
　

セ
メ
ン
ト
の
乾
い
た
地
面
と
鉄
柵
。

向
こ
う
側
に
は
水
面
が
揺
れ
て
い
る
。

ど
こ
に
で
も
あ
り
そ
う
な
、
無
表
情
な

場
所
の
光
景
に
、
作
家
の
行
為
が
加
え

ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
我
々
は
、
立

ち
止
ま
り
、
風
景
を
「
見
る
」
き
っ
か

け
を
与
え
ら
れ
る
。
作
者
は
、
あ
ら
か

じ
め
同
じ
場
所
を
撮
っ
て
原
寸
大
に
引

き
伸
ば
し
た
写
真
パ
ネ
ル
を
、
現
実
の

風
景
に
重
ね
あ
わ
せ
る
か
の
よ
う
に
配

置
し
、
再
び
撮
影
し
て
い
る
。
写
さ
れ

た
場
所
の
イ
メ
ー
ジ
が
重
な
り
合
い
、

現
実
と
虚
像
の
境
界
が
攪
拌
さ
れ
て
、

意
識
は
お
の
ず
と
「
見
る
こ
と
」
へ
と

導
か
れ
る
。
写
真
と
、
写
真
の
中
の
写

真
。
イ
メ
ー
ジ
の
わ
ず
か
な
ズ
レ
、
ピ

ン
ト
の
違
い
、
影
の
角
度
に
よ
り
、
目

に
見
る
こ
と
が
出
来
な
い
、
時
間
の
経

過
が
可
視
化
さ
れ
る
。
作
者
は
、
写
真

と
い
う
、
出
来
る
だ
け
手
わ
ざ
を
感
じ

さ
せ
な
い
手
段
を
用
い
て
、
風
景
を
媒

介
に
「
見
る
こ
と
の
構
造
」
を
浮
き
上

が
ら
せ
よ
う
と
し
て
い
る
。

（
上
席
学
芸
員　

川
谷
承
子
）
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T O P I C S

　

小
針
由
紀
隆
氏
は
静
岡
県
立
美
術
館
の

静
か
な
る
主ぬ
し

で
あ
り
、
そ
の
歴
史
の
生
き

字
引
で
あ
っ
た
。

　

慶
応
の
美
学
美
術
史
の
大
学
院
修
士
課

程
を
終
え
る
と
、
そ
の
年
一
九
八
〇
年
の

秋
か
ら
イ
タ
リ
ア
政
府
給
費
留
学
生
と
し

て
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
大
学
に
学
び
、
二
年
後

の
帰
国
直
後
に
は
本
美
術
館
建
設
準
備
室

に
学
芸
員
と
し
て
採
用
さ
れ
た
。
つ
ま
り

一
九
八
二
年
四
月
か
ら
八
六
年
の
当
館
開

館
を
へ
て
、
本
年
二
〇
一
四
年
の
三
月
末

ま
で
、
な
ん
と
三
十
二
年
の
長
き
に
わ
た

っ
て
、
代
々
の
館
長
、
館
員
と
と
と
も
に

働
き
、
四
十
代
半
ば
か
ら
は
学
芸
課
長
、

学
芸
部
長
と
し
て
相
当
に
心
労
の
多
い
仕

事
を
こ
な
し
て
き
た
の
で
あ
る
。
当
館
の

活
動
の
い
わ
ば
内
燃
機
関
と
も
い
う
べ
き

一
貫
し
た
動
力
源
で
あ
っ
た
。

　

東
西
風
景
画
の
蒐
集
・
調
査
・
展
示
を
主

要
課
題
と
す
る
当
館
で
、
準
備
室
時
代
か

ら
そ
の
潤
沢
な
予
算
を
精
い
っ
ぱ
い
に
使

っ
て
名
品
を
集
め
る
こ
と
の
で
き
た
若
き

日
の
小
針
氏
は
、
ま
こ
と
に
う
ら
や
ま
し

い
。
い
ま
の
学
芸
員
た
ち
に
は
た
だ
羨
む

以
外
に
な
い
よ
う
な
過
去
の
栄
光
だ
。
小

針
氏
は
さ
す
が
に
よ
く
そ
れ
ら
の
館
蔵
品

を
知
悉
し
、
そ
れ
ら
を
活
用
し
、
他
館
と

も
協
力
し
て
、
主
に
十
七
・
八
世
紀
の
イ

タ
リ
ア
、
フ
ラ
ン
ス
の
風
景
画
か
ら
二
十

世
紀
の
パ
リ
風
景
に
い
た
る
展
覧
会
を
三

十
余
り
も
企
画
し
、成
功
さ
せ
て
き
た
。ロ

ダ
ン
館
の
開
設
に
も
大
い
に
活
躍
し
た
。

　

さ
ら
に
小
針
氏
の
場
合
、
こ
の
学
芸
員

と
し
て
の
活
動
が
い
つ
も
着
実
な
研
究
者

と
し
て
の
努
力
に
よ
っ
て
裏
づ
け
ら
れ
て

い
た
こ
と
が
め
で
た
い
。
そ
れ
は
、
本
館

初
代
館
長
鈴
木
敬
氏
以
来
の
よ
き
館
風
の

実
践
で
あ
っ
た
。
た
と
え
ば
氏
の
長
年
に

わ
た
る
ク
ロ
ー
ド
・
ロ
ラ
ン
や
ユ
ベ
ー
ル
・

ロ
ベ
ー
ル
。
そ
し
て
、
コ
ロ
ー
、
コ
ン
ス

タ
ブ
ル
、
モ
ネ
に
至
る
風
景
画
家
た
ち
へ

の
敬
愛
の
念
と
周
到
な
研
究
を
一
冊
に
ま

と
め
た
『
ロ
ー
マ
が
風
景
に
な
っ
た
と
き

―
西
欧
近
代
風
景
画
の
誕
生
―
』（
春
秋

社
、
二
〇
一
〇
年
）
を
見
よ
。
美
術
史
の

大
道
へ
の
広
や
か
な
眺
望
を
た
え
ず
保
ち

な
が
ら
、
個
々
の
作
家
・
作
品
と
終
始
親

密
に
つ
き
あ
っ
て
ゆ
く
、そ
の
叙
述
は
、典

雅
な
行
文
と
相
ま
っ
て
、
美
術
史
と
い
う

も
の
の
よ
ろ
こ
び
を
私
た
ち
に
教
え
る
。

　

