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上／文久3年夏ころの横浜市街。パーカー

の撮影と される写真（部分）。横浜開港資

料館蔵。左ページ右は岡倉天心の生地「石

川屋」跡。現在は横浜市開港記念会瞑だ建

つ。左は「岡倉天心生誕之地」碑。揮蕊は
や言 た● きoC

安田較彦。

ポストン美術館勤務時代の天心。写真

提供 ：茨城県天心記念五浦美術館。

●

明
治
時
代
、

か

く

え

も

ん

天
心
の
父
、
北
右
衛
門
は
福
井
藩
の
藩
士
だ

っ
た
の
で
す
が
、
藩
主
命
令
に
よ
っ
て
開
港
間

も
な
い
横
浜
に
派
遣
さ
れ
、
こ
の
地
に
石
川
屋

を
開
き
、
福
井
の
名
産
、
羽
二
璽
を
外
国
人
相

手
に
売
り
出
し
て
い
ま
し
た
。
長
い
鎖
国
の
果

て
に
開
国
を
し
た
日
本
に
は
上
質
な
生
糸
が
あ

う
い
●

る
と
の
喝
に
、
押
し
寄
せ
る
悔
外
の
貿
易
油
を

相
手
に
、
横
浜
の
甜
人
た
ち
は
大
活
躍
を
し
て

い
た
の
で
す
。

日
常
的
に
英
語
が
飛
び
交
う
現
境
で
天
心
は

成
長
し
、
生
き
た
海
外
の
風
を
身
に
受
け
ま

す
。
天
心
は
こ
の
時
期
、
英
語
習
得
と
共
に
漢

学
の
素
養
も
身
に
つ
け
ま
す
。
後
に
世
界
に
飛

び
出
し
て
、

H
本
の
文
化
や
ア
ジ
ア
の
誇
り
を

伝
え
る
役
割
を
担
う
天
心
の
素
地
が
、
こ
こ
に

あ
っ
た
の
で
す
。

世
界
に

H
本
文
化
を
発
信
し
た
岡
倉
天
心

明
治
期
、
近
代
日
本
美
術
の
発
展
に
寄
与
し
た
岡
倉
天
心
は
、
西
洋
、
日
本
、
ア
ジ
ア
を
グ
ロ
ー
バ
ル
な

視
点
か
ら
見
て
い
た
国
際
人
で
し
た
。
生
誕
百
五
十
年
の
今
年
、
天
心
の
功
韻
を
振
り
返
り
ま
す
。

生
誕
百
五
十
年
記
念
＼
横
浜
が
生
ん
だ
国
際
人

岡

倉

天

心

物

語

監
修

・
文

新
井
恵
美
子

岡
倉
天
心
（
幼
名
角
蔵
、
の
ち
覚
三
）
は、

今
か
ら
百
五
十
年
前
、
一
八
六
三
年
二
月
十
四

日
（
旧
暦
文
久
二
年
十
二
月
二
十
六
日
）
に
横

浜
の
本
町
五
丁
目
（
現
一
丁
目
）
で
生
ま
れ
ま

し
た
。
横
浜
に
港
が
開
か
れ
て
四
年
目
の
こ
と

で
し
た
。

や
が
て
日
本
は
明
治
の
世
と
な
り
、
天
心
一

家
も
束
京
に
出
て
行
き
ま
す
。
時
代
は
文
明
開

化
一
色
と
な
り
、
西
欧
に
追
い
つ
け
追
い
越
せ

と
早
急
な
近
代
化
が
始
ま
っ
て
い
ま
し
た
。
天

心
は
東
京
大
学
第

一
期
生
と
し
て

H
本
の
将
来

を
期
待
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
お
雇
い
外

国
人
に
よ
る
英
語
の
授
業
も
天
心
は
難
な
く
こ

な
し
ま
す
。
こ
こ
で
フ
ェ
ノ
ロ
サ
と
の
出
会
い

が
あ
り
、

H
本
美
術
の
素
哨
ら
し
さ
に
気
づ
く

の
で
す
。
日
先
の
近
代
化
に
あ
く
せ
く
す
る
の

で
は
な
く
、
逆
に
日
本
の
優
れ
た
文
化
を
世
界

に
発
信
し
て
い
く
べ
き
で
は
な
い
の
か
と
天
心

は
考
え
ま
し
た
。
H
本
、
中
国
、
イ
ン
ド
な
ど

の
文
化
を
研
究
し
た
上
で

「
ア
ジ
ア
は
一
っ
」

8
本
文
化
へ
の
開
眼

開
港
直
後
の
横
浜
に
生
ま
れ
て

表紙／歌Ill国耀 (2代）

〈横浜仏国役館之全図〉

部分明治5年横浜

開港資料館蔵。岡倉天

心 写真提供：茨城県
い つ {』

天心記念五浦美術館。
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＇

海
を
見
て
い
た
少
年

真
の
国
際
人
と
し
て

や
が
て
、
天
心
は
文
化
芸
術
こ
そ
日
本
の
誇

り
と
す
る
べ
き
も
の
と
言
い
、
上
野
に
東
京

美
術
学
校
（
現
東
京
藝
術
大
学
）
を
創
り
ま
す
。

は
い
ぷ
つ
き

し
で
く

ま
た
、
廃
仏
毀
釈
に
よ
っ
て
捨
て
ら
れ
、
放
置

さ
れ
て
い
た
古
建
物
や
仏
像
の
保
護
に
も
尽
力

し
ま
す
。
そ
の
上
で
大
心
は
国
宝
制
度
を
確
立

さ
せ
ま
す
。

栂
へ
の
憧
憬、、

天
心
の
得
こ
の
は
、
福
井
三
国
（
現
福
井
県

坂
井
市
三
国
町
）
の
人
で
し
た
。
横
浜
に
出
て

石
川
屋
に
や
っ
て
来
た
の
は
、
天
心
の
父
覚
右

衛
門
の
前
妻
が
亡
く
な
っ
て
、
四
人
の
娘
の
世

話
を
す
る
者
が
必
要
に
な
っ
た
か
ら
で
す
。
こ

の
は
子
供
た
ち
の
他
話
ば
か
り
で
は
な
く
、
石

川
屋
の
商
売
の
手
伝
い
ま
で
こ
な
し
ま
し
た
。

こ
の
が
来
て
か
ら
、
店
は
繁
盛
す
る
よ
う
に
な

り
ま
す
。
す
っ
か
り
こ
の
を
気
に
入
っ
た
覚
右

衛
門
は
、
彼
女
を
二
度
目
の
妻
と
し
、
こ
の
は

天
心
の
母
と
な
り
ま
す
。
天
心
は
次
男
で
、

ニ

「東洋の理想』明治36年
ジョン・マレー社干IJ。茨城

県天心記念五浦美術館蔵c

と
高
ら
か
に
言
い
ま
し
た
。

ア
メ
リ
カ
の
ボ
ス
ト
ン
美
術
館
の
東
洋
部
門

の
整
備
を
し
た
の
も
天
心
で
す
。
天
心
が
生
涯

に
著
し
た
四
冊
の
著
書

「東
洋
の
理
想
」
『
8

本
の
伐
醒
』
「
茶
の
本
』
『
東
洋
の
北
酵
』
（
こ
の

著
杏
の
み
没
後
出
版
）
は
、
全
て
英
文
で
書
い

て
い
ま
す
。
そ
れ
ら
の
本
は
海
外
の
人
々
に
人

変
も
て
は
や
さ
れ
て
い
た
の
で
す
が
、

H
本
人

は
ず
っ
と
後
ま
で
本
の
存
在
す
ら
知
ら
な
か
っ

た
の
で
す
。

百
年
も
前
に
こ
ん
な
に
も
グ
ロ
ー
バ
ル
な
生

き
方
を
し
た
日
本
人
が
い
て
、
戦
界
を
股
に
か

け
て
活
躍
を
し
て
い
た
こ
と
、
そ
し
て
そ
の
人

を
生
ん
だ
の
が
こ
の
横
浜
で
あ
っ
た
こ
と
を
、

私
た
ち
は
感
動
と
共
に
認
識
す
る
の
で
す
。
私

た
ち
は
今
こ
そ
岡
倉
天
心
の
生
涯
を
学
ぶ
べ
き

で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

歳
上
の
兄
港

一
郎
が
い
ま
し
た
。
兄
は
頭
脳
は

優
秀
で
し
た
が
、
生
ま
れ
つ
き
の
病
弱
で
早
く

亡
く
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。

こ
の
は
大
忙
し
で
し
た
。
先
妻
の
四
人
の
子

の
軋
話
、
病
弱
な
長
男
の
面
倒
、
し
か
も
店
の

手
伝
い
も
あ
り
ま
す
。
そ
ん
な
大
忙
し
の
最
中

に
天
心
は
生
ま
れ
ま
す
。
そ
こ
で
天
心
の
泄
話

役
と
し
て
、
つ
ね
と
い
う
婆
や
が
福
井
か
ら
や

っ
て
来
ま
す
。
婆
や
は
優
秀
な
人
で
、
幼
い
天

心
に
福
井
の
風
土
と
文
化
を
語
っ
て
聞
か
せ
ま

し
た
。
そ
ん
な
婆
や
が
、
天
心
は
大
好
き
で
し

た
。
し
か
し
一
方
で
、
「
母
様
に
思
い
っ
き
り

抱
か
れ
た
い
」
と
子
供
ら
し
く
思
っ
て
い
た
の
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コラム＠

