
　

本
作
品
を
制
作
し
た
一
八
九
八
年
、
黒
田

清
輝
は
三
十
二
歳
。
前
年
に
は
の
ち
に
代
表

作
と
な
る
《
湖
畔
》《
智
・
感
・
情
》
を
描

き
上
げ
、
こ
の
年
の
四
月
に
は
満
を
持
し
て

東
京
美
術
学
校
西
洋
画
科
教
授
に
就
任
。
ま

さ
に
脂
の
の
っ
た
時
期
で
あ
っ
た
。

　

本
作
は
逗
子
あ
る
い
は
鎌
倉
の
海
辺
か
ら

海
を
隔
て
て
富
士
山
を
描
い
た
六
枚
組
の
連

作
。
季
節
と
時
間
に
よ
っ
て
移
り
変
わ
る
情

景
が
澄
明
な
色
調
で
描
き
出
さ
れ
、
黒
田
の

主
な
活
動
の
舞
台
で
あ
っ
た
白
馬
会
第
三
回

展
覧
会
に
出
品
さ
れ
た
。

　

富
士
山
は
、
洋
行
帰
り
で
日
本
の
美
術
教

育
を
担
う
存
在
と
な
り
つ
つ
あ
っ
た
黒
田
が

日
本
を
象
徴
す
る
画
題
と
し
て
選
ん
だ
も
の

と
考
え
ら
れ
る
。
油
絵
具
と
い
う
西
洋
の
素

材
を
用
い
て
日
本
の
風
景
を
い
か
に
表
現
す

る
べ
き
か
。
多
く
の
画
家
が
帰
国
後
直
面
す

る
こ
の
課
題
に
、
黒
田
は
真
正
面
か
ら
取
り

組
ん
で
い
る
。（

上
席
学
芸
員　

村
上　

敬
）

Amaryllis
アマリリス

静岡県立美術館ニュース THE JOURNAL OF SHIZUOKA PREFECTURAL MUSEUM OF ART

111
No.

2013年度 ｜秋｜



T O P I C S

　

静
岡
県
立
美
術
館
の
ロ
ダ
ン
館
を
舞
台

に
実
施
し
た
「
静
岡
大
学
の
学
生
に
よ
る

ギ
ャ
ラ
リ
ー
ト
ー
ク
」
に
参
加
し
た
あ
る

学
生
が
、
そ
の
試
み
を
振
り
返
っ
て
、
学

び
の
途
中
に
湧
き
上
が
っ
た
心
の
内
を
こ

ん
な
ふ
う
に
述
べ
ま
し
た
。

「
作
品
を
『
紹
介
』
で
き
て
も
『
語
れ
』

て
は
い
な
か
っ
た
の
で
す
」。

　

こ
の
学
生
は
、
い
っ
た
い
何
を
述
べ
て

い
る
の
で
し
ょ
う
か
。

　

今
回
の
静
岡
県
立
美
術
館
と
静
岡
大
学

人
文
社
会
科
学
部
の
「
連
携
」
に
よ
っ
て

行
わ
れ
た
授
業
の
テ
ー
マ
は
、「
美
術
を

見
る　

美
術
を
語
る
」。
こ
の
「
見
る
」

と
「
語
る
」
と
は
そ
も
そ
も
何
か
。
そ
う

し
て
、
こ
の
両
者
の
間
に
は
い
っ
た
い
何

が
横
た
わ
っ
て
い
る
の
か（
こ
こ
で
は「
見

る
」
と
「
観
る
」
を
同
義
と
し
て
扱
う
）。

こ
れ
は
極
め
て
難
解
な
テ
ー
マ
で
す
。

　

と
こ
ろ
で
私
た
ち
は
展
覧
会
に
出
か
け

て
も
、
実
は
そ
こ
に
あ
る
作
品
を
ほ
と
ん

ど
観
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
は
な
い
で
し

ょ
う
か
。
作
品
の
側
に
あ
る
キ
ャ
プ
シ
ョ

ン
だ
け
を
読
み
、
ち
ら
っ
と
作
品
に
流
し

目
を
送
り
、
観
た
つ
も
り
に
な
っ
て
、
ま

た
隣
の
（
作
品
で
は
な
く
）
キ
ャ
プ
シ
ョ

ン
へ
と
無
自
覚
に
「
体
」
が
移
動
し
て
い

く
。
そ
ん
な
滑
稽
な
こ
と
が
起
き
て
い
る

場
合
が
あ
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　

そ
の
後
、
先
の
学
生
と
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ

ョ
ン
を
重
ね
て
分
か
っ
た
こ
と
は
、「
知

識
だ
け
を
詰
め
込
ん
で
作
品
を
解
っ
た
つ

も
り
に
な
っ
て
い
て
も
、
自
分
の
言
葉
で

は
語
れ
て
い
な
か
っ
た
」、
つ
ま
り
何
も

見
て
い
な
か
っ
た
と
い
う
事
実
で
す
。

　

一
つ
の
作
品
と
じ
っ
く
り
向
き
合
う
。

作
品
と
自
分
が
共
鳴
す
る
ま
で
見
続
け

る
。
そ
の
行
為
そ
の
も
の
が
、「
見
る
」

と
い
う
こ
と
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
た

だ
し
、
見
る
と
い
う
こ
と
を
通
過
し
て
、

今
度
は
語
る
と
い
う
段
に
な
る
と
、
そ
こ

で
は
「
見
る
」
と
「
語
る
」
の
間
に
明
ら

か
に
、
言
葉
に
な
り
え
な
い
何
か
を
感
じ

続
け
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
こ
の
ギ
ャ
ッ

プ
を
無
限
に
埋
め
続
け
て
い
く
行
為
こ
そ

が
、
実
は
「
わ
か
る
」
と
い
う
こ
と
な
の

か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　

今
回
ギ
ャ
ラ
リ
ー
ト
ー
ク
に
参
加
し
た

学
生
五
名
は
、
い
ず
れ
も
普
段
は
美
術
を

専
門
に
学
ん
で
い
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ

ん
。言
語
文
化
学
、社
会
学
、経
済
学
、法
学

と
い
っ
た
学
問
を
学
ん
で
い
ま
す
。
一
見

す
る
と
美
術
と
は
縁
遠
い
学
問
の
よ
う
に

思
え
ま
す
。
で
は
彼
ら
に
美
術
を
見
る
眼

は
必
要
な
い
の
か
。
も
ち
ろ
ん
そ
ん
な
こ

と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
作
品
の
中
に
は
未
だ

言
語
化
さ
れ
て
い
な
い
多
く
の
知
が
潜
ん

で
い
ま
す
。「
見
る
」
と
「
語
る
」
の
関

係
に
は
無
限
の
可
能
性
が
あ
る
の
で
す
。

　

