
　

南
画
の
大
成
者
・
池
大
雅
が
四
一
歳
の
時
に
描
い
た
代
表

作
。
永
和
九
年
（
五
三
五
）
三
月
三
日
、
浙
江
省
の
蘭
亭
で

王
羲
之
が
文
士
四
一
人
を
集
め
て
修し
ゅ
う

禊け
い

を
行
っ
た
故
事
を
描

く
。
曲
折
し
た
流
水
に
杯
を
流
し
て
、
自
ら
の
前
を
過
ぎ
る

う
ち
に
作
詩
を
し
、
詩
が
で
き
な
け
れ
ば
罰
と
し
て
杯
を
空

け
る
と
い
う
風
流
な
趣
向
を
描
く
こ
の
画
題
は
、
江
戸
時
代

を
通
じ
て
好
ま
れ
た
。
大
雅
の
前
に
も
狩
野
派
の
画
家
が
よ

く
手
が
け
て
お
り
、
当
館
に
は
、
狩
野
永
納
、
久
隅
守
景
の

作
品
が
あ
る
。
大
雅
以
前
の
「
蘭
亭
曲
水
図
」
と
比
べ
る
と
、

本
図
は
、
画
面
い
っ
ぱ
い
に
広
が
る
岩
山
と
曲
水
を
俯
瞰
的

に
と
ら
え
、
そ
の
中
に
文
士
た
ち
を
描
き
こ
ん
で
い
る
点
が

特
徴
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。
本
図
の
よ
う
に
、
自
然
景
観

の
ひ
ろ
が
り
を
颯
爽
と
描
く
「
蘭
亭
曲
水
図
」
は
、
大
雅
以

前
に
は
な
か
っ
た
。
鮮
や
か
な
淡
彩
、金
泥
の
か
が
や
き
が
、

春
の
さ
わ
や
か
な
空
気
と
日
差
し
を
感
じ
さ
せ
る
傑
作
だ
。

（
主
任
学
芸
員　

野
田
麻
美
）

※�

こ
の
作
品
は
「
徳
川
の
平
和
」
展
に
出
品
さ
れ
ま
す
。

　
（
四

−

五
ペ
ー
ジ
参
照
）

Amaryllis
アマリリス
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No.

2016年度 ｜夏｜

池
大
雅
《
蘭
亭
曲
水
図
屏
風
》（
部
分
）

紙
本
着
色

一
五
八
・
〇
×
三
五
八
・
〇
㎝

一
七
六
三
（
宝
暦
一
三
）
年

重
要
文
化
財

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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「
徳
川
の
平
和
（
パ
ク
ス
・
ト
ク
ガ
ワ
ー
ナ
）

―
二
五
○
年
の
美
と
叡
智
」
展
の
開
催
が
い
よ

い
よ
近
づ
い
た
。
夏
休
み
明
け
の
九
月
十
七
日

（
土
）
か
ら
十
一
月
三
日
（
文
化
の
日
）
ま
で
、

久
能
山
東
照
宮
に
も
ほ
ど
近
い
私
た
ち
の
美
術

館
で
開
か
れ
る
。

　
「
パ
ク
ス
・
ト
ク
ガ
ワ
ー
ナ
」と
言
わ
れ
て
も
、

す
ぐ
に
は
ピ
ン
と
来
な
い
方
も
多
い
か
も
し
れ

な
い
。
ご
も
っ
と
も
だ
。
こ
れ
は
私
自
身
が
い

ま
か
ら
五
十
年
ほ
ど
前
、
一
九
六
○
年
代
半
ば

に
、
明
治
維
新
の
研
究
か
ら
さ
か
の
ぼ
っ
て
徳

川
日
本
の
歴
史
の
豊
か
さ
、
面
白
さ
に
は
じ
め

て
目
覚
め
た
頃
、
そ
の
緑
な
す
平
和
列
島
の
風

景
を
眺
め
や
り
な
が
ら
思
い
つ
い
た
言
葉
に
他

な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。

　

だ
い
た
い
、
徳
川
最
初
期
か
ら
す
で
に
「
元げ
ん

和な

偃え
ん

武ぶ

」と
い
う
幕
政
称
讃
の
言
葉
が
あ
っ
た
。

初
代
将
軍
徳
川
家
康
が
大
坂
夏
の
陣
に
勝
利
し

た
元
和
元
年
（
一
六
一
五
）
か
ら
、二
代
秀
忠
、

三
代
家
光
に
か
け
て
の
約
十
年
の
元
和
年
間

に
、日
本
列
島
の
天
下
取
り
の
争
乱
は
終
息
し
、

武
器
は
放
棄
さ
れ
て
（
偃
武
）、
待
ち
に
待
っ

た
天
下
泰
平
が
再
来
し
た
と
の
よ
ろ
こ
び
の
表

現
で
あ
る
。
そ
の
後
も
島
原
の
乱
（
一
六
三
七

年
～
三
八
年
）
な
ど
の
事
件
は
あ
っ
た
が
、
最

幕
末
の
戊
辰
戦
争
に
至
る
ま
で
こ
の
島
国
の
内

外
に
は
武
力
に
よ
る
戦
争
と
い
う
も
の
が
一
切

な
か
っ
た
。
元
禄
頃
の
人
々
は
そ
の
永
続
平
和

を
指
し
て
「
御ご

静せ
い

謐ひ
つ

」
と
呼
び
、「
四
海
波
静
か
」

と
讃
え
た
。
そ
し
て
十
八
世
紀
後
半
の
京
の
詩

人
与
謝
蕪
村
と
も
な
れ
ば
、
い
つ
果
て
る
と
も

知
れ
ぬ
こ
の
鎖
国
平
和
の
物ア
ン
ニ
ュ
イ

憂
さ
を
と
ら
え

て
、「
春
の
海
ひ
ね
も
す
の
た
り
〳
〵
哉
」「
高こ

麗ま

船ぶ
ね

の
よ
ら
で
過
ゆ
く
霞
か
な
」
と
詠
ん
だ
の

で
あ
る
。

　
「
極
東
」
の
洋
上
に
浮
か
ぶ
こ
の
列
島
を
満

た
し
て
い
た
「
徳
川
の
平
和
」
―
そ
れ
を
私
は

元
和
年
間
よ
り
少
し
さ
か
の
ぼ
っ
て
家
康
に
よ

る
江
戸
開
府（
慶
長
八
年［
一
六
○
三
］）か
ら
、

ペ
リ
ー
の
黒
船
艦
隊
の
江
戸
湾
来
航
（
嘉
永
六

年
［
一
八
五
三
］）
ま
で
の
二
五
○
年
間
と
見

立
て
る
の
だ
が
、
そ
こ
に
は
も
ち
ろ
ん
西
洋
史

上
の
「
ロ
ー
マ
の
平
和
（Pax�Rom

ana

）」

へ
の
連
想
が
あ
っ
た
。
古
代
ロ
ー
マ
で
は
、
カ

エ
サ
ル
の
後
を
継
い
で
初
代
皇
帝
と
な
っ
た
ア

ウ
グ
ス
ト
ゥ
ス
（
紀
元
前
六
三
年
～
紀
元
十
四

年
）
以
来
、
広
大
な
版
図
の
内
外
に
政
治
の
安

定
を
計
り
、
そ
の
平
和
の
下
に
学
藝
も
大
い
に

榮
え
た
約
二
○
○
年
の
歴
史
が
あ
っ
た
し
、
十

九
世
紀
に
な
る
と
英
国
が
他
国
に
先
駆
け
る
産

業
の
力
と
軍
事
力
に
よ
っ
て
世
界
の
「
七
つ
の

海
」
を
そ
の
強
権
下
に
収
め
た
と
き
、
こ
れ
を

ロ
ー
マ
の
先
例
に
倣
っ
て「
英
国
の
平
和（Pax�

Britannica

）」
と
呼
ん
だ
の
で
あ
る
。
第
二

次
大
戦
後
に
は
代
わ
っ
て
ア
メ
リ
カ
が
そ
の
強

大
な
勢
力
圏
内
に
「Pax�A

m
ericana

」
を
築

き
も
し
た
。

　

