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彫
刻
プ
ロ
ム
ナ
ー
ド
の
入
り
口
に
設
置
さ
れ
た
本
作
は
、
第
六
回

富
嶽
文
化
賞
展
で
大
賞
を
獲
得
し
た
も
の
（
上
の
写
真
は
出
品
時
に

撮
影
さ
れ
た
）。
大
き
な
石
を
六
つ
に
割
り
、
中
央
の
一
つ
を
取
り

除
き
、
再
び
一
つ
に
組
み
合
わ
せ
て
い
る
。
そ
し
て
、
取
り
除
い
た

中
央
部
分
に
見
え
る
石
の
割
り
肌
を
、
滑
ら
か
に
な
る
よ
う
研
磨
し

て
い
る
。
石
の
自
然
な
質
感
と
、
研
磨
さ
れ
た
艶
や
か
な
黒
色
の
表

面
が
魅
力
的
な
作
品
で
あ
る
。

　

作
者
の
杉
村
孝
は
、
藤
枝
市
出
身
。
当
初
は
家
業
の
石
材
店
で
働

く
が
、
彫
刻
制
作
を
志
し
、
二
紀
会
の
北
川
薫
の
指
導
を
受
け
る
な

ど
し
、
石
彫
家
と
し
て
活
躍
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
。
本
作
の

タ
イ
ト
ル
に
は
「
石
の
神
」
を
意
味
す
る
「
し
ゃ
ぐ
じ
ん
」
が
付
け

ら
れ
て
い
る
。
一
時
期
清
水
に
移
り
住
み
、
後
に
東
京
を
拠
点
に
静

岡
と
往
復
し
な
が
ら
活
動
し
て
い
た
評
論
家
の
石
子
順
造
を
、
杉
村

は
一
九
六
九
年
に
知
り
、や
が
て
石
子
と
交
流
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。

杉
村
は
、
石
子
が
抱
い
て
い
た
丸
石
神
等
へ
の
関
心
を
共
有
し
て
い

た
。

（
上
席
学
芸
員　

植
松　

篤
）

杉
村
孝
（
一
九
三
七
︱
二
〇
二
三
／
昭
和
十
二
︱
令
和
五
）

《
し
ゃ
ぐ
じ
ん
シ
リ
ー
ズ
に
よ
る
》

一
九
八
六
（
昭
和
六
一
）
年

石一
三
〇
・
〇
×
二
二
〇
・
〇
×
一
三
〇
・
〇
㎝

静
岡
新
聞
社
寄
贈



T O P I C S

追
悼
三
代
目
会
長
高
階
秀
爾
先
生

館
長
　
木
下
直
之

　

タ
イ
ト
ル
は
、
本
誌
第
一
三
七
号
（
二
〇

二
〇
年
春
）
巻
頭
の
小
文
「
追
悼
五
代
目
館

長
芳
賀
徹
先
生
」
に
な
ぞ
ら
え
た
。
お
ふ
た

り
は
無
二
の
親
友
で
あ
り
、
学
友
で
あ
り
、

比
較
文
学
史
と
美
術
史
と
い
う
隣
接
す
る
学

問
領
域
で
大
き
な
業
績
を
残
し
た
ば
か
り
で

な
く
、
静
岡
県
立
美
術
館
の
歴
史
に
も
深
い

足
跡
を
刻
ま
れ
ま
し
た
。
二
〇
二
四
年
一
〇

月
一
七
日
に
九
二
歳
で
亡
く
な
ら
れ
た
高
階

先
生
の
功
績
を
讃
え
る
と
と
も
に
、
私
の
個

人
的
な
思
い
出
を
書
き
つ
け
ま
す
。

　

芳
賀
館
長
か
ら
バ
ト
ン
を
引
き
継
い
で
、

私
が
六
代
目
館
長
に
就
任
し
た
こ
と
は
、
本

誌
第
一
二
六
号
（
二
〇
一
七
年
夏
）
の
「
二
、

三
の
初
仕
事
に
つ
い
て
」に
書
い
た
と
お
り
。

で
は
、
高
階
先
生
か
ら
受
け
継
い
だ
バ
ト
ン

と
は
何
か
。
そ
れ
は
明
治
美
術
学
会
の
会
長

職
で
し
た
。
高
階
先
生
が
三
代
目
、
私
は
こ

こ
で
も
奇
し
く
も
六
代
目
。
一
九
八
六
年
開

館
の
当
館
は
来
年
に
四
〇
周
年
を
迎
え
、
八

四
年
創
立
の
明
治
美
術
学
会
は
昨
年
に
四
〇

周
年
を
迎
え
ま
し
た
。
六
代
目
と
は
そ
の
よ

う
な
巡
り
合
わ
せ
、
四
〇
年
の
歴
史
が
肩
に

重
く
の
し
か
か
っ
て
い
ま
す
。

　

社
会
の
中
に
美
術
館
や
美
術
を
論
じ
る
学

会
が
当
た
り
前
に
存
在
す
る
環
境
を
、
い
っ

た
い
誰
が
用
意
し
て
く
れ
た
で
し
ょ
う
か
。

も
ち
ろ
ん
、
何
に
で
も
前
史
は
あ
る
か
ら
、

そ
の
前
の
七
〇
年
代
、
六
〇
年
代
、
五
〇
年

代
へ
と
さ
か
の
ぼ
る
こ
と
は
可
能
で
す
が
、

私
の
個
人
史
を
振
り
返
れ
ば
、
そ
れ
は
疑
い

な
く
七
〇
年
代
で
し
た
。
裏
表
紙
に
「
一
九

七
一
年
七
月
読
了
」
と
記
し
た
、
今
で
も
大

切
に
持
っ
て
い
る
本
は
高
階
秀
爾
『
名
画
を

見
る
眼
』（
岩
波
新
書
、一
九
六
九
年
）
で
す
。

高
校
生
で
し
た
。
赤
線
だ
ら
け
、
そ
れ
を
引

い
た
時
の
興
奮
が
今
も
鮮
や
か
に
よ
み
が
え

り
ま
す
。
家
の
二
階
で
、
読
み
な
が
ら
も
た

れ
て
い
た
柱
の
硬
さ
ま
で
覚
え
て
い
ま
す
。

こ
の
小
さ
な
本
が
美
術
の
世
界
へ
の
入
口
で

し
た
。
新
書
ゆ
え
に
高
校
生
に
も
手
に
取
れ

た
わ
け
で
す
が
、
扉
を
開
く
と
、
そ
の
先
に

は
美
術
の
広
大
な
世
界
が
待
っ
て
い
ま
し

た
。

　

七
〇
年
代
は
ま
た
美
術
全
集
の
時
代
で

す
。
出
版
社
が
競
い
合
う
よ
う
に
刊
行
し
、

「
美
術
」
が
暮
ら
し
の
中
に
浸
透
、
美
術
史

を
学
ぶ
大
学
生
と
な
っ
た
私
は
そ
の
恩
恵
に

浴
し
ま
し
た
。西
洋
美
術
を
わ
か
り
や
す
く
、

し
か
し
学
術
的
な
水
準
で
語
り
か
け
て
く
れ

た
水
先
案
内
人
が
高
階
先
生
に
ほ
か
な
り
ま

せ
ん
。

　

