
■平成30年度企画展

ジョルジュ・ブラック―宝飾デザインの輝き
7月28日(土) ～9月17日(月・祝)
□講演会（当館1階セミナールームにて）
日時：7月29日(日) 午後2時～ 
「芸術における規則と感情
―ジョルジュ・ブラックにおけるキュビスムから古典主義への変容」
講師：松井裕美氏(名古屋大学高等研究院人文学研究科特任助教)
□ギャラリートーク（当館1階展示室にて）
日時：8月18日(土）、9月2日(日）各日とも午後2時～
□ワークショップ(当館地階作業スペースにて)
「真鍮のブローチづくりにチャレンジ」
日時：●子ども向け:8月16日（木）　小学４年生以上対象
　　  ※同伴者１名可。小さなお子さま連れはご遠慮ください。
　　 ●一般向け:9月8日（土）
　　 　各日とも午前10時30分～12時、午後2時～3時30分

講師：金沢みのり氏(オフィスマッチングモウル)
定員：各日とも午前・午後10名ずつ ※事前申込制。応募多数の場合は抽選。
参加費：各回ともひとり500円 （ブローチ１個制作。当日おつりのないようご用意
ください。）

申込方法 
ハガキに①～③を記入し、当館までお申込ください。（7月31日（火）必着）
①参加者の氏名（ふりがな）と希望日時・小学生は学年も記入　※１枚２名まで
②参加者全員の郵便番号・住所・電話番号
③【子ども向け】の場合は同伴者の有無
申 込 先
〒444‐0002　岡崎市高隆寺町峠1　岡崎中央総合公園内
岡崎市美術博物館「ブローチづくり」係

編集後記｜今号から編集を担当いたしますのでよろしくお願いします。大礒義雄文庫には、鶴田卓池の『燕岡集』がありますが、岡崎市美術博物館にも

毎年、燕が集い、只今は巣立ちをした一番子たちが空を去来し、二番子の卵が新しい巣の中であたためられています。展示品と豊かな自然に会える

当館へ、何度もお越しいただけるよう、美術博物館の魅力をお伝えできればと思っております。（小幡）
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　「
名
刀
は
語
る
展
」の
入
館
者
に
は

