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湘
南
と
く
に
平
塚
ゆ
か
り
の
画
家
を
顕
彰
発
掘
す
る
こ
と
を
主
眼
と
し
て
い
る
私
に
と
っ
て
、
二
見
利
節
の

作
品
は
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
そ
の
中
で
も
二
見
の
第
一
黄
金
期
で
あ
る
昭
和
一
〇
年
代
の
作
品
に
巡
り
遭
う

こ
と
は
た
や
す
く
な
い
の
で
あ
る
。
そ
ん
な
折
、
高
木
美
術
の
故
高
木
健
雄
氏
か
ら
二
見
の
人
物
画
を
入
手
し

た
と
の
連
絡
が
あ
り
、
駆
け
付
け
て
み
る
と
、
そ
こ
に
は
あ
の
「
傘
屋
」
が
あ
っ
た
の
だ
。
こ
の
作
品
は
昭
和

一
二
年
の
春
陽
会
に
出
品
さ
れ
た
《
作
業
Ｓ
》
通
称
「
傘
屋
」
の
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
で
あ
り
、資
料
と
し
て
は
残
っ

て
い
る
も
の
の
図
録
も
な
く
関
係
者
の
間
で
は
幻
の
作
品
で
あ
っ
た
。
当
時
、
帰
朝
し
た
青
山
義
雄
は
こ
の
作

品
を
見
て
、
な
ぜ
賞
が
つ
か
な
い
の
か
不
思
議
に
思
っ
た
と
の
感
想
を
残
し
て
お
り
、
ま
た
当
時
の
二
見
の
こ

と
を
木
村
荘
八
は
「
若
く
し
て
自
得
の
風
を
持
つ
と
い
う
こ
と
は
作
家
の
資
質
に
か
け
て
識
者
に
迎
え
ら
れ
る

条
件
の
一
つ
」
と
評
し
、
坂
本
繁
二
郎
は
「
色
彩
の
ス
ケ
ー
ル
が
豊
か
で
表
面
よ
り
寧
ろ
底
力
が
あ
る
。
色
彩

も
単
な
る
色
彩
の
た
め
で
な
く
実
相
追
求
に
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
で
良
く
見
て
居
る
方
が
だ
ん
だ
ん
良
く
な
っ

て
来
る
」
と
評
し
、「
明
日
の
画
壇
の
為
に
二
見
氏
が
必
要
不
可
欠
で
あ
る
」
と
ま
で
絶
賛
し
て
い
る
。
原
田
実

氏
（
初
代
平
塚
市
美
術
館
長
）
は
二
見
の
回
顧
展
図
録
の
終
り
に
こ
う
書
い
て
い
る
。「
実
相
追
求
の
画
家
、
二

見
利
節
は
絵
を
描
く
こ
と
へ
の
執
念
に
お
い
て
は
旧
友
長
谷
川
利
行
と
同
じ
よ
う
に
、
立
派
に
画
狂
人
・
葛
飾

北
斎
の
系
譜
に
つ
ら
な
る
存
在
で
あ
っ
た
と
い
え
る
で
し
ょ
う
」
と
。

平
園
賢
一
（
神
奈
川
県
平
塚
市
）

■ 
二
見
利
節
《
傘
屋
》

画
狂
人
の
系
譜

二見利節（ふたみ・としとき／ 1911-1976 年）

神奈川生れの洋画家。井上三網に師事。1933
年春陽会、東光会に初入選。38 年春陽会賞。
38、39年と文展連続特選。41年新文展無鑑査。
48 年国画会会員。69 年渡欧。紺綬褒章。76
年没。65 歳。湘南二宮町にふたみ記念館開館。

二見利節 《傘屋》

油彩 ・キャンバス　53.0 × 45.5cm　1938 年
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平
成
一
一
年
春
、
梅
野
記
念
絵
画
館
の
梅
野
隆
初
代
館
長
に
こ
の
作
品
入
手
を
手
紙
で
報
告
し
た
と
こ
ろ
、

そ
の
返
事
に
は
「
本
荘
赳
の
名
品
思
わ
ず
あ
っ
と
声
を
立
て
て
し
ま
い
ま
し
た
。
私
が
今
ま
で
見
た
本
荘
作
品

の
中
で
最
も
優
れ
た
も
の
で
す
…
。
心
の
震
え
の
お
も
む
く
ま
ま
に
し
た
た
め
ま
し
た
」。
私
以
上
に
梅
野
館
長

も
驚
か
れ
た
御
様
子
で
し
た
。
本
荘
を
知
る
者
に
と
っ
て
こ
れ
以
上
の
驚
き
は
そ
う
ざ
ら
に
は
な
い
出
来
事
で

し
た
。

　

本
荘
は
地
元
の
小
学
校
の
教
師
を
し
な
が
ら
絵
を
描
き
、
春
陽
会
会
員
に
な
っ
た
の
ち
五
〇
歳
で
専
業
画
家

に
な
っ
た
も
の
の
画
商
嫌
い
の
た
め
、
そ
の
名
は
ほ
と
ん
ど
世
に
知
ら
れ
る
こ
と
な
く
、
皮
肉
に
も
そ
の
お
陰

で
精
神
性
の
高
い
、
画
格
無
双
の
作
品
群
を
残
せ
た
わ
け
で
す
。
本
荘
は
井
上
三
綱
か
ら
図
で
は
な
く
絵
を
教

わ
り
、
石
井
鶴
三
か
ら
物
の
裏
側
を
描
く
事
を
教
わ
り
、
安
田
靫
彦
画
伯
の
夢
で
も
あ
っ
た
日
本
画
を
油
彩
で

描
く
と
い
う
難
事
を
具
現
化
し
た
の
で
あ
り
ま
す
。
本
荘
作
品
の
魅
力
は
静
隠
な
画
面
に
ひ
そ
む
深
い
観
照
性

に
あ
る
こ
と
は
誰
も
が
認
め
る
こ
と
で
し
ょ
う
。
し
か
し
そ
の
裏
側
に
は
「
画
道
は
こ
れ
丈
夫
の
道
」
と
い
う

命
懸
け
の
覚
悟
が
あ
る
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
で
し
ょ
う
。
い
わ
ゆ
る
ア
ー
チ
ス
ト
の
氾
濫
す
る
時
代
に
、

古
武
士
の
よ
う
な
一
徹
で
硬
骨
な
本
荘
の
よ
う
な
画
家
は
も
う
現
れ
な
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
洋
画
会
の
渡
辺

崋
山
が
こ
の
平
塚
か
ら
出
た
こ
と
は
平
塚
市
民
と
し
て
誇
り
に
思
っ
て
い
ま
す
。
最
後
に
、
日
本
人
が
描
く
油

彩
画
を
高
い
レ
ベ
ル
で
ひ
と
つ
の
形
と
し
て
完
成
さ
せ
た
功
績
は
、
洋
画
史
上
も
っ
と
評
価
さ
れ
て
い
い
と
思
っ

て
い
ま
す
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

平
園
賢
一
（
神
奈
川
県
平
塚
市
）

■ 
本
荘　

赳
《
山
羊
小
屋
》

洋
画
界
の
渡
辺
崋
山

本荘　赳（ほんじょう・たけし／1906-1993年）

平塚市生れの洋画家。井上三綱、安田靫彦に
師事。1935 年春陽会初入選。40 年春陽会賞、
53 年会員。西湘平塚地域の美術運動の中心者
として活躍。古武士のような高邁な人格と静
穏なる画風で知られる。93 年没。87 歳。

本荘　赳 《山羊小屋》

油彩 ・キャンバス　60.6 × 90.9cm　制作年不詳
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停
泊
中（
？
）の
船
が
印
象
的
な
古
い
水
彩
画
で
あ
る
。
近
づ
い
て
み
る
と
右
下
に
は
画
家
の
サ
イ
ン
が
あ
り
、

一
九
二
七
年
、
さ
ら
に
丸
の
中
に
「
忠
三
」
と
書
い
て
あ
る
よ
う
だ
。
し
か
し
な
が
ら
忠
の
文
字
は
独
特
の
形

を
し
て
お
り
、
忠
三
と
読
む
に
は
少
し
不
安
が
残
っ
た
。
当
初
、
絵
の
雰
囲
気
か
ら
み
て
私
に
は
外
国
人
の
画

家
の
作
品
と
思
え
た
。
し
か
し
、漢
字
の
サ
イ
ン
が
あ
る
こ
と
か
ら
、作
者
は
日
本
人
で
あ
る
と
の
確
信
に
変
わ
っ

た
。
し
か
も
、
絵
の
描
か
れ
た
場
所
は
外
国
と
思
わ
れ
、
少
な
く
と
も
画
家
は
昭
和
二
年
に
欧
州
等
に
滞
在
中

の
人
物
で
あ
る
と
考
え
、
調
査
を
し
て
み
る
こ
と
に
し
た
。

　

調
査
を
開
始
し
て
間
も
な
く
、
明
治
四
一
年
か
ら
明
治
四
五
年
ま
で
太
平
洋
画
会
展
に
出
品
し
て
い
た
松
山

忠
三
に
辿
り
着
い
た
。
さ
ら
に
調
査
を
進
め
る
と
作
家
解
説
の
中
に
「
大
正
三
年
ロ
ン
ド
ン
で
結
婚
し
、
ロ
イ

ヤ
ル
・
ア
カ
デ
ミ
ー
を
中
心
に
出
品
を
続
け
、
イ
ギ
リ
ス
で
活
躍
を
続
け
た
。」
と
あ
る
で
は
な
い
か
、
思
わ
ず

心
の
中
で
万
歳
を
叫
ん
だ
。
そ
の
後
、
青
森
県
立
郷
土
館
の
對
馬
恵
美
子
氏
（
学
芸
主
査
）
に
照
会
し
、
松
山

忠
三
の
作
品
で
あ
る
こ
と
が
確
認
で
き
た
。

　

こ
の
絵
に
つ
い
て
、
私
は
密
か
に
忠
三
作
品
の
代
表
作
に
推
し
た
い
と
考
え
て
い
る
。
理
由
は
小
品
が
多
い

中
に
あ
っ
て
数
少
な
い
大
型
サ
イ
ズ
で
あ
る
こ
と
。
次
に
忠
三
は
彼
の
地
に
あ
っ
て
も
、
日
本
人
の
心
の
内
に

あ
る
余
白
の
美
を
忘
れ
て
い
な
か
っ
た
。
構
図
は
画
面
に
大
胆
な
余
白
を
も
た
せ
、右
上
部
の
甲
板
上
の
人
物
は
、

見
る
者
に
自
由
な
発
想
を
与
え
、
画
面
を
引
き
締
め
る
役
割
を
持
た
せ
る
な
ど
完
成
度
が
高
い
こ
と
が
主
な
理

由
で
あ
る
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

佐
々
木
征
（
千
葉
県
船
橋
市
）

■ 
松
山
忠
三
《
テ
ム
ズ
川
河
口
》

英
国
に
帰
化
し
、
一
度
も
祖
国
の
土
を
踏
む
こ
と
な
く
没
し
た
画
家松山忠三（まつやま・ちゅうぞう／ 1880-1954 年）

青森県生れ。水彩画講習所に学ぶ。太平洋画
会展 4 回出品。『みづゑ』に作品掲載。1911
年渡英。ロイヤル・アカデミーを中心に出品
を続け、英国で活躍。英国の美術雑誌に作品
掲載。英国籍取得。英国で没。73 歳。

松山忠三 《テムズ川河口》

水彩 ・紙　33.3 × 50.0cm　1927 年
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四
号
ほ
ど
の
板
に
描
か
れ
た
作
者
不
詳
の
風
景
画
で
あ
る
。
一
瞬
、
黒
田
清
輝
の
作
品
と
見
紛
う
ば
か
り
の