他
方
、先
生
は
日
本
美
術
に
も
目
を
向
け
、

積
極
的
に
発
言
さ
れ
、
そ
の
成
果
は
『
日
本

近
代
美
術
史
論
』（
講
談
社
、
一
九
七
二
年
）

と
な
っ
て
世
に
出
ま
す
。
そ
れ
が
結
節
点
と

な
っ
て
、
明
治
美
術
学
会
が
誕
生
し
た
の
で

す
。
こ
の
学
会
の
活
動
と
美
術
館
は
不
可
分

で
し
た
。
大
学
中
心
の
学
会
と
異
な
り
、
そ

こ
に
は
多
く
の
美
術
館
学
芸
員
が
参
集
し
ま

し
た
。
美
術
史
と
は
机
上
の
学
問
（
美
術
全

集
の
図
版
）
で
は
な
く
、
実
物
と
向
き
合
う

こ
と
か
ら
始
ま
る
の
で
す
か
ら
、
そ
の
環
境

を
用
意
し
た
の
は
、
や
は
り
七
〇
年
代
か
ら

全
国
各
地
に
続
々
と
建
設
さ
れ
た
美
術
館
で

し
た
。
当
館
の
八
六
年
の
開
館
と
は
、
そ
の

よ
う
な
歴
史
の
中
に
位
置
し
て
い
ま
す
。

　

高
階
先
生
ご
自
身
が
フ
ラ
ン
ス
留
学
か
ら

帰
国
さ
れ
る
と
国
立
西
洋
美
術
館
に
勤
め
ら

れ
、
晩
年
は
大
原
美
術
館
の
館
長
を
長
く
勤

め
ら
れ
た
。
美
術
館
の
意
義
、
社
会
や
暮
ら

し
に
も
た
ら
す
効
果
を
説
き
、
そ
の
活
動
を

大
切
に
さ
れ
て
き
ま
し
た
。
そ
の
よ
う
な
信

念
で
、
当
館
の
第
三
者
評
価
委
員
会
の
立
ち

上
げ
に
尽
力
さ
れ
た
の
で
す
。

　

美
術
館
が
社
会
に
対
し
て
よ
り
良
い
存
在

で
あ
る
た
め
に
は
、
外
部
評
価
が
欠
か
せ
ま

せ
ん
。
開
館
一
七
年
目
の
二
〇
〇
三
年
に
静

岡
県
立
美
術
館
評
価
委
員
会
が
発
足
し
、
先

生
は
そ
の
委
員
長
に
就
任
さ
れ
ま
し
た
。
二

年
間
に
九
回
の
会
議
を
重
ね
、『
提
言
：
評

価
と
経
営
の
確
立
に
向
け
て
』（
二
〇
〇
五
年

三
月
）
が
出
さ
れ
、
そ
の
結
果
、
翌
年
九
月

に
第
三
者
評
価
委
員
会
が
誕
生
し
ま
し
た
。

　
『
提
言
』
の
冒
頭
で
、
高
階
先
生
が
こ
ん
な

こ
と
を
語
っ
て
い
ま
す
。「
現
状
を
ど
の
よ

う
に
変
え
て
い
く
か
と
い
う
問
題
意
識
と
志

が
な
け
れ
ば
、
ど
の
よ
う
な
新
制
度
も
絵
に

描
い
た
餅
に
終
わ
り
か
ね
な
い
」。
こ
れ
を

先
生
の
「
遺
言
」
と
受
け
止
め
、
六
代
目
館

長
と
し
て
の
「
志
」
＝
美
術
館
は
ど
こ
を
目

指
す
の
か
を
、
開
館
四
〇
周
年
に
向
け
て
示

し
て
ゆ
く
つ
も
り
で
す
。

　

謹
ん
で
、
高
階
秀
爾
先
生
の
ご
冥
福
を
お

祈
り
い
た
し
ま
す
。
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T O P I C S

ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
シ
ョ
ッ
プ
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
の
ご
あ
い
さ
つ

株
式
会
社
オ
ー
ク
コ
ー
ポ
レ
ー
シ
ョ
ン 

店
舗
運
営
部 

運
営
2
課
　
岸
本
光
生

　

二
〇
二
四
年
七
月
に
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
し

た
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
シ
ョ
ッ
プ
の
運
営
委
託

を
任
さ
れ
ま
し
た
、
株
式
会
社
オ
ー
ク
コ

ー
ポ
レ
ー
シ
ョ
ン
の
岸
本
と
申
し
ま
す
。

執
筆
の
機
会
を
い
た
だ
き
ま
し
た
こ
と
へ

の
感
謝
と
、
グ
ッ
ズ
作
り
へ
の
想
い
を
し

っ
か
り
伝
え
な
け
れ
ば
と
い
う
緊
張
で
胸

が
い
っ
ぱ
い
で
す
が
、
温
か
い
目
で
読
ん

で
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
す
。

　

株
式
会
社
オ
ー
ク
コ
ー
ポ
レ
ー
シ
ョ
ン

は
、
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
シ
ョ
ッ
プ
運
営
と
オ

リ
ジ
ナ
ル
グ
ッ
ズ
の
開
発
、
美
術
館
や
博

物
館
、
水
族
館
な
ど
へ
の
商
品
の
卸
を
主

に
行
っ
て
い
ま
す
。
私
が
所
属
し
て
い
る

店
舗
運
営
部
は
、
文
字
通
り
様
々
な
展
示

施
設
の
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
シ
ョ
ッ
プ
の
運
営

を
担
当
し
て
お
り
、
北
は
北
海
道
、
南
は

福
岡
県
ま
で
全
国
各
地
の
シ
ョ
ッ
プ
で
、

お
客
様
に
喜
ん
で
い
た
だ
け
る
よ
う
日
々

精
進
し
て
お
り
ま
す
。
静
岡
県
内
で
は
、

静
岡
駅
近
く
の
水
族
館
の
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム

シ
ョ
ッ
プ
を
運
営
し
て
お
り
、
そ
の
シ
ョ

ッ
プ
の
様
子
を
美
術
館
の
皆
様
に
ご
覧
い

た
だ
い
た
こ
と
が
ご
縁
で
、
今
回
の
お
話

を
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

は
じ
め
て
美
術
館
に
お
伺
い
し
、
オ
リ

ジ
ナ
ル
グ
ッ
ズ
の
商
品
企
画
を
進
め
る
際

に
ま
ず
驚
い
た
の
は
、
収
蔵
品
の
多
さ
で

し
た
。
横
山
大
観
《
群
青
富
士
》、
伊
藤

若
冲
《
樹
花
鳥
獣
図
屏
風
》、
オ
ー
ギ
ュ

ス
ト
・
ロ
ダ
ン
《
考
え
る
人
》
等
々
…
。

挙
げ
て
い
っ
た
ら
キ
リ
が
な
い
く
ら
い
の

有
名
な
作
品
ば
か
り
で
す
が
、
当
然
の
こ

と
な
が
ら
常
時
展
示
す
る
の
は
保
護
の
面

か
ら
難
し
く
、
全
収
蔵
品
を
ロ
ー
テ
ー
シ

ョ
ン
で
展
示
す
る
と
、
す
べ
て
を
ご
覧
い

た
だ
く
に
は
数
十
年
は
か
か
る
と
聞
い
た

時
は
、ど
の
作
品
を
い
つ
展
示
す
る
の
か
、

企
画
の
難
し
さ
を
感
じ
ま
し
た
。

　

一
方
、
シ
ョ
ッ
プ
に
お
り
ま
す
と
、
お

客
様
と
お
話
し
す
る
機
会
が
よ
く
あ
り
ま

す
。
静
岡
県
立
美
術
館
で
は
、
お
気
に
入

り
の
作
品
が
展
示
さ
れ
る
の
を
待
ち
望
ん

で
い
る
お
客
様
が
想
像
以
上
に
多
い
と
感

じ
ま
し
た
。
そ
こ
で
、「
い
ま
展
示
さ
れ

て
い
な
く
て
も
、
グ
ッ
ズ
を
通
し
て
い
つ

で
も
会
え
る
」
と
い
う
喜
び
を
お
持
ち
帰

り
い
た
だ
け
る
よ
う
、
美
術
館
が
収
蔵
す

る
数
々
の
作
品
を
モ
チ
ー
フ
に
し
た
オ
リ

ジ
ナ
ル
グ
ッ
ズ
の
製
作
に
力
を
入
れ
て
い

く
こ
と
に
し
ま
し
た
。

　

リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
オ
ー
プ
ン
に
際
し
て

は
、
横
山
大
観
《
群
青
富
士
》
の
竹
う
ち

わ
（
写
真
①
）
と
ト
ー
ト
バ
ッ
グ
（
写
真

②
）、
伊
藤
若
冲
《
樹
花
鳥
獣
図
屏
風
》、

狩
野
永
良
《
親
子
犬
図
》
の
ホ
ロ
グ
ラ
ム

ス
テ
ッ
カ
ー
の
ほ
か
、
ロ
ダ
ン
作
品
で
は

新
規
撮
影
を
行
い
、
ポ
ス
ト
カ
ー
ド
を
作

成
し
ま
し
た
。
私
の
お
す
す
め
は
ロ
ダ
ン

の
《
考
え
る
人
》
と
《
地
獄
の
門
》
の
ア

冲
《
樹
花
鳥
獣
図
屏
風
》
の
展
示
に
合
わ

せ
、
新
た
な
若
冲
オ
リ
ジ
ナ
ル
グ
ッ
ズ
が

登
場
し
ま
す
。
ま
た
、
ポ
ス
ト
カ
ー
ド
も

新
し
く
作
り
直
す
ほ
か
、
新
所
蔵
作
品
な

ど
を
含
む
オ
リ
ジ
ナ
ル
グ
ッ
ズ
化
が
で
き

て
い
な
い
作
品
の
グ
ッ
ズ
企
画
を
進
め
て

お
り
ま
す
。

　

静
岡
県
立
美
術
館
で
の
思
い
出
を
形
に

し
て
お
持
ち
帰
り
い
た
だ
け
る
よ
う
に
、

芸
術
に
寄
り
添
え
る
場
所
に
な
れ
る
よ
う

に
頑
張
っ
て
ま
い
り
ま
す
。
ぜ
ひ
静
岡
県

立
美
術
館
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
シ
ョ
ッ
プ
に
足

を
運
ん
で
い
た
だ
き
ま
す
よ
う
、
よ
ろ
し

く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

写真③　アクリルスタンド 写真②　トートバッグ

写真①　竹うちわ

ク
リ
ル
ス
タ
ン
ド

（
写
真
③
）
で
す
。

彫
像
の
た
め
、
グ
ッ

ズ
と
い
う
と
ミ
ニ
チ

ュ
ア
レ
プ
リ
カ
が
多

い
で
す
が
、
気
軽
に

楽
し
ん
で
も
ら
え
る

よ
う
流
行
り
の
ア
ク

リ
ル
ス
タ
ン
ド
で
表

現
し
て
い
ま
す
。
更

に
二
〇
二
五
年
一
月

よ
り
始
ま
る
伊
藤
若
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企画展

生誕140年記念
石崎光瑤
2025年 1 月25日（土）～ 3月23日（日）

　

生
涯
に
わ
た
っ
て
理
想
の
花
鳥
画
を
追

い
求
め
た
日
本
画
家
・
石
崎
光
瑤（
一
八
八

四
～
一
九
四
七
）。
少
年
期
の
写
生
か
ら

最
晩
年
の
大
作
ま
で
、
光
瑤
の
画
業
を
通

覧
し
、
そ
の
類
稀
な
絵
画
世
界
に
触
れ
て

い
た
だ
く
大
回
顧
展
を
開
催
し
ま
す
。

　

現
在
の
富
山
県
南
砺
市
に
生
ま
れ
た
石

崎
光
瑤
は
、
十
二
歳
の
時
、
金
沢
に
滞
在

し
て
い
た
江
戸
琳
派
の
画
家
・
山
本
光
一

に
師
事
、
十
九
歳
で
京
都
に
出
て
竹
内
栖

鳳
の
門
に
入
り
ま
し
た
。
や
が
て
官
展
を

舞
台
に
活
躍
す
る
よ
う
に
な
り
ま
す
が
、

登
山
に
熱
中
す
る
一
時
期
を
過
ご
し
、
民

間
パ
ー
テ
ィ
ー
と
し
て
初
め
て
剱
岳
登
頂

に
成
功
す
る
な
ど
異
色
の
経
歴
の
持
ち
主

で
も
あ
り
ま
す
。

図 ２ 　金剛峯寺奥殿〈虹雉の間〉※襖絵は石崎光瑤《虹雉》1934年（前期展示）

図 １ 　石崎光瑤《燦雨》（左隻）　1919年　南砺市立福光美術館

　

三
十
二
歳
と
な
る
一
九
一
六
年
に
は
イ

ン
ド
に
渡
り
、
翌
年
に
か
け
て
各
地
を
遊

歴
、
こ
れ
が
画
家
と
し
て
の
転
機
と
な
り

ま
し
た
。
旅
行
の
成
果
で
あ
る
熱
帯
主
題

の
華
麗
な
花
鳥
画
に
よ
り
、
文
展
・
帝
展

で
連
続
特
選
と
い
う
快
挙
を
成
し
遂
げ
た

の
で
す
。
図
１
の《
燦
雨
》（
一
九
一
九
年
）

は
、
二
回
目
の
特
選
を
受
賞
し
た
作
品
で

す
。
強
烈
な
赤
と
緑
、
そ
し
て
金
泥
を
駆

使
し
て
、
ス
コ
ー
ル
に
驚
く
イ
ン
コ
や
孔

雀
の
姿
を
一
面
の
ホ
ウ
オ
ウ
ボ
ク
（
鳳
凰

木
）
と
と
も
に
描
き
ま
す
。
光
瑤
の
代
名

詞
と
も
い
う
べ
き
絢
爛
豪
華
な
世
界
が
く

り
広
げ
ら
れ
ま
す
が
、
そ
こ
に
は
、
異
国

の
濃
密
な
自
然
に
身
を
浸
し
、
驚
き
と
感

動
に
目
を
見
張
る
画
家
の
姿
が
そ
の
ま
ま

映
し
出
さ
れ
て
い
る
か
の
よ
う
で
す
。
ぜ

ひ
作
品
を
前
に
し
て
、
躍
動
す
る
生
命
の

輝
き
と
、
画
家
の
新
鮮
な
心
の
動
き
を
味

わ
っ
て
く
だ
さ
い
。

　

幅
広
く
絵
画
研
究
に
取
り
組
ん
だ
光
瑤

は
、
一
九
二
二
年
に
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
を
旅

し
て
西
洋
絵
画
に
触
れ
、
特
に
フ
レ
ス
コ

画
に
関
心
を
寄
せ
ま
し
た
。
無
論
、日
本
・

東
洋
の
古
画
に
も
熱
心
に
学
ん
で
い
ま

す
。
本
展
の
目
玉
の
ひ
と
つ
で
あ
る
高
野

山
の
金
剛
峯
寺
奥
殿
襖
絵
（《
虹
雉
》
一

九
三
四
年
［
図
2
］、《
雪
嶺
》
一
九
三
五

年
）
は
、
古
画
研
究
の
成
果
が
結
実
し
た

E X H I B I T I O N

作
品
と
い
え
ま
す
。
取

材
の
た
め
に
イ
ン
ド
を

再
訪
し
、
並
々
な
ら
ぬ

意
欲
で
取
り
組
ん
だ
一

群
の
襖
絵
に
は
、
近
世

初
期
障
壁
画
の
巨
木
表

現
や
、
俵
屋
宗
達
を
は

じ
め
と
す
る
琳
派
、
あ

る
い
は
西
洋
絵
画
か
ら

の
差
し
響
き
を
認
め
る

こ
と
が
で
き
ま
す
。
通

常
非
公
開
の
奥
殿
襖
絵

を
ご
覧
い
た
だ
く
貴
重

な
機
会
で
す
。
ど
う
ぞ

お
見
逃
し
な
く
。（
前
後

期
展
示
替
え
）

　

