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影
に
な
っ
た
下
半
の
落
ち
着
い
た
色
調

と
は
対
照
的
に
、
画
面
上
部
は
光
を
受
け

て
明
る
く
浮
か
び
上
が
り
、
お
の
ず
と
視

線
が
引
き
寄
せ
ら
れ
る
。
舞
妓
の
ち
ょ
っ

と
し
た
仕
草
は
い
か
に
も
風
情
が
あ
り
、

質
感
を
含
め
丁
寧
に
描
か
れ
た
髪
飾
り

や
、
扇
子
の
色
の
軽
や
か
さ
、
形
の
面
白

さ
な
ど
、
賑
や
か
に
ち
り
ば
め
ら
れ
た
モ

チ
ー
フ
の
集
積
が
華
や
ぎ
を
感
じ
さ
せ

る
。
頭
部
を
同
じ
高
さ
に
揃
え
て
近
接
さ

せ
る
配
置
や
、
そ
れ
ぞ
れ
の
容
貌
の
控
え

め
な
描
写
も
、
群
像
が
作
り
出
す
こ
の
場

の
雰
囲
気
に
表
現
の
焦
点
を
絞
る
工
夫
だ

ろ
う
。
重
厚
な
画
肌
が
シ
ン
プ
ル
な
構
図

を
支
え
る
手
堅
い
画
面
づ
く
り
に
は
、
画

家
の
特
質
が
よ
く
示
さ
れ
て
い
る
。

　

野
島
青
茲
（
一
九
一
五
―
一
九
七
一
）

は
浜
松
市
気
賀
の
旅
館
吉
野
屋
の
長
男
と

し
て
生
。
東
京
美
術
学
校
に
学
び
、
特
に

人
物
像
を
得
意
と
し
た
。
五
十
五
才
で
病

没
し
て
お
り
、
本
作
は
生
前
に
お
け
る
最

後
の
日
展
出
品
作
と
な
っ
た
。

（
上
席
学
芸
員　

石
上
充
代
）

野
島
青
茲
《
宵
》

紙
本
着
色　

一
九
三
・
〇
×
一
五
三
・
五
㎝

一
九
七
〇
（
昭
和
四
五
）
年



T O P I C S

コ
ロ
ナ
禍
を
転
ず
る
―
二
〇
二
〇
年
の
美
術
館

館
長
　
木
下
直
之

コ
ロ
ナ
禍
で
の
流
行
り
言
葉
を
い
つ
く
か

書
き
上
げ
て
、
そ
れ
ら
の
意
味
が
わ
か
ら
な

く
な
る
日
が
早
く
来
る
こ
と
を
願
う
と
本
誌

前
々
号
に
書
い
て
か
ら
ま
だ
半
年
だ
と
い
う

の
に
、「
最
低
七
割
極
力
八
割
」
や
「
吉
村

寝
ろ
」
は
も
う
ピ
ン
と
来
な
い
で
す
ね
。

　

あ
れ
だ
け
大
騒
ぎ
し
た「
ア
ベ
ノ
マ
ス
ク
」

で
さ
え
、
ど
こ
へ
仕
舞
い
込
ん
だ
か
、
探
し

て
も
出
て
来
な
い
。
大
阪
の
モ
リ
ム
ラ
＠
ミ

ュ
ー
ジ
ア
ム
に
「
北
加
賀
屋
の
美
術
館
に
よ

っ
て
マ
ス
ク
を
つ
け
ら
れ
た
モ
ナ
リ
ザ
、
さ

え
も
」
展
（
二
〇
二
〇
年
九
月
十
八
日
―
十

二
月
二
十
日
）
を
見
に
行
こ
う
と
し
た
ら
、

「
ア
ベ
ノ
マ
ス
ク
再
生
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」
を

実
施
中
で
す
か
ら
、
ぜ
ひ
ご
持
参
を
、
と
言

わ
れ
た
の
で
す
。
た
だ
し
、
未
使
用
に
限
る

と
も
。
使
用
済
み
で
な
け
れ
ば
「
再
生
」
の

意
味
は
な
い
の
で
は
、と
思
っ
た
の
で
す
が
、

は
じ
め
か
ら
役
に
立
た
な
か
っ
た
の
だ
か

ら
、
飛
沫
な
ら
ぬ
新
た
な
息
吹
を
吹
き
込
ん

で
く
れ
る
の
だ
ろ
う
と
期
待
し
ま
し
た
。

　

本
誌
前
号
で
は
ロ
ボ
ッ
ト
を
話
題
に
し
な

が
ら
、
う
か
つ
に
も
二
〇
二
〇
年
が
ロ
ボ
ッ

ト
生
誕
百
周
年
で
あ
っ
た
こ
と
を
忘
れ
て
い

ま
し
た
。
チ
ェ
コ
の
作
家
カ
レ
ル
・
チ
ャ
ペ

ッ
ク
が
戯
曲
『R.U

.R

』（『
ロ
ボ
ッ
ト
』
岩

波
文
庫
）
を
発
表
し
た
の
が
一
九
二
〇
年
で

す
。
チ
ャ
ペ
ッ
ク
が
「
ロ
ボ
ッ
ト
」
と
い
う

言
葉
を
造
語
し
ま
し
た
。
そ
れ
か
ら
瞬
く
間

に
、
こ
の
言
葉
は
世
界
中
に
広
が
り
、
追
い

か
け
る
よ
う
に
ロ
ボ
ッ
ト
が
暮
ら
し
の
中
に

入
り
込
ん
で
来
ま
し
た
。
少
し
前
ま
で
は
マ

ン
ガ
か
ア
ニ
メ
の
世
界
に
し
か
い
な
か
っ
た

の
に
、
工
場
の
中
で
脇
目
も
振
ら
ず
に
働
く

ア
ー
ム
が
産
業
ロ
ボ
ッ
ト
と
呼
ば
れ
る
よ
う

に
な
る
と
、
そ
の
勢
い
は
も
う
止
ま
り
ま
せ

ん
。
医
療
に
介
護
、
さ
ら
に
家
電
、
自
動
車
、

住
宅
で
も
ロ
ボ
ッ
ト
化
が
進
行
中
で
す
。

　

日
本
政
府
は
二
〇
一
五
年
に
「
ロ
ボ
ッ
ト

新
戦
略
」（
日
本
経
済
再
生
本
部
）
を
立
て
、

日
本
の
津
々
浦
々
に
「
ロ
ボ
ッ
ト
が
あ
る
日

常
」
を
う
た
い
ま
し
た
。「
津
々
浦
々
」
な

ど
と
い
う
長
閑
な
表
現
か
ら
、
リ
ア
ス
式
海

岸
の
入
江
ご
と
に
ロ
ボ
ッ
ト
が
人
と
仲
良
く

暮
ら
し
て
い
る
風
景
を
思
い
浮
か
べ
て
し
ま

い
ま
す
。
こ
の
戦
略
は
五
年
先
を
目
標
に
定

め
ま
し
た
か
ら
、
そ
れ
は
二
〇
二
〇
年
だ
っ

た
の
で
す
。

　

文
化
政
策
に
お
い
て
も
、
や
た
ら
二
〇
二

〇
年
ま
で
に
が
目
に
つ
く
の
で
（
た
と
え
ば

文
部
科
学
省
の
「
文
化
芸
術
立
国
中
期
プ
ラ

ン
」
二
〇
一
四
年
は
「
二
〇
二
〇
年
に
日
本

が
「
世
界
の
文
化
芸
術
の
交
流
の
ハ
ブ
」
と

な
る
」
と
う
た
い
、
内
閣
官
房
・
文
化
庁
の

「
文
化
経
済
戦
略
」
二
〇
一
七
年
は
「
文
化

に
よ
る
新
た
な
価
値
を
創
出
し
て
広
く
示
し

て
い
く
好
機
」
と
す
る
）、
そ
れ
は
な
ぜ
か

な
と
思
っ
た
の
で
す
が
、
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
・

パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク
東
京
大
会
に
向
け
て
の
計

画
で
し
た
。

コ
ロ
ナ
禍
に
よ
っ
て
延
期
を
余
儀
な
く
さ

れ
る
と
、予
定
さ
れ
て
い
た
無
数
の
企
て
が
、

そ
れ
こ
そ
津
々
浦
々
で
中
止
に
な
り
ま
し

た
。そ
れ
は
事
業
の
単
な
る
延
期
で
は
な
く
、

変
質
を
迫
ら
れ
た
と
い
う
の
が
、
私
た
ち
の

偽
ら
ざ
る
実
感
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
つ

ま
り
、
も
う
元
に
は
戻
ら
な
い
。
変
わ
ら
ざ

る
を
得
な
い
。

　

