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第二期工事

管理棟建設始まる

建
設
進
む
管
理
棟

展
示
棟
だ
け
の
美
術
館
で
、
昨

秋
公
開
し
て
以
来
、
早
期
建
設
が

望
ま
れ
て
い
た
管
理
棟
の
建
設
工

事
が
、
去
る
二
月
か
ら
始
め
ら
れ

た
。
千
若
ど
お
り
進
め
ば
、
五
十

一
年
二
月
に
は
完
成
し
、
美
術
館

の
機
能
化
が
さ
ら
に
展
開
す
る
。

基
礎
工
事
が
お
め
り
、
鉄
筋
型

枠
の
組
立
中
の
管
理
棟
は
、
総
面

積
二
、
二
七
五
平
方
メ
ー
ト
ル

(
約
六
八
八
坪
)
で
、
事
務
室
・
応

接
室
・
会
議
室
を
は
じ
め
、
学
芸

相
談
室
・
資
料
保
管
庫
・
資
料
準

備
室
・
消
毒
室
・
写
真
室
・
そ
の

他
、
資
料
の
保
全
と
奉
仕
の
万
全

を
期
す
る
上
で
、
欠
く
こ
と
の
で

き
な
い
各
室
が
整
備
さ
れ
る
こ
と

に
な
っ
て
い
る
。

こ
う
し
た
管
理
棟
が
完
成
す
れ

ば
、
美
術
館
建
設
計
画
の
八
三
・

六
パ
ー
セ
ン
ト
が
実
現
す
る
こ
と

に
な
る
。
残
り
は
本
館
の
個
性
で

あ
る
教
育
棟
と
い
う
こ
と
で
目
下
、

第
三
期
工
事
と
し
て
具
体
化
を
は

か
る
た
め
、
予
算
対
策
が
進
め
ら

れ
て
お
り
、
一
日
も
早
い
全
館
完

成
が
望
ま
れ
て
い
る
。

な
お
、
第
二
期
工
事
は
着
々
進

行
し
て
い
る
が
、
展
示
棟
の
公
開

は
継
続
中
で
、
「
近
代
フ
ラ
ン
ス

名
作
版
画
展
」
を
は
じ
め
、
各
種

の
企
画
展
や
、
団
体
展
の
開
催
を

平
行
さ
せ
て
、
美
の
広
場
の
活
用

を
期
待
し
て
い
る
。

●
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観
潮
台

日
曜
な
ど
の
余
暇
活
用
で
、
角

川
書
店
の
「
日
本
の
伝
説
」
を
執

筆
し
お
お
っ
だ
が
、
む
か
し
か
ら

各
地
に
伝
承
さ
れ
て
き
た
伝
説
の

な
か
に
、
意
外
な
ほ
ど
、
社
寺
の

建
築
や
そ
の
宝
物
に
か
か
わ
る
、

工
匠
や
仏
師
な
ど
の
創
作
の
苦
心

の
物
語
の
多
い
こ
と
を
知
っ
た
。

日
本
唯
一
の
地
獄
芝
居
の
鬼
籍

を
継
承
し
て
い
る
、
千
葉
県
旺
瑳

郡
光
町
虫
生
の
広
済
寺
に
は
、
運

慶
作
と
伝
え
ろ
鬼
面
が
あ
る
。

か
ね
て
か
ら
鬼
面
を
彫
り
た
い
と

念
願
し
て
い
た
と
い
う
運
慶
は
、

ち
ょ
う
ど
鎌
倉
に
い
て
、
鬼
舞
の

起
源
に
な
っ
た
、
地
獄
の
鬼
を
見

な
と
い
う
僧
の
い
る
こ
と
を
聞
く

や
、
早
速
、
広
済
寺
に
そ
の
僧
を

訪
ね
た
。
記
憶
の
う
す
れ
な
い
う

ち
に
と
、
鬼
の
実
感
を
詳
細
に
聞

き
と
つ
た
と
い
い
、
こ
う
し
て
、

い
ま
も
あ
る
鬼
面
を
残
し
た
た
と

い
っ
て
い
る
。

い
わ
ゆ
る
伝
説
で
あ
っ
て
、
ど

の
程
度
史
実
を
反
映
し
て
い
る
の

か
不
明
だ
が
、
と
に
か
く
、
創
作

の
前
の
徹
底
し
た
観
察
、
構
想
の

時
間
が
、
仏
師
運
慶
に
も
あ
っ
た

こ
と
は
想
像
で
き
る
(
高
橋
在
久
)
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『
原
は
農
家
の
生
れ
で
す
が
、

生
れ
た
ま
ま
ず
っ
と
変
ら
な
か
っ

た
人
で
す
』
だ
か
ら
、
そ
の
後
半

生
は
日
本
の
山
野
を
描
い
て
倦
む

こ
と
が
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
な

の
か
、
そ
れ
と
も
野
人
的
な
人
柄

の
こ
と
な
の
か
、
の
ぶ
大
人
は
一

〇
〇
点
に
も
及
ぶ
遺
作
の
前
で
も
、

絵
に
つ
い
て
よ
り
は
、
勝
都
民
の

人
柄
や
、
交
友
関
係
に
つ
い
て
語

る
こ
と
が
多
か
っ
た
。
特
に
夫
妻

に
と
っ
て
第
二
の
故
郷
と
も
言
う

べ
き
パ
リ
で
の
生
活
に
つ
い
て
は
、

時
日
の
こ
と
の
よ
う
に
語
る
の
で

あ
る
。「

原
勝
郎
鹿
」
の
康
示
作
品
値

用
の
た
め
に
、
は
じ
め
て
訪
れ
た
、

の
ぶ
大
人
の
経
営
す
る
洋
裁
学
院

に
隣
接
す
る
ア
ト
リ
エ
は
、
勝
郡

民
が
制
作
に
励
ん
だ
当
時
の
ま
ま

に
保
有
さ
れ
て
い
た
。

煉
勝
即
は
、
一
八
八
九
年

(
明

治
二
十
二
年
)