こ
の
書
物
を
知
っ
た
私
は
、
二
〇
一
一

年
春
岡
崎
市
美
術
博
物
館
で
館
長（
当
時
、

静
岡
と
兼
任
）と
し
て
最
後
の
企
画
展「
桃

源
万
歳
‼
」を
催
し
た
と
き
、小
針
氏
に
図

録
の
た
め
の
エ
ッ
セ
イ
を
依
頼
し
た
。「
ア

ル
カ
デ
ィ
ア
考
―
牧
人
生
活
を
め
ぐ
る
文

学
と
絵
画
」
と
題
し
て
寄
せ
ら
れ
た
そ
の

小
論
文
の
、
期
待
ど
お
り
の
み
ご
と
さ
‼

短
い
中
に
、
ヴ
ェ
ル
ギ
リ
ウ
ス
の
『
農
耕

詩
』
か
ら
ク
ロ
ー
ド
・
ロ
ラ
ン
、
プ
ッ
サ

ン
、
ブ
ー
シ
ェ
に
至
る
ア
ル
カ
デ
ィ
ア
的

「
心
地
よ
き
場
所
」
の
表
象
の
歴
史
が
、

ち
ゃ
ん
と
Ｅ
・
Ｒ
・
ク
ル
チ
ウ
ス
の
論
を

も
引
き
な
が
ら
語
り
尽
く
さ
れ
て
い
た
。

　

こ
の
秀
才
紳
士
は
今
春
、
定
年
に
一
年

を
残
し
て
、
静
岡
文
化
芸
術
大
学
教
授
と

し
て
浜
松
に
移
っ
た
。
美
術
史
家
小
針
氏

の
さ
ら
な
る
円
熟
の
仕
事
場
と
な
る
こ
と

だ
ろ
う
。
秀
才
去
っ
た
後
の
学
芸
部
長
職

に
鶴
の
ご
と
く
舞
い
お
り
て
き
た
の
が
才

媛
泉
万
里
氏
だ
。こ
の
人
も
ま
た
、主
に
日

本
中
世
の
や
ま
と
絵
屏
風
に
つ
い
て
、
詳

密
な
観
察
と
調
査
に
も
と
づ
い
て
絹
の
ご

と
く
こ
ま
や
か
な
、
氏
の
一
書
の
題
名
か

ら
借
り
れ
ば
「
光
を
ま
と
う
」
よ
う
な
論

文
を
書
く
。『
中
世
屏
風
絵
研
究
』
と
い
う

箱
入
り
の
大
冊
も
昨
秋
刊
行
し
た
ば
か
り

で
あ
る
（
中
央
公
論
美
術
出
版
）。
泉
新
学

芸
部
長
に
は
、
将
来
ホ
イ
ジ
ン
ガ
の
名
著

『
中
世
の
秋
』
の
日
本
版
の
よ
う
な
美
術

史
的
文
化
史
を
書
き
、
そ
の
よ
う
な
趣
意

の
企
画
展
を
も
構
想
し
て
も
ら
お
う
。

　

右
、
今
春
の
人
事
交
替
の
報
告
に
託
し

て
、
館
長
と
し
て
の
感
謝
と
期
待
と
を
述

べ
た
。

―
人
事
交
替
の
春
に

美
術
館
学
芸
部
長
と
い
う
存
在

館
長
　
芳
賀　

徹

小針由紀隆『ローマが風景になったとき　西欧
近代風景画の誕生』春秋社、2010年

泉万里『光をまとう中世絵画―やまと絵屏風の
美』角川学芸出版、2007年
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こ
こ
に
一
幅
の
掛
軸
が
あ
り
ま
す
。
作

者
は
円
山
応
挙
門
下
の
奇
才
・
長
澤
蘆
雪

（
一
七
五
四
～
九
九
）。
描
か
れ
て
い
る
の

は
竹
と
、
そ
の
下
で
戯
れ
る
子
犬
た
ち
、

た
だ
そ
れ
だ
け
で
す
。
こ
の
絵
を
見
た
誰

も
が
、
ふ
わ
ふ
わ
と
し
た
感
触
が
伝
わ
っ

て
き
そ
う
な
愛
ら
し
い
子
犬
た
ち
に
惹
き

付
け
ら
れ
、
思
わ
ず
目
を
細
め
る
こ
と
で

し
ょ
う
。
掛
軸
を
見
慣
れ
な
い
子
供
た
ち

に
と
っ
て
も
た
い
へ
ん
親
し
み
や
す
い
絵

で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。
そ

し
て
そ
の
筆
づ
か
い
に
目
を
凝
ら
せ
ば
、

こ
の
あ
っ
さ
り
と
し
た
画
面
の
な
か
に
、

い
か
に
高
度
に
鍛
錬
さ
れ
た
筆
墨
が
凝
縮

さ
れ
て
い
る
か
が
お
の
ず
と
伝
わ
っ
て
く

る
は
ず
で
す
。

　

し
か
し
、
こ
こ
に
描
か
れ
て
い
る
の
は

本
当
に
そ
れ
だ
け
な
の
で
し
ょ
う
か
。
蘆

雪
は
、
た
ん
に
愛
く
る
し
い
生
き
物
を
そ

れ
と
し
て
描
い
た
だ
け
な
の
で
し
ょ
う

か
。
も
ち
ろ
ん
そ
う
で
あ
っ
て
も
い
っ
こ

う
に
構
わ
な
い
の
で
す
が
、
す
る
と
添
え

ら
れ
て
い
る
竹
は
、
ま
さ
に
文
字
通
り
添

え
物
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
の

で
し
ょ
う
か
。

　

