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●燕市産業史料館に運び込まれる《送電源》
展覧会では《渡

と

船
せん

場
じょう

》や《送電源》などのほか、画
業初期の彩色画やその下絵なども展示されます。
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　戦後を代表する日本画家の一人で、燕市名誉市民でもある横山操
さん。彼が旧吉田町に生まれてから今年で100年を迎えます。
　従来の優雅で奥ゆかしい日本画に真っ向から対立し、黒く荒々し
い筆

ひっ
致
ち
で人々の生活や工業風景、山の噴火や塔の火災など、時事性

の高い一瞬の景色を描いた操さん。これまでなかったジャーナリズ
ム的な視点を取り入れ、戦後の日本画に革命を起こしました。
　12月 4日㈮から燕市産業史料館で開催される企画展にあわせ、
今号では、そんな日本画壇の風雲児、横山操さんをご紹介します。

　
大
正
９
年
に
旧
吉
田
町
に
生
ま
れ
た
横

山
操
さ
ん
。
尋じ

ん

常じ
ょ
う

高
等
小
学
校
卒
業
後
、

画
家
を
志
し
、
14
歳
で
上
京
し
ま
す
。

　
昭
和
14
年
に
川か

わ

端ば
た

画
学
校
に
入
学
し
日

本
画
を
学
ぶ
と
、
翌
年
、
第
12
回
青せ

い

龍り
ゅ
う

展

で
初
入
選
。
そ
こ
で
人
生
の
師
と
な
る
川か

わ

端ば
た

龍り
ゅ
う

子し

と
出
会
い
ま
す
。
し
か
し
、
そ
の

後
戦
争
に
召
集
さ
れ
、
さ
ら
に
終
戦
後
は

捕ほ

虜り
ょ

と
し
て
シ
ベ
リ
ア
に
抑よ

く

留り
ゅ
う、

石
炭
採

掘
に
従
事
し
ま
す
。
従
軍
に
5
年
、
抑
留

に
５
年
。
20
歳
か
ら
の
多
感
な
時
期
を
、

戦
争
の
中
で
過
ご
し
ま
し
た
。

　
そ
ん
な
操
さ
ん
が
本
格
的
に
画
家
と
し

て
歩
み
始
め
た
の
は
復
員
後
、
30
歳
に

な
っ
て
か
ら
で
し
た
。
青せ

い

龍り
ゅ
う

社し
ゃ

に
復
帰

し
、
画
家
と
ネ
オ
ン
デ
ザ
イ
ナ
ー
と
し
て

制
作
に
励
み
ま
す
。

　「
熱
情
と
奮
激
、
こ
れ
が
俺
の
人
生
だ
」

　
自
分
の
写
っ
て
い
る
写
真
の
裏
に
書
き

つ
け
た
そ
の
言
葉
の
通
り
、
戦
争
で
抑
圧

さ
れ
た
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
解
放
す
る
か
の
よ

う
に
次
々
に
意
欲
作
を
発
表
。

　
操
さ
ん
の
初
期
の
絵
は
大
型
の
作
品
が

多
く
、
黒
く
真
っ
直
ぐ
な
縦
横
の
線
、
少

な
い
色
、
ト
リ
ミ
ン
グ
し
た
よ
う
な
構
図

が
特
徴
で
、
そ
の
テ
ー
マ
も
、
現
実
的
で

大
衆
に
親
近
感
を
抱
か
せ
る
も
の
ば
か
り

で
し
た
。
こ
の
新
し
い
ス
タ
イ
ル
は
当
時

の
日
本
画
壇
に
衝
撃
を
与
え
ま
す
。

　
昭
和
37
年
に
青
龍
社
を
脱
退
し
た
後
は

無
所
属
で
活
動
。
多
摩
美
術
大
学
で
後
進

の
実
技
