
　

華
や
か
な
裸
婦
の
絵
画
で
知
ら
れ
る
ル
ノ
ワ
ー
ル

に
よ
る
、
ロ
ダ
ン
晩
年
の
肖
像
画
。
生
没
年
が
ほ
ぼ

同
じ
二
人
の
芸
術
家
の
交
流
が
い
つ
始
ま
っ
た
の
か

は
不
明
だ
が
、
一
八
八
七
年
に
同
じ
展
覧
会
に
出
品

し
て
お
り
、
共
通
の
知
人
も
多
か
っ
た
。
本
作
（
版

画
）
の
ほ
か
、
ル
ノ
ワ
ー
ル
は
デ
ッ
サ
ン
で
も
ロ
ダ

ン
の
肖
像
を
二
点
制
作
し
た
。
こ
の
う
ち
、
彫
刻
家

の
顔
を
や
や
左
斜
め
か
ら
捉
え
た
一
点
は
、
版
画
の

方
が
よ
り
簡
潔
な
線
で
表
現
さ
れ
て
い
る
も
の
の
、

本
作
と
類
似
し
て
い
る
。《
一
九
一
四
年
の
ロ
ダ
ン
》

と
い
う
名
が
つ
い
た
も
う
一
点
は
、
こ
の
年
に
南
仏

の
ル
ノ
ワ
ー
ル
の
別
荘
を
訪
れ
た
ロ
ダ
ン
を
ほ
ん
の

わ
ず
か
な
時
間
で
描
き
、
翌
年
に
出
版
さ
れ
た
『
ロ

ダ
ン
：
五
十
七
の
彫
像
』
の
扉
に
用
い
ら
れ
た
。
ロ

ダ
ン
は
ル
ノ
ワ
ー
ル
を
画
家
と
し
て
高
く
評
価
し
、

そ
の
油
彩
画
を
自
ら
購
入
し
て
い
る
。

（
上
席
学
芸
員　

南
美
幸
）

Amaryllis
アマリリス
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2018年度 ｜夏｜

ピ
エ
ー
ル
＝
オ
ー
ギ
ュ
ス
ト
・
ル
ノ
ワ
ー
ル

《
オ
ー
ギ
ュ
ス
ト
・
ロ
ダ
ン
の
肖
像
》

一
九
一
四
年
頃　

リ
ト
グ
ラ
フ
、
紙

六
四
・
三
×
四
八
・
五
㎝

小
山
田
佳
穂
氏
寄
贈



T O P I C S

安
野
光
雅
さ
ん
の
故ふ

る
さ
と郷

に
つ
い
て
思
う
こ
と館

長
　
木
下
直
之

　

安
野
光
雅
さ
ん
の
故
郷
、
島
根
県
津
和

野
町
に
安
野
光
雅
美
術
館
が
誕
生
（
二
〇

〇
一
年
）
し
た
こ
ろ
、
私
も
こ
の
町
に
足

繁
く
通
っ
て
い
ま
し
た
。
安
野
さ
ん
は
大

正
十
五
年（
一
九
二
六
）の
お
生
ま
れ
、『
絵

の
あ
る
自
伝
』（
文
春
文
庫
）
や
『
い
ず

れ
の
日
に
か
国
に
帰
ら
ん
』（
山
川
出
版

社
）
の
中
で
繰
り
返
し
語
ら
れ
る
少
年
時

代
の
思
い
出
は
「
昭
和
の
津
和
野
」、
私

が
追
い
か
け
て
い
た
の
は
「
明
治
の
津
和

野
」、
殿
様
の
銅
像
や
日
清
戦
争
の
従
軍

写
真
で
し
た
。

　

津
和
野
は
山
々
に
囲
ま
れ
た
小
さ
な
城

下
町
で
す
。
そ
の
長
閑
な
風
景
と
は
裏
腹

の
空
襲
に
備
え
た
灯
火
管
制
や
バ
ケ
ツ
リ

レ
ー
な
ど
の
思
い
出
話
に
は
、
こ
ん
な
と

こ
ろ
に
ま
で
戦
争
が
影
を
落
と
し
て
い
た

の
か
と
驚
か
さ
れ
ま
し
た
。

　

も
っ
と
も
、
男
た
ち
は
全
国
津
々
浦
々

か
ら
兵
隊
に
と
ら
れ
、
戦
場
へ
と
送
り
出

さ
れ
た
の
で
す
か
ら
、
町
の
ひ
と
び
と
が

み
ん
な
で
千
人
針
を
つ
く
っ
て
持
た
せ
、

留
守
宅
に
は
「
出
征
兵
士
の
家
」
と
い
う

看
板
が
掲
げ
ら
れ
た
こ
と
な
ど
、
光み

っ

ち
ゃ

ん
（
安
野
さ
ん
の
ニ
ッ
ク
ネ
ー
ム
）
に
と

っ
て
は
日
常
的
な
光
景
で
し
た
。

『
い
ず
れ
の
日
に
か
国
に
帰
ら
ん
』
は
九

十
二
歳
を
迎
え
た
安
野
さ
ん
の
最
新
刊
で

す
。
書
名
ど
お
り
、
安
野
さ
ん
は
少
年
の

日
々
へ
と
帰
り
、
故
郷
を
駆
け
巡
っ
て
い

ま
す
。
冒
頭
に
掲
げ
ら
れ
た
津
和
野
の
絵

の
説
明
は
、こ
ん
な
言
葉
で
結
ば
れ
ま
す
。

「
だ
れ
も
、
戦
争
が
い
け
な
い
事
の
よ
う

に
お
も
う
も
の
は
な
か
っ
た
の
で
し
ょ

う
。
ほ
ん
と
う
は
戦
争
さ
え
な
け
れ
ば
、

悲
し
い
こ
と
も
な
か
っ
た
の
で
す
。
こ
こ

に
描
い
た
の
は
、
昭
和
の
初
め
こ
ろ
の
、

貧
し
い
け
ど
平
和
な
こ
ろ
を
思
い
出
し
て

描
い
た
も
の
で
す
。」

　

戦
争
の
影
と
い
う
こ
と
で
あ
れ
ば
、
津

和
野
は
長
州
と
広
島
と
い
う
ふ
た
つ
の
大

藩
に
は
さ
ま
れ
た
小
藩
ゆ
え
に
、
幕
末
の

動
乱
に
翻
弄
さ
れ
ま
し
た
。慶
応
二
年（
一

八
六
六
）、
第
二
次
長
州
征
討
の
際
、
津

和
野
を
戦
火
か
ら
守
っ
た
の
が
藩
主
亀
井

茲こ

れ

み監
で
し
た
。
野
坂
峠
に
陣
取
っ
た
長
州

軍
が
砲
火
を
放
て
ば
、
城
下
は
「
空
襲
」

さ
れ
た
も
同
然
だ
っ
た
の
で
す
。

　

茲
監
は
新
政
府
に
も
積
極
的
に
関
与
し

ま
す
。
戊
辰
戦
争
が
始
ま
っ
た
直
後
か
ら

参
与
と
な
り
、
さ
ら
に
宗
教
政
策
を
司
る

神じ
ん

祇ぎ

事
務
局
判
事（
の
ち
神
祇
官
副
知
事
）

と
な
り
ま
し
た
。
旧
藩
時
代
よ
り
茲
監
を

支
え
、
さ
ら
に
新
政
府
の
宗
教
行
政
を
リ

ー
ド
し
た
の
が
側
近
の
福
羽
美よ

し

ず静
で
す
。

　

