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間
近
で
見
る
と
、
黒
地
に
灰
色
の
塗
料
で
斜
め
方
向
の
縞
模
様

が
描
か
れ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
が
、
離
れ
て
見
る
と
米
国
三
十

六
代
大
統
領
ジ
ョ
ン
ソ
ン
（
右
）
と
同
三
十
七
代
大
統
領
ニ
ク
ソ

ン
（
左
）
の
肖
像
が
浮
か
び
上
が
る
。
齊
藤
は
、
静
岡
市
出
身
。

早
稲
田
大
学
法
学
部
中
退
後
、
一
九
六
〇
年
代
後
半
に
東
京
を
拠

点
に
同
世
代
の
表
現
者
と
の
親
交
を
深
め
、
静
岡
の
前
衛
集
団
グ

ル
ー
プ
「
幻
触
」
に
参
加
す
る
傍
ら
、
俳
優
や
フ
リ
ー
ラ
イ
タ
ー

と
し
て
も
活
動
し
て
い
た
。

　

本
作
は
、
作
家
選
考
を
中
原
佑
介
と
石
子
順
造
が
手
が
け
一
九

六
八
年
に
東
京
画
廊
、村
松
画
廊
で
開
催
さ
れ
た
「
ト
リ
ッ
ク
ス
・

ア
ン
ド
・
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
展
」
に
出
品
さ
れ
た
。
だ
ま
し
絵
的
な
要

素
は
、
他
の
「
幻
触
」
メ
ン
バ
ー
の
作
品
と
共
通
し
て
い
る
が
、

マ
ス
メ
デ
ィ
ア
か
ら
受
容
さ
れ
た
イ
メ
ー
ジ
を
引
用
し
て
い
る
点

に
齊
藤
の
独
自
性
が
み
ら
れ
る
。
現
存
が
確
認
で
き
る
齊
藤
の
唯

一
の
作
品
で
あ
る
。
今
年
度
購
入
に
よ
り
当
館
の
収
蔵
作
品
に
加

わ
っ
た
。

（
上
席
学
芸
員　

川
谷
承
子
）

齊
藤
司
郎
（
一
九
三
六
―
二
〇
二
二
／
昭
和
十
一
―
令
和
四
）

作
品
名
不
詳

一
九
六
八
頃
（
昭
和
四
三
）
年

合
板
、
塗
料

一
三
〇
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六
二
・
二
㎝
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排
除
と
包
摂

館
長
　
木
下
直
之

　

静
岡
文
化
芸
術
大
学
の
中
村
美
帆
准
教
授

に
よ
る
「
現
代
社
会
と
芸
術
文
化
―
排
除
と

包
摂
」
と
い
う
授
業
に
招
か
れ
、「
排
除
ア
ー

ト
と
切
断
ヴ
ィ
ー
ナ
ス
に
つ
い
て
」
と
題
し

て
話
を
し
ま
し
た
。
五
四
人
の
学
生
が
オ
ン

ラ
イ
ン
で
聴
い
て
く
れ
、
後
日
、
全
員
か
ら

感
想
が
寄
せ
ら
れ
ま
し
た
。
対
面
で
や
り
た

か
っ
た
で
す
ね
。
そ
れ
な
ら
そ
の
場
で
対
話

が
生
ま
れ
ま
す
か
ら
。

　
「
排
除
ア
ー
ト
」
と
は
耳
慣
れ
な
い
言
葉

か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
排
除
を
目
的
に
公
共
空

間
に
置
か
れ
た
さ
ま
ざ
ま
な
オ
ブ
ジ
ェ
を
指

し
て
使
わ
れ
ま
す
が
、
必
ず
し
も
ア
ー
テ
ィ

ス
ト
に
よ
る
「
ア
ー
ト
」
で
は
な
く
て
も
、

そ
う
呼
ば
れ
て
き
ま
し
た
。
と
こ
ろ
が
英

語
で
は
「
ア
ー
ト
」
を
使
わ
な
い
。hostile 

architecture

と
呼
ぶ
よ
う
で
す
。「
ア
ー

ト
」
が
ど
の
よ
う
な
役
割
を
担
っ
て
日
本
社

会
に
あ
る
の
か
に
関
心
が
あ
り
、
写
真
を

撮
っ
て
は
「
何
で
も
か
ん
で
も
ア
ー
ト
」
と

名
付
け
た
フ
ァ
イ
ル
に
保
存
し
て
い
ま
す
。

　

そ
れ
に
し
て
も
、な
ぜ
英
語
でarchitec-

ture

な
の
か
。「
建
築
」
と
訳
せ
ば
、
こ
こ

か
ら
は
「
建
築
」
と
い
う
明
治
期
の
翻
訳
語

を
め
ぐ
る
難
問
が
生
じ
ま
す
が
、
授
業
で
は

そ
こ
ま
で
踏
み
込
み
ま
せ
ん
で
し
た
。

　

問
題
は
排
除
の
対
象
で
す
。
私
的
空
間
で

は
な
く
公
共
空
間
に
居
住
す
る
人
、
長
時
間

滞
在
す
る
人
、
極
端
な
場
合
は
そ
こ
に
横
た

わ
る
人
の
排
除
で
す
。
仕
切
り
が
あ
っ
て
、

横
に
な
れ
な
い
よ
う
に
デ
ザ
イ
ン
さ
れ
て
い

る
公
園
の
ベ
ン
チ
が
そ
れ
で
す
ね
。企
画
し
、

デ
ザ
イ
ン
し
た
人
が
、
そ
こ
に
は
必
ず
い
る

は
ず
で
す
。

　

他
方
の
『
切
断
ヴ
ィ
ー
ナ
ス
』
は
、
写
真

家
越
智
貴
雄
が
二
〇
一
四
年
に
白
順
社
か
ら

出
し
た
写
真
集
で
す
。
お
そ
ら
く
そ
の
過
激

な
タ
イ
ト
ル
が
禍
い
し
て
、
初
版
い
ま
だ
完

売
な
ら
ず
、
と
は
ご
本
人
の
弁
。
病
気
や
不

慮
の
事
故
で
身
体
の
一
部
を
失
っ
た
人
た
ち

の
姿
を
撮
っ
た
写
真
集
で
す
。

　

と
書
い
て
し
ま
う
と
暗
い
イ
メ
ー
ジ
で
す

が
、
写
真
は
そ
の
正
反
対
、
色
鮮
や
か
な
義

足
を
身
に
つ
け
た
女
性
た
ち
が
楽
し
そ
う
に

笑
い
、
躍
動
し
て
い
ま
す
。
昨
年
に
は
『
切

断
ヴ
ィ
ー
ナ
ス
２
』（
同
社
）
も
出
版
さ
れ

ま
し
た
。

　

長
い
間
、義
足
は
隠
す
べ
き
も
の
で
し
た
。

義
足
の「
義
」は
義
父
・
義
母
の
そ
れ
に
通
じ
、

仮
の
足
で
す
か
ら
本
物
の
足
に
似
せ
て
作
ら

れ
ま
し
た
。
そ
れ
を
変
え
た
の
は
ス
ポ
ー
ツ

で
す
。
見
か
け
で
は
な
く
、
機
能
を
優
先
さ

せ
た
。
そ
の
姿
が
報
じ
ら
れ
、
歓
迎
さ
れ
る

と
、
一
般
の
ユ
ー
ザ
ー
に
も
義
足
を
見
せ
た

い
と
い
う
気
持
ち
が
生
ま
れ
、
そ
れ
に
越
智

貴
雄
が
カ
メ
ラ
で
応
え
た
の
で
し
た
。

　