若
い
女
性
が
多
く
、広
く
刀
剣
へ
の
理

解
が
進
ん
で
い
る
よ
う
で
、た
い
へ
ん
う

れ
し
く
思
い
ま
す
。博
物
館
で
の
刀
剣

展
示
も
や
り
が
い
が
あ
る
よ
う
に
感
じ

ま
す
。私
自
身
、展
示
を
す
る
た
め
に

刀
に
つ
い
て
勉
強
し
よ
う
と
思
っ
た
の

が
三
〇
年
ほ
ど
前
に
な
る
か
と
思
い
ま

す
。刀
剣
の
こ
と
が
わ
か
り
た
い
と
日

本
美
術
刀
剣
保
存
協
会
の
会
員
と
な

る
と
と
も
に
様
々
な
書
籍
に
目
を
通
し

ま
し
た
。そ
の
な
か
で
感
じ
た
の
が
、刀

剣
は
自
ら
手
に
と
ら
な
い
と
十
分
に
は

理
解
で
き
な
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う

こ
と
で
す
。博
物
館
の
ケ
ー
ス
展
示
に

よ
る
ガ
ラ
ス
越
し
で
は
限
界
が
あ
り
、

刀
剣
の
重
量
、重
ね
や
反
り
に
つ
い
て

は
や
は
り
手
に
と
ら
な
い
と
実
感
で
き

な
い
か
と
考
え
ま
す
。し
か
し
、こ
れ
で

は
博
物
館
展
示
で
の
刀
剣
鑑
賞
が
成

立
し
ま
せ
ん
。ガ
ラ
ス
ケ
ー
ス
内
展
示
と

い
う
限
界
は
あ
る
も
の
の
、照
明
な
ど

様
々
な
工
夫
に
よ
り
、手
に
と
っ
た
と

き
の
実
感
を
視
角
的
に
体
験
で
き
る
よ

う
に
展
示
の
手
法
に
つ
い
て
も
工
夫
を

し
て
い
く
こ
と
が
必
要
で
し
ょ
う
。照
明

も
そ
の
一つ
で
す
。ま
た
、刀
特
有
の
鑑

賞
用
語
で
あ
る
鍛
え
肌
に
つ
い
て
の
板

目
や
柾
目
、沸（
に
え
）や
匂（
に
お
い
）、

映
り
と
呼
ば
れ
る
刀
の
持
つ
属
性
に
つ

い
て
も
実
感
で
き
る
よ
う
に
工
夫
が
必

要
で
す
。愛
刀
家
の
一
人
と
し
て
多
く
の

人
に
理
解
を
広
げ
て
い
き
た
い
と
思
い

ま
す
。（
堀
）

　
た
ぶ
ん
誰
に
で
も
、思
い
出
の
場
所
、

幸
せ
の
風
景
と
い
う
も
の
が
あ
る
と
思

う
。五
月
下
旬
ふ
と
思
い
立
ち
、久
し
ぶ

り
に
自
分
に
と
っ
て
の
そ
う
し
た
場
所

に
寄
っ
て
み
た
。

　
そ
こ
は
決
し
て
良
い
思
い
出
ば
か
り

で
は
な
い
。思
い
出
し
た
く
な
い
こ
と

も
無
い
わ
け
で
は
な
い
。だ
け
ど
足
を

踏
み
入
れ
た
瞬
間
、胸
の
淀
み
が
す
っ

と
消
え
て
い
く
感
じ
が
し
た
。あ
の
頃

と
は
確
か
に
少
し
違
う
け
れ
ど
、本
質

的
に
は
変
わ
っ
て
い
な
い
風
景
に
安
堵

し
た
。な
ん
だ
、こ
れ
な
ら
も
っ
と
早
く

来
て
も
良
か
っ
た
な
―

　
そ
れ
か
ら
少
し
、そ
の
場
に
佇
ん
で
、

物
思
い
に
耽
っ
た
。少
し
薄
れ
、角
の
取

れ
た
過
去
。今
だ
か
ら
気
付
け
た
良

さ
。当
時
そ
こ
で
思
い
描
い
て
い
た
別

の
未
来
。思
考
の
中
で
自
在
に
時
間
を

行
き
来
す
る
度
に
、心
は
温
か
く
な

り
、た
ま
に
苦
し
く
も
な
っ
た
―

　
岡
崎
に
来
て
五
年
。怒
涛
の
よ
う
に

押
し
寄
せ
る
日
々
に
立
ち
向
か
う
こ
と

に
精
一
杯
で
、過
去
を
省
み
る
と
い
う
こ

と
を
全
く
や
っ
て
来
な
か
っ
た
。今
回

思
い
出
の
場
所
か
ら
現
在
地
を
見
る
こ

と
で
、そ
の
途
中
に
忘
れ
て
い
た
大
切

な
も
の
を
拾
い
直
せ
た
よ
う
な
気
が
し

た
。そ
っ
か
、今
来
る
べ
く
し
て
来
た
ん

だ
な
―

　
迷
っ
て
き
た
ら
ま
た
来
る
よ
、と
頭

の
中
で
独
り
ご
ち
な
が
ら
、そ
の
苦
し

く
な
る
ほ
ど
に
幸
せ
な
風
景
を
後
に
し

た
。（
湯
）

刀
の
展
示

幸
せ
の
風
景



眼
の
極
楽
㉔

　花
と
鳥
の
か
た
ち

　
蜻
蛉
飛
び
、虫
の
声
を
聞
く

　
前
掲
し
た
モ
チ
ー
フ
一
覧
を
見
て
欲
し
い
。ど
ん
な
草

花
、鳥
た
ち
が
取
上
げ
ら
れ
て
い
る
の
か
―
抱
一「
十
二
ヶ

月
花
鳥
図
」諸
本
を
相
互
に
比
較
す
る
と
共
に
、定
家
詠

「
十
二
ヶ
月
月
次
花
鳥
和
歌
」と
の
異
同
を
見
て
貰
い
た

い
。併
せ
て
月
づ
き
の
モ
チ
ー
フ
で
は
な
い
が
、そ
れ
に
準

ず
る
も
の
と
し
て
、白
鶴
本
を
代
表
さ
せ
て「
四
季
花
鳥

図
」の
春
夏
、秋
冬
の
そ
れ
も
見
て
欲
し
い
。

　
ま
ず
は
抱
一「
十
二
ヶ
月
花
鳥
図
」諸
本
相
互
に
つ
い
て
。

即
座
に
気
付
く
の
は
、香
雪
本
の
モ
チ
ー
フ
選
択
が
他
の

諸
本
と
全
く
異
な
っ
て
い
る
点
で
あ
る
。同
じ
も
の
が
少

な
い
。こ
こ
か
ら
此
本
は
、弟
子
た
ち
の
代
作
で
は
な
い
か

と
推
定
さ
れ
る
の
だ
が
、確
か
に
モ
チ
ー
フ
選
択
の
違
い

は
、そ
う
し
た
推
定
が
成
り
立
つ
こ
と
を
示
唆
す
る
。こ

れ
に
対
し
他
の
諸
本
で
は
、む
し
ろ
各
月
共
通
す
る
モ

チ
ー
フ
が
少
な
く
な
い
。三
月
の
桜
、五
月
の
燕
子
花
、八

月
の
芙
蓉
、九
月
の
菊
、十
一
月
の
枯
芦
な
ど
は
、綾
瀬
本

の
伝
存
分
も
含
め
、す
べ
て
の
本
で
登
場
す
る
。白
梅（
一

月
）、菜
の
花（
二
月
）、牡
丹（
四
月
）、紫
陽
花（
六
月
）、

柿（
十
月
）な
ど
も
三
本
以
上
で
描
か
れ
て
い
る
。す
べ
て

は
抱
一
＝
抱
一
工
房
の
作
だ
か
ら
、当
然
、起
こ
る
べ
く
し

て
起
こ
っ
た
傾
向
な
の
だ
ろ
う
が
、さ
ら
に
こ
こ
に
選
ば

れ
た
モ
チ
ー
フ
こ
そ
は
、抱
一
や
、抱
一
に
作
品
を
注
文
し

た
人
び
と
の
誰
も
が
、月
づ
き
を
象
徴
す
る
草
花
と
し
て

納
得
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。そ
の
意
味
で
大

江
戸
人
士
に
最
も
愛
さ
れ
た
、い
わ
ば
江
戸
の
花
園
を
代

表
す
る
草
花
・
果
卉
類
と
称
し
て
よ
い
だ
ろ
う
。い
や
、現

代
の
わ
た
し
た
ち
か
ら
見
て
も
、こ
れ
ら
の
草
花
の
選
択

に
特
段
の
違
和
感
は
な
い
。

　
気
付
い
て
欲
し
い
の
は
、そ
う
し
て
選
ば
れ
た
草
花
に
、

定
家
詠
や
元
信「
四
季
花
鳥
図
」の
そ
れ
と
重
な
り
合
う

も
の
が
極
め
て
少
な
い
点
で
あ
る
。ま
た
逆
に
定
家
詠
に

登
場
す
る
の
に
、抱
一
諸
本
に
は
一
切
描
か
れ
な
い
モ
チ
ー

フ
も
あ
っ
た
。そ
の
こ
と
を
二
つ
の
草
花
に
代
表
さ
せ
て
確

認
し
て
お
き
た
い
。

　
そ
の
花
と
は
、卯
の
花（
定
家
詠
・
四
月
）と
菜
の
花

（
抱
一・
二
月
）と
で
あ
る
。既
に
こ
れ
ら
二
つ
の
花
に
つ
い

て
は
、連
載
の
第
一
回（
眼
の
極
楽
⑧
）で
取
上
げ
た
。そ
こ

で
論
じ
た
こ
と
は
、卯
の
花
が
郭
公
と
共
に
夏
の
到
来
を

告
げ
る
景
物
と
し
て
、王
朝
人
が
待
望
し
た
花
鳥
で
あ
る

の
に
対
し
、菜
の
花
は
油
を
採
る
た
め
の
商
品
作
物
と
し

て
、江
戸
中
期
・
十
八
世
紀
半
ば
以
降
、そ
の
栽
培
が
畿

内
か
ら
全
国
に
拡
が
り
、あ
た
り
一
面
を
染
め
る
鮮
や
か

な
黄
の
花
が
人
び
と
の
眼
を
ひ
き
つ
け
た
と
云
う
事
実
で

あ
っ
た
。し
か
も
王
朝
人
が
卯
の
花
に
対
し
て
抱
い
た
熱

い
思
い
は
、定
家
詠
に
も
受
け
継
が
れ
は
し
た
も
の
の
、時

代
と
共
に
、む
し
ろ
下
が
っ
て
い
っ
た
こ
と
が
否
め
ず
、む

ろ
ん
王
朝
人
が
、栽
培
さ
れ
て
も
い
な
い
菜
の
花
の
美
を

知
る
由
も
な
い
。い
や
、そ
の
菜
の
花
熱
で
さ
え
、昨
今
は

大
き
く
退
潮
、む
し
ろ
こ
の
花
を
春
の
観
光
の
目
玉
と
す

る
た
め
に
、ご
く
限
ら
れ
た
土
地
で
の
栽
培
に
な
っ
て
し

ま
っ
た
の
で
は
な
か
っ
た
か
。明
か
り
を
取
る
た
め
の

菜
種
油
の
需
要
が
全
く
無
く
な
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

　
つ
ま
り
卯
の
花
も
菜
の
花
も
、唱
歌
に
取
上
げ
ら
れ
広

く
人
口
に
膾
炙
し
て
い
る
た
め
、つ
い
時
代
を
通
じ
て
愛

で
ら
れ
て
き
た
花
々
と
思
い
勝
ち
な
の
だ
が
、決
し
て
そ

う
で
は
な
く
、二
つ
の
花
を
見
つ
め
る
眼
自
体
に
、既
に
或

る
時
代
性
が
あ
っ
た
と
云
う
こ
と
だ
。卯
の
花
と
菜
の
花

は
、単
純
だ
が
重
大
な
、こ
の
事
実
を
わ
た
し
た
ち
に
突

き
つ
け
る
。

　
だ
が
モ
チ
ー
フ
一
覧
は
、さ
ら
に
興
味
深
い
事
実
を
教
え

て
く
れ
て
い
た
。そ
の
夏
・
秋
分
を
見
て
欲
し
い
―
と
云
え

ば
、も
う
お
分
か
り
だ
ろ
う
。虫
で
あ
る
。本
に
よ
っ
て
取

上
げ
る
種
類
も
異
な
る
が
、各
月
、次
の
よ
う
な
虫
が
描

か
れ
て
い
た
。

　
　
四
月
　
蝶
　
　
蜜
蜂

　
　
六
月
　
蜻
蛉
　
蛍

　
　
七
月
　
青
蛙
　
蟷
螂

　
　
八
月
　
馬
追
　
鈴
虫

花
が
咲
き
、草
が
茂
れ
ば
、虫
が
集
う
の
は
当
然
、自
然
の

摂
理
だ
ろ
う
。と
な
れ
ば「
花
鳥
図
」や「
草
花
図
」に
虫

た
ち
が
登
場
す
る
の
は
自
明
で
あ
る
は
ず
な
の
だ
が
、定

家
詠
図
、元
信
本「
四
季
花
鳥
図
」で
見
る
限
り
、虫
は
描

か
れ
て
い
な
い
。後
者
な
ど
は
、草
花
が
こ
れ
だ
け
賑
や
か

に
咲
き
乱
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、で
あ
る
。意
外
な

事
実
だ
が
、迂
闊
に
も
わ
た
し
た
ち
が
気
付
か
な
か
っ
た

だ
け
で
、抱
一「
十
二
ヶ
月
花
鳥
図
」の
虫
た
ち
の
存
在
が
、

逆
に「
四
季
花
鳥
図
」に
お
け
る
不
在
を
鮮
明
化
さ
せ
た
、

と
云
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。

　
い
や
、虫
た
ち
の
不
在
は
、別
に
元
信
本
だ
け
に
見
ら

れ
る
傾
向
で
は
な
い
。近
世
初
期（
桃
山‒

江
戸
初
期
）の

狩
野
派
の
み
な
ら
ず
宗
達
派
も
含
め
た
、多
く
の「
花
鳥

図
」「
草
花
図
」で
観
察
さ
れ
る
傾
向
で
あ
る
よ
う
だ
。従

来
、と
も
す
れ
ば
見
過
ご
さ
れ
て
き
た
が
、花
と
鳥
と
の

モ
チ
ー
フ
の
歴
史
を
探
る
上
で
、な
か
な
か
に
重
要
な
事

実
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。寂
し
い
こ
と
に
、そ
れ
ら
の「
花

鳥
図
」で
は
、鳥
の
囀
り
は
し
て
も
、虫
の
音
は
聞
こ
え
な

い
の
で
あ
る
。

　
と
な
る
と
、逆
に
蜻
蛉
が
舞
い
、虫
の
声
も
聞
こ
え
る
、

そ
れ
こ
そ
が
抱
一「
十
二
ヶ
月
花
鳥
図
」の
、そ
し
て「
江
戸

の
花
園
」の
特
長
と
云
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
か
。そ
こ
で
こ
こ

で
は
、尚
蔵
館
本
と
心
遠
館（
プ
ラ
イ
ス
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
）本

の
四
、六
、七
、八
月
分
を
代
表
さ
せ
て
、江
戸
の
花
園
を

覗
い
て
貰
う
こ
と
と
し
た
。虫
た
ち
が
ど
こ
に
登
場
す
る

か
。も
と
よ
り
彼
ら
の
姿
を
見
出
す
こ
と
も
、抱
一「
十

二
ヶ
月
花
鳥
図
」を
鑑
る
愉
し
さ
で
あ
る
は
ず
だ
。

　
と
同
時
に
取
上
げ
ら
れ
た
草
花
の
種
類
が
、こ
こ
で

一
気
に
多
彩
に
、そ
し
て
一
新
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
も
気
付

