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レ
ア
リ
ス
ム
と
い
う
言
葉
・
概
念
に
つ
い
て　

本
展
の
タ
イ
ト
ル
に
あ
る
、「
レ
ア
リ
ス
ム
」
と
は
な
に

か
？美

術
用
語
と
し
て
の
「
仏
）réalism

e

」
あ
る
い
は

「
英
）realism

」
と
い
う
言
葉
は
、
日
本
語
で
は
し
ば
し
ば

「
写
実
主
義
」
と
訳
さ
れ
て
き
ま
し
た
。「
写
実
主
義
」
と
は
、

物
事
を
理
想
化
せ
ず
あ
り
の
ま
ま
に
再
現
、
模
倣
す
る
諸
芸

術
の
方
法
を
意
味
し
ま
す
。
し
か
し
、
諸
芸
術
に
お
け
る

「
レ
ア
リ
ス
ム
／
リ
ア
リ
ズ
ム
」
に
与
え
ら
れ
て
き
た
意
味

そ
し
て
ほ
ぼ
同
時
期
に
企
画
さ
れ
た
「
時
代
の
証
人
画
家

展
」
と
い
う
、
ピ
カ
ソ
や
藤
田
嗣
治
ら
が
参
加
し
た
展
覧
会

に
焦
点
を
当
て
、
現
実
を
ど
の
よ
う
に
作
品
と
し
て
表
現
し

た
の
か
、
と
い
う
視
点
で
紹
介
し
て
い
き
ま
す
。
２
つ
の
大

戦
が
芸
術
家
た
ち
に
与
え
た
影
響
は
計
り
知
れ
ま
せ
ん
。

「
具
象
」
と
い
う
枠
組
み
で
現
実
を
捉
え
た
画
家
た
ち
の
作

品
に
フ
ォ
ー
カ
ス
を
当
て
ま
す
。

第
２
章　

ア
ン
フ
ォ
ル
メ
ル
美
術

こ
こ
で
は
、
ピ
エ
ー
ル
・
ス
ー
ラ
ー
ジ
ュ
、
サ
ム
・
フ
ラ

ン
シ
ス
、
ア
ン
フ
ォ
ル
メ
ル
美
術
の
主
唱
者
で
あ
る
ミ
ッ

シ
ェ
ル
・
タ
ピ
エ
と
も
交
流
の
あ
っ
た
「
具
体
美
術
協
会
」

を
取
り
上
げ
、
現
実
を
「
抽
象
」
と
い
う
枠
組
み
で
、「
現

実
」
を
ど
の
よ
う
に
捉
え
て
い
っ
た
の
か
を
考
え
ま
す
。
時

代
と
呼
応
し
な
が
ら
変
革
し
た
美
術
の
ス
タ
イ
ル
の
変
遷
を

辿
り
ま
す
。

第
３
章　

シ
ュ
ル
レ
ア
リ
ス
ム
運
動

当
館
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
を
中
心
に
、
シ
ュ
ル
レ
ア
リ
ス
ム

の
美
術
を
紹
介
し
ま
す
。
シ
ュ
ル
レ
ア
リ
ス
ム
運
動
は
、
モ

を
概
観
す
る
と
、
こ
の
言
葉
は
、「
現
実
主
義
」
や
、
哲
学

用
語
の
「
実
在
論
」
と
も
関
連
の
あ
る
語
で
あ
り
、「
写
実

主
義
」
と
い
う
言
葉
だ
け
で
は
捉
え
る
こ
と
の
で
き
な
い
よ

り
広
義
な
言
葉
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
そ
し

て
そ
の
意
味
は
時
代
と
共
に
変
容
し
て
き
ま
し
た
。
そ
の
た

め
今
日
で
は
、「
写
実
主
義
」
と
い
う
訳
語
よ
り
も
「
レ
ア

リ
ス
ム
／
リ
ア
リ
ズ
ム
」
と
い
う
表
記
が
好
ま
れ
る
よ
う
に

な
っ
て
き
ま
し
た
。「
レ
ア
リ
ス
ム
／
リ
ア
リ
ズ
ム
」
と
は

単
に
美
術
の
形
式
的
表
現
を
指
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
現

実
を
追
求
す
る
作
家
の
制
作
態
度
、
つ
ま
り
内
側
の
芸
術
性

を
追
求
し
て
い
く
も
の
で
す
。
現
実
は
、
芸
術
家
に
よ
っ
て

咀
嚼
さ
れ
、
変
換
さ
れ
、
作
品
に
な
り
ま
す
。

本
展
で
は
仏
語
の
「
レ
ア
リ
ス
ム
」
を
強
調
し
て
い
ま
す
。

そ
れ
は
、
本
展
に
出
品
さ
れ
る
作
家
の
う
ち
、
フ
ラ
ン
ス
に

縁
の
あ
る
作
家
が
多
い
と
い
う
の
も
あ
り
ま
す
が
、
英
語
に

比
べ
馴
染
み
が
少
な
い
仏
語
を
用
い
る
こ
と
で
、「
リ
ア
リ

ズ
ム
」
と
い
う
言
葉
に
ま
つ
わ
る
固
定
概
念
を
超
え
、
写
実

だ
け
に
囚
わ
れ
な
い
「
レ
ア
リ
ス
ム
」
の
持
つ
意
味
の
広
が

り
を
、
よ
り
深
い
作
品
解
釈
に
つ
な
げ
る
こ
と
を
目
指
し
た

か
ら
で
す
。

本
展
で
は
、
一
見
レ
ア
リ
ス
ム
の
枠
外
に
置
か
れ
る
抽
象

美
術
と
、
抽
象
美
術
の
対
と
し
て
扱
わ
れ
る
具
象
美
術
の
関

係
を
解
き
ほ
ぐ
し
、
ふ
た
つ
が
共
に
「
現
実
」
か
ら
出
発
し

て
い
る
と
い
う
視
点
か
ら
再
構
築
を
試
み
る
も
の
で
す
。

「
レ
ア
リ
ス
ム
」
と
い
う
フ
ィ
ル
タ
ー
を
通
し
て
両
者
を
鑑

賞
す
る
と
、
そ
こ
に
は
ど
の
よ
う
な
違
い
や
共
通
点
が
あ
る

の
で
し
ょ
う
か
。「
レ
ア
リ
ス
ム
」
と
い
う
多
義
的
な
概
念

を
キ
ー
ワ
ー
ド
に
、
様
々
な
「
現
実
」
の
表
現
を
概
観
し
て

い
き
ま
す
。

第
１
章　

具
象
美
術
の
台
頭　

時
代
の
証
人
者
た
ち

こ
こ
で
は
、
主
に
フ
ラ
ン
ス
を
舞
台
に
活
躍
し
た
具
象
美

術
を
代
表
す
る
芸
術
家
を
ご
紹
介
し
ま
す
。
特
に
、
日
本
で

は
こ
れ
ま
で
ほ
と
ん
ど
言
及
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
、
ベ
ル

