
　

白
雲
た
な
び
く
青
々
と
し
た
富
士
を
す
っ
き
り
と
伸

び
や
か
に
描
く
。
手
前
の
樹
叢
の
精
緻
な
描
写
は
、
湿

り
気
を
帯
び
た
柔
ら
か
い
日
本
の
自
然
を
的
確
に
捉
え

て
い
る
。
沼
津
江
浦
か
ら
描
か
れ
た
こ
と
が
、
裏
面
に

記
さ
れ
た
「
伊
豆
国
江
浦
港
よ
り
富
士
山
を
眺
望
す　

画
師　

美
好
」
と
い
う
記
述
か
ら
分
か
る
。
ビ
ゴ
ー
の

油
彩
に
よ
る
風
景
画
は
珍
し
く
、
な
か
で
も
、
本
作
の

よ
う
に
富
士
を
大
き
く
捉
え
た
も
の
は
、
他
に
類
例
が

な
い
。

　

ビ
ゴ
ー
は
、
一
八
八
二
年
に
来
日
し
、
十
七
年
間
と

い
う
長
い
期
間
、
日
本
に
滞
在
し
た
。
そ
の
間
、
時
局

風
刺
雑
誌
『
ト
バ
エ
』
を
月
に
二
回
刊
行
す
る
と
と
も

に
、『
ザ
・
グ
ラ
フ
ィ
ッ
ク
』『
ル
・
モ
ン
ド
・
イ
リ
ュ

ス
ト
レ
』
な
ど
の
英
仏
の
新
聞
の
美
術
通
信
員
と
し
て

日
本
各
地
の
事
件
や
日
清
戦
争
を
取
材
し
た
。

　

板
に
描
か
れ
た
本
作
は
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
・
風
刺

画
家
と
し
て
活
躍
し
た
フ
ラ
ン
ス
人
ビ
ゴ
ー
が
、
旅
先

で
目
に
し
た
光
景
を
堅
実
な
油
彩
画
法
で
と
ど
め
た
も

の
で
あ
る
。「
風
景
画
家
ビ
ゴ
ー
」
と
い
う
意
外
な
一

面
を
窺
わ
せ
る
、
貴
重
な
油
彩
画
の
一
点
で
あ
る
。

（
上
席
学
芸
員　

泰
井
良
）

Amaryllis
アマリリス
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本
誌
「
ア
マ
リ
リ
ス
」
の
２
０
０
２
年

夏
号
（
№
66
）
に
、
泰
井
学
芸
員
に
よ
る

「
美
術
館
に
『
評
価
』
と
い
う
怪
物
が
や

っ
て
く
る
」
と
い
う
文
章
が
掲
載
さ
れ
て

い
る
。
こ
の
文
章
は
、
静
岡
県
立
美
術
館

に
評
価
シ
ス
テ
ム
と
い
う
「
怪
物
」
が
導

入
さ
れ
る
こ
と
を
高
ら
か
に
告
げ
る
フ
ァ

ン
フ
ァ
ー
レ
で
あ
っ
た
。

　

こ
の「
怪
物
」（
美
術
館
評
価
シ
ス
テ
ム
）

は
、
観
覧
者
数
の
減
少
（
平
成
11
年
度
に

開
館
以
来
最
低
値
を
記
録
）、
県
庁
に
お

け
る
予
算
の
マ
イ
ナ
ス
シ
ー
リ
ン
グ
（
概

算
要
求
時
に
前
年
度
よ
り
一
定
率
を
減
じ

た
も
の
を
要
求
限
度
と
す
る
こ
と
）実
施
、

行
政
評
価
試
行
結
果
に
基
づ
く
近
代
文
学

博
物
館
の
閉
館
（
東
京
都
）
と
い
っ
た
事

態
を
受
け
て
、
全
国
に
先
駆
け
て
静
岡
県

立
美
術
館
が
導
入
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ

の
背
後
に
は
、
美
術
館
運
営
の
先
行
き
に

対
す
る
美
術
館
や
県
文
化
政
策
関
係
者
の

強
い
危
機
感
が
あ
っ
た
。

　

県
立
美
術
館
評
価
シ
ス
テ
ム
は
、
平
成

13
（
２
０
０
１
）
年
度
に
約
70
の
評
価
指

標
（
ベ
ン
チ
マ
ー
ク
ス
）
を
計
測
す
る
方

式
で
ス
タ
ー
ト
し
、平
成
15
（
２
０
０
３
）

年
度
に
は
静
岡
県
立
美
術
館
評
価
委
員
会

が
設
置
さ
れ
、
同
委
員
会
の
提
言
を
受
け

て
、平
成
17
（
２
０
０
５
）
年
度
か
ら
は
、

美
術
館
に
よ
る
自
己
評
価
と
第
三
者
評
価

委
員
会
に
よ
る
外
部
評
価
を
両
輪
と
す
る

評
価
シ
ス
テ
ム
が
確
立
し
、
現
在
に
至
っ

て
い
る
。

　

そ
の
特
徴
を
挙
げ
れ
ば
、
①
美
術
館
の

主
導
に
よ
る
自
律
的
な
評
価
シ
ス
テ
ム
で

あ
る
、
②
美
術
館
の
使
命
・
戦
略
に
基
づ

き
評
価
が
実
施
さ
れ
て
い
る
、
③
利
用
者

ア
ン
ケ
ー
ト
を
積
極
的
に
実
施
す
る
な

ど
、
美
術
館
活
動
を
定
量
的
に
把
握
す
る

こ
と
に
重
点
が
置
か
れ
て
い
る
、
④
多
く

の
学
芸
員
が
評
価
の
実
施
に
関
わ
っ
て
い

る
、
⑤
評
価
結
果
が
美
術
館
の
ウ
ェ
ブ
サ

イ
ト
等
に
よ
り
一
般
に
公
開
さ
れ
て
い

る
、
と
い
っ
た
点
で
あ
る
。

　

今
や
国
・
地
方
の
行
政
組
織
に
お
い
て

は
、
評
価
を
実
施
す
る
こ
と
は
「
当
た
り

前
」
と
さ
れ
て
い
る
が
、
公
立
文
化
施
設

で
は
、
自
主
的
に
評
価
に
取
り
組
む
と
こ

ろ
は
い
ま
だ
に
少
な
い
。
冒
頭
で
触
れ
た

よ
う
に
、導
入
時
に
評
価
シ
ス
テ
ム
が「
怪

物
」
と
形
容
さ
れ
た
の
は
、
こ
れ
が
美
術

館
に
従
来
存
在
し
な
か
っ
た
「
異
物
」
で

あ
る
こ
と
を
強
調
す
る
た
め
で
あ
ろ
う

が
、
国
内
の
公
立
美
術
館
に
お
い
て
評
価

が
「
異
物
」
で
あ
る
と
い
う
事
情
は
、
い

ま
だ
に
変
わ
り
な
い
。

　

