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塩谷定好 年譜

掲載作品は、塩谷定好作

＊拙著「夢の翳　塩谷定好1899-1988」、『夢の翳　塩谷定好1899-1988』（求龍堂、2019）所収、
　拙著「愛しきものへ　塩谷定好1899-1988」、『愛しきものへ　塩谷定好1899-1988』（島根県立美術館、2017）所収を参照した。
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　　 島根県立美術館 ◯C   2024

表紙：塩谷定好  32歳頃、1931年頃
　　 米子写友会記録より（部分）画像協力：米子市美術館

＊この冊子は「ふるさと島根寄付金事業」によって作成されています。
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10月24日  鳥取県赤碕村（現・東伯郡琴浦町赤碕）に生まれる。
倉吉農学校（現・倉吉農業高等学校）入学。
この頃、「ヴェスト・ポケット・コダック」カメラを買ってもらう。
同校卒業。同郷の画家・前田寛治に憧れ、芸術写真の道に進む
決意をする。
「ベスト倶楽部」を創設し、精力的に活動を展開していく。
長男・宗之助誕生
島根半島に撮影旅行に行く。8月3日～6日。
前田寛治「滞欧作品展覧会」12月15日・16日、倉吉町打吹公園
内図書館
沖泊を撮影した《漁村》が、『アサヒカメラ』創刊号で募集された
第1回月例懸賞第四部一等となる。同地を撮影した作品が他誌
にも次々掲載される。
次男・玲二死去。深い悲しみに沈む。菩提寺・海蔵寺に通うよう
になる。
「日本光画協会」結成。京都の山本牧彦が会長となり、塩谷も参加。
《三人の小坊主》『藝術寫眞研究』掲載。高い評価を受ける。
「独逸国際移動写真展」が東京・大阪で開催。新興写真が急速に
広まる。
「第1回中国写真美術展覧会」赤碕町小学校、ベストクラブ主催、
審査員：京都・山本牧彦、鳥取・塩谷定好。中国5県と兵庫県から
714点出品。
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ベスト倶楽部を「写研会」と改名する。
終戦
「塩谷定好作品展」9月24日～28日、赤碕町農業管理センター、
約200点出品。
「塩谷定好回顧展」10月1日～7日、米子アート・ギャラリーU。　
『ALBUM1923～1973  塩谷定好名作集』発行、監修：植田正治
「今日の日本の写真とその起源」展、1月13日～2月15日、ボローニャ
近代美術館、イタリア。塩谷作品は異例の50点。その後、欧州主要
都市12か所巡回。　
フォトキナ写真展企画者マンフレート・ハイティング、赤碕の塩谷を
訪ねる。
フォトキナ写真展「写真1922～1982」9月17日～10月12日、ケルン、
西ドイツ。フォトキナ栄誉賞を受賞。
日本写真協会功労賞受賞。　　　
第1回地域文化功労者文部大臣表彰
『ニコンサロンブックス-10  塩谷定好写真集  海鳴りの風景』刊行。
第2回国際写真フェスティバル「フォト・フェスト’88」2月26日～
3月25日ヒューストン・センター、アメリカ。海外での初個展、米国内
7会場を巡回。
10月28日  89歳の生涯を閉じる。
琴浦町名誉町民受賞。
塩谷定好写真記念館が琴浦町に開館。
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12 　

日
本
海
の
大
海
原
が
広
が
る
景
色
を
、塩
谷
定
好（
し
お
た
に 

て
い
こ
う 
1
8
9
9〔
明
治
32
〕年-

1
9
8
8〔
昭
和
63
〕年
）は

終
生
眺
め
て
過
ご
し
た
。突
堤
の
ほ
か
は
遮
る
も
の
も
な
く
、

塩
谷
家
の
二
階
か
ら
は
、水
平
線
が
は
る
か
に
見
渡
せ
る
。潮

の
香
り
を
は
ら
ん
だ
風
が
吹
き
、雲
間
を
洩
れ
る
夕
陽
が
美
し

い
飴
色
に
彩
る
、時
の
移
ろ
い
と
と
も
に
千
変
万
化
す
る
光
景

を
、塩
谷
は
見
つ
め
続
け
た
。

　