天心草

' ' ..,'-,.--
平成4年の天心顕彰祭で赤倉

から福井市に贈られた天心草。

写真提供：北村市朗氏。

上／長延寺本堂。当時は神奈川

宿（現在の神奈川区新町）にあ

ったが、後年、緑区三保町に移転。

右／このの墓は長延寺内に残る。

寂
し
か
っ
た
天
心
は
、
外
国
の
お
客
さ
ん
で

賑
わ
う
石
川
屋
の
店
先
に
立
っ
て
い
ま
し
た
。

そ
こ
で
交
わ
さ
れ
る
商
談
は
、
中
国
人
の
通
訳

を
間
に
し
て
行
わ
れ
て
い
ま
し
た
。

天
心
に
は

そ
れ
が
面
白
く
て
た
ま
ら
な
い
の
で
す
。
そ
の

う
ち
、
こ
の
小
さ
な
男
の
子
は
い
つ
の
間
に
か

英
語
を
理
解
す
る
よ
う
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
の

で
す
。
天
性
の
才
能
だ
っ
た
の
か
、
そ
れ
と
も

横
浜
と
い
う
土
地
の
環
境
だ
っ
た
の
か
、
天
心

は
誰
に
も
教
わ
ら
な
い
の
に
英
語
が
分
か
る
よ

う
に
な
っ
た
の
で
す
。
喜
ん
だ
父
親
は
早
速
、

ジ
ェ
ー
ム
ス
・バ
ラ
熱
に
こ
の
子
を
入
学
さ
せ
ま

し
た
。
宜
教
師
の
バ
ラ
先
生
は
天
心
の
英
語
力

延
寺
に
住
み
込
ん
で
漢
学
を
学
び
始
め
ま
す
。

げ
ん
ど
う

住
職
の
玄
禅
和
尚
は
浄
士
真
宗
西
本
願
寺
派
内

で
も
有
数
の
漢
学
者
で
し
た
。
人
格
も
高
潔

で
あ
っ
た
こ
の
僧
か
ら
、
天
心
は
た
く
さ
ん
の

も
の
を
学
ん
だ
の
で
す
。
天
心
が
親
元
を
離
れ

て
長
延
寺
に
入
る
決
意
を
し
た
こ
と
の

一
っ
に
、

こ
の
寺
に
は
亡
き
栂
が
埋
葬
さ
れ
て
い
た
こ
と

が
あ
り
ま
す
。

寺
で
の
天
心
は

H
夜
漢
学
に
熱
中
し
ま
し
た

天
心
が
非
常
に
植
物
好
き
で
あ
っ
た
こ
ど
を
ご
存

じ
で
す
か
。
i
だ
日
木
人
が
芝
生
ど
い
う
も
の
を
知

ら
な
い
こ
ろ
、
天
心
は
ア
メ
リ
カ
か
ら
ロ
ー
ン
グ
ラ

ス
ど
呼
ば
れ
て
い
た
草
の
種
を
持
ち
帰
り
、
五
浦
の

自
宅
の
前
庭
に

i
き
ま
し
た
。
今
で
も
五
浦
の
天
心

旧
宅
に
は
芝
生
が
植
え
ら
れ
で
い
ま
す
。
ま
た
、
天

類
い
ま
れ
な
る
英
語
の
オ
能

で
し
た
。

に
驚
い
た
そ
う
で
す
。
そ
ん
な
天
心
が
生
き
生

き
と
英
語
を
学
ん
で
い
る
R
々
の
こ
と
で
す
。

あ
る
日
、
塾
か
ら
戻
っ
た
天
心
は
母
の
急
死

よ
し
さ
ぷ
ろ
う

に
出
合
う
の
で
す
。
母
は
弟
出
三
郎
を
生
み、

も
さう

こ

さ

ん
じ
を
ね
つ
｀

続
い
て
妹
蝶
子
を
出
産
し
て
、
そ
の
産
褥
熱
に

よ
っ
て
命
を
落
と
し
て
し
ま
っ
た
の
で
す
。
七

歳
で
闊
親
と
別
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
天

心
は
、
そ
の
悲
し
み
を
生
涯
捨
て
去
る
こ
と
が

出
来
な
か
っ
た
の
で
す
。

そ
の
上
、
父
が
す
ぐ
に
再
婚
し
た
こ
と
が
天

心
に
は
許
せ
な
い
の
で
し
た
。

一
方
、
父
は
天

心
が
英
語
は
優
れ
て
い
る
が
、

H
本
語
が
遅
れ

て
い
る
こ
と
に
気
付
い
て
い
ま
し
た
。

一
方
英
語
熱
も
続
け
ま
し
た
。
世
は
明
治

と
な
り
、
文
明
開
化
華
々
し
く
横
浜
に
も
汽
車

が
通
り
ま
す
。
バ
ラ
塾
は
高
島
学
校
の

一
部
と

な
る
の
で
す
が
、
天
心
は
漢
学
と
英
語
を
併
せ

て
学
び
続
け
ま
す
。
後
の
天
心
を
支
え
、
発
展

さ
せ
る
も
の
が
こ
の
二
つ
の
教
蓑
だ
っ
た
の
で

す
。「
い
つ
か
海
の
向
こ
う
に
行
く
の
だ
」。
少

年
は
横
浜
の
海
の
向
こ
う
を
き

っ
と
見
つ
め

て
、
つ
ぶ
や
い
て
い
ま
し
た
。

心
草
は
ア
メ
リ
カ
生
ま
れ
の
ノ
コ
ギ
リ
草
に
似
た
花

で
す
。
こ
れ
は
天
心
が
明
治
四
十
三
年
に
ボ
ス
ト
ン

か
ら
持
ら
帰
り
、
赤
倉
の
家
に
植
え
た
も
の
で
す
。

春
か
ら
夏
に
か
け
て
天
心
草
は
ピ
ン
ク
色
の
可
憐
な

花
を
咲
か
せ
ま
す
。
異
国
か
ら
持
ら
帰
っ
た
主
は
ど

っ
く
に
い
な
く
な
っ
た
の
