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　現
在
改
修
中
の
当
館
は
、全
館
を
ぐ
る
り
と

足
場
に
囲
ま
れ
て
、パ
リ
の
ポ
ン
ピ
ド
ー・セ
ン

タ
ー（
国
立
近
代
美
術
館
）を
想
起
さ
せ
る
外

観
に
な
っ
て
い
ま
す
。そ
こ
に
ク
リ
エ
イ
テ
ィ
ブ

で
前
衛
的
な
イ
メ
ー
ジ
を
重
ね
て
、こ
の
ま
ま

の
方
が
む
し
ろ
良
い
の
で
は
な
い
か
と
思
っ
て

し
ま
い
ま
す
。ポ
ン
ピ
ド
ー
・セ
ン
タ
ー
と
い
え

ば
、先
日
、当
館
と
さ
さ
や
か
な
関
連
が
あ
る

こ
と
に
気
づ
き
ま
し
た
。当
館
の
エ
ン
ト
ラ
ン

ス
の
自
動
ド
ア
は
、セ
ン
サ
ー
が
入
館
者
を
感

知
す
る
と
、瞬
時
に
手
前
に
開
く
の
で

「
お
っ
！
」と
思
わ
れ
た
方
も
い
ら
っ
し
ゃ
る
の

で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。こ
の
方
式
は
当
初
か

ら
賛
否
両
論
あ
り
ま
し
た
が
、私
は
他
の
建

築
に
設
置
例
を
見
た
こ
と
が
な
い
こ
と
か
ら

館
の
個
性
と
し
て
気
に
入
っ
て
い
ま
し
た
。と

こ
ろ
が
先
日
ポ
ン
ピ
ド
ー
・セ
ン
タ
ー
に
行
っ

た
折
、上
層
階
の
通
路
に
同
型
の「
手
前
に
開

く
自
動
ド
ア
」を
発
見
！
関
心
を
も
っ
て
し
ば

し
そ
の
ド
ア
を
通
る
人
た
ち
を
観
察
し
て
い

る
と
、や
は
り
想
定
外
の
動
き
を
す
る
自
動

ド
ア
に
戸
惑
う
姿
が
見
ら
れ
ま
し
た
。そ
も
そ

も
西
洋
の
ド
ア
は
手
前
に
開
く
も
の
、左
右
に

開
く
引
き
戸
式
は
ア
ジ
ア
の
方
式
が
基
と

な
っ
て
お
り
、自
動
ド
ア
大
国
と
な
っ
た
日
本

仕
様
と
も
い
え
ま
す
。そ
れ
が
世
界
各
国
の
ド

ア
文
化
を
根
本
か
ら
変
え
て
し
ま
っ
た
と
い
う

側
面
も
あ
り
ま
す
が
、あ
え
て
西
洋
式
の
手

前
に
開
く
扉
に
回
帰
し
た
と
も
と
れ
る
ポ
ン

ピ
ド
ー・セ
ン
タ
ー
の
自
動
ド
ア
は
、レ
ン
ツ
ォ・

ピ
ア
ノ
が
そ
れ
を
意
図
し
て
か
ど
う
か
は
別

と
し
て
、こ
こ
に
東
西
の
文
化
を
取
り
入
れ
て

い
こ
う
と
す
る
当
館
の
エ
ス
プ
リ
が
重
な
り

合
っ
た
よ
う
で
嬉
し
く
思
い
ま
し
た
。（
村
）

　二
〇
一
五
年
八
月
、〇
合
目
か
ら
の
富
士

登
山
に
挑
戦
し
た
。北
口
本
宮
冨
士
浅
間

神
社
が
出
発
点
。前
日
に
神
社
で
素
木
の

金
剛
杖
を
購
入
。富
士
山
で
は
合
目
・
山

小
屋
ご
と
で
金
剛
杖
に
焼
印
を
捺
し
て
も

ら
え
る
。し
か
し
五
合
目
ま
で
小
屋
は
今

は
な
く
、五
合
目
の
佐
藤
小
屋
で
そ
れ
ま

で
の
合
目
の
焼
印
を
も
ら
う
。所
謂「
焼

山
」か
ら
六
合
目
。多
く
の
人
は
こ
こ
か
ら

登
る
。「
今
か
ら
が
本
当
の
ス
タ
ー
ト
…
」

絶
望
的
な
心
を
も
う
一
度
引
き
締
め
る
。

礫
は
次
第
に
岩
に
な
り
、金
剛
杖
が
役
立

た
な
い
。陽
が
傾
き
焦
る
の
に
、脚
は
重
く

酸
素
も
薄
い
。七
合
目
辺
り
か
ら
、焼
鏝
を

持
っ
た
人
が
困
り
出
し
た
。焼
印
を
捺
す

所
が
無
く
な
っ
て
き
た
金
剛
杖
に
、自
分

の
来
し
道
、富
士
の
大
き
さ
を
思
い
知
ら

さ
れ
る
。六
根
清
浄
、六
根
清
浄
…
。八
．

五
合
目
で
仮
眠
を
と
り
、午
前
一
時
に
出

発
。次
第
に
白
む
空
に
焦
る
気
持
ち
。何

と
か
山
頂
で
ご
来
光
を
…
。

　頂
か
ら
拝
む
朝
日
は
、思
っ
た
ほ
ど
で

は
な
か
っ
た
。け
れ
ど
、全
て
の
苦
労
を
忘

却
さ
せ
る
に
は
充
分
で
あ
っ
た
。そ
し
て
一

世
一
代
の
大
イ
ベ
ン
ト
を
終
え
、金
剛
杖
片

手
に
記
念
撮
影
。富
士
は
や
は
り
観
る
山

か
も
し
れ
な
い
。だ
が
登
る
山
と
し
て
も

他
で
は
得
難
い
何
か
が
あ
る
。そ
れ
が
何

と
は
言
い
に
く
い
け
ど
も
、少
な
く
と
も

隙
間
な
く
焼
印
の
捺
さ
れ
た
金
剛
杖
は
、

自
分
の
二
〇
一
五
年
を
特
別
な
も
の
に
し

て
く
れ
た
。（
湯
） 

自
動
ド
ア
に
み
る
パ
リ
と
岡
崎

金
剛
杖

■平成27年度収蔵品展

暮らしのうつりかわり
平成28年１月16日(土)～３月６日(日)
会場：おかざき世界子ども美術博物館（岡崎市岡町字鳥居戸１－１）
岡崎市美術博物館は休館のため、おかざき世界子ども美術博物館で開催します。
開館時間：9:00～17:00(入館は16:30まで)
休館日：毎週月曜日、２月12日(金)
観覧料：一般300円(240円)／小中学生100円(80円)
＊（　）内は20名以上の団体料金＊岡崎市内の小中学生は無料（わくわくカー
ドまたは生徒手帳を提示）＊各種障がい者手帳の交付を受けている者及びそ
の介助者は無料（各種手帳を提示）
関連イベント：子どもわくわく！教室（小学生対象）
日時：1月30日(土)・2月13日(土)・2月27日(土)・3月6日(日)
各日２回(①10:30～、②13:30～)
参加費：無料(観覧チケットが必要)

■『狩野探幽―御用絵師の肖像』が德川賞を受賞しました
公益財団法人德川記念財団が実施する「第13回德川賞」に、当館館長榊原悟
の著書『狩野探幽―御用絵師の肖像』（臨川書店、平成26年）が選ばれ、平成
27年11月3日に授与式が行われました。

編集後記｜表紙は「人間と精神のための椅子」から見上げた工事中の様子です。アトリウムのガラスも奇麗になり、マインドスケープもより鮮明に見えてくる

かもしれません。工事もほぼ完了し、再オープンに向けて準備を進めています。より多くのお客様の心に残る、心を映すミュージアムとなるべく、さらに前進

してまいります。(湯谷)
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　唐
め
き
た
る

　実
は『
徒
然
草
』が
、「
家
に
あ
り
た
き
木
は
」と
し
て
柳
、桜
、楓
、松
を
挙
げ
た
三
九
段
、前
掲
し
た

一
節
に
加
え
、さ
ら
に
次
の「
草
は
」の
く
だ
り
が
続
く
。む
ろ
ん
、そ
れ
ら
の
草
も「
家
に
あ
り
た
き
」

す
な
わ
ち「
植
栽
し
た
き
」草
花
の
謂
で
あ
る
の
だ
ろ
う
。

　
　草
は
山
吹
、藤
、杜
若
、な
で
し
こ
。池
に
は
蓮
。秋
の
草
は
荻
、す
す
き
、桔
梗
、萩
、女
郎
花
、藤
袴
、

　
　紫
苑
、わ
れ
も
か
う
、刈
萱
、龍
膽
、菊
。黄
菊
も
。蔦
、葛
、朝
顔
、い
づ
れ
も
、い
と
高
か
ら
ず
、

　
　さ
さ
や
か
な
る
垣
に
、し
げ
か
ら
ぬ
よ
し
。こ
の
外
の
世
に
ま
れ
な
る
も
の
、唐
め
き
た
る
名
の

　
　聞
き
に
く
く
、花
も
見
な
れ
ぬ
な
ど
、い
と
な
つ
か
し
か
ら
ず
。お
ほ
か
た
、何
も
珍
し
く
あ
り
が

　
　た
き
も
の
は
、よ
か
ら
ぬ
人
の
も
て
興
ず
る
も
の
な
り
。さ
や
う
の
も
の
な
く
て
あ
り
な
む
。

春
、夏
の
草
花
に
比
し
、秋
の
そ
れ
が
多
い
の
は
、兼
好
の
好
み
と
も
云
え
そ
う
だ
が
、そ
れ
は
ま
た

「
春
秋
の
争
い
」で
最
終
的
に
秋
に
軍
配
を
挙
げ
た
額
田
王
以
来
の
、わ
た
し
た
ち
の
先
祖
た
ち
の
秋

へ
寄
せ
る
思
い
の
深
さ
を
継
ぐ
も
の
で
も
あ
っ
た
だ
ろ
う
か
。

　そ
れ
に
し
て
も
、こ
れ
ら
の
草
花
が
栽
培
さ
れ
て
い
た
と
云
う
事
実
は
、想
定
の
範
囲
と
は
云
え
、

驚
き
以
外
の
何
も
の
で
も
な
い
。も
と
よ
り
樹
木
な
ど
は
、野
に
あ
る
も
の
を
移
植
し
た
に
違
い
な
い
。

そ
れ
ら
が
成
長
し
、庭
の
景
観
と
な
る
。『
住
吉
物
語
絵
巻
』に
登
場
し
た
桜
や
楓
、松
な
ど
は
、そ
う

し
た
樹
木
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。兼
好
が「
家
に
あ
り
た
き
」と
し
て
そ
の
名
を
挙
げ
た
草
花
も
、そ
う

で
あ
っ
た
は
ず
だ
。樹
木
以
上
に
植
え
替
え
が
簡
便
と
み
ら
れ
る
草
花
で
あ
る
。野
に
生
え
た
も
の
を

採
取
し
た
可
能
性
は
、樹
木
以
上
で
あ
っ
た
。が
、さ
ら
に『
大
鏡
』太
政
大
臣
伊
尹
の一
節
は
、風
流
者

と
し
て
知
ら
れ
た
花
山
法
皇
の
御
所
の
奇
抜
な
趣
向
を
伝
え
る
中
で
、

　
　
　ま
た
撫
子
の
た
ね
を
築
地
の
う
へ
に
ま
か
せ
た
ま
へ
り
け
れ
ば
、思
ひ
が
け
ぬ
四
方
に
、い
ろ

　
　
　い
ろ
の
唐
錦
を
ひ
き
か
け
た
る
よ
う
に
咲
き
た
り
し
な
ど
見
た
ま
へ
し
は
、い
か
に
め
で
た
く

　
　
　侍
り
し
か
は

と
述
べ
て
い
る
。あ
た
か
も
唐
錦
を
か
け
た
よ
う
に
、御
所
の
あ
ち
こ
ち
に
撫
子
が
咲
き
乱
れ
た
と
い

う
。そ
の
撫
子
は
、な
ん
と
土
塀
の
上
に
播
い
た
種
が
四
方
に
散
っ
て
芽
吹
い
た
も
の
で
あ
っ
た
。さ
し

ず
め『
源
氏
物
語
』常
夏
に
言
う
、

　
　
　瞿
麥
の
色
を
と
と
の
へ
た
る
、唐
の
倭
の
籬
い
と
な
つ
か
し
く
結
ひ
な
し
て
、咲
き
乱
れ
た
る

　
　
　夕
映
い
み
じ
く
見
ゆ

瞿
麥
も
、そ
う
し
た
種
か
ら
育
て
た
も
の
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
。籬
に
人
の
手
で
結
ば
れ
て
い
る
こ
と
も
、そ

う
思
わ
せ
る
に
足
る（
図
1
）。

　加
え
て
源
経
信（
一
〇
一六
〜
九
七
）は
承
暦
四
年（
一
〇
八
〇
）四
月
九
日
こ
ん
な
風
に
記
し
て
い
る
。

　
　
　常
夏
の
花
も
遂
に
は
ち
り
け
れ
ば

　
　
　
　
　
　
　
　形
見
に
是
そ
以
っ
て
送
り
た
る

こ
の
歌
一
首
を
添
え
て
、常
夏
の
種
を
贈
る
こ
と
さ
え
し
て
い
る
の
だ（『
帥
記（
経
信
卿
記
）』同
日
の

条
）。こ
と
瞿
麥
に
限
れ
ば
、大
伴
家
持
が
坂
上
大
嬢
に
贈
っ
た
歌

　
　
　吾
が
屋
外
に
蒔
き
し
瞿
麥
い
つ
し
か
も

　
　
　
　
　
　
　
　花
に
咲
き
な
む
比
へつ
つ
見
む

に
見
る
よ
う
に
、す
で
に
万
葉
の
時
代
か
ら
実
生
に
よ
る
栽
培
が
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
は
間
違
い
な

