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Painted History

生
ま
れ
く
る〈
余
白
〉の
響
き

画
家
た
ち
の
美
術
史

1976年、《線より》とともに。60年代の終わりから70年代前半に
かけての変革期に登場した「もの派」の活動もひとつの季節を過ぎ
て、作家たちはそれぞれの道へ。造形を原理的に批判した「もの派」
を超えて、ふたたび絵画、彫刻を再構築するようになった

鷹
見
明
彦
＝
文

森
田
兼
次
＝
写
真﹇
＊
印
﹈

鎌
倉
宮
の
裏
か
ら
山
の
ほ
う
へ
上
が
っ

た
尾
根
道
の
入
り
口
近
く
。
訪
ね
た
ア

ト
リ
エ
の
作
家
は
、
近
年
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
の

活
動
が
広
が
っ
て
、1
年
の
半
分
以
上
は
、

海
外
暮
ら
し
と
か
。「
数
日
も
仕
事
を
し

な
い
と
、
手
が
強こ
わ

ば
っ
て
、
言
う
こ
と
を

き
か
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。
そ
れ
で
大
き

い
筆
を
握
っ
て
、
力
を
出
す
。
そ
う
じ
ゃ

な
い
と
、
握
力
が
出
な
く
な
っ
て
し
ま
う

の
で
」。

「
僕
の
場
合
、
身
体
性
が
す
ご
く
大
事

で
、
身
体
を
外
し
ち
ゃ
っ
た
ら
、
描
く
理

由
は
あ
ま
り
な
い
ん
で
す
。
身
体
を
鍛
え

る
と
か
、特
別
な
こ
と
は
し
ま
せ
ん
け
ど
、

身
体
と
の
関
わ
り
の
な
か
で
、
一
生
懸
命

も
の
を
つ
く
る
、
そ
の
感
覚
を
大
事
に
し

て
や
っ
て
き
た
わ
け
で
す
」。

庭
側
の
戸
口
を
開
け
放
っ
た
木
造
の

広
間
は
、
韓
国
の
旧
家
に
い
る
よ
う
な
趣

が
あ
る
。
壁
を
埋
め
る
書
棚
、
窓
辺
に

吊
さ
れ
た
刷
毛
や
太
筆
、
さ
り
げ
な
く

置
か
れ
た
朝
鮮
半
島
の
民
芸
家
具
や
陶

器
な
ど
…
…
。

「
僕
が
生
ま
れ
育
っ
た
慶
尚
南
道

キ
ョ
サ
ン
ナ
ン
ド

の
山

奥
の
村
は
、
儒
教
色
の
強
い
所
だ
っ
た
。

無題　1964 キャンバスに油彩
31.5×40.5cm

李
禹
煥

34

1964
「子どものころの儒教的な教育では、
画は賤技

せ ん ぎ

と言われていたので、
絵描きになる気はなかったのです」
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照応　2005
キャンバスに油彩　
227×364cm 個人蔵［＊］
横浜美術館での展示より