ナ
ー
ル
・
ビ
ュ
フ
ェ
や
ア
ン
ド
レ
・
ミ
ノ
ー
ら
が
参
加
し
た
、

「
オ
ム
・
テ
モ
ワ
ン
（
時
代
の
証
人
者
）」
と
い
う
グ
ル
ー
プ
、

アルベルト・ジャコメッティ《鼻》
1947 年　大阪中之島美術館蔵

EXHIBITIONEXHIBITION

会期　令和６年１月27日（土）～３月17日（日）

田 中  裕 紀 乃

－ 戦 後 具 象 美 術 と 抽 象 美 術

レ ア リ ス ム の 視 線

開館時間 ｜ 10:00～17:00（入場は16:30まで）　　主催 ｜ 岡崎市美術博物館、中日新聞社
休館日 ｜ 毎週月曜日、2月13日（火） ※ただし、2月12日（月・祝）は開館
観覧料 ｜ 一般［ 高校生以上 ］1,200円（1,100円）、小中学生 600円（550円）
※展覧会限定フリーパス「Limi-pass（リミパス）」は1,800円　 ※（  ）内は各種割引および20名以上の団体料金 
※未就学児は無料　※岡崎市内在住・在学の小中学生は無料（証明書類をご提示いただく場合があります）　※各種障がい
者手帳の交付を受けている方およびその介助者１名は無料
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ダ
ニ
ズ
ム
の
発
展
に
欠
か
せ
な
い
芸
術
運
動
で
あ
り
、
そ
の

後
の
抽
象
表
現
主
義
や
ア
ン
フ
ォ
ル
メ
ル
に
も
少
な
か
ら
ず

影
響
を
与
え
た
と
言
え
る
で
し
ょ
う
。
本
章
で
は
、
当
館
の

コ
レ
ク
シ
ョ
ン
の
中
で
も
随
一
の
作
品
を
ご
紹
介
し
て
お
り

ま
す
。
シ
ュ
ル
レ
ア
リ
ス
ム
の
画
家
た
ち
は
、
ど
の
よ
う
に

「
現
実
」
を
捉
え
て
い
た
の
で
し
ょ
う
か
。

第
４
章　

日
本
の
様
相

最
後
は
、
欧
米
の
美
術
運
動
の
流
れ
に
呼
応
し
て
、
独
自

に
発
展
し
て
き
た
日
本
の
様
相
を
概
観
し
て
い
き
ま
す
。
現

実
社
会
を
風
刺
し
た
北
川
民
次
、
一
九
五
〇
年
代
の
激
動
す

る
戦
後
社
会
に
お
い
て
、
若
い
画
家
た
ち
の
新
し
い
リ
ア
リ

ズ
ム
運
動
が
高
揚
す
る
と
と
も
に
、「
ア
ン
フ
ォ
ル
メ
ル
旋

風
」
に
代
表
さ
れ
る
戦
後
の
ア
メ
リ
カ
や
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
展

EVENT INFORMATION

トークサロン＠ YOUR TABLE　要事前申込

ギャラリートーク

展覧会や作品について担当学芸員と気軽にお話しませんか？
日 時：２月22日（木）15：30～16：30
定 員：10人
 ※１度の申込は２人まで。申込者以外の参加不可。応募多数の場合は抽選。
場 所：館内レストランYOUR TABLE
参加費：1人2,000円（ワンドリンク+ケーキ付）

日 時：２月12日（月・祝）、３月９日（土）
 各日とも14：00～15：00
場 所：当館１階展示室　（開始時刻までに展示室入口前にお集まりください。）
参加費：無料　※ただし、当日の観覧チケットが必要です。

開
さ
れ
る
現
代
美
術
の
動
向
が
紹
介
さ
れ
る
逆
風
の
中
で
、

新
し
い
時
代
の
日
本
画
を
求
め
た
グ
ル
ー
プ
で
あ
る
「
匹
亞

会
」。「
具
体
美
術
協
会
」
の
メ
ン
バ
ー
と
し
て
活
躍
し
た
元

永
定
正
の
作
品
の
中
で
も
、「
ア
ン
フ
ォ
ル
メ
ル
風
」
と
言

わ
れ
た
ス
タ
イ
ル
を
乗
り
越
え
、
シ
ン
プ
ル
で
あ
り
な
が
ら

力
強
い
画
面
に
到
達
し
た
作
品
を
ご
紹
介
い
た
し
ま
す
。

「
現
実
」
か
ら
出
発
し
た
戦
後
具
象
・
抽
象
美
術
を
考
え
る

に
あ
た
っ
て
日
本
で
は
ど
の
よ
う
な
展
開
が
あ
っ
た
の
か
そ

の
一
例
を
見
て
い
き
ま
す
。

戦
争
を
経
験
し
、
あ
る
い
は
復
興
に
向
か
う
激
動
の
時
代

を
生
き
た
芸
術
家
た
ち
に
よ
っ
て
描
か
れ
た
、
様
々
な
「
現

実
」
を
是
非
当
館
で
お
楽
し
み
く
だ
さ
い
。

　 　 　 　 講 演 会  要事前申込

「1950年代の美術
� ー線描絵画とアンフォルメルを中心に」

講 師：尾 信一郎氏
　　　（鳥取県立美術館整備局　美術振興監）
日 時：２月18日（日）14：00～15：30
定 員：50人
 ※１度の申込は２人まで。申込者以外の参加不可。
 応募多数の場合は抽選。

場 所：当館１回セミナールーム
参加費：無料

申込方法―イベントすべて共通

◇あいち電子申請（ネット申込）は当館 HP から
◇はがきでの申込
はがき裏面に①参加を希望するイベント名②参加者全員の郵便番号・
住所・氏名・年齢（学年）・電話番号を明記の上、お申込みください。
※はがき１枚につき申込は１件まで。１度の申込は２人まで。

申込締切　講演会・トークサロン共に２月２日（金）まで
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「レアリスム展」イベント係

堂本尚郎《絵画》1957 年　岡崎市美術博物館蔵

元永定正《作品２》1959 年　兵庫県立美術館蔵
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春
、
柳
を
憶
う

特
任
館
長　

榊
原　

悟

柳
と
云
え
ば
、「
む
か
し
恋
し
い
銀
座
の
柳
」
か
、「
土
手
の
柳
は
風
ま
か
せ
」
の
柳
か
。
い

や
、
ち
ょ
っ
と
訳わ

け

知
り
な
ら
ば
、
吉
原
大
門
の
「
見
返
り
柳
」
を
挙
げ
る
だ
ろ
う
。「
青
柳
の

糸
」
と
の
美
し
い
言
葉
も
あ
る
で
は
な
い
か
。
す
っ
か
り
日
本
の
社
会
と
風
土
に
溶
け
込
ん
だ

柳
だ
が
、
そ
も
そ
も
は
大
陸
か
ら
渡
来
し
た
、
い
わ
ゆ
る
帰
化
植
物
だ
と
云
う
こ
と
を
御
存
知

の
方
が
ど
れ
ほ
ど
い
る
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
が
、

　
　

