
　

波
打
ち
際
で
戯
れ
る
三
人
の
女
性
。
手
を

取
り
合
う
構
図
は
、
古
来
西
洋
美
術
で
表
現

さ
れ
て
き
た
三
美
神
を
思
わ
せ
る
。
背
後
か

ら
や
っ
て
く
る
巨
大
な
波
に
、
口
を
開
け
て

見
入
る
中
央
の
女
性
。
自
然
と
、
人
の
動
き

の
一
瞬
を
切
り
取
っ
た
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
作

品
で
あ
る
。

　

本
作
の
波
の
モ
テ
ィ
ー
フ
と
様
式
に
、
一

九
世
紀
フ
ラ
ン
ス
で
流
行
し
た
ジ
ャ
ポ
ニ
ス

ム
（
日
本
趣
味
）
の
影
響
が
見
ら
れ
る
こ
と

は
、従
来
指
摘
さ
れ
て
き
た
。
一
八
八
九
年
、

パ
リ
で
開
催
さ
れ
た
万
博
に
、
カ
ミ
ー
ユ
は

作
曲
家
ク
ロ
ー
ド
・
ド
ビ
ュ
ッ
シ
ー
を
誘
い
、

そ
こ
で
葛
飾
北
斎
の
版
画《
富
嶽
三
十
六
景
》

連
作
中
の
「
神
奈
川
沖
浪
裏
」
を
称
賛
し
た

と
い
う
。

　

ロ
ダ
ン
の
弟
子
と
し
て
、
ま
た
恋
人
と
し

て
知
ら
れ
る
作
者
は
、
巨
匠
の
大
き
い
影
響

下
で
二
十
代
を
過
ご
し
た
。
本
作
は
、
ロ
ダ

ン
と
決
別
し
た
頃
に
制
作
さ
れ
た
。

（
上
席
学
芸
員　

南 

美
幸
）

Amaryllis
アマリリス
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ロ
ダ
ン
が
マ
ル
セ
ー
ユ
の
植
民
地
博
覧

会
で
旅
藝
人
花
子
の
公
演
を
見
て
、
そ
の

姿
態
と
表
情
に
心
惹
か
れ
、
彼
女
を
モ
デ

ル
に
さ
っ
そ
く
幾
つ
も
の
デ
ッ
サ
ン
や
胸

像
を
作
り
始
め
る
の
は
、
一
九
〇
七
年
の

パ
リ
で
の
こ
と
だ
っ
た
。
老
巨
匠
は
彼
女

を
「
花プ
チ
ッ
ト
・
ア
ナ
コ

子
ち
ゃ
ん
」
と
呼
ん
で
晩
年
近
く

ま
で
つ
き
あ
い
、
ブ
ロ
ン
ズ
や
テ
ラ
コ
ッ

タ
で
六
十
点
近
く
も
の
彫
像
を
作
っ
た
と

い
う
。
そ
の
う
ち
の
傑
作
の
一
点
が
私
た

ち
の
ロ
ダ
ン
館
に
あ
る
の
は
ま
こ
と
に
嬉

し
い
。

　

ロ
ダ
ン
の
ア
ト
リ
エ
で
の
二
人
の
最
初

の
対
面
の
場
を
、
そ
の
わ
ず
か
三
年
後
の

一
九
一
〇
年
に
、
早
く
も
一
篇
の
短
篇
小

説
に
描
い
て
み
せ
た
の
が
、
他
な
ら
ぬ
森

鴎
外
の
「
花
子
」
で
あ
っ
た（『
三
田
文
学
』

明
治
四
十
三
年
七
月
）。
こ
れ
は
お
そ
ら

く
ロ
ダ
ン
を
主
人
公
と
し
た
世
界
最
初
の

小
説
だ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
し
か

も
目
の
前
に
立
っ
た
女
を
髙
島
田
の
頂
か

ら
千
代
田
草
履
の
足
の
先
ま
で
一
ぺ
ん
に

「
領
略
」
す
る
老
彫
刻
家
独
特
の
眼
ざ
し

の
強
さ
か
ら
、
肉
体
の
美
に
対
す
る
彼
の

偏
見
の
な
い
観
察
力
、
さ
ら
に
そ
の
ア
ト

リ
エ
の
し
つ
ら
え
に
い
た
る
ま
で
、
簡
潔

に
み
ご
と
に
語
っ
た
佳
品
で
あ
る
。

　

い
く
ら
俊
敏
な
西
洋
通つ
う

鴎
外
に
し
て

も
、
ど
う
し
て
こ
の
よ
う
な
離
れ
業
が
で

き
た
の
か
。
彼
は
当
時『
ベ
ル
リ
ン
日
報
』

（Berliner T
ageblatt

）
と
い
う
新
聞
を

定
期
購
読
し
て
お
り
、
そ
れ
に
ポ
ー
ル
・

グ
ゼ
ル
の
「
ロ
ダ
ン
の
言
葉
」
が
翌
一
九

一
一
年
に
本
に
な
る
前
に
す
で
に
独
訳
連

載
さ
れ
て
い
た
の
を
読
ん
で
、
そ
れ
を
さ

っ
そ
く
活
用
し
た
ら
し
い
（
小
堀
桂
一
郎

解
説
『
鴎
外
選
集
』
巻
二
、
岩
波
）。

　

