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「
キ
ッ
チ
ュ
は
、
権
威
と
し
て
公
認
さ
れ
た
芸
術
品
の
イ

メ
ー
ジ
を
、
そ
れ
自
体
素
材
と
し
て
対
象
化
す
る
。
つ
ま
り

そ
の
手
続
き
は
、芸
術
品
の
イ
メ
ー
ジ
の
模
倣
と
い
う
よ
り
、

イ
メ
ー
ジ
と
し
て
の
芸
術
品
の
イ
メ
ー
ジ
化
＝
情
報
化
、
と

い
え
よ
う
。」

石
子
順
造
「
キ
ッ
チ
ュ
論
ノ
ー
ト
」『
キ
ッ
チ
ュ
―
ま
が
い
も
の

の
時
代
―
』、
一
九
七
一
年
、
ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
社

　

美
術
品
輸
送
の
木
箱
の
半
分
か
ら
、
額
装
さ
れ
た
名
画
が

顔
を
の
ぞ
か
せ
て
い
る
。
よ
く
見
る
と
名
画
も
、
木
箱
の
表

面
の
記
号
や
数
字
も
、
す
べ
て
本
作
の
作
者
で
あ
る
鈴
木
慶

則
が
模
写
し
た
イ
メ
ー
ジ
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。鈴
木
は
、

良
く
知
ら
れ
た
芸
術
品
を
素
材
に
し
て
、
芸
術
品
と
い
う
情

報
を
作
品
化
し
た
。
こ
の
手
続
き
は
、
鈴
木
が
一
九
六
〇
年

代
を
通
し
て
並
走
し
た
、
石
子
順
造
が
い
う
「
キ
ッ
チ
ュ
」

そ
の
も
の
で
あ
っ
た
。

（
上
席
学
芸
員　

川
谷
承
子
）

鈴
木
慶
則
（
一
九
三
六
―
二
〇
一
〇
／
昭
和
十
一
―
平
成
二
十
二
）

《
非
在
の
タ
ブ
ロ
ー　

梱
包
さ
れ
た
オ
ダ
リ
ス
ク
》

一
九
六
八
（
昭
和
四
十
三
）
年

ミ
ク
ス
ト
・
メ
デ
ィ
ア
（
キ
ャ
ン
ヴ
ァ
ス
、
油
彩
ほ
か
）

一
二
五
・
三
×
一
八
九
・
五
×
二
一
・
五
㎝



T O P I C S

天
地
耕
作
雲
散
霧
消

館
長
　
木
下
直
之

　

去
る
二
月
九
日
に
行
わ
れ
た
「
天
地
耕

作
展
」
の
開
会
式
で
、
当
館
館
長
が
「
天

地
耕
作
に
つ
い
て
何
も
知
ら
な
か
っ
た
」

と
挨
拶
を
し
ま
し
た
。
開
会
式
で
は
参
列

者
に
向
か
っ
て
展
覧
会
の
魅
力
を
説
く
こ

と
が
通
例
で
、
主
催
者
挨
拶
と
し
て
は
異

例
で
す
ね
。「
知
ら
な
か
っ
た
、
け
れ
ど

も
今
は
知
っ
て
い
る
」
が
大
人
の
挨
拶
か

も
し
れ
ま
せ
ん
。
そ
れ
が
で
き
な
い
館
長

が
ほ
か
な
ら
ぬ
私
な
の
で
す
が
、
少
し
ば

か
り
言
い
訳
を
お
聞
き
く
だ
さ
い
。

　

天
地
耕
作
を
名
乗
っ
た
村
上
誠
、
渡
、

山
本
裕
司
の
三
人
組
は
、
そ
れ
ぞ
れ
一
九

五
四
年
、
五
八
年
、
六
〇
年
の
生
ま
れ
、

同
じ
く
五
四
年
生
ま
れ
の
私
と
は
同
世
代

で
す
。そ
れ
を
言
っ
た
ら
、「
学
年
が
違
う
」

と
誠
さ
ん
か
ら
突
き
放
さ
れ
ま
し
た
。

　

さ
ら
に
三
人
の
生
ま
れ
た
細
江
町
と
引

佐
町
（
現
在
は
と
も
に
浜
松
市
）
は
、
私

が
生
ま
れ
た
浜
松
市
旭
町
と
は
浜
名
湖
を

挟
ん
で
同
じ
土
地
だ
と
思
う
の
で
す
が
、

古
い
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
映
像
で
、
や
っ
ぱ
り

誠
さ
ん
が
「
町
の
人
に
は
悪
い
け
ど
、
好

き
に
や
ら
せ
て
も
ら
い
ま
す
」
と
語
り
、

「
町
の
人
」
と
自
分
た
ち
「
山
の
人
」
と

の
違
い
を
強
調
し
て
い
ま
し
た
。
私
は
浜

松
駅
前
の
生
ま
れ
で
す
か
ら
（
母
の
在
所

か
ら
は
屋
号
の
よ
う
に
「
駅
前
」
と
呼
ば

れ
）、
明
ら
か
に
「
町
の
人
」
で
し
た
。

　

開
会
式
で
の
私
の
発
言
は
、
同
じ
時
に

同
じ
場
所
に
い
な
が
ら
、
な
ぜ
三
人
の
姿

が
見
え
な
か
っ
た
の
か
と
い
う
驚
き
の
表

現
に
ほ
か
な
り
ま
せ
ん
。
三
人
の
活
動
は

一
九
八
〇
年
代
半
ば
に
徐
々
に
始
ま
り
、

八
八
年
に
最
初
の
「
天
地
耕
作
」
が
山
中

に
姿
を
現
し
始
め
ま
し
た
。

　

そ
の
こ
ろ
の
私
は
浜
松
を
遠
く
離
れ
、

神
戸
に
あ
っ
た
兵
庫
県
立
近
代
美
術
館
の

学
芸
員
で
し
た
。
同
じ
八
八
年
の
記
憶
に

残
る
展
覧
会
は
「
ク
リ
ス
ト
展
」
で
す
。

ク
リ
ス
ト
も
ま
た
、
そ
の
場
限
り
の
芸
術

を
実
現
さ
せ
る
点
で
、
天
地
耕
作
に
通
じ

ま
す
。
し
か
し
、
決
定
的
な
違
い
は
、
ク

リ
ス
ト
が
常
に
世
界
の
耳
目
を
集
め
た
こ

と
で
、
八
五
年
に
は
パ
リ
の
古
い
橋
ポ
ン

ヌ
フ
を
「
梱
包
」
し
て
、
そ
の
評
価
を
高

め
て
い
ま
し
た
。

　

私
の
勤
め
た
「
近
代
美
術
館
」
は
、
時

代
区
分
と
し
て
の
「
近
代
」
の
美
術
で
は

な
く
、
あ
く
ま
で
も
「
近
代
美
術
＝
モ
ダ

ン
ア
ー
ト
」
を
相
手
に
す
る
美
術
館
で
し

た
。
ク
リ
ス
ト
は
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
実
現
の

た
め
の
莫
大
な
資
金
を
、
ス
ポ
ン
サ
ー
に

頼
ら
ず
、
自
ら
の
ド
ロ
ー
イ
ン
グ
や
版
画

作
品
を
美
術
市
場
で
販
売
す
る
こ
と
で
調

達
し
て
い
ま
し
た
。
ど
れ
ほ
ど
野
外
で
、

ど
れ
ほ
ど
突
拍
子
も
な
い
企
て
を
行
っ
て

も
、
他
方
で
し
っ
か
り
と
美
術
館
や
市
場

な
ど
の
ア
ー
ト
ワ
ー
ル
ド
と
繋
が
っ
て
い

た
の
で
す
。

　