今
回
の
ギ
ャ
ラ
リ
ー
ト
ー
ク
を
通
じ

て
、
美
術
に
親
し
み
な
が
ら
学
問
を
深
め

る
こ
と
の
重
要
性
を
再
認
識
し
ま
し
た

が
、
も
う
一
つ
と
て
も
大
切
な
発
見
が
あ

り
ま
し
た
。
そ
れ
は
、
自
分
の
住
ん
で
い

る
地
域
に
は
、
こ
ん
な
す
ば
ら
し
い
財
産

が
あ
る
と
い
う
こ
と
に
気
づ
き
、
誇
り
を

持
つ
こ
と
で
す（
シ
ビ
ッ
ク
・
プ
ラ
イ
ド
）。

そ
れ
は
言
い
換
え
る
な
ら
、
美
術
を
も
っ

と
「
生
活
に
す
る
」
と
い
う
こ
と
で
す
。

【
デ
ー
タ
】

静
岡
大
学
の
学
生
に
よ
る
ギ
ャ
ラ
リ
ー
ト
ー
ク

実
施
日
：
二
〇
一
三
年
七
月
十
三
日
㈯
・
十
四
日
㈰

授
業
名
：�

比
較
言
語
文
化
各
論
Ⅰ　

担
当
教
員�

今
野
喜
和

人
、
平
野
雅
彦

参
加
学
生
：
静
岡
大
学
人
文
社
会
科
学
部　

二
年
生
六
名

静
岡
県
立
美
術
館
担
当
：
泰
井
良
、
三
谷
理
華
、
川
谷
承
子

平
野
雅
彦

静
岡
大
学
人
文
社
会
科
学
部
客
員
教
授

学生によるギャラリートークの様子

〜
美
術
館
と
大
学
と
の
連
携
を
通
し
て

「
見
る
」
と
「
語
る
」
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お
客
様
に
ロ
ダ
ン
館
の
魅
力
を
再
発
見

し
て
も
ら
う
た
め
に
、今
年
度
は
、美
術
館

の
職
員
が
ア
イ
デ
ア
を
出
し
合
っ
て
企
画

し
た
、六
つ
の
イ
ベ
ン
ト
を
実
施
し
ま
す
。

「
夏
休
み
ク
イ
ズ
ラ
リ
ー　

親
子
で
ロ
ダ

ン
館
を
探
検
」（
八
月
十
三
日
〜
二
十
五

日
）
は
、
夏
休
み
期
間
に
実
施
し
、
大
勢

の
方
に
ご
参
加
い
た
だ
き
ま
し
た
。
参
加

者
は
解
答
用
紙
を
手
に
ロ
ダ
ン
館
を
回
っ

て
、
作
品
付
近
に
設
置
さ
れ
た
看
板
に
書

か
れ
た
十
問
の
ク
イ
ズ
に
答
え
ま
す
。
ロ

ダ
ン
館
に
初
め
て
入
ら
れ
た
方
、
こ
れ
ま

で
に
も
何
度
か
足
を
運
ん
だ
こ
と
が
あ
る

と
い
う
方
も
、
ク
イ
ズ
に
答
え
る
と
い
う

ち
ょ
っ
と
し
た
仕
掛
け
を
通
し
て
、
重
厚

な
ロ
ダ
ン
彫
刻
を
身
近
に
、
な
お
か
つ
、

い
つ
も
と
は
違
う
角
度
か
ら
ご
覧
い
た
だ

け
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
全
問
正

解
者
に
は
抽
選
で
、
当
館
と
有
度
山
フ
レ

ン
ド
シ
ッ
プ
協
定
を
締
結
し
て
い
る
日
本

　

ま
た
、
こ
の
ク
イ
ズ
ラ
リ
ー
に
合
わ
せ

て
、「
も
っ
と
知
ろ
う
ロ
ダ
ン
館
ス
ペ
シ

ャ
ル
」
を
同
時
開
催
し
ま
し
た
。
通
常
、

収
蔵
品
展
と
ロ
ダ
ン
館
を
三
十
分
の
ツ
ア

ー
形
式
で
ご
案
内
し
て
い
る
当
館
ボ
ラ
ン

テ
ィ
ア
が
、
八
月
十
三
日
、
二
十
五
日
、

開
館
か
ら
夕
方
ま
で
ロ
ダ
ン
作
品
の
前
に

立
ち
、
鑑
賞
の
際
の
、
お
客
様
の
対
話
相

手
を
務
め
ま
し
た
。
ク
イ
ズ
ラ
リ
ー
に
参

加
し
て
い
る
子
供
た
ち
、
お
一
人
で
ぶ
ら

り
立
ち
寄
ら
れ
た
方
、
ご
家
族
連
れ
、
さ

ま
ざ
ま
な
方
々
と
の
、
ロ
ダ
ン
作
品
に
ま

つ
わ
る
会
話
が
弾
み
ま
し
た
。

　

