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「
種
を
ま
く 

世
界
が
ひ
ら
く
」
山
梨
県
立
美
術
館

1
9
7
8（
昭
和
53
）年
の
開
館
か
ら
40
年
。

山
梨
に
芸
術
の
種
を
ま
き
、

新
し
い
文
化
の
扉
を
開
け
た
山
梨
県
立
美
術
館
は
、

今
や
70
点
も
の
ミ
レ
ー
作
品
を
所
蔵
す
る

世
界
に
誇
る
美
術
館
と
な
っ
た
。

芸
術
の
森
公
園
の
中
、

四
季
折
々
の
美
し
い
自
然
に
彩
ら
れ
た
品
格
あ
る
佇
ま
い
。

よ
う
こ
そ
、ミ
レ
ー
と
出
会
え
る
美
術
館
へ
。

た
た
ず

03
｜

ミ
レ
ー
の

美
術
館
を
楽
し
む

04
｜

ジ
ャ
ン=

フ
ラ
ン
ソ
ワ・
ミ
レ
ー
の
生
涯
。

08
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山
梨
県
立
美
術
館
と
ミ
レ
ー
。
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『
山
梨
て
く
て
く
』は

歩
く
速
さ
で
じ
っ
く
り
と

山
梨
の
魅
力
を
紹
介
し
て
い
き
ま
す
。

フ
ラ
ン
ス
・
バ
ル
ビ
ゾ
ン
派
の
絵
画
に

山
梨
の
豊
か
な
自
然
・
風
土
の
イ
メ
ー
ジ
を
重
ね
、

名
画
で
新
た
な
文
化
を
開
い
た
山
梨
県
立
美
術
館
。

「
ミ
レ
ー
の
美
術
館
」と
し
て
親
し
ま
れ
、

開
館
40
周
年
を
迎
え
た
こ
れ
ま
で
の
足
跡
と
、

芸
術
に
触
れ
な
が
ら『
て
く
て
く
』。

こ
ん
な
山
梨
が
あ
っ
た
ん
だ
、と
思
え
る
発
見
や
感
動
を

見
つ
け
て
い
た
だ
け
る
と
思
い
ま
す
。

﹇ 

て
く
て
く 

〝
食
〞 ﹈

ミ
レ
ー
の
故
郷
で
も
親
し
ま
れ
て
き
た

フ
ラ
ン
ス
の
郷
土
料
理「
ガ
レ
ッ
ト
」を
広
め
た
い
。

12
｜﹇ 

て
く
て
く 

〝
住
〞 ﹈

農
業
と
自
然
の
尊
さ
を

絵
画
で
伝
え
る

14
｜﹇ 

て
く
て
く 

甲
斐
の
口くに  

﹈

竜
王
駅
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｜
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術
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み
ず
み
ず
し
い
感
性
と
温
か
い
ま
な
ざ
し
で
、