捨
て
や
ら
で
柳
さ
し
け
り
雨
の
ひ
ま　
　

蕪
村

と
吟
じ
ら
れ
る
よ
う
な
栽
培
の
容
易
さ
か
ら
、
い
っ
気
に
植
栽
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
時
代

は
遡
る
が
、『
万
葉
集
』
巻
十
九
に
こ
ん
な
歌
が
載
る
。

　
　

二
日
、
柳
黛
を
攀よ

ぢ
て
京み

や

こ師
を
思
ひ
し
歌　

一
首

　

春
の
日
に
張は

れ
る
柳
を
取
り
持
ち
て

　
　
　
　
　

見
れ
ば
都み

や
こ

の
大お

ほ

ち路
し
思
ほ
ゆ

大お
お
と
も
の
や
か
も
ち

伴
家
持
（
～
七
八
五
）
が
越え

っ
ち
ゅ
う
の
か
み

中
守
で
あ
っ
た
天て

ん
ぴ
ょ
う平
勝し

ょ
う
ほ
う宝
二
年
（
七
五
〇
）
の
三
月
二
日
、

赴
任
先
で
都
を
偲し

の

ん
で
詠
ん
だ
歌
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
唐
の
長
安
に
倣な

ら

っ
た
平
城
京
の

朱す

ざ

く雀
大お

お

じ路
に
は
、
街
路
樹
と
し
て
柳
が
植
え
ら
れ
て
い
た
ら
し
い
。
し
か
も
柳
は
ど
う
や
ら
早

く
も
越
中
国
で
も
植
栽
さ
れ
て
い
た
よ
う
で
、
家
持
は
、
そ
の
枝
葉
を
手
に
取
り
都
を
思
っ
た

と
云
う
の
で
あ
る
。
柳
黛
す
な
わ
ち
柳
葉
の
眉
は
、
桃
色
の
頬
と
共
に
美
人
を
言
う
の
だ
か
ら
、

こ
の
歌
の
背
景
に
美
人
の
存
在
を
認
め
る
の
も
無
理
か
ら
ぬ
と
こ
ろ
。
そ
う
云
え
ば
、
こ
れ
を

詠
ん
だ
前
日
＝
三
月
一
日
に
家
持
は
、

　

春
の
苑そ

の　

紅
に
ほ
ふ
桃
の
花

　
　
　
　
　

下
照
る
道
に
出
で
立
つ
を
と
め

と
、
あ
た
か
も
白
昼
夢
で
あ
る
か
の
よ
う
な
情
景
を
詠
む
。
そ
こ
で
見
た
美
し
い
桃
の
精
こ
そ

が
そ
の
柳
黛
の
乙
女
で
は
な
い
か
。
気
に
な
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

そ
れ
は
と
も
か
く
家
持
は
、
柳
が
渡
来
し
た
植
物
か
否
か
承
知
し
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
い

や
、
そ
も
そ
も
家
持
に
、
現い

ま代
の
わ
た
し
た
ち
の
よ
う
に
渡
来
か
、
そ
う
で
な
い
か
、
そ
ん
な

こ
と
を
問
題
に
す
る
こ
と
を
求
め
る
こ
と
が
無
理
と
云
う
も
の
。
と
は
云
え
、
家
持
に
は
、
都み

や
こ

の
中
央
を
走
る
朱
雀
大
路
に
街
路
樹
を
生
や
す
こ
と
、
及
び
そ
の
植
栽
樹
が
柳
で
あ
る
こ
と
が
、

唐
の
長
安
の
そ
れ
、
す
な
わ
ち
唐
の
判
に
準
じ
た
も
の
だ
、
と
の
認
識
が
あ
っ
た
の
は
間
違
い

な
い
。
と
な
れ
ば
、
家
持
の
眼
に
は
京
洛
の

柳
の
向
こ
う
に
、
さ
ら
に
遠
い
長
安
の
そ
れ

が
見
え
て
い
た
の
か
も
知
れ
な
い
。

そ
の
柳
、
さ
ら
に
こ
の
後
、
京
の
都
で
も
、

「
新
京
朱
雀
の
し
だ
り
柳
」
と
か
「
大
路
の
沿

ひ
て
の
ぼ
れ
る
青
柳
の
花
」
と
か
、『
催さ

い

ば

ら

馬
楽
』

が
謳
っ
た
よ
う
に
京
の
都
の
朱
雀
大
路
に
植

え
ら
れ
て
、
大
い
に
愛
で
ら
れ
た
よ
う
で
、

次
の
名
歌
が
遺の

こ

る
。

　

見
渡
せ
ば
柳や

な
ぎ

桜ざ
く
ら

を
こ
き
ま
ぜ
て

　
　
　
　
　

宮
こ
そ
春
の
錦
な
り
け
り　
　
　
『
古
今
和
歌
集
』
巻
第
一

前ま
え
が
き書
に
は
「
花
ざ
か
り
に
京
を
見
や
り
て
よ
め
る
」
と
あ
る
。
素そ

せ

い性
（
生
没
年
未
詳
）
の
こ
の

歌
が
単
な
る
修
辞
で
は
な
い
程
に
柳
が
、
朱
雀
大
路
は
じ
め
其そ

こ処
此こ

こ処
に
植
え
ら
れ
て
い
た
の

だ
ろ
う
。
貴
族
の
邸
の
鞠ま

り

ば場
に
は
鞠
の
懸
り
木
と
し
て
松
、
桜
、
楓
と
共
に
柳
が
植
栽
さ
れ
て

い
た
は
ず
だ
。
そ
れ
に
伴
な
い
、
柳
の
唐
め
き
風ふ

う

も
急
速
に
忘
れ
ら
れ
た
に
違
い
な
い
。

そ
の
「
緑
柳
紅
桜
」（
菅
原
道
真
著
『
菅
家
文
章
』
巻
第
四
「
野
庄
」）
の
織
り
成
す
錦
の
美

し
さ
、
そ
れ
こ
そ
が
都
の
春
で
あ
っ
た
。
さ
し
ず
め
制
作
年
代
こ
そ
鎌
倉
時
代
に
ま
で
下
る
も

の
の
、『
住
吉
物
語
絵
巻
』（
静
嘉
堂
文
庫
美
術
館
蔵
）
上
巻
で
継ま

ま

こ子
い
じ
め
の
舞
台
と
な
っ
た

中
納
言
邸
の
檜ひ

わ
だ
ぶ
き

皮
葺
の
門も

ん
わ
き脇
に
生
え
る
、
見
事
な
桜
と
柳
の
巨
樹
な
ど
が
、
そ
う
し
た
都
に
お

け
る
植
栽
事
情
を
物
語
る
。
爛
漫
と
咲
く
桜
（
一
重
咲
き
と
八
重
咲
き
と
を
描
き
分
け
る
）、

柳
の
緑
と
相
俟
っ
て
都
の
錦
は
か
く
や
と
云
わ
ん
ば
か
り
だ
。
緑ろ

く
し
ょ
う青
に
白び

ゃ
く
ろ
く緑
を
点
じ
た
柳
葉
も

美
し
い
。
王
朝
人
の
柳
を
見
つ
め
る
眼
の
確
か
さ
が
分
か
ろ
う
と
云
う
も
の
だ
が
、
も
う
一
首
、

柳
を
詠
ん
だ
名
歌
を
上
げ
て
お
く
。
素
性
の
父
遍
昭
（
八
一
六
～
八
九
〇
）
の
詠
で
あ
る
。

　
　
　

