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九
月
初
め
、凉
を
求
め
て
青
森
県
へ
向

か
っ
た
。青
森
の
三
内
丸
山
遺
跡（
国
特
別

史
跡
）は
縄
文
時
代
前
期
中
期
末
に
か
け

て
長
期
間
継
続
し
た
大
集
落
跡
で
、広
大

な
敷
地
に
多
く
の
竪
穴
住
居
や
長
さ
三
二

ｍ
、幅
一
〇
ｍ
も
あ
る
大
型
竪
穴
住
居
、高
さ

十
五ｍ
と
推
定
さ
れ
る
大
型
堀
立
柱
建
物
、

道
路
跡
の
両
側
に
列
状
に
並
ぶ
多
数
の
墓

穴
な
ど
が
意
図
的
に
配
置
さ
れ
て
お
り
、そ

の
規
模
と
技
術
力
の
高
さ
に
驚
き
、縄
文

時
代
の
イ
メ
ー
ジ
が
大
き
く
覆
さ
れ
た
。隣

接
す
る
青
森
県
立
美
術
館
は
真
っ
白
な「
ホ

ワ
イ
ト
キ
ュ
ー
ブ
」の
展
示
室
と
三
和
土
の

床
と
壁
が
露
出
す
る「
土
」の
展
示
室
が
対

立
、共
存
し
て
い
る
不
思
議
な
空
間
で
、開

館
十
周
年
記
念
展「
根
と
路
」は
、ま
さ
に

三
内
丸
山
遺
跡
に
象
徴
さ
れ
る
縄
文
に
創

造
の
原
点
を
た
ず
ね
、青
森
の
大
地
に
根
ざ

し
た
新
た
な
ア
ー
ト
を
探
求
す
る「
路
」を

行
く
…
縄
文
と
現
代
が
共
生
し
、交
錯
す

る
、意
欲
的
な
展
覧
会
で
あ
っ
た
。翌
日
は

日
本
三
大
霊
場
の
一つ
下
北
半
島
の
恐
山

へ
。一
二
〇
〇
年
前
に
慈
覚
大
師
円
仁
に
よ

り
開
か
れ
た
霊
場
一
帯
は
、強
烈
な
硫
黄
の

匂
い
が
立
ち
こ
め
、火
山
ガ
ス
の
噴
出
す
る

荒
涼
と
し
た
岩
場
は「
地
獄
」を
連
想
さ
せ

る
。積
石
の
並
ぶ
賽
の
河
原
を
抜
け
る
と
、

白
い
砂
浜
と
澄
ん
だ
水
を
湛
え
た
湖
が
広

が
り
、ま
さ
に「
極
楽
」の
よ
う
。し
か
し
湖

岸
に
供
養
の
花
や
風
車
が
並
ぶ
様
は
も
の

悲
し
く
、境
内
を
見
渡
す
丘
の
上
に
祀
ら
れ

た
延
命
地
蔵
菩
薩
が
慈
悲
深
い
微
笑
を
湛

え
て
い
た
。青
森
の
大
地
に
交
錯
す
る
過
去

と
現
代
を
体
感
し
た
旅
で
あ
っ
た
。（
浦
）

た
た
き

　「
子
ど
も
の
成
長
は
早
い
」身
を

も
っ
て
感
じ
た
。最
近
、関
東
に
住
ん

で
い
る
姉
の
家
に
行
っ
た
。姉
に
は
四

人
の
娘
が
い
る
。三
番
目
と
四
番
目

は
双
子
だ
。一
才
四
ヵ
月
の
姪
は
数
ヵ

月
前
に
会
っ
た
と
き
は
歩
い
て
い
な

か
っ
た
の
に
歩
い
て
い
た
。私
が
抱
き

上
げ
る
と
行
き
た
い
と
こ
ろ
を
指
さ

す
。小
さ
な
怪
獣
だ
と
思
い
な
が
ら

も
、か
わ
い
い
の
で
姉
の
家
に
い
る
間

は
言
い
な
り
に
な
っ
て
過
ご
し
た
。私

が
い
う
こ
と
を
聞
い
て
く
れ
る
人
間

だ
と
学
習
し
た
姪
は
、退
屈
に
な
る

と
す
ぐ
抱
っ
こ
を
せ
が
ん
で
き
た
。

私
の
娘
二
人
は
こ
の
四
月
か
ら
高

校
、中
学
の
そ
れ
ぞ
れ
一
年
生
で
、私

も
美
術
博
物
館
一
年
生
だ
。私
は
、新

し
い
環
境
に
慣
れ
る
の
に
時
間
が
か

か
る
。よ
う
や
く
最
近
慣
れ
て
き
た

様
な
気
が
す
る
。子
ど
も
は
い
つ
で

も
全
力
で
精
一
杯
だ
か
ら
成
長
が
速

い
。順
応
す
る
の
も
速
い
。守
っ
て
く

れ
る
人
が
周
り
に
い
る
か
ら
挑
戦
を

す
る
。た
く
さ
ん
挑
戦
を
す
る
か
ら

そ
の
分
失
敗
も
す
る
。で
も
、私
が
信

じ
て
い
た
い
の
は
、大
人
も
元
々
は
子

ど
も
な
の
だ
か
ら
、何
歳
に
な
っ
て

も
成
長
し
、周
り
に
支
え
ら
れ
て
挑

戦
し
続
け
る
こ
と
が
出
来
る
。娘
や

姪
に
速
さ
は
負
け
る
が
、私
も
成
長

で
き
る
は
ず
だ
と
思
い
た
い
。私
は
い

く
つ
ま
で
成
長
で
き
る
の
だ
ろ
ぉ
か
。

少
し
は
成
長
で
き
て
い
る
の
だ
ろ
ぉ

か
。（
今
）

旅
の
ス
ス
メ-

青
森
編-

勝
手
気
ま
ま
な
私
的
散
策
ノ
ー
ト

■平成28年度特別企画展

ブリューゲルとバロックの巨匠
平成28年10月1日(土)～11月27日(日)
■講演会
ブリューゲル作品とフランドル絵画の魅力
日時：10月23日(日)午後2時～
講師：中田明日佳氏(国立西洋美術館研究員)
■美術講座
バロック絵画の愉しみと魅力
日時：11月6日(日)午後2時～
講師：髙見翔子(当館学芸員)
■ギャラリートーク
日時：10月15日(土)･10月29日(土)･11月12日(土)･11月26日(土)午後2時～

■平成28年度企画展

長谷川潾二郎展
平成28年12月3日(土)～平成29年1月22日(日)
■講演会
「内なるリアリズム－長谷川潾二郎の画業と生涯」
日時：12月11日(日)午後2時～
講師：大下智一氏(北海道立近代美術館主任学芸員)
■ギャラリートーク
日時：12月17日(土)・12月23日(金・祝)・平成29年1月15日(日)午後2時～

■平成28年度やさしいミュージアム講座(後期)
【博物】速修！古文書講座 ― 岡崎藩士緒方家の古文書を読む
講師：当館学芸員・岡崎古文書研究会幹事
日時：平成28年11月～平成29年3月の毎月第3金曜日　10時30分～
応募条件：古文書の講座等の受講歴がある方
【美術】狩野探幽について
講師：榊原悟(当館館長)
日時：平成28年11月～平成29年3月の火曜日(全４回)　午後2時～
①11月8日　肖像画家探幽
②12月6日　松平直矩との交友
③2月7日　  探幽の寵童趣味 
④3月7日　  探幽様の継承
＊申込方法：往復はがきの往信面に参加者全員の、郵便番号・住所・氏名（ふ
りがな）・性別・電話番号を明記の上、下記までお申し込みください(返信面の
宛名面には、返信先の住所・氏名等ご記入ください。当館HPからもお申込みい
ただけまず。申込期限10月21日（金）必着

村松和明（当館学芸班長）著
『もっと知りたいサルバドール・ダリ 生涯と作品』
(東京美術)がこの度出版されました。

編集後記｜今号ではオープンからの展覧会を並べてみました。10年前の本誌29号にも10年間のポスターが掲載されていますが、比較するとその数の差に驚かされ

ます。数と言えば来館者数100万人を達成しました。これからも来館者1人ひとりにご満足いただけるよう新しいスタッフともども“こつこつと”努力してまいります。（湯谷）
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表紙図版：レンブラント・ファン・レイン 《襞襟を着けた女性の肖像》 1644年 ヨハネ・パウロ二世美術館
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会期：平成28年10月1日（土）～11月27日（日）

特別企画展

ブリューゲルと
バロックの巨匠

ルーベンス、レンブラント、ベラスケス、光と影の天才たち

髙 見 翔 子

　こ
の
度
開
催
さ
れ
る
企
画
展「
ブ
リ
ュ
ー

ゲ
ル
と
バ
ロ
ッ
ク
の
巨
匠

　ル
ー
ベ
ン
ス
、レ

ン
ブ
ラ
ン
ト
、ベ
ラ
ス
ケ
ス
、光
と
影
の
天
才

た
ち
」で
は
、チ
ェ
コ
共
和
国
の
プ
ラ
ハ
国
立

美
術
館
を
は
じ
め
、ポ
ー
ラ
ン
ド
の
ヨ
ハ
ネ
・

パ
ウ
ロ
二
世
美
術
館
、フ
ラ
ン
ス
の
シ
ャ
ル
ト

ル
会
修
道
院
美
術
館
に
所
蔵
さ
れ
る
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
各
国
の
バ
ロ
ッ
ク
絵
画
四
十
五
点
を