静
岡
県
立
美
術
館
も
ま
た
、
八
八
年
に

「
デ
ュ
フ
ィ
展
」、「
ブ
ラ
ッ
ク
展
」、
八
九

年
に
「
フ
ラ
ン
ス
絵
画
の
三
世
紀
展
」
を

開
催
し
ま
し
た
か
ら
、「
近
代
美
術
」
の

紹
介
に
積
極
的
で
し
た
。
そ
の
こ
ろ
三
人

は
、当
館
を
会
場
に
し
た
「A

-V
alue

展
」

に
参
加
し
ま
し
た
か
ら
、
決
し
て
美
術
館

に
背
を
向
け
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
の
で

す
が
、彼
ら
の
向
か
う
先
は
や
は
り
「
町
」

で
は
な
く
「
山
」、
そ
れ
も
さ
ら
に
山
奥
、

奥
三
河
の
祭
礼
や
芸
能
で
し
た
。各
地
に
、

民
俗
学
者
た
ち
が
関
心
を
寄
せ
た「
花
祭
」

が
伝
わ
っ
て
い
ま
す
。
極
寒
の
時
期
に
夜

通
し
行
わ
れ
る
自
分
た
ち
だ
け
の
祭
り
、

観
客
を
必
要
と
し
な
い
祭
り
で
し
た
。
そ

の
あ
り
よ
う
は
疑
い
な
く
天
地
耕
作
の
中

に
繋
が
っ
て
い
ま
す
。

　

九
〇
年
代
に
入
る
と
、
私
も
ま
た
急
速

に
祭
礼
や
見
世
物
に
対
す
る
関
心
を
高
め

た
の
で
す
が
（
九
二
年
は
「
大
坂
の
細
工

見
世
物
」と
い
う
小
さ
な
展
覧
会
を
企
画
、

九
三
年
に
『
美
術
と
い
う
見
世
物
』
を
上

梓
）、
あ
く
ま
で
も
そ
れ
は
近
世
都
市
の

祭
礼
で
あ
り
、
花
祭
の
対
極
、
祇
園
祭
や

神
田
祭
な
ど
都
市
住
民
に
見
せ
る
祭
り
で

し
た
。

　

三
人
と
私
の
関
心
が
交
わ
り
そ
う
で
交

わ
ら
な
い
こ
ん
な
話
も
あ
り
ま
す
。
山
本

裕
司
さ
ん
の
活
動
の
拠
点
た
る
渋
川
に
、

私
は
日
露
戦
争
の
凱
旋
門
を
見
る
た
め
に

足
を
運
ん
だ
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
当
時
の

日
本
に
仮
設
の
凱
旋
門
は
林
立
し
て
も
、

恒
久
的
な
凱
旋
門
は
少
な
く
、
貴
重
な
残

存
例
な
の
で
す
（
ほ
か
に
は
鹿
児
島
県
姶

良
市
の
山
田
凱
旋
門
ぐ
ら
い
）。
し
か
し
、

今
で
は
忘
れ
ら
れ
、
ひ
っ
そ
り
と
残
さ
れ

た
ま
ま
で
す
。

　

む
し
ろ
、
消
え
て
は
現
れ
る
も
の
の
方

が
強
い
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
後
に
何
も

残
さ
な
い
文
化
も
あ
れ
ば
、
残
そ
う
と
す

る
文
化
も
あ
る
。「
天
地
耕
作
展
」
は
、
そ

の
双
方
を
考
え
る
貴
重
な
機
会
で
し
た
。
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美
術
館
の
翼
の
風
を
思
い
つ
つ

テオ・ヤンセン展
会期 4月13日（土）〜 7月 7日（日）

　

全
国
各
地
で
好
評
を
博
し
て
き
た
テ
オ
・

ヤ
ン
セ
ン
展
が
、
い
よ
い
よ
静
岡
に
や
っ
て

き
ま
す
。
オ
ラ
ン
ダ
・
ス
フ
ェ
ベ
ニ
ン
ゲ
ン

出
身
の
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
、
テ
オ
・
ヤ
ン
セ
ン

（
一
九
四
八
―
）
は
、
ス
ト
ラ
ン
ド
ビ
ー
ス

ト
と
呼
ば
れ
る
作
品
で
、
世
界
的
に
名
を
知

ら
れ
て
い
ま
す
。
本
展
で
は
、
ヤ
ン
セ
ン
が

作
り
出
し
た
ス
ト
ラ
ン
ド
ビ
ー
ス
ト
の
数
々

を
ご
覧
い
た
だ
く
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

ス
ト
ラ
ン
ド
ビ
ー
ス
ト
（
以
下
「
ビ
ー
ス

ト
」）
は
、
風
を
動
力
源
と
し
て
、
歩
行
を

始
め
と
し
た
複
雑
な
動
作
を
行
え
る
点
が
最

大
の
特
徴
で
す
。
海
面
上
昇
に
脅
か
さ
れ
る

オ
ラ
ン
ダ
の
砂
浜
を
守
る
自
律
的
な
シ
ス
テ

ム
を
構
築
で
き
な
い
か
、
と
い
う
発
想
を
出

発
点
に
、
一
九
九
〇
年
代
初
頭
か
ら
制
作
が

続
け
ら
れ
て
き
ま
し
た
。
こ
の
名
称
は
、
オ

ラ
ン
ダ
語
で
砂
浜
を
意
味
す
るstrand

と
、

図 1 　《アニマリス・プラウデンス・ヴェーラ》2013年 ⒸMedia Force

図 2 　《アニマリス・オムニア・セグンダ》2018年 ⒸMedia Force

生
き
物
を
意
味
す
るbeest

を
合
わ
せ
た
ヤ

ン
セ
ン
に
よ
る
造
語
で
す
。
種
類
に
よ
っ
て

は
十
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
ビ
ー
ス
ト
が
、
風

を
受
け
て
浜
辺
を
力
強
く
歩
む
姿
は
、
多
く

の
人
を
驚
か
せ
て
き
ま
し
た
。

　

こ
の
歩
行
を
可
能
と
し
て
い
る
の
が
「
テ

オ
・
ヤ
ン
セ
ン
機
構
」
と
呼
ば
れ
る
、
ヤ
ン

セ
ン
が
独
自
に
設
計
し
た
リ
ン
ク
機
構
で

す
。
こ
れ
に
よ
り
、足
先
が
前
後
に
運
動
し
、

ビ
ー
ス
ト
は
前
進
す
る
こ
と
が
出
来
ま
す
。

歩
行
が
可
能
に
な
っ
た
ビ
ー
ス
ト
は
、
生
物

の
よ
う
に
更
な
る
進
化
を
遂
げ
、
様
々
な
機

能
を
獲
得
し
て
い
く
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

複
雑
な
動
き
を
見
せ
る
ビ
ー
ス
ト
た
ち
の

身
体
は
、
木
材
や
鉄
が
用
い
ら
れ
た
一
部
の

作
品
を
除
き
、
無
数
の
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
チ
ュ

ー
ブ
を
、
結
束
バ
ン
ド
で
結
合
す
る
方
法
で

作
ら
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
ら
の
素
材
は
、
オ

ラ
ン
ダ
で
も
、
建
材
な
ど
を
販
売
す
る
店
で

手
軽
に
購
入
で
き
る
も
の
で
す
。
や
や
黄
色

が
か
っ
た
チ
ュ
ー
ブ
の
色
味
や
、
チ
ュ
ー
ブ

同
士
の
結
合
部
か
ら
飛
び
出
し
た
、
棘
を
思

わ
せ
る
結
束
バ
ン
ド
は
、
ビ
ー
ス
ト
の
外
見

上
の
大
き
な
特
徴
で
も
あ
り
ま
す
。
こ
の
チ

ュ
ー
ブ
を
曲
げ
る
な
ど
し
て
加
工
し
た
も
の

を
「
細
胞
」、
そ
し
て
複
数
の
「
細
胞
」
が

組
み
合
わ
せ
ら
れ
、
各
種
機
能
が
付
与
さ
れ

た
パ
ー
ツ
を
「
筋
肉
」
や
「
神
経
」、「
脳
」

と
呼
ぶ
な
ど
、
ビ
ー
ス
ト
の
身
体
は
、
実
際

の
生
物
の
そ
れ
に
見
立
て
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

更
に
、
ビ
ー
ス
ト
の
制
作
過
程
も
、
生
物

の
一
生
を
辿
る
か
の
よ
う
で
す
。
ヤ
ン
セ
ン

が
創
造
し
、
生
を
受
け

た
ビ
ー
ス
ト
は
、
ス
フ

ェ
ベ
ニ
ン
ゲ
ン
の
浜
辺

で
風
を
受
け
て
活
動
し

ま
す
が
、
や
が
て
作
者

に
よ
っ
て
一
定
の
役
割

を
果
た
し
た
と
み
な
さ

れ
る
と
、「
死
」
を
宣

告
さ
れ
ま
す
。
そ
し
て

こ
れ
ら
の
一
部
は
「
化

石
」と
し
て
保
管
さ
れ
、

永
き
眠
り
に
就
く
の
で

E X H I B I T I O N

す
。
本
展
で
展
示
さ
れ
る
ビ
ー
ス
ト
も
、
こ

の
「
化
石
」
に
あ
た
り
ま
す
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
本
展
で
は
、
ビ
ー
ス
ト