指
導
に
も
あ
た
る
ほ
か
、
こ
の
頃

よ
り
水
墨
画
を
描
き
始
め
ま
す
。

　
精
力
的
な
制
作
を
続
け
て
い
た
操
さ
ん

で
し
た
が
、
51
歳
の
時
に
脳の

う

卒そ
っ

中ち
ゅ
う

で
倒

れ
、
右
半
身
不ふ

随ず
い

に
。
し
か
し
、
必
死
の

リ
ハ
ビ
リ
の
末
、
左
手
で
制
作
を
再
開

し
、
精
神
性
の
深
い
新
し
い
境
地
の
作
品

を
生
み
出
し
ま
す
。
そ
の
後
、
再
び
脳
卒

中
を
起
こ
し
、
53
歳
で
そ
の
生
涯
を
閉
じ

る
ま
で
、
操
さ
ん
は
折
れ
る
こ
と
な
く
絵

を
描
き
続
け
ま
し
た
。

大正９年 旧西蒲原郡吉田町に生まれる。

昭和２年 吉田町立尋常小学校入学。
昭和９年 吉田町立尋常高等小学校卒業

後、画家を目指して上京。洋
画家の石

いし
川
かわ
雅
が
山
ざん
のもとで一

いっ
壺
こ

堂
どう
図
ず
案
あん
社
しゃ
の版画やポスター描

きを手伝う。

昭和13年 第 25 回光風会展で《街
まち

裏
うら

》が
初入選。

昭和14年 川端画学校日本画部（夜間部）
に入学。第 2 回新興美術院展
で《隅

すみ

田
だ

河
か

岸
がん

》が初入選。
昭和15年 第 12 回青龍展に《渡

と

船
せん

場
じょう

》が
初入選。12 月に徴兵され、中
国大陸を転戦する。

昭和20年 終戦と同時にシベリア（カザ
フ共和国、現カザフスタン）カ
ラガンダの 23 区第９収容所に
抑留、石炭採掘に従事。

昭和25年 吉田町に帰郷、その後再び上
京し、一壺堂図案社、不二ネ
オン会社でデザインの仕事を
する。9月、青龍社復帰。

昭和26年 結婚。

昭和28年 春の青龍展で《白
しろ

壁
かべ

の家》が
春展賞受賞。ここから青龍社
最高位の社人となるまで６年
間で 11 回連続で受賞する。こ
のほか、晩年まで各公募展に
意欲的に出品する。

昭和31年 初個展を銀座松坂屋で開催。
第 28 回青龍展で《炎

えん

炎
えん

桜
さくら

島
じま

》
が青龍賞受賞。

昭和37年 青龍社脱退。
昭和38年 東京画廊で「越後風景展」を

開催。
昭和41年 多摩美術大学日本画科の教授

に就任。川端龍子逝去。
昭和46年 脳卒中で倒れ、右半身不随に。

その後左手で制作に取り組む。
昭和48年 制作途中に倒れ、逝去。享年

53 歳。
平成12年 吉田町名誉市民となる。
平成18年 燕市名誉市民となる（合併に

よる）。

熱
情
と
奮
激
の
画
家

横
山 

操

●青龍社
日本画団体。昭和３年に日本美術院を脱退し
た川端龍子を主

しゅ
宰
さい
者
しゃ
として発足。大きな空間

にも耐えうる強い絵画を目指した（会場芸
術）。春秋２回の展覧会を開き、戦時体制下で
も活動を続けたが、昭和 41年、龍子の逝去と
ともに解散。その間、帝展（新文展―日展）、
院展と肩を並べる日本画壇の一大勢力に成長
した。 《十

と

勝
かち

岳
だけ

》制作風景。飛行機で取材を行い、幅 6.3
メートルの大作をわずか２カ月で描きあげました。▶

▶
青
龍
社
新
年
会
に
て
。
後
列
左
が

操
さ
ん
、
前
列
中
央
が
龍
子
。
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●
す
べ
て
の
は
じ
ま
り
《
渡と

