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の
美
人
画
を
中
心
に
、
横
山
大
観
や
菱
田
春

草
な
ど
近
代
日
本
画
を
代
表
す
る
作
家
、
ま

た
円
山
応
挙
や
渡
辺
崋
山
と
い
っ
た
近
世
の

画
家
た
ち
の
作
品
が
展
示
さ
れ
、
美
人
画
ば

か
り
で
な
く
、
近
代
の
日
本
画
の
流
れ
が
追

え
る
充
実
し
た
内
容
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

美
人
画
で
は
特
に
、
鏑
木
清
方
と
島
成
園

の
作
品
が
多
く
収
集
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
注

目
を
集
め
て
い
る
木
原
文
庫
。
明
治
生
ま
れ

の
清
方
は
、
挿
絵
な
ど
も
多
く
描
き
、
江
戸

の
粋
な
風
情
を
残
し
た
明
治
の
風
俗
を
懐
か

し
み
な
が
ら
愛
情
を
も
っ
て
描
き
ま
し
た
。

成
園
は
大
阪
の
花
街
の
女
性
た
ち
を
あ
た
た

か
な
ま
な
ざ
し
で
描
い
た
女
流
画
家
で
、
近

年
ま
す
ま
す
評
価
が
高
ま
っ
て
い
ま
す
。

　

コ
レ
ク
タ
ー
・
木
原
眞
人
氏
は
１
９
４
２

年
白
河
市
生
ま
れ
。
岩
手
医
科
大
学
で
学

び
、
当
市
の
名
誉
市
民
で
あ
る
今
泉
亀
撤

（
１
９
０
７
～
２
０
０
９
）
の
最
後
の
教
え
子

の
ひ
と
り
で
し
た
。
今
泉
が
眼
科
医
と
し
て

企画展

大
き
な
業
績
を
持
ち
な
が
ら
、
コ
レ
ク
タ
ー

で
も
あ
っ
た
こ
と
は
「〈
眼
の
人
〉
今
泉
亀
撤

の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
」
展
（
２
０
１
８
年
）
で

紹
介
し
ま
し
た
が
、
こ
う
し
た
縁
の
あ
る
木

原
氏
の
審
美
眼
は
、
よ
り
鋭
く
対
象
を
観
察

し
て
い
る
よ
う
で
す
。「
日
本
画
の
線
描
の
精

妙
さ
、
美
し
さ
に
惹
か
れ
た
」
と
語
る
木
原

氏
の
眼
に
選
ば
れ
た
充
実
し
た
コ
レ
ク
シ
ョ

ン
は
、
そ
の
美
し
さ
で
私
た
ち
を
魅
了
し
、

描
か
れ
た
懐
か
し
い
光
景
や
風
俗
に
よ
っ
て

心
安
ら
ぐ
一
時
を
も
た
ら
し
て
く
れ
る
こ
と

で
し
ょ
う
。　
　
　
　
　
　
　

  

（
中
山
恵
理
）

開館時間：午前 9 時 30 分～午後 5 時（入館は午後 4 時 30 分まで）
休  館  日：毎週月曜日（8 月 10 日は開館、8 月 11 日は休館）
観  覧  料：一般／ 800（640）円
　　　　　高校・大学生、65 歳以上／ 500（400）円
　　　　　※（　）内は 20 名以上の団体料金　　
　　　　    　中学生以下、障がい者手帳をお持ちの方は無料
主　　   催：郡山市立美術館
企 画 協 力 ：青幻舎プロモーション  

2020/6/27（土）～ 8/23（日）

うるわしき美人画の世界  木原文庫より

美
し
い
日
本
の
四
季
を
楽
し
む
　
懐
か
し
い
風
景

上：北野恒富《阿波踊之図》（部分）
　　制作年不詳　絹本着色

　

今
春
、
ス
テ
イ
ホ
ー
ム
で
花
見
に
出
か
け

ら
れ
ず
、
満
開
の
桜
を
画
像
で
楽
し
ん
だ
方

も
多
か
っ
た
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
新
緑
や
夏

山
の
清
々
し
さ
、
海
辺
の
風
な
ど
、
季
節
を

愛
で
楽
し
む
私
た
ち
日
本
人
の
暮
ら
し
は
変

わ
ら
な
い
よ
う
で
い
て
、
い
ま
で
は
失
わ
れ

つ
つ
あ
る
風
俗
も
あ
り
ま
す
。

　
「
う
る
わ
し
き
美
人
画
の
世
界
―
木
原
文

庫
よ
り
―
」
展
会
場
で
、
浴
衣
に
団
扇
、
蛍

の
灯
す
光
や
虫
の
声
な
ど
で
夏
の
暑
さ
を
凌

ぎ
秋
の
夜
長
を
楽
し
む
と
い
っ
た
、
そ
ん
な

少
し
前
ま
で
あ
っ
た
懐
か
し
い
光
景
を
思
い

出
す
方
も
い
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

出
品
作
の
多
く
は
、
掛
軸
に
描
か
れ
て
い
ま

す
。
掛
軸
そ
の
も
の
も
、
現
代
の
暮
ら
し
の

中
で
は
見
る
こ
と
が
少
な
く
な
っ
た
と
い
え

る
で
し
ょ
う
。
床
の
間
に
季
節
ご
と
に
架
け

替
え
、
楽
し
ま
れ
ま
し
た
。

　

