
　

山
間
の
村
に
訪
れ
た
早
春
の
風
景
を
描
く
。
遠
景
の
雄
大
な
山

並
か
ら
中
景
の
丘
陵
を
経
て
近
景
の
人
家
に
至
る
ま
で
実
在
感
の

あ
る
堅
実
な
空
間
把
握
が
な
さ
れ
て
い
る
。
細
部
に
着
目
す
れ
ば

か
な
り
の
略
筆
で
あ
る
が
、
安
定
し
た
構
図
に
よ
っ
て
説
得
力
の

あ
る
画
面
と
な
っ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
ま
た
、
抑
制
の
効
い
た

色
彩
表
現
は
、
冷
涼
な
山
村
に
訪
れ
た
春
の
空
気
感
を
現
実
的
に

表
現
し
て
い
る
。

　

東
城
鉦
太
郎
は
川
村
清
雄
門
下
。
明
治
美
術
会
、
巴
会
で
活
躍

し
た
ほ
か
、
日
露
戦
争
の
海
戦
図
や
パ
ノ
ラ
マ
館
の
絵
画
な
ど
を

手
が
け
た
こ
と
で
も
知
ら
れ
る
。
と
く
に
日
本
海
海
戦
時
の
三
笠

艦
橋
を
描
い
た
図
は
著
名
。
歴
史
教
科
書
の
挿
図
と
し
て
も
よ
く

用
い
ら
れ
た
た
め
、
東
城
を
知
ら
な
く
と
も
そ
の
絵
は
見
知
っ
て

い
る
と
い
う
方
も
多
か
ろ
う
。

（
上
席
学
芸
員　

村
上　

敬
）

Amaryllis
アマリリス
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No.

2018年度 ｜春｜

東
城
鉦
太
郎
（
慶
応
元
年

−

昭
和
四
年
／
一
八
六
五

−

一
九
二
九
）

《
山
家
の
春
》

キ
ャ
ン
ヴ
ァ
ス
、
油
彩

四
〇
・
五
×
六
〇
・
五
㎝

明
治
四
三
年
（
一
九
一
〇
）
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美
術
館
の
壁
の
向
こ
う
側
に
つ
い
て

館
長
　
木
下
直
之

　

去
る
二
月
十
九
日
に
開
か
れ
た
ボ
ラ
ン

テ
ィ
ア
交
流
会
で
、「
美
術
館
は
ど
こ
か

ら
来
て
、
ど
こ
へ
行
く
の
か
」
と
題
し
て

話
を
し
ま
し
た
。

　

こ
の
ふ
た
つ
は
難
問
で
す
。
ど
ち
ら
が

よ
り
難
し
い
か
と
い
え
ば
、
も
ち
ろ
ん
未

来
を
語
ら
ね
ば
な
ら
な
い
後
者
で
し
ょ

う
。
過
去
を
振
り
返
る
前
者
に
は
ま
だ
し

も
手
掛
か
り
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
ま
で
に

歩
ん
で
き
た
道
を
た
ど
り
、
現
在
地
を
確

認
す
る
こ
と
で
、
は
じ
め
て
今
後
の
指
針

を
得
ら
れ
る
。
温
故
知
新
で
す
ね
。

　

交
流
会
で
は
、
明
治
時
代
か
ら
絵
が
ど

の
よ
う
に
展
示
さ
れ
て
き
た
の
か
を
駆
け

足
で
振
り
返
り
ま
し
た
。
そ
れ
は
壁
が
直

立
し
、
展
示
室
が
密
閉
さ
れ
る
歴
史
で
も

あ
る
の
で
す
が
、
当
館
の
展
示
室
に
目
を

向
け
れ
ば
、
可
動
式
の
壁
と
床
と
の
間
に

は
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
の
隙
間
が
あ

り
、
そ
れ
が
ま
だ
ま
だ
気
に
な
り
ま
す
。

　

私
が
新
米
学
芸
員
だ
っ
た
四
十
年
ほ
ど

前
に
は
、
小
さ
な
穴
が
た
く
さ
ん
空
い
た

パ
ネ
ル
を
ポ
ー
ル
に
わ
た
し
て
、
そ
の
穴

に
フ
ッ
ク
を
か
け
て
絵
を
吊
る
す
こ
と
さ

え
あ
り
ま
し
た
。
反
対
側
に
も
絵
を
掛
け

た
か
ら
、
向
こ
う
側
に
い
る
人
の
足
が
パ

ネ
ル
の
下
か
ら
見
え
ま
し
た
。

　

当
時
の
日
本
の
台
所
で
、
同
じ
く
穴
の

空
い
た
パ
ネ
ル
に
玉
杓
子
や
フ
ラ
イ
返
し

や
味
噌
濾
し
な
ど
を
ひ
っ
か
け
て
い
た
光

景
を
つ
い
思
い
出
し
て
し
ま
い
ま
す
。
ほ

ん
の
少
し
前
ま
で
、
美
術
館
の
展
示
は
手

探
り
、
手
づ
く
り
だ
っ
た
の
で
す
。

　

こ
の
展
示
室
を
さ
ら
に
堅
牢
な
壁
が
取

り
囲
ん
で
い
ま
す
。
本
誌
前
号
で
、
美
術

館
と
Ｓ
Ｎ
Ｓ
の
関
わ
り
を
指
し
て
、「
美
術

館
の
堅
牢
な
壁
が
ゆ
ら
ぎ
は
じ
め
た
の
で

は
な
い
か
」
と
書
き
ま
し
た
。
美
術
館
と

い
う
制
度
や
設
備
が
出
来
上
が
る
に
つ
れ

て
（
同
じ
く
日
本
の
台
所
も
様
変
わ
り
し

て
）、
開
か
れ
た
美
術
館
（
対
面
型
や
明
る

い
キ
ッ
チ
ン
）
で
あ
る
こ
と
が
求
め
ら
れ

た
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
Ｓ
Ｎ
Ｓ
に
よ
っ
て

思
わ
ぬ
人
と
の
間
に
関
係
が
生
ま
れ
る
現

状
は
好
ま
し
い
こ
と
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　

あ
ら
た
め
て
Ｓ
Ｎ
Ｓ
と
は
何
か
。social 

netw
orking service

の
略
語
で
、w

eb

上
で
の
社
会
的
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
こ
と
で

す
が
、
問
題
は
そ
こ
に
形
成
さ
れ
た
「
社

会
」
が
ど
の
よ
う
な
も
の
か
で
す
ね
。
匿

名
の
ま
ま
人
が
つ
な
が
る
こ
と
の
弊
害
も

い
ろ
い
ろ
と
指
摘
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

さ
て
、
今
回
の
タ
イ
ト
ル
は
「
美
術
館

の
壁
の
向
こ
う
側
に
つ
い
て
」
と
し
ま
し

た
。
美
術
館
に
属
し
て
い
る
と
考
え
る
人

に
と
っ
て
、「
壁
の
向
こ
う
側
」
は
外
側

で
す
。
逆
に
考
え
る
人
に
と
っ
て
は
内
側

と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
で
は
、
ボ
ラ

ン
テ
ィ
ア
は
ど
ち
ら
側
に
属
し
て
い
る
の

か
、
と
問
う
ま
で
も
な
く
、
そ
の
両
側
を

行
き
来
し
て
い
る
人
た
ち
で
す
。

　

