
世
界
的
彫
刻
家
の
モ
ニ
ュ
メ
ン
ト

河
内
松
原
駅
前
設
置
の
黒
御
影
石

　
七
月
七
日
、
世
界
的
彫
刻
家
の
流

な
が
れ
政ま
さ
ゆ
き之

さ
ん
が
亡
く
な
り
ま
し
た
。
九
十
五
歳
で

し
た
。
流
さ
ん
は
、
香
川
県
高
松
市
の
庵あ

治じ

半
島
東
海
岸
に「
石
と
煉れ
ん
瓦が

の
砦と
り
で」と
い

わ
れ
た
ス
タ
ジ
オ
を
構
え
、
各
地
に
大
型

の
石
の
彫
刻
を
制
作
し
ま
し
た
。

　

一
九
六
四
年（
昭
和
三
十
九
）
に
ア
メ

リ
カ
・
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
世
界
博
日
本
館
の

壁
画「
ス
ト
ー
ン
ク
レ
ー
ジ
ー
」
が
絶
賛

さ
れ
、
国
際
的
彫
刻
家
と
し
て
の
地
位
を

確
立
し
た
の
で
す
。
一
九
七
五
年（
昭
和

五
十
）
に
は
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
の
世
界
貿

易
セ
ン
タ
ー
ビ
ル
に
石
彫「
雲
の
砦
」
を

設
置
し
ま
し
た
が
、
二
〇
〇
一
年（
平
成

十
三
）
の
ア
メ
リ
カ
同
時
多
発
テ
ロ
の
た

め
撤
去
さ
れ
ま
し
た
。

　
国
内
で
は
、昭
和
三
十
七
年（
一
九
六
二
）

の
大
分
県
庁
舎
の「
恋
矢
車
」
で
日
本

建
築
学
会
賞
を
受
け
、
昭
和
四
十
九
年

（
一
九
七
四
）に
は
、
日
本
芸
術
大
賞
を
受

賞
し
て
い
ま
す
。
日
本
映
画
ア
カ
デ
ミ
ー

賞
の
ト
ロ
フ
ィ
ー
「
映
画
神
像
」
も
制
作

し
て
い
ま
す
。

　
と
こ
ろ
で
、
こ
の
流
さ
ん
の
貴
重
な
作

品
が
松
原
市
内
に
も
あ
る
こ
と
を
紹
介
し

ま
す
。
平
成
三
年（
一
九
九
一
）七
月
、
近

鉄
河
内
松
原
駅
前
南
地
区
の
再
開
発
事
業

が
着
工
さ
れ
ま
し
た
。
も
と
も
と
、
同
地

に
は
松
原
小
学
校
が
建
っ
て
い
ま
し
た
。

　
昭
和
四
十
七
年（
一
九
七
二
）の
小
学
校

移
転
後
、
市
な
ど
は「
賑
わ
い
と
華
や
か

さ
の
あ
る
、
新
し
い
イ
メ
ー
ジ
の
都
市
空

間
の
創
出
」
を
テ
ー
マ
に
、
複
合
生
活
施

設「
ゆ
め
ニ
テ
ィ
ま
つ
ば
ら
」の
完
成
を
め

ざ
し
て
い
た
の
で
す
。
そ
し
て
、
着
工
か

ら
二
年
後
の
平
成
五
年
七
月
二
十
三
日
、

「
ゆ
め
ニ
テ
ィ
ま
つ
ば
ら
」は
オ
ー
プ
ン
し

た
の
で
し
た
。

　