会
場
で
は
、
近
代
日
本
画
の
コ
レ
ク
シ
ョ

ン
と
し
て
知
ら
れ
る
木
原
文
庫
選
り
す
ぐ
り

島 成園
《影絵之図》

1919（大正 8）年
絹本着色

下：円山応挙《藤花狗子図》
　　江戸時代　絹本着色（特別出品）
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な
作
風
を
お
楽
し
み
く
だ
さ
い
。

　

今
回
ご
紹
介
す
る
も
う
一
人
の
画
家
、
渡

邊
晨
畝
（
１
８
６
７
～
１
９
３
８
）
は
、
現

在
の
郡
山
市
多
田
野
に
生
ま
れ
、
大
正
か
ら

昭
和
初
期
に
か
け
て
国
際
的
に
活
躍
し
た
日

本
画
家
で
す
。
帝
室
技
芸
員
だ
っ
た
荒
木
寛

畝
（
１
８
３
１
～
１
９
１
５
）
に
入
門
し
た

彼
は
、
花
鳥
画
を
中
心
に
優
れ
た
作
品
を
残

し
て
い
ま
す
。
日
本
と
中
国
の
連
合
美
術
展

の
開
催
に
お
い
て
中
心
的
な
役
割
を
果
た
す

な
ど
、
両
国
の
美
術
交
流
に
も
大
き
く
貢
献

し
ま
し
た
。
本
展
で
は
、
こ
れ
ま
で
あ
ま
り

知
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
彼
の
業
績
と
作
品
を

ご
紹
介
す
る
と
と
も
に
、
郡
山
ゆ
か
り
の
作

家
に
焦
点
を
当
て
、
彼
ら
が
風
景
を
モ
チ
ー

フ
に
描
い
た
作
品
を
中
心
に
展
示
し
ま
す
。

　

美
術
館
で
は
、
作
品
を
収
集
す
る
と
同
時

に
所
蔵
作
品
の
継
続
的
な
調
査
や
修
復
を

行
っ
て
い
ま
す
。《
四
季
山
水
図
屏
風
》
に
お

い
て
も
、
技
法
や
材
質
に
つ
い
て
、
当
館
収

蔵
後
の
調
査
の
中
で
明
ら
か
に
な
っ
た
点
が

あ
り
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
発
見
は
、
作
家
や

作
品
、
そ
し
て
時
代
背
景
を
知
る
た
め
の
重

要
な
手
掛
か
り
に
な
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

収
蔵
し
た
作
品
を
調
査
研
究
す
る
こ
と
は
、

皆
様
に
作
家
や
作
品
の
魅
力
を
お
伝
え
す
る

こ
と
に
役
立
て
ら
れ
る
だ
け
で
な
く
、
作
品

を
美
し
い
ま
ま
後
世
に
引
き
継
い
で
い
く
た

め
に
必
要
な
情
報
に
も
つ
な
が
っ
て
い
く
の

で
す
。
本
展
で
は
、
普
段
の
展
示
で
は
目
に

す
る
こ
と
の
で
き
な
い
、
所
蔵
品
の
秘
密
を

新
た
な
切
り
口
で
ご
紹
介
し
ま
す
。

　

郡
山
と
そ
の
周
辺
の
地
で
生
ま
れ
、
育
ま

れ
、
受
け
継
が
れ
て
き
た
作
品
の
数
々
を
ご

覧
く
だ
さ
い
。　
　
　
　
　
　

  

（
新
田
量
子
）

関連イベント

開館時間：午前 9 時 30 分～午後 5 時（入館は午後 4 時 30 分まで）
休  館  日：毎週月曜日（9 月 21 日は開館、9 月 23 日は休館）
観  覧  料：一般／ 300（240）円
　　　　　高校・大学生、65 歳以上／ 200（160）円
　　　　　※（　）内は 20 名以上の団体料金　　
　　　　    　中学生以下、障がい者手帳をお持ちの方は無料
主　　   催：郡山市立美術館  

2020/8/29（土）～ 9/27（日）

郡山の美術「今昔秘話展」〜雪村を中心に〜

上：雪村周継《達磨》
　　制作年不詳
　　紙本墨画淡彩
　　福聚寺蔵

時
代
を
超
え
て
受
け
継
が
れ
る
名
品
た
ち

関連イベントにつきましては、8ページをご覧
ください。

雪村周継《四季山水図屏風》　16 世紀後半（室町末－桃山）
紙本墨画／六曲一双屏風　当館蔵

　