い
て
欲
し
い
。そ
の
意
味
で
面
白
い
の
は
、尚
蔵
館
の
四
月

だ
。「
牡
丹
に
蝶
」で
あ
る
。こ
の
組
合
せ
が
、唐
め
き
た
る

一
対
で
あ
る
こ
と
は
既
に
述
べ
た（
眼
の
極
楽
㉒
）。そ
の

イ
メ
ー
ジ
の
強
固
な
伝
統
が
、つ
い
に
抱
一
の「
十
二
ヶ
月

花
鳥
図
」ま
で
流
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。で
は
他
の
草
花
、

虫
た
ち
は
ど
う
し
て
描
か
れ
た
の
か
。そ
こ
で
次
回
は
、

虫
の
姿
を
、先
行
す
る
作
の
中
に
探
っ
て
み
た
い
。虫
取
り

網
は
ど
こ
に
し
ま
っ
て
お
い
た
こ
と
や
ら
・・・
。失
わ
れ
た

花
園
へ
昆
虫
採
集
に
出
か
け
よ
う
。

（
な
お
尚
蔵
館
本
の
八
月
の
虫
、一
覧
で
は
蟋
蟀
と
し
た
が

誤
り
で
、馬
追
に
訂
正
す
る
）

と
ん
ぼ

つ
き
な
み

か
き
つ
ば
た

ふ
よ
う

あ
じ
さ
い

か
き

う
か
つ

さ
え
ず

ほ
と
と
ぎ
す

な
た
ね
あ
ぶ
ら

み

い
っ
き

い
っ
し
ん

め

か
い
し
ゃ

か
ま
き
り

に
ぎ

尚
蔵
館
本

心
遠
館
本

四月六月七月八月

四月六月七月八月



眼
の
極
楽
㉔

　花
と
鳥
の
か
た
ち

　
蜻
蛉
飛
び
、虫
の
声
を
聞
く

　
前
掲
し
た
モ
チ
ー
フ
一
覧
を
見
て
欲
し
い
。ど
ん
な
草

花
、鳥
た
ち
が
取
上
げ
ら
れ
て
い
る
の
か
―
抱
一「
十
二
ヶ

月
花
鳥
図
」諸
本
を
相
互
に
比
較
す
る
と
共
に
、定
家
詠

「
十
二
ヶ
月
月
次
花
鳥
和
歌
」と
の
異
同
を
見
て
貰
い
た

い
。併
せ
て
月
づ
き
の
モ
チ
ー
フ
で
は
な
い
が
、そ
れ
に
準

ず
る
も
の
と
し
て
、白
鶴
本
を
代
表
さ
せ
て「
四
季
花
鳥

図
」の
春
夏
、秋
冬
の
そ
れ
も
見
て
欲
し
い
。

　
ま
ず
は
抱
一「
十
二
ヶ
月
花
鳥
図
」諸
本
相
互
に
つ
い
て
。

即
座
に
気
付
く
の
は
、香
雪
本
の
モ
チ
ー
フ
選
択
が
他
の

諸
本
と
全
く
異
な
っ
て
い
る
点
で
あ
る
。同
じ
も
の
が
少

な
い
。こ
こ
か
ら
此
本
は
、弟
子
た
ち
の
代
作
で
は
な
い
か

と
推
定
さ
れ
る
の
だ
が
、確
か
に
モ
チ
ー
フ
選
択
の
違
い

は
、そ
う
し
た
推
定
が
成
り
立
つ
こ
と
を
示
唆
す
る
。こ

れ
に
対
し
他
の
諸
本
で
は
、む
し
ろ
各
月
共
通
す
る
モ

チ
ー
フ
が
少
な
く
な
い
。三
月
の
桜
、五
月
の
燕
子
花
、八

月
の
芙
蓉
、九
月
の
菊
、十
一
月
の
枯
芦
な
ど
は
、綾
瀬
本

の
伝
存
分
も
含
め
、す
べ
て
の
本
で
登
場
す
る
。白
梅（
一

月
）、菜
の
花（
二
月
）、牡
丹（
四
月
）、紫
陽
花（
六
月
）、

柿（
十
月
）な
ど
も
三
本
以
上
で
描
か
れ
て
い
る
。す
べ
て

は
抱
一
＝
抱
一
工
房
の
作
だ
か
ら
、当
然
、起
こ
る
べ
く
し

て
起
こ
っ
た
傾
向
な
の
だ
ろ
う
が
、さ
ら
に
こ
こ
に
選
ば

れ
た
モ
チ
ー
フ
こ
そ
は
、抱
一
や
、抱
一
に
作
品
を
注
文
し

た
人
び
と
の
誰
も
が
、月
づ
き
を
象
徴
す
る
草
花
と
し
て

納
得
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。そ
の
意
味
で
大

江
戸
人
士
に
最
も
愛
さ
れ
た
、い
わ
ば
江
戸
の
花
園
を
代

表
す
る
草
花
・
果
卉
類
と
称
し
て
よ
い
だ
ろ
う
。い
や
、現

代
の
わ
た
し
た
ち
か
ら
見
て
も
、こ
れ
ら
の
草
花
の
選
択

に
特
段
の
違
和
感
は
な
い
。

　
気
付
い
て
欲
し
い
の
は
、そ
う
し
て
選
ば
れ
た
草
花
に
、

定
家
詠
や
元
信「
四
季
花
鳥
図
」の
そ
れ
と
重
な
り
合
う

も
の
が
極
め
て
少
な
い
点
で
あ
る
。ま
た
逆
に
定
家
詠
に

登
場
す
る
の
に
、抱
一
諸
本
に
は
一
切
描
か
れ
な
い
モ
チ
ー

フ
も
あ
っ
た
。そ
の
こ
と
を
二
つ
の
草
花
に
代
表
さ
せ
て
確

認
し
て
お
き
た
い
。

　
そ
の
花
と
は
、卯
の
花（
定
家
詠
・
四
月
）と
菜
の
花

（
抱
一・
二
月
）と
で
あ
る
。既
に
こ
れ
ら
二
つ
の
花
に
つ
い

て
は
、連
載
の
第
一
回（
眼
の
極
楽
⑧
）で
取
上
げ
た
。そ
こ

で
論
じ
た
こ
と
は
、卯
の
花
が
郭
公
と
共
に
夏
の
到
来
を

告
げ
る
景
物
と
し
て
、王
朝
人
が
待
望
し
た
花
鳥
で
あ
る

の
に
対
し
、菜
の
花
は
油
を
採
る
た
め
の
商
品
作
物
と
し

て
、江
戸
中
期
・
十
八
世
紀
半
ば
以
降
、そ
の
栽
培
が
畿

内
か
ら
全
国
に
拡
が
り
、あ
た
り
一
面
を
染
め
る
鮮
や
か

な
黄
の
花
が
人
び
と
の
眼
を
ひ
き
つ
け
た
と
云
う
事
実
で

あ
っ
た
。し
か
も
王
朝
人
が
卯
の
花
に
対
し
て
抱
い
た
熱

い
思
い
は
、定
家
詠
に
も
受
け
継
が
れ
は
し
た
も
の
の
、時

代
と
共
に
、む
し
ろ
下
が
っ
て
い
っ
た
こ
と
が
否
め
ず
、む

ろ
ん
王
朝
人
が
、栽
培
さ
れ
て
も
い
な
い
菜
の
花
の
美
を

知
る
由
も
な
い
。い
や
、そ
の
菜
の
花
熱
で
さ
え
、昨
今
は

大
き
く
退
潮
、む
し
ろ
こ
の
花
を
春
の
観
光
の
目
玉
と
す

る
た
め
に
、ご
く
限
ら
れ
た
土
地
で
の
栽
培
に
な
っ
て
し

ま
っ
た
の
で
は
な
か
っ
た
か
。明
か
り
を
取
る
た
め
の

菜
種
油
の
需
要
が
全
く
無
く
な
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

　
つ
ま
り
卯
の
花
も
菜
の
花
も
、唱
歌
に
取
上
げ
ら
れ
広

く
人
口
に
膾
炙
し
て
い
る
た
め
、つ
い
時
代
を
通
じ
て
愛

で
ら
れ
て
き
た
花
々
と
思
い
勝
ち
な
の
だ
が
、決
し
て
そ

う
で
は
な
く
、二
つ
の
花
を
見
つ
め
る
眼
自
体
に
、既
に
或

る
時
代
性
が
あ
っ
た
と
云
う
こ
と
だ
。卯
の
花
と
菜
の
花

は
、単
純
だ
が
重
大
な
、こ
の
事
実
を
わ
た
し
た
ち
に
突

き
つ
け
る
。

　
だ
が
モ
チ
ー
フ
一
覧
は
、さ
ら
に
興
味
深
い
事
実
を
教
え

て
く
れ
て
い
た
。そ
の
夏
・
秋
分
を
見
て
欲
し
い
―
と
云
え

ば
、も
う
お
分
か
り
だ
ろ
う
。虫
で
あ
る
。本
に
よ
っ
て
取

上
げ
る
種
類
も
異
な
る
が
、各
月
、次
の
よ
う
な
虫
が
描

か
れ
て
い
た
。

　
　
四
月
　
蝶
　
　
蜜
蜂

　
　
六
月
　
蜻
蛉
　
蛍

　
　
七
月
　
青
蛙
　
蟷
螂

　
　
八
月
　
馬
追
　
鈴
虫

花
が
咲
き
、草
が
茂
れ
ば
、虫
が
集
う
の
は
当
然
、自
然
の

摂
理
だ
ろ
う
。と
な
れ
ば「
花
鳥
図
」や「
草
花
図
」に
虫

た
ち
が
登
場
す
る
の
は
自
明
で
あ
る
は
ず
な
の
だ
が
、定

家
詠
図
、元
信
本「
四
季
花
鳥
図
」で
見
る
限
り
、虫
は
描

か
れ
て
い
な
い
。後
者
な
ど
は
、草
花
が
こ
れ
だ
け
賑
や
か

に
咲
き
乱
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、で
あ
る
。意
外
な

事
実
だ
が
、迂
闊
に
も
わ
た
し
た
ち
が
気
付
か
な
か
っ
た

だ
け
で
、抱
一「
十
二
ヶ
月
花
鳥
図
」の
虫
た
ち
の
存
在
が
、

逆
に「
四
季
花
鳥
図
」に
お
け
る
不
在
を
鮮
明
化
さ
せ
た
、

と
云
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。

　
い
や
、虫
た
ち
の
不
在
は
、別
に
元
信
本
だ
け
に
見
ら

れ
る
傾
向
で
は
な
い
。近
世
初
期（
桃
山‒

江
戸
初
期
）の

狩
野
派
の
み
な
ら
ず
宗
達
派
も
含
め
た
、多
く
の「
花
鳥

図
」「
草
花
図
」で
観
察
さ
れ
る
傾
向
で
あ
る
よ
う
だ
。従

来
、と
も
す
れ
ば
見
過
ご
さ
れ
て
き
た
が
、花
と
鳥
と
の

モ
チ
ー
フ
の
歴
史
を
探
る
上
で
、な
か
な
か
に
重
要
な
事

実
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。寂
し
い
こ
と
に
、そ
れ
ら
の「
花

鳥
図
」で
は
、鳥
の
囀
り
は
し
て
も
、虫
の
音
は
聞
こ
え
な

い
の
で
あ
る
。

　
と
な
る
と
、逆
に
蜻
蛉
が
舞
い
、虫
の
声
も
聞
こ
え
る
、

そ
れ
こ
そ
が
抱
一「
十
二
ヶ
月
花
鳥
図
」の
、そ
し
て「
江
戸

の
花
園
」の
特
長
と
云
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
か
。そ
こ
で
こ
こ

で
は
、尚
蔵
館
本
と
心
遠
館（
プ
ラ
イ
ス
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
）本

の
四
、六
、七
、八
月
分
を
代
表
さ
せ
て
、江
戸
の
花
園
を

覗
い
て
貰
う
こ
と
と
し
た
。虫
た
ち
が
ど
こ
に
登
場
す
る

か
。も
と
よ
り
彼
ら
の
姿
を
見
出
す
こ
と
も
、抱
一「
十

二
ヶ
月
花
鳥
図
」を
鑑
る
愉
し
さ
で
あ
る
は
ず
だ
。

　
と
同
時
に
取
上
げ
ら
れ
た
草
花
の
種
類
が
、こ
こ
で

一
気
に
多
彩
に
、そ
し
て
一
新
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
も
気
付

