
　

い
わ
ゆ
る
元
寇
に
材
を
取
り
、
暴
風
雨
に
よ

っ
て
壊
滅
状
態
に
な
る
海
上
の
蒙
古
軍
と
、
松

林
の
中
か
ら
そ
れ
を
見
や
る
日
本
の
武
士
の
一

群
を
描
く
。
容
斎
は
、《
蒙
古
襲
来
絵
詞
》（
鎌

倉
時
代
、
宮
内
庁
三
の
丸
尚
蔵
館
蔵
）
の
模
本
を

残
し
て
お
り
、
騎
馬
人
物
や
蒙
古
軍
の
描
写
な

ど
に
は
そ
の
成
果
が
生
か
さ
れ
る
が
、
水
平
線

を
明
確
に
し
、
海
原
の
遠
近
感
を
強
調
し
た
表

現
に
は
、
幕
末
の
新
し
い
感
覚
を
見
る
こ
と
が

で
き
る
。

　

蒙
古
襲
来
の
図
は
こ
の
頃
さ
か
ん
に
描
か
れ

て
お
り
、
外
敵
の
脅
威
を
退
け
た
歴
史
的
な
主

題
に
、
幕
末
の
攘
夷
思
想
が
託
さ
れ
た
も
の
と

解
釈
さ
れ
て
い
る
。
容
斎
は
、
早
く
も
弘
化
四

（
一
八
四
七
）
年
に
同
主
題
の
作
品
（
東
京
国
立

博
物
館
蔵
）
を
描
い
て
い
る
が
、
そ
の
賛
に
は
、

元
寇
の
折
に
活
躍
し
た
武
将
、
菊
池
武
房
の
名

を
、
自
ら
の
遠
祖
と
し
て
記
す
。
幕
末
と
い
う

時
代
状
況
を
ベ
ー
ス
と
し
て
、
勤
王
画
家
容
斎

の
、
み
ず
か
ら
の
出
自
に
対
す
る
自
負
を
も
織

り
交
ぜ
て
成
立
し
た
、
特
殊
な
奥
行
き
を
持
つ

作
品
と
い
え
る
。（

上
席
学
芸
員　

石
上
充
代
）

※�

収
蔵
品
展
「
日
本
画
の
情
景
―
幕
末
か
ら
近
代
へ
」
に

出
品
し
て
い
ま
す
。（
十
月
十
四
日
ま
で
）
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／
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《
蒙
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文
久
二
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（
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六
二
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絹
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淡
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掛
幅

縦
一
六
一
・
二
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八
三
・
二

山
下
一
郎
氏
寄
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狩
野
派
が
現
代
人
に
教
え
て
く
れ
る
こ
と

館
長
　
木
下
直
之

　

途
方
も
な
く
暑
か
っ
た
今
年
の
夏
の
、

飛
び
切
り
暑
い
日
に
、
名
古
屋
城
本
丸
御

殿
を
訪
れ
ま
し
た
。
平
成
二
十
一
年
（
二

〇
〇
九
）
に
始
ま
り
、
十
年
を
費
や
し
た

復
元
工
事
が
よ
う
や
く
竣
工
し
、
一
般
に

公
開
さ
れ
た
の
で
す
。
工
事
は
木
造
に
よ

る
忠
実
な
復
元
で
す
か
ら
、
御
殿
に
は
冷

房
設
備
が
な
く
、
中
に
入
っ
て
も
な
お
暑

さ
に
苦
し
み
ま
し
た
。

　

し
か
し
、
世
が
世
な
ら
、
Ｔ
シ
ャ
ツ
に

短
パ
ン
姿
で
御
殿
に
入
る
こ
と
な
ど
許
さ

れ
る
は
ず
は
あ
り
ま
せ
ん
。
お
城
に
入
ろ

う
と
し
た
時
点
で
、
斬
っ
て
捨
て
ら
れ
た

で
し
ょ
う
。
も
ち
ろ
ん
、
城
内
に
あ
っ
て

は
、
将
軍
だ
ろ
う
が
殿
様
だ
ろ
う
が
軽
装

は
許
さ
れ
ず
、
正
装
し
威
儀
を
正
さ
ね
ば

な
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

　

こ
れ
ま
で
に
も
御
殿
は
段
階
的
に
公
開

さ
れ
て
来
ま
し
た
が
、
今
回
は
、
そ
の
最

深
部
、
格
が
最
も
高
い
上
洛
殿
に
入
る
こ

と
が
出
来
ま
し
た
。
上
洛
殿

0

0

0

は
、
そ
の
名

の
と
お
り
、
寛
永
十
一
年
（
一
六
三
四
）

に
上
洛
す
る
三
代
将
軍
家
光
の
た
め
に
建

て
ら
れ
ま
し
た
。
そ
の
後
は
ほ
と
ん
ど
使

わ
れ
る
こ
と
な
く
、
二
百
三
十
余
年
の
歳

月
が
流
れ
、
明
治
維
新
を
迎
え
た
と
い
う

今
の
世
で
は
考
え
ら
れ
な
い
贅
沢
な
建
物

で
す
。
昭
和
二
十
年
（
一
九
四
五
）
の
空

襲
で
焼
失
し
て
以
来
、
七
十
三
年
ぶ
り
の

復
元
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

さ
て
、
上
洛
殿
は
主
に
六
つ
の
部
屋
か

ら
成
り
ま
す
。
三
之
間
、
二
之
間
、
一
之

間
と
進
み
、
そ
こ
で
上
段
之
間
に
繋
が
り

ま
す
。
つ
ま
り
、
上
段
之
間
の
将
軍
と
一

之
間
の
藩
主
と
が
対
面
す
る
よ
う
に
配
置

さ
れ
て
い
ま
す
。
ま
る
で
ジ
ョ
ー
ダ
ン
で

は
な
い
か
、
と
い
つ
も
思
う
の
で
す
が
、

上
段
之
間
は
一
之
間
よ
り
も
一
段
高
く
作

ら
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
将
軍

の
「
上
か
ら
目
線
」
が
可
能
に
な
り
ま
す
。

御
殿
と
は
、
平
面
だ
け
で
は
な
く
、
立
面

に
お
い
て
も
空
間
が
厳
し
く
序
列
化
さ
れ

て
い
る
の
で
す
。

　

身
分
や
主
従
関
係
に
従
っ
て
座
る
べ
き

場
所
が
決
ま
る
と
い
う
、
当
時
の
人
間
関

係
を
反
映
し
た
、
あ
る
意
味
と
て
も
「
人

間
的
な
空
間
」
な
の
で
す
。
こ
れ
に
応
じ

て
、
絵
画
、
彫
刻
、
飾
り
金
具
な
ど
に
よ

る
装
飾
が
施
さ
れ
ま
す
。
狩
野
派
と
は
、

何
よ
り
も
ま
ず
こ
の
大
切
な
仕
事
に
従
事

し
た
画
家
た
ち
の
こ
と
で
す
。
し
た
が
っ

て
、
彼
ら
が
何
を
描
い
た
か
（
何
を
描
く

よ
う
に
命
じ
ら
れ
た
か
）
が
重
要
で
す
。

　

