
古径が生まれた、このまちで

近
代
日
本
画
の
名
作
を
味
わ
う

小林古径記念美術館
笹川 修一 統括学芸員

逆
境
に
負
け
ず
、画
家
と
し
て
大
成

　
小
林
古
径
は
、
伝
統
的
な
日
本
画
に
写

実
的
で
近
代
的
な
要
素
を
取
り
入
れ
、「
新

古
典
主
義
」
と
呼
ば
れ
る
新
た
な
画
風
を

確
立
し
た
日
本
画
の
巨
匠
で
す
。

　
幼
く
し
て
家
族
を
失
い
な
が
ら
も
、
逆

境
に
負
け
ず
大
成
し
た
そ
の
道
の
り
は
、

並
大
抵
の
努
力
で
は
成
し
得
な
か
っ
た
で

し
ょ
う
。
作
品
制
作
に
対
す
る
真し
ん
し摯

な
姿

勢
と
、
心
か
ら
絵
を
愛
し
て
い
た
か
ら
こ

そ
の
功
績
で
し
ょ
う
ね
。

小
林
古
径

略
歴
と
美
術
館
の
あ
ゆ
み

　
彼
を
一
言
で
言
い
表
す
と
し
た
ら
、「
修

行
僧
」
と
い
う
言
葉
が
ぴ
っ
た
り
だ
と
思

い
ま
す
。
寡
黙
で
内
向
的
な
性
格
で
あ
っ

た
古
径
は
、
一
度
描
き
上
げ
た
作
品
で
も

満
足
が
い
く
ま
で
描
き
直
し
た
り
、
晩
年

に
は
、
病
気
を
患
い
な
が
ら
も
描
く
こ
と

を
止
め
な
か
っ
た
り
と
、
終
生
、
絵
に
対

し
て
真
剣
に
向
き
合
っ
て
い
ま
し
た
。

美
し
い
描
線
と
清
澄
な
色
彩

　
古
径
の
作
品
の
特
長
は
、
何
と
言
っ
て

も「
端
正
な
描
線
」と「
澄
ん
だ
色
彩
」で
す
。

　
皆
さ
ん
は
、
筆
を
使
っ
て
真
っ
直
ぐ
な

線
を
描
く
こ
と
が
で
き
ま
す
か
。
そ
れ
も

ゆ
が
み
な
く
、
太
さ
も
変
え
ず
に
。

　
「
線
の
求き
ゅ
う

道ど
う

者し
ゃ

」
と
も
い
わ
れ
る
古
径

は
、
非
常
に
丁
寧
で
美
し
い
線
を
描
き
ま

し
た
。
自
身
の
サ
イ
ン
を
か
く
の
に
５
分

も
か
か
っ
た
と
い
う
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
あ
る

ほ
ど
、
線
に
対
す
る
こ
だ
わ
り
は
強
い
も

の
で
し
た
。

　
ま
た
、
淡
く
清
ら
か
な
色
調
は
、
描
か

れ
た
も
の
の
質
感
や
匂
い
立
つ
よ
う
に
さ

え
感
じ
ら
れ
る
古
径
の
作
品
を
さ
ら
に
引

き
立
た
せ
て
い
ま
す
。

　
古
径
の
作
品
は
、
派
手
さ
は
あ
り
ま
せ

ん
が
、
見
る
ほ
ど
に
「
味
わ
い
」
が
感
じ

ら
れ
、
美
し
く
気
品
が
あ
り
ま
す
。
ぜ
ひ

古
径
記
念
美
術
館
で
、
こ
の
ま
ち
に
生
ま

