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No.

2019年度 ｜秋｜

オ
ー
ギ
ュ
ス
ト
・
ロ
ダ
ン
（
一
八
四
〇

−

一
九
一
七
）

《
バ
ス
テ
ィ
ア
ン
＝
ル
パ
ー
ジ
ュ
》

ブ
ロ
ン
ズ　

一
八
八
七

−

一
八
八
九
年

一
七
五
×
九
二
×
八
二
㎝

　

ジ
ュ
ー
ル
・
バ
ス
テ
ィ
ア
ン
＝
ル
パ

ー
ジ
ュ
（
一
八
四
八

−

一
八
八
四
）
は
、

十
九
世
紀
フ
ラ
ン
ス
の
画
家
で
あ
る
。

外
光
の
効
果
を
取
り
入
れ
た
自
然
主
義

の
画
家
と
し
て
活
躍
し
人
気
を
博
し
た

が
、
三
十
代
半
ば
で
病
魔
に
倒
れ
た
。

こ
の
早
す
ぎ
る
死
を
悼
み
、
画
家
と
近

し
か
っ
た
人
々
は
、
そ
の
故
郷
ダ
ン
ヴ

ィ
エ
の
街
に
記
念
像
を
設
置
す
べ
く
動

き
始
め
る
。
そ
し
て
《
バ
ス
テ
ィ
ア
ン

=

ル
パ
ー
ジ
ュ
》
像
は
一
八
八
九
年
に

落
成
す
る
が
、
こ
れ
を
制
作
し
た
の
が

ロ
ダ
ン
で
あ
っ
た
。

　

本
作
は
、
こ
の
記
念
像
の
鋳
造
番
号

「N

°III/IV

」
の
も
の
で
あ
る
。
パ
レ

ッ
ト
を
片
手
に
力
強
く
前
脚
を
踏
み
出

す
画
家
の
姿
は
生
気
に
満
ち
、
在
り
し

日
に
み
せ
て
い
た
輝
か
し
い
ま
で
の
そ

の
才
能
を
彷
彿
さ
せ
る
。
生
前
の
画
家

と
親
交
が
あ
っ
た
ロ
ダ
ン
で
あ
れ
ば
こ

そ
、
成
し
得
た
表
現
で
あ
ろ
う
。

（
学
芸
課
長　

三
谷
理
華
）



T O P I C S

浜
松
に
な
ぜ
凱
旋
門
が
？

館
長
　
木
下
直
之

　

浜
松
で
生
ま
れ
育
っ
た
私
に
と
っ
て
浜
名

湖
は
池
み
た
い
な
も
の
、
中
学
高
校
の
こ
ろ

に
は
湖
畔
を
自
転
車
で
走
り
回
っ
て
い
ま
し

た
。
し
か
し
、
そ
の
奥
の
引
佐
町
に
凱
旋
門

が
あ
る
と
は
知
ら
な
か
っ
た
。

　

教
え
て
く
れ
た
の
は
ド
イ
ツ
文
学
者
の
池

内
紀
さ
ん
。
話
を
聞
か
さ
れ
た
時
、
私
の
顔

が
ほ
ん
の
一
瞬
こ
わ
ば
っ
た
ら
し
い
。「
ご

当
地
の
逸
品
を
見
逃
し
て
い
た
と
は
、
う
か

つ
千
万
―
―
わ
れ
知
ら
ず
「
近
く
て
遠
い
モ

ノ
」
の
先
生
の
鼻
を
あ
か
し
た
わ
け
だ
」
と

得
意
気
に
書
い
て
い
ま
す
（
池
内
紀
「
鼻
を

あ
か
す
」『
木
下
直
之
を
全
ぶ
集
め
る
』
ギ

ャ
ラ
リ
ー
エ
ー
ク
ワ
ッ
ドw

ebsite

）。

　

そ
れ
は
今
か
ら
三
十
年
も
前
の
こ
と
、
池

内
さ
ん
か
ら
い
た
だ
い
た
手
書
き
の
地
図
入

り
葉
書
を
「
凱
旋
門
」
と
題
し
た
フ
ァ
イ
ル

に
大
切
に
綴
じ
込
ん
で
あ
り
ま
す
。

　

あ
る
関
心
が
芽
生
え
て
、
う
ま
く
育
ち
そ

う
だ
な
と
思
っ
た
時
点
で
、
フ
ァ
イ
ル
を
一

冊
つ
く
る
こ
と
を
若
い
こ
ろ
か
ら
ず
っ
と
続

け
て
き
ま
し
た
。「
凱
旋
門
」
フ
ァ
イ
ル
は

全
部
で
四
冊
あ
り
ま
す
か
ら
、
大
き
な
木
に

ま
で
育
っ
た
テ
ー
マ
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
フ

ァ
イ
ル
に
は
青
柳
正
規
「
ロ
ー
マ
記
念
門
に

お
け
る
三
角
小
間
装
飾
の
変
遷
」（『
芸
術
研

究
報
』
三
）
や
京
谷
啓
徳
「
は
り
ぼ
て
凱
旋

門
の
語
る
も
の
―
十
六
世
紀
の
君
主
の
入
城

式
に
お
け
る
ア
ッ
パ
ラ
ー
ト
に
関
す
る
覚

書
」（『
西
洋
美
術
研
究
』
十
二
）
と
い
っ
た

西
洋
の
凱
旋
門
に
関
す
る
先
行
研
究
も
含
ま

れ
る
も
の
の
、
大
半
は
明
治
期
の
日
本
に
出

現
し
た
凱
旋
門
に
関
す
る
資
料
で
す
。

　

雑
誌
『
日
清
戦
争
実
記
』
第
三
十
編
の
記

事
を
ち
ょ
っ
と
覗
い
て
み
ま
し
ょ
う
。
戦
争

が
終
わ
り
、
大
本
営
が
置
か
れ
て
い
た
広
島

か
ら
帰
京
す
る
明
治
天
皇
を
迎
え
た
静
岡
市

内
の
様
子
で
す
。
明
治
二
十
八
年
（
一
八
九

五
）
五
月
二
十
九
日
の
こ
と
で
し
た
。

「
静
岡
市
の
大
緑
門
の
頂
面
に
は
、
駿
河
細

工
の
竹
器
を
蕋し
べ

に
し
て
、
朱
塗
の
菓
子
器
を

瓣べ
ん

に
し
た
る
菊
花
を
つ
け
、
其
下
に
額
面
と

見
せ
た
る
行
燈
（
夜
は
燈
火
を
點
ず
）
を
懸

け
た
る
が
、
其
の
中
央
な
る
「
奉
祝
」
の
二

字
は
安
陪
茶
に
て
作
り
、周
囲
の
額
縁
を
ば
、

名
産
の
夏
蜜
柑
と
椎
茸
に
て
飾
れ
り
、
中
々

の
思
い
つ
き
、
御
沿
道
の
細
工
物
中
か
く
の

如
き
は
珍
し
か
り
き
」（「
大
元
帥
陛
下
の
御

還
幸
」）

　

私
が
追
い
か
け
て
き
た
凱
旋
門
が
ど
の
よ

う
な
も
の
で
あ
っ
た
か
、
お
分
か
り
い
た
だ

け
ま
し
た
か
。「
緑
門
」
と
は
植
物
で
飾
り

立
て
た
門
を
指
す
の
で
す
が
、
そ
れ
は
な
ん

と
、
静
岡
名
産
品
で
つ
く
っ
た
凱
旋
門
。
戦

時
に
も（
戦
時
だ
か
ら
こ
そ
）、見
立
て
細
工
、

つ
く
り
も
の
が
登
場
す
る
こ
と
を
面
白
が
っ

て
き
ま
し
た
（
拙
著
『
戦
争
と
い
う
見
世
物
』

乞
う
ご
覧
）。

　

し
か
し
、
浜
松
の
凱
旋
門
は
そ
う
し
た
仮

設
の
つ
く
り
も
の
で
は
な
く
、
煉
瓦
造
の
建

造
物
で
し
た
。
だ
か
ら
今
も
同
じ
場
所
に
建

っ
て
い
る
！
そ
れ
は
日
露
戦
争
が
終
わ
っ
た

翌
年
、
明
治
三
十
九
年
（
一
九
〇
六
）
三
月

に
、
引
佐
町
最
北
端
の
渋
川
と
い
う
集
落
の

入
り
口
に
建
て
ら
れ
ま
し
た
。
門
を
く
ぐ
る

と
六
所
神
社
へ
と
つ
な
が
っ
て
い
ま
す
か

ら
、
ど
う
や
ら
鳥
居
を
兼
ね
た
よ
う
で
す
。

　

