
　

現
在
の
東
京
都
と
埼
玉
県
に
跨
る
武
蔵
野

の
地
は
、
古
代
に
は
照
葉
樹
林
の
広
が
る
土

地
で
あ
っ
た
が
、
焼
畑
耕
作
な
ど
に
よ
り
広

大
な
ス
ス
キ
野
原
と
な
っ
た
と
い
わ
れ
る
。

『
万
葉
集
』
以
来
、
武
蔵
野
は
歌
枕
と
し
て

し
ば
し
ば
秋
草
と
と
も
に
詠
ま
れ
る
よ
う
に

な
り
、
江
戸
時
代
に
は
『
新
古
今
和
歌
集
』

の
和
歌
を
も
と
に
し
た
「
武
蔵
野
は
月
の
入

る
べ
き
山
も
な
し
草
よ
り
出
で
て
草
に
こ
そ

入
れ
」
の
俗
謡
が
広
く
人
口
に
膾
炙
す
る
。

　

秋
草
の
ほ
か
に
描
か
れ
る
の
は
富
士
山
と

月
の
み
と
い
う
シ
ン
プ
ル
な
構
成
の
本
作

は
、
そ
の
よ
う
な
背
景
の
も
と
に
制
作
さ
れ

た
も
の
で
、
詩
歌
と
美
術
と
の
密
接
な
関
係

を
端
的
に
示
し
て
い
る
。
日
本
の
風
景
表
現

で
は
、
実
景
と
の
関
わ
り
よ
り
も
む
し
ろ
土

地
に
ま
つ
わ
る
イ
メ
ー
ジ
の
蓄
積
と
投
影
こ

そ
が
、そ
の
基
層
を
成
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

（
主
任
学
芸
員　

福
士
雄
也
）

Amaryllis
アマリリス
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T O P I C S

　

夏
目
漱
石
の
傑
作
『
三
四
郎
』（
明
治

四
十
一
年
）
の
は
じ
め
の
ほ
う
に
、
次
の

有
名
な
一
節
が
あ
る
。

　

主
人
公
の
三
四
郎
は
い
ま
数
え
で
二
十

三
歳
。
九
州
熊
本
の
（
旧
制
）
高
校
を
卒

業
し
て
、
こ
の
秋
か
ら
東
京
帝
大
の
文
学

部
に
入
学
す
る
た
め
、
は
じ
め
て
上
京
し

よ
う
と
し
て
い
る
。
夕
べ
は
名
古
屋
に
一

泊
し
て
女
難
の
事
件
に
遭
い
そ
う
に
な
っ

た
が
、
今
日
は
無
事
に
長
旅
最
後
の
東
海

道
の
車
中
で
あ
る
。

　

筋
向
か
い
の
席
の
中
年
男
と
さ
き
ほ
ど

か
ら
ぽ
つ
り
ぽ
つ
り
と
話
を
交
わ
し
て
い

る
。
面
長
で
ひ
げ
の
濃
い
神
主
じ
み
た
男

で
、
う
ま
い
も
の
に
手
が
出
な
く
て
か
わ

り
に
鼻
が
伸
び
て
ゆ
く
豚
の
話
と
か
、
レ

オ
ナ
ル
ド
・
ダ
・
ヴ
ィ
ン
チ
の
砒
素
実
験
の

話
と
か
、
妙
な
こ
と
ば
か
り
語
っ
て
は
三

四
郎
を
驚
か
せ
て
い
る
。
浜
松
で
は
停
車

時
間
が
長
い
の
で
西
洋
人
乗
客
が
ホ
ー
ム

に
下
り
て
散
歩
し
て
い
る
と
、
窓
か
ら
こ

れ
を
眺
め
て
男
は
「
ど
う
も
西
洋
人
は
美

し
い
で
す
ね
」
と
言
っ
た
。
さ
ら
に
つ
づ

け
て
、
次
の
よ
う
な
と
ん
で
も
な
い
こ
と

を
言
い
だ
し
て
、三
四
郎
の
度
胆
を
抜
く
。

　
「
御お

互た
が

い
は
憐あ

わ

れ
だ
な
あ
。
こ
ん
な
顔

を
し
て
、
こ
ん
な
に
弱
っ
て
ゐ
て
は
、
い

く
ら
日
露
戦
争
に
勝
っ
て
、
一
等
国
に
な

っ
て
も
駄
目
で
す
ね
。（
中
略
）
あ
な
た

は
東
京
が
始
め
て
な
ら
、
ま
だ
富
士
山
を

見
た
事
が
な
い
で
せ
う
。
今
に
見
え
る
か

ら
御
覧
な
さ
い
。
あ
れ
が
日
本
一
の
名
物

だ
。
あ
れ
よ
り
外
に
自
慢
す
る
も
の
は
何

も
な
い
。
所
が
其そ

の

富
士
山
は
天
然
自
然
に

昔
か
ら
あ
っ
た
も
の
な
ん
だ
か
ら
仕
方
が

な
い
。
我
々
が
拵こ

し
ら

え
た
も
の
ぢ
や
な
い
。」

　

三
四
郎
は
相
手
（
こ
れ
が
「
偉
大
な
る

暗
闇
」
一
高
教
授
広
田
先
生
だ
っ
た
と
は

後
で
わ
か
る
）
が
日
本
人
で
は
な
い
よ
う

な
気
が
し
た
と
言
う
。
に
や
に
や
し
な
が

ら
こ
ん
な
こ
と
を
言
わ
れ
た
の
で
は
、
百

余
年
後
の
い
ま
の
日
本
の
若
者
で
も
唖
然

と
し
、
腹
を
立
て
た
り
さ
え
す
る
か
も
し

れ
な
い
。
漱
石
の
書
く
こ
と
が
、
広
田
先

生
の
言
う
こ
と
が
、
あ
ま
り
に
も
図
星
だ

か
ら
だ
。
こ
の
歴
史
以
前
か
ら
の
天
然
自

然
の
一
火
山
を
、
ロ
シ
ヤ
に
勝
っ
た
「
一

等
国
」
の
象
徴
の
よ
う
に
内
外
に
言
い
ふ

ら
し
、
手
前
味
噌
の
種
に
す
る
の
は
、
た

し
か
に
見
苦
し
い
。
恥
ず
か
し
い
。

　

