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富
士
山
と
三
保
松
原
を
描
い
た
屏
風
は
数
多
い
が
、
本
図
は
制
作
時
期
が
室

町
時
代
に
遡
る
貴
重
な
作
例
。
駿
河
湾
側
よ
り
望
ん
だ
視
点
で
、
右
隻
に
富
士

山
、
左
隻
に
清
見
寺
や
江
尻
宿
、
そ
し
て
両
隻
を
ま
た
い
で
三
保
松
原
を
描
く

（
全
図
は
裏
表
紙
参
照
）。

　

こ
こ
で
掲
載
す
る
の
は
右
隻
の
う
ち
、
富
士
山
を
中
心
と
し
た
部
分
。
湧
き

立
つ
金
雲
の
合
間
に
霊
峰
が
堂
々
た
る
姿
を
み
せ
る
。
山
麓
に
は
三
重
塔
や
宝

形
造
の
堂
舎
を
擁
す
る
社
寺
が
点
在
し
、
境
内
に
は
桜
が
咲
き
誇
る
。
前
景
の

駿
河
湾
に
突
き
出
す
陸
地
が
三
保
松
原
で
あ
る
。
そ
の
先
端
に
立
つ
、
一
際
大

き
な
木
は
、
謡
曲
で
も
お
な
じ
み
の
「
羽
衣
の
松
」
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い

る
。
浜
辺
で
は
人
々
が
製
塩
を
営
み
、
海
上
に
は
数
隻
の
小
舟
が
行
き
交
う
。

駿
河
の
長
閑
な
春
の
情
景
で
あ
る
。

　

平
成
二
十
二（
二
〇
一
〇
）年
、
三
保
松
原
が
所
在
す
る
静
岡
市
清
水
区
が
創

業
地
で
あ
る
、
は
ご
ろ
も
フ
ー
ズ
株
式
会
社
の
御
寄
贈
に
よ
り
、
当
館
の
所
蔵

と
な
っ
た
。�

（
主
任
学
芸
員　

浦
澤
倫
太
郎
）

《
富
士
三
保
松
原
図
屏
風
》

紙
本
金
地
着
色　

六
曲
一
双

室
町
時
代
後
期（
十
六
世
紀
中
頃
）

各
一
三
七
・
五
×
三
二
九
・
四
㎝

（
は
ご
ろ
も
フ
ー
ズ
株
式
会
社
寄
贈
）



T O P I C S

芋
づ
る
式
展
覧
会
鑑
賞
法

館
長
　
木
下
直
之

　

雑
誌
『
い
も
づ
る
』
の
存
在
を
教
え
て
く
だ

さ
っ
た
の
は
、
七
年
前
に
世
を
去
っ
た
山
口
昌

男
さ
ん
で
し
た
。
文
化
人
類
学
者
と
し
て
東
奔

西
走
し
て
い
た
山
口
さ
ん
ご
自
身
が
、
そ
れ
こ

そ
各
地
各
時
代
の
一
見
無
関
係
な
事
柄
を
芋
づ

る
式
に
引
き
出
し
て
は
関
連
づ
け
て
、
読
者
を

未
知
の
世
界
へ
と
案
内
し
て
く
れ
ま
し
た
。

　

明
治
の
日
本
社
会
に
、
と
り
わ
け
旧
幕
臣
た

ち
の
陽
の
当
た
ら
な
い
歴
史
に
も
強
い
関
心
を

示
さ
れ
た
こ
と
か
ら
、
私
も
そ
の
謦
咳
に
接
す

る
こ
と
が
出
来
ま
し
た
。
成
果
の
ひ
と
つ『「
敗

者
」
の
精
神
史
』（
岩
波
現
代
文
庫
）
に
は
「
幕

臣
の
静
岡
―
明
治
初
頭
の
知
的
陰
影
」
と
い
う

興
味
深
い
一
章
が
あ
り
ま
す
が
、
そ
の
話
は
い

ず
れ
ま
た
。

　

ひ
ょ
っ
と
す
る
と
展
覧
会
と
は
「
い
も
づ
る

畑
」（
同
誌
創
刊
号
あ
と
が
き
）
で
は
な
い
か
、

と
い
う
の
が
こ
こ
で
の
話
題
で
す
。
二
〇
一
九

年
夏
に
開
催
し
た
「
熊
谷
守
一
―
い
の
ち
を
見

つ
め
て
」
展
の
会
期
中
に
、
私
は
「
熊
谷
守
一

の
絵
の
は
だ
か
と
ヌ
ー
ド
に
つ
い
て
」
と
題
し

て
話
を
し
た
の
で
す
が
、
そ
の
準
備
の
途
中
で

熊
谷
の
こ
ん
な
言
葉
に
出
喰
わ
し
ま
し
た
。

　

ち
な
み
に
、
若
き
日
の
熊
谷
は
ス
ポ
ー
ツ
マ

ン
で
し
た
か
ら
、映
画「
モ
リ
の
い
る
場
所
」（
二

〇
一
八
年
）
で
山
崎
努
演
じ
た
熊
谷
と
は
ま
る

で
違
っ
て
結
構
い
い
身
体
を
し
て
お
り
、「
熊

谷
守
一
の
は
だ
か
と
ヌ
ー
ド
に
つ
い
て
」
話
せ

ば
よ
か
っ
た
と
、
後
悔
し
た
ぐ
ら
い
で
す
。

「
土
曜
と
日
曜
は
、
画
塾
の
お
向
か
い
の
帝
大

に
行
っ
て
、
工
科
の
教
室
で
石
膏
の
デ
ッ
サ
ン

を
し
ま
し
た
。
帝
大
の
工
科
に
は
知
り
合
い
が

い
た
か
ら
、特
別
に
入
れ
て
も
ら
え
た
の
で
す
。

工
科
に
は
、
ど
う
い
う
わ
け
か
石
膏
が
た
く
さ

ん
あ
っ
て
、
デ
ッ
サ
ン
の
勉
強
に
は
こ
と
欠
き

ま
せ
ん
。
一
日
中
あ
き
も
せ
ず
に
、
一
人
で
石

膏
デ
ッ
サ
ン
を
や
っ
た
も
の
で
し
た
。」（
熊
谷

守
一
『
へ
た
も
絵
の
う
ち
』
平
凡
社
ラ
イ
ブ
ラ

リ
ー
）

　

ま
だ
東
京
美
術
学
校
に
入
学
す
る
前
、
岐
阜

か
ら
東
京
に
出
て
間
も
な
い
十
八
歳
の
熊
谷
が

本
郷
森
川
町
に
あ
っ
た
共
立
美
術
学
院
で
日
本

画
を
学
ん
で
い
た
こ
ろ
の
話
で
す
。「
帝
大
の

工
科
」
と
は
東
京
帝
国
大
学
工
科
大
学
（
現
在

の
東
京
大
学
工
学
部
）
の
こ
と
で
、
そ
こ
に
石

膏
（
像
）
が
た
く
さ
ん
あ
っ
た
の
は
ど
う
い
う

わ
け
な
の
か
。

　

そ
の
答
え
は
、
秋
に
東
京
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
ギ

ャ
ラ
リ
ー
で
開
催
さ
れ
た
「
辰
野
金
吾
と
美
術

の
は
な
し
」
展
で
明
ら
か
に
な
り
ま
し
た
。
一

八
七
六
年
に
開
校
し
た
日
本
で
最
初
の
国
立
美

術
学
校
（
工
部
美
術
学
校
）
は
イ
タ
リ
ア
か
ら

三
人
の
教
師
を
招
き
、
本
場
の
美
術
教
育
を
実

践
し
ま
し
た
。
彼
ら
が
石
膏
像
な
ど
の
教
材
も

日
本
に
持
ち
込
ん
で
来
た
の
で
す
。と
こ
ろ
が
、

学
校
は
わ
ず
か
七
年
で
廃
校
、
石
膏
像
は
工
科

大
学
へ
と
受
け
継
が
れ
ま
す
。
廃
棄
の
危
機
か

ら
そ
れ
ら
を
守
っ
た
の
が
工
科
大
学
教
授
の
建

築
家
辰
野
金
吾
で
し
た
。

　