人
間
を
、そ
し
て
自
然
を
描
い
た
画
家
ジ
ャ
ン=

フ
ラ
ン
ソ
ワ
・
ミ
レ
ー
。

絵
の
前
に
佇
む
と
、静
か
な
気
持
ち
で
自
分
の
内
面
と
向
き
合
え
ま
す
。

ミ
レ
ー
の
生
涯
、そ
し
て
ミ
レ
ー
の
作
品
の
魅
力
を

山
梨
県
立
美
術
館
の
小
坂
井
玲
学
芸
員
が
語
り
ま
す
。

フ
ラ
ン
ス
・
ノ
ル
マ
ン
デ
ィ
ー
よ
り

始
ま
る
ミ
レ
ー
の
原
点
。

バ
ル
ビ
ゾ
ン
へ
、そ
し
て
農
民
を
描
く
。

FE ATUR E

　ジ
ャ
ン=

フ
ラ
ン
ソ
ワ
・
ミ
レ
ー
は
、1
8
1
4
年
に
フ

ラ
ン
ス
北
西
部
ノ
ル
マ
ン
デ
ィ
ー
地
方
の
村
・
グ
リ
ュ

シ
ー
で
農
家
の
長
男
と
し
て
生
ま
れ
ま
し
た
。土
地
を
持

ち
、古
く
か
ら
続
く
農
家
で
、親
戚
に
は
聖
職
者
も
い
た
こ

と
な
ど
か
ら
、幼
少
期
に
は
古
典
的
な
物
語
や
宗
教
に
関

す
る
知
識
を
身
に
付
け
て
い
っ
た
よ
う
で
す
。

　小
さ
い
頃
か
ら
絵
を
描
く
の
が
得
意
だ
っ
た
ミ
レ
ー

は
、18
歳
に
な
る
と
グ
リ
ュ
シ
ー
の
近
く
に
あ
る
シ
ェ
ル

ブ
ー
ル
に
出
て
絵
画
を
学
び
、1
8
3
7
年
に
は
パ
リ
に

出
て
国
立
の
美
術
学
校
で
指
導
を
受
け
る
こ
と
に
な
り
ま

し
た
。当
時
の
美
術
教
育
で
は
、神
話
や
宗
教
を
主
題
と
し

た
歴
史
画
が
高
貴
な
も
の
と
さ
れ
、こ
れ
ら
を
描
く
こ
と

が
基
本
で
あ
っ
た
た
め
、ミ
レ
ー
も
そ
れ
に
な
ら
っ
て
学

び
始
め
ま
し
た
。

　当
時
、画
家
の
登
竜
門
で
あ
っ
た
ロ
ー
マ
賞
の
獲
得

も
一
つ
の
目
標
で
し
た
。受
賞
者
は
国
費
で
絵
画
の
本

場
・
ロ
ー
マ
に
留
学
す
る
こ
と
が
で
き
た
た
め
、賞
を
獲

得
す
る
こ
と
は
画
家
と
し
て
の
成
功
へ
の
近
道
で
し
た
。

ミ
レ
ー
も
こ
の
コ
ン
ク
ー
ル
に
挑
み
ま
す
が
落
選
。し
か

し
1
8
4
0
年
に
、官
展
で
あ
る
パ
リ
の
サ
ロ
ン
で
肖
像

画
が
初
入
選
を
果
た
し
ま
す
。

　サ
ロ
ン
で
入
選
と
い
う
成
功
を
手
に
し
た
ミ
レ
ー
は

シ
ェ
ル
ブ
ー
ル
に
戻
り
、依
頼
を
受
け
て
肖
像
画
を
制
作

し
た
り
、親
し
み
や
す
い
風
俗
画
な
ど
を
描
い
た
り
し
て

生
計
を
立
て
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。1
8
4
1
年
、ポ
ー

リ
ー
ヌ
と
結
婚
し
、妻
ポ
ー
リ
ー
ヌ
を
親
密
な
視
点
で
捉

え
た
、魅
力
的
な
肖
像
画《
ポ
ー
リ
ー
ヌ
・
V
・
オ
ノ
の
肖

像
》を
描
き
上
げ
ま
し
た
。ポ
ー
リ
ー
ヌ
と
二
人
で
パ
リ
に

戻
っ
た
ミ
レ
ー
の
生
活
は
、収
入
が
少
な
く
苦
し
か
っ
た

の
で
す
が
、過
去
の
巨
匠
の
作
品
を
見
て
ま
わ
り
、学
ぶ
こ

と
が
で
き
ま
し
た
。そ
の
よ
う
な
暮
ら
し
の
中
、体
が
弱

か
っ
た
ポ
ー
リ
ー
ヌ
が
1
8
4
4
年
に
亡
く
な
り
、ミ

レ
ー
は
再
び
シ
ェ
ル
ブ
ー
ル
に
戻
っ
た
の
で
す
。

　ポ
ー
リ
ー
ヌ
を
亡
く
し
た
ミ
レ
ー
は
生
涯
の
伴
侶
と
な

る
カ
ト
リ
ー
ヌ
・
ル
メ
ー
ル
と
出
会
い
、1
8
4
5
年
に
パ

リ
に
戻
り
ま
す
。以
降
、神
話
画
や
宗
教
画
を
サ
ロ
ン
に
出

品
し
入
選
を
果
た
し
ま
す
。し
か
し
な
が
ら
、批
評
家
た
ち

の
注
目
を
大
き
く
集
め
る
に
は
至
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

　1
8
4
8
年
、フ
ラ
ン
ス
は
3
度
目
の
大
き
な
革
命
期

を
迎
え
ま
す
。世
情
と
文
化
が
複
雑
に
絡
み
合
っ
て
い
る

フ
ラ
ン
ス
で
は
、美
術
の
世
界
も
変
わ
り
、作
品
も
一
般
大

衆
や
農
民
を
描
い
た
も
の
が
目
立
っ
て
き
ま
し
た
。そ
し

て
ミ
レ
ー
自
身
も
自
分
が
親
し
ん
で
き
た
文
化
圏
の
農

民
の
生
活
や
労
働
を
レ
パ
ー
ト
リ
ー
と
し
て
表
現
す
る

よ
う
に
な
り
、サ
ロ
ン
で
入
選
を
果
た
す
の
で
す
。ミ
レ
ー

が
農
民
画
を
描
く
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、社
会
に
と
っ
て

必
要
な
表
現
で
あ
る
と
感
じ
た
か
ら
だ
と
思
わ
れ
ま
す
。

　1
8
4
9
年
パ
リ
で
コ
レ
ラ
が
流
行
し
始
め
た
た
め
、

ミ
レ
ー
は
家
族
と
共
に
バ
ル
ビ
ゾ
ン
村
に
移
住
し
ま
し

た
。バ
ル
ビ
ゾ
ン
村
は
、パ
リ
近
郊
に
あ
る
フ
ォ
ン
テ
ー
ヌ

ブ
ロ
ー
の
森
の
外
れ
に
あ
り
、風
景
画
家
ル
ソ
ー
ら
の
制

作
の
拠
点
で
し
た
。ミ
レ
ー
は
、こ
こ
で
山
梨
県
立
美
術
館

で
所
蔵
す
る《
種
を
ま
く
人
》を
描
き
ま
し
た
。こ
の
作
品

は
、移
住
後
初
の
サ
ロ
ン
出
品
作
で
あ
る
こ
と
、ま
た
、農

民
画
に
専
念
し
て
い
く
ミ
レ
ー
の
最
初
期
の
作
品
で
あ

り
、ミ
レ
ー
の
代
表
作
と
い
え
る
も
の
で
す
。一
農
民
が
こ

の
よ
う
な
威
厳
に
あ
ふ
れ
た
姿
で
描
か
れ
た
こ
と
は
、当

時
の
慣
習
か
ら
逸
脱
す
る
表
現
と
し
て
非
難
さ
れ
る
こ
と

も
あ
り
ま
し
た
が
、新
し
い
社
会
の
主
役
で
あ
る
民
衆
を

象
徴
す
る
作
品
と
し
て
、高
く
評
価
す
る
文
筆
家
や
批
評

家
も
い
ま
し
た
。

　ま
た
、当
館
に
は
1
8
5
3
年
に
制
作
さ
れ
た《
落
ち
穂

拾
い
、夏
》も
収
蔵
さ
れ
て
い
ま
す
。「
落
ち
穂
拾
い
」は
、収

穫
を
終
え
た
大
地
に
穂
を
残
し
、貧
し
い
人
々
に
施
し
と

し
て
与
え
る
風
習
で
、聖
書
に
も
記
述
さ
れ
て
い
ま
す
。こ

の
光
景
を
バ
ル
ビ
ゾ
ン
村
で
初
め
て
目
に
し
た
ミ
レ
ー

は
、感
銘
を
受
け
て
こ
の
主
題
に
取
り
組
み
ま
し
た
。本
作

品
は
、春
夏
秋
冬
の
移
り
変
わ
り
を
四
つ
の
農
事
と
し
て

描
い
た
連
作
の
一
つ
で
も
あ
り
ま
す
。

　四
季
連
作
へ
の
取
り
組
み
に
も
み
ら
れ
る
よ
う
に
、ミ

レ
ー
は
労
働
す
る
人
間
を
テ
ー
マ
に
し
た
と
い
う
よ
り

は
、自
然
と
共
に
あ
る
人
々
の
生
活
を
テ
ー
マ
と
し
た
画

家
と
い
え
ま
す
。画
業
後
半
に
は
風
景
画
も
多
く
制
作
し

て
い
て
、明
る
く
、鮮
や
か
な
色
彩
を
用
い
た
繊
細
な
表
現

が
魅
力
的
で
す
。ま
た
、風
景
の
中
に
小
さ
く
人
々
の
姿
が

描
か
れ
て
い
て
、農
民
の
姿
を
主
役
と
し
て
展
開
し
た
作

品
と
の
つ
な
が
り
も
感
じ
ら
れ
ま
す
。た
だ
美
し
い
景
色

と
し
て
で
は
な
く
、人
が
生
活
を
す
る
環
境
と
し
て
描
か

れ
て
い
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ
ま
す
。

　ミ
レ
ー
は
1
8
7
5
年
に
バ
ル
ビ
ゾ
ン
村
で
そ
の
生
涯

を
閉
じ
る
ま
で
描
き
続
け
ま
し
た
。ミ
レ
ー
が
描
く
風
景

は
人
間
の
原
風
景
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。ふ
と
し
た
日

常
の
気
付
き
を
積
み
重
ね
て
い
く
こ
と
で
、一
層
ミ
レ
ー

作
品
の
持
つ
深
い
魅
力
が
心
に
染
み
て
く
る
よ
う
に
な
り

ま
す
。そ
し
て
見
た
こ
と
が
あ
る
も
の
に
対
し
て
感
じ
た

り
、考
え
た
り
、見
て
い
る
も
の
が
何
な
の
か
考
え
る
き
っ

か
け
に
も
な
る
、ミ
レ
ー
の
絵
画
と
は
、そ
う
い
う
も
の
だ

と
思
い
ま
す
。

ジ
ャ
ン=

フ
ラ
ン
ソ
ワ
・

ミ
レ
ー
の
生
涯
。

Barbizon
バルビゾン

ノルマンディー地方

Cherbourg
シェルブール

Gruchy
グリュシー Paris

パリ

France
フランス

「
ダ
フ
ニ
ス
と
ク
ロ
エ
」 

油
彩
・
麻
布
／
82
・
5
×
65
・
0㎝

ミ
レ
ー
が
物
語
を
主
題
に
し
て
制
作
し
た
作
品
。古
代
ギ
リ
シ
ャ
の
詩
人
ロ
ン
ゴ
ス
の
牧
歌

的
な
恋
愛
小
説『
ダ
フ
ニ
ス
と
ク
ロ
エ
』の
一
場
面
が
描
か
れ
て
い
る
。

バルビゾン村で制作していた代表的な画家たちを「バルビゾン派」と呼んでいた。
彼らはフォンテーヌブローの森を愛し、森の豊かな自然を画題としていた。

「
ポ
ー
リ
ー
ヌ・
V
・
オ
ノ
の
肖
像
」 

油
彩
・
麻
布
／
73
・
0
×
63
・
0㎝

ミ
レ
ー
初
期
の
肖
像
画
。描
か
れ
て
い
る
の
は
シ
ェル
ブ
ー
ル
の
仕
立
屋
の
娘
、ポ
ー
リ
ー
ヌ・

ヴ
ィ
ル
ジ
ニ・
オ
ノ
。ミ
レ
ー
の
最
初
の
妻
と
な
っ
た
女
性
だ
が
結
婚
3
年
後
に
他
界
。

ディアズの家
バリーの家
ジャックの家

ドービニーの家

ミレーの家
ルソーの家

ガンヌの宿屋

N シャルル・ジャック通り

テオドール・ルソー通り

ミレーとルソーの記念碑

フォンテーヌブローの森

役場

ジャン=フランソワ・
ミレー通り

アントワーヌ=ルイ・バリー通り

バルビゾン村

