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ヴ
ェ
ド
ゥ
ー
タ
（
景
観
画
）
と
呼
ば
れ
る
風
景
画
の
ジ
ャ
ン
ル
が
あ
る
。
こ

れ
は
、
都
市
の
眺
め
等
を
精
密
な
透
視
図
法
で
描
き
出
す
絵
画
で
、
イ
タ
リ
ア

の
名
所
を
描
い
た
作
品
は
、
ア
ル
プ
ス
以
北
の
貴
族
た
ち
に
大
歓
迎
さ
れ
た
。

本
作
品
の
作
者
カ
ナ
レ
ッ
ト
は
、
そ
の
代
表
的
な
画
家
で
あ
る
。
こ
こ
に
描
か

れ
た
情
景
に
は
、ラ
ン
タ
ン
の
吊
り
下
が
っ
た
柱
廊
（
ポ
ル
テ
ィ
コ
）
越
し
に
、

彼
の
故
郷
で
あ
り
主
な
活
動
地
で
あ
る
、
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
の
建
物
（
煙
突
に
特

徴
あ
り
）
や
、
遠
く
に
海
の
景
色
も
見
え
る
。
画
面
か
ら
漂
う
詩
情
故
に
、
つ

い
す
ん
な
り
と
見
入
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
が
、
実
は
こ
れ
、
現
実
の
眺
め
で

は
な
い
。
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
に
は
、
凱
旋
門
な
ど
の
古
代
ロ
ー
マ
の
建
築
物
は
無

い
の
で
あ
る
。
眼
を
驚
か
せ
る
写
実
表
現
と
、
鮮
や
か
な
綺
想
と
が
織
り
成
す

ヴ
ェ
ド
ゥ
ー
タ
の
世
界
、い
ず
れ
展
覧
会
で
も
ご
覧
頂
き
た
い
と
考
え
て
い
る
。

乞
う
ご
期
待
。

（
上
席
学
芸
員　

新
田
建
史
）

ジ
ョ
ヴ
ァ
ン
ニ
・
ア
ン
ト
ニ
オ
・
カ
ナ
ル
（
通
称
カ
ナ
レ
ッ
ト
）（
一
六
九
七
―
一
七
六
八
）

《
ラ
ン
タ
ン
の
あ
る
ポ
ル
テ
ィ
コ
》

一
七
四
四
年
頃

紙
、
エ
ッ
チ
ン
グ

二
九
・
七
×
四
二
・
八
㎝



T O P I C S

『
ア
マ
リ
リ
ス
』
創
刊
号
を
読
む

館
長
　
木
下
直
之

　
「
園
地
に
遊
び
に
来
る
子
供
達
の
10
％
で

も
美
術
館
に
入
る
よ
う
に
し
た
い
し
、
小
便

を
す
る
た
め
、
手
洗
い
を
使
う
た
め
に
入
館

し
て
も
か
ま
わ
な
い
か
ら
、
子
供
が
使
用
す

る
に
は
立
派
す
ぎ
て
一
瞬
、
排
便
で
き
な
い

よ
う
な
も
の
を
作
っ
て
欲
し
い
。
済
ま
せ
て

ほ
っ
と
安
心
し
て
出
て
来
た
ら
、
そ
こ
に
す

ば
ら
し
い
絵
や
彫
刻
が
あ
っ
て
、
そ
れ
に
よ

っ
て
子
供
達
の
人
生
が
変
わ
っ
た
も
の
に
な

る
。そ
ん
な
夢
を
も
っ
て
設
計
し
て
欲
し
い
」

　

一
度
読
ん
だ
ら
忘
れ
が
た
い
発
言
ゆ
え

に
、
鈴
木
敬
初
代
館
長
が
『
ア
マ
リ
リ
ス
』

創
刊
号
に
寄
せ
た
「
静
岡
県
立
美
術
館
―
出

発
に
あ
た
っ
て
」
の
、
自
ら
「　

」
で
く
く

っ
た
肉
声
と
思
し
き
部
分
を
書
き
出
し
て
み

ま
し
た
。

　

子
ど
も
た
ち
を
迎
え
入
れ
た
い
と
い
う
、

当
館
が
開
館
し
た
一
九
八
六
年
当
時
の「
夢
」

＝
期
待
す
る
美
術
館
像
が
語
ら
れ
て
い
て
と

て
も
興
味
深
い
の
で
す
が
、
そ
れ
を
伝
え
る

の
に
、よ
り
に
よ
っ
て
「
小
便
」
だ
と
か
「
排

便
」
だ
と
か
を
持
ち
出
す
だ
な
ん
て
、「
小

便
小
僧
」
の
歴
史
を
追
い
か
け
（
た
と
え
ば

拙
稿
「
な
ご
や
か
な
町
／
小
便
小
僧
た
ち
の

そ
の
後
」『
わ
た
し
の
城
下
町
』
所
収
）、
二

号
前
の
本
誌
に
「
鴻
池
朋
子
展
後
日
談
と
糞

尿
譚
」（
こ
こ
で
は
ク
ソ
、
ウ
ン
コ
、
ウ
ン

チ
を
連
発
、
さ
ら
に
芳
賀
徹
前
館
長
の
「
江

戸
の
花
咲
男
―
源
内
を
め
ぐ
る
比
較
放
屁

論
」『
文
明
と
し
て
の
徳
川
日
本
』
所
収
に

ま
で
言
及
）
を
寄
せ
た
ば
か
り
の
私
に
と
っ

て
、
五
代
前
の
鈴
木
敬
館
長
は
他
人
の
よ
う

な
気
が
し
な
い
の
で
す
。
知
識
も
教
養
も
月

と
ス
ッ
ポ
ン
の
私
で
は
あ
り
ま
す
が
、
強
い

紐
帯
を
感
じ
て
し
ま
う
の
で
す
。

　

そ
れ
に
し
て
も
、「
人
生
が
変
わ
っ
た
も

の
に
な
る
」と
は
忘
れ
ら
れ
な
い
言
葉
で
す
。

大
き
く
で
は
な
く
、
小
さ
く
も
含
め
れ
ば
、

人
生
を
変
え
て
し
ま
う
も
の
は
世
の
中
に
い

く
ら
で
も
あ
る
は
ず
。そ
の
ひ
と
つ
と
し
て
、

美
術
館
は
い
つ
も
そ
う
あ
り
た
い
で
す
ね
。

む
し
ろ
、
そ
の
た
め
に
美
術
館
は
あ
る
と
言

っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。

　

実
際
、
我
が
身
を
振
り
返
っ
て
も
、
高
校

生
だ
っ
た
私
が
、初
め
て
自
ら
思
い
立
っ
て
、

浜
松
か
ら
名
古
屋
ま
で
電
車
に
乗
っ
て
（
金

が
な
い
の
で
新
幹
線
で
は
な
く
東
海
道
線

で
）、
訪
れ
た
美
術
展
は
愛
知
県
文
化
会
館

（
愛
知
県
美
術
館
の
前
身
）
の
パ
ウ
ル
・
ク

レ
ー
展
で
し
た
。
そ
の
時
の
絵
や
会
場
風
景

は
忘
れ
て
し
ま
っ
て
も
、
展
覧
会
ポ
ス
タ
ー

は
今
も
鮮
や
か
に
浮
か
ん
で
来
ま
す
。
そ
の

時
は
気
づ
か
な
く
と
も
、
疑
い
な
く
小
さ
な

転
機
・
方
向
転
換
だ
っ
た
は
ず
で
す
。

　