展
観
い
た
し
ま
す
。

　バ
ロ
ッ
ク
芸
術
の
巨
匠
た
ち
に
は
、誰
も

が
一
度
は
聞
い
た
こ
と
の
あ
る
名
前
が
多
く

見
ら
れ
ま
す
。カ
ラ
ヴ
ァ
ッ
ジ
ョ
、レ
ン
ブ
ラ

ン
ト
、ル
ー
ベ
ン
ス
、ブ
リ
ュ
ー
ゲ
ル
、ベ
ラ
ス

ケ
ス
な
ど
、バ
ロ
ッ
ク
の
時
代
に
は
多
く
の

芸
術
家
た
ち
が
活
躍
し
ま
し
た
。今
日
で

は
高
い
評
価
を
受
け
て
い
る
バ
ロ
ッ
ク
芸
術

で
す
が
、「
バ
ロ
ッ
ク
」と
は
本
来
ポ
ル
ト
ガ

ル
語
で「
歪
ん
だ
真
珠
」を
意
味
す
る

「Barroco

（
バ
ロ
ッ
コ
）」に
語
源
を
持
ち
ま

す
。つ
ま
り
、「
バ
ロ
ッ
ク
」と
い
う
言
葉
は
当

時
、イ
タ
リ
ア
・ル
ネ
サ
ン
ス
に
対
し
、規
則

か
ら
外
れ
た
美
術
を
指
す
蔑
称
と
し
て
用

い
ら
れ
て
い
ま
し
た
。こ
の
言
葉
が
軽
蔑
的

な
意
味
を
離
れ
て
美
術
史
の
中
に
お
い
て

再
評
価
さ
れ
た
の
は
、十
九
世
紀
の
ス
イ

ス
の
美
術
史
家
ヴ
ェ
ル
フ
リ
ン
に
よ
る
著
作

『
美
術
史
の
基
礎
概
念
』（
一
九
一
五
年
）に
お

け
る
考
察
か
ら
で
し
た
。

　バ
ロ
ッ
ク
芸
術
は
、十
六
世
紀
初
頭
に
ド

イ
ツ
や
ス
イ
ス
で
起
こ
っ
た
宗
教
改
革
の
影

響
を
大
き
く
受
け
て
十
六
世
紀
末
か
ら
十

八
世
紀
初
頭
に
イ
タ
リ
ア
を
起
源
と
し
て

成
立
し
ま
し
た
。当
時
、プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト

は
、聖
書
と
信
仰
の
み
に
よ
る
合
理
的
な

神
の
理
解
を
訴
え
た
た
め
に
、原
則
と
し

て
聖
像
の
礼
拝
を
禁
止
し
ま
し
た
。そ
れ

に
対
し
て
、カ
ト
リ
ッ
ク
は
、視
覚
イ
メ
ー
ジ

に
よ
っ
て
聖
書
の
言
葉
を
よ
り
身
近
に
し
、

理
性
よ
り
も
感
情
に
訴
え
て
信
仰
心
を
昂

揚
さ
せ
よ
う
と
宗
教
美
術
を
積
極
的
に
利

用
し
ま
し
た（
反
宗
教
改
革
）。そ
の
た
め
、

反
宗
教
改
革
の
求
め
た
美
術
に
つ
い
て
、ド

イ
ツ
の
美
術
史
家
ウ
ィ
ト
カ
ウ
ア
ー
が
あ

げ
た
特
色
は
、①
わ
か
り
や
す
さ（
単
純
明

快
さ
）、②
写
実
性（
主
題
の
現
実
的
解

釈
）、③
情
動
性（
感
情
へ
の
刺
激
）の
三
点

が
あ
り
ま
す（
注
1
）。

　宗
教
的
に
混
乱
し
た
背
景
の
中
で
生
ま

れ
た
バ
ロ
ッ
ク
の
絵
画
に
は
、光
と
影
の
ド

ラ
マ
チ
ッ
ク
な
表
現
を
特
徴
と
す
る
作
品

が
多
く
見
ら
れ
ま
す
。ル
ネ
サ
ン
ス
の
絵
画

で
は
、一
様
な
光
と
も
の
の
立
体
感
を
出
す

た
め
に
つ
け
る
影
に
限
ら
れ
た
表
現
が
見

ら
れ
ま
し
た
。そ
れ
に
対
し
て
、バ
ロ
ッ
ク
の

絵
画
で
は
、観
る
者
の
視
線
を
特
定
の
部

分
に
引
き
つ
け
る
ス
ポ
ッ
ト
ラ
イ
ト
の
よ
う

に
、暗
い
空
間
の
な
か
で
一
部
分
だ
け
が
光

を
浴
び
て
い
る
と
い
う
構
図
が
特
徴
的
で

す
。本
展
で
は
、ル
ー
ベ
ン
ス
や
レ
ン
ブ
ラ
ン

ト
を
は
じ
め
と
す
る
画
家
の
作
品
に
そ
の

特
徴
を
多
く
見
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　十
七
世
紀
に
黄
金
期
を
む
か
え
た
フ
ラ

ン
ド
ル
絵
画
に
は
、聖
書
や
神
話
の
物
語
を

題
材
と
し
て
劇
的
に
作
品
を
描
い
た
ル
ー

ベ
ン
ス
に
加
え
て
、農
民
の
主
題
や
宗
教
主

題
と
風
景
、風
俗
な
ど
の
現
実
的
要
素
を

組
み
合
わ
せ
た
様
式
を
確
立
し
た
ピ
ー
テ

ル
・
ブ
リ
ュ
ー
ゲ
ル（
父
）と
そ
の
一
族
が
後

世
に
非
常
に
大
き
な
影
響
を
与
え
て
い
ま

す
。ブ
リ
ュ
ー
ゲ
ル
一
族
は
、十
七
世
紀
フ
ラ

ン
ド
ル
絵
画
に
ひ
と
つ
の
潮
流
を
形
成
す

る
に
至
る
ほ
ど
で
し
た
。十
七
世
紀
初
頭

に
活
躍
し
た
フ
ラ
ン
ド
ル
派
の
画
家
が
描
い

た
題
材
に
も
、ブ
リ
ュ
ー
ゲ
ル
と
の
影
響
関

係
を
見
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。本
展
に
お
い

て
は
、「
地
獄
の
ピ
ー
テ
ル
」と「
花
の
ヤ
ン
」

の
異
名
を
持
つ
ブ
リ
ュ
ー
ゲ
ル
兄
弟
の
作
品

が
特
別
出
品
さ
れ
ま
す
。

　ブ
リ
ュ
ー
ゲ
ル
兄
弟
に
つ
い
て
は
、兄
の

ピ
ー
テ
ル（
子
）と
弟
の
ヤ
ン（
父
）に
見
ら

れ
る
共
通
点
や
相
違
点
な
ど
が
多
く
論
じ

ら
れ
て
き
ま
し
た
。彼
ら
が
制
作
し
た
作

品
を
比
較
す
る
と
、ヤ
ン（
父
）は
、父
の
影

響
を
さ
ほ
ど
感
じ
さ
せ
な
い
独
自
の
様
式

や
構
図
を
示
し
な
が
ら
、と
り
わ
け
花
の

静
物
画
な
ど
を
得
意
と
し
て
十
七
世
紀
フ

ラ
ン
ド
ル
絵
画
の
先
駆
者
的
な
役
割
に
位

置
付
け
ら
れ
て
い
ま
す
。ヤ
ン（
父
）に
対
し

て
、ピ
ー
テ
ル（
子
）は
彼
の
オ
リ
ジ
ナ
ル
の

作
品
に
加
え
て
、父
の
作
品
の
複
製
も
多

く
制
作
し
て
い
ま
す（
注
2
）。

　ピ
ー
テ
ル（
子
）の
独
創
性
に
つ
い
て
、一

六
一
六
年
以
降
、彼
は
父
の
複
製
制
作
に
加

え
て
オ
リ
ジ
ナ
ル
作
品
を
積
極
的
に
制
作

す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
と
さ
れ
て
い
ま

す（
注
3
）。
　彼
の
オ
リ
ジ
ナ
ル
作
品
は
、マ

ル
リ
エ
の
研
究（
一
九
六
九
年
）に
よ
る
と
、

最
も
初
期
の
制
作
年
代
は
一
五
九
五
年
で

あ
り
、最
も
遅
い
時
期
で
は
一
六
三
六
年
と

さ
れ
て
お
り
、七
〇
歳
以
上
に
な
っ
て
も
精

力
的
に
制
作
を
行
っ
て
い
ま
し
た（
注
4
）。  

例
え
ば
、ピ
ー
テ
ル（
子
）の
作
品《
シ
ン
ト
・

ヨ
ー
リ
ス
の
縁
日
》（
一
六
一
六
年
以
降
、ア
ン

ト
ワ
ー
プ
王
立
美
術
館
所
蔵
）で
は
、農
民

の
風
俗
描
写
を
試
み
て
い
ま
す
が
、画
面
の

中
景
で
は
酔
っ
た
農
夫
が
農
婦
の
ス
カ
ー

ト
を
め
く
る
と
い
う
い
た
ず
ら
も
描
か
れ

て
お
り
、聖
と
俗
の
行
事
が
異
時
同
図
的

に
描
か
れ
て
い
ま
す
。ピ
ー
テ
ル（
父
）は
、

こ
の
よ
う
な
悪
ふ
ざ
け
を
画
面
に
挿
入
す

る
こ
と
は
好
ま
な
か
っ
た（
注
5
） 

と
さ
れ

て
お
り
、こ
の
点
に
ピ
ー
テ
ル（
子
）の
独
自

性
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　本
展
に
出
品
さ
れ
る
ピ
ー
テ
ル（
子
）の

