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川
島
清

Painted History

〈
観
察
〉か
ら
物
質
的
言
語
へ

画
家
た
ち
の
美
術
史

16

1977～78年頃、東京芸大彫刻科の教室で石膏
どりに取り組む。人体塑像を造りながら日本の
彫刻科が信奉する「彫刻」とは、別な視点をもち
はじめていた

鷹
見
明
彦
＝
文

森
田
ケ
ン
＝
写
真﹇
＊
印
﹈

春
の
嵐
に
吹
か
れ
て
、
川
越
市
郊
外

の
ア
ト
リ
エ
を
訪
ね
る
。
鉛
や
鉄
、
ワ
ッ

ク
ス
な
ど
で
覆
わ
れ
た
作
品
か
ら
は
、

晦
渋

か
い
じ
ゅ
う

な
作
家
の
イ
メ
ー
ジ
が
浮
か
ん
で

く
る
。
た
し
か
に
も
っ
と
も
頑
な
表
現
者

の
ひ
と
り
だ
ろ
う
。
だ
が
、
一
見
彩
り
の

な
い
重
々
し
い
そ
の
作
品
が
、
じ
つ
は
細

や
か
な
ニ
ュ
ア
ン
ス
に
富
ん
だ
触
感
と
と

も
に
あ
る
物
質
の
ゆ
た
か
な〈
こ
と
ば
〉

を
語
っ
て
い
る
よ
う
に
、
幾
度
か
行
き
会

っ
た
そ
の
人
か
ら
は
、
独
行
の
道
を
往
こ

う
と
す
る
者
だ
け
が
も
つ
、
自
恃
じ

じ

を
秘

め
た
や
さ
し
さ
が
伝
わ
っ
て
き
た
。

作
家
は
、
福
島
の
会
津
若
松
で
生
ま

れ
育
っ
た
。
旧ふ

る

い
城
下
町
に
は
、
漆
器
や

石
材
を
あ
つ
か
う
職
人
も
多
く
、
森
や

墓
域
と
一
体
に
な
っ
た
寺
の
境
内
を
遊

び
場
と
す
る
環
境
が
あ
っ
た
。

「
あ
と
で
考
え
て
み
る
と
、
素
材
へ
の
こ

だ
わ
り
や
単
体
と
し
て
の
か
た
ち
よ
り

も
空
間
を
志
向
す
る
自
分
の
作
品
の
背

景
に
は
、
子
ど
も
の
と
き
の
生
活
か
ら
の

影
響
が
大
き
い
と
思
い
当
た
り
ま
す
」。

美
術
の
時
間
に
絵
を
描
く
の
は
好
き
だ

っ
た
が
、
熱
中
し
て
い
た
の
は
、
ほ
か
の
仲

1981

修辞比11 1981
ときわ画廊でのインスタレーション

「フォルムを優先する彫刻ではなく、
空間を志向する彫刻をめざして
発表をはじめました。
画家と彫刻家の視点のちがいも、
意識しました」
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間
と
同
じ
よ
う
に
ス
キ
ー
と
野
球
だ
っ

