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博
覧
会
か
ら
生
ま
れ
た
博
物
館

伊
藤
●

今
日
は
、
特
別
展「
万
国
博
覧
会
の

美
術
」
を
め
ぐ
っ
て
、
十
九
世
紀
、
万
国
博

覧
会
の
時
代
に
つ
い
て
お
話
を
う
か
が
い
た

い
と
思
い
ま
す
。
ど
う
ぞ
よ
ろ
し
く
お
願
い

し
ま
す
。

海
野
●

東
京
国
立
博
物
館
は
そ
も
そ
も
博
覧

会
と
深
い
関
わ
り
が
あ
る
で
し
ょ
う
。

伊
藤
●

そ
う
で
す
ね
、
日
本
が
初
め
て
万
博

に
参
加
し
た
の
は
一
八
七
三
年
の
ウ
ィ
ー
ン

万
国
博
覧
会
で
す
が
、
そ
の
前
の
年
、
予
行

演
習
と
し
て
、
日
本
最
初
の
博
覧
会
が
湯
島

の
聖
堂
で
開
催
さ
れ
る
ん
で
す
よ
。
こ
れ
が
、

東
京
国
立
博
物
館
の
始
ま
り
と
さ
れ
て
い
ま

す
。
一
八
七
七
年
に
は
第
一
回
内
国
勧
業
博

覧
会
が
現
在
の
上
野
公
園
で
開
催
さ
れ
、
一

八
八
一
年
の
第
二
回
内
国
勧
業
博
覧
会
で
は
、

新
築
の
博
物
館
本
館
が
博
覧
会
の
美
術
館
と

し
て
使
わ
れ
て
い
ま
す
。
所
蔵
作
品
に
つ
い

て
も
博
覧
会
ゆ
か
り
の
も
の
が
た
く
さ
ん
あ

っ
て
、
万
国
博
覧
会
に
出
品
さ
れ
た
作
品
が

東
博
に
収
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
ま
さ
に
東
博

は
博
覧
会
の
申
し
子
な
ん
で
す
。
そ
の
後
博

物
館
の
あ
り
方
も
か
な
り
変
わ
り
ま
し
た
が
、

今
回
は
先
祖
帰
り
を
い
た
し
ま
し
て
、
こ
こ

に
ね
、た
と
え
ば
こ
れ
は
フ
ィ

ラ
デ
ル
フ
ィ
ア
万
博
の
写
真
で

す
が
、こ
う
い
う
世
界
を
再
現

し
よ
う
と
思
っ
て
る
ん
で
す
。

か
た
ち
と
装
飾

―
二
重
化
の
時
代

海
野
●

十
九
世
紀
は
万
博
の

時
代
と
い
わ
れ
て
い
る
ん
で
す

が
、
万
博
が
ど
う
い
う
意
味
で

時
代
を
象
徴
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
の

か
、
非
常
に
面
白
い
と
こ
ろ
で
す
ね
。
と
い

う
の
は
、
ち
ょ
う
ど
そ
の
と
き
に
ひ
と
つ
の

近
代
化
が
始
ま
っ
て
い
る
ん
で
す
ね
。
ぼ
く

は
一
八
三
〇
年
代
を
ひ
と
つ
の
曲
が
り
角
と

み
て
い
る
ん
で
す
。
そ
こ
で
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
を

中
心
と
し
た
近
代

都
市
が
大
き
な
転

換
期
を
迎
え
る
ん

で
す
。
そ
の
バ
ッ

ク
に
は
も
ち
ろ
ん

産
業
革
命
の
結
果

と
い
う
の
が
あ
る

ん
で
す
が
、
都
市

に
二
重
化
と
い
う

現
象
が
お
こ
る
ん

で
す
。
表
と
裏
、
二
重
に
な
っ
て
い
る
時
代

で
す
。
都
市
に
ま
っ
す
ぐ
な
大
通
り
が
で
き

て
、
そ
れ
に
面
し
て
フ
ァ
サ
ー
ド
が
で
き
る

ん
で
す
ね
。
お
店
は
み
ん
な
そ
っ
ち
へ
む
か

っ
て
並
ぶ
で
し
ょ
。
フ
ァ
サ
ー
ド
が
で
き
る

と
裏
通
り
が
で
き
る
。
建
物
に
表
と
裏
が
で

展
覧
会
の
構
成
と
主
な
出
品
作
品

十
九
世
紀
後
半「
万
国
博
覧
会
の
時

代
」、
東
西
の
文
化
が
劇
的
に
出
会
い
、

日
本
と
西
洋
の
美
術
は
大
き
な
変
貌
を

遂
げ
ま
し
た
。
今
回
の
展
覧
会
は
日
本

か
ら
出
品
さ
れ
た
工
芸
作
品
の
数
々

と
、
パ
リ
万
国
博
覧
会
を
彩
っ
た
西
洋

美
術
と
い
う
二
つ
の
柱
で
、
万
国
博
覧

会
と
美
術
の
足
跡
を
た
ど
り
ま
す
。
会

場
で
は
、
当
時
の
万
博
会
場
の
展
示
を

再
現
、
す
さ
ま
じ
い
ま
で
の
エ
ネ
ル
ギ

ー
に
溢
れ
た
十
九
世
紀
の
博
覧
会
の
世

界
を
ご
覧
い
た
だ
き
ま
す
。

万
国
博
覧
会

東
西
が
出
会
っ
た

東
西
が
出
会
う
場
所
、
そ
れ
が
ま
さ

し
く
万
国
博
覧
会
で
し
た
。
西
洋
は
精

密
な
技
巧
に
よ
っ
て
作
り
出
さ
れ
た
日

本
の
工
芸
作
品
に
驚
嘆
の
声
を
あ
げ
、

日
本
は
西
洋
の
技
術
や
流
行
の
ス
タ
イ

ル
を
貪
欲
に
吸
収
し
ま
し
た
。
こ
こ
で

は
こ
の
時
代
に
生
ま
れ
た
、
日
本
の
輸

出
工
芸
の
独
特
な
造
形
を
ご
紹
介
し
ま

す
。
明
治
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
し
っ
か
り

と
感
じ
て
い
た
だ
け
る
こ
と
で
し
ょ

う
。
い
っ
ぽ
う
、
当
時
海
を
渡
っ
て
万

博
会
場
に
並
べ
ら
れ
た
日
本
の
古
美
術

作
品
を
紹
介
し
、
万
博
に
お
け
る「
工

芸
史
の
輸
出
」に
も
光
を
あ
て
ま
す
。

主
な
作
品

七
宝
諫
鼓
鶏
形
大
太
鼓

明
治
六
年(

一
八
七
三
）頃

メ
ト
ロ
ポ
リ
タ
ン
美
術
館
蔵

一
八
七
三
年
ウ
ィ
ー
ン
万
国
博
覧
会
出
品

◎
褐
釉
蟹
貼
付
台
付
鉢
宮
川
香
山（
初
代
）

明
治
十
四
年（
一
八
八
一
）

東
京
国
立
博
物
館
蔵

一
八
八
一
年
第
二
回
内
国
勧
業
博
覧
会
出
品

○c 1988 The Metropolitan Museum of Art

海野 弘（うんのひろし）
●美術評論家

1939年生まれ。早稲田大学文学部卒。
美術、映画、写真、建築など幅広い分野の
芸術文化論及び都市論を執筆。『アー
ル・ヌーボーの世界』（中公文庫）、『四都
市物語』（冬樹社）、『百貨店の博物史』（ア
ーツアンドクラフツ）ほか

伊藤 嘉章（いとうよしあき）
1957年生まれ。名古屋大学大学院修士
課程修了。1989年より東京国立博物館。
現在文化財部展示課平常展室長。日本陶
磁史、近代工芸史を専門とする。「万国博
覧会の美術」展企画委員

「
世
紀
の
祭
典
万
国
博
覧
会
の
美
術
」

十
九
世
紀
に
タ
イ
ム
ス
リ
ッ
プ
―
―
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
日
本
、そ
の
衝
撃
の
出
会
い
と

エ
ネ
ル
ギ
ッ
シ
ュ
な
創
造
の
と
き
を
体
感
で
き
る
、こ
の
夏
話
題
の
展
覧
会
を
め
ぐ
る
特
別
対
談

1876年 フィラデルフィア万国博覧会会場風景

東京名所上野公園
内国勧業博覧会美術館図

三代歌川広重筆
東博の旧本館が博覧会の

会場になった

対
談

1
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○c The Field Museum, #Ａ112796c

