
　

3
体
の
人
体
像
と
、
2
つ
の
木
彫
。
今
回
の
『
買

上
展
』
に
彫
刻
科
が
選
ん
だ
作
品
で
あ
る
。
最
古
の

も
の
は
1
9
5
2
（
昭
和
27
）
年
買
い
上
げ
。
以
降
、

順
に
並
べ
る
と
、
59
（
同
34
）
年
、
63
（
同
38
）
年
、

64
（
同
39
）
年
。
73
（
同
48
）
年
作
の
立
像
が
も
っ

と
も
新
し
く
、
大
学
美
術
館
に
収
蔵
さ
れ
て
か
ら
ち

ょ
う
ど
半
世
紀
の
時
を
経
た
計
算
に
な
る
。

　

美
術
学
部
の
な
か
で
も
っ
と
も
古
い
歴
史
を
持
つ

科
の
出
品
作
選
び
の
基
準
は
、
ご
く
シ
ン
プ
ル
だ
っ

た
。「
古
い
時
代
の
女
性
作
家
か
ら
時
系
列
に
沿
っ

て
順
番
に
」。
発
案
者
は
小
谷
元
彦
准
教
授
で
あ
る
。

「
学
科
の
な
か
で
自
分
が
セ
レ
ク
ト
を
す
る
こ
と
が

決
ま
り
、
反
射
的
に
決
め
ま
し
た
。
他
の
学
科
の
選

ん
だ
作
品
を
見
た
ら
、
歴
史
を
定
点
観
測
し
て
選
ば

「彼女たち」と買上展

彫刻科・小谷元彦准教授は
 なぜ女性作家を選んだのか？

山口信子《習作》  1952年  石膏

各科が独自の観点で過去の買い上げ作品から選び、展示する
『買上展』第２部。彫刻科が示した作品選択の方針は

女性作家の作品を古い順から５点、という明快なものだった。
何を思い、そう決めたのか。提案者の小谷准教授に尋ねた。

文＝大谷道子
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れ
て
い
た
印
象
だ
っ
た
の
で
、『
あ
れ
、
違
う
や
り

方
し
て
し
ま
っ
た
か
な
？
』
と
思
っ
た
ん
で
す
け
ど
」

　

迷
い
の
な
い
チ
ョ
イ
ス
は
、
い
か
に
も
天
才
肌
ら

し
い
│
│
と
つ
い
思
っ
て
し
ま
う
が
、
そ
の
決
断
の

足
元
に
は
、
小
谷
准
教
授
が
抱
い
て
い
た
彫
刻
の
世

界
、
お
よ
び
藝
大
彫
刻
科
の
成
り
立
ち
や
歴
史
に
つ

い
て
の
疑
問
と
問
題
意
識
が
横
た
わ
っ
て
い
た
。

　

客
観
性
と
熱
を
併
せ
持
っ
た
作
品

「
も
と
も
と
彫
刻
家
に
は
男
性
が
多
く
て
、
近
代
彫

刻
史
に
出
て
く
る
名
前
も
男
性
ば
か
り
。
僕
自
身
は

学
生
時
代
、
レ
ベ
ッ
カ
・
ホ
ー
ン
や
エ
ヴ
ァ
・
ヘ
ス

の
作
品
が
好
き
で
女
性
作
家
の
切
り
口
に
は
興
味
を

持
っ
て
い
た
の
で
、
藝
大
の
彫
刻
科
に
は
い
つ
か
ら
、

ど
の
く
ら
い
女
性
が
い
た
ん
だ
ろ
う
？
と
い
う
こ
と

が
、
以
前
か
ら
ず
っ
と
気
に
な
っ
て
い
た
ん
で
す
。

だ
っ
た
ら
、
こ
の
機
会
に
調
べ
て
み
よ
う
と
」

　

彫
刻
科
の
歴
史
は
、
1
8
8
7
（
明
治
20
）
年
の

東
京
美
術
学
校
設
立
と
同
時
に
始
ま
る
。
最
初
は
木

彫
、
そ
の
後
に
塑
造
が
加
わ
っ
て
統
合
さ
れ
、
戦
後

の
1
9
4
9
（
昭
和
24
）
年
の
大
学
組
織
後
、
現
在

の
彫
刻
科
に
再
編
さ
れ
た
。

　