が
か
つ
て
浜
辺
で
元
気
に
動
き
回
っ
て
い
た

時
と
同
様
の
姿
を
、
実
際
に
ご
覧
い
た
だ
く

こ
と
が
で
き
ま
す
。
こ
れ
を
「
リ
・
ア
ニ
メ

ー
シ
ョ
ン
（
再
生
）」
と
呼
び
ま
す
。
会
期
中

は
毎
日
、
リ
・
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
の
時
間
を

複
数
回
設
け
て
い
ま
す
。

　

そ
れ
で
は
、
こ
の
リ
・
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン

を
行
う
ビ
ー
ス
ト
を
い
く
つ
か
み
て
み
ま
し

ょ
う
。《
ア
ニ
マ
リ
ス
・
プ
ラ
ウ
デ
ン
ス
・

ヴ
ェ
ー
ラ
》（
図
1
）
は
二
体
の
ビ
ー
ス
ト

が
前
後
に
連
結
し
た
よ
う
な
姿
を
持
ち
、
更

に
帆
船
を
イ
メ
ー
ジ
し
た
と
い
う
、
大
き
な

帆
を
備
え
る
点
が
特
徴
的
で
す
。
こ
の
帆
で

風
を
受
け
て
進
む
こ
と
も
で
き
ま
す
が
、「
胃

袋
」
と
称
さ
れ
る
、
内
部
に
備
え
た
ペ
ッ
ト

ボ
ト
ル
に
空
気
を
蓄
え
、
動
力
源
と
し
て
利

用
す
る
こ
と
も
で
き
ま
す
。「
テ
オ
・
ヤ
ン

セ
ン
機
構
」
を
備
え
た
た
く
さ
ん
の
脚
が
、

滑
ら
か
に
連
動
す
る
様
に
は
、
目
を
み
は
る

ば
か
り
で
す
。

　
《
ア
ニ
マ
リ
ス
・
オ
ム
ニ
ア
・
セ
グ
ン
ダ
》

（
図
2
）
は
十
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
巨
体
を

誇
り
ま
す
。
本
種
も
、
ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル
で
で

き
た
「
胃
袋
」
を
内
蔵
し
、
更
に
こ
の
中
に

圧
縮
空
気
を
自
ら
蓄
え
る
仕
組
み
を
備
え
て

い
ま
す
。
加
え
て
、
ハ
ン
マ
ー
で
砂
地
に
杭

を
打
ち
、
自
ら
の
体
を
固
定
出
来
る
な
ど
、

多
機
能
ぶ
り
を
誇
り
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
、
歩

行
を
行
う
こ
と
も
可
能
で
す
。

　

こ
の
ほ
か
に
も
会
場
内
で
は
、
様
々
な
ビ

ー
ス
ト
た
ち
を
、
映
像
な
ど
と
共
に
展
示
し

ま
す
。
緻
密
な
計
算
の
も
と
に
生
み
出
さ
れ

た
、
独
自
の
造
形
美
を
ご
堪
能
く
だ
さ
い
。

　

会
期
中
は
様
々
な
イ
ベ
ン
ト
を
開
催
予
定

で
す
。
詳
細
は
当
館
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
に
て
ご

確
認
く
だ
さ
い
。

（
主
任
学
芸
員　

浦
澤
倫
太
郎
）
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長谷川潔《オパリンの花瓶に挿した種草》1968年　紙、メゾチント 川村清雄《河田煕肖像》1878年頃　板、油彩

新収蔵品 紹 介

　

開
館
以
来
、
当
館
で
は
一
七
世
紀
以
降

の
東
西
の
風
景
画
、
静
岡
県
ゆ
か
り
の
作

品
、
国
内
外
の
現
代
美
術
な
ど
の
収
集
方

針
に
基
づ
き
、
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
を
拡
充
し

て
ま
い
り
ま
し
た
。
二
〇
二
三
年
度
は
、

購
入
・
寄
贈
に
よ
り
新
た
に
二
〇
点
の
作

品
を
収
蔵
す
る
こ
と
が
出
来
ま
し
た
。

［
日
本
画
］

　

明
治
時
代
か
ら
昭
和
時
代
に
か
け
て
活

躍
し
た
南
画
家
・
池
田
桂
仙
に
よ
る
《
山

水
図
屏
風
（
林
和
靖
・
楓
橋
夜
泊
）》
一

点
を
ご
寄
贈
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

本
作
の
右
隻
に
は
、
北
宋
の
詩
人
で
あ

る
林
和
靖
ゆ
か
り
の
杭
州
・
西
湖
が
、
左

隻
に
は
唐
の
詩
人
・
張
継
に
よ
る
『
楓
橋

夜
泊
』
に
詠
ま
れ
た
蘇
州
近
郊
の
様
子
が

描
か
れ
て
い
ま
す
。
両
隻
と
も
、
詩
に
ま

つ
わ
る
水
辺
の
情
景
が
、
余
白
を
大
き
く

取
っ
た
、ゆ
っ
た
り
と
し
た
構
図
の
中
に
、

軽
や
か
な
筆
致
に
よ
っ
て
表
さ
れ
て
い
ま

す
。
湖
畔
に
咲
き
誇
る
梅
花
と
、
河
岸
を

彩
る
紅
葉
の
対
比
的
表
現
も
本
作
の
見
ど

こ
ろ
の
一
つ
で
す
。
本
作
は
、
長
き
に
渡

り
浜
松
市
に
伝
わ
っ
て
い
ま
し
た
。
款
記

等
か
ら
、
桂
仙
が
浜
松
に
滞
在
し
た
こ
と

が
、
制
作
の
契
機
に
な
っ
た
と
推
測
さ
れ

ま
す
。

　

本
作
の
描
写
内
容
お
よ
び
制
作
背
景
等

の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
本
号
の
「
研
究
ノ

ー
ト
」
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

（
主
任
学
芸
員　

浦
澤
倫
太
郎
）

［
日
本
洋
画
］

　

日
本
洋
画
で
は
、
川
村
清
雄
作
品
二
点

を
購
入
、
同
じ
く
清
雄
作
品
一
点
、
長
谷

川
潔
作
品
一
点
の
ご
寄
贈
を
賜
り
ま
し

た
。

　

政
治
、
法
律
を
学
ぶ
た
め
徳
川
宗
家
の

給
費
生
と
し
て
一
八
七
一
年
（
明
治
四
）

に
渡
米
し
た
川
村
清
雄
は
、
滞
米
中
に
画

家
を
志
し
、
ま
ず
ア
メ
リ
カ
で
、
そ
の
後

フ
ラ
ン
ス
、
イ
タ
リ
ア
に
渡
っ
て
洋
画
修

業
を
続
け
ま
し
た
。
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
滞
在

中
の
一
八
七
八
年
（
明
治
十
一
）、
清
雄

の
元
を
徳
川
家
達
が
訪
ね
て
お
り
、
清
雄

に
よ
り
肖
像
を
描
か
れ
た
こ
と
が
知
ら
れ

て
い
ま
す
。
家
達
の
教
育
掛
を
つ
と
め
た

旧
幕
臣
の
河
田
煕
も
そ
の
場
に
同
行
し
て

お
り
、
購
入
作
品
《
河
田
煕
肖
像
》
は
、

と
い
う
、
東
西
美
術
の
融
合
が
試
み
ら
れ

て
い
ま
す
。

　