要
す
る
に
、
一
九
一
〇
年
前
後
、
彫
刻

家
ロ
ダ
ン
の
名
声
は
欧
米
で
は
す
で
に
不

動
の
も
の
と
な
り
、
極
東
の
日
本
に
ま
で

い
ち
は
や
く
確
実
に
と
ど
い
て
い
た
と
い

う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
こ
の
名
声
に
さ
ら
に

敏
感
に
応
じ
て
、
こ
れ
を
日
本
に
お
け
る

ロ
ダ
ン
・
ブ
ー
ム
と
い
う
以
上
に
ロ
ダ
ン
・

フ
ィ
ー
ヴ
ァ
ー
に
ま
で
盛
り
上
げ
た
の

が
、
鴎
外
「
花
子
」
の
四
ヶ
月
後
に
出
た

『
白
樺
』
明
治
四
十
三
年
十
一
月
の
「
ロ
ダ

ン
号
」
で
あ
っ
た
。
同
年
（
一
九
一
〇
）
十

知
っ
て
、『
白
樺
』
同
人
一
同
は
彼
に
祝
い

と
し
て
数
十
枚
の
浮
世
絵
を
贈
る
こ
と
と

し
、
そ
の
前
に
彼
の
肖
像
写
真
一
枚
を
求

め
た
。
そ
れ
が
自
筆
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
と
と

も
に
締
め
切
り
間
際
に
有
島
生
馬
の
手
も

と
に
着
い
た
と
こ
ろ
で
、
こ
の
二
三
六
頁

と
い
う
分
厚
い
特
集
号
が
十
八
点
の
作
品

写
真
を
載
せ
て
刊
行
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　

里
見
弴
に
よ
る
「
ロ
ダ
ン
小
伝
」
と
児

島
喜
久
雄
に
よ
る
独
仏
英
の
ロ
ダ
ン
論
書

誌
と
を
頭
尾
に
据
え
て
、
同
人
他
十
七
名

の
寄
稿
に
よ
る
興
味
津
々
の
一
冊
で
あ

る
。
い
ま
そ
の
内
容
に
立
ち
入
る
余
裕
は

な
い
。
だ
が
戦
前
日
本
に
お
け
る
ロ
ダ
ン

熱
流
行
の
張
本
人
と
思
わ
れ
る
人
の
言
葉

だ
け
は
引
用
し
て
お
こ
う
。

　
「
ロ
ダ
ン
の
生
涯
は
最
も
勇
ま
し
い
、榮

誉
あ
る
、男
ら
し
い
、さ
う
し
て
深
い
生
涯

で
あ
る
。
／
ロ
ダ
ン
は
現
代
に
於
て
最
も

強
き
底
力
あ
る
聲
を
以
て
自
己
の
歌
を
唄

っ
て
来
た
又
唄
ひ
つ
ゝ
あ
る
人
で
あ
る
。

人
類
を
森
林
に
譬
へ
る
な
ら
ば
彼
は
そ
の

内
の
最
も
大
な
る
強
い
木
の
一
本
で
あ

る
。
彼
の
足
は
人
間
の
達
し
得
る
だ
け
深

く
地
の
中
に
入
つ
て
ゐ
る
。
彼
の
頭
は
人

間
の
達
し
得
る
だ
け
高
く
天
に
向
か
つ
て

ゐ
る
。彼
は
最
も
大
な
る
人
格
者
で
あ
る
。

ゲ
ー
テ
、
ベ
ー
ト
ー
ベ
ェ
ン
、
エ
マ
ー
ソ

ン
、
ホ
イ
ッ
ト
マ
ン
な
ど
に
優
に
比
肩
し

得
る
巨
人
の
や
う
に
自
分
に
は
思
は
れ

る
。」（
武
者
小
路
実
篤「
ロ
ダ
ン
と
人
生
」）

　

武
者
小
路
実
篤
は
こ
の
「
ロ
ダ
ン
号
」

の
八
年
後
（
一
九
一
八
）、
宮
崎
県
山
間

の
僻
地
に
「
新
し
き
村
」
を
開
拓
す
る
と
、

そ
の
開
村
記
念
日
を
ロ
ダ
ン
の
誕
生
日
に

合
わ
せ
て
十
一
月
十
四
日
（
事
実
は
十
二

日
）
と
定
め
た
。
そ
の
開
墾
地
を
め
ぐ
っ

て
流
れ
る
川
に
大
き
な
岩
が
あ
る
の
を
ロ

ダ
ン
岩
と
名
づ
け
て
、
村
民
の
記
念
写
真

は
い
つ
も
こ
の
巌
上
で
撮
っ
た
。

　

私
た
ち
の
ロ
ダ
ン
館
創
設
の
遠
い
背
景

に
は
、
こ
の
よ
う
な
明
治
末
以
来
の
先
人

た
ち
の
、
ゴ
ッ
ホ
、
ト
ル
ス
ト
イ
に
対
す

る
の
と
変
り
な
い
ロ
ダ
ン
へ
の
敬
慕
、
崇

拝
の
歴
史
が
あ
っ
た
。
そ
の
熱
い
敬
愛
の

念
は
、
一
九
九
四
（
平
成
六
）
年
の
ロ
ダ

ン
館
開
設
に
直
接
に
携
わ
っ
た
人
々
に
も

十
分
に
受
け
継
が
れ
て
い
た
。
本
館
館
報

『
ア
マ
リ
リ
ス
』
な
ど
を
読
み
返
す
と
、

当
時
の
当
事
者
た
ち
の
熱
意
と
苦
労
と
歓

喜
が
よ
く
伝
わ
っ
て
く
る
。
い
ま
ロ
ダ
ン

館
開
設
二
十
周
年
に
当
り
、
私
た
ち
は
往

年
の
先
達
た
ち
と
平
成
の
先
輩
た
ち
に
思

い
を
馳
せ
て
、あ
ら
た
め
て
深
く
感
謝
し
、

館
内
に
立
ち
並
ぶ
近
代
の
大
古
典
の
作
品

群
を
さ
ら
に
も
市
民
に
近
づ
け
親
し
ん
で

貰
う
工
夫
を
し
て
ゆ
き
た
い
と
思
う
。

『白樺』ロダン号　
明治43年11月14日発行

「
ロ
ダ
ン
館
」の
遠
い
遠
い
由
来

館
長
　
芳
賀　

徹

一
月
が
ロ

ダ
ン
生
誕

七
十
年
、

古
希
に
当

る
こ
と
を
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も
う
二
十
年
経
つ
の
で
す
ね
！　

平
成

二
（
一
九
九
〇
）
年
四
月
に
赴
任
し
て
き

た
私
が
、
た
ち
ま
ち
議
論
の
中
に
巻
き
込

ま
れ
た
一
つ
に
《
地
獄
の
門
》
の
設
置
場

所
が
あ
り
ま
す
。
当
初
は
館
の
西
側
テ
ラ

ス
へ
野
外
設
置
で
ほ
ぼ
決
ま
り
の
雰
囲
気

で
し
た
が
、
購
入
費
が
高
額
で
あ
る
に
も

関
わ
ら
ず
、
野
外
で
い
い
の
か
（
当
時
国

立
西
洋
美
術
館
の
野
外
彫
刻
が
風
雨
に
さ

ら
さ
れ
痛
み
が
激
し
か
っ
た
）
と
い
う
反

論
を
受
け
て
、
庇
を
ど
こ
ま
で
伸
ば
せ
ば

い
い
の
か
の
議
論
か
ら
い
っ
そ
箱
を
作
っ

た
ら
ど
う
だ
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
箱
を

作
る
な
ら
合
わ
せ
て
ロ
ダ
ン
美
術
館
か
ら

の
新
鋳
造
作
品
と
と
も
に
ロ
ダ
ン
館
を
建

設
し
て
は
、
と
い
う
話
に
ど
ん
ど
ん
広
が

っ
て
い
き
ま
し
た
。
そ
の
箱
が
裏
山
を
削

っ
て
の
別
館
構
想
に
た
ち
ま
ち
収
斂
し
て

い
っ
た
と
い
う
と
こ
ろ
に
、
当
時
の
行
政

も
夢
を
持
ち
、
そ
れ
を
支
え
る
経
済
の
強

さ
が
あ
っ
た
こ
と
を
実
感
し
ま
す
。

　

学
芸
も
ロ
ダ
ン
中
心
の
彫
刻
館
を
つ
く

る
以
上
、
ロ
ダ
ン
だ
け
で
は
な
く
以
前
以

後
の
彫
刻
も
合
わ
せ
収
集
し
、
ロ
ダ
ン
の

仕
事
が
俯
瞰
で
き
る
ユ
ニ
ー
ク
な
彫
刻
館

を
つ
く
る
べ
き
と
い
う
案
を
ま
と
め
、
下

山
部
長
、鈴
木
館
長
を
通
じ
て
県
に
具
申
、

了
承
を
得
ま
し
た
。

　

当
時
は
年
数
回
、
欧
米
の
デ
ィ
ー
ラ
ー

か
ら
も
直
接
館
を
訪
ね
て
の
作
品
オ
フ
ァ

ー
が
あ
り
、
ま
た
鈴
木
館
長
の
強
い
指
導

で
、
学
芸
員
の
目
に
よ
る
購
入
作
品
の
実

地
調
査
の
た
め
の
予
算
も
あ
り
、
全
て
の

ジ
ャ
ン
ル
に
い
え
る
こ
と
で
す
が
、
学
芸

全
体
に
県
立
美
術
館
と
し
て
は
後
発
の
当

館
（
当
時
収
蔵
庫
に
は
限
ら
れ
た
作
品
し

か
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
）
を
、
優
れ
た
作

品
の
系
統
的
収
集
で
館
の
存
在
感
を
示
す

の
だ
と
い
う
熱
意
に
溢
れ
て
い
た
と
思
い

ま
す
。

　

