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『
源
氏
物
語
』
か
ら
「
初は

つ

音ね

」「
常と

こ

夏な
つ

」「
野の

分わ
き

」

「
御み

幸ゆ
き

」「
若わ

か

菜な

上
」の
五
段
を
選
び
、
各
段
に
つ

き
一
場
面
の
絵
を
描
い
て
春
・
夏
・
秋
・
冬
・
賀

の
構
成
と
し
、
詞
書

こ
と
ば
が
き

と
と
も
に
一
巻
の
絵
巻
に

仕
立
て
た
も
の
で
、
M
O
A
美
術
館
に
も
具ぐ

慶け
い

に
よ
る
同
様
の
作
品
が
あ
り
ま
す
。
具
慶
（
一

六
三
一
〜
一
七
〇
五
）は
、
住す

み

吉よ
し

派
二
代
目
の
画

家
で
、
住
吉
如じ

ょ

慶け
い

の
長
男
と
し
て
京
都
に
生
ま

れ
ま
し
た
。
貞
享
二
年
（
一
六
八
五
）
江
戸
幕
府

の
奥お

く

絵え

師し

と
な
り
、
住
吉
派
隆
盛
の
基
礎
を
固

め
、
江
戸
に
や
ま
と
絵
の
伝
統
を
広
め
ま
し
た
。

具
慶
は
延
宝
二
年
（
一
六
七
四
）
法
橋

ほ
っ
き
ょ
う

に
叙
さ
れ

て
お
り
、
こ
の
作
品
は
「
法
橋
具
慶
筆
」
の
落ら

っ

款か
ん

を
有
す
る
の
で
、
延
宝
二
年
以
降
、
具
慶
晩
年

期
の
作
と
わ
か
り
ま
す
。
精
細
な
彩
色
に
よ
っ

て
、
平
安
時
代
の
貴
族
の
生
活
ぶ
り
が
華
や
か

に
描
き
出
さ
れ
て
い
ま
す
。

（
救
仁
郷
秀
明
）

平
安
貴
族
の
生
活
を
華
や
か
に
描
い
た
江
戸
中
期
の
佳
品

源
氏
物
語
絵
巻
住
吉
具
慶
筆

神
奈
川
の
風
景
を
描
い
た
真
景
図

相
州
名
勝
図
帖
谷
文
晁
筆

寛
政
の
改
革
を
断
行
し
た
老
中
松
平
定
信
に

仕
え
、『
集

し
ゅ
う

古こ

十じ
っ

種し
ゅ

』の
編
纂
に
も
携
わ
っ
た
谷た

に

文ぶ
ん

晁
ち
ょ
う（
一
七
六
三
〜
一
八
四
〇
）の
三
十
五
歳
の
基

準
作
で
す
。
絹
本
に
清
書
し
、
画
帖
に
貼
り
込

ま
れ
た
八
図
は
、
寛
政
九
年
五
月
二
十
一
日
か

ら
二
十
九
日
に
か
け
て
、
相
模
の
国（
神
奈
川
県
）

の
権
太
坂
か
ら
戸
塚
・
鎌
倉
・
長
谷
・
七
里
浜
な

ど
を
経
て
、
江
ノ
島
に
至
る
八
ヶ
所
の
風
景
で
、

画
中
の
題
や
細
字
で
書
き
込
ま
れ
た
地
名
も
文

晁
の
自
筆
で
す
。

当
館
に
は
す
で
に
寛
政
五
年
の
「
公こ

う

余よ

探た
ん

勝
し
ょ
う

図ず

巻か
ん

」（
重
要
文
化
財
）お
よ
び
寛
政
十
年
の
「
戸と

山や
ま

荘そ
う

図ず

巻か
ん

稿こ
う

本ほ
ん

」
が
あ
り
、
制
作
時
期
が
両
作

品
の
間
に
位
置
す
る
こ
の
画
帖
が
加
わ
っ
た
こ

と
に
よ
っ
て
、
文
晁
の
実
景
表
現
、
い
わ
ゆ
る
真

景
図
の
様
式
展
開
を
た
ど
る
展
示
が
で
き
る
よ

う
に
な
り
ま
し
た
。

（
松
原
茂
）
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平
成
18
年
度
は
ご
寄
贈
や
購
入
な
ど
全
部
で

62
件
の
作
品
が
新
た
に
当
館
の
所
蔵
と
な
り
ま
し
た
。

毎
年
恒
例
の
新
収
品
展
、
本
号
で
は

そ
の
中
か
ら
6
件
を
ご
紹
介
い
た
し
ま
す
。
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染
付
を
用
い
ず
に
色
絵
だ
け
で
飾
ら
れ
た
こ

の
壺
は
、
ま
ず
赤
色
の
線
で
頸
、
肩
、
胴
、
腰
と

四
つ
に
区
画
さ
れ
ま
す
。
胴
の
部
分
に
は
赤
い

花
を
配
し
た
緑
の
唐
草
文
を
額
縁
の
よ
う

に
描
き
あ
げ
、
三
つ
の
絵
画
の
た
め

の
ス
ペ
ー
ス
が
設
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

そ
こ
に
牡ぼ

丹た
ん

、W

、
菊
と
い
う
季
節

の
異
な
る
三
種
の
花
が
描
か
れ
て
い

ま
す
。
お
手
本
と
な
っ
た
中
国
･
景け

い

徳と
く

鎮ち
ん

窯
の
有ゆ

う

蓋が
い

壺こ

な
ら
ば
、
こ
の
三

種
の
花
に
梅
を
加
え
て
四
つ
の
絵
で

飾
る
と
こ
ろ
で
し
ょ
う
が
、
伊
万
里
の
陶
工

は
三
つ
の
絵
に
す
る
こ
と
で
、
よ
り
ゆ
っ
た
り

と
し
た
絵
画
空
間
を
作
り
出
し
て
い
ま
す
。
ヨ

ー
ロ
ッ
パ
へ
の
輸
出
向
け
と
し
て
作
ら
れ
た
作
品

で
あ
り
、
も
と
も
と
は
蓋
を
と
も
な
っ
て
い
た

は
ず
で
す
。
こ
の
作
品
の
購
入
に
当
た
っ
て
は
、

賛
助
会
員
の
皆
様
の
御
協
力
を
賜
わ
り
ま
し

た
。

（
九
州
国
立
博
物
館

伊
藤
嘉
章
）

三
方
に
描
か
れ
た
花
、
花
、
花
。

今
回
は
牡
丹
を
ご
覧
く
だ
さ
い

色
絵
花
卉
図
壺

当
時
の
漆
工
・
金
工
の
大
家
に
よ
る
合
作

X

池
蒔
絵
厨
子
及
び
舎
利
塔

一
枚
の
銀
板
か
ら
打
ち
出
し
た
円
形
丸
底
の

皿
。
内
面
中
央
の
メ
ダ
イ
ヨ
ン
に
は
右
向
き
の
こ

ぶ
牛
が
描
か
れ
、
そ
の
周
辺
に
蔓つ

る

草く
さ

文も
ん

、
連
続

城
壁
文
な
ど
の
文
様
帯
が
巡
り
ま
す
。

外
面
周
縁
に
、
列
点
に
よ
る
「
中
世
」ペ
ル
シ

ア
語
の
銘
文
が
一
行
記
さ
れ
て
い
ま
す
。「
ダ
ー

ラ
ー
ヤ
ー
ン
の
子
孫
で
あ
り
ダ
ー
ラ
ー
ヤ
ー
ン

王
の
息
子
、
わ
れ
ら
が
兄
弟
ア
ル
ダ
ク
シ
ャ
ハ
ル

王
に
、
幸
福
を
贈
ら
ん
！
金
と
銀
か
ら
打
ち
出

し
た
こ
の（
皿
）（
の
重
量
は
）
五
十
ス
タ
テ
ー
ル
。

（
そ
れ
は
）
王
子
ワ
ヒ
ー
ク
シ
ャ
ハ
ル
の
所
有
」。

最
後
の
文
は
後
の
書
き
加
え
ら
し
く
、
書
体
が

少
し
異
な
っ
て
い
ま
す
。

こ
の
時
代
、
フ
ァ
ー
ル
ス
地
方
の
言
語
に
よ
る

こ
れ
ほ
ど
長
い
文
章
は
異
例
で
、
王
名
と
そ
の

血
縁
関
係
ま
で
含
む
内
容
は
、
美
術
作
品
と
し

て
の
価
値
に
、
重
要
史
料
と
し
て
の
価
値
を
加

え
て
い
ま
す
。

（
後
藤
健
）

中
世
ペ
ル
シ
ア
語
の
銘
文
に
注
目

こ
ぶ
牛
文
装
飾
の
皿

こぶ牛文装飾の皿 イラン出土
前1世紀　銀製、部分鍍金　

イ
時
代
の
仏
像
は
、
流
れ
る
よ
う
な
体
の
表
現

な
ど
優
美
さ
を
そ
な
え
た
造
形
に
大
き
な
特
色

が
あ
り
ま
す
。
こ
の
作
品
は
、
頭
部
の
み
が
残
っ

た
も
の
で
す
が
、
面
長
、
伏
し
目
、
す
ら
り
と
通

っ
た
鼻
筋
に
、
ス
コ
ー
タ
イ
様
式
の
特
徴
が
よ
く

示
さ
れ
て
い
ま
す
。
他
の
作
品
か
ら
想
像
す
る

と
、
お
そ
ら
く
耳み

み

朶た
ぶ

は
大
き
く
、
頭
頂
部
の
肉に

く

髻け
い

の
上
に
は
、
火

形
の
突

起
を
つ
け
て
い
た
と
考
え
ら

れ
ま
す
。

こ
の
作
品
は
、
東
南
ア
ジ

ア
史
研
究
の
第
一
人
者
で
あ

っ
た
故
山
本
達
郎
東
京
大
学

名
誉
教
授
の
旧
蔵
品
で
、
こ

の
た
び
当
館
へ
ご
寄
贈
と
な

っ
た
作
品
二
十
一
件
の
う
ち

の
一
点
で
す
。
（
小
泉
惠
英
）

タ
イ
族
の
創
出
し
た
美

如
来
頭
部

g池蒔絵厨子及び舎利塔 五十嵐作（厨子蒔絵）
後藤程乗作（舎利塔） 江戸時代・寛文12年（1672）
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内
側
全
面
を
金
蒔ま

