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去
る
５
月　

日
、「
片
岡
鶴
太
郎

２９

ガ
ラ
ス
の
世
界
展
」
が
６
３
６
０

人
の
入
館
者
数
を
記
録
し
て
無
事

終
了
し
た
。
鶴
太
郎
さ
ん
の
展
覧

会
は
い
ろ
い
ろ
と
開
催
さ
れ
て
い

る
が
、
ガ
ラ
ス
の
作
品
展
は
私
ど

も
の
美
術
館
が
全
国
初
で
あ
る
。

講
演
会
・
サ
イ
ン
会
と
大
変
な
賑

わ
い
で
、
ご
本
人
も
高
梁
市
を
大

い
に
気
に
入
り
、
鮎
の
時
期
に
是

非
に
と
展
覧
会
の
リ
ク
エ
ス
ト
も

い
た
だ
い
た
の
で
又
機
会
が
あ
れ

ば
と
考
え
て
い
る
。

　

こ
の
企
画
は「
美
術
館
を
身
近

に
」と
い
う
願
い
と
高
齢
化
社
会
を

迎
え
て
生
涯
教
育
が
叫
ば
れ
る
現

在
、市
民
一
人
ひ
と
り
が
自
ら
創

作
活
動
に
携
わ
る
き
っ
か
け
に
な

れ
ば
と
い
う
想
い
で
開

催
し
た
。

　

お
役
に
立
て
た
か
ど

う
か
反
省
し
て
次
回
に

生
か
し
た
い
。

　

以
下
今
年
の
展
覧
会

予
定
を
紹
介
し
な
が
ら

美
術
館
の
運
営
に
つ
い

て
お
話
し
た
い
。

　

６
月
に
は
「
成
羽
テ

キ
ス
タ
イ
ル
美
術
館
」

と
し
て
岡
山
県
立
大
学

デ
ザ
イ
ン
学
部
作
品
展

を
開
催
し
た
。
こ
れ
は

岡
山
県
立
大
学
と
の
共

同
企
画
で
あ
り
、
美
術
館
が
地
元

大
学
と
タ
イ
ア
ッ
プ
し
て
大
学
教

育
と
美
術
館
活
動
の
あ
り
方
を
模

索
す
る
も
の
で
あ
る
。
昨
秋
に
は

開
館　

周
年
記
念
企
画
「
児
島
虎

１０

次
郎
秀
作
選
」
会
場
に
お
い
て
吉

備
国
際
大
学
・
文
化
財
修
復
国
際

協
力
学
科
の
授
業
も
開
催
さ
れ

た
。
今
後
は
更
に
保
育
園
や
小
中

学
校
教
育
の
関
わ
り
を
強
化
し
、

教
育
全
般
と
の
交
流
を
深
め
た
い

と
考
え
て
い
る
。

　

７
月
末
か
ら
は
「
倉
敷
ガ
ラ
ス

小
谷
真
三
展
」
が
約
２
カ
月
間
開

催
さ
れ
る
。
小
谷
先
生
は
芳
井
町

出
身
の
倉
敷
ガ
ラ
ス
創
始
者
で
あ

り
、
こ
の
度
の
展
覧
会
は
先
生
の

創
作　

年
の
回
顧
展
で
あ
る
。

４０

　

こ
れ
は
美
術
館
の
郷
土
作
家
シ

リ
ー
ズ
の
一
環
と
し
て
企
画
し
た

も
の
で
あ
り
、
備
中
を
中
心
と
す

る
郷
土
出
身
作
家
の
仕
事
を
顕
彰

し
、
次
代
の
人
材
育
成
に
役
立
て

た
い
と
考
え
て
い
る
。

　

秋
は
ま
さ
に
美
術
館
の
季
節
。

　

月
か
ら　

月
末
ま
で
特
別
展
と

１０

１１

し
て
新
市
誕
生
一
周
年
記
念
「
印

象
派
と
西
洋
絵
画
の
巨
匠
展
」
が

開
催
さ
れ
る
。
モ
ネ
、
ル
ノ
ア
ー

ル
、
ミ
レ
ー
な
ど
世
界
の
巨
匠
作

品
を
一
堂
に
集
め
た
企
画
で
あ

る
。
折
り
し
も
国
体
の
時
期
で
あ

り
全
国
か
ら
お
越
し
に
な
る
方
々

に
名
品
を
ご
覧
い
た
だ
き
高
梁
の

文
化
の
秋
を
満
喫
し
て
い
た
だ
け

れ
ば
幸
い
で
あ
る
。

　