建
築
に
つ
い
て
は
、
設
計
会
社
が
決
ま

る
と
、
最
初
の
打
合
せ
か
ら
、
本
館
の
ジ

ョ
イ
ン
ト
廊
下
か
ら
ロ
ダ
ン
館
に
進
む

と
、真
っ
先
に
《
地
獄
の
門
》
上
部
の
《
考

え
る
人
》
が
目
に
飛
び
込
ん
で
く
る
と
い

う
プ
ラ
ン
を
，
彼
ら
は
用
意
し
て
い
ま
し

た
。
全
体
の
形
に
つ
い
て
は
私
が
楕
円
形

を
主
張
、
採
用
さ
れ
ま
し
た
（
但
し
経
費

の
点
か
ら
両
端
処
理
が
容
易
な
眼
の
か
た

ち
に
変
更
、
残
念
）。
ワ
イ
ン
ヤ
ー
ド
と

設
計
会
社
が
呼
ん
だ
現
在
の
段
々
テ
ラ
ス

は
楕
円
形
を
受
け
て
設
計
会
社
が
提
案
し

て
き
た
も
の
で
す
。
模
型
を
つ
く
っ
て
こ

そ
細
部
を
検
討
で
き
る
と
い
う
鈴
木
館
長

の
指
示
に
、井
上
明
彦
氏
（
当
時
学
芸
員
）

が
一
晩
で
そ
の
紙
模
型
を
つ
く
っ
て
し
ま

っ
た
の
も
驚
き
で
し
た
。
そ
の
館
長
が
こ

だ
わ
っ
た
の
が
、
車
椅
子
で
の
テ
ラ
ス
へ

の
ア
プ
ロ
ー
チ
で
す
。
当
時
の
予
算
で
は

館
長
の
主
張
す
る
、
車
椅
子
が
す
れ
違
え

る
幅
を
確
保
す
る
こ
と
が
で
き
ず
持
越
し

の
懸
案
で
し
た
が
、
美
術
館
の
主
管
が
知

事
部
局
へ
移
動
し
た
時
に
そ
の
部
分
の
予

算
が
認
め
ら
れ
、
現
在
の
外
側
回
廊
が
実

現
し
ま
し
た
。

　

館
は
基
本
的
に
楕
円
で
あ
る
た
め
、
焦

点
は
二
つ
あ
り
、
そ
の
焦
点
二
点
の
天
井

を
つ
く
る
こ
と
の
で
き
る
職
人
は
僅
か

で
、
そ
の
人
が
明
石
架
橋
の
鉛
直
方
向
出

し
を
終
え
る
の
を
待
っ
て
中
心
出
し
が
始

ま
っ
た
こ
と
、《
地
獄
の
門
》
が
清
水
港

に
到
着
、
明
け
方
道
路
許
可
を
得
て
巨
大

な
ク
レ
ー
ト
が
ト
レ
ー
ラ
ー
に
載
せ
ら

れ
、
先
導
車
付
き
で
美
術
館
ま
で
搬
送
さ

れ
た
こ
と
、
は
じ
め
て
ク
レ
ー
ト
を
開
け

（
水
が
溜
ま
っ
て
い
た
！
）
記
者
へ
の
お

披
露
目
を
済
ま
せ
た
こ
と
、
ロ
ダ
ン
館
の

工
事
も
あ
と
玄
関
を
閉
じ
る
ば
か
り
に
な

っ
て
、
い
よ
い
よ
《
地
獄
の
門
》
の
設
置

が
始
ま
り
、
ロ
ダ
ン
館
設
置
場
所
に
レ
ー

ル
が
敷
か
れ
、
六
ト
ン
余
を
動
か
す
た
め

に
軍
隊
の
よ
う
な
日
通
重
機
部
も
登
場
、

い
よ
い
よ
直
立
さ
せ
て
設
置
の
際
は
、
記

者
た
ち
に
公
開
で
し
た
が
、
フ
ラ
ン
ス
側

が
開
け
た
底
部
設
置
の
た
め
の
穴
が
日
本

の
図
面
通
り
で
は
な
か
っ
た
た
め
嵌
ら

ず
、
休
憩
を
入
れ
て
調
整
中
、
あ
る
大
工

さ
ん
の
機
転
で
ド
ス
ン
と
六
ト
ン
の
作
品

が
穴
に
嵌
っ
た
時
に
は
関
係
者
し
か
い
な

か
っ
た
、
な
ど
思
い
出
は
尽
き
ま
せ
ん
。

　

開
館
記
念
の
「
ロ
ダ
ン
大
理
石
展
」
の

準
備
も
あ
り
、
開
館
前
数
か
月
間
、
午
前

三
時
、
四
時
ま
で
学
芸
室
の
灯
が
消
え
な

い
こ
と
も
ざ
ら
で
し
た
。
こ
の
プ
ロ
ジ
ェ

ク
ト
の
中
心
に
い
た
下
山
さ
ん
も
、
常
に

ロ
ダ
ン
館
と
接
触
し
て
く
れ
て
い
た
大
屋

さ
ん
も
鬼
籍
に
移
ら
れ
ま
し
た
。
合
掌
。ロダン館内《地獄の門》設置時の様子　1993年9月

ロ
ダ
ン
館
二
十
周
年
に
寄
せ
て

越
智
裕
二
郎

元
当
館
学
芸
課
長
　
現
広
島
県
立
美
術
館
　
館
長
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「
美
少
女
」
は
現
代
日
本
文
化
の
ひ
と

つ
の
ア
イ
コ
ン
と
し
て
世
界
中
の
注
目
を

浴
び
て
い
ま
す
。
著
名
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
の

国
際
的
な
人
気
や
海
外
で
の
コ
ス
プ
レ
ブ

ー
ム
は
そ
れ
を
象
徴
す
る
も
の
で
す
。
し

か
し
本
展
は
そ
う
い
っ
た
目
立
つ
事
柄
ば

か
り
を
紹
介
す
る
こ
と
が
目
的
で
は
あ
り

ま
せ
ん
。
美
少
女
文
化
と
い
う
流
れ
の
源

を
古
美
術
に
た
ど
り
、
さ
ら
に
は
現
代
ア

ー
ト
や
さ
ま
ざ
ま
な
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
を
通

し
て
そ
の
河
口
の
広
さ
を
測
る
よ
う
な
展

覧
会
に
し
て
み
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

　

た
と
え
ば
わ
れ
わ
れ
は
今
回
、
浮
世
絵

の
鈴
木
春
信
に
注
目
し
て
い
ま
す
。
今
か

ら
お
よ
そ
二
五
〇
年
前
、
市
中
で
噂
の
美

少
女
（
笠
森
稲
荷
の
水
茶
屋
の
娘
・
お
せ

ん
）を
描
い
て
評
判
を
と
っ
た
絵
師
で
す
。

春
信
の
描
く
少
女
の
姿
か
た
ち
は
優
美
で

し
な
や
か
。
ま
さ
に
少
女
の
魅
力
を
振
り

ま
く
も
の
と
な
っ
て
い
ま
す
が
、
モ
デ
ル

の
相
貌
や
実
在
感
を
伝
え
よ
う
と
す
る
も

の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
は
い
わ
ば
カ

ワ
イ
イ
の
記
号
で
あ
り
、
キ
ャ
ラ
な
の
で

す
。

　

