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E曰「文化芸術立国」を目指して～「文化力」は国の力～
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議
論
す
る
と
き
に
ず
っ
と
私
の
頭
に
あ
っ
た
こ

と
で
す
が
‘
―
つ
は
、
現
実
の
文
化
状
況
を
な

が
め
、
そ
れ
と
の
対
比
で
、
今
、
ど
う
い
う
政

策
が
考
え
ら
れ
る
の
か
。
二
つ
は
、
文
化
芸
術

に
つ
い
て
政
策
化
、
計
画
化
す
る
と
い
う
こ
と

は
、
ど
う
い
う
こ
と
か
。
そ
し
て
三
つ
は
、
今
、

社
会
の
中
で
、
文
化
が
百
花
斉
放
、
非
常
に
に

ぎ
や
か
な
時
代
状
況
に
あ
っ
て
、
受
け
取
る
方

と
供
給
す
る
方
と
の
相
互
間
で
の
文
化
の
と
ら

え
方
の
大
き
な
ギ
ャ
ッ
プ
を
ど
う
う
め
て
行
け

る
の
か
。
こ
の
三
つ
の
課
題
で
あ
っ
た
と
思
い

ま
す
。そ

れ
ゆ
え
こ
う
い
う
状
況
の
下
で
、
我
々
が

打
ち
出
せ
る
政
策
と
は
ど
ん
な
も
の
な
の
か
と

い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
だ
け
議
論
を
積

み
重
ね
て
き
ま
す
と
、
さ
す
が
に
そ
れ
な
り
の

解
答
が
出
た
な
と
い
う
の
が
実
感
で
す
。

文
化
を
国
の
政
策
と
し
て
語
る
全
体
の
均
衡

解
で
あ
り
な
が
ら
、
い
ち
ば
ん
大
切
な
と
こ
ろ

を
ど
う
押
さ
え
て
い
く
か
。
結
果
は
一
見
あ
た

り
ま
え
の
指
摘
が
多
い
よ
う
で
す
が
、
そ
の
舞

台
裏
で
は
そ
ん
な
と
こ
ろ
を
明
快
に
描
く
こ
と

が
で
き
た
か
な
と
い
う
満
足
感
と
安
心
感
が
あ

り
ま
す
。

現
在
の
文
化
状
況
が
国
民
主
体
の
活
動
を
中

心
に
し
た
自
由
度
の
高
い
表
地
だ
と
す
る
と
、

＊座•談•会＊

「文化芸術の振興に関する基本
的な方針」（第2次基本方針）の

策定に当たって

●
高
塩
本
日
は
、
お
忙
し
い
と
こ
ろ
お
集
ま

り
い
た
だ
き
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

平
成
一
三
年
に
成
立
し
た
文
化
芸
術
振
興
基

本
法
に
基
づ
き
策
定
さ
れ
る
「
文
化
芸
術
の
振

興
に
関
す
る
基
本
的
な
方
針
」
に
つ
い
て
、
本

年
二
月
に
第
二
次
の
基
本
方
針
が
閣
議
決
定
さ

れ
ま
し
た
。
そ
の
中
で
、
こ
れ
か
ら
我
が
国
は

「
文
化
芸
術
立
国
」
を
目
指
す
と
い
う
こ
と
が
標

榜
さ
れ
て
い
ま
す
。

本
日
は
、
こ
の
第
二
次
基
本
方
針
を
踏
ま
え
、

こ
れ
か
ら
我
が
国
が
「
文
化
芸
術
立
国
」
を
目

指
し
て
、
ど
の
よ
う
に
進
ん
で
い
く
べ
き
か
に

つ
い
て
、
お
話
し
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

基
本
方
針
の
意
義

●
高
塩
皆
さ
ん
に
は
、
第
一
次
の
基
本
方
針

の
検
証
か
ら
、
新
た
な
基
本
方
針
の
策
定
ま
で
、

約
二
年
間
に
わ
た
り
文
化
政
策
部
会
の
委
員
と

し
て
ご
参
画
い
た
だ
き
ま
し
た
。
文
化
芸
術
の

振
興
に
関
し
て
、
こ
の
よ
う
な
基
本
方
針
が
策

定
さ
れ
る
こ
と
の
意
義
、
ま
た
、
審
議
に
直
接

か
か
わ
ら
れ
る
に
当
た
っ
て
、
ど
の
よ
う
な
お

考
え
を
も
っ
て
お
ら
れ
た
の
か
、
と
い
う
こ
と

に
つ
い
て
お
う
か
が
い
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

●
田
村
こ
の
二
年
間
、
基
本
方
針
に
つ
い
て

こ
の
基
本
方
針
は
そ
れ
を
支
え
て
い
く
、
良
き

意
味
で
の
裏
地
に
な
っ
た
と
感
じ
て
い
ま
す
。

裏
地
が
し
つ
か
り
し
て
い
な
け
れ
ば
、
ど
ん
な

お
し
ゃ
れ
も
だ
め
で
す
か
ら
、
裏
地
の
仕
立
て

に
凝
っ
た
自
負
で
き
る
も
の
に
な
っ
た
の
で
は

な
い
で
し
ょ
う
か
。

●
根
木
議
論
の
過
程
で
頭
の
中
に
あ
っ
た
こ

と
は
、
第
一
次
基
本
方
針
と
の
連
続
性
を
ど
う

考
え
た
ら
い
い
か
と
い
う
こ
と
で
す
。
第
一
次

基
本
方
針
に
は
、
文
化
政
策
に
つ
い
て
も
っ
と

も
基
本
と
な
る
考
え
方
が
記
載
さ
れ
て
い
ま
す
。

そ
れ
を
今
回
ど
の
よ
う
に
取
り
込
ん
だ
ら
い
い

の
か
と
い
う
こ
と
で
す
。
結
果
的
に
は
、
第
一

次
基
本
方
針
の
、
文
化
芸
術
振
興
の
意
義
、
文

化
芸
術
の
範
囲
や
社
会
的
財
産
性
、
八
つ
の
基

本
理
念
等
を
そ
の
ま
ま
踏
ま
え
る
と
い
う
こ
と

で
、
つ
ま
り
、
も
っ
と
も
ベ
ー
シ
ッ
ク
な
と
こ

ろ
は
そ
の
ま
ま
前
提
と
し
て
お
く
こ
と
と
し
、

さ
ら
に
、
そ
の
後
の
五
年
間
の
時
代
の
変
化
や

諸
情
勢
の
変
化
を
分
析
し
て
、
今
日
的
な
も
の

に
す
る
と
い
う
作
業
の
手
順
が
と
ら
れ
た
と
思

い
ま
す
。

そ
し
て
、
そ
の
上
で
、
新
し
い
キ
ー
ワ
ー
ド

で
あ
る
「
文
化
力
」
や
「
文
化
芸
術
立
国
」
、
さ

ら
に
は
、
こ
れ
ら
を
も
と
に
新
し
い
文
化
を
い

か
に
切
り
拓
く
か
と
い
う
方
向
性
を
盛
り
込
め
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～「文化力」