そ
し
て
こ
れ
か
ら
先
、
秋
か
ら
冬
に
か

け
て
、
静
岡
音
楽
館
Ａ
Ｏ
Ｉ
さ
ん
と
の
連

携
に
よ
る
「
ロ
ダ
ン
賞
受
賞
記
念
午
後
の

ひ
と
と
き
コ
ン
サ
ー
ト
」
の
ほ
か
、
学
芸

員
の
指
導
の
下
で
、
参
加
者
に
ブ
ロ
ン
ズ

彫
刻
を
清
拭
し
て
も
ら
う
「
ブ
ロ
ン
ズ
彫

刻
を
拭
い
て
み
よ
う
」、
カ
メ
ラ
マ
ン
を

講
師
に
招
い
て
、
彫
刻
の
撮
り
方
に
つ
い

て
の
レ
ク
チ
ャ
ー
と
講
評
付
撮
影
会
を
行

う
「
デ
ジ
カ
メ
で
ロ
ダ
ン
彫
刻
を
撮
ろ

う
」、
カ
レ
ー
の
市
民
を
モ
チ
ー
フ
に
し

た
鑑
賞
キ
ッ
ト
の
設
置
が
予
定
さ
れ
て
い

ま
す
。（
イ
ベ
ン
ト
名
は
す
べ
て
仮
称
）

　

今
年
の
ロ
ダ
ン
館
は
、
こ
れ
ま
で
と
は

違
っ
た
視
点
か
ら
、
ロ
ダ
ン
作
品
に
出
合

う
こ
と
が
で
き
る
仕
掛
け
が
盛
り
だ
く
さ

ん
で
す
。
各
イ
ベ
ン
ト
に
つ
い
て
は
、
詳

細
が
決
ま
り
次
第
随
時
、
チ
ラ
シ
、
Ｈ
Ｐ

等
で
告
知
い
た
し
ま
す
。
お
楽
し
み
に
！

（
上
席
学
芸
員　

川
谷
承
子
）

ロ
ダ
ン
館
の
魅
力
再
発
見

平
ホ
テ
ル
さ
ん
、

日
本
平
動
物
園
さ

ん
よ
り
ご
提
供
い

た
だ
い
た
、
豪
華

プ
レ
ゼ
ン
ト
が
当

た
る
と
い
う
う
れ

し
い
お
ま
け
付
き

で
、
景
品
の
魅
力

が
手
伝
っ
て
七
百

七
十
名
も
の
ご
応

募
を
い
た
だ
き
ま

し
た
。

チラシのイメージ

「夏休みクイズラリー　親子でロダン館を探検」の様子

動物園賞景品 エスタ賞
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秋
も
少
し
ず
つ
深
ま
っ
て
く
る
今
日
こ

の
頃
、
皆
様
、
如
何
お
過
ご
し
で
し
ょ
う

か
。
色
々
と
物
思
う
季
節
で
す
が
、
今
年

は
皆
様
に
、
二
見
彰
一
の
世
界
を
お
届
け

し
ま
す
。

　

二
見
彰
一
（
一
九
三
二
〜
）
は
、
大
阪

に
生
ま
れ
、
戦
後
日
本
の
銅
版
画
界
を
支

え
て
き
た
作
家
の
一
人
で
す
。
幼
い
と
き

か
ら
絵
筆
に
親
し
ん
で
い
た
彼
は
、
長
谷

川
潔
の
作
品
を
見
て
、
そ
の
深
い
諧
調
、

ビ
ロ
ー
ド
の
よ
う
な
絵
肌
に
衝
撃
を
受

け
、
独
学
で
銅
版
画
を
学
び
ま
す
。
長
谷

川
の
技
法
は
メ
ゾ
チ
ン
ト
で
す
が
、
二
見

は
当
時
必
要
な
道
具
を
ど
う
し
て
も
入
手

出
来
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
こ
で
、
類
似
し

作
品
は
、
さ
ぞ
驚
き
を
以
っ
て
迎
え
ら
れ

た
こ
と
で
し
ょ
う
。

　

当
館
は
二
〇
〇
九
（
平
成
二
十
一
）
年

静岡県立美術館所蔵

二見彰一展
2013年11月22日（金）〜
　　2014年 1 月19日（日）

《旅の夜に》　1976（昭和51）年　紙、アクアチント

《一葉》　1996（平成8）年　紙、水彩

　

エ
リ
ザ
ベ
ス
女
王
即
位
六
十
周
年
、
そ
の

孫
ジ
ョ
ー
ジ
王
子
の
誕
生
。今
年
は
、話
題
豊

富
な
英
国
に
興
味
を
持
ち
、
か
つ
訪
れ
た

人
々
も
多
か
っ
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う

か
。
本
書
は
、
王
室
を
頂
点
と
す
る
貴
族
あ

る
い
は
富
裕
層
を
支
え
る
側
だ
っ
た
使
用
人

た
ち
の
毎
日
の
生
活
を
、
膨
大
な
資
料
か
ら

明
ら
か
に
し
た
も
の
で
す
。
実
際
、
使
用
人

た
ち
に
こ
ん
な
に
多
く
の
種
類
と
序
列
が
あ

っ
た
と
は
、
階
級
社
会
か
ら
ほ
ど
遠
い
二
十

一
世
紀
の
異
国
に
住
む
我
々
に
は
、
目
か
ら

鱗
の
驚
き
で
す
。
ア
フ
タ
ヌ
ー
ン
・
テ
ィ
ー

に
使
わ
れ
た
サ
ロ
ン
や
茶
器
な
ど
、
豊
富
な

図
版
を
見
る
と
、
こ
ん
な
展
覧
会
に
も
チ
ャ

レ
ン
ジ
し
て
み
た
い
な
、
と
思
わ
ず
魅
せ
ら

れ
て
し
ま
う
一
冊
で
す
。

（
上
席
学
芸
員　

南
美
幸
）

本の窓

シ
ャ
ー
ン
・
エ
ヴ
ァ
ン
ス
著
、

村
上
リ
コ
訳

『
メ
イ
ド
と
執
事
の
文
化
誌

　
︱
英
国
国
家
事
使
用
人
た
ち
の
日
常
︱
』

原
書
房
　
二
〇
一
二
年
刊
行

の
世
界
で
し
た
。

　

