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一
九
二
二
年
の
暮
れ
、
ス
ー
チ
ン
の
作
品
は
、
ア
メ
リ
カ
の
富

豪
ア
ル
バ
ー
ト
・
バ
ー
ン
ズ
の
目
に
留
ま
る
。
故
郷
リ
ト
ア
ニ
ア

を
離
れ
パ
リ
で
貧
困
に
喘
い
だ
二
〇
代
が
終
わ
る
頃
、
よ
う
や
く

手
に
し
た
名
声
だ
っ
た
。
そ
の
動
揺
を
さ
け
る
よ
う
に
訪
れ
た
南

仏
に
て
、
カ
ー
ニ
ュ
北
部
の
集
落
ラ
・
ゴ
ー
ド
の
風
景
を
描
い
た

の
が
本
作
で
あ
る
。

　

左
右
の
家
屋
や
大
木
が
外
側
へ
と
湾
曲
し
つ
つ
前
へ
と
せ
り
出

し
て
く
る
よ
う
に
見
え
る
一
方
、
中
央
に
積
み
上
が
っ
た
家
々
は

ぐ
っ
と
奥
へ
と
引
っ
込
ん
で
、
魚
眼
レ
ン
ズ
で
ぐ
る
ぐ
る
と
見
回

し
た
よ
う
な
酩
酊
感
が
あ
る
。
ゆ
ら
ゆ
ら
と
崩
壊
し
そ
う
な
画
面

を
、
中
央
の
青
い
服
の
人
物
が
錨い
か
りの

よ
う
に
繋
ぎ
止
め
る
。

　

同
地
を
描
い
た
作
品
は
九
点
を
数
え
る
。
ス
ー
チ
ン
は
、「
こ

の
風
景
に
は
も
は
や
耐
え
ら
れ
な
い
」
と
こ
ぼ
し
な
が
ら
も
、
連

作
に
取
り
組
ん
だ
。

（
主
任
学
芸
員　

貴さ
す
が家
映
子
）

ハ
イ
ム
・
ス
ー
チ
ン
（
一
八
九
四
―
一
九
四
三
）

《
カ
ー
ニ
ュ
風
景
》

一
九
二
三
年

キ
ャ
ン
ヴ
ァ
ス
、
油
彩

六
〇
・
〇
×
七
二
・
四
㎝



T O P I C S

コ
レ
ク
シ
ョ
ン
に
つ
い
て
館わ

た
し⻑
が
知
ら
な
か
っ
た
こ
と

館
長
　
木
下
直
之

　

前
号
に
「
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
に
つ
い
て
館わ

た
し⻑

が
知
っ
て
い
る
こ
と
」
を
書
い
た
ら
、
次
は

「
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
に
つ
い
て
館わ
た
し⻑
が
知
ら
な

か
っ
た
こ
と
」を
書
く
し
か
な
い
、と
考
え
る

の
が
私
の
習
性
で
す
。
し
か
し
、
知
っ
て
い

る
こ
と
な
ど
ほ
ん
の
わ
ず
か
、
知
ら
な
い
こ

と
の
方
が
は
る
か
に
多
い
の
で
す
か
ら
⻑
期

連
載
に
な
っ
て
し
ま
う
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　

当
館
に
は
小
杉
文
庫
と
呼
ば
れ
る
三
四
七

件
か
ら
成
る
古
文
書
群
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ

が
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
第
一
号
で
あ
る
と
知
っ
た

時
ほ
ど
驚
い
た
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
ん

な
こ
と
も
知
ら
ず
に
館
⻑
に
な
っ
た
の
か

と
、
も
っ
と
驚
い
た
読
者
が
い
る
か
も
し
れ

ま
せ
ん
が
。

　

小
杉
文
庫
に
は
も
と
も
と
正
倉
院
に
あ
っ

た
と
さ
れ
る
奈
良
時
代
の
古
文
書
が
含
ま

れ
、
と
り
わ
け
「
天
平
勝
宝
四
年
東
大
寺
写

経
所
請
経
文
」、「
天
平
四
年
山
背
国
愛
宕
郡

計
帳
断
簡
」、「
後
嵯
峨
上
皇
幸
西
園
寺
詠
翫

花
和
歌
」
の
三
件
は
国
の
重
要
文
化
財
に
指

定
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

風
景
の
美
術
館
、ロ
ダ
ン
の
美
術
館
、狩
野

派
の
美
術
館
、
サ
ブ
カ
ル
チ
ャ
ー
の
美
術
館

（
プ
ラ
モ
デ
ル
の
箱
絵
、
ロ
ボ
ッ
ト
、
美
少
女

の
フ
ィ
ギ
ュ
ア
、
機
動
戦
士
ガ
ン
ダ
ム
な
ど

に
光
を
当
て
て
き
た
実
績
あ
り
）
を
自
認
し

て
き
た
当
館
に
と
っ
て
、
こ
れ
ほ
ど
似に

つ
か

わ
し
く
な
い
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

当
館
で
は
一
九
八
八
年
に
『
小
杉
文
庫
名

品
抄
』
を
刊
行
し
、
そ
の
概
要
を
公
表
し
て

い
ま
す
。
小
杉
榲す
ぎ

邨む
ら

と
い
う
明
治
時
代
の
国

学
者
の
旧
蔵
品
が
四
散
し
た
後
、
一
部
が
森

町
の
藤
江
家
に
伝
わ
っ
て
い
た
も
の
で
す
。

い
ず
れ
も
貴
重
な
歴
史
資
料
で
あ
る
こ
と
は

い
う
ま
で
も
あ
り
ま
せ
ん
が
、
な
ぜ
こ
れ
ら

が
最
初
の
収
蔵
品
で
あ
っ
た
の
か
が
私
の
驚

き
で
あ
り
、
ま
た
関
心
事
で
す
。
つ
い
で
に

い
え
ば
、
な
ぜ
正
倉
院
文
書
が
小
杉
の
手
に

渡
っ
た
の
か
も
興
味
深
い
問
題
で
す
。

　

こ
の
本
に
先
立
っ
て
、
一
九
八
一
年
に
は

静
岡
県
教
育
委
員
会
が
『
藤
江
家
旧
蔵
小
杉

文
庫
目
録
』
を
刊
行
し
、
三
月
二
八
日
付
の

「
序
」
で
、
当
時
の
教
育
⻑
が
重
要
文
化
財

指
定
品
に
二
件
を
加
え
た
計
五
件
を
、「
昭

和
五
十
九
年
開
館
を
目
指
し
て
設
立
準
備
中

の
静
岡
県
立
美
術
博
物
館
の
収
蔵
品
と
し

て
、
す
で
に
県
が
購
入
」
し
た
と
述
べ
て
い

ま
す
。
さ
ら
に
、
同
家
よ
り
三
四
二
件
を
ご

寄
贈
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

と
こ
ろ
で
、
美
術
博
物
館
は
美
術
館
の
誤

り
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
読
者
も
い
る
か

も
し
れ
ま
せ
ん
。
開
館
の
五
年
前
、
す
な
わ

ち
八
一
年
の
時
点
で
、
静
岡
県
が
建
設
を
目

指
し
て
い
た
の
は
県
立
美
術
博
物
館
だ
っ
た

の
で
す
ね
。
す
で
に
前
年
四
月
に
県
立
美
術

博
物
館
建
設
準
備
室
が
設
置
さ
れ
、
九
月
に

「
県
立
美
術
博
物
館
資
料
収
集
方
針
」
が
、

翌
八
一
年
五
月
に
「
県
立
美
術
博
物
館
資
料

収
集
計
画
」
が
決
定
し
て
い
ま
し
た
。
そ
れ

が
八
二
年
九
月
に
な
っ
て
突
然
、「
県
立
美

術
博
物
館
」
か
ら
「
博
物
」
の
二
文
字
が
外

さ
れ
た
の
で
す
。

　

