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鈴
木
省
三

Painted History

絵
画
の〈
森
〉の
奥
処
に
棲
ん
で

画
家
た
ち
の
美
術
史

15

1979年、三浦半島の観音崎にて。京都の大学を出て上京後、独学で美術の
道へ。アルバイトをしながら銀座や神田の貸し画廊で個展を開きはじめた

鷹
見
明
彦
＝
文

森
田
ケ
ン
＝
写
真﹇
＊
印
﹈

け
や
き
の
梢
を
風
が
渡
る
武
蔵
野
の

冬
空
は
、
ど
こ
ま
で
も
高
く
、
碧あ
お

い
。
玉

川
上
水
沿
い
の
径
を
歩
い
て
行
く
と
、
教

え
ら
れ
た
番
地
の
付
近
に
出
た
。
小
金

井
公
園
も
近
い
あ
た
り
で
、
ひ
と
棟
の

旧
い
ア
パ
ー
ト
の
前
に
立
つ
。
待
つ
あ
い

だ
に
眠
気
を
催
し
た
と
い
っ
て
、
ゆ
っ
く

り
と
開
い
た
戸
口
に
現
れ
た
画
家
の
風

貌
と
恰
幅
に
は
、
熟
年
の
ニ
ュ
ー
マ
ン
や

ロ
ス
コ
の
姿
が
重
な
る
の
だ
っ
た
。

淀
川
上
流
域
の
大
阪
・
毛
馬
町
で
少

年
期
を
過
ご
し
た
画
家
は
、
大
学
で
京

都
に
行
く
ま
で
は
、
絵
を
志
す
と
は
夢

に
も
思
わ
ず
に
法
学
部
へ
進
学
し
た
。

一
九
六
〇
年
代
の
半
ば
、
京
都
の
キ
ャ

ン
パ
ス
は
ど
こ
も
大
学
紛
争
の
炎
が
燃

え
盛
っ
て
い
た
。「
佐
世
保
ま
で
反
エ
ン
プ

ラ
闘
争
の
デ
モ
に
行
っ
た
り
し
ま
し
た

が
、
ほ
と
ん
ど
授
業
が
な
い
日
々
の
な
か

で
、
そ
れ
ま
で
疑
う
こ
と
も
な
く
走
っ
て

き
た
コ
ー
ス
を
自
己
否
定
す
る
時
間
が

あ
っ
た
の
で
す
。
病
気
の
療
養
が
法
律
家

の
卵
だ
っ
た
マ
テ
ィ
ス
を
画
家
の
道
へ
進

ま
せ
た
よ
う
に
」。

「
大
学
の
美
術
部
の
部
室
で
モ
デ
ル
を

1980

無題　1980 角材にゴムボンド、アクリル絵具、真ちゅう金具　このページ撮影=山本糾

「デュシャンの
『網膜的な美術としての
絵画は終わった』
ということばは、
その存在とともに決定的でした」
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269 ホルベイン 画家たちの美術史

描
い
た
り
し
て
い
た
あ
る
日
、
机
の
上
に

載
っ
て
い
た
『
美
術
手
帖
』の
表
紙
に
眼

を
奪
わ
れ
ま
し
た
。
ポ
ロ
ッ
ク
の
ド
リ
ッ

ピ
ン
グ
の
部
分
を
拡
大
し
た
図
版
に
沸

騰
す
る
時
代
の
熱
気
を
感
じ
ま
し
た
」。

大
学
を
卒
業
す
る
と
、
上
京
し
て
東

京
で
暮
ら
し
は
じ
め
た
。「
一
九
六
九
年

で
し
た
。
赤
羽
の
ア
パ
ー
ト
に
住
ん
で
西

口
広
場
で
フ
ォ
ー
ク
集
会
が
開
か
れ
た

「絵画は、正四方形（矩形）という普遍の形式を介して、

一対一の関係に視線と感情の能動性を生みだせるメディアなのです」

1983

2002

「〈森〉へ入ろうとしたのは、

取り残された自分の身体をどこに置くか、

依然未解決な問題であったから」

低く地を飛び交う目の高さから　1983-86
ゴム・ボードにオイル・スティック、油彩　195×105cm
撮影＝山本糾　東京都現代美術館蔵　写真提供＝コバヤシ画廊

