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今
年
か
ら
文
化
行
政
を
担
当
す
る
よ
う
に
な
り
、
に
わ
か
勉
強
を
は
じ
め
、
群
馬
の

文
化
や
歴
史
に
つ
い
て
色
々
考
え
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

群
馬
は
、
東
国
文
化
の
ふ
る
さ
と
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
大
和
政
権
に
よ
り
国
の
形

が
固
ま
り
始
め
る
こ
ろ
か
ら
平
安
時
代
に
か
け
て
、
今
の
関
東
周
辺
で
栄
え
た
文
化
を

東
国
文
化
と
言
い
ま
す
が
、
こ
の
群
馬
の
地
域
が
そ
の
中
心
で
あ
っ
た
わ
け
で
す
。
当

時
の
こ
の
国
は
現
在
の
奈
良
や
京
都
に
都
が
置
か
れ
て
い
ま
し
た
が
、
時
代
と
と
も
に

関
東
地
方
も
経
済
的
に
発
展
し
、
群
馬
の
地
域
に
は
大
和
政
権
と
連
携
し
た
大
き
な
勢

力
が
形
成
さ
れ
、
仏
教
文
化
や
文
字
文
化
等
も
浸
透
し
、
経
済
的
に
も
文
化
的
に
も
当

時
の
東
日
本
に
お
け
る
一
大
先
進
地
域
に
な
り
ま
す
。

そ
の
当
時
は
、
古
墳
の
築
造
や
馬
、
絹
、
絹
織
物
、
埴
輪
の
生
産
な
ど
当
時
の
最
先

端
の
技
術
を
要
す
る
産
業
も
盛
ん
で
、
和
銅
年
間
に
絹
織
物
が
貢
納
さ
れ
た
記
録
も
あ

る
と
先
日
桐
生
で
お
聞
き
し
ま
し
た
。そ
う
し
た
歴
史
が
明
治
の
富
岡
製
糸
場
を
経
て
、

今
の
も
の
づ
く
り
群
馬
に
繋
が
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

ま
た
、
こ
の
地
域
は
、
古
く
か
ら
東
山
道
や
中
山
道
な
ど
の
街
道
が
東
西
南
北
に
発

達
し
、
人
、
物
、
情
報
の
集
ま
る
拠
点
と
し
て
そ
れ
ぞ
れ
の
時
代
に
大
き
な
役
割
を
果

た
し
て
き
ま
し
た
が
、
そ
う
し
た
こ
と
も
高
速
交
通
網
の
要
衝
と
し
て
そ
の
役
割
を
果
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た
し
続
け
て
い
る
今
の
群
馬
に
繋
が
っ
て
い
る
と
思
い
ま
す
。

群
馬
交
響
楽
団
や
上
毛
か
る
た
な
ど
群
馬
が
誇
る
特
有
の
文
化
も
古
代
か
ら
続
く
長

い
文
化
や
歴
史
の
積
み
重
ね
の
上
に
生
ま
れ
、育
っ
て
き
た
も
の
で
あ
る
と
思
い
ま
す
。

今
で
も
東
日
本
最
大
の
前
方
後
円
墳
で
あ
る
太
田
天
神
山
古
墳
や
上
野
国
分
寺
跡
、

多
胡
碑
な
ど
多
く
の
歴
史
文
化
遺
産
が
残
さ
れ
て
お
り
、
群
馬
で
生
き
た
人
々
の
足
跡

の
一
端
を
見
せ
な
が
ら
我
々
に
昔
を
語
り
か
け
て
い
る
よ
う
に
思
え
ま
す
。

た
だ
、
残
念
な
こ
と
に
、
群
馬
の
そ
う
し
た
面
が
あ
ま
り
知
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
も

事
実
で
す
。
そ
の
こ
と
は
我
々
行
政
に
携
わ
る
者
と
し
て
の
反
省
で
も
あ
り
ま
す
が
、

県
と
し
て
も
今
年
か
ら
群
馬
の
文
化
や
歴
史
を
再
認
識
し
て
も
ら
う
取
り
組
み
を
充
実

し
、
県
民
の
方
々
に
そ
う
し
た
群
馬
の
良
さ
や
す
ご
さ
を
よ
く
知
っ
て
い
た
だ
き
た
い

と
考
え
て
お
り
ま
す
。
よ
く
知
れ
ば
好
き
に
な
り
、
ま
た
、
人
に
伝
え
た
く
な
り
ま
す
。

そ
れ
こ
そ
が
本
当
の
情
報
発
信
に
も
な
る
と
思
っ
て
い
ま
す
。

ま
た
、
こ
う
し
て
群
馬
の
来
し
方
を
思
い
、
今
日
ま
で
繋
が
る
時
代
時
代
の
先
人
の

苦
労
を
思
う
と
き
、
今
の
時
代
を
生
き
る
者
の
一
人
と
し
て
、
こ
の
群
馬
を
健
や
か
な

姿
で
次
の
世
代
に
引
き
継
い
で
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
、
身
の
引
き
締
ま
る
思
い

で
お
り
ま
す
。

生
活
と
文
化
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国
道
１
２
２
号
を
太
田
市
方
面
か
ら
進
み
、
館
林
市
内
に
入

り
し
ば
ら
く
す
る
と
美
術
館
入
口
の
信
号
が
あ
る
。
そ
こ
を
右

折
し
、
誘
導
路
に
沿
う
よ
う
に
進
む
と
芝
生
の
丘
の
向
こ
う
に

美
術
館
の
建
物
が
見
え
る
。
周
囲
に
は
運
動
公
園
や
保
安
林
を

利
用
し
た
「
彫
刻
の
小
径
」
が
あ
り
、
週
末
や
休
日
に
は
多
く

の
家
族
連
れ
な
ど
で
に
ぎ
わ
う
。

こ
の
地
に
、
第
２
の
県
立
美
術
館
が
建
設
さ
れ
た
経
緯
を
振

り
返
っ
て
み
る
。
１
９
８
０
年
代
後
半
、
地
元
の
文
化
協
会
か

ら
県
東
部
へ
の
美
術
館
建
設
を
願
う
請
願
が
出
さ
れ
た
。
背
景

に
は
、
県
立
文
化
施
設
が
そ
れ
ま
で
県
の
中
・
西
部
に
集
中
し

て
い
た
現
状
が
あ
っ
た
。
館
林
市
な
ど
の
協
力
も
得
て
90
年
代

か
ら
準
備
が
進
め
ら
れ
、
２
０
０
１
年
10
月
に
開
館
し
た
。

開
館
記
念
展
は
「
自
然
と
人
間
」。
こ
の
基
本
テ
ー
マ
に
沿
っ

て
、
現
在
ま
で
、
調
和
や
共
生
な
ど
自
然
や
人
間
の
多
彩
な
関

わ
り
表
現
し
た
国
内
外
の
近
代
・
現
代
の
作
品
を
収
集
、
展
示

し
て
き
て
い
る
。
館
の
生
命
線
と
な
る
収
蔵
作
品
数
も
、
開
館

当
初
の
約
５
７
０
点
か
ら
現
在
で
は
９
０
０
点
規
模
に
ま
で
増

え
て
き
て
い
る
と
い
う
。
そ
の
内
容
は
、
フ
ラ
ン
ソ
ワ
・
ポ
ン

ポ
ン
の
作
品
を
中
心
と
す
る
彫
刻
作
品
、
永
井
一
正
、
南
桂
子
、

ピ
カ
ソ
、
シ
ャ
ガ
ー
ル
の
版
画
作
品
な
ど
が
中
心
だ
。

染
谷
滋
館
長
は
、
地
域
の
財
産
発
見
、
隣
接
地
域
の
美
術
館

と
の
連
携
に
力
を
注
い
で
い
る
。「
美
術
館
の
基
本
は
、
コ
レ

ク
シ
ョ
ン
の
見
直
し
と
活
用
。
10
年
を
機
に
や
っ
と
所
蔵
品
目

録
が
で
き
、
一
人
前
の
美
術
館
に
な
っ
た
。
そ
の
意
味
で
は
11

年
目
か
ら
新
た
な
ス
タ
ー
ト
に
な
る
」
と
話
す
。

◇ 

見
所
も
随
所
に

美
術
館
駐
車
場
か
ら
美
術
館
ま
で
の
歩
道
に
は
、
見
所
が
多

い
。
鯉
が
泳
ぐ
池
に
架
け
ら
れ
た
小
橋
を
渡
る
と
、
左
手
の
芝

生
の
丘
上
に
野
兎
の
彫
刻
（
バ
リ
ー
・
フ
ラ
ナ
ガ
ン
作
）
が
出

現
す
る
。
今
に
も
駆
け
出
し
そ
う
な
姿
が
緑
の
芝
生
に
ぴ
っ
た

り
と
合
っ
て
い
る
。
親
子
連
れ
、
特
に
子
ど
も
た
ち
に
人
気
で
、

記
念
写
真
を
撮
る
姿
も
多
い
。

美
術
館
棟
に
向
か
う

歩
道
脇
に
は
、
入
館
者

を
導
く
よ
う
に
、
人
工

の
せ
せ
ら
ぎ
が
設
け
ら

れ
て
い
る
。芝
生
の
緑
、

池
や
水
の
流
れ
は
、
訪

れ
る
人
た
ち
の
心
の
癒

し
を
生
ん
で
い
る
。

入
館
者
か
ら
好
評
な

の
が
、
展
示
室
に
向
か

う
通
路
部
分
や
エ
ン
ト

ラ
ン
ス
ホ
ー
ル
か
ら
の

眺
め
。
四
季
折
々
、
時

間
の
経
過
と
と
も
に
楽

し
む
こ
と
が
で
き
る
。

「
ゆ
っ
た
り
と
、
く
つ
ろ

ぐ
こ
と
が
で
き
る
空
間

が
多
い
」「
開
口
部
が
多

く
、
周
囲
の
自
然
が
館

内
か
ら
楽
し
め
る
。
絵

の
よ
う
に
感
じ
る
」
な

ど
の
声
も
聞
い
た
。

彫
刻
家
の
ア
ト
リ
エ

を
再
現
し
た
別
館
も
独

特
の
雰
囲
気
を
持
つ
。

近
く
の
ベ
ン
チ
に
座
り
、

読
書
す
る
人
の
姿
も
時

②「群馬県立館林美術館」（館林市日向町）

「鶴舞う形の群馬県」（上毛かるた）と詠われた群馬県、その鶴の頭部に位置する館林市。群馬県立館林美
術館は 2001（平成 13）年秋に 2 館目の県立美術館として開館、間もなく丸 11 年が経過する。県境地域
に立地し、自然と人間・美術館の融合を基本に多彩な挑戦を続ける同館を紹介する。

桑原高良

芝生広場から美術館棟方向を見た風景ユニークな形状の第一展示室棟第一展示室内から外部を見る

自然と人間、美術館が融合
両毛地域の文化交流拠点に
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意欲的な作品が展示室を埋める「館林ジャンクション」展

