
　

中
国
・
古
代
の
賢
帝
を
金
屏
風
に
描
い
た
作
品
で

あ
る
。
左
右
隻
に
は
そ
れ
ぞ
れ
、
明
君
に
ま
つ
わ
る

故
事
が
吉
祥
的
な
モ
チ
ー
フ
を
交
え
て
描
か
れ
て
い

る
。
鳳
凰
な
ど
モ
チ
ー
フ
の
描
写
は
丁
寧
で
、
金
色

の
光
が
画
面
に
華
や
ぎ
を
添
え
て
い
る
。
全
体
的
に

典
雅
で
格
調
高
い
画
風
に
よ
っ
て
描
か
れ
て
い
る

が
、樹
木
や
岩
の
描
写
に
は
荒
い
筆
致
が
用
い
ら
れ
、

濃
彩
、
濃
墨
を
用
い
た
重
々
し
い
表
現
も
み
ら
れ
る

点
が
面
白
い
。
作
者
の
狩
野
益
信
（
一
六
二
五
～
九

四
）
は
、
江
戸
時
代
前
期
の
巨
匠
・
狩
野
探
幽
（
一

六
〇
二
～
七
四
）
の
養
子
と
な
り
、
後
に
別
家
し
て

駿
河
台
狩
野
家
の
祖
と
な
っ
た
画
家
で
、
一
七
世
紀

後
半
に
活
躍
し
た
江
戸
狩
野
派
の
主
要
メ
ン
バ
ー
の

一
人
。
未
だ
謎
の
多
い
益
信
の
画
風
を
知
る
う
え
で

貴
重
な
大
作
だ
。

（
主
任
学
芸
員　

野
田
麻
美
）
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T O P I C S

二
、三
の
初
仕
事
に
つ
い
て

館
長
　
木
下
直
之

　

今
春
、
芳
賀
徹
前
館
長
か
ら
バ
ト
ン
を

引
き
継
ぎ
、
六
代
目
館
長
に
就
任
い
た
し

ま
し
た
。
美
術
館
で
の
最
初
の
仕
事
は
職

員
に
対
す
る
挨
拶
、
い
や
そ
れ
は
ま
だ
仕

事
で
は
な
い
だ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
か
も
し

れ
ま
せ
ん
が
、
そ
う
で
は
な
く
大
切
な
仕

事
だ
と
考
え
た
わ
た
し
は
、
家
か
ら
古
い

一
冊
の
フ
ァ
イ
ル
を
持
参
し
ま
し
た
。

　

背
表
紙
に
「
高
橋
由
一
」
と
記
し
た
そ

れ
に
は
、
芳
賀
徹
「
高
橋
由
一
と
司
馬
江

漢
」（『
蘭
学
資
料
研
究
会
研
究
報
告
』
第

一
四
七
号
）
と
い
う
手
書
き
の
、
お
そ
ら

く
は
ガ
リ
版
刷
り
だ
っ
た
論
文
の
写
し
が

入
っ
て
い
ま
す
。
一
九
六
三
年
七
月
二
十

日
の
刊
行
、
つ
ま
り
今
か
ら
五
十
四
年
前

の
論
文
で
す
。

　

こ
の
時
、
芳
賀
前
館
長
は
三
十
二
歳
、

わ
た
し
は
九
歳
、
も
ち
ろ
ん
リ
ア
ル
タ
イ

ム
で
読
ん
だ
は
ず
は
あ
り
ま
せ
ん
。で
は
、

い
つ
コ
ピ
ー
し
た
の
だ
ろ
う
。

　

た
ぶ
ん
、
高
橋
由
一
と
い
う
画
家
が
気

に
な
り
始
め
た
一
九
八
〇
年
代
後
半
だ
ろ

う
と
思
い
ま
す
。
そ
の
こ
ろ
、
わ
た
し
は

兵
庫
県
立
近
代
美
術
館
の
学
芸
員
で
し

た
。
し
か
し
、
論
文
は
読
ん
だ
も
の
の
、

芳
賀
前
館
長
に
お
会
い
す
る
の
は
ず
っ
と

あ
と
の
こ
と
で
す
。

　

本
人
に
は
会
わ
な
く
と
も
書
き
も
の
で

つ
な
が
る
、
こ
れ
を
学
恩
と
い
う
の
で
す

ね
。
文
字
に
親
し
ん
で
お
れ
ば
、
初
対
面

で
も
既
知
の
人
だ
と
感
じ
る
。
こ
ん
な
ふ

う
に
学
問
は
つ
な
が
る
。
同
様
に
、
美
術

館
も
ま
た
人
か
ら
人
へ
と
つ
な
い
で
歴
史

を
重
ね
る
の
だ
、
と
い
う
こ
と
を
最
初
の

挨
拶
で
伝
え
た
く
て
古
い
フ
ァ
イ
ル
を
引

っ
張
り
出
し
た
の
で
し
た
。

　

多
く
の
人
が
美
術
館
と
聞
い
て
思
い
浮

か
べ
る
も
の
は
、
建
物
で
あ
り
、
展
示
さ

れ
た
美
術
作
品
で
あ
る
か
も
し
れ
ま
せ

ん
。
し
か
し
、
そ
れ
よ
り
も
も
っ
と
重
要

な
も
の
が
、
こ
の
施
設
を
さ
ま
ざ
ま
な
立

場
か
ら
支
え
る
人
で
す
。

　

き
ょ
う
も
美
術
館
が
開
館
し
て
い
る
、

誰
も
が
訪
れ
る
こ
と
が
で
き
る
、
と
い
う

状
態
を
維
持
す
る
だ
け
で
も
、
館
と
県
の

職
員
、そ
れ
に
友
の
会
や
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
、

警
備
や
レ
ス
ト
ラ
ン
の
方
々
の
目
に
は
見

え
な
い
努
力
が
あ
る
は
ず
で
す
。

　

仕
事
の
合
間
に
、
仕
事
を
さ
ぼ
っ
て

（
？
）、
い
や
い
や
、
そ
れ
も
館
長
が
最
初

に
や
る
べ
き
仕
事
だ
と
考
え
て
、本
誌『
ア

マ
リ
リ
ス
』
バ
ッ
ク
ナ
ン
バ
ー
に
目
を
通

し
ま
し
た
。
こ
の
美
術
館
の
歴
史
を
ひ
も

と
く
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

昨
年
春
に
迎
え
た
開
館
三
十
周
年
に
合

わ
せ
る
よ
う
に
、
何
人
も
の
Ｏ
Ｂ
が
寄
稿

し
て
い
ま
す
。
山
下
善
也
さ
ん
（
九
州
国

立
博
物
館
）
の
伝
え
る
鈴
木
敬
初
代
館
長

の
言
葉
「
創
業
は
易
く
守
成
は
難
し
」（
一

二
一
号
）、
小
針
由
紀
隆
さ
ん
（
静
岡
文

化
芸
術
大
学
）
の
い
う
「
変
え
さ
せ
な
い

た
め
に
変
わ
っ
て
い
く
」（
一
一
三
号
）

に
大
い
に
共
感
し
た
こ
と
は
本
館
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
に
「
館
長
あ
い
さ
つ
」
と
し
て
掲

