
然
とうぜん

《鶴之図》1848年　個人蔵

　本展では、大山寺圓
えんりゅういん

流院画僧
とうぜ ん

然の彩色豊かな作品を中心に18点を紹
介しています。 然は、寛政８（1796）年皆生村の漁師の家に生まれま
した。６歳の頃、早くも絵心があり、指で砂に馬を描き、爪で壁に牛を刻
したといいます。11歳の時に大山寺西明院谷圓流院に入り、剃

てい は つ

髪して名
を台貫と改め、僧侶として務めました。
　 然の詩・書・画はともに優れており画家としても多くの作品を残し「
然の千枚描き」ともいわれています。晩年は支援者を頼り米子市八幡の草
庵で自由に過ごし、さらに多くの作品を残しました。
　本展では 然の作品のほかに、伯耆安綱の在銘のある国重要文化財（国
（文化庁保管））、国重要美術品（東京国立博物館蔵）、米子市指定有形文化
財（大神山神社蔵・米子市美術館寄託）の３口と、今年初め春日大社で発
見された古伯耆であると公表された《太刀》（春日大社蔵）などの伯耆国
ゆかりの刀剣とともに、大山の重宝など約100点を展示しています。
　本展は、大山の麓に住まう私たちが改めて大山の恵みとその良さを知る
機会となることでしょう。この機会を逃すことなくご鑑賞ください。
※観覧料などくわしくは24ページ「８月の催し」をご確認ください。

す
べ
て
の
拉
致
被
害
者
の
一
刻
も
早
い
帰
国
実
現
を
め
ざ
し
て　

家
族
・
知
人
・
友
人
と
連
絡
が
取
れ
ず
、
自
分
の
意
図
し
な
い
生
活
を
強
い
ら
れ
、
そ
れ
に
耐
え
て
お
ら
れ
る
こ
と
を
考
え
る
と
、
胸
が
締
め
つ
け
ら
れ
る
思
い
で
す
。<

県
民
メ
ッ
セ
ー
ジ
抜
粋>

問合せ　米子市美術館　☎３４－２４２４、 ３３－０６７９

同
和
問
題
の
解
決
へ
向
け
て

　
【
部
落
差
別
解
消
推
進
法
と
は
】

　

こ
れ
は
平
成
28
年
に
施
行
さ
れ
た
新
し
い

法
律
で
す
。「
現
在
も
な
お
部
落
差
別
が
存

在
す
る
」
こ
と
が
明
記
さ
れ
ま
し
た
。

　
「
同
和
対
策
審
議
会
答
申
」
が
出
さ
れ
て

か
ら
50
年
以
上
が
た
つ
今
、
な
ぜ
こ
の
法
律

が
つ
く
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で

し
ょ
う
。
そ
れ
は
、
部
落
差
別
撤
廃
に
多
く

の
人
々
が
絶
え
間
な
い
努
力
を
続
け
た
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
依
然
と
し
て
部
落
差
別
が
存

在
し
続
け
て
お
り
、
こ
の
ま
ま
放
置
し
て
は

お
け
な
い
と
、
国
が
判
断
し
た
か
ら
で
す
。

部
落
差
別
は
重
大
な
人
権
侵
害
で
す
。

　

ま
た
、
こ
の
法
律
に
は
情
報
化
の
進
展
に

伴
い
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
で
の
差
別
的
内

容
の
書
き
込
み
な
ど
、
部
落
差
別
が
新
た
な

状
況
下
に
お
か
れ
て
い
る
こ
と
が
記
さ
れ
て

い
ま
す
。

　【
そ
っ
と
し
て
お
け
ば
…
？
】

　

昨
年
実
施
し
た
「
米
子
市
人
権
問
題
市
民

意
識
調
査
」
で
は
、「
同
和
問
題
の
解
決
に

向
け
て
何
が
重
要
だ
と
思
い
ま
す
か
（
複
数

回
答
可
）」
の
問
い
に
、「
同
和
問
題
を
と
り

あ
げ
る
の
で
は
な
く
、
自
然
に
な
く
な
る
ま

で
、
そ
っ
と
し
て
お
く
」
と
い
う
回
答
が
約

27
％
あ
り
ま
し
た
。

　