鳥
取
県
赤
碕
村（
現
・
鳥
取
県
東
伯
郡
琴
浦
町
赤
碕
）で
廻
船

問
屋
を
営
む
塩
谷
家
は
、北
前
船
・
蛭
子
丸
で
北
海
道
ま
で
航

海
す
る
勇
壮
な
気
風
を
も
っ
て
い
た
。一
方
、国
の
登
録
有
形

文
化
財
と
な
る
塩
谷
家
住
宅
を
建
設
し
、長
男
で
あ
る
定
好
が

写
真
の
道
に
進
む
の
を
応
援
す
る
、文
化
に
も
理
解
が
深
い
家

だ
っ
た
。現
在
、生
家
は「
塩
谷
定
好
写
真
記
念
館
」と
な
っ
て

い
る
。

　

定
好
は
13
歳
の
頃
、最
新
の
小
型
カ
メ
ラ「
ヴ
ェ
ス
ト・ポ
ケ
ッ

ト
・コ
ダ
ッ
ク
」を
購
入
し
て
も
ら
う
。こ
の
男
性
用
の
ベ
ス
ト
の

ポ
ケ
ッ
ト
に
も
入
る
ほ
ど
小
型
で
軽
量
の
カ
メ
ラ
は
、イ
ー
ス
ト

マ
ン
・
コ
ダ
ッ
ク
社
か
ら
発
売
さ
れ
る
と
同
時
に
世
界
中
に
広

ま
っ
た
。こ
の
カ
メ
ラ
に
単
玉
レ
ン
ズ
が
附
い
た
通
称「
ヴ
ェ
ス

単
」は
、や
が
て
塩
谷
の
愛
機
と
し
て
、独
特
の
軟
調
描
写
を
も
つ

数
々
の
名
作
を
生
み
出
す
こ
と
に
な
る
。

　

塩
谷
は
、三
歳
年
長
の
同
郷
の
画
家
・
前
田
寛
治
に
憧
れ
、

「
前
田
寛
治
さ
ん

が
好
き
で
、し
っ

か
り
と
デ
ッ
サ
ン

さ
れ
描
か
れ
て
い

て
も
、回
り
が
な

ん
と
な
く
ボ
ワ
ー

と
し
た
前
田
さ
ん

の
絵
、ピ
ン
、フ

ワ
ー
と
い
っ
た
あ

の
ベ
ス
単
の
レ
ン

ズ
の
味
と
同
じ

だ
。よ
し
、や
っ
た

れ
と
写
真
の
道
に

す
す
ん
だ
ん
だ
」

と
後
年
語
っ
て
い

る
。こ
う
し
て
、塩

谷
は「
芸
術
と
し

て
の
写
真
」を
自

ら
の
道
と
し
て
選
び
邁
進
し
て
い
っ
た
。

　

20
歳
を
前
に
し
た
1
9
1
9（
大
正
8
）年
、塩
谷
は
写
真
倶

楽
部「
ベ
ス
ト
倶
楽
部
」を
創
設
し
た
。月
例
会
・
撮
影
会
・
年
1

回
の
展
覧
会
な
ど
、そ
の
後
精
力
的
に
活
動
を
展
開
し
て
い
く
。

　

大
正
末
か
ら
昭
和
初
期
、「
芸
術
写
真
」と
呼
ば
れ
る
絵
画
の

よ
う
な
写
真
が
一
世
を
風
靡
し
た
。全
国
に
写
真
ク
ラ
ブ
が
結

成
さ
れ
、写
真
雑
誌
も
創
刊
さ
れ
た
。塩
谷
の
作
品
が
最
初
に

写
真
雑
誌
に
掲
載
さ
れ
た
の
は
、『
藝
術
寫
眞
研
究
』

（
1
9
2
5
年
1
月
号
）の《
静
物
》で
あ
る
。こ
の
時
期
創
刊
さ

れ
た『
藝
術
寫
眞
研
究
』や『
カ
メ
ラ
』の
編
集
で
あ
り
、毎
月
開

催
さ
れ
る
全
国
コ
ン
ク
ー
ル「
月
例
懸
賞
」の
選
者
だ
っ
た
中

島
謙
吉
は
、塩
谷
の
才
能
を
い
ち
早
く
見
出
し
た
。

写
真
家
と
し
て
の
出
発

島
根
半
島
撮
影
の
旅

《村の鳥瞰》  1925（大正14）年  島根県立美術館蔵 《静物》  1925（大正14）年  島根県立美術館蔵

塩谷定好写真記念館（外観）

　