上
洛
殿
の
装
飾
は
狩
野
探
幽
が
担
い
ま

し
た
。
三
之
間
、
二
之
間
、
一
之
間
、
上

段
之
間
の
襖
（
す
な
わ
ち
各
空
間
を
仕
切

る
壁
面
）
に
は
、そ
れ
ぞ
れ
四
季
花
鳥
図
、

琴
棋
書
画
図
、
帝
鑑
図
、
帝
鑑
図
が
描
か

れ
ま
し
た
。
最
後
の
二
部
屋
を
飾
る
帝
鑑

図
と
は
、
為
政
者
の
あ
る
べ
き
姿
を
示
し

た
中
国
の
故
事
に
基
づ
く
も
の
で
す
。
為

政
者
が
中
国
に
範
を
求
め
る
ぐ
ら
い
で
す

か
ら
、
当
然
、
画
家
た
ち
に
と
っ
て
も
、

仰
ぐ
べ
き
範
は
中
国
の
絵
画
に
あ
り
ま
し

た
。
こ
れ
が
、
現
代
と
は
決
定
的
に
違
っ

て
い
る
こ
と
で
す
。
さ
ら
に
、
現
代
よ
り

も
は
る
か
に
絵
画
が
建
物
と
密
着
し
て
い

た
こ
と
も
、
見
逃
し
て
は
い
け
ま
せ
ん
。

「
御
用
絵
師
」
と
い
う
言
い
方
が
あ
り
ま

す
。
御
用
を
、
現
代
な
ら
ば
公
務
と
呼
ぶ

で
し
ょ
う
。
公
共
空
間
を
装
飾
す
る
た
め

に
国
や
地
方
自
治
体
に
よ
っ
て
雇
わ
れ
た

公
務
員
画
家
、
し
か
も
そ
れ
は
世
襲
、
あ

る
い
は
養
子
縁
組
に
よ
っ
て
継
承
さ
れ
た

と
考
え
る
と
、
狩
野
派
の
立
場
が
い
く
ら

か
分
か
る
か
な
と
思
い
ま
し
た
が
、
や
っ

ぱ
り
無
理
で
す
ね
。
そ
ん
な
画
家
た
ち
は

現
代
に
い
な
い
し
、
公
共
空
間
も
人
間
関

係
も
変
わ
っ
て
し
ま
っ
た
か
ら
で
す
。

　

狩
野
派
を
現
代
に
引
き
つ
け
て
理
解
す

る
の
で
は
な
く
、
彼
ら
の
生
き
た
時
代
を

丸
ご
と
知
ろ
う
と
努
め
る
こ
と
が
大
切
で

す
。
そ
う
す
れ
ば
、
し
ば
し
ば
非
難
の
対

象
に
な
る
世
襲
制
度
や
粉
本
主
義
も
、
技

術
伝
承
の
観
点
か
ら
納
得
で
き
ま
す
。

　

そ
う
し
た
彼
ら
の
社
会
が
揺
ら
ぎ
、
崩

れ
、
最
後
に
は
消
え
て
し
ま
っ
た
時
代
が

幕
末
維
新
期
で
し
た
。
仕
事
の
発
注
者
で

あ
っ
た
幕
府
も
藩
も
な
く
な
り
、
御
殿
は

無
用
の
長
物
と
化
し
、
大
半
の
狩
野
派
の

画
家
た
ち
が
職
を
失
い
ま
し
た
。
武
士
が

そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
画

家
も
ま
た
新
た
な
生
き
る
道
を
見
つ
け
な

け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

　

美
術
館
は
美
術
館
で
あ
る
以
上
、
御
殿

と
は
か
け
離
れ
た
空
間
で
、「
幕
末
狩
野

派
展
」
を
美
術
作
品
展
と
し
て
お
示
し
し

ま
す
。
し
か
し
そ
れ
に
止
ま
ら
ず
、
彼
ら

の
時
代
の
彼
ら
の
価
値
基
準
、行
動
規
範
、

空
間
感
覚
な
ど
を
も
想
像
し
な
が
ら
会
場

を
歩
く
こ
と
を
お
勧
め
し
ま
す
。
逆
に
現

代
の
社
会
と
美
術
が
ど
の
よ
う
な
関
係
に

あ
る
の
か
を
教
え
て
く
れ
る
は
ず
で
す
。
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ロ
ダ
ン
館
に
寄
せ
て

静
岡
大
学
教
育
学
部
准
教
授
（
作
曲
・
音
楽
理
論
）　
長
谷
川
慶
岳

展
示
室
の
照
明
・
内
装
に
関
す
る
改
修
工
事
で

ん
中
に
鎮
座
し
て
い
た
レ
プ
リ
カ
の
「
考

え
る
人
」（
確
か
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
製
で
叩

く
と
ポ
ン
ポ
ン
と
い
う
虚
ろ
な
音
が
し
ま

し
た
）
で
は
な
く
、
こ
の
ロ
ダ
ン
館
で
初

め
て
実
物
に
触
れ
た
時
の
衝
撃
が
私
の
中

に
何
か
を
立
ち
上
げ
た
よ
う
に
‥
。

　

静
岡
県
立
美
術
館
が
こ
れ
か
ら
も
変
わ

ら
ず
素
晴
ら
し
い
「
コ
ト
」
を
提
供
し
て

く
だ
さ
る
場
で
あ
っ
て
ほ
し
い
、
さ
ら
に

音
響
の
素
晴
ら
し
い
こ
の
ロ
ダ
ン
館
が
、

ロ
ダ
ン
の
偉
大
な
作
品
の
み
な
ら
ず
、
音

楽
を
聴
く
と
い
う
「
コ
ト
」
も
提
供
し
て

く
だ
さ
る
場
で
あ
り
続
け
て
ほ
し
い
と
心

よ
り
願
っ
て
い
ま
す
。

長
谷
川
慶
岳
（
は
せ
が
わ
・
よ
し
た
か
）
氏

静
岡
大
学
教
育
学
部
准
教
授
。
専
門
は
作
曲
・
音
楽

理
論
。
二
〇
一
四
年
以
降
、
毎
年
当
館
ロ
ダ
ン
ウ
ィ

ー
ク
内
の
コ
ン
サ
ー
ト
に
て
楽
曲
を
発
表
し
、
多
く

の
聴
衆
を
魅
了
し
て
い
る
。
本
年
は
コ
ン
サ
ー
ト（
十

一
月
三
日
）
に
加
え
、
長
谷
川
氏
制
作
の
楽
曲
に
よ

る
サ
ウ
ン
ド
・
イ
ン
ス
タ
レ
ー
シ
ョ
ン
「H

om
age 

à Rodin

（
ロ
ダ
ン
を
讃
え
て
）」（
十
月
三
十
一
日

～
十
一
月
三
日
）
を
ロ
ダ
ン
館
に
て
開
催
。

　

今
か
ら
六
年
前
、
初
め
て
ロ
ダ
ン
館
を

訪
れ
た
時
の
こ
と
を
今
で
も
は
っ
き
り
と

覚
え
て
い
ま
す
。

　

ご
縁
が
あ
っ
て
作
曲
・
音
楽
理
論
の
教

員
と
し
て
静
岡
大
学
に
着
任
し
、
身
寄
り

の
な
い
静
岡
に
来
た
ば
か
り
の
当
時
、
独

り
身
の
気
軽
さ
か
ら
静
岡
の
あ
ち
ら
こ
ち

ら
を
ド
ラ
イ
ブ
し
て
回
っ
て
い
た
の
で
す

が
、
ふ
と
し
た
き
っ
か
け
で
長
ら
く
足
が

遠
の
い
て
い
た
美
術
館
に
行
っ
て
み
よ
う

と
思
い
立
っ
た
の
で
し
た
。
展
示
を
拝
見

し
て
そ
の
ま
ま
ロ
ダ
ン
館
に
足
を
踏
み
入

れ
た
の
で
す
が
、
広
々
と
し
た
空
間
に
高

い
天
窓
か
ら
夕
刻
の
柔
ら
か
な
外
光
が
差

し
込
む
中
、
ロ
ダ
ン
の
偉
大
な
作
品
を
初

め
て
じ
っ
く
り
鑑
賞
し
た
体
験
は
な
ん
と

も
言
え
な
い
強
い
印
象
を
私
の
中
に
残
し

ま
し
た
。

　