群 馬 県 立 館 林 美 術 館
館林市日向町2003

☎ 0276-72-8188　FAX0276・72・8338
休館日：月曜（休日の場合は翌日）、年末年始
観覧料：展覧会によって異なる。「館林ジャンクション」展
は、一般600円、大高生300円。

折
見
ら
れ
る
。
自
然
と
人
間
と
美
術
館
の
融
合
が
こ
こ
で
も
実

現
し
て
い
る
。

建
物
外
観
の
美
し
さ
も
同
館
の
特
徴
と
い
え
る
。
な
か
で
も

円
柱
形
の
一
部
を
切
り
取
っ
た
よ
う
な
形
の
第
一
展
示
室
は
、

見
る
角
度
に
よ
っ
て
形
が
異
な
っ
て
見
え
る
。
人
気
の
撮
影
ポ

イ
ン
ト
の
一
つ
に
な
っ
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
展
示
室
内
か
ら
の

眺
め
も
抜
群
だ
。

◇ 

自
然
観
賞
し
な
が
ら
食
事
も

美
し
い
景
色
を
見
な
が
ら
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
グ
ッ
ズ
を

購
入
し
た
り
、
食
事
が
で
き
る
の
も
、
こ
こ
館
林
美
術

館
の
特
徴
。
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
シ
ョ
ッ
プ
は
美
術
館
開
館

と
同
時
に
オ
ー
プ
ン
。
企
画
展
の
図
録
や
美
術
書
だ
け

で
な
く
、
作
家
も
の
の
ユ
ニ
ー
ク
な
グ
ッ
ズ
も
扱
っ
て

い
る
。
シ
ョ
ッ
プ
の
先
に
は
、
ハ
ッ
シ
ュ
ド
・
ビ
ー
フ

と
シ
ョ
コ
ラ
ケ
ー
キ
が
人
気
の
レ
ス
ト
ラ
ン
（
イ
ル
・

コ
ル
ネ
ッ
ト
）
が
あ
る
。
野
外
の
芝
生
や
木
々
を
、
大

き
な
開
口
部
越
し
に
見
な
が
ら
食
事
を
楽
し
む
カ
ッ
プ

ル
も
多
い
。
ベ
ジ
タ
ブ
ル
カ
レ
ー
も
な
か
な
か
の
味
だ
。

ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
シ
ョ
ッ
プ
や
レ
ス
ト
ラ
ン
の
み
の
利
用

も
で
き
る
。
た
だ
し
美
術
館
休
館
日
は
休
み
。

◇ 

企
画
展
「
館
林
ジ
ャ
ン
ク
シ
ョ
ン
」

館
林
美
術
館
の
〝
今
〟
を
見
て
み
よ
う
。
同
館
で
は
７
月

１
日
ま
で
の
会
期
で
、
企
画
展
「
館
林
ジ
ャ
ン
ク
シ
ョ
ン　

中
央
関
東
の
現
代
美
術
」
を
開
催
中
。
な
ん
と
も
ユ
ニ
ー
ク

で
、
大
胆
な
ネ
ー
ミ
ン
グ
の
展
示
だ
。

館
林
美
術
館
を
中
心
に
、
半
径
25
㌔
の
円
を
描
き
、
そ
の

中
で
創
作
活
動
を
展
開
す
る
16
人
の
作
家
た
ち
の
作
品
を
展

示
し
て
い
る
。
群
馬
、
栃
木
、
茨
城
、
埼
玉
の
４
県
県
境
地

域
を
、「
中
央
関
東
」

と
と
ら
え
、
地
域
性

や
人
の
交
流
を
意
識
し

た
企
画
。
表
現
方
法
も

絵
画
、
イ
ン
ス
タ
レ
ー

シ
ョ
ン
と
多
彩
、
作
家

の
年
齢
も
幅
広
い
。

こ
の
ユ
ニ
ー
ク
な
企

画
に
つ
い
て
染
谷
館
長
は
「
ま
さ
に
こ
の
美
術
館
の
あ
る
地

域
を
意
識
し
た
も
の
。
両
毛
地
域
（
群
馬
・
栃
木
）
の
現
役

作
家
を
中
心
に
、
茨
城
や
埼
玉
も
含
め
範
囲
を
25
㌔
の
圏
内

に
広
げ
、
中
央
関
東
と
定
義
し
た
。
現
実
に
は
館
林
ジ
ャ
ン

ク
シ
ョ
ン
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
既
成
の
概
念
を
取
り
除
い
て

考
え
て
み
た
わ
け
で
す
。
現
代
美
術
に
こ
こ
館
林
で
出
会
う

こ
と
が
で
き
る
新
し
い
試
み
で
、
館
林
美
術
館
が
結
合
点

（
ジ
ャ
ン
ク
シ
ョ
ン
）
と
な
り
新
た
な
地
域
交
流
、
文
化
交

流
が
深
め
ら
れ
れ
ば
と
考
え
て
い
ま
す
」
と
解
説
す
る
。

そ
の
背
景
に
、
桐
生
、
館
林
、
足
利
、
佐
野
な
ど
規
模
は

小
さ
く
と
も
個
性
的
な
都
市
が
存
在
し
、
そ
の
間
で
は
人
と

人
の
交
流
や
付
き
合
い
も
県
境
を
越
え
て
行
わ
れ
て
い
る
地

域
特
性
が
あ
る
。「
繊
維
が
取
り
持
つ
文
化
や
産
業
、
田
崎

早
雲
を
筆
頭
に
し
た
南
画
文
化
の
影
響
な
ど
共
通
項
も
多

い
」（
染
谷
館
長
）
と
い
う
。
実
際
、
同
展
出
品
作
家
16
人

の
う
ち
５
人
は
足
利
在
住
の
作
家
だ
。

会
期
中
に
は
、
作
家
に
よ
る
参
加
型
イ
ベ
ン
ト
や
ギ
ャ
ラ

リ
ー
ト
ー
ク
、
学
芸
員
に
よ
る
解
説
会
な
ど
も
予
定
さ
れ
て

い
る
。
同
地
域
の
現
代
美
術
を
牽
引
し
、
出
品
作
家
で
も
あ

る
長
重
之
さ
ん
（
足
利
市
）
は
、
館
内
か
ら
離
れ
、
近
く
の

彫
刻
の
小
径
に
あ
る
自
作
（
交
換
テ
ー
ブ
ル
）
を
使
っ
て

〝
物
々
交
換
〟
イ
ベ
ン
ト
を
開
く
（
６
月
24
日
実
施
）。
作
家

も
参
加
者
も
交
換
物
を

持
参
す
る
企
画
だ
と
い

う
。コ

レ
ク
シ
ョ
ン
有
効

活
用
と
隣
接
地
域
美
術

館
と
の
連
携
な
ど
、
積

極
的
に
取
り
組
む
同

館
。
染
谷
館
長
は
「
公

園
に
来
る
人
も
多
く
、
広
い
芝
生
も
知
ら
れ
て
い
る
が
、
ま

だ
ま
だ
初
め
て
来
館
す
る
人
が
多
い
。
そ
の
意
味
で
は
将
来

的
な
館
の
可
能
性
は
あ
る
。
一
方
で
、
建
物
も
素
晴
ら
し
い

が
、
い
い
展
覧
会
を
や
ら
な
い
と
美
術
館
と
し
て
生
き
残
っ

て
い
け
な
い
の
も
現
実
。
美
術
フ
ァ
ン
は
き
び
し
い
。
よ
く

見
て
い
ま
す
か
ら
」
と
、来
館
者
獲
得
の
重
要
性
と
と
も
に
、

既
存
の
美
術
フ
ァ
ン
に
応
え
る
企
画
に
つ
い
て
も
気
遣
い
を

み
せ
た
。

人気のミュージアムショップは自然光にあふれる
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□ 

館
林
美
術
館
の
特
徴
と
魅
力
に
つ
い
て
お
聞
か
せ
く
だ

さ
い
。

染
谷　

何
と
言
っ
て
も
周
囲
の
自
然
と
調
和
し
た
建
物
の
美

し
さ
、
そ
し
て
自
然
の
美
し
さ
を
満
喫
で
き
る
環
境
で
す
。

当
館
は
「
自
然
と
人
間
」
を
テ
ー
マ
に
、
さ
ま
ざ
ま
な
活
動

を
行
っ
て
い
ま
す
が
、
美
術
館
が
伝
え
広
め
た
い
美
の
本
質

が
、
自
然
の
中
に
も
人
間
の
創
造
の
中
に
も
あ
る
こ
と
を
、

来
館
者
が
感
じ
て
も
ら
え
れ
ば
幸
い
で
す
。
美
術
館
の
無
料

ゾ
ー
ン
や
周
囲
を
散
策
す
る
だ
け
で
も
、
そ
の
メ
ッ
セ
ー
ジ

が
伝
わ
る
施
設
だ
と
思
い
ま
す
。
最
近
、
渡
良
瀬
遊
水
地
が

ラ
ム
サ
ー
ル
条
約
に
登
録
さ
れ
る
ニ
ュ
ー
ス
が
話
題
に
な
り

ま
し
た
が
、
館
林
が
位
置
す
る
東
毛
地
域
は
、
環
境
問
題
を

考
え
る
上
で
歴
史
的
に
も
重
要
な
場
所
で
す
。
当
館
の
「
自

然
と
人
間
」
と
い
う
テ
ー
マ
は
、
ま
す
ま
す
価
値
を
増
す
こ

と
で
し
ょ
う
。

□ 

高
崎
に
あ
る
県
立
近
代
美
術
館
に
長
年
在
籍
し
そ
の
発

展
を
担
い
、
現
在
は
比
較
的
歴
史
の
浅
い
館
林
美
術
館

を
率
い
る
立
場
で
感
じ
る
こ
と
。

も
予
感
で
き
ま
す
。
作
品
以
外
で
は
、
ホ
ー
ル
か
ら
眺
め
る

日
没
で
す
。
特
に
、
冬
の
晴
れ
た
日
に
、
野
外
に
置
か
れ
た

バ
リ
ー
・
フ
ラ
ナ
ガ
ン
の
野
兎
の
彫
刻
の
向
う
に
見
え
る
富

士
山
＝
写
真
＝
が
、
夕
焼
け
に
浮
か
び
上
が
る
風
景
は
、
至

福
の
時
間
を
与
え
て
く
れ
ま
す
。

染谷滋館長

桑　原　高　良
（くわばら　たかよし）

群馬ペンクラブ会員、群馬県文学会議会員。
1950 年生まれ。74 年に上毛新聞社入社。藤岡支

局長、前橋支局長、編集局文化生活部長、出版局
次長、文化情報誌「上州風」編集長、編集局次長
などを経て太田支社長。館林シャトルおよび高崎
タカタイの編集長。2011 年 3 月退職。現在、中央
カレッジグループ学園新聞編集長。著書に『二足
の草鞋と本音人生―聞き書き大川栄二』『わがここ
ろ　語る上州人　塩原友子』『初代コロムビア・ロー
ズ物語―人生は歌とともに』（いずれも上毛新聞社
刊）。

