
　

黒
い
背
景
に
白
い
文
字
で
表
さ
れ
た

「
雨
」
の
定
義
。
鑑
賞
し
て
も
美
的
な

快
楽
が
沸
き
起
こ
り
難
い
、
実
に
簡
素

な
作
品
で
あ
る
。
作
者
は
、
コ
ン
セ
プ

チ
ュ
ア
ル
・
ア
ー
ト
の
パ
イ
オ
ニ
ア
で

あ
る
ジ
ョ
ゼ
フ
・
コ
ス
ー
ス
だ
。
芸
術

と
は
芸
術
の
定
義
を
問
う
こ
と
で
あ
る

と
考
え
た
彼
は
、
絵
具
な
ど
の
物
質
的

な
側
面
で
は
な
く
、
作
品
の
コ
ン
セ
プ

ト
こ
そ
が
重
要
で
あ
る
と
し
、
文
字
や

写
真
な
ど
を
使
っ
て
作
品
を
制
作
し

た
。
本
作
は
、
作
者
に
と
っ
て
非
物
質

的
な
も
の
と
さ
れ
る
「
水
」
を
取
り
上

げ
た
も
の
で
あ
り
、
辞
書
か
ら
「
雨
」

の
項
目
が
、
白
黒
反
転
し
て
転
写
さ
れ

て
い
る
。
コ
ス
ー
ス
は
こ
う
し
た
手
法

に
よ
り
、
言
語
や
概
念
に
つ
い
て
考
え

る
こ
と
を
観
る
者
に
促
し
て
い
る
。
本

作
は
初
期
の
代
表
的
な
シ
リ
ー
ズ
の
内

の
一
点
で
、「
芸
術
家
と
写
真
」
展
に

出
品
さ
れ
た
。（

主
任
学
芸
員　

植
松
篤
）

Amaryllis
アマリリス
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No.

2017年度 ｜秋｜

ジ
ョ
ゼ
フ
・
コ
ス
ー
ス

一
九
四
五
︱

《
タ
イ
ト
ル
ド
、
雨
》

一
九
六
七
年

ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム
、
ゼ
ラ
チ
ン
・
シ
ル
ヴ
ァ
ー
・
プ
リ
ン
ト

一
二
〇
×
一
二
〇
㎝

ⒸJoseph Kosuth / ARS, New York / JASPAR, Tokyo, 2017  C1668
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展
示
室
に
い
く
つ
も
の
木
像
が
並
ん
で
い
る
こ
と
に
つ
い
て

館
長
　
木
下
直
之

　

前
号
の
こ
の
欄
は
「
美
術
館
の
自
由
」

に
触
れ
た
と
こ
ろ
で
終
わ
り
ま
し
た
。
本

年
五
月
に
全
国
美
術
館
会
議
が
採
択
し
た

「
美
術
館
の
原
則
と
美
術
館
関
係
者
の
行

動
指
針
」
は
、
そ
れ
を
こ
う
謳
っ
て
い
ま

す
。「

四
、
美
術
館
は
、
倫
理
規
範
と
専
門

的
基
準
と
に
よ
っ
て
自
ら
を
律
し
つ

つ
、
人
々
の
表
現
の
自
由
、
知
る
自
由

を
保
障
し
支
え
る
た
め
に
、
活
動
の
自

由
を
持
つ
」

　

こ
れ
よ
り
先
、
二
〇
一
二
年
に
日
本
博

物
館
協
会
が
「
博
物
館
の
原
則
／
博
物
館

関
係
者
の
行
動
規
範
」
を
公
表
し
た
の
で

す
が
、
そ
こ
に
は
「
博
物
館
の
自
由
」
が

な
く
、
何
だ
か
変
だ
な
と
思
っ
た
も
の
で

す
。
日
本
図
書
館
協
会
は
、
早
く
も
戦
後

間
も
な
い
一
九
五
四
年
に
「
図
書
館
の
自

由
に
関
す
る
宣
言
」（
一
九
七
九
年
改
訂
）

を
出
し
て
い
ま
す
。

　

自
由
は
美
術
館
・
図
書
館
に
必
要
で
、

博
物
館
に
は
不
要
な
の
で
し
ょ
う
か
。
そ

ん
な
は
ず
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

お
そ
ら
く
、
博
物
館
関
係
者
は
「
表
現

の
自
由
」
を
「
人
々
」
の
そ
れ
に
限
っ
て

狭
く
と
ら
え
た
の
で
は
な
い
か
。
美
術
館

に
お
い
て
も
、
そ
う
考
え
る
人
が
多
い
か

も
し
れ
ま
せ
ん
。
作
品
を
出
品
し
た
作
者

の
表
現
を
保
障
す
る
も
の
だ
と
。

　

た
し
か
に
、
す
ぐ
に
思
い
浮
か
ぶ
出
来

事
は
、
遠
く
は
富
山
県
立
近
代
美
術
館
の

天
皇
の
肖
像
コ
ラ
ー
ジ
ュ
（
一
九
八
六

年
）、
近
く
は
愛
知
県
美
術
館
の
裸
体
写

真
（
二
〇
一
四
年
）、
も
っ
と
近
く
は
群

馬
県
立
近
代
美
術
館
の
彫
刻
（
二
〇
一
七

年
）
を
め
ぐ
る
問
題
で
す
。
い
ず
れ
も
、

い
っ
た
ん
は
展
示
さ
れ
た
作
品
に
、
館
の

外
か
ら
内
か
ら
何
ら
か
の
力
が
加
わ
り
、

撤
去
や
非
公
開
を
求
め
ら
れ
た
も
の
で

す
。

　

そ
の
顛
末
を
詳
し
く
語
る
余
裕
は
あ
り

ま
せ
ん
が
、
そ
こ
で
問
題
に
な
っ
た
こ
と

は
、
作
者
の
表
現
の
自
由
と
と
も
に
、
美

術
館
の
展
示
、と
い
う
表
現
の
自
由
で
す
。

　

こ
の
夏
か
ら
秋
に
か
け
て
当
館
で
開
催

し
た
「
戦
国
！
井
伊
直
虎
か
ら
直
政
へ
」

展
の
会
場
を
歩
き
な
が
ら
、
そ
ん
な
「
美

術
館
の
自
由
」
に
つ
い
て
考
え
た
の
で
し

た
。
世
が
世
な
ら
ば
、
そ
こ
に
展
示
さ
れ

た
も
の
の
多
く
は
、
私
た
ち
が
見
る
こ
と

の
で
き
な
い
も
の
だ
か
ら
で
す
。

　

と
り
わ
け
、
今
川
氏
親
や
井
伊
直
親
、

直
政
の
木
像
、
今
川
義
元
に
仕
え
た
太
原

雪
斎
の
木
像
（
禅
僧
ゆ
え
頂ち

ん

相ぞ
う

と
も
い
わ

れ
ま
す
）
な
ど
は
、
本
人
に
似
せ
た
肖
像

で
あ
り
、
本
人
の
身
代
わ
り
と
し
て
祀
ら

れ
て
き
ま
し
た
。

　