熊
谷
が「
工
科
の
教
室
で
石
膏
の
デ
ッ
サ
ン
」

を
す
る
こ
と
が
出
来
た
の
は
、
建
築
教
育
に
石

膏
デ
ッ
サ
ン
が
組
み
込
ま
れ
て
い
た
か
ら
で

す
。
当
時
、
そ
れ
を
指
導
し
た
の
が
工
部
美
術

学
校
に
学
び
、
そ
の
後
イ
タ
リ
ア
に
留
学
し
、

一
八
八
三
年
に
ロ
ー
マ
で
辰
野
と
知
り
合
い
、

帰
国
後
も
親
交
を
続
け
て
き
た
画
家
松
岡
壽
で

し
た
。

　

松
岡
に
は
コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ヌ
ス
帝
凱
旋
門

を
描
い
た
油
絵
が
二
点
あ
り
ま
す
。
松
岡
の
遺

品
に「
ロ
ー
マ
古
代
遺
跡
発
掘
現
場
無
料
入
場
・

研
究
許
可
書
」（
一
八
八
一
年
）
が
あ
り
、
留
学

後
に
、
ロ
ー
マ
古
代
遺
跡
発
掘
技
術
局
か
ら
入

手
し
た
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
（
青
木
茂
・
歌
田

眞
介
編『
松
岡
壽
研
究
』中
央
公
論
美
術
出
版
）。

　

こ
れ
を
手
掛
か
り
に
「
芋
づ
る
」
を
手
繰
り

寄
せ
ま
す
と
、
今
度
は
、
同
じ
く
秋
に
当
館
で

開
催
し
た
「
古
代
へ
の
情
熱
」
展
の
会
場
へ
と

足
を
踏
み
入
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
そ
の
サ

ブ
タ
イ
ト
ル
に
あ
る
と
お
り
、「
十
八
世
紀
イ

タ
リ
ア
・
考
古
学
と
芸
術
の
出
会
い
」
が
イ
タ

リ
ア
式
美
術
教
育
、
い
わ
ゆ
る
美
術
ア
カ
デ
ミ

ー
を
整
備
し
た
か
ら
で
す
。
ル
ネ
サ
ン
ス
期
以

来
、
発
掘
さ
れ
た
古
代
彫
刻
は
石
膏
で
コ
ピ
ー

さ
れ
、
デ
ッ
サ
ン
を
通
し
て
学
ぶ
べ
き
モ
デ
ル

と
な
り
ま
し
た
。

　

イ
ギ
リ
ス
で
は
貴
族
の
子
弟
が
イ
タ
リ
ア
を

旅
す
る
「
グ
ラ
ン
ド
ツ
ア
ー
」
が
一
世
を
風
靡

し
ま
す
が
、
イ
ギ
リ
ス
に
留
学
し
た
辰
野
が
帰

国
を
前
に
イ
タ
リ
ア
を
訪
れ
た
こ
と
も
、「
グ

ラ
ン
ド
ツ
ア
ー
」
に
ほ
か
な
り
ま
せ
ん
。
辰
野

と
松
岡
が
出
合
う
ち
ょ
う
ど
十
年
前
に
イ
タ
リ

ア
を
訪
れ
た
岩
倉
使
節
団
は
、
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ

の
ウ
フ
ィ
ツ
ィ
美
術
館
の
印
象
を
「
凡
ソ
伊
太

利
ハ
美
術
ノ
根
本
地
」
と
述
べ
て
い
ま
す
（『
特

命
全
権
大
使
米
欧
回
覧
実
記
』
岩
波
文
庫
四
）。

　

こ
ん
な
ふ
う
に
無
関
係
に
開
か
れ
た
展
覧
会

の
展
示
物
の
思
い
が
け
な
い
繋
が
り
は
、
そ
こ

を
訪
れ
た
人
だ
け
が
独
自
に
発
見
す
る
楽
し
み

で
す
。
主
催
者
は
そ
こ
に
ま
で
思
い
至
ら
な
い

か
ら
で
す
。

　

ち
な
み
に
、『
い
も
づ
る
』（
以
毛
図
流
、
い

も
蔓
、
以
毛
図
流
、
以
茂
随
流
、
い
も
づ
る
と

表
記
が
変
遷
）
と
は
、
一
九
二
三
年
に
斎
藤
昌

三
と
加
山
道
之
助
が
創
刊
し
た
趣
味
人
の
雑
誌

で
し
た
。
刊
行
を
重
ね
る
中
で
、
雑
誌
『
趣
味

と
平
凡
』（
一
九
二
〇
年
創
刊
）
で
は
同
人
だ

っ
た
斎
藤
と
三
田
平
凡
寺
が
仲
違
い
す
る
様
子

が
『
い
も
づ
る
』
誌
面
か
ら
窺
わ
れ
ま
す
。
平

凡
寺
は
「
画
は
小
林
清
親
に
師
事
」（
斎
藤
昌

三
『
三
十
六
人
の
好
色
家
』
有
光
書
房
）、
そ

の
清
親
こ
そ
「
幕
臣
の
静
岡
―
明
治
初
頭
の
知

的
陰
影
」
の
登
場
人
物
の
ひ
と
り
で
す
。
平
凡

寺
の
展
覧
会
を
京
都
国
際
マ
ン
ガ
ミ
ュ
ー
ジ
ア

ム
が
準
備
中
だ
と
聞
き
ま
す
か
ら
、
ど
う
や
ら

新
た
な
「
い
も
づ
る
」
が
期
待
出
来
そ
う
で
す
。
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移
動
美
術
展　

開
催
報
告

上
席
学
芸
員
　
野
田
麻
美

T O P I C S

　

十
一
月
二
十
三
日
に
は
、
木
下
直
之
館
長

に
よ
る
講
演
会
「
富
士
山
裾
野
を
め
ぐ
る
美

術
に
つ
い
て
」
が
行
わ
れ
、
翌
二
十
四
日
に

は
当
館
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
に
よ
る
ギ
ャ
ラ
リ
ー

ツ
ア
ー
が
催
さ
れ
ま
し
た
。
ご
参
加
い
た
だ

い
た
方
々
に
は
、
こ
れ
ら
の
イ
ベ
ン
ト
を
通

じ
、
当
館
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
の
魅
力
を
ご
堪
能

い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

本
展
に
ご
来
場
下
さ
っ
た
皆
様
に
、
こ
の

場
を
借
り
て
、
厚
く
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

来
年
度
以
降
の
移
動
美
術
展
に
お
い
て
も
、

当
館
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
を
よ
り
一
層
お
楽
し

み
い
た
だ
け
る
よ
う
、
い
ろ
い
ろ
な
ア
イ
デ

ア
を
練
っ
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

当
館
で
は
、
開
館
以
来
、
県
内
の
施
設
で

選
り
す
ぐ
り
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
を
ご
覧
い
た

だ
き
、
当
館
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
を
身
近
に
感

じ
て
い
た
だ
く
機
会
と
し
て
、
ほ
ぼ
毎
年
、

移
動
美
術
展
を
開
催
し
て
い
ま
す
。

　

現
在
、
当
館
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
は
約
二
七

〇
〇
点
に
及
び
、
常
時
開
催
し
て
い
る
収
蔵

品
展
は
、
多
く
の
ご
来
館
者
か
ら
ご
好
評
を

い
た
だ
い
て
お
り
ま
す
が
、
収
蔵
品
展
の
展

示
室
が
一
室
の
み
の
た
め
、
テ
ー
マ
を
立
て

た
収
蔵
品
展
一
回
に
つ
き
、
当
館
の
コ
レ
ク

シ
ョ
ン
の
な
か
か
ら
ご
紹
介
で
き
る
作
品

は
、
一
つ
の
ジ
ャ
ン
ル
に
偏
っ
て
し
ま
い
が

ち
で
す
。
移
動
美
術
展
で
は
、
会
場
に
よ
っ

て
、
土
地
ゆ
か
り
の
作
家
を
特
集
す
る
よ
う

な
テ
ー
マ
設
定
を
行
う
場
合
も
あ
り
ま
す

が
、
多
く
の
場
合
、
さ
ま
ざ
ま
な
ジ
ャ
ン
ル

の
作
品
を
ご
覧
い
た
だ
け
る
よ
う
、
工
夫
を

凝
ら
し
て
お
り
ま
す
。
今
回
も
、
会
場
の
担

当
者
と
相
談
し
つ
つ
、
当
館
の
コ
レ
ク
シ
ョ

ン
の
幅
広
さ
を
ご
覧
い
た
だ
け
る
よ
う
に
努

め
ま
し
た
。

　