こ
れ
ら
の
西
洋
側
の
例
に
比
べ
れ
ば
、「Pax�

T
okugaw

ana

」
は
い
か
に
も
ス
ケ
ー
ル
が
小

さ
い
。
し
か
し
規
模
が
コ
ン
パ
ク
ト（
緊
密
）で

あ
っ
た
か
ら
こ
そ
、
平
和
は
民
衆
の
日
常
生
活

の
中
に
ま
で
濃
密
に
ゆ
き
わ
た
り
、
ま
た
そ
れ

ゆ
え
に
世
界
史
上
稀
な
長
期
に
及
ぶ
こ
と
も
で

き
た
。
そ
れ
も
お
の
ず
か
ら
平
和
な
時
代
に
な

っ
た
な
ど
と
い
う
の
で
は
な
い
。
家
康
以
来
の

歴
代
の
中
央
政
府
（
幕
府
）
の
為
政
者
た
ち
の

工
夫
に
よ
っ
て
構
築
さ
れ
改
良
さ
れ
、
三
百
に

近
い
諸
藩
の
武
士
階
級
と
い
う
地
方
行
政
官
た

ち
の
不
断
の
努
力
に
よ
っ
て
維
持
さ
れ
、
大
多

数
の
都
市
農
漁
村
の
民
衆
に
よ
っ
て
享
受
さ
れ

支
持
さ
れ
た
平
和
の
体レ
ジ
ー
ム制
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

「
徳
川
の
平
和
」
二
五
○
年
の
歴
史
は
、「
平
和
」

が
促
す
文
化
と
文
化
が
保
証
す
る
「
平
和
」
と

い
う
相
互
作
用
の
、
絶
好
の
実
験
観
察
室
で
あ

っ
た
と
も
言
え
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　

今
回
の
展
覧
会
は
単
な
る
江
戸
美
術
名
作
展

で
は
な
い
。「
徳
川
の
平
和
」の
現
実
と
理
想
が
、

こ
れ
ら
の
絵
画
作
品
の
中
に
ど
の
よ
う
に
映
し

だ
さ
れ
て
い
る
か
を
じ
っ
く
り
と
読
み
と
っ
て

頂
こ
う
と
い
う
企
画
な
の
で
あ
る
。
英
は
な
ぶ
さ

一い
っ

蝶ち
ょ
う

の

『
雨
宿
図
屏
風
』
や
久く

隅す
み

守も
り

景か
げ

の
『
夕
顔
棚
納

涼
図
』
を
隅
々
ま
で
愉
し
ん
で
頂
き
た
い
。
そ

の
上
で
、
戦
前
戦
後
の
進
歩
派
史
家
た
ち
の
思

い
上
が
り
に
よ
っ
て
、「
夜
明
け
前
」
の
封
建

制
の
暗
闇
の
中
で
、
た
だ
地
べ
た
を
這
っ
て
生

き
て
い
た
と
さ
れ
た
徳
川
民
衆
を
、
そ
の
暗
黒

史
観
か
ら
救
い
出
し
、
愚
民
観
か
ら
済
度
し
て

や
っ
て
頂
き
た
い
。
館
長
と
し
て
は
そ
の
こ
と

を
こ
そ
願
う
の
で
あ
る
。

久隅守景《納涼図屏風》（部分）（東京国立博物館）国宝　後期展示
Image：TNM Image Archives

「
徳
川
の
平
和
展
」
―
企
画
の
本
音

館
長
　
芳
賀　

徹

02
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日
本
文
人
画
の
双
璧
は
池
大
雅
と
与
謝
蕪
村

で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
私
が
決
め
た
も
の
で
は
な

い
。昔
か
ら
そ
う
決
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。お

そ
ら
く
二
人
が
生
き
て
い
た
時
か
ら
、
そ
う
見

な
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
安
永
四
年
（
一

七
七
五
）版『
平
安
人
物
志
』を
見
る
と
、画
家
の

ト
ッ
プ
は
円
山
応
挙
で
あ
る
。
今
年
生
誕
三
〇

〇
年
を
迎
え
て
特
別
展
が
開
か
れ
、ブ
ー
ム
、い

や
、
一
大
社
会
現
象
と
な
っ
た
伊
藤
若
冲
が
こ

れ
に
次
ぎ
、続
い
て
大
雅
と
蕪
村
が
登
場
す
る
。

　

応
挙
は
写
生
派
、
若
冲
は
奇
想
派
に
位
置
づ

け
ら
れ
て
い
る
か
ら
、
文
人
画
に
限
れ
ば
、
大

雅
と
蕪
村
が
双
璧
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
し
か

し
こ
の
よ
う
な
ラ
ン
ク
付
け
を
決
定
的
に
し
た

の
は
、田
能
村
竹
田
で
あ
ろ
う
。
竹
田
は
大
雅
・

蕪
村
に
続
く
第
三
世
代
を
代
表
す
る
文
人
画
家

だ
が
、
画
論
家
と
し
て
も
す
ぐ
れ
、『
山
中
人

饒
舌
』
と
い
う
名
画
論
を
遺
し
て
く
れ
た
。

　

そ
の
な
か
に
、大
雅
は
正
に
し
て
譎
な
ら
ず
、

蕪
村
は
譎
に
し
て
正
な
ら
ず
と
い
う
、
有
名
な

大
雅
・
蕪
村
比
較
論
が
あ
る
。
高
校
時
代
、
私

は
竹
谷
長
二
郎
先
生
に
漢
文
を
習
っ
た
が
、
後

年
先
生
は
『
山
中
人
饒
舌
』
に
評
釈
と
現
代
語

訳
を
加
え
て
『
竹
田
画
論
』
を
出
版
さ
れ
た
。

措
い
て
ほ
か
に
な
い
。

　

現
在
はM

IH
O
�M
U
SEU

M

の
至
宝
と
な

っ
て
い
る
「
山
水
図
屏
風
」
を
、
私
が
歴
史
あ

る
美
術
雑
誌
『
國
華
』
に
ぜ
ひ
紹
介
し
た
い
と

思
っ
た
の
も
、
月
光
を
思
わ
せ
る
銀
地
の
微
光

感
覚
に
魅
入
ら
れ
た
た
め
だ
っ
た
。
そ
れ
は
辞

世
の
句
「
白
梅
に
明
く
る
夜
ば
か
り
と
な
り
に

け
り
」
に
象
徴
さ
れ
て
い
る
。

　