さ
て
、
め
で
た
く
一
五
〇
号
を
迎
え
た
本

誌
の
創
刊
号
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た

か
を
紹
介
し
ま
し
ょ
う
（
六
〇
号
以
降
の
バ

ッ
ク
ナ
ン
バ
ー
は
当
館
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
で
公

開
中
）。
こ
れ
に
先
立
っ
て
『
静
岡
県
立
美

術
館
準
備
室
ニ
ュ
ー
ス
』が
二
号
出
さ
れ（
一

九
八
四
年
七
月
一
日
、
八
五
年
九
月
一
日
）、

八
六
年
春
発
行
の
創
刊
号
は
初
め
て
「
ア
マ

リ
リ
ス
」
を
名
乗
り
ま
し
た
。
そ
れ
は
ト
ニ

ー
・
ス
ミ
ス
の
屋
外
彫
刻
「
ア
マ
リ
リ
ス
」

に
ち
な
ん
だ
命
名
で
し
た
。「
こ
の
モ
ニ
ュ

メ
ン
ト
は
、
新
し
い
県
立
美
術
館
の
未
来
を

志
向
す
る
清
新
な
フ
ォ
ル
ム
を
も
っ
て
い
ま

す
」
と
編
集
後
記
が
語
り
、
館
の
全
景
と
と

も
に
写
し
た
写
真
が
表
紙
を
飾
っ
て
い
ま

す
。
判
型
は
Ｂ
5
、
文
章
は
横
書
き
で
あ
る

こ
と
が
現
状
と
大
き
く
異
な
り
ま
す
。

　

見
出
し
だ
け
を
書
き
出
し
て
み
ま
す
。「
開

館
記
念
展
ひ
ら
か
れ
る
―「
東
西
の
風
景
画
」

―
メ
ト
ロ
ポ
リ
タ
ン
美
術
館
特
別
出
品
―
国

宝
・
重
文
39
点
も
出
品
」、「
開
館
記
念
展
第

2
部「
館
蔵
名
作
展
―
風
景
と
の
出
会
い
」」、

「
展
示
作
品
よ
り
」（
見
開
き
二
頁
に
主
な
作

品
図
版
掲
載
）、「
彫
刻
プ
ロ
ム
ナ
ー
ド
完
成

す
る
―
美
術
館
前
の
散
歩
道
」、「
美
術
館
ボ

ラ
ン
テ
ィ
ア
―
県
民
と
館
の
架
け
橋
に
」、

「
静
岡
県
立
美
術
館
―
出
発
に
あ
た
っ
て
」

（
館
長
署
名
記
事
、な
ぜ
か
巻
頭
で
は
な
い
）、

「
美
術
館
友
の
会
募
集
は
じ
ま
る
」、「
出
版

案
内
」、「
行
事
案
内
」、「
利
用
案
内
」、「
編

集
後
記
」。

　

こ
の
う
ち
特
筆
す
べ
き
は
、
一
九
八
六
年

の
時
点
で
す
で
に「
美
術
館
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
」

と
い
う
言
葉
が
使
わ
れ
て
い
る
こ
と
で
す
。

私
自
身
も
兵
庫
県
立
近
代
美
術
館
勤
務
時
代

に
遭
遇
し
た
阪
神
淡
路
大
震
災
の
起
こ
っ
た

年
が
「
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
元
年
」
と
い
わ
れ
た

こ
と
を
思
い
起
こ
せ
ば
（
そ
れ
は
一
九
九
五

年
の
こ
と
）、
先
駆
的
な
試
み
で
し
た
。
同

時
に
友
の
会
も
誕
生
し
、
両
者
は
三
七
年
を

経
た
今
も
活
動
を
続
け
て
い
ま
す
。
こ
れ
ま

た
、「
人
生
が
変
わ
っ
た
も
の
に
な
る
」
こ

と
の
明
ら
か
な
証
で
し
ょ
う
。
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『
ア
マ
リ
リ
ス
』
変
遷
史

上
席
学
芸
員
　
貴
家
映
子

美
術
館
の
翼
の
風
を
思
い
つ
つ

T O P I C S

マ
リ
リ
ス
』
が
一
五
〇
号
の
節
目
を
迎
え
る

に
あ
た
り
、
そ
の
変
遷
を
振
り
返
っ
て
み
た

い
と
思
い
ま
す2

。

　

ま
ず
、
開
館
ま
で
二
年
を
切
っ
た
一
九
八

四
年
七
月
に
は
、
ア
マ
リ
リ
ス
の
前
身
で
あ

る
『
準
備
室
ニ
ュ
ー
ス
』
第
一
号
が
、
翌
八

五
年
九
月
に
は
、
第
二
号
が
発
行
さ
れ
ま
し

た
。
一
九
八
六
年
春
、
い
よ
い
よ
創
刊
し
た

『
ア
マ
リ
リ
ス
』
は
、
開
館
記
念
展
『
東
西

の
風
景
』
を
特
集
。
展
覧
会
の
紹
介
は
、
そ

の
後
も
長
期
休
館
時
を
の
ぞ
い
て
主
要
記
事

と
な
り
、
第
二
号
か
ら
始
ま
っ
た
表
紙
収
蔵

品
解
説
、
年
四
回
の
刊
行
ペ
ー
ス
と
と
も
に

三
七
年
間
続
い
て
い
ま
す
。

　

学
芸
員
の
日
々
の
研
究
成
果
を
報
告
す
る

「
研
究
ノ
ー
ト
」
は
、
一
九
八
七
年
夏
の
第

五
号
で
初
め
て
登
場
し
ま
し
た
。
一
九
八
六

年
夏
の
第
二
号
に
早
く
も
登
場
し
た
「
エ
ッ

セ
イ
」と
併
存
し
て
い
る
号
も
あ
り
ま
す
が
、

や
が
て
「
研
究
ノ
ー
ト
」
に
一
本
化
さ
れ
、

今
に
続
き
ま
す
。
二
〇
〇
三
年
秋
、
第
七
一

号
か
ら
始
ま
っ
た
「
本
の
窓
」
は
、
学
芸
員

の
関
心
事
や
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
が
ダ
イ
レ
ク
ト

に
感
じ
ら
れ
る
コ
ー
ナ
ー
で
は
な
い
で
し
ょ

う
か
。

　

二
〇
〇
二
年
春
の
第
六
五
号
で
は
、
サ
イ

ズ
が
Ｂ
5
か
ら
Ａ
4
へ
と
拡
大
し
ま
し
た
。

大
き
く
体
裁
が
変
わ
っ
た
の
は
、
二
〇
一
三

年
春
の
一
〇
九
号
。
芳
賀
徹
前
館
長
の
提
案

で
、
縦
方
向
へ
と
文
字
組
み
が
変
更
さ
れ
、

以
来
十
年
、
同
じ
フ
ォ
ー
マ
ッ
ト
で
刊
行
さ

れ
続
け
て
い
ま
す
。
木
下
直
之
現
館
長
の
就

任
以
降
は
、
館
長
コ
ラ
ム
が
レ
ギ
ュ
ラ
ー
化

し
ま
し
た
。

　

