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梱
包
さ
れ
た
箱
の
よ
う
に
見
え
る
本
作
は
、
実

際
に
は
平
面
的
な
作
品
で
あ
る
。
遠
近
法
を
利
用

す
る
こ
と
で
、
立
体
物
の
よ
う
に
錯
覚
さ
せ
て
い

る
。
箱
を
縛
る
よ
う
に
見
え
る
縄
も
ま
た
錯
覚
を

助
長
さ
せ
る
。
作
者
の
丹
羽
勝
次
は
、
反
絵
画
を

意
図
し
、
従
来
の
絵
画
で
用
い
ら
れ
る
油
絵
具
や

絵
筆
、
キ
ャ
ン
ヴ
ァ
ス
等
を
使
用
せ
ず
、
ラ
ッ
カ

ー
や
合
板
を
使
用
し
た
。
す
な
わ
ち
、
作
者
の
個

性
と
も
言
え
る
筆
触
を
伴
う
画
面
が
〝
無
い
〟
の

で
あ
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
い
わ
ゆ
る
〝
表
現
者
〟

で
あ
る
は
ず
の
作
者
の
自
己
を
後
景
に
押
し
や

り
、
か
わ
り
に
遠
近
法
と
い
う
視
覚
の
慣
習
を
前

景
化
す
る
こ
と
で
、
絵
画
と
い
う
制
度
を
俎
上
に

載
せ
た
。

　

丹
羽
は
、
は
じ
め
新
制
作
協
会
に
所
属
し
な
が

ら
発
表
し
て
い
た
が
、
そ
の
後
一
九
六
六
年
に
批

評
家
の
石
子
順
造
と
関
係
の
あ
っ
た
作
家
ら
と
グ

ル
ー
プ
「
幻
触
」
を
結
成
、
大
き
く
作
風
を
変
え

る
こ
と
と
な
っ
た
。

（
上
席
学
芸
員　

植
松
篤
）

丹
羽
勝
次
（
一
九
三
一
―
／
昭
和
六
―
）
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三
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年

合
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、
ラ
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縄
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〇
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・
〇
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T O P I C S

コ
レ
ク
シ
ョ
ン
に
つ
い
て
館わ

た
し長

が
知
っ
て
い
る
こ
と

館
長
　
木
下
直
之

　

こ
の
春
に
当
館
は
開
館
三
⼗
五
周
年
を
迎

え
ま
し
た
。
こ
れ
を
機
に
学
芸
員
た
ち
が
企

画
し
た
「
ス
ト
ー
リ
ー
ズ
〜
作
品
に
つ
い
て

学わ
た
し
た
ち

芸
員
が
知
っ
て
い
る
こ
と
」
と
題
す
る
展

覧
会
に
乗
じ
、
第
⼗
四
回
館
長
美
術
講
座
と

し
て
、「
作
品
に
つ
い
て
館わ
た
し長
が
知
っ
て
い

る
こ
と
」と
い
う
話
を
し
ま
す
。
と
は
い
え
、

こ
れ
を
書
い
て
い
る
今
は
ま
だ
何
を
話
す
の

か
決
め
て
お
ら
ず
（
何
を
知
っ
て
い
る
の
か

を
知
ろ
う
と
し
て
い
る
最
中
な
の
で
）、
こ

こ
で
は
作
品
で
は
な
く
そ
の
集
合
体
、
コ
レ

ク
シ
ョ
ン
に
つ
い
て
語
っ
て
み
よ
う
と
思
い

ま
す
。

　

建
設
準
備
室
の
時
代
を
含
め
る
と
お
よ
そ

四
⼗
年
に
わ
た
っ
て
、
当
館
が
収
集
し
て
き

た
美
術
作
品
は
⼆
七
〇
〇
点
（
購
⼊
一
四
六

⼆
点
・
寄
贈
一
⼆
五
〇
点
、
⼆
〇
一
九
年
度

末
現
在
）
に
達
し
ま
し
た
。
購
⼊
に
関
し
て

は
、
⼋
三
億
三
六
〇
〇
万
円
と
い
う
⾦
額
を

『
年
報
』
で
公
表
し
て
い
ま
す
。
そ
れ
は
購

⼊
⾦
額
の
単
な
る
合
算
で
す
が
、
静
岡
県
の

財
産
の
一
部
と
し
て
⽰
し
て
い
る
わ
け
で

す
。
も
ち
ろ
ん
購
⼊
時
の
⾦
額
で
す
か
ら
、

今
は
も
っ
と
値
の
上
が
っ
て
い
る
も
の
が
多

い
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。

　

ち
な
み
に
、
開
館
⼗
周
年
を
記
念
し
て
、

一
九
九
七
年
に
、
ゴ
ー
ギ
ャ
ン
《
家
畜
番
の

少
⼥
》
を
五
億
六
一
九
⼆
万
⼆
六
⼋
〇
円
で

購
⼊
し
た
と
、
当
時
の
下
⼭
肇
学
芸
部
長
が

本
誌
四
六
号
で
明
ら
か
に
し
て
い
ま
す
。
そ

れ
が
今
は
い
く
ら
の
評
価
額
な
の
か
、
気
に

な
ら
な
い
と
い
え
ば
嘘
に
な
り
ま
す
が
、
売

る
つ
も
り
は
あ
り
ま
せ
ん
か
ら
（
館わ
た
し長
は
投

機
家
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
ら
）、
ほ
と
ん
ど

意
味
の
な
い
数
字
で
す
。

　

い
や
、
そ
の
可
能
性
は
あ
る
の
か
な
？ 

美
術
館
で
は
な
く
、
県
の
屋
台
⾻
が
揺
ら
い

で
、
背
に
腹
は
か
え
ら
れ
な
い
、
持
っ
て
い

る
財
産
を
売
り
払
え
と
。

　

実
は
、
古
来
、
美
術
作
品
は
そ
の
よ
う
な

危
機
を
何
度
も
く
ぐ
り
抜
け
、
居
場
所
を
移

し
、
今
⽇
に
伝
わ
っ
て
い
る
の
で
す
（
最
新

の
悲
し
む
べ
き
出
来
事
と
し
て
は
、
川
崎
市

市
⺠
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
が
⼆
〇
一
九
年
の
台
風

で
被
災
し
た
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
四
万
⼆
⼆
三
七

点
を
廃
棄
処
分
し
ま
し
た
）。

　

当
館
の
歴
史
は
た
っ
た
の
三
⼗
五
年
、
当

館
を
設
置
し
た
静
岡
県
の
歴
史
も
ま
た
廃
藩

置
県
か
ら
数
え
て
百
五
⼗
年
に
過
ぎ
な
い
。

い
っ
た
ん
美
術
館
を
建
設
し
た
以
上
は
、
そ

れ
を
百
年
先
、
千
年
先
へ
と
繋
い
で
ゆ
く
覚

悟
が
、
県
⺠
に
、
そ
の
代
表
た
る
知
事
や
県

会
議
員
に
、
そ
し
て
運
営
を
委
ね
ら
れ
た

館わ

た

し

た

ち

長
以
下
職
員
に
求
め
ら
れ
る
。

　

