
「
私
の
あ
ら
ゆ
る
組
立
て
は
、
ロ
ダ

ン
の
芸
術
を
ま
と
め
て
い
た
法
則
と

は
全
然
、
反
対
な
も
の
で
、
私
の
出

発
点
も
ま
た
、
全
く
彼
と
は
反
対
な

も
の
な
の
で
あ
る
」
と
述
べ
る
に
至

っ
た
ア
ン
ト
ワ
ー
ヌ
・
ブ
ー
ル
デ
ル

は
、
長
年
ロ
ダ
ン
の
助
手
を
務
め
る

も
結
局
は
師
の
下
に
は
留
ま
ら
な
か

っ
た
。
し
か
し
、
師
に
対
す
る
敬
意

は
保
持
し
続
け
た
よ
う
で
、
一
九
〇

九
年
頃
に
は
、
ロ
ダ
ン
の
顕
彰
碑
制

作
を
構
想
す
る
。
こ
の
顕
彰
碑
は
実

現
し
な
か
っ
た
が
、構
想
の
過
程
で
、

本
作
の
よ
う
な
胸
像
が
生
み
出
さ
れ

た
。肖
像
的
要
素
の
強
い
本
作
で
は
、

正
面
か
ら
捉
え
た
容
貌
の
力
強
さ
と

全
体
の
シ
ル
エ
ッ
ト
に
み
ら
れ
る
微

妙
な
幾
何
学
性
と
が
絶
妙
な
拮
抗
を

み
せ
て
い
る
。

（
学
芸
課
長　

三
谷
理
華
）
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エ
ミ
ー
ル
＝
ア
ン
ト
ワ
ー
ヌ
・
ブ
ー
ル
デ
ル

（
一
八
六
一
－
一
九
二
九
）　

フ
ラ
ン
ス
生

《
ロ
ダ
ン
の
肖
像
》
一
九
〇
九
年　

ブ
ロ
ン
ズ

五
六
×
三
三
×
三
五
㎝

ア
ル
ブ
レ
ヒ
ト
・
デ
ュ
ー
ラ
ー　
《
放
蕩
息
子
》

一
四
九
六
年
頃　

紙
、
エ
ン
グ
レ
ー
ヴ
ィ
ン
グ　

二
四
・
八
×
一
九
・
〇
㎝
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今
か
ら
ち
ょ
う
ど
三
十
年
昔
の
こ
と
で

あ
る
。

　

私
た
ち
の
静
岡
県
立
美
術
館
は
一
九
八

六
年
（
昭
和
61
年
）
四
月
十
八
日
に
開
館

記
念
式
典
を
行
い
、
す
ぐ
翌
日
か
ら
一
ヶ

月
半
に
わ
た
っ
て
記
念
展
「
東
西
の
風
景

画
」
を
開
催
し
た
。
県
議
会
が
そ
の
百
周

年
記
念
事
業
の
一
環
と
し
て
美
術
館
建
設

を
決
め
た
の
が
一
九
七
八
年（
昭
和
53
年
）

と
い
う
か
ら
、
計
画
は
九
年
近
く
を
か
け

て
慎
重
に
着
実
に
進
め
ら
れ
て
き
た
の
で

あ
る
。

　

初
代
館
長
、
中
国
美
術
史
の
大
家
鈴
木

敬
氏
は
早
く
か
ら
建
設
準
備
室
の
参
与
と

な
り
、
そ
の
下
に
下
山
肇
、
吉
岡
健
二
郎
、

越
智
裕
二
郎
、
小
針
由
紀
隆
氏
ら
、
後
に

館
長
、
学
芸
部
長
な
ど
に
な
る
実
力
派
が

ス
タ
ッ
フ
と
し
て
次
々
に
着
任
し
た
の
だ

か
ら
、
頼
も
し
い
。
一
九
八
一
年
に
は
当

館
の
資
料
収
集
の
基
本
方
針
の
一
つ
を

「
十
七
世
紀
以
降
の
東
西
風
景
画
」
と
定

め
、
そ
の
二
年
後
の
八
三
年
春
に
は
早
く

も
『
県
立
美
術
館
紀
要
』
の
第
一
号
が
創

刊
さ
れ
て
い
る
。
本
館
学
芸
員
は
ま
ず
第

一
に
学
者
た
れ
、
研
究
者
た
れ
、
と
の
鈴

木
氏
の
指
導
方
針
、
と
い
う
以
上
に
イ
デ

オ
ロ
ギ
ー
が
、
さ
っ
そ
く
実
効
を
顕
し
始

め
て
い
た
の
だ
ろ
う
。
大
学
で
も
美
術
館

で
も
、
草
創
期
と
は
、
超
多
忙
で
あ
っ
て

も
熱
気
と
野
望
と
活
力
に
富
み
、
参
画
者

は
み
な
生
き
甲
斐
を
覚
え
て
励
む
も
の

だ
。
そ
れ
に
当
時
は
今
と
違
っ
て
、毎
年
、

億
単
位
の
莫
大
な
作
品
購
入
予
算
も
つ
い

て
い
た
は
ず
で
あ
る
。

　

私
も
開
館
記
念
の
「
東
西
の
風
景
画
」

展
を
見
に
来
て
い
た
。
一
九
八
六
年
の
古

い
手
帳
を
探
し
出
し
て
み
る
と
、
五
月
十

七
日
土
曜
日
に
当
時
私
が
主
任
教
授
を
し

て
い
た
東
大
駒
場
の
大
学
院
比
較
文
学
比

較
文
化
の
学
生
約
十
名
を
引
き
連
れ
て
は

じ
め
て
来
館
し
て
い
る
。
そ
の
院
生
た
ち

の
な
か
に
は
、
韓
国
の
秀
才
留
学
生
も
、

今
橋
映
子
・
理
子
姉
妹
と
か
佐
伯
順
子
と

か
の
才
媛
た
ち
も
加
わ
っ
て
、
大
い
に
賑

や
か
だ
っ
た
。
展
示
に
は
雪
谷
等
顔
、
渡

辺
始
興
、
蕪
村
、
文
晁
、
そ
れ
に
浦
上
玉

堂
の
『
凍
雲
篩
雪
』
が
あ
り
、
岸
田
劉
生

『
切
通
し
の
写
生
』、
小
出
楢
重
『
枯
木
の

あ
る
風
景
』
な
ど
近
代
洋
画
の
名
品
も
あ

り
、
さ
ら
に
主
と
し
て
メ
ト
ロ
ポ
リ
タ
ン

美
術
館
か
ら
借
り
た
と
い
う
ロ
イ
ス
ダ
ー

ル
、
グ
ア
ル
デ
ィ
、
コ
ロ
ー
、
シ
ス
レ
ー
、

ウ
イ
ン
ス
ロ
ー
・
ホ
ー
マ
ー
、
カ
ン
デ
ィ

ン
ス
キ
ー
、
デ
ュ
フ
ィ
等
々
を
並
べ
て
、

ま
こ
と
に
花
や
か
で
充
実
し
た
大
展
覧
会

で
あ
っ
た
。

　

