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長ち
ょ
う

恨ご
ん

歌か

は
、
中
国
唐
代
の
詩
人
白は

く

楽ら
く

天て
ん

が
作
っ
た
長
編
叙
事
詩
で
、
日
本
に

も
平
安
時
代
に
伝
わ
り
、「
源
氏
物
語
」

な
ど
の
文
学
に
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
し

て
い
ま
す
。
玄
宗

げ
ん
そ
う

皇
帝
の
寵
愛
を
受
け
、

栄
華
を
極
め
た
楊よ
う

貴
妃
き

ひ

が
、
戦
乱
で
殺

さ
れ
、
悲
し
む
玄
宗
が
そ
の
魂
を
探
し

求
め
る
と
い
う
お
話
は
、
日
本
文
学
に

ふ
れ
た
人
で
あ
れ
ば
、
だ
れ
で
も
愛
唱

で
き
る
ほ
ど
よ
く
知
ら
れ
て
い
ま
す
。

楊
貴
妃
と
玄
宗
の
悲
恋
を
描
く

長
恨
歌
図
屏
風

玉
堂
仕
官
中
の
貴
重
な
作
品

重
文

山
中
結
廬
図
浦
上
玉
堂
筆

本
願
寺
本
36
人
家
集
の
分
割

石
山
切（
伊
勢
集
）

伝
藤
原
公
任
筆

こ
の
屏
風
に
は
、
そ
の
お
話
の
う
ち
、
い

く
つ
か
の
名
場
面
が
描
か
れ
て
い
ま
す
。

画
面
に
は
、
源
氏
雲
と
よ
ば
れ
る
洲す

浜は
ま

の
形
を
し
た
金
箔
で
作
ら
れ
た
雲
が
、

た
な
び
い
て
各
場
面
を
分
け
て
い
ま
す
。

そ
の
雲
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
装
飾
が
な
さ

れ
て
い
ま
す
が
、
蝋
燭

ろ
う
そ
く

な
ど
の
揺
ら
ぎ

の
あ
る
火
の
ひ
か
り
が
あ
た
る
と
、
乱

反
射
し
て
、
悲
恋
の
物
語
を
幻
想
的
に

照
ら
し
出
す
の
で
す
。

（
松
嶋
雅
人
）

玉ぎ
ょ
く

堂ど
う（
一
七
四
五
〜
一
八
二
〇
）は
四

十
九
歳
で
武
士
の
勤
め
を
辞
め
、
翌
年
、

春
琴
・
秋
琴
と
い
う
二
人
の
息
子
と
と
も

平
安
時
代
古
筆
の
一
つ
の
頂
点
を
示

す
作
品
に
、「
本
願
寺
本
三
十
六
人
家
集
」

が
あ
り
ま
す
。
白
河
法
皇
の
還
暦
祝
、
あ

る
い
は
華
麗
な
料り

ょ
う

紙し

と
能
書
の
う
し
ょ

の
手て

筋す
じ

を

競
っ
た
冊
子
合
せ
の
品
と
す
る
説
が
あ

り
ま
す
が
、
い
ず
れ
に
し
て
も
、
王
朝
貴

族
の
美
意
識
を
反
映
し
て
、
料
紙
装
飾

の
粋
を
結
集
し
、
二
十
人
に
よ
る
能
書

の
寄
合
よ
り
あ
い

書が

き
に
よ
っ
て
成
立
し
た
調
度

手
本
で
す
。「
伊
勢
集
」は
、
そ
の
中
で
も

破
れ
継
ぎ
や
唐
紙
か
ら
か
み

な
ど
の
料
紙
を
含
ん

だ
最
も
華
麗
な
も
の
で
す
。
昭
和
の
は

じ
め
に
、
本
願
寺
の
鏡き
ょ
う

如に
ょ

上し
ょ
う

人に
ん（
大
谷
尊
由
）

は
女
子
宗
教
大
学（
現

在
の
武
蔵
野
大
学
）設

立
の
建
設
資
金
に
あ
て

る
た
め
に
、
実
業
界
の

巨
頭
で
茶
人
・
美
術
品

収
集
家
と
し
て
著
名
な

益ま
す

田だ

鈍ど
ん

翁の
う

ら
の
助
言
も

あ
っ
て
、
分
割
を
決
意

し
た
の
が
、
こ
の「
伊

勢
集
」と「
貫
之
集
下
」で
す
。
切
名
は
、

本
願
寺
の
も
と
の
所
在
地（
摂
津
・
石
山
）

に
ち
な
む
も
の
で
す
。

（
島
谷
弘
幸
）

に
備
中（
岡
山
県
）鴨
方
藩

か
も
が
た
は
ん

を
脱
藩
し
ま

し
た
。
老
後
は
、
自
由
人
と
し
て
諸
国

を
遊
歴
し
、
漂
泊
の
画
人
と
し
て
、
ま

た
文
人
と
し
て
の
生
涯
を
送
り
た
か
っ

た
よ
う
で
す
。
遺
品
の
大
半
は
脱
藩
以

後
の
も
の
で
す
が
、「
山さ

ん

中ち
ゅ
う

結け
つ

廬
図
ろ

ず

」は

数
少
な
い
仕
官
中
の
、
し
か
も
玉
堂
と

し
て
は
珍
し
く
絹
に
描
い
た
作
品
で
す
。

玉
堂
と
い
え
ば
、
墨
を
惜
し
む
よ
う
に

か
す
れ
た
筆
を
擦す

り
つ
け
た
筆
致
や
、

む
く
む
く
と
盛
り
上
が
っ
て
く
る
よ
う

な
岩
塊
の
表
現
が
思
い
浮
か
び
ま
す
が
、

こ
の
作
品
に
は
ま
だ
、
そ
の
独
特
な
画

風
は
あ
ま
り
顕
著
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

む
し
ろ
、
や
わ
ら
か
な
筆
遣
い
と
明
る

い
彩
色
に
お
だ
や
か
な
静
け
さ
を
感
じ

ま
す
。
画
風
の
形
成
を
考
え
る
上
に
も

重
要
な
基
準
作
で
す
。

（
松
原
茂
）

「
平
成
17
年
度
新
収
品
」

6
月
6
日（
火
）〜
7
月
2
日（
日
）

本
館
特
別
1
室
・
特
別
2
室

購
入
や
篤
志
家
か
ら
の
ご
寄
贈
に
よ
っ
て
、
平
成
十
七
年
度
に

新
た
に
東
京
国
立
博
物
館
の
収
蔵
品
と
な
っ
た
文
化
財
の
一
部
を

展
示
し
ま
す
。
展
示
作
品
の
な
か
か
ら
主
な
作
品
を
ご
紹
介
し
ま
す
。

長恨歌図屏風（部分） 筆者不詳　江戸時代・17世紀
願わくば、比翼の鳥となり、連理の枝とならんことを

◎山中結廬図 浦上玉堂筆　
江戸時代・寛政4年（1792）
玉堂48歳の基準作。橋の上の人物が
後の玉堂の生き方を暗示する

石山切（伊勢集） 伝藤原公任筆　
平安時代・12世紀　高木聖鶴氏寄贈
筆跡と料紙の美しさに注目

特特

特集

特陳

特列

＊0は国宝、◎は重要文化財、○は重要美術品を表します。とくに表記のないものは東京国立博物館蔵です
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絢
爛
豪
華
な
色
絵
金
襴
手