実
は
、安
野
さ
ん
も
『
絵
の
あ
る
自
伝
』

の
中
で
、
こ
の
ふ
た
り
の
名
前
を
挙
げ
て

い
ま
す
。
郷
里
の
大
先
輩
で
は
あ
る
が
、

と
も
に
「
神
祇
官
で
廃
仏
毀
釈
の
運
動
を

進
め
た
代
表
と
い
っ
て
い
い
人
物
」
で
あ

る
か
ら
残
念
だ
と
、
評
価
は
あ
ま
り
芳
し

く
あ
り
ま
せ
ん
。
逆
に
、「
津
和
野
に
鷗

外
が
い
る
こ
と
は
、
津
和
野
の
誇
り
で
あ

る
」（『
い
ず
れ
の
日
に
か
国
に
帰
ら
ん
』）

と
森
鷗
外
を
高
く
評
価
し
て
い
ま
す
。

　

鷗
外
と
い
え
ば
、親
友
賀か

こ古
鶴つ

る

所ど

に「
石

見
人
森
林
太
郎
ト
シ
テ
死
セ
ン
ト
欲
ス
」

と
遺
言
し
、
墓
石
に
は
「
森
林
太
郎
墓
」

と
し
か
刻
ま
せ
な
か
っ
た
こ
と
は
よ
く
知

ら
れ
て
い
ま
す
（
余
談
で
す
が
、
賀
古
は

浜
松
の
生
ま
れ
）。
墓
は
東
京
三
鷹
禅
林

寺
に
あ
り
、昭
和
二
十
八
年
（
一
九
五
三
）

に
津
和
野
永よ

う

明め
い

寺じ

に
も
分
骨
さ
れ
ま
し

た
。「
石
見
人
」
と
い
う
言
葉
に
は
、
ま

さ
し
く「
い
ず
れ
の
日
に
か
国
に
帰
ら
ん
」

と
い
う
思
い
が
こ
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

林
太
郎
少
年
の
津
和
野
を
知
ろ
う
と
す

る
な
ら
、『
ヰ
タ
・
セ
ク
ス
ア
リ
ス
』
が
お

薦
め
で
す
。
六
つ
の
少
年
が
四
十
ば
か
り

の
後
家
さ
ん
か
ら
絵
本
を
見
せ
ら
れ
、
か

ら
か
わ
れ
る
場
面
は
何
度
読
ん
で
も
微
笑

ま
し
い
。
津
和
野
は
本
当
に
小
さ
な
町
で

す
か
ら
、
鷗
外
と
安
野
さ
ん
、
い
や
林
太

郎
と
光
ち
ゃ
ん
の
生
家
は
目
と
鼻
の
先
、

時
を
超
え
て
、
ふ
た
り
の
駆
け
巡
っ
て
い

る
姿
が
目
に
浮
か
ん
で
く
る
よ
う
で
す
。
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改
修
工
事
・
一
新
さ
れ
た
展
示
ケ
ー
ス
照
明
に

関
す
る
工
夫

Studio REG
A

LO

　
尾
崎
文
雄

展
示
室
の
照
明
・
内
装
に
関
す
る
改
修
工
事
で

　

様
々
な
照
明
環
境
を
ケ
ー
ス
の
狭
い
空
間
の

中
で
実
現
す
る
の
は
、
実
は
と
て
も
難
し
い
こ

と
で
、
机
上
の
設
計
図
だ
け
で
容
易
に
出
来
上

が
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
も
う
一
つ
の
特

色
あ
る
工
事
段
階
で
の
取
り
組
み
を
最
後
に
お

伝
え
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
展
示
ケ
ー
ス
の
実

物
大
模
型
を
ガ
ラ
ス
な
し
の
簡
易
な
姿
で
作

り
、
様
々
な
検
証
の
た
め
の
場
を
設
け
た
こ
と

で
す
。モ
ッ
ク
ア
ッ
プ
検
証
と
呼
ぶ
過
程
で
す
。

内
装
は
採
用
候
補
の
ク
ロ
ス
で
仕
上
げ
、
照
明

器
具
を
実
際
に
取
り
付
け
、
器
具
の
位
置
や
調

整
方
法
、
仕
上
が
り
の
状
況
を
関
係
者
全
員
が

集
ま
っ
て
確
認
と
検
討
を
幾
度
も
し
ま
し
た
。

こ
の
検
証
に
よ
っ
て
判
明
し
た
細
か
な
工
夫

を
、
す
べ
て
施
工
の
現
場
に
反
映
さ
せ
る
こ
と

が
で
き
た
の
で
す
。

　

以
上
の
こ
と
は
今
回
の
改
修
工
事
の
ご
く
一

部
の
紹
介
で
す
が
、
立
場
の
異
な
る
関
係
者
が

一
致
協
力
し
、
全
て
作
品
を
中
心
に
進
め
ら
れ

た
こ
と
が
大
き
な
成
果
を
結
ぶ
の
で
は
な
い
か

と
考
え
て
い
ま
す
。

　

美
術
館
建
築
の
本
来
あ
る
べ
き
姿
へ
の
改
修

を
経
た
静
岡
県
立
美
術
館
、
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に

関
係
で
き
た
者
の
一
人
と
し
て
、
今
後
の
活
動

に
大
い
に
期
待
を
す
る
と
こ
ろ
で
す
。

尾
崎
文
雄
（
お
ざ
き
ふ
み
お
）
氏

Studio REG
A

LO

主
宰
。
美
術
館
や
博
物
館
の
展

示
デ
ザ
イ
ン
、
改
修
工
事
、
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
な
ど
に

二
十
年
以
上
の
実
績
を
持
つ
。
関
わ
っ
た
主
な
館
園

は
、
サ
ン
ト
リ
ー
美
術
館
、
山
種
美
術
館
、
三
重
県

立
美
術
館
、
板
橋
区
立
美
術
館
な
ど
。
静
岡
県
立
美

術
館
の
改
修
工
事
に
は
、
ア
ド
ヴ
ァ
イ
ザ
ー
と
し
て

ご
参
加
下
さ
い
ま
し
た
。

　

美
術
館
の
建
築
を
考
え
る
時
、
一
つ
の
前
提

条
件
が
い
つ
も
頭
の
中
に
あ
り
ま
す
。

　

そ
れ
は
、
ど
ん
な
場
面
で
も
作
品
が
中
心
だ

と
い
う
こ
と
で
す
。
作
品
は
最
大
限
の
敬
意
を

も
っ
て
扱
わ
れ
ま
す
。
展
示
に
よ
っ
て
公
開
さ

れ
る
作
品
を
、
良
い
状
態
で
次
の
世
代
に
引
き

継
ぎ
、
末
長
く
保
ち
続
け
る
こ
と
を
使
命
の
一

つ
と
し
て
い
る
の
で
す
。
作
品
は
私
た
ち
の
立

つ
位
置
を
教
え
、
私
た
ち
を
映
し
出
す
、
大
切

な
文
化
的
共
有
財
産
だ
か
ら
な
の
で
す
。

　

こ
の
よ
う
な
考
え
方
で
静
岡
県
立
美
術
館
の

改
修
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
参
加
し
ま
し
た
。

　