ア
ー
チ
の
上
に
「
凱
旋
紀
念
門
」
と
大
き

く
記
さ
れ
、
柱
の
基
部
に
出
征
兵
士
の
名
前

と
こ
の
門
を
建
て
た
寄
付
者
の
名
前
が
ず
ら

り
と
刻
ま
れ
て
い
ま
す
。
出
征
は
日
清
戦
争

に
ま
で
さ
か
の
ぼ
り
ま
す
。
ざ
っ
と
数
え
た

と
こ
ろ
、
日
清
で
は
十
六
人
、
日
露
で
は
六

十
三
人
が
渋
川
か
ら
は
る
か
異
国
の
戦
場
へ

と
駆
り
出
さ
れ
ま
し
た
。
そ
し
て
、
最
後
に

戦
没
者
二
人
、
病
没
者
三
人
の
名
前
が
登
場

し
ま
す
。
戦
勝
記
念
で
あ
る
と
と
も
に
、
慰

霊
碑
の
役
割
を
果
た
し
て
い
る
の
で
す
ね
。

　

凱
旋
門
と
聞
け
ば
、
誰
も
が
真
っ
先
に
パ

リ
の
エ
ト
ワ
ー
ル
凱
旋
門
を
思
い
浮
か
べ
る

で
し
ょ
う
。
ナ
ポ
レ
オ
ン
が
ア
ウ
ス
テ
ル
リ

ッ
ツ
で
の
戦
勝
を
記
念
し
て
建
設
に
着
手

し
、死
後
の
一
八
三
六
年
に
完
成
し
ま
し
た
。

現
在
も
な
お
、
フ
ラ
ン
ス
共
和
国
の
無
名
戦

士
の
墓
と
し
て
使
わ
れ
て
い
ま
す
。

　

古
代
ロ
ー
マ
の
凱
旋
門
を
模
し
た
そ
の
姿

は
と
ん
で
も
な
く
古
い
の
に
、
実
は
近
代
の

建
築
で
あ
る
こ
と
に
驚
か
さ
れ
ま
す
。
そ
し

て
、
そ
れ
は
十
九
世
紀
が
終
わ
ら
な
い
う
ち

に
日
本
に
ま
で
波
及
し
た
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

日
清
戦
争
で
も
日
露
戦
争
で
も
、
凱
旋
門

は
林
立
し
ま
し
た
。
根
強
く
あ
っ
た
つ
く
り

も
の
の
伝
統
が
そ
れ
を
受
け
止
め
た
こ
と
は

間
違
い
あ
り
ま
せ
ん
が
、西
洋
に
お
い
て
も
、

古
代
で
も
ル
ネ
サ
ン
ス
期
で
も
祝
祭
の
た
め

の
仮
設
建
築
が
主
流
で
、
モ
ニ
ュ
メ
ン
タ
ル

な
建
築
は
例
外
で
し
た
。

　

そ
う
考
え
れ
ば
、
浜
松
の
凱
旋
門
は
貴
重

な
作
例
で
す
。
ほ
か
に
は
鹿
児
島
県
姶あ
い

良ら

市

の
山
田
凱
旋
門
（
明
治
三
十
九
年
建
設
、
石

造
）し
か
残
っ
て
い
ま
せ
ん
。こ
ち
ら
は
昨
年

の
夏
に
よ
う
や
く
訪
れ
る
こ
と
が
で
き
ま
し

た
。
や
は
り
山や
ま

間あ
い

の
小
さ
な
町
に
あ
り
、「
凱

旋
門
前
」
と
い
う
バ
ス
停
で
、
一
日
に
四
本

し
か
な
い
駅
に
戻
る
バ
ス
を
待
ち
ま
し
た
。

＊�

執
筆
中
に
、
池
内
紀
さ
ん
の
訃
報
に
接
し

ま
し
た
。
ご
冥
福
を
お
祈
り
し
ま
す
。
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T O P I C S

黒
川
弘
毅

武
蔵
野
美
術
大
学
教
授

大
屋
美
那
の
仕
事

―
松
方
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
の
ロ
ダ
ン
の
鋳
造
問
題
に
つ
い
て

の
反
応
を
冷
静
に
分
析
し
て
公
表
さ
れ
た
と

推
測
さ
れ
ま
す
が
、
大
屋
の
「
期
待
」
に
応

え
る
べ
く
書
か
れ
て
お
り
、
そ
れ
は
ロ
ダ
ン

美
術
館
に
対
す
る
大
屋
の
ア
ク
シ
ョ
ン
の
成

果
と
い
え
る
も
の
で
す
。
こ
れ
が
公
表
さ
れ

た
こ
と
は
当
時
衝
撃
的
で
あ
り
、
彼
ら
の
日

本
向
け
文
献
の
中
で
は
〈
誠
実
さ
〉
に
お
い

て
、
今
で
も
最
も
評
価
す
べ
き
も
の
に
思
わ

れ
ま
す
。

　

大
屋
は
そ
の
後
の
著
作
で
も
、《
地
獄
の

門
》
を
は
じ
め
と
す
る
松
方
コ
レ
ク
シ
ョ
ン

の
鋳
造
と
移
動
の
問
題
、
作
品
の
歴
史
の
解

明
の
必
要
性
を
表
明
し
、
松
方
コ
レ
ク
シ
ョ

ン
関
連
の
在
外
資
料
収
集
の
た
め
、
二
〇
〇

八
～
〇
九
年
に
フ
ラ
ン
ス
国
立
美
術
館
資
料

室
で
調
査
を
行
い
ま
し
た
。
二
〇
一
三
年
六

月
、
大
屋
が
滞
在
中
の
パ
リ
で
急
性
骨
髄
性

白
血
病
を
発
病
し
て
急
逝
し
た
と
聞
い
た
と

き
、
私
は
こ
れ
ほ
ど
が
っ
か
り
し
た
こ
と
は

あ
り
ま
せ
ん
。

黒
川
弘
毅
（
く
ろ
か
わ
・
ひ
ろ
た
け
）
氏

　

武
蔵
野
美
術
大
学
造
形
学
部
彫
刻
学
科
教

授
。
一
九
八
〇
年
代
よ
り
彫
刻
家
と
し
て
国
内

外
で
作
品
を
発
表
す
る
と
と
も
に
、
彫
刻
の
保

存
と
ブ
ロ
ン
ズ
鋳
造
に
つ
い
て
も
研
究
を
行
っ

て
い
る
。
黒
川
氏
は
、
当
館
の
プ
ロ
ム
ナ
ー
ド

に
設
置
さ
れ
た
野
外
作
品
等
の
メ
ン
テ
ナ
ン
ス

や
保
存
に
長
年
携
わ
っ
て
い
る
。

　

私
が
大
屋
美
那
（
旧
姓
尾
島
）
を
知
っ
た

の
は
、
彼
女
が
静
岡
県
立
美
術
館
の
学
芸
員

と
し
て
ロ
ダ
ン
館
の
開
設
準
備
を
し
て
い
た

頃
で
す
。
と
く
に
印
象
に
残
っ
て
い
る
の
は

ロ
ダ
ン
館
開
館
の
一
九
九
四
年
、
フ
ラ
ン
ス

や
ア
メ
リ
カ
の
著
名
な
ロ
ダ
ン
研
究
者
た
ち

が
顔
を
そ
ろ
え
て
開
催
さ
れ
た
シ
ン
ポ
ジ
ウ

ム「
ロ
ダ
ン
芸
術
に
お
け
る
モ
ダ
ニ
テ
ィ
ー
」

で
、
Ｊ
・
タ
ン
コ
ッ
ク
と
と
も
に
大
屋
が
司

会
を
務
め
た
と
き
で
す
。
日
本
の
研
究
者
や

タ
ン
コ
ッ
ク
が
抱
く
ロ
ダ
ン
の
ブ
ロ
ン
ズ
鋳

造
に
関
す
る
問
題
意
識
が
示
さ
れ
、
こ
れ
を

め
ぐ
る
ロ
ダ
ン
美
術
館
館
長
Ｊ
・
ヴ
ィ
ラ
ン

と
の
議
論
の
な
か
で
ロ
ダ
ン
美
術
館
の
〈
事

業
方
針
〉
を
窺
い
知
れ
た
の
は
、
大
屋
が
真

剣
に
取
り
組
ん
だ
企
画
の
収
穫
で
し
た
。

　