載
し
ま
し
た
の
で
ご
覧
く
だ
さ
い
。

　

五
月
末
に
は
、
全
国
美
術
館
会
議
に
館

長
と
し
て
出
席
し
、
五
年
越
し
に
議
論
を

重
ね
て
き
た
と
い
う
「
美
術
館
の
原
則
と

美
術
館
関
係
者
の
行
動
指
針
」
採
択
に
賛

成
の
一
票
を
投
じ
ま
し
た
。
こ
れ
も
重
要

な
初
仕
事
で
し
た
。

　

美
術
館
の
「
原
則
」
と
は
い
っ
た
い
何

だ
ろ
う
。
そ
れ
は
美
術
館
が
社
会
に
あ
る

こ
と
の
根
拠
で
あ
り
、
わ
か
り
や
す
く
い

え
ば
、
美
術
館
と
は
何
を
可
能
に
す
る
場

所
な
の
か
を
は
っ
き
り
と
示
す
こ
と
で

す
。
美
術
館
の
内
部（
す
な
わ
ち
関
係
者
）

も
外
部
（
利
用
者
）
も
、
そ
れ
を
必
要
と

し
て
い
ま
す
。

　

そ
の
第
四
条
「
美
術
館
の
自
由
」、
行

動
指
針
四
「
自
由
の
尊
重
と
確
保
」
に
つ

い
て
、も
う
少
し
お
話
し
た
い
の
で
す
が
、

残
念
な
が
ら
紙
幅
が
尽
き
ま
し
た
。
次
の

機
会
と
し
ま
し
ょ
う
。
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2017年ＮＨＫ大河ドラマ
「おんな城主 直虎」特別展

戦国！井伊直虎から直政へ
平成29年 ８ 月14日㈪～10月12日㈭

E X H I B I T I O N

　

本
年
の
Ｎ
Ｈ
Ｋ
大
河
ド
ラ
マ
「
お
ん
な
城

主　
直
虎
」
は
、
一
年
に
わ
た
っ
て
遠
州
を

舞
台
に
物
語
が
展
開
し
ま
す
。
主
人
公
・
井

伊
直
虎
の
主
家
で
あ
る
今
川
家
の
本
拠
地
と

し
て
、
駿
府
も
た
び
た
び
登
場
し
、
そ
の
に

ぎ
わ
い
が
印
象
的
に
描
か
れ
ま
す
。
い
ず
れ

も
現
在
の
静
岡
県
の
こ
と
。
当
地
の
戦
国
時

代
に
思
い
を
馳
せ
、
ド
ラ
マ
を
楽
し
み
に
し

て
お
ら
れ
る
方
も
多
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ

う
か
。

　

こ
の
大
河
ド
ラ
マ
に
関
連
す
る
特
別
展
と

し
て
、「
戦
国
！
井
伊
直
虎
か
ら
直
政
へ
」
を

開
催
し
ま
す
。
戦
国
後
期
、
動
乱
の
時
代
の

終
結
に
向
か
っ
て
世
の
中
が
大
き
く
動
き
出

す
な
か
、遠
江
・
井
伊
谷
の
地
を
治
め
る
井
伊

氏
の
当
主
と
な
っ
た
直
虎
と
、そ
の
後
継
で
、

井
伊
氏
繁
栄
の
道
を
切
り
開
い
た
直
政
の
活

躍
に
焦
点
を
あ
て
て
、構
成
す
る
も
の
で
す
。

　

展
覧
会
の
冒
頭
で
は
、
駿
河
の
今
川
、
甲

斐
の
武
田
、
尾
張
の
織
田
と
い
っ
た
周
辺
の

戦
国
大
名
の
動
向
を
紹
介
し
、
当
時
の
井
伊

谷
を
取
り
巻
く
緊
迫
し
た
状
況
を
ご
覧
い
た

だ
き
ま
す
。
続
い
て
、
そ
う
し
た
厳
し
い
情

勢
下
、
井
伊
の
家
と
幼
い
世
継
ぎ
を
守
る
た

め
に
尽
力
し
た
井
伊
直
虎
の
足
跡
を
、
今
日

に
伝
わ
る
数
少
な
い
貴
重
な
資
料
か
ら
た
ど

る
と
と
も
に
、
井
伊
氏
の
菩
提
寺
・
龍
潭
寺

の
伝
来
品
な
ど
か
ら
、
平
安
以
来
の
遠
江
の

名
門
、井
伊
氏
の
歴
史
を
掘
り
起
こ
し
ま
す
。

直
虎
の
花
押
が
残
る
唯
一
の
書
状
《
井
伊
直

虎
・
関
口
氏
経
連
署
状
》（
前
期
展
示
、
後
期

は
複
製
を
展
示
）
や
、
大
河
ド
ラ
マ
に
登
場

す
る
直
親
の
笛
の
モ
デ
ル
と
な
っ
た
《
青
葉

の
笛
》
な
ど
か
ら
は
、
当
時
を
生
き
た
人
々

の
息
吹
が
感
じ
ら
れ
ま
す
。
龍
潭
寺
に
伝
わ

る
《
世
継
観
音
像
》
に
は
、
本
展
の
た
め
の

調
査
を
き
っ
か
け
に
、「
井
伊
次
郎
法
師
」

の
名
が
記
さ
れ
た
由
緒
書
き
が
あ
る
こ
と

が
、
新
た
に
発
見
さ
れ
ま
し
た
。
こ
ち
ら
も

ぜ
ひ
ご
注
目
く
だ
さ
い
。

　