そ
の
翌
年
に
思
い
が
け
ず
、
ロ
ダ
ン
館

で
何
か
音
楽
イ
ベ
ン
ト
を
企
画
し
て
欲
し

い
と
い
う
お
話
を
頂
き
ま
し
た
。
こ
れ
は

文
化
庁
助
成
「
静
岡
大
学
ア
ー
ト
マ
ネ
ジ

メ
ン
ト
力
育
成
事
業
」
の
一
環
と
し
て
、

さ
ら
に
ロ
ダ
ン
館
開
館
二
十
周
年
記
念
の

関
連
イ
ベ
ン
ト
と
し
て
の
企
画
で
し
た

が
、
内
容
に
つ
い
て
い
ろ
い
ろ
考
え
あ
ぐ

ね
た
末
、
当
時
私
の
研
究
室
で
作
曲
を
学

ん
で
い
た
学
生
達
と
一
緒
に
演
奏
会
を
作

ろ
う
と
決
め
ま
し
た
。私
と
六
名
の
学
生
、

各
々
が
展
示
さ
れ
て
い
る
ロ
ダ
ン
の
彫
像

作
品
を
題
材
と
し
て
ピ
ア
ノ
曲
を
制
作

し
、
発
表
す
る
と
い
う
演
奏
会
で
、「Ro-

din�inspires�Com
posers

〜
音
に
な
っ

た
彫
刻
〜
」
と
題
し
ま
し
た
。
皆
が
ひ
と

夏
か
け
て
制
作
に
取
り
組
み
、
十
月
に
始

ま
っ
た
後
期
授
業
の
折
に
彼
ら
の
楽
譜
を

見
た
時
に
は
、
私
が
手
直
し
す
る
余
地
の

ほ
と
ん
ど
な
い
完
成
度
の
高
い
作
品
が
揃

い
ま
し
た
。
演
奏
会
当
日
は
作
曲
者
自
身

に
よ
る
自
作
解
説
を
交
え
な
が
ら
、
ロ
ダ

ン
の
作
品
か
ら
霊
感
を
得
た
ピ
ア
ノ
ソ
ロ

作
品
全
七
曲
が
静
岡
大
学
の
教
員
と
学
生

の
手
に
よ
っ
て
初
演
さ
れ
ま
し
た
。
幸
い

多
く
の
お
客
様
に
お
越
し
い
た
だ
き
、
私

に
と
っ
て
忘
れ
ら
れ
な
い
演
奏
会
の
一
つ

と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

昨
今
、
人
々
の
消
費
行
動
が
「
モ
ノ
か

ら
コ
ト
へ
」
と
シ
フ
ト
し
て
き
た
と
言
わ

れ
ま
す
。
私
自
身
、
近
頃
物
欲
が
な
く
な

っ
た
な
と
思
う
こ
と
が
多
く
、
こ
れ
は
単

に
加
齢
の
せ
い
か
と
思
っ
て
い
た
の
で
す

が
、
ど
う
も
そ
う
で
は
な
く
、
若
い
人
た

ち
も
含
め
て
世
の
中
全
体
の
傾
向
の
よ
う

で
す
。
右
肩
上
が
り
の
成
長
に
伴
う
大
量

消
費
社
会
が
陰
り
を
見
せ
、
人
々
が
心
の

豊
か
さ
を
求
め
て
、「
モ
ノ
」
で
は
な
く

経
験
や
体
験
に
重
き
を
置
き
始
め
た
の
で

し
ょ
う
。
こ
れ
は
日
本
の
社
会
が
あ
る
意

味
成
熟
し
た
証
左
と
も
言
え
る
の
で
は
な

い
で
し
ょ
う
か
。

　

美
術
館
（
願
わ
く
ば
演
奏
会
も
）
に
足

を
運
ば
れ
る
方
た
ち
は
き
っ
と
心
の
豊
か

さ
を
求
め
て
、
ま
た
非
日
常
を
体
験
し
た

く
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
の
だ
と
思
い
ま
す
。

コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
や
ネ
ッ
ト
環
境
が
さ
ら
に

進
化
し
て
あ
ら
ゆ
る
コ
ン
テ
ン
ツ
が
ア
ー

カ
イ
ブ
さ
れ
、
Ｖ
Ｒ
（
仮
想
現
実
）
が
い

く
ら
身
近
に
な
ろ
う
と
も
、
そ
の
場
所
に

足
を
運
ん
で
本
物
が
発
す
る
ア
ウ
ラ
に
リ

ア
ル
で
触
れ
る
経
験
の
価
値
は
こ
れ
か
ら

も
ず
っ
と
変
わ
ら
な
い
は
ず
で
す
。
か
つ

て
私
が
通
っ
て
い
た
小
学
校
の
中
庭
の
真

ロ
ダ
ン
ウ
ィ
ー
ク
演
奏
会
に
て
　
二
〇
一
四
年
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こ
の
夏
、「
安
野
光
雅
の
ふ
し
ぎ
な
絵

本
展
」関
連
教
育
普
及
イ
ベ
ン
ト
と
し
て
、

「
つ
み
き
の
そ
の
さ
ん
と
あ
そ
ぼ
う
！
ふ

し
ぎ
の
せ
か
い
」「
オ
リ
ジ
ナ
ル
の
か
ぞ

え
て
み
よ
う
を
つ
く
ろ
う
」「
あ
い
う
え

お
！
ト
ン
ガ
リ
帽
子
を
か
ぶ
っ
て
展
覧
会

に
行
こ
う
！
」「
み
ん
な
で
作
ろ
う
！
あ

い
う
え
お
の
切
り
絵
」
の
四
つ
の
ワ
ー
ク

シ
ョ
ッ
プ
を
実
施
し
ま
し
た
。
展
覧
会
と

の
関
連
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
で
、み
る
こ
と
・

つ
く
る
こ
と
を
相
互
に
関
連
で
き
る
プ
ロ

グ
ラ
ム
を
設
定
し
ま
し
た
。　

「
あ
い
う
え
お
！
ト
ン
ガ
リ
帽
子
を
か
ぶ

っ
て
展
覧
会
に
行
こ
う
！
」
は
未
就
学
児

を
対
象
に
し
た
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
で
す
。

ま
ず
、
半
円
に
切
り
抜
い
た
色
画
用
紙
で

ト
ン
ガ
リ
帽
子
を
親
子
で
作
り
ま
す
。
出

来
上
が
っ
た
帽
子
を
か
ぶ
り
、
ト
ン
ガ
リ

帽
子
を
か
ぶ
っ
た
妖
精
さ
ん
を
探
し
に
行

こ
う
、
と
意
気
揚
々
と
展
示
室
に
向
か
い

ま
す
。
入
口
の
天
井
か
ら
つ
り
さ
が
っ
た

ま
す
。
そ
の
後
、
も
う
一
度
帽
子
を
か
ぶ

っ
て
展
示
室
に
向
か
っ
て
い
っ
た
親
子
の

姿
が
あ
り
ま
し
た
。
こ
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
を

通
し
て
、
み
る
こ
と
・
つ
く
る
こ
と
が
相

互
に
関
連
し
、
感
性
や
想
像
力
の
高
ま
り

を
感
じ
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

　

ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
に
参
加
し
て
い
た
だ

い
た
半
数
は
美
術
館
デ
ビ
ュ
ー
と
い
う
お

子
さ
ん
た
ち
で
し
た
。
騒
い
で
し
ま
っ
て

迷
惑
を
か
け
る
の
で
は
な
い
か
、
興
味
を

も
た
な
い
の
で
は
な
い
か
、
と
心
配
す
る

声
を
耳
に
し
ま
し
た
が
、
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ

プ
終
了
後
「
子
供
た
ち
の
美
術
館
へ
の
ハ

ー
ド
ル
が
下
が
り
、
と
て
も
楽
し
く
過
ご

せ
ま
し
た
」と
感
想
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。

実
技
室
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
が
美
術
館
と
皆
さ

ん
と
を
つ
な
ぐ
役
割
が
で
き
た
ら
幸
せ
で

す
。�

（
主
査　

西
島
幸
代
）

展示室にて

帽子を飾ろう

妖
精
の
パ
ネ
ル
を
見
つ
け
る
と
、
気
持
ち

は
高
ま
り
、
作
品
を
食
い
入
る
よ
う
に
見

つ
め
て
い
ま
す
。「
同
じ
色
の
帽
子
を
か

ぶ
っ
て
い
る
よ
。」「
階
段
ぐ
る
ぐ
る
し
て

る
よ
。」「
何
か
話
し
て
い
る
よ
。」「
疲
れ

ち
ゃ
っ
て
る
ね
。」
つ
ぶ
や
き
は
ど
ん
ど

ん
出
て
き
ま
す
。
私
た
ち
が
予
想
し
て
い

た
よ
り
も
多
く
の
事
を
見
つ
け
、
思
い
も

よ
ら
な
い
想
像
の
世
界
を
話
し
て
く
れ
ま

す
。「
と
ん
が
り
帽
子
の
妖
精
さ
ん
」
と

い
う
見
る
ポ
イ
ン
ト
を
示
し
た
こ
と
で
、

不
思
議
の
世
界
に
よ
り
入
り
込
ん
で
い

き
、
絵
を
み
る
力
が
高
ま
っ
て
い
く
よ
う

に
感
じ
ま
す
。
ま
た
、
周
り
の
来
館
者
も

ト
ン
ガ
リ
帽
子
を
か
ぶ
っ
た
児
童
に
出
会

い
、
不
思
議
の
世
界
に
入
り
込
ん
だ
よ
う

な
感
覚
に
な
っ
て
い
き
ま
す
。

　

展
示
室
か
ら
実
技
室
に
戻
り
、「
あ
い

う
え
お
」
を
テ
ー
マ
に
し

た
シ
ー
ル
で
帽
子
を
飾
り

つ
け
ま
し
た
。
ど
の
シ
ー

ル
が
良
い
か
真
剣
に
選

び
、
ど
こ
に
つ
け
た
ら
素

敵
に
な
る
か
、
親
子
で
相

談
し
な
が
ら
つ
く
り
あ
げ

て
い
ま
し
た
。「
で
き

た
！
」
の
満
足
げ
な
顔
で

実
技
室
は
あ
ふ
れ
て
い
き

み
る
こ
と
・
つ
く
る
こ
と

―
夏
休
み
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
―
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E X H I B I T I O N

めがねと旅する美術展
―視覚文化の探究―

２０１８年１１月２３日（金・祝）
～２０１９年 １ 月２７日（日）

　

―
―
「
め
が
ね
と
旅
す
る
美
術
展
」
が
い

よ
い
よ
来
月
に
迫
っ
て
る
ね
。

　

実
は
、
本
展
に
は
「
め
が
ね
」
は
ほ
と
ん

ど
出
品
さ
れ
な
い
ん
で
す
。

　

―
―
え
、
じ
ゃ
あ
、
い
っ
た
い
何
が
出
品

さ
れ
る
の
？

　

は
い
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、「
め
が
ね
と
い

う
道
具
に
象
徴
さ
れ
る
、
私
た
ち
の
視
覚
を

め
ぐ
る
探
究
の
軌
跡
が
紹
介
さ
れ
ま
す
」
と

お
答
え
い
た
し
ま
し
ょ
う
。実
の
と
こ
ろ
、本

展
の
狙
い
は
ま
さ
に
こ
の
こ
と
ば
に
集
約
さ

れ
て
い
る
の
で
す
が
…
…
さ
す
が
に
こ
れ
で

は
抽
象
的
す
ぎ
て
よ
く
わ
か
り
ま
せ
ん
ね
。

　

―
―
う
ん
、
ま
っ
た
く
。

　

そ
れ
も
あ
っ
て
本
誌
『
ア
マ
リ
リ
ス
』
の

前
号
で
は
、
展
覧
会
ア
ニ
メ
「
押
絵
ト
旅
ス

ル
男
」
に
登
場
す
る
「
の
ぞ
き
か
ら
く
り
」

の
取
材
記
を
紹
介
し
た
わ
け
な
の
で
す
。
続

く
今
回
は
展
示
内
容
を
よ
り
具
体
的
に
紹
介

図 １ 　不染鉄《山海図絵（伊豆の追憶）》１925（大正１4）年
公益財団法人木下美術館

る
作
業
を
経
て
い
る
わ
け
で
、
そ
う
い
う
意

味
で
は
眼
鏡
絵
や
ト
リ
ッ
ク
ア
ー
ト
だ
け
で

は
な
く
、あ
ら
ゆ
る
絵
画
が
視
覚
の「
次
元
越

え
」を
し
て
い
る
わ
け
で
す
。そ
の
あ
た
り
を

意
識
し
た
作
品
も
出
品
さ
れ
ま
す
（
図
2
）。

　

―
―
短
編
ア
ニ
メ
が
あ
る
と
さ
っ
き
言
っ

て
い
た
よ
う
な
？

「
押
絵
ト
旅
ス
ル
男
」
で
す
ね
。
の
ぞ
き
か

ら
く
り
の
押
絵
の
娘
に
恋
し
て
し
ま
っ
た
男

と
そ
の
弟
を
め
ぐ
る
幻
想
譚
で
す
。
江
戸
川

乱
歩
の
原
作
は
ま
さ
に
「
視
覚
小
説
」
と
で

も
呼
び
た
く
な
る
よ
う
な
も
の
で
、
の
ぞ
き

か
ら
く
り
の
ほ
か
に
も
、
浅
草
十
二
階
凌
雲

閣
、
遠
眼
鏡
、
鉄
道
…
…
と
い
っ
た
近
代
の

視
覚
的
モ
チ
ー
フ
が
ふ
ん
だ
ん
に
登
場
し
ま

す
。
も
ち
ろ
ん
ア
ニ
メ
で
も
そ
の
あ
た
り
は

し
っ
か
り
押
さ
え
て
お
り
ま
す
。監
督
は「
美

少
女
の
美
術
史
」
展
で
上
映
さ
れ
た
「
女
生

徒
」
で
好
評
を
博
し
た
塚
原
重
義
さ
ん
。
さ

ら
に
上
映
時
間
九
分
の
短
編
な
が
ら
、
細
谷

佳
正
さ
ん
と
梶
裕
貴
さ
ん
の
ト
ッ
プ
声
優
お

二
人
、
活
動
弁
士
の
坂
本
頼
光
さ
ん
も
声
の

出
演
を
さ
れ
ま
す
。

　

―
―
な
る
ほ
ど
。
そ
り
ゃ
楽
し
み
だ
ね
。

　

ど
う
ぞ
ご
ひ
い
き
に
！
（
了
）

（
上
席
学
芸
員　

村
上
敬
）

し
て
い
こ
う
と
思
い
ま
す
。

　