二
年
後
、
大
屋
は
西
洋
美
術
館
に
籍
を
移

し
、
展
覧
会
の
企
画
や
松
方
コ
レ
ク
シ
ョ
ン

研
究
と
と
も
に
、
所
蔵
す
る
ロ
ダ
ン
の
鋳
造

問
題
の
解
明
に
も
精
力
を
傾
け
ま
し
た
。

　

静
岡
県
立
美
術
館
で
二
〇
〇
一
年
に
開
催

さ
れ
た
展
覧
会
の
図
録
『
ロ
ダ
ン
と
日
本
』

に
、
Ｃ
・
ビ
ュ
レ
イ
＝
ウ
リ
ブ
（
ロ
ダ
ン
美

術
館
資
料
室
学
芸
員
）
の
論
文
「
松
方
と
ロ

ダ
ン
美
術
館
：
あ
る
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
を
め
ぐ

る
災
厄
」
が
大
屋
の
翻
訳
で
掲
載
さ
れ
ま
し

た
。
こ
の
中
で
、
そ
れ
以
前
に
は
推
測
す
る

し
か
な
か
っ
た
事
柄
―
《
地
獄
の
門
》
第
一

鋳
造
の
ア
メ
リ
カ
へ
の
売
却
を
含
む
松
方
コ

レ
ク
シ
ョ
ン
の
「
パ
リ
・
ロ
ダ
ン
美
術
館
で

の
保
管
期
間
内
の
作
品
の
移
動
」、
す
な
わ

ち
松
方
が
本
来
得
る
べ
き
ブ
ロ
ン
ズ
の
転
売

と
後
の
鋳
造
へ
の
入
れ
替
え
の
事
実
が
記
さ

れ
、
そ
れ
に
関
す
る
ロ
ダ
ン
美
術
館
と
ル
ー

ブ
ル
美
術
館
資
料
室
に
あ
る
文
書
資
料
が
示

さ
れ
ま
し
た
。

　

こ
の
前
年
、
大
屋
は
「
松
方
コ
レ
ク
シ
ョ

ン
の
ロ
ダ
ン
彫
刻
に
関
す
る
調
査
報
告�

一

九
三
七
年
か
ら
一
九
四
八
年
ま
で
の
作
品
保

管
リ
ス
ト
と
国
立
西
洋
美
術
館
所
蔵
の
《
エ

ヴ
ァ
》
の
鋳
造
に
つ
い
て
」
を
『
西
洋
美
術

館
紀
要
』
に
掲
載
し
ま
し
た
。
大
屋
は
論
文

の
註
で
、「『
ロ
ダ
ン
と
日
本
』
展
の
開
催
が

予
定
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
図
録
の
中
で
、
ロ

ダ
ン
美
術
館
に
保
管
さ
れ
て
い
た
松
方
コ
レ

ク
シ
ョ
ン
の
ロ
ダ
ン
彫
刻
に
つ
い
て
、パ
リ
・

ロ
ダ
ン
美
術
館
側
が
論
文
を
執
筆
す
る
こ
と

に
な
っ
て
お
り
、
松
方
が
購
入
し
た
ロ
ダ
ン

彫
刻
の
全
体
像
に
つ
い
て
資
料
が
公
開
さ
れ

る
こ
と
を
期
待
し
て
い
る
」
と
述
べ
て
い
ま

し
た
。
大
屋
は
本
文
の
中
で
、
一
九
二
八
年

に
松
方
の
た
め
に
鋳
造
さ
れ
た
「
岩
の
な
い

−

エ
ヴ
ァ
」
が
転
売
さ
れ
、
西
洋
美
術
館
の

《
エ
ヴ
ァ
》
は
、
こ
れ
の
「
入
れ
替
え
」
で

松
方
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
用
に
異
な
る
モ
デ
ル
か

ら
一
九
四
五
年
に
鋳
造
さ
れ
た
「
岩
の
上
の

エ
ヴ
ァ
」
で
あ
る
こ
と
を
、
ロ
ダ
ン
美
術
館

の
文
書
資
料
か
ら
明
ら
か
に
し
ま
し
た
。
こ

れ
が
可
能
と
な
っ
た
の
は
、
フ
ラ
ン
ス
の
国

立
美
術
館
の
ア
ー
カ
イ
ブ
公
開
姿
勢
に
変
化

が
起
き
、
日
本
の
研
究
者
が
ア
ク
セ
ス
す
る

際
に
管
理
担
当
者
の
協
力
が
得
ら
れ
る
よ
う

に
な
っ
た
か
ら
で
す
。
こ
の
論
文
は
、
ロ
ダ

ン
美
術
館
が
保
管
し
た
松
方
コ
レ
ク
シ
ョ
ン

に
関
す
る
事
実
の
解
明
に
向
け
て
、
こ
れ
ま

で
あ
ま
り
進
展
し
な
か
っ
た
日
本
側
か
ら
の

ア
プ
ロ
ー
チ
が
積
極
的
に
開
始
さ
れ
た
こ
と

を
示
す
と
と
も
に
、
松
方
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
の

ほ
か
の
ブ
ロ
ン
ズ
に
つ
い
て
も
鋳
造
の
問
題

が
あ
る
こ
と
を
表
明
し
た
点
で
大
き
な
意
義

を
持
ち
ま
す
。

　

ビ
ュ
レ
イ
＝
ウ
リ
ブ
の
論
文
は
、
日
本
側
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古代への情熱
―１８世紀イタリア・考古学と
　芸術の出会い

１０月 ２ 日（水）～１１月１７日（日）

E X H I B I T I O N

　

ロ
ー
マ
、
と
聞
い
て
何
を
連
想
さ
れ
ま

す
か
？　

ト
レ
ヴ
ィ
の
泉
、
ヴ
ァ
テ
ィ
カ

ン
の
サ
ン
・
ピ
エ
ト
ロ
大
聖
堂
、
オ
ー
ド

リ
ー
・
ヘ
プ
バ
ー
ン
の「
ロ
ー
マ
の
休
日
」、

そ
し
て
公
衆
浴
場
な
ど
、
枚
挙
に
暇
が
な

い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
こ
れ
ら
の

中
に
は
、
古
代
ロ
ー
マ
帝
国
に
ま
で
起
源

を
遡
れ
る
も
の
も
あ
り
ま
す
。
西
欧
世
界

の
礎
で
あ
り
、
そ
の
社
会
制
度
や
思
想
が

今
日
に
ま
で
影
響
を
与
え
続
け
て
い
る
古

代
ロ
ー
マ
帝
国
。
こ
と
に
、
永
遠
の
都
と

称
さ
れ
る
ロ
ー
マ
を
始
め
と
し
て
、
帝
国

の
領
土
拡
大
に
伴
い
西
欧
全
域
に
ま
た
が

っ
て
現
存
す
る
、
建
築
を
含
む
芸
術
文
化

の
遺
産
は
、数
多
く
の
芸
術
家
を
魅
了
し
、

大
い
な
る
創
作
源
と
な
り
ま
し
た
。

　

本
展
は
、
都
市
ロ
ー
マ
と
南
イ
タ
リ
ア

に
残
る
古
代
ロ
ー
マ
の
遺
産
を
主
題
・
モ

テ
ィ
ー
フ
と
し
て
、
古
代
に
寄
せ
る
芸
術

家
の
情
熱
か
ら
生
ま
れ
た
多
様
な
展
開

を
、
十
六
世
紀
か
ら
十
八
世
紀
に
か
け
て

た
ど
る
試
み
で
す
。
古
代
ロ
ー
マ
の
中
心

地
で
あ
っ
た
都
市
ロ
ー
マ
で
は
、
中
世
か

ら
ル
ネ
サ
ン
ス
に
か
け
て
教
皇
庁
の
主
導

で
都
市
改
造
が
進
む
に
つ
れ
、
多
く
の
古

代
遺
跡
が
破
壊
さ
れ
ま
し
た
。
ロ
ー
マ
の

廃
墟
化
は
、
逆
に
古
代
の
遺
構
や
遺
物
へ

の
関
心
の
誕
生
・
成
長
を
人
文
主
義
者
ら

の
中
に
促
す
こ
と
に
な
り
ま
す
。
十
五
世

紀
か
ら
十
六
世
紀
に
は
、
そ
う
し
た
古
代

遺
産
に
関
す
る
記
述
や
古
代
遺
跡
の
実
測

を
伴
う
体
系
的
調
査
が
始
ま
り
、
ま
た
発

見
さ
れ
た
古
物
収
集
が
盛
ん
に
な
り
ま

す
。
十
八
世
紀
に
な
る
と
、
南
イ
タ
リ
ア

の
ポ
ン
ペ
イ
や
ヘ
ル
ク
ラ
ネ
ウ
ム
な
ど
の

遺
跡
の
再
発
見
・
発
掘
が
、
実
証
的
な
考

古
学
確
立
の
道
を
準
備
し
、
芸
術
分
野
に

も
大
き
な
刺
激
を
与
え
ま
し
た
。

　

