
⑥
女
の
ト
ル
ソ

首
も
手
も
な
い
ト
ル
ソ
の

美
し
さ
は
近
代
の
発
見
と

言
え
よ
う
。
昔
は「
美
に

対
す
る
観
念
」と
い
う
よ

り
、
む
し
ろ
藝
術
品
を
求

め
る
注
文
主
が「
完
全
姿

態
」を
要
求
し
た
。
し
か

し
、
発
掘
さ
れ
た
古
代
作

品
が
、
首
や
腕
が
な
い

時
、
よ
り
本
質
の「
美
」を

示
し
て
い
る
こ
と
へ
の
感

覚
的
知
恵
を
近
代
人
に
与

え
た
。

⑧
カ
テ
ド
ラ
ル

ロ
ダ
ン
が
﹃
フ
ラ
ン
ス
の
カ

テ
ド
ラ
ル
﹄
の
中
で
、
ラ
ン

ス
の
寺
を「
跪
い
て
祈
る
女
」

と
云
っ
て
い
る
の
は
、
勿
論

君
は
知
っ
て
い
る
。
僕
が
は

じ
め
て
ラ
ン
ス
の
寺
で
受
け

た
感
動
は
、
後
年
ギ
リ
シ
ア

の
シ
シ
リ
ア
で
受
け
た
も
の

と
同
質
で
あ
る
。
春
の
小
雨

の
降
る
日
、
細
い
道
に
入
っ

て
右
に
ま
が
っ
た
ら
、
不
意

に
眼
の
前
に
、
雲
の
流
れ
る

濡
れ
た
空
の
下
に
、
膝
を
折

り
、
胸
を
張
り
、
合
掌
し
天

を
仰
い
で
若
い
女
が
祈
っ
て

い
た
。
ラ
ン
ス
の
カ
テ
ド
ラ

ル
が
…
。

～高田博厚彫刻群～
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この彫刻群は全て、一人の彫刻家による作品です。

高田　博厚（1900～1987）

君
は

指
で

思
索
す
る

日
本
を
代
表
す
る
彫
刻
家
・
文
筆
家
。
少
年
時
代
か

ら
文
学
・
芸
術
に
目
ざ
め
、
1₈
歳
で
上
京
し
高
村
光

太
郎
と
出
会
い
、
彫
刻
の
道
に
入
る
。
31
歳
で
渡
仏

し
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
優
れ
た
知
識
人
と
交
流
し
な
が
ら
、