見
慣
れ
る
こ
と
が
重
要
で
す
。
見
慣
れ
な

い
か
ら
「
排
除
」
が
起
こ
る
。
目
を
向
け
、

耳
を
傾
け
る
こ
と
が
大
切
で
す
。

　

私
が
義
足
の
歴
史
に
関
心
を
持
つ
き
っ
か

け
と
な
っ
た
の
が
こ
の
写
真
集
で
し
た
。
な

ぜ
「
ヴ
ィ
ー
ナ
ス
」
ば
か
り
な
の
か
、
男
た

ち
は
ど
こ
に
い
る
の
か
と
い
う
疑
問
か
ら
出

発
し
た
の
で
す
。「
包
摂
」
を
訴
え
る
写
真

集
に
も
、
別
の
「
排
除
」
が
働
い
て
い
る
か

も
し
れ
な
い
。
そ
の
追
跡
の
一
端
は
、
本
誌

一
三
九
号
の
「
鈴
木
祐
一
『
義
手
足
纂
論
』

と
い
う
本
に
つ
い
て
」（
当
館
ウ
ェ
ブ
サ
イ

ト
で
ご
覧
に
な
れ
ま
す
）
で
開
陳
し
、
そ
の

後
も
「
義
足
考1904-2020

」（『
歴
史
と
民

俗
』
三
七
号
）、「
義
足
考1867-1905

」（『
近

代
画
説
』
三
〇
号
）
と
書
き
進
め
て
い
ま
す
。

　

四
年
前
に
、「
障
害
者
に
よ
る
文
化
芸
術

活
動
の
推
進
に
関
す
る
法
律
」
が
制
定
さ
れ

ま
し
た
。「
障
害
者
」
は
「
障
害
者
基
本
法
」

第
二
条
一
で
、「
文
化
芸
術
」
は
「
文
化
芸

術
基
本
法
」
第
八
条
か
ら
第
一
二
条
で
規
定

さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
を
受
け
て
、
静
岡
県

は「
障
害
者
に
よ
る
文
化
芸
術
活
動
の
推
進
」

の
担
当
部
局
を
従
前
の
健
康
福
祉
部
障
害
者

支
援
局
障
害
者
政
策
課
か
ら
ス
ポ
ー
ツ
・
文

化
観
光
部
文
化
局
文
化
政
策
課
に
切
り
替
え

ま
し
た
。

　

こ
れ
は
、県
立
美
術
館
の
扱
う「
文
化
芸
術

活
動
」と
障
害
者
の
そ
れ
と
が
、少
な
く
と
も

文
化
行
政
の
レ
ベ
ル
で
は「
包
摂
」さ
れ
た
こ

と
を
意
味
し
て
い
ま
す
。
ふ
じ
の
く
に
芸
術

祭
と
障
害
者
芸
術
祭
が
一
体
的
に
開
催
さ
れ

る
こ
と
も
決
ま
り
ま
し
た
。そ
れ
は
ま
た
、国

に
よ
る
全
国
障
害
者
芸
術
・
文
化
祭
（
厚
生

労
働
省
）
と
国
民
文
化
祭
（
文
化
庁
）
の
一

体
化
の
地
方
自
治
体
版
と
も
い
え
ま
す
。

　

結
局
、「
排
除
と
包
摂
」
と
は
、
境
界
線

を
ど
こ
に
引
く
の
か
と
い
う
問
題
な
の
で
す

ね
。
し
た
が
っ
て
、
美
術
館
は
そ
れ
を
今
は

多
様
な
文
化
芸
術
活
動
の
ど
こ
に
引
い
て
い

る
の
か
、
と
自
覚
す
る
こ
と
が
大
切
で
す
。

こ
の
話
、
も
う
少
し
続
け
ま
す
。
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近
代
日
本
の
オ
ル
タ
ナ
テ
ィ
ヴ
と
し
て
の
静
岡
、そ
の
可
能
性

　
村
上　

敬

　

皆
様
、
御
無
沙
汰
い
た
し
て
お
り
ま
す
。

平
成
一
四
年
の
春
か
ら
昨
九
月
末
ま
で
足
か

け
二
〇
年
も
の
間
、
県
立
美
術
館
で
お
世
話

に
な
り
ま
し
た
村
上
で
す
。
こ
の
た
び
あ
ら

た
め
て
御
挨
拶
申
し
上
げ
る
機
会
を
い
た
だ

き
、
た
い
へ
ん
恐
縮
に
存
じ
ま
す
。

　

さ
て
、
私
こ
と
、
上
野
に
通
勤
し
始
め
て

こ
の
春
で
半
年
と
な
り
ま
し
た
。
上
野
は
将

軍
家
菩
提
寺
の
寛
永
寺
が
あ
り
、
彰
義
隊
戦

争
の
舞
台
と
も
な
っ
た
地
。
ふ
と
し
た
折
に

葵
の
御
紋
に
出
会
っ
て
は
静
岡
が
思
い
出
さ

れ
ま
す
。

　

思
え
ば
、
幕
府
瓦
解
の
の
ち
家
達
公
と
と

も
に
駿
府
に
や
っ
て
き
た
数
え
一
七
の
若
侍

が
長
じ
て
日
本
最
高
の
洋
画
家
の
一
人
と
な

っ
た
の
は
ま
こ
と
に
不
思
議
な
巡
り
合
わ
せ

で
す
。
む
ろ
ん
川
村
清
雄
の
こ
と
で
す
。
日

本
最
高
云
々
と
い
う
の
は
贔
屓
目
の
入
っ
た

話
で
は
あ
り
ま
す
が
、
西
洋
絵
画
の
正
則
課

程
を
現
地（
川
村
の
場
合
は
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
）

で
修
め
た
最
も
早
い
世
代
の
邦
人
画
家
、
し

か
も
成
績
優
秀
で
あ
っ
た
、
と
い
う
の
は
歴

史
的
事
実
で
す
。

　
「
維
新
の
洋
画
家　

川
村
清
雄
」
展
（
平

成
二
四
年
）
は
私
に
と
っ
て
と
て
も
印
象
深

い
も
の
で
し
た
。
第
五
展
示
室
に
川
村
の
油

彩
を
ず
ら
り
と
並
べ
て
眺
め
た
際
に
は
、
本

当
に
息
を
呑
む
思
い
を
し
た
も
の
で
す
。
何

よ
り
も
底
光
り
す
る
よ
う
な
透
明
感
の
あ
る

水
の
表
現
。
オ
ー
ル
ド
マ
ス
タ
ー
は
別
格
と

し
て
も
、
近
代
以
降
の
画
家
の
う
ち
最
も
巧

み
に
油
彩
を
扱
っ
た
者
の
一
人
で
あ
る
こ
と

は
間
違
い
な
い
で
し
ょ
う
。

　