芸
術
家
に
よ
っ
て
描
か
れ
た
古
代
は
、

時
代
に
よ
り
、
作
家
の
視
線
や
ア
プ
ロ
ー

チ
の
仕
方
に
よ
り
、
実
に
様
々
で
す
。
廃

墟
と
な
っ
た
遺
跡
の
克
明
な
描
写
や
あ
る

べ
き
姿
を
推
測
し
た
復
元
図
、
古
代
の
建

築
物
を
背
景
と
す
る
理
想
的
風
景
画
に
始

ま
り
、
古
代
の
名
所
旧
跡
を
描
い
た
景
観

画
、
古
代
ロ
ー
マ
に
ヒ
ン
ト
を
得
た
綺
想

画
や
装
飾
デ
ザ
イ
ン
が
開
花
す
る
一
方
、

芸
術
家
に
よ
る
考
証
作
業
に
基
づ
く
著
作

も
発
表
さ
れ
ま
す
。
さ
ら
に
、
古
代
作
品

を
版
画
で
複
製
し
た
豪
華
な
図
版
集
や
旅

行
記
の
出
版
も
活
発
に
行
わ
れ
ま
す
。
こ

れ
ら
は
、
グ
ラ
ン
ド
・
ツ
ア
ー
で
イ
タ
リ

ア
を
訪
れ
る
外
国
人
ら
の
事
前
の
参
考

書
、
ま
た
は
現
地
で
の
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
や

お
土
産
と
な
り
、
欧
州
全
域
の
人
口
に
膾

炙
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

　

当
館
は
、
収
集
方
針
の
ひ
と
つ
に
「
十

七
世
紀
以
降
の
東
西
の
風
景
画
」を
掲
げ
、

ピ
ラ
ネ
ー
ジ
や
そ
の
周
辺
の
作
家
の
作
品

を
数
多
く
所
蔵
し
て
お
り
、
こ
れ
ら
コ
レ

ク
シ
ョ
ン
を
元
に
、「
ロ
ー
マ
散
策
展
」（
二

〇
〇
一
年
）、「
ロ
ー
マ
散
策
展Part�II

」

（
二
〇
〇
四
年
）
な
ど
の
企
画
展
を
過
去

に
開
催
し
て
き
ま
し
た
。
本
展
は
こ
う
し

た
系
譜
を
踏
ま
え
、
新
た
に
南
イ
タ
リ
ア

も
視
野
に
入
れ
て
、
都
市
ロ
ー
マ
と
南
イ

タ
リ
ア
の
二
部
構
成
に
よ
り
、
考
古
学
と

芸
術
と
の
出
会
い
か
ら
誕
生
し
た
二
百
点

以
上
の
作
品
を
ご
紹
介
し
ま
す
。
想
像
力

に
満
ち
た
作
品
か
ら
広
が
る
世
界
を
お
楽

し
み
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
す
。

（
上
席
学
芸
員　

南�

美
幸
）

＊
会
期
中
、
一
部
展
示
替
え
が
あ
り
ま
す
。

ジョヴァンニ・パオロ・パニーニ《古代建築と彫刻のカプリッチョ》国立西洋美術館

ジョヴァンニ・バッティスタ・ピラネージ『ローマの景観』より「マルケルス劇場」
静岡県立美術館
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やなぎみわ展
神話機械
２０１９年１２月１０日（火）～
２０２０年 ２ 月２４日（月・振休）

E X H I B I T I O N

　

本
展
は
、
美
術
と
演
劇
の
両
分
野
で
活

躍
す
る
や
な
ぎ
み
わ
氏
（
一
九
六
七
～
）

の
、
美
術
館
で
は
十
年
ぶ
り
と
な
る
個
展

で
す
。
や
な
ぎ
氏
は
「
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
・

ガ
ー
ル
」「
マ
イ
・
グ
ラ
ン
ド
マ
ザ
ー
ズ
」

「
フ
ェ
ア
リ
ー
・
テ
ー
ル
」
等
の
写
真
作
品

で
高
く
評
価
さ
れ
、
二
〇
〇
九
年
に
は
ヴ

ェ
ネ
チ
ア
・
ビ
エ
ン
ナ
ー
レ
国
際
美
術
展

の
日
本
館
代
表
と
し
て
出
品
し
ま
し
た
。

　

こ
こ
で
簡
単
に
作
品
を
紹
介
す
る
と
、

「
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
・
ガ
ー
ル
」は
、初
期
の
代

表
的
な
シ
リ
ー
ズ
で
、
規
格
化
し
た
工
業

製
品
の
よ
う
に
も
見
え
る
案
内
嬢
が
映
し

出
さ
れ
た
デ
ィ
ス
ト
ピ
ア
的
な
光
景
が
魅

力
の
作
品
で
す
。
そ
の
他
に
も
、
公
募
し

た
モ
デ
ル
に「
五
〇
年
後
の
理
想
の
自
分
」

を
想
像
し
て
も
ら
い
、
特
殊
メ
イ
ク
や
Ｃ

Ｇ
で
未
来
の
姿
を
作
り
出
し
た
「
マ
イ
・

グ
ラ
ン
ド
マ
ザ
ー
ズ
」、少
女
と
老
女
が
登

場
す
る
寓
話
を
モ
チ
ー
フ
に
老
若
の
関
係

性
を
撹
乱
す
る
「
フ
ェ
ア
リ
ー
・
テ
ー
ル
」

な
ど
、
い
ず
れ
も
性
別
や
年
齢
等
の
普
遍

的
な
テ
ー
マ
を
元
に
発
想
し
た
豊
か
な
イ

メ
ー
ジ
が
、
見
る
者
を
惹
き
つ
け
ま
す
。

　

そ
の
後
、二
〇
一
〇
年
か
ら
は
、や
な
ぎ

氏
は
演
劇
活
動
も
活
発
に
行
う
よ
う
に
な

り
ま
す
。「1924

」
三
部
作
で
は
、
美
術
・

演
劇
・
舞
踊
等
の
前
衛
表
現
で
知
ら
れ
る

村
山
知
義
ら
が
登
場
人
物
と
な
り
、
日
本

初
の
近
代
劇
場
で
あ
る
築
地
小
劇
場
が
舞

台
と
な
り
ま
し
た
。
中
上
健
次
原
作
の
野

外
劇
『
日
輪
の
翼
』
は
、
特
注
の
台
湾
製

ス
テ
ー
ジ
ト
レ
ー
ラ
ー
を
舞
台
に
各
地
で

演
じ
ら
れ
、大
き
な
話
題
を
呼
び
ま
し
た
。

　

本
展
で
は
、
こ
れ
ら
の
代
表
的
写
真
シ

リ
ー
ズ
や
演
劇
の
ア
ー
カ
イ
ブ
を
展
示

し
、
さ
ら
に
、
新
作
の
桃
を
撮
影
し
た
写

真
シ
リ
ー
ズ
「
女
神
と
男
神
が
桃
の
木
の

下
で
別
れ
る
」
や
、
全
く
の
新
し
い
試
み

で
あ
る
マ
シ
ン
作
品
《
神
話
機
械
》（
図

1
）
等
が
登
場
し
ま
す
。

　
「
女
神
と
男
神
が
桃
の
木
の
下
で
別
れ

る
」
は
、
日
本
神
話
の
イ
ザ
ナ
ミ
と
イ
ザ

ナ
ギ
の
別
離
を
題
材
と
し
た
写
真
で
す
。

黄
泉
の
国
か
ら
現
世
に
戻
る
途
中
、
イ
ザ

ナ
ギ
が
イ
ザ
ナ
ミ
に
桃
の
実
を
投
げ
つ
け

た
逸
話
に
基
づ
き
ま
す
。
図
版
は
三
枚
組

の
《
女
神
と
男
神
が
桃
の
木
の
下
で
別
れ

る
：
川
中
島
》（
図
2
）
の
う
ち
の
一
枚

で
す
。
暗
闇
に
浮
か
び
上
が
る
、
熟
し
た

桃
の
実
が
、
異
界
の
空
気
を
ま
と
っ
て
い

る
よ
う
に
も
感
じ
ら
れ
ま
す
。

　
《
神
話
機
械
》
は
演
劇
と
関
連
す
る
も

の
で
、「
モ
バ
イ
ル
・
シ
ア
タ
ー
・
プ
ロ

ジ
ェ
ク
ト
」
と
題
し
、
や
な
ぎ
氏
と
各
地

の
大
学
等
が
協
働
し
て
製
作
し
た
機
械
仕

掛
け
の
作
品
に
な
り
ま
す
。
本
作
は
言
わ

ば
、
人
間
の
俳
優
に
か
わ
る
自
律
的
な
演

劇
機
械
で
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
特
徴
的
な
動

き
を
す
る
三
台
の
サ
ブ
マ
シ
ン
と
、
そ
の

う
。

　