「
そ
れ
は
ル
ネ
サ
ン
ス
以
来
、
絵
画
の
支

持
体
だ
っ
た
キ
ャ
ン
バ
ス
が
ス
テ
イ
ニ
ン
グ

（
染
み
流
し
）に
よ
っ
て
平
面
の
極
限
に
達

し
て
、
物
体
へ
と
飛
躍
す
る
瞬
間
を
現
し

て
い
ま
し
た
。
そ
の
後
の
ミ
ニ
マ
リ
ズ
ム

は
、
ジ
ャ
ッ
ド
の
よ
う
に
物
体
化
す
る
か
、

物
と
物
と
の
関
係
に
な
ら
ざ
る
を
え
な

か
っ
た
。
ま
た
流
し
込
み

ス
テ
イ
ニ
ン
グ

は
、
パ
フ
ォ
ー
マ

ン
ス
へ
と
分
化
し
て
い
っ
た
の
で
す
」。

《
無
題
》（
一
九
八
〇
）は
、
三
十
代
に
な

っ
て
銀
座
や
神
田
の
貸
し
画
廊
で
発
表

を
は
じ
め
た
こ
ろ
の
作
品
。
角
材
の
上

部
に
金
具
で
と
め
ら
れ
た
黒
い
ゴ
ム
は
、

赤
い
ア
ク
リ
ル
絵
具
で
塗
ら
れ
て
い
る
。

黒
い
ゴ
ム
は
、
以
後
の
タ
ブ
ロ
ー
の
作
品

で
支
持
体
に
な
っ
て
い
く
が
、
夏
の
ア
ス

フ
ァ
ル
ト
の
路
面
に
め
り
込
ん
で
い
た
タ

イ
ヤ
の
か
け
ら
に
触
発
さ
れ
て
作
っ
た
こ

の
作
品
が
、
そ
の
起
点
に
な
っ
た
。

《
低
く
地
を
飛
び
交
う
目
の
高
さ
か

ら
》（
一
九
八
三
―
八
六
）
は
、
工
事
現
場

な
ど
で
地
面
に
敷
か
れ
る
黒
い
ゴ
ム
・
ボ

ー
ド
を
サ
ン
ド
・
ペ
ー
パ
ー
で
削
っ
た
表

面
に
、
オ
イ
ル
・
ス
テ
ィ
ッ
ク
と
油
彩
を
擦

り
込
ん
で
描
か
れ
て
い
る
。
タ
イ
ト
ル
は
、

瀧
口
修
造
の
詩
句
に
よ
る
。
オ
ー
ル
・
オ

ー
バ
ー
に〈
森
〉の
内
部
を
描
い
た
こ
の

連
作
が
、「
現
代
美
術
へ
の
視
点
　
　
色

彩
と
モ
ノ
ク
ロ
ー
ム
」
展
（
一
九
八
九
年
、

東
京
国
立
近
代
美
術
館
／
京
都
国
立
近
代

美
術
館
）で
展
示
さ
れ
て
、
鈴
木
省
三
と

い
う
秀
逸
な
画
家
の
存
在
が
知
ら
れ
る

よ
う
に
な
っ
た
。

「
近
代
絵
画
は
、
モ
ー
リ
ス
・
ル
イ
ス
に

行
き
着
い
て
、
コ
ン
セ
プ
チ
ュ
ア
ル
・
ア
ー

ト
は
、
デ
ュ
シ
ャ
ン
と
い
う
始
ま
り
で
あ

る
と
同
時
に
終
点
で
も
あ
る
存
在
を
も

ち
ま
し
た
が
、
取
り
残
さ
れ
た
自
分
の

身
体
を
ど
こ
に
置
く
か
は
、
未
解
決
な

問
題
で
す
。
そ
の
実
在
感
を
維
持
す
る

た
め
に
、〈
森
〉へ
入
ろ
う
と
思
い
ま
し
た
。

穴
を
掘
る
よ
う
に
し
て
…
…
。〈
森
〉
は
、

必
ず
し
も
自
然
と
は
限
ら
ず
大
阪
の
下

町
の
記
憶
で
も
あ
る
よ
う
な
、
身
体
感

覚
の
在
り
処
で
す
」。

「
正
四
方
形（
矩
形
）は
、
ダ
・
ヴ
ィ
ン
チ
に

し
て
も
ポ
ロ
ッ
ク
に
し
て
も
、
人
間
を
深

ま
り
な
が
ら
拡
が
る
空
間
へ
と
誘
う
場

な
の
で
す
。
実
際
の
サ
イ
ズ
と
絵
画
の
ス

レクイエムI 1990―91 ビニール・クロスにリキッド･ゴム、オイル・パステル、アクリル絵具
180×130cm 撮影＝末正真礼生　個人蔵　写真提供＝コバヤシ画廊