外
光
派
的
作
風
に
思
え
た
が
、
一
方
で
黒
田
の
作
品
が
簡
単
に
入
手
出
来
る
は
ず
は
な
い
と
そ
の
思
い
を
打
ち

消
し
た
。
作
品
に
は
昭
和
四
年
、
○
山
、
忠
（
？
）
と
書
い
て
あ
り
、
黒
田
は
大
正
一
三
年
に
亡
く
な
っ
て
お

り
対
象
外
で
あ
る
。
問
題
は
「
○
山
」
の
く
ず
し
字
が
解
読
で
き
な
い
こ
と
で
あ
る
。
私
は
止
む
無
く
こ
れ
は

と
思
え
る
く
ず
し
文
字
の
解
読
に
取
り
掛
か
っ
た
結
果
、
遂
に
「
夫
」
に
辿
り
着
い
た
。
解
読
不
可
能
と
思
え

た
画
家
の
名
前
は
「
夫
山
」
と
判
明
し
た
。
そ
の
後
の
作
業
は
自
身
驚
く
ほ
ど
に
と
ん
と
ん
拍
子
に
進
ん
だ
。

以
前
に
読
ん
だ
『
福
島
の
近
代
美
術
』
の
中
に
「
油
井
夫
山
」
に
つ
い
て
取
上
げ
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
思
い
出

し
た
の
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
で
念
願
の
作
者
特
定
作
業
は
、三
好
寛
佳
氏
（
三
好
企
画
）、村
山
鎮
雄
氏
（
著
者
）、油
井
昭
夫
氏
（
ご

遺
族
）の
協
力
を
い
た
だ
き
完
結
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
さ
ら
に
油
井
昭
夫
氏
か
ら
提
供
さ
れ
た
資
料
に
よ
る
と
、

夫
山
は
「
福
島
県
美
術
界
の
礎
を
築
い
た
人
物
」
と
評
価
さ
れ
て
お
り
、
一
方
で
「
亜
欧
堂
田
善
」「
熊
坂
適
山
」

の
研
究
家
と
し
て
も
名
を
成
し
て
い
る
事
実
も
判
明
し
た
。

　

私
は
こ
の
絵
を
見
て
、
岸
辺
で
洗
濯
を
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
村
娘
と
波
紋
の
描
写
が
気
に
入
り
購
入
を
決

め
た
経
緯
が
あ
る
。
ま
た
、
調
査
段
階
で
福
島
県
立
美
術
館
学
芸
課
の
宮
武
弘
氏
に
照
会
の
と
こ
ろ
、
晩
年
の

風
景
画
作
品
は
散
逸
し
て
不
明
と
の
回
答
を
得
て
お
り
、
夫
山
研
究
の
面
か
ら
も
資
料
的
価
値
が
大
き
く
大
事

に
し
た
い
作
品
と
考
え
て
い
る
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

佐
々
木
征
（
千
葉
県
船
橋
市
）

■ 
油
井
夫
山
《
洗
物
す
る
少
女
》

「
亜
欧
堂
田
善
」
研
究
の
第
一
人
者
の
風
景
画

油井夫山〔本名：忠助〕（ゆい・ふざん／1884-1934年）

福島市生れ。東京美術学校西洋画科卒。奥羽
六県連合共進会美術展の幹事。亜欧堂研究に
着手。白馬会展入選。福島県でアートクラブ
結成。光風会展入選。1923年福島洋画会結成。
30 年宮城県角田中学校教諭。34 年没。51 歳。

油井夫山 《洗物する少女》

油彩 ・板　33.0 × 24.0cm　1929 年



115 114

　

こ
れ
は
、
日
動
画
廊
の
和
田
さ
ん
か
ら
購
入
し
た
作
品
で
す
。

　

そ
の
後
、
鑑
定
に
出
し
た
時
に
、
大
作
（
代
々
木
時
代
‥
一
九
三
〇
年　

タ
イ
ト
ル
《
鏡
》　

九
七
×

一
三
〇
・
五
セ
ン
チ
）
が
あ
り
、
私
の
購
入
品
は
そ
の
下
絵
で
あ
る
事
が
、
解
り
ま
し
た
。

　

緊
張
感
の
あ
る
こ
の
絵
は
む
し
ろ
大
作
よ
り
も
私
に
は
良
く
思
え
る
の
で
す
。中

村
儀
介
（
千
葉
県
木
更
津
市
）

■ 
児
島
善
三
郎
《
鏡
を
持
つ
女
》

ピ
ー
ン
と
し
た
緊
張
感

児島善三郎（こじま・ぜんざぶろう／1893-1962年）

福岡市生れ。本郷洋画研究所に通う。1922 年
二科賞。24 〜 28 年渡仏。28 年二科展に滞欧
作特陳、会友となる。30 年独立美術協会の創立
に参加。59 年銀座松屋で自選展開催。現代日本
美術展、日本国際美術展に出品。62年没。69歳。

児島善三郎 《鏡を持つ女》

油彩 ・キャンバス　30.0 × 40.0cm　1930 年
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父
が
描
い
た
こ
の
絵
は
私
が
幼
少
時
代
過
ご
し
た
松
山
市
道
後
の
家
の
鴨
居
に
掛
け
ら
れ
て
い
て
、
朝
晩
に

眺
め
て
生
活
し
ま
し
た
。

　

大
好
き
な
こ
の
絵
の
作
者
を
知
ら
な
い
ま
ま
小
学
校
高
学
年
に
な
っ
て
、
父
が
描
い
た
と
聞
い
た
時
は
驚
き

ま
し
た
。
父
が
生
ま
れ
私
も
生
ま
れ
た
愛
媛
県
の
内
子
の
土
蔵
の
風
景
は
、
穏
や
か
な
陽
射
し
が
屋
根
に
さ
え

ぎ
ら
れ
て
三
角
形
の
影
を
落
と
し
、
そ
の
下
で
お
婆
ち
ゃ
ん
と
お
さ
な
児
が
話
し
て
い
る
日
だ
ま
り
の
暖
か
さ

に
心
和
む
絵
で
す
。

　

父
の
自
然
に
対
す
る
想
い
が
あ
ふ
れ
て
い
る
よ
う
に
感
じ
ま
す
。

櫨は
せ
が
わ川
公
子
（
東
京
都
多
摩
市
）

■ 
宇
都
宮
周
策
《
ふ
る
さ
と
内
子
》

自
然
を
愛
し
た
父

宇都宮周策（うつのみや・しゅうさく／ 1907-1988 年）

愛媛県内子生れ。1930 年頃から油絵を描き
始める。39 年東京帝国大学法学部卒。56 年
愛媛県松山市民病院を設立、後に真光園（病院）
設立に携わる。67 年四国遍路参りを完拝する。
俳画を描き始める。88 年没。81 歳。

宇都宮周策 《ふるさと内子》

油彩 ・板　23.6 × 33.0cm　1934 年
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林
倭
衛
は
二
科
展
で
出
品
撤
回
命
令
が
出
た
《
出
獄
の
日
の
大
杉
栄
像
》
で
有
名
か
と
思
い
ま
す
が
、
私
に

は
桐
生
の
大
川
美
術
館
の
《
除
虫
菊
畑
》
が
強
く
印
象
に
残
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
滞
欧
作
で
、
小
品
な
が
ら

健
康
的
な
光
に
溢
れ
、
見
る
者
の
心
を
伸
び
や
か
に
す
る
気
持
ち
の
よ
い
絵
だ
と
思
い
ま
し
た
。
そ
の
後
資
料

を
探
し
て
調
べ
て
み
る
と
、
親し
ん
し
ゃ炙
し
て
い
た
大
杉
栄
を
介
し
て
、
私
の
地
元
金
沢
に
縁
が
あ
る
鴨
居
悠
（
私
が

こ
の
よ
う
に
絵
の
無
間
地
獄
に
墜
ち
る
契
機
と
な
っ
た
画
家
、
鴨
居
玲
の
父
親
で
、
新
聞
記
者
と
し
て
渡
欧
し

た
際
に
倭
衛
と
知
り
合
っ
た
）
と
交
友
が
あ
り
、
晩
年
に
は
金
沢
や
そ
の
近
郊
に
滞
在
し
作
品
を
残
し
て
い
た

こ
と
も
判
り
一
層
親
近
感
を
懐い
だ

く
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

　

こ
の
絵
は
一
度
目
の
渡
欧
時
に
南
仏
プ
ロ
ヴ
ァ
ン
ス
の
セ
ザ
ン
ヌ
が
い
た
ア
ト
リ
エ
を
借
り
て
い
た
時
に
描

か
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
ま
す
。
木
々
や
下
草
は
密
生
し
て
い
て
緑
が
濃
く
、
大
き
な
岩
も
点
在
し
て
お
り
、
あ

の
有
名
な
サ
ン
ト=

ヴ
ィ
ク
ト
ワ
ー
ル
山
へ
通
ず
る
道
な
の
で
は
と
も
想
像
し
そ
う
で
す
。
光
溢
れ
る
明
晰
な

風
景
で
は
な
く
、
逆
に
射
し
込
む
光
は
少
な
い
の
で
す
が
そ
の
光
を
的
確
に
捉
え
て
い
て
、
様
式
だ
け
の
表
面

的
な
西
洋
の
影
響
を
避
け
て
い
る
よ
う
に
み
え
ま
す
。
帰
国
後
日
本
人
と
し
て
独
自
の
リ
ア
リ
ズ
ム
を
目
指
す

意
識
が
既
に
感
じ
ら
れ
ま
す
。
残
念
な
が
ら
終
戦
前
の
空
襲
で
か
な
り
の
作
品
を
焼
失
し
て
し
ま
い
残
さ
れ
た

作
品
は
多
く
な
く
、
一
般
に
は
忘
れ
ら
れ
た
画
家
と
言
わ
れ
る
か
と
思
い
ま
す
が
、
今
後
も
っ
と
人
々
の
記
憶

に
残
る
価
値
が
あ
る
画
家
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。

谷 

吉
雄
（
石
川
県
白
山
市
）

■ 
林　

倭
衛
《
プ
ロ
ヴ
ァ
ン
ス
の
森
》

セ
ザ
ン
ヌ
に
憧
れ
つ
つ
西
欧
を
消
化
し
た
画
家

林　倭衛（はやし・しずえ／ 1895-1945 年）

長野県生れ。日本水彩画研究所に学ぶ。1917
年二科展で樗牛賞。18 年二科賞。20 年二科
会会友。21 〜 26 年渡欧。26 年春陽会会員。
30 年有島生馬の知遇を得る。36 年国画会に
出品。37 年新文展審査員。45 年没。49 歳。

林　倭衛 《プロヴァンスの森》

油彩 ・キャンバス　60.0 × 72.8cm　1924 年頃
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前
田
寛
治
や
佐
伯
祐
三
と
同
時
代
に
、
相
前
後
し
て
東
京
美
術
学
校
に
学
び
、
パ
リ
に
留
学
し
た
佐
分
眞
で

し
た
が
、
独
自
の
画
風
を
確
立
し
え
な
か
っ
た
の
か
、
あ
る
い
は
作
品
を
ほ
と
ん
ど
売
ら
な
か
っ
た
せ
い
か
、

世
間
的
に
は
〈
埋
も
れ
た
画
家
〉
に
属
す
る
と
思
い
ま
す
。
こ
の
絵
と
の
出
会
い
は
、
ま
だ
私
が
近
代
日
本
洋

画
の
世
界
を
知
り
そ
の
魅
力
に
と
り
憑
か
れ
て
間
も
な
い
頃
で
、
地
元
の
画
廊
主
か
ら
佐
分
の
名
を
告
げ
ら
れ