船せ
ん

場じ
ょ
う

》

　
操
さ
ん
は
大
正
９
年
１
月
25
日
、
旧
吉

田
町
に
生
ま
れ
、
横
山
家
の
養
子
に
な
り

ま
す
。

　
幼
い
こ
ろ
か
ら
絵
を
描
く
こ
と
が
好
き

な
少
年
で
し
た
。
卒
業
後
、
画
家
を
志
し

14
歳
で
上
京
。
川か

わ

端ば
た

画
学
校
日
本
画
部
の

夜
間
部
で
絵
画
の
基
礎
を
学
び
ま
し
た
。

　
昭
和
15
年
９
月
、第
12
回
青せ

い

龍り
ゅ
う

展
に《
渡

船
場
》
を
初
出
品
し
、
入
選
し
ま
す
。
青

龍
展
を
主し

ゅ

宰さ
い

す
る
川
端
龍り

ゅ
う

子し

は
、
こ
の
絵

を
見
て
「
こ
れ
が
君
と
青
龍
社
を
つ
な
ぐ

渡
し
舟
に
な
る
と
い
い
ね
」
と
声
を
か
け

た
そ
う
で
す
。

　
挿
絵
画
家
か
ら
日
本
画
の
大
家
に
な
っ

た
龍
子
を
目
標
に
し
て
い
た
操
さ
ん
は
そ

の
言
葉
に
大
変
感
動
し
、
日
本
画
へ
の
想

い
を
新
た
に
し
ま
す
が
、
12
月
に
軍
隊
に

召
集
さ
れ
、
本
格
的
に
絵
を
描
き
始
め
る

こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
。

　
し
か
し
、
従
軍
・
捕ほ

虜り
ょ

時
代
も
絵
を
描

き
続
け
、
復
員
後
は
す
ぐ
に
青
龍
社
に
入

会
。
渡
船
場
の
絵
は
確
か
に
二
人
を
つ
な

ぎ
、
操
さ
ん
は
龍
子
の
も
と
で
い
く
つ
も

の
傑
作
を
生
み
出
し
ま
す
。

●
こ
こ
ろ
の
ふ
る
さ
と

　
シ
ベ
リ
ア
か
ら
復
員
し
た
操
さ
ん
は
、

吉
田
町
に
帰
郷
す
る
も
、
２
カ
月
で
再
び

上
京
。
東
京
を
拠
点
に
活
動
し
ま
す
。
町

の
人
た
ち
と
直
接
的
に
関
わ
る
こ
と
は
少

な
か
っ
た
よ
う
で
す
が
、
画
家
と
し
て
成

功
し
た
後
も
、
新
潟
市
へ
は
頻ひ

ん

繁ぱ
ん

に
訪
れ

て
い
た
と
い
う
こ
と
で
す
。

　
操
さ
ん
は
新
潟
か
ら
タ
ク
シ
ー
で
吉
田

ま
で
出
向
き
、
ス
ケ
ッ
チ
を
し
て
い
ま
し

た
。
晩
年
に
至
る
ま
で
、
新
潟
県
や
吉
田

町
の
風
景
を
描
い
た
作
品
を
多
く
残
し
て

い
ま
す
。
吉
田
の
街
が
あ
り
、
少
し
行
く

と
す
ぐ
に
草
原
が
あ
り
、
そ
こ
に
ハ
ザ
木

●
し
ん
み
り
し
な
が
ら
修
復
し
ま

し
た

ー
ー
操
さ
ん
の
初
期
の
作
品
を
ご

覧
に
な
っ
た
と
き
は
ど
う
思
わ
れ

ま
し
た
か
？

　
と
て
も
驚
き
ま
し
た
。
戦
争
で

全
て
焼
失
し
た
と
思
っ
て
い
た
の

で
。修
復
し
た
絵
は
５
点
。全
部
、

絵
の
具
が
割
れ
て
横
に
線
が
入
っ

て
し
ま
っ
て
い
ま
し
た
。

ー
ー
修
復
の
様
子
を
教
え
て
く
だ

さ
い
。

　
先
生
の
紙
に
近
い
紙
で
新
し
く

裏
打
ち
を
し
て
、
そ
れ
か
ら
彩
色

を
し
ま
し
た
。
先
生
の
塗
っ
た
色

を
再
現
す
る
た
め
に
、
絵
の
具
を

別
の
紙
で
色
合
わ
せ
を
し
、
割
れ

目
の
部
分
を
コ
ツ
コ
ツ
修
正
し
て

い
き
ま
し
た
。

　
破
損
箇
所
を
先
生
が
即
席
で
直

し
た
と
こ
ろ
も
あ
り
、
そ
れ
は
取

り
除
か
ず
そ
の
ま
ま
修
復
し
ま
し

た
。
描
い
て
い
た
時
、
相
当
急
い

で
い