同
展
の
名
付
け
親
で
あ
っ
た
芳
賀
徹
前
館

長
は
「
夏
目
漱
石
の
美
術
世
界
」
展
（
平
成

二
五
年
）
の
発
案
者
で
も
あ
り
ま
し
た
。
漱

石
は
英
国
で
学
ん
だ
英
文
学
者
で
あ
り
な
が

ら
、
明
治
日
本
の
上
滑
り
な
欧
化
に
は
っ
き

り
と
批
判
的
な
目
を
向
け
た
人
物
で
す
。
彼

の
小
説
『
吾
輩
ハ
猫
デ
ア
ル
』
に
は
、
剽
軽

な
迷
亭
と
は
ま
っ
た
く
対
照
的
な
伯
父
・
牧

山
男
爵
が
登
場
し
ま
す
。
明
治
後
期
に
な
っ

て
も
髷
を
結
い
鉄
扇
を
肌
身
離
さ
ず
、
時
勢

に
そ
ぐ
わ
ぬ
漢
学
者
。
し
か
し
、
ち
ゃ
ら
っ

ぽ
こ
の
迷
亭
の
口
か
ら
語
ら
れ
る
と
、
旧
弊

老
人
で
あ
る
伯
父
の
方
が
ま
と
も
に
思
わ
れ

て
く
る
の
が
面
白
い
。
彼
も
ま
た
御
一
新
に

伴
っ
て
静
岡
に
移
り
そ
の
ま
ま
居
着
い
た
身

の
上
、
駿
府
遷
住
者
で
す
。

　

静
岡
と
い
う
土
地
は
日
本
の
中
で
ど
こ
か

特
別
な
と
こ
ろ
、
よ
そ
に
は
な
い
部
分
が
あ

り
ま
す
。
関
東
に
対
す
る
関
西
と
い
う
よ
う

な
地
理
的
・
文
化
的
な
対
比
の
軸
で
は
な
く
、

時
間
的
な
も
の
で
し
ょ
う
か
。
時
代
遅
れ
と

い
う
こ
と
で
は
な
く
（
そ
う
い
う
発
想
は
い

か
に
も
皮
相
に
思
え
ま
す
）、
近
現
代
の
日

本
が
バ
タ
バ
タ
と
追
い
か
け
て
き
た
も
の
に

対
置
さ
れ
る
べ
き
、
何
か
重
要
な
エ
ッ
セ
ン

ス
を
抱
い
て
い
る
。

　

各
地
の
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
は
そ
の
土
地
の
底

流
を
な
し
て
い
る
特
性
・
風
土
を
追
究
す
る

役
割
を
持
ち
ま
す
。
静
岡
に
お
い
て
そ
れ
は

と
て
も
大
き
く
て
、
近
現
代
の
日
本
全
体
に

対
す
る
オ
ル
タ
ナ
テ
ィ
ヴ
（
代
替
物
）、
わ

が
国
が
行
き
詰
ま
っ
た
と
き
の
処
方
箋
た
り

う
る
気
が
す
る
の
で
す
。

　

結
局
私
は
「
気
が
す
る
」
だ
け
で
出
て
し

ま
っ
た
わ
け
で
す
が
、
そ
の
存
在
を
証
し
だ

て
る
意
欲
と
能
力
が
静
岡
県
立
美
術
館
に
は

あ
り
ま
す
。
関
係
各
所
に
は
ぜ
ひ
（「
稼
ぐ

文
化
」
的
な
さ
も
し
さ
で
は
な
く
）
県
美
が

継
続
的
に
活
動
し
て
い
け
る
よ
う
な
目
配
り

を
お
願
い
し
た
い
。
県
の
ブ
ラ
ン
デ
ィ
ン
グ

の
た
め
に
無
駄
に
な
ら
な
い
投
資
で
す
か

ら
。（

東
京
藝
術
大
学
大
学
美
術
館
准
教
授
）

川村清雄《波》1913頃-27（大正 2 頃-昭和 2 ）、キャンヴァス、油彩

「夏目漱石の美術世界」静岡展ちらし
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兵馬俑と古代中国
～秦漢文明の遺産～
2022年 6 月18日（土）～ 8月28日（日）

　

秦
始
皇
帝
陵
の
兵へ

い

馬ば

俑よ
う

は
、
一
九
七
四

年
、
中
国
陝
西
省
で
村
民
が
井
戸
を
掘
っ

て
い
る
際
に
偶
然
発
見
さ
れ
ま
し
た
。
そ

こ
は
、
地
下
に
兵
馬
俑
が
眠
る
兵
馬
俑
坑

の
上
だ
っ
た
の
で
す
。
始
皇
帝
は
、
春
秋

戦
国
時
代
の
約
五
五
〇
年
に
渡
っ
て
続
い

た
戦
乱
の
時
代
を
終
わ
ら
せ
、
紀
元
前
二

二
一
年
に
史
上
初
め
て
中
国
大
陸
を
統
一

し
た
人
物
で
す
。

　

兵
馬
俑
坑
か
ら
は
、
約
八
千
体
も
の
兵

馬
俑
が
見
つ
か
っ
て
い
ま
す
。
そ
も
そ
も

俑よ
う

と
は
人
や
動
物
の
姿
を
写
し
取
っ
た
像

で
、
古
代
中
国
に
お
い
て
信
じ
ら
れ
て
い

で
名
馬
を
示
す
「
汗か
ん

血け
つ

馬ば

」
を
表
し
て
い

ま
す
。
前
漢
の
時
代
に
、
汗
血
馬
は
実
際

に
西
域
か
ら
も
た
ら
さ
れ
る
こ
と
に
な
り

ま
し
た
。
こ
の
一
例
が
示
す
よ
う
に
、
漢

は
西
方
か
ら
の
文
化
や
産
物
を
吸
収
し
て

栄
え
、
そ
の
後
の
ア
ジ
ア
や
世
界
に
大
き

な
影
響
を
残
し
て
い
ま
す
。

　

本
展
は
、
日
中
国
交
正
常
化
五
十
周
年

を
記
念
し
て
開
催
さ
れ
ま
す
。
中
国
国
家

一
級
文
物
（
最
高
級
の
貴
重
文
物
を
指
す

中
国
独
自
の
区
分
）
二
四
点
や
日
本
初
出

品
を
多
数
含
む
約
二
〇
〇
点
に
よ
り
、
古

代
中
国
の
歴
史
を
追
体
験
で
き
る
機
会
で

す
。
ぜ
ひ
実
物
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

（
上
席
学
芸
員　

植
松　

篤
）《鎏金青銅馬》前漢、茂陵博物館蔵、一級文物

《戦服将軍俑》統一秦、秦始皇帝陵博物院蔵、一級文物

戦
国
時
代
の
秦
の
も
の
や
、
そ
の
次
の
漢

の
時
代
に
作
ら
れ
た
も
の
も
展
示
し
ま

す
。
こ
れ
ら
は
等
身
大
で
は
な
く
、
よ
り

小
型
の
サ
イ
ズ
で
作
ら
れ
ま
し
た
。

　