に
花
開
く
の
で
す
。

‘̀
‘
 

ヵ

ち
↓
う

そ
ん
な
こ
ん
な
で
、
天
心
は
神
奈
川
徊
の
長

い
つ
か
海
の
向
こ
う
に
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ア
ー
ネ
ス
ト
・
フ
ェ
ノ
ロ
サ

(1
8
5
3ー

1
9
0
8
)

明
治
11年
、
東
大
の
教
師
と
し
て
来
日
。
西
洋
文
化
・

美
術

一
辺
倒
の
明
治
期
の
日
本
で
、
日
本
美
術
の
価

値
を
見
出
し
、
広
く
紹
介
し
た
。

歌JII国痣 (2代） 〈東京第一大学区開成学校開業式之図〉

国立国会固呑館蔵。

＇

東
京
美
術
学
校
長
に
な
る

右／東大卒業後、文部省で勤務を始めた、

明治13年ころの天心。写真提供 ：茨城県

天心記念五浦美術館。上／天心による救世

観音のスケッチ。明治19年「奈良古社寺

調査手録」より。日本美術院蔵。

天
心
の
父
（
此
右
衛
門
）
が
営
業
し
た
石
川

屋
は
生
糸
貿
易
の
店
と
し
て
繁
栄
し
続
け
て
い

ま
し
た
が
、
廃
藩
骰
県
に
よ
り
福
井
藩
が
な
く

な
る
た
め
、
藩
士
で
あ
っ
た
覚
右
術
門
も
士

ニ

年
続
い
た
店
を
削
め
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
で

か
ょ
ふ
が
ら

し
た
。

一
家
は
東
京
日
本
橋
蛎
殻
町
に
出
て
、

「岡
倉
旅
館
」
を
営
む
こ
と
に
な
り
ま
す
。
こ

の
時
、
天
心
も
長
延
寺
か
ら
呼
び
寄
せ
ら
れ
家

族
と

一
緒
に
上
京
し
ま
す
。

天
心
は
難
関
を
突
破
し
て
東
京
開
成
学
校
に

入
学
し
ま
す
。
間
も
な
く
、
こ
の
学
校
が
東
京

束
京
で
の
大
学
生
活

医
学
校
と
合
併
さ
れ
て

H
本
で
最
初
の
総
合
大

学
、
東
京
大
学
に
な
り
ま
す
。

天
心
は
東
京
大

学
の

一
期
生
と
な
る
の
で
す
。
明
治
十
年
（

一

八
七
七
）
、
火
心
十
四
歳
の
春
の
こ
と
で
し
た
。

こ
の
秋
に
は
西
南
戦
争
も
終
結
し
、
明
治
政
府

は

一
日
も
早
く
教
育
問
題
の
整
備
を
行
わ
な
け

れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
す
。
お
雁
い
外
国
人

教
師
の
東
大
で
の
授
業
は
す
べ
て
英
語
で
行
わ

れ
、
天
下
の
秀
才
た
ち
も
こ
れ
に
は
あ
た
ふ
た

と
し
た
の
で
す
が
、
天
心
だ
け
は
平
然
と
し
た

も
の
で
す
。
子
供
の
時
か
ら
英
語
を
子
守
歌
の

よ
う
に
聞
い
て
い
た
の
で
す
か
ら
、
原
語
の
授

業
な
ど
た
や
す
い
こ
と
で
し
た
。

秘
仏
救
軋
観
音
を
見
出
す

生
じ
た
余
暇
を
見
つ
け
て
は
、

天
心
は
江
戸

末
期
の
南
画
な
ど
日
本
美
術
研
究
に
費
や
し
て

い
ま
し
た
。
そ
ん
な
折
、
哲
学
教
授
フ
ェ
ノ
ロ

9
]
●
う
し

e
9

サ
先
生
か
ら

n本
美
術
品
の
蒐
集
の
た
め
、
通

訳
を
依
頼
さ
れ
ま
す
。

当
時
、
廃
仏
毀
釈
の
波

は
日
本
全
土
に
押
し
寄
せ
、
国
宝
級
の
仏
像
な

ど
の
美
術
品
が
道
端
で
売
ら
れ
て
い
る
よ
う
な

時
代
だ
っ
た
の
で
す
。
フ
ェ
ノ
ロ
サ
と
天
心
は

連
れ
だ
っ
て
あ
ち
こ
ち
美
術
品
研
究
の
旅
を
し

ま
す
。

ぐ

ぜ

奈
良
法
隆
寺
夢
殷
で
は
救
泄
観
音
を
見
つ
け

出
し
ま
す
。
秘
仏
と
し
て
寺
の
隅
に
隠
さ
れ
、

放
置
さ
れ
て
い
た
救
世
観
音
を
見
出
し
た
の
で

す
。
こ
の
救
世
観
音
の
出
現
が
文
化
財
保
護
の

，
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シャーロック・

ホームズ

シドニー ・パジェットに

よるホームズのイラスト。

あ
た
ら
し
も
の
好
き
の
天
心
は

「ア
ソ
シ
ェ
ー
シ

ョ
ン
式
蹴
球
」
と
い
う
も
の
を
イ
ギ
リ
ス
か
ら
持
ち

帰
り
i
l

た
。

サ
ッ
カ
—
で
す
。
日
本
で
も
早
い
時

期
だ
っ
た
で
し
ょ
う
。
ま
た
、
シ
ャ
ー
ロ
ッ
ク
・
ホ

ー
ム
ズ
は
長
男
一
雄
が
英
語
の
教
材
に
使
っ
て

い
る

の
を
見
て
、
家
族
に
読
ん
て
聞
か
せ
る
よ
う
に
な
っ

%' 