写
真
雑
誌
に
入
選
を
重
ね
た
塩
谷
は
、1
9
2
6
年
に『
ア
サ

ヒ
カ
メ
ラ
』が
創
刊
さ
れ
る
と
第
1
回
月
例
懸
賞
第
四
部
で
、見

事
全
国
一
等
を
獲
得
す
る（
1
9
2
6
年
6
月
号
）。そ
の
作
品《
漁

村
》は
、島
根
半
島
多
古
鼻
の
沖
泊
を
撮
影
し
た
も
の
だ
っ
た
。

　

1
9
2
5（
大
正
14
）年
8
月
3
日
か
ら
6
日
に
か
け
て
、写
友

4
人
と
島
根
半
島
を
巡
り「
三
日
間
、死
ぬ
思
い
し
て
撮
っ
た

（
中
略
）宿
屋
も
な
く
、ゴ
ザ
を
ま
と
い
、た
だ
た
だ
歩
い
た
。

や
っ
と
、あ
り
つ
い
た
ア
ヒ
ル
の
卵
入
り
の
ラ
イ
ス
カ
レ
ー
が

う
ま
か
っ
た
な
あ
」と
、後
年
述
懐
し
て
い
る
。そ
の
海
岸
の
美

し
さ
を
塩
谷
は
生
涯
忘
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。

　

島
根
半
島
北
岸
は
、『
出
雲
国
風
土
記
』に「
国
引
き
」の
神
話

と
し
て
語
ら
れ
る
山
塊
の
先
端
に
あ
た
る
。日
本
海
の
荒
波
を

受
け
、断
崖
や
海
食
洞
、海
食
台
が
随
所
に
形
成
さ
れ
る
景
勝

地
で
あ
り
、入
り
組
ん
だ
山
道
を
進
む
と
眺

望
が
開
け
、リ
ア
ス
式
の
明
媚
な
海
岸
が
広

が
る
。境
港
か
ら
美
保
関
に
わ
た
り
、七
類
、

沖
泊
、小
波
、加
賀
と
撮
り
進
め
る
が
、な
か

で
も
最
も
集
中
し
て
撮
影
し
た
の
が
沖
泊

だ
っ
た
。

　

日
本
海
を
見
晴
ら
す
断
崖
と
、手
前
の
山

塊
に
囲
ま
れ
た
谷
間
に
、沖
泊
の
村
は
あ
る
。

す
り
鉢
の
よ
う
な
急
な
斜
面
に
螺
旋
状
に
道

が
続
き
、様
々
な
方
向
を
向
い
た
家
並
が
連

な
る
。そ
の
集
落
を
塩
谷
は
1
9
2
5
年
8
月

に
撮
影
し
た
。そ
し
て
、翌
年
3
月
以
降
に
発

表
し
て
い
く
ま
で
の
、印
画
を
仕
上
げ
て
い
く

期
間
は
重
要
な
意
味
を
も
っ
た
。こ
の
間
、12

月
5
日
・
6
日
に
前
田
寬
治
が
郷
里
で
帰
国

展
を
開
催
し
て
い
る
の
で
あ
る
。前
田
は
、東

京
美
術
学
校
を
卒
業
す
る
と
郷
里
の
多
く
の
人
々
の
支
援
を
受

け
て
パ
リ
に
留
学
し
て
お
り
、1
9
2
5
年
に
帰
国
し
て
故
郷

で
滞
欧
作
品
展
を
開
催
し
た
。そ
こ
に
は
パ
リ
で
学
ん
だ
キ
ュ

ビ
ス
ム
の
手
法
を
取
り
入
れ
た
屋
根
並
み
な
ど
の
作
品
が
展
示

さ
れ
た
。塩
谷
は
衝
撃
を
受
け
た
に
違
い
な
い
。塩
谷
は
画
壇
の

新
傾
向
を
取
り
込
み
、前
衛
的
な
作
品
を
生
み
出
し
て
い
く
。

　

そ
の
成
果
は
注
目
を
浴
び
た
。《
漁
村
》は
、前
述
の
通
り『
ア

サ
ヒ
カ
メ
ラ
』月
例
懸
賞
一
等
の
快
挙
を
遂
げ
た
の
み
な
ら

ず
、『
藝
術
寫
眞
研
究
』（
1
9
2
6
年
3
月
号
）、1
9
2
6
年

版
の『
日
本
写
真
美
術
年
鑑
』、『
ア
ル
ス
写
真
年
鑑
』の
口
絵
も

飾
っ
た
。沖
泊
の
連
作
は
そ
の
年
の
芸
術
写
真
を
代
表
す
る
作

品
の
ひ
と
つ
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。塩
谷
定
好
の
名
は
全
国
に

