
憂
国
の
ア
ー
ト
、
至
誠
の
ア
ー
ト

［
巻
之
一
］
彫
刻
家 

佐
々
木
誠

平
成
二
七
年
三
月
二
五
日
（
水
）
─
四
月
二
五
日
（
土
）

〔
日･

月･

火
曜 

休
廊
〕
正
午
─
午
後
六
時
（
最
終
日
は
五
時
迄
）

【
佐
々
木
誠 

略
歴
】

昭
和
三
十
九
年
（
一
九
六
四
）
東
京
生
ま
れ
／
一
九
八
四

年
よ
り
木
彫
を
中
心
に
制
作
活
動
を
始
め
る
／
日
本
の

風
土
、
民
族
的
歴
史
に
自
己
の
胚
胎
の
原
点
を
据
え
、

神
話
や
信
仰
遺
品
か
ら
造
形
を
イ
メ
ー
ジ
し
制
作
を
続

け
て
い
る
／
一
九
九
七
年
彫
刻
創
型
展
、
文
部
大
臣
賞

／
一
九
九
九
年
同
展
、
創
型
会
賞
／
二
〇
一
〇
年
「
第

三
六
回
人
人
展
」
東
京
都
美
術
館
、「
小
さ
な
人
人
展
」

羽
黒
洞
、「A

sia T
op G

allery H
otel A

rt Fair 

2
0

1
0

」G
rand H

yatt H
K

 

羽
黒
洞
ブ
ー
ス
（
香
港
）、

個
展
「
祖
形
─
ヒ
ト
ガ
タ
─
」
羽
黒
洞
／
二
〇
一
一
年

個
展
「
大
日
本
者
神
國
也
─
オ
ホ
ヤ
マ
ト
ハ
カ
ミ
ノ
ク

ニ
ナ
リ
」
羽
黒
洞
／
二
〇
一
二
年
「
ア
ー
ト
フ
ェ
ア
東

京
二
〇
一
二
」
シ
ャ
ッ
フ
ル
２
ブ
ー
ス
出
品
、「
月
ノ
カ

ホ
リ　

A
rt C

olours vol.3
 

」
パ
ー
ク
ホ
テ
ル
東
京
、

個
展
「
靈
ち
は
ふ
國
」
羽
黒
洞
／
二
〇
一
三
年
個
展
「
豊

葦
原
瑞
穂
國
」
ギ
ャ
ラ
リ
ー
隠
れ
里
／
二
〇
一
四
年
個

展「
皇
國
大
道（
ス
メ
ラ
ミ
ク
ニ
ノ
オ
ホ
ミ
チ
）」羽
黒
洞
、

東
千
賀
氏
と
の
二
人
展
「
秘
展
―
垂
直
ノ
存
在
社
」
ギ
ャ

ル
リ
さ
わ
ら
び
、
個
展
「
た
ま
ふ
り
」
ギ
ャ
ル
リ
さ
わ

ら
び
、「
ス
サ
ノ
ヲ
の
到
来
―
い
の
ち
、
い
か
り
、
い
の

り
」
足
利
市
立
美
術
館
（
二
〇
一
五
年
Ｄ
Ｉ
Ｃ
川
村
記

念
美
術
館
、
北
海
道
立
函
館
美
術
館
、
山
寺
芭
蕉
記
念
館
、

渋
谷
区
立
松
濤
美
術
館
に
巡
回
）

【
烽
―
と
ぶ
ひ
―
】憂
国
の
ア
ー
ト
、至
誠
の
ア
ー
ト
展
に
つ
い
て

　

神
官
を
務
め
、最
後
の
文
人
と
謳
わ
れ
、十
九
世
紀
世
界
三
大
画
家
と
も
評
さ
れ
る
富
岡
鉄
斎（
一
八
三
七‐一
九
二
四
）は
、