て
も
全
く
知
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
し
か
し
こ
の
絵
と
の
出
会
い
で
、
昭
和
の
は
じ
め
に
渡
欧
し
た
若
い
画
家
が

幾
許
か
の
気
負
い
と
純
粋
な
昂
揚
す
る
思
い
で
描
き
あ
げ
た
作
品
に
、
何
の
知
識
も
な
く
裸
眼
で
接
し
感
動
で

き
た
自
分
を
嬉
し
く
思
い
、
こ
れ
以
降
こ
の
ジ
ャ
ン
ル
（
若
い
頃
の
滞
欧
作
）
の
作
品
に
気
持
ち
が
惹
か
れ
て

ゆ
き
ま
し
た
。
小
品
な
が
ら
見
ご
た
え
の
あ
る
佐
分
の
婦
人
像
が
桐
生
の
大
川
美
術
館
に
あ
る
こ
と
も
教
え
ら

れ
、
憑
き
物
が
つ
い
た
よ
う
に
出
掛
け
ま
し
た
。
そ
し
て
こ
の
大
川
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
と
の
出
会
い
が
、
今
に
到

る
絵
画
蒐
集
と
い
う
無
間
地
獄
へ
堕
ち
る
人
生
に
拍
車
を
懸
け
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
す
。
こ
れ
ま
で
実
際
に

見
た
佐
分
の
作
品
は
多
く
あ
り
ま
せ
ん
が
、
画
集
や
遺
稿
を
見
る
限
り
な
ぜ
自
死
し
た
の
か
推
し
量
る
こ
と
が

で
き
ま
せ
ん
。
特
に
滞
欧
作
は
ど
れ
も
自
信
に
満
ち
て
お
り
、
伸
び
や
か
な
タ
ッ
チ
で
マ
チ
エ
ー
ル
も
重
厚
で

し
か
も
色
の
取
り
合
わ
せ
は
洒
落
て
お
り
、
内
面
的
に
も
充
実
し
て
い
る
と
い
う
印
象
を
受
け
ま
す
。
と
て
も

鬱
屈
し
た
精
神
状
態
な
ど
微
塵
も
感
じ
ら
れ
ま
せ
ん
。
結
局
人
が
そ
れ
ぞ
れ
心
の
奥
底
に
秘
め
る
闇
の
深
さ
に

嘆
息
し
な
が
ら
あ
ら
た
め
て
こ
の
絵
に
見
入
っ
て
し
ま
い
ま
す
。

谷 

吉
雄
（
石
川
県
白
山
市
）

■ 
佐
分　

眞
《
セ
ー
ヌ
の
初
秋
》

若
き
画
家
の
滞
欧
作
に
心
惹
か
れ
て

佐分　眞（さぶり・まこと／ 1898-1936 年）

名古屋市生れ。川端画学校に学ぶ。東京美術
学校西洋画科卒。1925 年白日会展で白日賞、
後に会員となる。26 年光風会賞、会員。27
〜 30 年渡仏。リアリズムに立脚した堅実な
画風。31、33、34 年帝展で特選。自死。37 歳。

佐分　眞 《セーヌの初秋》

油彩 ・キャンバス　45.0 × 52.8cm　1926 ～ 30 年頃
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近
代
日
本
洋
画
の
愛
好
家
と
り
わ
け
市
民
コ
レ
ク
タ
ー
を
目
指
す
人
達
に
と
っ
て
、
偉
大
な
先
達
の
一
人
に

梅
野
隆
氏
が
お
ら
れ
ま
す
。
氏
の
著
書
『
美
の
狩
人
』
に
導
か
れ
、
そ
の
後
直
接
お
会
い
し
そ
の
謦け
い
が
い咳
に
触
れ

多
く
を
教
え
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
特
に
作
品
と
そ
の
作
家
に
対
す
る
熱
い
想
い
を
語
ら
れ
る
時
に
は
、
ま
さ

に
口
角
泡
を
飛
ば
す
勢
い
で
い
つ
も
圧
倒
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
こ
の
梅
野
氏
と
の
出
会
い
で
最
初
に
心
惹
か
れ

た
画
家
が
今
西
中
通
で
し
た
。
し
か
し
地
方
に
住
む
身
で
は
た
ま
に
素
描
や
水
彩
の
小
品
を
求
め
て
身
近
に
接

し
、
中
通
の
熱
い
魂
の
一
端
に
触
れ
た
気
分
に
な
り
満
足
し
て
い
ま
し
た
。
画
集
や
図
録
を
み
て
い
る
と
や
は

り
油
彩
画
、
就
な
か
ん
ず
く中
初
期
の
フ
ォ
ー
ブ
と
称
さ
れ
る
作
品
（
も
ち
ろ
ん
中
通
の
作
品
で
は
キ
ュ
ー
ブ
の
時
代
の
作

品
が
大
作
も
多
く
高
く
評
価
さ
れ
て
い
る
と
思
い
ま
す
）
と
巡
り
会
い
た
い
と
思
い
を
募
ら
せ
て
い
ま
し
た
。

随
分
経
ち
半
ば
諦
め
か
け
て
い
た
頃
、
某
オ
ー
ク
シ
ョ
ン
に
こ
の
絵
が
出
品
さ
れ
る
こ
と
を
知
り
、
後
先
も
考

え
ず
電
話
入
札
を
申
し
込
ん
で
い
ま
し
た
。
初
め
て
の
経
験
で
舞
い
上
が
っ
て
し
ま
い
気
が
付
け
ば
目
標
の
一
・

五
倍
の
価
格
で
落
札
し
て
い
ま
し
た
。
モ
デ
ル
の
フ
サ
嬢
の
顔
は
か
な
り
デ
フ
ォ
ル
メ
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
当

時
の
日
本
女
性
の
容
貌
と
し
て
は
エ
キ
ゾ
チ
ッ
ク
で
情
熱
的
な
印
象
を
受
け
ま
す
。
中
通
は
何
点
も
彼
女
を
描

い
て
い
ま
す
が
、
ど
の
作
品
に
も
想
い
が
籠
っ
て
お
り
魅
力
的
に
出
来
上
が
っ
て
い
ま
す
。
特
に
目
と
口
に
表

れ
て
い
る
意
志
の
強
さ
は
、
何
か
心
に
深
く
秘
め
て
い
る
想
い
が
あ
る
の
で
は
と
、
見
る
も
の
に
思
わ
せ
惹
き

つ
け
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。

谷 

吉
雄
（
石
川
県
白
山
市
）

■ 
今
西
中
通
《
フ
サ
像
》

中
通
の
フ
ォ
ー
ブ
作
品
を
求
め
て

今西中通（いまにし・ちゅうつう／ 1908-1947 年）

高知県生れ。1927年上京。川端画学校、「1930
年協会研究所」、独立美術協会研究所に所属。
前田寛治、里見勝蔵に学ぶ。35 年独立展でＤ
氏賞。福岡で絵画研究所を設立する。47 年独
立美術協会会員。福岡で没。38 歳。

今西中通 《フサ像》

油彩 ・板　23.0 × 16.0cm　1930 年頃
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柳
瀬
正
夢
の
作
品
は
、
遺
族
を
は
じ
め
と
し
た
身
内
の
方
や
当
時
の
後
援
者
が
所
蔵
さ
れ
て
い
る
以
外
、
資

料
も
含
め
そ
の
多
く
が
武
蔵
野
美
術
大
学
美
術
資
料
館
に
保
管
さ
れ
て
お
り
、
世
間
に
出
回
る
こ
と
は
ほ
と
ん

ど
な
い
よ
う
で
す
。
私
も
生
誕
一
〇
〇
年
の
展
覧
会
は
見
て
お
ら
ず
、
実
見
し
た
の
は
洲
之
内
コ
レ
ク
シ
ョ
ン

の
《
夕
暮
れ
》
だ
け
で
す
。
し
か
し
洲
之
内
徹
の
エ
ッ
セ
イ
に
は
、
郷
里
を
同
じ
く
す
る
先
輩
と
し
て
哀
惜
の

情
に
満
ち
た
文
章
で
、
印
象
深
く
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
ま
す
。
そ
れ
に
加
え
て
一
四
歳
で
上
京
し
た
直
後
よ
り

村
山
槐
多
と
深
い
親
交
が
あ
っ
た
こ
と
も
強
く
脳
裏
に
焼
き
着
け
ら
れ
た
理
由
だ
と
思
い
ま
す
。
前
述
の
展
覧

会
図
録
を
通
覧
す
る
と
、
初
期
に
は
セ
ザ
ン
ヌ
や
ゴ
ッ
ホ
、
ム
ン
ク
の
他
、
萬
鉄
五
郎
な
ど
の
影
響
が
色
濃
く

感
じ
ら
れ
ま
す
が
、
早
熟
の
天
才
と
言
わ
し
め
る
に
足
る
色
彩
の
独
特
な
バ
ラ
ン
ス
や
構
図
の
確
か
さ
は
、
驚

嘆
に
値
す
る
も
の
で
し
ょ
う
。
と
こ
ろ
で
こ
の
絵
は
、
後
年
無
産
者
階
級
の
組
織
活
動
で
検
挙
さ
れ
、
し
か
も

そ
の
間
に
妻
を
病
気
で
亡
く
す
と
い
う
苦
悩
の
時
代
の
後
に
全
国
を
旅
し
、
韜と
う
か
い晦
と
も
思
え
る
穏
や
か
な
風
景

画
を
描
い
て
い
た
時
期
の
も
の
で
す
。
南
房
総
の
鵜
原
海
岸
と
思
わ
れ
ま
す
が
、
こ
の
絵
に
対
峙
す
る
と
、
通

奏
低
音
と
し
て
人
が
普
遍
的
に
持
っ
て
い
る
無
明
の
闇
の
深
さ
と
、
状
況
に
よ
っ
て
は
容
易
に
そ
の
人
間
性
を

失
う
と
い
う
狂
気
を
視
て
き
た
者
が
懐い
だ

い
た
で
あ
ろ
う
諦
念
を
考
え
て
し
ま
い
ま
す
。
切
り
立
つ
岸
壁
と
荒
く

打
ち
寄
せ
る
波
を
描
い
て
い
ま
す
が
浅
薄
な
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
は
微
塵
も
な
く
、
不
思
議
と
そ
ん
な
に
暗
く
な
い
静

け
さ
を
感
じ
ま
す
。

谷 

吉
雄
（
石
川
県
白
山
市
）

■ 
柳
瀬
正
夢
《
風
の
あ
る
海
景
》

理
想
の
追
求
と
苦
悩
の
末
の
平
穏
な
風
景
画

柳瀬正夢（やなせ・まさむ／ 1900-1945 年）

松山市生れ。1914 年上京。日本水彩画会研究
所に学ぶ。村山槐多から影響を受ける。未来派、
キュビスム、構成主義に興味を抱き、未来派
美術協会に入会。23 年 MAVO の結成に参加。
ゲオルグ・グロッスを研究。45 年没。45 歳。

柳瀬正夢 《風のある海景》

油彩 ・キャンバス　45.3 × 38.2cm　1936 年
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洲
之
内
徹
氏
の
『
気
ま
ぐ
れ
美
術
館
』
シ
リ
ー
ズ
を
愛
読
す
る
よ
う
に
な
っ
て
か
ら
、
松
本
竣
介
が
憧
れ
の

対
象
と
し
て
、
私
の
心
の
ど
こ
か
奥
ま
っ
た
所
に
棲
み
つ
く
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
さ
ら
に
そ
の
想
い
に
油
を

注
い
だ
の
が
大
川
美
術
館
で
の
竣
介
の
作
品
と
の
出
会
い
で
し
た
。
こ
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
は
大
川
氏
が
「
絵
は