独
自
の
画
境
を
打
ち

　

本
展
で
は
、
光
瑤
の
故
郷
に
あ
る
南
砺

市
立
福
光
美
術
館
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
を
中

心
に
、約
八
十
点
を
ご
覧
い
た
だ
き
ま
す
。

光
瑤
が
伊
藤
若
冲
に
強
い
憧
れ
を
持
っ
て

い
た
こ
と
か
ら
、
同
時
期
の
収
蔵
品
展
で

は
当
館
の
伊
藤
若
冲《
樹
花
鳥
獣
図
屏
風
》

も
展
示
し
ま
す
。
ど
う
ぞ
こ
の
特
別
な
機

会
に
、花
鳥
画
の
粋
を
ご
堪
能
く
だ
さ
い
。

（
学
芸
課
長　

石
上
充
代
）

※�

会
期
中
、
一
部
展
示
替
え
が
あ
り
ま
す
。

　

前
期
一
月
二
十
五
日
～
二
月
二
十
四
日

　

後
期
二
月
二
十
六
日
～
三
月
二
十
三
日

立
て
、
金
剛
峯
寺
の
障
壁
画
制
作
と
い
う

大
事
業
に
も
取
り
組
ん
だ
光
瑤
で
す
が
、

こ
こ
に
安
住
す
る
こ
と
な
く
自
身
を
改
革

し
続
け
て
い
き
ま
し
た
。
昭
和
十
年
代
の

作
品
は
、
広
い
余
白
の
な
か
に
繊
細
な
線

描
で
モ
チ
ー
フ
を
描
き
、
研
ぎ
澄
ま
さ
れ

た
静
謐
さ
を
た
た
え
る
よ
う
に
な
り
ま

す
。
そ
の
振
り
幅
の
大
き
さ
に
は
驚
か
さ

れ
ま
す
が
、
理
想
の
花
鳥
画
を
求
め
る
ひ

た
む
き
な
研
鑽
が
、
光
瑤
に
次
々
と
新
た

な
世
界
を
切
り
拓
か
せ
た
も
の
と
い
え
る

で
し
ょ
う
。
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石崎光瑤展関連収蔵品展

第 1部　異国への眼差し
2025年 1 月 4 日（土）～ 2月16日（日）

第 2部　絢爛たる花鳥画
2025年 2 月18日（火）～ 4月 6日（日）

　

石
崎
光
瑤
が
伊
藤
若
冲
（
一
七
一
六
︱
一

八
〇
〇
）
の
画
業
に
魅
了
さ
れ
た
こ
と
に
ち

な
み
、
若
冲
作
品
を
陳
列
す
る
展
示
を
二
部

構
成
で
行
い
ま
す
。
第
一
部
で
は
、
光
瑤
が

イ
ン
ド
を
訪
れ
た
経
験
を
自
作
へ
昇
華
さ
せ

た
こ
と
を
踏
ま
え
、
海
外
か
ら
の
影
響
が
反

映
さ
れ
た
日
本
の
絵
画
に
注
目
し
ま
す
。
第

二
部
で
は
光
瑤
が
得
意
と
し
た
花
鳥
画
を
テ

ー
マ
と
し
、
江
戸
時
代
の
作
品
を
中
心
に
ご

覧
い
た
だ
き
ま
す
。

第
1
部
　
異
国
へ
の
眼
差
し

　

実
際
に
イ
ン
ド
を
訪
れ
、
各
地
で
取
材
す

る
こ
と
が
で
き
た
石
崎
光
瑤
と
は
異
な
り
、

伊
藤
若
冲
が
活
躍
し
た
江
戸
時
代
の
大
多
数

の
人
々
に
と
っ
て
、
よ
り
距
離
が
近
い
中
国

や
朝
鮮
も
、
到
底
行
く
こ
と
の
叶
わ
ぬ
、
遥

伊藤若冲《樹花鳥獣図屏風》当館蔵　（1月24日（金）～ 3月23日（日）に展示）

長沢蘆雪《牡丹孔雀図》当館蔵
（第2部で展示）

司馬江漢《駿州薩陀山富士遠望図》当館蔵　（第1部で展示）

か
な
る
存
在
で
し
た
。

　

海
外
渡
航
が
不
可
能
な
時
代
に
お
い
て
、

貿
易
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
絵
画
作
品
の

み
な
ら
ず
、
書
籍
な
ど
も
、
重
要
な
学
習
手

段
と
な
り
ま
す
。
例
え
ば
、
中
国
よ
り
舶
載

さ
れ
た
版
本
の
挿
絵
は
、
狩
野
派
の
絵
師
や

文
人
画
家
た
ち
に
と
っ
て
規
範
と
な
り
ま
し

た
。
本
展
冒
頭
で
は
、
中
国
の
版
本
等
か
ら

図
像
が
借
用
さ
れ
た
作
品
を
通
じ
、
そ
の
学

習
の
実
態
を
う
か
が
い
ま
す
。

　

江
戸
時
代
中
期
以
降
、
西
洋
科
学
の
知
識

や
技
術
に
対
し
、関
心
が
大
い
に
高
ま
る
中
、

江
戸
の
司
馬
江
漢
の
よ
う
に
、
油
彩
画
や
銅

版
画
な
ど
、
西
洋
画
法
に
取
り
組
む
絵
師
も

現
れ
ま
し
た
。
更
に
交
易
路
上
に
あ
る
諸
地

域
の
風
土
や
文
化
へ
の
興
味
も
深
ま
り
ま

す
。
日
本
に
生
息
し
な
い
生
物
も
描
か
れ
た

《
樹
花
鳥
獣
図
屏
風
》
に
は
、
こ
う
し
た
異

国
へ
の
憧
憬
が
反
映
さ
れ
て
い
る
と
い
う
見

解
も
出
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

幕
末
に
近
づ
く
に
つ
れ
、
西
洋
列
強
に
よ

る
東
ア
ジ
ア
へ
の
進
出
は
、
社
会
に
緊
張
感

を
も
た
ら
し
ま
し
た
。
絵
画
に
お
い
て
も
、

外
国
人
の
風
俗
や
黒
船
来
航
を
描
く
作
品
に

は
、
開
国
が
間
近
に
迫
っ
た
、
当
時
の
人
々

の
揺
れ
動
く
異
国
観
を
う
か
が
う
こ
と
も
で

き
る
で
し
ょ
う
。

　

海
外
と
の
交
流
が
制
限
さ
れ
る
中
、
江
戸

時
代
の
絵
師
た
ち
が
、
異
な
る
文
化
を
ど
の

よ
う
に
捉
え
、
学
び
、
そ
し
て
絵
に
描
い
た

の
か
。
本
展
で
は
そ
の
在
り
様
の
一
端
を
ご

覧
い
た
だ
き
ま
す
。

（
主
任
学
芸
員　

浦
澤
倫
太
郎
）

E X H I B I T I O N

第
2
部
　
絢
爛
た
る
花
鳥
画

　