き

絵え

で
覆
い
尽
く
し
た
厨ず

子し

と
、
何
と
も
変
わ
っ
た
形
の
舎し

ゃ

利り

塔と
う

。
そ
れ
も

そ
の
は
ず
、
舎
利
塔
の
作
者
で
あ
る
後
藤
程て

い

乗
じ
ょ
う

は
、
刀
装
金
工
の
名
家
・
後
藤
家
の
九
代
目
。

こ
の
舎
利
塔
は
、
鐔つ

ば

や
目め

貫ぬ
き

・
小こ

柄づ
か

・d
な
ど
の

刀
装
具
に
よ
く
使
わ
れ
る
技
法
や
文
様
を
応
用

し
て
作
ら
れ
て
い
る
の
で
す
。
そ
し
て
こ
れ
を
納

め
る
厨
子
の
総
金
地
の
豪
華
な
蒔
絵
は
、
京
都

の
有
名
蒔
絵
師
、
五
十
嵐
の
作
。
五
十
嵐
道ど

う

甫ほ

が
そ
の
代
表
で
、
名
工
の
誉
れ
高
く
、
加
賀
藩

主
か
ら
金
沢
へ
招
か
れ
て
そ
の
御
用
を
勤
め
た

と
い
い
ま
す
。
ま
た
、
こ
れ
ら
は
加
賀
藩
の
重
臣

今
枝
近
義
が
誂

あ
つ
ら

え
、
自
ら
再
興
し
た
京
都
のW

華
寺
へ
寄
進
し
た
も
の
で
す
。
今
枝
家
の
記
録

に
は
そ
の
年
月
日
が
記
さ
れ
て
お
り
、
制
作
の

経
緯
や
作
者
、
制
作
年
が
と
も
に
判
明
す
る
、

ま
こ
と
に
貴
重
な
存
在
で
す
。

（
竹
内
奈
美
子
）

ス
コ
ー
タ
イ
は
、
十
三
世
紀
に
タ
イ
族
に
よ
っ

て
作
ら
れ
た
王
国
で
す
。
タ
イ
で
は
伝
統
的
に

仏
教
が
篤
く
信
仰
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
こ
の
時
代

も
仏
教
（
上

じ
ょ
う

座ざ

部ぶ

）
が
盛
ん
で
し
た
。
ス
コ
ー
タ

如来頭部 タイ スコータイ時代・14世紀頃
ストゥッコ 山本達郎氏寄贈



都
の
地
に
根
付
き
ま
し
た
。
そ
し
て
室
町

幕
府
を
開
い
た
足
利
尊
氏
が
夢む

窓そ
う

疎そ

石せ
き

（
一
二
七
五
〜
一
三
五
一
）に
帰
依
し
て
以

降
、
将
軍
家
と
禅
宗
は
密
接
な
関
係
を
持

ち
続
け
ま
し
た
。
特
に
義
満
の
頃
に
、
将

軍
家
の
求
心
力
も
禅
宗
の
文
化
も
頂
点
を

迎
え
た
と
言
っ
て
よ
い
で
し
ょ

う
。
義
満
は
相
国
寺
を
創
建
。

こ
の
時
す
で
に
五
山
と
し
て
南

禅
寺
、
天
龍
寺
、
建
仁
寺
、
東
福

寺
、万
寿
寺
が
あ
っ
た
の
で
す
が
、

相
国
寺
を
加
え
る
た
め
南
禅
寺

を
五
山
之
上
と
し
ま
し
た
。
南

北
朝
時
代
か
ら
室
町
時
代
の
文

化
の
中
心
は
禅
の
文
化
で
し
た
。

そ
し
て
禅
の
文
化
は
京
都
五
山

を
中
心
に
日
本
全
国
に
展
開
し

ま
し
た
。

そ
れ
で
は
禅
の
文
化
と
は
ど

の
よ
う
な
も
の
で
し
ょ
う
。
教

科
書
に
は
建
築
、
石
庭
、
水
墨
画
、

禅
僧
の
肖
像
、
書
な
ど
が
あ
げ

ら
れ
て
い
ま
す
。
禅
僧
は
礼
拝
よ

り
坐
禅
を
重
ん
じ
る
の
で
仏
像

や
仏
画
は
あ
ま
り
な
い
と
考
え
ら
れ
が
ち

で
す
が
、
そ
れ
は
正
し
く
あ
り
ま
せ
ん
。

禅
宗
寺
院
を
建こ

ん

立
り
ゅ
う

し
た
の
は
、
将
軍
、
守

護
（
武
士
）、
貴
族
で
す
。
彼
ら
は
禅
を
信

仰
す
る
だ
け
で
な
く
、
支
配
者
と
し
て
の

権
威
を
保
つ
た
め
に
寺
院
と
し
て
の
体
裁

を
整
え
る
必
要
が
あ
り
ま
し
た
。
そ
し
て

涅ね

槃は
ん

会え

、
羅ら

漢か
ん

講こ
う

な
ど
の
法ほ

う

会え

に
は
絵
を

掛
け
ま
し
た
。
と
こ
ろ
が
現
在
、
禅
宗
寺

院
を
訪
れ
て
も
建
築
や
庭
以
外
に
拝
観
で

き
る
作
品
は

多
く
あ
り
ま

せ
ん
。
今
回

の
展
覧
会
で

は
、
ふ
だ
ん

蔵
に
し
ま
わ

れ
て
い
る
も

の
や
、
博
物

館
に
預
け
ら

れ
て
い
る
書

画
、
拝
観
が

謝
絶
さ
れ
た

奥
深
く
に
安

置
さ
れ
る
禅

僧
の
肖
像
彫
刻
、
仏
像
な
ど
を
一
堂
に
展

示
し
ま
す
。

出
品
作
品
は
禅
宗
が
文
化
の
主
流
を
な

し
て
い
た
中
世
に
限
定
し
て
い
ま
す
。
た

だ
し
京
都
市
中
の
寺
々
で
は
多
く
の
作
品

が
応
仁
の
乱
（
一
四
六
七
〜
七
七
）で
失
わ

れ
た
の
で
、
京
都
五
山
と
関
係
の
深
い
地

方
寺
院
の
作
品
も
含
み
ま
す
。
そ
の
中
に

は
中
世
禅
宗
美
術
に
関
す
る
本
に
は
必
ず

登
場
す
る
名
品
も
あ
り
、
一
方
今
ま
で
ほ

と
ん
ど
知
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
作
品
も
多

数
あ
り
ま
す
。
特
に
二
十
件
を
超
え
る
彫

刻
が
出
品
さ
れ
る
の
は
禅
に
関
す
る
展
覧

会
で
は
め
ず
ら
し
い
こ
と
で
す
。

見
ど
こ
ろ
は
た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
が
、

そ
の
一
つ
と
し
て
「
禅
僧
の
気
迫
」
に
注
目

し
て
み
て
く
だ
さ
い
。
悟
り
を
求
め
る
強

の
た
び
足
利
義
満
（
一
三
五
八
〜

一
四
〇
八
）の
六
百
年
御ぎ

ょ

忌き

を
記

念
し
て
「
京
都
五
山

禅
の
文
化
」
展
を
開

催
い
た
し
ま
す
。

禅
は
鎌
倉
時
代
に
栄
西
が
も
た
ら
し
て

か
ら
お
よ
そ
一
世
紀
を
か
け
て
徐
々
に
京

い
意
志
で
あ
り
、
弟
子
を
叱し

っ

咤た

す
る
厳
し

い
心
で
す
。
禅
僧
の
肖
像
の
迫
力
の
あ
る

表
情
、
書
の
雄ゆ

う

渾こ
ん

な
筆
致
、
特
に
死
に
臨

ん
で
苦
し
い
息
の
も
と
筆
を
ふ
る
っ
た
書

（
遺ゆ

い

偈げ

）な
ど
に
そ
れ
を
感
じ
る
こ
と
が
で

き
る
で
し
ょ
う
。

次
に
、
禅
僧
と
そ
の
支
援
者
に
注
目
す

る
と
、
禅
の
違
っ
た
側
面
が
み
え
て
き
ま

す
。
支
援
者
の
代
表
的
存
在
は
将
軍
で
す
。

将
軍
は
禅
に
傾
倒
し
ま
す
が
、
そ
れ
だ
け

で
は
な
く
各
地
に
造
ら
れ
た
禅
宗
寺
院

を
、
五
山
を
通
じ
て
支
配
す
る
こ
と
で
、

宗
教
、
そ
し
て
人
々
を
統
制
し
た
の
で
す
。

し
か
し
ま
た
五
山
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
は
禅

僧
が
も
た
ら
し
た
最
新
の
中
国
文
化
を
全

国
に
浸
透
さ
せ
る
役
割
も
果
た
し
ま
し

た
。

こ

3

足利義満六百年御忌記念

「京都五山 禅の文化」展
7月31日（火）～9月9日（日）
東京国立博物館
平成館特別展示室第1～第4室

主催：東京国立博物館 日本経済新聞社

特別協力：大本山相国寺

観覧料：一般1,500円（1,300円／1,200円）

高校・大学生900円（700円／600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、障害手帳などをご提示く

ださい

展覧会データ

2

4

1

4



こ
の
ほ
か
雪せ

っ

舟
し
ゅ
う

の
師
、
周

し
ゅ
う

文ぶ
ん

の
作
と
伝

わ
る
水
墨
画
、
水
墨
画
の
上
に
五
山
禅
僧

が
漢
詩
を
寄
せ
書
き
し
た
詩し

画が

軸じ
く

、
中
国

風
の
仏
像
、
仏
画
な
ど
当
時
の
人
々
を
魅

了
し
た
作
品
の
数
々
が
集
ま
り
ま
す
。

王
朝
文
化
が
栄
え
、
保
守
的
だ
っ
た
京

都
の
地
に
、
ど
の
よ
う
に
新
し
い
文
化
が

定
着
し
て
い
っ
た
か
を
考
え
る
、
つ
ま
り
は

日
本
文
化
の
成
り
立
ち
を
知
る
上
で
も
必

見
の
展
覧
会
だ
と
自
負
し
て
い
ま
す
。
ご

来
館
を
お
待
ち
し
て
い
ま
す
。（
浅
見
龍
介
）

レ
オ
ナ
ル
ド・

ダ・
ヴ
ィ
ン
チ

天
才
の
実
像

スフォルツァ騎馬像模型の展示風景

テーマ講演会

鎌倉時代後半から室町時代にかけて京都五山を中心に花開いた禅文化をテーマに、
その特色について美術と歴史の両面から探る4回連続の講演会です。

テーマ「京都五山の文化」全4回

■第1回「五山派の彫刻」 日時：6月9日（土）13：30～15：00
出版企画室長　浅見龍介

■第2回「京都五山の絵画」 日時：6月30日（土）13：30～15：00
特別展室長 救仁郷秀明

■第3回「室町幕府外交と京都五山」 日時：7月14日（土）13：30～15：00
北海道大学大学院文学研究科准教授 橋本雄氏

■第4回「五山僧と学芸」 日時：7月28日（土）13：30～15：00
情報管理室長　田良島哲

会場：平成館大講堂　定員：380名（当日先着順） 聴講無料（ただし当日の入館料が必要です）

記念講演会

①「京都五山の歴史と文化」 日時：8月4日（土）13：30～15：00
出版企画室長　浅見龍介

②「禅の山河」 日時：8月25日（土）13：30～15：00
臨済宗相国寺派管長　有馬M底師

会場：平成館大講堂　事前申込制（各回定員380名）、聴講無料
（ただし、特別展「京都五山 禅の文化」の観覧券が必要）
＊往復はがきの「往信用裏面」に、希望日・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1回のみ申し込み可能。
＊応募多数の場合は、抽選のうえ受講券を送ります。申込締切 ①7月18日（水）必着　②8月8日（水）必着
申込先：〒103-0014東京都中央区日本橋蛎殻町1-28-9ヤマナシビル4Fウインダム内「京都五山展講演会」係

順調な滑り出しをみせたこの展覧会、連日多くのお客さまで賑わっています。すで

に本誌で紹介されたイタリアの至宝「受胎告知」や「少年キリスト像」のほかにも見どころ満

載です。第2会場となっている平成館ではエスカレーターで昇ると、目の前にレオナルドが発

明した「人力飛行機」がまるで空を舞うように展示されています。会場内には「手稿」と呼ばれ

る彼が書き残したメモや素描類の複製や手稿をもとにつくられた模型・映像の数々を展示。

中でも復元すると7mを超える「スフォルツァ騎馬像」は圧巻です。また精神の動きまでも絵

画に表現するプロセスや学術の最高位に位置づけた絵画を描くための光・影・色に関する

研究などがわかりやすく解説されています。まさに天才の実像に迫る空間です。 （井上洋一）

レオナルド・ダ・ヴィンチ「受胎告知」
（1472-73） ウフィツィ美術館蔵

Su concessione del Ministero 
per i Beni e le Attività Culturali

レオナルド･ダ･ヴィンチ―天才の実像
6月17日（日）まで

主 催：「イタリアの春 2007」実行委員会 東京国立博物館 朝日新聞社 NHK  NHKプロモーション
特別後援：イタリア共和国大統領 後援：外務省 文化庁 イタリア外務省 イタリア文化財・文化活動省
特別協賛：日立グループ　協力：アリタリア航空 JR東日本 三井住友海上
観 覧 料：一般1,500円（1,200円）大学生1,200円（800円）高校生900円（500円）小・中学生無料
※（ ）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、障害手帳な
どをご提示ください