学
生
た
る
も
の
、
知
識
人
た
ら
ん
と
す

る
も
の
は
、
時
流
に
迎
合
し
て
は
な
ら
な

い
、
大
衆
の
愛
国
心
に
お
も
ね
っ
て
は
な

ら
な
い
、
冷さ

め
て
い
よ
、
世
界
を
知
れ
、

と
広
田
先
生
は
富
士
山
を
だ
し
に
し
て
田

舎
出
の
若
者
に
さ
と
し
た
の
で
あ
っ
た
。

で
も
日
本
も
発
展
す
る
で
し
ょ
う
と
弁
護

す
る
三
四
郎
に
、
先
生
は
「
亡ほ

ろ

び
る
ね
」

と
ま
で
言
い
切
っ
た
。
こ
こ
ま
で
言
わ
れ

て
、
さ
す
が
に
学
生
三
四
郎
は
、
熊
本
よ

り
も
東
京
よ
り
も
日
本
よ
り
も「
頭
の
中
」

こ
そ
が
広
い
こ
と
に
目
ざ
め
て
、
愕
然
と

す
る
の
で
あ
る
。

　

こ
の
富
士
山
が
ユ
ネ
ス
コ
に
よ
っ
て
世

界
の
文
化
遺
産
に
登
録
さ
れ
る
こ
と
に
な

っ
た
。
た
だ
の
自
然
遺
産
で
は
な
い
。
万

葉
の
山
部
赤
人
以
来
幾
十
世
代
の
富
士
称

揚
の
詩
歌
、
絵
画
、
物
語
、
そ
し
て
ラ
フ

ガ
デ
ィ
オ
・
ハ
ー
ン
や
ポ
ー
ル
・
ク
ロ
ー

デ
ル
の
名
文
に
ま
で
思
い
を
馳
せ
れ
ば
、

当
然
自
明
の
こ
と
で
あ
る
。
い
ま
さ
ら
浮

か
れ
る
こ
と
は
な
い
。
私
た
ち
は
漱
石
先

生
の
教
え
る
皮
肉
な
ク
ー
ル
さ
を
守
っ

て
、
富
士
山
と
国
内
外
の
名
山
霊
山
と
の

比
較
文
化
史
を
試
み
て
ゆ
こ
う
。
私
た
ち

の
県
立
美
術
館
は
十
分
に
そ
の
研
究
機
関

の
一
翼
た
り
う
る
は
ず
で
あ
る
。

車中の広田先生（名取春仙『三四郎』連載挿絵、
『朝日新聞』明治 41 年 9 月 5 日）

館
長　

芳
賀　

徹

漱
石
と
富
士
山
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E X H I B I T I O N

　

富
士
山
の
世
界
文
化
遺
産
へ
の
登
録

が
、い
よ
い
よ
目
前
に
迫
っ
て
き
ま
し
た
。

富
士
山
が
い
に
し
え
よ
り
信
仰
の
対
象
と

さ
れ
、
様
々
な
芸
術
活
動
の
源
泉
と
な
っ

て
き
た
こ
と
は
周
知
の
と
お
り
で
す
が
、

こ
の
機
会
に
あ
ら
た
め
て
そ
の
文
化
的
意

義
を
示
す
た
め
に
、
中
世
か
ら
近
代
に
い

た
る
富
士
山
の
絵
画
を
一
堂
に
集
め
た
展

覧
会
を
開
催
い
た
し
ま
す
。

　

平
成
二
十
五
年
六
月
下
旬
に
想
定
さ
れ

る
世
界
遺
産
へ
の
登
録
に
あ
た
っ
て
は
、

富
士
山
の
山
体
そ
の
も
の
と
あ
わ
せ
て
、

そ
の
周
囲
に
あ
る
神
社
、登
山
道
、湖
沼
な

ど
数
多
く
の
構
成
資
産
が
選
定
さ
れ
て
い

ま
す
。こ
れ
ら
構
成
資
産
は
、富
士
山
と
一

体
と
な
っ
て
そ
の
価
値
を
構
成
し
、
文
化

的
景
観
を
創
出
し
て
い
る
点
に
大
き
な
意

義
が
認
め
ら
れ
ま
す
。
地
理
的
に
は
富
士

山
か
ら
や
や
離
れ
た
場
所
に
あ
る
「
三
保

松
原
」や
、「
白
糸
ノ
滝
」が
構
成
資
産（
候

補
）
と
し
て
選
定
さ
れ
て
い
る
の
は
こ
の

た
め
で
す
。と
り
わ
け
、芸
術
の
源
泉
と
い

う
意
味
で
、
両
者
の
果
た
し
て
い
る
役
割

は
非
常
に
大
き
い
と
い
え
る
で
し
ょ
う
。

　

本
展
で
は
こ
の
点
に
注
目
し
、
富
士
山

信
仰
は
も
と
よ
り
、県
内
の
構
成
資
産（
候

補
）
と
し
て
重
要
な
位
置
を
占
め
る
「
三

保
松
原
」「
白
糸
ノ
滝
」
が
富
士
山
と
組

み
合
わ
さ
れ
る
こ
と
で
、
ど
の
よ
う
な
景

観
を
形
作
っ
て
き
た
の
か
に
つ
い
て
も
検

証
し
ま
す
。
こ
の
こ
と
は
、
両
者
の
構
成

資
産
と
し
て
の
高
い
価
値
を
示
す
こ
と
に

も
な
る
で
し
ょ
う
。

　
「
東
西
の
風
景
表
現
」
を
主
要
な
活
動

テ
ー
マ
と
し
て
き
た
当
館
は
、
こ
れ
ま
で

富
士
山
を
モ
チ
ー
フ
と
し
た
作
品
に
つ
い

て
も
地
道
に
収
集
を
続
け
て
き
ま
し
た
。

近
年
で
は
、は
ご
ろ
も
フ
ー
ズ
㈱
よ
り《
富

士
三
保
松
原
図
屏
風
》
を
ご
寄
贈
い
た
だ

き
、
貴
重
な
室
町
期
の
屏
風
も
加
わ
り
ま

し
た
。
こ
う
し
た
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
を
存
分

に
生
か
し
つ
つ
、
本
展
の
構
成
に
必
要
不

可
欠
な
作
品
に
つ
い
て
は
他
所
か
ら
も
お

借
り
し
、
世
界
遺
産
の
登
録
年
に
ふ
さ
わ

し
い
展
覧
会
を
目
指
し
ま
す
。

　