秦
朝
の
後
、
漢
を
創
始
し
た
の
は
劉り
ゅ
う

邦ほ
う

で
す
。
秦
の
都
で
あ
る
咸か
ん

陽よ
う

は
、
古
代
中

国
の
領
土
か
ら
言
え
ば
西
に
位
置
し
て
い

ま
し
た
。
漢
も
ま
た
、
咸
陽
の
近
く
に
長

安
の
都
を
置
き
ま
し
た
。
こ
の
よ
う
な
場

所
に
都
が
あ
る
の
は
、
不
便
だ
と
思
え
る

か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
地
政
学
的

に
見
る
と
、
そ
こ
は
と
て
も
重
要
な
地
域

で
し
た
。
モ
ン
ゴ
ル
帝
国
や
シ
ル
ク
ロ
ー

ド
、
ロ
ー
マ
帝
国
な
ど
、
西
方
と
の
関
係

に
と
っ
て
は
、利
に
富
ん
で
い
た
の
で
す
。

出
品
物
の
一
つ
で
あ
る
《
鎏り
ゅ
う

金き
ん

青
銅
馬
》

は
ス
ラ
リ
と
し
た
美
し
い
フ
ォ
ル
ム
を
し

て
い
ま
す
。
こ
の
史
料
は
、
中
央
ア
ジ
ア

た
死
後
の
生
活
の
た
め
、
故
人
と
と
も
に

地
下
世
界
に
収
め
ら
れ
た
副
葬
品
で
す
。

始
皇
帝
陵
の
兵
馬
俑
を
子
細
に
観
察
す
る

と
、
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
顔
を
し
て
い
て
、

ヘ
ア
ス
タ
イ
ル
も
一
様
で
は
あ
り
ま
せ

ん
。
そ
れ
ぞ
れ
の
出
身
地
域
の
身
体
的
な

特
徴
が
表
れ
て
い
る
と
の
指
摘
も
あ
り
ま

す
。

　

始
皇
帝
の
埋
葬
の
た
め
の
遺
構
は
広
大

で
、
陵
園
と
呼
ば
れ
て
い
ま
す
。「
大
き

な
お
墓
」
と
い
う
よ
り
、「
祭
祀
の
た
め

の
街
」
を
想
像
し
て
も
ら
っ
た
方
が
近
い

か
と
思
い
ま
す
。
兵
馬
俑
が
見
つ
か
っ
た

兵
馬
俑
坑
は
、
正
確
に
言
う
と
、
陵
園
よ

り
東
に
位
置
す
る
一
角
に
過
ぎ
ま
せ
ん
。

始
皇
帝
陵
の
南
の
背
後
に
あ
る
驪り

山ざ
ん

か

ら
、
北
側
を
流
れ
る
渭い

水す
い

の
川
ま
で
が
、

埋
葬
に
関
連
す
る
地
域
と
も
言
わ
れ
て
い

ま
す
。
そ
の
よ
う
な
大
規
模
な
埋
葬
を
行

う
こ
と
が
で
き
た
の
は
、
何
よ
り
も
中
国

大
陸
を
統
一
し
た
強
大
な
国
力
が
あ
っ
た

ゆ
え
で
し
ょ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、秦
は
、

始
皇
帝
が
没
し
て
か
ら
わ
ず
か
三
年
、
統

一
か
ら
十
五
年
で
終
焉
を
迎
え
ま
し
た
。

　

さ
て
、
始
皇
帝
の
兵
馬
俑
が
最
も
有
名

で
す
が
、
兵
馬
俑
は
、
そ
の
前
後
の
時
代

で
も
作
ら
れ
て
い
ま
す
。
展
覧
会
で
は
、

E X H I B I T I O N
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当
館
で
は
開
館
以
来
、
一
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
一
年

度
は
購
入
と
寄
贈
に
よ
り
、
新
た
に
一
四
点

の
作
品
を
収
蔵
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

［
日
本
画
］

　

日
本
画
で
は
、
二
点
の
作
品
を
購
入
し
ま

し
た
。狩
野
探
幽《
王
冕
原
本　

墨
梅
図
》は
、

江
戸
時
代
の
巨
匠
・
狩
野
探
幽
が
、
元
時
代

に
活
躍
し
、
梅
を
描
く
名
手
だ
っ
た
王お

う

冕べ
ん

の

墨
梅
図
を
写
し
た
作
品
で
す
。
王
冕
の
墨
梅

図
特
有
の
美
し
く
伸
び
や
か
な
筆
遣
い
、
月

の
微
光
を
感
じ
さ
せ
る
墨
の
濃
淡
表
現
な
ど

が
、
探
幽
の
冴
え
わ
た
る
画
技
に
よ
っ
て
再

現
さ
れ
て
お
り
、
梅
の
し
な
や
か
な
枝
ぶ
り

が
美
し
い
一
点
で
す
。狩
野
立た

ち

信の
ぶ《（
倣
日に
っ

観か
ん

）

葡
萄
図
》
は
、
幕
末
維
新
期
に
活
躍
し
た
江

戸
狩
野
派
の
画
家
・
狩
野
立
信
の
優
品
で
す
。

南
宋
か
ら
元
初
に
活
躍
し
、
葡
萄
図
を
得
意

と
し
た
日
観
の
図
に
基
づ
い
て
描
か
れ
た
作

品
で
、
巧
み
な
筆
墨
表
現
に
よ
っ
て
奥
行
き

や
葡
萄
の
立
体
感
が
描
き
出
さ
れ
て
い
ま

す
。
作
品
紹
介
が
進
ん
で
い
な
い
立
信
の
画

風
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
貴
重
な
作
品
で

す
。

［
西
洋
画
］

　

西
洋
ジ
ャ
ン
ル
は
、
二
点
の
版
画
作
品
を

購
入
し
ま
し
た
。
ひ
と
つ
は
、
通
称
カ
ナ
レ

ッ
ト
、
ア
ン
ト
ニ
オ
・
カ
ナ
ル
の
《
ラ
ン
タ

ン
の
あ
る
ポ
ル
テ
ィ
コ
》
で
す
。
ラ
ン
タ
ン

が
吊
り
下
げ
ら
れ
た
古
い
ア
ー
チ
の
向
こ
う

に
、
凱
旋
門
や
古
代
ロ
ー
マ
の
遺
跡
と
思
わ

れ
る
建
築
物
が
広
が
る
眺
め
は
、
故
郷
ヴ
ェ

ネ
ツ
ィ
ア
を
主
題
と
す
る
都
市
景
観
画
を
得

意
と
し
た
作
者
に
よ
る
想
像
の
光
景
で
す
。

も
う
ひ
と
つ
は
、
現
存
す
る
南
イ
タ
リ
ア
の

古
代
港
湾
都
市
ポ
ッ
ツ
ォ
ー
リ
の
壮
大
な
遺

跡
と
、
そ
こ
を
訪
れ
た
グ
ラ
ン
ド
ツ
ア
ー
の

旅
行
者
た
ち
を
描
い
た
《
ポ
ッ
ツ
ォ
ー
リ
の

セ
ラ
ピ
ス
神
殿
》。
フ
ラ
ン
ス
人
ル
イ
・
ジ

ャ
ン
・
デ
プ
レ
の
素
描
を
元
に
イ
タ
リ
ア
人

フ
ラ
ン
チ
ェ
ス
コ
・
ピ
ラ
ネ
ー
ジ
が
彫
版
し

た
、
手
彩
色
に
よ
る
軽
や
か
で
鮮
明
な
水
彩

が
印
象
的
な
作
品
で
す
。

［
現
代
美
術
］

　