新
し
い
体
裁
に
な
っ
て
か
ら
は
、
外
部
の

執
筆
者
に
原
稿
を
依
頼
す
る
機
会
も
増
え
て

い
ま
す
。
研
究
者
、
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
、
他
館

の
学
芸
員
、
そ
し
て
、
様
々
な
分
野
の
大
学

教
員
な
ど
、
多
岐
に
わ
た
る
執
筆
陣
を
見
る

に
つ
け
、
当
館
が
い
か
に
多
く
の
方
々
と
の

連
携
や
協
力
に
よ
っ
て
、
事
業
を
実
現
し
て

き
た
か
が
分
か
り
ま
す
。

　

も
の
言
わ
ぬ
資
料
や
作
品
を
扱
う
学
芸
員

に
と
っ
て
、
書
く
こ
と
は
と
て
も
重
要
な
仕

事
で
す
。
一
方
で
「
メ
ー
ル
、
仕
様
書
、
Ｓ
Ｎ

Ｓ
の
投
稿
し
か
文
章
を
書
い
て
い
な
い
！
」

と
い
う
日
が
続
い
て
し
ま
う
こ
と
も
。
そ
の

な
か
で
、
本
誌
の
執
筆
は
、
準
備
中
の
企
画

や
終
了
し
た
事
業
、収
蔵
品
な
ど
に
つ
い
て
、

少
し
立
ち
止
ま
っ
て
考
え
る
機
会
と
な
り
ま

す
。
予
算
が
減
り
、
図
録
の
発
行
も
難
し
く

な
り
つ
つ
あ
る
近
年
で
は
、
職
員
が
日
々
ど

の
よ
う
な
考
え
で
業
務
に
当
た
っ
て
い
る
か

を
発
信
し
、
そ
の
時
々
の
チ
ャ
レ
ン
ジ
を
記

録
す
る
た
め
の
貴
重
な
媒
体
と
も
な
っ
て
い

る
で
し
ょ
う
。

　

現
在
の
発
行
部
数
は
、
千
八
百
～
二
千
部

で
す
。
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
で
公
開
は
し
て
い
る

も
の
の
、
館
内
外
で
の
不
特
定
多
数
へ
の
配

布
は
行
っ
て
お
ら
ず
、
友
の
会
会
員
の
皆
さ

ま
、
全
国
の
美
術
館
や
ギ
ャ
ラ
リ
ー
、
研
究

者
、
作
品
を
ご
寄
贈
、
ご
寄
託
い
た
だ
い
た

方
々
の
お
手
元
に
、
直
接
、
お
届
け
し
て
い

ま
す
。
美
術
館
を
支
え
て
く
だ
さ
っ
て
い
る

皆
様
に
応
援
し
て
い
た
だ
け
る
よ
う
な
情
報

発
信
を
、
こ
れ
か
ら
も
心
掛
け
た
い
と
思
い

ま
す
。

1�　

順
に
、
埼
玉
県
立
近
代
美
術
館
、
三
重
県
立

美
術
館
、
福
岡
市
美
術
館
、
横
須
賀
美
術
館
、

神
奈
川
県
立
近
代
美
術
館
が
発
行
す
る
広
報
誌

の
名
称
。

2�　

タ
イ
ト
ル
の
由
来
は
、
右
ペ
ー
ジ
に
記
載
の

通
り
。
名
付
け
親
は
、『
準
備
室
ニ
ュ
ー
ス
』

か
ら
編
集
を
担
当
し
て
い
た
山
下
善
也
氏
（
本

誌
一
二
一
号
よ
り
）。

右から『準備室ニュース』第一号、『アマリリス』創刊号、六五号、一〇九号。

　

ソ
カ
ロ
、
ヒ
ル
・
ウ
イ
ン
ド
、
エ
ス
プ
ラ

ナ
ー
ド
、
コ
リ
ダ
ー
ル
、
た
い
せ
つ
な
風
景

…
。

　

こ
れ
ら
の
言
葉
の
羅
列
が
何
を
意
味
す
る

の
か
、
す
ぐ
に
分
か
っ
た
方
は
、
な
か
な
か

の
美
術
館
通
と
お
見
受
け
し
ま
す
。
い
ず
れ

も
美
術
館
が
発
行
し
て
い
る
広
報
誌
の
名
称

で1

、
各
館
を
象
徴
す
る
言
葉
が
選
ば
れ
て
い

る
よ
う
で
す
。
今
回
、
当
館
の
広
報
誌
『
ア
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糸で描く物語
刺繍と、絵と、ファッションと。
2023年 7 月25日（火）〜 9月18日（月・祝）

　

当
館
で
は
、
夏
の
こ
の
時
期
、「
文
明
展
」

と
呼
び
な
ら
わ
し
て
い
る
大
規
模
展
示
を
た

び
た
び
開
催
し
て
き
ま
し
た
。
元
々
、
美
術

博
物
館

0

0

0

と
し
て
計
画
さ
れ
た
当
館
で
、「
美
術

だ
け
で
は
な
い
、
多
様
な
文
化
や
歴
史
に
触

れ
て
い
た
だ
き
た
い
」
と
い
う
思
い
か
ら
、

続
け
ら
れ
て
き
た
催
し
で
す
。

　

地
道
な
手
作
業
を
基
本
に
生
み
出
さ
れ
る

「
刺
繍
」
が
テ
ー
マ
の
本
展
は
、
古
代
文
明

の
壮
大
な
歴
史
や
遺
物
な
ど
と
比
較
す
る

と
、
一
見
、
地
味
に
思
わ
れ
る
か
も
し
れ
ま

せ
ん
。
し
か
し
、
国
や
時
代
を
越
え
て
発
展

し
て
き
た
こ
の
技
法
に
焦
点
を
当
て
る
こ
と

で
、
東
欧
か
ら
、
カ
ナ
ダ
、
フ
ラ
ン
ス
、
そ

し
て
日
本
へ
と
、
空
間
的
に
は
大
き
な
広
が

り
の
中
で
、
各
地
域
の
文
化
・
習
俗
を
ご
紹

介
で
き
る
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。

　

第
一
章
で
ご
紹
介
す
る
東
欧
の
民
俗
衣
装

は
、
地
域
ご
と
に
異
な
る
ル
ー
ツ
と
言
語
を

持
つ
人
々
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
文
化
を
背
景
と

し
た
独
自
の
文
様
や
技
法
の
刺
繍
に
よ
っ
て

彩
っ
て
き
た
も
の
で
す
。
ル
ー
マ
ニ
ア
中
部

の
カ
ロ
タ
セ
グ
地
方
で
は
、
ハ
ン
ガ
リ
ー
系

の
人
々
が
、太
い
線
に
よ
る
、力
強
さ
、素
朴
さ

を
特
徴
と
す
る
刺
繍「
イ
ー
ラ
ー
シ
ョ
シ
ュ
」

を
生
み
出
し
ま
し
た
。
一
方
、
同
地
方
の
ザ

ク
セ
ン
系
の
人
々
は
、
ク
ロ
ス
ス
テ
ッ
チ
を

中
心
に
、
整
然
と
し
た
印
象
の
刺
繍
を
手
が

け
て
い
ま
す
。
ス
ロ
ヴ
ァ
キ
ア
の
衣
装
や
装

飾
品
か
ら
は
、
華
や
か
さ
と
技
巧
性
に
富
ん

だ
多
様
な
刺
繍
が
、
地
域
ご
と
に
生
み
出
さ

れ
た
こ
と
を
ご
覧
い
た
だ
け
る
で
し
ょ
う
。

　