い
。『
万
葉
集
』に
十
首
に
余
る
瞿
麥
の
歌
を
遺
し
、こ
の
花
を
愛
で
る
こ
と
一
入
で
あ
っ
た
家
持
で
あ

る
。種
か
ら
育
て
る
こ
と
は
、そ
う
し
た
彼
だ
け
の
特
殊
事
例
と
言
え
な
く
も
な
い
が
、む
し
ろ
、こ
こ

で
は
家
持
の
瞿
麥
歌
の
背
景
に
、こ
う
し
た
栽
培
体
験
で
培
わ
れ
た
眼
と
こ
こ
ろ
が
あ
っ
た
こ
と
を

知
る
べ
き
だ
ろ
う
。

　こ
ん
な
歌
も
遺
さ
れ
て
い
る
。

　
　
　梓
弓
磯
辺
の
小
松
誰
が
世
に
か

　
　
　
　
　
　
　
　萬
代
か
ね
て
種
を
ま
き
け
む

『
古
今
和
歌
集
』に
載
る
読
み
人
知
ら
ず
の一
首
で
あ
る
。先
に
そ
の
多
く
が
野
に
あ
る
も
の
を
植
え
替

え
た
の
で
は
、と
推
定
し
た
松
で
あ
る
。そ
の
松
に
し
て
種
を
蒔
き
育
て
る
。む
ろ
ん
、だ
か
ら
と
云
っ

て
、実
際
に
庭
に
植
栽
さ
れ
た
松
で
、種
か
ら
育
て
ら
れ
た
も
の
が
ど
れ
ほ
ど
で
あ
っ
た
か
疑
問
だ
ろ

う
。し
か
し
、そ
の
松
に
し
て
実
生
も
あ
り
得
た
。と
な
れ
ば
兼
好
が「
家
に
あ
り
た
き
」と
し
て
挙
げ

た
草
花
の
い
く
つ
か
は
、種
か
ら
丹
精
こ
め
て
育
て
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
疑
い
な
い
。当
然
そ

れ
ら
を
見
つ
め
る
眼
に
は
濃
や
か
さ
が
増
す
。そ
の
草
花
の
、最
も
そ
れ
ら
し
く
美
し
い
姿
が
、季
節
と

と
も
鮮
や
か
に
記
憶
さ
れ
る
。歌
に
詠
ま
れ
、絵
に
描
か
れ
る
の
も
、そ
の
か
た
ち
で
あ
っ
た
は
ず
だ
。

　つ
ま
り
こ
う
云
う
こ
と
で
あ
る
。万
葉
人
や
王
朝
人
な
ど
、わ
た
し
た
ち
の
先
祖
の
草
花
や
樹
木
を

見
つ
め
る
眼
を
涵
養
す
る
の
に
、そ
の
美
し
さ
や
情
趣
を
歌
に
詠
む
こ
と
が
深
く
係
わ
っ
て
い
る
の
は

間
違
い
な
い
も
の
の
、そ
れ
ら
を
前
栽
で
育
て
親
し
む
こ
と
自
体
も
大
き
く
与
っ
て
い
た
の
で
は
な
い

か
。そ
の
意
味
で
わ
た
し
た
ち
は
、前
栽
に
ど
ん
な
植
物
が
植
え
ら
れ
て
い
た
の
か
、植
栽
史
研
究
の

成
果
に
も
っ
と
も
っ
と
注
意
を
払
う
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う（
飛
田
範
夫
著『
日
本
庭
園
の
植
栽
史
』京

都
大
学
学
術
出
版
会

　二
〇
〇
二
年
）。夏
の
到
来
を
告
げ
る
郭
公
が
宿
る
と
云
う
、あ
の
卯
の
花
も

野
に
あ
る
そ
れ
で
は
な
く
、「
わ
が
宿
の
か
き
ね
」（
源
順
）に
咲
く
花
で
あ
っ
た
こ
と
を
、こ
の
際
思
い

出
す
べ
き
だ
。前
掲
し
た『
徒
然
草
』の「
家
に
あ
り
た
き
」の
一
段
は
、そ
う
し
た
植
栽
史
を
知
る
た
め

に
も
実
に
興
味
深
い
。

　が
、そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。こ
の一
段
に
は
、さ
ら
に
も
う一
点
見
逃
し
難
い
く
だ
り
が
あ
っ
た
。「
こ
の

外
の
世
に
ま
れ
な
る
も
の
、唐
め
き
た
る
名
の
聞
き
に
く
く
、花
も
見
な
れ
ぬ
な
ど
、い
と
な
つ
か
し
か

ら
ず
」で
あ
る
と
云
う
。珍
奇
な
も
の
、見
馴
れ
ぬ
も
の
は「
な
つ
か
し
か
ら
ず
」、そ
れ
故
に
こ
そ
好
ま

し
く
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。そ
の
最
た
る
も
の
が「
唐
め
き
た
る
名
」の
、す
な
わ
ち
舶
載
さ
れ
た
草

花
で
あ
っ
た
。別
の
段
で
、

　
　
　唐
の
物
は
、薬
の
外
は
、な
く
と
も
事
か
く
ま
じ（
一二
〇
段
）

　
　
　凡
そ
め
づ
ら
し
き
禽
、あ
や
し
き
獣
、国
に
育
は
ず（
一二一
段
）

と
喝
破
し
た
兼
好
で
あ
る
。珍
奇
で
、そ
れ
故
お
そ
ら
く
高
価
な
も
の
を
排
す
る
の
は
、兼
好
の
信
念

で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。そ
の
兼
好
が
選
ん
だ
草
花
が
山
吹
以
下
の
も
の
で
、そ
れ
ら
を「
家
に
あ
り
た

き
」と
し
た
。だ
が
そ
れ
ら
は
、単
に
ご
く
普
通
に
見
慣
れ
た
草
花
で
は
な
い
。こ
こ
が
重
要
な
の
だ

が
、そ
れ
ら
は『
古
今
和
歌
集
』以
来
、和
歌
の
世
界
の
歌
材
と
し
て
定
着
し
て
き
た
も
の
で
あ
る
、と

云
う（
稲
田
利
徳「『
徒
然
草
』の
草
木
を
め
ぐ
っ
て（
上
）」岡
山
大
学
教
育
学
部『
研
究
集
録
』4
6
号 

一
九
七
七
年
）。和
歌
と
植
栽
植
物
と
が
不
可
分
の
関
係
に
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
ろ
う
と
云
う
も
の
だ
。

　と
は
云
え
、こ
う
し
た
兼
好
の
気
持
ち
と
は
裏
腹
に
、珍
奇
な
も
の
に
惹
か
れ
る
の
も
人
情
。実
際
、

『
明
月
記
』嘉
録
二
年（
一二
二
六
）五
月
十
六
日
の
条
が
伝
え
る
よ
う
に
、

　
　
　去
今
年
宋
朝
之
鳥
獣
、充
満
于
華
洛
、唐
船
任
意
之
輩
、面
面
渡
之
歟

　豪
家
競
而
豢
養
云
々

洛
中
に
充
満
し
た
か
は
と
も
か
く
、権
門
貴
族
の
間
で
は
舶
載
の
鳥
獣
が
飼
育
さ
れ
て
い
た
と
云
う
。さ

し
ず
め
清
少
納
言
が「
こ
と
所
の
物
な
れ
ど
、鸚
鵡
い
と
あ
は
れ
な
り
」（『
枕
草
子
』鳥
は
）と
述
べ
た
鸚

鵡
こ
そ
は
、そ
の
代
表
だ
ろ
う
か
。

　む
ろ
ん
草
花・樹
木
の
舶
載
も
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。そ
う
云
え
ば
、清
少
納
言
は
、兼
好
と
は
逆
に
唐
め

き
た
る
も
の
に
強
く
惹
か
れ
た
よ
う
で
、梨
や
桐
な
ど「
も
ろ
こ
し
」に
て
謂
れ
の
あ
る
樹
木
に
こ
そ「
め
で

た
け
れ
」と
感
じ
入
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か（『
枕
草
子
』木
の
花
は
）。あ
の
な
で
し
こ
に
つ
い
て
も「
唐
の

は
さ
ら
な
り
」と
述
べ
、や
ま
と
な
で
し
こ（
カ
ワ
ラ
ナ
デ
シ
コ
）よ
り
唐
な
で
し
こ（
石
竹
）に
軍
配
を
挙
げ

る
。花
山
法
皇
の
御
所
に
咲
い
た
な
で
し
こ
も
唐
錦
に
準
え
ら
れ
て
い
る
限
り
、唐
な
で
し
こ
で
あ
っ
た
は

ず
だ
。と
な
る
と
兼
好
が「
家
に
あ
り
た
き
」と
し
た
な
で
し
こ
は
、や
ま
と
、唐
、い
ず
れ
の
な
で
し
こ
で

あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。い
や
、兼
好
の
時
代
に
は
、す
で
に
柳
や
梅
が
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
、な
で
し
こ
も
唐

め
き
た
る
存
在
か
ら
の
脱
皮
を
果
た
し
て
い
た
か
も
知
れ
な
い
。な
で
し
こ
は
な
で
し
こ
に
決
っ
て
い
る
で

は
な
い
か
、と
。

　面
白
い
の
は
、兼
好
が
そ
の「
家
に
あ
り
た
き
木
」の
段
を
草
す
る
に
当
っ
て
、『
枕
草
子
』の
問
題
の「
木

の
花
は
」「
草
の
花
は
」や「
木
は
」「
草
は
」の
諸
段
を
強
く
意
識
し
て
い
る
点
で
あ
る
。『
徒
然
草
』の
す
べ
て

の
註
釈
者
が
指
摘
す
る
。し
か
も
題
材
を
同
じ
く
す
る
だ
け
で
な
く
、文
体
ま
で
も
模
倣
し
て
い
る
と
い

う
。そ
れ
に
よ
っ
て
兼
好
は
、『
枕
草
子
』と
の
嗜
好
の
異
質
性
、同
質
性
を

際
立
た
せ
よ
う
と
し
た
の
で
は
な
い
か
、と
の
推
測
も
あ
る（
稲
田
氏
前
掲

論
文
）。唐
め
き
た
る
も
の
を
好
ま
し
く
な
い
と
す
る
自
ら
の
主
張
に
説

得
力
を
与
え
る
た
め
で
あ
る
。そ
の
工
夫
の
成
果
は
、兼
好
か『
枕
草
子
』

か
、ど
ち
ら
の
主
張
に
理
が
あ
る
か
だ
が
、そ
の
こ
と
は
実
は
さ
し
た
る
問

題
で
は
な
い
。重
要
な
こ
と
は
、こ
う
し
て
和
歌
の
歌
材
と
も
な
っ
た
草
花

や
樹
木
に
、さ
ら
に
唐
め
き
た
る
植
物
が
加
わ
り
、わ
た
し
た
ち
の
植
物

に
対
す
る
眼
と
情
報
が
豊
か
に
な
っ
た
こ
と
で
あ
る
。モ
チ
ー
フ
の
増
加
で

あ
る
。そ
の
豊
富
な
モ
チ
ー
フ
を
自
在
に
駆
使
し
て
構
成
し
た
も
の
こ
そ

「
花
鳥
図
」、な
か
ん
ず
く
近
世
初
期
、狩
野
元
信
に
よ
っ
て
定
型
を
見
た

「
四
季
花
鳥
図
屛
風
」で
は
な
か
っ
た
か
。も
と
よ
り
、そ
こ
に
至
る
ま
で
に

は
、な
お
幾
多
の
曲
折
が
予
想
さ
れ
る
だ
ろ
う
。そ
う
で
あ
っ
た
に
し
て
も

「
四
季
花
鳥
図
」に
、わ
た
し
た
ち
の
先
祖
た
ち
の
見
つ
め
た
花
と
鳥
た
ち

の
エ
ッ
セ
ン
ス
が
集
約
さ
れ
て
い
る
、と
み
る
こ
と
に
無
理
は
な
い
。そ
こ
に

ど
ん
な
草
木・花
鳥
が
取
上
げ
ら
れ
て
い
た
の
か
、興
味
は
尽
き
な
い
。

眼
の
極
楽
⑰

　江
戸
の
花
園

か
ら

い
い

図1 『源氏物語四季賀絵巻』  （MOA美術館蔵）のうち常夏　住吉具慶筆
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　唐
め
き
た
る

　実
は『
徒
然
草
』が
、「
家
に
あ
り
た
き
木
は
」と
し
て
柳
、桜
、楓
、松
を
挙
げ
た
三
九
段
、前
掲
し
た

一
節
に
加
え
、さ
ら
に
次
の「
草
は
」の
く
だ
り
が
続
く
。む
ろ
ん
、そ
れ
ら
の
草
も「
家
に
あ
り
た
き
」

す
な
わ
ち「
植
栽
し
た
き
」草
花
の
謂
で
あ
る
の
だ
ろ
う
。

　
　草
は
山
吹
、藤
、杜
若
、な
で
し
こ
。池
に
は
蓮
。秋
の
草
は
荻
、す
す
き
、桔
梗
、萩
、女
郎
花
、藤
袴
、

　
　紫
苑
、わ
れ
も
か
う
、刈
萱
、龍
膽
、菊
。黄
菊
も
。蔦
、葛
、朝
顔
、い
づ
れ
も
、い
と
高
か
ら
ず
、

　
　さ
さ
や
か
な
る
垣
に
、し
げ
か
ら
ぬ
よ
し
。こ
の
外
の
世
に
ま
れ
な
る
も
の
、唐
め
き
た
る
名
の

　
　聞
き
に
く
く
、花
も
見
な
れ
ぬ
な
ど
、い
と
な
つ
か
し
か
ら
ず
。お
ほ
か
た
、何
も
珍
し
く
あ
り
が

　
　た
き
も
の
は
、よ
か
ら
ぬ
人
の
も
て
興
ず
る
も
の
な
り
。さ
や
う
の
も
の
な
く
て
あ
り
な
む
。

春
、夏
の
草
花
に
比
し
、秋
の
そ
れ
が
多
い
の
は
、兼
好
の
好
み
と
も
云
え
そ
う
だ
が
、そ
れ
は
ま
た

「
春
秋
の
争
い
」で
最
終
的
に
秋
に
軍
配
を
挙
げ
た
額
田
王
以
来
の
、わ
た
し
た
ち
の
先
祖
た
ち
の
秋

へ
寄
せ
る
思
い
の
深
さ
を
継
ぐ
も
の
で
も
あ
っ
た
だ
ろ
う
か
。

　そ
れ
に
し
て
も
、こ
れ
ら
の
草
花
が
栽
培
さ
れ
て
い
た
と
云
う
事
実
は
、想
定
の
範
囲
と
は
云
え
、

驚
き
以
外
の
何
も
の
で
も
な
い
。も
と
よ
り
樹
木
な
ど
は
、野
に
あ
る
も
の
を
移
植
し
た
に
違
い
な
い
。

そ
れ
ら
が
成
長
し
、庭
の
景
観
と
な
る
。『
住
吉
物
語
絵
巻
』に
登
場
し
た
桜
や
楓
、松
な
ど
は
、そ
う

し
た
樹
木
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。兼
好
が「
家
に
あ
り
た
き
」と
し
て
そ
の
名
を
挙
げ
た
草
花
も
、そ
う