ま
ず
「
俯
瞰
」
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
。

人
の
視
覚
的
欲
求
に
つ
い
て
考
え
て
み
ま
す

と
、「
高
い
場
所
か
ら
遠
く
を
見
晴
ら
し
た

い
」
と
い
う
欲
望
は
ま
さ
に
そ
の
原
点
と
言

え
る
の
で
は
な
い
か
。
な
に
し
ろ
万
葉
集
に

も
国
見
の
歌
が
出
て
く
る
く
ら
い
で
す
か

ら
。
そ
う
い
う
誰
も
が
持
っ
て
い
る
欲
求
が

や
が
て
展
望
塔
、
望
遠
鏡
、
飛
行
機
、
人
工

衛
星
と
い
っ
た
さ
ま
ざ
ま
な
新
視
覚
を
生
み

出
す
と
い
う
わ
け
で
す
。
そ
れ
ら
に
ま
つ
わ

る
資
料
や
作
品
が
い
ろ
い
ろ
出
品
さ
れ
ま
す

（
図
1
）。

　

―
―
な
る
ほ
ど
。
望
遠
鏡
は
遠「
め
が
ね
」

と
も
言
う
し
ね
。
で
も
、
も
う
ち
ょ
っ
と
め

が
ね
ら
し
い
も
の
は
な
い
の
？

　

よ
く
ぞ
お
訊
き
く
だ
さ
い
ま
し
た
。
江
戸

後
期
の
「
眼
鏡
絵
」
も
展
示
さ
れ
ま
す
。
こ

れ
は
線
遠
近
法
を
極
度
に
強
調
し
た
一
枚
物

の
絵
画
で
し
て
、
こ
れ
を
凸
レ
ン
ズ
の
つ
い

た
器
具
で
覗
く
と
距
離
感
が
強
調
さ
れ
て
現

代
の
３
Ｄ
の
よ
う
な
効
果
を
も
た
ら
す
と
い

う
も
の
で
す
。
さ
ら
に
こ
の
「
覗
き
」
と
い

う
視
覚
行
為
を
広
く
解
釈
し
ま
し

て
、
解
剖
図
や
透
視
図
も
紹
介
し

ま
す
。

　

―
―
ほ
か
に
は
？
ト
リ
ッ
ク
ア

ー
ト
と
か
今
ち
ょ
っ
と
は
や
っ
て

る
で
し
ょ
う
？

　

で
す
ね
。
本
展
に
も
視
覚
の
ト

図 2 　山田純嗣《（１7-3）舞妓林泉》
20１7（平成29）年　作家蔵

リ
ッ
ク
を
用
い
た
作
品
が
い
く
つ
か
出
品
さ

れ
ま
す
。
鏡
を
使
っ
て
ピ
ン
ポ
ン
球
を
一
瞬

の
う
ち
に
染
め
変
え
た
り
、
静
止
し
た
平
面

な
の
に
動
い
て
見
え
る
錯
視
、
あ
る
い
は
お

な
じ
み
赤
青
め
が
ね
の
立
体
視
を
大
胆
に
拡

張
し
た
体
験
型
作
品
な
ど
で
す
ね
。

　

―
―
赤
青
め
が
ね
！
そ
れ
は
懐
か
し
い
ロ

ー
テ
ク
だ
な
。
逆
に
ハ
イ
テ
ク
な
も
の
は
ど

う
？

　

バ
ー
チ
ャ
ル
リ
ア
リ
テ
ィ
の
研
究
成
果
を

応
用
し
た
作
品
が
予
定
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ

れ
と
、
ス
テ
レ
オ
写
真
に
よ
る
立
体
錯
視
を

現
代
風
に
応
用
し
た
映
像
作
品
な
ど
も
御
紹

介
し
ま
す
。
さ
ら
に
、先
に
申
し
た
「
俯
瞰
」

「
覗
き
」
に
も
か
か
わ
っ
て
く
る
も
の
で
す

が
、「
衛
星
か
ら
俯
瞰
し
た
地
球
と
月
の
映

像
」「
マ
ウ
ス
の
神
経
細
胞
を
可
視
化
し
た

映
像
」
な
ど
も
。
こ
れ
ら
は
人
の
視
覚
に
お

け
る
マ
ク
ロ
と
ミ
ク
ロ
の
極
み
と
い
う
わ
け

で
す
が
、
い
ず
れ
も
た
い
へ
ん
に
美
し
い
映

像
で
す
。

　

―
―
美
術
館
ら
し
い
作
品
と
し
て
は
？

　

は
い
。
二
次
元
と
三
次
元
の
表
現
特
性
を

追
究
す
る
よ
う
な
絵
画
や
彫
刻
を
御
紹
介
し

ま
す
。
風
景
画
や
肖
像
画
と
い
う
の
は
そ
も

そ
も
立
体
の
モ
チ
ー
フ
を
平
面
へ
と
翻
訳
す
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は
じ
め
に

　

足
で
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
に
抽
象
絵
画
を
描
い
た
白

髪
一
雄
は
、
関
西
の
前
衛
グ
ル
ー
プ
で
あ
る
具
体

美
術
協
会
（
以
下
「
具
体
」
と
表
記
）
の
代
表
的

な
作
家
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
。
様
々
な
実
験
的

な
試
み
に
挑
戦
し
た
「
具
体
」
の
会
員
た
ち
の
作

品
は
、
国
内
外
で
評
価
が
高
く
、
当
館
も
白
髪
を

は
じ
め
「
具
体
」
の
作
品
を
複
数
点
所
蔵
し
て
い

る
。
も
っ
と
も
、
す
で
に
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に

白
髪
の
足
で
描
く
と
い
う
独
特
の
描
画
方
法
は
、

「
具
体
」
以
前
に
試
み
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。

　

本
稿
で
は
、
白
髪
が
具
体
に
参
加
す
る
以
前
に

さ
か
の
ぼ
り
、
白
髪
の
活
動
の
初
期
の
段
階
に
つ

い
て
言
及
し
た
い
。
な
お
、
作
品
の
変
遷
や
現
代

美
術
懇
談
会
（
通
称
ゲ
ン
ビ
）
や
０ゼ

ロ

会
と
い
っ
た

美
術
家
や
表
現
者
同
士
の
交
流
は
、
こ
れ
ま
で
に

も
画
家
自
身
も
含
め
て
言
及
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ

で
は
、
美
術
家
と
し
て
の
実
践
的
な
活
動
、
す
な

わ
ち
展
覧
会
に
つ
い
て
触
れ
る
こ
と
と
す
る
。
限

ら
れ
た
紙
面
で
は
詳
ら
か
に
は
で
き
な
い
が
、
新

た
に
判
明
し
た
事
柄
に
比
重
を
置
き
、論
じ
た
い
。

　

ま
ず
は
、
最
初
期
の
経
歴
に
つ
い
て
簡
潔
に
述

べ
る
。
白
髪
は
も
と
も
と
洋
画
（
油
彩
）
を
志
し

て
い
た
が
、
戦
時
中
の
た
め
上
京
す
る
こ
と
は
断

念
し
、
洋
画
科
の
無
い
京
都
市
立
絵
画
専
門
学
校

（
現
在
の
京
都
市
立
芸
術
大
学
）へ
一
九
四
二
年
に

進
学
し
、
日
本
画
を
学
ん
だ
。
白
髪
が
卒
業
し
た

の
は
、終
戦
の
後
に
復
員
し
、さ
ら
に
病
の
療
養
を

経
た
後
の
、
一
九
四
八
年
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
卒

業
前
に
は
再
び
洋
画
に
着
手
し
て
い
た
よ
う
だ
。

　

