
ゆるやかな坂の表参道  風格のある土蔵造りの商家 ピエゾグラフによって再現され通路を飾る 「静映」1982

キリリと引き締まった表情の東山魁夷館　設計：谷口 吉生

戦後のデビュー作「道」のタペストリー  エントランス

｜
私
が
初
め
て
信
州
へ
旅
し
た
の
は
、
今
か

ら
六
十
六
年
前
の
大
正
十
五
年
夏
の
こ
と
で
し

た
。
当
時
、
東
京
美
術
学
校
日
本
画
科
の
一
年

生
だ
っ
た
私
は
、
友
人
三
人
と
木
曽
川
沿
い
に

天
幕
を
背
負
っ
て
、
十
日
間
の
徒
歩
旅
行
を
し

御
嶽
へ
登
り
ま
し
た
。
横
浜
で
生
ま
れ
神
戸
で

少
年
期
を
過
し
た
私
は
、
初
め
て
接
し
た
山
国

の
自
然
の
厳
し
さ
に
強
い
感
動
を
受
け
る
と
共

に
、
そ
こ
に
住
む
素
朴
な
人
々
の
心
の
温
か
さ

に
触
れ
る
こ
と
が
出
来
た
の
で
す
。（
中
略
）
こ

の
旅
は
そ
の
時
は
気
付
き
ま
せ
ん
で
し
た
が
、

私
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
も
の
で
あ
る
こ
と

が
、
ず
っ
と
後
に
な
り
わ
か
っ
た
の
で
す
。
そ

れ
以
来
、
山
国
へ
よ
く
旅
を
す
る
よ
う
に
な
り
、

信
濃
路
の
自
然
を
描
く
こ
と
が
多
く
な
り
ま
し

た
。
そ
し
て
風
景
画
家
と
し
て
一
筋
の
道
を
歩

い
て
き
ま
し
た
。
い
つ
の
間
に
か
私
も
年
を
重

ね
、
子
供
が
い
ま
せ
ん
の
で
今
の
内
に
、
自
家

所
有
の
作
品
な
ど
の
処
置
に

つ
い
て
、
真
剣
に
考
え
ね
ば

な
ら
な
い
時
期
に
な
り
ま
し

た
。
い
ろ
い
ろ
考
え
ま
し
た

末
に
、
私
の
作
品
を
育
て
て

く
れ
た
故
郷
と
も
言
え
る
長

野
県
に
お
願
い
し
た
い
と
決

心
し
た
の
で
す
。

｜

　
平
成
2
年
、
東
山
魁
夷
館

の
開
館
に
あ
た
っ
て
、
画
伯

は
図
録
の
冒
頭
に
こ
の
一
文

を
寄
せ
て
い
る
。
画
伯
の
望

み
に
応
え
て
建
て
ら
れ
た
の
が
東
山
魁
夷
館
で
あ

る
。
設
計
は
画
伯
と
交
際
の
深
か
っ
た
建
築
家
、

谷
口
吉
郎
の
子
息

吉
生
が
担
当
し
た
。

　
現
在
、
東
山
魁
夷
の
名
を
冠
し
た
美
術
館
は
他
に
3
つ

あ
る
。
「
私
の
戦
後
の
代
表
作
は
す
べ
て
市
川
の
水
で
描

か
れ
て
い
ま
す
。
」
と
、
画
室
を
構
え
て
か
ら
50
年
と
い
う
、

生
涯
の
大
半
を
過
ご
し
た
自
邸
の
傍
ら
に
建
て
ら
れ
た
千

葉
県
「
市
川
市
東
山
魁
夷
記
念
館
」
、
版
画
を
主
な
コ
レ
ク

シ
ョ
ン
と
す
る
坂
出
市
の
香
川
県
立
「
東
山
魁
夷
せ
と
う

ち
美
術
館
」
、
岐
阜
県
中
津
川
市
の
「
東
山
魁
夷
心
の
旅
路

館
」
で
あ
る
。
し
か
し
画
伯
が
自
ら
作
品
を
寄
贈
し
た
こ

の
東
山
魁
夷
館
が
、
9
5
0
点
に
お
よ

ぶ
最
大