狩野芳産 〈悲母観音〉明治21年 東京藝術大

学蔵。芳崖はフェノロサとの出会いにより

伝統的日本画に西洋画の空間表現を取り入

れるなど画期的な手法を創り出した。東京

美術学校設立に尽力するも開校直前に逝去。

法
陸
寺
夢
殿
救
世
観
音
像
。
明
治
17年
、
そ
れ
ま
で
秘
仏
と
し
て
布
で

覆
わ
れ
て
い
た
観
音
像
を
初
め
て
開
帳
し
た
。
写
真
提
供
年
駈
初
堂
。

た
め
の
立
法
の
き
っ
か
け
と
な
っ
た
の
で
す
。

天
心
は
卒
論
も
美
術
論
を
書
き
、
自
身
の
将

来
を

H
本
文
化
の
繋
備
と
保
護
の
方
向
に
定
め

て
行
き
ま
す
。
こ
の
こ
ろ
、
放
置
さ
れ
て
い
た

の
は
美
術
品
ば
か
り
で
は
な
か
っ
た
の
で
す
。

こ
れ
ま
で
藩
主
に
よ
っ
て
保
護
さ
れ
て
い
た
芸

術
家
た
ち
が
、
生
活
の
方
便
を
失
っ
て
路
頭
に

迷
っ
て
い
ま
し
た
。
天
心
と
フ
ェ
ノ
ロ
サ
は
こ

の
優
れ
た
美
術
家
た
ち
を
救
う
べ
く
、
芸
術
学

校
の
創
設
を
急
ぐ
の
で
し
た
。

東
京
美
術
学
校
設
立

明
治
十
九
年
(
-
八
八
六
）
、
二
十
三
歳
の

天
心
は

一
時
帰
国
す
る
フ
ェ
ノ
ロ
サ

一
家
と
共

に
、
横
浜
港
か
ら
ア
メ
リ
カ
行
き
の
客
船
に
乗

り
込
み
ま
す
。
少
年
時
代
、
外
国
船
の
寄
せ
来

ざ
ま

る
様
を
毎
日
な
か
め
て
、
広
い
世
界
に
憧
れ
て

い
た
天
心
が
海
を
渡
っ
て
行
く
の
で
す
。
こ
の

時
、
天
心
は
ア
メ
リ
カ
か
ら
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
渡

り
、
世
界
の
芸
術
と
芸
術
学
校
や
芸
術
家
蓑
成

所
の
現
状
を
視
察
し
ま
し
た
。
「
欧
米
の
美
術

も
恐
れ
る
に
足
ら
ず
」
と
胸
を
張
っ
て
帰
国
し

ま
す
。明

治
二
十
二
年
、
東
京
美
術
学
校
は
つ
い
に

開
校
し
ま
す
。
上
野
の
地
を
選
ん
だ
の
も
天
心

た
の
だ
そ
う
で
す
。
天
心
の
英
語
力
は
原
語
の
ホ
ー

ム
ズ
を
目
で
読
み
な
が
ら
、
日
木
語
に
し
て
話
せ
る

も
の
で
し
た
。
あ
ん
ま
り
面
白
く
て
、

「も
っ
と
も

ば
ん
し
・
-
-

っ
と
」
ど
妻
子
に
ね
だ
ら
れ
る
と
晩
酌
の
追
加
ど
引

き
換
え
に
し
た
の
だ
そ
う
で
す
。
一
家
団
ら
ん
の
楽

し
そ
う
な
空
氣
ま
で
伝
わ
っ
て
く
る
よ
う
で
す
。

11 IO 



明
治
三
十
七
年
(
-
九
0
四
）
、
天
心
は
ア

メ
リ
カ
、
ボ
ス
ト
ン
美
術
館
所
蔵
の
東
洋
美
術

の
整
備
を
任
さ
れ
、
勤
務
す
る
こ
と
に
な
り
ま

す
。
こ
の
こ
ろ
、
天
心
は
ガ
ー
ド
ナ
ー
夫
人
の

よ
う
な
裕
福
な
ア
メ
リ
カ
女
性
た
ち
の
支
援
を

受
け
る
よ
う
に
な
っ
て
い
ま
し
た
。

こ
の
年
、
セ
ン
ト
ル
イ
ス
で
万
国
博
覧
会
が

開
催
さ
れ
ま
す
。

天
心
も
出
席
し
ま
す
。
日
本

か
ら
も
学
者
た
ち
が
招
待
さ
れ
て
い
ま
し
た

ゃ

が
、
野
に
下
っ
た
天
心
に
出
番
は
あ
り
ま
せ

ん
。
と
こ
ろ
が
ル
ー
ブ
ル
美
術
館
の
関
係
者
が

欠
席
を
し
た
た
め
、
急
速
、
天
心
が
美
術
の
話

を
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
す
。
そ
の
日
の
天

（コラム
）
真
の
国
際
人
と
は

[1
，・

’
|
ー
り＂

も
ん

つ
き
は
か
麦

心
の
い
で
た
ち
は
紋
付
袴
、
そ
の
天
心
が
発
す

り
・
う
ち
:
ぅ

る
英
語
は
あ
ま
り
に
も
流
暢
で
楽
し
く
て
、
聴

わ
し
づ
か

衆
の
心
を
鷲
掴
み
に
す
る
も
の
で
し
た
。
居
並

ぶ
日
本
人
ゲ
ス
ト
た
ち
は
声
も
出
な
か
っ
た
そ

う
で
す
。
し
か
も
フ
ラ
ン
ス
と
ド
イ
ツ
の
新
聞

社
が
一
斉
に
天
心
に
近
づ
き
、

「新
聞
に
掲
載

さ
せ
て
欲
し
い
」
と
の
依
頼
が
殺
到
し
ま
し
た
。

日
本
側
は
そ
ん
な
天
心
の
評
判
を
快
く
思
わ

な
か
っ
た
こ
と
も
あ
っ
て
、
天
心
が
レ
セ
プ
シ

ョ
ン
に
出
席
す
る
こ
と
を
許
可
し
ま
せ
ん
で
し

え
ん

ぴ

ふ
く

た
。
そ
の
理
由
は
燕
尾
服
を
着
て
い
な
い
か
ら

と
い
う
も
の
で
し
た
。
「
H
本
の
国
の
正
装
は

紋
翡
で
は
な
い
か
。
自
国
の
衣
装
を
誇
り
と

し
な
い
な
ん
て
」
。
天
心
は
嘆
く
の
で
し
た
。

右／橋本雅邦 〈白雲紅樹〉明治2~
狩野芳迄とともに後進の指導にあた

か 」

った。上／菱田春草 （寡掃と孤児〉

明治28年卒業制作。教授会での評

価が分かれたが、天心の裁決で最高

点となった。ともに東京藝術大学蔵。

I L遍t
東京美術学校第1回卒業写真。明治26年7月。前列左から6番目が橋本雅邦、

7番目が岡倉天心。写真提供：茨城県天心記念五浦美術館。
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で
し
た
。
天
心
が
校
長
に
な
る
の
は
翌
年
の
こ

