
　
「
自
由
に
描
い
て
い
い
よ
」
と
言
わ

れ
る
と
、
少
な
か
ら
ず
困
っ
て
し
ま

う
人
は
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

８
月
は
じ
め
に
開
催
し
た
、
あ
そ

美
じ
ゅ
つ
「
妖
怪
の
い
る
風
景
を
描
こ

う
」
で
の
こ
と
。“
妖
怪
の
描
き
方
を

学
ぶ
”
の
で
は
な
く
、
自
然
の
風
景
の

中
に
不
思
議
な
気
配
を
見
出
し
、
そ

れ
を
“
自
由
に
描
く
”
内
容
の
講
座
。

な
じ
み
深
い
、
む
し
ろ
意
識
さ
え
し
て

い
な
い
か
も
し
れ
な
い
、
自
分
を
取
り

巻
く
自
然
風
景
を
別
視
点
で
捉
え
、

表
現
す
る
こ
と
を
楽
し
ん
で
ほ
し
い
と

い
う
の
が
ね
ら
い
で
あ
っ
た
。

　

参
加
し
た
子
ど
も
た
ち
は
、
戸
惑

い
も
な
く
、
絵
筆
を
ど
ん
ど
ん
と
進

め
て
い
た
。
一
方
、
ス
タ
ッ
フ
と
し
て

携
わ
っ
た
高
大
生
は
、
描
く
こ
と
自

体
に
壁
を
感
じ
て
い
る
よ
う
で
あ
っ

た
。
子
ど
も
た
ち
の
柔
軟
な
発
想
に

触
れ
る
に
つ
れ
、
時
々
戸
惑
い
な
が
ら

も
楽
し
み
を
見
出
し
て
い
っ
た
様
子
が

印
象
的
で
あ
っ
た
。

　
“
自
由
に
”
と
な
る
と
漠
然
と
し
て

い
て
、
完
成
し
た
姿
を
ぱ
っ
と
想
像

す
る
こ
と
が
難
し
い
。
こ
ち
ら
の
ね
ら

い
通
り
の
完
成
に
向
け
て
事
細
か
に

誘
導
す
れ
ば
、
あ
る
程
度
、
見
栄
え

の
す
る
作
品
と
な
る
か
も
し
れ
な
い

が
、
そ
れ
で
は
つ
ま
ら
な
い
。
型
に
は

ま
り
過
ぎ
ず
、
参
加
す
る
側
も
指
導

す
る
側
も
何
か
発
見
が
あ
る
ワ
ー
ク

シ
ョ
ッ
プ
と
な
っ
て
ほ
し
い
。
自
由
の

怖
さ
の
先
に
あ
る
面
白
さ
の
発
見
―
。

こ
れ
が
答
え
の
よ
う
な
気
が
す
る
。

完成した作品

　

本
展
は
、２
０
０
０
年
頃
か
ら
手
掛
け
は
じ
め

た
女
性
像
の
な
か
か
ら
約
１
２
０
点
を
ご
紹
介
す

る
も
の
で
す
。そ
れ
ら
女
性
像
の
多
く
は
、フ
ァ
ッ

シ
ョ
ン
誌
か
ら
イ
メ
ー
ジ
を
得
て
彫
り
上
げ
ら

れ
ま
す
。
最
新
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
と
メ
ー
ク
を
身
に

纏ま
と
っ
た
美
女
た
ち
の
視
線
に
漂
う
気
高
さ
―
。

モ
デ
ル
自
ら
の
意
思
の
み
な
ら
ず
、他
者
の
意
識

が
介
在
す
る
こ
と
に
よ
る
使
命
感
、
高
揚
感
が

そ
れ
を
後
押
し
し
て
い
る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
誌
が
常
に
時
代
の
最
先
端
で
あ

ろ
う
と
す
る
な
か
で
、
彼
女
た
ち
は
消
費
社
会

の
象
徴
と
捉
え
る
こ
と
も
で
き
ま
す
が
、
そ
の

状
況
を
も
利
用
す
る
強し

た
たか
さ
も
備
え
て
い
る
か

の
よ
う
で
す
。
そ
ん
な
、
現
代
を
「
闘
ウ
女
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神
タ
チ
」
に
対
し
て
、
作
家
の
視
点
は
ひ
ど
く