直
親
像
を
所
蔵
す
る
井
伊
谷
（
浜
松
）

の
龍
潭
寺
が
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
、
木
像

は
厨
子
に
納
ま
り
、
さ
ら
に
御
霊
屋
や
御

影
堂
と
呼
ば
れ
る
特
別
な
建
物
の
中
に
安

置
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
こ
に
は
限
ら
れ
た

人
し
か
接
近
で
き
ま
せ
ん
。
接
近
は
で
き

て
も
見
る
こ
と
は
叶
わ
な
い
こ
と
が
多
か

っ
た
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
尊
い
も
の
ほ
ど

そ
う
で
し
た
。

　

そ
れ
が
明
治
に
な
る
と
一
転
、
木
像
は

銅
像
に
代
わ
り
、
屋
内
か
ら
屋
外
の
開
か

れ
た
場
所
へ
と
移
り
、
誰
も
が
間
近
に
目

に
す
る
よ
う
に
な
る
こ
と
を
、
横
浜
の
掃

部
山
公
園
に
建
立
さ
れ
た
井
伊
直
弼
の
銅

像
を
手
掛
か
り
に
論
じ
た
こ
と
が
あ
り
ま

す
（
拙
著
『
銅
像
時
代
』
岩
波
書
店
、
二

〇
一
四
年
）。

　

同
じ
こ
ろ
に
美
術
館
や
博
物
館
が
登

場
、
そ
こ
も
ま
た
誰
も
が
足
を
運
ぶ
こ
と

の
で
き
る
開
か
れ
た
場
所
と
な
り
ま
し

た
。
展
示
物
を
好
き
な
だ
け
見
る
こ
と
が

許
さ
れ
ま
し
た
。

　

今
で
は
あ
ま
り
に
も
当
た
り
前
で
そ
う

は
見
え
ま
せ
ん
が
、
展
覧
会
で
は
美
術
館

が
展
示
の
自
由
（
先
の
原
則
に
い
う
「
活

動
の
自
由
」）
を
行
使
し
、
人
々
の
見
る

自
由
（「
知
る
自
由
」）
を
保
障
し
て
い
る

の
で
す
。
こ
の
場
所
を
大
切
に
し
た
い
と

思
い
ま
す
。

02



T O P I C S

静
岡
県
立
美
術
館
と
静
岡
県
立
大
学
と
の

渡
邉
貴
之

静
岡
県
立
大
学
経
営
情
報
学
部
　
准
教
授

デ
ジ
タ
ル
分
野
で
の
連
携
に
つ
い
て

シ
ス
テ
ム
と
バ
ー
チ
ャ
ル
リ
ア
リ
テ
ィ
に

よ
る
作
品
鑑
賞
シ
ス
テ
ム
を
提
供
し
ま
し

た
。
二
〇
〇
七
年
に
は
、「
ロ
ダ
ン
館
バ

ー
チ
ャ
ル
体
験
シ
ス
テ
ム
」
の
導
入
に
協

力
し
ま
し
た
。
公
的
美
術
館
と
大
学
と
の

デ
ジ
タ
ル
分
野
で
の
継
続
的
な
連
携
は
全

国
的
に
見
て
も
と
て
も
珍
し
く
、
大
学
の

持
つ
知
に
対
し
て
活
躍
の
場
を
与
え
て
い

た
だ
き
大
変
あ
り
が
た
く
感
謝
し
て
お
り

ま
す
。

　

昨
今
、
ア
ー
ト
を
活
用
し
た
地
域
活
性

化
や
ま
ち
づ
く
り
が
注
目
さ
れ
て
お
り
、

美
術
館
の
地
域
に
お
け
る
役
割
は
ま
す
ま

す
重
要
に
な
っ
て
い
ま
す
。
昨
年
、
Ｊ
Ｒ

草
薙
駅
南
口
の
愛
称
が
「
県
大
・
美
術
館

口
」
に
決
定
し
ま
し
た
。
こ
の
こ
と
か
ら

見
て
も
、
県
立
美
術
館
は
草
薙
地
域
の
芸

術
文
化
の
拠
点
と
し
て
、
キ
ラ
ー
コ
ン
テ

ン
ツ
と
し
て
大
き
く
期
待
さ
れ
て
い
る
こ

と
が
わ
か
り
ま
す
。
私
た
ち
も
、
今
、
県

立
美
術
館
や
県
立
図
書
館
と
草
薙
地
域
の

結
び
つ
き
を
よ
り
強
め
る
こ
と
の
で
き
る

よ
う
な
新
た
な
デ
ジ
タ
ル
分
野
で
の
取
り

組
み
を
構
想
し
て
い
ま
す
。

　

去
る
二
〇
一
六
年
十
一
月
に
、
ロ
ダ
ン

館
内
の
作
品
の
解
説
を
目
と
耳
で
楽
し
む

こ
と
の
で
き
る
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
ア
プ
リ

「
ロ
ダ
ン
館
ガ
イ
ド
」
を
ア
プ
リ
ス
ト
ア

で
公
開
し
ま
し
た
。
こ
の
ア
プ
リ
は
研
究

室
の
学
生
た
ち
と
二
〇
一
四
年
か
ら
試
行

錯
誤
を
重
ね
て
幾
度
も
作
り
直
し
て
開
発

し
た
も
の
で
す
。
二
〇
一
四
年
に
開
発
し

た
最
初
の
試
作
版
で
は
、
ゲ
ー
ム
要
素
を

取
り
入
れ
て
ク
イ
ズ
ラ
リ
ー
な
ど
も
盛
り

込
み
ま
し
た
。

　

