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Painted History

和
紙
に
塗
り
込
め
ら
れ
た
色
彩
、
そ
し
て
光

画
家
た
ち
の
美
術
史

1987年、展覧会のためメキシコを訪れる。同地の新聞は「技術だ
けがわれわれを幸せにするわけではない」という吉永の言葉を大
見出しに報じた

横
山
勝
彦
＝
文

森
田
兼
次
＝
写
真﹇
＊
﹈

Ｊ
Ｒ
小
田
原
駅
を
過
ぎ
る
と
、
ほ
ど

な
く
真
鶴
駅
に
着
く
。
８
年
ほ
ど
前
か

ら
こ
こ
に
住
む
、
吉
永
裕
を
訪
ね
る
。
和

紙
に
パ
ス
テ
ル
を
塗
布
す
る
個
性
的
な

作
品
で
知
ら
れ
る
作
家
に
、
か
つ
て
筆

者
は
勤
務
す
る
美
術
館
で
の
企
画
展
に

二
度
―
―
「
現
代
美
術
の
手
法
シ
リ
ー
ズ

４
　
和
紙
の
か
た
ち
」
展
（
１
９
９
９
）と

「
光
と
そ
の
表
現
」
展（
２
０
０
１
）―
―
出

品
し
て
い
た
だ
い
て
い
る
。
７
年
前
に
出

品
依
頼
に
訪
れ
た
山
の
上
の
ア
ト
リ
エ

で
は
な
く
、
現
在
は
港
の
近
く
、
駅
か
ら

歩
い
て
数
分
の
と
こ
ろ
に
移
り
住
ん
で
い

た
。
長
崎
出
身
の
彼
と
し
て
は
、
や
は
り

海
の
そ
ば
が
合
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

美
味
し
い
空
気
の
下
で
、
美
味
し
い
魚
を

食
べ
な
が
ら
の
取
材
と
な
っ
た
。
も
ち
ろ

ん
酒
も
進
む
。

ア
ト
リ
エ
に
は
、
大
量
の
パ
ス
テ
ル
は

当
然
と
し
て
、
折
り
た
た
ん
だ
旧
作
や

額
に
入
っ
た
小
品
が
見
受
け
ら
れ
、
さ
ら

に
戦
場
を
も
思
わ
せ
る
防
塵
マ
ス
ク
が

壁
に
さ
り
げ
な
く
掛
け
て
あ
っ
た
。
そ

れ
が
、
柔
ら
か
な
パ
ス
テ
ル
の
イ
メ
ー

ジ
と
は
正
反
対
の
、
激
し
い
制
作
状
況
を

Work No.2 1984
和紙、パステル　183×242cm
写真＝渡辺忠志

吉
永
裕

48

1987
「日本ではなかなか認めて
もらえなかったので、メキシコでの
素直な反応はうれしかったです」

1987年、展覧会のためメキシコを訪れる。同地の新聞は「技術だけがわ
れわれを幸福にするわけではない」という吉永の言葉を大見出しに報じた
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想
起
さ
せ
る
。

