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し
ま
な
み
海
道
を
初
め
て
訪
れ
た
時
は
大

雨
で
し
た
。「
天
気
が
良
け
れ
ば
い
い
景
色
な
ん

で
す
よ
」「
晴
れ
て
い
れ
ば一望
で
す
」そ
ん
な
言

葉
を
タ
ク
シ
ー
の
運
転
手
さ
ん
が
し
き
り
に
言

う
。と
て
も
残
念
そ
う
に
と
い
う
か
、申
し
訳
な

さ
そ
う
に
繰
り
返
し
繰
り
返
し
、「
晴
れ
て
れ

ば
ね
ー
」と
ち
ら
り
ち
ら
り
と
外
の
風
景
を
見

な
が
ら
、自
分
に
言
い
聞
か
せ
る
よ
う
に
言
う
。

タ
ラ
レ
バ
は
言
っ
て
も
し
ょ
う
が
な
い
と
解
っ
て
い

て
も
つ
い
つ
い
口
に
出
て
し
ま
う
の
が
人
間
の
弱

い
所
と
い
う
か
、人
間
臭
い
と
こ
ろ
で
は
あ
る
。

し
か
し
聞
い
て
い
る
私
は一向
に
そ
の
残
念
さ
が

解
ら
な
い
。運
転
手
さ
ん
は
私
に
そ
の
風
景
を

紹
介
し
、「
す
ご
い
で
す
ね
ー
」の
リ
ア
ク
シ
ョ
ン

が
欲
し
か
っ
た
の
は
解
る
の
で
す
が
、い
か
ん
せ

ん
私
は
初
め
て
訪
れ
る
場
所
な
の
で
、雨
に
む
せ

て
い
る
白
ち
ゃ
け
て
い
る
靄
の
中
に
何
が
あ
る
の

か
は
知
ら
な
い
の
で
、こ
の
雨
を
疎
む
理
由
も
な

く
、ど
ち
ら
か
と
言
え
ば「
白
い
霧
が
幻
想
的
で

い
い
で
す
ね
ー
」と
靄
を
褒
め
て
も
良
い
ぐ
ら

い
の
気
分
で
あ
る
。で
も
し
き
り
に
運
転
手
さ

ん
が
言
う
の
で「
そ
う
で
す
ね
」と
気
の
な
い

返
事
を
し
て
お
く
。海
が
見
え
な
い
の
で
い
く

つ
の
島
を
わ
た
っ
て
い
る
の
か
が
わ
か
ら
な
い
。

も
う
四
国
に
入
っ
た
の
か
ど
う
か
が
わ
か
ら
な

い
。雨
は
さ
ら
に
激
し
く
な
っ
て
い
く
。間
違
い

な
く
言
え
る
こ
と
は
、こ
の
天
気
だ
っ
た
ら
船

は
欠
航
に
な
る
で
あ
ろ
う
か
ら
、橋
が
な
い
時

代
だ
っ
た
ら
私
は
四
国
入
り
は
で
き
な
か
っ
た

で
あ
ろ
う
と
い
う
こ
と
。橋
は
天
候
に
左
右
さ

れ
る
こ
と
な
く
人
間
の
日
常
生
活
を
安
定
さ

せ
て
く
れ
る
。こ
ん
な
視
点
か
ら
言
え
ば
、こ
の

大
雨
の
中
で
橋
を
渡
る
と
い
う
こ
と
は
、最
も

重
要
な
橋
の
意
義
を
実
感
さ
せ
る
渡
り
方
と

い
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。だ
か
ら
運
転

手
さ
ん
も
残
念
が
って
い
る
ば
か
り
で
な
く
、こ

の
雨
の
中
で
も
海
を
渡
れ
る
こ
と
を
自
慢
し

た
ほ
う
が
よ
い
の
で
す
よ
。

しまなみ
ミュージアムを旅する

広島県尾道市と愛媛県今治市を結ぶ、瀬戸内しまなみ海道沿線に、
いくつものミュージアムがあるのをご存知だろうか。
自然に囲まれた抜群のロケーションとユニークな展示で、
旅行く人たちの心を刺激するミュージアムについて
各界の方たちに寄稿していただいた。