そ
の
疑
問
を
解
く
ヒ
ン
ト
が
、
こ
の
作

品
を
お
さ
め
る
箱
に
あ
り
ま
す
。
時
代
も

の
の
箱
の
蓋
に
は
「
一
笑
図
」
の
文
字
。

「
犬
」
の
文
字
は
ど
こ
に
も
見
当
た
り
ま

せ
ん
。
主
題
が
「
笑
」、
で
も
描
か
れ
て

い
る
の
は
「
竹
」
と
「
犬
」
だ
け
。
竹
と

犬
、
竹
と
犬
…
。
そ
う
、
実
は
こ
こ
に
は

て
い
た
動
物
絵
画
が
急
に
縁
遠
い
も
の
に

感
じ
ら
れ
て
し
ま
う
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

で
も
心
配
は
無
用
。
動
物
が
描
か
れ
る
背

景
は
実
に
さ
ま
ざ
ま
で
、
す
べ
て
の
動
物

絵
画
に
な
ぞ
な
ぞ
の
よ
う
な
趣
向
が
備
わ

っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
か
ら
で
す
。
た

と
え
ば
、
見
慣
れ
な
い
珍
し
い
動
物
を
目

の
前
に
し
た
時
の
驚
き
と
好
奇
心
に
よ
っ

て
、
画
家
が
筆
を
走
ら
せ
る
こ
と
だ
っ
て

あ
る
の
で
す
。
な
か
に
は
、
カ
エ
ル
と
フ

グ
が
相
撲
を
と
る
と
い
う
不
思
議
な
作
品

も
。
意
味
を
考
え
る
よ
り
先
に
、
つ
い
つ

い
笑
い
が
こ
み
あ
げ
て
き
ま
す
。そ
れ
に
、

作
品
を
頭
で
ば
か
り
理
解
し
よ
う
と
す
る

と
、
絵
画
鑑
賞
は
と
た
ん
に
つ
ま
ら
な
い

も
の
に
な
っ
て
し
ま
う
危
険
が
あ
る
の
で

注
意
が
必
要
で
す
。
眼
で
も
楽
し
み
頭
で

も
楽
し
む
。
こ
れ
が
「
ア
ニ
マ
ル
ワ
ー
ル

ド
」
展
を
存
分
に
味
わ
う
た
め
の
秘
訣
で

す
。

　

江
戸
時
代
の
作
品
を
中
心
に
、
古
い
と

こ
ろ
で
は
鎌
倉
時
代
か
ら
昭
和
期
の
近
代

絵
画
ま
で
、
そ
し
て
一
部
に
中
国
絵
画
も

ま
じ
え
な
が
ら
、
時
代
や
国
境
を
越
え
て

私
た
ち
の
心
を
打
つ
多
様
な
動
物
表
現

を
、
是
非
ご
家
族
ご
一
緒
に
お
楽
し
み
く

だ
さ
い
。

（
主
任
学
芸
員　

福
士
雄
也
）

「
竹
」+

「
犬
」
＝
「
笑
」
と
い
う
一
種
の
言

葉
遊
び
が
隠
さ
れ
て
い
る
の
で
す
。
そ
し

て
笑
い
が
福
を
呼
び
込
む
の
で
あ
れ
ば
、

こ
れ
は
吉き
っ

祥し
ょ
う

画が

、
つ
ま
り
招
福
の
お
め
で

た
い
絵
と
い
う
こ
と
に
な
る
わ
け
で
す
。

　

動
物
を
モ
チ
ー
フ
と
す
る
絵
画
作
品
を

一
堂
に
集
め
展
示
す
る
「
ア
ニ
マ
ル
ワ
ー

ル
ド
」
展
は
、
こ
ん
な
ふ
う
に
動
物
が
描

か
れ
る
背
景
を
考
え
て
み
よ
う
と
い
う
展

覧
会
で
す
。
動
物
絵
画
と
い
っ
て
も
獣
に

限
り
ま
せ
ん
。
鳥
や
魚
は
も
ち
ろ
ん
、
虫

や
想
像
上
の
生
物
ま
で
あ
ら
ゆ
る
い
き
も

の
が
含
ま
れ
ま
す
。
誰
も
が
親
し
み
や
す

く
分
か
り
や
す
い
動
物
絵
画
、
け
れ
ど
も

そ
の
裏
に
あ
る
文
化
的
背
景
を
知
ら
な
い

と
、
実
は
本
当
の
意
味
で
は
な
か
な
か
理

解
で
き
な
い
こ
と
も
あ
る
、
と
い
う
側
面

も
あ
わ
せ
も
つ
の
が
動
物
絵
画
の
奥
深
い

と
こ
ろ
で
す
。

　

そ
う
聞
く
と
、
親
し
み
や
す
い
と
思
っ長澤蘆雪《一笑図》江戸時代（18世紀）個人蔵

E X H I B I T I O N

「アニマルワールド
　 ―美術のなかのどうぶつたち」
7 月29日（火）〜 9 月 7 日（日）
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新収蔵 品 紹 介

一
九
八
六
年
（
昭
和
六
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
五
年
度
は
、
基
金
に
よ
り
一
件