《
東
方
三
博
士
の
礼
拝
》【
図
１
】の
他
に
、

ピ
ー
テ
ル（
子
）は
同
じ
題
材
を
扱
っ
た
父

の
作
品
の
複
製
も
制
作
し
て
い
ま
す【
図

２
】。し
か
し【
図
１
】は
、ピ
ー
テ
ル（
父
）

の
作
品（
一
五
五
六
年
頃
と
一
五
六
四
年
制

作
の
二
点
が
あ
る
）と
比
較
す
る
と
そ
の

構
図
が
父
の
も
の
と
大
き
く
異
な
っ
て
い

る
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。【
図
１
】の
制
作

は
、一
六
一
六
年（
オ
リ
ジ
ナ
ル
作
品
を
積
極

的
に
制
作
す
る
よ
う
に
な
っ
た
時
期
）を
境

に
そ
れ
ま
で
のP

.B
R
V
E
G
H
E
L

か
ら

P.B
R
E
V
G
H
E
L

に
サ
イ
ン
を
変
更
し
た

（
注
6
） 

後
に
描
か
れ
た
も
の
と
さ
れ
て
い

ま
す
。キ
リ
ス
ト
の
公
現
を
主
題
と
し
て
い

な
が
ら
、そ
の
画
面
は
主
題
よ
り
も
フ
ラ
ン

ド
ル
の
風
俗
的
な
場
面
に
焦
点
が
絞
ら
れ

て
お
り
、描
か
れ
て
い
る
人
々
の
表
情
も

ユ
ー
モ
ラ
ス
に
表
現
さ
れ
て
い
ま
す
。

　本
稿
で
は
ブ
リ
ュ
ー
ゲ
ル
兄
弟
を
中
心

に
採
り
上
げ
ま
し
た
が
、本
展
で
は
ブ

リ
ュ
ー
ゲ
ル
の
他
に
も
バ
ロ
ッ
ク
絵
画
の
巨

匠
に
よ
る
珠
玉
の
名
画
た
ち
を
ご
覧
い
た

だ
け
ま
す
。本
展
が
よ
り
多
く
の
方
に
と
っ

て
美
術
に
親
し
ん
で
頂
け
る
き
っ
か
け
と

な
れ
ば
幸
い
で
す
。

注 １. 宮下規久朗『カラヴァッジョ　聖性とヴィジョン』、名古屋大学出版会、2004年、20頁。
２. 森洋子「ブリューゲル一族の祭典」、12頁、『アントワープ王立美術館所蔵 黄金期フランドル絵画の巨匠たち展』、読売新聞社、2001年、10-45頁。
３. 森洋子「ピーテル・ブリューゲルと二人の息子の年譜」、62頁、『明治大学教養論集』406号、明治大学教養論集刊行会、2006年、43‐80頁。
４. 森、前掲論文（注２）、2001年、13頁。
５. 同上、21-22頁。
６. 森、前掲論文（注３）、2006年、62頁。

【図２】 伝ピーテル・ブリューゲル（子） 《東方三博士の礼拝》
　　　油彩／カンヴァス、143×172cm、アントワープ王立美術館、 Inv. No. 847

【図1】 ピーテル・ブリューゲル（子） 《東方三博士の礼拝》
　　　油彩／板、39×56cm、プラハ国立美術館、 Inv. No. O42
　　　ⓒNational Gallery in Prague 2016



会期：平成28年10月1日（土）～11月27日（日）

特別企画展

ブリューゲルと
バロックの巨匠

ルーベンス、レンブラント、ベラスケス、光と影の天才たち

髙 見 翔 子

　こ
の
度
開
催
さ
れ
る
企
画
展「
ブ
リ
ュ
ー

ゲ
ル
と
バ
ロ
ッ
ク
の
巨
匠

　ル
ー
ベ
ン
ス
、レ

ン
ブ
ラ
ン
ト
、ベ
ラ
ス
ケ
ス
、光
と
影
の
天
才

た
ち
」で
は
、チ
ェ
コ
共
和
国
の
プ
ラ
ハ
国
立

美
術
館
を
は
じ
め
、ポ
ー
ラ
ン
ド
の
ヨ
ハ
ネ
・

パ
ウ
ロ
二
世
美
術
館
、フ
ラ
ン
ス
の
シ
ャ
ル
ト

ル
会
修
道
院
美
術
館
に
所
蔵
さ
れ
る
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
各
国
の
バ
ロ
ッ
ク
絵
画
四
十
五
点
を

展
観
い
た
し
ま
す
。

　バ
ロ
ッ
ク
芸
術
の
巨
匠
た
ち
に
は
、誰
も

が
一
度
は
聞
い
た
こ
と
の
あ
る
名
前
が
多
く

見
ら
れ
ま
す
。カ
ラ
ヴ
ァ
ッ
ジ
ョ
、レ
ン
ブ
ラ

ン
ト
、ル
ー
ベ
ン
ス
、ブ
リ
ュ
ー
ゲ
ル
、ベ
ラ
ス

ケ
ス
な
ど
、バ
ロ
ッ
ク
の
時
代
に
は
多
く
の

芸
術
家
た
ち
が
活
躍
し
ま
し
た
。今
日
で

は
高
い
評
価
を
受
け
て
い
る
バ
ロ
ッ
ク
芸
術

で
す
が
、「
バ
ロ
ッ
ク
」と
は
本
来
ポ
ル
ト
ガ

ル
語
で「
歪
ん
だ
真
珠
」を
意
味
す
る

「Barroco

（
バ
ロ
ッ
コ
）」に
語
源
を
持
ち
ま

す
。つ
ま
り
、「
バ
ロ
ッ
ク
」と
い
う
言
葉
は
当

時
、イ
タ
リ
ア
・ル
ネ
サ
ン
ス
に
対
し
、規
則

か
ら
外
れ
た
美
術
を
指
す
蔑
称
と
し
て
用

い
ら
れ
て
い
ま
し
た
。こ
の
言
葉
が
軽
蔑
的

な
意
味
を
離
れ
て
美
術
史
の
中
に
お
い
て

再
評
価
さ
れ
た
の
は
、十
九
世
紀
の
ス
イ

ス
の
美
術
史
家
ヴ
ェ
ル
フ
リ
ン
に
よ
る
著
作

『
美
術
史
の
基
礎
概
念
』（
一
九
一
五
年
）に
お

け
る
考
察
か
ら
で
し
た
。

　バ
ロ
ッ
ク
芸
術
は
、十
六
世
紀
初
頭
に
ド

イ
ツ
や
ス
イ
ス
で
起
こ
っ
た
宗
教
改
革
の
影

響
を
大
き
く
受
け
て
十
六
世
紀
末
か
ら
十

八
世
紀
初
頭
に
イ
タ
リ
ア
を
起
源
と
し
て

成
立
し
ま
し
た
。当
時
、プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト

は
、聖
書
と
信
仰
の
み
に
よ
る
合
理
的
な

神
の
理
解
を
訴
え
た
た
め
に
、原
則
と
し

て
聖
像
の
礼
拝
を
禁
止
し
ま
し
た
。そ
れ

に
対
し
て
、カ
ト
リ
ッ
ク
は
、視
覚
イ
メ
ー
ジ

に
よ
っ
て
聖
書
の
言
葉
を
よ
り
身
近
に
し
、

理
性
よ
り
も
感
情
に
訴
え
て
信
仰
心
を
昂

揚
さ
せ
よ
う
と
宗
教
美
術
を
積
極
的
に
利

用
し
ま
し
た（
反
宗
教
改
革
）。そ
の
た
め
、

反
宗
教
改
革
の
求
め
た
美
術
に
つ
い
て
、ド

イ
ツ
の
美
術
史
家
ウ
ィ
ト
カ
ウ
ア
ー
が
あ

げ
た
特
色
は
、①
わ
か
り
や
す
さ（
単
純
明

快
さ
）、②
写
実
性（
主
題
の
現
実
的
解

釈
）、③
情
動
性（
感
情
へ
の
刺
激
）の
三
点

が
あ
り
ま
す（
注
1
）。

　宗
教
的
に
混
乱
し
た
背
景
の
中
で
生
ま

れ
た
バ
ロ
ッ
ク
の
絵
画
に
は
、光
と
影
の
ド

ラ
マ
チ
ッ
ク
な
表
現
を
特
徴
と
す
る
作
品

が
多
く
見
ら
れ
ま
す
。ル
ネ
サ
ン
ス
の
絵
画

で
は
、一
様
な
光
と
も
の
の
立
体
感
を
出
す

た
め
に
つ
け
る
影
に
限
ら
れ
た
表
現
が
見

ら
れ
ま
し
た
。そ
れ
に
対
し
て
、バ
ロ
ッ
ク
の

絵
画
で
は
、観
る
者
の
視
線
を
特
定
の
部

分
に
引
き
つ
け
る
ス
ポ
ッ
ト
ラ
イ
ト
の
よ
う

に
、暗
い
空
間
の
な
か
で
一
部
分
だ
け
が
光

を
浴
び
て
い
る
と
い
う
構
図
が
特
徴
的
で

す
。本
展
で
は
、ル
ー
ベ
ン
ス
や
レ
ン
ブ
ラ
ン

ト
を
は
じ
め
と
す
る
画
家
の
作
品
に
そ
の

特
徴
を
多
く
見
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　十
七
世
紀
に
黄
金
期
を
む
か
え
た
フ
ラ