で
あ
っ
た
は
ず
だ
。樹
木
以
上
に
植
え
替
え
が
簡
便
と
み
ら
れ
る
草
花
で
あ
る
。野
に
生
え
た
も
の
を

採
取
し
た
可
能
性
は
、樹
木
以
上
で
あ
っ
た
。が
、さ
ら
に『
大
鏡
』太
政
大
臣
伊
尹
の一
節
は
、風
流
者

と
し
て
知
ら
れ
た
花
山
法
皇
の
御
所
の
奇
抜
な
趣
向
を
伝
え
る
中
で
、

　
　
　ま
た
撫
子
の
た
ね
を
築
地
の
う
へ
に
ま
か
せ
た
ま
へ
り
け
れ
ば
、思
ひ
が
け
ぬ
四
方
に
、い
ろ

　
　
　い
ろ
の
唐
錦
を
ひ
き
か
け
た
る
よ
う
に
咲
き
た
り
し
な
ど
見
た
ま
へ
し
は
、い
か
に
め
で
た
く

　
　
　侍
り
し
か
は

と
述
べ
て
い
る
。あ
た
か
も
唐
錦
を
か
け
た
よ
う
に
、御
所
の
あ
ち
こ
ち
に
撫
子
が
咲
き
乱
れ
た
と
い

う
。そ
の
撫
子
は
、な
ん
と
土
塀
の
上
に
播
い
た
種
が
四
方
に
散
っ
て
芽
吹
い
た
も
の
で
あ
っ
た
。さ
し

ず
め『
源
氏
物
語
』常
夏
に
言
う
、

　
　
　瞿
麥
の
色
を
と
と
の
へ
た
る
、唐
の
倭
の
籬
い
と
な
つ
か
し
く
結
ひ
な
し
て
、咲
き
乱
れ
た
る

　
　
　夕
映
い
み
じ
く
見
ゆ

瞿
麥
も
、そ
う
し
た
種
か
ら
育
て
た
も
の
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
。籬
に
人
の
手
で
結
ば
れ
て
い
る
こ
と
も
、そ

う
思
わ
せ
る
に
足
る（
図
1
）。

　加
え
て
源
経
信（
一
〇
一六
〜
九
七
）は
承
暦
四
年（
一
〇
八
〇
）四
月
九
日
こ
ん
な
風
に
記
し
て
い
る
。

　
　
　常
夏
の
花
も
遂
に
は
ち
り
け
れ
ば

　
　
　
　
　
　
　
　形
見
に
是
そ
以
っ
て
送
り
た
る

こ
の
歌
一
首
を
添
え
て
、常
夏
の
種
を
贈
る
こ
と
さ
え
し
て
い
る
の
だ（『
帥
記（
経
信
卿
記
）』同
日
の

条
）。こ
と
瞿
麥
に
限
れ
ば
、大
伴
家
持
が
坂
上
大
嬢
に
贈
っ
た
歌

　
　
　吾
が
屋
外
に
蒔
き
し
瞿
麥
い
つ
し
か
も

　
　
　
　
　
　
　
　花
に
咲
き
な
む
比
へつ
つ
見
む

に
見
る
よ
う
に
、す
で
に
万
葉
の
時
代
か
ら
実
生
に
よ
る
栽
培
が
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
は
間
違
い
な

い
。『
万
葉
集
』に
十
首
に
余
る
瞿
麥
の
歌
を
遺
し
、こ
の
花
を
愛
で
る
こ
と
一
入
で
あ
っ
た
家
持
で
あ

る
。種
か
ら
育
て
る
こ
と
は
、そ
う
し
た
彼
だ
け
の
特
殊
事
例
と
言
え
な
く
も
な
い
が
、む
し
ろ
、こ
こ

で
は
家
持
の
瞿
麥
歌
の
背
景
に
、こ
う
し
た
栽
培
体
験
で
培
わ
れ
た
眼
と
こ
こ
ろ
が
あ
っ
た
こ
と
を

知
る
べ
き
だ
ろ
う
。

　こ
ん
な
歌
も
遺
さ
れ
て
い
る
。

　
　
　梓
弓
磯
辺
の
小
松
誰
が
世
に
か

　
　
　
　
　
　
　
　萬
代
か
ね
て
種
を
ま
き
け
む

『
古
今
和
歌
集
』に
載
る
読
み
人
知
ら
ず
の一
首
で
あ
る
。先
に
そ
の
多
く
が
野
に
あ
る
も
の
を
植
え
替

え
た
の
で
は
、と
推
定
し
た
松
で
あ
る
。そ
の
松
に
し
て
種
を
蒔
き
育
て
る
。む
ろ
ん
、だ
か
ら
と
云
っ

て
、実
際
に
庭
に
植
栽
さ
れ
た
松
で
、種
か
ら
育
て
ら
れ
た
も
の
が
ど
れ
ほ
ど
で
あ
っ
た
か
疑
問
だ
ろ

う
。し
か
し
、そ
の
松
に
し
て
実
生
も
あ
り
得
た
。と
な
れ
ば
兼
好
が「
家
に
あ
り
た
き
」と
し
て
挙
げ

た
草
花
の
い
く
つ
か
は
、種
か
ら
丹
精
こ
め
て
育
て
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
疑
い
な
い
。当
然
そ

れ
ら
を
見
つ
め
る
眼
に
は
濃
や
か
さ
が
増
す
。そ
の
草
花
の
、最
も
そ
れ
ら
し
く
美
し
い
姿
が
、季
節
と

と
も
鮮
や
か
に
記
憶
さ
れ
る
。歌
に
詠
ま
れ
、絵
に
描
か
れ
る
の
も
、そ
の
か
た
ち
で
あ
っ
た
は
ず
だ
。

　つ
ま
り
こ
う
云
う
こ
と
で
あ
る
。万
葉
人
や
王
朝
人
な
ど
、わ
た
し
た
ち
の
先
祖
の
草
花
や
樹
木
を

見
つ
め
る
眼
を
涵
養
す
る
の
に
、そ
の
美
し
さ
や
情
趣
を
歌
に
詠
む
こ
と
が
深
く
係
わ
っ
て
い
る
の
は

間
違
い
な
い
も
の
の
、そ
れ
ら
を
前
栽
で
育
て
親
し
む
こ
と
自
体
も
大
き
く
与
っ
て
い
た
の
で
は
な
い

か
。そ
の
意
味
で
わ
た
し
た
ち
は
、前
栽
に
ど
ん
な
植
物
が
植
え
ら
れ
て
い
た
の
か
、植
栽
史
研
究
の

成
果
に
も
っ
と
も
っ
と
注
意
を
払
う
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う（
飛
田
範
夫
著『
日
本
庭
園
の
植
栽
史
』京

都
大
学
学
術
出
版
会

　二
〇
〇
二
年
）。夏
の
到
来
を
告
げ
る
郭
公
が
宿
る
と
云
う
、あ
の
卯
の
花
も

野
に
あ
る
そ
れ
で
は
な
く
、「
わ
が
宿
の
か
き
ね
」（
源
順
）に
咲
く
花
で
あ
っ
た
こ
と
を
、こ
の
際
思
い

出
す
べ
き
だ
。前
掲
し
た『
徒
然
草
』の「
家
に
あ
り
た
き
」の
一
段
は
、そ
う
し
た
植
栽
史
を
知
る
た
め

に
も
実
に
興
味
深
い
。

　が
、そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。こ
の一
段
に
は
、さ
ら
に
も
う一
点
見
逃
し
難
い
く
だ
り
が
あ
っ
た
。「
こ
の

外
の
世
に
ま
れ
な
る
も
の
、唐
め
き
た
る
名
の
聞
き
に
く
く
、花
も
見
な
れ
ぬ
な
ど
、い
と
な
つ
か
し
か

ら
ず
」で
あ
る
と
云
う
。珍
奇
な
も
の
、見
馴
れ
ぬ
も
の
は「
な
つ
か
し
か
ら
ず
」、そ
れ
故
に
こ
そ
好
ま

し
く
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。そ
の
最
た
る
も
の
が「
唐
め
き
た
る
名
」の
、す
な
わ
ち
舶
載
さ
れ
た
草

花
で
あ
っ
た
。別
の
段
で
、

　
　
　唐
の
物
は
、薬
の
外
は
、な
く
と
も
事
か
く
ま
じ（
一二
〇
段
）

　
　
　凡
そ
め
づ
ら
し
き
禽
、あ
や
し
き
獣
、国
に
育
は
ず（
一二一
段
）

と
喝
破
し
た
兼
好
で
あ
る
。珍
奇
で
、そ
れ
故
お
そ
ら
く
高
価
な
も
の
を
排
す
る
の
は
、兼
好
の
信
念

で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。そ
の
兼
好
が
選
ん
だ
草
花
が
山
吹
以
下
の
も
の
で
、そ
れ
ら
を「
家
に
あ
り
た

き
」と
し
た
。だ
が
そ
れ
ら
は
、単
に
ご
く
普
通
に
見
慣
れ
た
草
花
で
は
な
い
。こ
こ
が
重
要
な
の
だ

が
、そ
れ
ら
は『
古
今
和
歌
集
』以
来
、和
歌
の
世
界
の
歌
材
と
し
て
定
着
し
て
き
た
も
の
で
あ
る
、と

云
う（
稲
田
利
徳「『
徒
然
草
』の
草
木
を
め
ぐ
っ
て（
上
）」岡
山
大
学
教
育
学
部『
研
究
集
録
』4
6
号 

一
九
七
七
年
）。和
歌
と
植
栽
植
物
と
が
不
可
分
の
関
係
に
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
ろ
う
と
云
う
も
の
だ
。

　と
は
云
え
、こ
う
し
た
兼
好
の
気
持
ち
と
は
裏
腹
に
、珍
奇
な
も
の
に
惹
か
れ
る
の
も
人
情
。実
際
、

『
明
月
記
』嘉
録
二
年（
一二
二
六
）五
月
十
六
日
の
条
が
伝
え
る
よ
う
に
、

　
　
　去
今
年
宋
朝
之
鳥
獣
、充
満
于
華
洛
、唐
船
任
意
之
輩
、面
面
渡
之
歟

　豪
家
競
而
豢
養
云
々

洛
中
に
充
満
し
た
か
は
と
も
か
く
、権
門
貴
族
の
間
で
は
舶
載
の
鳥
獣
が
飼
育
さ
れ
て
い
た
と
云
う
。さ

し
ず
め
清
少
納
言
が「
こ
と
所
の
物
な
れ
ど
、鸚
鵡
い
と
あ
は
れ
な
り
」（『
枕
草
子
』鳥
は
）と
述
べ
た
鸚

鵡
こ
そ
は
、そ
の
代
表
だ
ろ
う
か
。

　む
ろ
ん
草
花・樹
木
の
舶
載
も
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。そ
う
云
え
ば
、清
少
納
言
は
、兼
好
と
は
逆
に
唐
め

き
た
る
も
の
に
強
く
惹
か
れ
た
よ
う
で
、梨
や
桐
な
ど「
も
ろ
こ
し
」に
て
謂
れ
の
あ
る
樹
木
に
こ
そ「
め
で

た
け
れ
」と
感
じ
入
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か（『
枕
草
子
』木
の
花
は
）。あ
の
な
で
し
こ
に
つ
い
て
も「
唐
の

は
さ
ら
な
り
」と
述
べ
、や
ま
と
な
で
し
こ（
カ
ワ
ラ
ナ
デ
シ
コ
）よ
り
唐
な
で
し
こ（
石
竹
）に
軍
配
を
挙
げ

る
。花
山
法
皇
の
御
所
に
咲
い
た
な
で
し
こ
も
唐
錦
に
準
え
ら
れ
て
い
る
限
り
、唐
な
で
し
こ
で
あ
っ
た
は

ず
だ
。と
な
る
と
兼
好
が「
家
に
あ
り
た
き
」と
し
た
な
で
し
こ
は
、や
ま
と
、唐
、い
ず
れ
の
な
で
し
こ
で

あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。い
や
、兼
好
の
時
代
に
は
、す
で
に
柳
や
梅
が
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
、な
で
し
こ
も
唐

め
き
た
る
存
在
か
ら
の
脱
皮
を
果
た
し
て
い
た
か
も
知
れ
な
い
。な
で
し
こ
は
な
で
し
こ
に
決
っ
て
い
る
で

は
な
い
か
、と
。

　面
白
い
の
は
、兼
好
が
そ
の「
家
に
あ
り
た
き
木
」の
段
を
草
す
る
に
当
っ
て
、『
枕
草
子
』の
問
題
の「
木

の
花
は
」「
草
の
花
は
」や「
木
は
」「
草
は
」の
諸
段
を
強
く
意
識
し
て
い
る
点
で
あ
る
。『
徒
然
草
』の
す
べ
て

