
　

作
品
に
近
づ
い
て
見
る
と
、
画
面
は
、
一
セ
ン
チ
四

方
の
格
子
に
分
割
さ
れ
て
い
る
。
絵
具
の
枡
目
と
枡
目

の
境
目
に
生
じ
た
、
ば
り
（
絵
具
を
塗
る
際
に
生
じ
た

突
起
）
や
、
絵
具
の
厚
み
に
よ
る
視
覚
的
効
果
で
、
細

長
い
布
を
編
み
込
ん
で
い
る
か
の
よ
う
に
も
見
え
る

が
、
実
際
は
、
一
枡
ご
と
に
塗
り
分
け
ら
れ
て
い
る
。

升
目
の
数
は
、八
二
六
五
〇
個
。
升
目
描
き
と
い
え
ば
、

当
館
所
蔵
の
伊
藤
若
冲
《
樹
花
鳥
獣
図
屏
風
》
を
思
い

起
こ
す
の
だ
が
、
こ
の
大
庭
大
介
の
作
品
が
、
今
日
的

な
点
は
、
写
真
イ
メ
ー
ジ
を
、
パ
ソ
コ
ン
上
で
、
格
子

に
分
割
し
て
、
画
表
面
に
描
き
起
こ
す
と
い
う
、
制
作

過
程
を
経
て
い
る
点
で
あ
る
。
絵
具
に
は
、
昨
今
の
リ

ッ
プ
グ
ロ
ス
や
ア
イ
シ
ャ
ド
ウ
な
ど
に
も
使
わ
れ
る
、

偏
光
パ
ー
ル
が
含
ま
れ
、
鑑
賞
者
が
、
側
面
か
ら
正
面

に
歩
を
移
す
と
、
画
面
は
、
金
屏
風
と
は
、
ま
た
違
っ

た
、
透
明
感
の
あ
る
ツ
ヤ
と
輝
き
を
放
つ
。
現
代
的
な

素
材
は
、
こ
の
作
品
を
、
外
光
が
射
す
、
明
る
い
現
代

の
建
築
空
間
に
馴
染
む
も
の
に
し
て
い
る
。

（
上
席
学
芸
員　

川
谷
承
子
）

Amaryllis
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2016年度 ｜春｜

大
庭
大
介
（
一
九
八
一

−

）

《LO
G

（Icefall

）》（
部
分
）

二
〇
一
四
年

ア
ク
リ
ル
、
綿
布

二
二
八
・
〇
×
五
二
二
・
〇
㎝

ア
ル
ブ
レ
ヒ
ト
・
デ
ュ
ー
ラ
ー　
《
放
蕩
息
子
》

一
四
九
六
年
頃　

紙
、
エ
ン
グ
レ
ー
ヴ
ィ
ン
グ　

二
四
・
八
×
一
九
・
〇
㎝
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伊
豆
韮
山
の
反
射
炉
を
は
じ
め
て
訪
ね
た
の

は
、
一
九
六
〇
年
代
の
半
ば
、
東
大
大
学
院
比

較
文
学
比
較
文
化
研
究
室
の
、
春
恒
例
の
一
泊

旅
行
の
と
き
だ
っ
た
。

　

当
時
私
は
、
駒
場
の
フ
ラ
ン
ス
語
教
師
に
な

り
た
て
、
研
究
対
象
と
し
て
は
、
十
九
世
紀
日

本
の
比
較
文
化
史
と
い
う
新
分
野
が
、
眼
前
に

広
が
り
始
め
て
い
た
。
だ
が
、
当
時
の
私
は
、

ま
だ
そ
の
予
感
を
楽
し
む
の
み
。
韮
山
行
き
の

と
き
も
、
伊
豆
長
岡
の
駅
か
ら
の
春
う
ら
ら
の

野
道
を
た
ど
り
な
が
ら
、
同
行
の
女
子
学
生
た

ち
が
声
を
合
わ
せ
て
「
お
お
、
ひ
ば
り
、
空
高

く
、
愛
の
歌
を
唱
う
」
と
唱
っ
て
い
た
こ
と
な

ど
ば
か
り
、
い
ま
も
よ
く
憶
え
て
い
る
。

　

韮
山
再
訪
の
機
会
に
恵
ま
れ
た
の
は
、
よ
う

や
く
昨
年
（
二
〇
一
五
年
）
春
四
月
初
め
の
こ

と
だ
。
静
岡
商
工
会
議
所
会
頭
の
後
藤
康
雄
氏

ら
勉
強
好
き
の
人
た
ち
数
名
と
一
年
余
り
続
け

た
徳
川
文
明
史
セ
ミ
ナ
ー
を
修
善
寺
温
泉
合
宿

で
終
了
す
る
と
、
翌
日
は
ま
ず
反
射
炉
に
向
か

っ
た
。
だ
が
、「
明
治
日
本
の
産
業
革
命
遺
産
」

の
一
つ
と
し
て
ユ
ネ
ス
コ
に
指
定
さ
れ
た
ば
か

り
の
反
射
炉
は
、
茶
店
と
公
衆
便
所
と
桜
の
花

に
囲
ま
れ
て
、
思
っ
て
い
た
よ
り
ず
っ
と
小
ぶ

り
で
、
世
界
遺
産
な
ど
と
い
う
よ
り
は
む
し
ろ

名
所
の
一
つ
と
い
う
感
じ
だ
っ
た
。

　

も
っ
と
大
き
く
明
快
に
、
ペ
リ
ー
の
黒
船
来

航
直
後
に
着
手
さ
れ
た
こ
の
炉
の
科
学
史
的
国

防
史
的
意
味
合
い
や
、
佐
野
常
民
ら
に
よ
る
佐

賀
藩
の
反
射
炉
の
成
功
と
の
比
較
な
ど
の
説
明

を
つ
け
な
い
と
、
内
外
か
ら
の
観
光
客
に
物
足

り
な
い
思
い
を
さ
せ
る
だ
ろ
う
―
な
ど
と
語
り

合
い
な
が
ら
、
私
た
ち
は
次
に
江
川
家
の
代
官

屋
敷
に
向
か
っ
た
。
私
に
と
っ
て
は
、
初
め
て

の
訪
問
だ
っ
た
。

　

反
射
炉
に
も
ま
し
て
、
こ
の
江
川
邸
こ
そ
立

派
だ
っ
た
。
大
き
な
門
扉
を
開
け
て
も
ら
っ
て

中
に
入
る
と
、
堂
々
た
る
入
母
屋
造
り
の
主お
も

屋や

玄
関
が
控
え
、
幾
つ
か
の
棟
や
蔵
が
み
な
ず
っ

し
り
と
し
た
造
り
で
つ
づ
い
て
い
る
、
贅
を
排

し
た
堅
牢
な
武
家
屋
敷
で
、
日
当
た
り
も
風
通

し
も
よ
い
に
違
い
な
く
、
幾
つ
か
の
庭
の
大
小

の
木
立
も
池
も
風
情
が
あ
っ
て
、
江
川
家
代
々

の
教
養
の
深
さ
を
感
じ
さ
せ
る
。
い
ま
も
こ
の

屋
敷
の
ど
こ
か
一
室
に
、
あ
の
有
名
な
肖
像
ど

お
り
の
大
き
な
黒
い
目
玉
の
第
三
十
六
代
当
主

英ひ
で

龍た
つ

太
郎
左
衛
門
坦た
ん

庵あ
ん

（
享
和
元
年
～
安
政
二

年
、
一
八
〇
一
～
一
八
五
五
）
が
ど
っ
し
り
と

坐
っ
て
い
そ
う
な
気
配
さ
え
す
る
。

　

