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か
け
る
。

　

「
私
は
、
絵
を
見
る
よ
う

な
人
間
で
は
な
い
の
で
す

が
、
今
日
、
彼
ら
の
絵
を
見

て
生
き
て
い
く
気
に
な
り
ま

し
た
」

　

窪
島
さ
ん
は
無
言
館
の
も

う
一
つ
の
役
割
に
気
付
か
さ

れ
た
と
い
う
。

　

「
画
学
生
た
ち
は
国
の
命

令
で
〝
戦
争
と
い
う
津
波
〞

に
向
か
わ
さ
れ
た
人
た
ち
で

し
た
。
震
災
や
原
発
の
被
災

者
も
同
じ
。
全
て
を
失
い
絶

望
的
な
状
況
に
あ
る
。
で

も
、
画
学
生
た
ち
の
絵
が
絶

望
の
中
に
あ
る
人
に
、『
生

き
て
く
れ
』
と
声
を
か
け
た

の
で
し
ょ
う
。
無
言
館
は
、

生
き
る
勇
気
の
美
術
館
に
も

な
れ
る
じ
ゃ
な
い
か
と
思
い

ま
し
た
」

　

来
年
が
開
設
20
周
年
。
こ

れ
か
ら
の
無
言
館
の
役
割
を

考
え
る
。
半
年
前
に
く
も
膜

下
出
血
で
倒
れ
、
一
命
を
取

り
留
め
た
い
ま
は
、「
人
生

の
ロ
ス
タ
イ
ム
」
と
笑
う
。

　

「
人
間
は
ど
ん
な
窮
地
に

あ
っ
て
も
絵
を
描
け
る
、
歌

を
歌
え
る
、
言
葉
が
あ
る
。

そ
ん
な
人
間
の
素
晴
ら
し
さ

を
伝
え
る
美
術
館
に
な
れ
ば
」

　

戦
死
ま
た
は
戦
病
死
し
た

美
大
生
の
作
品
は
、
遺
族
や

恋
人
が
大
切
に
保
管
し
て
い

た
も
の
だ
。
戦
後
の
長
期

間
、
個
人
で
保
管
す
る
の
は

大
変
な
こ
と
も
あ
っ
た
だ
ろ

う
。
中
に
は
、
絵
の
具
が
剥

落
し
た
作
品
も
あ
る
。

　

戦
地
で
書
く
時
間
も
、
道

具
も
な
い
中
、
と
に
か
く
書

き
た
い
、裏
紙
、端
切
れ
だ
ろ

う
が
絵
の
具
が
無
け
れ
ば
鉛

　

上
田
駅
か
ら
ロ
ー
カ
ル
線

と
バ
ス
を
乗
り
継
ぎ
30
分
余

り
で
、
無
言
館
の
あ
る
高
台

だ
。
眼
下
に
は
牧
歌
的
な
景

色
が
一
望
で
き
る
。
窪
島
館

主
が
「
自
問
坂
」
と
名
付
け

た
木
々
に
囲
ま
れ
た
山
道
を

登
る
こ
と
数
分
、
無
言
館
は

緑
の
中
で
静
謐
な
雰
囲
気
を

醸
し
だ
し
て
い
る
。

　

展
示
品
は
画
学
生
が
、
避

筆
で
も
書
く
、
ま
た
出
征
す

る
前
に
書
き
た
い
と
い
う
気

持
ち
が
す
ご
く
出
て
い
る
。

　

個
々
の
作
品
の
芸
術
価
値

と
は
関
係
な
く
、
作
品
が
館

内
に
並
べ
ら
れ
る
と
無
言
の

圧
力
感
を
放
つ
よ
う
に
感
じ

た
。

　

信
州
の
山
の
中
腹
に
あ
る

本
館
近
辺
の
風
景
は
絶
品

だ
。
信
州
に
行
か
れ
る
と
き

は
寄
っ
て
い
た
だ
き
た
い
。

け
ら
れ
な
い
死
を
覚
悟
し
、

束
の
間
の
生
き
る
喜
び
を
キ

ャ
ン
バ
ス
に
描
い
た
も
の

だ
。
理
不
尽
な
死
を
強
制
さ

れ
て
も
生
に
執
着
し
、
自
分

の
足
跡
を
表
現
す
る
か
の
よ

う
に
。

　

画
学
生
や
遺
族
の
叫
び
が

耳
に
届
き
、
沈
痛
な
思
い
に

さ
せ
ら
れ
る
。
こ
れ
が
「
無

言
館
」と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
。

に
、
想
い
を
馳
せ
た
。

被
災
者
が
生
き
て

被
災
者
が
生
き
て

い
こ
う
と
思
っ
た

い
こ
う
と
思
っ
た

　