千
葉
県
山
武
郡
山

辺
村
大
竹

(
現
在
の
大
網
白
里
町

大
竹
)

に
農
家
の
次
男
と
し
て
生

れ
た
。
一
九
一
一
年

(
明
治
四
十

四
年
)

葵
梅
津
画
研
究
所
を
修
了

し
て
い
る
が
、
そ
の
後
、
一
九
一

八
年

(
大
正
七
年
)

二
十
九
才
に

し
て
、
知
人
を
頼
っ
て
ハ
ワ
イ
に

渡
り
、
ホ
ノ
ル
ル
で
新
聞
に
挿
絵

を
寄
稿
し
、
つ
い
で
二
年
後
、
ロ

ス
ア
ン
セ
ル
ス
に
渡
っ
て
葡
萄
闇

で
捌
い
て
い
る
。
国
吉
康
雄
の
例

に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
自
分
で
渡

欧
蟄
朋
を
稼
ぐ
た
め
で
あ
っ
た
。

念
願
の
渡
仏
を
果
し
た
の
は
、

一
九
二
二
年

(
大
正
十
一
年
)

日

本
を
出
て
か
ら
四
年
の
才
月
を
経

て
、
す
で
に
三
十
三
才
に
逮
し
て

い
た
。

気
の
早
い
天
才
肌
の
作
家
な
ら

す
で
に
生
涯
の
傑
作
を
作
り
終
え

て
、
中
に
は
天
挿
し
た
画
家
も
い

る
、
年
令
で
あ
る
。
原
を
よ
く
知

る
友
人
が

「
暗
闇
か
ら
引
き
出
し

た
牛
の
よ
う
な
人
柄
』
と
許
し
て

い
た
そ
う
だ
が
、
画
家
と
し
て
の

ス
タ
ー
ト
も
牛
の
捗
み
に
以
て
、

ま
こ
と
に
悠
々
と
し
て
い
る
。

渡
仏
後
は
、
パ
リ
の
モ
ン
パ
ル

ナ
ス
近
く
の
ベ
ロ
ニ
ー
街
の
ア
ト

リ
エ
村
に
落
ち
つ
い
て
、
主
に
パ

リ
の
下
町
や
郊
外
を
描
き
つ
づ
け

な
。
当
時
の
パ
リ
は
、
エ
コ
ー
ル

ド
パ
リ
の
中
期
に
当
り
、
フ
ォ
ー

ビ
ズ
ム
、
キ
ュ
ー
ビ
ズ
ム
以
後
の

様
々
な
芸
術
思
潮
の
消
長
を
当
然

見
聞
し
て
い
る
箸
で
あ
る
が
、
性

急
に
そ
れ
ら
を
追
い
求
め
る
こ
と

な
く
、
一
市
民
と
し
て
生
活
に
根

を
据
え
、
名
声
を
求
め
る
で
も
な

く
悠
々
と
自
己
の
画
風
を
完
成
さ

せ
て
い
っ
た
。
明
治
以
降
、
西
欧

絵
画
の
新
し
い
流
派
を
学
ん
で
、

そ
の
移
入
者
と
し
て
の
栄
光
を
バ

e

ッ
ク
に
日
本
画
壇
に
名
を
な
し
て

き
た
そ
れ
ま
で
の
風
潮
か
ら
言
え

ば
、
サ
ロ
ン
・
ド
ー
ト
ン
ヌ
や
サ

ロ
ン
・
ザ
ア
ン
デ
パ
ン
ダ
ン
等
に

出
品
を
続
け
た
と
は
言
い
な
が
ら

も
、
そ
れ
以
上
の
名
声
を
求
め
る

こ
と
も
な
く
、
滞
欧
期
間
を
通
じ

て
日
本
画
壇
と
も
何
の
つ
な
が
り

を
求
め
よ
う
と
し
な
か
っ
た
。

会
場
に
展
示
さ
れ
た
滞
欧
作
三

十
四
点
は
へ
滞
欧
作
の
大
部
分
は

帰
国
の
隙
パ
リ
の
ア
ト
リ
エ
に
そ

の
ま
ま
残
さ
れ
て
し
ま
い
、
戦
後

再
び
訪
れ
た
と
き
は
、
所
在
不
明

と
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
た
と
い
う

こ
と
で
あ
る
)
構
図
、
色
調
と
も

に
、
特
に
人
目
を
引
き
つ
け
る
派

手
さ
は
見
当
ら
な
い
。
描
か
れ
た

画
題
は
ユ
ト
リ
ロ
風
だ
が
、
色
調

は
、
暗
い
茶
と
縁
を
主
と
し
た
も

の
で
、
野
馨
っ
た
さ
で
は
ド
ラ
ン

・
ス
ゴ
ン
ザ
ッ
ク
に
通
ず
る
も
の

が
あ
る
。
し
か
し
、
筆
甥
は
む
し

ろ
お
だ
や
か
で
、
一
見
静
誼
な
画

面
は
、
原
独
自
の
も
の
で
あ
る
。

え
の
ぐ
の
つ
き
は
比
較
的
薄
手

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
堅
牢
な
マ
チ

エ
ー
ル
と
重
量
の
あ
る
実
在
感
に

ょ
っ
て
、
本
格
的
な
油
絵
を
鑑
賞

す
る
醍
醐
味
が
あ
る
。

一
九
三
九
年
(
昭
和
十
四
年
)