展
覧
会
後
半
、
主
役
は
井
伊
直
政
へ
と
移

り
ま
す
。
直
政
が
仕
官
し
た
徳
川
家
康
は
、

三
河
か
ら
出
て
勢
力
を
広
げ
、
天
下
に
影
響

を
及
ぼ
す
有
力
大
名
へ
と
成
長
し
ま
す
が
、

そ
の
飛
躍
の
背
景
に
は
優
れ
た
家
臣
た
ち
の

活
躍
が
あ
り
ま
し
た
。
徳
川
四
天
王
の
ひ
と

り
に
数
え
ら
れ
、「
赤
備
え
」
を
率
い
て
戦

場
を
駆
け
た
井
伊
直
政
も
、
そ
の
一
翼
を
担

っ
た
ひ
と
り
で
す
。
小
牧
・
長
久
手
の
戦
い

や
関
ヶ
原
の
戦
い
な
ど
主
要
な
合
戦
に
ま
つ

わ
る
歴
史
資
料
、
甲
冑
・
刀
剣
な
ど
の
武
具

を
通
し
て
、
家
康
と
家
臣
団
に
よ
る
江
戸
幕

府
創
設
へ
の
歩
み
を
た
ど
り
ま
す
。

　

家
康
の
天
下
統
一
事
業
に
大
き
く
貢
献
し

た
直
政
は
、
譜
代
大
名
筆
頭
の
家
格
を
誇
る

彦
根
藩
井
伊
家
の
始
祖
と
な
り
ま
し
た
。
彦

根
藩
は
、
幕
末
の
井
伊
直
弼
に
至
る
ま
で
五

人
の
大
老
を
出
し
た
「
大
老
の
家
」
と
し
て
、

長
く
幕
府
を
支
え
続
け
る
こ
と
に
な
り
ま

す
。
展
覧
会
は
、
そ
の
彦
根
藩
の
象
徴
で
あ

る
彦
根
城
の
築
城
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
も
っ
て

締
め
く
く
ら
れ
ま
す
。

　

滅
び
か
け
た
遠
江
の
小
さ
な
家

が
、
大
き
な
城
を
擁
す
る
近
江
の

大
大
名
・
彦
根
藩
井
伊
家
へ
と
駆

け
上
が
る
、
そ
の
苦
闘
の
道
の
り

と
し
て
、
展
覧
会
全
体
を
読
み
取

っ
て
い
た
だ
く
こ
と
が
で
き
る
で

し
ょ
う
。
繁
栄
へ
と
至
る
礎
は
、

直
虎
か
ら
直
政
へ
、
次
世
代
へ
の
バ
ト
ン
が

ど
う
に
か
受
け
継
が
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
築

か
れ
た
の
で
し
た
。
戦
国
乱
世
か
ら
平
和
で

安
定
し
た
世
の
中
へ
、
歴
史
の
大
き
な
う
ね

り
の
中
で
奮
闘
す
る
人
々
の
姿
と
、
知
ら
れ

ざ
る
静
岡
の
戦
国
史
を
、
ぜ
ひ
本
物
の
品
々

を
通
し
て
お
確
か
め
く
だ
さ
い
。

（
上
席
学
芸
員　

石
上
充
代
）

※�

会
期
中
、一
部
作
品
の
展
示
替
え
が
あ
り
ま
す
。

前
期　

八
月
十
四
日
㈪
～
九
月
十
日
㈰

後
期　

九
月
十
二
日
㈫
～
十
月
十
二
日
㈭

《朱漆塗花色糸威縫延胸腰取三枚胴具足》
岡崎市美術博物館蔵

《井伊直虎・関口氏経連署状》
蜂前神社蔵・浜松市博物館保管
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図 3 　小絲源太郎《東海》

図 2 　ジョヴァンニ・バッティスタ・ピラネージ
　　　《サン・パオロ門近く、ガイウス・ケスティウスのピラミッド》

図 1 　ジャック・カロ『大受難伝』《十字架運び》

新収蔵品 紹 介

　

静
岡
県
立
美
術
館
は
、
開
館
以
来
、「
東

西
の
風
景
画
」「
静
岡
ゆ
か
り
の
美
術
」

な
ど
を
収
集
方
針
と
し
、
コ
レ
ク
シ
ョ
ン

を
築
い
て
き
ま
し
た
。
平
成
二
十
八
年
度

に
は
ご
寄
贈
い
た
だ
い
た
作
品
と
購
入
し

た
作
品
を
合
わ
せ
、
合
計
四
十
件
を
新
た

に
収
蔵
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
こ
こ

で
は
、
新
た
に
所
蔵
品
に
加
わ
っ
た
作
品

を
、
ご
紹
介
し
ま
す
。

　

西
洋
画
で
は
ジ
ャ
ッ
ク
・
カ
ロ
作
『
大

受
難
伝
』（
図
1
《
十
字
架
運
び
》）
と
ジ

ョ
ヴ
ァ
ン
ニ
・
バ
ッ
テ
ィ
ス
タ
・
ピ
ラ
ネ
ー

ジ
作
《
サ
ン
・
パ
オ
ロ
門
近
く
、
ガ
イ
ウ

ス
・
ケ
ス
テ
ィ
ウ
ス
の
ピ
ラ
ミ
ッ
ド
》（
図

2
）
の
二
件
を
購
入
す
る
こ
と
が
で
き
ま

し
た
。
カ
ロ
の
作
品
は
、
磔
刑
に
至
る
キ

リ
ス
ト
の
受
難
を
描
い
て
い
ま
す
。
カ
ロ

が
得
意
と
し
た
、
エ
シ
ョ
ッ
プ
と
呼
ば
れ

る
特
殊
な
道
具
を
用
い
た
銅
版
画
で
、
硬

軟
細
太
の
線
を
自
由
自
在
に
使
い
分
け
な

が
ら
、
七
枚
組
の
場
面
で
の
群
像
表
現
を

ほ
と
ん
ど
魔
術
的
に
実
現
し
て
い
ま
す
。

　

一
方
、
ピ
ラ
ネ
ー
ジ
の
作
品
は
、
ロ
ー

マ
に
今
日
も
残
る
古
代
ロ
ー
マ
の
遺
跡
を

描
い
た
作
品
で
す
。
ピ
ラ
ネ
ー
ジ
は
生
涯

に
何
度
か
こ
の
遺
跡
を
描
く
の
で
す
が
、

覧
い
た
だ
く
こ
と
で
、
小
絲
源
太
郎
の
初

期
か
ら
晩
年
に
い
た
る
作
風
の
変
化
を
感

じ
と
っ
て
い
た
だ
け
る
と
思
い
ま
す
。

（
上
席
学
芸
員　

泰
井
良
）

　