先
日
の
交
流
会
で
は
、
ひ
と
り
の
ボ
ラ

ン
テ
ィ
ア
か
ら「
美
術
館
の
一
員
と
し
て
」

と
い
う
言
葉
が
発
せ
ら
れ
、
そ
れ
が
と
て

も
自
然
に
聞
こ
え
、
当
館
で
の
ボ
ラ
ン
テ

ィ
ア
活
動
の
蓄
積
を
教
え
ら
れ
ま
し
た
。

　

私
が
兵
庫
県
立
近
代
美
術
館
の
学
芸
員

に
な
っ
た
こ
ろ
に
は
、「
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
」

な
ど
と
い
う
言
葉
は
ほ
と
ん
ど
使
わ
れ
て

い
ま
せ
ん
で
し
た
。や
が
て
生
涯
教
育（
の

ち
に
生
涯
学
習
）
の
波
に
乗
っ
て
ボ
ラ
ン

テ
ィ
ア
が
登
場
し
た
時
（
一
九
八
七
年
十

二
月
に
養
成
講
座
開
始
）、
同
館
に
は
こ

の
方
々
を
受
け
入
れ
る
部
屋
が
な
か
っ
た

こ
と
を
昨
日
の
こ
と
の
よ
う
に
思
い
出
し

ま
す
。

　

こ
れ
よ
り
も
は
る
か
に
早
く
、
当
館
は

一
九
八
五
年
八
月
に
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
を
募

集
し
、
翌
年
四
月
の
開
館
と
同
時
に
活
動

を
開
始
し
ま
し
た
。
こ
う
し
た
リ
ア
ル
な

人
々
と
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
さ
ら
に
確
か

な
も
の
に
し
つ
つ
、「
壁
の
向
こ
う
側
」

に
新
た
に
登
場
し
た
無
数
の
見
え
な
い

人
々
と
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
が
、
美
術
館
の

未
来
に
と
っ
て
大
切
な
も
の
と
な
り
そ
う

で
す
。

02



T O P I C S

土
森
智
典

公
益
財
団
法
人
上
原
美
術
館
　
主
任
学
芸
員

美
を
旅
す
る

―
静
岡
県
立
美
術
館
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
と
と
も
に
―

精
》
の
ト
ル
ソ
（
Ｓ
）
が
佇
み
ま
す
。
奥

の
部
屋
で
は
須
田
国
太
郎
と
レ
ン
ブ
ラ
ン

ト
、
古
筆
亀
山
切
と
ル
ド
ン
、
平
安
仏
と

近
代
絵
画
が
並
び
、
時
代
を
超
え
て
内
な

る
旅
へ
と
い
ざ
な
い
ま
す
。

　

上
原
美
術
館
は
個
人
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
が

も
と
と
な
っ
て
い
る
た
め
、
ジ
ャ
ン
ル
を

超
え
た
美
へ
の
ま
な
ざ
し
が
特
徴
に
な
っ

て
い
ま
す
。
静
岡
県
立
美
術
館
の
名
画
が

上
原
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
と
出
あ
う
こ
と
で
生

ま
れ
る
新
し
い
美
の
世
界
を
お
楽
し
み
い

た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
す
。

　

会
期
中
に
は
伊
豆
・
下
田
で
両
館
に
よ

る
共
同
イ
ベ
ン
ト
を
多
数
開
催
予
定
で

す
。
新
緑
が
ま
ぶ
し
い
下
田
へ
の
旅
、
そ

し
て
ジ
ャ
ン
ル
を
超
え
た
美
し
い
世
界
へ

の
旅
に
ど
う
ぞ
お
出
か
け
く
だ
さ
い
。

　

上
原
美
術
館
は
下
田
の
市
街
よ
り
北
西

へ
九
キ
ロ
ほ
ど
離
れ
た
里
山
に
あ
り
ま

す
。
二
つ
の
建
物
が
並
ぶ
こ
の
美
術
館
は

昨
年
十
一
月
三
日
に
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
・
オ

ー
プ
ン
を
迎
え
ま
し
た
。

　

上
原
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
に
は
、
近
代
絵
画

と
仏
教
美
術
の
二
つ
の
柱
が
あ
り
ま
す
。

近
代
絵
画
は
、
大
正
製
薬
名
誉
会
長
を
つ

と
め
る
上
原
昭
二
（
一
九
二
七
年
～
）
が

蒐
集
し
た
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
が
も
と
に
な
っ

て
い
ま
す
。
そ
れ
ら
は
家
に
飾
る
も
の
で

あ
っ
た
た
め
、
落
ち
着
い
た
穏
や
か
な
小

品
が
多
い
の
が
特
徴
で
す
。
仏
教
美
術
は

そ
の
両
親
の
寄
贈
に
よ
る
コ
レ
ク
シ
ョ
ン

に
は
じ
ま
り
、
平
安
時
代
の
仏
像
、
写
経

な
ど
を
所
蔵
し
て
い
ま
す
。

　

も
と
も
と
上
原
近
代
美
術
館
（
二
〇
〇

〇
年
～
）
と
上
原
仏
教
美
術
館
（
一
九
八

三
年
～
）
の
二
つ
が
あ
り
ま
し
た
が
、
昨

年
の
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
を
機
に
一
つ
に
な

り
、「
上
原
美
術
館
（
近
代
館
・
仏
教
館
）」

と
し
て
生
ま
れ
変
わ
り
ま
し
た
。

　

リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
の
大
き
な
目
的
は
、
仏

教
館
を
国
宝
や
重
要
文
化
財
が
展
示
・
保

存
で
き
る
施
設
に
す
る
こ
と
で
し
た
。
お

よ
そ
二
年
の
工
事
期
間
中
に
大
部
分
を
建

て
直
し
、
内
装
は
全
て
改
修
し
ま
し
た
。

特
に
照
明
は
最
新
の
Ｌ
Ｅ
Ｄ
照
明
を
用
い

な
が
ら
仏
像
が
自
然
に
見
え
る
よ
う
工
夫

を
凝
ら
し
て
い
ま
す
。
照
明
・
建
築
デ
ザ

イ
ナ
ー
た
ち
と
作
り
上
げ
た
空
間
は
、
お

そ
ら
く
他
館
で
は
見
る
こ
と
が
な
い
も
の

で
す
。

　