色
絵
荒
磯
文
鉢

元
禄
期
、
伊
万
里
は
明
代
後
期
の

景
徳
鎮
民
窯

け
い
と
く
ち
ん
み
ん
よ
う

の
金
襴
き
ん
ら
ん

手で

が
流
行
す
る
の

を
受
け
て
、
国
内
向
け
の
金
襴
手
を
作

り
始
め
ま
し
た
。

波は

濤と
う

か
ら
跳
び
は
ね
よ
う
と
す
る
鯉

を
描
い
た
荒
磯
図
を
染
付
そ
め
つ
け

で
描
き
、
上

下
左
右
の
四
方
か
ら
染
付
地
を
背
景
と

し
て
色
絵
と
金
彩
で
描
か
れ
た
唐
花
文

が
囲
み
、
華
麗
な
金
襴
手
の
唐
花
と
染

付
の
荒
磯
と
が
対
照
の
妙
を
み
せ
て
い

ま
す
。
間
を
つ
な
ぐ
の
が
花
唐
草
文
で
、

そ
の
背
景
が
中
国
の
金
襴
手
に
見
ら
れ

る
萌
黄
地
と
赤
地
の
二
種
類
と
な
っ
て

い
ま
す
。

国
内
向
け
金
襴
手
の
代
表
作
は
型
物

か
た
も
の

と
呼
ば
れ
、
中
で
も
荒
磯
に
は
赤
玉
雲

龍
に
つ
ぐ
高
い
評
価
が
与
え
ら
れ
て
い

ま
す
。
型
物
で
は
対
で
用
い
ら
れ
る
こ

と
も
多
く
、
萌
黄
と
赤
の
組
み
合
わ
せ

は
元
禄
ら
し
い
華
や
か
な
雰
囲
気
を
醸

し
出
し
て
い
ま
す
。

（
伊
藤
嘉
章
）

色絵荒磯文鉢 伊万里　江戸時代・17～18世紀
国内向け金襴手の中でも献上手とよばれる最高級品

春
の
訪
れ
を
待
つ
小
景

雪
中
花
鳥
図

厳
し
い
寒
さ
の
中
、
梅
の
古
木
が
雪

を
の
せ
た
枝
に
春
の
先
駆
け
を
示
す
花

を
つ
け
、
周
囲
に
は
雪
を
被
っ
た
数
本

の
竹
が
竿
を
の
ば
し
、
ま
た
水
鳥
が
、

上
方
の
梅
枝
に
停
ま
っ
て
い
る
番

つ
が
い
の
小

禽
を
覗
う
よ
う
に
見
上
げ
て
い
ま
す
。

水
墨
仕
立
て
の
冬
枯
れ
の
景
色
の
中
に

あ
っ
て
、
色
彩
を
賦
さ
れ
た
紅
梅
、
水

鳥
、
小
禽
は
精
彩
を
放
ち
、
春
の
到
来

が
遠
く
な
い
こ
と
を
示
す
か
の
よ
う
で

す
。
本
図
は
落
款
も
な
く
筆
者
は
不
明

で
す
。
狩
野
伊い

川せ
ん

院い
ん

栄な
が

信の
ぶ（
一
七
五
五
〜

一
八
二
八
）は
添
状
で
王お
う

李り

本ほ
ん

筆
と
極
め

て
い
ま
す
。
王
李
本
は『
君
台
観
左
右
帳

記
』に
元
時
代
の
寧
波
の
画
家
と
記
さ
れ

る
の
み
で
、
中
国

の
画
史
等
に
は
記

録
が
な
く
詳
細
は

明
ら
か
で
あ
り
ま

せ
ん
。
日
本
に
は

古
く
舶
載
さ
れ
た

よ
う
で
、
徳
川
秀

忠
に
仕
え
た
松
平

正
信
（
一
六
二
一

〜
九
二
）
の
箱
書

が
あ
り
ま
す
。
川

崎
家
旧
蔵
品
。

（
湊
信
幸
）

雪
中
花
鳥
図

南
宋
〜
元
時
代
・
13
世
紀

古
く
中
国
か
ら
舶
載
さ
れ
た
団
扇
の
花
鳥
図

一
九
三
点
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
が
収
蔵
品
に

イ
ン
ド
細
密
画

東
洋
館
の
イ
ン
ド
美
術
の
展
示
は
、

第
1
室
に
イ
ン
ド
・
ガ
ン
ダ
ー
ラ
の
彫

刻
、
第
3
室
に
イ
ン
ド
の
考
古
遺
物
、

ま
た
時
期
に
よ
り
更
紗
な
ど
の
染
織
品

を
展
示
し
て
い
ま
し
た
が
、
こ
の
た
び

新
た
に
イ
ン
ド
の
細
密
画
一
九
三
点
が

館
蔵
品
に
加
わ
り
ま
し
た
。

ム
ガ
ル
王
朝
成
立
以
前
の
十
五
世
紀

末
か
ら
十
九
世
紀
ま
で
、
ま
た
、
い
わ

ゆ
る
ム
ガ
ル
絵
画
と
ラ
ー
ジ
プ
ト
絵
画

の
各
ス
ク
ー
ル
の
作
品
を
網
羅
し
て
お

り
、
中
世
の
イ
ン
ド
文
化
を
知
る
上
で

有
益
な
作
品
が
数
多
く
あ
り
ま

す
。写

真
の
作
品
は
、
ラ
ー
ジ
プ

ト
絵
画
の
中
で
も
カ
ー
ン
グ
ラ

派
に
属
す
る
も
の
で
す
。
イ
ン

ド
の
古
代
叙
事
詩『
マ
ハ
ー
バ

ー
ラ
タ
』に
み
ら
れ
る『
ナ
ラ
王

物
語
』の
一
場
面
で
、
ナ
ラ
王

と
結
婚
す
る
隣
国
の
王
女
ダ
マ

ヤ
ン
テ
ィ
ー
の
婿
選
び
式
に
向

か
う
天
の
神
々
の
姿
を
描
い
て

い
ま
す
。

（
小
泉
惠
英
）

ダマヤンティー姫の婿選びへ行く神 （々『ナラ王物語』より）
インド、カーングラ派　19世紀初
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ア
メ
リ
カ
・
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
の
ジ
ョ

ー
・
プ
ラ
イ
ス
さ
ん
と
夫
人
の
エ
ツ
コ
さ

ん
に
よ
る
プ
ラ
イ
ス
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
約

六
〇
〇
点
の
絵
画
作
品
か
ら
、
一
〇
一

点
を
選
ん
だ
江
戸
時
代
絵
画
の
展
覧
会

で
す
。
近
年
人
気
を
高
め
て
い
る
伊い

藤と
う

若じ
ゃ
く

冲ち
ゅ
う（
一
七
一
六
〜
一
八
〇
〇
）を
中
心

に
長
沢
な
が
さ
わ

芦ろ

雪せ
つ（
一
七
五
四
〜
九
九
）、
森も
り

狙そ

仙せ
ん（
一
七
四
七
〜
一
八
二
一
）な
ど
上

方
の
画
家
や
、
酒さ
か

井い

抱
一
ほ
う
い
つ（
一
七
六
一
〜

一
八
二
八
）、
鈴す
ず

木き

其き

一い
つ（
一
七
九
六
〜

一
八
五
八
）の
江
戸
琳
派
の
画
家
達
、
あ

る
い
は
肉
筆
浮
世
絵
な
ど
、
個
性
豊
か

で
楽
し
い
作
品
が
な
ら
び
ま
す
。

戸
時
代
絵
画
の
収
集
と
そ
の
紹
介
に
全
力

を
注
ぐ
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

プ
ラ
イ
ス
・
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
の
物
語
は
、
大

学
卒
業
の
と
き
に
は
じ
ま
っ
て
い
ま
し
た
。

父
親
の
友
人
で
帝
国
ホ
テ
ル
の
設
計
者
と

し
て
知
ら
れ
る
建
築
家
フ
ラ
ン
ク
・
ロ
イ

ド
・
ラ
イ
ト
と
訪
れ
た
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
。
東
洋

美
術
の
コ
レ
ク
タ
ー
で
も
あ

っ
た
ラ
イ
ト
の
お
供
で
立
ち

寄
っ
た
古
美
術
店
で
葡
萄
を

描
い
た
一
幅
の
水
墨
画
に

心
惹
か
れ
た
プ
ラ
イ
ス
さ
ん

は
、
大
学
の
卒
業
記
念
と
し

て
買
う
は
ず
の
ス
ポ
ー
ツ
カ

ー
の
か
わ
り
に
、
名
前
も
知

ら
な
い
一
枚
の
絵
を
手
に
し

た
の
で
す
。
一
九
五
三
年
、

二
十
四
歳
の
時
の
こ
と
で

す
。
こ
の
時
か
ら
コ
レ
ク
シ
ョ

ン
が
は
じ
ま
り
ま
し
た
。
画

家
の
名
前
や
伝
記
を
知
ら

ず
に
、
た
だ
見
て
気
に
入
っ

た
も
の
だ
け
を
集
め
た
コ
レ

ジ
ョ
ー
・
プ
ラ
イ
ス
さ
ん
は
、
ア
メ
リ
カ
・

中
南
部
の
オ
ク
ラ
ホ
マ
の
出
身
で
す
。
オ
ク

ラ
ホ
マ
大
学
工
学
部
を
卒
業
し
た
後
、
父

親
が
築
い
た
石
油
や
天
然
ガ
ス
の
パ
イ
プ
ラ

イ
ン
敷
設
会
社
で
エ
ン
ジ
ニ
ア
と
し
て
働
い

て
い
ま
し
た
が
、
そ
の
頃
か
ら
プ
ラ
イ
ス
さ

ん
の
興
味
は
、
会
社
経
営
よ
り
も
建
築
や

デ
ザ
イ
ン
に
あ
っ
た
よ
う
で
す
。
五
十
歳
を

機
に
引
退
し
て
ロ
サ
ン
ゼ
ル
ス
に
移
り
、
江

ク
シ
ョ
ン
。
の
ち
に
、
最
初
の
作
品
を
含
め

そ
の
多
く
が
若
冲
作
品
で
あ
っ
た
こ
と
が

わ
か
る
の
で
す
か
ら
、
そ
の
一
貫
し
た
鑑

識
眼
に
驚
か
さ
れ
ま
す
。

若
冲
や
江
戸
琳
派
の
作
品
は
、
装
飾
的

デ
ザ
イ
ン
の
よ
う
に
見
え
ま
す
が
、
深
い
自

然
観
察
に
裏
付
け
ら
れ
、
自
然
よ
り
自
然

ら
し
く
感
じ
さ
せ
る
人
工
的
世
界
が
作
り

出
さ
れ
て
い
る
の
で
す
。
確
か
な
眼
と
技
術

が
、
人
工
的
自
然
を
造
り
だ
す
盆
栽
と
共

通
す
る
も
の
が
あ
り
ま
す
。

若
冲
や
芦
雪
な
ど
、
個
性
的
な
江
戸
絵
画
に
早
く
か
ら
注
目
し
、
独
自
の
鑑
識
眼
で
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
を
築
き
あ
げ
た

カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
の
プ
ラ
イ
ス
ご
夫
妻
。
時
代
が
よ
う
や
く
追
い
つ
い
た
の
か
、
こ
こ
数
年
プ
ラ
イ
ス
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
の

中
核
を
な
す
奇
想
の
画
家
や
江
戸
琳
派
の
人
気
が
急
速
に
高
ま
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
展
覧
会
で
は
、
六
〇
〇
点
に
も
の
ぼ
る

貴
重
な
江
戸
絵
画
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
か
ら
、
一
〇
一
点
を
厳
選
。
プ
ラ
イ
ス
さ
ん
の
絵
画
の
楽
し
み
方
を
取
り
入
れ
た
斬
新
な
展
示
で
、