日
本
画
で
は
六
件
の
絵
画
作
品
を
ご
寄

贈
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

は
じ
め
に
ご
紹
介
す
る
作
品
は
、
狩
野

益
信
《
賢
帝
図
屏
風
》（
表
紙
）
で
す
。

こ
ち
ら
は
静
岡
県
立
美
術
館
友
の
会
様
よ

り
、
当
館
が
開
館
三
十
周
年
を
迎
え
た
こ

と
を
記
念
し
て
、
ご
寄
贈
い
た
だ
き
ま
し

た
。
古
代
中
国
の
皇
帝
に
ま
つ
わ
る
逸
話

を
格
調
高
く
描
い
た
金
屏
風
の
大
作
で

す
。
昨
年
開
催
し
た
「
徳
川
の
平
和
展
」

で
初
公
開
さ
れ
、
注
目
を
集
め
ま
し
た
。

詳
細
は
表
紙
解
説
を
ご
覧
下
さ
い
。

　

続
い
て
、
個
人
の
方
よ
り
ご
寄
贈
い
た

だ
い
た
平
井
顕
斎
の
作
品
五
件
を
ご
紹
介

し
ま
す
。
顕
斎
は
江
戸
時
代
後
期
の
遠
州

榛
原
郡
に
生
ま
れ
ま
し
た
。
今
回
の
ご
寄

贈
品
の
う
ち
、《
耕
織
図
》（
図
4
）
は
顕

斎
の
画
業
を
代
表
す
る
作
品
の
ひ
と
つ
で

す
。
右
幅
に
耕
作
図
、
左
幅
に
織
機
図
を

表
す
二
幅
対
で
、
い
ず
れ
も
繊
細
な
筆
致

と
落
ち
着
い
た
彩
色
で
描
か
れ
て
い
ま

す
。
こ
の
ほ
か
に
も
、
現
在
確
認
で
き
る

中
で
は
最
初
期
の
制
作
に
な
る
《
李
白
陶

酔
図
》、
師
の
渡
辺
崋
山
の
作
品
を
忠
実

ス
コ
の
祭
》、《
雑
草
の
如
く
Ⅲ
》が
す
で
に

収
蔵
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
今
回
は
新
出
作

品《
山
村
初
春（
高
草
山
風
景
）》（
Ｐ
6
）を

ご
寄
贈
い
た
だ
き
ま
し
た
。こ
の
作
品
は
、

北
川
民
次
の
数
少
な
い
、メ
キ
シ
コ
帰
国

後
か
ら
戦
中
期
の
作
品
で
、
静
岡
県
焼
津

市
と
藤
枝
市
の
境
に
あ
る
高
草
山
を
モ
テ

ィ
ー
フ
と
し
た
風
景
画
で
す
。
北
川
民
次

を
知
る
う
え
で
、大
変
重
要
な
作
品
で
す
。

　

小
絲
源
太
郎
は
、
洋
画
壇
の
重
鎮
で
、

当
館
に
は
代
表
作
《
春
雪
》
が
所
蔵
さ
れ

て
い
ま
す
。
今
回
は
、
初
期
作
品
で
小
田

原
の
下
曽
我
梅
林
を
モ
テ
ィ
ー
フ
と
し
た

《
早
春
》、
晩
年
に
目
の
病
を
克
服
し
な
が

ら
心
の
眼
で
描
い
た
《
東
海
》（
図
3
）

を
ご
寄
贈
い
た
だ
き
ま
し
た
。
並
べ
て
ご

こ
れ
は
そ
の
最
初
の
一
枚
で

す
。
風
景
画
家
と
し
て
の
キ

ャ
リ
ア
を
歩
み
始
め
た
一
点

で
も
あ
り
、
こ
の
頃
か
ら
彼

の
莫
大
な
作
品
群
は
始
ま
っ

て
い
る
の
で
す
。

（
上
席
学
芸
員　

南
美
幸
）

　

日
本
洋
画
で
は
、
油
彩
画

三
件
を
寄
贈
い
た
だ
き
ま
し

た
。

　

北
川
民
次
は
、代
表
作《
タ

平
成
二
十
八
年
度�

新
収
蔵
品
・
寄
贈
作
品
の
紹
介
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図 4 　平井顕斎《耕織図》

図 6 　森万里子《Cycloid IV》図 7 　ダレン・アーモンド《In Reflection》

図 5 　木村希八《田園》

新収蔵品紹介

に
写
し
た
《
鍾
馗
嫁
妹
図
》、
中
国
画
を

模
写
し
た
《
鴈
門
急
雨
図
》、
雪
舟
の
富

士
山
図
に
学
ん
だ
《
望
嶽
図
》
と
、
バ
ラ

エ
テ
ィ
豊
か
な
顕
斎
作
品
が
コ
レ
ク
シ
ョ

ン
に
加
わ
り
ま
し
た
。

（
主
任
学
芸
員　

浦
澤
倫
太
郎
）

　

最
後
に
、
現
代
の
作
品
で
は
、
彫
刻
一

件
、
絵
画
一
件
、
ミ
ク
ス
ト
・
メ
デ
ィ
ア
四

件
、
版
画
二
十
三
件
が
ご
寄
贈
に
よ
り
新

た
に
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
に
加
わ
り
ま
し
た
。

こ
こ
で
は
、そ
の
一
部
を
ご
紹
介
し
ま
す
。

　

木
村
希
八
は
、
戦
後
日
本
の
リ
ト
グ
ラ

フ
史
の
入
り
口
に
立
ち
、
以
後
の
発
展
と

普
及
に
貢
献
し
た
人
物
で
す
。
刷
り
師
と

し
て
の
活
動
は
、
五
十
年
に
渡
り
、
二
百

名
を
超
え
る
作
家
の
、
版
画
作
品
の
刷
り

を
行
い
ま
し
た
。
自
ら
も
作
家
と
し

て
制
作
を
行
っ
て
お
り
、
版
画
を
は

じ
め
、
パ
ス
テ
ル
、
ド
ロ
ー
イ
ン
グ
、

コ
ラ
ー
ジ
ュ
、
オ
ブ
ジ
ェ
を
個
展
で

発
表
し
、
豊
か
な
才
能
を
遺
憾
な
く

発
揮
し
ま
し
た
。
今
回
、
木
村
希
八

の
刷
り
に
よ
る
草
間
彌
生
の
版
画
十

二
件
と
、《
田
園
》（
図
5
）
を
含
む

木
村
希
八
の
版
画
十
一
件
を
ご
寄
贈

い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

森
万
里
子
の
《Cycloid�IV

》（
図

6
）
は
、
複
雑
で
繊
細
な
形
が
絡
み

の
作
る
、
外
部
に
増
殖
し
て
い
く
か
の
よ

う
な
形
状
が
、
取
り
入
れ
ら
れ
て
お
り
、

永
遠
の
回
転
を
感
じ
さ
せ
る
躍
動
感
に
あ

ふ
れ
て
い
ま
す
。

　

