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岡
本
太
郎《
コ
ン
ト
ル
ポ
ア
ン
》
を
め
ぐ
っ
て

　
当
館
が
所
蔵
す
る
岡
本
太
郎（
一
九
一
一
│
九

六
）作
品
は
全
五
点
。
そ
の
中
で
も《
コ
ン
ト
ル
ポ

ア
ン
》（
一
九
三
五
／
五
四
年
）﹇
図
１
﹈は
オ
リ
ジ
ナ

ル
作
品（
一
九
三
五
年
）
が
パ
リ
在
住
時
代（
一
九

三
〇
│
四
〇
年
）に
制
作
さ
れ
た
唯
一
の
作
品
で

あ
る
。

　
残
念
な
が
ら
パ
リ
時
代
の
作
品
群
は
一
九
四

五
年
、
ア
メ
リ
カ
軍
の
空
襲
に
よ
っ
て
自
宅
も
ろ

と
も
全
て
焼
失
し
て
し
ま
っ
て
い
る
が
、
そ
の
う

ち
の
四
点
の
み
が
作
家
自
ら
の
手
に
よ
っ
て
戦

後
に
再
制
作
さ
れ
た
。
抽
象
表
現
の
処
女
作
と

さ
れ
る《
空
間
》（
一
九
三
四
／
五
四
年
）﹇
図
２
﹈、

《
傷
ま
し
き
腕
》（
一
九
三
六
／
四
九
年
）﹇
図
３
﹈、 

《
露
店
》（
一
九
三
七
／
四
九
年
）、
そ
し
て《
コ
ン
ト

ル
ポ
ア
ン
》で
あ
る
。

　
岡
本
の
画
業
に
お
い
て
パ
リ
時
代
の
代
表
作

と
さ
れ
る
作
品
は《
傷
ま
し
き
腕
》
で
あ
る
と
言

わ
れ
て
い
る
。
し
か
し《
コ
ン
ト
ル
ポ
ア
ン
》は
決

し
て
引
け
を
取
っ
て
い
な
い
。
本
稿
で
は《
コ
ン

ト
ル
ポ
ア
ン
》に
潜
在
す
る
力
を
見
つ
け
て
い
き

た
い
。

《
コ
ン
ト
ル
ポ
ア
ン
》オ
リ
ジ
ナ
ル
か
ら
再
制
作

ま
で

　
岡
本
は
一
九
三
三
年
頃
に
ハ
ン
ス
・
ア
ル
プ

（
一
八
八
六
│
一
九
六
六
）や
オ
ー
ギ
ュ
ス
ト
・
エ
ル

バ
ン（
一
八
八
二
│
一
九
六
〇
）
ら
に
誘
わ
れ
、
抽

象
画
家
や
彫
刻
家
に
よ
っ
て
結
成
さ
れ
た「
ア
プ

ス
ト
ラ
ク
シ
オ
ン
・
ク
レ
ア
シ
オ
ン（
抽
象
・
創
造

協
会
）」に
参
加
す
る
。
こ
の
グ
ル
ー
プ
に
所
属
し

て
い
た
頃
に
制
作
さ
れ
た《
空
間
》
は
ま
っ
す
ぐ

な
棒
と
布
が
併
置
さ
れ
、
白
い
布
は
裏
面
の
赤

色
の
面
が
見
え
る
ほ
ど
に
は
た
め
い
て
い
る
。
純

粋
抽
象
の
グ
ル
ー
プ
に
所
属
し
な
が
ら
も
岡
本

は
そ
の
表
現
に
飽
き
足
ら
ず
、
や
が
て
一
九
三

六
年
に
こ
の
協
会
を
退
会
す
る
。
退
会
前
年
、

特
異
な
オ
ブ
ジ
ェ
や
幻
想
的
な
絵
画
を
制
作
し

た
ク
ル
ト
・
セ
リ
グ
マ
ン（
一