も
し
も
外
さ
れ
な
け
れ
ば
、
当
館
の
三
十

五
年
の
歴
史
は
ま
っ
た
く
違
う
も
の
に
な
っ

て
い
た
で
し
ょ
う
。

　

私
は
、
若
い
こ
ろ
に
美
術
館
と
博
物
館
の

間
に
横
た
わ
る
溝
が
気
に
な
り
出
し
、
兵
庫

県
立
近
代
美
術
館
か
ら
東
京
大
学
総
合
研
究

博
物
館
へ
と
転
職
し
た
経
歴
の
持
ち
主
で

す
。
博
物
館
が
美
術
館
よ
り
も
よ
り
間
口
が

広
い
と
期
待
し
ま
し
た
。
美
術
館
は
美
術
品

し
か
相
手
に
せ
ず
窮
屈
だ
と
感
じ
て
い
た
の

で
す
。
し
か
し
、
両
者
の
溝
が
越
え
難
く
あ

る
限
り
、
逆
に
博
物
館
は
美
術
品
を
扱
わ
な

い
か
ら
窮
屈
だ
、
と
い
う
理
屈
も
成
り
立
ち

ま
す
。
頭
の
中
で
、
両
者
を
い
っ
た
ん
シ
ャ

ッ
フ
ル
す
る
こ
と
が
大
切
で
は
な
い
の
か
。

　

当
時
、
そ
れ
を
意
識
し
た
議
論
が
行
わ
れ

た
わ
け
で
は
な
い
よ
う
で
す
。「
県
立
美
術

博
物
館
資
料
収
集
方
針
」
で
は
、「
収
集
す

る
資
料
は
、
美
術
・
考
古
・
歴
史
・
民
俗
部

門
の
資
料
」
と
し
て
お
り
、
い
わ
ば
既
存
の

美
術
館
と
博
物
館
を
合
体
し
た
だ
け
の
発
想

で
す
。
そ
こ
か
ら
「
博
物
」
の
二
文
字
が
外

れ
た
の
は
、
も
っ
と
現
実
的
な
問
題
、
要
す

る
に
お
金
が
足
ら
な
か
っ
た
よ
う
で
す
。
い

く
ら
開
館
ま
で
に
二
七
億
円
の
購
入
予
算

（『
静
岡
県
立
美
術
館
蔵
品
目
録 

一
九
八
六

年
版
』）
が
あ
っ
た
か
ら
と
い
っ
て
、
古
文

書
購
入
に
七
千
万
円
（『
日
本
教
育
新
聞
』

静
岡
版
一
九
八
一
年
八
月
十
日
付
が
指
摘
）

を
投
じ
て
し
ま
え
ば
、
全
部
門
を
カ
バ
ー
す

る
の
は
困
難
で
あ
っ
た
で
し
ょ
う
。
こ
う
し

て
、
小
杉
文
庫
の
古
文
書
は
歴
史
部
門
で
は

な
く
、
美
術
部
門
の
中
の
「
書
」
に
位
置
づ

け
ら
れ
ま
し
た
。

　

先
の「
収
集
方
針
」は
こ
う
続
け
ま
す
。「
当

面
第
一
段
階
は
美
術
部
門
を
中
心
と
し
て
収

集
」
す
る
。「
当
面
」
と
は
い
つ
ま
で
の
こ

と
だ
っ
た
の
か
、
静
岡
県
は
県
立
博
物
館
を

持
た
ず
に
今
日
に
至
っ
て
い
ま
す
。

　

頁
の
隅
が
だ
ん
だ
ん
近
づ
い
て
来
ま
し
た
。

や
っ
ぱ
り
⻑
期
連
載
に
な
っ
て
し
ま
う
の
で

し
ょ
う
か
。
当
館
は
今
年
開
館
三
十
五
周
年

を
迎
え
た
の
で
す
か
ら
、
も
う
し
ば
ら
く
誕

生
の
こ
ろ
に
目
を
向
け
よ
う
と
思
い
ま
す
。
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ガ
ン
ダ
ー
ラ
展
の
思
い
出
と
誇
り

常
葉
大
学
教
育
学
部
教
授
、
常
葉
ギ
ャ
ラ
リ
ー
館
長
　
堀
切
正
人

　

私
に
と
っ
て
思
い
出
に
残
る
仕
事
を
あ
え

て
一
つ
だ
け
挙
げ
る
な
ら
、
平
成
十
九
年
度

に
開
催
さ
れ
た
「
ガ
ン
ダ
ー
ラ
美
術
と
バ
ー

ミ
ヤ
ン
遺
跡
」
展
で
し
ょ
う
か
。
こ
の
展
覧

会
は
国
内
に
あ
る
ガ
ン
ダ
ー
ラ
美
術
の
名
品

を
一
堂
に
集
め
、
さ
ら
に
バ
ー
ミ
ヤ
ン
遺
跡

や
大
谷
探
検
隊
の
資
料
も
展
覧
す
る
、
ま
さ

に
空
前
絶
後
の
も
の
で
し
た
。
企
画
し
た
の

は
、
当
時
の
宮
治
昭
館
⻑
で
す
。
先
生
の
⻑

年
の
調
査
、
研
究
に
よ
る
深
い
学
識
と
広
い

人
脈
、
そ
し
て
そ
の
お
人
柄
が
、
こ
の
大
展

覧
会
を
作
り
上
げ
た
の
で
し
た
。

　

私
は
こ
の
展
覧
会
の
担
当
学
芸
員
で
し
た

が
、
そ
の
重
責
を
と
て
も
担
い
き
れ
ず
青
息

吐
息
で
し
た
。
見
か
ね
た
学
芸
部
⻑
の
号
令

一
下
、
同
僚
の
学
芸
員
諸
氏
が
仕
事
を
手
伝

っ
て
く
れ
た
の
は
温
か
い
思
い
出
で
す
。
押

し
寄
せ
る
来
館
者（
あ
り
が
た
い
こ
と
で
す
）

対
応
な
ど
、
副
館
⻑
と
総
務
課
の
皆
さ
ん
、

ミ
ュ
ー
ズ
ス
タ
ッ
フ
、
警
備
、
施
設
管
理
、

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
さ
ん
た
ち
ほ
か
、
館
ス
タ
ッ

フ
の
総
力
を
あ
げ
て
乗
り
切
り
ま
し
た
。
立

場
や
考
え
方
の
違
い
は
あ
っ
て
当
然
で
す

が
、
い
ざ
と
な
っ
た
ら
力
を
合
わ
せ
る
。
静

岡
県
立
美
術
館
の
底
力
な
の
で
し
ょ
う
。

　