展覧会データ

◎癡兀大慧坐像 愛媛・保国寺蔵　
鎌倉時代・14世紀
堂 と々した体格の等身大の像。
その気迫にじかに触れてください

釈　三尊像 京都・相国寺蔵　
南北朝時代・14世紀
両脇侍は 葉と阿難。寺外初公開

◎春屋妙葩墨蹟（遺偈） 京都・鹿王院蔵
南北朝時代・嘉慶2年（1388）
夢窓国師の高弟、春屋妙葩の死ぬ2日前の書

0竹斎読書図 伝周文筆　
室町時代・文安4年（1447）
水墨画の上に禅僧が漢詩を寄せ書きした
詩画軸の代表的作品

関
連
事
業

開催中

1

2

3

4

5



教
は
紀
元
前
五
世
紀
頃
の
イ
ン
ド

で
ブ
ッ
ダ
が
説
い
た
教
え
で
、
ブ

ッ
ダ
の
死
後
も
そ
の
教
え
を
受
け
継
ぐ

人
々
に
よ
っ
て
伝
え
ら
れ
て
き
ま
し
た
。

仏
教
徒
は
、
ブ
ッ
ダ
の
遺
骨
（
舎し

ゃ

利り

）
を
納

め
た
仏
塔
（
ス
ト
ゥ
ー
パ
）
を
礼
拝
の
対
象

と
し
ま
し
た
。
こ
の
仏
塔
に
ブ
ッ
ダ
に
ま

つ
わ
る
説
話
を
表
わ
し
た
り
、
さ
ま
ざ
ま

な
装
飾
を
ほ
ど
こ
す
よ
う
に
な
り
、
仏
教

美
術
が
始
ま
り
ま
す
。
し
か
し
、
は
じ
め

は
ブ
ッ
ダ
を
人
間
の
姿
で
表
わ
す
こ
と
は

禁
じ
ら
れ
て
お
り
、
ブ
ッ
ダ
は
足
跡
や
傘
、

車
輪
と
い
っ
た
象
徴
に
よ
っ
て
、
そ
の
存
在

を
暗
示
す
る
と
い
う
約
束
ご
と
が
あ
り
ま

し
た
。

紀
元
後
一
世
紀
に
な
っ
て
、
ブ
ッ
ダ
を

人
間
の
姿
で
表
わ
す
こ
と
が
行
な
わ
れ
る

よ
う
に
な
り
、
仏
教
徒
は
仏
像
を
礼
拝
す

る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
仏
教
の
教
え
の
広

が
り
と
と
も
に
、
イ
ン
ド
の
み
な
ら
ず
各

地
で
さ
ま
ざ
ま
な
形
の
仏
像
が
造
ら
れ
、

人
々
の
信
仰
を
集
め
ま
し
た
。

仏
像
の
誕
生
と
ほ
ぼ
時
を
同
じ
く
し

て
、
仏
教
は
中
央
ア
ジ
ア
を
経
由
し
て
中

国
に
伝
え
ら
れ
ま
し
た
。
中
国
で
は
、
南

北
朝
時
代
に
な
る
と
、
国
家
の
保
護
の
下

で
仏
教
が
繁
栄
し
、
五
世
紀
に
入
る
と
大

規
模
な
石せ

っ

窟く
つ

寺
院
な
ど
も
造
営
さ
れ
る
よ

う
に
な
り
、
お
び
た
だ
し
い
数
の
仏
像
が

作
ら
れ
ま
し
た
。
仏
像
の
様
式
が
イ
ン
ド

風
か
ら
中
国
風
へ
と
変
化
す
る
の
は
ち
ょ

う
ど
こ
の
頃
で
、
外
来
の
仏
教
を
自
分
た

ち
の
も
の
に
し
て
い
く
様
子
が
わ
か
り
ま

す
。四

世
紀
の
終
わ
り
に
、
仏
教
は
中
国
か

ら
朝
鮮
半
島
へ
伝
わ
り
ま
し
た
。
や
は
り

王
室
が
仏
教
を
保
護
し
、
仏
像
は
中
国
南

北
朝
時
代
（
四
二
〇
〜
五
八
九
）の
ス
タ
イ

ル
を
継
承
し
な
が
ら
、
朝
鮮
半
島
に
独
自

の
流
行
も
う
み
出
し
ま
し
た
。

六
世
紀
に
は
、
朝
鮮
半
島
の
百
済
か
ら

わ
が
国
へ
仏
教
が
伝
来
し
ま
し
た
。
日
本

で
は
七
世
紀
に
入
る
と
造
寺
造
仏
活
動
が

本
格
化
し
ま
す
。
伽が

藍ら
ん

配
置
や
仏
像
の
様

式
に
は
、
朝
鮮
半
島
や
中
国
と
の
関
連
が

う
か
が
わ
れ
ま
す
。
中
国
で
は
六
一
八
年

に
唐
王
朝
が
成
立
し
、
都
の
長
安
で
は
仏

教
が
大
い
に
栄
え
、
わ
が
国
の
仏
教
文
化

に
も
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
し
ま
し
た
。

今
回
の
展
示
で
は
、
仏
像
の
誕
生
し
た

ガ
ン
ダ
ー
ラ
か
ら
中
国
、
朝
鮮
半
島
、
日

本
の
仏
像
二
十
点
余
を
選
び
、
そ
れ
ぞ
れ

の
時
代
、
地
域
で
、
ど
の
よ
う
な
仏
像
が

作
ら
れ
、
人
々
の
信
仰
を
集
め
て
い
た
の

か
を
た
ど
っ
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。

（
小
泉
惠
英
）

◎如来三尊像 中国
東魏時代・6世紀

ブッダの着る衣は中国風に
変化している

菩K半跏思惟像 朝鮮　
三国時代・7世紀
朝鮮半島では半跏思惟像の
信仰が流行した

◎如来坐像 日本　飛鳥時代・7世紀
日本の飛鳥時代を代表する止利様式の仏像。
造形の源流は中国へとさかのぼる 古

代
イ
ン
ド
で
生
ま
れ
た
仏
像
が
、
中
央
ア
ジ
ア
、

中
国
、
朝
鮮
半
島
を
へ
て
、
日
本
へ
と
伝
わ
る
流
れ
を
た
ど
り
ま
す

仏

如来坐像 パキスタン、ガンダーラ
クシャーン朝・2世紀
顔立ちや衣の襞はギリシャ･ローマ
彫刻を思わせる

6

本
館
特
別
5
室

7
月
27
日（
金
）
オ
ー
プ
ン



表
慶
館
は
大
正
天
皇
の
御
成
婚
を
記
念

し
て
、
片か

た

山や
ま

東と
う

熊く
ま

の
設
計
に
よ
り
明
治
四

十
二
年
（
一
九
〇
九
）に
開
館
し
ま
し
た
。

中
央
と
左
右
に
お
か
れ
た
ド
ー
ム
屋
根
や

外
壁
の
レ
リ
ー
フ
、
内
部
の
装
飾
な
ど
意
匠

が
凝こ

ら
さ
れ
た
魅
力
あ
ふ
れ
る
建
物
で
、

明
治
時
代
を
代
表
す
る
洋
風
建
築
と
し
て

重
要
文
化
財
に
指
定
さ
れ
て
い
ま
す
。
ネ

オ
・
バ
ロ
ッ
ク
様
式
の
建
物
の
入
り
口
に
座

る
二
頭
の
青
銅
の
ラ
イ
オ
ン
は
、
実
は
寺

院
山
門
の
狛
犬
と
同
じ
よ
う
に
「
あ
」「
う

ん
」
の
姿
を
し
て
い
ま
す
。
こ
の
、
当
館
で

も
っ
と
も
長
い
歴
史
を
も
つ
表
慶
館
が
、
本

年
四
月
十
七
日
（
火
）よ
り
、
新
し
く
教
育

普
及
事
業
の
セ
ン
タ
ー
と
し
て
皆
さ
ま
に

ご
利
用
い
た
だ
く
場
と
な
り
ま
し
た
。
愛

称
は「
み
ど
り
の
ラ
イ
オ
ン
」で
す
。

そ
れ
ぞ
れ
特
徴
の
あ
る
五
つ
の
部
屋
で
、

作
品
や
博
物
館
を
さ
ま
ざ
ま
な
視
点
か
ら

楽
し
み
、
身
近
に
感
じ
て
も
ら
う
こ
と
を

目
的
と
し
て
い
ま
す
。
展
示
を
ご
覧
に
な

る
前
、
後
に
ど
う
ぞ
お
気
軽
に
お
立
ち
寄

り
く
だ
さ
い
。

7

広い構内で、どの建物に入ろうか、何を見ようかと
迷った経験はありませんか。ここでは、博物館の歴
史をはじめ、各展示館の見どころ、野外展示や四季
折々の草花などをご紹介しています。

事前申込制のワークショップや学校の授業で来館
された児童・生徒向け体験プログラムなどを行ない
ます。

◆ワークショップ「博物館のおもちゃ箱」
「親と子のギャラリー博物館のおもちゃ箱」（本館
14室）7月3日（火）～9月24日（月・休）展示にとも
なうワークショップ、「動くおもちゃ自在エビを作っ
てみよう」を2回実施いたします。

①8月11日（土）、②8月12日（日）。それぞれ13：00～17：00
参加費無料（ただし入館料は必要です）。

★小中学生と同伴の大人対象。定員はそれぞれ10組。
申込方法：往復はがきの往信用裏面に、郵便番号・住
所・参加されるすべての方のお名前（ふりがな付）・学年・

電話番号・希望日を、返信用表面に、返信先の郵便番

号・住所・氏名を明記し下記までお申込下さい。

締め切り：8月6日（月）必着。
先着順で、参加券をお送りします。締め切りとなり次第、

当館ウェブサイトでお知らせします。

申込先：〒110-8712 東京都台東区上野公園13-9
東京国立博物館事業部教育普及課教育普及室。

詳細は当館ホームページでご案内しております。

◆ワークショップ「こどもたちのアートスタジオ」
8月5日（日）・8月26日（日）に生涯学習ボランティア
によるこどもたちのアートスタジオを実施いたします。

①8月5日（日）勾玉作り、②8月26日（日）根付作り。

それぞれ13：30～15：30
参加費無料（ただし入館料は必要です）。

小学校3年生～高校生（保護者の方の見学も可能です）
対象。定員はそれぞれ10名程度。
申込方法：往復はがきの往信用裏面に、郵便番号・住
所・参加されるすべての方のお名前（ふりがな付）・学年・

電話番号・保護者の方がご一緒の場合はその人数・希望

日を、返信用表面に、返信先の郵便番号・住所・氏名を

明記し下記までお申込下さい。

締め切り：①7月23日（月）、②8月13日（月）必着。
締め切り後、参加券をお送りします。なお、応募多数の

場合は抽選とさせていただきます。

申込先：〒110-8712 東京都台東区上野公園13-9
東京国立博物館事業部教育普及課ボランティア室。

詳細は当館ホームページでご案内しております。

講師と参加者の交流を大切にする、さまざまなテー
マのレクチャーなどを行ないます。日程等は巻末の
展示・催し物カレンダーをご覧ください。

美術や歴史に関するさまざまな本、当館の特別展
図録などを閲覧できます。

体験の間 銅鐸を鳴らしてみよう 出会いの間 東博の5つの展示館についての案内表慶館のシンボル、ライオン像にちなんで愛称を「みどりの
ライオン」としました

作品を見るときにきっと役に立つ、いろいろな体験
ができる場所です。一つの作品の材料やつくり方が
わかる「制作工程模型展示」と、展示にあわせた参
加型の活動ができる「ハンズオン体験コーナー」が
あります。