二
〇
二
〇
年
の
当
館
の
活
動
を
振
り
返
る

と
、
記
録
の
上
で
は
、
四
月
十
八
日
か
ら
五

月
十
日
ま
で
の
間
を
臨
時
休
館
し
た
だ
け
に

見
え
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
実
は
美
術
館

の
存
在
意
義
が
問
わ
れ
た
年
で
し
た
。
な
ぜ

美
術
館
が
あ
り
、
な
ぜ
門
戸
を
開
い
て
い
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
を
。

　

他
方
で
、
リ
モ
ー
ト
、
テ
レ
、
オ
ン
ラ
イ

ン
、
デ
ィ
ス
タ
ン
ス
と
い
っ
た
言
葉
が
盛
ん

に
口
に
さ
れ
、
何
事
か
ら
も
距
離
を
と
る
状

況
と
な
り
ま
し
た
。
家お
う
ちに
い
な
が
ら
、
美
術

館
に
行
け
る
方
が
は
る
か
に
便
利
だ
し
、
安

全
だ
と
い
う
考
え
が
支
持
さ
れ
ま
し
た
。

　

お
そ
ら
く
、
こ
れ
か
ら
は
、
足
を
運
ん
で

も
ら
う
美
術
館
と
居
な
が
ら
に
し
て
楽
し
む

美
術
館
の
両
方
が
求
め
ら
れ
る
で
し
ょ
う
。

　

当
館
も
そ
の
一
員
で
あ
る
静
岡
県
博
物
館

協
会
が
、
昨
年
十
一
月
三
日
に
「
こ
れ
か
ら

の
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
を
考
え
よ
う
」
と
題
し
た

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
を
開
き
ま
し
た
。
静
岡
市
内

の
貸
会
議
室
を
会
場
に
し
て
、
そ
こ
か
ら

Y
ouT
ube

で
ラ
イ
ブ
配
信
し
た
の
で
す
。

協
会
は
一
九
六
九
年
の
創
設
、
東
西
に
長
い

静
岡
県
の
博
物
館
・
美
術
館
を
横
に
繋
ご
う

と
い
う
趣
旨
で
生
ま
れ
た
の
で
す
が
、
半
世

紀
も
過
ぎ
れ
ば
、
繋
が
っ
て
何
を
す
る
の
か

が
見
失
わ
れ
が
ち
で
し
た
。
し
か
し
、
リ
モ

ー
ト
で
あ
る
こ
と
が
、
逆
に
お
互
い
の
距
離

を
縮
め
る
こ
と
を
実
感
し
た
企
画
で
し
た
。

コ
ロ
ナ
禍
転
じ
て
、
新
た
な
一
歩
を
踏
み
出

し
た
の
だ
と
思
い
ま
す
。
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T O P I C S

「
め
ぐ
る
り
ア
ー
ト
静
岡
」
を
終
え
て上

席
学
芸
員
　
川
谷
承
子

「
め
ぐ
る
り
ア
ー
ト
静
岡
の
」
を
終
え
て

　

十
月
二
〇
日
〜
十
一
月
八
日
の
会
期
で
、
八
回

目
と
な
る
「
め
ぐ
る
り
ア
ー
ト
静
岡
」
が
開
催
さ

れ
、
東
静
岡
ア
ー
ト
＆
ス
ポ
ー
ツ
／
ヒ
ロ
バ
、
静

岡
県
立
美
術
館
、
静
岡
市
美
術
館
の
三
つ
の
会
場

で
十
組
の
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
が
展
示
や
パ
フ
ォ
ー
マ

ン
ス
を
行
っ
た
。
同
展
は
、
二
〇
一
三
年
三
月
に

開
催
し
た
「
む
す
び
じ
ゅ
つ1

」
を
発
展
的
に
継
承

し
た
も
の
で
、
そ
の
後
、
文
化
庁
助
成
に
よ
る
静

岡
大
学
ア
ー
ト
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
力
育
成
事
業
の
一

環
と
し
て
、
二
〇
一
三
〜
二
〇
一
五
年
の
三
年
間

開
催
さ
れ
た
後
、
残
り
の
五
年
間
は
人
材
育
成
機

能
を
保
つ
美
術
展
と
し
て
、
静
岡
市
、
静
岡
市
文

化
振
興
財
団
、
静
岡
市
美
術
館
、
静
岡
県
立
美
術

館
、
静
岡
大
学
と
の
連
携
に
よ
り
継
続
さ
れ
た
。

そ
の
間
、
主
催
者
や
運
営
母
体
は
、
ゆ
る
や
か
に

入
れ
替
わ
り
、
ミ
ッ
シ
ョ
ン
も
変
化
し
た
。
筆
者

自
身
は
、
八
年
前
に
「
む
す
び
じ
ゅ
つ
」
の
提
案

書
を
執
筆
し
た
時
か
ら
大
き
く
ず
れ
る
事
の
な
い

モ
チ
ベ
ー
シ
ョ
ン
を
抱
い
て
携
わ
っ
て
き
た
。

「
め
ぐ
る
り
ア
ー
ト
静
岡
」
の
き
っ
か
け
と
な

っ
た
「
む
す
び
じ
ゅ
つ
」
を
、
筆
者
が
提
案
し
た

際
に
書
い
た
テ
キ
ス
ト
の
一
部
を
以
下
に
引
用
し

て
み
た
い
。

　

目
的
…
…
県
立
美
術
館
で
は
、
こ
れ
ま
で
現
代

ア
ー
ト
の
展
覧
会
を
開
催
す
る
こ
と
は
あ
り
ま
し

た
が
、
地
方
に
お
け
る
現
代
ア
ー
ト
と
は
何
か
と

い
う
こ
と
を
深
く
掘
り
下
げ
る
こ
と
に
力
を
注
い

で
き
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
も
そ
も
地
方
に
は
、
大

都
市
と
は
異
な
り
、
い
わ
ゆ
る
コ
ア
な
「
現
代
ア

ー
ト
」
の
作
り
手
や
受
け
手
が
あ
ら
か
じ
め
多
く

存
在
す
る
と
い
う
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
地
方

に
は
地
方
の
美
術
館
な
り
の
現
代
ア
ー
ト
の
あ
り

方
、
伝
え
方
が
あ
り
、
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
の
立
ち
位

置
や
存
在
意
義
が
あ
り
、
受
け
手
側
か
ら
の
享
受

の
さ
れ
方
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。
地
域
の
特
性
を

活
か
し
な
が
ら
地
域
の
創
造
性
を
高
め
る
こ
と
を

共
通
の
課
題
に
し
て
、美
術
館
が
単
独
で
は
な
く
、

隣
接
す
る
領
域
に
関
わ
る
公
民
の
施
設
と
手
を
結

ん
で
、
地
方
に
お
け
る
現
代
ア
ー
ト
の
あ
り
方
を

追
求
し
た
い
、
と
い
う
の
が
発
想
の
原
点
で
す
。

　

手
法
…
…
静
岡
県
立
美
術
館
の
学
芸
員
と
、
静

岡
市
内
で
文
化
的
な
活
動
を
行
う
民
間
、
公
立
の

施
設
の
キ
ー
パ
ー
ソ
ン
が
連
携
し
て
、
現
代
ア
ー

ト
の
展
覧
会
を
作
り
ま
す
。
普
段
は
そ
れ
ぞ
れ
異

な
る
活
動
を
行
な
う
施
設
が
協
同
し
て
ひ
と
つ
の

展
覧
会
を
作
り
上
げ
て
ゆ
く
プ
ロ
セ
ス
を
通
し

て
、互
い
の
施
設
の
強
み
と
弱
み
を
知
り
、作
業
や

対
話
の
中
か
ら
地
域
に
お
け
る
文
化
振
興
の
課
題

が
共
有
さ
れ
、
ノ
ウ
ハ
ウ
が
蓄
積
さ
れ
て
い
く
こ

と
を
目
指
し
ま
す
。
現
代
ア
ー
ト
を
媒
介
に
、
複

数
の
施
設
が
ハ
ー
ド
、
ソ
フ
ト
の
両
面
で
有
機
的

に
結
び
つ
き
、
点
が
線
、
線
が
面
に
な
る
こ
と
で
、

こ
の
展
覧
会
が
、
地
域
の
創
造
性
や
、
こ
の
地
域

に
住
ん
で
い
る
こ
と
へ
の
誇
り
を
大
い
に
刺
激
す

る
仕
掛
け
に
な
る
こ
と
を
目
指
す
と
と
も
に
、
地

方
に
お
け
る
現
代
ア
ー
ト
の
あ
り
方
や
ア
ー
テ
ィ

ス
ト
の
役
割
を
さ
ぐ
る
こ
と
を
目
標
と
し
ま
す2

。

　