の
作
品
を
購
入
し
、
一
四
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
。

【
日
本
画
】

昨
年
度
は
、
二
点
の
作
品
を
ご
寄
贈
い

た
だ
き
ま
し
た
。

平
山
郁
夫
《
秋
天
東
寺
五
重
塔
》
は
、

二
〇
〇
五
年
（
平
成
十
七
年
）
に
開
催
さ

れ
た「
平
成
の
洛
中
洛
外　

平
山
郁
夫
展
」

（
日
本
橋
三
越
ほ
か
）
に
初
出
品
さ
れ
た

も
の
で
、
そ
の
後
も
多
く
の
回
顧
展
に
出

品
さ
れ
て
い
る
著
名
な
作
品
で
す
。
黄
金

色
の
夕
焼
け
空
の
下
、
燃
え
る
よ
う
な
紅

葉
に
囲
ま
れ
た
東
寺
（
教
王
護
国
寺
）
五

重
塔
が
シ
ル
エ
ッ
ト
状
に
浮
か
び
上
が
り

ま
す
。
作
者
が
「
自
然
と
歴
史
の
調
和
」

に
あ
る
と
語
る
東
寺
の
美
し
さ
が
、
見
事

に
あ
ら
わ
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

伝
池
大
雅
《
林
屋
洞
図
》
は
、
極
端
に

横
長
の
画
面
を
も
つ
掛
軸
で
、
ア
ー
チ
状

の
懸
崖
の
向
こ
う
に
遠
景
を
望
む
景
観
構

成
が
魅
力
的
な
作
品
で
す
。
や
や
形
式
化

し
た
岩
皴
な
ど
か
ら
、
現
時
点
で
は
池
大

雅
の
作
と
す
る
こ
と
は
難
し
い
と
考
え
ま

す
が
、
か
つ
て
『
池
大
雅
作
品
集
』（
中

央
公
論
美
術
出
版
、
一
九
六
〇
年
）
に
掲

載
さ
れ
た
経
歴
を
も
つ
点
、
そ
の
資
料
的

価
値
は
決
し
て
小
さ
い
も
の
で
は
あ
り
ま

せ
ん
。
大
雅
の
原
本
が
あ
っ
た
可
能
性
も

考
え
ら
れ
る
で
し
ょ
う
。

（
主
任
学
芸
員　

福
士
雄
也
）

【
日
本
洋
画
】

日
本
洋
画
で
は
、
三
件
の
収
蔵
が
あ
り

ま
し
た
。

黒
田
清
輝
《
富
士
之
図
》
は
神
奈
川

県
の
逗
子
方
面
か
ら
富
士
を
望
ん
だ
六
点

組
の
油
彩
画
。
す
で
に
昨
年
度
中
に
展
示

し
て
お
披
露
目
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た

が
、
時
間
に
よ
っ
て
変
化
す
る
光
の
あ
り

よ
う
を
瑞
々
し
く
写
し
と
っ
た
佳
品
と
し

て
高
く
評
価
さ
れ
て
い
ま
す
。

小
林
猶
治
郎
の
油
彩
画
群
は
御
遺
族

様
か
ら
御
寄
贈
い
た
だ
き
ま
し
た
。
小
林

は
静
岡
・
興
津
の
生
ま
れ
。
独
特
の
こ
っ

て
り
し
た
質
感
を
持
つ
濃
厚
な
絵
肌
と
色

彩
感
覚
が
魅
力
で
す
。
キ
ャ
ン
ヴ
ァ
ス
を

背
負
っ
て
山
野
を
跋
渉
し
た
自
然
派
画
家

に
ふ
さ
わ
し
い
、
な
ん
と
も
い
え
な
い
俳

味
も
こ
の
人
な
ら
で
は
と
言
う
こ
と
が
で

き
ま
し
ょ
う
。

黒田清輝《富士之図》より　1898年（明治31年）

伝池大雅《林屋洞図》18世紀（江戸時代）

平
成
25
年
度�

新
収
蔵
品
・
寄
贈
作
品
の
紹
介
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岡
鹿
之
助
《
献
花
》
も
篤
志
家
の
方
か

ら
の
御
寄
贈
品
で
す
。
煉
瓦
造
り
の
近
代

建
築
、
雪
景
色
、
花
の
静
物
と
い
っ
た
静

謐
な
モ
チ
ー
フ
を
独
自
の
絵
肌
で
密
や
か

に
表
現
す
る
こ
と
を
も
っ
と
も
得
意
と
し

た
岡
鹿
之
助
。
本
作
も
そ
の
代
表
作
の
ひ

と
つ
で
あ
り
、
岡
を
振
り
返
る
展
覧
会
で

し
ば
し
ば
紹
介
さ
れ
て
き
た
名
品
で
す
。

（
上
席
学
芸
員　

村
上
敬
）

【
現
代
】

現
代
ジ
ャ
ン
ル
で
は
、
二
点
の
作
品
を

ご
寄
贈
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。
ダ
レ
ン
・

ア
ー
モ
ン
ド
は
、
一
九
七
一
年
に
イ
ン
グ

ラ
ン
ド
北
部
の
ウ
ィ
ガ
ン
に
生
ま
れ
た
、

イ
ギ
リ
ス
人
作
家
で
す
。映
像
・
イ
ン
ス
タ

レ
ー
シ
ョ
ン
・
彫
刻
・
写
真
な
ど
を
組

み
合
わ
せ
て
、
個
人
あ
る
い
は
歴
史

上
の
記
憶
、時
間
、連
続
性
を
テ
ー
マ

「
フ
ル
ム
ー
ン
」
シ
リ
ー
ズ

の
う
ち
の
二
点
で
す
。
月
の

光
に
よ
っ
て
、
幻
想
的
に
浮

か
び
上
が
る
夜
の
闇
の
木
立

が
、
そ
の
場
の
静
寂
さ
や
空

気
感
を
も
包
み
込
む
か
の
よ

う
に
捉
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

制
作
す
る
過
程
で
、
ア
ー
モ

ン
ド
は
、
日
本
の
比
叡
山
を

旅
し
、
そ
こ
に
暮
ら
す
人
々

と
対
話
を
し
て
、
彼
ら
の
記

憶
や
、
物
語
を
手
が
か
り
に

し
な
が
ら
撮
影
を
行
っ
て
い

ま
す
。
そ
の
よ
う
な
プ
ロ
セ

ス
を
経
て
写
し
出
さ
れ
る
風

景
は
、
ノ
ス
タ
ル
ジ
ー
を
喚

起
さ
せ
、
観
る
者
の
中
に
内
在
し
て
い
る

記
憶
に
語
り
か
け
て
く
る
か
の
よ
う
で

す
。�

（
上
席
学
芸
員　

川
谷
承
子
）

ダレン・アーモンド《Civil Dawn@Mt.Hiei.8》2008年
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小林猶治郎《雪渓》　1924年（大正13年）

　