と
書
い
て
、
さ
す
が
に
千
年
先
ま
で
は
無

理
か
な
と
弱
気
に
な
り
ま
す
。
逆
に
今
か
ら

千
年
前
を
振
り
返
れ
ば
平
安
時
代
、
藤
原
道

長
が
出
家
し
た
こ
ろ
な
の
で
す
か
ら
、
美
術

作
品
は
あ
っ
て
も
美
術
館
は
な
か
っ
た
。
誰

の
頭
の
中
に
も
な
か
っ
た
。
そ
れ
な
ら
ば
、

誰
の
頭
の
中
か
ら
も
美
術
館
が
消
え
去
る
⽇

が
訪
れ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　

言
い
か
え
れ
ば
、
現
代
の
私
た
ち
の
社
会

は
、
美
術
作
品
を
収
集
し
、
そ
れ
ら
と
向
き

合
う
機
会
を
提
供
す
る
場
と
し
て
美
術
館
を

設
け
、
懸
命
に
育
て
て
き
た
の
で
す
。
そ
れ

は
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
の
成
長
を
意
味
し
、
や
が

て
そ
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
は
未
来
の
⼈
々
へ
と

⼿
渡
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
は
ず
で
す
。

「
ス
ト
ー
リ
ー
ズ
」
展
図
録
で
、
川
⾕
承
子

学
芸
員
が
こ
ん
な
こ
と
を
語
っ
て
い
ま
す
。

「
美
術
館
で
働
い
て
い
る
と
、コ
レ
ク
シ
ョ
ン

を
通
じ
て
、
も
う
こ
こ
に
は
い
な
い
館
長
や

学
芸
員
と
繋
が
っ
て
い
る
よ
う
に
感
じ
る
こ

と
が
た
び
た
び
あ
る
」。
三
⼗
五
年
間
に
当

館
の
運
営
に
携
わ
り
、
そ
の
活
動
を
担
っ
て

き
た
⼈
た
ち
は
す
べ
て
⼊
れ
替
わ
っ
て
し
ま

い
ま
し
た
。
建
物
や
設
備
も
（
そ
し
て
館わ
た
し長

も
）
⽼
朽
化
を
避
け
ら
れ
ず
、
そ
の
つ
ど
整

備
を
重
ね
て
来
ま
し
た
。
結
局
、
美
術
館
と

は
そ
こ
に
蓄
積
さ
れ
た
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
を
指

す
の
で
は
な
い
か
、
と
思
う
の
で
す
。

　

し
か
し
、
多
く
の
⼈
た
ち
に
と
っ
て
、
美

術
館
は
何
よ
り
も
建
物
で
、
つ
い
で
展
覧
会

や
イ
ベ
ン
ト
で
把
握
さ
れ
る
は
ず
で
す
。
コ

レ
ク
シ
ョ
ン
の
断
⽚
に
は
ふ
れ
て
も
、
全
体

像
は
な
か
な
か
見
え
ま
せ
ん
。だ
か
ら
こ
そ
、

そ
れ
を
可
視
化
す
る
こ
と
が
館わ

た

し

た

ち

長
以
下
職
員

の
課
題
で
は
な
い
か
と
思
う
の
で
す
。

　

毎
年
秋
に
県
下
の
各
都
市
で
開
催
し
て
き

た
移
動
美
術
展
も
、
ま
さ
に
そ
の
よ
う
な
役

割
を
担
っ
て
き
た
わ
け
で
す
が
、
今
年
は
開

館
三
⼗
五
周
年
に
ふ
さ
わ
し
く
、
規
模
を
広

げ
て
浜
松
市
美
術
館
で
開
催
予
定
で
す
。
そ

れ
を
機
に
、
静
岡
⽂
化
芸
術
大
学
と
の
シ
ン

ポ
ジ
ウ
ム
を
企
画
し
ま
し
た
。

　

早
々
と
決
め
た
私
の
講
演
タ
イ
ト
ル
は

「
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
は
移
動
し
、
根
づ
き
、
芽

を
吹
く
」
と
い
う
も
の
で
す
。
コ
レ
ク
シ
ョ

ン
を
移
動
す
る
機
会
に
、コ
レ
ク
シ
ョ
ン
が
、

実
は
そ
れ
ぞ
れ
に
ど
こ
か
ら
か
移
動
し
て
き

た
も
の
の
集
合
体
で
も
あ
る
こ
と
に
⽬
を
向

け
、
そ
れ
ら
が
一
堂
に
会
し
て
い
る
こ
と
の

意
義
を
考
え
ま
す
。
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
は
決
し

て
終
着
点
で
も
な
け
れ
ば
完
成
形
で
も
な

い
。
そ
こ
か
ら
⽣
ま
れ
る
も
の
が
あ
る
と
信

じ
る
か
ら
で
す
。
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当
館
で
は
開
館
以
来
、
⼗
七
世
紀
以
降
の

東
西
の
風
景
画
、
静
岡
県
ゆ
か
り
の
作
品
な

ど
の
収
集
方
針
に
基
づ
き
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
を

拡
充
し
て
ま
い
り
ま
し
た
。
⼆
〇
⼆
〇
年
度

は
購
⼊
と
ご
寄
贈
に
よ
り
、
七
点
の
作
品
を

収
蔵
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

［
⽇
本
画
］

　

本
年
度
は
四
点
の
作
品
を
購
⼊
し
ま
し

た
。
三
点
は
江
戸
狩
野
派
の
作
品
で
す
。
狩

野
周
信
《
西
湖
図
》
は
、
⼗
⼋
世
紀
前
半
の

江
戸
狩
野
派
を
代
表
す
る
画
家
で
あ
る
周
信

の
大
作
で
す
。
狩
野
栄
信
・
養
信
《
唐
画
流

書
⼿
鑑
》（
図
1
）
は
、
⼗
⼋
世
紀
末
か
ら

⼗
九
世
紀
半
ば
に
か
け
て
活
躍
し
、
江
戸
狩

野
派
の
新
様
式
を
確
立
し
た
栄
信
・
養
信
親

子
に
よ
る
名
品
で
、
中
国
の
名
画
に
倣
っ
た

⼆
⼗
⼋
図
を
収
め
た
豪
華
な
画
帖
で
す
。
狩

野
養
信
《
東
方
朔
・
⼭
水
図
》
は
、
江
戸
狩

野
派
の
作
品
の
う
ち
、
最
も
格
式
高
い
三
幅

対
形
式
の
優
品
で
す
。《
唐
画
流
書
⼿
鑑
》・

《
東
方
朔
・
⼭
水
図
》
は
、
五
月
⼗
⼋
⽇
か

ら
六
月
⼆
⼗
七
⽇
ま
で
当
館
で
開
催
さ
れ
る

「
江
戸
狩
野
派
の
古
典
学
習
」展
に
出
陳
予
定

で
す
。
四
点
⽬
は
、
掛
川
出
身
で
⼗
九
世
紀

前
半
に
活
躍
し
た
村
松
以
弘
に
よ
る
《
⼭
水

図
》（
図
2
）
で
す
。
以
弘
は
江
戸
に
出
て

⾕
⽂
晁
に
絵
を
学
び
ま
し
た
。
掛
川
藩
の
お

抱
え
絵
師
を
務
め
る
と
と
も
に
、
磐
田
出
身

の
福
田
半
香
ら
に
絵
を
教
え
る
な
ど
、
遠
州

画
壇
の
形
成
に
重
要
な
役
割
を
果
た
し
た
⼈

物
で
す
。《
⼭
水
図
》
は
当
館
が
初
め
て
収

蔵
す
る
以
弘
の
作
品
と
な
り
ま
す
。

（
上
席
学
芸
員　

野
田
麻
美　

主
任
学
芸
員　

浦
澤
倫
太
郎
）

［
⽇
本
洋
画
］

　