心
の
マ
ッ
サ
ー
ジ
」
と
の
信
条
を
具
現
化
す
る
た
め
、
人
間
画
家
の
系
譜
を
独
自
の
審
美
眼
と
情
熱
で
蒐
集
さ

れ
た
も
の
で
す
が
、
初
め
て
こ
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
の
全
容
に
接
し
た
時
の
驚
き
と
感
動
は
衝
撃
的
で
、
今
で
も

心
が
打
ち
震
え
た
こ
と
を
鮮
明
に
覚
え
て
い
ま
す
。
な
か
で
も
氏
が
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
の
中
核
と
さ
れ
て
い
た
竣

介
の
作
品
群
に
対
峙
し
た
時
は
、
代
表
作
の
《
街
》
や
《
運
河
（
汐
留
近
く
）》
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
小
品
の

デ
ッ
サ
ン
ま
で
も
が
み
な
静
か
で
硬
質
の
叙
情
を
湛
え
、
し
か
も
〈
ど
こ
ま
で
も
人
間
を
信
ず
る
〉
と
い
う
竣

介
の
確
固
と
し
た
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
テ
ィ
ー
を
感
じ
さ
せ
ら
れ
ま
し
た
。

　

こ
の
絵
は
戦
後
に
描
か
れ
た
も
の
で
す
。
二
科
会
へ
デ
ビ
ュ
ー
し
た
頃
の
硬
質
で
透
明
感
の
あ
る
絵
肌
で
は

あ
り
ま
せ
ん
が
、
若
い
頃
の
禎
子
夫
人
と
も
重
な
り
合
う
よ
う
な
雰
囲
気
を
持
つ
少
女
（
女
性
）
の
横
顔
が
の

び
や
か
な
線
で
描
か
れ
て
い
ま
す
。
こ
と
に
よ
る
と
竣
介
に
と
っ
て
の
永
遠
の
女
性
に
も
繋
が
る
の
で
は
な
ど

と
勝
手
で
思
い
入
れ
が
強
い
、
夢
想
を
愉
し
み
な
が
ら
竣
介
に
想
い
を
馳
せ
て
い
ま
す
。

谷 

吉
雄
（
石
川
県
白
山
市
）

■ 
松
本
竣
介
《
少
女
》

竣
介
に
憧
れ
続
け
て
の
思
い
入
れ

松本竣介（まつもと・しゅんすけ／ 1912-1948 年）

東京生れ。昭和期の洋画家。太平洋画会研究所
で学ぶ。麻生三郎、寺田政明と交友。1935 年
二科展初入選、40年に特待となる。九室会会員。
43 年靉光、麻生三郎らと新人画会を結成。47
年自由美術家協会に出品。48 年没。36 歳。

松本竣介 《少女》

油彩 ・キャンバス　22.8 × 16.1cm　1946 年
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い
つ
の
頃
か
ら
か
、
長
谷
川
利
行
の
作
品
を
図
録
の
中
に
見
つ
け
た
り
、
そ
の
名
前
を
聞
い
た
だ
け
で
心
が

波
立
つ
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
ま
る
で
思
春
期
の
恋
愛
感
情
の
よ
う
で
、
利
行
の
作
品
な
ら
何
で
も
欲
し
い
と

思
う
熱
病
に
罹
患
し
た
わ
け
で
す
。

　

利
行
の
絵
に
は
、
対
象
が
風
景
で
あ
ろ
う
が
女
性
や
花
で
あ
ろ
う
が
、
必
ず
自
分
の
心
の
襞
の
奥
に
潜
ん
で

い
る
琴
線
に
触
れ
て
く
る
不
思
議
な
力
が
あ
る
と
感
じ
、
遂
に
は
利
行
の
情
念
に
魂
ま
で
奪
わ
れ
て
し
ま
っ
た

よ
う
で
す
。
そ
の
最
初
に
出
会
っ
た
作
品
は
、
ま
だ
絵
に
の
め
り
込
み
は
じ
め
て
間
も
な
い
頃
、
地
元
の
画
廊

で
突
然
目
の
前
に
現
れ
た
《
裸
婦
》
で
し
た
。
小
品
で
し
た
が
ま
さ
に
生
命
が
弾
け
て
い
る
と
の
感
動
に
我
な

が
ら
驚
い
て
し
ま
っ
た
も
の
で
し
た
。
或
る
日
、
某
オ
ー
ク
シ
ョ
ン
の
図
録
を
チ
ェ
ッ
ク
し
て
い
る
と
聡
明
で

意
志
の
強
そ
う
な
少
年
の
顔
が
目
に
飛
び
込
ん
で
き
ま
し
た
。
利
行
の
絵
の
大
き
な
魅
力
は
、
少
し
頼
り
な
げ

で
余
分
な
力
が
抜
け
た
、
し
か
し
気
持
ち
よ
い
リ
ズ
ミ
カ
ル
な
線
で
美
し
い
フ
ォ
ル
ム
を
捉
え
て
お
り
、
さ
ら

に
空
気
ま
で
感
得
さ
せ
る
と
こ
ろ
に
あ
る
と
思
い
ま
す
。
し
か
し
こ
の
少
年
像
は
そ
の
よ
う
な
表
現
を
前
面
に

出
し
て
い
る
絵
で
は
な
く
、
逆
に
愚
直
に
対
象
の
内
面
を
正
面
か
ら
捉
え
よ
う
と
し
た
作
品
だ
と
思
い
ま
す
。

少
年
の
意
志
的
な
表
情
、
特
に
眼
が
発
す
る
力
に
魅
力
を
感
じ
ま
し
た
。
少
年
な
が
ら
己
の
人
生
は
す
べ
て
自

分
で
引
き
受
け
る
の
だ
と
い
う
強
い
意
志
を
視
て
し
ま
い
ま
す
。

谷 

吉
雄
（
石
川
県
白
山
市
）

■ 
長
谷
川
利
行
《
少
年
像
》

利
行
の
情
念
に
と
り
憑
か
れ
て

長谷川利行（はせがわ・としゆき／ 1891-1940 年）

京都生まれ。1919 年私家版歌集『長谷川木葦集』刊行。21 年上京、矢野文夫と出会う。23 年
個人雑誌『火岸』第一輯「大火の岸に距りて歌へる」を自費出版。26 年第 2 回 1930 年協会展
入選（前田寛治、佐伯祐三、東郷青児、古賀春江、三岸好太郎らの評を得る）、第 13 回二科展入選。
27 年第 3 回 1930 年協会展奨励賞、第 14 回二科展樗牛賞、里見勝蔵、靉光、麻生三郎、井上
長三郎等と交友。40 年 10 月 12 日東京市養育院板橋本院にて胃癌により死去。69 年上野不忍
池弁天島に木村東介氏により「利行碑」建立、発起人に梅原龍三郎、揮毫は熊谷守一・有島生馬。

長谷川利行 《少年像》

油彩 ・キャンバス　45.5 × 38.1cm　制作年不詳
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大
正
六
年
ご
ろ
か
ら
太
平
洋
戦
争
ま
で
東
京
浅
草
に
安
来
節
ブ
ー
ム
が
ま
き
お
こ
っ
た
。
明
治
三
五
年
一
二
月

一
〇
日
、
島
根
県
出
雲
市
村
玉
津
に
五
人
兄
弟
の
次
女
と
し
て
生
れ
た
来
間
お
め
の
（
大
和
家
八
千
代
）。
一
四
歳
に

な
る
と
料
亭
の
仲
居
と
し
て
働
き
に
で
る
が
、「
お
し
な
」
と
い
う
安
来
節
の
歌
い
手
か
ら
手
ほ
ど
き
を
受
け
、
出
雲

大
社
の
大
通
り
に
あ
っ
た
置
屋
の
大
和
家
に
入
る
。
一
六
歳
の
時
、
姉
春
子
一
九
歳
、
妹
清
子
一
二
歳
と
と
も
に
、

置
屋
の
屋
号
大
和
家
か
ら
大
和
家
三
姉
妹
一
座
を
設
立
し
た
。
そ
の
後
、
大
阪
で
吉
本
興
業
の
創
業
者
吉
本
せ
い
の

も
と
巡
業
中
、
蝶
印
レ
コ
ー
ド
で
安
来
節
を
吹
き
込
ん
だ
と
い
う
。
こ
の
時
、
浅
草
常
盤
座
の
根
岸
吉
之
助
か
ら
声

が
か
か
り
東
京
へ
進
出
し
た
。
そ
し
て
空
前
の
浅
草
安
来
節
の
全
盛
時
代
を
築
い
た
と
い
う
。
そ
の
大
和
家
三
姉
妹

の
一
人
が
大
和
家
か
ほ
る
で
は
な
か
ろ
う
か
。
関
東
大
震
災
や
大
恐
慌
等
の
曲
折
を
経
る
が
、
そ
の
ブ
ー
ム
は
昭
和

二
〇
年
の
戦
時
中
ま
で
つ
づ
い
た
と
い
う
。
だ
が
そ
の
間
に
得
た
膨
大
な
利
益
は
興
行
師
の
も
の
と
な
っ
た
。
昭
和

初
期
の
様
々
な
社
会
的
矛
盾
を
抱
え
た
貧
し
い
人
々
、
特
に
女
性
た
ち
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
魂
を
一
瞬
の
う
ち
に
と

ら
え
た
利
行
の
画
面
に
は
、
昭
和
初
期
の
現
実
が
言
葉
を
超
え
た
「
か
た
ち
」
と
な
っ
て
、
つ
く
り
あ
げ
ら
れ
た
。

　

大
和
家
三
姉
妹
の
う
ち
の
「
駒
千
代
」
が
「
安
来
節
の
女
」
で
あ
る
と
天
城
俊
彦
が
言
っ
た
と
い
う
。
し
か
し
、

私
見
で
は
東
京
漫
才
の
始
祖
と
い
わ
れ
る
「
東
喜
代
駒
・
駒
千
代
」
で
は
な
か
っ
た
か
。

　

東
喜
代
駒
（
武
井
喜
代
次 

一
八
九
九
年 —

 

一
九
七
七
年
）
は
、「
隆
の
連
」
の
三
姉
妹
（
百
龍
・
千
龍
・
万
龍
）

の
一
人
を
駒
千
代
と
名
乗
ら
せ
、
燕
尾
服
を
身
に
ま
と
い
、
鼓
を
持
つ
と
い
う
新
し
い
演
芸
ス
タ
イ
ル
を
確
立
さ
せ

た
と
い
う
。
そ
の
こ
ろ
安
来
節
小
屋
は
漫
才
、
曲
芸
な
ど
を
加
味
し
、
ス
ピ
ー
ド
感
あ
ふ
れ
る
バ
ラ
エ
テ
ィ
シ
ョ
ー

と
化
し
、
大
衆
の
人
気
が
集
ま
っ
た
。
明
治
か
ら
大
正
、
昭
和
期
へ
と
移
行
す
る
時
代
の
大
き
な
う
ね
り
に
彷
徨
し

■ 
長
谷
川
利
行
《
大
和
屋
か
ほ
る
》
／
《
安
来
節
の
女
》

《
大
和
家
か
ほ
る
》
と
《
安
来
節
の
女
》

な
が
ら
、
貧
し
く
も
芸
で
身
を
立
て
た
人
々
が
持
つ
独
特
の
色
気
や
そ
こ
に
潜
む
ウ
エ
ッ
ト
感
に
利
行
の
精
神
は
昇

華
さ
れ
、
真
骨
頂
が
発
揮
さ
れ
た
。

　

こ
の
絵
を
「
安
来
節
の
女
」
と
命
名
し
た
の
は
、
羽
黒
洞
、
木
村
東
介
で
は
な
か
っ
た
ろ
う
か
。
昭
和
二
八
年
ご