教
育
普
及
に
携
わ
る
者
と
し
て
大
変
興
味

深
い
内
容
が
掲
載
さ
れ
た
二
〇
〇
九
年
に
発

行
の
芸
術
新
潮
四
月
号
を
紹
介
し
ま
す
。
ル

ー
ブ
ル
美
術
館
に
は
定
期
的
に
開
催
さ
れ
て

い
る
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
「
子
ど
も
の
た
め
の

ア
ト
リ
エ
」
と
い
う
も
の
が
あ
り
ま
す
が
、

ル
ー
ブ
ル
で
は
こ
う
し
た
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ

は
大
人
か
ら
子
ど
も
ま
で
約
六
〇
の
プ
ロ
グ

ラ
ム
が
あ
る
そ
う
で
す
。
う
ち
、
三
〇
以
上

が
子
ど
も
向
け
で
あ
り
、
そ
の
他
に
一
六
〇

以
上
の
子
ど
も
向
け
の
見
学
ツ
ア
ー
も
あ
る

よ
う
で
す
。
読
ん
で
い
て
さ
ら
に
驚
い
た
の

は
、
フ
ラ
ン
ス
で
は
二
〇
〇
八
年
よ
り
芸
術

教
育
に
関
し
て
大
胆
な
改
革
が
成
さ
れ
、
小

中
高
等
学
校
の
授
業
に
「
諸
芸
術
の
歴
史
」

を
組
み
込
む
こ
と
が
義
務
化
さ
れ
た
こ
と
で

す
。
ど
う
い
う
こ
と
か
と
い
う
と
、
既
存
の

時
間
割
に
あ
る
美
術
や
歴
史
以
外
に
国
語
や

数
学
、
も
ち
ろ
ん
体
育
ま
で
含
め
た
す
べ
て

の
教
科
の
中
で
「
諸
芸
術
の
歴
史
」
を
教
え

る
の
だ
そ
う
で
す
。
す
べ
て
の
教
科
の
中
で

時
代
、
文
明
、
分
野
の
作
品
と
接
す
る
機
会

を
与
え
る
こ
と
、
普
遍
的
な
価
値
を
持
つ
教

養
を
身
に
つ
け
る
よ
う
に
す
る
こ
と
が
学
習

の
目
的
、
と
あ
り
ま
す
が
、
フ
ラ
ン
ス
の
途

方
も
な
い
企
て
に
は
只
々
驚
愕
す
る
ば
か
り

で
す
。

（
主
査　

神
谷
洋
介
）

本の窓
『
芸
術
新
潮 

特
別
レ
ポ
ー
ト

ル
ー
ブ
ル
美
術
館
と
子
供
た
ち
』

新
潮
社　

二
〇
〇
九
年
初
版
発
行

に
、
鑑
賞
者
を
内
的
な

旅
へ
と
い
ざ
な
う
作
品

を
制
作
し
、
高
い
評
価

を
得
て
い
ま
す
。
本
作

は
、
満
月
の
夜
の
月
明

か
り
の
下
で
、
一
五
分

以
上
も
の
長
時
間
露
光

を
行
い
自
然
の
風
景
を

撮
影
し
た
写
真
作
品
、
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研究ノ ー ト

《
都
鄙
図
屏
風
》（
図
一
）
は
当
館
準
備
室
時
代
の

昭
和
五
九
（
一
九
八
四
）
年
に
館
蔵
品
と
な
っ
た
。

開
館
以
来
、折
々
に
展
示
さ
れ
て
き
た
が
、詳
し
い

紹
介
の
機
会
は
あ
ま
り
無
か
っ
た
。
そ
こ
で
今
回

は
改
め
て
こ
の
作
品
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。

　

八
曲
一
隻
、
紙
本
着
色
で
、
金
銀
の
砂
子
に
よ

り
装
飾
さ
れ
る
。
向
か
っ
て
右
手
の
市
街
地
か
ら

水
辺
、邸
宅
群
、郊

外
と
四
つ
の
エ
リ

ア
に
明
確
に
分
け

ら
れ
る
。
俯
瞰
さ

れ
る
市
街
地
か
ら

洛
中
洛
外
図
な
ど

が
想
起
さ
れ
る
一

方
、
特
定
の
名
所

や
建
物
は
描
か
れ

ず
、
架
空
の
景
観

を
表
す
よ
う
だ
。

書
き
込
み
、
落
款

な
ど
は
な
い
。

　

見
所
は
、
何
と

言
っ
て
も
多
種
多

様
な
人
物
像
で
あ

る
。
特
に
商
人
、

農
家
、
工
匠
な
ど

種
々
の
職
人
の
姿

は
、
見
飽
き
る
こ

と
が
な
い
。
ま
ず

は
エ
リ
ア
ご
と
に

そ
の
人
物
達
を
概

観
し
て
み
よ
う
。

　

第
一
～
三
扇
に

町
家
の
並
ぶ
市
街

地
が
展
開
す
る
。
右
上
に
は
歌
舞
伎
の
殷
賑
が
描

か
れ
、舞
台
中
央
の
役
者
は
、烏
帽
子
や
扇
、後
ろ

に
ち
ら
り
と
覗
く
御
幣
、
振
袖
を
片
肌
脱
ぎ
に
す

る
扮
装
か
ら
業
平
踊
（
大
小
の
舞
）
を
舞
う
若
衆

と
わ
か
る
（
図
二
）。『
静
岡
県
立
美
術
館
収
蔵
品

総
目
録
』（
平
成
八
年
）
で
は
製
作
年
が
「
寛
永
―

承
応
頃
」
と
さ
れ
る
が
、
こ
れ
は
若
衆
歌
舞
伎
が

承
応
元
（
一
六
五
二
）
年
に
禁
止
さ
れ
た
こ
と
を

踏
ま
え
た
た
め
で
あ
ろ
う
。
そ
の
下
、
第
一
扇
半

ば
か
ら
、八
百
屋
や
豆
腐
屋
、煙
草
屋
、指
物
師
な

ど
が
、簡
略
に
表
さ
れ
た
町
家
に
店
を
構
え
、第
三

扇
ま
で
辿
る
と
、
草
鞋
師
や
鍛
冶
屋
が
あ
る
。
下

辺
に
目
を
転
じ
る
と
医
師
、
祈
祷
師
、
刀
剣
の
目

利
き
、
紙
漉
、
石
工
な
ど
が
並
ぶ
。
ま
た
路
上
で

は
鷹
匠
や
柴
売
り
、竹
売
や
馬
方
達
が
行
き
交
い
、

床
屋
、
鉦
た
た
き
な
ど
も
広
場
に
確
認
で
き
る
。

　

第
三
～
六
扇
下
部
は
水
辺
の
景
観
で
、
各
モ

チ
ー
フ
が
散
在
す
る
。
船
着
場
周
辺
に
荷
運
び
や

材
木
屋
、少
し
離
れ
て
相
撲
の
賑
わ
い
も
見
え
、川

面
に
は
筏
や
鵜
飼
の
舟
が
行
く
。
ま
た
船
着
場
の

対
岸
で
は
、
男
二
人
が
向
か
い
合
い
今
に
も
刀
を

抜
か
ん
と
す
る
の
を
周
り
が
必
死
で
止
め
よ
う
と

し
て
い
る
。
こ
の
ほ
か
下
辺
に
瓦
焼
の
ほ
か
、
傍

に
松
の
生
え
る
苫
屋
に
薪
を
く
べ
る
塩
焼
が
い

る
。そ
の
左
の
小
屋
に
は
釣
り
人
も
お
り
、海
は
見

え
な
い
が
こ
の
辺
り
は
ど
う
や
ら
海
浜
ら
し
い
。

館蔵品紹介
《都

と

鄙
ひ

図屏風》をめぐって
学芸員　浦澤倫太郎

図一　《都鄙図屏風》紙本着色　八曲一隻屏風　121.5cm×375.4.8cm

図二　業平踊を舞う若衆

　