ま
た
、
一
二
月
二
一
日
、
二
二
日
に
は
、

マ
シ
ン
作
品
《
神
話
機
械
》
と
高
山
の
え

み
氏
が
共
演
す
る
ラ
イ
ブ
パ
フ
ォ
ー
マ
ン

ス
『
Ｍ
Ｍ
』
の
開
催
も
予
定
さ
れ
て
い
ま

す
。
こ
の
演
劇
作
品
は
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア

の
『
ハ
ム
レ
ッ
ト
』
や
、
ド
イ
ツ
出
身
の

劇
作
家
、
演
出
家
ハ
イ
ナ
ー
・
ミ
ュ
ラ
ー

に
よ
る
『
ハ
ム
レ
ッ
ト
マ
シ
ー
ン
』『
メ

デ
ィ
ア
マ
テ
リ
ア
ル
』
な
ど
を
下
敷
き
と

し
て
い
ま
す
。

　

や
な
ぎ
の
代
表
作
か
ら
新
し
い
試
み
ま

で
、
見
ど
こ
ろ
の
多
い
展
覧
会
と
な
っ
て

い
ま
す
。
皆
様
お
誘
い
合
わ
せ
の
上
、
ぜ

ひ
ご
来
場
く
だ
さ
い
。

（
主
任
学
芸
員　

植
松
篤
）図 ２ 　やなぎみわ《女神と男神が桃の木の下で別れる：川中島》（部分）２016年　作家蔵

図 1 　やなぎみわ《神話機械・ムネーメ―（投擲マシン）》２019年
　　　被災地からの発信・心の復興支援事業実行委員会蔵　撮影：表恒匡

間
を
自
走
し
、
発
光

し
、
音
声
を
流
す
等

の
様
々
な
機
能
を
持

っ
た
メ
イ
ン
マ
シ
ン

一
台
か
ら
な
り
ま

す
。
こ
れ
ら
四
台
の

マ
シ
ン
が
、連
動
し
、

生
み
出
す
演
劇
空
間

は
、
こ
れ
ま
で
に
無

い
体
験
を
与
え
て
く

れ
る
こ
と
で
し
ょ
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研究 ノ ー ト

の
作
品
と
も
対
応
し
て
お
り
、「
～
を
見
よ
」
と
い

う
形
で
参
照
ペ
ー
ジ
が
示
し
て
あ
る
も
の
も
あ
る
。

　

こ
の
イ
ン
デ
ッ
ク
ス
は
1
番
か
ら
４
０
２
番
ま
で

の
番
号
を
振
ら
れ
て
い
る
の
だ
が
、
よ
く
見
て
い
く

と
、
何
箇
所
か
で
番
号
が
飛
ん
で
い
る
。
ま
ず
45
番

と
46
番
の
間
に
Ｂ
、
Ｃ
、
そ
し
て
68
番
と
69
番
の
間

に
Ｄ
、
２
１
０
番
と
２
１
１
番
の
間
に
Ｅ
、
１
０
４

番
と
１
０
５
番
の
間
に
Ｆ
、
そ
し
て
１
７
８
番
は
１

７
７
番
の
次
に
順
番
通
り
書
か
れ
て
い
る
が
、「
こ

の
興
味
深
い
部
分
に
つ
い
て
は
、
イ
ン
デ
ッ
ク
ス
末

尾
を
見
よ
」
書
い
て
あ
り
、
解
説
文
の
本
文
は
一
番

最
後
に
回
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

何
故
、
こ
の
よ
う
な
混
乱
が
生
じ
て
い
る
の
か
、

そ
れ
を
考
え
る
た
め
に
、
ま
ず
こ
れ
ら
の
箇
所
に
書

か
れ
て
い
る
も
の
を
確
認
し
て
み
る
。
多
少
読
み
易

く
な
る
と
思
わ
れ
る
の
で
、
挿
入
さ
れ
た
ア
ル
フ
ァ

ベ
ッ
ト
の
項
目
だ
け
で
は
な
く
、
前
後
の
項
目
も
挙

げ
る
。
上
下
の
地
図
、
両
方
に
場
所
を
記
載
し
て
あ

る
の
か
、
片
方
だ
け
か
も
併
せ
て
挙
げ
る
。「　

」

内
が
解
説
文
の
訳
文
で
あ
る
。
１
７
８
番
は
、
イ
ン

デ
ッ
ク
ス
末
尾
の
解
説
文
を
挙
げ
た
。

45�

番
：
「
皇
帝
達
の
ム
タ
ト
リ
ウ
ム
遺
構
」
上
下
に

表
記
有

Ｂ�

：
「
網
状
に
し
て
あ
る
の
が
、
地
下
に
あ
る
円
形

テ
ヴ
ェ
レ
河
の
左
岸
か
ら
、カ
ピ
ト
リ
ー
ノ
の
丘
と
、

ク
イ
リ
ナ
ー
レ
の
丘
に
挟
ま
れ
る
一
帯
を
指
し
て
い

る
。
地
図
に
記
載
さ
れ
て
い
る
範
囲
は
、
お
お
む
ね

ア
ウ
レ
リ
ア
ヌ
ス
の
城
壁
の
内
側
で
あ
る
。加
え
て
、

ポ
ポ
ロ
門
か
ら
ロ
ー
マ
の
北
側
を
ミ
ル
ヴ
ィ
オ
橋
ま

で
記
載
し
て
お
り
、
カ
ン
ポ
・
マ
ル
ツ
ィ
オ
地
区
の

遺
構
に
つ
い
て
は
、
小
さ
な
別
図
を
画
面
右
下
に
付

け
て
あ
る
。
ま
た
、
東
西
南
北
の
向
き
が
、
今
日
の

一
般
的
な
地
図
と
は
逆
で
、
上
側
が
南
南
東
、
下
側

が
北
北
西
に
当
た
る
。

　