工
芸
を
「
A
R
T
」
に
　

―
―
二
十
世
紀
工
芸
へ
の
道

時
代
の
流
れ
は
工
芸
の
役
割
を
確
実

に
変
え
ま
し
た
。
か
つ
て
最
大
の
輸
出

品
で
あ
っ
た
日
本
工
芸
は
、
十
九
世
紀

末
に
は
国
の
力
を
示
す「
Ａ
Ｒ
Ｔ
」と
し

て
の
役
割
を
担
い
ま
し
た
。
こ
こ
で
は

日
本
の
美
術
の
水
準
を
世
界
に
問
う
た

一
八
九
三
年
シ
カ
ゴ
万
博
に
焦
点
を
あ

て
、
さ
ら
に「
ア
ー
ル
・
ヌ
ー
ヴ
ォ
ー
の

博
覧
会
」と
も
言
わ
れ
た
十
九
世
紀
最

後
の
祭
典
、一
九
〇
〇
年
パ
リ
万
博
を
展

望
し
ま
す
。
二
十
世
紀
に
向
け
て
こ
れ

ま
で
以
上
に
多
様
な
展
開
を
示
す
日
本

の
工
芸
作
品
を
ご
覧
い
た
だ
き
ま
す
。

主
な
作
品

執
金
剛
神
立
像

岡
崎
雪
声

明
治
二
六
年（
一
八
九
三
）

早
稲
田
大
学
會
津
八
一
記
念
博
物
館
蔵

一
八
九
三
年
シ
カ
ゴ
万
国
博
覧
会
出
品

日
光
祭
礼
図
綴
錦
壁
掛

川
島
甚
兵
衛（
二
代
）

明
治
二
六
年（
一
八
九
三
）

シ
カ
ゴ
･
フ
ィ
ー
ル
ド
自
然
史
博
物
館
蔵

一
八
九
三
年
シ
カ
ゴ
万
国
博
覧
会
出
品

き
る
わ
け
で
す
。
そ
れ
ま
で
の
建
物
と
い
う

の
は
あ
い
ま
い
な
空
間
に
ぽ
ん
と
建
っ
て
い

て
、
ど
っ
ち
が
前
、
ど
っ
ち
が
後
ろ
っ
て
い

う
の
が
な
か
っ
た
ん
で
す
。

伊
藤
●

な
る
ほ
ど
、
い
わ
ゆ
る「
正
面
」が
な

い
状
態
だ
っ
た
。

海
野
●

フ
ァ
サ
ー
ド
に
は
ガ
ラ
ス
の
シ
ョ

ー
・
ウ
イ
ン
ド
ウ
が
で
き
て
、
金
文
字
で
飾

っ
た
ガ
ラ
ス
の
ド
ア
を
つ
け
る
。
こ
れ
が
い

ろ
ん
な
意
味
で
装
飾
の
問
題
に
関
わ
っ
て
く

る
と
思
う
ん
で
す
。

伊
藤
●

ガ
ラ
ス
と
い
う
の
は
重
要
で
す
ね
。

海
野
●

こ
の
時
代
に
板
ガ
ラ
ス
を
大
量
生
産

で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
ん
で
す
よ
。
そ
れ
ま

で
は
ガ
ラ
ス
自
体
が
た
い
へ
ん
高
級
で
し
た

し
、
都
市
に
は
窓
税
と
い
う
の
が
あ
っ
て
窓

を
そ
ん
な
に
大
き
く
す
る
わ
け
に
も
い
か
な

か
っ
た
。
で
、
い
ろ
ん
な
も
の
に
フ
ァ
サ
ー

ド
が
で
き
て
、
表
と
裏
の
二
重
化
と
い
う
現

象
が
お
き
る
と
、
た
と
え
ば
器
物
で
も
か
た

ち
だ
け
を
分
離
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
っ
て

い
く
ん
で
す
ね
。

伊
藤
●

も
の
そ
れ
自
体
と
装
飾
を
、
分
離
す

る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
こ

と
で
す
か
。

海
野
●

そ
う
、
リ
フ
ォ
ー
ム
で
す
ね
。
も
の

そ
の
も
の
の
構
造
が
変
化
す
る
の
で
は
な
く

て
、
か
た
ち
だ
け
を
と
り
だ
し
て
装
飾
を
替

え
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

伊
藤
●

な
る
ほ
ど
、先
ほ
ど
の
ガ
ラ
ス
で
も
、

違
う
金
文
字
を
は
り
つ
け
て
違
う
ガ
ラ
ス
に

す
る
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。
こ
れ
は
展
覧
会

に
出
品
さ
れ
る
作
品
で
、ド
レ
ッ
サ
ー
が
デ
ザ

イ
ン
し
た
と
い
う
ミ
ン
ト
ン
の
壺
で
す
。
中

国
の
か
た
ち
に
ト
ル
コ
の
青
で
日
本
の
絵
を

描
い
て
い
る
。
い
ろ
ん
な
国
の
違
う
文
化
を

ひ
と
つ
に
し
て
し
ま
う
ん
で
す
よ
。今
の
お
話

聞
い
て
い
て
ね
、こ
う
い
う
こ
と
な
の
か
と
。

海
野
●

そ
う
、か
た
ち
だ
け
を
取
り
出
し
て

考
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
お
か
げ
で
、ど
ん

な
も
の
に
何
を
描
い
て
も
よ
く
な
っ
た
ん
で

す
よ
。
そ
れ
ま
で
は
ど
こ
の
窯
場
で
も
そ
こ

に
伝
わ
る
文
様
が
あ
っ
て
、も
う
迷
い
な
く
そ

れ
を
描
い
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
、な
ん
で
も
使

え
る
よ
う
に
な
る
と
、何
を
描
く
か
選
択
が
必

要
に
な
る
。
そ
こ
で
、ス
タ
イ
ル
と
か
デ
ザ
イ

ン
と
い
う
問
題
が
出
て
く
る
ん
で
す
。
ど
う

か
す
る
と
、い
ろ
ん
な
も
の
を
ミ
ッ
ク
ス
し
た

よ
う
な
も
の
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
り
し
て
ね
。

伊
藤
●

も
う
、
ご
ち
ゃ
混
ぜ
で
ね
。

海
野
●

十
九
世
紀
は
こ
の
二
重
化
と
い
う
問

題
を
抱
え
て
い
た
時
代
な
ん
で
す
よ
。

い
ざ
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
へ

伊
藤
●

さ
て
、
我
ら
が
日
本
で
す
が
、
一
八

七
三
年
の
ウ
ィ
ー
ン
万
博
に
国
と
し
て
初
め

て
正
式
に
参
加
す
る
ん
で
す
ね
。

海
野
●

維
新
の
あ
と
間
も
な
い
頃
で
し
ょ
。

伊
藤
●

な
に
が
な
ん
だ
か
わ
か
ら
な
い
わ
け

で
す
よ
ね
。

海
野
●

で
も
、
日
本
の
反
響
は
他
の
国
に
く

ら
べ
る
と
大
き
か
っ

た
ん
で
す
よ
。
も
ち

ろ
ん
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
が

日
本
に
求
め
た
の
は

産
業
的
な
も
の
で
は

な
く
、
東
洋
の
珍
奇

な
も
の
だ
っ
た
よ
う

で
す
け
ど
ね
。
ウ
ィ

ー
ン
万
博
の
あ
と
で

彼
ら
は
日
本
の
こ
と

を
こ
ん
な
ふ
う
に
言
っ
て
る
ん
で
す
。「
日
本

は
と
て
も
面
白
か
っ
た
。
精
力
的
に
動
き
回

っ
て
い
た
日
本
の
使
節
団
が
、
万
博
か
ら
新

し
い
技
術
を
持
ち
帰
り
、
次
の
万
博
ま
で
に

日
本
が
妙
に
工
業
化
さ
れ
て
し
ま
っ
た
ら
困

る
」
っ
て
ね
。

伊
藤
●

ウ
ィ
ー
ン
に
は
伝
習
生
と
し
て
い
ろ

ん
な
人
が
行
っ
て
る
ん
で
す
ね
。
た
と
え
ば

や
き
も
の
の
伝
習
生
が
石
膏
型
を
勉
強
し
に

行
く
と
か
。

海
野
●

人
間
が
行
っ
た
と
い
う
の
は
大
き
い
で

す
ね
。
だ
っ
て
、
ほ
と
ん
ど
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
は

日
本
人
見
る
の
初
め
て
だ
っ
た
ん
で
す
よ
。

輸
出
用
工
芸
と
古
美
術
セ
ッ
ト

伊
藤
●

こ
の
展
覧
会
の
第
一
の
テ
ー
マ
は
東

西
の
文
化
の
出
会
い
で
す
。
日
本
が
何
を
ど

う
陳
列
し
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
は
そ
れ
を
ど
う
評

価
し
た
の
か
。
日
本
人
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
何

を
ど
う
取
り
入
れ
た
の
か
。

海
野
●

双
方
の
出
会
い
を
見
よ
う
と
い
う
こ

と
で
す
ね
。

伊
藤
●

日
本
は
、
当
時
の
、
つ
ま
り
明
治
の

美
術
・
工
芸
作
品
を
た
く
さ
ん
出
品
し
て
い

る
ん
で
す
ね
。
と
こ
ろ
が
今
こ
れ
ら
の
作
品

を
見
る
と
、
私
た
ち
の
多
く
は
距
離
感
の
よ

う
な
も
の
を
感
じ
る
と
思
う
ん
で
す
よ
。
な

ぜ
か
と
い
う
と
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
の
た
め
に

作
ら
れ
て
い
る
か
ら
な
ん
で
す
ね
。
そ
こ
に
、

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
の
喜
ぶ
珍
奇
な
部
分
や
、
ヨ

ー
ロ
ッ
パ
の
求
め
に
応
じ
よ
う
と
変
質
さ
せ

て
し
ま
っ
た
部
分
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
。

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
か
た
ち
と
装
飾
が
分
離
し
て

い
ろ
ん
な
装
飾
が
自
由
に
加
え
ら
れ
る
よ
う

に
な
っ
た
、
そ
の
段
階
で
、
日
本
は
ひ
ょ
こ

っ
と
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
を
知
っ
て
、「
装
飾
こ
そ
命
」

と
、
そ
の
面
白
さ
に
す
ー
っ
と
入
っ
て
い
っ

て
、
新
し
い
も
の
を
ど
ん
ど
ん
作
り
出
し
て

い
く
ん
で
す
ね
。

海
野
●

江
戸
後
期
の
工
芸
で
根
付
が
あ
り
ま

す
よ
ね
。
あ
れ
が
す
ご
い
の
は
、
あ
の
小
さ

な
も
の
の
中
に
い
ろ
ん
な
パ
タ
ー
ン
を
く
っ

つ
け
る
ん
で
す
。
見
た
こ
と
も
な
い
よ
う
な

外
国
の
動
物
や
風
俗
も
取
り
込
ん
で
し
ま
う
。

あ
の
想
像
力
が
明
治
に
う
け
つ
が
れ
て
い
る

の
で
は
な
い
で
す
か
。

伊
藤
●

い
っ
ぽ
う
で
、日
本
は「
工
芸
史
の
輸

出
」み
た
い
な
こ
と
を
し
て
い
る
ん
で
す
よ
。

た
と
え
ば
一
八
六
七
年
の
パ
リ
万
博
に
は
、

平
安
時
代
の
蒔
絵
の
手
箱
か
ら
始
ま
っ
て
鎌

倉
、室
町
、桃
山
、江
戸
に
い
た
る
漆
の
コ
レ

ク
シ
ョ
ン
を
出
し
て
い
る
ん
で
す
ね
。
実
は

そ
れ
が
東
博
の
漆
工
芸
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
の

根
幹
に
な
っ
て
い
る
ん
で
す
。
有
名
な
光
琳

の
八
橋
蒔
絵
の
国
宝
の
硯
箱
も
、
実
は
万
博

で
フ
ラ
ン
ス
に
行
っ
て
帰
っ
て
き
た
も
の
で

す
。
一
八
七
六
年
の
フ
ィ
ラ
デ
ル
フ
ィ
ア
の

博
覧
会
で
は
、
縄
文
土
器
か
ら
は
じ
ま
っ
て

明
治
時
代
に
い
た
る
ま
で
の
日
本
陶
磁
の
通

史
を
た
ど
る
作
品
ワ
ン
セ
ッ
ト
を
出
し
て
い

ま
す
。
こ
の
セ
ッ
ト
は
そ
の
あ
と
ロ
ン
ド
ン

の
ヴ
ィ
ク
ト
リ
ア
・
ア
ン
ド
・
ア
ル
バ
ー
ト

美
術
館
の
所
蔵
品
に
な
っ
て
い
る
ん
で
す

ね
。
輸
出
用
工
芸
品
と
古
美
術
…
…
、
何
が

喜
ば
れ
て
い
る
の
か
だ
ん
だ
ん
わ
か
ら
な
く

な
っ
て
い
く
よ
う
な
感
じ
が
し
ま
す
ね
。

海
野
●

つ
ま
ら
な
い
も
の
と
思
っ
て
い
た
の

が
評
価
さ
れ
た
り
し
て
、
再
発
見
し
て
い
る

ん
だ
と
思
い
ま
す
よ
。
今
も
そ
う
い
う
こ
と

が
続
い
て
い
ま
す
よ
ね
。
第
二
次
大
戦
前
の

ノ
リ
タ
ケ
の
ア
ー
ル
・
デ
コ
な
ん
て
ね
、
日

本
で
ま
っ
た
く
忘
れ
ら
れ
て
い
た
の
が
ア
メ

リ
カ
で
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
さ
れ
て
、
今
逆
輸
入

さ
れ
て
い
る
。

伊
藤
●

す
ご
く
人
気
あ
る
み
た
い
で
す
ね
。

◎扇散蒔絵手箱
室町時代・15世紀
東京国立博物館蔵
1867年パリ万博出品

2

日本人物図扁壺
クリストファー・ドレッサー
ミントン社 1876年東京国立博物館蔵
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万
博
の
中
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
美
術

万
国
博
覧
会
の
中
で
、
産
業
・
科
学
技

術
と
な
ら
ん
で
最
も
注
目
さ
れ
た
の
は

美
術
で
す
。
も
と
も
と「
進
歩
の
祭
典
」

と
い
う
未
来
志
向
的
な
性
格
を
強
く
持

っ
て
い
た
万
博
で
す
が
、
一
八
五
五
年
の

第
一
回
パ
リ
万
博
は
、
当
時
の
サ
ロ
ン

(

官
展)

を
同
時
開
催
し
、
大
規
模
な
自
国

美
術
の
デ
モ
ン
ス
ト
レ
ー
シ
ョ
ン
の
場

と
な
り
ま
し
た
。
そ
れ
以
外
に
も
、
各
国

パ
ヴ
ィ
リ
オ
ン
を
は
じ
め
、
さ
ま
ざ
ま
な

場
所
で
有
名
・
無
名
の
美
術
家
た
ち
が

腕
を
競
い
ま
し
た
。
そ
の
よ
う
な
な
か
、

芸
術
と
産
業
の
境
界
は
し
だ
い
に
曖
昧

と
な
り
、
一
九
〇
〇
年
の
パ
リ
万
博
で

は
ア
ー
ル
・
ヌ
ー
ヴ
ォ
ー
の
産
業
美
術
が

花
開
き
ま
し
た
。
こ
こ
で
は
、
万
博
の
果

た
し
て
き
た
美
の
祭
典
と
し
て
の
役
割

に
迫
り
ま
す
。

主
な
作
品

ヴ
ィ
ー
ナ
ス
の
誕
生

ア
レ
ク
サ
ン
ド
ル
・
カ
バ
ネ
ル

一
八
六
三
年
　
オ
ル
セ
ー
美
術
館
蔵

一
八
六
七
年
パ
リ
万
国
博
覧
会
出
品

海
野
●

そ
う
、
再
評
価
さ
れ
て
い
ま
す
ね
。

当
時
の
日
本
も
、
万
博
に
参
加
す
る
こ
と
で
、

自
分
の
歴
史
を
勉
強
し
て
い
た
ん
だ
と
思
う

ん
で
す
よ
。

ア
ー
ト
の
行
方

海
野
●

話
は
少
し
遡
る
の
で
す
が
、
博
覧
会

と
い
え
ば
、
殖
産
興
業
が
鍵
。
そ
れ
で
大
成

功
し
た
の
が
一
八
五
一
年
、
鉄
と
ガ
ラ
ス
の

水
晶
宮
の
ロ
ン
ド
ン
博
で
す
。
大
英
帝
国
の

威
信
を
示
す
万
博
で
し
た
。

伊
藤
●

産
業
革
命
の
成
果
を
示
し
た
博
覧
会

で
す
ね
。

海
野
●

だ
か
ら
、
ア
ー
ト
の
影
は
薄
か
っ
た

ん
で
す
。
そ
こ
で
、
ロ
ン
ド
ン
博
へ
の
批
判

が
で
て
き
て
、
大
量
生
産
さ
れ
た
も
の
は
醜

い
、
ア
ー
ト
は
ど
こ
に
い
っ
た
ん
だ
、
と
い

う
こ
と
に
な
っ
た
ん
で
す
よ
。

伊
藤
●

大
量
生
産
に
対
す
る
疑
問
で
す
ね
。

海
野
●

そ
れ
か
ら
、
機
械
で
作
っ
た
も
の
に

無
理
や
り
装
飾
を
貼
り
付
け
て
、
そ
れ
が
非

常
に
醜
か
っ
た
。
伝
統
的
な
も
の
と
新
し
い

も
の
の
接
着
具
合
が
ど
う
も
上
手
く
い
か
な

い
ん
で
す
ね
。
さ
ら
に
こ
の
頃
、
ア
ー
ト
が

技
術
と
芸
術
に
分
離
し
て
く
る
ん
で
す
。
美

術
自
体
の
性
格
が
か
わ
っ
て
し
ま
う
ん
で
す

ね
。
つ
ま
り
、
十
八
世
紀
ま
で
は
注
文
生
産

で
す
よ
ね
。

伊
藤
●

王
侯
貴
族
な
ど
、
パ
ト
ロ
ン
の
求
め

に
応
じ
て
作
っ
て
い
た
。

海
野
●

十
九
世
紀
に
な
る
と
職
人
が
ギ
ル
ド

や
主
人
を
失
っ
て
町
に
放
り
出
さ
れ
る
わ
け

ね
。
そ
れ
で
初
め
て
近
代
画
家
っ
て
い
う
の

が
出
て
く
る
ん
で
す
。
近
代
画
家
と
は
何
か

と
い
う
と
、
主
人
の
注
文
の
テ
ー
マ
で
描
か

な
く
て
い
い
と
い
う
意
味
で
自
由
で
あ
る
。

し
か
し
、
そ
の
描
い
た
絵
が
売
れ
る
か
ど
う

か
の
保
障
は
な
い
、
つ
ま
り
飢
え
る
自
由
も

あ
る
、
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
の
な
か
で
、

美
術
自
体
が
フ
ァ
イ
ン
・
ア
ー
ト
と
レ
ッ
サ

ー
・
ア
ー
ト
あ
る
い
は
ア
プ
ラ
イ
ド
・
ア
ー

ト
、
日
本
語
で
は
工
芸
で
す
か
、
い
わ
ゆ
る

ア
カ
デ
ミ
ッ
ク
な
美
術
と
そ
う
じ
ゃ
な
い
実

用
性
を
も
つ
美
術
に
分
離
し
て
、
工
芸
は
一

段
低
い
も
の
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
ん
で
す
。

伊
藤
●

日
本
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
出
会
っ
た
と

き
、
そ
の
二
重
構
造
に
驚
く
ん
で
す
よ
。

海
野
●

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
か
ら
見
る
と
、ヨ
ー
ロ

ッ
パ
と
い
う
の
は
か
つ
て「
全
世
界
」だ
っ
た

ん
で
す
よ
。そ
れ
が
一
気
に
壊
れ
る
。ア
ー
ト

も
い
ろ
い
ろ
な
も
の
が
入
っ
て
き
て
、あ
あ
、

そ
う
だ
こ
う
い
う
も
の
が
あ
っ
た
、
こ
れ
も

ア
ー
ト
っ
て
い
え
る
ん
だ
っ
て
気
付
い
た
。

こ
れ
が
万
博
の
シ
ョ
ッ
ク
だ
っ
た
ん
で
す
ね
。

目
指
せ
、
美
術
の
仲
間
入
り

伊
藤
●

日
本
が
、
ア
ー
ト
の
二
重
構
造
を
い

ち
ば
ん
強
く
意
識
し
た
の
は
一
八
九
三
年
の

シ
カ
ゴ
万
博
で
し
ょ
う
ね
。

海
野
●

ア
メ
リ
カ
が
経
済
的
に
も
大
き
な
力

を
蓄
え
て
き
た
と
き
の
万
博
で
す
。
こ
の
と

き
の
日
本
館
は
、
非
常
に
大
規
模
な
も
の
で

評
判
が
よ
か
っ
た
ん
で
す
よ
。

伊
藤
●

会
場
に
大
き
な
池
が
あ
っ
て
、中
州
に

鳳
凰
殿
と
い
う
建
物
を
つ
く
る
ん
で
す
よ
ね
。

海
野
●

建
築
家
の
フ
ラ
ン
ク
・
ロ
イ
ド
・
ラ

イ
ト
は
、
こ
れ
を
み
て
日
本
美
術
と
建
築
に

ひ
か
れ
ん
た
ん
で
す
よ
。

伊
藤
●

日
本
は
こ
の
と
き
、「
日
本
の
作
品

を『
美
術
館
』に
並
べ
る
」こ
と
を
目
標
に
掲

げ
ま
す
。そ
れ
ま
で
の
万
博
で
は
、工
芸
は
も

っ
て
の
ほ
か
、
本
来
美
術
と
し
て
認
め
ら
れ

る
は
ず
の
絵
画
も
、
掛
け
軸
や
屏
風
だ
っ
た

た
め
に
家
具
と
し
て
扱
わ
れ
、「
美
術
館
」に

入
れ
て
も
ら
え
な
か
っ
た
。
日
本
の
美
術
が

「
美
術
館
」
に
展
示
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、

日
本
が
一
等
国
と
し
て
認
め
ら
れ
る
と
い
う

こ
と
だ
、と
こ
の
目
標
を
た
て
た
わ
け
で
す
。

こ
の
時
、
富
士
山
を
描
い
た
七
宝
の
作
品
を

出
品
し
て
い
る
ん
で
す
ね
。額
装
さ
れ
て
、と

う
て
い
七
宝
焼
に
は
見
え
な
い
、
ま
る
で
絵

の
よ
う
な
作
品
な
ん
で
す
が
、
こ
れ
が
晴
れ

て「
美
術
館
」に
飾
ら
れ
て
、向
う
の
解
説
で

も
ペ
イ
ン
テ
ィ
ン
グ
の
項
目
に
入
る
ん
で

す
。日
本
の
記
録
に
は「
絵
だ
と
思
っ
て
見
て

い
る
人
が
い
る
」と
、喜
ん
で
い
る
様
子
が
う

か
が
え
ま
す
。な
の
に
、何
の
模
様
も
な
い
よ

う
な
壺
が
、す
ご
く
評
価
さ
れ
た
り
し
て
ね
。

海
野
●

い
ろ
ん
な
ず
れ
の
中
で
や
っ
て
る
ん

で
す
よ
ね
。

伊
藤
●

久
保
田
米
僊
と
い
う
人
が
シ
カ
ゴ
の

会
場
の
絵
を
た
く
さ
ん
描
い
て
い
て
、
い
ろ

ん
な
こ
と
を
報
告
し
て
い
る
ん
で
す
ね
。
フ

ラ
ン
ス
出
品
の
や
き
も
の
の
中
に
乾
山
写
し

を
描
い
て
い
る
ん
で
す
よ
。
日
本
が
出
品
し

た
陶
磁
器
は
乾
山
と
い
う
よ
り
は
仁
清
に
近

い
も
の
で
、
絵
を
い
か
に
器
に
は
り
つ
け
る

か
が
主
題
に
な
っ
て
い
る
ん
で
す
ね
。
対
す

る
フ
ラ
ン
ス
は
乾
山
写
し
で
、
竹
の
よ
う
な

か
た
ち
を
し
た
取
っ
手
が
つ
い
て
い
る
。
デ

ザ
イ
ン
の
主
題
が
か
た
ち
を
決
め
て
い
る
よ

う
な
も
の
な
ん
で
す
ね
。

モ
ダ
ン
・
デ
ザ
イ
ン
の
芽
生
え

海
野
●

い
っ
ぽ
う
、
す
で
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で

は
モ
ダ
ン
・
デ
ザ
イ
ン
の
運
動
が
は
じ
ま
っ

て
い
る
ん
で
す
よ
。
最
初
は
ウ
イ
リ
ア
ム
・

モ
リ
ス
の
ア
ー
ツ
・
ア
ン
ド
・
ク
ラ
フ
ツ
運

動
で
す
ね
。
生
活
と
ア
ー
ト
と
い
う
も
の
を

も
う
一
度
結
び
付
け
た
い
と
い
う
発
想
で
す

が
、
こ
れ
も
実
は
一
八
五
一
年
の
ロ
ン
ド
ン

万
博
に
対
す
る
批
判
が
、
大
き
な
き
っ
か
け

に
な
っ
て
い
る
ん
で
す
。
機
械
化
に
よ
っ
て

1851年 ロンドン万国博覧会 水晶宮内観
「The Great Exhibition of 1851」
Victoria&Albert Museum  1950刊より