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
を
擁
し
て
い

る
の
は
当
然
の
こ
と
だ
ろ
う
。

　
長
野
市
中
心
街
の
中
央
通
り
は
、
い

ま
は
表
参
道
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ

た
。
市
の
シ
ン
ボ
ル
善
光
寺
へ
の
参
詣

道
と
い
う
本
来
の
歴
史
と
文
化
の
道
へ

の
回
帰
で
あ
っ
て
、
山
門
に
近
づ
く
と

鮮
や
か
な
白
壁
土
蔵
づ
く
り

の
商
家
が
立
ち
並
び
、
ま
ち

な
み
は
い
か
に
も
門
前
町
ら

し
く
美
し
く
整
っ
て
き
た
。

善
男
善
女
で
賑
わ
う
善
光
寺

を
左
に
見
て
、
噴
水
を
囲
む

城
山
公
園
の
一
角
に
信
濃
美

術
館
が
あ
る
。
そ
の
傍
ら
に

東
山
魁
夷
館
が
池
の
水
面
に

端
正
な
姿
を
映
し
だ
し
て
い

て
、
そ
の
表
情
は
、
画
伯
と

信
州
と
の
強
い
心
の
つ
な
が

り
を
象
徴
す
る
か
の
よ
う
に
、

キ
リ
リ
と
引
き
締
ま
っ
て
見

え
る
。
モ
ー
ツ
ァ
ル
ト
の
旋
律
が
静
か
に
流
れ

る
内
部
は
、
「
画
よ
り
も
目
立
た
ず

作
品
の
額

縁
に
な
る
」
「
簡
潔
な
意
匠
と
十
分
な
機
能
性
」

と
い
う
谷
口
吉
生
の
建
築
コ
ン
セ
プ
ト
に
よ
っ

て
、
無
駄
が
な
く
す
が
す
が
し
い
。

　
所
蔵
品
は
、
中
学
3
年
15
歳
の
「
自
画
像
」
、

代
表
作
と
さ
れ
る
「
緑
響
く
」「
白
馬
の
森
」「
夕

静
寂
」「
山
谿
秋
色
」「
静
映
」
な
ど
、
信
州
の
自

然
を
題
材
と
し
た
作
品
も
含
め
て
本
制
作
32
点

と
初
期
の
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
風
景
」

「
中
国
風
景
」「
北
欧
風
景
」
、

そ
し
て
「
京
洛
四
季
」
な
ど

の
習
作
、
ス
ケ
ッ
チ
、
さ
ら

に
は
展
覧
会
へ
の
準
備
作
、

「
唐
招
提
寺
御
影
堂
障
壁
画
」

の
試
作
な
ど
が
網
羅
さ
れ
、

こ
こ
で
は
制
作
に
か
か
わ
る

全
体
像
が
明
ら
か
に
さ
れ
て

い
る
。
と
く
に
遺
作
と
な
っ

た
「
夕
星
」
は
こ
の
地
の
情

景
が
画
面
に
取
り
入
れ
ら
れ

て
い
て
見
る
人
の
心
を
打
つ
。

ま
た
「
道
」
の
タ
ペ
ス
ト
リ

ー
や
、
最
新
技
術
に
よ
る
複
製
で
あ
る
ピ
エ
ゾ

グ
ラ
フ
の
展
示
、
ハ
イ
ビ
ジ
ョ
ン
映
像
な
ど
に

よ
り
、
東
山
魁
夷
の
世
界
を
深
く
鑑
賞
で
き
る

の
が
特
徴
で
あ
る
。

　
こ
こ
で
は
困
難
な
日
本
画
の
保
存
に
万
全
を

期
す
る
た
め
に
、
年
に
6
回

作
品
の
展
示
替
え

が
行
わ
れ
、
2
0
0
7
年
度
は
「
緑
響
く
」「
水

墨
の
世
界
」「
青
の
世
界
」「
あ
か
ね
色
の
世
界
」

「
白
の
世