い
つ
の
時
代
に
も
色
と
り
ど
り
の
草
花

や
、
美
し
い
鳴
き
声
を
響
か
せ
る
鳥
に
人
々

は
魅
了
さ
れ
、
そ
の
姿
を
絵
画
に
描
き
留
め

て
き
ま
し
た
。
日
本
で
は
古
代
中
世
か
ら
儀

礼
や
祭
礼
、
あ
る
い
は
日
常
生
活
な
ど
、
あ

ら
ゆ
る
場
面
で
詩
歌
が
歌
わ
れ
、
特
に
季
節

と
共
に
移
ろ
い
ゆ
く
花
鳥
は
、
四
季
景
物
の

最
た
る
も
の
と
し
て
、
様
々
な
心
情
が
託
さ

れ
て
き
ま
し
た
。
そ
し
て
、
そ
れ
ら
の
歌
意

は
〈
歌
絵
〉
と
し
て
絵
に
描
か
れ
て
、
儀
礼

に
用
い
ら
れ
、
時
に
人
々
の
徒
然
を
慰
め
て

き
ま
し
た
。

　

や
が
て
花
鳥
を
描
く
絵
画
は
一
つ
の
画

題
、
花
鳥
画
と
し
て
成
立
し
、
城
郭
や
御
殿
、

寺
院
を
飾
る
ま
で
に
展
開
し
ま
す
が
、
大
き

画
法
を
取
り
込
ん
だ
写
実
的
な
花
鳥
画
、
博

物
学
的
関
心
に
よ
っ
て
異
国
の
花
鳥
に
取
材

し
た
花
鳥
画
な
ど
、
そ
の
主
題
と
表
現
は
多

様
化
し
ま
し
た
。
さ
ら
に
、
伝
統
画
派
で
あ

る
狩
野
派
や
土
佐
派
の
み
な
ら
ず
、
琳
派
や

円
山
四
条
派
、
文
人
画
家
、
あ
る
い
は
伊
藤

若
冲
ら
諸
派
兼
学
の
絵
師
な
ど
、
個
性
豊
か

な
絵
師
の
彩
管
に
よ
っ
て
、
主
題
や
表
現
の

制
約
か
ら
も
解
き
放
た
れ
た
花
鳥
画
は
、
百

花
繚
乱
の
黄
金
期
を
迎
え
ま
し
た
。

　

本
展
覧
会
で
は
、
伝
統
ス
タ
イ
ル
の
狩
野

派
か
ら
、
詩
情
豊
か
な
円
山
四
条
派
、
中
国
・

明
清
時
代
の
新
ス
タ
イ
ル
を
学
ん
だ
文
人
画

家
な
ど
の
花
鳥
画
を
展
観
し
な
が
ら
、
江
戸

時
代
花
鳥
画
の
魅
力
に
迫
り
ま
す
。

（
主
任
学
芸
員　

薄
田
大
輔
）

な
転
換
点
を
迎

え
た
の
は
江
戸

時
代
に
入
っ
て

か
ら
で
す
。
特

に
十
八
世
紀
に

は
、
従
来
の
中

国
絵
画
や
中
世

や
ま
と
絵
の
伝

統
に
則
っ
た
格

調
高
い
花
鳥
画

に
加
え
、
西
洋
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研究 ノ ー ト

　

澤
田
政
廣
（
一
八
九
四
・
明
治
二
十
七
︱
一
九

八
八
・
昭
和
六
十
三
年
）
は
大
正
期
か
ら
昭
和
末

期
ま
で
活
躍
し
た
、
熱
海
生
ま
れ
の
木
彫
家
で
あ

る
。
作
域
は
幅
広
く
、
木
彫
以
外
に
ブ
ロ
ン
ズ
も

扱
い
、
油
彩
、
素
描
、
水
彩
、
版
画
、
書
、
ス
テ

ン
ド
グ
ラ
ス
な
ど
を
手
が
け
た
。
作
品
数
は
膨
大

な
数
に
上
る1

。
静
岡
県
立
美
術
館
は
、
四
体
の
木

彫
を
収
蔵
し
て
い
る
。
本
小
論
で
は
、
当
館
コ
レ

ク
シ
ョ
ン
の
《
笛
人
》
に
つ
い
て
、
作
者
自
身
の

言
葉
と
作
品
群
を
手
が
か
り
に
、
そ
の
特
色
と
澤

田
の
作
歴
に
お
け
る
位
置
づ
け
に
つ
い
て
考
察
す

る
。
な
お
、
澤
田
政
廣
作
品
に
関
す
る
批
評
は
雑

誌
お
よ
び
新
聞
や
展
覧
会
図
録
な
ど
の
出
版
物
に

数
多
く
見
ら
れ
る
も
の
の
、《
笛
人
》
を
は
じ
め
、

学
術
的
な
先
行
研
究
は
見
当
た
ら
な
い
。

　

ま
ず
は
、
澤
田
の
略
歴
に
つ
い
て
。
は
じ
め
画

家
を
志
し
た
が
両
親
の
反
対
に
あ
い
、
高
村
光
雲

の
高
弟
で
遠
縁
の
木
彫
家
・
山
本
瑞
雲
（
一
八
六

七
︱
一
九
四
二
年
）
に
師
事
、
五
年
間
木
彫
の
修

業
を
積
む
。
同
時
に
、
太
平
洋
画
会
研
究
所
で
藤

井
浩
祐
（
一
八
八
二
︱
一
九
五
八
年
）
の
指
導
を

受
け
、
さ
ら
に
一
九
二
四
か
ら
二
年
間
、
東
京
美

術
学
校
彫
刻
科
別
科
に
入
学
し
、
朝
倉
文
夫
（
一

八
八
三
︱
一
九
六
四
年
）
に
師
事
し
た
。
こ
の
よ

う
な
彫
刻
の
修
練
・
研
究
と
並
行
し
て
、
一
九
二

一
年
、
第
三
回
帝
展
に
出
品
し
、
初
入
選
を
果
た

す2

。
以
降
、
亡
く
な
る
前
年
ま
で
、
帝
展
、
文
展
、

日
展
に
ほ
ぼ
毎
年
参
加
し
、
官
展
系
の
、
一
九
五

八
年
以
降
は
民
営
化
し
た
日
展
の
作
家
の
重
鎮
と

し
て
活
躍
し
、
要
職
を
歴
任
し
た
。

　

次
に
、《
笛
人
》
に
つ
い
て
述
べ
る
。
本
作
は
、

両
膝
を
つ
き
、
中
腰
で
、
体
を
前
方
右
に
傾
け
、

横
笛
を
体
の
右
側
面
に
構
え
て
吹
く
女
性
裸
体
像

澤田政廣《笛人》1971（昭和46）年　
木、彩色　H89.2×W65.0×D58.8cm　静岡県立美術館蔵

在
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
独
自
の
制
作
技
法
を

確
立
さ
せ
た
。

　