そ
の
後
、
一
九
四
九
年
か
ら
大
阪
市
立
美
術
館

内
の
大
阪
市
立
美
術
研
究
所
や
、
そ
の
翌
年
か
ら

は
新
制
作
協
会
（
当
初
は
、
新
制
作
派
協
会
と
呼

称
）
に
所
属
す
る
伊
藤
継
郎
の
元
で
洋
画
を
学
び

直
す
。
ま
た
、
ジ
ャ
ン
ル
を
越
え
て
表
現
者
た
ち

が
集
ま
っ
た
現
代
美
術
懇
談
会
や
新
制
作
の
中
で

も
先
鋭
的
な
表
現
す
る
者
ら
で
結
成
し
た
0
会
等

に
参
加
し
、白
髪
は
新
し
い
表
現
を
求
め
て
い
く
。

そ
う
し
た
中
で
、
そ
の
作
風
は
抽
象
に
向
か
い
、

「
具
体
」
期
に
つ
な
が
る
身
体
で
直
接
描
い
た
作

品
を
制
作
す
る
よ
う
に
な
る
。

　

展
覧
会
活
動
に
目
を
向
け
る
と
、
当
時
、
芸
術

る
が1
＊

、「
第
五
回
関
西
新
制
作
展
」（
図
1
）
で
は
、

《
照
魔
鏡
》
と
、
タ
イ
ト
ル
は
不
詳
で
あ
る
が
ス

ト
ー
ブ
の
前
で
椅
子
に
座
る
人
物
を
描
い
た
と
思

わ
れ
る
絵
画
を
出
品
し
、
ホ
ル
ベ
イ
ン
賞
を
受
賞

し
た
こ
と
も
あ
り
、
ま
っ
た
く
冷
遇
さ
れ
た
わ
け

で
も
な
か
っ
た＊
＊

。
会
の
一
部
だ
け
か
も
し
れ
な
い

が
、
会
員
の
小
磯
良
平
と
猪
熊
弦
一
郎
は
、
白
髪

の
絵
画
を
評
価
し
て
い
た
よ
う
だ＊
＊

。
な
お
、
タ
イ

ト
ル
不
詳
の
作
品
は
、
エ
ス
キ
ー
ス
（
図
＊
）
か

ら
白
髪
の
作
品
で
あ
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
た
。
も

っ
と
も
、
白
髪
の
作
風
が
さ
ら
に
抽
象
に
進
み
、

変
化
し
て
い
く
に
つ
れ
て
、
白
髪
の
表
現
と
会
の

傾
向
の
乖
離
も
広
が
る
こ
と
に
な
る
。
新
制
作
で

活
動
を
続
け
て
い
く
こ
と
に
白
髪
が
困
難
を
感
じ

た
と
し
て
も
不
思
議
で
は
な
い
。

　

た
だ
、
幸
い
に
も
活
躍
の
場
は
新
制
作
に
限
ら

れ
て
は
い
な
か
っ
た
。
白
髪
が
暮
ら
し
て
い
た
尼

崎
市
に
は
、
か
つ
て
は
公
募
型
の
美
術
展
は
な
か

っ
た
が
、
白
髪
は
、
尼
崎
美
術
家
協
会
の
設
立＊
＊

や

尼
崎
市
展
の
開
催
に
向
け
て
働
き
、
一
九
五
二
年

に
は
、
同
協
会
と
尼
崎
市
の
主
催
で
第
一
回
展
が

家
に
と
っ
て
作
品
を
発
表
す
る
機
会
は
、
美
術
団

体
の
公
募
す
る
展
覧
会
や
、
自
治
体
等
に
よ
る
地

域
の
公
募
展
、
無
審
査
の
ア
ン
デ
パ
ン
ダ
ン
等
、

限
ら
れ
た
も
の
だ
っ
た
。

　

確
認
で
き
る
白
髪
の
最
初
の
出
品
歴
は
、
大
阪

市
立
美
術
館
で
の
「
第
一
回
関
西
総
合
美
術
展
覧

会
」
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
、
大
阪
市
立
美
術
研
究

所
で
の
研
鑽
の
結
果
を
試
す
場
で
あ
っ
た
ろ
う
。

研
究
所
の
教
育
は
、
赤
松
麟
作
や
小
磯
良
平
等
、

近
隣
の
著
名
な
芸
術
家
に
よ
る
ア
カ
デ
ミ
ッ
ク
な

内
容
だ
っ
た
が
、
こ
の
時
、
白
髪
は
早
描
き
の
エ

ス
キ
ー
ス
を
元
に
寓
話
的
な
モ
チ
ー
フ
を
描
い
た

《
魔
曲
》
を
出
品
し
た
。

　

ま
た
、
新
制
作
協
会
の
伊
藤
継
郎
か
ら
絵
画
を

学
ん
だ
白
髪
は
、
一
九
五
〇
年
か
ら
お
よ
そ
四
年

間
、新
制
作
協
会
が
開
催
す
る
「
新
制
作
展
」（
第

十
五
回
〜
十
八
回
）
や
「
関
西
新
制
作
展
」（
第

三
回
〜
第
六
回
）
に
出
品
し
た
。

　

白
髪
に
よ
る
と
、「
新
制
作
展
」
の
展
覧
会
場

で
は
、
あ
ま
り
良
い
場
所
に
絵
を
展
示
し
て
も
ら

え
ず
、
作
品
の
傾
向
の
違
い
も
感
じ
た
そ
う
で
あ

白髪一雄の初期の展示活動について
主任学芸員　植松　篤

図 １ 　撮影者不詳「第 5 回関西新制作展展示風景」１952年

図 2 　白髪一雄《不詳エスキース》
　　　（所収「初期エスキース集」１948-１952年）１95１年
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開
催
さ
れ
た＊
＊

。
作
品
発
表
と
い
う
こ
と
だ
け
で
あ

れ
ば
、
他
の
地
域
の
展
覧
会
に
出
品
す
る
と
い
う

手
も
あ
っ
た
ろ
う
が
、
白
髪
に
は
地
元
の
文
化
の

発
展
に
貢
献
し
た
い
と
い
う
気
持
ち
も
あ
っ
た
の

で
あ
ろ
う
。

　

白
髪
は
具
体
に
参
加
す
る
ま
で
、
こ
の
尼
崎
市

美
術
展
に
毎
回
出
品
し
、
連
続
し
て
賞
を
受
賞
し

て
い
る
。
審
査
員
は
洋
画
で
は
小
磯
良
平
（
第
一

回
）、
吉
原
治
良
（
第
二
回
）、
伊
藤
継
郎
（
第
三

回
）
や
中
村
真
（
同
）
と
い
っ
た
、
関
西
の
著
名

画
家
が
務
め
た
。

　

