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雨
に
打
た
れ
て
頭
を
垂
れ
る
大
輪
の
芍

薬
。
か
す
か
な
雨
脚
の
描
写
を
透
か
し
て
、

鮮
や
か
な
赤
が
目
を
引
く
。
花
弁
の
縁
に
は

ひ
と
ひ
ら
ず
つ
薄
く
胡
粉
が
塗
ら
れ
、
花
び

ら
が
幾
重
に
も
重
な
っ
た
豪
奢
で
重
た
げ
な

様
子
や
、
濡
れ
て
一
層
艶
を
増
す
質
感
が
繊

細
に
表
さ
れ
る
。
左
側
の
胡
粉
の
白
を
や
や

目
立
た
せ
る
こ
と
で
、
葉
陰
と
な
る
右
側
と

の
微
妙
な
明
る
さ
の
違
い
も
感
じ
さ
せ
て
い

る
。そ
の
葉
陰
に
は
雨
宿
り
す
る
雀
が
二
羽
。

一
羽
は
芍
薬
を
眺
め
、
一
羽
は
花
な
ど
知
ら

ぬ
気
に
雨
を
避
け
て
目
を
つ
ぶ
る
。

　

速
水
御
舟
は
、
大
正
半
ば
頃
か
ら
徹
底
し

た
細
密
描
写
に
よ
っ
て
写
実
を
突
き
つ
め
て

い
っ
た
。
本
作
は
、
そ
の
探
求
を
経
て
さ
ら

に
先
へ
と
進
ん
で
い
こ
う
と
す
る
時
期
の

作
。
雨
の
な
か
の
芍
薬
と
雀
を
め
ぐ
る
抒
情

が
精
緻
な
描
写
を
も
と
に
優
し
く
表
現
さ
れ

た
佳
品
で
あ
る
。（

学
芸
課
長　

石
上
充
代
）

速
水
御
舟

（
一
八
九
四
―
一
九
三
五
／
明
治
二
十
七
―
昭
和
十
）

《
芍
薬
図
》

一
九
二
三
（
大
正
十
二
）
年

紙
本
着
色

五
五
・
一
×
四
四
・
五
㎝

伊
藤
恒
道
氏
寄
贈



T O P I C S

チ
ャ
カ
ホ
イ
節
が
聴
こ
え
て
く
る

館
長
　
木
下
直
之

チ
ャ
カ
ホ
イ
節
＝
東
京
美
術
学
校
お
よ
び
そ

の
後
身
で
あ
る
東
京
藝
術
大
学
美
術
学
部
で

連
綿
と
歌
い
継
が
れ
て
き
た
学
生
歌
。「
正

調
チ
ャ
カ
ホ
イ
節
」
と
い
う
も
の
が
あ
る
の

か
知
ら
な
い
。
時
代
と
と
も
に
歌
詞
は
変
わ

り
、
そ
れ
は
無
数
に
あ
る
だ
ろ
う
。
い
ず
れ

に
せ
よ
、
宴
席
で
の
歌
ゆ
え
ほ
と
ん
ど
猥
歌

と
化
し
て
ゆ
く
。
す
る
と
そ
の
先
に
「
ヨ
カ

チ
ン
音
頭
」
な
る
も
の
が
出
現
す
る
。
輪
を

か
け
て
卑
猥
。
呆
れ
る
ほ
ど
ホ
モ
ソ
ー
シ
ャ

ル
な
世
界
。

中
村
萬
平
＝
浜
松
出
身
、和
菓
子
屋
の
息
子
、

油
画
科
を
昭
和
一
六
年
に
卒
業
し
、
翌
年
応

召
、
そ
の
ま
ま
帰
ら
ぬ
人
と
な
っ
た
。
下
級

生
の
野
見
山
暁
治
の
目
に
は
「
ス
ー
パ
ー
ス

タ
ー
」
に
映
っ
た
。
誰
も
が
「
萬
平
」
と
呼

ん
で
慕
っ
た
。
そ
ん
な
萬
平
に
誘
わ
れ
て
、

野
見
山
が
上
野
の
焼
鳥
屋
で
飲
ん
で
い
る

と
、
酔
い
が
回
っ
て
チ
ャ
カ
ホ
イ
節
が
始
ま

っ
た
。「
チ
ャ
カ
ホ
イ
唄
え
ば
ポ
リ
ス
が
怒

る
、
怒
る
ポ
リ
ス
の
子
が
唄
う
、
チ
ャ
カ
ホ

イ
」
と
い
う
具
合
に
、
こ
の
歌
は
延
々
と
続

い
て
終
わ
ら
な
い
。
そ
れ
を
奥
座
敷
に
い
た

陸
軍
将
校
が
怒
鳴
り
つ
け
る
。「
お
前
ら
と

同
じ
若
者
が
大
陸
で
命
を
落
と
し
て
い
る
の

に
、
そ
れ
で
も
お
前
ら
、
日
本
国
民
か
」。

す
る
と
、
カ
ウ
ン
タ
ー
で
飲
ん
で
い
た
林
芙

美
子
が
「
な
に
が
悪
い
ん
だ
よ
」
と
軍
人
を

一
喝
し
た
（
野
見
山
暁
治
『
と
こ
し
え
の
お

嬢
さ
ん
―
記
憶
の
な
か
の
人
』）。

　
「
軍
人
だ
け
が
国
を
守
っ
て
る
ん
じ
ゃ
な

い
よ
」、「
卒
業
す
り
ゃ
兵
隊
だ
ろ
、
戦
地
に

征
く
ん
だ
ろ
、
堂
々
と
飲
み
な
さ
い
よ
」
と

い
っ
て
林
芙
美
子
が
未
来
の
兵
隊
の
味
方
を

す
る
の
は
、
文
学
者
と
し
て
従
軍
し
た
経
験

が
あ
っ
た
か
ら
だ
。従
軍
記『
北
岸
部
隊
』（
中

央
公
論
社
、
昭
和
一
四
年
）
に
は
、「
前
線

に
出
て
み
て
、
私
は
戦
争
の
崇
高
な
美
し
さ

に
う
た
れ
た
」
と
い
う
一
節
が
あ
り
、「
私

は
兵
隊
が
好
き
だ
」
と
い
う
詩
を
載
せ
て
い

る
。
中
公
文
庫
で
読
め
る
。

学
徒
出
陣
＝
萬
平
が
正
規
に
卒
業
で
き
た
最

後
の
学
年
、
野
見
山
は
昭
和
一
八
年
九
月
に

繰
り
上
げ
卒
業
、
戦
局
が
悪
化
し
兵
隊
が
足

り
な
く
な
り
、
そ
の
確
保
の
た
め
に
政
府
は

修
業
年
限
を
ど
ん
ど
ん
短
縮
し
た
。
と
う
と

う
同
年
一
〇
月
に
徴
集
延
期
そ
の
も
の
が
停

止
さ
れ
、
一
二
月
に
一
斉
に
入
隊
、
い
わ
ゆ

る
「
学
徒
出
陣
」
と
な
っ
た
。
伊
豆
河
津
町

出
身
の
佐
藤
孝
は
春
に
入
学
し
、
冬
に
は
学

校
を
出
さ