こ
れ
に
対
し
て
大
雅
は
陽
光
の
画
家
だ
っ

た
。
代
表
作
で
あ
る
「
楼
閣
山
水
図
屏
風
」
は
、

陽
光
を
イ
メ
ー
ジ
さ
せ
る
金
地
に
描
か
れ
て
い

て
、蕪
村
の
微
光
感
覚
と
対
極
を
な
し
て
い
る
。

俳
諧
師
蕪
村
に
対
し
、
大
雅
は
漢
詩
人
だ
っ
た

の
だ
が
、
そ
の
詩
は
き
ら
め
く
よ
う
な
光
と
色

彩
に
彩
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
大
雅
が
私

も
嫌
い
で
は
な
い
。
し
か
し
、
微
光
感
覚
を
身

に
ま
と
う
蕪
村
の
方
が
何
と
な
く
愛
お
し
く
感

じ
ら
れ
る
の
は
、
や
は
り
私
が
ウ
エ
ッ
ト
な
人

間
だ
か
ら
か
も
し
れ
な
い
⁉

池大雅《楼閣山水図屏風》（右隻）東京国立博物館所蔵　Image：TNM Image Archives

与謝蕪村《山水図屏風》（右隻）MIHO MUSEUM所蔵

河
野
元
昭

京
都
美
術
工
芸
大
学
学
長

大
雅
vs
蕪
村
―
徳
川
の
平
和
展
に
よ
せ
て
―

そ
れ
に
よ
れ
ば
、正
譎
と
い
う
比
較
は
、『
論
語
』

憲
問
篇
に
出
る
も
の
で
、
一
般
的
に
は
公
正
と

不
正
を
意
味
し
て
い
る
。

　

し
か
し
『
山
中
人
饒
舌
』
に
お
い
て
は
、
正

を
「
正
々
堂
々
」
と
し
た
正
攻
法
、
譎
を
「
奇

変
百
出
」
た
る
奇
襲
攻
撃
と
す
る
、
荻
生
徂
徠

の
兵
法
に
関
す
る
比
較
論
を
援
用
し
て
解
釈
す

る
の
が
よ
い
と
い
う
。
私
の
先
生
だ
か
ら
と
い

う
わ
け
で
は
な
い
が
、
実
に
正
鵠
を
射
る
も
の

だ
と
思
う
。

　

日
本
文
人
画
の
特
徴
と
し
て
、
南
宗
画
の
ほ

か
に
、
さ
ま
ざ
ま
な
様
式
を
自
由
に
摂
取
す
る

雑
食
性
が
あ
る
。
大
雅
も
例
外
で
は
な
い
の
だ

が
、
蕪
村
は
さ
ら
に
自
由
奔
放
で
あ
る
上
、
文

人
画
の
故
郷
と
も
い
う
べ
き
中
国
に
は
あ
る
は

ず
も
な
い
俳
画
に
ま
で
触
手
を
伸
ば
し
て
い

る
。
こ
の
よ
う
な
蕪
村
の
作
画
態
度
を
、
竹
田

は
譎
と
言
っ
た
の
で
あ
り
、
け
っ
し
て
間
違
っ

て
い
る
と
非
難
し
た
の
で
は
な
い
。
だ
か
ら
こ

そ
竹
田
は
、「
そ
れ
で
い
て
と
も
に
同
時
代
の

第
一
人
者
の
位
置
を
占
め
る
ラ
イ
バ
ル
だ
」
と

結
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。

　

そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、最
終
的
に
竹
田
は
、

「
近
ご
ろ
大
雅
・
蕪
村
の
二
翁
を
並
べ
て
称
す

る
が
、
こ
れ
は
よ
く
な
い
」
と
結
論
を
下
す
こ

と
に
な
る
。
つ
ま
り
、
蕪
村
は
大
雅
に
及
ば
な

い
と
言
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
真
の
文
人
画
家

た
ら
ん
と
し
た
竹
田
に
と
っ
て
、
中
国
南
宗
画

を
軌
範
と
す
る
古
典
主
義
の
立
場
か
ら
完
全
に

自
由
に
な
る
こ
と
は
、
生
易
し
い
こ
と
で
は
な

か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
あ
の
個
性
際
立
つ
浦
上

玉
堂
と
親
し
く
、
ま
た
そ
の
絵
画
世
界
を
高
く

評
価
し
て
い
た
竹
田
で
あ
っ
た
が
、
一
世
代
前

の
先
輩
画
家
に
は
、
や
は
り
オ
ー
ソ
ド
ッ
ク
ス

な
美
を
求
め
ず
に
い
ら
れ
な
か
っ
た
の
か
も
し

れ
な
い
。

　

こ
の
よ
う
な
竹
田
の
立
場
を
考
え
れ

ば
、
現
代
の
私
た
ち
は
、
竹
田
の
大
雅
・

蕪
村
優
劣
論
に
と
ら
わ
れ
る
必
要
な
ど
毛

頭
な
い
こ
と
に
な
る
。
事
実
、
現
代
で
は

蕪
村
を
愛
す
る
人
の
方
が
多
い
よ
う
に
思

わ
れ
る
。
私
も
そ
の
一
人
だ
。
と
く
に
惹

か
れ
る
の
は
、
蕪
村
作
品
を
貫
い
て
流
れ

る
微
妙
な
光
の
表
現
で
、
こ
れ
を
微
光
感

覚
と
呼
ん
だ
こ
と
が
あ
る
。
三
大
横
物
と

た
た
え
ら
れ
る
「
峨
嵋
露
頂
図
」「
富
岳

列
松
図
」「
夜
色
楼
台
図
」
を
一
人
の
個

性
に
帰
着
せ
し
め
る
の
は
、
微
光
感
覚
を
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開
館
三
〇
周
年
を
迎
え
た
当
館
の
秋

は
、昨
今
人
気
の
高
い
江
戸
絵
画
の
名
品
・

傑
作
を
一
堂
に
集
め
た
「
徳
川
の
平
和
」

展
で
、
皆
様
を
お
迎
え
し
ま
す
。

　

一
七
世
紀
初
め
か
ら
一
九
世
紀
半
ば
に

か
け
て
の
日
本
で
は
、
徳
川
将
軍
家
の
治

世
の
下
、
世
界
史
上
稀
に
み
る
、
二
五
〇

年
も
の
長
き
に
及
ぶ
天
下
泰
平
の
世
が
続

き
ま
し
た
。
現
在
、「
江
戸
時
代
」
と
呼

ば
れ
る
徳
川
の
平
和
な
世
に
お
い
て
は
、

さ
ま
ざ
ま
な
画
家
が
活
躍
し
、
数
多
く
の

傑
作
、
個
性
き
わ
だ
つ
作
品
が
生
み
出
さ

れ
ま
し
た
。

　