第
二
章
で
焦
点
を
当
て
る
カ
ナ
ダ
極
北
地

域
の
イ
ヌ
イ
ッ
ト
た
ち
の
壁
掛
け
は
、
二
〇

世
紀
半
ば
以
降
、
定
住
化
が
進
ん
だ
彼
ら
の

経
済
的
自
立
を
支
援
す
る
た
め
に
奨
励
さ
れ

た
、
芸
術
活
動
を
通
し
て
作
ら
れ
る
よ
う
に

な
っ
た
も
の
で
す
。
狩
猟
生
活
や
、
神
話
を

は
じ
め
と
す
る
独
自
の
伝
承
な
ど
、
イ
ヌ
イ

ッ
ト
固
有
の
文
化
に
根
差
し
た
イ
メ
ー
ジ

が
、
大
胆
な
色
彩
と
、
と
き
に
ユ
ー
モ
ラ
ス

な
造
形
感
覚
で
表
現
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
れ

は
、
つ
く
り
手
の
自
由
な
表
現
で
あ
る
と
同

時
に
、
彼
ら
の
世
界
を
豊
か
に
語
り
継
ぐ
、

E X H I B I T I O N

図 １ 　《カロタセグ地方ハンガリー人スカーフ》(部分) 20世紀半ば　
谷崎聖子、シェレシュ・バーリント蔵

図 2 　《ダッフル製壁掛け〈夏の生活、冬の生活〉》北海道立北方民族博物館蔵

貴
重
な
テ
ク
ス
ト
と
も
言
え
ま
す
。

　

第
三
章
に
は
、
近
現
代
の
ア
ー
テ
ィ
ス
ト

に
よ
る
、
様
々
な
糸
の
表
現
を
取
り
揃
え
ま

し
た
。

　

チ
ェ
コ
か
ら
は
、
一
九
五
〇
年
代
の
厳
し

い
社
会
体
制
下
で
、
刺
繍
に
よ
っ
て
生
き
る

力
を
取
り
戻
し
た
エ
ヴ
ァ
・
ブ
ラ
ー
ズ
ド
ヴ

ァ
ー
、
手
作
業
の
痕
跡
を
強
く
感
じ
さ
せ
る

素
朴
さ
と
即
興
性
が
特
徴
の
絵
本
作
家
エ
ヴ

ァ
・
ヴ
ォ
ル
フ
ォ
ヴ
ァ
ー
が
登
場
し
ま
す
。

　

日
本
か
ら
は
、
大
塚
あ
や
子
、
樹
田
紅
陽
、

蝸
牛
あ
や
、
小
林
モ
ー
子
、
そ
し
て
貝
戸
哲

弥
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
に
ル
ー
ツ
の
異
な
る
刺
繍

技
法
を
学
び
、
現
代
の
表
現
へ
と
活
か
し
な

が
ら
制
作
を
行
う
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
た
ち
の
作

品
を
ご
紹
介
し
ま
す
。

　

最
後
に
、
フ
ラ
ン
ス
の
華
や
か
な
モ
ー
ド

を
垣
間
見
つ
つ
展
覧
会
は
幕
を
閉
じ
ま
す
。

　

パ
リ
に
は
、
高
級
服
の
メ
ゾ
ン
の
注
文
に

応
じ
て
、
図
案
や
素
材
、
刺
し
方
な
ど
を
提

案
し
、
具
現
化
す
る
専
門
の
刺
繍
工
房
が
あ

り
ま
す
。
そ
の
一
つ
、
名
門
メ
ゾ
ン
・
ヴ
ェ

ル
モ
ン
が
所
蔵
す
る
ヴ
ィ
ン
テ
ー
ジ
刺
繍

と
、
刺
繍
サ
ン
プ
ル
を
通
し
て
、
創
意
工
夫

に
満
ち
た
オ
ー
ト
ク
チ
ュ
ー
ル
の
世
界
を
お

楽
し
み
く
だ
さ
い
。

　

約
二
三
〇
点
の
多
彩
な
出
品
作
を
通
し

て
、
素
材
の
温
か
み
や
柔
ら
か
な
質
感
、
針

で
糸
を
縫
い
込
ん
で
い
く
力
強
さ
と
い
っ

た
、
刺
繍
が
元
来
持
つ
魅
力
と
と
も
に
、
背

景
に
あ
る
社
会
や
歴
史
、
文
化
に
も
思
い
を

は
せ
て
い
た
だ
け
た
ら
幸
い
で
す
。

（
上
席
学
芸
員　

貴
家
映
子
）
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2023年度収蔵品展
美術館の中の書くこと
2023年 7 月25日（火）〜 9月18日（月・祝）

　

近
年
、
あ
ち
こ
ち
の
広
告
で
「
エ
モ
字
」

と
呼
ば
れ
る
手
書
き
風
の
斜
め
に
殴
り
書
い

た
よ
う
な
文
字
を
み
か
け
ま
す
。「
エ
モ
字
」

と
は
「
エ
モ
い
文
字
」
の
略
語
で
、「
エ
モ
い
」

は
エ
モ
ー
シ
ョ
ナ
ル
が
由
来
の
若
者
言
葉
で

す
。
均
一
な
書
体
デ
ザ
イ
ン
が
生
活
の
あ
ら

ゆ
る
場
面
で
用
い
ら
れ
る
中
、
個
性
的
に
見

え
る
手
書
き
風
の
文
字
の
、
人
の
心
に
訴
え

か
け
る
力
が
見
直
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
す
。

　

そ
う
し
た
手
書
き
の
、
ま
た
は
手
書
き
風

の
文
字
を
見
て
い
る
う
ち
に
、
つ
い
、
手
を

動
か
し
て
そ
の
字
を
書
く
動
き
を
ト
レ
ー
ス

し
、
書
き
手
を
想
像
す
る
と
い
う
経
験
を
お

持
ち
の
方
も
い
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う

か
。
イ
タ
リ
ア
の
カ
リ
グ
ラ
フ
ァ
ー
、
フ
ラ

川村清雄《静物写生》１875年（明治 8 ）

《天平勝宝四年東大寺写経所請経文》752年（天平勝宝 4 ）

ン
チ
ェ
ス
カ
・
ビ
ア
ゼ
ッ
ト
ン
は
「
手
書
き

の
文
字
は
、
紛
れ
も
な
く
身
体
性
を
前
提
と

し
、そ
し
て
内
包
し
て
い
る
」と
指
摘
し
、「
筆

跡
は
私
的
な
も
の
、個
人
的
な
も
の
」で
、「
書

い
た
人
に
「
似
る
」」「（
菅
野
有
美
訳
『
美

し
い
痕
跡
手
書
き
へ
の
賛
歌
』
み
す
ず
書

房
、
二
〇
二
〇
年
）
と
言
い
ま
す
。
今
風
に

形
容
す
れ
ば
「
エ
モ
い
」
手
書
き
文
字
が
わ

た
し
た
ち
の
心
に
訴
え
か
け
て
く
る
の
は
、

書
い
た
人
の
動
き
や
個
性
が
深
く
刻
み
込
ま

れ
、
見
る
人
は
そ
の
人
そ
の
も
の
を
文
字
か

ら
感
じ
る
か
ら
な
の
で
し
ょ
う
。

　