染
谷　

私
は
学
芸
員
と
し
て
地
域
の
美
術
に
関
心
を
持
っ
て

い
ま
す
が
、
県
内
の
異
な
る
地
域
で
働
け
た
こ
と
も
、
複
眼

的
視
点
を
持
つ
こ
と
が
で
き
て
幸
運
で
し
た
。
同
じ
群
馬
県

立
の
美
術
館
で
も
、
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
や
成
立
の
背
景
が
異
な

り
、館
運
営
に
も
違
い
が
で
ま
す
。
両
館
の
運
営
理
念
に
も
、

も
っ
と
明
確
な
違
い
を
明
文
化
し
て
い
い
よ
う
に
感
じ
て
い

ま
す
。

□ 

美
術
館
は
、
こ
の
時
代
に
ど
う
あ
る
べ
き
で
し
ょ
う
か
。

染
谷　

美
術
館
は
時
代
と
と
も
に
変
わ
っ
て
き
ま
し
た
。
そ

れ
は
、
美
術
が
時
代
を
写
す
鏡
だ
か
ら
で
す
。
学
芸
員
の

役
割
に
し
て
も
、
収
蔵
庫
の
番
人
と
い
う
昔
の
イ
メ
ー
ジ

は
、
展
覧
会
の
企
画
運
営
を
任
さ
れ
た
キ
ュ
レ
ー
タ
ー
に
変

わ
り
、
今
で
は
来
館
者
と
作
品
を
結
び
つ
け
る
メ
デ
ィ
エ
ー

タ
ー
（
仲
介
者
）
の
役
割
が
強
調
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
一

方
で
変
わ
ら
な
い
理
念
も
あ
り
ま
す
。
過
去
の
文
化
遺
産
を

大
切
に
保
存
す
る
と
同
時
に
、
近
現
代
の
優
れ
た
作
品
も
収

集
し
続
け
る
こ
と
で
す
。
そ
う
し
な
い
と
、
こ
の
時
代
を
証

言
す
る
大
事
な
文
化
遺
産
を
失
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
美
術

館
が
単
な
る
イ
ベ
ン
ト
会
場
で
は
な
い
の
は
、
こ
の
収
集
・

保
存
の
機
能
を
も
っ
て
い
る
点
で
す
。で
も
残
念
な
こ
と
に
、

財
政
難
を
理
由
に
、
最
近
は
収
集
活
動
が
大
幅
に
機
能
低
下

し
て
い
ま
す
。
美
術
館
に
「
失
わ
れ
た
時
代
」
を
作
っ
て
は

な
ら
な
い
と
思
い
ま
す
。

◎ 

館
長
の
お
気
に
入
り
ポ
イ
ン
ト

彫
刻
と
富
士
山
の
風
景

所
蔵
作
品
な
ら
何
と
言
っ
て
も
フ
ラ
ン
ソ
ワ
・
ポ
ン
ポ
ン

の
︽
シ
ロ
ク
マ
︾
で
し
ょ
う
。
ロ
ダ
ン
の
弟
子
で
、
動
物
彫

刻
の
革
新
者
で
あ
っ
た
ポ
ン
ポ
ン
の
評
価
は
、
日
本
で
は
ま

だ
定
着
し
て
い
ま
せ
ん
が
、
近
い
将
来
必
ず
正
当
な
評
価
を

受
け
る
で
し
ょ
う
。
そ
れ
は
、
来
館
者
の
ア
ン
ケ
ー
ト
か
ら

兎と富士山

染
谷
滋
館
長
に
聞
く

「
収
集
と
保
存
が
生
命
線
」
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一
九
五
一
年
生
。
学
習
院
大
学
大
学
院
人
文

科
学
研
究
科
国
文
学
専
攻
博
士
課
程
修
了
。

同
大
学
助
手
を
経
て
、
一
九
八
五
年
群
馬
県
立
女
子
大
学
文
学
部
専

任
講
師
。
現
在
は
同
大
学
教
授
。
専
門
は
上
代
文
学
。
主
な
著
書
に

『
続
日
本
紀
宣
命　

校
本
・
総
索
引
』『
群
馬
の
万
葉
歌
』
な
ど
。

北き
た 

川が
わ 

和か
ず 

秀ひ
で

前
回
は
水
中
に
生
え
る
植
物
「
お
ほ
ゐ
ぐ
さ
」（
現
代
の
フ
ト
イ
）
を
よ
ん
だ
歌
を
取
り

上
げ
た
。
今
回
は
そ
の
関
連
で
同
じ
く
水
生
植
物
の
歌
を
よ
む
こ
と
に
す
る
。

◎
上か

み
つ
け
の

毛
野
伊
香
保
の
沼
に
植
ゑ
小こ

な

ぎ
水
葱
か
く
恋
ひ
む
と
や
種
求
め
け
む
（
三
四
一
五
）

◎
上
毛
野
可か

ほ

や
保
夜
が
沼
の
い
は
ゐ
つ
ら
引
か
ば
ぬ
れ
つ
つ
吾あ

を
な
絶
え
そ
ね（
三
四
一
六
）

前
回
の
歌
は
、

◎
上
毛
野
伊い

な

ら
奈
良
の
沼
の
大お
ほ

藺ゐ

草ぐ
さ

他よ

そ所
に
見
し
よ
は
今
こ
そ
益ま
さ

れ
（
三
四
一
七
）

で
あ
っ
た
。
三
首
と
も
初
句
が
「
上
毛
野
」
で
始
ま
り
、第
二
句
目
に
沼
の
名
前
が
あ
っ
て
、

第
三
句
目
で
植
物
名
を
よ
む
と
い
う
共
通
点
が
あ
る
。
歌
番
号
か
ら
分
か
る
よ
う
に
、
こ
の

三
首
は
連
続
し
て
万
葉
集
に
収
録
さ
れ
て
い
る
。
以
前
取
り
上
げ
た
、

◎
伊
香
保
嶺ね

に
雷か
み

な
鳴
り
そ
ね
…
…
（
三
四
二
一
）

◎
伊
香
保
風
吹
く
日
吹
か
ぬ
日
あ
り
と
言
へ
ど
…
…
（
三
四
二
二
）

◎
上か
み
つ
け
の

毛
野
伊
香
保
の
嶺ね

ろ
に
降ふ

ろ
雪よ
き

の
…
…
（
三
四
二
三
）

の
三
首
も
、
雷
・
風
・
雪
と
い
う
気
象
を
よ
ん
で
い
る
と
い
う
共
通
点
が
あ
り
、
こ
れ
ら
も

ま
た
連
続
し
て
い
る
。
巻
十
四
に
は
歌
の
内
容
に
よ
る
配
列
意
識
が
う
か
が
え
る
。

一
、「
植
ゑ
小
水
葱
」
の
歌
に
つ
い
て

上か
み
つ
け
の

毛
野
伊
香
保
の
沼
に
植
ゑ
小こ

な

ぎ
水
葱
か
く
恋
ひ
む
と
や
種
求
め
け
む
（
三
四
一
五
）

可か

み

つ

け

の

美
都
気
努　

伊い

か

ほ

の

ぬ

ま

に

可
保
乃
奴
麻
尓　

宇う

ゑ

こ

な

ぎ

恵
古
奈
宜　

可か

く

こ

ひ

む

と

や

久
古
非
牟
等
夜

多た

ね

も

と

め

け

む

祢
物
得
米
家
武

上
野
国
の
伊
香
保
の
沼
に
植
え
て
い
る
小こ

な

ぎ
水
葱
で
は
な
い
け
れ
ど
、
私
は
こ
ん
な
に
恋
に

苦
し
も
う
と
し
て
、
わ
ざ
わ
ざ
種
（
原
因
）
を
求
め
た
の
だ
っ
た
か
な
ぁ
（
そ
ん
な
は
ず
で

は
な
か
っ
た
の
に
）。

コ
ナ
ギ
は
『
日
本
大
百
科
全
書
ニ
ッ
ポ
ニ
カ
』（
小
学
館
）
に
は
次
の
よ
う
に
あ
る
。

ミ
ズ
ア
オ
イ
科
の
一
年
生
の
水
生
植
物
。
根
葉
は
数
枚
、
葉
身
は
披
針
形
な
い
し
卵

状
心
形
、
長
さ
３
〜
７
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
幅
1.5
〜
３
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
長
柄
が

あ
る
。
茎
は
根
葉
よ
り
は
は
る
か
に
短
く
、
１
枚
の
葉
お
よ
び
３
〜
７
個
の
花
を
つ

け
る
。
花
は
９
、
10
月
に
開
き
、
青
紫
色
、
径
1.5
〜
２
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
。
水
田
や

池
沼
に
生
え
、
北
海
道
を
除
く
日
本
各
地
に
自
生
し
、
東
ア
ジ
ア
お
よ
び
東
南
ア
ジ

ア
に
広
く
分
布
す
る
。
茎
や
葉
は
食
用
に
な
る
。

万
葉
集
に
コ
ナ
ギ
を
よ
ん
だ
歌
は
三
首
あ
る
。問
題
に
し
て
い
る
歌
も
含
め
て
列
挙
す
る
。

①
春
霞
春か
す
が日

の
里
の
植
ゑ
小こ

な

ぎ
水
葱
苗
な
り
と
い
ひ
し
枝え

は
さ
し
に
け
む
（
四
〇
七
）

②
上
毛
野
伊
香
保
の
沼
に
植
ゑ
小
水
葱
か
く
恋
ひ
む
と
や
種
求
め
け
む
（
三
四
一
五
）

③
苗な
は

代し
ろ

の
小
水
葱
が
花
を
衣き
ぬ

に
摺す

り
馴な

る
る
ま
に
ま
に
何あ
ぜ

か
愛か
な

し
け
（
三
五
七
六
）

①
は
譬
喩
歌
で
、「
大
伴
宿
祢
駿
河
麻
呂
、
同
じ
坂
上
家
の
二

お
と
い
ら
つ
め

嬢
を
娉つ
ま
ど

ふ
歌
一
首
」
と
い
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う
題
詞
が
あ
る
。「
春
霞
」
は
「
春
日
」
に
か
か
る
枕
詞
、「
さ
し
」
は
芽
が
出
て
伸
び
る
こ