西に
し
の
お
ほ
て
ら

大
寺
の
辺ほ

と
り

の
柳
を
よ
め
る

　

浅
緑
い
と
よ
り
か
け
て

　
　
　
　
　

白
露
を
珠
に
も
ぬ
け
る
柳
か
な　
『
古
今
和
歌
集
』
巻
第
一

青
柳
の
糸
に
留
ま
る
白
露
を
珠
と
見
た
―
柳
を
見
る
眼
と
、
そ
の
美
し
さ
を
歌
う
修
辞
法
は
、

既
に
充
分
な
成
熟
の
域
に
達
し
て
い
た
。

『住吉物語絵巻』
静嘉堂文庫美術館蔵
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「
学
芸
員
」
と
は
何
か
。
一
年
目
の
新
人
で
は
あ
る
が
、

入
っ
た
ば
か
り
だ
か
ら
こ
そ
、「
学
芸
員
」
と
い
う
仕
事
に

つ
い
て
歴
史
系
の
学
芸
員
の
視
点
か
ら
考
え
て
み
た
い
と

思
う
。

ま
ず
、
一
般
的
な
学
芸
員
の
イ
メ
ー
ジ
に
つ
い
て
考
え

て
み
よ
う
。
よ
く
言
わ
れ
る
の
が
「
展
示
室
に
立
っ
て
い

る
人
」
で
あ
ろ
う
か
。
私
も
小
さ
い
頃
は
そ
う
思
っ
て
い

た
が
、
実
際
に
は
、
資
料
調
査
や
収
蔵
庫
に
入
る
時
、
展

示
準
備
を
す
る
時
、
以
外
は
ほ
と
ん
ど
「
事
務
室
に
座
っ

て
い
る
人
」
で
あ
る
。
ま
た
、
好
き
な
こ
と
ば
か
り
で
き

る
な
ん
て
思
わ
れ
て
い
る
方
も
い
る
か
も
し
れ
な
い
。
こ

れ
は
、
強
ち
否
定
で
き
な
い
こ
と
も
な
い
が
、
実
際
に
は
、

自
分
の
専
門
外
の
知
識
を
求
め
ら
れ
る
事
も
多
く
、
一
般

的
な
事
務
作
業
も
多
い
（
一
日
の
多
く
は
こ
の
事
務
作
業

に
追
わ
れ
て
い
る
）。
私
は
学
生
の
頃
は
、「
中
世
村
落
」

を
研
究
し
て
い
た
が
、
お
よ
そ
六
〇
〇
年
前
の
村
の
こ
と

を
知
っ
て
い
て
も
、
今
の
と
こ
ろ
は
ま
だ
、
そ
の
知
識
を

活
か
す
場
面
は
あ
ま
り
な
い
。

―
「
過
去
」
か
ら
「
未
来
」
へ
―

で
は
、
学
芸
員
は
何
の
た
め
に
働
き
、
何
を
し
て
い
る

の
か
。
文
化
庁
の
サ
イ
ト
を
見
て
み
る
と
、「
博
物
館
と
は
、

資
料
を
集
め
て
保
管
し
、
調
査
研
究
し
て
資
料
の
価
値
を

調
べ
、
そ
の
成
果
を
展
示
や
い
ろ
い
ろ
な
方
法
で
発
信
し
、

す
べ
て
の
人
々
に
学
び
や
楽
し
み
を
提
供
す
る
機
関
」
⑴
で

あ
る
と
し
て
い
る
。
こ
れ
を
簡
単
に
格
好
つ
け
て
ま
と
め

れ
ば
、
学
芸
員
の
仕
事
は
「「
過
去
」
を
「
未
来
」
に
つ
な

ぐ
」こ
と
で
あ
る
と
考
え
る
。
先
代
が
こ
れ
ま
で
、数
十
年
、

で
あ
ろ
う
か
。
私
は
、「
今
」
が
無
け
れ
ば
、「
未
来
」
は

存
在
し
え
な
い
と
考
え
て
い
る
（
少
し
自
分
で
も
何
を
言
っ

て
い
る
か
よ
く
わ
か
ら
な
く
な
っ
て
き
た
が
、
も
う
少
し

お
付
き
合
い
い
た
だ
き
た
い
）。
現
在
に
お
い
て
広
く
様
々

な
人
に
ふ
れ
ら
れ
て
、
認
知
さ
れ
て
い
る
か
ら
こ
そ
、
未

来
に
お
い
て
も
、そ
れ
は
「
宝
」
と
し
て
輝
く
の
で
あ
ろ
う
。

だ
か
ら
こ
そ
、
私
た
ち
学
芸
員
は
、
広
く
正
し
い
知
見
を

示
す
た
め
に
、
日
々
の
研
究
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

過
去
か
ら
未
来
に
つ
な
が
る
現
在
は
通
過
点
に
過
ぎ
な

い
。
し
か
し
、
そ
の
通
過
点
が
な
け
れ
ば
未
来
は
な
い
。

歴
史
を
振
り
返
る
仕
事
を
し
て
い
る
我
々
で
は
あ
る
が
、

実
は
視
点
は
未
来
を
捉
え
、
そ
し
て
そ
こ
に
向
か
う
今
と

い
う
時
こ
そ
を
大
切
に
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

以
上
、
普
段
、
美
術
館
や
博
物
館
の
裏
に
い
る
学
芸
員

が
ど
の
よ
う
な
心
持
ち
で
何
を
や
っ
て
い
る
の
か
、
少
し

で
も
垣
間
見
て
も
ら
え
た
の
な
ら
ば
幸
い
で
あ
る
。
冒
頭

で
も
述
べ
た
が
、
こ
の
世
界
に
片
足
を
踏
み
い
れ
た
ば
か

り
の
私
が
、「
学
芸
員
」
の
す
べ
て
を
わ
か
る
は
ず
が
な
い
。

ま
し
て
や
、
十
年
や
っ
て
や
っ
と
一
人
前
と
い
え
る
世
界

で
あ
る
。「
若
造
が
な
ん
か
言
っ
と
る
わ
」
程
度
に
み
て
い

た
だ
き
た
い
。

さ
て
、
学
芸
員
人
生
を
リ
タ
イ
ア
す
る
こ
ろ
、
私
は
こ

の
文
章
を
ど
の
よ
う
な
思
い
で
読
み
、
そ
の
先
を
見
据
え

る
の
だ
ろ
う
か
。

⑴
　
文
化
庁
博
物
館
総
合
サ
イ
ト
　http://m

useum
.bunka.go.jp/m

useum
/

　
　（
令
和
五
年
十
二
月
十
九
日
最
終
閲
覧
）

数
百
年
か
け
て
繋
い
で
き
た
「
モ
ノ
」
を
後
世
に
伝
え
て
い

く
の
が
、
今
の
私
た
ち
の
役
務
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
繋
が
れ