評
判
は
高
く
、
よ
く
耳
に
し
た
の
は
「
な

ぜ
静
岡
（
の
よ
う
な
地
方
都
市
）
で
こ
ん
な

展
覧
会
が
で
き
る
の
だ
」
と
か
、「
東
京
に

は
巡
回
し
な
い
の
か
」と
い
っ
た
声
で
し
た
。

共
催
い
た
だ
い
た
新
聞
社
に
つ
い
て
も
「
全

国
紙
で
も
な
い
地
方
紙
が
、
よ
く
こ
れ
だ
け

の
企
画
を
打
て
る
も
の
だ
」
と
い
う
畏
怖
に

も
似
た
感
想
を
聞
き
ま
し
た
。
全
国
レ
ベ
ル

の
企
画
は
、
東
京
な
ど
の
大
都
市
発
で
、
地

方
は
そ
の
お
下
が
り
を
頂
戴
す
る
の
だ
と
い

う
偏
見
や
劣
等
感
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ

は
残
念
な
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。
地
域
を
問

わ
ず
、あ
る
い
は
規
模
の
大
小
に
関
わ
ら
ず
、

そ
こ
だ
か
ら
こ
そ
で
き
る
企
画
や
活
動
と
い

う
も
の
は
あ
っ
て
、
地
方
の
人
が
大
都
市
へ

見
に
行
く
よ
う
に
、
大
都
市
の
人
が
地
方
へ

見
に
来
る
こ
と
も
、
も
っ
と
普
通
に
あ
っ
て

い
い
こ
と
だ
と
思
う
の
で
す
。
東
京
の
人
が

う
ら
や
む
よ
う
な
企
画
に
関
わ
ら
せ
て
い
た

だ
い
た
こ
と
は
、
私
に
と
っ
て
も
さ
さ
や
か

な
誇
り
と
な
り
ま
し
た
。

　

も
っ
と
も
、
こ
の
よ
う
な
企
画
を
な
し
え

た
と
い
う
こ
と
は
、
驚
く
ほ
ど
の
こ
と
で
も

な
い
の
で
し
た
。
静
岡
県
立
美
術
館
の
歴
史

を
振
り
返
っ
て
み
た
と
き
に
、
静
岡
か
ら
全

国
へ
、
そ
し
て
世
界
へ
発
信
さ
れ
た
企
画
や

活
動
の
、
な
ん
と
多
い
こ
と
か
。
展
覧
会
活

動
だ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
収
集
、
教
育
普

及
、
調
査
、
研
究
な
ど
、
全
国
の
魁
と
し
て

輝
い
て
い
る
の
が
、こ
の
美
術
館
な
の
で
す
。

　

新
型
コ
ロ
ナ
禍
に
あ
っ
て
、
来
館
者
数
と

い
っ
た
定
量
的
な
評
価
は
従
来
の
意
味
を
失

う
で
し
ょ
う
。
代
わ
っ
て
そ
の
質
、
定
性
的

な
評
価
が
よ
り
重
視
さ
れ
る
と
思
い
ま
す
。

た
と
え
る
な
ら
、
静
岡
県
民
の
す
べ
て
が
富

士
山
に
登
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
で
も

富
士
山
は
県
民
の
誇
り
に
ち
が
い
あ
り
ま
せ

ん
。
文
化
施
設
も
同
じ
で
、
利
用
す
る
人
も

い
れ
ば
、
し
な
い
人
も
い
る
。
で
も
、
し
な

い
人
で
も
、
そ
れ
は
あ
っ
て
よ
い
と
思
う
人

は
多
い
と
思
い
ま
す
。
誇
ら
し
い
施
設
で
あ

れ
ば
、な
お
そ
う
で
し
ょ
う
。
県
の
施
設
は
、

利
用
率
だ
け
で
は
な
く
、
そ
う
し
た
県
民
の

誇
り
を
負
託
さ
れ
て
い
る
の
だ
と
も
思
う
の

で
す
。
静
岡
県
立
美
術
館
が
こ
れ
か
ら
も
ま

す
ま
す
そ
う
で
あ
る
こ
と
を
、
私
は
信
じ
て

疑
い
ま
せ
ん
。

開会式風景

「ガンダーラ美術とバーミヤン遺跡」展チラシ

堀
切
正
人
（
ほ
り
き
り
　
ま
さ
と
）

平
成
十
三
年
三
月
か
ら
二
四
年
三
月
ま
で
、
静
岡
県
立

美
術
館
に
学
芸
員
と
し
て
勤
務
。
現
在
、
常
葉
大
学
教

育
学
部
教
授
、
常
葉
ギ
ャ
ラ
リ
ー
館
長
。
著
作
に
『
宮

芳
平
自
伝
』（
編
、
注
）、『
石
田
徹
也
ノ
ー
ト
』（
企
画
、

共
著
）、『
ロ
ダ
ン
体
操
』（
監
修
）
な
ど
。
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E X H I B I T I O N

国立ベルリン・エジプト博物館所蔵
古代エジプト展　天地創造の神話
2021年 7 月10日（土）～ 9月 5日（日）

　

こ
れ
ま
で
に
当
館
で
は
、「
国
立
カ
イ

ロ
博
物
館
所
蔵
古
代
エ
ジ
プ
ト
文
明
展
」

（
二
〇
〇
一
年
）、「
ト
リ
ノ
・
エ
ジ
プ
ト
展
」

（
二
〇
一
一
年
）、「
黄
金
の
フ
ァ
ラ
オ
と

大
ピ
ラ
ミ
ッ
ド
展
」（
二
〇
一
七
年
）
と
、

古
代
エ
ジ
プ
ト
に
つ
い
て
の
展
覧
会
を
皆

さ
ん
に
ご
覧
頂
い
て
き
ま
し
た
。

　

そ
れ
ら
は
本
国
エ
ジ
プ
ト
の
カ
イ
ロ

や
、
イ
タ
リ
ア
の
ト
リ
ノ
な
ど
、
い
ず
れ

も
名
立
た
る
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
か
ら
の
作
品

で
し
た
。
今
年
は
こ
こ
に
、
ド
イ
ツ
の
ベ

ル
リ
ン
国
立
博
物
館
群
エ
ジ
プ
ト
博
物
館

か
ら
の
作
品
が
加
わ
る
こ
と
に
な
り
ま
し

た
。

　

ベ
ル
リ
ン
博
物
館
群
は
、
先
史
時
代
か

ら
エ
ジ
プ
ト
、
ギ
リ
シ
ャ
、
ロ
ー
マ
、
十

九
世
紀
絵
画
、
そ
し
て
現
代
に
い
た
る
ま

で
六
千
年
に
わ
た
る
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
を
擁

す
る
、
世
界
的
な
規
模
と
質
を
誇
る
博
物

館
群
で
す
。
本
展
で
は
そ
の
中
の
一
つ
、

エ
ジ
プ
ト
博
物
館
か
ら
、
約
一
三
〇
点
の

作
品
を
選
り
す
ぐ
っ
て
お
届
け
し
ま
す
。

　

こ
れ
ま
で
の
エ
ジ
プ
ト
展
で
は
、
古
代

エ
ジ
プ
ト
文
物
の
総
合
的
な
紹
介
、
あ
る

い
は
ピ
ラ
ミ
ッ
ド
と
い
う
唯
一
現
存
す
る

世
界
の
七
不
思
議
に
焦
点
を
当
て
て
き
ま

し
た
が
、
今
回
の
展
覧
会
で
は
、
古
代
エ

ジ
プ
ト
人
達
の
抱
い
て
い
た
死
生
観
や
世

界
観
と
い
っ
た
、
い
わ
ば
目
に
見
え
な
い

部
分
を
、
今
日
残
る
作
品
群
を
通
し
て
、

感
じ
て
頂
こ
う
と
思
い
ま
す
。

　

古
代
エ
ジ
プ
ト
人
達
は
、原
初
の
海「
ヌ

ン
」
か
ら
世
界
は
生
ま
れ
、
そ
し
て
終
末

の
日
に
再
び
世
界
は
飲
み
込
ま
れ
る
の
だ

と
信
じ
て
い
ま
し
た
。
そ
の
巨
大
な
流
れ

の
中
に
、
神
々
の
役
割
や
人
々
の
生
活
は

位
置
付
け
ら
れ
て
い
た
の
で
す
。

　