第
二
次
世
界
大
戦
を
潜
り
抜
け
て
活
動
し
、
₅₇
歳
で

帰
国
。
そ
の
後
精
力
的
に
創
作
活
動
を
続
け
、
₈₇
歳

で
そ
の
生
涯
を
閉
じ
た
。来
年
没
後
30
周
年
を
迎
え
る
。

写
真
と
対
に
な
っ
て
い
る
文
章
は
、
彫
刻
作
品
そ
れ
ぞ
れ
に
添
え

ら
れ
て
い
る
高
田
博
厚
の
言
葉
を
原
文
の
ま
ま
記
載
し
て
い
ま
す
。

③
水
浴

こ
と
ば
の「
身
振
り
」
に

よ
っ
て
で
は
な
い
。
内
面

の
思
念
が
要
約
凝
集
さ
れ

て
、
も
っ
と
も
簡
潔
に
一

元
化
し
て「
存
在
」し
て
い

る
。
こ
れ
が
真
の「
形
」な

の
だ
。
彫
刻
と
は
そ
れ
以

外
の
な
に
も
の
で
も
な

い
。

⑤
海

あ
る
日
、
陽
暮
れ
に
近
い
時
刻

に
海
岸
に
た
た
ず
ん
で
い
た

ら
、
に
わ
か
に
天
地
一
切
が

薔
薇
色
の
も
や
に
包
ま
れ
て
し

ま
っ
た
。
空
も
海
も
地
面
も
も

う
区
別
が
つ
か
な
い
。
そ
う
し

て
一
面
の
ば
ら
色
の
中
に
、
空

に
も
海
に
も
地
に
も
、
ち
ら
ち

ら
と
金
色
に
輝
く
も
の
が
あ

る
。
も
や
の
動
き
な
の
だ
ろ

う
。
物
音
も
水
の
中
の
よ
う
に

遠
の
い
て
し
ま
っ
た
。
風
景
そ

の
も
の
が
恍
惚
状
態
に
と
け
て

し
ま
っ
て
い
る
。
僕
は
茫
然
と

し
て
い
た
。「
自
分
」し
か
な
い

の
だ
。
し
か
も
そ
れ
が
何
か
広

大
無
辺
な
も
の
に
包
ま
れ
て
い

て
、
実
に
懐
か
し
い
の
だ
。

④
ア
ラ
ン

彼
は
モ
ン
テ
ー
ニ
ュ
や

ゲ
ー
テ
の
直
系
子
孫
な
の

で
あ
る
。

「
哲
学
と
は
も
っ
と
も
深

い
意
味
に
お
い
て
自
分
を

見
出
す
こ
と
で
あ
る
。
人

間
の
連
續
を
。」

※
ア
ラ
ン

フ
ラ
ン
ス
の
哲
学
者
、
評

論
家
。「
幸
福
論
」を
著
し
、

20
世
紀
前
半
の
フ
ラ
ン
ス

の
思
想
に
大
き
な
影
響
を

与
え
た
。

Takasaka Sculpture Promenade

32
体
の彫
刻
作
品

※
①
遠
望
、
②
大
地
は
一
番
初

め
に
設
置
さ
れ
た
も
の
で
銘
板

は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
①
は
埼
玉

県
知
事
、
②
は
東
松
山
市
長
が

揮
毫
し
て
い
ま
す
。
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⑨
憩
い

真
の「
空
間
」と
は「
自

然
」の
中
に「
自
我
」が

生
む
も
の
な
の
だ
。
高

い
藝
術
作
品
が
こ
れ
を

示
し
て
い
る
。

⑩
女
の
大
ト
ル
ソ

一
つ
の
姿
態
、
一
つ
の

ト
ル
ソ
。
こ
れ
は
多
様

の
外
界
か
ら
「
選
ば
れ

た
」
形
で
あ
る
。
構
造

は
こ
こ
で
は
じ
め
て
存

在
理
由
を
持
つ
。
そ
し

て
た
と
え
ば
、
私
は
一

生
無
限
に
「
ト
ル
ソ
」

を
作
り
続
け
る
だ
ろ

う
。

⑮
女
の
ト
ル
ソ

藝
術
品
は
そ
の「
思
念
」

を
、
そ
れ
が
包
ま
れ
て

い
る
詩
と
幻
で
私
達
に

伝
え
る
。
そ
れ
で
私
が

マ
イ
ヨ
ル
の
作