日
比
野
克
彦

  

ア
ー
テ
ィ
ス
ト

◎日比野克彦（ひびのかつひこ）

1958年岐阜市生まれ。東京藝術
大学大学院修了。80年代に領域
横断的、時代を映す作風で注目さ
れる。作品制作の他、身体を媒体
に表現し、自己の可能性を追求し
続ける。各地域の参加者と共同制
作を行い社会で芸術が機能する
仕組みを創出する。ぎふ清流国体•
ぎふ清流大会総合プロデューサー
を務める。日本サッカー協会理事。
東京藝術大学美術学部先端藝
術表現科教授。　写真○後藤充

　

建
築
家・伊
東
豊
雄
が
、自
身
の

哲
学
を
表
現
し
た
施
設
。多
面
体

を
組
み
合
わ
せ
た
ユ
ニ
ー
ク
な
デ
ザ

イ
ン
の
展
示
棟・ス
テ
ィ
ー
ルハッ
ト
に

は
、垂
直
な
壁
が
全
く
な
い
。Ｒ
Ｏ
Ｏ

Ｍ（
ル
ー
ム
）と
呼
ば
れ
る
三
つ
の
展

示
室
が
あ
り
、そ
の一つ
に
は
深
い
青

に
塗
っ
た
壁
面
に
、こ
れ
ま
で
伊
東

氏
が
手
が
け
た
建
物
の
模
型
が
島

の
よ
う
に
浮
か
ん
で
い
る
。さ
ら
に

空
か
ら
吊
る
さ
れ
た
多
面
体
の
透

明
な
箱
に
は
、未
来
の
都
市
の
建
物

模
型
が
入
っ
て
お
り
、伊
東
氏
の
脳

内
を
覗
き
見
て
い
る
よ
う
な
錯
覚

に
陥
る
。別
棟
の
シ
ル
バ
ー
ハッ
ト
は
、

伊
東
氏
の
自
邸
を
再
生
し
た
ア
ー

カ
イ
ブ
兼
ワ
ー
ク
シ
ョッ
プ
棟
だ
。

伊東豊雄
建築ミュージアム

文○阿部美岐子　Text:Abe Mikiko　写真○国貞誠　Photos:Kunisada Makoto



　

ノ
エ・カ
ッ
ツ
、マ
リ
ソ
ー
ル
、ジ
ャ
コ

モ・マ
ン
ズ
ー
、池
田
宗
弘
、林
範
親
、

深
井
隆
ら
、国
内
外
の
有
名
ア
ー

テ
ィ
ス
ト
の
彫
刻
作
品
約
30
点
を

展
示
し
た
コ
ン
テ
ン
ポ
ラ
リ
ー
ア
ー

ト
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
は
、海
に
向
か
っ
て

な
だ
ら
か
な
傾
斜
を
描
く
み
か
ん

畑
に
立
地
し
て
い
る
。入
口
の
ド
ア

も「
キ
ッ
シ
ン
グ・ド
ア
」と
い
う
作
品

で
、キ
ス
を
し
て
い
る
男
女
が
左
右

に
離
れ
て
、ゲ
ス
ト
を
館
内
へ
と
誘

う
。展
示
フ
ロ
ア
の
最
奥
は
オ
ー
プ

ン
エ
ア
の
テ
ラ
ス
席
。そ
こ
か
ら
眺
め

る
海
景
色
や
吹
き
抜
け
る
風
、降

り
注
ぐ
太
陽
も
ま
る
で
ア
ー
ト
だ
。

館
外
に
あ
る
ト
ム・ウ
ェッ
セ
ルマ
ン
の

「
花
の
灯
台
」も
見
ど
こ
ろ
。

ところミュージアム
大三島

　

