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第４３回新日美展 上位受賞作品 講評 
     

参
議
院
議
長
賞 

 
 

土
屋 

政
夫 

 
 

「刻
橋
」  

ア
ク
リ
ル 

Ｓ
一
〇
〇
号 

 

不
思
議
な
景
で
あ
る
。
そ
の
不
可

解
に
心
が
揺
さ
ぶ
ら
れ
る
。
雲
一
つ

な
い
青
空
の
下
に
広
が
る
大
地
に
登

場
す
る
そ
れ
ぞ
れ
は
、
互
い
の
相
関

性
を
持
た
ず
、
に
も
か
か
わ
ら
ず
総

体
と
し
て
何
や
ら
不
穏
な
気
配
が
あ

り
、
そ
れ
は
不
安
な
思
い
を
喚
起
す

る
。
明
る
い
景
の
中
の
陰
り
は
、
イ
マ

の
時
代
状
況
が
抱
え
て
い
る
不
安
な

の
だ
。 

 

衆
議
院
議
長
賞 

小
林 

志
津
子 

「精
魂
込
め
て
」 

油
彩 

Ｆ
一
〇
〇
号 

 

大
き
な
画
面
か
ら
闘
魂
が
溢
れ
出

る
。
瓦
解
し
た
塊
を
片
付
け
る
べ
く

格
闘
し
て
い
る
。
そ
の
姿
に
フ
ォ
ー
カ

ス
し
て
、
喰
い
し
ば
る
顔
や
力
を
こ
め

る
腕
に
全
て
の
象
徴
を
表
現
し
た
。

繰
り
返
さ
れ
る
自
然
災
害
の
惨
禍

に
、
負
け
て
た
ま
る
か
と
精
魂
こ
め
て

闘
う
姿
に
、
思
わ
ず
“
が
ん
ば
れ
”
と

声
を
か
け
た
く
な
る
。
目
線
を
低
く

し
て
迫
力
と
リ
ア
リ
テ
ィ
を
う
ん
だ
。 

文
部
科
学
大
臣
賞 

 

四
方 

公
子

「記
憶
の
中
の
旅
物
語
」 

水
彩 

Ｆ
一
〇
〇
号 

 

曾
遊
の
地
へ
の
思
い
出
シ
リ
ー
ズ
を

続
け
る
。
独
自
の
マ
ッ
ト
な
マ
チ
エ
ー
ル

が
醸
し
出
す
テ
ク
ス
チ
ャ
ー
（
肌
感
）

に
、
十
分
に
咀
し
ゃ
く
し
た
味
合
い
が

あ
る
。
舞
台
は
ア
ン
コ
ー
ル
ワ
ッ
ト
で
、

そ
の
文
化
遺
産
を
象
徴
づ
け
る
仏
像
や

遺
構
を
再
構
成
し
、
奥
行
き
あ
る
時

空
間
を
演
出
し
た
。
そ
の
時
空
間
は
画

家
の
閲(

け
み)

し
て
き
た
人
生
の
時
空

間
で
も
あ
る
の
だ
。 

 

東
京
都
知
事
賞 

 
 

永
野 

信  

「プ
ロ
バ
ン
ス
の
白
い
家
」 

 
 

 
油
彩 

Ｆ
八
〇
号 

 

や
わ
ら
か
な
夕
明
か
り
の
な
か
に
静

か
に
佇
む
白
い
家
。
大
き
な
空
の
下
、

自
然
に
包
ま
れ
た
一
軒
の
家
だ
が
、
寂

し
さ
は
少
し
も
な
く
、
む
し
ろ
豊
か
な

刻
の
流
れ
を
感
じ
さ
せ
、
人
影
も
見
え

な
い
穏
や
か
な
日
々
を
思
わ
せ
る
。
そ

こ
に
数
世
代
に
亘
っ
て
生
活
を
続
け
て

い
る
で
あ
ろ
う
、
風
土
性
さ
え
漂
わ
せ

て
い
る
。 

     

工
芸
部
門
に
つ
い
て 

 