さ
て
、こ
の
「
怪
物
」
は
県
立
美
術
館
に

何
を
も
た
ら
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
筆
者

は
本
年
、
当
美
術
館
の
学
芸
員
の
ほ
ぼ
全

員
と
、
評
価
に
つ
い
て
懇
談
す
る
機
会
を

得
た
。
そ
の
席
で
学
芸
員
か
ら
は
、
評
価

に
よ
っ
て
事
業
活
動
の
結
果
が
可
視
化
さ

れ
、
業
務
改
善
に
つ
な
が
っ
た
こ
と
等
の

メ
リ
ッ
ト
が
指
摘
さ
れ
る
一
方
、
評
価
の

目
的
や
仕
組
み
が
実
態
に
合
っ
て
い
な
い

の
で
は
な
い
か
と
の
懸
念
も
示
さ
れ
た
。

当
初
、
美
術
館
運
営
の
先
行
き
に
対
す
る

危
機
感
か
ら
導
入
さ
れ
た
評
価
シ
ス
テ
ム

は
、
事
業
活
動
を
可
視
化
す
る
こ
と
を
通

じ
て
、
職
員
自
身
に
よ
る
業
務
改
善
と
県

民
に
対
す
る
説
明
に
貢
献
し
て
き
た
と
言

え
る
。し
か
し
、美
術
館
を
取
り
巻
く
状
況

も
美
術
館
自
体
も
変
化
を
遂
げ
て
い
る
た

め
、
評
価
シ
ス
テ
ム
が
現
状
に
合
わ
な
く

な
り
つ
つ
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。

　

今
後
の
美
術
館
評
価
シ
ス
テ
ム
の
あ
り

方
を
構
想
す
る
際
に
は
、
以
下
に
挙
げ
る

点
が
重
要
で
あ
る
。第
1
に
、中
長
期
的
に

県
立
美
術
館
が
ど
の
よ
う
な
方
向
を
め
ざ

す
か
と
い
う
点
で
あ
る
。
昨
年
度
の
観
覧

者
数
が
開
館
後
最
少
を
記
録
し
た
ほ
か
、

人
口
の
減
少
、
県
財
政
の
状
況
、
美
術
館

施
設
の
老
朽
化
等
、
美
術
館
は
新
た
な
問

題
に
直
面
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
中
で
、

将
来
に
向
け
て
美
術
館
が
ど
の
よ
う
な
方

向
を
め
ざ
す
か
に
よ
っ
て
、
導
入
す
べ
き

評
価
シ
ス
テ
ム
の
あ
り
方
も
変
わ
っ
て
く

る
。
第
2
に
、
評
価
に
お
け
る
関
係
主
体

間
の
役
割
分
担
の
あ
り
方
で
あ
る
。
美
術

館
評
価
に
直
接
関
わ
っ
て
い
る
主
体
は
美

術
館
、県（
文
化
政
策
課
）、第
三
者
評
価
委

員
会
の
3
者
で
あ
る
が
、
美
術
館
協
議
会

も
館
長
の
諮
問
に
応
じ
て
意
見
等
を
述
べ

る
役
割
を
果
た
し
て
お
り
、
美
術
館
の
運

営
に
関
与
し
て
い
る
。
現
状
で
は
こ
れ
ら

の
主
体
の
評
価
に
お
け
る
役
割
分
担
が
明

確
で
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
、
こ

の
点
を
整
理
す
る
必
要
が
あ
り
そ
う
だ
。

　

ど
の
よ
う
な
評
価
シ
ス
テ
ム
を
志
向
す

る
に
せ
よ
、
美
術
館
職
員
が
そ
の
目
的
や

意
図
を
理
解
し
、
前
向
き
な
意
識
で
取
り

組
め
る
よ
う
な
も
の
で
あ
る
こ
と
が
望
ま

し
い
。
同
時
に
、
県
立
美
術
館
が
担
っ
て

い
る
公
的
な
役
割
を
よ
り
良
く
果
た
す
こ

と
を
支
援
す
る
よ
う
な
仕
組
み
で
あ
る
必

要
も
あ
る
。
現
在
の
美
術
館
評
価
シ
ス
テ

ム
も
十
分
に
先
進
的
な
も
の
で
あ
る
が
、

現
状
に
合
っ
た
よ
り
有
効
な
「
怪
物
」
に

生
ま
れ
変
わ
る
こ
と
を
期
待
し
た
い
。

「
怪
物
」・
そ
の
後

―
静
岡
県
立
美
術
館
評
価
の
現
状
と
今
後
に
つ
い
て
―

田
中　

啓

静
岡
文
化
芸
術
大
学
　
文
化
政
策
学
部
教
授
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夏
休
み
期
間
の
八
月
十
一
日
か
ら
十
四

日
ま
で
の
四
日
間
、「
ス
イ
ス
デ
ザ
イ
ン

展
」関
連
教
育
普
及
イ
ベ
ン
ト
と
し
て「
夏

休
み
子
ど
も
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ　

う
ち
の

子
も
デ
ザ
イ
ナ
ー
！
」が
開
か
れ
ま
し
た
。

　

八
月
十
一
日
・
十
二
日
の
前
半
二
日
間

は
、
講
師
に
池
ヶ
谷
知
宏
氏
（good bye 

m
arket

）
を
お
迎
え
し
、「
こ
れ
で
い
い

の
だ
！
や
わ
ら
か
発
想
ラ
ボ
」
と
題
し
て

講
座
を
行
い
ま
し
た
。
池
ヶ
谷
氏
は
富
士

山
や
漢
字
を
モ
チ
ー
フ
に
作
品
を
デ
ザ
イ

ン
さ
れ
て
い
て
、
ど
の
作
品
も
池
ヶ
谷
氏

自
身
の
も
つ
ユ
ニ
ー
ク
さ
と
温
か
さ
が
形

に
な
っ
た
よ
う
な
、
見
る
も
の
を
楽
し
い

気
分
に
し
て
く
れ
る
も
の
ば
か
り
で
す
。

今
回
の
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
で
は
、
池
ヶ
谷

氏
の
ア
イ
デ
ア
が
ど
ん
な
風
に
生
み
出
さ

れ
る
の
か
を
子
ど
も
た
ち
が
理
解
で
き
る

よ
う
に
、
池
ヶ
谷
氏
考
案
の
発
想
ト
レ
ー

ニ
ン
グ
の
数
々
に
取
り
組
み
ま
し
た
。

　

暗
号
の
よ
う
な
形
に
デ
ザ
イ
ン
さ
れ
た

ひ
ら
が
な
を
組
み
合
わ
せ
て
名
札
を
作
っ

て
自
己
紹
介
。
富
士
山
の
形
に
く
り
ぬ
い

た
ル
ー
ペ
を
制
作
し
て
、
美
術
館
の
ま
わ

容
な
の
で
、
低
学
年
の
小
学
生
に
は
難
し

す
ぎ
る
か
も
し
れ
な
い
と
心
配
し
て
い
ま

し
た
。
し
か
し
、
参
加
者
の
小
学
生
た
ち

は
講
師
の
デ
ザ
イ
ナ
ー
そ
れ
ぞ
れ
か
ら
、

考
え
方
と
、
何
よ
り
創
作
に
対
す
る
熱
意

を
感
じ
取
り
、
ど
ん
ど
ん
活
動
に
の
め
り

こ
ん
で
い
き
ま
し
た
。
小
学
生
の
時
期
に

「
デ
ザ
イ
ン
」
を
知
識
で
は
な
く
感
覚
と

し
て
受
け
取
っ
た
な
ら
、
き
っ
と
こ
れ
か

ら
の
発
想
や
制
作
は
豊
か
な
も
の
に
な
っ

て
い
く
は
ず
で
す
。

　