た
。
六
九
年
、
普
通
大
学
を
め
ざ
し
て
上

京
し
浪
人
生
活
を
送
る
が
、
七
〇
年
安

保
闘
争
の
騒
乱
時
に
は
、
一
時
活
動
家

に
な
っ
た
。

「
学
生
運
動
の
な
か
で
、
抑
圧
し
て
き
た

自
分
を
出
し
て
も
い
い
ん
だ
、
と
思
い
ま

し
た
。
予
備
校
も
行
か
な
く
な
っ
た
の
で
、

何
か
を
し
な
く
て
は
と
思
い
、
築
地
の
魚

河
岸
で
働
き
ま
し
た
。
そ
こ
で
知
り
あ
っ

た
職
人
の
谷
中
の
家
へ
遊
び
に
行
く
う

ち
に
、
美
術
の
話
を
す
る
よ
う
に
な
っ
て
、

東
京
国
立
博
物
館
の
エ
ジ
プ
ト
彫
刻
や
仏

像
を
観
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
」。

「
美
術
研
究
所
の
夜
間
コ
ー
ス
に
行
っ
て
、

東
京
芸
大
の
彫
刻
科
を
受
験
し
ま
し
た
。

途
中
か
ら
は
自
分
で
粘
土
を
買
っ
て
独

習
し
、
三
度
の
受
験
で
受
か
り
ま
し
た
。

二
十
五
歳
で
し
た
が
、
当
時
は
浪
人
が

多
か
っ
た
の
で
同
年
代
や
年
上
も
結
構
い

ま
し
た
ね
」。

い
ま
だ
に
旧
態
な
人
体
モ
テ
ィ
ー
フ
の

近
代
彫
刻
を
保
守
す
る
彫
刻
科
の
な
か

で
は
、
別
な
視
点
を
も
つ
自
分
が
い
た
。

「
わ
か
り
や
す
く
い
う
と
、
そ
こ
で
の『
彫

刻
』は
、
フ
ォ
ル
ム
の
追
求
に
終
始
し
て
い

「作品の材料を覆っていた雨ざらしの

テント布を、ある日描いてやろうと

思って、切り取りました」

19892001
「オブザべーション（観察）とは、

日常のなかにある物質への観察と

彫刻への観察を意味しています」

Observation 25 1989 木、鉄、鉛、アクリル絵具　
238×116×137cm

いわき市立美術館蔵（写真提供も）

郎
さ
ん
の
鉄
の
作
品
な
ど
は
一
時
期
、
関

心
を
も
っ
て
見
ま
し
た
が
、
も
の
派
や
ポ

ス
ト
も
の
派
と
い
っ
た
流
れ
は
ほ
と
ん
ど

視
野
に
な
か
っ
た
。
作
品
集
な
ど
に
よ
っ

て
知
る
よ
う
に
な
っ
た
ア
ル
テ
・
ポ
ー
ヴ
ェ

ラ
や
ミ
ニ
マ
ル
・
ア
ー
ト
の
作
品
に
は
、
刺

激
を
受
け
ま
し
た
が
」。

八
〇
年
代
を
と
お
し
て
活
発
に
発
表

し
た
材
木
の
フ
レ
ー
ム
で
鉛
や
鉄
を
囲
ん

だ
床
面
に
拡
が
る
《
彫
刻
へ
の
記
憶
》
な

ど
の
連
作
で
、
着
実
に
実
力
派
と
し
て
の

評
価
を
築
い
た
。「
鉛
を
使
い
だ
し
た
の

は
、
初
期
の
作
品
で
石
に
切
り
込
み
を
い

れ
て
ガ
ラ
ス
板
を
は
め
よ
う
と
し
た
と
き

に
、
溝
を
鉛
で
覆
っ
て
み
た
の
が
最
初
だ

っ
た
。
鉛
屋
に
行
っ
て
み
る
と
、
そ
の
ゆ

た
か
な
触
感
に
充
ち
た
場
所
に
魅
せ
ら

れ
も
し
ま
し
た
」。

空
間
か
ら