長
谷
川
潔
は
、銅
版
画
技
法
マ
ニ
エ
ル
・

ノ
ワ
ー
ル
（
メ
ゾ
チ
ン
ト
）
の
画
家
と
し

て
知
ら
れ
て
い
ま
す
。《
オ
パ
リ
ン
の
花

瓶
に
挿
し
た
種
草
》
は
、
長
谷
川
の
円
熟

期
に
あ
た
る
一
九
六
〇
年
代
の
作
品
。
漆

黒
の
背
景
か
ら
静
謐
で
神
秘
的
な
草
花
や

花
瓶
の
フ
ォ
ル
ム
が
浮
か
び
上
が
り
ま

す
。
本
作
は
、
ケ
ー
テ
・
コ
ル
ヴ
ィ
ッ
ツ

《
虐
げ
ら
れ
た
人
た
ち
》
と
と
も
に
版
画

家
二
見
彰
一
氏
か
ら
の
ご
寄
贈
で
す
。

（
主
任
学
芸
員　

喜
夛
孝
臣
）

新
収
蔵
品
の
紹
介

そ
の
折
に
描
か
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
ま

す
。
清
雄
の
画
業
初
期
に
あ
た
る
貴
重
な

池田桂仙《山水図屏風（林和靖・楓橋夜泊）》明治43年（1910）紙本墨画淡彩

肖
像
画
作
品
で

す
。

　

も
う
一
点
の

購
入
作
品
《
松

竹
梅
》
は
、
東

洋
の
伝
統
的
画

題
を
油
彩
で
描

き
、
額
で
は
な

く
軸
装
に
仕
立

て
た
異
色
の
逸

品
。
ま
た
、
ご

寄
贈
頂
い
た

《
草
紙
洗
小
町
》

は
同
題
の
能
の

演
目
を
題
材
に

し
た
油
彩
画
で

あ
り
、
こ
ち
ら

も
屏
風
と
い
う

油
彩
に
は
珍
し

い
誂
え
で
す
。

両
作
で
は
幕
臣

で
あ
っ
た
清
雄

の
武
家
文
化
の

中
で
育
ま
れ
た

美
意
識
と
、
海

外
留
学
で
学
ん

だ
油
彩
の
技
術
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中村一美《ユガテⅦ（Social Semantics 16）》2002年　綿布、アクリル

オーギュスト・ロダン《ベローナの胸像》　1883年　
紙、ドライポイント

中村宏《４半面の反復（12）》2019年　
キャンバス、アクリル

新収蔵品紹介

［
西
洋
美
術
］

　

二
点
の
近
代
の
版
画
作
品
を
ご
寄
贈
い

た
だ
き
ま
し
た
。

　

一
点
は
、
オ
ー
ギ
ュ
ス
ト
・
ロ
ダ
ン
に

よ
る
《
ベ
ロ
ー
ナ
の
胸
像
》
で
す
。
彫
刻

家
と
し
て
知
ら
れ
る
ロ
ダ
ン
で
す
が
、
一

八
八
一
年
に
初
め
て
英
国
を
訪
れ
た
際

に
、
画
家
で
版
画
家
の
友
人
ア
ル
フ
ォ
ン

ス
・
ル
グ
ロ
か
ら
エ
ッ
チ
ン
グ
と
ド
ラ
イ

ポ
イ
ン
ト
を
学
び
、
複
数
の
版
画
作
品
に

取
り
組
み
ま
し
た
。
本
作
は
、
フ
ラ
ン
ス

共
和
国
を
象
徴
す
る
公
的
記
念
碑
の
コ
ン

ペ
に
応
募
し
た
自
作
の
彫
刻《
ベ
ロ
ー
ナ
》

を
、
版
画
で
写
し
た
も
の
で
す
。
ヘ
ル
メ

ッ
ト
と
武
具
を
身
に
着
け
、
前
方
を
見
据

え
る
ベ
ロ
ー
ナ
（
ロ
ー
マ
の
戦
の
女
神
）

の
モ
デ
ル
は
、
内
妻
ロ
ー
ズ
・
ブ
ー
レ
で

す
。
彫
刻
を
正
面
か
ら
捉
え
た
版
画
は
、

興
味
深
い
こ
と
に
、
彫
刻
と
は
左
右
が
反

転
し
て
い
ま
す
。
ロ
ダ
ン
の
代
表
的
な
彫

刻
作
品
の
常
設
展
示
館
を
有
す
る
当
館
に

と
っ
て
、
本
作
は
、
ロ
ダ
ン
の
版
画
家
と

し
て
の
側
面
を
示
す
貴
重
な
一
点
で
す
。

　

も
う
一
点
は
、
ド
イ
ツ
の
版
画
家
、
彫

刻
家
の
ケ
ー
テ
・
コ
ル
ヴ
ィ
ッ
ツ
の
《
虐

げ
ら
れ
た
人
た
ち
》
で
す
。
作
者
は
、
労

働
者
階
級
の
人
々
へ
の
共
感
や
、
社
会
主

義
運
動
へ
の
参
加
で
知
ら
れ
、
そ
の
た
め

に
ヒ
ト
ラ
ー
時
代
に
は
、
ア
ト
リ
エ
や
ベ

ル
リ
ン
の
芸
術
家
ア
カ
デ
ミ
ー
会
員
の
地

位
な
ど
評
判
と
名
声
を
失
い
ま
し
た
。
横

長
の
画
面
中
央
に
横
た
わ
る
男
性
、
右
端

の
柱
に
縛
り
付
け
ら
れ
た
女
性
は
何
れ

も
、
当
時
の
社
会
的
弱
者
の
悲
し
み
を
主

題
と
し
て
描
き
出
し
た
、
作
者
な
ら
で
は

の
表
現
で
す
。
本
作
は
、
ド
イ
ツ
で
も
長

ら
く
活
動
さ
れ
た
版
画
家
の
二
見
彰
一
氏

か
ら
の
ご
寄
贈
で
あ
り
、
当
館
の
収
蔵
作

家
の
影
響
源
を
示
す
作
品
と
し
て
も
重
要

な
一
点
で
す
。（

上
席
学
芸
員　

南　

美
幸
）

［
現
代
美
術
］

　

現
代
ジ
ャ
ン
ル
で
は
十
四
点
の
作
品
を

ご
寄
贈
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

中
村
一
美
の
《
ユ
ガ
テ
Ⅶ
（Social 

Sem
antics 16

）》
は
、
三
枚
組
の
横
幅

六
メ
ー
ト
ル
の
大
作
で
す
。
キ
ャ
ン
ヴ
ァ

ス
に
濃
淡
の
緑
色
の
絵
の
具
を
し
み
込
ま

せ
た
抑
揚
の
あ
る
地
の
上
に
、
エ
メ
ラ
ル

ド
グ
リ
ー
ン
や
メ
タ
リ
ッ
ク
ピ
ン
ク
の
強

弱
が
つ
け
ら
れ
多
方
向
に
走
る
ス
ト
ロ
ー

ク
が
描
き
込
ま
れ
て
い
ま
す
。
中
村
は
一

九
九
〇
年
代
に
入
り
、
絵
画
の
社
会
性
に

つ
い
て
深
く
考
え
る
よ
う
に
な
り
、「
社

会
意
味
論
（
ソ
ー
シ
ャ
ル
・
セ
マ
ン
テ
ィ

ク
ス
）
と
し
て
の
絵
画
」
の
制
作
を
始
め

ま
し
た
。
主
題
の
「
ユ
ガ
テ
」
と
は
、
奥

武
蔵
（
埼
玉
県
飯
能
）
の
、
昔
か
ら
桃
源

郷
と
呼
ば
れ
て
き
た
山
里
の
呼
称
で
す
。

現
実
の
暴
力
や
死
に
満
ち
た
世
界
と
対
比

さ
せ
る
意
図
で
、
桃
源
郷
を
主
題
と
す
る

シ
リ
ー
ズ
に
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。

　

中
村
宏
氏
か
ら
、《
４
半
面
の
反
復
》

の
連
作
の
う
ち
の
十
点
を
ご
寄
贈
い
た
だ

き
ま
し
た
。「
視
線
」
が
テ
ー
マ
に
な
っ

て
お
り
、
少
女
の
顔
の
四
分
の
一
ほ
ど
が

描
か
れ
る
こ
と
で
、
目
に
注
意
が
向
き
ま

す
。
ど
の
作
品
も
ほ
ぼ
同
様
な
イ
メ
ー
ジ

で
す
が
、
並
べ
て
み
る
と
目
線
な
ど
少
し

ず
つ
異
な
っ
て
い
ま
す
。
絵
画
を
複
数
並

べ
て
連
続
的
に
見
せ
る
と
い
う
手
法
は
、

中
村
氏
が
度
々
試
み
て
き
た
も
の
で
も
あ

り
ま
す
。

　