◆「b風ってなに？」6月3日（日）まで
ミニb風でb風の構造や使い方を体験できます。

◆「コピーの元祖『拓本』体験」7月1日（日）まで
展示作品を題材にした拓本制作を体験できます。

◆「銅鐸を鳴らしてみよう」9月30日（日）まで
実際に鳴らしてみることのできる、弥生時代の銅
鐸のレプリカを展示します。

◆「昔のゲームを楽しもう」
7月3日（火）～9月24日（月・休）



虚
空
か
ら
薄
紫
や
薄
桃
色
の
花
々
が
降

る
中
、
画
面
左
へ
と
向
か
う
白
い
象
の
背

の
上
のN

華
座
に
坐
っ
た
菩O

が
、
顔
を

や
や
俯
か
せ
画
面
左
方
に
向
か
っ
て
合
掌

し
て
い
ま
す
。
菩O

の
肌
に
ほ
ん
の
り
と

さ
さ
れ
た
朱
色
は
そ
の
柔
ら
か
な
白
さ
を

引
き
立
た
せ
、
装
身
具
類
の
鮮
や
か
な
緑

や
青
、
朱
や
丹
が
肌
の
白
さ
に
映
え
て
い

ま
す
。
着
衣
に
施
さ
れ
た
極
細
の
截き

り

金か
ね

文

様
や
銀ぎ

ん

泥で
い

に
よ
る
照て

り

暈ぐ
ま（
ハ
イ
ラ
イ
ト
）も
、

上
品
な
華
や
か
さ
を
演
出
し
て
い
ま
す
。

こ
の
繊
細
優
美
な
画
趣
を
た
た
え
た
作

品
は
、
現
存
す
る
普
賢
菩O

画
像
の
最
高

傑
作
と
さ
れ
て
い
る
画
像
で
、
優
品
の
多

い
平
安
仏
画
の
中
で
も
屈
指
の
名
品
と
し

て
知
ら
れ
て
い
ま
す
。
普
賢
菩O

は
『
法ほ

華け

経
き
ょ
う

』「
普ふ

賢げ
ん

菩ぼO

さ
つ

勧か
ん

発ぼ
つ

品ほ
ん

第
二
十
八
」
や

『
法
華
経
』の
結
経
と
さ
れ
る
『
観か

ん

普ふ

賢げ
ん

菩ぼ

O

さ
つ

行
ぎ
ょ
う

法ほ
う

経
き
ょ
う

』（
以
下
、『
観
普
賢
経
』）に
お

い
て
、
仏
の
滅
後
、
法
華
経
を
受
持
す
る

者
を
守
護
す
る
た
め
、
六
牙
の
白
象
に
乗

っ
て
ど
こ
に
で
も
現
れ
る
こ
と
を
仏
に
誓

う
菩O

と
し
て
登
場
し
ま
す
。
日
本
で
は

法
華
経
を
拠
り
所
と
し
た
天
台
宗
を
中
心

に
信
仰
さ
れ
、
像
の
制
作
が
行
わ
れ
ま
し

た
。そ

の
姿
は
『
観
普
賢
経
』
に
、「
其
象
色

鮮
白
。
白
中
上
者
」（
そ
の
象
の
色
鮮せ

ん

白
び
ゃ
く

な

り
。
白
の
中
に
上す

ぐ

れ
た
る
者
な
り
）「
有

一
菩O

。
結
跏
趺
坐
。
名
曰
普
賢
。
身
白

玉
色
。
五
十
種
光
」（
一ひ

と

り
の
菩O

あ
り
、

結け
っ

跏か

趺ふ

坐ざ

せ
り
、
名
を
普
賢
と
曰
う
。
身

白は
く

玉
ぎ
ょ
く

の
色
に
し
て
五
十
種
の
光
あ
り
）

「
安
詳
徐
歩
。
雨
大
宝N

華
。
至
行
者
前
」

（
安あ

ん

詳
じ
ょ
う

と
し
て
徐

お
も
む
ろに
歩
み
、
大
い
な
る
宝ほ

う

N

れ
ん

華げ

を
雨ふ

ら
し
て
行
者
の
前
に
至い

た

ら
ん
）

等
と
詳
し
く
説
か
れ
て
お
り
、
こ
の
画
像

は
そ
の
姿
を
忠
実
に
絵
画
化
し
た
も
の
と

い
え
ま
す
。
中
で
も
、
通
常
朱
線
が
多
く

用
い
ら
れ
る
菩O

の
輪
郭
線
に
極
細
の
淡

墨
線
を
用
い
、
立
体
感
を
表
わ
す
朱し

ゅ

暈ぐ
ま

を

最
小
限
に
抑
え
て
描
線
の
太
さ
の
微
妙
な

使
い
分
け
を
主
体
と
す
る
描
法
は
平
安
仏

画
の
中
に
は
類
例
が
な
く
、
こ
の
画
像
の

大
き
な
特
徴
と
な
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
に
つ

い
て
最
近
の
研
究
で
は
、「
白
玉
色
」等
と
記

述
さ
れ
る
白
を
効
果
的
に
表
現
す
る
た
め
、

宋
仏
画
の
描
法
を
取
り
入
れ
た
可
能
性
が

あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
ま
す
。

こ
の
機
会
に
、
平
安
仏
画
の
傑
作
を
心

行
く
ま
で
ご
堪
能
く
だ
さ
い
。（
沖
松
健
次
郎
）

8

平
安
仏
画
屈
指
の
名
品

国
宝
　

普
賢
菩
D
像

平
常
展
見
ど
こ
ろ
案
内
2
0
0
7
年
6
月
・
7
月

0

普
賢
菩
K
像

平
安
時
代
・
12
世
紀

7
月
3
日（
火
）〜
7
月
29
日（
日
）
本
館
2
階
国
宝
室



9

◎書状（部分） 伏見天皇筆　鎌倉時代・13世紀
鎌倉時代屈指の能書、伏見天皇の手紙。格調の高さとともに明るく明快な筆運びから自
由と闊達さも併せもつ作品といえる。文化人天皇の心意気が感じ取れよう

朱漆湯桶 室町時代・16世紀
用に耐えたあるがままの姿が、
人為的なものにはない、自然の
魅力となっています

本
館
特
別
1
室

板
碑
は
、
五ご

輪り
ん

塔と
う

・
宝ほ

う

篋
き
ょ
う

印い
ん

塔と
う

と
と
も

に
中
世
に
供
養
塔
と
し
て
盛
ん
に
作
ら
れ

ま
し
た
が
、
近
世
に
は
廃す

た

れ
て
し
ま
い
ま

す
。
板
碑
は
北
海
道
か
ら
九
州
ま
で
分
布

し
ま
す
が
、
特
に
埼
玉
を
中
心
と
し
た
関

東
に
多
く
み
ら
れ
ま
す
。
中
世
の
歴
史
や

社
会
を
研
究
す
る
上
で
重
要
な
資
料
の
一

つ
で
す
。

東
京
国
立
博
物
館
に
は
、
約
一
八
〇
点

の
板
碑
が
収
蔵
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
ほ
と

ん
ど
が
関
東
の
出
土
品
で
す
。
関
東
の
板

碑
は
、
緑り

ょ
く

泥で
い

片へ
ん

岩が
ん

製せ
い

で
頭
部
を
三
角
形
に

つ
く
り
、
阿
弥
陀
如
来
を
表
わ
す
種し

ゅ

子じ

と

年
号
を
彫
っ
た
も
の
が
多
く
み
ら
れ
ま
す

が
、
な
か
に
は
「
南
無
妙
法N

華
経
」の
文

字
を
刻
ん
だ
も
の
、
阿
弥
陀
如
来
の
像
を

描
い
た
も
の
も
あ
り
ま
す
。

板
碑
を
ま
と
め
て
展
示
す
る
機
会
は
な

か
な
か
あ
り
ま
せ
ん
の
で
、
こ
の
機
会
に

ぜ
ひ
ご
覧
く
だ
さ
い
。

（
望
月
幹
夫
）

平
成
館
企
画
展
示
室

中
世
史
研
究
の
重
要
資
料

特
集
陳
列

「
板
碑
―
中
世
の
供
養
塔
―
」

7
月
10
日（
火
）〜
10
月
28
日（
日
）

な
ど
、
書
流
の
回
顧
と
復
帰
そ
し
て
展
開

が
繰
り
返
さ
れ
ま
し
た
。
こ
の
特
集
陳
列

で
は
、
館
蔵
品
の
う
ち
、
奈
良
か
ら
江
戸

時
代
に
か
け
て
の
歴
代
の
中
で
も
能
書
の

聞
こ
え
高
い
天
皇
の
作
品
を
選
択
し
、
書

流
の
継
承
と
展
開
を
跡
づ
け
て
み
る
も
の

で
す
。
そ
れ
ぞ
れ
の
天
皇
が
置
か
れ
て
い

た
状
況
や
、
政
治
的
な
立
場
を
我
々
に
示

し
て
く
れ
る
作
品
も
あ
り
ま
す
。
ど
う
ぞ

そ
の
思
い
を
展
示
室
で
読
み
取
っ
て
く
だ

さ
い
。

（Q

梨
真
行
）

我
が
国
に
お
け
る
書
の
国
風
化
は
、
小

野
道と

う

風ふ
う

や
藤
原
行こ

う

成ぜ
い

な
ど
の
登
場
に
よ
り

「
和わ

様よ
う

」の
書
の
成
立
に
よ
っ
て
展
開
し
ま

す
。
こ
の
「
能の

う

書し
ょ

」
た
ち
は
、
ほ
か
な
ら
ぬ

貴
族
社
会
の
構
成
員
で
あ
り
、
実
際
に
は

朝
廷
に
仕
え
た
行
政
の
実
務
者
で
し
た
。

そ
の
社
会
の
頂
点
が
天
皇
で
す
。
貴
族
社

会
の
権
威
と
し
て
天
皇
は
文
化
の
担
い
手

で
も
あ
り
、
歴
代
天
皇
か
ら
は
嵯
峨
、
伏

見
、
後ご

陽よ
う

成ぜ
い

な
ど
の
傑
出
し
た
「
能
書
」
が

登
場
し
ま
す
。
諸
家
と
同
様
、
伝
来
の
書

風
を
継
承
し
つ
つ
自
ら
の
個
性
を
加
え
る

和
の
モ
ダ
ン
デ
ザ
イ
ン

特
集
陳
列

「
根
来
塗
―
朱
漆
の
美
」

6
月
12
日（
火
）〜
9
月
17
日（
月
・
祝
）

本
館
13
室
　
漆
工

一
種
モ
ダ
ン
な
造
形
感
覚
を

み
て
と
る
こ
と
が
で
き

ま
す
。
根
来
塗
の
こ
う

し
た
特
徴
が
、「
和
」の

テ
イ
ス
ト
を
重
視
す
る

イ
ン
テ
リ
ア
の
流
行
と

合
致
し
て
、
広
告
に
も

用
い
ら
れ
た
の
で
し
ょ

う
。
い
わ
ゆ
る
「
和
の

モ
ダ
ン
デ
ザ
イ
ン
」
の

源
流
と
も
言
え
る
「
根

来
塗
」
を
、
是
非
お
見
逃

し
な
く
。

（
竹
内
奈
美
子
）

こ
こ
数
年
、
都
心
に
新
た
に
竣
工
し
た

ホ
テ
ル
や
マ
ン
シ
ョ
ン
の
広
告
に
、
根ね

来ご
ろ

塗ぬ
り

の
写
真
を
使
っ
た
も
の
が
い
く
つ
か
み
ら

れ
ま
し
た
。
根
来
塗
の
多
く
は
黒
漆
を
塗

っ
た
上
に
朱
漆
を
塗
り
重
ね
て
お
り
、
長

年
使
わ
れ
た
た
め
に
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
朱
漆

が
摩
滅
し
、
下
に
塗
っ
た
黒
漆
が
表
面
に

現
れ
て
い
ま
す
。
長
い
歳
月
を
経
て
塗
膜

が
劣
化
し
、
細
か
く
ひ
び
割
れ
た
部
分
な

ど
も
あ
り
、
根
来
塗
の
表
面
に
は
独
特
の

枯
れ
た
趣
が
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
根
来
塗

の
器
物
は
実
用
に
徹
し
た
も
の
が
多
く
、

無
駄
の
な
い
単
純
明
快
な
そ
の
形
に
は
、

歴
代
天
皇
の
書
風
と
そ
の
展
開

特
集
陳
列

「
天
皇
の
書
―
宸P

か
ら
み
る

書
風
の
変
遷
―
」

6
月
19
日（
火
）〜
8
月
19
日（
日
）

板碑 東京都あきる野市高尾出土　
室町時代・康正3年（1457）
当館最大、高さ154.3cmの板碑。
阿弥陀三尊の種子、六地蔵、日月、天蓋、
三具足を描く装飾性豊かな板碑で、
月待ち供養のために建てられた