九
〇
〇
│
六
二
）
と

と
も
に
手
に
届
く
実
感
の
あ
る
も
の
を
追
究
す

る「
ネ
オ
・
コ
ン
ク
レ
テ
ィ
ス
ム（
新
具
体
主
義
）」

を
唱
え
始
め
た
。
そ
し
て
一
九
三
五
年
に
ジ
ュ
ン

ヌ
・
ユ
ー
ロ
ッ
プ
画
廊
で
開
催
さ
れ
た
ク
ル
ト
・

岩
田
ゆ
ず
子

作
品
研
究

セ
リ
グ
マ
ン
、
ジ
ュ
ラ
ー
ル
・
ヴ
ィ
リ
ア
ミ（
一
九

〇
九
│
二
〇
〇
五
）、
岡
本
の
三
人
展
に《
コ
ン
ト

ル
ポ
ア
ン
》が（
制
作
時
期
か
ら
考
え
て
）、
初
出
展

さ
れ
た
と
推
測
さ
れ
る﹇
註
１
﹈。

　
岡
本
自
身
も
、「
抽
象
画
と
は
い
え
、
私
は

p
alp

able

『
手
に
触
れ
得
る
も
の
』が
表
現
し
た

か
っ
た
の
で
あ
る
。
直
感
で
想
像
し
た
も
の
を
他

の
コ
ン
ヴ
ァ
ン
シ
ョ
ネ
ル
な
像
を
持
っ
た
も
の
よ

り
も
強
い
実
在
感
を
与
え
よ
う
と
努
力
し
た
」

﹇
註
２
﹈と
語
っ
て
お
り
、
新
た
な
表
現
へ
と
移
行

す
る
姿
勢
を
見
せ
た
か
っ
た
の
だ
ろ
う
。

　
こ
こ
で
、《
コ
ン
ト
ル
ポ
ア
ン
》
の
画
中
の
モ

チ
ー
フ
を
見
て
み
よ
う
。
黒
一
色
に
塗
ら
れ
た

背
景
に
三
つ
の
モ
チ
ー
フ
が
横
一
列
に
並
ぶ
。

右
側
に
は
赤
と
白
の
プ
ニ
プ
ニ
と
し
た
弾
力
あ

る
海
の
生
き
物
を
思
わ
せ
る
有
機
物
、
左
側
に

は
黄
色
い
貝
殻
の
よ
う
な
硬
質
な
フ
ォ
ル
ム
、

そ
の
ふ
た
つ
の
有
機
物
の
真
ん
中
に
ま
る
で
レ

ン
ズ
の
よ
う
に
湾
曲
し
た
灰
色
の
線
が
置
か
れ

て
い
る
。
同
時
期
に
描
か
れ
た《
リ
ボ
ン
》（
一
九

三
五
年
、
現
存
せ
ず
）も
三
つ
の
結
ば
れ
た
リ
ボ
ン

が
背
景
の
羽
目
板
に
留
め
ら
れ
て
い
る
。《
傷
ま

し
き
腕
》
へ
と
繋
が
っ
て
い
く「
リ
ボ
ン
」
の
モ

チ
ー
フ
が
表
れ
始
め
る
時
期
で
も
あ
る
が
、
描

か
れ
た
モ
チ
ー
フ
の
数
が《
空
間
》と
は
異
な
り
、

《
コ
ン
ト
ル
ポ
ア
ン
》《
リ
ボ
ン
》と
も
に
三
つ
で
あ

図1  岡本太郎《コントルポアン》1935/1954年
東京国立近代美術館蔵

図2  
岡本太郎 
《空間》

1934/1954年
川崎市岡本太郎
美術館蔵

図3  岡本太郎《傷ましき腕》1936/1949年
川崎市岡本太郎美術館蔵
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る
こ
と
に
注
目
し
た
い
。
赤
と
白
、黄
色
の
有
機