古
代
エ
ジ
プ
ト
の
神
々
は
、
た
だ
混
沌

と
し
た
暗
闇
し
か
な
い
状
態
か
ら
、
世
界

を
、
生
命
を
、
人
間
を
創
造
し
た
と
考
え

ら
れ
て
い
ま
し
た
。
そ
し
て
そ
れ
ら
を
支

え
る
正
し
い
秩
序
、
摂
理
は
、
マ
ア
ト
と

呼
ば
れ
ま
し
た
。

　

こ
の
マ
ア
ト
に
従
い
、
様
々
な
形
で
世

界
を
支
え
て
い
た
の
も
、
数
多
く
の
姿
で

描
か
れ
る
神
々
で
す
。
山
犬
の
頭
を
持
つ

死
者
の
神
ア
ヌ
ビ
ス
、
冥
界
の
王
オ
シ
リ

ス
、雌
猫
の
姿
で
表
さ
れ
る
バ
ス
テ
ト
等
、

皆
さ
ん
の
中
に
も
、
こ
れ
ま
で
に
ど
こ
か

で
ご
覧
に
な
っ
た
方
も
あ
る
か
と
思
い
ま

す
。

　

人
間
社
会
の
リ
ー
ダ
ー
で
あ
る
フ
ァ
ラ

オ
も
ま
た
、
こ
の
マ
ア
ト
を
守
る
者
と
し

て
の
役
割
を
担
っ
て
い
ま
し
た
。
だ
か
ら

こ
そ
、異
民
族
の
侵
入
や
謀
反
の
よ
う
な
、

マ
ア
ト
を
揺
る
が
す
よ
う
な
事
件
に
対
し

て
は
、断
固
た
る
態
度
で
臨
ん
だ
の
で
す
。

　

そ
し
て
マ
ア
ト
の
中
で
人
間
は
、
短
い

一
生
を
終
え
る
と
、ア
ヌ
ビ
ス
に
導
か
れ
、

死
者
の
審
判
を
受
け
る
こ
と
に
な
っ
て
い

ま
し
た
。
心
臓
を
天
秤
に
か
け
ら
れ
、
マ

ア
ト
を
象
徴
す
る
羽
根
と
釣
り
合
う
か
を

見
る
と
い
う
こ
の
試
練
を
乗
り
越
え
、
幸

福
な
来
世
へ
と
向
か
う
た
め
に
、
死
者
が

参
照
す
る
の
だ
と
さ
れ
た
の
が
、「
死
者

の
書
」
で
す
。

　

今
回
の
展
示
で
は
、
こ
う
い
っ
た
古
代

エ
ジ
プ
ト
の
世
界
観
を
よ
り
分
か
り
易
く

見
て
頂
く
た
め
に
、特
別
な
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ

ン
を
ご
用
意
し
ま
し
た
。
そ
こ
で
皆
さ
ん

を
ご
案
内
す
る
展
覧
会
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー

「
ア
ヌ
ビ
ス
」
の
声
と
動
き
を
担
当
し
て

下
さ
っ
た
の
は
、
ご
存
じ
荒
牧
慶
彦
さ
ん

で
す
。

　

コ
ロ
ナ
禍
の
せ
い
で
、
出
歩
く
こ
と
も

ま
ま
な
り
ま
せ
ん
が
、
せ
め
て
ひ
と
時
、

古
代
エ
ジ
プ
ト
の
不
思
議
な
世
界
へ
、
心

を
遊
ば
せ
て
下
さ
い
。

　

な
お
、こ
の
展
覧
会
で
は
、事
前
整
理
券

（
日
時
指
定
Ｑ
Ｒ
コ
ー
ド
）に
従
っ
て
ご
入

場
頂
き
ま
す
。
整
理
券
の
ご
予
約
は
、
当

館
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
か
ら
お
願
い
し
ま
す
。

（
上
席
学
芸
員　

新
田
建
史
）

《バステト女神座像》
前610～前595年頃
作品画像は全て ©Staatliche Museen zu Berlin, 
Ägyptisches Museum und Papyrussammlung / M. Büsing

《パレメチュシグのミイラ・マスク》
後50～後100年頃
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構図をめぐって
縦に積む／横に拡げる／奥に進む
2021年 6 月29日（火）～ 9月 5日（日）

E X H I B I T I O N

―
―
「
構
図
」
と
は
な
ん
で
し
ょ
う
？

　

今
回
の
展
示
で
は
「
構
図
＝
描
か
れ
る
対

象
を
画
面
上
で
組
み
合
わ
せ
て
特
定
の
効
果

を
上
げ
る
や
り
方
」と
位
置
づ
け
て
い
ま
す
。

も
ち
ろ
ん
「
構
図
」
に
対
す
る
考
え
は
画
家

そ
れ
ぞ
れ
に
独
自
の
も
の
が
あ
る
で
し
ょ
う

し
、絵
画
に
限
っ
た
も
の
で
も
な
い
。
写
真
、

映
画
、
ア
ニ
メ
、
マ
ン
ガ
、
イ
ラ
ス
ト
、
広

告
デ
ザ
イ
ン
、
工
芸
、
衣
服
、
工
業
製
品
と

い
っ
た
も
の
に
も
構
図
の
考
え
方
は
あ
る
で

し
ょ
う
。
で
す
が
、
ひ
と
ま
ず
本
展
で
は
最

初
に
挙
げ
た
よ
う
な
定
義
か
ら
日
本
の
洋
画

作
品
を
検
討
・
紹
介
し
て
い
ま
す
。

―
―
絵
画
の
「
構
図
」
の
パ
タ
ー
ン
は
い
く

つ
か
あ
る
。
そ
れ
ら
を
ま
と
め
て
紹
介
し
ま

す
よ
、
と
い
う
話
で
す
か
？

　

で
す
ね
。
こ
こ
数
年
の
当
館
日
本
洋
画
収

蔵
品
展
で
は
海
や
山
と
い
っ
た
モ
チ
ー
フ
に

注
目
し
た
り
、
時
代
や
流
派
で
く
く
っ
た
り

し
た
り
し
て
作
品
を
紹
介
す
る
こ
と
が
多
か

っ
た
の
で
す
け
ど
、今
回
は
趣
向
を
変
え
て
、

造
形
的
な
要
素
で
グ
ル
ー
ピ
ン
グ
し
て
み
よ

う
か
と
。

―
―
「
考
え
る
な
、
感
じ
ろ
。」
と
い
う
こ

と
で
す
ね
。

　

あ
、そ
う
い
う
こ
と
で
は
な
い
で
す
。「
自

由
に
感
じ
る
ま
ま
に
観
て
く
だ
さ
い
」
っ
て

い
わ
れ
て
も
フ
ツ
ー
困
る
じ
ゃ
な
い
で
す

か
、
あ
ま
り
に
も
と
っ
か
か
り
が
な
く
て
。

そ
こ
で
今
回
は
と
り
あ
え
ず
モ
チ
ー
フ
の
配

置
が
生
み
出
す
「
動
き
」
の
感
覚
に
注
目
し

て
み
る
こ
と
に
し
ま
し
た
。
そ
し
て
そ
の
こ

と
は
画
題
、
画
家
の
画
業
、
描
か
れ
た
時
代

状
況
な
ど
と
と
も
に
絵
を
味
わ
う
手
が
か
り

の
ひ
と
つ
と
な
る
で
し
ょ
う
。
な
の
で
、
け

っ
し
て
考
え
る
こ
と
を
排
除
し
ま
せ
ん
。

―
―
（
な
ん
だ
か
理
屈
っ
ぽ
く
な
っ
て
き
た

な
…
…
）
え
ー
と
、
例
え
ば
？

　

例
え
ば
小
絲
源
太
郎
の
《
春
雪
》
と
い
う

作
品
を
見
て
く
だ
さ
い
。
ぱ
っ
と
見
か
な
り

特
徴
的
で
す
よ
ね
。

―
―
雪
の
積
も
っ
た
並
木
が
真
ん
中
奥
の
駅

舎
に
向
か
っ
て
左
右
か
ら
ぐ
っ
と
集
ま
っ
て

い
く
感
じ
…
…
。

　