静
岡
県
立
美
術
館
の
教
育
普
及
イ
ベ
ン

ト
で
は
、こ
れ
か
ら
も
参
加
者
の
皆
様
に
、

ア
ー
テ
ィ
ス
ト
と
の
出
会
い
か
ら
、
技
術

だ
け
で
は
な
く
、
そ
の
内
側
に
あ
る
何
か

を
感
じ
取
る
機
会
を
与
え
ら
れ
た
ら
と
考

え
て
い
ま
す
。

写真 ２

写真 １

ア
ー
テ
ィ
ス
ト
と
出
会
い
、感
じ
る
機
会

―
夏
休
み
子
ど
も
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
―

主
査
　
石
津
宏
直

り
の
景
色
を
の
ぞ
い
た
「
富
士
山
探
し
」。

（
写
真
1
）
作
品
タ
イ
ト
ル
を
隠
し
た
状

態
の
ロ
ダ
ン
館
で
、
彫
刻
作
品
を
実
際
に

鑑
賞
し
な
が
ら
行
っ
た
「
タ
イ
ト
ル
を
考

え
よ
う
」。
漢
字
の
中
に
「
×
」
を
見
つ

け
て
「
○
」
に
し
て
新
た
な
漢
字
の
意
味

を
生
み
出
す
「
漢
字
の
解
剖
」。

　

最
初
は
緊
張
し
て
固
か
っ
た
表
情
も
、

そ
し
て
き
っ
と
小
学
生
た
ち
の
発
想
も
、

池
ヶ
谷
氏
の
人
柄
と
発
想
ト
レ
ー
ニ
ン
グ

で
ど
ん
ど
ん
や
わ
ら
か
く
な
っ
て
い
き
ま

し
た
。

　

八
月
十
三
日
・
十
四
日
の
後
半
二
日
間

は
、
講
師
に
岡
本
光
市
氏
（
共
栄
デ
ザ
イ

ン
）
を
お
迎
え
し
、「
ひ
ら
め
き　

ハ
ニ

カ
ム　

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」
を
開
催
し
ま
し

た
。
前
半
の
「
発
想
」
に
特
化
し
た
内
容

と
は
対
照
的
に
、
後
半
の
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ

プ
で
は
構
想
か
ら
作
品
作
り
ま
で
の
デ
ザ

イ
ナ
ー
の
お
仕
事
を
、
小
学
生
が
実
践
し

な
が
ら
理
解
で
き
る
よ
う
な
内
容
と
な
り

ま
し
た
。

　

ま
ず
は
岡
本
氏
の
作
品
に
実
際
に
触
れ

な
が
ら
「
デ
ザ
イ
ン
」
と
出
会
う
。
今
回

の
制
作
素
材
と
な
る
「
ハ
ニ
カ
ム
紙
」
を

実
際
に
作
る
こ
と
で
理
解
を
し
、「
ス
イ

ス
デ
ザ
イ
ン
展
」
や
ロ
ダ
ン
館
の
展
示
作

品
を
ア
イ
デ
ア
ス
ケ
ッ
チ
し
て
、
作
品
イ

メ
ー
ジ
を
ひ
ろ
げ
、
用
途
や
材
料
の
特
性

を
考
え
な
が
ら
デ
ザ
イ
ン
決
定
。そ
し
て
、

丁
寧
な
作
業
で
自
ら
の
作
品
を
形
に
し
て

い
き
ま
し
た
。

　

制
作
中
は
作
品
の
完
成
状
態
は
見
ず

に
、
鑑
賞
会
ま
で
我
慢
と
い
う
約
束
だ
っ

た
の
で
、
鑑
賞
会
で
一
斉
に
み
ん
な
の
作

品
が
広
が
っ
た
時
に
は
、
参
加
者
の
小
学

生
た
ち
か
ら
喜
び
の
歓
声
が
あ
が
り
ま
し

た
。（
写
真
2
）

　

二
つ
の
講
座
で
取
り
上
げ
た
「
デ
ザ
イ

ン
」
と
い
う
考
え
方
は
、
小
学
校
図
画
工

作
科
の
段
階
で
は
、
あ
ま
り
扱
わ
な
い
内

03



　

し
ば
ら
く
前
に
、『
舟
を
編
む
』
と
い

う
小
説
と
そ
れ
を
原
作
と
し
た
同
名
の
映

画
が
ヒ
ッ
ト
し
、
話
題
と
な
り
ま
し
た
。

今
こ
の
文
章
を
お
読
み
い
た
だ
い
て
い
る

方
の
中
に
も
、
ご
存
知
の
方
が
多
い
の
で

は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
主
人
公
は
出
版

社
の
編
集
者
。「
言
葉
の
海
を
渡
る
舟
」

で
あ
る
辞
書
を
編
む
刻
苦
勉
励
の
日
々
が

描
か
れ
て
い
ま
す
。

　

と
こ
ろ
で
、
何
を
今
さ
ら
と
仰
る
向
き

も
あ
る
で
し
ょ
う
が
、
美
術
館
で
展
覧
会

を
企
画
す
る
と
い
う
仕
事
も
、
前
述
の
編

集
者
の
仕
事
に
似
て
い
る
の
で
は
な
い
か

と
思
い
ま
す
。
す
な
わ
ち
、
一
定
の
テ
ー

マ
を
決
め
、
数
多
あ
る
イ
メ
ー
ジ
の
中
か

ら
そ
れ
に
沿
っ
た
出
品
作
品
を
選
択
し
、

展
示
室
を
構
成
し
て
皆
さ
ん
に
お
見
せ
す

る
と
い
う
作
業
は
、
ま
さ
し
く
「
編
集
」

と
言
え
る
で
し
ょ
う
。
扱
う
対
象
は
、
出

版
物
の
編
集
に
携
わ
る
方
々
の
場
合
は
言

葉
で
あ
る
の
に
対
し
、
我
々
の
場
合
は
ヴ

ィ
ジ
ュ
ア
ル
・
イ
メ
ー
ジ
と
い
う
根
本
的

な
違
い
は
あ
り
ま
す
。
し
か
し
、
様
々
な

約
束
事
や
決
ま
り
事
を
遵
守
し
つ
つ
、「
編

集
」
の
仕
方
に
よ
っ
て
個
性
や
特
徴
を
出

す
、
あ
る
い
は
個
々
の
差
が
際
立
つ
と
い

う
点
で
は
、
出
版
物
も
展
覧
会
も
同
様
で

は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

　

前
置
き
が
長
く
な
り
ま
し
た
が
、
本
展

は
、
当
館
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
と
個
人
コ
レ

ク
タ
ー
の
ご
所
蔵
品
の
中
か
ら
、
写
真
と

版
画
の
連
作
を
中
心
と
し
て
、
十
六
世
紀

か
ら
現
代
ま
で
、
五
ヵ
国
に
ま
た
が
る
二

十
人
以
上
の
作
家
を
、
以
下
の
六
つ
の
パ

ー
ト
（
現
時
点
で
の
仮
称
）
で
ご
紹
介
し

ま
す
。

1 　

ド
イ
ツ
お
よ
び
そ
の
周
辺
―
表
現
主

義
の
版
画
と
建
築
写
真
を
中
心
に

2　

神
話
風
景
、
そ
し
て
神
話
の
彼
方
へ

3 　
オ
リ
エ
ン
タ
リ
ズ
ム
―
憧あ

こ
が

れ
の「
東
方
」

4　

パ
リ
―
日
常
の
ひ
と
こ
ま

5　

ロ
ー
マ
／
ロ
ー
マ

6　

江
戸
・
東
京
、
東
海
道
五
十
三
次

　

