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カ
ン
ボ
ジ
ア
の
日
本
語
ガ
イ
ド
、
ソ
テ
ィ
か
ら
メ
ー
ル
で
数
枚
の
写
真
が
届
い

た
。
先
日
彼
の
仲
介
で
井
戸
を
贈
っ
た
村
へ
衣
類
他
の
支
援
物
資
を
届
け
た
と
の

報
告
と
写
真
だ
っ
た
。
地
区
長
を
中
心
に
村
人
の
輪
が
出
来
、
説
明
の
あ
と
大
量

に
送
ら
れ
た
衣
類
が
整
然
と
配
ら
れ
て
い
る
様
子
が
見
て
と
れ
る
。
昨
年
彼
の
依

頼
を
受
け
、
井
戸
の
寄
付
を
募
り
二
十
一
個
を
贈
る
こ
と
が
出
来
た
。
先
月
、
私

た
ち
は
数
人
で
現
地
に
出
向
き
、
そ
れ
ら
の
井
戸
の
様
子
を
確
認
し
、
多
く
の
村

人
に
感
迎
を
受
け
た
の
だ
っ
た
。
実
は
そ
の
時
支
援
物
資
も
持
参
し
て
い
た
の
だ

が
丁
度
、
あ
ち
ら
は
国
会
議
員
の
選
挙
中
、「
こ
れ
は
賄
賂
と
間
違
わ
れ
る
の
で

配
る
こ
と
は
で
き
な
い
」
と
言
わ
れ
、
後
日
届
け
て
く
れ
る
て
は
ず
に
な
っ
て
い

た
の
だ
っ
た
。
蛇
口
を
ひ
ね
っ
て
直
接
飲
め
る
水
の
あ
る
国
に
育
っ
た
我
々
に
は

考
え
ら
れ
な
い
水
事
情
で
あ
る
。
歯
を
磨
い
た
ら
う
が
い
を
す
る
の
は
ミ
ネ
ラ
ル

ウ
オ
ー
タ
ー
、
う
っ
か
り
怠
る
と
免
疫
の
無
い
初
め
て
の
観
光
客
は
殆
ど
が
苦
し

む
こ
と
に
な
る
。
川
の
水
、
あ
る
い
は
水
た
ま
り
の
水
が
生
活
水
で
あ
る
田
舎
の

人
た
ち
に
と
っ
て
井
戸
は
も
っ
と
も
喜
ば
れ
る
贈
り
物
だ
。
一
つ
の
手
押
し
ポ
ン

プ
で
五
十
人
が
助
か
る
と
聞
く
。
五
年
の
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
が
つ
い
て
二
万
円
で
出

来
る
と
知
り
、
多
く
の
人
達
の
協
力
を
得
た
。
こ
れ
ま
で
に
贈
っ
た
井
戸
の
数
は

七
十
を
超
え
る
。
そ
の
仲
介
を
し
た
の
が
ガ
イ
ド
の
ソ
テ
ィ
。
彼
は
他
に
小
学
校

　
　
　
　
　

群
馬
県
華
道
協
会
会
長
代
行　
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巻
頭
言

の
建
設
、
孤
児
院
の
立
ち
上
げ
に
も
尽
力
す
る
な
ど
、
信
頼
の
お
け
る
人
物
な
の

だ
。
こ
れ
は
今
年
四
月
に
行
わ
れ
た
彼
の
挙
式
の
た
め
に
私
も
含
め
日
本
か
ら

十
二
人
も
の
人
た
ち
が
出
席
し
て
い
た
こ
と
が
物
語
っ
て
い
る
。
総
勢
七
百
人
の

結
婚
式
に
は
驚
か
さ
れ
た
。

私
が
ア
ン
コ
ー
ル
ワ
ッ
ト
の
あ
る
都
市
シ
ェ
ム
リ
ア
ッ
プ
に
通
い
始
め
て
十
五

年
目
に
な
る
が
五
年
が
過
ぎ
た
こ
ろ
、
あ
ま
り
に
も
急
激
な
発
展
ぶ
り
に
将
来
を

危
惧
し
た
も
の
だ
が
、
予
想
し
た
通
り
の
展
開
で
あ
る
。
道
路
は
舗
装
さ
れ
、
新

し
い
道
が
縦
横
に
走
り,

高
嶺
の
花
だ
っ
た
車
は
あ
ふ
れ
渋
滞
す
る
。
当
時
珍
し

か
っ
た
プ
ー
ル
付
き
の
ホ
テ
ル
も
林
立
し
、
今
や
リ
ゾ
ー
ト
地
の
感
す
ら
あ
る
。

一
方
ほ
ん
の
ち
ょ
っ
と
郊
外
に
で
れ
ば
未
だ
飲
む
水
に
も
困
っ
て
い
る
村
も
あ

り
、
貧
富
の
差
は
想
像
以
上
に
大
き
い
と
言
え
る
。

今
回
井
戸
を
贈
る
こ
と
が
出
来
た
村
は
米
作
中
心
の
人
口
も
多
い
大
き
な
集
落

だ
っ
た
。
衣
類
が
争
う
こ
と
な
く
整
然
と
配
ら
れ
て
い
る
様
子
を
見
て
、
東
日
本

震
災
で
被
災
者
の
姿
が
世
界
中
に
配
信
さ
れ
、
日
本
人
の
譲
り
合
い
の
精
神
が
話

題
に
な
っ
た
こ
と
が
記
憶
に
あ
る
が
、
彼
ら
も
そ
れ
に
匹
敵
す
る
よ
う
だ
。
こ
の

人
た
ち
が
私
は
好
き
、
何
度
も
カ
ン
ボ
ジ
ア
に
足
を
運
ぶ
基
に
は
き
っ
と
こ
の
感

情
に
あ
る
の
だ
。
私
の
カ
ン
ボ
ジ
ア
通
い
は
ま
だ
当
分
続
く
こ
と
だ
ろ
う
。

カ
ン
ボ
ジ
ア
に
魅
せ
ら
れ
て
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四
季
折
々
、
自
然
が
そ
の
美
し
い
姿
を
見
せ
る
榛
名
山
麓
、
そ

の
中
に
黒
を
基
調
と
し
た
特
徴
あ
る
形
の
建
物
が
あ
る
。建
築
家
、

磯
崎
新
氏
の
設
計
に
よ
る
ハ
ラ 

ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム 

ア
ー
ク
だ
。

同
館
は
、
現
代
美
術
の
専
門
館
、
原
美
術
館
（
東
京
都
品
川
区
）

の
別
館
と
し
て
こ
の
地
に
誕
生
。
25
年
の
歴
史
を
刻
ん
で
き
た
。

こ
の
間
、
国
内
外
の
現
代
美
術
作
品
の
展
示
、
作
家
の
紹
介
、
ワ
ー

ク
シ
ョ
ッ
プ
な
ど
に
積
極
的
に
取
り
組
み
、「
難
解
で
理
解
し
に
く

い
」
と
さ
れ
た
現
代
美
術
を
身
近
な
も
の
と
す
る
努
力
を
続
け
る

一
方
、
時
代
を
担
う
多
く
の
若
者
た
ち
に
刺
激
を
与
え
て
き
た
。

２
０
０
８
年
に
は
、
開
館
20
年
を
記
念
し
、
再
び
磯
崎
氏
の

協
力
を
得
て
大
規
模
な
増
改
築
を
行
い
、
和
風
の
特
別
展
示
室

「
觀か
ん
か
い
あ
ん

海
庵
」
と
開
架
式
収
蔵
庫
が
新
設
さ
れ
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、

現
代
美
術
作
品
と
東
洋
古
美
術
作
品
が
、
一
施
設
の
中
で
楽
し
め

る
現
在
の
形
が
整
っ
た
。

◇ 

随
所
に
ア
ー
ト
作
品

現
代
美
術
の
館
と
し
て
開
館
し
た
歴
史
を
持
つ
だ
け
に
、
ハ
ラ 

ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム 

ア
ー
ク
は
、
入
館
前
か
ら
敷
地
内
に
設
置
さ
れ
た

野
外
彫
刻
作
品
を
楽
し
む
こ
と

が
で
き
る
。

広
大
な
芝
生
広
場
の
一
画
に

は
、
ポ
ッ
プ
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
、

ア
ン
デ
ィ 

ウ
ォ
ー
ホ
ル
の
巨

大
な
ス
ー
プ
缶
の
作
品
が
立
っ
て
い
る
。
高
さ
は
お
よ
そ
３
メ
ー

ト
ル
、
近
寄
っ
て
み
る
と
そ
の
大
き
さ
が
実
感
で
き
る
。

美
術
館
棟
入
り
口
正
面
に
向
か
う
導
入
路
に
は
赤
の
ガ
ラ
ス
で

で
き
た
ハ
ー
ト
型
の
オ
ブ
ジ
ェ「K

okoro

」（
ジ
ャ
ン=

ミ
シ
ェ
ル
・

オ
ト
ニ
ル
）
が
設
置
さ
れ
、入
館
者
を
出
迎
え
る
。
そ
の
先
に
は
、

マ
ジ
ッ
ク
ミ
ラ
ー
を
使
っ
た
イ
・
ブ
ル
の
立
体
作
品
が
展
示
さ
れ

て
い
る
。

東
側
の
広
場
に
は
上
部
が
球
体
の
よ
う
な
形
の
パ
ビ
リ
オ
ン

「Sunspace for Shibukaw
a

」（
オ
ラ
フ
ァ
ー 

エ
リ
ア
ソ
ン
）

が
建
て
ら
れ
て
い
る
。
内
部
に
入
る
と
、
太
陽
の
光
が
プ
リ
ズ
ム

レ
ン
ズ
を
通
し
て
さ
ま
ざ
ま
な
虹
を
映
し
出
す
。天
気
次
第
で
は
、

予
想
外
の
世
界
が
展
開
さ
れ
る
。

◇ 

３
室
の
現
代
美
術
ギ
ャ
ラ
リ
ー

現
代
美
術
の
魅
力
を
紹
介
す
る
展
示
ギ
ャ
ラ
リ
ー
は
Ａ
・
Ｂ
・

Ｃ
の
３
部
屋
。
正
方
形
で
高
い
天
井
が
特
徴
の
ギ
ャ
ラ
リ
ー
Ａ
を

中
心
に
、
翼
を
左
右
に
広
げ
た
よ
う
に
Ｂ
・
Ｃ
室
が
設
置
さ
れ
て

い
る
。
こ
こ
で
は
、
企
画
展
や
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
展
示
な
ど
が
行
わ

れ
る
。
２
０
１
３
年
夏
の
展
示

は
、
ポ
ッ
プ
ア
ー
ト
を
取
り
上

げ
た
。

こ
の
ギ
ャ
ラ
リ
ー
で
、
人
気

な
の
が
草
間
彌
生
の
部
屋
（
ミ

ラ
ー 

ル
ー
ム
）。
常
設
で
は
な

い
が
、「
こ
こ
に
来
れ
ば
草
間

作
品
に
出
合
え
る
」
と
足
を
運

ぶ
フ
ァ
ン
も
多
い
。

◇ 

古
美
術
の
世
界

現
代
美
術
棟
か
ら
渡
り
廊
下
の
よ
う
な
通
路
を
進
む
。
こ
こ
か

⑦「ハラ ミュージアム アーク」

榛名山麓、名湯伊香保温泉近く、豊かな自然の中に、国内外の斬新な現代美術作品から貴重な東洋古美術
品を展示するユニークな美術館「ハラ ミュージアム アーク」（原俊夫館長）がある。個人コレクションを核に、
1988 年の開館以来、４分の１世紀にわたって多くの美術ファンを魅了してきた同館の魅力を探った。