幕
末
明
治
の
危
機
意
識
か
ら
、深
い
憂
国
の
情
を
抱
え
て
い
ま
し
た
。自
ら
を
画
家
と
言
わ
ず
学
者
と
称
し
、幕
末
の
志
士
達

と
も
深
交
が
あ
っ
た
鉄
斎
は
、国
史
を
は
じ
め
と
し
た
学
問
を
志
し
、其
れ
を
芸
術
に
昇
華
さ
せ
ま
し
た
。「
御
國
振
」の
衰

え
を
嘆
き
、「
天
下
万
古
隆
盛
の
道
、そ
れ
、こ
こ
に
あ
る
か
」と
叫
び
、「
唯
々
一
人
ハ一
人
の
至
誠
を
つ
く
し
、天
下
の
人
、至
誠

つ
く
す
」と
い
う
鉄
斎
の
烈
々
た
る
意
志
は
、現
代
の
危
機
に
在
る
私
共
の
胸
に
迫
り
ま
す
。

　
「
維
新
の
志
士
の
如
き
烈
し
い
精
神
で
文
学
を
や
つ
て
見
た
い
」
、そ
う
で
な
い
と
「
腰
抜
文
学
者
の
様
な
気
が
し
て
な

ら
ん
」
と
言
い
、「
至
誠
」
を
重
ん
じ
た
の
は
、鉄
斎
と
同
時
代
を
生
き
た
夏
目
漱
石（
一
八
六
七
‐一
九
一
六
）で
し
た
。ま
た
、

「
剣
」と「
詩
」の
一
体
性
が
文
化
の
本
質
で
あ
る
こ
と
を
示
唆
し
た
三
島
由
紀
夫（
一
九
二
五‐一
九
七
〇
）の
著
作『
憂
国
』で

の
、「
至
誠
」の
掛
軸
を
印
象
強
く
覚
え
て
い
る
方
も
い
ら
っ
し
ゃ
る
で
し
ょ
う
。
国
史
や
神
話
へ
の
ま
な
ざ
し
を
持
ち
、復
古
の

理
想
を
追
い
、現
実
の
危
機
に
処
し
た
志
士
た
ち
、そ
の
純
粋
無
私
の
精
神
た
る
「
至
誠
」
で
す
が
、本
企
画
に
よ
り
、現
代

作
家
の
皆
さ
ん
の「
至
誠
」へ
の
志
に
、多
く
の
皆
様
に
触
れ
て
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。

　

芸
術
は
国
境
を
越
え
た
感
動
を
呼
び
ま
す
が
、そ
の
礎
は
足
下
を
見
つ
め
る
と
こ
ろ
に
あ
り
、其
処
に
は
先
人
た
ち
の
か
け

が
え
の
な
い
遺
産
が
あ
り
、そ
し
て
そ
こ
か
ら
今
を
貫
く
垂
直
軸
の
上
に
こ
そ
、新
し
い
芸
術
は
生
ま
れ
る
と
か
ん
が
え
て
い
ま

す
。
戦
後
日
本
の
日
本
否
定
教
育
や
反
日
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
は
、多
く
の
日
本
人
か
ら
日
本
人
と
し
て
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
奪

い
、い
わ
ば
原
点
喪
失
を
も
た
ら
し
ま
し
た
。
戦
後
七
十
年
と
い
う
節
目
の
年
を
迎
え
、本
企
画
は
そ
の
こ
と
を
か
ん
が
え
る

よ
す
が
に
も
な
る
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。「
現
下
の
日
本
の
置
か
れ
た
条
件
が
根
本
か
ら
非
道
な
も
の
だ
と
い
う
の
に
、ど
う
し

て
日
本
が
こ
の
ま
ま
で
い
い
は
ず
が
あ
ろ
う
か
！
い
や
、よ
か
ろ
う
は
ず
が
な
い
！
」（
一
九
七
四
）。そ
う
言
っ
た
ア
ン
ド
レ・マ
ル