⽇
本
洋
画
で
は
、
小
栗
哲
郎
《
龍
爪
⼭
下

の
群
落
》（
図
3
）
が
寄
贈
に
よ
り
収
蔵
さ

れ
ま
し
た
。
小
栗
哲
郎
の
作
品
は
、
す
で
に

《
夕
陽
》（
第
⼗
⼆
回
春
陽
会
展
出
品
作
品
、

一
九
三
四
年
・
三
⼗
歳
）、《
裏
の
み
か
ん
⼭
》

　
（
一
九
六
⼋
年
頃
・
六
⼗
四
歳
）
が
収
蔵

さ
れ
て
い
ま
す
。
本
作
品
の
収
蔵
に
よ
り
、

数
は
少
な
い
も
の
の
、
小
栗
哲
郎
の
画
業
を

一
望
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

本
作
の
主
題
と
な
っ
て
い
る
龍
爪
⼭
は
、

静
岡
市
葵
区
に
あ
る
身
延
⼭
地
の
⼭
で
、
古

く
か
ら
信
仰
の
⼭
と
し
て
登
⼭
す
る
⼈
も
多

い
で
す
。

（
上
席
学
芸
員　

泰
井
良
）

［
西
洋
画
］

　

西
洋
ジ
ャ
ン
ル
で
は
、
油
彩
画
を
一
点
ご

寄
贈
い
た
だ
き
ま
し
た
。
カ
ー
ル
・
ド
ー
ビ

ニ
ー
が
最
晩
年
に
描
い
た
《
川
岸
の
風
景
》

（
図
4
）
で
す
。
こ
の
作
品
が
描
か
れ
た
場

所
は
定
か
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
バ
ル
ビ
ゾ

ン
派
の
画
家
で
あ
る
父
シ
ャ
ル
ル
＝
フ
ラ
ン

ソ
ワ
・
ド
ー
ビ
ニ
ー
と
と
も
に
ア
ト
リ
エ
船

を
浮
か
べ
た
オ
ワ
ー
ズ
河
畔
の
風
景
と
推
測

さ
れ
ま
す
。
新
収
蔵
品
展
で
は
、
本
作
と
と

も
に
、
父
に
よ
る
版
画
集
『
ア
ト
リ
エ
舟
で

行
く
』
も
展
⽰
し
、
ド
ー
ビ
ニ
ー
父
子
に
よ

る
共
演
を
お
楽
し
み
い
た
だ
き
ま
す
。

（
上
席
学
芸
員　

南
美
幸
）

［
現
代
美
術
］

　

最
後
に
、
現
代
の
作
品
で
は
、
ダ
レ
ン
・

新
収
蔵
品
の
紹
介

新収蔵品紹介

図 １ 　狩野栄信・養信《唐画流書手鑑》

図 3 　小栗哲郎《龍爪山下の群落》

図 2 　村松以弘《山水図》

図 4 　カール・ドービニー《川岸の風景》

図 5 　ダレン・アーモンド《LIKE LOVE WE SELDOM KEEP》
ⒸDarren Almond

ア
ー
モ
ン
ド
の
《LIK

E LO
V

E W
E 

SELD
O

M
 K

EEP

》（
図
5
）
を
ご
寄
贈
い

た
だ
き
ま
し
た
。
本
作
は
、
ア
ー
モ
ン
ド
が

初
期
か
ら
現
在
ま
で
継
続
し
て
発
表
し
て
い

る
「
ト
レ
イ
ン
・
プ
レ
ー
ト
・
シ
リ
ー
ズ
」

の
一
点
で
、
ブ
ロ
ン
ズ
で
鋳
造
し
た
列
車
の

ネ
ー
ム
プ
レ
ー
ト
に
、
Ｗ
．Ｈ
．オ
ー
デ
ン
の

詩
集
か
ら
引
用
さ
れ
た
「A

nother tim
e

」

の
言
葉
が
刻
ま
れ
て
い
ま
す
。
⼗
九
世
紀
イ

ギ
リ
ス
で
蒸
気
機
関
車
に
使
用
さ
れ
た
タ
イ

ポ
グ
ラ
フ
ィ
ー
と
フ
ォ
ン
ト
が
使
用
さ
れ
て

お
り
、
鉄
道
、
移
動
、
旅
行
に
対
す
る
作
家

の
強
い
関
心
が
う
か
が
え
ま
す
。

（
上
席
学
芸
員　

川
⾕
承
子
）

ご
寄
贈
く
だ
さ
っ
た
方
々
（
五
⼗
音
順
）

太
田
正
樹
氏

竹
内
康
史
氏

鍋
田
卓
志
氏

記
し
て
謝
意
を
表
し
ま
す
。

新
収
蔵
品
展

⼆
〇
⼆
一
年
四
月
六
⽇（
火
）〜

五
月
⼗
六
⽇（
⽇
）

会
場
：
本
館
第
七
展
⽰
室
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E X H I B I T I O N

ストーリーズ
～作品について学

わたしたち

芸員が知っていること
2021年 4 月 6 日（火）～ 5月16日（日）

　

美
術
館
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
展
は
、
ど
ち

ら
か
と
い
う
と
企
画
展
の
陰
に
隠
れ
た
ひ

か
え
め
な
存
在
で
あ
る
、
と
い
う
の
が
一

般
の
認
識
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
し
か

し
実
は
、
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
の
鑑
賞
こ
そ
が

美
術
館
を
訪
問
す
る
醍
醐
味
で
あ
り
、
コ

レ
ク
シ
ョ
ン
に
会
う
た
め
に
わ
ざ
わ
ざ
美

術
館
に
足
を
運
ぶ
こ
と
が
楽
し
み
に
な
り

う
る
と
い
う
こ
と
を
ご
存
知
で
し
ょ
う

か
。
一
九
⼋
六
（
昭
和
六
⼗
一
）
年
四
月

⼗
九
⽇
に
開
館
し
た
静
岡
県
立
美
術
館

は
、
こ
の
春
開
館
三
⼗
五
周
年
を
迎
え
ま

す
。
開
館
に
先
立
ち
設
置
さ
れ
た
美
術
博

物
館
建
設
準
備
室
の
頃
か
ら
昨
年
度
ま
で

に
収
集
し
た
作
品
の
総
数
は
、
寄
贈
作
品

も
含
め
⼆
七
〇
〇
点
を
超
え
ま
す
。
収
蔵

さ
れ
た
作
品
は
、
美
術
館
の
コ
レ
ク
シ
ョ

ン
と
し
て
の
歴
史
を
重
ね
て
き
ま
し
た

が
、
そ
の
間
に
作
品
の
評
価
が
大
き
く
変

化
し
予
想
を
超
え
る
ほ
ど
に
価
値
を
高
め

た
作
品
も
あ
れ
ば
、
地
域
住
⺠
の
心
の
拠

り
ど
こ
ろ
と
な
っ
て
い
る
作
品
も
あ
り
ま

す
。
こ
の
展
覧
会
は
、
所
蔵
館
の
学
芸
員

な
ら
で
は
の
視
点
で
、
普
段
の
展
覧
会
で

は
な
か
な
か
踏
み
込
ん
で
ご
紹
介
す
る
こ

と
が
で
き
な
い
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
に
ま
つ
わ

る
ス
ト
ー
リ
ー
を
語
る
と
い
う
趣
旨
に
よ

り
企
画
し
ま
し
た
。

　

展
⽰
は
六
章
か
ら
成
り
、
各
章
ご
と
に

テ
ー
マ
に
沿
っ
て
作
家
・
作
品
別
に
ス

ト
ー
リ
ー
を
語
っ
て
い
き
ま
す
。例
え
ば
、

一
章
「『
名
品
』
の
軌
跡
」
で
は
、
当
館

コ
レ
ク
シ
ョ
ン
の
中
で
も
近
年
⼈
気
と
話

題
の
的
と
な
っ
て
い
る
、
伊
藤
若
冲
《
樹

花
鳥
獣
図
屏
風
》と
草
間
彌
⽣《
無
題（N

o. 
W

hite A
.Z.