徳
川
の
世
の
は
じ
め
に
は
、「
画
壇
の

家
康
」
と
も
称
さ
れ
る
狩
野
探
幽
（
一
六

〇
二
～
一
六
七
四
）
の
登
場
に
よ
り
、
日

本
絵
画
史
は
大
き
く
転
換
し
、
御
用
絵
師

の
制
度
の
確
立
と
と
も
に
、
将
軍
家
な
ど

の
御
用
を
勤
め
た
探
幽
以
下
、
江
戸
狩
野

派
の
画
風
が
全
国
に
広
ま
り
ま
し
た
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
徳
川
の
世
に
き
ら
め

い
た
画
家
は
、
一
八
世
紀
に
数
多
く
輩
出

さ
れ
、
と
り
わ
け
民
間
画
壇
に
お
い
て
、

個
性
き
わ
だ
つ
画
家
た
ち
が
活
躍
し
ま
し

た
。
い
わ
ゆ
る
「
鎖
国
」
体
制
下
に
、
か

え
っ
て
高
ま
っ
た
異
国
へ
の
関
心
か
ら
、

池
大
雅
（
一
七
二
三
～
一
七
七
六
）・
与

謝
蕪
村
（
一
七
一
六
～
一
七
八
四
）
と
い

っ
た
巨
匠
が
、
明
清
時
代
の
中
国
絵
画
の

感
化
を
受
け
て
、
日
本
に
お
け
る
文
人
画

の
ス
タ
イ
ル
（
南
画
）
を
確
立
し
ま
し
た
。

ま
た
、
西
洋
画
の
影
響
を
受
け
て
描
か
れ

た
洋
風
画
の
よ
う
な
新
し
い
絵
画
の
ス
タ

イ
ル
が
現
れ
た
こ
と
も
、
重
要
な
出
来
事

だ
っ
た
と
い
え
ま
す
。

　

や
が
て
、
一
九
世
紀
、
幕
末
に
至
る
と
、

「
徳
川
の
平
和
」
が
揺
ら
ぎ
出
し
、
渡
辺

崋
山
（
一
七
九
三
～
一
八
四
一
）
な
ど
に

よ
っ
て
、
近
代
に
先
駆
け
る
様
々
な
探
究

が
絵
画
に
お
い
て
も
行
わ
れ
ま
す
。

　
「
徳
川
の
平
和
」
展
で
は
、
駿
府
で
最
期

を
迎
え
た
徳
川
家
康
没
後
四
〇
〇
年
を
記

念
し
て
、
以
上
に
触
れ
た
画
家
を
は
じ
め

と
す
る
巨
匠
の
作
品
を
中
心
に
、「
徳
川

の
平
和
」
が
も
た
ら
し
た
奥
行
き
深
い
豊

か
な
美
の
世
界
を
、
一
〇
〇
点
余
り
の
名

品
・
傑
作
に
よ
っ
て
ご
覧
い
た
だ
き
ま
す
。

　
「
徳
川
の
平
和
」
展
に
つ
い
て
、
や
や
堅

苦
し
い
概
要
の
話
を
し
ま
し
た
が
、
本
展

の
み
ど
こ
ろ
に
つ
い
て
、
こ
こ
で
は
三
つ

ご
紹
介
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

ま
ず
は
、
何
と
い
っ
て
も
、
狩
野
探
幽

《
松
に
孔
雀
図
》（
元
離
宮
二
条
城
事
務
所　

重
要
文
化
財　

図
1
）を
は
じ
め
と
す
る
、

光
か
が
や
く
障
壁
画
や
屏
風
の
傑
作
・
大

作
が
一
堂
に
会
す
る
こ
と
で
す
。
久
隅
守

景
の
《
納
涼
図
屏
風
》（
東
京
国
立
博
物

館　

国
宝
、
後
期
展
示　

図
2
）
の
よ
う

な
、「
徳
川
の
平
和
」
を
一
点
で
語
る
こ

と
の
で
き
る
よ
う
な
名
品
、
あ
る
い
は
、

池
大
雅
の
《
柳
下
童
子
図
屏
風
》（
京
都

府　

重
要
文
化
財　

前
期
展
示　

図
3
）、

与
謝
蕪
村
の
《
奥
の
細
道
図
》（
京
都
国

立
博
物
館　

重
要
文
化
財
）
と
い
っ
た
、

一
八
世
紀
の
絵
画
史
を
語
る
う
え
で
外
せ

図 1 　狩野探幽《松に孔雀図》（元離宮二条城事務所）重要文化財

図 2 　久隅守景《納涼図屏風》（東京国立博物館）国宝　後期展示
Image:TNM Image Archives

開館30周年記念展

徳川の平和
（パクス・トクガワーナ）
―250年の美と叡智―
平成28年 9 月17日（土）～11月 3 日（木・祝）
　前期： 9月17日（土）～10月10日（月・祝）
　後期：10月12日（水）～11月 3 日（木・祝）
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な
い
大
作
、
そ
し
て
、
渡
辺
崋
山
《
一
掃

百
態
図
》（
田
原
市
博
物
館　

重
要
文
化

財
）
な
ど
、
一
〇
点
余
り
の
国
宝
・
重
要

文
化
財
が
集
結
し
、
会
場
を
彩
り
ま
す
。

　

次
に
、
江
戸
絵
画
の
魅
力
を
グ
ッ
と
凝

縮
し
た
ボ
リ
ュ
ー
ム
と
構
成
に
注
目
い
た

だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
五
〇
名
以
上
の

華
極
ま
り
な
い
画
帖
で
す
。
ま
た
、
本
展

図
録
の
論
文
で
は
、
調
査
研
究
し
た
内
容

に
つ
い
て
も
ご
紹
介
さ
せ
て
い
た
だ
く
予

定
で
す
。
江
戸
絵
画
通
へ
の
道
を
究
め
た

い
方
の
道
案
内
と
な
れ
ば
幸
い
で
す
。

　

な
お
、
こ
こ
で
は
、
何
度
か
「
江
戸
絵

画
」
と
い
う
、
現
在
展
覧
会
な
ど
で
よ
く

使
わ
れ
、
皆
様
の
間
で
定
着
し
て
い
る
言

葉
に
よ
っ
て
展
覧
会
を
ご
紹
介
し
ま
し
た

が
、
当
館
の
芳
賀
徹
館
長
に
よ
れ
ば
、「
徳

川
時
代
」
の
絵
画
は
、「
徳
川
絵
画
」
と

呼
ぶ
べ
き
も
の
！
と
の
こ
と
。
パ
ク
ス
・

ト
ク
ガ
ワ
ー
ナ
（
徳
川
の
平
和
）
と
い
う

呼
称
を
提
唱
し
た
芳
賀
館
長
の
想
い
は
、

画
家
た
ち
に
よ
っ
て
描
か
れ
た
約
一
〇
〇

点
の
作
品
を
、
ゆ
る
や
か
な
時
代
順
の
枠

組
み
を
設
け
て
ご
案
内
し
ま
す
。
一
七
世

紀
初
頭
か
ら
一
九
世
紀
半
ば
ま
で
、
実
に

二
五
〇
年
の
長
き
に
わ
た
る
徳
川
の
世
を

通
覧
い
た
だ
け
る
よ
う
な
工
夫
を
し
て
お

り
ま
す
の
で
、初
め
て
ご
覧
に
な
る
方
も
、

す
で
に
江
戸
絵
画
通
の
方
に
も
、
楽
し
ん

で
い
た
だ
け
る
こ
と
間
違
い
な
し
で
す
。

　