こ
の
美
術
館
は
展
示
さ
れ
て
い
る
作
品
も

ユ
ニ
ー
ク
だ
が
、そ
の
立
地
条
件
が
ま
た
素

晴
し
い
。館
内
の
オ
ー
プ
ン
テ
ラ
ス
は
瀬
戸
内

の
島
々
を
望
め
る
ビ
ュ
ー
ポ
イ
ン
ト
だ
。訪
ね

た
の
は
二
〇
〇
六
年
の
四
月
だ
っ
た
。あ
ち

こ
ち
で
桜
が
満
開
だ
っ
た
。

　

個
人
的
な
こ
と
を
言
え
ば
、こ
の
日
は
と

て
も
寒
く
、カ
メ
ラ
マ
ン
が
館
内
を
撮
影
中

ぼ
く
は
ひ
た
す
ら
寒
さ
に
耐
え
て
い
た
。チ

ケ
ッ
ト
を
扱
う
入
口
の
女
性
も
、足
も
と
に

ス
ト
ー
ブ
を
置
い
て
い
た
よ
う
な
記
憶
が
あ

る
。こ
ん
な
こ
と
を
書
く
必
要
性
は
な
い
と

お
も
う
が
、訪
れ
る
方
々
に
、ぼ
く
の
よ
う
な

寒
さ
を
味
あ
わ
せ
た
く
な
い
の
で
、敢
え
て

記
し
て
お
く
。

　

美
術
館
所
蔵
の
作
品
は
ユ
ニ
ー
ク
だ
。大

好
き
な
、ト
ム・ウ
ェッ
セ
ル
マ
ン
、ノ
エ・カ
ッ
ツ

が
あ
る
。サ
ン・ピ
エ
ト
ロ
寺
院
の
大
聖
堂
の

内
扉
を
十
四
年
か
け
て
制
作
し
た
ジ
ャ
コ
モ・

マ
ン
ズ
ー
の
作
品
も
必
見
だ
ろ
う
。林
範
親
、

深
井
隆
の
立
体
作
品
も
こ
こ
な
ら
で
は
の
異

彩
を
放
って
い
る
。季
節
を
選
び
美
術
館
、作

品
、風
景
を
楽
し
ん
で
欲
し
い
。

安
西
水
丸

イ
ラ
ス
ト
レ
ー
タ
ー

◎安西水丸（あんざいみずまる）

1942年東京都生まれ。電通、ＮＹ
のデザインスタジオＡＤＡＣ、平凡社
でＡＤを務めた後、フリーに。朝日広
告賞、毎日広告賞などを受賞。小
説・エッセイなども執筆。近著に『ぞ
うのふうせんやさん』『大衆食堂へ
行こう』『青豆とうふ』（和田誠と共
著）など。



　大屋根に白壁が印象的な外観も
さることながら、壁面に和紙を貼っ
た館内も癒やしに満ちている。収蔵
品は中島千波、竹内浩一、加山又
造ら昭和15年以降に生まれた日本
画家の作品を中心としており、現代
の日本画の流れを知ることができる。
また、開館10周年を記念して増設し
た田渕俊夫記念室には、本作だけ
ではなく素描や下図なども展示して
おり、非常に興味深い。

　現在は廃校となった海辺の小
学校の校庭。かつて子どもたちの
声が響いていたこの場所に、彫刻
家・岩田健の手による母子像など
44作品を展示している。慶應義塾
幼稚舎の教諭であった岩田氏だ
けに、その作品からは子どもたちに
向けられた慈しみや愛情が感じら
れ、温かい気分にさせてくれる。半
屋外の円形スペースに、１日９回響く

「時を告げる音楽」も楽しみ。

岩
田
健

母
と
子
の

ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム

大
三
島
美
術
館

　