と
ど
ろ
き
始
め
る
。

《漁村》  1925（大正14）年  島根県立美術館蔵

《海岸小景》  1925（大正14）年  島根県立美術館蔵
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写真家  塩谷定好の物語

え
び
す  
ま
る

お
き
ど
ま
り

た   

こ
は
な

み  

ほ
の
せ
き

し
ち
る
い

こ
な
み

か  

か

塩谷定好写真記念館（玄関）



3　1922（大
正
11
）年
に
塩
谷
は
結
婚
し
、翌
年
長
男
・
宗
之

助
が
生
ま
れ
た
。そ
し
て
1
9
2
6
年
に
は
、次
男
・
玲
二
が
誕

生
す
る
。し
か
し
、そ
の
喜
び
も
つ
か
の
間
、わ
ず
か
3
か
月
で

玲
二
は
亡
く
な
る
。塩
谷
は
悲
し
み
に
沈
ん
だ
。

　
「
子
供
を
無
く
し
て
見
な
い
と
、ほ
ん
と
う
に
子
供
を
無
く

し
た
心
持
は
わ
か
ら
な
い
。子
供
を
無
く
し
た
私
は
い
つ
か
知

ら
な
い
間
に
宗
教
方
面
を
研
究
し
始
め
た
。」

　

塩
谷
は
菩
提
寺
で
あ
る
自
宅
近
く
の
曹
洞
宗
・
海
蔵
寺
に
通

う
様
に
な
っ
た
。や
が
て
、和
尚
と
小
坊
主
た
ち
を
撮
影
し
始

め
、と
り
わ
け
、得
度
し
た
ば
か
り
の
15
歳
の
大
覺
を
集
中
し
て

写
し
て
い
っ
た
。大
覺
は
、和
尚
の
6
人
の
子
供
た
ち
と
兄
弟
の

よ
う
に
暮
ら
し
て
い
た
が
、海
蔵
寺
に
来
て
ま
だ
1
年
も
経
っ

て
い
な
か
っ
た
。大
覺
の
深
い
寂
し
さ
を
湛
え
た
端
正
な
顔
立

ち
と
気
品
あ
る
佇
ま
い
が
塩
谷
を
惹
き
つ
け
た
の
だ
ろ
う
か
。

《
手　

を
持
て
る
小
坊
主
》、《
木
魚
を
持
て
る
小
坊
主
》な
ど
多

数
の
作
品
を
制
作
し
、写
真
雑
誌
の
誌
面
を
飾
っ
て
い
く
。

　

そ
し
て
、《
小
坊
主
座
像
》、《
三
人
の
小
坊
主
》が『
藝
術
寫
眞
研

究
』に
掲
載
さ
れ
る
と
、全
国
の
写
真
家
た
ち
に
大
き
な
感
銘
を

与
え
た
。「
こ
の
ふ
た
つ
の
印
画
は
当
時
の
誌
友
を
魅
了
し
去
っ

た
。私
の
脳
裏
に
、塩
谷
定
好
の
名
が
焼
き
付
い
て
忘
れ
難
く

な
っ
た
の
も
こ
の
時
で
あ
る
」と
評
さ
れ
た
。作
家
の
眼
差
し
と

小
坊
主
た
ち
の
眼
差
し
が
、静
謐
な
空
間
の
な
か
に
凛
と
し
て
溶

け
合
っ
て
い
る
。小
坊
主
シ
リ
ー
ズ
は
塩
谷
の
代
表
作
と
な
る
。

　