新
市
に
お
け
る
美
術
館
と
し
て

市
民
の
生
活
文
化
に
ど
の
よ
う
に

役
立
ち
、
ま
た
そ
の
た
め
に
ど
う

関
わ
っ
て
ゆ
く
の
か
を
真
剣
に
考

え
な
け
れ
ば
と
思
う
。

　

い
ず
れ
に
し
て
も
地
域
に
支
え

ら
れ
地
域
の
人
々
と
共
に
育
つ
美

術
館
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と

は
明
ら
か
で
あ
る
。
美
術
館
に
対

す
る 
忌  
憚 
の
な
い
ご
意
見
や
ご
指

き 

た
ん

摘
を
心
か
ら
お
願
い
す
る
し
だ
い

で
あ
る
。
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方
谷
は
前
号
一
〜
三
の
政
策

で
、
き
び
し
い
倹
約
令
に
よ
っ

て
支
出
を
お
さ
え
、
借
財
返
済

の
見
通
し
を
つ
け
、
藩
札
を
整

理
し
て
信
用
を
回
復
し
、
健
全

財
政
へ
の
道
筋
を
つ
け
ま
し

た
。
嘉
永
五（
一
八
五
二
）年
に

郡
奉
行
も
兼
ね
て
経
済
の
み
な

ら
ず
地
方
政
治
も
掌
握
し
、
民

政
を
安
定
し
、
富
国
強
兵
の
方

策
を
実
施
し
て
い
き
ま
す
。

　

四
、
産
業
振
興　

嘉
永
五
年

 
撫  
育  
方 
を
置
き
、
後
述
す
る
収

ぶ 

い
く 

か
た

納
米
以
外
の
一
切
の
産
物
を
扱

い
、
そ
の
利
益
を
産
業
振
興
な

ど
の
資
金
に
利
用
し
ま
し
た
。

　

備
北
の
鉄
山
を
開
掘
、
城
下

の
対
岸
近
似
村
に
山
陰
な
ど
よ

り
鍛
冶
職
人
を
数
十
戸
招
き
、

良
質
の
鉄
製
品
を
作
ら
せ
ま
し

た
。
備
中 
鍬 
な
ど
の
農
具
や 
釘 

く
わ 

く
ぎ

は
評
判
が
良
く
、
特
に
釘
に
つ

い
て
は
会
津
藩
士
秋

月
氏
が「
当
時
釘
を
作

り
江
戸
へ 
漕  
売 
し
て

そ
う 

ば
い

一
年
三
千
両
位
に
至

る
」と
記
さ
れ
て
い
ま

す
か
ら
、一
両
を
十
万

円
と
み
る
と
三
億
円

位
も
の
利
益
を
も
た

ら
し
た
と
考
え
ら
れ

ま
す
。他
に
銅
の
利
益

も
あ
り
ま
し
た
。山
野

に
杉
、
竹
、
は
ぜ
、

漆
、
茶
（
津
川
の
は
高
品
質
）

を
植
え
ま
し
た
。
葉
た
ば
こ
を

増
殖
し
、城
下
の
内
職
で 
刻 
み
、

き
ざ

「
松
山 
刻 
」と
し
て
江
戸
か
ら
九

き
ざ
み

州
ま
で
も
売
り
出
し
、
織
物
を

作
り
、ま
た
家
中
屋
敷
で
柚
子
、

柿
を
植
え
、 

柚  
餅  
子 
が
作
ら
れ

ゆ 

べ 

し

ま
し
た
。
釘
、
反
物
そ
の
他
城

下
で
製
作
し
た
品
は
江
戸
に
回

漕
し
て
販
売
し
、
江
戸
藩
邸
の

費
用
に
あ
て
ま
し
た
。

　

五
、
民
政
刷
新　

藩
主 
勝  
静 

か
つ 

き
よ

と
方
谷
が
最
も
重
視
し
た
の
が

人
々
の
生
活
の
安
定
で
す
。
人
の

気
持
や
風
俗
が
向
上
す
れ
ば
他

領
か
ら
人
も
金
も
集
ま
り
、
藩

は
栄
え
る
と
考
え
て
特
に
力
を

入
れ
て
い
ま
す
。
ぜ
い
た
く
を
戒

め
、 
賄  
賂 
は
厳
禁
、
ま
ず
役
人
が

わ
い 

ろ

行
い
を
正
し
て
人
々
を
指
導
す

る
よ
う
求
め
て
い
ま
す
。

　