品
に
地

中
海
を
感
じ
る
と
き
、

私
の
想
像
は
作
品
を
も

裏
切
ら
ず
、
私
を
も
あ

ざ
む
か
な
い
で
あ
ろ

う
。
附
け
ら
れ
た「
題
」

は
少
し
も
干
渉
し
て
来

な
い
。
一
つ
の
女
の
ト

ル
ソ

と
が
一
つ
に
な
っ
て
い

る「
た
の
し
み
」で
あ
る

―
に
彼
の
精
神
風
土
、

詩
魂
、
思
想
の
原
形
質

が
あ
る
と
、
私
は
思
う

の
で
あ
る
。
タ
ゴ
ー
ル

の
思
想
形
体
は
難
か
し

い
も
の
で
は
な
い
の

だ
。
彼
の
本
質
は
ひ

じ
ょ
う
に
単
純
素
朴
な

の
で
あ
る
。
彼
の
絵
が

よ
く
そ
れ
を
示
し
て
い

る
だ
ろ
う
。

※
ポ
ー
ル
・
シ
ニ
ャ
ッ
ク

フ
ラ
ン
ス
の
画
家
、
19

～
20
世
紀
の
新
印
象
派

の
代
表
的
な
画
家
。

※
タ
ゴ
ー
ル

イ
ン
ド
の
詩
人
・
思
想

家
。
ア
ジ
ア
人
初
の

ノ
ー
ベ
ル
賞
受
賞
者

（
文
学
賞
）。

※
棟
方
志
功

版
画
家
。
民
話
、
神
話

を
題
材
と
す
る
日
本
的

表
現
が
世
界
的
に
評
価

さ
れ
た
。

※
新
渡
戸
稲
造

教
育
者
。
国
際
連
盟
事

務
次
長
と
し
て
活
躍
。

「
武
士
道
」著
者
。

※
宮
沢
賢
治

詩
人
、
童
話
作
家
。
信

仰
と
農
民
生
活
に
根
ざ

し
た
創
作
活
動
を
行
っ

た
。

⑱
新
渡
戸
稲
造

私
の
人
物
像
は「
似
て

い
な
い
」と
よ
く
言
わ

れ
る
。
あ
る
一
時
の
面

し
か
見
て
い
な
い
者
は

そ
う
思
う
。
当
然
だ
ろ

う
。
け
れ
ど
も
、
本
当

の
肖
像
彫
刻
と
い
う
も

の
は
、（
私
が
考
え
て
い

る
と
こ
ろ
で
は
）「
人

間
」の
容
貌
に
そ
れ
が

経
て
き
た「
時
間
」
の

層
、
そ
の
厚
み
が
出
な

か
っ
た
ら
意
味
を
失
う

だ
ろ
う
。

⑲
裸
婦
立
像

創
作
行
動
と
は
孤
独
な

行
為
で
あ
る
。
こ
と
に

彫
刻
藝
術
は
、「
心
あ
る

者
」の
み
を
そ
の
前
に

立
ち
止
ま
ら
せ
、
そ
し

て
無
限
に
語
り
か
け
て

く
れ
る
も
の
で
あ
ろ

う
。
彫
刻
自
体
が
独
り

あ
る
も
の
な
の
だ
。

⑳
宮
沢
賢
治

「
私
の
賢
治
」で
好
い
。

そ
れ
は
素
朴
実
直
な
東

北
人
、
土
壌
に
根
を

張
っ
た
辛
抱
づ
よ
い
一

律
に
凝
ま
っ
た
人
間
存

在
。
私
が
打
た
れ
た
の

は
そ
の「
単
純
」な
徳
性

で
あ
り
、
も
し
そ
れ
に

「
詩
人
」と
か「
思
想
家
」

な
ど
と
い
う
調
味
料
を

加
え
よ
う
と
し
た
ら
、

私
自
身
が
混
迷
し
て
し

ま
う
だ
ろ
う
。
…
同
じ

東
北
人
で
あ
り
な
が
ら

啄
木
と
賢
治
は
対
蹠
的

な
存
在
で
あ
る
。

⑪
在
№
2

彫
刻
が
真
の「
彫
刻
」で

あ
り
う
る
の
は
、
あ
ら

ゆ
る
藝
術
作
品
に
共
通

す
る
一
つ
の
普
遍
性
、

形
而
上
な
も
の
が「
形
」

を
通
し
て
内
奥
か
ら
に

じ
み
出
て
い
る「
存
在
」

で
あ
る
こ
と
だ
け
で
あ

る
。

⑫
ポ
ー
ル
・
シ
ニ
ャ
ッ

クそ
れ
か
ら
次
々
と
部
屋

の
絵