体
は
両
極
端
の
個
性
を
も
っ
て
向
か
い
合
い
、

そ
の
両
者
の
間
で
中
央
の
灰
色
の
曲
線
が
バ
ラ

ン
ス
を
保
っ
て
い
る
。
し
か
も
モ
チ
ー
フ
が
交
わ

る
こ
と
は
な
く
、
一
つ
一
つ
独
立
し
て
い
る
。
作

品
を
三
つ
の
要
素
で
構
成
す
る
こ
の
よ
う
な
構

図
は
、
そ
の
後
の
岡
本
の
仕
事
で
も
発
展
的
に

継
承
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。《
コ
ン
ト
ル
ポ
ア

ン
》
は
そ
の
端
緒
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
作
品
な

の
だ
。

　
オ
リ
ジ
ナ
ル
の《
コ
ン
ト
ル
ポ
ア
ン
》は
そ
の
後

「
第
二
回
巴
里
日
本
美
術
家
展
覧
会
」（
一
九
三
九

年
）に
、
岡
本
の
帰
国
後
は
一
九
四
一
年
の「
第

二
十
八
回
二
科
展
」、「
岡
本
太
郎
滞
欧
作
品
展
」

に
出
品
さ
れ
た﹇
註
３
﹈。
そ
し
て
前
述
し
た
よ
う

に
、《
コ
ン
ト
ル
ポ
ア
ン
》を
含
む
パ
リ
時
代
の
作

品
群
は
空
襲
に
よ
り
焼
失
し
て
し
ま
っ
た
。

　
戦
後
、
岡
本
は
パ
リ
時
代
の
作
品
を
四
点
再

制
作
し
て
い
る
。
そ
の
き
っ
か
け
は
一
九
四
九

年
、
讀
賣
新
聞
文
化
部
の
美
術
記
者
・
海
藤
日

出
男（
一
九
一
二
│
九
一
）か
ら
焼
失
し
た《
傷
ま

し
き
腕
》
の
再
制
作
を
依
頼
さ
れ
た
こ
と
で
あ

る
。
結
果
、「
現
代
美
術
自
選
代
表
作
十
五
人

展
」（
日
本
橋
髙
島
屋
、
一
九
五
〇
年
一
月
十
一
日
│

二
十
九
日
）に
、
再
制
作
さ
れ
た《
傷
ま
し
き
腕
》

と《
露
店
》
の
二
点
が
、
戦
後
の
近
作
と
と
も
に

出
品
さ
れ
た
。
そ
し
て
更
に
一
九
五
四
年
に《
空

間
》
と《
コ
ン
ト
ル
ポ
ア
ン
》
が
再
制
作
さ
れ
た
。

焼
失
し
た
戦
前
の
作
品
を
戦
後
に
な
っ
て
再
制

作
す
る
こ
と
に
は
戦
後
の
作
品
の
展
開
か
ら
振

り
返
る
こ
と
に
よ
る
、
岡
本
自
身
の
選
択
が
働

い
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

題
名
を
持
っ
て
、
音
楽
が
始
ま
る

　
本
作
品
の
題
名《
コ
ン
ト
ル
ポ
ア
ン
》
は
音
楽

用
語
で「
対
位
法
」を
指
し
、
複
数
の
旋
律
を
そ

れ
ぞ
れ
の
独
立
性
を
保
ち
つ
つ
互
い
に
調
和
し

て
重
ね
合
わ
せ
る
技
法
で
あ
る
。
実
は
、
題
の
命

名
者
は
作
者
の
岡
本
本
人
で
は
な
い
。
一
九
三

七
年
の
作
品
集『O

K
A

M
O

T
O

』（G
.L

.M

社
）刊

行
時
、
そ
れ
ま
で
題
が
つ
け
ら
れ
て
い
な
か
っ
た

作
品
群
に
対
し
て
、
評
論
家
の
ピ
エ
ー
ル
・
ク
ル

チ
オ
ン（
一
九
〇
二