希望　2002 パネル、キャンバスに油彩　147×105cm 撮影＝福岡栄　写真提供=ガレリア・フィナルテ

お
も
い
ま
す
」。

独
学
で
美
術
を
学
ん
で
い
く
過
程
で
、

「
網
膜
的
な
美
術
と
し
て
の
絵
画
は
終
わ

っ
た
」
と
い
う
マ
ル
セ
ル
・
デ
ュ
シ
ャ
ン
の
言

葉
は
、
そ
の
存
在
と
と
も
に
決
定
的
だ
っ

た
と
い
う
。「
デ
ュ
シ
ャ
ン
に
は
、エ
ロ
ス（
生
）

と
し
て
の
観
念
の
一
貫
性
が
あ
り
ま
す
。

七
〇
年
前
後
の
コ
ン
セ
プ
チ
ュ
ア
ル
・
ア
ー

ト
や
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
、
も
の
派
な
ど
を

見
よ
う
と
し
な
か
っ
た
の
は
、
そ
れ
ら
が

デ
ュ
シ
ャ
ン
の
達
成
し
た
こ
と
の
す
そ
野

を
広
げ
た
以
上
に
は
映
ら
な
か
っ
た
か

ら
で
す
。
そ
れ
よ
り
も
差
し
迫
る
日
常

の
現
実
の
ほ
う
が
圧
倒
的
で
し
た
」。

七
六
年
に
は
、
西
武
美
術
館
で
観
た

「
ア
メ
リ
カ
美
術
の
三
十
年
」
展
に
出
品

さ
れ
て
い
た
モ
ー
リ
ス
・
ル
イ
ス
の

り
し
て
い
た
新
宿
駅
の
清
掃
の
ア
ル
バ
イ

ト
を
し
な
が
ら
、
高
円
寺
に
あ
っ
た
フ
ォ

ル
ム
研
究
所
に
通
い
ま
し
た
。
チ
ケ
ッ
ト

制
で
自
由
に
デ
ッ
サ
ン
や
ク
ロ
ッ
キ
ー
が

描
け
る
の
が
よ
か
っ
た
。
研
究
所
の
後
輩

に
は
、
諏
訪
直
樹
が
い
ま
し
た
。
美
大
受

験
で
は
な
く
て
時
代
の
な
か
で
行
き
場

を
な
く
し
た
人
た
ち
が
集
ま
っ
て
き
て
い

た
…
…
。
そ
ん
な
場
所
で
も
あ
っ
た
と

《T
et

》（
一
九
五
八
）
に
衝
撃
を
受
け
る
。
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描
い
た
り
し
て
い
た
あ
る
日
、
机
の
上
に

載
っ
て
い
た
『
美
術
手
帖
』の
表
紙
に
眼

を
奪
わ
れ
ま
し
た
。
ポ
ロ
ッ
ク
の
ド
リ
ッ

ピ
ン
グ
の
部
分
を
拡
大
し
た
図
版
に
沸

騰
す
る
時
代
の
熱
気
を
感
じ
ま
し
た
」。

大
学
を
卒
業
す
る
と
、
上
京
し
て
東

京
で
暮
ら
し
は
じ
め
た
。「
一
九
六
九
年

で
し
た
。
赤
羽
の
ア
パ
ー
ト
に
住
ん
で
西

口
広
場
で
フ
ォ
ー
ク
集
会
が
開
か
れ
た

「絵画は、正四方形（矩形）という普遍の形式を介して、

一対一の関係に視線と感情の能動性を生みだせるメディアなのです」

1983

2002

「〈森〉へ入ろうとしたのは、

取り残された自分の身体をどこに置くか、

依然未解決な問題であったから」

低く地を飛び交う目の高さから　1983-86
ゴム・ボードにオイル・スティック、油彩　195×105cm
撮影＝山本糾　東京都現代美術館蔵　写真提供＝コバヤシ画廊