今
回
の
改
修
工
事
は
、
温
湿
度
環
境
な
ど
作

品
の
保
存
環
境
を
向
上
さ
せ
る
こ
と
、
展
示
ケ

ー
ス
の
照
明
環
境
を
向
上
さ
せ
る
こ
と
、
こ
の

二
つ
が
大
き
な
柱
と
な
り
ま
し
た
。
特
に
展
示

ケ
ー
ス
の
照
明
環
境
に
つ
い
て
は
、
最
新
鋭
の

Ｌ
Ｅ
Ｄ
照
明
設
備
に
よ
っ
て
全
面
的
に
一
新
さ

れ
る
こ
と
が
特
筆
で
き
ま
す
。

　

展
示
ケ
ー
ス
の
照
明
設
備
に
と
っ
て
ま
ず
必

要
な
こ
と
は
、
演
色
性
と
呼
ば
れ
る
作
品
の
持

つ
色
合
い
の
再
現
性
に
優
れ
て
い
る
こ
と
で

す
。
こ
れ
が
実
現
で
き
て
い
な
け
れ
ば
、
作
品

の
真
の
姿
を
伝
え
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
て

し
ま
い
ま
す
。
次
に
様
々
な
作
品
の
異
な
る
展

示
位
置
で
、
良
好
な
照
明
環
境
を
作
り
だ
せ
る

こ
と
が
必
要
で
す
。
ケ
ー
ス
の
壁
面
に
展
示
さ

れ
る
絵
画
作
品
に
は
壁
面
の
明
る
さ
の
均
一
性

が
求
め
ら
れ
ま
す
。
作
品
の
ど
の
部
分
で
も
明

暗
な
く
同
じ
条
件
で
観
る
こ
と
が
で
き
る
た
め

で
す
。
一
方
、立
体
的
で
小
さ
な
工
芸
品
で
は
、

作
品
の
周
囲
が
最
も
観
や
す
く
他
の
部
分
に
は

余
分
な
光
が
な
い
方
が
好
ま
し
い
環
境
と
言
え

ま
す
。
ケ
ー
ス
上
部
の
大
き
な
壁
面
が
無
駄
に

照
ら
さ
れ
て
い
れ
ば
、
目
が
眩
ん
で
し
ま
い
工

芸
品
の
細
か
な
と
こ
ろ
が
見
え
に
く
く
な
っ
て

し
ま
う
の
で
す
。
感
動
と
と
も
に
作
品
を
紹
介

で
き
る
舞
台
装
置
と
し
て
の
機
能
も
必
要
で

す
。
上
下
方
向
に
わ
た
る
光
の
グ
ラ
デ
ー
シ
ョ

ン
（
明
る
さ
度
合
い
の
階
調
）
を
整
え
る
こ
と

が
で
き
る
と
、
作
品
を
こ
れ
ま
で
に
な
い
印
象

深
い
雰
囲
気
の
中
で
展
示
す
る
こ
と
が
で
き
ま

す
。
さ
ら
に
色
温
度（
光
の
暖
か
み
の
度
合
い
）

の
調
整
が
で
き
れ
ば
、
作
品
に
最
も
ふ
さ
わ
し

い
光
環
境
を
実
現
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
場

合
に
よ
っ
て
は
、
ス
ポ
ッ
ト
ラ
イ
ト
を
追
加
す

る
こ
と
で
作
品
の
特
徴
を
引
き
立
た
せ
る
こ
と

も
で
き
る
と
理
想
的
で
す
。

　

こ
れ
ら
の
理
想
的
な
照
明
環
境
の
実
現
の
た

め
に
、
設
計
の
前
段
階
で
簡
易
照
明
実
験
を
実

施
し
て
、
複
数
の
最
新
照
明
器
具
の
中
か
ら
最

も
優
れ
て
い
る
も
の
を
選
び
、
設
計
仕
様
と
し

て
定
め
る
と
こ
ろ
か
ら
始
め
る
こ
と
が
で
き
ま

し
た
。ケ
ー
ス
断
面
の
設
計
検
討
に
際
し
て
は
、

棒
状
の
Ｌ
Ｅ
Ｄ
照
明
器
具
を
複
数
列
設
置
し
、

こ
れ
ら
を
調
整
す
る
こ
と
で
作
品
に
応
じ
て
異

な
る
光
環
境
を
実
現
出
来
る
よ
う
に
し
ま
し

た
。
ま
た
、
一
つ
の
器
具
の
中
に
は
二
つ
の
色

温
度
の
Ｌ
Ｅ
Ｄ
発
光
素
子
を
組
み
込
み
、
出
力

割
合
を
変
化
さ
せ
る
こ
と
で
色
温
度
を
調
整
で

き
る
よ
う
に
も
な
っ
て
い
ま
す
。
い
ず
れ
も
蛍

光
灯
の
時
代
に
は
で
き
な
か
っ
た
最
新
技
術
の

集
合
体
で
す
。
さ
ら
に
ス
ポ
ッ
ト
ラ
イ
ト
も
使

い
や
す
い
も
の
を
開
発
し
、
取
り
付
け
レ
ー
ル

を
再
整
備
す
る
こ
と
に
し
ま
し
た
。

モックアップ上部の様子

器具を選定する簡易照明実験

展示ケース実物大模型モックアップ

モックアップによる照明検証
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いずれも津和野町立安野光雅美術館蔵
Ⓒ空想工房

『ふしぎなえ』1968年

『さかさま』1969年

E X H I B I T I O N

は
、
あ
が
っ
て
も
あ
が
っ
て
も
一
階
の
ま

ま
の
階
段
や
途
中
で
天
地
が
逆
転
し
て
し

ま
う
迷
路
な
ど
、
文
字
通
り
「
ふ
し
ぎ
な

え
」
で
い
っ
ぱ
い
で
す
。
こ
れ
に
加
え
第

一
章
「
ふ
し
ぎ
な
せ
か
い
」
で
は
、『
さ

か
さ
ま
』（
一
九
六
九
年
）、『
ふ
し
ぎ
な

さ
ー
か
す
』（
一
九
七
一
年
）、『
も
り
の

え
ほ
ん
』（
一
九
七
七
年
）、『
空
想
工
房

の
絵
本
』（
二
〇
一
四
年
）
と
い
っ
た
、

遊
び
心
満
載
の
安
野
の
「
ふ
し
ぎ
な
せ
か

い
」を
満
喫
し
ま
す
。
続
く
第
二
章
は「
文

字
を
た
の
し
む
」。
言
葉
を
絵
で
翻
訳
す

る
難
し
さ
を
味
わ
っ
た
と
い
う
『
Ａ
Ｂ
Ｃ

の
本
』（
一
九
七
四
年
）
と
、
そ
の
経
験

を
活
か
し
た
と
い
う『
あ
い
う
え
お
の
本
』

（
一
九
七
六
年
）
の
原
画
は
、
文
字
と
い

う
記
号
を
通
じ
て
想
像
を
め
ぐ
ら
す
楽
し

さ
を
伝
え
て
く
れ

る
こ
と
で
し
ょ

う
。
第
三
章
「
科

学
の
お
は
な
し
」

は
、『
天
動
説
の

絵
本
』（
一
九
七

九
年
）の
章
で
す
。

古
文
書
の
よ
う
な

風
合
い
の
原
画
か

ら
は
、
科
学
の
展

開
と
と
も
に
変
わ

り
ゆ
く
人
や
世
界
に
向
け
ら
れ
た
安
野
の

優
し
い
眼
差
し
さ
え
も
感
じ
ら
れ
ま
す
。

最
後
の
第
四
章
「
数
字
と
あ
そ
ぼ
う
」
で

は
、『
か
ぞ
え
て
み
よ
う
』（
一
九
七
五
年
）

を
紹
介
し
ま
す
。
初
め
て
数
に
出
会
う
子

ど
も
た
ち
の
た
め
に
描
か
れ
た
作
品
は
、

「
数
字
」
の
誘
う
「
ふ
し
ぎ
」
の
世
界
を

私
た
ち
に
垣
間
見
せ
て
く
れ
る
で
し
ょ

う
。

　