て
き
た
資
料
は
た
く
さ
ん
の
人
の
思
い
が
詰
ま
っ
た
も
の
で

あ
る
が
、
残
念
な
が
ら
、
そ
の
「
思
い
」
自
体
を
そ
の
ま
ま

受
け
継
い
で
い
く
こ
と
は
で
き
な
い
。
だ
か
ら
こ
そ
、
そ
の

対
象
で
あ
っ
た
「
モ
ノ
」
こ
そ
は
大
切
に
し
、
敬
意
を
持
っ

て
接
す
る
べ
き
な
の
で
あ
る
。
資
料
を
前
に
す
れ
ば
、
資
料

こ
そ
が
一
番
偉
い
存
在
で
あ
り
、
私
た
ち
学
芸
員
は
、
敬
意

を
持
っ
て
接
し
な
け
れ
ば
い
け
な
い
。
私
が
入
っ
た
ば
か
り

の
頃
、「
自
分
の
身
体
よ
り
も
資
料
の
安
全
を
優
先
し
ろ
」
な

ん
て
言
わ
れ
た
こ
と
も
あ
っ
た
（
あ
れ
、
こ
れ
っ
て
も
し
か

し
て
パ
ワ
ハ
ラ
？
）。
反
時
代
的
な
表
現
で
は
あ
る
が
、
私
は

こ
の
言
葉
に
胸
を
打
た
れ
た
。
資
料
を
前
に
す
れ
ば
、
ど
ん

な
に
偉
い
学
芸
員
や
研
究
者
で
も
同
じ
な
の
だ
。
展
示
が
一

番
重
要
な
仕
事
だ
と
思
わ
れ
が
ち
で
あ
る
が
、
実
は
一
番
根

本
で
学
芸
員
が
大
切
に
し
て
い
る
こ
と
は
、
資
料
を
継
承
・

保
存
し
て
い
く
こ
と
で
あ
る
。

資
料
に
と
っ
て
安
全
か
つ
快
適
な
場
所
に
ず
っ
と
保
管
し

て
お
け
ば
、
資
料
の
劣
化
を
招
く
可
能
性
は
極
め
て
低
く
な

る
。
し
か
し
、
誰
の
眼
に
も
触
れ
ず
、
た
だ
博
物
館
の
奥
底

に
資
料
を
閉
じ
込
め
て
お
く
こ
と
は
、
本
当
に
資
料
の
継
承

と
い
え
る
の
か
。
そ
こ
で
次
に
、
資
料
の
公
開
に
つ
い
て
考

え
て
い
き
た
い
。

―
「
今
」
と
い
う
時
―

資
料
の
劣
化
を
招
き
う
る
機
会
を
作
り
出
し
て
し
ま
う
展

覧
会
は
何
の
た
め
に
や
る
の
か
。
文
化
庁
の
記
載
を
少
し
堅

く
言
え
ば
、
教
養
の
共
有
及
び
、
学
習
の
場
の
提
供
の
た
め

「
学
芸
員
」
と
し
て
働
く
と
い
う
事

安
本　

翔
音
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新
収
蔵
品
紹
介

国
島
征
二
《
Ｆ
Ｕ
Ｋ
Ｕ
Ｒ
Ｏ
》
一
九
七
三
年

今
泉　

岳
大

当
館
で
は
今
年
度
国
島
征
二
《
Ｆ
Ｕ
Ｋ
Ｕ
Ｒ

Ｏ
》
二
点
を
新
た
な
収
蔵
品
と
し
て
加
え
る
こ

と
に
な
っ
た
。
当
館
で
は
同
作
家
の
「
Ｗ
ｒ
ａ

ｐ
ｐ
ｅ
ｄ　

Ｍ
ｅ
ｍ
ｏ
ｒ
ｙ 

」
シ
リ
ー
ズ
三
〇

点
、
ア
ル
ミ
の
積
層
《
Ａ
・
Ｃ
―
７
Ａ 

08
―

５
》、
本
作
と
同
形
で
あ
る
ア
ル
ミ
の
《
Ｆ
Ｕ
Ｋ

Ｕ
Ｒ
Ｏ
73
―
１
》
に
加
え
、
絵
画
二
点
を
所
蔵

し
て
い
る
。

国
島
征
二
は
一
九
三
七
年
に
名
古
屋
市
で
生

ま
れ
、
七
〇
年
代
か
ら
ア
メ
リ
カ
を
拠
点
に
活

動
し
、
日
本
と
ア
メ
リ
カ
を
中
心
に
世
界
各
地

で
作
品
を
発
表
し
て
き
た
。
一
九
九
四
年
か
ら

岡
崎
市
夏
山
町
に
居
を
構
え
て
制
作
活
動
を
行

い
、
昨
年
二
〇
二
二
年
に
惜
し
ま
れ
な
が

ら
亡
く
な
っ
た
。
石
彫
に
よ
る
パ
ブ
リ
ッ

ク
ア
ー
ト
は
広
く
知
ら
れ
て
お
り
、
ロ
サ

ン
ゼ
ル
ス
国
際
空
港
に
設
置
さ
れ
た
《
Ｓ

ｔ
ａ
ｃ
ｋ
ｉ
ｎ
ｇ　

Ｓ
ｔ
ｏ
ｎ
ｅ
》

（
一
九
八
三
）
を
は
じ
め
、
愛
知
県
内
で

は
東
山
公
園
前
の
《
緑
と
風
の
フ
レ
ー

ム
》（
一
九
八
七
）
な
ど
各
地
に
多
く
の

作
品
が
残
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、「
も
の

派
」
が
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ
れ
た
七
〇
年

の
「
今
日
の
作
家
展
」（
横
浜
市
民
ギ
ャ

ラ
リ
ー
）
に
選
出
さ
れ
た
こ
と
は
彼
の
経

歴
を
見
る
上
で
重
要
で
あ
る
。

国
島
が
《
Ｆ
Ｕ
Ｋ
Ｕ
Ｒ
Ｏ
》
を
最
初
に

発
表
し
た
の
は
一
九
七
二
年
の
桜
画
廊
で

の
個
展
で
あ
る
。
本
作
は
人
ひ
と
り
が

ち
ょ
う
ど
す
っ
ぽ
り
と
入
る
ほ
ど
の
大
き

さ
の
紙
袋
の
形
態
を
し
た
立
体
作
品
で
あ

る
。
表
面
は
コ
ー
ル
タ
ー
ル
を
塗
っ
た
よ

う
に
鈍
く
光
り
、
中
は
表
面
と
同
様
に
黒

い
固
形
物
で
満
た
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は

国
島
が
画
廊
で
最
初
に
発
表
し
た
本
格
的

な
立
体
作
品
で
あ
っ
た
。
パ
ブ
リ
ッ
ク
に

設
置
さ
れ
た
大
型
の
石
彫
や
、
ア
ル
ミ
ニ

ウ
ム
合
金
に
よ
る
積
層
シ
リ
ー
ズ
な
ど
、

彫
刻
家
と
し
て
の
イ
メ
ー
ジ
が
強
い
国
島

で
あ
る
が
、
国
島
が
本
格
的
に
立
体
作
品

を
展
開
し
た
の
は
、
こ
の
《
Ｆ
Ｕ
Ｋ
Ｕ
Ｒ

Ｏ
》
以
降