女
性
の
受
け
入
れ
が
始
ま
っ
た
の
は
、
東
京
美
術

学
校
時
代
の
46
（
昭
和
21
）
年
。
だ
が
、
大
学
美
術

館
の
古
田
亮
教
授
を
介
し
た
調
査
で
は
、
そ
れ
か
ら

3
年
間
の
入
学
者
数
の
内
訳
に
つ
い
て
は
記
録
が
見

つ
か
ら
な
か
っ
た
。
藝
大
と
な
っ
て
最
初
の
49
年
に

は
22
名
の
彫
刻
科
新
入
生
の
う
ち
女
性
が
3
名
、
翌

50
年
は
26
名
中
4
名
、
51
年
は
33
名
中
2
名
。
49
年

か
ら
の
10
年
間
の
彫
刻
科
2
3
4
名
の
全
入
学
者

中
で
は
32
名
で
、
全
体
の
13
・
6
パ
ー
セ
ン
ト
を
占

め
て
い
る
。
女
性
作
品
初
の
買
い
上
げ
作
《
習
作
》

を
つ
く
っ
た
山
口
信
子
が
入
学
し
た
の
は
、
東
京
美

術
学
校
時
代
の
最
後
の
年
あ
た
り
と
推
測
さ
れ
る
。

「
実
物
を
見
る
前
に
写
真
で
見
て
、『
あ
、
い
い
』

と
思
い
ま
し
た
。
い
わ
ゆ
る
近
代
彫
刻
史
に
出
て
く

る
作
品
と
も
少
し
違
っ
て
い
る
し
。

こ
の
頃
で
あ
れ
ば
、
技
術
的
に
つ
く

り
込
ん
だ
り
す
る
ん
だ
ろ
う
け
ど
、

あ
ま
り
具
象
的
で
な
く
、
当
時
新
し

か
っ
た
石
膏
の
直
付
け
と
い
う
手
法

を
使
っ
た
、
粘
り
強
い
作
業
プ
ロ
セ

ス
を
感
じ
る
。
女
性
像
と
し
て
も
、

匿
名
性
が
強
い
感
じ
が
興
味
深
い
」

　

確
か
に
、
そ
れ
に
続
く
日
髙
頼
子

の
《
女
》、
鷲
崎
直
子
の
《
立
像
》

に
も
、
具
象
的
と
い
う
よ
り
は
、
ど

石澤ミヨ《芽》  1959年  木

日 頼子《女》  1963年  ポリエステル樹脂
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こ
か
人
体
、
こ
と
に
女
性
の
姿
を
客
観
視
す
る
冷
静

な
視
線
が
感
じ
ら
れ
る
。
対
し
て
、
木
彫
の
2
作
品
、

石
澤
ミ
ヨ
の
《
芽
》、
水
谷
た
き
の
《
作
品
Ｉ
》
は
、

素
朴
な
佇
ま
い
な
が
ら
、
静
か
な
情
熱
が
伝
わ
っ
て

く
る
よ
う
だ
。

「
彫
刻
と
い
う
と
、
重
た
く
て
大
き
な
も
の
を
扱
う

の
だ
か
ら
力
の
あ
る
男
性
の
ほ
う
が
有
利
な
の
で

は
？
と
考
え
る
方
が
多
い
と
思
い
ま
す
が
、
こ
れ
に

は
誤
解
も
多
分
に
あ
っ
て
。
要
は
体
の
使
い
方
で
、

要
領
さ
え
よ
け
れ
ば
ハ
ン
デ
は
な
い
と
思
い
ま
す
。

逆
に
力
が
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
、
そ
の
力
を
無
駄
に
使

っ
て
し
ま
う
場
合
も
あ
り
ま
す
」

　

初
期
女
性
作
家
の
作
品
の
共
通
点
を
尋
ね
る
と
、

「
ど
れ
も
、
す
ご
く
制
作
へ
の
熱
を
感
じ
ま
す
。
き

れ
い
に
整
え
る
こ
と
よ
り
も
、
時
間
を
か
け
て
素
材

と
向
き
合
っ
て
い
る
雰
囲
気
か
ら
も
」
と
小
谷
准
教

授
。
美
術
界
で
も
、
学
校
内
で
も
、
ま
だ
女
性
が
圧

倒
的
に
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
で
あ
っ
た
時
代
、
何
を
思
い
、

ど
の
よ
う
に
制
作
に
打
ち
込
ん
で
い
た
の
か
│
│
彼

女
た
ち
の
在
学
中
の
ラ
イ
フ
ス
ト
ー
リ
ー
は
、
残
念

な
が
ら
母
校
に
は
あ
ま
り
伝
わ
っ
て
い
な
い
。

「
美
術
史
家
の
木
下
直
之
さ
ん
の
本
に
よ
る
と
、
藝

大
の
彫
刻
科
の
最
初
の
入
学
試
験
で
は
定
員
割
れ
だ

っ
た
ら
し
い
ん
で
す
。
彫
刻
と
は
い
っ
た
い
何
な
の

か
、
そ
の
こ
と
を
ま
だ
誰
も

わ
か
っ
て
い
な
く
て
、
謎
多

き
芸
術
だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
。

そ
ん
な
時
代
で
、
さ
ら
に
男

性
が
圧
倒
的
に
多
い
環
境
に

飛
び
込
ん
で
き
た
わ
け
だ
か

ら
、
か
た
い
決
心
が
あ
っ
た

ん
だ
ろ
う
な
と
想
像
し
ま
す
。

で
も
、
彫
刻
家
を
目
指
す
こ

と
自
体
が
困
難
だ
っ
た
時
代

で
あ
っ
て
も
、
こ
う
し
て
作

品
を
つ
く
り
、
結
果
を
残
し
た
こ
と
は
確
か
で
す
ね
」

　