ろ
病
気
療
養
中
で
面
識
の
な
か
っ
た
中
村
正
義
に
こ
の
絵
を
贈
っ
た
。
そ
し
て
こ
の
一
枚
の
絵
が
両
人
の
後
の
因
縁

と
な
っ
た
の
だ
が
、
中
村
正
義
は
「
こ
の
作
品
は
長
く
私
の
座
右
に
あ
っ
て
私
に
よ
く
話
し
か
け
た
。
絵
を
か
く
こ

と
を
〈
商
売
〉
と
し
て
き
た
私
に
、『
絵
か
き
屋
さ
ん
』
い
つ
も
こ
ん
な
ふ
う
に
話
し
か
け
る
の
だ
っ
た
。
そ
し
て
時

に
は
私
を
恥
ず
か
し
め
、
ま
た
時
に
は
私
を
嘲
笑
し
て
い
る
か
の
よ
う
に
見
え
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
日
展
を
や
め
る

よ
う
に
す
す
め
て
く
れ
た
恩
人
も
長
谷
川
さ
ん
だ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
」
と
書
い
て
い
る
。
中
村
正
義
が
所
有
し
て

か
ら
六
〇
年
に
な
ろ
う
か
と
い
う
こ
の
絵
を
、
ご
高
齢
に
な
ら
れ
た
夫
人
の
中
村
あ
や
さ
ん
が
娘
の
倫
子
さ
ん
と
私

の
も
と
へ
観
に
来
ら
れ
た
。

　

ま
た
、
戦
時
中
に
利
行
の
作
品
群
を
郷
里
で
あ
る
山
形
県
に
疎
開
さ
せ
、
の
ち
に
長
谷
川
利
行
の
名
を
世
に
知
ら

し
め
た
羽
黒
洞
木
村
東
介
の
娘
で
あ
り
、
現
社
長
の
木
村
品
子
さ
ん
が
来
ら
れ
、
利
行
の
作
品
群
を
大
八
車
に
乗
せ

て
疎
開
さ
せ
た
思
い
出
話
に
涙
ぐ
ん
だ
。
そ
の
娘
の
泰
子
さ
ん
も
別
の
日
に
一
人
で
来
ら
れ
た
。
こ
の
作
品
に
関
わ
っ

た
人
々
の
優
し
い
眼
差
し
は
、
時
空
を
超
え
た
現
実
の
も
の
と
な
っ
て
、
私
に
大
き
な
感
動
を
与
え
て
く
れ
た
の
だ
。

　

一
枚
の
絵
画
か
ら
受
け
る
素
朴
な
感
動
は
、
そ
の
検
証
に
よ
っ
て
、
歴
史
観
、
価
値
観
、
場
合
に
よ
っ
て
は
人
生

観
ま
で
に
も
自
己
の
考
察
に
及
ぶ
も
の
で
あ
り
、
コ
レ
ク
タ
ー
の
本
望
で
も
あ
る
。

　

長
谷
川
利
行
は
盟
友
で
あ
る
矢
野
文
夫
が
訳
し
た
ニ
ー
チ
ェ
の
言
葉
を
引
用
し
て
語
っ
た
。「
長
い
間
蓄
積
さ
れ
根

気
良
く
併
置
さ
れ
強
欲
に
も
蓄
蔵
さ
れ
た
諸
知
識
は
信
用
が
で
き
ぬ
、
そ
れ
は
用
心
深
さ
適
応
性
不
変
性
遅
滞
等
の

悪
い
兆
候
を
持
っ
て
い
る
」。
文
人
で
あ
る
利
行
が
言
語
で
は
現
せ
な
い
も
の
の
表
現
に
「
宵
越
し
の
知
識
は
持
た
ず
」

と
し
た
の
だ
。
ひ
と
た
び
筆
を
持
っ
た
と
き
の
利
行
に
は
、
煩
悩
を
超
越
し
た
一
瞬
の
ち
か
ら
が
宿
っ
た
の
で
あ
る
。

星 

裕
典
（
東
京
都
中
野
区
）
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長谷川利行 《安来節の女》

油彩 ・キャンバス　34.0 × 46.0cm　1935 年

長谷川利行 《大和家かほる》

油彩 ・キャンバス　　41.0 × 32.0cm　1935 年

長谷川利行（はせがわ・としゆき／ 1891-1940 年）

京都生まれ。1919 年私家版歌集『長谷川木葦集』刊行。21 年上京、矢野文夫と出会う。23 年
個人雑誌『火岸』第一輯「大火の岸に距りて歌へる」を自費出版。26 年第 2 回 1930 年協会展
入選（前田寛治、佐伯祐三、東郷青児、古賀春江、三岸好太郎らの評を得る）、第 13 回二科展入選。
27 年第 3 回 1930 年協会展奨励賞、第 14 回二科展樗牛賞、里見勝蔵、靉光、麻生三郎、井上
長三郎等と交友。40 年 10 月 12 日東京市養育院板橋本院にて胃癌により死去。69 年上野不忍
池弁天島に木村東介氏により「利行碑」建立、発起人に梅原龍三郎、揮毫は熊谷守一・有島生馬。
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国
吉
の
絵
（
デ
ッ
サ
ン
）
を
手
に
入
れ
る
ま
で
は
、
こ
の
画
家
の
こ
と
は
余
り
知
ら
な
か
っ
た
。
当
時
は
自
分
の

出
身
地
で
あ
る
九
州
山
口
の
画
家
の
絵
に
興
味
が
あ
っ
た
。
素
直
に
ざ
っ
く
り
言
え
ば
画
家
の
絵
よ
り
も
物
語
性
、

地
域
性
に
こ
だ
わ
り
と
興
味
が
あ
り
ダ
ボ
ハ
ゼ
の
よ
う
に
何
に
で
も
食
い
つ
い
た
。
そ
う
い
う
時
期
に
こ
の
絵
に
出

会
い
す
ぐ
に
食
い
つ
い
た
、
が
先
約
が
あ
る
と
丁
重
に
断
ら
れ
か
な
り
落
胆
も
し
た
。
世
の
中
本
人
が
思
う
ほ
ど
う

ま
く
行
く
事
は
少
な
い
。
そ
れ
か
ら
二
年
程
時
が
経
ち
そ
の
事
も
忘
れ
て
い
た
時
分
に
Ａ
画
商
の
所
に
こ
の
絵
が
あ

る
と
伝
え
聞
き
、
喜
び
勇
ん
で
駆
け
つ
け
な
が
ら
も
今
回
は
Ａ
画
商
の
言
値
で
買
う
と
臍ほ

ぞ

を
固
め
て
い
た
。
こ
の
頃

の
私
は
蒐
集
の
代
金
は
後
で
何
と
で
も
な
る
、
ま
ず
は
手
に
入
れ
る
事
と
決
め
て
い
た
。
何
の
根
拠
も
裏
づ
け
も
な

い
ま
ま
に
自
負
心
だ
け
が
あ
る
と
い
う
、
奇
妙
な
情
熱
だ
け
が
一
人
歩
き
し
て
い
た
。
今
振
り
返
っ
て
見
る
と
、
こ

の
時
期
を
挟
ん
で
約
一
〇
年
程
の
間
に
私
に
と
っ
て
秀
逸
と
思
わ
れ
る
作
品
と
数
量
が
集
ま
っ
て
き
た
様
な
気
が
す

る
。
不
思
議
な
時
代
で
あ
る
。
話
を
戻
し
て
Ａ
画
商
に
会
う
と
私
が
来
る
以
前
に
売
却
し
た
と
の
事
、
売
却
先
を
聞

く
私
の
剣
幕
に
違
和
感
を
感
じ
た
の
か
Ａ
画
商
は
知
ら
な
い
解
ら
な
い
の
一
点
張
り
で
追
い
か
け
よ
う
の
な
い
雲
の

様
な
話
に
な
っ
て
し
ま
い
落
胆
も
大
き
く
な
っ
た
。
美
神
と
い
う
の
は
い
な
い
よ
う
で
あ
る
。
そ
れ
か
ら
も
蒐
集
と

画
債
は
拡
大
を
図
り
、
さ
し
も
の
ダ
ボ
ハ
ゼ
も
制
約
が
多
く
な
っ
た
頃
、
あ
の
絵
が
再
び
登
場
し
た
の
で
あ
る
。
三

度
目
の
正
直
で
、
こ
の
絵
と
の
出
逢
い
に
不
思
議
な
因
縁
が
あ
る
気
が
し
て
い
る
。
熱
い
情
熱
で
は
な
く
、
冷
た
い

情
熱
の
中
、
今
こ
の
絵
は
苦
し
さ
と
共
に
私
の
手
元
に
在
る
。
後
日
我
が
家
に
来
訪
し
た
Ｆ
美
術
館
の
Ｎ
学
芸
員
に

こ
の
話
を
し
た
所
、
Ｎ
学
芸
員
が
「
絵
は
誰
で
も
購
入
出
来
ま
す
が
、
此
処
に
あ
る
絵
は
絵
が
絵
を
呼
び
集
め
て
い

る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
」と
私
に
言
っ
た
。
美
神
は
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。　
　

山
瀬
一
洋  （
福
岡
県
糟
屋
郡
）

■ 
国
吉
康
雄
《
裸
婦
》

絵
が
絵
を
呼
ぶ

国吉康雄（くによし・やすお／ 1889-1953 年）

岡山市生れの洋画家。渡米。ロサンゼルス美術
学校、1916 年 NY のアート・スチューデンツ・
リーグに学ぶ。29 年ニューヨーク近代美術館
の 19 人の現代アメリカ作家に選抜。48 年ホ
イットニー美術館で回顧展。53 年没。63 歳。

国吉康雄 《裸婦》

コンテ ・紙　62.2 × 47.8cm　制作年不詳
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そ
の
日
も
い
つ
も
の
よ
う
に
行
き
つ
け
の
美
術
商
の
店
に
入
っ
た
。
店
主
の
性
格
か
店
の
中
は
雑
多
な
品
物
で
足
の
踏

み
場
も
な
い
。
普
通
の
人
に
は
も
う
商
売
を
捨
て
た
店
先
に
見
え
る
だ
ろ
う
。
雑
然
と
し
た
こ
の
店
に
ご
く
ま
れ
に
訪
れ

る
客
に
対
し
て
店
主
は
自
分
の
気
が
進
ま
な
い
人
は
店
に
入
れ
な
い
し
黙
っ
て
入
っ
た
客
は
追
い
出
す
と
い
っ
た
あ
ん
ば

い
で
、
た
だ
た
だ
女
房
の
稼
ぐ
金
で
食
っ
て
い
る
様
に
見
え
た
。
店
主
の
人
相
風
体
は
一
言
で
言
え
ば
ロ
シ
ア
の
怪
僧
ラ

ス
プ
ー
チ
ン
に
似
て
い
た
。
長
い
顎あ

ご
ひ
げ鬚
と
頭
髪
が
怪
し
い
雰
囲
気
を
醸か
も

し
出
し
て
い
た
。
話
す
内
容
も
変
わ
っ
て
い
て
、

例
え
ば
田
舎
の
倉
庫
代
わ
り
に
使
っ
て
い
る
古
民
家
に
夜
居
る
時
等
、
二
階
か
ら
誰
か
が
下
り
て
く
る
足
音
が
す
る
が
、

ど
こ
を
探
し
て
も
誰
も
居
な
い
の
だ
と
言
い
、
笑
っ
て
い
た
。
あ
る
時
な
ど
一
五
号
位
の
油
絵
を
お
前
こ
れ
を
買
え
と
差

し
出
し
た
。
何
程
の
代
価
で
も
な
い
為
不
思
議
に
思
い
訳
を
聞
く
と
、
良
い
絵
は
体
で
感
じ
る
事
が
出
来
る
、
こ
の
絵
が