の
註
釈
者
が
指
摘
す
る
。し
か
も
題
材
を
同
じ
く
す
る
だ
け
で
な
く
、文
体
ま
で
も
模
倣
し
て
い
る
と
い

う
。そ
れ
に
よ
っ
て
兼
好
は
、『
枕
草
子
』と
の
嗜
好
の
異
質
性
、同
質
性
を

際
立
た
せ
よ
う
と
し
た
の
で
は
な
い
か
、と
の
推
測
も
あ
る（
稲
田
氏
前
掲

論
文
）。唐
め
き
た
る
も
の
を
好
ま
し
く
な
い
と
す
る
自
ら
の
主
張
に
説

得
力
を
与
え
る
た
め
で
あ
る
。そ
の
工
夫
の
成
果
は
、兼
好
か『
枕
草
子
』

か
、ど
ち
ら
の
主
張
に
理
が
あ
る
か
だ
が
、そ
の
こ
と
は
実
は
さ
し
た
る
問

題
で
は
な
い
。重
要
な
こ
と
は
、こ
う
し
て
和
歌
の
歌
材
と
も
な
っ
た
草
花

や
樹
木
に
、さ
ら
に
唐
め
き
た
る
植
物
が
加
わ
り
、わ
た
し
た
ち
の
植
物

に
対
す
る
眼
と
情
報
が
豊
か
に
な
っ
た
こ
と
で
あ
る
。モ
チ
ー
フ
の
増
加
で

あ
る
。そ
の
豊
富
な
モ
チ
ー
フ
を
自
在
に
駆
使
し
て
構
成
し
た
も
の
こ
そ

「
花
鳥
図
」、な
か
ん
ず
く
近
世
初
期
、狩
野
元
信
に
よ
っ
て
定
型
を
見
た

「
四
季
花
鳥
図
屛
風
」で
は
な
か
っ
た
か
。も
と
よ
り
、そ
こ
に
至
る
ま
で
に

は
、な
お
幾
多
の
曲
折
が
予
想
さ
れ
る
だ
ろ
う
。そ
う
で
あ
っ
た
に
し
て
も

「
四
季
花
鳥
図
」に
、わ
た
し
た
ち
の
先
祖
た
ち
の
見
つ
め
た
花
と
鳥
た
ち

の
エ
ッ
セ
ン
ス
が
集
約
さ
れ
て
い
る
、と
み
る
こ
と
に
無
理
は
な
い
。そ
こ
に

ど
ん
な
草
木・花
鳥
が
取
上
げ
ら
れ
て
い
た
の
か
、興
味
は
尽
き
な
い
。

眼
の
極
楽
⑰

　江
戸
の
花
園

か
ら

い
い

図1 『源氏物語四季賀絵巻』  （MOA美術館蔵）のうち常夏　住吉具慶筆
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　展
覧
会「
暮
ら
し
の
う
つ
り
か
わ
り
」も

四
回
目
と
な
り
ま
し
た
。例
年
は
岡
崎
市

美
術
博
物
館
で
開
催
し
て
い
る
展
覧
会
で

す
が
、施
設
改
修
工
事
の
た
め
三
月
末
ま

で
休
館
し
て
い
ま
す
の
で
、今
年
は
会
場
を

お
か
ざ
き
世
界
子
ど
も
美
術
博
物
館
に
移

し
て
、二
館
共
催
で
開
催
い
た
し
ま
す
。

　暮
ら
し
の
変
遷
を
テ
ー
マ
に
、岡
崎
市
美

術
博
物
館
と
お
か
ざ
き
世
界
子
ど
も
美
術

博
物
館
が
所
蔵
す
る
古
い
生
活
道
具
や
、

小
学
校
の
教
科
書
、玩
具
な
ど
を
中
心
に

紹
介
し
て
い
き
ま
す
。い
ろ
い
ろ
な
生
活
道

具
は
多
く
の
方
々
か
ら
の
寄
贈
品
で
も
あ

り
、身
近
な
郷
土
の
暮
ら
し
を
伝
え
る
資

料
と
し
て
公
開
し
、後
世
へ
伝
え
る
こ
と
を

兼
ね
た
展
覧
会
で
も
あ
り
ま
す
。

　そ
し
て
、公
立
小
学
校
三
年
生
の
社
会

科「
く
ら
し
の
う
つ
り
か
わ
り
」へ
の
学
習

支
援
も
兼
ね
て
、子
ど
も
た
ち
に
昔
の
道

具
の
実
物
を
間
近
に
見
て
も
ら
い
、観
察

し
て
も
ら
う
機
会
を
提
供
す
る
も
の
で
す
。

子
ど
も
た
ち
に
、昔
の
人
た
ち
が
道
具
を

大
切
に
使
っ
て
き
た
と
い
う
こ
と
を
感
じ

て
も
ら
う
、身
の
回
り
の
古
い
道
具
を
探

す
、昔
の
暮
ら
し
の
様
子
を
さ
ぐ
る
手
助

け
と
な
れ
ば
と
考
え
ま
す
。平
日
に
は
小

学
校
の
団
体
見
学
が
予
定
さ
れ
て
い
ま

す
。会
場
で
小
学
生
の
見
学
に
居
合
わ
せ

た
ら
、道
具
を
使
っ
た
お
話
を
し
て
あ
げ
て

下
さ
い
。そ
れ
が
何
よ
り
の
解
説
に
な
る
は

ず
で
す
。

　ま
た
、大
人
の
方
に
は
暮
ら
し
の
う
つ
り

か
わ
り
を
振
り
返
る
こ
と
で
単
に
懐
か
し

さ
だ
け
で
な
く
、昔
の
人
の
道
具
へ
の
工
夫

や
知
恵
を
見
直
す
機
会
に
し
て
下
さ
い
。

今
の
私
た
ち
の
生
活
を
再
認
識
し
、生
活

の
な
か
に
受
け
継
が
れ
て
い
る
知
恵
と
工

夫
を
見
つ
け
て
い
た
だ
く
場
に
で
き
れ
ば

と
考
え
ま
す
。

展
示
構
成

□
暮
ら
し
の
道
具

　生
活
ス
タ
イ
ル
の
変
化
や
技
術
の
進
歩

に
伴
っ
て
、伝
統
的
な
生
活
道
具
は
姿
を

消
し
て
い
き
ま
し
た
。今
を
生
き
る
私
た
ち

は
快
適
で
、便
利
な
生
活
を
享
受
し
て
い

ま
す
。こ
こ
こ
で
は
衣
食
住
な
ど
の
生
活

道
具
を
、明
治
か
ら
平
成
の
初
め
に
か
け
て

岡
崎
市
内
で
実
際
に
使
わ
れ
た
も
の
を
中

心
に
紹
介
し
て
い
き
ま
す
。生
活
道
具
が
い

か
に
姿
を
変
え
、私
た
ち
の
暮
ら
し
が
ど

れ
ほ
ど
便
利
に
な
っ
た
の
か
を
振
り
返
っ

て
み
て
下
さ
い
。

﹇
内
容
﹈

茶
の
間
、台
所
の
道
具
、食
卓
の
道
具
、水
ま

わ
り
の
道
具
、裁
縫
の
道
具
、明
か
り
の
道

具
、暖
房
の
道
具
、住
ま
い
の
道
具
な
ど

□
小
学
校
と
遊
び

　大
正
か
ら
昭
和
戦
前
に
か
け
て
小
学
校

で
使
わ
れ
た
教
科
書
や
道
具
類
を
中
心
に

し
て
、子
ど
も
た
ち
が
遊
ん
だ
玩
具
な
ど

を
展
示
し
、学
び
と
遊
び
の
道
具
の
う
つ
り

か
わ
り
を
さ
ぐ
り
ま
す
。実
際
に
教
科
書

を
手
に
取
っ
て
見
て
み
る
、玩
具
で
遊
ん
で

み
る
な
ど
の
体
験
ス
ペ
ー
ス
も
あ
り
ま
す
。

﹇
内
容
﹈

教
科
書
、掛
図
、筆
箱
、算
盤
、オ
ル
ガ
ン
、

運
動
足
袋
、凧
、コ
マ
、か
る
た
、双
六
、ブ
リ

キ
の
お
も
ち
ゃ
な
ど

　会
場
で
は
親
子
や
家
族
で
、友
人
や
知

人
ら
で
楽
し
く
語
ら
い
な
が
ら
見
て
回
っ
て

下
さ
い
。自
身
が
当
り
前
と
思
い
続
け
て
い

た
記
憶
が
実
は
そ
う
で
は
な
か
っ
た
！
驚

き
の
発
見
が
き
っ
と
あ
る
こ
と
で
し
ょ
う
。

あ
り
ふ
れ
た
日
々
の
暮
ら
し
を
支
え
、学

校
生
活
を
支
え
て
き
た
働
き
モ
ノ
の
道
具

た
ち
。そ
の
時
あ
の
時
の
記
憶
、そ
し
て
、

あ
な
た
自
身
や
家
族
の
懐
か
し
い
姿
が
浮

か
び
あ
が
っ
て
く
る
こ
と
と
思
い
ま
す
。

会期：平成28年1月16日(土)～3月6日(日)

　こ
ん
な
に
紹
介
が
簡
単
で
困
難
な
展
覧

会
も
そ
う
は
あ
り
ま
せ
ん
。

良
い
も
の
揃
い
ま
し
た
。ぜ
ひ
お
越
し
く
だ

さ
い
！

　そ
う
、た
っ
た
こ
れ
だ
け
。け
ど
一
方
で
、紹

介
し
た
い
資
料
を
挙
げ
だ
し
た
ら
キ
リ
が
な

く
、こ
の
紙
面
で
は
到
底
足
り
な
く
な
っ
て

し
ま
う
。悩
ま
し
い
限
り
で
す
。そ
こ
で
今
回

は
、展
覧
会
の
き
っ
か
け
、こ
の
展
覧
会
で
届

け
た
い
こ
と
、歴
史
だ
け
じ
ゃ
な
い
、こ
の
展

覧
会
の
見
所
を
お
話
し
て
い
く
こ
と
に
し
ま

す
。資
料
の
紹
介
は
ま
た
チ
ラ
シ
や
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
等
で
…

◆
家
康
後
の
日
本
と
は

　本
年
度
は
家
康
公
四
百
年
祭
と
し
て
、岡

崎
・
浜
松
・
静
岡
の
三
市
を
中
心
に
、家
康
顕

彰
の
イ
ベン
ト
が
数
多
く
行
わ
れ
ま
し
た
。し

か
し
家
康
の
一
番
の
事
績
は
二
六
〇
年
に
も

渡
る
泰
平
の
礎
を
築
い
た
こ
と
で
す
。「
没
後

四
百
一
年
」（
家
康
は
一
六
一
六
年
に
薨
去
し
た

の
で
、二
〇
一
六
年
が
四
百
周
年
と
も
言
え
ま

す
が
）に
当
た
る
来
年
度
は
、家
康
個
人
の

足
跡
を
辿
る
の
で
は
な
く
、家
康
没
後
の
日

本
に
ス
ポ
ッ
ト
を
当
て
て
い
く
こ
と
が
必
要

な
の
で
は
。「
祭
」を
一
過
性
の
も
の
に
終
わ
ら

せ
る
こ
と
な
く
次
の
時
代
に
繋
ぐ
た
め
に

も
、江
戸
時
代
と
正
面
か
ら
向
き
合
っ
た
展

示
が
必
要
な
の
で
は
な
い
か
。そ
こ
で
取
り

上
げ
た
テ
ー
マ
が「
鎖
国
」だ
っ
た
の
で
す
。

◆「
鎖
国
」に
縛
ら
れ
て
い
る
の
は
江
戸
時
代

か
現
代
か
？

　「鎖
国
」と
い
う
非
常
に
大
き
な
テ
ー
マ
ゆ

え
、軸
を
ど
こ
に
置
く
か
悩
み
ま
し
た
。研
究

が
進
展
し
、一
般
書
で
も「
鎖
国
じ
ゃ
な
か
っ

た
！
」と
喧
伝
し
て
い
ま
す
。し
か
し
一
方
で

海
外
と
の
交
流
が
制
限
さ
れ
て
い
た
の
も
ま

た
事
実
。そ
こ
で
本
展
は
、皆
さ
ま
に
江
戸

時
代
の
優
品
と
向
き
合
っ
て
、思
い
を
巡
ら

せ
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
準
備
し
て
い
ま

す
。「
意
外
と
江
戸
時
代
に
も
海
外
の
モ
ノ

入
っ
て
来
て
る
じ
ゃ
ん
」と
思
う
の
も
、「
や
っ

ぱ
江
戸
時
代
の
日
本
っ
て
、海
外
と
の
繋
が

り
が
希
薄
だ
よ
な
ぁ
」と
感
じ
る
の
も
良
し

で
す
。だ
け
ど
、貴
方
が
抱
い
て
い
た「
江
戸

時
代
の
日
本
と
世
界
」と
は
違
う
、新
た
な

イ
メ
ー
ジ
を
描
き
出
し
て
い
た
だ
け
る
こ
と

と
思
い
ま
す
。

◆
美
術
好
き
の
ア
ナ
タ
に
こ
そ
！

　こ
の
展
覧
会
は
、展
覧
会
名
を
見
て「
あ

ら
ぁ
、歴
史
の
展
示
な
の
ネ
。私
美
術
が
好

き
な
の
ョ
、残
念
」と
思
っ
た
方
に
こ
そ
お
越

し
い
た
だ
き
た
い
内
容
と
な
っ
て
い
ま
す
。小

田
野
直
武「
鷺
図
」（
歸
空
庵
）、司
馬
江
漢

「
相
州
鎌
倉
七
里
浜
図
屏
風
」（
神
戸
市
立

博
物
館
、重
文
）、若
杉
五
十
八「
西
洋
人
物

図
」（
住
友
史
料
館
）な
ど
、海
外
と
の
交
流

が
な
け
れ
ば
生
ま
れ
得
な
か
っ
た
秋
田
蘭

画
・
南
蘋
風
・
洋
風
画
な
ど
の
作
品
も
数
多

く
出
品
し
て
い
る
か
ら
で
す
。他
に
も
地
球

儀
・
天
球
儀
や
琉
球
漆
器
、踏
絵
や
ラ
ク
ダ
、

エ
レ
キ
テ
ル
や
ア
イ
ヌ
の
装
飾
品
ま
で
…
。

美
術
博
物
館
な
ら
で
は
の
、歴
史
や
美
術
の

枠
に
捉
わ
れ
な
い
幅
広
い
資
料
が
並
ぶ
の

で
、き
っ
と「
来
て
よ
か
っ
た
！
」と
思
っ
て

い
た
だ
け
る
逸
品
に
巡
り
合
え
る
と
思
い

ま
す
。

　岡
崎
市
市
制
施
行
一
〇
〇
周
年
・
当
館
開

館
二
〇
周
年
と
い
う
二
重
の
節
目
の
年
と
な

る
二
〇
一
六
年
。こ
の
記
念
す
べ
き
年
だ
か
ら

一
堂
に
会
す
こ
と
が
で
き
た
、国
宝
重
文
二
〇

点
余
り
を
含
む
約
一
六
〇
点
の
資
料
で
、江

戸
の
中
の
世
界
を
紐
解
い
て
い
き
ま
す
。

　見
所
は
、そ
の
す
べ
て
、で
す
。

会期：平成28年4月9日（土）～平成28年5月22日（日）

市制100周年・岡崎市美術博物館 開館20周年記念

大鎖国展
―江戸に咲いた異国の花―

湯 谷 翔 悟

収蔵品展

暮らしの
うつりかわり

伊 藤 久 美 子

小便器

む

か

し

い

ま
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　展
覧
会「
暮
ら
し
の
う
つ
り
か
わ
り
」も