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
ね
。

　
修
復
作
業
は
私
一
人
で
や
っ
た

の
で
、
全
部
直
す
の
に
１
年
ほ
ど

か
か
り
ま
し
た
。
し
ん
み
り
と
色

ん
な
事
を
思
い
出
し
な
が
ら
直
し

て
い
ま
し
た
か
ら
、
修
復
に
携
わ

れ
て
よ
か
っ
た
で
す
。

ー
ー
作
品
の
感
想
は
？

　
青
龍
社
時
代
に
比
べ

る
と
、
線
は
大
人
し
い

と
言
う
か
、
ま
だ
爆
発

は
し
て
い
ま
せ
ん
ね
。

で
も
、
例
え
ば
《
渡
船

場
》
で
あ
れ
ば
、
ポ
ツ

ン
と
あ
る
絵
の
後
ろ
の

空
気
感
、
掘
っ
建
て
小

屋
の
質
感
や
情
感
、
一

瞬
立
ち
止
ま
っ
て
慣
れ

た
船
着
き
場
の
情
景
の

匂
い
な
ど
に
先
生
の
面

影
を
感
じ
ま
し
た
。

●
実
感
を
す
る
、
体
感
を
す
る
、

感
じ
る

ー
ー
操
さ
ん
の
人
柄
は
？

　
優
し
く
、
面
倒
見
の
良
い
人
で

し
た
。
し
ょ
っ
ち
ゅ
う
学
生
を
引

き
連
れ
て
飲
み
に
行
っ
て
ま
し
た

ね
。
で
も
私
た
ち
が
ヘ
ト
ヘ
ト
に

な
っ
て
寝
て
て
も
、
先
生
は
ア
ト

リ
エ
で
絵
を
描
い
て
い
ま
し
た
。

い
つ
寝
て
い
た
ん
だ
ろ
う（
笑
）

ー
ー
凄
い
人
だ
っ
た
ん
で
す
ね
。

　
で
も
ち
ょ
っ
と
淋さ

み

し
げ
な
感
じ

も
あ
り
ま
し
た
。
朗ほ

が

ら
か
に
飲
ん

で
い
る
の
に
、
あ
る
と
き
す
っ
と

引
い
て
物
思
い
に
ふ
け
る
と
い
う

か
。
学
生
の
面
倒
を
み
た
り
話
を

聞
い
た
り
し
な
が
ら
、
ふ
と
自
分

の
こ
と
を
思
い
返
し
た
り
し
た
の

か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

ー
ー
操
さ
ん
か
ら
は
ど
の
よ
う
な

指
導
を
受
け
ら
れ
ま
し
た
か
？

　
絵
の
精
神
性
、「
何
が
描
き
た

い
の
か
」
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。

「
物
を
見
る
と
き
に
は
自
分
で
実

感
を
す
る
、
体
感
を
す
る
、
感
じ

る
。
感
激
し
な
い
と
物
事
を
自

分
で
取
り
込
む
こ
と
は
で
き
な

い
」
と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
お
っ

し
ゃ
っ
て
い
ま
し
た
。「
ス
ケ
ッ

チ
ブ
ッ
ク
を
手
離
さ
ず
、
い
つ
も

瞬
間
瞬
間
、
い
い
な
と
思
っ
た
と

き
に
そ
れ
を
す
ぐ
写
し
取
る
訓
練

を
し
な
さ
い
」
と
。
そ
の
教
え
を

今
も
守
っ
て
い
ま
す
。

ー
ー
今
も
、
で
す
か
。

　
先
生
と
お
会
い
し
て
お
別
れ
す

る
ま
で
10
年
く
ら
い
な
ん
で
す

が
、
と
て
も
濃
厚
な
時
間
で
し

た
。
そ
の
と
き
の
影
響
が
今
も

残
っ
て
ま
す
。
こ
こ
ま
で
描
い
て

こ
ら
れ
た
の
は
、
先
生
の
教
え
と

初
期
作
品
群
発
見
か
ら
10
年

修
復
と
恩
師
に
つ
い
て
聞
く

　
平
成
21
年
、
操
さ
ん
が
10
代
後
半
か
ら
20
歳
に
か
け
て
制
作
し
た
ス
ケ
ッ

チ
29
点
、
下
絵
５
点
、
本ほ

ん

画が

５
点
が
燕
市
へ
寄
贈
さ
れ
ま
し
た
。

　
そ
の
修
復
を
つ
と
め
た
、
操
さ
ん
の
教
え
子
で
あ
り
、
自