室
町
時
代
後
半
を
代
表
す
る
画
僧
の
ひ
と

り
雪
村
周
継
（
１
５
０
０
頃
～
１
５
８
０
年

代
前
半
）
は
、
晩
年
を
三
春
で
過
ご
し
た
と

さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
地
で
は
様
々
な
と
こ

ろ
で
雪
村
の
作
品
や
資
料
が
守
り
伝
え
ら
れ

て
き
ま
し
た
。
雪
村
が
暮
ら
し
た
と
さ
れ
る

地
に
残
さ
れ
て
い
る
「
雪
村
庵
」（
現
、
郡
山

市
西
田
町
）
は
、
そ
ば
に
咲
く
桜
と
と
も
に

地
域
の
名
所
と
な
っ
て
い
ま
す
。
雪
村
の
作

品
の
ひ
と
つ
、
当
館
が
所
蔵
す
る
《
四
季
山

水
図
屏
風
》
は
、
晩
年
の
会
津
滞
在
期
に
描

か
れ
た
と
推
測
さ
れ
て
い
ま
す
。
本
展
で
は

こ
の
作
品
に
加
え
、
三
春
、
郡
山
に
伝
わ
る

雪
村
の
作
品
を
展
示
し
ま
す
。
彼
の
独
創
的

下：渡邊晨畝《孔雀圖》
　　制作年不詳
　　絹本着色
　　安積疏水土地改良区蔵

上：小林万吾《朽葉の袖》
　　1907（明治 40）年
　　油彩・キャンバス　当館蔵

下：岸田劉生《銀座と数寄屋橋畔》
　　1911 （明治 44）年頃
　　油彩・板　当館蔵

企画展
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《むすんでひらいて》（第 1 室）

　

２
０
１
８
年
の
夏
、
展
覧
会
の
大
枠
の
打
合

せ
が
ス
タ
ー
ト
し
た
。
そ
し
て
２
０
１
９
年
、

具
体
的
な
打
合
せ
を
進
め
る
中
で
、
企
画
展
と

企
画
展
の
間
の
時
期
に
作
品
の
な
い
展
示
室
を

見
せ
て
い
た
だ
き
、
展
示
の
構
想
を
固
め
て
い
っ

た
。

　

展
示
室
は
改
修
直
後
の
真
新
し
い
状
態
で
、

作
品
が
あ
る
状
態
で
見
て
も
感
じ
と
れ
な
か
っ

た
壁
の
白
さ
、
美
し
さ
、
強
さ
が
強
烈
に
迫
っ

て
き
た
。
最
初
に
思
い
描
い
た
イ
メ
ー
ジ
で
は

と
て
も
太
刀
打
ち
で
き
な
い
と
感
じ
た
の
で
あ

る
。
私
の
頭
の
中
は
そ
こ
か
ら
混
沌
と
し
て
藻

掻
き
だ
し
た
。
つ
ま
り
、
そ
の
空
間
と
戦
い
始

め
た
の
だ
。

　

そ
の
白
く
大
き
く
美
し
い
壁
に
囲
ま
れ
た
空

間
と
コ
ラ
ボ
す
る
な
ら
、
作
品
も
強
く
乱
舞
し

て
い
な
け
れ
ば
バ
ラ
ン
ス
が
取
れ
な
い
。
乱
舞

さ
せ
る
に
は
私
自
身
が
同
じ
よ
う
に
エ
キ
サ
イ

テ
ィ
ン
グ
な
状
態
に
な
っ
て
作
業
し
な
け
れ
ば

作
れ
な
い
。
し
か
し
、
今
回
作
り
た
い
空
間
は

そ
ん
な
空
間
で
は
な
い
。
今
の
自
分
に
反
し
て

い
て
苦
し
い
…
。
１
室
目
が
そ
ん
な
状
態
だ
か

ら
、
２
室
目
の
作
品
も
何
枚
ス
ケ
ッ
チ
し
て
も

自
分
の
中
で
ピ
タ
っ
と
く
る
も
の
が
全
く
描
け

な
か
っ
た
。

　