東
日
本
大
震
災
か
ら
１
年

後
の
２
０
１
２
年
３
月
、
宮

城
県
石
巻
市
で
東
北
出
身
の

画
学
生
の
絵
を
中
心
に
し
た

無
言
館
展
を
無
料
で
開
い

た
。

　

「
画
学
生
の
絵
が
被
災
し

た
方
々
の
何
の
慰
め
に
な
る

の
か
。
そ
ん
な
気
持
ち
も
あ

っ
た
」

　

だ
が
、
津
波
で
１
人
娘
と

両
親
を
亡
く
し
、
自
宅
も
工

場
も
失
っ
た
と
い
う
水
産
加

工
会
社
の
経
営
者
が
受
付
で

窪
島
さ
ん
に
こ
ん
な
言
葉
を

た
頃
の
４
カ
月
分
に
も
な
っ

た
。

　

「
泰
平
享
楽
に
酔
い
し

れ
、
戦
争
の
セ
の
字
も
考
え

な
い
で
、
物
カ
ネ
だ
け
を
追

い
か
け
る
飽
食
ノ
ー
テ
ン
キ

男
だ
っ
た
」

　

水
商
売
を
た
た
み
、
画
廊

経
営
な
ど
を
経
て
、
村
山
槐

多
や
関
根
正
二
な
ど
、
夭
逝

の
画
家
た
ち
の
デ
ッ
サ
ン
を

コ
レ
ク
シ
ョ
ン
し
た
「
信
濃

デ
ッ
サ
ン
館
」
を
１
９
７
９

年
、
上
田
市
に
建
設
。

　

そ
の
後
、
画
学
生
と
し
て

出
征
体
験
を
持
つ
画
家
の
野

見
山
暁
治
氏
と
の
出
会
い
が

「
無
言
館
」
建
設
の
き
っ
か

け
に
。
北
は
北
海
道
か
ら
南

は
種
子
島
ま
で
３
年
半
で
87

人
の
遺
族
を
訪
ね
歩
く
う

ち
、「
低
温
や
け
ど
」
の
よ

う
な
戦
時
中
の
か
す
か
な
記

憶
を
呼
び
起
こ
す
。「
遠
く

へ
押
し
や
っ
て
き
た
〝
戦

後
〞
を
自
分
の
手
に
引
き
寄

せ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
彼
ら

の
絵
が
も
う
一
人
の
自
分
を

見
出
し
て
く
れ
た
」

　

焼
夷
弾
が
降
る
中
を
子
ど

も
を
背
負
っ
て
逃
げ
た
、
養

父
母
の
苦
労
や
愛
情
、
戦
時

中
の
貧
苦
の
中
で
子
ど
も
を

手
放
し
た
実
父
母
の
こ
と

地
へ
送
ら
れ
る
と
い
う
不
条

理
を
前
に
し
て
も
、
自
己
表

現
す
る
喜
び
を
失
わ
な
か
っ

た
若
者
の
息
吹
が
あ
る
」

　

無
言
館
を
訪
れ
る
若
者
た

ち
が
こ
ん
な
感
想
文
を
ノ
ー

ト
に
記
す
。「
も
っ
と
家
族

を
大
事
に
し
よ
う
と
思
っ

た
」「
自
分
は
真
剣
に
音
楽

を
や
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う

か
」
と
。

　

「
彼
ら
の
絵
を
前
に
す
る

と
、
人
間
が
好
き
な
こ
と
に

熱
中
で
き
る
世
の
中
を
大
事

に
し
よ
う
と
思
う
。
だ
か
ら

平
和
は
尊
い
の
だ
と
。
そ
し

て
、
自
分
は
ど
う
生
き
て
い

る
の
か
と
」

押
し
や
っ
て
き
た

押
し
や
っ
て
き
た

戦
後
を
自
分
に

戦
後
を
自
分
に

引
き
寄
せ
た

引
き
寄
せ
た

　

２
歳
で
靴
修
理
職
人
夫
婦

の
養
子
と
な
っ
た
窪
島
さ
ん

は
、４
歳
で
終
戦
を
迎
え
る
。

子
ど
も
の
頃
か
ら
図
画
や
作

文
が
好
き
で
、「
将
来
は
画
家

に
な
り
た
か
っ
た
」
ほ
ど
。

　