地
図
と
は
言
っ
て
も
、
同
時
代
の
建
物
を
案
内
す

る
も
の
で
は
な
く
、
都
市
ロ
ー
マ
に
あ
る
古
代
遺
跡

を
詳
細
に
記
し
た
地
図
で
あ
る
。
当
時
の
建
物
や
道

を
示
し
た
上
で
、
そ
こ
に
ピ
ラ
ネ
ー
ジ
が
調
べ
上
げ

た
古
代
ロ
ー
マ
の
遺
構
の
位
置
を
示
し
て
い
る
の
で

あ
る
。
地
図
の
周
り
に
は
遺
構
の
イ
ン
デ
ッ
ク
ス
が

掲
載
さ
れ
て
お
り
、
そ
こ
に
は
遺
構
の
名
称
と
簡
単

な
解
説
が
付
さ
れ
て
い
る
。
本
作
品
以
前
に
ピ
ラ
ネ

ー
ジ
が
手
掛
け
た
『
ロ
ー
マ
の
景
観
（V

edute di 
R

om
a

）』（
一
七
四
六
？
～
）『
ロ
ー
マ
の
古
代
遺

跡
（A

ntichità rom
ane

）』（
一
七
五
六
年
）、『
ロ

ー
マ
人
の
壮
麗
と
建
築
（D

ella m
agnificenza ed 

architettura deʼR
om

ani
）』（
一
七
六
一
年
）、『
古

代
ロ
ー
マ
の
カ
ン
プ
ス
・
マ
ル
テ
ィ
ウ
ス
（Il cam

po 
m

arzio dellʼantica R
om

a

）』（
一
七
六
二
年
）
等

の
遺
構
で
あ
り
、
そ
の
上
に
は
現
代
の
建
物
が
建

っ
て
い
る
」
上
下
に
表
記
有

Ｃ�

：
「
ニ
コ
リ
ー
ニ
家
の
ぶ
ど
う
畑
の
中
に
あ
る
、

同
じ
く
皇
帝
達
の
ム
タ
ト
リ
ウ
ム
遺
構
」
下
図
の

み
表
記

46�

番
→
「
ア
ヴ
ェ
ン
テ
ィ
ー
ノ
の
坂
を
穏
や
か
に
す

る
た
め
の
建
築
物
」
上
下
に
表
記
有

68�

番
：
「
キ
ル
ク
ス
・
マ
ク
シ
ム
ス
の
、
段
状
の
観

客
席
の
、
円
い
形
を
し
た
基
礎
、
こ
の
上
に
は
道

路
と
、
製
粉
管
理
所
が
建
っ
て
い
る
」
上
下
に
表

記
有

Ｄ�

：
「
先
述
の
丸
い
基
礎
の
上
に
小
さ
な
食
堂
と
家

畜
小
屋
が
建
て
ら
れ
て
お
り
、
イ
ン
ガ
ミ
家
の
ぶ

ど
う
畑
の
中
に
あ
る
」
上
図
の
み
表
記
有

69�

番
：
「
キ
ル
ク
ス
・
マ
ク
シ
ム
ス
の
場
所
」
上
下

に
表
記
有

２�

１
０
：
「
ガ
イ
ウ
ス
・
プ
ブ
リ
キ
ウ
ス
・
ビ
ブ
ル

ス
の
墓
所
の
遺
構
、
コ
ル
ヴ
ィ
の
市
場
の
向
か
い

側
に
あ
り
、
マ
ル
フ
ォ
リ
オ
の
へ
の
坂
の
基
部
に

な
っ
て
い
る
」
下
図
の
み
表
記
有

Ｅ�

：
「
ク
ラ
ウ
デ
ィ
ア
の
氏
族
の
墓
、
も
し
く
は
他

の
者
が
そ
う
望
ん
で
い
る
よ
う
に
、
ト
ラ
ヤ
ヌ
ス

の
フ
ォ
ル
ム
の
一
部
」
上
下
に
表
記
有

２�

１
１
：
「
サ
ン
・
マ
ル
コ
聖
堂
」上
図
の
み
表
記
有

１�

０
４
番
：
「
い
と
も
尊
き
教
皇
聖
下
の
サ
ン
・
ジ

ピラネージ
《ローマ及びカンポ・マルツィオの地図》の

解説文に見られる制作態度について

上席学芸員　新田建史

図 1 　ピラネージ《ローマ及びカンポ・マルツィオの地図》全図

図 ２ 　《ローマ及びカンポ・マルツィオの地図》下図部分
　　　画面左端中央がコロッセオ、右端下近くがティベリーナ島

　

ジ
ョ
ヴ
ァ
ン
ニ
・
バ
ッ
テ
ィ
ス
タ
・
ピ
ラ
ネ
ー
ジ

（
一
七
二
〇
～
一
七
七
八
）
は
、
十
八
世
紀
の
ロ
ー

マ
で
活
躍
し
た
版
画
家
、
建
築
家
、
そ
し
て
考
古
学

者
で
あ
る
。
一
七
二
〇
年
に
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
近
郊
メ

ス
ト
レ
で
生
ま
れ
た
彼
は
、
二
十
歳
の
頃
に
ロ
ー
マ

に
や
っ
て
き
て
、
数
回
故
郷
に
帰
る
も
の
の
、
ロ
ー

マ
に
定
住
し
、
都
市
ロ
ー
マ
の
風
景
や
、
古
代
ロ
ー

マ
の
遺
構
等
を
描
き
続
け
て
生
涯
を
終
え
た
。

　

彼
の
後
期
の
作
品
に
、《
ロ
ー
マ
及
び
カ
ン
ポ
・

マ
ル
ツ
ィ
オ
の
地
図
》（Pianta di R

om
a e del 

Cam
po M

arzio

）1

が
あ
る
（
図
1
）。
カ
ン
ポ
・
マ

ル
ツ
ィ
オ
と
は
、「
マ
ル
ス
の
野
」
を
意
味
す
る
ラ

テ
ン
語
の
イ
タ
リ
ア
語
読
み
で
、
ロ
ー
マ
を
流
れ
る

ョ
ヴ
ァ
ン
ニ
・
デ
ィ
・

デ
ィ
オ
聖
堂
の
ぶ
ど

う
畑
に
あ
る
、
ネ
ロ

の
屋
敷
の
下
層
部
分

の
遺
構
」
上
下
に
表

記
有

Ｆ�

：
「
ロ
ン
コ
ー
ニ
家

の
菜
園
の
中
に
あ

る
、
パ
ラ
テ
ィ
ー
ノ

の
丘
の
上
に
あ
る
ネ

ロ
の
屋
敷
の
ペ
リ
ス

テ
ィ
リ
ウ
ム
、『
ロ

ー
マ
の
古
代
遺
跡
』

第
1
巻
第
36
図
、
小

06



図
1
に
図
が
あ
る
」
下
図
の
み
表
記
有

１�
０
５
番
：
「
ヴ
ィ
ッ
ラ
・
ス
パ
ー
ダ
の
中
に
あ
る
、

先
に
述
べ
た
ネ
ロ
の
家
の
ペ
リ
ス
テ
ィ
リ
ウ
ム
遺

構
、『
ロ
ー
マ
の
古
代
遺
跡
』
第
1
巻
第
36
図
」

上
下
に
表
記
有

１�

７
７
番
：
「
ア
ウ
グ
ス
ト
ゥ
ス
に
よ
っ
て
建
設
さ

れ
た
、ガ
イ
ウ
ス
と
ル
キ
ウ
ス
の
柱
廊
の
遺
構［
中

略
］『
ロ
ー
マ
の
古
代
遺
跡
』
第
5
巻
、『
古
代
ロ

ー
マ
の
カ
ン
プ
ス
・
マ
ル
テ
ィ
ウ
ス
』
第
4
巻
」

下
図
の
み
表
記
有

１�

７
８
番
：
「
タ
ル
ペ
イ
ア
の
岩
に
掘
ら
れ
た
、
ロ

ー
ブ
ル2

と
呼
ば
れ
る
牢
獄
、
ア
ン
ク
ス
・
マ
ル
テ

ィ
ウ
ス
に
よ
っ
て
掘
ら
れ
、
セ
ル
ウ
ィ
ウ
ス
・
ト

ゥ
ッ
リ
ウ
ス
に
よ
っ
て
拡
げ
ら
れ
、
誤
っ
て
フ
ァ

ウ
ィ
ッ
サ3

と
呼
ば
れ
た
［
中
略
］『
古
代
ロ
ー
マ

の
カ
ン
プ
ス
・
マ
ル
テ
ィ
ウ
ス
』
第
26
図
参
照
」

下
図
の
み
表
記
有

１�

７
９
番
：
「
ガ
イ
ウ
ス
と
ル
キ
ウ
ス
の
バ
シ
リ
カ

遺
構
［
中
略
］『
古
代
ロ
ー
マ
の
カ
ン
プ
ス
・
マ

ル
テ
ィ
ウ
ス
』
第
14
図
、『
ロ
ー
マ
の
古
代
遺
跡
』

第
4
巻
を
見
よ
」
上
下
に
表
記
有

　

こ
の
よ
う
に
見
て
み
る
と
、
ほ
と
ん
ど
の
場
合
、

既
に
何
ら
か
の
形
で
発
表
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と

が
分
か
る
。
Ｂ
と
Ｃ
、
そ
し
て
Ｄ
は
、
こ
こ
に
記
さ

れ
て
は
い
な
い
が
、『
ロ
ー
マ
の
古
代
遺
跡
』
の
中

で
言
及
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
ロ
ー
マ
の
遺
構
に

固
有
番
号
を
付
け
て
、管
理
し
て
い
た
訳
で
も
な
い
。

と
い
う
こ
と
は
、
番
号
を
飛
ば
し
て
異
な
る
デ
ー
タ

を
挿
入
し
た
の
に
は
、
何
ら
か
の
理
由
が
あ
っ
た
筈

で
あ
る
。

　

そ
こ
で
改
め
て
、
記
載
さ
れ
て
い
る
内
容
を
、
以

下
に
検
討
し
て
み
た
い
。

　