向
井
修
一
氏
よ
り
ご
寄
贈
い
た
だ
い
た

斎
藤
智
の
版
画
二
点
は
、
す
で
に
所
蔵
し

て
い
た
三
点
の
作
品
よ
り
少
し
後
の
年
代

の
も
の
に
な
り
ま
す
。
ガ
ラ
ス
板
に
写
り

込
ん
だ
自
身
の
反
射
像
を
撮
影
し
、
そ
の

写
真
を
再
度
撮
影
し
て
版
画
に
す
る
と
い

う
ト
リ
ッ
キ
ー
な
方
法
で
制
作
さ
れ
て
い

ま
す
。
視
覚
と
版
の
問
題
に
取
り
組
ん
だ

ユ
ニ
ー
ク
な
作
品
で
す
。

（
上
席
学
芸
員　

川
谷
承
子
／

　

上
席
学
芸
員　

植
松　

篤
）
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研究 ノ ー ト

　

令
和
五
年
度
、
明
治
時
代
か
ら
昭
和
時
代
初
期
に

か
け
て
活
動
し
た
南
画
家
・
池
田
桂
仙
（
一
八
六
三

～
一
九
三
一
）
に
よ
る
《
山
水
図
屏
風
（
林
和
靖
・

楓
橋
夜
泊
）》（
四
ペ
ー
ジ
に
掲
載
。
六
曲
一
双
、
紙

本
墨
画
淡
彩
、
明
治
四
十
三
年
（
一
九
一
〇
））
が

当
館
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
に
加
わ
っ
た
。
本
作
は
、
静

岡
県
内
各
地
に
書
店
を
展
開
す
る
、
谷
島
屋
書
店
の

創
業
家
に
伝
来
し
、
現
在
、
会
長
を
務
め
ら
れ
て
い

る
斉
藤
行
雄
氏
に
ご
寄
贈
い
た
だ
い
た
。
ど
の
よ
う

な
経
緯
で
本
作
が
同
家
に
伝
わ
っ
た
の
か
不
明
で
あ

っ
た
が
、
こ
の
た
び
の
調
査
の
結
果
、
桂
仙
の
浜
松

滞
在
が
契
機
と
な
っ
て
制
作
さ
れ
た
可
能
性
が
高
い

こ
と
が
判
明
し
た
。
そ
こ
で
、
本
稿
で
は
、
本
作
に

関
す
る
基
本
情
報
を
紹
介
す
る
と
と
も
に
、
制
作
背

景
や
伝
来
過
程
に
つ
い
て
迫
り
た
い
。

　

初
め
に
作
者
で
あ
る
桂
仙
の
生
涯
に
触
れ
る
。
桂

仙
は
、
ほ
ぼ
同
時
期
に
活
躍
し
て
い
た
小
室
翠
雲
ら

に
比
し
て
、
現
在
、
そ
れ
ほ
ど
知
名
度
は
高
く
な
い
。

し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
後
半
生
に
は
、
関
西
南
画
壇

を
代
表
す
る
人
物
と
し
て
認
知
さ
れ
て
い
た
こ
と

が
、
当
時
の
各
種
資
料
よ
り
う
か
が
わ
れ
る
。

　

桂
仙
は
文
久
三
年
（
一
八
六
三
）
九
月
二
日
に
生

ま
れ
た
。
名
は
政
昌
、
字
は
公
美
で
、
通
称
は
勝
次

郎
と
い
う
。
父
・
池
田
雲
樵
（
一
八
二
五
～
一
八
八

六
）
は
、
御
抱
絵
師
と
し
て
伊
勢
国
・
津
藩
に
仕
え
、

維
新
後
は
京
都
府
画
学
校
教
諭
を
務
め
た
。
桂
仙
は

幼
少
時
よ
り
父
に
画
技
を
学
ん
だ
。母
は
朱
子
学
者
・

斎
藤
拙
堂
の
娘
と
伝
わ
る
。明
治
七
年（
一
八
七
四
）、

父
に
付
い
て
京
都
へ
移
り
、
谷
鉄
臣
、
江
馬
天
江
に

詩
文
を
学
ん
だ
。
明
治
十
三
年
（
一
八
八
〇
）
に
、

開
校
し
た
ば
か
り
の
京
都
府
画
学
校
に
入
学
。
明
治

十
九
年
（
一
八
八
六
）、
京
都
青
年
絵
画
研
究
会
展

に
お
い
て
《
夏
山
瀑
布
》
で
二
等
賞
を
受
賞
す
る
な

ど
、
画
家
と
し
て
の
道
を
歩
み
始
め
る
。
し
か
し
、

同
年
に
父
・
雲
樵
没
後
は
困
窮
し
た
ら
し
く
、
桂
仙

は
家
計
を
支
え
る
た
め
、
大
阪
の
髙
島
屋
で
勤
務
を

し
て
い
た
時
期
も
あ
る
と
い
う1

。

　

明
治
四
十
年
（
一
九
〇
七
）、
第
一
回
文
展
に
出

品
し
て
以
降
、
同
展
を
主
要
な
舞
台
と
し
て
活
躍
す

る
。
大
正
四
年
（
一
九
一
五
）
の
第
九
回
文
展
出
品

作
《
春
杪
生
芽
・
雪
後
寒
林
圖
》（
二
幅
対
）
は
三

等
と
な
り
、平
福
百
穂
《
朝
露
》、池
上
秀
畝
《
秋
晴
》

な
ど
と
共
に
、
宮
内
省
買
上
作
品
と
な
っ
た
。
翌
々

年（
一
九
一
七
）の
第
十
一
回
文
展《
武
陵
桃
源
》（
六

曲
一
双
）
で
は
つ
い
に
特
選
と
な
っ
た
。

　

大
正
八
年
（
一
九
一
九
）、
反
帝
展
色
を
帯
び
た
日

本
自
由
画
壇
を
結
成
し
、
翌
々
年
（
一
九
二
一
）
に

は
小
室
翠
雲
ら
と
と
も
に
日
本
南
画
院
を
設
立
し
、

こ
れ
ら
二
つ
の
組
織
を
主
な
発
表
の
場
と
す
る
。
昭

和
六
年
（
一
九
三
一
）
十
二
月
二
十
七
日
に
逝
去
し

た
。
六
十
九
歳
で
あ
っ
た
。
没
後
、
妻
は
遺
産
を
京

都
市
に
寄
付
し
、
こ
れ
は
美
術
奨
励
基
金
と
し
て
用

い
ら
れ
、京
都
市
に
よ
る
作
品
購
入
に
充
て
ら
れ
た2

。

　

残
念
な
が
ら
、
桂
仙
の
現
存
作
例
に
つ
い
て
は
、

ほ
と
ん
ど
見
出
せ
て
い
な
い
状
況
に
あ
る
。
文
展
出

品
作
も
含
め
、
現
状
で
の
手
が
か
り
は
当
時
の
資
料

に
掲
載
さ
れ
た
モ
ノ
ク
ロ
図
版
が
主
で
、
得
ら
れ
る

情
報
は
限
ら
れ
る
。
し
か
し
、《
武
陵
桃
源
》
や
そ

の
前
後
の
屏
風
作
品
で
は
、
両
隻
に
渡
り
画
面
が
展

開
す
る
、大
画
面
構
図
に
取
り
組
ん
で
い
た
こ
と
や
、

大
正
期
の
末
ご
ろ
に
は
、
新
た
に
実
景
に
基
づ
い
た

制
作
を
試
み
て
い
た
傾
向
が
う
か
が
わ
れ
る
。

　

次
に
本
作
の
概
要
を
見
て
み
た
い
。
六
曲
一
双
屏

風
で
、両
隻
と
も
水
墨
を
基
調
に
、抑
制
さ
れ
た
淡
彩

が
部
分
的
に
施
さ
れ
て
い
る
。
本
作
右
隻
の「
庚
戌

（
明
治
四
十
三
年
）之
初
夏（
旧
暦
四
月
）寫
」、お
よ
び

左
隻
の
「
時
客
濱
松
」
と
い
う
款
記
に
よ
り
、
明
治

四
十
三
年
（
一
九
一
〇
）
の
四
月
頃
、桂
仙
が
浜
松
に

滞
在
し
、
本
作
を
制
作
し
た
こ
と
が
示
さ
れ
る
。
こ

の
背
景
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
が
、
本
作
の
制
作
年

代
は
、桂
仙
が
文
展
で
活
躍
し
始
め
た
頃
に
当
た
る
。

　