素
材
へ
の
探
究
を
進
め
る

と
と
も
に
、
床
面
に
拡
が
る
作
品
は
、
立

つ
こ
と
を
自
明
と
す
る
よ
う
な
彫
刻
の

〈
高
さ
〉か
ら
の
解
放
を
意
志
し
て
い
た
。

一
九
八
六
年
に
は
、
Ａ
Ｃ
Ｃ
日
米
芸
術

家
交
換
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
助
成
で
ニ
ュ
ー
ヨ
ー

ク
へ
。
ジ
ュ
リ
ア
ン
・
シ
ュ
ナ
ー
ベ
ル
な
ど
ニ

ュ
ー
・
ペ
イ
ン
テ
ィ
ン
グ
の
全
盛
期
だ
っ
た

が
、
ア
ー
ト
よ
り
も
生
活
の
な
か
に
あ
る

個
人
の
価
値
と
社
会
の
ち
が
い
を
つ
よ
く

知
っ
た
と
い
う
。「
大
金
持
ち
も
い
る
い
っ

ぽ
う
で
、
そ
こ
に
は
リ
ン
ゴ
を
一
個
だ
け

で
も
買
え
る
自
由
が
あ
り
ま
し
た
」。

《O
b
serv

ation

25
》（
一
九
八
九
）は
、

彫
刻
の
高
さ
へ
の
挑
戦
か
ら
も
う
ひ
と
つ

跳
び
越
え
た
地
点
で
、
彫
刻
を
正
面
か

ら
受
け
と
め
よ
う
と
し
た
作
品
。

Observation 29 1991 木、鉄、鉛、ワックス、ガラス、アクリル板、
ニス、鉄線　95×193×286cm
撮影＝村上慎二　写真提供＝フジテレビギャラリー

水量――地下樹　2001―02 鉛筆、木炭、
エマルジョン、ヨード、オイル、テント地
316×156.5cm ＊

る
。
僕
に
と
っ
て
の
彫
刻
は
、
空
間
を
前

提
に
し
て
い
て
、
た
と
え
ば
森
が
あ
っ
て
、

そ
の
な
か
に
お
寺
が
あ
る
わ
け
で
す
。
か

た
ち
と
い
う
な
ら
、
建
築
の
周
囲
に
あ
る

か
た
ち
に
関
心
が
あ
り
ま
し
た
」。

《
修
辞
比
11
》（
一
九
八
一
）は
、
大
学
院

一
年
の
と
き
に
神
田
の
ギ
ャ
ラ
リ
ー
で
開

い
た
初
個
展
の
作
品
。
積
層
し
た
木
片

ブ
ロ
ッ
ク
と
鉄
材
、
木
の
角
柱
に
よ
っ
て

空
間
を
構
成
し
た
。個
展
を
き
っ
か
け
に
、

彫
刻
以
外
の
現
代
美
術
系
の
作
家
と
知

り
あ
う
機
会
が
生
ま
れ
た
。「
芸
大
油
画

科
の
講
師
だ
っ
た
榎
倉（
康
二
）さ
ん
と
も

そ
こ
で
知
り
あ
っ
て
、
よ
く
飲
み
に
行
く

よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
八
〇
年
代
の
前

半
、
イ
ン
ス
タ
レ
ー
シ
ョ
ン
も
多
く
発
表

さ
れ
て
い
ま
し
た
が
、
絵
画
出
身
の
作
家

が
多
か
っ
た
。
画
家
の
視
点
と
彫
刻
家
の

視
点
に
は
、
基
本
的
な
ち
が
い
が
あ
る
こ

と
も
わ
か
っ
て
、
そ
の
差
異
は
は
っ
き
り

と
意
識
さ
れ
ま
し
た
」。

彫
刻
科
の
異
端
と
し
て
は
、「
高
松
次
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間
と
同
じ
よ
う
に
ス
キ
ー
と
野
球
だ
っ