な
お
、
富
士
山
の
世
界
遺
産
登
録
は
、

静
岡
・
山
梨
の
両
県
が
国
を
は
じ
め
関
係

諸
機
関
と
手
を
携
え
て
推
進
し
て
き
た
も

の
で
す
。
諸
般
の
事
情
に
よ
り
本
年
は
叶

い
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
遠
く
な
い
時
期
に

あ
ら
た
め
て
両
県
合
同
で
の
富
士
山
展
開

催
も
計
画
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。
あ
わ

せ
て
ご
期
待
く
だ
さ
い
。

　

こ
の
原
稿
の
執
筆
時
に
は
ま
だ「（
仮
）」

を
取
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
が
、
本
誌
の

発
行
時
に
は
晴
れ
て
世
界
遺
産
登
録
さ
れ

て
い
る
こ
と
を
祈
り
つ
つ
…
。

（
主
任
学
芸
員　

福
士
雄
也
）

世界遺産登録記念（仮）
富士山の絵画
2013年 9 月 7 日（土）〜10月20日（日）

《富士三保松原図屏風》　室町時代（16世紀）　静岡県立美術館（はごろもフーズ㈱寄贈）

元信印《富士参詣曼荼羅図》　室町時代（16世紀）　
富士山本宮浅間大社　重要文化財
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新収蔵 品 紹 介

　

一
九
八
六
年
（
昭
和
六
十
一
年
）
の
開

館
以
来
、「
東
西
の
風
景
画
」
を
中
心
に

収
集
活
動
を
続
け
て
き
た
コ
レ
ク
シ
ョ
ン

は
、
ご
寄
贈
い
た
だ
い
た
作
品
を
含
め
、

二
五
〇
〇
点
余
を
数
え
る
ま
で
に
な
り
ま

し
た
。

　

平
成
二
十
四
年
度
は
、
二
件
の
作
品
を

購
入
し
、
十
七
点
の
寄
贈
を
い
た
だ
き
ま

し
た
。
こ
こ
で
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
作
品
に

つ
い
て
、
各
ジ
ャ
ン
ル
担
当
の
学
芸
員
よ

り
、
そ
の
特
徴
と
見
ど
こ
ろ
を
ご
紹
介
い

た
し
ま
す
。
な
お
、
新
収
蔵
品
は
、
七
月

十
三
日
㈯
～
八
月
二
十
五
日
㈰
の
「
新
収

蔵
品
展
」
で
展
示
い
た
し
ま
す
。
皆
様
の

ご
観
覧
を
お
待
ち
い
た
し
て
お
り
ま
す
。

【
日
本
画
】

　

ご
寄
贈
に
よ
り
、
三
点
の
掛
幅
が
コ
レ

ク
シ
ョ
ン
に
加
わ
り
ま
し
た
。
横
山
大
観

《
春
園
の
月
》
は
、
画
面
横
幅
が
一
四
〇
㎝

近
く
に
も
な
る
大
幅
で
す
。
銀
泥
の
月
に

照
ら
さ
れ
て
古
木
の
風
格
あ
る
姿
が
浮
か

び
上
が
り
ま
す
が
、
ふ
つ
ふ
つ
と
花
を
開

く
白
梅
は
可
憐
で
、
そ
の
馥ふ

く

郁い
く

と
し
た
香

り
が
宵
闇
を
濃
密
な
生
命
の
気
配
で
満
た

す
か
の
よ
う
で
す
。
大
観
な
ら
で
は
の
気

分
の
大
き
さ
を
感
じ
ら
れ
る
見
事
な
一

品
。
展
示
室
で
そ
の
迫
力
を
是
非
体
感
し

て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

安
田
靫ゆ

き

彦ひ
こ

に
よ
る
二
点
は
昭
和
戦
前
期

の
作
と
考
え
ら
れ
る
も
の
で
、
靫
彦
ら
し

い
線
描
の
美
し
さ
を
味
わ
う
こ
と
が
で
き

ま
す
。《
雅
扇
》
は
、
流
麗
で
的
確
な
描

線
と
控
え
目
な
着
彩
に
よ
り
、
中
国
風
俗

の
女
性
の
艶
や
か
で
気
品
あ
る
た
た
ず
ま

い
を
描
き
出
し
ま
す
。《
不
動
明
王
像
》

で
は
、
法
隆
寺
金
堂
壁
画
な
ど
の
古
絵
画

か
ら
学
ん
だ
張
り
の
あ
る
力
強
い
墨
線

が
、
尊
像
の
充
実
し
た
体
躯
を
形
作
り
、

金
泥
や
墨
の
ぼ
か
し
と
の
対
比
の
中
で
そ

の
姿
を
際
立
た
せ
て
い
ま
す
。
い
ず
れ
も

靫
彦
の
確
か
な
技
量
と
高
潔
な
画
の
魅
力

が
光
る
作
品
で
す
。

�

（
主
任
学
芸
員　

石
上
充
代
）

【
日
本
洋
画
】

　

日
本
洋
画
は
、
佐
分
眞
の
油
彩
画
一
点

を
購
入
、
前
田
守
一
の
版
画
作
品
十
二
点

を
ご
寄
贈
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

佐
分
の
作
品
は
、『
佐
分
眞
遺
作
集
』
に

収
録
さ
れ
た
作
品
で
、
作
品
に
付
さ
れ
た

小
寺
健
吉
の
解
説
に
よ
れ
ば
、滞
仏
時
の

一
九
二
七
年
十
一
月
上
旬
に
、小
寺
を
含

む
四
名
で
旅
行
し
た
ス
イ
ス
・グ
リ
ュ
ン

デ
ル
ワ
ル
ト
の
風
景
で
あ
る
こ
と
が
分
か

り
ま
す
。
キ
ュ
ビ
ス
ム
的
な
建
物
の
処
理

と
、
後
の
重
厚
な
色
彩
感
覚
を
予
感
さ
せ

る
モ
ノ
ク
ロ
ー
ム
に
近
い
色
使
い
が
印
象

的
な
作
品
で
す
。

　

ま
た
前
田
守
一
の
作
品
は
、
初
期
か
ら

晩
年
に
至
る
典
型
的
な
作
風
を
示
す
作
品

で
す
。
と
り
わ
け
、《
作
品CB-1

「
暗
愚
」》

《
作
品CB-2

「
木
偶
」》
は
、
彼
が
モ
ダ

ン
ア
ー
ト
協
会
展
で
新
人
賞
を
受
賞
し
た

作
品
で
あ
り
、
彼
の
出
世
作
で
す
が
、
こ

前田守一《作品CB-1「暗愚」》1959年（昭和34年）

横山大観《春園の月》昭和12～14年（1937～39年）

佐分　眞《雪のグリユンデルワルト》1927年（昭和2年）

平
成
24
年
度�

新
収
蔵
品
・
寄
贈
作
品
の
紹
介
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れ
ま
で
ほ
と
ん
ど
紹
介
さ
れ
て
い
ま
せ