本
作
右
隻
に
は
広
々
と
し
た
水
景
が
展
開
す
る
。

画
面
右
手
に
は
懸
崖
が
配
さ
れ
、
岸
辺
に
は
巨
岩
が

水
上
に
向
か
っ
て
屹
立
す
る
。
こ
れ
ら
の
陸
地
は
、

柔
ら
か
な
筆
致
を
重
ね
て
表
さ
れ
て
い
る
。
周
囲
に

は
可
憐
な
花
を
咲
か
せ
た
梅
樹
が
点
在
し
て
い
る
。

岩
々
の
合
間
の
遠
景
に
は
、
高
士
が
く
つ
ろ
ぐ
家
屋

が
覗
く
。
画
面
左
手
で
は
、
水
上
を
堤
が
一
直
線
に

伸
長
し
、
そ
の
上
空
に
一
羽
の
鶴
が
舞
う
。
こ
れ
ら

の
描
写
か
ら
、
中
国
・
杭
州
は
西
湖
の
風
景
を
描
い

て
い
る
こ
と
が
瞭
然
で
あ
る
。

　

第
一
扇
に
記
さ
れ
た
賛
文
は
、宋
末
元
初
の
画
家
・

銭
選
が
、
自
作
の
「
観
梅
図
」
に
題
し
た
と
さ
れ
る

七
言
絶
句
で
あ
り
、
西
湖
・
孤
山
に
居
を
構
え
た
林

和
靖
の
こ
と
を
詠
ん
で
い
る3

。第
一
句
の
原
文
は「
不

見
西
湖
處
士
星
」
で
あ
る
が
、
本
図
に
お
い
て
は
、

「
見
」
の
字
の
下
に
来
る
は
ず
の
「
西
湖
」
の
二
字

が
脱
落
し
て
お
り
、
桂
仙
は
詩
の
後
に
訂
正
し
て
い

る
。
詩
中
の
「
両
句
詩
」
は
林
和
靖
『
山
園
小
梅
』

の
著
名
な
一
聯
「
疎
影
横
斜
水
清
淺　

暗
香
浮
動
月

黄
昏
」
を
指
す
と
考
え
ら
れ
る
。
本
詩
は
林
和
靖
の

遺
徳
を
偲
ぶ
内
容
で
あ
り
、
先
述
し
た
高
士
は
、
林

和
靖
そ
の
人
の
姿
で
あ
ろ
う
。

　

左
隻
に
も
、
水
辺
の
風
景
が
描
か
れ
、
各
所
に
配

さ
れ
た
紅
葉
が
、
画
面
に
彩
を
添
え
て
い
る
。
画
面

左
手
に
は
丘
陵
が
配
さ
れ
、
頂
上
に
層
塔
を
擁
す
る

寺
院
が
建
つ
。
そ
の
右
手
上
空
に
は
数
羽
の
鳥
が
舞

う
。
画
面
中
央
下
方
に
は
、
岸
辺
に
沿
っ
て
城
壁
が

続
き
、
付
近
に
は
建
物
の
屋
根
が
覗
く
。
水
面
に
浮

か
ぶ
係
留
さ
れ
た
舟
の
周
囲
に
は
水
流
が
表
さ
れ
て

南画家・池田桂仙と浜松
主任学芸員　浦澤倫太郎

《
山
水
図
屏
風
》
款
記

右
隻

（
朱
文
楕
円
印
）「
鵞
群
」

不
見
處
士
星
／
儼
然
風
月
為
誰

明
／
當
時
寂
莫
孤
山
下
／
両
句
詩
成

萬
古
唫　

見
下
脱
西
湖
二
字

庚
戌
之
初
夏
寫　

桂
仙
逸
士
昌

（
白
文
方
印
）「
田
昌
公
美
」

（
朱
文
方
印
）「
桂
僊
」

左
隻

（
朱
文
楕
円
印
）「
鵞
群
」

月
落
烏
啼
霜
満
天
／
江
楓
漁
火
對

愁
眠
／
姑
蘇
城
外
寒
山
寺
／
夜
半
鐘

聲
到
客
船

桂
仙
逸
士
作　

時
客
濱
松

（
白
文
方
印
）「
田
昌
公
美
」

（
朱
文
方
印
）「
桂
僊
」
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お
り
、
河
川
の
景
で
あ
る
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
る
。

対
岸
に
は
、吊
る
さ
れ
た
漁
火
が
煌
々
と
照
ら
す
中
、

漁
師
た
ち
が
力
を
込
め
て
漁
網
を
引
っ
張
り
上
げ
る

様
子
が
描
か
れ
る
。

　

第
六
扇
に
記
さ
れ
た
詩
文
は
、
中
唐
の
張
継
に
よ

る
『
楓
橋
夜
泊
』
で
あ
る
。
本
詩
は
、
日
本
で
も
古

く
か
ら
知
ら
れ
、
画
題
と
も
な
っ
た
。
画
中
の
寺
院

や
係
留
さ
れ
た
舟
、
漁
火
な
ど
の
モ
テ
ィ
ー
フ
は
、

『
楓
橋
夜
泊
』
に
も
詠
ま
れ
て
い
る
。
上
空
の
鳥
は

烏
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
肝
心
の
「
楓
橋
」
が
描
か
れ

て
い
な
い
も
の
の
、
本
図
に
は
詩
の
情
景
が
、
明
瞭

に
視
覚
化
さ
れ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

　

改
め
て
本
作
全
体
を
俯
瞰
す
る
と
、
各
隻
と
も
画

面
の
対
角
線
を
意
識
し
、
余
白
を
大
き
く
取
っ
て
、

陸
地
と
水
辺
が
配
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
賛
に
記

さ
れ
た
詩
や
詩
人
に
関
連
す
る
モ
テ
ィ
ー
フ
が
バ
ラ

ン
ス
よ
く
布
置
さ
れ
、
画
文
の
呼
応
が
わ
か
り
や
す

く
示
さ
れ
て
い
る
。
春
秋
の
水
辺
の
風
景
が
、
左
右

隻
で
対
比
的
に
表
さ
れ
て
い
る
と
捉
え
ら
れ
よ
う
。

　

次
に
本
作
の
来
歴
に
つ
い
て
見
て
み
た
い
。
こ
れ

を
直
接
的
に
示
す
資
料
は
残
っ
て
い
な
い
も
の
の
、

桂
仙
の
浜
松
滞
在
を
裏
付
け
る
新
聞
記
事
を
発
見
す

る
こ
と
が
で
き
た
。
そ
の
『
静
岡
民
友
新
聞
』
明
治

四
十
三
年
四
月
六
日
号
に
掲
載
さ
れ
た
記
事
の
全
文

は
次
の
通
り
で
あ
る
。

●
畫ぐ

わ

伯は
く

来ら
い

遊ゆ
う　

這こ
ん

回か
い

濱は
ま

松ま
つ

町ま
ち

の
同ど
う

好こ
う

者し
や

發ほ
つ

起き

と
な
り

て
南な

ん

宗そ
う

派は

畫ぐ
わ

伯は
く

池い
け

田だ

桂け
い

仙せ
ん

氏し

（
京け
ふ

都と

）
來ら
い

遊ゆ
う

を
機き

と

し
、
近き

ん

日じ
つ

畫ぐ
わ

筵え
ん

を
開ひ
ら

か
る
ゝ
由よ
し

。
畫ぐ
わ

伯は
く

は
去さ
る

一
日
よ

り
利と

ぎ

町ま
ち

平ひ
ら

野の

屋や

方か
た

に
滞た
い

在ざ
い

。
汎ひ
ろ

く
需も
と

め
に
應を
う

じ
居を

れ

り
。
山さ

ん

水す

花く
わ

鳥て
う

は
氏し

の
最も
つ
と

も
得と
く

意い

と
す
る
處と
こ
ろ

な
り
と

い
ふ
。

（
振
り
仮
名
は
原
文
通
り
、
句
点
は
筆
者
に
よ
る
）

　