琉
り
ゅ
う

球
き
ゅ
う

の
工
芸
品
に
は
金
工
、
陶
磁
、
漆

工
、
染
織
、
装
身
具
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
素

材
の
も
の
が
あ
り
ま
す
。
中
国
や
朝
鮮
半

島
、
日
本
列
島
、
東
南
ア
ジ
ア
と
の
中
継

貿
易
を
重
視
し
て
い
た
琉
球
王
国
で
は
、

広
範
な
地
域
の
影
響
を
受
け
た
工
芸
品
が

数
多
く
作
ら
れ
ま
し
た
。

写
真
の
作
品
は
、
奄
美
の
最
高
の
ノ
ロ

が
挿
し
て
い
た
と
伝
え
ら
れ
る
簪

か
ん
ざ
し
で
す
。

頭
部
は
金
銅
製
の
も
の
で
、
立
体
的
か
つ

繊
細
な
牡ぼ

丹た
ん

の
花
の
文
様
を
施
し
て
い
ま

す
。
琉
球
の
民
俗
世
界
で
は
女
性
の
霊
力

が
最
も
尊
ば
れ
て
お
り
、
琉
球
国
王
に
任

命
さ
れ
て
祭さ

い

祀し

を
司
っ
て
い
た
神
女
を
ノ
ロ

と
呼
び
ま
し
た
。
ノ
ロ
と
は
「
祈
る
」「
宣の

べ
る
」の
意
味
で
す
。
金
工
品
を
は
じ
め
と

す
る
さ
ま
ざ
ま
な
琉
球
工
芸
品
の
す
ば
ら

し
さ
を
是
非
ご
覧
く
だ
さ
い
。
（
日
高
慎
）

10

本
館
15
室
　
民
族
資
料

琉
球
工
芸
品
の
粋

特
集
陳
列

「
琉
球
の
工
芸
」

5
月
29
日（
火
）〜
9
月
17
日（
月
・
祝
）

文
久
元
年
徳
川
幕
府
派
遣
修
好
使
一
行

桃
実
図

呉
俊f

筆
　
清
時
代
・
光
緒
33
年（
1
9
0
7
）
高
島
菊
次
郎
氏
寄
贈

高
島
翁
お
気
に
入
り
の
一
幅
。
毎
年
正
月
に
な
る
と
こ
の
幅
を
愛
で
た
と
い
う

キンカブ 第二尚氏時代・18世紀 大和良子氏寄贈
ノロ（神女）の髪飾り。頭部の細かな牡丹文の細工に注目

本
館
16
室
　
歴
史
資
料

ま
し
た
。
当
館
で
も
幕
末
・
明
治
期
の
古

写
真
を
数
多
く
所
蔵
し
て
お
り
、
そ
れ
ら

は
失
わ
れ
た
記
憶
の
記
録
で
あ
る
と
同
時

に
優
れ
た
芸
術
表
現
の
手
段
で
も
あ
り
ま

す
。
こ
れ
ま
で
そ
の
一
部
を
公
開
し
て
き

ま
し
た
が
、
今
回
の
特
集
で
は
博
覧
会
、

景
観
、
人
物
な
ど
の
ま
と
ま
り
で
紹
介
し

ま
す
。

（
冨
坂
賢
）

写
真
は
十
九
世
紀
前
半
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で

発
明
さ
れ
る
や
、
日
本
に
は
早
く
も
幕
末

に
も
た
ら
さ
れ
ま
し
た
。
こ
れ
は
ま
さ
し

く
西
欧
の
科
学
技
術
と
の
出
会
い
で
あ
り
、

苦
心
の
末
、
日
本
人
の
手
に
よ
る
撮
影
に

成
功
し
た
も
の
が
「
島
津
斉
彬
像
」（
銀
板

写
真
）で
す
。
こ
れ
は
近
代
化
を
急
ぐ
鹿
児

島
藩
な
ら
で
は
の
で
き
ご
と
で
し
た
が
、

「
写
真
術
」
は
以
降
国
内
に
普
及
し
て
い
き

「
歴
史
を
伝
え
る
」
シ
リ
ー
ズ

特
集
陳
列

「
古
写
真
―
記
録
と
記
憶
―
」

6
月
5
日（
火
）〜
7
月
1
日（
日
）

東
洋
館
第
8
室
　
中
国
絵
画
・
中
国
書
跡

東
洋
館
が
開
館
を
間
近
に
ひ
か
え
た
昭

和
四
十
年
（
一
九
六
五
）
春
、
高
島
氏
は
愛

蔵
の
中
国
書
画
を
当
館
に
寄
贈
さ
れ
ま
し

た
。
高
島
氏
の
歿
後
も
、
令
夫
人
光
子
氏
、

令
息
泰
二
氏
に
よ
っ
て
寄
贈
さ
れ
た
高
島

氏
遺
愛
の
作
品
は
、
都
合
三
〇
〇
点
を
超

え
る
多
き
に
至
り
ま
す
。
東
洋
館
の
陳
列

を
常
に
支
え
て
き
た
高
島
コ
レ
ク
シ
ョ
ン

の
中
か
ら
、
数
々
の
優
品
や
資
料
的
価
値

の
高
い
作
品
を
選
ん
で
陳
列
い
た
し
ま

す
。
ど
う
ぞ
ご
清
賞
く
だ
さ
い
。（

富
田
淳
）

高
島
菊
次
郎
氏
（
一
八
七
五
〜
一
九
六

九
）
は
、
日
本
の
製
紙
業
界
に
大
き
な
貢

献
を
残
す
か
た
わ
ら
、
中
国
の
思
想
・
美

術
に
関
す
る
深
い
学
識
を
背
景
に
、
中
国

の
書
画
を
収
集
さ
れ
ま
し
た
。
高
島
コ
レ

ク
シ
ョ
ン
と
し
て
早
く
か
ら
内
外
に
喧
伝

さ
れ
た
そ
れ
ら
の
作
品
は
、
戦
前
か
ら
各

種
の
刊
行
物
に
紹
介
さ
れ
、
江
湖
の
愛
好

者
の
渇
を
癒
す
の
み
な
ら
ず
、
今
な
お
多

く
の
研
究
者
に
貴
重
な
資
料
を
提
供
し
て

い
ま
す
。

大
収
集
家
遺
愛
の
作
品

特
集
陳
列

「
高
島
菊
次
郎

氏
寄
贈
中
国
書
画
―

槐
安
居
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
」

7
月
3
日（
火
）〜
9
月
2
日（
日
）



平
安
時
代
の
や
ま
と
絵
L
風
に
は
、
日

本
の
穏
や
か
な
山
水
を
背
景
に
、
人
物
や

動
物
や
植
物
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
小
さ
な
モ

チ
ー
フ
が
ち
り
ば
め
ら
れ
、
人
々
は
画
中

に
入
り
込
ん
で
和
歌
を
詠
み
ま
し
た
。
こ

う
し
た
和
歌
はS

び
ょ
う

風ぶ

歌う
た

と
よ
ば
れ
、『
古

今
和
歌
集
』や
『
貫
之
集
』
な
ど
に
数
多
く

み
ら
れ
ま
す
。
当
時
の
貴
族
の
邸
内
で
日

常
的
に
用
い
ら
れ
た
L
風
は
残
っ
て
い
ま

せ
ん
が
、
密
教
寺
院
の
儀
式
に
転
用
さ
れ

た
山せ

ん

水ず
いS び
ょ
う

風ぶ

が
奇
跡
的
に
伝
来
し
ま
し

た
。
神
護
寺
本
は
鎌
倉
時
代
初
期
の
も
の

で
は
あ
り
ま
す
が
、
や
ま
と
絵
L
風
の
最

古
の
遺
品
で
、
平
安
時
代
の
様
式
を
色
濃

く
残
す
貴
重
な
作
品
で
す
。

（
松
原
茂
）

美
し
い
脚
部
を
も
つ
高た

か

坏つ
き

は
食
物
や
神

マ
ツ
リ
の
供
物
を
盛
る
土
器
で
、『
魏ぎ

志し

倭わ

人じ
ん

伝で
ん

』に
も「
飲
食
ニ
ハ
邊へ

ん

豆と
う（
高
坏
）ヲ
用
イ

手
食
ス
」
と
あ
り
、
弥
生
時
代
以
降
、
壺
や

甕
と
並
ぶ
代
表
的
な
土
器
で
す
。
五
世
紀

に
朝
鮮
半
島
か
ら
伝
播
し
た
須
恵
器
で
も

主
要
な
器
と
な
り
、
古
墳
の
葬
送
儀
礼
で

は
重
要
な
道
具
と
し
て
副
葬
さ
れ
ま
し
た
。

し
か
し
、
脚
部
が
壊
れ
た
状
態
で
は
美
し

い
シ
ル
エ
ッ
ト
を
想
像
す
る
こ
と
は
困
難
で

す
。
そ
こ
で
、
洗
浄
・
接
合
・
補R

・
補
彩
な

ど
の
工
程
で
行
な
う
修
理
に
よ
っ
て
欠
失
部

分
は
樹
脂
な
ど
で
補
っ
て
復
元
し
ま
す
。
こ

う
し
て
展
示
困
難
な
土
器
も
新
た
な
価
値

を
も
っ
て
生
ま
れ
か
わ
り
ま
す
。
修
理
に
つ

い
て
詳
し
く
知
り
た
い
方
は
、
新
設
さ
れ
た

「
文
化
財
を
守
る
―
保
存
と
修
理
―
」コ
ー

ナ
ー
を
是
非
ご
覧
く
だ
さ
い
。
（
古
谷
毅
）

菫
が
咲
き
、
川
柳
の
花
穂
が
ひ
か
る
川
岸

を
背
に
、
こ
ど
も
は
、
だ
ぶ
だ
ぶ
の
着
物
と
ゆ

る
ゆ
る
の
草ぞ

う

履り

を
身
に
着
け
、
惚
け
た
表
情

ラ
ピ
ス
ラ
ズ
リ
、
ト
ル
コ
石
、
紅
玉
髄

カ
ー
ネ
リ
ア
ン

を
象ぞ

う

嵌が
ん

し
た
二
十
四
個
の
金
製
の
駒こ

ま

を
小こ

環わ

で

綴
り
、
一
端
に
留
金

ク
ラ
ス
プ

を
付
け
て
連
珠
と
し

た
作
品
。
駒
に
は
三
日
月
に
乗
っ
た
横
向

き
の
王
侯
風
男
性
像
が
表
わ
さ
れ
て
い
ま

す
。
と
は
い
え
、
顕
微
鏡
で
で
も
見
な
い
と

気
が
つ
か
な
い
サ
イ
ズ
。
古
代
ペ
ル
シ
ア
の
ゾ

ロ
ア
ス
タ
ー
教
の
主
神
ア
フ
ラ
・
マ
ズ
ダ
ー
と

考
え
る
人
も
い
ま
す
が
、
そ
れ
な
ら
有
翼
日

輪
に
乗
っ
て
い
る
の
が
普
通
。
こ
の
男
性
は

陪
神
の
一
柱
だ
と
思
わ
れ
ま
す
。
ペ
ル
シ
ア

の
貴
人
は
黄
金
づ
く
め
だ
っ
た
そ
う
で
、
こ

の
作
品
も
男
子
の
全
身
を
飾
っ
た
装
身
具

類
の
一
部
な
の
で
し
ょ
う
。

（
後
藤
健
）

＊
7
月
17
日（
火
）〜
20
日（
金
）、
平
成
20
年
1
月

28
日（
月
）〜
2
月
12
日（
火
）は
東
洋
館
全
室
閉
室

11

@山水J風（部分） 鎌倉時代・13世紀　京都・神護寺蔵
寝殿の簀子に坐る貴公子に、何かを捧げもって近づく侍女。
貴公子や侍女になりかわって一首詠んでみてはいかがでしょうか。
I風の大画面から切り取ったほぼ原寸大の図様です