四
回
目
と
な
り
ま
し
た
。例
年
は
岡
崎
市

美
術
博
物
館
で
開
催
し
て
い
る
展
覧
会
で

す
が
、施
設
改
修
工
事
の
た
め
三
月
末
ま

で
休
館
し
て
い
ま
す
の
で
、今
年
は
会
場
を

お
か
ざ
き
世
界
子
ど
も
美
術
博
物
館
に
移

し
て
、二
館
共
催
で
開
催
い
た
し
ま
す
。

　暮
ら
し
の
変
遷
を
テ
ー
マ
に
、岡
崎
市
美

術
博
物
館
と
お
か
ざ
き
世
界
子
ど
も
美
術

博
物
館
が
所
蔵
す
る
古
い
生
活
道
具
や
、

小
学
校
の
教
科
書
、玩
具
な
ど
を
中
心
に

紹
介
し
て
い
き
ま
す
。い
ろ
い
ろ
な
生
活
道

具
は
多
く
の
方
々
か
ら
の
寄
贈
品
で
も
あ

り
、身
近
な
郷
土
の
暮
ら
し
を
伝
え
る
資

料
と
し
て
公
開
し
、後
世
へ
伝
え
る
こ
と
を

兼
ね
た
展
覧
会
で
も
あ
り
ま
す
。

　そ
し
て
、公
立
小
学
校
三
年
生
の
社
会

科「
く
ら
し
の
う
つ
り
か
わ
り
」へ
の
学
習

支
援
も
兼
ね
て
、子
ど
も
た
ち
に
昔
の
道

具
の
実
物
を
間
近
に
見
て
も
ら
い
、観
察

し
て
も
ら
う
機
会
を
提
供
す
る
も
の
で
す
。

子
ど
も
た
ち
に
、昔
の
人
た
ち
が
道
具
を

大
切
に
使
っ
て
き
た
と
い
う
こ
と
を
感
じ

て
も
ら
う
、身
の
回
り
の
古
い
道
具
を
探

す
、昔
の
暮
ら
し
の
様
子
を
さ
ぐ
る
手
助

け
と
な
れ
ば
と
考
え
ま
す
。平
日
に
は
小

学
校
の
団
体
見
学
が
予
定
さ
れ
て
い
ま

す
。会
場
で
小
学
生
の
見
学
に
居
合
わ
せ

た
ら
、道
具
を
使
っ
た
お
話
を
し
て
あ
げ
て

下
さ
い
。そ
れ
が
何
よ
り
の
解
説
に
な
る
は

ず
で
す
。

　ま
た
、大
人
の
方
に
は
暮
ら
し
の
う
つ
り

か
わ
り
を
振
り
返
る
こ
と
で
単
に
懐
か
し

さ
だ
け
で
な
く
、昔
の
人
の
道
具
へ
の
工
夫

や
知
恵
を
見
直
す
機
会
に
し
て
下
さ
い
。

今
の
私
た
ち
の
生
活
を
再
認
識
し
、生
活

の
な
か
に
受
け
継
が
れ
て
い
る
知
恵
と
工

夫
を
見
つ
け
て
い
た
だ
く
場
に
で
き
れ
ば

と
考
え
ま
す
。

展
示
構
成

□
暮
ら
し
の
道
具

　生
活
ス
タ
イ
ル
の
変
化
や
技
術
の
進
歩

に
伴
っ
て
、伝
統
的
な
生
活
道
具
は
姿
を

消
し
て
い
き
ま
し
た
。今
を
生
き
る
私
た
ち

は
快
適
で
、便
利
な
生
活
を
享
受
し
て
い

ま
す
。こ
こ
こ
で
は
衣
食
住
な
ど
の
生
活

道
具
を
、明
治
か
ら
平
成
の
初
め
に
か
け
て

岡
崎
市
内
で
実
際
に
使
わ
れ
た
も
の
を
中

心
に
紹
介
し
て
い
き
ま
す
。生
活
道
具
が
い

か
に
姿
を
変
え
、私
た
ち
の
暮
ら
し
が
ど

れ
ほ
ど
便
利
に
な
っ
た
の
か
を
振
り
返
っ

て
み
て
下
さ
い
。

﹇
内
容
﹈

茶
の
間
、台
所
の
道
具
、食
卓
の
道
具
、水
ま

わ
り
の
道
具
、裁
縫
の
道
具
、明
か
り
の
道

具
、暖
房
の
道
具
、住
ま
い
の
道
具
な
ど

□
小
学
校
と
遊
び

　大
正
か
ら
昭
和
戦
前
に
か
け
て
小
学
校

で
使
わ
れ
た
教
科
書
や
道
具
類
を
中
心
に

し
て
、子
ど
も
た
ち
が
遊
ん
だ
玩
具
な
ど

を
展
示
し
、学
び
と
遊
び
の
道
具
の
う
つ
り

か
わ
り
を
さ
ぐ
り
ま
す
。実
際
に
教
科
書

を
手
に
取
っ
て
見
て
み
る
、玩
具
で
遊
ん
で

み
る
な
ど
の
体
験
ス
ペ
ー
ス
も
あ
り
ま
す
。

﹇
内
容
﹈

教
科
書
、掛
図
、筆
箱
、算
盤
、オ
ル
ガ
ン
、

運
動
足
袋
、凧
、コ
マ
、か
る
た
、双
六
、ブ
リ

キ
の
お
も
ち
ゃ
な
ど

　会
場
で
は
親
子
や
家
族
で
、友
人
や
知

人
ら
で
楽
し
く
語
ら
い
な
が
ら
見
て
回
っ
て

下
さ
い
。自
身
が
当
り
前
と
思
い
続
け
て
い

た
記
憶
が
実
は
そ
う
で
は
な
か
っ
た
！
驚

き
の
発
見
が
き
っ
と
あ
る
こ
と
で
し
ょ
う
。

あ
り
ふ
れ
た
日
々
の
暮
ら
し
を
支
え
、学

校
生
活
を
支
え
て
き
た
働
き
モ
ノ
の
道
具

た
ち
。そ
の
時
あ
の
時
の
記
憶
、そ
し
て
、

あ
な
た
自
身
や
家
族
の
懐
か
し
い
姿
が
浮

か
び
あ
が
っ
て
く
る
こ
と
と
思
い
ま
す
。

会期：平成28年1月16日(土)～3月6日(日)

　こ
ん
な
に
紹
介
が
簡
単
で
困
難
な
展
覧

会
も
そ
う
は
あ
り
ま
せ
ん
。

良
い
も
の
揃
い
ま
し
た
。ぜ
ひ
お
越
し
く
だ

さ
い
！

　そ
う
、た
っ
た
こ
れ
だ
け
。け
ど
一
方
で
、紹

介
し
た
い
資
料
を
挙
げ
だ
し
た
ら
キ
リ
が
な

く
、こ
の
紙
面
で
は
到
底
足
り
な
く
な
っ
て

し
ま
う
。悩
ま
し
い
限
り
で
す
。そ
こ
で
今
回

は
、展
覧
会
の
き
っ
か
け
、こ
の
展
覧
会
で
届

け
た
い
こ
と
、歴
史
だ
け
じ
ゃ
な
い
、こ
の
展

覧
会
の
見
所
を
お
話
し
て
い
く
こ
と
に
し
ま

す
。資
料
の
紹
介
は
ま
た
チ
ラ
シ
や
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
等
で
…