奥
の
座
敷
で
、
第
四
十
二
代
現
当
主
江
川
洋

氏
や
江
川
文
庫
主
務
で
江
川
英
龍
伝
（
角
川
Ｓ

Ｓ
Ｃ
新
書
、
二
〇
一
四
）
の
著
者
橋
本
敬
之
氏

ら
と
語
り
合
う
う
ち
に
、
私
は
昔
読
ん
だ
幕
末

の
初
代
駐
日
英
国
公
使
ラ
ザ
フ
ォ
ー
ド
・
オ
ー

ル
コ
ッ
ク
の
『
大
君
の
都
』
の
一
節
を
く
っ
き

り
と
思
い
起
こ
さ
ず
に
は
い
ら
れ
な
か
っ
た
。

一
八
五
九
年
（
安
政
六
）
夏
、
中
国
広
東
か
ら

攘
夷
い
よ
い
よ
盛
ん
な
江
戸
に
転
任
し
た
こ
の

血
気
盛
ん
な
外
交
官
は
、
翌
年
九
月
、
幕
府
の

抵
抗
を
排
し
て
外
国
人
と
し
て
最
初
の
富
士
山

登
頂
を
敢
行
し
た
。
そ
の
帰
途
、
陽
暦
の
九
月

一
四
日
、
三
島
か
ら
熱
海
温
泉
に
向
か
お
う
と

山
越
え
に
か
か
っ
た
と
き
、
そ
の
山
麓
で
公
使

一
行
は
い
か
に
も
美
し
い
田
園
風
景
を
眼
の
前

に
し
た
。

　
「
小
さ
な
居
心
地
の
よ
さ
そ
う
な
村
落
や

家
々
が
森
や
丘
陵
の
ふ
と
こ
ろ
に
い
だ
か
れ
て

お
り
、
こ
こ
か
し
こ
に
は
庭
園
の
塀
が
見
う
け

ら
れ
、
大
名
の
田
舎
の
邸
宅
に
い
た
る
並
木
道

が
か
い
ま
見
ら
れ
た
。（
中
略
）
こ
れ
ら
の
よ
く

耕
作
さ
れ
た
谷
間
を
横
切
っ
て
、
非
常
な
ゆ
た

か
さ
の
な
か
で
家
庭
を
營
ん
で
い
る
幸
福
で
満

ち
足
り
た
暮
ら
し
向
き
の
よ
さ
そ
う
な
住
民
を

見
て
み
る
と
こ
れ
が
圧
政
に
苦
し
み
、
過
酷
な

税
金
を
取
り
立
て
ら
れ
て
窮
乏
し
て
い
る
土
地

と
は
と
て
も
信
じ
が
た
い
。む
し
ろ
反
対
に
、こ

ん
な
に
幸
福
で
暮
ら
し
向
き
の
よ
い
農
民
は
い

な
い
し
、
ま
た
こ
れ
ほ
ど
温
和
で
贈
り
物
の
豊

富
な
風
土
は
ど
こ
に
も
な
い
と
い
う
印
象
を
い

だ
か
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。
伊
豆
の
こ
の
地
方

（
韮
山
）
の
も
っ
と
も
富
裕
な
地
主
は
、
か
れ
の

領
地
を
通
過
し
た
と
き
に
最
初
に
儀
杖
兵
を
派

遣
し
て
く
れ
た
の
と
同
一
人
物
で
あ
っ
た
―
か

れ
の
名
は
、
江エ

川ガ
ワ

太フ
ア
ロ郎

左ザ

衛ヤ
マ
ン門

…
」（
山
口
光
朔

訳
『
大
君
の
都
』
中
、
一
九
五
頁
、
岩
波
文
庫
）

　

こ
の
と
き
の
江
川
家
当
主
は
、
英
龍
が
没
し

て
す
で
に
五
年
、
そ
の
三
男
英ひ
で

俊と
し

太
郎
左
衛
門

で
あ
っ
た
。
だ
が
な
に
よ
り
も
、
オ
ー
ル
コ
ッ

ク
は
、
自
分
の
新
任
地
を
極
東
の
野
蛮
な
後
進

国
と
見
下
し
て
き
て
い
た
の
に
、
こ
の
伊
豆
韮

山
の
旅
の
あ
た
り
か
ら
そ
の
偏
見
を
訂
正
し
始

め
て
い
た
と
い
う
こ
と
こ
そ
興
味
深
い
。
彼
は

こ
の
と
き
か
ら
し
だ
い
に
日
本
が
好
き
に
な

り
、
こ
の
「
徳
川
の
平
和
」
終
焉
間
近
な
な
か

に
な
お
楽
天
的
な
民
衆
の
生
活
ぶ
り
に
魅
惑
さ

れ
、
英
国
外
交
官
と
し
て
こ
の
国
に
工
業
化
、

近
代
化
を
も
た
ら
す
べ
き
自
分
の
使
命
に
疑
い

を
抱
き
は
じ
め
て
さ
え
い
た
。
彼
の
こ
の
意
外

な
ほ
ど
に
正
直
な
ジ
ャ
ポ
ニ
ス
ム
へ
の
転
向

と
、
渡
辺
崋
山
、
江
川
英
龍
あ
る
い
は
佐
賀
の

佐
野
常
民
ら
武
士
知
識
人
の
内
か
ら
す
る
西
洋

化
へ
の
努
力
と
の
対
応
の
問
題
は
、
実
に
面
白

い
。
だ
が
そ
の
よ
う
な
対
比
は
美
術
館
の
展
示

に
は
い
か
に
も
難
し
い
こ
と
が
残
念
で
あ
る
。

韮
山
の
代
官
屋
敷
と
英
国
公
使

館
長
　
芳
賀　

徹

02
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三
十
周
年
お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す
‼

　

僕
が
静
岡
県
立
美
術
館
か
ら
京
都
国
立

博
物
館
に
移
っ
た
の
は
十
年
前
、
二
十
周

年
を
迎
え
た
あ
と
の
秋
で
し
た
。

　

大
学
卒
業
後
す
ぐ
静
岡
県
に
就
職
し
ま

し
た
の
で
、
開
館
準
備
室
勤
務
四
年
を
含

め
て
二
十
四
年
半
、
四
半
世
紀
も
静
岡
に

お
世
話
に
な
り
ま
し
た
。
よ
く
す
る
自
己

紹
介
は
「
出
身
は
福
岡
県
で
す
が
九
州
よ

り
も
静
岡
の
水
（
お
酒
？
）
を
た
く
さ
ん

飲
ん
で
い
る
の
で
、
血
液
の
大
半
は
静
岡

の
水
。
身
体
は
完
全
に
ス
ル
ガ
ナ
イ
ズ
さ

れ
て
い
ま
す
…
（
笑
）」。

　