こ
れ
ら
六
つ
の
パ
ー
ト
は
そ
れ
ぞ
れ
、

作
家
が
創
造
／
想
像
力
を
喚
起
さ
れ
た

「
場
所
」「
物
語
」、
そ
し
て
そ
れ
ら
を
統
合

す
る
美
術
史
上
の
「
運イ
ズ
ム動

」
を
め
ぐ
る
キ

ー
ワ
ー
ド
を
軸
と
し
て
い
ま
す
。
場
合
に

よ
っ
て
は
、
時
代
・
国
・
ジ
ャ
ン
ル
も
全

く
異
な
る
作
家
同
士
を
、
こ
れ
ら
の
キ
ー

ワ
ー
ド
の
下
に
ご
紹
介
し
ま
す
。〈
オ
リ

エ
ン
タ
リ
ズ
ム
〉
の
パ
ー
ト
を
例
に
挙
げ

ま
し
ょ
う
。《
ウ
ジ
ェ
ー
ヌ
・
ド
ラ
ク
ロ
ワ

銅
版
画
集
》
は
、
外
交
使
節
団
の
一
員
と

し
て
モ
ロ
ッ
コ
に
赴
い
た
フ
ラ
ン
ス
の
画

家
ド
ラ
ク
ロ
ワ（
一
七
九
八
～
一
八
六
三
）

が
、
現
地
で
の
見
聞
を
元
に
制
作
し
た
版

画
連
作
で
す
が
、
十
八
世
紀
か
ら
十
九
世

紀
に
西
欧
で
流
行
し
た
東
方
趣
味
（
オ
リ

エ
ン
タ
リ
ズ
ム
＝
中
近
東
や
北
ア
フ
リ
カ

な
ど
の
自
然
や
風
俗
を
主
題
と
す
る
絵

画
）
と
軌
を
一
に
し
て
い
ま
す
。
一
方
、

服
部
冬
樹
（
一
九
五
五
～
）
の
《
オ
リ
エ

ン
タ
リ
ズ
ム
の
た
め
の
ヌ
ー
ド
Ⅱ
（
イ
ス

タ
ン
ブ
ー
ル
）》
は
、
水
盤
に
流
れ
落
ち

る
水
を
眺
め
る
、
ス
カ
ー
フ
を
被
っ
た
後

ろ
姿
の
裸
婦
と
い
う
演
出
が
、ド
ミ
ニ
ク
・

ア
ン
グ
ル
（
一
七
八
〇
～
一
八
六
七
）
の

《
泉
》
や
ハ
ー
レ
ム
を
主
題
と
し
た
《
ト

ル
コ
風
呂
》
を
連
想
さ
せ
、
タ
イ
ト
ル
ど

お
り
オ
リ
エ
ン
タ
リ
ズ
ム
へ
の
オ
マ
ー
ジ

ュ
の
よ
う
な
写
真
作
品
と
言
え
ま
す
。

　

本
展
は
、
一
冊
ま
る
ま
る
一
篇
の
物
語

を
収
め
た
ミ
ス
テ
リ
ー
や
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー

で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
六
つ
の
小
テ
ー
マ
の

集
合
体
と
し
て
の
展
覧
会
、
い
わ
ば
六
篇

の
短
編
小
説
を
編
ん
だ
よ
う
な
展
覧
会

（
六
つ
の
ア
ン
ソ
ロ
ジ
ー
）
で
す
。
展
示

室
ご
と
に
様
変
わ
り
す
る
ゆ
る
や
か
な
イ

メ
ー
ジ
の
連
鎖
と
い
う
「
編
み
方
」
を
お

楽
し
み
い
た
だ
け
ま
し
た
ら
幸
い
で
す
。

（
上
席
学
芸
員　

南 

美
幸
）

服部冬樹《オリエンタリズムのためのヌードⅡ
（イスタンブール）》（個人蔵）

ウジェーヌ・ドラクロワ
《ウジェーヌ・ドラクロワ銅版画集》より「後ろ向きの裸婦の習作」（当館蔵）

写真家の眼／版画の眼
６つのア

選 集

ンソロジー

平成27年11月 8 日（日）～12月 9 日（水）
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「
音
楽
の
都
」
と
言
わ
れ
る
オ
ー
ス
ト
リ

ア
の
首
都
、
ウ
ィ
ー
ン
。
こ
の
華
麗
な
街

に
、
十
九
世
紀
末
、
都
市
改
造
計
画
の
一

環
と
し
て
約
二
十
年
の
年
月
を
か
け
て
美

の
館
が
建
設
さ
れ
ま
す
。
こ
の
際
に
は
金

銭
的
・
時
間
的
制
約
は
一
切
設
け
ら
れ
な

か
っ
た
と
さ
れ
、
贅
の
限
り
を
尽
く
し
た

そ
の
姿
は
、
ル
ネ
サ
ン
ス
や
バ
ロ
ッ
ク
な

ど
の
様
々
な
建
築
様
式
が
織
り
込
ま
れ
た

き
ら
び
や
か
な
も
の
で
し
た
。
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
の
主
要
美
術
館
の
一
つ
と
し
て
今
日
名

を
馳
せ
る
、
ウ
ィ
ー
ン
美
術
史
美
術
館
の

誕
生
で
す
。
こ
こ
に
収
め
ら
れ
た
数
十
万

点
に
お
よ
ぶ
膨
大
な
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
は
、

六
〇
〇
年
に
わ
た
り
ウ
ィ
ー
ン
に
君
臨
し

た
オ
ー
ス
ト
リ
ア
・
ハ
プ
ス
ブ
ル
ク
家
の

栄
光
の
歴
史
を
反
映
す
る
も
の
で
し
た
。

歴
代
皇
帝
の
趣
味
や
趣
向
、
審
美
眼
に
よ

っ
て
選
ば
れ
た
、
ド
イ
ツ
、
フ
ラ
ン
ド
ル
、

オ
ラ
ン
ダ
な
ど
の
北
方
絵
画
の
傑
作
や
イ

タ
リ
ア
・
ル
ネ
サ
ン
ス
の
名
作
が
、
コ
レ

ク
シ
ョ
ン
の
核
と
し
て
、
き
ら
星
の
よ
う

に
き
ら
め
い
て
い
ま
す
。

　