久保田米僊『閣龍世界博覧会
美術品画譜』シカゴ万博美術館
で見たフランス出品の乾山写し
の陶器 東京文化財研究所蔵

1893年 シカゴ万国博覧会 鳳凰殿外観

1893年 シカゴ万国博覧会美術館内 日本の部

3
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ロンドン万国博覧会。世界最初の万国

博覧会。鉄骨とガラス張りの水晶宮

パリ万国博覧会

日米修好通商条約締結。その後、蘭、

露、英、仏とも締結

ロンドン万国博覧会。幕府が使節団

を派遣

パリ万国博覧会。幕府および佐賀

藩､薩摩藩が独自に参加

大政奉還

博覧会事務局設立、旧湯島聖堂・大

成殿にて日本初の博覧会(東京国立

博物館の前身)

ウィーン万国博覧会。日本､国とし

て公式に初参加

ロンドン万国博覧会

フィラデルフィア万国博覧会｡アメ

リカ独立100周年

第1回内国勧業博覧会

パリ万国博覧会

第2回内国勧業博覧会

博物館、上野公園内に移転し、開館

ルイ・ゴンス、『日本の芸術』(全2巻)

をパリで出版。ジョルジュ・プティ

画廊にて、「日本美術回顧展」開催

フェノロサと岡倉天心、アメリカ、ヨ

ーロッパの美術行政視察旅行

ウイリアム・モリスらの第1回アー

ツ・アンド・クラフツ展開催

パリ万国博覧会。フランス革命100

周年。エッフェル塔の建設

エミール・ガレ、ガラス、家具、陶器

を出品し、グランプリを獲得

第3回内国勧業博覧会

シカゴ万国博覧会

日清戦争はじまる(翌年4月まで)

サミュエル・ビング、パリに装飾美術

の店｢アール・ヌーヴォー｣を開店

パリ万国博覧会。法隆寺金堂を模し

た日本歴史美術館で日本美術協会

選定による「日本古美術展」開催。ア

ール・ヌーヴォー最盛期

失
わ
れ
た
工
芸
を
取
り
戻
し
た
い
。
モ
リ
ス

の
考
え
方
は
、
中
世
の
ギ
ル
ド
の
時
代
に
戻

る
べ
き
だ
と
い
う
も
の
で
す
。
絵
画
、
工
芸
、

建
築
な
ど
ジ
ャ
ン
ル
を
区
切
ら
な
い
で
、
ア

ー
ト
を
一
つ
の
ト
ー
タ
ル
な
も
の
と
し
て
と

ら
え
る
考
え
方
を
打
ち
出
し
た
ん
で
す
ね
。

そ
も
そ
も
彼
が
結
婚
し
て
家
を
建
て
よ
う
と

思
っ
た
と
き
に
、
ど
う
も
ぴ
っ
た
り
し
た
建

築
や
家
具
が
な
い
。
そ
れ
で
友
達
が
集
ま
っ

て
、
自
分
た
ち
で
作
ろ
う
、
と
考
え
た
の
が

き
っ
か
け
で
す
。
た
と
え
ば
壁
紙
も
い
い
も

の
が
な
い
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
壁
紙
は
た
と
え

ば
花
な
ら
壁
か
ら
飛
び
出
し
て
く
る
よ
う
な

遠
近
法
を
使
っ
た
文
様
な
ん
で
す
よ
。
モ
リ

ス
は
壁
紙
は
フ
ラ
ッ
ト
な
パ
タ
ー
ン
で
あ
る

べ
き
だ
と
考
え
ま
し
た
。
モ
リ
ス
は
文
様

（
図
）と
地
が
平
面
に
な
っ
て
い
て
、
余
白
自

体
が
一
つ
の
積
極
的
な
意
味
を
も
つ
、
そ
う

い
う
日
本
の
文
様
の
平
面
性
を
取
り
入
れ
る

ん
で
す
ね
。
さ
ら
に
伝
統
的
な
古
い
文
様
を

採
用
す
る
の
で
は
な
く
、
花
文
な
ら
直
接
花

を
写
生
し
て
、
そ
こ
か
ら
も
う
一
度
フ
レ
ッ

シ
ュ
な
文
様
を
つ
く
り
だ
す
と
い
う
こ
と
を

し
て
い
る
。

伊
藤
●

日
本
の
家
紋
の
デ
ザ
イ
ン
な
ん
か
も

影
響
し
て
い
る
の
で
は
？
　
ジ
ャ
パ
ニ
ー

ズ
・
ポ
タ
リ
ー
と
い
う
日
本
の
陶
磁
器
に
つ

い
て
の
解
説
書
が
イ
ギ
リ
ス
で
発
行
さ
れ
て

い
た
ん
で
す
が
、
そ
こ
に
は
葵
の
紋
と
か
桐

の
紋
が
紹
介
さ
れ
て
い
ま
す
。

海
野
●

中
世
に
戻
れ
と
い
っ
た
モ
リ
ス
は
、

一
見
、
古
い
方
を
向
い
て
い
る
よ
う
で
す
が
、

彼
の
運
動
が
工
芸
の
再
評
価
に
つ
な
が
り
、

モ
ダ
ン
・
デ
ザ
イ
ン
の
起
源
と
な
り
、
さ
ら

に
ア
ー
ル
・
ヌ
ー
ヴ
ォ
ー
へ
と
流
れ
て
い
く

わ
け
で
す
。
結
果
と
し
て
は
二
十
世
紀
の
デ

ザ
イ
ン
を
生
み
だ
し
て
い
る
ん
で
す
よ
ね
。

そ
の
す
べ
て
の
き
っ
か
け
が
、
近
代
を
象
徴

す
る
ロ
ン
ド
ン
博
へ
の
批
判
だ
っ
た
と
い
う

の
も
ま
た
面
白
い
と
こ
ろ
で
す
。

ボ
ー
ダ
ー
を
越
え
て

伊
藤
●

そ
し
て
、
次
に
で
て
く
る
の
が
、
一

九
〇
〇
年
、
パ
リ
万
博
で
す
ね
。

海
野
●

こ
の
万
博
で
一
躍
脚
光
を
浴
び
た
の

は
、
ア
ー
ル
・
ヌ
ー
ヴ
ォ
ー
の
旗
手
、
エ
ミ

ー
ル
・
ガ
レ
で
す
。
ぼ
く
は
ガ
レ
と
い
う
人

は
、
ふ
た
つ
の
境
界
を
ま
た
い
だ
芸
術
家
だ

と
思
う
ん
で
す
よ
。
パ
リ
と
故
郷
、
ア
ル
ザ

ス
の
田
舎
町
ナ
ン
シ
ー
、
日
本
と
西
洋
、
十

九
世
紀
と
二
十
世
紀
。
彼
は
、
い
つ
も
さ
ま

ざ
ま
な
境
界
を
ま
た
い
で
行
き
来
す
る
ん
で

す
よ
。
作
っ
た
も
の
も
ま
た
、
ガ
ラ
ス
と
陶

器
の
境
を
ま
た
い
で
い
る
ん
で
す
ね
。
ガ
ラ

ス
と
い
う
の
は
透
明
な
も
の
が
多
い
わ
け
で

す
よ
ね
。
と
こ
ろ
が
彼
の
ガ
ラ
ス
は
半
透
明

で
色
が
か
か
っ
て
い
る
。
ち
ょ
う
ど
薄
明
と

い
う
か
、
ぼ
ん
や
り
と
何
重
に
も
な
っ
た
も

の
。
こ
れ
は
陶
器
な
の
か
ガ
ラ
ス
な
の
か
す

れ
す
れ
の
と
こ
ろ
に
き
て
い
ま
す
よ
ね
。

伊
藤
●

自
分
が
表
現
し
た
い
と
い
う
も
の
の

た
め
に
、
そ
れ
ま
で
の
規
範
を
超
え
る
こ
と

が
で
き
た
、
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。

海
野
●

日
本
か
ら
き
た
絵
描
き
の
作
品
や
日

本
の
や
き
も
の
の
モ
チ
ー
フ
も
自
由
に
消
化

し
て
し
ま
う
ん
で
す
ね
。

伊
藤
●

そ
れ
に
し
て
も
、
世
界
中
を
一
気
に

い
ろ
ん
な
も
の
が
行
き
来
し
て
、
実
に
活
気

に
満
ち
た
時
代
で
す
よ
ね
。

海
野
●

万
博
っ
て
ご
っ
た
煮
で
し
ょ
。
い
ろ

ん
な
も
の
が
分
裂
し
て
い
た
時
代
に
さ
ま
ざ

ま
な
も
の
が
出
会
っ
た
と
い
う
の
は
大
き
な

意
味
が
あ
る
と
思
い
ま
す
よ
。
振
り
返
る
と
、

二
十
世
紀
後
半
は
純
粋
性
が
評
価
さ
れ
て
、

中
間
に
あ
る
も
の
が
評
価
さ
れ
て
こ
な
か
っ

た
時
代
な
ん
で
す
。
日
本
は
今
い
ろ
ん
な
国

の
人
た
ち
が
入
っ
て
き
て
異
文
化
を
一
つ
に

ま
と
め
て
い
く
時
代
で
す
か
ら
、
そ
う
い
う

折
衷
性
を
も
っ
と
評
価
し
て
も
い
い
ん
じ
ゃ

な
い
か
な
。

伊
藤
●

展
覧
会
で
は
、
そ
の
ご
っ
た
煮
の
な

か
の
明
治
の
パ
ワ
ー
と
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
ぜ
ひ

感
じ
て
も
ら
い
た
い
で
す
ね
。

海
野
●

そ
う
、
明
治
の
日
本
人
は
よ
く
や
っ

て
い
る
な
あ
と
思
い
ま
す
よ
。

伊
藤
●

よ
く
ぞ
こ
こ
ま
で
、
と
い
う
感
じ
で

す
ね
。
作
品
を
通
し
て
そ
う
い
っ
た
再
評
価

が
で
き
る
か
ど
う
か
、
ぜ
ひ
展
覧
会
に
は
い

ら
し
て
く
だ
さ
い
。

海
野
●

楽
し
み
で
す
ね
。
そ
れ
か
ら
ね
、
今

度
の
展
覧
会
で
万
博
に
か
ら
ん
だ
工
芸
品
に

つ
い
て
い
ろ
ん
な
資
料
が
で
て
き
て
い
る
で

し
ょ
う
か
ら
、
ぜ
ひ
江
戸
後
期
か
ら
の
日
本

の
工
芸
史
を
書
き
直
し
て
い
た
だ
き
た
い
な

と
思
い
ま
す
。
と
て
も
面
白
い
分
野
だ
と
思

う
ん
で
す
よ
。

伊
藤
●

そ
れ
は
た
い
へ
ん
な
プ
レ
ッ
シ
ャ

ー
で
す（
笑
）。
今
日
は
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い

ま
し
た
。

四団扇花器
エミール・ガレ　飛騨高山美術館蔵

2005年日本国際博覧会開催記念展
「世紀の祭典 万国博覧会の美術」
～パリ・ウィーン・シカゴ万博に見る東西の名品～

7月6日（火）～8月29日（日）
東京国立博物館 平成館

主　催：東京国立博物館　NHK NHKプロモーション
日本経済新聞社　大阪市立美術館
名古屋市博物館

共　催：財団法人2005年日本国際博覧会協会
後　援：経済産業省　文化庁
協　賛：王子製紙グループ　大林組　凸版印刷

トヨタ自動車
協　力：電通　川島織物　日本航空
観覧料：一般1300円（1100円／950円）

大学生900円（800円／510円）
高校生800円（700円／450円）
小・中学生無料

＊( )内は、前売り／20名以上の団体料金
＊障害者とその介護者１名は無料です。入館の際に、
障害者手帳などをご提示ください。

◆巡回予定
2004年10月5日（火）～11月28日（日）大阪市立美術館
2005年1月5日（水）～3月6日（日）名古屋市博物館

1851（嘉永4）年

1855（安政2）年

1858（安政5）年

1862（文久2）年

1867（慶応3）年

1872（明治5）年

1873（明治6）年

1874（明治7）年

1876（明治9）年

1877（明治10）年

1878（明治11）年

1881（明治14）年

1882（明治15）年

1883（明治16）年

1886（明治19）年

1888（明治21）年

1889（明治22）年

1890（明治23）年

1893（明治25）年

1894（明治27）年

1895（明治28）年

1900（明治33）年

万国博覧会の美術 関連年表

◆万国博覧会の美術　記念講演会
第1回 7月24日（土）13時30分～15時　平成館大講堂

「万国博覧会の中の西洋美術－パリ万博を中心として－」
高橋 明也氏（美術史家）

第2回　8月14日（土）13時30分～15時　平成館大講堂
「万国博覧会と日本工芸 東西が出会った」

伊藤 嘉章（当館平常展室長）
【申込方法】官製往復はがきの「往信用裏面」に、郵便番号・住所・氏名

（ふりがな）・電話番号・年齢・希望日、「返信用表面」に、郵便
番号・住所・氏名を明記して下記までお申し込みください。

※１枚の往復はがきで、１人のみ申し込み可能。応募多数の場合は、抽選
※聴講無料（ただし特別展観覧券が必要）

申込締切 第1回7月9日（金）必着／第2回7月30日（金）必着
申込先　〒110－8712 台東区上野公園13－9

東京国立博物館教育講座室「万博展講演会係」
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表
慶
館
に
舞
い
降
り
た
”幸
福
の
女
神
“
吉
祥
天