ん
。
こ
う
し
た
作
品
は
、
日
本
版
画
史
に

お
い
て
重
要
な
役
割
を
果
た
し
た
も
の
で

あ
り
、
当
館
に
収
蔵
さ
れ
る
こ
と
で
、
日

本
及
び
静
岡
の
創
作
版
画
史
を
語
る
上
で

重
要
な
位
置
を
占
め
る
こ
と
は
間
違
い
あ

り
ま
せ
ん
。（

上
席
学
芸
員　

泰
井　

良
）

【
西
洋
】

　

西
洋
画
の
ジ
ャ
ン
ル
で
は
、
ジ
ャ
ン
・

バ
ル
ボ
ー（
一
七
一
八

−

一
七
六
二
）の
書

籍
版
画
集
『
最
も
美
し
き
古
代
ロ
ー
マ
の

モ
ニ
ュ
メ
ン
ト
』
を
購
入
し
ま
し
た
。
バ

ル
ボ
ー
は
フ
ラ
ン
ス
生
ま
れ
の
画
家
・
版

画
家
。
ロ
ー
マ
に
活
動
の
場
を
求
め
、
当

時
の
フ
ラ
ン
ス
・
ア
カ
デ
ミ
ー
館
長
の
知

だ
シ
リ
ー
ズ
の
う
ち
の
一
点
で
す
。GPS

ガ
イ
ド
付
き
の
車
で
、
富
士
山
周
辺
の
道

を
作
家
み
ず
か
ら
旅
し
、
現
地
で
写
真
に

収
め
た
イ
メ
ー
ジ
や
、
録
音
し
た
音
を
素

材
に
し
て
制
作
さ
れ
て
い
ま
す
。
日
常
生

活
の
中
に
あ
る
何
気
な
い
動
き
を
、
ゆ
る

や
か
な
ス
ピ
ー
ド
で
、
現
代
的
な
コ
ン
ピ

ュ
ー
タ
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
の
技
術
を
用
い

て
描
き
出
し
て
い
ま
す
。

　

菅
井
汲
の
《SPA

CE-T
H
E�SID

E

》

は
、
横
長
の
画
面
の
中
に
複
数
の
造
形
的

要
素
が
組
み
合
わ
さ
れ
た
一
九
八
〇
年
代

半
ば
の
版
画
作
品
で
す
。
幾
何
学
的
な
造

形
単
位
の
配
置
が
行
わ
れ
る
一
方
で
、
斜

め
方
向
の
運
動
性
、
空
間
の
暗
示
、
色
面

処
理
の
変
化
の
点
で
、
一
九
八
二
年
以
降

の
菅
井
の
油
彩
画
に
通
じ
る
要
素
を
色
濃

く
持
っ
て
い
ま
す
。
ス
ポ
ン
ジ
で
た
た
く

な
ど
し
て
塗
ら
れ
た
不
均
質
な
色
面
、
絵

の
具
の
素
材
感
や
筆
触
を
生
か
し
た
風
合

い
を
見
せ
て
い
ま
す
。

（
上
席
学
芸
員　

川
谷
承
子
）

ジュリアン・オピー《「日本八景より」国道三百号線から眺める富士山と雛菊》2007年

著作権などの都合によりこの作品は画像がありません。

菅井　汲《SPACE-THE SIDE》1984年（昭和59年）

ジャン・バルボー『最も美しき古代ローマのモニュメント』　1761年

遇
を
得
て
ア
カ
デ
ミ
ー
寄
宿
生
と
な
り
ま

す
が
、
借
金
や
結
婚
問
題
な
ど
を
起
こ
し

て
退
去
さ
せ
ら
れ
る
と
い
う
、
破
天
荒
な

人
物
で
も
知
ら
れ
ま
す
。十
八
世
紀
は
、古

代
遺
跡
の
発
掘
な
ど
に
よ
っ
て
古
代
ギ
リ

シ
ア
・
ロ
ー
マ
美
術
へ
の
関
心
が
高
ま
り
、

考
古
学
的
な
著
作
や
作
品
が
数
多
く
制
作

さ
れ
る
と
と
も
に
、
実
際
の
風
景
に
基
づ

く
景
観
版
画
が
一
般
的
に
な
っ
て
き
た
時

期
で
す
。
本
書
は
そ
う
し
た
典
型
作
の
一

つ
。
当
時
の
ロ
ー
マ
に
存
在
し
た
古
代
の

名
所
旧
跡
と
古
代
の
絵
画
・
彫
刻
を
取
り

上
げ
、
一
二
八
点
の
図
版
と
そ
の
解
説
を

付
し
た
大
著
は
、
見
て
楽
し
く
、
読
ん
で

面
白
い
、
バ
ル
ボ
ー
の
ロ
ー
マ
に
寄
せ
る

愛
が
ひ
し
ひ
し
と
伝
わ
る
作
品
で
す
。

�

（
上
席
学
芸
員　

南�

美
幸
）

【
現
代
】

　

現
代
ジ
ャ
ン
ル
で
は
二

点
を
ご
寄
贈
い
た
だ
き
ま

し
た
。
ジ
ュ
リ
ア
ン
・
オ

ピ
ー
の
《「
日
本
八
景
よ

り
」
国
道
三
百
号
線
か
ら

眺
め
る
富
士
山
と
雛
菊
》

は
、
歌
川
広
重
に
ち
な
ん
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研究ノ ー ト

　

昨
年
度
末
、
東
京
都
江
戸
東
京
博
物
館
と
当
館

と
で
開
催
さ
れ
た
共
同
企
画
展
「
維
新
の
洋
画
家�

川
村
清
雄
」。
こ
の
静
岡
展
が
開
幕
し
て
一
息
つ

い
た
二
月
の
あ
る
日
、
埼
玉
県
在
住
の
浅
子
宏
さ

ん
か
ら
「
今
ま
で
知
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
川
村
清

雄
作
品
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
雑
誌
を
発
見
し
た
」

と
の
情
報
が
寄
せ
ら
れ
た
。

　