「
そ
れ
は
ル
ネ
サ
ン
ス
以
来
、
絵
画
の
支

持
体
だ
っ
た
キ
ャ
ン
バ
ス
が
ス
テ
イ
ニ
ン
グ

（
染
み
流
し
）に
よ
っ
て
平
面
の
極
限
に
達

し
て
、
物
体
へ
と
飛
躍
す
る
瞬
間
を
現
し

て
い
ま
し
た
。
そ
の
後
の
ミ
ニ
マ
リ
ズ
ム

は
、
ジ
ャ
ッ
ド
の
よ
う
に
物
体
化
す
る
か
、

物
と
物
と
の
関
係
に
な
ら
ざ
る
を
え
な

か
っ
た
。
ま
た
流
し
込
み

ス
テ
イ
ニ
ン
グ

は
、
パ
フ
ォ
ー
マ

ン
ス
へ
と
分
化
し
て
い
っ
た
の
で
す
」。

《
無
題
》（
一
九
八
〇
）は
、
三
十
代
に
な

っ
て
銀
座
や
神
田
の
貸
し
画
廊
で
発
表

を
は
じ
め
た
こ
ろ
の
作
品
。
角
材
の
上

部
に
金
具
で
と
め
ら
れ
た
黒
い
ゴ
ム
は
、

赤
い
ア
ク
リ
ル
絵
具
で
塗
ら
れ
て
い
る
。

黒
い
ゴ
ム
は
、
以
後
の
タ
ブ
ロ
ー
の
作
品

で
支
持
体
に
な
っ
て
い
く
が
、
夏
の
ア
ス

フ
ァ
ル
ト
の
路
面
に
め
り
込
ん
で
い
た
タ

イ
ヤ
の
か
け
ら
に
触
発
さ
れ
て
作
っ
た
こ

の
作
品
が
、
そ
の
起
点
に
な
っ
た
。

《
低
く
地
を
飛
び
交
う
目
の
高
さ
か

ら
》（
一
九
八
三
―
八
六
）
は
、
工
事
現
場

な
ど
で
地
面
に
敷
か
れ
る
黒
い
ゴ
ム
・
ボ

ー
ド
を
サ
ン
ド
・
ペ
ー
パ
ー
で
削
っ
た
表

面
に
、
オ
イ
ル
・
ス
テ
ィ
ッ
ク
と
油
彩
を
擦

り
込
ん
で
描
か
れ
て
い
る
。
タ
イ
ト
ル
は
、

瀧
口
修
造
の
詩
句
に
よ
る
。
オ
ー
ル
・
オ

ー
バ
ー
に〈
森
〉の
内
部
を
描
い
た
こ
の

連
作
が
、「
現
代
美
術
へ
の
視
点
　
　
色

彩
と
モ
ノ
ク
ロ
ー
ム
」
展
（
一
九
八
九
年
、

東
京
国
立
近
代
美
術
館
／
京
都
国
立
近
代

美
術
館
）で
展
示
さ
れ
て
、
鈴
木
省
三
と

い
う
秀
逸
な
画
家
の
存
在
が
知
ら
れ
る

よ
う
に
な
っ
た
。

「
近
代
絵
画
は
、
モ
ー
リ
ス
・
ル
イ
ス
に

行
き
着
い
て
、
コ
ン
セ
プ
チ
ュ
ア
ル
・
ア
ー

ト
は
、
デ
ュ
シ
ャ
ン
と
い
う
始
ま
り
で
あ

る
と
同
時
に
終
点
で
も
あ
る
存
在
を
も

ち
ま
し
た
が
、
取
り
残
さ
れ
た
自
分
の

身
体
を
ど
こ
に
置
く
か
は
、
未
解
決
な

問
題
で
す
。
そ
の
実
在
感
を
維
持
す
る

た
め
に
、〈
森
〉へ
入
ろ
う
と
思
い
ま
し
た
。

穴
を
掘
る
よ
う
に
し
て
…
…
。〈
森
〉
は
、

必
ず
し
も
自
然
と
は
限
ら
ず
大
阪
の
下

町
の
記
憶
で
も
あ
る
よ
う
な
、
身
体
感

覚
の
在
り
処
で
す
」。

「
正
四
方
形（
矩
形
）は
、
ダ
・
ヴ
ィ
ン
チ
に

し
て
も
ポ
ロ
ッ
ク
に
し
て
も
、
人
間
を
深

ま
り
な
が
ら
拡
が
る
空
間
へ
と
誘
う
場

な
の
で
す
。
実
際
の
サ
イ
ズ
と
絵
画
の
ス