き
ち
じ
ょ
う
て
ん

。

唐
の
美
人
を
思
わ
せ
る
そ
の
美
し
い
姿
が
、
夏
休
み
期
間
を
限
っ
て
特
別
に
公
開
さ
れ
ま
す
。

特
別
公
開

国
宝
吉
祥
天
画
像

薬
師
寺
東
京
別
院
落
慶
記
念

吉
祥
天
は
も
と
も
と
古
代
イ
ン
ド
神
話

の
女
神
ラ
ク
シ
ュ
ミ
ー
の
こ
と
で
、
福
徳

神
と
し
て
仏
教
に
組
み
込
ま
れ
ま
し
た
。

『
金
光

こ
ん
こ
う

明
経

み
ょ
う
き
ょ
う

』
や
『
金こ

ん

光こ
う

明み
ょ
う

最さ
い

勝し
ょ
う

王お
う

経き
ょ
う

』
と

い
う
経
典
に
説
か
れ
、
そ
れ
ら
に
基
づ
く

吉
祥
悔け

過か

会え

や
最
勝

さ
い
し
ょ
う

会え

と
い
う
法
会
が
奈

良
時
代
を
中
心
に
盛
ん
に
行
わ
れ
ま
し

た
。
こ
の
吉
祥
天
画
像
も
そ
う
し
た
法
会

の
本
尊
画
像
、
あ
る
い
は
そ
の
一
部
で
あ

る
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

画
面
を
見
る
と
、
幾
重
も
の
美
し
い
衣

裳
を
身
に
つ
け
、
わ
ず
か
に
顔
を
う
つ
む

か
せ
て
向
か
っ
て
右
斜
め
前
方
を
見
つ
め

る
像
が
描
か
れ
て
い
ま
す
。
中
国
の
盛
唐

時
代
頃
の
理
想
的
女
性
像
を
思
わ
せ
る
、

透
き
通
る
よ
う
な
白
い
肌
、
黒
く
太
い
眉
、

小
さ
く
締
ま
っ
た
赤
い
唇
、
ふ
っ
く
ら
と

し
た
頬
が
作
り
上
げ
る
ふ
く
よ
か
な
顔
立

ち
、
さ
ら
に
、
耳
元
の
鬢び

ん

の
後
れ
毛
や
衣

裳
の
胸
元
か
ら
わ
ず
か
に
覗
く
乳
房
の
ふ

く
ら
み
、
細
く
し
な
や
か
な
手
の
指
の
動

き
な
ど
が
、
気
品
あ
る
艶な

ま
め

か
し
さ
を
醸か

も

し

出
し
て
い
ま
す
。
し
か
し
同
時
に
、
後
頭

部
の
丸
い
頭ず

光こ
う

の
痕
跡
や
左
手
に
宝ほ

う

珠じ
ゅ

を

載
せ
る
点
、
肩
か
ら
掛
け
ら
れ
た
天て

ん

衣ね

や

蔽へ
い

膝し
つ

と
呼
ば
れ
る
前
掛
け
の
ひ
れ
等
が
軽

や
か
に
な
び
く
様
か
ら
そ
の
名
の
通
り

「
天
女
」で
あ
る
こ
と
も
う
か
が
え
ま
す
。

こ
れ
ら
の
点
か
ら
、
本
画
像
の
見
所
の

一
つ
と
し
て
美
人
画
の
よ
う
な
繊
細
優
美

さ
と
仏
教
絵
画
と
し
て
の
風
格
を

兼
ね
備
え
た
点
が
挙
げ
ら
れ
る
の

で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

描
画
技
法
と
し
て
は
、
麻
布
地

に
画
像
の
形
に
沿
っ
て
白
土
を
下

地
と
し
て
塗
り
、
淡う

す

墨ず
み

の
下
書
き
、

朱
・
緑
・
紫
・
群
青

ぐ
ん
じ
ょ
う

と
い
っ
た
厚

手
の
彩
色
、
更
に
細
筆
を
用
い
た

精
緻
な
描
き
起
こ
し
と
い
う
手
順

を
踏
ん
で
い
ま
す
。
表
装
形
式
は

木
枠
に
画
面
を
貼
り
付
け
た
額
装

形
式
を
と
り
、
そ
の
下
地
骨
の
構

造
は
正
倉
院
の
屏
風
類
に
近
い
こ

と
が
確
認
さ
れ
て
い
ま
す
。

こ
の
絵
は
唐
代
様
式
を
伝
え
る

奈
良
時
代
絵
画
の
数
少
な
い
遺
例

と
し
て
貴
重
な
も
の
で
あ
り
ま

す
。
ぜ
ひ
こ
の
機
会
に
存
分
に
ご

堪
能
く
だ
さ
い
。（
沖
松
健
次
郎
）

'

吉
祥
天
画
像

奈
良
時
代
・
8
世
紀

奈
良
・
薬
師
寺
蔵
　
小
画
面
な
が
ら
空
間
の

大
き
さ
を
感
じ
さ
せ
る
点
に
も
注
目
し
て
く
だ
さ
い

関連事業のご案内
●記念講演会
8月7日（土） 13時30分～15時（開場13時予定）

平成館大講堂
「薬師寺の歴史と文化」

法相宗大本山薬師寺管主　安田 暎胤師

定　 員　340名（事前申込制）
申込方法 官製往復はがきの「往信用裏面」に、郵便番号・住所・氏名（ふ

りがな）・電話番号・年齢を「返信用表面」に、郵便番号・住
所・氏名（ふりがな）を明記して下記までお申し込みください。

※１枚の往復はがきで、１人のみ申し込み可能。
※応募多数の場合は、抽選のうえ受講券（１枚で１人受講可）を送ります。

申込締切 7月23日（金）必着
申込先　〒110─8712 台東区上野公園13─9

東京国立博物館教育講座室「薬師寺講演会係」

●薬師寺僧侶による吉祥天の話
（事前申込不要、ただし当日の入館料が必要）
7月29日（木）、8月1日（日）、5日（木）、
12日（木）、15日（日）、19日（木）
各日11時、12時、13時、14時、15時の5回（各回約20分間）
表慶館エントランスに集合

7月29日、8月1日、5日、15日、19日
薬師寺執事（東京別院担当） 大谷 徹奘師
8月12日
薬師寺執事　加藤 朝胤師　
8月19日
薬師寺録事　松久保 伽秀師　

薬師寺東京別院落慶記念
特別公開 国宝 吉祥天画像
7月27日（火）～8月22日（日）東京国立博物館 表慶館

主　　催：東京国立博物館 薬師寺
＊平常料金でご覧いただけます
一般420円（210円）、大学生130円（70円）。（ ）内は20名以上の団体料金
＊障害者とその介護者１名は無料です。障害者手帳などをご提示ください
＊高校生以下、満65歳以上の方は無料です。年齢のわかるもの（生徒
手帳、健康保険証、運転免許証など）をご提示ください
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1「文字と遊ぼう」
会期中毎日　10時～17時
●同じ文字でも、いろいろな違う形があ
ります。パズルでさがしてみよう！
●短冊形の色紙やハガキに、好きな文字
を書いたり、はったり、絵の中に字をか
くしたり。文字を使った楽しい作品をつ
くってみよう！

2「とうはく書道道場」事前申込制
7月24日（土）・31日（土）、
8月14日（土）・21日（土）
11時～12時
●書道の専門家が、字の形のなりたち
を説明したうえで、目の前で書いてみ
せます。それをみて、本格的な書道に
挑戦してみよう！
対象：小学5年生～中学生
定員：各回10人（先着順）

3「博物館探険：探してみよう！
文字・もじ・モジ」事前申込制

7月27日（火）、
8月10日（火）・24日（火）・28日（土）
11時～12時
●博物館に展示中の作品や建物の表示
にかくれているおもしろい形の文字を
探します
対象：小学生以上。親子参加可
定員：各回20人（先着順）

4「文字をかざろう」事前申込制
8月3日（火）・7日（土）・17日（火）
13時30分～15時
●書いた字はどうやってかざるかな？
「巻き物」「かけじく」「扇子」「びょうぶ」
…？ いろんなかたちでかざってみよう
対象：小学5年生～中学生
定員：各回10人（先着順）

ワークショップに参加しよう
◆ 2～4は事前申込制です
【ワークショップの申込方法】
①氏名（ふりがな）②住所 ③電話番号 ④希
望プログラム ⑤希望日を明記の上、官製往復
はがき、ＦＡＸ、電子メールのいずれかでお申し
込みください
【締　切】
各実施日の10日前まで
【申込・問い合わせ先】
〒110-8712 台東区上野公園13―9
東京国立博物館教育普及室
TEL：03（3822）1111（代表）
FAX：03（3822）3010
e-mail：edu@tnm.jp
＊ワークショップの参加は無料です
（大学生以上は当日の入館料が必要になります）

【親子講座の申込方法】
Ａ 官製往復はがき
往信面に①氏名（ふりがな） ②住所 ③電話番号 ④希望する
講座 ⑤保護者参加の有無と人数を記入し、返信面に郵便番号、
住所、氏名を記入して下記申込先までお送りください
B  ファクシミリまたは電子メール
①氏名（ふりがな）②住所 ③電話番号 ④希望する講座 ⑤保護
者参加の有無と人数を記入して下記申込先まで送信してください
【申込先】
〒110-8712 台東区上野公園13―9
東京国立博物館教育講座室「親子講座係」
FAX：03（3822）3010 e-mail：edu@tnm.jp

親と子のギャラリー
文字・もじ・モジ

博物館に並んでいる「書」や「書跡」っていうと、何だかむずかしそう。
でも要するにわたしたちが毎日使う文字を書いたものなのです。今年の夏休みは

「親と子のギャラリー 文字・もじ・モジ」で、文字の歴史や美しさに、気軽に接してみませんか？

博物館でほんものの作品にふれ、専門家の話をきいてみませんか？

自由研究にもぴったりのふたつの講座、お子さんはどちらを選ぶでしょう。親子講座

＊『東京国立博物館ニュース』5・６月号に「親と子のギャラリー」の会場は「表慶館」と記載されていますが、
東洋館に変更になりました。お詫びして、訂正いたします。

第１回「ミイラって何？ 古代エジプトの生と死」
解説　後藤　健（当館上席研究員）

7月22日（木）13時30分～14時30分
資料館2階セミナー室

第2回「こどもは
・

に
・

わ
・

ランド！ 人・家・どうぶつ…」
解説　古谷　毅（当館保存修復室主任研究員）

8月4日（水）13時30分～14時30分
資料館2階セミナー室

対象：小学校5・6年生とその保護者　参加費：無料
定員：各回 親子20組 先着順（1家族3名まで）
※子どものみの参加はできますが、大人のみの参加はできません

7月17日（土）～8月29日（日） 東洋館地下

第
Ⅰ
部
文
字
に
つ
い
て
の
基
礎
知
識

中
国
で
生
ま
れ
た
ば
か
り
の
漢
字
は
絵

の
よ
う
な
形
。
だ
ん
だ
ん
整
え
ら
れ
て
、

現
在
の
よ
う
な
形
に
な
り
ま
し
た
。
漢
字

は
や
が
て
日
本
に
伝
わ
り
、「
ひ
ら
が
な
」

や「
カ
タ
カ
ナ
」が
生
ま
れ
ま
す
。

第
Ⅱ
部
す
て
き
な
字
を
見
た
い
！

流
れ
る
よ
う
に
書
か
れ
た
日
本
独
特
の

ひ
ら
が
な
、
中
国
の
伝
統
を
ふ
ま
え
た
り

っ
ぱ
な
漢
字
、
さ
ま
ざ
ま
な
文
字
を
な
が

め
ま
し
ょ
う
。着
物
や
箱
を
か
ざ
る
デ
ザ
イ

ン
と
し
て
使
わ
れ
た
文
字
も
あ
り
ま
す
。

第
Ⅲ
部
す
て
き
な
文
字
を
書
き
た
い
！

上
手
な
字
っ
て
ど
ん
な
字
？
　
ど
う
す

れ
ば
上
手
な
字
が
書
け
る
の
？
　
江
戸
時

代
の
習
字
の
様
子
を
通
し
て
、
上
手
な
字

を
書
く
た
め
の
人
び
と
の
工
夫
に
も
目
を

向
け
よ
う
と
思
い
ま
す
。
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古代の造形から始める美術史の第1歩

9月1日（水）～2月27日（日）
◎土偶 宮城・恵比須田
縄文時代晩期・紀元前10世
紀～紀元前5世紀
埴輪　胡座の男子
栃木・亀山
古墳時代後期・6世紀
◎長頸壺
三重・蟹穴古墳出土
飛鳥時代・7世紀など

○1 -1  日本美術のあけぼの

9
月
1
日
グ
ラ
ン
ド
・
オ
ー
プ
ン

本
館
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル

二
階
は「
も
っ
と
わ
か
り
や
す
く
」に
こ
た
え
る
時
代
別
展
示
、

一
階
は「
も
っ
と
詳
し
く

も
っ
と
た
く
さ
ん
」に
こ
た
え
る
ジ
ャ
ン
ル
別
展
示
。

昨
年
の
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
を
踏
ま
え
て
、本
館
は
も
う
一
度
生
ま
れ
か
わ
り
ま
す
。

昨
年
の
七
月
に
、
本
館
二
階
の
展

示
を
時
代
別
の「
日
本
美
術
の
流
れ
」

と
い
う
日
本
美
術
が
一
望
で
き
る
新

し
い
展
示
に
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
し
ま
し

た
。
ア
ン
ケ
ー
ト
結
果
に
よ
り
ま
す

と
、
ほ
ぼ
七
割
の
方
か
ら
「
わ
か
り

や
す
く
な
っ
た
」「
何
を
見
た
ら
い
い

の
か
よ
く
わ
か
る
」
と
い
っ
た
賛
同

の
ご
意
見
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。
た

だ
、
分
野
別
の
展
示
を
充
実
さ
せ
て

ほ
し
い
、
も
っ
と
多
く
の
書
画
が
見

た
い
と
い
っ
た
ご
意
見
も
多
数
あ
り

ま
し
た
。
今
年
九
月
、
こ
う
し
た
ご

意
見
を
生
か
し
て
「
日
本
美
術
の
流

れ
」
を
含
め
、
本
館
の
全
面
的
な
リ

ニ
ュ
ー
ア
ル
を
い
た
し
ま
す
。

新
し
い
展
示
で
は
、本
館
二
階
を

単
な
る
時
代
展
示
か
ら
も
う
一
歩
推

し
進
め
、
日
本
美
術
の
特
質
に
照
準

を
あ
わ
せ
た「
仏
教
の
興
隆
」「
仏
教

の
美
術
」「
宮
廷
の
美
術
」「
禅
と
水
墨

画
」「
茶
の
美
術
」「
武
士
の
装
い
」

「
浮
世
絵
と
衣
装
」な
ど
時
代
ご
と
の

テ
ー
マ
を
設
定
し
、
よ
り
わ
か
り
や

す
く
作
品
に
よ
っ
て
各
時
代
を
ご
覧

い
た
だ
き
ま
す
。「
も
っ
と
見
た
い
」

「
も
っ
と
詳
し
く
知
り
た
い
」と
い
う

方
の
た
め
に
は
、
一
階
に
彫
刻
、
漆

工
・
陶
磁
・
刀
剣
と
い
っ
た
ひ
と
つ

の
分
野
に
こ
だ
わ
っ
た
展
示
室
を
設

け
ま
す
。さ
ら
に
、絵
画
・
書
跡
に
関

し
て
は
、特
別
1
・
2
室
に
お
い
て
、

テ
ー
マ
を
定
め
た
、
さ
ま
ざ
ま
な
角

度
か
ら
の
切
り
口
に
よ
る
展
示
を
行

い
、
質
・
量
と
も
に
充
実
し
た
常
設

展
を
目
指
し
ま
す
。

ま
た
、
本
館
二
階
の
国
宝
室
で
は
、

従
来
ど
お
り
、
東
京
国
立
博
物
館
所

蔵
お
よ
び
寄
託
の
国
宝
の
魅
力
を
、

じ
っ
く
り
と
鑑
賞
し
て
い
た
だ
け
る

よ
う
に
展
示
い
た
し
ま
す
。

今
回
は
新
し
い
本
館
の
フ
ロ
ア

プ
ラ
ン
と
、
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
グ
ラ

ン
ド
・
オ
ー
プ
ン
の
際
の
主
な
展

示
品
を
ご
案
内
し
ま
す
。

ど
う
ぞ
、
新
し
い
本
館
に
ご
期
待

く
だ
さ
い
。
そ
し
て
お
楽
し
み
く
だ

さ
い
。

（
島
谷
弘
幸
）

＊
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
に
伴
う
改
装
工
事
と
展
示
作
業
の
た
め
、
7