さ
あ
、
今
年
の
夏
は
、
安
野
光
雅
が
描

く
「
ふ
し
ぎ
」
の
世
界
に
出
か
け
て
み
ま

せ
ん
か
？

（
学
芸
課
長　

三
谷
理
華
）

1�　

小
風
さ
ち
「
絵
本
の
小
路
か
ら　

不
思
議
な
先
生
︱
『
ふ

し
ぎ
な
え
』安
野
光
雅
絵
」（
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
サ
イ
ト「
ふ

く
ふ
く
本
棚
」
二
〇
一
七
年
五
月
二
十
九
日
掲
載
記
事
：

http://w
w
w
.fukuinkan.co.jp/blog/detail/?id=4

）

「安野光雅の
　ふしぎな絵本展」
２０１８年 ７ 月１４日（土）～ ９月 ２日（日）

「
小
学
三
年
生
の
春
、
不
思
議
な
先
生
」

と
、
少
女
は
出
会
い
ま
し
た
。「『
あ
ん
の　

み
つ
ま
さ
』
先
生
で
す
」
と
受
け
持
ち
の

先
生
が
お
っ
し
ゃ
い
ま
す
。
図
画
工
作
の

先
生
で
し
た
。「
手
品
師
」
の
よ
う
に
笑

う
先
生
の
授
業
は
、
楽
し
い
け
れ
ど
ち
ょ

っ
ぴ
り
難
解
。
特
に
「
逆
さ
ま
に
写
る
と

い
う
カ
メ
ラ
」
を
作
っ
た
時
は
、
チ
ン
プ

ン
カ
ン
プ
ン
な
少
女
を
し
り
目
に
、
先
生

は
「
さ
か
さ
ま
」
を
写
す
こ
と
に
夢
中
で

し
た
。
そ
ん
な
あ
る
日
、
少
女
は
度
肝
を

抜
か
れ
ま
す
。
先
生
が
家
に
や
っ
て
き
た

の
で
す
。
聴
こ
え
た
の
は
、「
父
と
先
生

の
和
や
か
な
声
」。「
い
っ
た
い
父
は
、
い

つ
あ
の
手
品
師
と
友
達
に
な
っ
た
の
か
」

と
、
少
女
は
い
ぶ
か
し
が
り
ま
し
た
。
そ

の
後
先
生
は
学
校
を
辞
め
ま
し
た
が
、
少

女
の
家
に
は
や
っ
て
き
ま
し
た
。
そ
し
て

あ
る
晩
、「
大
き
な
茶
色
の
包
み
を
抱
え

て
来
ら
れ
」
ま
す
。
包
み
か
ら
取
り
出
さ

れ
た
も
の
︱
︱
そ
れ
は
、
絵
本
『
ふ
し
ぎ

な
え
』
の
原
画
。
少
女
が
見
た
の
は
、
今

日
世
界
的
に
知
ら
れ
る
絵
本
作
家
、
安
野

光
雅
の
「
ふ
し
ぎ
」
な
絵
本
世
界
が
生
ま

れ
る
瞬
間
で
し
た
。

　

こ
れ
は
、
絵
本
作
家
の
小
風
さ
ち
の
回

想
で
す1

。
児
童
書
の
編
集
者
で
、
福
音
館

書
店
の
社
長
も
務
め
た
彼
女
の
父
、
松
居

直
は
、
子
供
た
ち
が
教
え
子
だ
っ
た
縁
で

安
野
の
知
遇
を
得
ま
し
た
。「
絵
は
こ
と

ば
」
と
考
え
て
い
た
松
居
。
彼
と
組
み
、

安
野
が
初
め
て
世
に
送
っ
た
の
が
、
当
時

は
世
界
的
に
も
珍
し
か
っ
た
文
字
の
無
い

絵
本
『
ふ
し
ぎ
な
え
』（
一
九
六
八
年
）

で
し
た
。
こ
う
し
て
「
ふ
し
ぎ
」
の
世
界

の
扉
を
開
い
た
安
野
は
、
そ
の
後
次
々
と

「
手
品
師
」
の
よ
う
に
「
ふ
し
ぎ
な
絵
本
」

を
生
み
出
し
ま
す
。
本
展
で
は
、
こ
の
安

野
光
雅
の
不
思
議
な
絵
本
世
界
を
、
津
和

野
町
立
安
野
光
雅
美
術
館
所
蔵
の
原
画
に

よ
り
ご
紹
介
し
ま
す
。

「
だ
ま
し
絵
」
で
知
ら
れ
る
画
家
、
エ
ッ

シ
ャ
ー
に
触
発
さ
れ
た
『
ふ
し
ぎ
な
え
』
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こ
こ
で
、
本
展
の
見
ど
こ
ろ
を
二
つ
、

ご
案
内
し
た
い
と
思
い
ま
す
。一
つ
め
は
、

幕
末
狩
野
派
の
絵
画
様
式
を
完
成
さ
せ
た

栄
信
、
養
信
の
代
表
作
や
革
新
的
な
作
品

が
数
多
く
展
示
さ
れ
る
点
で
す
（
図
２
）。

と
り
わ
け
、
こ
れ
ま
で
個
展
の
開
か
れ
て

い
な
い
栄
信
の
作
品
を
ま
と
め
て
ご
紹
介

す
る
初
め
て
の
機
会
と
な
り
ま
す
。

　

二
つ
め
は
、
幕
末
狩
野
派
の
絵
師
の
中

で
は
ダ
ン
ト
ツ
の
人
気
を
誇
る
、
狩
野
一か

ず

と
で
、
幕
末
狩
野
派
の
個
性
は
ど
こ
か
ら

生
み
出
さ
れ
た
の
か
、
そ
の
創
造
の
ル
ー

ツ
を
た
ど
り
ま
す
。

　

当
館
で
は
「
狩
野
派
の
世
界
」
展
と
題

し
、
定
期
的
に
狩
野
派
の
展
覧
会
を
開
催

し
て
い
ま
す
が
、
本
展
は
、
約
十
年
ぶ
り

の
「
狩
野
派
の
世
界
」
展
と
な
り
ま
す
。

幕
末
狩
野
派
の
有
名
な
大
作
・
傑
作
以
外

に
も
、
新
出
作
品
や
初
公
開
作
品
が
多
数

展
示
さ
れ
る
点
も
お
見
逃
し
な
く
。
狩
野

派
フ
ァ
ン
待
望
の
展
覧
会
と
な
る
こ
と
間

違
い
な
し
で
す
。

　