現
代
ジ
ャ
ン
ル
で
は
表
紙
で
取
り
上
げ
た

齊
藤
司
郎
の
絵
画
一
点
を
購
入
し
、
九
点
を

ご
寄
贈
い
た
だ
き
ま
し
た
。
寄
贈
作
品
の
う

ち
二
点
は
、
日
本
の
現
代
の
抽
象
絵
画
史
を

考
察
す
る
上
で
重
要
な
作
家
の
一
人
で
あ
る

中
西
夏
之
が
初
期
に
描
い
た
《
韻
―
Ｈ
》（
一

九
六
〇
年
）
と
、
晩
年
に
描
い
た
《
グ
レ
ー

の
中
の
白
い
旋
回
―
Ⅲ
》（
二
〇
一
一
年
）

で
す
。
寄
贈
に
よ
り
中
西
の
絵
画
思
想
や
作

品
展
開
を
検
証
す
る
の
に
ふ
さ
わ
し
い
重
要

作
品
が
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
に
加
わ
り
ま
し
た
。

中
村
宏
の
絵
画
三
点
は
、
制
作
時
期
の
早
い

《
人
面
動
物
》（
一
九
六
〇
年
）
か
ら
、
一
九

八
六
年
の《
記
号
2
》や
一
九
九
六
年
の《
告

新
収
蔵
品
の
紹
介

新収蔵品紹介

ルイ・ジャン・デプレ、フランチェスコ・ピラネージ《ポッツォーリのセラピス神殿》
1781年？
紙、アウトライン・エッチング、手彩色

中西夏之《韻－H》
1960（昭和35）年

狩野探幽守信《王冕原本　墨梅図》
1664～74（寛文 4 ～延宝 2 ）年
絹本墨画

示
（
2
）》
と
、
幅
広
い
年
代
の
も
の
が
揃

っ
て
お
り
、
中
村
の
作
品
が
さ
ら
に
充
実
し

ま
し
た
。
駒
井
哲
郎
の
銅
版
画
四
点
は
、
い

ず
れ
も
駒
井
の
作
品
集
へ
の
収
録
作
で
、
個

人
所
蔵
家
が
長
ら
く
大
切
に
し
て
き
た
も
の

で
す
。

ご
寄
贈
く
だ
さ
っ
た
方
々
（
五
十
音
順
）

太
田
正
樹
氏

原
雄
太
郎
氏

日
比
野
秀
男
氏

記
し
て
謝
意
を
表
し
ま
す
。

新
収
蔵
品
展

二
〇
二
二
年
五
月
二
十
四
日（
火
）～

七
月
十
八
日（
月
・
祝
）

会
場
：
本
館
第
七
展
示
室
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さ
て
、
人
の
記
録
と
記
憶
に
つ
い
て
お
話
し
し

た
い
と
思
う
。

　

事
の
起
こ
り
は
、
今
年
四
月
か
ら
開
催
さ
れ
る

「
大
展
示
室
展
」（
四
月
二
日
㈯
～
五
月
十
五
日
㈰
）

を
準
備
し
て
い
た
時
の
こ
と
で
あ
る
。

　

こ
の
展
覧
会
は
、
美
術
館
と
い
う
建
物
が
持
っ

て
い
る
作
品
保
全
や
展
示
に
つ
い
て
の
様
々
な
機

能
や
設
備
を
ご
紹
介
す
る
と
共
に
、
美
術
館
創
設

期
の
様
子
を
ご
覧
頂
く
も
の
で
あ
る
。
こ
の
た
め

に
古
い
資
料
を
調
査
し
て
い
た
私
に
、
同
僚
か
ら

声
が
か
か
っ
た
。

　
「
レ
ス
ト
ラ
ン
側
の
中
庭
に
あ
る
石
の
壇
み
た

い
な
も
の
、
何
な
ん
で
す
か
？
」

　

図
1
が
件
の
壇
で
あ
る
。

　

黒
い
御
影
石
製
で
、
実
技
室
前
廊
下
か
ら
中
庭

に
出
る
と
、
二
段
の
階
段
で
上
が
る
よ
う
に
な
っ

て
お
り
、
高
さ
約
五
六
㎝
、
幅
は
一
七
六
・
五
㎝
、

手
前
が
方
形
、
向
こ
う
側
が
半
円
状
に
弧
を
描
い

て
お
り
、
手
前
か
ら
円
弧
の
頂
点
ま
で
三
二
五
・

二
㎝
あ
る
。
壇
に
は
さ
ら
に
一
五
・
五
㎝
程
の
上

段
が
あ
り
、
九
〇
度
右
折
す
る
と
、
ま
た
階
段
を

経
て
レ
ス
ト
ラ
ン
側
に
向
か
っ
て
石
の
通
路
状
モ

チ
ー
フ
が
約
一
三
ｍ
ほ
ど
延
び
て
い
る
。

　

こ
れ
は
一
体
何
な
の
か
。

　

私
は
こ
の
美
術
館
に
奉
職
し
て
二
〇
数
年
だ

が
、
本
来
の
目
的
は
聞
い
た
こ
と
が
な
い
。
先
輩

学
芸
員
に
訊
い
た
こ
と
も
あ
っ
た
が
、「
…
…
さ

あ
？
」
と
い
う
返
事
だ
っ
た
。
一
回
だ
け
、
現
代

美
術
の
作
家
が
こ
の
上
に
茶
室
を
設
置
し
た
こ
と

が
あ
っ
た1

が
、
他
に
は
何
か
置
か
れ
た
こ
と
も
な

い
だ
ろ
う
。
要
す
る
に
、
現
在
の
職
員
は
誰
も
知

ら
な
い
。

　

こ
の
壇
が
載
っ
て
い
る
建
築
図
面
も
、
実
は
一

図 3 　《静岡県立美術館建築基本構想案 1 階平面図》（中央部分）

図 1 　中庭の石壇

図 2 　《静岡県立美術博物館建築基本構想案 配置図》（C案）前庭部分
　　　左側水路の突き当りが噴水

さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
。こ
れ
ら
三
案
の
い
ず
れ
も
、

駿
府
城
の
中
堀
に
囲
ま
れ
た
北
西
の
一
角
、
西
門

橋
か
ら
北
御
門
橋
の
間
に
位
置
し
て
お
り
、
堀
の

北
側
を
背
に
し
て
、
建
物
正
面
に
は
堀
を
連
想
さ

せ
る
水
場
が
配
さ
れ
て
い
る
。
か
つ
て
駿
府
城
に

は
三
重
の
堀
が
あ
り5

、
現
存
す
る
中
堀
の
内
側
に

は
内
堀
が
あ
っ
た
の
で
、
こ
れ
を
記
念
す
る
モ
チ

ー
フ
を
配
す
る
こ
と
が
案
の
条
件
と
さ
れ
て
い
た

の
か
も
し
れ
な
い6

。
配
置
図
の
現
存
す
る
Ｂ
案
、

Ｃ
案
を
見
て
み
る
と
、
こ
の
モ
チ
ー
フ
へ
と
続
く

水
路
が
設
け
ら
れ
、
園
地
を
巡
る
そ
の
始
点
に
は

噴
水
を
配
す
る7（
図
2
）
と
い
う
点
で
共
通
す
る
。

　

こ
の
、
園
地
の
中
を
進
む
水
路
、
と
い
う
形
が
、

当
館
中
庭
に
残
る
石
壇
の
原
型
の
一
つ
で
は
な
い

か
、
と
い
う
の
が
現
在
の
仮
説
で
あ
る
。

　