情
報
化
が
進
展
し
、
ネ
ッ
ト
利
用
が
多
く

の
人
の
日
常
と
な
っ
て
い
ま
す
。
そ
っ
と
し

て
お
け
ば
、
間
違
っ
た
認
識
や
偏
見
を
も
っ

て
書
き
込
ま
れ
た
情
報
は
、
そ
の
ま
ま
多
く

の
人
々
に
伝
わ
り
、
そ
れ
を
間
違
い
だ
と
気

づ
か
な
い
ま
ま
、
新
た
な
差
別
意
識
を
助
長

し
、
差
別
を
拡
散
し
て
い
き
ま
す
。

　

こ
の
こ
と
か
ら
も
、
そ
っ
と
し
て
お
け
な

い
状
況
が
強
ま
っ
て
い
る
と
言
え
ま
す
。

　

そ
っ
と
し
て
お
く
べ
き
と
い
う
回
答
を
上

回
る
、
一
番
多
か
っ
た
も
の
は
、
約
36
％
の

回
答
が
あ
っ
た
「
教
育
・
啓
発
活
動
を
推
進

す
る
」
で
し
た
。

　

米
子
市
で
は
、
学
校
教
育
で
の
同
和
問
題

学
習
や
、
職
場
や
Ｐ
Ｔ
Ａ
で
の
人
権
問
題
講

演
会
、
自
治
会
単
位
で
の
「
小
地
域
懇
談
会

（
人
権
教
育
地
域
懇
談
会
）」な
ど
を
実
施
し
、

教
育
・
啓
発
を
進
め
て
い
ま
す
。

　【
小
地
域
懇
談
会
へ
お
気
軽
に
】

　

小
地
域
懇
談
会
で
は
、
同
和
問
題
を
正
し

く
知
る
こ
と
を
は
じ
め
、
身
近
な
人
権
問
題

に
つ
い
て
気
づ
き
あ
う
こ
と
を
目
的
に
、
Ｄ

Ｖ
Ｄ
の
活
用
や
少
人
数
で
の
ゲ
ー
ム
・
作
業

の
導
入
な
ど
、
工
夫
を
こ
ら
し
て
皆
さ
ん
の

参
加
を
お
待
ち
し
て
い
ま
す
。

　

お
住
ま
い
の
自
治
会
で
開
催
の
際
に
は
、

ど
う
ぞ
気
軽
に
お
出
か
け
く
だ
さ
い
。

　

◇　

◇　

◇　

◇　

◇　

◇　

◇

　

人
が
歴
史
の
営
み
の
中
で
つ
く
っ
た
部
落

差
別
は
、
日
本
固
有
の
差
別
で
す
。
同
和
問

題
を
正
し
く
知
る
こ
と
が
問
題
解
決
の
第
一

歩
で
す
。
私
た
ち
一
人
ひ
と
り
が
、
正
し
い

知
識
を
身
に
つ
け
、
偏
見
を
な
く
し
、
安
心

し
て
暮
ら
し
て
い
け
る
社
会
を
実
現
し
ま

し
ょ
う
。

　

差
別
を
な
く
す
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
私

た
ち
で
す
。

※
『
米
子
市
人
権
問
題
市
民
意
識
調
査
報
告

書
』
は
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
・
公
民
館
等
で

ご
確
認
い
た
だ
け
ま
す
。

■
人
権
政
策
課
（
☎
23
―
５
４
１
５
） 

（

37
―
３
１
８
４
）

伯耆国「大山開山 1300 年祭」特別企画　
米子市美術館 特別共催展Ⅱ

大山山麓の至宝
～「大山」ゆかりの刀を中心に～

会 期　７月29日（日）～８月26日（日）［水曜日休館］