鬱田村和寿氏
都市・地域づくりのソフト、ハードの広

い分野にわたって、関連プロジェクトの

調査・研究。計画・コーティネート等に

携わる。現職は前掲のほか株式会社都市

計画連合アトリエを主宰、早稲田大学芸

姜術学校講師等を兼任c

た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
と
思
い
ま
す
。

そ
う
い
っ
た
意
味
で
、
ベ
ー
ス
と
な
る
部
分

は
引
き
継
ぐ
こ
と
が
で
き
た
し
、
ま
た
、
重
点

的
に
取
り
組
む
べ
き
事
項
と
し
て
六
つ
の
事
項

を
、
対
象
別
に
か
な
り
明
確
に
規
定
す
る
こ
と

が
で
き
ま
し
た
e

今
回
の
第
二
次
差
本
方
針
は
、

1
0
0
点
と
ま
で
は
い
か
な
く
と
も
、
九
0
点

は
つ
け
ら
れ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
や
や
自

圃
自
賛
で
す
が
そ
の
よ
う
に
感
じ
て
お
り
ま
す
。

●
吉
本
第
二
次
基
本
方
針
が
で
き
た
と
い
う

こ
と
は
、
五
年
間
の
期
間
が
終
わ
っ
て
、
次
の

五
年
間
が
は
じ
ま
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
基

本
法
の
成
立
で
は
じ
ま
っ
た
い
ろ
い
ろ
な
文
化

政
策
に
つ
い
て
、
議
論
が
積
み
霊
な
っ
た
と
い

う
こ
と
が
、
第
二
次
基
本
方
針
が
策
定
さ
れ
た

こ
と
の
大
き
な
意
味
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

ま
た
五
年
後
に
は
、
第
三
次
、
さ
ら
に
第
四

次
と
な
っ
て
い
く
わ
け
で
す
か
ら
、
そ
こ
で
議

論
が
繰
り
返
さ
れ
、
前
の
政
策
が
見
直
さ
れ
て
、

そ
の
上
に
新
し
い
政
策
が
立
て
ら
れ
る
。
そ
う

い
う
議
論
の
積
み
重
ね
自
体
が
、
日
本
の
文
化

政
策
の
成
熟
に
つ
な
が
る
で
し
ょ
う
し
、
そ
こ

か
ら
新
し
い
芽
が
誕
生
す
る
こ
と
も
で
き
る
で

し
ょ
う
。
第
一
次
と
第
一
一
次
の
大
き
な
違
い
が

f

そ
こ
に
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

な
お
か
つ
、
そ
の
中
で
、
六
つ
の
重
点
事
項

こ
う
し
た
視
点
が
必
要
だ
と
い
う
お
考
え
が
あ

れ
ば
お
話
を
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

0
田
村
今
日
の
都
市
社
会
で
ま
ち
づ
く
り
に

つ
い
て
考
え
る
場
合
、
グ
ロ
ー
カ
リ
ズ
ム
や
い

ろ
い
ろ
な
主
体
の
コ
ラ
ボ
レ
ー
ト
の
大
切
さ
、

I
T
メ
デ
ィ
ア
の
進
歩
、
も
う
一
っ
、
文
化
に

を
明
確
に
示
し
て
い
ま
す
が
、
こ
れ
も
大
き
な

意
味
が
あ
る
と
思
っ
て
い
ま
す
。
六
つ
の
項
目

そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
、
い
ろ
い
ろ
熱
い
議
論
が

あ
り
ま
し
た
。

日
本
の
こ
れ
か
ら
の
文
化
政
策

に
と
っ
て
重
要
な
こ
と
は
何
か
と
い
う
こ
と
で
、

そ
こ
に
フ
ォ
ー
カ
ス
が
き
ち
ん
と
当
た
っ
て
整

理
さ
れ
た
こ
と
が
大
き
い
と
思
い
ま
す
。

・
米
屋
私
は
、
お
も
に
パ
フ
ォ
ー
ミ
ン
グ
ア

ー
ツ
の
分
野
で
す
が
、
い
ろ
い
ろ
な
芸
術
団
体

に
か
か
わ
っ
て
い
る
立
場
と
し
て
、
そ
う
い
う

人
た
ち
の
関
心
を
喚
起
す
る
役
割
を
担
い
つ
つ
、

ま
た
、
そ
う
い
う
人
た
ち
の
意
見
を
反
映
し
た

い
と
い
う
役
ま
わ
り
で
、
こ
の
基
本
方
針
の
策

定
に
か
か
わ
っ
て
き
ま
し
た
。

普
通
に
地
方
で
公
演
を
し
た
り
、
学
校
め
ぐ

り
を
し
た
り
と
い
う
人
が
、
積
極
的
に
一
所
懸

命
考
え
て
く
だ
さ
っ
て
い
る
と
い
う
一
方
で
、

も
っ
と
も
ら
し
い
こ
と
が
書
い
て
あ
る
け
れ
ど

も
、
そ
れ
が
一
体
自
分
に
ど
う
か
か
わ
っ
て
く

る
の
か
わ
か
ら
な
い
と
い
う
方
も
、
ま
だ
た
＜

さ
ん
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
。
基
本
方
針
が
芸
術

文
化
活
動
に
ど
う
直
接
影
響
す
る
の
か
と
い
う

こ
と
は
、
も
っ
と
解
き
ほ
ぐ
し
て
い
か
な
け
れ

ば
い
け
な
い
と
感
じ
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。

け
れ
ど
も
、
第
一
次
の
基
本
方
針
以
降
、
各

自
治
体
レ
ベ
ル
で
条
例
を
制
定
し
た
り
、
文
化

つ
い
て
は
、
か
つ
て
生
産
に
対
し
て
ア
ン
チ
テ

ー
ゼ
で
あ
っ
た
も
の
が
、
今
、
消
費
社
会
の
進

展
を
通
じ
て
、
生
産
と
産
業
に
き
わ
め
て
近
く

な
っ
て
き
て
お
り
、
特
に
、
こ
の
五
年
間
ぐ
ら

い
で
の
こ
の
傾
向
は
著
し
く
、
そ
れ
に
連
動
し

た
文
化
の
変
容
を
か
な
り
的
確
に
表
現
し
た
も

の
に
も
な
っ
て
い
る
よ
う
な
気
が
し
て
い
ま
す
。

重
点
事
項
の
六
つ
は
、
こ
れ
ら
の
現
象
と
影

響
を
し
つ
か
り
と
反
映
さ
せ
て
お
り
、
国
際
交

流
を
掲
げ
る
一
方
で
、
地
域
文
化
の
振
興
と
い

う
の
は
、
ま
さ
に
グ
ロ
ー
カ
リ
ズ
ム
の
話
で
あ

る
よ
う
に
、
今
の
状
況
把
握
を
基
礎
に
、
我
が

国
文
化
芸
術
の
振
興
の
た
め
の
裏
地
を
六
つ
の

ア
ン
グ
ル
か
ら
設
け
た
と
思
っ
て
い
ま
す
。

・
根
木
最
重
要
課
題
で
あ
ろ
う
と
思
う
の
が
、

「
人
材
育
成
」
で
す
。
人
材
育
成
に
つ
い
て
は
、

い
ろ
い
ろ
議
論
が
あ
り
ま
し
た
が
、
そ
の
中
で

も
特
に
、
ア
ー
ト
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
担
当
者
に
つ

い
て
は
、
従
前
か
ら
そ
の
必
要
性
が
い
わ
れ
て

お
り
、
第
一
次
基
本
方
針
で
も
書
き
込
ま
れ
て

い
た
わ
け
で
す
が
、
こ
れ
ま
で
の
養
成
の
在
り

方
は
、
や
や
マ
ン
ネ
リ
化
し
て
い
た
こ
と
は
否

め
な
い
と
思
い
ま
す
。
し
か
し
、
そ
の
必
要
性

に
鑑
み
、
こ
れ
は
こ
れ
と
し
て
、
き
ち
ん
と
押

さ
え
て
お
く
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か

と
、
個
人
的
に
は
感
じ
て
お
り
ま
し
た
。

振
興
ビ
ジ
ョ
ン
を
策
定
し
た
り
と
い
う
動
き
も

加
速
し
て
い
ま
す
。
国
の
大
き
な
方
針
が
あ
っ

て
、
そ
れ
に
影
響
を
受
け
て
、
い
ろ
い
ろ
な
硯

場
が
つ
く
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
ま
し
た
。

一
人
ひ
と
り
の
芸
術
家
や
、
芸
術
に
携
わ
る

ス
タ
ッ
フ
の
人
た
ち
が
、
基
本
法
や
基
本
方
針

を
引
用
し
つ
つ
、
自
分
た
ち
が
世
の
中
に
役
に

立
つ
仕
事
を
し
て
い
る
の
だ
と
い
う
自
負
を
表

明
す
る
と
い
う
場
面
に
た
び
た
び
出
会
う
よ
う

に
な
り
ま
し
た
。
そ
れ
は
大
き
く
変
わ
っ
た
こ

と
だ
と
感
じ
て
い
ま
す
。

●
高
塩

い
か
に
こ
れ
を
浸
透
さ
せ
る
か
、
広

報
活
動
の
意
義
に
つ
い
て
は
、
部
会
の
最
後
に

委
員
か
ら
も
ご
指
摘
い
た
だ
き
ま
し
た
が
、
文

化
庁
の
い
ち
ば
ん
の
責
任
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。

「
人
材
育
成
」
の
重
要
性
と
]
-

一
「
国
際
発
信
」
の
在
り
方

b

●
高
塩
今
回
の
基
本
方
針
で
は
、
重
点
事
項

と
し
て
、
六
つ
の
分
野
を
掲
げ
て
い
ま
す
。
六

分
野
は
い
ず
れ
も
重
要
な
も
の
で
す
が
、
皆
さ

ん
か
ら
見
て
、
こ
の
分
野
に
つ
い
て
具
休
的
に

基
本
方
針
の
字
面
の
一
っ
―
つ
に
は
、

相
当
深
い
意
味
合
い
が
含
ま
れ
て
い
る
と
こ
ろ

も
あ
り
ま
す
が
、
た
だ
す
っ
と
読
ん
だ
だ
け
で

は
、
一
般
の
方
た
ち
に
わ
か
り
づ
ら
い
面
も
あ

り
ま
す
。

し
た
が
っ
て
、
ア
ー
ト
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
担
当

者
に
つ
い
て
の
記
述
が
き
ち
ん
と
な
さ
れ
た
こ

と
は
、
大
学
に
お
い
て
こ
の
分
野
の
教
育
・
研

究
に
か
か
わ
っ
て
い
る
者
と
し
て
は
、
た
い
ヘ

ん
あ
り
が
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。
今
後
、
こ

れ
を
て
こ
に
、
何
ら
か
の
格
好
で
も
う
少
し
中

身
の
あ
る
方
向
で
の
施
策
を
文
化
庁
に
期
待
し

て
お
り
ま
す
し
、
大
学
側
と
し
て
も
、
専
門
教

育
と
し
て
そ
の
充
実
を
図
っ
て
い
き
た
い
と
思

っ
て
お
り
ま
す
。

R
吉
本
人
材
育
成
に
つ
い
て
は
議
論
の
ポ
イ

ン
ト
が
い
く
つ
か
あ
り
ま
し
た
が
、
そ
の
一
っ

が
、
文
化
芸
術
と
国
民
と
を
結
び
付
け
る
業
務

が
ア
ー
ト
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の
専
門
的
な
業
務
に

位
置
づ
け
ら
れ
た
こ
と
で
す
。
部
会
で
も
か
な

り
の
時
間
を
費
や
し
、
熱
い
議
論
が
あ
り
ま
し

た
。
そ
れ
だ
け
、
こ
の
こ
と
が
今
後
重
要
に
な

る
と
い
う
裏
づ
け
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

基
本
方
針
で
は
「
結
び
付
け
る
」
と
い
う
文

言
で
す
が
、
最
近
で
は
よ
く
「
つ
な
ぎ
手
」
と

い
う
言
い
方
が
さ
れ
ま
す
。
こ
の
「
つ
な
ぎ
手
」

が
な
ぜ
重
要
か
と
い
う
と
、
「
文
化
力
」
を
発
揮

す
る
場
所
、
あ
る
い
は
発
揮
で
き
る
場
所
を
、

で
き
る
だ
け
幅
広
に
い
ろ
い
ろ
な
分
野
に
広
め

て
い
く
こ
と
が
、
「
つ
な
ぎ
手
」
の
重
要
な
役
割

だ
か
ら
で
す
。
文
化
や
芸
術
が
社
会
の
中
に
入
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鼠 「文化芸術立国」を目指して～「文化力」は国の力～ 六座談 J会}"<