冷
静
で
あ
り
な
が
ら
、
な
に
よ
り
も
情
熱
的
で

す
。
そ
し
て
、
モ
チ
ー
フ
た
る
女
性
の
内
面
性

に
ま
で
言
及
し
ま
す
。

　

像
に
対
峙
し
た
際
、
鑑
賞
す
る
人
に
よ
っ
て

受
け
る
印
象
が
違
う
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
そ
れ

は
、
刃
跡
を
残
こ
し
た
木
肌
が
個
々
の
感
覚
で

補
正
さ
れ
る
こ
と
で
、
独
自
の
現
実
味
を
帯
び

る
か
ら
な
の
で
し
ょ
う
。

　

こ
の
展
覧
会
の
見
所
は
、
女
性
像
の
視
線
と

そ
の
背
景
に
あ
る
作
者
の
視
点
、そ
し
て
、鑑
賞

者
の
目
線
が
交
錯
し
た
そ
の
先
に
あ
り
ま
す
。

現
在
を
生
き
る
三
者
だ
か
ら
こ
そ
感
じ
得
る
境

地
を
ご
堪
能
い
た
だ
け
ま
し
た
ら
幸
い
で
す
。

彫
り
だ
さ
れ
た
視
線 

艶あ
で

や
か
に
、し
た
た
か
に
―

白
波
の
月
、
黒
空
の
星
、五
色
の
人
。

彫
刻
王
子
、生
誕
の
地・松
本
に
凱
旋
。

主催 松本市美術館　共催 SBC 信越放送・市民タイムス　後援 一般財団法人松本市芸術文化振興財団・信濃毎日新聞社・長野県松本蟻ケ崎高等学校同窓会　協力 SNOW Contemporary・松本パルコ・松本日産自動車株式会社
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松
本
市
出
身
で
、
国
内
外
で
活
躍
を
続
け

る
彫
刻
家
・
飯
沼
英
樹
（
１
９
７
５
年
～
）
の

初
の
大
規
模
個
展
を
開
催
し
ま
す
。

　

今
年
の
山
の
日
制
定
に
因
む
企
画

展
に
は
多
く
の
来
館
者
が
あ
っ
た
。
山

に
続
い
て
今
度
は
木
の
話
題
。
江
戸

時
代
の
ユ
ニ
ー
ク
な
彫
刻
家
、
無
数
の

木
彫
仏
を
彫
り
な
が
ら
全
国
を
歩
い

た
円
空
と
木も

く

喰じ
き

の
こ
と
は
よ
く
知
ら

れ
て
い
る
だ
ろ
う
。
彼
等
は
山
岳
修
行

者
で
も
あ
り
彫
刻
は
そ
の
行
だ
っ
た
。

日
本
の
山
は
木
彫
の
故
郷
な
の
だ
。

　

今
回
紹
介
し
た
い
の
は
、
さ
ら
に
歴

史
を
溯
っ
て
平
安
時
代
の
不
思
議
な

木
彫
の
こ
と
。
横
浜
の
下
町
、
賑
や

か
な
商
店
街
の
一
角
の
堂
に
こ
の
十
一

面
観
音
立
像
が
安
置
さ
れ
て
い
る
。
一

般
の
平
安
仏
で
思
い
浮
か
べ
る
金
箔

や
、
彩
色
で
美
し
く
仕
上
げ
ら
れ
た

姿
に
ほ
ど
遠
い
素
朴
な
表
情
、
何
よ

り
粗
い
ノ
ミ
跡
が
全
身
を
覆
う
の
は
後

世
の
円
空
仏
を
思
わ
せ
る
。

　