そ
れ
は
さ
て
お
き
、
こ
の
『
ア
マ
リ
リ

ス
』
の
創
刊
号
は
、
開
館
し
た
昭
和
六
十

　

た
と
え
ば
、
初
代
館
長
で
中
国
絵
画
史

学
の
泰
斗
、
故
・
鈴
木
敬
先
生
の
あ
る
言

葉
は
、
今
で
も
胸
に
あ
り
ま
す
。

　

創
業
は
易や

す

く
、
守し

ゅ

成せ
い

は
難か

た

し
。
中
国
の

『
唐
書
』
に
出
て
く
る
話
で
す
。
唐
の
太

宗
が
側
近
ふ
た
り
に
「
創
業
と
守
成
と
、

ど
ち
ら
が
難
し
い
か
」
と
尋
ね
ま
し
た
。

「
創
業
」
と
は
新
し
く
事
業
を
始
め
る
こ

と
、「
守
成
」
と
は
築
き
上
げ
た
も
の
を

守
り
続
け
て
い
く
こ
と
。
房ぼ

う

玄げ
ん

齢れ
い

は
「
創

業
が
難
し
い
」、魏ぎ

徴ち
ょ
う

は「
守
成
が
難
し
い
」

と
答
え
ま
し
た
。
太
宗
は
「
創
業
の
難
事

は
過
去
の
こ
と
。
今
は
守
成
の
難
事
に
あ

た
ろ
う
」
と
答
え
た
と
い
い
ま
す
。

　

新
し
く
事
を
始
め
る
よ
り
も
、
守
り
続

け
て
い
く
こ
と
の
難
し
さ
。
そ
れ
を
鈴
木

先
生
は
、
教
え
て
く
だ
さ
っ
た
の
で
す
。

三
十
周
年
を
迎
え
、
静
岡
県
立
美
術
館
が

「
愛
さ
れ
る
館
」
で
あ
り
続
け
る
こ
と
、

そ
の
た
め
に
「
何
よ
り
も
作
品
の
魅
力
を

伝
え
る
館
」
で
あ
る
こ
と
、
そ
の
た
め
に

「
作
品
の
魅
力
を
つ
か
め
る
よ
う
館
員
自

身
が
一
番
勉
強
す
る
こ
と
」、
そ
の
基
本

を
守
り
続
け
て
い
か
れ
ま
す
よ
う
に
、
そ

う
エ
ー
ル
を
送
り
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

と
こ
ろ
で
、
ア
マ
リ
リ
ス
の
花
言
葉
は

「
誇
り
」「
輝
く
ば
か
り
の
美
し
さ
」
そ
し

て「
お
し
ゃ
べ
り
」。（
最
後
は
駿
河
弁
で
）

ぴ
っ
た
り
じ
ゃ
～
ん
！

「静岡県立美術館ニュース　アマリリス」創刊号
表紙画像　1986年春発行

学芸課「鈴木敬先生送別会」後の記念撮影（1994年 3 月18日、静岡駅新幹線ホーム）

山
下
善
也

東
京
国
立
博
物
館
主
任
研
究
員

魅
力
を
伝
え
る
美
術
館
、
こ
れ
か
ら
も
。

一
年
四
月
発
行
。
準
備
室
ニ
ュ
ー
ス
の
担

当
で
し
た
の
で
、
創
刊
号
も
編
集
を
担
当

さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
創
刊
に
あ
た

っ
て
名
前
を
ど
う
す
る
か
館
内
で
相
談
。

「
静
岡
県
立
美
術
館
だ
よ
り
、
で
い
い
ん

じ
ゃ
な
い
？
」と
い
う
声
が
あ
が
る
な
か
、

「
ア
マ
リ
リ
ス
」
と
提
案
し
た
の
が
二
十

代
の
僕
で
し
た
。

　

館
前
設
置
の
ト
ニ
ー
・
ス
ミ
ス
の
彫
刻

名
か
ら
の
命
名
が
採
用
さ
れ
た
わ
け
で
す

が
、
当
初
は
「
植
物
園
の
広
報
紙
み
た
い

だ
ね
」
と
茶
化
さ
れ
た
り
…
。
す
で
に
開

館
し
て
い
た
滋
賀
県
立
近
代
美
術
館
の
広

報
紙
名
が
、同
館
の
彫
刻
カ
ル
ダ
ー
作「
フ

ラ
ミ
ン
ゴ
」（
こ
れ
も
動
物
園
み
た
い
）。

白
状
し
ま
す
と
、
そ
の
発
想
を
お
借
り
し

た
の
で
し
た
。

　

実
は
、
愛
さ
れ
る
広
報
紙
に
な
る
た
め

に
は
、
個
性
的
な
名
づ
け
を
す
べ
き
、
無

性
格
な
名
前
だ
け
は
避
け
な
い
と
、
そ
う

考
え
て
の
提
案
だ
っ
た
の
で
す
。
別
案
が

あ
れ
ば
他
の
名
前
で
も
よ
か
っ
た
の
だ
け

れ
ど
…
。
で
も
早
三
十
年
、
す
っ
か
り
な

じ
ん
で
い
ま
す
よ
ね
。

「
開
館
の
時
は
大
変
だ
っ
た
で
し
ょ
う
？

苦
労
話
を
ひ
と
つ
」
な
ん
て
期
待
さ
れ
る

か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、昔
話
は
大
の
苦
手
。

僕
は
、
ま
だ
現
役
。
三
年
前
、
京
都
か
ら

東
京
に
転
勤
し
ま
し
た
が
勤
め
先
が
変
わ

っ
て
も
、
学
芸
の
仕
事
の
基
本
は
静
岡
の

時
と
変
わ
ら
ず
、
つ
な
が
っ
て
い
る
の
で

す
。
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新収蔵 品 紹 介

　

静
岡
県
立
美
術
館
は
、
開
館
以
来
「
東

西
の
風
景
画
」、「
静
岡
ゆ
か
り
の
美
術
」

な
ど
を
収
集
方
針
の
柱
と
し
、
コ
レ
ク
シ

ョ
ン
を
進
め
て
ま
い
り
ま
し
た
。
収
蔵
品

の
総
数
は
二
六
〇
〇
件
を
超
え
る
ま
で
に

な
り
ま
し
た
。

　

平
成
二
十
七
年
度
は
、ご
寄
贈
に
よ
り
、

絵
画
一
点
、
版
画
二
点
を
、
新
た
に
収
蔵

す
る
こ
と
が
出
来
ま
し
た
。
こ
こ
で
は
、

そ
れ
ぞ
れ
の
作
品
に
つ
い
て
、
概
要
を
紹

介
い
た
し
ま
す
。

　