は
ち
が
う
世
界
が
あ
っ
て
、
こ
れ
は
、
日

本
語
を
覚
え
て
勉
強
す
る
し
か
な
い
と

…
…
」。

日
本
大
学
の
哲
学
科
に
入
っ
て
、ハ
イ

デ
ガ
ー
や
ニ
ー
チ
ェ
を
学
ん
だ
。
60
年
代
前

半
、
安
保
闘
争
の
な
か
、
南
北
の
統
一
運

動
や
反
軍
事
政
権
闘
争
、
そ
し
て
文
学
へ

の
挫
折
な
ど
を
経
て
、
美
術
の
道
に
向
か

う
。
こ
の
間
、
絵
を
学
び
直
そ
う
と
し
て
、

日
本
画
の
画
塾
に
行
っ
た
り
も
し
た
。

子
ど
も
の
こ
ろ
か
ら
、
文
人
に
な
る
た
め

の
教
育
を
受
け
て
、
画
も
習
わ
さ
れ
ま

し
た
が
、
儒
教
で
は
、『
画
は
、
賤
技
せ
ん
ぎ（

い
や

し
い
技
）
な
り
』
と
さ
れ
て
い
た
の
で
、
そ

れ
が
コ
ン
プ
レ
ッ
ク
ス
に
な
っ
て
、
後
年
ま

で
、
絵
描
き
に
な
る
気
は
な
か
っ
た
」。

「
子
ど
も
の
こ
ろ
は
、
絵
よ
り
音
楽
が
好

き
で
、
叔
父
の
家
に
あ
っ
た
蓄
音
機
で
レ

コ
ー
ド
を
か
け
る
と
、
中
に
人
も
い
な
い

の
に
シ
ン
フ
ォ
ニ
ー
が
鳴
っ
て
、
非
常
に
び

っ
く
り
し
て
感
動
し
た
。
見
え
る
も
の
よ

り
、
見
え
な
い
も
の
、
抽
象
的
な
も
の
が

人
を
と
ら
え
る
こ
と
の
驚
き
。
そ
う
し

た
発
想
の
原
点
は
、い
ま
だ
に
変
わ
ら
な

い
で
す
」。

中
学
生
の
と
き
に
朝
鮮
戦
争
を
体
験
。

そ
の
後
、
釜
山
を
経
て
、
ソ
ウ
ル
で
暮
ら

す
。
ソ
ウ
ル
大
学
の
付
属
高
校
で
は
、
文

学
に
熱
中
す
る
あ
ま
り
、
志
望
の
文
学

部
に
は
進
め
ず
、
美
術
学
部
へ
。
１
９
５

６
年
、
大
学
の
夏
休
み
に
横
浜
に
住
ん

で
い
た
叔
父
を
訪
ね
て
、
日
本
へ
渡
航
。

「
戦
争
や
植
民
地
支
配
へ
の
憤
い
き
ど
おり
よ
り

も
、
早
く
進
ん
だ
世
界
へ
行
っ
て
学
び
た

い
気
持
ち
の
ほ
う
が
強
か
っ
た
。
来
て
み

た
ら
、
聞
い
て
い
た
の
や
想
像
し
た
の
と

点より 1977
キャンバスに膠、
岩絵具
182×227cm
東京国立近代美
術館蔵

2005 「点を一つ、ポンとつけると、周りの空気が

響きあう場合もあれば、何も起こらない場合もある」

関係項　1969
ガラス、石、ゴム
「現代美術の動向」展
（京都国立近代美術館）
でのインスタレーション

1969 「もの派は、物ではなく、モノとモノとの関係によって、

世界のあり方を再提示する運動だった」

誤
解
が
依
然
あ
る
け
れ
ど
、
ガ
ラ
ス
と
か

オ
イ
ル
、
セ
メ
ン
ト
、
電
球
な
ど
の
工
業

製
品
も
組
み
合
わ
せ
て
使
っ
た
と
こ
ろ

が
、
ミ
ソ
な
ん
で
す
。
そ
れ
は
、
戦
後
の
消

費
物
質
文
明
の
矛
盾
が
、
世
界
的
に
批

判
さ
れ
た
時
代
に
生
ま
れ
た
運
動
だ
っ

た
」。

「『
も
の
派
』は
、
誰
か
が
付
け
た
蔑
称

べ
っ
し
ょ
う

だ
っ
た
け
れ
ど
も
、
べ
つ
に
物
に
こ
だ
わ
っ

た
わ
け
じ
ゃ
な
く
て
、つ
く
る
こ
と
よ
り
、

モ
ノ
と
モ
ノ
の
関
係
や
場
に
力
点
を
置
い

て
、
世
界
の
あ
り
方
を
再
提
示
す
る
方

法
だ
っ
た
の
で
す
」。

《
点
よ
り
》（
１
９
７
７
）
は
、
も
の
派
の
時

期
を
過
ぎ
て
、
再
び
新
し
い
観
点
か
ら

平
面
に
向
か
っ
た
連
作
の
一
点
。「
立
体

と
ち
が
っ
て
、
絵
画
は
、
限
定
さ
れ
た
フ

レ
ー
ム
に
孤
独
に
立
ち
向
か
う
性
格
が

強
く
あ
る
。
そ
こ
に
モ
ノ
や
空
間
や
い
ろ

ん
な
状
況
を
表
現