本
誌
読
者
に
は
お
な
じ
み
の
こ
と
で
す

が
、
当
館
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
第
一
号
は
、
重
要

文
化
財
に
指
定
さ
れ
て
い
る
「
天
平
勝
宝
四

年
東
大
寺
写
経
所
請
経
文
」（
七
五
二
年
）

で
し
た
。
東
大
寺
写
経
所
に
よ
る
記
録
文
書

で
あ
る
本
史
料
は
、
国
学
者
小
杉
榲す

ぎ

邨む
ら

の
旧

蔵
品
に
な
り
ま
す
。
当
館
は
構
想
当
初
、
美

術
博
物
館
と
し
て
計
画
さ
れ
て
お
り
、
こ
う

し
た
歴
史
的
に
重
要
な
文
献
も
収
集
対
象
と

さ
れ
て
い
ま
し
た
。
当
館
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
は

美
術
や
書
の
範
疇
に
お
さ
ま
り
き
ら
な
い
手

書
き
の
文
字
が
は
じ
ま
り
に
あ
り
、
奥
行
き

豊
か
な
個
性
を
か
た
ち
づ
く
っ
て
い
ま
す
。

　
「
美
術
館
の
中
の
書
く
こ
と
」
と
題
す
る

本
展
は
、
榲す

ぎ

邨む
ら

の
旧
蔵
品
で
あ
る
小
杉
文
庫

に
収
め
ら
れ
た
さ
ま
ざ
ま
な
目
的
で
書
か
れ

た
手
書
き
文
字
た
ち
の
紹
介
か
ら
始
め
ま

す
。
そ
の
後
、「
明
治
の
書
画
」、「
川
村
清

E X H I B I T I O N

雄
の
書
く
こ
と
」、「
絵
の
中
の
文
字
」、「
曽

宮
一
念
の
書
く
こ
と
」
と
四
つ
の
パ
ー
ト
に

分
け
、当
館
の
日
本
近
代
以
降
の
南
画
作
品
、

洋
画
家
の
作
品
や
資
料
を
、
手
書
き
文
字
と

い
う
切
り
口
か
ら
眺
め
ま
す
。

　

そ
の
背
景
に
は
、
明
治
以
降
、
西
洋
の
規

範
で
あ
る
「
美
術
」
の
輸
入
に
よ
り
、
伝
統

的
な
書
画
の
枠
組
み
に
あ
っ
た
書
と
画
は
分

か
た
れ
、「
美
術
」
か
ら
一
時
期
、
書
が
遠

ざ
け
ら
れ
る
と
い
う
近
代
の
流
れ
が
あ
り
ま

す
。
本
展
出
品
作
家
は
そ
れ
ぞ
れ
書
に
対
す

る
意
識
や
経
験
も
様
々
で
あ
り
、
自
ず
と
書

い
た
文
字
も
大
き
く
異
な
り
ま
す
。
誤
字
や

脱
字
と
隣
合
わ
せ
に
、
思
考
を
試
行
す
る
手

書
き
文
字
の
世
界
に
焦
点
を
あ
わ
せ
る
こ
と

で
、
立
ち
現
れ
て
く
る
美
意
識
や
人
間
模
様

も
あ
る
よ
う
で
す
。

　

本
展
で
は
、
絵
の
中
の
文
字
や
サ
イ
ン
な

ど
、
あ
え
て
普
段
と
は
異
な
り
い
さ
さ
か
重

箱
の
隅
を
突
く
よ
う
な
手
書
き
の
文
字
と
い

う
視
点
か
ら
作
品
を
眺
め
、
そ
こ
か
ら
作
家

の
人
と
な
り
を
う
か
が
い
ま
す
。
洋
画
家
川

村
清
雄
の
絵
画
を
収
め
た
箱
や
、
同
じ
く
洋

画
家
曽
宮
一
念
の
書
簡
と
い
っ
た
関
連
資
料

か
ら
彼
ら
の
人
間
関
係
を
透
か
し
見
、
あ
わ

せ
て
美
術
館
活
動
の
舞
台
裏
に
も
寄
り
道
す

る
、そ
の
よ
う
な
楽
し
み
を
ご
提
案
し
ま
す
。

　

個
性
あ
ふ
れ
る
豊
か
な
手
書
き
文
字
を
一

つ
の
扉
と
し
て
、
作
品
と
そ
れ
を
と
り
ま
く

世
界
を
逍
遥
し
て
み
ま
せ
ん
か
。

（
主
任
学
芸
員　

喜
夛
孝
臣
）
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研究 ノ ー ト

　

都
路
華
香
（
一
八
七
〇
―
一
九
三
一
）
は
、

明
治
期
の
京
都
画
壇
を
力
強
く
牽
引
し
た
幸こ

う

野の

楳ば
い

嶺れ
い

の
門
下
に
あ
っ
て
、
四
天
王
の
一
人
に
数

え
ら
れ
る
画
家
で
あ
る
。
の
ち
に
京
都
市
立
絵

画
専
門
学
校
な
ど
の
校
長
職
も
務
め
た
。
そ
の

経
歴
の
割
に
は
、
個
性
的
な
作
風
を
開
拓
し
た

異
色
の
画
家
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
る
こ
と
が

多
か
っ
た
が
、
近
年
、
近
代
日
本
画
の
再
検
証

が
進
む
な
か
で
華
香
の
画
業
に
つ
い
て
も
見
直

さ
れ
、
特
に
波
の
表
現
に
見
ら
れ
る
独
自
性
と

魅
力
に
つ
い
て
は
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き

て
い
る
。
こ
こ
で
取
り
上
げ
る
《
松
風
村
雨
》

に
つ
い
て
も
、
伝
統
に
依
ら
な
い
個
性
的
な
波

の
描
写
が
現
れ
始
め
る
最
初
期
の
作
例
と
し
て

注
目
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
、
本
作
の
場
合
、
こ

れ
が
能
に
由
来
す
る
波
景
色
で
あ
る
と
い
う
点

に
お
い
て
、
華
香
の
作
品
の
中
で
も
特
殊
な
も

の
と
い
え
る
。
そ
の
点
に
注
意
し
な
が
ら
、
本

作
の
特
徴
と
、
華
香
が
表
現
し
よ
う
と
し
た
も

の
に
つ
い
て
考
え
て
い
き
た
い
。

　

本
作
が
材
を
取
る
能
『
松
風
』
は
、
秋
の
月

夜
の
須
磨
の
浦
に
、
亡
き
在
原
行
平
を
慕
い
続

け
る
海
人
乙
女
の
姉
妹
、
松
風
と
村
雨
の
霊
が

現
れ
る
夢
幻
能
で
あ
る
。
屏
風
で
は
右
隻
に
松

風
村
雨
、
左
隻
に
須
磨
の
海
景
を
描
い
て
組
み

合
わ
せ
、
一
双
と
す
る
。

　