私
自
身
は
当
時
大
学
院
で
「
瀟
湘
八
景

か
ら
近
江
八
景
へ
―
風
景
の
比
較
文
化

史
」
と
い
う
演
習
を
二
年
ほ
ど
か
け
て
行

い
、
ち
ょ
う
ど
同
題
の
論
文
を
執
筆
中
だ

っ
た
。
そ
れ
で
こ
の
静
岡
で
、
東
博
蔵
・

国
宝
の
南
宋
末
期
の
『
瀟
湘
臥
遊
図
巻
』

と
い
う
大
作
（38.3

×400.4cm

）
を
つ

ぶ
さ
に
見
せ
て
貰
う
の
が
第
一
の
眼
目
だ

っ
た
。
私
た
ち
は
こ
れ
を
隅
か
ら
隅
ま
で

眺
め
て
楽
し
み
、
と
き
に
作
品
の
前
で
わ

ざ
と
「
臥
遊
」
ま
で
し
て
み
た
。
美
術
館

も
私
た
ち
も
ま
だ
ま
だ
若
か
っ
た
。

　

あ
れ
か
ら
三
十
年
。
収
蔵
品
は
ふ
え
た

が
、
そ
の
分
、
館
は
古
く
な
り
狭
く
な
っ

た
。
だ
が
私
た
ち
は
、
総
務
課
も
学
芸
課

も
創
立
期
に
負
け
ぬ
ほ
ど
に
意
気
軒
昂
と

し
て
、
広
い
長
い
展
望
の
下
に
こ
れ
か
ら

の
使
命
を
果
し
て
ゆ
か
ね
ば
な
ら
な
い
。

県
民
の
「
ニ
ー
ズ
」
に
応
え
る
、
な
ど
と

い
う
ケ
チ
な
根
性
、
薄
汚
い
言
葉
は
棄
て

っ
ち
ま
お
う
（needs

と
は
「
便
意
」
の

意
味
）。
む
し
ろ
老
若
市
民
の
ひ
そ
か
な

要
望
を
掘
り
お
こ
し
、
そ
れ
を
世
間
へ
の

迎
合
な
し
に
高
い
水
準
で
眼
前
に
実
現
し

て
ゆ
く
の
が
研
究
美
術
館
の
本
分
と
い
う

も
の
だ
。
富
士
宮
の
富
士
山
世
界
遺
産
セ

ン
タ
ー
と
の
連
携
・
協
力
も
差
し
迫
っ
て

い
る
。
本
年
四
月
に
は
『
静
岡
県
立
美
術

館
三
十
年
』
の
刊
行
も
予
定
し
て
い
る
。

　

四
月
か
ら
の
「
東
西
の
絶
景
」
展
や「
徳

川
の
平
和
―
―
２
５
０
年
の
美
と
叡
智
」

展
も
、
あ
ら
た
め
て
世
界
史
へ
の
再
考
を

促
す
ほ
ど
の
イ
ン
パ
ク
ト
を
も
つ
は
ず
で

あ
る
。館
内
で
ロ
ダ
ン
翁
に
見
つ
か
っ
て
、

�Avez-vous bien travaillé?

�（
ち
ゃ

ん
と
仕
事
し
ま
し
た
か
）と
訊
か
れ
た
ら
、

池大雅《蘭亭曲水図》部分　当館蔵

美
術
館
草
創
の
頃
、
そ
し
て
こ
れ
か
ら

館
長
　
芳
賀　

徹

�Mais, oui, 
M

onsieur!

�

（
も
ち
ろ
ん
で

す
、
先
生
）
と

一
斉
に
答
え
て

や
ろ
う
で
は
な

い
か
。
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「
私
の
住
ん
で
い
る
と
こ
ろ
に
は
美
術
館

が
な
く
、
行
っ
た
こ
と
も
な
か
っ
た
。
小

さ
い
頃
に
美
術
館
に
行
く
機
会
が
あ
っ
た

ら
、
絵
を
も
っ
と
身
近
に
感
じ
ら
れ
た
か

も
し
れ
な
い
」。
平
成
二
十
三
年
、
県
立
美

術
館
で
大
学
生
と
懇
談
し
た
と
き
の
女
子

学
生
の
発
言
で
す
。
子
ど
も
に
美
術
館
に

来
て
も
ら
う
仕
掛
け
を
し
よ
う
‼
と
思
わ

せ
る
イ
ン
パ
ク
ト
の
あ
る
一
言
で
し
た
。

　