身
も
多
摩
美
術

大
学
教
授
で
あ
る
、
日
本
画
家
の
中
野
嘉
之
さ
ん
に
お
話
を
伺
い
ま
し
た
。

センチメンタルな男
横山操

想
い
が
心
に
染
み
込
ん
で
い
る
か

ら
で
す
ね
。

　
先
生
が
そ
う
や
っ
て
私
た
ち
の

世
代
を
育
て
て
く
れ
た
恩
返
し
と

し
て
、
私
も
若
い
世
代
を
育
て
よ

う
と
頑
張
っ
て
い
ま
す
。

ー
ー
平
成
23
年
、
操
さ
ん
の
故
郷

で
あ
る
燕
市
で
講
演
を
し
て
い
た

だ
き
ま
し
た
。

　
そ
の
時
、
燕
市
を
回
っ
て
、
弥

彦
山
に
登
り
ま
し
た
。
ち
ょ
う
ど

田
ん
ぼ
に
水
が
張
っ
て
、
ま
る
で

湖
み
た
い
で
し
た
。
こ
れ
が
全
部

雪
に
な
っ
た
と
き
雪
原
が
生
ま
れ

る
ん
だ
な
と
。
先
生
の
初
期
の
頃

の
水
墨
画
で
す
ね
、
そ
う
い
う
絵

を
思
い
出
し
な
が
ら
、
眺
め
て
い

ま
し
た
。

　
燕
と
い
う
場
所
を
先
生
の
作
品

を
通
し
て
見
る
の
で
、
な
ん
と
も

不
思
議
な
感
覚
で
し
た
。
初
め
て

見
る
の
に
懐
か
し
い
。
絵
で
覚
え

て
い
る
ん
で
す
よ
ね
。
い
い
町
だ

と
思
い
な
が
ら
見
て
い
ま
し
た
。

中
なか

野
の

 嘉
よし

之
ゆき

さん

（日本画家、多摩美術大学名誉教授）

▲ 少年時代の操さん（左）
　 と友人。昭和５年頃。

▲ 操さんが過ごした吉田の商店街（撮影年不明）。

▲ 『吉田の学校を描こう。そしてヤヒコの山も…限り
　ない嬉しさで一ッパイです。』

▲修復時の資料（写真上
《隅

すみ

田
だ

河
か

岸
がん

》、写真下《貨
車》）。作品は絵の具が割
れていたほか、穴が空い
ていたものも。

が
立
ち
並
び
、
西
川
が
流
れ
、
弥
彦
山
や

角
田
山
に
日
が
沈
ん
で
い
く
風
景
。
そ
れ

は
操
さ
ん
の
心
に
原
風
景
と
し
て
刻
ま

れ
、
ひ
と
つ
の
イ
メ
ー
ジ
と
し
て
作
品
中

に
繰
り
返
し
登
場
し
ま
す
。

　
尋じ

ん

常じ
ょ
う

高
等
小
学
校
時
代
の
恩
師
へ
の
手

紙
に
は
、
画
家
へ
の
道
を
歩
み
始
め
た
ば

か
り
の
操
さ
ん
の
心
境
が
綴つ

づ

ら
れ
て
い
ま

す
。
差
出
人
の
文
言
は
「
セ
ン
チ
メ
ン
タ

ル
な
男
　
横
山
操
」。
彼
の
心
の
中
に
は

常
に
吉
田
町
が
あ
り
、
遠
く
東
京
の
地

で
、
そ
の
郷
愁
は
創
作
意
欲
の
大
き
な
原

動
力
と
な
り
ま
し
た
。
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戦
後
、
日
本
の
グ
ラ
フ
ィ
ッ
ク
デ
ザ

イ
ン
を
牽け

ん

引い
ん

し
て
い
た
亀
倉
雄
策
さ
ん

も
旧
吉
田
町
の
出
身
で
す
。
４
歳
年
下

の
操
さ
ん
も
ま
た
、デ
ザ
イ
ン
の
世
界

で
功
績
を
残
し
て
い
ま
す
。

　
そ
の
う
ち
の
ひ
と
つ
が
、
昭
和
28
年

に
銀
座
に
設
置
さ
れ
た
森
永
製
菓
広
告

塔
。
地
球
儀
で
言
う
と
こ
ろ
の
緯
線
・

経
線
方
向
に
張
り
巡
ら
さ
れ
た
光
の
線

が
点
滅
し
、
赤
道
に
あ
た
る
部
分
に
は

「
森
永
ミ
ル
ク
キ
ャ
ラ
メ
ル
」「
森
永

チ
ョ
コ
レ
ー
ト
」
の
文
字
が
回
転
す
る

仕
掛
け
が
ほ
ど
こ
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
第
６
回
広
告
電
通
賞
を
受
賞
し
た
こ

