


　（承
前
）常
足
道
人
佚
山
の
画
像
を
紹
介
し
た
。そ
こ
に
描
か
れ
た
佚
山
の
姿
は
、古
稀
を
迎
え
た

男
が
初
春
に
心
機
一
転
、襟
を
正
し
た
か
た
ち
で
あ
っ
た
は
ず
だ
。と
は
云
え
身
に
ま
と
う
衣
は
墨
染

め
に
粗
末
な
袈
裟
。出
家
の
身
に
通
用
の
そ
れ
で
は
あ
る
が
、古
稀
と
正
月
、二
つ
な
が
ら
迎
え
た
賀
の

人
の
姿
に
し
て
は
い
か
に
も
質
素
で
、と
り
た
て
て
晴
れ
や
か
に
威
儀
を
正
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

　も
し
こ
れ
が
禅
僧
の
肖
像
画
い
わ
ゆ
る
頂
相
で
あ
っ
た
な
ら
ば
、こ
こ
は
像
主
を
曲
禄（
椅
子
）に

座
ら
せ
、そ
の
背
も
た
れ
に
錦
襴
な
ど
の
豪
華
な
法
被
を
掛
け
た
像
容
に
す
る
の
が
普
通
だ
ろ
う
。

そ
れ
が
正
装
で
、画
像
は
そ
う
あ
る
べ
き
だ
か
ら
だ
。

　だ
が
図
の
佚
山
は
、文
机
を
前
に
端
然
と
し
て
座
す
の
み
で
あ
っ
た
。背
筋
を
ぴ
ん
と
伸
ば
し
て
居

ず
ま
い
を
正
し
た
姿
に
、賀
の
人
の
か
た
ち
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
も
知
れ
な
い
が（
そ
の
佚
山

の
姿
を
助
長
す
る
よ
う
に
引
か
れ
た
若
僧
の
背
の
強
い
垂
直
線
に
注
目
し
た
い
）、そ
れ
に
し
て
も
拱

手
し
た
腕
を
机
に
置
い
た
、く
つ
ろ
い
だ
姿
は
異
例
だ
。し
か
も
頭
を
上
げ
、上
方
の
賛
を
見
つ
め
る
。

概
し
て
そ
れ
以
前
の
肖
像
画
が
何
を
見
て
い
る
の
か
不
明
な
も
の
が
多
い
の
に
対
し
、こ
こ
で
の
目

の
動
き
は
ま
こ
と
に
印
象
的
だ
。そ
の
視
線
に
導
か
れ
る
よ
う
に
、こ
の
画
像
を
見
る
わ
た
し
た
ち

の
目
も
ご
く
自
然
に
賛
に
向
か
う
―
と
前
回
述
べ
た
が
、像
主
が
顔
を
上
げ
て
い
る
の
は
、ど
う
も
そ

う
し
た
図
様
構
成
上
の
要
請
か
ら
の
み
で
は
な
い
よ
う
だ
。わ
た
し
は
、む
し
ろ
こ
れ
は
佚
山
の
癖
で

は
な
い
か
、と
思
う
。お
そ
ら
く
思
案
す
る
折
な
ど
佚
山
は
日
常
的
に
こ
う
し
た
し
ぐ
さ
を
と
っ
た
の

だ
ろ
う
。画
面
を
支
配
す
る
親
密
で
日
常
的
雰
囲
気
は
、そ
う
思
わ
せ
る
に
足
る
。む
ろ
ん
場
所
は

書
斎
だ
。筆
を
拠
げ
入
れ
た
筆
筒
に
硯
、書
物
、そ
れ
に
師
を
見
上
げ
る
う
し
ろ
向
き
の
若
僧
、こ
れ

ら
は
像
主
佚
山
の
日
常
性
の
表
現
以
外
の
何
も
の
で
も
あ
る
ま
い
。そ
の
日
常
に
ど
っ
ぷ
り
浸
か
っ

て
、な
お
日
常
に
流
さ
れ
ぬ
―
実
践
す
べ
き「
三
十
六
不
」の
覚
悟
は
、そ
の
た
め
で
あ
っ
た
の
だ
ろ

う
。古
稀
を
迎
え
て「
不
捨
所
業
筆
墨
」（
自
賛
）と
喝
破
し
た
、そ
の
言
や
、よ
し
と
し
て
お
こ
う
。俗

に
在
り
て
俗
に
染
ま
ら
ぬ
、畸
人
佚
山
の
面
目
躍
如
た
る
画
像
と
云
う
べ
き
か
。そ
れ
が
自
画
像
で

あ
っ
た
と
こ
ろ
が
興
味
を
ひ
く
。

　そ
の
意
味
で
見
逃
し
難
い
の
は『
三
上
孝
軒
･
池
大
雅
対
話
図
』（
東
京
芸
術
大
学
資
料
館
蔵
）で

あ
る（
図
1
）。大
雅（
一
七
二
七
〜
八
四
）と
云
え
ば
、妻
の
玉
瀾（
一
七
二
七
〜
八
四
）と
琴
瑟
相
和
し
、

二
人
な
が
ら
ま
さ
し
く
畸
人
伝
中
の
人（『
近
世
畸
人
伝
』に
妻
の
筝
に
合
わ
せ
て
大
雅
が
三
絃
を
弾

き
歌
う
と
こ
ろ
が
三
熊
花
顚
に
よ
っ
て
描
か
れ
て
い
る
）。そ
の
大
雅
が
、親
し
い
京
都
の
儒
者
孝
軒

（
〜
一
七
九
八
）の
不
惑（
四
十
歳
）を
祝
っ
て
描
い
た
も
の
。図
上
部
の
大
雅
自
賛
に「
双
来
四
十
亦
須

叟
」と
、大
雅
本
人
も
間
も
な
く
四
十
歳
に
な
る
と
あ
る
の
で
、そ
の
前
年
三
十
九
歳
の
時
の
筆
と
み

れ
ば
、宝
暦
十
一
年（
一
七
六
一
）の
作
と
な
る
。画
面
右
奥
が
孝
軒
、そ
の
孝
軒
に
相
対
し
て
下
座
に
座

る
の
が
大
雅
。横
顔
な
が
ら「
少
し
太
り
、肉
腫
れ
た
る
や
う
の
顔
に
て
」（『
以
文
會
筆
記
』）と
伝
え

ら
れ
る
小
太
り
で
丸
顔
の
大
雅
、今
し
も
左
手
に
持
っ
た
巻
物
を
手
渡
そ
う
と
す
る
。孝
軒
も
そ
れ

を
受
取
ろ
う
と
右
手
を
差
し
出
す
。両
者
を
つ
な
ぐ
巻
物
す
な
わ
ち
こ
の
画
と
い
う
の
で
あ
る
。

　つ
ま
り
本
図
は
、大
雅
が
文
漪
安
先
生
こ
と
孝
軒
の
四
十
の
賀
を
祝
っ
て
巻
物
を
奉
呈
し
て
い
る
、

そ
の
一
瞬
を
捉
え
た
よ
う
に
見
え
な
が
ら
、現
実
そ
の
も
の
を
写
し
た
の
で
は
な
い
、と
い
う
こ
と
だ
。

い
や
、実
際
に
手
渡
し
た
時
も
こ
ん
な
風
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
。だ
が
、そ
の
こ
と
は
ど
う
で
も
い
い
。