関
東
と
東
北
の
一
部
だ
け
に
残
る
こ

れ
ら
の
「
鉈な

た

彫ぼ
り

」
仏
像
に
つい
て
は
ま

だ
わ
か
ら
な
い
こ
と
が
多
い
。
未
完
成

説
も
あ
る
が
、
最
近
で
は
意
図
的
に

粗
く
仕
上
げ
た
と
の
説
が
有
力
だ
。

山
岳
信
仰
が
背
景
に
あ
る
と
も
い
う
。

な
る
ほ
ど
、
神
木
に
籠
る
霊
気
を
失

わ
な
い
よ
う
、
特
別
な
マ
ジ
ッ
ク
を
施

し
た
の
か
。
見
え
な
い
木
の
精
が
観

音
の
姿
を
帯
び
て
現
れ
て
く
る
過
程
の

よ
う
に
も
見
え
る
。
土
地
の
霊
に
感

じ
な
が
ら
生
活
を
送
っ
て
い
た
古
代

人
の
感
性
は
現
代
の
我
々
に
も
訴
え

て
く
る
。

　

そ
の
こ
と
で
思
う
の
は
、
今
月
の
企

画
展
で
ご
覧
い
た
だ
く
飯
沼
英
樹
の

木
彫
作
品
の
こ
と
。
松
本
生
ま
れ
の

飯
沼
さ
ん
は
フ
ラ
ン
ス
や
ド
イ
ツ
を
旅

し
、現
代
彫
刻
を
学
ん
だ
。フ
ァ
ッ
シ
ョ

ン
雑
誌
か
ら
抜
け
出
し
た
よ
う
な
女

性
像
だ
が
不
思
議
な
生
気
に
満
ち
て

い
る
。
現
れ
て
く
る
も
の
を
瞬
間
に

切
り
取
る
、
冴
え
た
彫
技
に
驚
か
さ

れ
る
だ
ろ
う
。
見
か
け
は
現
代
風
だ

が
、
意
外
と
世
界
の
宗
教
彫
刻
の
遺

伝
子
を
受
け
継
い
で
い
る
の
か
も
し
れ

な
い
。
現
代
の
十
一
面
観
音
か
。

《
十
一
面
観
音
菩
薩
立
像
》
木
造

11
世
紀
中
頃
　
神
奈
川
・
弘
明
寺

ぐ
み
ょ
う
じ
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こ
の
た
び
鹿
児
島
市
立
美
術
館

で
、
松
本
市
美
術
館
の
貴
重
な
コ

レ
ク
シ
ョ
ン
を
ご
紹
介
す
る
展
覧

会
、「
松
本
市
美
術
館
名
品
展
―

西
郷
孤
月
、
田
村
一
男
か
ら
草
間

彌
生
ま
で
」（
平
成
28
年
９
月
30

日
～
11
月
６
日
）
を
開
催
い
た
し

ま
す
。

　

松
本
と
鹿
児
島
は
平
成
24
年

に
文
化
・
観
光
交
流
都
市
と
な

り
ま
し
た
。
松
本
―
福
岡
間
の

航
空
便
就
航
と
九
州
新
幹
線
の

全
線
開
通
に
よ
り
両
市
が
結
ば
れ

て
４
年
、
ス
ポ
ー
ツ
や
観
光
な
ど

を
中
心
に
様
々
な
交
流
が
な
さ
れ

ア
ー
ト
で
つ
な
が
る

　
　
　 

松
本
と
鹿
児
島

　

石
井
鶴つ
る

三ぞ
う
は
、
画
家
・
石
井
鼎て
い

湖こ

の
三
男
と
し
て
東
京
に
生
ま
れ
た
。

祖
父
は
画
家
・
鈴
木
鵞が

湖こ

、
長
兄
は

画
家
・
石
井
柏は

く

亭て
い

と
い
う
芸
術
家
の

血
筋
に
あ
っ
て
、
鶴
三
も
ま
た
彫
刻

家
を
目
指
す
。
そ
の
生
涯
は
、
彫

刻
家
・
画
家
と
し
て
立
体
の
美
を

つ
き
つ
め
る
美
術
家
修
行
の
人
生
で

あ
っ
た
。
日
本
近
代
彫
刻
の
代
表

的
作
家
と
し
て
だ
け
で
な
く
、
油
彩

画
、
水
彩
画
、
版
画
、
そ
し
て
挿
絵

な
ど
様
々
な
分
野
で
活
躍
し
た
。

　