日
本
絵
画
史
上
ま
れ
に
み
る
活
躍
を
見

せ
、
四
〇
〇
年
に
わ
た
り
画
壇
の
中
心
に

い
た
狩
野
派
の
絵
師
た
ち
は
、
そ
の
終
焉

期
、
何
を
、
ど
の
よ
う
に
描
い
た
の
か
。

幕
末
狩
野
派
の
典
雅
で
美
し
く
、
豊
艶
な

世
界
を
ぜ
ひ
、会
場
で
ご
堪
能
く
だ
さ
い
。

（
上
席
学
芸
員　

野
田
麻
美
）

キ
ャ
プ
シ
ョ
ン

図�

１
　
狩
野
永
岳
《
富
士
山
登
龍
図
》（
静
岡
県
立
美
術
館
）

図
２
　�

狩
野
養
信
《
角
田
川
真
景
図
》（
部
分
）（
東
京
国
立
博
物
館
）

Im
age:TNM

�Im
age�A

rchives

図�

３
　
狩
野
一
信
《
五
百
羅
漢
図
　
第
22
幅
》（
増
上
寺
）

図 ３

図 ２

幕末狩野派展
２０１８年 ９ 月１１日（火）
～１０月２８日（日）

　

今
年
は
明
治
維
新
か
ら
一
五
〇
年
と
い

う
節
目
の
年
に
当
た
り
、
各
地
で
明
治
一

五
〇
年
の
イ
ベ
ン
ト
が
開
催
さ
れ
て
い
ま

す
。
こ
の
秋
、
当
館
で
は
明
治
維
新
を
境

に
日
本
絵
画
史
が
大
き
く
転
換
す
る
時
代

の
状
況
に
注
目
し
、
幕
末
に
活
躍
し
た
狩

野
派
の
絵
師
た
ち
に
焦
点
を
当
て
る
「
幕

末
狩
野
派
展
」
を
開
催
し
ま
す
。

　

十
九
世
紀
半
ば
、
徳
川
幕
府
が
築
い
た

平
和
な
時
代
は
終
焉
を
迎
え
、
激
動
期
を

生
き
た
人
々
は
、
そ
の
困
難
に
立
ち
向
か

い
、
新
し
い
時
代
を
切
り
拓
き
ま
し
た
。

江
戸
時
代
を
通
じ
て
画
壇
の
中
心
に
い
た

狩
野
派
も
ま
た
、
幕
末
と
い
う
時
代
に
大

か
し
な
が
ら
、
当
時
の
江
戸
画
壇
を
牽
引

し
て
い
た
の
は
、
狩
野
派
の
絵
師
・
狩
野

栄な
が

信の
ぶ

、
養お

さ

信の
ぶ

で
し
た
。
そ
し
て
、
近
代
の

日
本
画
の
礎
を
築
い
た
狩
野
芳
崖
、
橋
本

雅
邦
は
、
栄
信
・
養
信
を
輩
出
し
た
木
挽

町
狩
野
家
の
絵
師
と
し
て
画
業
を
ス
タ
ー

ト
し
て
い
ま
す
。
幕
末
か
ら
明
治
へ
、
日

本
絵
画
史
に
お
け
る
大
き
な
転
換
が
い
か

に
し
て
行
わ
れ
た
の
か
を
考
察
す
る
う
え

で
は
、
栄
信
、
養
信
の
存
在
を
無
視
す
る

こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。

　

十
九
世
紀
の
江
戸
狩
野
派
の
研
究
に
比

べ
る
と
、
近
年
、
京
都
で
活
躍
し
た
狩
野

派
系
統
の
絵
師
た
ち
の
研
究
は
進
ん
で
い

ま
す
。
と
り
わ
け
、《
富
士
山
登
龍
図
》（
図

１
）
の
よ
う
な
、
幕
末
の
絵
画
史
を
象
徴

す
る
作
品
と
言
っ
て
良
い
傑
作
を
生
み
だ

し
た
狩
野
永え

い

岳が
く

の
ず
ば
抜
け
た
画
力
が
注

目
さ
れ
、そ
の
評
価
は
高
ま
っ
て
い
ま
す
。

　

本
展
で
は
、
画
壇
の
中
心
で
活
躍
し
た

栄
信
、
養
信
の
画
業
に
焦
点
を
当
て
、
傍

流
の
個
性
派
、
実
力
派
の
作
品
と
と
も
に

図 1

信の
ぶ

の
畢
生
の
大

作
・「
五
百
羅
漢

図
」（
図
３
）
が
会

場
を
彩
る
点
で

す
。
近
年
、
一
信

の
個
性
的
な
画
風

は
注
目
を
集
め
て

い
ま
す
が
、
狩
野

派
の
中
心
に
い
た

栄
信
、
養
信
の
作

品
と
と
も
に
一
信

作
品
を
並
べ
る
こ

き
く
変
貌
を
遂
げ
、
最
後
の
煌き

ら

め
き

を
放
ち
ま
し
た
。
現
代
に
お
い
て
、

「
幕
末
の
江
戸
画
壇
」と
聞
い
て
人
々

が
ま
ず
思
い
浮
か
べ
る
の
は
、
渡
辺

崋
山
や
鈴
木
其
一
、
或
い
は
歌
川
広

重
な
ど
の
絵
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
し

紹
介
す
る
こ
と
で
、
幕
末
狩
野
派
の
旺

盛
な
活
動
の
実
態
に
迫
り
ま
す
。
さ
ら

に
は
、
芳
崖
、
雅
邦
へ
と
続
く
日
本
絵

画
史
の
展
開
を
、
栄
信
、
養
信
ら
の
作

品
か
ら
捉
え
る
こ
と
で
、
幕
末
狩
野
派

作
品
の
重
要
性
に
光
を
当
て
ま
す
。
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く
も
一
九
八
〇
年
代
か
ら
行
っ
て
い
た
館
蔵
「
眼

鏡
絵
」
関
連
展
示
や
、「
の
ぞ
い
て
び
っ
く
り
江

戸
絵
画
︱
︱
科
学
の
眼
、視
覚
の
ふ
し
ぎ
」
展
（
二

〇
一
四
年
、
サ
ン
ト
リ
ー
美
術
館
）、「
浮
世
絵
か

ら
写
真
へ
︱
︱
視
覚
の
文
明
開
化
」
展
（
二
〇
一

五
年
、
東
京
都
江
戸
東
京
博
物
館
）
な
ど
と
い
っ

た
優
れ
た
展
示
が
開
催
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
西

洋
近
代
の
事
情
に
も
目
を
向
け
た
も
の
と
し
て
は

「
イ
マ
ジ
ネ
ー
シ
ョ
ン
︱
︱
視
覚
と
知
覚
を
超
え

る
旅
」
展
（
二
〇
〇
八
年
、東
京
都
写
真
美
術
館
）

な
ど
の
例
が
あ
る
。

　

こ
れ
に
屋
上
屋
を
架
す
と
す
れ
ば
そ
れ
に
ふ
さ

わ
し
い
新
機
軸
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
本
展
覧

会
で
は
こ
れ
を
現
代
の
科
学
技
術
や
ア
ー
ト
に
求

め
、
対
象
を
現
代
に
近
づ
け
つ
つ
、
よ
り
横
断
的

な
視
点
か
ら
観
察
す
る
こ
と
を
め
ざ
し
た
。
実
は

本
展
、
当
館
で
か
つ
て
行
わ
れ
た
「
ロ
ボ
ッ
ト
と

美
術
」
展
（
二
〇
一
〇
年
）「
美
少
女
の
美
術
史
」

展
（
二
〇
一
四
年
）
の
メ
ン
バ
ー
に
よ
る
企
画
で

あ
り
、
そ
の
テ
イ
ス
ト
に
や
や
近
い
︱
︱
た
だ
し

今
回
は
モ
チ
ー
フ
の
特
性
か
ら
い
わ
ゆ
る
サ
ブ
カ

ル
チ
ャ
ー
的
表
現
は
や
や
控
え
め
に
な
る
︱
︱
も

の
と
考
え
て
い
た
だ
け
れ
ば
イ
メ
ー
ジ
は
共
有
で

き
る
だ
ろ
う
か
。

　