「文化芸術の振興に関する基本的な方針」（第2次基本方針）の策定に当たって

り
込
ん
で
い
く
フ
ィ
！
ル
ド
が
広
が
り
、
な
お

か
つ
、
そ
れ
が
よ
り
深
く
日
常
生
活
に
板
ざ
し

た
と
こ
ろ
ま
で
広
が
っ
て
い
く
。
「
文
化
の
裾
野

を
広
げ
る
」
と
い
う
こ
と
は
よ
く
い
わ
れ
ま
す

が
、
「
つ
な
ぎ
手
」
の
活
躍
に
よ
っ
て
、
今
ま
で

使
わ
れ
て
い
た
「
裾
野
を
広
げ
る
」
と
い
う
意

が
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
海
外

交
流
・
発
信
と
い
っ
た
と
き
に
は
、
む
し
ろ
、

グ
ロ
ー
バ
ル
な
物
の
見
方
や
、
グ
ロ
ー
バ
ル
に

通
用
す
る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
で
き
る
人

材
と
い
う
と
こ
ろ
が
コ
ア
に
あ
る
べ
き
で
す
。

日
本
の
場
合
、
と
て
も
幌
覚
的
に
端
的
に
、

何
か
を
パ
ッ
と
と
ら
え
て
表
現
す
る
こ
と
が
得

意
で
す
。
そ
れ
が
ア
ニ
メ
や
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
な

ど
、
い
ろ
い
ろ
な
表
れ
方
を
し
て
い
ま
す
。
舞

台
芸
術
で
も
視
覚
的
な
も
の
は
す
ば
ら
し
い
で

す。
ジ
ャ
ン
ル
分
け
で
は
な
く
、
ア
プ
ロ
ー
チ
の

仕
方
の
特
徴
と
い
う
観
点
か
ら
説
明
で
き
る
よ

う
な
キ
ー
パ
ー
ソ
ン
が
た
く
さ
ん
必
要
だ
と
思

い
ま
す
。
こ
れ
は
す
ば
ら
し
い
と
か
、
こ
ん
な

ア
プ
ロ
ー
チ
が
あ
っ
た
の
か
と
い
う
鷲
き
を
も

っ
て
説
明
で
き
る
人
た
ち
で
す
。
そ
う
い
う
人

た
ち
が
、
国
際
的
に
ク
リ
エ
イ
テ
ィ
ブ
な
仕
事

を
し
て
い
る
人
た
ち
同
士
刺
激
し
合
っ
た
り
、

共
同
研
究
し
た
り
と
い
う
、
キ
ー
パ
ー
ソ
ン
同

土
の
交
流
が
と
て
も
だ
い
じ
だ
と
思
い
ま
す
。

今
も
文
化
交
流
使
と
い
う
制
度
が
あ
り
ま
す

が
、
こ
れ
を
さ
ら
に
充
実
す
る
よ
う
な
形
で
、

ス
ポ
ー
ク
ス
マ
ン
を
も
っ
と
育
て
て
い
く
。
今

は
ま
だ
キ
ー
パ
ー
ソ
ン
に
頼
ら
ざ
る
を
椙
な
い

か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
理
想
的
に
は
、
国
民
一

轡根木昭氏
1968年文部省入省。文化局、初等中等教

育局、大学学術局、外務省、文化庁（宗

務課長、芸術課長、文化普及課長）など

を経て、 1992年長岡技術科学大学教授。

2003年より現職。専門は文化政策論、文

化財政策論、文化法制論。

味
と
は
違
っ
た
意
味
で
の
文
化
の
裾
野
、
あ
る

い
は
文
化
力
の
裾
野
が
広
が
っ
て
い
く
こ
と
が

重
要
だ
と
い
う
気
が
し
て
い
ま
す
。

●
高
塩
人
材
育
成
は
、
重
点
事
項
の
第
一
に

掲
げ
て
お
り
、
最
重
点
課
題
と
い
う
こ
と
に
な

り
ま
す
が
、
ア
ー
ト
マ
ネ
，
ー
ジ
ャ
ー
、
舞
台
技

術
者
、
芸
術
を
支
え
る
人
材
、
文
化
財
の
場
合

は
選
定
保
存
技
術
者
と
い
っ
た
方
た
ち
の
育
成

に
、
我
々
と
し
て
も
ぜ
ひ
力
を
入
れ
て
取
り
組

ん
で
い
き
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

重
点
事
項
の
二
番
目
に
掲
げ
て
い
る
文
化
の

発
信
に
つ
い
て
は
、
日
本
の
現
代
文
化
、
ア
ニ

メ
や
マ
ン
ガ
、
ゲ
ー
ム
な
ど
が
、
ア
ジ
ア
だ
け

で
は
な
く
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
な
ど
世
界
各
地
で
関

心
が
高
ま
っ
て
い
ま
す
。
伝
統
文
化
の
み
な
ら

ず
、
今
の
日
本
の
文
化
を
発
信
す
る
こ
と
も
力

を
入
れ
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
が
、
日

本
文
化
の
発
信
に
つ
い
て
、
具
体
的
な
施
策
や

ど
う
取
り
組
ん
だ
ら
い
い
か
と
い
う
お
考
え
を
、

う
か
が
い
た
い
と
思
い
ま
す
。

・
田
村
交
流
や
発
信
の
原
点
と
な
る
内
的
要

因
は
、
日
本
人
が
も
っ
「
デ
ザ
イ
ン
カ
」
と

「
創
造
性
」
で
す
。
振
り
返
っ
て
、
そ
れ
ら
を

我
々
が
ど
う
い
う
形
で
生
み
出
し
、
つ
く
り
出

し
て
い
く
の
か
、
人
材
の
話
も
合
わ
せ
て
、
こ

の
点
を
め
ぐ
っ
て
、
も
っ
と
語
る
べ
き
で
あ
っ

人
ひ
と
り
が
グ
ロ
ー
バ
ル
な
視
点
を
も
っ
て
、

「
日
本
の
文
化
の
特
徴
は
：

o

．．． 
」
と
き
ち
ん
と
話

せ
る
こ
と
が
、
最
終
的
な
理
想
形
で
は
な
い
か
。

そ
れ
は
、
ア
ニ
メ
が
売
れ
る
と
か
フ
ィ
ギ
ュ
ア

が
も
て
は
や
さ
れ
る
と
い
う
現
象
面
を
つ
く
り

出
せ
ば
い
い
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
と
思
い
ま

す。鬱
吉
本
ケ
ネ
デ
ィ
ー
セ
ン
タ
ー
の
副
館
長
の

お
話
で
特
に
印
象
に
残
っ
て
い
る
の
は
、
あ
る

自
動
車
メ
ー
カ
ー
の
開
発
し
た
ロ
ボ
ッ
ト
が
ト

ラ
ン
ペ
ッ
ト
を
吹
く
姿
に
、
ア
メ
リ
カ
人
は
皆

と
て
も
驚
い
た
、
と
い
う
話
で
す
。
ロ
ボ
ッ
ト

技
術
の
開
発
の
成
果
と
し
て
、
ト
ラ
ン
ペ
ッ
ト

を
吹
か
せ
る
と
い
う
発
想
自
体
が
日
本
の
文
化

で
、
そ
ん
な
こ
と
を
考
え
る
国
は
ど
こ
に
も
な

い
と
お
っ
し
ゃ
る
ん
で
す
ね
。
そ
う
い
う
、
技

術
的
な
も
の
と
芸
術
的
な
も
の
が
う
ま
く
結
び

つ
い
て
い
く
よ
う
な
と
こ
ろ
に
、
日
本
独
特
の

文
化
的
ポ
テ
ン
シ
ャ
ル
が
あ
る
ん
だ
と
思
い
ま

し
た
。
そ
う
い
う
根
本
的
な
部
分
も
い
っ
し
ょ

に
伝
え
な
い
と
、
表
面
的
な
文
化
だ
け
が
伝
わ

っ
て
し
ま
う
の
は
残
念
だ
と
い
う
気
が
し
ま
す
。

●
高
塩
日
本
人
は
、
も
と
も
と
そ
う
い
っ
た

感
性
が
民
族
的
に
備
わ
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と

で
し
ょ
う
か
。

0
吉
本
も
の
づ
く
り
の
感
性
と
芸
術
の
創
造

た
か
な
と
い
う
気
が
し
て
い
ま
す
。

●
吉
本
ケ
ネ
デ
ィ
ー
セ
ン
タ
ー
が
来
年
、
本

格
的
な
日
本
特
集
を
す
る
と
い
う
の
で
、
そ
の

記
者
会
見
に
来
日
し
た
副
館
長
に
イ
ン
タ
ビ
ュ

ー
す
る
機
会
が
あ
り
ま
し
た
°
プ
ロ
グ
ラ
ム
の

テ
ー
マ
は
「
カ
ル
チ
ャ
ー
＋
ハ
イ
パ
ー
カ
ル
チ

ャ
ー
」
と
い
う
も
の
で
、
ア
ニ
メ
や
ロ
ボ
ッ
ト
、

デ
ザ
イ
ン
に
も
力
が
入
れ
ら
れ
て
い
ま
す
。
確

か
に
そ
う
し
た
分
野
は
発
信
力
も
強
く
、
重
要

な
郭
分
だ
と
思
い
ま
す
が
、
ど
ち
ら
か
と
い
う

と
、
最
近
で
は
そ
う
し
た
分
野
ば
か
り
に
海
外

か
ら
の
注
目
が
集
ま
っ
て
、
そ
れ
だ
け
が
日
本

の
文
化
だ
と
誤
解
さ
れ
て
い
る
お
そ
れ
が
あ
る
。

ケ
ネ
デ
ィ
ー
セ
ン
タ
ー
の
副
館
長
は
、
そ
う
い

う
「
ハ
イ
パ
ー
」
な
も
の
と
、
例
え
ば
古
典
的

な
狂
言
や
現
代
演
劇
、
コ
ン
テ
ン
ポ
ラ
リ
ー
ダ

ン
ス
な
ど
が
同
時
に
存
在
し
て
い
る
と
い
う
、

文
化
の
在
り
方
の
総
体
が
、
ほ
か
に
は
な
い
日

本
独
自
の
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
ら
を
総
合
的
に

米
国
に
紹
介
し
た
い
と
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
ま
す
。

文
化
を
発
信
す
る
と
き
に
、
現
代
の
日
本
の
文

化
の
多
様
性
、
さ
ま
ざ
ま
な
も
の
が
同
時
に
存

在
す
る
と
い
う
こ
と
を
総
体
と
し
て
発
信
し
て

い
く
努
力
が
必
要
だ
と
い
う
気
が
し
ま
し
た
。

●
米
屋
今
、
ア
ニ
メ
や
音
楽
の
「
ジ
ャ
パ

ン
・
ク
ー
ル
」
と
い
わ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
だ
け

活
動
は
、
オ
ー
バ
ー
ラ
ッ
プ
す
る
と
こ
ろ
が
あ

る
と
思
い
ま
す
。
も
の
づ
く
り
と
い
う
の
は
技

術
だ
け
で
は
な
く
、
そ
こ
に
ク
リ
エ
イ
テ
ィ
ブ

な
要
素
が
な
い
と
い
け
な
い
。
逆
に
、
芸
術
は

あ
る
意
味
、
手
の
技
で
あ
っ
た
り
、
い
ろ
い
ろ

な
実
験
や
技
術
の
集
大
成
と
い
う
側
面
も
あ
っ

て
、
も
の
づ
く
り
に
通
じ
て
い
る
の
で
は
な
い

か
と
思
い
ま
す
。

鬱
根
木
文
化
政
策
と
し
て
の
国
際
文
化
交
流

は
、
我
が
国
の
文
化
芸
術
が
、
国
際
場
裡
に
お

い
て
評
価
に
値
す
る
も
の
に
な
る
か
ど
う
か
と

い
う
観
点
に
立
っ
て
進
め
ら
れ
る
べ
き
も
の
で

は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
と
い
う
こ
と
は
、
国

際
関
係
に
お
い
て
は
、
我
が
国
の
文
化
芸
術
の

ト
ッ
プ
を
伸
ば
す
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
く
る

の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
ま
す
。

分
野
に
よ
っ
て
、
日
本
に
は
、
強
い
部
分
と

弱
い
部
分
が
あ
り
、
西
洋
伝
来
の
も
の
は
確
か

に
強
い
と
は
い
え
ま
せ
ん
。
一
方
、
日
本
古
来

の
純
粋
芸
術
の
分
野
で
、
例
え
ば
工
芸
は
、
日

本
が
も
の
す
ご
く
強
い
分
野
で
す
。
東
京
藝
術

大
学
に
も
全
世
界
か
ら
留
学
生
が
集
ま
っ
て
き

て
い
ま
す
。
こ
れ
ら
の
分
野
は
、
も
う
少
し
積

極
的
に
打
っ
て
出
る
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か
と

思
い
ま
す
。

C

ま
た
、
デ
ザ
イ
ン
や
メ
デ
ィ
ア
芸
術
も
、
極
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は国の力～