絵
に「
会
う
」と
い
う
の
は
、実
は
旅
の
楽
し
み
だ
と

思
っ
て
い
る
。教
科
書
や
画
集
、テ
レ
ビ
な
ど
で
知
っ
た
絵

を
見
る
た
め
に
わ
ざ
わ
ざ
出
か
け
る
と
い
う
旅
も
あ
る

し
、絵
の
方
が
旅
を
し
て
最
寄
り
の
美
術
館
に
や
っ
て
き

て
く
れ
る
こ
と
も
あ
る
。そ
の
時
は
も
ち
ろ
ん「
は
る
ば

る
よ
う
こ
そ
！
」と
歓
迎
す
る（
美
術
館
に
見
に
行
く
）。

そ
う
い
う
用
意
周
到
な
旅
も
あ
れ
ば
、予
想
も
せ
ず
に

素
晴
ら
し
い
絵
に
出
会
っ
て
し
ま
う
こ
と
も
あ
る
。僕
に

と
って
加
山
又
造「
火
の
島
」は
そ
ん
な
ふ
う
に
思
い
が
け

ず
出
会
え
た
作
品
の一つ
だ
っ
た
。

　

加
山
氏
の
作
品
は
も
ち
ろ
ん
い
く
つ
か
実
物
で
見
て

知
っ
て
い
た
け
れ
ど
、こ
ん
な
名
作
が
突
然
目
の
前
に
現

れ
た
時
の
驚
き
と
喜
び
は
、た
と
え
よ
う
も
な
い
。屏
風

に
岩
絵
の
具
と
い
う
日
本
画
の
伝
統
的
な
手
法
で
描
き

な
が
ら
、対
象
だ
け
に
絞
り
込
み
、構
図
も
簡
潔
で
色

数
も
抑
え
た
現
代
的
な
感
覚
に
よ
っ
て
伝
わ
る
、力
強
い

堂
々
と
し
た
風
景
。存
在
感
に
圧
倒
さ
れ
た
。大
三
島
美

術
館
は
僕
に
と
って
大
切
な
旅
先
で
あ
り
続
け
て
い
る
。

　

私
が
岩
田
健
先
生
に
教
え
て
頂
い
た
の
は
、小
学
校
の

こ
ろ
だ
。慶
應
義
塾
幼
稚
舎
に
通
っ
て
い
た
私
は
、そ
こ
で

図
工
の
先
生
を
し
て
い
た
岩
田
先
生
が
す
ぐ
に
好
き
に

な
っ
た
。誰
が
見
て
も
図
工
が
下
手
な
私
だ
っ
た
の
に
、岩

田
先
生
は
大
き
な
動
作
を
交
え
て「
素
晴
ら
し
く
独
創

的
で
す
!!
」と
褒
め
て
下
さ
っ
た
し
、お
休
み
時
間
の
先
生

の
膝
の
上
は
、い
つ
も
友
だ
ち
と
と
り
っ
こ
だ
っ
た
。

　

そ
ん
な
先
生
の
作
品
に
常
に
触
れ
な
が
ら
の
６
年
間
の

日
々
は
、生
徒
た
ち
の
感
性
を
伸
び
や
か
に
育
ん
だ
。そ

の
中
で
育
っ
た
長
兄
の
博
は
絵
の
才
能
を
開
花
さ
せ
日
本

画
家
に
な
っ
た
し
、次
兄
の
明
は
自
由
な
創
造
的
世
界
を

膨
ら
ま
せ
て
作
曲
家
に
な
り
、私
は
ヴ
ァ
イ
オ
リ
ニ
ス
ト
に

な
っ
た
。

　

先
生
の
彫
刻
作
品
が
今「
母
と
子
の
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
」に