桑原高良

「 現 代 」 と「 伝 統 」 に
自然の中で出合う空間

草間彌生の部屋（ミラー ルーム）

觀
海
庵
︵
中
央
︶
と
オ
ラ
フ
ァ
ー 

エ
リ
ア
ソ
ン
作
﹁S

u
n
s
p
a
c
e
 fo

r S
h
ib

u
k
a
w

a
﹂︵
右
︶

下
の
写
真
は
パ
ビ
リ
オ
ン
内
部
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ら
は
周
囲
の
芝
生
広
場
や
山
々
も
見
渡
せ
、
心
が
癒

さ
れ
る
。
目
的
の
觀
海
庵
は
、
そ
の
通
路
の
先
に

あ
る
。
５
年
前
に
設
置
さ
れ
た
東
洋
古
美
術
コ
レ

ク
シ
ョ
ン
展
示
施
設
だ
。
そ
こ
で
は
原
俊
夫
館
長

の
曽
祖
父
で
実
業
家
だ
っ
た
原
六
郎
氏
（
１
８
４
２

～
１
９
３
３
）
の
貴
重
な
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
を
見
る
こ

と
が
で
き
る
。
施
設
名
は
、
六
郎
氏
の
号
「
觀
海
」

に
ち
な
ん
で
い
る
と
い
う
。

書
院
造
を
意
識
し
た
内
部
は
、
落
ち
着
い
た
空
間
で
、
じ
っ
く

り
と
鑑
賞
で
き
る
。
展
示
に
よ
っ
て
は
国
宝
や
重
要
文
化
財
に
も

出
合
え
る
。

◇ 

９
月
７
日
か
ら
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
展

同
館
の
現
代
美
術
ギ
ャ
ラ
リ
ー
及
び
觀
海
庵
で
は
、
９
月
７
日

か
ら
新
た
な
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
展
が
始
ま
っ
た
。

ハ
ラ 

ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム 

ア
ー
ク
秋
冬
展
覧
会
と
位
置
づ
け
ら
れ

る
の
が
原
美
術
館
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
展
「
あ
な
た
に
似
た
人
」。
作
家

に
と
っ
て
身
近
で
深
い
モ
チ
ー
フ
の
「
肖
像
画
」
に
ス
ポ
ッ
ト
を

当
て　

創
作
者
の
内
面
や
そ
の
時
代
な
ど
に
迫
る
企
画
。
展
示
さ

れ
る
の
は
人
気
の
奈
良
美
智
作
品
を
は
じ
め
、
や
な
ぎ
み
わ
、
米

田
知
子
、
ト
レ
イ
シ
ー 

エ
ミ
ン
ら
の
作
品
が
予
定
さ
れ
て
い
る
。

会
期
は
２
０
１
４
年
１
月
５
日
ま
で
。

觀
海
庵
で
は
、
前
期
（
10
月
９
日
ま
で
）、
後
期
（
10
月
11
日
―

11
月
20
日
）
に
分
け
て
「
原
六
郎
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
の
名
品
」
展
が

開
か
れ
る
。
目
玉
は
全
期
間
展
示
さ
れ
る
国
宝「
青せ
い
じ
し
も
か
ぶ
ら
か
へ
い

磁
下
蕪
花
瓶
」。

青
磁
花
瓶
の
白
眉
と
注
目
さ
れ
る
南
宋
時
代
の
名
品
だ
け
に
、
ぜ

ひ
見
て
お
き
た
い
。ま
た
、多
く
の
フ
ァ
ン
を
持
つ
円
山
応
挙
の「
淀

川
両
岸
図
巻
」
も
見
ど
こ
ろ
。
前
期
に
は
狩
野
永
徳
の
「
虎
図
」、

後
期
に
は
浮
世
絵
美
人
図
の
「
縄
暖
簾
図
屏
風
」（
重
文
）
も
展
示

さ
れ
る
と
い
う
。

両
展
示
と
も
、
ま
さ
に
、
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
の
力
が
発
揮
さ
れ
た

企
画
と
な
っ
て
い
る
。

◇ 

収
蔵
庫
も
有
効
活
用

同
館
で
は
、
国
内
外
の
貴
重
な
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
を
収
め
る
開
架

式
収
蔵
庫
を
希
望
者
に
対
し
開
放
し
て
い
る
。
毎
週
日
曜
日
に
行

う
ガ
イ
ド
ツ
ア
ー
と
、
学
芸
員
や
評
論
家
、
教
育
や
研
究
機
関
の

職
員
な
ど
美
術
の
専
門
家
、学
生
を
対
象
に
、予
約
制
で
作
品
閲
覧
・

調
査
に
応
じ
て
い
る
。
収
蔵
庫
と
は
い
え
、
作
品
展
示
も
可
能
な

広
さ
を
持
ち
、
ギ
ャ
ラ
リ
ー
と
し
て
の
雰
囲
気
も
感
じ
さ
せ
る
。

◇ 

〝
作
家
も
の
〟
の
グ
ッ
ズ
も

鑑
賞
後
に
は
、
館
内

の
ザ
・
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム

シ
ョ
ッ
プ
に
立
ち
寄
っ

て
み
た
い
。
同
館
の
醸
し

出
す
雰
囲
気
を
そ
の
ま
ま

に
、
品
揃
え
も
応
対
も
感

性
が
統
一
さ
れ
た
シ
ョ
ッ

プ
と
な
っ
て
い
る
。

店
内
に
は
、
ア
ー
テ
ィ

ス
ト
に
関
す
る
書
籍
や
作

家
自
身
に
よ
る
オ
リ
ジ
ナ
ル
商
品

な
ど
が
並
び
、
そ
の
レ
ベ
ル
は
高

い
。
カ
ッ
プ
ル
で
訪
れ
、
グ
ッ
ズ

を
選
び
あ
う
姿
も
見
ら
れ
る
。
群

馬
関
係
で
は
卯
三
郎
こ
け
し
、
刺

繍
の
コ
サ
ー
ジ
ュ
な
ど
も
人
気
が

あ
る
と
い
う
。

広
大
な
敷
地
の
中
に
、
し
ゃ
れ

「ハラ ミュージアム アーク」
〒 377-0027　渋川市金井 2855 － 1

☎ 0279-24-6585　Fax 0279-24-0449
arc@haramuseum.or.jp

開館時間：午前 9 時 30 分～ 4 時 30 分
 　（入館は午後４時まで）
休館日：休館日：木曜日（祝日と 8 月除く）、
　　　　 展示替え期間、1 月 1 日、冬期
入館料：大人（中学生以上）1000 円
　　　　 小人（3 歳―小学生）500 円
　　※ アーク及び伊香保グリーン牧場セット券あり
　　　　 （大人 1800 円、小人 900 円）

た
レ
ス
ト
ラ
ン
「
カ
フ
ェ
ダ
ー
ル
」
が
あ
る
。
カ
レ
ー
や
ス
パ
ゲ
ッ

テ
ィ
、
サ
ン
ド
イ
ッ
チ
、
コ
ー
ヒ
ー
な
ど
が
楽
し
め
る
。
企
画
や

出
品
作
品
を
イ
メ
ー
ジ
し
た
オ
リ
ジ
ナ
ル
ケ
ー
キ
も
話
題
。
自
然

の
中
に
立
つ
美
術
館
棟
が
眺
め
ら
れ
る
窓
際
の
席
が
お
す
す
め
だ
。

◇ 

隣
接
地
に
グ
リ
ー
ン
牧
場

ハ
ラ 

ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム 

ア
ー
ク
隣
接
地
に
「
自
然
、
人
、
文
化

と
の
ふ
れ
あ
い
」
を
コ
ン
セ
プ
ト
に
し
た
伊
香
保
グ
リ
ー
ン
牧
場

が
あ
る
。
美
術
館
誕
生
の
前
か
ら
、
こ
の
地
で
親
し
ま
れ
て
き
た

施
設
。
牛
の
乳
し
ぼ
り
や
馬
や
ポ
ニ
ー
の
ラ
イ
デ
ィ
ン
グ
体
験
、

シ
ー
プ
ド
ッ
グ
シ
ョ
ー
、
い
ち
ご
狩
り
、
キ
ャ
ン
プ
な
ど
の
体
験

を
通
じ
て
、
人
間
と
自
然
の
共
存
を
楽
し
み
な
が
ら
学
ぶ
こ
と
が

で
き
る
。
近
年
で
は
、
エ
コ
を
基
調
と
し
た
循
環
型
牧
場
づ
く
り

を
目
指
し
多
彩
な
取
り
組
み
を
続
け
て
い
る
。

同
牧
場
を
訪
れ
た
子
供
た
ち
を
対
象
に
し
た
「
想
い
出
絵
画
コ

ン
ク
ー
ル
」
も
実
施
し
て
お
り
、
毎
回
多
く
の
作
品
が
寄
せ
ら
れ

て
い
る
。
入
賞
作
品
選
考
や
展
示
に
は
、
ハ
ラ 

ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム 

ア
ー
ク
も
事
業
企
画
協
力
し
て
い
る
。

觀海庵の内部

ザ・ミュージアムショップ

かぼちゃのイメージケーキ
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―
群
馬
の
地
に
誕
生
し
た
ハ
ラ 

ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム 

ア
ー
ク

が
、
25
年
の
歴
史
を
刻
み
ま
し
た
。
こ
の
間
の
経
緯
に
つ
い

て
お
聞
き
し
た
い
。

原
館
長　
縁
が
あ
っ
て
先
代
が
こ
の
地
を
取
得
し
、
徐
々
に
施

設
を
整
備
し
て
き
ま
し
た
。本
業
は
林
業
を
主
体
と
し
た
会
社
で
、

森
林
を
育
て
、
国
を
富
ま
せ
る
こ
と
が
目
的
で
し
た
が
、
こ
こ
は

火
山
灰
地
で
山
と
し
て
育
て
る
こ
と
は
大
変
難
し
か
っ
た
。
そ
こ

で
私
の
代
に
な
っ
て
、「
心
も
体
も
育
つ
」
た
め
の
土
地
の
有
効
活

用
を
考
え
た
わ
け
で
す
。
自
然
を
楽
し
む
宿
泊
施
設
、ゴ
ル
フ
場
、

そ
し
て
自
然
牧
場
（
伊
香
保
グ
リ
ー
ン
牧
場
）
と
取
り
組
み
、
そ

の
延
長
上
に
美
術
館
（
ハ
ラ 

ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム 

ア
ー
ク
）
を
開
館

さ
せ
ま
し
た
。
東
京
に
は
、
当
時
、
原
美
術
館
も
あ
っ
た
の
で
す

が
、
都
心
に
あ
り
、
し
か
も
邸
宅
を
使
っ
た
美
術
館
で
し
た
の
で
、

ス
ペ
ー
ス
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
制
限
が
あ
っ
た
こ
と
も
、
こ
こ
に
美

術
館
を
設
け
た
理
由
の
ひ
と
つ
。
し
か
し
、最
も
大
き
な
理
由
は
、

こ
こ
の
自
然
で
す
。自
然
の
中
で
美
術
作
品
を
鑑
賞
で
き
る
所
は
、

そ
う
は
あ
り
ま
せ
ん
か
ら
。

た
だ
、
う
ち
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
の
傾
向
は
、
現
代
的
な
も
の
で