小
学
校
の
先
生
に
伺
う
と
「
学
校
の
カ

リ
キ
ュ
ラ
ム
に
余
裕
が
な
く
、
美
術
館
鑑

賞
を
組
み
込
め
ら
れ
な
い
」「
家
庭
で
も

美
術
館
に
出
か
け
る
習
慣
が
な
い
」
等
の

返
事
が
返
っ
て
き
ま
す
。
当
時
の
県
立
美

術
館
の
展
覧
会
を
鑑
賞
す
る
小
中
学
生
の

割
合
は
、
六
％
前
後
と
低
く
、
県
内
の
美

術
館
も
、
当
館
と
似
た
り
寄
っ
た
り
の
状

況
に
あ
り
ま
し
た
。
幾
人
か
の
美
術
館
関

係
者
が
集
ま
り
、
子
ど
も
が
来
な
い
こ
と

を
嘆
く
よ
り
、
美
術
館
や
博
物
館
で
何
が

で
き
る
か
知
恵
を
絞
り
、「
静
岡
県
の
小

学
生
は
一
年
生
か
ら
六
年
生
ま
で
誰
で

ズ
美
術
展
を
企
画
し
ま
し
た
。と
は
い
え
、

そ
う
簡
単
に
本
物
の
絵
画
を
地
域
に
持
っ

て
い
く
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。そ
こ
で
、県

立
美
術
館
で
三
十
年
近
く
続
け
て
い
る
移

動
美
術
展
と
コ
ラ
ボ
し
て
、
移
動
美
術
展

と
同
会
場
で
、キ
ッ
ズ
美
術
展
を
開
催
し
、

本
物
の
絵
に
も
出
合
い
、
同
世
代
の
子
ど

も
の
作
品
に
も
刺
激
さ
れ
る
体
験
が
で
き

る
よ
う
に
し
た
と
こ
ろ
、
両
展
覧
会
は
子

ど
も
に
も
大
人
に
も
歓
迎
さ
れ
ま
し
た
。

と
り
わ
け
子
ど
も
が
生
き
生
き
と
作
品
に

向
き
合
う
姿
を
間
近
に
見
る
と
、
美
術
館

連
携
で
取
り
組
ん
で
い
る
こ
の
プ
ロ
ジ
ェ

ク
ト
は
、
将
来
、
確
実
に
成
果
と
し
て
開

花
す
る
と
、
強
い
思
い
を
い
だ
く
と
と
も

に
、
未
来
を
担
う
子
ど
も
た
ち
へ
の
贈
り

物
の
行
く
末
が
楽
し
み
で
も
あ
り
ま
す
。

週
末
に
は
、
家
族
で
美
術
館
や
博
物
館
に

出
か
け
る
こ
と
が
静
岡
ス
タ
イ
ル
に
な
る

日
も
そ
う
遠
く
な
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

しずおかミュージアムパスポート

大人も楽しむキッズ美術展

本物の作品に見入る小学生（移動美術展）

み
ら
い
の
大
人
へ
贈
り
物
を

―
子
ど
も
が
芸
術
・
文
化
に
出
合
う
、キ
ッ
ズ
ア
ー
ト
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
応
援
―

副
館
長
　
坂
田
芳
乃

も
、
無
料
で
美
術
館
等
に
展
示
さ
れ
た
絵

画
や
彫
刻
な
ど
に
出
合
え
る
チ
ャ
ン
ス
を

つ
く
ろ
う
」
と
、
静
岡
市
内
の
美
術
館
、

博
物
館
等
に
呼
び
か
け
「
小
学
生
専
用
し

ず
お
か
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
パ
ス
ポ
ー
ト
」
を

製
作
す
る
こ
と
と
し
ま
し
た
。
平
成
二
十

四
年
一
月
、
未
来
の
静
岡
の
文
化
・
芸
術

を
支
え
て
く
れ
る
人
づ
く
り
を
、美
術
館
・

博
物
館
連
携
で
応
援
す
る
「
キ
ッ
ズ
ア
ー

ト
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
し
ず
お
か
」
事
業
が
始

動
し
ま
し
た
。
静
岡
市
で
の
モ
デ
ル
事
業

で
、
成
功
事
例
を
作
り
、
平
成
二
十
五
年

度
か
ら
は
、
県
内
美
術
館
四
十
館
以
上
の

参
加
を
得
て
県
内
全
域
で
の
展
開
を
図
り

ま
し
た
。
地
域
の
美
術
館
職
員
が
小
学
校

を
回
り
、「
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
パ
ス
ポ
ー
ト
」

の
説
明
と
利
用
の
お
願
い
を
す
る
と
と
も

に
、
実
行
委
員
会
形
式
か
ら
、
現
在
の
Ｎ

Ｐ
Ｏ
法
人
に
変
更
し
信
頼
度
を
高
め
る
組

織
づ
く
り
も
併
せ
て
行
っ
た
結
果
、
平
成

二
十
六
年
度
、
県
内
小
学
生
二
十
万
四
千

人
に
パ
ス
ポ
ー
ト
を
手
渡
し
、
そ
の
う
ち

利
用
者
は
、
年
度
末
の
累
計
で
四
十
六
％

に
も
な
る
利
用
率
に
関
係
者
も
驚
か
さ
れ

ま
し
た
。
同
じ
子
ど
も
が
何
回
も
美
術
館

に
足
を
運
ん
で
い
る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん

が
、
静
岡
の
子
ど
も
た
ち
が
日
常
生
活
の

中
で
、
芸
術
に
触
れ
、
驚
い
た
り
、
楽
し

ん
だ
り
と
子
ど
も
の
感
性
が
一
層
磨
か
れ

る
お
手
伝
い
が
し
っ
か
り
で
き
て
い
る
こ

と
を
確
信
し
ま
し
た
。

　

本
年
度
は
、さ
ら
に
一
歩
踏
み
出
し
、地

域
に
出
向
い
て
子
ど
も
た
ち
に
本
物
の
絵

画
や
同
世
代
の
子
ど
も
の
す
ば
ら
し
い
感

性
に
あ
ふ
れ
た
絵
画
を
見
て
も
ら
う
キ
ッ
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静
岡
県
立
美
術
館
は
、
平
成
二
十
八
年