と
で
す
。
学
校
に
は
フ
ェ
ノ
ロ
サ
や
天
心
が
見

は
し
も
と

が

ほ

う

よ

こ

や
ま
た

い

出
し
た
橋
本
雅
邦
ら
を
教
授
に
迎
え
、
横
山
大

か
ん

し
も
じ
ら
か
ん
ざ
ん

ひ
し

だ

’)●
ん
そ
う

観
や
下
村
観
山
、
菱
田
春
草
ら
が
生
徒
と
し
て

入
っ
て
来
ま
す
。
ま
さ
に
日
本
美
術
の
ル
ネ
ッ

サ
ン
ス
の
時
を
迎
え
て
い
る
の
で
し
た
。

「
西
欧
文
化
に
追
随
す
る
だ
け
で
は
な
く
、
日

本
古
来
の
芸
術
を
育
て
て
い
く
こ
と
が
ど
れ
ほ

ど
大
切
か
」
と
、

天
心
は
古
JhJ

ら
か
に
そ
の
理
想

を
掲
げ
る
の
で
し
た
。

こ
の
こ
ろ
、

天
心
は
「
真
に
優
れ
た
芸
術
は

古
く
な
ら
な
い
」
と
い
う
こ
と
に
気
付
い
て
い

ま
し
た
。
出
来
た
ば
か
り
の
美
術
学
校
で
、

永

遠
に
生
き
残
れ
る
本
物
の
美
術
を
生
み
出
し
た

い
の
だ
と
、
若
き
天
心
は
心
の
底
か
ら
願
う
の

で
し
た
。
そ
し
て
走
り
出
し
ま
し
た
。

明
治
44年
、
ハ
ー
パ
ー
ド
大
学
よ
り
マ

ス
タ
ー
・
オ
プ
・
ア
ー
ツ
の
学
位
を
授

与
さ
れ
た
と
き
の
新
聞
の
切
り
抜
き
。

中
央
の
袴
姿
が
天
心
。
茨
城
県
天
心
記

念
五
浦
美
術
館
蔵
。
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天心は3回の中国旅行をしている。写真は1回目の明治26年、河南省開封近くの旅

亭で。日清渚勢を鑑み辮髪姿で旅を続けた。写真提供：茨城県天心記念五浦美術館。

＇

ア
ジ
ア
は
一
つ

校
長
の
座
を
罷
免

二
十
七
歳
で
東
京
美
術
学
校
長
に
な
っ
た
天

心
に
恐
い
も
の
は
な
か
っ
た
の
で
す
。
自
信
い

っ
ぱ
い
に
学
校
運
営
を
し
、
日
本
美
術
の
新
興

の
た
め
に
動
き
回
り
ま
す
。
学
生
時
代
に
結
婚

も
と

こ

こ

よ

し
た
基
子
と
の
間
に
は
長
男

一
雄
、
長
女
高
麗

子
が
い
て
、
幸
福
な
家
庭
を
営
ん
で
い
ま
し

た
。
そ
ん
な
天
心
の
絶
頂
期
に
い
き
な
り
、
暗

雲
が
立
ち
こ
め
ま
す
。
美
術
学
校
を
追
わ
れ
る

こ
と
に
な
っ
た
の
で
す
。
明
治
三
十
一
年
（
一

八
九
八
）
、

三
十
五
歳
の
天
心
は
校
長
の
座
を

ひ

め
ん

罷
免
さ
れ
ま
す
。
い
く
つ
も
の
理
由
が
取
り
ざ

汁
ん
か
い

こ

た
さ
れ
る
の
で
す
が
、
何
と
い
っ
て
も
狙
介
孤

こ
う裔

と
言
わ
れ
る
天
心
の
や
り
方
が
上
層
部
の
不

満
を
生
ん
だ
の
で
し
ょ
う
。
怪
文
書
が
回
り
、

天
心
の
不
倫
騒
動
ま
で
も
取
り
ざ
た
さ
れ
る
こ

と
に
な
り
ま
し
た
。
天
心
の
理
想
と
す
る
美
術

界
の
改
革
も
理
解
さ
れ
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん

で
し
た
。

驚
い
た
こ
と
に
、
天
心
が
美
術
学
校
を
追
わ

れ
る
日
、
橋
本
雅
邦
ら
三
十
四
名
の
教
授
陣
が

天
心
と
共
に
辞
識
を
申
し
出
た
の
で
す
。
学
校

側
は
大
慌
て
で
す
。
主
要
教
授
ら
に
辞
め
ら
れ

る
と
学
校
運
営
は
成
り
立
た
な
い
の
で
す
。
し

か
し
、
学
校
側
の
引
き
留
め
策
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
十
七
名
は
最
後
ま
で
天
心
に
従
お
う
と
し

ま
す
。

天
心
も
剛
気
な
も
の
で
す
。
「
美
術
学

校
を
追
わ
れ
る
の
で
は
な
い
。
日
本
美
術
院
と

い
う
、
も
っ
と
高
度
な
美
術
団
体
を
作
る
の
だ
」

ゃ

と
言
い
つ
つ
、
野
に
下
る
の
で
し
た
。

H
本
美
術
院
発
足

し
か
し
、
こ
の
後
の
日
本
美
術
院
は
多
難

で
、
大
観
、
観
山
ら
十
七
名
は
極
貧
の
暮
ら
し

を
す
る
H
々
も
あ
っ
た
の
で
す
。
何
と
言
っ
て

も
非
常
に
強
い
明
治
政
府
と
対
立
し
た
訳
で

す
か
ら
大
変
で
し
た
。
絶
望
し
た
天
心
は
イ
ン

ド
に
旅
立
ち
ま
す
。
イ
ン
ド
、
中
国
を
旅
し
た

結
果
、
天
心
は
日
本
の
美
術
の
根
幹
が
ア
ジ
ア

に
あ
る
こ
と
を
確
信
し
ま
す
。

『東
洋
の
理
想
」

を
著
し
た
時
、
そ
の
書
き
出
し
は
「
ア
ジ
ア
は
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明
治
38年
天
心
は
五
浦
に
六
角
堂
を
建
設
。