れ
た
の
だ
か
ら
、
わ
ず
か
半
年
余

り
の
学
生
生
活
だ
っ
た
。
残
さ
れ
た
日
々
に

上
野
の
博
物
館
を
訪
れ
、
古
画
の
前
に
立
っ

た
。
そ
の
時
の
日
記
が
『
き
け
わ
だ
つ
み
の

こ
え
』（
岩
波
文
庫
）
で
読
め
る
。

上
野
駅
＝
駅
と
は
見
送
り
見
送
ら
れ
る
場
所

で
あ
る
。
そ
こ
で
日
常
生
活
、
軍
隊
用
語
で

い
う
「
地
方
」、「
娑シ

ャ

婆バ

」
が
終
わ
る
。
佐
藤

の
同
級
生
草
野
睿
三
は
生
還
し
た
た
め
、
戦

後
に
な
っ
て
こ
ん
な
思
い
出
を
語
る
こ
と
が

で
き
た
。「
動
員
と
決
ま
る
や
、
各
科
で
壮

行
会
を
や
り
、
我
々
は
毎
晩
騒
い
だ
。
暴
れ

た
い
連
中
は
裸
に
な
っ
て
、筵
の
幟
を
立
て
、

石
油
缶
を
叩
き
な
が
ら
上
野
駅
構
内
の
広
場

へ
行
っ
て
騒
い
だ
。
ヨ
カ
チ
ン
も
踊
っ
た
」

（『
東
京
芸
術
大
学
百
年
史
東
京
美
術
学
校

篇
』
第
三
巻
）。

　

野
見
山
は
入
隊
の
た
め
に
故
郷
弘
前
へ
向

か
う
佐
々
木
四
郎
を
上
野
駅
に
見
送
っ
た
。

佐
々
木
は
チ
ャ
カ
ホ
イ
を
踊
り
な
が
ら
、「
階

段
を
一
段
ず
つ
上
っ
て
ゆ
き
、
手
前
の
低
い

天
井
に
遮
ら
れ
て
、
上
半
身
か
ら
少
し
ず
つ

見
え
な
く
な
り
、
つ
い
に
踊
っ
て
い
る
裸
足

の
足
先
が
白
く
残
像
の
よ
う
に
浮
い
て
、
私

た
ち
の
視
野
か
ら
消
え
て
い
っ
た
」（
野
見

山
暁
治
『
遺
さ
れ
た
画
集
』）。

　

い
ま
同
じ
場
所
に
立
つ
と
、改
札
の
上
に
、

猪
熊
弦
一
郎
が
昭
和
二
六
年
に
描
い
た
大
壁

画
が
見
え
る
。
駅
か
ら
戦
地
へ
、で
は
な
く
、

ど
こ
に
で
も
行
け
る
時
代
に
な
っ
た
こ
と
を

示
し
て
、《
自
由
》
と
名
づ
け
ら
れ
た
。

配
属
将
校
殴
打
事
件
＝
戦
争
が
近
づ
き
、
美

術
学
校
で
も
軍
事
教
練
が
組
み
込
ま
れ
た
。

画
学
生
と
配
属
将
校
と
は
水
と
油
だ
っ
た
。

絵
筆
と
銃
は
相
容
れ
な
い
。さ
ら
に
い
え
ば
、

画
学
生
の
長
髪
と
軍
帽
も
相
容
れ
な
い
。
長

い
髪
を
無
理
や
り
帽
子
に
押
し
込
ん
で
、
軍

事
教
練
に
臨
ん
だ
ひ
と
り
の
画
学
生
が
い

た
。
見
つ
け
た
将
校
が
い
き
な
り
殴
る
と
、

彼
も
銃
を
放
り
出
し
て
殴
り
返
し
た
。
そ
れ

は
信
じ
ら
れ
な
い
光
景
だ
っ
た
と
、
や
は
り

野
見
山
が
伝
え
て
く
れ
る
（
前
掲
書
）。

無
言
館
＝
一
九
九
七
年
長
野
県
上
田
市
に
開

館
、遺
族
の
も
と
に
遺
さ
れ
た
絵
を
集
め
て
、

「
戦
没
画
学
生
慰
霊
美
術
館
」
と
名
乗
る
。

そ
の
館
名
は
絶
妙
、
絵
は
何
も
語
ら
な
い
、

そ
の
前
に
立
つ
人
も
ま
た
言
葉
を
失
う
。
し

か
し
、
耳
を
澄
ま
せ
ば
、
チ
ャ
カ
ホ
イ
節
が

聴
こ
え
て
く
る
。
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これまでロダン館で演奏した、作曲家・長谷川慶
岳氏の楽曲を収めたCDを2022年、発表しまし
た。収録はロダン館で行われ、この会場の音響の
良さも体感できます。ネットショップのほか、ミ
ュージアムショップでもお求めいただけます。

後藤友香理（ごとう・ゆかり）
ピアニスト、静岡大学教育学部准教授。演奏と論
文により博士号取得（音楽・東京藝術大学）。2014
年以降、ロダンウィーク内のコンサートに出演。
本年も11月4日にコンサート「身体、躍動、リズ
ム！」が開催される。
後藤友香理ウェブサイト　
https://www.yukarigoto.com/

ロ
ダ
ン
館
で
の
か
け
が
え
の
な
い「
い
ま
、こ
こ
」

ピ
ア
ニ
ス
ト
・
静
岡
大
学
教
育
学
部
准
教
授
　
後
藤
友
香
理

　

今
か
ら
十
年
前
の
二
〇
一
四
年
春
、
私

は
静
岡
大
学
へ
着
任
し
、
東
京
か
ら
越
し

て
き
ま
し
た
。
ち
ょ
う
ど
そ
の
頃
、
静
岡

大
学
は
文
化
庁
の
「
大
学
を
活
用
し
た
文

化
芸
術
推
進
事
業
」
の
助
成
を
受
け
、
そ

の
一
環
と
し
て
「
ロ
ダ
ン
の
彫
刻
作
品
に

イ
ン
ス
パ
イ
ア
さ
れ
た
音
楽
作
品
を
作
曲

し
、
そ
れ
を
ロ
ダ
ン
館
で
初
演
す
る
」
と

い
う
コ
ン
セ
プ
ト
の
コ
ン
サ
ー
ト
を
企
画

し
て
い
ま
し
た
。
着
任
し
た
ば
か
り
の
私

も
そ
こ
に
加
わ
ら
せ
て
い
た
だ
き
、
他
に

類
を
見
な
い
ユ
ニ
ー
ク
な
経
験
を
し
ま
し

た
。
助
成
期
間
終
了
後
も
形
を
変
え
な
が

ら
今
日
ま
で
コ
ン
サ
ー
ト
を
続
け
さ
せ
て

い
た
だ
き
、
ロ
ダ
ン
館
で
の
十
年
は
そ
の

ま
ま
私
の
静
岡
で
の
十
年
と
な
り
ま
し

た
。

　