第
二
次
世
界
大
戦
に
よ
っ
て
パ
リ

が
、
ナ
チ
ス
・
ド
イ
ツ
に
占
領
さ

れ
、
や
む
な
く
帰
国
す
る
こ
と
に

な
っ
た
が
、
も
し
戦
争
が
な
か
っ

た
ら
、
生
涯
パ
リ
を
離
れ
ろ
こ
と

が
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
程

パ
リ
に
定
着
し
て
い
な
の
に
、
戦

後
に
な
っ
て
大
人
が
再
渡
欧
を
す

す
め
て
も
応
じ
な
か
っ
た
そ
う
で

あ
る
。
そ
の
頃
、
す
で
に
苦
労
し

な
が
ら
も
日
本
の
風
景
の
魅
力
に

と
り
つ
か
れ
つ
ゝ
あ
っ
た
か
ら
で

あ
ろ
う
。
「
日
本
の
緑
色
は
む
ず

か
し
い
、
し
か
し
、
こ
れ
を
描
い

て
い
た
い
、
も
う
外
国
な
ど
ゆ
き

た
く
な
く
な
っ
た
」
と
言
っ
て
、

強
敵
に
応
じ
な
か
っ
た
そ
う
で
あ

る
。帰

国
後
も
三
年
目
に
な
っ
て
、

よ
う
や
く
日
動
画
桃
で
催
さ
れ
た

滞
欧
作
品
展
は
、
当
時
す
で
に
戦

時
色
の
強
か
っ
だ
美
術
界
の
中
で

も
、
期
待
を
も
っ
て
受
け
と
め
ら

れ
た
よ
う
で
、
当
時
の
値
段
評
に

よ
る
と
、

「
今
次
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
戦
争

は
、
か
な
り
長
い
間
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

で
修
業
を
積
ん
で
油
絵
の
本
格
的

基
本
性
を
身
に
つ
け
た
人
た
ち
を

帰
朝
さ
せ
て
い
る
。
煉
勝
即
も
そ

の
一
人
と
し
て
地
へ
得
た
こ
と
を

書
々
は
書
び
と
し
で
よ
い
の
で
あ

ろ
え
ノ
。

概
し
て
こ
の
偶
成
に
見
ら
れ
る

も
の
は
ユ
ト
リ
ロ
風
の
も
の
で
あ

り
な
が
ら
尚
作
者
自
身
の
も
の
が
,

築
き
あ
げ
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
に
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注
目
さ
れ
て
よ
い
も
の
が
あ
る
。