鬱吉本光宏氏
社会工学研究所などを経て、 1989年よ

り現職。東京オペラシティや世8l谷パブ

リックシアター等の文化施設開発、東京

国際フォーラムや電通新社屋のアート言t
S、画等のコンサルタントとして活躍するほ

か、文化政策やアート NPOなど、アー

トマネジメント分野の幅広い謂査研究に

取り組む。

な
発
想
で
取
り
組
ん
で
ほ
し
い
と
思
い
ま
す
。

●
米
屋
本
物
の
舞
台
芸
術
体
験
事
業
は
、
一

っ
―
つ
を
見
る
と
、
と
て
も
す
ば
ら
し
く
、
大

概
の
方
が
と
て
も
賞
賛
す
る
。
特
に
学
校
側
は

手
放
し
で
喜
ん
で
い
る
と
聞
い
て
い
ま
す
。

た
だ
し
、
文
化
政
策
に
お
い
て
は
、
ミ
ク
ロ

で
い
い
こ
と
が
マ
ク
ロ
で
も
い
い
か
と
い
う
と
、

必
ず
し
も
そ
う
と
は
い
え
な
く
て
、
一
っ
―
っ

が
す
ば
ら
し
い
か
ら
こ
そ
、
そ
れ
が
点
に
な
っ

て
し
ま
っ
て
い
る
こ
と
が
残
念
だ
と
思
い
ま
す
。

吉
本
さ
ん
が
お
っ
し
ゃ
っ
た
ク
リ
エ
イ
テ
ィ

ブ
・
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
は
、
授
栗
の
中
だ
け

で
は
な
く
、
学
校
の
内
外
な
の
で
す
。
芸
術
を

担
う
組
織
が
学
校
に
働
き
か
け
て
い
っ
て
、
授

業
の
中
に
入
っ
た
り
、
課
外
活
動
に
入
っ
た
り

し
て
、
総
体
的
に
子
ど
も
の
生
活
の
中
に
ク
リ

エ
イ
テ
イ
ビ
テ
ィ
ー
を
も
ち
込
ん
で
い
く
と
い

う
思
想
の
も
と
に
行
わ
れ
て
い
ま
す
。

何
が
言
い
た
い
か
と
い
う
と
、
授
業
の
中
は

文
蔀
科
学
省
、
課
外
活
動
は
文
化
庁
と
い
う
の

を
う
ま
く
つ
な
げ
ら
れ
る
よ
う
な
、
子
ど
も
の

暮
ら
し
と
い
う
視
点
か
ら
の
施
策
の
デ
ザ
イ
ン

の
組
み
直
し
が
望
ま
し
い
と
い
う
こ
と
が
一
っ
。

も
う
一
っ
は
、
創
造
性
と
い
う
の
は
、
教
え

て
学
べ
る
も
の
で
は
な
い
ん
で
す
ね
。
環
境
の

中
で
培
わ
れ
、
育
ま
れ
て
い
く
も
の
な
の
で
、

だ
か
ら
こ
そ
、
子
ど
も
の
時
代
か
ら
よ
い
物
に

触
れ
た
り
、
い
ろ
い
ろ
な
機
会
に
接
す
る
こ
と

が
重
要
な
の
で
す
。
一
回
の
衝
撃
的
な
出
会
い

が
そ
の
子
の
人
生
を
変
え
る
こ
と
も
あ
る
か
も

し
れ
ま
せ
ん
が
、
点
で
は
な
く
、
面
に
、
環
境

全
体
に
し
て
い
か
な
い
と
、
日
本
の
将
来
の
創

め
て
強
い
分
野
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
た
だ
、

こ
れ
ら
の
分
野
も
一
方
で
は
、
育
成
の
必
要
も

あ
り
ま
す
。
中
長
期
的
観
点
か
ら
作
戦
を
考
え

て
い
く
べ
き
で
し
ょ
う
。

西
洋
伝
来
の
特
に
オ
ペ
ラ
や
バ
レ
エ
の
類
は
、

ア
ジ
ア
で
か
な
り
盛
ん
に
な
り
つ
つ
あ
り
、
日

本
が
抜
か
れ
て
し
ま
う
可
能
性
も
あ
り
ま
す
。

し
た
が
っ
て
、
こ
れ
ら
に
関
し
て
は
、
ア
ジ
ア

に
お
け
る
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
や
コ
ン
ソ
ー
シ
ア
ム

の
中
核
と
し
て
、
日
本
が
こ
れ
か
ら
機
能
し
て

い
く
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

最
後
に
、
文
化
財
の
保
護
と
保
存
技
術
で
す

が
、
こ
れ
は
我
が
国
が
最
も
強
い
分
野
で
、
国

際
交
流
の
手
段
と
し
て
も
大
い
に
活
用
で
き
る

の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
文
化
財
に
係
る

国
除
協
力
は
、
文
化
政
策
と
し
て
も
日
本
が
全

面
的
に
関
与
し
て
い
く
べ
き
分
野
と
思
い
ま
す
。

強
い
分
野
と
、
若
干
遅
れ
を
と
っ
て
い
る
分

野
を
仕
分
け
し
て
、
国
際
文
化
交
流
と
し
て
政

策
に
ど
う
乗
せ
て
い
く
か
と
い
う
こ
と
を
、
今

後
、
文
化
庁
と
し
て
も
考
え
て
い
く
必
要
が
あ

る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
と
思
い
ま
す
。

0
高
塩
文
化
政
策
の
中
に
今
ま
で
あ
ま
り
戦

略
的
な
観
点
が
な
か
っ
た
の
で
す
が
、
根
木
さ

ん
に
整
理
し
て
い
た
だ
い
た
よ
う
に
、
現
状
認

識
を
し
っ
か
り
も
っ
て
、
具
体
的
な
政
策
を
実

施
し
て
い
く
こ
と
は
重
要
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。

ト
ッ
プ
を
伸
ば
す
か
、
裾
野
を
広
げ
る
か
、

全
体
を
ど
う
す
る
か
、
ま
さ
に
文
化
芸
術
政
策

は
幅
が
広
く
て
、
国
が
中
心
的
に
取
り
組
む
の

で
あ
れ
ば
、
ど
う
あ
る
べ
き
か
と
い
う
こ
と
は
、

い
つ
も
話
題
に
な
る
わ
け
で
す
。

か
と
い
っ
て
、
世
界
に
出
て
い
っ
て
頑
張
っ

て
い
る
分
野
は
、
必
ず
し
も
官
が
先
導
し
て
い

る
も
の
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。

芸
術
分
野
の
場
合
に
は
、
公
が
行
う
の
は
条

件
整
備
だ
と
い
う
こ
と
は
基
本
で
す
が
、
経
済

活
動
も
含
め
た
よ
う
な
形
で
成
功
し
て
い
る
も

の
に
対
し
て
は
、
そ
れ
を
う
ま
く
継
続
さ
せ
た

り
支
え
た
り
と
い
う
か
た
ち
で
支
援
し
て
い
く

と
い
う
こ
と
は
、
基
本
方
針
で
も
う
た
わ
れ
て

い
る
と
こ
ろ
で
す
。
芸
術
政
策
に
お
い
て
は
、

こ
こ
は
肝
に
銘
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
、

我
々
は
絶
え
ず
考
え
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。

-
「
子
ど
も
」
と
文
化
芸
術
一

-

鬱
高
塩

第
一
一
次
基
本
方
針
が
で
き
、
こ
れ
か

ら
具
体
的
に
、
文
化
庁
を
中
心
に
国
と
し
て
、

ま
た
地
方
や
民
間
と
も
連
摸
し
て
、
取
り
組
ん

で
い
く
わ
け
で
す
が
、
こ
れ
か
ら
行
政
と
し
て

ど
う
い
っ
た
取
組
を
す
べ
き
で
あ
る
か
、
ま
た
、

こ
ん
な
こ
と
に
期
待
す
る
と
い
う
ビ
ジ
ョ
ン
を

お
聞
か
せ
願
え
れ
ば
と
思
い
ま
す
。

鬱
吉
本
重
点
項
目
の
一
っ
「
子
ど
も
の
文
化

芸
術
活
動
の
充
実
」
で
す
が
、
こ
れ
も
部
会
で

議
論
が
活
発
だ
っ
た
と
こ
ろ
で
す
。

芸
術
と
教
育
の
関
係
で
は
、
英
国
で
数
年
前

か
ら
ク
リ
エ
イ
テ
ィ
ブ
・
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ

と
い
う
施
策
が
は
じ
ま
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
、

英
国
の
未
来
を
担
う
子
ど
も
た
ち
に
と
っ
て
、

芸
術
や
ク
リ
エ
イ
テ
ィ
ブ
な
授
業
が
重
要
だ
と

い
う
こ
と
で
、
教
育
技
能
省
と
文
化
・
メ
デ
ィ

ア
・
ス
ポ
ー
ツ
省
が
共
同
で
、
数
年
間
で
二

0

0
億
円
の
予
算
を
投
じ
、
各
地
で
ア
ー
テ
ィ
ス

ト
や
タ
リ
エ
イ
タ
ー
た
ち
が
子
ど
も
た
ち
と
出

会
う
新
し
い
事
業
を
は
じ
め
て
い
ま
す
。

韓
国
で
も
、

二
0

0
五
年
に
文
化
観
光
省
と

教
育
雇
阻
創
出
省
が
い
っ
し
ょ
に
な
っ
て
、
韓

国
芸
術
文
化
教
育
振
興
院
と
い
う
国
の
組
織
を

空
ち
上
げ
、
い
ろ
い
ろ
な
事
叢
が
ダ
イ
ナ
ミ
ッ

ク
に
行
わ
れ
て
い
ま
す
。

文
化
庁
で
も
、
本
物
の
舞
台
芸
術
体
験
な
ど

い
ろ
い
ろ
行
わ
れ
て
い
ま
す
が
、
ぜ
ひ
も
っ
と

既
存
の
組
織
に
と
ら
わ
れ
ず
、
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク

に
や
っ
て
ほ
し
い
。
日
本
の
将
来
を
支
え
る
人

材
育
成
の
た
め
に
、
ク
リ
エ
イ
テ
イ
ビ
テ
ィ
ー

や
芸
術
が
重
要
な
の
だ
と
い
う
ぐ
ら
い
の
大
き

造
性
は
あ
ま
り
希
望
が
も
て
な
く
な
っ
て
し
ま

う
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

そ
う
い
う
こ
と
を
考
え
ま
す
と
、
も
う
一
度

全
体
の
政
策
と
し
て
の
デ
ザ
イ
ン
を
、
文
化
庁

が
イ
ニ
シ
ア
チ
ブ
を
と
っ
て
文
部
科
学
省
と
共

同
し
な
が
ら
進
め
て
い
た
だ
け
た
ら
い
い
な
と

い
う
の
は
と
て
も
感
じ
る
こ
と
で
す
。

鬱
高
塩
お
っ
し
ゃ
る
と
お
り
だ
と
思
い
ま
す
。

文
化
審
議
会
は
、
平
成
一
三
年
に
設
置
さ
れ
ま

し
た
が
、
そ
の
最
初
の
答
申
が
「
文
化
を
大
切

に
す
る
社
会
の
構
築
に
つ
い
て
」
と
い
う
も
の

で
、
平
成
一
四
年
四
月
、
基
本
法
の
成
立
以
前

に
出
て
お
り
ま
す
。
国
民
一
人
ひ
と
り
が
、
文

化
を
ど
う
大
切
に
し
て
い
く
か
と
い
う
こ
と
、

そ
れ
は
基
本
方
針
に
も
受
け
継
が
れ
て
い
ま

す
。
文
部
科
学
省
と
い
う
枠
組
み
で
は
、
そ
れ

ほ
ど
色
濃
く
は
出
て
い
な
い
の
で
す
が
、
学
校

の
文
化
化
と
い
う
こ
と
で
、
学
校
を
も
っ
と
文

化
的
な
存
在
に
し
よ
う
と
記
述
さ
れ
て
お
り
ま

す。
そ
の
た
め
に
は
、
担
い
手
で
あ
る
教
師
の
文

化
度
と
い
う
か
、
教
養
を
高
め
る
こ
と
も
必
要

で
す
。
ま
た
、
家
庭
で
は
両
親
や
家
族
、
社
会

の
中
で
は
企
業
、
こ
れ
ら
を
含
め
た
社
会
全
体

が
、
文
化
を
大
切
に
考
え
、
さ
ま
ざ
ま
な
支
援

を
行
う
。
文
化
の
価
値
を
も
っ
と
上
げ
る
よ
う
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「文化芸術立国」を目指して～「文化力」は国の力～ ”9座→談,,,会'，',