ウ
ィ
ー
ン
美
術
史
美
術
館
の
こ
の
豊
か

な
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
に
は
、
ハ
プ
ス
ブ
ル
ク

家
が
統
治
し
て
い
た
ネ
ー
デ
ル
ラ
ン
ド
地

方
の
、
十
五
世
紀
か
ら
十
七
世
紀
に
か
け

た
「
風
景
画
」
の
黎
明
期
と
い
え
る
時
代

の
作
品
も
数
多
く
含
ま
れ
て
い
ま
す
。「
風

景
画
」
は
、
今
日
の
私
た
ち
に
と
っ
て
最

も
親
し
み
や
す
い
絵
画
表
現
の
ひ
と
つ
で

す
が
、
実
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
風
景
が
絵
画

の
中
に
取
り
入
れ
ら
れ
は
じ
め
る
の
は
、

十
五
世
紀
以
降
の
こ
と
で
す
。
彼
方
の
眺

望
を
見
渡
す
か
の
よ
う
に
開
か
れ
た
室
内

の
窓
の
描
写
を
通
じ
て
の
こ
と
で
し
た

が
、
風
景
表
現
は
こ
れ
を
き
っ
か
け
に
、

聖
書
や
神
話
の
世
界
の
舞
台
と
し
て
次
第

に
生
き
生
き
と
し
た
表
情
を
み
せ
る
よ
う

に
な
っ
て
い
き
始
め
ま
す
。
そ
し
て
十
七

世
紀
を
迎
え
る
と
、
も
は
や
物
語
の
舞
台

で
は
な
い
独
立
し
た
主
題
と
し
て
取
り
上

げ
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
さ
ら
に
さ
ま
ざ

ま
な
分
野
に
も
分
か
れ
て
い
く
よ
う
に
な

り
ま
す
。
と
り
わ
け
こ
の
頃
の
オ
ラ
ン
ダ

を
中
心
と
し
た
文
化
圏
で
は
、
身
近
な
風

景
が
そ
れ
ぞ
れ
の
画
家
の
感
性
よ
っ
て
み

ず
み
ず
し
く
と
ら
え
ら
れ
、
人
物
の
描
写

を
含
ま
な
い
純
粋
な
「
風
景
画
」
の
誕
生

に
大
き
く
貢
献
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し

た
。
そ
し
て
、
こ
う
し
た
歴
史
を
紐
解
く

に
は
、
ウ
ィ
ー
ン
美
術
史
美
術
館
の
風
景

画
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
群
は
最
適
と
言
え
る

の
で
す
。

　
「
風
景
画
の
誕
生
」
の
副
題
を
冠
し
た

本
展
で
は
、
ウ
ィ
ー
ン
美
術
史
美
術
館
が

誇
る
風
景
画
の
作
品
群
か
ら
、
パ
テ
ィ
ニ

ー
ル
、
フ
ァ
ル
ケ
ン
ボ
ル
フ
、
テ
ィ
ツ
ィ

ア
ー
ノ
、
カ
ナ
レ
ッ
ト
な
ど
の
巨
匠
を
は

じ
め
と
し
た
名
作
、
約
七
十
点
を
選
り
す

ぐ
り
、
十
五
世
紀
か
ら
十
八
世
紀
中
ご
ろ

ま
で
の
「
風
景
画
」
成
立
の
過
程
を
辿
っ

て
い
き
ま
す
。
珠
玉
の
作
品
が
織
り
な
す

「
風
景
画
」
誕
生
の
物
語
を
、
ぜ
ひ
お
楽

し
み
く
だ
さ
い
。（

学
芸
課
長　

三
谷
理
華
）

ルーカス・ファン・ファルケンボルフ《夏の風景（7月または8月）》　1585年　油彩・キャンヴァス

ティツィアーノ・ヴェチェッリオ《タンバリンを演奏する
子ども》1510-15年頃　油彩・キャンヴァス

ウィーン美術史美術館展
―風景画の誕生―

平成27年12月19日（土）～平成28年 3 月21日（月・振休）
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研究ノ ー ト

　

一
八
七
二
年
七
月
二
十
六
日
、
フ
ラ
ン
ス
の
セ

ー
ヴ
ル
国
立
製
陶
所
に
、
一
つ
の
委
員
会
が
新
た

に
設
置
さ
れ
た
。
こ
の
日
に
発
令
さ
れ
た
教
育
宗

教
美
術
省
令
の
第
一
条
に
は
、次
の
よ
う
に
あ
る
。

「
セ
ー
ヴ
ル
製
陶
所
で
な
さ
れ
た
陶
磁
器
の
仕
事

を
、
芸
術
の
観
点
か
ら
、
吟
味
し
評
価
す
る
た
め

に
、
五
名
か
ら
な
る
委
員
会
を
設
置
す
る
。

　

こ
の
委
員
会
は
、
各
四
半
期
の
終
わ
り
に
製
陶

所
本
部
に
参
集
し
、
議
事
録
に
も
残
す
所
見
結
果

を
、
施
設
の
運
営
管
理
側
に
伝
え
る
」1
。

　

十
九
世
紀
半
ば
、
セ
ー
ヴ
ル
国
立
製
陶
所
は
美

的
感
覚
の
欠
如
を
批
判
さ
れ
、
こ
れ
に
一
八
七
〇

年
の
普
仏
戦
争
に
よ
る
製
陶
所
の
荒
廃
が
追
い
打

ち
を
か
け
て
い
た
。
だ
が
、
一
八
七
一
年
に
ル
イ

＝
レ
ミ
ー
・
ロ
ベ
ー
ル
（
一
八
一
〇

−

一
八
八
二
）

が
製
陶
所
長
（adm

inistrateur

）
に
任
命
さ
れ

る
と
、
い
わ
ゆ
る
「
ル
ネ
サ
ン
ス
」
の
時
代
が
幕

を
開
け
、
再
生
の
動
き
が
開
始
さ
れ
る
が
、
一
八

七
二
年
設
置
の
「
セ
ー
ヴ
ル
国
立
製
陶
所
改
良
委

員
会
（Com

m
ission de perfectionnem

ent de 
la m

anufacture nationale de Sèvres
）」［
以

下
、「
改
良
委
員
会
」
と
略
記
］
は
、
そ
れ
を
象

徴
的
に
告
げ
る
も
の
で
あ
っ
た2
。
こ
の
委
員
会
は

美
術
長
官
シ
ャ
ル
ル
・
ブ
ラ
ン
（
一
八
一
三

−

一

八
八
二
）
を
委
員
長
に
五
名
の
委
員
で
構
成
さ
れ

た
が
、
一
八
七
四
年
六
月
十
九
日
の
教
育
宗
教
美

術
省
令
で
は
美
術
長
官
フ
ィ
リ
ッ
プ
・
ド
・
シ
ュ

ヌ
ヴ
ィ
エ
ー
ル
公
爵
（
一
八
二
〇

−

一
八
九
九
）

を
委
員
長
に
十
三
名
の
委
員
会
へ
と
拡
大3
。
一
八

八
四
年
に
は
、
教
育
美
術
大
臣
ア
ル
マ
ン
・
フ
ァ

リ
エ
ー
ル
（
一
八
四
一

−

一
九
三
一
）
自
身
を
委

員
長
に
十
九
名
の

委
員
で
構
成
さ
れ

る
よ
う
に
な
っ
て

い
る4
。
改
良
委
員

会
が
時
と
と
も
に

重
要
性
を
増
し
て

い
っ
た
こ
と
が
う

か
が
わ
れ
る
が
、

製
陶
所
は
実
際
、

委
員
会
の
提
言
の

下
様
々
な
改
革
を

　

所
長
殿

　

マ
ズ
ロ
ー
ル
氏
の
後
任
と
し
て
、
セ
デ
ィ
ー
ユ

氏
を
セ
ー
ヴ
ル
製
陶
所
改
良
委
員
会
委
員
に
任
命

す
る
こ
と
を
、
貴
殿
は
望
ん
で
お
ら
れ
ま
し
た
。

　