こ
う
し
た
堅
実
な
仕
事
を
鎌
え

め
げ
て
来
た
人
た
ち
が
、
一
人
で

も
多
く
な
っ
た
こ
と
に
洋
画
の
基

礎
づ
け
が
真
に
要
望
さ
れ
つ
,
あ

る
時
力
強
さ
を
思
わ
せ
て
く
れ
る
。

作
品
は
建
物
を
主
と
し
た
風
景
が

多
く
、
そ
こ
に
見
ら
れ
る
堅
実
さ

は
今
後
の
日
本
の
洋
画
家
と
し
て

の
発
展
を
期
待
さ
せ
て
い
る
。
珠

に
ユ
ト
リ
ロ
風
と
は
い
へ
、
臭
味

の
な
い
所
に
今
後
に
発
展
す
る
で

あ
ろ
う
と
こ
ろ
の
も
の
を
思
わ
せ

る
も
の
が
あ
る
』
と
あ
る
。

戦
後
、
一
九
四
八
年
(
昭
和
二

十
三
年
)
さ
ぞ
お
れ
て
第
二
回
新

樹
会
展
に
滞
欧
作
を
特
別
陳
列
し

翌
年
か
ら
は
会
員
と
し
て
参
加
し
、

こ
こ
が
原
の
主
な
活
動
の
場
と
な

っ
た
。

帰
国
後
の
主
な
画
題
で
あ
る

森
」
。
樹
」
。
丘
」
な
ど
日
本
の
自
然

と
取
り
組
ん
だ
作
品
群
は
、
本
館

の
展
示
作
品
で
見
る
限
り
で
も
、

原 勝郎「モンマルトル」 1935

滞
欧
作
に
比
べ
て
更
に
重
厚
さ
を

増
し
、
湿
気
が
多
く
、
明
暗
が
不

明
確
で
重
く
沈
ん
だ
日
本
の
風
景

を
、
質
朴
な
農
民
の
心
で
誠
実
に

描
い
て
い
て
、
見
る
人
に
安
ら
ぎ

と
親
し
み
を
感
じ
さ
せ
る
。
「
見

せ
場
」
を
心
得
た
テ
ク
ニ
ッ
ク
過

剰
の
絵
画
や
、
時
流
に
乗
っ
た
新

奇
な
作
風
か
ら
は
速
く
、
画
壇
の

主
流
か
ら
も
遠
ざ
か
っ
て
い
た
た

め
、
華
や
か
な
注
目
を
浴
び
る
機

会
は
な
か
っ
た
。

戦
後
再
渡
欧
し
、
パ
リ
で
活
躍

し
て
高
名
に
な
っ
た
画
家
や
、
戦

後
の
日
本
画
壇
に
新
し
い
画
論
を

ひ
っ
さ
け
で
登
場
し
た
同
世
代
の

画
家
た
ち
と
は
対
象
的
に
、
そ
の

後
二
十
年
近
く
を
ひ
た
す
ら
自
己

の
画
風
を
変
え
る
こ
と
な
く
日
本

の
風
景
を
描
き
つ
づ
け
、
一
九
六

六
年
(
昭
和
四
十
一
年
)
七
十
七

才
で
浸
し
た
。

翌
年
、
高
島
屋
で
遺
作
展
が
聞

か
れ
、
代
表
作
二
十
七
点
が
出
陳

さ
れ
た
。
そ
の
際
の
評
に
よ
れ
ば
、

改
め
て
こ
の
作
家
の
櫛
な
資
質
と

そ
の
世
評
の
不
当
さ
に
つ
い
て
述

べ
ら
れ
て
い
る
。

昨
年
幕
、
神
奈
川
螺
立
近
代
美

術
館
で
、
夫
人
が
愛
蔵
し
て
い
だ

ほ
ぼ
生
涯
に
ね
だ
る
遺
作
を
整
理

し
「
煉
勝
郎
展
」
を
催
し
た
こ
と

に
よ
っ
て
注
目
を
浴
び
た
。

本
館
で
は
、
郷
土
出
身
の
画
家

と
し
で
今
回
の
展
覧
会
を
機
会
に
、

夫
人
の
好
意
に
よ
る
寄
贈
作
品
を

中
心
に
“
今
後
永
く
そ
の
顕
彰
に

っ
と
め
、
一
人
で
も
多
く
郷
土
の

人
々
に
鑑
賞
し
て
頂
く
よ
う
努
め

る
つ
も
」
り
で
あ
る
。
(
佐
藤

清
)

特
別
展近

代
フ
ラ
ン
ス
版
画
名
作
展

印
象
派
か
ら
現
代
に
い
た
る
一
〇
〇
年
の
歩
みマネ「ベルト・モリソーの肖像」 I872

ー
4
-

こ
の
展
覧
会
は
、
印
象
派
か
ら

現
代
に
い
た
る
一
〇
〇
年
間
の
版

画
を
一