一
方
、現
代
ア
ー
ト
は
ど
う
で
し
ょ
う
。

本
展
に
出
品
さ
れ
る
、
石
黒
賢
一
郎
の
絵

画
作
品
《
真
○
○
・
マ
○
・
イ
○
○
○
○

○
○
》
を
観
て
み
ま
し
ょ
う
。
写
真
と
見

間
違
う
ほ
ど
の
超
絶
技
巧
で
描
か
れ
た
女

性
像
で
す
が
、
髪
飾
り
や
眼
鏡
は
ど
う
や

ら
人
気
ア
ニ
メ
の
登
場
人
物
の
装
備
の
よ

絵
、『
り
ぼ
ん
』
や
『
な
か
よ
し
』
の
ふ

ろ
く
、
水
森
亜
土
や
内
藤
ル
ネ
の
イ
ラ
ス

ト
、
そ
し
て
現
代
の
ア
ニ
メ
や
フ
ィ
ギ
ュ

ア
も
紹
介
し
ま
す
。

　

さ
ら
に
、
本
展
で
は
、
太
宰
治
の
小
説

「
女
生
徒
」
を
モ
チ
ー
フ
と
し
た
展
覧
会

用
新
作
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
を
制
作
し
ま
し

た
。
監
督
は
若
手
の
塚
原
重
義
。
独
特
の

レ
ト
ロ
な
世
界
観
が
太
宰
の
原
作
と
実
に

良
く
融
合
し
て
お
り
、
短
編
な
が
ら
見
応

え
の
あ
る
も
の
に
仕
上
が
っ
て
い
ま
す
。

　

本
展
は
、
古
美
術
、
近
代
日
本
画
・
洋

画
、
現
代
ア
ー
ト
と
い
っ
た
美
術
作
品
に

と
ど
ま
ら
ず
、
漫
画
や
ア
ニ
メ
、
フ
ィ
ギ

ュ
ア
な
ど
に
表
さ
れ
た
美
少
女
を
幅
広
く

横
断
し
、
日
本
文
化
に
お
け
る
少
女
と
は

な
に
か
、と
い
う
こ
と
を
問
う
も
の
で
す
。

賑
々
し
く
華
や
か
な
少
女
文
化
の
饗
宴
を

お
楽
し
み
く
だ
さ
い
。

（
上
席
学
芸
員　

村
上 

敬
）

う
に
も
見
え
ま
す
。
つ
い
先
ほ
ど
ま
で
コ

ス
プ
レ
に
よ
っ
て
他
者
に
な
り
き
っ
て
い

た
女
性
が
ふ
と
素
の
姿
に
戻
っ
た
場
面
を

捉
え
て
い
る
わ
け
で
す
。
そ
れ
が
ま
た
絵

画
に
定
着
さ
れ
、
観
る
者
の
容
赦
な
い
視

線
に
さ
ら
さ
れ
る
。
仮
想
と
現
実
、
キ
ャ

ラ
と
実
在
、
観
ら
れ
る
者
と
観
る
者
と
の

関
係
を
揺
さ
ぶ
る
作
品
構
造
に
な
っ
て
い

ま
す
。

石黒賢一郎《真○○・マ○・イ○○○○○○》 
平成22〜23年（2010〜11）ホキ美術館蔵

鈴木春信《秋の燭》 明和2〜7年（1765〜70） 
島根県立美術館蔵（9月20日〜10月19日展示）
＊会期中、一部展示替えを行います
　（前期：9月20日〜10月19日／後期：10月21日〜11月16日）

E X H I B I T I O N

美少女の美術史
9 月20日（土）〜11月16日（日）

　

も
ち
ろ
ん
、
い
わ

ゆ
る
サ
ブ
カ
ル
チ
ャ

ー
の
成
果
も
見
過
ご

す
こ
と
は
で
き
ま
せ

ん
。
本
展
で
は
、
吾

妻
ひ
で
お
や
志
村
貴

子
の
直
筆
原
稿
や
竹

久
夢
二
、中
原
淳
一
、

蕗
谷
虹
児
、
松
本
か

つ
ぢ
と
い
っ
た
女
学

生
た
ち
憧
れ
の
挿
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当
館
で
は
開
館
以
前
か
ら
「
東
西
の
風

景
画
」
を
一
つ
の
軸
と
し
て
コ
レ
ク
シ
ョ

ン
の
収
集
を
続
け
て
お
り
、
そ
の
魅
力
を

伝
え
る
べ
く
活
動
し
て
ま
い
り
ま
し
た
。

今
回
も
風
景
画
を
メ
イ
ン
に
据
え
た
コ
レ

ク
シ
ョ
ン
展
を
開
催
い
た
し
ま
す
。
さ
て

企
画
を
進
め
る
に
あ
た
っ
て
、
こ
れ
ま
で

と
ど
の
よ
う
に
差
別
化
を
は
か
る
の
か
、

と
担
当
の
学
芸
員
で
ア
イ
デ
ア
を
出
し
合

い
ま
し
た
。
そ
の
結
果
、「
パ
ー
ツ
」
を
テ

ー
マ
に
し
て
東
西
の
作
品
を
分
け
隔
て
な

く
展
示
す
れ
ば
面
白
い
の
で
は
な
い
か
、

と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

　

風
景
画
は
実
際
の
風
景
に
で
き
る
だ
け

忠
実
に
描
く
場
合
も
あ
り
ま
す
が
、
空
想

上
の
風
景
を
描
い
た
作
品
は
も
ち
ろ
ん
、

実
際
の
風
景
を
も
と
に
し
た
作
品
で
も
、

画
家
が
画
面
上
で
空
、
海
、
山
、
人
物
、

建
物
な
ど
の
パ
ー
ツ
を
自
由
に
選
び
取

り
、
組
み
合
わ
せ
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

　

例
え
ば
江
戸
時
代
の
画
家
谷
文
晁
の

《
連
山
春
色
図
》。
中
国
画
学
習
の
成
果
が

発
揮
さ
れ
た
傑
作
で
す
。
大
画
面
に
た
め

息
の
出
る
よ
う
な
雄
大
な
山
水
を
描
き
な

が
ら
、細
部
の
描
写
も
実
に
魅
力
的
で
す
。

人
々
の
往
く
道
を
た
ど
っ
て
い
く
と
、
四

阿
や
村
落
、
寺
院
な
ど
の
建
築
、
水
辺
や

滝
な
ど
様
々
な
光
景
に
出
会
い
、
あ
た
か

も
見
て
い
る
わ
た
し
た
ち
も
旅
を
し
て
い

る
か
の
よ
う
な
感
覚
に
と
ら
わ
れ
ま
す
。

見
る
者
の
目
を
楽
し
ま
せ
る
様
々
な
仕
掛

け
に
み
ち
た
作
品
で
す
。

　