の
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
以
前
に

発
表
し
て
い
た
の
は
絵
画
が
中
心
で
あ
っ

た
。《Ｆ

Ｕ
Ｋ
Ｕ
Ｒ
Ｏ
》
は
国
島
が
僅
か
二

年
ほ
ど
取
り
組
ん
だ
シ
リ
ー
ズ
で
あ
る
。

一
九
七
二
年
の
桜
画
廊
と
、
翌
年
の
ギ
ャ

ラ
リ
ー
16
（
京
都
）
の
個
展
に
て
合
計
二

回
発
表
し
た
。
本
作
は
黒
く
塗
ら
れ
た
大

き
な
紙
袋
（
小
麦
粉
な
ど
の
輸
入
に
使
用

さ
れ
た
袋
か
）
の
中
に
、
水
膨
張
性
の
ウ

レ
タ
ン
樹
脂
が
詰
め
ら
れ
て
い
る
。
制
作

し
た
当
時
、
国
島
と
そ
れ
を
手
伝
っ
た
妻

の
一
美
は
、
水
を
加
え
て
膨
張
す
る
袋
の

中
の
ウ
レ
タ
ン
樹
脂
材
を
ふ
た
り
で
押
さ

え
な
が
ら
か
た
ち
を
成
型
し
た
と
い
う
。

桜
画
廊
で
の
展
覧
会
で
は
、
紙
袋
の
形
態

の
い
く
つ
か
の
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
の
立
体

の
ほ
か
、
紙
袋
を
モ
チ
ー
フ
に
し
た
シ
ル

ク
ス
ク
リ
ー
ン
が
数
種
類
展
示
さ
れ
た
。

紙
袋
を
モ
チ
ー
フ
に
し
た
作
品
は
こ
の
二

つ
の
展
覧
会
の
み
で
あ
り
、
以
降
登
場
し

な
い
。

国
島
作
品
に
お
け
る
《
Ｆ
Ｕ
Ｋ
Ｕ
Ｒ

Ｏ
》、
あ
る
い
は
紙
袋
と
い
う
形
態
は
何

で
あ
っ
た
か
。
国
島
は
名
古
屋
市
港
区
の

中
川
運
河
の
河
口
付
近
で
育
っ
た
。
六
〇

年
代
か
ら
高
度
経
済
成
長
に
伴
う
公
害
問

題
で
川
の
汚
染
が
急
速
に
進
み
、
当
時
の

中
川
運
河
は
黒
い
水
が
流
れ
る
川
で
あ
っ

た
と
い
う
。
国
島
の
制
作
を
間
近
で
見
て

き
た
桜
画
廊
の
オ
ー
ナ
ー
の
藤
田
八
栄
子

は
国
島
の
作
品
に
対
し
て
「
国
島
征
二
は

名
古
屋
の
港
ち
か
く
中
川
運
河
辺
り
の
風

景
を
ベ
ー
ス
に
作
品
を
つ
く
っ
て
い
る
と

思
う
」
と
考
察
し
て
い
た
。
と
す
る
と
、

《
Ｆ
Ｕ
Ｋ
Ｕ
Ｒ
Ｏ
》
は
中
川
運
河
の
黒
い

水
を
紙
袋
に
掬
い
取
っ
て
展
示
室
に
置
い

た
イ
メ
ー
ジ
で
あ
る
、
と
ひ
と
つ
の
解
釈

が
で
き
る
。
本
作
は
環
境
問
題
の
風
刺
と

い
う
性
格
を
持
つ
と
同
時
に
、
国
島
自
身

の
原
風
景
で
あ
る
記
憶
を
容
器
に
満
た
し

た
も
の
で
あ
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

川
の
水
は
黒
い
故
に
、
川
底
や
水
中
に
あ

る
も
の
は
見
え
な
い
。
つ
ま
り
、
汚
染
さ

れ
た
水
の
黒
さ
に
よ
っ
て
中
に
あ
る
も
の

が
隠
さ
れ
て
い
る
。《
Ｆ
Ｕ
Ｋ
Ｕ
Ｒ
Ｏ
》

も
ま
た
中
身
に
詰
め
ら
れ
た
ウ
レ
タ
ン
樹

脂
に
よ
っ
て
中
身
が
隠
さ
れ
て
お
り
、
本

作
は
中
に
あ
る
も
の
を
袋
と
し
て
包
み
、

黒
い
こ
と
で
そ
れ
を
隠
し
て
い
る
と
い
う

作
品
で
あ
る
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

国
島
は
《
Ｆ
Ｕ
Ｋ
Ｕ
Ｒ
Ｏ
》
の
あ
と
、

い
く
つ
か
の
試
験
的
な
作
品
を
経
て
、
石

を
内
包
し
た
ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム
合
金
に
よ
る

立
体
作
品
、
い
わ
ゆ
る
《
ア
ル
ミ
の
積
層

シ
リ
ー
ズ
》
に
移
行
し
た
が
、
こ
れ
ら
の

作
品
の
基
本
構
造
で
あ
る
「
も
の
を
内
包

す
る
」、
あ
る
い
は
「
隠
す
」
と
い
う
方

法
は
こ
の
《
Ｆ
Ｕ
Ｋ
Ｕ
Ｒ
Ｏ
》
か
ら
始
め

ら
れ
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
そ
の
後
、
国

島
が
ロ
サ
ン
ゼ
ル
ス
を
拠
点
に
制
作
・
発

表
し
た
ア
ル
ミ
や
石
彫
の
シ
リ
ー
ズ
は

「
包
む
」
と
「
隠
す
」
と
い
う
方
法
を

「
内
」
と
「
外
」
と
い
う
対
比
関
係
に
変

換
し
、
こ
れ
に
「
人
間
」
と
「
自
然
」、

「
人
工
物
」
と
「
自
然
物
」
と
い
う
題
材

を
代
入
し
て
展
開
し
て
い
っ
た
と
考
え
ら

れ
る
。

《
Ｆ
Ｕ
Ｋ
Ｕ
Ｒ
Ｏ
》
は
国
島
作
品
に
通

底
す
る
核
心
の
よ
う
な
も
の
を
シ
ン
プ
ル

か
つ
濃
密
に
秘
め
て
い
る
。
多
く
を
語
ら

な
か
っ
た
国
島
の
制
作
の
意
図
や
、
美
術

家
と
し
て
の
国
島
の
本
質
は
作
品
に
「
内

包
」
さ
れ
て
い
る
。

Masayoshi Suzuki Gallery で 2023 年２月に開催された
「国島征二／秘密の内包」での展示風景
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や
さ
し
い
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
講
座

