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「
あ
あ
い
や
だ
い
や
だ
」
と
こ
ん
な
嘆
き
節
が
聞
こ
え
る
昨
今
。
巷
に
は
痛
ま
し

い
事
故
事
件
が
報
道
さ
れ
ま
す
。
反
面
良
い
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

群
馬
県
民
に
と
っ
て
「
や
っ
た
あ
・
・
」
と
欣
喜
雀
躍
す
る
出
来
事
が
あ
の
猛

暑
の
夏
、
甲
子
園
で
お
き
た
の
で
す
。

言
う
ま
で
も
な
く
、
前
橋
育
英
の
高
校
野
球
全
国
制
覇
で
す
。
一
回
負
け
れ
ば

次
の
無
い
勝
負
は
高
校
生
に
と
っ
て
壮
絶
な
戦
い
だ
っ
た
で
し
ょ
う
。

監
督
の
モ
ッ
ト
ウ
ー
は
「
凡
時
徹
底
」
で
す
。
平
凡
な
事
、
当
た
り
前
の
事
を

徹
底
し
て
や
る
。
練
習
は
勿
論
だ
が
練
習
前
の
清
掃
も
大
切
な
事
、
甲
子
園
で
も

宿
舎
付
近
の
掃
除
を
し
た
そ
う
で
す
。
輝
か
し
い
栄
光
の
か
げ
で
、
た
だ
勝
つ
事

だ
け
に
拘
ら
な
い
人
間
教
育
の
原
点
を
見
る
よ
う
で
、
感
動
を
覚
え
た
の
は
私
一

人
だ
け
で
は
な
か
っ
た
で
し
ょ
う
。

又
、
東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
二
〇
二
〇
年
招
致
が
決
定
し
た
こ
と
は
我
々
日
本
人

に
夢
と
希
望
を
与
え
て
く
れ
ま
し
た
。
私
な
ど
は
人
生
の
岐
路
に
あ
っ
た
二
十
歳

代
と
二
度
目
の
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
を
見
る
こ
と
が
出
来
そ
う
で
す
（
七
年
後
の
事
で

す
が
）。
こ
れ
は
若
者
、
年
寄
り
に
限
ら
ず
生
き
る
勇
気
も
与
え
た
の
で
は
な
い

で
し
ょ
う
か
。

そ
の
招
致
決
定
プ
レ
ゼ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
に
お
い
て
「
お
・
も
・
て
・
な
・
し
」

　
　
　
　
　

群
馬
県
茶
道
会
会
長　

鈴　

木　

猶　

仙

巻
頭
言

と
唯
一
日
本
語
が
紹
介
さ
れ
ま
し
た
。

招
致
に
至
る
過
程
に
複
雑
な
も
の
が
あ
る
こ
と
は
承
知
の
上
で
、
や
は
り
日
本

に
開
催
を
も
た
ら
し
た
の
は
、
日
本
の
安
心
安
全
、
治
安
の
良
さ
、
秩
序
正
し
い

民
度
の
高
さ
が
各
委
員
の
支
持
を
得
た
も
の
と
思
わ
れ
ま
す
。「
電
車
に
乗
る
と

き
は
乗
客
が
降
り
て
か
ら
」、
な
ど
と
こ
と
さ
ら
政
府
が
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
せ
ず
と

も
、
そ
ん
な
の
当
た
り
前
だ
よ
と
言
う
日
本
人
に
、
外
国
人
が
驚
く
こ
と
に
驚
く

国
民
な
の
で
す
。
こ
れ
を
然
ら
し
め
た
の
は
何
な
の
か
、
今
、
考
察
を
加
え
る
時

機
に
来
て
い
る
よ
う
な
気
が
し
て
な
り
ま
せ
ん
。

私
た
ち
茶
道
で
は
「
和
敬
」
の
精
神
が
育
ま
れ
ま
す
。「
お
も
て
な
し
」
は
思

い
や
り
の
心
の
発
露
で
す
。
い
か
に
し
た
ら
他
人
様
の
役
に
立
つ
か
、
そ
の
こ
と

が
生
き
が
い
と
な
る
健
全
な
精
神
を
日
本
人
は
共
有
し
て
い
ま
す
。

我
、
群
馬
県
茶
道
会
は
来
年
創
立
六
十
周
年
を
迎
え
ま
す
。
会
員
は
教
養
あ
る

趣
味
人
の
集
ま
り
で
あ
る
と
共
に
、
永
い
歴
史
に
込
め
ら
れ
た
茶
道
の
精
神
を
世

の
中
に
広
め
る
義
務
が
あ
る
と
考
え
て
い
ま
す
。
日
本
の
伝
統
文
化
と
し
て
海
外

で
も
高
い
評
価
を
う
け
て
い
る
茶
道
の
持
つ
魅
力
を
皆
様
日
本
人
一
人
一
人
と
分

か
ち
合
い
た
い
と
思
い
ま
す
。

世
の
中
に
光
明
を
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前
橋
市
の
中
心
市
街
地
、
千
代
田
町
五
丁
目
、
中
央
公
民

館
な
ど
の
入
る
前
橋
プ
ラ
ザ
元
気
21
と
通
路
で
結
ば
れ
た
向

か
い
側
に
誕
生
し
た
白
い
建
物
が
「
ア
ー
ツ
前
橋
」
だ
。
静

か
な
街
並
み
に
動
き
を
与
え
る
よ
う
な
カ
ー
ブ
し
た
外
観
、

よ
く
見
る
と
パ
ン
チ
ン
グ
パ
ネ
ル
に
あ
け
ら
れ
た
無
数
の
穴

が
連
続
し
て
い
る
。

芸
術
文
化
施
設
と
位
置
付
け
ら
れ
る
「
ア
ー
ツ
前
橋
」。

も
と
も
と
の
建
物
は
、
か
つ
て
に
ぎ
わ
っ
た
旧
前
橋
西
武
別

館
（
Ｗ
Ａ
Ｌ
Ｋ
館
）。
前
橋
市
は
、
こ
こ
を
美
術
館
基
本
計

画
に
基
づ
い
て
改
修
し
、新
た
な
施
設
と
し
て
再
生
さ
せ
た
。

設
計
は
プ
ロ
ポ
ー
ザ
ル
コ
ン
ペ
で
行
わ
れ
、
建
築
家
、
水
谷

俊
博
氏
事
務
所
の
提
案
が
採
用
さ
れ
た
。こ
の
年（
２
０
１
１

年
）
は
、
く
し
く
も
東
日
本
大
震
災
の
年
。
そ
の
後
の
計
画

が
不
安
視
さ
れ
る
中
で
の
、
船
出
だ
っ
た
。

◇ 

美
術
館
は
長
年
の
夢

「
ア
ー
ツ
前
橋
」
誕
生
に
至
る
ま
で
に
も
、
前
橋
市
に
は
何

度
と
な
く
美
術
館
建
設
へ
の
動
き
が
あ
っ
た
。
か
つ
て
、
美

術
品
や
地
元
ゆ
か
り

の
作
家
の
調
査
も
大

掛
か
り
に
行
わ
れ
、
作

品
リ
ス
ト
も
作
ら
れ

た
。
前
橋
ゆ
か
り
の

三
作
家
（
清
水
刀
根
、

中
村
節
也
、
南
城
一

夫
）
の
作
品
を
積
極
的

に
収
集
し
た
時
期
も

あ
っ
た
。

し
か
し
都
市
基
盤

整
備
な
ど
そ
の
時
々

の
当
面
す
る
行
政
課
題
が
優
先
さ
れ
、
加
え
て
近
年
は
経
済

情
勢
の
変
化
な
ど
も
あ
り
、
新
た
な
「
箱
物
造
り
」
の
動
き

は
頓
挫
し
て
い
た
。

そ
れ
だ
け
に
今
回
の
「
ア
ー
ツ
前
橋
」
の
誕
生
は
、
美
術

館
建
設
に
向
け
た
市
民
の
長
年
の
夢
が
か
な
っ
た
と
も
い
え

る
。そ

の
間
、
国
内
で
は
大
震
災
、
前
橋
市
で
は
市
長
交
代
な

ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
動
き
が
あ
っ
た
。
施
設
も
当
初
の
市
立
美

術
館
か
ら
芸
術
文
化
施
設
へ
と
変
更
は
あ
っ
た
が
、
こ
れ
ま

で
の
行
政
や
文
化
関
係
者
、市
民
の
熱
い
取
り
組
み
が「
ア
ー

ツ
前
橋
」
に
結
実
し
た
こ
と
に
変
わ
り
な
い
。

さ
ま
ざ
ま
な
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
、
プ
レ
イ
ベ
ン
ト
な
ど
に

は
作
家
の
み
な
ら
ず
多
く
の
市
民
も
参
加
し
た
。
ボ
ラ
ン

テ
ィ
ア
の
若
者
の
姿
も
あ
っ
た
。
さ
ら
に
館
の
役
割
や
性
格

付
け
な
ど
を
め
ぐ
り
数
度
の
公
開
ト
ー
ク
や
語
る
会
（
ア
ー

ツ
な
カ
フ
ェ
）
な
ど
も
企
画
さ
れ
て
き
た
。

十
月
二
十
六
日
の
オ
ー
プ
ン
に
際
し
、
山
本
龍
市
長
は
、

「
こ
の
街
が
少
し
だ
け
変
わ
っ
て
い
く
き
っ
か
け
に
ア
ー
ツ

前
橋
が
少
し
だ
け
お
役
に
た
て
れ
ば
」
と
、
施
設
の
役
割
も

⑧「アーツ前橋」

県都・前橋の中心市街地に市民待望の芸術文化施設「アーツ前橋」（住友文彦館長）が誕生した。同市初の
美術館としての機能を核に、市街地活性化、文化情報の発信と交流など多彩な役割が期待される新たな施設だ。
買い物ついでに立ち寄る市民も目立つ同施設をを紹介する。

桑原高良

市街地に生まれた　
芸術文化の発信拠点

開館を祝い商店街にはのぼり旗も登場

1 階ギャラリーは、無料で鑑賞できる

テープカットには市長も（10 月 26 日）
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踏
ま
え
、
期
待
を
込
め
て
あ
い
さ
つ
し
た
。

地
元
商
店
街
に
は
、「
ア
ー
ツ
前
橋
」
開
館
に
合
わ
せ
、

の
ぼ
り
旗
も
登
場
。
市
内
各
所
で
は
作
家
が
館
外
に
出
て
創

作
す
る
地
域
ア
ー
ト
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
も
始
ま
っ
た
。