そ
う
こ
う
し
て
い
る
間
に
ど
ん
ど
ん
日
程
が

迫
っ
て
く
る
。
い
よ
い
よ
空
の
展
示
室
を
見
ら

れ
る
最
後
の
チ
ャ
ン
ス
が
来
て
し
ま
っ
た
。
重

い
気
持
ち
の
ま
ま
展
示
室
に
入
る
と
、
あ
の
白

く
大
き
く
強
く
て
美
し
い
壁
が
な
い
で
は
な
い

か
。
瞬
時
に
「
助
か
っ
た
！
救
わ
れ
た
～
」
と

心
の
中
で
万
歳
し
た
。
着
物
の
展
示
が
終
わ
っ

た
直
後
の
た
め
可
動
式
壁
が
未
だ
設
置
さ
れ
て

お
ら
ず
、
ガ
ラ
ス
の
陳
列
ケ
ー
ス
に
囲
ま
れ
た

状
態
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
巨
大
な
ガ
ラ
ス

は
、
壁
か
ら
壁
へ
の
つ
な
ぎ
目
も
、
ま
た
天
井

か
ら
床
ま
で
の
仕
切
り
も
ほ
と
ん
ど
目
立
た
な

か
っ
た
。
し
か
も
背
後
に
は
、
何
も
な
い
奥
行

き
半
間
ほ
ど
の
空
間
が
静
寂
を
湛
え
て
い
た
。

こ
れ
で
穏
や
か
な
空
間
が
作
れ
る
。
気
を
つ
け

る
こ
と
は
、
作
品
そ
の
も
の
に
当
っ
て
い
る
光

の
量
と
作
品
や
床
ま
で
の
空
間
の
明
る
さ
、
或

い
は
作
品
か
ら
は
み
出
し
て
い
る
光
の
量
を
注

視
す
る
こ
と
、
そ
し
て
ガ
ラ
ス
に
人
や
作
品
が

映
り
込
み
す
ぎ
て
う
る
さ
く
な
ら
な
い
か
、
と

い
っ
た
こ
と
だ
っ
た
。
し
か
し
そ
れ
ら
は
セ
ッ

テ
ィ
ン
グ
の
現
場
で
し
か
判
断
で
き
ず
、
こ
の

段
階
で
緻
密
に
考
え
て
も
結
論
が
出
る
こ
と
で

は
な
い
。
そ
う
思
っ
て
安
心
し
た
ら
、
あ
る
夜
、

小
さ
な
メ
モ
用
紙
に
と
て
も
優
し
い
波
の
線
が

描
け
た
。
す
ご
く
単
純
だ
け
れ
ど
、
何
だ
か
す
っ

と
し
て
ほ
っ
と
し
た
。「
こ
れ
で
い
こ
う
」
と
２

室
目
は
あ
っ
け
な
く
自
然
に
決
ま
っ
た
。

　

い
つ
も
の
こ
と
な
が
ら
、
現
場
で
は
い
ろ
い

ろ
な
問
題
に
遭
遇
す
る
。
草
稿
段
階
で
は
気
づ

か
な
か
っ
た
こ
と
に
気
づ
い
た
り
も
し
て
、
考

え
な
が
ら
制
作
す
る
こ
と
が
多
い
の
だ
が
、
予

想
通
り
設
営
段
階
に
入
っ
て
試
行
錯
誤
す
る
こ

と
に
な
っ
た
の
が
、
ラ
イ
テ
ィ
ン
グ
だ
っ
た
。

ラ
イ
テ
ィ
ン
グ
は
、「
何
を
言
い
た
い
の
か
」「
何

を
見
せ
た
い
の
か
」
を
決
定
づ
け
る
最
後
の
締

め
で
あ
る
。
１
室
目
の
空
間
は
明
る
く
せ
ず
、

作
品
だ
け
を
浮
き
上
が
ら
せ
た
か
っ
た
。
新
式

の
Ｌ
Ｅ
Ｄ
ラ
イ
ト
を
用
意
し
て
く
だ
さ
っ
て
い

た
に
も
拘
わ
ら
ず
、
私
が
ハ
ロ
ゲ
ン
ラ
イ
ト
を

使
い
た
い
と
申
し
出
た
た
め
、
し
ま
い
込
ん
で

あ
る
ハ
ロ
ゲ
ン
ラ
イ
ト
を
大
量
に
出
し
て
き
て

く
だ
さ
っ
た
。
そ
の
時
は
、
全
て
ハ
ロ
ゲ
ン
で

い
く
つ
も
り
だ
っ
た
の
だ
が
、
１
室
目
の
制
作

中
、
不
意
に
Ｌ
Ｅ
Ｄ
ラ
イ
ト
の
面
白
さ
に
気
づ

い
た
。「
そ
う
だ
、
２
室
目
は
こ
の
ク
ー
ル
な
強

い
光
で
曲
線
の
エ
ッ
ジ
だ
け
を
照
ら
そ
う
！
」

何
を
ど
う
す
べ
き
か
が
見
え
た
瞬
間
だ
っ
た
。

光
に
照
ら
さ
れ
て
い
な
い
紙
撚
を
見
せ
る
の
は

今
回
が
初
め
て
。
自
分
と
し
て
は
す
ご
い
冒
険

だ
っ
た
。

　

そ
し
て
残
る
は
、
何
と
な
く
何
か
が
欲
し
い

１
室
目
左
奥
の
空
間
。
他
の
作
品
を
作
り
な
が

ら
あ
の
隙
間
が
何
を
ほ
し
が
っ
て
い
る
の
か
、

ま
た
も
や
模
索
が
始
ま
っ
た
。
と
に
か
く
持
ち

込
ん
だ
資
材
の
中
で
や
る
し
か
な
い
、
そ
う
思
っ

て
骨
格
に
な
る
金
属
を
さ
わ
っ
て
い
た
あ
る
日
、

垂
直
に
ス
テ
ン
レ
ス
棒
を
立
て
て
み
た
。「
あ
、

こ
れ
で
い
い
ん
だ
」。
部
材
が
教
え
て
く
れ
た
。

意
味
を
訊
か
れ
て
も
そ
れ
ら
し
い
事
は
言
え
な

い
が
、
こ
の
作
品
が
１
室
目
の
空
間
に
好
ま
し

い
ア
ク
セ
ン
ト
を
与
え
て
く
れ
た
と
思
う
。

　