ナダール《ミレーの肖像》1868年（山梨県立美術館蔵）

アンジェルス広場

デ
ィ
ア
ズ
通
り
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え
ま
す
。

ミ
レ
ー
の
生
涯
、そ
し
て
ミ
レ
ー
の
作
品
の
魅
力
を

山
梨
県
立
美
術
館
の
小
坂
井
玲
学
芸
員
が
語
り
ま
す
。

フ
ラ
ン
ス
・
ノ
ル
マ
ン
デ
ィ
ー
よ
り

始
ま
る
ミ
レ
ー
の
原
点
。

バ
ル
ビ
ゾ
ン
へ
、そ
し
て
農
民
を
描
く
。

FE ATUR E

　ジ
ャ
ン=

フ
ラ
ン
ソ
ワ
・
ミ
レ
ー
は
、1
8
1
4
年
に
フ

ラ
ン
ス
北
西
部
ノ
ル
マ
ン
デ
ィ
ー
地
方
の
村
・
グ
リ
ュ

シ
ー
で
農
家
の
長
男
と
し
て
生
ま
れ
ま
し
た
。土
地
を
持

ち
、古
く
か
ら
続
く
農
家
で
、親
戚
に
は
聖
職
者
も
い
た
こ

と
な
ど
か
ら
、幼
少
期
に
は
古
典
的
な
物
語
や
宗
教
に
関

す
る
知
識
を
身
に
付
け
て
い
っ
た
よ
う
で
す
。

　小
さ
い
頃
か
ら
絵
を
描
く
の
が
得
意
だ
っ
た
ミ
レ
ー

は
、18
歳
に
な
る
と
グ
リ
ュ
シ
ー
の
近
く
に
あ
る
シ
ェ
ル

ブ
ー
ル
に
出
て
絵
画
を
学
び
、1
8
3
7
年
に
は
パ
リ
に

出
て
国
立
の
美
術
学
校
で
指
導
を
受
け
る
こ
と
に
な
り
ま

し
た
。当
時
の
美
術
教
育
で
は
、神
話
や
宗
教
を
主
題
と
し

た
歴
史
画
が
高
貴
な
も
の
と
さ
れ
、こ
れ
ら
を
描
く
こ
と

が
基
本
で
あ
っ
た
た
め
、ミ
レ
ー
も
そ
れ
に
な
ら
っ
て
学

び
始
め
ま
し
た
。

　当
時
、画
家
の
登
竜
門
で
あ
っ
た
ロ
ー
マ
賞
の
獲
得

も
一
つ
の
目
標
で
し
た
。受
賞
者
は
国
費
で
絵
画
の
本

場
・
ロ
ー
マ
に
留
学
す
る
こ
と
が
で
き
た
た
め
、賞
を
獲

得
す
る
こ
と
は
画
家
と
し
て
の
成
功
へ
の
近
道
で
し
た
。

ミ
レ
ー
も
こ
の
コ
ン
ク
ー
ル
に
挑
み
ま
す
が
落
選
。し
か

し
1
8
4
0
年
に
、官
展
で
あ
る
パ
リ
の
サ
ロ
ン
で
肖
像

画
が
初
入
選
を
果
た
し
ま
す
。

　サ
ロ
ン
で
入
選
と
い
う
成
功
を
手
に
し
た
ミ
レ
ー
は

シ
ェ
ル
ブ
ー
ル
に
戻
り
、依
頼
を
受
け
て
肖
像
画
を
制
作

し
た
り
、親
し
み
や
す
い
風
俗
画
な
ど
を
描
い
た
り
し
て

生
計
を
立
て
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。1
8
4
1
年
、ポ
ー

リ
ー
ヌ
と
結
婚
し
、妻
ポ
ー
リ
ー
ヌ
を
親
密
な
視
点
で
捉

え
た
、魅
力
的
な
肖
像
画《
ポ
ー
リ
ー
ヌ
・
V
・
オ
ノ
の
肖

像
》を
描
き
上
げ
ま
し
た
。ポ
ー
リ
ー
ヌ
と
二
人
で
パ
リ
に

戻
っ
た
ミ
レ
ー
の
生
活
は
、収
入
が
少
な
く
苦
し
か
っ
た

の
で
す
が
、過
去
の
巨
匠
の
作
品
を
見
て
ま
わ
り
、学
ぶ
こ

と
が
で
き
ま
し
た
。そ
の
よ
う
な
暮
ら
し
の
中
、体
が
弱

か
っ
た
ポ
ー
リ
ー
ヌ
が
1
8
4
4
年
に
亡
く
な
り
、ミ

レ
ー
は
再
び
シ
ェ
ル
ブ
ー
ル
に
戻
っ
た
の
で
す
。

　ポ
ー
リ
ー
ヌ
を
亡
く
し
た
ミ
レ
ー
は
生
涯
の
伴
侶
と
な

る
カ
ト
リ
ー
ヌ
・
ル
メ
ー
ル
と
出
会
い
、1
8
4
5
年
に
パ

リ
に
戻
り
ま
す
。以
降
、神
話
画
や
宗
教
画
を
サ
ロ
ン
に
出

品
し
入
選
を
果
た
し
ま
す
。し
か
し
な
が
ら
、批
評
家
た
ち

の
注
目
を
大
き
く
集
め
る
に
は
至
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

　1
8
4
8
年
、フ
ラ
ン
ス
は
3
度
目
の
大
き
な
革
命
期

を
迎
え
ま
す
。世
情
と
文
化
が
複
雑
に
絡
み
合
っ
て
い
る

フ
ラ
ン
ス
で
は
、美
術
の
世
界
も
変
わ
り
、作
品
も
一
般
大

衆
や
農
民
を
描
い
た
も
の
が
目
立
っ
て
き
ま
し
た
。そ
し

て
ミ
レ
ー
自
身
も
自
分
が
親
し
ん
で
き
た
文
化
圏
の
農

民
の
生
活
や
労
働
を
レ
パ
ー
ト
リ
ー
と
し
て
表
現
す
る

よ
う
に
な
り
、サ
ロ
ン
で
入
選
を
果
た
す
の
で
す
。ミ
レ
ー

が
農
民
画
を
描
く
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、社
会
に
と
っ
て

必
要
な
表
現
で
あ
る
と
感
じ
た
か
ら
だ
と
思
わ
れ
ま
す
。

　1
8
4
9
年
パ
リ
で
コ
レ
ラ
が
流
行
し
始
め
た
た
め
、

ミ
レ
ー
は
家
族
と
共
に
バ
ル
ビ
ゾ
ン
村
に
移
住
し
ま
し

た
。バ
ル
ビ
ゾ
ン
村
は
、パ
リ
近
郊
に
あ
る
フ
ォ
ン
テ
ー
ヌ

ブ
ロ
ー
の
森
の
外
れ
に
あ
り
、風
景
画
家
ル
ソ
ー
ら
の
制

作
の
拠
点
で
し
た
。ミ
レ
ー
は
、こ
こ
で
山
梨
県
立
美
術
館

で
所
蔵
す
る《
種
を
ま
く
人
》を
描
き
ま
し
た
。こ
の
作
品

は
、移
住
後
初
の
サ
ロ
ン
出
品
作
で
あ
る
こ
と
、ま
た
、農

民
画
に
専
念
し
て
い
く
ミ
レ
ー
の
最
初
期
の
作
品
で
あ

り
、ミ
レ
ー
の
代
表
作
と
い
え
る
も
の
で
す
。一
農
民
が
こ

の
よ
う
な
威
厳
に
あ
ふ
れ
た
姿
で
描
か
れ
た
こ
と
は
、当

時
の
慣
習
か
ら
逸
脱
す
る
表
現
と
し
て
非
難
さ
れ
る
こ
と

も
あ
り
ま
し
た
が
、新
し
い
社
会
の
主
役
で
あ
る
民
衆
を

象
徴
す
る
作
品
と
し
て
、高
く
評
価
す
る
文
筆
家
や
批
評

家
も
い
ま
し
た
。

　ま
た
、当
館
に
は
1
8
5
3
年
に
制
作
さ
れ
た《
落
ち
穂

拾
い
、夏
》も
収
蔵
さ
れ
て
い
ま
す
。「
落
ち
穂
拾
い
」は
、収

穫
を
終
え
た
大
地
に
穂
を
残
し
、貧
し
い
人
々
に
施
し
と

し
て
与
え
る
風
習
で
、聖
書
に
も
記
述
さ
れ
て
い
ま
す
。こ

の
光
景
を
バ
ル
ビ
ゾ
ン
村
で
初
め
て
目
に
し
た
ミ
レ
ー

は
、感
銘
を
受
け
て
こ
の
主
題
に
取
り
組
み
ま
し
た
。本
作

品
は
、春
夏
秋
冬
の
移
り
変
わ
り
を
四
つ
の
農
事
と
し
て

描
い
た
連
作
の
一
つ
で
も
あ
り
ま
す
。

　四
季
連
作
へ
の
取
り
組
み
に
も
み
ら
れ
る
よ
う
に
、ミ

レ
ー
は
労
働
す
る
人
間
を
テ
ー
マ
に
し
た
と
い
う
よ
り

は
、自
然
と
共
に
あ
る
人
々
の
生
活
を
テ
ー
マ
と
し
た
画

家
と
い
え
ま
す
。画
業
後
半
に
は
風
景
画
も
多
く
制
作
し

て
い
て
、明
る
く
、鮮
や
か
な
色
彩
を
用
い
た
繊
細
な
表
現

が
魅
力
的
で
す
。ま
た
、風
景
の
中
に
小
さ
く
人
々
の
姿
が

描
か
れ
て
い
て
、農
民
の
姿
を
主
役
と
し
て
展
開
し
た
作

品
と
の
つ
な
が
り
も
感
じ
ら
れ
ま
す
。た
だ
美
し
い
景
色

と
し
て
で
は
な
く
、人
が
生
活
を
す
る
環
境
と
し
て
描
か

れ
て
い
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ
ま
す
。

　ミ
レ
ー
は
1
8
7
5
年
に
バ
ル
ビ
ゾ
ン
村
で
そ
の
生
涯

を
閉
じ
る
ま
で
描
き
続
け
ま
し
た
。ミ
レ
ー
が
描
く
風
景

は
人
間
の
原
風
景
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。ふ
と
し
た
日

常
の
気
付
き
を
積
み
重
ね
て
い
く
こ
と
で
、一
層
ミ
レ
ー

作
品
の
持
つ
深
い
魅
力
が
心
に
染
み
て
く
る
よ
う
に
な
り

ま
す
。そ
し
て
見
た
こ
と
が
あ
る
も
の
に
対
し
て
感
じ
た

り
、考
え
た
り
、見
て
い
る
も
の
が
何
な
の
か
考
え
る
き
っ

か
け
に
も
な
る
、ミ
レ
ー
の
絵
画
と
は
、そ
う
い
う
も
の
だ

と
思
い
ま
す
。

ジ
ャ
ン=

フ
ラ
ン
ソ
ワ
・

ミ
レ
ー
の
生
涯
。

Barbizon
バルビゾン

ノルマンディー地方

Cherbourg
シェルブール

Gruchy
グリュシー Paris

パリ

France
フランス

「
ダ
フ
ニ
ス
と
ク
ロ
エ
」 

油
彩
・
麻
布
／
82
・
5
×
65
・
0㎝

ミ
レ
ー
が
物
語
を
主
題
に
し
て
制
作
し
た
作
品
。古
代
ギ
リ
シ
ャ
の
詩
人
ロ
ン
ゴ
ス
の
牧
歌

的
な
恋
愛
小
説『
ダ
フ
ニ
ス
と
ク
ロ
エ
』の
一
場
面
が
描
か
れ
て
い
る
。

バルビゾン村で制作していた代表的な画家たちを「バルビゾン派」と呼んでいた。
彼らはフォンテーヌブローの森を愛し、森の豊かな自然を画題としていた。

「
ポ
ー
リ
ー
ヌ・
V
・
オ
ノ
の
肖
像
」 

油
彩
・
麻
布
／
73
・
0
×
63
・
0㎝

ミ
レ
ー
初
期
の
肖
像
画
。描
か
れ
て
い
る
の
は
シ
ェル
ブ
ー
ル
の
仕
立
屋
の
娘
、ポ
ー
リ
ー
ヌ・

ヴ
ィ
ル
ジ
ニ・
オ
ノ
。ミ
レ
ー
の
最
初
の
妻
と
な
っ
た
女
性
だ
が
結
婚
3
年
後
に
他
界
。

ディアズの家
バリーの家
ジャックの家

ドービニーの家

ミレーの家
ルソーの家

ガンヌの宿屋

N シャルル・ジャック通り

テオドール・ルソー通り

ミレーとルソーの記念碑

フォンテーヌブローの森

役場

ジャン=フランソワ・
ミレー通り

アントワーヌ=ルイ・バリー通り

バルビゾン村

ナダール《ミレーの肖像》1868年（山梨県立美術館蔵）