美
術
館
と
し
て
の
機
能
を
核
に
、
中
心
市
街
地
活
性
化
、

市
民
交
流
の
場
、
芸
術
文
化
情
報
発
信
拠
点
な
ど
多
彩
な
側

面
を
持
つ
「
ア
ー
ツ
前
橋
」。
今
後
に
期
待
し
、
注
目
す
る

市
民
は
多
い
。

◇ 

世
代
超
え
、
地
域
こ
だ
わ
り
の
展
示

「
ア
ー
ツ
前
橋
」
で
は
現
在
、
開
館
記
念
展
「
カ
ゼ
イ
ロ
ノ

ハ
ナ　

未
来
へ
の
対
話
」
が
開
か
れ
て
い
る
（
平
成
二
十
六

年
一
月
二
十
六
日
ま
で
）。
詩
の
世
界
に
新
境
地
を
切
り
開

い
た
前
橋
出
身
の
詩
人
、
萩
原
朔
太
郎
の
自
作
本
の
表
題
か

ら
展
覧
会
名
が
付
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
地
域
へ
の

こ
だ
わ
り
を
持
っ
た
展
示
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
施
設
紹

介
も
兼
ね
て
同
展
を
紹
介
す
る
。

既
存
商
業
施
設
を
有
効
活
用
し
再
生
し
た
だ
け
に
、
展
示

ス
ペ
ー
ス
の
構
成
も
ユ
ニ
ー
ク
だ
。

エ
ン
ト
ラ
ン
ス
か
ら
入
っ
た
一
階
部
分
は
大
作
が
展
示
さ

れ
た
ギ
ャ
ラ
リ
ー
１
。
こ
こ
が
、
無
料
で
市
民
が
鑑
賞
で
き

る
ゾ
ー
ン
だ
と
は
驚
き
。
買
い
物
の
つ
い
で
に
美
術
作
品
を

楽
し
む
こ
と
も
で
き
る
。
地
下
の
展
示
室
が
吹
き
抜
け
部
分

か
ら
覗
け
る
の
も
面
白
い
。
今
回
の
記
念
展
で
は
市
収
蔵
美

術
品
（
髙
橋
常
雄
、
南
城
一
夫
ら
）
に
触
発
さ
れ
て
創
作
し

た
若
手
作
家
の
作
品
が
違
和
感
な
く
並
ん
で
い
る
。

入
館
チ
ケ
ッ
ト
を
渡
し
、次
の
展
示
ス
ペ
ー
ス
に
向
か
う
。

途
中
に
は
広
い
幅
を
持
つ
階
段
部
分
が
あ
り
、
壁
面
に
作
品

が
掛
か
る
。
こ
こ
か
ら
プ
ロ
ム
ナ
ー
ド
展
示
、
ギ
ャ
ラ
リ
ー

展
示
部
分
と
な
り
、
地
元
作
家
や
ゆ
か
り
の
人
物
、
現
代
作

家
、
文
化
財
な
ど
多
彩
な
展
示
が
行
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
中

に
は
、
地
元
で
取
り
組
ま
れ
た
戦
後
前
衛
運
動
を
紹
介
す
る

コ
ー
ナ
ー
や
震
災
後
の
新
た
な
表
現
活
動
な
ど
注
目
の
展
示

も
あ
る
。

そ
の
作
品
の
多
く
が
、「
ア
ー
ツ
前
橋
」
の
白
い
空
間
で

居
場
所
を
得
た
よ
う
に
見
る
者
に
感
じ
さ
せ
る
か
ら
不
思
議

だ
。
吹
き
抜
け
部
分
や
通
路
部
分
が
壁
面
と
マ
ッ
チ
し
、
一

つ
の
作
品
の
よ
う
に
見
え
る
の
も
発
見
だ
っ
た
。

「アーツ前橋」
〒 371-0022　群馬県前橋市千代田町 5-1-16
☎ 027-230-1144　Fax 027-232-2016

bunka@city.maebashi.gunma.jp
開館時間：11 時～ 19 時（入場は閉館時間の 30 分前まで）
休館日：水曜日、年末年始
入館料：大人 800 円　大学生 600 円　高校生以下無料
　　　　 団体（10 人以上）割引あり

鑑
賞
後
に
は
、
図
録
や
美
術
書
、
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
資
料

な
ど
が
並
ぶ
ア
ー
カ
イ
ブ
ゾ
ー
ン
で
ゆ
っ
く
り
す
る
の
も
よ

い
。
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
シ
ョ
ッ
プ
も
充
実
、
カ
フ
ェ
も
あ
る
。

い
ず
れ
も
表
通
り
か
ら
自
由
に
入
れ
る
。
出
会
い
と
交
流
の

場
と
し
て
の
役
割
も
果
た
し
て
い
る
。

上の階からも鑑賞できる広い展示スペース

天井には既存施設の名残も。作品とよく合う

まるで増殖中のような作品も

貴重な資料が並ぶアーカイブゾーン

充実したミュージアムショップ
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― 

市
民
待
望
の
「
ア
ー
ツ
前
橋
」
が
オ
ー
プ
ン
し
ま
し
た
。
準
備

か
ら
関
わ
り
開
館
ま
で
三
年
、
現
在
の
心
境
か
ら
お
聞
き
し
た
い
。

住
友　

今
思
う
と
よ
く
三
年
で
で
き
た
な
と
思
い
ま
す
。
私
は
当
初
、
事
業
規

模
と
街
と
の
関
係
な
ど
か
ら
考
え
て
、
こ
の
ミ
ッ
シ
ョ
ン
は
五
年
く
ら
い
か
け
る

の
が
適
正
か
な
と
思
っ
て
い
ま
し
た
。
こ
れ
ま
で
公
立
の
美
術
館
、
私
立
美
術
館

な
ど
に
携
わ
っ
た
経
緯
か
ら
し
て
も
、
こ
の
美
術
館
は
機
能
と
し
て
複
雑
な
機
能

を
持
っ
て
い
ま
す
。
単
に
収
蔵
品
を
展
示
し
学
芸
員
が
調
査
研
究
し
ま
す
と
い
う

だ
け
で
は
な
く
、
い
ろ
ん
な
お
客
さ
ん
を
相
手
に
す
る
施
設
で
、
し
か
も
郊
外
で

は
な
く
街
の
中
に
で
き
る
と
い
う
こ
と
で
施
設
管
理
面
か
ら
し
て
も
、
開
館
ま
で

時
間
が
か
か
る
と
考
え
て
い
ま
し
た
。
で
す
か
ら
三
年
で
こ
こ
ま
で
来
た
と
い
う

の
は
、
正
直
言
っ
て
短
か
っ
た
と
思
い
ま
す
。
そ
の
一
方
で
、（
市
長
交
代
な
ど
）

紆
余
曲
折
も
あ
っ
た
の
で
、
よ
う
や
く
開
館
で
き
た
と
い
う
思
い
も
あ
り
ま
す
。

両
方
で
す
ね
。

―
「
ア
ー
ツ
前
橋
」
は
、
活
動
コ
ン
セ
プ
ト
に
「
創
造
的
」「
共
有
」「
対

話
的
」
を
掲
げ
て
い
ま
す
。
他
館
と
の
違
い
も
こ
こ
に
あ
る
の
で
す
か
。

住
友
　
群
馬
の
場
合
、
群
馬
県
立
近
代
美
術
館
、
高
崎
市
美
術
館
、
私
設
で
は

ハ
ラ 

ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム 

ア
ー
ク
な
ど
歴
史
の
あ
る
美
術
館
が
あ
り
、
そ
う
い
う
館
も

意
識
し
て
準
備
し
て
き
ま
し
た
。
前
橋
は
作
家
の
多
い
地
域
で
す
。
背
景
に
は
、

戦
前
の
絹
産
業
な
ど
の
富
の
集
積
が
あ
り
、
そ
の
人
た
ち
が
作
家
の
創
作
を
支
援

し
て
き
ま
し
た
。
そ
の
こ
と
は
、
画
廊
が
数
多
く
あ
る
こ
と
で
も
分
か
り
ま
す
。

私
た
ち
は
、
そ
の
歴
史
を
引
き
継
ぐ
と
と
も
に
、
自
分
た
ち
の
周
り
に
い
る
若
い

作
家
た
ち
を
応
援
し
、
新
し
い
創
造
の
機
会

や
発
表
の
場
を
作
る
こ
と
が
重
要
に
な
っ
て

き
ま
す
。
作
家
た
ち
を
後
押
し
し
、
活
動
し

や
す
く
し
て
い
く
こ
と
に
館
と
し
て
も
一
歩

踏
み
込
ん
で
い
き
た
い
。

県
立
の
美
術
館
な
ど
は
、
成
り
立
ち
か
ら

て
も
ら
え
れ
ば
と
思
い
ま
す
。

―
「
ア
ー
ツ
前
橋
」
の
役
割
や
今
後
の
活
用
に
つ
い
て
。

住
友　

市
収
蔵
美
術
品
の
う
ち
ま
だ
ま
だ
展
示
で
き
て
い
な
い
も
の
も
あ
り
ま

す
。
今
後
、
順
次
紹
介
し
て
い
き
ま
す
。
こ
の
中
に
は
、
素
晴
ら
し
い
作
品
も
数

多
く
含
ま
れ
て
い
ま
す
。
当
然
、
調
査
・
収
集
に
も
力
を
入
れ
て
い
き
ま
す
。
予

算
も
限
ら
れ
て
い
ま
す
が
、
ま
ず
は
継
続
し
て
こ
の
取
り
組
み
を
続
け
て
い
き
た

い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

「
ア
ー
ツ
前
橋
」
の
、
も
う
一
つ
の
役
割
と
し
て
、
若
手
作
家
と
国
内
外
で
活

躍
す
る
美
術
関
係
者
と
の
橋
渡
し
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
文
化
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
作