し
た
。
そ
こ
で
建
築
家
の
磯
崎
新
さ
ん
に
相
談
し
、
自
然
と
の
調

和
を
基
本
に
、ど
の
よ
う
な
施
設
に
し
よ
う
か
意
見
を
出
し
合
い
、

議
論
し
て
２
年
く
ら
い
か
か
り
ま
し
た
。そ
の
結
果
、平
屋
で
木
造
、

吹
き
抜
け
の
中
に
大
木
の
柱
が
立
っ
て
い
る
も
の
に
な
り
ま
し
た
。

い
わ
ゆ
る
ト
ッ
プ
ラ
イ
ト
の
展
示
室
で
、
美
術
の
専
門
家
か
ら
は

異
論
も
出
ま
し
た
が
、
磯
崎

さ
ん
と
一
緒
に
考
え
、
生
み

出
し
た
施
設
で
す
。
と
か
く

美
術
館
の
建
物
は
、
著
名
設

た
ち
が
押
し
付
け
て
は
い
け
な
い
か
ら
で
す
。

作
家
に
は
、
個
々
に
考
え
が
あ
り
、
個
性
や
感
性
を
反
映
し
て
作

品
は
生
ま
れ
て
き
ま
す
。
こ
れ
が
、
重
要
な
部
分
で
す
。
作
品
を
通

し
て
作
家
の
感
性
に
触
れ
て
も
ら
う
こ
と
が
大
切
な
の
で
す
。

―
ま
だ
ア
ー
ク
を
訪
れ
た
こ
と
の
な
い
人
た
ち
に
、
メ
ッ

セ
ー
ジ
を
。

原
館
長　
美
術
館
は
感
性
発
信
の
場
で
あ
り
、
さ
ま
ざ
ま
な
出

会
い
の
場
で
あ
る
と
思
い
ま
す
。
こ
こ
で
何
を
提
供
し
、
何
を
感
じ

て
い
た
だ
け
る
か
が
大
切
、
そ
の
意
味
で
も
私
た
ち
の
果
た
す
役
割

は
大
き
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。
入
館
す
る
方
々
は
、
先
入
観
に
と
ら

わ
れ
ず
、
精
神
を
解
き
放
っ
て
、
心
を
開
い
て
、
自
分
の
感
性
で
作

品
を
鑑
賞
し
て
ほ
し
い
で
す
ね
。

◎ 

館
長
お
す
す
め
ス
ポ
ッ
ト

職
務
上
は
、
館
内
外
の
現
代
美
術
作

品
と
回
答
す
べ
き
な
の
で
し
ょ
う
が
、

私
個
人
が
最
も
気
に
入
っ
て
い
る
の
は
、

觀
海
庵
に
向
か
う
開
放
型
の
渡
り
廊
下

部
分
で
す
ね
。
そ
こ
か
ら
見
え
る
芝
生

広
場
や
赤
城
山
な
ど
の
山
々
が
、
ま
る

で
絵
の
よ
う
に
美
し
く
迎
え
て
く
れ
、

心
癒
さ
れ
ま
す
＝
写
真
。こ
の
場
所
で
、

し
ば
し
心
を
静
め
、
東
洋
古
美
術
を
鑑

賞
に
向
か
う
と
、
一
段
と
作
品
へ
の
思

い
も
深
ま
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

桑　原　高　良
（くわばら　たかよし）
群馬ペンクラブ理事、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）。

計
者
の
作
品
と
し
て
の
存
在
が
前
面
に
出
て
し
ま
う
ケ
ー
ス
も
多

い
の
で
す
が
、
こ
こ
は
、
自
然
と
の
調
和
を
基
準
と
し
た
た
め
、

着
工
ま
で
に
長
い
時
間
が
か
か
り
ま
し
た
。
結
果
的
に
は
、
そ
れ

が
成
功
し
、
今
で
は
、
風
景
の
中
に
馴
染
み
、
親
し
ま
れ
る
出
会

い
の
場
に
な
っ
て
い
ま
す
。

―
東
京
の
原
美
術
館
と
の
関
係
と
、今
後
の
ア
ー
ク
に
つ
い
て
。

原
館
長　
東
京
と
の
関
係
と
い
う
よ
り
は
、
私
は
こ
こ
を
独
立

し
た
個
性
あ
る
一
つ
の
美
術
館
と
し
て
位
置
づ
け
て
い
ま
す
。
周

囲
の
自
然
環
境
や
施
設
、
展
示
作
品
が
生
み
出
す
自
由
な
世
界
、

そ
れ
が
ア
ー
ク
な
の
で
す
。
例
え
ば
、
野
外
に
あ
る
オ
ラ
フ
ァ
ー

エ
リ
ア
ソ
ン
の
作
品
（
サ
ン
ス
ペ
ー
ス
フ
ォ
ー
渋
川
）
は
、
こ
こ

の
障
害
物
の
無
い
広
い
敷
地
、
そ
こ
に
降
り
注
ぐ
太
陽
の
光
が
あ

る
か
ら
、
成
り
立
ち
、
作
品
と
し
て
の
意
味
が
生
ま
れ
る
の
で
す
。

こ
こ
し
か
な
い
の
で
す
。

觀
海
庵
建
設
と
と
も
に
設
け
ら
れ
た
開
架
式
収
蔵
庫
は
、
原
美

術
館
の
貴
重
な
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
を
死
蔵
さ
せ
ず
、
い
か
に
活
用
し

て
い
こ
う
か
の
視
点
か
ら
生
ま
れ
ま
し
た
。
こ
こ
は
、
研
究
者
や

美
術
専
門
家
な
ど
の
方
々
を
対
象
に
予
約
制
で
利
用
を
受
け
付
け

て
い
ま
す
。

美
術
館
は
企
画
展
が
大
切
と
い
う
考
え
も
あ
り
ま
す
が
、
私
は
美

術
館
の
命
は
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
だ
と
信
じ
て
い
ま
す
。
コ
レ
ク
シ
ョ
ン

は
選
ぶ
人
間
の
精
神
の
問
題
で
す
。
こ
こ
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
は
最
終

的
に
私
が
決
定
し
た
も
の
が
入
っ
て
い
る
の
で
、
そ
の
意
味
で
は
、

選
定
に
ブ
レ
が
無
い
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
が
気
に
入
っ
て
く
れ
る
人

も
い
れ
ば
、
合
わ
な
い
人
も
い
ま
す
。
そ
れ
で
い
い
の
で
す
。
現
代

美
術
は
分
か
り
に
く
い
、
苦
手
だ
と
い
う
人
が
い
ま
す
が
、
そ
の
人

た
ち
に
私
は
、「
こ
の
作
品
が
好
き
で
す
か
」「
嫌
い
で
す
か
」
と
問

い
ま
す
。
す
る
と
「
気
に
入
っ
た
」「
ど
う
も
嫌
だ
な
」
と
い
う
反

応
が
出
て
き
ま
す
。
そ
れ
が
原
点
で
す
。
こ
こ
の
館
内
展
示
で
は
、

作
品
解
説
文
も
ほ
と
ん
ど
あ
り
ま
せ
ん
。
作
品
の
価
値
や
解
説
を
私

原
俊
夫
館
長
に
聞
く

「
自
由
な
精
神
で
鑑
賞
を
」

「自由な精神で鑑賞を」
と語る原館長
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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

今
回
は
上
野
国
東
歌
・
防
人
歌
に
用
い
ら
れ
て
い
る
東
国
特
有
の
語
や
語
法
を
と
り
あ
げ

る
。
い
わ
ば
「
東
国
方
言
」
で
あ
る
。「
方
言
」
と
い
う
語
に
は
い
く
つ
か
意
味
が
あ
る
。

あ
る
地
域
で
そ
の
土
地
特
有
の
語
形
や
発
音
の
語
が
用
い
ら
れ
て
い
る
と
き
、
そ
れ
ら
の
語

を
「
方
言
」
と
呼
ぶ
こ
と
が
あ
る
。
ま
た
、
あ
る
地
域
で
話
さ
れ
て
い
る
言
語
全
体
を
指
し

て
「
方
言
」
と
呼
ぶ
こ
と
も
あ
る
。
後
者
の
場
合
は
、
共
通
語
や
標
準
語
と
語
形
や
発
音
が

同
じ
語
も
す
べ
て
含
め
た
全
体
が
、
そ
の
地
域
の
「
方
言
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

万
葉
集
に
収
め
ら
れ
て
い
る
大
多
数
の
歌
は
、
大
和
国
（
現
在
の
奈
良
県
）
を
中
心
と
し

た
近
畿
地
方
の
言
葉
で
う
た
わ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
東
歌
や
防
人
歌
の
中
に
は
、

中
央
の
言
葉
と
は
明
ら
か
に
異
な
る
語
形
の
語
も
用
い
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
語
を
一
括