ン
ド
ル
絵
画
に
は
、聖
書
や
神
話
の
物
語
を

題
材
と
し
て
劇
的
に
作
品
を
描
い
た
ル
ー

ベ
ン
ス
に
加
え
て
、農
民
の
主
題
や
宗
教
主

題
と
風
景
、風
俗
な
ど
の
現
実
的
要
素
を

組
み
合
わ
せ
た
様
式
を
確
立
し
た
ピ
ー
テ

ル
・
ブ
リ
ュ
ー
ゲ
ル（
父
）と
そ
の
一
族
が
後

世
に
非
常
に
大
き
な
影
響
を
与
え
て
い
ま

す
。ブ
リ
ュ
ー
ゲ
ル
一
族
は
、十
七
世
紀
フ
ラ

ン
ド
ル
絵
画
に
ひ
と
つ
の
潮
流
を
形
成
す

る
に
至
る
ほ
ど
で
し
た
。十
七
世
紀
初
頭

に
活
躍
し
た
フ
ラ
ン
ド
ル
派
の
画
家
が
描
い

た
題
材
に
も
、ブ
リ
ュ
ー
ゲ
ル
と
の
影
響
関

係
を
見
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。本
展
に
お
い

て
は
、「
地
獄
の
ピ
ー
テ
ル
」と「
花
の
ヤ
ン
」

の
異
名
を
持
つ
ブ
リ
ュ
ー
ゲ
ル
兄
弟
の
作
品

が
特
別
出
品
さ
れ
ま
す
。

　ブ
リ
ュ
ー
ゲ
ル
兄
弟
に
つ
い
て
は
、兄
の

ピ
ー
テ
ル（
子
）と
弟
の
ヤ
ン（
父
）に
見
ら

れ
る
共
通
点
や
相
違
点
な
ど
が
多
く
論
じ

ら
れ
て
き
ま
し
た
。彼
ら
が
制
作
し
た
作

品
を
比
較
す
る
と
、ヤ
ン（
父
）は
、父
の
影

響
を
さ
ほ
ど
感
じ
さ
せ
な
い
独
自
の
様
式

や
構
図
を
示
し
な
が
ら
、と
り
わ
け
花
の

静
物
画
な
ど
を
得
意
と
し
て
十
七
世
紀
フ

ラ
ン
ド
ル
絵
画
の
先
駆
者
的
な
役
割
に
位

置
付
け
ら
れ
て
い
ま
す
。ヤ
ン（
父
）に
対
し

て
、ピ
ー
テ
ル（
子
）は
彼
の
オ
リ
ジ
ナ
ル
の

作
品
に
加
え
て
、父
の
作
品
の
複
製
も
多

く
制
作
し
て
い
ま
す（
注
2
）。

　ピ
ー
テ
ル（
子
）の
独
創
性
に
つ
い
て
、一

六
一
六
年
以
降
、彼
は
父
の
複
製
制
作
に
加

え
て
オ
リ
ジ
ナ
ル
作
品
を
積
極
的
に
制
作

す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
と
さ
れ
て
い
ま

す（
注
3
）。
　彼
の
オ
リ
ジ
ナ
ル
作
品
は
、マ

ル
リ
エ
の
研
究（
一
九
六
九
年
）に
よ
る
と
、

最
も
初
期
の
制
作
年
代
は
一
五
九
五
年
で

あ
り
、最
も
遅
い
時
期
で
は
一
六
三
六
年
と

さ
れ
て
お
り
、七
〇
歳
以
上
に
な
っ
て
も
精

力
的
に
制
作
を
行
っ
て
い
ま
し
た（
注
4
）。  

例
え
ば
、ピ
ー
テ
ル（
子
）の
作
品《
シ
ン
ト
・

ヨ
ー
リ
ス
の
縁
日
》（
一
六
一
六
年
以
降
、ア
ン

ト
ワ
ー
プ
王
立
美
術
館
所
蔵
）で
は
、農
民

の
風
俗
描
写
を
試
み
て
い
ま
す
が
、画
面
の

中
景
で
は
酔
っ
た
農
夫
が
農
婦
の
ス
カ
ー

ト
を
め
く
る
と
い
う
い
た
ず
ら
も
描
か
れ

て
お
り
、聖
と
俗
の
行
事
が
異
時
同
図
的

に
描
か
れ
て
い
ま
す
。ピ
ー
テ
ル（
父
）は
、

こ
の
よ
う
な
悪
ふ
ざ
け
を
画
面
に
挿
入
す

る
こ
と
は
好
ま
な
か
っ
た（
注
5
） 

と
さ
れ

て
お
り
、こ
の
点
に
ピ
ー
テ
ル（
子
）の
独
自

性
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　本
展
に
出
品
さ
れ
る
ピ
ー
テ
ル（
子
）の

《
東
方
三
博
士
の
礼
拝
》【
図
１
】の
他
に
、

ピ
ー
テ
ル（
子
）は
同
じ
題
材
を
扱
っ
た
父

の
作
品
の
複
製
も
制
作
し
て
い
ま
す【
図

２
】。し
か
し【
図
１
】は
、ピ
ー
テ
ル（
父
）

の
作
品（
一
五
五
六
年
頃
と
一
五
六
四
年
制

作
の
二
点
が
あ
る
）と
比
較
す
る
と
そ
の

構
図
が
父
の
も
の
と
大
き
く
異
な
っ
て
い

る
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。【
図
１
】の
制
作

は
、一
六
一
六
年（
オ
リ
ジ
ナ
ル
作
品
を
積
極

的
に
制
作
す
る
よ
う
に
な
っ
た
時
期
）を
境

に
そ
れ
ま
で
のP

.B
R
V
E
G
H
E
L

か
ら

P.B
R
E
V
G
H
E
L

に
サ
イ
ン
を
変
更
し
た

（
注
6
） 

後
に
描
か
れ
た
も
の
と
さ
れ
て
い

ま
す
。キ
リ
ス
ト
の
公
現
を
主
題
と
し
て
い

な
が
ら
、そ
の
画
面
は
主
題
よ
り
も
フ
ラ
ン

ド
ル
の
風
俗
的
な
場
面
に
焦
点
が
絞
ら
れ

て
お
り
、描
か
れ
て
い
る
人
々
の
表
情
も

ユ
ー
モ
ラ
ス
に
表
現
さ
れ
て
い
ま
す
。

　本
稿
で
は
ブ
リ
ュ
ー
ゲ
ル
兄
弟
を
中
心

に
採
り
上
げ
ま
し
た
が
、本
展
で
は
ブ

リ
ュ
ー
ゲ
ル
の
他
に
も
バ
ロ
ッ
ク
絵
画
の
巨

匠
に
よ
る
珠
玉
の
名
画
た
ち
を
ご
覧
い
た

だ
け
ま
す
。本
展
が
よ
り
多
く
の
方
に
と
っ

て
美
術
に
親
し
ん
で
頂
け
る
き
っ
か
け
と

な
れ
ば
幸
い
で
す
。

注 １. 宮下規久朗『カラヴァッジョ　聖性とヴィジョン』、名古屋大学出版会、2004年、20頁。
２. 森洋子「ブリューゲル一族の祭典」、12頁、『アントワープ王立美術館所蔵 黄金期フランドル絵画の巨匠たち展』、読売新聞社、2001年、10-45頁。
３. 森洋子「ピーテル・ブリューゲルと二人の息子の年譜」、62頁、『明治大学教養論集』406号、明治大学教養論集刊行会、2006年、43‐80頁。
４. 森、前掲論文（注２）、2001年、13頁。
５. 同上、21-22頁。
６. 森、前掲論文（注３）、2006年、62頁。

【図２】 伝ピーテル・ブリューゲル（子） 《東方三博士の礼拝》
　　　油彩／カンヴァス、143×172cm、アントワープ王立美術館、 Inv. No. 847

【図1】 ピーテル・ブリューゲル（子） 《東方三博士の礼拝》
　　　油彩／板、39×56cm、プラハ国立美術館、 Inv. No. O42
　　　ⓒNational Gallery in Prague 2016



堀
江
登
志
実

新
た
な
ス
タ
ッ
フ
が
加
わ
り
ま
し
た
！

　今
年
度
か
ら
管
理
班
に
四
人
、

学
芸
班
に
二
人
が
岡
崎
市
美
術
博

物
館
の
ス
タ
ッ
フ
と
し
て
仲
間
入

り
し
ま
し
た
。

管
理
班
班
長

　小
林
亮

　