れ
た
巨
匠
の
名
作
を
味
わ
っ
て
く
だ
さ
い
。

小
林
古
径

人
と
作
品

「丘」に見る古径作品の特長

❷頬の赤みが何とも美しい。薄く何度も重ねて
塗ることで、絶妙な色合いが醸し出されている。

❸この一本の線も、非常に時間をかけて一筆で
描かれている。ゆがみなく、太さも変わらずに
これだけ美しい描線が描けるのは、古径をおい
て他にいない。

❶髪の毛の一本一本、細部にわたって丁寧に描
かれていることが見て取れる。

「丘」（小林古径記念美術館蔵）
文化勲章を受章した翌年の作品。円熟期の美し
い描線と清澄な色彩が、高い気品を感じさせます。

③

②①

古
径
が
生
ま
れ
た
、こ
の
ま
ち
で

特
集　

小
林
古こ

径け
い

生
誕
一
四
〇
年

上
越
市
に
生
ま
れ
、
激
動
の
昭
和
を
駆
け
抜
け
、

新
潟
県
出
身
者
で
初
め
て
「
文
化
勲
章
」
を
受
章

し
た
日
本
画
家
・
小
林
古
径
を
ご
存
知
で
す
か
。

今
年
は
、
古
径
生
誕
一
四
〇
年
。

高
田
城
址
公
園
に
佇た

た
ずむ「

小
林
古
径
記
念
美
術
館
」

で
彼
が
遺
し
た
名
作
の
数
々
に
触
れ
、か
つ
て
の

住
ま
い「
小
林
古
径
邸
」を
訪
れ
て
み
ま
せ
ん
か
。

西
暦

年
齢

出
来
事

１
８
８
３
０
歳
２
月
11
日
、現
・
上
越
市
大
町

に
生
ま
れ
る
。（
本
名・茂
）

１
８
８
６
３
歳
新
潟
市
へ
転
居
。

１
８
８
７
４
歳
母・ユ
ウ
死
去
。

１
８
９
４
11
歳
山
田
於
莵
三
郎
に
日
本
画
の
手

ほ
ど
き
を
受
け
る
。

１
８
９
５
12
歳
兄・弘
死
去
。翌
年
、父・株
死
去
。

１
８
９
９
16
歳
上
京
し
、梶
田
半
古
塾
に
入
門
。

「
古
径
」の
画
号
を
も
ら
う
。

１
９
０
７
24
歳
半
古
塾
の
塾
頭
と
な
る
。

１
９
１
２
29
歳
三
好
マ
ス
と
結
婚
。

１
９
１
４
31
歳
日
本
美
術
院
同
人
に
推
挙
。

１
９
２
０
37
歳
現・東
京
都
大
田
区
南
馬
込
の

農
家
の
家
を
画
室
と
し
て
使
用
。

１
９
２
２
39
歳
西
洋
美
術
の
研
究
の
た
め
、日

本
美
術
院
留
学
生
と
し
て
渡
欧
。

１
９
３
４
51
歳
画
室
に
隣
接
し
て
住
居
を
新
築
。

１
９
４
４
61
歳
東
京
美
術
学
校
教
授
と
な
る
。

１
９
５
０
67
歳
文
化
勲
章
を
受
章
。

１
９
５
１
68
歳
文
化
功
労
者
と
な
る
。

１
９
５
７
74
歳
４
月
３
日
死
去
。

１
９
７
９

−

市
内
初
の
美
術
展
と
し
て
、上

越
市
立
総
合
博
物
館
で「
小
林

古
径
展