　重
要
な
の
は
、そ
う
し
た
奉
呈
の
場
面
を
、大
雅
が
思
い
浮
か
べ
な
が
ら
描
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。む
ろ
ん
図
様
は
す
べ
て
大
雅
の
頭
の
中
＝
構
想
に
基
づ
く
。興
味
深
い
の
は
、そ
れ
が
二
人
の
人

物
を
対
向
さ
せ
た
か
た
ち
で
あ
っ
た
と
い
う
点
だ
。図
を『
対
話
図
』と
奇
妙
な
名
で
呼
ぶ
の
も
、そ
う

で
あ
れ
ば
こ
そ
だ
ろ
う
。当
然
、下
座
の
大
雅
は
う
し
ろ
向
き
と
な
る
。『
常
足
道
人
画
像
』に
お
け
る

若
僧
と
同
じ
だ
。し
か
し
、そ
の
若
僧
が
、像
主
と
ほ
ぼ
相
似
形
を
と
る
程
度
で
あ
っ
た
の
に
対
し
、

『
対
話
図
』で
大
雅
は
、二
人
の
人
物
の
像
容
に
さ
ら
に
趣
向
を
凝
ら
し
た
。

　膝
を
交
え
て
向
か
い
合
う
二
人
、大
雅
が
左
手
で
差
し
出
し
た
巻
物
を
受
け
取
ろ
う
と
、孝
軒
は

右
手
を
差
し
出
す
。大
雅
の
右
手
は
右
腿
に
、孝
軒
の
左
手
は
左
腿
に
軽
く
置
か
れ
て
い
る
。二
人
が

ま
と
う
羽
織
の
袖
や
袂
、襟
、背
筋
の
か
た
ち
や
輪
郭
線
、墨
色
の
濃
淡
そ
れ
ぞ
れ
が
見
事
な
対
応

を
見
せ
る
。訥
々
と
し
た
描
線
が
何
と
も
美
し
い
。孝
軒
の
羽
織
は
黒
、内
着
は
白
、大
雅
は
そ
の
真

逆
で
あ
る
―
と
二
人
を
描
く
か
た
ち
を
較
べ
て
み
れ
ば
、そ
う
、慧
眼
な
る
読
者
は
、も
う
お
分
か
り

だ
ろ
う
。二
人
は
寸
分
の
狂
い
の
な
い
鏡
像
関
係
に
あ
っ
た
。一
方
が
、も
う
一
方
を
鏡
に
映
し
た
よ
う

な
か
た
ち
に
描
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　図
上
の
大
雅
自
賛
に
云
う
。
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共
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咲

　（大
雅
自
賛
）

あ
な
た
も
わ
た
し
も「
共
」に
鬢
や
髯
に
雪
や
霜
の
よ
う
な
白
い
も
の
が
混
じ
る
よ
う
に
な
っ
た
で
は

な
い
か
。も
う
四
十
だ
、と
お
互
い
の
顔
を
見
て
咲
い
合
う
。そ
こ
に
は
信
頼
を
寄
せ
合
う
二
人
の
肝

胆
相
照
ら
す
、深
い
交
わ
り
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。大
雅
が『
対
話
図
』で
描
き
た
か
っ
た
の
は
、そ
の

交
わ
り
の
深
さ
で
あ
っ
た
の
だ
。そ
の
た
め
に
二
人
を
鏡
像
関
係
に
置
く
こ
と
が
如
何
に
効
果
的
か
、

も
は
や
云
う
ま
で
も
あ
る
ま
い
。

　と
は
云
え『
対
話
図
』は
、不
惑
を
迎
え
た
孝
軒
に
祝
意
を
表
す
た
め
の
肖
像
画（
大
雅
に
と
っ
て

は
自
画
像
で
も
あ
っ
た
）で
あ
っ
た
は
ず
だ
。本
来
な
ら
ば
像
主
の
あ
る
べ
き
姿
、不
変
の
か
た
ち
を

描
か
ね
ば
な
ら
な
い
。も
ち
ろ
ん
威
儀
を
正
し
た
か
た
ち
こ
そ
が
相
応
し
い
。だ
が
、大
雅
は
そ
う
し

な
か
っ
た
。そ
の
替
わ
り
贈
り
物
の
贈
呈
と
い
う
現
実
の
中
に
落
と
し
込
ん
で
描
い
て
み
せ
た
。そ
れ

も
贈
る
自
分
と
、当
の
贈
り
物
自
体
ま
で
も
描
き
添
え
て
。

　も
う
一
点
。興
味
深
い
肖
像
画
を
見
て
お
こ
う（
図
２
）。い
か
に
も
文
人
ら
し
い
文
人（
だ
か
ら
畸

人
だ
ろ
う
）岡
田
米
山
人（
一
七
四
四
〜
一
八
二
〇
）の
自
画
像
だ
。大
胆
な
デ
フ
ォ
ル
メ
が
い
つ
も
愉
し

い
。わ
た
し
の
好
き
な
絵
師
の一
人
だ
。

　図
も
そ
う
し
た
期
待
に
応
え
て
く
れ
る
。居
ず
ま
い
を
正
し
て
―
い
や
、と
ん
で
も
な
い
。片
肌
脱
い

で
、こ
ち
ら
に
背
を
向
け
た
米
山
人
が
胡
坐
を
か
く
。右
手
に
は
一
合
ど
こ
ろ
か
、酒
が
た
っ
ぷ
り
入

る
酒
杯
を
の
せ
る
。気
持
ち
よ
さ
そ
う
に
両
目
を
閉
じ
る
。す
で
に
相
当
聞
こ
し
召
し
た
後
な
の
だ

ろ
う
。図
上
の
自
賛
に
よ
れ
ば
、「
得 

全
於
酒 

」と
い
う
、上
戸
に
は
こ
た
え
ら
れ
な
い一
文
を
刻
し
た

印
章
を
入
手
し
た
記
念
に
描
い
た
と
い
う
。

　酒
国
有 

長
春

酒
の
も
た
ら
す
長
寿
を
謳
っ
て
い
る
。人
に
よ
っ
て
そ
の
量
は
異
な
る
が
、適
度
の
酒
は
、春
の
心
地
よ

さ
を
く
れ
る
と
で
も
云
う
の
だ
ろ
う
。肩
ご
し
に
見
え
る
机
に
は
蘭
が
咲
き
匂
う
。伸
び
た
葉
が
、

す
っ
き
り
と
立
ち
上
が
る
細
く
長
い
画
面
に
、気
持
ち
い
い
。筆
架
に
架
け
た
筆
、硯
、墨
そ
れ
に
書

物
。「
壺
中
ノ
天
」な
ら
ぬ「
斎
中
ノ
天
」と
で
も
云
う
べ
き
か
。畸
人
米
山
人
の
日
常
に
自
足
す
る
自

画
像
で
あ
る
。

　肖
像
画
三
点
を
瞥
見
し
た
。選
択
は
あ
く
ま
で
わ
た
し
の
好
み
に
よ
る
。結
果
的
に
そ
れ
ら
三
点

は
、か
く
あ
る
べ
き
＝
像
主
を
型
ど
お
り
描
い
た
も
の
よ
り
、像
主
の
人
と
な
り
を
髣
髴
と
さ
せ
る
も

の
が
選
ば
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。い
ず
れ
も
趣
向
を
凝
ら
し
た
畸
人
た
ち
の
画
像
、制
作
も
十
八
世

