
８月の久我記念美術館は、
６日から２８日まで造形作家・山本徹夫さんの

｢捨てられる物と自然界｣をテーマとした創作展を開きます

【
六
月
】

　
前
回
に
続
き
、
六
月
の
庄
屋
の
仕
事

で
す
。

徳
割
帳
の
提
出

  

徳
割
帳
と
田
畠
出
入
指
引
帳
を
二
十

五
日
ま
で
に
大
庄
屋
へ
提
出
し
な
け
れ

ば
な
り
ま
せ
ん
。
田
畠
出
入
と
は
代
替

わ
り
や
、
質
入
れ
、
災
害
な
ど
で
持
ち

主
や
面
積
に
異
同
が
生
じ
た
時
に
、
そ

の
内
容
を
報
告
し
た
も
の
で
し
ょ
う
。

言
う
ま
で
も
な
く
、
秋
の
収
穫
を
迎
え
、

年
貢
を
収
納
す
る
た
め
の
準
備
作
業
で

す
。

　
徳
割
帳
は
村
で
収
め
る
年
貢
の
総
量

を
、
田
畠
・
屋
敷
地
の
各
人
の
持
ち
分

に
応
じ
て
、
ひ
と
り
ひ
と
り
に
割
り
付

け
た
帳
簿
で
す
。「
徳
」
は
年
貢
を
言

い
ま
す
。

　
こ
こ
で
年
貢
に
つ
い
て
説
明
し
て
お

き
ま
し
ょ
う
。
私
た
ち
は
「
年
貢
を
〈
取

ら
れ
る
〉」
と
よ
く
言
い
ま
す
が
、
年

貢
は
こ
ち
ら
か
ら
持
っ
て
い
く
も
の
で

す
。「
貢
」
は
「
み
つ
ぐ
」
と
も
読
み

ま
す
。
漢
字
の
本
来
の
意
味
か
ら
も
、

年
貢
は
下
か
ら
上
へ
み
つ
ぐ
、
た
て
ま

つ
る
と
い
う
意
味
を
持
っ
て
い
る
わ
け

で
す
が
、
江
戸
時
代
の
実
際
の
あ
り
方

か
ら
も
そ
う
で
し
た
。

　
関
ヶ
原
の
合
戦
の
二
年
前
、
慶
長
三

年
（
一
五
九
八
）
六
月
に
、
石
田
三
成

が
筑
前
国
志
摩
郡
在
々
に
宛
て
た
文
書

が
残
っ
て
い
ま
す
。
そ
こ
に
は
年
貢
収

納
の
原
則
が
示
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
全
部
で
九
項
目
あ
る
中
の
五
番
目
、

六
番
目
は
次
の
よ
う
に
な
っ
て
い
ま
す
。

一
、
年
貢
米
五
里
ハ
百
性
持
て
可 

出

　
　
之
事

 
 
 

（
年
貢
を
納
め
る
際
、
五
里
以
内

　
　
　
は
百
姓
の
負
担
と
な
る
。）

一
、
五
里
之
外
者
、
百
性
之
隙
ニ
飯
米

　
　
を
遣
持
せ
可
　
申
事

 
 
 

（
五
里
よ
り
遠
い
場
合
は
、
農
作

　
　
　
業
の
合
間
に
運
ぶ
よ
う
に
さ
せ
、

　
　
　
必
要
な
食
事
は
支
給
す
る
。）

　
五
里
以
内
は
百
姓
の
負
担
で
持
参
す

る
こ
と
が
当
然
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
江
戸
時
代
に
は
福
岡
城
下
簀
子
町
に