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン

を
見
て
ま
わ
っ
た
。
セ

ザ
ン
ヌ
の
三
十
号
の
風

景
、
こ
れ
は
驚
く
べ
き

⑯
棟
方
志
功

棟
方
は
、
私
が
幼
時
の

凧
絵
を
連
想
し
た
よ
う

に
、
素
朴
な
民
衆
作
家

か
ら
出
発
し
た
。
当
時

日
本
で
は
、
柳
宗
悦
が

民
衆
作
品
の
美
し
さ
を

一
般
に
教
え
、
陶
器
の

浜
田
庄
司
が
こ
れ
を
享

け
継
い
だ
。
棟
方
は
こ

の
空
気
の
中
で
育
っ

た
。
私
は
長
い
間
日
本

を
離
れ
て
い
た
の
で
、

彼
の
約
三
十
年
間
の
仕

事
を
知
ら
な
か
っ
た
が

帰
っ
て
き
て
彼
の
仕
事

を
見
て
、彼
が
も
う「
版

画
家
」を
超
脱
し
た
本

当
の
美
術
家
で
あ
る
の

に
感
動
し
た
。

傑
作
だ
。
僕
は
う
な
っ

た
。
シ
ニ
ャ
ッ
ク
も
う

な
っ
て
い
る
…
。

⑬
女
の
ト
ル
ソ

ど
の
よ
う
に
完
全
な
姿

態
を
巧
み
に
写
し
て

も
、
そ
れ
は
真
の「
形
」

と
は
な
ら
な
い
。
人
体

の
一
部
を
現
わ
し
て

も
、そ
れ
が
極
限
の「
調

和
」を
え
て
い
る
な
ら

ば
、
そ
れ
こ
そ
本
当
の

「
形
」で
あ
る
。

⑭
タ
ゴ
ー
ル

タ
ゴ
ー
ル
の
絵
―
そ
れ

は
お
伽
話
と
詩
と
神
秘

⑰
空
の
ト
ル
ソ

画
家
が
一
定
の
額
の
中

に
、
風
景
や
静
物
や
人

物
を
構
成
す
る
よ
う

に
、
彫
刻
家
は
内
部
の

も
の
が
形
を
構
成
す
る

知
恵
を
学
ぶ
。
こ
の
意

味
で
、
私
に
と
っ
て
人

体
も
肖
像
も
同
じ
こ
と

で
あ
る
。「
形
」と
は
内

部
か
ら
押
し
出
る
力
の

極
限
限
界
な
の
だ
。
こ

れ
を
捉
え
る
こ
と
、
す

な
わ
ち
、
内
部
の
力
を

一
元
的
な
形
体
・
簡
潔

率
直
な
形
に
要
約
す
る

の
が
彫
刻
で
あ
ろ
う
。

彫
刻
と
は
純
粋
な
形
而

上
な
術
で
あ
り
、
音
楽

と
共
通
す
る
。

高
田
博
厚
のエ

ピ
ソ
ー
ド

容
だ
っ
た
。

　

ガ
ン
ジ
ー
が
ロ
ラ
ン
の
元
に
滞
在
し
た
1
週

間
、
ガ
ン
ジ
ー
の
顔
を
毎
日
デ
ッ
サ
ン
す
る
。

黙
礼
と
対
座
の
1
週
間
で
あ
っ
た
が
、
高
田
の

心
に
ガ
ン
ジ
ー
の
存
在
は
深
く
刻
み
込
ま
れ
、

帰
国
後
に
イ
ン
ド
救
ラ
イ
セ
ン
タ
ー
設
立
の
た

め
の
依
頼
を
受
け
て
マ
ハ
ト
マ
・
ガ
ン
ジ
ー（
全

身
像
）
を
制
作
し
た
。

　

1
9
3
1
年
渡
仏
し
た
高
田
は
知
人
を
介

し
て
、
フ
ラ
ン
ス
の
師
友
に
紹
介
さ
れ
、
ロ

マ
ン
・
ロ
ラ
ン
、
マ
ル
セ
ル
・
マ
ル
チ
ネ
な

ど
の
知
遇
を
受
け
た
。
あ
る
日
、
パ
リ
郊
外

で
創
作
活
動
を
し
て
い
た
高
田
あ
て
に
旅
費

入
り
の
書
留
が
ス
イ
ス
の
ロ
マ
ン
・
ロ
ラ
ン

か
ら
届
く
。「
ガ
ン
ジ
ー
が
ロ
ン
ド
ン
会
議
の

帰
途
に
ヴ
ィ
ル
ヌ
ー
ヴ（
ロ
ラ
ン
の
家
）に
来

て
一
週
間
滞
在
す
る
か
ら
、彼
の
素
描（
デ
ッ

サ
ン
）で
も
書
く
気
で
す
ぐ
来
い
」と
い
う
内

　