」を
開
催
。

１
９
９
６

−

古
径
邸
移
築
復
原
事
業
開
始
。

２
０
０
１

−

古
径
邸
一
般
公
開
。
小
林
古
径

記
念
美
術
館
が
総
合
博
物
館
と

施
設
を
共
有
し
て
開
館
。

２
０
０
５

−

古
径
邸
が
国
登
録
有
形
文
化
財

に
登
録
さ
れ
る
。

２
０
２
０

−

小
林
古
径
記
念
美
術
館
が
独
立

し
て
開
館
。

小林古
こ

径
けい

（1883-1957）

古径邸から庭園を望む
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古径が生まれた、このまちで

来館者の声

昨年、高校生キュレータープロ
ジェクトに参加しました。美術館
は、あれこれ難しく考えなくても、
自分が「好きだな」と感じる作品
を探すだけでも楽しめますよね。

石黒 友
ゆ か こ

佳子 さん

子どもと一緒に巡るのにちょうど
良い広さなので、散歩の途中に寄
ることもあります。展示だけでな
く、子ども向けのワークショップ
があるのも良いですね。

古川 幸
みゆき

 さん(右) 、千
ち か こ

花子 さん

東京から観光に来ました。上越は市
民の皆さんが文化を大切にしてい
ることがよく伝わります。全国的に
も有名な古径さんのことを、これか
らも語り継いでいってほしいですね。

北川 寛
ひろし

 さん、のり子 さん

　
「
古
径
の
作
品
に
触
れ
、
そ
の
素
晴

ら
し
さ
を
多
く
の
人
と
共
有
し
た
い
」

と
い
う
思
い
で
、
平
成
19
年
か
ら
活
動

し
て
い
ま
す
。

　
美
術
館
に
は
、
古
径
の
ほ
か
に
も
さ

ま
ざ
ま
な
作
品
が
展
示
さ
れ
て
い
ま
す
。

ゆ
っ
た
り
と
芸
術
作
品
に
向
き
合
う
時

間
は
、
忙
し
い
現
代
人
の
感
性
を
刺
激

し
、
心
を
豊
か

に
し
て
く
れ
ま

す
。「
美
術
館

は
敷
居
が
高
い

な
」
と
感
じ
て

い
る
人
も
、
気

軽
に
訪
れ
て
み

て
く
だ
さ
い
。

　
友
の
会
で
、
学
芸
員
さ
ん
な
ど
に
よ

る
美
術
講
座
や
近
隣
地
域
の
美
術
館
巡

り
な
ど
、
一
緒
に
楽
し
み
ま
せ
ん
か
。

「
市
民
の
宝
」、古
径
記
念
美
術
館
で

非
日
常
的
な
体
験
を

保坂 香織 さん

ミュージアム
ファンクラブ

025-527-3270問

　
私
は
四
季
の
移
ろ
い
が
感
じ
ら
れ
る

二
ノ
丸
ホ
ー
ル
が
お
気
に
入
り
で
、年

間
パ
ス
ポ
ー
ト
を
使
っ
て
よ
く
立
ち

寄
っ
て
い
ま
す
。

　

皆
さ
ん
も
美

術
館
や
古
径
邸

の
素
敵
な
空
間

で
、
思
い
思
い

の
時
間
を
過
ご

し
て
み
て
く
だ

さ
い
。

　