そ
し
て
こ
の
度
、
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
記
念

展
の
第
二
弾
と
し
て
、『
美
を
旅
す
る
―

静
岡
県
立
美
術
館
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
と
と

も
に
―
』（
二
〇
一
八
年
四
月
一
四
日
～

五
月
二
〇
日
会
期
中
無
休
）
を
開
催
す

る
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。
こ
の
展
覧
会
は

両
館
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
を
仏
教
館
と
近
代

館
で
展
示
し
、
そ
の
美
し
い
世
界
を
旅
す

る
よ
う
に
巡
る
と
い
う
も
の
で
す
。

　

新
し
い
仏
教
館
に
は
、《
富
士
三
保
松

原
図
屏
風
》（
静
岡
県
立
美
術
館
、以
下
Ｓ
）

や
《
大
日
如
来
坐
像
》（
上
原
美
術
館
、

以
下
Ｕ
）
の
ほ
か
、
モ
ネ
が
富
士
山
に
見

立
て
て
描
い
た
《
雪
中
の
家
と
コ
ル
サ
ー

ス
山
》（
Ｕ
）
な
ど
、
伊
豆
や
富
士
に
ま

つ
わ
る
作
品
が
並
び
ま
す
。
そ
の
正
面
に

は
モ
ー
リ
ス
・
ル
イ
ス
の
大
き
な
抽
象
画

《
べ
ス
・
ア
イ
ン
》（
Ｓ
）
が
時
空
を
超
え

た
空
間
を
演
出
し
ま
す
。

　

さ
ら
に
近
代
館
で
は
ゴ
ー
ギ
ャ
ン
《
家

畜
番
の
少
女
》（
Ｓ
）
や
モ
ネ
《
ル
ー
ア

ン
の
セ
ー
ヌ
川
》（
Ｓ
）、《
藁
ぶ
き
屋
根

の
家
》（
Ｕ
）、

ル
ノ
ワ
ー
ル

《
ア
ル
ジ
ャ

ン
ト
ゥ
イ
ユ

の
橋
》（
Ｕ
）

な
ど
の
風
景

画
が
広
が

り
、
部
屋
の

中
央
に
は
ロ

ダ
ン
《
永
遠

の
休
息
の

クロード・モネ《藁ぶき屋根の家》1879年　上原美術館蔵

ポール・ゴーギャン《家畜番の少女》1889年　静岡県立美術館蔵
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ち
ょ
こ
っ
と
体
験
「
シ
ル
ク
ス
ク
リ
ー

ン
」
は
、
ス
タ
ッ
フ
が
製
版
を
し
た
当
館

の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
作
品
の
中
か
ら
好
き
な

図
柄
を
選
び
、
ガ
ー
ゼ
ハ
ン
カ
チ
に
刷
っ

て
も
ら
う
平
成
二
十
三
年
か
ら
毎
年
恒
例

と
な
っ
て
い
る
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
で
す
。

昨
年
度
も
「
ア
ー
ト
の
な
ぞ
な
ぞ
―
高
橋

コ
レ
ク
シ
ョ
ン
展
」
の
期
間
に
エ
ン
ト
ラ

ン
ス
で
五
日
間
開
催
し
、
四
二
六
名
の
方

に
参
加
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

ち
ょ
こ
っ
と
体
験
は
参
加
無
料
・
予
約

不
要
・
短
時
間
で
、
小
さ
い
子
か
ら
お
年

寄
り
ま
で
誰
で
も
で
き
る
気
軽
に
参
加
で

き
る
内
容
を
心
が
け
て
企
画
し
て
い
る
の

で
、
幼
児
も
た
く
さ
ん
参
加
を
し
て
く
れ

ま
す
。
有
名
な
ロ
ダ
ン
の
《
考
え
る
人
》

や
動
物
モ
チ
ー
フ
で
子
ど
も
受
け
し
そ
う

な
《
樹
花
鳥
獣
図
屏
風
》
の
白
象
・
鳳
凰

な
ど
が
あ
る
中
、
意
外
と
子
ど
も
人
気
が

高
い
の
が
《
地
獄
の
門
》
の
図
柄
で
す
。

大
人
の
感
覚
で
は
子
ど
も
向
き
で
な
い
よ

う
に
思
え
る
《
地
獄
の
門
》
図
柄
を
小
さ

い
子
に
選
ん
で
も
ら
う
と
、「
給
食
前
の

手
洗
い
な
ど
で
《
地
獄
の
門
》
ハ
ン
カ
チ

を
取
り
出
し
、
手
を
拭
く
よ
う
な
素
敵
な

子
ど
も
が
ま
た
一
人
増
え
た
な
」
と
、
ち

ょ
っ
と
楽
し
い
気
持
ち
に
な
り
ま
す
。

　

き
っ
と
、
小
さ
な
子
本
人
は
《
地
獄
の

門
》
が
何
な
の
か
わ
か
っ
て
な
い
こ
と
が

多
い
と
思
い
ま
す
。
も
し
か
し
た
ら
「
地

獄
」さ
え
も
知
ら
な
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

な
ぜ
か
そ
の
時
の
気
分
で
選
ん
で
し
ま
っ

た
《
地
獄
の
門
》
の
図
柄
で
す
が
、
自
分

の
手
で
刷
っ
た
一
点
物
の
ハ
ン
カ
チ
は
特

別
な
も
の
と
な
っ
た
は
ず
で
す
。
最
初
は

「
数
種
類
の
図
柄
の
中
の
一
つ
」
だ
っ
た

《
地
獄
の
門
》
が
、
今
回
の
ワ
ー
ク
シ
ョ

ッ
プ
体
験
を
き
っ
か
け
に
、
後
に
「
幼
い

頃
に
使
っ
て
い
た
ハ
ン
カ
チ
に
つ
い
て
い

た
図
柄
」
と
い
う
自
分
と
距
離
の
近
い
作

品
に
変
化
を
す
る
わ
け
で
す
。
参
加
を
し

た
こ
と
で
感
じ
た
楽
し
い
気
持
ち
や
そ
の

ハ
ン
カ
チ
と
過
ご
し
た
時
間
が
、
大
人
に

な
っ
て
か
ら
の
作
品
に
対
す
る
疑
問
を
も

つ
原
動
力
に
な
る
の
だ
と
思
い
ま
す
。

　

自
分
と
関
わ
り
の
な
い
も
の
に
は
、
興

味
を
も
て
な
く
て
当
然
で
す
。
出
張
授
業

な
ど
で
県
立
美
術
館
の
紹
介
を
す
る
と
き

に
は
、「
県
立
美
術
館
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン

は
県
民
み
ん
な
の
も
の
な
の
で
、
わ
た
し

の
物
で
も
あ
る
し
、
あ
な
た
の
物
で
も
あ

る
わ
け
で
す
。」
と
説
明
を
し
ま
す
。
当

然
と
言
え
ば
当
然
の
こ
と
な
の
で
す
が
、

学
校
の
先
生
や
生
徒
か
ら
は
「
そ
ん
な
風

に
考
え
た
こ
と
は
な
か
っ
た
」
と
い
う
反

応
も
よ
く
あ
り
ま
す
。
静
岡
県
立
美
術
館

の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
を
自
分
と
関
わ
り
の
あ

る
身
近
な
も
の
だ
と
感
じ
て
も
ら
う
こ
と

は
、
と
て
も
大
切
な
こ
と
で
す
。

　