と
。
歌
意
は
、「
春
日
の
里
の
植
え
た
コ
ナ
ギ
の
、
ま
だ
苗
だ
と
言
っ
た
茎
は
も
う
伸
び
た

こ
と
だ
ろ
う
（
二
嬢
は
も
う
成
長
し
た
こ
と
だ
ろ
う
）」
と
い
う
意
。
③
は
国
名
不
明
の
東

歌
で
、
や
は
り
譬
喩
歌
。
歌
意
は
、「
苗
代
の
コ
ナ
ギ
の
花
を
衣
に
す
り
つ
け
て
染
め
、
そ

れ
を
着
る
と
、
着
慣
れ
る
に
従
っ
て
、
ど
う
し
て
こ
ん
な
に
愛
着
が
増
す
の
だ
ろ
う
（
こ
の

女
は
、
親
し
む
に
つ
れ
て
、
ど
う
し
て
こ
ん
な
に
か
わ
い
い
の
だ
ろ
う
）」
と
い
う
意
。
譬

喩
歌
と
い
う
点
が
共
通
し
、
①
の
歌
で
は
女
性
を
コ
ナ
ギ
に
た
と
え
、
③
の
歌
で
も
、
コ
ナ

ギ
の
花
で
染
め
た
衣
を
女
性
に
た
と
え
て
い
る
。

今
回
問
題
に
し
て
い
る
②
は
譬
喩
歌
で
は
な
い
け
れ
ど
も
、
上
三
句
が
「
種
求
め
」
を
導

く
序
詞
に
な
っ
て
お
り
、
コ
ナ
ギ
の
種
が
恋
の
苦
し
さ
の
種
（
原
因
）
に
、
言
葉
の
上
で
重

ね
合
わ
さ
れ
て
い
る
。「
や
」
は
反
語
。
作
者
の
男
性
は
、
心
寄
せ
る
女
性
と
親
し
く
な
ろ

う
と
し
て
、
そ
れ
は
実
現
し
た
が
、
そ
う
な
っ
た
こ
と
で
、
一
層
恋
の
想
い
に
苦
し
む
こ
と

に
な
っ
た
の
で
あ
る
。そ
う
い
う
結
果
は
、こ
の
男
に
と
っ

て
は
事
前
に
は
予
測
で
き
な
か
っ
た
こ
と
と
み
え
る
。

①
と
②
と
に
は
「
植
ゑ
小
水
葱
」
と
あ
る
。
コ
ナ
ギ
は
、

食
用
あ
る
い
は
染
料
と
す
る
た
め
に
栽
培
も
し
た
こ
と
が

伺
え
る
。
秋
の
花
期
が
終
わ
っ
て
種
が
で
き
る
と
、
そ
れ

を
取
っ
て
翌
年
蒔
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

「
伊
香
保
の
沼
」
は
榛
名
湖
の
こ
と
と
さ
れ
て
き
た
が
、

標
高
の
高
い
榛
名
湖
で
は
小こ

な

ぎ
水
葱
は
育
た
な
い
と
し
て
、

こ
の
「
伊
香
保
の
沼
」
は
榛
名
山
麓
の
湿
地
沼
沢
の
こ
と

で
あ
る
と
す
る
説
が
あ
る
。
さ
き
に
示
し
た
『
ニ
ッ
ポ
ニ

カ
』
で
も
、「
北
海
道
を
除
く
日
本
各
地
に
自
生
し
」
と

あ
る
の
で
、
確
か
に
コ
ナ
ギ
は
寒
冷
地
で
は
育
た
な
い
の

で
あ
ろ
う
。
た
だ
、
榛
名
湖
で
は
冬
を
越
せ
ず
自
生
は
で

き
な
い
と
し
て
も
、
一
年
草
で
あ
る
か
ら
、
人
が
秋
に
種

を
取
っ
て
、
翌
年
蒔
く
と
い
う
方
法
で
の
栽
培
も
で
き
な

い
も
の
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
私
に
は
知
識
が
な
く
て
答
え

を
出
せ
な
い
。ど
な
た
か
お
分
か
り
の
方
が
い
ら
し
た
ら
、

ご
教
示
く
だ
さ
る
と
大
変
に
あ
り
が
た
い
。

二
、「
い
は
ゐ
つ
ら
」
の
歌
に
つ
い
て

上
毛
野
可か

ほ

や
保
夜
が
沼
の
い
は
ゐ
つ
ら
引
か
ば
ぬ
れ
つ
つ
吾あ

を
な
絶
え
そ
ね
（
三
四
一
六
）

可か

み

つ

け

の

美
都
気
努　

可か

ほ

や

が

ぬ

ま

の

保
夜
我
奴
麻
能　

伊い

は

ゐ

つ

ら

波
為
都
良　

比ひ

か

ば

ぬ

れ

つ

つ

可
波
奴
礼
都
追

安あ

を

な

た

え

そ

ね

乎
奈
多
要
曽
祢

上
野
国
の
可か

ほ

や
保
夜
の
沼
の
イ
ハ
ヰ
ツ
ラ
が
引
っ
張
れ
ば
ず
る
ず
る
と
寄
っ
て
来
る
よ
う

に
、
私
に
寄
っ
て
き
て
、
い
つ
ま
で
も
私
と
の
仲
を
絶
や
さ
な
い
で
欲
し
い
。

「
可
保
夜
が
沼
」
は
所
在
未
詳
。
安
政
年
間
（
一
八
五
四
〜
一
八
五
九
）
に
成
立
し
た
橋

本
直
香
の
『
上
野
歌
解
』
に
は
次
の
よ
う
に
あ
る
。

山
吹
日
記
云
群
馬
郡
甲か

波は

宿す
く

祢ね

神
社
の
境
内
に
在
し
を
天
明
三
年
浅
間
焼
吾
妻
川
泥

お
し
の
時
流
失
せ
り
と
あ
れ
ど
、
さ
る
沼
の
在
し
所
の
さ
ま
に
も
あ
ら
ず
、
或
は
い

ふ
邑
楽
郡
に
大
沼
四
ツ
あ
り
、
此
内
に
や
な
ど
も
い
へ
ど
慥た
し
か
な
ら
ず
、
思
ふ
に
伊
香

保
と
よ
く
詞こ
と
ばか
よ
ひ
た
れ
ば
若も

し
是
も
い
か
ほ
の
沼
の
事
に
は
あ
ら
ざ
る
か

（
振
り
仮
名
は
適
宜
補
っ
た
）

こ
こ
に
は
、
可
保
夜
が
沼
は
甲
波
宿
祢
神
社
の
境
内
に
あ
っ
た
と
す
る
記
事
と
、
邑
楽
郡

内
の
大
き
な
沼
四
つ
の
中
の
い
ず
れ
か
で
は
な
い
か
と
い
う
説
と
、
そ
の
二
つ
を
示
し
た
上

で
、
ど
ち
ら
に
も
賛
同
し
が
た
い
と
し
て
、「
い
か
ほ
」
と
「
か
ほ
や
」
と
語
形
が
似
て
い

る
こ
と
か
ら
、可
保
夜
は
伊
香
保
の
こ
と
か
も
し
れ
な
い
と
し
て
い
る
。
確
か
に
、「
い
か
ほ
」

の
「
い
」
が
落
ち
て
、「
や
」
が
加
わ
れ
ば
、「
か
ほ
や
」
と
な
る
が
、
果
し
て
実
際
に
こ
の

よ
う
な
変
化
が
起
こ
っ
た
も
の
か
ど
う
か
分
か
ら
な
い
。
む
し
ろ
、
橋
本
直
香
が
簡
単
に
退

け
た
『
山
吹
日
記
』
の
記
事
に
注
目
し
た
い
。

『
山
吹
日
記
』
は
、
江
戸
の
国
学
者
奈な

佐さ

勝か
つ

皐た
か

が
天
明
六
年
（
一
七
八
六
）
の
四
月
か
ら

五
月
に
か
け
て
上
野
国
に
調
査
旅
行
に
出
掛
け
た
折
の
日
記
で
あ
る
。
群
馬
県
文
化
事
業

振
興
会
が
編
纂
し
た
『
群
馬
県
史
料
集
』
第
六
巻
「
日
記
篇
Ⅱ
」（
昭
和
四
十
六
年
三
月
刊

榛名湖
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行
）
に
活
字
化
さ
れ
て
収
め
ら
れ
て
い
る
。『
上
野
歌
解
』
の
記
述
は
『
山
吹
日
記
』
の
五

月
十
三
日
条
の
要
約
で
あ
る
。『
山
吹
日
記
』
本
文
を
示
す
。

西
の
方
は
る
か
に
川
嶋
と
聞
え
て
、
こ
ゝ
に
も
甲
波
す
く
ね
の
社
を
見
や
り
た
る

は
、
こ
れ
な
ん
光
明
院
が
つ
か
さ
ど
れ
る
な
り
け
り
。
う
の
と
し
の
わ
ざ
は
ひ
に
、

其
地
さ
へ
な
が
れ
う
せ
て
、
そ
の
社
は
南
の
方
三
四
町
ば
か
り
ひ
き
し
り
ぞ
き
て
作

り
た
て
た
る
と
ぞ
。
…
…
名
に
高
き
か
ほ
や
が
沼
も
、
む
か
し
こ
の
境
内
に
有
け
る

を
、
近
き
頃
と
な
り
て
は
俤
す
ら
な
く
な
り
し
う
へ
、
ま
た
其
地
さ
へ
ぞ
う
せ
は
て

た
る
。

（
傍
線
筆
者
。
濁
点
は
適
宜
補
っ
た
）

「
う
の
と
し
の
わ
ざ
は
ひ
」
と
い
う
の
は
天
明
三
年
（
一
七
八
三
）
の
浅
間
山
の
大
噴
火

に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
災
害
を
指
す
。
こ
の
記
事
に
よ
れ
ば
、
昔
、
甲
波
宿
祢
神
社
の
境

内
に
「
か
ほ
や
が
沼
」
と
い
う
名
の
沼
が
あ
っ
た
が
、浅
間
山
噴
火
の
際
の
泥
流
に
よ
っ
て
、

村
も
神
社
も
流
さ
れ
、
神
社
は
三
四
町
（
三
二
七
メ
ー
ト
ル
〜
四
三
六
メ
ー
ト
ル
）
ほ
ど
南

に
再
建
さ
れ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。

現
在
、
甲
波
宿
祢
神
社
の
旧
社
地
に
は
標
石
が
立
っ
て
い
る
。
そ
の
場
所
は
単
な
る
伝
承

地
に
と
ど
ま
る
も
の
で
は
な
く
、
平
成
九
年

（
一
九
九
七
）
の
発
掘
調
査
で
、
拝
殿
や
本

殿
の
基
壇
と
礎
石
と
が
見
つ
か
っ
て
い
る
。

現
在
の
甲
波
宿
祢
神
社
は
、『
山
吹
日
記
』

の
「
三
四
町
」
と
い
う
記
述
よ
り
も
も
う
少

し
遠
く
、
旧
社
地
の
南
南
西
六
四
〇
メ
ー
ト

ル
ほ
ど
の
と
こ
ろ
に
鎮
座
し
て
い
る
。
標
高

は
旧
社
地
よ
り
も
三
五
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
高

台
に
な
る
。

『
山
吹
日
記
』
に
は
、か
ほ
や
が
沼
は
「
む

か
し
こ
の
境
内
に
有
け
る
を
、
近
き
頃
と
な

り
て
は
俤
す
ら
な
く
な
り
し
う
へ
、
ま
た
其

地
さ
へ
ぞ
う
せ
は
て
た
る
」
と
あ
る
の
で
、

こ
の
沼
は
浅
間
噴
火
の
泥
流
被
害
以
前
に
す
で
に
完
全
に
消
滅
し
て
い
た
も
の
が
、
泥
流
に

よ
っ
て
、
そ
の
故
地
さ
え
も
が
失
わ
れ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
ろ
う
。
今
日
、