◆
家
康
後
の
日
本
と
は

　本
年
度
は
家
康
公
四
百
年
祭
と
し
て
、岡

崎
・
浜
松
・
静
岡
の
三
市
を
中
心
に
、家
康
顕

彰
の
イ
ベン
ト
が
数
多
く
行
わ
れ
ま
し
た
。し

か
し
家
康
の
一
番
の
事
績
は
二
六
〇
年
に
も

渡
る
泰
平
の
礎
を
築
い
た
こ
と
で
す
。「
没
後

四
百
一
年
」（
家
康
は
一
六
一
六
年
に
薨
去
し
た

の
で
、二
〇
一
六
年
が
四
百
周
年
と
も
言
え
ま

す
が
）に
当
た
る
来
年
度
は
、家
康
個
人
の

足
跡
を
辿
る
の
で
は
な
く
、家
康
没
後
の
日

本
に
ス
ポ
ッ
ト
を
当
て
て
い
く
こ
と
が
必
要

な
の
で
は
。「
祭
」を
一
過
性
の
も
の
に
終
わ
ら

せ
る
こ
と
な
く
次
の
時
代
に
繋
ぐ
た
め
に

も
、江
戸
時
代
と
正
面
か
ら
向
き
合
っ
た
展

示
が
必
要
な
の
で
は
な
い
か
。そ
こ
で
取
り

上
げ
た
テ
ー
マ
が「
鎖
国
」だ
っ
た
の
で
す
。

◆「
鎖
国
」に
縛
ら
れ
て
い
る
の
は
江
戸
時
代

か
現
代
か
？

　「鎖
国
」と
い
う
非
常
に
大
き
な
テ
ー
マ
ゆ

え
、軸
を
ど
こ
に
置
く
か
悩
み
ま
し
た
。研
究

が
進
展
し
、一
般
書
で
も「
鎖
国
じ
ゃ
な
か
っ

た
！
」と
喧
伝
し
て
い
ま
す
。し
か
し
一
方
で

海
外
と
の
交
流
が
制
限
さ
れ
て
い
た
の
も
ま

た
事
実
。そ
こ
で
本
展
は
、皆
さ
ま
に
江
戸

時
代
の
優
品
と
向
き
合
っ
て
、思
い
を
巡
ら

せ
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
準
備
し
て
い
ま

す
。「
意
外
と
江
戸
時
代
に
も
海
外
の
モ
ノ

入
っ
て
来
て
る
じ
ゃ
ん
」と
思
う
の
も
、「
や
っ

ぱ
江
戸
時
代
の
日
本
っ
て
、海
外
と
の
繋
が

り
が
希
薄
だ
よ
な
ぁ
」と
感
じ
る
の
も
良
し

で
す
。だ
け
ど
、貴
方
が
抱
い
て
い
た「
江
戸

時
代
の
日
本
と
世
界
」と
は
違
う
、新
た
な

イ
メ
ー
ジ
を
描
き
出
し
て
い
た
だ
け
る
こ
と

と
思
い
ま
す
。

◆
美
術
好
き
の
ア
ナ
タ
に
こ
そ
！

　こ
の
展
覧
会
は
、展
覧
会
名
を
見
て「
あ

ら
ぁ
、歴
史
の
展
示
な
の
ネ
。私
美
術
が
好

き
な
の
ョ
、残
念
」と
思
っ
た
方
に
こ
そ
お
越

し
い
た
だ
き
た
い
内
容
と
な
っ
て
い
ま
す
。小

田
野
直
武「
鷺
図
」（
歸
空
庵
）、司
馬
江
漢

「
相
州
鎌
倉
七
里
浜
図
屏
風
」（
神
戸
市
立

博
物
館
、重
文
）、若
杉
五
十
八「
西
洋
人
物

図
」（
住
友
史
料
館
）な
ど
、海
外
と
の
交
流

が
な
け
れ
ば
生
ま
れ
得
な
か
っ
た
秋
田
蘭

画
・
南
蘋
風
・
洋
風
画
な
ど
の
作
品
も
数
多

く
出
品
し
て
い
る
か
ら
で
す
。他
に
も
地
球

儀
・
天
球
儀
や
琉
球
漆
器
、踏
絵
や
ラ
ク
ダ
、

エ
レ
キ
テ
ル
や
ア
イ
ヌ
の
装
飾
品
ま
で
…
。

美
術
博
物
館
な
ら
で
は
の
、歴
史
や
美
術
の

枠
に
捉
わ
れ
な
い
幅
広
い
資
料
が
並
ぶ
の

で
、き
っ
と「
来
て
よ
か
っ
た
！
」と
思
っ
て

い
た
だ
け
る
逸
品
に
巡
り
合
え
る
と
思
い

ま
す
。

　岡
崎
市
市
制
施
行
一
〇
〇
周
年
・
当
館
開

館
二
〇
周
年
と
い
う
二
重
の
節
目
の
年
と
な

る
二
〇
一
六
年
。こ
の
記
念
す
べ
き
年
だ
か
ら

一
堂
に
会
す
こ
と
が
で
き
た
、国
宝
重
文
二
〇

点
余
り
を
含
む
約
一
六
〇
点
の
資
料
で
、江

戸
の
中
の
世
界
を
紐
解
い
て
い
き
ま
す
。

　見
所
は
、そ
の
す
べ
て
、で
す
。

会期：平成28年4月9日（土）～平成28年5月22日（日）

市制100周年・岡崎市美術博物館 開館20周年記念

大鎖国展
―江戸に咲いた異国の花―

湯 谷 翔 悟

収蔵品展

暮らしの
うつりかわり

伊 藤 久 美 子

小便器

む

か

し

い

ま
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COLUMN＆TOPIC

堀
江
登
志
実

私
の
心
象
資
料  

中
根
家
文
書

　
当
館
で
お
世
話
に
な
っ
た
新
行
紀
一
先

生（
愛
知
教
育
大
学
名
誉
教
授
）が
昨
年

四
月
亡
く
な
っ
た
。先
生
に
は
私
が
岡
崎

市
の
学
芸
員
と
な
っ
て
か
ら
三
十
余
年

程
お
世
話
な
っ
た
。就
職
し
て
間
も
な
い

頃
で
あ
ろ
う
。市
内
大
西
町
の
自
宅
に
当

時
同
僚
だ
っ
た
荒
井
と
も
に
招
待
し
て

く
だ
さ
り
、囲
炉
裏
の
あ
る
部
屋
で
酒
を

酌
み
交
わ
し
一
晩
泊
め
て
下
さ
っ
た
こ
と

は
今
で
も
鮮
や
か
に
脳
裏
に
残
っ
て
い

る
。学
芸
員
と
し
て
の
将
来
に
対
す
る
荒

井
と
私
に
対
す
る
期
待
か
ら
の
こ
と

だ
っ
た
と
今
で
も
思
っ
て
い
る
。

　
そ
ん
な
新
行
先
生
と
の
関
係
の
上
で

語
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
資
料
に
中
根

家
文
書
が
あ
る
。同
文
書
は
岡
崎
藩
家

老
中
根
家
に
伝
来
し
た
文
書
で
、そ
の
一

部
は
昭
和
四
十
二
年
に
岡
崎
市
に
寄
付

さ
れ
て
い
る
。そ
の
受
入
れ
に
尽
力
さ
れ

た
の
が
新
行
紀
一
先
生
と
奥
様
の
和
子

先
生
で
あ
る
。そ
の
後
、中
根
家
子
孫
の

中
根
忠
之
宅
に
さ
ら
に
資
料
文
書
が
あ

る
こ
と
が
判
明
。資
料
が
あ
る
大
分
市
に

毎
年
の
よ
う
に
新
行
先
生
、当
館
同
僚

と
と
も
に
出
張
、調
査
は
七
・
八
回
に
も

及
び
、撮
影
し
た
ミ
ニ
コ
ピ
ー
フ
ィ
ル
ム
は

二
千
本
余
に
及
ん
だ
と
記
憶
し
て
い
る
。

中
根
忠
之
さ
ん
を
囲
ん
で
の
新
行
先
生

や
当
館
職
員
と
の
団
欒
、奥
様
の
家
庭

料
理
、関
サ
バ
の
話
題
な
ど
生
涯
忘
れ
る

こ
と
の
で
き
な
い
思
い
出
で
あ
る
。

　
大
分
市
の
調
査
の
成
果
は
現
在
、岡

崎
市
史
料
叢
書『
中
根
家
文
書
』上
・
下

巻
と
し
て
結
実
し
、岡
崎
藩
の
藩
政
を
語

る
上
で
は
欠
か
せ
な
い
史
料
と
な
っ
て
い

る
。何
回
に
も
わ
た
る
中
根
家
文
書
の
調

査
を
大
分
市
の
中
根
さ
ん
に
認
め
て
い

た
だ
け
た
の
は
、新
行
先
生
夫
妻
と
中

根
忠
之
さ
ん
の
先
代
と
の
交
流
が
あ
っ

た
か
ら
で
あ
る
。

　
学
芸
員
は
資
料
に
向
き
合
い
調
査
研

究
を
す
る
が
、そ
の
資
料
と
学
芸
員
と
の

間
に
は
人
が
介
在
し
て
い
る
。そ
の
人
と

い
う
の
は
資
料
の
所
蔵
者
で
あ
っ
た
り
、

情
報
提
供
者
で
あ
っ
た
り
す
る
。学
芸
員

は
物
を
調
査
・
研
究
・
展
示
す
る
こ
と
を

対
象
と
す
る
が
そ
れ
は
人
と
の
関
係
の

上
に
成
立
し
て
い
る
。長
年
の
信
頼
関
係

か
ら
資
料
を
収
集
で
き
た
と
き
の
喜
び

は
こ
の
う
え
も
な
い
も
の
で
あ
る
。熱
い

思
い
で
収
集
で
き
た
資
料
に
は
、心
に
さ

ま
ざ
ま
な
風
景
や
思
い
が
浮
か
ぶ
。そ
れ

こ
そ
個
人
の
み
に
内
在
す
る
心
象
資
料

で
あ
ろ
う
。

野
澤
太
雅

二
〇
一
六
年
度
展
覧
会
に
つ
い
て

二
〇
一
六
年
は
岡
崎
市
市
制
施
行
一
〇
〇

周
年
、開
館
二
〇
周
年
と
い
う
、二
重
の
節

目
に
当
た
り
ま
す
。四
月
か
ら
の
ラ
イ
ン

ナ
ッ
プ
を
紹
介
し
ま
す
。

大
鎖
国
展

再
始
動
を
飾
る
展
覧
会
で
す
。ご
期
待
く

だ
さ
い
！（
詳
細
は
４
頁
）

福
山
の
文
化
財
展

広
島
県
福
山
市
は
岡
崎
市
と
同
じ
大
正

五
年
七
月
一
日
に
市
制
を
施
行
し
ま
し

た
。本
展
で
は
共
に
市
制
百
周
年
を
迎
え

る
福
山
の
歴
史
と
文
化
を
物
語
る
文
化

財
の
優
品
を
紹
介
し
、さ
ら
な
る
交
流
の

契
機
に
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

岡
崎
美
術
の
一
〇
〇
年

本
展
で
は
市
制
一
〇
〇
年
を
記
念
し
、岡

崎
の
美
術
文
化
の
発
展
に
寄
与
し
た
芸

術
家
と
美
術
協
会
の
流
れ
な
ど
と
比
較

し
な
が
ら
作
品
を
ご
紹
介
し
ま
す
。

第
六
十
九
回
岡
崎
美
術
展

大
正
末
か
ら
開
催
さ
れ
て
き
た
一
般
公
募

の
美
術
展
覧
会
で
六
十
九
回
を
迎
え
ま

す
。市
民
の
皆
様
の
力
作
を
展
示
い
た
し

ま
す
の
で
ご
覧
く
だ
さ
い
。

ブ
リ
ュ
ー
ゲ
ル
と
バ
ロ
ッ
ク
の
巨
匠

二
〇
一
六
年
に
二
二
〇
周
年
を
迎
え
る

チ
ェ
コ
最
古
の
プ
ラ
ハ
国
立
美
術
館
の
至

宝
ブ
リ
ュ
ー
ゲ
ル
の
特
別
出
品
を
は
じ
め
、

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
各
美
術
館
か
ら
レ
ン
ブ
ラ
ン

ト
、ベ
ラ
ス
ケ
ス
な
ど
の
名
品
を
一
堂
に
展

観
。光
と
影
の
バ
ロ
ッ
ク
芸
術
を
間
近
に

ご
鑑
賞
く
だ
さ
い
。

　
　
　