美
術
省
と
し
て
は
、
業
務
上
の
助
力
を
得
る
た

め
に
設
け
ら
れ
て
い
る
諸
委
員
会
の
実
質
の
あ
る

協
力
を
確
た
る
も
の
と
す
る
こ
と
を
望
む
が
ゆ
え

に
、
同
一
人
物
を
複
数
の
委
員
会
に
極
力
組
み
入

れ
な
い
よ
う
希
望
し
て
い
ま
す
。

　

セ
デ
ィ
ー
ユ
氏
は
、
す
で
に
モ
ザ
イ
ク
製
作
所

改
良
評
議
会
に
参
画
し
て
お
り
、
別
の
芸
術
家
の

協
力
を
求
め
る
の
が
望
ま
し
く
、
マ
ズ
ロ
ー
ル
氏

の
後
任
で
あ
れ
ば
、
氏
の
よ
う
に
装
飾
感
覚
を
も

っ
た
画
家
と
す
る
の
が
好
ま
し
い
と
考
え
ま
し

た
。

　

し
た
が
っ
て
、
私
は
ラ
フ
ァ
エ
ル
・
コ
ラ
ン
氏

の
任
命
を
提
案
し
、
大
臣
閣
下
は
こ
の
選
択
を
承

認
な
さ
い
ま
し
た
。

　

加
え
て
、
セ
ー
ヴ
ル
の
委
員
会
に
は
鉱
物
学
者

を
入
れ
る
の
が
有
益
で
は
な
い
か
と
考
え
ま
し
た

の
で
、
追
加
委
員
と
し
て
、
高
等
師
範
学
校
の
鉱

物
学
准
教
授
で
あ
る
デ
ュ
フ
ェ
氏
の
任
命
を
提
案

し
ま
し
た
。

　

こ
の
提
案
も
、
七
月
五
日
付
の
省
令
で
同
じ
く

為
し
、
新
た
な
技
術
や
素
材
、
様
式
の
導
入
に
取

り
組
み
、
セ
ー
ヴ
ル
の
「
ル
ネ
サ
ン
ス
」
が
遂
行

さ
れ
て
い
く
の
で
あ
る
。

　

さ
て
、
こ
の
改
良
委
員
会
に
は
、
画
家
ラ
フ
ァ

エ
ル
・
コ
ラ
ン
（
一
八
五
〇

−

一
九
一
六
）
も
一

時
加
わ
っ
て
い
た
。
一
八
九
九
年
に
レ
ジ
オ
ン
・

ド
ヌ
ー
ル
勲
章
オ
フ
ィ
シ
エ
章
を
受
勲
し
た
折
、

勲
位
局
に
提
出
し
た
略
歴
の
中
に
「
セ
ー
ヴ
ル
国

立
製
陶
所
改
良
委
員
会
委
員
」
と
記
し
て
い
る
の

だ5
。
だ
が
、
そ
れ
が
い
つ
頃
だ
っ
た
か
と
い
っ
た

詳
細
な
記
載
は
、
そ
こ
に
は
無
い
。

　

実
の
と
こ
ろ
、
コ
ラ
ン
と
改
良
委
員
会
と
の
関

わ
り
を
具
体
的
に
示
す
資
料
は
、
現
在
の
と
こ
ろ

殆
ど
確
認
さ
れ
て
い
な
い
。
こ
の
状
況
に
鑑
み
れ

ば
、
セ
ー
ヴ
ル
国
立
製
陶
所
資
料
室
（
図
1
）
が

保
管
す
る
一
八
八
九
年
七
月
九
日
付
の
美
術
長
官

の
製
陶
所
長
宛
書
簡
（
図
2
）
に
あ
る
記
載
は
、

ほ
ぼ
唯
一
の
も
の
と
し
て
極
め
て
貴
重
で
あ
り
、

か
つ
内
容
面
で
も
興
味
深
い
。
以
下
、
拙
訳
に
よ

り
全
文
を
引
用
す
る
。

「［
一
八
］
八
九
年
七
月
九
日
パ
レ
・
ロ
ワ
イ
ヤ
ル

ラファエル・コランと美術行政
―セーヴル国立製陶所関連資料を手掛かりに

学芸課長　三谷理華

図１　セーヴル国立製陶所資料室の入っている建物

図２　1889年7月9日付、美術長官のセーヴル製陶
所長宛書簡1頁目（セーヴル国立製陶所資料室蔵）
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承
認
さ
れ
ま
し
た
。

　

所
長
殿
、
私
の
格
別
な
る
敬
意
を
確
か
な
も
の

と
お
受
け
止
め
下
さ
い
。

　

美
術
長
官
［
署
名
］
Ｇ
・
ラ
ル
ー
メ
」6

　

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
コ
ラ
ン
の
改
良
委
員
会
参
画

は
一
八
八
九
年
で
あ
っ
た
こ
と
が
判
る
。
こ
の
時

の
美
術
長
官
は
、
署
名
に
も
あ
る
美
術
史
家
の
ギ

ュ
ス
タ
ー
ヴ
・
ラ
ル
ー
メ
（
一
八
五
二

−

一
九
〇

三
）。
製
陶
所
長
は
、
製
陶
家
の
テ
オ
ド
ー
ル
・

デ
ッ
ク
（
一
八
二
三

−

一
八
九
一
）
で
あ
る
。
デ

ッ
ク
は
、
ジ
ャ
ポ
ニ
ス
ム
の
陶
磁
器
を
手
が
け
た

こ
と
や
、
共
同
制
作
者
と
し
て
多
数
の
画
家
に
絵

付
け
を
依
頼
し
た
こ
と
で
知
ら
れ
る
。
コ
ラ
ン
も

そ
の
一
人
で
あ
り
、
一
八
七
〇
年
代
か
ら
デ
ッ
ク

の
下
で
絵
付
け
し
た
作
品
を
残
し
た7
。
こ
の
デ
ッ

ク
の
所
長
時
代
に
コ
ラ
ン
が
改
良
委
員
会
委
員
を

務
め
た
の
は
、
一
見
、
自
然
な
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

だ
が
面
白
い
こ
と
に
、
デ
ッ
ク
が
推
し
た
の
は
建

築
家
の
ポ
ー
ル
・
セ
デ
ィ
ー
ユ
（
一
八
三
六

−

一

九
〇
〇
）
で
あ
り
、
コ
ラ
ン
を
推
薦
し
た
の
は
美

術
長
官
自
身
で
あ
っ
た
と
書
簡
は
伝
え
て
い
る
。

し
か
も
、
画
家
ア
レ
ク
シ
ス
＝
ジ
ョ
ゼ
フ
・
マ
ズ

ロ
ー
ル
（
一
八
二
六

−

一
八
八
九
）
の
後
任
と
し

て
で
あ
る
。
こ
の
年
死
去
し
た
マ
ズ
ロ
ー
ル
は
、

改
良
委
員
会
発
足
時
か
ら
の
古
参
委
員
で
あ
っ

た8
。
そ
の
後
任
に
、
ラ
ル
ー
メ
は
、
当
時
三
十
代

の
コ
ラ
ン
を
当
て
た
の
で
あ
る
。
あ
る
種
の
抜
擢

と
も
言
え
る
こ
の
人
事
は
、
何
故
だ
っ
た
の
か
。

　

