
図1．古賀春江《窓外の化粧》
1930年　油彩、カンヴァス
神奈川県立近代美術館蔵

「てあて・まもり・のこす」展の看板

図2．高橋由一《江の島図》1876-1877年
油彩、カンヴァス　神奈川県立近代美術館蔵
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「
鎌
倉
別
館
40
周
年
記
念
て
あ
て
・ 

ま
も
り
・
の
こ
す
神
奈
川
県
立
近
代

美
術
館
の
保
存
修
復
」
を
鑑
賞
し
て

は
じ
め
に

　
「
デ
ザ
イ
ン
と
社
会
」
と
い
う
テ
ー
マ
で
活
動
し
て
い
る
角

山
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
で
は
、
文
献
購
読
や
個
人
研
究
を
通
し
て
デ
ザ

イ
ン
を
歴
史
的
に
考
察
し
、
そ
こ
か
ら
対
象
物
の
分
析
と
調
査

に
基
づ
き
デ
ザ
イ
ン
の
意
義
や
社
会
的
役
割
を
考
え
て
い
る
。

そ
の
中
で
2
0
2
4
年
6
月
8
日
（
土
）
に
課
外
授
業
と
し
て

展
覧
会
鑑
賞
を
行
な
っ
た
。
今
回
は
、
神
奈
川
県
立
近
代
美
術

館
鎌
倉
別
館
で
2
0
2
4
年
5
月
18
日
（
土
）
か
ら
7
月
28
日

（
日
）
ま
で
開
催
さ
れ
た
「
鎌
倉
別
館
40
周
年
記
念　

て
あ
て
・

ま
も
り
・
の
こ
す　

神
奈
川
県
立
近
代
美
術
館
の
保
存
修
復
」

と
い
う
展
覧
会
へ
訪
れ
た
。

　

美
術
館
は
作
品
を
展
示
し
届
け
る
だ
け
で
な
く
、
コ
レ
ク

シ
ョ
ン
を
良
い
状
態
で
保
存
し
次
世
代
へ
伝
え
る
と
い
う
役
割

も
担
っ
て
い
る
。
近
年
増
加
し
て
い
る
自
然
災
害
や
気
候
変

動
、
そ
し
て
社
会
的
要
請
の
変
化
の
中
で
作
品
を
守
る
環
境
を

整
え
、
手
当
て
を
し
な
が
ら
作
品
を
未
来
に
残
す
た
め
の
最
善

で
は
、
作
品
の
修
復
過
程
と
そ
こ
で
使
用
さ
れ
る
道
具
、
そ
し

て
、
作
品
を
守
り
な
が
ら
展
示
す
る
た
め
の
工
夫
な
ど
が
、
実

際
に
修
復
を
受
け
た
作
品
と
と
も
に
紹
介
さ
れ
て
い
た
。

「
て
あ
て
」

　

こ
の
部
門
で
は
1
9
8
0
年
代
か
ら
現
在
ま
で
に「
て
あ
て
」

を
受
け
た
作
品
の
一
部
が
展
示
さ
れ
て
い
た
。
そ
の
中
で
古
賀

春
江
の
《
窓
外
の
化
粧
》（
図
１
）
が
印
象
に
残
っ
た
。
こ
の

作
品
で
行
わ
れ
た
作
業
は
黄
ば
み
を
落
と
す
こ
と
と
額
縁
の
修

復
で
あ
っ
た
。
1
9
9
2
年
に
修
復
が
行
わ
れ
、
塗
ら
れ
て
い

た
ニ
ス
を
洗
浄
し
黄
ば
み
を
落
と
す
。
そ
し
て
キ
ャ
ン
パ
ス
と

木
枠
を
分
解
し
キ
ャ
ン
パ
ス
の
洗
浄
と
木
枠
の
交
換
が
行
わ

れ
、
色
が
薄
く
な
っ
て
い
る
と
こ
ろ
に
色
を
加
え
て
新
た
な
ニ

ス
を
塗
る
と
い
う
作
業
が
行
わ
れ
た
。
そ
し
て
2
0
1
0
年
に

は
作
品
の
運
送
中
に
キ
ャ
ン
パ
ス
の
揺
れ
を
防
ぐ
た
め
に
額
縁

の
修
復
も
行
わ
れ
た
。

　