「
屏
風
の
は
な
し
」

酒
井　

明
日
香

旧
額
田
郡
公
会
堂

櫛
形
ペ
デ
ィ
メ
ン
ト
の
レ
リ
ー
フ

伊
藤　

久
美
子

コ
ロ
ナ
禍
と
工
事
休
館
を
経
て
、
令
和
五

年
度
は
久
し
ぶ
り
に
「
や
さ
し
い
ミ
ュ
ー
ジ

ア
ム
講
座
」
が
本
格
的
に
復
活
し
ま
し
た
。

本
講
座
は
博
物
系
・
美
術
系
そ
れ
ぞ
れ
で

テ
ー
マ
を
設
け
て
開
催
す
る
連
続
講
座
で
、

美
術
の
今
年
度
の
テ
ー
マ
は
「
屏
風
の
は
な

し
」。
屏
風
研
究
の
第
一
人
者
で
あ
る
、
榊

原
特
任
館
長
に
よ
る
講
座
で
す
。

今
年
度
開
講
し
た
全
三
回
は
、
屏
風
の
基

礎
知
識
、
日
本
に
屏
風
が
も
た
ら
さ
れ
た
話
、

正
倉
院
宝
物
に
み
る
屏
風
に
つ
い
て
の
話
で

し
た
。
各
回
と
も
特
任
館
長
の
膨
大
な
知
識

に
裏
付
け
さ
れ
た
面
白
い
語
り
口
で
、「
そ

う
な
ん
だ
！
」
と
み
な
さ
ん
が
楽
し
ん
で
い

ら
っ
し
ゃ
る
様
子
が
印
象
的
で
し
た
。

ま
ず
第
一
回
目
は
、
屏
風
の
用
途
や
各
部

分
の
名
称
の
説
明
に
続
き
、
折
り
曲
げ
て
使

う
こ
と
を
意
識
し
た
絵
画
の
構
図
を
ス
ラ
イ

ド
で
実
感
。
そ
の
後
二
回
目
・
三
回
目
は
、

屏
風
が
い
つ
日
本
に
や
っ
て
き
た
の
か
、
い

つ
か
ら
日
本
国
内
で
制
作
さ
れ
る
よ
う
に

な
っ
た
の
か
を
資
料
の
記
述
か
ら
読
み
解
き
、

多
く
の
屏
風
が
奉
納
さ
れ
た
正
倉
院
宝
物
を

題
材
に
、
当
時
の
屏
風
が
ど
ん
な
材
料
で
作

ら
れ
、
何
が
描
か
れ
て
い
た
の
か
を
紹
介
。

特
に
、
初
期
の
屏
風
で
採
用
さ
れ
て
い
た
、

屏
風
を
折
り
曲
げ
る
た
め
の
構
造
が
、
接せ

っ
せ
ん扇

と
い
う
絁

あ
し
ぎ
ぬ（
絹
）
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
こ

と
と
、
正
倉
院
宝
物
の
屏
風
に
表
現
さ
れ
て

い
た
モ
チ
ー
フ
が
、
唐
風
や
ペ
ル
シ
ャ
風
で

あ
っ
た
こ
と
は
、
今
日
私
た
ち
が
思
い
浮
か

べ
る
屏
風
と
は
か
な
り
異
な
り
ま
す
。
そ
の

後
屏
風
は
、
接
扇
が
紙
の
蝶ち

ょ
う
つ
が
い番
に
改
良
さ
れ
、

描
か
れ
る
主
題
が
唐
風
か
ら
日
本
風
に
変
化

し
て
い
き
ま
す
。　

そ
し
て
大
陸
か
ら
も
た
ら
さ
れ
た
屏
風
は
、

日
本
で
様
々
に
使
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま

す
。
こ
の
続
き
と
な
る
講
座
は
、
来
年
度
に

開
催
予
定
で
す
。
準
備
が
整
い
次
第
、
当
館

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
や
市
政
だ
よ
り
等
で
ご
案
内

い
た
し
ま
す
。
今
回
ご
参
加
い
た
だ
い
た
方

も
初
め
て
の
方
も
、
み
な
さ
ま
の
ご
参
加
を

お
待
ち
し
て
お
り
ま
す
！

待
ち
き
れ
な
い
方
に
は
、
榊
原
特
任
館
長

の
『
屛
風
と
日
本
人
』（
敬
文
社
、
二
〇
一
八

年
）
を
お
す
す
め
い
た
し
ま
す
。
と
は
言
う

私
も
実
は
積
読
で
…
…
二
〇
二
四
年
の
目
標

と
し
て
、
き
ち
ん
と
読
破
し
て
、
次
の
講
座

で
み
な
さ
ま
の
お
目
に
か
か
り
た
い
と
思
い

ま
す
。

旧
額
田
郡
公
会
堂
（
朝
日
町
）
は
大
正
二

年
（
一
九
一
三
）
一
二
月
に
竣
工
し
、
今
年

で
築
一
一
一
年
と
な
る
。
大
正
五
年
の
市
制

施
行
後
、
岡
崎
市
公
会
堂
か
ら
岡
崎
市
郷
土

館
と
し
て
の
役
割
を
終
え
、
平
成
二
二
年

（
二
〇
一
〇
）
四
月
に
閉
所
と
な
っ
た
。
幾

度
も
取
り
壊
し
の
話
も
あ
っ
た
が
、
平
成

一
一
年
に
南
側
に
建
つ
旧
額
田
郡
物
産
陳
列

所
と
共
に
国
の
重
要
文
化
財
に
指
定
さ
れ
保

存
措
置
が
執
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

木
造
平
屋
建
、
ル
ネ
サ
ン
ス
様
式
を
基
調

と
し
た
公
会
堂
は
、
岡
崎
一
の
モ
ダ
ン
な
西

洋
館
で
あ
っ
た
と
言
わ
れ
、
漆し

っ
く
い喰
彫
刻
に
よ

る
レ
リ
ー
フ
（
浮
彫
り
）
が
屋
内
外
の
随
所

に
み
ら
れ
、
こ
の
建
物
の
見
所
の
一
つ
と

な
っ
て
い
る
。
外
観
北
面
の
中
央
玄
関
は
洒

落
た
ポ
ー
チ
に
な
っ
て
お
り
、
上
部
に
半
円

状
の
櫛
形
ペ
デ
ィ
メ
ン
ト
と
飾か

ざ
り
て
す
り

手
摺
を
配
し

て
バ
ル
コ
ニ
ー
風
に
仕
立
て
て
あ
る
。

こ
の
櫛
形
ペ
デ
ィ
メ
ン
ト
の
レ
リ
ー
フ
の

意
匠
は
メ
ダ
イ
ヨ
ン
と
植
物
で
、「
中
央
に

メ
ダ
イ
ヨ
ン
、
両
脇
に
外
側
へ
伸
び
る
植

物
」
が
配
さ
れ
て
い
る
。
メ
ダ
イ
ヨ
ン
と
は

仏
語
で
メ
ダ
ル
の
こ
と
、
建
築
に
お
い
て
は

円
形
や
楕
円
形
の
枠
で
縁
ど
ら
れ
た
装
飾
を

指
す
。
本
来
、
西
洋
の
建
築
装
飾
で
あ
っ
た

メ
ダ
イ
ヨ
ン
の
中
に
は
西
洋
の
絵
画
、
例
え

ば
キ
リ
ス
ト
教
等
を
題
材
に
し
た
も
の
が
描

か
れ
て
い
る
が
、
日
本
で
は
当
初
は
様
式
だ

け
を
真
似
て
、
モ
チ
ー
フ
を
抽
象
化
も
し
く

は
空
白
の
メ
ダ
イ
ヨ
ン
と
し
、
一
般
に
受
け

入
れ
ら
れ
や
す
い
形
に
し
て
採
用
し
た
よ
う

で