）》
を
中
心
に
取
り
上
げ
、

現
在
に
至
る
ま
で
の
作
品
の
来
歴
や
評
価

の
変
遷
に
つ
い
て
確
認
し
て
い
き
ま
す
。

「
名
品
」
と
し
て
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ

ら
か
に
な
っ
た
事
に
つ
い
て
語
り
ま
す
。

六
章
「
石
田
徹
也
と
そ
の
足
跡
」
で
は
、

焼
津
市
⽣
ま
れ
の
石
田
徹
也
の
作
品
が
コ

レ
ク
シ
ョ
ン
に
加
わ
っ
た
経
緯
と
そ
の
後

の
足
跡
、
ま
た
⽇
本
特
有
の
社
会
状
況
の

中
で
⽣
き
る
⼈
間
を
描
き
出
し
て
い
る
か

の
よ
う
に
見
え
る
石
田
の
作
品
が
、
近
年

海
外
で
も
共
感
を
呼
び
、
求
め
ら
れ
て
い

る
状
況
を
紹
介
し
ま
す
。

　

当
館
で
は
、
⽇
本
画
、
⽇
本
洋
画
、
現

代
美
術
と
い
っ
た
時
代
、
技
法
の
違
い
で

ジ
ャ
ン
ル
を
分
け
、
そ
れ
ぞ
れ
を
担
当
す

る
学
芸
員
が
作
品
の
管
理
を
行
っ
て
い
ま

す
。
ジ
ャ
ン
ル
に
よ
っ
て
作
品
に
対
す
る

考
え
方
や
、
取
り
扱
い
の
作
法
が
異
な
る

点
も
あ
り
ま
す
が
、
本
展
で
は
、
⼗
七
世

紀
以
降
の
美
術
作
品
を
収
集
す
る
当
館
ら

し
さ
を
伝
え
る
べ
く
、
ジ
ャ
ン
ル
を
混
ぜ

て
ご
紹
介
し
ま
す
。
ま
た
、
展
覧
会
の
タ

イ
ト
ル
の
「
学
芸
員
」
に
ル
ビ
を
振
っ
て

「
わ
た
し
た
ち
」
と
複
数
形
で
表
記
し
て

い
る
の
は
、
こ
れ
ま
で
に
在
籍
し
て
い
た

多
く
の
学
芸
員
た
ち
が
残
し
て
い
っ
た
作

品
に
関
す
る
記
録
や
彼
ら
の
声
を
参
照
し

て
い
る
か
ら
で
も
あ
り
ま
す
。

　

ス
ト
ー
リ
ー
は
、
大
小
さ
ま
ざ
ま
で
す

が
、
本
展
を
通
じ
て
、
旧
友
や
新
し
い
友

達
の
知
ら
な
か
っ
た
一
面
を
見
る
よ
う
に

し
て
作
品
を
見
る
、あ
る
い
は
、は
じ
め
て

出
会
う
作
品
の
背
景
を
知
っ
て
、
鑑
賞
の

一
助
と
し
て
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
す
。

（
上
席
学
芸
員　

川
⾕
承
子
） 石田徹也《燃料補給のような食事》１996年

伊藤若沖《樹花鳥獣図屏風》より右隻　１8世紀後半

た
⼆
点
の
軌
跡
を
、

ご
一
緒
に
た
ど
っ
て

い
た
だ
け
れ
ば
と
思

い
ま
す
。
ま
た
、
四

章
の
「
語
り
継
ぎ
た

い
エ
ピ
ソ
ー
ド
」
で

は
、
学
芸
員
が
作
品

の
収
蔵
を
通
じ
て
出

会
っ
た
作
家
や
遺

族
、
コ
レ
ク
タ
ー
、

画
商
な
ど
か
ら
伝
え

聞
い
た
話
や
、
⽂
献

な
ど
か
ら
調
査
し
明
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忘れられた江戸絵画史の本流
―江戸狩野派の250年
2021年 5 月22日（土）～ 6月27日（日）

E X H I B I T I O N

　

近
年
、
江
戸
絵
画
ブ
ー
ム
が
続
い
て
お

り
、
当
館
で
も
伊
藤
若
冲
《
樹
花
鳥
獣
図

屏
風
》
は
大
⼈
気
の
作
品
と
な
っ
て
い
ま

す
。
近
年
の
江
戸
絵
画
研
究
の
発
展
と
展

覧
会
ブ
ー
ム
は
、若
冲
の
よ
う
な「
ス
タ
ー

選
⼿
」
を
⽣
み
出
し
、
そ
れ
が
研
究
や
展

覧
会
を
推
し
進
め
る
役
割
を
果
た
し
て
い

ま
す
。
た
だ
し
、
こ
う
し
た
ブ
ー
ム
の
陰

に
隠
れ
、
忘
れ
去
ら
れ
て
し
ま
っ
た
多
く

の
画
家
が
い
る
こ
と
も
事
実
で
す
。
と
り

わ
け
、
江
戸
絵
画
史
の
本
流
を
形
成
し
た

江
戸
狩
野
派
の
紹
介
は
、
最
も
活
躍
し
た

数
⼈
の
画
家
を
除
い
て
、
ほ
と
ん
ど
進
ん

で
い
ま
せ
ん
。
江
戸
狩
野
派
は
巨
大
な
組

織
で
、
将
軍
や
大
名
の
注
⽂
を
受
け
、
画

壇
の
中
心
で
活
躍
し
た
主
要
な
画
家
だ
け

で
も
、
百
⼈
を
優
に
超
え
ま
す
。
こ
う
し

た
状
況
の
中
で
、
⼆
⼗
年
以
上
の
時
間
を

か
け
、
江
戸
狩
野
派
の
作
品
を
幅
広
く
、

千
五
百
点
以
上
集
め
た
個
⼈
コ
レ
ク
タ
ー

が
居
ま
す
。
本
展
で
は
、
こ
の
個
⼈
コ
レ

ク
タ
ー
の
膨
大
な
江
戸
狩
野
派
コ
レ
ク
シ

ョ
ン
の
な
か
か
ら
精
選
し
た
作
品
を
ご
紹

介
し
ま
す
。

　

