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二
見
の
版
画
作
品
は
、
そ
の
澄
ん
だ
ブ
ル
ー
に

特
徴
が
あ
る
。
彼
独
自
の
技
法
に
よ
っ
て
生
み
出

さ
れ
る
、
夜
空
の
よ
う
な
深
み
を
持
つ
色
調
の
中

に
、
朧
げ
な
形
態
が
、
し
か
し
す
っ
き
り
と
浮
か

び
あ
が
る
。
彼
の
作
品
に
は
、
絵
解
き
出
来
る
よ

う
な
要
素
が
、
あ
ま
り
な
い
。
こ
の
作
品
に
も
、

画
面
の
左
手
前
か
ら
奥
へ
と
続
く
、
何
か
平
面
の

よ
う
な
も
の
や
、
不
思
議
な
人
影
ら
し
き
も
の
等

は
見
え
る
が
、
こ
の
作
品
の
「
意
味
」
を
説
明
し

て
く
れ
そ
う
も
な
い
。
作
者
は
語
る
。「
画
は
理

解
し
よ
う
と
す
る
の
で
は
な
く
、
音
楽
を
聴
く
と

き
の
よ
う
に
自
然
に
感
動
を
呼
び
起
こ
す
も
の

だ
、
と
私
は
思
い
ま
す
」。
こ
の
よ
う
な
作
品
を

前
に
す
る
時
、
私
た
ち
は
、
声
高
な
説
明
で
は
な

く
、
心
を
落
ち
着
け
、
静
か
に
耳
を
澄
ま
す
こ
と

を
求
め
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

（
上
席
学
芸
員　

新
田
建
史
）

二
見
彰
一

《
心
の
部
屋
》

一
九
七
一
（
昭
和
四
六
）
年

二
六
・
二
×
二
六
・
五
㎝

紙
、
ア
ク
ア
チ
ン
ト
、
ソ
フ
ト
グ
ラ
ン
ド
エ
ッ
チ
ン
グ



T O P I C S

排
除
と
包
摂
―
八
十
三
年
前

館
長
　
木
下
直
之

　
「
排
除
と
包
摂
」
の
話
を
も
う
少
し
続
け

た
い
と
思
っ
た
の
は
、今
か
ら
八
十
三
年
前
、

一
九
三
九
年
（
昭
和
十
四
）
に
開
か
れ
た
第

一
回
聖
戦
美
術
展
（
陸
軍
美
術
協
会
と
朝
日

新
聞
社
が
主
催
）
に
、「
白
衣
の
勇
士
」
と

い
う
部
門
が
立
て
ら
れ
た
こ
と
を
知
っ
た
か

ら
で
す
。

　

展
覧
会
は
五
部
構
成
で
し
た
。第
一
部「
戦

線
」、第
二
部
「
白
衣
の
勇
士
」、第
三
部
「
占

拠
地
」、
第
四
部
「
銃
後
」、
第
五
部
「
ス
ケ

ッ
チ
集
」。
最
終
部
門
を
除
け
ば
、
あ
と
は

戦
争
の
空
間
的
な
配
置
に
従
っ
て
い
ま
す
。

　
「
白
衣
の
勇
士
」
と
は
傷
痍
軍
人
の
こ
と
、

白
衣
は
病
院
着
で
あ
り
、
占
拠
地
・
内
地
問

わ
ず
病
院
に
収
容
さ
れ
治
療
を
受
け
た
将
兵

で
し
た
か
ら
、
彼
ら
は
ま
さ
し
く
戦
線
と
銃

後
の
間
に
存
在
し
て
い
ま
し
た
。
い
ま
だ
軍

籍
に
あ
り
、
治
癒
す
れ
ば
戦
線
に
復
帰
し
な

け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
が
無
理
だ
と
判

断
さ
れ
帰
郷
を
許
さ
れ
た
と
こ
ろ
で
、
あ
く

ま
で
も
「
再
起
奉
公
」
が
求
め
ら
れ
ま
し
た
。

　

ち
な
み
に
「
白
衣
」
は
「
は
く
い
」
と
読

ん
で
し
ま
い
が
ち
で
す
が
、
ど
う
や
ら
「
び

ゃ
く
え
」
だ
っ
た
よ
う
で
す
。
動
か
ぬ
証
拠

は
同
名
の
歌
謡
曲
「
白
衣
の
勇
士
」（
ポ
リ

ド
ー
ル
、
一
九
三
八
年
）、「
び
ゃ
く
え
」
と

歌
う
東
海
林
太
郎
の
声
をY

ouT
ube

で
聴

く
こ
と
が
で
き
ま
す
。
そ
れ
に「
白
衣
観
音
」

も
「
び
ゃ
く
え
」
で
す
よ
ね
。

　

傷
痍
軍
人
が
い
つ
か
ら
そ
う
呼
ば
れ
る
よ

う
に
な
っ
た
か
を
調
べ
て
い
る
の
で
す
が
、

聖
戦
美
術
展
か
ら
そ
れ
ほ
ど
さ
か
の
ぼ
り
ま

せ
ん
。
一
九
三
七
年
に
刊
行
さ
れ
た
『
感
謝

の
心
も
て
白
衣
の
勇
士
に
捧
ぐ
』（
白
衣
の

勇
士
慰
問
委
員
会
）
が
、
見
つ
け
た
最
初
の

本
で
す
。
そ
の
後
、
急
速
に
普
及
し
ま
す
。

　

そ
も
そ
も
、
こ
れ
は
戦
場
で
傷
つ
い
た
将

兵
を
ど
う
呼
ぶ
の
か
と
い
う
問
題
と
連
動
し

て
い
ま
し
た
。日
露
戦
争
の
こ
ろ
の
呼
称「
廃

兵
」
が
「
傷
兵
」
や
「
傷
病
兵
」
に
入
れ
替

わ
り
（
三
四
年
に
廃
兵
院
が
傷
兵
院
と
改

称
）、
三
〇
年
代
末
に
な
る
と
「
傷
痍
軍
人
」

が
定
着
し
ま
す
。

　

日
中
戦
争
の
時
代
で
し
た
。
戦
線
が
拡
大

し
、
長
期
化
す
る
と
と
も
に
傷
痍
軍
人
が
激

増
し
ま
す
が
（
現
在
の
ウ
ク
ラ
イ
ナ
の
戦
火

が
頭
を
よ
ぎ
り
ま
す
）、
簡
単
に
戦
力
外
と

す
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
。だ
か
ら
、「
廃
人
」

を
連
想
さ
せ
る
「
廃
兵
」
と
い
う
表
現
を
避

け
た
の
で
す
。
さ
ら
に
「
白
衣
の
勇
士
」
と

讃
え
、
感
謝
を
捧
げ
る
言
葉
ま
で
必
要
に
な

り
ま
し
た
。

　

で
は
、
聖
戦
美
術
展
の
「
白
衣
の
勇
士
」

部
門
に
は
何
が
展
示
さ
れ
た
の
で
し
ょ
う
。

端
的
に
言
え
ば
、
傷
痍
軍
人
を
描
い
た
絵
と

傷
痍
軍
人
が
描
い
た
絵
で
す
。
彫
刻
も
数
点

あ
り
ま
し
た
。
言
い
換
え
れ
ば
、
玄
人
の
絵

と
素
人
の
絵
が
同
居
し
て
い
た
の
で
す
。

　