界
」
と
い
う
よ
う
に
、
年
に
よ
っ
て
様
々

な
テ
ー
マ
設
定
が
な
さ
れ
て
い
る
。
季
節
ご
と

に
東
山
芸
術
を
楽
し
め
る
と
評
価
が
高
い
。

　
平
成
20
年
は
東
山
魁
夷
生
誕
1
0
0
年
に
あ

た
る
。
そ
れ
を
機
と
し
て
主
要
作
品
1
0
0
点

が
選
定
さ
れ
、
東
京
国
立
近
代
美
術
館
と
東
山

魁
夷
館
で
特
別
展
が
開
催
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ

た
。
ふ
だ
ん
は
見
る
こ
と
の
で
き
な
い
唐
招
提

寺
御
影
堂
の
障
壁
画
も
展
示
さ
れ
、
フ
ァ
ン
必

見
の
機
会
と
な
る
だ
ろ
う
。

　
長
野
市
は
1
4
0
0
年
の
歴
史
を
持
つ
善
光

寺
に
よ
っ
て
仏
都
と
し
て
発
展
を
重
ね
、
明
治

期
に
は
紆
余
曲
折
を
経
な
が
ら
も
県
都
と
な
っ

た
。
し
か
し
広
大
な
県
域
が
あ
り
、
か
つ
て
城

下
町
で
あ
っ
た
松
本
や
上
田
、
飯
田
な
ど
の
存

在
も
あ
っ
て
、
県
庁
所
在
都
市
と
し
て
の
中
心

性
は
決
し
て
高
い
と
は
い
え
な
い
。
し
か
し
こ

の
東
山
魁
夷
館
に
よ
っ
て

”
信
濃
の
風
土
の
き

ら
め
き
“
が
改
め
て
発
信
さ
れ
、
成
熟
社
会
に

お
け
る
都
市
と
文
化
の
あ
り
方
を
広
く
問
う
こ

と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
、
倉
敷
の
伝
統
的

な
ま
ち
な
み
に
大
原
美
術
館
が
組
込
ま
れ
て
い

る
よ
う
に
、
仏
教
都
市
に
加
え
て
芸
術
都
市
へ

・
・
・
。
長
野
市
で
の
東
山
魁
夷
館
の
新
た
な

役
割
を
期
待
し
た
い
。

　
長
野
師
範
教
諭
の
浅
井
洌

作
詞
、
北
村
季
晴

作
曲
の
こ
の
「
信
濃
の
国
」
は
、
明
治
期
よ
り
長
野
県
民
に
歌
い
継
が
れ

る

ふ
る
さ
と
の
歌
で
あ
る
。

”
信
濃
“
で
あ
り

”
信
州
“
で
あ
る
こ
の
地
で
は
、
県
立
美
術
館
の
名
称
も
長
野
県
信
濃
美
術

館
で
あ
っ
て
、
そ
の
傍
ら
に
樹
々
に
囲
ま
れ
た
東
山
魁
夷
館
が
端
正
で
美
し
い
姿
を
見
せ
て
い
る
。

開館時間：9：00～17：00（入館は16：30まで）
休館日：毎週水曜日（祝日休日は開館）

　　　　年末年始（12/29～1/1）
交　通：ＪＲ長野駅からバスで約15分
　　　　駅前バス乗り場1（川中島バス）～「善光寺北」下車
　　　　上信越自動車道長野ＩＣから車で約30分
URL：http://www.npsam.com/

秋の展示テーマ“あかね色の世界”の代表作 「行く秋」1990

画筆 筆洗 など画伯愛用の品も展示

風が流れ 静かな水面にさざなみが立つ  ロビーから

絵のような眺めにカメラを構える来館者

白壁に松が映える 善光寺宿坊のまちなみ

宗派成立前に開山  全宗派に門戸を開く 善光寺

信濃美術館  子供対象の楽しい催し「五感でアート展」

建設当時 斬新さで話題になった信濃美術館  設計：林 昌二