　今
回
、美
術
博
物
館
管
理
班
に
、

新
た
に
四
人
が
仲
間
入
り
さ
せ
て
い

た
だ
く
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。展
覧

会
の
企
画
に
は
直
接
携
わ
る
こ
と

は
あ
り
ま
せ
ん
が
、イ
ベ
ン
ト
等
で
は

関
連
す
る
こ
と
も
多
く
、美
術
博
物

館
を
大
い
に
盛
上
げ
て
い
こ
う
と
考

え
て
い
ま
す
。開
館
し
て
二
〇
年
が

経
過
し
、こ
の
八
月
に
は
一
〇
〇
万

人
目
の
お
客
様
を
迎
え
る
こ
と
が
で

き
ま
し
た
。こ
れ
は
、市
民
を
は
じ

め
、た
い
へ
ん
多
く
の
皆
様
か
ら
岡

崎
市
美
術
博
物
館
が
愛
さ
れ
て
い
る

証
だ
と
考
え
て
い
ま
す
。こ
れ
か
ら

も
、積
極
的
に
足
を
運
ん
で
い
た
だ

け
る
美
術
博
物
館
を
目
指
し
て
い
き

ま
す
。

学
芸
員

　菊
地
真
央

　今
年
の
春
よ
り
当
館
学
芸
員
に
な

り
ま
し
た
菊
地
真
央
と
申
し
ま
す
。

　昨
年
採
用
の
通
知
を
頂
い
て
か
ら

初
出
勤
日
ま
で
、岡
崎
市
美
術
博
物

館
は
ど
ん
な
と
こ
ろ
な
の
だ
ろ
う
か

と
想
像
を
巡
ら
せ
て
お
り
ま
し
た
。

住
所
に「
峠
」と
あ
る
か
ら
に
は
素

人
で
は
そ
う
易
々
と
越
せ
な
い
よ
う

な
険
し
い
山
の
上
に
あ
る
の
か
…
あ

る
い
は
噂
に
よ
る
と「
新
人
は
厳
し

く
し
ご
き
ま
す
よ
」と
微
笑
み
を
浮

か
べ
て
い
た
学
芸
員
さ
ん
が
い
る
と

か
い
な
い
と
か
…
。

　妄
想
や
噂
に
振
り
回
さ
れ
、不
安

で
眠
れ
ぬ
夜
も
あ
り
ま
し
た
。が
実

際
に
は
、見
晴
ら
し
の
良
い
公
園
内

の
建
物
で
、皆
様
に
優
し
く
親
身
に

な
っ
て
ご
指
導
い
た
だ
く
、と
い
う
と

て
も
有
難
い
環
境
で
仕
事
を
さ
せ
て

頂
い
て
お
り
ま
す
。今
後
と
も
職
員

の
皆
様
、そ
し
て
ご
来
館
さ
れ
る
皆

様
に
は
ど
う
か
ご
指
導
ご
鞭
撻
の

ほ
ど
よ
ろ
し
く
お
願
い
申
し
上
げ
ま

す
。

学
芸
員

　髙
見
翔
子

　新
し
く
西
洋
美
術
の
担
当
学
芸

員
と
し
て
採
用
さ
れ
ま
し
た
、髙
見

翔
子
で
す
。大
学
で
は
、現
代
美
術

に
つ
い
て
勉
強
し
て
い
ま
し
た
。趣
味

は
、美
術
館
で
の
鑑
賞
や
楽
器
の
演

奏
な
ど
で
す
。

　出
身
は
愛
知
県
な
の
で
す
が
、岡

崎
市
の
こ
と
は
知
ら
な
い
こ
と
も
多

く
あ
る
の
で
、岡
崎
市
に
つ
い
て
も

理
解
を
深
め
て
い
き
た
い
と
思
っ
て

い
ま
す
。ま
た
魅
力
的
な
展
覧
会
を

打
ち
出
し
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い

ま
す
。ち
な
み
に
趣
味
の
サ
キ
ソ

フ
ォ
ン
で
は
、吹
奏
楽
や
ポ
ッ
プ
ス
の

楽
曲
の
演
奏
を
し
て
き
た
の
で
、

「
ジ
ャ
ズ
の
街
岡
崎
」で
は
新
た
に

ジ
ャ
ズ
の
演
奏
に
も
挑
戦
し
て
み
た

い
と
思
っ
て
い
ま
す
。ど
う
ぞ
よ
ろ
し

く
お
願
い
致
し
ま
す
。

祝
一
〇
〇
万
人
達
成

　平
成
二
八
年
八
月
一
三
日
、美

術
博
物
館
の
開
館
以
来
の
入
場

者
数
が
一
〇
〇
万
人
と
な
り
ま

し
た
。一
〇
〇
万
人
目
の
方
は

「
岡
崎
の
美
術
一
〇
〇
年
展
」に

名
古
屋
市
緑
区
か
ら
来
ら
れ
た

臼
井
久
さ
ん
で
、内
田
岡
崎
市

長
か
ら
記
念
品
が
、榊
原
館
長

か
ら
は
花
束
が
贈
呈
さ
れ
ま
し

た
。　当

館
は
平
成
八
年
七
月
六
日

に
開
館
し
て
お
り
ま
す
の
で
、入

館
者
数
一
〇
〇
万
人
達
成
は
開

館
二
〇
年
目
と
い
う
こ
と
に
な

り
ま
す
。五
〇
万
人
目
は
平
成
一

六
年
四
月
三
〇
日
で
す
の
で
、一

〇
〇
万
人
達
成
ま
で
に
一
二
年

間
か
か
っ
て
お
り
ま
す
。そ
の

間
、改
修
工
事

で
一
年
間
の
休

館
が
あ
り
ま
す

が
、一
回
の
展
覧

会
で
何
万
と
い

う
入
場
者
が
あ

る
大
規
模
な
巡

回
展
は
数
が
少

な
く
、自
主
企

画
展
な
ど
に
よ

り
こ
つ
こ
つ
と
入
館
者
を
稼
い

で
き
た
と
い
う
の
が
実
際
で
す
。

展
覧
会
の
評
価
は
入
館
者
数
だ

け
で
は
な
い
よ
と
言
わ
れ
ま
す

が
、さ
れ
ど
入
館
者
数
に
こ
だ

わ
る
の
が
館
に
勤
め
る
者
の
習

癖
で
す
。最
近
は
入
館
者
数
減

の
傾
向
に
あ
り
、一
〇
〇
万
人
が

視
野
に
入
っ
て
か
ら
は
心
待
ち

状
態
で
、や
っ
と
達
成
で
き
た
と

い
う
の
が
実
感
で
す
。今
年
は
岡

崎
市
制
一
〇
〇
周
年
、一
〇
〇
万

人
と
一
〇
〇
周
年
、お
目
出
度
い

こ
と
が
重
な
り
ま
し
た
。一
〇
〇

万
人
と
い
う
数
字
に
込
め
ら
れ

た
努
力
に
思
い
を
は
せ
、ま
ず
は

一
〇
〇
万
人
達
成
を
素
直
に
祝

福
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

　「
幻
の
画
家
」、「
孤
高
の
画
家
」、「
謎
の
画

家
」…
。

　大
正
・
昭
和
期
、画
壇
に
属
さ
ず
黙
々
と
制

作
を
続
け
た
洋
画
家
長
谷
川
潾
二
郎（