当
時
筆
者
は
、
静
岡
に
移
り
住
ん
で
一
〇
年
が

経
過
し
た
と
こ
ろ
で
、
そ
の
間
に
美
術
館
の
コ
レ

ク
シ
ョ
ン
を
活
用
し
た
展
覧
会
や
、
東
京
や
関
西

地
方
か
ら
著
名
な
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
を
招
聘
し
た
展

覧
会
を
担
当
し
た
。
開
催
す
る
度
に
、
こ
の
展
覧

会
や
普
及
活
動
は
誰
に
向
け
て
の
も
の
か
、
受
容

者
は
誰
か
と
い
う
自
問
自
答
を
繰
り
返
し
て
き

た
。
折
し
も
二
〇
一
三
年
に
担
当
し
た
静
岡
ゆ
か

り
の
作
家
を
検
証
す
る
展
覧
会
「
グ
ル
ー
プ
「
幻

触
」
と
石
子
順
造
」
展
を
契
機
に
、
一
九
八
六
年

に
県
立
美
術
館
が
設
置
さ
れ
る
以
前
の
、
静
岡
の

戦
後
の
美
術
の
動
向
に
つ
い
て
学
び
、
地
域
の
文

化
の
担
い
手
と
の
交
流
が
増
え
て
き
た
時
期
で
も

あ
っ
た
。

　

一
度
だ
け
の
実
験
的
な
試
み
で
あ
っ
た
「
む
す

び
じ
ゅ
つ
」
が
、「
め
ぐ
る
り
ア
ー
ト
静
岡
」
へ

と
形
を
変
え
、
担
い
手
は
変
化
し
な
が
ら
も
、
当

初
目
的
と
し
た
、
施
設
間
の
連
携
、
地
域
に
お
け

る
現
代
ア
ー
ト
の
あ
り
方
の
一
例
を
提
案
す
る
こ

と
が
で
き
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
る
。

　

改
め
て
「
め
ぐ
る
り
ア
ー
ト
静
岡
」
を
、
日
本

の
美
術
史
の
中
に
落
と
し
込
ん
で
み
る
と
、
一
九

九
〇
年
以
降
に
始
ま
り
そ
の
後
地
方
各
地
で
広
ま

っ
た
、
文
化
庁
の
助
成
金
や
地
方
自
治
体
の
補
助

金
を
活
用
し
た
数
あ
る
ア
ー
ト
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の

一
つ
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
美
術
史
家
の

加
治
屋
健
司
は
、
日
本
の
ア
ー
ト
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

を
豊
か
な
も
の
に
し
て
い
く
た
め
に
は
ま
ず
、
運

営
の
あ
り
方
よ
り
も
、
作
品
と
キ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン

に
関
す
る
議
論
を
深
め
て
い
く
必
要
が
あ
る
こ

と
、
社
会
批
評
性
の
多
様
さ
を
踏
ま
え
た
活
動
を

行
う
べ
き
で
あ
る
こ
と
、
空
間
的
な
関
心
を
追
求

す
る
傾
向
に
は
再
考
の
余
地
が
あ
る
こ
と
、
ア
ー

ト
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
継
続
が
画
一
化
・
パ
タ
ー
ン

化
を
も
た
ら
す
こ
と
の
弊
害
を
指
摘
し
て
い
る3

。

こ
う
し
た
、
俯
瞰
し
た
視
点
か
ら
の
美
術
史
的
分

析
な
ど
も
参
考
に
し
な
が
ら
、
今
回
を
持
っ
て
終

了
す
る
「
め
ぐ
る
り
ア
ー
ト
静
岡
」
の
総
括
を
行

う
と
と
も
に
、
今
後
も
、
地
域
に
お
け
る
現
代
ア

ー
ト
の
あ
り
方
を
探
る
試
み
と
、
公
立
美
術
館
の

関
わ
り
方
に
関
す
る
問
い
を
継
続
し
て
行
っ
て
い

き
た
い
。

1�

「
む
す
び
じ
ゅ
つ
」
は
、
一
般
財
団
法
人
地
域
創
造
が

主
催
す
る
公
立
美
術
館
の
職
員
を
対
象
に
し
た
研
修
会

「
ア
ー
ト
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
ラ
ボ
」
が
、
二
〇
一
三
年
に
静

岡
県
立
美
術
館
で
開
催
さ
れ
た
際
に
、
事
業
体
験
プ
ロ
グ

ラ
ム
の
一
つ
と
し
て
開
催
し
た
小
企
画
で
あ
る
。

2�

「
平
成
二
十
四
年
度
ア
ー
ト
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
ラ
ボ　

事

業
体
験
プ
ロ
グ
ラ
ム
」
参
加
者
向
け
レ
ジ
ュ
メ
よ
り
。

3
加
治
屋
健
司
「
地
域
に
展
開
す
る
日
本
の
ア
ー
ト
プ
ロ

ジ
ェ
ク
ト
―
歴
史
的
背
景
と
グ
ロ
ー
バ
ル
な
文
脈
」『
地
域

ア
ー
ト　

美
学
／
制
度
／
日
本
』
藤
田
直
哉
編
・
著
、
二
〇

一
六
年
、
堀
之
内
出
版
、
九
七
頁
〜
一
三
四
頁
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E X H I B I T I O N

ムーミン展
THE ART AND THE STORY
2021年 1 月23日（土）〜 3月14日（日）

　

本
展
は
、
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
を
代
表
す
る
芸

術
家
で
あ
る
ト
ー
ベ
・
ヤ
ン
ソ
ン
（
一
九
九

四
年
―
二
〇
〇
一
年
）
に
よ
っ
て
生
み
出
さ

れ
た
ム
ー
ミ
ン
の
世
界
を
、
約
五
〇
〇
点
の

作
品
や
資
料
に
よ
っ
て
ご
紹
介
す
る
も
の
で

す
。
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
・
タ
ン
ペ
レ
市
に
あ
る

ム
ー
ミ
ン
美
術
館
、
そ
し
て
ト
ー
ベ
が
自
ら

立
ち
上
げ
た
ム
ー
ミ
ン
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
ズ
社

の
貴
重
な
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
が
集
結
し
ま
す
。

ト
ー
ベ
・
マ
リ
カ
・
ヤ
ン
ソ
ン
は
一
九
一

四
年
に
ヘ
ル
シ
ン
キ
に
て
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
語

系
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
人
で
彫
刻
家
の
父
と
、
ス

ウ
ェ
ー
デ
ン
人
で
挿
絵
画
家
の
母
の
元
に
生

ま
れ
ま
し
た
。
母
か
ら
の
影
響
も
あ
り
、
早

く
か
ら
画
家
に
な
る
夢
を
抱
き
、
ス
ト
ッ
ク

ホ
ル
ム
の
工
芸
専
門
学
校
で
挿
絵
や
装
飾
芸

術
、
そ
し
て
ヘ
ル
シ
ン
キ
の
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド

芸
術
協
会
画
学
校
で
絵
画
を
学
び
ま
し
た
。

第
二
次
世
界
大
戦
末
期
、
ム
ー
ミ
ン
シ
リ
ー

ズ
の
第
一
作
と
な
る
小
説
『
小
さ
な
ト
ロ
ー

ル
と
大
き
な
洪
水
』（
一
九
四
五
年
）
を
執

筆
し
ま
す
。
以
降
、
最
後
の
『
ム
ー
ミ
ン
谷

の
十
一
月
』（
一
九
七
〇
年
）
ま
で
全
九
作

の
小
説
を
発
表
し
ま
す
。
こ
れ
ら
は
多
数
の

言
語
に
翻
訳
さ
れ
、
世
界
中
で
多
く
の
読
者

を
獲
得
し
ま
し
た
。
ま
た
、
ト
ー
ベ
は
ム
ー

ミ
ン
を
題
材
に
し
た
コ
ミ
ッ
ク
や
絵
本
も
手

が
け
て
い
ま
す
。

　