こ
れ
を
考
え
る
に
あ
た
り
着
目
し
た
い
の
は
、

ラ
ル
ー
メ
が
、
後
任
に
は
「
装
飾
感
覚
を
も
っ
た

画
家
」
が
好
ま
し
い
と
し
て
い
る
点
で
あ
る
。
コ

ラ
ン
同
様
ア
カ
デ
ミ
ス
ム
の
画
家
で
あ
っ
た
マ
ズ

ロ
ー
ル
は
、
コ
メ
デ
ィ
ー
・
フ
ラ
ン
セ
ー
ズ
天
井

画
（
現
存
せ
ず
）
な
ど
の
公
共
建
築
装
飾
画
で
名

を
馳
せ
て
い
た
。
そ
し
て
コ
ラ
ン
も
、
一
八
八
〇

年
代
後
半
か
ら
、
公
共
建
築
装
飾
画
を
本
格
的
に

受
注
し
始
め
て
い
る
。
一
八
八
八
年
に
は
、
ソ
ル

ボ
ン
ヌ
大
学
学
長
室
食
堂
の
た
め
の
装
飾
画
《
晩

夏
》（
現
存
せ
ず
）
を
制
作
し
、
同
年
サ
ロ
ン
で

お
披
露
目
し
た
。
翌
年
は
、
コ
ラ
ン
が
セ
ー
ヴ
ル

の
改
良
委
員
会
委
員
に
任
命
さ
れ
た
年
だ
が
、
四

月
十
八
日
付
教
育
美
術
省
令
に
よ
り
オ
デ
オ
ン
座

小
フ
ォ
ワ
イ
エ
天
井
画
（
現
存
せ
ず
）
の
発
注
を

受
け
て
い
る9
。こ
の
発
注
と
制
作
初
期
段
階
に
は
、

一
八
八
八
年
か
ら
九
一
年
ま
で
美
術
長
官
を
務
め

た
ラ
ル
ー
メ
も
深
く
関
与
し
て
い
た
こ
と
は
、
国

立
公
文
書
館
に
残
さ
れ
る
コ
ラ
ン
と
の
や
り
と
り

の
記
録
か
ら
う
か
が
わ
れ
る10
。
ま
た
、
ラ
ル
ー
メ

の
長
官
在
任
中
に
は
、
い
ず
れ
も
最
終
的
に
は
個

人
所
蔵
家
の
手
元
に
渡
る
も
の
の
、
一
八
八
九
年

と
翌
年
の
二
度
に
わ
た
り
、
コ
ラ
ン
の
サ
ロ
ン
出

品
作
の
国
家
買
上
げ
申
し
出
が
あ
っ
た
こ
と
も
国

立
公
文
書
館
の
記
録
は
伝
え
て
い
る11
。

　

こ
れ
ら
の
記
録
を
手
掛
か
り
に
す
れ
ば
、
次
の

よ
う
な
推
察
が
で
き
る
。
つ
ま
り
ラ
ル
ー
メ
は
、

装
飾
画
家
な
い
し
は
画
家
と
し
て
コ
ラ
ン
に
一
定

の
評
価
を
与
え
て
お
り
、
そ
の
後
ろ
盾
に
よ
り
、

コ
ラ
ン
は
国
家
か
ら
の
発
注
や
セ
ー
ヴ
ル
国
立
製

陶
所
改
良
委
員
会
委
員
の
委
任
な
ど
を
得
た
面
が

あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
黒

田
清
輝
は
じ
め
日
本
人
の
弟
子
た
ち
は
し
ば
し
ば

コ
ラ
ン
を
欲
の
無
い
清
廉
の
画
家
と
し
て
語
っ

た
。
だ
が
、こ
う
し
た
美
術
行
政
と
の
繋
が
り
は
、

コ
ラ
ン
の
別
な
一
面
を
垣
間
見
せ
、
新
鮮
な
驚
き

さ
え
感
じ
さ
せ
る
。

1　

C
opie de lʼarrêté du m

inistère de 
lʼInstruction publique, des C

ultes et des 
Beaux-A

rts daté du 26 juillet 1872 [abrégé ci-
après, A

rrêté 26071872], A
rchives de la m

anu-
facture nationale de Sèvres [abrégé ci-après, 
A

S], Série U
, Carton U

33, Liasse 3.

2　

こ
の
動
向
に
つ
い
て
は
、
以
下
の
論
考
を
参
照
の
こ

と
。

 
Y

uko IM
A

I, «Les Coulisses de lʼExposition 
U

niverselle de 1878 à Paris : la M
anufacture 

de Sèvres et le Japon

》, Bulletin de la Société 
Franco-Japonaise dʼA

rt et dʼA
rchelogie, n

°31, 
30 juin 2012, pp.73-97.

3　

R
apport adressé à M

onsieur le M
inistre, par 

M
. D

uc, m
em

bre de lʼInstitut, au nom
 de la 

Com
m

ission de Perfectionnem
ent de la M

anu-
facture nationale de Sèvres, Paris, Im

prim
erie 

N
ationale, 1875, pp.5-6.

4　

R
apport adressé à M

onsieur le M
inistre, par 

M
. O

. du Sartel, au nom
 de la Com

m
ission de 

Perfectionnem
ent de la M

anufacture nationale 
de Sèvres, Paris, 1884, p.2.

5　

Lettre de Collin au secrétaire général de la 
Grande Chancellerie de la Légion dʼH

onneur 
datée du 5 septem

bre 1899, A
rchives N

atio-
nales [abrégé ci-après, A

N
], L0569097.

6　

Lettre du directeur des B
eaux-A

rts à 
lʼadm

inisitrateur datée du 9 juillet 1889, A
S, 

Série U
, Carton U

33, Liasse 3.

7　

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
以
下
を
参
照
。

 

福
岡
市
美
術
館
編
『
ラ
フ
ァ
エ
ル
・
コ
ラ
ン
』［
図
録
］

西
日
本
新
聞
社
、
一
九
九
九
年
、
五
十

−

五
十
二
、
一

六
五

−

一
六
六
頁
。

8　

A
rrêté 26071872, A

S, Série U
, Carton U

33, 
Liasse 3.

9　

A
rrêté du m

inistère de lʼInstruction pub-
lique et des Beaux-A

rts daté du 18 avril 1889, 
A

N
, F/21/2066-2067.

10　

こ
れ
ら
の
記
録
文
書
は
、A

N
, F/21/2066-2067

の
分
類
番
号
で
保
管
さ
れ
て
い
る
。

11　

 Lettres de Collin au directeur des Beaux-
A

rts datées du 29 avril 1889 et du 4 m
ai 1890, 

A
N

, F/21/4300.
 