「即

臣

」
と
呼

ん
で
思
索
に
ふ
け
っ
た
。
東
日
本
大
震
災
の
津
波
に
よ
り
流

出
し
た
が
、
平
成
24年
4
月
再
建
。
写
真
提
供

i

茨
城
大
学
。

天
心
は
も
は
や
東
京
や
日
本
国
家
を
相
手
に

し
よ
う
と
は
し
な
か
っ
た
の
で
す
。

そ
の
こ
ろ
、
日
本
美
術
院
の
芸
術
家
た
ち
の

支
援
を
横
浜
時
代
の
知
人
、
原
一二
淡
に
依
頼
し

ま
す
。

――
―淡
は
原
家
の
二
代
目
に
な
り
ま
す

が
、
先
代
善
三
郎
の
築
い
た
事
業
を
二
倍
に
もゃ

一二
倍
に
も
し
た
人
物
で
す
。
善
三
郎
の
孫
娘
座

お
雇
い
外
国
人
教
師
ど
し
て
ア
メ
リ
カ
か
ら
や
っ

11
.1
み
ょ
う
い
ん

て
来
た
フ
ェ
ノ
ロ
サ
の
墓
が
滋
賀
県
大
津
法
明
院
に

あ
る
こ
ど
は
あ
ま
り
知
ら
れ
て
い
な
い
と
思
い
ま
す
。

天
此
ど
共
に
日
木
美
術
の
整
備
や
保
存
に
尽
力
し
、

日
木
を
愛
し
て
や
ま
な
か
っ
た
フ
ェ
ノ
ロ
サ
で
す
。

そ
の
フ
ェ
ノ
ロ
サ
は
明
治
四
十
一
年
ロ
ン
ド
ン
で

一
っ
」
だ
っ
た
の
で
す
。
ロ
ン
ド
ン
で
発
売
さ

れ
た
こ
の
本
は
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
と
な
り
、
天
心

の
名
を
高
め
ま
し
た
。

「東
洋
の
此
醒
」
も
続

い
て
着
手
し
ま
す
。
イ
ン
ド
で
は
詩
人
タ
ゴ
ー

ル
と
も
知
り
合
い
、
互
い
に
理
解
し
あ
う
よ
う

に
な
り
ま
す
。

そ
の
後
、
天
心
は
ニ
ュ

ー
ヨ
ー
ク
で

「日
本

の
鎚
醒
』
や

『茶
の
本
」
を
出
版
し
て
、
こ
こ

で
も
評
判
と
な
り
ま
す
。
ま
た
、
ボ
ス
ト
ン
美

術
館
の
束
洋
美
術
部
門
の
担
当
と
な
る
の
が
天

心
四
十
一
歳
の
こ
と
で
す
。
こ
の
後
、
天
心
は

一
年
を

1

―
つ
に
割
っ
て
、
日
本
と
ボ
ス
ト
ン
の

二
つ
の
世
界
に
生
き
て
行
き
ま
す
。
し
か
も
日

本
で
の
暮
ら
し
も
、
も
、
ユ
墜
凩
で
は
あ
り
ま
せ

ん
で
し
た
。
理
想
の
地
、
五
浦
（
現
北
茨
城

市
五
捕
）
に
日
本
美
術
院
と
自
宅
を
建
て
ま
す
。

す

こ
寿
子
と
結
婚
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
三
渓
は
原

家
の
莫
大
な
身
代
を
受
け
継
ぎ
、
近
代
化
さ
せ

る
こ
と
に
成
功
し
ま
す
。

三
渓
は
元
々
、
審
美
眼
の
優
れ
た
人
で
あ
っ

た
こ
と
も
あ
り
、
横
浜
本
牧
の
庭
圏
に
古
建
物

を
移
染
し
て
名
園
一二
渓
園
を
完
成
さ
せ
ま
す
。

明
治
三
十
九
年
(
-
九
0
六
）、一
一一
揆
は
こ
の

庭
を
横
浜
の
人
々
に
開
放
し
ま
す
。
「
確
か
に

こ
の
庭
は
私
の
も
の
だ
が
、
自
然
や
風
景
は
市

客
死
し
ま
す
。
一
旦
は
英
国
の
教
会
に
埋
葬
さ
れ
る

の
で
す
が
、
「自
分
の
骨
は
日
木
に
埋
め
て
欲
し
い
」

と
い
う
遺
言
が
出
て
来
た
た
め
、
お
骨
は
掘
り
返
さ

れ
で
日
本
に
送
ら
れ
、
大
津
に
埋
葬
さ
れ
て
い

i
す
。

き

え

日
木
の
仏
教
に
帰
依
ー
、
法
明
院
の
住
職
に
戒
名
i

t
ら

で
つ
け
て
貰
っ
て
い
た
の
で
す
。
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コラム＠

転居癖

allli 

赤倉の別荘跡に建つ六角

堂。写真提供：妙高市観

光協会。 ~ 横
浜
で
生
ま
れ
た
天
心
は
明
治
六
年

(
-
八
七

三
）
、
十
歳
て
東
京
に
出
て
行
き
ま
す
。
十
六
歳
て

ぉ

ざ
ょ
9

学
生
結
婚
し
た
天
心
は
、
根
岸
御
行
の
松
近
く

（現

台
東
区
根
岸
）
を
皮
切
り
に
年
一
回
の
割
で
転
居
を

繰
り
返
し
ま
す
。
八
年
間
に
八
回
の
転
居
を
し
た
末
、

か
な

中
根
岸
に
理
想
に
適
っ
た
自
分
の
家
を
建
て
て
い
ま

•島.,,ら一ごこ,;
上／下村観山 〈大原御幸〉部分 明治41年。原三

淫はこの絵を見て親山の力量に感服し購入した。東

京国立近代美術館蔵。右／原三淫。(1868-1939)