あ
る
。柔
ら
か
な
日
差
し
を
浴
び
た
中
庭
に
、い
く
つ
も
の

愛
ら
し
い
子
ど
も
や
優
し
い
母
の
姿
が
存
在
し
て
い
る
の

で
あ
る
。そ
の
ど
の
作
品
も
、慈
愛
に
満
ち
た
表
情
で
あ

り
、今
に
も
動
き
出
し
そ
う
な
気
配
が
み
な
ぎ
って
い
る
。

光
栄
に
も
そ
こ
で
流
れ
て
い
る
音
楽
は
、こ
の
ミ
ュ
ー
ジ
ア

ム
の
た
め
に
兄（
明
）が
作
曲
し
た
も
の
で
あ
り
、私
が
愛

器
の
ス
ト
ラ
デ
ィ
バ
リ
ウ
ス
で
弾
い
て
い
る
音
で
あ
る
。

　

癒
や
さ
れ
る
空
間
に
包
ま
れ
に
、是
非「
岩
田
健
母
と

子
の
ミュ
ー
ジ
ア
ム
」を
訪
れ
て
欲
し
い
。誰
の
心
に
も
あ
る

「
失
わ
れ
た
遠
い
日
の
記
憶
」が
甦
り
、す
べ
て
が
た
ま
ら

な
く
愛
お
し
い
気
持
ち
に
な
る
だ
ろ
う
。

千
住
真
理
子

ヴ
ァ
イ
オ
リ
ニ
ス
ト

鈴
木
芳
雄

編
集
者
・
美
術
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト

◎鈴木芳雄（すずきよしお）
2001年より「BRUTUS」（マガジン
ハウス）の副編集長を約10年務め
る。「仏像」「杉本博司を知っていま
すか？」「すいすい理解（わか）る現代
アート」などヒット企画を飛ばし、フリー
ランスとなった今も「フクヘン」の愛
称で親しまれる。　写真○小野祐次

◎千住真理子（せんじゅまりこ）

2歳３ヵ月よりヴァイオリンを始め、
1973年に全日本学生音楽コンクー
ル小学生の部で優勝に輝く。1975
年、12歳の時にＮ響と共演してプロ
デビュー。以来国内外での演奏活動
の傍ら、NHKの司会や執筆など多方
面で活躍。またチャリティー・コンサー
トなど社会活動にも積極的に参加し
ている。日本画家の千住博氏、作曲
家の千住明氏とともに芸術家三兄
妹としても注目を集める。  写真○富
田眞光（vale.）



　

私
は
今
か
ら
63
年
前
、今い
ま

治ば
り
で
生
ま
れ
ま
し
た
。私
の
父
も
祖

父
も
今
治
生
ま
れ
で
す
。

　

子
ど
も
の
頃
、祖
父
は
今
治
を「
い
ま
は
る
」と
呼
ん
で
い
ま
し

た
。今
治
の
語
源
が
ど
こ
か
ら
来
て
ど
ち
ら
の
発
音
が
正
し
い
の

か
私
に
は
分
か
り
ま
せ
ん
が
、こ
の
地
で
生
ま
れ
育
っ
た
人
々
は
心

穏
や
か
で
創
造
力
旺
盛
な
方
が
多
く
、世
界
に
誇
る
造
船
技
術
、

品
質
の
良
い
タ
オ
ル
や
美
し
い
漆
器
な
ど
の
生
産
地
と
し
て
も
有

名
で
す
。

　

そ
ん
な
今
治
市
の
中
心
部
に
あ
る
河
野
美
術
館
の
コ
レ
ク
シ
ョ

ン
は
、素
晴
ら
し
い
も
の
で
す
。土
佐
派
や
狩
野
派
の
巨
匠
た
ち
に

よ
る
掛
け
軸
や
屏
風
、古
今
の
文
人
墨
客
に
よ
る
書
な
ど
目
を
見

張
る
も
の
ば
か
り
で
す
。ま
た
、近
年
で
は
学
芸
員
さ
ん
の
ご
努

力
も
あ
り
、「
郷
土
出
身
作
家
に
よ
る
現
代
美
術
展
」が
毎
年
開

催
さ
れ
、来
年
は
記
念
す
べ
き
25
回
目
と
な
る
と
聞
い
て
い
ま
す
。

　