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
桂
仙
が
浜
松
に
滞
在
し
た
こ
と

を
契
機
に
、「
同
好
者
」
の
発
起
に
よ
り
、
近
日
中

に
画
筵
、
つ
ま
り
書
画
会
が
開
か
れ
る
予
定
で
あ
っ

た
。
桂
仙
の
滞
在
は
明
治
四
十
三
年
四
月
一
日
か
ら

で
、
場
所
は
利
町
の
平
野
邸
で
あ
り
、
求
め
に
応
じ

て
絵
を
描
い
て
い
た
と
い
う
。

　

ま
ず
、
本
記
事
が
述
べ
る
桂
仙
の
滞
在
時
期
は
、

本
作
の
年
紀
（
明
治
四
十
三
年
四
月
）
と
ぴ
た
り
と

一
致
す
る
た
め
、
本
作
が
こ
の
浜
松
滞
在
を
契
機
と

し
て
制
作
さ
れ
た
可
能
性
が
高
い
と
推
測
さ
れ
る
。

　

そ
し
て
、記
事
中
に
登
場
す
る
「
利
町
平
野
屋
方
」

は
、
明
治
時
代
～
昭
和
時
代
初
期
に
活
躍
し
た
銀
行

家
・
平
野
又
十
郎
氏
（
一
八
五
三
～
一
九
二
八
）
の

邸
宅
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
又
十
郎
氏
は
掛
塚
湊

の
廻
船
問
屋
・
林
家
に
生
ま
れ
、
後
に
貴
布
祢
の
豪

農
で
あ
る
平
野
家
の
養
子
と
な
っ
た
。
貯
蓄
組
合
や

貸
付
事
業
を
興
し
、
明
治
十
八
年
（
一
八
八
五
）
に

は
現
在
の
静
岡
銀
行
へ
と
つ
な
が
る
西
遠
銀
行
を
設

立
す
る
な
ど
、
当
時
の
浜
松
経
済
界
の
重
鎮
で
あ
っ

た
。
利
町
の
平
野
邸
は
、
浜
松
の
代
表
的
神
社
で
あ

る
五
社
神
社
・
諏
訪
神
社
近
く
に
位
置
し
、
広
大
な

敷
地
を
有
し
て
い
た
。

　

一
方
、
連
尺
町
の
谷
島
屋
書
店
は
、
平
野
邸
か
ら

至
近
距
離
に
あ
っ
た
。
同
書
店
は
明
治
五
年
（
一
八

七
二
）、
浜
松
で
初
代
斉
藤
源
三
郎
氏
（
一
八
三
三

～
一
九
一
五
）
に
よ
っ
て
創
業
さ
れ
た
。
書
籍
販
売

の
ほ
か
、
浜
松
を
中
心
と
し
た
県
内
に
お
い
て
教
科

書
の
供
給
を
担
っ
た
。
更
に
二
代
源
三
郎
氏
（
一
八

六
四
～
一
九
二
〇
）
発
案
に
よ
る
『
谷
島
屋
タ
イ
ム

ス
』（
大
正
七
年
（
一
九
一
八
）
創
刊
）
の
発
行
で

も
知
ら
れ
、
近
代
浜
松
の
文
化
の
発
展
に
大
き
な
役

割
を
果
た
し
た
。

　

本
作
が
制
作
さ
れ
た
明
治
四
十
三
年
当
時
の
谷
島

屋
書
店
の
当
主
は
、
二
代
源
三
郎
氏
で
、
初
代
源
三

郎
氏
も
存
命
で
あ
っ
た
。
後
に
三
代
当
主
と
な
る
義

雄
氏
（
一
八
九
一
～
一
九
六
五
）
は
、
慶
應
義
塾
大

学
理
財
科
に
在
籍
し
て
い
た
。
義
雄
氏
と
平
野
又
十

郎
氏
の
長
男
・
繁
太
郎
氏
は
旧
制
浜
松
中
学
校
の
一

学
年
違
い
で
、
更
に
同
じ
大
学
で
学
び
、
生
涯
に
わ

た
っ
て
親
交
を
結
ん
だ
。
当
時
の
当
主
同
士
も
既
知

の
間
柄
で
あ
り
、
桂
仙
の
浜
松
滞
在
か
ら
さ
ほ
ど
離

れ
て
い
な
い
時
期
に
、
本
作
が
斉
藤
家
に
入
っ
た
こ

と
は
、
十
分
に
あ
り
う
る
話
で
あ
ろ
う
。
寄
贈
者
に

よ
れ
ば
、
明
治
四
十
三
年
頃
に
作
品
を
入
手
し
た
と

す
れ
ば
、
二
代
目
の
源
三
郎
氏
の
意
向
が
働
い
て
い

た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
。

　

桂
仙
の
画
業
に
つ
い
て
は
、
未
だ
不
明
な
点
も
多

く
、
本
作
の
位
置
づ
け
の
た
め
に
も
、
更
な
る
作
品

の
発
見
が
望
ま
れ
る
。
ま
た
、
そ
も
そ
も
桂
仙
が
浜

松
に
滞
在
し
た
理
由
や
、
滞
在
中
に
開
か
れ
た
書
画

会
の
発
起
人
の
正
体
な
ど
も
、
解
明
す
べ
き
で
あ
ろ

う
。
し
か
し
、
本
作
制
作
の
契
機
が
、
桂
仙
の
浜
松

滞
在
に
あ
っ
た
蓋
然
性
は
高
く
、
更
に
谷
島
屋
書
店

創
業
家
に
伝
わ
っ
た
背
景
に
は
、
浜
松
の
名
士
達
の

交
遊
関
係
が
あ
っ
た
こ
と
も
推
測
さ
れ
る
。
利
町
や

連
尺
町
と
い
っ
た
浜
松
の
中
心
部
一
帯
で
は
、
太
平

洋
戦
争
時
の
空
襲
に
よ
り
、
多
く
の
文
化
財
が
焼
失

し
た
。
こ
の
よ
う
な
戦
禍
を
く
ぐ
り
抜
け
、
明
治
時

代
に
お
け
る
浜
松
の
文
化
史
の
一
端
を
今
に
伝
え
る

点
で
も
、
本
作
は
貴
重
な
存
在
と
言
え
よ
う
。

1 　

山
元
春
挙
「
青
年
時
代
の
交
友
」（
富
田
渓
仙
編
『
蕐

香
墨
蹤
』）、
昭
和
七
年
（
一
九
三
二
）

2 　
「
京
都
市
池
田
桂
仙
美
術
奨
勵
基
金
ニ
關
ス
ル
規
程　

昭
和
十
年
四
月
十
八
日
市
告
示
第
一
七
八
號
」（
京
都
市

市
役
所
総
務
部
庶
務
課
編
『
京
都
市
例
規
類
集
』
よ
り
追

録
第
二
十
一
号
）、
昭
和
十
八
年
（
一
九
四
三
）

3 　

趙
琦
美
編
『
趙
氏
鉄
網
珊
瑚
』（
万
暦
四
十
年
（
一
六

一
二
）
頃
成
立
）
巻
十
三
に
、
銭
選
に
よ
る
作
と
し
て
掲

載
さ
れ
る
。

参
考
文
献
：

自
由
画
壇
編
『
桂
仙
遺
集
』、
芸
艸
堂
、
昭
和
八
年
（
一
九

三
三
）　

※
画
集
『
桂
仙
画
賸
』
と
漢
詩
集
『
桂
仙
詩
存
』

か
ら
な
り
、
前
者
に
桂
仙
の
伝
記
が
掲
載
さ
れ
る
。

中
村
精
『
谷
島
屋
百
年
史
』、
斉
藤
和
雄
・
有
限
会
社
浜
松

谷
島
屋
、
昭
和
四
十
七
年
（
一
九
七
二
）

日
展
史
編
纂
委
員
会
『
日
展
史
』
１
～
５
、社
団
法
人
日
展
、

昭
和
五
十
五
年
～
五
十
六
年
（
一
九
八
〇
～
八
一
）

　