の
広
告
は
銀
座
の
広
告
塔
の
は
し
り
と

さ
れ
、
夜
空
に
輝
く
ネ
オ
ン
の
地
球

は
、
戦
後
復
興
の
象
徴
と
し
て
人
々
の

心
を
明
る
く
照
ら
し
ま
し
た
。

●
「
横
山
様
式
」
で
常
識
を
破
る

　
青せ

い

龍り
ゅ
う

社し
ゃ

に
入
会
し
た
操
さ
ん
は
す
ぐ
に

頭
角
を
現
し
、
青
龍
展
受
賞
の
常
連
と
な

り
ま
す
。
特
に
、
昭
和
31
年
の
《
炎え

ん

炎え
ん

桜さ
く
ら

島じ
ま

》
は
青
龍
展
始
ま
っ
て
以
来
二
人
目
と

な
る
最
高
賞
の
青
龍
賞
に
選
出
。
そ
れ
ま

で
過
去
27
年
の
歴
史
の
中
で
受
賞
者
は
落お

ち

合あ
い

朗ろ
う

風ふ
う

だ
け
で
あ
り
、
こ
れ
は
大
変
な
快

挙
で
し
た
。

　
操
さ
ん
は
横
山
様
式
と
呼
ば
れ
る
作
風

を
作
り
上
げ
、
観
客
を
圧
倒
す
る
大
作
を

次
々
に
発
表
し
ま
す
。
画
題
、
大
き
さ
、

色
使
い
、
構
成
に
至
る
ま
で
、
こ
れ
ま
で

の
常
識
を
覆

く
つ
が
えし
た
「
新
し
い
日
本
画
」
を

世
間
に
突
き
つ
け
ま
し
た
。

　
龍

り
ゅ
う

子し

に
次
ぐ
存
在
と
し
て
知
名
度
を
上

げ
ま
す
が
、そ
の
一
方
で
、古
参
メ
ン
バ
ー

の
風
当
た
り
は
年
々
強
く
な
り
ま
す
。

　
昭
和
37
年
、
操
さ
ん
は
青
龍
社
を
脱

退
。
青
龍
社
時
代
の
作
品
の
大
半
を
焼
却

処
分
し
、
後
ろ
盾
の
な
い
中
、
自
分
の
作

風
で
戦
う
こ
と
を
決
意
し
ま
す
。

●
「
一
日
一
日
を
大
切
に
烈は
げ

し
く
生
き
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
」

　
無
所
属
と
な
っ
て
も
、
そ
の
人
気
は
衰

お
と
ろ

え
ま
せ
ん
。
特
に
、
親
し
み
や
す
さ
と
分

か
り
や
す
さ
で
日
本
人
の
心
を
捉
え
た
富

士
山
の
シ
リ
ー
ズ
は
、
操
さ
ん
の
代
名
詞

と
な
り
、
注
文
が
途
絶
え
ず
、
数
多
く
制

作
さ
れ
ま
し
た
。

　
売
り
絵
が
好
調
な
中
、
操
さ
ん
は「
水

墨
こ
そ
が
こ
れ
か
ら
の
日
本
画
を
支
え

る
」
と
主
張
し
、
水
墨
画
を
描
き
始
め
ま

す
。
そ
の
頃
の
作
品
《
越こ

し

路じ

十じ
ゅ
っ

景け
い

》
は
、

八
景
が
越
後
（
新
潟
県
）、
二
景
は
越
前

（
福
井
県
）
と
越
中
（
富
山
県
）
で
、
い

く
つ
も
の
挑
戦
的
な
技
法
を
取
り
入
れ
な

が
ら
、
郷
里
の
姿
を
穏
や
か
に
捉
え
て
い

ま
す
。

　
順
調
に
作
家
活
動
を
行
な
っ
て
い
た
操

さ
ん
で
し
た
が
、
昭
和
46
年
に
脳の

う

卒そ
っ

中ち
ゅ
うで

倒
れ
、
右
半
身
不
随
に
。
筆
も
持
て
ず
、

画
家
と
し
て
絶
望
的
な
状
況
に
な
り
ま
す

が
、
決
し
て
諦
め
ま
せ
ん
で
し
た
。

　「
絵
か
き
は
絵
が
描
け
な
く
な
っ
た
ら

死
ん
だ
方
が
い
い
の
だ
。
だ
か
ら
生
命
が

あ
る
限
り
、
一
日
一
日
を
大
切
に
烈は
げ

し
く

生
き
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
よ
く
口
に

し
て
い
た
と
言
い
ま
す
。

　
左
手
で
絵
を
描
く
訓
練
を
重
ね
、
１
年

半
後
に
展
覧
会
に
出
品
す
る
ま
で
に
復

活
。
静せ

い

謐ひ
つ

で
情
感
漂
う
作
品
を
20
点
ほ
ど

残
し
て
い
ま
す
。

　
亡
く
な
る
直
前
ま
で
絵
を
描
い
て
い
た

操
さ
ん
。
画
学
校
時
代
か
ら
晩
年
に
至
る

ま
で
、
生
涯
を
賭
け
て
常
に
日
本
画
に
向

き
合
い
続
け
ま
し
た
。
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ネ
オ
ン
デ
ザ
イ
ナ
ー
と
し
て
の
操亀

かめ

倉
くら

 雄
ゆう

策
さく

　（大正4年4月６日ー平成９年５月11日）

教
師
と
し
て
の
操

　
昭
和
40
年
か
ら
、
操
さ
ん
は
多
摩
美
術

大
学
で
実
技
指
導
に
あ
た
り
ま
す
。
翌
年

に
日
本
画
科
教
授
に
就
任
し
、
素
晴
ら
し

い
指
導
力
を
発
揮
し
ま
し
た
。

　
当
時
は
安あ

ん

保ぽ

闘
争
に
よ
り
学
生
運
動
が

活
発
で
、
大
学
の
休
校
が
相
次
い
で
い
ま

し
た
が
、
そ
の
中
で
も
操
さ
ん
は
学
生
思

い
の
先
生
と
し
て
評
判
で
し
た
。

　
操
さ
ん
は
よ
く
学
生
た
ち
を
自
宅
に
呼

ん
で
話
を
し
た
り
、
作
品
を
見
て
あ
げ
て

い
ま
し
た
。
金
銭
的
に
苦
し
い
生
徒
に
対

し
て
は
、
住
ま
い
や
学
資
、
留
学
費
用
な

ど
の
援
助
も
惜
し
み
ま
せ
ん
で
し
た
。

　
一
方
で
指
導
は
厳
し
く
、
学
生
の
描
い

た
キ
ャ
ベ
ツ
の
絵
に
や
か
ん
で
お
湯
を
か

け
て
「
こ
ん
な
キ
ャ
ベ
ツ
食
え
る
か
。
や

り
直
し
」
な
ん
て
エ
ピ
ソ
ー
ド
も
。
　

　旧吉田町出身のグラフィックデザイナー。燕市名誉市民。1964年の東京オリンピック
のポスターやグッドデザイン賞のロゴマークをはじめとして、多くの素晴らしいデザイ
ンを世に発表。昭和55年紫