い
っ
ぽ
う
一
七
世
紀
の
ロ
ー
マ
で
活
躍

し
た
画
家
で
あ
る
ク
ロ
ー
ド
・
ロ
ラ
ン
の

《
笛
を
吹
く
人
物
の
い
る
牧
歌
的
風
景
》

は
彼
の
典
型
作
と
さ
れ
ま
す
。
夕
焼
け
に

と
で
達
成
さ
れ
た「
理
想
郷
」と
呼
ぶ
こ
と

が
出
来
ま
す
。
今
回
、
実
際
に
二
つ
並
べ

て
展
示
い
た
し
ま
す
の
で
、
東
西
の
理
想

の
風
景
そ
れ
ぞ
れ
の
魅
力
を
比
べ
な
が
ら

味
わ
っ
て
い
た
だ
く
こ
と
が
出
来
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
に
「
パ
ー
ツ
」
に
着
目
し
て
、

構
図
の
し
く
み
や
込
め
ら
れ
た
意
味
を
探

り
、
風
景
表
現
の
普
遍
的
な
魅
力
を
知
っ

て
い
た
だ
く
と
い
う
の
が
本
展
覧
会
の
大

き
な
目
的
で
す
。
作
品
を
ば
ら
ば
ら
に
し

て
、
個
々
の
パ
ー
ツ
か
ら
風
景
画
の
し
く

み
を
探
る
、「
風
景
解
剖
学
」
と
い
う
タ

イ
ト
ル
に
は
そ
ん
な
意
味
が
込
め
ら
れ
て

い
ま
す
。「
山
」
や
「
水
」、「
建
物
」
な

ど
と
パ
ー
ツ
ご
と
に
展
示
テ
ー
マ
を
区
切

り
、
各
パ
ー
ツ
の
役
割
や
意
味
に
注
目
し

て
ご
覧
い
た
だ
け
る
会
場
構
成
と
な
っ
て

お
り
ま
す
。

　

他
に
も
重
要
文
化
財
で
あ
る
池
大
雅

《
龍
山
勝
会
・
蘭
亭
曲
水
図
屏
風
》
を
は

じ
め
、
ゴ
ー
ギ
ャ
ン
、
シ
ニ
ャ
ッ
ク
、
須

田
国
太
郎
、
さ
ら
に
は
現
代
美
術
も
い
く

つ
か
展
示
い
た
し
ま
す
の
で
、
当
館
珠
玉

の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
を
振
り
返
る
名
品
展
と

し
て
も
ご
覧
い
た
だ
け
ま
す
。
豪
華
な
風

景
の
競
演
を
ぜ
ひ
お
楽
し
み
く
だ
さ
い
。 

（
学
芸
員　

浦
澤
倫
太
郎
）

＊
会
期
中
一
部
展
示
替
え
を
行
い
ま
す
。

ロ
ー
ド
の
牧
歌
的
風
景
に
は
欠
か
せ
な
い

常
連
の
「
パ
ー
ツ
」
の
取
り
合
わ
せ
で
も

あ
り
ま
す
。
こ
こ
に
、
画
家
の
研
究
の
成

果
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
で
し
ょ
う
。

　

こ
の
二
作
品
は
時
代
や
地
域
は
も
ち
ろ

ん
、
そ
れ
ぞ
れ
の
文
化
的
背
景
も
異
な
り

ま
す
。
し
か
し
な
が
ら
、
ど
ち
ら
も
山
岳

や
平
地
、水
辺
を
適
切
に
組
み
合
わ
せ
、そ

こ
に
人
物
や
建
築
を
巧
み
に
配
置
す
る
こクロード・ロラン《笛を吹く人物のいる牧歌的風景》

谷文晁《連山春色図》

E X H I B I T I O N

静岡県立美術館コレクション展

風景解剖学
　―古今東西、風景画のしくみ
11月26日（水）〜 1月 4日（日）

染
ま
る
穏
や
か
な
水
辺
。
一
見
何
の

変
哲
も
な
い
風
景
で
す
。
し
か
し

木
々
に
翳
る
前
景
か
ら
明
る
く
開
放

的
な
遠
景
へ
視
線
は
巧
み
に
誘
導
さ

れ
、
ま
た
そ
の
途
中
に
配
置
さ
れ
る

木
々
の
下
の
人
物
や
神
殿
の
廃
墟
と

い
っ
た
象
徴
的
モ
テ
ィ
ー
フ
は
、
ク
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戦
後
の
日
本
で
は
、
版
画
が
非
常
に
活
気
を
帯

び
た
。
実
験
が
繰
り
返
さ
れ
、
色
々
な
技
法
が
開

発
さ
れ
、
国
際
的
な
公
募
展
で
の
受
賞
等
が
相
次

い
だ
。
そ
の
動
向
は
、
現
代
美
術
全
般
の
流
れ
と

も
重
な
っ
て
い
る
と
も
言
わ
れ
る
（
注
１
）。
昨
年

度
当
館
で
展
覧
会
を
開
催
し
た
版
画
家
、
二
見
彰

一
（
一
九
三
二
、
大
阪
生
～
）
は
、
戦
後
日
本
の

銅
版
画
界
を
牽
引
し
た
作
家
の
一
人
で
あ
る
。
一

九
六
九
年
に
、
東
京
で
初
め
て
の
個
展
を
開
催
し

て
以
来
、
そ
の
繊
細
な
作
品
は
国
内
の
み
な
ら
ず

海
外
、
特
に
北
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
受
け
入
れ
ら
れ
、

多
数
の
個
展
を
開
催
し
て
き
た
。

　

と
こ
ろ
が
、
二
見
の
作
品
は
、
い
ま
だ
に
充
分

に
は
評
価
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
（
注

２
）。
本
稿
で
は
二
見
作
品
と
、
同
時
代
の
評
論

等
を
併
せ
て
見
て
み
る
こ
と
で
、
二
見
作
品
が
評

価
の
俎
上
に
う
ま
く
上
ら
な
い
、
そ
の
理
由
の
一

端
を
考
え
て
み
た
い
と
思
う
。

　

一
九
七
一
年
、
三
木
多
聞
は
当
時
の
国
際
版
画

展
隆
盛
の
理
由
を
問
わ
れ
、
版
画
の
複
数
性
、
ま

た
制
作
プ
ロ
セ
ス
を
必
然
的
に
明
確
に
せ
ざ
る
を

く
、
む
し
ろ
外
部
の
も
の
や
映
像
を
選
択
・
提
示

し
、
そ
れ
と
み
る
も
の
と
の
か
か
わ
り
あ
い
の
う

ち
に
、
新
し
い
意
味
で
の
表
現
を
志
向
す
る
と
い

う
方
法
が
、
版
画
と
い
う
形
式
や
プ
ロ
セ
ス
に
合

致
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
（
注
３
）」
と
述
べ
る
。

　

こ
の
数
年
後
、
岡
田
隆
彦
は
、
六
〇
年
代
に
版

画
が
脚
光
を
浴
び
た
理
由
を
問
わ
れ
、「
複
数
性

よ
り
も
〈
刷
る
こ
と
〉
に
あ
る
の
だ
と
思
う
。［
中

略
］
こ
れ
ま
で
の
よ
う
に
稠
密
な
版
画
作
品
（
プ

リ
ン
ト
・
ワ
ー
ク
）
を
め
ざ
す
よ
り
も
、刷
る
（
プ

リ
ン
ト
）
こ
と
の
基
本
に
か
か
ず
ら
う
こ
と
に
よ

っ
て
、
現
代
美
術
は
望
む
と
こ
ろ
の
も
の
を
鮮
明

に
す
る
ば
か
り
か
、
拡
張
し
よ
う
と
し
た
と
思
う

の
で
あ
る
（
注
４
）」
と
述
べ
た
。

　