堂
に
展
観
し
て
い
ま
す
。

作
品
は
、
フ
ラ
ン
ス
版
画
の
蒐

集
で
は
世
界
最
大
で
あ
る
パ
リ
国

立
図
書
館
版
画
室
の
コ
レ
ク
シ
ョ

ン
か
ら
選
び
抜
か
れ
た
粒
よ
り
の

傑
作
二
八
点
で
、
そ
の
中
に
は
、

9

マ
ネ
、
・
ピ
サ
ロ
、
ド
ガ
、
ル
ド
ン
、

ボ
ナ
ー
ル
、
ゴ
ー
ギ
ャ
ン
、
ロ
ー

ト
レ
ッ
ク
、
マ
チ
ス
、
ピ
カ
ソ
、

ブ
ラ
ッ
ク
、
シ
ャ
ガ
ー
ル
、
ル
オ

ー
な
ど
の
巨
匠
の
作
品
が
含
ま
れ

て
い
ま
す
。

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
の
版
画
の
出
発

は
、
十
四
世
紀
木
か
ら
十
五
世
紀



初
め
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
初

期
の
頃
は
、
宗
教
画
や
ト
ラ
ン
プ

に
適
用
さ
れ
、
し
だ
い
に
普
及
し

て
い
き
ま
し
た
。
十
七
世
紀
に
は
、

リ
ユ
ー
ペ
ン
ス
、
・
レ
ン
ブ
ラ
ン
ト

ら
が
エ
ッ
チ
ン
グ
を
流
行
さ
せ
、

ゴ
ヤ
が
そ
れ
を
受
け
継
い
で
黄
金

時
代
を
礎
き
よ
し
だ
。

今
回
の
名
作
版
画
巌
で
は
、
こ

の
よ
う
な
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
版
画
の
流

れ
の
中
で
、
フ
ラ
ン
ス
の
巨
匠
た

ち
が
、
版
画
に
対
し
て
如
何
に
興

味
を
抱
い
て
い
た
か
、
あ
る
い
は

版
画
を
単
な
る
複
写
の
手
段
と
し

て
で
は
な
く
、
そ
れ
自
体
油
彩
画

な
ど
と
は
違
っ
た
ひ
と
つ
の
表
現

法
と
し
て
考
え
て
い
た
か
見
て
い

●
一

意
だ
こ
う
と
す
る
も
の
で
す
。
た

と
え
ば
シ
ャ
ガ
ー
ル
は
次
の
よ
う

に
言
っ
て
お
り
ま
す
。
「
石
版
石

や
銅
版
を
手
に
し
て
い
る
と
私
は

『
護
符
」

に
触
っ
て
い
る
の
だ
と

思
っ
た
。
私
の
悲
し
み
と
喜
び
の

す
べ
て
を
こ
の
中
に
託
せ
る
よ
う

に
思
っ
た
。
時
の
移
ろ
い
の
な
か

で
、
私
の
人
生
を
横
ぎ
っ
て
行
っ

た
す
べ
て
の
も
の

-
町
や
豪
や

教
会
や
空
に
あ
ふ
れ
ろ
生
と
死
、

結
婚
、
花
、
鳥
や
獣
、
貧
し
い
労

働
者
、
両
親
、
夜
の
恋
人
た
ち
、

旧
約
の
予
言
者
た
ち

-
を
」
と
。

彼
は
、
彼
の
心
理
を
あ
ま
す
と
こ

ろ
な
く
版
画
の
中
に
表
現
し
て
お

り
ま
す
。
そ
の
意
味
か
ら
も
、
こ

の
名
作
版
画
展
で
も
、
特
に
注
目

す
べ
き
作
品
の
一
つ
と
言
え
ま
す
。

今
日
、
版
画
は
現
代
美
術
の
な

か
で
も
グ
ラ
フ
ィ
ッ
な
手
段
に
よ

る
表
現
と
し
て
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ

さ
れ
始
め
て
い
ま
す
。
こ
の
よ
う

な
近
代
版
画
を
理
解
す
る
に
も
、

ま
た
と
な
い
良
い
機
会
と
い
え
よ

し
ょ
ー
フ
o

会
期
=
六
月
十
五
日
個
か
ら

七
月
五
日
皿
ま
で

入
場
料
=
一
般
二
〇
〇
円

大
・
高
生
一
五
〇
田

中
・
小
生
一
〇
〇
円

(
団
体
二
十
名
以
上
、
各
五

十
円
割
引
)(

前
川

公
秀
)