高
田
は
、
上
京
す
る
と
す
ぐ
に
知
人
を
介
し

て
、
16
歳
以
上
も
年
上
の
高
村
光
太
郎
と
出
会

う
。
め
っ
た
に
人
付
き
合
い
を
し
な
い
高
村
夫

妻
で
あ
っ
た
が
、
高
田
は
受
け
入
れ
ら
れ
た
。

二
人
は
夜
が
更
け
る
の
も
忘
れ
て
芸
術
や
文
学

に
つ
い
て
語
り
合
い
、
普
通
は
人
に
見
せ
る
こ

と
の
な
い
制
作
途
中
の
彫
刻
を
見
せ
合
う
ほ
ど

の
仲
で
あ
っ
た
。

「
先
輩
高
村
と
の「
彫
刻
」に
つ
い
て
の
始
終
の

対
談
が
な
か
っ
た
な
ら
ば
、
私
は
絵
画
か
あ
る

い
は
文
筆
の
方
へ
歩
み
寄
っ
た
だ
ろ
う
。
高
村

は
弟
子
を
と
る
人
で
も
、
弟
子
扱
い
す
る
人
で

も
な
く
、
ま
た
意
識
し
て
人
を
指
導
す
る
よ
う

な
こ
と
は
し
な
か
っ
た
。
人
を
訪
ね
な
い
、
こ

と
に
有
名
人
を
あ
え
て
訪
ね
な
い
性
質
の
私

も
、
彼
だ
け
は
し
げ
く
訪
ね
た
。「
会
い
た
く
な

る
人
」こ
れ
は
、
人
間
の
も
っ
と
も
大
切
な
美

徳
で
あ
る
。」

　

そ
れ
ぞ
れ
の
肖
像
に
あ
る
エ
ピ
ソ
ー
ド

の
中
か
ら
2
つ
を
紹
介
し
ま
す
。

高村光太郎（1883～1956）

日本を代表する彫刻家、詩人、イギリス、

フランスで近代彫刻を学び、ブロンズの

「手」や「光雲像」、木彫の「鯰」など優れた

作品を残し、日本の近代彫刻の先駆者と

なる。また、人道主義的詩人として、口

語自由詩を大きく前進させ、「道程」や「智

恵子抄」などが高く評価されている。

マハトマ・ガンジー（1869～1948）

インド民族運動の指揮者、インド建国の

父。非暴力による権力への抵抗を呼びか

け、世界的に注目を集め、インド独立に

導いた。人類の教師、マハトマ（偉大な

る魂）と呼ばれた。

ロマン・ロラン（1866～1944）

フランスの小説家、思想家。音楽家クリ

ストフを描いた長編小説「ジャン・クリ

ストフ」は若い世代に大きな影響を与え、

1915年にノーベル文学賞を受賞。人道

主義者の良心を反映した作品を残し、高

田が生涯信頼・尊敬した人物。

高田がフランスに去ってしまって、
彫刻のことを語り合える者は誰もい
ない

（高村光太郎）

（高田は）単に形だけを形づくるので
はなしに、形にしるしづけられてい
る精神をも形づくる本当の芸術家で
す
…君は指で思索する

（ロマン・ロラン）
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⑦高村光太郎
日本の彫刻界で彼のように聡明確実な腕
をもった者は一人もいなかった。その上
彼の世間を相手にしない孤高な魂はそれ
に気品を与えた。彼は木盆にヴェルレー
ヌの詩、「われは選ばれたる者の怖れと喜
びを持つ」を原語で自ら彫りつけていた。

�マハトマ・ガンジー
部屋の窓際に大きな老眼鏡をかけ
たやせこけた白衣の小人が達磨の
ように坐って、糸車を紡いでいる。
こちらの壁際に私は坐る。黙礼し
て一言もかわさない。寂かな部屋
の中にじんじんとして伝ってくる
ものがある。なんにも言わないで、
こんなに人間の存在を強く感じる
ことはない。

⑨憩い

⑫ポール・シニャック⑬女のトルソ⑭タゴール

⑦高村光太郎

�マハトマ・ガンジー

⑩女の大トルソ⑰空のトルソ

⑳宮沢賢治

⑯棟方志功

⑲裸婦立像

⑮女のトルソ

⑱新渡戸稲造

⑪在№2



　