最
後
に
、初
公
開
作
品
を
ご
紹
介
し
、江

戸
絵
画
研
究
の
最
前
線
の
一
端
に
触
れ
て

い
た
だ
け
る
こ
と
で
す
。
こ
の
展
覧
会
の

準
備
で
調
べ
た
江
戸
狩
野
派
の
作
品
に
つ

い
て
、
現
在
、
一
三
〇
〇
図
を
超
え
る
情

報
の
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
化
を
す
す
め
て
お
り

ま
す
が
、
そ
の
中
の
い
く
つ
か
の
作
品
に

つ
い
て
、ご
所
蔵
者
の
ご
協
力
に
よ
り
、展

覧
会
で
初
め
て
公
開
さ
せ
て
い
た
だ
け
る

こ
と
と
な
り
ま
し
た
。
た
と
え
ば
、
狩
野

安
信
ほ
か
合
作
《
名
画
集
》（
個
人
蔵　

図

4
）
は
、
徳
川
家
関
連
の
作
品
で
あ
る
可

能
性
が
高
い
名
品
で
、
当
時
、
脂
の
乗
り

切
っ
て
い
た
江
戸
狩
野
派
の
ト
ッ
プ
・
狩

野
安
信
（
一
六
一
四
～
一
六
八
五
）
以
下
、

江
戸
狩
野
派
を
引
っ
張
っ
て
い
た
中
心
画

家
の
合
作
に
よ
る
、
八
〇
図
か
ら
成
る
豪

会
場
で
、
そ
し
て
図
録
で
熱
く
語
ら
れ
る

こ
と
で
し
ょ
う
。
こ
の
展
覧
会
が
、「
徳

川
の
世
」
の
平
和
が
生
ん
だ
絵
画
の
素
晴

ら
し
さ
を
改
め
て
検
証
し
、
さ
ら
に
は
、

そ
の
時
代
性
や
特
色
を
明
ら
か
に
す
る
機

会
と
な
る
こ
と
を
願
っ
て
い
ま
す
。

　

今
年
は
、
伊
藤
若
冲
（
一
七
一
六
～
一

八
〇
〇
）
生
誕
三
〇
〇
周
年
な
ど
の
話
題

で
江
戸
絵
画
の
展
覧
会
が
人
気
を
博
し
て

い
ま
す
が
、
近
年
の
傾
向
と
し
て
は
、
一

人
の
画
家
を
特
集
す
る
展
覧
会
、
と
り
わ

け
、
個
性
的
な
画
家
の
展
覧
会
が
数
多
く

開
催
さ
れ
て
い
ま
す
。
と
こ
ろ
が
、「
徳

川
の
平
和
」
展
は
、江
戸
絵
画
を
通
覧
し
、

そ
の
多
彩
で
豊
か
な
美
の
世
界
を
味
わ
っ

て
い
た
だ
こ
う
と
い
う
、
実
に
贅
沢
で
、

欲
張
り
な
展
覧
会
で
す
。

　

は
じ
め
て
江
戸
絵
画
に
触
れ
る
方
も
、

も
っ
と
江
戸
絵
画
を
知
り
た
い
方
も
。
江

戸
絵
画
史
を
通
覧
す
る
こ
と
で
、
そ
の
魅

力
を
堪
能
で
き
る
会
場
に
、
是
非
お
運
び

く
だ
さ
い
。�（
主
任
学
芸
員　

野
田
麻
美
）

※�

展
覧
会
の
出
品
作
品
は
、
前
後
期
で
作
品
が

ほ
ぼ
す
べ
て
入
れ
替
わ
り
ま
す
。

�

お
目
当
て
の
作
品
が
あ
り
ま
し
た
ら
、
展
示

期
間
の
ご
確
認
を
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

図 3 　池大雅《柳下童子図屏風》（京都府）重要文化財　前期展示

図 4 　狩野安信ほか合作《名画集》（個人蔵）（部分）
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研究 ノ ー ト

　

は
じ
め
に

　

こ
の
秋
、
当
館
で
は
、「
徳
川
の
平
和　

二
五

〇
年
の
美
と
叡
智
」
展
を
開
催
す
る
。
重
要
な
江

戸
時
代
絵
画
の
数
々
を
ご
紹
介
す
る
が
、
そ
の
ひ

と
つ
が
当
代
祭
礼
図
の
屈
指
の
名
品
「
江
戸
天
下

祭
図
屏
風
」（
六
曲
一
双
・
個
人
蔵
）
で
あ
る
。

描
か
れ
て
い
る
の
は
、
江
戸
城
内
の
大
名
屋
敷
の

間
を
巡
る
山
王
社
の
祭
礼
行
列
。
同
社
は
、
家
康

に
よ
っ
て
徳
川
氏
の
産う
ぶ

土す
な

神が
み

と
さ
れ
、
祭
礼
行
列

は
特
別
に
許
さ
れ
て
城
内
を
通
り
ぬ
け
、
将
軍
の

上
覧
を
得
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
十
七
世
紀
後
半
に

は
、
神
田
明
神
祭
礼
も
同
様
の
扱
い
を
受
け
、
徳

川
の
平
和
を
誇
示
す
る
両
祭
は
「
天
下
祭
」、「
御

用
祭
」
と
も
い
わ
れ
て
き
た
。

　

本
図
は
昭
和
初
期
ま
で
、
京
都
の
本
圀
寺
の
所

蔵
品
で
あ
っ
た
が
、
い
つ
し
か
寺
外
へ
流
出
し
、

行
方
不
明
に
な
っ
て
い
た
。
そ
れ
が
発
見
さ
れ
て

蹟
と
古
美
術
」
第
九
巻
第
三
、
四
号
の
記
事
で
あ

る
。
早
く
も
こ
の
時
点
で
制
作
時
期
を
明
暦
二
年

と
し
、
水
戸
光
圀
が
寄
進
し
た
屏
風
で
あ
る
と
い

う
寺
伝
も
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
寺
伝
か
ら
八

反
氏
は
本
図
の
制
作
背
景
の
解
明
を
試
み
る
。

　

二
〇
一
〇
年
に
は
、
黒
田
日
出
男
著
『
江
戸
図

屏
風
の
謎
を
解
く
』（
角
川
学
芸
出
版
）
が
上
梓

さ
れ
た
。
黒
田
氏
は
本
圀
寺
伝
来
と
い
わ
れ
て
き

た
こ
と
に
注
目
し
、
寺
と
紀
伊
徳
川
家
の
関
係
か

ら
本
図
の
制
作
事
情
を
推
測
す
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
前
者
で
は
寺
伝
が
、
後
者
で
は

伝
来
が
、最
近
の
研
究
の
立
脚
点
と
な
っ
て
い
る
。

し
か
し
、
寺
伝
や
伝
来
は
ど
の
程
度
信
頼
で
き
る

情
報
な
の
だ
ろ
う
か
。

　