永
蔵
と
い
う
、
細
長
い
蔵
が
建
ち
並
ぶ

一
角
が
あ
り
、
そ
こ
ま
で
農
民
が
年
貢

を
運
び
ま
し
た
。

　
村
に
は
軸
帳
が
あ
り
、
こ
こ
に
は
村

全
体
の
石
高
（
村
高
）
と
年
貢
率
が
書

か
れ
て
い
ま
す
。
た
と
え
ば
一
〇
〇
〇

石
の
村
で
年
貢
率
が
五
〇
％
（
こ
れ
が

五
公
五
民
）
だ
と
す
る
と
、
五
〇
〇
石

が
年
貢
と
な
り
ま
す
。
一
石
は
三
俵
で

計
算
す
る
の
で
、
三
斗
三
升
俵
（
実
際

は
三
斗
四
升
入
っ
て
い
る
）
で
一
五
〇

〇
俵
。
一
頭
の
馬
に
は
二
俵
し
か
載
せ

ら
れ
な
い
こ
と
に
な
っ
て
い
る
の
で
（
馬

を
痛
め
な
い
た
め
）、
延
べ
七
五
〇
頭

の
馬
が
福
岡
永
蔵
ま
で
往
復
し
た
こ
と

に
な
る
わ
け
で
す
。

　
こ
れ
で
は
永
蔵
ま
で
の
距
離
が
近
い
、

遠
い
で
不
平
等
が
生
じ
ま
す
。
そ
れ
で

近
い
村
は
年
貢
率
を
高
く
設
定
し
、
遠

い
村
は
低
く
設
定
す
る
こ
と
で
、
公
平

感
を
演
出
し
ま
し
た
。

　
さ
て
、
村
全
体
の
年
貢
量
は
村
高
×

年
貢
率
で
算
定
で
き
ま
す
が
、
問
題
は

そ
れ
を
ど
う
個
々
人
に
割
り
振
る
か
で

し
た
。

　
そ
の
た
め
に
作
成
さ
れ
て
い
た
の
が

検
地
帳
と
名
寄
帳
で
す
。
検
地
と
は
田

畠
の
面
積
を
測
り
、
そ
こ
に
一
反
当
た

り
ど
れ
だ
け
の
米
が
取
れ
る
か
と
い
う

見
込
み
を
決
め
て
、
一
枚
一
枚
の
田
畠

か
ら
収
穫
で
き
る
米
・
大
豆
の
量
を
決

定
し
ま
す
。
こ
れ
は
あ
く
ま
で
も
見
込

み
で
あ
っ
て
、
実
際
の
収
量
は
こ
れ
よ

り
も
多
く
な
っ
た
り
少
な
く
な
っ
た
り

す
る
の
で
す
が
、
多
く
な
る
（
農
民
に

は
得
に
な
る
）
よ
う
に
設
定
さ
れ
る
傾

向
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
、
私
は

考
え
て
い
ま
す
（
で
な
け
れ
ば
、
農
民

は
承
知
し
な
い
で
し
ょ
う
）。

　
田
と
畠
の
他
に
屋
敷
地
に
も
年
貢
は

か
か
り
ま
す
。
屋
敷
地
は
畠
と
見
な
す

こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
田
は

米
で
、
畠
は
大
豆
で
年
貢
量
を
書
き
上

げ
ま
す
が
、
実
際
に
は
大
豆
の
替
わ
り

に
米
で
収
め
る
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
し

た
。
こ
れ
も
村
に
残
さ
れ
た
米
に
余
裕

が
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
ま
す
。

　
検
地
帳
は
測
量
の
記
録
な
の
で
、
田

畠
の
並
び
順
に
記
載
さ
れ
て
い
ま
す
。

一
人
の
人
間
の
持
つ
農
地
が
あ
ち
ら
こ

ち
ら
の
ペ
ー
ジ
に
バ
ラ
バ
ラ
に
記
載
さ

れ
る
こ
と
に
な
り
、
個
々
人
の
負
担
す

る
年
貢
を
計
算
す
る
に
は
不
便
で
す
。

そ
れ
で
、
一
人
一
人
の
持
ち
分
を
一
覧

で
き
る
よ
う
に
ま
と
め
直
し
た
の
が
名

寄
帳
で
す
。
現
在
の
税
の
計
算
な
ど
で

も
名
寄
せ
と
い
う
作
業
は
行
わ
れ
て
い

る
よ
う
で
す
。

　
つ
い
で
に
、
一
定
の
面
積
を
持
つ
土

地
を
「
一
筆
」
と
言
い
、
そ
れ
を
分
け

る
「
分
筆
」、
合
わ
せ
る
「
合
筆
」
と

い
う
言
葉
は
、
検
地
帳
に