アンジェルス広場

デ
ィ
ア
ズ
通
り

05 04



18 5 7-6 0

18 6 5

18 5 0

18 5 3-5 6

18 5 3

18 7 0

美
し
い
色
彩
と
光
で
描
く

人
間
の
原
風
景
。

FE ATUR E

山梨県立美術館

小坂井 玲 学芸員

　ジ
ャ
ン=

フ
ラ
ン
ソ
ワ
・
ミ
レ
ー
は
、1
8
1
4
年
に
フ

ラ
ン
ス
北
西
部
ノ
ル
マ
ン
デ
ィ
ー
地
方
の
村
・
グ
リ
ュ

シ
ー
で
農
家
の
長
男
と
し
て
生
ま
れ
ま
し
た
。土
地
を
持

ち
、古
く
か
ら
続
く
農
家
で
、親
戚
に
は
聖
職
者
も
い
た
こ

と
な
ど
か
ら
、幼
少
期
に
は
古
典
的
な
物
語
や
宗
教
に
関

す
る
知
識
を
身
に
付
け
て
い
っ
た
よ
う
で
す
。

　小
さ
い
頃
か
ら
絵
を
描
く
の
が
得
意
だ
っ
た
ミ
レ
ー

は
、18
歳
に
な
る
と
グ
リ
ュ
シ
ー
の
近
く
に
あ
る
シ
ェ
ル

ブ
ー
ル
に
出
て
絵
画
を
学
び
、1
8
3
7
年
に
は
パ
リ
に

出
て
国
立
の
美
術
学
校
で
指
導
を
受
け
る
こ
と
に
な
り
ま

し
た
。当
時
の
美
術
教
育
で
は
、神
話
や
宗
教
を
主
題
と
し

た
歴
史
画
が
高
貴
な
も
の
と
さ
れ
、こ
れ
ら
を
描
く
こ
と

が
基
本
で
あ
っ
た
た
め
、ミ
レ
ー
も
そ
れ
に
な
ら
っ
て
学

び
始
め
ま
し
た
。

　当
時
、画
家
の
登
竜
門
で
あ
っ
た
ロ
ー
マ
賞
の
獲
得

も
一
つ
の
目
標
で
し
た
。受
賞
者
は
国
費
で
絵
画
の
本

場
・
ロ
ー
マ
に
留
学
す
る
こ
と
が
で
き
た
た
め
、賞
を
獲

得
す
る
こ
と
は
画
家
と
し
て
の
成
功
へ
の
近
道
で
し
た
。

ミ
レ
ー
も
こ
の
コ
ン
ク
ー
ル
に
挑
み
ま
す
が
落
選
。し
か

し
1
8
4
0
年
に
、官
展
で
あ
る
パ
リ
の
サ
ロ
ン
で
肖
像

画
が
初
入
選
を
果
た
し
ま
す
。

　サ
ロ
ン
で
入
選
と
い
う
成
功
を
手
に
し
た
ミ
レ
ー
は

シ
ェ
ル
ブ
ー
ル
に
戻
り
、依
頼
を
受
け
て
肖
像
画
を
制
作

し
た
り
、親
し
み
や
す
い
風
俗
画
な
ど
を
描
い
た
り
し
て

生
計
を
立
て
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。1
8
4
1
年
、ポ
ー

リ
ー
ヌ
と
結
婚
し
、妻
ポ
ー
リ
ー
ヌ
を
親
密
な
視
点
で
捉

え
た
、魅
力
的
な
肖
像
画《
ポ
ー
リ
ー
ヌ
・
V
・
オ
ノ
の
肖

像
》を
描
き
上
げ
ま
し
た
。ポ
ー
リ
ー
ヌ
と
二
人
で
パ
リ
に

戻
っ
た
ミ
レ
ー
の
生
活
は
、収
入
が
少
な
く
苦
し
か
っ
た

の
で
す
が
、過
去
の
巨
匠
の
作
品
を
見
て
ま
わ
り
、学
ぶ
こ

と
が
で
き
ま
し
た
。そ
の
よ
う
な
暮
ら
し
の
中
、体
が
弱

か
っ
た
ポ
ー
リ
ー
ヌ
が
1
8
4
4
年
に
亡
く
な
り
、ミ

レ
ー
は
再
び
シ
ェ
ル
ブ
ー
ル
に
戻
っ
た
の
で
す
。

　ポ
ー
リ
ー
ヌ
を
亡
く
し
た
ミ
レ
ー
は
生
涯
の
伴
侶
と
な

る
カ
ト
リ
ー
ヌ
・
ル
メ
ー
ル
と
出
会
い
、1
8
4
5
年
に
パ

リ
に
戻
り
ま
す
。以
降
、神
話
画
や
宗
教
画
を
サ
ロ
ン
に
出

品
し
入
選
を
果
た
し
ま
す
。し
か
し
な
が
ら
、批
評
家
た
ち

の
注
目
を
大
き
く
集
め
る
に
は
至
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

　1
8
4
8
年
、フ
ラ
ン
ス
は
3
度
目
の
大
き
な
革
命
期

を
迎
え
ま
す
。世
情
と
文
化
が
複
雑
に
絡
み
合
っ
て
い
る

フ
ラ
ン
ス
で
は
、美
術
の
世
界
も
変
わ
り
、作
品
も
一
般
大

衆
や
農
民
を
描
い
た
も
の
が
目
立
っ
て
き
ま
し
た
。そ
し

て
ミ
レ
ー
自
身
も
自
分
が
親
し
ん
で
き
た
文
化
圏
の
農

民
の
生
活
や
労
働
を
レ
パ
ー
ト
リ
ー
と
し
て
表
現
す
る

よ
う
に
な
り
、サ
ロ
ン
で
入
選
を
果
た
す
の
で
す
。ミ
レ
ー

が
農
民
画
を
描
く
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、社
会
に
と
っ
て

必
要
な
表
現
で
あ
る
と
感
じ
た
か
ら
だ
と
思
わ
れ
ま
す
。

　1
8
4
9
年
パ
リ
で
コ
レ
ラ
が
流
行
し
始
め
た
た
め
、

ミ
レ
ー
は
家
族
と
共
に
バ
ル
ビ
ゾ
ン
村
に
移
住
し
ま
し

た
。バ
ル
ビ
ゾ
ン
村
は
、パ
リ
近
郊
に
あ
る
フ
ォ
ン
テ
ー
ヌ

ブ
ロ
ー
の
森
の
外
れ
に
あ
り
、風
景
画
家
ル
ソ
ー
ら
の
制

作
の
拠
点
で
し
た
。ミ
レ
ー
は
、こ
こ
で
山
梨
県
立
美
術
館

で
所
蔵
す
る《
種
を
ま
く
人
》を
描
き
ま
し
た
。こ
の
作
品

は
、移
住
後
初
の
サ
ロ
ン
出
品
作
で
あ
る
こ
と
、ま
た
、農

民
画
に
専
念
し
て
い
く
ミ
レ
ー
の
最
初
期
の
作
品
で
あ

り
、ミ
レ
ー
の
代
表
作
と
い
え
る
も
の
で
す
。一
農
民
が
こ

の
よ
う
な
威
厳
に
あ
ふ
れ
た
姿
で
描
か
れ
た
こ
と
は
、当

時
の
慣
習
か
ら
逸
脱
す
る
表
現
と
し
て
非
難
さ
れ
る
こ
と

も
あ
り
ま
し
た
が
、新
し
い
社
会
の
主
役
で
あ
る
民
衆
を

象
徴
す
る
作
品
と
し
て
、高
く
評
価
す
る
文
筆
家
や
批
評

家
も
い
ま
し
た
。

　ま
た
、当
館
に
は
1
8
5
3
年
に
制
作
さ
れ
た《
落
ち
穂

拾
い
、夏
》も
収
蔵
さ
れ
て
い
ま
す
。「
落
ち
穂
拾
い
」は
、収

穫
を
終
え
た
大
地
に
穂
を
残
し
、貧
し
い
人
々
に
施
し
と

し
て
与
え
る
風
習
で
、聖
書
に
も
記
述
さ
れ
て
い
ま
す
。こ

の
光
景
を
バ
ル
ビ
ゾ
ン
村
で
初
め
て
目
に
し
た
ミ
レ
ー

は
、感
銘
を
受
け
て
こ
の
主
題
に
取
り
組
み
ま
し
た
。本
作

品
は
、春
夏
秋
冬
の
移
り
変
わ
り
を
四
つ
の
農
事
と
し
て

描
い
た
連
作
の
一
つ
で
も
あ
り
ま
す
。

　四
季
連
作
へ
の
取
り
組
み
に
も
み
ら
れ
る
よ
う
に
、ミ

レ
ー
は
労
働
す
る
人
間
を
テ
ー
マ
に
し
た
と
い
う
よ
り

は
、自
然
と
共
に
あ
る
人
々
の
生
活
を
テ
ー
マ
と
し
た
画

家
と
い
え
ま
す
。画
業
後
半
に
は
風
景
画
も
多
く
制
作
し

て
い
て
、明
る
く
、鮮
や
か
な
色
彩
を
用
い
た
繊
細
な
表
現

が
魅
力
的
で
す
。ま
た
、風
景
の
中
に
小
さ
く
人
々
の
姿
が

描
か
れ
て
い
て
、農
民
の
姿
を
主
役
と
し
て
展
開
し
た
作

品
と
の
つ
な
が
り
も
感
じ
ら
れ
ま
す
。た
だ
美
し
い
景
色

と
し
て
で
は
な
く
、人
が
生
活
を
す
る
環
境
と
し
て
描
か

れ
て
い
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ
ま
す
。

　ミ
レ
ー
は
1
8
7
5
年
に
バ
ル
ビ
ゾ
ン
村
で
そ
の
生
涯

を
閉
じ
る
ま
で
描
き
続
け
ま
し
た
。ミ
レ
ー
が
描
く
風
景

は
人
間
の
原
風
景
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。ふ
と
し
た
日

常
の
気
付
き
を
積
み
重
ね
て
い
く
こ
と
で
、一
層
ミ
レ
ー

作
品
の
持
つ
深
い
魅
力
が
心
に
染
み
て
く
る
よ
う
に
な
り

ま
す
。そ
し
て
見
た
こ
と
が
あ
る
も
の
に
対
し
て
感
じ
た

り
、考
え
た
り
、見
て
い
る
も
の
が
何
な
の
か
考
え
る
き
っ

か
け
に
も
な
る
、ミ
レ
ー
の
絵
画
と
は
、そ
う
い
う
も
の
だ

と
思
い
ま
す
。

「落ち穂拾い、夏」 油彩・麻布／38.3×29.3cm
ミレーは生涯に3度、四季連作を制作しており、本作は最
初の連作の「夏」にあたる。落ち穂を拾う貧しい農民の姿
を主題にしている。豊かな収穫の季節を表した作品。

「鶏に餌をやる女」 油彩・板／73.0×53.5cm
戸口で鶏に餌をやる女性とそこに集まる鶏。鶏もそれぞれ
の個性が描かれている。柵の向こうでは男性が働く姿も
あり、農家の夫婦の日常生活が描かれた作品。

「グレヴィルの断崖」 油彩・麻布／24.0×33.0cm
普仏戦争の戦火を避けて、港町シェルブールに滞在した
際に描いた作品。静かにそこにある海のあるがままの表情が
描かれている。

「
雁
を
見
上
げ
る
羊
飼
い
の
少
女
」 

パ
ス
テ
ル・
紙
／
58
・
0
×
41
・
6㎝（
寄
託
作
品
）

ミ
レ
ー
は
優
れ
た
パ
ス
テ
ル
画
の
作
品
も
制
作
し
て
い
る
。編
み
物
を
す
る
羊
飼
い
の
少
女
た

ち
が
冬
の
訪
れ
を
告
げ
る
雁
の
群
れ
を
見
上
げ
る
姿
が
細
や
か
な
表
現
で
描
か
れ
て
い
る
。

「
夕
暮
れ
に
羊
を
連
れ
帰
る
羊
飼
い
」 

油
彩
・
板
／
53
・
5
×
71
・
0㎝

群
れ
を
導
く
羊
飼
い
の
姿
に
は
、宗
教
的
な
象
徴
性
も
感
じ
ら
れ
る
。家
畜
を
農
民
か
ら
預
か
り
、

村
を
離
れ
て
過
ご
す
牧
人
は
、自
然
に
精
通
す
る
神
秘
的
な
存
在
と
し
て
も
見
ら
れ
た
。

「種をまく人」 油彩・麻布／99.7×80.0cm
威厳に満ちた農民の姿を描いた本作はサロン出品の際にも賛否を巻き起こした。ほぼ同じ構図の作品がボストン
美術館に所蔵されているが、同じ主題を繰り返し描くというのも、ミレーという画家を考える時に重要な要素である。