今
回
の
移
動
美
術
展
は
、
二
〇
一
九
年
十

一
月
十
二
日
か
ら
十
二
月
一
日
ま
で
、
裾
野

市
に
あ
る
裾
野
市
民
文
化
セ
ン
タ
ー
で
開
催

さ
れ
ま
し
た
。
本
展
は
、「
土
・
水
―
大
地

を
め
ぐ
る
美
術
」
と
題
し
、
富
士
山
南
東
に

広
が
る
裾
野
市
の
豊
か
な
自
然
に
ち
な
み
、

土
と
水
を
テ
ー
マ
と
し
ま
し
た
。本
展
で
は
、

当
館
の
西
洋
画
、
日
本
画
、
日
本
洋
画
、
現

代
美
術
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
三
十
七
点
に
、
当

館
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
の
な
か
で
も
人
気
の
あ

る
伊
藤
若
冲
《
樹
花
鳥
獣
図
屏
風
》
の
レ
プ

リ
カ
を
加
え
、三
十
八
点
の
作
品
を
精
選
し
、

展
示
し
ま
し
た
。

　

本
展
は
、
十
一
月
十
二
日
に
開
幕
式
が
行

わ
れ
、
裾
野
市
長
、
当
館
の
櫻
井
昌
明
副
館

長
ら
の
テ
ー
プ
カ
ッ
ト
が
催
さ
れ
ま
し
た
。

当
日
は
、
午
後
、
筆
者
に
よ
る
フ
ロ
ア
レ
ク

チ
ャ
ー
を
開
催
し
、
初
日
か
ら
盛
況
の
う
ち

に
終
え
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

　

本
展
に
出
品
さ
れ
た
、ア
シ
ル=

エ
ト
ナ
・

ミ
シ
ャ
ロ
ン
《
廃
墟
と
な
っ
た
墓
を
見
つ
め

る
羊
飼
い
》
の
よ
う
な
西
洋
画
の
大
作
、
田

中
保
《
セ
ー
ヌ
の
宵
》
を
は
じ
め
と
す
る
日

本
近
代
洋
画
の
優
品
の
数
々
、
石
川
直
樹

《M
t.�Fuji

》
シ
リ
ー
ズ
の
よ
う
な
、
近
年

制
作
さ
れ
た
現
代
美
術
の
フ
レ
ッ
シ
ュ
な
作

品
な
ど
、
バ
ラ
エ
テ
ィ
ー
に
富
ん
だ
作
品
の

ラ
イ
ン
ナ
ッ
プ
は
、
多
く
の
ご
来
場
者
の

方
々
に
ご
好
評
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。ま
た
、

会
期
中
、展
覧
会
に
合
わ
せ
、伊
藤
若
冲
《
樹

花
鳥
獣
図
屏
風
》
の
レ
プ
リ
カ
を
撮
影
し
、

Ｓ
Ｎ
Ｓ
で
ご
紹
介
い
た
だ
く
こ
と
で
、
先
着

で
展
覧
会
特
製
プ
レ
ゼ
ン
ト
を
贈
呈
す
る
キ

ャ
ン
ペ
ー
ン
を
行
い
、
こ
ち
ら
も
参
加
者
の

方
々
に
お
楽
し
み
い
た
だ
き
ま
し
た
。

図 １ 　開幕式の様子

図 ２ 　会場写真
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やなぎみわ展
神話機械
２０１９年１２月１０日（火）～
２０２０年 ２ 月２４日（月・振休）

E X H I B I T I O N

　

前
号
に
引
き
続
き
、「
や
な
ぎ
み
わ
展

　

神
話
機
械
」
に
つ
い
て
ご
紹
介
い
た
し

ま
す
。
前
号
で
は
、
本
展
の
概
要
に
つ
い

て
述
べ
ま
し
た
の
で
、
今
回
は
、
一
部
に

話
題
を
絞
っ
て
や
な
ぎ
作
品
の
魅
力
に
迫

り
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

前
号
で
は
、
老
木
に
実
る
桃
を
撮
影
し

た
新
作
の
写
真
シ
リ
ー
ズ
〈
女
神
と
男
神

が
桃
の
木
の
下
で
別
れ
る
〉
や
、
演
劇
に

関
連
し
た
新
た
な
試
み
で
あ
る
、
ア
ー
ト

と
機
械
が
融
合
し
た
《
神
話
機
械
》、〈
エ

レ
ベ
ー
タ
ー
・
ガ
ー
ル
〉
を
始
め
と
す
る

代
表
的
な
シ
リ
ー
ズ
に
つ
い
て
ご
紹
介
し

ま
し
た
が
、
そ
れ
ら
以
外
に
も
本
展
で
ぜ

ひ
注
目
し
て
い
た
だ
き
た
い
作
品
が
あ
り

ま
す
。

　

や
な
ぎ
氏
は
、
そ
の
写
真
作
品
が
最
も

よ
く
知
ら
れ
て
い
る
と
思
い
ま
す
が
、
写

真
作
品
だ
け
で
な
く
、
映
像
作
品
も
制
作

し
て
い
ま
す
。
本
展
で
出
品
さ
れ
る
新
作

の
《
桃
を
投
げ
る
》（
図
１
）は
、
桃
を
撮

影
し
た
写
真
作
品
〈
女
神
と
男
神
が
桃
の

木
の
下
で
別
れ
る
〉
シ
リ
ー
ズ
と
関
連
し

た
映
像
作
品
で
、
写
真
作
品
と
同
様
、
日

本
神
話
を
イ
ザ
ナ
ミ
と
イ
ザ
ナ
ギ
の
逸
話

を
題
材
と
し
た
も
の
で
す
。

　

本
作
で
は
、
出
演
者
が
頭
部
に
カ
メ
ラ

を
装
着
し
て
お
り
、
桃
を
投
げ
つ
け
ら
れ

る
イ
ザ
ナ
ミ
の
視
点
で
撮
影
さ
れ
て
い
る

と
言
え
ま
す
。
ジ
ャ
グ
ラ
ー
で
あ
る
出
演

者
は
、
暗
闇
の
中
、
手
足
を
使
っ
て
移
動

し
、
転
が
っ
て
く
る
桃
を
自
在
に
操
り
ま

す
。
主
観
的
な
視
点
の
映
像
で
あ
り
、
ス

ピ
ー
カ
ー
か
ら
息
遣
い
が
聞
こ
え
る
こ
と

も
相
ま
っ
て
、
そ
の
驚
異
的
な
身
体
性
が

生
々
し
く
感
じ
ら
れ
ま
す
。
ま
た
、
こ
の

映
像
は
《
神
話
機
械
》
の
展
示
空
間
に
隣

接
す
る
小
さ
い
展
示
室
に
展
示
を
予
定
し

て
い
ま
す
。
本
作
が
、〈
女
神
と
男
神
が

桃
の
木
の
下
で
別
れ
る
〉
と
《
神
話
機
械
》

の
作
品
間
の
結
び
つ
き
を
よ
り
明
瞭
に
示

し
て
く
れ
る
こ
と
で
し
ょ
う
。

　

映
像
作
品
に
つ
い
て
他
に
も
言
及
す
る

と
、〈
フ
ェ
ア
リ
ー
・
テ
ー
ル
〉
シ
リ
ー

ズ
に
含
ま
れ
る
映
像
イ
ン
ス
タ
レ
ー
シ
ョ

ン
《
砂
少
女（SA
O
T
O
M
E

）》（
図
2
）

も
出
品
さ
れ
ま
す
。〈
フ
ェ
ア
リ
ー
・
テ

ー
ル
〉
の
写
真
作
品
に
は
、
古
今
の
物
語

を
元
に
し
た
光
景
を
写
し
た
も
の
と
、
荒

野
の
よ
う
な
背
景
の
前
に
い
る
、
テ
ン
ト

を
被
っ
た
人
物
を
写
し
た
も
の
が
あ
り
ま

す
が
、
本
作
は
後
者
を
モ
チ
ー
フ
に
し
て

い
ま
す
。

　