り
は
、
次
世
代
を
担
う
人
材
の
発
掘
育
成
に
も
つ
な
が
り
ま
す
。
ま
た
、
多
く
の

出
品
が
あ
る
市
民
展
に
対
し
て
、
私
た
ち
が
ど
う
関
わ
り
、
何
が
で
き
る
の
か
も

考
え
て
い
き
た
い
で
す
ね
。

◎ 

館
長
お
す
す
め
ス
ポ
ッ
ト

「
空
」
の
看
板

駐
車
場
屋
上
に
あ
る
「
空
」
の
看
板
（
廣
瀬
智
央
氏
と
「
の
ぞ
み
の
家
」
の
子

供
が
撮
影
し
た
空
の
写
真
）
＝
写
真
＝
を
挙
げ
さ
せ
て
も
ら
い
ま
す
。
下
か
ら
見

上
げ
る
と
背
景
の
空
と
看
板
が
重
な
っ
て
見
え
る
こ
と
や
、
両
毛
線
に
乗
っ
て
い

る
と
き
に
も
街
な
か
に

「
空
」
の
看
板
が
見
え
ま

す
。
実
際
に
駐
車
場
の
屋

上
に
あ
が
る
と
こ
の
看
板

が
近
く
で
見
え
て
、
そ
こ

か
ら
見
え
る
赤
城
山
の
風

景
が
好
き
で
す
。

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）。

し
て
「
啓
蒙
活
動
の
場
」
と
い
う
意
識
が
色
濃
く
出
て
い
ま
す
。
誕
生
し
た
ば
か

り
の
当
館
と
は
開
館
時
の
社
会
環
境
が
違
い
ま
す
。
今
で
は
、
人
々
は
好
き
な
美

術
作
品
を
見
る
た
め
に
は
海
外
へ
も
行
く
し
、
都
内
の
美
術
館
へ
も
行
く
。
美
術

に
対
す
る
知
識
や
経
験
も
豊
富
で
す
。
こ
の
方
々
と
、
私
た
ち
美
術
館
の
人
間
の

知
識
や
経
験
を
ど
う
交
換
し
対
話
し
て
い
く
か
も
大
切
に
な
り
ま
す
。
具
体
的
に

は
、
こ
れ
ま
で
市
内
で
取
り
組
ま
れ
て
き
た
ゼ
ミ
形
式
の
参
加
型
ア
ー
ト
ス
ク
ー

ル
な
ど
も
そ
の
一
環
で
す
。
こ
こ
で
は
参
加
者
が
情
報
を
持
ち
寄
っ
て
意
見
交
換
、

「
文
化
年
表
」
作
成
や
サ
ポ
ー
タ
ー
の
役
割
な
ど
を
学
び
ま
し
た
。

― 

街
中
の
美
術
館
な
ら
で
は
の
特
色
は
。

住
友　

美
術
館
は
、
ま
だ
ま
だ
敷
居
の
高
い
と
こ
ろ
で
、
非
日
常
の
場
と
し
て

意
識
さ
れ
て
い
ま
す
。「
ア
ー
ツ
前
橋
」
は
、市
中
心
部
に
あ
り
仕
事
帰
り
に
ち
ょ
っ

と
寄
っ
て
い
く
、
待
ち
合
わ
せ
の
場
と
し
て
利
用
す
る
な
ど
日
常
に
組
み
込
ま
れ

た
場
と
し
て
の
側
面
も
持
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
芸
術
や
美
術
館
が
、
も
っ

と
日
常
の
中
に
組
み
込
ま
る
こ
と
は
素
敵
な
こ
と
で
す
。
こ
の
館
の
立
地
に
つ
い

て
は
、
い
ろ
ん
な
意
見
が
あ
り
ま
す
が
、
街
中
の
美
術
館
と
し
て
人
々
の
暮
ら
し

の
中
に
芸
術
が
組
み
込
ま
れ
る
こ
と
の
メ
リ
ッ
ト
は
大
き
い
と
思
い
ま
す
。
既
に
、

館
の
一
階
に
設
け
ら
れ
た
入
場
無
料
の
展
示
ス
ペ
ー
ス
に
は
買
い
物
途
中
に
立
ち

寄
る
人
も
増
え
て
き
ま
し
た
。

― 

来
場
者
に
は
、
ど
こ
を
見
て
、
何
を
感
じ
て
ほ
し
い
で
す
か
。

住
友　

三
年
間
、
前
橋
に
暮
ら
し
て
み
て
、
市
民
が
自
分
た
ち
の
街
に
自
信
を

持
っ
て
い
な
い
よ
う
に
感
じ
ら
れ
、
残
念
に
思
い
ま
し
た
。
外
か
ら
来
た
私
か
ら

み
る
と
、
自
然
が
豊
か
で
、
落
ち
着
い
た
街
で
す
。
館
内
の
展
示
は
、
地
元
ゆ
か

り
の
作
家
で
構
成
さ
れ
て
い
ま
す
。
個
性
的
で
実
力
の
あ
る
作
家
が
多
く
、
作
品

も
素
晴
ら
し
い
。
音
楽
家
や
科
学
者
、植
物
学
者
の
仕
事
を
意
識
し
た
作
品
も
あ
り
、

文
化
財
も
飾
ら
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
ら
か
ら
は
、
地
域
の
プ
ラ
イ
ド
が
感
じ
ら
れ

ま
す
。
公
立
美
術
館
は
、
世
代
を
問
わ
ず
、
幅
広
く
多
く
の
人
た
ち
に
鑑
賞
し
て

も
ら
わ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
が
、
三
十
代
以
下
の
人
た
ち
は
価
値
観
の
変
化
す

る
時
代
に
ど
う
対
応
す
べ
き
か
、
地
域
の
中
で
自
分
の
価
値
観
と
マ
ッ
チ
し
た
活

動
は
ど
う
あ
る
べ
き
か
、
社
会
へ
の
不
安
を
抱
え
て
い
ま
す
。
展
示
を
通
し
て
、

自
分
た
ち
の
文
化
、
自
分
た
ち
の
地
域
に
、
自
信
と
頑
張
る
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
感
じ

住
友
文
彦
館
長
に
聞
く

「
日
常
の
中
で
の
存
在
に
」

「アーツ前橋」について語る住友館長
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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

