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Painted History

日
本
の
近
代
美
術
史
を「
見
つ
め
る
」描
き
手

画
家
た
ち
の
美
術
史

1954年、パリ日本館での自室にて。野見山のうしろ、右手に《パリ
郊外》が掛かっている

林
洋
子
＝
文

森
田
兼
次
＝
写
真﹇
＊
﹈

80
代
を
迎
え
た
野
見
山
暁
治
は
ま
す

ま
す
多
忙
だ
。
東
京
国
立
近
代
美
術
館

で
の
大
規
模
な
回
顧
展（
２
０
０
３
年
）の

ほ
か
、
自
叙
伝
や
エ
ッ
セ
イ
集
の
刊
行
が

続
い
て
お
り
、
往
年
の「
昭
和
」の
美
術
家

の
訃
報
や
「
没
後
○
○
年
記
念
回
顧
展
」

の
た
び
に
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
や
エ
ッ
セ
イ
に
よ

く
か
り
出
さ
れ
も
す
る
。
東
京
美
術
学

校
、
池
袋
モ
ン
パ
ル
ナ
ス
、
第
二
次
大
戦
、

パ
リ
、
文
化
功
労
者
な
ど
、
そ
の
経
歴
を

彩
る
キ
ー
ワ
ー
ド
が
こ
の
国
の
油
彩
画
の

歴
史
を
体
現
し
て
い
る
と
い
う
理
由
も
当

然
な
が
ら
、
た
だ
単
に「
生
き
残
り
組
」、

「
語
り
部
的
存
在
」
だ
か
ら
回
想
を
求
め

ら
れ
る
の
で
は
な
い
。
他
人
へ
の
鋭
い
観

察
眼
と
、
明
晰
な
記
憶
力
、
さ
ら
に
そ
れ

ら
を
言
語
化
す
る
能
力
を
兼
ね
備
え
た

稀
有
な
画
家
な
れ
ば
こ
そ
で
あ
る
。
今
回

の
取
材
に
際
し
て
、
評
判
の
ア
ト
リ
エ
を

訪
ね
た
い
と
希
望
し
、
ま
た
特
に
フ
ラ
ン

ス
滞
在
期
に
つ
い
て
、
本
人
か
ら
直
接
話

を
伺
い
た
い
と
願
っ
た
。
氏
は
、
東
京
・
練

馬
と
、
郷
里
に
近
い
福
岡
・
糸
島
の
、
ふ

た
つ
の
自
宅
を
往
復
す
る
日
常
と
い
う

が
、
夏
を
過
ご
す
福
岡
に
移
る
前
日
、
練

パリ郊外 1954 キャンバスに油彩
72.6×99.7cm 目黒区美術館蔵

野
見
山
暁
治

44

1945 「戦後、学生時代に心酔していたフォーヴィスムが心許なくなった
んです。画面にもっと厳密な世界がほしいと思い、セザンヌやエ
ル・グレコに向かいました」

ホルベイン 画家たちの美術史
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馬
の
ア
ト
リ
エ
を
訪
ね
た
。