当
初
、
ゲ
ー
ム
要
素
は
来
館
者
の
作
品

へ
の
興
味
を
よ
り
惹
き
つ
け
る
の
で
は
と

期
待
し
て
導
入
し
ま
し
た
。
実
際
に
、
歴

史
・
科
学
な
ど
の
博
物
館
で
は
、
展
示
物

を
通
じ
て
そ
の
背
景
に
あ
る
歴
史
的
・
科

学
的
教
養
が
深
ま
る
こ
と
を
期
待
し
て
、

解
説
パ
ネ
ル
な
ど
を
充
実
さ
せ
て
お
り
ア

プ
リ
に
お
い
て
も
ゲ
ー
ム
要
素
を
ふ
ん
だ

ん
に
取
り
入
れ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
ロ

ダ
ン
館
で
の
モ
ニ
タ
ー
調
査
や
学
芸
員
の

方
か
ら
の
ヒ
ア
リ
ン
グ
に
よ
っ
て
、
美
術

館
で
は
作
品
そ
の
も
の
が
主
役
で
あ
り
、

作
品
鑑
賞
の
妨
げ
と
な
る
よ
う
な
ゲ
ー
ム

要
素
は
不
要
で
あ
る
と
い
う
結
論
に
至
り

ま
し
た
。
現
在
ア
プ
リ
ス
ト
ア
で
公
開
し

て
い
る
バ
ー
ジ
ョ
ン
で
は
、
ゲ
ー
ム
要
素

を
廃
し
て
よ
り
作
品
鑑
賞
に
集
中
で
き
る

機
能
の
み
を
提
供
し
て
い
ま
す
。
ア
プ
リ

は
日
本
語
と
英
語
で
の
表
示
に
対
応
し
て

お
り
、
音
声
ガ
イ
ド
機
能
も
日
本
語
と
英

語
で
の
再
生
に
対
応
し
て
い
ま
す
。
音
声

ガ
イ
ド
フ
ァ
イ
ル
は
、
ロ
ダ
ン
館
内
で
ア

プ
リ
を
起
動
す
る
と
初
め
て
ダ
ウ
ン
ロ
ー

ド
で
き
ま
す
。
是
非
、
ア
プ
リ
ス
ト
ア
で

「
ロ
ダ
ン
館
ガ
イ
ド
」
を
検
索
し
て
イ
ン

ス
ト
ー
ル
し
、
館
内
で
音
声
ガ
イ
ド
機
能

を
楽
し
ん
で
み
て
く
だ
さ
い
。

　

こ
の
よ
う
な
県
立
美
術
館
と
県
立
大
学

と
の
デ
ジ
タ
ル
分
野
で
の
連
携
は
、
立
地

が
隣
接
し
て
い
る
こ
と
も
あ
り
長
期
間
に

わ
た
り
継
続
さ
れ
て
き
ま
し
た
。
二
〇
〇

一
年
に
開
催
さ
れ
た
県
立
美
術
館
の
収
蔵

作
品
を
対
象
と
し
た
「
開
館
15
周
年
記
念

　

ザ
・
ベ
ス
ト
展
２
０
０
１
」
で
は
、
私

た
ち
は
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
通
じ
た
投
票

アプリの画面例 １ アプリの画面例 ２
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れ
を
記
念
し
て
絵
を
描
い
た
り
、
憧
れ
の
文

人
た
ち
の
庭
園
で
の
宴
を
描
い
た
り
し
て
、

庭
園
画
が
盛
ん
に
制
作
さ
れ
ま
し
た
。

　

こ
う
し
た
状
況
を
受
け
、「
庭
園
画
」
は

江
戸
絵
画
史
の
な
か
で
一
大
ジ
ャ
ン
ル
へ
と

成
長
し
ま
し
た
。
人
々
を
熱
狂
さ
せ
た
庭
園

ブ
ー
ム
は
、
江
戸
絵
画
史
上
、
傑
作
と
称
す

べ
き
「
庭
園
画
」
を
生
み
出
し
た
の
で
す
。

本
展
は
、
こ
の
「
庭
園
画
」
の
歴
史
を
、
江

戸
時
代
初
期
か
ら
幕
末
に
至
る
作
品
を
通
覧

す
る
こ
と
で
た
ど
る
、
初
め
て
の
展
覧
会
と

な
り
ま
す
。
以
下
で
は
、
見
所
を
い
く
つ
か

ご
紹
介
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

ま
ず
は
、
六
義
園
や
金
閣
寺
な
ど
、
今
に

続
く
東
西
の
名
園
を
描
い
た
江
戸
時
代
の
庭

園
画
が
一
堂
に
会
す
る
点
に
ご
注
目
い
た
だ

き
た
い
で
す
。
国
指
定
特
別
名
勝
の
庭
園
・

六り
く

義ぎ

園え
ん

は
、
年
間
70
万
人
を
超
え
る
人
が
訪

れ
る
、
東
京
都
内
の
人
気
観
光
ス
ポ
ッ
ト
で

す
が
、本
展
で
は
、十
八
世
紀
初
頭
の
六
義
園

を
描
い
た
作
品
が
展
示
さ
れ
ま
す
。
狩
野
常つ

ね

信の
ぶ

・
周ち

か

信の
ぶ

・
峯み

ね

信の
ぶ《

六
義
園
図
》（
郡
山
城
史
跡
・

柳
沢
文
庫
保
存
会
、
挿
図
1
）
は
、
六
義
園
の

園
内
の
名
勝
八
十
八
か
所
を
描
い
た
大
作

で
、
時
の
天
皇
や
将
軍
に
献
上
さ
れ
た
可
能

性
も
あ
る
、
当
時
第
一
級
の
庭
園
画
で
す
。

本
展
で
は
、
往
時
の
六
義
園
の
姿
を
、《
六
義

園
図
》
に
よ
っ
て
ご
堪
能
い
た
だ
き
ま
す
。

　

次
に
見
所
と
な
る
の
は
、
江
戸
時
代
非
公

開
の
「
秘
園
」
を
描
い
た
庭
園
画
で
す
。「
天

下
一
の
名
園
」
と
謳
わ
れ
、
庭
園
マ
ニ
ア
だ

っ
た
第
11
代
将
軍
・
徳
川
家
斉
に
激
賞
さ
れ

た
、
尾
張
徳
川
家
の
下
屋
敷
の
庭
園
・
戸と

山や
ま

荘そ
う

は
、
東
京
の
戸
山
公
園
一
帯
に
あ
っ
た
広

大
な
大
名
庭
園
で
、
園
内
に
は
、
虚
構
の
宿 図１　狩野常信・周信・峯信《六義園図》（部分）（郡山城史跡・柳沢文庫保存会）

美しき庭園画の世界
―江戸絵画にみる現実の理想郷

2017年10月21日（土）～12月10日（日）

　