そ
う
。
見
通
し
が
良
く
距
離
感
が
強
調
さ

て
い
る
の
で
、
第
一
印
象
で
は
ハ
レ
ー
シ
ョ

ン
を
起
こ
し
た
よ
う
な
ま
ぶ
し
さ
が
あ
る
か

も
し
れ
ま
せ
ん
。
け
れ
ど
も
、
じ
っ
く
り
見

て
い
る
と
、
画
面
下
部
に
開
け
た
場
所
が
あ

っ
て
民
家
の
屋
根
に
雪
が
積
も
っ
て
い
る
の

に
気
づ
く
で
し
ょ
う
。
そ
こ
に
視
線
の
足
が

か
り
を
築
く
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
あ
と
は
折

り
重
な
っ
た
山
裾
の
間
を
ど
ん
ど
ん
分
け
入

り
つ
つ
絵
の
中
を
昇
っ
て
い
く
感
覚
が
自
然

に
得
ら
れ
る
。

―
―
な
る
ほ
ど
。
カ
ッ
と
目
を
見
開
い
て
一

望
の
下
に
全
体
を
把
握
す
る
の
で
は
な
く
ジ

ワ
ジ
ワ
と
登
山
す
る
よ
う
に
見
て
い
く
感
じ
。

　

冬
山
は
ほ
ん
ら
い
と
て
も
厳
し
い
場
所
で

す
が
、
こ
の
絵
の
世
界
で
は
山
懐
に
分
け
入

っ
て
、
さ
ら
に
分
け
入
っ
て
、
抱
か
れ
る
よ

う
な
暖
か
み
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
た
ぶ
ん

あ
る
程
度
の
時
間
を
掛
け
て
視
線
を
動
か
す

こ
と
を
要
求
す
る
画
面
設
計
が
も
た
ら
す
感

覚
で
あ
り
、絵
の
意
味
な
の
で
は
な
い
か
と
。

　

こ
ん
な
感
じ
で
絵
を
見
て
も
ら
う
一
つ
の

手
が
か
り
を
示
せ
れ
ば
と
考
え
て
い
ま
す
。

（
上
席
学
芸
員 

村
上
敬
）

田村一男《北越大雪》
昭和51（1976）年　キャンヴァス、油彩

小絲源太郎《春雪》　昭和28（1953）年　キャンヴァス、油彩

れ
た
構
図
を
用
い
て
い
る
の
で
、
視
線
は
一

気
に
画
面
の
奥
へ
と
導
か
れ
ま
す
。
い
か
に

も
重
た
そ
う
な
春
の
雪
景
と
シ
ン
プ
ル
な
構

図
が
互
い
に
補
い
合
っ
て
る
。

―
―
な
る
ほ
ど
。
こ
の
情
景
で
構
図
が
複
雑

だ
っ
た
ら
重
た
く
て
い
や
に
な
り
そ
う
だ
し
、

こ
の
構
図
で
た
っ
ぷ
り
し
た
雪
が
な
か
っ
た

ら
が
ら
ん
と
し
て
寂
し
い
で
し
ょ
う
ね
。

　

そ
れ
に
対
し
、田
村
一
男
の
《
北
越
大
雪
》

は
同
じ
雪
景
で
も
ず
い
ぶ
ん
絵
作
り
が
違
う

で
し
ょ
う
。
そ
も
そ
も
画
面
の
縦
横
か
ら
し

て
違
い
ま
す
し
。

―
―
う
わ
、
サ
ン
グ
ラ
ス
が
な
い
と
目
が
く

ら
み
そ
う
な
絵
…
…
あ
、
で
も
こ
ち
ら
の
絵

に
も
奥
へ
と
導
か
れ
る
感
覚
、あ
り
ま
す
ね
。

　

え
え
。
北
越
の
山
岳
地
帯
を
高
い
位
置
か

ら
俯
瞰
的
に
、
ド
ロ
ー
ン
的
と
で
も
い
う
よ

う
な
視
点
か
ら
描
い
て
ま
す
よ
ね
。
微
妙
な

階
調
の
白
を
画
面
全
体
に
ぼ
っ
て
り
と
置
い
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研究 ノ ー ト

　

白
髪
一
雄
（
一
九
二
四
︱
二
〇
〇
八
）
は
、
ロ

ー
プ
に
つ
か
ま
り
、
画
面
上
を
滑
る
よ
う
に
し
て

足
で
描
い
た
絵
画
や
、
現
在
な
ら
ば
パ
フ
ォ
ー
マ

ン
ス
と
呼
称
さ
れ
る
よ
う
な
作
品
な
ど
に
よ
っ
て

知
ら
れ
て
い
る
。
白
髪
が
足
で
描
く
様
子
を
写
し

た
写
真
は
、
こ
れ
ま
で
様
々
な
記
事
や
カ
タ
ロ
グ

な
ど
で
掲
載
さ
れ
、
定
着
さ
れ
た
作
家
像
と
言
え

る
。
し
か
し
な
が
ら
、
白
髪
は
そ
の
よ
う
な
制
作

方
法
し
か
採
用
し
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
彼

は
一
九
六
〇
年
代
半
ば
か
ら
一
九
七
〇
年
代
後
半

に
か
け
て
、
オ
ー
ソ
ド
ッ
ク
ス
に
絵
筆
を
使
用
し

た
の
で
は
な
い
が
、
道
具
を
用
い
て
描
い
た
絵
画

も
手
が
け
て
い
る1

。当
館
の
所
蔵
す
る《
屋
島
》（
図

1
）
も
そ
う
し
た
作
品
の
一
つ
で
あ
る
。
本
稿
で

は
白
髪
の
画
業
に
お
け
る
《
屋
島
》
の
位
置
づ
け

を
探
り
た
い
。

　

ま
ず
は
基
本
的
な
情
報
を
押
さ
え
て
お
き
た
い
。

《
屋
島
》
は
一
九
六
五
年
作
の
絵
画
で
、
キ
ャ
ン

バ
ス
に
油
彩
で
描
か
れ
て
い
る
。
画
面
左
に
ヘ
ラ

で
描
い
た
大
き
な
扇
状
の
形
が
見
ら
れ
る
の
が
特

徴
で
、
そ
の
他
の
部
分
に
も
道
具
を
用
い
て
い
る

箇
所
や
足
で
描
い
た
と
考
え
ら
れ
る
箇
所
が
あ
る
。

実
際
、
画
面
右
下
に
は
作
者
の
足
跡
が
残
っ
て
い

る
。
作
品
の
サ
イ
ズ
は
、
規
格
で
言
え
ば
Ｆ
サ
イ

ズ
の
一
五
〇
号
（
実
測
で
は
一
八
二
・
〇
×
二
二

七
・
〇
㎝
）
で
あ
る
。
白
髪
は
、
そ
れ
ま
で
大
作

だ
と
二
〇
〇
号
に
近
い
も
の
を
多
用
し
て
お
り
、

よ
り
小
さ
い
サ
イ
ズ
で
は
一
〇
〇
号
や
一
二
〇
号

等
が
多
か
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
そ
れ
以
外
の
サ
イ
ズ

の
作
品
も
存
在
し
て
い
る
が
、
Ｆ
一
五
〇
号
は
こ

の
頃
よ
り
採
用
さ
れ
る
こ
と
が
多
く
な
っ
た
。

考
え
ら
れ
る
。
な
お
、
当
初
、
白
髪
は
円
を
描
く

こ
と
を
企
図
し
た
が
実
現
せ
ず
、
半
円
や
扇
の
形

等
を
描
い
た
「
ワ
イ
パ
ー
」
作
品
を
制
作
し
た
。

そ
の
後
、
白
髪
は
一
九
七
〇
年
代
に
円
を
描
く
こ

と
に
再
度
挑
戦
し
、
今
度
は
自
身
が
納
得
で
き
る

円
を
描
く
こ
と
が
で
き
た
。
こ
の
作
品
群
が
「
密

教
シ
リ
ー
ズ
」
と
題
す
る
作
品
群
の
一
角
を
占
め

て
い
る
。
道
具
が
使
用
さ
れ
た
作
品
群
の
概
略
は

以
上
で
あ
る
。

　