今
ま
で
気
づ
か
な
か
っ
た
日
本
美
術
の
新
し
い
魅
力
を
満
喫
し
て
い
た
だ
き
ま
す
。

プライスコレクション

「若冲と江戸絵画」展
2006年7月4日（火）～8月27日（日）
東京国立博物館　平成館

主催：東京国立博物館、日本経済新聞社
特別協力：財団心遠館
後援：アメリカ大使館、南カリフォルニア
日米協会

協賛：NEC、日本興亜損害保険
協力：ロサンゼルス・カウンティ美術館、
日本航空、ファースト・デザイン・システム

観覧料：一般1300円（1100／1000）
大学・高校生900円（700／600）

＊（ ）内は、前売／20名以上の団体料金です。
＊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

ス
ポ
ー
ツ
カ
ー
が

若
冲
に
化
け
た
！

太平洋を臨む自宅で愛犬と

個
性
豊
か
な

江
戸
絵
画
の
祭
典

特
別
展

プ
ラ
イ
ス
コ
レ
ク
シ
ョ
ン

「
若
冲
と
江
戸
絵
画
」展

紫
陽
花
双
鶏
図

伊
藤
若
冲
筆
　

江
戸
時
代
・
18
世
紀
　
独
特
の
形
態
と
極
細
密
の
技

術
が
若
冲
の
宇
宙
に
生
命
感
を
創
り
出
し
て
い
る



5

会
場
は
、
画
家
の
系
統
別
に
五
章
に
分

け
て
構
成
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
ガ
ラ
ス
ケ
ー

ス
を
用
い
ず
、
光
の
効
果
に
工
夫
を
凝
ら

し
た
展
示
室
を
1
室
設
け
ま
し
た
。「
江

戸
時
代
の
絵
画
に
ガ
ラ
ス
ケ
ー
ス
は
無
か

っ
た
」と
い
う
、
プ
ラ
イ
ス
さ
ん
の
鑑
賞
に

対
す
る
基
本
姿
勢
に
よ
る
も
の
で
す
。
作

品
の
前
の
ガ
ラ
ス
を
無
く
し
た
こ
と
で
、

さ
ま
ざ
ま
な
ラ
イ
テ
ィ
ン
グ
を
す
る
こ
と
が

出
来
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
絵
画
が
光

に
よ
っ
て
表
情
を
変
え
る
こ
と
に
気
づ
け

ば
、
新
し
い
鑑
賞
法
を
発
見
出
来
る
か
も

知
れ
ま
せ
ん
。
今
回
は
そ
ん
な
挑
戦
も
し

て
い
ま
す
。

江
戸
時
代
絵
画
の
す
ば
ら
し
さ
を
見

直
し
て
、
楽
し
ん
で
欲
し
い
と
い
う
プ
ラ
イ

ス
ご
夫
妻
か
ら
日
本
の
人
々
へ
の
プ
レ
ゼ

ン
ト
。
展
覧
会
場
に
並
ぶ
個
性
的
魅
力
に

満
ち
た
作
品
を
、
理
屈
抜
き
の
眼
で
楽
し

ん
で
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

（
田
沢
裕
賀
）佐野渡図屏風 酒井抱一筆　江戸時代・18世紀

光のあたり方で金と絵の具の見え方が変わり、雪が現れる

■記念講演会

① 7月8日（土）13：30～15：00 平成館大講堂

「なぜ、どのように江戸絵画に魅惑されていったのか」
ジョー・プライス 逐次通訳つき

② 7月29日（土）13：30～15：00 平成館大講堂

「若冲を甦らせた男」MIHO MUSEUM館長　辻惟雄

事前申込制　定員各回380名
聴講無料（ただし、プライスコレクション「若冲と江戸絵画」展の観覧券が必要です）
申込方法　官製往復はがきの「往信用裏面」に聴講を希望する講演会
（①か②）、郵便番号・住所・氏名（ふりがな）・電話番号を、「返信用表
面」に郵便番号・住所・氏名を明記の上、下記までお申し込みください。
＊1枚のはがきで、1人1講演のみ申し込み可能。
＊応募多数の場合は、抽選のうえ聴講券を送ります。

申込締切　① 6月21日（水）必着 ② 7月12日（水）必着
申込先：〒113-8799 本郷郵便局私書箱第25号
「若冲と江戸絵画」展講演会係
お問い合わせ（03）3575－9823（共同PR内講演会事務局）

プ
ラ
イ
ス
流

鑑
賞
法
を
再
現

青桐・楓図 鈴木其一筆　江戸時代・19世紀
色彩の対比の妙。雨の降り方の違いに気を付けて見ていただきたい



仏涅槃図（部分） 森徹山筆 江戸時代・天保8年（1837）
仏涅槃図は、いろいろなルールがある絵だが、動物たちの嘆きのシーン
は作家の個性が発揮される

プ
ラ
イ
ス
コ
レ
ク
シ
ョ
ン

虎図（部分） 谷鵬筆 江戸時代・19世紀
ぎょろりとした大きな目と、それに似つかわしくない
小さな耳。江戸時代の虎の絵は、本物を
見たことがない作家自身のイマジネー
ションの産物なのだ

「
プ
ラ
イ
ス
コ
レ
ク
シ
ョ
ン『
若
冲

じ
ゃ
く
ち
ゅ
うと

江
戸
絵
画
』展
」に
合
わ
せ
て
、プ
ラ
イ
ス

コ
レ
ク
シ
ョ
ン
を
親
子
で
楽
し
め
る
企

画
を
開
催
し
ま
す
。平
成
館
1
階
の
企
画

展
示
室
で
、プ
ラ
イ
ス
夫
妻
ご
所
蔵
の
日

本
絵
画
作
品
八
点
を
展
示
し
ま
す
。

「
日
本
絵
画
を
ど
う
見
る
か
」を
テ
ー

マ
に
、ち
ょ
っ
と
ユ
ー
モ
ラ
ス
な
作
品
や

カ
ラ
フ
ル
な
作
品
を
選
び
ま
し
た
。そ
し

て
、プ
ラ
イ
ス
氏
が
ど
の
よ
う
に「
ジ
ャ

パ
ニ
ー
ズ
・
ア
ー
ト
」（
日
本
美
術
）を
集

め
た
か
、ア
メ
リ
カ
と
い
う
異
文
化
に
身

を
お
く
コ
レ
ク
タ
ー
な
ら
で
は
の
視
点

に
着
目
し
な
が
ら
、構
図
の
面
白
さ
や
日

本
絵
画
の
題
材
・
材
質
の
特
色
な
ど
を
実

感
し
て
い
た
だ
け
る
よ
う
な
展
示
を
試

み
ま
し
た
。趣
向
を
こ
ら
し
た
参
加
型
鑑

賞
ツ
ー
ル
な
ど
も
用
意
し
ま
す
。い
ろ
い

ろ
な
鑑
賞
方
法
を
十
分
に
味
わ
っ
た
ら
、

も
っ
と
楽
し
い
自
分
な
り
の
絵
画
鑑
賞

の
切
り
口
を
考
え
て
み
て
く
だ
さ
い
。

｠
（
吉
田
知
加
）

若
冲
と
江
戸
絵
画

―
あ
な
た
な
ら
ど
う
見
る
？
ジ
ャ
パ
ニ
ー
ズ
・
ア
ー
ト
―

7
月
4
日（
火
）〜
8
月
27
日（
日
）

平
成
館
1
階

企
画
展
示
室

◆ワークショップに参加しよう！

博物館の展示作品の中から、
お気に入りを探してどんなコレクションができるかな？
選んだ作品の画像を使って、ミニミュージアム作りに挑戦しよう！

対象：小学校3年生～中学校3年生のお子さんと同伴の大人
●第1回 7月29日（土）10：00～17：00 平成館1階ガイダンスルーム
●第2回 8月11日（金）10：00～17：00 平成館1階ガイダンスルーム
定員：各回10組。大人と子ども一緒に作業します。両親、兄弟姉妹そろっての参加も可能です。

申込方法：①参加者全員の氏名お子さまの学年 ②住所 ③電話番号（FAXの場合は、FAX番号も）
をご記入の上、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。

申込先・お問い合わせ先：〒110-8712東京都台東区上野公園13-9東京国立博物館 教育普及室
FAX 03-3822-3010 電子メールアドレス edu@tnm.jp
第1回締切：7月15日必着、第2回締切：7月28日必着
締切後、教育普及室よりご連絡いたします。申込多数の場合は抽選になります。
お問い合わせ：東京国立博物館 教育普及室　TEL 03-3822-1111（代表）

◆鑑賞ツールとワークシートで楽しもう！
会場に設置したツールを使えば、新しい世界が見えてくるはず。
解説付ワークシートも毎日配付。
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本
館
14
室
の
特
集
陳
列「
動
物
」で
は
、