度
に
開
館
三
〇
周
年
を
迎
え
ま
す
。
こ
れ

ま
で
収
蔵
し
て
き
た
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
は
、

二
六
〇
〇
点
を
超
え
、
皆
様
の
ご
協
力
に

よ
り
大
変
充
実
し
た
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
と
な

っ
て
お
り
ま
す
。
主
な
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
の

テ
ー
マ
は
、「
十
七
世
紀
以
降
の
東
西
の
山

水
・
風
景
画
」。
こ
の
テ
ー
マ
は
、
遠
州
か

ら
駿
河
湾
、
さ
ら
に
伊
豆
半
島
に
い
た
る

長
い
海
岸
線
、
自
然
の
良
港
、
数
々
の
川

や
山
が
織
り
成
す
起
伏
に
と
ん
だ
地
勢
を

も
ち
、
我
が
国
を
代
表
す
る
富
士
山
や
浜

名
湖
を
は
じ
め
数
多
く
の
景
勝
地
に
め
ぐ

ま
れ
た
静
岡
県
の
特
性
を
も
と
に
設
定
さ

れ
た
収
集
テ
ー
マ
で
す
。
ま
た
時
代
に
つ

い
て
は
、
西
洋
の
風
景
画
の
成
立
が
十
七

世
紀
と
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
日
本
美
術
も

そ
れ
に
合
わ
せ
て
設
定
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

さ
て
、
こ
れ
ま
で
に
も
開
館
を
記
念
し

た
展
覧
会
で
は
、
多
様
な
視
点
で
収
蔵
品

を
活
用
し
た
展
覧
会
を
企
画
し
て
き
ま
し

た
。
開
館
十
周
年
を
記
念
し
た
「
風
景
と

の
対
話
」
で
は
、
二
八
〇
点
の
厳
選
さ
れ

た
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
を
第
一
期
「
十
七
世
紀

か
ら
十
九
世
紀
」、
第
二
期
「
十
九
世
紀
か

ら
二
十
世
紀
」、第
三
期
「
現
代
―
『
風
景
』

か
ら
『
外
界
』
へ
」
と
い
う
三
期
に
分
け

て
展
示
し
、
人
々
が
風
景
と
ど
の
よ
う
に

対
峙
し
て
き
た
か
を
検
証
し
ま
し
た
。
ま

た
開
館
二
十
周
年
に
は
、「
コ
レ
ク
シ
ョ

ン
二
十
年
の
熱
情
」
を
二
部
に
分
け
て
企

画
し
、
第
一
期
「
心
に
ひ
び
く
風
景
画
―

富
士
山
か
ら
セ
ザ
ン
ヌ
、
ゴ
ー
ギ
ャ
ン
ま

で
―
」
で
は
、
富
士
山
を
は
じ
め
と
す
る

「
東
西
の
風
景
画
」
を
一
堂
に
展
示
し
ま

し
た
。
第
二
期
で
は
、「
時
代
を
超
え
る

個
性
―
若
冲
・
ク
レ
ー
か
ら
戦
後
ア
メ
リ

カ
美
術
ま
で
―
」
と
し
て
、
若
冲
を
は
じ

め
と
す
る
当
館
の
風
景
画
以
外
の
コ
レ
ク

シ
ョ
ン
を
、
い
つ
も
と
は
違
う
切
り
口
で

紹
介
し
ま
し
た
。

　

今
回
は
、
三
十
周
年
を
記
念
し
て
、「
東

西
の
絶
景
」
を
テ
ー
マ
に
当
館
の
風
景
画

コ
レ
ク
シ
ョ
ン
の
優
品
を
紹
介
す
る
こ
と

で
、「
東
西
の
風
景
」
そ
れ
ぞ
れ
の
特
徴

を
じ
っ
く
り
と
ご
覧
い
た
だ
き
ま
す
。
そ

の
な
か
で
、
風
景
を
題
材
と
し
た
日
本
に

お
け
る
伝
統
的
な
表
現
、
西
洋
伝
来
の
技

法
と
日
本
の
伝
統
的
表
現
と
を
融
合
し
よ

う
と
し
た
日
本
人
に
よ
る
油
彩
画
、
日
本

人
画
家
た
ち
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
西

洋
の
近
代
を
中
心
と
し
た
風
景
表
現
、
そ

し
て
戦
後
か
ら
現
代
へ
と
つ
な
が
る
多
様

な
風
景
の
有
り
様
を
当
館
コ
レ
ク
シ
ョ
ン

に
よ
っ
て
紹
介
し
ま
す
。

　

ま
ず
第
一
章
で
は
、
中
世
か
ら
近
代
ま

で
、
風
景
を
題
材
と
し
た
日
本
画
の
逸
品

を
紹
介
し
ま
す
。
池
大
雅
《
龍
山
勝
会
・

蘭
亭
曲
水
図
屏
風
》（
国
指
定
・
重
要
文

化
財
）
や
近
代
日
本
画
を
代
表
す
る
横
山

大
観
に
よ
る
《
群
青
富
士
》
な
ど
、
日
本

美
術
の
優
品
を
ご
覧
い
た
だ
き
ま
す
。
ま

た
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
の
広
が
り
を
示
す
も
の

と
し
て
、
伊
藤
若
冲
《
樹
花
鳥
獣
図
屏

風
》
な
ど
も
展
示
し
ま
す
。

伊藤若冲《樹花鳥獣図屏風》（右隻）　18世紀後半（江戸時代）　紙本着色　六曲一双

池大雅《龍山勝会・蘭亭曲水図屏風》〈重要文化財〉　1763（宝暦13）年　紙本着色　六曲一双

静岡県立美術館開館３０周年記念展

「東西の絶景」
モネ、ゴーギャンも、若冲も大観も…。

平成28年 4 月12日（火）～ 6月19日（日）

E X H I B I T I O N
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第
二
章
で
は
、
徳
川
慶
喜
《
風
景
》、
平

木
政
次
《
富
士
》、
佐
伯
祐
三
《
ラ
・
ク

ロ
ッ
シ
ュ
》、
須
田
国
太
郎
《
筆
石
村
》

と
い
っ
た
「
日
本
人
の
油
彩
画
」
を
紹
介

し
ま
す
。
明
治
に
な
る
と
西
洋
か
ら
本
格

的
に
風
景
画
と
油
彩
画
が
日
本
に
入
っ
て

き
ま
す
。
西
洋
伝
来
の
油
彩
画
は
、
日
本

の
風
景
画
に
何
を
も
た
ら
し
た
の
か
。
当

館
の
厳
選
さ
れ
た
日
本
洋
画
コ
レ
ク
シ
ョ

ン
を
通
じ
て
、
日
本
人
が
西
洋
伝
来
の
油

彩
画
を
い
か
に
受
容
し
、
日
本
独
自
の
も

の
と
し
て
展
開
し
て
い
っ
た
の
か
、
日
本

人
と
油
彩
画
の
関
係
に
つ
い
て
見
つ
め
直

し
ま
す
。

　

第
三
章
で
は
、
ク
ロ
ー
ド
・
モ
ネ
《
ル

ー
ア
ン
の
セ
ー
ヌ
川
》、
ポ
ー
ル
・
ゴ
ー

ギ
ャ
ン
《
家
畜
番
の
少
女
》、
ポ
ー
ル
・

シ
ニ
ャ
ッ
ク
《
サ
ン=

ト
ロ
ペ
、
グ
リ

モ
ー
の
古
城
》
な
ど
、
近
代
を
中
心
と
し

た
西
洋
絵
画
を
展
示
し
ま
す
。
西
洋
の
自

然
景
観
の
描
写
は
、
十
七
世
紀
前
後
に
は

一
つ
の
絵
画
ジ
ャ
ン
ル
と
し
て
確
立
し
ま

す
。
一
口
に
風
景
画
と
言
っ
て
も
、
理
想

的
、
牧
歌
的
、
写
実
的
な
ど
、
異
な
る
様

式
や
表
現
が
あ
り
、
そ
れ
は
時
代
や
国
、

作
者
や
人
々
の
思
想
・
嗜
好
な
ど
を
反
映

し
て
い
ま
す
。
こ
の
章
で
は
、
風
景
画
の

理
論
や
技
法
、
ま
た
絵
画
材
料
の
発
達
な

ど
に
よ
っ
て
目
ま
ぐ
る
し
く
展
開
・
変
遷

し
た
十
九
世
紀
か
ら
二
十
世
紀
半
ば
、
す

な
わ
ち
近
代
の
西
洋
風
景
画
を
ご
覧
い
た

だ
き
ま
す
。

　