こ
の
美
術
館
が
き
っ
か
け
で
、古
径

の
こ
と
や
文
教
都
市
と
し
て
歩
ん
で
き

た
上
越
市
の
歴
史・文
化
を
学
び
ま
し

た
。若
い
人
た
ち
に
も
自
分
の
ま
ち
の

魅
力
を
語
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
ほ
し
い

と
思
い
、美
術
館
に
足
を
運
ぶ
き
っ
か

け
づ
く
り（
今
風
に
言
え
ば
美
術
館
の

「
推
し
活
」）に
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。　

お
気
に
入
り
の
カ
フ
ェ
に
行
く
気
分
で

気
軽
に
美
術
館
に
立
ち
寄
っ
て
ほ
し
い

会長　植木 哲夫 さん

小林古径記念美術館
友の会

025-523-8680問

贅ぜ
い
た
く沢
な
”と
き
“
を
過
ご
す

「
私
が
好
き
だ
と
い
う
家
を
、　
　

　
つ
く
っ
て
く
だ
さ
い
」

　
古
径
は
新
し
く
自
宅
を
建
て
る
に
当

た
り
、
建
築
家
・
吉
田
五い

そ

や
十
八
に
た
だ

一
言
、
こ
う
注
文
し
ま
し
た
。
な
ん
と

も
難
し
い
注
文
で
す
よ
ね
。

　
吉
田
は
こ
れ
を
受
け
て
、
当
時
す
で

に
画
家
と
し
て
名
を
成
し
て
い
た
古
径

の
人
柄
や
作
品
を
研
究
し
ま
す
。
ど
の

よ
う
な
家
が
好
ま
れ
る
だ
ろ
う
か
と
思

案
を
重
ね
、
お
城
を
手
掛
け
た
こ
と
も

あ
る
京
都
の
宮
大
工
・
岡
村
仁に
ぞ
う三
、
建

具
の
名
工
・
佐
野
開か
い
ぞ
う三
と
共
に
、
江
戸

時
代
か
ら
の
古
い
数
寄
屋
造
り
を
土
台

と
し
な
が
ら
も
、
現
代
的
な
要
素
を
積

極
的
に
取
り
入
れ
た
、
美
し
い
近
代
数

寄
屋
建
築
を
造
り
上
げ
ま
し
た
。

　
期
待
に
た
が
わ
ぬ
出
来
栄
え
に
、
古

径
は
こ
の
家
を
大
層
気
に
入
り
、
完
成

後
も
す
ぐ
に
は
引
っ
越
さ
ず
、
半
年
ほ

ど
眺
め
て
楽
し
ん
で
い
た
そ
う
で
す
。

　
ち
な
み
に
、
吉
田
も
後
に
文
化
勲
章

を
受
章
し
て
い
ま
す
。
造
っ
た
人
と
住

ん
だ
人
が
い
ず
れ
も
文
化
勲
章
の
受
章

者
と
い
う
の
は
、
す
ご
い
こ
と
だ
と
思

い
ま
せ
ん
か
。

「
古
径
さ
ん
家ち

」
に
お
い
で
く
だ
さ
い

　
国
の
登
録
有
形
文
化
財
で
あ
る
古
径

邸
は
、
随
所
に
当
時
の
高
い
施
工
技
術

（
上
写
真
）
を
見
て
取
る
こ
と
が
で
き

ま
す
。
全
国
か
ら
多
く
の
建
築
関
係
者

が
視
察
に
訪
れ
て
い
る
ほ
か
、
建
築
関

係
の
雑
誌
な
ど
に
も
幾
度
と
な
く
取
り

上
げ
ら
れ
て
い
ま
す
。

　
私
は
古
径
邸
の
移
築
・
復
原
に
関
わ

ら
せ
て
い
た
だ
い
た
の
で
す
が
、実
は
、

上
越
市
へ
の
移
築
が
決
ま
っ
た
直
後
に
、

東
京
都
か
ら
も
元
の
所
有
者
に
対
し
て

「
譲
っ
て
ほ
し
い
」
と
打
診
が
あ
っ
た

そ
う
で
す
。
縁
あ
っ
て
古
径
の
故
郷
で

あ
る
上
越
市
に
移
築
・
復
原
で
き
た
こ

と
に
、運
命
的
な
も
の
を
感
じ
ま
す
ね
。

　
市
民
の
皆
さ
ん
に
は
、
そ
ん
な
古
径

邸
に
も
っ
と
気
軽
に
足
を
運
ん
で
い
た

だ
き
、
縁
側
や
２
階
か
ら
庭
を
眺
め
な

が
ら
、
こ
の
家
で
暮
ら
し
て
い
た
古
径

を
身
近
に
感
じ
て
も
ら
え
た
ら
う
れ
し

い
で
す
。

❶小林古径邸（右）と画室（左）　❷❸柱と鴨居との接合部。「面中（め
んなか）仕事」と呼ばれる施工方法で、鴨居は、面取りされた柱の角
度がついた部分にぴったりと合うように加工され、接合されている
❹緩やかにアーチを描く「むくり屋根」は、謙虚さや奥ゆかしさを
表現している　❺障子の組子も一本一本が全て面取りされている。
近くで見ると、交差する部分は場所によって縦横の接合方法が異
なっていることが分かるアトリエ雁木