私
の
紙
撚
を
使
う
作
品
は
、
す
で
に
出
来
上

が
っ
た
も
の
を
展
示
す
る
わ
け
で
は
な
い
た
め
、

美
術
館
に
来
て
か
ら
も
い
ろ
い
ろ
と
問
題
を
抱

「
石
田
智
子
展
」
作
品
制
作
の
足
取
り

　
２
０
２
０
年
３
月
１
日
か
ら
４
月
19
日
ま
で
開

催
さ
れ
た
企
画
展
「
石
田
智
子
展
」。
本
展
の
構

想
か
ら
作
品
制
作
に
つ
い
て
、
石
田
氏
に
伺
っ
た
。

石
田
智
子
（
作
家
）
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展示しました

《揺籃》（第 2 室）

共同制作

　前号に掲載した、小中学校
の皆さんによる共同制作は、

「石田智子展」の会期中、美

術 館 ロ ビ ー に 展 示 さ れ ま し

た。紙の隙間を光が透過して、

ステンドグラスのような美し

い作品になりました。

え
込
ん
で
し
ま
う
。
展
示
の
た
め
に
一
ヶ
月
と

い
う
長
い
時
間
を
い
た
だ
き
、
迷
い
悩
む
時
間

も
あ
っ
て
本
当
に
思
う
存
分
仕
事
を
さ
せ
て
い

た
だ
い
た
。
制
作
途
中
で
、
こ
れ
は
失
敗
だ
と

落
ち
込
む
こ
と
も
あ
っ
た
が
、
何
か
し
ら
大
き

な
エ
ネ
ル
ギ
ー
に
導
か
れ
ど
ん
ど
ん
好
転
し
て

い
っ
た
よ
う
な
気
が
す
る
。

　　

中
止
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
佐
治
館
長
（
当
時
）

と
の
対
談
の
タ
イ
ト
ル
を
「
撚
る
手
と
自
分
と

紙
撚
達
」
と
し
た
が
、
私
は
基
本
的
に
作
業
と

自
分
と
素
材
が
対
等
な
関
係
を
保
つ
こ
と
が
大

切
だ
と
考
え
て
い
る
。
大
学
で
は
染
織
を
専
攻

し
た
が
、
絵
を
描
き
技
法
を
極
め
る
事
に
は
あ

ま
り
興
味
を
持
て
ず
、
布
に
染
液
を
染
み
込
ま

せ
、
繊
維
の
細
胞
一
つ
一
つ
に
色
素
が
染
み
込

ん
で
い
く
様
子
が
想
像
で
き
る
よ
う
な
作
業
が

好
き
だ
っ
た
。
や
が
て
布
に
描
か
れ
た
世
界
を

極
め
る
の
で
は
な
く
、
布
と
い
う
素
材
そ
の
も

の
と
対
峙
し
、
染
め
る
こ
と
も
せ
ず
、
布
が
見

せ
る
表
情
を
追
う
よ
う
な
制
作
に
変
化
し
て

い
っ
た
。

　

紙
は
切
っ
て
撚
れ
ば
紙
撚
に
な
る
が
、
布
は

同
じ
よ
う
に
切
っ
て
撚
っ
て
も
撚
ら
れ
た
形
を

と
ど
め
な
い
。
紙
と
い
う
素
材
そ
の
も
の
の
特

性
が
、
紙
撚
と
い
う
姿
に
は
っ
き
り
表
れ
て
い

る
の
だ
。
ま
た
今
は
金
属
も
使
っ
て
い
る
が
、

そ
の
素
材
に
も
お
伺
い
を
立
て
つ
つ
制
作
し
て

い
る
。
例
え
ば
、
今
回
の
骨
組
み
で
あ
る
ス
テ

ン
レ
ス
棒
は
、
全
て
真
っ
直
ぐ
な
も
の
で
あ
る
。

作
品
で
は
丸
み
や
た
わ
み
を
見
せ
て
い
る
が
、

そ
れ
ら
は
全
て
、
芯
に
な
る
パ
ー
ツ
に
差
し
込

む
角
度
と
ス
テ
ン
レ
ス
棒
や
紙
撚
の
自
重
に
よ

る
自
然
な
た
わ
み
で
あ
る
。
展
覧
会
が
終
わ
っ

て
解
体
す
れ
ば
み
な
真
っ
直
ぐ
な
棒
に
戻
る
の

だ
。
私
は
美
し
く
あ
れ
か
し
と
願
い
、
切
っ
た

り
撚
っ
た
り
並
べ
た
り
し
て
い
る
だ
け
。
私
が

素
材
に
話
し
か
け
る
よ
う
に
あ
る
行
為
を
仕
掛

け
る
と
、
返
事
を
す
る
か
の
よ
う
に
形
が
で
き

る
。
そ
れ
を
そ
の
ま
ま
展
示
室
に
置
い
て
い
る

だ
け
な
の
で
あ
る
。

　