し
て
「
東
国
方
言
」
と
呼
ぶ
こ
と
に
す
る
。
た
だ
、今
回
対
象
と
す
る
の
は
上
野
国
の
東
歌
・

防
人
歌
に
登
場
す
る
語
の
み
で
あ
る
。
だ
か
ら
正
確
に
は
「
上
野
国
の
歌
に
見
え
る
東
国
方

言
」
と
す
る
べ
き
と
こ
ろ
だ
が
、
長
く
な
る
の
で
、
便
宜
的
に
「
東
国
方
言
」
と
し
た
。
す

べ
て
上
野
国
で
用
い
ら
れ
た
語
で
あ
る
か
ら
、「
上
野
方
言
」
と
呼
ん
で
も
支
障
は
な
い
。

し
か
し
、
今
回
と
り
あ
げ
る
語
の
中
に
は
、
東
国
の
か
な
り
広
い
地
域
で
使
用
さ
れ
て
い
た

も
の
も
多
い
の
で
、「
東
国
方
言
」
と
呼
ぶ
こ
と
に
し
た
。

今
回
は
、
こ
の
連
載
で
す
で
に
取
り
上
げ
た
歌
、
こ
れ
か
ら
取
り
上
げ
る
歌
を
含
め
て
、

上
野
国
の
歌
に
見
え
る
「
東
国
方
言
」
を
分
類
整
理
す
る
。
そ
の
結
果
は
第
二
節
で
述
べ
る

こ
と
に
し
、
第
一
節
で
は
ま
ず
、
上
野
国
東
歌
・
防
人
歌
の
リ
ス
ト
を
載
せ
る
。
傍
線
を
引

い
た
語
が
「
東
国
方
言
」
で
あ
る
。
ペ
ー
ジ
数
の
関
係
で
、今
回
は
分
類
整
理
の
み
に
留
め
、

次
号
で
他
国
の
語
も
含
め
て
検
討
す
る
。
ま
た
、
上
野
国
の
歌
に
は
、
こ
の
リ
ス
ト
に
載
せ

た
以
外
に
、「
東
国
方
言
」
を
含
ま
な
い
歌
五
首
と
、
難
解
で
意
味
の
取
り
に
く
い
部
分
を

含
む
歌
五
首
が
あ
る
。
そ
れ
ら
に
つ
い
て
も
、
な
ぜ
「
東
国
方
言
」
を
含
ま
な
い
の
か
、
難

解
な
部
分
に
「
東
国
方
言
」
は
含
ま
れ
る
の
か
。
そ
れ
ら
に
つ
い
て
も
考
え
て
ゆ
き
た
い
。

（14）

一
、「
東
国
方
言
」
を
含
む
上
野
国
東
歌
・
防
人
歌
の
リ
ス
ト

①
日
の
暮ぐ

れ

に
碓う

す

氷ひ

の
山
を
越
ゆ
る
日
は
夫せ

な
の
が
袖
も
さ
や
に
振
ら
し
つ
（3402

）

②
上か

み
つ

毛け

野の

安あ

そ蘇
の
真ま

そ麻
群む

ら

か
き
抱む

だ

き
寝ぬ

れ
ど
飽
か
ぬ
を
何あ

ど
か
吾あ

が
せ
む
（3404

）

③
上
毛
野
乎を

ど度
の
多た

ど

り
杼
里
が
川
路
に
も
子
ら
は
逢
は
な
も
一
人
の
み
し
て
（3405

）

④
上
毛
野
小を

の野
の
多た

ど

り
杼
里
が
安あ

は

ぢ
波
治
に
も
夫せ

な
は
逢
は
な
も
見
る
人
な
し
に

（3405

或
本
歌
）

⑤
新に

ひ

田た

山や
ま

嶺ね

に
は
着つ

か
な
な
吾わ

に
よ
そ
り
間は

し

な
る
子
ら
し
あ
や
に
愛か

な

し
も
（3408

）

⑥
伊
香
保
ろ
の
岨そ

ひ

の
榛は

り
は
ら原

ね
も
こ
ろ
に
将お

く来
を
な
か
ね
そ
現ま

さ
か在

し
善よ

か
ば
（3410

）

⑦
上
毛
野
久く

ろ

ほ
路
保
の
嶺ね

ろ
の
葛く

ず

葉は

が
た
愛か

な

し
け
子
ら
に
い
や
離ざ

か

り
来く

も
（3412

）

⑧
利
根
川
の
川
瀬
も
知
ら
ず
直た

だ

渡
り
波
に
あ
ふ
の
す
逢
へ
る
君
か
も
（3413

）

⑨
伊
香
保
ろ
の
八や

尺さ
か

の
井ゐ

で手
に
立
つ
虹の

じ

の
顕あ

ら
はろ

ま
で
も
さ
寝
を
さ
寝
て
ば
（3414

）

⑩
上
毛
野
佐さ

の

だ
野
田
の
苗
の
む
ら
苗
に
事
は
定
め
つ
今
は
い
か
に
せ
も
（3418

）

⑪
伊
香
保
せ
よ
奈
可
中
次
下
思
ひ
ど
ろ
隈く

ま

こ
そ
し
つ
と
忘
れ
せ
な
ふ
も
（3419

）

⑫
上
毛
野
佐
野
の
舟ふ

な
は
し橋

取
り
放は

な

し
親
は
離さ

く
れ
ど
吾わ

は
離さ

か

る
が
へ
（3420

）

⑬
上
毛
野
伊
香
保
の
嶺ね

ろ
に
降ふ

ろ
雪よ

き

の
行
き
過
ぎ
か
て
ぬ
妹
が
家
の
あ
た
り
（3423

）

⑭
上
毛
野
阿あ

そ蘇
山や

ま
つ
づ
ら葛

野
を
広
み
延は

ひ
に
し
も
の
を
あ
ぜ
か
絶
え
せ
む
（3434

）

⑮
伊
香
保
ろ
の
岨そ

ひ

の
榛は

り
は
ら原

吾わ

が
衣き

ぬ

に
着つ

き
よ
ら
し
も
よ
ひ
た
へ
と
思
へ
ば
（3435

）

⑯
し
ら
と
ほ
ふ
小を

新に
ひ

田た

山や
ま

の
守も

る
山
の
末う

ら

枯が

れ
せ
な
な
常と

こ

葉は

に
も
が
も
（3436

）

⑰
難な

に

波は

道ぢ

を
行
き
て
来く

ま
で
と
吾わ

ぎ
も
こ

妹
子
が
着つ

け
し
紐
が
緒を

絶
え
に
け
る
か
も
（4404

）

⑱
吾わ

が
妹い

も
こ子

が
し
ぬ
ひ
に
せ
よ
と
着つ

け
し
紐
糸
に
な
る
と
も
吾わ

は
解
か
じ
と
よ
（4405

）

⑲
吾わ

が
家い

は

ろ
に
行
か
も
人
も
が
草
枕
旅
は
苦
し
と
告
げ
遣や

ら
ま
く
も
（4406

）

⑳
ひ
な
曇く

も

り
碓う

す

氷ひ

の
坂
を
越
え
し
だ
に
妹
が
恋
し
く
忘
ら
え
ぬ
か
も
（4407

）
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二
、
上
野
国
の
歌
に
含
ま
れ
る
「
東
国
方
言
」
の
分
類

Ａ
．
東
国
特
有
の
語

同
時
期
の
中
央
の
語
に
対
応
す
る
語
が
見
出
せ
な
い
か
、
あ
っ
て
も
用
例
の
ご
く
少
な
い

も
の
、古
語
が
東
国
に
残
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
も
の
な
ど
を
こ
こ
に
分
類
し
た
。
な
お
、【　

】

の
下
の
数
字
は
歌
番
号
を
示
す
。
以
下
同
じ
。

【
し
だ
】4407

「
～
す
る
時
」。
万
葉
集
に
八
例
あ
り
、
内
訳
は
未
勘
国
東
歌
に
六
例
、
常
陸
国
・
上

野
国
防
人
歌
に
各
一
例
で
あ
る
。
た
だ
、
肥
前
国
風
土
記
に
も
一
例
あ
る
の
で
、
古
語
が

東
国
や
九
州
に
残
っ
た
も
の
か
も
し
れ
な
い
。
今
、「
帰
り
し
な
」「
寝
し
な
」
な
ど
と
い

う
時
の
「
し
な
」
の
古
形
と
考
え
ら
れ
る
が
、「
し
な
」
は
江
戸
時
代
ま
で
下
ら
な
い
と

用
例
が
見
つ
か
ら
な
い
。
東
国
で
「
し
だ
」
か
ら
「
し
な
」
へ
と
変
化
し
て
い
た
こ
の
語

が
、
政
治
の
中
心
が
江
戸
に
移
っ
た
こ
と
で
、
表
に
出
て
き
た
可
能
性
が
あ
る
。

【
わ
が
い
も
こ
】4405

「
吾わ

が
妹い

も
こ子

」
は
万
葉
集
中
、
上
野
国
防
人
歌
の
一
例
の
み
。
上
代
で
は
一
語
の
中
で

母
音
が
連
続
す
る
こ
と
を
嫌
う
傾
向
が
あ
っ
た
の
で
、
通
常
は w

agaim
oko 

の ai 

と

い
う
母
音
連
続
の
部
分
の a 

が
落
ち
て
、w
agim

oko

（
わ
ぎ
も
こ
）
と
い
う
形
に
な
る
。

【
ひ
も
が
を
】4404

中
央
語
で
は
「
紐
の
緒
」
と
い
う
。

【
ろ
】 3409

、3410

、3435

、4406

（
以
上
「
伊
香
保
ろ
」）、3412

、3423

（
以
上
「
嶺ね

ろ
」）、

4406

（
以
上
「
家い

は

ろ
」）

名
詞
に
付
く
接
尾
辞
で
、
親
愛
の
情
を
表
し
た
り
、
語
調
を
整
え
る
役
割
を
果
た
す
。

記
紀
歌
謡
に
見
ら
れ
る
他
は
、
東
歌
・
防
人
歌
や
常
陸
国
風
土
記
な
ど
、
用
例
は
東
国
に

集
中
し
て
い
る
。
上
野
国
東
歌
に
は
「
伊
香
保
ろ
」
が
四
例
あ
り
、
他
に
「
伊
香
保
の
嶺ね

ろ
」「
久く

路ろ

保ほ

の
嶺ね

ろ
」「
家い

は

ろ
」
が
各
一
例
あ
る
。「
嶺
ろ
」
は
、
万
葉
集
で
は
東
歌
に

の
み
一
一
例
見
え
る
。
内
訳
は
、
相
模
一
例
、
上
総
二
例
、
常
陸
三
例
、
上
野
二
例
、
未

勘
国
三
例
で
あ
る
。「
家い

は

ろ
」
は
東
歌
の
例
の
み
で
、
武
蔵
・
上
野
各
一
例
で
あ
る
。

記
紀
歌
謡
に
例
が
あ
る
こ
と
か
ら
は
、
元
来
は
古
語
な
の
で
あ
ろ
う
。
東
歌
の
分
布
は

関
東
地
方
に
偏
っ
て
い
る
の
で
、
奈
良
時
代
に
は
関
東
方
言
だ
っ
た
可
能
性
が
あ
る
。

な
お
、
こ
の
接
尾
辞
が
「
子
」
に
付
い
た
「
子
ろ
」
と
い
う
語
が
万
葉
集
に
二
〇
例
あ

り
、
す
べ
て
東
歌
・
防
人
歌
の
例
で
あ
る
（
常
陸
国
東
歌
一
例
、
相
模
国
東
歌
三
例
、
下

野
国
東
歌
一
例
、未
勘
国
東
歌
一
四
例
、昔
年
防
人
歌
一
例
）。
国
名
不
明
の
歌
が
多
い
が
、

判
明
し
て
い
る
歌
は
や
は
り
関
東
地
方
に
限
ら
れ
て
い
る
。こ
れ
と
同
義
と
思
わ
れ
る「
子

ら
」
と
い
う
語
形
も
あ
る
。
こ
ち
ら
は
万
葉
集
で
広
く
使
わ
れ
て
お
り
、
五
〇
例
あ
る
。

そ
の
う
ち
東
歌
・
防
人
歌
に
は
一
〇
例
（
相
模
国
東
歌
一
例
、
上
野
国
東
歌
四
例
、
未
勘

国
東
歌
三
例
、
信
濃
国
防
人
歌
一
例
、
昔
年
防
人
歌
一
例
）
で
、
他
の
四
〇
例
は
中
央
の

歌
で
あ
る
。
上
野
国
の
歌
は
中
央
と
同
じ
「
子
ら
」
が
四
例
で
、「
子
ろ
」
は
見
え
な
い
。

東
国
方
言
（
あ
る
い
は
関
東
方
言
）
の
接
尾
辞
の
「
ろ
」
は
、上
に
付
く
語
に
よ
っ
て
は
、

中
央
と
同
じ
「
ら
」
に
変
わ
り
つ
つ
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
用
例
が
少
な
い
の
で
慎

重
で
あ
る
べ
き
だ
が
、
東
国
で
「
子
ら
」
と
い
う
形
が
見
え
る
の
は
、
信
濃
・
上
野
・
相

模
と
い
う
、
東
国
の
中
で
は
比
較
的
西
部
に
位
置
す
る
国
で
あ
る
。
東
国
の
中
で
も
中
央

に
近
い
こ
れ
ら
諸
国
か
ら
、
中
央
の
影
響
を
受
け
始
め
た
可
能
性
が
あ
る
。

【
せ
な
】3402

、3405

或
本

「
夫せ

」
は
、
女
性
か
ら
見
て
夫
・
恋
人
・
男
の
兄
弟
な
ど
親
し
い
男
性
を
指
す
語
で
、

中
央
で
も
広
く
使
わ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
に
親
愛
の
情
を
表
す
接
尾
辞
の
「
な
」
が
付
い