こ
れ
ら
の
意
見
に
共
通
し
て
い
る
の
は
、
版
画

と
い
う
も
の
が
内
面
の
表
現
よ
り
も
、
刷
る
と
い

う
行
為
に
よ
っ
て
、
版
画
と
は
何
か
、
美
術
と
は

何
か
を
問
う
こ
と
に
比
重
を
置
く
こ
と
が
可
能
と

な
り
、
そ
の
点
が
現
代
美
術
全
体
の
流
れ
に
寄
与

し
た
の
だ
、
と
い
う
見
方
で
あ
る
。

　

こ
の
見
方
を
具
体
的
に
知
ろ
う
と
思
う
時
の
好

二見彰一と日本の戦後現代版画について（抄）
上席学芸員　新田建史

二見彰一《遠い国》1969（昭和44）年、紙、アクアチント

例
が
、
東
京
国
際
版
画
ビ
エ
ン
ナ
ー
レ
の
受
賞
作

品
で
あ
る
。
例
え
ば
一
九
六
八
年
の
第
六
回
展
国

際
大
賞
受
賞
作
品
で
あ
る
野
田
哲
也
の
《
日
記　

68
年
8
月
22
日
》《
日
記　

68
年
9
月
11
日
》
は
、

プ
ラ
イ
ヴ
ェ
ー
ト
な
写
真
を
切
り
抜
き
、
謄
写
版

で
刷
っ
た
も
の
に
、
木
版
に
よ
る
背
景
色
等
を
組

み
合
わ
せ
た
作
品
で
あ
る
。こ
の
作
品
の
場
合
は
、

ま
っ
た
く
個
人
的
な
領
域
の
映
像
が
、
作
品
と
し

て
流
通
す
る
映
像
へ
と
変
換
さ
れ
て
い
る
（
注
５
）。

こ
れ
は
「
外
部
の
も
の
や
映
像
を
選
択
・
提
示
し
、

そ
れ
と
み
る
も
の
と
の
か
か
わ
り
あ
い
」
を
視
覚

化
し
た
も
の
だ
と
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。ま
た
、

一
九
七
二
年
の
第
八
回
の
大
賞
受
賞
作
品
で
あ
る

高
松
次
郎
の
《T

he Story

》
は
、
あ
る
法
則
に

沿
っ
て
並
べ
ら
れ
た
、
し
か
し
何
ら
意
味
を
成
さ

な
い
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
の
羅
列
を
ゼ
ロ
ッ
ク
ス
、

要
す
る
に
コ
ピ
ー
で
刷
っ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の

作
品
は
、「
刷
る
」
と
い
う
こ
と
を
極
端
に
解
釈

す
る
こ
と
で
、
版
画
と
は
何
か
、
美
術
と
は
何
か

を
自
己
言
及
的
に
問
い
直
す
よ
う
な
性
格
を
持
っ

て
い
た
。

　

さ
て
、
版
画
と
い
う
メ
デ
ィ
ア
、
そ
し
て
美
術

に
つ
い
て
の
問
い
掛
け
こ
そ
が
高
く
評
価
さ
れ
る

時
代
に
あ
っ
て
、
二
見
の
制
作
姿
勢
は
、
極
め
て

ナ
イ
ー
ヴ
な
も
の
で
あ
っ
た
。
や
は
り
一
九
七
二

年
、
自
身
の
Ｐ
Ｒ
を
問
わ
れ
た
二
見
は
、「
相
も

変
ら
ず
、
ア
ク
ワ
チ
ン
ト
で
、
よ
り
深
く
心
の
世

界
を
掘
り
下
げ
て
ゆ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
今
年

も
十
二
月
初
め
に
銀
座
の
フ
ォ
ル
ム
画
廊
で
個
展

を
す
る
予
定
で
す
の
で
よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま

す
」
と
答
え
て
い
る
（
注
６
）。
二
見
が
同
じ
関
西

得
な
い
等
の
特
性
が
、「
六
〇
年
代
に

美
術
界
に
あ
ら
わ
れ
た
ポ
ッ
プ
・
ア
ー

ト
や
オ
ッ
プ
・
ア
ー
ト
な
ど
、
ク
ー
ル

な
傾
向
な
ど
と
も
呼
ば
れ
た
い
わ
ゆ
る

絵
画
的
抽
象
後
の
抽
象
（
ポ
ス
ト
・
ペ

イ
ン
タ
リ
ー
・
ア
ブ
ス
ト
ラ
ク
シ
ョ
ン
）

の
抬
頭
と
版
画
の
隆
盛
が
密
着
し
て
い

る
こ
と
が
わ
か
る
。
つ
ま
り
抽
象
表
現

主
義
の
よ
う
に
情
念
と
か
感
情
と
い
っ

た
自
己
内
部
の
表
出
と
し
て
で
は
な
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の
作
家
と
し
て
意
識
し
て
き
た
木
村
光
佑
は
、
同

時
期
に
同
じ
問
い
を
与
え
ら
れ
「
私
が
心
惹
か
れ

る
の
は
、
同
一
瞬
間
に
、
同
一
空
間
を
二
物
が
占

有
す
る
こ
と
の
不
可
能
性
と
現
代
の
混
乱
を
、
混

乱
の
ま
ま
に
自
己
の
魂
の
う
ち
に
考
え
、
理
解
し

う
る
個
性
で
あ
る
」
と
答
え
て
お
り
（
注
７
）、
両

者
の
関
心
の
持
ち
方
が
全
く
異
な
っ
て
い
る
こ
と

が
分
か
る
。

　

そ
も
そ
も
、二
見
の
制
作
姿
勢
は
、「
現
代
美
術
」

の
文
脈
と
は
か
け
離
れ
た
と
こ
ろ
に
あ
っ
た
。
こ

れ
も
一
九
七
二
年
に
、
二
見
は
「
自
分
自
身
の
内

な
る
も
の
か
ら
湧
き
出
て
く
る
意
欲
の
み
が
、
芸

術
を
創
造
す
る
唯
一
の
源
泉
で
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
画
面
に
現
れ
た
も
の
が
い
か
に
反
体
制
効
果

を
も
っ
て
い
て
も
、
そ
れ
が
外
か
ら
の
す
す
め
で

な
さ
れ
た
も
の
は
芸
術
と
は
い
え
な
い
の
で
は
な

い
か
」
と
述
べ
て
お
り
、「
外
部
の
も
の
や
映
像

を
選
択
・
提
示
し
、
そ
れ
と
み
る
も
の
と
の
か
か

わ
り
あ
い
」
を
構
成
し
よ
う
と
す
る
見
方
と
は
、

対
極
に
近
い
。
自
分
の
内
面
に
作
品
の
動
機
を
求

め
る
二
見
は
ま
た
、「
画
は
理
解
し
よ
う
と
す
る

の
で
は
な
く
、
音
楽
を
聴
く
と
き
の
よ
う
に
自
然

に
感
動
を
呼
び
起
こ
す
も
の
だ
、
と
私
は
思
い
ま

す
」
と
も
述
べ
て
お
り
（
注
８
）、
こ
れ
は
今
日
に

至
る
ま
で
変
わ
っ
て
い
な
い
（
注
９
）。

　