寺
伝
と
伝
来

　

八
反
氏
が
指
摘
し
た
「
史
蹟
と
古
美
術
」
誌
を

確
認
し
よ
う
。
こ
の
雑
誌
は
粟
野
秀
穂
氏
主
宰
国

史
普
及
会
史
蹟
踏
査
部
の
会
報
の
よ
う
な
も
の

で
、
同
会
が
昭
和
七
年
十
月
に
計
画
し
た
本
圀
寺

調
査
の
「
栞
」
が
九
月
の
第
三
号
に
、
見
学
後
の

報
告
が
翌
月
の
第
四
号
に
収
録
さ
れ
て
い
る
。

　

栞
に
は
「
厩
図
屏
風　

二
枚
折
一
双
」、「
平
家

物
語
屏
風
（
中
略
）
六
曲
一
双
」
と
と
も
に
「
山

王
祭
屏
風　

一
双
」も
見
学
で
き
る
と
報
じ
ら
れ
、

当
時
、
本
図
は
「
山
王
祭
屏
風
」
と
呼
ば
れ
て
い

た
と
わ
か
る
。
そ
し
て
、
三
点
の
う
ち
本
図
に
の

み
解
説
が
あ
り
、制
作
時
期
を
明
暦
二
年
頃
と
し
、

「
本
寺
の
伝
に
よ
れ
ば
徳
川
光
圀
公
の
母
堂
病
に

臥
し
山
王
祭
を
見
ら
れ
ぬ
こ
と
を
嘆
い
た
の
で
、

母
の
為
に
こ
の
図
を
画
か
し
め
た
が
成
ら
ぬ
う
ち

に
逝
去
し
た
と
い
ふ
」
と
寺
伝
を
紹
介
す
る
。

「
国
華
」
に
特
集
号
（
一
二
三
七
号
）
が
組
ま
れ

た
の
は
一
九
九
八
年
で
あ
る
。
榊
原
悟
氏
ほ
か
二

名
の
寄
稿
に
よ
り
、
以
下
の
よ
う
な
こ
と
が
明
ら

か
に
さ
れ
た
。

　

画
中
に
明
暦
三
年（
一
六
五
七
）正
月
の
大
火
で

焼
亡
し
た
江
戸
城
天
守
が
み
え
、
絵
画
の
様
式
も

十
七
世
紀
半
ば
頃
と
推
測
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
景

観
年
代
、
制
作
時
期
と
も
に
明
暦
二
年
頃
と
絞
ら

れ
る
。そ
し
て
、大
名
屋
敷
の
な
か
で
ひ
と
き
わ
目

立
つ
の
が
紀
州
徳
川
家
で
あ
り
、
そ
こ
に
貼
ら
れ

た
札
に
は
、他
の
屋
敷
と
異
な
り
、家
名
を
書
か
ず

に「
上
や
し
き
」と
の
み
記
入
さ
れ
て
い
る
こ
と
か

ら
、
同
家
ゆ
か
り
の
人
々
が
、
本
図
の
制
作
や
受

容
に
関
わ
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
と
推
測
さ
れ
た
。

　

こ
の
特
集
号
刊
行
後
も
研
究
は
重
ね
ら
れ
、
二

〇
〇
三
年
に
は
見
落
と
さ
れ
て
い
た
先
行
研
究
の

存
在
が
八
反
裕
太
郎
氏
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
た

（
1
）。
そ
れ
は
、昭
和
七
年
（
一
九
三
二
）
の
「
史

図 1 　江戸天下祭図屏風　右隻部分　神輿を見送る人々

図 2 　江戸天下祭図屏風　左隻部分　仮装行列

「江戸天下祭図屏風」研究事始め
当館学芸部長　泉 万里
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つ
づ
く
第
四
号
に
は
、西
堀
一
三
氏
の
論
文「
山

王
祭
屏
風
に
つ
い
て
」
が
掲
載
さ
れ
、
そ
こ
で
も

「
こ
の
絵
の
筆
者
は
狩
野
探
幽
と
伝
へ
、又
寺
伝
に

よ
れ
ば
光
圀
の
母
が
病
気
に
罹
り
祭
を
見
る
能
は

ざ
り
し
た
め
に
そ
の
景
況
を
画
師
に
描
か
し
め
た

が
、
不
幸
に
し
て
早
く
病
没
せ
る
た
め
之
を
そ
の

帰
依
寺
に
寄
進
せ
る
も
の
で
あ
る
と
云
ふ
」と
、水

戸
光
圀
が
母
の
た
め
に
画
師
（
探
幽
）
に
描
か
せ
、

母
没
後
に
本
圀
寺
に
寄
進
し
た
屏
風
で
あ
る
と
い

う
同
寺
に
伝
わ
る
逸
話
を
紹
介
す
る
。
し
か
し
、

「
さ
れ
ど
今
こ
の
画
を
検
す
れ
ば
明
暦
炎
上
以
前

の
江
戸
城
の
天
主
が
画
か
れ
、
画
中
人
物
の
付
箋

に
よ
る
も
こ
の
祭
が
明
暦
二
年
の
も
の
を
画
け
る

も
の
な
る
こ
と
を
知
ら
れ
、
光
圀
の
母
の
死
が
寛

文
に
下
る
事
を
思
へ
ば
、
吾
々
は
こ
の
所
伝
を
離

れ
て
別
に
徳
川
初
期
に
於
け
る
一
般
祭
礼
屏
風
な

る
も
の
の
も
つ
意
義
を
思
考
せ
ざ
る
べ
か
ら
ざ
る

も
の
と
な
る
」
と
、
こ
の
寺
伝
に
疑
い
を
挟
む
。

　

と
こ
ろ
で
、
あ
ら
た
め
て
調
べ
る
と
、
寺
伝
に

も
触
れ
る
作
品
解
説
は
、
じ
つ
は
、
こ
の
「
史
蹟

と
古
美
術
」
の
記
事
が
最
初
で
は
な
い
。
そ
れ
よ

り
も
早
い
昭
和
三
年
（
一
九
二
八
）
刊
行
の
東
京

帝
国
大
学
文
学
部
史
料
編
纂
掛
編
刊
『
第
十
三
回

史
料
展
覧
会
列
品
目
録
』
に
認
め
ら
れ
る
。
こ
の

展
覧
会
に
本
圀
寺
所
蔵
「
山
王
祭
屏
風
」
が
陳
列

さ
れ
、
そ
の
目
録
に
、
上
述
の
「
国
華
」
特
集
号

お
よ
び
「
史
蹟
と
古
美
術
」
の
解
説
内
容
を
先
取

り
す
る
、
簡
に
し
て
要
を
得
た
解
説
が
掲
載
さ
れ

て
い
る
こ
と
を
報
告
し
て
お
き
た
い
。

　