こ
の
時
期
、塩
谷
は
自
身
の
子
供
た
ち
、宗
之
助
や
優
子
の

肖
像
も
写
し
て
い
る
。「
子
供
の
無
邪
気

な
天
真
さ
は
、子
供
好
き
な
自
分
を
い

つ
も
喜
ば
せ
て
く
れ
る
」。子
供
た
ち
の
輝
く
よ
う
な
生
命
感

は
、次
第
に
塩
谷
の
悲
し
み
に
沈
ん
だ
心
を
慰
め
て
い
っ
た
。

塩
谷
は
、自
ら
の
愛
児
た
ち
や
海
蔵
寺
の
小
坊
主
た
ち
の
無
邪

気
な
天
真
さ
に
惹
か
れ
、癒
さ
れ
、そ
こ
に
か
け
が
え
の
な
い

生
命
の
輝
き
を
見
出
し
た
の
だ
ろ
う
。塩
谷
の
作
風
は
、そ
の

生
命
を
ま
っ
す
ぐ
に
捉
え
た
も
の
と
な
っ
て
い
く
。「
被
写
体

に
潜
む
生
命
」を
描
出
し
、作
品
は
思
索
の
深
度
と
内
省
的
な

豊
か
さ
を
増
し
て
い
く
。

「
形
の
面
白
さ
と
か
、明
暗
の
面
白
さ
と
か
、そ
う
い
う
も
の
も

勿
論
大
切
な
わ
け
で
あ
り
ま
す
が
、私
達
の
写
真
で
は
、唯
そ

の
外
形
だ
け
を
描
い
た
の
で
は
駄
目
で
す
。そ
う
し
た
形
の
面

白
さ
と
か
、光
の
明
暗
の
面
白
さ
と
か
を
通
過
し
、而
し
て
そ

の
被
写
体
の
内
部
に
潜
ん
だ
生
命
を
掴
ん
で
き
て
、そ
れ
を
表

現
す
る
と
い
う
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
す
。」

玲
二
の
死
と
海
蔵
寺

4蝋燭
油
煙
修
整

ろ
う 

そ
く  

ゆ    

え
ん 

し
ゅ
う
せ
い

《児女と静物》  1932（昭和7）年  島根県立美術館寄託

《少年》  1929（昭和4）年  島根県立美術館蔵

　

小
坊
主
シ
リ
ー
ズ
な
ど
の
代
表
作
が
生
ま
れ
る
30
代
初
め
頃

は
、塩
谷
が
赤
碕
の
ベ
ス
ト
倶
楽
部
で
の
活
動
の
ほ
か
、全
国

組
織
で
あ
る
写
真
団
体「
日
本
光
画
協
会
」の
な
か
で
活
躍
す

る
時
期
と
重
な
る
。

　
「
日
本
光
画
協
会
」は
、1
9
2
8（
昭
和
3
）年
、京
都
の
山

本
牧
彦
を
会
長
に
設
立
さ
れ
た
。中
核
を
な
す
作
家
、山
本
牧

彦
、高
山
正
隆
、渡
邊
淳
、塩
谷
定
好
ら
は
、写
真
雑
誌
の
月
例

懸
賞
で
中
島
謙
吉
に
そ
の
才
を
見
い
だ
さ
れ
て
い
た
。い
わ
ば

こ
の
第
一
世
代
の
写
真
家
た
ち
が
、次
世
代
の
新
た
な
才
能
を

引
き
出
し
、日
本
光
画
協
会
は
全
国
規
模
で
そ
の
裾
野
を
広
げ

て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

　

同
会
は
、洋
画
壇
の
前
衛
的
な
作
風
を
取
り
入
れ
、特
に
生

活
心
情
や
作
者
の
内
面
性
の
表
出
と
い
う
表
現
主
義
的
傾
向

を
も
っ
た
。引
伸
の
際
に
対
象
を
極
端
に
歪
め
る
デ
フ
ォ
ル

メ
、画
像
の
上
に
メ
デ
ィ
ウ
ム
を
塗
り
油
絵
具
を
塗
布
す
る

「
雑
巾
が
け
」と
い
わ
れ
る
手
法
、ま
た
極
端
な
引
伸
し
に
よ
る

粒
子
の
荒
れ
、「
ヴ
ェ
ス
単
フ
ー
ド
は
ず
し
」と
い
わ
れ
る
独
特

の
滲
み
を
も
つ
ソ
フ
ト
・
フ
ォ
ー
カ
ス
表
現
な
ど
に
よ
っ
て
、

作
者
の
内
的
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
を
画
面
に
吐
露
し
よ
う
と
し
た
。

　