本
展
の
見
ど
こ
ろ
は
、
総
勢
⼋
⼗
⼈
の

江
戸
狩
野
派
の
画
家
が
そ
ろ
い
踏
み
す
る

と
こ
ろ
に
あ
り
ま
す
。
江
戸
狩
野
派
は
、

江
戸
城
に
ア
ト
リ
エ
を
持
つ
奥
絵
師
四
家

を
頂
点
に
、
そ
れ
を
支
え
た
表
絵
師
⼗
⼆

家
が
中
核
と
な
っ
て
活
動
し
ま
し
た
。
各

家
の
当
主
だ
け
で
も
、
江
戸
時
代
に
は
約

百
四
⼗
⼈
も
い
ま
す
。
本
展
で
は
、
奥
絵

師
四
家
、
表
絵
師
⼗
⼆
家
の
作
品
を
時
系

列
で
紹
介
し
、
そ
の
変
遷
を
辿
り
ま
す
。

展
⽰
で
は
、
江
戸
時
代
を
代
表
す
る
⼗
七

世
紀
の
画
家
・
狩
野
探
幽
や
、
近
年
⼈
気

の
幕
末
狩
野
派
以
外
に
も
、
こ
れ
ま
で
あ

ま
り
注
⽬
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
⼗
⼋
世
紀

の
江
戸
狩
野
派
の
作
品
を
多
数
紹
介
し
ま

す
。
ま
た
、
江
戸
狩
野
派
の
基
本
的
な
ス

て
初
公
開
の
作
品
と
な
り
ま
す
。
知
ら
れ

ざ
る
江
戸
狩
野
派
の
世
界
を
お
楽
し
み
く

だ
さ
い
。な
お
、本
展
と
同
時
期
に
特
別
展

⽰「
江
戸
狩
野
派
の
古
典
学
習
」を
開
催
し

ま
す
（
五
月
⼗
⼋
⽇
〜
六
月
⼆
⼗
七
⽇
）。

本
展
の
会
期
中
、
本
館
一
〜
七
室
は
江
戸

狩
野
派
一
色
と
な
り
ま
す
。
江
戸
狩
野
派

フ
ァ
ン
の
方
も
、
ち
ょ
っ
と
江
戸
絵
画
に

関
心
が
あ
る
方
も
、
ぜ
ひ
、
こ
の
機
会
に

江
戸
狩
野
派
の
魅
力
を
ご
堪
能
下
さ
い
。

※ 

一
点
の
み
当
館
の
所
蔵
作
品
を
展
⽰
し

ま
す

（
上
席
学
芸
員　

野
田
麻
美
）

タ
イ
ル
を
築
い
た
奥
絵

師
の
作
品
だ
け
で
な

く
、
⺠
間
画
壇
に
接
触

し
、
江
戸
狩
野
派
の
画

風
に
多
様
性
を
も
た
ら

し
た
表
絵
師
の
作
品
に

も
注
⽬
し
、
江
戸
狩
野

派
の
幅
広
い
展
開
を
ご

覧
い
た
だ
き
ま
す
。

　

本
展
に
出
品
さ
れ
る

作
品
を
つ
ぶ
さ
に
観
察

す
る
と
、
私
た
ち
が
築

い
て
き
た
江
戸
狩
野
派

の
イ
メ
ー
ジ
と
は
異
な

る
魅
力
も
発
見
で
き
ま

図 2 　狩野洞白愛信《西王母図屏風》（日照軒コレクション）

図 １ 　狩野永悳立信《花鳥図屏風》（日照軒コレクション）

す
。
江
戸
狩
野
派
の
作
品
と
言
え
ば
、
将

軍
や
大
名
の
注
⽂
品
で
、
高
級
品
、
格
式

高
い
作
品
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
が
あ
り
ま
す

が
、
表
絵
師
の
作
品
に
は
、
近
年
⼈
気
の

可
愛
ら
し
い
作
品
、
面
白
い
作
品
も
あ
り

ま
す
。
ま
た
、
各
家
の
カ
ラ
ー
の
違
い
に

注
⽬
す
る
と
、
ひ
と
く
く
り
に
「
江
戸
狩

野
派
」
と
言
っ
て
も
、
実
は
さ
ま
ざ
ま
な

作
品
が
あ
る
こ
と
に
驚
か
さ
れ
ま
す
。

　

本
展
で
は
、
格
調
高
い
作
品
か
ら
親
し

み
易
い
作
品
ま
で
、
百
⼗
⼆
点
の
出
品
作

品（
※
）で
江
戸
狩
野
派
の
全
貌
に
迫
り
ま

す
。展
⽰
作
品
の
う
ち
、四
点
以
外
は
す
べ

05



研究 ノ ー ト

　

本
稿
の
締
切
の
一
年
前
、
東
京
の
出
光
美
術
館

で
「
狩
野
派
―
画
壇
を
制
し
た
眼
と
⼿
」
展
（
以

下
、
本
展
）
が
始
ま
っ
た
。
本
来
の
会
期
は
、
⼆

〇
⼆
〇
年
⼆
月
⼗
一
⽇
か
ら
三
月
⼆
⼗
⼆
⽇
ま

で
。新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
感
染
拡
大
に
よ
り
、

会
期
は
急
遽
短
縮
さ
れ
、三
月
一
⽇
に
終
了
し
た
。

本
展
は
、
出
光
美
術
館
の
所
蔵
作
品
と
と
も
に
江

戸
狩
野
派
の
添そ
え

帖じ
ょ
うが

数
多
く
展
⽰
さ
れ
る
初
の
機

会
で
あ
っ
た
。
コ
ロ
ナ
禍
が
急
速
に
広
ま
る
中
、

私
は
本
展
に
六
度
通
い
、
う
ち
⼆
回
は
添
帖
の
熟

覧
に
集
中
し
た
。
記
憶
が
薄
れ
な
い
う
ち
に
、
本

稿
で
は
、展
⽰
さ
れ
た
添
帖
を
い
く
つ
か
紹
介
し
、

今
後
の
添
帖
研
究
の
足
掛
か
り
と
し
た
い
。

　

ま
ず
、
添
帖
と
は
何
か
、
概
要
を
確
認
し
て
お

こ
う
。
現
代
の
美
術
史
学
に
お
い
て
は
、
研
究
者

が
作
品
の
作
者
を
比
定（
ア
ト
リ
ビ
ュ
ー
シ
ョ
ン
）

す
る
が
、
江
戸
時
代
に
そ
の
役
割
を
担
っ
て
い
た

の
は
、
主
に
江
戸
狩
野
派
で
あ
っ
た
。
添
帖
は
作

品
に
付
属
す
る
鑑
定
書
の
こ
と
で
、
江
戸
狩
野
派

の
添
帖
に
は
、
た
い
て
い
六
つ
折
も
し
く
は
⼋
つ

折
の
奉
書
紙
に
鑑
定
結
果
が
記
さ
れ
て
い
る
。
江

戸
狩
野
派
は
中
国
や
⽇
本
の
古
典
名
画
の
鑑
定
を

ス
タ
イ
ル
と
考
え
ら
れ
る
（
註
2
）。

　

展
⽰
で
添
帖
を
熟
覧
し
、
こ
れ
ま
で
に
私
が
実

見
し
た
他
の
添
帖
と
比
較
し
た
結
果
、
以
下
の
よ

う
な
問
題
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。

　

ま
ず
挙
げ
る
べ
き
は
、
江
戸
狩
野
派
の
添
帖
に

は
贋
作
や
工
房
作
が
多
い
と
い
う
問
題
で
あ
る
。

た
と
え
ば
、
図
1
は
安
信
の
添
帖
と
さ
れ
る
が
、

安
信
の
基
準
的
な
作
品
の
落
款
に
比
べ
、「
法
」

や
「
永
」、「
眞
」
の
書
体
、
バ
ラ
ン
ス
が
明
ら
か

に
異
な
っ
て
お
り
、
本
⼈
の
作
と
は
思
え
な
い
。

私
は
こ
の
タ
イ
プ
の
落
款
の
あ
る
「
安
信
作
品
」

を
い
く
つ
か
実
見
し
た
こ
と
が
あ
り
、
あ
る
時
期

に
、
贋
作
者
が
作
品
と
添
帖
を
ま
と
め
て
制
作
し

た
可
能
性
が
推
察
さ
れ
る
。
伝
周し
ゅ
う
し
べ
ん

之
冕
「
孔
雀
・

鳳
凰
図
」（
出
光
美
術
館
）
に
付
属
す
る
安
信
の

添
帖
は
、
後
述
す
る
伝
貫
休
「
羅
漢
図
」（
出
光

美
術
館
）
の
添
帖
（
図
2
）
に
比
べ
て
書
体
が
崩

れ
て
お
り
、
形
式
も
異
な
る
。
図
１
は
、「
孔
雀
・

鳳
凰
図
」
の
添
帖
の
よ
う
な
作
例
を
参
考
に
制
作

さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
よ
う
。

　