た
。
六
九
年
、
普
通
大
学
を
め
ざ
し
て
上

京
し
浪
人
生
活
を
送
る
が
、
七
〇
年
安

保
闘
争
の
騒
乱
時
に
は
、
一
時
活
動
家

に
な
っ
た
。

「
学
生
運
動
の
な
か
で
、
抑
圧
し
て
き
た

自
分
を
出
し
て
も
い
い
ん
だ
、
と
思
い
ま

し
た
。
予
備
校
も
行
か
な
く
な
っ
た
の
で
、

何
か
を
し
な
く
て
は
と
思
い
、
築
地
の
魚

河
岸
で
働
き
ま
し
た
。
そ
こ
で
知
り
あ
っ

た
職
人
の
谷
中
の
家
へ
遊
び
に
行
く
う

ち
に
、
美
術
の
話
を
す
る
よ
う
に
な
っ
て
、

東
京
国
立
博
物
館
の
エ
ジ
プ
ト
彫
刻
や
仏

像
を
観
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
」。

「
美
術
研
究
所
の
夜
間
コ
ー
ス
に
行
っ
て
、

東
京
芸
大
の
彫
刻
科
を
受
験
し
ま
し
た
。

途
中
か
ら
は
自
分
で
粘
土
を
買
っ
て
独

習
し
、
三
度
の
受
験
で
受
か
り
ま
し
た
。

二
十
五
歳
で
し
た
が
、
当
時
は
浪
人
が

多
か
っ
た
の
で
同
年
代
や
年
上
も
結
構
い

ま
し
た
ね
」。

い
ま
だ
に
旧
態
な
人
体
モ
テ
ィ
ー
フ
の

近
代
彫
刻
を
保
守
す
る
彫
刻
科
の
な
か

で
は
、
別
な
視
点
を
も
つ
自
分
が
い
た
。

「
わ
か
り
や
す
く
い
う
と
、
そ
こ
で
の『
彫

刻
』は
、
フ
ォ
ル
ム
の
追
求
に
終
始
し
て
い

「作品の材料を覆っていた雨ざらしの

テント布を、ある日描いてやろうと

思って、切り取りました」

19892001
「オブザべーション（観察）とは、

日常のなかにある物質への観察と

彫刻への観察を意味しています」

Observation 25 1989 木、鉄、鉛、アクリル絵具　
238×116×137cm

いわき市立美術館蔵（写真提供も）

郎
さ
ん
の
鉄
の
作
品
な
ど
は
一
時
期
、
関

心
を
も
っ
て
見
ま
し
た
が
、
も
の
派
や
ポ

ス
ト
も
の
派
と
い
っ
た
流
れ
は
ほ
と
ん
ど

視
野
に
な
か
っ
た
。
作
品
集
な
ど
に
よ
っ

て
知
る
よ
う
に
な
っ
た
ア
ル
テ
・
ポ
ー
ヴ
ェ

ラ
や
ミ
ニ
マ
ル
・
ア
ー
ト
の
作
品
に
は
、
刺

激
を
受
け
ま
し
た
が
」。

八
〇
年
代
を
と
お
し
て
活
発
に
発
表

し
た
材
木
の
フ
レ
ー
ム
で
鉛
や
鉄
を
囲
ん

だ
床
面
に
拡
が
る
《
彫
刻
へ
の
記
憶
》
な

ど
の
連
作
で
、
着
実
に
実
力
派
と
し
て
の

評
価
を
築
い
た
。「
鉛
を
使
い
だ
し
た
の

は
、
初
期
の
作
品
で
石
に
切
り
込
み
を
い

れ
て
ガ
ラ
ス
板
を
は
め
よ
う
と
し
た
と
き

に
、
溝
を
鉛
で
覆
っ
て
み
た
の
が
最
初
だ

っ
た
。
鉛
屋
に
行
っ
て
み
る
と
、
そ
の
ゆ

た
か
な
触
感
に
充
ち
た
場
所
に
魅
せ
ら

れ
も
し
ま
し
た
」。

空
間
か
ら
素
材
へ
の
探
究
を
進
め
る

と
と
も
に
、
床
面
に
拡
が
る
作
品
は
、
立

つ
こ
と
を
自
明
と
す
る
よ
う
な
彫
刻
の

〈
高
さ
〉か
ら
の
解
放
を
意
志
し
て
い
た
。

一
九
八
六
年
に
は
、
Ａ
Ｃ
Ｃ
日
米
芸
術

家
交
換
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
助
成
で
ニ
ュ