「文化芸術の振興に関する基本的な方針」（第2次基本方針）の策定に当たって

な
社
会
に
し
よ
う
と
い
う
の
が
、
文
化
芸
術
立

国
の
目
指
す
も
の
だ
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。

●
田
村
最
近
の
話
で
も
、
教
育
ボ
ラ
ン
テ
ィ

ア
が
総
合
学
習
で
こ
う
い
う
こ
と
を
し
よ
う
と

し
て
も
、
受
け
取
り
手
が
い
な
い
と
間
き
ま
す
。

教
師
の
方
々
の
文
化
化
と
い
う
と
失
礼
で
す

教
育
が
重
要
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
音
楽
や
美
術

に
力
を
入
れ
過
ぎ
て
、
子
ど
も
た
ち
が
ア
ー
テ

ィ
ス
ト
に
な
り
た
い
と
言
い
出
し
た
ら
困
る
と

い
う
よ
う
な
保
護
者
の
心
配
が
制
約
に
な
っ
て

い
る
と
い
う
議
論
が
あ
り
ま
す
。

し
か
し
、
芸
術
を
教
え
る
と
い
う
こ
と
は
、

何
も
芸
術
家
に
な
る
授
業
を
す
る
わ
け
で
は
な

く
、
芸
術
の
中
に
あ
る
ク
リ
エ
イ
テ
ィ
ブ
な
要

素
を
子
ど
も
た
ち
が
学
び
取
る
こ
と
で
、
数
学

や
英
語
、
国
語
の
勉
強
が
社
会
に
出
て
役
立
つ

の
と
同
じ
よ
う
に
、
こ
れ
か
ら
は
、
ど
ん
な
職

業
に
も
ク
リ
エ
イ
テ
ィ
ブ
な
能
力
が
必
要
だ
と

い
う
こ
と
を
、
ま
ず
保
護
者
に
理
解
し
て
も
ら

う
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

・
米
屋
私
ど
も
が
か
か
わ
っ
た
小
学
校
で
、

総
合
学
習
で
ド
ラ
マ
を
使
っ
た
教
育
を
取
り
入

れ
、
そ
の
後
、
国
語
の
授
業
で
も
ド
ラ
マ
の
手

法
を
用
い
た
ら
、
そ
の
単
元
の
テ
ス
ト
は
、
み

ん
な
が
八
割
以
上
で
き
た
と
い
う
、
学
習
効
呆

が
非
常
に
上
が
っ
た
と
い
う
こ
と
が
あ
り
ま
し

こ。t
 表

現
活
動
か
ら
入
っ
て
い
く
教
授
法
が
学
習

効
果
を
高
め
る
と
い
う
の
は
、
今
、
あ
ち
こ
ち

で
研
究
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
子
ど
も
た
ち
の
表

現
プ
ロ
セ
ス
を
重
視
す
る
こ
と
が
国
語
や
算
数

に
直
結
す
る
と
い
う
こ
と
が
、
意
外
に
ま
だ
理

鬱米屋尚子氏
演劇専門誌編集などを経て、 1991-

1993年、英国シティ大学大学院芸術政

策運営学科に留学。慶應義塾大学アート

センター立ち上げに参加後、米コロンビ

ア大学に留学（客員研究員）。 1996年よ

り社団法人日本芸能実演家団体協議会に

勤務。舞台芸術に関する調査研究、政策

提言、研修取業などを担当。

が
、
ア
ー
ト
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の
方
が
間
に
入
ら

れ
て
も
い
い
し
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
方
が
入
ら

れ
て
も
い
い
の
で
す
。
学
校
を
文
化
に
ど
う
つ

な
げ
て
い
く
か
と
い
う
の
は
、
今
日
と
て
も
大

切
な
こ
と
で
す
。
教
育
と
文
化
と
の
か
か
わ
り

を
ス
ト
ラ
テ
ジ
ッ
ク
に
問
題
視
す
べ
き
と
思
い

ま
す
。

鬱
根
木
学
校
現
場
の
多
忙
と
い
う
こ
と
と
あ

い
ま
っ
て
、
先
生
の
意
識
改
革
、
あ
る
い
は
学

校
全
体
の
雰
囲
気
を
変
え
る
の
は
、
な
か
な
か

一
朝
一
夕
に
は
む
ず
か
し
い
と
思
い
ま
す
。
む

し
ろ
、
大
学
の
教
育
学
部
教
育
か
ら
変
え
て
い

か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
も
思
わ
れ
ま
す
。
い

ち
ば
ん
現
実
的
で
や
り
や
す
い
の
は
、
地
域
の

文
化
施
設
が
核
と
な
り
、
そ
こ
に
子
ど
も
を
連

れ
て
き
て
、
い
ろ
い
ろ
な
事
業
、
催
し
を
行
う

と
い
う
こ
と
で
は
な
い
か
と
い
う
感
じ
が
し
ま

'

0

 