次
に
主
題
な
い
し
造
形
的
意
図
に
つ
い
て
。
裸

体
の
女
性
単
独
ま
た
は
群
像
は
、仏
像
と
と
も
に
、

澤
田
が
生
涯
を
通
し
て
探
求
し
た
表
現
で
あ
る
。

仏
教
お
よ
び
日
本
の
古
代
神
話
・
伝
説
の
ほ
か
、

歴
史
上
の
人
物
や
西
洋
の
神
話
な
ど
に
も
取
材
し

た
作
者
に
と
っ
て
、
一
九
一
九
年
の
展
覧
会
に
初

出
品
し
た
「
裸
婦
像
」
以
降6

、
女
性
裸
体
像
は
主

要
な
関
心
事
の
ひ
と
つ
と
な
っ
た7

。
加
え
て
、
単

な
る
裸
婦
で
は
な
く
「
写
実
と
い
う
よ
り
も
、
長

年
あ
た
た
め
て
い
た
夢
か
ら
生
ま
れ
た
作
品
」
と

い
う
本
作
に
対
す
る
発
言
は
、
基
本
的
な
制
作
コ

ン
セ
プ
ト
を
示
す
。と
い
う
の
も
澤
田
は
晩
年
に
、

モ
デ
ル
を
写
実
的
に
表
す
の
で
は
な
く
、
ま
ず
内

面
に
あ
る
イ
メ
ー
ジ
の
実
現
に
向
け
て
モ
デ
ル
を

用
い
る
手
法
を
制
作
の
初
期
か
ら
探
求
し
た
こ
と

を
吐
露
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る8

。言
い
換
え
れ
ば
、

藤
井
浩
祐
ら
か
ら
当
時
の
塑
造
す
な
わ
ち
写
実
重

視
の
西
洋
彫
刻
研
究
に
基
礎
を
置
く
考
え
方
や
制

作
方
法
を
学
び
な
が
ら
も
、
木
彫
家
と
し
て
そ
れ

館蔵品紹介―澤田政廣《笛人》について
上席学芸員　南　美幸

で
あ
る
。
一
九
七
一
年
、
第
三
回
改
組

日
展
に
出
品
さ
れ
た3

。
胡
粉
を
塗
色
さ

れ
た
身
体
は
、
よ
く
仕
上
げ
ら
れ
て
い

る
も
の
の
、
ゆ
る
や
か
な
ノ
ミ
跡
を
残

す
。
一
方
、
黒
と
赤
で
彩
色
さ
れ
た
髪

は
逆
立
ち
、
台
座
と
と
も
に
荒
彫
り
で

あ
る
。
乳
房
、
細
い
ウ
エ
ス
ト
、
臀で
ん

部

の
表
現
な
ど
、
体
つ
き
は
女
性
だ
が
、

顔
立
ち
や
髪
型
は
、
ど
こ
か
中
性
的
雰

囲
気
を
漂
わ
せ
る
。
動
き
の
表
現
は
あ

る
も
の
の
、
静せ
い

謐ひ
つ

さ
を
感
じ
さ
せ
る
作

品
で
あ
る
。
下
記
は
、
本
像
の
技
法

（
1
、
2
）
と
、
主
題
な
い
し
造
形
的
意
図
（
3
）

に
関
す
る
作
者
の
発
言
の
要
約
で
あ
る4

。

1　

立
体
感
を
出
す
た
め
、
ク
ス
ノ
キ
に
薄
く
胡

粉
を
塗
っ
て
あ
る

2　

木
彫
に
は
ノ
ミ
の
リ
ズ
ム
、
速
度
が
な
い
の

は
つ
ま
ら
な
い

3　

裸
婦
と
い
う
だ
け
で
は
芸
が
な
い
。
写
実
と

い
う
よ
り
も
、
わ
た
し
の
長
年
あ
た
た
め
て
い
た

夢
か
ら
生
ま
れ
た
作
品

　

ま
ず
は
技
法
に
つ
い
て
だ
が
、
色
彩
へ
の
こ
だ

わ
り
と
彫
痕
が
残
る
荒
彫
り
は
、
初
期
か
ら
澤
田

が
こ
だ
わ
り
、
追
求
し
た
技
法
で
あ
る
。「
内
面

的
な
も
の
、
い
っ
て
み
れ
ば
彫
刻
の
生
命
、
あ
る

い
は
呼
吸
と
い
っ
た
も
の
を
、
形
と
同
時
に
色
彩

を
も
使
っ
て
捉
え
よ
う
と
試
み
」、「
ノ
ミ
の
リ
ズ

ム
、
制
作
の
速
度
を
端
的
に
表
現
で
き
る
の
も
荒

彫
り
の
仕
事
」
で
あ
り
、「
リ
ズ
ム
は
仕
事
に
と

っ
て
本
質
的
な
も
の
」
と
述
べ
る
彫
刻
家
は5

、
全

体
あ
る
い
は
部
分
的
な
彩
色
と
、
入
念
な
細
部
の

仕
上
げ
と
奔
放
な
荒
彫
り
と
を
、
作
品
ご
と
に
使

い
分
け
る
か
、
あ
る
い
は
《
笛
人
》
の
よ
う
に
混
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と
は
異
な
る
方
向
を
模
索
し
た
澤
田
独
自
の
基
本

姿
勢
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

　

さ
て
本
像
に
関
し
、
作
者
は
「
笛
は
題
名
自
体

に
は
た
い
し
て
意
味
は
な
い
」、「
以
前
に
こ
の
ポ

ー
ズ
の
デ
ッ
サ
ン
を
多
く
制
作
し
た
」
と
も
述
べ

る9

。
笛
を
吹
く
女
性
の
モ
テ
ィ
ー
フ
は
、
作
歴
半

ば
の
一
九
三
〇
年
代
中
頃
か
ら
一
九
八
〇
年
代
の

長
き
に
わ
た
り
、
立
体
・
平
面
と
も
に
、
澤
田
が

幾
度
も
取
り
上
げ
た
表
現
で
あ
る
。そ
の
多
く
が
、

澤
田
が
生
涯
一
貫
し
て
追
求
し
た
天
人
・
天
女
の

主
題
で
用
い
ら
れ
こ
と
は
注
目
す
べ
き
で
あ
ろ

う10

。
そ
れ
ら
は
、
ひ
と
つ
ま
た
は
複
数
の
髻
も
と
ど
りで

、

天
衣
と
裳も

、
時
に
宝
冠
や
胸
飾
を
身
に
つ
け
な
が

ら
、
空
を
飛
ぶ
飛
天
の
姿
か
、
半は
ん

跏か

趺ふ

坐ざ

ま
た
は

片
膝
を
立
て
た
座
位
で
横
笛
を
吹
く
姿
で
表
さ
れ

て
い
る
。
一
方
、
作
品
名
に
天
人
・
天
女
が
つ
い

て
い
な
い
も
の
の
笛
を
吹
く
女
性
を
表
し
た
素
描

は
、
座
位
で
横
笛
を
吹
き
、
作
品
に
よ
り
髪
型
の

変
化
が
多
少
見
ら
れ
る
が
、
天
衣
を
身
に
つ
け
た

も
の
も
あ
り
、
先
の
笛
を
吹
く
天
人
・
天
女
と
ほ

ぼ
同
様
の
描
写
と
言
え
る
。
従
っ
て
、
澤
田
の
笛

を
吹
く
女
性
像
は
、
古
く
は
法
隆
寺
金
堂
天
蓋
飛

天
や
平
等
院
鳳
凰
堂
雲
中
供
養
菩
薩
な
ど
、天
人
・

天
女
の
伝
統
的
図
像
を
基
本
的
に
は
踏
襲
し
て
お

り
、作
者
の
仏
像
彫
刻
家
と
し
て
の
側
面
を
示
す
。

　