そ
の
雑
誌
の
名
は
『
日
本
一
』。
東
京
・
神
楽

坂
の
南
北
社
が
大
正
時
代
に
発
行
し
て
い
た
総
合

雑
誌
で
あ
る
（
注
１
）。
浅
子
さ
ん
は
、
こ
の
雑

誌
の
二
巻
一
号
（
大
正
五
年
一
月
一
日
発
行
）［
図

１
］
の
口
絵
と
し
て
清
雄
の
作
品
が
掲
載
さ
れ
て

い
る
の
を
発
見
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
［
図
２
］。

　

問
題
の
口
絵
は
三
色
版
。
画
面
寸
法
は
縦
が
十

五
・
八
、
横
が
二
〇
・
三
セ
ン
チ
で
、
天
の
石
屋

戸
神
話
が
描
か
れ
て
い
る
（
注
２
）。
同
号
に
は
、

詳
し
い
モ
チ
ー
フ
解
説
記
事
も
載
っ
て
い
る
（
注

３
）。
こ
れ
を
手
引
き
に
作
品
を
見
て
み
よ
う
。

　

画
面
右
手
前
で
目
を
引
く
踊
る
女
神
は
天あ
め
の
う
ず
め

宇
受

売の
み
こ
と命

。
髪
に
真ま
さ
き
の
か
ず
ら

拆
葛
を
挿
し
、
手
に
は
笹
の
枝
を

持
つ
。
神
懸
か
り
し
て
乳
房
を
あ
ら
わ
に
し
、
足

を
踏
み
な
ら
し
て
い
る
。
石
屋
戸
に
籠
も
ら
れ
た

天あ
ま
て
ら
す
お
お
み
か
み

照
大
神
を
呼
び
戻
す
べ
く
集
め
ら
れ
た
常と
こ

世よ

の

長
鳴
鳥
た
ち
も
い
る
。

大
神
は
石
屋
戸
を
開
け
、外
の
様
子
を
窺
う
。「
な

ぜ
こ
の
よ
う
に
踊
り
笑
っ
て
い
る
の
か
」。

　

こ
れ
に
答
う
る
に
天あ
め
の
こ
や
ね
の
み
こ
と

児
屋
命
と
布ふ
と
た
ま
の
み
こ
と

刀
玉
命
「
あ

な
た
さ
ま
よ
り
立
派
な
神
が
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す

の
で
喜
び
笑
っ
て
歌
舞
を
し
て
い
る
の
で
す
」。

そ
し
て
二
神
は
榊
に
掛
け
た
鏡
を
さ
っ
と
差
し
出

す
の
だ
が
、
清
雄
が
描
い
た
の
は
ま
さ
に
こ
の
瞬

間
で
あ
る
（
た
だ
し
こ
こ
で
は
榊
か
ら
外
し
た
鏡

を
差
し
出
す
よ
う
に
描
か
れ
て
い
る
）。

　

や
が
て
、
鏡
に
映
っ
た
み
ず
か
ら
の
お
姿
を
よ

く
見
る
た
め
に
石
屋
戸
か
ら
天
照
大
神
が
身
を
乗

り
出
す
だ
ろ
う
。
そ
の
手
を
と
っ
て
外
に
引
き
出

す
べ
く
待
機
し
て
い
る
の
が
天あ
め
の
た
ぢ
か
ら
お
の
か
み

手
力
男
神
。
画
面

左
手
前
に
控
え
る
半
裸
の
男
神
で
あ
る
。

　

さ
て
、
そ
も
そ
も
こ
の
作
品
が
口
絵
に
取
り
上

げ
ら
れ
た
い
き
さ
つ
は
い
か
な
る
も
の
で
あ
っ
た

ろ
う
。
む
ろ
ん
、
正
月
号
と
い
う
こ
と
で
あ
ら
た

め
て
国
家
創
業
に
思
い
を
馳
せ
る
趣
旨
で
は
あ

る
。
し
か
し
、
本
図
は
ど
う
や
ら
懸
賞
ク
イ
ズ
の

た
め
に
描
か
れ
た
も
の
ら
し
い
。
そ
し
て
今
回
発

見
さ
れ
た
の
は
そ
の
結
果
発
表
の
号
で
あ
っ
た

（
注
４
）。

　

わ
れ
わ
れ
は
解
答
を
先
に
見
て
し
ま
っ
た
わ
け

だ
が
、
ど
ん
な
問
題
だ
っ
た
の
か
は
や
は
り
気
に

か
か
る
。同
誌
を
二
ヶ
月
さ
か
の
ぼ
っ
て
み
よ
う
。

　
『
日
本
一
』
一
巻
二
号
（
大
正
四
年
十
一
月
一

日
発
行
）で
出
題
さ
れ
た
問
題
文
は
左
の
と
お
り
。

　
「
懸
賞
あ
て
も
の　

本
邦
唯
一
人
と
し
て
海
外

諸
国
ま
で
も
雷
名
を
馳
せ
た
る
洋
画
家
某
画
伯
は

畏
く
も
わ
が　

皇
室
を
始
め
奉
り
、
万
民
崇
拝
の

標
的
た
る
史
実
を
画
材
と
し
わ
が
『
日
本
一
』
新

年
号
口
絵
の
為
め
に
数
ヶ
月
以
前
よ
り
斎
戒
沐
浴

し
て
其
霊
筆
を
揮
ひ
つ
ゝ
あ
り
是
れ
実
に
泰
西
に

於
け
る
か
の
「
聖
母
マ
リ
ヤ
」
の
大
名
画
に
も
対

比
す
べ
き
我
国
古
今
未
曾
有
の
大
作
に
し
て
万
金

を
投
ず
る
も
得
難
き
天
下
の
珍
宝
な
る
べ
し
本
号

に
は
故
ら
に
「
漏
ら
す
可
ら
ざ
る
神
秘
」
と
し
て

之
を
公
表
せ
ず
仍
つ
て
若
し
画
伯
の
名
と
画
材
と

を
的
確
に
判
定
し
得
る
人
あ
ら
ば
願
は
く
は
ハ
ガ

キ
を
以
て
御
通
知
を
乞
ふ
的
中
者
（
多
け
れ
ば
抽

籤
）
五
名
を
限
り
本
社
発
行
浮
田
博
士
著
新
道
徳

論
（
定
価
金
一
円
）
各
一
部
を
呈
す
（
〆
切
十
一

月
八
日
）」

　