い
ろ
ん
な
動
物
に
出
会
え
ま
す
。

日
本
美
術
に
お
い
て
動
物
を
か
た
ど

っ
た
作
品
は
、猪
や
猿
な
ど
身
近
な
動
物

を
表
し
た
縄
文
時
代
の
土
製
品
に
は
じ

ま
り
、そ
の
後
現
在
に
い
た
る
ま
で
信
仰

の
対
象
、宗
教
で
用
い
る
道
具
、調
度
品
、

文
房
具
、装
飾
品
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
用
途

を
も
っ
た
動
物
が
つ
く
ら
れ
て
き
ま
し

た
。ま
た
近
代
に
な
る
と
西
洋
美
術
の
影

響
を
受
け
て「
彫
刻
」と
し
て
の
動
物
も

つ
く
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。今
回

の
特
集
陳
列
で
は
館
蔵
品
を
中
心
に
縄

文
時
代
か
ら
近
代
ま
で
の
動
物
を
か
た

ど
っ
た
作
品
を
集
め
ま
し
た
。展
示
で
は

楽
し
く
ご
ら
ん
い
た
だ
け
る
よ
う
に「
技

巧
の
粋
を
こ
ら
し
た
動
物
」、「
小
さ
く
て

愛
ら
し
い
動
物
」、「
パ
ー
ツ
と
な
っ
た
動

物
」と
い
っ
た
小
テ
ー
マ
を
設
け
、さ
ら

に
時
代
順
に
変
遷
を
た
ど
れ
る
よ
う
に

し
て
い
ま
す
。

今
回
は
こ
の
展
示
を
お
子
さ
ん
と
一

緒
に
楽
し
ん
で
い
た
だ
け
る
よ
う
に
解

説
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
を
作
成
し
ま
し
た
。パ
ン

フ
レ
ッ
ト
は
、平
成
館
企
画
展
示
室（
親
と

子
の
ギ
ャ
ラ
リ
ー「
若
冲
と
江
戸
絵
画
」

開
催
中
。前
ペ
ー
ジ
参
照
）や
本
館
玄
関

な
ど
で
配
布
し
ま
す
。パ
ン
フ
レ
ッ
ト
を

手
に
お
子
さ
ん
と
作
品
を
ご
覧
い
た
だ

け
れ
ば
き
っ
と
楽
し
さ
も
倍
増
す
る
は

ず
。本
館
の
展
示
を
い
つ
も
と
は
違
っ
た

視
点
で
楽
し
ん
で
く
だ
さ
い
。（
加
島
勝
）

博
物
館
の
動
物
園

7
月
4
日（
火
）〜
9
月
3
日（
日
）

本
館
1
階
14
室

○猪形土製品　
青森県つがる市木造亀ヶ岡出土
縄文時代後期～晩期・紀元前2000～400年
縄文人は何を思ってつくったのか

亀形文鎮　
栗原貞乗作　江戸時代・19世紀
今にも動き出しそうなくらいリアルに
つくられている

水滴　
江戸時代・19世紀
牛も駱駝も愛らしい姿。思わず手に
とってみたくなる

白磁兎像　
津田信夫作　昭和9年（1934）
雪兎を思わせるような白磁の肌合いが印象的

岩上双虎置物　
鈴木長吉作　
明治33年（1900）
子を守るため、鋭い
目つきで威嚇する

織部獅子鈕香炉　
美濃　安土桃山時代・慶長17年（1612）
つまみが獅子の形につくられた香炉



光
琳
こ
う
り
ん

の
デ
ザ
イ
ン
と
し
て
名
高
い
こ

の
硯す
ず
り

箱ば
こ

は
、
東
京
国
立
博
物
館
の
漆
芸

品
を
代
表
す
る
存
在
で
も
あ
り
ま
す
。

例
年
、
描
か
れ
て
い
る
燕か
き

子つ

花ば
た

の
季
節

で
あ
る
初
夏
に
展
示
さ
れ
て
き
ま
し
た

が
、
こ
こ
数
年
他
館
の
展
覧
会
へ
の
出

品
が
続
き
、
東
博
で
は
久
々
の
登
場
で

す
。表

面
に
は
燕
子
花
と
板
橋
を
ク
ロ
ー

ズ
ア
ッ
プ
し
て
大
き
く
描
き
な
が
ら
、

蓋
表
か
ら
四
側
面
ま
で
図
様
を
破
綻
無

く
連
続
さ
せ
て
い
ま
す
。
板
橋
は
奥
の

面
か
ら
は
じ
ま
っ
て
蓋
表
を
通
り
、
左

側
の
側
面
、
手
前
の
面
を
通
っ
て
右
側

の
側
面
で
終
る
ま
で
、
底
面
を
除
く
五

面
を
通
っ
て
一
本
に
繋
が
っ
て
い
る
の

で
す
。
非
常
に
巧
み
な
文
様
構
成
で
、

作
者
の
卓
抜
し
た
デ
ザ
イ
ン
力
を
示
し

て
い
ま
す
。
ま
た
、
燕
子
花
と
板
橋
の

組
み
合
わ
せ
は
、
有
名
な『
伊
勢
物
語
』

の
一
場
面
を
象
徴
し
た
図
柄
で
す
。

在
原
業
平

あ
り
わ
ら
の
な
り
ひ
ら

と
も
い
わ
れ
る
主
人
公
の
男

が
、
京
に
住
み
づ
ら
く
な
っ
て
東
へ

下
る
旅
へ
出
ま
す
。
途
中
、
三
河
の

国「
八
橋
」に
さ
し
か
か
り
、
燕
子

花
の
咲
き
乱
れ
る
沢
の
ほ
と
り
で

望
郷
の
歌
を
詠
み
、
涙
を
流
す

…
…
と
い
う
く
だ
り
を
表
わ
し
て

い
る
の
で
す
。

細
部
を
見
る
と
、
貝
片
を
鏨

た
が
ね
で
打

ち
欠
い
て
燕
子
花
の
花
び
ら
の
ヒ
ラ
ヒ

ラ
と
し
た
感
じ
を
表
わ
し
、
鉛
の
板
の

表
面
を
叩
い
て
粗あ

ら
し
、
人
の
踏
み
渡

る
板
橋
の
質
感
を
表
現
し
て
い
ま
す
。

た
だ
し
、
光
琳
は
漆
芸
や
金
工
の
技
術

を
身
に
つ
け
て
い
た
わ
け
で
は
あ
り
ま

せ
ん
。
実
際
に
は
こ
う
し
た
繊
細
な
細

部
表
現
を
含
め
、
硯
箱
の
す
べ
て
を
専

門
の
職
人
達
に
依
頼
し
て
制
作
し
た
と

考
え
ら
れ
ま
す
。

光
琳
自
身
が
作
っ
た
も
の
で
は
な
い

の
か
と
、
が
っ
か
り
な
さ
る
で
し
ょ
う

か
？
　
工
芸
品
の
制
作
に
お
い
て
、
こ

う
し
た
分
業
や
協
同
は
決
し
て
珍
し
い

も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
現
代
社
会
に

お
い
て
も
、
優
れ
た
リ
ー
ダ
ー
や
コ
ー

デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
の
も
と
多
く
の
人
間
が

力
を
合
わ
せ
作
り
上
げ
た
作
品
が
、

人
々
に
大
き
な
感
動
を
与
え
る
こ
と
は

証
明
済
み
で
す
。
光
琳
の
主
導
に
よ
り
、

様
々
な
技
術
者
の
仕
事
を
結
集
し
た

「
八
橋
蒔
絵
螺
鈿
硯
箱

や
つ
は
し
ま
き
え
ら
で
ん
す
ず
り
ば
こ

」プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
。

そ
の
成
果
は
、
今
な
お
見
る
人
を
惹
き

つ
け
て
や
み
ま
せ
ん
。
（
竹
内
奈
美
子
）

8

平
常
展
見
ど
こ
ろ
案
内

6
月
・
7
月

ア
ー
ト
デ
ィ
レ
ク
タ
ー
光
琳
に
よ
る「
八
橋
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」

国
宝

八
橋
蒔
絵
螺
鈿
硯
箱

尾
形
光
琳
作

6
月
20
日（
火
）〜
9
月
18
日（
月
・
祝
）
本
館
13
室

漆
工

B八橋蒔絵螺鈿硯箱
尾形光琳作　江戸時代・18世紀
光琳の卓越したデザイン力と優れた職人の力がひとつになって
生まれた奇跡の芸術



江
戸
時
代
前
期
、
明
の
禅
僧
・
隠
元
い
ん
げ
ん

ら

の
来
日
と
と
も
に
も
た
ら
さ
れ
た
中
国

書
法（
唐
様
の
書
）は
、
こ
れ
以
後
、
僧

侶
や
儒
者
文
人
ら
を
中
心
に
大
い
に
広

ま
り
ま
し
た
。
こ
の
特
集
陳
列
で
は
、

唐
様
の
時
代
的
展
開
を
館
蔵
品
と
寄
託

品
か
ら
紹
介
す
る
と
と
も
に
、
江
戸
時

代
中
期
の
池
大
雅

い
け
の
た
い
が

と
彼
に
関
わ
る
人
々

の
書
跡
を
展
示
し
、
唐
様
の
書
の
流
れ

と
彩
り
を
ご
覧
い
た
だ
き
ま
す
。

な
か
で
も
注
目
作
品
は
、
江
戸
時
代

後
期
以
来
所
在
不
明
で
昨
年
巷
間
に
出

現
し
た
池
大
雅
筆「
水
流
帖
」（
原
本
）で

す
。
杜
甫

と

ほ

や
李り

白は
く

の
詩
か
ら
撰
ん
だ
五

言
詩
三
十
六
句
を
篆
隸
楷
行
草

て
ん
れ
い
か
い
ぎ
ょ
う
そ
う

の
各
書

体
で
書
き
分
け
、
淡
墨
た
ん
ぼ
く

で
折お
り

帖
じ
ょ
う
に
揮き

毫ご
う

し
た
も
の
で
、
晩
年
五
十
代
の
筆
と
推

定
さ
れ
ま
す
。
詩
情
と
筆
致
が
一
体
化

し
、
悠
揚
迫
ら
ぬ
書
風
は
、
自
然
体
を

志
向
し
た
生
き
様
と
、
文
人
の
書
の
高

み
を
思
わ
せ
ま
す
。

（
丸
山
猶
計
）

狂
言
は
、
中
世
日
本
の
庶
民
生
活
を

ユ
ー
モ
ア
た
っ
ぷ
り
に
描
い
た
ド
ラ
マ

で
す
。
地
方
の
下
級
武
士
と
そ
れ
に
仕

え
る
太
郎
冠
者
、
次
郎
冠
者
な
ど
、
ど

こ
に
で
も
い
る
よ
う
な
親
し
み
や
す
い

人
々
が
登
場
し
、
日
常
生
活
に
お
け
る

人
間
の
ち
ょ
っ
と
し
た
わ
が
ま
ま
や
ず

る
が
し
こ
さ
、
な
ま
け
心
や
そ
そ
っ
か

し
さ
な
ど
が
、
コ
ミ
カ
ル
に
演
じ
ら
れ

ま
す
。
武
士
の
略
礼
装
で
あ
る
素す

襖お
う

、

武
士
の
使
用
人
が
着
用
し
て
い
た
肩
衣
か
た
ぎ
ぬ

や
半は
ん

袴こ

な
ど
、
麻
製
の
染
模
様
が
中
心

で
、
豪
華
な
絹
織
物
で
あ
る
能
装
束
と

壺つ
ぼ

屋や

焼や
き

は
、
17
世
紀
に
今
の
那
覇
市

な

は

し

の
一
角
に
焼
物
の
町
が
つ
く
ら
れ
て
以

来
、
現
在
ま
で
作
り
続
け
ら
れ
て
い
る

沖
縄
を
代
表
す
る
伝
統
的
な
焼
物
で
す
。

釉
薬
を
ほ
ど
こ
し
た
上じ
ょ
う

焼や
ち

と
、
硬
く
焼

き
締
め
た
だ
け
の
荒
焼
あ
ら
や
ち

と
が
あ
り
ま
す
。

写
真
の
カ
ラ
カ
ラ
は
表
面
に
細
か
い

白
化
粧
土
を
施
し
、
線
彫
り
や
型
押
し

で
文
様
を
つ
く
り
あ
げ
た
後
、
呉
須
ご

す

、

緑り
ょ
く

釉ゆ
う

、
飴
釉
あ
め
ゆ
う

の
三
彩
さ
ん
さ
い

を
施
し
て
い
ま
す
。
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幻
の
大
雅
作
品
を
初
公
開
！