一
九

〇
四
-
一
九
八
八
）は
、遅
筆
に
し
て
寡
作
、作

品
発
表
の
場
が
少
な
か
っ
た
為
し
ば
し
ば
こ

の
様
に
称
さ
れ
ま
す
。し
か
し
、写
実
的
で
あ

り
つ
つ
も
幻
想
的
な
独
特
の
画
風
は
、活
動

当
時
か
ら
一
部
の
高
名
な
批
評
家
、画
商
の
間

で
高
く
評
価
さ
れ
て
い
ま
し
た
。そ
し
て
近
年

大
規
模
な
回
顧
展
が
開
催
さ
れ
た
こ
と
で
、

改
め
て
多
く
の
人
に
注
目
さ
れ
て
い
ま
す
。

　本
展
で
は
こ
の
伝
説
的
作
家
に
魅
了
さ
れ

た
岡
崎
市
の
コ
レ
ク
タ
ー
、故
・
藤
井
純
一
氏

が
長
年
集
め
ら
れ
た
油
彩
画
、版
画
や
モ

チ
ー
フ
等
多
数
の
貴
重
な
資
料
を
通
し
て
、

潾
二
郎
作
品
の
魅
力
を
ご
紹
介
し
ま
す
。

　潾
二
郎
は
新
聞
記
者
の
次
男
と
し
て
北
海

道
、函
館
に
生
ま
れ
ま
し
た
。兄
は
小
説
家

で
、自
身
も
兄
の
影
響
を
受
け
一
時
期
小
説
を

発
表
、二
人
の
弟
も
文
学
者
、詩
人
・
小
説
家

と
し
て
活
躍
し
ま
し
た
。反
権
力
の
父
や
、流

行
作
家
の
兄
、海
外
文
学
の
翻
訳
や
戦
争
体

験
を
綴
っ
た
弟
、と
皆
時
流
に
敏
感
で
あ
っ
た

の
に
対
し
、潾
二
郎
は
時
代
の
状
況
に
依
ら

な
い
制
作
態
度
を
生
涯
貫
き
通
し
ま
し
た
。

　潾
二
郎
は
幼
い
時
か
ら
絵
を
描
き
、油
彩

画
を
始
め
た
の
は
中
学
校
入
学
頃
で
す
。初

期
の
作
品
に
は
草
土
社
や
キ
ュ
ビ
ス
ム
の
影

響
を
示
す
も
の
が
あ
り
ま
す
が
、徐
々
に
独

自
の
画
境
を
開
い
て
い
き
ま
す
。一
九
二
四
年
、

上
京
し
川
端
画
学
校
に
入
学
す
る
も
数
ヶ
月

で
退
学
、独
習
で
洋
画
を
学
び
ま
す
。一
九
三一
年

に
は
渡
仏
し
ま
す
が
、画
風
は
揺
ら
が
ず
む

し
ろ
滞
在
時
の
写
生
を
通
し
て
光
や
風
景
の

表
現
、作
画
へ
の
信
念
を
確
固
た
る
も
の
に
し
、

一
年
程
で
帰
国
し
ま
す
。そ
の
後
数
回
の
二
科

展
出
品
の
他
は
ほ
ぼ
個
展
を
開
く
の
み
で
、

晩
年
ま
で
ひ
た
す
ら
制
作
を
続
け
ま
し
た
。

　ご
覧
頂
く
作
品
は
主
に
風
景
画
と
静
物
画

で
す
。日
用
品
な
ど
身
近
な
も
の
を
描
い
て
い

る
に
も
関
わ
ら
ず
、作
品
は
時
間
や
場
所
、状

況
を
特
定
し
難
い
、現
実
離
れ
し
た
雰
囲
気

に
満
ち
て
い
ま
す
。例
え
ば《
静
物
》（
一
九
七

九
年
頃
）で
は
、絶
妙
の
間
隔
で
机
上
に
配
さ

れ
た
フ
ラ
イ
パ
ン
や
卵
、食
器
が
描
か
れ
て
い

ま
す
。机
と
同
系
色
で
塗
ら
れ
た
背
景
に
よ
っ

て
奥
行
き
は
消
さ
れ
、見
る
者
の
視
線
は
手

前
の
モ
チ
ー
フ
に
集
中
し
ま
す
。モ
チ
ー
フ
は

机
、食
器
、卵
の
黄
身
に
至
る
ま
で
全
て
青
み

が
か
っ
た
色
合
い
で
統
一
さ
れ
、画
面
全
体
に

静
け
さ
を
醸
し
出
し
ま
す
。左
奥
の
片
口
の

器
に
は
陶
器
の
滑
ら
か
な
質
感
が
表
現
さ
れ

て
い
る
の
に
対
し
、手
前
の
青
い
皿
は
卵
の
白

色
を
映
し
、つ
や
や
か
に
光
っ
て
い
る
点
が
印

象
的
で
す
。奥
の
ガ
ラ
ス
の
器
に
目
を
向
け
る

と
、器
は
光
を
受
け
て
反
射
し
、窓
と
人
影
の

よ
う
な
も
の
を
映
し
出
し
て
お
り
、見
る
側
の

意
識
は
机
の
上
か
ら
離
れ
て
新
た
な
想
像
を

掻
き
立
て
ら
れ
ま
す
。

　私
達
は
複
数
の
物
を
見
る
と
き
、必
ず
ど

こ
か
に
焦
点
を
当
て
ま
す
。全
て
を
同
等
の

意
識
で
、し
か
も
じ
っ
く
り
と
時
間
を
か
け
て

見
よ
う
と
は
し
ま
せ
ん
。し
か
し
潾
二
郎
は
モ

チ
ー
フ
の
な
か
に
中
心
的
な
存
在
を
作
ら

ず
、そ
れ
ぞ
れ
を
等
し
く
熟
視
し
克
明
に
描

写
し
ま
す
。そ
の
為
あ
り
ふ
れ
た
物
を
描
い
た

作
品
で
あ
り
な
が
ら
、私
達
は
不
思
議
な
違

和
感
を
持
っ
て
見
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　こ
の
様
に
、作
品
を
潾
二
郎
と
同
様
に

じ
っ
く
り
と
見
る
こ
と
で
次
々
に
新
た
な
魅

力
に
遭
遇
し
ま
す
。ま
っ
さ
ら
な
気
持
ち
で

作
品
に
向
き
合
う
こ
と
は
、日
常
生
活
で
は

得
ら
れ
な
い
新
鮮
な
体
験
に
な
る
の
で
は
な

い
で
し
ょ
う
か
。潾
二
郎
が
対
象
を
丹
念
に
観

察
し
描
く
こ
と
で
何
を
表
そ
う
と
し
た
の

か
、ぜ
ひ
展
覧
会
に
足
を
お
運
び
頂
き
、感
じ

て
く
だ
さ
い
。

《静物》 1979年頃 油彩、カンヴァス 27.4x45.4cm

会期：平成28年12月3日（土）～平成29年1月22日（日）

企画展

長谷川潾二郎展

菊 地 真 央
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藤井コレクション



堀
江
登
志
実

新
た
な
ス
タ
ッ
フ
が
加
わ
り
ま
し
た
！

　今
年
度
か
ら
管
理
班
に
四
人
、

学
芸
班
に
二
人
が
岡
崎
市
美
術
博

物
館
の
ス
タ
ッ
フ
と
し
て
仲
間
入

り
し
ま
し
た
。

管
理
班
班
長

　小
林
亮

　