今
回
の
展
示
の
中
心
と
な
る
の
は
、
ム
ー

ミ
ン
の
物
語
を
題
材
と
し
た
小
説
の
挿
絵
の

原
画
や
ス
ケ
ッ
チ
で
す
。会
場
の
前
半
で
は
、

出
版
の
順
序
に
従
っ
て
作
品
ご
と
に
挿
絵
や

ス
ケ
ッ
チ
を
展
示
し
、
ト
ー
ベ
の
創
作
の
歩

み
を
ご
覧
い
た
だ
き
ま
す
。
更
に
ム
ー
ミ
ン

シ
リ
ー
ズ
以
前
に
描
い
た
イ
ラ
ス
ト
の
原
画

に
よ
り
、
ム
ー
ミ
ン
が
誕
生
す
る
経
緯
に
も

迫
り
ま
す
。

ム
ー
ミ
ン
作
品
以
外
に
も
、
ト
ー
ベ
は
い

く
つ
か
の
小
説
を
執
筆
し
、
ま
た
絵
画
の
制

作
を
行
い
ま
し
た
。
こ
う
し
た
多
様
な
作
品

群
が
生
み
出
さ
れ
る
舞
台
と
な
っ
た
の
が
、

ム
ー
ミ
ン
誕
生
以
前
の
一
九
四
四
年
に
ヘ
ル

シ
ン
キ
に
構
え
た
ア
ト
リ
エ
で
あ
り
、
亡
く

な
る
二
〇
〇
一
年
ま
で
こ
こ
で
創
作
活
動
を

続
け
ま
し
た
。
ま
た
、
一
九
六
四
年
に
は
パ

ー
ト
ナ
ー
の
ト
ゥ
ー
リ
ッ
キ
・
ピ
エ
テ
ィ
ラ

と
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
南
部
の
群
島
地
域
に
浮
か

ぶ
小
島
に
小
屋
を
建
て
、
毎
年
の
夏
を
二
人

は
こ
こ
で
過
ご
す
よ
う
に
な
り
ま
す
。
本
展

で
は
こ
れ
ら
二
つ
の
場
所
に
ま
つ
わ
る
資
料

や
作
品
を
通
じ
て
、
ト
ー
ベ
の
創
作
の
現
場

も
ご
紹
介
し
ま
す
。

　

更
に
、
ム
ー
ミ
ン
の
世
界
は
小
説
や
コ
ミ

ッ
ク
に
と
ど
ま
り
ま
せ
ん
。
ム
ー
ミ
ン
の
人

気
が
高
ま
る
に
つ
れ
、
書
籍
以
外
に
も
デ
パ

ー
ト
や
銀
行
の
広
告
、そ
し
て
玩
具
や
食
器
、

テ
キ
ス
タ
イ
ル
な
ど
の
商
品
に
も
登
場
す
る

よ
う
に
な
り
ま
す
。
そ
し
て
ヘ
ル
シ
ン
キ
や

ス
ト
ッ
ク
ホ
ル
ム
で
は
ム
ー
ミ
ン
の
演
劇
が

上
演
さ
れ
、
好
評
を
博
し
ま
し
た
。
こ
こ
で

ト
ー
ベ
は
脚
本
、
演
出
、
舞
台
衣
装
・
美
術

な
ど
を
手
が
け
て
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
に

様
々
な
メ
デ
ィ
ア
に
展
開
さ
れ
た
ム
ー
ミ
ン

の
世
界
を
、
商
品
の
実
物
や
デ
ザ
イ
ン
の
原

画
を
通
じ
て
お
楽
し
み
い
た
だ
け
る
こ
と
も

本
展
の
見
所
の
一
つ
で
す
。

　

最
後
に
、
日
本
と
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
の
国
交

樹
立
が
、
今
回
の
ム
ー
ミ
ン
展
の
巡
回
が
ス

タ
ー
ト
し
た
二
〇
一
九
年
に
百
周
年
を
迎
え

た
こ
と
に
ち
な
み
、
日
本
と
ト
ー
ベ
、
そ
し

て
ム
ー
ミ
ン
の
関
係
に
つ
い
て
も
振
り
返
り

ま
す
。
一
九
六
四
年
に
翻
訳
家
の
山
室
静
に

よ
る
初
の
日
本
語
訳『
ム
ー
ミ
ン
谷
の
冬
』が

出
版
さ
れ
て
以
降
、
日
本
で
も
多
く
の
読
者

を
集
め
て
き
ま
し
た
。
ま
た
日
本
で
は
二
度

に
わ
た
っ
て
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
化
さ
れ
、
こ

の
プ
ロ
モ
ー
シ
ョ
ン
な
ど
の
た
め
に
ト
ー
ベ

は
二
回
の
来
日
を
果
た
し
て
い
ま
す
。
こ
の

滞
在
時
に
残
さ
れ
た
貴
重
な
ス
ケ
ッ
チ
や
手

紙
を
ご
覧
い
た
だ
く
と
と
も
に
、
ト
ー
ベ
に

よ
る
挿
絵
と
江
戸
時
代
の
浮
世
絵（
復
刻
版
）

な
ど
を
並
べ
て
展
示
し
ま
す
。
時
代
や
国
境

を
超
え
た
造
形
の
響
き
合
い
を
ご
堪
能
く
だ

さ
い
。

　

な
お
、
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
シ
ョ
ッ
プ
で
は
展

覧
会
オ
リ
ジ
ナ
ル
グ
ッ
ズ
を
販
売
し
ま
す
。

こ
こ
で
し
か
手
に
入
ら
な
い
商
品
も
多
数
取

り
揃
え
る
予
定
で
す
の
で
、
こ
ち
ら
も
ど
う

ぞ
お
楽
し
み
に
。

（
主
任
学
芸
員　

浦
澤
倫
太
郎
）

トーベ・ヤンソン《「ムーミン谷の冬」挿絵》1957年頃 インク・紙
ムーミンキャラクターズ社

トーベ・ヤンソン《「フォーレニングス銀行」広告》
1956年 印刷　ムーミンキャラクターズ社
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耳をすませて
―音と楽器のある風景
2020年11月17日（火）〜2021年 1 月24日（日）

E X H I B I T I O N

　

当
館
の
古
今
東
西
に
わ
た
る
コ
レ
ク
シ

ョ
ン
か
ら
、
音
や
音
楽
に
関
連
す
る
作
品

を
ご
紹
介
し
ま
す
。
こ
れ
ら
は
、
以
下
の

二
種
に
大
別
さ
れ
ま
す
。
一
つ
は
、
楽
器

や
そ
れ
を
奏
で
る
人
物
を
直
接
描
い
た
も

の
、
も
う
一
つ
は
、
画
面
の
中
に
音
楽
的

要
素
は
見
当
た
ら
な
い
も
の
の
、
タ
イ
ト

ル
や
構
図
か
ら
音
楽
を
彷ほ
う

彿ふ
つ

と
さ
せ
る
も

の
で
す
。

　

前
者
に
は
ま
ず
、
ク
ロ
ー
ド
・
ロ
ラ
ン

の
よ
う
に
、
理
想
的
風
景
を
補
完
す
る
一

要
素
と
し
て
奏
楽
の
人
物
を
取
り
入
れ
た

絵
画
が
挙
げ
ら
れ
る
で
し
ょ
う
。
ま
た
、

歴
史
や
伝
説
、
文
学
な
ど
に
取
材
す
る
こ

と
に
よ
っ
て
楽
器
や
そ
れ
を
手
に
す
る
画

中
人
物
が
描
か
れ
た
作
品
が
あ
り
ま
す
。

文
学
を
典
拠
と
し
た
作
例
と
し
て
は
、
鏑

木
清
方
が
挙
げ
ら
れ
ま
す
。

　