ど
う
や
ら
こ
の
ク
イ
ズ
は
「
絵
を
見
せ
て
そ
の

作
者
と
画
題
を
当
て
さ
せ
る
」
と
い
う
よ
う
な
生

易
し
い
も
の
で
は
な
か
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。「
二

ヶ
月
後
の
口
絵
を
誰
が
ど
ん
な
画
題
で
描
く
か
を

わ
ず
か
な
ヒ
ン
ト
か
ら
当
て
さ
せ
る
」
と
い
う
難

題
で
あ
る
。
し
か
も
発
行
か
ら
〆
切
ま
で
は
わ
ず

か
に
一
週
間
。『
日
本
一
』
は
創
刊
間
も
な
い
雑

誌
で
あ
る
。
果
た
し
て
十
分
な
応
募
が
集
ま
る
の

だ
ろ
う
か
。

　

編
集
部
な
ら
ず
と
も
心
配
な
と
こ
ろ
で
あ
る

川村清雄《天
あめ

の石
いわ

屋
や

戸
と

の図》の発見
上席学芸員　村上　敬

図 1

図 2
　

こ
の
天
宇

受
売
命
の
踊

り
に
よ
っ
て

八
百
万
の
神

が
一
斉
に
笑

い
高た
か

天ま
の

原は
ら

が

ど
よ
め
く
。

こ
れ
を
気
に

掛
け
た
天
照
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著
者
は
、
留
学
先
の
ド
イ
ツ
で
第
一
線
の

現
代
美
術
の
潮
流
を
吸
収
し
、
一
九
八
〇
年

代
以
降
、
東
西
文
化
の
底
流
を
探
る
広
い
視

野
で
、
展
覧
会
企
画
、
著
述
、
制
作
活
動
を

通
し
て
、
表
現
の
可
能
性
を
探
っ
て
い
る
美

術
家
で
す
。
本
書
で
は
、
西
洋
精
神
医
学
を

医
師
中
心
で
は
な
く
患
者
と
の
相
互
関
係
と

し
て
捉
え
、
病
を
地
域
、
文
化
と
の
相
関
性

の
中
で
考
え
て
新
し
い
精
神
医
学
観
を
切
り

開
い
た
エ
ラ
ン
ベ
ル
ジ
ェ
の
生
き
方
や
行
為

を
、
芸
術
の
ジ
ャ
ン
ル
に
読
み
か
え
、
近
代

社
会
の
中
で
成
立
し
て
き
た
「
職
業
と
し
て

の
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
」
と
は
別
の
、
芸
術
活
動

に
よ
っ
て
社
会
的
絆
を
贈
与
的
に
形
成
す
る

「
技
能
的
実
践
化
と
し
て
の
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
」

の
可
能
性
を
探
り
ま
す
。
ま
さ
に
現
在
進
行

中
の
美
術
の
多
様
な
現
れ
に
つ
い
て
考
え
る

ヒ
ン
ト
を
与
え
て
く
れ
る
一
冊
で
す
。

（
上
席
学
芸
員　

川
谷
承
子
）

本の窓

白
川
昌
生

『
美
術
館
・
動
物
園
・
精
神
科
施
設
』

水
声
社
　
二
〇
一
〇
年
刊
行 水声社　2,800円

が
、
翌
月
号
の
記
事
（
注
５
）
は
二
、
九
一
一
名

の
応
募
が
あ
っ
た
こ
と
を
伝
え
て
い
る
。
こ
の
数

字
が
多
い
の
か
少
な
い
の
か
は
よ
く
わ
か
ら
な
い

が
、
ま
ず
は
企
画
と
し
て
成
立
し
た
よ
う
に
思
わ

れ
た
―
―
。

　

し
か
し
、
こ
と
は
そ
う
う
ま
く
は
運
ば
な
い
。

こ
の
記
事
を
さ
ら
に
よ
く
読
ん
で
み
よ
う
。

　
「（
前
略
）
応
募
さ
れ
た
方
は
、
総
数
二
千
九
百

十
一
名
の
多
き
に
達
し
ま
し
た
が
、
其
の
大
部
分

は
、
画
材
及
び
画
伯
名
共
其
的
を
外
れ
、
画
材
の

み
を
言
ひ
当
て
ら
れ
た
方
が
、
千
九
十
七
名
で
あ

り
ま
し
た
。
然
る
に
其
の
画
伯
名
に
至
つ
て
は
、

遺
憾
な
が
ら
一
名
も
正
中
さ
れ
た
方
が
あ
り
ま
せ

ん
で
し
た
」（
前
注
５
）

　

た
し
か
に
難
問
で
は
あ
っ
た
が
、
ま
さ
か
一
人

も
正
解
者
が
出
な
い
と
は
『
日
本
一
』
に
と
っ
て

も
誤
算
で
あ
っ
た
ろ
う
。
編
集
部
は
こ
の
一
巻
三

号
に
川
村
清
雄
の
短
い
評
伝
（
注
６
）
を
載
せ
る

と
と
も
に
、「
前
号
に
於
て
諸
君
が
最
も
苦
心
さ

れ
た
画
伯
名
は
、
本
紙
第
三
号
の
記
事
を
、
悉
く

精
読
さ
れ
る
方
に
は
、
訳
も
な
く
首
肯
さ
れ
得
る

こ
と
と
信
じ
ま
す
」（
前
注
５
）
な
る
あ
か
ら
さ

ま
な
ヒ
ン
ト
を
与
え
て
再
募
集
を
か
け
る
こ
と
と

な
っ
た
。

　

そ
し
て
次
号
。《
天
の
石
屋
戸
の
図
》
の
図
版

と
作
者
川
村
清
雄
が
紹
介
さ
れ
る
（
浅
子
さ
ん
は

こ
れ
を
発
見
し
た
わ
け
で
あ
る
）。
ク
イ
ズ
の
方

は
四
、
三
七
九
名
の
応
募
を
得
て
、
画
家
名
の
誤

答
は
ゼ
ロ
。
無
事
に
五
名
の
当
選
者
を
選
出
し
て

企
画
は
終
了
し
た
（
前
注
４
）。

　

こ
の
顛
末
を
み
る
に
、
ど
う
や
ら
大
正
初
期
の

清
雄
は
、
一
般
に
は
ほ
と
ん
ど
知
ら
れ
て
い
な
か

っ
た
よ
う
だ
。

　

そ
れ
も
無
理
は
な
い
。
な
に
し
ろ
こ
の
時
期
の

清
雄
に
は
、
公
衆
に
自
作
を
披
露
す
る
場
が
な
か

っ
た
の
で
あ
る
。
長
ら
く
発
表
の
場
で
あ
っ
た
美

術
団
体
・
巴
会
も
休
止
し
、
個
人
的
な
受
注
作
品

の
制
作
を
こ
な
す
、
知
る
人
ぞ
知
る
画
家
と
な
っ

て
い
た
。

　