こ
の
展
覧
会
の
詳
細
に
つ
い
て
は
静
岡
展
開
幕

が
近
づ
く
次
号
以
降
に
譲
る
と
し
て
、
今
回
は
、

そ
の
調
査
段
階
で
訪
れ
た
新
潟
市
の
「
の
ぞ
き
か

ら
く
り
」
屋
台
調
査
に
つ
い
て
紹
介
す
る
こ
と
で

文
責
を
果
た
し
た
い
と
思
う
。
先
ま
わ
り
し
て
申

し
上
げ
れ
ば
実
は
今
回
の
展
覧
会
に
の
ぞ
き
か
ら

く
り
は
出
品
さ
れ
な
い
。
主
に
輸
送
経
費
・
資
料

ル
ラ
ン
プ
、
電
灯
が
用
い
ら
れ
た
と
い
う
）
と
押

絵
（
お
正
月
の
押
絵
羽
子
板
の
よ
う
に
、
和
洋
折

衷
的
な
画
風
の
絵
画
に
綿
と
布
を
用
い
て
立
体
感

を
加
え
た
も
の
）【
図
版
2
】
を
仕
込
む
。
の
ぞ

き
か
ら
く
り
の
押
絵
は
と
く
に
「
ナ
カ
ネ
タ
」
と

呼
ば
れ
、
ほ
と
ん
ど
の
場
合
線
遠
近
法
を
強
調
し

た
い
わ
ゆ
る「
浮
絵
」の
構
図
に
な
っ
て
い
る【
図

版
3
】。
こ
れ
を
の
ぞ
き
窓
か
ら
レ
ン
ズ
越
し
に

覗
く
と
立
体
的
に
見
え
る
と
い
う
仕
掛
け
で
あ

る
。
ナ
カ
ネ
タ
は
一
話
に
つ
き
七
枚
ほ
ど
用
意
さ

れ
、紐
を
用
い
た
か
ら
く
り
に
よ
っ
て
場
面
転
換
、

こ
の
絵
の
内
容
を
一
～
二
名
の
演
者
が
節
を
付
け

て
語
る
と
い
う
ス
タ
イ
ル
の
見
世
物
で
あ
る
。
演

目
は
明
治
時
代
ら
し
く
、
鉄
道
や
警
官
、
裁
判
と

い
っ
た
近
代
的
モ
チ
ー
フ
が
加
わ
り
つ
つ
、
因
縁

話
（
い
わ
ゆ
る
「
親
の
因
果
が
子
に
た
た
る
」
式

の
も
の
）や
悲
恋
も
の（
例
え
ば「
八
百
屋
お
七
」）、

仏
教
的
説
話
（「
地
獄
極
楽
」
な
ど
）
の
よ
う
な

前
近
代
の
雰
囲
気
を
遺
し
た
も
の
が
ベ
ー
ス
と
な

っ
て
お
り
、
さ
な
が
ら
江
戸
と
明
治
の
混
交
と
い

保
全
な
ど
の
問
題
で
断
念
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ

た
。
し
か
し
、
日
本
が
近
世
か
ら
近
代
へ
と
移
り

変
わ
る
時
期
に
お
け
る
視
聴
覚
イ
ベ
ン
ト
の
一
つ

と
し
て
な
か
な
か
に
重
要
な
存
在
で
は
な
い
か
と

考
え
、こ
こ
で
補
足
的
に
紹
介
す
る
次
第
で
あ
る
。

　

二
〇
一
七
年
五
月
一
六
日
、
筆
者
は
新
潟
市
へ

と
向
か
っ
た
。
新
潟
市
の
巻
駅
（
こ
こ
は
か
つ
て

新
潟
県
巻
町
で
あ
っ
た
が
、
合
併
に
よ
っ
て
現
在

は
新
潟
市
西
蒲
区
と
な
っ
て
い
る
）
か
ら
徒
歩
で

新
潟
市
巻
郷
土
資
料
館
へ
移
動
。
同
館
に
所
蔵
さ

れ
て
い
る
の
ぞ
き
か
ら
く
り
の
屋
台
お
よ
び
ナ
カ

ネ
タ
（
戦
前
ま
で
使
用
さ
れ
て
い
た
現
物
）
を
拝

見
し
た
。
さ
て
、
そ
も
そ
も
の
ぞ
き
か
ら
く
り
と

は
な
に
か
︱
︱
。

　

近
代
の
の
ぞ
き
か
ら
く
り
は
浅
草
を
初
め
と
す

る
全
国
の
盛
り
場
や
縁
日
に
幕
末
頃
か
ら
昭
和
戦

前
期
に
か
け
て
出
現
し
た
見
世
物
で
あ
る
（
静
岡

市
で
も
こ
の
見
世
物
は
出
て
い
た
）。
凸
レ
ン
ズ

を
は
め
込
ん
だ
の
ぞ
き
窓
を
備
え
た
屋
台
【
図
版

1
】
を
組
み
、
そ
の
な
か
に
照
明
（
ガ
ス
や
オ
イ

新潟調査から
上席学芸員　村上　敬

図版 ２ ：「押絵」拡大図

図版 1 ：新潟市巻郷土資料館に保存されているのぞきからくり屋台

　

筆
者
は
現
在
、「
め
が
ね
と
旅
す
る
美
術
」展（
七

月
二
〇
日
に
青
森
県
立
美
術
館
に
て
開
幕
、
そ
の

後
島
根
県
立
石
見
美
術
館
を
経
て
、
当
館
の
会
期

は
一
一
月
二
三
日
か
ら
一
月
二
七
日
ま
で
）
の
開

幕
準
備
に
取
り
組
ん
で
い
る
。
同
展
は「
め
が
ね
」

を
キ
ー
ワ
ー
ド
と
し
、
美
術
と
そ
の
周
辺
に
お
け

る
「
視
覚
」
の
役
割
を
再
考
し
よ
う
と
い
う
展
覧

会
で
あ
る
（
め
が
ね
が
並
ぶ
展
覧
会
と
い
う
わ
け

で
は
な
い
）。

　

こ
れ
ま
で
各
地
で
行
わ
れ
た
同
種
の
展
覧
会
を

振
り
返
る
と
、
日
本
に
お
け
る
江
戸
後
期
か
ら
明

治
時
代
に
か
け
て
の
「
視
覚
（
の
革
新
）」
と
い

う
テ
ー
マ
で
あ
れ
ば
、
神
戸
市
立
博
物
館
が
は
や
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っ
た
趣
を
呈
し
て
い
る
。
実
地
の
上
演
で
は
、
遠

巻
き
に
聞
く
だ
け
な
ら
自
由
だ
が
、
語
り
に
誘
わ

れ
て
の
ぞ
き
窓
か
ら
絵
を
覗
く
と
料
金
が
発
生
す

る
と
い
う
商
売
と
な
る
。

　

演
者
の
語
り
（
節
）
も
た
い
へ
ん
興
味
深
い
。

七
五
調
の
節
が
延
々
と
続
く
も
の
で
、
遠
く
淵
源

を
遡
れ
ば
地
獄
極
楽
の
絵
解
き
を
し
な
が
ら
遊
行

し
た
熊
野
比
丘
尼
に
つ
ら
な
る
と
い
う
か
ら
演
芸

史
の
上
で
も
貴
重
な
も
の
で
あ
る
【
註
1
】。

　