下／三渓園。写真提供はともに三淫園。

人ん'""し．ぅ

横山大観 〈煙寺晩鐘〉大正4年。三演は数

多くの大観の作品を購入した。三浚固蔵。

民
の
も
の
だ
」
と
言
っ
て
庭
園
の
門
戸
を
広
く

開
き
、
市
民
を
歓
迎
し
た
の
で
し
た
。
こ
れ
は

大
変
な
英
断
で
誰
に
で
も
出
来
る
こ
と
で
は
な

い
の
で
す
。
三
漢
は
そ
れ
ほ
ど
に
横
浜
と
横
浜

の
人
々
を
愛
し
た
の
で
す
。

ま
た
、

三
深
は
古
美
術
を
愛
好
し
、
蒐
集
す

る
こ
と
を
生
き
甲
斐
と
し
て
お
り
ま
し
た
が
、

天
心
と
出
会
っ
た
こ
と
か
ら
、
少
し
考
え
が
変

わ
り
ま
す
。
き
っ
か
け
と
な
っ
た
の
は
、
先

代
善
三
郎
の
死
去
に
伴
う
顕
彰
の
た
め
の
立
像

造
り
を
天
心
に
依
頼
し
た
こ
と
で
し
た
。
明
治

三
十
二
年
(
-
八
九
九
）

「横
浜
陶
画
協
会
春

季
展
」
が
開
催
さ
れ
た
際
、
久
し
ぶ
り
に
横
浜

に
来
た
天
心
は
、
父
親
覚
右
衛
門
と
親
し
か
っ

た
原
家
の
婿
と
会
い
、
意
気
投
合
し
ま
す
。

こ
の
日
か
ら
一二
漢
は
日
本
美
術
院
の
芸
術
家

た
ち
の
父
と
し
て
経
済
的
な
支
援
、
精
神
的

な
応
援
を
始
め
ま
す
。
下
村
観
Ill、
横
山
大
観
、

18

さ
い

fl-r
-jif
っ

菱
田
春
草
、
西
郷
孤
月
、
平
櫛
田
中
ら
芸
術
家

た
ち
の
身
が
立
つ
よ
う
に
し
た
の
は
原
三
渓
だ

っ
た
の
で
す
。
天
心
の
か
か
げ
た
理
想
は
、
横

浜
の
地
で
花
開
く
こ
と
に
な
っ
た
の
で
す
。

西
欧
に
追
随
す
る
だ
け
で
は
な
く
、
日
本
独

自
の
文
化
に
着
目
し
、
東
洋
、
ア
ジ
ア
の
誇
り

に
H
覚
め
る
こ
と
を
叫
び
つ
つ
、

生
涯
を
あ
わ

た
だ
し
く
駆
け
抜
け
た
天
心
で
し
た
。

大
正
二
年
(
-
九

一
三）
、
五
十
歳
の
生
涯
を

天
心
は
赤
倉
高
原
の
も
う
―
つ
の
自
宅
で
閉
じ

ま
す
。
天
心
を
敬
愛
す
る
美
術
院
生
た
ち
が
駆

け
つ
け
、
先
生
の
死
に
涙
し
て
秋
の
点
花
を
抱

え
き
れ
な
い
ほ
ど
捧
げ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。

新
井
恵
美
子
（
あ
ら
い
・
え
み
こ）

●
ノ
ン
フ
ィ
ク
シ

ョ
ン
作
家
。
昭
和
14年
東
京
に
生
ま
れ
、
小
田
原
で
育

つ
。
平
成
8
年

「モ
ン
テ
ン
ル
パ
の
夜
明
け
l

で
潮
賞

ノ
ン
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
部
門
賞
受
賞
c

著
書
に

「哀
し
い

歌
た
ち
」
『
岡
倉
天
心
物
語
j

豆平
清
盛
l

他
多
数
。

す
。
そ
れ
に
し
て
も
い
く
ら
転
居
好
き
ど
言

っ
て
も

多
す
ぎ
ま
す
。
家
族
は
大
変
だ
っ
た
で
し
ょ
う
。

こ
の
よ
う
に
転
居
が
可
能
に
な
っ
た
の
は
こ
の
時

代、

江
戸
の
大
名
屋
紋
が
空
き
家
に
な
っ
て
い
て
、

安
佃
に
入
居
出
来
た
こ
ど
も
あ
り
ま
す
。
や
が
て
天

心
は
五
浦
ど
赤
倉
に
安
息
の
地
を
み
つ
け
ま
す
。
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明治39年(1906)43歳

明治40年(1907),i4歳

明治41年(1908)45歳

明治43年(1910)47成

明治44年(191l) 48歳

明治45年(1912)49歳

人正元年

大正 2年(19]3)50歳

岡倉家系図

4月、奈良京都でポストン美術館のための美術品策菜

を行う。このころ赤倉に士地を購入、8月に111荘が完成。

5月、 「Then(}(,k of Tea (茶の本）」をニューヨークで

出版。6月、腎臓病悪化で入l浣。10月、ボストン美術館

美術品兎菜のため清凶へ。11月、日本美術院の作家

たちがガ浦へ移住。

8月、文部省美術辰覧会（文展）の番査委貝になる。

11月、3阿「Iのポストン勤務0)ため渡米。

1月、橋本雅邦逝去。4月、ヨーロッパ、シベリア、北京経

由で帰国。ョーロッパの美術館視察。9月、フェノロサが

ロンドンで客死。

4月、束涼帝国大学にて「泰束巧藝史」の講義を始め

る。5月、ポストン美術館中国H本部部長に就任。9月、

4同l」のボストン勤務のため渡米。

1月、ポストンからヨーロッパ視察の旅に出る。6月、ハー

バード大学よりマスター・オプ・アーツの学位を授与。9月、
菱田春草没。11月、原＝淡に若い美術家たちへの援

助を依頼。腎臓病が再発して東京で療養。

5月、ボストン美術館美術品蒐集のため北京へ。8月イ
ンド、ヨーロッパ経ILIで5回目のポストン勤務へ向かう。9

月、カルカッタのタゴール家でプリヤンヴァダ夫人に会うc

2月、オペラ台本「白狐」脱稿。ボストンを訪問したタゴ

ールにプリヤンヴァダ夫人へ賠る台本を託す。体調悪

化のため予定を早めて掃国。4月、面甫で静社。8月、

古社寺保存会に出席し、法隆寺金棠壁画保存を提

知 9月2日、赤倉の山荘で逝去。谷中にて葬俄、染井

稔地に埋葬、五浦に分骨された。10月、ボストンで追悼

会、11月、束京美術学校で追悼法要。

ぷ 1 万 名
静＝＝衛
子門

岡^＝＝せ
漬倉ん

吋i
は
つ
せ

――
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＋了・

岡倉天心年譜・・・・・・・.......................................