む
し
ろ
こ
の
時
期
の
清
雄
と
一
般
社
会
を
結
ん

で
い
た
の
は
装
釘
の
仕
事
で
あ
っ
た
。
至
誠
堂
刊

行
の
「
大
正
名
著
文
庫
」
の
シ
リ
ー
ズ
で
は
、
和

田
垣
謙
三
『
兎
糞
録
』（
大
正
二
年
）、
同
『
吐
雲

録
』、
幸
田
露
伴
『
洗
心
録
』（
大
正
三
年
）、
森

鷗
外
『
妄
人
妄
語
』（
大
正
四
年
）
と
い
っ
た
著

名
作
家
の
装
釘
を
手
掛
け
て
い
る
。

　

ま
た
、
清
雄
や
そ
の
親
友
・
和
田
垣
謙
三
は
、

大
酒
飲
み
で
借
金
ま
み
れ
の
奇
人
変
人
と
し
て
ゴ

シ
ッ
プ
欄
を
飾
っ
て
い
た
。
こ
の
和
田
垣
謙
三
、

一
面
で
は
学
者
・
エ
ッ
セ
イ
ス
ト
と
し
て
著
名
な

文
化
人
で
あ
り
、『
日
本
一
』
の
評
議
員
に
名
を

連
ね
て
も
い
る
の
で
あ
る
。
和
田
垣
と
清
雄
の
交

友
関
係
に
め
ざ
と
く
気
づ
い
た
読
者
が
い
れ
ば
、

あ
る
い
は
正
解
に
た
ど
り
着
け
た
か
も
し
れ
な

い
。

　

と
も
あ
れ
、
総
合
雑
誌
『
日
本
一
』
の
読
者
の

う
ち
に
は
、「
本
邦
唯
一
人
と
し
て
海
外
諸
国
ま

で
も
雷
名
を
馳
せ
た
る
洋
画
家
某
画
伯
」
と
の
文

言
か
ら
川
村
清
雄
に
思
い
至
る
者
は
い
な
か
っ
た

よ
う
だ
。
こ
の
よ
う
な
お
遊
び
の
企
画
で
画
家
の

価
値
が
左
右
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
く
、
そ
も
そ
も

清
雄
本
人
は
そ
ん
な
こ
と
を
気
に
も
掛
け
な
か
っ

た
だ
ろ
う
が
、
い
さ
さ
か
寂
し
く
も
あ
る
。

　

し
か
し
こ
の
探
究
に
は
続
き
が
あ
る
。
そ
う
、

大
正
時
代
の
『
日
本
一
』
読
者
は
い
ざ
知
ら
ず
、

現
代
の
熱
心
な
清
雄
フ
ァ
ン
で
あ
る
わ
れ
わ
れ
は

知
っ
て
い
る
。
晩
年
、
清
雄
は
ふ
た
た
び
天
の
石

屋
戸
神
話
に
挑
戦
し
、大
作
《
建
国
》（
昭
和
四
年
・

オ
ル
セ
ー
美
術
館
蔵
）
を
も
の
す
こ
と
を
。

　

実
の
と
こ
ろ
、
浅
子
さ
ん
に
よ
る
《
天
の
石
屋

戸
の
図
》
の
発
見
は
、
晩
年
の
大
作
《
建
国
》
の

成
立
過
程
に
新
た
な
光
を
当
て
る
も
の
な
の
で
あ

る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
ま
た
機
会
を
改
め
て
論
ず

る
こ
と
と
し
、
ま
ず
は
こ
の
小
さ
な
口
絵
の
発
見

を
報
告
し
て
稿
を
収
め
た
い
。

（
注
１
）
創
刊
号
の
目
次
に
は
「
理
想
的
社
長
及
店
主
論
」

「
商
略
以
て
世
界
の
覇
者
た
れ
」
と
い
っ
た
実
業
記
事
、

「
神
尾
式
直
覚
的
暗
算
法
」「
落
語
饂
飩
屋
」
と
い
っ
た

実
用
・
娯
楽
記
事
、「
日
本
一
の
温
泉
投
票
」「
懸
賞
読

者
文
芸
」
と
い
っ
た
読
者
参
加
記
事
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま

な
記
事
が
並
ん
で
い
る
。

（
注
２
）
作
品
名
は
と
く
に
定
め
ら
れ
て
い
な
い
よ
う
だ
。

同
号
だ
け
で
も
《
石
窟
開
》《
天
照
大
神
の
天
石
屋
戸

隠
の
図
》《
天
祖
天
照
太
神
の
天
岩
窟
開
き
》
と
ま
ち

ま
ち
に
呼
ば
れ
て
い
る
。
本
稿
で
は
仮
に
《
天
の
石
屋

戸
の
図
》
と
し
て
お
こ
う
。

（
注
３
）「
口
絵
の
説
明
」『
日
本
一
』
二
巻
一
号
、
大
正

五
年
一
月
、
六
四
頁
。

（
注
４
）「
本
号
口
絵
懸
賞
当
選
発
表
」『
日
本
一
』
二
巻

一
号
、
大
正
五
年
一
月
、
二
九
八
頁
。

（
注
５
）「
懸
賞
あ
て
も
の　

正
月
号
口
絵
に
就
て
」『
日

本
一
』
一
巻
三
号
、
大
正
四
年
十
二
月
、
二
三
二
～
二

三
三
頁
。

（
注
６
）
丸
山
博
章
「
日
本
一
の
世
界
一
人
（
一
）　

美
術

界
の
第
一
人
川
村
画
伯
」『
日
本
一
』
一
巻
三
号
、
大

正
四
年
十
二
月
、
一
三
三
～
一
三
六
頁
。
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ムセイオン静岡・富士山世界文化遺産応援シンフォニー

マウント・カルチャー∞
名画・山水８つの視点
富士山の世界文化遺産登録を視野にムセイオン静岡が連続講座を
開講中です。

7月27日（土）15：00～17：00
会場　舞台芸術公園「楕円堂」
宮城　聰　舞台芸術センター芸術総監督
ベトナム水上人形劇と「羽衣」

8月24日（土）15：00～17：00
会場　静岡県立大学小講堂
立田　洋司　静岡県立大学　特任教授
オリンポスとオリエントの聖山

9月28日（土）15：00～17：00
会場　静岡県立大学小講堂
小針　由紀隆　静岡県立美術館学芸部長
アルプスへの賞賛と批判－18～19世紀の西欧

10月26日（土）15：00～17：00
会場　舞台芸術公園「楕円堂」
三谷　理華　静岡県立美術館上席学芸員　
セザンヌとサント・ヴィクトワール－南フランスの富士山？