二
見
の
作
品
は
日
本
の
み
な

ら
ず
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
、
特
に
北

ド
イ
ツ
で
反
響
を
呼
び
、
各
地

で
版
画
や
水
彩
画
の
展
覧
会
を

五
十
回
以
上
開
催
し
て
い
ま

す
。
彼
の
地
で
は
、
そ
の
豊
か

な
画
面
空
間
が
、意
識
し
て「
も

の
」
を
減
ら
し
て
い
る
よ
う
に

見
え
る
と
言
わ
れ
た
そ
う
で

す
。
元
々
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
技
法

で
あ
っ
た
銅
版
画
技
法
を
駆
使

し
て
、
全
く
見
た
こ
と
も
な
い

イ
メ
ー
ジ
を
展
開
す
る
二
見
の

た
効
果
を
生
み
だ
せ
る

技
法
と
し
て
、
ア
ク
ア

チ
ン
ト
に
取
り
組
み
、

可
能
性
を
様
々
に
模
索

し
ま
し
た
。
そ
の
結
果

見
え
て
き
た
の
は
、
夢

見
る
よ
う
な
詩
情
と
、

凛
と
し
た
静
か
な
佇
ま

い
が
同
居
す
る
、
独
特
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て
の
機
会
で
す
。
ま
た
水
彩
や
素
描
、
制

作
に
用
い
た
銅
版
も
含
め
、
二
見
の
歩
み

を
ま
と
め
て
ご
覧
頂
く
の
は
、
世
界
で
も

世
界
で
、
落
着
き
と
く
つ
ろ
ぎ
の
ひ
と
時

を
過
ご
し
て
下
さ
い
。

（
上
席
学
芸
員　

新
田
建
史
） 《アンダンテ・カンタビレ》　1983（昭和58）年　紙、アクアチント

I n f o rma t i on
○二見彰一　自らの作品を語る
日時：2013年11月23日（土・祝）
　　　14：00～14：40（予定）
会場：当館展示室
作家本人が、展覧会場で自作について語ります。

（申込不要、展覧会入場券が必要です）

○二見彰一展　音楽と美術と
日時：2014年1月12日（日）、13日（月・祝）
　　　14：00～14：30（予定）
会場：当館展示室
演奏：斎藤樹里氏（ハープ）
作品にちなんだ音楽の演奏を聴きながら、作品をご覧
頂きます。

（申込不要、展覧会入場券が必要です）

○ちょこっと体験講座「銅版画」
日時：2014年1月8日（水）～1月12日（日）
　　　各日10：00～12：00、13：00～15：00
会場：当館エントランスホール
15分の創作体験！銅版画の簡単な刷りが体験出来ま
す。（申込不要、無料。一部の体験は材料費100円を
実費で頂きます。）

○二見彰一展関連　銅版画講座
　「アクアチント講座　構成の愉しみ」
日時：2014年1月13日（月・祝）
会場：当館実技室
講師：柳本一英氏（版画家）
対象：中学生以上の個人
音楽をテーマにした、銅版画の講座です。銅版画技法
の一種である、アクアチントに挑戦します。個別チラ
シ、もしくは当館ウェブサイトをご覧下さい。一カ月
前を目処に、募集を開始します。（要申込、1,500円
程度の材料費を実費で頂きます。）

各イベントの詳細は、 当館ウェブサイトをご覧ください。

さ
ら
に
加
え
た

約
三
〇
〇
点
を

ご
覧
頂
き
ま

す
。近
年
で
は
、

町
田
市
立
国
際

版
画
美
術
館
で

一
九
九
〇
年

に
、
作
家
を
招

聘
し
て
の
制

作
・
講
演
が
行

な
わ
れ
、
神
奈

川
県
立
近
代
美

術
館
で
は
二
〇

一
一（
平
成
二

十
三
）
年
に
、

同
館
所
蔵
品
に

よ
る
二
見
彰
一

展
が
開
催
さ
れ

て
い
ま
す
が
、

静
岡
で
は
初
め

度
に
作
家
自
身
か
ら
の
寄
贈
を
受
け
、
一

三
七
点
の
二
見
作
品
を
収
蔵
し
ま
し
た
。

本
展
で
は
、
作
家
所
蔵
の
作
品
や
資
料
を

初
め
て
の
機
会
で
し
ょ
う
。

　

何
か
と
騒
々
し
く
、
埃
っ
ぽ
い
事
件
の

多
い
今
日
こ
の
頃
、
二
見
作
品
の
静
か
な
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南
蘋
を
丸
の
み
に
し
た
い
き
ほ
ひ
は
雲
の
上

迄
其
名
き
こ
ゆ
る

大
極
上
々
吉
寿
千
載

　

右
は
、『
現
存
雷
名　

江
戸
文
人
寿
命
附
』（
嘉

永
二
年
［
一
八
四
九
］
刊
）
に
載
る
、
大
岡
雲
峰

（
一
七
六
五
〜
一
八
四
八
）
へ
の
評
で
あ
る
。
著

者
は
、
上
野
七
日
市
藩
医
に
し
て
戯
作
者
の
畑
銀

鶏
（
一
七
九
〇
〜
一
八
七
〇
）。
同
書
の
凡
例
に

よ
れ
ば
、
評
言
は
和
歌
で
も
狂
歌
で
も
な
く
「
作

者
の
ほ
め
こ
と
ば
」
で
あ
っ
て
、
仮
に
三
十
一
字

の
体
裁
を
と
っ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
。
つ

づ
く
「
大
極
上
々
」
は
、
そ
の
専
門
（
画
人
、
書

家
、
儒
者
な
ど
）
同
士
の
ラ
ン
ク
分
け
。「
千
載
」

と
い
う
寿
命
は
、
銀
鶏
が
夢
の
中
で
武
内
宿
祢
に

見
せ
て
も
ら
っ
た
「
草
稿
」
に
あ
っ
た
も
の
と
い

う
設
定
に
な
っ
て
い
る
。

　