由
来
し
ま
す
。

検
地
帳
に
は
土
地
の
所
在
地
、
田
畠
の

ラ
ン
ク
、
面
積
、
石
高
と
所
有
者
（
年

貢
負
担
者
）
が
一
行
に
書
き
込
ま
れ
て

い
ま
す
。
そ
れ
で
一
枚
一
枚
の
田
ん
ぼ

を
一
筆
と
呼
ぶ
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

そ
の
習
慣
が
今
も
残
っ
て
い
る
と
い
う

わ
け
で
す
。

　
名
寄
帳
か
ら
各
農
民
の
持
っ
て
い
る

一
枚
一
枚
の
田
畠
の
年
貢
が
判
明
し
ま

す
の
で
、
そ
れ
を
合
計
す
る
と
、
個
人

の
負
担
す
べ
き
年
貢
の
量
が
わ
か
り
ま

す
。
そ
れ
を
書
き
込
ん
だ
の
が
徳
割
帳

で
す
。

　
災
害
で
荒
れ
地
に
な
っ
た
よ
う
な
田

畠
が
あ
れ
ば
、
そ
の
分
の
年
貢
は
差
し

引
き
ま
す
。
そ
う
し
た
異
同
が
あ
る
た

め
に
、
毎
年
徳
割
帳
を
作
成
し
、
確
認

す
る
必
要
が
あ
っ
た
の
で
し
ょ
う
。

　
徳
割
帳
に
記
さ
れ
た
各
人
の
年
貢
高

を
、
一
人
ず
つ
書
き
出
し
て
本
人
に
手

渡
し
て
お
き
ま
す
。
こ
れ
が
年
貢
の
通

知
に
な
り
ま
す
が
、
実
際
に
年
貢
収
納

が
始
ま
る
と
、
皆
済
（
年
貢
を
納
め
終

わ
る
）
ま
で
通
い
帳
と
し
て
利
用
す
る

こ
と
に
な
り
ま
す
。
収
め
る
た
び
ご
と

に
年
貢
の
残
高
が
い
く
ら
と
書
き
込
ま

れ
て
い
て
、
最
後
に
す
べ
て
を
収
め
終

わ
っ
た
時
点
で
、
合
計
額
に
庄
屋
が
印

を
押
し
、
皆
済
の
証
明
と
す
る
（
領
収

書
と
な
る
）
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
し
た
。

な
が
く
ら

な
よ
せ

い
っ
ぴ
つ

が
っ
ぴ
つ

か
い
さ
い

レ

で
い
り
さ
し
ひ
き

は

レ

１９８７年

１９００年

１９９２年

１９９３年

１９９７年

あらお造形展（熊本県立美術館）

アートドキュメント展（北海道立美術館）

第６回釜山青年ビエンナーレ（韓国・釜山文化会館）

九州現代美術展（福岡市美術館）

手で触れて見る作品展（佐賀県立美術館）

主な出展歴

　山本さんは、１９５９年生まれ。熊本県荒尾市在住。九州産業大学

美術学科卒。大学で専攻した絵画に飽き足らず、キャンバスに木の実

や割り箸などをコラージュしたのがきっかけで、次第にキャンバスを

離れて、インスタレーション（注釈）へと発展しているものです。

　当館での個展は２回目。今回は、使わなくなったビデオテープや木、

竹、カヤなどを使い、その製作過程をみなさんにお見せするものです。

公開予定は8月6・7・12・16・17日。ユニークな創作

展になりそうです。

―――　ものづくりの姿勢は、こうありたいと思う精神

から生まれます。作品は自由なイメージで見ていただき

たいです。心の中に何か“ストーン”と落ちるものを表

現したいと思います。　―――

山本徹夫

注釈　インスタレーション＝一般的に設置することを意味する普通名詞。70年

　　　代以降、「絵画」や「彫刻」といった指示句では一括できない作品を指

　　　示する際に、多く用いられるようになった用語である（現代美術用語集）。

山本 徹夫 展

濱本 重和　展
　　　　　7月９日(土)～２４日(日)

（月曜休館・祝日の場合は翌日休館・入場無料）

７ 月 の 企 画 展

アンデルセン生誕200年におくる

『おはなしの夕べ』
……富原美智子さんをおむかえして……

と　き　７月23日(土) 18:30～（無料）
ところ　久我記念美術館

須恵おはなし会

( )
8月企画展 6日(土)～28日(日)
月曜休館・１３日～１５日休館・入場無料

100
町文化財専門委員　石瀧　豊美

江戸時代へようこそ（11）

＝ 村の一年（続き） ＝
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