栄
信
の
添
帖
の
う
ち
、
図
3
は
優
品
で
、
力
強

く
メ
リ
ハ
リ
の
あ
る
筆
致
や
字
間
の
バ
ラ
ン
ス
が図 5 　狩野主信　添帖（狩野元信「花鳥図」（所在不明））（池上本門寺）

図 4 　狩野栄信　添帖（伝王立本「鳳凰図」）（出光美術館）

図 3 　狩野栄信　添帖（伝馬逵「布袋図」）（出光美術館）

図 2 　狩野安信　添帖（伝貫休「羅漢図」）（出光美術館）

図 １ 　狩野安信　添帖（伝周文「山水図」）（出光美術館）

主
た
る
仕
事
の
一
つ
と
し
て
お
り
、
彼
ら
の
鑑
定

結
果
は
作
品
の
評
価
を
左
右
し
た
。
近
代
に
お
い

て
も
、
大
名
家
な
ど
が
⼿
放
し
た
膨
大
な
古
画
の

売
買
の
際
に
評
価
の
拠
所
と
な
り
、
彼
ら
の
添
帖

は
重
要
な
意
味
を
担
い
続
け
た
。
添
帖
は
彼
ら
が

鑑
定
し
た
作
品
に
付
属
し
て
い
る
た
め
、
江
戸
狩

野
派
の
研
究
者
が
見
ら
れ
る
機
会
は
希
少
で
、
そ

の
研
究
は
ほ
ぼ
未
着
⼿
の
状
態
に
あ
る
。

　

本
展
で
は
、
狩
野
安
信
、
常
信
、
周ち
か

信の
ぶ

、
惟
信
、

栄な
が

信の
ぶ

、
雅た
だ

信の
ぶ

の
添
帖
が
紹
介
さ
れ
た
。
こ
の
六
名

は
代
表
的
な
鑑
定
家
ば
か
り
で
、
中
橋
家
の
安
信

を
除
い
て
木
挽
町
家
の
画
家
で
あ
る
。
彼
ら
の
添

帖
を
比
較
す
る
と
、
安
信
と
は
異
な
り
（
註
1
）、

惟
信
、
栄
信
、
雅
信
の
添
帖
に
は
、
基
本
的
に
、

一
行
⽬
に
作
品
名
、
⼆
行
⽬
に
「
致
一
覧
候
處
」、

三
〜
四
行
⽬
に
「
●
●
（
画
家
名
）
無
疑
者
也
」

な
ど
の
結
果
を
書
し
、
五
行
⽬
に
号
や
通
称
、
僧

位
を
、
六
行
⽬
に
年
月
と
名
前
、
花
押
を
書
す
形

式
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
形
式
は
、
伝
顔が
ん

輝き

「
寒
⼭
拾
得
図
」（
出
光
美
術
館
）
に
付
属
す
る
常

信
の
添
帖
の
よ
う
な
作
例
が
基
に
な
っ
て
い
る
と

推
定
さ
れ
、
常
信
に
始
ま
る
木
挽
町
家
の
添
帖
の

真贋論の行方―添帖のこと
上席学芸員　野田麻美
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良
い
点
が
特
徴
で
あ
る
。
そ
れ
に
比
べ
、
図
４
は

書
体
が
や
や
硬
く
、
所
々
メ
リ
ハ
リ
に
欠
け
る
。

「
正
」
や
「
伊
川
法
眼
」
の
書
体
の
癖
は
、
栄
信

の
工
房
作
に
散
見
さ
れ
る
も
の
で
、
栄
信
周
辺
の

有
力
な
弟
子
が
栄
信
の
添
帖
制
作
を
⼿
伝
っ
て
い

た
可
能
性
を
推
察
さ
せ
る
（
註
3
）。

　

次
に
、
江
戸
狩
野
派
の
添
帖
は
元
来
の
作
品
と

は
別
々
に
伝
来
し
て
い
る
場
合
が
あ
る
と
い
う
問

題
が
挙
げ
ら
れ
る
。
先
述
の
よ
う
に
、
図
3
は
栄

信
の
添
帖
の
優
品
だ
が
、
添
帖
が
付
属
す
る
伝
馬ば

逵き

「
布
袋
図
」（
出
光
美
術
館
）
は
、
室
町
時
代

の
制
作
と
考
え
ら
れ
て
い
る
（
註
4
）。
栄
信
は
、

「
馬
逵
原
本　

⼭
水
⼈
物
図
（
模
本
）」（
東
京
国
立

博
物
館
、
Ａ
―
五
⼆
七
⼆
）
を
残
し
て
お
り
、
栄

信
周
辺
の
画
家
も
、
狩
野
雅
信
「
馬
逵
原
本　

⼭

水
図
（
模
本
）」（
東
京
国
立
博
物
館
、
Ａ
―
五
⼆

七
三
）、⽂
蔵「
馬
逵
原
本　

布
袋
渡
水
図（
模
本
）」

（
東
京
国
立
博
物
館
、Ａ
―
五
⼆
七
⼋
）の
よ
う
に
、

馬
逵
作
品
の
模
本
を
制
作
し
て
い
る
。
栄
信
は
馬

逵
の
作
品
に
対
す
る
知
識
を
あ
る
程
度
有
し
て
い

た
と
考
え
ら
れ
、
室
町
時
代
の
作
品
を
馬
逵
作
と

鑑
定
す
る
可
能
性
は
低
い
よ
う
に
思
う
。

　

添
帖
は
し
ば
し
ば
移
動
し
、
必
ず
し
も
基
の
作

品
と
共
に
あ
る
と
は
限
ら
な
い
。
池
上
本
門
寺
に

は
、作
品
と
別
れ
た
添
帖
が
保
管
さ
れ
て
い
る（
図

5
）。
巨
匠
の
名
が
記
さ
れ
た
江
戸
狩
野
派
の
添

帖
は
、画
題
が
合
致
す
る
作
品
に
添
え
ら
れ
る
と
、

忽
ち
そ
の
作
品
が
巨
匠
の
作
品
で
あ
る
可
能
性
を

⽣
じ
さ
せ
る
。
作
品
と
添
帖
が
マ
ッ
チ
し
な
い
事

例
は
、
そ
う
し
た
添
帖
の
効
力
が
発
揮
さ
れ
る
こ

と
が
期
待
さ
れ
、
作
品
と
添
帖
が
組
み
合
わ
さ
れ

た
こ
と
を
⽰
唆
す
る
も
の
と
言
え
よ
う
。

　

最
後
に
、
鑑
定
し
た
画
家
の
作
品
制
作
に
影
響

を
与
え
た
可
能
性
の
あ
る
作
品
に
は
、
そ
の
画
家

の
添
帖
の
優
品
が
付
属
し
て
い
る
場
合
が
あ
る
点

に
触
れ
て
お
き
た
い
。
先
述
し
た
図
2
は
安
信
の

添
帖
の
傑
作
で
あ
る
。堂
々
と
し
た
肉
太
の
筆
線
、

安
信
に
は
稀
有
な
、
緊
張
感
の
あ
る
筆
遣
い
が
注

⽬
さ
れ
る
。
伝
貫か
ん

休き
ゅ
う

「
羅
漢
図
」
が
安
信
に
大
き

な
感
銘
を
与
え
た
こ
と
が
う
か
が
い
知
れ
る
書
き

ぶ
り
で
あ
る
。
安
信
「
⼗
六
羅
漢
図
」（
萬
福
寺
）、

安
信
「
豊
干
・
寒
⼭
・
拾
得
図
」（
萬
福
寺
）
な
ど
、

法
眼
時
代
の
安
信
の
優
品
の
多
く
は
仏
画
で
あ
る

が
、
こ
の
時
期
に
仏
画
の
優
品
が
集
中
し
て
い
る

の
は
、
安
信
が
法
眼
時
代
に
伝
貫
休
「
羅
漢
図
」

を
実
見
し
た
こ
と
が
一
つ
の
契
機
と
な
っ
た
可
能

性
は
高
い
だ
ろ
う
。

　