特
集
陳
列
「
唐
様
の
書
」

7
月
11
日（
火
）〜
8
月
6
日（
日
）

水流帖　池大雅筆　江戸時代・18世紀 個人蔵
本文の冒頭「水流心不競、雲在意倶遅」（杜甫「江亭」）。大雅の心に映った自然の姿か

素襖茶麻地傘模様（上衣） 室町時代・16世紀
大胆な傘の染模様。もっとも古い狂言装束と伝えられている

は
正
反
対
の
趣
を
持
っ
て

い
ま
す
。
江
戸
時
代
に
な

り
ま
す
と
、
喜
劇
性
が
直

接
装
束
に
デ
ザ
イ
ン
さ
れ

る
よ
う
に
な
り
、
大
胆
で

カ
ラ
フ
ル
な
染
模
様
で
遊

ぶ
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

厳
つ
い
顔
で
す
ら
ど
こ
か

面
白
可
笑
し
い
狂
言
面
と

と
も
に
、
狂
言
の
よ
そ
お

い
を
お
楽
し
み
く
だ
さ
い
。

（
小
山
弓
弦
葉
）

線
彫
り
や
三
彩
は
壺
屋
焼
の
代

表
的
な
技
法
の
ひ
と
つ
で
す
。

カ
ラ
カ
ラ
と
は
酒
器
の
こ
と

で
、
由
来
は
こ
の
よ
う
な
酒
器

の
評
判
が
こ
と
の
ほ
か
良
く「
カ
ラ

（
貸
せ
）、
カ
ラ（
貸
せ
）」と
声
が
上

が
っ
た
か
ら
と
い
う
話
と
、
音
が

「
カ
ラ
カ
ラ
」と
鳴
る
か
ら
と
い
う
話

と
が
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。（

日
高
慎
）

カラカラ 第二尚氏時代・19世紀
青・緑・茶色の釉薬が美しい琉球壺屋焼の代表的な酒器

本
館
特
別
1
室
・
特
別
2
室
企
画
展
示

親
し
み
や
す
い
喜
劇
の
よ
そ
お
い

特
集
陳
列
「
狂
言
の
面
と
装
束
」

6
月
27
日（
火
）〜
8
月
27
日（
日
）

本
館
9
室
　
能
と
歌
舞
伎

琉
球
伝
統
の
壺
屋
焼

特
集
陳
列
「
琉
球
の
工
芸
」5

月
30
日（
火
）〜
9
月
3
日（
日
）

本
館
15
室
　
民
族
資
料



近
世
の
城
郭
は
、
城
下
町
の
人
々
に

と
っ
て
ま
さ
に
町
の
象
徴
で
し
た
。
そ

の
多
く
は
明
治
維
新
以
後
取
り
壊
さ
れ

て
し
ま
い
ま
し
た
が
、
近
年
各
地
で
復

元
が
試
み
ら
れ
て
い
ま
す
。
日
本
最
大

規
模
の
江
戸
城
に
つ
い
て
は
、
徳
川
家

康
の
関
東
入
封
以
前
の
様
子
を
描
い
た

「
長
禄
年
間
之
江
戸
略
図
」、
明
暦
の
大

火
前
の「
江
戸
城
天
守
閣
図
」や
、
取
り

壊
し
直
前
に
撮
影
さ
れ
た「
旧
江
戸
城
写

真
帖
」（
重
文
）な
ど
に
よ
っ
て
失
わ
れ
た

江
戸
城
の
姿
を
再
現
し
ま
す
。
ま
た
奥

絵
師
・
狩か

野
晴
川
院

の
う
せ
い
せ
ん
い
ん（
養
信
一
七
九
六
―
一

八
四
六
）ら
の
手
に
な
る
華
麗
な「
江
戸

城
障
壁
画
下
絵
」や
、
そ
の
制
作
過
程
が

知
ら
れ
る
晴
川
院
自
筆
の「
公
用
日
記
」

な
ど
を
紹
介
し
ま
す
。
さ
ら
に
、
全
国

各
地
の
特
色
あ
る
近
世
城
郭
の
構
造
を
、

彩
色
の
絵
図
や
古
写
真
に
よ
っ
て
通
覧

し
ま
す
。

（
冨
坂
賢
）

今
年
も
夏
に
合
わ
せ
て
朝
鮮
時
代
の

う
ち
わ
を
展
示
し
ま
す
。
朝
鮮
時
代
に

は
男
性
が
扇せ
ん

子す
（
摺
扇

チ
ョ
プ
ソ
ン
）を
、
女
性
が
う

ち
わ（
団
扇
タ
ン
ソ
ン

）を
主
に
用
い
ま
し
た
。
女

性
が
用
い
る
う
ち
わ
は
色
彩
も
美
し
く
、

絵
画
に
も
女
性
の
小
道
具
と
し
て
登
場

し
ま
す
。

形
や
文
様
に
よ
っ
て
さ
ま
ざ
ま
な
名

前
が
つ
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
も
特
徴
で

す
。
全
体
の
形
を
バ
シ
ョ
ウ
の
葉
に
見

立
て
た「
芭
蕉
葉
扇
」、
う
ち
わ
の
骨
の

先
を
曲
げ
、
キ
リ
の
葉
の
葉
脈
に
見
立

て
た「
桐
葉
尾
扇
」、
う
ち
わ
の

骨
を
細
く
し
て
ぎ
っ
し
り
と
並

べ
、
全
体
を
鳥
の
尾
に
見
立
て
た「
鷲
尾

扇
」、
民
族
の
伝
統
に
根

ざ
し
た
文
様
を
持
つ「
太

極
扇
」「
国
旗
扇
」を
展
示

し
ま
す
。

暑
さ
を
し
の
ぐ
道
具

に
も
、
さ
り
げ
な
く
意

匠
を
こ
ら
し
た
朝
鮮
の
う

ち
わ
を
ご
堪
能
く
だ
さ
い
。（

白
井
克
也
）
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◎旧江戸城写真帖　本丸北詰渡門内水道図
蜷川式胤編　横山松三郎撮影　高橋由一彩色　明治時代・19世紀
（6月27日～7月23日展示）