ダ
レ
ン
・
ア
ー
モ
ン
ド
の
《In�Reflec-

tion

》（
図
7
）
は
、
十
六
枚
の
鏡
面
パ

ネ
ル
の
表
面
に
、
ア
ク
リ
ル
絵
の
具
で
数

字
が
ペ
イ
ン
ト
さ
れ
て
い
る
作
品
で
す
。

数
字
は
上
下
二
分
割
さ
れ
て
お
り
、
す
ぐ

に
解
読
で
き
ま
せ
ん
。
壊
れ
た
フ
リ
ッ
プ

式
時
計
（
パ
タ
パ
タ
時
計
）
の
よ
う
に
、

時
を
告
げ
る
こ
と
が
な
い
抽
象
的
な
パ
タ

ー
ン
を
構
成
し
て
い
ま
す
。
作
家
は
、
数

字
を
抽
象
化
す
る
こ
と
に
よ
り
、
ア
ラ
ビ

ア
起
源
の
十
進
法
を
強
調
し
つ
つ
、
時
間

を
読
む
た
め
の
新
た
な
ア
ル
ゴ
リ
ズ
ム
を

生
成
さ
せ
、
時
間
は
、
不
変
で
あ
り
、
か

つ
変
化
し
や
す
い
も
の
で
あ
る
と
い
う
、

根
源
的
逆
説
を
提
起
し
て
い
ま
す
。

（
上
席
学
芸
員　

川
谷
承
子
）

平
成
二
十
八
年
度
ご
寄
贈
者
様（

五
十
音
順
）

　

太
田
正
樹
様
、
北
川
禮
太
郎
様
、
國
分

繁
子
様
、
静
岡
県
立
美
術
館
友
の
会
様
、

野
村
紀
男
様

　

貴
重
な
作
品
を
ご
寄
贈
く
だ
さ
い
ま
し

た
皆
様
に
は
、
心
よ
り
御
礼
申
し
上
げ
ま

す
。
な
お
、
こ
れ
ら
の
作
品
は
「
新
収
蔵

品
展
」
に
て
、
ご
覧
い
た
だ
く
こ
と
が
出

来
ま
す
。

新
収
蔵
品
展

　

七
月
十
四
日
（
金
）～
八
月
四
日
（
金
）

関
連
イ
ベ
ン
ト

学
芸
員
に
よ
る
フ
ロ
ア
レ
ク
チ
ャ
ー

　

七
月
十
五
日
（
土
）
十
五
時
～

て
い
る
か
の
よ

う
に
見
え
ま

す
。
タ
イ
ト
ル

の
「
サ
イ
ク
ロ

イ
ド
」
と
は
、

円
が
あ
る
規
則

の
も
と
で
回
転

す
る
と
き
に
描

く
軌
跡
の
総
称

の
こ
と
で
す
。

本
作
に
は
、
外

サ
イ
ク
ロ
イ
ド

合
っ
て
広
が
っ
て
い
く
、
ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム

を
素
材
と
し
た
彫
刻
で
す
。
表
面
が
、
パ

ー
ル
の
よ
う
に
輝
く
塗
料
で
覆
わ
れ
、
未

来
的
で
優
美
な
形
は
、
物
質
性
を
超
越
し
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研究 ノ ー ト

は
じ
め
に

　

当
館
で
は
、平
成
二
十
八
年
度
、北
川
民
次
の
戦

中
期
の
作
品
を
寄
贈
に
よ
り
収
蔵
（
北
川
禮
太
郎

氏
に
よ
る
寄
贈
）す
る
こ
と
に
な
っ
た
。こ
れ
か
ら

紹
介
す
る
作
品
は
、「
山
村
初
春
（
高
草
山
風
景
）」

（
キ
ャ
ン
ヴ
ァ
ス　

油
彩　

昭
和
十
六
年
（
一
九

四
一
）
六
〇
・
五
×
七
二
・
五
㎝　

図
1
）
と
題
さ

れ
た
作
品
で
、
民
次
が
静
岡
の
風
景
を
描
い
た
も

の
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
、
静
岡
の
風
景
を
モ
テ
ィ

ー
フ
と
し
た
作
品
は
、
回
顧
展
に
出
品
さ
れ
た
こ

と
は
な
い
。
民
次
の
画
業
、
作
風
を
検
証
す
る
う

え
で
、
大
変
貴
重
な
作
品
と
考
え
ら
れ
る
。

一�

　
北
川
民
次
に
つ
い
て
　
明
治
二
七
―
平
成
元

（
一
八
九
四
―
一
九
八
九
）

　

北
川
民
次
は
、
明
治
二
七
年
（
一
八
九
四
）、

静
岡
県
榛
原
郡
五
和
村
牛
尾
（
現
在
の
島
田
市
牛

尾
）
の
地
主
の
家
に
生
ま
れ
た
。
北
川
家
は
、
苗

字
帯
刀
を
許
さ
れ
た
地
元
の
名
主
で
、
現
在
で
も

島
田
市
に
住
む
人
々
は
、
そ
の
名
前
を
よ
く
知
っ

し
て
い
る
と
推
測
で
き
る
。
ま
た
制
作
年
は
、

「2601�M
ar30

」
と
い
う
記
述
か
ら
、
皇
紀
二
六

〇
一
（
昭
和
十
六
・
一
九
四
一
）
年
三
月
三
〇
日

で
あ
る
こ
と
も
確
認
で
き
る
（
註
一
）。
北
川
民

次
は
、
昭
和
十
一
（
一
九
三
六
）
年
に
、
メ
キ
シ

コ
か
ら
帰
国
後
、
静
岡
県
榛
原
郡
牛
尾
（
現
：
島

田
市
牛
尾
）
の
実
家
や
藤
枝
市
在
住
の
兄
・
小
宮

山
勇
次
宅
に
し
ば
ら
く
の
間
滞
在
し
て
い
た
こ
と

が
確
認
で
き
て
お
り
（
註
二
）、
本
作
も
こ
の
時

期
に
制
作
年
が
近
い
こ
と
か
ら
、
静
岡
で
の
制
作

と
考
え
て
間
違
い
な
い
。

　