以
上
、
簡
略
な
が
ら
、
江
戸
狩
野
派
の
添
帖
に

関
す
る
い
く
つ
か
の
問
題
を
列
記
し
た
。
従
来
、

美
術
史
研
究
者
は
、
添
帖
の
真
贋
は
論
じ
て
こ
な

か
っ
た
。
言
う
ま
で
も
な
く
、
書
体
を
ま
ね
る
だ

け
で
完
成
す
る
添
帖
の
贋
作
は
絵
画
の
贋
作
よ
り

も
容
易
に
制
作
で
き
、
江
戸
狩
野
派
の
用
い
る
高

価
な
絹
や
顔
料
を
準
備
す
る
必
要
も
な
い
。
本
稿

で
述
べ
た
よ
う
に
、
江
戸
狩
野
派
の
添
帖
は
⽂
字

通
り
「
お
墨
付
き
」
と
し
て
名
画
の
価
値
を
保
証

し
た
た
め
、
時
と
し
て
彼
ら
の
作
品
以
上
に
貴
重

な
も
の
と
見
な
さ
れ
た
に
違
い
な
い
。
江
戸
狩
野

派
研
究
者
は
、
中
国
絵
画
の
作
品
解
説
な
ど
で
添

帖
の
情
報
が
記
さ
れ
て
い
る
と
、
鑑
定
し
た
画
家

が
そ
の
作
品
か
ら
影
響
を
受
け
た
可
能
性
を
想
定

す
る
。
一
方
、
中
国
絵
画
研
究
者
は
、
江
戸
狩
野

派
の
添
帖
を
、
⽇
本
に
お
け
る
中
国
絵
画
受
容
の

問
題
を
考
察
す
る
う
え
で
有
益
な
資
料
と
見
な
し

て
い
る
。
だ
が
、
添
帖
が
贋
作
で
あ
っ
た
な
ら
、

こ
う
し
た
推
察
は
誤
っ
た
結
論
を
導
く
こ
と
に
な

る
。
作
品
も
添
帖
も
優
品
で
、
両
者
が
後
世
に
組

み
合
わ
さ
れ
る
場
合
が
あ
る
可
能
性
も
否
定
で
き

な
い
。
そ
う
し
た
問
題
を
踏
ま
え
た
う
え
で
、
添

帖
の
情
報
を
作
品
研
究
や
江
戸
狩
野
派
研
究
に
⽣

か
す
こ
と
が
肝
要
で
あ
ろ
う
。
添
帖
を
め
ぐ
る
諸

問
題
は
、
現
在
議
論
が
盛
ん
な
作
品
の
真
贋
や
伝

来
な
ど
の
問
題
を
根
底
か
ら
見
直
さ
ね
ば
な
ら
な

い
可
能
性
を
提
⽰
す
る
の
で
あ
る
。

付
記　

本
稿
を
成
す
に
あ
た
り
、「
狩
野
派
」
展
を
担

当
し
た
出
光
美
術
館
の
廣
海
伸
彦
氏
に
種
々
ご
協
力

を
賜
っ
た
。こ
こ
に
記
し
て
感
謝
の
意
を
表
し
ま
す
。

1 　

中
橋
家
の
鑑
定
に
つ
い
て
は
、
狩
野
永
悳
「
狩
野
家
鑑

定
法
に
就
て
」（『
国
華
』一
⼆
号　

一
⼋
九
〇
年
）を
参
照
。

安
信
が
当
主
だ
っ
た
時
期
に
は
、
添
帖
発
行
の
特
権
は
宗

家
が
有
し
て
い
た
可
能
性
が
高
い
と
い
う
指
摘
が
あ
り（
榊

原
悟
「
最
初
の
美
術
研
究
家
」（『
狩
野
探
幽　

御
用
絵
師
の

肖
像
』臨
川
書
店　

⼆
〇
一
四
年
））、中
橋
家
の
添
帖
は
江

戸
狩
野
派
の
添
帖
の
最
も
基
本
的
な
形
式
を
備
え
て
い
る

と
考
え
ら
れ
る
。
東
京
藝
術
大
学
が
所
蔵
す
る
安
信
の
鑑

定
控
帳
に
は
、作
品
名
、形
状
、画
家
名
の
み
が
書
さ
れ
て
い

る
（
渡
辺
一
編
「
狩
野
安
信
添
状
留
帳
」（『
美
術
研
究
』

四
⼆
号　

一
九
三
五
年
））。
実
際
に
、
安
信
の
添
帖
は
図

２
の
よ
う
に
、作
品
名
、画
家
名
の
後
、「
真
筆
無
疑
者
也
」

と
記
す
シ
ン
プ
ル
な
形
式
で
あ
る
。
中
橋
家
の
添
帖
の
形

式
は
安
信
の
孫
・
狩
野
主
信
あ
た
り
で
確
立
さ
れ
た
可
能

性
が
高
く
、主
信
の
添
帖
で
は
、図
５
の
よ
う
に
、画
家
名
、

「
彩
色
」「
墨
」
な
ど
の
材
質
、
作
品
名
、「
竪
物
」「
一
幅
」

な
ど
の
形
状
、「
真
筆
無
疑
者
也
」
と
記
す
形
に
整
え
ら
れ

て
い
る
。
渡
辺
一
編「
奈
須
永
丹
御
添
状
控
」（『
美
術
研
究
』

四
四
号　

一
九
三
五
年
）
を
参
照
。

2 　

主
信
の
子
・
狩
野
英て
る

信の
ぶ

の
添
帖
で
は
、
中
橋
家
形
式
と

木
挽
町
家
形
式
を
併
用
す
る
よ
う
に
な
り
、
そ
れ
が
英
信

の
子
・
狩
野
高
信
に
も
受
け
継
が
れ
る
よ
う
で
あ
る
。
そ

れ
ぞ
れ
、
渡
辺
一
編
「
狩
野
英
信
鑑
定
控
」（『
美
術
研
究
』

四
五
号　

一
九
三
五
年
）、
渡
辺
一
編
「
狩
野
高
信
添
状
代

附
外
題
控
」（『
美
術
研
究
』
四
⼆
号　

一
九
三
五
年
）
を

参
照
。

3 　

幕
末
期
の
木
挽
町
家
で
は
、
鑑
定
は
弟
子
頭
が
そ
の
仕

事
全
般
を
統
括
し
て
い
た
。橋
本
雅
邦「
木
挽
町
画
所
」（『
国

華
』
三
号　

一
⼋
⼋
九
年
）
を
参
照
。
鑑
定
全
般
の
⽇
程

管
理
、
作
品
の
保
管
、
奉
書
紙
等
の
材
料
準
備
、
鑑
定
代

⾦
の
管
理
等
の
役
割
を
負
っ
て
い
た
も
の
と
推
察
す
る
が
、

時
に
当
主
の
鑑
定
結
果
を
代
筆
し
た
可
能
性
が
あ
ろ
う
。

4 　

田
中
伝　

伝
馬
逵
「
布
袋
図
」
作
品
解
説
（『
狩
野
派
―

画
壇
を
制
し
た
眼
と
⼿
』
出
光
美
術
館　

⼆
〇
⼆
〇
年
）。

　