●
昭
和
五
十
年
三
月
十
五
日

浅
井

思

作

「
海
辺
の
少
女
」
「
朝
鮮
風
俗
図
」

「
平
譲
大
岡
汀
線
光
学
」

「
中
沢
岩

太
線
」
「
盤
梯
山
の
図
」
(
二
鳥
)
「
風

俗
画
」
(
二
点
)

「
男
性
裸
像
」
「
虎

図
」

の
十
点

●
三
月
二
十
五
日

石
井
林
響

作

「
浦
島
太
郎
図
」

の
一
点

椿

貞
雄

作

「
略
図
」
「
山
茶
花
図
」
「
お
こ
せ
」

「
か
れ
い
」
の
四
点

な
お
、
次
の
作
品
が
寄
贈

さ
れ
た
の
で
、
こ
こ
に
輝
く

御
礼
申
し
あ
げ
ま
す
。

●
昭
和
五
十
年
二
月
二
十
四
日

宮
田
巌
錐
氏
よ
り

菅
谷
元
三
部
作
「
農
婦
図
」
一
点

●
三
月
十
二
日

都
鳥
成
一
氏
よ
り

都
鳥
英
喜
作
「
海
浜
風
景
」
一
点

●
五
月
十
二
日

岩
崎
巴
人
民
よ
り

岩
崎
巴
大
作
「
闘
う
牛
」
一
点

-みる・かたる・つくる

《美の限》

筆

書
道
の
場
合
「
筆
」
そ
れ
は
決

定
的
な
役
割
を
は
た
す
。
極
端
な

言
い
方
を
す
る
な
ら
等
が
字
を
書

く
の
で
あ
る
。
長
・
短
・
太
・
細

に
よ
る
相
違
は
勿
論
、
動
物
の
種

類
や
、
は
え
て
い
る
と
こ
ろ
に
よ

っ
て
全
部
性
質
が
興
る
。
こ
の
性

質
に
よ
っ
て
表
現
さ
れ
る
も
の
は

亀
を
急
1
」
1
1
・
空
調
卜

大
手
異
な
っ
て
さ
よ
う
と
い
う
も

の
で
あ
る
。

筆
は
い
っ
た
い
何
種
頬
く
ら
い

あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
羊
、
山
羊
、

馬
、
鹿
、
犬
、
筏
、
猫
、
兎
、
弧
、

狸
、
て
ん
、
り
す
、
い
た
ち
、
鼠
、

鶏
、
水
鳥
等
々
、
人
間
の
毛
も
あ

り
、
竹
、
草
、
費
も
あ
る
。
そ
れ

に
筆
は
全
部
子
造
り
で
あ
る
。
現

代
で
も
機
械
で
は
出
来
な
い
。
従

っ
て
造
る
人
に
よ
っ
て
微
妙
に
違

っ
て
く
る
。
値
段
も
百
円
未
満
の

も
の
か
ら
十
数
万
円
の
も
の
ま
で

あ
る
。

書
く
目
的
に
あ
わ
せ
て
筆
を
選

ぶ
。
そ
れ
は
恋
人
を
捜
す
よ
う
な

も
の
だ
、
見
か
け
よ
り
良
い
も
の

も
あ
る
。

或
る
と
き
ふ
と
人
間
が
筆
に
使

わ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
が
と
思

っ
た
り
す
る
。

福
田
泉
州

園囲
績し∴∴子

′
富
子
∴
∴
ぷ

桔貞雄作「鴨図」 浅井忠作「男性裸像」

岩崎巳大作「問う牛」



みる・かたる・つくる-

収
蔵
品
紹
介

八重子像

椿貞雄作

「
八
重
子
像
」
の
キ
ャ
ン
バ
ス

の
嚢
に
、
椿
貞
雄
の
自
筆
で
次
の

よ
う
に
書
か
れ
て
い
る
〇

千
九
百
十
八
年
八
月
末
に
故

郷
米
沢
の
生
家
に
於
で
妹
八
重

子
を
描
さ
し
も
の
な
り
。
ま
る

一
ケ
月
を
要
す
、
色
々
の
点
で

自
分
の
恩
田
の
作
な
り
。

当
時
自
分
は
経
営
し
て
お
り
、

画
筆
を
な
げ
う
つ
か
、
画
家
と

し
て
立
つ
か
、
わ
か
れ
道
の
上

に
い
た
り
。
こ
の
作
は
院
展
に

出
品
し
た
こ
と
あ
り
。

千
九
百
二
十
.
一
年
十
二
月
十

日
書
く

椿
貞
雄

と
の
こ
と
か
ら
、
こ
の
作
品
は
椿
が

二
十
二
歳
の
時
に
描
い
た
も
の
で
あ

る
こ
と
が
わ
か
る
。
最
初
草
土
社
第

六
国
展
(
大
正
七
年
)
に
出
品
さ
れ

た
。
酪
雑
を
持
て
る
少
女
の
肖
像
」

と
越
さ
れ
て
い
た
の
が
こ
の
「
八
童

子
像
」
で
あ
る
。
細
部
に
ま
で
ね
た

る
克
明
な
描
写
、
あ
る
い
は
物
質

感
の
表
現
方
法
と
い
い
、
歳
出
劉

生
の
影
響
が
随
所
に
う
か
が
え
る

作
品
と
な
っ
て
い
る
。

椿
貞
雄
は
、
明
治
二
十
九
年
二

月
十
日
、
山
形
県
米
沢
市
に
生
ま

れ
、
大
正
三
年
に
上
京
し
た
。
そ

し
て
周
年
、
た
ま
た
ま
劉
生
の
個

展
を
見
て
非
常
な
感
動
を
受
け
、

翌
年
劉
生
の
門
を
た
た
い
て
い
る
。

椿
は
劉
生
の
作
品
に
初
め
て
出

会
っ
た
時
の
印
象
を
次
の
よ
う
主

述
べ
て
い
る
。

「
会
場
に
は
い
っ
て
見
て
、
僕

は
圧
倒
さ
れ
だ
。
厳
粛
真
剣
の
気

に
満
ち
て
い
て
、
こ
れ
だ
と
心
の

底
か
ら
感
銘
し
た
。
」

こ
の
頃
、
劉
生
は
ゴ
ッ
ホ
や
セ

ザ
ン
ヌ
等
の
後
期
印
象
派
の
影
響

か
ら
抜
け
出
し
て
、
北
欧
の
ヴ
ア

ン
・
ア
イ
ク
や
デ
ユ
⊥
フ
ー
等
の

写
実
を
目
ざ
し
つ
つ
あ
っ
た
。
こ

れ
は
劉
生
の
う
ち
に
内
在
す
る
写

実
の
要
求
と
同
時
に
、
武
者
小
路

実
篤
を
代
表
と
す
る
「
白
樺
」
の

人
道
主
義
の
強
い
影
響
が
、
大
き

な
要
因
と
な
っ
て
い
た
。
、
自
然
の

一
木
一
草
に
も
無
限
の
愛
を
感
じ
、

そ
の
存
在
を
克
明
に
描
き
出
そ
う

と
し
だ
。
草
や
土
と
い
う
よ
う
な
、

今
ま
で
画
題
の
テ
ー
マ
に
も
な
ら

な
か
っ
た
対
象
に
も
目
を
向
け
∵

そ
の
生
命
感
を
表
現
し
よ
う
と
し

た
こ
と
は
、
劉
生
の
作
画
態
度
を

●

如
実
に
物
語
っ
て
い
る
。

こ
う
し
た