第
四
章
は
、「
今
を
生
き
る
美
術
館
」
と

し
て
、
現
代
美
術
を
紹
介
し
ま
す
。
当
館

は
、
現
代
美
術
を
収
集
・
展
示
す
る
こ
と

を
重
要
な
使
命
と
し
て
活
動
し
て
き
ま
し

た
。
今
回
は
、
展
覧
会
の
テ
ー
マ
で
あ
る

「
風
景
」
を
キ
ー
ワ
ー
ド
に
、
一
見
し
て

風
景
が
描
か
れ
て
い
な
い
作
品
も
取
り
上

げ
て
み
ま
す
。
例
え
ば
、
ジ
ョ
ア
ン
・
ミ

ッ
チ
ェ
ル
《
湖
》、
ア
ン
ゼ
ル
ム
・
キ
ー

フ
ァ
ー
《
極
光
》
に
加
え
て
、
具
体
美
術

協
会
の
主
要
メ
ン
バ
ー
で
あ
る
白
髪
一
雄

《
屋
島
》、
元
永
定
正
《
作
品
》
な
ど
も
紹

介
し
ま
す
。
ま
た
他
に
も
、
今
を
生
き
る

は
、
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
の
収
集
と
保
存
が
テ

ー
マ
で
す
。
美
術
館
に
と
っ
て
、
作
品
を

展
示
す
る
だ
け
で
は
な
く
、作
品
を
収
集
・

保
存
す
る
こ
と
も
重
要
な
活
動
で
す
。
ま

た
収
集
は
購
入
だ
け
で
な
く
、
多
く
の

方
々
か
ら
、
貴
重
な
作
品
を
ご
寄
贈
い
た

だ
く
こ
と
で
も
成
り
立
っ
て
い
ま
す
。
こ

こ
で
は
、
ま
ず
、
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
の
核
と

も
な
っ
て
い
る
、
ご
寄
贈
作
品
を
紹
介
し

ま
す
。

　

更
に
、
作
品
に
付
属
す
る
書
類
や
箱
な

ど
も
ご
覧
い
た
だ
き
ま
す
。
ふ
だ
ん
、
展

示
室
に
は
、
作
品
本
体
だ
け
が
展
示
さ
れ

ま
す
が
、収
蔵
庫
の
中
で
は
、こ
の
よ
う
な

付
属
品
も
併
せ
て
保
存
さ
れ
て
い
ま
す
。

こ
れ
ら
か
ら
作
品
に
つ
い
て
の
情
報
が
得

ら
れ
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
例
え
ば
、
展

示
予
定
の
川
村
清
雄
《
海
底
に
遺
る
日
清

勇
士
の
髑
髏
》
の
箱
に
は
、
そ
の
制
作
に

ま
つ
わ
る
秘
話
が
墨
書
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

多
く
の
皆
様
の
ご
協
力
に
よ
っ
て
、
三

十
年
を
か
け
て
築
き
上
げ
て
き
た
当
館
コ

レ
ク
シ
ョ
ン
が
、「
絶
景
」
と
い
う
名
の

も
と
に
、
新
た
な
風
景
を
描
く
こ
と
を
期

待
し
て
お
り
ま
す
。

（
上
席
学
芸
員　

泰
井
良
）

※
会
期
中
に
展
示
替
を
行
い
ま
す
。

白髪一雄《屋島》　1965（昭和40）年　キャンヴァス、油彩

須田国太郎《筆石村》　1938（昭和13）年　キャンヴァス、油彩

クロード・モネ《ルーアンのセーヌ川》　1872年　キャンヴァス、油彩

E X H I B I T I O N

人
々
の
苦
悩

や
葛
藤
と
い

っ
た
心
の
風

景
を
描
い
た

石
田
徹
也

《
飛
べ
な
く

な
っ
た
人
》、

《
燃
料
補
給

の
よ
う
な
食

事
》
な
ど
の

作
品
を
紹
介

し
ま
す
。

　

最
後
の
章
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研究ノ ー ト

　

は
じ
め
に

　

本
年
度
美
術
界
の
一
大
事
件
と
し
て
春
画
展
の

開
催
（
永
青
文
庫
）
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
だ

ろ
う
。
将
来
さ
れ
た
作
品
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、

英
国
で
好
評
を
博
し
た
こ
の
展
示
を
日
本
に
巡
回

さ
せ
る
上
で
の
さ
ま
ざ
ま
な
反
応
は
、
美
術
と
性

表
現
と
の
関
係
を
日
本
社
会
に
問
い
か
け
た
。

　

い
っ
ぽ
う
当
館
で
は
昨
年
度
、
少
女
表
象
を
主

題
に
据
え
た
共
同
企
画
展
「
美
少
女
の
美
術
史
」

を
開
催
し
て
い
る［
図
］。
こ
の
企
画
の
前
提
に
は
、

現
代
日
本
に
お
い
て
、
少
女
を
主
要
モ
チ
ー
フ
に

し
た
漫
画
や
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
、
美
術
作
品
が
大

き
な
存
在
感
を
示
し
て
い
る
と
い
う
認
識
が
あ

る
。

　

も
と
よ
り
「
少
女
」
と
「
女
性
」
は
完
全
に
重

に
構
築
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
、
そ
し
て
い
っ

た
ん
描
か
れ
た
イ
メ
ー
ジ
は
潜
勢
的
な
権
力
を
帯

び
る
も
の
で
あ
る
こ
と
、
と
い
っ
た
参
照
す
べ
き

論
点
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
管
見

の
限
り
、
一
般
に
ジ
ェ
ン
ダ
ー
論
に
よ
る
女
性
表

象
分
析
の
解
析
枠
組
は
ジ
ェ
ン
ダ
ー
と
し
て
の

「
女
性
」
を
標
的
と
し
て
お
り
、
よ
り
下
位
の
分

類
水
準
で
あ
る
「
少
女
」
ま
で
降
り
て
こ
な
い
き

ら
い
が
あ
る
よ
う
だ
。
少
女
表
象
を
分
析
す
る
道

具
と
し
て
は
や
や
使
い
に
く
い
。

二
．
少
女
の
近
代
史
と
少
女
表
象
研
究
の
現
代
史

　

さ
て
、
少
女
と
い
う
概
念
を
歴
史
的
存
在
と
し

て
捉
え
る
と
い
う
立
場
そ
の
も
の
に
も
当
然
の
こ

と
な
が
ら
歴
史
が
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
歴
史
は
さ

ほ
ど
長
く
は
な
い
。

　