さ
て
、《
屋
島
》
に
話
を
戻
し
、
制
作
の
プ
ロ

セ
ス
を
画
面
の
痕
跡
か
ら
推
測
す
る
と
、
少
な
く

と
も
、
大
ま
か
に
三
つ
の
段
階
を
見
て
取
る
こ
と

が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
第
一
段
階
で
は
、
ヘ
ラ

を
使
用
し
、
右
上
部
を
茶
、
黒
な
ど
で
描
き
、
右

中
央
部
を
黒
、
黄
な
ど
で
描
い
て
い
る
。
そ
の
際
、

節
の
よ
う
な
段
が
つ
け
ら
れ
て
い
る
。
第
二
段
階

で
は
、
足
に
切
り
替
え
、
左
上
部
と
右
下
部
を
朱
、

黄
な
ど
で
弧
の
形
を
描
き
、
右
上
部
か
ら
下
部
に図 1 　白髪一雄《屋島》1966年　静岡県立美術館蔵

　

次
に
、
道
具
を
使
っ
て
描
く
作
品
の
変
遷
を
簡

潔
に
辿
り
た
い
。
現
在
確
認
で
き
る
限
り
で
は
、

足
で
描
く
フ
ッ
ト
・
ペ
イ
ン
テ
ィ
ン
グ
の
確
立
以

降
、
白
髪
が
道
具
を
使
い
出
し
た
の
は
、
一
九
六

四
年
の
こ
と
の
よ
う
だ2

。
も
っ
と
も
、
そ
れ
以
前

に
、
す
で
に
手
を
利
用
し
た
り
、
絵
具
を
撒
い
た

り
と
い
っ
た
方
法
が
制
作
に
取
り
入
れ
ら
れ
て
い

た
。
そ
う
し
た
足
だ
け
に
よ
ら
な
い
制
作
を
経
て
、

道
具
の
使
用
に
至
っ
て
い
る3

。
白
髪
自
身
の
言
葉

を
参
照
す
る
と
、一
九
六
五
年
制
作
の《
丹
赤
》（
福

岡
市
美
術
館
蔵
）
が
、
道
具
を
使
い
出
し
た
最
初

の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
場
合
も
あ
る
が4

、
ク
ロ
ノ

ロ
ジ
カ
ル
に
捉
え
る
な
ら
、
前
年
に
試
み
て
い
た

方
法
を
本
格
的
に
展
開
さ
せ
た
の
が
、《
丹
赤
》

か
ら
だ
と
考
え
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。《
丹
赤
》

は
、
白
髪
に
よ
る
と
「
大
き
な
タ
ッ
チ
」
で
描
く

た
め
、
ス
キ
ー
板
の
よ
う
な
も
の
を
足
に
着
け
て

描
い
た
と
い
う5

。
白
髪
は
、
そ
れ
ま
で
足
で
描
く

際
に
は
、
行
為
の
偶
然
性
を
利
用
し
て
い
た
が
、

本
作
は
構
想
通
り
に
制
作
さ
れ
た
よ
う
だ6

。

　

こ
の
作
品
の
す
ぐ
後
に
、
白
髪
が
「
ワ
イ
パ
ー
」

や
「
フ
ラ
ッ
グ
（
マ
ー
ブ
ル
）」
と
呼
ぶ
作
品
群

が
続
く7

。「
ワ
イ
パ
ー
」
は
ヘ
ラ
を
ワ
イ
パ
ー
の

よ
う
に
動
か
し
て
半
円
や
扇
の
形
を
描
い
た
作
品

群
で
、「
フ
ラ
ッ
グ
」は
複
数
色
を
ヘ
ラ
で
伸
ば
し
、

マ
ー
ブ
ル
状
の
色
面
を
描
い
た
作
品
群
で
あ
る8

。

付
け
加
え
る
な
ら
、
こ
の
呼
称
は
あ
く
ま
で
制
作

方
法
に
関
連
し
て
つ
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
白

髪
が
展
開
し
た
、
主
題
な
ど
に
基
づ
く
「
シ
リ
ー

ズ
」
と
は
異
な
る
。《
屋
島
》
は
、
画
面
左
に
見

え
る
扇
の
形
か
ら
、「
ワ
イ
パ
ー
」
に
属
す
る
と

白髪一雄《屋島》について
上席学芸員　植松　篤
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か
け
て
、
茶
な
ど
で
回
り
込
む
よ
う
な
ス
ト
ロ
ー

ク
を
描
い
て
い
る
。
第
三
段
階
で
は
、
ヘ
ラ
を
使

い
左
側
に
画
面
四
分
の
一
近
く
を
占
め
る
大
き
な

扇
の
形
を
描
い
て
い
る
。
こ
れ
以
外
に
も
描
画
が

施
さ
れ
て
い
る
が
、
上
記
に
挙
げ
た
も
の
の
背
後

に
隠
れ
、
プ
ロ
セ
ス
を
辿
る
こ
と
は
困
難
だ
。
ま

た
、
初
期
に
は
青
色
を
使
用
し
て
い
る
こ
と
が
分

か
る
が
、
完
成
作
に
は
ほ
と
ん
ど
反
映
さ
れ
て
い

な
い
（
図
2
）。
そ
う
し
た
事
か
ら
、
本
作
に
つ

い
て
言
え
ば
、
構
想
通
り
に
描
か
れ
た
の
で
は
無

く
、
偶
然
性
も
一
定
程
度
含
ま
れ
て
い
る
の
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
。
言
い
換
え
れ
ば
、
制
作
前
に
は
、

詳
細
な
完
成
イ
メ
ー
ジ
は
作
家
の
中
に
存
在
し
な

か
っ
た
と
言
え
る
。
そ
し
て
、
事
後
的
に
「
屋
島
」

と
タ
イ
ト
ル
が
付
け
ら
れ
た
。
白
髪
は
、「
画
面

に
扇
の
形
が
出
て
い
る
こ
と
か
ら
『
平
家
物
語
』・

那
須
与
一
を
連
想
し
て
『
屋
島
』
と
し
た
」
と
述図 2 　部分

べ
て
い
る9

。

　

本
作
は
シ
リ
ー
ズ
と
し
て
は
「
合
戦
絵
シ
リ
ー

ズ
」
に
含
ま
れ
て
い
る
。
白
髪
の
言
葉
に
従
え
ば
、

絵
を
読
み
解
く
た
め
に
、
歴
史
的
な
エ
ピ
ソ
ー
ド

を
参
照
す
る
に
は
当
た
ら
な
い
か
も
し
れ
な
い
が
、

ヘ
ラ
の
使
用
や
足
の
使
用
な
ど
の
観
点
か
ら
、
こ

の
シ
リ
ー
ズ
を
考
察
す
る
こ
と
は
可
能
だ
ろ
う
。

　