長
谷
川
潾
二
郎
展

静
謐
で
幻
想
的
な
画
境
を
極
め
高
い
評

価
を
得
て
い
る
長
谷
川
潾
二
郎
。本
展
は

岡
崎
市
の
収
集
家
故
藤
井
純
一
氏
が
生
涯

を
か
け
蒐
集
し
た
油
彩
、ス
ケ
ッ
チ
、画
具

に
至
る
ま
で
初
公
開
を
多
数
含
む
過
去

最
大
級
の
資
料
に
よ
っ
て
、画
家
の
神
髄

と
知
ら
れ
ざ
る
素
顔
に
迫
り
ま
す
。

暮
ら
し
の
う
つ
り
か
わ
り

寄
贈
さ
れ
た
古
い
生
活
・
生
産
道
具
を
紹

介
し
な
が
ら
、私
達
の
暮
ら
し
が
ど
の
よ

う
に
変
わ
っ
て
き
た
の
か
を
た
ど
り
ま

す
。小
学
三
年
生
の
学
習
支
援
も
兼
ね
、

子
ど
も
達
の
見
学
に
配
慮
し
た
内
容
と

工
夫
を
凝
ら
し
ま
す
。

浦
野
加
穂
子

展
示
室
改
修
・
照
明
に
つ
い
て

　
前
号
の
原
稿
を
執
筆
し
て
い
る
段
階

で
は
、ま
だ
工
事
用
の
足
場
を
組
み
立
て

て
い
る
段
階
だ
っ
た
が
、月
日
が
経
つ
の

は
早
い
も
の
で
。現
在
は
展
示
室
内
の
各

種
修
繕
を
含
む
、建
築
系
工
事
の
大
半

が
終
了
。外
部
足
場
も
殆
ど
が
撤
去
さ

れ
、従
前
の
姿
を
取
り
戻
し
つ
つ
あ
る
。

　
さ
て
。こ
の
改
修
工
事
の
時
期
に
あ
わ

せ
、Ｌ
Ｅ
Ｄ
ス
ポ
ッ
ト
ラ
イ
ト
を
本
格
導

入
す
る
運
び
に
な
っ
た
の
だ
が
、い
く
つ

か
厄
介
な
ハ
ー
ド
ル
が
存
在
す
る
。

　
ま
ず
、展
示
室
天
井
の
ル
ー
バ
ー
よ
り

上
に
、ス
ポ
ッ
ト
ラ
イ
ト
取
り
付
け
の
た

め
の
配
線
ダ
ク
ト（
ラ
イ
テ
ィ
ン
グ
レ
ー

ル
）が
あ
る
事
。通
常
、１
５
ｃ
ｍ
四
方
の

ル
ー
バ
ー
の
隙
間
を
通
し
て
こ
こ
に
ス

ポ
ッ
ト
ラ
イ
ト
を
は
め
込
む
。こ
の
た

め
、一
般
的
な
横
長
の
直
方
体
の
調
光
ユ

ニ
ッ
ト
が
あ
る
タ
イ
プ
だ
と
、そ
の
ま
ま

で
は
使
用
出
来
な
い
。１
５
ｃ
ｍ
ほ
ど

「
首
を
伸
ば
す
」と
い
う
よ
う
な
加
工
が

必
須
で
、そ
れ
が（
現
実
的
な
価
格
内

で
）実
現
可
能
か
ど
う
か
。

　
ま
た
、高
さ
５
メ
ー
ト
ル
超
の
高
天
井

か
ら
、絵
画
等
を
飾
る
場
合
を
想
定
し

地
上
高
１
．４
ｍ
で
の
照
度
が
１
０
０
ル

ク
ス
前
後
、欲
を
言
え
ば
１
５
０
ル
ク
ス

出
せ
る
か
。こ
の
条
件
を
満
た
し
つ
つ
同

時
に
、平
均
演
色
評
価
数
は
Ｒ
ａ
９
０

以
上
が
望
ま
し
く
、特
殊
演
色
評
価
数

も
で
き
る
だ
け
高
い
方
が
望
ま
し
い
。今

ま
で
の
Ｌ
Ｅ
Ｄ
ス
ポ
ッ
ト
ラ
イ
ト
で
は
両

立
が
難
し
か
っ
た
演
色
性
と
明
る
さ
を
、

ど
こ
ま
で
実
現
し
て
も
ら
え
る
の
か
。

　
他
に
、高
演
色
を
売
り
に
登
場
し
て

き
て
い
る
紫
励
起
Ｌ
Ｅ
Ｄ
は
、美
術
品

損
傷
に
関
連
す
る
近
紫
外
線
を
出
し
て

し
ま
う
問
題
が
あ
る
の
だ
が
、こ
れ
に
ど

う
対
処
し
て
い
る
か
。青
色
励
起
Ｌ
Ｅ
Ｄ

で
あ
れ
ば
、青
色
ピ
ー
ク
の
問
題
や
、一
部

の
特
殊
演
色
評
価
数
の
低
さ
を
ど
う
改

善
で
き
て
い
る
か
。

　
そ
し
て
、当
館
で
開
催
し
た
展
覧
会
に

足
を
運
ん
で
頂
い
た
方
は
ご
記
憶
に
あ

る
か
も
し
れ
な
い
が
、絵
画
だ
け
を
四
角

く
切
っ
て
照
ら
す
よ
う
な「
フ
レ
ー
ミ
ン

グ
」が
可
能
で
あ
る
事
。

　
こ
の
よ
う
に
要
望
を
並
べ
て
み
た
が
、

な
ん
て
ワ
ガ
マ
マ
坊
や
な
ん
だ
ろ
う
と
我

な
が
ら
苦
笑
い
。

　
だ
が
。こ
の
困
難
な『
ク
エ
ス
ト
』に
挑

む『
勇
者
』は
、い
た
。

美
術
博
物
館 

家
康
公
四
百
年
祭
を
終
え
て

　
徳
川
家
康
没
後
四
百
年
を
記
念
し
て
、

当
館
で
は
家
康
公
顕
彰
事
業
と
し
て
講
演

会「
三
河
時
代
の
家
康
を
考
え
る
」（
六
月

〜
十
一
月
、全
六
回
）そ
し
て
三
河
時
代
の

家
康
の
足
跡
を
た
ど
る
バ
ス
ツ
ア
ー（
全
五

回
）を
企
画
し
、全
日
程
を
無
事
終
了
い
た

し
ま
し
た
。

　
館
外
の
ホ
ー
ル
を
会
場
に
し
た
大
規
模

な
連
続
講
演
会
は
当
館
初
の
試
み
で
し
た

が
、毎
回
定
員
の
二
五
〇
名
を
大
幅
に
上

回
り
、全
六
回
を
通
し
て
県
内
外
よ
り
二

二
七
二
名
も
の
皆
様
に
御
来
聴
い
た
だ
き

ま
し
た
。今
回
の
講
演
会
は
家
康
が
岡
崎

に
生
ま
れ
、三
河
を
統
一
、遠
州
攻
略
に
よ

り
浜
松
に
居
城
を
移
す
ま
で
の
約
三
十
年

間
に
つ
い
て「
家
康
研
究
の
先
前
線
」「
三
河

一向一揆
」「
花
押
」「
東
三
河
攻
略
」「
城
」「
遠

州
攻
略
」を
各
回
の
テ
ー
マ
と
し
て
、家
康

や
同
時
代
研
究
の
第
一
人
者
を
講
師
に
迎

え
、歴
史
学
の
最
新
の
情
報
や
研
究
成
果
、

問
題
点
な
ど
に
つ
い
て
講
演
い
た
だ
き
、そ

の
後
講
師
と
コ
メ
ン
テ
ー
タ
ー
の
対
談
に
よ

り
、論
点
を
深
め
て
い
き
ま
し
た
。本
講
演

会
を
通
し
て
、家
康
に
関
す
る
新
た
な
事

実
や
論
点
を
市
民
の
皆
様
に
御
理
解
い
た

だ
く
と
と
も
に
、よ
り
豊
か
な
家
康
像
を

構
築
し
、家
康
の
顕
彰
に
繋
げ
る
こ
と
が

で
き
た
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

　
バ
ス
ツ
ア
ー
も
各
回
と
も
定
員
三
〇
名

の一〇
倍
を
超
え
る
応
募
を
頂
き
、家
康
に

対
す
る
関
心
の
高
さ
を
改
め
て
実
感
し
ま

し
た
。幸
い
天
候
に
恵
ま
れ
、家
康
の
転
機

と
な
っ
た
桶
狭
間
古
戦
場
跡
や
大
樹
寺
、

吉
良
の
東
条
城
跡
や
西
尾
城
、三
河
一
向
一

揆
の
本
宗
寺
や
本
證
寺
、東
三
河
の
牛
久

保
城
跡
や
吉
田
城
、さ
ら
に
遠
州
の
井
伊

谷
城
跡
や
浜
松
城
な
ど
三
河
か
ら
遠
州
へ

進
出
し
て
い
っ
た
若
き
日
の
家
康
の
足
跡

を
追
体
験
し
ま
し
た
。専
門
家
の
案
内
の

も
と
史
跡
を
歩
く
と
、そ
の
場
で
し
か
得

ら
れ
な
い
多
く
の
情
報
や
発
見
が
あ
り
、

参
加
者
の
皆
様
に
は
現
地
を
訪
れ
る
事
の

大
切
さ
を
改
め
て
感
じ
て
頂
け
た
の
で
は

な
い
か
と
思
い
ま
す
。

　
最
後
に
な
り
ま
し
た
が
、本
事
業
に
御

協
力
い
た
だ
き
ま
し
た
皆
様
に
心
よ
り
御

礼
申
し
上
げ
ま
す
。



COLUMN＆TOPIC

堀
江
登
志
実

私
の
心
象
資
料  

中
根
家
文
書

　
当
館
で
お
世
話
に
な
っ
た
新
行
紀
一
先

生（
愛
知
教
育
大
学
名
誉
教
授
）が
昨
年

四
月
亡
く
な
っ
た
。先
生
に
は
私
が
岡
崎

市
の
学
芸
員
と
な
っ
て
か
ら
三
十
余
年

程
お
世
話
な
っ
た
。就
職
し
て
間
も
な
い

頃
で
あ
ろ
う
。市
内
大
西
町
の
自
宅
に
当

時
同
僚
だ
っ
た
荒
井
と
も
に
招
待
し
て

く
だ
さ
り
、囲
炉
裏
の
あ
る
部
屋
で
酒
を

酌
み
交
わ
し
一
晩
泊
め
て
下
さ
っ
た
こ
と

は
今
で
も
鮮
や
か
に
脳
裏
に
残
っ
て
い

る
。学
芸
員
と
し
て
の
将
来
に
対
す
る
荒

井
と
私
に
対
す
る
期
待
か
ら
の
こ
と

だ
っ
た
と
今
で
も
思
っ
て
い
る
。

　
そ
ん
な
新
行
先
生
と
の
関
係
の
上
で

語
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
資
料
に
中
根

家
文
書
が
あ
る
。同
文
書
は
岡
崎
藩
家

老
中
根
家
に
伝
来
し
た
文
書
で
、そ
の
一

部
は
昭
和
四
十
二
年
に
岡
崎
市
に
寄
付

さ
れ
て
い
る
。そ
の
受
入
れ
に
尽
力
さ
れ

た
の
が
新
行
紀
一
先
生
と
奥
様
の
和
子

先
生
で
あ
る
。そ
の
後
、中
根
家
子
孫
の

中
根
忠
之
宅
に
さ
ら
に
資
料
文
書
が
あ

る
こ
と
が
判
明
。資
料
が
あ
る
大
分
市
に

毎
年
の
よ
う
に
新
行
先
生
、当
館
同
僚

と
と
も
に
出
張
、調
査
は
七
・
八
回
に
も

及
び
、撮
影
し
た
ミ
ニ
コ
ピ
ー
フ
ィ
ル
ム
は

二
千
本
余
に
及
ん
だ
と
記
憶
し
て
い
る
。

中
根
忠
之
さ
ん
を
囲
ん
で
の
新
行
先
生

や
当
館
職
員
と
の
団
欒
、奥
様
の
家
庭

料
理
、関
サ
バ
の
話
題
な
ど
生
涯
忘
れ
る

こ
と
の
で
き
な
い
思
い
出
で
あ
る
。

　
大
分
市
の
調
査
の
成
果
は
現
在
、岡

崎
市
史
料
叢
書『
中
根
家
文
書
』上
・
下

巻
と
し
て
結
実
し
、岡
崎
藩
の
藩
政
を
語

る
上
で
は
欠
か
せ
な
い
史
料
と
な
っ
て
い

る
。何
回
に
も
わ
た
る
中
根
家
文
書
の
調

査
を
大
分
市
の
中
根
さ
ん
に
認
め
て
い

た
だ
け
た
の
は
、新
行
先
生
夫
妻
と
中

根
忠
之
さ
ん
の
先
代
と
の
交
流
が
あ
っ

た
か
ら
で
あ
る
。

　
学
芸
員
は
資
料
に
向
き
合
い
調
査
研

究
を
す
る
が
、そ
の
資
料
と
学
芸
員
と
の

間
に
は
人
が
介
在
し
て
い
る
。そ
の
人
と

い
う
の
は
資
料
の
所
蔵
者
で
あ
っ
た
り
、

情
報
提
供
者
で
あ
っ
た
り
す
る
。学
芸
員

は
物
を
調
査
・
研
究
・
展
示
す
る
こ
と
を

対
象
と
す
る
が
そ
れ
は
人
と
の
関
係
の

上
に
成
立
し
て
い
る
。長
年
の
信
頼
関
係

か
ら
資
料
を
収
集
で
き
た
と
き
の
喜
び

は
こ
の
う
え
も
な
い
も
の
で
あ
る
。熱
い

思
い
で
収
集
で
き
た
資
料
に
は
、心
に
さ

ま
ざ
ま
な
風
景
や
思
い
が
浮
か
ぶ
。そ
れ

こ
そ
個
人
の
み
に
内
在
す
る
心
象
資
料

で
あ
ろ
う
。

野
澤
太
雅

二
〇
一
六
年
度
展
覧
会
に
つ
い
て

二
〇
一
六
年
は
岡
崎
市
市
制
施
行
一
〇
〇

周
年
、開
館
二
〇
周
年
と
い
う
、二
重
の
節

目
に
当
た
り
ま
す
。四
月
か
ら
の
ラ
イ
ン

ナ
ッ
プ
を
紹
介
し
ま
す
。

大
鎖
国
展

再
始
動
を
飾
る
展
覧
会
で
す
。ご
期
待
く

だ
さ
い
！（
詳
細
は
４
頁
）

福
山
の
文
化
財
展

広
島
県
福
山
市
は
岡
崎
市
と
同
じ
大
正

五
年
七
月
一
日
に
市
制
を
施
行
し
ま
し

た
。本
展
で
は
共
に
市
制
百
周
年
を
迎
え

る
福
山
の
歴
史
と
文
化
を
物
語
る
文
化

財
の
優
品
を
紹
介
し
、さ
ら
な
る
交
流
の

契
機
に
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

岡
崎
美
術
の
一
〇
〇
年

本
展
で
は
市
制
一
〇
〇
年
を
記
念
し
、岡

崎
の
美
術
文
化
の
発
展
に
寄
与
し
た
芸

術
家
と
美
術
協
会
の
流
れ
な
ど
と
比
較

し
な
が
ら
作
品
を
ご
紹
介
し
ま
す
。

第
六
十
九
回
岡
崎
美
術
展

大
正
末
か
ら
開
催
さ
れ
て
き
た
一
般
公
募

の
美
術
展
覧
会
で
六
十
九
回
を
迎
え
ま

す
。市
民
の
皆
様
の
力
作
を
展
示
い
た
し

ま
す
の
で
ご
覧
く
だ
さ
い
。

ブ
リ
ュ
ー
ゲ
ル
と
バ
ロ
ッ
ク
の
巨
匠

二
〇
一
六
年
に
二
二
〇
周
年
を
迎
え
る

チ
ェ
コ
最
古
の
プ
ラ
ハ
国
立
美
術
館
の
至

宝
ブ
リ
ュ
ー
ゲ
ル
の
特
別
出
品
を
は
じ
め
、

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
各
美
術
館
か
ら
レ
ン
ブ
ラ
ン

ト
、ベ
ラ
ス
ケ
ス
な
ど
の
名
品
を
一
堂
に
展

観
。光
と
影
の
バ
ロ
ッ
ク
芸
術
を
間
近
に

ご
鑑
賞
く
だ
さ
い
。

　
　
　