一
言
で
工
芸
（品
）に
つ
い
て
述
べ
る
こ

と
は
大
変
難
し
い
時
代
に
な
っ
た
と
感

じ
て
い
ま
す
。
工
芸
（
品
）
の
原
点
は
、

日
常
生
活
を
快
適
に
送
る
た
め
に
手
で

制
作
さ
れ
た
生
活
用
具
等
を
指
し
て
い

て
、
使
い
易
く
、
ま
た
芸
術
的
な
意
匠

を
施
し
機
能
性
と
芸
術
性
を
融
合
さ

せ
た
も
の
と
考
え
ま
す
。 

時
代
が
進
み
社
会
の
変
化
と
共
に

生
活
用
具
等
は
大
量
生
産
が
可
能
と

な
り
、
機
能
よ
り
も
美
的
な
も
の
を
ね

ら
い
と
し
て
技
巧
を
凝
ら
し
て
鑑
賞
に

堪
え
う
る
作
品
も
多
く
見
ら
れ
る
よ

う
に
な
っ
て
き
た
と
同
時
に
多
様
な
素

材
、
多
様
な
表
現
が
多
く
な
り
、
工
芸

（
品
）
部
門
、
絵
画
部
門
、
彫
刻
（
塑
）

部
門
の
境
界
も
明
確
で
な
く
、
そ
の
解

釈
や
評
価
も
人
に
よ
り
異
な
る
時
代
に

な
っ
て
い
る
と
感
じ
て
い
ま
す
。 

こ
の
度
の
出
品
作
品
も
多
様
な
素
材

と
表
現
方
法
が
見
ら
れ
ま
し
た
。
私
は

工
芸
の
制
作
に
は
表
現
の
た
め
の
技
巧

の
習
熟
が
非
常
に
重
要
で
あ
る
と
考
え

て
い
ま
す
。
緻
密
な
ま
で
の
技
巧
の
習

熟
が
機
能
性
、
芸
術
性
を
高
め
、
観
る

人
に
感
動
を
与
え
る
も
の
と
考
え
ま

す
。 

  

大
き
な
三
点
の
観
点
か
ら
、
感
想

を
述
べ
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。 

① 

創
作
意
図
と
素
材
の
適
合
性 

② 

用
と
美
の
融
合
性 

③ 

制
作
意
図
を
表
現
す
る
技
巧 

  
 

東
京
都
議
会
議
長
賞 

湯
澤
朱
美 

「希
望
と
慈
愛
と
信
仰
」 

 
 

  中
世
の
教
会
に
多
く
見
ら
れ
る
ス

テ
ン
ド
グ
ラ
ス
を
想
像
さ
せ
る
三
角

柱
の
照
明
器
具
で
す
。
深
い
信
仰
の

精
神
性
を
表
現
し
た
温
も
り
の
あ
る

色
調
と
天
使
の
よ
う
な
人
物
が
よ

い
。
こ
の
照
明
の
も
と
で
、
く
つ
ろ
い
だ

生
活
は
心
の
や
す
ら
ぎ
と
潤
い
、
明

日
へ
の
力
が
湧
い
て
く
る
よ
う
に
思
わ

れ
ま
す
。
現
代
の
人
間
生
活
は
夜
が

長
く
な
り
、
照
明
の
果
た
す
精
神
的

役
割
は
大
き
い
。
照
明
に
関
わ
る
作

品
の
連
作
を
期
待
し
た
い
。 

  

新
日
美
大
賞 

 

森
本
盾
二 

 
 

割
梅
鉢
「
ご
先
祖
様
よ
り
」 

 

金
属
で
制
作
さ
れ
た
花
紋
の
割
梅

鉢
（
ご
先
祖
様
）
が
流
木
に
乗
っ
て
向

こ
う
の
岸
か
ら
こ
ち
ら
の
河
岸
着
い
た

の
で
あ
ろ
う
か
、
お
盆
の
頃
や
彼
岸
の

頃
を
思
い
出
さ
れ
る
作
品
で
す
。
金

属
は
、
一
般
的
に
堅
い
、
冷
た
い
と
い

う
印
象
が
あ
り
ま
す
が
、
作
者
の
ご

先
祖
様
を
敬
い
大
切
に
す
る
温
も
り

の
心
が
伺
わ
れ
ま
す
。 

外
部
審
査
員 

美
術
評
論
家 中

野 

中 

先
生 

外
部
審
査
員 

元
東
京
造
形
大
学
教
授 

芳
賀 

文
治 

先
生 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
中野中先生 