私
は
こ
の
作
品
を
最
初
に
見
た
と
き
に
「
色
鮮
や
か
で
明
る

い
作
品
で
あ
る
」
と
い
う
印
象
を
受
け
た
。
し
か
し
、
こ
の
色

合
い
が
見
ら
れ
る
こ
と
に
は
、
先
ほ
ど
の
よ
う
な
作
品
の
修
復

作
業
が
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
強
く
認

識
し
た
。

た
め
2
0
0
9
年
以
降
、

他
の
美
術
館
へ
こ
の
作
品

を
貸
し
出
す
際
に
は
オ
リ

ジ
ナ
ル
の
額
縁
を
模
し
て

作
成
さ
れ
た
貸
出
用
額
縁

を
つ
け
、
取
り
扱
い
に
十

分
注
意
を
し
て
い
る
。

　

実
際
に
こ
の
作
品
を
見

る
と
、
額
縁
の
布
の
部
分

が
破
れ
て
い
た
り
、
ひ
び

る
環
境
作
り
な
ど
、
作
品
を
「
ま
も
り
」
な
が
ら
活
用
す
る
た

め
の
取
り
組
み
が
実
際
の
資
機
材
と
と
も
に
紹
介
さ
れ
て
い

た
。
そ
の
中
で
高
橋
由
一
の
《
江
の
島
図
》（
図
2
）
が
印
象
に

残
っ
た
。
こ
の
作
品
は
1
8
7
6
―
1
8
7
7
年
に
作
ら
れ
た

作
品
で
あ
り
、
作
品
だ
け
で
は
な
く
額
縁
も
と
て
も
古
い
も
の
で

あ
る
た
め
価
値
が
高
い
も
の
で
あ
る
。
こ
の
作
品
は
1
9
8
5

年
に
経
年
劣
化
に
よ
る
欠
陥
の
処
置
が
行
わ
れ
た
た
め
、
作
品

自
体
は
安
定
し
た
状
態
に
あ
る
。
し
か
し
額
縁
に
は
布
が
貼
り

付
け
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
布
が
著
し
く
劣
化
し
て
い
る
。
そ
の

策
を
模
索
し
て
い
る
。
こ
の

よ
う
な
普
段
見
る
こ
と
の
で

き
な
い
美
術
館
の
取
り
組
み

を
、「
て
あ
て
」「
ま
も
り
」

「
の
こ
す
」
と
い
う
３
つ
の

言
葉
か
ら
紹
介
す
る
の
が
今

回
の
展
覧
会
で
あ
る
。
会
場

「
ま
も
り
」

　

こ
の
部
門
で
は
絵
画
の
保
護
に
重
要
な
役
割
を
果
た
す
額
縁

を
は
じ
め
、
作
品
を
安
全
に
運
び
展
示
す
る
方
法
や
作
品
を
守

が
入
っ
て
い
た
り
す
る
部
分
が
多
く
見
ら
れ
た
。
し
か
し
こ
の

額
縁
も
作
品
の
一
部
と
し
て
作
ら
れ
て
い
る
か
ら
こ
そ
、
額
縁

を
取
り
替
え
る
の
で
は
な
く
そ
れ
を
「
ま
も
る
」
た
め
に
新
た

に
額
縁
を
作
成
す
る
と
い
う
取
り
組
み
に
感
激
し
た
。
こ
の
よ

う
に
作
品
を
「
ま
も
る
」
取
り
組
み
が
あ
る
か
ら
こ
そ
、
我
々

は
作
品
を
鑑
賞
で
き
て
い
る
の
だ
と
い
う
こ
と
を
実
感
し
た
。

「
の
こ
す
」

　

最
後
に
「
の
こ
す
」
部
門
で
は
作
品
を
ど
の
よ
う
に
残
し
て

い
く
の
か
に
つ
い
て
紹
介
さ
れ
て
い
た
。
そ
の
中
で
私
が
一
番

印
象
に
残
っ
た
も
の
は
作
品
の
収
蔵
庫
に
関
す
る
内
容
で
あ

る
。
収
蔵
庫
は
調
湿
機
能
が
あ
り
作
品
へ
の
あ
た
り
が
柔
ら
か

い
木
材
で
作
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
木
材
に
は
有
機
酸
を
放

「鎌倉別館 40 周年記念  てあて・まもり・のこす  神奈川県立近代美術館の保存修復」を鑑賞して（角山ゼミナール）
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オープングループ
《繰り返してください》
（撮影：水上成実）

志賀理江子
《霧の中の対話：火─宮城県
牡鹿半島山中にて、食猟師
の小野寺望さんが話したこと》

（撮影：塩家亜胡）

野外彫刻・柳原義達《犬の唄》
（1983年）の前で

　