県
立
美
術
館
が
開
館
し
て
三
十
二
年
経

ち
ま
す
が
、
開
館
初
年
度
か
ら
当
館
実
技

室
で
は
様
々
な
方
法
で
教
育
普
及
活
動
を

行
っ
て
き
ま
し
た
。
初
年
度
は
六
百
七
十

一
名
だ
っ
た
利
用
者
も
、
現
在
で
は
プ
ロ

グ
ラ
ム
の
種
類
や
数
も
増
え
て
年
間
二
万

人
以
上
と
な
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
か
ら
も

静
岡
県
立
美
術
館
実
技
室
で
は
、
参
加
者

が
作
品
を
身
近
に
感
じ
て
、
美
術
作
品
鑑

賞
自
体
が
楽
し
く
な
る
よ
う
に
、
魅
力
的

な
教
育
普
及
活
動
を
行
っ
て
い
き
た
い
と

思
い
ま
す
。

ちょこっと体験「シルクスクリーン」

《地獄の門》ハンカチ

作
品
と
の
距
離
を
近
づ
け
る
教
育
普
及
活
動

当
館
前
主
査
　
石
津
宏
直
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図 1 　河合新蔵《富士山》

図 2 　小林清親《従箱根山中冨嶽眺望》

図 4 　宮島達男《Life（complex system）– no.1》

図 3 　小栗哲郎《夕陽》

図 5 　石川直樹《Mt. Fuji #38》

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
と
し
、
コ
レ
ク
シ
ョ
ン

を
形
成
し
て
き
ま
し
た
。
平
成
二
十
九
年

度
は
、
ご
寄
贈
い
た
だ
い
た
七
点
と
、
購

入
し
た
二
点
の
、
計
九
点
を
収
蔵
す
る
こ

と
が
で
き
ま
し
た
。
こ
こ
で
は
、
新
た
に

コ
レ
ク
シ
ョ
ン
に
加
わ
っ
た
作
品
に
つ
い

て
ご
紹
介
し
ま
す
。

　

日
本
洋
画
の
新
収
蔵
品
は
、
河
合
新
蔵

《
富
士
山
》、
小
林
清
親
《
従
箱
根
山
中
冨

嶽
眺
望
》
の
二
点
を
購
入
、小
栗
哲
郎
《
夕

陽
》
の
一
点
を
寄
贈
い
た
だ
き
ま
し
た
。

す
べ
て
静
岡
の
風
景
を
モ
テ
ィ
ー
フ
と
し

た
作
品
で
、
当
館
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
に
相
応

し
い
作
品
ば
か
り
で
す
。

　

河
合
新
蔵
《
富
士
山
》（
図
1
）
は
、冬
枯

れ
の
大
地
に
聳そ
び

え
る
富
士
の
雄
姿
を
現
地

で
軽
や
か
な
筆
致
で
描
い
た
も
の
で
す
。

前
景
に
樹
木
を
配
し
、
画
面
中
央
に
は
川

面
に
樹
木
の
影
を
映
し
た
一
筋
の
川
が
流

れ
て
い
ま
す
。
画
家
が
感
興
の
趣
く
ま
ま

に
絵
筆
を
走
ら
せ
て
は
い
ま
す
が
、
画
面

は
し
っ
か
り
と
仕
上
げ
ら
れ
て
お
り
、
風

景
画
と
し
て
の
画
格
の
あ
る
作
品
で
す
。

　

小
林
清
親
《
従
箱
根
山
中
冨
嶽
眺
望
》

（
図
2
）
は
、
駕
籠
と
歩
行
の
二
人
の
人

物
を
前
景
に
、
雪
化
粧
し
た
富
士
を
遠
望

し
た
作
品
で
す
。
表
題
の
下
に
「
一
月
上

旬
午
後
三
時
写
」
と
あ
る
と
お
り
、
写
生

の
時
期
と
時
間
が
記
さ
れ
て
お
り
、
太
陽

の
光
の
調
子
が
刻
々
と
変
化
す
る
こ
と
を

意
識
し
、
瞬
間
の
光
景
を
描
写
し
よ
う
と

し
た
意
欲
作
で
も
あ
り
ま
す
。

　

小
栗
哲
郎
《
夕
陽
》（
図
3
）
は
、
秋

の
夕
暮
を
画
題
と
し
た
作
品
で
、
当
時
小

さ
ら
に
明
快
に
示
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

次
に
ご
紹
介
す
る
の
は
石
川
直
樹
の

《M
t. Fuji #38

》（
図
5
）で
す
。
石
川
は
、

同
名
の
シ
リ
ー
ズ
に
お
い
て
、
信
仰
や
芸

術
の
対
象
と
し
て
の
富
士
山
を
、
自
ら
が

「
登
る
山
」
と
し
て
捉
え
直
し
て
い
ま
す
。

当
シ
リ
ー
ズ
の
中
の
五
点
に
つ
い
て
ご
寄

贈
が
あ
り
、
本
作
は
そ
の
一
つ
と
な
り
ま

す
。本
作
は
、上
空
か
ら
富
士
山
を
撮
影
し

た
も
の
で
、
周
囲
に
拡
が
る
雲
を
突
き
抜

け
る
、
富
士
山
の
雄
大
な
山
容
が
捉
え
ら

れ
て
い
ま
す
。 （
主
任
学
芸
員　

植
松
篤
）

平
成
二
十
九
年
度
ご
寄
贈
者
様（

五
十
音
順
）

　

太
田
正
樹
様

　

辻
韶
彦
様

　

貴
重
な
作
品
を
ご
寄
贈
く
だ
さ
い
ま
し

た
お
二
方
に
は
、
心
よ
り
御
礼
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

で
き
ま
す
。

新
収
蔵
品
展

　

七
月
十
四
日
（
土
）
～
九
月
二
日
（
日
）

関
連
イ
ベ
ン
ト

　

学
芸
員
に
よ
る
フ
ロ
ア
レ
ク
チ
ャ
ー

　

七
月
二
十
九
日
（
日
）
午
後
二
時
～

　