す
そ
の
際
に
、
文
化
施
設
、
劇
場
や
ホ
ー
ル
、

美
術
館
、
博
物
館
な
ど
に
、
子
ど
も
の
た
め
の

い
ろ
い
ろ
な
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
つ
く
つ
て
も
ら
い
、

そ
れ
に
対
し
て
支
援
す
る
こ
と
が
、
当
面
、
現

実
的
で
は
な
か
ろ
う
か
。

そ
れ
と
同
時
に
、
学
校
へ
の
働
き
か
け
も

徐
々
に
行
う
。
こ
の
よ
う
な
両
方
の
手
段
を
駆

使
し
て
対
応
さ
れ
て
い
く
こ
と
が
、
必
要
で
は

解
さ
れ
て
い
な
い
の
で
、
そ
う
い
っ
た
取
組
を

ア
ピ
ー
ル
し
て
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。

そ
の
一
方
で
、
学
校
に
あ
ま
り
期
待
し
て
く

れ
る
な
と
い
う
お
話
も
聞
き
ま
す
。
確
か
に
先

生
方
は
い
ろ
い
ろ
な
要
求
に
応
え
な
け
れ
ば
な

ら
ず
、
こ
れ
以
上
何
か
し
ろ
と
い
っ
て
く
れ
る

な
と
い
う
の
は
、
現
場
の
声
だ
と
思
い
ま
す
。

た
だ
、
窓
口
と
し
て
学
校
を
無
視
す
る
わ
け

に
い
き
ま
せ
ん
し
、
ほ
う
っ
て
お
く
と
、
保
護

者
の
理
解
の
あ
る
家
庭
の
子
ど
も
だ
け
が
、
い

ろ
い
ろ
な
学
習
機
会
に
出
向
い
て
い
っ
て
、
関

心
の
な
い
家
の
子
ど
も
は
ど
こ
に
も
連
れ
て
行

っ
て
も
ら
え
な
い
と
い
う
こ
と
に
陥
っ
て
し
ま

い
ま
す
。
そ
う
い
っ
た
こ
と
を
考
え
ま
す
と
、

学
校
と
い
う
場
は
大
切
で
す
が
、
学
校
に
任
せ

る
と
い
う
の
で
は
な
く
、
そ
こ
を
窓
口
と
し
な

が
ら
、
も
っ
と
地
域
で
担
っ
て
い
く
方
向
が
エ

夫
さ
れ
る
と
よ
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

鬱
田
村
保
護
者
の
意
識
も
あ
り
ま
す
が
、
地

域
社
会
が
解
体
し
、
担
い
手
が
誰
も
い
な
い
と

い
う
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
昔
で
あ
れ
ば
、
地
域
に

は
、
偏
屈
で
あ
っ
て
も
責
任
感
の
強
い
人
が
い

た
り
、

P
T
A
も
そ
う
い
う
役
割
を
も
ち
得
た

の
で
す
が
、
今
は
そ
こ
の
と
こ
ろ
が
全
然
な
く

て
、
間
に
何
か
中
間
的
な
組
織
、
あ
る
い
は
媒

介
に
な
る
よ
う
な
人
が
い
れ
ば
と
い
う
話
は
、
現

場
を
担
う
教
師
の
人
た
ち
か
ら
も
耳
に
し
ま
す
。

鬱
高
塩
ア
ー
ト
マ
ネ
ー
ジ
ャ
ー
の
読
論
の
中

で
、
文
化
の
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
や
ボ
ラ
ン
テ

ィ
ア
な
ど
、
用
語
の
問
題
も
含
め
て
議
論
が
あ

り
ま
し
た
が
、
本
来
そ
う
い
っ
た
役
割
を
担
う

方
で
す
ね
。
そ
う
い
う
人
が
学
校
と
地
域
の
文

化
施
設
を
結
び
付
け
た
り
、
地
域
で
子
ど
も
を

育
て
る
と
い
う
視
点
は
必
要
だ
と
思
い
ま
す
。

0
米
屋
現
在
、

N
P
O
が
地
域
で
子
ど
も
た

ち
に
文
化
体
験
を
日
常
的
に
提
供
し
て
い
る
と

こ
ろ
が
あ
り
ま
す
。
そ
う
い
っ
た
活
動
が
も
っ

と
し
や
す
く
な
る
よ
う
な
方
向
は
必
要
で
は
な

い
か
と
思
い
ま
す
。
子
ど
も
た
ち
は
、
誰
か
見

守
っ
て
い
る
、
信
頼
で
き
る
大
人
が
そ
ば
に
必

要
な
存
在
で
す
の
で
、
そ
う
い
っ
た
と
こ
ろ
に

文
化
に
造
詣
の
深
い
方
が
い
ら
っ
し
ゃ
る
と
、

す
ご
く
違
っ
て
く
る
の
か
な
と
思
い
ま
す
。

＠
高
塩
ス
ポ
ー
ツ
で
す
と
、
地
域
に
指
導
者

が
い
て
、
野
球
な
ら
野
球
の
、
サ
ッ
カ
ー
な
ら

サ
ッ
カ
ー
の
大
会
も
あ
り
ま
す
。
文
化
庁
で
は
、

土
日
を
使
っ
て
、
指
導
者
が
伝
統
芸
能
や
邦
楽

な
ど
を
教
え
る
「
伝
統
文
化
こ
ど
も
教
室
」
を

行
っ
て
い
ま
す
が
、
最
近
ニ
ー
ズ
と
し
て
あ
る

の
は
、
邦
楽
な
ど
を
勉
強
し
て
い
る
子
ど
も
た

ち
の
発
表
の
場
を
つ
く
つ
て
ほ
し
い
と
い
う
こ

と
で
す
。
や
は
り
成
呆
を
人
に
聴
い
て
も
ら
い

な
か
ろ
う
か
と
思
い
ま
す
。

.
高
塩
美
術
館
に
つ
い
て
は
、
従
来
、
「
芸
術

拠
点
形
成
事
業
」
で
集
中
支
援
を
し
て
い
ま
し

た
が
、
今
年
か
ら
、
子
ど
も
ミ
ュ
1
i
ジ
ア
ム
と

い
う
こ
と
で
、
子
ど
も
た
ち
の
展
覧
会
活
動
や
、

普
及
活
動
に
対
し
て
幅
広
に
支
援
を
し
て
い
く

こ
と
と
し
て
い
ま
す
。
美
術
館
は
限
ら
れ
た
空

間
で
は
な
く
、
広
く
開
か
れ
た
空
間
に
し
な
け

れ
ば
い
け
な
い
。
ホ
ー
ル
や
劇
場
で
も
そ
う
い

っ
た
取
紐
に
力
を
入
れ
て
い
る
と
こ
ろ
も
あ
り

ま
す
。
~

文
化
庁
で
は
「
本
物
の
舞
台
芸
術
体
験
事
業
」

を
各
学
校
で
行
っ
て
い
ま
す
が
、
最
近
、
音
楽

や
美
術
が
減
っ
て
お
り
、
ま
た
、
カ
リ
キ
ュ
ラ

ム
が
授
業
時
数
の
削
減
で
押
し
て
い
る
中
で
、

芸
術
体
験
を
行
う
と
、
あ
る
程
度
の
時
間
が
と

ら
れ
て
し
ま
う
と
い
う
問
題
も
あ
り
ま
す
。

教
科
の
授
業
も
重
要
で
す
が
、
子
ど
も
た
ち

の
文
化
施
策
も
、
教
育
施
策
と
一
体
と
な
っ
て

や
る
こ
と
が
必
要
で
す
。
そ
う
い
っ
た
視
点
を

施
策
に
反
映
さ
せ
る
よ
う
に
し
て
い
く
こ
と
が

で
き
れ
ば
、
そ
れ
こ
そ
、
文
化
庁
と
文
部
科
学

省
が
い
っ
し
ょ
の
組
織
に
あ
る
こ
と
の
大
き
な

メ
リ
ッ
ト
に
な
る
の
で
は
な
い
か
と
期
待
も
込

め
て
思
っ
て
お
り
ま
す
。

●