吉
永
裕
の
作
品
は
、
和
紙
の
上
に
パ

ス
テ
ル
で
描
い
た
も
の
で
は
な
い
。
折
り

た
た
ん
だ
和
紙
の
上
に
で
は
な
く
、
繊
維

の
内
部
ま
で
浸
透
す
る
よ
う
に
、
パ
ス

テ
ル
や
顔
料
を
擦
り
込
ん
で
い
く
の
だ
。

吉
永
に
と
っ
て
、
和
紙
と
は
ど
の
よ
う
な

も
の
な
の
だ
ろ
う
か
。
出
合
っ
た
の
は

１
９
７
９
年
頃
、
渡
米
か
ら
帰
国
後
の
こ

と
で
あ
る
。「
友
人
に
連
れ
ら
れ
て
和
紙

を
漉す

い
て
い
る
と
こ
ろ
に
行
っ
た
ん
で
す
。

そ
れ
で
、『
こ
れ
は
使
え
る
！
』
と
い
う

ふ
う
に
突
然
直
感
し
た
ん
で
す
ね
。
そ

の
と
き
、
そ
こ
に
積
ま
れ
て
い
る
和
紙
を

見
て
、
そ
の
ま
ま
画
廊
へ
持
っ
て
い
き
た

い
と
い
う
衝
動
に
駆
ら
れ
た
」（
季
刊
『
武

蔵
野
美
術
』、
第
78
号
、
１
９
９
０
年
）。
が
、

当
時
ま
だ
和
紙
を
使
う
現
代
美
術
の
作

家
は
少
な
か
っ
た
。
吉
永
は
自
分
の
ア
イ

デ
ア
を
実
現
す
る
素
材
と
し
て
和
紙
と

出
合
っ
た
の
で
あ
る
。「
紙
の
持
っ
て
い
る

強
靱
さ
や
、
折
る
、
切
る
、
た
た
む
と
い

う
機
能
性
に
注
目
し
て
、
私
が
い
ま
ま
で

持
っ
て
い
た
ア
イ
デ
ア
―
―
折
る
と
か

た
た
む
と
い
う
自
分
の
作
業
に
耐
え
る

の
は
こ
れ
だ
と
思
っ
た
ん
で
す
」（
同
上
）

と
語
る
よ
う
に
、
墨
を
染
み
込
ま
せ
る

と
い
う
、
和
紙
の
特
性
を
生
か
し
た
伝
統

的
な
使
用
法
で
は
な
く
、
吉
永
裕
に
と
っ

て
「
使
え
る
」
と
直
感
し
た
和
紙
は
、「
伝

統
だ
と
か
そ
う
い
う
も
の
は
制
作
の
ネ

ッ
ト
か
ら
い
っ
さ
い
外
し
て
」
し
ま
っ
た
、

「
独
自
の
使
い
か
た
」
を
可
能
と
す
る
優

れ
た
素
材
で
あ
っ
た
。
和
紙
な
く
し
て

は
、
現
在
の
吉
永
作
品
は
成
立
し
な
い
。

し
か
し
、
現
在
の
よ
う
に
和
紙
を
使
用

す
る
に
は
、
そ
の
前
段
階
が
必
要
で
あ

っ
た
。
81
年
に
は
個
展
を
含
め
て
約
10

の
グ
ル
ー
プ
展
に
参
加
し
て
い
る
。
こ
の

頃
か
ら
和
紙
を
使
用
す
る
が
、
試
行
錯
誤

M.T.-98-1 1998 越前和紙、パステル、白色顔料　218×273cm

1998「当時、制作メモにこう記しました――『仕事は進んでいるのか? 
毎日労働の日々』と。顔料を、鷲掴みで使っていました」

、

、

、、

、

、

、

、
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2004「パステルを使うけれども、きれいになっちゃいけない。
ザラッとした感じになるまで、擦り込んでいくんです」