当
時
備
中
は
支
配
違
い
の
領

土
が
入
り
込
み
、
他
所
か
ら
来

て
悪
事
を
働
く
も
の
が
多
か
っ

た
。
方
谷
は
強
力
な
盗
賊
改
方

を
お
い
て
辺
境
ま
で
厳
し
く
取

り
締
ま
り
、
厳
罰
に
処
し
た
の

で
、
戸
を
開
け
て
寝
て
も
安
心

と
い
わ
れ
る
ほ
ど
治
安
が
良
く

な
り
、 

賭  
博 
な
ど
の 
賭 
け
ご
と

と 

ば
く 

か

も
な
く
な
り
ま
し
た
。

　

安
政
二（
一
八
五
五
）年
に
な

る
と
改
革
の
実
が
あ
が
り
、
借

り
上
げ
で
厳
し
い
生
活
を 
余  
儀 

よ 

ぎ

な
く
さ
れ
て
い
た
藩
士
に
対
し

て
、
借
り
上
げ
た
一
割
を
返
し

ま
し
た
。　

　

ま
た
農
民
へ
の
税
を
安
く

し
、
困
っ
て
い
る
村
や
庄
屋
に

資
金
を
援
助
し
て
立
ち
直
ら

せ
、
町
民
に
は
商
売
の
資
金
を

援
助
し
ま
し
た
。
開
墾
を
奨
励

し
て
そ
の
資
金
を
貸
し
、 

他  
所 

よ 

そ

か
ら
来
た
人
も
入
れ
、
新
開
地

に
は
税
を
免
除
、
農
民
も
農
地

も
増
加
し
ま
し
た
。
ま
た 
飢  
饉 

き 

き
ん

に
備
え
て
四
十
か
所
あ
ま
り
の

 
郷  
倉 
を
設
け
ま
し
た
。

ご
う 

ぐ
ら

　

安
政
四
年
、
方
谷
は
元
締
を

退
き
ま
し
た
が
、
な
お
御
勝
手

掛
と
し
て
財
政
や
大
事
の
決
定

に
は
関
与
し
ま
し
た
。こ
の
時
ま

で
に
借
財
は
ほ
ぼ
返
し
て
、
新

紙
幣 
永  
銭 
に
よ
る
収
入
も
含
め

え
い 

せ
ん

て
、
撫
育
方
に
か
な
り
の
お
金

を
貯
え
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

　

六
、
文
武
奨
励　

方
谷
は
藩

士
に
有
終
館
や
江
戸
や
野
山

（
東
方
の
守
り
と
し
て
在
宅
武

士
が
居
住
）の
学
問
所
で
文
武

両
道
の
修
業
を
さ
せ
ま
し
た
。

 
卒 （
下
級
武
士
）や
町
民
、
農
民

そ
つに

も
武
士
に
準
じ
た
学
問
を
奨

励
し
、城
下
に
鍛
冶
町
教
諭
所
、

玉
島
に
玉
島
教
諭
所
、
総
社
に

矢
田
部
教
諭
所
を
設
け
ま
し

た
。
多
く
の
藩
民
は
学
問
を
学

び
、
人
と
し
て
の
大
切
な
心
を

育
て
て
い
き
ま
し
た
。

　

方
谷
は
以
前
か
ら
藩
の
防
衛

に
心
を
く
だ
い
て
お
り
、
世
界

情
勢
に
も
通
じ
、
洋
式
の
軍
備

の
必
要
を
悟
り
、弘
化
四（
一
八

四
七
）年
津
山
の
天
野
直
人
に

大
砲
の
製
法
や
銃
陣
を
学
び
ま

し
た
。
当
時
の
武
士
は
洋
式
戦

術
で
あ
る
号
令
に
よ
る
一
斉
行

動
を
嫌
っ
た
の
で
、
郡
奉
行
に

な
る
と
、
農
民
を
組
織
し
て
鉄

砲
を
貸
し
与
え
、
農
閑
期
に
桔

梗
原
で
訓
練
し
、
千
二
百
名
の

郷
土
防
衛
隊
を
創
り
あ
げ
ま
し

た
。
第
一
次
長
州
征
討
の
時
、

藩
主
以
下
武
士
は
ほ
と
ん
ど
出

陣
し
た
の
で
、
方
谷
は
こ
の
農

兵
隊
で
藩
の
守
り
を
固
め
て
い

ま
す
。　
　
　
　
　
　
　
　

 

（
文
・
児
玉
享
さ
ん
）

 

―
来
月
号
に
つ
づ
く
―

元
締
時
代 

―
財
政
改
革
、
豊
か
に
す
る
―

当時をしのぶ備中松山藩鉄砲組の演武

鉄
製
農
具
、
備
中
鍬
な
ど
（
郷
土
資
料
館
所
蔵
）