紀
半
ば
以
降
の
も
の
と
な
っ
た
。畸
人
が
も
て
は
や
さ
れ
た
の
も
ち
ょ
う
ど
こ
の
頃
で
あ
る
。と
な
れ

ば
三
点
の
画
像
は
、そ
う
し
た
時
代
が
生
み
出
し
た
と
も
云
え
る
だ
ろ
う
か
。少
な
く
と
も
こ
れ
に

よ
っ
て
わ
が
国
の
肖
像
画
の
歴
史
に
、豊
か
な
彩
り
が
与
え
ら
れ
た
こ
と
は
疑
い
な
い
。

　興
味
深
い
の
は
、そ
れ
ら
が
い
ず
れ
も「
自
画
像
」で
あ
っ
た
、と
い
う
点
だ
。描
か
れ
て
い
る
の
が
畸

人
だ
っ
た
か
ら
興
味
深
い
の
で
は
な
い
。像
主
自
ら
描
い
た「
自
画
像
」で
あ
っ
た
か
ら
面
白
い
の
で
あ

る
。と
い
う
の
も「
自
画
像
」に
は
、描
い
た
本
人
が
自
分
自
身
を
ど
う
認
識
し
て
い
た
の
か
、そ
し
て

ど
う
見
せ
よ
う
と
し
て
い
た
の
か
、そ
う
し
た
思
い
が
込
め
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。三
点
の
画
像

に
も
そ
う
し
た
メ
ッ
セ
ー
ジ
が
込
め
ら
れ
て
い
た
。さ
ま
ざ
ま
に
凝
ら
し
た
趣
向
も
そ
の
た
め
で
あ
っ

た
は
ず
だ
。そ
の
趣
向
を
読
み
解
く
。「
自
画
像
」を
見
る
愉
し
さ
も
、そ
こ
に
あ
る
。

　そ
こ
で
次
回
は
、思
い
も
か
け
な
い
趣
向
の「
自
画
像
」（
？
）を
一
点
紹
介
し
、読
者
を
驚
か
せ
よ
う

と
思
う
。

図2「岡田米山人自画像」自筆自賛 図1「三上孝軒･池大雅対話図」池大雅筆・賛
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　英
国
水
彩
画
の
世
界
屈
指
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン

を
持
つ
こ
と
で
知
ら
れ
る
マ
ン
チ
ェ
ス
タ
ー
大

学
ウ
ィ
ッ
ト
ワ
ー
ス
美
術
館
は
一
八
九
〇
年
に

開
館
し
た
。美
術
館
に
冠
さ
れ
た
ウ
ィ
ッ
ト

ワ
ー
ス
と
い
う
名
は
、ヴ
ィ
ク
ト
リ
ア
朝
時
代

を
代
表
す
る
機
械
技
師
の
ひ
と
り
、ジ
ョ
ゼ

フ
・
ウ
ィ
ッ
ト
ワ
ー
ス
に
由
来
す
る
。彼
は
遺

言
に
、当
時
と
し
て
は
驚
異
的
な
五
十
万
ポ

ン
ド
を
教
育
目
的
に
使
用
す
る
よ
う
に
書
き

記
し
た
が
、そ
れ
以
上
の
指
示
は
残
さ
な

か
っ
た
。生
前
に
彼
は
、美
術
品
の
収
集
に
は

ほ
と
ん
ど
関
心
を
示
さ
な
か
っ
た
と
い
う
か

ら
、い
か
に
し
て
ウ
ィ
ッ
ト
ワ
ー
ス
の
名
を
冠

す
る
美
術
館
が
生
ま
れ
た
の
か
を
少
し
説
明

す
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。

　こ
の
美
術
館
の
母
体
と
な
っ
た
ウ
ィ
ッ
ト

ワ
ー
ス
学
院
は
、工
科
学
院
に
商
業
博
物
館

を
併
設
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。収
集
は

こ
の
地
の
主
要
産
業
と
な
っ
て
い
た
木
綿
、織

物
で
あ
っ
た
が
、芸
術
品
を
展
示
し
て
欲
し
い

と
い
う
市
民
の
要
望
に
も
応
え
て
、美
術
品

の
寄
付
も
受
け
入
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

　一八
七
七
年
に
ヴ
ィ
ク
ト
リ
ア
女
王
即
位

五
十
周
年
博
覧
会
が
マ
ン
チ
ェ
ス
タ
ー
で
催
さ

れ
、時
代
を
代
表
す
る
美
術
家
の
作
品
が
展

示
さ
れ
る
と
、そ
こ
に
出
品
さ
れ
て
い
た
水

彩
画
に
は
と
く
に
関
心
が
集
ま
っ
た
。館
で
そ

の
多
く
を
購
入
す
る
こ
と
に
な
り
、「
英
国
水

彩
画
の
代
表
作
展
」の
常
設
展
示
が
設
置
さ

れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。そ
れ
を
受
け
て一
八
九

二
年
に
は
、篤
志
家
か
ら
タ
ー
ナ
ー
の
重
要
な

コ
レ
ク
シ
ョ
ン
が
寄
贈
さ
れ
、十
八
世
紀
半
ば

か
ら
十
九
世
紀
半
ば
ま
で
、百
年
間
の
水
彩

画
の
展
開
を
示
す
こ
と
が
可
能
と
な
っ
た
。

　英
国
水
彩
画
の「
黄
金
時
代
」は
一
七
五
〇

年
頃
に
始
ま
り
、タ
ー
ナ
ー
の
没
す
る
一
八
五

一
年
頃
に
終
息
す
る
と
よ
く
い
わ
れ
る
が
、ま

さ
に
こ
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
の
核
と
な
る
部
分
は

そ
の
黄
金
期
と
重
な
っ
て
い
る
。そ
の
後
の
度

重
な
る
寄
贈
に
よ
っ
て
十
九
世
紀
後
半
の
ラ

フ
ァ
エ
ル
前
派
と
ヴ
ィ
ク
ト
リ
ア
朝
後
期
の
画

家
た
ち
の
優
品
ま
で
が
収
蔵
さ
れ
る
こ
と
に

な
り
、「
黄
金
時
代
」と
呼
ば
れ
る
後
に
お
い

て
も
、き
わ
め
て
優
れ
た
水
彩
作
品
が
制
作

さ
れ
て
い
た
こ
と
を
実
証
す
る
コ
レ
ク
シ
ョ
ン

と
な
っ
た
。

　こ
の
よ
う
に
し
て
、水
彩
画
の
コ
レ
ク
シ
ョ

ン
を
増
大
さ
せ
て
い
っ
た
ウ
ィ
ッ
ト
ワ
ー
ス
美

術
館
の
収
蔵
品
は
、現
在
で
は
三
千
点
を
超

え
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。そ
の
長
い
収
集
活
動

か
ら
集
ま
っ
た
優
れ
た
水
彩
画
の
中
か
ら
、

本
展
で
は
タ
ー
ナ
ー
や
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ブ
レ
イ

ク
、ラ
フ
ァ
エ
ル
前
派
の
ロ
セ
ッ
テ
ィ
や
エ
ヴ
ァ

レ
ッ
ト
・ミ
レ
イ
、バ
ー
ン
＝
ジ
ョ
ー
ン
ズ
ま
で
、

日
本
で
も
人
気
の
高
い
英
国
美
術
を
代
表
す

る
画
家
の
名
品
約
百
六
十
点
を
選
ん
で
展
示

し
て
い
る
。

　水
彩
画
は
油
彩
画
の
ス
ケ
ッ
チ
及
び
習
作

と
し
て
描
か
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
の
だ
が
、

本
展
で
は
、水
彩
画
を
芸
術
の
ひ
と
つ
の
表

現
と
し
て
描
く
画
家
た
ち
が
イ
ギ
リ
ス
に
お

い
て
登
場
す
る
過
程
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

そ
し
て
水
彩
画
の
奥
深
さ
と
幅
の
広
さ
を
堪

能
で
き
る
と
共
に
、十
八
世
紀
、十
九
世
紀
の

様
式
や
技
法
の
流
れ
も
感
じ
る
こ
と
が
で
き

る
こ
と
だ
ろ
う
。

　水
彩
画
は
、光
の
影
響
を
受
け
や
す
い
脆

弱
な
美
術
品
で
あ
る
こ
と
か
ら
公
開
さ
れ
る

機
会
も
少
な
く
、今
ま
で
英
国
の
水
彩
画
を

日
本
に
お
い
て
ま
と
め
て
展
覧
す
る
よ
う
な

機
会
は
ほ
と
ん
ど
得
ら
れ
な
か
っ
た
。今
回

は
、ウ
ィ
ッ
ト
ワ
ー
ス
美
術
館
の
特
別
な
ご
協

力
に
よ
っ
て
こ
れ
だ
け
の
名
作
を
一
堂
に
岡
崎

で
展
観
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
た
。そ
の
お
か

げ
で
本
展
は
日
本
初
公
開
の
作
品
が
過
半

数
を
占
め
、過
去
最
大
規
模
の
英
国
水
彩
画

の
決
定
版
と
言
え
る
展
覧
会
と
な
っ
た
。

　ウ
ィ
ッ
ト
ワ
ー
ス
美
術
館
の
皆
様
の
ご
配

慮
と
ご
協
力
に
感
謝
す
る
と
と
も
に
、せ
っ

か
く
い
た
だ
い
た
こ
の
稀
有
な
る
機
会
に
、よ

り
多
く
の
皆
様
に
、水
彩
画
の
真
の
魅
力
に

触
れ
て
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
う
。

会期：平成24年 4月7日（土）～6月24日（日）

J.M.W.ターナー 《アップナー城、ケント》 1831‒32年

マンチェスター大学ウィットワース美術館所蔵

巨匠たちの
英国水彩画展

―ターナーからブレイク、ミレイまで―

村 松 和 明



　皆
さ
ん
は「
本
多
忠
勝
」を
御
存
知
で
す

か
？
本
多
忠
勝（
一五
四
八
〜
一六一
〇
）は
、岡

崎
に
生
ま
れ
、徳
川
四
天
王
の
一
人
と
し
て
酒

井
忠
次
・
榊
原
康
政
・
井
伊
直
政
と
と
も
に

徳
川
家
康
の
天
下
統
一
に
大
き
く
貢
献
し
た

生
粋
の
三
河
武
士
で
す
。武
勇
の
誉
れ
が
高

く
、「
生
涯
に
お
い
て
五
七
度
の
合
戦
に
出
陣

し
な
が
ら
傷
一つ
負
わ
な
か
っ
た
」と
か
、「
家

康
に
過
ぎ
た
る
も
の
が
二
つ
あ
り
、唐
の
頭
に

本
多
平
八（
忠
勝
）」と
敵
の
武
田
方
の
小
杉

左
近
よ
り
讃
え
ら
れ
た
な
ど
の
逸
話
が
伝

わ
っ
て
い
ま
す
。し
か
し
忠
勝
の
名
は
知
ら
れ

て
い
て
も
、そ
の
子
孫
が
江
戸
時
代
後
期
か

ら
明
治
維
新
ま
で
約
百
年
に
わ
た
り
城
主
と

し
て
こ
の
地
を
治
め
、岡
崎
と
非
常
に
縁
の

深
い
大
名
家
で
あ
っ
た
こ
と
は
、意
外
に
知
ら

れ
て
い
な
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　今
回
の
展
覧
会
は
、忠
勝
以
降
十
六
代
に