図
版
は
す
べ
て

山
梨
県
立
美
術
館
蔵
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18 5 7-6 0

18 6 5

18 5 0

18 5 3-5 6

18 5 3

18 7 0

美
し
い
色
彩
と
光
で
描
く

人
間
の
原
風
景
。

FE ATUR E

山梨県立美術館

小坂井 玲 学芸員

　ジ
ャ
ン=

フ
ラ
ン
ソ
ワ
・
ミ
レ
ー
は
、1
8
1
4
年
に
フ

ラ
ン
ス
北
西
部
ノ
ル
マ
ン
デ
ィ
ー
地
方
の
村
・
グ
リ
ュ

シ
ー
で
農
家
の
長
男
と
し
て
生
ま
れ
ま
し
た
。土
地
を
持

ち
、古
く
か
ら
続
く
農
家
で
、親
戚
に
は
聖
職
者
も
い
た
こ

と
な
ど
か
ら
、幼
少
期
に
は
古
典
的
な
物
語
や
宗
教
に
関

す
る
知
識
を
身
に
付
け
て
い
っ
た
よ
う
で
す
。

　小
さ
い
頃
か
ら
絵
を
描
く
の
が
得
意
だ
っ
た
ミ
レ
ー

は
、18
歳
に
な
る
と
グ
リ
ュ
シ
ー
の
近
く
に
あ
る
シ
ェ
ル

ブ
ー
ル
に
出
て
絵
画
を
学
び
、1
8
3
7
年
に
は
パ
リ
に

出
て
国
立
の
美
術
学
校
で
指
導
を
受
け
る
こ
と
に
な
り
ま

し
た
。当
時
の
美
術
教
育
で
は
、神
話
や
宗
教
を
主
題
と
し

た
歴
史
画
が
高
貴
な
も
の
と
さ
れ
、こ
れ
ら
を
描
く
こ
と

が
基
本
で
あ
っ
た
た
め
、ミ
レ
ー
も
そ
れ
に
な
ら
っ
て
学

び
始
め
ま
し
た
。

　当
時
、画
家
の
登
竜
門
で
あ
っ
た
ロ
ー
マ
賞
の
獲
得

も
一
つ
の
目
標
で
し
た
。受
賞
者
は
国
費
で
絵
画
の
本

場
・
ロ
ー
マ
に
留
学
す
る
こ
と
が
で
き
た
た
め
、賞
を
獲

得
す
る
こ
と
は
画
家
と
し
て
の
成
功
へ
の
近
道
で
し
た
。

ミ
レ
ー
も
こ
の
コ
ン
ク
ー
ル
に
挑
み
ま
す
が
落
選
。し
か

し
1
8
4
0
年
に
、官
展
で
あ
る
パ
リ
の
サ
ロ
ン
で
肖
像

画
が
初
入
選
を
果
た
し
ま
す
。

　サ
ロ
ン
で
入
選
と
い
う
成
功
を
手
に
し
た
ミ
レ
ー
は

シ
ェ
ル
ブ
ー
ル
に
戻
り
、依
頼
を
受
け
て
肖
像
画
を
制
作

し
た
り
、親
し
み
や
す
い
風
俗
画
な
ど
を
描
い
た
り
し
て

生
計
を
立
て
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。1
8
4
1
年
、ポ
ー

リ
ー
ヌ
と
結
婚
し
、妻
ポ
ー
リ
ー
ヌ
を
親
密
な
視
点
で
捉

え
た
、魅
力
的
な
肖
像
画《
ポ
ー
リ
ー
ヌ
・
V
・
オ
ノ
の
肖

像
》を
描
き
上
げ
ま
し
た
。ポ
ー
リ
ー
ヌ
と
二
人
で
パ
リ
に

戻
っ
た
ミ
レ
ー
の
生
活
は
、収
入
が
少
な
く
苦
し
か
っ
た

の
で
す
が
、過
去
の
巨
匠
の
作
品
を
見
て
ま
わ
り
、学
ぶ
こ

と
が
で
き
ま
し
た
。そ
の
よ
う
な
暮
ら
し
の
中
、体
が
弱

か
っ
た
ポ
ー
リ
ー
ヌ
が
1
8
4
4
年
に
亡
く
な
り
、ミ

レ
ー
は
再
び
シ
ェ
ル
ブ
ー
ル
に
戻
っ
た
の
で
す
。

　ポ
ー
リ
ー
ヌ
を
亡
く
し
た
ミ
レ
ー
は
生
涯
の
伴
侶
と
な

る
カ
ト
リ
ー
ヌ
・
ル
メ
ー
ル
と
出
会
い
、1
8
4
5
年
に
パ

リ
に
戻
り
ま
す
。以
降
、神
話
画
や
宗
教
画
を
サ
ロ
ン
に
出

品
し
入
選
を
果
た
し
ま
す
。し
か
し
な
が
ら
、批
評
家
た
ち

の
注
目
を
大
き
く
集
め
る
に
は
至
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

　1
8
4
8
年
、フ
ラ
ン
ス
は
3
度
目
の
大
き
な
革
命
期

を
迎
え
ま
す
。世
情
と
文
化
が
複
雑
に
絡
み
合
っ
て
い
る

フ
ラ
ン
ス
で
は
、美
術
の
世
界
も
変
わ
り
、作
品
も
一
般
大

衆
や
農
民
を
描
い
た
も
の
が
目
立
っ
て
き
ま
し
た
。そ
し

て
ミ
レ
ー
自
身
も
自
分
が
親
し
ん
で
き
た
文
化
圏
の
農

民
の
生
活
や
労
働
を
レ
パ
ー
ト
リ
ー
と
し
て
表
現
す
る

よ
う
に
な
り
、サ
ロ
ン
で
入
選
を
果
た
す
の
で
す
。ミ
レ
ー

が
農
民
画
を
描
く
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、社
会
に
と
っ
て

必
要
な
表
現
で
あ
る
と
感
じ
た
か
ら
だ
と
思
わ
れ
ま
す
。

　1
8
4
9
年
パ
リ
で
コ
レ
ラ
が
流
行
し
始
め
た
た
め
、

ミ
レ
ー
は
家
族
と
共
に
バ
ル
ビ
ゾ
ン
村
に
移
住
し
ま
し

た
。バ
ル
ビ
ゾ
ン
村
は
、パ
リ
近
郊
に
あ
る
フ
ォ
ン
テ
ー
ヌ

ブ
ロ
ー
の
森
の
外
れ
に
あ
り
、風
景
画
家
ル
ソ
ー
ら
の
制

作
の
拠
点
で
し
た
。ミ
レ
ー
は
、こ
こ
で
山
梨
県
立
美
術
館

で
所
蔵
す
る《
種
を
ま
く
人
》を
描
き
ま
し
た
。こ
の
作
品

は
、移
住
後
初
の
サ
ロ
ン
出
品
作
で
あ
る
こ
と
、ま
た
、農

民
画
に
専
念
し
て
い
く
ミ
レ
ー
の
最
初
期
の
作
品
で
あ

り
、ミ
レ
ー
の
代
表
作
と
い
え
る
も
の
で
す
。一
農
民
が
こ

の
よ
う
な
威
厳
に
あ
ふ
れ
た
姿
で
描
か
れ
た
こ
と
は
、当

時
の
慣
習
か
ら
逸
脱
す
る
表
現
と
し
て
非
難
さ
れ
る
こ
と

も
あ
り
ま
し
た
が
、新
し
い
社
会
の
主
役
で
あ
る
民
衆
を

象
徴
す
る
作
品
と
し
て
、高
く
評
価
す
る
文
筆
家
や
批
評

家
も
い
ま
し
た
。

　ま
た
、当
館
に
は
1
8
5
3
年
に
制
作
さ
れ
た《
落
ち
穂

拾
い
、夏
》も
収
蔵
さ
れ
て
い
ま
す
。「
落
ち
穂
拾
い
」は
、収

穫
を
終
え
た
大
地
に
穂
を
残
し
、貧
し
い
人
々
に
施
し
と

し
て
与
え
る
風
習
で
、聖
書
に
も
記
述
さ
れ
て
い
ま
す
。こ

の
光
景
を
バ
ル
ビ
ゾ
ン
村
で
初
め
て
目
に
し
た
ミ
レ
ー

は
、感
銘
を
受
け
て
こ
の
主
題
に
取
り
組
み
ま
し
た
。本
作

品
は
、春
夏
秋
冬
の
移
り
変
わ
り
を
四
つ
の
農
事
と
し
て

描
い
た
連
作
の
一
つ
で
も
あ
り
ま
す
。

　四
季
連
作
へ
の
取
り
組
み
に
も
み
ら
れ
る
よ
う
に
、ミ

レ
ー
は
労
働
す
る
人
間
を
テ
ー
マ
に
し
た
と
い
う
よ
り

は
、自
然
と
共
に
あ
る
人
々
の
生
活
を
テ
ー
マ
と
し
た
画

家
と
い
え
ま
す
。画
業
後
半
に
は
風
景
画
も
多
く
制
作
し

て
い
て
、明
る
く
、鮮
や
か
な
色
彩
を
用
い
た
繊
細
な
表
現

が
魅
力
的
で
す
。ま
た
、風
景
の
中
に
小
さ
く
人
々
の
姿
が

描
か
れ
て
い
て
、農
民
の
姿
を
主
役
と
し
て
展
開
し
た
作

品
と
の
つ
な
が
り
も
感
じ
ら
れ
ま
す
。た
だ
美
し
い
景
色

と
し
て
で
は
な
く
、人
が
生
活
を
す
る
環
境
と
し
て
描
か

れ
て
い
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ
ま
す
。

　ミ
レ
ー
は
1
8
7
5
年
に
バ
ル
ビ
ゾ
ン
村
で
そ
の
生
涯

を
閉
じ
る
ま
で
描
き
続
け
ま
し
た
。ミ
レ
ー
が
描
く
風
景

は
人
間
の
原
風
景
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。ふ
と
し
た
日

常
の
気
付
き
を
積
み
重
ね
て
い
く
こ
と
で
、一
層
ミ
レ
ー

作
品
の
持
つ
深
い
魅
力
が
心
に
染
み
て
く
る
よ
う
に
な
り

ま
す
。そ
し
て
見
た
こ
と
が
あ
る
も
の
に
対
し
て
感
じ
た

り
、考
え
た
り
、見
て
い
る
も
の
が
何
な
の
か
考
え
る
き
っ

か
け
に
も
な
る
、ミ
レ
ー
の
絵
画
と
は
、そ
う
い
う
も
の
だ

と
思
い
ま
す
。

「落ち穂拾い、夏」 油彩・麻布／38.3×29.3cm
ミレーは生涯に3度、四季連作を制作しており、本作は最
初の連作の「夏」にあたる。落ち穂を拾う貧しい農民の姿
を主題にしている。豊かな収穫の季節を表した作品。

「鶏に餌をやる女」 油彩・板／73.0×53.5cm
戸口で鶏に餌をやる女性とそこに集まる鶏。鶏もそれぞれ
の個性が描かれている。柵の向こうでは男性が働く姿も
あり、農家の夫婦の日常生活が描かれた作品。

「グレヴィルの断崖」 油彩・麻布／24.0×33.0cm
普仏戦争の戦火を避けて、港町シェルブールに滞在した
際に描いた作品。静かにそこにある海のあるがままの表情が
描かれている。

「
雁
を
見
上
げ
る
羊
飼
い
の
少
女
」 

パ
ス
テ
ル・
紙
／
58
・
0
×
41
・
6㎝（
寄
託
作
品
）

ミ
レ
ー
は
優
れ
た
パ
ス
テ
ル
画
の
作
品
も
制
作
し
て
い
る
。編
み
物
を
す
る
羊
飼
い
の
少
女
た

ち
が
冬
の
訪
れ
を
告
げ
る
雁
の
群
れ
を
見
上
げ
る
姿
が
細
や
か
な
表
現
で
描
か
れ
て
い
る
。

「
夕
暮
れ
に
羊
を
連
れ
帰
る
羊
飼
い
」 

油
彩
・
板
／
53
・
5
×
71
・
0㎝

群
れ
を
導
く
羊
飼
い
の
姿
に
は
、宗
教
的
な
象
徴
性
も
感
じ
ら
れ
る
。家
畜
を
農
民
か
ら
預
か
り
、

村
を
離
れ
て
過
ご
す
牧
人
は
、自
然
に
精
通
す
る
神
秘
的
な
存
在
と
し
て
も
見
ら
れ
た
。

「種をまく人」 油彩・麻布／99.7×80.0cm
威厳に満ちた農民の姿を描いた本作はサロン出品の際にも賛否を巻き起こした。ほぼ同じ構図の作品がボストン
美術館に所蔵されているが、同じ主題を繰り返し描くというのも、ミレーという画家を考える時に重要な要素である。