静
岡
出
身
の
作
家
、
大
庭
大
介
（
一
九

八
一
～
）
の
《LO

G

（Icefall

）》
は
、

寒
い
冬
に
、
滝
全
体
が
凍
結
し
て
で
き
る

風
景
（
氷
瀑
）
の
イ
メ
ー
ジ
を
、
白
と
青

の
比
率
を
変
え
た
十
二
の
色
調
を
使
い
分

け
て
、
描
き
出
し
た
作
品
で
す
。
横
五
メ

ー
ト
ル
、
縦
二
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
大
き

な
画
面
を
、
一
セ
ン
チ
角
程
度
の
升
目
に

分
割
し
て
、
一
枡
ず
つ
塗
り
分
け
て
い
ま

す
。
絵
具
に
含
有
さ
れ
た
偏
光
パ
ー
ル
の

効
果
に
よ
り
、
展
示
空
間
で
の
照
明
の
あ

た
り
方
や
、
鑑
賞
者
の
視
点
が
移
動
す
る

に
し
た
が
っ
て
、
描
か
れ
た
イ
メ
ー
ジ
や

色
彩
が
、
変
容
し
て
見
え
ま
す
。

　

ロ
バ
ー
ト
・
ラ
イ
マ
ン
（
一
九
三
〇
～
）

は
、
一
九
五
〇
年
代
半
ば
に
白
の
モ
ノ
ク

ロ
ー
ム
絵
画
を
発
表
し
て
以
来
、
様
々
な

高
時
代
、
野
球
部
に
所
属
し
て
、
野
球
に

明
け
暮
れ
た
、
清
水
の
三
保
で
の
思
い
出

を
描
い
た
作
品
で
す
。
し
か
し
、
実
際
に

描
か
れ
て
い
る
の
は
、
作
家
が
現
在
住
ん

で
い
る
茨
城
県
水
戸
の
古
い
木
造
の
自
宅

や
、
そ
の
周
辺
の
景
色
、
重
野
夫
人
、
庭

に
置
い
て
い
る
マ
ネ
キ
ン
、
架
空
の
犬
な

ど
で
、
青
春
時
代
の
思
い
出
を
テ
ー
マ
に

し
な
が
ら
も
、
時
代
や
場
所
が
錯
綜
し
た

イ
メ
ー
ジ
に
な
っ
て
い
ま
す
。

（
上
席
学
芸
員　

川
谷
承
子
）

平
成
二
十
七
年
度
御
寄
贈
者（
五
十
音
順
）

　

太
田
正
樹
様
、
下
山
光
悦
様

　

美
術
館
へ
の
ご
支
援
に
、
感
謝
申
し
上

げ
ま
す
。

　

な
お
、
こ
れ
ら
の
作
品
は
「
新
収
蔵
品

展
」
に
て
、
ご
覧
い
た
だ
く
こ
と
が
出
来

ま
す
。

新
収
蔵
品
展

　

四
月
五
日
（
火
）～
六
月
一
九
日
（
日
）

関
連
イ
ベ
ン
ト

学
芸
員
に
よ
る
フ
ロ
ア
レ
ク
チ
ャ
ー

　

五
月
一
日
（
日
）

ア
ー
テ
ィ
ス
ト
ト
ー
ク

　

五
月
十
五
日
（
日
）　　

大
庭
大
介

　

五
月
二
十
九
日
（
日
）　

重
野
克
明

※�

い
ず
れ
も
午
後
二
時
よ
り
、申
込
不
要
で
す
。

支
持
体
と
素
材
、
技
法
に
よ
っ
て
未
知
の

領
域
を
探
求
し
て
来
た
、
ア
メ
リ
カ
出
身

の
作
家
で
す
。《Etching�in�Four�Parts

》

は
、
一
枚
ご
と
に
別
々
に
刷
ら
れ
た
イ
メ

ー
ジ
が
、
四
枚
目
で
重
な
り
合
う
四
枚
組

の
作
品
で
す
。
コ
ン
セ
プ
チ
ュ
ア
ル
な
志

向
と
、
遊
び
心
が
う
か
が
え
ま
す
。

　

重
野
克
明
（
一
九
七
五
～
）
は
、
表
現

力
に
富
ん
だ
線
描
を
得
意
と
し
、
銅
版
画

を
主
と
し
な
が
ら
、
幅
の
広
い
表
現
方
法

に
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。
日
常
の
身
近
な

風
景
や
出
来
事
に
加
え
て
、
メ
デ
ィ
ア
に

流
通
す
る
イ
メ
ー
ジ
、
過
去
の
美
術
作
品

な
ど
を
源
泉
に
組
み
立
て
た
、
現
代
感
覚

と
懐
か
さ
が
同
居
す
る
作
品
を
制
作
し
て

い
ま
す
。《
幻
の
ホ
ー
ム
ラ
ン
》
は
、
中

大庭大介《LOG（Icefall）》2014年

重野克明《幻のホームラン》2013年

平
成
二
十
七
年
度�

新
収
蔵
品
・
寄
贈
作
品
の
紹
介
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愛
ら
し
い
姿
と
シ

ン
プ
ル
な
色
遣
い
が

特
徴
の
絵
本
の
主
人

公「
ミ
ッ
フ
ィ
ー（
う

さ
こ
ち
ゃ
ん
）」
は
、

一
九
五
五
年
に
オ
ラ
ン
ダ
で
誕
生
し
ま
し

た
。
一
九
六
四
年
に
は
日
本
語
版
『
ち
い

さ
な
う
さ
こ
ち
ゃ
ん
』（
福
音
館
書
店
）
が

刊
行
さ
れ
て
お
り
、
以
来
、
ミ
ッ
フ
ィ
ー

と
そ
の
仲
間
た
ち
は
人
々
の
心
を
捉
え
、

愛
さ
れ
続
け
て
い
ま
す
。

　

さ
て
、
ミ
ッ
フ
ィ
ー
の
生
み
の
親
と
い

え
ば
デ
ィ
ッ
ク
・
ブ
ル
ー
ナ
（
一
九
二
七

～
）
で
す
が
、
祖
国
オ
ラ
ン
ダ
に
お
い
て
、

彼
は
絵
本
作
家
で
あ
る
と
と
も
に
グ
ラ

フ
ィ
ッ
ク
・
デ
ザ
イ
ナ
ー
と
し
て
も
著
名

な
存
在
で
す
。
ブ
ル
ー
ナ
の
絵
本
は
一
見

簡
単
な
つ
く
り
に
見
え
ま
す
が
、
こ
の
シ

ン
プ
ル
な
造
形
の
背
後
に
は
、
デ
ザ
イ

ナ
ー
と
し
て
の
膨
大
な
仕
事
の
蓄
積
が
あ

り
、
さ
ら
に
そ
の
源
に
は
モ
ダ
ン
・
ア
ー

ト
に
対
す
る
深
い
造
詣
が
隠
さ
れ
て
い
ま

す
。
ブ
ル
ー
ナ
は
、
十
代
の
頃
に
ロ
ン
ド

ン
や
パ
リ
の
美
術
館
等
で
モ
ダ
ン
・
ア
ー

ト
と
出
会
い
、
と
く
に
マ
テ
ィ
ス
の
、
シ

ン
プ
ル
だ
け
れ
ど
も
強
く
心
を
打
つ
作
品

に
衝
撃
を
受
け
た
そ
う
で
、
こ
う
し
た
体

験
が
の
ち
の
創
作
活
動
に
つ
な
が
っ
て

い
っ
た
の
で
し
た
。
ゆ
っ
く
り
と
丁
寧
に

描
か
れ
た
輪
郭
線
や
、
赤
・
黄
・
青
・
緑

の
四
色
に
茶
と
グ
レ
ー
を
加
え
た
、
ブ

ル
ー
ナ
・
カ
ラ
ー
と
呼
ば
れ
る
独
特
の
色
。

彼
の
作
品
を
特
徴
付
け
る
こ
う
い
っ
た
ス

タ
イ
ル
は
、
モ
ダ
ン
・
ア
ー
ト
へ
の
熱
い

思
い
と
真
摯
な

研
究
か
ら
生
み

出
さ
れ
た
も
の

な
の
で
す
。

　