こ
の
本
は
、
彫
刻
の
表
現
内
容
や
制
作
技
法

を
論
じ
た
も
の
で
は
な
く
、
公
共
の
場
に
あ
る

彫
刻
が
ど
の
よ
う
に
受
け
と
ら
れ
、
反
応
を
引

き
起
こ
す
の
か
と
い
う
、
社
会
に
お
け
る
彫
刻

の
在
り
方
に
つ
い
て
、
鋭
く
切
り
込
ん
だ
も
の

で
す
。
そ
も
そ
も
そ
う
し
た
彫
刻
は
、
日
本
で

は
近
代
に
な
っ
て
現
れ
た
も
の
で
し
た
。

　

公
共
の
場
に
あ
る
彫
刻
は
、
設
置
す
る
側
か

ら
市
民
、国
民
へ
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
と
言
え
ま
す
。

恒
久
的
な
存
在
の
よ
う
に
思
え
ま
す
が
、
時
流

が
変
わ
れ
ば
、
彫
刻
は
そ
の
場
か
ら
な
く
な
る

こ
と
が
あ
り
ま
す
。
戦
時
中
に
は
、
金
属
製
の

彫
刻
は
資
源
と
し
て
供
出
さ
れ
ま
し
た
。
あ
る

い
は
も
っ
と
激
し
い
、
破
壊
と
い
う
行
為
に
さ

ら
さ
れ
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
公
共
の
場
に
あ

る
か
ら
こ
そ
の
、彫
刻
へ
の
反
応
と
言
え
ま
す
。

本
書
は
、
美
術
作
品
の
現
実
的
な
側
面
を
取
り

上
げ
た
意
欲
的
な
一
冊
で
す
。

（
上
席
学
芸
員　

植
松　

篤
）

本の窓

小
田
原
の
ど
か
著

『
近
代
を
彫ち

ょ

う

こ

く

刻
／
超
克
す
る
』

講
談
社

二
〇
二
一
年
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美術館問わず語り

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）、年末年始
※その他、夜間開館や展示替等による臨時休館を予定しています。
　詳細はウェブサイト等でご確認下さい。

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IC、清水ICから約25分　日本平久能山スマートICから約15分
◎新東名高速道路　新静岡ICから約25分

ウェブサイト：https://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。

〒422－8002　静岡市駿河区谷田53－2
企画総務課／Tel 054－263－5755　Fax 054－263－5767
学　芸　課／Tel 054－263－5857　Fax 054－263－5742

　

県
立
美
術
館
は
日
本
平
に
連
な
る
緑
あ
ふ
れ
る

丘
陵
の
一
角
に
あ
り
、
美
術
館
が
建
設
さ
れ
る
前

は
広
大
な
芝
生
広
場
が
あ
り
ま
し
た
。

　

子
ど
も
の
頃
、
家
族
や
子
供
会
で
よ
く
芝
生
広

場
に
遊
び
に
来
ま
し
た
。
芝
生
に
横
に
な
っ
て
ご

ろ
ご
ろ
転
が
っ
た
り
、
ダ
ン
ボ
ー
ル
の
そ
り
で
滑

っ
た
り
、
低
木
の
や
ぶ
の
中
を
ト
ン
ネ
ル
の
よ
う

に
く
ぐ
っ
て
探
検
ご
っ
こ
を
し
た
り
、
木
に
登
っ

て
ト
ム
ソ
ー
ヤ
の
気
分
に
な
っ
た
り
。
転
ん
で
も

倒
れ
て
も
痛
く
な
い
の
で
、
前
転
や
側
転
の
練
習

を
し
た
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
芝
生
広
場
で
食
べ
た

お
に
ぎ
り
の
美
味
し
か
っ
た
こ
と
、
遊
び
疲
れ
て

あ
た
た
か
な
日
の
光
を
浴
び
な
が
ら
、
芝
生
の
上

で
お
昼
寝
を
し
た
こ
と
、
一
日
中
い
て
も
飽
き
な

い
大
好
き
な
場
所
で
し
た
。

　

し
ば
ら
く
し
て
県
立
美
術
館
が
建
設
さ
れ
ま
し

た
。
緑
に
囲
ま
れ
た
自
然
豊
か
な
場
所
に
美
術
館

思
い
出
の
場
所

工
事
休
館
を
経
て

企
画
総
務
課　

三
輪　

桂

が
で
き
、
知
人
が
デ
ー
ト
（
死
語
？
）
で
訪
れ
た

と
い
う
話
も
聞
き
ま
し
た
。私
は
友
人
に
誘
わ
れ
、

自
転
車
で
一
時
間
ほ
ど
か
け
て
は
じ
め
て
美
術
館

を
訪
れ
ま
し
た
。
ケ
ヤ
キ
並
木
の
緑
の
ト
ン
ネ
ル

に
迎
え
ら
れ
、
樹
木
に
囲
ま
れ
た
遊
歩
道
を
、
彫

刻
を
楽
し
み
な
が
ら
歩
い
て
い
っ
た
先
に
現
れ

た
、
美
術
館
の
静
か
な
佇
ま
い
に
感
動
し
た
記
憶

が
あ
り
ま
す
。

　

子
ど
も
が
生
ま
れ
て
か
ら
も
芝
生
広
場
に
は
何

度
も
遊
び
に
き
ま
し
た
。
昔
よ
り
は
狭
く
な
り
ま

し
た
が
、そ
れ
で
も
思
い
切
り
走
り
回
れ
ま
す
し
、

木
登
り
や
鬼
ご
っ
こ
も
で
き
ま
す
。
私
が
子
ど
も

の
こ
ろ
に
は
な
か
っ
た
ロ
ダ
ン
館
裏
山
も
整
備
さ

れ
、
そ
こ
か
ら
市
街
の
景
色
を
な
が
め
て
自
分
の

家
を
探
し
た
り
し
ま
し
た
。
子
ど
も
と
と
も
に
静

か
な
美
術
館
内
に
入
る
こ
と
は
ハ
ー
ド
ル
が
高

く
、文
明
展
の
と
き
に
訪
れ
る
く
ら
い
で
し
た
が
、

貴
重
な
展
示
を
観
る
こ
と
が
で
き
、
子
ど
も
た
ち

も
美
術
館
を
訪
れ
た
と
き
の
こ
と
を
よ
く
覚
え
て

い
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
に
た
く
さ
ん
の
思
い
出
が
あ
る
こ
の

場
所
で
勤
務
す
る
こ
と
が
で
き
、
喜
び
を
感
じ
て

い
ま
す
。
美
術
館
周
辺
を
散
歩
し
て
い
る
と
、
昔

を
思
い
出
し
て
懐
か
し
い
気
持
ち
に
な
り
ま
す
。

多
く
の
人
に
足
を
運
ん
で
い
た
だ
け
る
よ
う
、
こ

れ
か
ら
も
美
術
館
の
魅
力
を
周
囲
に
伝
え
て
い
き

ま
す
。

テオ・ヤンセン展出張イベントのご紹介

テオ・ヤンセン展の開催に合わせ、県内各地で展覧会の見どころ
を紹介します。更に、ミニビースト体験コーナーを設置するほか、
素敵なプレゼントが当たるゲームを実施予定です。
※�次の会場以外でも開催します。決まり次第、ウェブサイトなど
で告知します。

NTT JAPAN RUGBY LEAGUE ONE 2023-24｜Div.1 
第16節 LTS presents よつばマッチデー
5月5日（日）
静岡ブルーレヴスVS東芝ブレイブルーパス東京
場所：ヤマハスタジアム（磐田市新貝2500）

浜名湖花博2024
6月1日（土）、2日（日）
場所：浜名湖花博ガーデンパーク会場
　　　（浜松市中央区村櫛町5475-1）

公式YouTubeチャンネルで、
展覧会関連動画を配信中です。ご覧ください。▶

新収蔵品展のご案内
会期：4月10日（水）−7月7日（日）
本号4－5頁に記載の新収蔵品は、「新収蔵品展」にてご覧いただ
けます。
一部展示替えがあり、コルヴィッツ《虐げられた人たち》とロダ
ン《ベローナの胸像》および関連作品は5月19日（日）まで、長谷
川潔《オパリンの花瓶に挿した種草》および関連作品は5月21日（火）
からの展示を予定しています。

思い切り遊べる芝生広場でジャンプ !!
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