ロ
ー（
一
九
〇
一‐一
九
七
六
）は
、日
本
芸
術
に「
永
遠
」
を
見
て
い
た
一
人
で
し
た
。

　
「
芸
術
」が
終
わ
っ
た
後
の「
ア
ー
ト
」と
も
云
わ
れ
る
現
代
の「
ア
ー
ト
」の
意
義
が
問
わ
れ
る
今
、「
ア
ー
ト
」の
中
に
在
っ
て

「
ア
ー
ト
」
を
貫
き
、連
綿
た
る「
至
誠
」へ
の
道
、そ
の
歴
史
の
垂
直
軸
へ
の
連
繋
を
見
据
え
て
ま
い
り
た
い
と
お
も
い
ま
す
。

　

企
画
は
、ギ
ャ
ル
リ
さ
わ
ら
び
。
銀
座
一
丁
目
、映
画
撮
影
な
ど
に
も
使
わ
れ
る
昭
和
七
年(

一
九
三
二)

建
築
の
ビ
ル（
旧
銀

座
ア
パ
ー
ト
メ
ン
ト
）の
一
隅
に
あ
り
ま
す
。
昭
和
七
年
は
、日
本
で
は
桜
田
門
事
件
、血
盟
団
事
件
、五・一
五
事
件
が
あ
り
、ま

た
、い
わ
ゆ
る
三
二
年
テ
ー
ゼ
が
あ
り
、銀
座
の
柳
が
植
樹
さ
れ
、チ
ャ
ッ
プ
リ
ン
が
来
日
し
た
年
で
も
あ
り
ま
す
。こ
の
画
廊

空
間
や
建
物
に
は
、時
代
の
空
気
が
否
応
無
く
流
れ
て
い
ま
す
。

　

幕
末
の
危
機
、昭
和
の
危
機
、そ
し
て
現
代
の
危
機
。
鉄
斎
や
志
士
達
が
遺
し
た
書
画
は
、今
も
私
共
の
心
を
打
ち
、そ
し

て
危
機
に
顕
れ
る
「
詩
」
は
、現
代
日
本
に
も
生
ま
れ
て
い
ま
す
。 

　
「
烽 

―
と
ぶ
ひ
―
」と
は
、『
日
本
書
紀
』や『
風
土
記
』な
ど
に
見
え
る
の
ろ
し（
烽
火
、狼
煙
）を
表
す
言
葉
で
す
。
上
古

日
本
の
危
機
に
あ
っ
て
防
人
と
共
に
設
け
ら
れ
、「
と
ぶ
ひ
」
は 

「
飛
火
」
か
ら
来
て
い
る
よ
う
で
す
。こ
の
企
画
が
ひ
と
り
で

も
多
く
の
皆
様
の
心
に
、火
の
粉
を
飛
ば
せ
る
も
の
に
な
り
ま
し
た
ら
う
れ
し
く
お
も
い
ま
す
。

（                            

田
中
壽
幸
）

中央通り

晴
海
通
り

和光
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天
の
原　

振
り
さ
け
見
れ
ば　

神か
む
ろ
ぎ祖
の　

神
の
御み
た
ま霊
は　

ひ
さ
か
た
の　

天
の
御み
そ
ら空
ゆ　

天あ
ま

翔か
け

り　

見
渡
し
給
ひ　

青
雲
の　

棚
引
く
極
み　

白
雲
の　

向む
か

臥ぶ

す
限
り　

谷た
に
ぐ
く蟇
の　

狭さ

渡わ
た

る
極
み　

潮し
ほ

沫な
わ

の　

留と
ゞ

ま
る
限
り　

餘あ
ぶ

さ
は
ず　

惠
み
給
へ
ば　

ま
ほ
ろ
ま
の　

う
ま
し
御
國
ぞ　

日
の
本
の　

や
ま
と

嶋
根
は　

天あ
め
つ
ち地
も　

依
り
て
仕
ふ
る　

本も
と

つ
神
國　
［
國
賀
哥　

く
に
ほ
ぎ
の
う
た
］

敷
嶋
の
大
和
の
國
は
神
代
よ
り
そ
の
神か

む
た
へ妙
の
出
で
坐
す
と
こ
ろ　
［
反
哥
］　
（
佐
々
木 

誠
）

佐
々
木
誠
の
仕
事
に
は
、
尊
皇
精
神
が
貫
い
て
い
る
。
か
つ
て
戦
前
ま
で
の
少
な
か
ら
ぬ
芸
術
家
が
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
。