前
回
は
上
野
国
東
歌
・
防
人
歌
に
見
え
る
東
国
方
言
を
取
り
上
げ
て
、
簡
単
な
分
類
整
理

を
行
っ
た
。
今
回
は
他
国
の
例
も
含
め
て
検
討
す
る
。
た
だ
、
先
を
急
ぐ
必
要
が
生
じ
た
の

で
、
方
言
の
こ
と
は
簡
単
に
述
べ
る
に
留
め
、
他
に
五
首
ほ
ど
読
み
進
め
る
こ
と
に
す
る
。

一
、
関
東
方
言
と
東
海
方
言

東
歌
・
防
人
歌
に
見
え
る
東
国
方
言
は
、
関
東
地
方
と
東
海
地
方
と
で
そ
の
傾
向
を
異
に

す
る
。
関
東
方
言
と
東
海
方
言
と
、
そ
の
そ
れ
ぞ
れ
に
見
え
る
主
な
特
徴
を
箇
条
書
に
し
て

み
る
。
ま
ず
、
関
東
方
言
に
は
次
の
よ
う
な
特
徴
が
あ
る
。

①
接
尾
辞
の
「
ろ
」
を
多
用
す
る
。

「
伊
香
保
ろ
」（
上
野
）、「
家い
は

ろ
」（
武
蔵
、上
野
）、「
子
ろ
」（
相
模
、常
陸
、下
野
な
ど
）、

「
背
ろ
」（
武
蔵
）、「
嶺ね

ろ
」（
相
模
、
上
総
、
常
陸
、
上
野
）
な
ど
。
た
だ
し
、「
子
」

に
つ
い
て
は
「
子
ら
」
と
い
う
語
形
も
あ
り
、
東
歌
・
防
人
歌
で
は
信
濃
、
相
模
、
上

野
に
例
が
あ
る
。
上
野
以
西
は
「
子
ら
」、
相
模
は
「
子
ら
」「
子
ろ
」
共
存
、
下
野
以

東
は
「
子
ろ
」
と
い
う
分
布
が
見
え
る
。

②
畿
内
の
「
ち
」
が
「
し
」
に
な
る
。

「
あ
め
つ
ち（
天
地
）」→「
あ
め
つ
し
」（
下
総
）、「
お
も
ち
ち（
母
父
）」→「
お
も
し
し
」

（
下
野
）、「
か
ち
（
徒
歩
）」
→
「
か
し
」（
武
蔵
）、「
は
な
ち
（
放
ち
）」
→
「
は
な
し
」

（
上
野
）
な
ど
。

③
畿
内
の
母
音
ウ
列
音
が
オ
列
音
に
な
る
。
特
に
動
詞
の
連
体
形
に
お
い
て
目
立
つ
。

「
こ
す
（
越
）」
→
「
こ
そ
」（
下
総
）、「
は
ふ
（
延
）」
→
「
は
ほ
」（
武
蔵
、
上
総
）、

「
ふ
る
（
降
）」
→
「
ふ
ろ
」（
上
野
）、「
む
」（
推
量
む
）
→
「
も
」（
相
模
、上
野
な
ど
）、

（15）

「
な
む
（
助
詞
）」
→
「
な
も
」（
上
野
）
な
ど
。

④
畿
内
の
母
音
イ
列
音
が
エ
列
音
に
な
る
。
特
に
形
容
詞
の
連
体
形
に
お
い
て
目
立
つ
。

「
あ
し
き
」
→
「
あ
し
け
」（
下
野
）、「
う
つ
く
し
き
」
→
「
う
つ
く
し
け
」（
武
蔵
）、

「
か
な
し
き
」
→
「
か
な
し
け
」（
常
陸
、
上
野
）、「
く
や
し
き
」
→
「
く
や
し
け
」（
下

野
）
な
ど
。

⑤
畿
内
の
母
音
エ
列
音
が
ア
列
音
に
な
る
。

「
い
へ
（
家
）」
→
「
い
は
」（
武
蔵
、
上
野
、
下
野
）、「
た
て
り
（
立
）」
→
「
た
た
り
」

（
下
野
）、「
ふ
れ
る
（
降
）」
→
「
ふ
ら
る
」（
常
陸
）、「
ほ
せ
る
（
乾
）」
→
「
ほ
さ
る
」

（
常
陸
）、「
わ
す
れ
（
忘
）」
→
「
わ
す
ら
」（
常
陸
、
駿
河
）
な
ど
。

⑥
畿
内
の
母
音
イ
列
音
が
ウ
列
音
に
な
る
。

「
あ
し
び
（
葦
火
）」
→
「
あ
し
ぶ
」（
武
蔵
）、「
こ
ひ
し
（
恋
）」
→
「
こ
ふ
し
」（
武

蔵
）、「
ゆ
り
（
百
合
）」
→
「
ゆ
る
」（
常
陸
）
な
ど
。

一
方
、
東
海
方
言
に
は
次
の
よ
う
な
特
徴
が
あ
る
。

⑦
畿
内
の
母
音
オ
列
音
が
エ
列
音
に
な
る
。

「
ぞ
（
助
詞
）」
→
「
ぜ
」（
駿
河
）、「
と
（
助
詞
）」
→
「
て
」（
駿
河
）、「
よ
（
助
詞
）」

→「
え
」（
駿
河
）、「
お
も
か
は
り（
面
変
）」→「
お
め
か
は
り
」（
駿
河
）、「
お
も
へ（
思
）」

→
「
お
め
ほ
」（
駿
河
）、「
こ
と
ば
（
言
葉
）」
→
「
け
と
ば
」（
駿
河
）、「
こ
も
ち
（
子

持
）」
→
「
こ
め
ち
」（
駿
河
）
な
ど
。

⑧
畿
内
の
母
音
エ
列
音
が
オ
列
音
に
な
る
。（
信
濃
と
下
総
と
に
も
見
え
る
）

「
お
も
へ
（
思
）」
→
「
お
め
ほ
」（
駿
河
）、「
か
げ
（
影
）」
→
「
か
ご
」（
遠
江
）、「
こ

え
（
越
）」
→
「
こ
よ
」（
信
濃
）、「
さ
さ
げ
（
捧
）」
→
「
さ
さ
ご
」（
遠
江
）、「
わ
れ

（
吾
）」
→
「
わ
ろ
」（
駿
河
）
な
ど
。

⑨
畿
内
の
母
音
エ
列
音
が
イ
列
音
に
な
る
。（
関
東
の
東
海
道
諸
国
に
も
見
え
る
）

「
い
へ
（
家
）」
→
「
い
ひ
」（
駿
河
）、「
か
ね
」
→
「
か
に
」（
武
蔵
）、「
か
へ
り
（
帰
）」
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→
「
か
ひ
り
」（
駿
河
）、「
し
ま
か
げ
（
島
陰
）」
→
「
し
ま
か
ぎ
」（
下
総
）、「
つ
げ
（
告
）」

→
「
つ
ぎ
」（
常
陸
）、「
め
（
妻
）」
→
「
み
」（
駿
河
）
な
ど
。

右
の
う
ち
③
〜
⑨
は
母
音
交
替
の
ケ
ー
ス
で
あ
る
。
変
化

の
方
向
を
母
音
図
で
示
す
。

当
時
の
母
音
の
実
際
の
音
は
明
ら
か
で
な
く
、
ま
た
こ
の

図
に
は
い
わ
ゆ
る
上
代
特
殊
仮
名
遣
も
反
映
さ
れ
て
い
な

い
。
あ
く
ま
で
大
雑
把
な
模
式
図
と
ご
理
解
頂
き
た
い
。
そ

の
上
で
こ
の
図
を
見
る
と
、
関
東
方
言
（
③
〜
⑥
）
に
お
い

て
は
、
母
音
は
畿
内
よ
り
も
口
の
開
き
方
は
広
く
、
舌
の
位

置
は
後
ろ
へ
と
い
う
方
向
性
が
看
て
取
れ
る
。
一
方
、東
海
方
言
（
⑦
〜
⑨
）
に
お
い
て
は
、

オ
列
音
と
エ
列
音
と
の
区
別
が
曖
昧
な
こ
と
と
、
エ
列
音
か
ら
イ
列
音
へ
（
口
の
開
き
方
は

狭
く
、
舌
の
位
置
は
前
へ
）
と
い
う
傾
向
が
覗
え
る
。

二
、
上
野
国
東
歌
の
う
ち
方
言
を
含
ま
な
い
歌
、
ま
た
未
勘
国
歌
に
つ
い
て

上
野
国
東
歌
の
中
に
東
国
方
言
を
全
く
含
ま
な
い
歌
が
何
首
か
あ
る
。
そ
の
中
に
は
た
ま

た
ま
畿
内
と
同
じ
語
形
の
語
の
み
で
う
た
わ
れ
た
歌
も
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
東
国
方
言
を
含

ま
な
い
歌
の
中
に
は
畿
内
の
歌
に
同
趣
旨
の
歌
の
あ
る
も
の
が
何
首
か
見
ら
れ
る
。

ａ
上
毛
野
伊い

な

ら
奈
良
の
沼
の
大お
ほ

藺ゐ

草ぐ
さ

外よ
そ

に
見
し
よ
は
今
こ
そ
勝ま
さ

れ
（
三
四
一
七
）

ｂ
淡あ
ふ
み海
の
海
沈し

づ着
く
白し
ら
た
ま玉
知
ら
ず
し
て
恋
せ
し
よ
り
は
今
こ
そ
勝ま
さ

れ
（
二
四
四
五
）

ｃ
伊
香
保
風
吹
く
日
吹
か
ぬ
日
あ
り
と
言
へ
ど
吾あ

が
恋
の
み
し
時
な
か
り
け
り

（
三
四
二
二
）

ｄ
韓か
ら
と
ま
り亭

能の

こ許
の
浦
波
立
た
ぬ
日
は
あ
れ
ど
も
家
に
恋
ひ
ぬ
日
は
な
し
（
三
六
七
〇
）

ｅ
真ま

金か
ね

吹
く
丹に

ふ生
の
真ま
そ
ほ朱
の
色
に
出で

て
言
は
な
く
の
み
そ
吾あ

が
恋
ふ
ら
く
は（
三
五
六
〇
）

ｆ
白し
ら

真ま
な
ご砂
御み

つ津
の
埴は
に
ふ生
の
色
に
出
て
言
は
な
く
の
み
そ
吾
が
恋
ふ
ら
く
は
（
二
七
二
五
）

こ
れ
ら
の
東
歌
は
、
畿
内
の
歌
を
真
似
て
作
っ
た
た
め
に
東
国
方
言
が
含
ま
れ
な
か
っ
た

か
、
あ
る
い
は
都
か
ら
上
野
国
に
下
っ
て
き
た
官
人
の
作
な
の
か
も
し
れ
な
い
。

未
勘
国
歌
の
中
で
、「
子こ

持も
ち

山や
ま

若わ
か

鶏か
へ
る
で

冠
木
の
黄も

み葉
つ
ま
で
寝
も
と
吾わ

は
思も

ふ
汝な

は
何あ

ど
か

思も

ふ
」（
三
四
九
四
）の
歌
は
上
野
国
の
歌
か
と
い
わ
れ
る
。
言
葉
の
上
か
ら
は
、傍
線
部「
も
」

も
「
あ
ど
」
も
上
野
国
の
歌
に
も
例
の
あ
る
関
東
方
言
な
の
で
、
上
野
国
の
歌
と
し
て
お
か

し
く
は
な
い
。
も
し
も
東
海
地
方
の
歌
な
ら
、「
こ
も
ち
山
」
は
「
こ
め
ち
山
」
と
な
り
そ

う
で
あ
る
。
上
野
国
と
確
定
は
で
き
な
い
ま
で
も
、
そ
の
可
能
性
は
高
い
と
考
え
ら
れ
る
。

同
じ
く
未
勘
国
歌
で
「
佐
野
山
に
打
つ
や
斧を

の

音と

の
遠
か
ど
も
寝ね

も
と
か
子
ろ
が
面お

も

に
見
え

つ
る
」（
三
四
七
三
）
の
歌
も
上
野
国
の
歌
と
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
こ
の
歌
の
傍
線
部
「
遠

か
」「
も
」
は
関
東
方
言
で
あ
る
が
、「
子
ろ
」
は
上
野
国
の
歌
で
は
「
子
ら
」
と
い
う
形
を

取
る
。
時
代
に
よ
る
変
遷
も
あ
る
か
も
し
れ
な
い
し
、
上
野
国
内
で
も
地
域
差
の
あ
る
可
能

性
も
あ
る
の
で
、
決
め
手
に
は
な
ら
な
い
が
、
こ
の
歌
を
上
野
国
の
歌
と
考
え
る
上
で
の
マ

イ
ナ
ス
要
素
に
は
な
ろ
う
。

三
、
本
歌
の
後
に
異
伝
を
載
せ
る
歌

上
野
国
東
歌
に
は
、
歌
の
直
後
に
異
伝
を
載
せ
る
歌
が
一
首
あ
る
。
次
の
歌
で
あ
る
。

上か
み
つ

毛け

野の

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
（
三
四
〇
五
）

可か

み

つ

け

の

美
都
気
努　

乎を

ど

の

た

ど

り

が

度
能
多
杼
里
我　

可か

は

ぢ

に

も

波
治
尓
毛　

児こ

ら

は

あ

は

な

も

良
波
安
波
奈
毛　

比ひ

と

り

の

み

し

て

等
理
能
未
思
弖

上
野
国
の
乎を

ど度
の
多た

ど

り
杼
里
の
川
へ
行
く
道
で
、
あ
の
娘こ

が
逢
っ
て
く
れ
た
ら
な
ぁ
。

一
人
だ
け
で
。

「
乎を

ど度
」
は
不
明
。
地
名
と
考
え
ら
れ
る
が
定
か
で
は
な
い
。
次
に
述
べ
る
こ
の
歌
の
異

伝
に
は
「
小
野
」
と
あ
り
、「
を
ど
」
と
「
を
の
」
と
は
音
が
よ
く
似
て
い
る
の
で
、「
小
野
」

母音図
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の
音
韻
変
化
形
と
思
わ
れ
る
。「
多た