中
世
遺
構
が
検
出
さ
れ
、
建
設
予
定
地
が
駿
府

城
公
園
か
ら
変
更
さ
れ
て
か
ら
後
、
移
転
先
候
補

の
一
つ
が
県
文
化
セ
ン
タ
ー
（
当
時
）
の
敷
地
で

あ
っ
た
。『
静
岡
県
文
化
セ
ン
タ
ー
（
園
地
の
あ

ら
ま
し
）』（
一
九
七
〇
年8

）
と
い
う
小
冊
子
に
よ

る
と
、
こ
こ
は
県
立
中
央
図
書
館
、
静
岡
女
子
大

学
を
内
包
し
た
施
設
で
あ
り
、
現
在
県
立
美
術
館

つ
し
か
な
い
。「
昭
和
58
年
度　

静
岡
県
立
美
術

館
建
築
工
事　

石
工
事
」
と
い
う
冊
子
が
そ
れ
な

の
だ
が
、
施
工
部
位
と
し
て
中
庭
に
図
示
さ
れ
て

は
い
る
も
の
の
、
詳
細
図
が
な
い2

。
名
称
も
不
明

で
あ
る
。

　

ロ
ダ
ン
館
建
設
時
に
作
成
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る

模
型3

が
現
存
し
て
お
り
、
こ
こ
に
は
こ
の
モ
チ
ー

フ
が
し
っ
か
り
再
現
さ
れ
て
い
る
が
、
や
は
り
現

存
し
て
い
る
、
美
術
館
本
館
の
基
本
設
計
を
進
め

る
際
に
製
作
さ
れ
た
模
型4

に
は
、
こ
の
壇
は
ま
だ

登
場
し
て
い
な
い
。

　

大
展
示
室
展
に
係
る
調
査
を
進
め
る
中
で
、
こ

の
壇
が
何
で
あ
っ
た
の
か
に
つ
い
て
、
示
唆
し
て

く
れ
る
資
料
が
あ
っ
た
。

　

ま
ず
、
美
術
館
建
設
計
画
最
初
期
の
基
本
構
想

案
で
あ
る
。

　

美
術
館
は
元
々
、
静
岡
市
内
の
駿
府
城
公
園
内

に
建
設
さ
れ
る
予
定
で
あ
っ
た
。一
九
八
一（
昭
和

五
六
）
年
三
月
に
建
築
基
本
構
想
提
案
が
募
集
さ

れ
、八
月
に
建
築
基
本
構
想
が
決
定
し
て
い
る
。こ

の
時
、現
存
す
る
資
料
か
ら
判
断
す
る
限
り
Ａ
、

Ｂ
、Ｃ
の
三
案
が
提
示
さ
れ
、そ
の
内
Ｂ
案
が
採
用

中庭の謎について
上席学芸員　新田建史
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の
建
っ
て
い
る
辺
り
に
は
音
楽
ホ
ー
ル
が
、
ロ
ダ

ン
館
よ
り
や
や
北
北
東
に
寄
っ
た
位
置
に
は
美
術

博
物
館
が
建
設
さ
れ
る
予
定
で
あ
っ
た
。
現
在
の

県
立
美
術
館
建
設
が
決
ま
っ
た
の
は
一
九
七
九

（
昭
和
五
四
）
年
一
月
な
の
で
、
こ
の
冊
子
で
示

さ
れ
る
美
術
博
物
館
は
、
別
個
の
構
想
だ
っ
た
筈

で
あ
る
。

　

こ
の
県
文
化
セ
ン
タ
ー
へ
の
移
転
構
想
に
は
立

地
に
二
案
あ
り
、
一
つ
は
現
在
の
図
書
館
よ
り
や

や
北
西
、芝
生
公
園
に
少
し
か
か
る
辺
り
（
Ａ
案
）

と
、
も
う
一
つ
は
県
立
図
書
館
に
隣
接
し
た
、
現

在
の
建
物
地
点
（
Ｂ
案
）
で
あ
る
。
Ａ
案
を
見
て

み
る
と
、
建
物
本
体
の
ほ
ぼ
真
ん
中
に
中
庭
を
設

け
、
こ
こ
に
通
路
の
よ
う
な
、
水
路
の
よ
う
な
モ

チ
ー
フ
が
配
さ
れ
て
い
る9

（
図
3
）。
通
路
に
し

て
は
形
が
不
定
形
で
あ
り
、
建
物
廊
下
を
挟
ん
で

屋
外
か
ら
貫
通
す
る
構
造
な
の
で
、
水
路
と
し
て

構
想
さ
れ
た
可
能
性
が
高
い
と
感
じ
る
。
噴
水
は

無
い
が
、「
園
地
の
中
の
水
路
」
と
い
う
構
想
は

引
き
継
が
れ
て
い
る
訳
で
あ
る
。

　

こ
こ
で
開
館
当
初
の
現
在
の
建
物
の
中
庭
を
思

い
浮
か
べ
て
み
る
と
、
白
い
玉
石
を
敷
き
詰
め
た

中
を
、
黒
い
石
壇
と
通
路
が
貫
通
し
て
お
り
、
そ

の
周
囲
を
な
だ
ら
か
な
築
山
が
取
り
囲
ん
で
い
た

筈
で
あ
る
。
こ
の
玉
石
と
築
山
と
い
う
組
み
合
わ

せ
は
、
禅
寺
の
石
庭
を
容
易
に
連
想
さ
せ
る10

。
玉

石
は
海
な
い
し
水
を
、
築
山
は
陸
な
い
し
山
を
表

す
こ
と
に
な
る
。
だ
と
す
れ
ば
、
園
地
を
通
る
水

路
も
し
く
は
小
川
と
い
う
か
つ
て
の
構
想
が
、
水

景
の
中
の
小
道
へ
と
、
表
裏
転
換
さ
れ
た
も
の
と

考
え
ら
れ
る11

。

　

開
館
年
度
の
一
九
八
六
（
昭
和
六
一
）
年
十
二

月
に
発
行
さ
れ
た
『
静
岡
県
立
美
術
館
要
覧
』
を

見
る
と
、
建
物
紹
介
の
中
で
わ
ざ
わ
ざ
「
中
庭

Court

」
が
取
り
上
げ
ら
れ
、
眩
し
い
よ
う
な
玉

石
の
庭
と
、
竹
が
ま
ば
ら
に
植
え
ら
れ
た
築
山
と

が
写
真
付
き
で
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
玉
石
が
汚
れ

て
し
ま
い
、
何
故
か
椿
ま
で
大
き
く
生
え
て
い
る

現
在
と
は
異
な
り
、
建
設
当
時
の
中
庭
は
そ
れ
な

り
に
ス
ト
イ
ッ
ク
で
、
紹
介
す
る
に
足
る
庭
だ
っ

た
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
駿
府
城
公
園
内
を

立
地
と
し
た
美
術
博
物
館
構
想
の
時
か
ら
、
現
在

の
建
物
に
至
る
ま
で
、
園
地
、
水
、
小
道
と
い
う

組
み
合
わ
せ
が
一
貫
し
て
お
り
、
そ
れ
は
駿
府
城

の
堀
に
由
来
す
る
も
の
だ
と
推
測
さ
れ
る
。
冒
頭

に
述
べ
た
通
り
、
こ
の
設
計
意
図
は
実
質
上
見
え

な
く
な
っ
て
お
り
、
今
回
調
査
に
よ
っ
て
推
測
す

る
こ
と
が
出
来
た
も
の
で
あ
る
。
未
整
理
と
は
い

え
、
当
時
の
資
料
が
残
っ
て
い
た
か
ら
こ
そ
可
能

だ
っ
た
の
で
あ
り
、
記
録
と
い
う
も
の
が
い
か
に

重
要
で
あ
る
か
を
示
し
て
い
る
。

　