図
版
は
す
べ
て
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1979
く
人
》と《
夕
暮
れ
に
羊
を
連
れ
帰
る
羊
飼
い
》で
す
。

ど
の
美
術
館
で
も
目
玉
と
な
る
作
品
を
買
う
こ
と
は

あ
り
ま
す
が
、当
館
の
場
合
は
こ
の
2
点
で
終
わ
ら
す

こ
と
な
く
、ミ
レ
ー
の
さ
ま
ざ
ま
な
画
業
が
紹
介
で
き

る
よ
う
に
、主
題
や
制
作
時
期
を
考
慮
し
、《
落
ち
穂
拾

い
、夏
》を
は
じ
め
肖
像
画
、風
景
画
な
ど
幅
広
い
ジ
ャ

ン
ル
の
作
品
を
収
集
し
ま
し
た
。現
在
ミ
レ
ー
の
作
品

は
70
点
、そ
の
う
ち
油
彩
画
が
12
点
と
な
り
ま
し
た
。

こ
れ
は
世
界
的
に
も
大
変
多
い
数
だ
と
思
い
ま
す
。こ

の
よ
う
に
、地
道
に
集
め
続
け
て
き
た
こ
と
が『
ミ

レ
ー
の
美
術
館
』と
い
わ
れ
る
ゆ
え
ん
だ
と
思
い
ま

す
。さ
ら
に
バ
ル
ビ
ゾ
ン
派
の
価
値
や
美
術
史
的
な
位

置
を
し
っ
か
り
と
示
す
た
め
に
ル
ソ
ー
、デ
ィ
ア
ズ
、ト

ロ
ワ
イ
ヨ
ン
、デ
ュ
プ
レ
な
ど
の
バ
ル
ビ
ゾ
ン
派
の
作
品

や
ク
ロ
ー
ド
・
ロ
ラ
ン
、ラ
イ
ス
ダ
ー
ル
、ク
ー
ル
ベ
な

ど
西
洋
の
風
景
画
で
欠
か
せ
な
い
画
家
の
作
品
も
そ

ろ
え
ま
し
た
。

　
ま
た
、建
物
の
改
築
、増
築
も
進
み
ま
し
た
。通
常
、美

術
館
は
ど
の
よ
う
な
作
品
に
も
合
わ
せ
ら
れ
る
よ
う
に

白
い
壁
が
基
調
と
な
り
ま
す
が
、ミ
レ
ー
と
バ
ル
ビ
ゾ

ン
派
に
特
化
し
た『
ミ
レ
ー
館
』で
は
第
1
室
は
赤
色
、

第
2
室
は
緑
色
の
壁
と
し
、斬
新
で
あ
り
な
が
ら
も
作

品
が
映
え
る
よ
う
に
し
て
い
ま
す
。さ
ら
に
、収
蔵
庫
も

増
築
す
る
な
ど
目
立
た
な
い
部
分
も
し
っ
か
り
と
充
実

さ
せ
、作
品
一
つ
一
つ
を
大
切
に
保
管
し
て
い
ま
す
。こ

う
し
た
こ
と
は
、文
化
の
底
上
げ
に
つ
な
が
る
こ
と
で

あ
り
、重
要
な
取
り
組
み
で
あ
る
と
思
っ
て
い
ま
す
」

山梨県立美術館は
1978（昭和53）年11月3日に開館し
今年40周年を迎えました。
「ミレーの美術館」として親しまれ、
世界的にも有数のコレクションを誇る
美術館のこれまでの歩みを、
井澤英理子学芸幹が語ります。

　
「
山
梨
県
立
美
術
館
は
山
梨
県
の
置
県
1
0
0
年
を
記

念
し
て
計
画
さ
れ
ま
し
た
。当
初
は
総
合
博
物
館
を
開
設

予
定
で
し
た
が
、当
時
の
田
辺
国
男
知
事
が『
ほ
と
ん
ど
の

博
物
館
は
レ
プ
リ
カ
と
パ
ネ
ル
展
示
ば
か
り
で
、こ
れ
で

は
い
け
な
い
。本
物
で
い
き
た
い
』と
、ま
ず
は
美
術
館
を

と
考
え
、県
農
業
試
験
場
の
跡
地
に
建
設
し
ま
し
た
。

　開館
に
あ
た
り
、山
梨
の
芸
術
家
の
作
品
以
外
に
ど

の
よ
う
な
作
品
を
収
蔵
す
べ
き
か
を
検
討
す
る
中
で
、

初
代
館
長
・
千
澤
楨
治
氏
か
ら
バ
ル
ビ
ゾ
ン
派
が
よ
い

の
で
は
な
い
か
と
の
提
案
が
あ
り
ま
し
た
。日
本
の
近

代
美
術
に
関
す
る
作
品
は
す
で
に
収
蔵
し
て
い
る
美
術

館
が
あ
る
の
で
、西
洋
美
術
を
集
め
る
こ
と
で
差
別
化

が
図
れ
る
こ
と
、ま
た
、自
然
の
営
み
や
農
村
風
景
な
ど

が
山
梨
県
と
重
な
る
こ
と
か
ら
、バ
ル
ビ
ゾ
ン
派
の
作

品
を
収
蔵
す
る
こ
と
に
決
定
し
ま
し
た
。そ
し
て
、な
ん

と
そ
の
タ
イ
ミ
ン
グ
で
、ミ
レ
ー
の
作
品
が
売
り
に
出

る
、し
か
も《
種
を
ま
く
人
》と
い
う
吉
報
が
届
い
た
の
で

す
。ミ
レ
ー
の
油
彩
作
品
自
体
は
多
く
あ
り
ま
せ
ん
の

で
、欲
し
い
と
い
っ
て
も
な
か
な
か
市
場
に
出
る
も
の

で
は
あ
り
ま
せ
ん
。《
種
を
ま
く
人
》ほ
ど
の
傑
作
に
巡

り
合
い
、山
梨
県
が
購
入
で
き
た
こ
と
は
本
当
に
幸
運

だ
っ
た
と
思
い
ま
す
」

　
「
当
館
が
最
初
に
購
入
し
た
ミ
レ
ー
作
品
は《
種
を
ま

山
梨
県
と「
ミ
レ
ー
」の

運
命
的
な
出
会
い

「
ミ
レ
ー
の
美
術
館
」と
な
り
得
た
わ
け

1985

1991
1993

1998
2014

FE ATUR E山梨県立美術館と
ミレー。

「
ミ
レ
ー
展
」

「
バル
ビ
ゾ
ン
派
と
日
本
」

「
自
然
に
帰
れ

 

ミ
レ
ー
と

 

農
民
画
の
伝
統
」

「
生
誕
2
0
0
年

 

ミ
レ
ー
展
」

「
ミ
レ
ー
と
バル
ビ
ゾ
ン
派
」
「
ミ
レ
ー
展

 

ボ
ス
ト
ン
美
術
館
蔵
」

昭和52年、東京・銀座の飯田画廊にて、報道陣に初公開した《種をまく人》《夕暮れに羊を連れ帰る羊飼い》
（山梨日日新聞社提供）

開館当日の朝。徹夜で待つ人など、開館時間までには約400人が列をつくった
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訪
れ
た
皆
さ
ま
に
寄
り
添
え
る

美
術
館
で
あ
り
た
い

山梨県立美術館

甲府市貢川1丁目4-27／TEL.055-228-3322

山梨県立美術館

井澤 英理子学芸幹

　「当
館
が
あ
る
芸
術
の
森
公
園
に
は
随
所
に
彫
刻
が

配
置
さ
れ
、『
バ
ル
ビ
ゾ
ン
の
庭
』に
は
ミ
レ
ー
と
親
友

ル
ソ
ー
の
記
念
碑
も
あ
り
ま
す
。ま
た
、園
内
に
は
バ
ラ

園
や
日
本
庭
園
、ボ
タ
ン
園
、さ
ら
に
文
学
館
も
あ
り
ま

す
。四
季
折
々
の
美
し
い
自
然
が
迎
え
て
く
れ
る
公
園

の
散
策
を
楽
し
み
な
が
ら
、本
物
の
芸
術
に
出
会
い
親

し
ん
で
い
た
だ
け
ま
す
。

　開
館
か
ら
40
年
が
経
ち
、こ
の
美
術
館
と
出
会
っ
た
こ

と
で
、人
生
を
変
え
る
よ
う
な
こ
と
が
何
か
あ
っ
た
ら

と
思
い
、皆
さ
ま
か
ら
美
術
館
と
の
関
わ
り
を
つ
づ
っ

た
エ
ッ
セ
ー
を
募
集
し
ま
し
た
。開
館
当
日
に
一
列
目

に
並
ん
で
い
た
方
は『
山
梨
の
文
化
の
夜
明
け
だ
』と
感

想
を
述
べ
ら
れ
ま
し
た
。《
種
を
ま
く
人
》は
、自
分
の
気

持
ち
と
重
ね
合
わ
せ
て
見
る
方
が
多
い
作
品
で
、あ
る

人
は
、仕
事
な
ど
い
ろ
い
ろ
な
こ
と
に
迷
っ
て
い
る
時

に
こ
の
絵
を
見
て『
自
分
は
こ
の
ま
ま
で
い
い
、あ
り
の

ま
ま
で
い
い
ん
だ
』と
思
っ
た
そ
う
で
す
。絵
画
は
見
る

時
々
で
い
ろ
い
ろ
な
思
い
を
抱
け
る
も
の
で
す
か
ら
、何

度
も
繰
り
返
し
訪
ね
て
ほ
し
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。開
館

40
周
年
を
記
念
し
て
作
っ
た
当
館
の
キ
ャ
ッ
チ
コ
ピ
ー

『
種
を
ま
く 

世
界
が
ひ
ら
く
』に
は
、そ
れ
ぞ
れ
の
世
界

が
開
い
て
い
く
と
い
う
思
い
が
込
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

　親
に
連
れ
ら
れ
て
来
た
子
が
、友
だ
ち
と
来
て
、恋
人

と
来
て
、結
婚
し
て
子
ど
も
を
連
れ
て
来
て
、い
つ
か
孫

を
連
れ
て
来
る
…
。そ
ん
な
ふ
う
に
人
生
の
節
目
節
目

に
、か
し
こ
ま
ら
ず
に
来
て
も
ら
い
、そ
の
時
の
自
分
の

気
持
ち
な
ど
も
反
映
さ
せ
な
が
ら
見
て
い
た
だ
き
た
い

と
思
い
ま
す
。私
た
ち
も
そ
の
時
そ
の
時
の
皆
さ
ま
に

寄
り
添
え
る
美
術
館
で
あ
り
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
」

　一日の終わりを迎え、牧人が牛の群れを笛の音で呼び寄せて
います。この絵で特徴的なのは、やはり「彩り」。ミレーは大気が見
せる微妙な表情を鋭敏な感覚で捉え、夕焼けをピンク、オレンジ、
そして紫、青といった色彩で表現しています。山梨県立美術館に
収蔵されている他の油彩画と比較しても、この明るく鮮やかな色
彩は特徴的なものです。
　制作年は不詳とされていますが、1850年代中期以降は、明る
く細やかな風景表現の作例が増えていること、また本作に関連す
るデッサン（1854～57年頃）の存在などから、1850年代後期の
作品であろうと推測されています。この頃からミレーはそれまでの
人物主体の表現から、風景表現に重きを置くようになり、人々を
取り巻く一つ一つの自然の景観を非常に大切に描くようになって