地
下
鉄
の
駅
か
ら
ゆ
る
ゆ
る
と
坂
を

登
る
と
、
コ
ン
ク
リ
ー
ト
打
ち
放
し
の
モ

ダ
ン
な
建
物
が
あ
っ
た
。
間
口
が
狭
く
、

奥
に
延
び
た
土
地
に
長
方
形
の「
箱
」
が

建
ち
あ
が
っ
て
い
る
。
建
築
家
・
篠
原
一

男
に
依
頼
し
て
１
９
７
１
年
に
完
成
し
た

建
物
は
、
今
日
な
お
新
鮮
な
印
象
を
与
え

る
。
玄
関
か
ら
入
る
と
、
階
段
を
上
が
っ

て
す
ぐ
に
四
角
い
シ
ン
プ
ル
な
仕
事
場

ア

ト

リ

エ

が

あ
り
、
さ
ら
に
仕
切
り
な
く
リ
ビ
ン
グ
へ

と
つ
な
が
る
。
設
計
に
際
し
野
見
山
は
、

「
箱
が
ひ
と
つ
あ
れ
ば
い
い
」と
注
文
し
た
。

そ
の
発
想
源
は
、
10
年
余
り
を
暮
ら
し
た

パ
リ
で
の
体
験
に
あ
る
と
い
う
。
滞
仏
期

の
後
半
、
約
7
年
間
を
過
ご
し
た
の
が
、

パ
リ
郊
外
ラ
イ
・
レ
・
ロ
ー
ズ
の
ア
ト
リ
エ

だ
っ
た
。
そ
こ
は
１
９
３
０
年
代
か
ら
パ

リ
に
い
た
彫
刻
家
・
高
田
博
厚
が
戦
後
住

ん
だ
部
屋
を
引
き
継
い
だ
も
の
で
、
建
物

3
階
の
、
も
と
は
ビ
リ
ヤ
ー
ド
部
屋
で
、

柱
の
な
い
、
天
井
の
高
い
空
間
だ
っ
た
。

パ
リ
へ
の
憧
れ
は
、
１
９
３
０
年
代
か
ら

ず
っ
と
持
っ
て
い
た
。
そ
も
そ
も
「
藤
島
武

二
や
岡
田
三
郎
助
の
よ
う
な
フ
ラ
ン
ス
留

学
経
験
を
持
つ
先
生
に
学
び
た
い
」
と
、

東
京
美
術
学
校
を
目
指
し
た
と
い
う
。
戦

前
の
、
本
場
の
情
報
や
作
品
が
日
本
国
内

で
は
限
ら
れ
た
時
代
に
、
若
き
野
見
山
は

上
野
の
学
校
や
池
袋
の
ア
ト
リ
エ
村
で

「
あ
り
も
し
な
い
西
洋
を
つ
く
っ
て
描
く
の

が
油
絵
だ
と
思
っ
て
」
描
き
続
け
た
。
な

ん
と
か
パ
リ
に
留
学
し
、
本
場
の
油
絵
、

そ
し
て
そ
こ
に
描
か
れ
た
風
土
を
そ
の
眼

で
見
た
い
と
願
っ
た
が
、
戦
争
が
本
格
化

し
、
一
兵
卒
と
し
て
中
国
戦
線
へ
。「
戦
没

画
学
生
」
と
な
る
可
能
性
は
十
分
す
ぎ
る

ほ
ど
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
命
は
な
が
ら
え

た
も
の
の
、
作
品
の
ほ
ぼ
す
べ
て
を
空
襲

で
失
う
こ
と
に
な
る
。

野
見
山
の
渡
仏
が
実
現
し
た
の
は
１
９

５
２
年
末
、
パ
リ
へ
の
到
着
は
翌
年
初
め
、

31
歳
を
迎
え
て
い
た
。
当
初
は
、
パ
リ
南

端
に
あ
る
国
際
大
学
都
市
の「
日
本
館
」

に
住
ま
っ
た
。
こ
こ
で
の
ス
ナ
ッ
プ
写
真

に
、《
パ
リ
郊
外
》
が
写
っ
て
い
る
。
初
め

て
サ
ロ
ン
･
ド
ー
ト
ン
ヌ
に
出
品
し
た
作

品
の
ひ
と
つ
で
、
日
本
館
か
ら
近
い
プ
ラ

ス
・
ド
・
イ
タ
リ
ー
方
面
を
描
い
た
も
の

だ
。
こ
の
作
品
に
見
ら
れ
る
、
地
面
か
ら

建
物
を
描
き
あ
げ
て
画
面
を
埋
め
て
い
く

ス
タ
イ
ル
は
日
本
で
す
で
に
始
ま
っ
て
い
た

蔵王　1966 キャンバスに油彩　181.7×227.7cm 福岡県立美術館蔵

1953 「パリで見ると、ぼくの絵はすんなりとうまいけれど、人よりへっこんだ感じがしました。
ちーんとしていて、どこにも破綻がないけれど、強さがない」



167

1964 「パリにいながら、日本から東洋の画集を取りよせては見入る滑稽さを数年繰り
返して、いっそ東洋の日本に帰ろうと」

が
、
明
ら
か
に
色
彩
が
大
き
く
変
化
し
て

い
る
。
フ
ラ
ン
ス
到
着
後
、
ほ
ぼ
1
年
間

は
油
彩
画
を
描
か
ず
、
美
術
館
に
行
っ
た

り
、
モ
ビ
レ
ッ
ト
に
乗
っ
て
各
地
の
風
土
を

見
て
ま
わ