│
八
八
）が
題
名
を
付
し
た
の

で
あ
る
。
ク
ル
チ
オ
ン
は
、『O

K
A

M
O

T
O

』
に

収
録
さ
れ
た
序
文「
岡
本
と
感
情
の
裂
傷
」で
も

「
彼
の
絵
画
は
洗
練
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
音
楽

的
で
、
リ
ズ
ム
、
対
位
法
、
響
き
に
満
ち
て
い
る
」

と
語
っ
て
い
る﹇
註
４
﹈。
岡
本
は
再
制
作
時
も
こ

の
題
名
を
使
用
し
た
。

　
他
者
に
よ
っ
て
付
け
ら
れ
た
題
名
で
は
あ
る

が
、
も
と
も
と
岡
本
も
音
楽
に
深
い
関
心
を

持
っ
て
い
た
資
料
が
残
さ
れ
て
い
る
。
父
・
岡
本

一
平（
一
八
八
六
│
一
九
四
八
）が
岡
本
へ
宛
て
た

手
紙
に
は「
君
は
中
学
生
の
と
き
画
よ
り
音
楽

の
方
が
ず
っ
と
好
き
な
よ
う
だ
っ
た
」と
書
か
れ

て
い
る﹇
註
５
﹈。
本
人
も
子
供
の
頃
、
絵
描
き
に

な
ろ
う
か
、
文
学
を
や
る
か
、
音
楽
か
、
と
真
剣

に
悩
ん
だ
そ
う
だ
。

　
ま
た
、
岡
本
の
自
宅
に
は
与
謝
野
晶
子
か
ら

譲
り
受
け
た
ピ
ア
ノ
が
残
っ
て
お
り
、
本
人
が
ア

ト
リ
エ
で
演
奏
し
て
い
る
写
真
や
映
像
が
残
さ

れ
て
い
る
。
あ
の「
芸
術
は
爆
発
だ
！
」
と
叫
ぶ

コ
マ
ー
シ
ャ
ル
で
も
グ
ラ
ン
ド
ピ
ア
ノ
を
弾
き
鳴

ら
し
て
い
る
。
岡
本
に
と
っ
て
、
美
術
と
音
楽
の

創
作
現
場
は
ま
る
で
コ
イ
ン
の
裏
と
表
の
よ
う

に
一
体
と
な
っ
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

　
岡
本
自
身
に
よ
る
音
楽
に
対
す
る
所
感
は

『
私
の
現
代
美
術
』（
新
潮
社
、
一
九
六
三
年
）に
収

録
さ
れ
た「
音
楽
白
痴
化
論
」
に
記
さ
れ
て
い

る
。
モ
ー
ツ
ァ
ル
ト
に
つ
い
て
は
以
下
の
よ
う
に

積
極
的
な
評
価
を
下
し
て
い
る
。

（
中
略
）音
楽
白
痴
化
論
が
持
説
で
あ
る
私
が
、

正
直
に
い
っ
て
モ
ー
ツ
ァ
ル
ト
に
は
何
度
か
い

か
れ
た
。（
中
略
）モ
ー
ツ
ァ
ル
ト
の
技
術
は
た

し
か
に
単
純
だ
。（「
複
雑
微
妙
な
半
音
階
的
転

調
」な
ど
と
い
う
が
、
そ
れ
は
深
刻
ぶ
っ
た
後
世
の

人
の
解
説
だ
）。
し
か
し
そ
の
単
純
さ
に
永
遠

の
リ
ズ
ム
を
つ
か
ま
え
て
い
る
。
そ
う
い
う
人

間
、
そ
う
い
う
芸
術
家
で
あ
る
た
め
に
は
、
拘

束
と
、
そ
れ
を
の
り
超
え
る
豊
か
さ
が
あ
っ
た

に
違
い
な
い
。
大
人
で
あ
り
、
熟
し
て
い
な
が

ら
、
な
お
無
邪
気
な
音
を
た
て
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
人
間
の
す
ば
ら
し
さ
。
そ
れ
が
モ
ー
ツ
ァ