陸
軍
美
術
協
会
と
い
え
ば
大
層
に
聞
こ
え

ま
す
が
、
会
長
だ
け
は
軍
人
（
松
井
石
根
陸

軍
大
将
）
が
務
め
た
も
の
の
、
副
会
長
藤
島

武
二
以
下
、
鶴
田
吾
郎
、
石
井
柏
亭
、
中
村

研
一
ら
当
代
の
画
家
が
名
を
連
ね
、
審
査
に

当
た
り
ま
し
た
。

　

美
術
展
で
は
審
査
と
い
う
名
の
「
排
除
」

が
行
わ
れ
る
わ
け
で
す
が
、
傷
痍
軍
人
の
出

品
に
対
し
て
は
入
選
基
準
を
大
幅
に
緩
め
た

よ
う
で
す
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
締
切
に
遅
れ

て
も
ま
だ
受
け
付
け
ま
し
た
。
話
題
を
つ
く

り
、
文
化
事
業
を
盛
り
上
げ
よ
う
と
す
る
朝

日
新
聞
社
の
魂
胆
が
よ
く
見
え
ま
す
。
展
覧

会
図
録
の
解
説
に
は
、
作
品
で
は
な
く
作
者

を
語
る
も
の
、さ
ら
に
い
え
ば
美
談
が
多
く
、

新
聞
記
者
が
書
い
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ

れ
ま
す
。

　

も
ち
ろ
ん
、
絵
心
の
あ
る
傷
痍
軍
人
は
い

ま
し
た
。
し
か
し
、
彼
ら
に
期
待
さ
れ
た
も

の
は
、
表
現
で
は
な
く
経
験
で
し
た
。
絵
は

多
少
拙
く
と
も
、「
戦
線
」
に
あ
っ
た
と
い

う
経
験
は
得
難
い
も
の
で
あ
り
、「
銃
後
」

か
ら
出
か
け
て
い
っ
た
従
軍
画
家
た
ち
に
は

と
う
て
い
太
刀
打
で
き
な
い
も
の
で
し
た
。

そ
れ
を
新
聞
社
は
求
め
、
広
く
社
会
に
報
じ

た
の
で
す
。

　

こ
れ
が
八
十
三
年
前
の
論
理
に
基
づ
く

「
包
摂
」
で
す
。
と
こ
ろ
が
、敗
戦
後
に
「
白

衣
の
勇
士
」
は
一
転
し
て
国
家
の
保
護
を
失

い
、
街
頭
に
立
つ
「
白
衣
募
金
者
」
と
成
り

果
て
ま
す
。
す
る
と
、
そ
の
多
く
が
ニ
セ
者

で
あ
る
と
い
う
理
由
で
、
日
本
傷
痍
軍
人
会

は
撲
滅
運
動
に
乗
り
出
す
の
で
す
。
な
ん
と

一
九
六
四
年
の
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
東
京
大
会
ま

で
を
目
標
に
、
社
会
か
ら
の
「
排
除
」
を
目

論
ん
だ
の
で
し
た
。

　

こ
の
話
は
終
わ
り
そ
う
に
あ
り
ま
せ
ん
か

ら
、
場
所
を
当
館
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
に
開
設
し

た
「
ノ
ッ
ク
無
用
―
館
長
室
だ
よ
り
、
た
だ

し
ト
キ
ド
キ
行
方
不
明
」
に
移
し
ま
す
。
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T O P I C S

静
岡
県
立
美
術
館
デ
ジ
タ
ル
ア
ー
カ
イ
ブ

　

デ
ジ
タ
ル
ア
ー
カ
イ
ブ
の
魅
力

　

こ
の
四
月
か
ら
静
岡
県
立
美
術
館
デ
ジ
タ
ル

ア
ー
カ
イ
ブ
の
公
開
が
始
ま
り
ま
し
た
。
静
岡

県
立
美
術
館
デ
ジ
タ
ル
ア
ー
カ
イ
ブ
と
は
当
館

ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
上
か
ら
閲
覧
で
き
る
収
蔵
品
な

ど
を
対
象
と
し
た
検
索
シ
ス
テ
ム
、
お
よ
び
高

精
細
画
像
、
バ
ー
チ
ャ
ル
リ
ア
リ
テ
ィ
（
以
下

Ｖ
Ｒ
）、
動
画
な
ど
の
総
称
で
す
。
美
術
館
・

博
物
館
に
対
し
、
オ
ン
ラ
イ
ン
上
で
の
所
蔵
品

な
ど
に
関
す
る
情
報
の
発
信
が
求
め
ら
れ
る

中
、
当
館
で
も
約
一
年
を
か
け
て
公
開
に
向
け

た
作
業
を
進
め
て
き
ま
し
た
。

　

従
来
の
検
索
シ
ス
テ
ム
で
は
収
蔵
品
の
み
が

対
象
で
し
た
が
、
今
回
新
た
に
、
美
術
関
連
の

専
門
書
や
全
国
各
地
の
美
術
館
が
発
行
し
た
図

録
を
は
じ
め
と
す
る
当
館
の
蔵
書
、
お
よ
び
開

館
以
来
各
地
の
画
廊
や
作
家
か
ら
当
館
宛
に
送

付
さ
れ
、
蓄
積
さ
れ
て
き
た
案
内
状
類
（「
現

代
美
術
関
連
資
料
」
と
い
う
名
称
で
公
開
）
が

検
索
対
象
に
加
わ
り
ま
し
た
。
こ
れ
ら
の
情
報

を
横
断
検
索
す
る
こ
と
に
よ
り
、
作
家
や
作
品

に
つ
い
て
多
面
的
な
情
報
を
得
る
こ
と
も
可
能

に
し
て
い
ま
す
。

　

そ
し
て
、
当
館
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
の
白
眉
、
池

大
雅
《
蘭
亭
曲
水
・
龍
山
勝
会
図
屏
風
》
を
細

か
く
分
割
撮
影
し
、
一
枚
に
合
成
し
た
高
精
細

画
像
を
製
作
し
ま
し
た
。
作
品
の
部
分
を
自
在

に
拡
大
し
、
大
雅
の
洗
練
さ
れ
た
筆
技
を
存
分

に
お
楽
し
み
い
た
だ
く
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

更
に
、
オ
ー
ギ
ュ
ス
ト
・
ロ
ダ
ン
畢
生
の
大

作
《
地
獄
の
門
》
の
実
物
を
計
測
し
て
製
作
さ

れ
た
Ｖ
Ｒ
も
公
開
し
て
い
ま
す
。
ス
マ
ー
ト
フ

ォ
ン
や
パ
ソ
コ
ン
で
操
作
し
て
い
た
だ
く
こ
と

で
、
様
々
な
角
度
か
ら
眺
め
る
こ
と
が
可
能
で

す
。
そ
の
巨
大
さ
ゆ
え
、
展
示
室
の
実
物
で
は

見
え
に
く
い
部
分
の
造
形
も
、
手
に
取
る
よ
う

に
ご
覧
い
た
だ
け
ま
す
。

�

（
主
任
学
芸
員　

浦
澤
倫
太
郎
）

　