わ
た
り
譜
代
大
名
と
し
て
江
戸
幕
府
を
支
え

た
本
多
家
の
約
二
六
〇
年
の
歴
史
を
た
ど
る

も
の
で
す
。本
多
家
は
戦
国
か
ら
江
戸
時
代

に
か
け
て
大
名
と
し
て
取
り
立
て
ら
れ
、上

総
大
多
喜
、伊
勢
桑
名
、播
磨
姫
路
、大
和
郡

山
、陸
奥
福
島
、播
磨
姫
路
、越
後
村
上
、三

河
刈
谷
、下
総
古
河
、石
見
浜
田
、三
河
岡
崎

と
転
封
を
重
ね
て
お
り
、こ
れ
ら
の
地
に
は

本
多
家
の
足
跡
を
示
す
資
料
が
残
さ
れ
て
い

ま
す
。本
展
で
は
本
多
忠
勝
所
用
の
黒
糸
威

胴
丸
具
足（
重
要
文
化
財
）を
は
じ
め
歴
代

当
主
の
甲
冑
な
ど
の
名
宝
や
ゆ
か
り
の
品
々

を
紹
介
す
る
と
と
も
に
、譜
代
大
名
本
多
家

の
全
貌
を
明
ら
か
に
し
ま
す
。

　さ
ら
に
今
年
七
月
六
日
よ
り
、こ
の
本
多

家
の
分
家
筋
に
あ
た
る
本
多
忠
次
氏
の
邸
宅

が
、東
京
都
世
田
谷
区
か
ら
岡
崎
市
東
公
園

内
に
移
築
さ
れ
、復
元
公
開
さ
れ
ま
す
。本

展
を
御
鑑
賞
頂
く
と
と
も
に
、こ
の
機
会
に

昭
和
初
期
を
代
表
す
る
近
代
建
築
で
あ
る

旧
本
多
忠
次
邸
に
も
、是
非
足
を
お
運
び
下

さ
い
。 （
浦
野
）

　旧
本
多
邸
は
、昭
和
七
年（
一
九
三
二
）、世

田
谷
に
建
設
さ
れ
た
洋
風
住
宅
で
、忠
次
氏

が
、一
九
九
九
年
、一
〇
三
歳
で
亡
く
な
る
ま
で

生
活
を
送
っ
た
場
所
で
す
。大
き
な
改
築
・
改

装
を
行
う
こ
と
な
く
、家
具
や
カ
ー
テ
ン
な

ど
も
ぼ
ろ
ぼ
ろ
に
な
る
ま
で
使
い
続
け
て
お

り
、自
分
が
建
て
た
家
、自
分
が
選
ん
だ
家
具

調
度
類
に
深
い
愛
着
を
持
っ
て
生
活
を
し
て

い
た
こ
と
が
分
か
り
ま
す
。こ
の
度
の
本
多

邸
の
移
築
･
復
元
に
あ
わ
せ
て
、忠
次
氏
の

蔵
書
や
メ
モ
帳
な
ど
も
岡
崎
市
に
寄
贈
さ
れ

ま
し
た
が
、メ
モ
帳
に
は
、土
地
探
し
に
は
じ

ま
り
、建
築
家
の
選
定
や
部
屋
の
配
置
、洋
服

箪
笥
の
寸
法
か
ら
お
風
呂
に
取
り
付
け
る
呼

び
鈴
に
至
る
ま
で
、事
細
か
に
考
え
が
つ
づ
ら

れ
て
お
り
、忠
次
氏
の
溢
れ
ん
ば
か
り
の
思
い

に
驚
か
さ
れ
ま
す
。そ
の
う
え
感
心
な
の
は
、

メ
モ
に
引
用
さ
れ
た
参
考
資
料
や
蔵
書
類

が
、洪
洋
社
発
行
の
プ
レ
ー
ト
型
写
真
図
版

集『
建
築
写
真
類
聚
』や
、木
檜
恕
一
著『
新
し

い
家
と
家
具
装
飾
』、森
谷
延
雄
著『
こ
れ
か

ら
の
室
内
装
飾
』等
々
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で

す
。大
正
後
半
か
ら
昭
和
初
期
に
か
け
て
、日

本
で
は
近
代
化
が
進
展
し
、「
新
し
い
生
活
様

式
」と
、そ
の
た
め
の「
新
し
い
住
居
」の
あ
り

方
が
大
い
に
議
論
さ
れ
た
の
で
す
が
、こ
れ
ら

の
書
籍
は
、そ
う
し
た
住
宅
･
生
活
思
想
を

ま
と
め
た
最
も
代
表
的
な
も
の
で
、し
か
も

読
者
と
し
て
想
定
さ
れ
て
い
た
の
は
、新
た
に

登
場
し
た
ホ
ワ
イ
ト
カ
ラ
ー
、中
流
階
級
の

人
た
ち
で
し
た
。こ
こ
か
ら
は
、忠
次
氏
が
、

た
だ
体
面
的
に
上
流
階
級
好
み
の
洋
館
を

建
て
る
の
で
は
な
く
、進
取
の
精
神
に
学
ぼ

う
と
し
て
い
た
こ
と
が
窺
わ
れ
る
で
し
ょ
う
。

　展
覧
会
で
は
、写
真
や
図
面
と
と
も
に
忠

次
氏
の
蔵
書
を
お
見
せ
し
、当
時
の
住
宅
思

想
を
ご
紹
介
し
ま
す
。本
展
を
見
て
、本
多
邸

を
訪
れ
れ
ば
、よ
り
本
多
邸
の
面
白
さ
を
感

じ
と
っ
て
い
た
だ
け
る
は
ず
で
す
。 （
千
葉
）

会期：平成24年7月7日（土）～8月19日（日）
「本多邸浴室」

岡崎市旧本多忠次邸復元記念

徳川四天王
本多忠勝と子孫たち
－岡崎藩主への軌跡－

浦 野 加 穂 子 ／ 千 葉 真 智 子
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集
荷
の
旅 
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7
）