春
と
秋
の
2
回
、
32
体
の
彫
刻
全
て
の
メ
ン

テ
ナ
ン
ス
を
行
っ
て
い
ま
す
。
父（
沖
村
正
康
）

か
ら
受
け
継
い
だ
方
法
を
守
り
、
心
を
込
め
て

作
品
と
向
き
合
っ
て
い
ま
す
。

　

東
松
山
市
を
訪
れ
る
た
び
に
彫
刻
が
磨
か
れ

て
い
た
り
、周
囲
に
花
が
植
え
ら
れ
て
い
た
り
、

作
品
が
地
域
の
人
々
か
ら
愛
さ
れ
て
い
る
こ
と

が
分
か
り
ま
す
。「
お
疲
れ
様
で
す
」
と
話
し

か
け
ら
れ
た
り
「
綺
麗
に
な
る
ね
」
と
学
生
な

ど
の
話
し
声
が
聞
こ
え
た
り
す
る
と
、
僕
ら
の

仕
事
で
町
を
彩
る
作
品
が
綺
麗
に
な
り
、
通
り

か
か
る
方
々
が
喜
ん
で
く
れ
る
こ
と
に
、
と
て

も
や
り
が
い
を
感
じ
ま
す
。

元東松山市教育長

14年以上にわたり、教育長を務める傍ら、日本スリー

デーマーチや高田博厚彫刻群の建設に携わる。在職

中に市内の数多くの小中学校の校歌を手掛けるなど

多くの功績を残している。

1990年 沖村正康作

沖村さんは高田博厚

の愛弟子、この像は

市立図書館南側に展

示されています。

田口　弘

萩原朔太郎

黎明像

東松山市における高田博厚作品の33体目と

なる彫刻「萩原朔太郎」が今年6月、詩人で教

育者の田口弘さんから寄贈されました。現在

は市立図書館で常設展示しています。

　

私
が
教
育
長
を
し
て
い
た
と
き

に
、
当
時
の
市
長
（
故
・
芝
﨑
亨

氏
）
か
ら
相
談
さ
れ
、「
高
坂
駅

か
ら
１
㎞
の
路
上
の
両
側
を
彫
刻

で
飾
っ
て
は
ど
う
か
」
と
提
案
し

ま
し
た
。

　

以
前
か
ら
高
坂
駅
に
高
田
博
厚

の
作
品
が
2
体
設
置
さ
れ
て
い
た

の
で
、
日
本
最
高
峰
の
彫
刻
家
の

作
品
で
飾
れ
た
ら
、
全
国
に
誇
れ

る
彫
刻
通
り
に
な
る
と
考
え
て
い

ま
し
た
。

　

日
本
各
地
に
路
上
で
彫
刻
作
品

を
展
示
し
て
い
る
と
こ
ろ
が
あ
り

ま
す
が
、
一
人
の
作
家
で
こ
ん
な

に
多
く
の
作
品
を
展
示
し
て
い
る

所
は
、
他
に
な
い
と
思
い
ま
す
。

　

ま
た
、彫
刻
作
品
だ
け
で
な
く
、

作
家
の
芸
術
観
に
も
触
れ
て
も
ら

え
る
よ
う
、
高
田
が
信
頼
し
て
い

た
美
術
評
論
家
の
福
田
真
一
氏
に

高
田
の
著
作
の
中
か
ら
言
葉
を

選
ん
で
も
ら
い
、
銘
板
に
し
て

彫
刻
作
品
そ
れ
ぞ
れ
に
添
え
て

い
ま
す
。

　

ど
う
ぞ
、
作
品
を
観
る
だ
け

で
な
く
、
高
田
博
厚
の
芸
術
観

に
も
思
い
を
馳
せ
な
が
ら
散
策

を
楽
し
ん
で
く
だ
さ
い
。

田口弘さんが語る

彫刻通りに込めた思い

沖村　厚さん・康治さん

メ
ン
テ
ナ
ン
ス
を
担
う

三
郷
工
房

　

一
見
黒
っ
ぽ
く
見
え
る
彫
刻
も
、
そ
れ
ぞ
れ

色
味
が
違
い
ま
す
。
色
あ
い
に
こ
だ
わ
っ
て
メ

ン
テ
ナ
ン
ス
し
て
い
ま
す
の
で
、
そ
う
い
う
と

こ
ろ
も
楽
し
ん
で
ほ
し
い
と
思
い
ま
す
。

　