こ
の
よ
う
な
《
笛
人
》
以
前
の
笛
を
吹
く
女
性

像
と
《
笛
人
》
と
を
比
較
す
る
と
、
座
位
で
横
笛

を
吹
く
ポ
ー
ズ
は
ほ
ぼ
類
似
す
る
一
方
で
、
後
者

は
天
衣
や
裳
を
身
に
つ
け
な
い
裸
体
と
い
う
異
色

か
つ
独
自
の
造
形
的
特
徴
を
も
つ
。
作
者
自
ら
に

よ
る
題
名
に
意
味
は
な
い
と
い
う
発
言
と
、
笛
を

吹
く
モ
テ
ィ
ー
フ
が
そ
れ
ま
で
天
人
・
天
女
の
主

題
で
多
く
取
り
上
げ
ら
れ
た
こ
と
を
考
え
併
せ
る

と
、《
笛
人
》
も
ま
た
、
伝
統
的
モ
テ
ィ
ー
フ
を

借
用
し
な
が
ら
現
代
的
形
態
を
追
求
し
た
、
澤
田

独
自
の
天
人
・
天
女
図
の
一
ヴ
ァ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン

と
言
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
当
時
の
批
評

に
見
ら
れ
る
、
本
作
の
「
優
雅
な
リ
リ
シ
ズ
ム
」

を
感
じ
さ
せ
る
要
因
の
一
つ
に「
古
典
的
な
主
題
」

が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
の
は11

、
笛
を
吹
く
女
性
像
が

そ
れ
ま
で
の
天
人
・
天
女
図
を
連
想
さ
せ
る
か
ら

で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。「
型
通
り
の
仏
像
よ

り
も
、
血
肉
を
感
じ
さ
せ
る
人
間
臭
い
仏
像
が
好

き
だ
。
そ
れ
が
わ
た
し
の
天
女
図
に
な
る
」
と
い

う
作
者
の
言
葉
か
ら
も12

、
笛
を
吹
く
女
性
像
／
天

人
・
天
女
は
、
芸
術
家
に
限
り
な
い
想
像
力
を
与

は
、
従
来
の
規
制
に
と
ら
わ
れ
な
い
天
人
・
天
女

像
へ
の
転
回
点
と
も
な
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
の
で

あ
る
。

1�　

澤
田
が
亡
く
な
る
前
年
に
、
代
表
作
や
本
人
の
コ
レ
ク

シ
ョ
ン
を
収
蔵
す
る
熱
海
市
立
澤
田
政
廣
記
念
館
（
現
・

熱
海
市
立
澤
田
政
廣
記
念
美
術
館
）
が
開
館
し
た
。
同
館

は
澤
田
作
品
一
三
三
七
点
を
収
蔵
す
る
。
２
０
２
１
．
熱

海
市
立
澤
田
政
廣
記
念
館
編
『
熱
海
市
立
澤
田
政
廣
記
念

館
所
蔵
作
品
目
録
』
熱
海
市
立
澤
田
政
廣
記
念
館
．

2�　

澤
田
寅
吉
の
名
で
《
人
魚
》
出
品
。
１
９
８
２
．
日
展

史
編
纂
委
員
会
編
『
日
展
史
6
帝
展
編
1
』
社
団
法
人

日
展
、
三
六
九
頁
、
四
十
七
番
、
図
版
三
八
一
頁
．

3�　

出
品
時
の
作
品
名
は
《
笛
》
で
あ
る
。
１
９
７
１
．『
第

3
回
日
展
集
』
美
工
出
版
、
図
版
二
十
七
頁
、
作
品
解
説

三
頁
．
当
館
に
収
蔵
さ
れ
て
か
ら
な
ぜ
こ
の
よ
う
な
改
名

が
行
わ
れ
た
の
か
は
不
明
。

4�　

１
９
７
１
．
日
野
耕
之
祐「
美
を
き
く　

澤
田
政
廣
氏
」

『
産
経
新
聞
』
十
一
月
二
十
五
日
．

5�　

１
９
７
７
．
小
川
正
隆
「
澤
田
政
廣
の
芸
術　

木
に
刻

ま
れ
た
奔
放
な
ロ
マ
ン
」『V

ISIO
N

陽
春
号
』vol.7

、

N
o.1

、
四
十
五
︱
四
十
八
頁
．

6�　

熱
海
市
立
澤
田
政
廣
記
念
美
術
館
の
年
表
に
よ
る
。『
日

展
史
』
で
は
確
認
で
き
ず
。

7�　

一
九
〇
七
（
明
治
四
十
）
年
か
ら
一
九
一
八
（
大
正
七
）

年
ま
で
開
催
さ
れ
た
文
展
を
中
心
と
す
る
裸
体
彫
刻
の
盛

行
が
、
こ
れ
ま
で
伝
統
と
の
つ
な
が
り
を
強
く
残
し
て
い

た
木
彫
家
に
も
影
響
を
与
え
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る

こ
と
か
ら
、
澤
田
の
彫
刻
制
作
に
も
少
な
か
ら
ず
感
化
し

た
と
推
測
さ
れ
る
。
２
０
１
４
．
藤
井
明
「
近
代
日
本
彫

刻
に
お
け
る
人
体
表
現
の
受
容
と
展
開
」
井
原
市
立
田
中

美
術
館
編
『
ジ
ャ
パ
ニ
ー
ズ
・
ヴ
ィ
ー
ナ
ス
︱
彫
刻
家�

藤
井
浩
祐
の
世
界
』
一
二
九
︱
一
三
八
頁
、
井
原
市
立
田

中
美
術
館
．

8�　

１
９
８
２
．
澤
田
政
廣
「
対
談　

回
想
の
木
彫
界
」（
前

掲
註
2
）
六
〇
八
︱
六
一
六
頁
．

9�　

前
掲
註
4
参
照
。

10�　

女
性
像
で
は
な
い
も
の
の
、
天
人
・
天
女
同
様
に
仏
教

主
題
で
あ
る
、
笛
を
吹
く
「
迦
陵
頻
伽
」
や
「
迦
楼
羅
」

の
立
体
お
よ
び
平
面
の
シ
リ
ー
ズ
を
、
昭
和
三
十
年
代
初

期
か
ら
昭
和
四
十
年
代
終
わ
り
に
か
け
て
集
中
的
に
制
作

し
て
お
り
、
人
頭
鳥
身
の
「
迦
陵
頻
伽
」
は
、
天
人
・
天

女
の
作
品
群
を
連
想
さ
せ
る
女
性
の
上
半
身
で
表
現
さ
れ

て
い
る
。

11�　

１
９
７
２
．「
美
の
供
宴
︱
第
三
回
日
展
か
ら
⑨　

流

動
美
と
漂
う
叙
情
「
笛
」（
彫
塑
）
澤
田
政
廣
」『
河
北
新

報
』
六
月
二
十
一
日
．

12�　

１
９
９
３
．
熱
海
市
立
澤
田
政
廣
記
念
館
編
『
ノ
ミ
の

軌
跡
と
筆
の
軌
跡
』
熱
海
市
立
澤
田
政
廣
記
念
館
、
二
十

六
頁
．

作
品
お
よ
び
資
料
調
査
で
、
熱
海
市
教
育
委
員
会
生
涯
学
習

課
お
よ
び
熱
海
市
立
政
廣
記
念
美
術
館
に
ご
協
力
を
頂
戴
し

ま
し
た
。
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。

　