左から芭蕉葉扇、太極扇、
桐葉尾扇、鷲尾扇

失
わ
れ
た
江
戸
城
の
姿
を
探
る

特
集
陳
列「
日
本
の
城
郭
」

6
月
27
日（
火
）〜
8
月
20
日（
日
）

本
館
16
室
　
歴
史
資
料

さ
ま
ざ
ま
な
意
匠
を
楽
し
む

特
集
陳
列
「
朝
鮮
の
う
ち
わ
」

7
月
19
日（
水
）〜
9
月
3
日（
日
）

東
洋
館
第
10
室
　
朝
鮮
工
芸

草
原
の
民
の
歴
史
を
た
ど
る

特
集
陳
列
「
中
国
北
方
青
銅
器
」

6
月
6
日（
火
）〜
9
月
3
日（
日
）

東
洋
館
第
4
室
　
中
国
考
古

ユ
ー
ラ
シ
ア
北
方
草
原
地
帯
の
東
部

に
あ
た
る
中
国
北
方
で
は
、
羊
な
ど
を

飼
育
す
る
牧
畜
民
が
古
く
か
ら
暮
ら
し

て
い
ま
し
た
。
そ
こ
で
は
持
ち
運
び
や

家
畜
の
解
体
に
便
利
で
、
動
物
の
意
匠

を
あ
し
ら
っ
た
青
銅
器
が
多
く
使
わ
れ

ま
し
た
。
こ
の
特
徴
は
南
シ
ベ
リ
ア
の

青
銅
器
と
共
通
し
て
お
り
、
同
時
代
の

中
国
農
耕
地
帯
で
栄
え
た
容
器
を
中
心

と
す
る
商
・
周
の
青
銅
器
と
は
異
な
り
ま

す
。
前
八
〇
〇
年
頃
に
は
家

畜
と
と
も
に
長
距
離
を
移
動

す
る
本
格
的
な
遊
牧
民
が
ユ

ー
ラ
シ
ア
の
草
原
に
登
場
し
ま
す
。
す

る
と
中
国
北
方
の
青
銅
器
は
、
さ
ら
に

遠
い
黒
海
沿
岸
・
中
央
ア
ジ
ア
の
ス
キ
タ

イ
文
化
や
サ
カ
文
化
の
影
響
を
受
け
る

よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
文
字
を
も
た
な

か
っ
た
草
原
の
民
の
歴
史
を
、
中
国
北

方
の
武
器
・
馬
具
・
動
物
意
匠
の
青
銅
器

で
た
ど
り
ま
す
。

（
川
村
佳
男
）

動物形竿頭飾 春秋～戦国
時代・紀元前6～5世紀
長い首と大きな耳の野生ロバ
に似た動物



平
安
時
代
に
高
ま
っ
た
法
華
経
信
仰

を
背
景
と
し
て
、
法
華
経
の
信
仰
者
を

守
護
す
る
と
さ
れ
る
普ふ

賢げ
ん

菩ぼ

C
像
の
制

作
が
盛
ん
に
行
わ
れ
ま
し
た
。『
法
華
経
』

に
は
、
普
賢
菩
C
は
東
方
と
う
ほ
う

浄じ
ょ
う

妙み
ょ
う

国こ
く

土ど

か

ら
六
牙
の
白
象
に
乗
っ
て
信
仰
者
の
前

に
現
れ
る
と
説
か
れ
て
い
ま
す
。

現
存
す
る
普
賢
菩
C
像
の
中
で
も
、

こ
の
図
は
肉
付
き
の
よ
い
体
つ
き
と
、

こ
れ
で
も
か
と
い
う
ぐ
ら
い
に
用
い
ら

れ
た
截
金

き
り
か
ね

文
様
や
銀
泥
ぎ
ん
で
い

に
よ
る
装
飾
が

特
徴
と
な
っ
て
い
ま
す
。
煌き
ら

び
や
か
で

夢
幻
的
な
雰
囲

気
に
包
ま
れ
た
、

平
安
後
期
の
優

品
を
お
楽
し
み

く
だ
さ
い
。

（
沖
松
健
次
郎
）

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
人
た
ち
が
、
イ
ン
ド
、

東
ア
ジ
ア
、
ア
メ
リ
カ
大
陸
へ
進
出
し

て
い
っ
た
大
航
海
時
代
に
、
日
本
は
異

国
の
文
明
と
邂
逅

か
い
こ
う

し
、
未
知
の
世
界
の

か
た
ち
に
関
心
を
強
め
ま
し
た
。
当
時

の
地
図
の
形
式
を
踏
襲
し
た
小
判
型
の

枠
に
囲
ま
れ
た
世
界
地
図
と
、
た
な
び

く
黄
金
の
源
氏
雲
に
彩
ら
れ
た
日
本
地

図
が
好
対
照
と
な
っ
て
い
ま
す
。
日
本

地
図
に
は
、
豊
臣
秀
吉
に
よ
る
朝
鮮
出

兵
時
の
半
島
へ
繋つ

な

が
る
経
路
が
九
州
か

ら
朱
線
で
あ
ら
わ
さ
れ
て
い
ま
す
。
ま

た
、
隠
岐
島

お
き
の
し
ま（
島
根
県
）の
左
手
に
は
、

日
本
で
竹
島
と
呼
ん
で
い
た
磯
竹
い
そ
た
け

（
鬱
陵
島

ウ
ル
ル
ン
ド

）が
描
か
れ
て
い
ま
す
。

（
松
嶋
雅
人
）

縄
文
時
代
後
・
晩
期
に
は
、

土
面
と
呼
ば
れ
る
一
種
の
仮
面

が
作
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し

た
。
人
間
の
顔
の
大
き
さ
に
近
く
、

紐ひ
も

を
通
し
て
顔
に
固
定
す
る
も
の
と
小

型
で
紐
を
通
す
孔あ
な

が
な
い
も
の
が
あ
り

ま
す
。
な
か
に
は
鼻
の
曲
が
っ
た
道
化

の
よ
う
な
表
情
を
み
せ
る
も
の
も
あ
り

ま
す
が
、
ほ
と
ん
ど
は
表
情
の
な
い
も

の
で
す
。
ほ
か
に
、
実
物
大
の
鼻
や
耳
、

口
な
ど
の
土
製
品
も
あ
り
、
こ
れ
ら
は
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B普賢菩E像 平安時代・
12世紀　鳥取・豊乗寺蔵
光背や衣等を埋め尽くした多
様な截金文様に注目