雲
峰
は
、
今
で
こ
そ
一
般
に
名
が
通
っ
て
い
る

と
は
言
い
難
い
存
在
だ
が
、
当
時
は
谷
文
晁
（
一

七
六
三
〜
一
八
四
〇
）
と
並
ん
で
最
高
ラ
ン
ク
の

格
付
け
が
与
え
ら
れ
て
い
た
わ
け
で
あ
る
（
註

１
）。
雲
峰
は
柳
川
藩
立
花
家
の
家
臣
の
子
と
し

て
生
ま
れ
、
画
は
鈴
木
芙
蓉
（
一
七
五
二
〜
一
八

一
六
）
に
学
ん
だ
。「
南
蘋
」
と
は
、
も
ち
ろ
ん
清

人
画
家
・
沈
南
蘋（
一
六
八
二
〜
？
）の
こ
と
。「
雲

の
上
迄
」
云
々
は
、
一
応
「
雲
峰
」
に
か
け
て
あ

る
よ
う
だ
。
つ
い
で
に
記
せ
ば
、
文
晁
へ
の
評
に

は
「
海
内
に
其
名
と
ゝ
ろ
く
写
山
楼
三
国
一
の
富

士
の
名
人
」
と
あ
る
。
あ
ま
り
と
い
え
ば
ま
っ
と

う
に
過
ぎ
る
評
な
の
で
、
個
人
的
に
は
本
編
よ
り

も
序
文
や
凡
例
の
方
が
よ
ほ
ど
面
白
く
読
め
る
。

に
あ
る
標
高
七
七
四
メ
ー
ト
ル
の
山
で
、
こ
こ
か

ら
相
模
・
武
蔵
・
安
房
・
上
総
・
下
総
・
駿
河
・

遠
江
・
信
濃
・
甲
斐
・
伊
豆
の
十
か
国
が
見
え
る

こ
と
か
ら
、
十
国
峠
と
も
い
う
。
太
宰
治
も
、『
富

嶽
百
景
』
の
な
か
で
十
国
峠
か
ら
見
え
る
富
士
を

絶
賛
し
て
い
る
。

　

図
は
、
日
金
山
か
ら
北
を
向
い
て
富
士
山
を
望

む
景
観
を
描
い
て
お
り
、
相
模
湾
と
駿
河
湾
を
一

望
の
も
と
に
収
め
つ
つ
、
箱
根
連
山
の
向
こ
う
に

ひ
と
き
わ
高
く
富
士
山
が
そ
び
え
る
。
実
際
に
は

パ
ノ
ラ
マ
状
に
広
が
る
こ
の
よ
う
な
景
観
を
一
目

で
見
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
だ
が
、
地
形
を
把
握

し
た
う
え
で
景
観
を
再
構
成
し
、
こ
う
し
た
絵
作

り
を
行
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

賛
は
次
の
よ
う
に
読
ん
だ
が
、
問
題
も
多
い
こ

と
と
思
う
。
解
釈
も
含
め
、
識
者
の
教
示
を
仰
ぐ

次
第
で
あ
る
。

日
金
絶
頂
暮
秋
天　
日
金
絶
頂
、
暮
秋
の
天
。

五
嶌
十
州
指
顧
前　
五
嶌
十
州
、
指
顧
の
前
。

嶽
雪
俯
窺
清
渚
底　

�

嶽
雪
俯ふ

窺き

す
、
清
渚
の
底
。

遥
帆
晴
掛
乱
山
巓　

�

遥
帆
、
晴
掛
か
り
て
山さ

ん

巓て
ん

を
乱
す
。

屐
痕
雲
起
埋
鳶
背　

�

屐げ
き

痕
、
雲
起
こ
り
て
鳶え

ん

背は
い

を
埋
め
、

杖
處
泉
驚
及
馬
肩　

�

杖
つ
く
処と

こ
ろ

、
泉
驚
し
て
馬
肩
に
及
ぶ
。

長
嘯
韻
応
通
帝
座　

�

長
嘯
、
韻
応ま

さ

に
帝
座
に
通
ず
べ
し
。

整
巾
且
試
揖
群
仙　

�

巾き
ん

を
整
へ
て
且ま

さ

に
群
仙
を
揖あ

つ

む
る
を
試
み
ん
と
す
。

　

右
栗
山
先
生
詩

　

己
亥
夏
六
月

　
　
　

八
十
二
翁
龍
河
譲
書

　

山
巓
は
山
頂
、
屐
痕
は
は
き
も
の
の
跡
、
鳶
背
・

馬
肩
は
そ
れ
ぞ
れ
、
鳶
肩
・
馬
背
を
踏
ま
え
た
造

語
か
。
長
嘯
は
、
声
を
長
く
引
い
て
詩
や
歌
を
吟

ず
る
こ
と
。
帝
座
は
、
中
国
で
天
帝
の
居
と
定
め

た
星
座
。
巾
は
ず
き
ん
の
こ
と
で
、
こ
こ
で
は
富

士
山
頂
の
雪
を
言
っ
て
い
る
。
雪
を
頂
い
た
富
士

が
海
の
底
ま
で
も
俯
瞰
す
る
よ
う
に
そ
び
え
立
つ

様
子
や
、
海
に
映
っ
た
富
士
の
上
を
船
が
通
り
、

山
頂
が
ゆ
ら
め
く
さ
ま
を
述
べ
る
。
最
後
は
、
富

士
山
を
天
帝（
造
物
主
）に
な
ぞ
ら
え
て
い
る
。「
右

栗
山
先
生
詩
」
と
あ
る
よ
う
に
、
こ
の
詩
は
『
栗

山
堂
詩
集　

巻
一
』（
国
立
国
会
図
書
館
、
刊
行

年
不
詳
）
に
一
部
字
句
を
異
に
し
て
載
る
。

　