今
回
の
制
作
の
根
底
に
は
、「
人
間
は
基
本
的

に
皆
が
孤
独
、
そ
し
て
微
塵
の
よ
う
に
小
さ
な

存
在
」
と
い
う
諦
念
の
よ
う
な
思
い
が
あ
る
。

し
か
し
そ
ん
な
自
分
で
も
、
無
数
の
限
り
な
い

ご
縁
で
つ
な
が
っ
た
た
っ
た
一
つ
だ
け
の
い
の

ち
。
と
て
も
有
り
難
い
、
芽
吹
き
の
よ
う
な
も

の
だ
。
成
形
さ
れ
た
紙
撚
の
群
れ
は
、
孤
独
な

エ
ネ
ル
ギ
ー
が
集
結
し
た
結
果
の
、
目
出
度
い

出
来
事
な
の
だ
と
思
う
。
そ
ん
な
思
い
を
宙
に

浮
い
て
い
る
惑
星
に
な
ぞ
ら
え
、
あ
の
よ
う
な

漂
う
球
体
と
し
て
表
現
し
た
の
が
１
室
目
。
人

は
震
災
の
よ
う
な
不
慮
の
出
来
事
に
、
ど
う
対

処
し
て
い
い
か
わ
か
ら
な
い
も
の
だ
が
、
わ
か

ら
な
い
な
が
ら
も
、
命
を
守
る
た
め
何
と
か
し

て
今
の
状
況
か
ら
一
歩
を
踏
み
だ
す
に
違
い
な

い
。「
不
安
や
悩
み
を
抱
え
自
信
も
な
い
。
し
か

し
そ
れ
で
も
未
来
に
向
か
っ
て
揺
ら
ぎ
な
が
ら

も
立
ち
上
が
る
。」
そ
ん
な
思
い
と
展
示
室
の

シ
ャ
ー
プ
な
四
角
い
空
間
が
一
体
に
な
り
、
で

き
た
の
が
２
室
目
の
作
品
で
あ
る
。

　

そ
し
て
ト
ー
タ
ル
な
意
味
で
の
タ
イ
ト
ル
を

「
雑
華
」
と
し
た
の
は
、
紙
撚
一
本
一
本
が
整
っ

て
い
な
い
私
自
身
だ
か
ら
で
あ
る
。
ど
の
自
分

が
本
当
と
い
う
こ
と
も
な
く
、
あ
る
が
ま
ま
に

存
在
す
る
。
優
劣
も
順
序
も
あ
ら
ゆ
る
分
類
も

な
く
、
総
て
の
存
在
が
認
め
ら
れ
る
視
点
が
あ
っ

て
欲
し
い
。
そ
の
時
一
切
は
「
雑
華
」
に
な
る

の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
む
ろ
ん
そ
れ
は
、
貴

方
に
向
け
た
私
の
切
な
る
願
い
で
も
あ
る
。「
雑
」

か
ら
「
純
」
の
選
別
す
る
こ
と
を
止
め
れ
ば
、

そ
こ
に
は
「
雑
華
」
が
い
つ
も
咲
き
誇
っ
て
い

る
は
ず
で
あ
る
。 
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白瀧幾之助
《編物をする少女》

表紙の
作品

白瀧幾之助（1873-1960）は、兵庫県生まれの画家です。東京美術学校（現在の
東京藝術大学）で学び、イギリスとフランスにも留学しました。この作品は、夕
立の後でしょうか、縁側で傍らに傘を置き、足をぶらぶらさせて一心に編み物を
している少女が、愛らしく描かれています。光が白い着物に反射している様子が
爽やかに表現されています。

1895（明治 28）年　     　89.5 × 54.2 cm
油彩・キャンバス    　     　当館蔵　  

郡山市立美術
館

Koriyama City
 Museum of Ar

t

〒963-0666
　福島県郡山市

安原町字大谷地
130-2

TEL.024－95
6－2200　 F

AX.024－956
－2350

https://www
.city.koriyam

a.lg.jp/bijut
sukan/

敷地内禁煙

発行日／令和 2
年 7 月 30 日

この紙はFSC
®認証紙です。

白瀧幾之助

《編物をする少女
》

1895（明治 28）
年

油彩・キャンバス
当館蔵

●　企画展 「うるわしき美人画の世界　木原文庫より」 ―美しい日本の四季を楽しむ　懐かしい風景―

●　企画展 「郡山の美術 『今昔秘話展』 〜雪村を中心に〜」 ―時代を超えて受け継がれる名品たち―

●　「石田智子展」　作品制作の足取り

●　Report

●　Informatio
n

令和
元年度

新
た
に
作
品
が
収
蔵
さ
れ
ま
し
た

　