昭
和
43
年
に
今
治
出
身
の
実
業
家・河
野
信
一氏
の
コ
レ
ク
シ
ョ

ン
を
公
開
す
る
た
め
に
開
館
さ
れ
た「
河
野
信
一
記
念
文
化
館
」

は
昭
和
63
年
に
そ
の一部
を
改
築
し
、現
代
美
術
な
ど
も
展
示
出

来
る
今
治
市
河
野
美
術
館
と
な
り
ま
し
た
。再
生
を
繰
り
返
し

な
が
ら
成
長
し
て
き
た
河
野
美
術
館
は
半
世
紀
近
く
の
時
を
経

て
、現
在
あ
る
意
味
で
は
第
三
の
創
世
記
に
き
て
い
る
の
で
は
な
い

か
と
思
い
ま
す
。さ
ら
に
施
設
の
再
構
築
や
現
代
作
家
の
作
品
収

集
を
も
視
野
に
入
れ
な
が
ら“
し
ま
な
み
文
化
ゾ
ー
ン
”と
も
い
え

る
地
域
に
あ
っ
て
、老
舗
の
文
化
拠
点
と
し
て
国
内
の
み
な
ら
ず

世
界
に
愛
媛
の
文
化
を
発
信
し
続
け
て
い
た
だ
き
た
い
と
願
っ
て

お
り
ま
す
。 田

窪
恭
治

  

美
術
家

◎田窪恭治（たくぼきょうじ）

1949年愛媛県今治市生まれ。
1989年から1999年までフラン
ス・ノルマンディ地方の古い礼拝
堂を再生するプロジェクトを実施。
2000年から2011年まで金刀比
羅宮の文化顧問として「琴平山再
生計画」を手掛け、現在、新たなプ
ロジェクトを実施中。多摩美術大
学客員教授、聖心女子大講師。

　

取
材
や
講
演
の
際
、自
分
の
故
郷・大
三
島
の
こ
と
を
話
す
と
、

歴
史
好
き
の
方
に
は「
あ
の
大
三
島
！
」と
言
わ
れ
る
こ
と
が
多

く
、と
て
も
誇
ら
し
い
気
持
ち
に
な
り
ま
す
。大
山
祇
神
社
に
は
、

戦
勝
祈
願
の
た
め
に
源
義
経
や
頼
朝
た
ち
が
鎧
や
刀
を
奉
納
し

て
お
り
、神
社
内
の
宝
物
館
に
は
日
本
の
国
宝・重
要
文
化
財
に

指
定
さ
れ
た
武
具
甲
冑
類
の
約
４
割
が
あ
る
と
か
。と
て
も
素
晴

ら
し
い
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。ま
た
、大
三
島
を
守
っ
た
ヒ
ロ
イ
ン
鶴

姫
は
、村
上
水
軍
傘
下
の
三
島
水
軍
を
率
い
て
中
国
地
方
の
大
内

軍
と
戦
っ
た
と
伝
わ
っ
て
い
ま
す
。ほ
か
に
も
村
上
水
軍
に
ま
つ
わ

る
エ
ピ
ソ
ー
ド
は
数
多
く
残
っ
て
お
り
、大
三
島
に「
村
上
」と
い
う

姓
が
多
い
の
も
納
得
で
す
。

　

大
島
の
宮
窪
町
に
あ
る
村
上
水
軍
博
物
館
は
、村
上
水
軍
の
歴

史
や
実
態
を
楽
し
く
学
べ
る
施
設
。水
軍
は「
海
賊
」と
も
呼
ば
れ

る
た
め
、ち
ょっ
と
怖
い
イ
メ
ー
ジ
を
持
つ
人
も
い
る
で
し
ょ
う
が
、

村
上
水
軍
は
好
ん
で
戦
を
仕
掛
け
て
い
た
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ

ん
。雇
わ
れ
た
時
だ
け
参
加
し
、戦
の
な
い
平
時
は
、海
上
の
安
全

を
取
り
締
ま
り
、「
上
」の
字
を
書
い
た
通
行
許
可
証
を
発
行
。瀬

戸
内
海
を
通
る
船
に
と
って
心
強
い
存
在
で
し
た
。

　

博
物
館
の
広
い
窓
か
ら
は
瀬
戸
内
海
が一望
で
き
、能
島
水
軍
の

拠
点
と
な
っ
た
能
島
を
見
る
こ
と
も
で
き
ま
す
。ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
に

は
海
賊
に
ま
つ
わ
る
資
料
が
た
く
さ
ん
。講
座
も
あ
る
の
で
参
加

し
て
み
る
の
も
お
す
す
め
で
す
。子
ど
も
た
ち
に
大
人
気
な
の
が
、

甲
冑
を
着
る
こ
と
が
で
き
る「
わ
く
わ
く
探
検
ル
ー
ム
」。五
感
を

フ
ル
に
使
って
、水
軍
の
歴
史
に
親
し
ん
で
も
ら
い
た
い
で
す
ね
。

美
甘
子

歴
史
ア
イ
ド
ル

村上水軍博物館

◎美甘子（みかこ）

１９８２年愛媛県大三島生まれ。歴
史アイドルとして、テレビ・雑誌・講演
等で活躍。著書『歴女・私の愛する
戦国武将』『戦国武将とお姫様の
残酷物語』など。「歴史人」（ＫＫベス
トセラーズ）にて、「歴っしゅ！新聞」
連載中。http://mikako.chu.jp/

河野美術館

　戦国時代、海の大名として瀬戸内海の覇権を握って
いた村上水軍。古文書や復元品、近辺から出土した遺
構や遺物をもとに、その活躍の軌跡をたどる歴史ミュー
ジアムがここ。注目は、貴重なお宝が並ぶ村上家記念
室。修復を経て現代に蘇った甲冑は、独特のオーラをま
とっている。また、水軍にまつわる多彩な図書を自由に
閲覧できる海賊ライブラリーもここならでは。

　今治市出身の実業家・河野信一の寄付により設立された美術館。画人のみな
らず戦国武将や僧侶、茶人、俳人など平安時代から現代にかけて活躍した人々
が遺した掛け軸や屏風、書物、原稿など１万２０００点を収蔵。定期的に展示作品
を入れ替えているので、訪れるたびに新たな作品に出逢える。敷地内には、東京
の河野邸にあった茶室を移築。茶会なども開催されている。
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村上三島記念館
文化勲章を受章した書家・村上三

さん

島
とう

は大三
島出身。三島の作品や愛用品を中心に、著
名な現代書家の作品をコレクション。さらに館
内には大阪府にあった三島のアトリエを移設
再現しており、その偉業を偲ぶことができる。

今治市上浦町井口7505
☎0897-87-4288
開／9:00〜17:00
休／月曜（祝日の場合は翌日）
料／一般500円

今治城
築城の名手、藤

とう

堂
どう

高
たか

虎
とら

が築いた海城を再建。海水が
引かれた広大な水堀や高い石垣、白壁の天守や櫓の
姿は雄大で、天守最上階からの眺望も素晴らしい。城
内には今治藩主が着用した鎧や兜、藩の御用絵師に
よる掛け軸や屏風、古文書などが展示されている。

今治市通町3-1-3
☎0898-31-9233（今治城管理事務所）
開／9:00〜17:00　休／無休（12月29日〜31日休）
料／一般500円

朝倉ふるさと美術古墳館
常設の考古室には、銅鏡や本堂寺廃寺跡出土
瓦など朝倉地区からの出土品を展示。地形や古
墳、竪穴式住居の模型も興味深い。古墳館の
ある一帯は緑のふるさと公園として整備されてお
り、自然とふれあいながら散策が楽しめる。