旧
社
地
の
辺
り
は
平
地
で
、観
音
堂
と
墓
地
と
が
あ
る
他
は
、畑
地
で
あ
る
。橋
本
直
香
は「
さ

る
沼
の
在
し
所
の
さ
ま
に
も
あ
ら
ず
」
と
い
う
が
、
か
つ
て
沼
が
あ
っ
た
と
し
て
も
全
く
不

思
議
で
は
な
い
。
甲
波
宿
祢
神
社
は
式
内
社
（
平
安
初
期
の
『
延
喜
式
』
に
記
載
さ
れ
て
い

る
神
社
）
で
あ
る
か
ら
、
神
社
自
体
は
古
い
。
た
だ
、
そ
の
境
内
の
沼
は
い
つ
頃
か
ら
あ
っ

た
の
か
、
そ
し
て
そ
の
沼
が
い
つ
頃
か
ら
「
か
ほ
や
が
沼
」
と
呼
ば
れ
て
い
た
の
か
、
そ
れ

は
分
か
ら
な
い
。
た
だ
、
遺
称
地
は
他
に
な
く
、
同
名
の
沼
が
方
々
に
あ
っ
た
と
も
思
わ
れ

な
い
の
で
、
現
時
点
で
有
力
な
候
補
地
と
考
え
る
程
度
の
こ
と
は
許
さ
れ
よ
う
。

「
ぬ
れ
つ
つ
」
の
「
ぬ
れ
」
は
、
下
二
段
活
用
動
詞
「
ぬ
る
」
の
連
用
形
で
、
ず
る
ず
る

と
ゆ
る
ん
で
ほ
ど
け
る
こ
と
。
万
葉
集
に
は
五
首
に
例
が
見
え
る
。

①
嘆
き
つ
つ
大
ま
す
ら
を
の
こ

夫
の
恋
ふ
れ
こ
そ
わ
が
髪ゆ
ふ
か
み結

の
漬ひ

ぢ
て
ぬ
れ
け
れ
（
一
一
八
）

（
あ
な
た
の
よ
う
な
立
派
な
方
が
私
へ
の
片
恋
に
嘆
い
て
い
た
か
ら
私
の
結
っ
た
髪
が

濡
れ
て
ほ
ど
け
た
の
だ
っ
た
の
に
）

②
た
け
ば
ぬ
れ
た
か
ね
ば
長
き
妹い
も

が
髪
こ
の
頃
見
ぬ
に
掻
き
れ
つ
ら
む
か
（
一
二
三
）

（
掻
き
上
げ
れ
ば
ほ
ど
け
、
掻
き
上
げ
な
け
れ
ば
長
い
あ
な
た
の
髪
は
、
最
近
会
っ
て

甲波宿祢神社拝殿

甲波宿祢神社旧社地

遠景

標石



9　上野東歌探訪

い
な
い
が
、
掻
き
上
げ
た
だ
ろ
う
か
）

③
入い
り

間ま

路ぢ

の
大お
ほ

家や

が
原
の
い
は
ゐ
つ
ら
引
か
ば
ぬ
る
ぬ
る
吾わ

に
な
絶
え
そ
ね（
三
三
七
八
）

（
入
間
郡
の
大
家
が
原
の
イ
ハ
ヰ
ツ
ラ
が
引
っ
張
れ
ば
ず
る
ず
る
と
寄
っ
て
来
る
よ
う

に
、
私
に
寄
っ
て
き
て
、
い
つ
ま
で
も
私
と
の
仲
を
絶
や
さ
な
い
で
欲
し
い
）

④
上
毛
野
可か

ほ

や
保
夜
が
沼
の
い
は
ゐ
つ
ら
引
か
ば
ぬ
れ
つ
つ
吾あ

を
な
絶
え
そ
ね
（
三
四
一
六
）

⑤
安あ

は

を
波
峰
ろ
の
峰を

ろ
田
に
生お

は
る
た
は
み
づ
ら
引
か
ば
ぬ
る
ぬ
る
吾あ

を
言こ
と

な
絶
え
（
三
五
〇
一
）

（
安
波
峰
の
山
田
に
生
え
て
い
る
タ
ハ
ミ
ヅ
ラ
を
引
っ
張
る
と
ず
る
ず
る
と
寄
っ
て
来

る
よ
う
に
、
私
に
寄
っ
て
き
て
、
私
と
の
間
の
言
葉
を
絶
や
さ
な
い
で
欲
し
い
）

①
②
は
結
っ
た
髪
の
毛
が
ほ
ど
け
る
例
、
③
④
⑤
は
植
物
が
寄
っ
て
来
る
例
で
あ
る
。
③

〜
⑤
の
歌
は
よ
く
似
て
お
り
、
特
に
、
③
の
歌
と
、
今
回
取
り
上
げ
て
い
る
④
の
歌
と
は
、

地
名
が
異
な
る
他
は
ほ
と
ん
ど
同
じ
歌
詞
で
あ
る
。
ど
ち
ら
が
元
で
あ
る
の
か
は
分
か
ら
な

い
が
、
一
方
か
ら
一
方
へ
と
伝
播
し
、
地
名
を
変
え
て
う
た
わ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

③
の
歌
は
武
蔵
国
東
歌
で
あ
る
。「
入
間
」
は
入
間
郡
、「
大
家
が
原
」
は
現
在
の
埼
玉
県

入
間
郡
越
生
町
大
谷
が
遺
称
地
と
さ
れ
る
。
甲
波
宿
祢
神
社
と
大
家
が
原
と
の
位
置
関
係
を

示
す
地
図
を
載
せ
る
。
大
家
が
原
の
近
く
に
は
東
山
道
武
蔵
路
が
通
っ
て
い
る
。
こ
の
道
を

通
っ
て
歌
が
伝
わ
っ
た
も
の
か
も
し
れ
な
い
。

「
い
は
ゐ
つ
ら
」
が
何
を
指
す
か
未
詳
。
ジ
ュ
ン
サ
イ
（
ぬ
な
わ
）
説
、
ス
ベ
リ
ヒ
ユ
説

な
ど
が
あ
る
。
こ
の
う
ち
ス
ベ
リ
ヒ
ユ
説
は
『
本
草
綱
目
啓
蒙
』（
一
九
世
紀
初
期
に
刊
行

さ
れ
た
百
科
事
典
的
本
草
書
）
の
次
の
条
が
大
き
な
根
拠
と
な
っ
て
い
る
。

馬
歯
莧　

ウ
マ
ビ
ユ
和
名
鈔　

ス
ベ
リ
ヒ
ユ　

…
…
イ
ハ
ヒ
ヅ
ル
伯
州
…
…

（『
本
草
綱
目
啓
蒙
』
巻
二
十
三　

菜
之
二　

柔
滑
類
）

ス
ベ
リ
ヒ
ユ
の
こ
と
を
伯
州
す
な
わ
ち
伯
耆
国
（
鳥
取
県
西
部
）
で
は
イ
ハ
ヒ
ヅ
ル
と
呼

ん
で
い
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
の
記
述
に
は
心
惹
か
れ
る
が
、
ス
ベ
リ
ヒ
ユ
は
乾
燥
地
に

生
え
る
こ
と
か
ら
、
上
野
国
東
歌
の
「
か
ほ
や
が
沼
」
に
生
え
て
い
る
と
い
う
歌
詞
に
合
わ

な
い
。
そ
こ
で
、
水
生
の
つ
る
性
の
植
物
で
あ
る
ジ
ュ
ン
サ
イ
（
ぬ
な
は
）
説
が
有
力
視
さ

れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
こ
で
ま
た
橋
本
直
香
の
『
上
野
歌
解
』
を
引
く
。

○
伊イ

ハ

ヰ

ヅ

ラ

波
為
都
良
、
此コ

は
蓴
菜
の
事
と
は
し
ら
れ
た
れ
ど
其
義
分ワ
キ

が
た
し
、
按
ふ
に
石イ
ハ

井ヰ

蔓ツ
ラ

に
て
元
岩イ
ハ

垣カ
キ

沼ヌ
マ

や
う
の
所
に
在
し
を
か
く
云
ひ
そ
め
し
に
も
や
あ
ら
む
『
ぬ
な
は
』

と
い
ふ
も
水
中
に
生
ひ
て
滑
ナ
メ
ラ
カな

る
蔓ツ
ル

草ク
サ

ゆ
ゑ
『
ぬ
る

く
縄
』
の
義
に
て
同
し
物
も

所
に
よ
り
て
名
の
か
は
り
た
る
に
て　

未
勘
国
歌
に
『
あ
は
を
ろ
の
を
ろ
た
に
お
は

る
多タ

ハ

ミ

ヅ

ラ

波
美
豆
良
ひ
か
ば
ぬ
る

く
わ
を
な
た
え
そ
ね
』、
と
あ
る
多タ

ハ

ミ

ヅ

ラ

波
美
豆
良
も
同
じ

物
と
聞
え
た
れ
ば
…
…
沼ヌ

縄ナ
ハ

も
石イ
ハ

居ヰ

蔓ヅ
ラ

も
た
は
み
づ
ら
も
同
じ
に
て
皆
蓴
菜
の
事
と

す
べ
し
【
此
頃
出
羽
国
米
沢
人
明
井
水
麻
呂
て
ふ
学
士
訪
ひ
来
て
云
く
、
む
さ
し
の

国
入
間
郡
の
辺
り
に
て
は
今
も
蓴
を
い
は
づ
ら
と
い
ふ
と
い
は
れ
き
】

沢
瀉
久
孝
氏
は
「
蓴
菜
で
あ
れ
ば
最
も
ふ
さ
は
し
い
が
、
ぬ
な
は
を
い
は
ゐ
づ
ら
と
云
つ

た
確
証
が
無
く
、な
ほ
考
ふ
べ
き
で
あ
ら
う
」（『
万
葉
集
注
釈
』
三
三
七
八
番
歌
）
と
す
る
。

『
上
野
歌
解
』
の
右
の
引
用
の
末
尾
の
注
記
は
、
米
沢
の
人
か
ら
聞
い
た
と
い
う
伝
聞
に
過

ぎ
な
い
の
で
信
憑
性
は
不
確
か
だ
が
、
幕
末
、
武
蔵
国
入
間
郡
の
辺
り
で
蓴
菜
を
「
い
は
づ

ら
」
と
言
う
、
と
い
う
の
は
参
考
程
度
に
は
な
ろ
う
。

大家が原
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時 間　25日（土）　1回目14：00開演（13：30開場）　2回目19：00開演（18：30開場）
　 　26日（日）　14：00開演（13：30開場）

料 金　全席自由　1,000円
会 場　ベシア文化ホール 小ホール
発売日　6月2日（土）8：30～
助 成　㈶地域創造

群馬県教育文化事業団　INFORMATION
❖❖第 36 回県民芸術祭参加　演劇制作事業　絹 の 国 か ら ～繋がる想いは、シルクな風に乗って…～❖❖

【衣装製作体験講座】
日 時　7月7日（土）、15日（日）、29日（日）
　　　　10：00～16：00
会 場　群馬県生涯学習センター 創作実習室
内 容　演劇を通して舞台芸術の振興と香り高い文化の地域づくり、