ー
ヨ
ー

ク
へ
。
ジ
ュ
リ
ア
ン
・
シ
ュ
ナ
ー
ベ
ル
な
ど
ニ

ュ
ー
・
ペ
イ
ン
テ
ィ
ン
グ
の
全
盛
期
だ
っ
た

が
、
ア
ー
ト
よ
り
も
生
活
の
な
か
に
あ
る

個
人
の
価
値
と
社
会
の
ち
が
い
を
つ
よ
く

知
っ
た
と
い
う
。「
大
金
持
ち
も
い
る
い
っ

ぽ
う
で
、
そ
こ
に
は
リ
ン
ゴ
を
一
個
だ
け

で
も
買
え
る
自
由
が
あ
り
ま
し
た
」。

《O
b
serv

ation

25
》（
一
九
八
九
）は
、

彫
刻
の
高
さ
へ
の
挑
戦
か
ら
も
う
ひ
と
つ

跳
び
越
え
た
地
点
で
、
彫
刻
を
正
面
か

ら
受
け
と
め
よ
う
と
し
た
作
品
。

Observation 29 1991 木、鉄、鉛、ワックス、ガラス、アクリル板、
ニス、鉄線　95×193×286cm
撮影＝村上慎二　写真提供＝フジテレビギャラリー

水量――地下樹　2001―02 鉛筆、木炭、
エマルジョン、ヨード、オイル、テント地
316×156.5cm ＊

る
。
僕
に
と
っ
て
の
彫
刻
は
、
空
間
を
前

提
に
し
て
い
て
、
た
と
え
ば
森
が
あ
っ
て
、

そ
の
な
か
に
お
寺
が
あ
る
わ
け
で
す
。
か

た
ち
と
い
う
な
ら
、
建
築
の
周
囲
に
あ
る

か
た
ち
に
関
心
が
あ
り
ま
し
た
」。

《
修
辞
比
11
》（
一
九
八
一
）は
、
大
学
院

一
年
の
と
き
に
神
田
の
ギ
ャ
ラ
リ
ー
で
開

い
た
初
個
展
の
作
品
。
積
層
し
た
木
片

ブ
ロ
ッ
ク
と
鉄
材
、
木
の
角
柱
に
よ
っ
て

空
間
を
構
成
し
た
。個
展
を
き
っ
か
け
に
、

彫
刻
以
外
の
現
代
美
術
系
の
作
家
と
知

り
あ
う
機
会
が
生
ま
れ
た
。「
芸
大
油
画

科
の
講
師
だ
っ
た
榎
倉（
康
二
）さ
ん
と
も

そ
こ
で
知
り
あ
っ
て
、
よ
く
飲
み
に
行
く

よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
八
〇
年
代
の
前

半
、
イ
ン
ス
タ
レ
ー
シ
ョ
ン
も
多
く
発
表

さ
れ
て
い
ま
し
た
が
、
絵
画
出
身
の
作
家

が
多
か
っ
た
。
画
家
の
視
点
と
彫
刻
家
の

視
点
に
は
、
基
本
的
な
ち
が
い
が
あ
る
こ

と
も
わ
か
っ
て
、
そ
の
差
異
は
は
っ
き
り

と
意
識
さ
れ
ま
し
た
」。

彫
刻
科
の
異
端
と
し
て
は
、「
高
松
次

bt05_p133-136_4.0 bijutsushi/  04.4.7  6:48 PM  ページ134



136137

かわしま・きよし 1951年福島県生まれ。81年東京
芸術大学美術学部彫刻科卒業。86年同大学院博士
後期課程満期退学。86-88年ACC日米芸術家交換プ
ログラムでニューヨークに滞在。おもな個展に81年と
きわ画廊（東京）、87年Ｐ.Ｓ.１（NY）、88年INAXギャラ
リー（東京）、89年創庫美術館・点（新潟）、90年現代
彫刻センター（東京）、92、01年フジテレビギャラリー
（東京）、93年いわき市立美術館（福島）、00年SOKO
東京画廊、01年セゾンアートプログラム・ギャラリー
（東京）、03、04年ギャルリー東京ユマニテなど。おも
なグループ展は89年「第３回牛窓国際現代美術ビエン
ナーレ」（岡山）、91年「〈物体〉詩」（板橋区立美術館
［東京］）、96年「レクイエム――榎倉康二と33人の作
家」（齋藤記念川口現代美術館［埼玉］）、00年「ART
TODAY2000――３つの回顧から」（セゾン現代美術館
［軽井沢］）、02年「モダニズムの至福のとき」（宇都宮
美術館［栃木］）など。