の
場
に
使
う
こ
と
を
、

も
っ
と
抽
象
化
し
て
、
身
体
を
抽
象
的
な

動
き
の
な
か
に
と
ら
え
る
仕
事
の
可
能

性
が
あ
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
…
…
。
こ
れ

が
、
僕
が
絵
画
に
再
び
注
目
し
た
理
由

で
す
」。

70
年
代
の
半
ば
か
ら
は
、
し
だ
い
に
制

《
無
題
》（
１
９
６
４
）は
、
文
人
画
の
手
法

に
ア
ン
フ
ォ
ル
メ
ル
絵
画
の
影
響
が
混
ざ

り
合
っ
て
い
た
初
期
作
。「
58
年
ご
ろ
、
大

学
の
先
生
の
弟
に
ア
メ
リ
カ
帰
り
の
人
が

い
て
、
ポ
ロ
ッ
ク
や
マ
ー
ク
・
ト
ビ
ー
の
作

品
が
載
っ
た
美
術
雑
誌
を
見
せ
て
も
ら
っ

た
の
が
き
っ
か
け
に
な
っ
て
、
新
し
い
作
品

が
出
て
い
そ
う
な
展
覧
会
を
見
て
歩
く

よ
う
に
な
っ
た
。
ま
だ
現
代
美
術
が
紹
介

さ
れ
る
機
会
の
少
な
い
時
代
、
フ
ォ
ン
タ

ナ
の
作
品
な
ど
を
見
て
、
奇
妙
な
も
の

が
あ
る
な
と
」。

１
９
６
７
年
、
当
時
、
現
代
美
術
系
新

人
の
発
表
の
場
だ
っ
た
サ
ト
ウ
画
廊
で
、

初
個
展
。「
美
術
評
論
家
の
石
子
順
造
さ

ん
や
関
根
伸
夫
さ
ん
た
ち
と
知
り
合
っ

た
の
も
、
そ
の
こ
ろ
だ
っ
た
。
石
子
さ
ん

は
、
後
に
中
原
佑
介
さ
ん
と『
ト
リ
ッ
ク

ス
＆
ビ
ジ
ョ
ン
』展
を
企
画
し
ま
し
た
が
、

も
の
派
の
誕
生
に
は
、
高
松
次
郎
を
元

祖
に
当
時
流
行
っ
て
い
た
ト
リ
ッ
キ
ー
な

視
覚
操
作
の
影
響
が
大
き
か
っ
た
」。

《
関
係
項
》（
１
９
６
９
）は
、
も
の
派
全
盛

期
の
イ
ン
ス
タ
レ
ー
シ
ョ
ン
。「『
も
の
派
』

と
い
う
と
、
石
や
木
な
ど
を
組
み
合
わ

せ
る
東
洋
的
な
ミ
ニ
マ
リ
ズ
ム
み
た
い
な
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横浜美術館での展示より
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りー・うーふぁん　1936年韓国・慶尚南道生まれ。56年ソウル大学校美術
大学中退、来日。61年日本大学文学部哲学科卒業。69年美術出版社芸術
評論賞受賞。2001年世界文化賞絵画部門賞。主な著書に『新版・出会い
を求めて』（美術出版社、2000年）、『余白の芸術』（2000年）、『時の震え』
（2004年、ともにみすず書房）など。現在、多摩美術大学教授。主な個展
に67年サトウ画廊（東京）、70年田村画廊（東京）、73、83年東京画廊（東
京）、78年デュッセルドルフ市立美術館（ドイツ）、88年岐阜県美術館、93
年神奈川県立近代美術館、94年韓国国立現代美術館（ソウル）、96、2004
年リッソン・ギャラリー（ロンドン）、97年ジュ・ド・ポーム国立ギャラリー（パ
リ）、01年ボン市立美術館（ドイツ）、03年ホアム・アート・ギャラリーほか
（ソウル）、04年フェルネ・ブランカ現代美術館（フランス）など。主なグル
ープ展は、68年「韓国現代絵画展」（東京国立近代美術館）、69年「現代美
術の動向」（京都国立近代美術館）、70年「現代美術の一断面」（東京国立近
代美術館）、71年パリ青年ビエンナーレ、77年ドクメンタ6（カッセル、ドイ
ツ）、86年「前衛の日本」ポンピドゥ・センター（パリ）、87年「もの派とポス
トもの派」（西武美術館、東京）、90年「ミニマル・アート」（国立国際美術館、
大阪）、95年「アジアナ」（パラッツオ・ヴェンドラミン、ベニス）、「1970年
―物質と知覚」（岐阜県美術館ほか）、98年「サラエボ2000」（ルードヴィヒ
近代美術館、ウィーン）、2000年上海ビエンナーレ（中国）、01年「センチュ
リー・シティ」（テート・モダン、ロンドン）、04年「前未来の美術」（グルノー
ブル美術館、フランス）など。