た
「
せ
な
」
は
万
葉
集
で
は
す
べ
て
東
国
の
歌
で
あ
る
（
上
野
国
東
歌
一
例
、
未
勘
国
東

歌
五
例
、
武
蔵
国
防
人
妻
の
歌
三
例
、
昔
年
防
人
歌
二
例
）。
こ
れ
ら
の
他
に
「
せ
な
」

の
下
に
さ
ら
に
「
な
」
が
付
い
て
「
せ
な
な
」
と
な
っ
た
も
の
が
一
例
（
未
勘
国
東
歌
）、

「
の
」
が
付
い
て
「
せ
な
の
」
と
な
っ
た
も
の
が
一
例
（
上
野
国
東
歌
）
あ
る
。

【
よ
ら
し
】3435

「
よ
ろ
し
」
の
古
形
。
上
野
国
東
歌
に
一
例
の
他
、
古
事
記
歌
謡
に
見
え
る
。

【
あ
ぜ
】3434

「
な
ぜ
」の
意
の
東
国
方
言
。
万
葉
集
に
は
東
歌
に
の
み
八
例
見
え
る
。
内
訳
は
相
模
・



上野東歌探訪　8

上
野
各
一
例
、
未
勘
国
歌
六
例
で
あ
る
。「
な
ぜ
（naze

）」
の
語
頭
の
子
音
ｎ
が
脱
落
し

た
よ
う
に
も
見
え
る
が
、「
な
ぜ
」
の
用
例
は
江
戸
時
代
ま
で
降
る
。

【
あ
ど
】3404

「
い
か
に
」
の
意
の
東
国
方
言
。
前
項
「
あ
ぜ
」
に
「
と
」
が
融
合
し
た
も
の
か
、
あ

る
い
は
「
な
ど
（nado

）」
の
語
頭
の
子
音
ｎ
が
脱
落
し
た
も
の
か
。
万
葉
集
に
は
東
歌

に
の
み
七
例
見
え
る
。
内
訳
は
、武
蔵
・
常
陸
・
上
野
各
一
例
、未
勘
国
歌
四
例
で
あ
る
。「
あ

ど
」
も
「
あ
ぜ
」
も
未
勘
国
歌
の
例
が
多
い
が
、
国
名
が
判
明
し
て
い
る
国
は
全
て
関
東

地
方
で
あ
る
。

【
が
へ
】3420

文
末
に
あ
っ
て
反
語
の
意
を
表
わ
す
助
詞
で
、
用
例
は
東
国
の
歌
の
み
で
あ
る
。
上
野

国
東
歌
・
未
勘
国
東
歌
・
昔
年
防
人
歌
に
各
一
例
ず
つ
、
計
三
例
あ
る
。

【
な
な
】3408

、3436

「
～
せ
ず
に
」
の
意
。
二
つ
並
ん
で
い
る
「
な
」
の
う
ち
上
の
「
な
」
は
打
消
の
助
動

詞
「
ず
」
の
古
い
未
然
形
で
あ
る
。
打
消
の
助
動
詞
「
ず
」
の
活
用
は
「
ず
・
ず
・
ず
・
ぬ
・

ね
・（
ざ
れ
）」
で
、
ズ
と
ナ
行
と
の
二
系
列
が
混
在
し
て
い
る
が
、
上
代
に
は
ナ
系
列
に

未
然
形
の
ナ
、
連
用
形
の
ニ
、
終
止
形
の
ヌ
も
用
い
ら
れ
て
い
た
。

「
な
な
」
の
下
の
「
な
」
は
助
詞
の
「
に
」
と
同
じ
。
従
っ
て
、「
な
な
」
は
「
～
せ
ず
に
」

の
意
と
な
る
。
こ
の
「
な
な
」
は
万
葉
集
に
全
部
で
七
例
見
え
る
。
内
訳
は
上
野
国
東
歌
・

未
勘
国
東
歌
・
武
蔵
国
防
人
歌
に
各
二
例
、
昔
年
防
人
歌
一
例
で
あ
る
。

【
な
ふ
】3419

打
消
の
助
動
詞
で
、「
な
は
・
◯
・
な
ふ
・
な
へ
・
な
へ
・
◯
」
と
活
用
し
、
動
詞
の

未
然
形
に
付
く
。「
な
」
は
、
前
項
「
な
な
」
の
上
の
「
な
」
と
同
じ
く
、
打
消
の
助
動

詞
「
ず
」
の
古
い
未
然
形
。「
ふ
」
は
継
続
の
助
動
詞
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
万
葉
集
に

一
五
例
見
え
る
。
内
訳
は
武
蔵
国
・
常
陸
国
・
上
野
国
・
陸
奥
国
の
東
歌
に
各
一
例
、
未

勘
国
東
歌
一
〇
例
、
下
野
国
防
人
歌
一
例
で
あ
る
。
室
町
時
代
に
、
打
消
表
現
は
上
方
の

「
ぬ
」（「
行
か
ぬ
」
な
ど
）
に
対
し
て
、
関
東
で
は
「
な
い
」（「
行
か
な
い
」
な
ど
）
が

用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
が
、「
な
ふ
」
は
そ
の
古
い
形
か
と
も
言
わ
れ
る
。

Ｂ
．
母
音
交
替
形

中
央
語
と
東
国
語
と
で
母
音
が
交
替
し
て
い
る
も
の
を
こ
こ
に
収
め
た
。
中
央
語
の
母
音

が
変
化
し
て
東
国
語
に
な
っ
た
も
の
と
、
逆
に
東
国
語
の
方
が
い
わ
ば
古
語
で
、
そ
の
母
音

が
変
化
し
て
中
央
語
に
な
っ
た
も
の
と
、
両
方
が
含
ま
れ
る
で
あ
ろ
う
。
ｕ
か
ら
ｏ
へ
と
い

う
変
化
の
例
が
多
い
。

①
ｕ
→
ｏ

【
よ
き
】3423

「
雪
」
の
東
国
方
言
形
。「
雪
」
は
東
歌
に
二
例
登
場
す
る
な
か
で
、
上
野
国
東
歌
の

例
は「
よ
き
」で
あ
る
が
、常
陸
国
東
歌
で
は「
ゆ
き
」と
あ
り
、地
域
差
が
見
ら
れ
る
。『
日

本
国
語
大
辞
典　

第
二
版
』
の
「
ゆ
き
【
雪
】」
の
項
に
は
、〈
な
ま
り
〉
と
し
て
日
本
各

地
の
発
音
が
示
さ
れ
て
い
る
な
か
に
、
ヨ
キ
〔
栃
木
・
石
川
・
鳥
取
・
島
根
〕、
ヨ
ギ
〔
津

軽
語
彙
・
岩
手
・
秋
田
・
山
形
〕、
ヨ
ギ
コ
〔
津
軽
語
彙
〕
と
い
う
形
が
載
っ
て
い
る
。

上
野
国
東
歌
の
「
よ
き
」
は
こ
れ
ら
と
関
係
づ
け
て
考
え
ら
れ
よ
う
。

【
あ
ら
は
ろ
】3414

「
顕あ

ら
はる

」
の
連
体
形
「
顕あ

ら
はる

る
」
の
東
国
方
言
形
。
万
葉
集
の
用
例
は
上
野
国
東
歌
の

一
例
の
み
。
四
段
活
用
動
詞
の
連
体
形
が
オ
列
音
に
な
っ
て
い
る
例
と
し
て
、
上
野
国
東

歌
に
「
降
ろ
雪
」（
三
四
二
三
番
）、「
逢
ほ
し
だ
」（
三
四
七
八
番
）、
相
模
国
東
歌
に
「
引

こ
船
」（
三
四
三
一
番
）、
下
総
国
防
人
歌
に
「
行
こ
先
」（
四
三
八
五
番
）、
国
名
不
明
の

東
歌
に
「
立た

と
月
」（
三
四
七
六
番
）
な
ど
が
あ
る
。
関
東
方
言
で
あ
ろ
う
。

【
ふ
ろ
】3423

「
降
る
」
の
東
国
方
言
形
。
前
項
と
同
様
で
あ
る
。

【
も
】3418

、4406
推
量
の
助
動
詞
「
む
」
の
東
国
方
言
形
。

【
な
も
】3405
、3405

或
本

他
者
へ
の
希
望
を
表
す
終
助
詞
。「
な
む
」
の
古
形
。
万
葉
集
に
は
、
上
野
国
東
歌
の

二
例
（
そ
の
う
ち
一
例
は
も
う
一
例
の
異
伝
）
と
額
田
王
の
歌
と
に
の
み
見
ら
れ
る
。
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②
ｅ
→
ａ

【
い
は
】4406

「
家い

へ

」
の
東
国
方
言
形
。
関
東
地
方
の
防
人
歌
に
の
み
六
例
見
え
る
。
内
訳
は
、
武
蔵

国
防
人
歌
二
例
、
武
蔵
国
防
人
の
妻
の
歌
・
上
野
国
防
人
歌
・
下
野
国
防
人
歌
・
昔
年
防

人
歌
に
各
一
例
ず
つ
で
あ
る
。

【
よ
か
】3410

「
良
し
」
の
古
い
未
然
形
「
良
け
」
の
東
国
方
言
形
。
上
野
国
東
歌
に
の
み
一
例
。

③
ｏ
→
ａ

【
ひ
た
へ
】3435

「
一ひ

と

重へ

」
の
東
国
方
言
形
。
上
野
国
東
歌
に
の
み
一
例
見
え
る
。

④
ａ
→
ｏ

【
の
す
】3413

「
な
す
」
の
東
国
方
言
形
で
、「
～
の
よ
う
に
」。
万
葉
集
に
「
の
す
」
は
東
国
の
歌
に

の
み
八
例
あ
る
。
内
訳
は
、
上
野
国
・
下
野
国
の
東
歌
に
各
一
例
、
未
勘
国
東
歌
五
例
、

武
蔵
国
防
人
歌
一
例
で
あ
る
。

⑤
ｉ
→
ｅ

【
か
な
し
け
】3412

「
愛か

な

し
」
の
連
体
形
「
愛か

な

し
き
」
の
東
国
方
言
形
。
東
国
の
歌
に
の
み
八
首
九
例
あ
る
。

内
訳
は
、
上
野
国
東
歌
一
例
、
未
勘
国
東
歌
六
例
、
常
陸
国
防
人
歌
一
首
二
例
で
あ
る
。

⑥
ｉ
→
ｏ

【
の
じ
】3414

「
虹
」
の
東
国
方
言
形
。
連
載
の
十
二
回
目
（『
上
州
文
化
』
一
三
三
）
で
や
や
詳
し

く
述
べ
た
。
そ
れ
を
要
約
す
る
と
、「
の
じ
」は
江
戸
中
期
に
東
国
の
幼
児
語
と
し
て
見
え
、

大
正
年
間
の
邑
楽
郡
の
方
言
に
あ
り
、
昭
和
四
〇
年
代
刊
行
の
『
日
本
言
語
地
図
』
に
も

桐
生
市
梅
田
町
に
見
え
る
。
同
地
図
に
は
、
群
馬
県
周
辺
で
は
新
潟
県
・
福
島
県
・
埼
玉

県
・
長
野
県
の
山
間
部
に
も
こ
の
語
形
が
見
え
て
い
る
。
古
く
は
関
東
一
円
に
「
の
じ
」

と
い
う
語
形
が
広
く
分
布
し
て
い
た
の
が
、
や
が
て
「
に
じ
」
に
圧
迫
さ
れ
て
、「
の
じ
」

は
一
部
地
域
に
の
み
残
存
す
る
に
過
ぎ
な
く
な
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