　今
回
、美
術
博
物
館
管
理
班
に
、

新
た
に
四
人
が
仲
間
入
り
さ
せ
て
い

た
だ
く
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。展
覧

会
の
企
画
に
は
直
接
携
わ
る
こ
と

は
あ
り
ま
せ
ん
が
、イ
ベ
ン
ト
等
で
は

関
連
す
る
こ
と
も
多
く
、美
術
博
物

館
を
大
い
に
盛
上
げ
て
い
こ
う
と
考

え
て
い
ま
す
。開
館
し
て
二
〇
年
が

経
過
し
、こ
の
八
月
に
は
一
〇
〇
万

人
目
の
お
客
様
を
迎
え
る
こ
と
が
で

き
ま
し
た
。こ
れ
は
、市
民
を
は
じ

め
、た
い
へ
ん
多
く
の
皆
様
か
ら
岡

崎
市
美
術
博
物
館
が
愛
さ
れ
て
い
る

証
だ
と
考
え
て
い
ま
す
。こ
れ
か
ら

も
、積
極
的
に
足
を
運
ん
で
い
た
だ

け
る
美
術
博
物
館
を
目
指
し
て
い
き

ま
す
。

学
芸
員

　菊
地
真
央

　今
年
の
春
よ
り
当
館
学
芸
員
に
な

り
ま
し
た
菊
地
真
央
と
申
し
ま
す
。

　昨
年
採
用
の
通
知
を
頂
い
て
か
ら

初
出
勤
日
ま
で
、岡
崎
市
美
術
博
物

館
は
ど
ん
な
と
こ
ろ
な
の
だ
ろ
う
か

と
想
像
を
巡
ら
せ
て
お
り
ま
し
た
。

住
所
に「
峠
」と
あ
る
か
ら
に
は
素

人
で
は
そ
う
易
々
と
越
せ
な
い
よ
う

な
険
し
い
山
の
上
に
あ
る
の
か
…
あ

る
い
は
噂
に
よ
る
と「
新
人
は
厳
し

く
し
ご
き
ま
す
よ
」と
微
笑
み
を
浮

か
べ
て
い
た
学
芸
員
さ
ん
が
い
る
と

か
い
な
い
と
か
…
。

　妄
想
や
噂
に
振
り
回
さ
れ
、不
安

で
眠
れ
ぬ
夜
も
あ
り
ま
し
た
。が
実

際
に
は
、見
晴
ら
し
の
良
い
公
園
内

の
建
物
で
、皆
様
に
優
し
く
親
身
に

な
っ
て
ご
指
導
い
た
だ
く
、と
い
う
と

て
も
有
難
い
環
境
で
仕
事
を
さ
せ
て

頂
い
て
お
り
ま
す
。今
後
と
も
職
員

の
皆
様
、そ
し
て
ご
来
館
さ
れ
る
皆

様
に
は
ど
う
か
ご
指
導
ご
鞭
撻
の

ほ
ど
よ
ろ
し
く
お
願
い
申
し
上
げ
ま

す
。

学
芸
員

　髙
見
翔
子

　新
し
く
西
洋
美
術
の
担
当
学
芸

員
と
し
て
採
用
さ
れ
ま
し
た
、髙
見

翔
子
で
す
。大
学
で
は
、現
代
美
術

に
つ
い
て
勉
強
し
て
い
ま
し
た
。趣
味

は
、美
術
館
で
の
鑑
賞
や
楽
器
の
演

奏
な
ど
で
す
。

　出
身
は
愛
知
県
な
の
で
す
が
、岡

崎
市
の
こ
と
は
知
ら
な
い
こ
と
も
多

く
あ
る
の
で
、岡
崎
市
に
つ
い
て
も

理
解
を
深
め
て
い
き
た
い
と
思
っ
て

い
ま
す
。ま
た
魅
力
的
な
展
覧
会
を

打
ち
出
し
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い

ま
す
。ち
な
み
に
趣
味
の
サ
キ
ソ

フ
ォ
ン
で
は
、吹
奏
楽
や
ポ
ッ
プ
ス
の

楽
曲
の
演
奏
を
し
て
き
た
の
で
、

「
ジ
ャ
ズ
の
街
岡
崎
」で
は
新
た
に

ジ
ャ
ズ
の
演
奏
に
も
挑
戦
し
て
み
た

い
と
思
っ
て
い
ま
す
。ど
う
ぞ
よ
ろ
し

く
お
願
い
致
し
ま
す
。

祝
一
〇
〇
万
人
達
成

　平
成
二
八
年
八
月
一
三
日
、美

術
博
物
館
の
開
館
以
来
の
入
場

者
数
が
一
〇
〇
万
人
と
な
り
ま

し
た
。一
〇
〇
万
人
目
の
方
は

「
岡
崎
の
美
術
一
〇
〇
年
展
」に

名
古
屋
市
緑
区
か
ら
来
ら
れ
た

臼
井
久
さ
ん
で
、内
田
岡
崎
市

長
か
ら
記
念
品
が
、榊
原
館
長

か
ら
は
花
束
が
贈
呈
さ
れ
ま
し

た
。　当

館
は
平
成
八
年
七
月
六
日

に
開
館
し
て
お
り
ま
す
の
で
、入

館
者
数
一
〇
〇
万
人
達
成
は
開

館
二
〇
年
目
と
い
う
こ
と
に
な

り
ま
す
。五
〇
万
人
目
は
平
成
一

六
年
四
月
三
〇
日
で
す
の
で
、一

〇
〇
万
人
達
成
ま
で
に
一
二
年

間
か
か
っ
て
お
り
ま
す
。そ
の

間
、改
修
工
事

で
一
年
間
の
休

館
が
あ
り
ま
す

が
、一
回
の
展
覧

会
で
何
万
と
い

う
入
場
者
が
あ

る
大
規
模
な
巡

回
展
は
数
が
少

な
く
、自
主
企

画
展
な
ど
に
よ

り
こ
つ
こ
つ
と
入
館
者
を
稼
い

で
き
た
と
い
う
の
が
実
際
で
す
。

展
覧
会
の
評
価
は
入
館
者
数
だ

け
で
は
な
い
よ
と
言
わ
れ
ま
す

が
、さ
れ
ど
入
館
者
数
に
こ
だ

わ
る
の
が
館
に
勤
め
る
者
の
習

癖
で
す
。最
近
は
入
館
者
数
減

の
傾
向
に
あ
り
、一
〇
〇
万
人
が

視
野
に
入
っ
て
か
ら
は
心
待
ち

状
態
で
、や
っ
と
達
成
で
き
た
と

い
う
の
が
実
感
で
す
。今
年
は
岡

崎
市
制
一
〇
〇
周
年
、一
〇
〇
万

人
と
一
〇
〇
周
年
、お
目
出
度
い

こ
と
が
重
な
り
ま
し
た
。一
〇
〇

万
人
と
い
う
数
字
に
込
め
ら
れ

た
努
力
に
思
い
を
は
せ
、ま
ず
は

一
〇
〇
万
人
達
成
を
素
直
に
祝

福
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

　「
幻
の
画
家
」、「
孤
高
の
画
家
」、「
謎
の
画

家
」…
。

　大
正
・
昭
和
期
、画
壇
に
属
さ
ず
黙
々
と
制

作
を
続
け
た
洋
画
家
長
谷
川
潾
二
郎（
一
九

〇
四
-
一
九
八
八
）は
、遅
筆
に
し
て
寡
作
、作

品
発
表
の
場
が
少
な
か
っ
た
為
し
ば
し
ば
こ

の
様
に
称
さ
れ
ま
す
。し
か
し
、写
実
的
で
あ

り
つ
つ
も
幻
想
的
な
独
特
の
画
風
は
、活
動

当
時
か
ら
一
部
の
高
名
な
批
評
家
、画
商
の
間

で
高
く
評
価
さ
れ
て
い
ま
し
た
。そ
し
て
近
年

大
規
模
な
回
顧
展
が
開
催
さ
れ
た
こ
と
で
、

改
め
て
多
く
の
人
に
注
目
さ
れ
て
い
ま
す
。

　本
展
で
は
こ
の
伝
説
的
作
家
に
魅
了
さ
れ

た
岡
崎
市
の
コ
レ
ク
タ
ー
、故
・
藤
井
純
一
氏

が
長
年
集
め
ら
れ
た
油
彩
画
、版
画
や
モ

チ
ー
フ
等
多
数
の
貴
重
な
資
料
を
通
し
て
、

潾
二
郎
作
品
の
魅
力
を
ご
紹
介
し
ま
す
。

　潾
二
郎
は
新
聞
記
者
の
次
男
と
し
て
北
海

道
、函
館
に
生
ま
れ
ま
し
た
。兄
は
小
説
家

で
、自
身
も
兄
の
影
響
を
受
け
一
時
期
小
説
を

発
表
、二
人
の
弟
も
文
学
者
、詩
人
・
小
説
家

と
し
て
活
躍
し
ま
し
た
。反
権
力
の
父
や
、流

行
作
家
の
兄
、海
外
文
学
の
翻
訳
や
戦
争
体

験
を
綴
っ
た
弟
、と
皆
時
流
に
敏
感
で
あ
っ
た

の
に
対
し
、潾
二
郎
は
時
代
の
状
況
に
依
ら

な
い
制
作
態
度
を
生
涯
貫
き
通
し
ま
し
た
。

　潾
二
郎
は
幼
い
時
か
ら
絵
を
描
き
、油
彩

画
を
始
め
た
の
は
中
学
校
入
学
頃
で
す
。初

期
の
作
品
に
は
草
土
社
や
キ
ュ
ビ
ス
ム
の
影

響
を
示
す
も
の
が
あ
り
ま
す
が
、徐
々
に
独

自
の
画
境
を
開
い
て
い
き
ま
す
。一
九
二
四
年
、

上
京
し
川
端
画
学
校
に
入
学
す
る
も
数
ヶ
月

で
退
学
、独
習
で
洋
画
を
学
び
ま
す
。一
九
三一
年

に
は
渡
仏
し
ま
す
が
、画
風
は
揺
ら
が
ず
む

し
ろ
滞
在
時
の
写
生
を
通
し
て
光
や
風
景
の

表
現
、作
画
へ
の
信
念
を
確
固
た
る
も
の
に
し
、

一
年
程
で
帰
国
し
ま
す
。そ
の
後
数
回
の
二
科

展
出
品
の
他
は
ほ
ぼ
個
展
を
開
く
の
み
で
、

晩
年
ま
で
ひ
た
す
ら
制
作
を
続
け
ま
し
た
。

　ご
覧
頂
く
作
品
は
主
に
風
景
画
と
静
物
画

で
す
。日
用
品
な
ど
身
近
な
も
の
を
描
い
て
い

る
に
も
関
わ
ら
ず
、作
品
は
時
間
や
場
所
、状

況
を
特
定
し
難
い
、現
実
離
れ
し
た
雰
囲
気

に
満
ち
て
い
ま
す
。例
え
ば《
静
物
》（
一
九
七

九
年
頃
）で
は
、絶
妙
の
間
隔
で
机
上
に
配
さ

れ
た
フ
ラ
イ
パ
ン
や
卵
、食
器
が
描
か
れ
て
い

ま
す
。机
と
同
系
色
で
塗
ら
れ
た
背
景
に
よ
っ

て
奥
行
き
は
消
さ
れ
、見
る
者
の
視
線
は
手

前
の
モ
チ
ー
フ
に
集
中
し
ま
す
。モ
チ
ー
フ
は

机
、食
器
、卵
の
黄
身
に
至
る
ま
で
全
て
青
み

が
か
っ
た
色
合
い
で
統
一
さ
れ
、画
面
全
体
に

静
け
さ
を
醸
し
出
し
ま
す
。左
奥
の
片
口
の

器
に
は
陶
器
の
滑
ら
か
な
質
感
が
表
現
さ
れ

て
い
る
の
に
対
し
、手
前
の
青
い
皿
は
卵
の
白

色
を
映
し
、つ
や
や
か
に
光
っ
て
い
る
点
が
印

象
的
で
す
。奥
の
ガ
ラ
ス
の
器
に
目
を
向
け
る

と
、器
は
光
を
受
け
て
反
射
し
、窓
と
人
影
の

よ
う
な
も
の
を
映
し
出
し
て
お
り
、見
る
側
の

意
識
は
机
の
上
か
ら
離
れ
て
新
た
な
想
像
を

掻
き
立
て
ら
れ
ま
す
。

　私
達
は
複
数
の
物
を
見
る
と
き
、必
ず
ど

こ
か
に
焦
点
を
当
て
ま
す
。全
て
を
同
等
の

意
識
で
、し
か
も
じ
っ
く
り
と
時
間
を
か
け
て

見
よ
う
と
は
し
ま
せ
ん
。し
か
し
潾
二
郎
は
モ

チ
ー
フ
の
な
か
に
中
心
的
な
存
在
を
作
ら

ず
、そ
れ
ぞ
れ
を
等
し
く
熟
視
し
克
明
に
描

写
し
ま
す
。そ
の
為
あ
り
ふ
れ
た
物
を
描
い
た

作
品
で
あ
り
な
が
ら
、私
達
は
不
思
議
な
違

和
感
を
持
っ
て
見
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　こ
の
様
に
、作
品
を
潾
二
郎
と
同
様
に