「O
b
serv

ation

（
観
察
）」
に
は
、
日
常

の
な
か
に
あ
る
物
質
や
素
材
へ
の
観
察
と

〈
彫
刻
〉へ
の
観
察
と
い
う
意
味
が
含
ま
れ

て
い
る
。
鉛
や
木
の
表
面
に
は
、
一
部
に

白
や
赤
の
ア
ク
リ
ル
絵
具
が
塗
ら
れ
た

り
ド
リ
ッ
プ
さ
れ
て
い
る
。「
白
は
、
色
彩
で

は
な
く
て
、
形
体
の
な
か
に
は
い
る
と
、

か
た
ち
自
体
が
変
容
し
て
見
え
て
く
る
」。

《
水
量
　
　
地
下
樹
》（
二
〇
〇
一
―
〇

二
）
は
、
テ
ン
ト
布
に
木
工
ボ
ン
ド
で
凹

凸
の
地
を
作
り
、
鉛
筆
や
木
炭
、
ヨ
ー
ド

液
な
ど
で
描
い
た
り
塗
っ
た
り
消
し
た
り

し
て
醸
成
し
た
平
面
作
品
。「
描
く
よ
り

も
削
っ
た
り
消
す
作
業
が
多
い
で
す
ね
。

こ
の
テ
ン
ト
地
は
、
外
に
置
い
た
作
品
の

材
料
に
掛
け
て
い
た
カ
バ
ー
な
ん
だ
け

ど
、
十
年
ぐ
ら
い
雨
ざ
ら
し
に
な
っ
て
い

て
、
あ
る
日
、
描
い
て
や
ろ
う
か
と
思
っ

て
一
部
を
切
り
取
っ
て
使
っ
て
み
た
。
ヨ

ー
ド
液
は
、
の
ど
が
弱
い
の
で
よ
く
う
が

い
を
す
る
と
、
洗
面
台
に
散
っ
た
様
子
が

よ
く
て
ね
」。

《
水
量
　
　
蟻
の
大
通
り
》（
二
〇
〇

〇
／
〇
一
―
〇
三
）
は
、
物
質
の
連
係
と

集
積
を
経
て
、「
密
度
を
上
げ
る
」
方
向

に
あ
る
最
近
作
の
一
点
。「
余
分
な
こ
と

を
よ
く
見
つ
め
て
、
そ
の
時
間
に
対
応
し

な
が
ら
正
確
に
し
て
い
こ
う
と
。
こ
の
作

品
は
、
さ
あ
始
め
よ
う
と
お
も
っ
て
ア
ト

リ
エ
に
は
い
っ
た
ら
、
ア
リ
が
一
匹
歩
い
て

い
た
の
で
、
そ
れ
を
じ
っ
と
見
つ
め
て
い
た

の
が
き
っ
か
け
に
な
り
ま
し
た
」。

観
察
か
ら
、
凝
縮
へ
―
―
。
世
界
に
充

ち
な
が
ら
も
、
放
置
さ
れ
た
物
質
的
言

語
と
い
う
も
う
ひ
と
つ
の
声
を
喚よ

ぶ
行
の

前
に
は
、
し
ず
か
に
烈
し
く
、
寄
せ
て
は

返
す
淵
が
あ
る
。

（
二
〇
〇
四
年
三
月
十
八
日
、埼
玉
県
川
越
市
の
作

家
ア
ト
リ
エ
に
て
取
材
）

◎
た
か
み
・
あ
き
ひ
こ﹇
美
術
評
論
家
﹈

上　　学校の側に建つアトリエは、倉庫にも見える。
鉛板や材木、ワイヤーなどの素材を収納した鉄骨製
の大棚は、作品の気配に通じている　＊
下　　水量　　蟻の大通り 2000/01―03 鉄、
鉛、木、石膏、テント地、Gボンド、オイル　
68×67×291cm 宇都宮美術館蔵　撮影＝山本糾　
写真提供＝ギャルリー東京ユマニテ

ホルベイン 画家たちの美術史
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