一
方
後
者
に
は
、音
楽
家
と
の
交
流
や
、

あ
る
作
曲
家
・
楽
曲
か
ら
影
響
を
受
け
た

こ
と
に
よ
っ
て
誕
生
し
た
、
実
験
的
な
構

成
の
試
み
な
ど
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
、

音
楽
と
美
術
と
い
う
二
つ
の
芸
術
の
深
い

関
わ
り
か
ら
生
ま
れ
た
、
二
十
世
紀
以
降

の
美
術
の
一
動
向
を
示
す
と
言
え
る
か
も

し
れ
ま
せ
ん
。
例
え
ば
、
音
楽
家
シ
ェ
ー

ン
ベ
ル
ク
と
深
い
交
流
の
あ
っ
た
カ
ン
デ

ィ
ン
ス
キ
ー
が
そ
の
一
例
で
す
。
ま
た
、

版
画
家
・
二
見
彰
一
の
名
を
外
す
こ
と
は

で
き
ま
せ
ん
。
詩
や
音
楽
に
着
想
を
得
た

二
見
は
、
音
楽
家
の
名
前
や
音
楽
用
語
を

数
多
く
の
作
品
タ
イ
ト
ル
に
応
用
し
つ

つ
、
メ
ロ
デ
ィ
ー
や
リ
ズ
ム
が
画
面
か
ら

あ
ふ
れ
る
よ
う
な
、
独
特
の
詩
的
世
界
を

築
き
上
げ
ま
し
た
。
今
回
の
展
示
は
、
二

〇
一
三
年
に
当
館
で
開
催
し
た
「
二
見
彰

一
展
」
以
降
、
同
版
画
家
の
作
品
を
ま
と

め
て
お
目
に
か
け
る
機
会
と
な
り
ま
す
。

　

視
覚
に
訴
え
る
美
術
、
聴
覚
に
訴
え
る

＊
会
期
中
、一
部
展
示
替
え
が
あ
り
ま
す
。

音
や
音
楽
。
今
年
は
少
し
窮
屈
な
感
じ
の

す
る
年
と
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
が
、
ゆ

っ
た
り
と
し
た
気
分
で
、
作
品
を
ご
鑑
賞

く
だ
さ
い
。
美
術
と
音
楽
と
い
う
両
分
野

の
芸
術
が
交
錯
す
る
よ
う
な
、
多
様
な
音

と
音
楽
の
あ
る
情
景
を
お
楽
し
み
く
だ
さ

れ
ば
と
思
い
ま
す
。

（
上
席
学
芸
員　

南
美
幸
）ワシリー・カンディンスキー

《「冷たいかたちのある即興」のための習作》
鏑木清方《朝顔日記》より「（7）露の干ぬ間」※11月17日〜1２月２０日展示

クロード・ロラン《笛を吹く人物のいる牧歌的風景》 二見彰一《弦のアリア》
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研究 ノ ー ト

　

ま
ず
は
国
立
工
芸
館
の
お
膝
元
で
あ
る
金
沢
の

地
元
紙
の
報
道
を
あ
た
っ
て
み
よ
う
。
本
年
一
〇

月
二
四
日
の
開
館
記
念
式
典
で
独
立
行
政
法
人
国

立
美
術
館
青
木
早
苗
理
事
は
、
柳
原
正
樹
理
事
長

の
代
理
と
し
て
「
わ
が
国
の
工
芸
文
化
の
発
信
拠

点
と
し
て
、
工
芸
王
国
と
言
わ
れ
る
石
川
、
金
沢

の
地
か
ら
広
く
世
界
に
つ
な
が
る
こ
と
を
確
信
し

て
い
る
」
と
挨
拶
し
た
よ
う
だ1

。
国
内
で
も
と
り

わ
け
工
芸
の
盛
ん
な
金
沢
に
国
立
工
芸
館
を
移

し
、
こ
こ
か
ら
世
界
に
ア
ピ
ー
ル
し
て
い
こ
う
と

い
う
発
想
で
あ
る
。

　

日
本
の
工
芸
文
化
を
国
際
舞
台
に
打
ち
出
さ
ん

と
す
る
発
想
。
こ
れ
は
、
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
の
進
化

に
よ
っ
て
今
世
紀
急
速
に
実
体
化
し
て
き
た
グ
ロ

ー
バ
リ
ズ
ム
思
考
の
典
型
的
な
産
物
の
よ
う
に
み

え
る
。「
昔
の
人
が
考
え
て
い
た
工
芸
と
い
う
の

は
も
っ
と
地
に
足
の
着
い
た
も
の
だ
っ
た
の
で
は

な
い
か
…
…
？
」
現
代
の
わ
れ
わ
れ
は
そ
の
よ
う

に
考
え
が
ち
だ
が
、
実
は
そ
う
で
も
な
い
。
工
芸

を
め
ぐ
っ
て
は
、
土
着
性
の
刃
を
研
ぎ
澄
ま
し
て

独
自
性
の
刀
へ
と
鍛
え
上
げ
て
文
化
の
障
壁
を
切

り
破
っ
て
や
ろ
う
と
い
う
よ
う
な
試
み
が
近
代
以

降
延
々
と
繰
り
返
さ
れ
て
き
た
。

　

た
と
え
ば
、
昭
和
初
期
、「
固
有
工
芸
」
と
い
う

こ
と
ば
が
盛
ん
に
唱
え
ら
れ
て
い
た
。
現
在
で
は

ほ
と
ん
ど
耳
に
し
な
い
も
の
と
な
っ
て
い
る
が
、

こ
れ
は
当
時
の
世
界
市
場
を
見
据
え
た
経
済
戦
略

の
文
脈
で
生
ま
れ
た
用
語
で
あ
る
。
ご
く
単
純
に

い
え
ば
「
日
本
に
伝
わ
る
在
来
技
術
を
も
と
に
し

た
手
工
業
も
し
く
は
そ
の
生
産
品
」
の
こ
と
で
あ

る
。
近
世
以
前
よ
り
日
本
に
存
在
し
た
技
術
体
系

を
固
有
工
芸
と
言
い
慣
わ
し
、
近
代
に
な
っ
て
西

洋
か
ら
移
植
さ
れ
た
そ
れ
に
対
置
し
て
い
る
。
そ

し
て
そ
の
「
固
有
性
」
こ
そ
が
市
場
に
お
け
る
強

み
と
な
る
、
と
い
う
の
が
そ
の
含
意
で
あ
る
。

　

昭
和
三
年
、
商
工
省
は
輸
出
工
芸
振
興
の
た
め

　

先
日
、
静
岡
市
内
に
あ
る
芹
沢
銈
介
美
術
館
を

訪
れ
た
。
受
付
に
元
サ
ッ
カ
ー
日
本
代
表
選
手
・

中
田
英
寿
氏
の
サ
イ
ン
色
紙
が
飾
っ
て
あ
る
。
氏

は
こ
の
一
〇
月
に
金
沢
市
に
移
転
開
館
し
た
国
立

工
芸
館
の
名
誉
館
長
を
務
め
る
な
ど
、
工
芸
を
中

心
と
す
る
日
本
文
化
を
海
外
に
「
発
信
す
る
」
よ

う
な
役
割
を
こ
の
と
こ
ろ
担
っ
て
い
る
。
そ
れ
で

先
般
も
芹
沢
銈
介
美
術
館
に
足
を
運
ん
で
い
た
ら

し
い
。

　

と
い
う
こ
と
で
ふ
と
思
い
立
っ
て
国
立
工
芸
館

移
転
開
館
に
か
ん
す
る
報
道
を
あ
ら
た
め
て
眺
め

て
み
た
。
そ
し
て
、
工
芸
を
め
ぐ
る
こ
と
ば
の
ち

ょ
っ
と
し
た
動
き
に
気
付
か
さ
れ
た
。
そ
れ
を
端

緒
に
「
工
芸
」
と
い
う
あ
い
ま
い
な
こ
と
ば
を
め

ぐ
る
概
念
布
置
を
あ
ら
た
め
て
考
え
て
み
た
い
。

で
あ
り
、
吉
野
は
「
ワ
グ
ネ
ル
の
意
見
に
大
変
感

心
し
て
、
機
会
が
あ
っ
た
ら
わ
が
伝
統
工
芸7

に
新

し
い
こ
ろ
も
を
き
せ
て
世
界
の
市
場
に
せ
り
出
し

た
い
と
思
っ
て
い
」
た
の
で
あ
る8

。

　