吉
本
保
護
者
の
理
解
も
必
要
で
す
。
芸
術
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E口l「文化芸術立国」を目指して～「文化力」は国の力～ 、し癌し談-会,・,

「文化芸術の振興に関する基本的な方針」（第2次基本方針）の策定に当たって

鬱高塩至
文化庁次長

た
い
と
い
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
が
何
事
に
も
必
要
で
す
ね
。

そ
の
仕
組
み
づ
く
り
を
行
政
が
し
て
い
く
°
そ

れ
は
国
が
全
国
統
一
的
に
と
い
う
こ
と
で
は
な

く
、
自
治
体
が
そ
れ
ぞ
れ
で
行
う
こ
と
が
望
ま

し
い
と
思
い
ま
す
。

基
本
方
針
は
国
の
方
針
で
す
か
ら
、
国
の
こ

と
を
中
心
に
書
か
れ
て
い
ま
す
が
、
特
に
地
域

の
問
題
、
子
ど
も
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
自
治

体
が
そ
の
担
い
手
と
し
て
主
体
的
な
役
割
を
果

た
し
て
い
か
な
い
と
、
日
本
文
化
の
総
体
と
し

て
の
厚
み
が
増
さ
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
私
ど

も
も
非
常
に
感
じ
て
い
ま
す
。

丁
白
り
：
口

□

』

●
高
塩
最
後
に
、
「
文
化
芸
術
立
国
」
の
実
現

を
目
指
し
て
、
文
化
庁
に
ぜ
ひ
こ
う
あ
る
べ
き

だ
と
い
う
こ
と
を
、
激
励
も
含
め
て
一
言
ず
つ

い
た
だ
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。

鬱
田
村
何
よ
り
も
、
今
回
課
題
に
な
っ
て
い

る
こ
と
に
つ
い
て
、
戦
略
的
に
対
処
し
て
い
っ

て
い
た
だ
き
た
い
と
い
う
こ
と
で
す
。

そ
れ
以
前
に
、
文
化
に
つ
い
て
、
我
々
は
自

負
を
も
っ
て
語
る
べ
き
時
代
に
来
て
お
り
、
何

か
の
従
属
的
な
話
と
し
て
で
は
な
く
、
堂
々
と

語
り
得
る
人
た
ち
が
た
く
さ
ん
出
る
よ
う
、
国

民
の
中
に
そ
う
い
う
環
境
を
つ
く
つ
て
い
く
こ

と
が
大
切
だ
と
思
い
ま
す
。

法
規
類
や
計
画
に
は
、
解
題
や
解
説
が
あ
り

ま
す
が
、
基
本
方
針
に
も
、
そ
の
底
流
や
背
後

に
は
い
ろ
い
ろ
な
こ
と
が
あ
る
と
い
う
、
解
題

を
つ
け
た
説
明
書
が
必
要
か
な
と
感
じ
て
い
ま

す
。
部
会
で
も
、
あ
れ
だ
け
の
議
論
集
積
が
さ

れ
た
わ
け
で
す
か
ら
、
こ
れ
を
少
し
で
も
解
き

明
か
せ
る
よ
う
努
め
、
ま
さ
に
今
日
の
文
化
状

況
と
文
化
政
策
を
語
る
大
き
な
意
味
を
も
っ
た

資
料
と
し
て
位
置
づ
け
、
活
用
し
て
い
た
だ
き

た
い
と
思
い
ま
す
。

●
根
木
文
化
庁
は
い
ろ
い
ろ
な
こ
と
を
や
っ

て
お
ら
れ
ま
す
の
で
、
今
後
こ
れ
ら
を
戦
略
的

に
き
ち
ん
と
休
系
化
し
、
さ
ら
に
メ
リ
ハ
リ
を

き
か
せ
た
形
で
整
理
し
て
、
各
種
施
策
を
推
進

し
て
い
く
こ
と
が
必
要
だ
と
思
い
ま
す
。

そ
れ
と
、

P
R
が
ま
だ
た
ら
な
い
感
じ
が
し

ま
す
。
も
う
少
し
印
刷
物
な
い
し
出
版
物
と
し

て
、
文
化
庁
が
い
ろ
い
ろ
と
出
さ
れ
て
も
よ
い

の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
例
え
ば
、
施
策
に

つ
い
て
簡
便
な
コ
ン
メ
ン
タ
ー
ル
の
よ
う
な
も

の
を
出
さ
れ
る
こ
と
も
‘
―
つ
の
方
法
だ
と
思

い
ま
す
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、

P
R
に
関
し
、

も
う
少
し
積
匝
的
に
お
や
り
に
な
っ
て
も
よ
い

の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

文
化
財
に
関
し
て
は
い
ろ
い
ろ
問
題
が
あ
る

よ
う
で
す
が
、
専
門
性
に
つ
い
て
は

i

般
の
国

民
が
認
め
て
い
る
と
思
い
ま
す
。
一
方
、
芸
術

文
化
の
方
は
、
誰
も
が
も
の
を
言
え
る
と
い
う

こ
と
も
あ
る
の
で
し
ょ
う
が
、
も
う
少
し
専
門

性
と
い
う
点
で
、
文
化
庁
が
権
威
あ
る
立
場
に

な
っ
て
い
く
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ

う
か
。
文
化
財
の
保
誤
と
芸
術
文
化
の
振
興
は
、

文
化
政
策
に
お
け
る
車
の
両
輪
で
あ
り
、
そ
の

い
ず
れ
に
つ
い
て
も
専
門
性
に
裏
づ
け
ら
れ
た

権
威
性
を
も
た
れ
る
よ
う
施
策
の
各
場
面
で
配

慮
さ
れ
た
ら
い
か
が
か
と
い
う
感
じ
が
し
ま
す
。

●
吉
本
こ
の
基
本
方
針
は
、
大
き
な
ビ
ジ
ョ

／
や
目
標
を
示
す
よ
う
な
内
容
で
す
の
で
、
戦

略
的
と
い
う
の
は
と
り
わ
け
重
要
だ
と
思
い
ま

す
。
今
回
、
第
一
一
次
基
本
方
針
を
策
定
す
る
に

当
た
っ
て
、
第
一
次
基
本
方
針
に
つ
い
て
、
ど

の
よ
う
な
成
果
が
あ
っ
て
、
何
が
課
題
だ
っ
た

の
か
と
い
う
こ
と
を
検
証
す
る
こ
と
が
、
非
常

に
む
ず
か
し
か
っ
た
と
い
う
反
省
が
あ
灯
ま
す
。

ま
た
五
年
後
に
見
直
し
が
あ
る
わ
け
で
す
か

ら
、
よ
り
明
確
な
目
標
設
定
を
し
、
成
果
と
課

題
が
わ
か
る
よ
う
に
、
将
来
の
ビ
ジ
ョ
ン
と
あ

わ
せ
た
戦
略
的
な
政
策
を
進
め
て
い
た
だ
き
た

い
と
思
い
ま
す
。
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も
う
一
点
、
基
本
方
針
が
ま
だ
あ
ま
り
広
く
果
的
に
、
文
化
芸
術
の
経
済
的
な
基
盤
を
整
え
と
が
で
き
ま
せ
ん
。
そ
こ
が
ま
だ
ま
だ
日
本
の