姉
妹
は
水み
ず

衣ご
ろ
も

を
ま
と
い
、
姉
の
松
風
と
思
わ

れ
る
手
前
の
人
物
は
汐
汲
車
へ
と
つ
な
が
る
朱

色
の
紐
を
握
る
。
二
人
の
装
い
は
能
舞
台
に
お

い
て
演
者
が
身
に
着
け
る
装
束
そ
の
ま
ま
で
あ

り
、
汐
汲
車
も
能
で
用
い
ら
れ
る
作
り
物
の
形

を
写
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
松
風
村
雨
と
汐

汲
車
の
描
き
方
は
、
演
能
の
舞
台
を
描
く
能
絵

に
お
い
て
『
松
風
』
を
表
す
際
の
典
型
で
あ
り
、

本
作
も
そ
う
し
た
図
像
に
学
ん
で
い
よ
う
。
た

だ
し
、二
人
の
足
元
に
は
岩
が
描
か
れ
て
お
り
、

こ
こ
が
屋
外
で
あ
る
こ
と
が
明
示
さ
れ
る
。
人

物
も
面
を
つ
け
て
は
い
な
い
。『
松
風
』
が
演

じ
ら
れ
る
舞
台
上
の
情
景
を
描
く
よ
う
で
あ
り

な
が
ら
、
そ
の
ス
ト
ー
リ
ー
を
絵
画
化
し
た
物

語
絵
の
よ
う
で
も
あ
り
、
画
面
に
は
異
質
な
も

の
が
共
存
し
て
い
る
と
い
え
る
。

　

左
隻
で
は
、
画
面
下
三
分
の
一
ほ
ど
の
高
さ

に
水
平
線
を
取
り
、
海
景
を
奥
行
き
深
く
表
現

す
る
。
焼
群
青
を
主
体
と
し
て
部
分
的
に
緑
青

を
加
え
、
リ
ズ
ミ
カ
ル
な
筆
致
を
繰
り
返
し
つ

都路華香　松風村雨　明治38年（1905）　絹本着色　各152.6×357.6cm　個人蔵

つ
一
部
に
は
厚
く
絵
具
を
重
ね
る
こ
と
で
、
絶

え
間
な
く
揺
れ
動
く
波
と
、
そ
の
下
の
海
の
深

さ
を
感
じ
さ
せ
る
。
早
く
か
ら
四
条
派
風
の
波

の
描
写
に
長
け
て
い
た
華
香
で
あ
る
が
、
特
に

明
治
末
期
か
ら
大
正
初
期
に
か
け
て
は
、
波
の

描
写
に
様
々
な
工
夫
を
凝
ら
し
、
か
つ
て
な
い

独
自
の
表
現
を
展
開
さ
せ
て
い
っ
た
。
そ
の
入

口
に
位
置
す
る
の
が
本
作
で
あ
り
、
水
の
深
さ

や
重
さ
を
感
じ
さ
せ
る
写
実
的
な
描
写
は
、
華

香
に
と
っ
て
か
つ
て
な
い
挑
戦
で
あ
っ
た
。
そ

の
清
新
な
表
現
が
本
作
の
大
き
な
魅
力
と
な
っ

て
い
る
。

　

さ
て
、
本
作
は
、
第
十
回
新
古
美
術
展
覧
会

に
、審
査
員
の
作
と
し
て
出
品
さ
れ
た
も
の
で
、

竹
内
栖
鳳
、
谷
口
香
嶠
に
よ
る
発
表
当
時
の
作

品
評
が
残
さ
れ
て
い
る
（
註
1
）。
栖
鳳
は
、

謡
曲
風
の
扮
装
が
あ
る
こ
と
で
人
物
が
優
美
に

な
り
、
題
の
主
旨
を
表
す
と
い
う
点
で
高
く
評

価
す
る
。
香
嶠
は
、
月
に
ち
な
む
謡
曲
の
風
情

の
不
足
や
汐
汲
車
と
岩
の
不
調
和
、
左
隻
に
磯

が
ほ
し
い
と
い
っ
た
構
成
上
の
不
満
な
ど
を
述

べ
る
が
、全
体
と
し
て
色
も
よ
く
品
位
が
あ
る
、

と
す
る
。

　

こ
の
の
ち
の
華
香
の
歩
み
を
知
る
後
世
の
作

品
評
で
は
、
も
っ
ぱ
ら
波
の
描
写
が
注
目
さ
れ

る
《
松
風
村
雨
》
だ
が
、
当
時
の
評
で
は
「
沖

の
浪
は
よ
い
」
と
香
嶠
が
ひ
と
言
触
れ
る
だ
け

で
あ
る
の
に
は
意
表
を
突
か
れ
る
。
当
時
の
華

香
周
辺
の
画
家
に
と
っ
て
、
本
作
の
焦
点
は
能

を
い
か
に
絵
画
化
す
る
か
と
い
う
点
に
あ
っ
た

と
考
え
ら
れ
よ
う
。
こ
れ
を
踏
ま
え
て
、
両
隻

を
改
め
て
見
て
い
き
た
い
。

都
つ

路
じ

華
か

香
こう

《松風村雨》
―能を描く

学芸課長　石上充代
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右
隻
に
描
か
れ
る
の
は
松
風
村
雨
の
姉
妹
で

あ
る
が
、
こ
こ
で
う
ら
若
い
乙
女
の
悲
恋
を
表

す
だ
け
で
は
、
能
本
来
の
情
感
を
表
す
こ
と
は

難
し
か
ろ
う
。
能
の
世
界
の
松
風
村
雨
は
、
須

磨
の
浦
に
残
る
亡
霊
で
あ
り
、
人
な
ら
ざ
る
も

の
に
な
っ
て
ま
で
行
平
を
慕
い
続
け
る
、
そ
の

こ
と
に
よ
っ
て
限
り
な
い
哀
切
を
感
じ
さ
せ
る

存
在
だ
か
ら
で
あ
る
。
本
屏
風
で
は
、
須
磨
の

浜
辺
に
姉
妹
を
置
き
つ
つ
、
能
装
束
を
ま
と
わ

せ
、
能
舞
台
に
お
け
る
松
風
村
雨
の
イ
メ
ー
ジ

を
呼
び
込
む
こ
と
で
、
そ
の
超
俗
的
な
存
在
感

を
表
現
し
た
も
の
と
考
え
た
い
。
能
装
束
で
あ

り
な
が
ら
能
面
は
つ
け
ず
、
露
わ
に
な
っ
た
二

人
の
顔
は
、
汐
汲
車
に
目
を
向
け
つ
つ
も
ど
こ

か
茫
洋
と
し
て
、
捉
え
ど
こ
ろ
の
な
い
儚
さ
が

あ
る
。
物
語
絵
の
よ
う
で
あ
り
、
演
能
の
一
場

面
の
よ
う
で
も
あ
る
と
い
う
曖
昧
さ
は
、
海
人

乙
女
で
あ
り
、
ま
た
亡
霊
で
も
あ
る
、
夢
幻
能

の
登
場
人
物
と
し
て
の
松
風
村
雨
の
二
重
性
が

重
ね
ら
れ
て
い
る
か
の
よ
う
で
あ
る
。

　