月
１
日
〜
8
月
31
日
、
本
館
は
全
室
閉
館
さ
せ
て
い
た
だ
き

ま
す
。
皆
様
に
は
た
い
へ
ん
ご
迷
惑
を
お
掛
け
し
、
申
し
訳

あ
り
ま
せ
ん
。
こ
の
間
、
日
本
美
術
の
展
示
は
平
成
館
一
階

寄
贈
品
展
示
室
に
て
行
い
ま
す
（
10
〜
11
ペ
ー
ジ
参
照
）。

－－縄文･弥生･古墳

◎土偶

大陸渡来の仏教とそのかたち

○1 -2  仏教の興隆
－－飛鳥･奈良

'普賢菩薩像

目玉の1点をじっくり鑑賞

9月1日（水）～
10月11日（月・祝）
'普賢菩薩像
平安時代・12世紀

○2 国宝室

▲
▲
▲

菩薩立像　

9月1日（水）～10月3日（日）
菩薩立像
飛鳥時代・7世紀
'賢愚経断簡（大聖武）
伝聖武天皇筆
奈良時代・8世紀
'興福寺金堂鎮壇具
奈良時代・8世紀など

禅林の美と思想に触れる

9月1日（水）～10月3日（日）
'竹斎読書図 伝周文筆 文安4年（1447）
竺雲等連序・江西龍派等五僧題詩
室町時代・15世紀　
偈頌 夢窓疎石筆 南北朝時代・14世紀など

○3 -3  禅と水墨画

▲

王朝貴族の夢のあと

9月1日（水）～10月3日（日）
'平治物語絵巻（六波羅行幸巻）
鎌倉時代・13世紀 松平直亮氏寄贈　
○古今和歌集巻第十八断簡（高野切本）
伝紀貫之筆 平安時代・11世紀 個人蔵など

○3 -2  宮廷の美術

日本ではぐくまれたほとけの美

9月1日（水）～10月3日（日）
◎愛染明王坐像
鎌倉時代・13～14世紀　
'十六羅漢像（第九尊者～第十二尊者）
平安時代・11世紀　
'円珍贈法印大和尚位並智証大師諡号勅書
小野道風筆 平安時代・延長5年（927）など

○3 -1  仏教の美術

－－鎌倉～室町

－－平安～室町

－－平安～室町

'円珍贈法印大和尚位並智証大師諡号勅書

'平治物語絵巻(六波羅行幸巻)

▲▲▲
侘び・寂びの原点にたつ

9月1日（水）～12月12日（日）
◎青磁茶碗 銘 馬蝗絆
中国･龍泉窯
南宋時代・12世紀
三井高大氏寄贈　
○大井戸茶碗 有楽井戸
朝鮮時代・15～16世紀
松永安左エ門氏寄贈など

○4 茶の美術

もののふたちの魂と営み

○5・○6 武士の装い －－平安～江戸

◎青磁茶碗銘馬蝗絆　

'白糸威鎧

◎萩螺鈿鞍

START

▲

▲▲▲

9月1日（水）～12月12日（日）
'白糸威鎧
鎌倉時代・14世紀
島根・日御碕神社　
◎萩螺鈿鞍
平安時代・
12世紀など



▲▲

迫力の大画面に酔う

9月1日（水）～10月11日（月・祝）
'楼閣山水図屏風
池大雅筆 江戸時代・18世紀
団伊能氏寄贈など

○7
－－安土桃山･江戸

'楼閣山水図屏風（部分）

絢爛たる装飾の美

9月1日（水）～12月5日（日）
◎柴垣蔦蒔絵硯箱
古満休意作 江戸時代・17世紀
単衣 紫絽地流水芦雁模様 江戸時代・18世紀
高木きょう氏寄贈（9/1～10/31展示）
色絵紅葉賀図茶碗 仁清作 江戸時代・17世紀
山本富子氏･賢二氏寄贈など

○8 -1  暮らしの調度
－－安土桃山･江戸

◎柴垣蔦蒔絵硯箱

百花繚乱、美の爛熟期

9月1日（水）～10月11日（月・祝）
◎船窓小戯帖　田能村竹田筆
江戸時代・天保元年（1830）個人蔵
天狗説屏風 荻生徂徠筆
江戸時代・18世紀
京都・（有）愛染倉観光蔵など

○8 -2  書画の展開
－－安土桃山･江戸

◎船窓小戯帖

芸能と舞台の美

「金春座伝来能装束」
9月1日（水）～10月31日（日）
◎縫箔 白地雪持柳扇面肩裾模様
桃山時代・16世紀 金春座伝来
◎縫箔 茶地百合御所車模様
桃山時代・16世紀 金春座伝来など

○9 能と歌舞伎

◎縫箔
茶地百合御所車模様

▲▲

江戸の暮らしと風俗

浮世絵
9月1日（水）～9月26日（日）
遊女と禿図
懐月堂安度筆
江戸時代・18世紀
橋下の涼み船
鳥居清長筆
江戸時代・18世紀など

衣　装
9月1日（水）～10月31日（日）
小袖 藍綸子地熨斗菊花模様
江戸時代・17世紀
牧馬蒔絵印籠
金蒔銘「常嘉斎」
江戸時代・19世紀など

○10 浮世絵と衣装

▲▲▲

－－江戸

橋下の涼み船

牧馬蒔絵印籠

2階

▲
▲
▲

� �

�

�

� �

�

�

1階

GOAL

▲

9月1日（水）～11月28日（日）
'広目天立像　平安時代・12世紀 京都・浄瑠璃寺蔵
◎千手観音菩薩立像(40号)
鎌倉時代・建長3～8年（1251～56）京都・妙法院蔵など

○11 彫　刻
9月1日（水）～11月28日（日）
◎銅三昧耶五鈷鈴　東京・護国寺蔵 平安時代・12世紀
◎大日如来坐像　栃木・光得寺蔵 鎌倉時代・12世紀など

○12 彫刻と金工

9月1日（水）～12月5日（日）
織部扇形蓋物　美濃 江戸時代・17世紀
◎染付龍涛文提重「古器観製」印
青木木米作 江戸時代・19世紀 笠置 達氏寄贈など

○13 -1 陶　磁

特集陳列「秋草の蒔絵」9月1日（水）～12月5日（日）
菊枝蒔絵手箱　南北朝時代・14世紀
◎御所車蒔絵硯箱　江戸時代・17世紀など

○13 -2 漆　工

9月1日（水）～12月5日（日）
'刀 相州正宗（名物 観世正宗）
鎌倉時代・14世紀
◎吉野龍田図大小揃金具　後藤一乗
江戸時代・元治元年～慶応元年（1864～65）個人蔵など

○13 -3 刀　剣特集陳列「中世の陶磁」9月1日（水）～12月12日（日）
自然釉刻文大壺　信楽 室町時代・15世紀
◎黄釉牡丹唐草文広口壺
瀬戸 南北朝時代・14世紀など

○14 工　芸
9月1日（水）～11月28日（日）
アイヌ鍬先　北海道アイヌ 19世紀
マキリ　北海道アイヌ 19世紀

○15 民族資料－アイヌ･琉球
特集陳列「田中幸穂氏寄贈　田中房種
博物図譜資料」
9月1日（水）～10月11日（月・祝）
群英類聚図譜 標目　江戸時代・19世紀
ホルトノキ　明治25年など

○16 歴史資料

9月1日（水）～10月11日（月・祝）
出湯　小林古径筆 大正10年（1921）
グレーの秋　浅井忠筆 明治34年（1901）など

○18 近代美術－絵画･彫刻

9月1日（水）～10月11日（月・祝）
特集陳列「銅鐸の絵画」
'銅鐸　伝香川県出土 弥生時代中期・紀元前2世紀～紀元前1世紀
◎銅鐸　兵庫県豊岡市気比出土 弥生時代中期・紀元前2世紀～紀元前1世紀など

特○4 企画展示

9月1日（水）～11月28日（日）
月に雁図額　加納夏雄作 明治31年（1898）
七宝花蝶文瓶　並河靖之作 明治25年（1892）など

○19 近代工芸

閉室特○3 企画展示

○20 寄贈者顕彰室

17室 休憩室

'秋萩帖

書跡・絵画をじっくり見せる特集陳列

特別1室 特集陳列「古筆を楽しむ」
9月1日（水）～10月24日（日）
'秋萩帖　伝小野道風筆 平安時代・10世紀
◎手鑑「月台」 奈良～鎌倉時代・8～14世紀など

特別2室 特集陳列「肖像画」
9月1日（水）～10月11日（月・祝）
◎後白河法皇像
1幅 鎌倉時代・13世紀 京都・妙法院蔵など

特○1・特○2 企画展示

＊リニューアルに伴い、9月1日より展示室番号及び名称が変わります。
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9月1日の本館リニューアル グランド・オープンに伴い、本館が全室閉館となる
7～8月の間、平成館1階の寄贈品展示室で日本美術の展示を行います。

奈良時代の仏教美術や室町時代の水墨画、江戸時代の浮世絵など多彩な
日本美術の魅力をお楽しみください。43件の展示作品のうち主なものを紹介します。

特集陳列日本美術の精華
7月1日（木）～８月31日（火） 平成館寄贈品展示室

東海道五拾三次之内・日本橋 歌川広重筆 江戸時代・19世紀
朝焼けの日本橋を大名行列とともに出発（7月1日～8月2日展示）

東海道五拾三次之内・京師 歌川広重筆 江戸時代・19世紀
比叡山を背景とした三条大橋。実際にはこのような位置関係には見えない
（8月3日～8月31日展示）

東
海
道
は
江
戸
と
京
都
を
結
ぶ
街
道

で
、
ほ
ぼ
五
〇
〇
　
　
、
そ
の
間
に
五

十
三
の
宿
駅
が
あ
り
当
時
十
四
日
ほ
ど
の

旅
程
で
し
た
。「
東
海
道
五
十
三
次
」を
描

い
た
浮
世
絵
は
、
歌
川
広
重（
一
七
九
七

〜
一
八
五
八
）を
は
じ
め
と
し
て
多
く
の

絵
師
に
よ
っ
て
制
作
さ
れ
ま
し
た
。
そ
の

代
表
作
が
、
版
元
の
名
を
冠
し
て
保
永
堂

版『
東
海
道
五
拾
三
次
』と
呼
ば
れ
て
い
る

広
重
筆
の
横
大
判
五
十
五
枚
の
シ
リ
ー
ズ

で
す
。

広
重
が
幕
府
の
仕
事
で
東
海
道
を
歩

き
、
実
際
の
景
色
を
も
と
に
制
作
さ
れ
た

と
言
わ
れ
て
き
ま
し
た
が
、
最
近「
画
譜
」

や「
名
所
図
絵
」な
ど
多
く
の
種
本
を
も
と

に
は
擦
れ
に
よ
る
傷
み
が
見
ら
れ
ま
す

が
、
早
い
時
期
の
版
で
、
丁
寧
な
摺
り
に

よ
る
色
感
豊
か
な
作
品
で
構
成
さ
れ
て
い

ま
す
。
保
永
堂
版
と
呼
ば
れ
て
い
ま
す

が
、
保
永
堂
と
仙
鶴
堂
の
共
同
出
版
で
始

ま
っ
た
の
で
、
最
初
の
方
の
版
元
印
は
連

名
に
な
っ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
屋
根
の
描

き
方
や
重
層
的
な
構
成
方
法
な
ど
、
最
初

と
最
後
の
作
品
の
間
に
は
表
現
上
の
違
い

も
見
ら
れ
ま
す
。
そ
れ
ら
を
比
較
し
て
見

る
の
も
楽
し
い
で
し
ょ
う
。

７
月
１
日
か
ら
８
月
２
日
ま
で
は
出
発

点
の
日
本
橋
か
ら
の
八
図
、
８
月
３
日
か

ら
８
月
31
日
ま
で
は
終
着
の
三
条
大
橋
ま

で
の
七
図
を
展
示
し
ま
す
。（
田
沢
裕
賀
）

に
制
作
が
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
指
摘
さ

れ
て
い
ま
す
。
そ
れ
ら
を
参
考
に
、
ユ
ー

モ
ア
と
情
感
に
あ
ふ
れ
る
画
面
を
作
り
出

す
創
造
力
に
こ
そ
広
重
の
魅
力
が
あ
る
と

言
え
る
で
し
ょ
う
。

こ
の
シ
リ
ー
ズ
は
、
江
戸
か
ら
順
に
制

作
さ
れ
た
よ
う
で
、
全
図
が
出
版
さ
れ
た

後
に
は
一
図
を
半
分
で
折
り
、
見
開
き
に

し
た
画
帖
仕
立
で
販
売
さ
れ
た
揃
い
も
あ

っ
た
よ
う
で
す
。
ペ
ー
ジ
を
め
く
る
に
し

た
が
っ
て
東
海
道
を
西
に
進
ん
で
行
く
、

そ
ん
な
鑑
賞
法
が
こ
の
シ
リ
ー
ズ
に
適
し

て
い
ま
す
。

今
回
展
示
す
る
の
は
、
二
図
を
見
開
き

と
し
て
仕
立
て
ら
れ
た
画
帖
で
す
。
画
面

東
海
道
の
名
所
に
遊
ぶ

広
重
の
東
海
道
五
拾
三
次
画
帖

勇
壮
華
麗
な
美

銀
銅
蛭
巻
太
刀

刀
剣
の
外
装
で
あ
る
拵

こ
し
ら
えは
、
時
代
や
流

行
に
よ
る
変
化
が
み
ら
れ
ま
す
。
蛭ひ

る

巻
ま
き
の

太
刀

た

ち

は
中
世
の
武
士
た
ち
に
愛
好
さ
れ
た

拵
の
一
つ
で
す
。
柄つ

か

や
鞘さ

や

を
銅
な
ど
の
薄

板
で
螺ら

旋せ
ん

状
に
巻
く
こ
と
を
蛭
巻
と
い

い
、
堅
牢
さ
や
手て

溜だ
ま

り
の
良
さ
、
装
飾
性

を
兼
ね
て
太
刀
の
拵
に
用
い
ら
れ
ま
し

た
。
蛭
巻
は
太
刀
の
ほ
か
薙な

ぎ

刀な
た

の
柄え

な
ど

に
も
用
い
ら
れ
た
こ
と
が
現
存
す
る
作
品

や『
平
家
物
語
』『
太
平
記
』な
ど
の
記
述
か

ら
も
う
か
が
え
ま
す
。

こ
の
太
刀
は
、
柄
や
鞘
を
幅
一
・
四
セ

ン
チ
ほ
ど
の
銅
の
細
長
い
板
で
蛭
巻
と

し
、
銅
の
表
面
に
は
鍍と

銀ぎ
ん

を
施
し
て
、
そ

の
隙
間
は
黒
漆
で
埋
め
て
い
ま
す
。
柄
に

は
唐か

ら

花ば
な

亀き
っ

甲こ
う

繋つ
な

ぎ
の
金
具
を
据
え
、
兜
金

か
ぶ
と
が
ね

や
鐔つ

ば

の
縁ふ

ち

・
鞘
の
足あ

し

金が
な

物も
の

の
上
部
・
責せ

め

金が
ね

・
鐺こ

じ
り

に
は
唐
花
亀
甲
文
が
彫
ら
れ
て
い

ま
す
。
こ
れ
ら
の
金
具
は
い
ず
れ
も
銅
地

に
鍍
金
で
す
。
蛭
巻
の
鍍
銀
が
現
在
で
は

黒
く
変
化
し
て
い
ま
す
が
、
当
初
は
蛭
巻

の
銀
、
隙
間
の
黒
、
金
具
の
金
の
コ
ン
ト

ラ
ス
ト
が
鮮
や
か
な
華
麗
な
拵
で
し
た
。

柄
を
強
く
反
ら
せ
、
鞘
の
反
り
は
浅

く
、
鐺
に
向
か
っ
て
少
し
細
く
な
っ
た
形

は
勇
壮
な
趣
が
あ
り
、
平
安
か
ら
鎌
倉
時

代
に
か
け
て
の
刀
剣
の
姿
の
特
色
を
よ
く

伝
え
て
い
ま
す
。

高
野
山
の
鎮
守
で
、
天
野
社
と
称
さ
れ

た
丹
生
都
比
売

に

ぶ

つ

ひ

め

神
社
に
ほ
か
の
兵
庫
鎖

ひ
ょ
う
ご
ぐ
さ
り
の

太
刀

た

ち

と
と
も
に
伝
来
し
ま
し
た
。

今
回
の
陳
列
で
は
、
平
安
時
代
の
備
前

の
刀
工
、
包
平

か
ね
ひ
ら

の
傑
作
と
し
て
評
価
の
高

キ
ロ
メ
ー
ト
ル
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背
の
高
い
樹
木
の
左
に
池
が
広
が
り
、