本
作
は
、
中
空
に
黒
色
の
テ
ン
ト
が
吊

り
下
が
り
、
そ
の
中
に
入
っ
て
映
像
を
鑑

賞
す
る
と
い
う
仕
掛
け
に
な
っ
て
い
ま

す
。
映
像
自
体
も
、
テ
ン
ト
の
中
か
ら
外

を
覗
い
て
い
る
人
物
の
視
点
で
撮
影
さ
れ

て
お
り
、
鑑
賞
す
る
人
は
、
テ
ン
ト
の
中

に
い
る
人
物
に
な
っ
た
よ
う
に
映
像
と
向

述
べ
ま
し
た
が
、
や
な
ぎ
氏
が
こ
の
よ
う

な
撮
影
方
法
を
い
つ
も
採
用
し
て
い
る
わ

け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
以
外
の
映
像

作
品
で
も
様
々
趣
向
を
凝
ら
し
て
制
作
さ

れ
て
い
る
の
で
、
鑑
賞
さ
れ
る
際
は
、
映

像
の
撮
影
方
法
や
展
示
の
際
の
設
え
な

ど
、様
々
な
点
に
注
目
し
て
い
た
だ
く
と
、

作
品
の
楽
し
み
が
深
く
な
る
と
思
い
ま

す
。

　

や
な
ぎ
み
わ
展
は
、
当
館
を
含
む
五
会

場
が
共
同
で
準
備
し
て
き
た
も
の
で
、
当

館
が
つ
い
に
最
終
会
場
と
な
り
ま
す
。
こ

の
機
会
を
ど
う
ぞ
お
見
逃
し
な
く
。

（
主
任
学
芸
員　

植
松　

篤
）

図 １ 　やなぎみわ《桃を投げる》２0１8年　作家蔵

図 ２ 　やなぎみわ《砂少女（SAOTOME）》２004年　IZU PHOTO MUSEUM蔵

き
合
う
こ
と
に
な

り
ま
す
。
カ
メ
ラ

は
ほ
ぼ
定
点
で
動

か
ず
、
二
場
面
あ

り
、
そ
れ
ぞ
れ
の

場
面
で
登
場
人
物

と
遭
遇
し
ま
す
。

　

上
記
で
は
、
や

な
ぎ
の
映
像
作
品

に
お
け
る
主
観
的

な
視
点
に
つ
い
て

04



開校１００年
きたれ、バウハウス
―造形教育の基礎―

２０２０年 ４ 月１１日（土）～ ５ 月３１日（日）

E X H I B I T I O N

　

一
九
一
九
年
、
ド
イ
ツ
の
古
都
ヴ
ァ
イ
マ

ー
ル
に
、
建
築
家
ヴ
ァ
ル
タ
ー
・
グ
ロ
ピ
ウ

ス
に
よ
り
造
形
学
校
バ
ウ
ハ
ウ
ス
が
開
校
さ

れ
ま
し
た
。
バ
ウ
ハ
ウ
ス
で
は
、
ヴ
ァ
シ
リ

ー
・
カ
ン
デ
ィ
ン
ス
キ
ー
、
パ
ウ
ル
・
ク
レ

ー
な
ど
時
代
を
代
表
す
る
芸
術
家
た
ち
が
数

多
く
教
師
と
し
て
指
導
に
あ
た
り
、
優
れ
た

デ
ザ
イ
ナ
ー
や
建
築
家
が
育
ち
、
時
代
を
切

り
開
く
プ
ロ
ダ
ク
ト
デ
ザ
イ
ン
や
グ
ラ
フ
ィ

ッ
ク
デ
ザ
イ
ン
が
生
ま
れ
ま
し
た
。
実
験
精

神
に
満
ち
溢
れ
た
こ
の
学
校
は
、
造
形
教
育

に
革
新
を
も
た
ら
し
、
活
動
期
間
は
わ
ず
か

十
四
年
と
短
命
で
し
た
が
、
今
日
に
い
た
る

ま
で
ア
ー
ト
と
デ
ザ
イ
ン
に
大
き
な
影
響
を

及
ぼ
し
て
い
ま
す
。
来
年
度
春
に
当
館
で
開

催
す
る
「
開
校
一
〇
〇
年　

き
た
れ
、
バ
ウ

ハ
ウ
ス　

―
造
形
教
育
の
基
礎
―
」
は
、
二

ヒ
・
ミ
ー
ス
・
フ
ァ
ン
・

デ
ル
・
ロ
ー
エ
が
、ナ
チ

ス
の
弾
圧
を
受
け
て
バ

ウ
ハ
ウ
ス
が
閉
校
し
た

後
、
教
え
子
た
ち
の
支

援
を
受
け
て
、
ア
ー
モ

ア
研
究
所
（
後
に
イ
リ

ノ
イ
工
科
大
学
）
の
建

築
学
部
長
と
し
て
招
か

れ
た
地
。同
じ
く
、バ
ウ

ハ
ウ
ス
で
教
鞭
を
と
っ

て
い
た
ラ
ー
ス
ロ
ー
・

〇
一
九
年
が
バ
ウ
ハ
ウ
ス
が
開
校
さ
れ
て
か

ら
ち
ょ
う
ど
一
〇
〇
年
に
あ
た
る
こ
と
か
ら

企
画
さ
れ
ま
し
た
。
二
〇
一
九
年
八
月
に
新

潟
市
美
術
館
で
立
ち
上
が
り
、
西
宮
市
大
谷

記
念
美
術
館
、
高
松
市
美
術
館
、
静
岡
県
立

美
術
館
、
東
京
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
ギ
ャ
ラ
リ
ー

の
順
に
全
国
五
会
場
を
巡
回
し
ま
す
。

　

昨
年
か
ら
今
年
に
か
け
て
は
、
世
界
各
地

で
バ
ウ
ハ
ウ
ス
開
校
一
〇
〇
周
年
を
記
念
し

た
展
覧
会
や
ト
ー
ク
イ
ベ
ン
ト
、
映
画
祭
の

開
催
、
関
連
す
る
本
や
雑
誌
の
発
行
、
商
品

や
グ
ッ
ズ
が
発
売
さ
れ
る
な
ど
祝
祭
ム
ー
ド

が
高
ま
っ
て
い
ま
す
。
二
〇
一
九
年
九
月
に

本
国
ド
イ
ツ
で
は
デ
ッ
サ
ウ
に
新
し
く
バ
ウ

ハ
ウ
ス
美
術
館
（Bauhaus�m

useum
�

D
essau

）
が
オ
ー
プ
ン
し
ま
し
た
。
筆
者
は

昨
秋
に
ア
メ
リ
カ
の
シ
カ
ゴ
に
訪
問
す
る
機

会
が
あ
り
ま
し
た
が
、
シ
カ
ゴ
は
、
バ
ウ
ハ

ウ
ス
の
最
後
の
学
長
を
務
め
た
ル
ー
ト
ヴ
ィ

モ
ホ
イ
＝
ナ
ジ
が
渡
米
後
に
「
ニ
ュ
ー
・
バ

ウ
ハ
ウ
ス
」
を
開
設
し
た
の
も
シ
カ
ゴ
で
し

た
。
バ
ウ
ハ
ウ
ス
と
関
係
の
深
い
土
地
で
あ

る
こ
と
か
ら
、
イ
リ
ノ
イ
工
科
大
学
で
は

「Shapeshift�2019

：
シ
カ
ゴ
の
バ
ウ
ハ
ウ

ス
」
が
、
シ
カ
ゴ
美
術
館
で
は
「W

eaving�
beyond�the�Bauhaus

」
が
開
か
れ
、
バ

ウ
ハ
ウ
ス
の
理
念
が
シ
カ
ゴ
を
拠
点
に
し
た

ア
メ
リ
カ
で
継
承
さ
れ
展
開
し
て
い
く
歴
史

を
う
か
が
い
知
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
こ

う
し
た
バ
ウ
ハ
ウ
ス
一
〇
〇
年
を
記
念
し
た

催
し
は
、https://w

w
w
.bauhaus100.de/

（
バ
ウ
ハ
ウ
ス
一
〇
〇
年
を
祝
う
ド
イ
ツ
の

公
式
サ
イ
ト
）
ま
た
は
、http://w

w
w
.