反
面
、
た
か
だ
か
四
〇
年
程
度
の
年
月
で
、
最

早
経
緯
が
曖
昧
で
あ
る
。
折
々
の
記
録
は
残
っ
て

い
て
も
、
そ
れ
ら
が
何
故
記
録
さ
れ
た
の
か
、
ど

の
よ
う
な
意
味
を
持
つ
の
か
、
そ
の
文
脈
が
与
え

ら
れ
な
け
れ
ば
、記
憶
に
は
残
ら
な
い
の
で
あ
る
。

歴
史
を
扱
う
者
の
一
人
と
し
て
、
深
く
反
省
さ
せ

ら
れ
る
次
第
で
あ
っ
た
。

1 　

二
〇
〇
三
（
平
成
一
五
）
年
度
に
開
催
さ
れ
た
「
静
岡

N
EW

 A
RT

展　

わ
た
し
の
居
場
所
」
内
の
企
画
、
横

山
飛
鳥
に
よ
る
イ
ン
ス
タ
レ
ー
シ
ョ
ン
、
二
〇
〇
四
（
平

成
一
六
）
年
一
月
六
日
㈫
～
二
月
一
日
㈰

2 　

図
面
を
収
納
し
て
い
る
小
部
屋
に
は
、
開
館
準
備
室
以

来
の
資
料
や
資
材
が
重
な
っ
て
お
り
、
ま
だ
発
見
整
理
さ

れ
て
い
な
い
図
面
が
あ
る
可
能
性
は
残
っ
て
い
る
。

3 　

こ
の
模
型
に
は
「
平
成
6
年
3
月
開
館
」
と
い
う
文
言

が
付
さ
れ
て
お
り
、ロ
ダ
ン
館
が
開
館
す
る
一
九
九
四（
平

成
六
）
年
三
月
よ
り
前
、
お
そ
ら
く
ロ
ダ
ン
館
建
設
工
事

が
着
工
さ
れ
る
一
九
九
二
（
平
成
四
）
年
四
月
よ
り
も
少

し
前
に
製
作
さ
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

4 　

こ
の
模
型
に
は
、「
昭
和
58
年
度
静
岡
県
立
美
術
館
基

本
設
計
」
と
い
う
文
言
が
付
さ
れ
て
い
る
。
現
在
の
立
地

が
決
定
し
た
の
が
一
九
八
三
（
昭
和
五
八
）
年
六
月
、
建

築
の
基
本
設
計
が
完
了
し
た
の
が
同
年
九
月
な
の
で
、
こ

の
間
に
製
作
さ
れ
た
も
の
だ
と
思
わ
れ
る
。

5 　

静
岡
市
公
式
サ
イ
ト
「
駿
府
城
跡
・
駿
府
城
跡
天
守
台

発
掘
調
査
」（https://w

w
w

.city.shizuoka.lg.jp/000_

　

002441.htm
l

）
よ
り
。

6 　

応
募
案
の
条
件
に
つ
い
て
は
現
在
判
明
し
て
い
な
い
。

基
本
構
想
Ｃ
案
の
配
置
図
に
は
、
建
物
前
の
水
を
張
っ
た

モ
チ
ー
フ
に
「
内
濠
の
メ
モ
リ
ー
と
し
て
の
水
景
」
と
い

う
説
明
が
付
さ
れ
て
い
る
。

7 　

こ
れ
も
応
募
案
の
条
件
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
模

型
を
確
認
す
る
と
、
噴
水
側
が
池
も
し
く
は
堀
よ
り
も
高

く
さ
れ
て
い
る
。

8 　

刊
行
者
は
静
岡
県
文
化
セ
ン
タ
ー
建
設
事
務
所
。
刊
行

年
は
記
さ
れ
て
い
な
い
が
、県
立
女
子
大
学
の
こ
と
を「
昭

和
42
年
4
月
に
こ
の
と
こ
ろ
に
開
学
し
た
4
年
生［
マ
マ
］

の
大
学
で
、
明
春
第
1
回
の
卒
業
生
を
送
り
出
し
ま
す
」

と
説
明
し
て
い
る
。
ま
た
県
立
図
書
館
の
こ
と
を
「
昭
和

45
年
4
月
開
館
し
ま
す
」
と
説
明
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の

こ
と
か
ら
、
こ
の
冊
子
は
一
九
六
九
（
昭
和
四
四
）
年
度

の
年
度
末
に
近
い
頃
、
一
九
七
〇
年
の
初
頭
に
刊
行
さ
れ

た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

9 　

昭
和
五
八
年
五
月
一
七
日
付
の
「
静
岡
県
立
美
術
館
建

築
基
本
構
想
案
に
つ
い
て
」
と
い
う
文
書
に
こ
れ
ら
Ａ
、

Ｂ
案
の
配
置
図
コ
ピ
ー
が
添
付
さ
れ
て
い
る
が
、
元
に
な

っ
た
Ａ
、
Ｂ
各
案
は
ま
だ
発
見
さ
れ
て
い
な
い
。
文
書
に

添
付
さ
れ
た
図
面
か
ら
は
、
Ａ
案
の
中
庭
に
見
ら
れ
る
も

の
の
名
称
は
書
か
れ
て
い
な
い
。

10 　

例
え
ば
、
石
庭
を
解
説
し
た
田
中
正
大
は
「
竜
安
寺
の

石
庭
ほ
ど
で
な
い
に
し
て
も
、
狭
小
な
空
間
に
山
水
を
表

現
し
よ
う
と
す
れ
ば
、
ど
う
し
て
も
象
徴
的
な
方
法
を
と

ら
ざ
る
を
え
な
い
。［
中
略
］
二
つ
の
石
を
立
て
て
滝
口

や
遠
山
を
、
砂
で
流
れ
や
海
水
を
象
徴
す
る
と
い
う
よ
う

な
こ
と
に
な
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
田
中
正
大
「
禅
寺
の

石
庭
」p.227

、230

、『
禅
寺
と
石
庭
』、
一
九
六
七
（
昭

和
四
二
）
年
初
版
発
行
、
小
学
館
、
原
色
日
本
の
美
術
第

一
〇
巻

11 　

何
故
小
道
を
段
の
あ
る
石
壇
に
し
た
の
か
は
不
明
だ

が
、
駿
府
城
公
園
内
の
美
術
博
物
館
構
想
Ｃ
案
に
は
、
平

面
プ
ラ
ン
の
共
通
を
連
想
さ
せ
る
「
天
守
ひ
ろ
ば
（
彫
刻

ひ
ろ
ば
）」
が
建
物
正
面
に
設
置
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
付

記
し
た
い
。

　

当
館
で
は
、
昨
年
「
忘
れ
ら
れ
た
江
戸
絵
画

史
の
本
流
」
展
を
開
催
し
た
よ
う
に
、
江
戸
狩

野
派
に
光
を
当
て
る
活
動
を
行
っ
て
い
る
。
本

展
で
は
80
名
の
江
戸
狩
野
派
を
紹
介
し
た
が
、

そ
の
殆
ど
が
忘
れ
去
ら
れ
た
画
家
で
あ
っ
た
。

本
著
が
取
り
上
げ
る
友
信
は
江
戸
狩
野
派
の
な

か
で
も
著
名
で
、
静
岡
と
も
所
縁
の
深
い
画
家

だ
が
、
一
般
的
な
知
名
度
は
低
い
。
江
戸
狩
野

派
で
単
著
の
あ
る
画
家
と
い
え
ば
狩
野
探
幽
だ

け
と
い
う
状
況
の
な
か
、
本
著
で
友
信
が
取
り

上
げ
ら
れ
た
こ
と
自
体
、
画
期
的
で
あ
る
。

　