賛
者
に
つ
い
て
は
、
平
成
十
五
年
度
に
当
館
に

収
蔵
さ
れ
て
以
降
こ
れ
ま
で
不
明
と
さ
れ
て
き
た

が
、「
八
十
二
翁
龍
河
譲
書
」
と
い
う
署
名
や
、

関
防
印
に
見
え
る
「
桐
陰
」
の
印
文
か
ら
、
天
保

七
年
（
一
八
三
六
）
版
『
當
時
現
在��

廣
益
諸
家

人
名
録
』
に
儒
教
・
道
教
学
者
と
し
て
載
る
大
蔵

謙
斎
（
一
七
五
七
〜
一
八
四
四
）
で
あ
る
こ
と
が

判
明
す
る
。
謙
斎
は
、
名
は
譲
、
字
は
仲
謙
で
、

龍
河
、
桐
陰
な
ど
と
号
し
た
。
署
名
下
の
二
つ
の

大岡雲峰《日金山富嶽眺望図》について
―関東南画の一系譜―

主任学芸員　福士　雄也

図１　大岡雲峰《日金山富嶽眺望図》葛布地着色　天保10年（1839）　静岡県立美術館
　

さ
て
、
こ
こ
に

取
り
上
げ
る
《
日

金
山
富
嶽
眺
望

図
》（
静
岡
県
立

美
術
館
、
図
１
）

は
、
文
晁
で
は
な

く
雲
峰
に
よ
る
富

士
山
図
で
あ
る
。

日
金
山
と
は
、
伊

豆
半
島
の
付
け
根
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印
は
ほ
と
ん
ど
判
読
不
能
だ
が
、
下
の
印
は
か
ろ

う
じ
て
「
仲
謙
」
と
読
め
そ
う
だ
。

　

謙
斎
は
信
濃
（
長
野
）
出
身
で
、
飯
田
本
町
の

豪
商
藤
屋
善
八
の
次
男
。
医
を
桜
木
誾ぎ
ん

斎さ
い

（
一
七

二
五
〜
一
八
〇
四
）、
学
を
柴
野
栗
山
（
一
七
三

六
〜
一
八
〇
七
）
に
学
び
、詩
歌
も
得
意
と
し
た
。

江
戸
牛
込
に
居
住
し
て
遠
山
氏
の
老
職
と
な
り
、

の
ち
平
賀
氏
に
仕
え
る
。
平
賀
貞
愛
の
長
崎
奉
行

赴
任
に
従
っ
た
が
、
病
に
よ
り
辞
職
。
諸
国
遍
歴

し
て
天
保
十
年
に
郷
里
に
帰
り
、
飯
田
藩
、
山
吹

藩
に
出
入
り
し
て
皇
道
を
遊
説
し
た
と
い
う
。
玉

手
棠
洲
《
天
保
山
図
》（
大
阪
く
ら
し
の
今
昔
館
）

へ
の
着
賛
も
知
ら
れ
る
。
本
図
の
賛
に
あ
る
「
己

亥
」
が
天
保
十
年
（
一
八
三
九
）
で
あ
る
こ
と
は
、

当
然
な
が
ら
賛
者
が
判
明
し
て
は
じ
め
て
確
定
し

得
る
こ
と
で
あ
る
。

　

図
に
戻
ろ
う
。
日
金
山
か
ら
こ
の
よ
う
に
富
士

山
を
望
む
図
は
、
安
永
六
年
（
一
七
七
七
）
の
中

山
高
陽
《
八
州
勝
地
図
》（
個
人
蔵
、
図
２
）
を

早
期
の
例
と
し
て
、
こ
れ
以
降
新
た
な
富
士
山
絵

品
を
さ
か
の
ぼ
る
時
期
に
す
で
に
富
士
山
ビ
ュ
ー

ポ
イ
ン
ト
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
た
ら
し
い
。
む

し
ろ
、『
百
富
士
』
が
そ
の
素
地
を
準
備
し
た
と
考

え
る
こ
と
も
で
き
る
だ
ろ
う
。

　

本
作
は
、
ま
ず
は
こ
う
し
た
流
れ
の
中
に
位
置

付
け
ら
れ
る
も
の
だ
が
、
よ
り
直
接
に
は
、
恩
賜

京
都
博
物
館
編
『
文
晁
遺
芳
』（
昭
和
十
四
年
［
一

九
三
九
］
刊
）
所
載
の
谷
文
晁
《
日
金
絶
頂
真
景

図
》（
所
在
不
明
、
図
３
）
を
も
と
に
制
作
さ
れ

た
と
見
て
間
違
い
な
い
。
図
様
は
ほ
と
ん
ど
同
一

で
、雲
峰
画
に
画
中
人
物
が
描
き
込
ま
れ
る
点
と
、

画
絹
で
は
な
く
葛
布
が
用
い
ら
れ
て
い
る
点
が
目

立
っ
た
違
い
と
し
て
指
摘
で
き
る
程
度
で
あ
る
。

大
蔵
永
常
『
製
葛
録
』（
天
保
十
一
年
刊
）
に
よ

れ
ば
、
葛
布
は
掛
川
を
主
な
生
産
地
と
し
て
い
た

と
い
う
。
筆
触
を
抑
制
し
た
描
法
や
中
間
色
を
主

体
と
し
た
穏
や
か
な
色
感
に
は
、
寛
政
期
の
代
表

作
で
あ
る
谷
文
晁
《
連
山
春
色
図
》（
静
岡
県
立

美
術
館
）
に
近
し
い
も
の
が
あ
り
、
文
晁
作
品
と

の
関
連
は
気
に
な
っ
て
い
た
の
だ
が
、
ず
ば
り
文

晁
画
に
倣
う
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
文
晁

画
に
は
、
柴
野
栗
山
に
よ
る
件
の
詩
が
栗
山
自
身

賛
は
ほ
ぼ
同
時
期
で
あ
っ
た
と
考
え
て
よ
か
ろ

う
。
雲
峰
の
署
名
と
謙
斎
の
賛
に
用
い
ら
れ
て
い

る
墨
は
、
や
や
濃
い
目
で
粘
り
気
の
あ
る
質
感
が

共
通
し
て
お
り
、
同
じ
タ
イ
ミ
ン
グ
で
の
制
作
で

あ
っ
た
可
能
性
も
あ
る
。
画
の
制
作
も
天
保
十
年

と
し
て
問
題
な
い
と
考
え
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
文
晁
画
に
付
さ
れ
た
栗
山
の
賛
に

は
、
七
律
の
前
に
次
の
よ
う
な
興
味
深
い
一
文
が

置
か
れ
て
い
る
。

　
　

何
此
図
似
池
無
名
筆
意

　
　