私
が
ロ
ダ
ン
館
で
の
コ
ン
サ
ー
ト
に
こ

れ
だ
け
情
熱
と
思
い
入
れ
を
持
ち
続
け
て

こ
ら
れ
た
の
は
な
ぜ
で
し
ょ
う
。
そ
れ
は

こ
の
コ
ン
サ
ー
ト
で
初
演
し
て
き
た
楽
曲

が
、「
い
ま
、こ
こ
」で
生
ま
れ
た
楽
曲
だ
っ

た
か
ら
。
普
段
は
美
術
館
で
あ
る
ロ
ダ
ン

館
が
今
日
だ
け
は
コ
ン
サ
ー
ト
会
場
で
も

あ
る
と
い
う
特
別
な
「
い
ま
、
こ
こ
」
を

共
有
で
き
る
時
空
だ
っ
た
か
ら
。
そ
し
て

回
を
重
ね
る
う
ち
に
「
い
ま
、
こ
こ
」
に

集
う
こ
と
を
楽
し
み
に
し
て
く
だ
さ
る
お

客
様
が
い
ら
し
た
か
ら
。
私
が
演
奏
す
る

の
は
、「
い
ま
」
ま
さ
に
「
こ
こ
」
で
生

き
て
い
る
こ
と
を
確
認
・
表
現
す
る
た
め

で
あ
り
、
そ
れ
を
触
発
し
て
く
れ
る
の
が

ロ
ダ
ン
の
作
品
と
ロ
ダ
ン
館
だ
っ
た
の
だ

と
感
じ
ま
す
。

　

ク
ラ
シ
ッ
ク
音
楽
は
言
う
ま
で
も
な
く

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
生
ま
れ
た
芸
術
で
あ
り
、

ロ
ッ
パ
だ
と
い
う
考
え
が
あ
り
ま
す
。
西

洋
美
術
に
お
い
て
も
同
じ
よ
う
な
と
こ
ろ

は
あ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
西
洋
美
術
は

や
は
り
西
洋
の
も
の
な
の
か
、
あ
る
い
は

私
た
ち
が
い
ま
ロ
ダ
ン
の
作
品
を
鑑
賞
す

る
こ
と
に
ど
の
よ
う
な
意
味
が
あ
る
の
か

…
。
静
岡
に
こ
れ
だ
け
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
の

充
実
し
た
ロ
ダ
ン
館
が
あ
る
の
も
考
え
て

み
れ
ば
不
思
議
な
こ
と
で
す
。

　

で
も
ア
ー
ト
に
は
、「
西
洋
 vs.
日
本
」

あ
る
い
は
「
過
去
と
現
在
」
の
よ
う
に
自

ら
と
他
者
を
対
比
さ
せ
る
の
で
は
な
く
、

む
し
ろ
共
存
さ
せ
、
結
び
合
わ
せ
、
越
境

さ
せ
る
力
が
あ
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う

か
。「
静
岡
」
に
あ
る
「
ロ
ダ
ン
館
」
で
、

「
美
術
」
に
着
想
を
得
た
「
音
楽
」
を
、「
日

本
人
」
で
あ
る
私
が
「
ピ
ア
ノ
」
で
演
奏

す
る
。
あ
ら
ゆ
る
対
比
が
「
い
ま
、こ
こ
」

で
交
差
し
繋
が
る
こ
と
で
新
た
な
表
現
が

生
ま
れ
る
可
能
性
が
あ
る
。
そ
ん
な
貴
重

な
挑
戦
を
続
け
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し

た
。
ロ
ダ
ン
館
で
の
演
奏
活
動
は
、
長
年

感
じ
て
き
た
「
日
本
人
で
あ
る
私
が
ク
ラ

シ
ッ
ク
音
楽
を
や
る
意
味
は
何
か
」
と
い

う
疑
問
に
一
つ
の
答
え
を
見
せ
て
く
れ
た

気
が
し
て
い
ま
す
。

　

多
く
の
方
々
の
お
力
添
え
に
よ
っ
て
こ

の
十
年
間
、
ロ
ダ
ン
館
で
か
け
が
え
の
な

い
時
間
を
持
つ
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
こ

の
場
を
お
借
り
し
て
深
く
御
礼
申
し
上
げ

ま
す
。

と
り
わ
け
起
源

や
由
来
を
重
視

す
る
ジ
ャ
ン
ル

で
す
。
日
本
人

の
音
楽
家
が
こ

れ
だ
け
世
界
で

活
躍
す
る
現
代

に
お
い
て
も
、

「
本
場
」
は
あ

く
ま
で
ヨ
ー
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企画展

無言館と、
かつてありし信濃デッサン館展
―窪島誠一郎の眼

2024年10月12日（土）～12月15日（日）

　

無
言
館
、
傷
つ
い
た
画
布
の
ド
ー
ム
、

オ
リ
ー
ヴ
の
読
書
館
、
時
の
庫
…
。

　

無
言
館
の
施
設
に
は
詩
的
な
響
き
を
持

つ
名
前
が
つ
け
ら
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
場

所
に
つ
け
ら
れ
た
イ
マ
ジ
ネ
ー
シ
ョ
ン
を

刺
激
す
る
言
葉
の
数
々
は
、
訪
れ
る
人
た

ち
が
現
実
の
生
活
か
ら
離
れ
、
作
品
の
世

界
に
没
入
し
、
作
品
を
遺
し
た
作
家
に
つ

い
て
思
い
を
馳
せ
る
こ
と
へ
と
誘
っ
て
く

れ
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。

無言館展示風景

　

一
九
九
七
年
に
開
館
し
た
戦
没
画
学
生

慰
霊
美
術
館 

無
言
館
は
、
太
平
洋
戦
争

で
亡
く
な
っ
た
画
学
生
の
絵
を
収
蔵
す
る

館
と
し
て
、
い
ま
や
多
く
の
人
た
ち
に
知

ら
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
収
蔵
す
る
作
品
が

き
わ
め
て
ユ
ニ
ー
ク
で
あ
る
こ
と
は
言
う

ま
で
も
あ
り
ま
せ
ん
が
、
あ
ら
た
め
て
特

徴
と
し
て
あ
げ
た
い
の
は
、
こ
の
美
術
館

が
「
窪
島
誠
一
郎
」
と
い
う
一
人
の
人
間

が
つ
く
っ
た
美
術
館
で
あ
る
こ
と
で
す
。

　

無
言
館
は
、
公
的
な
助
成
金
、
公
的
な

応
援
は
一
切
受
け
ず
に
こ
れ
ま
で
運
営
さ

れ
て
き
ま
し
た
。
そ
れ
は
国
の
命
令
に
よ

っ
て
戦
地
に
た
っ
た
彼
ら
の
絵
は
、
民
間

の
力
で
支
え
て
こ
そ
意
味
が
あ
る
と
い
う

窪
島
氏
の
考
え
に
よ
る
こ
と
で
す
。　

　

ま
た
、
無
言
館
に
は
何
一
つ
と
し
て
窪

島
氏
の
眼
を
通
過
し
て
い
な
い
も
の
は
あ

り
ま
せ
ん
。
先
に
紹
介
し
た
印
象
的
な
施

設
の
名
称
。
教
会
堂
の
よ
う
な
重
厚
な
空

気
を
漂
わ
せ
る
館
の
設
計
。
ど
の
作
品
を

展
示
す
る
の
か
。
ど
こ
に
ど
の
よ
う
に
展

示
す
る
の
か
。
作
品
の
説
明
書
き
の
文
章

か
ら
そ
の
レ
イ
ア
ウ
ト
ま
で
、
あ
り
と
あ

ら
ゆ
る
こ
と
に
目
配
り
が
な
さ
れ
て
い
ま

す
。
そ
も
そ
も
そ
こ
に
掛
け
ら
れ
る
作
品

自
体
も
窪
島
氏
が
遺
族
を
訪
ね
て
集
め
て

き
た
も
の
で
す
。
敷
地
内
の
隅
か
ら
隅
ま

で
窪
島
氏
の
思
い
や
意
地
や
理
想
や
美
意

E X H I B I T I O N

識
が
そ
こ
に
は
息
づ
い
て
い
ま
す
。

　