　年
に
数
回
は
訪
れ
る
お
気
に
入
り
の

美
術
館
が
あ
り
ま
す
。滋
賀
県
に
あ
る
Ｍ

Ｉ
Ｈ
Ｏ
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
で
す
。名
神
高
速

を
栗
東
イ
ン
タ
ー
で
降
り
、奈
良
時
代
、

東
大
寺
僧
良
弁
が
創
建
し
た
と
伝
え
ら

れ
る
金
勝
寺
の
山
を
越
え
、さ
ら
に
奥
深

く
へ
と
入
っ
た
山
中
に
あ
る
館
で
す
。今

で
は
新
名
神
開
通
で
、信
楽
イ
ン
タ
ー
か

ら
狸
の
置
物
の
並
ぶ
道
筋
を
進
み
、は
ず

れ
て
し
ば
ら
く
す
る
と
到
着
で
す
。受
付

棟
か
ら
の
移
動
は
電
気
自
動
車
。し
だ
れ

桜
の
並
木
に
、椿
・
躑
躅
・
楓
が
植
え
ら

れ
、季
節
ご
と
に
目
を
楽
し
ま
せ
て
く
れ

ま
す
。や
が
て
ト
ン
ネ
ル
を
抜
け
る
と
東

洋
的
な
屋
根
の
重
な
り
の
正
面
が
見
え
、

丸
窓
を
も
っ
た
扉
が
迎
え
て
く
れ
ま
す
。

そ
う
、こ
の
館
は
桃
源
郷
を
イ
メ
ー
ジ
し

て
造
ら
れ
て
い
る
の
で
す
。昨
年
春
の
当

館
企
画
展「
桃
源
万
歳
」も
、本
当
は
こ

の
Ｍ
Ｉ
Ｈ
Ｏ
と
の
２
館
で
行
い
た
か
っ
た

の
で
す
が
、展
示
品
に
東
洋
画
・
日
本
画

が
多
く
そ
の
展
示
制
約
か
ら
打
診
を
断

念
し
た
も
の
で
し
た
。ギ
リ
シ
ア・エ
ジ
プ

ト
か
ら
仏
教
美
術
、日
本
近
世
美
術
に

至
る
膨
大
な
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
を
持
ち
、館
長

は
若
冲
な
ど
奇
想
の
画
家
た
ち
を
見
出

し
た
辻
惟
雄
氏
で
す
。そ
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン

収
集
段
階
で
は
、衛
藤
駿
当
館
２
代
目

館
長
も
関
わ
っ
て
い
ま
し
た
。
　

　こ
の
館
に
は
古
代
バ
ク
ト
リ
ア
関
連
の

資
料
借
用
に
も
伺
っ
て
い
ま
す
。駐
車
場

へ
向
か
う
一
般
通
路
か
ら
離
れ
た
別
ル
ー

ト
で
館
建
物
へ
。あ
ま
り
広
く
な
い
通
路

か
ら
い
き
な
り
搬
入
ヤ
ー
ド
へ
と
美
術
品

専
用
車
を
頭
か
ら
突
っ
込
み
ま
す
。他
の

館
で
は
必
ず
バ
ッ
ク
オ
ー
ラ
イ
で
プ
ラ
ッ

ト
フ
ォ
ー
ム
に
お
尻
を
つ
け
る
の
で
す
が
、

こ
こ
で
は
反
対
側
。ど
う
し
よ
う
か
と

思
っ
て
い
た
と
た
ん
車
が
回
転
し
始
め
て

驚
き
ま
し
た
。タ
ー
ン
テ
ー
ブ
ル
が
設
置

さ
れ
車
が
１
８
０
度
回
転
し
た
の
で
し

た
。点
検
に
立
ち
会
う
学
芸
員
も
研
修

は
ニュ
ー
ヨ
ー
ク
と
の
こ
と
。立
地
環
境
、

施
設
、コ
レ
ク
シ
ョ
ン
、ど
れ
を
と
っ
て
も

宗
教
法
人
営
ら
し
い
壮
大
な
ス
ケ
ー
ル
を

誇
っ
て
い
る
美
術
館
で
す
。 荒

井
信
貴

研
修
会

　愛
知
県
内
一
二
一
館
が
加
盟
す
る
愛
知

県
博
物
館
協
会
で
は
、館
員
の
た
め
の
部

門
別
研
修
会
を
行
っ
て
い
ま
す
。今
回
は

調
査
・
研
究
部
門
研
修
会「
収
蔵
資
料
の

デ
ー
タ
ベ
ー
ス
化
に
つ
い
て
」の
内
容
を
紹

介
し
ま
す
。

　今
回
の
研
修
で
は
、収
蔵
品
管
理
シ
ス

テ
ム
を
専
門
に
開
発
し
て
い
る
早
稲
田
シ

ス
テ
ム
開
発
株
式
会
社
、お
よ
び
収
蔵
資

料
の
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
化
を
進
め
て
い
る
ト

ヨ
タ
博
物
館
と
安
城
市
歴
史
博
物
館
の

事
例
報
告
が
あ
り
ま
し
た
。収
蔵
品
の

管
理
方
法
は
、従
来
の
紙
台
帳
な
ど
か

ら
、収
蔵
品
の
一
元
管
理
を
目
指
し
て

デ
ー
タ
ベ
ー
ス
化
を
進
め
る
館
が
増
え
て

い
ま
す
。し
か
し
各
館
ご
と
に
歴
史
、美

術
、自
然
史
な
ど
資
料
の
内
容
に
特
色

が
あ
る
た
め
、確
固
と
し
た
台
帳
の

フ
ォ
ー
マ
ッ
ト
が
な
く
、独
自
の
シ
ス
テ
ム

開
発
に
は
多
く
の
課
題
が
あ
り
ま
す
。

　早
稲
田
シ
ス
テ
ム
が
開
発
し
た
シ
ス
テ

ム
は
、豊
富
な
事
例
を
ベ
ー
ス
に
作
成
し

た
基
本
フ
ォ
ー
マ
ッ
ト
に
、入
力
項
目
を

追
加
・
変
更
し
、情
報
タ
ブ
の
位
置
な
ど

を
ア
レ
ン
ジ
し
て
、台
帳
様
式
を
各
館
で

カ
ス
タ
マ
イ
ズ
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

入
力
情
報
は
貸
出
・
展
示
履
歴
な
ど
に

も
連
動
し
て
お
り
、さ
ら
に
デ
ー
タ
セ
ン

タ
ー
で
ソ
フ
ト
・ハ
ー
ド
ウ
ェ
ア
を
集
中
管

理
し
、ネ
ッ
ト
経
由
で
利
用
す
る
ク
ラ
ウ

ド
型
で
あ
る
た
め
、多
額
の
初
期
投
資
を

か
け
ず
に
月
々
の
利
用
料
の
み
で
導
入

が
可
能
で
あ
り
、画
像
や
文
字
情
報
の
量

に
も
制
約
が
な
く
、機
能
や
デ
ザ
イ
ン
な

ど
も
常
に
最
新
版
が
利
用
可
能
で
あ
る

な
ど
の
メ
リ
ッ
ト
が
あ
り
ま
す
。し
か
し

ネ
ッ
ト
を
介
す
る
た
め
、高
い
セ
キ
ュ
リ

テ
ィ
や
バ
ッ
ク
ア
ッ
プ
の
必
要
性
な
ど
に

懸
念
が
残
り
ま
す
。

　事
例
報
告
で
は
、シ
ス
テ
ム
導
入
の
前

に
、ま
ず
館
員
の
共
通
理
解
の
も
と
で
、

資
料
の
現
状
を
把
握
し
、資
料
情
報
や

分
類
な
ど
を
整
え
る
こ
と
が
重
要
で
あ

る
こ
と
、そ
の
上
で
情
報
の
共
有
化
と
一

元
管
理
、大
容
量
の
画
像
や
調
査
情
報

の
蓄
積
、検
索
時
間
の
短
縮
、受
入
・
貸

出
作
業
の
シ
ス
テ
ム
化
、さ
ら
に
後
世
へ

の
資
料
情
報
の
保
存
・
伝
達
の
た
め
の

デ
ー
タ
ベ
ー
ス
化
等
の
目
標
や
方
針
を
明

確
に
す
る
必
要
が
あ
る
と
の
提
言
が
あ

り
ま
し
た
。

　収
蔵
品
の
管
理
は
博
物
館
の
根
幹
で

す
。今
回
の
研
修
を
踏
ま
え
て
、当
館
で

も
よ
り
よ
い
収
蔵
品
管
理
を
行
え
る
よ

う
努
め
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

浦
野
加
穂
子



書
籍
紹
介

　最