高
士
と
侍じ

童ど
う

を
乗
せ
た
舟
が
浮
か
ん
で
い

ま
す
。
池
に
は
蓮
と
お
ぼ
し
き
葉
が
数
多

く
描
か
れ
て
い
ま
す
。

周
茂
叔

し
ゅ
う
も
し
ゅ
く（
諱い

み
な

は
敦と

ん

頤い

、一
〇
一
七
〜
七
三
）

は
、中
国
・
北
宋
時
代
の
儒
学
者
で
、宋
学

の
開
祖
で
す
。そ
の
著『
太
極
図
説
』は
日

本
で
も
尊
重
さ
れ
ま
し
た
。周
茂
叔
は
蓮
花

を
愛
し
て「
愛
蓮
説
」を
著
し
、菊
を
隠
逸

の
花
、牡
丹
を
富
貴
の
花
、蓮
を
君
子
の
花

と
し
ま
し
た
。「
愛
蓮
説
」を
収
録
し
た『
古

文
真
宝
後
集
』は
室
町
時
代
の
禅
林
に
お
い

て
模
範
漢
文
集
と
し
て
愛
読
さ
れ
た
の
で
、

周
茂
叔
愛
蓮
図
の
制
作
と
鑑
賞
は
禅
僧
た

ち
の
間
で
始
ま
っ
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

三
〇
）は
狩
野
派
の
祖
と
さ
れ
る
画
家
で

す
。
本
図
の
単
純
明
快
な
空
間
構
成
は
、

こ
の
時
代
に
尊
重
さ
れ
た
南
宋
絵
画
の

辺
角

へ
ん
か
く

構こ
う

図ず

（
対
角
線
構
図
の
一
種
）を
学

ん
だ
も
の
で
、
京
都
に
お
け
る
正
信
の
中

国
画
学
習
の
成
果
が
活
か
さ
れ
て
い
ま

す
。
保
存
状
態
も
良
く
、
柳
の
葉
に
施
さ

れ
た
爽
や
か
な
淡
彩
も
見
の
が
せ
な
い
魅

力
と
な
っ
て
い
ま
す
。
（
救
仁
郷
秀
明
）

賛
が
書
か
れ
る
こ
と
を
予
期
し
て
か
図

の
上
方
に
か
な
り
の
余
白
が
あ
り
ま
す
。

お
そ
ら
く
高
名
な
禅
僧
に
詩
を
書
き
入
れ

て
も
ら
う
こ
と
を
前
提
に
作
ら
れ
た
の
で

し
ょ
う
。
こ
の
作
品
は
、
絵
と
し
て
は
下

半
分
が
中
心
で
、
左
下
を
池
水
、
右
上
を

樹
叢
と
す
る
対
角
線
構
図
の
変
形
版
と
い

え
ま
し
ょ
う
。

作
者
の
狩
野
正
信（
一
四
三
四
〜
一
五

狩
野
派
の
祖
正
信
の
代
表
作

周
茂
叔
愛
蓮
図

い
国
宝
、
名
物
大
包
平
の
太
刀
も
同
時
に

展
示
い
た
し
ま
す
。

（
池
田
　
宏
）

華
籠

け

こ

は
文
字
ど
お
り
花
を
盛
る
器
の
こ

と
で
す
。仏
教
で
は
法
会
の
際
、僧
侶
が
生

花
を
散
ら
し
て
仏
壇
上
を
散さ

ん

華げ

供く

養よ
う

し
ま

す
。こ
れ
は
元
来
古
代
イ
ン
ド
で
貴
人
が
来

訪
し
た
時
に
入
口
や
室
内
に
生
花
を
散
ら
し

て
あ
た
り
を
清
め
る
風
習
に
由
来
し
て
い
ま

す
。イ
ン
ド
で
は
現
在
で
も
寺
院
の
門
前
で

葉
っ
ぱ
で
つ
く
っ
た
皿
に
生
花
を
盛
っ
て
売

っ
て
い
る
店
を
よ
く
見
か
け
ま
す
。人
々
は

こ
れ
を
買
い
求
め
て
生
花
を
仏
像
や
神
々
の

像
に
投
げ
か
け
て
か
ら
礼
拝
す
る
の
で
す
。

神
照
寺
の
こ
の
華
籠
は
銅
板
を
皿
形
に

打
ち
出
し
、底
部
の
全
面
に
宝ほ

う

相そ
う

華げ

唐か
ら

草く
さ

文も
ん

を
透す

か

彫し
ぼ

り
で
表
し
て
い
ま
す
。全
体
に
鍍と

金き
ん

（
金
メ
ッ
キ
）を
施
し
た
の
ち
、さ
ら
に
花

形
や
葉
形
の
部
分
に
の
み
鍍
銀
（
銀
メ
ッ

キ
）を
施
し
て
色
彩
に
変
化
を
つ
け
て
い
ま

す
。縁
に
は
覆ふ

く

輪り
ん

を
め
ぐ
ら
し
、底
面
の
三

箇
所
に
は
下
げ
緒
を
通
す
鐶か

ん

座ざ

を
設
け
て

い
ま
す
。
い
ま
こ
の
鐶
座
を
目
印
に
目
を

凝こ

ら
し
て
宝
相
華
文
を
ご
ら
ん
く
だ
さ
い
。

斜
め
上
か
ら
見
た
形
、あ
る
い
は
側
面
か
ら

み
た
形
の
花
形
や
葉
形
を
つ
け
た
茎
が
三

本
、底
部
の
中
心
か
ら
巴
形
に
伸
び
て
い
る

様
子
が
お
わ
か
り
い
た
だ
け
る
で
し
ょ
う

か
。そ
の
器
面
い
っ
ぱ
い
に
バ
ラ
ン
ス
よ
く

配
さ
れ
た
文
様
の
構
成
は
絶
妙
で
す
。こ
こ

に
作
品
を
鑑
賞
す
る
楽
し
み
が
あ
り
ま
す
。

神
照
寺
に
は
こ
の
種
の
華
籠
が
十
六

枚
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。仔
細
に
見
る
と

宝
相
華
文
の
表
現
や
製
作
技
法
か
ら
大

き
く
二
つ
の
グ
ル
ー
プ
に
分
か
れ
ま
す

が
、
ど
ち
ら
で
あ
れ
、
わ
が
国
に
現
存
す

る
華
籠
の
中
で
最
も
美
麗
で
、ま
さ
に
日

本
美
術
の
精
華
と
呼
ぶ
に
ふ
さ
わ
し
い

作
品
で
す
。

（
加
島
　
勝
）

'周茂叔愛蓮図 狩野正信筆 室町時代・15世紀
柳の葉に施された緑のさわやかな淡彩に眼が惹かれます
（7月1日～8月2日展示）

銀銅蛭巻太刀（部分） 平安時代・12世紀 和歌山・丹生都比売神社蔵
蛭巻の銀が輝いていた当初の姿を想像してみてください

'金銀鍍宝相華唐草透華籠 鎌倉時代・13世紀
滋賀・神照寺蔵　金銀の色彩の使い分けにも目を凝らして

花を盛った葉っぱの華籠
インド・デリーにて

散
華
供
養
の
花
の
う
つ
わ

金
銀
鍍
宝
相
華
唐
草
透
華
籠
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■
東
洋
館
■

精
緻
な
文
様
表
現
に
注
目

楼
閣
人
物
螺
鈿
十
角
硯
箱

6
月
29
日
（火）
〜
9
月
26
日
（日）

東
洋
館
第
5
室

■
東
洋
館
■

手
描
き
や
型
に
よ
る
細
密
な
文
様

イ
ン
ド
ネ
シ
ア
の
更
紗

8
月
8
日
（日）
ま
で
　
東
洋
館
第
3
室

■
東
洋
館
■

南
島
の
貝
で
飾
ら
れ
た
馬
具

金
銅
装
雲
珠

9
月
12
日
（日）
ま
で
　
東
洋
館
第
10
室

■
東
洋
館
■

東
ア
ジ
ア
古
代
史
の
鍵

広
開
土
王
碑

８
月
３
日
（火）
〜
10
月
3
日
（日）東
洋
館
第
８
室

貝
片
を
用
い
て
文
様
を
表
す
螺ら

鈿で
ん

の
技

法
は
、元
時
代（
一
二
七
一
〜
一
三
六
八
）

に
大
き
く
発
展
を
遂
げ
ま
し
た
。人
物
を

中
心
と
す
る
物
語
や
故
事
な
ど
の
題
材
が

好
ま
れ
、こ
の
硯
箱
の
蓋
表
に
も
楼
閣
お

よ
び
酒
を
酌く

み
交
わ
す
人
々
が
表
さ
れ
て

い
ま
す
。元
時
代
の
螺
鈿
は
精
緻
な
技
巧

に
特
色
が
あ
り
ま
す
。建
物
の
細
部
や
衣

服
や
器
物
の
文
様
、馬
の
毛
な
ど
に
い
た

る
ま
で
、あ
た
か
も
絵
画
を
み
る
よ
う
な

細
密
な
表
現
は
圧
巻
で
す
。

い
ま
す
。
し
か
し
倭
と
は
何
者
か
、
ど
ち

ら
が
ど
ち
ら
を
攻
め
た
か
な
ど
に
つ
い

て
、
さ
ま
ざ
ま
な
説
が
あ
り
、
今
で
も
国

際
的
な
論
争
が
続
け
ら
れ
て
い
ま
す
。今

回
は
広
開
土
王
碑
の
拓
本
と
し
て
一
九

七
〇
年
代
ま
で
の
教
科
書
に
載
っ
て
い

た
酒さ

か

匂わ

本（
実
は
筆
で
墨
を
塗
っ
た
も
の

で
拓
本
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
）と
館

蔵
の
拓
本
な
ど
碑
文
に
関
す
る
資
料
と
、

碑
の
周
辺
か
ら
出
土
し
た
考
古
資
料
を

あ
わ
せ
て
展
示
し
ま
す
。東
ア
ジ
ア
古
代

史
に
思
い
を
は
せ
る
機
会
と
な
れ
ば
幸

い
で
す
。

（
谷
　
豊
信
）

広こ
う

開か
い

土ど

王お
う

碑ひ

は
好
太
王
碑
と
も
呼
ば

れ
、四
世
紀
末
か
ら
五
世
紀
初
め
に
か
け

て
倭わ

（
古
代
の
日
本
）
と
高
句
麗
が
戦
っ

た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、日

本
史
の
教
科
書
で
も
取
り
上
げ
ら
れ
て

こ
の
作
品
は
、江
戸
時
代
後

期
の
大
名
茶
人
と
し
て
知
ら

れ
る
松
平
不ふ

昧ま
い

の
蔵
品
目
録

で
あ
る
『
雲
州
蔵
帳
』「
中
之

部
」（
硯
箱
）
の
項
に
「
青
貝
十

角
」と
記
載
さ
れ
て
い
る
硯
箱

に
あ
た
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

伝
来
が
判
明
す
る
点
で
も
き

わ
め
て
貴
重
で
す
。

（
今
井
　
敦
）

日
本
に
初
め
て
更さ

ら

紗さ

が
輸
入
さ
れ
た
の

は
桃
山
時
代
の
こ
と
。手
描
き
や
型
を
使
っ

て
文
様
を
染
め
た
南
・
東
南
ア
ジ
ア
産
の
木

綿
地
の
こ
と
で
、現
代
も
盛
ん
に
製
作
さ
れ

て
い
ま
す
。イ
ン
ド
ネ
シ
ア
系
の
更
紗
は
英

語
で
は
バ
テ
ィ
ッ
ク
と
呼
ば
れ
、
の
細
描

き
や
銅
製
の
型
で
細
密
な
文
様
を
表
現
し
ま

す
。特
に
ジ
ャ
ワ
島
で
は
、藍あ

い

と
ソ
ガ
と
呼

雲う

珠ず

は
馬
を
飾
る
道
具
の
ひ
と
つ
で
す
。

こ
の
雲
珠
は
脚
が
八
本
あ
り
ま
し
た
。馬
の

お
尻
で
四
本
の
ベ
ル
ト
が
交
差
す
る
と
こ

ろ
に
載
せ
て
鋲び

ょ
う

で
留
め
、責せ

め

金か
な

具ぐ

で
締
め
て

固
定
し
て
い
ま
し
た
。輪
に
な
っ
て
い
る
部

分
と
脚
は
銅
に
金
メ
ッ
キ
を
し
て
い
ま
す
。

鋲
と
責
金
具
は
銅
で
で
き
て
い
ま
す
が
、銀

板
を
か
ぶ
せ
て
い
ま
す
。中
央
の
白
い
部
分

に
は
め
込
ま
れ
て
い
る
の
は
巻
貝
で
す
。動

物
考
古
学
の
金
子
浩
昌
先
生
に
よ
る
と
、奄

美
諸
島
よ
り
南
に
棲
息
す
る
ク
ロ
フ
モ
ド

キ
と
い
う
貝
を
使
っ
て
い
る
そ
う
で
す
。磨

か
れ
た
貝
の
白
地
に
赤
い
斑
点
と
、周
囲
の

金
、と
こ
ろ
ど
こ
ろ
の
銀
が

そ
れ
ぞ
れ
に
輝
き
、た
い
そ

う
贅
沢
に
作
ら
れ
て
い
ま

す
。こ
の
雲
珠
で
馬
を
飾
っ

た
人
物
は
、遠
く
南
海
か
ら

貝
を
入
手
で
き
る
ほ
ど
の

有
力
者
だ
っ
た
に
違
い
あ

り
ま
せ
ん
。
（
白
井
克
也
）

ば
れ
る
茶
色
が
特
色
で
す
。

今
回
は
、東
南
ア
ジ
ア
・
イ

ン
ド
ネ
シ
ア
輸
出
向
け
に
製

作
さ
れ
た
イ
ン
ド
の
更
紗
も

あ
わ
せ
て
、イ
ン
ド
洋
を
取

り
囲
む
国
々
が
生
ん
だ
、十

七
〜
十
八
世
紀
の
更
紗
の
世

界
を
ご
覧
い
た
だ
き
ま
す
。

（
小
山
弓
弦
葉
）

楼閣人物螺鈿十角硯箱 元時代・14世紀
酒を酌み交わす人物や行き交う人々を
いきいきと描く

藍地花文菱繋文様更紗（部分）
インドネシア 18世紀
南インド産のインドネシア輸出向けデザイ
ン。儀式などで珍重された

広開土王碑　酒匂本（部分）
明治16年（1883）に酒匂影信氏が中
国から持ち帰り、その後の研究の基礎
となった資料。文章の一部が意図的に
改変されていたという説もある

クロフモドキ
貝殻の上の部分
を切り取り、雲
珠の中心に用い
ている

○金銅装雲珠
（丹城邑出土品のうち）
韓国・慶尚南道山清郡出土
三国時代（加耶）・5～6世紀
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■
法
隆
寺
宝
物
館
■