吉
野
が
読
ん
だ
ワ
グ
ネ
ル
の
演
説
と
は
何
だ
っ

た
の
で
あ
ろ
う
か
。年
代
と
内
容
を
勘
案
す
れ
ば
、

明
治
一
八
年
秋
に
龍
池
会
で
行
わ
れ
た
講
演
「
美

術
の
要
用
」
と
考
え
て
間
違
い
な
か
ろ
う
。
こ
こ

で
ワ
グ
ネ
ル
は
、「
工
業
の
輸
出
高
は
日
本
の
貿
易

の
総
て
の
品
物
例
へ
ば
絹
茶
等
の
如
き
天
産
物
に

比
す
れ
ば
只
一
割
な
る
が
故
に
（
中
略
）
工
業
物

の
貿
易
は
限
り
な
く
拡
張
す
る
を
得
べ
し
此
物
た

り
や
全
く
格
段
な
る
事
に
し
て
国
の
固
有
の
も
の

な
る
が
故
に
他
国
の
競
争
は
怖
る
る
に
足
ら
ず9

」、

「
絶
妙
美
術
は
美
術
工
業
に
勢
と
栄
を
与
へ
其
盛

衰
を
共
に
す
る
な
り10

」、「
日
本
が
今
迄
受
け
し
良

き
誉
を
保
存
し
高
尚
な
る
性
質
の
国
と
思
は
れ
ん

と
欲
せ
ば
国
の
美
術
を
失
は
ず
に
益
々
拡
張
し
国

の
状
態
が
変
化
す
る
に
従
ひ
其
美
術
も
亦
段
々
改

良
せ
ざ
る
可
か
ら
ず11

」
と
い
っ
た
類
の
こ
と
を

縷
々
述
べ
て
い
る
。
ま
た
、
日
本
美
術
は
（
鎖
国

の
た
め
）
外
国
の
影
響
を
蒙
ら
ず
に
独
自
に
高
度

に
発
展
を
遂
げ
た
美
術
だ
と
評
価
し
て
も
い
る
。

　

確
か
に
こ
の
ワ
グ
ネ
ル
の
主
張
を
、
固
有
工
芸

を
改
善
し
て
輸
出
を
伸
ば
す
た
め
の
策
だ
と
解
す

る
吉
野
の
見
解
が
誤
り
で
あ
る
と
は
言
え
な
い
。

し
か
し
、
実
は
ワ
グ
ネ
ル
の
主
張
の
勘
所
は
、
彼

の
言
う
「
絶
妙
美
術
」
す
な
わ
ち
現
在
一
般
に
言

う
と
こ
ろ
の
純
粋
な
「
美
術
」
を
、彼
の
言
う
「
美

術
工
業3

」
す
な
わ
ち
現
在
一
般
に
言
わ
れ
る
「
美

術
工
芸3

」
に
応
用
し
て
い
こ
う
と
い
う
部
分
に
こ

そ
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
そ
の
場
合
、
近
代
以
降
流

入
し
た
西
洋
の
技
法
に
基
づ
く
美
術
で
は
な
く
、

日
本
固
有
の
美
術
を
積
極
的
に
保
護
拡
大
し
こ
れ

に
充
て
る
べ
き
だ
と
主
張
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
言
わ
れ
て
い
る
の
は
あ
く
ま
で
も
一
品
制

「固有工芸」をめぐって
上席学芸員　村上　敬

の
指
導
機
関
と
し
て
工
芸
指
導
所
を
設
立
し
た
。

初
代
所
長
に
就
任
し
た
国
井
喜
太
郎
は
固
有
工
芸

の
改
善
を
同
所
の
重
要
な
任
務
と
し
た
。
工
芸
史

家
の
木
田
拓
也
に
よ
れ
ば
、
国
井
の
言
う
「
固
有

工
芸
」
は
、
そ
の
土
着
性
に
特
別
な
意
味
を
担
わ

せ
な
い
価
値
中
立
的
な
語
彙
で
あ
る
と
い
う
。
固

有
工
芸
の
価
値
は
土
着
性
そ
の
も
の
で
は
な
い
。

国
際
市
場
に
お
い
て
土
着
性
が
チ
ャ
ー
ム
ポ
イ
ン

ト
と
な
る
こ
と
に
価
値
が
あ
る
、と
い
う
わ
け
だ
。

　

所
長
の
国
井
だ
け
で
は
な
く
、
商
工
省
工
務
局

工
政
課
長
と
し
て
工
芸
指
導
所
設
立
の
立
案
に
当

た
っ
た
吉
野
信
次
も
同
じ
こ
と
を
考
え
て
い
た3

。

吉
野
は
吉
野
作
造
を
兄
に
持
つ
優
秀
な
経
済
官
僚

で
あ
っ
た
。
彼
は
農
商
務
省
勤
務
時
代
、農
展（
農

商
務
省
工
芸
展
覧
会
）
の
様
子
を
見
て
お
り
、
そ

れ
が
美
術
展
覧
会
と
し
て
で
は
な
く
産
業
振
興
施

策
と
し
て
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
も
正
し
く
認
識
し

て
い
た
。
し
か
し
、「
年
に
一
度
展
覧
会
を
し
た

所
で
、
商
人
が
之
に
ヒ
ン
ト
を
得
て
輸
出
の
途
を

ひ
ら
く
と
云
っ
て
も
…
…
大
し
た
こ
と
で
な
い
の

は
当
然
で
あ
る4

」
と
も
判
断
し
て
い
た
。
年
に
一

度
の
共
進
会
の
よ
う
な
も
の
で
は
ら
ち
が
あ
か
な

い
。
そ
こ
で
、「
我
固
有
の
伝
統
の
工
芸
技
術
を

育
て
て
、
指
導
し
て
之
に
新
し
い
時
代
の
衣
を
き

せ
る
施
設5

」
と
し
て
商
工
省
工
芸
指
導
所
の
設
立

を
立
案
し
た
の
で
あ
っ
た
。

　

実
は
吉
野
の
こ
の
ア
イ
デ
ィ
ア
、
明
治
の
御
雇

外
国
人
ゴ
ッ
ト
フ
リ
ー
ト
・
ワ
グ
ネ
ル
の
演
説
に

そ
の
淵
源
を
持
つ
。
吉
野
の
述
懐
に
よ
れ
ば
、
か

つ
て
関
東
大
震
災
後
に
農
商
務
省
の
沿
革
を
調
査

し
た
際
、
彼
は
ワ
グ
ネ
ル
が
明
治
一
八
年
に
行
っ

た
演
説
の
記
録
を
た
ま
た
ま
発
見
し
た
。
そ
の
内

容
は
「「
日
本
人
は
昔
か
ら
工
芸
的
素
質
と
い
う

も
の
を
も
っ
て
お
る
か
ら
な
ぜ
こ
れ
を
土
台
と
し

て
日
本
流
の
工
芸
品
で
世
界
の
市
場
に
雄
飛
す
る

こ
と
を
考
え
な
い
の
か
」
と
い
う
趣
旨
の
言
葉6

」
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作
の
「
美
術
工
業
」
の
話
で
あ
り
、し
か
も
ワ
グ
ネ

ル
の
論
に
は
「
美
術
工
業
」
を
梃
に
日
本
固
有
の

「
絶
妙
美
術
」
を
持
ち
上
げ
、
当
時
強
い
勢
力
を
誇

っ
て
い
た
西
洋
美
術
擁
護
派
を
打
ち
負
か
し
て
し

ま
お
う
と
い
う
底
意
が
あ
る
よ
う
に
も
み
え
る
。

ど
う
も
演
説
の
目
的
は
「
絶
妙
美
術
」
の
称
揚
に

あ
る
よ
う
だ
。
吉
野
の
考
え
る
、
固
有
工
芸
に
新

意
匠
を
ま
と
わ
せ
て
産
業
工
芸
と
し
て
再
生
し
よ

う
と
い
う
発
想
と
は
方
向
が
逆
で
あ
る
。

　

だ
が
、
ワ
グ
ネ
ル
の
演
説
を
そ
の
よ
う
に
受
け

取
っ
て
し
ま
う
と
こ
ろ
に
こ
そ
、
吉
野
の
思
惑
を

明
確
に
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
工
芸
指
導
所

の
設
立
は
、
少
な
く
と
も
省
内
立
案
者
の
吉
野
に

と
っ
て
は
固
有
工
芸
改
善
に
よ
る
海
外
市
場
獲
得

路
線
に
基
づ
く
も
の
で
あ
っ
た
。
初
代
所
長
の
国

井
も
よ
く
そ
の
意
を
汲
ん
で
任
に
当
た
っ
た
。

　