さ
て
、
鶴
三
は
信
州
に
大
変
ゆ
か

り
の
あ
る
人
物
で
あ
る
。
１
９
０
６

年
、
20
歳
の
時
に
浅
間
山
に
登
り
、

明
け
方
に
山
頂
か
ら
雲
海
に
浮
か
ぶ

山
並
み
に
強
く
心
を
打
た
れ
、
毎

年
の
よ
う
に
山
に
登
る
よ
う
に
な
っ

た
。
ま
た
、
１
９
２
４
年
に
信
州
上

田
の
彫
塑
講
習
会
の
講
師
を
依
頼

さ
れ
る
。
以
後
、
毎
夏
50
年
近
く

務
め
、
信
州
の
美
術
教
育
に
多
大
な

影
響
を
与
え
た
。

　

そ
し
て
信
州
木
曽
と
も
深
い
縁え

ん

が

あ
る
。
木
曽
馬
の
制
作
を
し
た
ほ

か
、
木
曽
出
身
の
文
豪
・
島
崎
藤
村

（
１
８
７
２
―

１
９
４
３
年
）の
彫
刻

を
全
部
で
４
体
制
作
し
た
。

　

１
体
目
の
彫
刻
は
、
藤
村
が
亡
く

な
る
前
年
の
１
９
４
２
年
秋
。
東
京

麹
町
の
藤
村
の
家
に
10
日
ほ
ど
通
い

続
け
、
座
っ
た
藤
村
を
目
の
前
に
し

て
制
作
し
た
。
こ
の
時
、
一
つ
の
エ
ピ

ソ
ー
ド
が
あ
る
。作
り
始
め
た
当
初
、

藤
村
は
、
体
を
少
し
ね
じ
っ
て
顔
を

少
し
左
に
向
け
て
い
た
。
し
か
し
３

日
目
に
、疲
れ
る
か
ら
と
言
っ
て
、体

を
真
っ
す
ぐ
に
し
て
頭
を
正
面
に
向

け
た
姿
勢
に
変
え
た
。
そ
の
時
点
で

は
す
で
に
塑
造
の
根
底
と
な
る
体
勢

が
決
ま
っ
て
い
た
が
、
や
り
直
す
に

は
時
間
が
な
い
。
そ
の
た
め
鶴
三
は
、

力
を
加
え
て
体
勢
の
向
き
を
変
え

た
と
い
う
。
こ
れ
に
は
相
当
の
神
経

を
使
っ
た
よ
う
で
、
日
記
に
「
塑
造

の
動
勢
を
直
し
神
経
を
余
計
に
使
い

し
と
見
え
疲
労
を
感
ず
」
と
残
し

て
い
る
。
こ
の
時
に
出
来
上
が
っ
た

藤
村
像
は
、
正
面
を
向
い
て
い
る
。

　

２
体
目
は
、
藤
村
が
姿
勢
を
変
え

る
前
の
、
顔
を
少
し
左
に
傾
け
た
姿

を
も
と
に
制
作
し
た
塑
造
で
あ
る
。

そ
の
姿
に
こ
そ
藤
村
の
内
面
が
深
く

表
れ
て
い
る
、
と
鶴
三
の
心
に
強
く

残
っ
て
い
た
か
ら
だ
。
本
作
は
、
こ

れ
を
ブ
ロ
ン
ズ
化
し
た
も
の
で
あ
る
。

　

３
体
目
は
、正
面
を
向
い
た
藤
村
、

４
体
目
は
、少
し
左
を
向
い
た
藤
村

を
そ
れ
ぞ
れ
木
曽
檜
で
彫
り
上
げ
て

い
る
。

　

今
秋
、松
本
市
美
術
館
で
石
井
鶴

三
特
集
展
示
を
開
催
す
る
。
２
０
０

９
年
に
当
館
へ
寄
贈
さ
れ
た
２
万

点
を
超
え
る
作
品
資
料
の
中
か
ら
、

未
公
開
作
品
も
含
め
て
の
ご
紹
介
。

石
井
鶴
三
の
世
界
を
お
楽
し
み
い
た

だ
き
た
い
。

稲
村 

純
子
（
当
館
学
芸
員
）
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藤
村
先
生
像
（
二
）　
　
石
井 