し

綬
じゅ

褒
ほう

章
しょう

受章。平成 3年文化功労者選出。

▲ 左手で制作をする操さん。墨は奥さんの
基
もと

子
こ

さんがすっていました。
絵を描きたいという強い希望により、リハ
ビリセンターを退所し、家で落

らっ

款
かん

の「操」
という字の練習から始めたそうです。

▼ 富山県最大の繁華
街、総

そう

曲
が

輪
わ

通りのアー
ケードも操さんのデ
ザイン。ネオンの明
滅で花

はな

馬
ば

車
しゃ

が動いて
いるように見えます。

愛称は「地球儀」「サボテン」など▶操と青龍社、
それから

さん



い
た
と
い
う
の
は
相
当
な
も

の
で
す
ね
。
操
の
作
品
は
残

り
ま
す
。
本
当
に
す
ご
い
絵

は
時
代
を
超
え
て
残
る
ん
で

す
。

ー
ー
残
る
、
と
は
？

　
例
え
ば
、
尾お

形が
た

光こ
う

琳り
ん

の

《
紅こ
う
白は

く
梅ば

い
図ず

屏び
ょ
う
ぶ風
》を
見
た
時

に「
あ
あ
、す
ご
い
な
ぁ
」
と

思
い
ま
す
よ
ね
。あ
れ
は
２
、

３
０
０
年
前
に
描
か
れ
た
も

の
で
す
が
、
今
も
な
お
、
私
た
ち

の
精
神
を
揺
さ
ぶ
る
も
の
が
あ
る

わ
け
で
す
。そ
れ
が「
絵
が
残
る
」

と
い
う
こ
と
。
そ
し
て
、操
の
絵

も
そ
う
な
っ
て
い
く
可
能
性
を
秘

め
て
い
る
ん
で
す
。

　
操
が
亡
く
な
っ
て
か
ら
50
年
近

く
が
経
ち
、
横
山
操
の
絵
を
知
ら

な
い
人
が
増
え
て
い
ま
す
が
、
そ

れ
は
日
頃
見
る
機
会
が
な
い
か
ら

で
あ
っ
て
、
絵
自
体
が
悪
く
て
残

ら
な
い
の
と
は
話
が
違
い
ま
す
。

　
そ
う
い
う
意
味
で
は
、
戦
後
の

作
家
の
中
で
こ
れ
か
ら
も
影
響
力

を
も
ち
続
け
る
一
人
で
す
ね
。

ー
ー
確
か
に
、
そ
の
画
業
に
比
べ

て
知
名
度
は
低
く
感
じ
ま
す
。

　
没
後
70
年
ま
で
は
著
作
権
で
保

護
さ
れ
ま
す
。
そ
の
た
め
、
著
作
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●
時
代
を
超
え
て
残
る