山
陰
で
塩
谷
定
好
は
圧
倒
的
な
存
在
だ
っ
た
。次
世
代
の
植

田
正
治
が
写
真
を
は
じ
め
た
ば
か
り
の
頃
、写
真
雑
誌
の
月
例

懸
賞
に
次
々
と
入
選
し
て
口
絵
頁
を
飾
る
先
達
・
塩
谷
定
好

は
、「
ま
る
で
神
様
の

よ
う
な
存
在
」だ
っ

た
と
記
し
て
い
る
。

「
2
㎝
四
方
を
仕
上

げ
る
の
に
1
日
か
け

る
そ
う
だ
」な
ど
の

数
々
の
塩
谷
神
話
が

生
ま
れ
て
い
っ
た
。

そ
れ
が
、単
に
神
話

で
は
な
い
こ
と
を
、

塩
谷
の
残
し
た
言
葉

が
証
明
し
て
い
る
。

　

塩
谷
に
よ
る
と
、

ネ
ガ
を
引
伸
し
て
プ

リ
ン
ト
す
る
と
、水

彩
絵
具
で
ス
ポ
ッ

テ
ィ
ン
グ
し
、粒
子
の

大
き
さ
等
を
揃
え
、

黒
い
箇
所
は
削
り
針
で
丹
念
に
削
り
取
る
。次
に
、メ
デ
ィ
ウ
ム

を
画
面
全
体
に
脱
脂
綿
で
塗
る
。白
い
タ
イ
ル
に
蝋
燭
の
火
焔
を

か
ざ
し
て
篝
を
取
る
。こ
れ
は「
蝋
燭
油
煙
修
整
」と
い
う
塩
谷
独

自
の
方
法
で
あ
る
。油
絵
具
の
黒
・
青
・
セ
ピ
ア
の
三
色
と
メ

デ
ィ
ウ
ム
を
タ
イ
ル
に
置
き
、蝋
燭
の
篝
を
少
量
入
れ
て
パ

レ
ッ
ト
・
ナ
イ
フ
で
充
分
混
合
し
、印
画
の
色
調
と
一
致
し
た

ら
、必
要
な
個
所
に
、細
か
い
部
分
は
爪
楊
枝
の
先
に
脱
脂
綿

を
巻
い
て
、絵
具
を
塗
っ
た
り
拭
い
去
っ
た
り
し
て
仕
上
げ
て

い
く
。三
晩
く
ら
い
放
置
し
て
充
分
乾
燥
し
た
後
、蝋
燭
の
篝

を
さ
ば
き
筆
に
少
量
ず
つ
付
け
画
面
を
軽
く
掃
く
様
に
調
整

し
て
仕
上
げ
て
い
く
。

　

こ
う
し
て
塩
谷
は
、日
本
光
画
協
会
の
手
法
と
と
も
に
、自

ら
考
案
し
た「
蝋
燭
油
煙
修
整
」と
い
う
独
自
の
方
法
で
、深
く

暖
か
く
豊
か
な
翳
の
広
が
る
美
し
い
印
画
を
生
み
出
し
て

い
っ
た
。

《三人の小坊主》  1929（昭和4）年  横浜美術館蔵　

《手鏧を持てる小坊主》  1929（昭和4）年  島根県立美術館蔵　
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か
い
ぞ
う
じ

だ
い
が
く

鏧
し
ゅ
け
い

し
こ
う

か
が
り

か
げ
り
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塩
谷
が
生
涯
を
過
ご
し
た
赤
碕
の
生
家
は
、日
本
海
を
望
む