ス
ペ
シ
ャ
ル
動
画
の
公
開

　

そ
の
ほ
か
、
こ
の
デ
ジ
タ
ル
ア
ー
カ
イ
ブ
の

公
開
を
記
念
し
て
、当
館
の
収
蔵
作
家
で
あ
る
、

中
村
宏
お
よ
び
森
村
泰
昌
に
関
す
る
ス
ペ
シ
ャ

ル
動
画
を
制
作
し
、
公
開
し
て
い
ま
す
。

　

中
村
宏
は
一
九
三
二
年
に
浜
松
市
に
生
ま

れ
、
一
九
五
一
年
に
大
学
進
学
の
た
め
上
京
の

後
、
一
九
五
〇
年
代
に
社
会
的
事
件
を
描
い
た

「
ル
ポ
ル
タ
ー
ジ
ュ
絵
画
」
を
代
表
す
る
一
人

と
し
て
活
動
し
ま
し
た
。
東
京
・
立
川
の
米
軍

砂
川
基
地
拡
張
反
対
闘
争
を
描
い
た
一
九
五
五

当
館
学
芸
員
が
作
家
に
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
を
行
っ

た
記
録
を
、
前
編
・
後
編
（
約
三
十
分
）
に
編

集
し
た
も
の
で
す
。
前
編
で
は
、
代
表
作
《
砂

川
五
番
》
や
、「
モ
ン
タ
ー
ジ
ュ
絵
画
」
期
を

代
表
す
る
《
階
段
に
て
》（
一
九
六
〇
年
）
な

ど
に
つ
い
て
、
後
編
で
は
、
一
九
六
〇
年
代
の

中
村
の
ア
イ
コ
ン
と
も
い
え
る
制
服
を
着
た
少

女
モ
チ
ー
フ
や
、
望
遠
鏡
か
ら
の
ぞ
い
た
イ
メ

ー
ジ
を
描
い
た
作
品
、お
よ
び
近
作
に
つ
い
て
、

興
味
深
い
話
を
う
か
が
っ
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
森
村
泰
昌
は
、
美
術
史
上
の
名
画
に

作
者
自
身
が
な
り
き
り
、
作
品
の
中
に
入
る
ス

タ
イ
ル
を
確
立
し
、
国
内
外
で
高
い
評
価
を
得

て
い
る
作
家
で
す
。
当
館
は
一
九
九
〇
年
に
開

催
し
た『
静
物　

こ
と
ば
な
き
物
た
ち
の
祭
典
』

展
で
、
セ
ザ
ン
ヌ
の
静
物
画
を
モ
チ
ー
フ
に
し

た
《
批
評
と
そ
の
愛
人
》
を
紹
介
し
た
こ
と
を

機
に
、同
作
品
を
収
蔵
し
て
い
ま
す
。
動
画
は
、

一
九
八
〇
年
代
か
ら
交
流
の
あ
る
森
村
泰
昌
氏

と
当
館
館
長
の
木
下
直
之
が
、《
批
評
と
そ
の

愛
人
》
と
そ
の
マ
ケ
ッ
ト
を
話
題
に
対
談
を
行

っ
た
記
録
を
、
前
後
編
三
十
分
程
度
に
編
集
し

た
も
の
で
す
。
前
編
で
は
、
森
村
が
ス
タ
イ
ル

を
確
立
す
る
一
九
八
〇
年
代
末
前
後
の
制
作
背

景
に
つ
い
て
、
後
半
で
は
、
完
成
作
と
し
て
発

表
す
る
写
真
を
撮
影
す
る
た
め
に
作
ら
れ
る
マ

ケ
ッ
ト
を
話
題
に
、
木
下
館
長
が
関
心
を
持
つ

近
代
以
前
の
見
世
物
と
、森
村
作
品
に
流
れ
る
、

美
術
や
芸
術
と
は
呼
ば
れ
な
い「
つ
く
り
も
の
」

の
血
筋
と
の
接
点
を
探
る
話
題
が
繰
り
広
げ
ら

れ
ま
す
。

（
上
席
学
芸
員　

川
谷
承
子
）

デジタルアーカイブポータルページ
https://spmoa.shizuoka.shizuoka.jp/archive/

年
制
作
の
《
砂
川
五
番
》（
東

京
都
現
代
美
術
館
所
蔵
）
は
、

こ
の
時
期
を
代
表
す
る
一
点
で

す
。
以
来
、
複
数
の
シ
リ
ー
ズ

を
展
開
し
て
現
在
ま
で
約
七
十

年
間
に
わ
た
り
、
絵
画
制
作
を

続
け
て
い
ま
す
。
当
館
で
は
こ

の
中
村
の
作
品
九
点
を
収
蔵
し

て
い
ま
す
。
動
画
は
、
昨
冬
、
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絶景を描く
―江戸時代の風景表現―
2022年 9 月10日（土）～10月23日（日）
前期： 9月10日（土）～10月 2 日（日）
後期：10月 4 日（火）～10月23日（日）

　

日
本
列
島
の
津
々
浦
々
に
点
在
す
る
素
晴

ら
し
い
景
色
は
、
古
く
か
ら
人
々
の
目
を
楽

し
ま
せ
、
絵
に
描
か
れ
て
き
ま
し
た
。
こ
の

展
覧
会
で
は
、
当
館
お
よ
び
個
人
の
コ
レ
ク

シ
ョ
ン
な
ど
か
ら
、
各
地
の
絶
景
を
描
い
た

江
戸
時
代
の
絵
画
を
中
心
に
、
約
五
〇
点
の

作
品
を
展
示
し
ま
す
。

　

本
展
で
は
会
場
を
い
く
つ
か
の
セ
ク
シ
ョ

ン
に
分
け
て
、
様
々
な
絶
景
の
魅
力
を
読
み

解
き
ま
す
。
冒
頭
で
は
、
古
く
か
ら
和
歌
に

詠
ま
れ
て
き
た
名
所
を
題
材
に
し
た
作
例
を

ご
覧
い
た
だ
き
ま
す
。
続
い
て
、
関
西
の
南

画
家
た
ち
に
よ
っ
て
試
み
ら
れ
た
各
地
の
名

勝
を
理
想
化
す
る
表
現
、
関
東
の
画
家
た
ち

が
中
心
と
な
っ
て
追
及
し
た
迫
真
的
表
現
な

図 ２ 　歌川広重《不二三十六景》より「駿河不二川」　当館蔵　※後期展示

図 １ 　原在正《富士山図巻》第五巻より「駿州富士河」　個人蔵

の
よ
う
に
絵
画
化
さ

れ
た
の
か
を
検
証
す

る
こ
と
も
、
本
展
の

試
み
の
一
つ
で
す
。

東
海
道
沿
い
の
富
士

見
の
名
所
を
は
じ

め
、
宮
島
な
ど
日
本

三
景
に
も
選
ば
れ
る

お
な
じ
み
の
景
勝

地
、
更
に
は
遙
か
八

丈
島
を
含
む
伊
豆
諸

島
ま
で
、
出
展
作
品

の
題
材
と
な
っ
た
場

所
は
、
全
国
各
地
に

及
び
ま
す
。
こ
の
う

ち
の
一
部
の
作
品
に

つ
い
て
は
、
描
か
れ

た
風
景
に
関
す
る
現

地
調
査
の
結
果
も
交

え
、
画
家
が
そ
の
風

景
を
ど
の
よ
う
な
視

点
で
捉
え
、
い
か
な

る
演
出
を
加
え
て
描

い
た
の
か
に
つ
い
て

も
ご
覧
い
た
だ
き
ま

す
。

　