文
晁
之
技
不
可
測
也
云
日
金

　
　

絶
頂
真
景

「
何
ぞ
こ
の
図
池
無
名
の
筆
意
に
似
ん
や
。
文
晁

の
技
測
る
べ
か
ら
ざ
る
な
り
。
こ
れ
日
金
絶
頂
真

景
」。
こ
の
図
が
ど
う
し
て
池
大
雅
（
一
七
二
三

〜
七
六
）
の
筆
意
に
似
て
い
る
こ
と
が
あ
る
だ
ろ

う
か
。
文
晁
の
画
技
は
測
り
知
れ
な
い
も
の
で
あ

る
の
だ
、
と
い
う
。
た
し
か
に
、
富
士
山
フ
リ
ー

ク
と
も
い
う
べ
き
大
雅
が
数
多
く
描
い
た
富
士
山

図
と
は
と
て
も
似
つ
か
な
い
も
の
で
は
あ
る
が
、

肝
心
な
こ
と
は
、
こ
う
し
た
作
品
を
制
作
す
る
に

あ
た
っ
て
、
文
晁
や
栗
山
が
い
ま
だ
に
大
雅
を
意

識
せ
ざ
る
を
得
な
い
ほ
ど
、
大
雅
の
存
在
感
が
大

き
な
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
事
実
で
あ
る
。
す
で

に
没
後
三
十
年
に
な
ろ
う
と
い
う
の
に
、
富
士
山

と
い
え
ば
大
雅
と
い
う
意
識
が
広
く
浸
透
し
て
い

た
よ
う
だ
。

　

雲
峰
に
つ
い
て
は
、
残
念
な
が
ら
往
時
の
評
判

は
見
る
影
も
な
く
、
画
業
の
全
容
を
つ
か
む
こ
と

も
ま
ま
な
ら
な
い
状
況
に
あ
る
。
近
年
見
出
さ
れ

た
画
帖
中
の
一
図
（
註
２
）
な
ど
を
見
て
も
、
こ

の
時
期
の
注
目
す
べ
き
画
家
の
一
人
で
あ
る
こ
と

を
確
信
す
る
が
、
本
作
は
そ
の
雲
峰
の
大
作
と
し

て
貴
重
な
作
品
で
あ
る
こ
と
を
、
ま
ず
は
強
調
し

て
お
き
た
い
。文
晁
作
品
の
写
し
で
あ
る
こ
と
は
、

本
作
の
重
要
性
を
む
し
ろ
高
め
る
も
の
で
あ
ろ

う
。
中
山
高
陽
か
ら
続
く
主
題
の
継
承
は
、
ま
さ

に
関
東
南
画
の
系
譜
を
示
す
も
の
で
あ
り
、
そ
こ

に
大
雅
の
影
が
ち
ら
つ
く
あ
た
り
も
非
常
に
興
味

深
い
。
富
士
山
ビ
ュ
ー
ポ
イ
ン
ト
の
増
加
の
な
か

で
、
日
金
山
が
そ
の
地
位
を
確
た
る
も
の
と
し
て

い
っ
た
様
子
が
う
か
が
え
る
点
で
も
注
目
す
べ
き

で
あ
る
。
京
坂
の
版
元
か
ら
出
版
さ
れ
た
『
百
富

士
』
も
、こ
こ
に
関
わ
っ
て
く
る
か
も
し
れ
な
い
。

そ
う
い
え
ば
、
文
晁
が
挿
絵
を
手
掛
け
た
川
村
寿

庵
『
名
山
図
譜
』（
文
化
二
年
［
一
八
〇
五
］
刊
）

に
見
え
る
富
士
山
も
、
日
金
山
か
ら
望
む
富
士
山

に
近
い
。

　

取
り
と
め
の
な
い
雑
文
と
な
っ
た
が
、
こ
れ
ま

で
あ
ま
り
注
目
さ
れ
る
こ
と
の
な
か
っ
た
本
作

が
、
江
戸
後
期
の
実
景
図
を
考
え
る
上
で
も
示
唆

に
富
む
点
を
指
摘
し
て
、
未
整
理
の
覚
書
と
し
た

い
。

註１
．
大
岡
雲
峰
の
伝
記
に
つ
い
て
は
、
鈴
木
泉
「
埋
も
れ

た
江
戸
の
画
人
た
ち
―
大
岡
雲
峰
と
坂
本
浩
雪
―
」

（『
江
戸
の
博
物
図
譜
―
世
田
谷
の
本
草
画
家
斎
田
雲
岱

の
世
界
』
展
図
録　

世
田
谷
区
立
郷
土
資
料
館　

一
九

九
六
年
）に
詳
し
い
。『
現
存
雷
名　

江
戸
文
人
寿
命
附
』

の
記
載
も
、
同
論
文
に
よ
っ
て
知
っ
た
。

2
．『
江
戸
絵
画
の
楽
園
』
展
図
録　

静
岡
県
立
美
術
館

　

二
〇
一
二
年　

九
六
頁

図２　中山高陽《八州勝地図》紙本墨画　安永6年（1777）　個人蔵

図３　谷文晁《日金絶頂真景図》（所在不明）

画
の
定
番
と
し
て
描

か
れ
て
い
く
こ
と

が
、
宋
紫
石
や
広
瀬

台
山
ら
の
作
例
か
ら

も
う
か
が
え
る
。
河

村
岷
雪
『
百
富
士
』

（
明
和
四
年
［
一
七

六
七
］
刊
）
に
載
る

図
は
こ
う
い
う
パ
ノ

ラ
ミ
ッ
ク
な
景
観
で

は
な
い
が
、
高
陽
作

の
筆
に
よ
っ
て
書
さ

れ
て
お
り
、「
壬
戌
」

の
年
記
か
ら
享
和
二

年
（
一
八
〇
二
）
の

着
賛
で
あ
る
こ
と
も

分
か
る
。
両
作
品
の

親
子
の
よ
う
な
関
係

か
ら
し
て
、
少
な
く

と
も
雲
峰
作
品
の
画
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ムセイオン静岡・富士山世界文化遺産応援シンフォニー