無
言
館
は
今
年
、
歴
史
的
な
岐
路
に
立

ち
ま
し
た
。
こ
れ
ま
で
窪
島
氏
が
奮
闘
し

て
支
え
て
き
た
館
で
す
が
、
共
同
館
主
に

内
田
也
哉
子
氏
を
む
か
え
、
学
校
法
人
立

命
館
と
連
携
を
強
化
す
る
こ
と
が
発
表
さ

れ
ま
し
た
。
こ
れ
は
82
歳
を
迎
え
た
窪
島

氏
が
、
自
分
の
死
後
を
み
す
え
、
無
言
館

を
ど
う
し
て
い
く
か
考
え
て
の
こ
と
に
な

り
ま
す
。
窪
島
氏
が
守
っ
て
き
た
無
言
館

は
、
今
後
少
し
ず
つ
変
わ
っ
て
い
く
こ
と

に
な
る
で
し
ょ
う
。

　

今
回
の
展
覧
会
は
、
無
言
館
に
収
蔵
さ

れ
た
戦
没
画
学
生
の
作
品
を
紹
介
す
る
こ

と
が
眼
目
に
あ
り
ま
す
が
、
そ
れ
だ
け
で

は
あ
り
ま
せ
ん
。
な
ぜ
無
言
館
が
つ
く
ら

れ
た
の
か
。
そ
の
前
史
に
は
な
に
が
あ
る

の
か
。
歴
史
的
岐
路
に
た
っ
た
無
言
館
の

こ
れ
ま
で
の
軌
跡
を
と
ら
え
、
そ
の
歩
み

を
記
録
し
、
み
な
さ
ん
と
共
有
し
た
い
と

思
い
ま
す
。
一
人
の
人
間
が
つ
く
っ
た
美

術
館
が
な
し
て
き
た
こ
と
や
そ
の
背
景
を

知
る
こ
と
は
、
わ
た
し
た
ち
の
公
立
美
術

館
だ
か
ら
で
き
る
こ
と
や
公
立
美
術
館
が

守
る
こ
と
を
考
え
る
機
会
に
も
な
る
の
で

は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
そ
の
よ
う
に
も
期

待
し
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
今
回
の
展
覧
会
を
一
つ
の
扉
と

し
て
、
信
州
上
田
市
に
あ
る
無
言
館
に
も

是
非
一
度
訪
れ
て
み
て
欲
し
い
と
思
い
ま

す
。
無
言
館
の
前
に
窪
島
氏
が
設
立
し
た

信
濃
デ
ッ
サ
ン
館
は
閉
館
し
、
そ
の
コ
レ

ク
シ
ョ
ン
の
大
部
分
は
長
野
県
立
美
術
館

に
譲
ら
れ
ま
し
た
。
け
れ
ど
も
信
濃
デ
ッ

サ
ン
館
の
建
物
を
残
照
館
と
改
称
し
、
手

元
に
残
っ
た
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
を
展
示
し
て

い
ま
す
。
開
館
時
に
は
、
し
ば
し
ば
窪
島

氏
自
ら
が
受
付
に
座
っ
て
い
ま
す
。
無
言

館
お
訪
ね
の
際
は
、
残
照
館
に
も
立
ち
寄

り
、
二
つ
の
美
術
館
を
守
り
育
て
た
稀
有

な
る
人
窪
島
さ
ん
の
姿
も
一
目
見
て
き
て

く
だ
さ
い
。（

上
席
学
芸
員　

喜
夛
孝
臣
）
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ロダン館30周年記念収蔵品展

《地獄の門》ができるまで：
素描、試作から完成へ
2024年10月9日（水）～12月15日（日）

　

一
九
九
四
（
平
成
六
）
年
、
静
岡
県
立

美
術
館
は
、
ユ
ニ
ー
ク
な
建
築
空
間
に
三

二
点
の
彫
刻
作
品
を
主
題
別
に
展
示
す
る

構
成
に
よ
っ
て
、彫
刻
家
オ
ー
ギ
ュ
ス
ト
・

ロ
ダ
ン
（
一
八
四
〇
～
一
九
一
七
年
）
の

作
品
と
生
涯
を
総
体
的
に
辿た

ど

る
こ
と
が
で

き
る
ロ
ダ
ン
館
を
オ
ー
プ
ン
し
ま
し
た
。

国
内
で
は
稀
少
な
彫
刻
常
設
ギ
ャ
ラ
リ
ー

で
す
。
以
来
、
同
年
の
「
パ
リ
・
ロ
ダ
ン

美
術
館
所
蔵 

ロ
ダ
ン
大
理
石
彫
刻
展
」

を
皮
切
り
に
、
二
〇
〇
一
年
の
「
ロ
ダ
ン

オーギュスト・ロダン
《接吻》東京富士美術館
Ⓒ東京富士美術館イメージアーカイブ/DNPartcom

オーギュスト・ロダン
《地獄の門》静岡県立美術館

オーギュスト・ロダン
《ダンテとヴェルギリウス》
国立西洋美術館 松方コレクション
Photo：NMWA/DNPartcom 撮影：Ⓒ上野則宏

と
日
本
」
展
な
ど
、
ロ
ダ
ン
に
関
す
る
テ

ー
マ
展
を
こ
れ
ま
で
四
回
実
施
し
、
ロ
ダ

ン
作
品
の
さ
ら
な
る
普
及
と
紹
介
に
努
め

て
き
ま
し
た
。
ロ
ダ
ン
没
後
百
年
に
あ
た

る
二
〇
一
七
（
平
成
二
九
）
年
に
は
、
彫

刻
家
ロ
ダ
ン
と
写
真
の
関
係
に
着
目
し
た

三
つ
の
小
テ
ー
マ
展
示
を
連
続
し
て
実
施

し
ま
し
た
。

　