ま
ず
Ｂ
及
び
Ｃ
は
、『
ロ
ー
マ
の
古
代
遺
跡
』
に

１
９
２
番
と
し
て
言
及
さ
れ
て
い
る
が4

、「
地
下
に

あ
る
円
形
の
遺
構
」
と
い
う
記
述
は
無
く
、
本
図
で

初
め
て
登
場
す
る
記
述
で
あ
る
。『
古
代
ロ
ー
マ
の

カ
ン
プ
ス
・
マ
ル
テ
ィ
ウ
ス
』
第
3
図
に
、
そ
れ
と

思
わ
れ
る
描
写
が
あ
る
も
の
の
、
解
説
文
は
付
さ
れ

き
始
め
る
の
で
は
な
く
、
作
業
途
中
で
あ
っ
て
も
、

必
要
と
あ
ら
ば
随
時
変
更
を
加
え
た
こ
と
を
示
し
て

い
る
と
思
わ
れ
る
。

　

ピ
ラ
ネ
ー
ジ
に
と
っ
て
版
画
は
、
ビ
ジ
ュ
ア
ル
な

説
得
力
を
持
つ
も
の
で
あ
る
と
同
時
に
、
速
報
性
の

あ
る
メ
デ
ィ
ア
と
し
て
も
意
識
さ
れ
て
い
た
の
で
は

な
い
か8

。今
日
の
よ
う
な
ツ
イ
ッ
タ
ー
で
も
あ
れ
ば
、

喜
ん
で
使
っ
て
い
た
か
も
し
れ
な
い
。
図
版
に
付
さ

れ
た
解
説
文
と
い
う
さ
さ
や
か
な
部
分
か
ら
も
、
彼

の
制
作
態
度
が
ま
た
一
つ
見
え
て
く
る
よ
う
に
思
わ

れ
る
。

１�　

紙
、
エ
ッ
チ
ン
グ
、
シ
ー
ト
全
体
で
は132.2

×

71.1cm

、
静
岡
県
立
美
術
館
蔵
、P-250-1302

。
レ
ゾ
ネ

番
号
は1994�W

ILT
O

N
-E

LY
,�John.�G

iovanni 
B

attista P
iranesi : the com

plete etchings.�San�
Francisco,�CA

,�A
lan�W

ofsky�Fine�A
rts.�2�vols.,�

1008

で
あ
る
。
画
面
に
年
記
は
無
い
が
、
作
品
が
教
皇

ク
レ
メ
ン
ス
14
世
（
在
位
一
七
六
九

−

一
七
七
四
年
）
に

献
呈
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
一
七
七
四
年
ま
で
に
は
成

立
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

２�　

robur,�-oris,�n.

ラ
テ
ン
語
、
セ
ル
ウ
ィ
ウ
ス
・
ト
ゥ

ッ
リ
ウ
ス
が
ロ
ー
マ
市
に
作
っ
た
地
下
牢
。

３�　

favisae,�-ārum
,�f.�pl.

ラ
テ
ン
語
、
神
殿
近
く
に
あ
っ

た
地
下
貯
蔵
室
。

４�　

192.�A
vanzi�nella�vigna�Cerniti�del�M

utatorio�
di�C

esare�delineato�nel�fram
m

ento�46�
dellʼIcnografia�antica�riportato�attorno�alla�
presente�T

opografia�generale,�descritto�nel�
rispettivo�Indice�allo�stesso�num

ero.

５�　

301.�A
vanzo�nellʼorto�Ronconi�del�Peristilo�

della�Casa�N
eroniana�sul�Palatino,�dim

ostrato�
nella�T

av.�X
X

X
V

I�di�questo�T
om

o�alla�fig.�I.
６�　

197.�A
vanzi�del�pristilo�della�casa�N

eroniana�
nella�villa�M

agnani.
７�　

こ
こ
に
訳
出
し
て
い
な
い
部
分
で
は
、
隣
接
す
る
マ
ル

ケ
ル
ス
劇
場
の
方
に
広
が
っ
て
い
た
と
い
う
町
の
様
子
を

詳
述
し
て
い
る
。

８�　

ピ
ラ
ネ
ー
ジ
は
、
自
作
品
の
カ
タ
ロ
グ
も
版
画
で
制
作

し
、
あ
る
程
度
点
数
が
ま
と
ま
る
度
に
書
き
込
み
を
増
や

し
て
も
い
た
。1994�W

ilton-Ely�1.�

ま
た
、『
ロ
ー
マ
の

景
観
』
等
の
詞
書
も
、
版
に
よ
っ
て
更
新
さ
れ
る
こ
と
が

あ
る
。

「
古
代
へ
の
情
熱
」
展
関
連
の
書
籍
を
ご
紹
介

し
ま
す
。タ
イ
ト
ル
の
ク
ラ
ウ
デ
ィ
ウ
ス
と
は
、

古
代
ロ
ー
マ
帝
国
の
第
四
代
皇
帝
。
ス
エ
ト
ニ

ウ
ス
の
『
ロ
ー
マ
皇
帝
伝
』
に
よ
れ
ば
、
そ
の

前
半
生
は
「
子
ど
も
の
頃
か
ら
青
年
時
代
に
か

け
て
、
ほ
と
ん
ど
そ
の
大
半
を
難
病
に
苦
し
め

ら
れ
」
た
病
身
の
身
で
、
誰
か
ら
も
期
待
さ
れ

な
か
っ
た
と
い
い
ま
す
。
し
か
し
、
ク
ー
マ
エ

（
南
イ
タ
リ
ア
）
の
巫
女
の
謎
め
い
た
予
言
か

ら
始
ま
る
こ
の
小
説
、
血
縁
者
が
次
々
と
抹
殺

さ
れ
る
中
、
本
人
の
意
思
と
は
裏
腹
に
時
の
最

高
実
力
者
に
選
ば
れ
て
し
ま
う
と
い
う
運
命
の

皮
肉
を
、
心
理
描
写
と
歴
史
的
事
実
を
巧
み
に

組
み
合
わ
せ
な
が
ら
、
歴
史
家
に
な
り
た
か
っ

た
と
い
う
ク
ラ
ウ
デ
ィ
ウ
ス
に
よ
る
自
叙
伝
と

い
う
洒
落
た
手
法
で
描
き
出
し
ま
す
。
秋
の
夜

長
に
お
勧
め
の
一
冊
で
す
。

（
当
館
上
席
学
芸
員　

南�

美
幸
）

本の窓

ロ
バ
ー
ト
・
グ
レ
ー
ヴ
ス
著

多
田
智
満
子
・
赤
井
敏
夫
訳

『
こ
の
私
、ク
ラ
ウ
デ
ィ
ウ
ス
』

み
す
ず
書
房　

二
〇
〇
一
年

て
い
な
い
。

　

Ｄ
は
、『
ロ
ー
マ
の
古
代
遺
跡
』
第
1
巻
第
35
図

小
図
1
の
Ｈ
と
し
て
、「
マ
ラ
ナ
も
し
く
は
ク
ラ
ブ

ラ
水
道
」
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
遺
構
で
あ
ろ
う
。

こ
れ
が
本
図
で
は
キ
ル
ク
ス
・
マ
ク
シ
ム
ス
の
基
礎

と
し
か
記
述
さ
れ
て
い
な
い
の
は
、
ピ
ラ
ネ
ー
ジ
の

考
え
が
変
わ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
。

　

Ｅ
は
『
ロ
ー
マ
の
古
代
遺
跡
』、『
古
代
ロ
ー
マ
の

カ
ン
プ
ス
・
マ
ル
テ
ィ
ウ
ス
』、『
ロ
ー
マ
の
景
観
』

等
で
の
言
及
が
無
く
、
新
た
に
検
討
の
進
め
ら
れ
た

遺
構
か
と
思
わ
れ
る
。

　

Ｆ
は
、
参
照
用
に
挙
げ
ら
れ
た
『
ロ
ー
マ
の
古
代

遺
跡
』
の
図
と
、
そ
の
説
明
文
を
読
ん
で
み
る
と
、

Ｆ
の
記
述
と
同
じ
内
容
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る5

。
ま

た
『
古
代
ロ
ー
マ
の
カ
ン
プ
ス
・
マ
ル
テ
ィ
ウ
ス
』

を
見
て
み
る
と
、
同
書
第
3
図
１
９
７
番
が
、
本
図

Ｆ
の
記
述
と
概
ね
一
致
す
る
の
だ
が
、
所
在
地
が
ヴ

ィ
ラ
・
マ
ニ
ャ
ー
ニ
に
な
っ
て
お
り
、
Ｆ
や
『
ロ
ー

マ
の
古
代
遺
跡
』
で
挙
げ
る
「
ロ
ン
コ
ー
ニ
家
の
菜

園
」
と
は
異
な
っ
て
い
る6

。
む
し
ろ
、
本
図
１
０
５

番
と
し
て
表
さ
れ
て
い
る
場
所
こ
そ
、新
出
で
あ
り
、

参
照
す
べ
き
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る
『
ロ
ー
マ
の

古
代
遺
跡
』
の
図
版
は
、
指
定
間
違
い
か
も
し
れ
な

い
。

　