申
込
不
要

栗
が
下
宿
し
て
い
た
菊
川
付
近
の
風
景
を

描
い
た
も
の
と
思
わ
れ
ま
す
。
田
ん
ぼ
の

畦
道
の
光
と
影
を
描
き
分
け
る
な
ど
、
実

景
を
よ
く
観
察
し
て
い
ま
す
。
裏
面
の
ラ

ベ
ル
か
ら
昭
和
九
年
に
開
催
さ
れ
た
第
十

二
回
春
陽
会
展
出
品
作
で
あ
る
こ
と
が
分

か
り
ま
す
。

（
上
席
学
芸
員　

泰
井
良
）

　

現
代
の
作
品
で
は
、
ミ
ク
ス
ト
・
メ
デ

ィ
ア
一
点
と
、
写
真
五
点
の
計
六
点
を
ご

寄
贈
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

最
初
に
取
り
上
げ
る
の
は
、
宮
島
達
男

に
よ
る
《Life

（com
plex system

）– 
no.1

》（
図
4
）
で
す
。
宮
島
作
品
の
背

景
に
は
、
一
貫
し
て
三
つ
の
コ
ン
セ
プ
ト

が
あ
り
ま
す
。
す
な
わ
ち
、「
そ
れ
は
変

わ
り
続
け
る
」「
そ
れ
は
あ
ら
ゆ
る
も
の

と
関
係
を
結
ぶ
」「
そ
れ
は
永
遠
に
続
く
」

で
す
。
本
作
で
は
Ｌ
Ｅ
Ｄ
で
表
示
さ
れ
る

数
字
同
士
が
、
イ
ン
タ
ラ
ク
テ
ィ
ブ
に
反

応
し
、二
つ
目
に
挙
げ
た
コ
ン
セ
プ
ト
が
、

平
成
二
十
九
年
度 

新
収
蔵
品
・
寄
贈
作
品
の
紹
介
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ア
メ
リ
カ
の
フ
ィ
ラ
デ
ル
フ
ィ
ア
に
暮
ら
し

た
ジ
ョ
ン
・
Ｇ
・
ジ
ョ
ン
ソ
ン
（John Graver 

Johnson : 

一
八
四
一

−

一
九
一
七
）
は
、
法

律
家
と
し
て
広
く
知
ら
れ
る
一
方
、
ル
ネ
サ
ン

ス
期
の
イ
タ
リ
ア
か
ら
十
九
世
紀
フ
ラ
ン
ス
に

い
た
る
ま
で
、
幅
広
い
時
代
の
美
術
品
を
収
集

し
た
コ
レ
ク
タ
ー
で
も
あ
っ
た
。
そ
の
コ
レ
ク

シ
ョ
ン
は
一
五
〇
〇
点
近
く
に
も
の
ぼ
っ
た

が
、
ジ
ョ
ン
ソ
ン
は
こ
れ
を
フ
ィ
ラ
デ
ル
フ
ィ

ア
市
に
遺
贈
し
、
現
在
の
フ
ィ
ラ
デ
ル
フ
ィ
ア

美
術
館
の
収
蔵
品
の
基
盤
と
な
っ
た
。
同
館
で

二
〇
一
七
年
十
一
月
か
ら
翌
年
二
月
ま
で
開
催

さ
れ
た
展
覧
会
、「
古
き
巨
匠
の
今
―
ジ
ョ
ン

ソ
ン
・
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
を
讃
え
る
（O

ld M
as-

ters N
ow

 : Celebrating the Johnson Col-
lection

）」
は
、
こ
の
稀
代
の
コ
レ
ク
タ
ー
の

没
後
百
年
を
記
念
し
、
ジ
ョ
ン
ソ
ン
・
コ
レ
ク

シ
ョ
ン
に
新
た
な
光
を
当
て
る
試
み
で
あ
っ
た

が
、
そ
こ
に
は
一
点
の
見
慣
れ
な
い
絵
画
が
修

復
の
上
展
示
さ
れ
た
。
フ
ラ
ン
ス
の
画
家
ラ
フ

ァ
エ
ル
・
コ
ラ
ン
（
一
八
五
〇

−

一
九
一
六
）

の
作
品
、《
朝
》（
図
１
）
が
そ
れ
で
あ
る
。

　

コ
ラ
ン
の
《
朝
》
は
、
フ
ィ
ラ
デ
ル
フ
ィ
ア

美
術
館
で
も
長
く
注
目
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
よ

う
だ
。
近
年
は
同
館
の
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
の

デ
ー
タ
ベ
ー
ス
で
も
所
蔵
が
確
認
で
き
る
が
、

筆
者
が
一
九
九
九
年
に
日
本
で
開
催
の
コ
ラ
ン

回
顧
展
準
備
の
た
め
問
い
合
わ
せ
を
行
っ
た
折

に
は
、
所
蔵
の
回
答
を
得
る
こ
と
は
で
き
な
か

っ
た
。
同
館
で
ジ
ョ
ン
ソ
ン
・
コ
レ
ク
シ
ョ
ン

の
研
究
を
進
め
る
中
で
、
そ
こ
に
含
ま
れ
る
コ

ラ
ン
作
品
に
も
改
め
て
目
が
向
け
ら
れ
た
の
だ

ろ
う
。
そ
し
て
筆
者
は
、
作
品
修
復
作
業
開
始

直
前
の
二
〇
一
七
年
三
月
、
こ
の
作
品
を
実
見

し
調
査
す
る
機
会
を
得
た
。
し
た
が
っ
て
本
稿

で
は
、
こ
の
調
査
報
告
も
兼
ね
、「
再
発
見
」

し
た
と
も
言
え
る
コ
ラ
ン
の
《
朝
》
を
紹
介
し
、

今
後
の
考
察
の
土
台
を
示
し
た
い
。

こ
の
手
稿
に
よ
り
、《
朝
》
は
ジ
ョ
ン
ソ
ン
の

た
め
に
制
作
さ
れ
、
コ
レ
ク
タ
ー
が
直
に
買
い

上
げ
た
こ
と
が
判
る
。文
中
に
記
載
の
あ
る「
ハ

リ
ソ
ン
」
と
は
、
主
に
フ
ラ
ン
ス
で
活
躍
し
た

ア
メ
リ
カ
人
画
家
、
ト
マ
ス
・
ア
レ
キ
サ
ン
ダ

ー
・
ハ
リ
ソ
ン
（
一
八
五
三

−

一
九
三
〇
）
で

あ
る
。
ジ
ョ
ン
ソ
ン
と
同
じ
く
フ
ィ
ラ
デ
ル
フ

ィ
ア
出
身
の
ハ
リ
ソ
ン
は
、
一
時
パ
リ
で
ジ
ョ

ン
ソ
ン
の
作
品
収
集
の
手
伝
い
を
し
て
い
た
。

ジ
ョ
ン
ソ
ン
は
一
八
九
二
年
、
自
身
の
コ
レ
ク

シ
ョ
ン
目
録
を
製
作
し
て
い
る
が
、
そ
こ
に
は

目
録
番
号
四
十
番
の
《
春
》（
英
語
原
題
：

Spring-T
im

e

）
と
し
て
こ
の
作
品
は
記
載
さ

れ
て
い
る2

。
そ
し
て
一
九
一
七
年
の
遺
贈
の
際

に
フ
ィ
ラ
デ
ル
フ
ィ
ア
市
に
譲
渡
さ
れ
、
今
日

フ
ィ
ラ
デ
ル
フ
ィ
ア
美
術
館
所
蔵
品
の
一
角
を

な
す
こ
と
と
な
っ
た
。

　