bauhaus.ac/bauhaus100/

（
日
本
国
内
の

公
式
サ
イ
ト
）で
も
紹
介
さ
れ
て
い
ま
す
。

「
開
校
一
〇
〇
年　

き
た
れ
、
バ
ウ
ハ
ウ
ス

　

―
造
形
教
育
の
基
礎
―
」
で
は
、
学
校
と

し
て
の
バ
ウ
ハ
ウ
ス
に
焦
点
を
あ
て
ま
す
。

と
り
わ
け
、
入
学
し
た
学
生
が
最
初
に
受
け

る
基
礎
教
育
で
教
師
た
ち
が
試
み
た
授
業
を

中
心
に
、
各
教
師
の
授
業
内
容
を
紹
介
す
る

と
と
も
に
、
そ
の
一
端
を
体
験
し
て
い
た
だ

く
コ
ー
ナ
ー
を
設
け
ま
す
。
さ
ら
に
、
基
礎

教
育
を
終
了
し
た
の
ち
に
進
む
様
々
な
工
房

（
金
属
、
陶
器
、
織
物
、
家
具
、
印
刷
・
広
告
、

舞
台
・
建
築
）
で
の
教
育
の
成
果
や
資
料
な

ど
約
三
〇
〇
点
を
展
示
し
ま
す
。

　

ま
た
、当
時
、実
際
に
バ
ウ
ハ
ウ
ス
に
入
学

し
た
日
本
人
留
学
生
、
水
谷
武
彦
、
山
脇
巌
、

山
脇
道
子
、大
野
玉
枝
の
四
人
の
作
品
・
資
料

を
一
堂
に
集
め
て
紹
介
し
、
バ
ウ
ハ
ウ
ス
と

日
本
の
つ
な
が
り
を
ご
覧
い
た
だ
き
ま
す
。

　

歴
史
に
燦
然
と
輝
く
バ
ウ
ハ
ウ
ス
に
、
体

験
入
学
す
る
よ
う
な
気
分
で
、
展
覧
会
を
お

楽
し
み
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
す
。

（
上
席
学
芸
員　

川
谷
承
子
）

マルセル・ブロイヤー　
サイドチェア B3２　１9２8年
ミサワホーム株式会社蔵

製図の授業（ロッテ・ベーゼ）
制作年不詳　
ミサワホーム株式会社蔵
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研究 ノ ー ト

一
　
和
田
英
作
が
手
掛
け
た
建
築
装
飾

　

和
田
英
作
は
、
一
九
〇
三
（
明
治
三
六
）
年
の
ヨ

ー
ロ
ッ
パ
か
ら
の
帰
国
後
、
公
的
な
も
の
と
私
的
な

も
の
と
の
違
い
は
あ
る
も
の
の
、
多
く
の
建
築
装
飾

を
手
掛
け
る
こ
と
に
な
る
。
一
九
〇
五（
明
治
三
八
）

年
に
制
作
さ
れ
た
渡
辺
千
秋
伯
爵
邸
天
井
画
に
つ
い

て
は
、
長
ら
く
和
田
英
作
の
手
に
よ
る
も
の
と
さ
れ

て
い
た
が
、
日
本
女
子
大
学
・
手
塚
惠
美
子
氏
の
調

査
・
研
究
に
よ
っ
て
、
岡
田
三
郎
助
の
作
に
よ
る
も

の
と
判
明
し
た2

。
そ
の
た
め
、
岩
崎
彌
之
助
高
輪
邸

舞
踏
室
の
壁
画
・
天
井
画
は
、
和
田
が
手
掛
け
た
最

初
の
建
築
装
飾
と
な
る
。

・�

一
九
〇
八
（
明
治
四
一
）
年

　

岩
崎
彌
之
助
高
輪
邸
舞
踏
室
の
壁
画
・
天
井
画

・�

一
九
〇
八
（
明
治
四
一
）
年

　

交
詢
社
演
芸
室
の
壁
画（
洋
画
家
五
名
で
分
担
揮
毫
）

　

豪
華
客
船
天
洋
丸
・
地
洋
丸
の
装
飾
画

・�

一
九
一
一
年
（
明
治
四
四
）
年

　

帝
国
劇
場
観
客
席
上
部
の
天
井
画
・
食
堂
壁
画

・�

一
九
一
二
（
大
正
元
）
年

　

�

慶
応
義
塾
創
立
五
十
年
記
念
図
書
館
（
現
慶
應
義

塾
図
書
館
旧
館
の
ス
テ
ン
ド
グ
ラ
ス
原
画
）

・�

一
九
一
四
（
大
正
三
）
年

　

�

東
宮
御
所
喫
煙
室
（
現
・
迎
賓
館
赤
坂
離
宮
東
の

間
）
壁
画

　

中
央
停
車
場
（
東
京
駅
）
帝
室
用
玄
関
の
壁
画

・�

一
九
一
五
年
（
大
正
四
）
年

　

日
光
東
照
宮
宝
物
館
壁
画

・�

一
九
一
七
（
大
正
六
）
年

　

開
港
記
念
横
浜
開
館
壁
画

　

こ
の
よ
う
に
、
和
田
の
建
築
装
飾
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
帰
国
後
か
ら
約
十
五
年
間
に
集
中
し
て
い
る
。
こ

の
時
期
は
、
日
本
が
日
清
・
日
露
の
二
つ
の
大
戦
に

勝
利
し
、
国
力
が
高
ま
り
、
政
治
・
経
済
が
安
定
し

た
こ
と
で
、
国
内
で
建
築
が
盛
ん
に
行
な
わ
れ
た
時

期
で
あ
り
、「
大
正
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
」
と
も
重
な
る
。

和
田
は
、
こ
の
建
築
ラ
ッ
シ
ュ
に
乗
じ
て
、
国
内
に

油
彩
画
を
普
及
す
る
べ
く
作
画
活
動
を
活
発
に
行
な

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
な
か
で
も
、
羽
衣
天
女
を
題

戦
火
で
焼
失
し
、
和
田
の
壁
画
・
天
井
画
も
失
わ
れ

た
。

　

本
小
論
で
は
、「
和
田
英
作
が
手
掛
け
た
建
築
装

飾
」、「
岩
崎
彌
之
助
、
コ
ン
ド
ル
と
和
田
英
作
と
の

出
会
い
」、「
岩
崎
彌
之
助
高
輪
邸
舞
踏
室
の
壁
画
建

設
の
経
緯
」
に
つ
い
て
記
し
、
改
め
て
、
本
下
絵
及

び
壁
画
の
制
作
意
義
を
考
え
て
み
る
こ
と
と
す
る
。

材
と
し
た
帝
国
劇
場
天
井
壁
画
は
、
和
田
が
最
も
力

を
注
い
だ
力
作
と
い
っ
て
よ
い
。

「
一
體
壁
畵
は
元
々
純
装
飾
畵
で
あ
る
か
ら
、
普
通

の
繪
畵
と
は
大
分
調
子
を
異
に
し
て
ゐ
る
、
遠
近
な

ど
も
餘
り
附
け
過
ぎ
る
と
奥
深
い
感
じ
が
し
て
、
却

つ
て
觀
者
を
不
快
に
さ
せ
る
。
色
彩
も
室
内
の
光
線

と
調
和
し
て
飽
く
ま
で
心
地
好
い
エ
ッ
フ
エ
ク
ト
を

與
へ
る
よ
う
に
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
構
圖
に
就
い
て
も

事
物
を
總
て
穩
や
か
に
按
排
好
く
並
べ
る
上
に
苦
心

を
要
す
る
。
天
井
に
描
か
れ
る
人
物
の
如
き
も
餘
り

大
き
過
ぎ
る
と
落
ち
て
來
さ
う
な
感
が
し
て
、
觀
者

に
不
安
の
感
を
與
へ
る
。
又
舞
臺
に
出
る
俳
優
が
小

さ
く
見
え
る
と
い
ふ
弊
が
あ
る
。
こ
れ
ら
の
事
に
就

い
て
は
、
私
は
出
來
る
だ
け
の
注
意
を
拂
っ
た
。

　