い
て
欲
し
い
。そ
の
意
味
で
面
白
い
の
は
、尚
蔵
館
の
四
月

だ
。「
牡
丹
に
蝶
」で
あ
る
。こ
の
組
合
せ
が
、唐
め
き
た
る

一
対
で
あ
る
こ
と
は
既
に
述
べ
た（
眼
の
極
楽
㉒
）。そ
の

イ
メ
ー
ジ
の
強
固
な
伝
統
が
、つ
い
に
抱
一
の「
十
二
ヶ
月

花
鳥
図
」ま
で
流
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。で
は
他
の
草
花
、

虫
た
ち
は
ど
う
し
て
描
か
れ
た
の
か
。そ
こ
で
次
回
は
、

虫
の
姿
を
、先
行
す
る
作
の
中
に
探
っ
て
み
た
い
。虫
取
り

網
は
ど
こ
に
し
ま
っ
て
お
い
た
こ
と
や
ら
・・・
。失
わ
れ
た

花
園
へ
昆
虫
採
集
に
出
か
け
よ
う
。

（
な
お
尚
蔵
館
本
の
八
月
の
虫
、一
覧
で
は
蟋
蟀
と
し
た
が

誤
り
で
、馬
追
に
訂
正
す
る
）

と
ん
ぼ

つ
き
な
み

か
き
つ
ば
た

ふ
よ
う

あ
じ
さ
い

か
き

う
か
つ

さ
え
ず

ほ
と
と
ぎ
す

な
た
ね
あ
ぶ
ら

み

い
っ
き

い
っ
し
ん

め

か
い
し
ゃ

か
ま
き
り

に
ぎ

尚
蔵
館
本

心
遠
館
本

四月六月七月八月

四月六月七月八月



　
本
展
で
は
日
本
屈
指
の
刀
剣
コ
レ
ク
シ
ョ
ン

を
誇
る
静
岡
県
三
島
市
の「
佐
野
美
術
館
」の

収
蔵
品
よ
り
、国
宝
・
重
要
文
化
財
を
含
む
刀

剣
、刀
装
具
約
百
件
を
展
示
し
て
い
ま
す
。見

ど
こ
ろ
と
し
て
あ
げ
ら
れ
る
の
は
平
安
時
代

か
ら
江
戸
時
代
の
代
表
的
な
名
工
の
刀
剣
が

一
堂
に
展
示
さ
れ
て
お
り
、本
展
を
通
じ
て
約

千
年
に
わ
た
る
日
本
刀
の
歴
史
を
辿
る
こ
と

が
で
き
る
こ
と
で
す
。

　
日
本
刀
は
、刀
剣
が
大
陸
か
ら
も
た
ら
さ

れ
て
以
来
、日
本
独
自
の
形
に
進
化
し
、時
代

ご
と
に
適
応
し
た
姿
が
創
ら
れ
て
き
ま
し
た
。

平
安
時
代
に
な
る
と
、そ
れ
ま
で
の
直
刀
に
反

り
が
付
き
始
め
、平
安
末
期（
十
二
世
紀
）に

優
雅
な
反
り
の
あ
る
日
本
刀
が
完
成
し
ま

す
。「
太
刀 

銘 

安
綱
」（
展
示
№
２
）は
細
身
で

腰
反
り
が
強
く
、鋒
が
小
さ
い
と
い
う
平
安
時

代
の
特
徴
を
良
く
示
し
て
い
ま
す
。ま
た
こ
の

時
代
は
馬
上
戦
に
適
し
た
太
刀
が
多
く
造
ら

れ
ま
し
た
。

　
鎌
倉
時
代
に
は
、源
頼
朝
が
鎌
倉
に
幕
府

を
開
き
、武
士
政
権
を
樹
立
し
ま
す
。日
本
刀

も
、元
か
ら
鋒
ま
で
身
幅
が
広
く
、鋒
は
猪
首

鋒
と
な
り
、武
士
の
時
代
に
合
っ
た
勇
壮
な
姿

と
な
り
ま
す
。「
太
刀 

銘 

景
則
」（
№
５
）に
は

動
物
の
毛
で
鞘
の
部
分
を
覆
っ
た「
尻
鞘
」が

付
属
し
て
お
り
、こ
れ
は
狩
場
な
ど
で
用
い
ら

れ
ま
し
た
。

　
日
本
刀
の
生
産
で
古
く
か
ら
有
名
な
山
城

（
京
都
）、大
和（
奈
良
）、備
前（
岡
山
）、相
州

（
鎌
倉
）、美
濃（
岐
阜
）の
五
つ
の
地
域
の
流

派
、秘
伝
を「
五
ヵ
伝
」と
呼
ん
で
お
り
、そ
れ

ぞ
れ
素
材
の
特
色
や
製
造
技
法
が
際
立
っ
た

特
色
を
示
し
て
い
ま
す
。山
城
は
清
美
、大
和

は
素
朴
、相
州
は
雄
渾
、備
前
は
華
麗
、美
濃

は
鋭
利
と
い
え
ま
し
ょ
う
。こ
の「
五
ヵ
伝
」の

名
刀
が
一
堂
に
展
示
さ
れ
て
い
る
の
も
、本
展

の
特
筆
す
べ
き
見
ど
こ
ろ
で
あ
り
、重
要
美
術

品「
太
刀 

銘 

来
国
俊
」（
山
城
国
、№
９
）、

「
太
刀 

銘 

包
永
」（
大
和
国
、№
11
）、重
要
文

化
財「
短
刀 

銘 

国
光
」（
相
模
国
、№
12
）、重

要
文
化
財「
太
刀 

無
銘 

正
宗
」（
相
模
国
、№

13
）な
ど
が
展
示
さ
れ
て
い
ま
す
。な
か
で
も

国
宝「
太
刀 

銘 

一
」（
№
16
）は
、備
前
刀
ら
し

い
大
き
な
丁
子
が
連
な
る
華
や
か
な
刃
文
が

印
象
的
な
絢
爛
豪
華
な
作
で
、天
正
三
年（
一

五
七
五
）長
篠
の
戦
い
で
活
躍
し
た
奥
平
信
昌

（
家
康
の
娘
婿
）に
、そ
の
功
を
賞
し
て
織
田

信
長
が
与
え
た
と
い
う
由
緒
あ
る
名
刀
で
す
。

　
南
北
朝
時
代
に
は
、南
朝
と
北
朝
の
対
立

を
背
景
に
、相
手
を
威
嚇
す
る
が
ご
と
く
長

大
で
身
幅
が
広
く
、大
鋒
の
太
刀
が
生
ま
れ

ま
し
た
。重
要
文
化
財「
太
刀 

金
象
嵌
銘 

備

前
国
兼
光
／
本
阿
弥（
花
押
）」（
№
31
）は
備

前
長
船
派
四
代
を
継
い
だ
名
工
兼
光
の
作
で
、

後
世
に
擦
り
あ
げ
ら
れ
て
い
ま
す
が
、元
は
刃

長
が
一ｍ
を
越
え
て
い
た
と
み
ら
れ
る
大
太
刀

で
す
。

　
室
町
、戦
国
時
代
に
は
戦
闘
方
法
が
馬
上

戦
か
ら
鉄
砲
が
最
前
線
に
立
つ
集
団
戦
へ
と

大
き
く
変
わ
り
、太
刀
よ
り
短
い
打
刀
が
多
用

さ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。こ
の
時
代
に
美

濃
は
備
前
に
次
ぐ
一
大
産
地
と
な
り
、関
を

中
心
に
多
く
の
刀
工
が
活
躍
し
ま
し
た
。な
か

で
も
兼
定
と
兼
元
が
有
名
で
す
が
、「
刀 

銘 

和
泉
守
藤
原
兼
定
」（
№
43
）は
通
称「
之
定
」

と
呼
ば
れ
る
二
代
兼
定
の
作
で
、美
濃
刀
の
特

徴
で
あ
る
尖
り
互
の
目
の
刃
文
が
見
事
で
す
。

そ
の
後
、戦
の
な
い
平
和
な
江
戸
時
代
に
は
、

刀
剣
は
戦
う
た
め
で
は
な
く
、剣
術（
居
合
道
）

に
適
し
た
反
り
の
浅
い
姿
に
な
り
ま
し
た
。

　
千
年
に
わ
た
る
日
本
刀
の
歴
史
を
辿
り
な

が
ら
、日
本
人
が
培
っ
て
き
た
美
意
識
や
文
化

を
感
じ
て
頂
け
れ
ば
幸
い
で
す
。
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名刀は語る
―美しき鑑賞の歴史

浦 野 加 穂 子

　
ジ
ョ
ル
ジ
ュ・
ブ
ラ
ッ
ク（
一
八
八
二‐

一
九
六

三
）は
、パ
ブ
ロ・ピ
カ
ソ
ら
と
と
も
に
二
〇
世

紀
初
頭
に
興
っ
た
芸
術
運
動「
キ
ュ
ビ
ス
ム
」

の
成
立
と
展
開
に
関
わ
り
ま
し
た
。彼
は

キ
ュ
ビ
ス
ム
と
い
う
動
向
に
お
い
て
、複
数
の

視
点
に
よ
っ
て
切
り
取
ら
れ
た
断
片
を
以
て

対
象
物
の
立
体
的
な
全
容
を
平
面
上
に
表

現
す
る
た
め
に
、分
割
と
再
構
成
と
い
う
手

法
を
採
り
ま
し
た
。そ
の
後
も
独
自
の
表
現

を
追
究
し
、さ
ら
に
深
化
さ
せ
て
い
っ
た
ブ

ラ
ッ
ク
が
晩
年
に
重
視
し
た
考
え
方
は
、「
メ

タ
モ
ル
フ
ォ
ー
シ
ス（
変
容
）」で
し
た
。

　
ブ
ラ
ッ
ク
自
身
の
思
考
と
し
て
の「
メ
タ
モ

ル
フ
ォ
ー
シ
ス
」と
は
、表
現
さ
れ
た
作
品
そ

の
も
の
を
意
味
内
容
と
し
て
捉
え
る
の
で
は

な
く
、作
品
を
通
し
て
、あ
る
い
は
そ
こ
に
何

か
意
味
が
生
じ
る
と
い
っ
た
、変
容
の
過
程

に
あ
り
ま
し
た
。ま
た
ブ
ラ
ッ
ク
が
一
九
六
一

年
か
ら
六
三
年
に
制
作
し
た
、一
連
の
平
面

と
立
体
作
品
の
総
称
を「
メ
タ
モ
ル
フ
ォ
ー
シ

ス
」と
呼
び
ま
す
。

　
本
展
で
は
、ブ
ラ
ッ
ク
が
晩
年
に
取
り
組

ん
だ
作
品
群「
メ
タ
モ
ル
フ
ォ
ー
シ
ス
」の
う

ち
、彼
が
デ
ザ
イ
ン
を
手
が
け
た
工
芸
品
を

中
心
に
ご
紹
介
し
ま
す
。ブ
ラ
ッ
ク
に
よ
る

デ
ザ
イ
ン
画
を
は
じ
め
、陶
磁
器
や
ジ
ュ
エ

リ
ー
、彫
刻
、ス
テ
ン
ド
・
グ
ラ
ス
、タ
ピ
ス

リ
ー
な
ど
、こ
れ
ま
で
日
本
で
注
目
さ
れ
る

機
会
が
あ
ま
り
な
か
っ
た
約
九
十
点
に
お
よ

ぶ
作
品
を
展
観
し
ま
す
。ま
た
作
品
の
多
く

は
、フ
ラ
ン
ス
の
サ
ン
＝
デ
ィ
エ
＝
デ
＝

ヴ
ォ
ー
ジ
ュ
市
立
ジ
ョ
ル
ジ
ュ・
ブ
ラ
ッ
ク-

メ

タ
モ
ル
フ
ォ
ー
シ
ス
美
術
館
よ
り
出
品
さ
れ

ま
す
。

　
展
覧
会
の
み
ど
こ
ろ
は
、作
品
群「
メ
タ
モ

ル
フ
ォ
ー
シ
ス
」の
制
作
活
動
に
つ
い
て
、そ
の

は
じ
ま
り
か
ら
立
体
作
品
へ
の
変
遷
の
過
程

を
ご
覧
い
た
だ
け
る
と
こ
ろ
に
あ
り
ま
す
。

作
品
群「
メ
タ
モ
ル
フ
ォ
ー
シ
ス
」で
は
、古
代

ロ
ー
マ
の
詩
人
オ
ウ
ィ
デ
ィ
ウ
ス
に
よ
る『
変

身
物
語
』に
登
場
す
る
神
々
の
変
身
を
テ
ー
マ

に
し
、多
様
な
方
法
で
制
作
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
第
一
章
で
は
、制
作
の
根
幹
で
あ
る
平
面

作
品
を
紹
介
し
ま
す
。出
品
作
品
の
グ
ワ
ッ

シ
ュ
画
は
、そ
の
後
に
様
々
な
立
体
作
品
が

作
り
出
さ
れ
る
下
絵
と
な
っ
て
い
き
ま
す
。

ブ
ラ
ッ
ク
は
、自
身
に
よ
る
デ
ザ
イ
ン
の
ジ
ュ

エ
リ
ー
制
作
協
力
を
、ジ
ュ
エ
リ
ー
ク
リ
エ
イ

タ
ー
の
エ
ゲ
ル・
ド
・ル
ヴ
ェ
ン
フ
ェ
ル
ド（
一
九
一

九‐

二
〇
〇
〇
）に
依
頼
し
ま
す
。ド
・ル
ヴ
ェ

ン
フ
ェ
ル
ド
は
、ブ
ラ
ッ
ク
と
協
働
し
て
数
々

の
ジ
ュ
エ
リ
ー
や
彫
刻
な
ど
を
制
作
し
、作

品
群「
メ
タ
モ
ル
フ
ォ
ー
シ
ス
」の
最
も
重
要

な
部
分
を
具
現
化
し
て
い
き
ま
し
た
。

　
本
展
の
核
と
な
る
第
三
章
で
は
、陶
磁
器

や
彫
刻
、室
内
装
飾
と
、多
岐
に
わ
た
る
表

現
方
法
に
挑
戦
し
た
ブ
ラ
ッ
ク
の
取
り
組
み

を
紹
介
す
る
中
で
、と
り
わ
け「
メ
タ
モ
ル

フ
ォ
ー
シ
ス
」シ
リ
ー
ズ
に
お
け
る
最
も
重
要

な
作
品
群
と
し
て
、ジ
ュ
エ
リ
ー
を
紹
介
し
ま

す
。一
九
六
一
年
、ブ
ラ
ッ
ク
は
ド
・
ル
ヴ
ェ
ン

フ
ェ
ル
ド
に
ジ
ュ
エ
リ
ー
の
創
作
協
力
を
依
頼

し
、こ
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
展
開
さ
せ
て
い
き

ま
す
。フ
ラ
ン
ス
文
化
大
臣
の
ア
ン
ド
レ・マ
ル

ロ
ー
は
、ブ
ラ
ッ
ク
の
絵
画
が
貴
石
と
貴
金

属
を
纏
う
立
体
に
変
容
し
た
さ
ま
を
目
に

し
、こ
れ
ら
を「
ブ
ラ
ッ
ク
芸
術
の
最
高
峰
」

と
讃
え
ま
し
た
。ま
た
マ
ル
ロ
ー
の
協
力
も
あ

り
、一
九
六
三
年
に
は
、パ
リ
装
飾
美
術
館
に

お
い
て「
ブ
ラ
ッ
ク
・
ジ
ュ
エ
リ
ー
展
」が
開
催

さ
れ
ま
し
た
。

　
こ
の
よ
う
な
彼
の
創
作
に
対
す
る
姿
勢

と
協
働
に
よ
る
展
開
は
、視
覚
に
よ
る
幸
福

を
さ
ら
に
触
覚
の
幸
福
に
よ
っ
て
補
い
た
い

と
い
う
画
家
の
要
望
の
実
現
へ
と
向
か
っ
て

い
き
ま
し
た
。晩
年
期
の
ブ
ラ
ッ
ク
に
よ
る
造

形
へ
の
探
究
か
ら
創
出
さ
れ
た
、独
創
的
で

き
ら
び
や
か
な
工
芸
の
世
界
を
ぜ
ひ
お
愉
し

み
く
だ
さ
い
。
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本
展
で
は
日
本
屈
指
の
刀
剣
コ
レ
ク
シ
ョ
ン