東
洋
の
古
典
⽂
学
を
縦
横
に
語
っ
た
エ
ッ
セ

イ
集
で
す
。
多
く
の
⼈
に
と
っ
て
古
⽂
や
漢
⽂

の
授
業
で
（
名
前
だ
け
は
？
）
お
な
じ
み
の
名

作
を
解
き
ほ
ぐ
す
筆
者
の
⼿
つ
き
は
柔
ら
か
く

か
つ
深
い
。『
古
事
記
』、『
論
語
』、
定
家
の
和

歌
と
い
っ
た
諸
作
品
に
秘
め
ら
れ
た
濃
密
な
神

秘
性
や
、
と
き
に
猥
雑
な
バ
イ
タ
リ
テ
ィ
が
楽

し
く
⽣
き
⽣
き
と
立
ち
上
が
っ
て
き
ま
す
。

　

ま
た
、
本
書
に
お
け
る
古
典
享
受
の
基
底
に

「
語
り
」「
舞
い
」「
音
」
に
ま
つ
わ
る
身
体
性

が
据
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
も
見
逃
せ
ま
せ
ん
。

能
楽
師
で
あ
る
著
者
の
技
が
、
⽂
学
、
舞
踊
、

演
劇
、
音
楽
と
い
っ
た
諸
芸
の
交
響
す
る
場
を

読
者
の
脳
裏
に
結
ば
せ
る
か
の
よ
う
で
す
。
絵

画
も
ま
た
、
賞
翫
の
所
作
や
芸
事
と
い
っ
た
身

体
的
行
為
、
そ
し
て
も
ち
ろ
ん
物
語
や
⽂
学
と

い
っ
た
言
語
的
行
為
と
も
不
即
不
離
の
関
係
に

あ
る
の
だ
と
い
う
こ
と
を
あ
ら
た
め
て
思
い
お

こ
さ
せ
ら
れ
ま
す
。

　

私
も
こ
の
春
は
本
書
を
⽚
⼿
に
古
典
の
世
界

に
遊
ん
で
み
た
い
と
思
い
ま
す
。

（
上
席
学
芸
員　

村
上
敬
）

本の窓

安
田
登
著

『
野
の
古
典
』

紀
伊
國
屋
書
店
出
版
部
　
二
〇
二
一
年
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美術館問わず語り

　

モ
ー
ツ
ァ
ル
ト
は
、
一
七
五
六
年
に
ザ
ル
ツ
ブ

ル
ク
で
⽣
ま
れ
、
一
七
⼋
一
年
に
ウ
ィ
ー
ン
に
移

り
住
み
、
翌
年
こ
の
地
で
結
婚
し
て
、
一
七
九
一

年
に
没
し
て
い
ま
す
。
三
⼗
六
年
に
満
た
な
い
短

い
⽣
涯
で
し
た
が
、
驚
く
こ
と
に
、
⼈
⽣
の
⼗
年

以
上
を
旅
先
で
過
ご
し
ま
し
た
。
特
に
ザ
ル
ツ
ブ

ル
ク
時
代
に
は
神
童
と
し
て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
各
地
を

回
っ
て
、
演
奏
の
腕
前
を
披
露
し
、
一
流
の
作
曲

家
達
か
ら
直
接
、
作
曲
技
法
を
学
ん
だ
の
で
す
。

　

イ
タ
リ
ア
に
は
三
度
訪
問
し
ま
し
た
。
最
初
の

旅
は
彼
が
⼗
三
歳
の
時
で
、
一
七
六
九
年
⼗
⼆
月

に
父
親
と
⼆
⼈
で
ザ
ル
ツ
ブ
ル
ク
を
出
発
し
、
ミ

ラ
ノ
、
ボ
ロ
ー
ニ
ャ
、
ロ
ー
マ
を
経
て
、
翌
年
五

パオーリ『ポッツォーリ、クーマ、バイアに残る古代遺跡』（１768年）から
「円形闘技場」　当館蔵

モ
ー
ツ
ァ
ル
ト
の
こ
と
（
⼆
）

〜
私
に
と
っ
て
の
「
古
代
へ
の
情
熱
」
展

前
副
館
長　

櫻
井
昌
明

2021年度収蔵品展のご案内

「新収蔵品展」
4月6日（火）―5月16日（日）

「江戸狩野派の古典学習―その基盤と広がり」（特別展示）
5月18日（火）―6月27日（日）

「構図をめぐって―縦に積む／横に拡げる／奥に進む」
6月29日（火）―9月5日（日）

移動美術展

静岡県立美術館 超名品展 風景と人間
11月13日（土）―12月19日（日）
会場：浜松市美術館

※ 9月6日（月）から令和4（2022）年3月31日（木）まで設備
改修工事のため休館します。

月
に
ナ
ポ
リ
に
到
着
し
ま
し
た
。
い
つ
も
と
同
じ

音
楽
ば
か
り
の
旅
で
し
た
が
、
ナ
ポ
リ
で
は
モ
ー

ツ
ァ
ル
ト
父
子
に
は
珍
し
く
観
光
に
⽇
数
を
費
や

し
ま
す
。
ポ
ン
ペ
イ
や
エ
ル
コ
ラ
ー
ノ
の
遺
跡
を

訪
ね
た
の
で
す
。
折
し
も
、
ヴ
ェ
ス
ヴ
ィ
オ
火
⼭

は
猛
烈
に
煙
を
吹
き
、
す
ご
い
閃
光
を
発
し
て
い

ま
し
た
。
ま
た
、
ポ
ッ
ツ
ォ
ー
リ
で
は
巨
大
な
闘

技
場
や
皇
帝
ネ
ロ
の
浴
場
を
見
物
し
ま
し
た
。

　

父
子
の
旅
の
詳
細
は
旅
先
か
ら
故
郷
に
宛
て
た

数
多
く
の
⼿
紙
に
よ
っ
て
知
る
こ
と
が
で
き
ま

す
。
今
回
の
遺
跡
巡
り
で
は
土
産
に
綺
麗
な
銅
版

画
を
持
ち
帰
る
と
、
父
親
は
妻
に
書
き
送
り
ま
し

た
。「
珍
奇
な
場
所
は
す
べ
て
見
物
し
ま
す
が
、

こ
う
し
た
場
所
の
銅
版
画
は
も
う
⼿
に
⼊
れ
て
あ

り
ま
す
。」（
モ
ー
ツ
ァ
ル
ト
書
簡
全
集
Ⅱ 

白
水

社
）

　

当
館
で
は
、
私
が
副
館
長
に
在
任
中
の
令
和
元

年
に
「
古
代
へ
の
情
熱
」
展
を
開
催
し
ま
し
た
。

こ
の
展
覧
会
で
は
、
ま
さ
に
モ
ー
ツ
ァ
ル
ト
が
旅

し
た
時
代
の
ポ
ン
ペ
イ
の
遺
跡
、
噴
火
す
る
ヴ
ェ

ス
ヴ
ィ
オ
火
⼭
、
ポ
ッ
ツ
ォ
ー
リ
の
円
形
闘
技
場

な
ど
を
描
い
た
作
品
が
展
⽰
さ
れ
ま
し
た
。
展
⽰

さ
れ
た
作
品
の
中
に
は
、
も
し
か
し
た
ら
、
父
親

が
ザ
ル
ツ
ブ
ル
ク
に
持
ち
帰
っ
た
銅
版
画
も
含
ま

れ
て
い
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
そ
ん
な
空
想
を
し

な
が
ら
、
展
⽰
室
の
私
は
古
代
へ
の
旅
を
楽
し
み

ま
し
た
、
モ
ー
ツ
ァ
ル
ト
と
と
も
に
。

　

最
後
に
。
私
は
三
月
末
を
も
っ
て
県
を
退
職
い

た
し
ま
し
た
。
こ
の
場
を
お
借
り
し
て
、
在
職
中

の
ご
厚
誼
に
対
し
心
か
ら
お
礼
申
し
上
げ
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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