鶴
三

このコーナーでは、
当館所蔵の作品を取
り上げて紹介します。

作品名：《藤村先生像（二）》
作　者：石井鶴三（1887－1973年）
データ：1950年　ブロンズ
サイズ：高41.8㎝

■ はじめてのびじゅつかんさんぽ「探検！ びじゅつかん！」
7月20日（水）

小さなまる、まるの中にまる、じっくりみると見えてくるまる？！ 

親子で草間彌生の作品鑑賞をしながら、たくさんの“まる”を探

して楽しみました！

■ あそ美じゅつ「妖怪のいる風景を描こう」
８月４日（木）・５日（金）

自然の中に不思議な気配を感じたことはありま

せんか？ アーティストの原良介さんとその不思

議な気配を描きに出かけました。

■「アーティスト in ミュージアム」
８月11日（木）～１５日（月）

作品ってどうやってできるんだろう？ 何を使って？ どんなふうに？

企画展「飯沼英樹 闘ウ女神タチ」に先立ち、今回飯沼英樹さんの作品制作現場を美術館にて公開！ 

作家の視線や動き、感じる音やにおいなど、作品が生まれる過程を多くの方にご覧いただきました。

ワークショップレポート/ 中澤 聡（当館学芸員）

号外　松本市美術館の作品が鹿児島に出張！

①アーティスト・ギャラリートーク
作家本人によるギャラリートークです。ここでしか聞くことのできない裏話も！

●日にち 9月17日（土）　●講師 飯沼英樹

②高校生講座 「続・アーティストと話そう！ 作ろう！」
直接聞いて、一緒に作って、アーティストとしての生き方に触れてみましょう。

●日にち 10月22日（土）　●対象 高校生　※一般の方の見学可　●講師 飯沼英樹

③五感で楽しむアート 「美術館でヨガをしよう！」
体を使って作品鑑賞をしてみませんか？ 噂のヨガ・ヒデキが登場します！

●日にち 11月6日（日）　●対象 小学生～大人　●講師 ヨガ・ヒデキ

④学芸員によるギャラリートーク
●日にち 10月１日（土）・10月29日（土）・11月１2日（土）

※時間や定員等、詳細はホームページをチェック！

お 知 ら せ
美術館を飛び出して、飯沼作品が松本の街に出現！ 松本パ

ルコ、ホテルブエナビスタ等に飯沼英樹作品が登場します。

いつ、どこで、どんな作品に出会えるのか？ 乞うご期待！

展覧会プレオープン企画

「飯沼英樹 闘ウ女神タチ」関連プログラム

■ アートに挑戦「はじめてのアクリル画」
7月18日（月・祝）

アクリル絵の具を使った美術入門講座。同じレク

チャーを受けながらの制作、でもひとつとして似た

作品はなし！ 絵の具を垂らしたり引っかいたり、そ

れぞれの気分でおもいっきり描きました。

鹿児島市立美術館外観

■これからのイベント・講座
「探検！ びじゅつかん！ パート2」
懐中電灯を手に、夜の美術館を探検します！

●日にち 9月28日（水）　●対象 3 歳から 5 歳のお子さんとその保護者

※好評につき、受付は終了しました。

「探検！ びじゅつかん！ パート 3」
コレクション展示「石井鶴三特集展示」を楽しみます。

●日にち 11月2日（水）　●対象 2 歳から 6 歳のお子さんとその保護者

アートレクチャー「上條信山の書法」
松本出身の書家・上條信山の書風が生まれた所以や筆法について学びつ

つ、その筆遣いを体験してみましょう。

●日にち 10月27日（木）　●講師 大島武（当館学芸員）

アートレクチャー「石井鶴三と挿絵」
信州にゆかりの深い、彫刻家・画家の石井鶴三が、約40年にもわたって

描き続けた挿絵についてお話します。

●日にち 11月24日（木）　●講師 稲村純子（当館学芸員）

※時間や定員等、詳細はホームページをチェック！
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田村一男《薩南雪天》
1970年

草間彌生《果てしない人間の一生》
2010年  ©YAYOI KUSAMA