Ｃ
．
子
音
交
替
形

中
央
語
の
「
ち
」
が
「
し
」
に
変
化
し
た
も
の
が
あ
る
。

【
は
な
し
】3420

「
放
ち
」
の
東
国
方
言
形
。
中
央
語
の
チ
が
シ
に
変
化
し
た
例
に
は
、「
あ
め
つ
ち
（
天

地
）」
→
「
あ
め
つ
し
」
下
総
国
・
昔
年
防
人
歌
各
一
例
、「
い
づ
ち
」
→
「
い
づ
し
」
未

勘
国
東
歌
一
例
、「
お
も
ち
ち
（
母
父
）」
→
「
お
も
し
し
」
下
野
国
防
人
歌
二
例
、「
か
ち
（
徒

歩
）」
→
「
か
し
」
武
蔵
国
防
人
の
妻
の
歌
一
例
、「
た
ち
（
立
ち
）」
→
「
た
し
」
常
陸

国
東
歌
一
例
、
武
蔵
国
・
常
陸
国
・
下
野
国
防
人
歌
各
一
例
、「
ま
く
ら
た
ち
（
枕
太
刀
）」

→
「
ま
く
ら
た
し
」
武
蔵
国
防
人
の
妻
の
歌
一
例
、「
も
ち
（
持
ち
）」
→
「
も
し
」
武
蔵

国
防
人
歌
一
例
な
ど
が
あ
る
。
い
ず
れ
も
関
東
地
方
の
例
で
あ
る
。

Ｄ
．
意
味
・
用
法
の
相
違

中
央
語
も
東
国
語
も
語
形
は
同
一
な
が
ら
、
意
味
・
用
法
の
違
う
語
。

【
か
な
し
】3408

、3412

ど
う
し
よ
う
も
な
い
ほ
ど
痛
切
な
感
情
を
表
す
語
で
、「
つ
ら
く
切
な
い
」
と
い
う
意

味
と
、「
か
わ
い
く
て
た
ま
ら
な
い
」
と
い
う
意
味
と
が
あ
る
。
中
央
の
歌
で
は
大
部
分

が
前
者
の
意
味
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
東
国
の
歌
で
は
大
部
分
が
後
者
の
意
味
で
あ
る
。

【
あ
や
に
】3408

「
言
い
よ
う
も
な
く
」「
む
し
ょ
う
に
」
と
い
う
意
の
語
。
万
葉
集
に
お
い
て
、
中
央

の
歌
で
は
、挽
歌
を
初
め
と
す
る
宮
廷
儀
礼
歌
に
よ
く
用
い
ら
れ
、「
あ
や
に
畏か

し
こし

」
や
「
あ

や
に
貴
し
」
な
ど
荘
厳
な
様
子
を
形
容
す
る
の
に
用
い
ら
れ
て
い
る
の
に
対
し
、
東
国
の

歌
で
は
強
く
異
性
を
思
う
「
あ
や
に
愛か

な

し
」
と
い
う
用
例
が
多
い
。

上
野
国
の
歌
に
み
え
る
東
国
方
言
は
以
上
で
あ
る
。
次
号
で
他
地
域
の
例
と
比
較
す
る
。



石原安輝恵

群馬県教育文化事業団　INFORMATION

日　時	 平成25年11月29日（金）18：30開演（18：00開場）
出演者	 ピアノ：石原安輝恵、フルート：大野　愛
	 声　楽：町田絢乃
会　場	 群馬県生涯学習センター・多目的ホール
　　　（前橋市文京町2-20-22　027-224-5700）
入場料	 無料（要電話予約）

❖	第３７回県民芸術祭参加事業	−新進演奏家支援事業−

♩♫♩♪♩ グリーンコンサート 2013 ♩♫♩♪♩

Opus1“One Night Winter”

第１回　GUNMA マンガ・アニメフェスタ
❖	第３７回県民芸術祭参加事業　メディア芸術推進事業

日　時	 平成25年11月30日（土）
	 15：00開演（14：30開場）
演　目	 オッフェンバック／ホフマン物語　
	 モーツァルト／ドン・ジョバンニ
出　演	 構成・ナビゲーター／ウーロン亭ちゃ太郎　
	 ソプラノ／鈴木麻里子
	 ちゃ太郎・オペラ・カンパニー
会　場	 ベイシア文化ホール	小ホール
	 （前橋市日吉町1-10-1	027-232-1111）

入場料	 全席自由1,000円（未就学児入場不可）

オペラレクチャー
「知っておきたいオペラ 20 選」vol. 7

俺たちの旅路、
　　　理想の人は何処に

❖	第37回県民芸術祭参加事業

ウーロン亭ちゃ太郎

鈴木麻里子

町田絢乃大野　愛

第61回群馬県写真展覧会
9月23日（月・祝）～29日（日）9：00～17：00
　　　　　　　　（最終日は15：30）
群馬県庁県民ホール
各部門（自然・風景・ネイチャー・群馬の魅力・ビギナー・
ヤング）の一般公募の入賞・入選作品及び委嘱作家
の作品を展示します。

第59回群馬県大茶会
10月20日（日）10：00～15：00
伊勢崎市文化会館
県内茶道各流派が一堂に会し、お点前や呈茶を披
露します。高校生のお点前も披露されます。

第64回群馬県華道展
10月29日(火)～11月1日(金)
　　前期／10月29日(火)～10月30日(水)
　　後期／10月31日(木)～11月 １日(金)
群馬県庁県民ホール
県内華道各流派が一堂に会し、いけばなの作品を
展示します。

第64回群馬県美術展覧会
11月15日（金）～24日（日）
　　　　　　9：30～17：00（入館は16：30まで）
群馬県立近代美術館
日本画・洋画・彫刻・工芸各部門の一般公募の入賞・
入選作品及び群馬県美術会会員・準会員の作品を展
示します。

第64回群馬県書道展覧会
11月29日(金)～12月15日(日)
　　　　　　　9：30～17：00(入館は16：30まで)
群馬県立近代美術館
漢字、かな、墨象、大字・詩文書、篆刻部門の一
般公募の入賞・入選作品及び群馬県書道協会委員・
委嘱作家の作品を展示します。

INFORMATION　10

日　時	 平成２６年２月８日(土)～１１日(火・祝)　１０：００～１７：００
会　場	 ベイシア文化ホール（展示室・小ホール　他）

☆☆☆☆☆作品募集☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

部　門　マンガ部門、アニメ部門
応募期間　平成２５年１０月１日(火)～１１月３０日(土)
	 	 ※　募集内容等の詳細は、事業団ＨＰを確認ください。

賞　　　大賞１点(賞状・賞金１０万円)　
	 優秀賞２点(賞状・賞金５万円)
	 奨励賞６点(賞状・賞金３万円)
	 	 ※　小・中学生が入賞した場合は賞金ではなく図書カードになります。



11　地域文化をつなぐ  

長
野
原
に
は
大
正
末
期
頃
、
東
吾
妻
町
大

柏
木
の
大
神
楽
の
演
技
が
伝
わ
っ
た
と
言
わ

れ
て
い
る
。
当
時
は
青
年
有
志
が
毎
戸
を
悪

魔
払
い
し
て
巡
回
し
た
が
、獅
子
頭
は「
シ
ョ

ウ
ギ
」
と
呼
ば
れ
る
ざ
る
の
一
種
を
使
っ
て

頭
部
を
作
り
、
紙
を
張
り
麻
を
す
い
て
髪
に

し
、
布
を
付
け
て
模
造
し
た
と
言
う
。

昭
和
十
二
年
の
日
中
戦
争
の
勃
発
に
よ
っ

て
戦
時
色
が
濃
厚
と
な
り
、
十
四
年
頃
に
は

活
動
休
止
と
な
っ
た
。
戦
後
の
二
十
二
年
、

敗
戦
の
影
響
は
大
き
く
地
域
住
民
か
ら
は
笑

顔
が
消
え
て
い
た
。
こ
の
状
況
か
ら
獅
子
舞

復
活
の
気
運
が
高
ま
っ
た
が
、
一
層
の
技
量

向
上
を
計
る
た
め
、
前
橋
市
在
住
で
大
道
芸

一
座
を
率
い
て
い
た
小
虎
師
匠
の
門
を
叩
き

招
聘
し
た
。
十
人
の
有
志
が
二
ヵ
月
に
及
び

連
日
の
手
ほ
ど
き
を
受
け
た
の
は
、
ひ
と
え

に
地
域
住
民
の
笑
顔
を
取
り
戻
し
た
い
一
念

が
あ
っ
た
か
ら
で
し
ょ
う
。

こ
の
時
か
ら
「
長
野
原
文
化
会
」
を
名
乗

る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
昭
和
三
十
年
代
初

頭
か
ら
は
毎
年
四
月
二
十
五
日
に
執
行
さ
れ

る
長
野
原
諏
訪
神
社
の
春
祭
り
に
、
神
事
の

一
環
と
し
て
幣
束
を
使
う
舞
を
奉
納
し
て
い

る
。
又
、
毎
戸
を
巡
回
し
て
悪
魔
払
い
を
行

い
火ひ

防ぶ
せ

の
御
札
を
配
布
す
る
よ
う
に
な
り
、

定
例
行
事
と
な
っ
て
い
る
。
そ
の
他
官
公
庁

施
設
の
落
成
式
や
住
宅
の
新
築
祝
に
は
幣

束
、
鈴
、
剣
を
使
っ
て
の
火
防
や
四
方
固
め

と
言
わ
れ
て
い
る
悪
魔
払
い
の
舞
を
奉
納
し

た
り
、
結
婚
披
露
宴
や
舞
台
で
の
寿こ

と
ぶ
き
じ
し

獅
子
と

言
わ
れ
る
獅
子
舞
と
ひ
ょ
っ
と
こ
踊
り
及
び

両
者
が
か
ら
ん
だ
狂
言
を
演
じ
て
い
ま
す
。

「
長
野
原
文
化
会
」
の
黎
明
期
支
え
て
く
れ

長野原町文化協会　副会長
長 野 原 文 化 会　会　長

長谷川　誠

地
域
文
化
を
つ
な
ぐ

長
野
原
文
化
会
︵
獅
子
舞
︶
の
歴
史

た
有
志
十
人
も
存
命
者
は
ひ
と
り
に
な
っ
て

し
ま
い
ま
し
た
。

時
の
流
れ
と
共
に
今
や
当
初
の
役
割
は
終

え
て
い
ま
す
が
、
地
域
に
残
る
郷
土
芸
能
と

し
て
後
世
に
伝
承
し
て
い
き
た
い
と
思
っ
て

い
ま
す
。
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「
私
は
抽
象
的
な
絵
を
描
い
て
い
る
作
家
で
す
。」
と
、
自
己
紹
介
す