１
７
８
番
に
つ
い
て
の
記
述
は
非
常
に
入
念
な
も

の
で
あ
る
が
、
参
照
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
『
古

代
ロ
ー
マ
の
カ
ン
プ
ス
・
マ
ル
テ
ィ
ウ
ス
』
で
は
、

こ
の
場
所
の
こ
と
を
「
フ
ァ
ウ
ィ
ッ
セ
、
も
し
く
は

カ
ピ
ト
リ
ー
ノ
の
地
下
に
掘
ら
れ
た
床
暖
房
の
遺

構
」と
呼
ん
で
い
る
。こ
れ
に
対
し
て
本
図
で
は
、「
誤

っ
て
フ
ァ
ウ
ィ
ッ
サ
と
呼
ば
れ
」
と
あ
り
、
ピ
ラ
ネ

ー
ジ
が
考
え
を
改
め
て
い
る
こ
と
が
分
か
る7

。

　

こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
ピ
ラ
ネ
ー
ジ
が
、
従
来
と
は

意
見
を
変
え
た
も
の
、
新
た
に
発
見
し
た
も
の
に
つ

い
て
、
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
で
事
項
を
挿
入
し
て
い
る

こ
と
が
分
か
る
。通
し
番
号
に
な
っ
て
い
な
い
の
は
、

既
に
番
号
に
従
っ
て
版
画
制
作
が
進
ん
で
い
る
過
程

で
、
事
項
を
追
加
し
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
こ
の
こ
と

は
彼
が
、
書
き
込
む
情
報
を
全
て
ま
と
め
て
か
ら
描
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美術館問わず語り

　

こ
の
四
月
に
副
館
長
に
着
任
し
ま
し
た
櫻
井
で

す
。
よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。
美
術
館
に
勤
務

す
る
の
は
初
め
て
で
す
が
、
大
好
き
な
絵
に
囲
ま

れ
な
が
ら
、
精
一
杯
頑
張
り
ま
す
。

　

私
は
、
絵
を
鑑
賞
す
る
こ
と
は
好
き
で
も
、
画

才
に
は
全
く
恵
ま
れ
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
こ
で
、

高
校
で
は
ブ
ラ
ス
バ
ン
ド
に
入
部
し
、
フ
ル
ー
ト

を
始
め
ま
し
た
。
フ
ル
ー
ト
も
容
易
に
は
上
達
し

ま
せ
ん
。
そ
れ
で
も
、
現
在
ま
で
続
け
る
こ
と
が

で
き
た
の
は
、
モ
ー
ツ
ァ
ル
ト
を
自
ら
演
奏
す
る

こ
と
が
無
上
の
喜
び
だ
っ
た
か
ら
で
す
。

　

二
十
歳
の
時
、
彼
の
オ
ペ
ラ
『
フ
ィ
ガ
ロ
の
結

婚
』
を
聴
き
ま
し
た
。
こ
の
曲
を
聴
く
ま
で
は
、

モ
ー
ツ
ァ
ル
ト
の
音
楽
を
、
単
に
軽
や
か
で
、
華

や
か
な
だ
け
の
音
楽
だ
と
思
っ
て
い
ま
し
た
。
音

楽
芸
術
は
そ
れ
自
体
、
抽
象
的
で
あ
っ
て
、
具
体

的
に
何
を
表
現
し
て
い
る
の
か
わ
か
り
ま
せ
ん
。

し
か
し
、
オ
ペ
ラ
に
は
台
詞
が
あ
り
、
登
場
人
物

の
感
情
が
言
葉
に
よ
っ
て
示
さ
れ
ま
す
。
そ
の
感

情
を
、
作
曲
家
は
音
楽
で
表
現
す
る
の
で
す
。

　

私
は
『
フ
ィ
ガ
ロ
』
を
聴
い
て
驚
き
ま
し
た
。

な
ぜ
な
ら
、
音
楽
か
ら
人
の
喜
び
や
悲
し
み
が
溢

れ
出
て
き
た
か
ら
で
す
。
一
領
民
に
す
ぎ
な
い
フ

ィ
ガ
ロ
が
、
新
妻
を
奪
お
う
と
す
る
横
暴
な
領
主

に
抵
抗
し
ま
す
。
幸
せ
を
願
う
フ
ィ
ガ
ロ
の
必
死

の
思
い
を
、
モ
ー
ツ
ァ
ル
ト
は
気
高
く
、
美
し
い

音
楽
を
も
っ
て
支
え
て
い
た
の
で
し
た
。

　

そ
の
時
か
ら
、
大
学
生
の
私
は
学
校
に
通
う
の

も
そ
こ
そ
こ
に
、
演
奏
会
場
を
巡
り
、
あ
る
い
は

レ
コ
ー
ド
を
買
い
込
ん
で
、
ひ
た
す
ら
モ
ー
ツ
ァ

ル
ト
を
聴
き
ま
く
り
ま
し
た
。
社
会
人
と
な
っ
て

か
ら
は
楽
譜
を
集
め
、
彼
の
全
作
品
を
揃
え
ま
し

た
。
更
に
幸
い
な
こ
と
に
、
モ
ー
ツ
ァ
ル
ト
に
は

自
筆
の
楽
譜
が
数
多
く
残
さ
れ
て
い
る
の
で
す
。

自
筆
譜
を
そ
の
ま
ま
複
写
印
刷
し
た
楽
譜
を
フ
ァ

ク
シ
ミ
リ
と
呼
び
ま
す
が
、
私
は
、
モ
ー
ツ
ァ
ル

ト
の
フ
ァ
ク
シ
ミ
リ
の
収
集
も
始
め
ま
し
た
。

　

写
真
は
、
彼
が
亡
く
な
る
年
に
作
曲
し
た
『
ア

ヴ
ェ
・
ヴ
ェ
ル
ム
・
コ
ル
プ
ス
』、
静
け
さ
を
音
に

表
す
か
の
よ
う
な
美
し
い
宗
教
曲
で
す
。
曲
の
美

し
さ
そ
の
ま
ま
に
彼
の
筆
跡
も
美
し
く
、
楽
譜
自

体
が
芸
術
作
品
の
よ
う
に
私
に
は
思
わ
れ
ま
す
。

モーツァルトの署名の下に1791と作曲年が記されている

モ
ー
ツ
ァ
ル
ト
の
こ
と

副
館
長　

櫻
井
昌
明

「ロダンウィーク」イベント・スケジュール
※11月１日（金）～４日（月・振）はロダン館観覧無料
ちょこっと体験講座　ミニ考える人づくり
10月31日（木）～11月３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
サウンドインスタレーション「Homagge à Rodin Ⅱ」
11月１日（金）～11月４日（月・振）　ロダン館　申込不要
ロダンの彫刻作品と静岡大学長谷川慶岳氏作曲の音楽のコラボ

『考える人になる－美術のなかの男性表現について』
11月２日（土）14：00～16：30　美術館講堂　申込不要
「日本一の饒舌美術史家」宮下規久朗氏と「冥界からお招きする」ロダン先生、
当館館長による美術のなかの男性表現をテーマにした鼎談
クイズラリー
11月２日（土）～４日（月・振）10：00～15：00　要企画展観覧料
「古代への情熱－18世紀イタリア・考古学と芸術の出会い」展に入場して、関連
したクイズに答えた方に先着で、オリジナルグッズ（缶バッジ）をプレゼント
ギャラリートーク
11月２日（土）11：30～　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
丘の上の「ロダンマルシェ」
11月３日（日）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」

「静岡の名手たち」ロダン賞コンサート
11月３日（日）14：00～　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の演奏
友の会ひろば
11月３日（日）10：00～15：30　美術館正面玄関前　申込不要　（小雨決行）
常葉大学生と県内作家によるワークショップ等
ロダンと聴く、愛と死の物語
11月４日（月・振）14：00～　ロダン館　申込不要
静岡大学協力によるコンサート
草薙ツアーグループ「呈茶サービス」
11月４日（月・振）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
めぐるりアート静岡2019
10月22日（火・祝）～11月10日（日）　本館エントランス
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

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　日本平久能山スマートI.C.から約15分
◎新東名高速道路　新静岡I.C.から約25分

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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