いきます。そのようなことから、後年のミレーにつながる転換点の作
例であるといわれています。
　本作はミレーの死後、遺族（おそらく弟）が米国のコレクターに
売り、1891年にミレーとも付き合いがあったボストンの法律家の手
に渡りました。そして1908年にボストンで開催された展覧会に出
品されて以降、広く一般の目に触れることはなかったと考えられて
います。そして今年、長い間専門家ですら情報を知り得なかった
幻の名画が、山梨県立美術館に収蔵されたことで、実に約100
年ぶりの一般公開となったのです。牛飼いが吹く角笛は、どんな
音を響かせているのか…。そんな想像をしながら鑑賞するのも
名画と触れ合う楽しみのひとつかもしれません。

「角笛を吹く牛飼い」
（油彩・板／38.1×27.9㎝）

山梨県立美術館40周年記念 新収蔵作品  

バルビゾンの庭に設置された「ミレーとルソーの記念碑」は、
フォンテーヌブローの森に設置されているものと同じブロンズ型から鋳造
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た
だ
け
ま
す
。

　開
館
か
ら
40
年
が
経
ち
、こ
の
美
術
館
と
出
会
っ
た
こ

と
で
、人
生
を
変
え
る
よ
う
な
こ
と
が
何
か
あ
っ
た
ら

と
思
い
、皆
さ
ま
か
ら
美
術
館
と
の
関
わ
り
を
つ
づ
っ

た
エ
ッ
セ
ー
を
募
集
し
ま
し
た
。開
館
当
日
に
一
列
目

に
並
ん
で
い
た
方
は『
山
梨
の
文
化
の
夜
明
け
だ
』と
感

想
を
述
べ
ら
れ
ま
し
た
。《
種
を
ま
く
人
》は
、自
分
の
気

持
ち
と
重
ね
合
わ
せ
て
見
る
方
が
多
い
作
品
で
、あ
る

人
は
、仕
事
な
ど
い
ろ
い
ろ
な
こ
と
に
迷
っ
て
い
る
時

に
こ
の
絵
を
見
て『
自
分
は
こ
の
ま
ま
で
い
い
、あ
り
の

ま
ま
で
い
い
ん
だ
』と
思
っ
た
そ
う
で
す
。絵
画
は
見
る

時
々
で
い
ろ
い
ろ
な
思
い
を
抱
け
る
も
の
で
す
か
ら
、何

度
も
繰
り
返
し
訪
ね
て
ほ
し
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。開
館

40
周
年
を
記
念
し
て
作
っ
た
当
館
の
キ
ャ
ッ
チ
コ
ピ
ー

『
種
を
ま
く 

世
界
が
ひ
ら
く
』に
は
、そ
れ
ぞ
れ
の
世
界

が
開
い
て
い
く
と
い
う
思
い
が
込
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

　親
に
連
れ
ら
れ
て
来
た
子
が
、友
だ
ち
と
来
て
、恋
人

と
来
て
、結
婚
し
て
子
ど
も
を
連
れ
て
来
て
、い
つ
か
孫

を
連
れ
て
来
る
…
。そ
ん
な
ふ
う
に
人
生
の
節
目
節
目

に
、か
し
こ
ま
ら
ず
に
来
て
も
ら
い
、そ
の
時
の
自
分
の

気
持
ち
な
ど
も
反
映
さ
せ
な
が
ら
見
て
い
た
だ
き
た
い

と
思
い
ま
す
。私
た
ち
も
そ
の
時
そ
の
時
の
皆
さ
ま
に

寄
り
添
え
る
美
術
館
で
あ
り
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
」

　一日の終わりを迎え、牧人が牛の群れを笛の音で呼び寄せて
います。この絵で特徴的なのは、やはり「彩り」。ミレーは大気が見
せる微妙な表情を鋭敏な感覚で捉え、夕焼けをピンク、オレンジ、
そして紫、青といった色彩で表現しています。山梨県立美術館に
収蔵されている他の油彩画と比較しても、この明るく鮮やかな色
彩は特徴的なものです。
　制作年は不詳とされていますが、1850年代中期以降は、明る
く細やかな風景表現の作例が増えていること、また本作に関連す
るデッサン（1854～57年頃）の存在などから、1850年代後期の
作品であろうと推測されています。この頃からミレーはそれまでの
人物主体の表現から、風景表現に重きを置くようになり、人々を
取り巻く一つ一つの自然の景観を非常に大切に描くようになって

いきます。そのようなことから、後年のミレーにつながる転換点の作
例であるといわれています。
　本作はミレーの死後、遺族（おそらく弟）が米国のコレクターに
売り、1891年にミレーとも付き合いがあったボストンの法律家の手
に渡りました。そして1908年にボストンで開催された展覧会に出
品されて以降、広く一般の目に触れることはなかったと考えられて
います。そして今年、長い間専門家ですら情報を知り得なかった
幻の名画が、山梨県立美術館に収蔵されたことで、実に約100
年ぶりの一般公開となったのです。牛飼いが吹く角笛は、どんな
音を響かせているのか…。そんな想像をしながら鑑賞するのも
名画と触れ合う楽しみのひとつかもしれません。

「角笛を吹く牛飼い」
（油彩・板／38.1×27.9㎝）

山梨県立美術館40周年記念 新収蔵作品  

バルビゾンの庭に設置された「ミレーとルソーの記念碑」は、
フォンテーヌブローの森に設置されているものと同じブロンズ型から鋳造

11 10



タマゴ・ハム・チーズが入った「コンプレットガレット」と、リンゴの発泡酒「シードル」

　小さ
い
頃
、ク
レ
ー
プ
屋
さ
ん
に
な
り
た
い
と
い
う
夢
を

抱
い
た
倉
津
あ
ゆ
み
さ
ん
は
、大
人
に
な
っ
て
パ
テ
ィ
シ
エ

と
し
て
働
い
て
い
る
時
に
フ
ラ
ン
ス
・
ブ
ル
タ
ー
ニ
ュ
地
方

の
郷
土
料
理「
ガ
レ
ッ
ト
」に
出
会
い
ま
し
た
。「
山
梨
で
も

ガ
レ
ッ
ト
を
広
め
た
い
」。そ
う
決
意
し
、単
身
で
フ
ラ
ン
ス

に
渡
り
修
業
し
、夢
へ
の
歩
み
を
着
実
に
進
め
、3
年
前
、甲

府
市
内
に
ガ
レ
ッ
ト
店
を
オ
ー
プ
ン
し
ま
し
た
。

　
「
日
本
で『
ガ
レ
ッ
ト
』と
い
う
と
、お
し
ゃ
れ
な
イ
メ
ー

ジ
が
あ
り
ま
す
が
、フ
ラ
ン
ス
で
は
ブ
ル
タ
ー
ニ
ュ
地
方
の

郷
土
料
理
と
し
て
、山
梨
の
ほ
う
と
う
と
同
じ
よ
う
に
身
近

な
食
べ
物
と
し
て
親
し
ま
れ
て
い
ま
す
。ブ
ル
タ
ー
ニ
ュ
地

方
や
ミ
レ
ー
の
故
郷
で
も
あ
る
ノ
ル
マ
ン
デ
ィ
ー
地
方
は

土
地
が
痩
せ
て
い
て
小
麦
の
成
育
に
は
不
向
き
な
た
め
、古

く
か
ら
ソ
バ
が
栽
培
さ
れ
、そ
ば
粉
を
使
う
文
化
が
根
付
い

て
い
た
よ
う
で
す
。日
本
で
は
蕎
麦
、フ
ラ
ン
ス
で
は
ガ

レ
ッ
ト
に
な
っ
た
ん
で
す
ね
。山
梨
県
立
美
術
館
に
あ
る
ミ

レ
ー
の
名
画《
種
を
ま
く
人
》で
描
か
れ
て
い
る
の
が
、ソ
バ

の
種
だ
と
い
う
説
が
あ
る
こ
と
を
聞
き
、縁
が
あ
る
よ
う
に

感
じ
て
驚
き
ま
し
た
」

　
「
帰
国
し
て
か
ら
都
内
の
ガ
レ
ッ
ト
専
門
店
で
働
き
ま
し

た
が
、私
は
山
梨
が
好
き
な
の
で
、自
分
の
お
店
を
出
す
な

ら
山
梨
で
と
決
め
て
い
ま
し
た
。ど
こ
に
い
て
も
自
然
が
近

く
、フ
ラ
ン
ス
の
田
舎
に
も
通
じ
る
と
こ
ろ
が
あ
る
山
梨
で
、

店
を
持
ち
た
か
っ
た
ん
で
す
。店
の
名
前
は『
す
き
ま
の
じ

か
ん
』と
い
う
タ
イ
ト
ル
の
時
計
と
出
会
っ
た
こ
と
が

き
っ
か
け
で
付
け
ま
し
た
。そ
の
時
計
は
フ
ラ
ン
ス
の
絵
本

『L ,heure vide（
ル
ー
ル 

ヴ
ィ
ッ
ド
）』を
も
と
に
作
ら
れ

て
い
る
こ
と
を
作
家
さ
ん
に
聞
き
ま
し
た
。絵
本
の
雰
囲
気

も
す
て
き
だ
っ
た
の
で
店
の
名
前
に
さ
せ
て
も
ら
っ
て
壁

に
時
計
を
飾
り
、店
も
そ
の
イ
メ
ー
ジ
に
合
わ
せ
て
つ
く
り

ま
し
た
。こ
れ
か
ら
は
皆
さ
ん
に『
ガ
レ
ッ
ト
』を
も
っ
と
身

近
に
、気
軽
に
、お
な
か
い
っ
ぱ
い
食
べ
て
い
た
だ
い
て
、

『
ガ
レ
ッ
ト
』と
い
う
フ
ラ
ン
ス
の
郷
土
料
理
を
山
梨
で
広

め
て
い
き
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
」

ミレーの故郷でも親しまれてきた
フランスの郷土料理「ガレット」を広めたい。

本
場
で
触
れ
た「
ガ
レ
ッ
ト
」に
親
し
む
食
文
化

「
ガ
レ
ッ
ト
」を
も
っ
と
気
軽
に

楽
し
ん
で
ほ
し
い

ガレットcafe すきまのじかん L,heure vide

そ 

ば

さ  んオーナー 倉津  あゆみ

甲府市丸の内1-14-14
オリオンイースト通り
TEL.055-236-2414
営業時間：11:30～20:00（L.O19:00）
定休日：月曜日（祝日の場合は翌日）