ル
ト
に
顕
現
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
が
永
遠
性
な

の
で
あ
る﹇
註
６
﹈。

　
実
は
、
モ
ー
ツ
ァ
ル
ト
の
曲
に
も
対
位
法（
コ

ン
ト
ル
ポ
ア
ン
）が
用
い
ら
れ
て
い
る
も
の
も
少
な

く
な
い
。
岡
本
は
引
用
部
分
で
語
ら
れ
て
い
る

通
り
、
モ
ー
ツ
ァ
ル
ト
の
音
楽
に
単
な
る
調
和
で

は
な
く
て「
拘
束
と
、
そ
れ
を
の
り
超
え
る
豊
か
さ
」

を
見
出
し
た
の
で
は
な
い
か
。
ク
ル
チ
オ
ン
に

よ
っ
て
作
品
に《
コ
ン
ト
ル
ポ
ア
ン
》と
題
さ
れ
た

こ
と
は
、
岡
本
に
と
っ
て
も
納
得
が
い
く
も
の

だ
っ
た
の
だ
ろ
う
。

戦
後
の
思
想
に
引
き
継
が
れ
る
も
の

　
前
述
し
た
通
り
、
パ
リ
時
代
の
作
品
は
一
九

四
九
、
五
四
年
に
再
制
作
さ
れ
た
。
こ
の
時
期

は
、
戦
後
岡
本
が
独
自
の
芸
術
理
念「
対
極
主

義
」を
唱
え
始
め
た
時
期
に
あ
た
る
。
ま
ず
、『
画

文
集
・
ア
ヴ
ァ
ン
ギ
ャ
ル
ド
』（
月
曜
書
房
、
一
九
四

八
年
）に
掲
載
さ
れ
た
岡
本
に
よ
る
対
極
主
義
に

つ
い
て
の
説
明
を
引
用
す
る
。

　
こ
の
態
度
は
ま
づ
第
一
に
科
学
的
で
あ
り
、

革
命
的
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
が
尖
鋭

化
す
れ
ば
す
る
程
そ
れ
は
必
然
的
に
そ
の
反

対
の
モ
メ
ン
ト
で
あ
る
非
合
理
的
、主
体
的
パ

ト
ス
を
生
起
す
る
契
機
と
な
り
、
矛
盾
を
は

ら
む
の
で
あ
る（
中
略
）。
芸
術
家
は
こ
の
矛
盾

を
引
き
う
け
て
必
死
な
体
顕（
マ
マ
）
を
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
り
、こ
れ
を
充
分
に
意
識

し
て
逆
に
強
調
し
創
造
す
る
こ
と
を
、対
極
主
義

と
私
は
名
付
け
る
の
で
あ
る
。

　
勿
論
こ
れ
は
抽
象
論
と
し
て
で
は
な
く
、

極
め
て
卑
近
に
絵
画
表
現
上
技
術
的
に
現
れ

て
来
る
。
た
と
へ
ば
今
日
迄
許
容
さ
れ
な
か
っ

た
不
調
和
的
な
処
理
即
ち
抽
象
的
要
素
と
超
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現
実
的
要
素
の
矛
盾
の
ま
ま
の
対
置
で
あ
る
。

　
無
機
・
有
機
、
抽
象
・
具
象
、
吸
引
・
反
発
、

愛
憎
、
美
醜
、
す
べ
て
こ
れ
ら
の
引
裂
か
れ
た

か
ら
み
あ
ひ
は
、
結
果
と
し
て
猛
烈
な
不
協

和
音
を
発
す
る
の
で
あ
る
。
以
上
の
意
図
の

下
に
私
は
悪
戦
苦
闘
し
て
い
る
。
私
の
作
品
、

と
く
に
最
近
作
の「
夜
明
け
」は
そ
の
成
果
の

一
段
階
で
あ
る
つ
も
り
だ﹇
註
７
﹈。

　
も
う
一
度
パ
リ
時
代
の
作
品《
空
間
》と《
コ
ン

ト
ル
ポ
ア
ン
》
を
比
較
し
て
み
よ
う
。
抽
象
表
現

の
初
期
作
の《
空
間
》
は
、
生
き
物
の
よ
う
に
は

た
め
い
て
飛
ぶ
布
と
無
機
質
で
ま
っ
す
ぐ
な
棒
が

併
置
さ
れ
た
構
図
に
な
っ
て
お
り
、
観
る
者
に
緊

張
感
を
与
え
る
。
そ
の
一
方
、《
コ
ン
ト
ル
ポ
ア

ン
》で
は
右
側
に
置
か
れ
た
赤
と
白
の
海
の
生
き

物
を
思
わ
せ
る
物
、
左
側
に
置
か
れ
た
黄
色
い
貝

殻
の
よ
う
な
硬
質
な
フ
ォ
ル
ム
が
、
真
ん
中
の
曲

線
を
挟
ん
で
対
置
し
て
い
る
こ
と
に
気
づ
く
。
明

ら
か
に《
空
間
》
と
は
異
な
る
画
面
構
成
が
模
索

さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。「
不
調
和
的
な
処
理
即

ち
抽
象
的
要
素
と
超
現
実
的
要
素
の
矛
盾
の
ま

ま
の
対
置
」
と
説
明
さ
れ
る「
対
極
主
義
」
の
萌

芽
と
で
も
呼
べ
る
性
質
を《
コ
ン
ト
ル
ポ
ア
ン
》に

見
出
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
さ
ら
に
、『
画
文
集
・
ア
ヴ
ァ
ン
ギ
ャ
ル
ド
』刊