海
辺
に
あ
る
。少
年
時
代
か
ら
変
わ
る
こ
と
な
い「
私
の
海
町
」

と
称
す
る
こ
の
街
は
、北
面
に
日
本
海
、南
面
に
は
断
崖
、東
と

西
に
う
ね
り
な
が
ら
連
な
る
長
い
一
筋
の
道
が
続
い
て
い
る
。

そ
の
海
沿
い
の
道
に
面
し
た
塩
谷
家
の
二
階
か
ら
は
、日
本
海

が
一
望
で
き
た
。塩
谷
の
海
を
写
し
た
傑
作
は
、こ
の
広
い
窓
辺

か
ら
数
多
く
生
ま
れ
て
い
る
。海
辺
で
働
く
人
々
や
水
浴
に
興

じ
る
子
供
た
ち
な
ど「
人
間
の
生
活
か
ら
醸
さ
れ
る
情
味
を
主

と
し
た
情
景
」を
多
く
写
し
て
き
た
塩
谷
は
、次
第
に「
人
間
味

を
含
ま
な
い
所
謂
大
自
然
の
威
力
を
示
す
姿
」へ
と
肉
迫
し
て

い
っ
た
。塩
谷
に
と
っ
て
、「
海
」と
い
う
存
在
そ
の
も
の
が
重
要

な
主
題
と
な
る
。

「
ま
こ
と
に
海
は
感
情
的
な
い
つ
も
心
の
動
揺
し
つ
つ
あ
る
人

の
よ
う
に
、常
に
そ
の
表
情
を
変
え
て
い
ま
す
。喜
ぶ
か
と
思

え
ば
怒
る
、泣
く
か
と
思
え
ば
笑
う
、ほ
ん
と
に
と
り
と
め
も

な
い
の
は
海
で
あ
り
ま
す
。（
中
略
）あ
ら
ゆ
る
自
然
は
悉
く
生

命
を
も
つ
が
、殊
に
海
は
そ
の
生
命
の
現
は
れ
が
著
し
く

そ
の
生
命
が
そ
の
表
面
に
出
て
、盛
に
活
動
し
て
い
る
、こ

の
動
き
つ
つ
あ
る
生
命
を
描
く
事
が
、海
の
描
写
に
お
い

て
最
も
大
切
な
こ
と
で
あ
る
と
思
う
の
で
す
。」

　

嵐
の
中
、難
破
し
た
船
が
よ
う
や
く
岸
に
辿
り
着
い
た

瞬
間
を
捉
え
た《
破
船
》は
、船
と
そ
れ
を
見
守
る
人
々
の

間
に
緊
迫
感
が
漂
い
、怒
涛
逆
巻
く
大
海
原
と
暗
雲
垂
れ

込
め
る
空
を
大
き
く
、翻
弄
さ
れ
る
船
と
人
々
を
小
さ
く

捉
え
て
、大
自
然
の
脅
威
を
強
調
し
て
い
る
。海
難
・
龍
巻
・

荒
海
な
ど
、海
と
い
う
自
然
の
猛
威
に
直
面
し
つ
つ
、深
い

自
然
観
照
に
よ
っ
て
自
然
の
内
奥
に
溶
け
込
む
よ
う
な

表
現
世
界
を
創
り
上
げ
て
い
っ
た
。

「
自
然
の
生
命
を
自
分
に
通
し
自
分
の
生
命
を
自
然
に
通

す
、自
然
と
自
分
と
が
渾
然
と
し
て
一
つ
に
な
る
と
い
う
域

に
至
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
、こ
れ
は
自
然
描
写
に
つ
い
て
と
て
も

大
切
な
事
で
あ
る
と
思
う
の
で
す
。」

　

芸
術
写
真
が
ま
さ
に
頂
点
を
極
め
た
1
9
3
0（
昭
和
5
）年

頃
か
ら
、新
た
な
波
が
押
し
寄
せ
て
き
た
。ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
、

俯
瞰
・
仰
瞰
撮
影
、フ
ォ
ト
グ
ラ
ム
、フ
ォ
ト
モ
ン
タ
ー
ジ
ュ
な

ど
、カ
メ
ラ
の
精
緻
な
描
写
力
を
駆
使
し
た
モ
ダ
ン・フ
ォ
ト
グ

ラ
フ
ィ
が「
新
興
写
真
」と
い
う
名
の
も
と
に
一
挙
に
広
ま
り
、

写
真
表
現
は
変
貌
を
遂
げ
て
い
っ
た
。

　

多
く
の
芸
術
写
真
家
た
ち
が
、こ
の
時
代
の
激
変
の
中
で
混

迷
し
た
。芸
術
写
真
は
、「
サ
ロ
ン
芸
術
」と
批
判
さ
れ
る
よ
う

に
な
る
。そ
の
な
か
で
、塩
谷
は
自
ら
の
道
を
模
索
し
、こ
れ
ま

で
積
み
上
げ
て
き
た
芸
術
写
真
の
世
界
を
捨
て
る
こ
と
な
く
、

新
た
な
表
現
に
比
肩
す
る
強
さ
を
求
め
て
怯
ま
ず
挑
戦
し
て

い
っ
た
。

　