紅
葉
の
美
し
い
シ
ー
ズ
ン
が
到
来
し
ま
し

た
が
、
今
年
の
秋
の
静
岡
県
立
美
術
館
は
、

プ
ロ
ム
ナ
ー
ド
に
つ
づ
き
、
展
示
室
も
緑
と

紅
葉
あ
ふ
れ
る
空
間
に
変
身
し
ま
す
。「
美

し
き
庭
園
画
の
世
界
」
展
で
は
、
江
戸
時
代

の
美
し
い
庭
園
画
が
、
彩
り
豊
か
に
皆
様
を

お
迎
え
し
ま
す
。

　
「
庭
園
画
」
と
聞
い
て
、
皆
さ
ん
は
何
を
想

像
さ
れ
る
で
し
ょ
う
か
。
耳
慣
れ
な
い
こ
の

言
葉
、実
は
、江
戸
時
代
の
絵
画
史
の
な
か
で

大
き
な
ジ
ャ
ン
ル
に
成
長
し
、
多
く
の
人
々

に
愛
さ
れ
る
作
品
を
生
み
出
し
ま
し
た
。「
庭

園
画
」
は
、
簡
単
に
言
え
ば
、
庭
園
を
描
い

た
絵
画
作
品
の
こ
と
で
す
。
我
々
現
代
人
に

と
っ
て
、
庭
園
は
日
常
生
活
の
中
で
身
近
に

触
れ
る
こ
と
の
で
き
る
自
然
で
あ
り
、
ス
ト

レ
ス
フ
ル
な
日
々
の
な
か
で
、
自
然
と
ふ
れ

あ
い
、
リ
フ
レ
ッ
シ
ュ
で
き
る
大
切
な
空
間

で
す
が
、
江
戸
時
代
の
庭
園
は
、
現
代
以
上

に
、
人
々
に
と
っ
て
重
要
な
場
所
で
し
た
。

と
り
わ
け
、
政
治
の
中
心
地
で
あ
っ
た
江
戸

で
は
、
全
国
の
大
名
が
大
邸
宅
を
構
え
、
こ

ぞ
っ
て
広
大
な
庭
園
を
造
り
ま
し
た
。
大
名

庭
園
は
、将
軍
の
御お

成な
り

の
舞
台
に
な
る
な
ど
、

大
名
に
と
っ
て
、
社
交
や
儀
礼
の
場
と
し
て

も
重
要
な
意
味
を
持
っ
て
い
た
か
ら
で
す
。

そ
の
た
め
、
江
戸
は
千
を
超
え
る
大
名
庭
園

が
ひ
し
め
く
、
世
界
で
も
類
稀
な
る
「
庭
園

都
市
」
と
な
り
ま
し
た
。
江
戸
時
代
に
は
、

現
代
の
東
京
で
は
想
像
も
つ
か
な
い
ほ
ど
、

江
戸
は
緑
に
あ
ふ
れ
た
都
市
だ
っ
た
の
で

す
。
大
名
た
ち
は
、
自
ら
が
心
血
を
注
い
で

作
っ
た
庭
園
を
、当
代
一
の
画
家
に
描
か
せ
、

そ
の
美
し
さ
を
絵
の
中
に
と
ど
め
よ
う
と
し

ま
し
た
。
か
く
し
て
、
庭
園
画
は
、
盛
ん
に

描
か
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

　

一
方
、
古
来
数
々
の
名
園
が
造
ら
れ
て
き

た
関
西
に
お
い
て
も
、
江
戸
時
代
に
は
、
社

寺
や
文
人
の
居
宅
の
庭
園
が
多
数
造
園
さ

れ
、
新
旧
さ
ま
ざ
ま
な
庭
園
が
共
存
し
、
江

戸
と
は
異
な
る
庭
園
文
化
が
築
か
れ
ま
し

た
。
公
家
や
文
人
、
そ
し
て
画
家
た
ち
は
、

庭
園
を
舞
台
に
文
化
的
な
交
流
を
営
み
、
そ
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場
町
ま
で
存
在
し
ま
し
た
。
戸
山
荘
に
は
ご

く
限
ら
れ
た
人
し
か
入
れ
ず
、
戸
山
荘
を
訪

れ
る
こ
と
の
で
き
た
幸
運
な
武
士
は
、
そ
の

感
激
を
ス
ケ
ッ
チ
に
と
ど
め
た
り
、
訪
問
記

を
残
し
た
り
し
て
い
ま
す
。名
園
に
し
て「
秘

園
」
だ
っ
た
戸
山
荘
を
描
い
た
絵
は
、
江
戸

時
代
の
人
々
の
心
を
と
ら
え
た
の
で
す
。
本

展
で
は
、
谷
文
晁
「
戸
山
山
荘
図
稿
」（
出
光

美
術
館
・
重
要
文
化
財
）
を
は
じ
め
と
す
る
庭

園
画
に
よ
っ
て
、
将
軍
や
大
名
を
魅
了
し
た

江
戸
時
代
の
秘
園
や
、
現
在
は
無
く
な
っ
て

し
ま
っ
た
名
園
の
魅
力
を
ご
紹
介
し
ま
す
。

　

こ
こ
ま
で
は
、
江
戸
絵
画
フ
ァ
ン
の
方
に

は
、
ま
だ
「
庭
園
画
」
の
魅
力
が
ピ
ン
と
こ

な
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
池
大
雅
や
谷
文
晁

は
、「
庭
園
の
画
家
」
と
称
す
べ
き
、
庭
園

画
を
得
意
と
し
た
画
家
で
し
た
、
と
言
わ
れ

た
ら
、「
庭
園
画
」
に
関
心
を
持
っ
て
い
た

だ
け
る
で
し
ょ
う
か
。
当
時
の
庭
園
は
、
画

家
や
文
人
の
文
化
的
な
交
流
の
舞
台
と
な

り
、
大
雅
を
は
じ
め
と
す
る
文
人
画
家
た
ち

に
と
っ
て
、
庭
園
を
描
く
こ
と
は
、
文
人
と

の
交
流
の
記
憶
を
絵
の
な
か
に
と
ど
め
る
、

大
事
な
行
為
で
し
た
。
大
雅
が
描
い
た
庭
園

画
に
は
、
日
本
に
あ
る
現
実
の
庭
園
だ
け
で

な
く
、
中
国
の
憧
れ
の
庭
園
を
描
い
た
作
品

が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
ら
の
作
品
は
江
戸
絵
画

史
を
揺
る
が
し
た
名
品
ぞ
ろ
い
で
す
が
、
こ

れ
ま
で
庭
園
画
と
し
て
認
識
さ
れ
て
こ
な
か

っ
た
た
め
、
大
雅
の
庭
園
画
の
魅
力
は
ど
こ

に
あ
る
の
か
、
十
分
に
検
討
さ
れ
て
い
ま
せ

ん
。
本
展
で
は
、
大
雅
の
庭
園
画
が
ど
の
よ

う
に
し
て
生
み
出
さ
れ
た
の
か
、
ス
タ
イ
ル

の
確
立
す
る
過
程
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と

で
、
そ
の
魅
力
に
迫
り
ま
す
。

　