ど

り
杼
里
」
も
不
明
。
直
後
に
あ
る
「
川
路
」
と
関
連
づ
け

て
考
え
る
な
ら
ば
、
動
詞
「
辿
る
」
が
名
詞
化
し
た
も
の
か
。「
子
」
は
「
あ
の
娘こ

」。「
ら
」

は
親
愛
の
情
を
示
す
接
尾
辞
で
、
単
数
に
も
複
数
に
も
用
い
る
が
、
こ
こ
は
単
数
で
あ
る
。

「
な
も
」
は
他
者
へ
の
希
望
を
表
す
助
詞
で
、「
〜
し
て
ほ
し
い
」。

こ
の
歌
の
川
路
は
、普
段
あ
ま
り
人
が
通
ら
な
い
道
な
の
で
あ
ろ
う
。
そ
う
い
う
場
所
で
、

誰
の
目
に
も
触
れ
ず
に
、
あ
の
娘
と
二
人
き
り
で
逢
い
た
い
と
い
う
男
の
歌
で
あ
る
。

こ
の
歌
の
す
ぐ
後
に
は
、「
或
る
本
の
歌
に
曰
は
く
」
と
し
て
次
の
歌
が
載
っ
て
い
る
。

上か
み
つ

毛け

野の

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

可か

み

つ

け

の

美
都
気
乃　

乎を

の

の

た

ど

り

が

野
乃
多
杼
里
我　

安あ

は

ぢ

に

も

波
治
尓
母　

世せ

な

は

あ

は

な

も

奈
波
安
波
奈
母

美み

る

ひ

と

な

し

に

流
比
登
奈
思
尓

上
野
国
の
小
野
の
多た

ど

り
杼
里
の
安あ

は

ぢ
波
治
で
で
も
、
あ
な
た
と
逢
え
た
ら
な
ぁ
。
誰
に
も

見
ら
れ
ず
に
。

「
小
野
」
は
地
名
で
あ
ろ
う
が
、
上
野
国
に
は
小
野
と
い
う
郷
名
が
甘
楽
郡
、
緑
野
郡
、

群
馬
郡
に
あ
り
、
い
ず
れ
で
あ
る
か
決
め
が
た
い
。
郷
名
よ
り
も
さ
ら
に
小
さ
い
地
名
の
可

能
性
も
あ
る
。「
安あ

は

ぢ
波
治
」
は
不
明
。
本
歌
の
「
川
路
」
と
音
が
近
く
、
そ
の
音
韻
変
化
形

と
思
わ
れ
る
。
人
に
見
ら
れ
ず
に
彼
と
逢
い
た
い
と
い
う
女
の
歌
で
あ
る
。

二
つ
の
歌
の
上
三
句
は
音
が
よ
く
似
て
お
り
、
伝
承
の
過
程
で
生
じ
た
音
韻
変
化
形
と
考

え
ら
れ
る
が
、
下
二
句
に
は
、
男
の
立
場
の
歌
、
女
の
立
場
の
歌
と
い
う
違
い
が
あ
る
。
男

女
ど
ち
ら
も
う
た
え
る
よ
う
に
男
性
用
・
女
性
用
が
作
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

相
模
国
東
歌
の
中
に
あ
る
次
の
歌
も
参
考
に
な
る
。

①
相さ

が

模む

嶺ね

の
小を

峰み
ね

見
隠
し
忘
れ
来
る
妹
が
名
呼
び
て
吾あ

を
哭ね

し
泣
く
な
（
三
三
六
二
）

（
相
模
の
山
の
峰
を
見
て
見
な
い
ふ
り
を
す
る
よ
う
に
し
て
、
や
っ
と
忘
れ
か
け
て
き
た
妻

の
名
を
口
に
し
て
、
私
を
泣
か
せ
な
い
で
く
れ
）

②
武む

蔵ざ
し

嶺ね

の
小
峰
見
隠
し
忘
れ
行
く
君
が
名
か
け
て
吾
を
哭
し
泣
く
る
（
同　

或
本
歌
）

（
武
蔵
の
山
の
峰
を
見
て
見
な
い
ふ
り
を
す
る
よ
う
に
し
て
、
や
っ
と
忘
れ
つ
つ
あ
る
あ
な

た
の
名
を
口
に
し
て
、
私
を
泣
か
せ
る
こ
と
だ
）

②
の
歌
は
、
①
の
歌
の
す
ぐ
後
に
「
或
る
本
の
歌
に
曰
は
く
」
と
し
て
載
っ
て
い
る
。
①

の
歌
に
は
「
妹
」
と
あ
る
の
で
男
の

歌
、
②
に
は
「
君
」
と
あ
る
の
で
女

の
歌
で
あ
る
。
②
に
は
「
武
蔵
嶺
」

と
あ
る
の
で
、
こ
ち
ら
は
武
蔵
国
の

部
に
収
め
る
べ
き
も
の
で
あ
る
が
、

②
は
明
ら
か
に
①
の
異
伝
と
み
て
、

こ
の
よ
う
に
処
理
し
た
の
で
あ
ろ

う
。
こ
の
異
伝
も
男
の
立
場
の
歌
・

女
の
立
場
の
歌
と
い
う
関
係
に
あ
る
。

こ
う
い
っ
た
、
本
歌
と
異
伝
と
で

歌
の
内
容
の
性
別
が
異
な
る
と
い
う

現
象
か
ら
は
、
東
歌
の
民
謡
的
性
格

が
垣
間
見
え
る
よ
う
に
思
う
。

写
真
は
、
藤
岡
市
中
下
郷
の
泡
輪

神
社
の
境
内
に
あ
る
「
乎
度
の
多
杼

里
」
の
歌
と
そ
の
或
本
歌
の
歌
碑
で

あ
る
。
緑
野
郡
の
小
野
郷
は
こ
の
あ

た
り
と
推
定
さ
れ
て
い
る
。

四
、「
伊
香
保
ろ
の
岨そ
ひ

の
榛
原
」

上
野
国
東
歌
に
「
伊
香
保
ろ
の
岨そ

ひ

の
榛は

り
は
ら原

」
と
う
た
っ
た
歌
二
首
と
、
こ
れ
と
よ
く
似
た

「
伊い

は

ほ
波
保
ろ
の
岨そ

ひ

の
若
松
」
と
う
た
っ
た
歌
一
首
と
が
あ
る
。
こ
れ
ら
三
首
を
ま
と
め
て
よ

む
こ
と
に
す
る
。

伊
香
保
ろ
の
岨
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
良よ

か
ば
（
三
四
一
〇
） 「乎度の多杼里」の歌の歌碑
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伊い

か

ほ

ろ

の

香
保
呂
能　

蘇そ

ひ

の

は

り

は

ら

比
乃
波
里
波
良　

祢ね

も

こ

ろ

に

毛
己
呂
尓　

於お

く

を

な

か

ね

そ

久
乎
奈
加
祢
曽

麻ま

さ

か

し

よ

か

ば

左
可
思
余
加
婆

榛
名
山
の
急
斜
面
の
ハ
ン
ノ
キ
林
の
地
中
で
細
か
く
絡
み
合
っ
て
い
る
根
の
よ
う
に
、

こ
ま
ご
ま
と
将
来
の
こ
と
を
心
配
す
る
な
。
今
さ
え
幸
せ
な
ら
。

「
伊
香
保
ろ
」
は
榛
名
山
。「
岨
」
は
急
斜
面
で
、「
聳そ

び

ゆ
」
と
同
根
の
語
。「
沿
ひ
」
の

意
に
と
っ
て
、隣
接
し
た
と
こ
ろ
と
す
る
説
も
あ
る
。「
榛
」は
ハ
ン
ノ
キ
。「
ね
も
こ
ろ
」は
、

植
物
の
根
が
土
中
で
細
か
に
絡
み
合
っ
て
い
る
さ
ま
。
そ
こ
か
ら
、「
細
か
く
見
る
さ
ま
」「
細

や
か
に
心
遣
い
す
る
さ
ま
」
と
い
う
意
味
に
用
い
ら
れ
る
。
後
に
音
韻
変
化
し
て
「
ね
ん
ご

ろ
」
と
い
う
語
形
に
な
っ
た
。「
伊
香
保
ろ
の
岨そ

ひ

の
榛は

り
は
ら原

」
は
「
ね
も
こ
ろ
に
」
を
導
く
た

め
の
序
。「
将お

く来
」
と
「
現ま

さ
か在

」
と
の
対
比
は
、
上
野
国
東
歌
の
「
吾あ

が
恋
は
現ま

さ
か在

も
か
な

し
草
枕
多た

ご胡
の
入い

り
の野

の
将お

く来
も
か
な
し
も
」（
三
四
〇
三
）
に
も
み
え
た
。「
か
ぬ
」
は
現
在

の
時
点
で
将
来
の
こ
と
を
考
え
る
こ
と
。「
し
」
は
強
意
の
助
詞
。「
良よ

か
ば
」
は
「
良よ

け
ば
」

の
方
言
形
。
作
者
の
性
別
は
分
か
ら
な
い
が
、
先
々
の
こ
と
を
慎
重
に
考
え
て
い
る
女
に
対

し
て
、
今
の
こ
と
を
第
一
に
考
え
て
い
る
男
の
歌
で
あ
ろ
う
か
。

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
（
三
四
三
五
）

伊い

か

ほ

ろ

の

可
保
呂
乃　

蘇そ

ひ

の

は

り

は

ら

比
乃
波
里
波
良　

和わ

が

き

ぬ

に

我
吉
奴
尓　

都つ

き

よ

ら

し

も

よ

伎
与
良
之
母
与

比ひ

た

へ

と

お

も

へ

ば

多
敝
登
於
毛
敝
婆

榛
名
山
の
急
斜
面
の
ハ
ン
ノ
キ
林
の
ハ
ン
ノ
キ
は
、
私
の
衣
服
に
よ
く
な
じ
ん
で
染

め
て
く
れ
る
。
私
の
着
物
は
一
重
だ
か
ら
。

ハ
ン
ノ
キ
の
樹
皮
や
実
は
染
料
に
用
い
る
。「
よ
ら
し
」
は
「
よ
ろ
し
」
の
古
形
。
染
ま

り
具
合
が
よ
い
。「
も
よ
」
は
詠
嘆
。「
ひ
た
へ
」
は
「
一ひ

と
へ重

」
の
方
言
形
。
裏
地
が
付
い
て

い
な
い
着
物
。
こ
の
歌
は
譬
喩
歌
の
部
に
収
め
ら
れ
て
い
る
。
右
に
は
表
の
意
味
を
載
せ
た
。

ウ
ラ
の
意
味
（
そ
ち
ら
の
方
が
こ
の
歌
の
趣
旨
で
あ
る
）
は
、「
あ
の
娘こ

は
、
私
と
し
っ
く

り
と
な
じ
む
。そ
れ
は
、私
が
ひ
た
す
ら
に
あ
の
娘こ

の
こ
と
を
思
っ
て
い
る
か
ら
だ
」と
な
る
。

「
榛
原
」
に
女
を
、「
吾
が
衣
」
に
自
分
を
譬
え
る
。「
着つ

き
よ
ら
し
」
は
相
手
と
よ
く
な
じ
む
。

相
性
が
よ
い
こ
と
。「
ひ
た
へ
」
は
、
自
分
が
裏
も
な
く
一
途
に
相
手
を
思
っ
て
い
る
こ
と
。

右
の
よ
う
に
「
伊
香
保
ろ
の
岨
の
榛
原
」
と
い
う
句
が
複
数
の
歌
に
よ
ま
れ
て
い
る
と
こ

ろ
を
み
る
と
、
榛
名
山
の
ハ
ン
ノ
キ
林
は
有
名
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
ハ
ン
ノ
キ
は
痩
せ
た