令
和
元
年
度
も
、
皆
様
の
ご
協
力
に
よ
っ

て
、
当
館
に
新
た
な
収
蔵
品
を
加
え
る
こ

と
が
で
き
ま
し
た
。

　

購
入
作
品
と
し
て
は
、
3
ペ
ー
ジ
で
も

ご
紹
介
し
た
渡
邊
晨
畝
（
１
８
６
７
～

１
９
３
８
）
の
掛
軸
2
点
、
福
島
県
南
会
津

出
身
の
日
本
画
家
、
湯
田
玉
水
（
１
８
７
９

～
１
９
２
９
）
の
掛
軸
3
点
、
ベ
ル
ギ
ー

に
生
ま
れ
イ
ギ
リ
ス
で
活
躍
し
た
作
家
、

フ
ラ
ン
ク
・
ブ
ラ
ン
ギ
ン
（
１
８
６
７
～

１
９
５
６
）
の
詩
画
集
、
建
造
物
や
公
園

な
ど
の
パ
ブ
リ
ッ
ク
・
ス
ペ
ー
ス
に
設
置

「1分間で郡山市美」はじめました

当 館 の 所 蔵 品 を 約 1 分 間 で 紹 介 す る
動 画、「1 分 間 で 郡 山 市 美 」 を 郡 山 市
YouTube チャンネルにて配信中です。
楽しく、分かりやすい内容になってい
ますので、ぜひご覧ください！

動画は
こちらから

※ 動画で紹介されている
作品は、現在常設展示
室に展示されていない
ものもあります。予め
ご了承ください。

常設展示

1　イギリス美術の流れ
2　近代洋画の金字塔
3　戦後の美術潮流と郡山
4　明治以降の版画／
    ドレッサーの芸術　東西の美

1　イギリスの風景画
2　日本人画家の肖像
3　日本の前衛アート
　  1950-1960 代を中心に
4　版画・いろいろ／やきもの鑑賞

※ 7 月 21 日（火）は展示替えのため
   常設展示室はご覧になれません。常設展示

7 月 19 日（日）まで

7 月 22 日（水）～ 10 月 18 日（日）

さ
れ
る
大
型
作
品
を
数
多
く
制
作
す
る
現

代
作
家
、
西
野
康
造
（
１
９
５
１
～
）
の

金
属
線
を
用
い
た
精
緻
か
つ
堅
固
な
立
体

作
品
3
点
、
計
9
点
で
す
。

　

ま
た
、
ブ
ラ
ン
ギ
ン
の
油
彩
画
1
点
を

畑
中
俊
彦
様
か
ら
、画
集
3
点
を
（
株
）
リ
ー

チ
ア
ー
ト
様
か
ら
ご
寄
贈
い
た
だ
き
ま
し

た
。
そ
し
て
、
日
本
を
代
表
す
る
フ
ァ
イ

バ
ー
・
ア
ー
ト
の
作
家
の
一
人
、
吉
村
正

郎
（
１
９
４
６
～
２
０
１
７
）
の
糸
と
布

を
用
い
た
立
体
作
品
20
点
を
、
ご
本
人
名

義
で
ご
寄
贈
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

渡
邊
晨
畝
の
作
品
は
、
８
月
29
日
か
ら

９
月
27
日
ま
で
開
催
予
定
の
企
画
展
「
郡

山
の
美
術
『
今
昔
秘
話
展
』
～
雪
村
を
中

心
に
～
」
で
展
示
予
定
で
す
。
そ
の
ほ
か

の
作
品
も
、
来
年
度
以
降
、
順
次
展
示
し

て
い
き
ま
す
。

左：渡邊晨畝《渓流に双鶴》
　　制作年不詳
　　絹本着色

右：フランク・ブランギン
　　《エリザベス女王の乗船を待つ
　　  ゴールデン・ハインド号》
　　1903 ～ 1905 年頃
　　油彩・キャンバス
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講演会「クリストファー・ドレッサーの
　　　   来日と正倉院訪問」
2019 年 11 月 24 日（日）

講師：佐藤秀彦（当館前副館長）      
場所：多目的スタジオ

「志村ふくみ展」関連

イギリスのデザイナー、クリストファー・ドレッ
サーの来日とその意義、そして正倉院宝物の調査
について解説しました。

染織家、志村ふくみの初期
から現在までの作風および
その展開について、出品作
品を中心とした画像資料と
ともに紹介しました。

正倉院の概要や宝物の特色、近代になってか
らの宝物の保存・修理について解説していた
だきました。

第 11 回 風土記の空―郡山市内の中学校美術部による作品展―
2019 年 11 月 19 日（火）～ 12 月 24 日（火）

場所：美術館ロビー        　主催：郡山市立美術館

郡山市内の中学校美術部の活動の中で制作された
作品を展示しました。中学生が自分で作品を額装
や展示をする体験も実施し、それぞれの感性あふ
れる個性豊かな作品が並びました。