こ
の
、
ほ
と
ん
ど
超
時
代
的
な
制
作
姿
勢
こ
そ

が
、
二
見
の
作
品
に
深
み
を
与
え
、
人
々
を
魅
了

す
る
と
同
時
に
、
彼
が
現
代
版
画
史
の
檜
舞
台
に

乗
り
難
か
っ
た
、
最
大
の
理
由
で
は
な
い
か
と
思

わ
れ
る
。

　

大
野
左
紀
子
は
「
現
代
美
術
」
の
在
り
方
に
疑

問
を
呈
し
て
、「
七
〇
年
代
の
現
代
美
術
界
で
は
、

美
術
、芸
術
は
も
う
終
わ
っ
た
と
囁
か
れ
た
。［
中

略
］
二
〇
世
紀
初
頭
以
来
、
散
々
実
験
的
な
試
み

を
重
ね
、
前
の
も
の
を
受
け
継
ぎ
つ
つ
も
乗
り
越

え
て
新
し
い
価
値
を
創
造
す
る
と
い
う
使
命
の
も

と
に
展
開
さ
れ
て
き
た
美
術
が
、
そ
こ
ま
で
い
っ

て
し
ま
っ
た
あ
と
で
「
で
も
私
は
絵
が
好
き
だ
か

ら
、
自
由
に
絵
を
描
き
ま
す
」
と
無
邪
気
に
言
う

こ
と
は
出
来
な
い
の
で
あ
る
。
仮
に
も
現
代
美
術

作
家
を
名
乗
る
の
で
あ
れ
ば
、
で
き
な
い
」
と
述

べ
て
い
る
（
注
10
）
が
、
二
見
は
ま
さ
に
「
絵
が
好

き
だ
か
ら
、
自
由
に
絵
を
描
」
い
た
の
だ
。

「
現
代
美
術
」
が
重
ね
て
き
た
実
験
の
数
々
は
、

「
歴
史
」
に
な
り
や
す
く
、
書
き
や
す
い
。
そ
れ

は
批
評
家
や
美
術
史
家
が
筆
先
に
拾
い
上
げ
や
す

い
も
の
だ
。
だ
が
、
二
見
の
制
作
し
て
き
た
よ
う

な
ナ
イ
ー
ヴ
で
、
そ
し
て
印
刷
媒
体
で
再
現
す
る

の
が
ほ
と
ん
ど
不
可
能
な
作
品
は
、
こ
ぼ
れ
落
ち

て
し
ま
い
や
す
い
。「
歴
史
」
も
、「
美
術
史
」
も
、

人
間
の
営
為
と
し
て
否
定
す
る
積
り
は
な
い
が
、

そ
の
影
に
隠
れ
て
し
ま
う
も
の
、
小
さ
な
声
で
語

り
か
け
て
く
る
も
の
に
、
目
を
向
け
て
い
き
た
い

と
思
う
。

１　
「［
八
〇
年
代
後
半
か
ら
の
版
画
作
品
は
］
狭
い
領
域

の
版
画
だ
け
で
は
な
く
、
現
代
美
術
の
中
の
版
画
的
な

も
の
を
押
さ
え
る
と
い
う
現
実
の
局
面
に
向
か
っ
た
わ

け
で
す
。
七
〇
年
代
の
版
画
に
お
け
る
自
己
言
及
性
と

拡
散
性
と
同
様
の
こ
と
が
現
代
美
術
全
体
に
も
あ
り
、

そ
れ
ら
が
ク
ロ
ス
オ
ー
バ
ー
す
る
状
況
が
あ
っ
た
の
で

は
な
い
か
。」
１
９
９
４
年
、
岡
田
隆
彦
、
野
田
哲
也
、

正
木
基
、「
座
談
会
現
代
版
画
の
虚
像
と
実
像
戦
後
版

画
史
五
十
年
の
遺
し
た
も
の
」、『
版
画
藝
術
』、
84
号
、

pp. 114–127

、
引
用
は
正
木
の
発
言
。

２　

国
内
の
公
立
美
術
館
で
開
催
さ
れ
た
個
展
は
ま
だ
2

度
し
か
な
い
。
ま
た
、
二
見
は
色
彩
銅
版
画
を
主
な
業

績
に
し
て
い
る
が
、
そ
の
作
品
を
カ
ラ
ー
で
ま
と
ま
っ

た
点
数
見
る
こ
と
の
出
来
る
文
献
も
、ほ
と
ん
ど
無
い
。

カ
タ
ロ
グ
レ
ゾ
ネ
は
ほ
ぼ
モ
ノ
ク
ロ
で
あ
る
。
２
０
１

３
年
、『
静
岡
県
立
美
術
館
所
蔵　

二
見
彰
一
展
』、
静

岡
県
立
美
術
館
、
参
照
。

３　

１
９
７
１
年
、
三
木
多
聞
、「
新
し
い
領
域
と
し
て

の
版
画
―
第
7
回
東
京
国
際
版
画
ビ
エ
ン
ナ
ー
レ
展
に

み
る
」、『
美
術
手
帖
』、
1
月
号
、
通
巻
３
３
７
号
、

pp. 129–131

。

４　

１
９
７
４
年
、
岡
田
隆
彦
、「
物
体
の
記
号
化

−

刷

る
こ
と
の
欲
求
」、『
美
術
手
帖
』、
2
月
号
、
通
巻
３

７
８
号
、pp. 65–80

、
特
集
プ
リ
ン
テ
ィ
ン
グ
・
ア
ー

ト
。

５　
「
野
田
哲
也
の
映
像
で
は
、
家
族
の
肖
像
や
子
供
の

成
長
記
録
に
意
味
が
あ
る
の
で
は
な
く
、「
日
記
」
と

い
う
プ
ラ
イ
ベ
ー
ト
な
次
元
に
ま
で
還
元
さ
れ
、
半
ば

記
号
化
さ
れ
た
二
次
映
像
が
版
画
と
し
て
作
品
化
さ
れ

る
こ
と
に
よ
っ
て
初
め
て
意
味
を
持
つ
わ
け
で
あ
る
。」

１
９
９
７
年
、
松
山
龍
雄
、「「
版
画
概
念
の
拡
大
」
と

は
何
だ
っ
た
の
か
？
」、『
版
画
藝
術
』、
97
号
、pp. 

110–117

、
特
集 

検
証
・
東
京
国
際
版
画
ビ
エ
ン
ナ
ー

レ
と
70
年
代

６　

１
９
７
２
年
、「
二
見
彰
一
」、『
プ
リ
ン
ト
ア
ー
ト
』、

第
4
号
、pp. 15–16

、「
特
集
＝
プ
リ
ン
ト
ア
ー
ト
作

家
名
鑑
Ⅱ
」

７　

１
９
７
２
年
、「
木
村
光
佑
」、『
プ
リ
ン
ト
ア
ー
ト
』、

第
３
号
、pp. 17

、「
特
集
＝
プ
リ
ン
ト
ア
ー
ト
作
家

名
鑑
Ⅰ
」

８　

１
９
７
９
年
、
二
見
彰
一
、「
私
の
銅
版
画
―
対

一
の
対
話
を
」、『
美
術
手
帖
』、
11
月
号
増
刊
、pp. 