創造力豊かな県民文化の向上及び人材を育成する「演劇制
作事業」の一環として、衣装製作の体験講座を行います。

講 師　田村啓子（前橋文化服装専門学校デザイン画講師）

参加費　無料（但し、保険料800円が必要です）
募集定員　高校生以上10名
募集締切　6月23日（土）応募多数の場合は先着順

　8
25

土
　8

26
日

「絹の国から」演劇制作事業 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

会 場　群馬県生涯学習センター 第2研修室
内 容　8月25日、26日に行う「絹の国から～繋がる想い

は、シルクな風に乗って…～」の演劇公演に先立
ち、劇中に登場する糸にまつわる偉人を読み解く
講座を行います。

参加費　無料
募集定員　30名
募集締切　7月14日（土）応募多数の場合は先着順

【糸にまつわる偉人講座】
開催日時 テーマ 講　師

7月21日㈯
14：00～16：00

高 山 長 五 郎 宮崎俊弥 氏
（共愛学園前橋国際大学教授）

7月28日㈯
14：00～16：00

萩 原 錂 太 郎 松浦利隆 氏
（群馬県企画部世界遺産推進課長）

8月 4日㈯
14：00～16：00

中居屋重兵衛 唐沢定市 氏
（中之条町歴史と民俗の博物館顧問）

衣装製作体験講座・糸にまつわる偉人講座へは氏名、住所、
電話番号、年齢を明記してFAXまたはハガキで下記までお
申し込み下さい。

〒371-0801 前橋市文京町2-20-22　
公益財団法人 群馬県教育文化事業団

TEL：027-224-3960　FAX：027-224-3960

松竹大歌舞伎プレ講座

『義経千本桜』の魅力
ー〈貴種流離〉のダンディズム ー

松竹大歌舞伎公演に先立ち、歌舞伎について
の基礎知識を高めるための講座を開催します。

日 時　7月7日（土）14：00～15：30
会 場　ベイシア文化ホール展示室
講 師　安保博史
　　　 （群馬県立女子大学文学部国文学科教授）

参加費　無料（要予約）先着50名

群馬県教育文化事業団は、公益法人制度改革にともないまして、
群馬県知事から公益認定の通知を受け、平成２４年４月１日に公
益財団法人に移行しました。これを機に、より一層本県における
文化芸術の振興や奨学金貸与を通じた人材育成を目指し、公益財
団法人として期待される役割を果たして参りますので、今後とも
ご支援、ご協力を賜りますようお願い申し上げます。

松
竹
大
歌
舞
伎

制
作
　
松
竹

義
経
千
本
桜　
三
幕

鳥と
り　
　

居い　
　

前ま
え

道み
ち　

行ゆ
き　

初は
つ　

音ね　

旅た
び　

清
元
連
中

竹
本
連
中

川か
わ　

連つ
ら　

法ほ
う　

眼げ
ん　

館や
か
た

主
な
る
出
演

　
　
七
代
目　

尾　

上　

菊
五
郎

　
　
五
代
目　

中

村

時

蔵

　
　
四
代
目　

尾

上

松

緑

　
　
五
代
目　

尾　

上　

菊
之
助

入場料　S席5,000円　
　　　　A席3,500円
　　　　B席2,000円
　 　 　　〈学生1,000円〉
　 ※ 昼の部はS席のみ販売

会 場
　ベイシア文化ホール
　　　　　大ホール
お申込み・問い合わせ
　ベイシア文化会館
　前橋市日吉町1-10-1
　TEL:027-232-1111
　FAX:027-232-1115
　http://www.gunmabunkazigyodan.or.jp/kenmin/

　7
10

火

◎ 昼の部　13：00開演
◎ 夜の部　18：00開演
　　※ 開場は開演の30分前

平
成
24
年
度　

文
化
庁
優
れ
た
劇
場
・
音
楽
堂
か
ら
の
創
造
発
信
事
業

　
　
　
　
　
　
　
　

日
本
の
宝
・
群
馬
の
宝 

Ⅱ　
　

公益財団法人移行のお知らせ

公益財団法人群馬県教育文化事業団
理　事　長　小　見　輝　夫
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下
牧
人
形
は
、
み
な
か
み
町
下
牧
地
区
に
伝

承
さ
れ
て
い
る
三
人
遣
い
で
、
大
阪
の
文
楽
（
世

界
遺
産
に
登
録
さ
れ
た
人
形
芝
居
）
形
式
の
人

形
で
、元
禄
年
間
（
一
六
八
八
年
〜
一
七
〇
四
年
）

に
伊
勢
参
宮
に
出
掛
け
た
村
の
古
老
三
人
が
道

中
で
人
形
芝
居
を
観
て
魅
了
さ
れ
若
衆
の
遊
び

道
具
に
も
と
人
形
の
首
（
カ
シ
ラ
）
五
個
を
買
っ

て
帰
っ
た
の
が
始
ま
り
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

そ
の
後
一
つ
、
二
つ
と
買
い
求
め
仲
間
七
、八

人
の
所
有
物
と
し
て
楽
し
ん
で
い
ま
し
た
が
、

明
治
八
（
一
八
七
五
）
年
に
上
方
の
人
形
遣
い
、

吉
田
勘
十
（
吉
田
勘
蔵
の
子
）
が
勘
当
の
身
で

人
形
を
遣
い
な
が
ら
諸
国
遍
歴
の
折
り
当
村
に

滞
留
し
、
勘
十
は
人
形
の
振
り
方
だ
け
で
な
く

人
形
を
刻
ん
だ
り
大
道
具
や
小
道
具
な
ど
を

作
っ
た
り
す
る
こ
と
に
長
じ
て
お
り
若
い
衆
に

指
導
し
ま
し
た
。

そ
の
後
、
勘
十
は
村
の
懇
願
で
許
さ
れ
て
一

旦
実
家
に
帰
っ
た
後
、
再
び
親
子
で
訪
れ
秘
伝

公
開
の
興
業
を
行
い
そ
の
記
念
に
首
二
個
を

贈
っ
た
と
い
わ
れ
、
こ
の
頃
が
下
牧
人
形
の
最

盛
期
で
あ
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

以
上
は
古
老
に
よ
る
口
伝
で
、
正
確
な
記
録

類
は
、
明
治
四
十
一
（
一
九
〇
八
）
年
保
管
し

て
い
た
家
の
火
災
で
焼
失
し
て
し
ま
い
ま
す
が

幸
い
に
も
人
形
類
は
他
の
家
で
上
演
中
だ
っ
た

た
め
火
災
か
ら
免
れ
ま
し
た
。

し
か
し
、
文
久
年
間
（
一
八
六
一
〜
一
八
六
三

年
）
頃
は
盛
ん
で
あ
っ
た
と
い
わ
れ
元
治
元

（
一
八
六
四
年
）
に
建
造
（
棟
木
で
確
認
）
さ
れ

た
牧
野
神
社
境
内
の
舞
殿
が
落
成
時
に
も
よ
く

奉
納
人
形
芝
居
が
公
開
さ
れ
た
と
伝
え
ら
れ
て

い
る
の
で
幕
末
の
創
始
と
も
考
え
ら
れ
ま
す
。

そ
の
後
下
牧
人
形
は
、
明
治
三
十
八

（
一
九
〇
五
）
年
下
牧
地
区
（
壮
健
団
）
の
所
有

物
と
さ
れ
吉
田
勘
十
に
ち
な
ん
で
「
吉
田
座
」

と
し
て
人
形
そ
の
他
の
維
持
管
理
、
上
演
活
動

を
行
う
よ
う
に
な
り
ま
し
た
が
、
戦
争
と
警
察

の
干
渉
で
中
断
さ
れ
終
戦
後
、
昭
和
二
十
二

（
一
九
七
四
）
年
四
月
十
五
日
の
牧
野
神
社
例
祭

と
下
牧
地
区
敬
老
会
（
下
牧
公
民
館
）
で
復
活

し
今
日
ま
で
毎
年
継
続
し
て
上
演
し
て
い
ま
す
。

平
成
十
（
一
九
九
八
）
年
に
群
馬
県
・
群
馬

県
教
育
文
化
事
業
団
の
呼
び
か
け
で
、
県
内
人

形
五
座
（
八
城
人
形
・
松
井
田
町
、
津
久
田
人

形
・
赤
城
村
、
尻
高
人
形
・
高
山
村
、
須
賀
人

形
・
沼
田
市
、
下
牧
人
形
・
月
夜
野
町
、
当
時
）

が
一
同
に
交
い
「
ぐ
ん
ま
人
形
芝
居,98
」
が
初

め
て
開
催
さ
れ
、
そ
の
翌
年
「
ぐ
ん
ま
人
形
芝

居
連
絡
協
議
会
」
が
発
足
し
ま
し
た
。
し
か
し

そ
の
後
、
津
久
田
人
形
が
後
継
者
問
題
で
残
念

な
が
ら
休
座
と
な
り
ま
し
た
。

下
牧
人
形
も
、
平
成
十
五
年
度
よ
り
「
東
日
本

旅
客
鉄
道
文
化
財
団
地
方
事
業
支
援
」
を
う
け
て
、

首
の
修
復
、
衣
装
の
更
新
、
義
太
夫
・
三
味
線

の
伝
習
な
ど
に
取
り
組
み
又
、
平
成
十
九
年
度

に
は
後
継
者
問
題
が
深
刻
な
の
を
心
配
し
た
群

馬
県
・
群
馬
県
教
育
文
化
事
業
団
の
「
小
・
中

学
校
伝
統
芸
能
教
室
」
に
加
え
て
の
支
援
を
受
け
、

下
牧
地
区
の
枠
外
で
人
形
教
室
の
受
講
生
を
募

り
九
个
月
の
特
訓
を
経
て
二
十
年
三
月
に
成
果

発
表
の
公
演
を
行
い
新
た
に
九
名
の
座
員
を
加

え
二
十
三
名
の
座
員
で
更
な
る
伝
統
文
化
の
保

存
・
継
承
に
努
め
て
お
り
ま
す
。
以
前
は
三
味
線
・

義
太
夫
は
「
録
音
テ
ー
プ
」
で
上
演
し
て
お
り

ま
し
た
が
、
や
は
り
義
太
夫
（
浄
瑠
璃
）
の
語

り
は
登
場
人
物
の
台
詞
や
仕
草
、
情
景
描
写
ま

で
戯
曲
の
す
べ
て
を
叙
事
的
な
力
強
さ
で
表
現

す
る
語
り
の
音
楽
で
あ
り
又
、
三
味
線
は
語
り

の
間
合
い
を
計
り
な
が
ら
音
色
と
抑
揚
・
緩
急

で
太
夫
を
リ
ー
ド
し
て
語
り
を
引
き
立
て
人
形

の
所
作
は
、
太
夫
の
語
り
と
三
味
線
あ
っ
て
こ

そ
の
人
形
で
あ
り
、
こ
れ
が
三
業
一
体
で
の
人

形
浄
瑠
璃
の
魅
力
で
観
客
に
感
動
を
与
え
る
こ

と
を
痛
感
し
て
お
り
ま
す
。「
録
音
テ
ー
プ
」
で

は
こ
の
感
動
を
与
え
る
こ
と
は
出
来
ま
せ
ん
。

し
か
し
な
が
ら
、
三
味
線
に
は
楽
譜
は
な
く

義
太
夫
は
音
の
幅
も
広
く
所
作
も
表
情
も
言
葉

に
出
来
な
い
様
々
な
感
情
の
動
き
も
一
人
の
太

夫
が
す
べ
て
語
り
分
け
る
芸
を
習
得
す
る
の
は

一
朝
一
夕
に
出
来
る
も
の
で
な
く
、
各
座
で
も

懸
命
に
頑
張
っ
て
お
り
ま
す
が
関
係
者
の
ご
理

解
と
ご
支
援
を
得
て
継
続
し
て
取
り
組
む
大
き

な
課
題
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。

下牧人形芝居保存会 吉田座 座長会
ぐんま人形芝居連絡協議会 会長

山 田 忠 夫

地
域
文
化
を
つ
な
ぐ

古コ

メ

マ

キ

馬
牧
の
人
形
浄
瑠
璃
（
略
称　

下
牧
人
形
）
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現
代
は
複
雑
な
時
代
で
あ
り
、
混
迷
は
深
ま
る
ば
か
り
で