そ
こ
で
は
、
景
観
年
代
と
制
作
時
期
を
明
暦
二

年
と
み
さ
だ
め
「
上
や
し
き
と
あ
る
は
、
紀
州
家

の
邸
宅
た
る
こ
と
、
こ
れ
に
並
び
て
尾
張
家
水
戸

家
の
あ
る
に
よ
り
て
明
な
り
、こ
の
屏
風
伝
へ
て
、

水
戸
光
圀
よ
り
本
圀
寺
に
寄
せ
た
る
も
の
な
り
と

い
ふ
と
い
へ
ど
も
、
こ
の
図
に
紀
州
家
を
顕
著
に

せ
る
よ
り
推
せ
ば
、
も
と
紀
州
頼
宣
の
描
か
し
め

し
も
の
な
ら
ん
か
」
と
結
ぶ
。
寺
伝
の
信
憑
性
は

こ
こ
で
も
疑
わ
れ
、
紀
伊
徳
川
家
に
焦
点
が
絞
ら

れ
て
い
る
（
2
）。
こ
の
よ
う
に
、光
圀
を
本
図
と
関

わ
ら
せ
る
寺
伝
は
、
そ
こ
か
ら
推
論
を
た
て
う
る

ほ
ど
の
強
度
を
持
ち
合
わ
せ
て
い
な
い
よ
う
だ
。

　

つ
づ
い
て
伝
来
で
あ
る
。
本
図
が
本
圀
寺
に
あ

る
こ
と
を
確
認
で
き
る
の
は
大
正
八
年
（
一
九
一

九
）
同
寺
発
行
『
大
本
山
本
圀
寺
記
念
写
真
帖
』

が
早
い
（
3
）。
左
隻
の
写
真
が
、「
探
幽
神
田
祭

屏
風
」
と
し
て
、「
元
信
耕
作
之
屏
風
」、「
光
琳
菊

之
屏
風
」
と
と
も
に
収
録
さ
れ
て
い
る
。
な
ぜ
か

作
品
名
が
神
田
祭
図
と
さ
れ
て
い
る
。
同
種
の
写

真
帖
は
昭
和
三
年
に
も
刊
行
さ
れ
、お
な
じ
く「
探

幽
の
筆
、
神
田
祭
」
と
し
て
収
録
さ
れ
る
。
そ
し

て
、あ
ら
た
に
「
屏
風　

元
信
の
筆
、八
島
戦
争
」、

「
同　

光
信
の
筆
、馬
屋
」
を
追
加
す
る
。「
馬
屋
」

は
現
在
も
本
圀
寺
に
残
る
「
厩
図
屏
風
」
二
曲
一

双
だ
が
、
ほ
か
は
所
在
不
明
で
あ
る
。

　

さ
ら
に
、
江
戸
時
代
に
出
さ
れ
た
名
所
記
類
の

本
圀
寺
の
項
目
を
通
覧
す
る
と
、
唯
一
、
秋
里
籬

島
撰
『
都
林
泉
名
勝
図
会
』（
一
七
九
九
年
刊
）

が
本
圀
寺
の
什
宝
と
し
て
屏
風
を
紹
介
し
て
い

る
。
そ
こ
で
は
「
耕
作
の
画
の
屏
風
狩
野
古
法
眼

の
筆
。繋
ぎ
馬
の
二
枚
屏
風
は
岩
佐
又
兵
衛
の
筆
」

の
二
点
が
取
り
上
げ
ら
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
写
真
帖
掲

載
の
「
元
信
耕
作
之
屏
風
」
と
「
馬
屋
屏
風
」
と

推
測
で
き
、
少
な
く
と
も
こ
の
二
点
は
十
八
世
紀

に
本
圀
寺
に
あ
っ
た
と
わ
か
る
が
、
残
念
な
が
ら

本
図
に
つ
い
て
は
確
認
が
と
れ
な
い
。

　

こ
の
よ
う
に
、
あ
ら
た
め
て
調
べ
れ
ば
、
本
図

が
本
圀
寺
に
は
い
っ
た
時
期
も
経
緯
も
ま
っ
た
く

不
明
な
の
で
あ
る
。
付
け
加
え
れ
ば
、
誤
植
か
も

し
れ
な
い
が
、
写
真
帖
で
「
神
田
祭
屏
風
」
と
さ

れ
て
い
た
こ
と
も
気
に
な
る
。「
本
圀
寺
伝
来
」

と
い
う
言
い
方
は
、
屏
風
が
長
ら
く
同
寺
に
あ
っ

て
、
主
題
内
容
も
理
解
さ
れ
、
尊
重
さ
れ
て
き
た

と
い
う
印
象
を
与
え
る
が
、
そ
う
で
あ
れ
ば
、
こ

う
し
た
誤
り
は
見
過
ご
さ
れ
な
か
っ
た
の
で
は
な

か
ろ
う
か
。

　

お
わ
り
に

　

寺
伝
や
伝
来
に
は
、
そ
れ
を
伝
え
て
き
た
人
々

の
思
い
が
反
映
し
、そ
れ
を
掬
い
と
る
こ
と
自
体
、

受
容
史
の
研
究
と
な
る
。
し
か
し
、
検
証
し
き
れ

な
い
寺
伝
や
伝
来
を
足
が
か
り
に
、
作
品
の
制
作

時
期
や
制
作
意
図
を
追
求
す
る
こ
と
に
は
慎
重
で

あ
り
た
い
。

　

昭
和
三
年
の
史
料
編
纂
掛
作
成
の
解
説
と
、
そ

れ
を
最
新
の
知
見
で
補
強
し
た
「
国
華
」
特
集
号

の
結
論
が
、
本
図
を
考
え
て
い
く
た
め
の
ス
タ
ー

ト
ラ
イ
ン
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
て
、
稿
を
閉
じ

た
い
。

注（
1
）
八
反
裕
太
郎
「『
天
下
祭
・
祇
園
祭
図
屏
風
』
に
つ

い
て
」『
芸
能
史
研
究
』
一
六
一
号　

六
五
、
六
六
、

七
三
頁　

二
〇
〇
三
年

（
2
）
こ
の
解
説
は
昭
和
十
年
刊
行
の
『
麹
町
区
史
』
に

引
用
さ
れ
る
。
口
絵
、「
例
言
十
則
」。

（
3
）二
冊
の
写
真
帖
は
伊
藤
瑞
叡
編『
正
嫡
付
法〔
中
巻
〕

本
圀
寺
史
料
』（
昌
柏
寺
華
林
山
文
庫
求
法
院
学
室
刊

　

一
九
九
一
年
）
に
収
録
。

　