長
谷
川
潾
二
郎
展

静
謐
で
幻
想
的
な
画
境
を
極
め
高
い
評

価
を
得
て
い
る
長
谷
川
潾
二
郎
。本
展
は

岡
崎
市
の
収
集
家
故
藤
井
純
一
氏
が
生
涯

を
か
け
蒐
集
し
た
油
彩
、ス
ケ
ッ
チ
、画
具

に
至
る
ま
で
初
公
開
を
多
数
含
む
過
去

最
大
級
の
資
料
に
よ
っ
て
、画
家
の
神
髄

と
知
ら
れ
ざ
る
素
顔
に
迫
り
ま
す
。

暮
ら
し
の
う
つ
り
か
わ
り

寄
贈
さ
れ
た
古
い
生
活
・
生
産
道
具
を
紹

介
し
な
が
ら
、私
達
の
暮
ら
し
が
ど
の
よ

う
に
変
わ
っ
て
き
た
の
か
を
た
ど
り
ま

す
。小
学
三
年
生
の
学
習
支
援
も
兼
ね
、

子
ど
も
達
の
見
学
に
配
慮
し
た
内
容
と

工
夫
を
凝
ら
し
ま
す
。

浦
野
加
穂
子

展
示
室
改
修
・
照
明
に
つ
い
て

　
前
号
の
原
稿
を
執
筆
し
て
い
る
段
階

で
は
、ま
だ
工
事
用
の
足
場
を
組
み
立
て

て
い
る
段
階
だ
っ
た
が
、月
日
が
経
つ
の

は
早
い
も
の
で
。現
在
は
展
示
室
内
の
各

種
修
繕
を
含
む
、建
築
系
工
事
の
大
半

が
終
了
。外
部
足
場
も
殆
ど
が
撤
去
さ

れ
、従
前
の
姿
を
取
り
戻
し
つ
つ
あ
る
。

　
さ
て
。こ
の
改
修
工
事
の
時
期
に
あ
わ

せ
、Ｌ
Ｅ
Ｄ
ス
ポ
ッ
ト
ラ
イ
ト
を
本
格
導

入
す
る
運
び
に
な
っ
た
の
だ
が
、い
く
つ

か
厄
介
な
ハ
ー
ド
ル
が
存
在
す
る
。

　
ま
ず
、展
示
室
天
井
の
ル
ー
バ
ー
よ
り

上
に
、ス
ポ
ッ
ト
ラ
イ
ト
取
り
付
け
の
た

め
の
配
線
ダ
ク
ト（
ラ
イ
テ
ィ
ン
グ
レ
ー

ル
）が
あ
る
事
。通
常
、１
５
ｃ
ｍ
四
方
の

ル
ー
バ
ー
の
隙
間
を
通
し
て
こ
こ
に
ス

ポ
ッ
ト
ラ
イ
ト
を
は
め
込
む
。こ
の
た

め
、一
般
的
な
横
長
の
直
方
体
の
調
光
ユ

ニ
ッ
ト
が
あ
る
タ
イ
プ
だ
と
、そ
の
ま
ま

で
は
使
用
出
来
な
い
。１
５
ｃ
ｍ
ほ
ど

「
首
を
伸
ば
す
」と
い
う
よ
う
な
加
工
が

必
須
で
、そ
れ
が（
現
実
的
な
価
格
内

で
）実
現
可
能
か
ど
う
か
。

　
ま
た
、高
さ
５
メ
ー
ト
ル
超
の
高
天
井

か
ら
、絵
画
等
を
飾
る
場
合
を
想
定
し

地
上
高
１
．４
ｍ
で
の
照
度
が
１
０
０
ル

ク
ス
前
後
、欲
を
言
え
ば
１
５
０
ル
ク
ス

出
せ
る
か
。こ
の
条
件
を
満
た
し
つ
つ
同

時
に
、平
均
演
色
評
価
数
は
Ｒ
ａ
９
０

以
上
が
望
ま
し
く
、特
殊
演
色
評
価
数

も
で
き
る
だ
け
高
い
方
が
望
ま
し
い
。今

ま
で
の
Ｌ
Ｅ
Ｄ
ス
ポ
ッ
ト
ラ
イ
ト
で
は
両

立
が
難
し
か
っ
た
演
色
性
と
明
る
さ
を
、

ど
こ
ま
で
実
現
し
て
も
ら
え
る
の
か
。

　
他
に
、高
演
色
を
売
り
に
登
場
し
て

き
て
い
る
紫
励
起
Ｌ
Ｅ
Ｄ
は
、美
術
品

損
傷
に
関
連
す
る
近
紫
外
線
を
出
し
て

し
ま
う
問
題
が
あ
る
の
だ
が
、こ
れ
に
ど

う
対
処
し
て
い
る
か
。青
色
励
起
Ｌ
Ｅ
Ｄ

で
あ
れ
ば
、青
色
ピ
ー
ク
の
問
題
や
、一
部

の
特
殊
演
色
評
価
数
の
低
さ
を
ど
う
改

善
で
き
て
い
る
か
。

　
そ
し
て
、当
館
で
開
催
し
た
展
覧
会
に

足
を
運
ん
で
頂
い
た
方
は
ご
記
憶
に
あ

る
か
も
し
れ
な
い
が
、絵
画
だ
け
を
四
角

く
切
っ
て
照
ら
す
よ
う
な「
フ
レ
ー
ミ
ン

グ
」が
可
能
で
あ
る
事
。

　
こ
の
よ
う
に
要
望
を
並
べ
て
み
た
が
、

な
ん
て
ワ
ガ
マ
マ
坊
や
な
ん
だ
ろ
う
と
我

な
が
ら
苦
笑
い
。

　
だ
が
。こ
の
困
難
な『
ク
エ
ス
ト
』に
挑

む『
勇
者
』は
、い
た
。

美
術
博
物
館 

家
康
公
四
百
年
祭
を
終
え
て

　
徳
川
家
康
没
後
四
百
年
を
記
念
し
て
、

当
館
で
は
家
康
公
顕
彰
事
業
と
し
て
講
演

会「
三
河
時
代
の
家
康
を
考
え
る
」（
六
月

〜
十
一
月
、全
六
回
）そ
し
て
三
河
時
代
の

家
康
の
足
跡
を
た
ど
る
バ
ス
ツ
ア
ー（
全
五

回
）を
企
画
し
、全
日
程
を
無
事
終
了
い
た

し
ま
し
た
。

　
館
外
の
ホ
ー
ル
を
会
場
に
し
た
大
規
模

な
連
続
講
演
会
は
当
館
初
の
試
み
で
し
た

が
、毎
回
定
員
の
二
五
〇
名
を
大
幅
に
上

回
り
、全
六
回
を
通
し
て
県
内
外
よ
り
二

二
七
二
名
も
の
皆
様
に
御
来
聴
い
た
だ
き

ま
し
た
。今
回
の
講
演
会
は
家
康
が
岡
崎

に
生
ま
れ
、三
河
を
統
一
、遠
州
攻
略
に
よ

り
浜
松
に
居
城
を
移
す
ま
で
の
約
三
十
年

間
に
つ
い
て「
家
康
研
究
の
先
前
線
」「
三
河

一向一揆
」「
花
押
」「
東
三
河
攻
略
」「
城
」「
遠

州
攻
略
」を
各
回
の
テ
ー
マ
と
し
て
、家
康

や
同
時
代
研
究
の
第
一
人
者
を
講
師
に
迎

え
、歴
史
学
の
最
新
の
情
報
や
研
究
成
果
、

問
題
点
な
ど
に
つ
い
て
講
演
い
た
だ
き
、そ

の
後
講
師
と
コ
メ
ン
テ
ー
タ
ー
の
対
談
に
よ

り
、論
点
を
深
め
て
い
き
ま
し
た
。本
講
演

会
を
通
し
て
、家
康
に
関
す
る
新
た
な
事

実
や
論
点
を
市
民
の
皆
様
に
御
理
解
い
た

だ
く
と
と
も
に
、よ
り
豊
か
な
家
康
像
を

構
築
し
、家
康
の
顕
彰
に
繋
げ
る
こ
と
が

で
き
た
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

　
バ
ス
ツ
ア
ー
も
各
回
と
も
定
員
三
〇
名

の一〇
倍
を
超
え
る
応
募
を
頂
き
、家
康
に

対
す
る
関
心
の
高
さ
を
改
め
て
実
感
し
ま

し
た
。幸
い
天
候
に
恵
ま
れ
、家
康
の
転
機

と
な
っ
た
桶
狭
間
古
戦
場
跡
や
大
樹
寺
、

吉
良
の
東
条
城
跡
や
西
尾
城
、三
河
一
向
一

揆
の
本
宗
寺
や
本
證
寺
、東
三
河
の
牛
久

保
城
跡
や
吉
田
城
、さ
ら
に
遠
州
の
井
伊

谷
城
跡
や
浜
松
城
な
ど
三
河
か
ら
遠
州
へ

進
出
し
て
い
っ
た
若
き
日
の
家
康
の
足
跡

を
追
体
験
し
ま
し
た
。専
門
家
の
案
内
の

も
と
史
跡
を
歩
く
と
、そ
の
場
で
し
か
得

ら
れ
な
い
多
く
の
情
報
や
発
見
が
あ
り
、

参
加
者
の
皆
様
に
は
現
地
を
訪
れ
る
事
の

大
切
さ
を
改
め
て
感
じ
て
頂
け
た
の
で
は

な
い
か
と
思
い
ま
す
。

　
最
後
に
な
り
ま
し
た
が
、本
事
業
に
御

協
力
い
た
だ
き
ま
し
た
皆
様
に
心
よ
り
御

礼
申
し
上
げ
ま
す
。
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　現
在
改
修
中
の
当
館
は
、全
館
を
ぐ
る
り
と

足
場
に
囲
ま
れ
て
、パ
リ
の
ポ
ン
ピ
ド
ー・セ
ン

タ
ー（
国
立
近
代
美
術
館
）を
想
起
さ
せ
る
外

観
に
な
っ
て
い
ま
す
。そ
こ
に
ク
リ
エ
イ
テ
ィ
ブ

で
前
衛
的
な
イ
メ
ー
ジ
を
重
ね
て
、こ
の
ま
ま

の
方
が
む
し
ろ
良
い
の
で
は
な
い
か
と
思
っ
て

し
ま
い
ま
す
。ポ
ン
ピ
ド
ー
・セ
ン
タ
ー
と
い
え

ば
、先
日
、当
館
と
さ
さ
や
か
な
関
連
が
あ
る

こ
と
に
気
づ
き
ま
し
た
。当
館
の
エ
ン
ト
ラ
ン

ス
の
自
動
ド
ア
は
、セ
ン
サ
ー
が
入
館
者
を
感

知
す
る
と
、瞬
時
に
手
前
に
開
く
の
で

「
お
っ
！
」と
思
わ
れ
た
方
も
い
ら
っ
し
ゃ
る
の

で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。こ
の
方
式
は
当
初
か

ら
賛
否
両
論
あ
り
ま
し
た
が
、私
は
他
の
建

築
に
設
置
例
を
見
た
こ
と
が
な
い
こ
と
か
ら

館
の
個
性
と
し
て
気
に
入
っ
て
い
ま
し
た
。と

こ
ろ
が
先
日
ポ
ン
ピ
ド
ー
・セ
ン
タ
ー
に
行
っ

た
折
、上
層
階
の
通
路
に
同
型
の「
手
前
に
開

く
自
動
ド
ア
」を
発
見
！
関
心
を
も
っ
て
し
ば

し
そ
の
ド
ア
を
通
る
人
た
ち
を
観
察
し
て
い

る
と
、や
は
り
想
定
外
の
動
き
を
す
る
自
動

ド
ア
に
戸
惑
う
姿
が
見
ら
れ
ま
し
た
。そ
も
そ

も
西
洋
の
ド
ア
は
手
前
に
開
く
も
の
、左
右
に

開
く
引
き
戸
式
は
ア
ジ
ア
の
方
式
が
基
と

な
っ
て
お
り
、自
動
ド
ア
大
国
と
な
っ
た
日
本

仕
様
と
も
い
え
ま
す
。そ
れ
が
世
界
各
国
の
ド

ア
文
化
を
根
本
か
ら
変
え
て
し
ま
っ
た
と
い
う

側
面
も
あ
り
ま
す
が
、あ
え
て
西
洋
式
の
手

前
に
開
く
扉
に
回
帰
し
た
と
も
と
れ
る
ポ
ン

ピ
ド
ー・セ
ン
タ
ー
の
自
動
ド
ア
は
、レ
ン
ツ
ォ・

ピ
ア
ノ
が
そ
れ
を
意
図
し
て
か
ど
う
か
は
別

と
し
て
、こ
こ
に
東
西
の
文
化
を
取
り
入
れ
て

い
こ
う
と
す
る
当
館
の
エ
ス
プ
リ
が
重
な
り

合
っ
た
よ
う
で
嬉
し
く
思
い
ま
し
た
。（
村
）

　二
〇
一
五
年
八
月
、〇
合
目
か
ら
の
富
士

登
山
に
挑
戦
し
た
。北
口
本
宮
冨
士
浅
間

神
社
が
出
発
点
。前
日
に
神
社
で
素
木
の

金
剛
杖
を
購
入
。富
士
山
で
は
合
目
・
山

小
屋
ご
と
で
金
剛
杖
に
焼
印
を
捺
し
て
も

ら
え
る
。し
か
し
五
合
目
ま
で
小
屋
は
今

は
な
く
、五
合
目
の
佐
藤
小
屋
で
そ
れ
ま

で
の
合
目
の
焼
印
を
も
ら
う
。所
謂「
焼

山
」か
ら
六
合
目
。多
く
の
人
は
こ
こ
か
ら

登
る
。「
今
か
ら
が
本
当
の
ス
タ
ー
ト
…
」

絶
望
的
な
心
を
も
う
一
度
引
き
締
め
る
。

礫
は
次
第
に
岩
に
な
り
、金
剛
杖
が
役
立

た
な
い
。陽
が
傾
き
焦
る
の
に
、脚
は
重
く

酸
素
も
薄
い
。七
合
目
辺
り
か
ら
、焼
鏝
を

持
っ
た
人
が
困
り
出
し
た
。焼
印
を
捺
す

所
が
無
く
な
っ
て
き
た
金
剛
杖
に
、自
分

の
来
し
道
、富
士
の
大
き
さ
を
思
い
知
ら

さ
れ
る
。六
根
清
浄
、六
根
清
浄
…
。八
．

五
合
目
で
仮
眠
を
と
り
、午
前
一
時
に
出

発
。次
第
に
白
む
空
に
焦
る
気
持
ち
。何

と
か
山
頂
で
ご
来
光
を
…
。

　頂
か
ら
拝
む
朝
日
は
、思
っ
た
ほ
ど
で

は
な
か
っ
た
。け
れ
ど
、全
て
の
苦
労
を
忘

却
さ
せ
る
に
は
充
分
で
あ
っ
た
。そ
し
て
一

世
一
代
の
大
イ
ベ
ン
ト
を
終
え
、金
剛
杖
片

手
に
記
念
撮
影
。富
士
は
や
は
り
観
る
山

か
も
し
れ
な
い
。だ
が
登
る
山
と
し
て
も

他
で
は
得
難
い
何
か
が
あ
る
。そ
れ
が
何

と
は
言
い
に
く
い
け
ど
も
、少
な
く
と
も

隙
間
な
く
焼
印
の
捺
さ
れ
た
金
剛
杖
は
、

自
分
の
二
〇
一
五
年
を
特
別
な
も
の
に
し

て
く
れ
た
。（
湯
） 

自
動
ド
ア
に
み
る
パ
リ
と
岡
崎

金
剛
杖
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暮らしのうつりかわり
平成28年１月16日(土)～３月６日(日)
会場：おかざき世界子ども美術博物館（岡崎市岡町字鳥居戸１－１）
岡崎市美術博物館は休館のため、おかざき世界子ども美術博物館で開催します。
開館時間：9:00～17:00(入館は16:30まで)
休館日：毎週月曜日、２月12日(金)
観覧料：一般300円(240円)／小中学生100円(80円)
＊（　）内は20名以上の団体料金＊岡崎市内の小中学生は無料（わくわくカー
ドまたは生徒手帳を提示）＊各種障がい者手帳の交付を受けている者及びそ
の介助者は無料（各種手帳を提示）
関連イベント：子どもわくわく！教室（小学生対象）
日時：1月30日(土)・2月13日(土)・2月27日(土)・3月6日(日)
各日２回(①10:30～、②13:30～)
参加費：無料(観覧チケットが必要)

■『狩野探幽―御用絵師の肖像』が德川賞を受賞しました
公益財団法人德川記念財団が実施する「第13回德川賞」に、当館館長榊原悟
の著書『狩野探幽―御用絵師の肖像』（臨川書店、平成26年）が選ばれ、平成
27年11月3日に授与式が行われました。

編集後記｜表紙は「人間と精神のための椅子」から見上げた工事中の様子です。アトリウムのガラスも奇麗になり、マインドスケープもより鮮明に見えてくる

かもしれません。工事もほぼ完了し、再オープンに向けて準備を進めています。より多くのお客様の心に残る、心を映すミュージアムとなるべく、さらに前進

してまいります。(湯谷)
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