児
童
文
化
論
の
本
田
和
子
は
一
九
八
〇
年
代
か

ら
少
女
表
象
・
少
女
文
化
の
研
究
を
開
始
す
る
。

本
田
は
、
日
本
に
お
け
る
少
女
階
層
を
近
代
学
校

教
育
と
少
女
雑
誌
に
よ
っ
て
生
み
出
さ
れ
た
存
在

と
位
置
づ
け
る
。
こ
と
に
重
視
さ
れ
る
の
が
女
学

校
文
化
で
あ
る
。
本
田
は
女
学
生
に
つ
い
て
次
の

よ
う
に
述
べ
る
。

　

彼
女
た
ち
は
、
将
来
の
生
き
方
に
架
橋
す
る
す

べ
も
な
い
ま
ま
に
、曖
昧
に
宙
吊
り
に
さ
れ
た「
現

在
」
だ
け
を
享
受
す
る
こ
と
に
な
る
。
少
女
雑
誌

が
照
準
を
合
わ
せ
た
の
は
、
女
学
生
た
ち
の
こ
ん

な
あ
り
よ
う
だ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
将
来
へ
の
生

活
設
計
と
は
無
縁
に
、
現
実
の
生
活
を
も
無
視
し

て
、
徒
花
の
よ
う
な
「
い
ま
」
だ
け
に
語
り
か
け

な
る
概
念
で
は
な
い
が
、
後
者
が
前
者
を
包
含
す

る
と
い
う
意
味
で
近
し
い
問
題
を
は
ら
ん
で
い
る

の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
の
機
会
に
美
術
に
お

け
る
少
女
表
象
に
つ
い
て
ふ
た
た
び
考
え
て
み
た

い
。

一
．
ジ
ェ
ン
ダ
ー
論
を
め
ぐ
っ
て

　

わ
が
国
の
視
覚
表
象
に
お
け
る
少
女
の
あ
ら
わ

れ
方
を
考
え
る
た
め
に
、
手
始
め
に
ジ
ェ
ン
ダ
ー

美
術
史
学
の
成
果
を
参
照
し
て
み
よ
う
。
知
ら
ず

知
ら
ず
の
う
ち
に
内
面
化
さ
れ
る
規
範
的
な
視
線

を
括
弧
に
入
れ
、
ま
な
ざ
し
の
対
象
と
し
て
も
っ

ぱ
ら
消
費
さ
れ
る
側
に
立
つ
―
―
こ
う
い
っ
た
立

場
を
標
榜
す
る
こ
の
学
派
は
多
く
女
性
表
象
を
取

り
上
げ
る
が
、
そ
れ
は
た
と
え
ば
つ
ぎ
の
よ
う
な

か
た
ち
に
お
い
て
で
あ
る
。
若
桑
み
ど
り
の
話
に

耳
を
傾
け
て
み
よ
う
。

　

わ
れ
わ
れ
の
社
会
の
中
に
流
布
し
て
い
る
女
性

の
イ
メ
ー
ジ
は
（
中
略
）
誰
か
が
、
何
ら
か
の
目

的
で
、
何
人
か
に
見
せ
る
、
ま
た
は
買
わ
せ
る
た

め
に
つ
く
っ
た
虚
構
で
あ
る
。
イ
メ
ー
ジ
を
生
産

す
る
者
と
消
費
者
と
の
間
に
は
り
め
ぐ
ら
さ
れ
た

共
通
の
視
線
が
あ
る
と
き
に
、
そ
の
イ
メ
ー
ジ
は

時
代
を
代
表
す
る
支
配
的
形
式
と
な
り
、
正
統
的

な
も
の
と
み
な
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
男
性
が
イ

メ
ー
ジ
の
生
産
と
消
費
の
手
段
や
力
を
握
っ
て
い

る
社
会
（
中
略
）
で
は
、
正
統
的
な
、
ま
た
支
配
的

な
イ
メ
ー
ジ
は
当
然
男
性
の
そ
れ
と
な
る
。［
註
一
］

　

わ
れ
わ
れ
は
こ
こ
か
ら
、
イ
メ
ー
ジ
は
社
会
的

少女表象をセクシュアリティから
論じることの困難さについて
―「美少女の美術史」余滴

上席学芸員　村上　敬

「美少女の美術史」展静岡会場展示風景
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る
編
集
…
…
。［
註
二
］

　

近
代
社
会
が
生
ん
だ
モ
ラ
ト
リ
ア
ム
期
間
と
し

て
の
少
女
時
代
。
少
女
表
象
研
究
の
基
本
線
と
な

っ
て
い
る
こ
の
よ
う
な
認
識
を
形
成
し
た
の
は
、

本
田
に
加
え
て
大
塚
英
志
や
川
村
邦
光
、
久
米
依

子
ら
を
含
む
児
童
文
化
論
や
雑
誌
メ
デ
ィ
ア
論
の

書
き
手
た
ち
で
あ
っ
た
。

　

一
方
、
日
本
近
代
美
術
に
お
け
る
少
女
表
象
は

日
本
画
に
よ
る
美
人
画
と
美
人
画
家
た
ち
が
牽
引

し
た
と
言
っ
て
よ
い
［
註
三
］。

　

近
代
日
本
画
に
よ
る
少
女
表
現
は
近
世
日
本
の

美
人
画
を
直
接
の
祖
先
と
し
て
い
る
。
そ
し
て
そ

の
近
世
美
人
画
に
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
歴
史
の
堆

積
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
中
世
の
都
市
風
俗
図
や

祭
礼
図
の
群
像
表
現
か
ら
独
立
し
た
女
性
像
が
生

ま
れ
、
や
が
て
肉
筆
・
版
行
の
浮
世
絵
美
人
画
へ

と
遷
移
し
て
い
っ
た
と
い
う
女
性
像
の
歴
史
が
そ

れ
で
あ
る
。

　

最
近
の
日
本
画
研
究
の
中
に
は
、
近
代
美
人
画

が
官
展
に
お
い
て
圧
倒
的
人
気
を
博
し
た
背
景
に

新
聞
・
雑
誌
と
い
っ
た
活
字
メ
デ
ィ
ア
の
充
実
を

み
る
見
解
も
現
れ
て
い
る
［
註
四
］。
そ
こ
で
は
日

本
画
に
描
か
れ
た
二
次
元
の
女
性
た
ち
だ
け
で
は

な
く
、
若
く
美
し
い
現
実
の
女
性
画
家
に
対
す
る

雑
誌
読
者
の
憧
れ
の
視
線
な
ど
も
検
討
の
俎
上
に

挙
げ
ら
れ
て
お
り
、美
人
画
を
め
ぐ
る
視
線
の（
あ

る
い
は
「
欲
望
の
」
と
言
っ
て
も
差
し
支
え
あ
る

ま
い
）
文
化
を
総
体
的
に
捉
え
よ
う
と
い
う
動
き

が
見
え
る
。

三
．
ま
と
め

　