そ
の
ブ
ル
ー

ナ
が
、
美
術
館

を
テ
ー
マ
に
し

た
絵
本
を
つ
く
っ
て
い
る
こ
と
を
ご
存
知

で
し
ょ
う
か
。
そ
の
名
も
『
う
さ
こ
ち
ゃ

ん
び
じ
ゅ
つ
か
ん
へ
い
く
』※
。
両
親
と

一
緒
に
初
め
て
美
術
館
を
訪
れ
た
ミ
ッ

フ
ィ
ー
は
、
彫
刻
と
自
分
の
姿
を
比
べ
て

み
た
り
、
抽
象
絵
画
を
み
て
「
自
分
で
も

描
け
る
」
と
思
っ
た
り
、
様
々
に
考
え
、

感
じ
て
、
美
術
館
を
満
喫
し
ま
す
。
そ
こ

に
は
作
品
と
向
き
合
う
楽
し
さ
や
驚
き
が

あ
ふ
れ
て
お
り
、
子
ど
も
た
ち
の
美
術
館

デ
ビ
ュ
ー
が
こ
ん
な
ふ
う
だ
っ
た
ら
な
と

思
わ
ず
に
は
い
ら
れ
ま
せ
ん
。
同
時
に
、

二
十
世
紀
以
降
の
モ
ダ
ン
・
ア
ー
ト
の
展

開
を
踏
ま
え
た
ス
ト
ー
リ
ー
は
、
実
は
大

人
に
と
っ
て
も
示
唆
に
富
む
も
の
で
す
。

ブ
ル
ー
ナ
は
そ
の
独
自
の
手
法
で
も
っ

て
、
美
術
の
楽
し
み
方
を
伝
え
て
く
れ
て

い
る
の
で
す
。

　

こ
の
展
覧
会
は
、
ま
さ
に
そ
の
点
に
着

目
し
、
絵
本
『
う
さ
こ
ち
ゃ
ん　

び
じ
ゅ

つ
か
ん
へ
い
く
』
を
ガ
イ
ド
と
し
て
当
館

の
所
蔵
品
を
展
示
し
、
あ
わ
せ
て
ブ
ル
ー

ナ
に
よ
る
デ
ザ
イ
ン
・
ワ
ー
ク
の
数
々
を

紹
介
し
て
、
彼
の
制
作
の
秘
密
に
迫
ろ
う

と
す
る
も
の
で
す
。
作
品
を
見
た
後
は
、

手
を
動
か
し
て
創
作
を
し
て
も
ら
う
ワ
ー

ク
シ
ョ
ッ
プ
コ
ー
ナ
ー
も
あ
り
ま
す
。

ミ
ッ
フ
ィ
ー
が
感
じ
た
喜
び
や
感
動
を
、

当
館
展
示
室
で
、
ぜ
ひ
多
く
の
皆
さ
ん
に

味
わ
っ
て
も
ら
い
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

当
館
に
と
っ
て
、
子
ど
も
を
主
な
対
象

と
す
る
企
画
展
を
開
催
す
る
の
は
初
め
て

の
こ
と
で
す
。
こ
れ
か
ら
大
人
に
な
っ
て

い
く
子
ど
も
た
ち
に
寄
り
添
っ
て
一
緒
に

成
長
し
て
い
く
美
術
館
で
あ
り
た
い
。
開

館
三
十
周
年
を
迎
え
た
当
館
の
新
し
い
一

面
を
、
ど
う
ぞ
ご
覧
く
だ
さ
い
。

（
上
席
学
芸
員　

石
上
充
代
）

※�

一
九
九
七
年
オ
ラ
ン
ダ
で
刊
行
。
日
本
で
は

二
〇
〇
八
年
に
福
音
館
書
店
よ
り
刊
行
。

草間彌生《最後の晩餐》 静岡県立美術館蔵
ほかにも当館の現代美術を中心としたコレクションが出品されます。

美術館に行こう！
ディック・ブルーナに学ぶ
モダン・アートの楽しみ方

平成28年7月9日（土）～9月8日（木）

E X H I B I T I O N

Illustrations Dick Bruna © copyright Mercis bv, 1953-2016　www.miffy.com
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研究ノ ー ト

　

本
号
の
ア
マ
リ
リ
ス
は
開
館
三
十
周
年
の
記
念

号
で
、発
行
日
は
四
月
一
日
。
翌
二
日
、私
は
美
術

史
学
会
東
支
部
に
て
発
表
を
行
う
。内
容
は
、今
秋

の
当
館
三
十
周
年
記
念
展
『
徳
川
の
平
和
―
２
５

０
年
の
美
と
叡
智
』（
九
月
十
七
日
～
十
一
月
三

日
）
の
第
一
章
に
て
中
心
と
な
る
、
狩
野
探
幽
と

そ
の
周
辺
画
家
が
描
い
た
〈
倣
古
図
〉
に
つ
い
て

で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
発
表
、
展
覧
会
準
備
の
た

め
に
作
成
中
の
〈
倣
古
図
〉
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
に
つ

い
て
触
れ
、〈
倣
古
図
〉研
究
の
紹
介
を
試
み
た
い
。

　
〈
倣
古
図
〉
と
は
、
和
漢
の
巨
匠
の
名
画
や
画
風

に
倣
っ
て
描
か
れ
た
図
の
こ
と
で
、図
中
に
は「
倣

〇
〇
筆
意
」と
い
っ
た
よ
う
に
、だ
れ
に
倣
っ
て
描

か
れ
た
か
記
さ
れ
る
事
例
が
多
い
。
本
来
、
典
拠

と
な
る
作
品
が
あ
り
、
そ
れ
を
ア
レ
ン
ジ
し
て
描

か
れ
た
の
が〈
倣
古
図
〉と
言
え
る
。〈
倣
古
図
〉は
、

江
戸
初
期
の
巨
匠
・
狩
野
探
幽
と
そ
の
弟
の
安
信

を
は
じ
め
と
す
る
江
戸
狩
野
派
に
よ
っ
て
盛
ん
に

制
作
さ
れ
、
い
く
つ
も
の
画
帖
や
画
巻
が
現
存
し

て
い
る
。〈
倣
古
図
〉
は
探
幽
ら
江
戸
狩
野
派
が
い

か
な
る
古
画
を
学
び
、
規
範
と
し
た
の
か
、
そ
し

て
古
典
と
な
る
名
画
を
い
か
に
し
て
体
系
化
し
、

自
己
様
式
の
う
ち
に
取
り
込
ん
だ
の
か
と
い
っ
た

問
題
を
考
え
る
際
、重
要
な
作
品
群
な
の
で
あ
る
。

　