こ
の
よ
う
に
本
展

で
は
、
様
々
な
切
り

口
で
江
戸
時
代
の
風

景
表
現
の
魅
力
に
迫

ど
に
注
目
し
ま
す
。
会
場
の
最
後
で
は
、
作

品
の
題
材
と
な
っ
た
風
景
が
辿
っ
た
歴
史
に

も
迫
り
、
表
現
の
展
開
を
、
こ
れ
ま
で
の
研

究
と
は
異
な
る
観
点
か
ら
検
証
し
ま
す
。

　

次
に
、
本
展
の
み
ど
こ
ろ
を
ご
紹
介
し
ま

す
。

　

ま
ず
は
当
館
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
を
代
表
す
る

名
品
の
数
々
を
一
望
で
き
る
点
に
ご
注
目
下

さ
い
。
各
展
示
室
に
は
、
江
戸
時
代
に
各
地

の
絶
景
を
描
く
珠
玉
の
作
品
が
集
結
し
ま

す
。
な
か
で
も
富
士
山
を
描
い
た
図
は
、
江

戸
狩
野
派
か
ら
関
西
画
壇
の
諸
派
ま
で
様
々

な
画
家
た
ち
に
よ
る
作
品
が
展
示
さ
れ
ま

す
。
富
士
山
の
あ
る
静
岡
県
に
所
在
す
る
当

館
が
、
開
館
以
来
収
集
を
続
け
て
き
た
成
果

を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

　

そ
し
て
、
風
景
表
現
の
特
徴
を
比
較
で
き

る
点
も
み
ど
こ
ろ
で
す
。
会
場
内
の
一
室
に

は
、
原
在
正
《
富
士
山
図
巻
》（
個
人
蔵
、

図
１
）
と
歌
川
広
重
《
不
二
三
十
六
景
》（
当

館
蔵
、
図
２
）
と
い
う
、
様
々
な
場
所
か
ら

眺
め
た
富
士
山
を
描
い
た
二
つ
の
大
作
を
展

示
し
ま
す
。
両
作
品
を
比
べ
て
み
る
と
、
富

士
山
を
望
む
こ
と
が
で
き
る
場
所
が
広
い
範

囲
に
存
在
し
て
い
た
こ
と
が
体
感
で
き
ま

す
。
横
幅
を
自
由
に
設
定
で
き
る
画
巻
と
、

寸
法
が
一
定
で
あ
る
中
判
錦
絵
と
い
う
そ
れ

ぞ
れ
の
画
面
形
状
を
活
か
し
た
構
図
の
工
夫

に
も
ご
注
目
く
だ
さ
い
。

　

最
後
に
な
り
ま
す
が
、
実
際
の
風
景
が
ど

E X H I B I T I O N

り
ま
す
。
江
戸
絵
画
に
興
味
を
お
持
ち
の
方

は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
旅
行
や
登
山
が
お
好

き
な
方
に
も
お
楽
し
み
い
た
だ
け
る
こ
と
で

し
ょ
う
。
画
家
た
ち
が
追
い
求
め
た
絶
景
を

巡
る
旅
を
ご
堪
能
く
だ
さ
い
。

　

会
期
中
は
館
長
・
木
下
直
之
に
よ
る
講
演

会
に
加
え
、
担
当
学
芸
員
に
よ
る
フ
ロ
ア
レ

ク
チ
ャ
ー
、
そ
し
て
出
品
作
品
に
関
連
し
た

実
技
系
イ
ベ
ン
ト
な
ど
の
開
催
も
予
定
し
て

い
ま
す
。
詳
細
は
当
館
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
や
館

内
は
じ
め
各
所
に
配
架
す
る
チ
ラ
シ
な
ど
で

ご
確
認
く
だ
さ
い
。

�

（
主
任
学
芸
員　

浦
澤
倫
太
郎
）

※�

会
期
中
、
一
部
展
示
替
え
を
行
い
ま
す
。
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2022年度収蔵品展
絶景考Ⅰ／絶景考Ⅱ
2022年 7 月20日（水）～ 9月19日（月・祝）
2022年 9 月21日（水）～11月20日（日）

　

西
洋
風
景
画
の
収
蔵
品
を
最
後
に
ま
と
め

て
ご
覧
い
た
だ
い
た
の
は
二
〇
一
九
年
度
の

冬
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
で
社
会

が
一
変
す
る
直
前
で
し
た
。
画
家
た
ち
は
、

移
動
を
す
る
こ
と
で
新
し
い
風
景
を
見
出

し
、
記
録
し
、
そ
の
美
し
さ
を
場
所
や
時
代

を
超
え
て
伝
播
さ
せ
て
き
ま
し
た
が
、
自
由

な
移
動
が
当
た
り
前
で
は
な
く
な
っ
た
今
、

当
館
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
も
幾
分
異
な
っ
て
見
え

て
き
ま
す
。
コ
ロ
ナ
収
束
後
の
社
会
に
も
思

い
を
は
せ
れ
ば
、
環
境
負
荷
の
大
き
い
移
動

手
段
で
各
地
の
「
絶
景
」
を
旅
す
る
こ
と
は
、

必
ず
し
も
望
ま
し
い
風
景
の
楽
し
み
方
で
は

な
く
な
っ
て
い
く
可
能
性
も
あ
り
ま
す
。

図 １ 　ヤン・ファン・ホイエン《レーネン、ライン河越しの眺め》１648年　当館蔵

図 ２ 　清水登之《セーヌ河畔》１9２4年　当館蔵

す
れ
ば
、
絶
景
ブ
ー
ム
の
端
緒
が
そ
こ
に
含

ま
れ
て
い
た
と
も
言
え
る
で
し
ょ
う
。

　

第
Ⅱ
部
で
は
、近
代
以
降
に
描
か
れ
た
フ
ラ

ン
ス
各
地
の
風
景
画
を
ご
覧
い
た
だ
き
ま
す
。

　

印
象
派
以
後
、
描
か
れ
た
風
景
が
、
デ
フ

ォ
ル
メ
や
激
し
い
色
彩
に
よ
り
現
実
か
ら
距

離
を
と
る
一
方
で
、
具
体
的
な
土
地
や
風
土

が
画
家
の
霊
感
源
と
な
り
続
け
た
こ
と
は
極

め
て
興
味
深
い
も
の
で
す
。
シ
ニ
ャ
ッ
ク
が

好
ん
で
描
い
た
陽
光
眩
し
い
南
フ
ラ
ン
ス

や
、
ゴ
ー
ギ
ャ
ン
が
そ
の
素
朴
な
自
然
と
風

俗
に
関
心
を
寄
せ
た
ブ
ル
タ
ー
ニ
ュ
な
ど
、

当
館
所
蔵
品
に
も
そ
う
し
た
作
例
を
見
出
す

こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

日
本
人
が
描
い
た
作
品
に
も
注
目
し
ま

す
。
清
水
登
之
の
《
セ
ー
ヌ
河
畔
》（
図
2
）

に
は
、
ユ
ネ
ス
コ
世
界
遺
産
の
登
録
要
件
と

な
っ
て
い
る
ポ
ン
ヌ
フ
橋
や
ル
ー
ヴ
ル
美
術

　