ー
ー
日
本
画
に
取
り
上
げ
ら
れ
な

い
よ
う
な
も
の
に
フ
ォ
ー
カ
ス
し

て
い
た
操
さ
ん
。
当
時
か
ら
評
価

は
高
か
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
？

　「
評
価
」
の
定
義
は
な
か
な
か

難
し
い
で
す
ね
。
評
論
家
と
一
般

人
が
良
い
と
言
う
絵
は
違
い
ま

す
。
青せ
い
龍り

ゅ
う

社し
ゃ
の
人
た
ち
と
龍り

ゅ
う

子し

で

も
意
見
は
異
な
り
ま
し
た
。

　
で
も
斬
新
で
新
し
い
日
本
画
の

ス
タ
イ
ル
で
あ
っ
た
の
は
間
違
い

あ
り
ま
せ
ん
。

　
操
の
凄
い
と
こ
ろ
は
、
今
彼
の

作
品
を
見
て
も
そ
の
価
値
が
分
か

る
こ
と
で
す
。
作
品
に
古
さ
を
感

じ
ま
せ
ん
。
50
年
以
上
前
に
描
か

れ
た
も
の
で
も
現
代
に
通
用
し
て

い
ま
す
。
こ
れ
を
あ
の
時
代
に
描

　
約
20
年
と
い
う
「
画
家
人
生
」
と
し
て

は
決
し
て
長
く
は
な
い
年
月
の
中
で
、
圧

巻
の
画
業
を
残
し
た
操
さ
ん
。
亡
く
な
っ

て
約
50
年
経
つ
今
も
、
日
本
画
の
世
界
に

影
響
を
与
え
続
け
て
い
ま
す
。

　
若
い
こ
ろ
か
ら
確
か
な
実
力
を
持
ち
、

才
能
に
溢
れ
て
い
た
一
方
で
、
従
軍
・
抑

留
や
青
龍
社
と
の
軋あ

つ

轢れ
き

、
病
気
な
ど
、
画

家
人
生
を
阻は

ば

も
う
と
す
る
も
の
は
た
く
さ

ん
あ
り
ま
し
た
が
、
自
ら
を
奮
い
立
た
せ

て
乗
り
越
え
て
き
ま
し
た
。

　「
熱
情
と
奮
激
、
こ
れ
が
俺
の
人
生
だ
」

　
あ
る
意
味
で
は
社
会
に
振
り
回
さ
れ
て

し
ま
っ
た
不
遇
の
生
涯
で
あ
り
な
が
ら
、

そ
れ
を
制
作
の
糧
と
し
、
情
熱
を
持
っ
て

駆
け
抜
け
た
彼
の
生
き
様
は
、
コ
ロ
ナ
禍

に
苦
し
む
今
の
私
た
ち
に
重
な
り
、
こ
れ

か
ら
の
生
活
の
ヒ
ン
ト
を
与
え
て
く
れ
る

か
も
し
れ
ま
せ
ん
。 権

料
が
ネ
ッ
ク
に
な
り
、
亡
く

な
っ
た
近
代
の
作
家
の
紹
介
を
す

る
の
は
す
ご
く
大
変
な
ん
で
す
。

70
年
経
て
ば
そ
の
負
担
も
な
く
な

り
ま
す
が
、
そ
の
間
に
消
え
て

い
っ
て
し
ま
う
作
家
も
た
く
さ
ん

い
ま
す
。
歯
が
ゆ
い
で
す
ね
。
著

作
権
が
作
家
を
守
っ
て
い
る
の
も

事
実
で
す
の
で
、
難
し
い
と
こ
ろ

で
す
が
…
…
。

　
操
の
企
画
展
も
随
分
久
し
ぶ
り

で
す
。
ぜ
ひ
横
山
操
の
作
品
の
魅

力
に
触
れ
、
こ
う
い
う
作
家
が
い

た
の
だ
と
、
多
く
の
人
た
ち
に

知
っ
て
も
ら
い
た
い
で
す
ね
。

●
時
代
を
先
取
っ
て
い
た
証
明

ー
ー
燕
市
産
業
史
料
館
で
は
、
初

期
の
作
品
を
中
心
に
展
示
し
ま
す

ね
。

　
こ
れ
ま
で
、
操

の
初
期
の
作
品
は

す
で
に
存
在
し
な

い
も
の
と
思
わ
れ

て
い
ま
し
た
。
で

す
の
で
、
こ
ん
な

に
ま
と
ま
っ
て
、

し
か
も
画
学
校
時

代
の
も
の
が
出
て

き
た
と
い
う
の
は

横山操 生誕100周年記念展覧会
「はじまりの物語。時代を見つめた眼差し。」

12月４日金～１月11日
●会　　場　燕市産業史料館　　　●開館時間　9:00～ 16:30
●入　館　料　大人400円、小・中学生・高校生100円　※燕市民は期間中無料
●休　館　日　月曜日（１月11日㈷は開館）、12月 28日㈪～１月４日㈪
●問　合　せ　社会教育課 文化振興係☎0256・63・7002

●参考文献　木村拓也 (2019)「燃える魂の画家・横山操」
『青龍社創立九十周年特別展　龍子と同時代の画家たち』 
大田区文化振興協会　93-95 頁 / 横山秀樹 (2008)「日
本画壇の風雲児　横山操の生涯」『花美術館』vol.5　株
式会社花美術館　4-35 頁 / 横山秀樹 (2020)「横山操の
知られざる顔」『生誕 100年記念 　日本画家・横山操―
その画業と知られざる顔』 富山県水墨美術館、新潟市新
津美術館、アートインプレッション　6-19 頁
●写真は取材過程で関係者より提供。掲載関係者でご連
絡のつかなかった方がおります。関係者の方は、お手数
ですが地域振興課広報広聴係までご連絡ください。

     横
よこ

山
やま

 秀
ひで

樹
き

さん
　　 （前新潟市新津美術館館長、美術評論家）

衝
撃
で
し
た
。
戦
後
の
代
表
作
は

あ
ら
か
た
美
術
館
に
入
り
ま
し
た

が
、
戦
前
に
書
か
れ
た
も
の
は
本

当
に
燕
市
に
し
か
あ
り
ま
せ
ん
。

　
今
ま
で
は
戦
後
の
作
品
を
見
て

横
山
操
に
つ
い
て
論
じ
て
き
ま
し

た
が
、
こ
れ
か
ら
は
こ
こ
か
ら
話

を
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
こ
れ

は
も
の
す
ご
く
大
き
な
発
見
な
ん

で
す
よ
。

　
で
も
実
際
、
当
時
こ
れ
ら
の
作

品
が
大
衆
に
受
け
入
れ
ら
れ
る
の

は
難
し
か
っ
た
と
思
い
ま
す
ね
。

龍り
ゅ
う

子し

だ
か
ら
彼
の
才
能
を
見
抜
け

た
け
れ
ど
、
他
の
人
だ
っ
た
ら
戦

後
ま
で
は
お
そ
ら
く
無
理
だ
っ
た

の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
そ
う

い
っ
た
先
進
性
を
示
す
意
味
で

も
、
貴
重
な
資
料
で
あ
る
と
思
い

ま
す
。

「横山操の作品は残ります。
　本当にすごい絵は時代を超えて残るんです」

　昭和48年に操さんが亡くなってから、47年の月日が過ぎました。
残された作品たちの凄さはどこにあるのでしょうか。
　平成21年に操さんの初期作品の鑑定も行った、美術評論家の横山
秀樹さんにお話を伺いました。

▲ 鑑定時の様子。平成21年撮影。

祝

▲ アトリエでの１枚。整然と並ぶ画材に
　 几帳面な性格が伺えます。