関
西
が
大
雅
な
ら
、
関
東
は
文
晁
が
「
庭

園
の
画
家
」
の
代
表
選
手
と
言
え
ま
す
。
文

晁
は
大
名
庭
園
を
描
く
こ
と
を
得
意
と
し
た

画
家
で
す
が
、
文
晁
の
庭
園
画
の
ス
タ
イ
ル

が
ど
の
よ
う
な
展
開
を
遂
げ
た
か
、
こ
れ
ま

で
は
よ
く
分
か
っ
て
い
ま
せ
ん
。本
展
で
は
、

文
晁
の
庭
園
画
を
一
堂
に
集
め
る
こ
と
で
、

そ
の
特
徴
を
明
ら
か
に
し
ま
す
。
ま
た
、
文

晁
の
庭
園
画
は
、
文
晁
の
代
表
作
で
あ
る

「
公こ

う

余よ

探
勝
図
巻
」（
東
京
国
立
博
物
館
・
重
要

文
化
財
、挿
図
4
）
と
も
密
接
な
関
係
に
あ
り
、

今
回
、
庭
園
画
と
「
公
余
探
勝
図
巻
」
を
同

時
に
展
示
す
る
こ
と
で
、
江
戸
絵
画
史
に
大

き
な
衝
撃
を
与
え
た
文
晁
の
庭
園
画
の
ス
タ

イ
ル
が
ど
の
よ
う
に
確
立
さ
れ
た
か
、
実
際

に
ご
覧
い
た
だ
き
ま
す
。

　
「
美
し
き
庭
園
画
の
世
界
」
展
は
、
江
戸

絵
画
フ
ァ
ン
、
庭
園
フ
ァ
ン
必
見
の
展
覧
会

で
す
。知
ら
れ
ざ
る
江
戸
絵
画
の
ジ
ャ
ン
ル
・

「
庭
園
画
」
の
歴
史
を
、
会
場
で
ひ
も
と
き
、

そ
の
素
晴
ら
し
さ
を
ご
堪
能
い
た
だ
き
た
い

と
思
い
ま
す
。
芸
術
の
秋
、
今
年
は
静
岡
県

立
美
術
館
の
会
場
に
並
ぶ
庭
園
画
で
、
是
非

お
楽
し
み
く
だ
さ
い
。

（
主
任
学
芸
員　

野
田
麻
美
）

図２　池大雅「蘭亭曲水図屏風」（静岡県立美術館）重要文化財

図３　谷文晁「浴
よく

恩
おん

園
えん

図記」（部分）（天理図書館）※秘蔵の名品、大注目の初公開！

図４　谷文晁「公余探勝図巻」（部分）（東京国立博物館）重要文化財　Image：TNM Image Archives
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二
〇
一
七
年
は
、
十
九
世
紀
フ
ラ
ン
ス
を
代
表

す
る
彫
刻
家
オ
ー
ギ
ュ
ス
ト
・
ロ
ダ
ン
（RO

D
IN

, 
A

uguste.

一
八
四
〇
～
一
九
一
七
）
の
没
後
百

年
に
あ
た
る
。
日
本
国
内
で
有
数
の
ロ
ダ
ン
彫
刻

コ
レ
ク
シ
ョ
ン
を
誇
る
当
館
で
は
、
今
秋
、
ロ
ダ

ン
と
写
真
の
関
係
に
焦
点
を
当
て
、
ロ
ダ
ン
の
芸

術
観
や
写
真
観
を
多
方
面
か
ら
再
考
す
る
小
企
画

展
を
三
期
連
続
で
開
催
す
る
。
こ
の
小
論
で
は
、

第
一
期
「［
動
き
］
求
め
て
」
で
取
り
上
げ
る
、

十
九
世
紀
に
静
止
芸
術
に
お
け
る
動
き
を
追
求
し

た
写
真
家
エ
ド
ワ
ー
ド
・
マ
イ
ブ
リ
ッ
ジ

（M
U

Y
BRID

GE, Eadw
eard.

一
八
三
〇
～
一

九
〇
四
）
と
ロ
ダ
ン
と
の
関
係
に
焦
点
を
当
て
、

ロ
ダ
ン
の
写
真
観
に
つ
い
て
考
察
す
る
。

　

一
般
に
写
真
の
誕
生
は
、
ロ
ダ
ン
の
生
ま
れ
る

前
年
、
フ
ラ
ン
ソ
ワ
・
ア
ラ
ゴ
ー
（A

RA
GO

, 
François.

一
七
八
六
～
一
八
五
三
）
が
フ
ラ
ン

ス
の
科
学
ア
カ
デ
ミ
ー
で
ダ
ゲ
レ
オ
タ
イ
プ
を
発

表
し
た
一
八
三
九
年
と
さ
れ
る
。
十
九
世
紀
に
誕

生
し
た
こ
の
新
し
い
メ
デ
ィ
ア
と
ロ
ダ
ン
と
の
関

係
に
つ
い
て
述
べ
る
時
に
は
、
歯
切
れ
が
悪
く
な

る
か
も
し
れ
な
い
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
次
に
述
べ
る

よ
う
に
、
ロ
ダ
ン
は
当
時
写
真
の
利
用
価
値
を
最

も
早
く
認
識
し
、
か
つ
実
際
に
多
用
し
た
最
初
の

彫
刻
家
で
あ
り
な
が
ら
、
書
簡
に
お
け
る
陳
述
や

伝
記
作
者
と
の
対
話
の
中
で
は
、
わ
ず
か
で
は
あ

る
が
、
否
定
的
に
見
え
て
し
ま
う
表
明
が
認
め
ら

れ
る
か
ら
で
あ
る
。

　

ロ
ダ
ン
と
写
真
と
の
関
係
を
物
語
る
証
左
と
し

て
、
現
在
ロ
ダ
ン
美
術
館
が
所
蔵
す
る
七
千
点
に

及
ぶ
写
真
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
が
あ
る
。
こ
れ
ら
は
、

彫
刻
家
自
身
が
収
集
し
た
風
景
や
裸
体
写
真
の
ほ

る
芸
術
観
と
対
照
さ
せ
な
が
ら
、
ポ
ー
ル
・
グ
セ

ル
に
よ
る
ロ
ダ
ン
と
の
談
話
筆
記
の
中
で
、
以
下

の
よ
う
に
顕
著
に
示
さ
れ
て
い
る（
４
）。

①
芸
術
と
は
生
命
の
イ
リ
ュ
ー
ジ
ョ
ン
で
あ
り
、

こ
れ
は
肉
付
け
と
動
勢
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
。

②
動
勢
と
は
一
つ
の
姿
勢
か
ら
他
の
姿
勢
へ
の
経

過
で
あ
る
。

③
早
撮
り
写
真
の
人
物
は
運
動
の
一
瞬
を
捉
え
た

と
し
て
も
突
然
空
中
で
固
ま
っ
た
よ
う
に
見
え
、

芸
術
の
動
勢
、
す
な
わ
ち
動
き
の
漸
次
的
展
開
が

な
い
。
芸
術
家
が
数
瞬
間
に
行
わ
れ
る
運
動
の
印

象
を
作
り
出
す
こ
と
に
成
功
し
た
な
ら
ば
、
そ
の

作
品
は
、
時
が
急
停
止
し
て
い
る
科
学
的
イ
メ
ー

ジ
【
筆
者
註
：
写
真
の
こ
と
】
よ
り
も
独
創
的
で

あ
る
。

　

ロ
ダ
ン
の
言
う
早
撮
り
写
真
と
は
、
マ
イ
ブ
リ

ッ
ジ
や
エ
テ
ィ
エ
ン
ヌ
＝
ジ
ュ
ー
ル
・
マ
レ
ー

（M
A

REY
, Etienne-Jules.