何
し
ろ
こ
れ
だ
け
澤
山
の
人
物
を
使
っ
た
洋
畵
の

壁
畵
は
、我
國
に
於
い
て
は
今
度
が
初
め
て
な
の
で
、

そ
れ
は
隨
分
骨
も
折
れ
た
。

　

下
圖
を
附
け
た
の
は
昨
年
三
四
月
の
頃
で
、
六
月

か
ら
は
劇
塲
内
に
建
て
ら
れ
た
假
畵
室
内
に
楯
籠

り
、
寢
起
き
ま
で
多
く
は
そ
こ
で
や
つ
て
年
末
ま
で

仕
事
に
從
事
し
た3

」。

　

和
田
は
、
大
変
な
演
劇
好
き
で
、
自
ら
戯
曲
を
書

く
こ
と
や
舞
台
美
術
を
手
掛
け
る
こ
と
も
あ
り
、
一

時
は
赤
坂
溜
池
の
演
技
座
に
通
い
つ
め
る
ほ
ど
で
あ

っ
た
と
い
う
。
そ
う
し
た
経
験
が
、
帝
国
劇
場
の
天

井
画
制
作
に
資
す
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
言
う
ま

で
も
な
い
。

二
　
岩
崎
彌
之
助
、
コ
ン
ド
ル
と 

　
　
和
田
英
作
と
の
出
会
い

　

岩
崎
彌
之
助
と
コ
ン
ド
ル
、和
田
英
作
の
三
人
は
、

ど
こ
で
出
会
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
筆
者
は
、
そ
の
出

会
い
の
場
は
、
明
治
美
術
会
で
あ
っ
た
と
考
え
る
。

明
治
美
術
会
は
、
工
部
美
術
学
校
出
身
の
洋
画
家
た

ち
を
中
心
に
、
国
粋
主
義
（
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
）
の

台
頭
に
抗
す
る
た
め
、約
八
〇
名
の
洋
画
家
た
ち
が
、

大
同
団
結
し
て
結
成
さ
れ
た
我
が
国
初
の
美
術
団
体

で
あ
る
。

　

ジ
ョ
サ
イ
ア
・
コ
ン
ド
ル
は
、
一
八
八
九
（
明
治

二
二
）
年
に
明
治
美
術
会
が
結
成
さ
れ
た
際
に
、
最

和田英作《松林（下絵）》と
岩崎彌之助高輪邸舞踏室

上席学芸員　泰井　良

図 １ 　和田英作《松林（下絵）》１906年頃
　　　紙、水彩　67.4×１0１.4cm　静岡県立美術館蔵

図 ２ 　和田英作《松林（下絵）》１906年頃
　　　紙、水彩　67.4×77.0cm　静岡県立美術館蔵

は
じ
め
に

　

和
田
英
作
《
松
林
（
下
絵
）》（
当
館
蔵
、
図
1
・

図
2
）
は
、
岩
崎
彌
之
助
高
輪
邸
舞
踏
室
の
壁
画
の

た
め
の
下
絵
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
本
下
絵
及

び
壁
画
が
、
ど
の
よ
う
な
意
図
で
制
作
さ
れ
た
か
に

つ
い
て
は
、
未
だ
不
明
な
点
が
多
い
。

　

一
九
〇
八
（
明
治
四
一
）
年
に
竣
工
し
た
岩
崎
彌

之
助
高
輪
邸
（
現
・
三
菱
開
東
閣
）
は
、
建
築
家
ジ
ョ

サ
イ
ア
・
コ
ン
ド
ル
に
よ
る
邸
宅
建
築
の
最
も
優
れ

た
も
の
と
さ
れ
、
内
装
の
デ
ザ
イ
ン
に
も
工
夫
が
凝

ら
さ
れ
た
。
な
か
で
も
和
田
英
作
が
揮
毫
し
た
二
階

舞
踏
室
の
壁
画
・
天
井
画
は
話
題
を
呼
び
、
竣
工
後
、

「
舞
踏
室
は
、
壁
面
天
井
共
仏
国
式
の
油
画
を
描
い

て
あ
る
が
、
之
は
彼
の
有
名
な
る
和
田
英
作
氏
の
筆

で
三
保
の
松
原
を
描
い
て
あ
る1

」
と
報
じ
ら
れ
た
。

残
念
な
が
ら
建
物
は
一
九
四
五
（
昭
和
二
〇
）
年
の

06



初
の
外
国
人
会
員
と
し
て
名
を
連
ね
て
い
る4

。

　

一
方
、和
田
英
作
は
、明
治
美
術
会
第
四
回
展
（
明

治
二
五
年
）、
同
第
五
回
展
（
明
治
二
六
年
）、
同
第

七
回
展
（
明
治
二
八
年
）
に
作
品
を
続
け
て
出
品
し

て
お
り
、
そ
の
活
躍
ぶ
り
が
伺
え
る
。

　

岩
崎
彌
之
助
は
、明
治
美
術
会
名
誉
会
員
で
あ
り
、

三
菱
の
「
大
番
頭
」
と
呼
ば
れ
、
後
に
三
菱
一
号
館

の
建
設
を
実
質
的
に
主
導
し
た
荘
田
平
五
郎
も
、
明

治
美
術
会
賛
助
会
員
と
な
っ
て
お
り
、岩
崎
彌
之
助
、

荘
田
平
五
郎
、
ジ
ョ
サ
イ
ア
・
コ
ン
ド
ル
、
和
田
英

作
は
、
こ
の
明
治
美
術
会
を
通
じ
て
知
己
を
得
た
も

の
と
考
え
ら
れ
る5

。

三
　
岩
崎
彌
之
助
高
輪
邸
舞
踏
室
の 

　
　
壁
画
建
設
の
経
緯

　

一
九
〇
〇
（
明
治
三
三
）
年
、
彌
之
助
は
母
の
薦

め
も
あ
っ
て
、
初
代
梅
若
実
に
師
事
し
能
の
仕
舞
を

習
い
始
め
る
と
、
の
め
り
込
み
、
仲
間
た
ち
と
「
鶯

鳴
（
お
う
め
い
）
会
」
を
結
成
。
各
会
員
の
家
で
月

例
会
を
開
い
て
い
た
。
そ
こ
で
、
高
輪
邸
を
新
築
す

る
に
あ
た
り
、
自
分
が
最
も
好
ん
で
い
た
謡
曲
「
羽

衣
」
を
舞
う
に
ふ
さ
わ
し
い
舞
踏
室
を
設
け
よ
う
と

考
え
た6

。

　

彌
之
助
は
、
コ
ン
ド
ル
を
通
じ
て
、
和
田
英
作
に

壁
画
の
下
絵
制
作
を
依
頼
し
た
。
以
下
に
、
木
村
荘

八
の
問
い
に
答
え
た
和
田
の
話
か
ら
、
壁
画
制
作
の

経
緯
に
つ
い
て
引
用
す
る7

。

「
下
絵
は
色
々
と
作
つ
て
見
ま
し
た
が
、謡
曲
の「
羽

衣
」
に
画
題
を
採
つ
た
も
の
が
よ
か
ろ
う
と
い
う
こ

と
に
な
り
、
い
よ
い
よ
其
下
絵
に
か
か
る
こ
と
に
し

ま
し
た
」

「
各
個
の
パ
ネ
ル
を
一
の
連
続
し
た
壁
画
と
見
做

し
、
之
に
三
保
の
松
原
ら
し
い
景
色
を
描
く
こ
と
に

し
ま
し
た
。」

「
空
に
は
鶴
の
舞
う
の
を
仰
ぐ
な
ど
と
い
ふ
や
う
な

構
図
で
あ
り
ま
す
。」

「
私
は
稲
毛
海
岸
の
あ
の
潮
風
に
年
を
経
た
松
が
一

番
ふ
さ
は
し
い
や
う
に
思
ひ
ま
し
て
、
稲
毛
の
海
気

館
と
い
ふ
の
に
宿
を
と
つ
て
下
絵
を
作
り
ま
し
た
。

そ
の
間
毎
日
の
様
に
学
校
に
も
出
勤
し
乍
ら
で
す

　