背
景
の
も
と
で
、
椿

自
身
大
い
に
感
化
を
受
け
、
そ
れ

は
終
生
樺
の
芸
術
観
の
根
底
と
な

っ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
特
に
、

草
土
社
時
代
に
お
い
で
は
、
劉
生

の
精
神
が
、
そ
の
ま
ま
椿
の
絵
に

顕
著
に
反
映
さ
れ
て
い
る
よ
う
で

あ
る
。

椿
は
「
油
絵
具
を
つ
か
っ
て
日

本
精
神
を
描
く
の
だ
」
と
言
っ
て

い
た
そ
う
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
劉
生

の
次
の
言
葉
に
置
き
か
え
ら
れ
よ
う
。

を
、
一
個
の
人
と
し
て
、
素
な
お

に
見
な
お
す
事
は
、
今
の
世
界
の

美
術
に
と
っ
て
最
も
大
切
で
最
も

む
ず
か
し
い
事
だ
。
」

「
形
は
い
く
ら
く
ず
し
な
っ
て

形
だ
。
形
だ
け
で
絵
は
出
来
な
い
。

大
切
な
の
は
心
、
内
な
る
美
だ
。

素
な
お
な
心
で
自
然
と
そ
の
実

を
見
よ
。
汝
が
日
本
人
な
ら
日
本

人
ら
し
い
自
然
は
ひ
と
り
で
に
見

え
て
く
る
。

こ
の
事
は
目
的
で
は
な
い
。
結

果
だ
。
目
的
は
只
美
に
あ
る
。
美

を
知
れ
。
」

「
印
象
派
は
如
何
に
も
西
洋
に

生
れ
そ
う
な
も
の
だ
。
セ
ザ
ン
ヌ

は
立
派
だ
が
如
何
に
も
そ
の
審
美

は
フ
ラ
ン
ス
人
だ
。

絵
の
具
の
解
き
方
か
ら
筆
の
つ

か
い
方
、
形
や
そ
の
他
の
描
き
方

ま
で
、
セ
ザ
ン
ヌ
に
似
た
り
印
象

派
に
似
た
り
し
な
い
と
叱
ら
れ
る

の
は
ど
う
い
う
訳
か
。
自
然
の
美

こ
の

「
八
童
子

像
」

は
、
劉
生
が
、

長
女
暖
子
の
優
を

描
き
始
め
た
頃
と

時
期
を
同
じ
く
し

て
描
か
れ
た
も
の

で
あ
る
。
特
に
、

劉
生
の
「
政
子
五

歳
之
條
」
が
大
正

七
年
八
月
下
旬
に

描
き
始
め
ら
れ
て
お
り
、
「
八
重

子
像
」
の
制
作
開
始
が
こ
れ
と
全

く
同
じ
な
の
も
何
か
共
通
し
た
も

の
を
感
じ
さ
せ
る
。
右
手
に
船
籍

を
持
っ
た
八
重
子
を
、
透
徹
し
た

細
密
描
法
で
見
事
に
描
き
出
し
て
い

る
が
、
学
士
社
時
代
の
椿
の
画
風
を

端
的
に
表
わ
し
た
も
の
と
思
う
。

そ
し
て
、
画
家
と
し
て
立
つ
か

e

否
か
の
重
大
な
時
の
作
で
あ
る
こ

と
、
ま
た
椿
自
身
、
思
出
の
作
と

言
っ
て
い
る
よ
う
に
、
こ
の

「
八

重
子
條
」
は
樺
の
初
期
の
作
品
の

中
で
も
最
も
力
を
注
い
だ
傑
作
と

言
え
ろ
。

椿
貞
雄
は
、
草
土
社
解
散
後
、

春
陽
会
、
大
調
和
展
、
国
国
会
等

に
作
品
や
発
表
し
活
躍
を
続
け
た
。

北
川
桃
雄
は
樺
の
画
業
に
つ
い

で
、
こ
う
述
べ
て
い
る
。

「
氏
の
画
家
と
し
て
の
態
度
は

人
も
知
る
ご
と
く
、
岸
田
劉
生
の

草
土
社
か
ら
生
成
し
て
、
草
土
社

風
の
リ
ア
リ
ズ
ム
を
自
分
の
個
性

で
襲
打
ち
し
て
進
ん
で
き
た
と
言

っ
て
よ
い
と
思
う
。
そ
の
意
味
で

は
革
土
社
を
正
攻
法
的
に
最
も
う

け
入
れ
て
発
接
さ
せ
て
き
た
作
家

で
あ
ろ
う
。
」

椿
は
昭
利
二
年
か
ら
昭
和
三
十

二
年
十
二
月
二
十
九
日
に
没
す
る

ま
で
船
橋
に
住
ん
だ
。
船
橋
の
小

学
校
の
図
画
教
師
、
あ
る
い
は
千

葉
蛙
美
術
会
の
結
成
に
尽
力
を
し
、

ま
た
県
の
文
化
財
専
門
委
員
と
し

て
、
主
に
絵
画
部
門
を
担
当
し
た

り
し
.
た
。
常
に
千
葉
県
の
美
術
界

の
指
導
的
立
場
に
あ
っ
た
。

螺
教
育
委
員
会
で
は
、
彼
の
没

後
昭
利
三
十
四
年
に
、
県
教
育
功

労
者
と
し
て
表
彰
し
て
い
る
。

(
藤
川

正
司
)



みる・かたる・つく る

千葉県立美術館友の会

設立準備会開かれる

六
月
一
日
、
十
一
時
か
ら
千
葉

県
立
美
術
館
に
お
い
て
「
み
る
・

か
た
る
・
つ
く
る

千
葉
射
立
美

術
館
友
の
会
」
の
設
立
を
は
か
る

た
め
、
美
術
愛
好
の
有
志
十
二
名

が
集
ま
り
、
準
備
会
が
も
た
れ
た
。

初
め
に
、
美
術
館
長
の
挨
拶
が

あ
り
、
次
い
で
鈴
木
民
三
氏
を
座

長
に
選
び
、
順
次
議
事
が
進
め
ら

れ
た
。

①
友
の
会
会
員
募
集
の
方
法
に

つ
い
て

②
友
の
会
会
則
(
築
)

に
つ
い

て

●

③
第
一
回
友
の
会
の
集
い
に
つ

.
い
て

④
そ
の
他

と
か
く
、
美
術
館
と
い
う
と
堅

苦
し
い
か
し
こ
ま
っ
た
よ
う
な
イ

メ
ー
ジ
が
強
い
の
で
、
広
く
美
を

通
し
て
気
軽
に
交
流
が
は
か
れ
る

場
、
開
か
れ
た
美
術
館
と
し
て
行

う
こ
と
で
意
見
が
一
致
し
た
。

今
後
、
よ
り
広
く
多
く
の
方
々

に
参
加
し
て
も
ら
え
る
よ
う
、
な

ご
や
か
な
う
ち
に
も
活
発
な
話
し

合
い
が
な
さ
れ
、
第
一
回
友
の
会

の
集
い
ま
で
に
P
・
R
を
積
極
的

に
行
う
こ
と
を
も
っ
て
会
を
終
了

し
た
。

第
一
回
友
の
会
の
つ
と
い

・
日
時

六
月
二
八
日
(
土
)