を
誇
る
静
岡
県
三
島
市
の「
佐
野
美
術
館
」の

収
蔵
品
よ
り
、国
宝
・
重
要
文
化
財
を
含
む
刀

剣
、刀
装
具
約
百
件
を
展
示
し
て
い
ま
す
。見

ど
こ
ろ
と
し
て
あ
げ
ら
れ
る
の
は
平
安
時
代

か
ら
江
戸
時
代
の
代
表
的
な
名
工
の
刀
剣
が

一
堂
に
展
示
さ
れ
て
お
り
、本
展
を
通
じ
て
約

千
年
に
わ
た
る
日
本
刀
の
歴
史
を
辿
る
こ
と

が
で
き
る
こ
と
で
す
。

　
日
本
刀
は
、刀
剣
が
大
陸
か
ら
も
た
ら
さ

れ
て
以
来
、日
本
独
自
の
形
に
進
化
し
、時
代

ご
と
に
適
応
し
た
姿
が
創
ら
れ
て
き
ま
し
た
。

平
安
時
代
に
な
る
と
、そ
れ
ま
で
の
直
刀
に
反

り
が
付
き
始
め
、平
安
末
期（
十
二
世
紀
）に

優
雅
な
反
り
の
あ
る
日
本
刀
が
完
成
し
ま

す
。「
太
刀 

銘 

安
綱
」（
展
示
№
２
）は
細
身
で

腰
反
り
が
強
く
、鋒
が
小
さ
い
と
い
う
平
安
時

代
の
特
徴
を
良
く
示
し
て
い
ま
す
。ま
た
こ
の

時
代
は
馬
上
戦
に
適
し
た
太
刀
が
多
く
造
ら

れ
ま
し
た
。

　
鎌
倉
時
代
に
は
、源
頼
朝
が
鎌
倉
に
幕
府

を
開
き
、武
士
政
権
を
樹
立
し
ま
す
。日
本
刀

も
、元
か
ら
鋒
ま
で
身
幅
が
広
く
、鋒
は
猪
首

鋒
と
な
り
、武
士
の
時
代
に
合
っ
た
勇
壮
な
姿

と
な
り
ま
す
。「
太
刀 

銘 

景
則
」（
№
５
）に
は

動
物
の
毛
で
鞘
の
部
分
を
覆
っ
た「
尻
鞘
」が

付
属
し
て
お
り
、こ
れ
は
狩
場
な
ど
で
用
い
ら

れ
ま
し
た
。

　
日
本
刀
の
生
産
で
古
く
か
ら
有
名
な
山
城

（
京
都
）、大
和（
奈
良
）、備
前（
岡
山
）、相
州

（
鎌
倉
）、美
濃（
岐
阜
）の
五
つ
の
地
域
の
流

派
、秘
伝
を「
五
ヵ
伝
」と
呼
ん
で
お
り
、そ
れ

ぞ
れ
素
材
の
特
色
や
製
造
技
法
が
際
立
っ
た

特
色
を
示
し
て
い
ま
す
。山
城
は
清
美
、大
和

は
素
朴
、相
州
は
雄
渾
、備
前
は
華
麗
、美
濃

は
鋭
利
と
い
え
ま
し
ょ
う
。こ
の「
五
ヵ
伝
」の

名
刀
が
一
堂
に
展
示
さ
れ
て
い
る
の
も
、本
展

の
特
筆
す
べ
き
見
ど
こ
ろ
で
あ
り
、重
要
美
術

品「
太
刀 

銘 

来
国
俊
」（
山
城
国
、№
９
）、

「
太
刀 

銘 

包
永
」（
大
和
国
、№
11
）、重
要
文

化
財「
短
刀 

銘 

国
光
」（
相
模
国
、№
12
）、重

要
文
化
財「
太
刀 

無
銘 

正
宗
」（
相
模
国
、№

13
）な
ど
が
展
示
さ
れ
て
い
ま
す
。な
か
で
も

国
宝「
太
刀 

銘 

一
」（
№
16
）は
、備
前
刀
ら
し

い
大
き
な
丁
子
が
連
な
る
華
や
か
な
刃
文
が

印
象
的
な
絢
爛
豪
華
な
作
で
、天
正
三
年（
一

五
七
五
）長
篠
の
戦
い
で
活
躍
し
た
奥
平
信
昌

（
家
康
の
娘
婿
）に
、そ
の
功
を
賞
し
て
織
田

信
長
が
与
え
た
と
い
う
由
緒
あ
る
名
刀
で
す
。

　
南
北
朝
時
代
に
は
、南
朝
と
北
朝
の
対
立

を
背
景
に
、相
手
を
威
嚇
す
る
が
ご
と
く
長

大
で
身
幅
が
広
く
、大
鋒
の
太
刀
が
生
ま
れ

ま
し
た
。重
要
文
化
財「
太
刀 

金
象
嵌
銘 

備

前
国
兼
光
／
本
阿
弥（
花
押
）」（
№
31
）は
備

前
長
船
派
四
代
を
継
い
だ
名
工
兼
光
の
作
で
、

後
世
に
擦
り
あ
げ
ら
れ
て
い
ま
す
が
、元
は
刃

長
が
一ｍ
を
越
え
て
い
た
と
み
ら
れ
る
大
太
刀

で
す
。

　
室
町
、戦
国
時
代
に
は
戦
闘
方
法
が
馬
上

戦
か
ら
鉄
砲
が
最
前
線
に
立
つ
集
団
戦
へ
と

大
き
く
変
わ
り
、太
刀
よ
り
短
い
打
刀
が
多
用

さ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。こ
の
時
代
に
美

濃
は
備
前
に
次
ぐ
一
大
産
地
と
な
り
、関
を

中
心
に
多
く
の
刀
工
が
活
躍
し
ま
し
た
。な
か

で
も
兼
定
と
兼
元
が
有
名
で
す
が
、「
刀 

銘 

和
泉
守
藤
原
兼
定
」（
№
43
）は
通
称「
之
定
」

と
呼
ば
れ
る
二
代
兼
定
の
作
で
、美
濃
刀
の
特

徴
で
あ
る
尖
り
互
の
目
の
刃
文
が
見
事
で
す
。

そ
の
後
、戦
の
な
い
平
和
な
江
戸
時
代
に
は
、

刀
剣
は
戦
う
た
め
で
は
な
く
、剣
術（
居
合
道
）

に
適
し
た
反
り
の
浅
い
姿
に
な
り
ま
し
た
。

　
千
年
に
わ
た
る
日
本
刀
の
歴
史
を
辿
り
な

が
ら
、日
本
人
が
培
っ
て
き
た
美
意
識
や
文
化

を
感
じ
て
頂
け
れ
ば
幸
い
で
す
。
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に
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の
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展
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数
の
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に
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に
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に
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た
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方
は
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容
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自
身
の
思
考
と
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て
の「
メ
タ
モ

ル
フ
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ー
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ス
」と
は
、表
現
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た
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そ

の
も
の
を
意
味
内
容
と
し
て
捉
え
る
の
で
は

な
く
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品
を
通
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て
、あ
る
い
は
そ
こ
に
何

か
意
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が
生
じ
る
と
い
っ
た
、変
容
の
過
程

に
あ
り
ま
し
た
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た
ブ
ラ
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ク
が
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九
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年
か
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六
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年
に
制
作
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た
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連
の
平
面

と
立
体
作
品
の
総
称
を「
メ
タ
モ
ル
フ
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シ

ス
」と
呼
び
ま
す
。

　
本
展
で
は
、ブ
ラ
ッ
ク
が
晩
年
に
取
り
組

ん
だ
作
品
群「
メ
タ
モ
ル
フ
ォ
ー
シ
ス
」の
う

ち
、彼
が
デ
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ン
を
手
が
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た
工
芸
品
を

中
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に
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紹
介
し
ま
す
。ブ
ラ
ッ
ク
に
よ
る

デ
ザ
イ
ン
画
を
は
じ
め
、陶
磁
器
や
ジ
ュ
エ

リ
ー
、彫
刻
、ス
テ
ン
ド
・
グ
ラ
ス
、タ
ピ
ス

リ
ー
な
ど
、こ
れ
ま
で
日
本
で
注
目
さ
れ
る

機
会
が
あ
ま
り
な
か
っ
た
約
九
十
点
に
お
よ

ぶ
作
品
を
展
観
し
ま
す
。ま
た
作
品
の
多
く

は
、フ
ラ
ン
ス
の
サ
ン
＝
デ
ィ
エ
＝
デ
＝

ヴ
ォ
ー
ジ
ュ
市
立
ジ
ョ
ル
ジ
ュ・
ブ
ラ
ッ
ク-

メ

タ
モ
ル
フ
ォ
ー
シ
ス
美
術
館
よ
り
出
品
さ
れ

ま
す
。

　
展
覧
会
の
み
ど
こ
ろ
は
、作
品
群「
メ
タ
モ

ル
フ
ォ
ー
シ
ス
」の
制
作
活
動
に
つ
い
て
、そ
の

は
じ
ま
り
か
ら
立
体
作
品
へ
の
変
遷
の
過
程

を
ご
覧
い
た
だ
け
る
と
こ
ろ
に
あ
り
ま
す
。

作
品
群「
メ
タ
モ
ル
フ
ォ
ー
シ
ス
」で
は
、古
代

ロ
ー
マ
の
詩
人
オ
ウ
ィ
デ
ィ
ウ
ス
に
よ
る『
変

身
物
語
』に
登
場
す
る
神
々
の
変
身
を
テ
ー
マ

に
し
、多
様
な
方
法
で
制
作
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
第
一
章
で
は
、制
作
の
根
幹
で
あ
る
平
面

作
品
を
紹
介
し
ま
す
。出
品
作
品
の
グ
ワ
ッ

シ
ュ
画
は
、そ
の
後
に
様
々
な
立
体
作
品
が

作
り
出
さ
れ
る
下
絵
と
な
っ
て
い
き
ま
す
。

ブ
ラ
ッ
ク
は
、自
身
に
よ
る
デ
ザ
イ
ン
の
ジ
ュ

エ
リ
ー
制
作
協
力
を
、ジ
ュ
エ
リ
ー
ク
リ
エ
イ

タ
ー
の
エ
ゲ
ル・
ド
・ル
ヴ
ェ
ン
フ
ェ
ル
ド（
一
九
一

九‐
二
〇
〇
〇
）に
依
頼
し
ま
す
。ド
・ル
ヴ
ェ

ン
フ
ェ
ル
ド
は
、ブ
ラ
ッ
ク
と
協
働
し
て
数
々

の
ジ
ュ
エ
リ
ー
や
彫
刻
な
ど
を
制
作
し
、作

品
群「
メ
タ
モ
ル
フ
ォ
ー
シ
ス
」の
最
も
重
要

な
部
分
を
具
現
化
し
て
い
き
ま
し
た
。

　
本
展
の
核
と
な
る
第
三
章
で
は
、陶
磁
器

や
彫
刻
、室
内
装
飾
と
、多
岐
に
わ
た
る
表

現
方
法
に
挑
戦
し
た
ブ
ラ
ッ
ク
の
取
り
組
み

を
紹
介
す
る
中
で
、と
り
わ
け「
メ
タ
モ
ル

フ
ォ
ー
シ
ス
」シ
リ
ー
ズ
に
お
け
る
最
も
重
要

な
作
品
群
と
し
て
、ジ
ュ
エ
リ
ー
を
紹
介
し
ま

す
。一
九
六
一
年
、ブ
ラ
ッ
ク
は
ド
・
ル
ヴ
ェ
ン

フ
ェ
ル
ド
に
ジ
ュ
エ
リ
ー
の
創
作
協
力
を
依
頼

し
、こ
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
展
開
さ
せ
て
い
き

ま
す
。フ
ラ
ン
ス
文
化
大
臣
の
ア
ン
ド
レ・マ
ル

ロ
ー
は
、ブ
ラ
ッ
ク
の
絵
画
が
貴
石
と
貴
金

属
を
纏
う
立
体
に
変
容
し
た
さ
ま
を
目
に

し
、こ
れ
ら
を「
ブ
ラ
ッ
ク
芸
術
の
最
高
峰
」

と
讃
え
ま
し
た
。ま
た
マ
ル
ロ
ー
の
協
力
も
あ

り
、一
九
六
三
年
に
は
、パ
リ
装
飾
美
術
館
に

お
い
て「
ブ
ラ
ッ
ク
・
ジ
ュ
エ
リ
ー
展
」が
開
催

さ
れ
ま
し
た
。

　
こ
の
よ
う
な
彼
の
創
作
に
対
す
る
姿
勢

と
協
働
に
よ
る
展
開
は
、視
覚
に
よ
る
幸
福

を
さ
ら
に
触
覚
の
幸
福
に
よ
っ
て
補
い
た
い

と
い
う
画
家
の
要
望
の
実
現
へ
と
向
か
っ
て

い
き
ま
し
た
。晩
年
期
の
ブ
ラ
ッ
ク
に
よ
る
造

形
へ
の
探
究
か
ら
創
出
さ
れ
た
、独
創
的
で

き
ら
び
や
か
な
工
芸
の
世
界
を
ぜ
ひ
お
愉
し

み
く
だ
さ
い
。

　