近
読
ん
だ
本（
と
言
っ
て
も
昨
年
の

秋
に
な
る
が
）と
い
う
こ
と
で
、岩
波
新

書
か
ら
紹
介
。

　本
書
は
、「
飢
餓
奴
隷
の
公
認
」と
い
う

鎌
倉
幕
府
法
に
あ
る
超
法
規
の
法
で
衝

撃
的
に
始
ま
る
。第
一
章 

村
掟
―
暴
力
の

克
服
、第
二
章 

惣
堂
―
自
立
す
る
村
、

第
三
章 

地
頭
―
村
の
生
活
誌
、第
四
章 

山
野
―
村
の
戦
争
、第
五
章 

直
訴
―
平

和
へ
の
道
と
い
う
構
成
で
あ
る
。著
者
が

「
本
書
の
主
題
は
、「
地
頭
は
当
分
の
儀
」

と
い
わ
れ
る
よ
う
な
領
主
に
対
し
て
、

「
末
代
の
者
」と
い
わ
れ
た
、土
着
の
百
姓

た
ち
の
行
動
と
、彼
ら
が
拠
点
と
し
た
村

の
成
長
の
内
実
を
解
き
明
か
す
こ
と
で

あ
る
。」と
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、史
料
を

読
み
解
き
な
が
ら
、中
世
か
ら
近
世
の
村

落
の
断
面
と
そ
の
変
化
を
切
り
取
り
つ

つ
、各
章
で一
貫
し
て
、当
時
の
百
姓
た
ち

の
位
置
づ
け
を
探
っ
て
い
る
。

　紹
介
さ
れ
て
い
る
史
料
か
ら
は
、当
時

の
村
が
想
像
以
上
に
暴
力
的
だ
っ
た
こ

と
が
浮
か
び
あ
が
っ
て
く
る
。山
野
を
め

ぐ
っ
て
は
村
同
士
が
争
い
、合
戦
の
よ
う

な
形
に
ま
で
発
展
す
る
こ
と
も
あ
っ
た

し
、村
の
掟
に
よ
っ
て
そ
れ
を
破
っ
た
者

を
殺
し
た
り
、追
放
し
た
り
し
た
。し
か

し
、た
と
え
追
放
し
た
者
で
あ
っ
て
も
そ

の「
家
」を
村
全
体
で
守
ろ
う
と
し
、も

し
、そ
う
し
た
者
に
子
ど
も
や
親
戚
が
い

た
ら
、で
き
る
だ
け
継
が
せ
よ
う
と
し
た

事
例
や
、村
同
士
の
争
い
の
な
か
で
犠
牲

に
な
っ
た
者
に
対
し
て
も
、そ
の
家
族
の

行
く
末
を
村
が
保
障
す
る
よ
う
な
こ
と

も
あ
っ
た
点
は
と
て
も
興
味
深
い
。

　中
世
に
お
い
て
百
姓
と
か
村
と
い
え

ば
、領
主
の
支
配
下
に
置
か
れ
、何
か
と

制
限
さ
れ
た
窮
屈
な
生
活
、と
も
す
れ

ば
戦
を
す
る
領
主
の
犠
牲
と
な
る
イ

メ
ー
ジ
が
一
般
的
で
は
な
か
ろ
う
か
。だ

が
、本
書
で
は
、こ
の
イ
メ
ー
ジ
は
払
拭

さ
れ
る
。が
っ
ち
り
と
し
た
構
成
の
難
解

な
学
術
書
で
な
い
分
、興
味
を
持
た
せ
る

小
見
出
し
と
適
度
な
文
書
の
区
切
り

で
、日
本
中
世
の
民
衆
像
に
つ
い
て
、お
お

よ
そ
時
代
の
流
れ
に
沿
っ
て
て
い
ね
い
に

ま
と
め
ら
れ
て
お
り
、テ
ン
ポ
よ
く
読
み

進
め
る
こ
と
が
で
き
る
。史
料
を
単
に
提

示
す
る
だ
け
で
な
く
、噛
み
砕
く
よ
う
に

読
み
解
い
て
く
れ
れ
ば
、と
っ
つ
き
に
く
い

史
料
が
身
近
に
感
じ
ら
れ
る
。自
戒
の
念

と
と
も
に
、そ
ん
な
こ
と
を
思
い
つ
つ
読

み
進
め
た
一
冊
で
あ
る
。

（
新
書
判
、二
四
五
ペ
ー
ジ
、八
四
〇
円
、

岩
波
書
店
、二
〇
一
〇
年
）

伊
藤
久
美
子

お
知
ら
せ

　美
術
博
物
館
・
地
域
文
化
広
場（
お
か

ざ
き
世
界
子
ど
も
美
術
博
物
館
）・
美
術

館
の
美
術
系
３
施
設
を
、多
く
の
方
が
・

安
価
に
・
何
度
で
も
利
用
し
て
い
た
だ
く

と
と
も
に
、優
れ
た
芸
術
・
歴
史
資
料
等

の
鑑
賞
と
学
習
機
会
の
場
と
し
て
活
用

し
て
い
た
だ
く
た
め
、共
通
年
間
パ
ス
ポ
ー

ト
を
販
売（
発
行
）し
ま
す
。

○
発
売（
発
行
）開
始
日
は
？

平
成
24
年
４
月
１
日
・
日
曜
日
か
ら
で
す

が
、各
施
設
と
も
休
館
日
は
除
き
ま
す
。

○
販
売（
発
行
）場
所
は
？

美
術
博
物
館
・
地
域
文
化
広
場（
お
か
ざ

き
世
界
子
ど
も
美
術
博
物
館
）・
美
術
館

の
展
覧
会
入
場
券
販
売
カ
ウ
ン
タ
ー
で
、

各
施
設
備
え
付
け
の「
３
施
設
共
通 

年

間
パ
ス
ポ
ー
ト
購
入（
発
行
）申
請
書
」に
、

必
要
事
項
を
ご
記
入
し
て
い
た
だ
き
申

請
し
て
く
だ
さ
い
。

○
販
売
金
額
は
？

一
枚

　３
，０
０
０
円
で
す
。

市
内
の
美
術
系
３
施
設
で
は
、１
年
間
に

10
本
程
度
の
展
覧
会
が
開
催
さ
れ
ま
す

が
、そ
の
内
の
、美
術
博
物
館
で
開
催
す

る
企
画
展
３
本
分
の
入
場
料
合
計
額
相

当
で
す
。

○
年
間
パ
ス
ポ
ー
ト
の
有
効
期
間
は
？

販
売（
発
行
）さ
れ
た
日
の
翌
年
の
月
末

ま
で
で
す
。

○
年
間
パ
ス
ポ
ー
ト
で
お
得
な
こ
と
は
？

年
間
パ
ス
ポ
ー
ト
を
ご
提
示
い
た
だ
く
こ

と
で
、次
の
サ
ー
ビ
ス
が
受
け
ら
れ
ま
す
。

①
美
術
系
３
施
設
で
開
催
す
る
展
覧
会
が

何
度
で
も
観
覧
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

②
美
術
博
物
館
ミュ
ー
ジ
ア
ム
シ
ョ
ッ
プ
の

販
売
商
品
が
５
％
割
引
と
な
り
ま
す（
一

部
商
品
は
除
く
）。

③
美
術
博
物
館
レ
ス
ト
ラ
ン
セ
レ
ー
ノ
で

の
飲
食
代
が
10
％
割
引
と
な
り
ま
す
。

そ
の
他
、岡
崎
市
内
の
観
光
施
設

①「
岡
崎
城
」・「
三
河
武
士
の
や
か
た

家
康
館
」の
入
館
料
が
割
引
さ
れ
ま
す
。

②「
大
樹
寺
宝
物（
文
化
財
）拝
観
料
」が

割
引
さ
れ
ま
す
。

③「
真
福
寺
菩
提
樹
館
入
館
料
」が
割
引

さ
れ
ま
す
。

④「
滝
山
寺
宝
物
館
拝
観
料
」が
割
引
さ

れ
ま
す
。

詳
し
く
は
、各
施
設
へ
お
た
ず
ね
く
だ
さ
い
。

○
美
術
博
物
館

　

電
話 

０
５
６
４
‐
２
８
‐
５
０
０
０

○
地
域
文
化
広
場

（
お
か
ざ
き
世
界
子
ど
も
美
術
博
物
館
）

電
話 

０
５
６
４
‐
５
３
‐
３
５
１
１

○
美
術
館

電
話 

０
５
６
４
‐
５
１
‐
４
２
８
０
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　街
中
を
会
場
に
し
た
展
示
を
今
秋
予