一
方
左
隻
で
は
、
写
実
的
な
波
の
描
写
と
広

や
か
な
空
間
表
現
に
も
と
づ
く
現
実
感
豊
か
な

海
景
が
描
か
れ
る
。
と
同
時
に
、
画
面
左
手
、

海
面
が
明
る
く
な
っ
た
部
分
は
月
光
の
反
射
を

表
し
て
お
り
、
月
下
の
須
磨
の
浦
で
繰
り
広
げ

ら
れ
る
『
松
風
』
の
美
し
い
詩
情
が
託
さ
れ
て

い
る
こ
と
が
理
解
さ
れ
る
。
こ
の
の
ち
、
華
香

の
波
か
ら
は
文
学
的
な
要
素
が
取
り
除
か
れ

（
註
2
）、
波
そ
の
も
の
の
色
や
形
に
着
目
し
た

り
、
意
匠
化
を
進
め
た
り
と
、
さ
ま
ざ
ま
な
実

験
が
行
わ
れ
て
い
く
が
、
本
作
で
は
、
写
実
的

な
波
に
能
の
世
界
の
豊
か
な
情
感
が
重
ね
て
表

さ
れ
る
点
に
、大
き
な
特
徴
が
あ
る
。
左
隻
は
、

右
隻
と
と
も
に
眺
め
る
こ
と
で
能
『
松
風
』
の

須
磨
の
浦
へ
と
転
じ
、
現
実
感
と
象
徴
性
と
の

間
を
行
き
つ
戻
り
つ
し
な
が
ら
堪
能
さ
れ
る
、

特
別
な
波
景
色
が
立
ち
現
れ
て
く
る
の
で
あ

る
。

　
《
松
風
村
雨
》
は
、
波
の
表
現
に
お
い
て
華

香
の
転
換
点
と
な
っ
た
作
品
で
あ
る
が
、
少
な

く
と
も
本
作
に
お
け
る
到
達
点
と
し
て
華
香
が

見
据
え
て
い
た
の
は
、
右
隻
・
左
隻
そ
れ
ぞ
れ

に
重
層
的
な
意
味
を
持
た
せ
て
膨
ら
ま
せ
な
が

ら
、
一
双
形
式
を
巧
み
に
用
い
て
、
能
『
松
風
』

の
清
ら
か
で
哀
れ
な
抒
情
を
表
現
す
る
こ
と
だ

っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
自
然
景
の
中
に

具
体
的
な
モ
チ
ー
フ
を
置
き
つ
つ
も
、
全
体
と

し
て
、『
松
風
』
に
託
さ
れ
た
抽
象
的
な
世
界

の
表
現
を
目
指
し
て
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ

る
。

　

明
治
三
十
年
代
半
ば
ま
で
の
華
香
は
、《
大

塔
宮
》、《
李
太
白
図
》
と
い
っ
た
明
晰
な
線
と

色
彩
に
よ
る
歴
史
人
物
画
を
多
く
手
が
け
て
い

た
が
、
や
が
て
人
物
画
を
離
れ
、
波
を
中
心
と

し
た
自
然
景
の
研
究
に
軸
足
を
移
し
て
い
く
。

本
作
は
そ
の
接
点
に
現
れ
た
特
殊
な
作
品
と
い

え
る
。
能
の
文
学
的
な
情
緒
を
い
か
に
表
現
す

る
か
と
い
う
点
に
関
心
を
寄
せ
、
独
特
の
創
意

を
発
揮
し
た
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
作
品
で
あ

り
、
こ
の
の
ち
の
華
香
の
歩
み
の
主
流
と
は
な

ら
な
か
っ
た
も
の
の
、
華
香
の
画
業
に
お
け
る

重
要
な
一
側
面
と
し
て
理
解
し
た
い
。

註1�

「
栖
鳳
氏
曰
く
、
氏
は
果
断
に
富
む
だ
人
だ
け
あ
っ
て
画

が
果
断
に
出
来
て
居
る
。
学
画
編
に
も
断
決
と
い
ふ
事
が

一
項
に
成
て
い
る
く
ら
い
で
、
大
作
も
の
に
は
必
ら
ず
こ

の
断
決
せ
ざ
る
べ
か
ら
ざ
る
場
合
に
邁
進
す
る
も
の
で
あ

る
。
今
こ
の
姉
妹
を
写
す
に
あ
た
っ
て
、
謡
曲
風
の
扮
装

を
借
ら
れ
た
処
は
一
つ
の
断
決
で
あ
る
。
行
平
が
何
処
い

か
な
る
も
の
の
子
で
あ
る
か
と
不
審
が
ら
れ
し
其
容
姿
の

賤
し
か
ら
ざ
り
し
憐
れ
に
床
し
き
こ
の
姉
妹
は
、
こ
の
扮

装
に
依
り
て
優
美
な
る
面
目
を
一
層
深
か
ら
し
め
た
。
人

は
こ
の
人
物
と
天
然
の
風
景
と
の
不
調
和
を
い
う
も
、
自

分
は
題
の
主
旨
を
貫
く
上
に
於
て
、
当
然
な
る
断
決
な
り

と
服
す
る
も
の
で
あ
る
。
香
嶠
氏
曰
く
、
松
風
村
雨
の
姉

妹
が
今
少
し
桶
の
中
の
月
を
見
て
い
る
意
気
込
み
が
欲
し

い
。
月
は
一
つ
、
影
は
二
つ
、
み
つ
汐
の
、
夜
の
車
に
月

を
の
せ
て
と
い
う
風
情
が
そ
れ
で
汐
汲
車
の
傍
に
天
然
の

岩
石
が
あ
る
の
は
調
和
が
わ
る
い
、
あ
れ
は
な
い
方
が
よ

か
ろ
う
。
沖
の
浪
は
よ
い
が
、
こ
っ
ち
の
半
隻
に
磯
が
欲

し
い
、
さ
も
な
い
と
別
々
に
見
え
る
。
髪
あ
げ
る
手
は
工

夫
を
要
し
、姉
妹
の
同
じ
赤
の
唐
織
は
変
え
た
方
が
よ
い
。

然
し
全
体
に
色
彩
も
よ
く
、
品
位
も
あ
り
、
此
前
の
豊
太

閤
よ
り
は
ず
っ
と
よ
い
。」「
雑
録　

松
風　

都
路
華
香
」

（『
畫
林
』
九
号
、
一
九
〇
五
年
六
月
）

2�　

森
岡
三
千
代
「
再
検
討
・
都
路
華
香
の
画
業
と
生
涯
」

二
九
頁
（『
近
代
の
京
都
画
壇　

シ
ア
ト
ル
美
術
館
か
ら

の
里
帰
り
』
神
戸
新
聞
社　

二
〇
〇
一
年
）

　

掛
川
藩
の
御
抱
絵
師
・
村む

ら

松ま
つ

以い

弘こ
う

に
つ
い
て

調
べ
て
い
る
際
に
、
そ
の
落
款
を
持
つ
挿
絵
が

掲
載
さ
れ
る
こ
と
か
ら
出
会
っ
た
江
戸
時
代
後

期
の
奇
譚
集
で
す
。
遠
州
等
で
採
録
さ
れ
た
、

神
霊
・
人
霊
に
ま
つ
わ
る
二
百
十
五
の
不
可
思

議
な
話
を
収
め
て
い
ま
す
。
著
者
の
中な
か

村む
ら

乗の
り

高た
か

は
、
現
在
の
森
町
に
位
置
す
る
天あ
め
の
み
や宮
神じ
ん

社じ
ゃ

の
神

主
で
、
国
学
者
で
も
あ
り
ま
し
た
。
神
木
の
伐

採
や
神
域
へ
の
穢
れ
の
持
ち
込
み
、
怨
霊
・
生

霊
に
よ
る
祟
り
が
、
病
や
死
等
の
災
厄
を
も
た

ら
す
と
い
う
捉
え
方
に
は
、
当
時
の
神
道
の
論

理
が
色
濃
く
反
映
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
ま

す
。
し
か
し
、
時
に
事
件
の
関
係
者
に
直
接
話

を
聞
く
と
い
う
入
念
な
取
材
に
基
づ
く
各
話

は
、
日
時
、
地
名
、
人
名
等
が
事
細
か
に
記
さ

れ
、
あ
た
か
も
ル
ポ
ル
タ
ー
ジ
ュ
を
読
ま
せ
る

か
の
よ
う
に
、
読
者
を
怪
奇
の
世
界
へ
と
誘
い

ま
す
。�

（
主
任
学
芸
員　

浦
澤
倫
太
郎
）

本の窓

中
村
乗
高
編
著

宮
本
勉
翻
字
・
解
説

事こ
と
の
ま
こ
と
あ
か
し
が
た
り

実
証
談

版
本
の
影
印
、
翻
刻
文
、
解
説
等
を
収
録

平
成
五
年（
原
著
は
文
政
六（
一
八
二
三
）年
成
立
）

羽
衣
出
版

都路華香　松風村雨　右隻部分
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私
は
、
若
い
頃
、
美
術
と
い
う
も
の
に
は
全
く