作
風
は
、
こ
の
時
期
の
特
徴
で
あ
る
、
や
や
長

め
の
ス
ト
ロ
ー
ク
を
重
ね
て
い
く
ハ
ッ
チ
ン
グ
と

う
ね
る
よ
う
な
動
線
、豊
か
な
色
彩
が
み
ら
れ
る
。

同
じ
時
期
の
作
風
と
し
て
、《
海
へ
の
道
》（
三
重

県
立
美
術
館
蔵
、
キ
ャ
ン
ヴ
ァ
ス
、
油
彩　

昭
和

十
七
年
・
一
九
四
二
）
や
当
館
所
蔵
《
風
景
》（
昭

和
十
九
年
・
一
九
四
四
）
が
あ
り
、
ハ
ッ
チ
ン
グ

や
色
彩
表
現
が
酷
似
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
本
作

は
、
数
少
な
い
戦
中
期
の
作
品
と
考
え
て
よ
い
。

ま
た
静
岡
の
風
景
を
モ
テ
ィ
ー
フ
と
し
た
作
品

は
、
他
に
類
例
を
見
な
い
こ
と
、
こ
れ
か
ら
述
べ

て
い
る
。
そ
の
後
、
静
岡
商
業
学
校
か
ら
早
稲
田

大
学
予
科
に
進
ん
だ
後
、
大
正
三
年
、
同
校
を
中

退
し
、
オ
レ
ゴ
ン
州
在
住
の
兄
を
頼
っ
て
渡
米
。

大
正
八
年
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
の
ア
ー
ツ
・
ス
テ
ュ

ー
デ
ン
ツ
・
リ
ー
グ
の
夜
学
に
学
び
、
ジ
ョ
ン
・

ス
ロ
ー
ン
に
師
事
、学
友
に
は
国
吉
康
雄
が
い
た
。

大
正
十
二
年
、
メ
キ
シ
コ
に
渡
り
、
サ
ン
・
カ
ル

ロ
ス
美
術
学
校
を
卒
業
。
ま
た
、
シ
ケ
イ
ロ
ス
、

リ
ベ
ラ
な
ど
と
交
友
、
メ
キ
シ
コ
・
ル
ネ
サ
ン
ス

を
標
榜
す
る
彼
ら
の
壁
画
運
動
に
賛
同
し
、
メ
キ

シ
コ
郊
外
の
ト
ラ
ル
パ
ム
で
児
童
教
育
に
携
わ

る
。
昭
和
六
（
一
九
三
一
）
年
、
タ
ス
コ
に
野
外

美
術
学
校
を
移
し
て
校
長
と
な
る
。
昭
和
十
一
年

帰
国
、
翌
年
の
第
二
九
回
二
科
展
に
《
タ
ス
コ
の

祭
》（
静
岡
県
立
美
術
館
蔵
）
な
ど
を
出
品
し
、

会
員
に
推
挙
さ
れ
た
。
昭
和
十
八
年
よ
り
瀬
戸
に

移
住
。
メ
キ
シ
コ
の
美
術
や
絵
画
運
動
に
触
発
さ

れ
た
創
造
的
で
自
由
な
精
神
を
油
彩
画
・
版
画
制

作
や
美
術
教
育
活
動
に
示
し
、
二
科
展
、
日
本
国

際
美
術
展
へ
の
大
作
出
品
が
毎
回
注
目
を
集
め

た
。
昭
和
五
三
年
、
二
科
会
会
長
と
な
る
が
同
年

二
科
会
を
退
会
、
以
後
、
悠
々
自
適
な
生
活
を
送

り
、
瀬
戸
に
て
、
そ
の
生
涯
を
終
え
て
い
る
。

二
　《
山
村
初
春
（
高
草
山
風
景
）》
に
つ
い
て

　

本
作
品
の
裏
面
に
は
、
制
作
年
や
モ
テ
ィ
ー
フ

と
な
っ
た
場
所
な
ど
の
記
述
が
見
ら
れ
る
。
こ
の

記
述
か
ら
、
本
作
は
、
静
岡
県
焼
津
市
と
藤
枝
市

の
境
に
あ
る
高
草
山
（
標
高
：501.4m

）
を
モ

テ
ィ
ー
フ
と
し
た
作
品
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。

「
日
本
武
尊
遺
跡
附
近
」
と
は
、
実
景
及
び
地
名
、

由
来
な
ど
か
ら
、
現
在
の
焼
津
神
社
の
周
辺
を
指

北川民次《山村初春（高草山風景）》について
（平成2８年度新収蔵作品）

上席学芸員　泰井　良

図 1 　

（左上写真）Tamiji Kitagawa
（右写真）　山村初春　静岡縣焼津高草山　日本武尊遺跡附近
（左下写真）　Tamiji Kitagawa 2601 Mar30
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る
来
歴
が
明
確
で
あ
る
こ
と
な
ど
、
北
川
民
次
の

作
品
を
研
究
す
る
う
え
で
、
大
変
貴
重
な
作
品
で

あ
る
と
い
え
る
。

三
　
寄
贈
者
・
北
川
禮
太
郎
氏
の
談
話

　

本
作
は
、
北
川
民
次
の
従
甥
に
あ
た
る
北
川
貫

三
氏
の
長
男
で
あ
る
北
川
禮
太
郎
氏
か
ら
当
館
に

寄
贈
さ
れ
た
。
民
次
が
帰
国
後
、
焼
津
大
村
新
田

の
松
永
宅
に
寄
宿
し
て
い
た
頃
、
貫
三
氏
に
寄
贈

し
た
も
の
で
あ
る
。
北
川
貫
三
氏
の
履
歴
に
つ
い

て
は
詳
ら
か
で
は
な
い
が
、
禮
太
郎
氏
の
話
に
よ

る
と
、
か
つ
て
画
家
を
志
し
た
こ
と
も
あ
り
、
染

色
家
・
芹
沢
銈
介
の
学
友
で
も
あ
る
。
ま
た
、
民

次
と
貫
三
氏
は
、
同
い
年
で
あ
り
、
同
じ
屋
根
の

下
で
暮
ら
し
た
こ
と
も
あ
る
そ
う
で
あ
る
。

　