ジ
ョ
ン
ソ
ン
個
人
の
た
め
に
制
作
さ
れ
た

　
1�

．
基
本
情
報
、
来
歴
、
出

品
歴

　

ラ
フ
ァ
エ
ル
・
コ
ラ
ン
に
よ

る
油
彩
画
、《
朝
》（
仏
語
原
題
：

le M
atin

）
の
サ
イ
ズ
は
一
五

〇
・
五
×
一
一
四
・
〇
㎝
。
支
持

体
は
画
布
で
あ
り
、
大
半
の
コ

ラ
ン
作
品
に
み
ら
れ
る
画
材
商

「
ア
ル
デ
ィ
・
ア
ラ
ン
（H

ardy 
A

lan

）」
の
マ
ー
ク
が
画
布
裏

に
印
字
さ
れ
て
い
る
。
署
名
と

年
紀
は
画
面
右
下
に
「R. CO

LLIN
 -1884-

」

と
あ
り
、
一
八
八
四
年
の
作
で
あ
る
こ
と
が
判

る
。
付
属
の
額
は
オ
リ
ジ
ナ
ル
と
み
ら
れ
、
額

上
部
中
央
に
は
「
３
３
４
」
の
番
号
が
記
さ
れ

た
貼
紙
が
あ
る
。
こ
の
貼
紙
は
、後
述
す
る
が
、

一
八
八
九
年
の
パ
リ
万
国
博
覧
会
の
出
品
番
号

票
と
思
わ
れ
る
。
他
に
も
額
下
部
左
隅
に
「
２

９
５
６
」
の
番
号
を
記
し
た
楕
円
形
の
小
さ
な

プ
レ
ー
ト
が
付
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
ち
ら
は
フ

ィ
ラ
デ
ル
フ
ィ
ア
美
術
館
で
の
所
蔵
品
番
号
で

あ
る
。

　

こ
の
作
品
に
関
し
、
フ
ィ
ラ
デ
ル
フ
ィ
ア
美

術
館
に
次
の
よ
う
な
コ
ラ
ン
の
手
稿
が
残
さ
れ

て
い
る
。（
原
文
仏
語
、
筆
者
訳
）

「
パ
リ
に
て　

一
八
八
四
年
十
月
一
日

　

私
が
ジ
ョ
ン
ソ
ン
氏
の
た
め
に
制
作
し
た
絵
画
作

品
、
窓
辺
の
若
い
女
性
へ
の
支
払
い
と
し
て
、
ド
レ

ク
セ
ル
・
ア
ー
ジ
ェ
ス
銀
行
の
小
切
手
四
五
〇
〇
フ

ラ
ン
を
、
ジ
ョ
ン
・
ジ
ョ
ン
ソ
ン
氏
か
ら
の
も
の
と

し
て
Ａ
・
ハ
リ
ソ
ン
氏
よ
り
頂
戴
し
ま
し
た
。

一
八
八
四
年
十
月
一
日

Ｒ
・
コ
ラ
ン

ヴ
ォ
ジ
ラ
ー
ル
通
り
一
五
二
番
地

ロ
ン
ザ
ン
小
路
六
番
地　

パ
リ
」1

作品紹介：
フィラデルフィア美術館所蔵
ラファエル・コラン作《朝》

学芸課長　三谷理華

図 1 　ラファエル・コラン作《朝》
（フィラデルフィア美術館修復室にて2017年 3 月筆者撮影）

図 3 　1889年 5 月14日付『シャリヴァリ（le Charivari）』
紙３頁掲載のドラメール作のカリカチュア

図 2 　1889年 8 月24日付『ル・モンド・イリ
ュストレ（le Monde Illustré）』紙124頁
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《
朝
》
で
は
あ
る
が
、
コ
ラ
ン
存
命
中
に
公
の
場

で
も
展
覧
の
機
会
を
得
た
。
一
八
八
九
年
サ
ロ

ン
に
は
出
品
番
号
六
一
一3

で
、
同
年
の
パ
リ
万

国
博
覧
会
に
は
出
品
番
号
三
三
四4

で
展
示
さ
れ

て
い
る
。
い
ず
れ
も
制
作
か
ら
五
年
後
の
こ
と

で
は
あ
る
が
、
万
博
の
目
録
に
は
「
ジ
ョ
ン
ス

ト
ン
［
マ
マ
］
氏
所
蔵
（A

ppartient à M
. 

Johnston

［sic.

］）」
と
併
記
さ
れ
て
お
り
、
一

八
八
九
年
八
月
二
十
四
日
発
行
の
『
ル
・
モ
ン

ド
・
イ
リ
ュ
ス
ト
レ
』
紙
に
も
万
博
に
出
品
さ

れ
た
コ
ラ
ン
作
品
の
図
版
（
図
2
）
と
し
て
本

作
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
サ
ロ
ン
の
際
に

も
、
一
八
八
九
年
五
月
十
四
日
発
行
の
『
シ
ャ

リ
ヴ
ァ
リ
』
紙
に
カ
リ
カ
チ
ュ
ア
（
図
3
）
が

掲
載
さ
れ
て
い
る
。
よ
っ
て
一
八
八
九
年
の
サ

ロ
ン
と
万
博
に
出
品
さ
れ
た
の
は
、
確
か
に
本

作
と
確
認
で
き
る
。
フ
ィ
ラ
デ
ル
フ
ィ
ア
美
術

館
の
記
録
に
よ
れ
ば
、《
朝
》
は
一
八
八
五
年

四
月
か
ら
五
月
に
か
け
て
フ
ィ
ラ
デ
ル
フ
ィ

ア
・
ユ
ニ
オ
ン
・
リ
ー
グ
の
展
覧
会
に
も
出
品

さ
れ
て
い
た
可
能
性
が
あ
る5

。で
あ
る
な
ら
ば
、

本
作
は
大
西
洋
を
再
び
渡
っ
て
一
八
八
九
年
の

パ
リ
万
博
や
サ
ロ
ン
に
展
示
さ
れ
た
こ
と
に
な

ろ
う
か
。
コ
ラ
ン
の
自
信
作
の
一
つ
だ
っ
た
の

だ
ろ
う
。

2�

．
画
中
に
描
か
れ
た
場
所
と
展
覧
会
時
の
反

響
に
つ
い
て

　