一
八
三
〇
～
一
九

〇
四
）
が
成
功
さ
せ
た
連
続
写
真
、
す
な
わ
ち
運

動
の
形
態
を
正
確
に
把
握
す
る
た
め
に
、
連
続
し

た
複
数
の
瞬
間
を
撮
影
し
た
写
真
を
さ
す
。
グ
セ

ル
と
の
対
話
で
ロ
ダ
ン
は
具
体
的
な
写
真
家
や
作

品
名
を
挙
げ
て
い
な
い
も
の
の
、
恐
ら
く
は
マ
イ

ブ
リ
ッ
ジ
を
さ
す
と
思
わ
れ
る
（
図
一
）。
と
い
う

の
も
、
一
八
七
八
年
に
疾
走
す
る
馬
の
連
続
写
真

撮
影
に
成
功
し
た
こ
の
写
真
家
は
、
そ
の
後
対
象

を
人
や
他
の
動
物
に
も
拡
大
し
て
様
々
な
動
体
の

連
続
撮
影
に
撮
り
組
み
、
一
八
八
七
年
に
そ
の
集

大
成
と
し
て
『
ア
ニ
マ
ル
・
ロ
コ
モ
ー
シ
ョ
ン
ー

電
気
的
写
真
に
よ
る
運
動
の
連
続
形
態
の
研
究
』

を
刊
行
し
た
が（
５
）、
そ
の
予
約
者
名
簿
に
ロ
ダ

ン
の
名
が
あ
る
か
ら
で
あ
る（
６
）。

か
、
自
作
を
撮
影
さ
せ
た
も
の
か
ら
構
成
さ
れ
、

端
的
に
ロ
ダ
ン
の
写
真
の
多
用
を
見
て
取
る
こ
と

が
で
き
る
。
ロ
ダ
ン
は
自
ら
カ
メ
ラ
を
構
え
る
こ

と
は
な
か
っ
た
も
の
の
、
複
数
の
写
真
家
を
雇
用

し
て
自
作
を
撮
影
さ
せ
、
そ
の
際
に
は
ア
ン
グ
ル

や
照
明
な
ど
様
々
な
指
示
を
出
し
て
監
督
し
た
。

こ
う
し
た
彫
刻
写
真
を
十
九
世
紀
末
に
彫
刻
と
と

も
に
展
示
し
て
以
来（
１
）、
写
真
は
出
品
ジ
ャ
ン

ル
の
一
つ
と
し
て
だ
け
で
な
く
、
彫
刻
よ
り
も
安

価
で
販
売
さ
れ
る
作
品
と
し
て
、
さ
ら
に
は
ロ
ダ

ン
の
名
と
作
品
を
流
通
さ
せ
る
メ
デ
ィ
ア
と
し
て

機
能
し
た
。
ま
た
、
自
作
を
撮
影
さ
せ
た
彫
刻
写

真
の
上
か
ら
鉛
筆
な
ど
で
加
筆
や
注
記
を
加
え
た

も
の
は
、
彫
刻
家
に
と
っ
て
新
し
い
ア
イ
デ
ア
の

表
現
や
内
的
イ
メ
ー
ジ
の
伝
達
を
手
助
け
す
る
ツ

ー
ル
と
し
て
の
役
割
を
果
た
し
て
い
た
と
考
え
ら

れ
る
。
エ
ル
セ
ン
は
、「
ロ
ダ
ン
は
、
重
要
な
作

品
が
彼
の
思
考
の
中
で
明
晰
に
な
っ
て
ゆ
く
段
階

を
記
録
・
編
集
す
る
た
め
に
写
真
を
用
い
た
最
初

の
彫
刻
家
」
で
あ
り
、
写
真
が
可
能
に
す
る
「
ア

プ
ロ
ー
チ
の
幅
広
い
多
様
性
に
共
感
し
て
い
た
と

思
わ
れ
る
」
と
述
べ
る（
２
）。

　

一
方
で
、
ロ
ダ
ン
は
あ
る
種
の
写
真
に
対
し
疑

義
を
投
げ
か
け
る
。
写
真
の
特
質
で
あ
る
早
さ
、

正
確
さ
は
、
彫
刻
で
の
実
物
か
ら
の
型
取
り
と
同

様
、
彼
に
と
っ
て
は
芸
術
と
は
認
め
ら
れ
な
い
も

の
だ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
表
明
は
、
一
八
八
八
年

十
月
に
カ
レ
ー
市
長
ド
ゥ
ワ
ヴ
ラ
ン
宛
て
の
書
簡

に
記
さ
れ
た
も
の
以
外
は（
３
）、
晩
年
の
談
話
筆

記
に
わ
ず
か
に
散
見
さ
れ
る
に
過
ぎ
な
い
が
、
ロ

ダ
ン
自
身
が
語
る
写
真
観
と
し
て
重
要
で
あ
る
。

中
で
も
写
真
に
対
す
る
不
信
は
、
自
身
の
核
と
な

ロダンの写真観
―マイブリッジへの見解において

上席学芸員　南　美幸
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動
き
を
分
解
し
、
そ
れ
ま
で
人
の
視
覚
で
は
捉

え
ら
れ
な
か
っ
た
瞬
間
を
明
示
し
た
連
続
写
真

は
、
芸
術
に
お
け
る
動
き
の
描
写
の
適
切
さ
に
関

す
る
論
争
を
巻
き
起
こ
し
た
。
と
り
わ
け
、
連
続

写
真
に
対
す
る
ロ
ダ
ン
の
見
解
は
、
十
九
世
紀
の

科
学
と
芸
術
と
の
対
立
概
念
、
す
な
わ
ち
写
真
的

事
実
と
絵
画
的
真
実
と
の
対
置
と
し
て
言
及
さ
れ

て
き
た
。
早
撮
り
写
真
で
は
歩
行
す
る
人
間
が
ま

る
で
歩
い
て
い
な
い
よ
う
に
見
え
る
と
い
う
グ
セ

ル
に
、
彫
刻
家
は
自
ら
の
芸
術
観
を
実
現
し
た
作

例
と
し
て
《
洗
礼
者
聖
ヨ
ハ
ネ
》（
図
二
）
を
挙

げ
る
。
右
足
を
一
歩
踏
み
出
し
な
が
ら
も
、
後
ろ

の
左
足
も
し
っ
か
り
と
地
面
に
つ
け
た
ポ
ー
ズ

は
、
前
進
す
る
と
い
う
「
一
つ
の
動
き
の
漸
次
的

真
観
、
自
作
と
早
撮
り
写
真
と
の
対
置
は
、
確
固

た
る
芸
術
観
を
表
明
す
る
た
め
の
方
策
と
も
考
え

ら
れ
る
の
で
あ
る
。

１ 　

一
八
九
六
年
二
月
二
日
～
十
三
日
に
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
の
ラ

ー
ト
美
術
館
で
開
催
さ
れ
た
、
ピ
ュ
ヴ
ィ
ス
・
ド
・
シ
ャ

ヴ
ァ
ン
ヌ
、
ウ
ジ
ェ
ー
ヌ
・
カ
リ
エ
ー
ル
、
ロ
ダ
ン
の
グ

ル
ー
プ
展
。

２ 　

1980. E
LSE

N
, A

lbert. In R
odinʼs Studio, 

Phaidon, p. 13, 26.