第
一
回
展
の
白
髪
の
出
品
作
は
、
新
聞
記
事
に

よ
る
と
《
骨
董
部
屋
》
と
い
う
作
品
で
、
美
術
協

会
賞
を
受
賞
し
た＊
＊

。本
作
は
現
存
し
て
い
な
い
が
、

元
と
な
っ
た
エ
ス
キ
ー
ス
を
確
認
す
る
こ
と
が
で

き
る
（
図
＊
）。
白
髪
は
油
彩
画
制
作
の
際
、
比

較
的
エ
ス
キ
ー
ス
に
忠
実
に
制
作
し
て
い
た
か

ら
、
実
作
も
フ
ォ
ル
ム
に
つ
い
て
は
大
差
な
か
っ

た
と
考
え
ら
れ
る
。

求
め
ら
れ
て
い
た
と
言
い
換
え
る
こ
と
も
で
き

る
。
当
時
の
記
事
に
目
を
向
け
て
み
る
と
、
具
体

加
入
直
前
の
頃
に
は
、
白
髪
は
毎
日
新
聞
へ
寄
稿

し
た
文
の
中
で
、
一
般
の
モ
ダ
ン
ア
ー
ト
に
対
す

る
理
解
に
つ
い
て
苦
言
を
呈
し
て
お
り ＊
＊

、
ま
た
尼

崎
市
の
広
報
誌
で
は
、
一
九
五
五
年
の
尼
崎
市
政

を
振
り
返
る
紙
面
に
て
、
各
界
か
ら
の
意
見
と
並

ん
で
、
白
髪
は
地
元
尼
崎
の
文
化
の
発
展
を
願
う

意
見
を
載
せ
て
い
る＊1
＊

。
東
京
へ
の
進
出
や
国
際
的

な
関
連
等
が
論
じ
ら
れ
る
「
具
体
」
だ
が
、
当
然

な
が
ら
同
時
に
作
家
は
地
方
の
美
術
界
や
社
会
と

の
関
連
の
中
に
配
置
さ
れ
て
も
い
た
。
白
髪
は
、

一
画
家
と
し
て
、
こ
の
よ
う
に
し
て
ス
タ
ー
ト
を

切
っ
た
の
で
あ
っ
た
。

＊�

1　

白
髪
一
雄
、
針
生
一
郎
（
対
談
）「
上
方
あ
く
し
ょ

ん
だ
ん
ぎ
」、『
白
髪
一
雄
』、
東
京
画
廊
、
一
九
七
三
年
、

頁
記
載
な
し
。

＊�

＊　

写
真
に
は
「
ホ
ル
ベ
イ
ン
賞
」
の
文
字
が
確
認
で
き

る
。
白
髪
に
よ
る
裏
書
き
に
も
展
覧
会
名
や
受
賞
の
情
報

が
書
か
れ
て
い
る
。
た
だ
し
、
こ
れ
ま
で
の
年
譜
と
齟
齬

が
あ
る
た
め
、
さ
ら
な
る
調
査
が
必
要
で
あ
る
。

＊�

＊　

前
掲
書
１
。

＊�

＊　
『
市
報
あ
ま
が
さ
き
』
一
八
六
号
（
一
九
五
八
年
六

月
五
日
）
に
は
「
尼
崎
市
美
術
家
協
会
創
立
十
周
年
を
記

念
」
と
あ
る
の
で
、一
九
四
八
年
の
創
立
と
考
え
ら
れ
る
。

＊�

＊　

著
者
名
記
載
な
し
「『
尼
崎
市
展
』
入
選
者
」、『
神

戸
新
聞　

尼
崎
版
』
一
九
五
二
年
七
月
六
日

＊�

＊　

同
上
。

＊�

7　

柚
木
伸
一
「
白
髪
一
雄
論
〔
1
〕　
〈
足
描
き
〉
の
美

学
―
生
い
立
ち
の
前
夜
―
」、『
国
際
美
術
』
第
三
号
、
一

九
六
五
年
一
月
一
日

＊�
8　

著
者
名
記
載
な
し
「
尼
崎
市
展
の
洋
画
入
賞
者
決
ま

る
」、『
神
戸
新
聞　

阪
神
・
尼
崎
版
』
一
九
五
三
年
七
月

二
六
日

＊�

＊　

白
髪
一
雄
「
あ
れ
こ
れ
放
談　

リ
レ
ー
登
場　

不
思

議
な
世
間
の
人　

モ
ダ
ン
ア
ー
ト
に
理
解
を
」、『
毎
日
新

聞
』
一
九
五
五
年
一
月
三
〇
日

＊�

10　

白
髪
一
雄
、
他
「
さ
よ
う
な
ら
１
９
５
５
年　

市
政

ハ
イ
ラ
イ
ト
と
市
民
の
市
政
感
想
」、『
市
報
あ
ま
が
さ
き
』

一
二
七
号
、
尼
崎
市
役
所
市
長
室
、
一
九
五
五
年
一
二
月

二
〇
日

　

私
た
ち
は
と
き
に
無
造
作
に
「
昔
の
人
に
は

漢
学
の
素
養
が
あ
っ
た
」
な
ど
と
い
う
言
い
方

を
し
ま
す
。
本
書
は
、
そ
の
カ
ン
ガ
ク
ノ
ソ
ヨ

ウ
と
や
ら
は
け
っ
き
ょ
く
何
な
の
か
を
、
江
戸

後
期
の
頼
山
陽
か
ら
大
正
・
昭
和
の
芥
川
・
荷

風
・
谷
崎
ま
で
読
み
解
い
て
い
く
試
み
で
す
。

　

明
治
中
頃
ま
で
の
教
養
人
に
と
っ
て
、
漢
文

の
読
み
書
き
は
中
国
の
士
大
夫
の
精
神
に
自
ら

を
重
ね
合
わ
せ
て
い
く
営
み
で
し
た
。
そ
れ
は

天
下
国
家
を
論
じ
る
公
的
側
面
と
琴
棋
書
画
に

興
じ
る
私
的
側
面
と
い
う
二
つ
の
焦
点
を
持
つ

楕
円
構
造
の
世
界
で
あ
り
、
そ
う
い
う
体
系
を

著
者
は
「
漢
文
脈
」
と
呼
び
ま
す
。
漢
文
脈
は

や
が
て
近
代
日
本
の
公
的
文
体
と
し
て
の
今
体

文
（
漢
文
訓
読
風
の
文
体
）
を
導
く
と
同
時
に
、

そ
れ
と
は
ま
っ
た
く
対
照
的
な
私
的
領
域
に
属

す
る
支
那
趣
味
小
説
等
の
耽
美
的
世
界
を
支
え

る
意
匠
と
も
な
り
ま
し
た
。
そ
の
と
き
、
そ
こ

に
は
漢
文
脈
を
換
骨
奪
胎
し
た
新
た
な
脈
絡
が

呼
び
込
ま
れ
る
こ
と
と
な
り
ま
す
。

　

長
ら
く
東
ア
ジ
ア
の
人
文
的
基
盤
で
あ
っ
た

漢
文
脈
が
、
近
代
日
本
を
駆
動
す
る
新
文
体
の

中
に
分
解
・
消
費
さ
れ
る
あ
り
よ
う
―
―
日
本

絵
画
の
近
代
を
考
え
る
上
で
も
た
い
へ
ん
示
唆

的
な
問
題
で
す
。�

（
上
席
学
芸
員�

村
上
敬
）

本の窓

齋
藤
希
史
著

『
漢
文
脈
と
近
代
日
本
』

角
川
ソ
フ
ィ
ア
文
庫
　
二
〇
一
四
年

図 3 　白髪一雄《骨董部屋エスキース》（所収「初期エスキース集」１948−１952年）１95１年

　

白
髪
の
作
品
の
抽
象
化
は
タ
イ
ト
ル
か
ら
察
す

る
に
、
一
九
五
二
年
九
月
の
第
一
六
回
新
制
作
展

（《
鼠
の
巣
》
出
品
）
か
ら
一
九
五
三
年
五
月
の
第

六
回
関
西
新
制
作
展（《
―
５
３
セ
ル
ロ
ー
ス
届
》、

《
―
５
３
セ
ル
ロ
ー
ス
放
》
出
品
）
の
間
に
著
し

く
進
ん
だ
と
見
ら
れ
る
。
白
髪
は
、
部
屋
シ
リ
ー

ズ
で
あ
る
《
骨
董
部
屋
》
や
《
鼠
の
巣
》
の
次
の

展
開
を
試
み
て
い
た
最
中
に
失
敗
し
、
そ
れ
を
ナ

イ
フ
で
削
っ
た
の
が
、
変
化
の
き
っ
か
け
だ
っ

た7
＊

。
白
髪
は
そ
の
際
に
絵
具
の
流
動
性
を
生
か
す

描
き
方
に
気
が
付
き
、
尼
崎
市
展
の
第
二
回
、
第

三
回
で
は
、
そ
の
方
法
で
描
い
た
抽
象
作
品
を
出

品
し
、そ
れ
ぞ
れ《
流
脈
》が
文
化
協
会
賞
を8
＊

、《
文
》

が
教
育
委
員
会
賞
を
受
賞
し
た
。

　