土
地
で
も
よ
く
育
つ
。
榛
名
山
は
六
世
紀
の
噴
火
に
よ
っ
て
、
樹
木
が
失
わ
れ
て
し
ま
っ
た

部
分
も
あ
っ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
に
は
ハ
ン
ノ
キ
な
ど
が
最
初
に
生
育
し
た
と
思
わ
れ

る
。「
伊
香
保
ろ
の
岨
の
榛
原
」
と
い
う
句
は
、
そ
う
い
う
榛
名
山
の
姿
を
よ
ん
だ
も
の
で

は
あ
る
ま
い
か
。
な
お
、
榛
名
山
と
い
う
山
名
も
「
榛は

り

」
に
由
来
す
る
可
能
性
が
あ
る
。

ハ
ン
ノ
キ
が
荒
廃
地
で
も
よ
く
育
つ
と
い
う
こ
と
は
、
群
馬
県
立
女
子
大
学
の
県
民
公
開

授
業
「
群
馬
の
文
学
」
を
受
講
さ
れ
た
県
民
の
方
に
教
え
て
頂
い
た
。
感
謝
申
し
上
げ
る
。

伊い

は

ほ
波
保
ろ
の
岨そ
ひ

の
若
松
限
り
と
や
君
が
来
ま
さ
ぬ
う
ら
も
と
な
く
も
（
三
四
九
五
）

伊い

は

ほ

ろ

の

波
保
呂
乃　

蘇そ

ひ

の

わ

か

ま

つ

比
能
和
可
麻
都　

可か

ぎ

り

と

や

藝
里
登
也　

伎き

み

が

き

ま

さ

ぬ

美
我
伎
麻
左
奴

宇う

ら

も

と

な

く

も

良
毛
等
奈
久
文

高
く
聳
え
る
岩
の
崖
っ
ぷ
ち
に
生
え
て
い
る
若
い
松
で
は
な
い
が
、
も
う
こ
れ
限
り

と
い
う
つ
も
り
だ
ろ
う
か
、あ
な
た
は
来
な
い
。
私
は
心
も
と
な
く
思
っ
て
い
る
の
に
。

こ
の
歌
は
未
勘
国
歌
の
部
に
収
め
ら
れ
て
い
る
。「
伊い

は

ほ
波
保
」は「
巌
」。「
ろ
」は
接
尾
辞
。

た
だ
し
、見
て
き
た
よ
う
に「
伊
香
保
ろ
の
岨そ

ひ

」と
い
う
類
似
の
句
が
あ
る
と
こ
ろ
を
み
る
と
、

「
伊い

は

ほ
波
保
ろ
」
は
、「
伊
香
保
ろ
」
の
誤
伝
か
も
し
れ
な
い
。
上
二
句
は
「
限
り
と
や
」
を
導

く
序
詞
。
若
松
の
生
え
て
い
る
場
所
が
崖
っ
ぷ
ち
な
の
で
、「
限
り
」
に
か
か
る
。
さ
ら
に
、

「
若
松
」
に
は
「
わ
が
待
つ
」
の
意
も
籠
め
ら
れ
て
い
よ
う
。「
来
ま
さ
ぬ
」
の
「
ぬ
」
は
連

体
形
で
、「
や
」
の
係
り
結
び
。「
う
ら
」
は
、
人
か
ら
見
え
な
い
内
面
の
心
、
気
持
ち
。「
う

ら
も
と
な
し
」
は
「
心
も
と
な
い
」。「
君
」
と
あ
る
の
で
女
の
歌
で
あ
る
。
待
ち
か
ね
て
い

る
男
が
来
な
い
の
で
、
最
早
二
人
の
仲
は
終
わ
り
な
の
か
と
い
う
不
安
な
思
い
を
抱
い
て
い

る
。 
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日 時　平成25年11月30日（土）15：00開演
曲 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)

群馬県教育文化事業団　INFORMATION

メディア芸術推進事業

❖ 第37回県民芸術祭参加事業

ウーロン亭ちゃ太郎

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

鈴木麻里子

日 時　平成26年1月18日（土）11：00開演
演目･出演　半田歌舞伎坂東座　吉例曽我の対面　工藤館の場

　 　平出歌舞伎保存会　絵本太功記　十段目　尼ヶ崎閑居の場
　 　赤城古典芸能部　鎌倉三代記　絹川村閑居の場　

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　無料（要整理券）

❖ 第37回県民芸術祭参加事業

伝統歌舞伎の祭典

日 時　平成26年2月2日（日）15：00開演
曲 目
　モーツァルト／ 歌劇《フィガロの結婚》序曲
　メンデルスゾーン／ ヴァイオリン協奏曲 ホ短調 作品64
　ベートーヴェン／ピアノ協奏曲 第５番　変ホ長調 作品73「皇帝」
出 演　指揮：渡邊一正

　 　ヴァイオリン：松田理奈　ピアノ：横山幸雄
会 場　ベイシア文化ホール　大ホール

　 　（前橋市日吉町1-10-1　027-232-1111） 
入 場 料　Ｓ3,000円　Ａ2,000円　Ｂ1,000円

　 　未就学児入場不可

❖ 第37回県民芸術祭参加事業

横山幸雄松田理奈渡邊一正

群響特別演奏会
～珠玉の二大コンチェルト vol.2

❖ 第37回県民芸術祭参加事業

会期：平成26年2月8日（土）～11日（火・祝）10時～17時
会場：ベイシア文化ホール（群馬県民会館）展示室ほか

マンガとアニメの２部門の応募作品から選ばれた受賞作品の展示・上映や、
ワークショップなどのイベントを行います。また、第16回文化庁メディア芸
術祭国内巡回事業を同時開催します。優れたメディア芸術作品の鑑賞機会を提
供し、本県におけるメディア芸術の振興と普及を図ります。

※「メディア芸術」とは、映画、漫画、アニメーション及びコンピュータその
他の電子機器等を利用した芸術のことです。

第１回
GUNMAマンガ・アニメフェスタ

ⓒSatoru Misato ⓒShigeto Imura ⓒMasafumi Nakayama
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先
日
、
ユ
ネ
ス
コ
が
「
和
食
」
を
世
界
の

無
形
文
化
遺
産
に
登
録
す
る
見
込
み
で
あ
る

と
、
報
道
各
社
が
伝
え
て
い
ま
し
た
。
和
食

は
、
そ
の
土
地
土
地
で
そ
の
季
節
に
採
れ
た

食
材
を
調
理
す
る
も
の
で
、
何
処
で
も
当
た

り
前
に
行
わ
れ
て
き
た
営
み
だ
と
思
い
ま
す
。

し
か
し
、
昨
今
は
、
イ
タ
リ
ア
ン
、
中
華
、

フ
レ
ン
チ
な
ど
食
の
多
様
化
が
進
ん
で
き
て

お
り
、「
一
日
一
回
は
肉
を
食
べ
る
」
と
い

う
食
事
ス
タ
イ
ル
が
、
日
本
で
も
多
く
な
っ

て
き
ま
し
た
。
反
面
、
欧
米
で
は
「
健
康
に

よ
い
」
と
日
本
食
に
熱
い
眼
差
し
が
向
け
ら

れ
て
い
ま
す
。
皮
肉
な
も
の
で
す
ね
。

こ
こ
か
ら
は
、
少
し
我
が
郷
土
渋
川
の
自

慢
に
な
り
ま
す
。渋
川
市
の
文
化
協
会
で
は
、

古
典
芸
能
の
「
能
」
と
「
歌
舞
伎
」
を
特
別

に
応
援
し
て
い
ま
す
。

「
し
ぶ
か
わ
能
」
は
、
今
年
は
八
月
二
十
九

日
に
市
民
会
館
で
開
催
さ
れ
ま
し
た
。
こ
れ

は
市
内
の
十
中
学
校
の
生
徒
と
市
民
に
、
能

楽
を
実
際
に
見
て
も
ら
い
、
本
物
の
醍
醐
味

を
味
わ
っ
て
も
ら
う
た
め
に
毎
年
行
わ
れ
て

い
る
も
の
で
、
今
年
で
十
四
回
目
で
す
。
来

場
者
は
、
初
め
に
能
の
基
礎
知
識
に
つ
い
て

の
解
説
を
聞
い
た
後
で
仕
舞
い
、
狂
言
、
能

の
順
に
鑑
賞
し
ま
す
。
日
本
の
古
典
芸
能
を

中
学
生
の
時
に
味
わ
っ
て
も
ら
い
た
い
と
の

思
い
か
ら
で
す
。

一
方
、
市
内
で
は
渋
川
子
ど
も
歌
舞
伎
、

渋
川
歌
舞
伎
、
赤
城
歌
舞
伎
古
典
芸
能
部
、

半
田
歌
舞
伎
坂
東
座
な
ど
四
座
が
活
動
し
て

い
ま
す
。
活
動
の
場
は
、
市
民
文
化
祭
の
他

に
「
伝
統
歌
舞
伎
の
祭
典
」（
平
成
二
十
六

年
一
月
一
八
日　

ベ
イ
シ
ア
文
化
ホ
ー
ル
）

と
し
て
、
群
馬
県
教
育
文
化
事
業
団
が
発
表

の
機
会
を
提
供
し
て
い
ま
す
。

そ
も
そ
も
本
市
の
赤
城
地
区
に
は
、
今
か

ら
一
九
〇
年
前
に
永
井
長
次
郎
に
よ
っ
て
作

ら
れ
、
現
在
、
国
の
重
要
有
形
民
俗
文
化
財

に
な
っ
て
い
る「
上
三
原
田
歌
舞
伎
舞
台（
廻

り
舞
台
）」
が
あ
り
、
今
も
使
わ
れ
て
い
る

土
地
柄
な
の
で
す
。

能
は
専
門
家
を
招
い
て
公
演
し
て
い
ま
す

が
、歌
舞
伎
は
浄
瑠
璃
や
三
味
線
を
除
け
ば
、

地
元
の
人
た
ち
に
よ
る
手
作
り
で
す
。
四
人

の
子
供
全
員
を
、
小
学
校
低
学
年
か
ら
歌
舞

渋川市文化協会　会長

小　林　雅　夫

地
域
文
化
を
つ
な
ぐ

多
く
の
力
が
支
え
る
、
伝
統
文
化

伎
の
舞
台
に
立
た
せ
、
今
も
子
ど
も
た
ち
が

熱
心
に
取
り
組
ん
で
い
る
歌
舞
伎
一
家
。
廻

り
舞
台
の
操
作
を
伝
承
し
て
い
る
熱
い
男
衆

の
い
る
地
域
な
ど
。

伝
統
文
化
を
守
る
活
動
は
、
そ
ん
な
に
簡

単
な
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
国
・
県
・
市

な
ど
の
バ
ッ
ク
ア
ッ
プ
の
他
に
、
多
く
の
人

の
熱
い
情
熱
に
支
え
ら
れ
て
い
る
の
だ
と
言

う
こ
と
を
実
感
し
て
い
ま
す
。

渋川こども歌舞伎
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私
は
、
昭
和
三
十
二
生
ま
れ
で
、
今
で
言
う
「
昭
和
レ
ト
ロ