３ 　

1977. JU
D

RIN
, Claudie. et al. A

uguste R
odin: 

Le m
onum

ent des Bourgeois de Calais, M
usée 

Rodin, Paris et M
usée des Beuax-A

rts, Calais. 
N

o. 61, p. 65. 

《
カ
レ
ー
の
市
民
》
の
完
成
を
急
が
せ
る

市
長
に
対
し
、
ロ
ダ
ン
は
制
作
時
間
を
十
分
に
確
保
で
き

な
い
こ
と
は
、「
実
物
の
型
取
り
す
な
わ
ち
美
術
品
を
写

真
に
替
え
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
は
早
い
が
芸
術
で
は
な

い
」
と
述
べ
る
。

４ 　

1911. R
O

D
IN

, A
uguste. L

ʼA
rt: E

ntretiens 
réunis par Paul G

sell, Bernard Grasset, pp. 51-69.

５ 　

1887. M
U

Y
BRID

GE, Eadw
eard. A

nim
al Loco-

m
otion

-an electro-photographic investigation of 
consecutive phases of anim

al m
ovem

ent, U
niver-

sity of Pennsylvania, Philadelphia.

６ 　
『
ア
ニ
マ
ル
・
ロ
コ
モ
ー
シ
ョ
ン
』
は
ロ
ダ
ン
美
術
館

蔵
書
に
は
見
当
た
ら
な
い
が
、
以
下
の
マ
イ
ブ
リ
ッ
ジ
の

著
書
は
収
蔵
さ
れ
て
い
る
。1893. M

U
Y

BRID
GE, 

Eadw
eard. D

escriptive Zoopraxography or the 
Science of A

nim
al Locom

otion..., the U
niversity 

of Pennsylvania, Philadelphia. Inv. N
o. 4907. 

ロ
ダ

ン
美
術
館
の
サ
ン
ド
ラ
・
ブ
ジ
ョ
学
芸
員
の
ご
教
示
お
よ

び
同
館
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
よ
る
。http://m

usee-rodin.
bibli.fr/opac/

７ 　
2007. LE N

O
RM

A
N

D
-RO

M
A

IN
, A

ntoinette. et 
al. R

odin et le Bronze, vol. 2, M
usée Rodin, Paris. 

p. 426.
ロ
マ
ン
の
こ
の
《
歩
く
男
》
の
解
説
は
、
同
作
が

《
洗
礼
者
聖
ヨ
ハ
ネ
》
の
二
つ
の
習
作
か
ら
の
ア
サ
ン
ブ

ラ
ー
ジ
ュ
で
あ
り
、
ポ
ー
ズ
も
ほ
ぼ
変
わ
ら
な
い
こ
と
か

ら
、
後
者
に
も
あ
て
は
ま
る
と
思
わ
れ
る
。

８ 　

1914. GSELL, Paul. 
〈En haut de la colline

〉, 
R

odin : LʼH
om

m
e &

 LʼO
euvre, num

éro spécial 
de LʼA

rt et les artistes, Paris.

　

い
つ
の
時
代
に
も
、
芸
術
に
は
パ
ト
ロ
ン
が

必
要
で
す
。
作
品
を
制
作
し
、
世
に
出
す
に
は

金
と
力
が
要
り
ま
す
。
本
書
は
、
そ
う
し
た
芸

術
の
パ
ト
ロ
ン
の
歴
史
的
変
遷
を
記
し
た
名
著

で
す
。
富
と
権
力
を
誇
る
ル
ネ
サ
ン
ス
の
王
侯

貴
族
や
ロ
ー
マ
法
王
庁
を
頂
点
と
す
る
教
会
、

19
世
紀
に
な
っ
て
新
た
な
パ
ト
ロ
ン
と
し
て
登

場
し
た
近
代
市
民
階
級
や
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
、

あ
る
い
は
コ
レ
ク
タ
ー
や
政
府
・
企
業
に
い
た

る
ま
で
、
そ
の
役
割
を
詳
し
く
分
か
り
や
す
く

説
明
し
て
い
ま
す
。

　

そ
の
な
か
で
、
美
術
館
や
展
覧
会
が
果
た
し

た
役
割
は
何
か
？　

今
日
、
我
々
が
向
き
合
わ

ね
ば
な
ら
な
い
問
題
が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る

の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。最
後
の
章
で
は
、学

芸
員
が
こ
れ
か
ら
果
た
す
べ
き
役
割
に
つ
い
て

も
示
さ
れ
て
お
り
、大
変
興
味
深
い
一
冊
で
す
。

（
上
席
学
芸
員　

泰
井
良
）

本の窓

高
階
秀
爾
著

『
芸
術
の
パ
ト
ロ
ン
た
ち
』

岩
波
新
書（
新
赤
版
）４
９
０

一
九
九
七
年
三
月
二
十
一
日
第
一
刷
発
行

図 ２ 　撮影者不明《「洗礼者聖ヨハネ」、背景に「鼻のつぶれた男」と「ディド
ロ」》（ファクシミリ）１884年頃（原画）鶏卵紙、黒鉛で方眼線引き　当館蔵

展
開
を
身
体
の
異
な
る
部
分
軸
の
移
動
で
示
唆
」

す
る
こ
と
に
よ
っ
て（
７
）、
停
止
す
る
こ
と
の
な

い
時
間
の
連
続
を
表
現
し
て
お
り
、「
見
る
人
が

私
の
彫
像
の
一
端
か
ら
他
端
へ
眼
を
移
し
て
ゆ
く

と
、彫
像
の
姿
勢
の
展
開
し
て
ゆ
く
の
が
見
え
る
」

の
で
あ
る（
８
）。
す
な
わ
ち
、
ロ
ダ
ン
の
い
う
動

勢
に
は
、
連
続
写
真
に
は
あ
り
え
な
い
、
鑑
賞
者

の
参
加
、
そ
の
イ
マ
ジ
ネ
ー
シ
ョ
ン
に
よ
る
視
覚

が
予
め
織
り
込
ま
れ
て
い
る
。

　