ロ
ダ
ン
館
開
館
三
〇
周
年
を
迎
え
た
今

年
、
代
表
作
《
地
獄
の
門
》
に
着
目
し
た

ロ
ダ
ン
関
連
小
企
画
と
な
る
第
四
弾
を
開

催
し
ま
す
。《
地
獄
の
門
》
は
、
ロ
ダ
ン

が
四
〇
歳
の
と
き
に
、
建
設
予
定
の
装
飾

美
術
館
の
門も

ん

扉ぴ

と
し
て
、
フ
ラ
ン
ス
政
府

か
ら
依
頼
さ
れ
た
作
品
で
す
。
以
来
、
断

続
的
な
中
断
を
含
み
な
が
ら
、
ダ
ン
テ
・

ア
リ
ギ
エ
ー
リ
（
一
二
六
五
～
一
三
二
一

年
）
の
長
編
叙
事
詩
『
神
曲
』「
地
獄
篇
」

を
主
題
に
し
た
巨
大
彫
刻
の
制
作
は
三
〇

年
以
上
に
及
び
ま
し
た
。
し
か
し
、
結
局

注
文
主
に
納
め
ら
れ
ず
、
ブ
ロ
ン
ズ
に
鋳

E X H I B I T I O N

造
さ
れ
た
の
は
作
者
の
没
後
で
す
。
こ
の

よ
う
に
、
独
創
的
な
構
想
と
実
験
が
繰
り

返
さ
れ
た
長
い
制
作
期
間
、
ス
ケ
ー
ル
の

大
き
さ
、
数
多
く
の
逸
話
を
残
す
点
で
、

《
地
獄
の
門
》
は
、
彫
刻
家
ロ
ダ
ン
の
人

生
と
芸
術
活
動
を
象
徴
す
る
作
品
と
言
え

ま
す
。
制
作
過
程
に
は
い
ま
だ
謎
の
部
分

も
残
り
ま
す
が
、素
描
、複
数
の
試
作
（
マ

ケ
ッ
ト
）、
そ
し
て
門
か
ら
独
立
し
た
数

多
く
の
彫
刻
な
ど
、
多
岐
に
わ
た
る
関
連

作
が
生
ま
れ
て
お
り
、
作
者
の
ア
イ
デ
ア

や
制
作
の
変
化
の
過
程
を
見
て
取
る
こ
と

が
で
き
ま
す
。

　

本
展
示
で
は
、
素
描
、
試
作
（
マ
ケ
ッ

ト
）
か
ら
完
成
ま
で
、《
地
獄
の
門
》
の

変
化
の
プ
ロ
セ
ス
を
、
他
館
の
貴
重
な
ご

所
蔵
品
を
含
む
、
ロ
ダ
ン
館
コ
レ
ク
シ
ョ

ン
以
外
の
《
地
獄
の
門
》
関
連
彫
刻
や
素

描
に
よ
っ
て
ご
覧
い
た
だ
き
ま
す
。
こ
の

よ
う
な
プ
ロ
セ
ス
の
紹
介
は
、
彫
刻
制
作

の
複
雑
な
行
程
を
た
ど
る
こ
と
に
も
な
り

ま
す
。
ま
た
、
当
館
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
か
ら
、

ロ
ダ
ン
が
活
躍
し
た
当
時
の
パ
リ
芸
術
界

の
一
側
面
を
う
か
が
い
知
る
こ
と
が
で
き

る
、
ロ
ダ
ン
と
交
流
し
た
同
時
代
の
作
家

に
よ
る
絵
画
・
版
画
も
出
品
予
定
で
す
。

　

静
岡
県
立
美
術
館
の
ロ
ダ
ン
館
は
、
中

央
に
ブ
ロ
ン
ズ
の
《
地
獄
の
門
》
と
そ
の

《
第
三
試
作
》、
そ
し
て
《
地
獄
の
門
》
か

ら
独
立
し
た
関
連
作
を
展
示
し
て
い
ま

す
。
こ
の
配
置
は
、
こ
れ
ま
で
述
べ
て
き

た
よ
う
な
ロ
ダ
ン
の
人
生
と
キ
ャ
リ
ア
の

縮
図
と
言
え
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
本
展

は
、
ロ
ダ
ン
館
に
通
じ
る
本
館
展
示
室
を

会
場
と
し
て
用
い
ま
す
。
ま
ず
は
本
展
を

鑑
賞
後
、
ロ
ダ
ン
館
の
《
地
獄
の
門
》
を

新
た
な
視
点
で
ご
覧
く
だ
さ
れ
ば
と
思
い

ま
す
。

（
上
席
学
芸
員　

南
美
幸
）

＊
会
期
中
、
一
部
展
示
替
え
が
あ
り
ま
す
。

＊《
地
獄
の
門
》
は
ロ
ダ
ン
館
で
ご
鑑
賞
く
だ
さ
い
。
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研究 ノ ー ト

　

今
年
度
当
館
で
開
催
し
た
企
画
展
「
カ
ナ
レ
ッ

ト
と
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
の
輝
き
」
展1

は
、
同
時
期
に

「
ピ
ラ
ネ
ー
ジ
と
ロ
ー
マ
の
景
観
」
展2

を
収
蔵
品

展
と
し
て
開
催
す
る
こ
と
で
、
幾
多
の
ヴ
ェ
ド
ゥ

ー
タ
（
景
観
画
）
を
同
時
代
に
描
い
た
二
人
の
作

品
を
見
る
、貴
重
な
機
会
と
な
っ
た
。
本
稿
で
は
、

彼
ら
の
作
品
を
ま
と
め
て
見
る
こ
と
に
よ
っ
て
気

付
い
た
点
を
、改
め
て
こ
こ
で
述
べ
て
お
き
た
い
。

　

ま
ず
、
カ
ナ
レ
ッ
ト
（
本
名
ジ
ョ
ヴ
ァ
ン
ニ
・

ア
ン
ト
ニ
オ
・
カ
ナ
ルCanaletto / Giovanni 

A
ntonio CA

N
A

L

）
は
一
六
九
七
年
に
ヴ
ェ
ネ

ツ
ィ
ア
に
生
ま
れ
、
劇
場
の
舞
台
美
術
画
家
で
あ

っ
た
父
ベ
ル
ナ
ル
ド
の
許
で
修
業
を
積
む
。
ヴ
ェ

ド
ゥ
ー
テ
ィ
ス
タ
と
し
て
二
〇
代
の
半
ば
頃
に
は

頭
角
を
現
し
、
特
に
イ
ギ
リ
ス
か
ら
グ
ラ
ン
ド
・

ツ
ア
ー
の
一
環
と
し
て
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
を
訪
れ
る

貴
族
の
子
弟
に
、
熱
烈
に
愛
好
さ
れ
る
よ
う
に
な

る
。
一
七
四
六
年
に
は
イ
ギ
リ
ス
に
渡
り
、
ヴ
ェ

ネ
ツ
ィ
ア
で
得
た
知
遇
を
生
か
し
て
制
作
を
続

け
、
一
七
五
五
年
に
は
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
に
帰
国
、

一
七
六
八
年
に
生
ま
れ
故
郷
で
没
し
て
い
る
。

　

ピ
ラ
ネ
ー
ジ（Giovanni Battista PIRA

NESI

）

が
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
領
モ
リ
ャ
ー
ノ
・
ダ
・
メ
ス
ト

レ
で
生
ま
れ
た
の
は
一
七
二
〇
年
、
こ
の
年
は
カ

ナ
レ
ッ
ト
の
名
が
初
め
て
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
の
画
家

組
合
（
旧
制
画
家
信
心
組
合3

）
に
登
場
し
た
年
で

も
あ
る
。
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
の
景
観
を
描
き
続
け
た

カ
ナ
レ
ッ
ト
と
は
異
な
り
、
ピ
ラ
ネ
ー
ジ
は
二
〇

歳
の
頃
に
ロ
ー
マ
へ
と
赴
き
、
何
度
か
の
試
み
の

末
、
ロ
ー
マ
に
定
住
す
る
こ
と
に
成
功
す
る
。
以

後
、
彼
は
同
時
代
そ
し
て
古
代
の
ロ
ー
マ
の
偉
容

を
激
烈
な
調
子
で
描
き
出
し
、
一
七
七
八
年
に
ロ

ー
マ
で
没
し
て
い
る
。
平
面
作
品
は
基
本
的
に
版

画
を
制
作
し
て
お
り
、
油
彩
画
を
中
心
と
し
た
カ

図 2 　カナレット《ドーロ風景》（部分）

図 1 　カナレット原画、アントニオ・ヴィゼンティーニ彫版《サン・ロッコ広場》（部分）

差
す
る
線
を
用
い
る
の
が
ク
ロ
ス
・
ハ
ッ
チ
ン
グ

で
あ
る
。

　