さ
ら
に
禮
太
郎
氏
の
後
日
談
話
に
よ
れ
ば
、
北

川
民
次
は
、
静
岡
商
業
学
校
か
ら
早
稲
田
大
学
予

科
に
進
み
、
同
校
を
中
退
し
た
後
、
進
路
に
つ
い

て
迷
い
を
抱
い
て
い
た
。
そ
の
時
、
兄
の
北
川
米

太
郎
氏
（
静
岡
県
議
会
副
議
長
な
ど
を
歴
任
、
お

茶
の
功
労
者
）
が
、
民
次
を
連
れ
て
渡
米
。
オ
レ

ゴ
ン
州
ポ
ー
ト
ラ
ン
ド
在
住
の
兄
・
津
久
井
育
平

に
民
次
を
託
し
た
。
そ
の
後
、
民
次
は
、
ニ
ュ
ー

ヨ
ー
ク
に
渡
り
、
都
会
の
喧
騒
を
離
れ
る
よ
う
に

メ
キ
シ
コ
に
渡
っ
た
。
略
歴
に
あ
る
通
り
、
民
次

は
、
メ
キ
シ
コ
で
の
活
動
を
続
け
た
が
、
し
ば
ら

く
後
帰
国
を
考
え
る
よ
う
に
な
る
。
メ
キ
シ
コ
暮

ら
し
が
長
か
っ
た
民
次
に
と
っ
て
、
日
本
で
の
生

活
や
作
画
活
動
は
、
大
き
な
不
安
を
伴
う
も
の
で

あ
っ
た
と
想
像
で
き
る
。
そ
こ
で
、
民
次
は
、
従

甥
の
貫
三
氏
を
頼
り
、
日
本
で
の
作
画
活
動
の
可

能
性
を
探
っ
て
も
ら
う
な
か
で
、
貫
三
氏
は
、
小

説
家
・
村
松
梢
風
に
民
次
の
作
品
を
見
せ
た
り
も

し
た
。
そ
し
て
、
日
本
で
の
生
活
や
作
画
活
動
が

滞
り
な
く
送
れ
る
こ
と
が
確
認
で
き
た
後
、
民
次

は
無
事
帰
国
の
途
に
つ
い
た
。
本
作
は
、
そ
う
し

た
一
連
の
貫
三
氏
に
よ
る
民
次
へ
の
計
ら
い
に
対

す
る
謝
礼
と
し
て
、
民
次
が
貫
三
氏
に
寄
贈
し
た

も
の
で
あ
る
。

四
　
本
作
及
び
そ
の
収
蔵
の
意
義

　

北
川
民
次
の
戦
中
期
の
作
例
は
、多
く
は
な
い
。

ま
た
こ
の
時
期
に
は
、
代
表
作
《
タ
ス
コ
の
祭
》

や
《
瀬
戸
十
景
》
な
ど
が
制
作
さ
れ
て
お
り
、
民

次
の
画
業
の
中
で
、最
も
充
実
し
た
時
期
で
あ
る
。

メ
キ
シ
コ
で
の
生
活
や
作
画
活
動
の
中
で
、
民
次

は
、
民
衆
壁
画
に
お
お
い
に
傾
注
し
、
ま
た
ト
ラ

ル
パ
ム
で
は
、
児
童
画
教
育
に
も
力
を
入
れ
た
。

こ
う
し
た
中
で
、
メ
キ
シ
コ
の
民
衆
壁
画
を
意
識

し
た
《
タ
ス
コ
の
祭
》
や
そ
れ
を
日
本
の
風
土
の

中
で
捉
え
な
お
し
た
《
瀬
戸
十
景
》
が
制
作
さ
れ

た
。
一
方
で
民
次
は
、
こ
う
し
た
作
品
と
平
行
し

て
、
風
景
画
を
描
い
て
い
る
。
日
本
の
風
土
や
風

俗
を
独
自
の
視
点
で
捉
え
、
後
に
社
会
批
判
を
鋭

く
展
開
す
る
民
次
に
と
っ
て
、
風
景
画
は
ど
の
よ

う
な
意
義
が
あ
っ
た
の
か
。
先
ほ
ど
も
述
べ
た
よ

う
に
、
本
作
は
、
制
作
年
、
モ
テ
ィ
ー
フ
、
来
歴

な
ど
が
明
確
な
数
少
な
い
作
品
で
あ
る
。
戦
中
期

の
民
次
の
風
景
画
の
意
義
、
さ
ら
に
は
民
次
の
作

画
活
動
全
体
の
意
義
を
考
え
る
に
あ
た
り
、
重
要

な
資
料
、
作
品
と
な
り
得
る
。

　

本
作
は
、
静
岡
の
風
景
を
描
い
て
い
る
が
、
実

景
を
忠
実
に
描
こ
う
と
い
う
思
い
は
、
さ
ほ
ど
感

じ
ら
れ
な
い
。
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
、
メ
キ
シ
コ

の
風
景
を
日
本
で
消
化
し
深
化
さ
せ
よ
う
と
す
る

試
み
が
う
か
が
え
る
。
多
く
の
日
本
人
画
家
た
ち

が
、
西
欧
か
ら
帰
国
後
は
、
西
欧
伝
来
の
油
彩
で

日
本
の
湿
潤
な
風
景
、
風
土
を
描
こ
う
と
苦
心
し

た
。
し
か
し
、
民
次
は
、
そ
の
よ
う
な
流
れ
に
気

を
と
ら
れ
る
こ
と
も
な
く
、
独
自
の
姿
勢
を
貫
い

て
い
る
。
民
次
の
作
風
に
は
、
自
ら
が
「
独
創
的

で
な
け
れ
ば
い
い
作
品
と
は
い
え
な
い
。
そ
し
て

又
、
独
創
的
で
い
い
作
品
と
は
、
特
徴
の
は
っ
き

り
出
た
、個
性
の
あ
る
作
品
の
こ
と
で
あ
る
。」（
註

三
）
と
語
っ
た
よ
う
に
、
他
の
画
家
や
流
派
か
ら

影
響
を
受
け
る
こ
と
な
く
、
自
ら
の
作
風
を
確
立

し
よ
う
と
す
る
強
い
姿
勢
が
伺
え
る
。
こ
の
よ
う

に
帰
国
後
も
、
民
次
が
一
貫
し
た
姿
勢
を
保
つ
こ

と
が
で
き
た
の
も
、
従
甥
の
貫
三
氏
に
よ
る
配
慮

が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。

　