コ
ラ
ン
は
パ
リ
郊
外
の
フ
ォ
ン
ト
ネ
ー=

オ=

ロ
ー
ズ
に
ア
ト
リ
エ
を
も
っ
て
い
た
。

コ
ラ
ン
に
師
事
し
た
黒
田
清
輝
（
一
八
六
六

−

一
九
二
四
）
は
、
こ
の
建
物
の
窓
を
め
ぐ
っ
て

次
の
よ
う
に
回
想
し
て
い
る
。

「
そ
の
窓
の
な
か
に
軽
い
夏
の
服
装
を
し
た
美
人
が

ン
ト
ネ
ー
の
ア
ト
リ
エ
を
舞
台
に
描
い
た
作
品

で
は
あ
っ
た
が
、
公
の
場
で
の
展
示
の
際
に
も

好
評
を
博
す
な
ど
、
画
家
の
代
表
作
の
一
つ
に

数
え
ら
れ
る
と
思
わ
れ
る
。
展
覧
時
の
反
響
の

さ
ら
な
る
検
証
や
描
か
れ
た
モ
チ
ー
フ
の
よ
り

詳
細
な
分
析
な
ど
を
通
じ
、
一
層
の
考
察
に
値

す
る
と
考
え
ら
れ
よ
う
。

1　

Philadelphia M
useum

 of A
rt, A

rchives.

2 　

Catalogue of a Collection of Paintings belonging to 
John G

. Johnson, Philadelphia, N
ovem

ber, 1892, p.15. 

　

 

こ
の
目
録
は
図
版
を
伴
っ
て
は
い
な
い
が
、
文
字
で
描
写
さ
れ

た
画
面
内
容
や
サ
イ
ズ
か
ら
、《
春
》
と
《
朝
》
は
同
一
の
作

品
で
あ
る
と
判
る
。

3 　

Salon de 1889 Catalogue illustré, Paris, Ludovic 
Baschet, 1889, p.11.

4 　

E
xposition U

niverselle Internationale de 1889 à 
P

aris, C
atalogue G

énéral O
fficiel, T

om
e P

rem
ier, 

G
roupe I, Œ

uvres dʼA
rt, C

lasses 1 à 5, Lille, 
Im

prim
erie L. D

aniel, 1889, p.14.
5 　

Philadelphia M
useum

 of A
rt, A

rchives.
6 　

黒
田
清
輝
「
コ
ラ
ン
先
生
の
追
憶
談
」『
美
術
新
報
』
第
十
六

巻
第
二
号
、
一
九
一
六
年
十
二
月
、
二
十
二
頁
。

7 　

Étienne Junca, 

《La Peinture au Salon de 1889

》, La 
Civilisation, 25 m

ai 1889, p.2.

8 　

Félix Jahyer, 

《Salon de 1889 V
I Peinture Salle 10

》, 
LʼE

ntrʼacte, 8 m
ai 1889, p.2.

9 　

O
livier M

erson, 

《Beaux-A
rts : le M

atin

》, le M
onde 

Illustré, 24 août 1889, p.122.

　

キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
や
ペ
ッ
ト
と
し
て
、
現
代
で

も
な
じ
み
深
い
兎
。
本
書
で
は
、
江
戸
時
代
の

花
鳥
画
や
動
物
画
の
研
究
で
知
ら
れ
る
著
者

が
、
日
本
文
化
に
お
け
る
兎
の
造
形
化
を
三
章

に
わ
た
り
論
じ
ま
す
。
第
Ⅰ
章
で
は
古
代
中
国

に
端
を
発
す
る
「
月
の
兎
」
図
像
の
歴
史
を
詳

述
し
た
上
で
、
そ
の
知
見
に
よ
り
江
戸
時
代
の

葛か
つ

蛇じ
ゃ

玉ぎ
ょ
く

《
雪
夜
松
兎
梅
鴉
図
屏
風
》
に
新
た
な

解
釈
を
与
え
ま
す
。
鮮
や
か
で
緻
密
な
論
理
の

展
開
に
、
読
者
の
多
く
が
高
揚
感
を
覚
え
る
こ

と
で
し
ょ
う
。
続
く
第
Ⅱ
章
で
丹
念
な
実
地
調

査
に
基
づ
き
、
和
菓
子
に
表
さ
れ
た
「
伏
せ
た

丸
い
兎
」
の
か
た
ち
の
由
来
を
説
き
、
第
Ⅲ
章

で
は
現
代
の
う
さ
ぎ
グ
ッ
ズ
に
散
見
さ
れ
る

「
花
う
さ
ぎ
」
文
様
が
、
実
は
十
九
世
紀
末
以

降
に
新
た
に
創
造
さ
れ
た
「
擬
古
典
」
で
あ
る

こ
と
を
明
ら
か
に
し
ま
す
。
多
分
野
を
横
断
す

る
こ
と
で
、「
か
わ
い
い
」
だ
け
で
は
な
い
兎

の
造
形
化
の
豊
饒
な
る
歴
史
を
紐
解
く
、
知
的

興
奮
に
満
ち
た
一
冊
で
す
。
ち
な
み
に
当
館
の

人
気
作
、
円
山
応
挙
《
木
賊
兎
図
》
も
取
り
上

げ
ら
れ
て
い
ま
す
。

（
主
任
学
芸
員　

浦
澤
倫
太
郎
）

本の窓

今
橋
理
子
著

『
兎う
さ
ぎ

と
か
た
ち
の
日
本
文
化
』

東
京
大
学
出
版
会
　
二
〇
一
三
年

図 5 　フォントネー =オ=ローズ市マリニエール通り
3bis番地の家（筆者撮影。なお、私有地のため許可無く
見学や撮影はできない。）

図 4 　フォントネー =オ=ローズのアトリエの庭［推定］
でのコラン一家　撮影者・撮影年不明［1880年代か？］
個人蔵（フランス）

憶
だ
ろ
う
。
こ
の
回
想
に
よ
れ
ば
、
描
か
れ
て

い
る
の
は
フ
ォ
ン
ト
ネ
ー
の
コ
ラ
ン
の
ア
ト
リ

エ
の
窓
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、
画
家
の
縁
者

遺
族
の
手
元
に
残
さ
れ
る
こ
の
ア
ト
リ
エ
の
前

で
撮
っ
た
と
思
し
き
コ
ラ
ン
一
家
の
写
真
（
図

4
）
と
比
べ
て
も
、
妥
当
な
こ
と
か
と
思
わ
れ

る
。
ち
な
み
に
こ
の
建
物
は
現
存
し
て
お
り
、

現
在
も
画
中
の
趣
が
残
さ
れ
て
い
る
（
図
5
）。

　

