賜
池
や
市

街
を
見
渡
す
こ
と
が
で
き
る
、
こ
れ
ま
た

素
晴
ら
し
い
ロ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
あ
り
ま

す
。
こ
ん
な
素
晴
ら
し
い
環
境
で
生
活
し

仕
事
も
で
き
る
な
ん
て
、
何
て
幸
せ
者
な

ん
で
し
ょ
う
。

　
皆
様
に
も
、
美
術
博
物
館
に
お
越
し

い
た
だ
い
た
際
に
は
、
展
覧
会
と
併
せ

て
こ
の
素
晴
ら
し
い
情
景
も
楽
し
ん
で

い
た
だ
け
れ
ば
嬉
し
い
で
す
。

今年１月の本宮山登山。寒かったけれど、
富士山を拝むことができハッピーでした！
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YOUSED TO BE
　

全
国
で
も
最
古
ク
ラ
ス
の
公
園
の
一
つ
で
あ
る

「
岡
崎
公
園
」。
市
民
の
憩
い
の
場
と
し
て
、
長
い

歴
史
の
間
に
姿
を
変
え
て
き
ま
し
た
。
今
日
は
戦

争
前
の
様
子
を
ご
紹
介
し
ま
す
。

　

こ
の
頃
、
お
城
は
解
体
さ
れ
て
し
ま
い
影
も
形

も
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
か
わ
り
に
水
上
飛
行

機
や
大
砲
が
展
示
さ
れ
て
お
り
、
運
動
が
で
き
る

グ
ラ
ウ
ン
ド
も
あ
り
ま
し
た
。

　

当
時
は
桜
だ
け
で
は
な
く
梅
の
花
も
沢
山
植
え

ら
れ
て
お
り
、
長
い
間
花
見
を
楽
し
む
こ
と
が
で

き
ま
し
た
。
菅
生
川
ま
で
広
が
る
桜
の
壮
観
は
昔

か
ら
変
わ
り
な
く
、
夜
桜
を
楽
し
む
た
め
に
名
鉄

電
車
が
鉄
橋
の
上
で
明
か
り
を
消
し
て
停
ま
っ
て

く
れ
る
、
と
い
う
一
幕
も
あ
っ
た
そ
う
で
す
。
春

の
河
川
敷
で
は
宴
会
が
開
か
れ
、
船
あ
そ
び
も
盛

ん
で
し
た
。

　

園
内
に
は
売
店
が
点
在
し
て
い
ま
し
た
が
、

コ
ー
ヒ
ー
を
売
る
ハ
イ
カ
ラ
な
所
も
あ
り
ま
し

た
。
戦
時
中
は
甘
味
が
手
に
入
ら
な
く
な
っ
た
た

め
、
一
色
か
ら
仕
入
れ
た
マ
テ
貝
を
茹
で
て
串
に

刺
し
、
花
見
団
子
に
見
立
て
て
売
っ
て
い
た
そ
う

で
す
。

　

現
在
の
家
康
館
の
場
所
に
は
図
書
館
が
建
っ
て

お
り
、子
供
向
け
コ
ー
ナ
ー
に
は
「
少
年
倶
楽
部
」

な
ど
の
流
行
雑
誌
が
並
ぶ
先
進
的
な
も
の
で
し

た
。
花
時
計
の
場
所
に
は
市
民
病
院
の
前
身
で
あ

る
県
立
岡
崎
病
院
が
あ
り
ま
し
た
が
、
昭
和
二
〇

年
の
空
襲
で
図
書
館
と
共
に
焼
け
て
し
ま
い
、
多

く
の
方
が
被
害
を
受
け
ま
し
た
。　
　
　
（
米
田
）

岡崎市内で回収された廃ガラスびんを再利用したリサイクルガラスを原料として、様々
な作品を制作する「岡崎ガラス工房 葵」。
その工房で生み出される美しさと実用性を兼ね備えたガラスの工芸品が並ぶ「うつわ
のかたち -vol.4-」を 6 月 28 日～ 7 月 10 日まで開催しております。この企画展のた
めに制作された一輪挿し、グラス、小鉢、プレートなど美しく涼しげなアイテムが多
数並びます。すべて手作業で制作されており、二つと同じものがない一点もの。ぜひ、
この機会にお気に入りのうつわを見つけに来てください。

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)　※平日木曜日のみディナーはお休みです
0564-28-0141
https://your-table.owst.jp

表紙画像：大型常夜灯《エニシダの花と枝》1920 年　北澤美術館所蔵　撮影：清水哲郎