百
済
か
ら
の
贈
り
も
の

如
来
お
よ
び
両
脇
侍
立
像

■
日
本
の
考
古
■

威
風
堂
々
の
立
ち
姿

挂
甲
の
武
人

9
月
5
日
（日）
ま
で
平
成
館
考
古
展
示
室

五
五
二
年（
通
説
は
五
三
八
年
）、百
済

か
ら
初
め
て
仏
教
が
伝
え
ら
れ
た
時
、金

銅
製
の
釈
迦
仏
一
躯
が
欽
明
天
皇
に
贈
ら

れ
た
と『
日
本
書
紀
』は
記
し
て
い
ま
す
。

そ
の
像
の
所
在
は
知
ら
れ
ま
せ
ん
が
、飛

鳥
時
代
に
朝
鮮
半
島
か
ら
伝
え
ら
れ
た
と

み
ら
れ
る
像
が
今
も
い
く
つ
か
残
っ
て
い

ま
す
。法
隆
寺
献
納
宝
物
の
中
に
も
三
件

あ
り
、そ
の
中
で
も
っ
と
も
優
れ
た
出
来

栄
え
を
示
す
の
が
、如
来
お
よ
び
両
脇
侍

立
像（
列
品
番
号
N
ー
一
四
三
）で
す
。三

尊
が
ひ
と
つ
の
光
背
に
お
さ
ま
り
、独
特

の
印
相
を
結
ぶ
形
式
は
、中
国
で
は
六
世

紀（
南
北
朝
時
代
）、朝
鮮
半
島
で
は
六
〜

七
世
紀
（
三
国
時
代
）
に
流
行
し
た
形
式

現
在
、考
古
展
示
室
に
は
さ
ま
ざ
ま
な

か
た
ち
の
埴
輪
を
み
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

人
物
、馬
、猪
、鶏
、水
鳥
、猿
、盾
、靫ゆ

ぎ

、大た

刀ち

、帽
子
、翳さ

し
ば

、蓋
き
ぬ
が
さ、短た
ん

甲こ
う

、家
、円
筒
な
ど

で
す
。人
物
埴
輪
は
男
性
像
と
女
性
像
が

あ
り
、特
に
男
性
像
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
姿

態
の
も
の
が
あ
り
ま
す
。写
真
に
あ
る
挂け

い

甲こ
う

の
武
人
は
、衝
角

し
ょ
う
か
く
　
付
冑

つ
き
か
ぶ
と

を
被
り
挂
甲
を

身
に
つ
け
、左
手
で
大
刀
の
鞘さ

や

を
も
ち
右

手
で
柄つ

か

を
執
る
姿
を
し
て
い
ま
す
。ま
さ

に
刀
を
抜
こ
う
と
し
て
い
る
よ
う
で
あ
り
、

抜
刀
ス
タ
イ
ル
の
武
人
と
も
呼
ば
れ
ま
す
。

首
に
は
丸
玉
の
首
飾
り
を
つ
け
て
お
り
、

手
に
は
籠
手
の
表
現
が
み
ら
れ
ま
す
。小

札
を
綴
じ
あ
わ
せ
た
挂
甲
は
連
続
し
た
方

形
の
線
刻
と
し
て
表
現
さ
れ
て
お
り
、そ

の
中
を
市
松
文
様
状
に
赤
彩
し
て
い
ま
す
。

こ
の
他
に
も
腰
掛
け
る
女
性
像
や
鍬
を
担

ぐ
男
子
、琴
を
弾
く
男
子
、盾
を
持
つ
人
な

ど
さ
ま
ざ
ま
な
人
物
像
が
あ
り
ま
す
。ぜ

ひ
そ
れ
ぞ
れ
の
持
ち
物
や
服
装
な
ど
見
比

べ
な
が
ら
ご
覧
く
だ
さ
い
。（
日
高
　
慎
）

で
、こ
の
像
も
そ
の
一
例
で
す
。中
国
の
竜

門
石
窟
な
ど
北
朝
の
像
と
は
異
な
る
、や

わ
ら
か
み
の
あ
る
作
風
は
、南
朝
と
交
流

し
た
百
済
で
造
ら
れ
た
こ
と
を
示
す
と
み

ら
れ
ま
す
。さ
て
、こ
の
像
の
形
は
、鎌
倉

時
代
に
大
流
行
し
た
い
わ
ゆ
る
善
光
寺
式

三
尊
像
と
と
て
も
よ
く
似
て
い
ま
す
。絶

対
の
秘
仏
で
拝
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
長

野
・
善
光
寺
本
尊
の
姿
は
、こ
の
像
と
近

い
も
の
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
（
浅
見
龍
介
）

挂甲の武人
栃木県真岡市
鶏塚古墳出土
古墳時代・6世紀
上半身と下半身を
別々につくり、差し込
み式とした人物埴輪

◎
如
来
お
よ
び
両
脇
侍
立
像

三
国
時
代
・
6
〜
7
世
紀

百
済
と
日
本
の
密
接
な
交
渉
を
偲
ば
せ
る
仏
像

上
野
山
の
歴
史
の
証
人

博
物
館
の
奇
妙
な
石
た
ち

表
慶
館
の
南
北
の
は
し
に
、ち
ょ

っ
と
変
わ
っ
た
形
を
し
た
石
の
造
形

物
が
置
か
れ
て
い
る
の
を
ご
存
知
で

し
ょ
う
か
。と
い
っ
て
も
現
代
ア
ー

ト
を
気
取
っ
た
、み
ょ
う
ち
き
り
ん

な
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。寛
永
寺

に
伝
わ
っ
た
も
の
で
す
か
ら
、い
ず

れ
由
緒
あ
る
も
の
な
の
で
し
ょ
う
。

南
側
、
つ
ま
り
黒
門
側
に
は
六

角
形
の
台
座
風
に
彫
刻
さ
れ
た
石

が
置
か
れ
、ま
ん
中
に
一
ツ
巴

と
も
え
の
彫

り
こ
み
が
あ
り
ま
す
し
、北
側
す
な

わ
ち
平
成
館
側
に
は
、六
角
形
で
ま

ん
中
を
真
円
形
に
刳く

り
ぬ
い
た
、ち

ょ
う
ど
井
戸
枠
の
よ
う
な
石
が
あ

り
ま
す
。こ
れ
ら
は
何
に
使
わ
れ
た

も
の
か
ま
っ
た
く
わ
か
り
ま
せ
ん
。

わ
か
ら
な
い
と
い
え
ば
、
巴
石
？

の
前
に
は
ベ
ン
チ
状
に
加
工
さ
れ

た
長
方
形
の
石
が
あ
り
ま
す
が
、何

か
石
組
み
の
一
部
で
あ
る
こ
と
以

外
、皆
目
見
当
も
つ
き
ま
せ
ん
。こ

の
長
方
形
の
石
は
上
野
公
園
の

擂
鉢
山

す
り
ば
ち
や
ま（
な
ん
と
こ
れ
は
古
墳
で

す
）の
山
頂
に
も
た
く
さ
ん
あ
り
ま

す
か
ら
、上
野
山
内
で
何
か
の
礎
石

と
し
て
使
用
さ
れ
た
も
の
な
の
で

し
ょ
う
。ど
な
た
か
の
ご
教
示
が
あ

れ
ば
う
れ
し
い
の
で
す
が
。

実
は
、
こ
う
し
た
不
思
議
な
石
た

ち
の
使
途
を
解
く
鍵
は
両
大
師（
慈

眼
堂
）に
あ
る
の
で
す
。こ
こ
は
寛
永

寺
で
唯
一
焼
け
残
っ
た
鐘
楼
や
灯
篭

が
あ
り
ま
す
が
、そ
の
石
組
み
に
使

わ
れ
て
い
る
の
が
こ
の
奇
妙
な
石
た

ち
な
の
で
す
。と
こ
ろ
で
、博
物
館
の

庭
園
内
九
条
館
の
前
に
は
漬
物
石
に

手
頃
な
丸
石
の
山
が
あ
り
ま
す
。公

園
内
に
も
あ
ち
こ
ち
で
み
か
け
ま
す

が
、こ
れ
も
石
組
み
に
使
わ
れ
た
も

の
な
の
で
し
ょ
う
ね
。手
頃
だ
か
ら

と
い
っ
て
努
々

ゆ
め
ゆ
め

お
持
ち
出
し
に
な
ら

な
い
で
く
だ
さ
い
。こ
れ
も
大
事
な

文
化
財
な
の
で
す
か
ら
。（
上
野
仁
哉
）

巴石、六角石、ベ
ンチ石。いづれ
も来歴は不明

9

※リニューアルのため、本館は7月1日～8月31日は全室閉館となります。地下1階ミュージアムショップは営業します。
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◆コンサート・演劇公演のお知らせ
東
京
国
立
博
物
館
で
は
賛
助

会
員
制
度
を
設
け
、当
館
を
幅
広

く
ご
支
援
い
た
だ
い
て
お
り
ま

す
。賛
助
会
員
よ
り
い
た
だ
い
た

会
費
は
、文
化
財
の
購
入
・
修
理
、

調
査
研
究
、平
常
展
・
施
設
整
備

等
の
充
実
に
充
て
て
お
り
ま
す
。

ど
う
か
賛
助
会
の
趣
旨
に
ご
理

解
ご
賛
同
い
た
だ
き
、ご
入
会
く

だ
さ
い
ま
す
よ
う
お
願
い
申
し

上
げ
ま
す
。

入
会
日
よ
り
１
年
（
入
会
月

の
翌
年
同
月
末
日
ま
で
）有
効

賛
助
会
員
に
は
、特
別
会
員
と
維

持
会
員
と
の
二
種
類
が
あ
り
ま
す

年
会
費

特
別
会
員
　
　
１
０
０
万
円
以
上

維
持
会
員
　
　
法
人
　
20
万
円

個
人
　
５
万
円

特
　
典

●
特
別
展
の
特
別
内
覧
会
に
ご
招
待

●
国
立
博
物
館
ニ
ュ
ー
ス
の
送
付

＊
賛
助
会
員
の
お
申
し
込
み
は
随
時

受
け
付
け
て
い
ま
す

＊
ご
希
望
の
方
に
は
資
料
お
よ
び
東

京
国
立
博
物
館
賛
助
会
員（T

N
M

M
em
bers

）入
会
申
込
書
を
お
送
り

し
ま
す

＊
お
問
い
合
わ
せ
は

東
京
国
立
博
物
館
営
業
開
発
部

賛
助
会
担
当

℡
０
３
―
３
８
２
２
―
１
１
１
１（
代
）

◆
東
京
国
立
博
物
館
賛
助
会
員
募
集
の
ご
案
内

◆
時
代
区
分
の
変
更
に
つ
い
て
の
お
知
ら
せ

当
館
で
は
、展
示
室
の
掲
示
や
カ
タ
ロ
グ
な
ど
で
、

展
示
作
品
の
制
作
な
ど
に
関
わ
る
時
代
・
世
紀
を
明

示
し
て
い
ま
す
。現
在
、東
京
国
立
博
物
館
で
採
用
し

て
い
る
時
代
区
分
に
は
、政
治
史
に
よ
る
も
の
と
文
化

史
・
美
術
史
に
よ
る
も
の
が
混
在
し
て
い
て
お
り
、

「
教
科
書
で
習
っ
た
年
代
と
違
う
」「
ど
う
も
わ
か
り
に

く
い
」と
い
っ
た
ご
意
見
を
い
た
だ
い
て
い
ま
し
た
。

そ
こ
で
、本
年
度
の
本
館
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
を
機
に
、館

内
で
の
表
示
や
刊
行
物
に
お
け
る
時
代
区
分
を
、一
般

の
お
客
様
に
よ
り
親
し
み
の
あ
る
政
治
史
区
分
で
の

表
記
に
統
一
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。文
化
史
・

美
術
史
に
よ
る
時
代
区
分
と
し
て
、一
五
七
三
年
〜
一

六
一
五
年
を
桃
山
時
代
と
し
て
お
り
ま
し
た
が
、今
後

は
、一
五
七
三
年
〜
一
六
〇
三
年
を
政
治
史
区
分
に
よ

る
安
土
桃
山
時
代
と
し
ま
す
。よ
っ
て
、江
戸
時
代
の

は
じ
ま
り
を
一
六
〇
三
年
と
い
た
し
ま
す
。

館
内
の
表
示
に
お
い
て
は
、9
月
1
日
か
ら
、ま

た
そ
れ
以
前
に
発
行
さ
れ
る
印
刷
物
に
つ
い
て
も
、

9
月
1
日
以
降
の
展
示
情
報
を
掲
載
す
る
場
合
は
、

左
記
の
時
代
区
分
に
よ
っ
て
表
示
す
る
こ
と
に
な
り

ま
し
た
。ど
う
か
よ
ろ
し
く
ご
了
承
く
だ
さ
い
ま
せ
。

先
縄
文
時
代（
旧
石
器
時
代
）
〜
紀
元
前
一
万
年

縄
文
時
代

紀
元
前
一
万
年
〜
紀
元
前
四
五
〇
年

弥
生
時
代

紀
元
前
四
五
〇
年
〜
紀
元
後
二
五
〇
年

古
墳
時
代

二
五
〇
年
〜
六
〇
〇
年

飛
鳥
時
代

五
三
八
年
〜
七
一
〇
年

奈
良
時
代

七
一
〇
年
〜
七
九
四
年

平
安
時
代

七
九
四
年
〜
一
一
八
五
年

鎌
倉
時
代

一
一
八
五
年
〜
一
三
三
三
年

南
北
朝
時
代

一
三
三
三
年
〜
一
三
九
二
年

室
町
時
代

一
三
九
二
年
〜
一
五
七
三
年

安
土
桃
山
時
代

一
五
七
三
年
〜
一
六
〇
三
年

江
戸
時
代

一
六
〇
三
年
〜
一
八
六
八
年

明
治
時
代

一
八
六
八
年
〜
一
九
一
二
年

大
正
時
代

一
九
一
二
年
〜
一
九
二
六
年

昭
和
時
代

一
九
二
六
年
〜
一
九
八
九
年

岩沢 重美様
高田 朝子様
齋藤 京子様
齋藤 邦裕様
株式会社安井建築設計事務所様
株式会社ナガホリ様
井上 静男様
和田 喜美子様
佐々木 芳絵様
藤原 紀男様
小田 昌夫様
吉岡 昌子様
松本建設株式会社様
関谷 徳衛様
高橋 守 様
小澤 桂一 様
株式会社光彩工芸様
上久保 のり子様
寺本 明男様
櫛田 良豊様
株式会社スタイルカフェ・ドット・ネット様
長谷川 英樹様
池田 孝一様
木村 剛様
観世 あすか様
コクヨ株式会社様
星埜 由尚様
関口 大志様
株式会社鴻池組東京本店様
太田 喜久様
株式会社アクタス様

〈ほか5名3社、順不同〉

特別会員
日本電設工業株式会社様
東京電力株式会社様
株式会社コア様
明治安田生命保険相互会社様
株式会社精養軒様
毎日新聞社様　
大日本印刷株式会社様
株式会社大林組東京本社様
朝日新聞社様
株式会社ホテルオークラエンタープライズ様
株式会社ミロク情報サービス様
TBS様
NHK様
東京新聞・中日新聞社様
株式会社電通様
読売新聞東京本社様
維持会員
三菱電機ビルテクノサービス株式会社様
早乙女 節子様
株式会社三冷社様
東日本電信電話株式会社様
宇津野 和俊様
伊藤 信彦様
小金井造園株式会社様
財団法人ソニー教育財団様
株式会社 NTTドコモ様
斎藤 京子様
井上 萬里子様　
田添 博様
京菓匠
株式会社東京美術様

東京国立博物館賛助会員 平成16年5月6日現在

ヘンデルとモーツァルトの夕べ
日　時　7月9日（金） 19時～20時30分
会　場　東京国立博物館　表慶館
出　演　中野振一郎（チェンバロ）、河合隼雄（フル－ト）
料　金 3500円（特別展観覧券付）

チケットのお求め方法
●当館正門観覧券売り場でチケット販売
受　付　開館日の9時30分～16時30分

土、日は17時30分まで、7月9日は開演まで
●電話予約販売
申込先　東京国立博物館イベント担当

TEL 03－3821－9270
受　付　9時30分～17時（月曜～金曜）
＊チケットは、当館正門観覧券売り場にて現金引換にてお渡しします。

引換時間 9時30分～16時30分（開館日のみ）
ただし、土、日は17時30分まで、7月9日は開演まで
※車椅子をご利用の方は、お申し込みの際にお申し出ください。

ファミリーコンサート
日　時　7月19日（月・祝） 11時、14時の2回
会　場　東京国立博物館　平成館ラウンジ
出　演　東京クラリネット・クワイアー　指揮 稲垣征夫
＊無料（ただし当日の入館料は必要です）

演劇公演「四谷怪談」
日　時 7月1日（木）～7日（水）
開　演 月曜日～木曜日 19時30分　金曜日 20時

土曜日・日曜日 18時
会　場 東京国立博物館 表慶館
企　画 Ort－d.d（オルト・ディー・ディー）
料　金 一般3000円（当日3500円）、学生1500円（当日2000円）