12番目の駒。径約6.5
mm。三日月上の神は
片手を挙げ、たぶん上
位の神に敬意を表わし
ている

金
製
首
飾
り

イ
ラ
ン
出
土
　
前
5
〜
前
4
世
紀

画
中
の
山
水
を
逍
遥

国
宝

山
水F

風

6
月
5
日（
火
）〜
7
月
1
日（
日
）

本
館
2
室
　
国
宝
室

生
ま
れ
か
わ
っ
た
土
器

須
恵
器
高
坏

7
月
16
日（
月
・
祝
）ま
で

本
館
17
室

保
存
と
修
理

貴
人
の
装
身
具

金
製
首
飾

平
成
20
年
4
月
6
日（
日
）ま
で

東
洋
館
第
3
室
　
西
ア
ジ
ア
・
エ
ジ
プ
ト
美
術

伎ぎ

楽が
く

は
仮
装
し
て
演
技
し
な
が
ら
仏
像

や
堂
塔
の
周
り
を
回
る
行
列
で
す
。

ど
の
よ
う
な
内
容
で
あ
っ
た
の
か

詳
し
く
は
わ
か
り
ま
せ
ん
が
、

か
な
り
娯
楽
的
で
あ
っ
た
と
推

測
さ
れ
ま
す
。
た
と
え
ば
、
酔

胡
王
は
酒
に
酔
っ
た
胡
人（
中

国
の
異
民
族
）の
王
と
考
え
ら

れ
、
法
隆
寺
伝
来
の
面
で
は
、

眉
や
目
尻
が
下
が
り
、
口
元
を

上
げ
た
個
性
的
な
表
情
で
表
わ
さ
れ
ま

す
。
酔す

い

胡こ

従
じ
ゅ
う

は
そ
れ
に
従
う
役
と
思
わ
れ

ま
す
が
、
細
い
弧
状
の
目
、
端
の
上
が
っ
た

口
は
い
か
に
も
愉
快
そ
う
で
す
。
こ
れ
ら
の

表
現
は
同
時
代
に
造
ら
れ
た
仏
像
の
端
整

な
表
情
と
く
ら
べ
る
と
、
よ
り
個
性
が
際

立
ち
ま
す
。

（
丸
山
士
郎
）

四
ヵ
月
に
一
度
、
伎
楽
面
の
展
示

重
文

伎
楽
面
酔
胡
従

7
月
10
日（
火
）〜
8
月
5
日（
日
）

法
隆
寺
宝
物
館
第
3
室

大
観
の
理
想
と
日
本
の
行
く
末

無
我
　
横
山
大
観
筆

6
月
12
日（
火
）〜
7
月
22
日（
日
）

本
館
18
室
　
近
代
美
術

須恵器高坏 岐阜県関市
平賀字蔵洞606出土　
古墳時代・6世紀

で
立
ち
つ
く
し
ま
す
。
大
観（
一
八
六
八
〜

一
九
五
七
）は
事
物
の
根
源
で
あ
る「
無
」を

絵
画
に
あ
ら
わ
し
、
そ
れ
ま
で
に
な
い
人
物

画
を
創
り
出
し
ま
し
た
。
こ
ど
も
の
表
情
は
、

「
能
面
の
よ
う
だ
」と
評
さ
れ
た
こ
と
も
あ
り

ま
し
た
。
直ひ

た

面め
ん（
素
顔
）の
こ
ど
も
は
、
も
の
の

形
が
今
ま
さ
に
定
ま
っ
て
い
く
瞬
間
―
日
本

独
自
の
感
覚
、
幽
玄
が
あ
ら
わ
さ
れ
て
い
る
か

の
よ
う
で
す
。
大
観
は
、
こ
の
作
品
で
日
本
画

の
未
来
だ
け
で
な

く
、
日
本
の
行
く
末

（
現
在
の
日
本
）を

暗
示
さ
せ
た
の
で

す
。

（
松
嶋
雅
人
）

＊
本
館
18
室
は
6
月

22
日
（
金
）
〜
29
日

（
金
）閉
室

無我 横山大観筆　明治30年（1897）
絹本着色

◎伎楽面酔胡従 飛鳥時代・7世紀



4
月
5
日（
木
）

「
レ
オ
ナ
ル
ド
・
ダ
・
ヴ
ィ
ン
チ
」展
16
日
目
。

開
館
前
―
緊
張
の
時
間

博
物
館
全
体
の
警
備
を
担
当
し
て
い
る

お
客
様
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー
は
24
時
間
フ

ル
稼
働
。
セ
ン
タ
ー
員
が
、
交
代
で
勤
務

に
つ
い
て
い
ま
す
。

開
館
前
の
仕
事
は
、
館
内
各
所
の
見
回

り
と
点
検
。
こ
の
道
20
年
を
越
す
と
い
う

大
ベ
テ
ラ
ン
の
杉
崎
さ
ん
も
、「
中
に
誰
か

い
た
ら
…
な
ん
て
考
え
ち
ゃ
っ
て
ね
、
ド
ア

を
開
け
る
と
き
は
い
つ
も
ど
き
ど
き
し
ま

す
よ
」
と
い
う
。
こ
の
春
ヒ
ッ
ト
し
た
映
画

「
ナ
イ
ト
・
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
」の
よ
う
に
、
展

示
作
品
が
夜
中
に
勝
手
に
動
き
出
し
て
…

な
ど
と
想
像
す
る
と
、
ぞ
っ
と
す
る
や
ら

わ
く
わ
く
す
る
や
ら
。
そ
れ
は
さ
て
お
き
、

時
を
経
た
貴
重
な
文
化
財
を
所
蔵
す
る
博

物
館
の
警
備
は
、
ほ
か
の
施
設
と
ま
っ
た

く
異
質
の
緊
張
を
強
い
ら
れ
る
こ
と
で
し

ょ
う
。

開
催
中
の「
レ
オ
ナ
ル
ド
・
ダ
・
ヴ
ィ
ン
チ

―
天
才
の
実
像
」で
は
、
イ
タ
リ
ア
・
ウ
フ

ィ
ツ
ィ
美
術
館
の
至
宝
「
受
胎
告
知
」
を
お

預
か
り
し
て
い
る
の
で
、
職
員
全
体
に
よ

り
一
層
の
緊
張
感
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
だ

け
貴
重
な
作
品
で
あ
る
と
い
う
こ
と
、
ま

た
来
館
者
も
多
く
、
連
日
イ
ベ
ン
ト
や
撮

影
な
ど
が
行
わ
れ
る
か
ら
で
す
。

今
日
の
イ
ベ
ン
ト
、
撮
影
、
団
体
見
学
、

施
設
の
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
予
定
な
ど
、
申
し

送
り
を
行
な
う
朝
の
ミ
ー
テ
ィ
ン
グ
を
す

ま
せ
れ
ば
、
さ
あ
、
お
客
様
サ
ー
ビ
ス
セ
ン

タ
ー
の
一
日
の
始
ま
り
で
す
。

お
客
様
を
お
出
迎
え―

わ
く
わ
く
す
る
瞬
間

東
博
の
開
館
時
間
は
9
時
30
分
で
す
。

し
か
し
、
9
時
に
は
正
門
前
に
多
く
の
お

客
様
が
つ
め
か
け
て
い
ま
す
。
誘
導
は
わ

か
り
や
す
く
て
き
ぱ
き
と
、
言
葉
使
い
は

丁
寧
に
。
お
客
様
と
接
し
て
い
る
の
は
、

（
株
）フ
ク
シ
エ
ン
タ
ー
プ
ラ
イ
ズ
の
ス
タ
ッ

フ
の
み
な
さ
ん
。
館
か
ら
委
託
さ
れ
て
、

お
客
様
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー
と
と
も
に
、
お

客
様
対
応
に
あ
た
っ
て
い
ま
す
。

お
客
様
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー
の
職
員
も

フ
ク
シ
の
職
員
も
み
な
ト
ラ
ン
シ
ー
バ
ー

を
携
帯
し
て
い
ま
す
が
、
9
時
を
少
し
回

っ
た
あ
た
り
か
ら
、
正
門
の
お
客
様
の
状

況
と
展
示
室
の
準
備
状
況
な
ど
、
連
絡
を

密
に
と
り
な
が
ら
お
客
さ
ま
を
的
確
に
誘

導
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

開
館
15
分
前
、
本
館
お
よ
び
平
成
館
で

監
視
ス
タ
ッ
フ
の
ミ
ー
テ
ィ
ン
グ
が
行
な
わ

れ
ま
す
。
お
客
様
対
応
の
心
が
け
を
再
確

認
し
た
の
ち
、
そ
れ
ぞ
れ
の
持
ち
場
に
つ

き
ま
し
た
。

そ
ろ
そ
ろ
、
正
門
前
の
ス
ペ
ー
ス
が
お
客

様
で
あ
ふ
れ
て
き
ま
し
た
。
規
定
の
時
刻

よ
り
15
分
早
く
チ
ケ
ッ
ト
売
り
場
を
あ
け

る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
道
路
の
通
行
の

妨
げ
に
な
る
こ
と
、
ま
た
、
お
客
様
の
安

全
確
保
の
た
め
に
正
門
を
開
け
、
お
客
様

の
列
を
構
内
へ
と
誘
導
し
ま
す
。
ト
ラ
ン

シ
ー
バ
ー
で
は
、
展
示
室
の
用
意
が
整
っ
た

か
ど
う
か
、
ス
タ
ッ
フ
は
所
定
の
位
置
に
つ

い
た
か
ど
う
か
、
確
認
と
指
示
が
飛
び
交

い
ま
す
。

9
時
25
分
、
今
日
は
少
し
早
め
の
開
館

と
な
り
ま
し
た
。
本
館
に
向
か
う
お
客
様

の
後
ろ
に
は
、
列
の
最
後
尾
で
あ
る
こ
と

を
示
す
プ
ラ
カ
ー
ド
を
持
っ
た
ス
タ
ッ
フ
が

つ
い
て
い
ま
す
。
こ
の
プ
ラ
カ
ー
ド
に
は
現

在
の
待
ち
時
間
が
表
示
で
き
る
よ
う
に
な

っ
て
い
ま
す
。
混
雑
す
る
展
覧
会
で
は
、
お

客
様
に
的
確
な
情
報
を
提
供
す
る
こ
と
が

も
っ
と
も
重
要
で
す
。

今
日
は
庭
園
公
開
の
日
で
す
。
桜
の
時

期
に
は
庭
園
を
楽
し
み
に
来
館
さ
れ
る
お

客
様
も
大
勢
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
。
特
別
展

会
場
が
ご
っ
た
返
す
こ
ろ
、
セ
ン
タ
ー
員
が

ま
だ
誰
も
い
な
い
庭
園
を
念
入
り
に
見
回

っ
て
い
ま
す
。
お
客
様
が
す
べ
っ
た
り
す
る

こ
と
の
な
い
よ
う
に
、
昨
晩
の
雨
で
ぬ
か

る
ん
だ
場
所
に
は
コ
ー
ン
で
結
界
を
作
っ
て

お
き
ま
し
た
。

混
雑
す
る
会
場
―
感
謝
と
お
詫
び
の
心

9
時
42
分
、「
受
胎
告
知
」
の
観
覧
に
つ

い
て
、
早
く
も
待
ち
時
間
10
分
の
表
示
が

な
さ
れ
ま
し
た
。
会
場
に
進
む
お
客
様
の

状
況
を
見
な
が
ら
現
在
の
待
ち
時
間
を
掲

示
す
る
の
で
す
。
い
っ
ぽ
う
、
学
校
の
団
体

の
入
場
や
落
し
物
の
お
届
け
な
ど
、
ト
ラ

ン
シ
ー
バ
ー
か
ら
は
た
え
ず
各
部
署
か
ら

9：21お客様を正門内に誘導

9：20お客様があふれてきた

9：00開館を待つお客様

開館前 展示室の鍵を開け、朝の
見回り

開館前 ロープをはずし、看板等を
所定の位置に設置

9：42 列の最後尾と待ち時間を
知らせるプラカード

9：30ひとりひとりに笑顔で挨拶

9：24車椅子のお客様をご案内

東
京
国
立
博
物
館
の
安
全
を
守
り
、
お
客
様
が
気
持
ち
よ
く
過
ご
せ
る
よ
う
に
さ
ま
ざ
ま
な
気
配
り
を
す
る
―
―