◎世界及日本地図屏風 安土桃山～江戸・16～17世紀　個人蔵
世界はどんなかたち？ 日本はどんなところ？

有
機
質
の
仮
面
に
取
り
付

け
た
も
の
と
思
わ
れ
ま
す
。
写
真
の
も

の
は
い
わ
ゆ
る
遮
光
し
ゃ
こ
う

器き

土ど

偶ぐ
う

と
共
通
す

る
顔
面
表
現
を
も
ち
、
額
と
頬
に
彫
刻

的
な
入
組
文
を
施
し
、
表
面
を
赤
く
塗
っ

て
い
た
よ
う
で
す
。

（
日
高
慎
）

高
麗
の
金
工
の
技
術
を
示
す

金
山
寺
香
炉

常
設
展
示

法
隆
寺
宝
物
館
　
第
5
室

金
銀
で
飾
ら
れ
た
美
し
い
姿

国
宝

普
賢
菩
D
像

6
月
6
日（
火
）〜
7
月
2
日（
日
）

本
館
2
室
　
国
宝
室

地
図
は
時
代
を
映
す

重
文
　

世
界
及
日
本
地
図
屏
風

5
月
23
日（
火
）〜
7
月
2
日（
日
）

本
館
7
室
　
屏
風
と
襖
絵

法
隆
寺
献
納
宝
物
に
は
少
な
い
韓
国

の
高
麗
時
代
に
制
作
さ
れ
た
金
工
品
で

す
。
台
座
周
縁
に
大
定
十
八
年（
一
一
七

八
）に
、
現
在
の
全
羅
北
道
に
あ
る
金
山

寺
大
殿
の
弥
勒
像
の
前
に
置
か
れ
た
こ

と
が
、
銀
の
象
嵌
で
記
さ
れ
て
い
ま
す
。

韓
国
で
は
、
香
A
と
呼
ん
で
い
ま
す
が
、

日
本
で
は「
金
山
寺
香
炉
」と
い
い
、
そ

の
呼
び
名
は
、
こ
の
作
品
が
典
拠
と
な

っ
て
い
ま
す
。
韓
国
に
も
、
金
山
寺
香

炉
は
多
く
あ
り
、
ほ
と
ん
ど
が
全
面
に

蓮
華
や
唐
草
な
ど
が
、
銀
の
線
象
嵌
で

表
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
香
炉
は
実
は

台
脚
の
み
が
残
存
す
る
も
の
で
、
香
炉

の
身
の
部
分
は
欠
失
し
て
い
ま
す
。
そ

れ
で
も
脚
や
台
座
に
は
蓮
華
や
花
唐
草

文
が
細
い
銀
線
象
嵌（
韓
国
で
は
象
嵌
を

入
糸
と
呼
ん
で
い
ま
す
）で
表
さ
れ
て
お

り
、
高
麗
時
代
の
金
工
の
技
術
の
高
さ

が
し
の
ば
れ
ま
す
。

（
原
田
一
敏
）

金山寺香炉 高麗時代・1178年
香炉の台脚。蓮華や花唐草の文様に注目

◎土面 青森県つがる市木造亀ヶ岡出土　
縄文時代晩期・紀元前1000～紀元前400年頃
遮光器土偶の顔に良く似た装飾豊かな土面

遮
光
器
土
偶
と
同
じ
顔
の
表
現

重
文

土
面

常
設
展
示

平
成
館
考
古
展
示
室
　

さ
つ
ぞ
う



よ
う
こ
そ
！

博
物
館
の

舞
台
裏
へ

見
や
す
く
、
か
つ
美
し
く

―
矢
野
さ
ん

三
月
某
日
。本
館
19
室
が
館
内
整
備
事

業
の
た
め
閉
室
さ
れ
る
の
に
伴
い
、
本
館
の

サ
イ
ン
ボ
ー
ド
を
つ
く
り
直
す
と
の
こ
と
。

広
報
室
が
担
当
し
て
い
る
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
類

と
、
表
示
を
合
わ
せ
な
く
て
は
な
り
ま
せ

ん
。
デ
ザ
イ
ン
室
研
究
員
・
矢
野
さ
ん
が

室
長
の
木
下
さ
ん
と
相
談
し
な
が
ら
、
一

つ
一
つ
確
認
し
て
い
き
ま
す（
写
真
4
）。

矢
野
さ
ん
は
、
お
も
に
平
常
展
示
の
デ

ザ
イ
ン
と
環
境
の
デ
ザ
イ
ン
計
画
を
担
当

し
て
い
ま
す
。
展
示
デ
ザ
イ
ン
で
は
担
当
研

究
員
の
難
し
い
注
文
を
具
体
化
さ
せ
る
と

同
様
に
安
全
性
の
確
保
も
重
要
。
免
震
装

置
や
展
示
具
の
設
計
で
は
、
展
示
作
品
を

守
る
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
、
観
る
人
、
作
業

す
る
人
の
安
全
も
考
え
ま
す
。
お
客
様
の

視
点
も
大
切
に
し
ま
す
。「
東
博
に
は
高

齢
者
の
方
が
多
く
来
館
さ
れ
ま
す
。
作
品

や
解
説
の
高
さ
に
配
慮
す
る
な
ど
、
見
た

目
の
美
し
さ
と
見
や
す
さ
を
両
立
さ
せ
る

よ
う
に
気
を
配
り
ま
す
」。
た
と
え
ば
浮

世
絵
の
解
説
パ
ネ
ル（
写
真
5
）。
暗
い
展

示
環
境
の
な
か
、
作
品
を
見
な
が
ら
楽
に

つ
ぎ
に
情
報
デ
ザ
イ
ン
。
博
物
館
に
き
た

ら
、
今
日
は
何
が
展
示
さ
れ
て
い
る
の
か
、

ど
こ
に
展
示
さ
れ
て
い
る
の
か
、
お
手
洗
い

は
、
休
憩
室
は
ど
こ
な
の
か
？
　
と
さ
ま

ざ
ま
な
情
報
が
必
要
に
な
り
ま
す
。
館
内

に
は
、
要
所
要
所
に
館
内
地
図
と
今
日
展

示
さ
れ
て
い
る
も
の
に
つ
い
て
の
案
内
板（
サ

イ
ン
ボ
ー
ド
）が（
写
真
2
）。
サ
イ
ン
を
ど

こ
に
置
く
か
、い
か
に
見
や
す
く
す
る
か
、

情
報
を
い
か
に
し
て
来
館
者
に
つ
た
え
る

か
、
こ
れ
が
情
報
デ
ザ
イ
ン
で
す
。
作
品
の

そ
ば
に
置
く
解
説
、
さ
ら
に
は
ユ
リ
ノ
キ
や

ヨ
シ
ノ
シ
ダ
レ
な
ど
、
樹
木
の
解
説
板
な
ど

も
、
デ
ザ
イ
ン
室
が
デ
ザ
イ
ン
し
ま
し
た

（
写
真
3
）。

環
境
デ
ザ
イ
ン
は
、
博
物
館
館
内
の
あ

ら
ゆ
る
場
所
の
照
明
や
椅
子
の
配
置
、
ゴ

ミ
箱
の
選
定
、
看
板
の
デ
ザ
イ
ン

な
ど
文
字
通
り
博
物
館
の
環
境

す
べ
て
に
か
か
わ
り
ま
す
。

こ
の
三
つ
の
要
素
を
ト
ー
タ
ル

に
考
え
て
計
画
を
た
て
、設
計
し
、

さ
ら
に
実
際
の
制
作
を
す
る
専

門
の
業
者
さ
ん
と
や
り
取
り
を

し
な
が
ら
、
博
物
館
の
空
間
を
つ

く
り
だ
す
。
こ
れ
が
木
下
さ
ん
た

ち
の
仕
事
で
す
。
さ
ら
に
お
話
を

聞
き
な
が
ら
、
実
際
に
仕
事
ぶ
り

を
み
せ
て
も
ら
い
ま
し
ょ
う
。

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
大
事

―
石
川
さ
ん

サ
イ
ン
ボ
ー
ド
に
掲
示
さ
れ
る
情
報
は

日
々
更
新
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
部
分
を
デ

ザ
イ
ン
・
制
作
す
る
の
が
石
川
さ
ん
。
グ
ラ

フ
ィ
ッ
ク
デ
ザ
イ
ナ
ー
で
す
。
特
に
見
て
も

ら
い
た
い
作
品
や
、
閉
室
の
お
知
ら
せ
な

ど
、
大
切
な
情
報
を
ピ
ッ
ク
ア
ッ
プ
、
レ
イ

ア
ウ
ト
し
て
サ
イ
ン
を
作
り
ま
す
。
さ
ま

ざ
ま
な
部
署
か
ら
集
ま
っ
た
情
報
を
ま
と

め
る
石
川
さ
ん
は
、
仕
事
で
も
っ
と
も
大

切
な
の
は
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
だ
と
い
い
ま

す
。
休
館
日
の
月
曜
に
は
館
内
を
ま
わ
っ

て
サ
イ
ン
を
貼
り
か
え
ま
す（
写
真
6
）。

も
と
も
と
博
物
館
に
は
あ
ま
り
足
を
運

ぶ
ほ
う
で
は
な
か
っ
た
と
い
う
石
川
さ
ん

は
、
大
学
の
先
生
に
す
す
め

ら
れ
て
デ
ザ
イ
ン
室
に
や
っ
て

き
た
と
か
。「
デ
ザ
イ
ン
の
本

を
読
ん
だ
り
、
業
者
さ
ん
た

ち
の
仕
事
を
参
考
に
し
た

り
、
毎
日
試
行
錯
誤
し
な
が

ら
勉
強
さ
せ
て
も
ら
え
る
東

博
の
環
境
に
感
謝
し
て
い
ま

す
」
と
語
り
ま
す
。
こ
の
三

月
、
石
川
さ
ん
は
三
年
の
任

期
を
終
え
て
元
気
に
東
博
を

巣
立
っ
て
い
き
ま
し
た
。

ま
ず
は
デ
ザ
イ
ン
室
の
メ
ン
バ
ー
を
紹
介

し
ま
し
ょ
う
。
日
本
の
博
物
館
で
は
デ
ザ

イ
ナ
ー
と
し
て
初
め
て
正
職
員
と
し
て
採

用
さ
れ
た
木
下
さ
ん
、
東
博
に
は
七
年
勤

め
て
い
ま
す
。
矢
野
賀
一
さ
ん
、
石
川
裕

子
さ
ん
と
一
緒
に
、
博
物
館
を
デ
ザ
イ
ン

し
て
い
ま
す
。

三
つ
の
「
デ
ザ
イ
ン
」

「
デ
ザ
イ
ン
室
の
仕
事
は
、
①
展
示
デ
ザ

イ
ン
、
②
情
報
デ
ザ
イ
ン
、
③
環
境
デ
ザ
イ

ン
の
三
つ
か
ら
な
り
た
っ
て
い
ま
す
。
博
物

館
に
専
属
の
デ
ザ
イ
ナ
ー
が
い
る
こ
と
の
メ

リ
ッ
ト
は
、
博
物
館
の
空
間
を
統
一
し
た

イ
メ
ー
ジ
で
デ
ザ
イ
ン
で
き
る
こ
と
」。
木

下
さ
ん
が
熱
く
語
っ
て
く
れ
ま
し
た
。

ま
ず
展
示
デ
ザ
イ
ン
。
木
下
さ
ん
と
矢

野
さ
ん
は
、
作
品
を
研
究
し
、
展
示
の
企

画
を
立
て
る
絵
画
、
彫
刻
、
陶
磁
な
ど
の

専
門
の
研
究
員
と
相
談
し
な
が
ら
計
画
を

立
て
ま
す
。
ポ
イ
ン
ト
は
、
作
品
の
魅
力
を

引
き
立
て
る
こ
と
、
作
品
の
負
担
に
な
ら

な
い
よ
う
配
慮
す
る
こ
と
、の
二
点
で
す
。

た
と
え
ば
本
館
11
室
の
彫
刻
の
展
示

（
写
真
1
）。
展
示
室
の
柱
と
梁
は
お
寺
を

イ
メ
ー
ジ
し
て
い
ま
す
。
通
常
の
彫
刻
の
展

示
で
は
な
る
べ
く
影
を
つ
く
ら
な
い
よ
う
、

ま
た
作
品
の
細
部
が
見
え
る
よ
う
、い
ろ
い

ろ
な
方
向
か
ら
光
を
当
て
る
こ
と
が
必
要

に
な
り
ま
す
。
し
か
し
光
の
量
が
多
く
な

る
と
、
作
品
に
負
担
が
か
か
っ
て
し
ま
い
ま

す
。
こ
こ
で
梁
の
上
の
ス
ポ
ッ
ト
ラ
イ
ト
が

活
躍
。
必
要
な
光
だ
け
を
当
て
る
こ
と
が

で
き
、
か
つ
仏
像
が
浮
き
上
が
っ
て
く
る
よ

う
な
展
示
が
実
現
し
た
の
で
す
。
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博
物
館
を
デ
ザ
イ
ン
―

デ
ザ
イ
ン
室
の
お
仕
事 10

回

第

東
博
に
は
「
デ
ザ
イ
ン
室
」
が
あ
り
ま
す
。
デ
ザ
イ
ン
と
い
え
ば
、
洋
服
や

家
具
な
ど
、
身
の
回
り
の
お
し
ゃ
れ
な
も
の
が
思
い
浮
か
ぶ
方
も
多
い
の
で
は
。

博
物
館
の
「
デ
ザ
イ
ン
室
」っ
て
何
を
し
て
い
る
と
こ
ろ
な
の
で
し
ょ
う
？

さ
っ
そ
く
訪
ね
て
み
ま
し
た
。

解
説
が
読
め
る
よ
う
、
浮
世
絵
の
そ
ば
の

壁
面
に
斜
め
に
設
置
さ
れ
て
い
ま
す
。
展

示
替
え
の
と
き
の
解
説
の
交
換
も
し
や
す

い
よ
う
配
慮
さ
れ
て
い
ま
す
。
訪
れ
た
す
べ

て
の
人
が
満
足
す
る
環
境
を
つ
く
り
あ
げ

る
こ
と
は
難
し
い
で
す
が
、
ま
ず
は
自
分
自

身
が
満
点
を
つ
け
ら
れ
る
よ
う
な
仕
事
を

し
た
い
、
と
話
し
て
く
れ
ま
し
た
。

左から、石川裕子さん、木下史青さん、矢野賀一さん

4

6

5

1

2

3



計
画
か
ら
最
終
調
整
ま
で
。

特
別
展
の
し
ご
と

特
別
展
の
展
示
デ
ザ
イ
ン
も
と
り
し

き
る
室
長
の
木
下
さ
ん
。
企
画
が
き
ま

っ
た
段
階
か
ら
担
当
研
究
員
と
相
談
し

て
、
時
に
は
作
品
の
選
定
に
加
わ
る
こ

と
も
あ
り
ま
す
。
展
示
の
設
計
・
施
工

を
行
う
業
者
さ
ん
と
連
携
し
て
会
場
を

組
み
立
て
て
い
き
ま
す
。
そ
の
現
場
を

み
せ
て
も
ら
い
ま
し
た
。

3
月
24
日
　
仕
上
げ
は
照
明
―「
最
澄
と
天
台
の
国
宝
」展

「
最
澄
と
天
台
の
国
宝
」開
幕
三
日
前
。
展
示
も
最
終
段
階
に
入
っ
て
き
ま
し
た
。
木
下
さ
ん

は
、
作
品
の
魅
力
を
最
大
限
に
引
き
出
し
、
か
つ
作
品
に
と
っ
て
負
担
に
な
ら
な
い
明
る
さ
を

考
え
な
が
ら
、
照
明
の
最
終
調
整
を
行
い
ま
す
。

4
月
11
日
　
照
明
実
験
―
プ
ラ
イ
ス
コ
レ
ク
シ
ョ
ン「
若
冲
と
江
戸
絵
画
」展

四
月
十
一
日
、
七
月
四
日
に
始
ま
る
「
プ
ラ
イ
ス
コ
レ
ク
シ
ョ
ン『
若
冲
と
江
戸
絵
画
』展
」（
4
〜
5
ペ
ー
ジ
参
照
）

に
向
け
て
展
示
の
実
験
が
行
わ
れ
ま
し
た
。
こ
の
展
覧
会
で
は
、
光
に
よ
っ
て
変
化
す
る
絵
画
の
表
情
を
楽