私
が
〈
倣
古
図
〉
に
関
心
を
抱
い
た
き
っ
か
け

は
、
前
職
で
担
当
し
た
『
探
幽
３
兄
弟
展
―
狩
野

探
幽
・
尚
信
・
安
信
―
』（
於
群
馬
県
立
近
代
美
術

館
、二
〇
一
四
年
）に
て
拝
借
し
た
、探
幽
の「
学
古

図
帖
」（
個
人
蔵
）
と
の
出
会
い
で
あ
っ
た
。
展
覧

会
の
準
備
段
階
で
は
探
幽
の
様
々
な
作
品
を
拝
見

し
た
が
、
と
り
わ
け
大
き
な
衝
撃
を
受
け
た
の
が

「
学
古
図
帖
」で
あ
っ
た
。「
学
古
図
帖
」は
、中
・
日

古
図
に
描
か
れ
た
花
鳥
図
と
同
じ
図
様
で
あ
る
こ

と
を
思
い
起
こ
す
作
業
、
そ
し
て
情
報
分
析
は
難

し
く
な
る
の
で
あ
る
。

　
〈
倣
古
図
〉の
膨
大
な
情
報
を
入
力
す
る
作
業
を

通
じ
て
、私
は
、江
戸
狩
野
派
に
お
け
る〈
倣
古
図
〉

の
制
作
が
、
今
ま
で
考
え
ら
れ
て
い
る
以
上
に
重

要
な
意
味
を
有
し
て
い
た
こ
と
を
知
っ
た
。従
来
、

江
戸
狩
野
派
の
絵
画
制
作
に
お
い
て
、「
学
画
」、つ

ま
り
古
典
と
な
る
名
画
に
学
ぶ
こ
と
や
、
規
範
と

な
る
図
を
模
写
す
る
こ
と
を
絵
画
教
育
の
基
礎
と

す
る
、い
わ
ゆ
る
「
粉
本
教
育
」
が
重
視
さ
れ
て
い

た
こ
と
は
、
探
幽
が
古
画
を
模
写
し
た
「
探
幽
縮

図
」
に
つ
い
て
数
多
く
の
先
行
研
究
が
あ
る
よ
う

に
、
様
々
な
研
究
者
か
ら
注
目
さ
れ
て
き
た
。
だ

が
、古
画
を
模
写
し
た〈
縮
図
〉に
比
べ
、古
画
に
倣

い
、
自
家
様
式
に
よ
っ
て
ア
レ
ン
ジ
し
て
描
い
た

〈
倣
古
図
〉
の
重
要
性
に
つ
い
て
は
、
十
分
検
討
さ

れ
て
い
る
と
は
言
い
難
い
。〈
倣
古
図
〉
で
は
、
参

照
さ
れ
た
古
典
名
画
や
そ
の
画
風
と
の
距
離
は
作

品
に
よ
っ
て
様
々
で
あ
り
、
ま
た
必
ず
し
も
原
画

が
存
在
す
る
と
は
限
ら
な
い
。
典
拠
と
の
距
離
、

名
画
と
描
い
た
画
家
自
身
の
様
式
の
相
違
こ
そ
が

〈
倣
古
図
〉
の
持
つ
創
造
的
な
側
面
で
あ
り
、
そ
こ

に〈
縮
図
〉と
の
相
違
が
認
め
ら
れ
る
。
和
漢
の
古

画
研
究
に
注
力
し
た
成
果
で
あ
る〈
縮
図
〉と〈
倣

古
図
〉
は
、「
粉
本
教
育
」
を
支
え
る
二
つ
の
柱

で
あ
る
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
だ
ろ
う
。

　

デ
ー
タ
ベ
ー
ス
に
入
力
し
た
探
幽
と
そ
の
周
辺

画
家
に
よ
る
倣
古
図
の
図
様
を
比
較
分
析
す
る

と
、探
幽
の「
学
古
図
帖
」の
図
様
を
忠
実
に
描
い

た
作
例
が
あ
り
、「
学
古
図
帖
」
が
後
の〈
倣
古
図
〉

の
規
範
と
な
る
作
品
だ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
（
図

の
名
画
に
基
づ
い
て
描
か
れ
た
七
十
八
図
を
表
裏

に
貼
り
込
ん
だ
大
部
な
画
帖
で
、
宋
元
の
名
家
を

主
と
す
る
中
国
人
画
家
六
十
五
名
に
、
巨
勢
金
岡

か
ら
探
幽
に
至
る
十
三
名
の
日
本
人
画
家
を
加
え

た
和
漢
の
巨
匠
の
ス
タ
イ
ル
に
よ
っ
て
描
か
れ
た

と
さ
れ
る
図
で
構
成
さ
れ
て
お
り
、
山
水
・
人
物
・

花
鳥
な
ど
の
画
題
が
網
羅
的
に
扱
わ
れ
て
い
る
。

　
『
探
幽
３
兄
弟
展
』
以
来
、
私
は
「
学
古
図
帖
」、

そ
し
て
〈
倣
古
図
〉
に
注
目
し
て
い
た
。
来
秋
の

『
徳
川
の
平
和
』
展
で
は
、「
学
古
図
帖
」
は
〈
倣

古
図
〉
と
い
う
ジ
ャ
ン
ル
の
成
立
に
お
い
て
規
範

と
な
っ
た
重
要
作
品
で
あ
る
一
方
で
、
探
幽
晩
年

の
様
式
的
特
徴
を
よ
く
示
す
、
創
造
性
に
あ
ふ
れ

た
作
品
で
あ
る
こ
と
を
、
論
文
に
て
具
体
的
に
考

察
し
、「
学
古
図
帖
」
と
い
う
記
念
碑
的
作
品
の

本
質
に
、
少
し
で
も
迫
り
た
い
と
思
っ
て
い
る
。

そ
こ
で
、手
は
じ
め
に
、「
学
古
図
帖
」
の
図
様
を
、

探
幽
、
そ
し
て
探
幽
周
辺
で
活
躍
し
た
安
信
・
狩

野
常
信
ら
が
描
い
た
倣
古
図
の
図
様
と
比
較
し
、

そ
の
特
徴
を
捉
え
よ
う
と
試
み
て
い
る
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
試
み
は
想
像
以
上
に
困