2
0
2
4
年
3
月
15
日
か
ら
6
月
9
日
ま
で
、
み
な
と
み
ら

い
地
区
で
開
催
さ
れ
た
国
際
展
、
横
浜
ト
リ
エ
ン
ナ
ー
レ
の

テ
ー
マ
は
「
野
草
：
い
ま
、
こ
こ
で
生
き
て
る
（
野
草
：
我
們

的
生
活
）」
で
あ
る
。
北
京
を
拠
点
に
国
際
的
に
も
活
躍
す
る

リ
ウ
・
デ
ィ
ン
（
劉
鼎
）
と
キ
ャ
ロ
ル
・
イ
ン
ホ
ワ
・
ル
ー
（
盧

迎
華
）
は
、
中
国
の
文
学
者
、
魯
迅
が
ほ
ぼ
1
0
0
年
前
に
書

い
た
短
文
集
『
野
草
』
に
基
づ
い
て
、
災
害
や
戦
争
、
大
量
消

費
に
よ
る
環
境
破
壊
な
ど
、
私
た
ち
が
直
面
し
て
い
る
現
代
の

状
況
を
そ
れ
ぞ
れ
の
方
法
で
捉
え
た
作
品
群
を
キ
ュ
レ
ー
シ
ョ

ン
し
て
い
る
。
私
た
ち
秋
山
ゼ
ミ
は
、
5
月
7
日
に
こ
の
横
浜

外
国
語
学
部　

中
国
語
学
科
３
年

水
上 
成
実
・
塩
家 

亜
胡
・
土
屋 

恵
・
廣
田 

葉
奈

柳
沢 
慶
介
・
寺
﨑 

大
悟
・
池
田 

亜
美
香
・
伊
東 

美
秋

秋
山
ゼ
ミ
ナ
ー
ル

「
横
浜
ト
リ
エ
ン
ナ
ー
レ
」

フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク

塩
家 

亜
胡

　

私
が
特
に
印
象
に
残
っ
て
い
る
の
は
、
志
賀
理
江
子
の
《
霧

の
中
の
対
話
：
火
─
宮
城
県
牡
鹿
半
島
山
中
に
て
、
食
猟
師
の

小
野
寺
望
さ
ん
が
話
し
た
こ
と
》
と
い
う
作
品
で
あ
る
。
こ
の

作
品
は
、
鹿
猟
師
で
あ
る
小
野
寺
さ
ん
に
写
真
家
の
志
賀
さ
ん

が
実
際
に
行
っ
た
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
を
、
そ
こ
で
撮
っ
た
猟
の
写

真
と
組
み
合
わ
せ
て
提
示
す
る
内
容
に
な
っ
て
い
る
。
作
品
に

使
わ
れ
て
い
る
写
真
は
、
実
際
の
猟
の
様
子
に
加
え
、
解
体
の

場
面
や
処
理
し
終
わ
っ
た
後
の
無
数
の
骨
な
ど
、
生
々
し
く
も

リ
ア
リ
テ
ィ
溢
れ
る
も
の
だ
。こ
の
作
品
に
は
猟
師
の
心
情
や
、

繰
り
返
せ
な
か
っ
た
。

「
声
を
出
し
て
み
る
」

と
い
う
新
し
い
形
の
作

品
を
ぜ
ひ
ご
覧
い
た
だ

き
た
い
。

食
べ
物
に
感
謝
す
る
と

い
う
言
葉
の
真
の
重
み

な
ど
、
様
々
な
事
を
考

え
さ
せ
ら
れ
る
た
め
、

是
非
多
く
の
人
に
見
て

も
ら
い
た
い
。

ト
リ
エ
ン
ナ
ー
レ
で
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
を
行
っ
た
。
こ
こ
で

は
、
ゼ
ミ
生
８
人
そ
れ
ぞ
れ
が
最
も
印
象
に
残
っ
た
作
品
に
つ

い
て
展
示
順
に
従
い
紹
介
す
る
。

水
上 

成
実

　

私
は
横
浜
美
術
館
に
入
っ
て
す
ぐ
に
展
示
さ
れ
た
、
ウ
ク
ラ

イ
ナ
の
複
数
の
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
、
オ
ー
プ
ン
グ
ル
ー
プ
に
よ
る