今
春
、
開
館
三
〇
周
年
記
念
展
「
東
西
の
絶

景
」に
出
品
し
た
、今
井
俊
満《
東
方
の
光
》は
、

も
と
は
大
阪
万
博
、
富
士
グ
ル
ー
プ
・
パ
ビ
リ

オ
ン
の
Ｖ
Ｉ
Ｐ
室
を
飾
る
壁
画
と
し
て
制
作
さ

れ
た
、
横
六
メ
ー
ト
ル
も
あ
る
、
巨
大
な
絵
画

だ
。
筆
者
は
、
母
親
の
胎
内
で
、
大
阪
万
博
を

経
験
し
た
た
め
、
筆
者
の
万
博
イ
メ
ー
ジ
は
、

物
心
つ
い
て
か
ら
見
聞
き
し
た
、
家
族
の
会
話

や
、
テ
レ
ビ
の
映
像
で
形
作
ら
れ
て
き
た
が
、

資
料
満
載
の
本
書
か
ら
は
、
大
阪
万
博
が
、
い

か
に
壮
大
な
催
し
だ
っ
た
の
か
が
、
具
体
的
な

写
真
、
文
字
資
料
、
デ
ー
タ
か
ら
よ
く
わ
か
る
。

富
士
グ
ル
ー
プ
パ
ビ
リ
オ
ン
は
、
コ
ル
ビ
ュ
ジ

ェ
最
後
の
弟
子
と
言
わ
れ
た
村
田
豊
が
設
計
し

た
、
幌
馬
車
の
よ
う
な
、
バ
ル
ー
ン
構
造
の
建

物
で
あ
っ
た
。
プ
ロ
デ
ュ
ー
サ
ー
を
務
め
た
の

は
川
添
浩
史
。画
家
の
今
井
俊
満
が
、当
時
、川

添
が
妻
の
梶
子
と
と
も
に
、
東
京
六
本
木
で
営

ん
で
い
た
、
イ
タ
リ
ア
ン
レ
ス
ト
ラ
ン
「
キ
ャ

ン
テ
ィ
」
の
常
連
客
で
あ
っ
た
こ
と
は
、別
書
、

野
地
秩
嘉
著
『
キ
ャ
ン
テ
ィ
物
語
』（
幻
冬
舎
）

に
詳
し
い
。
二
冊
、
合
わ
せ
て
読
む
と
、
作
品

が
制
作
さ
れ
た
時
代
が
、
透
け
て
見
え
る
。

（
上
席
学
芸
員　

川
谷
承
子
）

本の窓

平
野
暁
臣
編
著

『
大
阪
万
博

　
―
二
十
世
紀
が
夢
見
た
二
十
一
世
紀
』

小
学
館
ク
リ
エ
イ
テ
ィ
ブ　

二
〇
一
四
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

最優秀賞受賞後の懇親会於：県庁別館20階レストラン（右から三番目が筆者）

館内実技室を中心に行っている教育普及活動のご紹介

いろんな素材をいろんなカタチに！

わくわくアトリエ〈要予約〉

モダンアート　　 7月24日（日）
切り絵　　　　　 9月19日（月・祝）
木材工作　　　　12月11日（日）
写真　　　　　　 2月 5日（日）

時間　10：00～16：00程度
　　　（１日１回または２回開催）
対象　小学生から大人まで
小学生３年生以下は親子でご参加ください。
参加費として、材料を実費で購入していただきます。
大人の方は観覧料が必要になる場合があります。

ケンビで夏の思い出をつくろう！

夏休み子どもワークショップ〈要予約〉
夏休みの美術館で学校ではできないアート体験

8月 9日（火）　 　8月10日（水）
8月11日（木・祝）　8月12日（金）
対象　小学生
詳細は１ヶ月前を目処にHP、
チラシでご案内いたします。

お問い合わせ
静岡県立美術館　学芸課　普及スタッフ　実技室担当
Tel 054-263-5857　　Fax 054-263-5742

　

総
務
課
の
職
員
と
し
て
五
年
間
を
過
ご
し
た

美
術
館
を
離
れ
て
、
早
い
も
の
で
も
う
二
ヶ
月

が
過
ぎ
ま
し
た
。

　

私
が
美
術
館
に
異
動
と
な
っ
た
の
は
、
ち
ょ

う
ど
開
館
二
十
五
周
年
を
迎
え
る
平
成
二
十
三

年
四
月
の
こ
と
で
し
た
。
そ
れ
か
ら
五
年
間
、

美
術
館
で
は
さ
ま
ざ
ま
な
貴
重
な
経
験
、
新
し

い
体
験
な
ど
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

中
で
も
一
番
印
象
に
残
っ
て
い
る
の
は
、
や

は
り
平
成
二
十
四
年
度
に
開
催
し
た
企
画
展

「
イ
ン
カ
帝
国
展
」
で
す
。
会
期
中
、
十
万
人

近
い
入
場
者
を
集
め
、
美
術
館
の
内
外
と
も
に

大
変
な
混
雑
と
な
り
ま
し
た
。
美
術
館
職
員
総

出
で
そ
の
対
応
に
当
た
り
、
大
変
だ
っ
た
な
と

五
年
間
お
世
話
に
な
り
ま
し
た

静
岡
県
文
化
・
観
光
部
総
務
企
画
課　

横
畑
朋
之

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）
夜間開館：7月23日（土）、30日（土）、8月6日（土）、13日（土）、20日（土）、27日（土）
　　　　　10：00～19：00（展示室への入室は18：30まで）

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。

〒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

い
う
記
憶
と
と
も
に
、
充
実
感
が
残
っ
て
い
ま

す
。
ま
た
、
異
動
直
前
の
今
年
三
月
、「
ロ
ダ

ン
ウ
ィ
ー
ク
」
の
取
り
組
み
で
、
県
の
「
ひ
と

り
一
改
革
運
動
」
最
優
秀
賞
を
受
賞
で
き
た
こ

と
も
貴
重
な
経
験
で
あ
り
、よ
い
思
い
出
で
す
。

　

美
術
館
職
員
と
し
て
働
い
て
い
た
と
き
と
は

違
い
、
今
の
自
分
は
「
外
」
か
ら
美
術
館
を
見

る
立
場
と
な
り
ま
し
た
。
外
側
に
出
る
と
、「
美

術
館
で
何
を
や
っ
て
い
る
の
か
」
が
急
に
見
え

に
く
く
な
り
ま
す
。
や
は
り
「
広
報
」
の
重
要

性
と
い
う
も
の
を
強
く
感
じ
ま
す
。
特
に
、
美

術
に
あ
ま
り
関
心
が
な
い
方
々
や
、
県
立
美
術

館
に
一
度
も
行
っ
た
こ
と
が
な
い
、
い
わ
ゆ
る

「
未
・
来
館
者
」
の
皆
さ
ん
に
県
立
美
術
館
へ

足
を
向
け
て
も
ら
う
こ
と
は
、
本
当
に
難
し
い

こ
と
だ
な
と
感
じ
ま
す
。（
以
前
か
ら
感
じ
て

い
た
こ
と
で
は
あ
り
ま
す
が
）

　

来
館
者
数
だ
け
が
、
美
術
館
評
価
の
ポ
イ
ン

ト
で
は
な
い
と
は
思
い
ま
す
が
、
や
は
り
県
立

美
術
館
は
多
く
の
お
客
様
で
賑
わ
っ
て
ほ
し
い

と
思
っ
て
い
ま
す
。

　

美
術
館
か
ら
転
出
し
た
途
端
、
外
か
ら
目
線

に
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
が
、
今
も
県
立
美
術

館
と
同
じ
文
化
・
観
光
部
の
職
員
で
す
。こ
れ
か

ら
も
、
家
族
と
一
緒
に
顔
を
出
し
た
い
と
思
い

ま
す
の
で
、
よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。（
ロ
ダ

ン
ウ
ィ
ー
ク
も
楽
し
み
に
し
て
お
り
ま
す
！
）
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