一
八
八
九
年
の
サ
ロ
ン
出
品
作《
青
春
》（
現
所
在
不
明
）

は
外
国
人
愛
好
家
が
、
一
八
九
〇
年
の
サ
ロ
ン
出
品
作

《
思
春
期
》（
一
八
八
九
年
、
ラ
ン
ス
美
術
館
蔵
）
は
ア

ン
リ
・
ヴ
ァ
ニ
エ
が
購
入
し
た
。

「
か
わ
い
い
」
を
キ
ー
ワ
ー
ド
に
日
本
美
術

の
名
品
を
紹
介
す
る
本
や
展
示
が
最
近
い
く

つ
か
あ
り
ま
し
た
。
同
書
も
そ
ん
な
試
み
の

ひ
と
つ
だ
ろ
う
と
目
星
を
つ
け
て
頁
を
開
き

ま
し
た
が
、
読
ん
で
み
る
と
ひ
と
味
違
い
ま

し
た
。
な
に
し
ろ
、
い
わ
ゆ
る
名
品
が
ほ
と

ん
ど
出
て
こ
な
い
。

　

江
戸
や
上
方
の
き
っ
ち
り
し
た
造
形
規
範

が
及
ば
な
い
遠
方
の
土
地
で
、
ひ
と
び
と
の

宗
教
感
情
は
ど
の
よ
う
な
か
た
ち
と
し
て
実

を
結
ん
だ
の
か
。
そ
れ
が
本
書
の
テ
ー
マ
。

　

ゆ
る
く
て
あ
ま
り
怖
く
な
い
閻
魔
大
王
や

鬼
た
ち
、
責
め
さ
い
な
ま
れ
な
が
ら
ど
こ
か

楽
し
げ
な
亡
者
た
ち
…
…
。
ユ
ー
モ
ラ
ス
な

表
現
は
と
き
に
稚
拙
で
さ
え
あ
り
ま
す
。
で

す
が
、
そ
こ
に
は
高
度
に
洗
練
さ
れ
た
高
尚

な
仏
教
「
美
術
」
に
も
劣
ら
ぬ
真
摯
な
思
い

の
「
か
た
ち
」
が
あ
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ

う
か
。

（
上
席
学
芸
員　

村
上
敬
）

本の窓

須
藤
弘
敏
・
矢
島
新
著

『
か
わ
い
い
仏
像

　
た
の
し
い
地
獄
絵
』

パ
イ 

イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
ル
　
二
〇
一
五
年
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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

粘土を楽しむこども達

徳川家康公顕彰四百年記念　ムセイオン静岡・グランシップ
静岡×徳川時代
徳川（江戸）時代の静岡県をテーマ芸能・文化のジャンルに注目
した連続講座です。１講座単位のお申し込みもできます。

10月24日（土）14：00～
会場　グランシップ９階910会議室
鈴木　大治（あべの古書店店主）
「静岡と山田長政がつなぐ書物」

11月14日（土）14：00～
会場　グランシップ６階交流ホール
宝井　琴星（講談師）、柳亭　市馬（落語家）、桧山　うめ吉（俗曲）
「グランシップ寄席」

12月19日（土）14：00～
会場　グランシップ10階1001会議室
松井　今朝子（直木賞作家）
「旅の人　十返舎一九」

1月16日（土）14：00～
会場　静岡県立美術館講堂
芳賀　徹（静岡県立美術館館長）
「徳川日本の美術と博物趣味」

お問い合わせ・お申し込みはグランシップチケットセンターまでご連絡ください。
電話　054-289-9000

〒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

「
1
ト
ン
っ
て
分
か
る
か
な
。
動
物
園
の
キ
リ

ン
と
同
じ
く
ら
い
の
重
さ
だ
よ
。」

　

粘
土
教
室
に
来
た
こ
ど
も
達
が
イ
ン
ス
ト
ラ

ク
タ
ー
の
呼
び
か
け
に
目
を
輝
か
せ
る
こ
の
瞬

間
は
私
が
助
手
を
務
め
た
5
年
間
、
少
し
も
飽

き
る
こ
と
が
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

　

実
技
室
に
あ
る
１
ト
ン
の
粘
土
を
つ
か
う
床

の
上
で
の
制
作
体
験
は
感
慨
も
一
入
で
す
。

　

大
量
の
粘
土
を
目
の
前
に
、
抱
え
き
れ
な
い

量
を
持
っ
て
い
く
こ
ど
も
、
少
し
の
粘
土
で
満

足
す
る
こ
ど
も
、
周
り
に
合
わ
せ
る
こ
ど
も
と

多
種
多
様
で
す
。
そ
れ
ぞ
れ
こ
ど
も
の
苦
手
と

得
意
に
触
れ
な
が
ら
制
作
を
進
め
ま
す
が
、
特

に
大
量
の
粘
土
を
持
っ
て
い
く
児
童
は
パ
ワ
フ

ル
で
、
ス
タ
ッ
フ
や
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
に
よ
る
粘

土
の
追
加
が
追
い
つ
き
ま
せ
ん
。

　

そ
こ
で
粘
土
を
運
ぶ
だ
け
で
は
な
く
て
「
何

か
つ
く
っ
て
み
よ
う
」
と
大
人
が
呼
び
掛
け
ま

す
が
、
自
分
の
体
よ
り
も
大
き
な
粘
土
で
何
を

つ
く
れ
ば
い
い
の
か
、
こ
ど
も
達
の
多
く
は
戸

惑
い
ま
す
。
ス
タ
ッ
フ
が
出
番
と
ば
か
り
に
大

き
な
動
物
の
胴
体
を
つ
く
り
始
め
ま
す
。
き
っ

か
け
を
得
た
こ
ど
も
達
は
す
ぐ
に
「
つ
く
ら
せ

て
」
と
寄
っ
て
き
て
す
ご
い
勢
い
で
、
自
分
の

ち
か
ら
で
完
成
さ
せ
ま
す
。同
じ
粘
土
の
塊
が
、

作
り
手
次
第
で
強
そ
う
な
歯
を
持
つ
ラ
イ
オ
ン

に
な
り
、蛇
の
よ
う
に
長
い
鼻
の
ゾ
ウ
に
な
り
、

細
か
い
鱗
の
ド
ラ
ゴ
ン
に
な
っ
て
見
る
者
の
頭

に
焼
き
付
き
ま
す
。

　

自
分
達
で
完
成
さ
せ
た
粘
土
の
動
物
に
座
り

な
が
ら
、
満
面
の
笑
顔
の
こ
ど
も
達
が
つ
ぶ
や

く
「
粘
土
っ
て
楽
し
い
ね
」
と
い
う
一
言
が
実

技
室
の
魅
力
で
あ
り
自
慢
で
す
。
そ
し
て
こ
ど

も
達
は
粘
土
で
は
な
く
こ
の
思
い
出
を
持
ち
帰

る
の
で
す
。

　

当
館
で
粘
土
教
室
が
導
入
さ
れ
て
か
ら
も
う

十
数
年
が
過
ぎ
ま
す
。
初
期
の
粘
土
教
室
に
参

加
し
て
い
た
こ
ど
も
達
が
次
の
世
代
を
連
れ
て

美
術
館
に
来
て
く
れ
る
頃
で
は
な
い
で
し
ょ
う

か
。
美
術
館
へ
の
入
口
に
も
な
り
得
る
粘
土
教

室
を
、
遊
び
に
く
る
未
来
の
大
人
達
に
こ
れ
か

ら
も
繋
げ
て
い
っ
て
く
だ
さ
い
。

美
術
館
、は
じ
め
の
一
歩
の
粘
土
教
室

美
術
館
教
室
ア
シ
ス
タ
ン
ト　

岡
田
友
里
香

ジョルジュ・ビゴー
（1860-1927/

万延元年-昭和2年)
《富士（沼津江浦）》
板、油彩
24.0×58.0cm
1885-1887年頃
（明治18-20年頃）

表紙の作品利 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）
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