友
信
は
、
幕
末
か
ら
明
治
に
活
躍
し
た
、
浜

町
狩
野
家
の
9
代
目
当
主
と
な
っ
た
画
家
で
あ

る
。
明
治
維
新
後
、
東
京
大
学
、
東
京
美
術
学

校
や
東
京
聾
唖
学
校
に
奉
職
し
、
多
く
の
画
家

を
育
て
た
。
ア
ー
ネ
ス
ト
・
フ
ェ
ノ
ロ
サ
ら
、

来
日
し
た
外
国
人
と
の
交
流
で
も
知
ら
れ
る
。

本
著
は
、
友
信
の
交
友
関
係
を
丁
寧
に
追
い
、

そ
の
生
涯
を
浮
き
彫
り
に
し
よ
う
と
試
み
た
も

の
で
あ
る
。
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
文
学
を
専
攻
す
る

著
者
は
、
美
術
史
研
究
者
と
は
異
な
る
観
点
か

ら
、
友
信
の
実
像
を
明
ら
か
に
し
て
く
れ
る
。

（
上
席
学
芸
員　

野
田
麻
美
）

本の窓

山
田
久
美
子
著

『
狩
野
友
信
―
最
後
の
奥
絵
師
、

幕
末
・
明
治
を
生
き
る
』

水
声
社
　
二
〇
二
一
年
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私
が
着
任
し
て
か
ら
の
二
年
間
を
振
り
返
る

と
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
対
策
と
共

に
過
ご
し
て
き
た
日
々
で
し
た
。
安
全
の
た
め

に
、
中
止
や
人
数
制
限
せ
ざ
る
を
得
な
い
状
況

と
常
に
向
き
合
っ
て
き
ま
し
た
。
そ
の
中
で
新

た
な
取
り
組
み
も
あ
り
ま
し
た
。
私
が
初
め
て

担
当
し
た
講
座
は
、
実
技
室
初
の
リ
モ
ー
ト
で

の
講
座
で
し
た
。
県
外
在
住
の
講
師
の
ア
ト
リ

エ
と
実
技
室
と
を
オ
ン
ラ
イ
ン
で
つ
な
ぎ
、
作

品
制
作
に
取
り
組
み
ま
し
た
。
そ
の
他
、
紙
芝

居
の
読
み
聞
か
せ
や
粘
土
遊
び
等
の
動
画
配
信

を
行
い
ま
し
た
。
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
皆
様
を
は

じ
め
、た
く
さ
ん
の
方
々
の
お
力
添
え
を
賜
り
、

実
技
室
は
成
り
立
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
場
を
借

り
て
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

　

実
技
室
に
は
、
各
プ
ロ
グ
ラ
ム
内
容
に
よ
り

ま
す
が
三
歳
か
ら
九
十
歳
代
の
方
ま
で
実
に
幅

リモートでの講座にて、講師からの説明をホワイトボードに板
書する筆者（2020年撮影）

新
た
な
暮
ら
し
の
中
で

実
技
室
エ
デ
ュ
ケ
ー
シ
ョ
ナ
ル
ス
タ
ッ
フ　

中
島
友
絵

励
み
に
な
っ
て
お
り
ま
す
。
創
作
週
間
や
ロ
ダ

ン
館
デ
ッ
サ
ン
会
に
て
「
毎
回
と
て
も
楽
し
み

に
し
て
い
る
の
。い
つ
も
あ
り
が
と
う
ね
。」と
、

長
年
い
ら
し
て
く
だ
さ
る
方
。
実
技
講
座
や
わ

く
わ
く
ア
ト
リ
エ
に
て
「
参
加
で
き
て
よ
か
っ

た
で
す
。」
と
完
成
作
品
を
み
せ
て
く
だ
さ
る

方
。
美
術
館
教
室
に
て
「
み
て
み
て
！
で
き
た

よ
！
…
あ
！
も
っ
と
い
い
こ
と
思
い
つ
い

た
！
」
と
元
気
い
っ
ぱ
い
の
お
子
様
方
。「
学

校
で
は
こ
こ
ま
で
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
に
は
で
き
な

い
の
で
あ
り
が
た
い
で
す
。」
と
し
み
じ
み
と

伝
え
て
く
だ
さ
る
先
生
方
。
開
放
日
に
て
「
親

も
夢
中
に
な
っ
ち
ゃ
い
ま
し
た
。」
と
照
れ
な

が
ら
伝
え
て
く
だ
さ
る
保
護
者
の
方
。
ち
ょ
こ

っ
と
体
験
に
て
「
通
り
が
か
り
に
こ
ん
な
体
験

が
で
き
て
嬉
し
い
！
」
と
驚
き
と
喜
び
を
伝
え

て
く
だ
さ
る
方
。
マ
ス
ク
を
つ
け
て
い
る
た
め

お
互
い
に
表
情
が
見
え
に
く
い
状
況
で
は
あ
り

ま
す
が
、
参
加
者
の
方
々
の
心
か
ら
の
笑
顔
を

感
じ
る
ひ
と
と
き
で
す
。
微
力
な
が
ら
も
お
役

に
立
て
た
と
思
う
と
喜
び
が
こ
み
上
げ
て
き
ま

す
。
私
は
当
館
の
教
育
普
及
活
動
の
一
環
を
担

う
実
技
室
の
運
営
に
携
わ
れ
る
こ
と
を
と
て
も

嬉
し
く
、
そ
し
て
あ
り
が
た
く
思
っ
て
お
り
ま

す
。
今
年
度
も
引
き
続
き
感
染
症
対
策
に
努
め

て
活
動
し
て
ま
い
り
ま
す
。

広
い
方
々

が
お
見
え

に
な
り
ま

す
。
皆
様

か
ら
あ
り

が
た
い
お

言
葉
を
頂

き
、
と
て

も
嬉
し
く

※画面はいずれも開発中のものです。

NEW！
デジタルアーカイブ　2022年4月1日公開
https://spmoa.shizuoka.shizuoka.jp/archive/
静岡県立美術館の収蔵品情報を大きくパワーアップさせて、4月1
日（金）に公開します。公開に併せてオーギュスト・ロダン《地獄
の門》の3Dモデルと、池大雅《蘭亭曲水・龍山勝会図屏風》（国
指定重要文化財）の超高精細画像をウェブ上で公開します。
また、館長　木下直之がプロデュースする動画も公開します。

VR　地獄の門
ロダン館を代表するオーギュスト・
ロダン《地獄の門》の3Dモデルを、
実物の作品をスキャンして製作しま
した。展示室では見ることができな
いような、VRならではの《地獄の門》
をお手元でご鑑賞ください。

池大雅　超高精細画像
当館が誇る重要文化財、池大雅《蘭
亭曲水・龍山勝会図屏風》の細部ま
で自在に拡大できる高解像度の画像
を撮影しました。描かれた人々の表
情や筆致などお好きな部分を心ゆく
までご覧ください。
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