っ
た
り
す
る
生
活
を
送
っ
た
。

油
彩
画
を
再
開
し
た
と
き
、「
日
本
か
ら

持
っ
て
き
た
絵
具
に
使
い
た
い
色
が
ひ
と

つ
も
な
か
っ
た
」
と
愕
然
と
す
る
。
日
本

的
セ
ザ
ン
ヌ
風
と
で
も
い
う
べ
き
寒
色
傾

向
は
、「
自
分
で
も
気
が
つ
か
な
い
う
ち

に
」、
バ
ラ
色
へ
と
変
貌
し
て
い
た
。

野
見
山
が
着
い
た
パ
リ
に
は
、
す
で
に

田
渕
安
一
、
今
井
俊
満
、
菅
井
汲
な
ど
複

数
の
日
本
人
画
家
が
い
た
。
彼
ら
の
多
く

が
抽
象
傾
向
、
な
か
で
も
ア
ン
フ
ォ
ル
メ
ル

に
身
を
投
じ
、
ス
ポ
ッ
ト
ラ
イ
ト
を
浴
び

て
い
っ
た
の
と
は
対
照
的
に
、
野
見
山
は

人
物
や
風
景
を
淡
々
と
描
き
、
サ
ロ
ン
･

ド
ー
ト
ン
ヌ
な
ど
に
出
品
し
て
い
く
。
ア

メ
リ
カ
の
抽
象
表
現
主
義
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

に
紹
介
さ
れ
る
の
も
こ
の
時
期
だ
っ
た
。

「
街
の
画
廊
に
は
そ
う
い
う
も
の（
抽
象
画
）

が
氾
濫
し
て
い
た
け
れ
ど
、
興
味
が
な
か

っ
た
」。
野
見
山
の「
具
象
性
が
う
す
れ
」

は
じ
め
る
の
は
１
９
５
０
年
代
後
半
で
、

ギ
メ
美
術
館
で
東
洋
画
に
触
れ
た
の
を

き
っ
か
け
に
、「
日
本
か
ら
東
洋
の
画
集
を

取
り
寄
せ
て
は
見
入
る
よ
う
に
」
な
り
、

「
フ
ラ
ン
ス
人
の
よ
う
に
拮
抗
す
る
色
の

闘
い
や
画
面
の
秩
序
を
獲
得
し
た
い
と
長

ら
く
思
っ
て
い
た
け
れ
ど
、
ま
る
き
り
違

う
世
界
が
あ
る
」こ
と
に
驚
か
さ
れ
た
。

画
面
の
な
か
で「
う
つ
ろ
い
」は
じ
め
た
か

た
ち
が
現
地
の
契
約
画
廊
に
受
け
入
れ

ら
れ
な
か
っ
た
こ
と
も
あ
っ
て
、
１
９
６
４

年
、
野
見
山
は
か
な
り
衝
動
的
に
12
年
過

ご
し
た
パ
リ
を
離
れ
る
決
意
を
す
る
。

母
国
に
戻
っ
て
し
ば
ら
く
は
、
一
種
の

カ
ル
チ
ャ
ー
シ
ョ
ッ
ク
で「
何
を
描
い
て
も

ひまな日　2002 キャンバスに油彩
194×194cm 田川市美術館蔵

近づいてきた景色　1981 キャンバスに油彩　130.4×194cm
福岡文化財団蔵

ホルベイン 画家たちの美術史
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のみやま・ぎょうじ 1920年福岡生まれ。43
年、東京美術学校油画科卒業。応召し満州に
派遣後、入院。46年、第2回西部美術展覧会
で福岡県知事賞、52～64年滞仏、56年には
サロン・ドートンヌ会員に。58年「安井賞」受
賞。68年、東京芸術大学助教授就任（のち教
授。81年に辞職）。77年『祈りの画集 戦没画
学生の記録』（共著、日本放送出版協会）出版。
78年『四百字のデッサン』（河出書房新社）で
第26回日本エッセイスト・クラブ賞受賞。79年、
画文集『そらの空』を義弟の田中小実昌ととも
に出版、『さあ 絵を描こう』（河出書房新社）出
版。83年回顧展（北九州市立美術館、東京セ
ントラル美術館）。86年『野見山暁治素描集
デッサン』（用美社）出版。92年「第42回芸術
選奨文部大臣賞」受賞。94年「第1回福岡県
文化賞」受賞。96年個展（練馬区立美術館）、
毎日芸術賞受賞。2000年、文化功労者に選
出。03～04年個展（東京国立近代美術館、大
分市美術館、富山県立近代美術館、愛知県美
術館）。03年『うつろうかたち』（平凡社）出版。
04年『パリ・キュリイ病院』（弦書房）、『遺され
た画集――戦没画学生を訪ねる旅』（平凡社ラ
イブラリーoffシリーズ）出版。05年『いつも今
日――私の履歴書』（日本経済新聞社）出版。

居間からスキップフロアになっているアトリ
エを見下ろすと、天窓からの光に恵まれた空
間で、画家は近作に囲まれていた。アトリエ
にある限り、作品には手を入れてしまう。（編
集部注・アトリエを設計した建築家、篠原一
男氏は、この取材後7月15日に逝去されまし
た。ご冥福をお祈りいたします）[＊]