話
を
現
代
に
戻
す
。
当
の
国
立
工
芸
館
が
出
し

て
い
る
開
館
記
念
展
の
プ
レ
ス
リ
リ
ー
ス
は
ど
う

だ
ろ
う
か
。
実
は
こ
こ
に
は
、
独
法
理
事
の
挨
拶

と
は
ま
た
ひ
と
味
違
う
コ
メ
ン
ト
が
出
て
い
る
。

「
近
年
、そ
れ
ぞ
れ
の
地
方
が
培
っ
て
き
た「
風
土
」

を
新
た
に
捉
え
直
す
動
き
が
注
目
さ
れ
て
い
ま

す
。（
中
略
）
そ
れ
ぞ
れ
の
土
地
で
生
ま
れ
た
素

材
に
人
が
手
を
加
え
、
生
活
の
中
で
息
づ
い
て
き

た
工
芸
は
、
日
本
全
国
一
様
で
は
な
く
、
実
に
多

く
の
多
様
性
を
も
っ
て
発
展
し
て
き
ま
し
た12

」。

そ
う
、
ど
う
も
工
芸
館
は
固
有
工
芸
の
も
つ
土
着

性
に
こ
そ
価
値
を
見
い
だ
す
あ
ら
た
な
道
を
探
っ

て
い
る
ら
し
い
。

　

さ
て
。
註
を
注
意
深
く
読
ん
で
い
る
読
者
は
最

初
に
引
用
さ
れ
て
い
る
記
事
の
見
出
し
が
「
中
田

英
寿
名
誉
館
長
「
世
界
に
発
信
す
る
」　

国
立
工

芸
館
あ
す
開
館
」
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
に

気
付
か
れ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
だ
が
、
彼
は
「
発

信
」
と
い
う
こ
と
に
い
く
ぶ
ん
か
の
落
ち
着
か
な

い
感
じ
を
抱
い
て
い
る
よ
う
だ
。
美
術
記
者
の
大

西
若
人
が
ま
と
め
た
国
立
工
芸
館
開
館
記
念
式
典

で
の
中
田
氏
の
発
言
で
印
象
深
い
の
は
、「
一
番

大
き
な
問
題
は
、
工
芸
の
作
り
手
や
産
地
と
消
費

者
が
非
常
に
離
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
こ
と
」「（
工

芸
の
魅
力
と
し
て
）
サ
ス
テ
イ
ナ
ビ
リ
テ
ィ
ー
」

と
い
っ
た
も
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
は
、「
発
信
力

が
期
待
さ
れ
て
い
る
が
」
と
い
う
報
道
陣
の
凡
庸

な
問
い
に
対
し
て
、「
発
信
と
い
う
意
味
が
ど
う

い
う
こ
と
か
よ
く
わ
か
ら
な
い
で
す
。
僕
が
メ
デ

ィ
ア
で
あ
れ
ば
発
信
力
が
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い

で
す
が
、（
そ
う
で
は
な
い
の
で
）
逆
に
み
な
さ

ん
が
伝
え
て
く
だ
さ
る
こ
と
が
重
要
な
の
で
は
」

と
生
真
面
目
に
応
対
し
て
い
る13

。

　

近
代
以
降
、
工
芸
の
こ
と
ば
は
実
用
性
／
美
的

価
値
（「
用
と
美
」
と
い
っ
て
も
よ
い
だ
ろ
う
）、

固
有
性
／
国
際
性
、
単
数
性
／
複
数
性
、
と
い
っ

た
対
立
項
の
周
囲
を
め
ぐ
っ
て
き
た
。
そ
し
て
そ

れ
ぞ
れ
の
組
の
前
者
の
良
さ
を
後
者
に
お
い
て
発

揮
さ
せ
る
道
は
な
い
だ
ろ
う
か
と
か
ん
が
え
、
上

手
く
い
っ
た
り
上
手
く
い
か
な
か
っ
た
り
し
て
き

た
よ
う
に
見
え
る
。

　

こ
こ
に
お
い
て
こ
の
ク
レ
バ
ー
な
ミ
ッ
ド
フ
ィ

ー
ル
ダ
ー
は
、
こ
れ
ら
対
立
項
を
相
対
化
す
る
第

三
項
の
存
在
を
わ
れ
わ
れ
の
前
に
さ
ら
り
と
投
げ

出
し
て
み
せ
た
。
工
芸
の
固
有
性
を
す
ぐ
に
国
際

性
へ
と
兌
換
し
て
し
ま
う
の
で
は
な
く
、
固
有
性

を
は
ぐ
く
ん
で
い
る
土
着
性
に
賭
け
金
を
置
い
て

み
る
の
も
良
い
の
で
は
な
い
か
―
―
。
彼
の
言
う

こ
と
に
つ
い
て
す
こ
し
考
え
て
み
た
い
と
思
う
。

1�　
「
中
田
英
寿
名
誉
館
長
「
世
界
に
発
信
す
る
」　

国
立
工

芸
館
あ
す
開
館
」（『
北
國
新
聞
』
令
和
二
年
一
〇
月
二
四

日
付
電
子
版
）

2�　

木
田
拓
也
「
国
井
喜
太
郎
の
固
有
工
芸
論
―
―
一
九
三

〇
年
代
に
お
け
る
「
日
本
的
な
も
の
」
と
モ
ダ
ン
デ
ザ
イ

ン
」（『
デ
ザ
イ
ン
史
学
』
第
九
号
、平
成
二
三
年
、四
〇
頁
）

3�　

以
下
、
吉
野
の
述
懐
に
つ
い
て
は
河
野
左
記
文
献
の
示

唆
に
よ
る
。
た
だ
し
、吉
野
が
ゴ
ッ
ト
フ
リ
ー
ト
・
ワ
グ
ネ

ル
を
参
照
し
て
い
た
こ
と
は
筆
者
に
よ
る
発
見
で
あ
る
。

　

�　

河
野
克
彦
「
一
九
三
〇
年
代
の
日
本
が
見
た
ア
メ
リ
カ

―
―
国
立
工
芸
指
導
所
の
産
業
工
芸
と
ア
メ
リ
カ
の
工
業

デ
ザ
イ
ン
」（
島
根
県
立
石
見
美
術
館
・
河
野
克
彦
編
『
ア

メ
リ
カ
の
見
た
夢
―
―
一
九
二
〇
―
三
〇
年
代
の
絵
画
、

写
真
、
デ
ザ
イ
ン
と
日
本
』、
平
成
二
一
年
、
一
一
〇
〜

一
一
七
頁
。

4�　

吉
野
信
次
「
ア
ル
ミ
ニ
ュ
ー
ム
の
額
椽
」
工
業
技
術
院

産
業
工
芸
試
験
所
『
産
業
工
芸
試
験
所
30
年
史
』、
昭
和

三
五
年
、
二
四
七
頁
）

5�　

上
掲
書

6�　

吉
野
信
次『
お
も
か
じ
と
り
か
じ
』（
通
商
産
業
研
究
社
、

昭
和
三
七
年
、
二
三
三
頁
）

7�　

南
邦
男
「
伝
統
工
芸
の
分
野
と
無
形
文
化
財
の
指
定
」

（『
月
刊
文
化
財
』
二
四
一
号
、
昭
和
五
八
年
、
九
〜
一
四

頁
）
に
よ
れ
ば
、
こ
こ
で
吉
野
が
用
い
て
い
る
「
伝
統
工

芸
」
と
い
う
言
い
方
は
戦
後
に
な
っ
て
一
般
化
し
た
も
の

で
あ
る
。

8�　

吉
野
前
掲
書
、
二
三
三
〜
四
頁
。

9�　

W
agner,�Gottfried

「
美
術
の
要
用
」（
植
田
豊
橘
編『
ド

ク
ト
ル
・
ゴ
ッ
ト
フ
リ
ー
ド
・
ワ
グ
ネ
ル
伝
』
博
覧
会
出

版
協
会
、
大
正
一
四
年
＝
再
録
：
森
仁
史
監
修
『
叢
書�

近
代
日
本
の
デ
ザ
イ
ン
２
』平
成
一
九
年
、ゆ
ま
に
書
房
）、

三
三
九
頁
。

10　

前
掲
書
、
三
四
三
頁
。

11　

前
掲
書
、
三
四
三
〜
四
頁
。

12�　
「
東
京
国
立
近
代
美
術
館
工
芸
館　

展
覧
会
プ
レ
ス
リ

リ
ー
ス　

国
立
工
芸
館
石
川
移
転
開
館
記
念
展
Ⅰ　

工
の

芸
術
―
素
材
・
わ
ざ
・
風
土
」（https://w

w
w
.m
om
at.