す
。
現
代
と
は
何
か
と
い
う
問
い
に
簡
単
な
答
は
あ
り
ま
せ

ん
。
ま
た
私
は
絵
画
の
制
作
を
専
門
に
行
っ
て
い
ま
す
が
、

現
代
美
術
と
は
何
か
と
い
う
問
い
も
難
し
い
問
題
で
す
。

あ
る
時
、
先
輩
の
芸
術
家
の
方
に
「
今
は
自
由
な
時
代

で
、
自
由
過
ぎ
て
何
を
し
た
ら
良
い
か
わ
か
ら
な
い
で
し
ょ

う
。」
と
言
わ
れ
ま
し
た
。
案
外
そ
ん
な
事
は
あ
り
ま
せ
ん
、

と
い
う
の
が
私
の
答
で
す
。
私
は
超
複
雑
系
で
あ
る
現
代
美

術
の
世
界
で
物
事
を
簡
決
に
す
る
た
め
に
三
つ
の
掟
を
自
分

に
課
し
ま
し
た
。
一
．
平
面
に
描
く
。
二
．
絵
の
具
で
描
く
。

三
．
筆
で
描
く
。
こ
の
三
つ
が
私
の
掟
で
す
。
時
に
は
ク
レ

ヨ
ン
で
描
く
等
例
外
も
あ
り
ま
す
。
し
か
し
概
ね
三
つ
の
掟

に
従
っ
て
ず
っ
と
絵
を
描
い
て
い
ま
す
。
現
代
美
術
の
世
界

は
タ
ブ
ー
の
無
い
世
界
で
様
々
な
制
作
方
法
を
と
る
人
が
い

ま
す
。発
光
ダ
イ
オ
ー
ド
を
使
う
作
家
も
い
る
で
し
ょ
う
し
、

火
薬
を
使
っ
て
絵
を
描
く
画
家
も
い
る
そ
う
で
す
。し
か
し
、

し
っ
か
り
と
し
た
自
分
の
、
オ
リ
ジ
ナ
リ
テ
ィ
の
あ
る
ス
タ

イ
ル
を
持
っ
て
い
る
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
な
ら
ば
、
自
ら
の
掟
を

持
っ
て
い
る
作
家
は
多
い
と
思
い
ま
す
。

絵
を
描
く
と
い
う
行
為
は
人
間
に
と
っ
て
根
源
的
な
行
為

で
す
。
絵
は
原
始
時
代
か
ら
現
代
に
至
る
ま
で
あ
ら
ゆ
る
文

明
に
存
在
し
て
来
ま
し
た
。
絵
を
描
く
行
為
は
根
本
的
に
は

太
古
の
昔
か
ら
現
在
ま
で
何
も
変
っ
て
い
な
い
と
私
は
思
い

ま
す
。
原
始
人
が
岩
に
描
い
た
絵
が
最
新
の
モ
ダ
ン
ア
ー
ト

よ
り
新
し
さ
を
持
っ
て
い
る
と
い
う
事
は
あ
る
も
の
で
す
。

私
は
三
つ
の
掟
に
従
っ
て
制
作
す
る
自
分
の
絵
に
ニ
ッ

ク
ネ
ー
ム
を
つ
け
ま
し
た
。
新
古
代
主
義
絵
画
で
す
。

二
〇
〇
八
年
に
高
崎
シ
テ
ィ
ギ
ャ
ラ
リ
ー
で
、
第
一
回
新
古

代
主
義
絵
画
展
を
行
い
ま
し
た
。
二
〇
一
〇
年
の
秋
に
東
京

で
、
初
期
の
新
古
代
主
義
絵
画
展
が
行
な
わ
れ
ま
し
た
。
ま

た
こ
の
原
稿
を
書
い
て
い
る
直
後
の
二
〇
一
二
年
の
五
月
に

は
、
高
崎
シ
テ
ィ
ギ
ャ
ラ
リ
ー
で
、
残
響
の
新
古
代
主
義
絵

画
展
を
行
う
予
定
で
す
。

平
面
絵
画
の
制
作
を
行
っ
て
い
て
、
現
代
美
術
家
を
自
覚

し
て
い
る
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
は
誰
し
も
、
平
面
表
現
に
限
界
を

感
じ
る
時
期
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。
実
際
現
代
美
術
の
作
家

の
中
で
平
面
か
ら
抜
け
出
し
て
し
ま
っ
た
作
家
は
実
に
多
い

で
す
。
私
は
あ
え
て
平
面
に
拘
っ
て
絵
を
描
い
て
い
こ
う
と

思
っ
て
い
ま
す
。
私
は
新
古
代
主
義
者
だ
か
ら
で
す
。

私
は
元
々
、
理
工
系
の
出
身
で
す
。
二
十
歳
の
頃
、
青
年

ら
し
い
月
並
の
挫
折
感
か
ら
文
学
や
芸
術
に
興
味
を
持
つ
様

に
な
り
ま
し
た
。
私
が
好
き
だ
っ
た
の
は
、
三
島
や
太
宰
や

芥
川
の
様
な
自
殺
し
た
文
学
者
で
し
た
。
美
術
で
は
現
代
美

術
の
出
発
点
に
な
っ
た
と
言
わ
れ
て
い
た
ダ
ダ
イ
ス
ム
に
共

感
し
ま
し
た
。

日
本
の
自
殺
文
学
者
も
ダ
ダ
イ
ス
ム
の
芸
術
家
も
十
九
世

紀
末
に
神
の
死
を
宣
言
し
た
哲
学
者
で
あ
る
ニ
ー
チ
ェ
の
影

響
を
受
け
て
い
る
と
私
は
感
じ
ま
し
た
。
ニ
ー
チ
ェ
は
ド
ス

ト
エ
フ
ス
キ
ー
を
読
ん
で
い
た
と
思
い
ま
す
。
ド
ス
ト
エ
フ

ス
キ
ー
は
「
人
間
は
自
殺
し
な
い
で
済
す
た
め
に
神
を
捏
造

し
た
」
と
書
い
て
い
ま
す
。
日
本
人
の
多
く
は
自
覚
的
に
は

宗
教
を
持
っ
て
い
な
い
の
で
、
そ
う
言
う
意
識
は
無
い
様
で

す
が
、
人
類
の
歴
史
上
で
神
が
い
な
い
と
、
は
っ
き
り
さ
せ

て
し
ま
っ
た
事
は
大
変
な
事
な
の
で
す
。
現
代
美
術
を
遡
っ

て
い
く
と
、
そ
れ
以
上
遡
れ
な
い
限
界
点
が
あ
る
と
感
じ
ま

す
。
そ
れ
が
私
に
と
っ
て
は
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
の
文
学
で

す
。
作
品
で
は
、「
地
下
室
の
手
記
」
に
あ
る
と
思
い
ま
す
。

一
九
八
六
年
だ
と
思
い
ま
す
が
Ｎ
Ｈ
Ｋ
で
、
た
ぶ
ん
Ｂ
Ｂ

Ｃ
製
作
の
テ
レ
ビ
番
組
で
「
モ
ダ
ン
ア
ー
ト
の
百
年
」
を
観

て
ダ
ダ
イ
ス
ム
を
知
り
ま
し
た
。
ダ
ダ
は
神
の
死
の
哲
学
の

影
響
を
受
け
て
い
る
と
直
感
し
ま
し
た
。「
ダ
ダ
イ
ス
ト
は

芸
術
が
社
会
を
変
え
る
と
信
じ
た
最
後
の
ロ
マ
ン
テ
ィ
ス
ト

だ
っ
た
。」
と
テ
レ
ビ
で
言
っ
て
い
る
の
を
聞
き
、
私
は
強

く
感
銘
を
受
け
ま
し
た
。
ハ
ン
ス
、
ア
ル
プ
の
紙
辺
を
落
と

し
て
貼
り
付
け
た
、
偶
然
の
切
り
絵
を
知
り
、
そ
れ
が
伝
統

的
な
芸
術
を
否
定
す
る
、
新
し
い
芸
術
で
あ
っ
た
と
聞
き
、

大
変
興
奮
し
ま
し
た
。

当
時
の
昭
和
時
代
で
は
ダ
ダ
は
退
廃
的
で
あ
る
と
と
ら
え

る
人
も
い
ま
し
た
。
し
か
し
私
は
退
廃
的
で
あ
る
と
は
思
え

ず
、
生
き
生
き
と
し
た
新
し
い
芸
術
が
二
十
世
紀
の
初
期
に

新
古
代
主
義
絵
画
に
つ
い
て

藤
　

井
　
靖
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あ
っ
た
の
だ
と
感
じ
ま
し
た
。