し
ん
で
も
ら
う
展
示
ス
ペ
ー
ス
を
企
画
し
て
い
ま
す
。
プ
ラ
イ
ス
さ
ん
の
絵
の
楽
し
み
方
を
、
会
場
で
味
わ

っ
て
も
ら
う
た
め
の
新
し
い
試
み
で
す
。
ど
の
く
ら
い
の
明
る
さ
の
光
を
、
ど
の
角
度
か
ら
、
ど
の
程
度
あ

て
る
の
か
。
実
際
に
博
物
館
の
作
品
を
使
っ
て
実
験
を
行
い
ま
す
。
本
番
で
よ
り
効
果
的
な
展
示
を
実
現
す

る
た
め
に
必
要
な
作
業
で
す
。
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真
夜
中
ま
で
デ
ザ
イ
ン
図
面
に
向
か
っ

て
い
る
こ
と
も
し
ば
し
ば
。
よ
り
よ
い
博

物
館
体
験
の
た
め
に
、
木
下
さ
ん
と
矢
野

さ
ん
の
研
究
に
は
余
念
が
あ
り
ま
せ
ん
。

発
足
か
ら
三
年
め
の
デ
ザ
イ
ン
室
、
東
博

を
さ
ら
に
魅
力
的
な
空
間
に
す
る
た
め
、

進
化
し
続
け
て
い
ま
す
。

（
遠
藤
楽
子
）

2.平成館の照明調整板。

3.色々な角度から光を当てて作品の表情
をチェック

4.角度決定。懐中電灯と反対方向に持っ
たレーザーポインタのさす位置にライトを
設置します

5.さらに照度を測りながら、微調整を重ね
ていきますやわらかい光の中に立つ聖観音菩

立像（延暦寺蔵）

光を当てる前の聖観音菩薩立像

6.高所作業車でライトを設置。
天井の高さは8.5メートル

美術コレクターのジョー・プライスさんの自宅。外からの光を自
在に操って作品の表情の変化を楽しんでいます

1.実際の展示ス
ペースを想定し
た空間を設営
します。鑑賞者
の位置はテープ
で示します

▲
重要文化財 日月山水図屏風（左隻）
室町～桃山時代　東京国立博物館蔵

2.光の方向や強
さを指示する
木下さん（右）

3.実験会場には
加湿器を設置。
作品保護のた
め、実験中の温
湿度調整もか
かせません

4.左右から均一に光をあてます

5.左右の光をそれぞれ変化させることによっ
て、金、銀、雲母（きら）、各種の顔料が際
だってきます

6.スポットライトを加えると、陰影が強調されて
いきます

7.スポットライトの光によって、夕暮れのよう
な効果が

1.今回の展示にもっとも適したものを選び
出します



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
あ
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
一
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
内
覧
会
に
ご
招
待

●
東
京
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
。

＊
お
問
い
合
わ
せ

東
京
国
立
博
物
館
営
業
開
発
部

賛
助
会
担
当

T
E
L
0
3-

3
8
2
2-

1
1
1
1（
代
）
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INFORMATION

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
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
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
クラブツーリズム株式会社様
山越 保子様

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
宇津野 和俊様
伊藤 信彦様
小金井造園株式会社様
株式会社 NTTドコモ様
井上 萬里子様
田添 博様
京菓匠 鶴屋吉信様
株式会社 東京美術様
服部 禮次郎様
薮内 匡人様
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
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
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
株式会社 鴻池組 東京本店様
株式会社 アクタス様
林 宗毅 様
安田 敬輔様
久保 順子様
渡辺 章様
稲垣 哲行様
堀江 磨紀子様
帖佐 誠様
株式会社 古美術藪本様
飯岡 雄一様
峯村 協成様
大嶋 道子様
牧 美也子様
高瀬 正樹様
坂井 俊彦様
山本 富三郎様
寺浦 信之様
高木 弘幸様
高木 美華子様
暁飯島工業株式会社様
山岡 ユウ子様
根田 穂美子様
松本 澄子様
池嶋 洋次様
鷲塚 泰光様
是常 博様
上野 孝一様
北山 喜立様
謙慎書道会様
社団法人 全国学校栄養士協議会様
小笠原 繁様
山田 泰子様
原 桃介様
近代書道研究所様
佐野 英基様
田村 久雄様
日本畜産興業株式会社様
有限会社 アートオフィスJC様
L橋 徹様
栄田 陸子様
絹村 安代様
L橋 良守様
臼井 生三様
津久井 秀郎様
藤倉 光夫様
神通 豊様
永久 幸範様

〈ほか27名4社、順不同〉

◆
東
京
国
立
博
物
館
賛
助
会
員
募
集
の
ご
案
内

東京国立博物館賛助会員 2006年4月30日現在

◆コンサート開催のお知らせ

東京国立博物館　SUMMER CONCERT
～Piano Trio In Tokyo National Museum～

日時 6月3日（土） 15：30開演
会場 東京国立博物館　平成館ラウンジ
出演 堀正文（ヴァイオリン）、清水和音（ピアノ）、藤原真理（チェロ）
主催 東京国立博物館、サロン・ド・ソネット
曲目 偉大なる芸術家の生涯 チャイコフスキー ほか
料金 一　般　　6000円　

ペア券　 11000円　
学　生　　5000円　　250席　全席自由
※コンサート当日の平常展観覧料を含む

チケットのお求め方法

●当館正門観覧券売場でのチケット販売
受　付　開館日の9：30～閉館30分前（月曜休館）

●電話予約販売
申込先　東京国立博物館イベント担当　TEL03-3821-9270
受　付 月曜日～金曜日の9：30～17：00（祝日は除く）
※電話予約された方には、コンサート当日、当館正門観覧券売場に
て現金引換にてお渡しします。
引換時間 コンサート当日の9：30～

※各イベント詳細は、東京国立博物館イベント担当
（03-3821-9270）または、当館ホームページでご確認ください。
※お車でのご来館はご遠慮ください

◆18年度臨時休館日のお知らせ
6月12日（月）、13日（火）は電気設備保守点検のため全館（資料館を含
む）臨時休館いたします。

◆2006年10月1日　観覧料改定のお知らせ
国立博物館では、2006年10月1日より平常展観覧料等の改定を行

うことになりました。国立博物館は2006年度から独立行政法人として
第2期の中期計画期間に入りますが、自己収入予算（ノルマ）が前年度
の6億8000万円に対し、3億6000万円引き上げられ、約10億4000万
円となります。今後も文化財の収集・保管・展示・調査研究の事業を
継続していく必要があり、さらに施設の耐震対策等の財源も新たに必
要となっています。
国立博物館の置かれている状況に鑑み、皆様のご理解とご協力を

賜りますようお願い申し上げます。

2006年10月1日から改定となる観覧料・パスポート料金

［東京国立博物館］
一般600円（団体500） 大学生400円（団体300）
高校生以下と満70歳以上の方は無料
パスポート一般4000円　学生2500円

［京都国立博物館・奈良国立博物館］
一般500円（団体400） 大学・高校生250円（団体200）
中学生以下と満70歳以上の方は無料

［九州国立博物館］ 現行据え置き

＊団体は20名以上

◆招待券プレゼント
本誌4～5ページで紹介したプライスコレクション「若冲と江戸絵画」展の
招待券を抽選で10組20名様にプレゼントします。締め切りは6月30日。

＊プレゼントの応募方法
はがきに、住所、氏名（ふりがな）、男女、年齢、職業、ならびにこの号
でいちばん面白かった企画をご記入のうえ、下記までお送りください。
締め切りは6月30日、発表は発送をもって替えさせていただきます。
〒110-8712 台東区上野公園13-9 東京国立博物館　広報室
「ニュース6・7月号」プレゼント係
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プラズマテレビ

プラズマテレビ感謝状

東京国立博物館友の会＆パスポート

友の会　年会費　1万円　発行日から1年間有効
特 典 東京・京都・奈良・九州国立博物館4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、本誌の定期郵送など
さまざまな特典があります

パスポート 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・九州国立博物館4館の平
常展は何度でも、お好きな6つの特別展を1回ずつ計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・ご希望のプレゼント番
号（パンフレット、ウェブサイト参照）を楷書でご記入ください
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
＊郵便振替でのお申し込みには2週間かかります

◆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

本誌の定期購読をご希望の方は、年間（6冊分）1000
円の送料・事務費のご負担でご自宅にお届けします

◆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
＊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

＊振替手数料はお客様のご負担となります
＊次号より送付ご希望の場合、締切は7月10日です

東京国立博物館利用案内

開館時間 9：30～17：00、4月～12月の特別展開催
期間中の金曜日は20：00まで、4月～9月の
土・日・祝・休日は18：00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
イークおよびお盆期間（8月13日～8月15日）
は原則として無休
2006年6月13日（火）は臨時休館

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

講座・講演会、友の会＆パスポートおよび本誌定期郵送
等のお申し込みに際してご提供いただいた個人情報に関
しては、当該の目的にのみ使用させていただくものです。
当館では個人情報に関する法令を遵守し、適正な管理・
利用と保障に万全を尽くします
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を
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に
―
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見
龍
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形
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革
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短
甲
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礎
的
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究（
1
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東
京
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館
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蔵
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究
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光
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鉛
同
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』原
田
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、
平
尾
良
光

◆国立博物館の展示案内

〈京都国立博物館〉
開催中～6月4日（日）特別展覧会｢大絵巻展―国宝『源氏物語絵巻』、『鳥獣戯画』など
一挙公開―｣
開催中～7月2日（日）特集陳列｢新収品展｣

〈奈良国立博物館〉
6月10日（土）～7月9日（日）特別陳列｢大和古物今に生きる匠の技｣（仮）

〈九州国立博物館〉
開催中～6月25日（日）特別展｢うるま ちゅら島　琉球｣
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友
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報
26
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1
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ず
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ッ
プ
に
て
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だ
け
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す
。（「
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京
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報
告
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」を
除
く
）

表紙 :ダマヤンティー姫の婿選びへ行く神 （々『ナラ王物語』より） インド、カーングラ派　19世紀初（3ページ参照）
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