そ
れ
は
特
定
の
時
代
の
特
定
の
思
想
や
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
指
す
も
の
で
は
な
い
。
上
古
か
ら
連
綿
と
続
く
長
い
歴
史
を
持
つ
祖
国

へ
の
深
い
愛
情
と
換
言
す
る
こ
と
も
出
来
る
（
祖
国
愛
は
パ
ト
リ
オ
テ
ィ
ズ
ム
で
あ
り
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
と
は
峻
別
さ
れ
る
）。
そ

の
強
靭
な
根
が
、
佐
々
木
芸
術
の
力
の
源
で
あ
る
。
根
無
し
草
的
現
代
日
本
に
咲
い
た
、
根
有
る
ゆ
え
の
新
し
い
花
で
あ
る
。

佐
々
木
の
仕
事
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
も
の
に
つ
い
て
、
も
う
ひ
と
つ
指
摘
す
れ
ば
、
そ
れ
は
ス
サ
ノ
ヲ
（
素
戔
男
尊
）
的
血
脈
で

あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、縄
文
の
血
で
あ
る
。
日
本
で
最
初
の
和
歌
を
詠
っ
た
と
い
う
芸
術
神
で
も
あ
る
ス
サ
ノ
ヲ
は
、ア
マ
テ
ラ
ス（
天

照
大
神
）
の
天
岩
屋
戸
籠
り
の
原
因
を
つ
く
っ
た
「
荒
ぶ
る
神
」
と
い
わ
れ
る
。
世
は
常
闇
と
な
り
危
機
が
襲
う
が
、
し
か
し

此
れ
に
よ
り
神
々
は
祭
を
行
い
、
祭
は
神
楽
と
な
り
、
神
楽
は
能
の
起
源
と
も
な
る
。
荒
ぶ
る
魂
に
拠
る
反
転
、
画
期
、
或
い

は
危
機
を
脱
す
る
力
。
ス
サ
ノ
ヲ
的
公
憤
か
ら
も
た
ら
さ
れ
る
剣（
ス
サ
ノ
ヲ
が
退
治
し
た
ヤ
マ
タ
ノ
オ
ロ
チ
の
尾
か
ら
出
現
）は
、

ア
マ
テ
ラ
ス
に
奉
じ
ら
れ
、ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル（
日
本
武
尊
）に
伝
わ
る
。
ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル
の
歌
は
、連
歌
の
起
源
と
な
る
。
剣
は
歌（
詩・

芸
術
）と
共
に
在
り
、在
り
続
け
る
。
佐
々
木
は
彫
刻
と
共
に
、和
歌
を
作
り
続
け
て
い
る
。
普
段
穏
や
か
な
佐
々
木
の
内
に
は
、

荒
魂
が
宿
る
。
佐
々
木
の
内
な
る
剣
は
歌
と
共
に
在
り
、在
り
続
け
る
。
そ
の
ひ
た
ぶ
る
心
が
彫
る
か
た
ち
に
顕
れ
る
い
の
ち
は
、

雄
々
し
く
も
は
か
な
い
。
ゆ
え
に
結
ば
れ
、
途
切
れ
ぬ
「
何
ご
と
」
か
を
秘
す
る
の
で
あ
る
。
「
何
ご
と
の
お
は
し
ま
す
か
は
知

ら
ね
ど
も
か
た
じ
け
な
さ
に
涙
こ
ぼ
る
る
」
と
西
行
は
、
伊
勢
で
詠
ん
だ
。
佐
々
木
の
作
品
に
あ
ら
わ
れ
ず
し
て
あ
ら
わ
れ
る