横浜美術館にて。背景作品は、「李禹煥 余白の芸術」展（9月17日～12月23日）に設置された新作
《関係項ー鉄の壁》（2005年）。本展のためにつくられた全長18m、高さ3mの大作は、圧巻。石は、
城県真壁町産の御影石。今秋には、「もの派ー再考」展（10月25日～12月18日　大阪・国立国際美
術館）も開催される［＊］

つ
け
る
と
、つ
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
周
り
の

空
気
が
響
き
あ
う
場
合
も
あ
れ
ば
、
何

も
起
こ
ら
な
い
場
合
も
あ
る
。
響
き
あ
い

と
い
う
か
、
あ
る
震
動
が
生
ま
れ
て
き
た

と
き
に
絵
画
的
な
条
件
が
成
立
す
る
」。

「
鐘
を
つ
く
と
、『
鐘
が
鳴
る
』と
ふ
つ
う

は
言
う
け
れ
ど
、
じ
つ
は
、
周
り
の
空
間

や
空
気
が
な
け
れ
ば
、
響
き
は
生
ま
れ

な
い
。
し
か
も
聴
く
人
も
い
な
い
と
。
そ

う
し
た
空
間
の
響
き
あ
い
を
も
っ
て
、
表

現
と
し
、
そ
れ
を『
余
白
』と
い
う
。
あ
る

種
の
山
水
画
の
よ
う
に
、
描
き
残
し
た

部
分
を
余
白
と
い
う
考
え
は
、
僕
に
は
な

い
。
こ
れ
は
、
東
洋
に
限
ら
ず
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

の
い
ろ
い
ろ
な
作
品
に
つ
い
て
も
、
説
明
で

き
る
こ
と
で
す
」。

ほ
の
暗
い
室
内
か
ら
、
庭
の
隅
に
錆
び

た
鉄
板
と
石
の
作
品
に
日
が
当
た
っ
て
い

る
の
が
見
え
た
。
付
近
の
寺
や
遠
い
寺
の

鐘
の
音
が
、
風
に
の
っ
て
響
き
あ
う
よ
う

な
幻
聴
が
し
た
。
話
が
終
わ
り
、
お
茶

を
飲
ん
で
、
丘
の
家
の
上
を
過
ぎ
る
白
雲

を
仰
ぎ
な
が
ら
、
坂
道
を
く
だ
っ
た
。

◎
た
か
み
・
あ
き
ひ
こ﹇
美
術
評
論
家
﹈

５
月
17
日
、
鎌
倉
・
二
階
堂
の
作
家
ア
ト
リ
エ
と

９
月
16
日
、
横
浜
美
術
館
に
て
取
材

作
と
発
表
の
場
を
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
へ
と
移
し

た
。
日
本
や
ア
ジ
ア
と
は
別
な〈
他
者
〉

に
対
し
て
、
普
遍
性
を
考
え
る
闘
い
の
な

か
で
、
切
り
詰
め
た
表
現
に
な
っ
て
き
た

と
い
う
。

《
照
応
》（
２
０
０
５
）
は
、
工
場
仕
上
げ

で
ニ
ュ
ー
ト
ラ
ル
に
し
っ
か
り
と
地
塗
り

さ
れ
た
キ
ャ
ン
バ
ス
上
に
、
大
き
な
刷
毛

の
筆
跡
に
よ
っ
て
、
余
白
を
響
か
せ
る
最

近
作
の
一
点
。「
ま
ず
、
絵
が
ど
こ
か
ら

生
ま
れ
て
く
る
か
。
点
を
一
つ
、
ポ
ン
と

《関係項ー鉄の壁》（2005）。本展のためにつくられた全長18m、高さ3mの大作は、圧巻。石材は、茨
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