本
展
は
、そ
う
し
た
現
状
を
踏
ま
え
つ
つ
、

「
絶
景
」を
キ
ー
ワ
ー
ド
に
西
洋
の
風
景
画
を

あ
ら
た
め
て
見
直
そ
う
と
い
う
試
み
で
す
。

第
Ⅰ
部
で
は
、
一
七
世
紀
か
ら
一
九
世
紀
中

頃
ま
で
に
描
か
れ
た
作
例
を
、
風
景
画
の
歴

史
を
な
ぞ
り
な
が
ら
ご
覧
い
た
だ
き
ま
す
。

　
「
絶
景
」
は
し
ば
し
ば
「
絵
の
よ
う
な
」

と
評
さ
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
が
、
画
家
た

ち
が
「
絵
に
な
る
」
と
考
え
た
眺
め
は
、
必

ず
し
も
今
日
わ
れ
わ
れ
が
「
絶
景
」
と
呼
ぶ

も
の
と
一
致
す
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

例
え
ば
、
オ
ラ
ン
ダ
の
画
家
ヤ
ン
・
フ
ァ
ン
・

ホ
イ
エ
ン
は
、
ラ
イ
ン
河
越
し
に
眺
め
た
レ

ー
ネ
ン
の
街
を
抑
制
さ
れ
た
色
調
で
描
き
、

穏
や
か
な
詩
情
を
醸
し
出
し
て
い
ま
す
（
図

1
）。
こ
こ
に
は
、
二
〇
一
四
年
頃
の
絶
景

ブ
ー
ム
に
次
い
で
流
行
し
た
キ
ー
ワ
ー
ド
、

「
映
え
」
と
は
異
な
っ
た
美
し
さ
が
あ
り
ま

す
。

　

ホ
イ
エ
ン
と
同
時
代
に
イ
タ
リ
ア
で
活
躍

し
た
ク
ロ
ー
ド
・
ロ
ラ
ン
は
、西
洋
風
景
画
と

「
絶
景
」
の
距
離
を
考
え
る
上
で
鍵
と
な
る

画
家
で
す
。
ど
こ
で
も
な
い
理
想
の
風
景
を

描
き
出
し
た
彼
の
作
品
も
、
や
は
り
、
今
日
、

具
体
的
な
旅
の
目
的
地
と
し
て
喧
伝
さ
れ
る

各
地
の
「
絶
景
」
と
は
性
質
を
異
に
し
て
い

ま
す
。
し
か
し
、
ク
ロ
ー
ド
の
絵
の
よ
う
な

眺
め
を
現
実
の
自
然
に
見
出
そ
う
と
す
る
流

行
が
、
各
国
、
各
地
域
の
独
自
の
風
景
と
そ

の
美
に
目
を
向
け
る
き
っ
か
け
を
生
ん
だ
と

E X H I B I T I O N

館
が
描
か
れ
て
い
ま
す
が
、
画
家
の
主
眼
は

散
歩
や
釣
り
に
興
じ
る
人
々
の
営
み
に
あ
る

の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
ま
た
、
藤
田
嗣
治
や

佐
伯
祐
三
の
作
品
に
は
、
ラ
ン
ド
マ
ー
ク
が

も
つ
華
や
か
さ
と
は
正
反
対
の
裏
ぶ
れ
た
パ

リ
の
風
情
が
描
か
れ
て
い
ま
す
。

　

こ
う
し
た
作
例
の
よ
う
に
、
画
家
が
自
身

の
内
面
を
投
影
す
る
こ
と
の
で
き
る
眺
め
を

独
自
の
視
点
で
選
び
出
す
よ
う
に
な
っ
た
と

き
、そ
の
風
景
が
も
は
や
「
絶
景
」
と
遠
く
隔

た
っ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
あ

り
ま
せ
ん
。
印
象
派
の
描
い
た
風
景
の
よ
う

に
、こ
れ
ら
が
い
ず
れ
「
絶
景
」
の
仲
間
入
り

を
果
た
す
こ
と
も
あ
る
の
で
し
ょ
う
か
。
そ

れ
が
分
か
る
の
は
ま
だ
ま
だ
先
に
な
り
そ
う

で
す
が
、
本
展
が
、
江
戸
時
代
の
風
景
表
現

の
魅
力
に
迫
る
「
絶
景
を
描
く
」
展
の
理
解

を
深
め
る
と
と
も
に
、
鑑
賞
者
の
皆
様
の
絶

景
観
を
い
ま
一
度
再
考
す
る
機
会
と
な
れ
ば

幸
い
で
す
。�

（
主
任
学
芸
員　

貴
家
映
子
）

※
各
会
期
中
、一
部
展
示
替
え
を
行
い
ま
す
。
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研究 ノ ー ト

　

小
栗
哲
郎
は
な
か
な
か
燃
え
ぬ
薪
の
や
う
な
男

で
あ
る
。
他
の
仲
間
は
直
ぐ
火
を
呼
び
景
氣
よ
く

燃
え
る
の
に
彼
の
薪
に
は
な
か
な
か
火
が
つ
か

ぬ
。

　

こ
の
言
葉
は
、
小
栗
哲
郎
（
一
九
〇
四
―
二
〇

〇
〇
・
明
治
三
七
―
平
成
十
二
年
）
の
師
と
も
い

え
る
画
家
・
中
川
一
政
（
一
八
九
三
―
一
九
九
一
・

明
治
二
六
―
平
成
三
年
）
が
、「
小
栗
哲
郎
第
一

回
作
品
展
覧
會
に
際
し
て
」（
昭
和
十
年
九
月
）

の
中
で
語
っ
た
も
の
で
あ
る
。
小
栗
哲
郎
三
一
歳

の
こ
と
で
あ
る
。「
な
か
な
か
燃
え
ぬ
薪
の
や
う

な
男
」
と
は
、
言
い
得
て
妙
で
あ
り
、
ま
た
実
に

含
蓄
の
あ
る
言
葉
で
も
あ
る
。
中
川
は
続
け
て
、

こ
う
も
述
べ
て
い
る
。

　

小
栗
哲
郎
が
な
か
な
か
燃
え
な
か
つ
た
所
以
の

も
の
は
輕
率
に
美
術
を
見
る
事
が
出
來
な
か
つ
た

か
ら
で
あ
る
。
彼
は
他
を
重
ん
じ
て
併
せ
て
自
分

を
も
重
ん
じ
た
も
の
で
あ
る
。
他
の
杉
の
葉
が
景

氣
よ
く
燃
え
つ
く
し
て
亡
び
た
時
に
、
小
栗
哲
郎

の
薪
は
漸
く
燃
え
出
し
た
の
で
あ
る
。
其
れ
は
漸

く
此
三
、
四
年
の
事
で
あ
る
。

　