本
作
品
が
始
め
て
出
品
さ
れ
た
の
は
、
管
見
の

限
り
「
第
二
回
ジ
ャ
パ
ン
・
ア
ー
ト
・
フ
ェ
ス
テ
ィ

バ
ル10

」
で
あ
る
。
一
九
六
六
か
ら
一
九
七
七
年
ま

で
続
い
た
展
覧
会
で
、
注
目
さ
れ
る
こ
と
は
少
な

い
が
、
日
本
の
芸
術
作
品
を
国
外
で
大
規
模
に
披

露
す
る
と
い
う
点
で
は
、
稀
少
な
機
会
で
あ
っ
た
。

白
髪
は
第
一
回
展
と
第
二
回
展
に
出
品
し
て
い

る
。
第
二
回
展
に
は
《
屋
島
》
の
他
、《
倶
利
迦
羅
》

（
福
岡
市
美
術
館
蔵
）、《
宇
治
》を
出
品
し
た
。《
宇

治
》
の
詳
細
は
不
明
だ
が
、《
倶
利
伽
羅
》
も
ヘ

ラ
と
足
の
両
方
が
用
い
ら
れ
た
作
品
で
あ
る
。

　
《
屋
島
》
は
「
合
戦
絵
シ
リ
ー
ズ
」
の
初
期
の
作

品
で
あ
り
、
ま
た
大
規
模
展
に
出
品
さ
れ
た
こ
と

を
考
え
る
と
、
一
九
六
〇
年
代
中
頃
か
ら
始
ま
る

作
風
の
変
遷
に
お
い
て
、
重
要
な
作
品
の
一
つ
と

言
え
る
だ
ろ
う
。ヘ
ラ
に
よ
る
面
の
動
き
と
、足
を

使
っ
た
激
し
い
ス
ト
ロ
ー
ク
が
両
立
し
た
本
作
の

特
徴
は
、
そ
の
他
の
「
合
戦
絵
シ
リ
ー
ズ
」
や
「
密

教
シ
リ
ー
ズ
」に
も
引
き
継
が
れ
る
も
の
で
あ
る
。

1 　

東
京
オ
ペ
ラ
シ
テ
ィ　
ア
ー
ト
ギ
ャ
ラ
リ
ー
で
開
催
さ

れ
た
個
展
で
は
、
こ
れ
ら
の
作
品
群
に
「
ス
キ
ー
ジ
・
ペ

イ
ン
テ
ィ
ン
グ
」
の
名
称
が
与
え
ら
れ
て
い
る
（
福
士
理

「
ス
キ
ー
ジ
・
ペ
イ
ン
テ
ィ
ン
グ
と
制
作
の
変
容
」『
白
髪

一
雄 K

azuo Shiraga: a retrospective

』、
公
益
財
団

法
人
東
京
オ
ペ
ラ
シ
テ
ィ
文
化
財
団
、
二
〇
二
〇
年
、
六

三
頁
）。

2 　

一
九
六
四
年
の
作
例
と
し
て
は
、
下
記
の
四
点
が
確
認

で
き
る
。《
天
勇
星
大
刀
》（
栃
木
県
立
美
術
館
蔵
）、《
天

機
星
智
多
星
》（
目
黒
区
美
術
館
蔵
）、《
無
題
》（
国
立
国

際
美
術
館
蔵
）、《
無
題
》（
尼
崎
市
教
育
委
員
会
〔
尼
崎

市
立
竹
谷
小
学
校
〕
蔵
）。

3 　

道
具
の
使
用
ま
で
の
変
遷
に
つ
い
て
は
、
出
原
均
の
論

が
詳
し
い
（
出
原
均
「
白
髪
一
雄
の
フ
ッ
ト
・
ペ
イ
ン
テ

ィ
ン
グ
の
変
遷 1955-1964

」『
兵
庫
県
立
美
術
館
紀
要
』

第
六
号
、
兵
庫
県
立
美
術
館
、
二
〇
一
二
年
、
三
〇
︱
四

一
頁
）。

4 　

講
演
の
書
き
起
こ
し
資
料
（
財
団
法
人
尼
崎
市
総
合
文

化
セ
ン
タ
ー
寄
託
資
料
）
を
参
照
し
た
（
場
所
：
ギ
ャ
ラ

リ
ー
・
ア
ラ
イ
（
甲
子
園
）、
日
時
：
一
九
九
七
年
七
月

六
日
一
四
：
〇
〇
︱
一
五
：
三
〇
）。

5 　

白
髪
一
雄
、
小
泉
康
夫
（
聞
き
手
）「Big interview

　

白
髪
一
雄
〈
画
家
〉」『
オ
ー
ル
関
西
』、
オ
ー
ル
関
西
、

一
九
八
九
年
三
月
、
一
二
頁

6 　

白
髪
一
雄
、尾
崎
信
一
郎
・
山
村
徳
太
郎（
聞
き
手
）「
白

髪
一
雄
氏
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
」『
具
体
資
料
集
︱
ド
キ
ュ
メ

ン
ト
具
体1954-1972

』、
芦
屋
市
文
化
振
興
財
団
、
一
九

九
三
年
、
三
八
三
頁

7　

前
掲
註
4

8 　
「
フ
ラ
ッ
グ
（
マ
ー
ブ
ル
）」
に
該
当
す
る
作
品
と
し
て

は
、《
観
音
普
陀
落
浄
土
》（
ア
ー
テ
ィ
ゾ
ン
美
術
館
蔵
）、《
東

方
浄
瑠
璃
世
界
》（
兵
庫
県
立
美
術
館
蔵
）が
上
げ
ら
れ
る
。

な
お
、
こ
の
二
作
品
は
「
密
教
シ
リ
ー
ズ
」
に
含
ま
れ
る
。

9 　

白
髪
一
雄
〔
談
〕（
表
紙
）『
プ
ロ
ム
ナ
ー
ド
』
第
一
二

号
、
静
岡
県
立
美
術
館
友
の
会
、
一
九
九
〇
年
夏
、
一
頁
。

な
お
、
同
号
に
は
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
記
事
が
掲
載
さ
れ
て
い

る
（
白
髪
一
雄
〔
談
〕「
ア
ト
リ
エ
訪
問　

ア
ク
シ
ョ
ン
・

ペ
イ
ン
タ
ー　

白
髪
一
雄
」
四
、
五
頁
）。

10 　

超
党
派
の
議
員
達
に
よ
る
構
想
に
始
ま
る
、
官
民
参
加

に
よ
る
「
国
際
見
本
市
協
会
」
が
主
催
す
る
も
の
で
、
通

産
省
の
補
助
を
受
け
て
い
た
。
同
時
代
的
な
い
わ
ゆ
る
美

術
と
、
工
芸
な
ど
が
同
時
に
展
示
さ
れ
、
作
品
の
販
売
も

さ
れ
た
。
評
価
は
賛
否
あ
っ
た
が
、
大
が
か
り
な
展
覧
会

で
あ
り
、
人
気
は
あ
っ
た
よ
う
だ
。
一
九
六
五
年
に
第
一

回
展
が
ひ
ら
か
れ
、
一
九
七
七
年
の
第
一
二
回
展
ま
で
続

い
た
（
光
山
清
子
「
第
2
章　

ジ
ャ
パ
ン
・
ア
ー
ト
・
フ

ェ
ス
テ
ィ
バ
ル
展
︱
一
九
六
六
～
七
六
年
︱
」『
海
を
渡

る
日
本
現
代
美
術
︱
欧
米
に
お
け
る
展
覧
会
史1945

～95

︱
』、
勁
草
書
房
、
二
〇
〇
九
年
、
八
三
︱
一
二
九
頁
）。

第
一
回
展
の
カ
タ
ロ
グ
の
挨
拶
文
に
よ
る
と
、
時
代
を
反

映
し
て
、
こ
の
事
業
に
は
文
化
交
流
に
よ
る
相
互
理
解
が

平
和
に
繋
が
る
と
の
意
図
が
込
め
ら
れ
て
い
た

（N
A

GA
N

O
 Shigeo, ʻGreetingsʼ, T

he 2nd Japan 
A

rt Festival, Japan A
rt Festival A

ssociation, Inc. 
T

okyo, 1967, p.4

）。

　