知
ら
れ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
が
あ
る
と
思
い
る
こ
と
に
つ
な
が
る
と
思
い
ま
す
。
芸
術
家
に
文
化
芸
術
の
中
で
弱
い
部
分
で
は
な
い
で
し
ょ

ま
す
。
こ
れ
が
国
の
文
化
の
方
針
だ
と
い
う
こ
と
っ
て
は
た
く
さ
ん
の
人
が
見
て
く
れ
る
と
い
う
か
。
こ
れ
は
ぜ
ひ
専
門
家
に
、
い
ろ
い
ろ
な

と
を
、
で
き
る
だ
け
広
報
す
る
よ
う
に
し
て
い
う
こ
と
が
、
芸
術
活
動
を
続
け
る
大
き
な
モ
チ
角
度
か
ら
分
析
し
て
い
た
だ
き
、
そ
の
分
析
を

ベ
ー
シ
ョ
ン
に
な
り
ま
す
。
そ
う
い
う
意
味
で
、
文
化
庁
の
文
化
政
策
と
し
て
集
約
し
て
い
た
だ

た
だ
き
た
い
。

そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
一
人
で
も
多
く
の
国
基
本
方
針
の
認
知
度
を
高
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

民
が
舞
台
を
観
に
行
く
と
か
、
美
術
を
観
に
行
文
化
芸
術
に
触
れ
る
人
を
と
に
か
く
一
人
で
も
も
っ
と
説
明
す
る
こ
と
を
日
ご
ろ
か
ら
心
が

く

と

か

、

鑑

賞

人

口

が

増

え

れ

ば

、

そ

れ

が

結

増

や

し

て

ほ

し

い

と

思

っ

て

い

ま

す

。

け

な

い

と

、

一

般

の

方

々

に

、

芸

術

が

ど

う

や

●
米
屋
現
状
把
握
の
部
分
が
ま
だ
不
十
分
で
っ
て
生
ま
れ
、
ど
う
や
っ
て
継
承
さ
れ
て
い
く

は
な
い
か
と
い
う
気
が
し
て
い
ま
す
。
今
は
こ
の
か
と
い
う
こ
と
が
理
解
さ
れ
な
い
ま
ま
、
一

う
だ
が
、
五
年
後
に
は
こ
}
う
し
た
い
と
い
う
こ
部
の
フ
ァ
ン
の
人
の
も
の
で
終
わ
っ
て
し
ま
う

と
を
、
数
値
と
し
て
、
経
済
社
会
構
造
の
中
で
の
で
は
な
い
か
、
そ
れ
を
阻
止
す
る
た
め
に
、

の
指
標
と
あ
わ
せ
て
語
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
ほ
も
っ
と
努
力
が
必
要
だ
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
は

し

い

と

思

っ

て

い

ま

す

。

文

化

庁

だ

け

で

な

く

、

い

ろ

い

ろ

な

担

い

手

が

そ
の
と
き
に
、
問
題
だ
と
思
う
の
は
、
一
般
や
る
べ
き
こ
と
で
は
な
い
か
と
思
っ
て
い
ま
す
。

の
人
に
と
っ
て
の
芸
術
活
動
の
イ
メ
ー
ジ
が
、
鬱
高
塩
文
化
庁
と
い
た
し
ま
し
て
も
、
こ
の

と
て
も
華
や
か
な
大
ス
タ
ー
と
食
べ
て
い
け
な
基
本
方
針
を
踏
ま
え
て
、
文
化
政
策
を
講
じ
て

い
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
と
い
う
、
そ
の
両
極
端
の
み
い
く
わ
け
で
す
が
、

P
R
、
あ
る
い
は
、
こ
の

で
、
中
間
層
に
つ
い
て
の
イ
メ
ー
ジ
が
と
て
も
フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ
を
ど
う
い
う
形
で
や
っ
て
い

貧

困

な

こ

と

で

す

。

く

か

と

い

う

こ

と

に

つ

い

て

、

考

え

て

い

か

な

音
楽
家
や
ダ
ン
サ
ー
を
目
指
す
新
人
が
い
て
、
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。
皆
様
に

そ
の
一
方
で
人
間
国
宝
に
な
る
よ
う
な
完
成
さ
は
、
今
後
と
も
引
き
続
き
さ
ま
ざ
ま
な
形
で
の

れ
た
方
が
い
ら
し
て
、
そ
の
中
間
が
ど
う
で
あ
ご
支
援
を
い
た
だ
き
た
い
と
考
え
て
お
り
ま
す

る
か
と
い
う
こ
と
が
あ
ま
り
論
じ
ら
れ
て
い
な
の
で
、
ど
う
ぞ
よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

い
。
そ
の
中
間
の
部
分
こ
そ
充
実
し
な
け
れ
ば
、
本
日
は
、
長
時
間
ど
う
も
あ
り
が
と
う
ご
ざ

私

た

ち

は

日

常

的

に

身

近

に

芸

術

に

接

す

る

こ

い

ま

し

た

。

（

了

）
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季節の「花と鳥」シリーズ「鳳凰木・孔雀・インコ」

「燦雨J.石崎光瑶（いしざき。こうよう 1884-1946)作

大正8年111l日本画、 6曲］双屏風（部分）圃各H181.4cmx W39.4cm朧南砺市立福光美術館蔵

光瑶は大正5年にインドに旅し、ヒマラヤ登攀後に多くの儒類や植物を写生しています。

大正6年に帰朝し、大正7年の第 12回文展に「熱国研春」で特選を受けています。

この「燦雨」は大正8年の第 1回帝展で前年の第 12回文展につづく 2度目の連続特選受寅作で

す。熱国の燦々と輝く太陽の下に、にわかに黄金のスコールがふりそそぎ、 2羽の孔雀と飛び交う数

羽のインコが恵みの雨に歓喜している情景で団。理想の楽園としての極楽浄土ではないでしょうか。

赤い花はマメ科の「鳳凰木」という熱国の花で、日本では沖縄に自生しています。別称「火

炎木」ともよばれ、赤し＼花を総称してこのようによばれていることもありますが、カエンボク

はノウセンカズラ科の別種の名称で翫

光瑶はこのホウオウポクの赤い燃え立つ花と緑濃い葉のコントラストに熱国と極楽を意識し

たものと思われます。

石崎光瑶 (l884-1946)は現南砺市福光の素封家石崎和善の五男として生まれ、 12

歳のころから東京出身で金沢在住の琳派の絵師山本光ーに師事しています。明治36年 (19

歳）に京都の竹内栖隅の門に入っていま臣帝展、新文展の審査員を4回努めています。昭

和8年から9年に 2度目のインド旅行をして、高野山金剛峰寺の襖絵を描いています。昭和

11年に京都市立絵画壽門学校の教授となり、昭和22年3月に他界しています。

▽
休
日
を
利
用
し
て
近
所
の
小
規
模
な

図
誉
館
（
分
館
で
す
）
へ
行
っ
て
き
ま

し
た
。
休
日
と
い
う
こ
と
も
あ
り
利
用

者
で
そ
れ
な
り
に
賑
わ
っ
て
い
ま
し
た

が
、
利
用
者
の
大
半
は
常
遮
と
思
わ
れ

る
中
高
年
の
方
、
絵
本
を
探
す
保
誤
者

と
子
ど
も
た
ち
で
し
た
。
中
学
生
、
高

校
生
や
大
学
生
の
姿
が
ほ
と
ん
ど
み
ら

れ
な
い
の
は
寂
し
い
気
も
し
ま
す
。
図

薔
の
蔵
書
の
量
や
質
を
考
え
て
み
て
も
、

学
校
図
昏
館
を
利
用
し
た
ほ
う
が
便
利

だ
か
ら
で
し
ょ
う
か
。
こ
の
小
さ
な
図

書
館
に
は
微
妙
に
古
本
の
よ
う
に
な
っ

て
し
ま
っ
た
蔵
書
が
多
い
の
で
す
が
、
こ

こ
に
は
子
ど
も
た
ち
が
少
々
騒
い
で
も

大
目
に
み
る
雰
囲
気
が
あ
り
ま
す
。
こ

れ
か
ら
も
た
ま
に
通
っ
て
み
よ
う
。

▽
最
近
通
勤
電
車
に
乗
っ
て
い
て
ふ
と

気
づ
い
た
の
で
す
が
、
ほ
ん
の
数
分
の
遅

延
で
も
停
車
駅
に
近
づ
く
と
遅
延
し
た
時

間
と
お
詫
び
の
放
送
を
車
内
に
流
す
車
掌

さ
ん
が
増
え
て
い
る
こ
と
で
す
。
郊
外
に

住
み
、
遠
距
離
を
通
勤
す
る
者
に
と
っ

て
、
い
く
つ
も
の
停
車
駅
に
つ
く
た
び

に
聞
か
さ
れ
る
の
は
煩
わ
し
い
と
感
じ
て

し
ま
い
ま
す
。
定
時
退
行
の
励
行
に
神
経

質
に
な
り
過
ぎ
て
い
る
よ
う
な
気
が
す
る

の
は
私
だ
け
で
し
ょ
う
か
°
い
つ
か
ら

二
、
三
分
の
遅
延
ま
で
放
送
す
る
よ
う
に

な
っ
た
の
か
わ
か
り
ま
せ
ん
が
、
車
内
放

送
だ
け
が
忙
し
く
、
騒
が
し
い
通
勤
電

車
に
な
っ
て
い
る
よ
う
で
す
。
（
河
）

次号(8月号）予告

学校施設の地震対策
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