そ
う
だ
と
言
い
、
長
講
釈
の
末
仕
方
な
く
持
ち
帰
っ
た
。
翌
日
改
め
て
絵
を
見
た
時
店
主
の
言
っ
た
意
味
が
解
っ
た
。
芸

術
と
か
で
は
な
い
。
冷
や
汗
が
流
れ
体
が
何
か
を
感
じ
て
気
持
ち
が
悪
い
の
だ
、
確
か
に
感
じ
た
。
バ
タ
バ
タ
と
月
日
が

過
ぎ
そ
の
年
の
暮
れ
も
押
し
詰
ま
っ
た
頃
に
店
を
訪
ね
る
と
店
主
が
一
枚
の
絵
を
出
し
て
金
が
い
る
、
お
前
こ
れ
を
買
え

と
言
い
金
額
を
提
示
し
た
。
丁
度
年
末
の
支
払
い
の
為
持
っ
て
い
た
金
額
を
逆
に
告
げ
る
と
、
そ
れ
で
良
い
と
言
い
、
お

前
に
売
る
つ
も
り
は
な
い
が
、
預
け
る
と
渡
さ
れ
た
絵
が
高
島
野
十
郎
で
当
時
こ
の
画
家
を
知
る
人
は
少
な
か
っ
た
よ
う

に
思
う
。
そ
れ
以
来
訪
問
の
足
は
遠
の
い
て
い
た
が
、
し
ば
ら
く
し
て
噂
話
に
店
主
が
居
な
く
な
っ
た
と
聞
き
店
を
訪
ね

て
家
人
に
聞
い
た
が
、
気
に
し
な
い
風
で
解
ら
な
い
と
言
う
。
こ
の
ボ
ヘ
ミ
ア
ン
の
影
響
を
強
く
自
分
自
身
で
受
け
た
と

感
じ
た
事
が
度
々
有
る
。
野
十
郎
の
絵
を
見
る
度
に
、
き
っ
と
今
頃
は
日
本
を
出
て
ど
こ
か
の
大
陸
で
飄
々
と
あ
の
調
子

で
生
き
て
い
る
店
主
が
重
な
っ
て
見
え
て
く
る
。
怪
僧
ラ
ス
プ
ー
チ
ン
よ
永
遠
な
れ
。　
　

山
瀬
一
洋  （
福
岡
県
糟
屋
郡
）

■ 
高
島
野
十
郎
《
壺
と
リ
ン
ゴ
》

ラ
ス
プ
ー
チ
ン
の
絵

高島野十郎（たかしま・やじゅうろう／1890-1975年）

福岡県生れ。大正・昭和の洋画家。東京帝国大
学水産学科卒。独学で絵を学ぶ。透徹した精神
性でひたすら写実を追求し、孤高の人生を送っ
た。1928 年黒牛会展に出品。50 年示現会展
に出品。59 年丸善で個展。75 年没。85 歳。

高島野十郎 《壺とリンゴ》

油彩 ・キャンバス　46.3 × 60.5cm　制作年不詳
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林
倭
衛
は
大
胆
な
筆
触
と
色
彩
で
、
詩
的
情
感
の
溢
れ
る
絵
を
描
い
た
純
粋
な
心
を
持
つ
画
家
で
あ
っ
た
。

　

こ
の
作
品
《
静
浦
風
景
》
は
静
岡
県
の
港
町
、
静
浦
を
描
い
た
も
の
で
あ
る
。
制
作
年
代
は
、
一
九
三
一
年

頃
と
思
わ
れ
る
。
当
時
は
こ
の
よ
う
な
文
字
ど
お
り
静
か
な
海
岸
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
。

　

穏
や
か
に
広
が
る
海
の
青
が
眼
に
し
み
る
。
松
の
木
の
枝
葉
は
海
風
に
震
え
て
い
る
。

　

詩
情
を
感
じ
さ
せ
る
爽
快
な
絵
で
あ
る
。

小
倉
敬
一
（
埼
玉
県
さ
い
た
ま
市
）

■ 
林　

倭
衛
《
静
浦
風
景
》

清
々
し
い
青
の
詩
情

林　倭衛（はやし・しずえ／ 1895-1945 年）

長野県生れ。日本水彩画研究所に学ぶ。1917
年二科展で樗牛賞。18 年二科賞。20 年二科
会会友。21 〜 26 年渡欧。26 年春陽会会員。
30 年有島生馬の知遇を得る。36 年国画会に
出品。37 年新文展審査員。埼玉県で没。49 歳。

林　倭衛 《静浦風景》

油彩 ・板　24.3 × 33.4cm　1931 年頃
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野
口
謙
蔵
は
東
京
美
術
学
校
を
卒
業
す
る
と
、
琵
琶
湖
の
東
に
位
置
す
る
郷
里
の
滋
賀
県
桜
川
村
の
蒲が
も
う
の

生
野

に
帰
り
、
終
世
そ
の
地
で
制
作
を
続
け
た
画
家
で
あ
る
。
野
口
謙
蔵
の
画
業
は
、
蒲
生
野
の
四
季
折
々
の
移
ろ

い
や
、
明
け
方
か
ら
夕
暮
れ
、
宵
闇
に
至
る
ま
で
刻
々
と
変
化
す
る
表
情
を
感
じ
、
心
の
ま
ま
に
表
現
す
る
こ

と
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
単
な
る
写
実
で
は
な
く
、
郷
里
の
風
景
・
風
土
・
人
々
へ
の
愛
、
眼
差
し
の
温
か
さ

で
も
あ
っ
た
。
野
口
謙
蔵
は
自
由
律
の
短
歌
を
詠
ん
だ
こ
と
も
あ
り
、
絵
に
は
格
調
高
い
清
ら
か
な
詩
情
が
流

れ
て
い
る
。

　

こ
の
《
暮
れ
る
》
は
、
ほ
ぼ
暗
闇
に
近
い
田
園
風
景
で
あ
る
。
空
の
暗
い
雨
雲
は
、
天
気
の
急
変
を
思
わ
せ

る
僅
か
の
赤
み
を
帯
び
て
い
る
。
よ
く
見
る
と
、
画
面
の
中
ほ
ど
に
、
田
圃
の
中
の
道
を
小
走
り
で
歩
い
て
い

る
傘
を
さ
し
た
女
性
の
姿
が
あ
る
。
激
し
い
雷
雨
と
な
っ
て
き
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
稲
の
葉
、
遠
く
の
集
落
・

木
立
、
う
ね
る
よ
う
な
山
な
ど
は
所
々
光
で
青
白
く
照
ら
し
出
さ
れ
て
い
る
。

　

絵
具
の
色
も
よ
く
分
か
ら
な
い
よ
う
な
暗
が
り
の
中
、
素
早
く
激
し
い
筆
使
い
で
自
分
の
心
を
描
く
こ
と
に

集
中
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
絵
に
は
、
郷
土
愛
を
貫
い
た
野
口
謙
蔵
の
高
ら
か
な
思
い
が
あ
る
。

 

小
倉
敬
一
（
埼
玉
県
さ
い
た
ま
市
）

■ 
野
口
謙
蔵
《
暮
れ
る
》

郷
土
へ
の
愛
を
気
高
く
謳
う

野口謙蔵（のぐち・けんぞう／ 1901-1944 年）

滋賀県生れ。1924 年東京美術学校西洋画科卒。
黒田清輝、和田英作に師事。郷里に戻り、蒲生
野の風物を描いた。平福百穂の指導を受ける。
31、33、34 年帝展で特選。34 年東光会会員。
43 年新文展審査員。滋賀県で没。43 歳。

野口謙蔵 《暮れる》

油彩 ・キャンバス　32.0 × 40.7cm　制作年不詳
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長
谷
川
潾
二
郎
を
初
め
て
知
っ
た
の
は
、
二
〇
年
ほ
ど
前
、
新
聞
の
カ
ラ
ー
版
に
掲
載
さ
れ
て
い
た
《
猫
》

の
絵
を
見
た
時
で
あ
る
。
そ
の
絵
は
、
じ
っ
と
見
て
い
る
と
心
が
和
み
、
自
然
と
笑
み
が
こ
ぼ
れ
て
く
る
よ
う

で
あ
っ
た
。
そ
れ
ほ
ど
人
の
気
持
を
心
か
ら
幸
せ
に
さ
せ
て
く
れ
る
絵
と
の
出
会
い
は
初
め
て
で
あ
り
、
衝
撃

的
な
こ
と
で
も
あ
っ
た
。

　

非
常
に
寡
作
で
あ
り
、
作
品
が
出
て
く
る
こ
と
は
稀
で
あ
る
が
、
以
来
、
機
会
が
あ
れ
ば
手
に
入
れ
る
よ
う

に
し
て
き
た
。
中
に
は
全
く
の
偶
然
に
よ
り
、
思
い
が
け
ず
入
手
で
き
た
作
品
も
あ
る
。
絵
と
の
出
会
い
は
、

不
思
議
な
も
の
で
あ
る
。
長
谷
川
潾
二
郎
の
絵
を
評
価
し
、
世
に
出
し
た
洲
之
内
徹
と
長
谷
川
潾
二
郎
の
出
会

い
も
全
く
の
偶
然
で
あ
っ
た
。

　

長
谷
川
潾
二
郎
の
絵
は
、
控
え
目
で
地
味
で
あ
り
、
気
が
つ
か
な
け
れ
ば
通
り
過
ぎ
て
し
ま
う
よ
う
な
絵
で

あ
る
。
し
か
し
、
一
度
絵
の
前
に
立
ち
止
ま
る
と
不
思
議
な
世
界
に
引
き
込
ま
れ
て
し
ま
う
。
そ
れ
は
長
谷
川

潾
二
郎
の
い
う
「
目
前
に
あ
る
現
実
が
、〈
こ
の
世
の
も
の
と
は
思
わ
れ
な
い
〉
よ
う
な
美
に
輝
い
て
い
る
事
実
」

を
表
現
し
て
い
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。

　

こ
の《
正
倉
院
附
近
》は
、手
前
の
池
か
ら
道
、草
む
ら
、木
立
へ
の
斜
面
へ
と
続
く
奥
行
き
、木
の
葉
の
重
な
り
・

表
情
、
木
の
幹
と
幹
と
の
空
間
な
ど
が
実
に
緻
密
に
描
か
れ
て
い
る
。
そ
こ
に
は
、
時
が
止
ま
っ
て
い
る
よ
う

な
永
遠
の
静
寂
が
あ
り
、
心
に
ず
っ
と
残
る
余
韻
と
安
ら
ぎ
が
あ
る
。
そ
し
て
、
小
さ
な
画
面
に
長
谷
川
潾
二

郎
な
ら
で
は
の
不
思
議
で
大
き
な
世
界
が
あ
る
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

小
倉
敬
一
（
埼
玉
県
さ
い
た
ま
市
）

■ 
長
谷
川
潾
二
郎
《
正
倉
院
附
近
》

「
こ
の
世
の
も
の
と
は
思
わ
れ
な
い
」
現
実
を
描
く

長谷川潾二郎（はせがわ・りんじろう／1904-1988年）

北海道生れ。川端画学校に学ぶ。1931 〜 32
年渡仏。32年二科展入選。43年一水会展入選。
34、37、39 年日動画廊で個展。フォルム画廊、
現代画廊等で個展を開催。平明・静謐な画風
で知られる。孤高な画家。東京で没。84 歳。

長谷川潾二郎 《正倉院附近》

油彩 ・キャンバス　19.0 × 24.5cm　1937 年
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こ
の
絵
は
、
さ
る
オ
ー
ク
シ
ョ
ン
の
六
枚
一
組
の
中
に
あ
っ
た
も
の
。
下
見
会
で
も
二
〇
〜
二
五
号
の
絵
が