182–185

。

９　

例
え
ば
２
０
０
２
年
、二
見
彰
一
、「
私
の
版
画
」、『
青

い
版
画
の
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
』、私
家
版CD

–Rom

参
照
。

10　

２
０
０
８
年
、
大
野
左
紀
子
、『
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
症

候
群
』、
明
治
書
院
、pp. 20–22

。

「
も
の
ご
と
は
、
す
べ
て
リ
ッ
チ
で
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
」。こ
れ
は
、初
代
資
生
堂
社
長
・

福
原
信
三
の
言
葉
で
、
今
も
多
く
の
ア
ー
テ

ィ
ス
ト
を
生
み
出
す
資
生
堂
の
礎
と
な
っ
て

い
る
。

　

リ
ッ
チ
と
は
何
か
？
も
ち
ろ
ん
、金
銭
的
・

物
質
的
に
豊
か
で
あ
る
こ
と
を
意
味
す
る
の

で
は
な
い
。
心
の
豊
か
さ
、感
性
の
豊
か
さ
、

美
し
い
も
の
と
ふ
れ
合
う
心
。
著
者
は
、
こ

れ
ら
が
人
間
と
し
て
、
最
も
豊
か
で
、
美
し

い
と
言
う
。

　

ま
た
、
日
本
人
は
、
古
来
、
季
節
の
移
ろ

い
や
目
に
見
え
な
い
も
の
を
心
で
感
じ
る
感

性
を
持
っ
て
お
り
、
そ
れ
ら
は
今
も
脈
々
と

受
け
継
が
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
心
を
大

切
に
し
、
文
化
や
歴
史
に
学
び
な
が
ら
、
美

術
、
音
楽
、
映
画
、
舞
台
に
根
差
し
た
日
本

人
の
豊
か
な
感
性
を
世
界
に
発
信
し
て
い
く

こ
と
が
大
切
で
あ
る
。

（
上
席
学
芸
員　

泰
井
良
）

本の窓

福
原
義
春

『
美
』

Ｐ
Ｈ
Ｐ
研
究
所　

二
〇
一
四
年
刊
行
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美術館問わず語り

　

静
岡
県
立
美
術
館
の
設
備
の
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
に

か
か
わ
る
よ
う
に
な
っ
て
二
十
九
年
が
経
ち
ま
し

た
。
ロ
ダ
ン
館
の
建
物
が
完
成
し
た
冬
に
は
雪
が

降
り
積
も
っ
た
の
を
覚
え
て
い
ま
す
。

ロ
ダ
ン
館
開
館
ま
で
の
半
年
間
、
空
調
試
運
転

を
し
て
い
た
一
九
九
四
年
三
月
頃
に
、《
考
え
る

人
》
の
彫
刻
に
白
い
斑
点
が
つ
い
て
い
る
の
で
調

べ
る
よ
う
に
言
わ
れ
ま
し
た
。
ロ
ダ
ン
の
彫
刻
に

は
、
制
作
過
程
に
付
く
白
い
石
膏
の
よ
う
な
も
の

が
付
着
し
て
い
る
場
合
が
あ
る
の
で
、ど
れ
が
、問

題
の
斑
点
な
の
か
、
よ
く
見
な
い
と
わ
か
ら
な
い

も
の
で
し
た
。
し
ば
ら
く
の
間
、
ロ
ダ
ン
館
の
床

に
、
夕
方
黒
い
ビ
ニ
ー
ル
を
敷
き
、
朝
清
掃
の
前

に
撤
去
す
る
日
々
が
続
き
ま
し
た
。《
考
え
る
人
》、

《
カ
レ
ー
の
市
民
》、《
地
獄
の
門
》
関
連
、
肖
像
作

品
、そ
の
他
の
モ
ニ
ュ
メ
ン
ト
の
各
フ
ロ
ア
ー
に
、

斑
点
が
つ
い
て
い
る
彫
刻
と
つ
い
て
い
な
い
作
品

が
あ
り
ま
し
た
。
日
に
よ
っ
て
も
、
斑
点
が
つ
い

て
い
る
日
と
無
い
日
が
あ
り
、
気
候
が
温
か
く
な

っ
て
く
る
と
、そ
の
斑
点
は
出
な
く
な
り
ま
し
た
。

秋
を
過
ぎ
涼
し
く
な
っ
て
き
た
頃
、
ふ
た
た
び
、

と
こ
ろ
ど
こ
ろ
に
斑
点
が
付
い
て
き
ま
し
た
。

　

そ
し
て
一
九
九
五
年
一
月
頃
、
白
い
斑
点
が
楕

円
状
に
落
ち
て
い
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
し
た
。
原

因
を
調
べ
た
と
こ
ろ
、
結
露
が
天
井
の
石
膏
ボ
ー

ド
に
落
ち
ホ
コ
リ
を
含
み
落
下
し
た
も
の
と
推
測

さ
れ
ま
し
た
。
対
処
す
る
に
は
、
大
が
か
り
な
改

修
工
事
に
な
る
よ
う
で
、
温
度
を
下
げ
る
こ
と
に

よ
っ
て
結
露
を
防
ぐ
よ
う
指
導
が
あ
り
ま
し
た
。

　

写
真
は
、
白
い
斑
点
が
ど
う
し
て
付
い
た
か
調

べ
る
た
め
に
、
何
度
も
登
っ
た
キ
ャ
ッ
ト
ウ
ォ
ー

ク
で
す
。
当
時
、
指
導
し
て
頂
い
た
建
設
会
社
、

電
気
工
事
会
社
、
空
調
設
備
会
社
、
衛
生
設
備
会

社
、
美
術
館
総
務
課
の
川
野
係
長
、
山
田
係
長
、

白
い
斑
点
を
指
摘
さ
れ
た
下
山
学
芸
部
長
、
ロ
ダ

ン
館
担
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ま
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者　

上
川　

稔

ロダン館のキャットウォーク

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

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
カミーユ・クローデル
（1864－1943）
《波》（複製）
1897－98年　ブロンズ
50×56×60cm

ロダンやその作品への関心を高めるさまざまな催しを開催します。

10/30（木）14：00～16：40
記念講演会「国際芸術家としてのロダン」＋アフタートーク
フランス国立ロダン美術館館長カトリーヌ・シュヴィヨ氏がロダンを語る！
ロダンとその周辺を論じるアフタートークも白熱必至！

10/31（金）13：00～17：15
記念国際シンポジウム
「オーギュスト・ロダン（1840－1917）－複合的な視点でとらえる」
多数の学芸員・専門家が、それぞれのロダン芸術論を展開する国際シンポジウム

11/1（土）	 ギャラリーツアー
ロダン賞コンサート

11/1（土）～11/3（月・祝）　県立美術館友の会主催「似顔絵広場」
11/2（日）	 ロダンに捧ぐ。新曲、7つのピアノ作品の午後。

「Rodin	inspires	Composers　～音になった彫刻～」
その日、ダンサーの肉体はロダンによって彫刻される。
「SCULPT	OUR	SOUL」 ともに静岡大学共同主催

11/2（日）～11/3（月・祝）　家族でロダン館ななふしぎ
11/3（月・祝）	 ギャラリートーク

ロダンマルシェ
＊各イベントの詳細はHP等でご確認ください。
主催：静岡県立美術館・静岡第一テレビ　　後援：静岡日仏協会
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