go.jp/cg/w
p-content/uploads/sites/4/2020/09/

presslerease0928_Japanesecrafts.pdf

）。

　
�　

ち
な
み
に
、
今
秋
、
筆
者
が
担
当
し
た
展
覧
会
「
富
野

由
悠
季
の
世
界
展
」
付
帯
事
業
と
し
て
行
わ
れ
た
富
野
監

督
対
談
（
聴
き
手
：
藤
津
亮
太
氏
）
で
も
テ
ー
マ
を
「
風

土
」
に
設
定
し
て
語
っ
て
い
た
だ
い
た
。
こ
れ
は
偶
然
で

は
あ
る
け
れ
ど
、
な
に
か
皆
が
そ
う
い
っ
た
モ
チ
ー
フ
を

も
と
に
さ
ま
ざ
ま
な
文
化
メ
デ
ィ
ア
に
つ
い
て
考
え
た
く

な
る
よ
う
な
時
勢
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
な
の
か
も

し
れ
な
い
。

13�　

編
集
委
員
・
大
西
若
人
「
工
芸
館
、
中
田
英
寿
名
誉
館

長
の
期
待　

質
問
に
巧
み
な
切
り
返
し
」（『
朝
日
新
聞
デ

ジ
タ
ル
』
令
和
二
年
一
〇
月
一
四
日
付
）

　

最
近
、
江
戸
時
代
の
熱
海
に
関
す
る
作
品
や

画
家
を
調
べ
る
た
め
に
、
司
馬
江
漢
『
江
漢
西

遊
日
記
』
や
中
山
高
陽
『
熱
海
紀
行
』
を
は
じ

め
と
し
た
関
係
す
る
紀
行
文
を
読
む
機
会
が
多

か
っ
た
の
で
す
が
、
宿
の
主
人
ら
と
の
交
流
、

名
所
の
風
景
へ
の
感
動
な
ど
が
実
に
生
き
生
き

と
綴
ら
れ
て
い
て
、
紀
行
文
の
魅
力
に
気
づ
か

さ
れ
ま
し
た
。

　

本
書
は
紀
行
文
研
究
の
第
一
人
者
に
よ
る
入

門
書
で
す
。
ま
ず
、著
者
は「『
お
く
の
ほ
そ
道
』

は
名
作
か
？
」
と
、
通
説
に
疑
義
を
呈
し
ま
す
。

そ
し
て
著
者
が
高
く
評
価
す
る
本
草
学
者
の
貝

原
益
軒
や
医
師
の
橘
南
谿
ら
の
作
品
を
取
り
上

げ
、
様
々
な
文
献
を
引
用
し
な
が
ら
精
緻
な
分

析
を
加
え
、
そ
れ
ぞ
れ
の
魅
力
や
表
現
技
法
を

極
め
て
わ
か
り
や
す
く
解
説
し
て
い
ま
す
。
江

戸
時
代
の
紀
行
文
の
奥
深
さ
を
堪
能
で
き
る
一

冊
で
す
。

（
主
任
学
芸
員　

浦
澤
倫
太
郎
）

本の窓

板
坂
耀
子
著

『
江
戸
の
紀
行
文

泰
平
の
世
の
旅
人
た
ち
』（
中
公
新
書
）

中
央
公
論
新
社
　
二
〇
一
一
年
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美術館問わず語り

　

皆
さ
ま
、
お
元
気
で
お
過
ご
し
で
し
ょ
う

か
？　

静
岡
を
離
れ
て
し
ば
ら
く
に
な
り
ま
す

が
、
改
め
て
振
り
返
っ
て
み
る
と
、
素
晴
ら
し

い
環
境
で
仕
事
を
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
い
た
も

の
だ
と
思
い
ま
す
。
山
も
海
も
近
い
自
然
豊
か

な
土
地
に
あ
り
、
四
季
折
々
の
変
化
に
富
む

人
々
の
憩
い
の
場
に
位
置
す
る
美
術
館
で
、
東

西
の
美
術
の
名
品
に
囲
ま
れ
て
過
ご
せ
る
な

ど
、
大
変
贅
沢
な
こ
と
で
し
た
。
県
立
美
術
館

を
愛
し
誇
り
に
思
っ
て
下
さ
る
方
々
に
も
よ
く

巡
り
会
い
ま
し
た
が
、
そ
れ
も
う
な
ず
け
る
こ

と
か
と
思
い
ま
す
。
魅
力
的
な
環
境
に
位
置
す

る
美
術
館
が
、
そ
こ
で
働
く
素
晴
ら
し
い
皆
さ

ん
の
努
力
や
周
囲
の
方
々
の
暖
か
な
支
え
で
一

層
輝
き
を
増
し
て
い
っ
て
い
る
、
本
当
に
良
い

例
と
言
え
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　

一
方
で
休
日
に
は
時
折
近
く
の
様
々
な
土
地

に
出
か
け
、
東
西
に
長
い
静
岡
県
の
さ
ま
ざ
ま

な
風
物
を
楽
し
ま
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
特

に
伊
豆
は
よ
く
出
か
け
た
の
で
す
が
、
小
説
な

ど
の
舞
台
と
な
っ
た
場
所
に
実
際
に
赴
い
て
み

る
の
は
、
や
は
り
感
慨
深
い
も
の
で
し
た
。
下

田
近
辺
の
海
の
青
さ
は
驚
き
で
し
た
し
、
西
伊

豆
に
残
る
古
き
良
き
日
本
の
風
情
と
で
も
い
う

べ
き
も
の
を
湛
え
た
街
並
み
も
印
象
的
で
し

2018年に訪れた河津町の桜

静
岡
で
の
日
々
を
振
り
か
え
っ
て

女
子
美
術
大
学
特
任
教
授
／
静
岡
県
立
美
術
館
前
学
芸
課
長　

三
谷
理
華

新型コロナウイルス感染症拡大防止のためのお願い

【来館について】
⃝�マスク着用の上、ご来館ください。
⃝�以下のお客様につきましては、来館を控えていただきます
ようお願いいたします。
　○�発熱や風邪、味覚障害の症状がある方
　　�（展示室内で激しく咳き込まれるなど、風邪のような症
状のある方には、スタッフがお声がけし、ご退館をお願
いする場合がございます。）

　○�ご家庭や職場、学校など身近に新型コロナウイルス感染
症の感染者もしくは感染の可能性のある方がいらっしゃ
る方

　○�体調がすぐれない方
⃝�こまめな手洗いやアルコール消毒液などでの手指消毒の徹
底をお願いいたします。
⃝�感染防止のため、壁や展示ケースに触れないようお願いい
たします。
⃝�作品を観賞される際は、他のお客様と距離を空けて観賞い
ただきますようお願いいたします。また、展示室内での会
話はお控えください。
⃝�展示室内の人数が多数となった場合、入場制限を行う場合
がございます。

【サービスの休止等について】
⃝�託児サービスは、令和3年3月31日まで休止します。
⃝�休憩室は、当面の間閉室します。
　※�水飲み機（ウォーターサーバー）も休止しているので、
館内で水分を摂ることはできません。

⃝�フリートーキングデーは、当面の間休止します。

※事前に開館の状況をホームページ等でご確認ください。

た
。
そ
し
て
圧
巻
は
何
と
言
っ
て
も
富
士
山
で

し
ょ
う
。
静
岡
で
暮
ら
す
ま
で
あ
ま
り
思
い
入

れ
は
無
か
っ
た
の
で
す
が
、
美
し
い
山
の
姿
を

間
近
で
目
に
す
る
日
々
を
過
ご
し
て
み
て
、
今

で
は
こ
の
山
が
た
く
さ
ん
の
人
に
愛
さ
れ
て
い

る
の
も
わ
か
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

　

静
岡
で
過
ご
し
た
毎
日
は
、
本
当
に
た
く
さ

ん
の
新
し
い
体
験
や
見
方
を
与
え
く
れ
る
貴
重

な
日
々
で
し
た
。
そ
れ
も
こ
れ
も
、
美
術
館
に

集
う
皆
さ
ん
の
ご
親
切
や
ご
助
力
の
お
陰
と
、

深
く
感
謝
し
て
お
り
ま
す
。
県
立
美
術
館
の
こ

れ
か
ら
の
ま
す
ま
す
の
発
展
と
、
皆
さ
ま
の
ご

多
幸
を
心
よ
り
お
祈
り
し
て
お
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

※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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