オ
ー
プ
ン
の
二
日
前
の
二
十
一
日
に

は
、
河
内
松
原
駅
に
の
び
る
歩
道
橋
オ
ー

バ
ー
デ
ッ
キ
に
設
置
さ
れ
た
巨
大
な
石
の

モ
ニ
ュ
メ
ン
ト
の
除
幕
式
も
盛
大
に
行
わ

れ
た
の
で
す
。
再
開
発
に
あ
わ
せ
て
松
原

市
の
表
玄
関
に
ふ
さ
わ
し
い
モ
ニ
ュ
メ
ン

ト
を
、
流
さ
ん
に
河
内
松
原
駅
前
南
地
区

市
街
地
再
開
発
組
合（
現
、
松
原
都
市
開

発
株
式
会
社
に
引
き
継
が
れ
る
）
が
依
頼

し
て
い
た
の
で
し
た
。

　
こ
の
時
、
流
さ
ん
と
組
合
と
の
間
を
と

り
も
っ
た
の
が
、
当
時
、
大
阪
市
内
の
画

廊
に
勤
め
て
い
た
柴
垣
一
丁
目
に
住
む
岡

田
光
市
さ
ん
で
し
た
。
岡
田
さ
ん
は
今
で

も
美
術
商
と
し
て
コ
ウ
イ
チ
・
フ
ァ
イ
ン

ア
ー
ツ
を
営
み
、
流
さ
ん
と
面
識
の
あ
っ

た
こ
と
か
ら
、
巨
石
モ
ニ
ュ
メ
ン
ト
の
設

置
が
実
現
し
た
の
で
す
。

　
組
合
な
ど
の
方
々
は
、
流
さ
ん
の
庵
治

半
島
に
あ
る
ス
タ
ジ
オ
を
訪
れ
、
熱
っ
ぽ

く
松
原
市
に
ふ
さ
わ
し
い
モ
ニ
ュ
メ
ン
ト

像
の
イ
メ
ー
ジ
を
語
り
あ
い
ま
し
た
。
コ

ン
セ
プ
ト
は
、
河
内
人
情
の
優
し
さ
と
心

意
気
を
表
現
し
た
作
品
で
し
た
。

　

流
さ
ん
は
作
品
を
つ
く
る
に
あ
た
っ

て
、
現
地
の
松
原
市
を
訪
ね
な
い
と
、
風

土
に
根
づ
い
た
作
品
を
つ
く
る
こ
と
が
出

来
な
い
と
考
え
ら
れ
ま
し
た
。
そ
し
て
、

ま
も
な
く
本
市
に
こ
ら
れ
、
河
内
松
原
駅

前
に
立
ち
、
河
内
や
本
市
の
歴
史
・
文
化
・

伝
統
な
ど
を
尋
ね
ら
れ
た
の
で
し
た
。

　

流
さ
ん
が
特
に
興
味
を
持
た
れ
た
の

が
、
夏
の
風
物
詩
で
あ
る
盆
踊
り
の
河
内

音
頭
の
熱
気
で
し
た
。
ま
た
、
河
内
言
葉

に
も
関
心
を
示
さ
れ
、「
何
か
イ
ン
パ
ク
ト

の
あ
る
用
語
が
あ
り
ま
す
か
」
と
聞
か
れ

ま
し
た
。
そ
の
時
、
地
元
の
一
人
が
発
し

た
河
内
の
人
々
の
意
気
ご
み
を
表
現
す
る

「
い
っ
ち
ょ
う　
や
っ
た
ろ
か
」と
い
う
言

葉
に
相
づ
ち
を
う
た
れ
た
の
で
し
た
。
流

さ
ん
は
、
河
内
音
頭
の
踊
り
手
を
連
想
し

な
が
ら
、
本
像
を「
や
っ
た
ろ
か
」と
よ
ぶ

こ
と
に
し
た
と
い
う
こ
と
で
す
。

　
黒く

ろ

御み

影か
げ
い
し石
を
材
料
に
高
松
の
庵
治
で
三

体
の
石
像
の
制
作
が
行
わ
れ
ま
し
た
。
台

座
の
表
面
に「
Y
A
T
T
A
R
O
K
A
」
の

プ
レ
ー
ト
を
入
れ
、
裏
面
に
は「
流
政
之
」

と
サ
イ
ン
さ
れ
ま
し
た
。
サ
イ
ン
下
の
台

座
裏
面
に
は「
１
９
９
３ 

Ｂ
Ｙ 

Ｍ
Ａ
Ｓ
Ａ

Ｙ
Ｕ
Ｋ
Ｉ 

Ｎ
Ａ
Ｇ
Ａ
Ｒ
Ｅ
」
と
刻
ま
れ
て

い
ま
す
。

　
流
さ
ん
は
言
っ
て
い
ま
す
。〝
像
は
、
見

る
人
に
と
っ
て
ど
の
よ
う
に
感
じ
て
も

ら
っ
て
も
い
い
。
こ
の
像
を
見
て
、
夢
と

希
望
と
勇
気
を
持
っ
て
も
ら
え
れ
ば
よ

い
〞と
。
私
は
、
除
幕
式
に
出
席
し
た
流

さ
ん
の
晴
れ
晴
れ
し
た
姿
を
想
い
お
こ
し

て
い
ま
す
。

流政之の「YATTAROKA」
西田 孝司（松原市文化財保護審議会）

▲像裏面に刻された
「流政之」のサイン

▲「YATTAROKA」
（上田3丁目:河内松原駅前）

▲像の除幕式 （平成5年7月21日）　右端が流氏。
（右:松原都市開発株式会社　左:岡田光市氏 提供）
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