る
と
き
に
こ
ん
な
説
明
か
ら
入
り
ま
す
。
自
分
で
言
い
な
が
ら
、
い
っ

た
い
抽
象
画
っ
て
な
ん
だ
ろ
う
、
具
象
画
と
は
な
ん
だ
ろ
う
と
い
う

疑
問
が
湧
い
て
き
ま
す
。
抽
象
画
は
よ
く
解
ら
な
い
と
い
う
こ
と
を

耳
に
し
ま
す
。
こ
の
こ
と
を
よ
く
考
え
て
み
る
と
、
描
か
れ
て
い
る

も
の
が
何
だ
か
わ
か
ら
な
い
と
い
う
こ
と
が
理
解
で
き
ま
し
た
。
た

と
え
ば
、
花
や
山
と
い
っ
た
も
の
な
ら
見
た
こ
と
が
あ
る
の
で
、
描

か
れ
て
い
る
も
の
が
何
だ
か
解
る
。
し
か
し
、
花
や
山
の
絵
な
ら
ほ

ん
と
う
に
解
る
の
か
と
い
う
疑
問
に
も
突
き
当
た
り
ま
す
。
と
は
言

う
も
の
の
、「
抽
象
画
を
描
く
」
と
言
え
ば
、「
な
ん
と
な
く
解
ら
な

い
絵
を
描
い
て
い
る
の
だ
な
」
と
い
う
こ
と
を
理
解
し
て
も
ら
え
る

と
い
う
こ
と
が
わ
か
り
ま
し
た
。

作
家
の
目
を
通
し
て
描
か
れ
た
も
の
は
、
そ
の
フ
ィ
ル
タ
ー
を
通

し
た
こ
と
で
、
す
で
に
抽
象
化
さ
れ
て
い
る
と
い
う
意
味
で
は
、
す

べ
て
抽
象
画
で
あ
る
し
、
作
家
の
内
面
を
具
体
的
に
映
し
出
す
も
の

だ
と
考
え
れ
ば
具
象
画
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。
具

体
的
な
も
の
が
描
か
れ
て
い
る
の
が
具
象
画
、
わ
け
の
解
ら
な
い
も
の
が

描
か
れ
て
い
る
の
が
抽
象
画
、
と
い
う
概
念
は
絵
を
説
明
す
る
き
っ
か
け

に
な
る
と
い
う
思
い
は
あ
り
ま
す
が
、
描
く
立
場
か
ら
す
る
と
、
抽
象
、

具
象
と
分
け
る
事
に
は
あ
ま
り
意
味
が
な
い
な
ど
と
い
う
こ
と
を
考
え
な

が
ら
描
い
て
い
ま
す
。
た
だ
、
わ
け
の
解
ら
な
い
も
の
だ
か
ら
、
逆
に
説

明
責
任
が
あ
る
と
い
う
気
が
し
て
い
ま
す
。
作
家
と
そ
の
作
品
を
閲
覧
す

る
人
と
の
交
流
を
、
言
葉
を
通
し
て
よ
り
密
接
に
で
き
る
と
い
う
期
待
も

し
て
い
ま
す
。

私
の
絵
に
つ
い
て
少
々
説
明
す
る
と
、
私
は
描
く
時
に
下
描
き
を
し
ま

す
が
、
そ
れ
に
は
縛
ら
れ
な
い
よ
う
に
し
て
い
ま
す
。
途
中
で
内
容
が
変

化
す
る
こ
と
を
「
良
し
」
と
し
て
制
作
し
て
い
ま
す
。
そ
の
と
き
描
か
れ

た
絵
の
具
の
に
じ
み
で
あ
っ
た
り
、
勢
い
で
あ
っ
た
り
、
擦
れ
で
あ
っ
た

り
、
こ
れ
ら
の
要
素
に
よ
っ
て
絵
柄
が
ど
ん
ど
ん
変
化
し
て
い
き
ま
す
。

そ
の
変
化
を
楽
し
ん
で
い
ま
す
。
そ
こ
に
流
れ
る
時
間
の
存
在
を
実
感
し

ま
す
。
私
が
描
く
時
の
テ
ー
マ
と
し
て
「
時
間
と
空
間
」
と
い
う
概
念
が

あ
り
ま
す
。
た
と
え
ば
、
コ
ン
サ
ー
ト
で
は
同
じ
空
間
に
お
い
て
、
同
じ

一
定
の
時
間
を
共
有
し
ま
す
。
展
覧
会
で
は
同
じ
空
間
を
共
有
し
、
時
間

の
制
限
な
く
作
品
と
の
対
話
が
で
き
ま
す
が
、
同
一
時
間
、
同
一
空
間
内

で
コ
ン
サ
ー
ト
の
よ
う
な
共
有
時
間
は
あ
り
ま
せ
ん
。
ど
ち
ら
が
良
い
か

と
い
う
問
題
で
は
な
く
、
そ
れ
ぞ
れ
に
「
時
間
と
空
間
」
と
い
う
問
題
に

つ
き
あ
た
り
ま
す
。

社
会
と
ア
ー
ト
の
関
わ
り

社
会
と
ア
ー
ト
の
関
わ
り
と
い
う
こ
と
を
考
え
た
時
、
ど
こ
か
ら
そ

の
こ
と
が
始
ま
る
の
で
し
ょ
う
。
旧
態
依
然
と
し
た
制
作
の
ス
タ
イ
ル
を

と
っ
て
い
る
私
は
、
制
作
を
し
て
い
る
時
間
に
お
い
て
人
と
の
関
わ
り
を

拒
否
し
て
い
ま
す
。
制
作
し
て
い
る
と
こ
ろ
を
第
三
者
に
観
察
さ
れ
た
く

な
い
、
と
い
う
気
持
ち
は
今
で
も
延
々
と
続
い
て
い
ま
す
。
こ
の
時
点
で

は
、
社
会
と
の
関
わ
り
を
む
し
ろ
拒
絶
し
て
い
る
と
言
え
る
で
し
ょ
う
。

展
覧
会
な
ど
発
表
の
場
を
通
し
て
、
制
作
物
を
露
出
し
、
作
家
と
閲
覧

者
が
知
り
合
う
、
そ
ん
な
と
こ
ろ
か
ら
作
品
や
作
家
が
社
会
と
の
関
わ
り

を
持
ち
始
め
ま
す
。
そ
の
作
品
が
解
ら
な
い
と
思
っ
た
と
し
て
も
、
す
ば

ら
し
い
と
感
じ
た
と
し
て
も
、
そ
こ
で
は
、
見
る
側
と
作
品
・
作
者
と
の

関
わ
り
が
で
き
て
い
ま
す
。
こ
の
こ
と
が
社
会
と
ア
ー
ト
に
お
け
る
関
わ

り
の
入
口
と
考
え
ま
す
。
最
近
の
ア
ー
ト
で
は
、
こ
の
「
社
会
と
の
関
わ

り
」
と
い
う
こ
と
を
テ
ー
マ
に
制
作
し
て
い
る
作
家
も
多
い
よ
う
に
思
わ

れ
ま
す
。
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
自
体
が
社
会
と
の
関
わ
り
で
あ
り
作
品
で
あ

る
、
と
い
っ
た
具
合
に
。

表
現
と
作
品
化

作
家
が
制
作
し
て
い
る
過
程
を
〈
表
現
や
行
為
〉
と
し
、
そ
れ
以
後
の

過
程
を
〈
作
品
化
〉
と
し
ま
す
。〈
表
現
や
行
為
〉
と
〈
作
品
化
〉
す
る

こ
と
を
分
け
て
考
え
て
み
ま
す
。
た
と
え
ば
、
美
術
館
に
お
い
て
、
学
芸

員
が
閲
覧
者
に
ア
ー
ト
を
楽
し
ん
で
も
ら
う
よ
う
に
、
意
図
を
も
っ
て
展

示
を
し
て
い
き
ま
す
。
学
芸
員
に
と
っ
て
プ
ロ
デ
ュ
ー
ス
と
い
う
機
能
が

重
要
に
な
り
ま
す
。
作
家
に
と
っ
て
も
こ
の
プ
ロ
デ
ュ
ー
ス
と
い
う
機
能

が
〈
表
現
や
行
為
〉
を
〈
作
品
化
〉
す
る
と
い
う
こ
と
な
の
だ
と
考
え
ま

す
。
こ
の
〈
作
品
化
〉
す
る
こ
と
が
、
社
会
と
関
わ
っ
て
い
く
上
で
重
要

で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
ま
す
。

表
現
者
と
し
て
の
意
識
が
強
い
人
、
作
品
化
す
る
意
識
が
強
い
人
、
そ

れ
ぞ
れ
が
あ
る
の
だ
と
思
い
ま
す
。
た
だ
、
一
作
家
の
な
か
に
も
こ
の
二

つ
の
要
素
は
混
在
し
て
お
り
、
自
分
の
制
作
ス
タ
イ
ル
で
言
え
ば
、
制
作

し
て
額
を
付
け
る
ま
で
は
第
三
者
の
介
入
を
拒
否
し
〈
表
現
〉
し
て
い
ま

す
が
、
そ
の
後
展
示
・
発
表
す
る
と
き
に
は
〈
作
品
化
〉
が
始
ま
り
ま
す
。

逆
に
〈
作
品
化
〉（
プ
ロ
デ
ュ
ー
ス
）
が
先
行
し
て
、〈
表
現
〉
が
始
ま
る

場
合
も
あ
り
ま
す
。

こ
れ
ま
で
の
芸
術
作
品
と
い
う
概
念
か
ら
は
、
現
在
の
作
家
の
〈
作

品
化
〉
さ
れ
た
活
動
と
い
う
も
の
は
、
離
れ
て
き
て
い
る
と
考
え
て
い
ま

す
。
す
ぐ
れ
た
作
品
は
、
時
代
の
先
駆
的
要
素
を
持
ち
合
わ
せ
て
い
る
と

アートの役割
坂 本　敏 
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坂 本　敏　画歴
1982	群馬青年美術展／ '86奨励賞（～89）
1983	モダンアート協会展／90奨励賞　91部門賞
	 93優秀賞　安田火災美術財団奨励賞	（～ 2001）
1983	群馬県美術展／87知事賞　91文部大臣奨励賞
	 92近代美術館奨励賞
1985	チキンストップ展（～89）
1986	カンコ堂創作展（～95）
	 モダンアート協会明日への展望展（87、90～）
1988	現代美術のアンソロジー展
1988	ニュージェネレーションＡＲＴ展
	 第 1回群馬県展知事賞作家展
1989	前橋市民展
1991	二人展（アートミュージアム赤城）
	 第 25回現代美術選抜展（文化庁）
1992	個展（銀座スルガ台画廊）
1993	アヴァンギャルディア展（94、95アートミュージアム赤城）
1994	安田火災美術財団奨励賞展（東郷青児美術館）
1995	アヴァンギャルディア東京展（銀座井上画廊）
	 クロスセクション「断面」95展（高崎市民ギャラリー）
1996	個展（銀座スルガ台画廊）
	 がんばろう神戸展（高崎市）
1997、2002　CAF 展（埼玉県立美術館）
現　在	群馬県美術会理事　前橋市民展運営委員

も
言
わ
れ
ま
す
。
現
在
に
お
い
て
は
進
化
し
続
け
る
メ
デ
ィ
ア
の
存

在
な
ど
を
鑑
み
る
と
、
作
家
の
意
識
の
中
に
も
「
人
に
ど
の
よ
う
に

し
て
伝
え
る
か
」
と
い
う
こ
と
自
体
が
〈
表
現
〉
で
あ
っ
た
り
〈
行

為
〉
で
あ
っ
た
り
す
る
制
作
ス
タ
イ
ル
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。

そ
こ
に
は
、
デ
ジ
タ
ル
化
さ
れ
た
作
品
で
あ
っ
た
り
、
メ
デ
ィ
ア
を

通
す
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
自
体
を
〈
表
現
や
行
為
〉
と
し
て
〈
作
品
化
〉