中
川
一
政
に
言
わ
せ
れ
ば
、
小
栗
哲
郎
は
、
遅

咲
き
の
桜
、
大
器
晩
成
の
画
家
と
い
う
こ
と
で
あ

ろ
う
か
。
確
か
に
、
小
栗
は
、
享
年
九
六
歳
と
長

寿
で
あ
り
、
八
〇
歳
を
過
ぎ
て
か
ら
も
、
肉
体
的

に
も
精
神
的
に
も
衰
え
を
知
ら
ず
、
作
品
を
制
作

し
続
け
て
い
る
。
そ
し
て
大
器
晩
成
と
い
う
だ
け

で
は
な
く
、
周
り
の
潮
流
や
時
流
に
流
さ
れ
る
こ

と
な
く
、
自
己
の
表
現
を
寡
黙
に
追
求
す
る
芸
術

図 １ 　小栗哲郎《龍爪山下の群落》キャンヴァス、油彩、7２.7×１00.0cm

目
録
」
な
ど
様
々
な
文
献
等
の
調
査
に
よ
っ
て
、

現
在
の
富
士
市
（
旧
富
士
川
町
）
の
松
野
で
制
作

さ
れ
た
作
品
で
あ
る
こ
と
が
確
認
で
き
た
。

　
《
裏
の
み
か
ん
山
》
は
、
画
業
中
期
の
作
品
で

あ
り
、
山
肌
を
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
し
て
捉
え
る
独

自
の
作
風
で
、
こ
の
時
期
の
小
栗
に
特
徴
的
な
作

風
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
小
栗
の
そ
れ
ぞ
れ
の
時
期
の
特

徴
あ
る
作
品
が
収
蔵
さ
れ
た
こ
と
で
、
小
栗
哲
郎

と
い
う
画
家
の
作
画
活
動
を
あ
る
程
度
概
観
で
き

る
よ
う
に
な
り
、
そ
の
こ
と
は
、
当
館
に
と
っ
て

大
変
意
義
深
い
こ
と
と
い
え
る
。

　

本
作
の
主
題
と
な
っ
て
い
る
竜
爪
山
（
画
面
奥

に
並
ん
で
い
る
山
）は
、現
在
の
静
岡
市
葵
区
に
あ

る
身
延
山
地
の
山
で
、
古
く
か
ら
信
仰
の
山
と
し

て
登
山
す
る
人
も
多
い
。
北
側
の
薬
師
岳
（
一
〇

的
精
神
の
持
ち
主
で
あ
る
と
も
い
え
る
。

　

画
家
に
は
、様
々
な
タ
イ
プ
が
あ
る
。
フ
ァ
ン
・

ゴ
ッ
ホ
や
佐
伯
祐
三
の
よ
う
に
早
熟
の
天
才
で
短

命
の
画
家
も
い
れ
ば
、
あ
る
い
は
五
姓
田
義
松
の

よ
う
に
、
や
は
り
早
熟
の
天
才
で
は
あ
っ
た
が
、

晩
年
は
不
遇
に
見
舞
わ
れ
た
画
家
も
い
る
。
ま
た

黒
田
清
輝
の
よ
う
に
、
若
い
頃
か
ら
時
代
精
神
を

担
い
、
ひ
た
す
ら
我
が
国
の
芸
術
・
文
化
に
寄
与

し
た
画
家
も
い
た
。

　

さ
て
静
岡
県
立
美
術
館
で
は
、
二
〇
二
〇
（
令

和
二
）
年
度
に
、
小
栗
哲
郎
の
晩
年
の
秀
作
と
言

っ
て
も
よ
い
、
八
七
歳
の
時
の
作
品
《
龍
爪
山
下

の
群
落
》（
図
1
）
を
、
画
家
と
同
じ
写
実
派
協
会

で
活
動
を
す
る
な
ど
、
親
交
の
深
か
っ
た
鍋
田
卓

志
氏
か
ら
の
ご
寄
贈
に
よ
り
収
蔵
し
た
。本
作
は
、

小
栗
が
長
く
居
住
し
て
い
た
静
岡
市
に
あ
る
竜
爪

山
と
そ
の
周
辺
の
風
景
を
描
い
た
も
の
で
あ
る
。

　

当
館
に
は
、す
で
に
《
夕
陽
》（
一
九
三
四
（
昭

和
九
）
年
・
第
十
一
回
春
陽
会
展
出
品
作
）、《
裏

の
み
か
ん
山
》（
一
九
六
八
（
昭
和
四
三
）
年
頃
）

の
二
作
品
が
収
蔵
さ
れ
て
い
た
。
本
作
（
一
九
九

一
（
平
成
三
）
年
）
の
収
蔵
に
よ
り
、
小
栗
の
画

業
の
前
期
・
中
期
・
後
期
に
お
け
る
優
品
を
所
蔵

す
る
こ
と
が
で
き
た
。

　
《
夕
陽
》
は
、
現
在
も
静
岡
市
内
で
テ
ー
ラ
ー

を
営
み
、
も
と
も
と
は
旧
幕
臣
と
し
て
徳
川
家
に

従
っ
て
、
静
岡
に
移
住
し
た
士
族
の
末
裔
の
方
か

ら
の
ご
寄
贈
で
あ
る
。
収
蔵
当
初
、
本
作
は
、
小

栗
が
か
つ
て
下
宿
し
て
い
た
静
岡
県
菊
川
市
付
近

の
風
景
を
モ
テ
ィ
ー
フ
と
し
た
作
品
で
あ
る
と
考

え
ら
れ
て
い
た
が
、「
第
十
二
回
春
陽
会
展
覧
会

令和 2年度収蔵作品
小栗哲郎《龍爪山下の群落》について

上席学芸員　泰井　良
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五
一
ｍ
）
と
南
側
の
文
殊
岳（
一
〇
四
一
ｍ
）の
二

つ
の
峰
か
ら
な
る
双
耳
峰
で
あ
る
。
画
面
奥
か
ら

右
側
に
蛇
行
し
て
流
れ
る
川
は
、長
尾
川
で
あ
る
。

　

深
緑
色
の
山
々
と
畑
の
淡
い
緑
が
鮮
や
か
で
、

澄
み
切
っ
た
青
空
と
褐
色
の
大
地
が
対
比
さ
れ
て

い
る
。
畑
の
緑
と
す
で
に
収
穫
さ
れ
た
積
藁
が
描

か
れ
、
画
面
中
央
に
は
、
農
作
業
に
従
事
す
る
三

人
の
人
々
と
、
遠
景
に
は
元
気
よ
く
駆
走
る
二
人

の
子
供
の
姿
が
見
ら
れ
る
。

　

こ
れ
ら
牧
歌
的
な
田
園
風
景
の
一
方
で
、
手
前

の
山
肌
の
一
部
に
は
木
が
無
く
、
土
が
露
出
し
て

い
る
。
実
際
、
瀬
名
地
域
は
、
一
九
九
一
（
平
成

三
）
年
頃
か
ら
、
急
速
に
山
地
の
開
拓
や
田
畑
の

宅
地
化
が
進
ん
で
お
り
、
都
市
化
の
影
が
忍
び
寄

っ
て
い
る
様
子
が
本
作
か
ら
も
窺
え
る
。

　