難
な
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
探
幽
周
辺
で
制
作
さ

れ
た
〈
倣
古
図
〉
に
つ
い
て
の
情
報
を
集
め
始
め

た
と
こ
ろ
、
か
な
り
多
く
の
作
品
が
あ
る
こ
と
が

判
明
し
た
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、
倣
古
図
に
描
か

れ
た
図
様
、
典
拠
と
な
る
画
家
の
名
前
、
表
現
な

ど
の
比
較
考
察
が
容
易
で
は
な
い
こ
と
も
分
か
っ

た
。
現
在
作
成
中
の
〈
倣
古
図
〉
関
係
の
情
報
を

入
力
し
た
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
は
一
〇
〇
〇
図
を
超

え
、『
徳
川
の
平
和
』
展
ま
で
に
は
さ
ら
に
増
え

る
に
違
い
な
い
。情
報
が
増
え
れ
ば
増
え
る
ほ
ど
、

例
え
ば
「
花
鳥
図
」
と
い
う
名
の
図
が
、
他
の
倣

狩野探幽筆「学古図帖」（個人蔵）の先にあるもの
―〈倣古図〉研究事始め―

主任学芸員　野田麻美
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１
）。「
学
古
図
帖
」
が
〈
倣
古
図
〉
と
い
う
ジ
ャ

ン
ル
の
成
立
に
お
い
て
、
記
念
碑
的
作
品
で
あ
っ

た
こ
と
は
疑
い
な
い
。
各
倣
古
図
作
品
の
関
係
を

分
析
す
る
と
、
倣
古
図
と
い
う
ジ
ャ
ン
ル
が
探
幽

周
辺
で
確
立
、流
行
し
た
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
る
。

　

探
幽
に
よ
る
「
学
古
図
帖
」
の
図
様
が
安
信
や

常
信
に
よ
っ
て
描
き
つ
が
れ
、
図
様
が
規
範
化
、

粉
本
化
さ
れ
て
い
っ
た
こ
と
が
、〈
倣
古
図
〉
様

式
の
確
立
に
お
い
て
重
要
な
意
味
を
有
し
て
い
る

一
方
で
、
安
信
、
常
信
ら
の
倣
古
図
に
は
「
雑
画

帖
」
化
し
て
い
く
傾
向
の
認
め
ら
れ
る
点
が
特
筆

さ
れ
る
。
例
え
ば
安
信
他
四
名
合
作
の
「
花
鳥
人

物
図
画
帖
」（
嬉
遊
会
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
）、
同
じ
く

安
信
他
四
名
合
作
の
「
名
画
集
」（
個
人
蔵
）
は
、

安
信
晩
年
の
天
和
二
（
一
六
八
二
）
年
頃
に
制
作

さ
れ
た
画
帖
で
、
と
も
に
和
漢
の
様
々
な
図
様
が

描
か
れ
た
雑
画
帖
で
あ
る
が
、
画
題
や
図
様
に
は

探
幽
や
安
信
に
よ
る
〈
倣
古
図
〉
と
類
似
す
る
も

の
を
含
む
。
ま
た
、
狩
野
常
信
・
探
信
「
雑
画
帖
」

（
個
人
蔵
）
は
、「
学
古
図
帖
」
と
多
数
の
図
様
が

一
致
し
て
い
る
（
図
２
）。
こ
の
三
つ
の
雑
画
帖

に
お
い
て
は
典
拠
と
な
る
画
家
の
名
が
消
え
、
和

様
化
し
た
画
題
、
図
を
多
く
含
む
と
い
っ
た
共
通

点
が
指
摘
で
き
、
中
・
日
の
巨
匠
に
倣
う
と
い
う

〈
倣
古
図
〉
の
体
裁
が
消
滅
し
て
い
る
。
三
つ
の

画
帖
は
、〈
倣
古
図
〉
が
安
信
や
常
信
ら
の
雑
画

帖
の
母
体
と
な
っ
て
い
た
こ
と
を
示
唆
す
る
作
品

と
言
え
よ
う
。

　
〈
倣
古
図
〉
か
ら
雑
画
帖
へ
と
い
う
流
れ
は
、
安

信
の
「
人
物
花
鳥
画
帖
」（
板
橋
区
立
美
術
館
）、

そ
し
て
安
信
の
弟
子
・
英
一
蝶
の
「
雑
画
帖
」（
大

倉
集
古
館
）と
い
っ
た
作
品
へ
と
発
展
し
て
い
く
。

一
蝶
の
「
雑
画
帖
」
は
江
戸
絵
画
ら
し
い
ユ
ー
モ

ア
を
備
え
、
図
の
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
が
豊
富
で
あ

る
点
な
ど
、
一
蝶
の
代
表
作
例
と
し
て
評
価
の
高

い
作
品
だ
が
、「
憶
僧
日
観
（
葡
萄
図
）」、「
大
年

筆
意
（
小
景
図
）」、「
慕
芝
瑞
流
（
竹
林
図
）」
と

い
っ
た
図
を
含
む
こ
と
か
ら
、
こ
の
作
品
の
淵
源

に
〈
倣
古
図
〉
が
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。〈
倣

古
図
〉
か
ら
雑
画
帖
へ
と
い
う
展
開
を
追
う
こ
と

で
、
探
幽
に
お
け
る
〈
倣
古
図
〉
様
式
の
成
立
、

安
信
・
常
信
に
よ
る
図
様
の
規
範
化
と
雑
画
帖
化
、

そ
し
て
一
蝶
に
よ
る
換
骨
奪
胎
と
い
う
流
れ
が
指

摘
で
き
る
。〈
倣
古
図
〉
の
確
立
と
展
開
は
、
江

戸
狩
野
派
に
お
け
る
様
式
確
立
と
展
開
に
軌
を
一

に
し
て
お
り
、
こ
の
点
に
お
い
て
も
、〈
倣
古
図
〉

が
江
戸
狩
野
派
に
と
っ
て
重
要
な
ジ
ャ
ン
ル
だ
っ

た
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
よ
う
。

　

私
は
、『
徳
川
の
平
和
』
展
の
準
備
を
通
じ
、〈
倣

古
図
〉
研
究
の
確
立
を
め
ざ
し
て
、
デ
ー
タ
ベ
ー

ス
の
作
成
を
進
め
て
い
る
。未
だ
精
度
は
低
い
が
、

こ
の
作
業
に
よ
っ
て
、
作
品
や
画
家
ご
と
に
ア
レ

ン
ジ
の
特
徴
な
ど
を
考
察
し
、
現
存
す
る
倣
古
図

の
関
係
性
や
様
式
展
開
を
明
確
に
す
る
こ
と
が
可

能
に
な
る
と
考
え
て
い
る
。
ま
た
、〈
倣
古
図
〉

研
究
を
発
展
さ
せ
る
た
め
に
は
、
江
戸
前
期
の
倣

古
図
の
み
に
注
目
し
て
い
て
は
い
け
な
い
。
探
幽

周
辺
で
成
立
し
た
〈
倣
古
図
〉
と
い
う
ジ
ャ
ン
ル

は
、
江
戸
時
代
を
通
じ
て
江
戸
狩
野
派
に
大
き
な

影
響
を
与
え
て
お
り
、
倣
古
図
は
幕
末
に
至
る
ま

で
描
き
継
が
れ
て
い
る
。
私
の
当
面
の
目
標
は
、

『
徳
川
の
平
和
』
展
を
契
機
と
し
、
江
戸
狩
野
派

に
お
け
る
〈
倣
古
図
〉
の
史
的
展
開
を
捉
え
る
こ

と
に
あ
る
。『
徳
川
の
平
和
』
展
が
、〈
倣
古
図
〉

研
究
に
と
っ
て
本
格
的
な
始
ま
り
を
告
げ
る
展
覧

会
と
な
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。

　