も
の
、
或
い
は
目
に
見
え
る
も
の
の
奥
に
秘
さ
れ
し
も
の
。
其
処
に
西
行
が
詠
ん
だ
「
何
ご
と
」
か
を
想
う
。

佐
々
木
の
「
祠
」
に
つ
い
て
、
付
言
し
て
お
き
た
い
。
民
俗
学
者
の
柳
田
国
男
は
十
四
歳
の
頃
、
茨
城
県
布
川
の
親
類
の
元

に
預
け
ら
れ
て
い
た
と
き
、
近
所
の
旧
家
に
沢
山
の
蔵
書
が
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
そ
こ
へ
よ
く
通
っ
て
本
を
読
ん
で
い
た
。
あ
る
日
、

そ
の
旧
家
の
庭
の
奥
に
あ
っ
た
石
の
祠
の
中
を
見
た
く
て
仕
様
が
な
く
な
っ
て
、
思
い
切
っ
て
開
け
て
み
た
と
こ
ろ
、
握
り
こ
ぶ
し

く
ら
い
の
美
し
い
蝋
石
の
珠
が
入
っ
て
い
た
。そ
の
時
、不
思
議
な
実
に
奇
妙
な
昂
奮
し
た
感
じ
に
襲
わ
れ
、し
ゃ
が
み
こ
ん
で
し
ま
っ

て
、
ふ
っ
と
空
を
見
上
げ
た
。
す
る
と
、
よ
く
晴
れ
た
春
の
空
に
、
数
十
の
星
が
き
ら
め
く
の
が
見
え
た
。
そ
の
時
ひ
よ
ど
り
が

高
空
で
ぴ
いっ
と
鳴
い
た
。
そ
の
声
を
聞
い
て
、
は
っ
と
我
に
帰
っ
た
。
も
し
、
ひ
よ
ど
り
が
鳴
か
な
か
っ
た
ら
、
柳
田
は
発
狂
し
て

い
た
だ
ろ
う
と
言
う
。
小
林
秀
雄
は
こ
の
話
に
感
動
し
、
こ
う
い
う
柳
田
の
感
受
性
が
、
そ
の
学
問
の
う
ち
で
大
き
な
役
割
を

果
た
し
て
い
る
事
を
感
じ
た
と
言
う
。
こ
の
話
は
、
学
問
と
は
、
美
と
は
、
生
き
る
と
は
何
か
、
或
い
は
理
屈
を
超
え
た
感
動

や
感
激
と
い
う
根
か
ら
こ
そ
生
み
出
さ
れ
る
も
の
を
考
え
さ
せ
て
く
れ
る
。
頭
で
っ
か
ち
に
な
り
過
ぎ
た
現
代
人
は
、
ほ
ん
と
う

に
何
か
に
感
動
し
て
い
る
だ
ろ
う
か
。
我
を
忘
れ
て
「
何
ご
と
」
か
の
為
に
生
き
る
と
い
う
こ
と
が
、
本
物
の
学
問
に
通
じ
、
い

の
ち
た
る
の
で
は
な
い
か
。
佐
々
木
の
「
祠
」
の
原
点
が
、
少
年
柳
田
の
「
祠
」
に
あ
る
。

本
展
で
は
「
祠
」
と
併
せ
、「
儀
態
」
（
上
図
）、「
狛
犬
」
な
ど
「
御
使
神
（
み
さ
き
が
み
）」
の
動
物
た
ち
と
の
出
会
い

も
楽
し
み
だ
。          　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

  　
　
　

    

（
田
中 

壽
幸
）

≪儀態≫　桂・松・畳・着彩　幅98cm×奥53cm×高50cm　撮影：富野博則

gsawarabi.com　yukoku-art.com【       】憂国のアート、至誠のアート［巻之一］彫刻家 佐々木誠　　　　　　　　  平成27年3月25日―4月25日