美
術
館
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
役
割
に
従
事
す
る

多
く
の
職
員
（
事
務
ス
タ
ッ
フ
、
教
育
普
及
ス

タ
ッ
フ
、
展
示
室
監
視
員
、
警
備
員
、
施
設
管

理
者
、
学
芸
員
）
や
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
に
よ
っ
て

運
営
さ
れ
て
い
ま
す
。
著
者
は
、『
ザ
・
ニ
ュ

ー
ヨ
ー
カ
ー
』
誌
で
働
い
た
後
、
兄
の
死
を
き

っ
か
け
に
、
五
百
人
（
！
）
い
る
メ
ト
ロ
ポ
リ

タ
ン
美
術
館
の
警
備
員
（
当
館
で
は
展
示
室
監

視
員
）
と
し
て
、
十
年
間
勤
め
ま
す
。
同
館
の

度
肝
を
抜
か
れ
る
様
々
な
ト
リ
ビ
ア
も
興
味
深

い
の
で
す
が
、
美
術
館
は
「
芸
術
に
つ
い
て
学

ぶ
の
は
な
く
、芸
術
か
ら
学
ぶ
」
場
所
で
あ
り
、

そ
れ
は
「
人
間
の
心
を
よ
り
深
く
理
解
し
、
そ

れ
を
実
生
活
に
活
か
す
た
め
」
と
い
う
、
経
験

か
ら
得
た
著
者
の
言
葉
は
心
に
響
き
ま
す
。
身

近
な
人
を
亡
く
し
、
傷
つ
い
た
自
ら
の
再
生
に

芸
術
経
験
が
交
差
す
る
、
稀
有
な
一
冊
で
す
。

（
上
席
学
芸
員　

南
美
幸
）

本の窓

パ
ト
リ
ッ
ク
・
ブ
リ
ン
グ
リ
ー
著

山
田
美
明
訳

『
メ
ト
ロ
ポ
リ
タ
ン
美
術
館
と

　�

警
備
員
の
私
︱
世
界
中
の〈
美
〉が

集
ま
る
こ
の
場
所
で
』

晶
文
社　

二
〇
二
四
年

澤田政廣《地におりた天人》 1982（昭和57）年　木、彩色
H84×W55×Ｄ55cm　熱海市立澤田政廣記念美術館蔵

え
る
、
可
変
性
を
も
つ
テ
ー
マ
か
つ

鍵
と
な
る
モ
テ
ィ
ー
フ
だ
っ
た
と
考

え
ら
れ
る
。《
笛
人
》
以
降
、
作
例

は
少
な
い
も
の
の
、
澤
田
は
一
層
自

由
な
発
想
に
基
づ
く
天
人
・
天
女
を

推
し
進
め
る
。笛
こ
そ
持
た
な
い
が
、

西
洋
の
天
使
の
よ
う
な
翼
を
も
ち
、

逆
立
つ
髪
と
裸
体
、
中
性
的
な
顔
立

ち
の
点
で《
笛
人
》と
共
通
す
る《
地

に
お
り
た
天
人
》な
ど
か
ら
、《
笛
人
》
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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）
　　　　　年末年始
※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

　

七
月
よ
り
実
技
室
で
働
い
て
お
り
ま
す
。
実
は

以
前
も
同
じ
職
務
に
就
い
て
お
り
、
こ
の
度
十
三

年
ぶ
り
に
再
び
実
技
室
の
教
育
普
及
ス
タ
ッ
フ
と

し
て
復
帰
い
た
し
ま
し
た
。

　

当
時
は
〝
普
及
活
動
最
前
線
〟
と
い
っ
た
景
色

の
中
で
、
若
か
っ
た
私
は
目
の
前
の
仕
事
を
こ
な

す
事
で
手
一
杯
で
し
た
が
、
歳
を
少
し
重
ね
た
今

は
、
実
技
室
と
い
う
場
を
以
前
よ
り
俯
瞰
で
見
る

事
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
よ
う
で
す
。
と

と
も
に
教
育
普
及
の
取
り
組
み
の
歯
痒
さ
も
感
じ

て
い
ま
す
。

　

美
術
館
の
役
割
で
あ
る
美
術
品
を
収
集
し
永
く

守
り
続
け
る
と
い
う
以
外
に
、
愛
で
て
愉
し
む
人

口
を
増
や
さ
な
い
と
美
術
館
が
褪
せ
て
廃
れ
て
し

ま
う
…
。
子
ど
も
を
持
ち
親
と
な
っ
て
周
り
を
見

渡
し
て
思
う
の
は
、美
術
館
と
い
う
場
が
ま
だ〝
高

尚
な
行
き
先
〟
だ
と
い
う
事
で
す
。「
休
日
に
少
し

時
間
が
空
い
た
か
ら
美
術
館
で
も
行
こ
う
か
」
と

ほ
っ
と
ス
ポ
ッ
ト
実
技
室

工
事
休
館
を
経
て

実
技
室
エ
デ
ュ
ケ
ー
シ
ョ
ナ
ル
ス
タ
ッ
フ　

岡
崎
あ
さ
乃

フ
ラ
っ
と
出
か
け
る
家
庭
は
ま
だ
ま
だ
少
な
い
…
。

　

私
の
周
り
の
母
業
を
頑
張
る
同
士
に
、
子
ど
も

と
美
術
館
へ
よ
く
行
く
な
ど
と
話
を
す
る
と
大
体

決
ま
っ
て
返
っ
て
く
る
言
葉
は
「
す
ご
い
ね
」
や

「
子
ど
も
と
よ
く
行
け
る
ね
」
な
の
で
す
。
あ
ぁ

も
っ
と
美
術
館
が
身
近
な
行
き
先
候
補
に
挙
が
れ

ば
い
い
の
に
、
と
願
い
な
が
ら
実
技
室
の
年
間
ス

ケ
ジ
ュ
ー
ル
を
考
え
た
り
普
及
策
を
思
案
し
た
り

す
る
事
が
今
と
て
も
興
味
深
く
面
白
い
の
で
す
。

　

実
技
室
で
行
わ
れ
て
い
る
プ
ロ
グ
ラ
ム
は
一
つ

一
つ
が
よ
く
考
え
練
り
上
げ
ら
れ
て
お
り
、
私
自

身
が
刺
激
を
受
け
童
心
に
返
る
ほ
ど
。
そ
し
て
ま

た
実
技
室
に
関
わ
る
講
師
や
助
手
な
ど
ス
タ
ッ
フ

が
皆
様
、
最
高
な
の
で
す
。
プ
ロ
グ
ラ
ム
参
加
者

の
充
実
度
を
ひ
た
す
ら
高
め
よ
う
と
尽
力
し
て
く

だ
さ
る
方
々
で
あ
り
な
が
ら
、
ど
こ
ま
で
も
健
気

で
謙
虚
だ
っ
た
り
。
十
三
年
前
に
自
分
が
託
し
た

バ
ト
ン
を
、
沢
山
の
方
の
手
を
経
て
ま
た
自
分
が

受
け
取
っ
て
リ
レ
ー
し
て
い
る
事
も
、
と
て
も
感

慨
深
く
、
熱
く
な
り
ま
す
。

　

字
数
的
に
書
き
き
れ
ま
せ
ん
が
、
六
月
に
割
と

ド
ラ
マ
テ
ィ
ッ
ク
な
展
開
が
あ
り
、
ご
縁
で
繋
が

っ
て
今
私
は
こ
こ
に
い
ま
す
。
当
時
一
緒
に
働
い

て
い
た
仲
間
が
、
時
を
経
て
ま
た
実
技
室
に
集
っ

て
い
る
と
い
う
喜
び
を
噛
み
し
め
な
が
ら
、
こ
の

在
任
期
間
を
思
い
き
り
楽
し
み
尽
く
す
つ
も
り
で

す
。

「次世代へつなぐ！静岡県立美術館
アートとみどりの散歩道　再生プロジェクト」
結果報告
実施期間：令和6年8月2日～10月30日
寄付総額：10,597,000円
支援人数：189名

昨年の夏から秋にかけ、プロムナード設置作品《アマリリス》と《地簪》
の修復を主目的として、当館初となるクラウドファンディングを
実施しました。この結果、当初目標としておりました10,000,000
円を超えるご寄附をいただくことができました。たくさんの温か
いご支援をいただきありがとうございます。
ご寄附を活用し、令和6年度中に作品の修復や植栽の整備を進め
てまいります。各作業の模様については、SNS等を通じて随時ご
報告いたします。また、最終的な修復の成果を本誌158号（令和
7年7月発行）に掲載予定です。
ご協力いただきました皆様に、館員一同、心より御礼申し上げます。

来年度企画展（予定）
ブルックリン博物館所蔵　特別展　古代エジプト
4月19日（土）～6月15日（日）

これからの風景
コレクションから想像するいくつもの地平（仮）
7月5日（土）～9月23日（火・祝）

金曜ロードショーとジブリ展
10月11日（土）～令和8年1月4日（日）
（12月30日～1月1日は休館）

中村宏展
1月20日（火）～3月15日（日）

私が童心で作った、ねんど教室の「ねんどくん」
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