半
ば
に
戦
没
画
学
生
の
遺
族
を
訪
れ
た

の
も
テ
レ
ビ
局
の
企
画
に
乗
っ
た
も
の

で
、「
何
ひ
と
つ
、
自
発
的
に
や
っ
た
わ
け

で
は
な
い
ん
で
す
」。
た
だ
、
き
っ
か
け
が

い
か
に
外
発
的
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
都
度
、

彼
は
最
後
ま
で
根
気
よ
く
付
き
合
い
、
結

末
ま
で
見
届
け
て
き
た
。
母
校
で
の
教
職

も
、
戦
没
画
学
生
の
慰
霊
を
目
指
し
た

「
無
言
館
」の
設
立
も
。
必
ず
し
も
当
事

者
と
し
て
能
動
的
に
、
と
い
う
の
で
は
な

く
と
も
、
い
つ
も
じ
っ
と
見
つ
め
て
き
た
。

野
見
山
は
稀
有
な
る
「
見
つ
め
る
」
人

だ
。
こ
の
人
は
、
東
京
美
術
学
校
西
洋
画

科
の
草
創
期
以
降
の
ほ
ぼ
す
べ
て
の
教
員

に
じ
か
に
接
し
、
か
つ
彼
ら
の
た
た
ず
ま

い
を
リ
ア
ル
に
記
憶
し
て
い
る
。
彼
の
著

作
を
読
む
と
、
こ
の
画
家
が
持
つ
、「
相

手
」の
決
定
的
な
場
面
に
遭
遇
す
る
才
能

を
実
感
で
き
る
。
そ
の
筆
は
必
ず
し
も

「
彼
ら
」
を
う
る
わ
し
く
回
想
す
る
の
で

は
な
く
、
と
き
に
意
地
悪
で
バ
ツ
が
悪
い

け
れ
ど
、
だ
か
ら
こ
そ
わ
れ
わ
れ
に
近
代

日
本
の「
絵
描
き
」
が
直
面
し
て
き
た
歴

史
を
生
々
し
く
想
起
さ
せ
る
の
だ
ろ
う
。

◎
は
や
し
・
よ
う
こ[

京
都
造
形
芸
術
大
学
教
員]

6
月
14
日
、
東
京
・
練
馬
の
作
家
ア
ト
リ
エ
に
て
取
材

跳
ね
返
っ
て
く
る
も
の
が
な
く
」、「
絵
が

描
け
な
く
」
な
っ
た
。
そ
ん
な
時
期
、
知

人
に
誘
わ
れ
て
山
形
の
蔵
王
に
ス
キ
ー
に

出
か
け
、
樹
氷
を
描
い
た
の
が
《
蔵
王
》
。

「
こ
れ
で
、
日
本
で
描
け
る
か
な
と
思
え

た
」。
そ
の
後
の
野
見
山
の
主
調
と
な
る

青
と
、
具
象
と
も
抽
象
と
も
つ
か
な
い
か

た
ち
が
画
面
に
生
ま
れ
て
い
る
。
１
９
７

０
年
半
ば
に
は
、
福
岡
で
海
に
面
し
た
ア

ト
リ
エ
を
建
て
、
夏
場
を
中
心
に
過
ご
す

よ
う
に
な
る
。
そ
の
バ
ル
コ
ニ
ー
か
ら
対

岸
の
島
を
見
つ
め
た
の
が
、《
近
づ
い
て
き

た
景
色
》
。
空
と
海
の
色
と
光
、
そ
し
て

風
が
溶
け
合
う
。「
す
べ
て
の
景
色
は
う
つ

ろ
う
も
の
だ
。
今
あ
る
か
た
ち
は
束
の
間

の
こ
と
だ
」
と
彼
は
い
う
が
、
画
面
に
絵

筆
で
定
着
さ
れ
た
は
ず
の
か
た
ち
も
ま

た
、
ゆ
る
や
か
に
変
化
し
て
い
る
印
象
を

与
え
る
。

「
絵
は
自
発
的
に
描
く
け
れ
ど
、
文
章
は

頼
ま
れ
仕
事
」
と
画
家
は
い
う
も
の
の
、

そ
の
文
筆
業
も
、
パ
リ
か
ら
戻
っ
て
以
降

コ
ン
ス
タ
ン
ト
に
続
い
て
い
る
。
新
聞
の
連

載
コ
ラ
ム
か
ら
発
展
し
た『
四
百
字
の
デ

ッ
サ
ン
』は
、
１
９
７
８
年
の
日
本
エ
ッ
セ

イ
ス
ト
・
ク
ラ
ブ
賞
を
受
け
た
。
70
年
代