幕
末
に
絵
筆
一
本
で
暮
ら
し
を
た
て
て
い
た

福
田
永
斎
。
中
年
、
独
身
。

　

屏
風
、
襖
、
天
井
画
と
、
注
文
は
と
ぎ
れ
ず

忙
し
い
。
そ
の
合
間
に
相
撲
見
物
や
宴
会
と
、

楽
し
み
も
た
く
さ
ん
。
そ
ん
な
町
絵
師
の
絵
日

記
に
は
、
二
日
酔
い
で
寝
こ
む
、
わ
び
し
く
も

微
笑
ま
し
い
姿
ま
で
お
さ
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

こ
ん
な
面
白
い
も
の
を
古
書
店
で
み
つ
け
て

本
に
し
た
福
原
敏
男
氏
は
、
篤
実
な
祭
礼
文
化

史
の
研
究
者
。
頁
を
繰
る
に
つ
れ
、
永
斎
と
福

原
氏
が
重
な
っ
て
み
え
て
く
る
と
言
っ
て
は
失

礼
か
。「
美
術
が
暮
ら
し
の
中
に
お
さ
ま
っ
て

い
て
、
な
ん
だ
か
う
ら
や
ま
し
い
」
と
は
、
本

書
の
帯
に
寄
せ
ら
れ
た
木
下
直
之
氏
の
言
葉
で

す
が
、
そ
う
、
な
ん
だ
か
し
み
じ
み
う
ら
や
ま

し
く
な
る
暮
ら
し
ぶ
り
な
の
で
す
。

（
学
芸
部
長　

泉
万
里
）

本の窓

福
原
敏
男 

著

『
幕
末
江
戸
下
町
絵
日
記

　
町
絵
師
の
暮
ら
し
と
な
り
わ
い
』

渡
辺
出
版
　
二
〇
一
三
年

図 1 　狩野探幽「（倣樓観）松鶴図」（「学古図帖」（個人蔵）のうち）

図 2 　狩野探信「松鶴図」（狩野常信・探信「雑画帖」（個人蔵）のうち）
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美術館問わず語り

ミュージアムショップ

このたび、開館30周年を記念した「静岡県立美術館30周年
ロゴマーク」が完成。
美術館の30年の蓄積を踏まえ、新たな展開を目指し、次世
代へつながる県美の挑戦をシンプルな赤のラインで表現しま
した。

30周年のスタートを記念して、手帳型の年間スケジュール
を制作しました。
展覧会情報を見るだけでなく、ご自身のスケジュールも記載
できます。館内にて配布しており、無料でお持ち帰りいただ
けます。
当館所蔵作品をあしらった４種類の表紙を用意しましたの
で、お好きなデザインをお選びください。
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「
東
西
の
風
景
画
」
か
ら
始
ま
っ
た
美
術
館
も

色
々
な
ジ
ャ
ン
ル
の
企
画
展
や
蔵
品
が
増
え
、
実

技
講
座
・
教
育
普
及
活
動
・
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
方
々

の
地
道
な
活
動
な
ど
幅
広
く
進
化
し
て
い
る
よ
う

に
思
い
ま
す
。
間
口
が
広
く
な
っ
た
事
で
様
々
な

方
々
が
来
館
し
て
下
さ
る
と
嬉
し
い
の
で
す
が
、

美
術
館
の
活
動
が
意
外
に
知
ら
れ
て
い
な
い
こ
と

を
、
お
客
様
の
話
を
伺
っ
て
い
る
と
感
じ
ま
す
。

シ
ョ
ッ
プ
も
含
め
て
そ
の
辺
は
課
題
な
の
か
も
し

れ
ま
せ
ん
。

　

ま
た
、
こ
の
美
術
館
の
企
画
に
参
加
し
た
子
供

た
ち
が
、
そ
の
後
作
家
と
し
て
、
デ
ザ
イ
ナ
ー
と

し
て
来
館
し
て
下
さ
る
事
が
あ
っ
た
り
、
他
県
か

ら
の
お
客
様
が
リ
ピ
ー
ト
し
て
何
度
も
足
を
運
ん

で
下
さ
っ
た
り
す
る
と
、
美
術
館
の
活
動
が
少
し

ず
つ
で
も
結
果
を
出
し
て
い
る
よ
う
で
、
と
て
も

嬉
し
く
励
み
に
な
り
ま
す
。

開
館
三
十
周
年
お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
シ
ョ
ッ
プ　

沖
野
良
美

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）

　

シ
ョ
ッ
プ
も
何
度
か
の
改
装
を
経
て
現
在
は
二

階
で
営
業
し
て
お
り
ま
す
が
、
お
客
様
の
様
々
な

要
望
を
伺
い
、
お
土
産
用
の
安
価
な
商
品
か
ら
美

術
に
関
す
る
高
価
な
商
品
や
書
籍
を
販
売
し
て
お

り
ま
す
。場
所
同
様
、販
売
す
る
商
品
も
そ
の
時
々

で
変
化
し
て
お
り
ま
す
。
勿
論
、
館
蔵
品
の
変
わ

ら
ぬ
グ
ッ
ズ
も
販
売
し
て
お
り
ま
す
。
時
と
し
て

相
反
す
る
お
客
様
か
ら
の
要
望
や
商
品
の
バ
ラ
つ

き
に
迷
っ
た
り
悩
ん
だ
り
し
な
が
ら
、
今
後
も
出

来
る
か
ぎ
り
お
客
様
の
要
望
や
美
術
館
の
活
動
に

沿
っ
た
商
品
を
揃
え
て
い
け
た
ら
と
思
っ
て
お
り

ま
す
。

　

皆
様
が
便
の
悪
さ
も
楽
し
ん
で
日
常
の
雑
事
を

忘
れ
て
楽
し
ん
で
い
た
だ
け
る
よ
う
努
力
し
て
ま

い
り
ま
す
の
で
、
今
後
も
よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た

し
ま
す
。

　

私
個
人
と
し
て
は
ロ
ダ
ン
館

の
増
設
と
そ
の
時
に
パ
ー
ツ
に

分
か
れ
て
搬
入
さ
れ
た
「
地
獄

の
門
」
を
見
た
時
の
興
奮
、
今

ほ
ど
騒
が
れ
て
い
な
い
伊
藤
若

冲
の
「
動
植
綵
絵
」
を
初
め
て

見
て
そ
の
美
し
さ
に
圧
倒
さ
れ

た
時
の
感
覚
、
絵
の
中
の
物
語

の
面
白
さ
や
深
さ
、
様
々
な
版

画
技
法
と
表
現
等
い
ろ
い
ろ
な

刺
激
を
受
け
た
思
い
出
多
い
三

十
年
で
し
た
。
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