煎
じ
詰
め
れ
ば
浮
絵
を
凸
レ
ン
ズ
で
眺
め
る
だ

け
と
い
う
き
わ
め
て
簡
素
な
見
世
物
、
現
代
の
3

Ｄ
と
は
だ
い
ぶ
異
な
る
が
、
覗
い
て
み
る
と
た
し

か
に
立
体
感
が
感
じ
ら
れ
、
面
白
い
【
図
版
4
】。

こ
れ
に
念
仏
の
よ
う
な
Ｂ
Ｇ
Ｍ
が
加
わ
る
と
な
れ

ば
、
一
種
異
様
な
視
聴
覚
体
験
と
な
っ
た
で
あ
ろ

う
。

　

さ
て
、
さ
き
ほ
ど
筆
者
は
「
近
代
の
」
の
ぞ
き

か
ら
く
り
は
幕
末
か
ら
、
と
申
し
上
げ
た
。
実
は

江
戸
時
代
に
も
の
ぞ
き
か
ら
く
り
は
存
在
し
て
お

り
、
す
で
に
諸
家
の
指
摘
す
る
と
こ
ろ
と
な
っ
て

あ
る
。
な
る
ほ
ど
た
し
か
に
の
ぞ
き
か
ら
く
り
に

用
い
ら
れ
て
い
る
技
術
は
凸
レ
ン
ズ
と
浮
絵
と
い

っ
た
素
朴
な
も
の
で
は
あ
る
が
、
そ
の
時
代
な
り

の
先
進
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
と
い
っ
て
よ
い
。
そ
れ
に

説
教
の
よ
う
な
節
談
と
い
う
土
着
的
芸
能
が
ミ
ッ

ク
ス
さ
れ
る
と
い
う
あ
り
よ
う
が
興
味
深
い
。
あ

た
か
も
そ
の
後
、
無
声
映
画
の
解
説
弁
士
が
日
本

流
の
「
活
弁
」
と
し
て
独
自
の
進
化
を
遂
げ
た
さ

ま
を
思
わ
せ
る
。「
視
覚
」
に
つ
い
て
考
え
る
の

が
美
術
館
の
本
旨
で
あ
る
が
、
視
覚
だ
け
を
切
り

離
し
て
考
え
る
の
で
は
な
く
、
そ
れ
が
提
供
さ
れ

て
き
た
環
境
・
シ
ス
テ
ム
と
い
っ
た
こ
と
に
も
な

る
べ
く
目
を
向
け
て
い
き
た
い
も
の
で
あ
る
。

　

江
戸
川
乱
歩
の
短
編
「
押
絵
と
旅
す
る
男
」（
一

九
二
九
年
）
に
は
、
の
ぞ
き
か
ら
く
り
が
き
わ
め

て
重
要
な
モ
チ
ー
フ
と
し
て
現
れ
て
く
る
。「
め

が
ね
と
旅
す
る
美
術
」
展
で
は
こ
の
小
説
を
ア
ニ

メ
化
し
た《
押
絵
ト
旅
ス
ル
男
》（
塚
原
重
義
監
督
）

が
上
映
さ
れ
る
。
の
ぞ
き
か
ら
く
り
の
妖
艶
な
雰

囲
気
を
捉
え
た
映
像
と
な
る
予
定
な
の
で
ぜ
ひ
期

待
さ
れ
た
い
。

■
註

註�

1
：
こ
の
語
り
（
節
）
は
小
沢
昭
一
「
ド
キ
ュ
メ
ン
ト
『
日

本
の
放
浪
芸
』
～
小
沢
昭
一
が
訪
ね
た
道
の
芸
・
街
の
芸

～
」
ビ
ク
タ
ー
エ
ン
タ
テ
イ
ン
メ
ン
ト
（
Ｃ
Ｄ
、
二
〇
一

五
年
）
に
収
録
さ
れ
て
い
る
。

註�

2
：
山
本
慶
一
「
の
ぞ
き
か
ら
く
り
と
写
し
絵
」
南
博
・

永
井
啓
夫
・
小
沢
昭
一
編
『
え
と
く
』
白
水
社
、
一
九
八

二
年
、
五
三
頁
。

註�

3
：
前
掲
書
六
二
頁
。

註�

4
：
加
太
こ
う
じ
「
視
覚
の
文
化
論
」
南
博
・
永
井
啓
夫
・

小
沢
昭
一
編
『
え
と
く
』
白
水
社
、一
九
八
二
年
、一
五
頁
。

「
凱
旋
門
」と
は
戦
勝
を
祝
す
目
的
の
建
造
物
。

「
活
人
画
」
は
画
中
の
人
物
に
扮
し
て
絵
画
を

模
し
て
み
せ
る
余
興
の
一
つ
。
無
関
係
に
見
え

る
こ
の
二
つ
は
、
実
は
イ
タ
リ
ア
の
ル
ネ
サ
ン

ス
期
の
君
主
入
市
式
で
は
、
と
も
に
支
配
者
の

栄
光
を
寿
ぐ
テ
ン
ポ
ラ
リ
ー
な
仕
掛
け
だ
っ
た

と
い
う
お
話
か
ら
本
書
は
始
ま
り
ま
す
。
歴
史

の
流
れ
の
中
で
こ
れ
ら
は
分
化
し
、
変
質
し
、

文
明
開
化
を
経
た
日
本
に
入
っ
て
く
る
や
、
凱

旋
門
は
「
ハ
イ
カ
ラ
・
モ
ダ
ン
」
を
象
徴
す
る

意
匠
と
な
っ
た
り
、「
額
縁
シ
ョ
ー
」
に
か
た

ち
を
変
え
た
活
人
画
は
「
ス
ト
リ
ッ
プ
シ
ョ
ー

の
元
祖
」
と
言
わ
れ
た
り
。
そ
の
変
質
の
周
辺

で
は
、
な
ん
と
、
良
く
知
ら
れ
た
文
化
人
た
ち

も
暗
躍
し
て
い
ま
し
た
。

　