カ
ナ
レ
ッ
ト
と
ピ
ラ
ネ
ー
ジ
を
比
較
す
る
に
当

た
っ
て
、
当
時
の
標
準
的
な
職
人
技
術
の
例
と
し

て
、ヴ
ィ
ゼ
ン
テ
ィ
ー
ニ（A

ntonio VISENTINI

）

の
作
品
を
挙
げ
て
お
こ
う
（
図
1
）。
こ
れ
は
カ

ナ
レ
ッ
ト
の
描
い
た
原
画
を
ヴ
ィ
ゼ
ン
テ
ィ
ー
ニ

が
エ
ッ
チ
ン
グ
で
彫
版
し
た
作
品5

の
部
分
図
で
あ

る
。
基
本
的
に
、
二
種
類
の
ハ
ッ
チ
ン
グ
を
整
然

と
使
い
分
け
て
お
り
、
退
屈
と
云
え
ば
退
屈
で
は

あ
る
が
、
原
画
の
イ
メ
ー
ジ
を
癖
な
く
再
現
す
る

こ
と
を
目
指
し
て
い
る
。

　

次
に
、
カ
ナ
レ
ッ
ト
が
原
画
だ
け
で
は
な
く
、

自
ら
彫
版
し
た
作
品
（
図
２ 6

）
で
は
、
印
象
が
随

分
と
異
な
る
こ
と
を
ご
覧
頂
き
た
い
。
建
物
部
分

に
パ
ラ
レ
ル
・
ハ
ッ
チ
ン
グ
を
主
に
使
っ
て
い
る

が
、
機
械
的
な
印
象
を
与
え
る
ヴ
ィ
ゼ
ン
テ
ィ
ー

ニ
の
線
に
比
べ
、
全
体
と
し
て
ニ
ュ
ア
ン
ス
に
富

ん
で
い
る
。
油
彩
画
家
で
あ
る
カ
ナ
レ
ッ
ト
に
職

カナレットとピラネージの作画態度について
上席学芸員　新田建史

ナ
レ
ッ
ト
と
は
対
照
的
で
あ
る4

。

　

同
じ
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
出
身
と
は
い
え
、
今
日
ま

で
続
く
晴
朗
な
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
の
イ
メ
ー
ジ
を
作

り
上
げ
た
画
家
と
、「
偉
大
な
ロ
ー
マ
」
を
印
象

付
け
た
版
画
家
と
、
生
涯
を
懸
け
て
取
り
組
ん
だ

モ
チ
ー
フ
は
全
く
異
な
っ
て
い
る
の
だ
が
、
し
か

し
版
画
を
制
作
し
て
い
る
点
で
は
共
通
し
て
い

る
。
こ
こ
で
は
主
に
版
画
作
品
を
比
較
し
て
み
る

こ
と
に
し
よ
う
。

　

カ
ナ
レ
ッ
ト
、
ピ
ラ
ネ
ー
ジ
が
制
作
し
た
版
画

は
、エ
ッ
チ
ン
グ
と
い
う
銅
版
画
の
一
種
で
あ
る
。

彫
版
の
際
、
ニ
ー
ド
ル
と
い
う
先
の
尖
っ
た
針
状

の
道
具
を
用
い
る
の
で
、
ペ
ン
画
の
よ
う
な
線
の

細
太
は
つ
け
に
く
い
が
、
銅
の
板
を
腐
食
液
に
よ

っ
て
製
版
す
る
段
階
で
、
色
々
な
効
果
を
追
加
す

る
こ
と
が
出
来
る
。
こ
の
技
法
で
陰
影
を
付
け
る

に
は
、
黒
く
し
た
い
部
分
に
何
本
も
線
を
引
き
、

線
の
密
度
を
上
げ
て
い
く
の
だ
が
、
こ
の
時
に
平

行
線
を
使
う
の
が
パ
ラ
レ
ル
・
ハ
ッ
チ
ン
グ
、
交

カナレットとピラネージの作画態度について
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人
的
な
平
行
線
を
引
く
の
は
難
し
か
っ
た
と
い
う

事
情
は
あ
っ
た
に
せ
よ
、
こ
の
場
合
、
そ
れ
が
却

っ
て
生
か
さ
れ
て
い
る
。

　

こ
れ
に
比
べ
て
ピ
ラ
ネ
ー
ジ
の
作
品
（
図
３ 7

）

で
は
、
ヴ
ィ
ゼ
ン
テ
ィ
ー
ニ
に
勝
る
と
も
劣
ら
な

い
、
安
定
し
た
パ
ラ
レ
ル
・
ハ
ッ
チ
ン
グ
が
使
わ

れ
て
い
る
。
注
目
す
べ
き
は
、
製
版
の
段
階
で
そ

れ
ら
の
平
行
線
に
加
え
ら
れ
た
工
夫8

に
よ
り
、
単

調
さ
を
免
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。
例
え
ば
、
建
物

の
庇
の
下
等
、
陰
に
な
る
部
分
の
描
線
を
太
く
す

る
こ
と
で
、
ク
ロ
ス
・
ハ
ッ
チ
ン
グ
を
減
ら
し
な

が
ら
、
よ
り
細
か
な
描
写
を
可
能
に
し
て
い
る9

。

　

こ
の
よ
う
に
比
較
し
て
み
る
と
カ
ナ
レ
ッ
ト

が
、
画
家
と
し
て
の
画
風
に
職
人
的
な
技
法
を
取

り
込
み
な
が
ら
も
、
そ
れ
に
縛
ら
れ
な
い
タ
ッ
チ

を
軽
や
か
に
駆
使
し
て
い
る
の
に
対
し
、
ピ
ラ
ネ

ー
ジ
の
方
は
、
職
人
的
な
線
を
丹
念
に
使
い
こ
な

す
こ
と
で
、
そ
の
限
界
を
押
し
拡
げ
て
、
よ
り
細

か
い
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
得
て
い
る
と
言
え
そ
う
で
あ図 3 　ジョヴァンニ・バッティスタ・ピラネージ《マルケルス劇場》（部分）

る
。

　

両
者
の
違
い
は
、
構
図
に
も
表
れ
て
い
る
。

　

ピ
ラ
ネ
ー
ジ
の
場
合
、
大
部
分
の
景
観
画
で
視

点
を
低
く
下
げ
、
画
面
の
周
囲
を
モ
チ
ー
フ
で
縁

取
っ
た
上
で
、
前
景
に
あ
る
モ
チ
ー
フ
の
量
塊
感

を
強
調
し
な
が
ら
、
奥
行
へ
と
視
点
を
送
っ
て
ゆ

く
。重
厚
な
建
築
物
に
よ
っ
て
示
さ
れ
る
空
間
を
、

奥
へ
と
向
か
っ
て
掘
り
進
ん
で
い
く
よ
う
な
構
図

を
取
る10

。

　