筆
者
は
、
本
作
の
収
蔵
に
際
し
、
モ
テ
ィ
ー
フ

と
な
っ
た
場
所
を
訪
れ
て
み
た
。
こ
の
場
所
は
、

竜
爪
街
道
を
沼
上
、
平
山
方
面
に
向
け
て
北
上
し

た
場
所
に
位
置
す
る
長
閑
な
山
間
地
で
あ
る
。
筆

者
は
静
岡
県
に
赴
任
し
た
当
初
こ
の
地
に
居
住
し

て
お
り
、
と
て
も
懐
か
し
い
場
所
で
も
あ
る
。

　

画
面
の
裏
面
（
写
真
1
）
を
見
て
み
よ
う
。
そ

の
一
つ
で
あ
る
右
端
の
ラ
ベ
ル
に
は「
69
春
陽
展
」

と
い
う
文
字
が
書
か
れ
て
お
り
、
こ
の
ラ
ベ
ル
に

は
右
か
ら
本
作
の
題
名
／
作
者
名
／
作
者
の
住
所

が
記
さ
れ
て
い
る
。
小
栗
哲
郎
は
、
本
作
を
ど
こ写真 １ 　第69回春陽展の出品ラベル

で
描
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

　

こ
の
こ
と
を
確
か
め
る
た
め
、
春
陽
会
会
員
名

簿
で
、
小
栗
哲
郎
の
住
所
の
変
遷
を
た
ど
っ
た
。

一
九
九
一
（
平
成
三
）
年
の
第
六
八
回
春
陽
展
画

集
掲
載
の
春
陽
会
会
員
名
簿
ま
で
は
、
小
栗
の
住

所
は
「
静
岡
市
大
和
田
78

−

5
」
と
な
っ
て
お
り
、

そ
の
翌
年
一
九
九
二
年
の
第
六
九
回
春
陽
展
画
集

掲
載
の
会
員
名
簿
か
ら
「
厚
木
市
三
田
１
１
７
９

−

2
」と
な
っ
て
い
る
。
第
六
九
回
春
陽
展（
於
：

東
京
都
美
術
館
）
は
、
一
九
九
二
年
四
月
二
三
日

か
ら
五
月
七
日
の
間
に
開
催
さ
れ
て
い
る
の
で
、

小
栗
哲
郎
は
、本
作
を
こ
の
一
九
九
一
（
平
成
三
）

年
の
秋
頃
に
静
岡
市
瀬
名
の
現
地
で
描
き
、
そ
の

後
、
転
居
先
の
神
奈
川
県
厚
木
市
の
画
室
で
仕
上

げ
を
行
っ
て
、
春
陽
展
に
出
品
し
た
も
の
と
推
察

で
き
る
。
こ
の
こ
と
は
、
小
栗
哲
郎
の
長
男
で
あ

る
小
栗
悠
嗣
氏
に
も
確
認
し
て
お
り
、
そ
の
う
え

で
悠
嗣
氏
は
「
父
は
、
ど
ん
な
作
品
で
も
、
必
ず

一
度
は
現
地
に
赴
き
、
画
架
（
イ
ー
ゼ
ル
）
を
立

て
て
制
作
を
し
て
い
た
。」
と
証
言
し
て
い
る
。

ま
た
こ
の
こ
と
は
、
常
葉
美
術
館　

開
館
十
五
周

年
記
念
「
近
代
日
本
美
術
を
築
い
た
巨
匠
」
展
図

録
に
も
、
本
作
の
制
作
年
が
、
一
九
九
一
（
平
成

三
）
年
と
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
と
も
合
致
す
る
。

　

そ
れ
ゆ
え
本
作
は
、現
場
制
作
に
も
と
づ
い
て
、

秋
の
景
色
を
実
景
に
忠
実
に
捉
え
た
も
の
で
あ

る
。
小
栗
の
制
作
姿
勢
で
あ
る
風
景
を
目
前
に
し

た
堅
実
な
描
写
は
健
在
で
あ
る
と
と
も
に
、
風
景

の
中
に
鋭
く
時
代
の
状
況
を
捉
え
、
描
き
出
し
た

作
品
と
言
え
る
。

　

最
後
に
中
川
一
政
が
一
九
四
三
（
昭
和
十
八
）

年
に
静
岡
で
開
催
さ
れ
た
小
栗
哲
郎
油
絵
作
品
頒

布
会
に
際
し
述
べ
た
言
葉
を
紹
介
す
る
こ
と
と
し

た
い
。

　

小
栗
哲
郎
は
生
得
の
卑
下
心
を
持
つ
て
ゐ
る
。

こ
れ
は
彼
の
美
し
い
德
で
あ
る
が
、
彼
は
人
に
對

し
て
自
分
の
権
利
を
主
張
す
る
こ
と
を
忘
れ
て
自

分
の
義
務
の
み
を
感
じ
て
ゐ
る
や
う
に
見
え
る
。

此
畵
會
を
決
行
す
る
に
就
て
も
隨
分
考
へ
ぬ
い
た

や
う
だ
。

　

然
し
畵
か
き
は
飽
く
ま
で
畵
で
立
ち
畵
で
食
ふ

べ
き
で
あ
る
。
そ
の
畵
家
が
世
間
に
、
文
化
に
貢

献
し
て
ゐ
る
限
り
そ
の
力
量
だ
け
は
世
間
が
金
を

使
は
し
て
く
れ
る
と
信
じ
る
。

　

小
栗
哲
郎
の
存
在
は
今
や
只
の
地
方
的
存
在
で

は
な
い
。
し
か
し
靜
岡
縣
か
ら
出
た
畵
家
と
い
ふ

意
味
で
此
畵
家
に
靜
岡
縣
下
諸
賢
の
親
し
き
御
助

力
を
御
願
ひ
す
る
次
第
で
あ
り
ま
す
。

　
「
人
に
對
し
て
自
分
の
権
利
を
主
張
す
る
こ
と

を
忘
れ
て
自
分
の
義
務
の
み
を
感
じ
て
ゐ
る
」
と

い
う
一
文
は
、
小
栗
哲
郎
の
画
家
と
し
て
の
信
念

を
言
い
表
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
す
な
わ

ち
、
小
栗
哲
郎
は
、
師
と
も
い
え
る
中
川
一
政
か

ら
、
風
景
と
真
摯
に
向
き
合
い
、
実
景
に
即
し
た
、

て
ら
い
の
な
い
風
景
画
を
制
作
す
る
画
家
と
し
て

の
姿
勢
を
学
ん
だ
。

　

小
栗
哲
郎
は
、
生
涯
、
変
わ
る
こ
と
な
く
、
風

景
画
家
で
あ
り
、
そ
の
作
風
に
は
変
遷
は
あ
る
も

の
の
、
制
作
姿
勢
は
一
貫
し
て
お
り
、
自
己
の
風

景
と
真
摯
に
向
き
合
う
精
神
は
、
彼
の
矜
持
と
も

い
え
る
も
の
で
あ
る
。

　