定
し
て
い
て
、リ
サ
ー
チ
の
た
め
に
、最
近

何
度
か
康
生
界
隈
を
歩
い
た
。松
坂
屋
が

な
く
な
り
、商
店
も
減
り
、賑
わ
い
は
失

わ
れ
た
が
、不
思
議
と
寂
し
く
は
な
ら
な

い
。ふ
と
立
ち
現
れ
る
昭
和
の
匂
い
漂
よ

う
風
景
に
幼
い
頃
の
記
憶
が
蘇
り
、何
と

も
言
え
ぬ
高
揚
感
さ
え
あ
っ
た
。

　十
年
、二
十
年
の
単
位
で
歳
月
を
振
り

返
る
と
驚
く
ほ
ど
社
会
は
変
化
し
て
い

る
の
に
、毎
日
の
積
み
重
ね
の
中
に
い
る

と
、新
し
い
習
慣
や
思
考
は
知
ら
ぬ
間
に

自
分
の
中
に
沁
み
こ
ん
で
き
て
、そ
れ
が

当
然
の
よ
う
に
な
っ
て
い
た
り
す
る
。そ

れ
で
も
過
去
は
、ふ
と
し
た
瞬
間
に
歳
月

を
飛
び
越
え
て
蘇
り
、か
つ
て
の
出
来
事

や
気
持
ち
は
、具
体
的
に
、ま
た
と
き
に

ぼ
ん
や
り
と
し
た
感
覚
の
総
体
と
し
て

呼
び
覚
ま
さ
れ
る
の
だ
ろ
う
。

　最
近
、漫
談
を
聞
く
機
会
が
あ
っ
た
。

漫
談
師
は
八
十
歳
に
な
る
近
藤
志
げ
る

で
、野
口
雨
情
や
西
條
八
十
の
唄
を
次
々

と
歌
っ
た
。「
シ
ャ
ボ
ン
玉
」く
ら
い
は
分

か
っ
た
も
の
の
、私
に
は
馴
染
み
の
な
い

唄
ば
か
り
。そ
う
思
っ
て
い
た
ら
、会
場
の

多
く
を
占
め
る
年
配
の
人
た
ち
が
、も
う

何
年
も
口
に
し
て
い
な
い
で
あ
ろ
う
そ
の

唄
の
数
々
を
す
ら
す
ら
と
歌
い
出
し
、一
気

に
若
か
り
し
頃
へ
と
時
間
を
遡
っ
て
い
た
。

　そ
こ
で
最
後
に
一つ
映
画
を
。『
ク
レ
ヨ

ン
し
ん
ち
ゃ
ん 

嵐
を
呼
ぶ 

モ
ー
レ
ツ
！

オ
ト
ナ
帝
国
の
逆
襲
』は
、大
人
に
な
っ
て

し
ま
っ
た
人
た
ち
の
、昔
日
へ
の
繊
細
な

思
い
と
今
を
描
い
た
良
作
で
す
。（
千
）

時
と
記
憶
の
不
思
議
さ

百
八
十
度
の
転
換
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　早
い
も
の
で
、再
任
用
職
員
と
し
て
岡

崎
市
美
術
博
物
館
に
採
用
さ
れ
て
か
ら
、

１
年
が
経
過
し
よ
う
と
し
て
い
ま
す
。

　私
が
岡
崎
市
役
所
に
勤
務
し
た
４
１

年
間
の
中
で
、長
く
経
験
し
た
職
場
は
水

道
局
の
浄
水
場
、環
境
部
の
ク
リ
ー
ン
セ

ン
タ
ー
で
し
た
。浄
水
場
で
の
業
務
内
容

は
、川
か
ら
取
り
込
ん
だ
水
を
処
理
し
、

浄
水
と
し
て
配
水
池
に
送
り
出
す
。標
高

の
高
い
と
こ
ろ
に
は
加
圧
施
設
で
配
水
す

る
。ク
リ
ー
ン
セ
ン
タ
ー
で
は
、市
民
の
方

か
ら
輩
出
さ
れ
る
廃
棄
物
の
処
理
。も
ち

ろ
ん
市
民
の
方
と
の
接
触
も
な
い
、施
設

の
維
持
管
理
、主
要
機
器
の
保
守
管
理
、

機
器
の
更
新
な
ど
が
主
な
業
務
で
し
た
。

　岡
崎
市
美
術
博
物
館
職
員
と
な
っ
て

何
が
変
わ
っ
た
か
？

　今
ま
で
経
験
の
な

い
市
民
の
方
へ
の
直
接
サ
ー
ビ
ス
で
す
。作

品
に
当
て
て
い
る
照
明
に
異
常
は
な
い

か
？

　館
内
の
温
度
、湿
度
は
良
い
か
？

　展
示
ス
ペ
ー
ス
は
綺
麗
に
な
っ
て
い
る

か
？
等
で
、来
館
さ
れ
た
市
民
の
皆
さ
ん

に
対
し
て
気
持
ち
よ
く
鑑
賞
さ
れ
る
場

を
作
る
こ
と
。

　初
め
は
出
来
る
か
心
配
だ
っ
た
直
接

サ
ー
ビ
ス
で
す
が
、班
員
の
皆
の
指
導
を

受
け
、徐
々
に
慣
れ
今
で
は
す
っ
か
り
慣

れ
た
と
言
い
た
い
の
で
す
が
、時
々
頼
も

し
い
後
輩
に
注
意
、指
導
を
受
け
て
い
ま

す
。注
意
を
受
け
な
く
な
る
よ
う
に
な
れ

ば
、美
術
博
物
館
の
本
当
の
職
員
と
な
れ

た
と
思
え
る
で
し
ょ
う
。こ
れ
か
ら
も
努

力
し
て
、本
当
の
職
員
に
な
れ
る
よ
う
頑

張
っ
て
行
き
た
い
と
思
い
ま
す
。（
堅
）

表紙図版：ウィリアム・ブレイク 《日の老いたる者》 1827年頃
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巨匠たちの英国水彩画展
2012年4月7日（土）～6月24日（日）
■演奏会
5月6日（日）「美しき四重奏の調べ」
演奏　ヴィオレット･カルテット
■講演会
6月17日（日）「英国水彩画の魅力 ターナーからピーターラビットまで」
村松和明（当館学芸員）
＊いずれも午後2時から
■学芸員による展示説明会
4月22日（日）、5月13日（日）、6月3日（日）
＊いずれも午後2時から

やさしいミュージアム講座の受講者募集
市民の方々に歴史や美術をより身近に感じていただけるよう、平成24年6月～
10月の毎月1度、連続講座「やさしいミュージアム講座（岡崎藩主本多家を知ろ
う！）、（突き抜ける芸術）」の2講座を開催します。

講座名／岡崎藩主本多家を知ろう！
■日時／平成24年6月～10月の毎月第2水曜日　10：30～12：00

■内容／岡崎藩主本多家に関わる武具、絵画、古文書などの魅力を紹介します。
■講師／杉浦良幸（刀剣研究家）、　榊原悟（当館館長）、荒井信貴・堀江登
志実・浦野加穂子（当館学芸員）

講座名／突き抜ける芸術
■日時／平成24年6月～10月の毎月第3金曜日　14：00～15：30
■内容／美術史のなかでは、既成の枠組みに捕らわれずに革新的な表現を
する作家が現れることによって、新たな芸術様式が生まれてきました。今回は近
代から現代にいたるまでの「突き抜ける芸術」をご紹介します。
■講師／大島徹也（愛知県美術館学芸員）、高橋綾子（名古屋芸術大学准教
授）、村松和明・千葉真智子（当館学芸員）

≪共通≫
□定員／50名（応募多数の場合は抽選）　□会場／当館1階セミナールーム
□参加費／無料　□申込方法／往復ハガキに、希望講座名（ハガキ1枚につ
き1講座の申込）・郵便番号・住所・氏名（ふりがな）・年齢・性別・電話番号を明
記の上、5月15日（火）までに下記へお申し込みください。※各講座5回全て参
加できる方のみご応募ください。※ハガキ1枚につき1人の申込に限ります。　
□申込先／〒444-0002　岡崎市高隆寺町字峠１番地 岡崎中央総合公園内
　岡崎市美術博物館「やさしいミュージアム講座」係