第
四
～
六
扇
上
部
に
は
二
件
の
邸
宅
が
並
ぶ
。

右
の
邸
宅
の
庭
先
で
は
馬
の
世
話
を
す
る
男
達
、

門
の
前
で
さ
っ
そ
う
と
駆
け
抜
け
る
馬
乗
を
人
々

が
見
物
し
て
い
る
。
左
の
邸
宅
で
は
、
室
内
に
連

歌
会
ら
し
き
催
事
や
琵
琶
法
師
が
見
え
る
。
邸
宅

の
周
囲
で
は
放
下
と
観
衆
、
射
的
な
ど
遊
楽
が
表

さ
れ
る
。

　

第
五
～
八
扇
に
大
名
行
列
が
横
断
し
、
水
辺
と

郊
外
を
繋
ぐ
。
馬
を
先
頭
に
筒
持
、
弓
持
、
傘
持
、

槍
持
、
徒
、
そ
し
て
駕
篭
が
続
く
。
そ
れ
を
画
面

下
部
の
田
圃
か
ら
稲
刈
り
中
の
男
た
ち
が
眺
め
、

ま
た
上
部
の
山
に
は
樵
夫
や
猟
師
も
見
え
る
。

　

全
体
を
ざ
っ
と
眺
め
た
が
、
そ
も
そ
も
《
都
鄙

図
屏
風
》と
い
う
名
称
は
、単
に
こ
う
し
た「
都
鄙
」

の
光
景
と
人
物
を
描
く
と
い
う
だ
け
で
な
く
、
住

吉
派
二
代
目
、住
吉
具
慶
（
寛
永
八
（
一
六
三
一
）

年
～
宝
永
二
（
一
七
〇
五
）
年
）
に
よ
る
《
都
鄙

図
巻
》（
東
京
国
立
博
物
館
蔵
、登
録
名
称
は
《
洛

中
洛
外
図
巻
》）
な
ど
と
関
係
す
る
と
さ
れ
、
収

蔵
の
際
に
付
さ
れ
た
よ
う
だ一

。《
都
鄙
図
巻
》
は
、

市
街
地
か
ら
農
村
へ
と
変
化
し
て
行
く
光
景
を
舞

台
に
、
様
々
な
風
俗
を
四
季
の
景
物
を
交
え
て
描

く
。
東
博
本
に
落
款
は
無
い
が
、
興
福
院
や
チ
ェ

ス
タ
ー
・
ビ
ー
テ
ィ
図
書
館
が
所
蔵
す
る
《
都
鄙

図
巻
》
は
落
款
や
画
風
か
ら
具
慶
晩
年
の
元
禄
以

降
の
制
作
と
さ
れ
る
。

『
静
岡
県
立
美
術
館
蔵
品
目
録
』（
昭
和
六
一
年
）

で
は
《
都
鄙
図
屏
風
》
は
面
貌
表
現
に
具
慶
と
近

似
し
た
も
の
が
認
め
ら
れ
る
が
、
樹
木
な
ど
の
表

現
が
稚
拙
と
さ
れ
る
た
め
、
具
慶
の
若
描
あ
る
い

は
そ
の
追
倣
者
の
制
作
の
可
能
性
が
指
摘
さ
れ
て

い
る
。
確
か
に
人
物
像
の
目
鼻
立
ち
や
幾
分
ず
ん

ぐ
り
と
し
た
体
型
に
具
慶
風
が
看
取
さ
れ
、
ま
た

06



先
述
の
若
衆
歌
舞
伎
に
よ
っ
て
承
応
を
下
限
と
す

る
な
ら
ば
若
描
と
い
う
推
測
も
で
き
る
か
も
し
れ

な
い
。
た
だ
比
較
す
べ
き
同
時
期
の
具
慶
の
作
例

な
ど
、
そ
の
判
断
を
下
す
た
め
の
材
料
が
揃
わ
な

い
状
況
に
あ
る
。
風
俗
が
過
去
に
遡
っ
て
描
か
れ

る
可
能
性
に
も
留
意
す
べ
き
だ
。

　

ま
た
「
都
鄙
図
」
と
い
う
名
称
、
及
び
都
市
と

郊
外
に
種
々
の
風
俗
を
描
く
点
は
《
都
鄙
図
巻
》

と
共
通
す
る
が
、
そ
の
表
現
内
容
の
相
違
は
小
さ

く
な
い
と
思
わ
れ
る
。
東
博
本
《
都
鄙
図
巻
》
な

ど
は
、
職
人
、
遊
楽
の
み
な
ら
ず
、
年
中
行
事
や

濃
密
で
変
化
に
富
ん
だ
建
築
、
細
や
か
な
四
季
の

景
物
も
合
せ
て
、
よ
り
総
体
的
な
風
俗
描
写
を
指

向
す
る
。
対
し
て
《
都
鄙
図
屏
風
》
は
、
幾
分
単

調
な
家
並
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
に
景
観
構
成
は
比

較
的
単
純
で
そ
こ
に
各
人
物
像
が
羅
列
的
に
配
置

さ
れ
て
お
り
、
い
か
に
多
種
の
人
物
像
を
表
す
か

に
主
眼
が
置
か
れ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。

　

さ
て
《
都
鄙
図
屏
風
》
の
人
物
像
は
、
こ
の
作

品
に
対
す
る
別
の
視
点
を
提
供
し
う
る
。
す
な
わ

ち
図
様
の
い
く
つ
か
は
、
中
世
に
成
立
し
た
職
人

歌
合
か
ら
取
ら
れ
て
お
り
、
職
人
絵
の
系
譜
に
も

連
な
る
と
考
え
ら
れ
る
の
だ
。

　