詳細については美術館・総務課までお問い合わせください。

友 の 会 の ご 案 内 入会は常時受け付けています。会員特典など詳細は、友の会事務局（Tel.054－264－0897）にお問い合わせください。

美術館問わず語り

こ
れ
か
ら
の
美
術
館
に
よ
せ
て

平
成
24
年
度
当
館
イ
ン
タ
ー
ン　

世
古
智
子

利 用 案 内
開館時間：10：00～17：30（展示室への入室は17：00まで）
休 館 日：毎週月曜日（月曜祝日の場合は開館、翌火曜日休館）

ア ク セ ス
◎ＪＲ「草薙駅」から静鉄バス「県立美術館行き」で約６分
◎静鉄「県立美術館前駅」から徒歩約15分またはバスで約３分
◎東名高速道路　静岡I.C、清水I.Cから約25分
◎新東名高速道路　新静岡I.Cから約25分

テレフォン・サービス：054－262－3737
ウェブサイト：http://www.spmoa.shizuoka.shizuoka.jp

〒422－8002　静岡市駿河区谷田53－2
総務課／Tel 054－263－5755　Fax 054－263－5767
学芸課／Tel 054－263－5857　Fax 054－263－5742

《武蔵野図屏風》　紙本金地着色　6曲1双
155.6×356.8（右隻）／354.8（左隻）　江戸時代（17世紀）
＊「富士山の絵画」展（9/7～10/20）に出品されます。3頁参照。

表紙の作品

　

現
代
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
分
野
が
利
益
主
義
に
か

た
よ
っ
て
い
て
、
す
ぐ
に
利
益
と
し
て
還
元
で
き

る
こ
と
の
み
が
成
功
の
判
断
と
さ
れ
て
し
ま
う
傾

向
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
美
術
の
分
野
に
お
い
て

も
例
外
で
は
な
い
で
し
ょ
う
。
そ
の
た
め
、
同
じ

よ
う
な
企
画
・
展
覧
会
が
日
本
中
で
行
わ
れ
て
い

る
よ
う
な
状
況
に
な
っ
て
は
い
な
い
で
し
ょ
う

か
。
多
く
の
人
に
足
を
運
ん
で
も
ら
い
、
見
て
も

ら
う
よ
う
な
展
覧
会
を
企
画
す
る
こ
と
は
、
美
術

館
運
営
の
重
要
な
観
点
で
あ
る
こ
と
は
よ
く
わ
か

り
ま
す
が
、
美
術
館
の
役
割
は
利
益
を
追
求
す
る

こ
と
だ
け
で
し
ょ
う
か
。

　

私
は
、
よ
り
一
層
「
独
自
性
」
を
ア
ピ
ー
ル
す

る
こ
と
が
こ
れ
か
ら
の
美
術
館
に
と
っ
て
重
要
に

な
る
と
考
え
て
い
ま
す
。

　

印
象
に
残
っ
て
い
る
展
覧
会
の
一
つ
に
二
〇
一

二
年
四
月
に
開
か
れ
た
［
カ
ラ
ー
リ
ミ
ッ
ク
ス
］

展
が
あ
り
ま
す
。
国
内
国
外
、
ま
た
年
代
を
問
わ

ず
色
を
テ
ー
マ
に
作
品
を
選
出
し
て
あ
り
、
と
て

も
興
味
深
い
展
覧
方
法
で
し
た
。
ま
た
、
こ
れ
ま

で
日
本
美
術
、
西
洋
美
術
、
現
代
美
術
と
分
類
し
、

そ
れ
ぞ
れ
で
研
究
を
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の

専
門
性
を
高
め
て
き
ま
し
た
が
、
こ
れ
か
ら
は
も

う
少
し
美
術
の
縦
割
り
の
研
究
か
ら
横
の
係
わ
り

合
い
に
目
を
向
け
て
は
ど
う
で
し
ょ
う
か
。
例
え

ば
、
現
代
美
術
と
日
本
美
術
の
間
に
は
、
印
象
派

と
日
本
美
術
の
関
係
の
よ
う
な
深
い
関
係
が
あ
る

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
欧
米
だ
け
で
な
く
私
た
ち
日

本
人
自
身
も
あ
ま
り
よ
く
知
り
ま
せ
ん
。

　

こ
の
よ
う
に
、
一
つ
の
時
代
一
つ
の
作
家
に
注

目
し
た
「
個
」
に
焦
点
を
当
て
た
展
覧
会
だ
け
で

な
く
、
も
っ
と
一
元
的
な
、
時
代
や
国
を
超
え
た

ア
ー
ト
の
見
方
・
考
え
方
を
示
し
て
く
れ
る
よ
う

な
情
報
を
提
供
し
て
く
れ
る
場
と
し
て
の
美
術
館

に
な
っ
て
く
れ
る
こ
と
を
望
ん
で
い
ま
す
。

　

さ
ら
に
、
有
名
な
作
家
だ
け
に
注
目
す
る
の
で

は
な
く
、
美
術
館
が
独
自
に
歴
史
に
埋
も
れ
て
い

た
地
域
の
作
家
や
作
品
を
掘
り
起
こ
し
研
究
し
て

い
く
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
と
思
い
ま
す
。
特

に
富
士
山
が
世
界
遺
産
に
登
録
さ
れ
る
こ
と
が
決

定
し
た
今
、
こ
の
静
岡
と
い
う
地
域
と
こ
れ
ま
で

の
美
術
の
か
か
わ
り
は
重
要
性
を
増
し
て
い
く
で

し
ょ
う
。

　

静
岡
県
立
美
術
館
は
自
然
環
境
の
よ
さ
が
東
京

の
美
術
館
に
は
な
い
空
間
の
緩
や
か
さ
を
生
み
だ

し
て
く
れ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
、
こ
の
独
自
性
の

追
求
が
実
を
結
び
、
文
化
、
芸
術
の
発
信
地
と
な

っ
て
く
れ
る
こ
と
を
願
っ
て
い
ま
す
。

こ
れ
か
ら
の
美
術
館
に
よ
せ
て

県
立
美
術
館
イ
ン
タ
ー
ン　

世
古
智
子「カラーリミックス－若冲も現代アートも」

2012年4月14日～ 5月27日開催
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