会期：平成30年7月28日(土)～9月17日(月・祝)

ジョルジュ・ブラック
―宝飾デザインの輝き

髙 見 翔 子

国宝 「太刀 銘 一」鎌倉時代〈矢部コレクション〉（佐野美術館寄託）

ジョルジュ・ブラック 《三つの恩恵（三美神）》 1961－63年
サン＝ディエ＝デ＝ヴォージュ市立ジョルジュ・ブラック-メタモルフォーシス美術館  Archives Armand Israël 

企画展
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新
体
制
の
ス
タ
ッ
フ
紹
介

柴
田
富
彦

企
画
展「
ク
エ
イ
兄
弟―

フ
ァ
ン
ト
ム・ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
」イ
ベ
ン
ト
後
記

　
今
回
の
展
示
関
連
イ
ベ
ン
ト
は
、映
像

作
家
で
あ
る
ク
エ
イ
兄
弟
の
繊
細
な
作

品
や
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
の
セ
ッ
ト
の
鑑
賞
と

併
せ
た
上
映
会
が
好
評
で
、追
加
上
映
会

も
開
催
し
ま
し
た
。ま
た
、五
月
十
八
日

の
国
際
博
物
館
の
日
と
、ナ
イ
ト
ミ
ュ
ー

ジ
ア
ム
参
加
者
に
は
、限
定
で
ク
エ
イ
兄

弟「
直
筆
サ
イ
ン
入
り
」の
ポ
ス
ト
カ
ー
ド

を
お
渡
し
し
、作
家
を
よ
り
身
近
に
感
じ

て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

□
五
月
六
日（
日
）：
ス
ペ
シ
ャ
ル
・
ト
ー
ク

「
ク
エ
イ
兄
弟
の
夢
の
世
界
」

登
壇
者
：

　
滝
本
誠
氏（
映
画
評
論
家
）

　「
ク
エ
イ
兄
弟
の
手
作
り
魔
術
」

　
赤
塚
若
樹
氏（
首
都
大
学
東
京
教
授
）

　「
ふ
た
り
の
好
き
な
も
の
」

□
上
映
会

○
四
月
十
五
日（
日
）：『
人
工
の
夜
景
―

欲
望
果
て
し
な
き
者
ど
も
』一
九
七
九
年
、

『
ヤ
ン
・
シ
ュ
ヴ
ァ
ン
ク
マ
イ
エ
ル
の
部
屋
』一

九
八
四
年
、『
フ
ァ
ン
ト
ム
・
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム

―
ヘ
ン
リ
ー
・
ウ
ェ
ル
カ
ム
卿
の
医
学
コ
レ

ク
シ
ョ
ン
保
管
庫
へ
の
気
儘
な
侵
入
』二

〇
〇
三
年

○
四
月
二
二
日（
日
）：『
イ
ー
ゴ
リ
―
パ
リ

で
プ
レ
イ
エ
ル
が
仕
事
場
を
提
供
し
て
い
た

頃（1920

―1929

）』一
九
八
二
年
、『
ス
ト

リ
ー
ト
・
オ
ブ
・
ク
ロ
コ
ダ
イ
ル
』一
九
八
六

年
、『
ワ
ン
ダ
ー
ウ
ッ
ド
』二
〇
一
〇
年

○
五
月
三
日（
木
・
祝
）：『
ギ
ル
ガ
メ
ッ

シ
ュ
叙
事
詩
を
大
幅
に
偽
装
し
て
縮
小
し

た
、ハ
ナ
ー
・
ル
ウ
ス
局
長
の
ち
ょ
っ
と
し

た
歌
、ま
た
は
こ
の
名
付
け
難
い
小
さ
な

ほ
う
き
』一
九
八
五
年
・『
変
身
』二
〇
一
二

年
、『
ス
テ
ィ
ル
・
ナ
ハ
ト
2
―
私
た
ち
は

ま
だ
結
婚
し
て
い
る
の
か
？
』一
九
九
二
年

○
五
月
十
三
日（
日
）﹇
追
加
﹈：『
ス
ト

リ
ー
ト
・
オ
ブ
・
ク
ロ
コ
ダ
イ
ル
』一
九
八
六

年
、『
ベ
ン
ヤ
メ
ン
タ
学
院
、ま
た
は
人
々

が
人
生
と
呼
ぶ
こ
の
夢
』一
九
九
五
年

□
ギ
ャ
ラ
リ
ー
ト
ー
ク
：
四
月
二
八
日

（
土
）、五
月
十
二
日（
土
）・﹇
追
加
﹈五
月

十
八
日（
金
）

□
ナ
イ
ト
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム（
年
間
パ
ス
ポ
ー

ト
会
員
限
定
）：
四
月
十
四
日（
土
）

『
大
礒
義
雄
文
庫
目
録
』刊
行
に
よ
せ
て

　
本
目
録
は
、俳
諧
の
研
究
者
で
愛
知

教
育
大
学
名
誉
教
授
・
故
大
礒
義
雄
氏

が
研
究
の
た
め
に
蒐
集
さ
れ
た
俳
書
等

の
典
籍
な
ど
を
、国
文
学
の
専
門
家
の

方
々
の
ご
協
力
を
得
て
目
録
化
し
た
も

の
で
す
。

　
同
氏
が
蒐
集
さ
れ
た
典
籍
群
は
平
成

二
十
六
年
に
当
館
へ
寄
附
さ
れ
ま
し
た
。

　
目
録
の
収
録
点
数
は
一
六
七
八
点
。主

に
江
戸
時
代
の
俳
書
を
は
じ
め
、近
世

の
文
芸
な
ど
多
岐
に
わ
た
っ
て
収
め
ら

れ
て
い
ま
す
。

　
俳
書
で
は
松
尾
芭
蕉
の『
奥
の
細
道
』

や
小
林
一
茶
の『
お
ら
が
春
』と
い
っ
た
有

名
な
典
籍
を
は
じ
め
、芭
蕉
の
紀
行
文

と
し
て
親
し
ま
れ
て
い
る『
笈
の
小
文
』

と
は
大
幅
な
異
同
の
あ
る『
笈
の
小
文
』

（
異
本
）や
、『
蕪
村
句
集
』の
初
版
本
な

ど
数
多
く
の
貴
重
な
典
籍
が
収
め
ら
れ

て
い
ま
す
。

　
そ
れ
ら
以
外
に
も
柳
亭
種
彦
の『
偐

紫
田
舎
源
氏
』や
同
氏
に
も
ご
尽
力
頂

い
た『
新
編
岡
崎
市
史
十
三 

近
世
学

芸
』に
収
録
さ
れ
て
い
る『
鶴
芝
』、『
苗

代
集
』。ま
た
岡
崎
市
ゆ
か
り
の
俳
人

鶴
田
卓
池
の『
燕
岡
集
』や『
す
き
ぞ
め

集
』の
典
籍
や
掛
軸
な
ど
、地
元
岡
崎

市
に
関
す
る
も
の
も
収
め
ら
れ
て
い
ま

す
。

　
こ
こ
で
は
一
部
し
か
紹
介
し
て
お
り

ま
せ
ん
が
、そ
の
他
に
も
貴
重
な
典
籍

が
た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
。

　「
俳
書
と
は
ど
ん
な
本
だ
ろ
う
」、

「
有
名
な『
奥
の
細
道
』は
ど
ん
な
感
じ

の
本
な
ん
だ
ろ
う
」な
ど
と
少
し
で
も

興
味
を
持
ち
ま
し
た
ら
、是
非
目
録
を

手
に
と
っ
て
江
戸
時
代
の
典
籍
の
魅
力

を
味
わ
っ
て
み
て
下
さ
い
。郷
土
の
俳
諧

研
究
の
第
一
人
者
の
同
氏
が
生
涯
に
わ

た
っ
て
蒐
集
し
た
貴
重
な
典
籍
を
、ひ

と
り
で
も
多
く
の
方
々
に
こ
の
目
録
を

見
て
活
用
し
て
頂
く
こ
と
が
、編
集
に

携
わ
っ
た
一
人
と
し
て
の
願
い
で
す
。

『笈の小文』（異本）

副
館
長
　
鈴
木
智
子

　
こ
の
春
、美
術
博
物
館
副
館
長
を
拝
命

し
ま
し
た
。実
は
か
れ
こ
れ
二
〇
年
以
上
前

の
ハ
ナ
シ
で
す
が
、オ
ー
プ
ン
当
初
の
美
博

で
学
芸
員
と
し
て
勤
務
し
て
い
た
こ
と
が

あ
り
ま
す
。で
も
、そ
の
後
は
ず
っ
と
市
役

所
勤
務
の「
フ
ツ
ウ
の
公
務
員
」と
し
て
過

ご
し
て
き
た
の
で
、ま
さ
か
こ
こ
に
再
び

戻
っ
て
く
る
と
は
思
っ
て
い
ま
せ
ん
で
し
た
。

　
先
日
、東
京
へ
行
っ
て
き
ま
し
た
。次
に

巡
回
す
る
予
定
の「
ブ
ラ
ッ
ク
展
」を
、パ
ナ

ソ
ニ
ッ
ク
汐
留
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
で
見
た
あ
と

は
、ひ
た
す
ら
展
覧
会
巡
り
。二
日
で
六
会

場
を
ハ
シ
ゴ
し
ま
し
た
。ど
れ
も
見
応
え
の

あ
る
展
示
で
、一
気
に
見
て
し
ま
う
の
は
勿

体
な
い
も
の
ば
か
り
。な
か
で
も
印
象
に

残
っ
た
の
は
、ル
ド
ン
の〈
グ
ラ
ン・ブ
ー
ケ
〉、

伝
宗
達〈
蔦
細
道
図
屏
風
〉、「
体
内
美
術

館
」と
称
し
た
美
し
す
ぎ
る
ラ
ッ
ト
の
体
内

映
像
。そ
う
、何
だ
か
ん
だ
言
っ
て
、好
き
な

世
界
で
は
あ
り
ま
す
。

副
館
長
代
行
　
諸
井
力

　
こ
の
春
よ
り
当
館
の
副
館
長
代
行
に

な
り
ま
し
た
諸
井
で
す
。

　
文
化
芸
術
の
部
署
は
初
め
て
で
す
が
、

過
去
に
ま
ち
づ
く
り
の
部
署
で
、将
来
の

夢（
計
画
）を
語
る
仕
事
を
し
て
い
ま
し

た
。今
回
、当
館
に
き
て
今
度
は
夢
を
与

え
る
仕
事
と
い
う
こ
と
で
、直
接
、展
覧

会
の
企
画
に
携
わ
る
こ
と
は
な
い
の
で
す

が
、広
報
や
イ
ベ
ン
ト
の
企
画
で
は
、毎
日

の
よ
う
に
、部
下
の
職
員
に
夢
を
語
っ
て
、

ハ
ッ
パ
を
か
け
て
い
ま
す
。

　
ま
た
、イ
ベ
ン
ト
等
で
は
、直
接
携
わ
る

こ
と
も
あ
り
、ま
ち
づ
く
り
で
経
験
し
た

こ
と
や
、当
館
で
、今
ま
で
や
っ
て
こ
な

か
っ
た
こ
と
を
企
画
し
て
、大
い
に
盛
り

上
げ
て
い
こ
う
と
考
え
て
い
ま
す
。

　
こ
れ
か
ら
も
、当
館
が
多
く
の
市
民
に

愛
さ
れ
、親
し
ま
れ
る
場
所
を
目
指
し

て
、頑
張
っ
て
い
き
ま
す
の
で
、よ
ろ
し
く

お
願
い
い
た
し
ま
す
。

学
芸
員 

小
幡
早
苗

　
今
年
の
春
よ
り
、当
館
の
学
芸
員
と
し

て
参
り
ま
し
た
。開
館
翌
年
に
岡
崎
市
へ
入

庁
し
て
以
来
、市
教
育
委
員
会
で
文
化
財

の
担
当
を
二
十
年
ほ
ど
し
て
お
り
、こ
の
度

が
初
め
て