平常展観覧券付、全席自由
＊チケットは東京国立博物館窓口（直接販売のみ）、およびチケットぴあで発売中。

＊チケットの予約およびお問い合わせは、
Ort－d.d（オルト・ディー・ディー）E-mail:ort@78.com
TEL 090－5204－8941まで

演劇公演「四谷怪談」関連企画　講演会
日　時　7月4日（日）14時～
会　場　東京国立博物館平成館大講堂
講　師　横山泰子氏（法政大学助教授）
参加費 500円（入館料を含む）
＊演劇「四谷怪談」チケットをお求めのお客さまは無料。（ただし事前予約は必要）
＊申し込み・お問い合わせ先　東京国立博物館イベント担当
TEL 03－3821－9270まで
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昨
年
当
館
で
演
劇
を
公
演
し
た
劇
団
ク
・
ナ
ウ
カ
が
演
劇
・
ダ
ン

ス
な
ど
の
優
れ
た
成
果
に
対
し
て
贈
ら
れ
る
「
朝
日
芸
術
舞
台
賞
」

を
、1
月
30
日
に
受
賞
し
ま
し
た
。昨
年
11
月
4
日
（火）
〜
16
日
（日）
の

間
、当
館
東
洋
館
地
下
で
も
上
演
し
た「
マ
ハ
ー
バ
ー
ラ
タ
」の
舞
台

成
果
を
評
価
さ
れ
た
も
の
で
す
。

こ
の
劇
団
ク
・
ナ
ウ
カ
の
演
出
家
の
宮
城
聡
氏
、女
優
の
美
加
里
氏
、
制
作

の
久
我
晴
子
氏
の
三
氏
が
受
賞
後
、
当
館
野
　
館
長
を
訪
問
さ
れ
ま
し
た
。

館
長
か
ら
、今
回
の
受
賞
に
つ
い
て
お
祝
い
を
述
べ
た
後
、宮
城
氏
か

ら
今
回
の「
ク
・
ナ
ウ
カ
」の
演
出
に
つ
い
て
工
夫
し
た
点
や
、博
物
館
で

の
公
演
に
際
し
て
、他
の
会
場
と
は
異
な
る
楽
し
さ
が
あ
っ
た
こ
と
な

ど
を
お
話
し
い
た
だ
き
ま
し
た
。

ク
・
ナ
ウ
カ
の
公
演
に
つ
い
て

は
、昨
年
大
変
好
評
だ
っ
た
た
め
、

今
年
も
10
月
上
旬
頃
に
当
館
で

実
施
し
た
い
と
考
え
て
お
り
ま

す
。
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
や
公
演
名
、チ

ケ
ッ
ト
販
売
に
関
し
て
は
追
っ
て

本
誌
お
よ
び
当
館
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

な
ど
で
お
知
ら
せ
す
る
予
定
で

す
。
ど
う
ぞ
ご
期
待
く
だ
さ
い
。

◆『
M
U
S
E
U
M
』5
9
0
号

（
平
成
16
年
6
月
15
日
発
行
）の
掲
載
論
文

①「
博
物
誌
資
料
と
し
て
の『
草
花
魚
貝
虫
類
写
生
図
』」

磯
野
直
秀（
当
館
客
員
研
究
員
）

②
「
東
京
国
立
博
物
館
新
収
資
料

『
博
物
図
譜
』に
つ
い
て
」

田
中
純
子（
元
白
百
合
学
園
高
等
学
校
教
諭
）

③
「
柏
木
探
古
稿
本

『
東
寺
堂
塔
興
廃
表
并
記
事
等
雑
記
』」

藤
本
孝
一（
文
化
庁
）

表
紙
解
説
「
花
鳥
螺
鈿
裁
縫
机
」

小
松
大
秀（
当
館
上
席
研
究
員
）

＊
購
読
の
お
問
い
合
わ
せ
は
当
館
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
シ
ョ
ッ
プ

℡
０
３
―
３
８
2
2
―
0
0
8
8
ま
で

東京国立博物館友の会＆パスポート
年会費 1万円 発行日から1年間有効

特　典 東京・京都・奈良国立博物館3館の平常展は
何度でもご覧いただけます。特別展に関しては、観覧券を
12枚配布。そのほか、本誌の定期郵送や、友の会対象の
イベント・講演会の開催などさまざまな特典があります

一般 3000円 学生 2000円
発行日から1年間有効

特　典 東京・京都・奈良国立博物館3館の平常展
は何度でもご覧いただけます。特別展に関しては、各
1回計6回までご覧いただけます
◆お申し込みは当館の窓口あるいは郵便振替で
友の会
加入者名（振替先） 東京国立博物館友の会　
口座番号 00160－6－406616
金　　額 1万円

＊振替用紙には職業・年齢・性別・メールアドレス・
ご希望のプレゼント番号（下記①～④の中からお選び
ください）を楷書でご記入ください
①双筆箋『秋冬山水図』 ②双筆箋『夏秋草図屏風』
③一筆箋『見返り美人図』 ④クリアファイル＆浮世
絵ボールペン

パスポート
加入者名（振替先） 東京国立博物館パスポート　
口座番号　00120－3－665737
金　　額　一般3000円､学生2000円

＊振替用紙には申込区分（一般か学生）、学生の場合は
学校名および学生証番号を楷書でご記入ください
＊振替用紙の半券が領収書になります。会員証、パスポ
ートチケットが届くまで保管しておいてください
＊振替手数料はお客様の負担となります
＊郵便振替でのお申込には2週間かかります

◆お問い合わせ
TEL 03－3822－1111（代）友の会・パスポート担当

東京国立博物館ニュース定期郵送のご案内
本誌の定期郵送をご希望の方は、年間（6冊分）
1000円の送料・事務費のご負担でお届けします

◆お申し込みは郵便振替で
加入者名（振替先） 東京国立博物館ニュース
口座番号　00100－2－388101

＊振替用紙には郵便番号･住所･氏名（ふりがな）･電話
番号を楷書でご記入ください
＊お申し込みは1年ごととなります。複数年のお申し
込みは受けられませんのでご了承ください
＊振替用紙の半券が送料の領収書になります。1年間保
管しておいてください
＊振替手数料は申込者のご負担となります
＊次号より送付ご希望の場合、締め切りは8月10日です

東京国立博物館利用案内
開館時間：9時30分～17時、4月～11月の特別展

開催期間中の金曜日は20時まで、4月～
9月の土・日・祝・休日は18時まで
（入館は閉館の30分前まで）

休 館 日：毎週月曜日（祝日、休日の場合は翌日）、
年末年始（12月28日～1月1日）。ゴールデ
ンウイークおよび夏休み期間（7月20日
～8月31日）は原則として無休

＊7月1日～8月31日はリニューアルのため本館を全室閉館

いたします

平常展観覧料金
一般420（210）円、大学生130（70）円
＊（ ）内は20名以上の団体料金
＊障害者とその介護者1名は無料です。入館の際に障害
者手帳などをご提示ください

＊満65歳以上、および高校生以下の方の平常展観覧は
無料です。入館の際に年齢のわかるもの（生徒手帳、
健康保険証、運転免許証など）をご提示ください

館
内
で
行
う
講
演
会
、
列
品
解
説
や
各
種
講
座
お

よ
び
特
別
展
関
連
イ
ベ
ン
ト
を
企
画
・
実
施
し
て
い
ま

す
。
東
博
は
と
に
か
く
募
集
を
す
る
と
反
響
が
大
き

く
応
募
数
も
多
い
。
博
物
館
の
活
動
の
中
心
は
展
示

で
す
の
で
、
よ
り
楽
し
く
鑑
賞
で
き
る
よ
う
な
内
容

を
模
索
し
て
い
ま
す
。
幸
い
当
館
に
は
美
術
・
歴
史
・

考
古
の
各
分
野
の
専
門
家
が
お
り
、テ
ー
マ
の
原
案
を

決
め
た
ら
内
容
の
詳
細
を
そ
れ
ぞ
れ
の
研
究
員
と
相

談
で
き
る
の
は
強
み
で
す
ね
。
今
後
は
、
よ
り
専
門
的

な
内
容
の
講
座
も
行
っ
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。

自
身
の
専
門
は
日
本
中
世
史
（
戦
国
期
の
室
町
幕

府
）
で
す
が
、
企
画
に
あ
た
っ
て
そ
れ
に
こ
だ
わ
る
こ

と
は
あ
り
ま
せ
ん
。実
施
後
の
ア
ン
ケ
ー
ト
は
貴
重
な

資
料
。
必
ず
目
を
通
し
て
次
の
企
画
の
際
に
参
考
に

し
ま
す
。
こ
の
夏
行
う
小
学
生
向
け
の
親
子
講
座
で

は
、「
ミ
イ
ラ
」と「
は
に
わ
」が
テ
ー
マ
で
す
が
、こ
れ

は
児
童
・
生
徒
の
「
見
た
い
作
品
」
に
あ
が
る
こ
と
が

多
い
と
い
う
こ
と
で
取
り
あ
げ
ま
し
た
。

参
加
者
は
常
連
の
方
も
多
い
で
す
が
、中
に
は
八

十
歳
を
越
え
て「
初
め
て
博
物
館
に
来
た
」と
い
う
方

も
。
半
年
後
に
展
示
室
で
ば
っ
た
り
お
会
い
し
た
と

こ
ろ
、講
座
に
参
加
し
て
以
来
興
味
を
も
っ
て
、し
ば

し
ば
通
う
よ
う
に
な
っ
た
と
の
こ
と
。リ
ピ
ー
タ
ー

を
獲
得
し
た
と
い
う
実
感
を
得
た
瞬
間
で
し
た
。こ

れ
か
ら
も「
親
し
ま
れ
る
博
物
館
」と
な
る
よ
う
な
企

画
を
進
め
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

教育講座室 高梨真行

子どもからお年寄りまで
みんなに「親しまれる博物館」へ

友の会

パスポート

◆
劇
団
ク
・
ナ
ウ
カ
が
朝
日
芸
術
舞
台
賞
受
賞
、
館
長
を
訪
問

左奥から、ク・ナウカの宮城聡氏、美加里氏、
久我晴子氏。右奥から野　館長、杉長営業開
発部長

表紙：国宝 周茂叔愛蓮図　狩野正信筆 室町時代・15世紀 11頁参照



14:30 15:00
※1演劇公演「四谷怪談」19:30 表慶館

＝ボランティアによる樹木ツアー 場所：前庭内
＝ボランティアによる考古展示室ガイド 場所：平成館考古展示室
＝ボランティアによる法隆寺宝物館ガイド 場所：法隆寺宝物館

〈奈良国立博物館〉 7月10日（土）～8月29日（日）
特別展「黄金の国・新羅－王陵の至宝」
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※1 演劇公演「四谷怪談」19:30 表慶館

14:30
※1 演劇公演「四谷怪談」20:00 表慶館

列品解説「中国新石器時代の玉器」14:00 東洋館第4室

14:30 15:00

時間延長（18:00まで）
※2 夏期講座「万国博覧会の美術」 14:30 15:00

時間延長（18:00まで） 14:30
※2 夏期講座「万国博覧会の美術」

時間延長（18:00まで）
ファミリーコンサート　11:00、14:00 平成館ラウンジ

14:30 15:00

※6 親子講座「ミイラって何？ 古代エジプトの生と死」
13:30 資料館セミナー室

列品解説「印籠・根付を愉しむ」14:00 平成館小講堂
※7「博物館探険：探してみよう！文字・もじ・モジ」11:00  東洋館地下

14:30 15:00

薬師寺僧侶による吉祥天の話
11:00、12:00、13:00、14:00、15:00 表慶館
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薬師寺僧侶による吉祥天の話 時間延長（18:00まで） 14:30
11:00、12:00、13:00、14:00、15:00 表慶館

列品解説「器財を模した埴輪」14:00 平成館考古展示室
※7「文字をかざろう」13:30 東洋館地下

時間延長（18:00まで） 14:30 15:00
※4 記念講演会「薬師寺の歴史と文化」13:30 平成館大講堂

※7「文字をかざろう」13:30 東洋館地下

薬師寺僧侶による吉祥天の話
11:00、12:00、13:00、14:00、15:00 表慶館

夜間開館（20:00まで） 14:30

14:30 15:00

薬師寺僧侶による吉祥天の話
11:00、12:00、13:00、14:00、15:00 表慶館

時間延長（18:00まで） 15:00
※5 記念講演会「万国博覧会と日本工芸 東西が出会った」13:30
※7「とうはく書道道場」11:00  東洋館地下　 平成館大講堂

※7「文字をかざろう」13:30 東洋館地下

14:30 15:00

薬師寺僧侶による吉祥天の話
11:00、12:00、13:00、14:00、15:00 表慶館

時間延長（18:00まで） 14:30 15:00
月例講演会「広開土王碑をめぐる諸問題」13:30 平成館大講堂

※7「とうはく書道道場」11:00 東洋館地下　　

※7「博物館探険：探してみよう！ 文字・もじ･モジ」
11:00 東洋館地下

14:30 15:00

時間延長（18:00まで） 14:30

14:00 平成館寄贈品展示室
列品解説「重要文化財 霊雲寺蔵 十六羅漢像について」

※7「博物館探険：探してみよう!  文字・もじ･モジ」
11:00 東洋館地下　

14:30 15:00
※6 親子講座「こどもはにわランド」13:30 資料館セミナー室　

※1は有料イベントです。詳しくは、本誌14ページをご覧ください。
※2～5は事前申込制です。※6は親子講座（事前申込制）です。詳細は本誌7ページをご覧ください。
※7は親と子のギャラリー「文字・もじ・モジ」ワークショップ（事前申込制）です。詳しくは本誌7ページをご覧ください。
＊上記の予定は予告なく変更になることがあります。当日の予定は､インフォメーションカウンターでご確認ください。

「世紀の祭典　万国博覧会の美術」

夜間開館（20:00まで） 14:30

時間延長（18:00まで） 15:00
月例講演会「大谷探検隊の足跡」13:30 平成館大講堂

※7「とうはく書道道場」11:00 東洋館地下

時間延長（18:00まで） 14:30

※3記念講演会「万国博覧会の中の西洋美術ーパリ万博を中心としてー」
時間延長（18:00まで） 15:00 13:30 平成館大講堂

※7「とうはく書道道場」11:00 東洋館地下

夜間開館（20:00まで） 14:30

夜間開館（20:00まで） 14:30

時間延長（18:00まで） 14:30 15:00
※1 演劇公演「四谷怪談」18:00 表慶館
時間延長（18:00まで） 14:30
※1「四谷怪談」関連講演会 14:00 平成館大講堂
※1演劇公演「四谷怪談」18:00 表慶館

休館日 ※1 演劇公演 「四谷怪談」19:30 表慶館

列品解説「ベゼクリク石窟の美術」14:00 東洋館第10室
※1演劇公演「四谷怪談」19:30 表慶館

※1 ヘンデルとモーツァルトの夕べ　19:00 表慶館
夜間開館（20:00まで） 14:30

時間延長（18:00まで） 15:00

時間延長（18:00まで） 14:30

列品解説「中世の古記録について」
14:00 法隆寺宝物館エントランス

時間延長（18:00まで） 14:30

夜間開館（20:00まで） 14:30

夜間開館（20:00まで） 14:30

夜間開館（20:00まで） 14:30

テーマ別講演会“日本の水墨画”「桃山江戸初期の水墨画－狩野派を中心に」
時間延長（18:00まで） 15:00 13:30 平成館大講堂
※7「博物館探険:探してみよう！ 文字・もじ･モジ」11:00  東洋館地下

時間延長（18:00まで） 14:30
薬師寺僧侶による吉祥天の話 11:00、12:00、13:00、14:00、15:00 表慶館　

特別公開「国宝 吉祥天画像」

親と子のギャラリー「文字・もじ・モジ」

東京国立博物館 7月・8月の展示・催し物2004年7月 2004年8月

「国宝 吉祥天画像」最終日

「世紀の祭典 万国博覧会の美術」最終日
「文字・もじ・モジ」最終日

「日本美術の精華」最終日
本館閉館

休館日

本館閉館

「日本美術の精華」

〈京都国立博物館〉8月10日（火）～9月20日（月・祝）

特別展覧会「神々の美の世界」

＝ボランティアによるハイライトツアー  場所：平成館寄贈品展示室

＝ボランティアによる浮世絵版画展示解説  場所：平成館寄贈品展示室
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＝親と子のギャラリー「文字・もじ・モジ」ワークショップ
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