ま
た
、普
通
の
美
術
館
で
は
許
さ
れ
な
い「
作

品
に
直
接
触
れ
て
み
る
こ
と
」
が
可
能
な
高
田

博
厚
彫
刻
群
。
気
軽
に
足
を
運
べ
る
東
松
山
市

の
方
が
う
ら
や
ま
し
い
く
ら
い
で
す
。

参
考
文
献

高
田
博
厚
作
品
集
（
福
井
市
美
術
館
）

�
空 

直
立
像
が
両
腕
を
持
つ

場
合
、
そ
の
位
置
の
決

め
方
が
い
か
に
む
ず
か

し
い
か
。
マ
イ
ヨ
ル
は

そ
れ
に
苦
心
し
た
。
彼

は
直
立
姿
態
に
彫
刻
本

質
を
感
じ
、
一
生
を
か

け
た
。

�
憩
う

マ
イ
ヨ
ル
は
「
形
」
を

再
発
見
し
た
。
彼
は
そ

し
て
「
自
然
」
の
中
か

ら
「
思
想
」
を
く
み
と

る
。
そ
れ
の
純
化
し
た

の
が
「
形
」
で
あ
る
。

�
礼
拝

私
が
い
る
家
の
す
ぐ
後

ろ
の
丘
の
上
の
サ
ン
・

ミ
ッ
シ
ェ
ル
寺
の
鐘
が

な
る
。
夕
べ
の
祈
の
鐘

で
あ
る
。
こ
こ
の
山
峡

の
高
み
に
あ
る
ア
ヌ
ン

シ
ア
ー
タ
修
道
院
の
神

父
が
私
に
言
っ
た
こ
と

が
あ
る
。「
私
は
40
年

こ
の
山
か
ら
一
歩
も
下

に
降
り
な
い
で
、
毎
日

海
の
潮
を
見
て
い
ま
し

た
…
」

�
高
橋
元
吉

高
橋
元
吉
は
私
の
一
生

の
友
だ
っ
た
。
生
き
方

も
歩
き
方
も
二
人
は
ず

い
ぶ
ん
ち
が
っ
て
い

た
。
し
か
し
、
自
我
の

内
部
が
命
令
す
る
も

の
、
精
神
の
秩
序
、
こ

の
点
で
二
人
は
全
く
一

つ
で
あ
っ
た
。

※
高
橋
元
吉

詩
人
・
書
家
で
前
橋
市

の
煥
乎
堂
の
社
長
、
高

田
の
生
涯
の
友
。

�
男
の
ト
ル
ソ
（
ヘ
ラ

ク
レ
ス
）

「
ベ
ル
ヴ
ェ
デ
レ
」
の

首
も
腕
も
な
い
一
つ
の

ト
ル
ソ
は
、「
ラ
オ
コ
ー

ン
」
の
身
振
り
が
説
明

す
る
よ
り
も
も
っ
と
真

に
自
由
に
「
人
間
」
を

示
し
て
い
る
。
ミ
ケ
ラ

ン
ジ
ェ
ロ
は
そ
れ
を
知

り
、
彼
の
作
品
で
そ
れ

を
私
達
に
教
え
て
く
れ

た
。

�
女
の
ト
ル
ソ

ト
ル
ソ
が
そ
れ
だ
け
で

完
全
作
品
に
な
る
た
め

に
は
、よ
ほ
ど
の
力
量
、

と
い
う
よ
り
作
者
の
内

面
的
充
実
が
い
る
。
単

純
に
見
え
る
か
ら
、
そ

こ
に
無
量
の
も
の
を
満

た
す
の
が
む
ず
か
し
い

の
で
あ
る
。
古
代
作
品

に
は
こ
れ
が
あ
っ
た
。

�
在
№
1

「
主
よ
、
日
は
傾
き
夕

暮
が
迫
っ
て
き
ま
し
た

か
ら
、
ど
う
か
私
た
ち

と
共
に
い
て
く
だ
さ
い

…
」「
ル
カ
伝
」の
中
の
、

イ
エ
ス
が
復
活
し
て
弟

子
た
ち
の
と
こ
ろ
に
現

れ
、
食
事
を
共
に
し
た

折
の
弟
子
た
ち
の
言
葉

で
あ
る
。

�
女
の
ト
ル
ソ

姿
態
や
構
造
に
過
剰
な