の
状
況
が
続
く
。
画
廊
の
勧
め
で
、
和
紙

の
産
地
、
福
井
の
越
前
市
で
開
催
さ
れ

る
「
現
代
美
術
今
立
い
ま
だ
て

紙
展
」（
越
前
市
い
ま

だ
て
芸
術
館
）に
も
出
品
を
始
め
た
。
83

年
頃
ま
で
の
作
品
で
は
、
つ
な
ぎ
合
わ
せ

た
和
紙
の
毛
羽
立
ち
が
嫌
で
、
表
面
を

Ｆ
Ｒ
Ｐ
で
固
め
た
上
に
顔
料
で
ペ
イ
ン
ト

し
た
。
ま
た
パ
ス
テ
ル
や
ア
ク
リ
ル
絵
具

を
和
紙
に
塗
布
し
な
が
ら
、
折
る
・
切

る
・
挟
む
・
断
ち
切
る
な
ど
の
プ
ロ
セ
ス

を
明
示
す
る
こ
と
を
意
図
し
た
。
ジ
ェ
ッ

ソ
が
塗
布
さ
れ
、
Ｆ
Ｒ
Ｐ
に
顔
料
を
混
ぜ

た
絵
具
で
描
い
た
画
面
は
、
現
在
の
作
品

と
違
い
、
光
を
反
射
し
て
照
る
。
ま
た
筆

触
が
明
瞭
で
あ
る
。
折
り
目
の
付
け
ら

れ
た
和
紙
は
ま
だ
表
面
に
描
く
た
め
の

支
持
体
で
あ
り
、
ア
ク
シ
ョ
ン
を
展
開

す
る
た
め
の
場
で
あ
っ
た
。
83
年
の
田
村

画
廊
の
個
展
で
は
、
和
紙
の
上
に
ジ
ェ
ッ

ソ
を
塗
り
、
彩
墨
で
ペ
イ
ン
ト
し
て
い
た

が
、
画
面
か
ら
照
り
が
な
く
な
っ
て
き

た
。
同
年
の「
第
3
回
現
代
美
術
今
立
紙

展
」の
出
品
作
品
は
、
優
秀
賞
を
受
け
た
。

し
か
し
ま
だ
模
索
は
続
く
。
84
年
に
は

和
紙
の
裏
か
ら
ペ
イ
ン
テ
ィ
ン
グ
し
、
パ
ス

テ
ル
を
塗
る
こ
と
も
試
み
た
。
そ
し
て

よ
う
や
く
現
在
の
方
法
が
確
立
し
て
く

る
の
は
85
年
頃
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
年
の

銀
座
絵
画
館
の
個
展
出
品
作
で
は
、
も

は
や
ジ
ェ
ッ
ソ
を
塗
布
す
る
こ
と
も
な

く
、
和
紙
を
そ
の
ま
ま
の
状
態
で
使
用

し
、
裏
面
か
ら
も
パ
ス
テ
ル
や
顔
料
が
塗

布
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
の
年
は
、

注
目
さ
れ
る
若
手
作
家
の
ひ
と
り
と
し

て
「
第
5
回
ハ
ラ
・
ア
ニ
ュ
ア
ル
」（
原
美
術

館
）に
選
出
さ
れ
、「
第
5
回
現
代
美
術
今

立
紙
展
」で
は
大
賞
を
獲
得
す
る
。
79
年

Mandara（2点組） 2004 越前和紙、パステル　各95.3×92cm

1畳ぶんほどのパネルを作業台にし、折りたたんだ和紙にパステルを擦り付
けていく。作品から飛散する顔料の粉を避けるため、窓を開放し、換気扇
を回し、さらに防塵マスクをかぶって画材と格闘する［右ページ下とも＊］

ホルベイン 画家たちの美術史
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よしなが・ゆたか 1948年長崎生まれ。72年の初個展
（銀彩堂画廊）以後、個展を中心に発表を続ける。70年
代後半より和紙による作品を制作。87年にはメキシコ
の「シケイロス文化ポリフォルム美術館」（メキシコシティ
ー）で大規模な展覧会開催。89年、創庫美術館・点（新潟）
で新作を一堂に集め発表。92年「現代作家シリーズ’92」
（神奈川県民ホールギャラリー）に選ばれる。同年、ギャ
ラリー上田（東京）で個展（以後2000年まで継続して発表）。
93年ガリボルディ画廊（イタリア、ミラノ）で個展。94年
「色の博物詩・赤―神秘の謎解き」（目黒区美術館、東京）
に出品。98年シカゴアートフェア参加（プリメターギャラ
リー、アメリカ）。99年「現代美術の手法4 和紙のかた
ち」（練馬区立美術館、東京）に出品。2006年には回顧展
「吉永裕の世界――辿る今日・色の旋律」（ヨコハマポート
サイドギャラリー、神奈川）を開催。

現在、東京・日本橋のアリカ・アート・サイトで新作個展「色の律動」
を開催中（12月27日まで。詳しくは http://www.arika.net/ を参照）。
アトリエには出品予定の新作が拡げられていた [＊]