コ
ラ
ン
が
フ
ォ
ン
ト
ネ
ー
の
ア
ト
リ
エ
を
舞

台
に
描
い
た
《
朝
》
は
、
一
八
八
九
年
の
パ
リ

で
の
展
覧
時
に
も
概
ね
好
評
を
博
し
た
よ
う

だ
。
サ
ロ
ン
時
の
批
評
で
は
、「
コ
ラ
ン
氏
が

窓
際
に
見
せ
て
い
る
《
朝
》
の
若
い
女
性
も
魅

力
的
だ7

」
で
あ
る
と
か
、「
多
分
、
稀
に
み
る
繊

細
さ
と
溢
れ
る
気
品
を
も
っ
て
モ
デ
リ
ン
グ
さ

れ
た
肖
像
で
あ
る8

」
と
い
っ
た
論
評
が
み
ら
れ

る
。
ま
た
万
博
の
展
示
に
際
し
て
も
、「
こ
の

全
く
現
代
的
な
作
品
を
生
み
出
す
こ
と
で
、
コ

ラ
ン
氏
は
、
田
園
の
風
情
を
た
っ
ぷ
り
と
含
ん

だ
そ
の
筆
を
、
博
覧
会
の
美
術
展
会
場
ま
で
栄

誉
と
と
も
に
伴
っ
て
き
た9

」と
評
さ
れ
て
い
る
。

　

以
上
、
現
在
フ
ィ
ラ
デ
ル
フ
ィ
ア
美
術
館
所

蔵
の
ラ
フ
ァ
エ
ル
・
コ
ラ
ン
の
《
朝
》
は
、
ジ

ョ
ン
ソ
ン
と
い
う
コ
レ
ク
タ
ー
の
た
め
に
フ
ォ

立
つ
て
居
て
、
窓
の
上
に
は
白
い

壺
に
、
赤
と
白
の
混
じ
つ
た
グ
ラ

ジ
オ
ラ
ス
の
切
花
の
図
な
ど
を
描

か
れ
た
こ
と
が
あ
つ
た
」6

。

　

こ
れ
は
《
朝
》
の
描
写
と
思

わ
れ
る
。
制
作
年
の
一
八
八
四

年
は
黒
田
の
入
門
前
な
の
で
、

恐
ら
く
一
八
八
九
年
の
パ
リ
で

の
展
示
な
ど
で
目
し
た
時
の
記

07



静岡県立美術館ニュース『アマリリス』No.129　編集発行：静岡県立美術館　2018年4月1日　印刷：文光堂印刷株式会社

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

　

一
昨
年
の
四
月
か
ら
、
私
は
県
の
文
化
政
策
課

の
職
員
と
し
て
県
立
美
術
館
に
関
わ
ら
せ
て
い
た

だ
い
て
い
ま
す
。
美
術
館
の
運
営
に
携
わ
る
人
間

と
し
て
も
、
行
政
職
員
と
し
て
も
ひ
よ
っ
子
同
然

で
あ
っ
た
私
に
と
っ
て
、
こ
れ
ま
で
の
二
年
間
は

一
か
ら
学
び
吸
収
す
る
こ
と
ば
か
り
で
し
た
。
折

し
も
着
任
し
た
平
成
二
十
八
年
は
開
館
三
十
周
年

と
い
う
節
目
の
年
で
あ
り
、
年
度
当
初
の
四
月
か

ら
記
念
式
典
や
「
東
西
の
絶
景
」
展
等
の
催
し
物

が
続
き
ま
し
た
。
こ
う
い
っ
た
場
に
立
ち
会
っ
た

り
、
美
術
館
を
応
援
し
て
く
だ
さ
る
方
々
、
館
の

職
員
の
皆
さ
ん
と
接
し
た
り
す
る
な
か
で
、
館
が

こ
れ
ま
で
蓄
積
し
て
き
た
有
形
無
形
の
も
の
の
重

み
を
ひ
し
ひ
し
と
感
じ
て
き
ま
し
た
。

　

し
か
し
、
そ
う
い
っ
た
積
み
重
ね
を
今
後
も
続

け
て
い
く
う
え
で
、
取
り
組
ま
な
け
れ
ば
い
け
な

い
課
題
が
あ
る
と
い
う
の
も
事
実
で
す
。
現
在
本

館
に
お
い
て
行
っ
て
い
る
工
事
も
ま
た
、
良
好
な

環
境
の
な
か
で
作
品
を
展
示
す
る
と
い
う
美
術
館

の
機
能
を
守
る
た
め
の
も
の
で
す
。
私
は
美
術
館

を
担
当
す
る
こ
と
と
な
っ
た
時
、「
こ
の
先
何
年

も
、
何
十
年
も
残
る
も
の
に
関
わ
る
こ
と
が
で
き

る
」
と
や
り
が
い
を
感
じ
ま
し
た
。
し
か
し
実
際

は
自
然
と
「
残
る
」
も
の
で
は
な
く
、
様
々
な
立

場
の
人
間
が
力
を
合
わ
せ
て
「
残
し
て
い
く
」
も

の
で
あ
る
と
、
日
々
仕
事
と
し
て
美
術
館
を
見
つ

め
る
に
つ
れ
認
識
が
変
わ
り
ま
し
た
。

　

今
年
一
月
、
私
の
担
当
す
る
中
学
生
向
け
の
芸

術
鑑
賞
事
業
に
参
加
し
た
生
徒
た
ち
が
県
立
美
術

館
を
訪
れ
ま
し
た
。
鑑
賞
後
の
感
想
を
記
入
し
た

ア
ン
ケ
ー
ト
に
は
、
日
常
生
活
で
な
か
な
か
出
会

う
こ
と
の
な
か
っ
た
美
術
館
と
い
う
場
に
対
し
て

の
新
鮮
な
感
情
が
つ
づ
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
彼
・

彼
女
た
ち
が
こ
れ
か
ら
何
十
年
先
も
、
折
に
触
れ

て
こ
の
場
を
訪
れ
、
そ
の
度
に
新
し
い
感
動
を
抱

く
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
。
私
も
自
分
の
仕
事
に

向
き
合
っ
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

県庁別館展望ロビーから見る日本平周辺

こ
れ
か
ら
何
年
、
何
十
年
先
も

静
岡
県
文
化
・
観
光
部
文
化
政
策
課　

加
茂
貴
星

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）
　　　　　７月１日（日）～７月13日（金）

ア ク セ ス
◎ＪＲ「草薙駅」県大・美術館口から静鉄バス「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（本館工事休館中は休み）
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。

〒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

お知らせ
　平成３０年３月１日（木）から７月１３日（金）まで（予定）県立
美術館本館は改修のため休館となります。

　なお、ロダン館に限り本館休館中も６月３０日（土）まで開館
しておりますので、期間中に御来館される方は、下図のとお
り本館右手から奥にお進みいただき、ロダン館１Ｆから御入
館ください。

ロダン館 １Ｆ入口から
御入館ください

美術館本館
※工事休館中は入館不可

Ｐ１駐車場

　　Ｐ３
駐車場

Ｐ２
駐車場
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