し
て
い
る
も
の
で
あ
っ
た
り
、
と
い
う
事
が
起
っ
て
い
ま
す
。
イ
ン

タ
ー
ネ
ッ
ト
を
介
在
さ
せ
た
表
現
は
、
時
間
や
空
間
の
縛
り
と
い
う

も
の
を
介
在
さ
せ
な
い
要
素
を
持
ち
合
わ
せ
て
い
ま
す
。
と
言
う
よ

り
は
、「
時
間
と
空
間
」
の
縛
り
が
非
常
に
緩
い
と
い
う
こ
と
な
の
か

も
し
れ
ま
せ
ん
。
そ
こ
に
は
、
私
が
テ
ー
マ
と
し
て
い
た
「
時
間
と

空
間
」
と
い
う
概
念
で
は
語
れ
な
い
、「
時
間
と
空
間
」
と
い
う
概
念

以
外
の
次
元
で
の
〈
表
現
〉
や
〈
作
品
化
〉
を
感
じ
ま
す
。
た
だ
「
時

間
と
空
間
」
と
い
う
概
念
が
あ
る
か
ら
こ
そ
、
そ
の
概
念
か
ら
脱
却

す
る
「
道
具
」
と
し
て
「
メ
デ
ィ
ア
」
を
利
用
す
る
と
い
う
考
え
方

に
も
な
る
よ
う
に
思
え
て
な
り
ま
せ
ん
。

そ
の
時
代
の
メ
デ
ィ
ア
の
違
い
に
も
対
応
し
て
〈
作
品
化
〉
し
て

い
る
〈
表
現
・
行
為
〉
は
、
今
ま
で
の
芸
術
作
品
と
い
う
括
り
で
語

れ
な
く
な
っ
て
い
る
現
実
が
あ
り
、
そ
こ
に
は
意
識
の
共
有
と
い
う

〈
作
品
化
〉
が
必
要
と
な
り
ま
す
。
そ
こ
に
は
、
単
に
多
様
性
と
い
う

言
葉
で
ま
と
め
る
の
で
は
な
く
、
個
々
の
作
品
を
通
し
て
、
同
じ
立

ち
位
置
に
な
っ
て
、
考
え
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
気
が
し
て
い

ま
す
。〈
行
為
〉
す
る
こ
と
自
体
が
〈
表
現
〉
で
あ
り
〈
作
品
化
〉
で

あ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。
た
と
え
ば
「
演
じ
る
」
と
い
う
こ
と
そ
の

も
の
を
ア
ー
ト
と
考
え
た
と
し
ま
す
。
そ
れ
は
、肉
体
そ
の
も
の
が〈
表

現
〉
で
あ
っ
た
り
、
単
に
肉
体
は
〈
表
現
〉
を
す
る
道
具
で
あ
っ
た

り
、
道
具
が
筆
と
カ
ン
バ
ス
と
い
う
括
り
で
は
語
れ
な
い
〈
作
品
化
〉

が
そ
こ
に
は
存
在
し
ま
す
。
そ
の
こ
と
に
私
自
身
戸
惑
う
こ
と
が
あ

り
ま
す
。

ア
ー
ト
の
役
割
と
は
い
っ
た
い
何
で
し
ょ
う
。

ア
ー
ト
に
お
け
る
社
会
性

ア
ー
ト
は
単
に
展
覧
会
場
の
中
だ
け
で
完
結
す
る
も
の
で
は
な
く

な
っ
て
い
ま
す
。
前
項
で
述
べ
た
メ
デ
ィ
ア
を
通
し
た
ア
ー
ト
も
含

め
、〈
作
品
化
〉
さ
れ
た
も
の
が
美
術
館
の
外
に
出
て
市
民
と
交
流
す

る
こ
と
が
始
ま
っ
て
い
ま
す
。
そ
こ
か
ら
ア
ー
ト
と
社
会
と
の
関
わ

り
を
よ
り
密
な
も
の
に
し
て
い
く
・
・
・
そ
ん
な
状
況
を
作
り
出
す

こ
と
も
社
会
貢
献
の
ひ
と
つ
で
は
な
い
か
と
考
え
ま
す
。
ア
ー
ト
が

美
術
館
か
ら
外
に
出
て
い
く
と
い
う
こ
と
は
、
単
に
作
品
を
外
で
展

示
す
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
作
家
の
意
図
や
思
考
を
外
に
出
し

て
、
共
有
し
て
み
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
そ
の
作

品
自
体
が
理
解
で
き
る
か
、
で
き
な
い
か
と
い
う
こ
と
も
含
め
、
ま

ず
そ
の
考
え
（
作
品
）
を
露
出
し
て
も
ら
い
、
同
感
で
き
る
か
、
で

き
な
い
か
、
で
は
ど
ん
な
こ
と
が
表
現
し
た
い
の
か
な
ど
、
さ
ま
ざ

ま
な
問
題
意
識
を
共
有
し
て
い
く
こ
と
が
大
切
な
の
か
と
考
え
ま
す
。

作
家
の
意
図
や
思
考
を
社
会
と
共
有
す
る
と
い
う
こ
と
で
、
新
し
い

事
象
が
生
ま
れ
、
人
と
の
関
わ
り
が
で
き
、
そ
こ
か
ら
社
会
性
が
よ

り
明
確
に
な
っ
て
い
く
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。

ア
ー
ト
の
投
げ
か
け
る
問
題
提
起
を
考
え
つ
つ
、
こ
の
〈
作
品
化

＝
プ
ロ
デ
ュ
ー
ス
〉
が
社
会
と
ア
ー
ト
を
結
び
付
け
る
蝶
番
の
役
割

を
果
た
し
て
い
る
よ
う
に
感
じ
て
い
ま
す
。
そ
れ
に
は
作
家
自
身
が

社
会
と
の
関
わ
り
を
拒
絶
し
な
い
で
説
明
責
任
を
果
た
し
、
造
る
側
、

見
る
側
が
向
き
合
う
姿
勢
が
必
要
で
す
。
シ
ェ
ア
と
い
う
言
葉
を
最

近
よ
く
耳
に
し
ま
す
。
共
有
す
る
と
か
分
配
す
る
と
い
う
意
味
で
使

わ
れ
る
よ
う
で
す
が
、
ア
ー
ト
に
お
い
て
も
意
識
の
シ
ェ
ア
と
い
う

こ
と
が
課
題
と
な
っ
て
い
る
よ
う
に
思
え
て
な
り
ま
せ
ん
。
現
在
、

前
橋
市
に
お
い
て
も
「
ア
ー
ツ
前
橋
」
と
い
う
文
化
施
設
が
十
月
に

オ
ー
プ
ン
予
定
で
す
。「
ア
ー
ツ
前
橋
」
も
単
に
施
設
と
い
う
機
能
だ

け
で
は
な
く
、〈
表
現
〉
者
や
市
民
を
ま
き
こ
ん
だ
〈
作
品
化
〉
の
で

き
る
環
境
と
な
る
こ
と
を
期
待
し
て
お
り
ま
す
。
そ
し
て
意
識
の
シ
ェ

ア
に
よ
っ
て
ア
ー
ト
が
社
会
貢
献
に
繋
が
っ
て
い
く
よ
う
な
環
境
を

作
り
出
し
た
い
も
の
で
す
。
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レストラン　伊万利ダイン

邑楽・館林地域は、かつて広大な低湿地が広がり、水郷と呼ばれるにふさわしい水生植物の宝庫であった。し
かし、埋立や河川改修、汚水の流入などにより、多くの湿地と地域を特徴づける植物が失われていった。このよ
うな中で、茂林寺沼湿原（海抜約 17m、面積約 10ha）は、茂林寺沼とともに県の天然記念物に指定（1960 年、
約 5.6ha）されていたこともあり、低地の低層湿原本来の生態系を比較的よく残す県内で唯一の場所となった。

茂林寺沼及び茂林寺沼湿原は、邑楽台地を開削して流れる茂林寺川の流域に広がる谷底平野に形成されている。
館林市教育委員会の調査（辻誠一郎ほか（1986）茂林寺沼及び低地湿原調査報告書第２集）によって、湿原に堆
積する泥炭（泥炭質泥・シルト・粘土などを含む）が最も厚い部分で 874cm あることや別地点の最下部の泥炭
の放射性炭素年代が 4,160±140y.B.P（縄文時代中期末葉から後期初頭に相当）であることがわかっており、採
取された泥炭中の花粉化石や珪藻化石、植物化石の分析から本地域の自然環境の変遷が明らかにされている。

私達が植生調査を行った 1983 年～ 1985 年当時、湿原の多くを低層湿原植生のカサスゲ群落が占め、地表面ま
で水のしみ出す湿性な立地にカサスゲが優占し、高さ 3m に達するヨシのほかヌマトラノオ、クサレダマなどが
生育していた。また、やや乾性な立地には小規模ではあるが中間湿原植生のヌマガヤ群落が、岸辺沿いなどの冠
水する立地には低層湿原植生のウキヤガラ－マコモ群落がなどがみられるほか、沼中にはハス群落やコウホネ群
落、周辺部には湿性林のハンノキ林やアカメヤナギ林が分布するなど、湿原の植生は良好に保たれていた。

ところが最近、湿原を潤す水の不足という湿原自体の消失にもつながりかねない問題が顕在化してきた。これ
は、湿原周辺部の都市化の進行に起因する。昭和の末、湿原に流れ込む茂林寺川の水質汚濁が進み、湿原や沼の
動植物に大きな影響を与えるようになった。このため、茂林寺川の流路を変えて（1991 年供用開始）湿原に汚
水が入らないようにするとともに、地下水を汲み上げて湿原を潤すようにした。この工事により、湿原や沼の環
境は良好になったように思われた。しかし、汲み上げる水量が流入していた茂林寺川の水量を大きく下回ったた
め、年月を経るにつれて湿原の地下水位が下がっていった。現時点では少なくても数 10cm 程度地下水位が低下
し（本来、低層湿原の地下水位は少なくても地表面以上である）、湿原の乾燥化や泥炭の収縮・分解が進行して
いる。調査中であるが、春期のカサスゲ群落では今までみられなかったタマミゾイチゴツナギがカサスゲより優
占するなど、湿原のほとんどの群落で種組成に変化がみられる。さらに、サワギキョウやハリミズゴケなどの消
失、セイタカアワダチソウやカナムグラなどのつる性植物の繁茂など変化を挙げればきりがない。館林市をはじ
めとして、対応策を検討中であるが、本来湿原に流入していた水量の確保が最優先課題である。

自然環境調査からみた群馬の湿原と植物

茂 林 寺 沼 湿 原
群馬県尾瀬保護専門委員　片  野  光  一　

茂林寺沼湿原 茂林寺沼にわずかに残るコウホネ



群馬県渋川市伊香保町396-20

東京都台東区東上野6-10-7金子ハイツ503 〒110-0015
Tel. 03-3843-0083

埼玉県さいたま市中央区下落合4-23-10-101 〒338-0002
Tel. 048-856-1660

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

詳しくは窓口または、下記までお問い合わせください。

群馬銀行ダイレクトセンター

0120-139138 受付時間 9:00 ～ 20:00
土・日・祝休日．12/31～1/3は除きます。



◇ この夏、宮崎駿監督の新作映画が、
群馬にちょとしたにぎわいをもたら
した。それは、主人公の人物像に藤
岡市出身の航空技術者、堀越二郎さ
んの要素を取り入れたからだ。

 この作品は、ベネチア国際映画祭で
も上映されるということで、世界的
な注目度もあり、さらなる盛り上が
りも期待されている。

 そんな中、この映画の音楽を担当さ
れている久石譲さんが、11 月に前橋
でコンサートを開催する。

 群馬交響楽団との初めてのコラボ
レーション企画だ。オーケストラの
演奏と共に、芸術の秋を満喫して頂
こう。 （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。

上 州
文 化
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