こ
れ
に
対
し
、
カ
ナ
レ
ッ
ト
の
視
点
は
多
く
の

場
合
、
建
物
の
二
階
程
の
高
さ
に
浮
遊
し
、
情
景

を
見
降
ろ
そ
う
と
す
る
。
奥
行
き
感
は
強
調
さ
れ

る
も
の
の
、
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
見
晴
ら
し
の
良

い
眺
望
を
優
先
す
る
の
で
あ
る11

。
わ
ざ
わ
ざ
手
前

に
強
烈
な
存
在
感
の
あ
る
モ
チ
ー
フ
を
置
き
た
が

る
ピ
ラ
ネ
ー
ジ
と
は
逆
な
の
で
あ
る
。

　

こ
う
い
っ
た
態
度
の
違
い
は
、
目
の
前
に
あ
る

制
限
に
対
し
て
の
振
る
舞
い
の
差
だ
と
も
云
え
る

か
も
し
れ
な
い
。ピ
ラ
ネ
ー
ジ
が
技
法
や
構
図
等
、

課
せ
ら
れ
た
条
件
を
噛
み
破
る
よ
う
に
し
て
制
作

す
る
の
に
対
し
、
カ
ナ
レ
ッ
ト
の
方
は
、
入
手
可

能
な
手
法
を
取
り
入
れ
つ
つ
、
拘
り
な
く
作
画
を

進
め
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
カ
ナ
レ
ッ
ト
は
三

〇
代
の
初
め
頃
に
は
、
整
っ
た
街
並
み
を
強
調
す

る
た
め
に
、
油
彩
画
で
も
定
規
を
使
っ
て
線
を
引

く
よ
う
に
な
る
の
だ
が
、
こ
れ
も
割
り
切
っ
た
工

夫
の
一
端
で
あ
ろ
う
。

　

画
面
自
体
か
ら
読
み
取
れ
る
こ
れ
ら
の
差
異
の

他
、
作
品
を
展
示
し
て
気
付
か
さ
れ
た
の
は
、
両

者
の
押
し
の
強
さ
の
違
い
で
あ
る
。

　

今
回
の
展
示
で
は
、
実
際
の
景
観
を
撮
影
し
た

写
真
を
、
幾
つ
か
の
作
品
に
添
え
、
実
景
と
虚
構

と
の
差
も
お
楽
し
み
頂
い
た
の
だ
が
、
カ
ナ
レ
ッ

ト
の
油
彩
画
で
は
、
作
品
の
大
き
さ
に
対
し
て
あ

る
程
度
ま
で
写
真
を
小
さ
く
し
な
い
と
、
鑑
賞
の

邪
魔
に
な
る
の
で
あ
る
。
写
真
に
押
さ
れ
て
、
カ

ナ
レ
ッ
ト
作
品
が
引
い
て
い
く
、
と
で
も
言
お
う

か
。
だ
が
、
ピ
ラ
ネ
ー
ジ
の
『
ロ
ー
マ
の
景
観
』

連
作
で
は
、
版
画
と
し
て
は
画
面
が
大
き
い12

と
は

い
え
、
Ｂ
４
程
度
の
写
真
パ
ネ
ル
を
置
い
て
も
、

ほ
と
ん
ど
邪
魔
に
な
ら
な
い
の
で
あ
っ
た
。

　

感
覚
的
な
も
の
で
あ
り
、
証
明
す
る
の
は
難
し

い
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
こ
れ
も
両
者
の
性
格
の
違

い
、
と
い
う
こ
と
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

1 　

会
期
は
七
月
二
七
日（
土
）～
九
月
二
九
日（
日
）。

2 　

会
期
は
七
月
一
八
日（
木
）～
一
〇
月
六
日（
日
）。

3 　

こ
の
組
合
に
つ
い
て
は
、
カ
ナ
レ
ッ
ト
と
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ

ア
の
輝
き
展
カ
タ
ロ
グ
、p.94

を
参
照
。

4 　

ピ
ラ
ネ
ー
ジ
は
版
画
家
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
が
、
考

古
学
者
で
あ
り
、
建
築
家
で
も
あ
っ
た
。

5 　

“Cam
po S. Rocco

”, in 1742 CA
N

A
L, A

ntonio. 

（inv.

）/V
ISEN

T
IN

I, A
ntonio.（scul.

）Prospectus/
M

agni C
analis V

enetiarum
,/addito C

ertam
ine 

N
autico et N

undinis V
enetis:/O

m
nia sunt 

E
xpressa ex T

abulis X
IV

./P
ictis ab A

ntonio 
C

anale,/in A
edibus Josephi Sm

ith A
ngli,/

D
elineante atque Incidente,/A

ntonio V
isentini,/

E
legantius recusi, A

nno M
D

CCX
LII, V

enezia, 
Giovanni Battista Pasquali.

6 　

“Al D
olo

” in A
fter 1744 C

A
N

A
L, A

ntonio. 
V

E
D

U
T

E
/A

ltre prese da i luoghi altre ideate/
D

A
/A

N
T

O
N

IO
 C

A
N

A
L

/e da esso intagliate 
poste in prospettiva/um

iliate/A
llʼIll m

o. Signor/
G

IU
SE

PPE
 SM

IT
H

/Console di S. M
. Britanica 

appresso la Ser
m

a./R
epubblica di V

enezia/In 
segno di stim

a ed ossequio.

7 　

“Teatro di M
arcello

”（
部
分
） in V

edute di R
om

a, 
1749?-50. W

E 157.
8 　

銅
板
の
腐
食
を
用
い
た
ピ
ラ
ネ
ー
ジ
の
描
写
に
つ
い
て

は
、
二
〇
二
三
拙
稿
「
ピ
ラ
ネ
ー
ジ
の
版
画
技
法
に
つ
い

て
」、『
静
岡
県
立
美
術
館
紀
要
』、
第
38
号
、pp.7-15.

9 　

ク
ロ
ス
・
ハ
ッ
チ
ン
グ
を
避
け
る
こ
と
で
、柔
ら
か
い
銅

を
使
っ
た
版
を
、や
や
傷
み
に
く
く
す
る
こ
と
が
出
来
る
。

10 　

二
〇
〇
四
拙
稿
「
景
観
図
・
平
面
図
・
眺
望
図
―
ピ
ラ

ネ
ー
ジ
の
作
画
態
度
に
つ
い
て
」、『
静
岡
県
立
美
術
館
紀

要
』、
第
19
号
、pp.30-36.