例
え
ば
第
七
扇
の
上
部
、
壁
の
後
ろ
か
ら
姿
を

覗
か
せ
て
作
業
す
る
二
人
の
男
（
図
三
）
だ
が
、

手
前
の
火
を
吐
く
器
物
は
坩
堝
、
男
達
は
踏
鞴
を

踏
ん
で
い
る
よ
う
で
鋳
物
師
と
判
断
さ
れ
る
が
、

こ
の
図
様
は
鎌
倉
時
代
に
成
立
し
た
『
東
北
院
職

人
歌
合　

五
番
本
』
の
う
ち
《
高
松
宮
家
本　

東

北
院
職
人
歌
合
》
の
「
鋳
物
師
」（
図
四
）
に
近

似
す
る
。
烏
帽
子
を
被
ら
ず
頬
被
り
を
す
る
、
両

脇
に
人
物
が
加
え
ら
れ
る
な
ど
の
相
違
は
あ
る

が
、
基
本
的
な
形
姿
と
建
物
は
高
松
宮
家
本
を
踏

を
く
べ
る
塩
焼
も
十
二
番
本
の
「
海
人
」
の
図
様

を
、
そ
れ
ぞ
れ
参
照
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　

職
人
に
仮
託
し
た
和
歌
と
そ
の
姿
を
表
す
職
人

歌
合
は
先
の
五
番
本
を
含
め
、
中
世
に
五
種
が
成

立
し
、
中
世
～
近
世
の
風
俗
画
に
大
き
な
影
響
を

与
え
た
。
近
世
で
は
例
え
ば
版
本
化
も
さ
れ
た

『
七
十
一
番
本
職
人
歌
合
』の
辞
句
に
拠
る
菱
川
師

宣
《
和
国
諸
職
つ
く
し
》
は
そ
の
挿
絵
に
も
同
歌

合
か
ら
の
一
部
引
用
が
見
ら
れ
る
。
ま
た
十
二
番

本
に
つ
い
て
も
、
そ
の
パ
ロ
デ
ィ
と
評
し
う
る
岩

佐
派
《
職
人
尽
図
巻
》（
出
光
美
術
館
蔵
）、
同
歌

合
絵
の
諸
写
本
お
よ
び
高
松
宮
家
本
の
図
様
を
部

分
的
に
用
い
た
狩
野
宗
信
《
職
人
尽
屏
風二

》
な
ど

が
挙
げ
ら
れ
る
。《
都
鄙
図
屏
風
》
も
旧
来
の
職

人
歌
合
を
意
識
し
た
作
例
の
一
つ
と
い
え
よ
う
。

　

一
方
で
、
近
世
に
な
っ
て
成
立
し
た
図
様
や
、

職
人
歌
合
に
な
か
っ
た
職
業
も
確
認
で
き
、
作
者

が
新
た
な
風
俗
に
も
関
心
を
持
っ
て
い
た
こ
と
が

う
か
が
え
る
。

　

椅
子
に
腰
掛
け
足
を
組
み
、
帳
簿
を
め
く
る
材

木
屋
の
姿
（
図
五
）
は
、
約
五
百
の
職
業
を
図
説

す
る
蒔
絵
師
源
三
郎
画
『
人
倫
訓
蒙
図
彙
』（
元

禄
三
（
一
六
九
〇
）
年
刊
行
）
所
収
の
図
（
図
六
）

に
近
い
。
背
後
の
木
材
の
積
み
方
も
似
て
い
る
。

他
に
錐
で
木
材
に
穴
を
穿
と
う
と
す
る
指
物
師
に

も
、『
人
倫
訓
蒙
図
彙
』
と
の
共
通
性
が
認
め
ら

れ
る
。
両
者
の
関
係
に
つ
い
て
は
更
な
る
検
証
が

必
要
だ
が
、《
都
鄙
図
屏
風
》
の
成
立
を
考
え
る

上
で
も
重
要
な
点
だ
と
思
わ
れ
る
。

　

さ
て
第
二
扇
半
ば
に
見
え
る
一
際
印
象
的
な
耳

垢
取
（
図
七
）
は
、
近
世
に
な
っ
て
登
場
し
た
職

だ
。『
京
羽
二
重
』（
貞
享
二
（
一
六
八
五
）
年
刊
）

に
よ
れ
ば
京
都
に「
耳
垢
取　

唐
人　

越
九
兵
衛
」

な
る
人
物
が
い
た
と
い
う
。
実
際
に
「
唐
人
」
で

あ
っ
た
か
は
と
も
か
く
、
こ
こ
に
見
る
姿
は
、
そ

う
し
た
伝
承
を
反
映
し
て
い
る
よ
う
だ
。「
唐
人
」

風
の
耳
垢
取
は
前
掲
の
狩
野
宗
信《
職
人
尽
屏
風
》

や
海
北
友
雪
《
職
人
絵
尽三

》、ま
た
山
東
京
伝
『
骨

董
集
』
に
も
確
認
で
き
る
が
、
い
ず
れ
も
立
ち
姿

で
表
さ
れ
る
。
ま
た
『
骨
董
集
』
は
こ
れ
を
享
保

頃
ま
で
の
風
俗
と
し
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
に
《
都
鄙
図
屏
風
》
の
職
人
が
、
新

旧
の
職
人
絵
の
図
様
と
共
通
す
る
事
実
は
、
様
々

な
職
へ
の
強
い
関
心
が
そ
の
制
作
の
発
端
で
あ
っ

た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
そ
し
て
彼
ら
職
人
の
活

き
る
場
と
し
て
「
都
鄙
」
が
舞
台
と
し
て
選
ば
れ

た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
江
戸
時
代
に
お
け
る

職
人
絵
の
展
開
を
考
え
る
上
で
ま
こ
と
に
興
味
深

い
作
品
で
あ
る
。

一�　

当
館
収
蔵
に
な
る
以
前
で
は
、『
古
今
屏
風
特
選
図
録
』

（
思
文
閣
、
昭
和
五
六
年
）
に
は
《
時
代
風
俗
図
屏
風
》、

『
日
本
庶
民
生
活
史
料
集
成
』
第
三
〇
巻
（
三
一
書
房
、

昭
和
五
七
年
）
に
付
属
の
「
編
集
の
し
お
り
」
に
は
《
諸

職
風
俗
図
屏
風
》
と
し
て
部
分
図
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。

二�　

町
田
和
也
「
宗
信
筆
「
職
人
盡
屏
風
」」（『
國
華
』　

第
一
一
二
六
號
）

三�　

林
美
一
編
『
海
北
友
雪　

職
人
絵
尽
』
協
和
企
画　

昭
和
五
八
年

図四　《高松宮家本東北院職人歌合》より
鋳物師　国立歴史民俗博物館蔵

図六　『人倫訓蒙図彙』より 材木や 国立国会図書館蔵

図七　耳垢取り

図五　材木屋

図三　鋳物師

襲
し
て
い
る
。

　