家
は
貧
し
く
高
校
進
学
後

は
、
ホ
テ
ル
や
喫
茶
店
で
ア

ル
バ
イ
ト
に
明
け
暮
れ
た
。

21
歳
で
明
大
前
で
始
め
た
ス

ナ
ッ
ク
が
大
繁
盛
し
た
。
一

日
の
売
り
上
げ
が
勤
め
て
い

ニ
ア
で
戦
死
し
た
伊
澤
洋
の

「
家
族
」
＝
写
真
＝
や
、
フ

ィ
リ
ピ
ン
・
ル
ソ
ン
島
で
没

し
た
山
之
井
龍
朗
が
弟
俊
朗

と
合
作
し
た
「
少
女
」
＝
写

真
＝
も
そ
う
し
た
作
品
だ
。

出
征
の
数
時
間
前
ま
で
、
絵

筆
を
手
に
し
、
戦
地
で
異
国

の
景
色
を
ス
ケ
ッ
チ
し
続
け

た
者
も
い
た
。

　

「
発
展
途
上
の
未
熟
な
絵

で
す
が
、『
描
き
た
い
』
と

い
う
声
が
聞
こ
え
て
く
る
。

絵
を
描
い
て
い
る
だ
け
で

〝
非
国
民
〞
と
非
難
さ
れ
た

時
代
。
絵
筆
を
置
い
て
、
戦

描
き
た
い
と
い
う
声

描
き
た
い
と
い
う
声

聞
こ
え
る

聞
こ
え
る

　

コ
ン
ク
リ
ー
ト
打
ち
っ
放

し
、
簡
素
な
平
屋
づ
く
り
の

無
言
館
。
重
い
扉
を
押
し
あ

け
る
と
、
薄
暗
い
館
内
を
静

寂
が
包
む
。

　

画
学
生
た
ち
が
描
い
た
の

は
、
あ
り
ふ
れ
た
日
常
の
光

景
ば
か
り
だ
。
妻
や
恋
人
、

兄
妹
と
い
っ
た
身
近
な
人
び

と
や
、故
郷
の
風
景
な
ど
だ
。

　

東
京
美
術
学
校
（
現
東
京

芸
大
）
で
学
び
、
ニ
ュ
ー
ギ

　真田幸村ゆかりの長野県上
田市にある戦没画学生慰霊美
術館「無言館」。15年戦争の
戦火に散った画学生たちの遺
作を収集・展示・保存する美
術館だ。無言館館主・窪島誠
一郎さん（74）に聞いた。

「無言館」本館・第二展示館
1997年、「信濃デッサン館」の分館として本館
建設。2008年、無言館第二展示館「傷ついた画
布のドーム」を開設。これまでに全国から、お
よそ130人の700点あまりを収集。第二展示館に
は窪島氏の蔵書を収めた図書館を併設してい
る。長野県上田市古安曽山王山3462。営業時間
は９時～17時。問い合わせ0268‒37‒1650。入館
料：一般1000円。

無言館第二展示館「傷ついた画布のドーム」前
で新聞部員と

伊
澤
洋
「
家
族
」（
油
彩
／
キ
ャ
ン
バ
ス
）
出
征
前
に
空
想
で
描

い
た
も
の
。
貧
し
か
っ
た
伊
澤
家
で
は
庭
の
ケ
ヤ
キ
を
切
っ
て

洋
の
入
学
費
に
あ
て
た
と
い
う
。
享
年
26
歳
。

山
之
井
龍
朗
・
俊
朗
合
作
「
少
女
」（
油
彩
／
板
）
兄
龍
朗
が
応
召

す
る
前
に
、
弟
俊
朗
と
い
っ
し
ょ
に
描
い
た
。
龍
朗
は
享
年
24
歳
。

俊
朗
は
享
年
21
歳
。

絵
が
放
つ
無
言
の
力

生
き
る
喜
び
描
い
た

新
聞
部
・
谷　

聰

新
聞
部
・
伊
津
進
弘

くぼしま・せいいちろう　1941年東京生ま
れ。上田市在住。小劇場「キッド・アイラ
ック・アート・ホール」、美術館「信濃デ
ッサン館」・「無言館」の各館主。印刷工、
酒場経営などを経て、64年、「キッド・ア
イラック・アート・ホール」を設立。79
年、「信濃デッサン館」を開館。97年、「無
言館」を設立。2005年、「９条美術の会」
の発起人の一人に。実父は作家・水上勉
氏。『無言館ノオト―戦没画学生へのレク
イエム』『夭折画家ノオト　20世紀日本の
若き芸術家たち』『父・水上勉』『最期の絵
絶筆をめぐる旅』など著書多数。