の
時
代
」
に
青
年
期
を
過
ご
し
絵
を
描
き
始
め
ま
し
た
。
そ
し

て
、
い
つ
の
間
に
か
ベ
テ
ラ
ン
エ
カ
キ
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

 

そ
ん
な
レ
ト
ロ
人
が
最
近
気
に
な
っ
て
い
る
こ
と
が
あ
る

の
で
す
。
ち
ま
た
に
あ
る
、「
手
作
り
○
○
」
の
言
葉
や
文
字

で
す
。
た
と
え
ば
、「
手
打
ち
う
ど
ん
」
の
看
板
。
う
ど
ん
は
、

そ
も
そ
も
手
で
作
っ
て
い
た
も
の
「
手
打
ち
」
と
こ
だ
わ
ら
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
悲
し
さ
か
な
。（
う
ど
ん
屋
さ
ん
す
み
ま
せ

ん
、
時
代
の
話
で
す
。）「
手
打
ち
う
ど
ん
」、
旨
い
に
決
ま
っ

て
い
る
手
間
暇
か
け
て
い
る
の
だ
か
ら
。
パ
ソ
コ
ン
や
理
解
で

き
な
い
器
機
を
、
い
と
も
簡
単
に
操
り
情
報
を
得
、
も
の
を
創

る
若
者
た
ち
だ
っ
て
知
っ
て
い
ま
す
。「
旨
い
」
っ
て
こ
と
。

手
間
暇
と
言
え
ば
、
感
動
し
た
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
。
Ｎ
Ｈ

Ｋ
ア
ー
カ
イ
ブ
ス
の
番
組
で
「
明
治
神
宮
」
を
放
送
し
て
い
ま

し
た
。
そ
の
中
で
「
明
治
神
宮
の
森
」
の
話
が
あ
り
、
今
か
ら

九
十
年
ほ
ど
前
「
本
田
博
士
」
と
い
う
人
が
中
心
と
な
っ
て
森
を

創
っ
た
と
の
こ
と
。
氏
は
、
草
む
ら
や
沼
地
で
あ
っ
た
場
所
を
こ

の
土
地
に
あ
る
木
を
生
か
す
こ
と
か
ら
始
め
、
ア
カ
マ
ツ
や
ク
ロ

マ
ツ
を
植
え
、
そ
の
間
に
成
長
の
早
い
ヒ
ノ
キ
・
サ
ワ
ラ
・
ス
ギ
・

モ
ミ
な
ど
の
針
葉
樹
を
植
え
、
そ
の
下
に
カ
シ
・
シ
イ
・
ク
ス
な

ど
の
常
緑
広
葉
樹
を
植
え
た
。
人
の
手
を
介
さ
ず
、
自
ら
世
代
交

代
を
繰
り
返
し
森
に
な
っ
て
行
く
。
五
十
年
・
一
〇
〇
年
後
を
見

据
え
た
氏
の
「
知
識
・
創
造
力
・
感
性
」
が
凄
い
。「
今
の
日
本

に
氏
の
よ
う
な
人
材
が
必
要
な
の
で
は
な
い
か
。」
そ
ん
な
気
が

し
て
な
り
ま
せ
ん
。
三
十
年
ほ
ど
前
、
旧
宮
城
村
か
粕
川
村
の
県

道
に
「
せ
ま
い
日
本
、
そ
ん
な
に
急
い
で
ど
こ
へ
行
く
、
昔
は
み

ん
な
歩
い
て
た
。」
と
、
書
か
れ
た
交
通
安
全
の
看
板
が
あ
っ
た

の
を
思
い
出
し
ま
し
た
。
思
わ
ず
笑
っ
て
し
ま
い
、
私
も
車
の
ス

ピ
ー
ド
を
落
と
し
た
も
の
で
す
。
あ
の
看
板
は
、
今
で
も
あ
る
の

で
し
ょ
う
か
。

ナ
ウ
と
は
、
何
で
し
ょ
う
か
「
今
・
現
代
」。
人
は
、
青
年
期

を
リ
ア
ル
タ
イ
ム
で
引
き
ず
り
な
が
ら
生
き
て
行
く
も
の
の
よ
う

で
す
。
レ
ト
ロ
人
が
、
ナ
ウ
を
「
ア
ア
ジ
ャ
ネ
エ
、
コ
ウ
ジ
ャ
ネ

エ
。」
と
言
っ
て
も
愚
ち
っ
ぽ
く
な
る
だ
け
で
す
。「
マ
ワ
ル
マ
ワ

ル
ヨ
時
代
ハ
マ
ワ
ル
・
・
・
・
」
と
、
昭
和
の
歌
が
あ
り
ま
し
た
っ

け
。
そ
ん
な
こ
ん
な
で
、
私
自
身
の
絵
画
制
作
に
つ
い
て
書
く
し

か
な
い
よ
う
で
す
。

私
は
、
平
成
七
年
文
化
庁
芸
術
家
在
外
研
修
員
と
し
て
、
一
年

間
イ
タ
リ
ア
に
留
学
し
ま
し
た
。そ
れ
ま
で
、公
募
展
や
コ
ン
ク
ー

ル
で
入
賞
し
、
少
し
自
信
を
持
ち
始
め
て
い
た
三
十
八
歳
の
と
き

で
し
た
。
研
修
の
テ
ー
マ
は
、「
フ
レ
ス
コ
画
の
研
究
と
制
作
」

で
、
基
底
材
（
カ
ン
バ
ス
・
壁
な
ど
絵
が
描
か
れ
て
い
る
物
）
を

含
め
た
絵
画
の
存
在
す
る
こ
と
の
美
し
さ
の
追
及
で
し
た
。
上
野

の
国
立
博
物
館

で
観
た
「
法
隆

寺
展
」
の
、
台

座
を
含
め
た
仏

像
の
存
在
す
る

美
に
ひ
き
つ
け

ら
れ
、
フ
レ
ス

コ
画
や
祭
壇
画

に
共
通
点
を
見

つ
け
る
こ
と
も

狙
い
で
し
た
。

当
時
、
群
馬
県

か
ら
文
化
庁
で

派
遣
さ
れ
る
の

は
初
め
て
と
の

こ
と
で
、
各
分

今 井 充 俊 

私
の
絵
画
制
作

…Preghiera… 2011

フラスカーティー 2007
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野
の
方
が
集
ま
っ
て
壮
行
会
を
し
て
い
た
だ
き
、
イ
タ
リ
ア
に

行
き
ま
し
た
。
そ
れ
ま
で
の
、
描
い
た
絵
や
技
法
を
リ
セ
ッ
ト

し
て
真
っ
白
に
な
っ
て
吸
収
し
よ
う
と
思
い
ま
し
た
。
ロ
ー
マ

国
立
美
術
ア
カ
デ
ミ
ア
に
通
い
、
ア
ル
ド
・
ト
ゥ
ル
キ
ア
ー
ロ

教
授
の
聴
講
生
と
し
て
、フ
レ
ス
コ
画
を
学
ぶ
は
ず
で
し
た
が
、

何
と
氏
は
油
絵
の
先
生
で
、
こ
の
大
学
に
は
フ
レ
ス
コ
の
先
生

は
い
な
い
こ
と
が
分
か
り
、
留
学
早
々
壁
に
当
た
り
ま
し
た
。

文
化
庁
に
提
出
し
た
計
画
通
り
ア
ル
ド
先
生
に
師
事
す
る
か
、

他
の
機
関
を
探
す
か
悩
み
ま
し
た
が
、
自
分
の
勉
強
に
な
ら
な

い
こ
と
こ
そ
不
誠
実
と
考
え
大
学
を
諦
め
ま
し
た
。
拙
い
英
語

と
ボ
ン
ジ
ョ
ル
ノ
位
し
か
話
せ
な
い
イ
タ
リ
ア
語
で
ロ
ー
マ
公

立
の
フ
レ
ス
コ
学
校
を
見
つ
け
、
通
う
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

こ
の
学
校
に
は
イ
タ
リ
ア
人
は
勿
論
、
ド
イ
ツ
の
留
学
生
も
い

て
、プ
ロ
の
画
家
も
学
ぶ
な
ど
レ
ベ
ル
の
高
い
と
こ
ろ
で
し
た
。

先
生
の
エ
ジ
デ
ィ
オ
氏
は
、
国
内
外
で
フ
レ
ス
コ
画
を
描
く
画

家
で
、
途
中
参
加
の
東
洋
人
を
壁
の
塗
り
方
か
ら
個
人
指
導
し

て
く
れ
ま
し
た
。こ
の
学
校
で
、マ
サ
ッ
チ
ョ
と
ミ
ケ
ラ
ン
ジ
ェ

ロ
の
フ
レ
ス
コ
模
写
を
描
き
、
本
場
の
技
法
を
学
ぶ
こ
と
が
で

き
ま
し
た
。
フ
レ
ス
コ
画
特
有
の
マ
ッ
ト
な
質
感
と
鮮
や
か
な

色
彩
は
、
そ
の
後
の
絵
画
制
作
に
生
か
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま

し
た
。

留
学
中
の
生
活
は
、
オ
ル
ヴ
ィ
エ
ー
ト
（
後
に
前
橋
市
と
姉

妹
都
市
と
な
っ
た
）
に
住
み
、
ロ
ー
マ
の
学
校
に
電
車
で
一
時

間
か
け
て
通
い
、
帰
り
は
ロ
ー
マ
テ
ル
ミ
ニ
駅
、
一
〇
時
三
〇

分
発
の
最
終
ボ
ル
ザ
ー
ノ
行
で
、
家
に
着
く
と
午
前
〇
時
を
過

ぎ
て
い
ま
し
た
。
夜
汽
車
か
ら
見
え
る
丘
の
上
の
オ
レ
ン
ジ
色

の
街
明
り
に
、「
五
木
ひ
ろ
し
」
の
曲
が
流
れ
て
き
ま
す
。「
五

木
ひ
ろ
し
」
は
、
イ
タ
リ
ア
の
風
景
に
負
け
ま
せ
ん
。
ジ
ャ
パ

ニ
ー
ズ
ロ
ッ
ク
や
シ
ャ
レ
た
歌
は
軽
く
空
々
し
く
風
景
に
負
け

て
し
ま
い
ま
し
た
。

一
年
間
た
く
さ
ん
の
名
画
を
観
て
、
そ
の
質
の
高
さ
に
打
ち

の
め
さ
れ
ま
し
た
が
最
後
に
残
っ
た
も
の
は
、
日
常
生
活
で
感

じ
た
「
文
化
と
は
な
に
か
」
と
言
う
こ
と
で
し
た
。
言
葉
や
文

字
が
、
文
化
の
集
約
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
か
。 

た
っ
た
数

時
間
飛
行
機
に
乗
っ
た
だ
け
で
、
何
の
疑
問
も
持
た
ず
に
使
っ

て
い
た
日
本
語
が
全
く
通
用
し
な
い
。
通
用
し
な
け
れ
ば
意
思

を
伝
え
る
べ
き
言
葉
で
は
な
く
な
る
こ
と
。
ミ
ケ
ラ
ン
ジ
ェ
ロ

や
ダ
ヴ
ィ
ン
チ
の
文
字
も
、
読
め
な
け
れ
ば
文
字
で
な
く
な
る

こ
と
。
そ
れ
ぞ
れ
の
、
価
値
は
変
わ
ら
な
い
が
、
条
件
が
変
わ

る
と
価
値
観
が
変
化
す
る
こ
と
。
当
た
り
前
の
こ
と
に
気
づ
か

さ
れ
ま
し
た
。
帰
国
後
、
絵
画
制
作
の
思
考
方
法
が
変
わ
っ
て

行
き
、
ミ
ケ
ラ
ン
ジ
ェ
ロ
の
手
記
に
あ
る
意
味
不
明
の
文
字
を

絵
の
モ
チ
ー
フ
に
使
い
、
誰
に
で
も
分
か
る
花
や
果
実
を
意
思

を
伝
え
る
、「
言
葉
」
と
し
て
絵
を
描
き
ま
し
た
。
絵
肌
も
フ

レ
ス
コ
調
の
風
合
い
を
出
す
た
め
、
テ
ン
ペ
ラ
絵
具
と
油
絵
具

の
練
り
合
わ
せ
た
物
を
作
っ
て
描
き
、
物
と
し
て
の
存
在
感
を

追
及
す
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
バ
ラ
の
花
を
三
つ
描
き
、
背

景
に
文
字
を
描
き
こ
ん
だ
、「
３
つ
の
言
葉
」
シ
リ
ー
ズ
の
始

ま
り
に
な
り
ま
し
た
。
こ
れ
ら
の
作
品
が
、
群
馬
県
展
で
山
崎

記
念
特
別
賞
に
な
り
、
ま
た
日
動
画
廊
で
の
昭
和
会
展
で
日
動

美
術
財
団
賞
の
受
賞
に
つ
な
が
り
ま
し
た
。
昭
和
会
賞
決
定
の

寸
前
、
一
人
の
審
査
員

か
ら
「
デ
ザ
イ
ン
的
」

と
の
反
論
が
あ
り
、
こ

の
年
は
、
一
等
賞
無
し

の
二
等
賞
に
な
っ
た
と

後
日
知
ら
さ
れ
残
念
で

し
た
が
、
私
ら
し
い
と

も
思
い
笑
っ
て
し
ま
い

ま
し
た
。
今
で
も
、
こ

の
シ
リ
ー
ズ
は
続
い
て

い
ま
す
。

そ
し
て
、
３
・
11
が

起
こ
り
ま
し
た
。当
日
、

ア
ト
リ
エ
で
制
作
し
て

い
た
ら
、
ラ
ジ
オ
か
ら

緊
急
地
震
速
報
が
流
れ
、

強
い
揺
れ
に
庭
に
避
難
し
ま
し
た
。
テ
レ
ビ
で
は
、
東
北
の
大

津
波
の
映
像
が
流
れ
、
あ
げ
く
に
福
島
原
発
の
放
射
能
漏
れ
と

続
き
、
こ
の
世
の
こ
と
と
は
思
わ
れ
な
い
事
態
。
沢
山
の
人
々

が
犠
牲
に
な
り
、
今
で
も
多
く
の
人
々
が
苦
し
ん
で
い
ま
す
。

当
時
は
、
日
本
中
が
痛
み
を
共
有
し
た
か
の
よ
う
に
沈
ん
で
い

ま
し
た
。
私
も
、
同
じ
で
し
た
。
こ
の
事
態
に
接
し
て
、「
一

瞬
に
し
て
壊
れ
て
し
ま
う
日
常
生
活
・
痛
み
の
共
有
」
を
ど
う

捉
え
れ
ば
よ
い
の
か
、
今
で
も
分
か
ら
な
い
で
い
ま
す
。「
人

と
人
の
関
係
の
中
で
痛
み
の
共
有
が
可
能
か
。」
幸
せ
に
思
え

る
人
に
も
必
ず
、
痛
み
が
訪
れ
る
事
実
。
生
き
と
し
生
け
る
も

の
す
べ
て
の
平
穏
を
祈
る
気
持
ち
で
制
作
に
取
り
組
ん
で
い
る

今
日
で
す
。
私
に
と
っ
て
の
絵
画
制
作
は
、
ア
ー
ト
と
横
文
字

で
呼
ぶ
も
の
で
は
決
し
て
な
く
、
自
分
自
身
の
生
活
の
中
か
ら

生
ま
れ
出
た
痛
み
な
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

今 井 充 俊　略歴
1957 年  前橋市生まれ
1984 年 二紀展初出品（宮本賞、黒田賞、他）
1995 年 文化庁芸術家在外研修１年派遣イタリア留学
1996 年 Circolo Artistico Politecnico ・Napoli 個展
1998 年 群馬県美術展　山崎記念特別賞受賞
1999 年 第 34 回昭和会展　日動美術財団賞受賞
  チェントロ・デル・モンド現代美術展イタリア　グランプリ
2002 年 日動画廊個展（07、11、14）
2003 年 「DOMANI・明日」東郷青児美術館
2011 年 笠間日動美術館にパレット収蔵
・現在  二紀会委員、群馬県美術会常任理事
・作品収蔵 群馬県立近代美術館、笠間日動美術館、
  イタリア・フォリーニョ市、群馬県文化事業団、上毛新聞社　他

3つの言葉 2007



カ フ ェ の 隅 か ら

前橋市文京町 2-20-22 群馬県生涯学習センター別館 TEL：027-224-1693

レストラン　伊万利ダイン

長い間私は、「銀ブラ」の言葉の意味を、銀座をブラブラ歩くこと、だと思いこんでいた。
しかしその語源は（諸説あるらしいが）銀座でブラジルコーヒーを飲むこと、だと知り、

「えっ！」と思わず声をあげてしまった。「銀座のカフェーパウリスタで、ブラジルコーヒー
を飲むこと」の総称なのだそうだ。

銀座の「銀」と、ブラジルコーヒーの「ブラ」をとって「銀ブラ」というようになったのは、
大正四、五年頃からで、慶応義塾の学生たちから生まれた言葉らしい。
「カフェーパウリスタ」は、明治 44 年に開業した日本最古の喫茶店で、現在も銀座八丁

目に盛業中とのことだ。どのようなカフェだ
ろう？　明治、大正の文人たちがこよなく愛
したというから、落ち着いた佇まいなのだろ
う。

かつて、子育て真っ最中の頃の私の夢は、
「すてきなカフェで、独

・ ・

りでお茶を飲むこと」
だった。二人の子どもたちを片時も離さず、
ひたすら抱っこし、おんぶをし続けていた私の、ささやかな願望だったのだ。

そのカフェの仕事に現在携わり、さらにいまこうして「カフェの隅から」と題されたペー
ジに文章をしたためている― 何だか不思議である。

執筆の依頼を受け、初めてこのタイトルに出会ったとき、（何て、すてきな……）と少
し驚き、なぜか嬉しかった。「季節感のある、みずみずしいエッセイを」との仰せである。

果たして私に書けるだろうか？　いえ、書かせていただくのだ、書きたい、と思えた。
タイトルに引っ張られて書き続けてこられた気がする。

私の書く随筆は、常に原稿用紙五枚程だ。自然にその長さに収まる。随筆は、ほぼみな
同様だろう。しかしこのページは二枚半だ。当初は少し戸惑ったが、いまではこの長さが
心地よく、より私に合っていると思える。それもタイトルの成せる技だろうか？

されげなく知的で、一輪の花があり、よい気
・

が流れている― そんなイメージの「カフェ
の隅から」。そこに文章を綴ることが許された私は、なんて幸せなのだろう。

いつの日か「カフェーパウリスタ」を訪れたい。そして隅の席に座り、このタイトルを
つぶやくのだ― 少女のような夢をみている、晩秋である。

パウリスタ

竹 田 朋 子

竹 田  朋 子 〈略歴〉
長野原町出身／群馬ペンクラブ会員
散文誌「せせらぎ」同人／短歌誌「遠天」同人
第 55 回「日本随筆家協会賞」受賞／第 46 回群馬県文学賞受賞
著書『風の吹く道』



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。



◇ 秋の深まりと共に気温の低下が進む
と、やはり『こたつ』の使用は欠か
せない。最近の住宅では、和室も少
なくなり、こたつを持っていない家
も、多くなっているらしい。

　 　しかし、我が家では必需品である。
私にとっては、子供の頃から愛用し、
寒さをしのぐ道具として、当たり前の
存在なのだが・・・。ストーブ、こたつ、
ファンヒーター、ホットカーペット、
暖房機能付エアコン。考えてみると、
現代には多くの暖房設備があり、育っ
た環境によって、使用状況は様々だ
ろう。

　 　世界的にみても、こたつを愛用し
ている民族は、日本人くらいなのか
もしれないが、来日した外国人には、
どんな印象を持たれるのだろうか。こ
の季節、せっかく日本に来たのなら、
ぜひ、〝こたつでみかんを食べる〟と
いうお

・ ・ ・ ・ ・
もてなしを体験して欲しいも

のだ。
　 　そして、生まれ変わるなら、こた

つを持っている家に飼われている猫
になるのが最高かも！と思わせる季
節でもある。 （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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