そ
れ
が
お
客
様
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー
の
仕
事
で
す
。
レ
オ
ナ
ル
ド
・
ダ
・
ヴ
ィ
ン
チ
展
で
大
盛
況
の
東
博
の
と
あ
る
一
日
。

常
に
現
場
の
第
一
線
、
お
客
様
に
い
ち
ば
ん
近
い
と
こ
ろ
に
立
つ
セ
ン
タ
ー
員
の
仕
事
に
密
着
し
ま
し
た
。

お
客
様
と
作
品
の
安
全
を
守
る

お
客
様
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー
の
一
日

第16回

12

お客様サービスセンターになくてはな
らないトランシーバー

9：23 満開のヨシノシダレザクラ
を眺めながら進む

9：22すでに50メートルの列



の
情
報
が
流
れ
て
い
ま
す
。

多
く
の
お
客
様
を
お
迎
え
す
る
展
覧
会

は
、
喜
び
も
大
き
い
で
す
が
、
さ
ま
ざ
ま

な
困
難
に
も
直
面
し
ま
す
。
た
と
え
ば
、

「
受
胎
告
知
」
を
じ
っ
く
り
見
よ
う
と
、
そ

の
思
い
が
強
け
れ
ば
強
い
ほ
ど
、
感
動
が

大
き
け
れ
ば
大
き
い
ほ
ど
み
な
さ
ん
絵
の

前
で
立
ち
止
ま
っ
て
動
け
な
く
な
り
ま
す
。

「
な
ぜ
、
前
に
進
む
よ
う
に
声
を
か
け
な

い
の
で
す
か
」。
何
人
も
の
お
客
様
か
ら
そ

ん
な
声
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。
あ
ま
り
に

人
が
集
中
す
る
と
「
少
し
前
へ
お
進
み
下

さ
い
」
と
お
声
掛
け
す
る
の
で
す
が
、
い
っ

ぽ
う
で
そ
の
た
め
に
「
静
か
な
環
境
で
見

る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
」
と
ご
不
快
を
感

じ
る
お
客
様
も
お
ら
れ
ま
す
。

お
客
様
の
お
話
を
お
聞
き
す
る
と
、
そ

の
ど
ち
ら
も
も
っ
と
も
な
ご
意
見
な
の
で

す
。
人
に
よ
っ
て
感
じ
方
は
違
い
ま
す
。
そ

れ
ぞ
れ
の
お
客
様
が
ご
不
快
に
感
じ
な
い

よ
う
、
ど
ん
な
運
営
を
す
べ
き
か
、
博
物

館
の
大
き
な
課
題
で
す
。

10
時
20
分
、
ト
ラ
ン
シ
ー
バ
ー
に
本
館
入

り
口
で
チ
ケ
ッ
ト
の
落
し
物
が
あ
っ
た
と

い
う
情
報
が
流
れ
ま
し
た
。
そ
の
15
分
後
、

チ
ケ
ッ
ト
を
な
く
し
た
と
い
う
お
客
様
か

ら
の
お
申
し
出
を
職
員
が
受
け
、
落
と
し

た
可
能
性
の
あ
る
場
所
を
確
認
す
る
と
、

ど
う
や
ら
、
先
ほ
ど
の
落
し
物
が
該
当
す

る
よ
う
で
す
。
届
い
て
い
ま
す
よ
、
と
お
渡

し
す
る
と
、
お
客
様
に
ほ
っ
と
笑
顔
が
戻

り
ま
し
た
。

12
時
30
分
、
午
前
中
の
お
客
様
の
波
も

ひ
と
段
落
。
ス
ム
ー
ズ
に
入
場
で
き
る
よ

う
に
な
っ
た
の
で
、
待
ち
時
間
の
掲
示
が

解
除
さ
れ
ま
し
た
。

館
内
巡
回

―
お
客
様
と
作
品
の
安
全
の
た
め
に

お
客
様
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー
で
は
た
え

ま
な
く
館
内
の
見
回
り
を
行
な
っ
て
い
ま

す
が
、
午
後
に
は
、
当
番
者
に
よ
る
館
内

巡
回
が
行
な
わ
れ
ま
す
。
今
日
の
当
番
は

茂
野
さ
ん
。「
お
客
様
が
困
っ
て
い
る
こ
と

や
ト
ラ
ブ
ル
が
な
い
か
、
と
同
時
に
展
示

作
品
や
パ
ネ
ル
な
ど
に
異
状
が
な
い
か
ど

う
か
を
見
て
い
ま
す
。
こ
れ
だ
け
混
雑
し

た
会
場
だ
と
、
す
り
の
被
害
が
発
生
す
る

こ
と
も
考
え
ら
れ
ま
す
。
バ
ッ
ク
の
口
が

開
い
て
い
る
お
客
さ
ん
は
い
な
い
か
。
も
し

そ
ん
な
人
が
い
た
ら
、
大
丈
夫
で
す
か
？

と
声
を
か
け
、
確
認
を
し
て
い
た
だ
き
ま

す
。
展
示
の
た
め
の
仕
切
り
壁
の
裏
側
や

死
角
に
な
る
場
所
に
不
審
物
が
な
い
か
ど

う
か
、
バ
ッ
ク
ヤ
ー
ド
に
通
じ
る
扉
の
鍵
に

異
状
が
な
い
か
、
い
ろ
い
ろ
と
チ
ェ
ッ
ク
し

な
い
と
ね
」。
さ
り
げ
な
く
、
か
つ
厳
し
く

目
配
り
を
す
る
制
服
の
長
身
は
、
混
雑
す

る
会
場
の
中
で
も
目
立
ち
ま
す
。
お
客
様

に
安
心
と
信
頼
を
与
え
る
物
腰
は
さ
す
が

こ
の
道
20
年
の
ベ
テ
ラ
ン
で
す
。

東
博
の
す
べ
て
の
展
示
館
と
庭
園
、
西

側
の
道
路
を
は
さ
ん
だ
黒
田
記
念
館
も
見

回
り
、
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー
に
戻
る
ま
で
た

っ
ぷ
り
1
時
間
半
は
か
か
り
ま
し
た
。

お
見
送
り
―
ほ
っ
と
安
堵
の
時
間

庭
園
開
放
は
16
時
ま
で
。
16
時
少
し
前

に
何
人
か
の
セ
ン
タ
ー
員
が
庭
園
に
向
か

い
、
お
客
様
を
出
口
に
誘
導
し
て
い
き
ま

す
。
入
り
口
か
ら
ゆ
っ
く
り
と
進
ん
で
、

庭
園
内
の
お
客
様
に
声
を
か
け
て
い
き
ま

す
。
今
日
は
暖
か
く
風
も
な
い
の
で
、
ま

だ
ま
だ
の
ん
び
り
と
散
策
を
さ
れ
て
い
る

方
が
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
。
お
客
様
が
不
快

に
思
わ
れ
な
い
程
度
に
、
少
し
先
を
急
い

で
い
た
だ
き
な
が
ら
、
木
の
陰
や
茶
室
に

不
審
者
が
潜
ん
で
い
な
い
か
確
認
を
怠
り

ま
せ
ん
。
本
館
北
側
の
ビ
ュ
ー
ス
ポ
ッ
ト
で

は
、
記
念
写
真
の
シ
ャ
ッ
タ
ー
を
押
し
て
く

だ
さ
い
と
お
っ
し
ゃ
る
お
客
様
も
い
ら
っ
し

ゃ
い
ま
し
た
。
16
時
12
分
、
庭
園
の
お
客

さ
ま
を
す
べ
て
誘
導
し
、
木
戸
を
閉
め
ま

し
た
。

16
時
25
分
、
入
館
締
め
切
り
の
時
間
も

迫
っ
て
き
ま
し
た
。
正
門
の
前
で
は
、
あ

と
少
し
で
入
館
で
き
な
く
な
る
旨
、
拡
声

器
を
使
っ
て
お
客
様
に
注
意
を
促
し
て
い

ま
す
。

16
時
30
分
、
チ
ケ
ッ
ト
売
り
場
終
了
。

17
時
、
閉
館
時
間
に
な
る
と
、
サ
ー
ビ

ス
セ
ン
タ
ー
の
職
員
が
見
回
り
を
し
な
が

ら
、
お
客
様
を
出
口
へ
と
誘
導
し
て
い
き
ま

す
。
い
っ
ぽ
う
で
、
ロ
ッ
カ
ー
に
お
客
様
の

荷
物
が
残
っ
て
い
な
い
か
、
す
べ
て
の
ロ
ッ
カ

ー
の
確
認
作
業
が
始
ま
り
ま
し
た
。
す
べ

て
の
荷
物
が
出
さ
れ
た
の
を
確
認
し
終
わ

る
ま
で
は
展
示
館
の
扉
を
閉
め
る
こ
と
は

で
き
ま
せ
ん
。

「
受
胎
告
知
」
を
展
示
し
て
い
る
本
館
特

別
5
室
に
当
番
の
研
究
員
が
点
検
に
入
り

ま
し
た
。
温
湿
度
の
チ
ェ
ッ
ク
を
し
、
作
品

や
会
場
に
異
状
の
な
い
こ
と
を
確
認
し
て

か
ら
、
当
番
研
究
員
、
警
備
会
社
の
職
員

立
会
い
の
も
と
、
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー
員
に

よ
っ
て
特
別
5
室
に
鍵
が
か
け
ら
れ
ま
し

た
。平

成
館
の
特
別
展
会
場
の
扉
を
閉
め
、

す
べ
て
の
展
示
室
か
ら
お
客
様
を
誘
導
し

終
わ
っ
た
の
は
、
閉
館
時
間
を
だ
い
ぶ
ま
わ

っ
た
こ
ろ
。
正
門
で
は
、
明
日
朝
お
客
様

が
並
ば
れ
る
際
の
誘
導
ラ
イ
ン
を
コ
ー
ン

で
作
っ
て
お
き
ま
す
。
明
日
の
朝
も
、
正
門

前
が
お
客
様
で
い
っ
ぱ
い
に
な
る
の
で
し
ょ

う
か
。

本
館
エ
ン
ト
ラ
ン
ス
で
お
客
様
が
連
れ
の

方
を
待
っ
て
い
る
と
い
う
情
報
が
、
ト
ラ
ン

シ
ー
バ
ー
に
入
り
ま
し
た
。
平
成
館
に
も
、

誰
か
を
待
っ
て
い
る
様
子
の
お
客
様
が
い
ら

っ
し
ゃ
い
ま
し
た
。
職
員
が
声
を
か
け
て

み
る
と
、
ど
う
や
ら
、
待
合
わ
せ
場
所
を

間
違
え
て
お
ら
れ
た
様
子
。
お
二
人
は
、

無
事
に
合
流
し
て
笑
顔
で
帰
っ
て
い
か
れ

ま
し
た
。

17
時
25
分
、
各
館
の
展
示
室
の
誘
導
を

終
え
た
職
員
が
、
正
門
に
向
か
っ
て
最
後

の
お
客
様
を
誘
導
し
て
い
き
ま
す
。

17
時
30
分
、
夕
暮
れ
の
中
、
入
り
口
に

ロ
ー
プ
を
張
っ
て
、
正
門
を
閉
め
ま
す
。
す

べ
て
の
お
客
様
を
笑
顔
で
お
見
送
り
す
る

こ
と
が
で
き
、
み
な
一
様
に
ほ
っ
と
し
た

様
子
で
す
。

17
時
45
分
、

セ
ン
タ
ー
に
は

ビ
ニ
ー
ル
袋
い
っ

ぱ
い
の
今
日
の

忘
れ
物
が
届
け

ら
れ
ま
し
た
。

す
べ
て
帳
面
に

記
載
し
て
貴
重

品
に
関
し
て
は

警
察
に
届
け
出

な
け
れ
ば
い
け
な
せ
ん
。
こ
う
し
た
事
務

作
業
を
終
え
れ
ば
、
よ
う
や
く
今
日
一
日

の
業
務
は
終
了
で
す
。

な
に
は
と
も
あ
れ
、
お
客
様
に
も
作
品

に
も
事
故
が
な
く
閉
館
で
き
た
こ
と
は
、

お
客
様
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー
に
と
っ
て
大
き

な
喜
び
で
す
。
安
全
と
安
心
を
保
障
す
る

こ
と
が
、
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー
の
仕
事
。
加

え
て
、
満
足
し
て
お
帰
り
に
な
る
お
客
様

の
笑
顔
を
見
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
そ
れ

が
何
よ
り
。
充
実
し
た
一
日
だ
っ
た
と
い

う
こ
と
が
で
き
る
で
し
ょ
う
。

（
構
成

小
林
牧
）

17：30正門を閉めて鍵をかける

17：00 閉館時間。受胎告知の前
にはまだ十数人のお客様

16：33 誘導コーンを並べ明日の
準備

16：32チケット売り場終了

16：29「入館は4時半までです～」

16：12庭園の木戸を閉める

16：05 庭園のお客様を出口へと
誘導

15：15 庭園のぬかるみの様子を
チェック

14：25 平成館考古展示室を見
回り

14：07黒田記念館に見回り