行
翌
年
の
一
九
四
九
年
に
雑
誌『
改
造
』十
一
月

号
に
発
表
し
た「
ア
ヴ
ァ
ン
ギ
ャ
ル
ド
宣
言
　
芸

術
観
」﹇
註
８
﹈で
も「
対
極
主
義
」に
つ
い
て
紹
介

し
て
い
る
。
以
下
、
引
用
す
る
。

　
私
は
絵
画
表
現
に
よ
つ
て
そ
れ
を
具
体
的

に
把
握
し
よ
う
と
す
る
。
先
ず
考
え
ら
れ
る
こ

と
は
、
矛
盾
す
る
二
者
の
矛
盾
の
ま
ま
の
同

時
描
出
で
あ
る
。
即
ち
、
ク
ラ
シ
ッ
ク
の
静
的

構
図
と
ロ
マ
ン
テ
ィ
ッ
ク
の
動
的
構
図
の
矛

盾
し
た
二
重
の
交
錯
、（
一
方
が
求
心
的
で
あ
る

に
反
し
て
一
方
は
遠
心
的
、
分
散
的
。
彩
色
に
於

て
は
前
者
は
穏
和
、
後
者
は
強
烈
で
あ
る
。）無
機

的
要
素
、有
機
的
要
素
、抽
象
、具
象
、吸
引
、

反
撥
、
愛
憎
、
寒
暖
等
、
今
ま
で
の
画
面
に
於

て
統
一
上
互
に
拒
否
し
あ
っ
た
も
の
を
矛
盾

の
ま
ま
描
出
す
る
の
で
あ
る
。
結
果
、
そ
れ
は

極
め
て
猛
烈
な
不
協
和
音
を
発
す
る
。
そ
の

不
協
和
音
こ
そ
革
命
的
な
今
日
の
エ
キ
ス
プ

レ
ッ
シ
ョ
ン
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
は

絵
画
に
今
ま
で
予
想
さ
れ
な
か
つ
た
新
し
い

可
能
的
な
美
の
世
界
を
く
り
ひ
ろ
げ
る
の
で

あ
る
。

　「
不
調
和
的
な
処
理
」
や「
矛
盾
す
る
二
者
の

矛
盾
の
ま
ま
の
同
時
描
出
」を
探
求
す
る「
対
極

主
義
」と
い
う
概
念
を
練
り
上
げ
つ
つ
あ
っ
た
岡

本
に
と
っ
て
、
こ
の
時
期
は
自
ら
の
過
去
の
仕
事

を「
対
極
主
義
」
と
い
う
観
点
か
ら
振
り
返
っ
て

整
理
し
な
お
す
時
期
に
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
そ
の

中
で
、《
コ
ン
ト
ル
ポ
ア
ン
》
は
、
戦
後「
対
極
主

義
」
と
い
う
ア
イ
デ
ィ
ア
の
も
と
で
制
作
さ
れ
た

絵
画
作
品
と
と
も
に
併
置
さ
れ
、自
ら
の
主
義
の

一
貫
性
を
主
張
す
る
格
好
の
作
例
で
あ
る
が
ゆ

え
に
、
再
制
作
さ
れ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
こ
の
よ
う
に《
コ
ン
ト
ル
ポ
ア
ン
》は
、
岡
本
太

郎
の
画
業
を
語
る
上
で
欠
か
せ
な
い
作
品
と
位

置
づ
け
ら
れ
た
。
今
後
も
展
示
さ
れ
る
度
に
、
こ

の
作
品
に
潜
在
し
て
い
る
様
々
な
力
を
見
出
し

て
い
き
た
い
。
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窓展：窓をめぐるアートと建築の旅
コレクションを中心とした小企画　 

北脇昇：一粒の種に宇宙を視る
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