講演会「志村ふくみの作風の展開」
2019 年 11 月 2 日（土）※台風の影響により 10 月 13 日から変更

講師：佐治ゆかり
　　　（当館前館長）      
場所：多目的スタジオ

講演会「近代の正倉院宝物」
2019 年 12 月 15 日（日）

講師：西川明彦さん（宮内庁正倉院事務局所長）      
場所：多目的スタジオ

ワークショップ「虹を織る」

織りの最も基本的な技法「平
織り」で、毛糸のマフラー
を制作しました。思い思い
に糸を織り、自分だけのマ
フラーが完成しました。

講師：佐治ゆかり
　　　（当館前館長）
場所：創作スタジオ

2019 年 10 月 19 日（土）、20 日（日）、27 日（日）

本展覧会に出品された染織品、正倉院裂や、
伎楽衣装の復元について、染織家ならではの
視点から解説していただきました。

特別ギャラリートーク
2019 年 12 月 7 日（土）

講師：吉岡更紗さん（染織家）      
場所：企画展示室

※ 2020 年 4 月 29 日（水・祝）から 6 月 14 日（日）まで開催予定だった企画展「無言館展」は、新型コロナウイルス感染拡大防止の

　 ため中止となりました。

参加校：日和田中学校、守山中学校、郡山第四中学校、
　　　　郡山第五中学校、郡山第七中学校、
　　　　緑ヶ丘中学校、小原田中学校 中学生による展示体験

「クリストファー・ドレッサーと正倉院宝物」展関連



郡山市立美術館
Koriyama City Museum of Art

〒963-0666　福島県郡山市安原町字大谷地 130-2
TEL.024－956－2200　 FAX.024－956－2350
https://www.city.koriyama.lg.jp/bijutsukan/

敷地内禁煙発行日／令和 2 年 7 月 30 日 この紙はFSC®認証紙です。

• マスクを着用し、咳エチケットにご留意ください。
• 観覧の際は、他の方と 2m以上の間隔の確保をお願いします。
• 手指の消毒、こまめな手洗いにご協力ください。
• 発熱、呼吸器症状（咳など）のある方は入館をご遠慮ください。
• 団体でご来館の際は事前予約をお願いします。

新型コロナウイルス感染症対策について

• 館内にアルコール消毒液を設置しております。
• スタッフは、マスクを着用して対応させていただきます。
• 一定の対人距離を確保するため、受付に待機線を設置しています。
• 受付等には飛沫感染防止用の透明仕切りを設置しています。
• 来館者エリアの清掃を強化しています。
• 混雑する場合は入場制限をすることがあります。

企画展関連イベント

郡山の美術「今昔秘話展」～雪村を中心に～

講演会「雪村庵と福聚寺」
講師：玄侑宗久さん（福聚寺住職）
日時：9 月 22 日（火・祝）　午後 3 時から
場所：多目的スタジオ（聴講無料）
申込締切：9 月 6 日（日）必着

特別講座「油彩画の修復～所蔵作品を通して～」
講師：富山恵介さん（修復研究所 21）
　　　当館学芸員
日時：9 月 19 日（土）　午後 3 時から
場所：多目的スタジオ（聴講無料）
申込締切：9 月 6 日（日）必着

美術講座「郡山ゆかりの作家たち」
講師：当館学芸員
日時：9 月 12 日（土）　午後 3 時から
場所：多目的スタジオ（聴講無料）
申込締切：8 月 30 日（日）必着

①～④をご記入のうえ、ハガキ・ファックス・Ｅメールのいずれかで
お申し込みください。
①参加希望イベント名
②参加希望者氏名（1 件につき 1 名様まで）
③郵便番号・住所
④電話番号（Fax 番号）

ハガキ：〒 963-0666　郡山市安原町字大谷地 130-2
ファックス：024-956-2350　　Ｅメール：bijutsukan@city.koriyama.lg.jp

※すべて定員 50 名　　事前の申し込みが必要です。

※ それぞれのイベント名を明記のうえ、ご応募ください。
　  締め切りはそれぞれのイベントをご参照ください。

応募先

［参加申し込み方法］

お客様へのご協力のお願い 感染拡大防止の取り組み

じっくりと焼き上げたプレーンワッフルにブルーベリーのコンポートと
チーズケーキ風味のブルーベリーマーブルアイスを添えて。
さっぱりと爽やかなヨーグルトソースがアクセントになった
夏期限定のワッフルはアイスが溶け出すくらいが食べごろ。
パフェを想像しながらお召し上がりください。

WA!FFLE  Blueberry & Yogurt ver.

単品 / 750 円　　ドリンクセット / 1,170 円

※ メニューや料金、営業時間は予告なく変更となる場合がございます。
　 予めご了承ください。

ワッフル ブルーベリーとヨーグルト

自家製ワッフルを
フルーツや生クリームなど

多様な材料で盛りつけたプレートパフェに
夏季限定メニューが登場！