発
光
し
て
い
る
よ
う
だ
。

ま
た
和
紙
を
拡
げ
た
と
き
に
現
れ
る

線
は
、
移
ろ
い
や
す
い
色
彩
の
世
界
を
秩

序
づ
け
、
作
品
の
グ
リ
ッ
ド
構
造
を
明
確

に
す
る
が
、
た
ん
な
る
色
彩
の
境
界
線
で

は
な
く
、
そ
れ
自
身
が
毛
羽
立
つ
こ
と
で

存
在
を
主
張
し
て
い
る
。
吉
永
裕
の
作
品

は
、
支
持
体
の
上
に
絵
具
で
描
く
と
い
う

従
来
の
平
面
造
形
の
構
造
論
で
は
測
る

こ
と
が
で
き
な
い
だ
ろ
う
。
和
紙
は
そ
の

上
に
色
彩
と
形
態
を
留
め
る
た
ん
な
る

支
持
体
で
は
な
く
、
パ
ス
テ
ル
の
粒
子

を
内
部
に
充
満
さ
せ
た
も
の
と
し
て
、
そ

れ
自
身
が
色
彩
そ
の
も
の
で
あ
り
、
形
態

で
あ
り
、
つ
ま
り
作
品
と
な
っ
て
い
る
の

で
あ
る
。
と
く
に
黒
を
塗
り
込
め
た

モ
ノ
ク
ロ
ー
ム
の
作
品
は
、
す
べ
て
の

色
彩
を
含
み
込
む
も
の
と
し
て
、
つ
ま
り

光
を
閉
じ
込
め
た
も
の
と
し
て
、
吉
永

作
品
の
中
核
に
存
在
し
て
い
る
よ
う
に

思
う
。
彼
の
ア
ト
リ
エ
か
ら
感
じ
る

の
は
、
描
く
こ
と
を
凝
集
し
た
時
間
の

堆
積
で
あ
る
。

◎
よ
こ
や
ま
・
か
つ
ひ
こ[

練
馬
区
立
美
術
館
学
芸
員]

10
月
26
日
、
神
奈
川
・
真
鶴
の
作
家
ア
ト
リ
エ
で
取

材

い
、
独
力
で
自
分
の
表
現
を
獲
得
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
は
ず
だ
。
85
年
頃
に

自
分
の
方
法
を
獲
得
す
る
と
、
88
年
に
は

サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
と
メ
キ
シ
コ
で
開
催

し
た
個
展
で
作
品
が
完
売
。
作
家
と
し

て
や
っ
て
い
け
る
と
よ
う
や
く
思
え
た

頃
に
は
、
す
で
に
40
歳
で
あ
っ
た
。

吉
永
裕
の
作
品
は
、
折
り
目
が
付
け
ら

れ
て
い
た
り
、
い
な
か
っ
た
り
、
ま
た
顔
料

が
同
時
に
塗
布
さ
れ
て
い
た
り
と
多
様

な
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
が
あ
る
。
区
画
ご
と

に
多
様
な
色
彩
が
施
さ
れ
た
作
品
は
、
一

見
し
て
美
し
い
。
し
か
し
、
彼
は
審
美
的

な
作
品
を
つ
く
ろ
う
と
し
て
い
る
わ
け
で

は
な
い
。
あ
ら
か
じ
め
決
め
た
色
の
配
置

に
従
い
、
パ
ス
テ
ル
を
塗
り
込
む
と
い
う
デ

ザ
イ
ン
的
な
仕
事
で
も
な
い
だ
ろ
う
。
ま

ず
和
紙
を
折
り
た
た
み
、
紙
の
繊
維
の
中

に
浸
透
す
る
ま
で
パ
ス
テ
ル
を
塗
布
し
て

い
く
。
こ
の
作
業
を
繰
り
返
し
て
、
最
後

に
和
紙
を
拡
げ
る
。
た
た
み
・
塗
り
・
拡

げ
と
い
う
一
連
の
行
為
を
留
め
た
痕
跡
と

し
て
の
作
品
が
結
果
と
し
て
完
成
す
る
こ

と
と
な
る
。
パ
ス
テ
ル
は
紙
の
中
に
閉
じ

込
め
ら
れ
て
い
る
た
め
に
、
本
来
描
画
材

料
と
し
て
持
つ
鮮
や
か
さ
を
失
い
、
鈍
く

頃
か
ら
の
暗
中
模
索
が
、
よ
う
や
く
現
在

の
吉
永
裕
の
方
法
と
し
て
確
立
さ
れ
て

く
る
の
が
こ
の
時
期
で
あ
っ
た
。

１
９
４
８
年
に
生
ま
れ
た
吉
永
裕
は
、

何
歳
か
年
長
の
作
家
た
ち
が
い
わ
ゆ
る

「
も
の
派
」
と
し
て
注
目
を
集
め
て
い
た
こ

と
を
思
え
ば
、
ほ
ん
の
少
し
遅
れ
て
ス
タ

ー
ト
し
た
。「
絵
画
は
死
ん
だ
」
と
言
わ

れ
た
70
年
代
初
頭
に
、
そ
れ
で
も
未
来
の

作
家
を
志
向
す
る
者
と
し
て
は
、
華
々
し

く
活
躍
を
始
め
た
先
輩
諸
氏
と
は
違