六
枚
重
な
っ
て
い
る
と
多
く
の
人
は
敬
遠
し
て
通
り
過
ぎ
る
（
ひ
っ
く
り
返
す
だ
け
で
も
重
す
ぎ
て
大
変
）。
そ

の
上
、
こ
の
絵
の
上
に
は
間
違
っ
て
別
な
画
家
の
名
前
が
貼
っ
て
あ
り
、
そ
し
て
別
な
画
家
の
絵
の
上
に
は
ご

丁
寧
に
も
「
中
西
隆
雄
」
と
貼
っ
て
あ
っ
た
。
更
に
幸
運
な
こ
と
に
は
、
オ
ー
ク
シ
ョ
ン
本
番
当
日
は
雨
。
参

加
者
が
少
な
く
、
小
生
、
運
良
く
、
な
か
な
か
入
手
出
来
な
い
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
ピ
ー
ス
級
を
ゲ
ッ
ト
！

　

こ
の
作
品
は
、
一
九
三
二
年
日
本
水
彩
画
会
特
別
陳
列
出
品
作
。
権
威
あ
る
美
術
関
係
者
の
言
葉
「
本
人
（
中

西
）
の
自
信
作
だ
か
ら
こ
そ
、
こ
の
絵
の
前
に
立
っ
て
写
真
に
写
っ
て
い
る
ん
で
す
よ
」

　

良
い
時
に
は
良
い
事
が
重
な
る
も
の
で
、
こ
の
絵
は
殆
ど
展
示
さ
れ
た
こ
と
が
な
か
っ
た
せ
い
か
シ
ミ
や
褪

色
も
殆
ど
な
く
、
描
か
れ
て
か
ら
八
〇
年
以
上
も
経
っ
て
い
る
の
に
只
今
描
い
た
よ
う
な
み
ず
み
ず
し
さ
が
漂
っ

て
い
る
非
常
に
良
い
保
存
状
態
！　

　

教
訓
…
…
「
何
枚
一
組
」
は
「
宝
の
山
！
」

松
尾
陽
作
（
千
葉
県
我
孫
子
市
）

■ 
中
西
利
雄
《
ジ
ャ
ル
ダ
ン
・
テ
ュ
ル
リ
ー
》

滞
欧
名
作
が
「
六
枚
一
組
」
の
中
に
！

中西利雄（なかにし・としお／ 1900-1948 年）

東京生れ。光風会賞。東京美術学校西洋画科
卒。日本水彩展、光風会展、帝展などに出品。
1928〜31年渡仏。サロン・ドートンヌに入選。
帝展で特選。新制作派協会を小磯良平らと結成。
日本水彩画会展に出品。48 年没。47 歳。

中西利雄 《ジャルダン ・ テュルリー》

水彩、 ガッシュ ・ 紙　56.5 × 75.5cm　1930 年

1932 （昭和 7） 年 5 月、 フランスから

帰国後、 中西の滞欧作が多数特別陳

列された、 第 19 回日本水彩画会展の

会場で。
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こ
の
絵
は
神
保
町
の
古
書
店
で
、
三
枚
い
く
ら
で
買
っ
た
も
の
の
中
の
一
枚
。
店
頭
で
一
目
見
た
だ
け
で
迷

い
な
く
「
本
物
だ
！
」
と
確
信
。
取
り
敢
え
ず
ポ
ケ
ッ
ト
の
中
に
あ
っ
た
一
万
五
千
円
也
で
手
付
け
を
打
ち
、

急
い
で
近
所
の
銀
行
Ａ
Ｔ
Ｍ
に
走
っ
て
、
引
き
取
っ
た
も
の
。
購
入
の
際
も
、
そ
の
古
書
店
主
か
ら
、「
真
贋
は

保
証
し
ま
せ
ん
か
ら
ね
！
」
と
念
を
押
さ
れ
る
始
末
。
そ
の
後
、
目
利
き
と
い
わ
れ
る
人
々
か
ら
「
ど
う
せ
偽

物
に
決
ま
っ
て
い
る
」
と
か
「
い
か
に
も
フ
ジ
タ
ら
し
く
良
く
作
っ
て
あ
る
ね
」
と
か
の
声
、
多
数
。

　

さ
る
画
商
氏
か
ら
「
松
尾
さ
ん
が
い
く
ら
声
高
に
本
物
と
主
張
し
て
も
、
フ
ジ
タ
と
利
行
だ
け
は
鑑
定
を
取

ら
な
い
と
通
用
し
ま
せ
ん
」
と
の
ア
ド
バ
イ
ス
あ
り
。

　

フ
ジ
タ
は
鑑
定
料
が
他
の
画
家
の
も
の
よ
り
格
別
に
高
い
の
で
（
当
時
は
一
点
一
〇
万
円
で
現
在
は
多
少
下

げ
て
八
万
円
と
の
こ
と
）
気
が
進
ま
な
か
っ
た
が
結
局
鑑
定
に
出
し
た
。
後
日
「
全
部
本
物
で
す
！
」
と
の
回
答
。

　

フ
ジ
タ
と
い
え
ば
、
定
番
は
《
裸
婦
》
と
《
猫
》。
一
方
こ
の
絵
は
《
兎
》。
大
変
珍
し
い
。
こ
の
絵
は
さ
ら

り
と
描
い
て
い
る
が
、
よ
く
見
る
と
兎
の
目
が
鋭
く
（
鋭
す
ぎ
！
）
な
か
な
か
の
も
の
。
制
作
年
月
日
も
し
っ

か
り
と
書
き
込
ま
れ
て
お
り
、
小
品
な
が
ら
佳
品
と
思
わ
れ
る
。

松
尾
陽
作
（
千
葉
県
我
孫
子
市
）

■ 
藤
田
嗣
治
《
兎
》

古
書
店
で
三
枚
い
く
ら
の
水
彩
画
→
全
部
本
物
の
フ
ジ
タ
！

藤田嗣治（ふじた・つぐはる／ 1886-1968 年）

東京生れ。東京美術学校西洋画科卒。白馬会に
入選。1913 年渡仏。モディリアニ、スーチン
らと交友。33 年サロン・ドートンヌ会員。二
科会会員。戦争記録画を制作。帝国芸術院会員。
55 年仏国籍を得る。フランスで没。81 歳。

藤田嗣治 《兎》

水彩 ・紙　19.0 × 17.8cm　1938 年
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チ
ャ
イ
ナ
ド
レ
ス
の
女
性
と
い
え
ば
ス
リ
ッ
ト
の
深
く
入
っ
た
深
窓
の
麗
人
の
立
ち
姿
を
思
い
浮
か
べ
ま
す
が
、

こ
の
作
品
の
よ
う
な
市
井
の
女
性
の
美
し
さ
も
引
き
出
し
て
く
れ
る
素
晴
ら
し
い
衣
装
で
あ
る
こ
と
が
解
り
ま
す
。

束
の
間
の
休
息
時
に
何
を
思
っ
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
。
絵
を
見
る
私
に
も
、
安
ら
ぎ
の
ひ
と
と
き
を
思
う
こ
と

の
大
切
さ
を
気
づ
か
せ
て
く
れ
ま
す
。
作
者
・
広
本
季
與
丸
の
絵
画
作
品
に
つ
い
て
の
言
葉
が
あ
り
ま
す
。

　
　
　

永
遠
な
る
生
命
観
を

　
　
　

こ
れ
が
私
の
信
条
で
す

　
　
　

空
を
描
け
ば　

風
を
感
じ

　
　
　

水
を
描
け
ば　

汲
み
取
れ
る
水
を

　
　
　

人
を
描
け
ば　

肉
体
に
暖
か
さ
を

　
　
　

仏
を
描
け
ば　

幾
年
を
経
た
良
さ
と
こ
う
ご
う
し
さ
を

　
　
　

石
を
描
け
ば　

其
の
重
量
感
を

　
　
　

花
な
ら
ば　

其
の
み
ず
み
ず
し
さ
と
香
り
を

　
　
　

子
供
を
描
け
ば　

そ
の
歌
声
も

　
　
　

画
道
は
熟
練
は
元
よ
り

　
　
　

詩
あ
り
文
学
を
と
も
な
っ
て
こ
そ

　
　
　

永
遠
の
生
命
が
あ
り

　
　
　

人
々
の
心
に
応
え
る
も
の
の
あ
る
作
品
を
願
う

野
原 

宏
（
埼
玉
県
久
喜
市
）

■ 
広
本
季
與
丸
《
青
い
服
》

紀
元
二
千
六
百
年
記
念
絵
画
展
で
特
選
候
補
に
な
っ
た
絵

広本季與丸（ひろもと・きよまる／ 1908-1975 年）

愛知県生れ。関西美術院で学ぶ。太平洋美術
学校卒。1934 年帝展に初入選。太平洋展で
相馬賞。創元会運営委員。65 年日展無鑑査。
73 年渡仏。温厚な人物画、静物画に特徴があ
る。75 年没。67 歳。

広本季與丸 《青い服》

油彩 ・キャンバス　117.0 × 91.0cm　1940 年
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こ
の
和
服
姿
の
少
女
は
誰
で
、
ア
ラ
ビ
ア
丸
の
船
上
で
な
に
を
し
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
。
矢
崎
千
代
二
は
、

パ
ス
テ
ル
の
名
手
で
よ
く
海
外
取
材
旅
行
を
し
ま
し
た
。
当
時
も
昭
和
五
年
か
ら
九
年
に
か
け
て
南
米
各
地
、

中
国
、
ジ
ャ
ワ
で
取
材
旅
行
を
し
て
お
り
、
当
地
の
風
景
画
や
女
性
像
が
残
っ
て
い
ま
す
。

　

こ
の
少
女
像
は
、
当
時
六
〇
歳
に
な
っ
て
い
た
作
家
の
願
い
に
応
じ
、
少
女
が
ア
ラ
ビ
ア
丸
の
船
上
で
モ
デ

ル
と
な
っ
た
と
想
像
し
て
い
ま
す
。
何
故
、
和
服
な
の
で
し
ょ
う
？　

絹
製
の
和
服
の
よ
う
で
す
。
多
分
、
少

女
は
作
家
の
願
い
か
自
ら
の
考
え
で
、
旅
姿
か
ら
和
服
に
着
替
え
て
モ
デ
ル
と
な
っ
た
の
で
は
と
思
い
ま
す
。

　

矢
崎
は
白
馬
会
に
所
属
し
、
外
光
派
の
影
響
を
受
け
た
作
家
で
し
た
。
船
旅
の
船
上
で
の
一
時
を
好
き
な
絵

を
描
い
て
過
ご
し
た
作
家
の
気
持
ち
が
豊
か
に
ゆ
っ
た
り
と
溢
れ
出
て
い
る
作
家
の
代
表
作
だ
と
思
い
ま
す
。

時
は
秋
、
心
地
良
い
海
風
に
身
を
任
せ
モ
デ
ル
に
な
っ
て
い
る
少
女
の
美
し
い
黒
髪
、
美
し
い
絹
ざ
わ
り
の
感

触
を
持
つ
和
服
に
感
激
し
て
求
め
た
作
品
で
す
。

　

ア
ラ
ビ
ア
丸
は
大
正
七
年
、長
崎
の
三
菱
造
船
で
建
造
さ
れ
た
大
阪
商
船
の
半
客
半
貨
物
船
、一
万
ト
ン
で
す
。

こ
の
作
品
が
描
か
れ
た
昭
和
七
年
は
満
州
国
が
建
国
さ
れ
た
年
、
ド
イ
ツ
総
選
挙
で
ナ
チ
ス
党
が
圧
勝
し
た
年

で
す
。

　

ア
ラ
ビ
ア
丸
の
そ
の
後
の
消
息
で
す
。
昭
和
一
九
年
に
マ
ニ
ラ
で
米
軍
の
魚
雷
攻
撃
を
受
け
沈
没
。
日
本
人