の
異
動
で
す
。

　
前
職
で
は
、大
学
で
考
古
学
を
専
攻
し

て
い
た
こ
と
か
ら
埋
蔵
文
化
財
の
担
当
者

と
し
て
、近
世
初
期
の
石
垣
が
確
認
さ
れ

た
岡
崎
城
跡
や
馬
、人
、朝
顔
型
な
ど
様
々

な
形
象
埴
輪
が
出
土
し
た
イ
オ
ン
シ
ョ
ッ
ピ

ン
グ
セ
ン
タ
ー
内
の
外
山
古
墳
群
の
発
掘

調
査
な
ど
に
携
わ
っ
て
き
ま
し
た
。

　
地
中
か
ら
掘
り
出
さ
れ
た
出
土
品
を
実

際
に
見
て
い
た
だ
く
こ
と
で
、モ
ノ
そ
の
も

の
が
持
つ
時
間
や
空
間
を
超
え
て
歴
史
を

語
る
力
を
実
感
し
て
い
た
だ
け
る
展
示
を

当
館
で
行
っ
て
い
け
た
ら
と
思
っ
て
お
り
ま

す
。そ
し
て
、岡
崎
の
歴
史
が
い
つ
で
も
皆

様
に
見
て
い
た
だ
け
る
よ
う
、一
歩
一
歩
で
も

力
を
尽
く
し
て
い
く
所
存
で
す
。

堀
江
前
副
館
長
が

愛
博
協
功
労
賞
を
受
賞

　
本
年
六
月
十
四
日（
木
）に
開

催
さ
れ
た
平
成
三
〇
年
度
愛
知

県
博
物
館
協
会
総
会
に
お
い
て
、

当
館
の
堀
江
登
志
実
前
副
館
長

が
愛
知
県
博
物
館
協
会
功
労
賞

を
受
賞
し
ま
し
た
。学
芸
員
と
し

て
の
永
年
の
勤
続
と
、他
の
模
範

と
な
る
功
績
に
つ
い
て
の
受
賞
で

す
。授
賞
式
で
は
、社
会
構
造
が

変
化
す
る
中
、学
習
意
欲
あ
る

人
々
へ
向
け
今
後
の
博
物
館
が

果
た
す
べ
き
役
割
が
増
す
と
挨

拶
し
、現
在
も
当
館
の
学
芸
の
牽

引
者
と
し
て
、引
き
続
き
活
躍
中

で
す
。

スペシャル・トークの様子（5月6日（日）開催）



COLUMN＆TOPIC

新
体
制
の
ス
タ
ッ
フ
紹
介

柴
田
富
彦

企
画
展「
ク
エ
イ
兄
弟―

フ
ァ
ン
ト
ム・ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
」イ
ベ
ン
ト
後
記

　
今
回
の
展
示
関
連
イ
ベ
ン
ト
は
、映
像

作
家
で
あ
る
ク
エ
イ
兄
弟
の
繊
細
な
作

品
や
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
の
セ
ッ
ト
の
鑑
賞
と

併
せ
た
上
映
会
が
好
評
で
、追
加
上
映
会

も
開
催
し
ま
し
た
。ま
た
、五
月
十
八
日

の
国
際
博
物
館
の
日
と
、ナ
イ
ト
ミ
ュ
ー

ジ
ア
ム
参
加
者
に
は
、限
定
で
ク
エ
イ
兄

弟「
直
筆
サ
イ
ン
入
り
」の
ポ
ス
ト
カ
ー
ド

を
お
渡
し
し
、作
家
を
よ
り
身
近
に
感
じ

て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

□
五
月
六
日（
日
）：
ス
ペ
シ
ャ
ル
・
ト
ー
ク

「
ク
エ
イ
兄
弟
の
夢
の
世
界
」

登
壇
者
：

　
滝
本
誠
氏（
映
画
評
論
家
）

　「
ク
エ
イ
兄
弟
の
手
作
り
魔
術
」

　
赤
塚
若
樹
氏（
首
都
大
学
東
京
教
授
）

　「
ふ
た
り
の
好
き
な
も
の
」

□
上
映
会

○
四
月
十
五
日（
日
）：『
人
工
の
夜
景
―

欲
望
果
て
し
な
き
者
ど
も
』一
九
七
九
年
、

『
ヤ
ン
・
シ
ュ
ヴ
ァ
ン
ク
マ
イ
エ
ル
の
部
屋
』一

九
八
四
年
、『
フ
ァ
ン
ト
ム
・
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム

―
ヘ
ン
リ
ー
・
ウ
ェ
ル
カ
ム
卿
の
医
学
コ
レ

ク
シ
ョ
ン
保
管
庫
へ
の
気
儘
な
侵
入
』二

〇
〇
三
年

○
四
月
二
二
日（
日
）：『
イ
ー
ゴ
リ
―
パ
リ

で
プ
レ
イ
エ
ル
が
仕
事
場
を
提
供
し
て
い
た

頃（1920

―1929

）』一
九
八
二
年
、『
ス
ト

リ
ー
ト
・
オ
ブ
・
ク
ロ
コ
ダ
イ
ル
』一
九
八
六

年
、『
ワ
ン
ダ
ー
ウ
ッ
ド
』二
〇
一
〇
年

○
五
月
三
日（
木
・
祝
）：『
ギ
ル
ガ
メ
ッ

シ
ュ
叙
事
詩
を
大
幅
に
偽
装
し
て
縮
小
し

た
、ハ
ナ
ー
・
ル
ウ
ス
局
長
の
ち
ょ
っ
と
し

た
歌
、ま
た
は
こ
の
名
付
け
難
い
小
さ
な

ほ
う
き
』一
九
八
五
年
・『
変
身
』二
〇
一
二

年
、『
ス
テ
ィ
ル
・
ナ
ハ
ト
2
―
私
た
ち
は

ま
だ
結
婚
し
て
い
る
の
か
？
』一
九
九
二
年

○
五
月
十
三
日（
日
）﹇
追
加
﹈：『
ス
ト

リ
ー
ト
・
オ
ブ
・
ク
ロ
コ
ダ
イ
ル
』一
九
八
六

年
、『
ベ
ン
ヤ
メ
ン
タ
学
院
、ま
た
は
人
々

が
人
生
と
呼
ぶ
こ
の
夢
』一
九
九
五
年

□
ギ
ャ
ラ
リ
ー
ト
ー
ク
：
四
月
二
八
日

（
土
）、五
月
十
二
日（
土
）・﹇
追
加
﹈五
月

十
八
日（
金
）

□
ナ
イ
ト
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム（
年
間
パ
ス
ポ
ー

ト
会
員
限
定
）：
四
月
十
四
日（
土
）

『
大
礒
義
雄
文
庫
目
録
』刊
行
に
よ
せ
て

　
本
目
録
は
、俳
諧
の
研
究
者
で
愛
知

教
育
大
学
名
誉
教
授
・
故
大
礒
義
雄
氏

が
研
究
の
た
め
に
蒐
集
さ
れ
た
俳
書
等

の
典
籍
な
ど
を
、国
文
学
の
専
門
家
の

方
々
の
ご
協
力
を
得
て
目
録
化
し
た
も

の
で
す
。

　
同
氏
が
蒐
集
さ
れ
た
典
籍
群
は
平
成

二
十
六
年
に
当
館
へ
寄
附
さ
れ
ま
し
た
。

　
目
録
の
収
録
点
数
は
一
六
七
八
点
。主

に
江
戸
時
代
の
俳
書
を
は
じ
め
、近
世

の
文
芸
な
ど
多
岐
に
わ
た
っ
て
収
め
ら

れ
て
い
ま
す
。

　
俳
書
で
は
松
尾
芭
蕉
の『
奥
の
細
道
』

や
小
林
一
茶
の『
お
ら
が
春
』と
い
っ
た
有

名
な
典
籍
を
は
じ
め
、芭
蕉
の
紀
行
文

と
し
て
親
し
ま
れ
て
い
る『
笈
の
小
文
』

と
は
大
幅
な
異
同
の
あ
る『
笈
の
小
文
』

（
異
本
）や
、『
蕪
村
句
集
』の
初
版
本
な

ど
数
多
く
の
貴
重
な
典
籍
が
収
め
ら
れ

て
い
ま
す
。

　
そ
れ
ら
以
外
に
も
柳
亭
種
彦
の『
偐

紫
田
舎
源
氏
』や
同
氏
に
も
ご
尽
力
頂

い
た『
新
編
岡
崎
市
史
十
三 

近
世
学

芸
』に
収
録
さ
れ
て
い
る『
鶴
芝
』、『
苗

代
集
』。ま
た
岡
崎
市
ゆ
か
り
の
俳
人

鶴
田
卓
池
の『
燕
岡
集
』や『
す
き
ぞ
め

集
』の
典
籍
や
掛
軸
な
ど
、地
元
岡
崎

市
に
関
す
る
も
の
も
収
め
ら
れ
て
い
ま

す
。

　
こ
こ
で
は
一
部
し
か
紹
介
し
て
お
り

ま
せ
ん
が
、そ
の
他
に
も
貴
重
な
典
籍

が
た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
。

　「
俳
書
と
は
ど
ん
な
本
だ
ろ
う
」、

「
有
名
な『
奥
の
細
道
』は
ど
ん
な
感
じ

の
本
な
ん
だ
ろ
う
」な
ど
と
少
し
で
も

興
味
を
持
ち
ま
し
た
ら
、是
非
目
録
を

手
に
と
っ
て
江
戸
時
代
の
典
籍
の
魅
力

を
味
わ
っ
て
み
て
下
さ
い
。郷
土
の
俳
諧

研
究
の
第
一
人
者
の
同
氏
が
生
涯
に
わ

た
っ
て
蒐
集
し
た
貴
重
な
典
籍
を
、ひ

と
り
で
も
多
く
の
方
々
に
こ
の
目
録
を

見
て
活
用
し
て
頂
く
こ
と
が
、編
集
に

携
わ
っ
た
一
人
と
し
て
の
願
い
で
す
。

『笈の小文』（異本）

副
館
長
　
鈴
木
智
子

　
こ
の
春
、美
術
博
物
館
副
館
長
を
拝
命

し
ま
し
た
。実
は
か
れ
こ
れ
二
〇
年
以
上
前

の
ハ
ナ
シ
で
す
が
、オ
ー
プ
ン
当
初
の
美
博

で
学
芸
員
と
し
て
勤
務
し
て
い
た
こ
と
が

あ
り
ま
す
。で
も
、そ
の
後
は
ず
っ
と
市
役

所
勤
務
の「
フ
ツ
ウ
の
公
務
員
」と
し
て
過

ご
し
て
き
た
の
で
、ま
さ
か
こ
こ
に
再
び

戻
っ
て
く
る
と
は
思
っ
て
い
ま
せ
ん
で
し
た
。

　
先
日
、東
京
へ
行
っ
て
き
ま
し
た
。次
に

巡
回
す
る
予
定
の「
ブ
ラ
ッ
ク
展
」を
、パ
ナ

ソ
ニ
ッ
ク
汐
留
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
で
見
た
あ
と

は
、ひ
た
す
ら
展
覧
会
巡
り
。二
日
で
六
会

場
を
ハ
シ
ゴ
し
ま
し
た
。ど
れ
も
見
応
え
の

あ
る
展
示
で
、一
気
に
見
て
し
ま
う
の
は
勿

体
な
い
も
の
ば
か
り
。な
か
で
も
印
象
に

残
っ
た
の
は
、ル
ド
ン
の〈
グ
ラ
ン・ブ
ー
ケ
〉、

伝
宗
達〈
蔦
細
道
図
屏
風
〉、「
体
内
美
術

館
」と
称
し
た
美
し
す
ぎ
る
ラ
ッ
ト
の
体
内

映
像
。そ
う
、何
だ
か
ん
だ
言
っ
て
、好
き
な

世
界
で
は
あ
り
ま
す
。

副
館
長
代
行
　
諸
井
力

　
こ
の
春
よ
り
当
館
の
副
館
長
代
行
に

な
り
ま
し
た
諸
井
で
す
。

　
文
化
芸
術
の
部
署
は