マウント・カルチャー∞
名画・山水８つの視点
富士山の世界文化遺産登録を視野にムセイオン静岡が連続講座を
開講中です。

10月26日（土）15：00～17：00
会場　舞台芸術公園「楕円堂」
三谷　理華　静岡県立美術館上席学芸員　
セザンヌとサント・ヴィクトワール－南フランスの富士山？

11月23日（土）15：00～17：00
会場　静岡県立大学小講堂
福士　雄也　静岡県立美術館主任学芸員
富士見のトポスとその変遷－富士山をどこから描くか

12月21日（土）15：00～17：00
会場　静岡県立大学小講堂
立田　洋司　静岡県立大学特任教授
山と自然と音楽・美術

詳細については美術館・総務課までお問い合わせください。

友 の 会 の ご 案 内 入会は常時受け付けています。会員特典など詳細は、友の会事務局（Tel.054－264－0897）にお問い合わせください。

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）

ア ク セ ス
◎ＪＲ「草薙駅」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I.C、清水I.Cから約25分
◎新東名高速道路　新静岡I.Cから約25分

テレフォン・サービス：054－262－3737
ウェブサイト：http://www.spmoa.shizuoka.shizuoka.jp

無料託児サービス
毎週日曜日および祝日10：30～15：30
対象　6ヶ月～小学校就学前

※イベント等は都合により変更になる場合があります。
※詳細は美術館学芸課までお問い合わせください。
　（Tel：054－263－5857）

〒422－8002　静岡市駿河区谷田53－2
総務課／Tel 054－263－5755　Fax 054－263－5767
学芸課／Tel 054－263－5857　Fax 054－263－5742

黒田清輝（1866-1924／慶応2-大正13）
《富士之図》（6点組）より　板、油彩
25.0×33.0cm　明治31年（1898）

表紙の作品

　

こ
の
四
月
よ
り
静
岡
で
お
世
話
に
な
っ
て
い

ま
す
。
生
活
は
よ
う
や
く
落
ち
着
い
て
き
た
も

の
の
、
仕
事
で
は
ま
だ
ま
だ
勉
強
が
足
り
な
い

と
反
省
の
毎
日
で
す
。

　

今
回
は
新
米
学
芸
員
か
ら
み
た
学
芸
員
の
仕

事
の
一
端
に
つ
い
て
お
伝
え
し
た
い
と
思
い
ま

す
。

　

そ
も
そ
も
学
芸
員
の
仕
事
と
は
何
で
し
ょ
う

か
。
展
示
？
研
究
？
解
説
？
私
も
以
前
は
、
そ

う
し
た
展
覧
会
関
連
の
業
務
を
思
い
浮
か
べ
て

い
ま
し
た
。
し
か
し
、
実
際
美
術
館
で
働
い
て

み
る
と
、
業
務
の
多
様
さ
は
予
想
外
で
し
た
。

　

そ
の
中
で
、
自
分
に
任
さ
れ
た
業
務
の
一
つ

が「
特
別
観
覧
」（
通
称
ト
ッ
カ
ン
）担
当
で
す
。

「
観
覧
」
と
は
い
う
も
の
の
、
現
在
は
も
っ
ぱ

ら
研
究
目
的
や
公
共
性
が
高
い
、
あ
る
い
は
当

館
の
広
報
に
資
す
る
と
判
断
さ
れ
た
特
別
な
場

合
に
限
っ
て
、
収
蔵
品
の
画
像
の
貸
出
が
主
な

業
務
で
す
。
内
容
は
電
話
・
Ｅ
メ
ー
ル
の
や
り

取
り
、
書
類
の
起
案
な
ど
が
メ
イ
ン
で
す
が
、

商
品
開
発
す
る
会
社
、
テ
レ
ビ
や
新
聞
と
い
っ

た
マ
ス
コ
ミ
な
ど
、
各
種
業
界
の
様
子
を
窺
う

こ
と
が
で
き
、
ま
た
収
蔵
品
に
詳
し
く
な
れ
る

こ
と
も
、
新
入
り
と
し
て
は
あ
り
が
た
い
限
り

で
す
。

　

今
年
は
世
界
文
化
遺
産
に
登
録
さ
れ
た
富
士

山
を
題
材
と
し
た
絵
画
を
中
心
に
、
例
年
に
な

く
多
数
の
ご
申
請
を
い
た
だ
い
て
お
り
ま
す
。

特
に
多
い
の
が
静
岡
県
庁
の
ポ
ス
タ
ー
な
ど
で

も
す
っ
か
り
お
な
じ
み
の
横
山
大
観
《
群
青
富

士
》
で
、
紛
う
方
な
き
当
館
の
ス
タ
ー
選
手
で

す
。
ほ
か
に
も
一
時
は
登
録
が
危
ぶ
ま
れ
た
三

保
松
原
を
描
く
《
富
士
三
保
松
原
図
屛
風
》
や

木
村
武
山
《
羽
衣
》
な
ど
に
も
注
目
は
集
ま
っ

て
い
る
よ
う
で
す
。
ち
な
み
に
こ
れ
ら
の
作
品

は
「
富
士
山
の
絵
画
」
展
（
平
成
二
十
五
年
九

月
七
日
〜
十
月
二
十
日
）
で
も
展
示
さ
れ
て
い

ま
す
の
で
ぜ
ひ
と
も
ご
覧
く
だ
さ
い
。

　

と
も
あ
れ
、
ト
ッ
カ
ン
が
増
え
れ
ば
、
当
館

「
ト
ッ
カ
ン
」
と
い
う
し
ご
と学

芸
員　

浦
澤
倫
太
郎

趣味は旅です。（2013年春　ウユニ塩湖｟ボリビア｠にて）

コ
レ
ク
シ
ョ

ン
が
皆
様
の

目
に
触
れ
る

機
会
も
増
え

る
こ
と
と
な

り
ま
す
。
こ

れ
を
機
に
そ

の
魅
力
を
広

く
知
っ
て
頂

け
れ
ば
幸
い

で
す
。
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