少
女
は
近
代
的
な
社
会
制
度
が
生
み
出
し
た
一

種
の
理
念
的
存
在
で
あ
る
。
表
象
メ
デ
ィ
ア
と
し

て
の
美
術
も
そ
れ
を
描
出
の
対
象
と
す
る
が
、
奇

妙
な
こ
と
に
そ
れ
は
近
代
的
技
法
で
あ
る
洋
画
で

は
な
く
伝
統
的
技
法
で
あ
る
日
本
画
が
担
っ
て
い

た
よ
う
で
あ
る
［
註
五
］。
こ
れ
に
も
お
そ
ら
く
深

い
意
味
が
あ
ろ
う
。

　

ま
た
、
少
女
と
い
う
概
念
は
セ
ク
シ
ュ
ア
リ
テ

ィ
に
ま
つ
わ
る
表
象
分
析
だ
け
で
は
捉
え
き
れ
な

い
。
こ
の
こ
と
は
、
少
女
概
念
の
本
質
が
、
そ
の

性
的
属
性
よ
り
も
、
そ
こ
か
ら
こ
ぼ
れ
落
ち
る
残

余
の
部
分
に
こ
そ
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。

い
っ
け
ん
自
明
な
こ
と
の
よ
う
だ
が
、
そ
の
こ
と

の
意
味
は
わ
れ
わ
れ
が
考
え
て
い
る
よ
り
た
ぶ
ん

重
い
。
本
稿
冒
頭
で
は
「
女
性
」
概
念
が
「
少
女
」

概
念
を
包
含
す
る
と
い
う
趣
旨
の
こ
と
を
述
べ
た

が
、
そ
れ
す
ら
見
当
違
い
な
の
か
も
し
れ
な
い
。

　

さ
て
、
明
治
末
か
ら
昭
和
戦
前
期
に
お
よ
ぶ
少

女
雑
誌
文
化
全
盛
期
か
ら
時
を
経
た
現
代
、
日
本

に
お
け
る
少
女
表
象
の
生
産
は
ふ
た
た
び
活
況
を

呈
し
て
い
る
。
そ
の
一
方
で
、
表
現
の
自
由
と
猥

褻
を
め
ぐ
る
問
題
も
俎
上
に
載
せ
ら
れ
て
い
る
。

た
と
え
ば
少
女
を
描
く
現
代
美
術
家
会
田
誠
に
よ

る
個
展
「
会
田
誠
展
：
天
才
で
ご
め
ん
な
さ
い
」

（
平
成
二
十
四
年
）
を
め
ぐ
る
騒
動
な
ど
は
記
憶

に
あ
た
ら
し
い
。
少
女
表
象
に
向
け
ら
れ
る
視
線

に
な
ん
ら
か
の
欲
望
が
含
ま
れ
て
い
る
と
想
定
す

る
こ
と
は
間
違
い
で
は
な
い
と
し
て
も
、
そ
れ
を

す
ぐ
に
「
男
性
に
よ
る
少
女
の
抑
圧
・
搾
取
」
の

現
れ
で
あ
る
と
す
る
権
力
闘
争
論
的
な
ス
ト
ー
リ

ー
は
単
線
的
で
い
か
が
わ
し
い
。
少
女
概
念
に
は

「
女
性
」
で
あ
る
と
い
う
前
提
が
あ
る
こ
と
は
定

義
上
争
え
な
い
が
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
少
女
表
象

の
枢
要
な
意
味
を
女
性
性
へ
と
直
結
す
る
こ
と
は

で
き
な
い
。
ア
ー
ト
に
も
サ
ブ
カ
ル
チ
ャ
ー
に
も

少
女
が
氾
濫
す
る
現
代
、
少
女
と
女
性
の
表
象
を

丁
寧
に
切
り
分
け
て
そ
れ
ぞ
れ
の
意
義
を
丁
寧
に

考
え
な
お
す
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。

［
註
］

一　

若
桑
み
ど
り
『
隠
さ
れ
た
視
線
―
―
浮
世
絵
・
洋
画

の
女
性
裸
体
像
』、
岩
波
書
店
、
平
成
九
年
、
一
頁
。

二　

本
田
和
子
『
女
学
生
の
系
譜 

増
補
版
』、
青
弓
社
、

平
成
二
年
、
一
三
五
頁
。

三　

少
女
表
象
の
展
覧
会
企
画
に
あ
た
っ
て
最
も
難
し
か

っ
た
の
は
こ
の
あ
た
り
で
あ
る
。
よ
う
す
る
に
近
代
日

本
画
に
お
け
る
「
美
人
画
」
に
は
、
実
際
に
は
年
若
い

娘
（
す
な
わ
ち
現
代
語
で
言
う
少
女
）
が
描
か
れ
て
い

る
も
の
が
か
な
り
多
い
の
に
、「
少
女
画
」
に
類
す
る

こ
と
ば
が
見
当
た
ら
な
い
こ
と
。
さ
ら
に
、「
美
人
画
」

と
い
う
概
念
が
（
作
品
じ
た
い
が
と
い
う
よ
り
も
そ
う

い
う
カ
ル
チ
ャ
ー
が
）
シ
リ
ア
ス
な
美
術
史
論
壇
で
は

一
段
低
く
見
ら
れ
て
い
る
と
い
う
現
実
も
混
乱
を
助
長

す
る
。
で
き
る
こ
と
な
ら
ば
「
美
人
画
」
と
い
う
解
像

度
の
低
い
言
い
回
し
を
廃
し
、「
少
女
表
象
」
と
「
女

性
表
象
」
を
丁
寧
に
腑
分
け
す
る
道
具
＝
概
念
を
手
に

入
れ
た
い
と
い
う
の
が
本
稿
を
支
え
る
か
な
り
切
実
な

動
機
。

四　

山
本
由
梨
「
婦
人
雑
誌
に
み
る
文
展
美
人
画
」『
近

代
画
説
』
二
十
三
、
平
成
二
十
六
年
、
一
三
六
―
八
頁
。

五　

こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
左
記
で
触
れ
た
の
で
こ
こ
で

は
繰
り
返
さ
な
い
。

 

村
上
敬
「
江
戸
の
室
内
風
俗
図
か
ら
明
治
の
外
光
派
少

女
風
俗
画
へ
―
―
少
女
洋
画
史
へ
の
試
み
」『
美
少
女

の
美
術
史
』、
青
幻
舎
、
平
成
二
十
六
年
、
二
四
二
―

五
頁
。

　