「
説
明
」
が
な
く
、
た

だ
「
黙
っ
て
在
る
」
こ

と
が
そ
れ
に
接
す
る
者

に「
無
限
に
語
り
か
け
」

て
く
る
。
こ
れ
が
美
術

私
に
と
っ
て
は
、
芸
術

創
作
と
は「
自
我
」が
未

知
の
自
我
に「
行
動
」す

る
こ
と
で
あ
る
。

…
自
我
が「
自
我
に
行

動
す
る
」と
い
う
こ
と

の
証
明
と
証
拠
は
、「
自

我
」が「
形
」を
得
、「
形
」

を
成
す
こ
と
で
あ
る
。

…
私
が
芸
術
に
求
め
る

の
は
、
自
分
の「
思
想
」

が「
形
」を
得
る
こ
と
で

あ
る
。

…
純
粋
な「
形
」を
持
っ

た
彫
刻
作
品
を
作
り
得

た
な
ら
ば
、「
自
我
」は

「
永
遠
に
未
完
の
、
連

続
す
る
存
在
」に
要
約

さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。が
、

こ
こ
に
至
る
に
は
、
辛

抱
と
熱
情
の
い
る
長
い

難
路
を
た
ど
ら
な
け
れ

ば
な
ら
ぬ
。
私
は
そ
の

道
を
幾
歩
歩
み
得
た
ろ

う
か
？

…
自
分
の
未
熟
は
終
わ

る
こ
と
を
知
ら
な
い
だ

ろ
う
。
だ
か
ら
、
ど
の

よ
う
な
環
境
に
置
か
れ

て
も
、
仕
事
は
続
け
る

だ
ろ
う
。

「
私
の
言
葉
」

高
田
博
厚（
74
歳
）

の
本
質
だ
。
言
い
か
え

る
と
首
も
手
も
足
も
な

い
た
だ
「
人
間
の
中
心

な
る
胴
体
」
だ
け
で

「
美
」
を
示
せ
る
作
家

が
本
当
の
彫
刻
家
だ
。

�
横
た
わ
る
女

た
だ
親
密
な
中
で
、
歩

み
た
ど
っ
て
き
た
私
達

の
精
神
の
姿
を
語
り
合

い
た
い
。
形
に
触
れ
得

る
喜
び
、
ど
の
よ
う
な

話
に
も
、
常
に
私
達
の

魂
が
形
而
上
の
ひ
ろ
や

か
さ
に
つ
な
が
っ
て
い

る
あ
る
歓
び
を
得
た

い
。

�
パ
ラ
ス
の
ト
ル
ソ

パ
ラ
ス
は
ギ
リ
シ
ア
神

話
の
ア
テ
ネ
女
神
の
別

名
で
、
ホ
メ
ロ
ス
の
物

語
で
は
い
つ
も「
パ
ラ

ス
・
ア
テ
ネ
」と
呼
ば

れ
て
い
る
。

�
水
浴

真
の
彫
刻
と
は
、
心
あ

る
者
が
立
ち
ど
ま
っ
て

ひ
と
り
見
る
と
き
、
語

り
か
け
て
く
る
も
の
で

あ
る
。
装
飾
や
建
築
に

従
属
し
て
い
た
大
昔
か

ら
、
彫
刻
の
本
質
は
そ

う
で
あ
っ
た
の
で
あ

る
。

※
萩
原
朔
太
郎

詩
人
。
言
語
の
音
楽
性

を
活
か
し
た
口
語
自
由

詩
を
完
成
さ
せ
た
。
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�空�在№1

�女のトルソ�パラスのトルソ �礼拝�水浴 �高橋元吉

�憩う�女のトルソ �男のトルソ（ヘラクレス）�横たわる女

沖村正康（1940～2012）

彫刻家、高田博厚に師事。彫刻作品

を手がける傍ら三郷工房を設立し、

高田作品をはじめとして、様々な彫

刻作品の鋳造を手がけた。