和
田
が
壁
画
を
描
き
、
彌
之
助
が
「
羽
衣
」
を
舞

う
予
定
だ
っ
た
舞
踏
室
、
こ
こ
に
招
か
れ
る
こ
と
に

な
る
は
ず
だ
っ
た
「
鶯
鳴
会
」
の
メ
ン
バ
ー
は
、
豊

川
良
平
、近
藤
廉
平
、志
村
源
太
郎
、加
藤
高
明
（
後

の
首
相
）、
荘
清
次
郎
、
末
延
道
成
な
ど
当
時
の
貴

族
院
議
員
と
い
っ
た
錚
々
た
る
人
々
で
あ
り
、
岩
崎

彌
之
助
が
、
こ
こ
を
「
文
化
サ
ロ
ン
」
と
見
立
て
て

い
た
こ
と
は
十
分
考
え
ら
れ
る
。

　

ま
た
和
田
英
作
は
、
そ
の
後
、
三
菱
長
崎
造
船
所

が
建
造
し
た
当
時
日
本
最
大
の
客
船
天
洋
丸
（
一
万

三
〇
〇
〇
ト
ン
）
の
一
等
船
客
ロ
ビ
ー
に
掲
げ
ら
れ

た
三
保
松
原
の
絵
を
描
き
、「
謡
曲
羽
衣
に
材
を
取

つ
た
」
帝
国
劇
場
の
天
井
画
を
手
掛
け
て
い
る
。
そ

し
て
、
一
九
五
一
（
昭
和
二
六
）
年
、
三
保
松
原
、

羽
衣
天
女
に
魅
了
さ
れ
た
和
田
は
、
清
水
・
三
保
に

画
室
と
ア
ト
リ
エ
を
移
す
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
、

高
輪
邸
舞
踏
室
の
壁
画
制
作
は
、和
田
に
と
っ
て
も
、

三
保
松
原
と
羽
衣
天
女
と
い
う
モ
テ
ィ
ー
フ
に
取
り

組
む
原
点
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

1�　
「
故
岩
崎
男
の
高
輪
新
邸
」『
建
築
雑
誌
』
一
九
〇
八
年

四
月
二
五
日
、
四
八
頁

2�　

手
塚
惠
美
子
「
和
田
英
作
と
装
飾
美
術
に
つ
い
て
」『
横

浜
市
開
港
記
念
会
館
講
演
会
』
二
〇
一
八
年
五
月

3�　
「
新
た
に
成
れ
る
帝
国
劇
場�

～
天
井
お
よ
び
食
堂
の
装

飾
畵
」『
美
術
新
報
』
第
十
巻
第
五
号�

一
九
一
一
年
三
月

一
日
、
二
五
頁

4�　
『
明
治
美
術
会
第
一
回
報
告
』
一
八
八
九
―
一
八
九
〇

年
、
十
一
頁

5�　
『
明
治
美
術
会
第
七
回
報
告
』
一
八
九
〇
年
、
六
頁

6�　

原
徳
三
「
岩
崎
家
と
開
東
閣
の
一
〇
〇
年
」『
岩
崎
彌

之
助
高
輪
邸
・
開
東
閣
』
二
〇
〇
八
年
、
一
三
九
頁

7�　
「
諸
家
問
答　

デ
ッ
ド
マ
ス
ク
に
残
る
髪
の
毛
―
稲
毛

に
在
っ
た
ビ
ゴ
ー
の
画
室
の
話
―
（
答
）
和
田
英
作
」『
美

術
新
論
』
第
八
巻
第
六
号
、
一
九
三
三
年
六
月
、
八
八
―

八
九
頁

8�　

手
塚
惠
美
子
「
和
田
英
作
と
装
飾
美
術
」『
鹿
島
美
術

研
究
（
年
報
第
二
四
号
別
冊
）』
二
〇
〇
七
年
、
一
九
二

頁
※�

本
稿
執
筆
に
あ
た
り
、
原
徳
三
氏
と
手
塚
惠
美
子

氏
に
ご
助
言
を
賜
り
ま
し
た
。
記
し
て
謝
意
を
表

し
ま
す
。

　

著
者
が
英
ロ
イ
ヤ
ル
・
カ
レ
ッ
ジ
・
オ
ブ
・

ア
ー
ト
大
学
院
の
卒
業
制
作
と
し
て
行
な
っ

た
、「
ト
ー
ス
タ
ー
・
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」
の
記

録
で
す
。「
消
費
文
化
の
象
徴
で
あ
る
」
ト
ー

ス
タ
ー
を
、
文
字
通
り
原
材
料
か
ら
製
作
す
る

こ
と
で
、
そ
の
背
後
に
あ
る
社
会
の
あ
り
方
や

シ
ス
テ
ム
を
描
き
出
そ
う
と
す
る
も
の
。
と
、

書
い
て
し
ま
う
と
堅
苦
し
い
の
で
す
が
、
専
門

家
に
半
ば
呆
れ
ら
れ
つ
つ
助
言
を
受
け
、
鉱
山

を
巡
っ
て
銅
、
鉄
、
ニ
ッ
ケ
ル
、
そ
し
て
ゴ
ミ

捨
て
場
を
漁
っ
て
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
を
手
に
入
れ

る
様
は
、笑
い
の
涙
無
く
し
て
は
読
め
ま
せ
ん
。

こ
れ
が
「
ア
ー
ト
ワ
ー
ク
」
な
の
か
、
と
言
わ

れ
る
と
僕
は
答
え
に
窮
す
る
の
で
す
が
、
面
白

い
こ
と
は
間
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
う
い
う
作

品
、
と
い
う
か
仕
事
は
、
日
本
の
大
学
で
卒
業

制
作
に
な
る
の
か
し
ら
ん
。
お
奨
め
し
ま
す
。

（
上
席
学
芸
員　

新
田
建
史
）

本の窓

ト
ー
マ
ス
・
ト
ウ
ェ
イ
ツ
著

村
井
理
子
訳

『
ゼ
ロ
か
ら
ト
ー
ス
タ
ー
を

作
っ
て
み
た
結
果
』

新
潮
文
庫（
シ-

38-

22
）、
二
〇
一
五
年

が
、
約
八
ヶ
月
も
居
ま
し
た
。」

「
い
よ
〳
〵
本
物
を
描
く
こ
と
に
な
つ
て
、
こ
の
宿

で
は
不
便
な
の
で
、
幸
ひ
同
じ
海
気
館
の
地
所
内
に

あ
つ
た
ビ
ゴ
ー（Bigot

）の
建
て
た
画
室
を
借
り
る

こ
と
に
致
し
ま
し
た
。」

　

下
絵
は
、
和
田
自
身
が
「
下
絵
は
色
々
と
作
つ
て

見
ま
し
た
が
、
謡
曲
の
「
羽
衣
」
に
画
題
を
採
つ
た

も
の
が
よ
か
ろ
う
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
い
よ
い
よ

其
下
絵
に
か
か
る
こ
と
に
し
ま
し
た
」
と
語
っ
て
い

る
よ
う
に
、
鹿
児
島
市
立
美
術
館
が
所
蔵
す
る
下
絵

も
含
め
て
、
何
案
か
存
在
し
て
お
り
、
そ
の
中
か
ら
、

「
松
林
」
の
下
絵
が
選
ば
れ
た
も
の
と
推
察
で
き
る
。

　