第
一
扇
下
部
の

祈
祷
師
も
、
そ

の
姿
は
も
と
よ

り
机
上
の
御
幣
な

ど
、
道
具
の
形
態

や
配
置
に
つ
い
て

も
、
同
じ
く
高
松

宮
家
本
の
「
陰
陽

師
」
を
踏
ま
え
た

表
現
だ
と
認
め
ら

れ
る
。
他
に
箱
型

の
鞴
の
前
で
鉄
を

鍛
え
る
鍛
冶
師
は

『
東
北
院
職
人
歌

合　

十
二
番
本
』

の
「
鍛
治
師
」、
地

べ
た
に
座
り
込
ん

で
苫
屋
の
釜
に
薪

業
で
あ
る
。
店

舗
内
で
髪
を
丸

く
結
っ
た
男

が
、
客
の
耳
を

掻
い
て
い
る
。

な
か
な
か
気
持

ち
が
よ
さ
そ
う
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美術館問わず語り

　

こ
の
四
月
に
学
芸
部
長
と
し
て
着
任
い
た
し

ま
し
た
泉
万
里
と
申
し
ま
す
。
ど
う
ぞ
、
よ
ろ

し
く
お
願
い
し
ま
す
。
私
は
こ
れ
ま
で
、
神
戸

や
大
阪
の
大
学
で
教
員
と
し
て
働
い
て
ま
い
り

ま
し
た
が
、
美
術
館
勤
務
の
経
験
は
な
く
、
い

ま
は
、
文
字
通
り
の
「
新
入
生
」
と
し
て
、
緊

張
の
連
続
の
毎
日
を
す
ご
し
て
い
ま
す
。

　

専
門
は
、
日
本
の
中
世
か
ら
近
世
初
期
の
絵

画
で
す
が
、と
り
わ
け
屏
風
絵
が
大
好
き
で
す
。

目
の
前
に
置
か
れ
た
屏
風
を
見
て
い
る
と
、
絵

の
世
界
の
扉
が
静
か
に
開
い
て
、
そ
の
な
か
に

迷
い
込
む
よ
う
な
錯
覚
を
覚
え
る
こ
と
が
あ
り

ま
す
。
た
と
え
ば
、
平
安
時
代
の
屏
風
に
、
小

さ
く
描
か
れ
た
貴
族
の
屋
敷
を
凝
視
し
て
い
る

う
ち
に
、
そ
の
屋
敷
に
集
う
女
房
た
ち
の
緋
色

の
袴
の
衣
擦
れ
の
音
を
耳
に
し
た
よ
う
な
気
が

し
た
り
、
江
戸
時
代
の
風
俗
図
屏
風
に
描
か
れ

た
、
武
家
屋
敷
の
風
呂
場
で
朋
輩
と
く
つ
ろ
ぐ

湯
上
が
り
美
人
な
ら
ぬ
「
湯
上
が
り
美
少
年
」

を
包
む
、
む
っ
と
す
る
生
暖
か
い
湯
気
を
感
じ

た
り
す
る
の
で
す
。
た
だ
の
思
い
込
み
に
す
ぎ

ま
せ
ん
が
、
そ
の
よ
う
に
し
て
、
絵
の
な
か
に

生
き
る
人
々
と
、
時
間
と
空
間
を
一
瞬
に
せ
よ

共
有
で
き
た
と
き
に
、
は
じ
め
て
、
私
は
こ
の

絵
を
見
た
、
と
い
え
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。

　

も
ち
ろ
ん
、ど
の
絵
で
も
、す
ぐ
に
扉
が
開
く

わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。そ
れ
で
も
根
気
よ
く
、

繰
り
返
し
絵
を
見
て
い
る
と
、
ふ
と
、
絵
の
扉

は
開
い
て
い
る
も
の
で
す
。
せ
っ
か
く
扉
が
開

い
て
も
、
気
づ
か
ず
に
通
り
過
ぎ
て
し
ま
う
こ

絵
の
扉
は
静
か
に
開
く

学
芸
部
長　

泉
万
里

「武家邸内図屏風」萬徳寺蔵　右隻部分

2013年度の受賞
美術館連絡協議会　奨励賞「夏目漱石の美術世界」展
静岡県立美術館、広島県立美術館、東京藝術大学大学美術館

美術館連絡協議会　優秀カタログ賞「石田徹也」展
静岡県立美術館、足利市立美術館、平塚市立美術館、砺波市美術館

第1回ジャポニズム学会奨励賞
三谷理華　論文「ラファエル・コランの極東美術コレク
ション―新出旧蔵品について」
『静岡県立美術館　紀要』第28号　平成24年度

　また、昨年度、当館で開催した以下の展覧会が、年末に各新聞
社で発表される、「美術評論家が選ぶ2013年展覧会ベスト3」に
選出されました。
「夏目漱石の美術世界」
　北澤憲昭氏、山下裕二氏（朝日新聞）、高階秀爾氏（毎日新聞）
「世界遺産登録記念 富士山の絵画」
　高階秀爾氏（朝日新聞）

利 用 案 内
開館時間：10：00～17：30（展示室への入室は17：00まで）
夜間開館：８月２日～９月６日の間の土曜日（「アニマルワールド」展開催中）
　　　　　10：00～20：00（入室は19：30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

無料託児サービス
毎週日曜日および祝日10：30～15：30
対象　6ヶ月～小学校就学前

※イベント等は都合により変更になる場合があります。
※詳細は美術館学芸課までお問い合わせください。
　（Tel：054－263－5857）

〒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

表紙の作品
斎藤　智（1936－2013）

《Untitled C》1976年
紙、シルクスクリーン
60.8×74.3㎝
＊ 名品コーナーに展示して

おります。
　（～7／21）

と
の
ほ
う
が
多
い
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　

毎
日
プ
ロ
ム
ナ
ー
ド
の
彫
刻
群
を
通
り

抜
け
て
通
勤
し
て
い
ま
す
が
、
緑
濃
い
自

然
の
一
部
と
化
し
た
よ
う
な
彫
刻
の
落
ち

着
い
た
た
た
ず
ま
い
に
、
こ
の
美
術
館
の

歴
史
を
実
感
し
ま
す
。今
後
も
、こ
の
美
術

館
が
、多
く
の
方
々
と
、絵
画
を
は
じ
め
と

す
る
さ
ま
ざ
ま
な
造
形
と
の
出
会
い
の
場

で
あ
り
続
け
る
よ
う
に
、
美
術
館
の
ス
タ

ッ
フ
と
と
も
に
努
力
し
て
ま
い
り
ま
す
。
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