じ
っ
く
り
と
見
る
こ
と
で
次
々
に
新
た
な
魅

力
に
遭
遇
し
ま
す
。ま
っ
さ
ら
な
気
持
ち
で

作
品
に
向
き
合
う
こ
と
は
、日
常
生
活
で
は

得
ら
れ
な
い
新
鮮
な
体
験
に
な
る
の
で
は
な

い
で
し
ょ
う
か
。潾
二
郎
が
対
象
を
丹
念
に
観

察
し
描
く
こ
と
で
何
を
表
そ
う
と
し
た
の

か
、ぜ
ひ
展
覧
会
に
足
を
お
運
び
頂
き
、感
じ

て
く
だ
さ
い
。

《静物》 1979年頃 油彩、カンヴァス 27.4x45.4cm

会期：平成28年12月3日（土）～平成29年1月22日（日）

企画展

長谷川潾二郎展

菊 地 真 央

COLUMN＆TOPIC

藤井コレクション
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九
月
初
め
、凉
を
求
め
て
青
森
県
へ
向

か
っ
た
。青
森
の
三
内
丸
山
遺
跡（
国
特
別

史
跡
）は
縄
文
時
代
前
期
中
期
末
に
か
け

て
長
期
間
継
続
し
た
大
集
落
跡
で
、広
大

な
敷
地
に
多
く
の
竪
穴
住
居
や
長
さ
三
二

ｍ
、幅
一
〇
ｍ
も
あ
る
大
型
竪
穴
住
居
、高
さ

十
五ｍ
と
推
定
さ
れ
る
大
型
堀
立
柱
建
物
、

道
路
跡
の
両
側
に
列
状
に
並
ぶ
多
数
の
墓

穴
な
ど
が
意
図
的
に
配
置
さ
れ
て
お
り
、そ

の
規
模
と
技
術
力
の
高
さ
に
驚
き
、縄
文

時
代
の
イ
メ
ー
ジ
が
大
き
く
覆
さ
れ
た
。隣

接
す
る
青
森
県
立
美
術
館
は
真
っ
白
な「
ホ

ワ
イ
ト
キ
ュ
ー
ブ
」の
展
示
室
と
三
和
土
の

床
と
壁
が
露
出
す
る「
土
」の
展
示
室
が
対

立
、共
存
し
て
い
る
不
思
議
な
空
間
で
、開

館
十
周
年
記
念
展「
根
と
路
」は
、ま
さ
に

三
内
丸
山
遺
跡
に
象
徴
さ
れ
る
縄
文
に
創

造
の
原
点
を
た
ず
ね
、青
森
の
大
地
に
根
ざ

し
た
新
た
な
ア
ー
ト
を
探
求
す
る「
路
」を

行
く
…
縄
文
と
現
代
が
共
生
し
、交
錯
す

る
、意
欲
的
な
展
覧
会
で
あ
っ
た
。翌
日
は

日
本
三
大
霊
場
の
一つ
下
北
半
島
の
恐
山

へ
。一
二
〇
〇
年
前
に
慈
覚
大
師
円
仁
に
よ

り
開
か
れ
た
霊
場
一
帯
は
、強
烈
な
硫
黄
の

匂
い
が
立
ち
こ
め
、火
山
ガ
ス
の
噴
出
す
る

荒
涼
と
し
た
岩
場
は「
地
獄
」を
連
想
さ
せ

る
。積
石
の
並
ぶ
賽
の
河
原
を
抜
け
る
と
、

白
い
砂
浜
と
澄
ん
だ
水
を
湛
え
た
湖
が
広

が
り
、ま
さ
に「
極
楽
」の
よ
う
。し
か
し
湖

岸
に
供
養
の
花
や
風
車
が
並
ぶ
様
は
も
の

悲
し
く
、境
内
を
見
渡
す
丘
の
上
に
祀
ら
れ

た
延
命
地
蔵
菩
薩
が
慈
悲
深
い
微
笑
を
湛

え
て
い
た
。青
森
の
大
地
に
交
錯
す
る
過
去

と
現
代
を
体
感
し
た
旅
で
あ
っ
た
。（
浦
）

た
た
き

　「
子
ど
も
の
成
長
は
早
い
」身
を

も
っ
て
感
じ
た
。最
近
、関
東
に
住
ん

で
い
る
姉
の
家
に
行
っ
た
。姉
に
は
四

人
の
娘
が
い
る
。三
番
目
と
四
番
目

は
双
子
だ
。一
才
四
ヵ
月
の
姪
は
数
ヵ

月
前
に
会
っ
た
と
き
は
歩
い
て
い
な

か
っ
た
の
に
歩
い
て
い
た
。私
が
抱
き

上
げ
る
と
行
き
た
い
と
こ
ろ
を
指
さ

す
。小
さ
な
怪
獣
だ
と
思
い
な
が
ら

も
、か
わ
い
い
の
で
姉
の
家
に
い
る
間

は
言
い
な
り
に
な
っ
て
過
ご
し
た
。私

が
い
う
こ
と
を
聞
い
て
く
れ
る
人
間

だ
と
学
習
し
た
姪
は
、退
屈
に
な
る

と
す
ぐ
抱
っ
こ
を
せ
が
ん
で
き
た
。

私
の
娘
二
人
は
こ
の
四
月
か
ら
高

校
、中
学
の
そ
れ
ぞ
れ
一
年
生
で
、私

も
美
術
博
物
館
一
年
生
だ
。私
は
、新

し
い
環
境
に
慣
れ
る
の
に
時
間
が
か

か
る
。よ
う
や
く
最
近
慣
れ
て
き
た

様
な
気
が
す
る
。子
ど
も
は
い
つ
で

も
全
力
で
精
一
杯
だ
か
ら
成
長
が
速

い
。順
応
す
る
の
も
速
い
。守
っ
て
く

れ
る
人
が
周
り
に
い
る
か
ら
挑
戦
を

す
る
。た
く
さ
ん
挑
戦
を
す
る
か
ら

そ
の
分
失
敗
も
す
る
。で
も
、私
が
信

じ
て
い
た
い
の
は
、大
人
も
元
々
は
子

ど
も
な
の
だ
か
ら
、何
歳
に
な
っ
て

も
成
長
し
、周
り
に
支
え
ら
れ
て
挑

戦
し
続
け
る
こ
と
が
出
来
る
。娘
や

姪
に
速
さ
は
負
け
る
が
、私
も
成
長

で
き
る
は
ず
だ
と
思
い
た
い
。私
は
い

く
つ
ま
で
成
長
で
き
る
の
だ
ろ
ぉ
か
。

少
し
は
成
長
で
き
て
い
る
の
だ
ろ
ぉ

か
。（
今
）

旅
の
ス
ス
メ-

青
森
編-

勝
手
気
ま
ま
な
私
的
散
策
ノ
ー
ト

■平成28年度特別企画展

ブリューゲルとバロックの巨匠
平成28年10月1日(土)～11月27日(日)
■講演会
ブリューゲル作品とフランドル絵画の魅力
日時：10月23日(日)午後2時～
講師：中田明日佳氏(国立西洋美術館研究員)
■美術講座
バロック絵画の愉しみと魅力
日時：11月6日(日)午後2時～
講師：髙見翔子(当館学芸員)
■ギャラリートーク
日時：10月15日(土)･10月29日(土)･11月12日(土)･11月26日(土)午後2時～

■平成28年度企画展

長谷川潾二郎展
平成28年12月3日(土)～平成29年1月22日(日)
■講演会
「内なるリアリズム－長谷川潾二郎の画業と生涯」
日時：12月11日(日)午後2時～
講師：大下智一氏(北海道立近代美術館主任学芸員)
■ギャラリートーク
日時：12月17日(土)・12月23日(金・祝)・平成29年1月15日(日)午後2時～

■平成28年度やさしいミュージアム講座(後期)
【博物】速修！古文書講座 ― 岡崎藩士緒方家の古文書を読む
講師：当館学芸員・岡崎古文書研究会幹事
日時：平成28年11月～平成29年3月の毎月第3金曜日　10時30分～
応募条件：古文書の講座等の受講歴がある方
【美術】狩野探幽について
講師：榊原悟(当館館長)
日時：平成28年11月～平成29年3月の火曜日(全４回)　午後2時～
①11月8日　肖像画家探幽
②12月6日　松平直矩との交友
③2月7日　  探幽の寵童趣味 
④3月7日　  探幽様の継承
＊申込方法：往復はがきの往信面に参加者全員の、郵便番号・住所・氏名（ふ
りがな）・性別・電話番号を明記の上、下記までお申し込みください(返信面の
宛名面には、返信先の住所・氏名等ご記入ください。当館HPからもお申込みい
ただけまず。申込期限10月21日（金）必着

村松和明（当館学芸班長）著
『もっと知りたいサルバドール・ダリ 生涯と作品』
(東京美術)がこの度出版されました。

編集後記｜今号ではオープンからの展覧会を並べてみました。10年前の本誌29号にも10年間のポスターが掲載されていますが、比較するとその数の差に驚かされ

ます。数と言えば来館者数100万人を達成しました。これからも来館者1人ひとりにご満足いただけるよう新しいスタッフともども“こつこつと”努力してまいります。（湯谷）

lg

表紙図版：レンブラント・ファン・レイン 《襞襟を着けた女性の肖像》 1644年 ヨハネ・パウロ二世美術館
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