そ
の
後
、
片
手
間
で
は
あ
り
ま
す
が
現
在
に
至
る
ま
で

ず
っ
と
二
十
世
紀
美
術
の
研
究
を
続
け
て
い
ま
す
。

ダ
ダ
が
そ
の
発
祥
の
地
で
あ
る
チ
ュ
ー
リ
ッ
ヒ
で
始
ま
っ

た
の
は
一
九
一
六
年
で
あ
る
そ
う
で
す
。
一
九
一
六
年
の
二

月
五
日
、
ド
イ
ツ
か
ら
第
一
次
大
戦
を
逃
れ
て
や
っ
て
来
た

詩
人
の
フ
ー
ゴ
ー
・
バ
ル
が
キ
ャ
バ
レ
ー
ボ
ル
テ
ー
ル
を

オ
ー
プ
ン
し
ま
し
た
。
ダ
ダ
イ
ス
ム
の
メ
ン
バ
ー
は
殆
ん

ど
が
第
一
次
世
界
大
戦
か
ら
避
難
し
た
亡
命
者
の
若
者
で
し

た
。
そ
こ
に
は
驚
く
程
、
後
に
歴
史
に
残
っ
た
芸
術
家
が
集

ま
っ
て
い
ま
し
た
。
ダ
ダ
の
芸
術
運
動
は
非
常
に
ラ
ジ
カ
ル

で
し
た
が
長
続
き
は
し
な
か
っ
た
様
で
す
。

少
し
後
に
ダ
ダ
に
続
い
て
、
二
十
世
紀
最
大
の
芸
術
運
動

で
あ
る
シ
ュ
ー
ル
レ
ア
リ
ズ
ム
が
起
こ
り
ま
し
た
。
シ
ュ
ー

ル
レ
ア
リ
ス
ト
が
闘
っ
た
の
は
近
代
に
於
け
る
西
洋
の
合
理

主
義
で
し
た
。

デ
カ
ル
ト
以
降
と
言
わ
れ
て
い
る
様
で
す
が
、
近
代
の
西

洋
は
合
理
主
義
の
時
代
で
す
。
西
洋
は
産
業
革
命
以
降
に
圧

倒
的
な
科
学
的
な
力
を
持
ち
、
西
洋
以
外
の
文
明
を
遅
れ
た

文
明
と
み
な
し
、
次
々
と
植
民
地
に
し
て
し
ま
い
ま
し
た
。

二
十
世
紀
に
な
っ
て
地
球
上
に
も
は
や
植
民
地
に
さ
れ
る
領

土
が
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
時
に
第
一
次
世
界
大
戦
が
起
こ

り
ま
し
た
。

西
洋
の
合
理
主
義
は
本
来
科
学
の
領
域
で
は
な
い
、
数
理

で
は
説
明
で
き
な
い
人
間
の
心
さ
え
も
支
配
で
き
る
と
錯
覚

し
た
の
で
す
。フ
ロ
イ
ト
の
発
見
し
た
無
意
識
も
あ
る
意
味
、

合
理
主
義
に
反
発
し
て
、
発
明
さ
れ
た
の
だ
と
言
え
る
と
思

い
ま
す
。

圧
倒
的
な
力
を
持
つ
合
理
主
義
に
対
し
て
、
シ
ュ
ー
ル
レ

ア
リ
ス
ト
は
Ｎ
Ｏ
と
言
っ
て
い
た
様
に
思
い
ま
す
。
彼
ら
は

合
理
主
義
よ
り
、
ず
っ
と
昔
か
ら
根
源
的
に
存
在
し
て
い

た
、
魔
術
と
か
呪
術
に
着
目
し
ま
し
た
。
こ
こ
で
シ
ュ
ー
ル

レ
ア
リ
ス
ト
の
詩
人
や
画
家
の
名
前
を
あ
げ
る
こ
と
は
し
ま

せ
ん
。
た
だ
超
現
実
主
義
が
二
十
世
紀
最
大
の
芸
術
運
動
で

あ
っ
た
事
は
疑
う
余
地
が
な
い
と
思
い
ま
す
。

私
に
と
っ
て
ダ
ダ
イ
ス
ム
や
シ
ュ
ー
ル
レ
ア
リ
ズ
ム
は
血

で
あ
り
肉
で
す
。
し
か
し
多
く
の
日
本

の
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
に
と
っ
て
は
、
そ
れ

は
教
科
書
で
習
っ
た
事
で
あ
り
、
あ
ま

り
実
感
で
き
な
い
事
だ
と
思
い
ま
す
。

私
は
今
の
現
代
美
術
の
多
く
は
根

処
の
な
い
不
毛
な
遊
び
に
思
え
て
し

ま
い
ま
す
。
そ
れ
は
合
理
主
義
者
で
財

力
の
あ
る
パ
ト
ロ
ン
な
し
に
は
存
続

し
得
な
い
で
し
ょ
う
。
イ
ン
デ
ペ
ン
ダ

ン
ト
で
は
な
い
の
で
す
。

私
は
自
然
科
学
や
合
理
主
義
だ
け

で
は
人
間
は
救
わ
れ
な
い
と
思
い
ま

す
。
ア
ー
ト
が
必
要
で
す
。
自
然
科
学
と
同
じ
位
古
い
起
源

を
持
つ
、
魔
術
や
呪
術
が
必
要
な
の
で
す
。
芸
術
は
魔
術
的

で
あ
り
、
呪
術
的
で
あ
る
べ
き
で
す
。

私
が
目
指
す
の
は
お
洒
落
な
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
で
は
な
く
、

原
始
の
魔
術
師
で
す
。

ダ
ダ
イ
ス
ム
や
シ
ュ
ー
ル
レ
ア
リ
ズ
ム
と
新
古
代
主
義
は

反
合
理
主
義
的
と
言
う
面
で
共
通
す
る
も
の
が
あ
り
ま
す
。

し
か
し
、
私
は
極
東
の
島
国
か
ら
出
た
事
の
な
い
昭
和
生
ま

れ
の
日
本
人
で
あ
り
西
洋
人
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
私
の
絵
は

ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
の
影
響
を
受
け
て
い
ま

す
。
私
の
好
き
な
ア
ニ
メ
は
、「
オ
バ
ケ

の
Ｑ
太
郎
」
と
か
「
天
才
バ
カ
ボ
ン
」
の

様
な
昭
和
の
ア
ニ
メ
で
す
。
そ
れ
ら
の
ア

ニ
メ
は
現
代
的
と
言
う
よ
り
戦
後
的
と
言

う
方
が
合
っ
て
い
る
気
が
し
ま
す
。
私
は

昭
和
生
ま
れ
の
戦
後
の
人
間
で
す
。
少
年

時
代
に
は
朝
か
ら
晩
ま
で
カ
ラ
ー
ボ
ー
ル

野
球
を
し
た
り
、
缶
蹴
り
を
し
た
り
し
て

遊
び
ま
し
た
。
私
は
バ
ブ
ル
の
時
代
の
頃

か
ら
時
代
に
な
じ
め
な
く
な
っ
て
し
ま
い

苦
し
い
時
代
に
な
っ
た
と
感
じ
て
い
ま

す
。
今
は
絵
描
き
を
し
て
い
ま
す
。
五
年

程
前
に
新
古
代
主
義
と
言
う
造
語
を
つ
く

り
ま
し
た
。
そ
こ
に
は
少
し
昔
に
戻
り
た

い
と
ゆ
う
願
い
が
あ
る
の
か
も
し
れ
ま
せ

ん
。い

つ
の
間
に
か
私
は
バ
カ
ボ
ン
の
パ
パ

の
歳
を
過
ぎ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
私
は
バ

カ
ボ
ン
に
出
て
来
そ
う
な
芸
術
家
で
す
。

藤
井

靖

プロフィール▶ 1965 年　群馬県出身。▶ 1985 年　理学部在学中に
文学や芸術に傾倒する。▶ 1992 年　失業中に高崎市内の絵画教室に
通う。▶2006年　高崎シティギャラリーで個展。▶2010年からグルー
プ展、縁祭（えんさい）開催。▶2012年5月　残響の新古代主義絵画展。
▶ 2012 年 6 月 15 日～ 6月 20 日　グループ展開催予定（名前を縁祭
から、どじんじん、にする）。



パン教室に通い始めた。
家業のカフェでケーキは毎日焼いているが、娘たちの作ったパンに惹かれ挑戦してみた

くなったのだ。
早速、パンこね機を購入した。昨夏のことである。（さあ、焼こう！）と意欲満々。だ

が時季がよくなかった。
夏は高温のためパン生地がダレてしまい扱いにくい

のだ。うまく膨らまなかったり、堅くなってしまった
り……。本を片手に四苦八苦。何度も挫折しそうになっ
た。だが、せっかく本格的なこね機を購入したのだか
らと、納得のいかないパンを焼き続けた。しかし独学
では限界と悟り、娘の通っていたパン教室のＩ先生に
教えを請うことにした。
Ｉ先生の指導のもと、初めて本格的なパン作りを開

始した。驚いた。こね機に粉類を投入し水を入れる段
階で、既に私は間違っていたようだ。
こね機の回転が始まってから水を加えるのだが、一気に入れるのではなく、様子を見な

がら少しずつ注ぎ入れるのだ。自ずと気
・

が入る。
生地の堅さを確認し、回転が止まったところでバターを加える。こね終わると一次発酵。

そして分割、丸め。ここで初めて自らの手で生地に触れる。柔らかい。赤ちゃんの肌のよ
うに弾力がある。生地を扱う手が自然にやさしくなっている。
50 グラムずつに分割する。小さなパンの赤ちゃんの誕生だ。
「この子

・

たち」Ｉ先生の口からふとそんな言葉が漏れた。手と目と時間をかけて焼きあ
げるパン。生地をみつめる先生の眼は母親のそれのようだ。いくつかの課程を経て仕上げ
発酵。（もう焼きに入っていいよ）と生地が教えてくれる。生きているから－。
焼きあがったパンたちは、1つ 1つ表情が異なる。やんちゃな子、おとなしい子。私はすっ

かりパン作りに魅せられてしまった。
パンはケーキに比べるとアバウトに作れる、ともいわれる。だが、直に手で触れられる

だけに、自分がでる。怖い、とも思う。
生きているケーキを焼きたい、とは常に願っていることだが、パンはよりその思いに近

づける気がする。
本格的な夏を前に、パン生地に語りかけながら修業（？）を続けよう。
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著書『風の吹く道』
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Tel. 03-3843-0083
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ローンのお申し込みは、群馬銀行へ！
住宅ローン「金利選択プラン」 マイカーローン 教育ローン「仕送り名人」
選べる魅力で快適な住まいづくり 自動車の購入・車検等に 入学金・授業料・仕送り費用に

住宅リフォームローン 「ナイスサポートカード」カードローン フリーローン「おまとめ太郎」
ご自宅の増改築・補修・改修費用に ホームページ・モバイルサイトからもお申込可能 ご返済をまとめて一本化
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0120-139138 受付時間 9:00 ～ 20:00
土・日・祝休日．12/31～1/3は除きます。



◇ 近年、高度情報化社会に伴い、情報
技術の発展は、政治、文化、教育な
どの日常生活を大きく変貌させてい
ます。

　　また、物質的には豊かな生活となり、
人々の趣味も多種多様化が進んでき
ました。

　　私も現代人の一人として、趣味が広
がる一方で、そのものの価値が低い
ものになってしまっているのではな
いかと感じております。物が乏しかっ
た時代は、一つの物事に対して人々
が一致団結して協力することで、地
域文化や伝統文化が芽生え、継承さ
れてきました。そんな時代に目を向
けてみるのも新しい発見や感動があ
り、面白いものです。（ＮＨ）

◇ 本誌希望の方は、送料（140 円 × 希
望回数分の切手）を添えてお申し込
み下さい。また、ご要望ご意見等も
お寄せください。
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