古
代
ロ
ー
マ
に
タ
イ
ム
ト
ラ
ベ
ル
で
き
る
と

し
た
ら
、
見
る
べ
き
名
所
は
？　

お
勧
め
の
お

み
や
げ
や
食
べ
物
は
？　

そ
ん
な
ご
質
問
に
お

答
え
す
る
の
が
、
こ
の
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
で
す
。

豊
富
な
図
版
や
豆
知
識
、
役
に
立
つ
ラ
テ
ン
語

会
話
な
ど
が
つ
い
て
、
西
暦
二
百
年
頃
の
都
市

ロ
ー
マ
に
私
た
ち
を
誘
い
ま
す
。
副
題
に
あ
る

「
デ
ナ
リ
」と
は
、古
代
ロ
ー
マ
の
基
準
通
貨（
銀

貨
）
の
こ
と
。
現
代
の
換
算
価
値
は
不
明
で
す

が
、
マ
テ
ィ
ザ
ッ
ク
に
よ
る
と
５
デ
ナ
リ
で
パ

ン
二
十
斤
（
十
日
分
）、
ま
た
歴
史
家
タ
キ
ト

ゥ
ス
に
よ
る
と
近
衛
兵
二
日
半
分
の
賃
金
の
賃

金
に
相
当
す
る
そ
う
で
す
。
な
お
、
同
著
者
に

よ
る
本
書
の
姉
妹
編
『
古
代
ア
テ
ネ
旅
行
ガ
イ

ド�

一
日
5
ド
ラ
ク
マ
で
行
く
』、
ち
ょ
っ
と
趣

向
を
変
え
た
『
古
代
ロ
ー
マ
帝
国
軍�

非
公
式

マ
ニ
ュ
ア
ル
』
も
お
勧
め
で
す
。

（
上
席
学
芸
員　

南
美
幸
）

本の窓

フ
ィ
リ
ッ
プ・マ
テ
ィ
ザ
ッ
ク
著
、

安
原
和
見
訳

『
古
代
ロ
ー
マ
旅
行
ガ
イ
ド

一
日
5
デ
ナ
リ
で
行
く
』

筑
摩
書
房（
ち
く
ま
学
芸
文
庫
）
二
〇
一
八
年
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こ
の
四
月
に
、副
館
長
と
し
て
着
任
し
ま
し
た
。

ど
う
ぞ
よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。
県
立
美
術
館

に
は
、何
度
か
展
覧
会
に
足
を
運
ん
で
い
ま
す
が
、

地
方
行
政
に
携
わ
る
者
と
し
て
、
美
術
館
に
勤
務

す
る
機
会
は
、
滅
多
に
な
い
こ
と
で
す
の
で
、
こ

の
縁
を
大
切
に
し
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

当
美
術
館
は
、
政
令
市
に
あ
り
な
が
ら
、
森
に

囲
ま
れ
た
丘
陵
に
位
置
し
て
い
る
た
め
、
静
謐
な

空
気
感
に
包
ま
れ
て
お
り
、
訪
れ
る
た
び
に
、
心

地
よ
さ
を
感
じ
て
い
ま
し
た
。
草
花
を
眺
め
、
鳥

の
さ
え
ず
り
を
聞
き
な
が
ら
の
通
勤
は
、
昨
年
度

ま
で
、
三
十
年
近
く
、
県
庁
に
勤
務
し
て
い
た
こ

と
を
考
え
る
と
、
と
て
も
新
鮮
な
気
分
で
す
。
新

緑
の
季
節
が
過
ぎ
、
今
は
、
暑
さ
を
凌
ぐ
た
め
、

木
陰
を
求
め
な
が
ら
、
歩
を
進
め
て
い
ま
す
が
、

季
節
の
移
り
変
わ
り
も
、
ま
た
楽
し
み
で
あ
り
ま

す
。

　

約
半
年
間
の
改
修
工
事
を
経
て
、
当
美
術
館
が

再
始
動
す
る
に
当
た
り
、「
大
展
示
室
展
」
が
開久し振りに訪れた展覧会の会場にて

美
術
館
で
は
た
ら
く

副
館
長　

長
澤
由
哉

催
さ
れ
ま
し
た
。
美
術
館
の
機
能
、い
わ
ゆ
る「
ウ

ラ
」
側
に
焦
点
を
当
て
、
作
品
展
示
に
欠
か
せ
な

い
ガ
ラ
ス
ケ
ー
ス
や
移
動
壁
を
主
役
に
据
え
た
ほ

か
、
照
明
の
光
源
や
照
度
の
違
い
に
よ
る
作
品
の

見
え
方
の
変
化
な
ど
、
安
全
か
つ
快
適
に
作
品
を

ご
覧
い
た
だ
く
た
め
の
様
々
な
工
夫
を
紹
介
し
ま

し
た
。
美
術
館
や
博
物
館
の
バ
ッ
ク
ヤ
ー
ド
を
取

材
し
た
テ
レ
ビ
番
組
も
放
送
さ
れ
て
い
ま
す
が
、

こ
う
し
た
試
み
が
広
が
り
、
美
術
館
、
そ
し
て
作

品
へ
の
理
解
が
さ
ら
に
進
む
こ
と
を
期
待
し
て
い

ま
す
。

　

ま
た
、
美
術
館
の
運
営
に
は
、
学
芸
員
を
は
じ

め
と
し
た
職
員
、監
視
や
施
設
管
理
の
ス
タ
ッ
フ
、

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
、
友
の
会
の
皆
さ
ん
な
ど
、
多
く

の
方
々
が
、日
々
、熱
い
思
い
を
持
っ
て
携
わ
っ
て

い
ま
す
。
美
術
館
に
勤
務
し
て
、
美
術
館
を
支
え

る
人
や
モ
ノ
な
ど
様
々
な
「
ウ
ラ
」
を
知
り
、
美

術
館
の
奥
深
さ
を
実
感
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。

　

先
日
、
コ
ロ
ナ
禍
で
封
印
し
て
い
た
展
覧
会
に

久
し
振
り
に
出
か
け
て
み
ま
し
た
。
作
品
の
鑑
賞

に
加
え
、
ス
タ
ッ
フ
の
動
き
や
展
示
室
の
壁
の
配

置
、
色
使
い
に
目
が
向
く
な
ど
、
今
ま
で
と
は
随

分
見
方
が
変
わ
っ
て
き
た
と
感
じ
て
い
ま
す
。
県

立
美
術
館
で
は
、
こ
れ
か
ら
注
目
の
展
覧
会
が
目

白
押
し
で
す
。「
ウ
ラ
」
方
と
し
て
、「
オ
モ
テ
」

が
今
ま
で
以
上
に
輝
く
よ
う
に
、
努
め
て
ま
い
り

た
い
と
思
い
ま
す
。

2022年度収蔵品展・移動展のご案内

［収蔵品展］
新収蔵品展
7月18日（月・祝）まで

絶景考Ｉ
７月20日（水）～9月19日（月・祝）

絶景考Ⅱ
9月21日（水）～11月20日（日）

《輞川図巻》修理後初公開
静岡県・浙江省友好提携40周年記念

「輞川図と蘭亭曲水図」
11月22日（火）～2023年1月9日（月・祝）

光―The Light
2023年2月14日（火）～4月9日（日）

［移動美術展］
会場　富士市文化会館ロゼシアター
会期　11月19日（土）～11月27日（日）

※展覧会名、開催期間は、いずれも予定であり、変更となる場合があります。
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