ガレットcafe
すきまのじかん  L,heure vide

ルール         ヴィッド

「すきまのじかん」のイメージで作られた壁掛け時計
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　幼
い
頃
か
ら
絵
を
描
く
こ
と
が
好
き
だ
っ
た
志
村
さ
と
み
さ

ん
は
、武
蔵
野
美
術
大
学
に
進
学
し
て
油
絵
を
専
攻
し
、人
物
像

を
中
心
に
描
い
て
い
ま
し
た
。大
学
で
の
学
び
の
中
で
、将
来
は

美
術
を
通
し
て
社
会
貢
献
を
し
た
い
と
い
う
思
い
を
抱
く
よ
う

に
な
っ
て
い
っ
た
そ
う
で
す
。

　「私
は
大
学
卒
業
後
、1
年
2
カ
月
の
間
、中
国
の
大
連
に
留

学
し
ま
し
た
。中
国
を
選
ん
だ
の
は
中
国
の
美
術
や
漢
字
が
好

き
だ
っ
た
か
ら
で
す
。現
地
で
は
、ま
ず
語
学
を
学
ん
で
か
ら
、

フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
デ
ザ
イ
ナ
ー
の
助
手
と
し
て
、シ
ョ
ー
で
モ
デ
ル

が
着
る
衣
装
に
絵
を
描
く
仕
事
を
し
ま
し
た
。休
日
に
は
、北
京

に
あ
る
若
い
芸
術
家
が
集
ま
る
エ
リ
ア
に
行
っ
た
り
、美
術
館

に
も
足
を
運
ん
だ
り
し
ま
し
た
。そ
う
し
た
中
で
、中
国
画
の
伝

統
を
生
か
し
つ
つ
、自
分
た
ち
の
新
し
い
感
性
を
入
れ
込
ん
で

作
品
を
創
作
す
る
人
た
ち
に
触
れ
、私
も
水
墨
画
の
よ
う
な
日

本
の
伝
統
美
術
の
上
に
自
分
の
表
現
を
し
て
い
き
た
い
と
思
う

よ
う
に
な
り
ま
し
た
」

　帰
国
後
、U
タ
ー
ン
し
、ワ
イ
ナ
リ
ー
に
就
職
し
て
か
ら
も
、絵

を
描
き
続
け
て
い
た
と
い
う
、さ
と
み
さ
ん
。描
い
た
の
は
ブ
ド

ウ
畑
で
一
生
懸
命
働
く
祖
母
の
姿
。描
く
う
ち
に
見
る
人
が
農
業

に
対
し
て
少
し
で
も
気
持
ち
を
向
け
て
く
れ
る
よ
う
な
作
品
を

つ
く
り
上
げ
た
い
と
思
う
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
と
い
い
ま
す
。

　「私
は
す
べ
て
の
お
年
寄
り
を
尊
敬
し
て
い
ま
す
。現
代
っ
子

で
苦
労
を
し
て
こ
な
か
っ
た
私
は
、祖
母
か
ら
い
ろ
い
ろ
な
話

を
聞
く
う
ち
に
、祖
母
の
し
わ
の
一
つ
一
つ
に
意
味
が
あ
る
と

感
じ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。さ
ら
に
、し
わ
は
造
形
的
に
も
美

し
い
と
私
は
思
っ
て
い
ま
す
。

　私
の
絵
に
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
山
梨
の
風
土
や
自
然
環
境

は
、フ
ラ
ン
ス
人
画
家
ミ
レ
ー
が
暮
ら
し
た
バ
ル
ビ
ゾ
ン
村
と

似
て
い
る
こ
と
も
あ
り
、自
然
と
ミ
レ
ー
を
意
識
し
て
い
る
部

分
は
あ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。画
風
が
似
て
い
る
ね
、と
言
わ
れ

る
こ
と
も
あ
り
う
れ
し
く
思
い
ま
す
。

　今
は
自
分
が
描
く
農
業
の
絵
に
、も
っ
と
思
い
を
入
れ
込
み

た
い
と
思
い
、ブ
ド
ウ
農
家
と
し
て
も
始
動
し
た
と
こ
ろ
で
す
。

畑
を
借
り
て
今
年
初
め
て
苗
を
植
え
、3
年
後
の
収
穫
を
目
指

し
て
い
ま
す
。『
美
術
と
農
業
を
結
び
付
け
た
社
会
貢
献
』。そ
の

明
確
な
答
え
を
見
つ
け
る
の
は
ま
だ
先
に
な
り
そ
う
で
す
が
、

一
歩
ず
つ
堅
実
に
歩
ん
で
い
き
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
」

専門相談員が常駐し、山梨への移住や就職について、ワンストッ
プでお手伝い。移住セミナーや各種イベントも開催しています。

やまなし暮らし

̶山梨への移住相談はこちらへ̶
やまなし暮らし支援センター

東京都千代田区有楽町2-10-1
東京交通会館8F NPOふるさと回帰支援センター内
TEL.03-6273-4306　FAX.03-6273-4307
E-mail：yamanashi@furusatokaiki.net
利用時間：火～日曜日 10:00～18:00

■市町村相談ウイーク
市町村の移住コンシェルジュ、移住担当者が、やまなし暮らし支援セン
ターの窓口で皆さまのご相談に応じます。詳しくは、やまなし暮らし支援
センターのHPで確認ください。
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農
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中
央
市
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鉛筆で水墨画のような濃淡を描く、さとみさん。「水墨画は一色でありながら、さまざま
な色が表されますが、私はそれを鉛筆で表現したいと思っています」と語ります

「為活而作（いきるためにつくる）」
（第77回山梨美術協会展　山梨美術協会賞受賞作品）

自宅の近くに借りたブドウ畑で
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と
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然
の
尊
さ
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伝
え
る
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ら
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梨
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庭
園
の
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に
あ
る
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礼
席
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畳
、和
室
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畳
、茶
席
4
畳
半
が
あ
り
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で
利
用
で
き
る
。ま
た
、お
茶
会

や
、落
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な
ど
の
イ
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さ

れ
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い
の
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と
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る
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。
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術
館
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る
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川
沿
い
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土
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は
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並
木
の
遊
歩
道
と
し
て

整
備
さ
れ
、彫
刻
作
品
な
ど
も
展
示

さ
れ
て
い
る
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王
駅
と
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術
館
を
結

ぶ
散
策
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と
し
て
も
楽
し
め
る
。
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樋
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や
芥
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龍
之
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、飯
田
蛇

笏
ら
、山
梨
ゆ
か
り
の
文
豪
の
資
料

を
展
示
し
て
い
る
。ま
た
、広
く
文
学

に
親
し
む
イ
ベ
ン
ト
な
ど
も
開
催
し
て

い
る
。

竜王駅から山梨県立美術館がある芸術の森公園までは、

盆地を囲む山々を眺めながら貢川沿いの遊歩道を歩くか、

バスやタクシーを使って向かいます。

人々が暮らす住宅街や、猫も散歩するのどかな道を通り、

いろいろな風景に出合うのも楽しみ。

ミレーの絵画と山梨の自然のイメージを重ねながら、

芸術の森公園とその周辺をてくてくと…。

　芸術の森公園で、美術館帰りのすてきなご夫妻に会い
ました。芸術が好きで各地の美術館や文学館を巡るのが
趣味というお二人。「東京からミレーの新収蔵作品を見に
来ました。色彩がとてもきれいな絵ですね」（奥さま）「私は山
梨出身ですから県立美術館はなじみ深いです」（ご主人）
と穏やかな笑顔で話してくれました。

散策コース

駐車場

真福寺入口
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貢川団地入口
貢川二丁目
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甲府昭和IC

川沿いに
オブジェがある♪

ここからは
富士山が
きれいに見えるヨ！！　色とりどりの

バラの花がきれい

木々が多くて
癒される…

駅舎からの
眺めが最高！

紅葉がきれい

竜 王 駅

J R 中 央 本 線
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芸術の小径
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バルビゾンの庭
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ボタン園

ザ・ビッグ
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中
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自
動
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道
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バ
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芸術の森公園

山梨県立文学館
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素心菴

ふみの池

こだま広場

バス停（県立美術館）
※甲府駅方面

バス停
（県立美術館）
※竜王駅方面

県営
貢川団地

山梨県立美術館には、竜王駅南口から

山梨交通バスの県立美術館・甲府駅・昇仙峡方面に

乗ると便利です。
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乗ると便利です。

セブンイレブン
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懐
か
し
く
、美
し
い
、

人
の
心
に
宿
る
原
風
景
。

ミレーが風景画を多く描き始めたのは1850年代末頃から。風景を主題として描く中で、刻一刻と変化
していく自然の表情を表現する色調に重きが置かれるようになった。《ヴォージュ山中の牧場風景》は
旅行先でのスケッチをもとにバルビゾン村のアトリエで制作されたものである。ミレーの晩年のパステ
ル画を特徴づける豊かな色彩がここにも認められる。

「ヴォージュ山中の牧場風景」 1868年  パステル・紙／70.0×95.0cm（山梨県立美術館蔵）

緩
や
か
な
起
伏
の
あ
る
大
地
、広
が
る
空
。

そ
こ
に
は
自
然
の
恵
み
を
享
受
し
な
が
ら
生
き
る
人
間
の
日
々
の
暮
ら
し
が
あ
る
。

ミ
レ
ー
が
そ
の
温
か
な
ま
な
ざ
し
で
見
つ
め
、描
き
出
し
た
も
の
は
、

誰
も
が
心
の
ど
こ
か
に
思
い
を
重
ね
る
こ
と
が
で
き
る
原
風
景
。

ミ
レ
ー
が
描
く
風
景
画
と
、山
梨
の
風
景
は
、ど
こ
か
似
て
い
る
気
が
す
る
。

自
然
と
人
が
共
に
生
き
る
、そ
ん
な
文
化
が
根
付
い
て
い
る
か
ら
か
も
し
れ
な
い
。 
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山梨へは中央線の特急列車でどうぞ！
便利で快適な特急「あずさ」・「スーパーあずさ」・「かいじ」

主
な
停
車
駅

新

　
宿

立

　
川

八
王
子

甲

　
府

特急列車のご予約は「えきねっと」で！ ●パソコン・スマホからラクラク簡単予約！
●指定席が発売開始日の
　さらに1週間前から事前受付OK！
●指定席券売機でスムーズにお受取り！

※一部の列車や一部の区間は「えきねっと」でお取扱いしておりません。
※乗車日の1ヶ月+1週間前から指定席を事前に申し込むことができます。実際の発売手配は乗車日1ヶ月前の午前10時からとなります。
※満席等の理由により、座席をご用意できない場合があります。※運転日や運転時刻、停車駅などは事前にご確認ください。
※掲載内容は2018年10月現在の情報です。ご利用の際はホームページなどで最新情報をご確認ください。※路線図や写真はイメージです。 

会員登録無料
会員登録無料

詳しくはホームページをご覧ください。




