
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。