江
戸
初
期
の
巨
匠
・
狩
野
探
幽
は
、
一
昔
前
、
あ

ま
り
人
気
が
な
か
っ
た
が
、
当
館
で
『
狩
野
探
幽
の

絵
画
』
展
を
企
画
し
た
山
下
善
也
氏
（
現
東
京
国
立

博
物
館
）
や
安
村
敏
信
氏
（
萬
美
術
屋
）
等
の
活
動

が
あ
り
、探
幽
再
評
価
の
機
運
は
近
年
目
覚
ま
し
い
。

そ
の
象
徴
は
、
榊
原
氏
、
門
脇
氏
の
著
作
が
、
昨
年

相
次
い
で
出
版
さ
れ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
私
は
同
年

に
『
探
幽
3
兄
弟
』
展
（
於
群
馬
県
立
近
代
美
術
館
）

を
企
画
し
、
両
氏
と
合
同
調
査
を
し
た
関
係
か
ら
、

二
著
の
刊
行
を
心
待
ち
に
し
て
い
た
。
榊
原
氏
は
、

探
幽
の
文
献
資
料
を
博
捜
し
つ
つ
、
作
品
論
を
基
軸

と
し
、そ
の
芸
術
活
動
の
全
貌
に
迫
る
。
門
脇
氏
は
、

探
幽
を
め
ぐ
る
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
や
兄
弟
と
の
関
係
に

注
目
し
、
探
幽
芸
術
の
基
底
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と

を
試
み
る
。
真
摯
な
作
品
分
析
が
展
開
さ
れ
る
点
も

両
著
の
特
徴
だ
が
、
そ
こ
か
ら
探
幽
像
へ
と
迫
る
ア

プ
ロ
ー
チ
の
仕
方
に
両
氏
の
独
自
性
が
認
め
ら
れ

る
。
一
般
向
け
と
言
う
に
は
余
り
に
本
格
的
な
研
究

書
だ
が
、
両
氏
の
熱
意
あ
る
作
品
論
は
、
一
般
の
読

者
を
も
惹
き
つ
け
る
に
違
い
な
い
。

（
当
館
主
任
学
芸
員　

野
田
麻
美
）

本の窓

榊
原
悟

『
狩
野
探
幽
御
用
絵
師
の
肖
像
』

臨
川
書
店
　
二
〇
一
四
年

門
脇
む
つ
み

『
巨
匠
狩
野
探
幽
の
誕
生
』

朝
日
新
聞
出
版
　
二
〇
一
四
年
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静岡×徳川時代
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会場　静岡県立美術館講堂
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います。
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　　　＊県民ギャラリーは2016年2月2日（火）～７（日）まで
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県
庁
で
は
、
文
化
振
興
の
目
標
や
施
策
展
開
の

方
針
等
を
明
ら
か
に
し
、
県
の
文
化
振
興
施
策
を

推
進
す
る
こ
と
で
、
個
性
豊
か
で
創
意
と
活
力
あ

ふ
れ
る
地
域
社
会
の
実
現
に
寄
与
す
る
た
め
に
、

平
成
二
十
年
三
月
に
、
向
こ
う
十
年
間
を
見
据
え

た
「
ふ
じ
の
く
に
静
岡
県
文
化
振
興
基
本
計
画
」

を
策
定
し
て
い
ま
す
。
私
た
ち
文
化
政
策
課
は
、

こ
の
計
画
の
実
現
に
向
け
て
様
々
な
事
業
を
実
施

し
て
い
ま
す
。
そ
の
中
で
私
は
、「
美
術
館
が
県

民
生
活
に
と
っ
て
潤
い
を
も
た
ら
す
場
と
な
る
」

よ
う
、
美
術
館
職
員
と
連
携
し
な
が
ら
業
務
に
従

事
し
て
お
り
、
自
分
の
感
じ
た
こ
と
を
通
し
て
、

仕
事
の
一
部
を
紹
介
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

一
つ
目
は
「
こ
ど
も
た
ち
の
文
化
芸
術
鑑
賞
推

進
事
業
」
で
す
。「
子
ど
も
が
本
物
の
文
化
に
触

れ
る
機
会
の
充
実
」
を
図
る
た
め
、
美
術
等
の
鑑

賞
機
会
を
提
供
す
る
こ
の
事
業
は
、
平
成
十
五
年

度
か
ら
二
十
六
年
度
ま
で
に
県
内
中
学
生
六
万
三

千
人
以
上
を
招
待
し
、
県
立
美
術
館
が
企
画
す
る

優
れ
た
展
覧
会
の
鑑
賞
を
通
し
て
、
子
ど
も
た
ち

の
豊
か
な
心
を
育
む
こ
と
を
期
待
し
て
い
ま
す
。

学
校
に
戻
っ
た
子
ど
も
た
ち
か
ら
、
鑑
賞
後
の
喜

び
の
声
が
寄
せ
ら
れ
た
と
き
の
達
成
感
は
ひ
と
し

お
で
、
充
実
感
は
格
別
の
も
の
が
あ
り
ま
す
。

　

二
つ
目
は
、
美
術
館
運
営
に
関
す
る
予
算
事
務

へ
の
関
与
で
す
。
美
術
館
職
員
は
、
県
民
の
皆
さ

ん
に
有
意
義
な
場
を
提
供
で
き
る
よ
う
、
様
々
な

視
点
か
ら
展
覧
会
等
を
企
画
し
て
い
ま
す
。
概
念

的
に
は
理
解
し
て
い
た
つ
も
り
で
し
た
が
、
そ
れ

県
庁
と
美
術
館

文
化
政
策
課
文
化
施
設
班　

西
尾　

稔

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）

を
実
際
に
肌
で
感
じ
、
さ
ら
に
、
そ
の
一
端
を
担

う
現
在
の
仕
事
は
困
難
な
場
面
も
あ
り
ま
す
が
、

今
後
の
人
生
に
お
い
て
活
か
せ
る
貴
重
な
経
験
を

し
て
い
る
と
感
じ
て
い
ま
す
。

　

我
々
は
、
こ
れ
か
ら
も
県
民
に
愛
さ
れ
る
美
術

館
を
目
指
し
て
様
々
な
事
業
を
実
施
で
き
る
よ
う

努
め
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

皆
さ
ん
の
期
待
に
応
え
ら
れ
る
よ
う
、
美
術
館
の

魅
力
を
高
め
、
来
館
す
る
方
が
さ
ら
に
増
え
る
よ

う
に
・
・
・
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