一
九
六
九
年
に
フ
ラ
ン
ス
で
発
表
さ
れ
ベ
ス

ト
セ
ラ
ー
と
な
っ
た
、作
者
の
半
自
伝
的
小
説
。

孤
児
オ
リ
ヴ
ィ
エ
が
、
下
町
の
個
性
豊
か
な

人
々
と
の
交
流
を
通
じ
て
、
母
を
亡
く
し
た
喪

失
か
ら
徐
々
に
回
復
、
成
⻑
し
て
い
く
物
語
で

す
。

　

こ
の
小
説
の
重
要
な
隠
し
味
と
な
っ
て
い
る

の
は
、
随
所
に
織
り
込
ま
れ
た
多
数
の
固
有
名

詞
で
し
ょ
う
。ユ
ト
リ
ロ
が
描
い
た
カ
フ
ェ「
ラ

パ
ン
・
ア
ジ
ー
ル
」
や
、
往
年
の
歌
手
に
俳
優

た
ち
、「
シ
ョ
コ
ラ
・
ム
ー
ニ
エ
」
な
ど
の
名

作
ポ
ス
タ
ー
、
い
ま
で
は
使
わ
れ
な
い
生
活
用

品
な
ど
が
次
々
と
登
場
し
、
異
国
情
緒
と
懐
か

し
さ
を
同
時
に
感
じ
さ
せ
て
く
れ
ま
す
。

　

児
童
書
な
が
ら
大
人
の
た
め
の
お
と
ぎ
話
と

い
っ
た
趣
で
、
ペ
ー
ジ
を
め
く
れ
ば
一
九
三
〇

年
代
の
パ
リ
を
旅
す
る
気
分
に
。
遠
方
へ
の
旅

行
が
憚
ら
れ
る
今
、
特
に
お
す
す
め
し
た
い
一

冊
で
す
。

（
主
任
学
芸
員　

貴
家
映
子
）

本の窓

ロ
ベ
ー
ル
・
サ
バ
テ
ィ
エ
作

堀
内
紅
子
／
松
本
徹
訳

オ
リ
ヴ
ィ
エ
少
年
の
物
語
一

『
ラ
バ
通
り
の
人
び
と
』

福
音
館
書
店　

二
〇
〇
五
年
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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

休館のお知らせ
9月6日（月）～令和４年3月31日（木）まで改修工事のため休館

移動美術展のお知らせ
静岡県立美術館超名品展　風景と人間
会場
浜松市美術館
会期
11月13日（土）～12月19日（日）

今年の移動美術展は開館35周年記念の特別版。館長・木下直之が
監修を務め、当館コレクションからとびきりの名品を選りすぐり、
浜松でお目にかけます。ここでしか見られないぜいたくな超名品展、
ご期待ください。

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

※イベント等は都合により変更になる場合があります。
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こ
の
四
月
に
副
館
⻑
に
着
任
い
た
し
ま
し
た
。

毎
日
プ
ロ
ム
ナ
ー
ド
の
彫
刻
群
を
歩
い
て
通
り
、

館
内
の
素
晴
ら
し
い
美
術
作
品
に
囲
ま
れ
、
今
ま

で
の
県
庁
生
活
と
は
異
な
る
環
境
の
中
、
美
術

〝
感
〟
を
磨
き
新
た
な
気
持
ち
で
頑
張
っ
て
ま
い

り
ま
す
。

　

一
昨
年
、海
外
学
生
の
県
内
留
学
促
進
の
た
め
、

ベ
ト
ナ
ム
の
ホ
ー
チ
ミ
ン
、
ハ
ノ
イ
に
出
張
し
ま

し
た
。ベ
ト
ナ
ム
は
古
く
は
中
国
の
支
配
を
受
け
、

十
九
世
紀
後
半
に
フ
ラ
ン
ス
植
民
地
と
な
り
、
そ

の
後
ベ
ト
ナ
ム
戦
争
の
影
響
も
あ
り
、
南
部
ホ
ー

チ
ミ
ン
は
経
済
都
市
、
西
洋
文
化
、
北
部
ハ
ノ
イ

は
政
治
都
市
、
中
国
文
化
を
感
じ
る
街
で
し
た
。

平
均
年
齢
が
三
十
歳
程
度
と
非
常
に
若
く
活
気
が

あ
り
、
道
路
で
は
バ
イ
ク
が
溢
れ
激
流
の
川
の
よ

う
に
走
っ
て
い
ま
し
た
。

　

ベ
ト
ナ
ム
の
工
芸
作
品
で
あ
る
〝
バ
ッ
チ
ャ
ン

焼
き
〟
は
、
中
国
の
陶
磁
器
に
影
響
を
受
け
た
と

バッチャン焼き

作
品
に
こ
め
ら
れ
た
想
い

副
館
⻑　

伏
見
光
博

い
わ
れ
、
素
朴
な
乳
白
色
の
器
に
描
か
れ
た
繊
細

な
モ
チ
ー
フ
が
特
徴
で
す
。
産
地
で
あ
る
バ
ッ
チ

ャ
ン
部
落
で
は
、
十
五
世
紀
か
ら
十
七
世
紀
に
中

国
へ
の
貢
物
、
海
洋
貿
易
、
宗
教
祭
事
の
用
具
な

ど
で
盛
ん
に
な
っ
た
と
い
わ
れ
、
十
九
世
紀
後
半

に
フ
ラ
ン
ス
植
民
地
体
制
下
で
は
輸
出
が
で
き
ず

低
迷
が
続
い
た
よ
う
で
す
が
、
二
〇
世
紀
中
頃
に

社
会
主
義
経
済
体
制
期
に
な
る
と
再
び
盛
ん
に
な

っ
た
と
の
こ
と
で
す
。

　

歴
史
と
と
も
に
バ
ッ
チ
ャ
ン
焼
き
の
制
作
に
も

影
響
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
日
本
で
は
、

安
土
桃
山
時
代
に
紹
介
さ
れ
、
茶
人
の
間
で
珍
重

さ
れ
た
と
の
こ
と
で
す
。
現
地
で
も
作
品
に
魅
了

さ
れ
た
日
本
人
が
制
作
に
関
わ
る
な
ど
共
感
さ
れ

て
お
り
、
私
も
現
地
で
購
入
し
た
優
し
い
色
合
い

の
蓮
が
描
か
れ
た
コ
ー
ヒ
ー
カ
ッ
プ
を
今
も
職
場

で
愛
用
し
て
い
ま
す
。

　

美
術
館
に
勤
務
し
て
改
め
て
感
じ
た
こ
と
は
、

作
品
の
制
作
者
が
ど
の
時
代
に
生
き
て
そ

の
時
何
が
起
こ
っ
て
い
た
の
か
、
そ
れ
が

作
品
に
ど
う
影
響
し
て
い
る
の
か
な
ど
、

背
景
を
知
る
こ
と
で
よ
り
深
く
観
る
こ
と

が
で
き
ま
す
。
作
品
に
描
か
れ
て
い
る
想

い
は
学
芸
員
の
深
い
研
究
に
よ
っ
て
来
館

者
の
皆
様
に
伝
え
ら
れ
ま
す
。
是
非
こ
れ

か
ら
の
企
画
展
を
楽
し
み
に
し
て
い
た
だ

き
た
い
と
思
い
ま
す
。
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