そ
し
て
、塩
谷
は
一
連
の
注
目
す
べ
き
作
品
群
を
生
み
出
し

て
い
く
。細
部
の
描
写
を
省
略
し
、濃
淡
の
諧
調
に
よ
る
画
面

構
成
の
み
に
集
約
さ
れ
た
か
の
よ
う
な
夢
幻
の
世
界
を
創
り

上
げ
た
。翳
が
形
を
創
り
上
げ
、情

趣
に
富
む
深
遠
な
心
象
風
景
へ
と

深
化
し
て
い
る
。

　
《
雪
日
》で
は
、草
む
ら
は
淡
い
翳

と
な
り
、遠
く
に
霞
む
木
々
も
、そ
の

な
か
に
溶
け
込
ん
で
い
く
。浮
遊
す

る
濃
淡
が
美
し
い
陰
影
を
作
り
上

げ
、「
翳
」は
塩
谷
定
好
の
表
現
の
鍵

と
な
る
。懐
か
し
さ
を
喚
起
す
る
記

憶
の
な
か
の
光
景
そ
の
も
の
が
、命

を
宿
し
は
じ
め
る
。

　

し
か
し
、新
興
写
真
の
勃
興
か
ら

戦
後
写
真
の
展
開
へ
と
写
真
表
現
が

変
遷
す
る
な
か
、塩
谷
の
名
は
次
第

に
忘
れ
去
ら
れ
て
い
っ
た
。そ
の
な

か
で
植
田
正
治
や
写
研
会（
ベ

ス
ト
倶
楽
部
を
改
名
）の
メ
ン

バ
ー
の
尽
力
に
よ
り
、1
9
7
5（
昭
和
50
）年
、『
塩
谷
定

好
名
作
集 : 

1
9
2
3-

1
9
7
3
』が
出
版
さ
れ
た
。こ

の
写
真
集
の
刊
行
が
重
要
な
契
機
と
な
り
、塩
谷
の
存

在
が
海
外
で
も
注
目
さ
れ
は
じ
め
る
。1
9
7
9
年
に

イ
タ
リ
ア
で
開
催
さ
れ
た「
日
本
の
写
真　

そ
の
起
源

か
ら
今
日
ま
で
」展
は
、海
外
で
は
じ
め
て
日
本
の
写

真
を
歴
史
的
に
紹
介
す
る
大
規
模
な
展
観
だ
っ
た
。塩

谷
の
出
品
は
、全
4
0
0
点
の
中
で
異
例
の
50
点
に
も
の

ぼ
っ
た
。さ
ら
に
、1
9
8
2
年
に
、フ
ォ
ト
キ
ナ
写
真
展

と
し
て
開
催
さ
れ
た「
写
真
1
9
2
2-

1
9
8
2
」展

（
西
ド
イ
ツ
、ケ
ル
ン
美
術
館
）で
は
、エ
ド
ワ
ー
ド
・
ウ
エ

ス
ト
ン
、ア
ン
セ
ル・ア
ダ
ム
ス
、ロ
バ
ー
ト
・フ
ラ
ン
ク
ら

世
界
の
巨
匠
と
と
も
に
、塩
谷
定
好
が
選
ば
れ
、フ
ォ
ト
キ
ナ
栄

誉
賞
を
受
賞
し
た
。そ
の
後
も
、「
フ
ォ
ト・フ
ェ
ス
ト
88
」（
ヒ
ュ
ー

ス
ト
ン
）で
は
海
外
初
の
個
展
が
開
催
さ
れ
、国
内
で
も
日
本
写

真
協
会
功
労
賞
を
受
賞
し
て
い
る
。

　

塩
谷
の
再
評
価
が
ま
す
ま
す
高
ま
る
最
中
、1
9
8
8（
昭

和
53
）年
10
月
28
日
、塩
谷
は
89
歳
の
生
涯
を
閉
じ
た
。

　

塩
谷
の
作
品
が
、時
代
を
超
え
、国
を
超
え
て
、多
く
の
人
々

の
胸
を
打
つ
の
は
、そ
の
普
遍
的
な
魅
力
と
質
の
高
さ
と
と
も

に
、「
自
然
の
こ
こ
ろ
を
、わ
た
し
の
心
と
し
て
写
す
」と
い
う

写
真
に
対
す
る
塩
谷
の
真
摯
な
思
い
と
溢
れ
ん
ば
か
り
の
愛

情
が
伝
わ
る
か
ら
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

         

海
に
挑
む

戦
後
の
再
評
価

《静物》  1931（昭和6）年  島根県立美術館蔵　

《破船》  1929（昭和4）年  個人蔵

《天気予報のある風景》  1931（昭和6）年  島根県立美術館蔵

《海辺小景》  1928（昭和3）年  島根県立美術館蔵
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こ
と
ご
と

ひ
る

《雪日》  1929（昭和4）年  島根県立美術館寄託