市
民
を
含
め
た
約
四
〇
〇
〇
名
が
マ
ニ
ラ
退
避
の
た
め
乗
船
し
た
と
こ
ろ
を
狙
わ
れ
、
内
三
五
〇
〇
名
が
犠
牲

に
な
り
ま
し
た
。
合
掌　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

堀 

良
慶
（
千
葉
県
柏
市
）

■ 
矢
崎
千
代
二
《
ア
ラ
ビ
ア
丸
に
て
》

こ
れ
か
ら
物
語
が
始
ま
る
！　

船
出
で
す
！

矢崎千代二（やざき・ちよじ／ 1872-1947 年）

横須賀生れ。曽山幸彦、堀江正章、黒田清輝に学ぶ。
1900年東京美術学校西洋画科卒。03〜09年渡
米欧。16〜26年米欧、インド、南洋諸島を歴訪。
30 〜 34 年南米、中国、ジャワに取材。38 年満
州各地歴訪、41年北京に移住。北京で没。75歳。

矢崎千代二 《アラビア丸にて》

パステル ・紙　60.6 × 45.5cm　1932 年
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こ
の
作
品
は
後
世
に
残
し
た
い
！
と
思
う
の
は
コ
レ
ク
タ
ー
の
究
極
の
思
い
で
あ
る
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。
そ

の
一
点
、
井
上
長
三
郎
の
滞
欧
作
の
《
浜
辺
》
を
ご
紹
介
致
し
ま
す
。

　

私
は
そ
の
作
家
が
創
造
し
た
ス
タ
イ
ル
も
好
き
で
す
が
、
そ
の
ス
タ
イ
ル
に
至
る
過
程
の
作
品
に
も
興
味
が

あ
り
好
き
で
す
。
ど
う
し
て
も
若
い
頃
描
か
れ
た
作
品
群
と
な
り
ま
す
。
こ
の
作
品
は
滞
欧
作
、
三
〇
歳
頃
の

作
品
だ
と
思
い
ま
す
。

　

風
景
画
は
好
き
で
多
く
所
蔵
し
て
い
ま
す
が
、
そ
の
中
で
も
こ
の
作
品
が
一
押
し
で
あ
り
ま
す
。
私
の
絵
に

求
め
る
目
的
は
心
の
癒
や
し
に
あ
り
ま
す
。
こ
の
《
浜
辺
》
は
常
時
、
展
示
し
て
い
る
作
品
で
す
。

　

さ
て
絵
を
見
て
み
ま
し
ょ
う
。
空
に
ぽ
っ
か
り
浮
か
ん
だ
白
い
雲
が
な
ん
と
も
い
え
ぬ
心
地
よ
さ
を
出
し
て

い
ま
す
。
浜
辺
の
色
は
温
か
い
薄
い
黄
土
色
で
そ
の
浜
辺
の
輪
郭
線
は
人
の
体
、優
し
い
女
体
を
感
じ
さ
せ
ま
す
。

海
の
深
緑
、
木
々
の
緑
、
空
の
空
色
は
退
色
、
白
い
雲
と
波
打
ち
際
の
白
が
膨
張
色
で
遠
近
が
図
ら
れ
て
い
ま
す
。

季
節
は
浜
に
さ
い
て
い
る
緑
の
草
花
か
ら
春
と
見
立
て
て
み
ま
し
ょ
う
。

　

目
に
優
し
く
、
耳
に
打
ち
寄
せ
る
静
か
な
波
の
音
、
肌
に
心
地
良
い
風
、
浜
辺
の
様
々
な
懐
か
し
い
匂
い
、

足
元
の
温
か
い
砂
と
、
舞
台
は
揃
っ
て
い
ま
す
。
好
き
な
方
に
優
し
く
抱
か
れ
た
気
持
ち
で
、
さ
あ
、
昼
寝
を

致
し
ま
し
ょ
う
。

堀 

良
慶
（
千
葉
県
柏
市
）

■ 
井
上
長
三
郎
《
浜
辺
》

空
に
ぽ
っ
か
り
浮
か
ん
だ
白
い
雲
！

井上長三郎（いのうえ・ちょうざぶろう／1906-1995年）

神戸市生れ。太平洋画会研究所に学ぶ。靉光、鶴
岡政男と交友。1927年「1930年協会展」で奨励
賞。31年独立賞。35年独立美術協会会員。38年
渡仏。39年美術文化協会会員。43年新人画会を
結成。47年自由美術家協会会員。95年没。89歳。

井上長三郎 《浜辺》

油彩 ・キャンバス　45.5 × 60.6cm　1932 ～ 40 年頃
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私
は
兄
弟
四
人
が
男
、
小
中
学
校
、
高
校
と
女
性
と
の
接
触
が
少
な
い
こ
と
も
あ
っ
て
、
又
女
性
に
は
も
て

た
例
の
な
い
こ
と
も
確
か
で
す
。
女
性
は
苦
手
で
と
て
も
恥
ず
か
し
く
て
女
性
と
の
接
触
を
避
け
て
き
ま
し
た
。

で
も
高
校
三
年
生
の
春
休
み
、
小
中
学
で
同
級
生
だ
っ
た
女
学
生
と
ば
っ
た
り
街
で
出
会
い
挨
拶
を
交
わ
し
た

こ
と
が
あ
り
ま
し
た
。
こ
の
絵
は
そ
の
女
学
生
に
良
く
似
て
い
ま
す
。

　

そ
の
女
学
生
は
地
元
の
石
油
会
社
に
就
職
が
決
ま
っ
て
い
ま
し
た
。
し
ば
ら
く
し
て
彼
女
の
誕
生
日
が
あ
り
、

お
祝
い
に
家
に
呼
ば
れ
た
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
。
そ
の
後
、幾
度
か
デ
ー
ト
し
ま
し
た
が
、お
互
い
の
環
境
が
違
っ

て
い
つ
の
間
に
か
疎
遠
に
な
っ
て
お
り
ま
し
た
。
ほ
の
か
な
甘
酸
っ
ぱ
い
、
少
し
苦
い
青
春
の
思
い
出
で
す
。

　

過
去
の
こ
と
の
事
実
は
そ
の
通
り
で
し
ょ
う
が
、
今
の
自
分
が
そ
の
事
を
見
直
し
て
、
そ
れ
に
新
し
い
解
釈

を
加
え
、
価
値
を
与
え
る
事
は
自
由
で
す
。
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
に
考
え
を
巡
ら
す
こ
と
も
絵
の
効
果
の
一
つ
だ
と
思

い
ま
す
。

　
「
女
学
生
」
さ
ん
！　

今
度
は
君
を
離
し
ま
せ
ん
！
（
笑
い
、
冗
談
で
す
）
私
は
彼
女
と
の
別
れ
を
美
し
い
思

い
出
に
し
た
か
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。
四
苦
八
苦
の
一
つ
、
愛
別
離
苦
（
愛
す
る
人
と
の
別
離
の
苦
）
に
気
付

く
た
め
に
買
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。

　

さ
て
関
東
で
は
関
西
の
作
家
の
作
品
が
た
だ
同
然
で
落
ち
て
い
る
時
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
作
品
も
幸
運
に
も

競
合
者
が
存
在
せ
ず
。
安
価
で
ゲ
ッ
ト
出
来
、
小
躍
り
し
た
も
の
で
す
。

堀 

良
慶
（
千
葉
県
柏
市
）

■ 
伊
庭
伝
次
郎
《
女
学
生
》

今
度
は
君
を
離
さ
な
い
！

伊庭伝次郎（いば・でんじろう／ 1901-1967 年）

滋賀県生れ。関西美術院、太平洋画会研究所
に学ぶ。二科展に出品、二科三十周年記念賞。
1943 年二科会員。後に理事に就任。成安女
子短期大学教授、京都市立美術大学教授を歴
任。京都で没。65 歳。

伊庭伝次郎 《女学生》

油彩 ・キャンバス　88.0 × 49.0cm　1942 年
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私
に
と
っ
て
の
名
品
と
の
出
会
い
は
何
時
も
突
然
で
す
。
目
の
前
に
仲
田
好
江
の
菊
代
時
代
（
戦
前
描
か
れ

た
）
の
《
帽
子
の
女
》
が
現
れ
、即
時
に
言
い
値
（
相
場
の
倍
）
で
求
め
ま
し
た
。
次
に
出
て
き
た
の
が
こ
の
《
白

い
壺
の
バ
ラ
》
で
す
。

　

甘
い
売
り
絵
に
は
手
を
出
さ
な
い
！
が
当
時
、
生
意
気
盛
り
の
コ
レ
ク
タ
ー
の
モ
ッ
ト
ー
で
し
た
。
一
瞬
、

甘
い
売
り
絵
だ
！
と
思
っ
て
い
ま
し
た
が
、
口
か
ら
出
た
言
葉
は
そ
の
逆
の
「
買
い
ま
す
」
で
し
た
。
甘
さ
を

超
え
た
美
神
宿
る
作
品
に
思
え
た
の
で
す
。
私
は
仲
田
の
戦
前
、
戦
後
を
通
じ
て
も
素
晴
ら
し
い
二
作
品
を
得

た
と
思
っ
て
い
ま
す
。
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
の
目
標
は
作
家
の
代
表
作
の
ゲ
ッ
ト
に
あ
り
ま
す
。

　

さ
て
、
こ
の
作
品
購
入
に
私
を
突
き
動
か
し
た
も
の
は
一
体
何
だ
ろ
う
か
？　

一
瞬
、
美
し
い
画
に
目
を
奪

わ
れ
、
ほ
の
か
に
匂
い
た
つ
バ
ラ
、
花
弁
の
柔
肌
、
華
や
か
さ
と
静
寂
さ
。
五
感
に
訴
え
て
く
る
典
雅
、
香
気
、

清
純
、
上
品
を
感
じ
る
原
因
は
何
な
の
だ
ろ
う
か
？　

彩
度
、
明
度
、
色
相
の
三
効
果
を
中
心
に
色
彩
の
対
比

効
果
、
色
の
持
つ
イ
メ
ー
ジ
が
見
事
に
生
か
さ
れ
た
技
術
の
粋
を
駆
使
し
た
絵
だ
と
思
い
ま
す
。

　

手
元
に
あ
る
五
点
の
作
品
い
ず
れ
も
薫
り
高
い
、
鮮
麗
優
美
、
清
ら
か
な
詩
情
を
湛
え
た
作
品
群
。
画
格
の

高
さ
が
甘
さ
を
抑
え
て
余
り
あ
り
ま
す
。
菊
代
時
代
の
作
品
は
私
の
恋
人
た
ち
。
こ
の
作
品
に
も
師
安
井
曾
太

郎
の
影
響
を
感
じ
ま
す
が
、
実
に
上
品
で
女
性
ら
し
い
菊
代
ワ
ー
ル
ド
の
甘
い
薫
り
を
存
分
に
見
せ
て
く
れ
て

い
ま
す
。

堀 

良
慶
（
千
葉
県
柏
市
）

■ 
仲
田
菊
代
《
白
い
壺
の
バ
ラ
》

甘
さ
を
超
え
た
美
神
と
の
出
会
い
！

仲田菊代〔好江〕（なかだ・きくよ〔よしえ〕／ 1902-1995 年）

大阪生れ。小出楢重、安井曾太郎に師事。一
水会会員。一水会で岡田賞を受賞。女流画家
協会創立会員。1951 年菊代から好江に改名。
戦後、独特で幻想的な画風を確立する。女流
画家の草分けとして活躍した。95年没。93歳。

仲田菊代 《白い壺のバラ》

油彩 ・キャンバス　60.6 × 50.0cm　1942 年