《
繰
り
返
し
て
く
だ
さ
い
》
が
印
象
に
残
っ
た
。
ウ
ク
ラ
イ
ナ

戦
争
で
実
際
に
聞
こ
え
る
爆
弾
や
銃
弾
、
戦
闘
機
を
模
し
た
大

き
な
音
が
館
内
に
響
き
、
作
品
名
の
通
り
、「
繰
り
返
そ
う
」

と
思
っ
た
が
、模
倣
し
た
声
か
ら
戦
争
や
人
間
の
怖
さ
を
感
じ
、

出
す
る
と
い
う
デ
メ
リ
ッ
ト
が
あ
る
た
め
、
そ
れ
を
放
出
し
な

い
人
工
材
料
と
木
材
を
併
用
し
て
作
品
を
良
い
状
態
で
残
す
取

り
組
み
を
行
な
っ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
作
品
を
展
示
す
る

環
境
を
調
節
す
る
だ
け
で
な
く
、
数
多
く
の
作
品
を
後
の
時
代

に
受
け
継
ぐ
た
め
に
保
存
の
環
境
に
関
し
て
も
様
々
な
取
り
組

み
が
行
わ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
知
る
こ
と
が
で
き
た
。

　

ま
た
、
作
家
が
制
作
し
た
作
品
を
当
時
の
状
態
を
保
ち
、
作

品
へ
の
介
入
を
最
小
限
に
抑
え
る
こ
と
が
修
復
の
基
本
と
さ
れ

て
い
る
。
し
か
し
、
作
品
の
性
質
に
よ
っ
て
は
保
存
や
修
復
が

困
難
な
も
の
も
出
て
く
る
。
そ
の
際
に
、
作
家
が
存
命
の
う
ち

に
作
品
の
保
存
に
つ
い
て
の
話
し
合
い
を
行
い
、
そ
の
記
録
を

残
し
て
お
く
こ
と
も
重
要
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
作
品

を
修
復
す
る
時
に
は
、「
状
態
を
良
く
す
る
」
こ
と
で
は
な
く
、

「
制
作
さ
れ
た
当
時
の
状
態
を
で
き
る
限
り
維
持
す
る
」
こ
と

を
最
優
先
で
考
え
作
品
を
後
世
に
「
の
こ
す
」
取
り
組
み
が
行

わ
れ
て
い
る
こ
と
を
知
っ
た
。

お
わ
り
に

　

現
在
、
美
術
館
や
博
物
館
な
ど
で
鑑
賞
が
可
能
で
あ
る
作
品

は
、
修
復
作
業
と
い
う
「
て
あ
て
」、
作
品
を
「
ま
も
る
」
環

境
づ
く
り
、
そ
し
て
、
そ
の
作
品
を
後
世
に
「
の
こ
す
」
と
い

う
取
り
組
み
を
経
て
、
我
々
の
も
と
に
届
い
て
い
る
と
い
う
こ

と
を
知
る
こ
と
が
で
き
た
。
こ
れ
ら
の
活
動
は
、
今
後
も
増
え

続
け
る
作
品
に
と
っ
て
必
要
不
可
欠
な
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
ら

の
取
り
組
み
を
「
ま
も
り
」、「
の
こ
す
」
こ
と
も
未
来
の
芸
術

文
化
に
繋
げ
る
た
め
に
必
要
で
あ
る
と
考
え
た
。

　

今
回
の
展
覧
会
を
通
し
て
、
修
復
作
業
の
内
容
、
そ
し
て
作

品
を
守
り
、
残
す
た
め
の
取
り
組
み
を
知
る
と
共
に
、
そ
の
重

要
性
を
強
く
感
じ
た
。
し
か
し
、
修
復
作
業
の
後
継
者
は
い
る

も
の
の
、
修
復
作
業
を
行
う
場
所
が
少
な
く
、
国
か
ら
の
支
援

も
十
分
で
は
な
い
た
め
厳
し
い
現
状
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
今

回
の
展
覧
会
を
企
画
し
、
実
際
に
現
場
で
作
業
を
行
な
っ
て
い

る
学
芸
員
の
橋
口
由
依
さ
ん
が
教
え
て
く
れ
た
。こ
れ
を
受
け
、

こ
の
取
り
組
み
が
さ
ら
に
広
ま
り
作
業
場
や
支
援
な
ど
が
さ
ら

に
拡
大
し
充
実
し
た
体
制
が
整
え
ら
れ
る
こ
と
を
願
う
。

【
参
考
】

・
「
鎌
倉
別
館
40
周
年
記
念　

て
あ
て
・
ま
も
り
・
の
こ

す　
神
奈
川
県
立
近
代
美

術
館
の
保
存
修
復
」
配
布

資
料

・
会
場
解
説
文

【
図
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出
典
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図
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、
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神
奈
川
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立
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代
美
術
館

ゼミ活動
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