興
味
が
無
く
、
主
に
ア
ウ
ト
ド
ア
派
で
し
た
が
、

子
育
て
が
あ
る
程
度
一
段
落
し
た
時
に
、
あ
る
企

画
展
の
招
待
券
を
い
た
だ
い
た
こ
と
を
き
っ
か
け

に
美
術
館
に
足
を
運
ぶ
こ
と
が
多
く
な
り
ま
し

た
。
今
で
は
何
の
企
画
展
だ
っ
た
か
忘
れ
て
し
ま

い
ま
し
た
が
、
美
術
館
の
非
日
常
的
な
環
境
の
中

で
、本
物
の
美
に
接
す
る
こ
と
に
満
足
感
を
覚
え
、

県
立
美
術
館
だ
け
で
な
く
、
県
内
外
の
美
術
館
に

出
掛
け
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
た
だ
、
美
術
史

に
つ
い
て
は
全
く
理
解
で
き
て
お
ら
ず
、
自
分
の

満
足
感
を
満
た
す
こ
と
の
み
で
美
術
館
を
訪
れ
て

い
ま
す
。

　

こ
の
春
、
県
立
美
術
館
に
人
事
異
動
に
な
り
知

っ
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
美
術
館
の
運
営
に
は
、

学
芸
員
や
運
営
・
管
理
す
る
職
員
、
展
示
室
の
監

視
や
設
備
等
を
担
当
す
る
ス
タ
ッ
フ
、
ボ
ラ
ン
テ

美
術
館
に
来
て
知
っ
た
こ
と

工
事
休
館
を
経
て

副
館
長　

和
田
誉
雄

ィ
ア
、
美
術
館
友
の
会
の
皆
さ
ん
な
ど
で
成
り
立

っ
て
い
る
こ
と
は
あ
る
程
度
理
解
し
て
い
ま
し

た
。
し
か
し
、
一
二
〇
人
以
上
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

の
皆
さ
ん
が
多
岐
に
渡
っ
て
活
動
し
て
い
る
こ
と

を
知
り
驚
き
ま
し
た
。

　

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
は
、
図
書
閲
覧
室
の
受
付
等
を

担
当
す
る
「
図
書
閲
覧
室
」、
学
校
等
の
団
体
の

館
内
誘
導
等
を
担
当
す
る
「
学
校
」、
観
覧
者
を

対
象
と
し
た
作
品
解
説
を
担
当
す
る
「
ギ
ャ
ラ
リ

ー
ツ
ア
ー
」、
視
覚
障
害
者
が
彫
刻
を
触
っ
て
鑑

賞
す
る
た
め
の
案
内
を
担
当
す
る
「
タ
ッ
チ
ツ
ア

ー
」、
実
技
室
で
の
イ
ベ
ン
ト
補
助
を
担
当
す
る

「
実
技
室
」、
Ｄ
Ｍ
整
理
と
デ
ー
タ
化
、
ポ
ス
タ
ー
、

情
報
コ
ー
ナ
ー
の
整
備
を
担
当
す
る
「
資
料
整

理
」、
美
術
館
周
辺
地
域
の
散
策
や
美
術
館
の
茶

畑
の
保
護
管
理
な
ど
地
域
と
美
術
館
を
結
ぶ
役
割

を
担
っ
て
い
る
「
地
域
連
携
・
草
薙
ツ
ア
ー
」
の

七
つ
の
グ
ル
ー
プ
が
あ
り
ま
す
。
ど
の
グ
ル
ー
プ

も
一
生
懸
命
に
活
動
さ
れ
て
お
り
、
美
術
館
を
運

営
す
る
上
で
、
欠
く
こ
と
の
で
き
な
い
皆
さ
ん
と

な
っ
て
い
ま
す
。
本
当
に
あ
り
が
た
い
と
思
い
ま

す
。

　

今
年
度
も
県
立
美
術
館
で
は
魅
力
あ
る
展
覧
会

を
開
催
し
ま
す
。
私
は
裏
方
と
し
て
、
美
術
館
を

支
え
て
い
た
だ
い
て
い
る
多
く
の
皆
さ
ん
と
連
携

し
て
、
県
立
美
術
館
か
ら
芸
術
文
化
の
発
信
に
努

め
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

静岡県立美術館　友の会
静岡県立美術館友の会は、「芸術を愛する人々が、会員相互の親睦を深め
美術館の活動を後援し、芸術文化の普及を図っていく」という理念のもと、
美術館の協力を得て活動しております。
この会は、講演会・講座などの主催や会報の発行・鑑賞会・研修旅行を実
施しています。さらに美術館活動への協力・援助を通して、県民１人ひと
りに愛され親しまれる美術館となるよう協力しています。
入会手続きの詳しいご案内は友の会事務局まで
　〒422－8002　静岡市駿河区谷田53－2
　Tel・Fax　054-264-0867
　Email　tomonokai@spmoa.shizuoka.shizuoka.jp
　https://www.kenbi-tomonokai.jp/

特別会員（１口）10,000円
一般会員（１名）5,000円
親子（キッズ）会員（１名）3,000円
シニア会員（70歳以上 １名）2,500円
学生会員（高校、大学、専門学校 １名）1,000円
賛助会員（企業様向けとなります。お問い合わせください。）
プレゼント会員
友の会の「会員証」をプレゼントしませんか？「会員証」を友人や知人に
進呈することができます！詳しくは友の会事務局にお問い合せください。

事業委員、会報委員募集中
友の会では各事業の計画、運営、会報誌『プロムナード』の編集を一緒に
お手伝いしてくださる方を募集しています。ぜひお気軽にご参加ください。

「糸で描く物語　刺繍と、絵と、ファッションと。」
関連イベント
ちょこっと体験「みんなでちくちくアート」
8月5日（土）、6日（日）開催の「夏休み子どもワークショップ」
に参加した子どもたちが制作したタペストリーを、来場者が刺し
ゅうの帯で枠どって完成させます。完成した作品は、会期終了ま
で展示します。ふるってご参加ください。
日時：8月11日（金）～14日（月）
　　　10：00～12：00、13：00～15：30
会場：館内無料エリア　　対象：どなたでも
※申込不要・参加無料／小学生以下は保護者同伴でお越し下さい。

過去の展覧会のポスターが飾られている職員通路
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