本
作
を
収
蔵
す
る
こ
と
で
、
北
川
民
次
の
画
業

を
改
め
て
見
つ
め
直
し
、
ま
た
日
本
の
近
代
洋
画

が
抱
え
て
い
た
課
題
に
対
す
る
一
つ
の
答
え
を
見

出
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い

る
。

註一�　

北
川
民
次
の
研
究
者
で
あ
る
村
田
眞
宏
氏
（
豊
田
市
美

術
館
館
長
）
に
よ
れ
ば
、
裏
面
の
記
述
の
う
ち
、
木
軸
中

央
下
に
記
さ
れ
た
「T

am
iji�K

itagaw
a�2601�M

ar30

」

と
裏
面
右
上
の
ラ
ベ
ル
は
、
北
川
民
次
の
直
筆
に
よ
る
も

の
で
、
木
軸
左
側
の
「
山
村
初
春　

静
岡
縣
焼
津
高
草
山　

日
本
武
尊
遺
跡
附
近
」
は
、民
次
に
よ
る
も
の
で
は
な
く
、

民
次
か
ら
作
品
名
を
聞
い
た
従
甥
の
貫
三
氏
が
聞
き
書
き

し
た
可
能
性
が
高
い
。

二�　
「
北
川
民
次
展
」
図
録　

一
九
九
六
年　

愛
知
県
美
術

館　

一
九
九
頁

三�　

北
川
民
次
『
絵
を
描
く
子
供
た
ち
』
岩
波
書
店　

一
九

五
二
年　

九
九
頁

当
館
の
収
蔵
作
家
で
も
あ
る
森
村
泰
昌
氏

が
、「
小
学
生
か
ら
大
人
ま
で
、
芸
術
と
美
の

問
答
集
」と
い
う
サ
ブ
タ
イ
ト
ル
の
通
り
、様
々

な
立
場
の
人
か
ら
の
美
術
に
関
す
る
問
い
に
回

答
を
し
て
い
き
ま
す
。

「
美
と
は
何
か
？
」「
作
品
が
完
成
す
る
と

は
ど
う
い
う
状
態
か
？
」
と
い
う
根
源
的
な
問

い
か
ら
「
ど
ん
な
蝶
に
な
り
た
い
か
？
」「
美

大
生
の
親
と
し
て
の
心
構
え
は
？
」
と
い
っ
た

変
わ
っ
た
質
問
ま
で
、
ど
ん
な
質
問
に
も
森
村

氏
が
真
剣
に
考
え
て
い
ま
す
。
質
問
者
に
対
し

て
わ
か
り
や
す
く
伝
え
よ
う
と
書
か
れ
て
い
る

の
で
、
美
術
に
ま
つ
わ
る
疑
問
に
思
っ
て
い
た

こ
と
や
、
考
え
て
も
み
な
か
っ
た
事
柄
に
つ
い

て
、
一
緒
に
考
え
な
が
ら
読
み
進
ん
で
い
く
こ

と
が
で
き
る
一
冊
で
す
。（

主
査　

石
津
宏
直
）

本の窓

森
村
泰
昌 

著

『
美
術
、応
答
せ
よ
！
』

筑
摩
書
房
　
二
〇
一
四
年
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美術館問わず語り

　

十
三
万
平
米
。
よ
く
引
用
さ
れ
る
東
京
ド
ー
ム

の
敷
地
と
比
べ
る
な
ら
三
倍
近
い
。
そ
の
広
大
な

園
地
の
中
に
、
静
岡
県
立
美
術
館
は
建
っ
て
い
ま

す
。
昨
年
、
開
館
三
十
周
年
の
記
念
す
べ
き
節
目

を
迎
え
ま
し
た
が
、
そ
の
重
厚
な
建
物
は
風
格
を

感
じ
こ
そ
す
れ
、
そ
ん
な
に
不
具
合
が
あ
る
よ
う

に
見
え
な
い
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。
そ
れ
は
設
備
の

管
理
や
清
掃
な
ど
の
裏
方
さ
ん
が
、
日
ご
ろ
の
お

手
入
れ
を
し
っ
か
り
や
っ
て
く
れ
て
、
ち
ょ
っ
と

し
た
ト
ラ
ブ
ル
は
、
さ
っ
と
正
常
に
な
お
し
て
く

れ
る
、
い
わ
ば
ア
ン
チ
エ
イ
ジ
ン
グ
の
賜
物
で
し

ょ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
時
の
経
過
と
と
も
に
建

物
や
設
備
の
老
化
は
確
実
に
進
ん
で
い
ま
す
。
そ

ろ
そ
ろ
、
大
掛
か
り
な
若
返
り
の
術
を
施
す
べ
き

時
が
至
っ
て
い
る
よ
う
で
す
。

　

縁
あ
っ
て
私
が
県
美
の
施
設
管
理
担
当
と
し
て

赴
任
し
た
三
年
前
、
奇
し
く
も
「
み
ん
な
の
ア
ム

ス
テ
ル
ダ
ム
国
立
美
術
館
へ
」
と
い
う
、
世
界
屈

指
の
美
術
館
の
大
改
修
に
ま
つ
わ
る
紆
余
曲
折
を

記
録
し
た
映
画
が
上
映
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
こ
の

映
画
の
舞
台
と
は
比
ぶ
べ
く
も
あ
り
ま
せ
ん
が
、

当
時
、
自
分
の
役
割
と
を
ダ
ブ
ら
せ
て
興
味
深
く

見
た
こ
と
を
覚
え
て
い
ま
す
。

　

結
局
、こ
の
春
、私
は
、「
ふ
じ
の
く
に
地
球
環
境

史
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
」
と
い
う
新
し
く
開
設
し
た
県

立
博
物
館
に
異
動
に
な
り
、
若
返
り
の
ミ
ッ
シ
ョ

ン
を
殆
ど
前
進
さ
せ
る
こ
と
な
く
去
る
こ
と
に
な

っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
は
大
い
な
る
心
残
り
で
す
。

　

県
美
で
最
後
に
携
わ
っ
た
仕
事
は
、
開
館
当
初

か
ら
営
業
を
続
け
て
く
れ
た
レ
ス
ト
ラ
ン
「
エ
ス

タ
」
の
閉
店
と
、
後
継
の
お
店
の
開
店
準
備
で
し

た
。
一
抹
の
寂
し
さ
を
感
じ
つ
つ
、
四
月
に
オ
ー

プ
ン
し
た
レ
ス
ト
ラ
ン
「
ロ
ダ
ン
テ
ラ
ス
」
に
は
、

県
美
の
新
鮮
力
と
し
て
大
き
な
期
待
を
し
て
い
ま

す
。

　

昔
「
変
わ
ら
な
き
ゃ
」
と
い
う
テ
レ
ビ
Ｃ
Ｍ
が

あ
り
ま
し
た
が
、
県
美
に
は
、
そ
の
歴
史
と
誇
り

を
守
り
つ
つ
、
若
返
り
と
か
、
新
鮮
さ
と
い
っ
た
、

変
わ
る
こ
と
の
魅
力
を
あ
わ
せ
て
発
し
続
け
て
ほ

し
い
と
思
い
ま
す
。
こ
れ
か
ら
も
県
民
が
誇
れ
る

「
県
美
」
で
在
る
た
め
に
。

ＪＲ草薙駅前に出展した県美ブースにて（2０16年 ９ 月）

変
わ
ら
な
き
ゃ

ふ
じ
の
く
に
地
球
環
境
史
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム　

企
画
総
務
課
長　

青
木
彰
彦

利 用 案 内
開館時間：10：00～17：30（展示室への入室は17：00まで）
夜間開館：8月19日［土］、26日［土］10：00～19：00（展示室への入室は18：30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、8月14日は開館）

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
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