レクイエムI 1990―91 ビニール・クロスにリキッド･ゴム、オイル・パステル、アクリル絵具
180×130cm 撮影＝末正真礼生　個人蔵　写真提供＝コバヤシ画廊

希望　2002 パネル、キャンバスに油彩　147×105cm 撮影＝福岡栄　写真提供=ガレリア・フィナルテ

お
も
い
ま
す
」。

独
学
で
美
術
を
学
ん
で
い
く
過
程
で
、

「
網
膜
的
な
美
術
と
し
て
の
絵
画
は
終
わ

っ
た
」
と
い
う
マ
ル
セ
ル
・
デ
ュ
シ
ャ
ン
の
言

葉
は
、
そ
の
存
在
と
と
も
に
決
定
的
だ
っ

た
と
い
う
。「
デ
ュ
シ
ャ
ン
に
は
、エ
ロ
ス（
生
）

と
し
て
の
観
念
の
一
貫
性
が
あ
り
ま
す
。

七
〇
年
前
後
の
コ
ン
セ
プ
チ
ュ
ア
ル
・
ア
ー

ト
や
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
、
も
の
派
な
ど
を

見
よ
う
と
し
な
か
っ
た
の
は
、
そ
れ
ら
が

デ
ュ
シ
ャ
ン
の
達
成
し
た
こ
と
の
す
そ
野

を
広
げ
た
以
上
に
は
映
ら
な
か
っ
た
か

ら
で
す
。
そ
れ
よ
り
も
差
し
迫
る
日
常

の
現
実
の
ほ
う
が
圧
倒
的
で
し
た
」。

七
六
年
に
は
、
西
武
美
術
館
で
観
た

「
ア
メ
リ
カ
美
術
の
三
十
年
」
展
に
出
品

さ
れ
て
い
た
モ
ー
リ
ス
・
ル
イ
ス
の

り
し
て
い
た
新
宿
駅
の
清
掃
の
ア
ル
バ
イ

ト
を
し
な
が
ら
、
高
円
寺
に
あ
っ
た
フ
ォ

ル
ム
研
究
所
に
通
い
ま
し
た
。
チ
ケ
ッ
ト

制
で
自
由
に
デ
ッ
サ
ン
や
ク
ロ
ッ
キ
ー
が

描
け
る
の
が
よ
か
っ
た
。
研
究
所
の
後
輩

に
は
、
諏
訪
直
樹
が
い
ま
し
た
。
美
大
受

験
で
は
な
く
て
時
代
の
な
か
で
行
き
場

を
な
く
し
た
人
た
ち
が
集
ま
っ
て
き
て
い

た
…
…
。
そ
ん
な
場
所
で
も
あ
っ
た
と

《T
et

》（
一
九
五
八
）
に
衝
撃
を
受
け
る
。
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270271 ホルベイン 画家たちの美術史

すずき・しょうぞう 1946年大阪生まれ。69年
同志社大学法学部卒業。01年第10回インド・
トリエンナーレ日本代表。おもな個展に78年
藍画廊（東京）、80年ときわ画廊（東京）、87年
佐谷画廊（東京）、92、03年ガレリア・フィナル
テ（愛知）、85年以降コバヤシ画廊（東京）で多
数発表。おもなグループ展は88年「第8回ハ
ラ・アニュアル」（原美術館［東京］）、「第7回平
行芸術展」（小原流会館［東京］）、89年「現代
美術への視点　　色彩とモノクローム」（東京
国立近代美術館、京都国立近代美術館）、90
年「幻想の力　　日本の近・現代美術から」（宮
城県美術館）、91年「第27回今日の作家展」
（横浜市民ギャラリー［神奈川］）、98年「日の出
谷古入の森から 若林奮・鈴木省三2人」展
（ギャラリー21＋葉［東京］）、99年「現代日本
絵画の展望」（東京ステーション・ギャラリー）、
01年「色の博物誌・緑」展（目黒区美術館［東
京］）など。今春は、東京・南雪谷の小島びじゅ
つ室で個展（4月3日―24日）が開催される。