午
後
二
時
よ
り

・
場
所

千
葉
県
立
美
術
館

東

岸

雑

費

簾

篤

複

葉

青
お
申
し
込
み
等
詳
細
は
左
記

に
お
問
い
あ
わ
せ
下
さ
い
。

な
お
、
申
し
込
み
は
会
場
に

で
も
受
け
付
け
ま
す
。

連
絡
先

〒
2
8
ひ
干
葉
市
中
央
港
一
ノ

一
〇
ノ
一

千
薬
螺
立
美
術
館
内

友
の
会
事
務
局

密
雲
七
二
(
四
二
)
全
二

-みる・かたる・つくる

美
術
愛
好
家
の
広
場

「
友
の
会
」
に

入
り
ま
せ
ん
か

み
る
・
か
た
る
・
つ
く
る

i
千

葉
県
立
美
術
館
友
の
会
で
は
、
五

十
年
度
会
員
を
募
集
し
て
い
ま
す
。

「
友
の
会
」
は
、
ど
な
た
で
も

入
会
で
き
る
美
術
を
愛
好
す
る
方

々
の
自
主
的
な
会
で
す
。

会
を
通
し
て
、
楽
し
い
雰
囲
気

の
中
で
、
美
術
を
鑑
賞
し
、
語
ら

い
、
創
作
な
ど
に
参
加
す
る
集
い

で
す
。

青
会
費

個
人
会
員

年
額
一
、
二
〇
〇
円

賛
助
会
員

年
額
一
二
、
〇
〇
〇
円

但
し
、
新
入
会
者
の
個
人
会
員
の

会
費
は
次
の
通
り
で
す
。

昭
和
五
十
年
千
葉
県

美
術
会
総
会
開
か
れ
る

四
月
入
会
者

五
月
入
会
者

六
月
入
会
者

七
月
入
会
者

八
月
入
会
者

九
月
入
会
者

十
月

以
降

一
、
二
〇
〇
円

一
、
一
〇
〇
円

一
、
〇
〇
〇
円

九
〇
〇
円

八
〇
〇
円

七
〇
〇
円

六
〇
〇
円

四
月
二
十
九
日
ニ
ュ
ー
ナ
ラ
ヤ

八
階
特
別
室
に
て
姫
美
術
会
総
会

が
開
催
さ
れ
た
。

当
日
、
教
脊
委
員
会
を
代
表
し

て
市
原
文
化
課
長
の
挨
拶
の
あ
と
、

議
長
に
金
子
聴
松
氏
を
決
定
。
議

事
に
入
る
。

議
案
第
二
号

昭
利
四
十
九
年

度
事
業
報
告
と
決
算
が
事
務
局
よ

り
報
告
さ
れ
、
原
監
事
よ
り
監
査

報
告
の
あ
と
承
認
さ
れ
た
。

議
案
第
二
号

県
展
を
中
心
と

す
る
昭
和
五
十
年
度
事
業
計
画
と

予
算
が
審
議
さ
れ
、
ほ
ぼ
原
案
通

り
決
定
し
た
。

議
賽
第
三
早

規
約
改
正
で
会

長
、
理
事
長
の
職
務
権
限
を
決
め

輝
鯉
。議

案
第
四
号

藤
野
会
長
、
理

事
長
の
後
任
人
事
を
は
か
り
次
の

通
り
決
定
し
た
。

名
誉
会
長

川
上
純
一

会

長
∴
浅
見
書
舟

理
事
長

笹
岡
了
一

専
務
局
長

福
田
薬
州

な
お
、
今
後
会
の
運
営
の
強
化

を
は
か
る
た
め
、
次
の
通
り
相
談

役
も
決
定
し
た
。

(
日
本
画
)
立
石
春
美

(
洋

画
)
山
谷
鉄
一

(
彫
塑
)
大
須

賀
力

(
工
芸
)
青
木
滋
芳

(
書
道
)
千
代
倉
桜
舟



みる・かたる・つくる一

事 開館時同 午前9時から 午後4時30分まで

休館日 月曜日・国民の祝日・年末・年始
(展示善の期間中は休館)

昭和50年度 本館主催・共催展

展 覧 会 名 会 期 備 考 

近代房総の美術家たち -3- 
4用20日(「1)-・6月 8日佃) 無∴∴料

† 

瞭 勝 郎′ 展 

特別展 
6月15日(r「)-7月 5日([」) 

大

人200門(150「「】) 大・高生150門(100叩) 中・小生100円(50門) 

ー印象派から現代にいたる100年の夢み- 

近 代 フ ラ ン ス 名 作 版 画 展 ( )内は団体20名1以上 

千 葉 県 立 美 術 館 収 蔵 品 展 7月15日(火)-8月31日(口) 無 料 

子どもの絵画展 
7月15日(火)-8月31日(日) 無 料 

第 34 国 会 国 教 育 美 術 展 

元 禄 風 俗 画 展 
9月6日(土)一9月28日(亡l) 無 料 

一特別公開「仮名手本忠臣蔵絵巻」- 

特 別 展 
10月4日(土)へ10月19日(口) 無 料 

日 本 近 代 工 芸 の 巨 匠 屡 

第 ク7 回 県 展 ll月2日(○○)-11月16日(日) 気;∴∴∴料・ 

第7回千葉県高等学校芸術祭 11月20日㈱-11月30日佃) 無 料 
美 術・工 芸・書 道 作 品 展 

第 20 園 子ども県展 12月2 日(灼-12月14日(日) 無一 料 

近代房総の美術家たち -4- 
S51年・ 12月20日(土)-1月25日(日) 

無 料 
石 橋 武 治・若 木 山 鹿 

藤 野 天 光 遺 作 展 12月20日(土)-1月25日(口) 無 料・ 

* 2 月 中 は 工 百事 の た め 臨 時 休 館 * 

特 別 展 
3月 2日(火)-4月11日(「l) 未 定 

浅 井 思 と そ の 師 弟 展. 

展 

展 覧 会 名 会 期 主 催 

千 薬 科 授 6用14日(卦-6月22日(青l) 
・二千斗会千葉支部 ・無ト∴半ト 

千 葉 県 書 道 協 会 展 7用13日(「i)-7月20日(=) 
・干葉婚書道協会 ・無料 

千薬苦境秀抜屡・現代普通50入鹿 
7月22日(火)-7月27日(置軍) 

・千葉日報社 

千葉苦境斬進展・現代常現代表名作展 ・無 料 

第 6 回 9月30日(火)-10月12田仲) 
・千葉市観光課 

観光絵画とポスターコンクール屡 ・無 科 

第 9 回 
9月30日(火)-10月12日(「1) 

・千葉市観光課 
千葉市観光写真コ ンク ール展 ・無 料 

第 22 回 10月23自体)-10月26日(円) 
・手業県労政課 

千 葉 県 勤 労 者 美 術 授 ・無 料 

亘
養
班

5
0
年
4
月
̃
5
月

四
月

●
六
日

全
日
写
逆
展
終
る
。

入
館
者
五
五
一
五
名
。

●
十
五
日

「
原
勝
郎
-
近
代

房
総
の
美
術
家
た
ち
-
3
-
」

展
始
ま
る
。
一
二
一
点
展
示

原
の
ぶ
氏
(
原
勝
郎
氏
未
亡

人
)

来
館

●
二
十
六
日

県
民
課
制
作
映

画
に
美
術
館
を
紹
介
の
た
め

投
影
行
わ
れ
ろ
。

●
二
十
九
日

当
館
副
館
長
、

東
南
ア
ジ
ア
の
文
化
財
視
察

の
た
め
出
発

五
月

●
十
日

書
道
芸
術
院
南
関
東

展
始
ま
る
。
三
二
五
点
展
示

8

昭
和
5
0
年
度
付
け
で
次
の
職
員

が
着
任
し
ま
し
た
。

よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。

庶
務
課

大
堀
幸
則

井
上
和
男

長
島
則
子

学
芸
課

石
井
秀
雄

渡
辺
其
弥

●