文久 2年(1862) 0歳

明治元年(1868) 5歳

明治 2年(1869) 6歳

明治 3年(1870) 7歳

明治 4年(1871) 8歳

明治 6年(1873)10歳

明治 8年(1875)12歳

明治II年(1878)15歳

明治12年(1879)16歳

明治13年(1880)17歳

期治14年(1881)18歳

明治17年(1884)21歳

明治18年(1885)22歳

明治19年(1886)23歳

明治22年(1889)26歳

明治23年(1890)27淑

明治26年(1893)30歳

明治29年(1896)33歳

明治31年(1898)35歳

明治32年(1899)36歳

明治:13年(1900)37歳

明治34年(1901)38歳

＊新井恵梵子 「岡倉天心物謡J
（神奈川新曲社刊）を某に作成。

明治35年(1902)39歳

明治36年(]903) 40歳

明治37年0904)11歳

明治38年(1905)42歳

旧暦12月26FI(西屈1863年2月11日）、横浜本町5丁El

（現1丁El)に生まれる。次男。父は福井藩十岡倉党右

衛門、府は福井＝．国出身のこの。幼名角蔵、のち祗三

と改名。

2月、弟由三郎生まれる。

居留地のジェームス・バラの英語払で学び始めるc

4月、妹蝶子生まれる。母このは出産時の産褥熱で急逝。

父党右街門、大野静子と再婚。党三は神奈川宿の長

延寺に住み込む。

一家はH本橋蛎殻町に移り、旅館業を将む。東京外

同語学校に入学。

3月、兄湛一郎没。9月、東京開成学校に人学。明治10年、

東京開成学校と束京医学校が合併して束京大学に。

アーネスト・フェノロサに哲学を学ぶ。この後、フェノロサ

の通訳として美術品蒐集を助ける。

大岡基子と結婚。

7月、東京大学卒菜ふ［、フェノロサとともに、京都・奈良

の古社寺調査に赴く。10月、文部省音楽取調掛勤務。

3月、長男一雄誕生。

2月、フェノロサらと鑑画会設吃。3月、長女・高麗子誕牛。

6月、法隆寺夢殿の秘仏救世観音像を開帳。

12月、フェノロサ、狩野芳序とともに美術学校設立準

慌のため図画取調掛の委Hになる。

10月、アメリカ経由で欧州視察の旅に出る。

2月、束京美術学校開校。5月、帝国博物館理事兼美

術部長に就任。10月、美術誌「箇盗」を創刊。

10月、束京美術学校長に就任。

7月、東京美術学校第一回卒業式。横山大観、沢鉗

紫尿’ら卒菜，弟子の早崎槌笞を伴い蒻同（中同）芙

術詞査に旅立つ。

7月、父詑右衛l"J逝去c

3月、東東芙術学校長非職を命じられる。橋本雅邦以

下17名退l恥7月、日本美術院設立趣意因の発表。

このころより／泉三淡との交際が始まる。

4月、第8回H本絵画協会共進会に出品した大観、観

ill恭卓らの作品が位誠如嘉盗される。

8月、自宅にてマクロード女史らにH本美術史の溝義を

始める。この内容がrTheIdeals of the East(束洋の

理想）」となり明治36年、ロンドンで出版。11月、インドへ

美術調査に旅立つ3

宗教家ヴィヴェカーナンダを訪rU加また、インドではタゴ

ール家に滞在し交流を深める。
い づら

1月、大観、春卓をインドに派造。5月、北茨城の五浦洵

岸に士地、家屋を賠入。

2月、大観、存卓、紫水を伴いアメリカヘ。3月、ポストン

芙術館所蔵の東洋芙術品の整理を開始cガードナー

夫人と知り合うo9月、セントルイス万栂で「絵画におけ

る近代の問題」と姐し溝油。11月、 「TheAwakening 

of Japan(H本の淀醒）」をニューヨークで出版。

6月、五油に六角幽を建てる。10月、2回目のポストン勤

務のため渡米。
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財団からの お 知 ら せ

「2013かながわ民俗芸能祭」のご案内

「2013かながわ民俗芸能祭」（無料）を

次の通り開催いたします。人々の絆や地

域のつながりによって育まれ、受け継が

れてきた郷土かながわの民俗芸能をご

鑑貨ください。
●会 場 横浜銀行本店ビル1階「はまぎんホールヴィアマーレ」

●募集人員 350名
申込多数の場合には、抽選となりますので、予めご了承ください。

12月1日（日）
開演午後1時（午後0時30分開場

11月1日（金）（当日消印有効）

相
模
人
形
芝
居
／
相
模

人
形
芝
居
下
中
座

心
-

●開催日

●時間
●募集期限

●出演

芸能 所在地

チャッキラコ 三浦市

福田神社囃子獅子舞 大和市

平戸古民謡 横浜市

内山剣舞踊り 南足柄市

相模人形芝居 小田原市

＠主催 神奈川県民俗芸能保存協会
＠共催 神奈川県、公益財団法人はまぎん産業文化振興財団

＠協賛横浜銀行
........................................................................................................................................... 

＠申込方法 往復はがき1枚に、郵便番号・住所・氏名・電話番号・参加人数

(1名または2名） ・開催日・返信用宛先を明記のうえ、〒220-8611横浜市
西区みなとみらい3-1-1 「はまぎん財団民俗芸能祭係」までお申し込みくだ

さい。申込多数の場合には、抽選となりますので、予めご了承ください。
※未就学児の入場はご遠慮ください。
.......................................................................................................................................... 

はがきに記載された個人情報は、催事のお申し込みのみに使用し、厳正にお

取り扱いします。

＠お問い合わせ 公益財団法人はまぎん産業文化振興財団事務局（横浜銀

行本店ビル13階内電話045-225-2171平日9時-17時）
⑥交通アクセス JR線・横浜市営地下鉄線 桜木町駅下車、動く歩道利用

徒歩5分、みなとみらい線みなとみらい駅下車徒歩7分
※駐車場のご用意がございませんので、公共交通椴関等をご利用ください。

午後4時15分終演予定）

出演団体

ちゃっきらこ保存会

福田神社囃子獅子舞保存会

平戸古民謡保存会

内山剣舞おどり保存会

相模人形芝居下中座

2013はまぎん財団ふれあいコンサートのご案内

11月から来年2月までに開催するコンサート（無料）につきまして、

次の通り、ご案内いたします。なお、平成26年度も、引き続き開催

を予定しております。詳細は、別途ホームページ、インフォメーショ

ン等でお知らせいたします。

●開 催 日
●時間
●募集期限

《予約制》ヴィアマーレコンサート
●会 場 横浜銀行本店ピル1階「はまぎんホールヴィアマーレ」
●雰集人員各400名

申込多数の場合には、抽選となりますので、予めご了承ください。

下記のとおり
14時00分~ 1 5時30分 (1 時間30分）
11月11日開催： 10月18日（金）

12月16日開催 ：11月15日（金）
2月17日開催： 1月17日（金）

（全て当日消印有効）
●出 演

編集後記

近代日本の美術の発殷に大きな功組を残

すとともに、U本の文化を世界に紹介する
など国際舞台で活躍した岡倉天心。今年は、

開港間もない横浜で生まれて百五十年の記

念すべき年に当たります。

特集号の本＂グでは、岡倉天心の人物像と

その多大な功績とともに、国際人として括

躍する礎となった幼少期の体験や原三淡を

介しての芸術家の育成など、横浜との絆を

ご紹介しております。

本号を通して、改めて、横浜が牛んだ国

際人、岡倉天心の足跡を皆さまにお伝えで

きれば幸いです。

最後になりましたが、ご多忙の中、執

筆・監修をお引き受けいただきました新井

恵美子氏をはじめ、関係者のガ々に厚く御

礼を巾し卜げます。

公益財団法人はまぎん産業文化振興財団

清水照雄

開催日 内容 出演者 曲目

末松茂敏
幻想即興曲

英雄ボロネーズ（ショバン）、
（ピアノ） ラ・カンパネラ（リスト）、
井上雅美 弦楽三亘奏曲「セレナーデ」

11/11 ピアノ四重奏 （ヴァイオリン） op8より抜粋
（月） 午後の調ペ 高木敏行 （ベートーヴェン）、

（ヴィオラ） ピアノ四豆奏曲
唐沢安岐奈 変ホ長調作品47
（チェロ） （シューマン）

北川翔 映画「ドクトル・ジパゴ」の

ロシア民族楽器 （バラライカ、指揮）、 主題による幻想曲
12/16 

オーケストラに 岸本大 （ジャール／北川翔編曲）、
（月）

よるロシア音楽 （歌、パス）、 ロシアの冬景色

北川記念ロシア民族 （ゴロドフスカヤ）、

楽器オーケストラ ロシア民謡、 他

アンサンブルパルナス

阿部真美

（フルート）、 木管五重奏曲
倉持香織 （タファネル）、

2014年
木管五重奏の （ファゴット）、 動物の謝肉祭

2/17 
楽しみ 篠原由桂 （サンサーンス）、

（月） （オーポエ）、 歌劇「魔笛」序曲
内田隆太郎 （モーツァルト）、
（ホルン）、 日本の歌

小坂真紀
（クラリネット）

※各コンサートとも曲目を変更する場合もありますので、ご了承ください。

●申込方法 各コンサート毎に往復はがき1枚に、郵便番号・住所・氏名・
電話番号・コンサート開催日・コンサート名・

1名または2名参加（最大2名）を明記のうえ、
〒220-8611横浜市西区みなとみらい3-1-1
「はまぎん財団コンサート係」までお申し込みください。

お申し込みはがきは、各コンサート毎にお願いします。
なお、コンサート開催日・コンサート名の記載がないおはがきは

無効とします。

横浜銀行 ＠協力

こ注意

＠協賛 オフィスKOM
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