本
書
は
、
そ
ん
な
ち
ょ
っ
と
び
っ
く
り
な
文

化
史
の
一
面
を
、
資
料
に
参
照
し
な
が
ら
丁
寧

に
ひ
も
解
い
て
い
き
ま
す
。「
高
尚
」や「
低
俗
」

の
境
目
も
、
時
代
と
と
も
に
移
ろ
い
ゆ
く
儚
い

も
の
だ
と
知
ら
し
め
て
く
れ
る
よ
う
で
す
。

（
学
芸
課
長　

三
谷
理
華
）

本の窓

京
谷
啓
徳
著

『
凱
旋
門
と
活
人
画
の
風
俗
史

儚
き
ス
ペ
ク
タ
ク
ル
の
力
』

講
談
社
選
書
メ
チ
エ
　
二
〇
一
七
年

図版 ３ ：「ナカネタ」の 1 枚

図版 5 ：無款《江戸風俗図鑑　浅草の巻》享保 5 - 6 （17２0-２1）年

図版 4 ：レンズから覗いたところ（ただし印刷では両眼視になるので立
体感は感じられない）

い
る
【
図
版
5
】。
図
版
５
の
よ
う
な
タ
イ
プ
の

の
ぞ
き
か
ら
く
り
は
近
松
門
左
衛
門
の
浄
瑠
璃

『
冥
途
の
飛
脚
』（
一
七
一
一
）に
も
登
場
す
る【
註

2
】
よ
う
に
、
お
そ
ら
く
は
一
七
世
紀
末
か
ら
存

在
し
て
い
る
。
こ
れ
は
浮
絵
で
は
な
く
立
体
的
な

カ
ラ
ク
リ
を
見
せ
る
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ

て
い
る
。
し
た
が
っ
て
そ
こ
に
レ
ン
ズ
は
介
在
し

な
い
。「
隠
さ
れ
た
か
ら
く
り
を
の
ぞ
き
み
る
権

利
」
が
小
銭
で
売
ら
れ
て
い
た
と
考
え
て
よ
い
。

こ
れ
に
、「
浮
絵
」
が
く
わ
わ
っ
て
く
る
の
が
一

八
世
紀
後
半
、
平
賀
源
内
（
一
七
二
八
～
一
七
八

〇
）
の
時
代
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
【
註
3
】。

そ
し
て
さ
ら
に
こ
れ
に
七
五
調
の
節
が
上
乗
せ
さ

れ
る
の
が
幕
末
【
註
4
】
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。

「
め
が
ね
と
旅
す
る
美
術
」
展
で
は
、「
現
代
の

科
学
技
術
や
ア
ー
ト
に
」
対
象
を
拡
大
す
る
︱
︱

と
現
代
志
向
の
雰
囲
気
を
予
見
さ
せ
な
が
ら
、
こ

こ
ま
で
近
世
・
近
代
端
境
期
の
芸
能
に
つ
い
て
説

明
し
て
き
た
。
し
か
し
て
そ
の
こ
こ
ろ
は
「
視
覚

テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
と
聴
覚
と
の
交
差
」
と
い
う
点
に
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美術館問わず語り

　

四
月
よ
り
赴
任
し
ま
し
た
。
美
術
館
は
二
十
五

年
ぶ
り
、
二
度
目
に
な
り
ま
す
。
美
術
館
へ
向
か

う
木
々
の
緑
は
濃
さ
を
増
し
、
プ
ロ
ム
ナ
ー
ド
の

彫
刻
、
本
館
、
ロ
ダ
ン
館
の
佇
ま
い
も
歴
史
を
重

ね
風
格
が
増
し
た
よ
う
に
感
じ
ま
す
。
木
漏
れ
日

を
楽
し
み
な
が
ら
坂
道
を
上
り
、
職
員
通
用
口
に

着
く
と
、
裏
山
か
ら
届
く
ホ
ト
ト
ギ
ス
の
鳴
き
声

は
昔
の
ま
ま
で
、
心
が
和
み
清
々
し
い
気
持
ち
で

仕
事
に
向
か
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。
当
時
を
思
い

起
こ
す
と
、
ル
ー
ア
ン
、
フ
ィ
ラ
デ
ィ
ル
フ
ィ
ア
、

エ
ル
ミ
タ
ー
ジ
ュ
、
ホ
ノ
ル
ル
美
術
館
等
の
巡
回

展
、
鏑
木
清
方
、
ム
ン
ク
、
秋
野
不
矩
、
ロ
ダ
ン

等
の
展
覧
会
で
観
覧
者
数
が
伸
び
た
こ
と
、
天
皇

皇
后
両
陛
下
が
オ
ー
プ
ン
直
後
の
ロ
ダ
ン
館
に
行

幸
さ
れ
た
こ
と
が
印
象
深
く
残
っ
て
い
ま
す
。
建

物
は
変
わ
り
ま
せ
ん
が
、
学
芸
課
の
顔
ぶ
れ
は
す

っ
か
り
変
わ
り
、
エ
デ
ュ
ケ
ー
シ
ョ
ナ
ル
ス
タ
ッ

フ
が
加
わ
っ
て
い
ま
す
。
学
芸
員
の
専
門
性
を
生

か
し
た
美
術
講
座
、
フ
ロ
ア
レ
ク
チ
ャ
ー
の
他
、

学
校
に
出
向
く
出
張
美
術
講
座
、
社
会
と
ア
ー
ト

を
つ
な
ぐ
活
動
、
園
児
・
児
童
・
生
徒
を
対
象
と

し
た
教
育
普
及
活
動
に
も
力
を
入
れ
て
お
り
、
美

術
館
の
あ
り
方
や
ニ
ー
ズ
が
変
わ
っ
た
の
だ
と
感

じ
て
い
ま
す
。

　

今
年
度
末
に
は
草
薙
駅
南
北
駅
前
広
場
が
改
修

を
終
え
、
南
口
（
県
大
・
美
術
館
口
）
の
景
観
が

大
き
く
変
わ
る
と
静
岡
市
の
担
当
者
か
ら
伺
い
ま

し
た
。
美
術
館
の
駅
前
広
報
パ
ネ
ル
も
新
し
く
な

る
予
定
で
す
。
草
薙
駅
を
往
来
す
る
学
生
の
数
が

増
え
、
新
し
い
流
れ
が
生
ま
れ
る
事
で
し
ょ
う
。

美
術
館
も
、
本
館
は
築
三
十
年
を
超
え
、
設
備
機

能
維
持
の
た
め
の
修
繕
が
必
要
な
時
期
を
迎
え
て

い
ま
す
。
収
蔵
庫
・
図
書
室
の
容
量
不
足
も
懸
案

で
す
。
三
月
か
ら
六
月
末
ま
で
実
施
し
た
本
館
改

修
工
事
で
は
、
施
工
業
者
、
関
連
業
者
、
ア
ド
バ

イ
ザ
ー
、
県
の
担
当
者
、
本
館
職
員
、
関
係
者
が

毎
週
綿
密
な
打
ち
合
わ
せ
を
重
ね
ま
し
た
。
四
半

世
紀
を
超
え
て
美
術
館
の
改
修
に
携
わ
れ
る
の
も

何
か
の
縁
、「
つ
な
が
る
、
次
へ
」
の
美
術
館
を

目
指
し
て
尽
力
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

美
術
館
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
が
ス
マ
ホ
対
応
に
な
り

ま
し
た
。tw

itter

、facebook

、Instagram

に

も
ぜ
ひ
ア
ク
セ
ス
し
て
く
だ
さ
い
。

一階　名品コーナー改修中の様子

本
館
展
示
室
の
改
修
を
終
え
て

総
務
課
長　

堀
水
里
和

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）
夜間開館：８月４日（土）、11日（土・祝）、18日（土）、25日（土）
　　　　　10：00～19：00（展示室への入室は18：30まで）

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
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

展覧会年間スケジュール

＜企画展＞
安野光雅のふしぎな絵本展
7月14日（土）～9月2日（日）

幕末狩野派展
9月11日（火）～10月28日（日）

めがねと旅する美術展－視覚文化の探究－
11月23日（金・祝）～2019年1月27日（日）

1968年　激動の時代の芸術
2019年2月10日（日）～2019年3月24日（日）

＜収蔵品展＞
新収蔵品展
7月14日（土）～9月2日（日）

日本画の情景ー幕末から近代へ
9月4日（火）～10月14日（日）

不思議なアート
10月16日（火）～12月2日（日）

美術の時間　現代アートにおける時間の表現
12月4日（火）～2019年2月3日（日）

日本の自然ー富士山、日本の山、川、海ー
2019年2月5日（火）～2019年3月31日（日）
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