あ
る
。

全
国
各
地
に
あ
る
明
治
中
期
か
ら
昭
和
初

期
に
建
て
ら
れ
た
洋
風
建
築
に
は
、
円
形
・

楕
円
形
・
逆
卵
形
の
メ
ダ
イ
ヨ
ン
を
中
央
に

置
き
、
両
脇
に
外
側
へ
伸
び
る
植
物
を
添
え

る
と
い
う
デ
ザ
イ
ン
が
よ
く
用
い
ら
れ
て
、

多
様
な
形
を
と
っ
て
い
る
。
旧
額
田
郡
公
会

堂
に
類
似
す
る
レ
リ
ー
フ
と
し
て
は
、
旧
東

京
音
楽
学
校
奏
楽
堂
、
旧
岩
崎
邸
、
旧
内
閣

文
庫
（
い
ず
れ
も
東
京
、
旧
内
閣
文
庫
は
愛

知
県
明
治
村
に
移
築
）
等
が
挙
げ
ら
れ
る
。

閉
じ
ら
れ
無
人
と
な
っ
て
十
年
余
、
建
物

の
劣
化
は
否
め
ず
、
外
壁
の
状
況
等
は
実
に

痛
々
し
い
。
公
共
施
設
の
耐
震
化
対
策
と
あ

わ
せ
、
重
要
文
化
財
と
し
て
の
保
存
整
備
が

な
さ
れ
る
こ
と
を
令
和
の
時
代
に
待
つ
現
況

で
あ
る
。

【
参
考
文
献
】

寺
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北
海
道
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医
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旧
本
館
の
モ
デ
ル
と
レ
リ
ー
フ
に
つ
い

て
」『
北
辰
』
第
一
〇
号
　
二
〇
一
〇
年
・
北
海
道
医
史
学
研
究
会
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サ
ウ
ナ
ブ
ー
ム
と
中
世
の
「
風
呂
」

近
年
、
サ
ウ
ナ
ブ
ー
ム
が
特
に
若
者
の

間
で
巻
き
起
こ
っ
て
い
る
。

皆
さ
ん
も
ご
存
知
の
と
お
り
、
サ
ウ
ナ

自
体
の
発
祥
は
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
で
あ
る
と

さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
日
本
に
お
い
て

も
サ
ウ
ナ
と
は
少
し
異
な
る
が
蒸
し
風
呂

（
サ
ウ
ナ
に
比
し
て
低
温
多
湿
）
と
い
う
も

の
が
古
く
か
ら
存
在
す
る
。今
で
は「
風
呂
」

と
い
え
ば
湯
船
に
浸
か
る
入
浴
の
こ
と
で

あ
る
が
、実
は
江
戸
時
代
初
め
ま
で
は
、「
風

呂
」
と
い
え
ば
一
般
的
に
は
蒸
し
風
呂
の

こ
と
を
指
し
た
。
昨
年
の
大
河
ド
ラ
マ「
ど

う
す
る
家
康
」
に
お
い
て
も
、
家
康
が
蒸

し
風
呂
に
入
る
シ
ー
ン
が
放
映
さ
れ
た（
第

十
九
回
「
お
手
付
き
し
て
ど
う
す
る
」）。

ま
た
、
南
北
朝
期
か
ら
室
町
初
期
の
皇
族

で
あ
っ
た
貞さ
だ
ふ
さ成
親
王
が
著
し
た
日
記
で
あ

る
「
看か
ん
も
ん聞
日
記
」
に
お
い
て
も
「
風
呂
」（
蒸

し
風
呂
）
に
入
る
記
事
が
よ
く
み
ら
れ
る
。

そ
し
て
、湯
船
に
浸
か
る
こ
と
を
「
沐も
く
ゆ湯
」・

「
沐も
く
よ
く浴
」
と
記
し
て
お
り
、
現
在
の
風
呂
と

江
戸
初
期
以
前
の
「
風
呂
」
は
や
は
り
異

な
る
も
の
で
あ
っ
た
。

そ
こ
で
、「
風
呂
」
に
つ
い
て
辞
典
を
引

い
て
み
れ
ば
、
風
呂
の
語
源
は
室む
ろ

か
ら
転
じ

た
も
の
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。「
室
」
と

い
う
字
か
ら
も
何
か
囲
ま
れ
た
空
間
と
い

う
認
識
は
し
や
す
い
で
あ
ろ
う
。
本
来
は

蒸
気
を
囲
う
室
で
あ
っ
た
「
風
呂
」
は
、
江

戸
時
代
に
な
る
と
浴
槽
の
浅
い
「
戸
棚
風

呂
」
や
首
ま
で
湯
に
浸
か
る
「
す
え
風
呂
」

と
い
っ
た
様
々
な
形
式
の
も
の
が
生
ま
れ
て

い
っ
た
。
そ
し
て
、
い
つ
し
か
蒸
し
風
呂
は

廃
れ
、
現
在
の
形
式
の
も
の
を
「
風
呂
」
と

呼
ぶ
よ
う
に
な
っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
に
同
じ
言
葉
で
も
、
指
す
も

の
は
今
と
昔
で
は
異
な
る
こ
と
が
多
く
、

言
葉
の
変
遷
を
探
る
の
も
ま
た
、
過
去
を

蒸
し
返
し
て
調
べ
る
歴
史
の
面
白
み
と
も

い
え
る
。（
安
）
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1000 年以上の歴史と伝統をもつやきものの街、瀬戸市から生まれた暮らしに溶け込む
シンプルな招き猫「SETOMANEKI」。江戸時代に江戸の町人文化から誕生したと言わ
れる、日本独自の縁起物である招き猫。従来は祝いの品として店先やお玄関に飾られ
ることが多く、「日本の文化である招き猫を、もっと身近に感じてほしい」という思い
のもと、インテリアとしての招き猫を目指し、これまでの印象をがらりと変えデザイ
ンされました。瀬戸の地で取れる良質な陶土と、石膏型の技術が詰まった瀬戸焼なら
ではの色と表情。手仕事の温かみ、やきものの凛とした佇まいを持っています。
“ 人を招く ” という招き猫の本質を見つめ直し、たどり着いたシンプルなデザインの
SETOMANEKI は、和の空間のみならず、北欧やナチュラルといった様々なインテリア
に溶け込み、日々の暮らしに彩りを添え、幸せを招く存在となるよう作り手の思いが
込められています。

営業時間
定 休 日
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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
yagura＠b-soup.com
https://www.facebook.com/museumshop.yagura
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