歴史的建造物保存修復研究室
主宰　清水 恵一 さん

●２

●１

●４ ●５

●3

近
代
数す

き

や

寄
屋
の
傑
作
を
味
わ
う

小
林
古
径
邸
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※要申し込みイベントは、９月15日㊎以降にメール（kokei-koza@city.joetsu.lg.jp）または電話で申し込み

▶︎とき…11月11日㊏〜19日㊐
　　　　日没〜午後７時
※期間中は午後７時まで開館延長

▶︎とき…11月３日㊎・㊗　午後１時30分〜
▶︎講師…笹川 修一（小林古径記念美術館統括学芸員）
▶︎定員…30人（申込順）　▶︎料金…無料（入館料別途）

学芸員によるスライドトーク「小林古径の生涯と作品」

庭園紅葉ライトアップ
▶︎とき…10月28日㊏　午後１時30分〜３時30分
▶︎講師…洞

ど う や
谷 亜

あ り さ
里佐さん（日本画家、日本美術院院友）

▶︎対象…小学３〜６年生　▶︎定員…10人（申込順）
▶︎料金…500円

ワークショップ「オリジナル絵巻をつくろう！」

　今回の展覧会では、全国から古径の代表作が集
まります。生涯を通して描いた作品と、名作を生み
出した画室、そして古径が過ごした住まいを一度
に味わえるのは、古径の故郷・上越市ならではです。
　ちなみに、私の一押し作品は「犬」です。２匹
の犬を飼っていた古径の日常を切り取った作品で
す。ほのぼのとした気持ちになれるこちらの作品
もお楽しみに！

犬
（歌舞伎座蔵）

芥
け し

子
（東京国立博物館蔵）
Image：TNM Image Archives

極
ごく

楽
らく

井
い

（東京国立近代美術館蔵）

竹取物語より「昇天」
（京都国立近代美術館蔵）

牡
ぼ

丹
たん

（小林古径記念美術館蔵）

古径生誕140年を記念して、古径が展覧会に出
品した作品を中心に、初期から晩年に至る作品
や関連資料を展示します。

▶︎入館料（企画展会期中）
　一般700円、小・中高生350円
　※幼児、市内小・中学生は無料

ニノ丸ホールから古径邸を望む

と
こ
ろ
…
本
城
町
７
・
１
（
高
田
城
址
公
園
内
）

開　
館
…
午
前
９
時
〜
午
後
５
時

休　
館
…
月
曜
日
（
祝
日
の
場
合
は
翌
日
）

問
合
せ
…
☎︎
０
２
５
・
５
２
３
・
８
６
８
０

小
林
古
径
記
念
美
術
館

展
覧
会

企画展「小林古径の世界」関連イベント

企画展「小林古径の世界」 10月21日土 ▶11月19日日

伊藤 舞
ま い み

実 学芸員

素
敵
な
芸
術
作
品
を
じ
っ
く
り
と
鑑
賞
す
る
。

開
放
感
あ
る
二
ノ
丸
ホ
ー
ル
で
子
ど
も
と
過
ご
す
。

縁
側
で
庭
を
眺
め
な
が
ら
、
ひ
と
り
物
思
い
に
耽ふ

け
る　
　



。

美
術
館
で
過
ご
す
ひ
と
と
き
は
、

日
々
忙
し
く
過
ご
し
て
い
る
あ
な
た
の
心
に

”う
る
お
い
“を
も
た
ら
し
て
く
れ
る
は
ず
で
す
。

あ
な
た
の
ご
来
館
を
、
心
よ
り
お
待
ち
し
て
い
ま
す
。

古
径
が
生
ま
れ
た
こ
の
ま
ち
の
美
術
館
で
、

あ
な
た
だ
け
の
時
間
を
過
ご
し
て
み
ま
せ
ん
か
。

小
林
古
径
記
念
美
術
館
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