4月5日の忘れ物。カメラ２、傘1本、帽子、マフラー、
アクセサリーなど
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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2種類があります。

年会費

特別会員 100万円以上

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

TEL 03-3822-1111（代）

INFORMATION

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
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
コクヨファニチャー株式会社 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
6瀬 正樹 様
坂井 俊彦 様
寺浦 信之 様
高木 美華子 様
暁飯島工業株式会社 様
山岡ユウ子 様
古屋 光夫 様
根田 穂美子 様
松本 澄子 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
山田 泰子 様
原 桃介 様
近代書道研究所 様
田村 久雄 様
日本畜産興業株式会社 様
株式会社秋華洞 様
6橋 徹 様
栄田 陸子 様
絹村 安代 様
6橋 良守 様
岡田 博子 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
五十嵐 良和 様
池田 慶子 様
株式会社 東京書芸館 様
青山 千代 様
藤@ 英喜 様
永田 実香 様
西岡 康宏 様
小川 徳男 様
東野 治之 様
辻 泰二 様
竹下 佳宏 様
松原 聡 様
町田 昇 様
シチズン時計株式会社
野澤 智子 様
有賀 浩治 様
野@ 弘 様
坂田 浩一 様
池谷 正夫 様
池谷 徳雄 様

〈ほか40名3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　2007年5月1日現在

コンサート開催のお知らせ

ローナン・マギルピアノコンサート
♯ユリノキの緑薫る博物館で、英国の誇る俊英による
ピアノ名曲コンサートをお楽しみください♯

日時 6月23日（土）
開場 14：30 開演 15：00

場所 東京国立博物館　平成館ラウンジ
出演 ローナン・マギル（ピアノ）
主催 東京国立博物館　サロン・ド・ソネット
曲目 ソナタ14番「月光」（ベートーベン）、ノクターン（ショパン）ほか
料金 4,500円　全席自由

※友の会・キャンパスメンバーズ割引　3,000円

※コンサート料金で、当日の平常展をご観覧いただけます。

〈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時30分～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
受付時間 月曜日～金曜日の9時30分～17時00分（祝日は除く）
引換方法 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。

バーンスタインが絶賛した奇跡のハーモニー！
ハーバード大学・クロコディロス　無料コンサート
♯ハーバード大学男声アカペラコーラスグループ「クロコディロス」。
本年も東京国立博物館への登場が決定！♯

日時　6月24日（日） ①11：00～　②13：00～ （各回20分程度）
会場　東京国立博物館　本館エントランス
出演 クロコディロス
演奏曲目 未定
参加費　無料（ただし入館料は必要）、事前予約不要　
※当日会場にお集まりください。

問い合わせ 東京国立博物館 渉外課イベント担当　03-3821-9270
主催 東京国立博物館 財団法人東芝国際交流財団
※各イベント詳細は、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。

臨時休館のお知らせ
6月26日（火）は設備保守点検のため臨時休館いたします。
本館1階18室～20室は、2007年6月22日（金）～29日（金）まで、展示準備のた
め閉室いたします。
東洋館（アジアギャラリー）は、2007年7月17日（火）～20日（金）まで、展示準備
のため全室閉室いたします。

お盆期間中の開館のお知らせ
お盆期間中（8月13日〈月〉～15日〈水〉）は開館いたします。

プレゼントのお知らせ

◆レオナルド・ダ・ヴィンチ─天才の実像　
展覧会図録プレゼント

本誌5ページで紹介した「レオナルド・ダ・ヴィンチ ―
天才の実像」展の展覧会図録を抽選で5名様にプレ
ゼントします。締め切りは6月11日（月）。

◆「京都五山　禅の文化」展
チケットプレゼント

本誌4・5ページで紹介した「京都五山　禅の文化」
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7月10日（火）。

※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、希望賞品（レオナルド展
展覧会図録か京都五山展招待券のいずれか一方）、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。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

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
株式会社 電通 様
読売新聞東京本社 様
三菱商事株式会社 様
トヨタ輸送株式会社 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
宇津野 和俊 様
伊藤 信彦 様
井上 萬里子 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
佐々木 芳絵 様
藤原 紀男 様
小田 昌夫 様
吉岡 昌子 様
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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 4,000円 学生 2,500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
＊振替用紙には職業・年齢・性別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00140-1-668060
＊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）1,000
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月から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）。2007年6月
26日は臨時休館。ゴールデンウィークおよ
びお盆期間（8月13日～8月15日）は原則と
して無休

平常展観覧料金
一般600（500）円、大学生400（300）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70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

＊講演会、ワークショップ、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

TOPICS
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◆
「
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風景（グレー） 黒田清輝筆　明治25年（1892）頃

もるる日影 黒田清輝筆　大正3年（1914）

「近代日本洋画の巨匠
黒田清輝展」
平成19年7月21日（土）～9月2日（日）
平塚市美術館
神奈川県平塚市西八幡1-3-3
TEL：0463-35-2111（代表）

主催：

東京国立博物館東京文化財研究所

平塚市美術館

展覧会データ

◆国立博物館の展示案内

〈京都国立博物館〉
特集陳列「新収品展」6月20日（水）～7月29日（日）

〈奈良国立博物館〉
特別陳列「古玩逍遥―服部和彦氏寄贈仏教工芸展―」6月9日（土）～7月8日（日）
親と子のギャラリー「色と彩（仮称）」7月14日（土）～8月19日（日）
特別陳列「文化庁新収品展」7月14日（土）～8月19日（日）

〈九州国立博物館〉
文化庁海外展記念「日本のやきもの―選び抜かれた名宝120点―」7月7日（土）～8月26日（日）

表紙：（本誌3・11ページ参照）
色絵花卉図壺 伊万里･柿右衛門様式 江戸時代・17世紀／@山水J風（部分） 鎌倉時代・13世紀 京都・神護寺蔵



時間延長（18:00まで） b14:00 f14:30

列品解説「中世仏画の制作工程」14:00 表慶館対話の間

e14:30

a14:00

g15:00

e13:30 a14:00 g15:00

時間延長（18:00まで）

列品解説「東京国立博物館所蔵の板碑」14:00
平成館企画展示室

b14:00 e14:30 j14:00

i14:00 a14:00 d14:30

f14:30 g15:00

時間延長（18:00まで） テーマ講演会「京都五山の文化（3）室町幕府
外交と京都五山」13:30 平成館大講堂＊1 a14:00 c14:30
時間延長（18:00まで）
h12:30,14:00 b14:00 f14:30

時間延長（18:00まで）

b14:00 e14:30

a14:00

g15:00

時間延長（18:00まで） 月例講演会「敦煌出土裂と日本の古代染織」
13:30 平成館大講堂 e13:30 a14:00 g15:00

時間延長（18:00まで） i14:00 b14:00 l13:30

列品解説「彫刻の名品」14:00 本館11室

b14:00 e14:30 j14:00

a14:00 d14:30

f14:30

時間延長（18:00まで） テーマ講演会「京都五山の文化（4）五山
僧と学芸」13:30 平成館大講堂＊1 a14:00

時間延長（18:00まで） b14:00 f14:30

列品解説「銅鐸の響き」14:00 表慶館対話の間

時間延長（20:00まで） g15:00

月例講演会「拓本入門―中国碑帖の魅力―」13:30 平成館大講堂
e13:30 a14:00 g15:00

時間延長（18:00まで） b14:00 f14:30

列品解説「神護寺山水:風」14:00 本館2室

e14:30

a14:00

夜間開館（20:00まで） f14:30

時間延長（18:00まで） テーマ講演会｢京都五山の文化（1）五山
派の彫刻｣13:30 平成館大講堂＊1 a14:00 c14:30
時間延長（18:00まで）
「親子で拓本に挑戦」13:00 表慶館創作の間＊2

列品解説「古写真―記録と記憶―」14:00 本館16室

b14:00 e14:30 j14:00

i14:00 a14:00 d14:30

夜間開館（20:00まで） g15:00

時間延長（18:00まで） e13:30 a14:00

時間延長（18:00まで） h12:30,14:00 b14:00 f14:30

列品解説「豊臣秀吉の“唐御陣”―後陽成天皇宸c女房奉書の
分析から―」14:00 表慶館対話の間

b14:00 e14:30

a14:00

f14:30 g15:00

時間延長（18:00まで） ローナン・マギル ピアノコンサート
15:00 平成館ラウンジ＊3 a14:00 g15:00
時間延長（18:00まで） i14:00 b14:00 クロコディロス
無料コンサート　①11:00 ②13:00 本館エントランス＊4

列品解説「海外での展覧会協力―フィラデルフィア美術館主催「池大雅・
徳山玉瀾」展―」14:00 表慶館対話の間 b14:00 e14:30 j14:00

a14:00 d14:30

g15:00

時間延長（18:00まで） テーマ講演会｢京都五山の文化（2）京都
五山の絵画｣13:30 平成館大講堂＊1 a14:00

抽選で
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