作
品
は
残
る
。
そ
し
て
、
作
品
は
語
り
、
伝
え
る
。

そ
の
価
値
と
、
関
わ
っ
て
き
た
人
の
歴
史
を
。

「
こ
れ
ま
で
の
大
学
美
術
館
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
展
で

は
捉
え
て
こ
な
か
っ
た
角
度
で
作
品
を
選
ん
で
み
た

い
な
と
思
っ
て
い
た
部
分
が
あ
っ
た
と
思
い
ま
す
。

藝
大
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
が
他
の
美
術
館
と
違
う
の
は
、

学
生
作
品
の
ア
ー
カ
イ
ブ
で
あ
る
こ
と
。
つ
ま
り
は
、

埋
も
れ
る
過
去
を
発
掘
で
き
る
記
録
性
が
最
も
大
事
。

彫
刻
を
志
し
た
女
性
の
記
録
を
表
に
出
す
こ
と
で
、

次
の
世
代
に
こ
の
国
の
芸
術
の
は
じ
ま
り
の
手
が
か

り
を
残
す
こ
と
は
で
き
る
の
か
な
、
と
」

水谷たき《作品 I》  1964年  木

池田（高橋）カオル《問》  1970年  石（多胡石）
※本作は買上展では展示されません
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展
示
す
る
こ
と
は
、
時
代
に
刻
印
す
る
こ
と

　

時
代
は
移
り
変
わ
り
、
小
谷
准
教
授
が
藝
大
美
術

学
部
彫
刻
科
に
入
学
し
た
91
（
平
成
3
）
年
に
は
、

女
性
は
22
名
中
8
名
。
8
年
後
の
99
年
に
は
20
名
の

う
ち
半
数
の
10
名
、
そ
し
て
2
0
1
7
年
に
は
20

名
中
13
名
と
、
つ
い
に
男
女
比
が
逆
転
す
る
。

「
今
、
学
生
を
指
導
し
て
い
て
も
、
男
女
の
差
は
何

も
感
じ
な
い
で
す
ね
。
僕
に
と
っ
て
今
回
、
発
見
だ

っ
た
の
は
、
こ
ん
な
に
早
く
か
ら
、
彫
刻
科
の
教
授

陣
が
女
性
の
作
品
を
評
価
し
て
い
た
ん
だ
と
い
う
こ

と
。
近
代
彫
刻
は
男
社
会
だ
っ
た
の
で
、
そ
の
歴
史

の
中
心
地
だ
っ
た
藝
大
で
は
評
価
し
て
な
か
っ
た
の

だ
ろ
う
な
と
、
正
直
、
疑
っ
て
い
ま
し
た
。
で
も
、

割
合
と
し
て
は
10
パ
ー
セ
ン
ト
く
ら
い
の
女
子
学
生

の
作
品
を
フ
ラ
ッ
ト
に
見
て
、
こ
う
し
て
買
い
上
げ

作
品
に
選
ん
で
い
た
ん
だ
と
い
う
こ
と
が
、
違
う
角

度
か
ら
近
代
を
考
え
る
き
っ
か
け
と
な
り
ま
し
た
。

そ
う
い
う
部
分
も
、
伝
え
て
お
き
た
い
で
す
」

　

小
谷
准
教
授
の
発
見
に
は
、
さ
ら
に
続
き
が
あ
っ

た
。
買
上
展
で
展
示
す
る
5
点
に
加
え
て
、
実
は
も

う
1
点
、
同
時
代
に
買
い
上
げ
ら
れ
て
い
た
女
性
作

家
の
作
品
が
発
見
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　

そ
れ
は
、
70
年
作
の
池
田
（
高
橋
）
カ
オ
ル
の
作

品
。
藝
大
美
術
学
部
に
足
を
踏
み
入
れ
た
こ
と
の
あ

る
人
な
ら
、
い
つ
か
目
に
留
め
た
こ
と
が
あ
る
か
も

し
れ
な
い
。
美
術
学
部
中
央
棟
1
階
の
中
庭
的
な
ス

ペ
ー
ス
に
長
年
展
示
さ
れ
て
い
る
石
彫
だ
。

「
コ
ロ
ナ
禍
に
な
る
前
ま
で
は
ず
っ
と
、
あ
の
作
品

が
見
え
る
部
屋
で
教
授
会
を
や
っ
て
い
た
ん
で
す
よ
。

当
時
か
ら
『
誰
の
、
い
つ
の
作
品
だ
ろ
う
？
』
と
気

に
な
っ
て
は
い
た
ん
で
す
が
…
…
」

　

静
か
に
佇
む
作
品
の
題
名
は
《
問
》。
作
品
と
向

き
合
い
、
彼
女
た
ち
の
存
在
感
が
私
た
ち
に
問
い
か

け
る
も
の
に
つ
い
て
、
ひ
と
と
き
心
を
巡
ら
せ
る
。

「
僕
た
ち
が
作
品
を
見
て
い
た
の
で
は
な
く
、
実
は

作
品
が
僕
た
ち
を
見
て
い
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
ね
」

鷲崎直子《立像》  1973年  石膏
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