ま
た
和
田
は
、舞
踏
室
の
松
林
を
描
く
に
あ
た
り
、

三
保
松
原
で
は
な
く
、
実
際
に
は
千
葉
の
稲
毛
海
岸

の
松
林
を
写
生
し
、
和
田
な
ら
で
は
の
自
然
主
義
的

な
作
風
で
モ
テ
ィ
ー
フ
を
堅
実
に
描
い
た
。
な
お
、

手
塚
惠
美
子
氏
は
「
静
岡
県
立
美
術
館
所
蔵
の
《
下

絵
（
松
林
）》
二
点
の
う
ち
の
一
点
は
、
画
面
上
部

の
図
様
が
完
成
後
の
舞
踏
室
写
真
に
写
っ
て
い
る
北

側
壁
画
と
ほ
ぼ
一
致
し
て
お
り
、
コ
ン
ド
ル
の
設
計

図
面
を
ト
レ
ー
ス
し
た
上
に
描
い
た
最
終
段
階
の
下

絵
で
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
る8

」
と
述
べ
て
い
る
。

　

能
舞
台
の
影
向
の
松
さ
な
が
ら
に
、
舞
踏
室
の
東

西
南
北
の
壁
面
を
す
べ
て
松
林
で
取
り
囲
み
、
コ
ン

ド
ル
の
洋
風
建
築
と
彌
之
助
の
「
羽
衣
」
が
、
見
事

な
「
和
洋
折
衷
」
の
効
果
を
生
み
出
す
は
ず
で
あ
っ

た
が
、
彌
之
助
は
、
舞
踏
室
の
完
成
を
待
た
ず
こ
の

世
を
去
る
こ
と
に
な
っ
た
。

お
わ
り
に
～
岩
崎
彌
之
助
高
輪
邸
舞
踏
室

の
壁
画
・
天
井
画
の
意
義
～

　

岩
崎
彌
之
助
高
輪
邸
は
、
深
川
別
邸
、
駿
河
台
本

邸
と
同
様
に
、
ジ
ョ
サ
イ
ア
・
コ
ン
ド
ル
に
よ
る
優

れ
た
邸
宅
建
築
で
あ
る
。
ま
た
、
岩
崎
彌
之
助
と
コ

ン
ド
ル
は
、
三
菱
一
号
館
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
に
、

東
京
の
近
代
化
の
シ
ン
ボ
ル
と
も
な
る
建
築
を
手
掛

け
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
建
築
空
間
は
、
オ
フ
ィ
ス
・

ビ
ル
や
住
居
と
い
う
単
な
る
「
実
用
性
」
の
み
を
目

的
と
し
た
も
の
で
は
な
く
、
二
人
は
「
文
化
的
な
空

間
」
を
意
図
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
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美術館問わず語り

　

四
月
か
ら
新
規
採
用
職
員
と
し
て
県
立
美
術
館

に
配
属
に
な
り
ま
し
た
。

　

大
学
時
代
に
学
芸
員
課
程
を
履
修
し
て
お
り
、

美
術
館
や
博
物
館
へ
足
を
運
ぶ
の
が
好
き
だ
っ
た

と
い
う
こ
と
も
あ
っ
て
、
美
術
館
へ
の
配
属
を
聞

い
た
時
は
、
驚
き
と
嬉
し
さ
で
胸
が
一
杯
だ
っ
た

こ
と
を
鮮
明
に
覚
え
て
い
ま
す
。
今
は
ま
だ
慣
れ

な
い
こ
と
が
多
く
、
時
の
過
ぎ
る
早
さ
に
焦
り
を

感
じ
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
が
、
充
実
し
た
毎
日
を

過
ご
し
て
い
ま
す
。

　

博
物
館
実
習
を
経
験
し
た
う
え
で
実
際
に
職
員

と
し
て
働
い
て
み
る
と
、
実
習
で
取
り
組
ん
だ
こ

と
は
、
博
物
館
を
運
営
す
る
う
ち
の
ほ
ん
の
一
部

クイズラリーで配布した缶バッチ クイズラリーのブース

職
員
生
活
の
ス
タ
ー
ト
は
美
術
館
か
ら

総
務
課
総
務
班　

主
事　

高
柳
智
穂

2020年度企画展年間スケジュール
開校100年 きたれ、バウハウス
−造形教育の基礎−
4月11日（土）～5月31日（日）　45日間

静岡県立美術館名品展（仮）
6月13日（土）～6月28日（日）　14日間

みんなのミュシャ展
7月11日（土）～9月6日（日）　51日間

富野由悠季展
9月19日（土）～11月8日（日）　45日間

収蔵品企画展
11月21日（土）～1月11日（月・祝）　41日間

ムーミン展
1月23日（土）～3月14日（日）　44日間

※展覧会名、開催期間は、いずれも予定であり、変更となる場合があります。

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　日本平久能山スマートI.C.から約15分
◎新東名高速道路　新静岡I.C.から約25分

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

《富士三保松原図屏風》

右隻

左隻

表紙の作品

館
情
報
を
発
信
す
る
側
に
自
分
が
立
っ
て
い
る
こ

と
に
は
未
だ
に
少
々
不
思
議
な
感
覚
を
抱
き
ま

す
。

　

色
々
な
業
務
を
経
験
す
る
な
か
で
心
に
残
っ
て

い
る
の
は
、
十
一
月
に
開
催
さ
れ
た
ロ
ダ
ン
ウ
ィ

ー
ク
で
す
。
人
々
で
賑
わ
う
館
内
外
の
様
子
や
友

の
会
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
、
地
域
の
皆
様
が
イ
ベ
ン

ト
に
参
加
し
て
い
る
と
こ
ろ
を
見
て
、
県
立
美
術

館
は
多
く
の
方
々
に
支
え
ら
れ
、
運
営
さ
れ
て
い

る
こ
と
を
実
感
し
ま
し
た
。

　

個
人
と
し
て
は
、「
古
代
へ
の
情
熱
」
展
に
関

連
し
た
ク
イ
ズ
ラ
リ
ー
の
企
画
に
関
わ
り
、
準
備

や
当
日
の
接
客
を
お
こ
な
い
ま
し
た
。
笑
顔
で
足

早
に
解
答
を
持
っ
て
き
て
く
れ
た
子
ど
も
た
ち
や

嬉
し
そ
う
に
缶
バ
ッ
チ
を
選
ぶ
お
客
様
の
様
子
を

近
く
で
み
て
、
企
画
に
少
し
で
も
関
わ
る
こ
と
が

で
き
、
良
か
っ
た
と
感
じ
ま
し
た
。
お
客
様
と
話

し
た
り
、
展
覧
会
を
ご
覧
に
な
る
様
子
を
近
く
で

見
た
り
で
き
た
の
は
、
美
術
館
で
働
く
う
え
で
非

常
に
勉
強
に
な
り
ま
し
た
。
普
段
、
お
客
様
と
直

接
関
わ
る
こ
と
は
多
く
あ
り
ま
せ
ん
が
、
現
場
に

出
な
い
と
わ
か
ら
な
い
こ
と
が
沢
山
あ
る
と
感
じ

た
の
で
、今
後
は
館
内
外
へ
積
極
的
に
足
を
運
び
、

仕
事
に
生
か
し
て
い
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。

　

行
政
職
員
と
し
て
県
立
美
術
館
や
展
覧
会
が
よ

り
良
い
も
の
と
な
る
よ
う
精
一
杯
尽
力
す
る
と
と

も
に
、
自
分
な
り
の
視
点
で
美
術
館
の
魅
力
を
発

信
し
て
い
き
た
い
で
す
。
こ
れ
か
ら
よ
ろ
し
く
お

願
い
し
ま
す
。

分
で
し
か
な
か
っ

た
こ
と
に
気
づ
か

さ
れ
ま
す
。
展
覧

会
に
関
わ
る
仕
事

は
も
ち
ろ
ん
の
こ

と
、
会
計
事
務
や

イ
ベ
ン
ト
の
補
助

等
、
業
務
内
容
が

多
岐
に
渡
る
こ
と

に
は
驚
か
さ
れ
ま

し
た
。
学
生
時
代

に
よ
く
見
て
い
た

ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
サ

イ
ト
に
展
覧
会
情

報
を
掲
載
し
た

り
、
広
報
物
を
発

送
し
た
り
、
美
術
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