あ
る
意
味
で
は
、
表
現
に
あ
る
種
の
傾
向
が
あ

る
よ
う
な
新
制
作
展
と
い
っ
た
団
体
展
よ
り
も
、

多
種
多
様
な
作
品
が
並
べ
ら
れ
る
尼
崎
市
展
は
、

新
し
い
試
み
の
成
果
を
問
う
に
は
ふ
さ
わ
し
か
っ

た
と
も
言
え
る
。
限
ら
れ
た
一
地
域
で
の
展
覧
会

と
は
言
え
、
著
名
な
洋
画
家
ら
に
評
価
さ
れ
た
こ

と
は
、
白
髪
に
と
っ
て
は
、
そ
の
方
向
性
を
進
め

る
後
押
し
に
も
な
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

付
け
加
え
る
と
、
受
賞
こ
そ
無
い
が
、
一
九
五
三

年
か
ら
は
現
代
美
術
懇
談
会
の
ゲ
ン
ビ
展
が
開
催

さ
れ
、
白
髪
も
第
一
回
展
か
ら
第
三
回
展
ま
で
抽

象
作
品
を
出
品
し
て
い
る
。
こ
う
し
て
白
髪
は
、

頭
角
を
現
す
と
言
え
ば
過
言
か
も
し
れ
な
い
が
、

地
歩
を
固
め
つ
つ
あ
っ
た
。
作
家
活
動
の
蓄
積
に

伴
い
、
白
髪
は
社
会
的
に
も
画
家
と
し
て
位
置
づ

け
ら
れ
て
い
く
こ
と
に
な
る
。

　

足
で
描
く
と
い
う
奇
抜
な
方
法
の
た
め
、
メ
デ

ィ
ア
に
は
揶
揄
さ
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
白
髪
で

あ
る
が
、
地
域
に
根
づ
い
た
活
動
を
し
て
い
た
た

め
か
、
一
方
で
は
地
域
の
文
化
人
的
な
扱
い
も
さ

れ
て
い
た
。
あ
る
い
は
、
そ
う
し
た
振
る
舞
い
も
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美術館問わず語り

　

草
薙
マ
ル
シ
ェ
を
二
〇
一
三
年
に
立
ち
上
げ
た

翌
年
、
当
時
副
館
長
だ
っ
た
坂
田
さ
ん
の
「
地
域

住
民
に
親
し
ん
で
頂
け
る
美
術
館
に
し
た
い
」
と

の
コ
ン
セ
プ
ト
に
共
感
さ
せ
て
頂
き
、
県
立
の
美

術
館
と
し
て
は
他
に
類
を
見
な
い
、
マ
ル
シ
ェ
イ

ベ
ン
ト
を
開
催
さ
せ
て
い
た
だ
く
事
に
な
り
ま
し

た
。

　

当
初
は
、
手
探
り
状
態
で
始
め
た
ロ
ダ
ン
マ
ル

シ
ェ
で
す
が
、様
々
な
方
達
の
ご
協
力
と
、緑
に
囲

ま
れ
た
抜
群
の
ロ
ケ
ー
シ
ョ
ン
、
秋
風
が
心
地
よ

い
季
節
も
相
ま
っ
て
、
毎
年
五
〇
〇
〇
人
を
超
え

る
多
く
の
方
々
に
愉
し
ん
で
頂
い
て
お
り
ま
す
。

　

た
だ
、
残
念
な
が
ら
当
初
の
目
的
を
達
成
で
き

て
い
る
と
は
思
え
ま
せ
ん
。
よ
り
多
く
の
方
々
を

巻
き
込
み
な
が
ら
、
美
術
館
を
始
め
、
草
薙
地
区

の
魅
力
の
発
信
に
取
り
組
ん
で
い
き
た
い
と
思
い

ま
す
。

　

今
年
も
十
一
月
三
日
の
文
化
の
日
に
開
催
で
す

が
、
早
い
も
の
で
五
回
目
と
な
り
ま
す
。

　

一
昨
年
か
ら
は
、プ
ロ
ム
ナ
ー
ド
を
使
用
し
て
、

若
手
の
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
さ
ん
に
よ
る
、
展
示
や
演

奏
な
ど
を
行
い
、
よ
り
美
術
館
ら
し
い
イ
ベ
ン
ト

に
な
っ
て
き
て
い
る
と
思
い
ま
す
。

　

現
在
、
準
備
に
奔
走
し
て
お
り
ま
す
が
、
目
的

は
あ
く
ま
で
も
美
術
館
に
来
館
す
る
き
っ
か
け
づ

く
り
で
あ
る
こ
と
を
忘
れ
ず
に
、
美
術
館
な
ら
で

は
の
マ
ル
シ
ェ
と
な
る
よ
う
に
し
て
い
き
た
い
と

思
い
ま
す
。

昨年の様子

プロムナードでの生演奏

ロ
ダ
ン
マ
ル
シ
ェ草

薙
マ
ル
シ
ェ
実
行
委
員
会　

代
表　

大
畑
守

「ロダンウィーク」イベント・スケジュール
2018年ロダン・ウィーク特別上映

『ディヴィノ・インフェルノ−そしてロダンは《地獄の門》を創った』
11月3日（土・祝）14：00～、11月4日（日）11：00～　講堂　申込不要
（各回定員250名、先着順）
2017年にロダン没後100年を記念して制作された映像作品の上映
丘の上の「ロダンマルシェ」
11月3日（土・祝）10：00～16：00　美術館正面広場　申込不要　（荒天中止）
草薙マルシェ実行委員会がプロデュースする「フランス風のグルメ、雑貨
＆パフォーマンス」
ドビュッシーとロダン　～カミーユが愛した二人の芸術家～
11月3日（土・祝）15：30～　ロダン館　申込不要
静岡大学協力によるピアノとフルートの演奏
ギャラリートーク
11月3日（土・祝）12：30～
ロダン館　申込不要
静岡大学の学生によるロダン作品の解説
友の会ひろば
11月3日（土・祝）10：00～15：30　美術館正面玄関前　申込不要　（小雨決行）
美術館友の会が企画・運営するタブレットでお絵かき・にがお絵・作家た
ちのワークショップ等
草薙ツアーグループ「呈茶サービス」
11月4日（日）11:00～14:00　美術館正面玄関前　申込不要
美術館ボランティアによる美術館の茶畑でとれたお茶のサービス

「静岡の名手たち」ロダン賞コンサート
11月4日（日）14:30～　ロダン館　申込不要
AOI「静岡の名手たち」ロダン賞受賞者によるピアノ＆ヴァイオリンの演奏
めぐるりアート静岡
10月23日（火）～11月11日（日）
本館エントランス、ブリッジギャラリー横ラウンジ
静岡市内の様々な会場をめぐりながら今を生きるアートを楽しむ展覧会
サウンドインスタレーション「Homagge à Rodin（ロダンを讃えて）」
10月31日（水）～11月3日（土・祝）　ロダン館
美術作品と静大長谷川慶岳氏作曲の音楽のコラボ
ちょこっと体験講座　ミニ考える人づくり
10月31日（水）～11月4日（日）10:00～12:00、13:00～15:30
本館エントランス　申込不要
ミニ考える人の作成

※11月1日（木）～4日（日）はロダン館観覧無料

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」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
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