今治市朝倉下甲898
☎0898-56-3754
開／9:00〜17:00
休／月曜（祝日の場合は翌日）　料／無料

波方歴史民俗資料館
野球場やテニスコートが整備された波方公園の
一角にあり、江口貝塚など地域の遺跡からの出土
品や民具などを展示。展示棟は茅葺き民家と白
壁の土蔵の２棟で、建物そのものも趣がある。じっ
くり見学し、波方地方の生活文化を学びたい。

今治市波方町樋口乙730-1
☎0898-41-7111（波方支所）
開／9:00〜17:00
休／月曜（祝日の場合は翌日）　料／無料

河野美術館
今治市旭町1-4-8　☎0898-23-3810
開／9:00〜17:00
休／月曜（祝日の場合は翌日）　料／一般300円

ところミュージアム大三島
今治市大三島町浦戸2362-3
☎0897-83-0380
開／9:00〜17:00
休／月曜（祝日の場合は翌日）
料／一般300円

大三島美術館
今治市大三島町宮浦9099-1
☎0897-82-1234
開／9:00〜17:00
休／月曜（祝日の場合は翌日）
料／一般500円

岩田健母と子のミュージアム
今治市大三島町宗方5208-2
☎0897-83-0383
開／9:00〜17:00　休／月曜（祝日の場合は翌日）
料／一般300円

しまなみワンダー
ミュージアム

村上水軍博物館
今治市宮窪町宮窪1285
☎0897-74-1065
開／9:00〜17:00
休／月曜（祝日の場合は翌日）　料／一般300円

伯方ふるさと歴史公園
山上にたたずむ三層の木浦城は、中世前期の山
城を想像復元したもの。館内には近辺からの出土
品を展示している。最上階からは、箱庭のようなしま
なみの景色を望む。隣接する資料館には、塩田や
海運業で栄えた伯方島の歴史民俗資料を展示。

今治市伯方町木浦甲546
☎0897-72-2374
開／9:00〜17:00
休／月曜（祝日の場合は翌日）　料／無料

大西藤山歴史資料館
昭和42年、斎

いつきなだ

灘を見下ろす丘陵地で発見された
妙
みょうけんさん

見山古墳（国史跡）。この古墳を中心に整備さ
れた公園には、埋葬施設を復元した資料館があ
り、出土した鉄剣や鏡などの副葬品も展示。資料
館から徒歩約10分の古墳も必見だ。

今治市大西町宮脇乙579-1
☎0898-53-2313
開／9:00〜17:00　
休／月曜（祝日の場合は翌日）　料／一般300円

玉川近代美術館
郊外で、日常の喧噪から離れて名画とともに
ゆったりした時間の流れを楽しむことができ
る。昭和61年に開館。松本竣介、黒田清輝
ら近代日本画家の絵画や彫刻作品を中心
にピカソ、ルオー、ユトリロなどの海外作品も
コレクション。随時展示を入れ替えている。

今治市玉川町大野甲86-4
☎0898-55-2738
開／9:00〜17:00　
休／月曜（祝日の場合は翌日）
料／一般500円

吉海郷土文化センター
地元産の大島石を使った建物には、テーマ別の５つの展
示室がある。注目は明治34年に大島で生まれた画家・野
間仁根の展示室。幻想的な作風の油彩や水彩画に加え、
作画に使用した器具や材料、愛用品などを展示している。

今治市吉海町福田1290　☎0897-84-2566
開／9:00〜17:00　休／月曜（祝日の場合は翌日）
料／一般300円

伊東豊雄建築ミュージアム
今治市大三島町浦戸2418
☎0897-74-7220
開／9:00〜17:00　休／月曜（祝日の場合は翌日）
料／一般800円

まだまだ楽しい

●定休日（休館日）は定期の休業を表しています。なお、年末年始の休館や
展示入れ替えなどで臨時に休館する場合もございます。
●本誌掲載の情報は2012年8月１日現在の情報です。変更になる場合もご
ざいますのでご利用の際は予めお問い合わせください。