初
め
て
で
す
が
、

過
去
に
ま
ち
づ
く
り
の
部
署
で
、将
来
の

夢（
計
画
）を
語
る
仕
事
を
し
て
い
ま
し

た
。今
回
、当
館
に
き
て
今
度
は
夢
を
与

え
る
仕
事
と
い
う
こ
と
で
、直
接
、展
覧

会
の
企
画
に
携
わ
る
こ
と
は
な
い
の
で
す

が
、広
報
や
イ
ベ
ン
ト
の
企
画
で
は
、毎
日

の
よ
う
に
、部
下
の
職
員
に
夢
を
語
っ
て
、

ハ
ッ
パ
を
か
け
て
い
ま
す
。

　
ま
た
、イ
ベ
ン
ト
等
で
は
、直
接
携
わ
る

こ
と
も
あ
り
、ま
ち
づ
く
り
で
経
験
し
た

こ
と
や
、当
館
で
、今
ま
で
や
っ
て
こ
な

か
っ
た
こ
と
を
企
画
し
て
、大
い
に
盛
り

上
げ
て
い
こ
う
と
考
え
て
い
ま
す
。

　
こ
れ
か
ら
も
、当
館
が
多
く
の
市
民
に

愛
さ
れ
、親
し
ま
れ
る
場
所
を
目
指
し

て
、頑
張
っ
て
い
き
ま
す
の
で
、よ
ろ
し
く

お
願
い
い
た
し
ま
す
。

学
芸
員 

小
幡
早
苗

　
今
年
の
春
よ
り
、当
館
の
学
芸
員
と
し

て
参
り
ま
し
た
。開
館
翌
年
に
岡
崎
市
へ
入

庁
し
て
以
来
、市
教
育
委
員
会
で
文
化
財

の
担
当
を
二
十
年
ほ
ど
し
て
お
り
、こ
の
度

が
初
め
て
の
異
動
で
す
。

　
前
職
で
は
、大
学
で
考
古
学
を
専
攻
し

て
い
た
こ
と
か
ら
埋
蔵
文
化
財
の
担
当
者

と
し
て
、近
世
初
期
の
石
垣
が
確
認
さ
れ

た
岡
崎
城
跡
や
馬
、人
、朝
顔
型
な
ど
様
々

な
形
象
埴
輪
が
出
土
し
た
イ
オ
ン
シ
ョ
ッ
ピ

ン
グ
セ
ン
タ
ー
内
の
外
山
古
墳
群
の
発
掘

調
査
な
ど
に
携
わ
っ
て
き
ま
し
た
。

　
地
中
か
ら
掘
り
出
さ
れ
た
出
土
品
を
実

際
に
見
て
い
た
だ
く
こ
と
で
、モ
ノ
そ
の
も

の
が
持
つ
時
間
や
空
間
を
超
え
て
歴
史
を

語
る
力
を
実
感
し
て
い
た
だ
け
る
展
示
を

当
館
で
行
っ
て
い
け
た
ら
と
思
っ
て
お
り
ま

す
。そ
し
て
、岡
崎
の
歴
史
が
い
つ
で
も
皆

様
に
見
て
い
た
だ
け
る
よ
う
、一
歩
一
歩
で
も

力
を
尽
く
し
て
い
く
所
存
で
す
。

堀
江
前
副
館
長
が

愛
博
協
功
労
賞
を
受
賞

　
本
年
六
月
十
四
日（
木
）に
開

催
さ
れ
た
平
成
三
〇
年
度
愛
知

県
博
物
館
協
会
総
会
に
お
い
て
、

当
館
の
堀
江
登
志
実
前
副
館
長

が
愛
知
県
博
物
館
協
会
功
労
賞

を
受
賞
し
ま
し
た
。学
芸
員
と
し

て
の
永
年
の
勤
続
と
、他
の
模
範

と
な
る
功
績
に
つ
い
て
の
受
賞
で

す
。授
賞
式
で
は
、社
会
構
造
が

変
化
す
る
中
、学
習
意
欲
あ
る

人
々
へ
向
け
今
後
の
博
物
館
が

果
た
す
べ
き
役
割
が
増
す
と
挨

拶
し
、現
在
も
当
館
の
学
芸
の
牽

引
者
と
し
て
、引
き
続
き
活
躍
中

で
す
。

スペシャル・トークの様子（5月6日（日）開催）



■平成30年度企画展

ジョルジュ・ブラック―宝飾デザインの輝き
7月28日(土) ～9月17日(月・祝)
□講演会（当館1階セミナールームにて）
日時：7月29日(日) 午後2時～ 
「芸術における規則と感情
―ジョルジュ・ブラックにおけるキュビスムから古典主義への変容」
講師：松井裕美氏(名古屋大学高等研究院人文学研究科特任助教)
□ギャラリートーク（当館1階展示室にて）
日時：8月18日(土）、9月2日(日）各日とも午後2時～
□ワークショップ(当館地階作業スペースにて)
「真鍮のブローチづくりにチャレンジ」
日時：●子ども向け:8月16日（木）　小学４年生以上対象
　　  ※同伴者１名可。小さなお子さま連れはご遠慮ください。
　　 ●一般向け:9月8日（土）
　　 　各日とも午前10時30分～12時、午後2時～3時30分

講師：金沢みのり氏(オフィスマッチングモウル)
定員：各日とも午前・午後10名ずつ ※事前申込制。応募多数の場合は抽選。
参加費：各回ともひとり500円 （ブローチ１個制作。当日おつりのないようご用意
ください。）

申込方法 
ハガキに①～③を記入し、当館までお申込ください。（7月31日（火）必着）
①参加者の氏名（ふりがな）と希望日時・小学生は学年も記入　※１枚２名まで
②参加者全員の郵便番号・住所・電話番号
③【子ども向け】の場合は同伴者の有無
申 込 先
〒444‐0002　岡崎市高隆寺町峠1　岡崎中央総合公園内
岡崎市美術博物館「ブローチづくり」係

編集後記｜今号から編集を担当いたしますのでよろしくお願いします。大礒義雄文庫には、鶴田卓池の『燕岡集』がありますが、岡崎市美術博物館にも

毎年、燕が集い、只今は巣立ちをした一番子たちが空を去来し、二番子の卵が新しい巣の中であたためられています。展示品と豊かな自然に会える

当館へ、何度もお越しいただけるよう、美術博物館の魅力をお伝えできればと思っております。（小幡）

［岡崎市美術博物館ニュース／アルカディア］  第75号  2018年7月発行

編集・発行 岡崎市美術博物館 （マインドスケープ・ミュージアム）
〒444-0002　愛知県岡崎市高隆寺町峠1 岡崎中央総合公園内
TEL. 0564-28-5000 （代表）
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　「
名
刀
は
語
る
展
」の
入
館
者
に
は

若
い
女
性
が
多
く
、広
く
刀
剣
へ
の
理

解
が
進
ん
で
い
る
よ
う
で
、た
い
へ
ん
う

れ
し
く
思
い
ま
す
。博
物
館
で
の
刀
剣

展
示
も
や
り
が
い
が
あ
る
よ
う
に
感
じ

ま
す
。私
自
身
、展
示
を
す
る
た
め
に

刀
に
つ
い
て
勉
強
し
よ
う
と
思
っ
た
の

が
三
〇
年
ほ
ど
前
に
な
る
か
と
思
い
ま

す
。刀
剣
の
こ
と
が
わ
か
り
た
い
と
日

本
美
術
刀
剣
保
存
協
会
の
会
員
と
な

る
と
と
も
に
様
々
な
書
籍
に
目
を
通
し

ま
し
た
。そ
の
な
か
で
感
じ
た
の
が
、刀

剣
は
自
ら
手
に
と
ら
な
い
と
十
分
に
は

理
解
で
き
な
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う

こ
と
で
す
。博
物
館
の
ケ
ー
ス
展
示
に

よ
る
ガ
ラ
ス
越
し
で
は
限
界
が
あ
り
、

刀
剣
の
重
量
、重
ね
や
反
り
に
つ
い
て

は
や
は
り
手
に
と
ら
な
い
と
実
感
で
き

な
い
か
と
考
え
ま
す
。し
か
し
、こ
れ
で

は
博
物
館
展
示
で
の
刀
剣
鑑
賞
が
成

立
し
ま
せ
ん
。ガ
ラ
ス
ケ
ー
ス
内
展
示
と

い
う
限
界
は
あ
る
も
の
の
、照
明
な
ど

様
々
な
工
夫
に
よ
り
、手
に
と
っ
た
と

き
の
実
感
を
視
角
的
に
体
験
で
き
る
よ

う
に
展
示
の
手
法
に
つ
い
て
も
工
夫
を

し
て
い
く
こ
と
が
必
要
で
し
ょ
う
。照
明

も
そ
の
一つ
で
す
。ま
た
、刀
特
有
の
鑑

賞
用
語
で
あ
る
鍛
え
肌
に
つ
い
て
の
板

目
や
柾
目
、沸（
に
え
）や
匂（
に
お
い
）、

映
り
と
呼
ば
れ
る
刀
の
持
つ
属
性
に
つ

い
て
も
実
感
で
き
る
よ
う
に
工
夫
が
必

要
で
す
。愛
刀
家
の
一
人
と
し
て
多
く
の

人
に
理
解
を
広
げ
て
い
き
た
い
と
思
い

ま
す
。（
堀
）

　
た
ぶ
ん
誰
に
で
も
、思
い
出
の
場
所
、

幸
せ
の
風
景
と
い
う
も
の
が
あ
る
と
思

う
。五
月
下
旬
ふ
と
思
い
立
ち
、久
し
ぶ

り
に
自
分
に
と
っ
て
の
そ
う
し
た
場
所

に
寄
っ
て
み
た
。

　
そ
こ
は
決
し
て
良
い
思
い
出
ば
か
り

で
は
な
い
。思
い
出
し
た
く
な
い
こ
と

も
無
い
わ
け
で
は
な
い
。だ
け
ど
足
を

踏
み
入
れ
た
瞬
間
、胸
の
淀
み
が
す
っ

と
消
え
て
い
く
感
じ
が
し
た
。あ
の
頃

と
は
確
か
に
少
し
違
う
け
れ
ど
、本
質

的
に
は
変
わ
っ
て
い
な
い
風
景
に
安
堵

し
た
。な
ん
だ
、こ
れ
な
ら
も
っ
と
早
く

来
て
も
良
か
っ
た
な
―

　
そ
れ
か
ら
少
し
、そ
の
場
に
佇
ん
で
、

物
思
い
に
耽
っ
た
。少
し
薄
れ
、角
の
取

れ
た
過
去
。今
だ
か
ら
気
付
け
た
良

さ
。当
時
そ
こ
で
思
い
描
い
て
い
た
別

の
未
来
。思
考
の
中
で
自
在
に
時
間
を

行
き
来
す
る
度
に
、心
は
温
か
く
な

り
、た
ま
に
苦
し
く
も
な
っ
た
―

　
岡
崎
に
来
て
五
年
。怒
涛
の
よ
う
に

押
し
寄
せ
る
日
々
に
立
ち
向
か
う
こ
と

に
精
一
杯
で
、過
去
を
省
み
る
と
い
う
こ

と
を
全
く
や
っ
て
来
な
か
っ
た
。今
回

思
い
出
の
場
所
か
ら
現
在
地
を
見
る
こ

と
で
、そ
の
途
中
に
忘
れ
て
い
た
大
切

な
も
の
を
拾
い
直
せ
た
よ
う
な
気
が
し

た
。そ
っ
か
、今
来
る
べ
く
し
て
来
た
ん

だ
な
―

　
迷
っ
て
き
た
ら
ま
た
来
る
よ
、と
頭

の
中
で
独
り
ご
ち
な
が
ら
、そ
の
苦
し

く
な
る
ほ
ど
に
幸
せ
な
風
景
を
後
に
し

た
。（
湯
）

刀
の
展
示

幸
せ
の
風
景
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