11 　

例
え
ば
、
カ
ナ
レ
ッ
ト
と
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
の
輝
き
展
カ

タ
ロ
グ
、p.64

、no.25

作
品
解
説
を
参
照
。

12 　

平
均
し
て
40
×
55
㎝
程
度
。

　

日
常
的
に
パ
ソ
コ
ン
を
使
っ
て
い
る
人
に

は
、
身
近
な
フ
ォ
ン
ト
に
な
っ
た
「
游
明
朝
」。

従
来
の
「
Ｍ
Ｓ
明
朝
」
と
比
べ
る
と
薄
く
読
み

づ
ら
い
と
い
う
話
を
よ
く
聞
き
ま
す
が
、
印
刷

す
る
と
両
者
は
さ
ほ
ど
変
わ
ら
ず
、む
し
ろ「
游

明
朝
」
の
方
が
ク
セ
は
な
く
読
み
や
す
い
よ
う

な
気
が
し
ま
す
。
些
細
な
違
い
で
す
が
、
こ
の

差
異
に
ど
ん
な
工
夫
が
あ
る
の
か
。
こ
の
本
は

「
游
明
朝
」
の
開
発
者
の
一
人
、
鳥
海
修
さ
ん

の
著
書
で
、
書
体
デ
ザ
イ
ン
が
丁
寧
に
一
か
ら

言
語
化
さ
れ
て
い
ま
す
。
文
字
の
コ
ン
セ
プ
ト

に
よ
っ
て
骨
格
を
微
妙
に
変
え
た
り
、
文
字
が

歪
ん
で
見
え
る
人
間
の
錯
視
を
回
避
す
る
た
め

に
ま
る
で
線
を
ヤ
ス
リ
で
削
る
か
の
よ
う
に
微

調
整
し
た
り
、
書
体
デ
ザ
イ
ナ
ー
の
神
業
に
驚

愕
し
ま
す
。
一
読
す
る
と
文
字
を
眺
め
る
の
が

楽
し
く
な
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

（
主
任
学
芸
員　

薄
田
大
輔
）

本の窓

鳥
海
修

『
明
朝
体
の
教
室
』

Book&
D
esign

　
二
〇
二
四
年
一
月
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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・振替休日の場合は開館、翌日火曜日休館）
工事等による休館：10月8日、12月16日～2025年1月3日
※詳細はウェブサイト等でご確認ください。

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

　

新
規
採
用
と
し
て
美
術
館
に
勤
務
し
て
2
年
半

が
経
ち
ま
し
た
。
配
属
先
が
決
定
し
た
と
き
の
こ

と
は
、
今
で
も
よ
く
覚
え
て
い
ま
す
。

　

令
和
四
年
春
、
大
学
生
最
後
の
春
休
み
、
ひ
と

り
下
宿
で
う
と
う
と
し
て
い
た
と
き
、
そ
の
電
話

は
か
か
っ
て
き
ま
し
た
。

　
「
県
立
美
術
館
で
す
。」

　

新
規
採
用
職
員
に
は
、
人
事
課
か
ら
直
接
配
属

先
を
告
げ
る
電
話
が
か
か
っ
て
き
ま
す
。
告
げ
ら

れ
た
配
属
先
は
、
県
庁
で
も
総
合
庁
舎
で
も
な
く

県
立
美
術
館
。
予
想
外
の
配
属
先
に
、
眠
気
も
す

っ
か
り
消
え
ま
し
た
。
美
術
に
全
く
触
れ
て
こ
な

か
っ
た
私
に
は
、
県
立
美
術
館
が
ど
こ
に
あ
る
の

か
さ
え
分
か
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

　

美
術
館
で
の
仕
事
は
、
想
像
し
て
い
た
よ
り
も

美
術
館
で
働
く
こ
と

工
事
休
館
を
経
て

企
画
総
務
課　

深
澤
史
織

ず
っ
と
多
岐
に
わ
た
る
も
の
で
し
た
。
特
に
最
初

の
一
年
は
分
か
ら
な
い
こ
と
や
覚
え
ら
れ
な
い
こ

と
ば
か
り
で
、
電
話
に
出
て
も
全
く
答
え
ら
れ
な

い
こ
と
も
多
々
あ
り
ま
し
た
。
と
な
り
で
お
客
様

か
ら
の
質
問
に
す
ら
す
ら
答
え
る
先
輩
職
員
が
、

本
当
に
か
っ
こ
よ
く
輝
い
て
見
え
た
も
の
で
す
。

　

美
術
館
で
働
い
て
い
て
最
も
驚
い
た
こ
と
は
、

作
品
の
キ
ャ
プ
シ
ョ
ン
や
小
さ
め
の
パ
ネ
ル
を
、

学
芸
員
さ
ん
が
手
作
り
で
制
作
し
て
い
た
こ
と
で

す
。
ま
さ
か
手
作
り
だ
っ
た
と
は
…
。
イ
ベ
ン
ト

の
際
に
パ
ネ
ル
づ
く
り
を
手
伝
っ
た
こ
と
が
あ
る

の
で
す
が
、
き
れ
い
に
パ
ネ
ル
を
切
る
の
は
な
か

な
か
難
し
く
、
展
覧
会
の
た
び
に
キ
ャ
プ
シ
ョ
ン

制
作
に
励
む
学
芸
員
さ
ん
に
は
尊
敬
の
念
を
抱
か

ず
に
は
い
ら
れ
ま
せ
ん
。
そ
の
後
、
他
の
美
術
館

や
お
寺
を
見
に
行
っ
た
際
は
「
こ
の
パ
ネ
ル
は
手

作
り
？
業
者
に
発
注
し
て
い
る
？
外
注
だ
と
し
た

ら
い
く
ら
か
か
っ
て
い
る
ん
だ
ろ
う
？
」
と
、
展

示
品
で
は
な
く
パ
ネ
ル
ば
か
り
見
て
し
ま
う
よ
う

に
な
り
ま
し
た
。

　

今
で
は
、
全
く
の
無
知
だ
っ
た
一
年
目
と
比
べ

る
と
、
少
し
は
美
術
や
美
術
館
の
こ
と
が
分
か
る

よ
う
に
な
っ
て
き
た
と
感
じ
て
い
ま
す
。
旅
行
先

を
調
べ
る
と
き
も
つ
い
つ
い
美
術
館
を
見
て
し
ま

う
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。そ
ん
な
自
分
の
変
化
を
、

私
も
美
術
館
の
職
員
と
し
て
馴
染
ん
で
き
た
の
か

な
と
、
う
れ
し
く
思
っ
て
い
ま
す
。

2024ロダンウィーク
11月1日（金）⇒11月4日（月・振休）

今年もロダンウィークを開催します。
11月3日（日）10：00～16：00　※小雨決行
丘の上のロダンマルシェ
会場：静岡県立美術館　正面広場ほか
主催：草薙マルシェ実行委員会
こだわりのグルメや雑貨のショップが多数出店する充実の一日。お楽しみに！

11月3日（日）10：00～15：00　※小雨決行
友の会ひろば
会場：静岡県立美術館　正面玄関前
主催：静岡県立美術館友の会
缶バッジ・こけしの絵付け・似顔絵ステッカーなどのワークショップをお
楽しみください。雑貨の販売もあります。

期間中のその他イベント情報は、こちらをご覧ください。

クラウドファンディング経過報告
9月3日時点でのご寄附の総額が650万円を超え、目標の65パーセント
を超える金額まで到達することができました。ご支援いただきました皆様
に、心から厚くお礼を申し上げます。
清水久兵衛《地簪》の修復を行う見通しが立ち、修復に向けての準備を進
めております。トニー・スミス《アマリリス》の修復とプロムナードの整
備を実施するためには、もう一歩と言うところです。締め切り日の10月
30日まで残り1ヶ月を切りましたが、ひきつづきご支援をよろしくお願
い申し上げます。※2000円から寄附できます。

寄附のアクセスはこちら
※�右のコード、又は当館ウェブサイトのトップページの
　バナーからもアクセスできます。�
※�郵便局からの入金をご希望の方は、ご連絡いただけま
　したら、郵便局の払込取扱票を郵送いたします。

カメラオブスキュラ越しの私
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