初
め
に
述
べ
た
よ
う
に
、
ロ
ダ
ン
は
当
時
の
彫

刻
家
の
中
で
は
革
新
的
で
多
様
な
写
真
の
利
用
方

法
を
展
開
し
て
お
り
、
そ
れ
は
本
人
の
言
葉
よ
り

も
、
よ
り
深
い
と
こ
ろ
で
の
実
践
だ
っ
た
。
晩
年

に
お
け
る
伝
記
作
者
と
の
対
話
は
、
活
動
初
期
か

ら
手
わ
ざ
と
し
て
作
品
に
表
現
さ
れ
た
芸
術
観

を
、
ロ
ダ
ン
が
改
め
て
言
葉
と
し
て
捉
え
直
す
き

っ
か
け
と
も
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
言
い
換
え

れ
ば
、
文
字
と
し
て
表
現
し
た
の
は
伝
記
作
者
で

あ
る
も
の
の
、
ロ
ダ
ン
は
晩
年
に
な
っ
て
言
葉
と

し
て
の
芸
術
哲
学
の
形
成
に
到
っ
た
と
言
え
よ

う
。
従
っ
て
、
談
話
筆
記
の
中
で
表
明
さ
れ
た
写

図 １ 　エドワード・マイブリッジ《左手に新聞紙を持って地面から起き上がる（『アニマル・ロコモーションー電気的
写真による運動の連続形態の研究』より）》１887年　コロタイプ印刷　東京都写真美術館蔵
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美術館問わず語り

　

皆
様
、
今
年
七
月
に
現
代
美
術
担
当
の
学
芸
員

と
し
て
着
任
し
ま
し
た
植
松
篤
と
申
し
ま
す
。
ど

う
ぞ
よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。
こ
れ
ま
で

は
鹿
児
島
県
霧
島
ア
ー
ト
の
森
と
い
う
標
高
七
〇

〇
ｍ
に
位
置
す
る
、
現
代
美
術
が
専
門
の
野
外
美

術
館
で
働
い
て
お
り
ま
し
た
。
南
九
州
の
山
か
ら

日
本
の
動
脈
の
よ
う
な
東
海
道
の
要
衝
へ
、
直
線

距
離
で
八
〇
〇
㎞
弱
を
旅
し
、
こ
の
地
へ
ま
い
り

ま
し
た
。

　

前
の
職
場
は
、
自
然
林
が
広
が
り
、
動
植
物
が

豊
か
な
と
こ
ろ
で
し
た
。
季
節
の
花
々
が
咲
き
、

常
連
客
に
は
シ
カ
が
い
て
、
時
期
に
な
る
と
渡
り

鳥
も
や
っ
て
来
ま
し
た
。
こ
こ
静
岡
県
立
美
術
館

も
、周
り
に
は
緑
が
あ
っ
て
生
き
物
は
豊
富
で
す
。

こ
の
文
章
を
書
い
て
い
る
時
も
、
中
庭
に
野
鳥
が

来
て
、
き
れ
い
な
声
を
聴
か
せ
て
く
れ
ま
し
た
。

ロ
ダ
ン
館
の
裏
手
に
は
展
望
が
開
け
た
場
所
が
あ

り
、
風
景
や
自
然
を
楽
し
め
る
お
す
す
め
の
ス
ポ

ッ
ト
で
す
。

　

と
こ
ろ
で
、
当
館
で
は
年
末
に
向
け
て
、
現
代

美
術
の
コ
レ
ク
タ
ー
で
あ
る
高
橋
龍
太
郎
氏
の
所

蔵
品
と
館
蔵
品
を
展
示
す
る
「
ア
ー
ト
の
な
ぞ
な

ぞ
︱
高
橋
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
展
」を
準
備
中
で
す
が
、

実
は
前
の
職
場
で
も
「
高
橋
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
展
︱

マ
イ
ン
ド
フ
ル
ネ
ス
！
」
が
開
催
さ
れ
て
お
り
、

不
思
議
な
ご
縁
を
感
じ
て
お
り
ま
す
。

　

現
代
美
術
と
言
う
と
、
以
前
は
難
し
そ
う
な
イ

メ
ー
ジ
が
強
か
っ
た
か
と
思
い
ま
す
が
、
最
近
で

は
各
地
で
芸
術
祭
等
が
開
催
さ
れ
、
楽
し
く
、
身

近
な
イ
メ
ー
ジ
に
変
わ
っ
て
き
た
と
感
じ
て
い
ま

す
。
し
か
し
、
や
は
り
作
品
そ
れ
ぞ
れ
は
、
以
前

に
も
ま
し
て
多
種
多
様
で
す
。
そ
れ
ら
を
、
例
え

ば
技
法
や
テ
ー
マ
等
の
観
点
か
ら
整
理
を
し
て
皆

様
に
お
届
け
す
る
の
が
、
現
代
美
術
を
専
門
と
す

る
学
芸
員
の
役
割
の
一
つ
で
す
。
現
代
美
術
の
作

品
は
、
今
を
生
き
る
私
た
ち
に
向
け
て
制
作
さ
れ

た
も
の
で
す
。
中
に
は
、
皆
様
に
と
っ
て
心
を
打

つ
よ
う
な
作
品
が
あ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
そ
う

し
た
作
品
に
め
ぐ
り
合
う
お
手
伝
い
が
で
き
れ
ば

幸
い
で
す
。

山登りが趣味です。愛鷹山から撮影しました。

山
を
お
り
、
街
で
は
た
ら
く主

任
学
芸
員　

植
松　

篤

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」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

ロダン没後100年記念「ロダンウィーク」・
ロダン没後100年記念事業
イベント・スケジュール
丘の上のロダンマルシェ
11月3日（金・祝）　10：00～16：00　本館正面広場ほか　申込不要
※荒天中止
草薙マルシェ実行委員会がプロデュースするおしゃれなグルメ・雑貨市&
アートパフォーマンス

タブレットでグリーティングカードづくり
11月3日（金・祝）　10：00～15：30　本館正面玄関前　申込不要
美術館友の会が企画・運営するパソコンを使ったカードづくり

青い鳥ピアノコンサート　～ロダンによせて～
11月3日（金・祝）　14：30開演　ロダン館　要入館料　申込不要
赤津ストヤーノフ樹里亜によるピアノコンサート

草薙ツアーグループ「呈茶サービス」
11月4日（土）　11：00～14：00　本館正面玄関前　申込不要
美術館ボランティアによる美術館の茶畑でとれたお茶のサービス

「静岡の名手たち」ロダン賞コンサート
11月4日（土）　14：30開演　ロダン館　要入館料　申込不要
ＡＯＩロダン賞受賞者による箏、サクソフォンの演奏

ギャラリートーク
11月5日（日）　11：00～　ロダン館　要入館料　申込不要
静岡大学の学生によるロダン作品の解説

ロダンのいたパリ～音と光のコンサート～
11月5日（土）　14：00開演　ロダン館　要入館料　申込不要
イメージ映像と楽しむ静岡大学の教員によるピアノコンサート

特別講演「ロダンとカミーユ・クローデル－二人の愛と彫刻作品」
11月17日（金）　14：00～　講堂　申込不要
芳賀徹名誉館長による講演

若村麻由美の劇世界「ワルツ～カミーユ・クローデルに捧ぐ～」
11月18・19日（土）・（日）　18：30開演　ロダン館　全席指定・事前販売
カミーユ・クローデルを題材にした朗読劇
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