ケ
ー
ル
感
が
違
う
よ
う
に
、
名
画
は
、
構

図
の
非
対
称
性
や
そ
の
リ
ズ
ム
の
う
ち
に

感
情
を
生
か
す
空
間
を
開
い
て
い
ま

す
」。

《
レ
ク
イ
エ
ム
》（
一
九
九
〇
―
九
一
）は
、

カ
ヌ
ー
の
事
故
で
急
逝
し
た
親
友
、
諏
訪

直
樹
へ
の
追
悼
作
。
虚
空
を
漂
う
舟
は
、

液
体
ゴ
ム
を
塗
布
し
た
キ
ャ
ン
バ
ス
に
描

か
れ
て
い
る
。

《
希
望
》（
二
〇
〇
二
）は
、
こ
の
数
年
来

取
り
組
ん
で
い
る
シ
リ
ー
ズ
の
一
作
。
従

来
は
オ
イ
ル
・
ス
テ
ィ
ッ
ク
で
描
い
た
も
の

が
多
か
っ
た
が
、
近
作
は
、
キ
ャ
ン
バ
ス
に

油
彩
が
主
に
な
っ
て
い
る
。
筆
は
使
わ
ず

に
新
聞
紙
や
電
話
帳
の
紙
片
で
作
っ
た

上　 玉川上水に近いアパートの一室。周辺には
武蔵野の並木が多く残っている。壁に並んだ動勢
のある黒いグリッドが目立つ近作のエスキースと
スナップ写真のコピーが、タブローに呼ばれるの
を待っている *
下　　使い捨てのプラスチック・トレイに出した
絵具を新聞紙や電話帳を折って作った短冊で掬っ
て描く。短冊は、毎回新しいものを使う *

短
冊
で
絵
具
を
掬す
く

っ
て
、
画
面
に
擦
り

付
け
る
。「
筆
よ
り
も（
画
面
に
）
近
く
直

な
関
係
が
も
て
て
、
瞬
時
の
対
応
が
で

き
ま
す
」。

こ
の
作
品
に
は
、
同
時
多
発
テ
ロ
で
崩

壊
し
た
高
層
ビ
ル
の
イ
メ
ー
ジ
が
投
影
さ

れ
て
い
る
。「
垂
直
な
も
の
が
瞬
時
に
平

面
に
変
わ
る
恐
怖
感
。
僕
の
絵
は
、
ず
っ

と
死
と
再
生
の
イ
メ
ー
ジ
に
よ
っ
て
描
か

れ
て
き
た
よ
う
で
す
…
…
」。
《
あ
ま
か

し
》
《
わ
か
く
さ
》
と
題
さ
れ
た
ほ
か
の

連
作
も
、
蘇
我
一
族
が
滅
ん
だ
古
代
の

丘
や
亡
き
弟
と
旅
し
た
奈
良
の
地
へ
の

憶
い
が
籠こ

め
ら
れ
て
い
る
。
絵
画
の
原
理

を
究
め
る
行
程
は
、
厚
い
感
情
の
泉
と

と
も
に
あ
る
。

マ
テ
ィ
ス
の
最
後
の
油
彩
に
つ
い
て
、
ま

た
絵
画
が
い
か
に
視
線
と
感
情
の
能
動

性
に
と
っ
て
か
け
が
え
の
な
い
形
式
で
あ

る
か
に
つ
い
て
、
語
る
画
家
の
こ
と
ば
は
、

尽
き
る
こ
と
が
な
い
。
そ
れ
は
独
り
深
い

森
の
奧
処
に
分
け
入
っ
て
、
湧
水
の
源
を

智し

る
者
の
語
り
の
よ
う
に
響
く
。

（
二
〇
〇
四
年
二
月
五
日
、
東
京
・
小
金
井
の
作

家
ア
ト
リ
エ
に
て
取
材
）

◎
た
か
み
・
あ
き
ひ
こ﹇
美
術
評
論
家
﹈
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