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抽象絵画の展開



抽象絵画の展開＝概要図
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1939-45

第
二
次
大
戦

POP アート

OP アート

アンフォルメル

■ミニマリズム

抽象表現主義

カラーフィールド
ペインティング

アクションペインティング

ポロック

フランケンサーラ
サムフランシス
ルイス

ニューマン
スティル
マーク・ロスコ

フォートリエ
デュピュッフェ
アルトゥング
スーラージュ
マチュー

抽
象
表
現
主
義

■ミニマリズム
ミニマリズムの作品は視覚要素をもっとも単純な幾
何学的な形状に還元することにより、画家の手技の
痕跡もふくめ、一切の表現性を排除しようとした。
工業的な生産技術を用いることも多い。格子や立体
といった特定のデザイン原理が作品全体を支配する



　　　　

05 15 251900 1910 1920 1930

●造形性

●内面性

■ドイツ表現主義
第一次大戦の直前、キルヒナ、ノルデなどのドイ
ツの画家たちが強烈な色彩の対比、鮮烈なイメー
ジ、単純化されたフォルムにより感情的・心理的
な関心を表現しようとした。彼らは腐敗した社
会倫理や混乱した政治状況に対する怒りを表現し
た。

1914-18

第
一
次
大
戦

フォービスム

ダダイスム
シュルレアリスム

キ
ュ

ビ
ス

未
来

派

オ
ル

フ
ィ

ズ
ム

新
造

形
主

義
構

成
主

義
シ

ュ
プ

レ
マ

チ
ス

ム

エコールド・パリ

バ
ウ

ハ
ウ

ス

（幾何学的・図形的）

自動記述
無意識
偶然

カンディンスキー

 モ
ン

ド
リ

ア
ン

表
現
主
義

（感覚的・直感
的）

幾
何
学
的
抽
象

■
表
現
主
義
的
抽
象



」　

津上 みゆき

抽象絵画の基礎理解 

絵
画
は
も
と
も
と
抽
象
的

抽
象
と
は
？

　

最
初
に
、「
抽
象
」
の
こ
と
ば
の
意
味
を

理
解
し
ま
し
ょ
う
。

　
「
抽
」
は
「
抜
く
・
引
く
」
と
い
う
意
味

で
、「
象
」
は
「
よ
う
す
・
あ
り
さ
ま
」
の

こ
と
を
い
い
ま
す
。

　

左
ペ
ー
ジ
の
用
語
の
意
味
【
抽
象
】
の

よ
う
に
「
共
通
の
側
面
・
性
質
を
抽
（
ぬ
）

き
出
す
」
こ
と
が
、
も
と
も
と
の
意
味
だ

と
理
解
し
て
く
だ
さ
い
。

　

日
常
生
活
で
使
う
時
に
は
、「
抽
象
的
」

＝
「
あ
い
ま
い
で
分
か
り
に
く
い
」
と
い
っ

た
意
味
で
用
い
ら
れ
ま
す
。
な
ぜ
、
そ
の

よ
う
な
意
味
が
で
て
き
た
の
で
し
ょ
う
か
。

そ
れ
は
、「
具
体
」
と
「
抽
象
」
の
言
葉
の

イ
メ
ー
ジ
の
対
比
が
原
因
の
よ
う
で
す
。

　
　

と
こ
ろ
で
、
す
べ
て
の
絵
画
・
彫
刻
は
、
表

現
手
段
の
制
限
か
ら
言
っ
て
も
、
省
略
や
除
去
無

し
に
表
現
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
す
。
し
た
が
っ

て
、
多
か
れ
少
な
か
れ
抽
象
的
で
あ
る
と
い
え
ま

す
。

　

モ
ダ
ン
ア
ー
ト
に
お
け
る
抽
象
絵
画
と
は
、
そ
う

し
た
「
抽
象
化
を
、
い
ち
じ
る
し
く
強
度
に
お
し
進

め
」
つ
い
に
は
完
全
な
自
然
否
定
に
ま
で
徹
底
さ
せ

た
も
の
な
の
で
す
。

　
「
具
体
的
」
と
い
う
の
は
、
誰
も
が

明
瞭
に
理
解
で
き
る
「
形
態
・
外
に
表

れ
る
も
の
」
で
す
ね
。
し
た
が
っ
て
そ

れ
は
輪
郭
線
で
は
っ
き
り
と
描
か
れ
た

よ
う
に
理
解
で
き
ま
す
。
他
方
、「
抽

象
的
」
は
、
洞
察
に
よ
っ
て
共
通
項
を

要
約
し
た
も
の
で
す
か
ら
、「
本
質
・

内
に
潜
む
」
も
の
で
す
。
従
っ
て
、
そ

こ
に
は
「
に
じ
み
・
ぼ
か
し
」
に
似
た

不
明
瞭
な
感
じ
が
含
ま
れ
ま
す
。
し

か
し
、
こ
れ
こ
そ
、
抽
象
的
定
義
の
奥

深
さ
に
な
る
の
で
す
。

　

具
象
的
定
義
に
は
解
釈
を
広
げ
る
余

地
が
少
な
い
が
、
抽
象
的
定
義
に
は
読

み
手
の
能
力
に
よ
っ
て
い
か
よ
う
に
で

も
解
釈
を
広
げ
深
め
る
余
地
が
残
さ

れ
る
。「
抽
象
」
と
い
う
用
語
の
意
味

を
誤
解
し
な
い
よ
う
に
し
ま
し
ょ
う
。

省略・除去・単純化

共通性を引き出すために、その人の判

断価値観で「重要ではないと思える部

分を捨て去る」それでも残っている共

通部分を引き出す行為

最初の頃の抽象化絵画の方法

1910 ～ 1920 年頃

非
対
象
絵
画
を
区
別
す
る

　

さ
て
、
と
て
も
重
要
な
こ
と
な
の
で
す
が
、

現
在
も
一
般
的
に
使
わ
れ
て
い
る
「
抽
象
絵
画
」

と
い
う
呼
称
は
実
は
不
正
確
な
の
で
す
。
正
し

く
は
「
非
対
象
絵
画
」
と
呼
ぶ
べ
き
な
の
で
す
。

　

ピ
カ
ソ
は
、
形

を
相
当
に
変
形
・

デ
フ
ォ
ル
メ
し
た

作
品
と
し
て
誰
も

が
ご
存
知
で
す

ね
。「
私
は
抽
象

絵
画
は
一
枚
も
描

「抽象」と聞いて怖じ気づいては
いけない。本来あらゆる美術は抽
象的である・
　　　　　ハーバート・リ＾ド「芸術の意味」

美
し
い
＝
シ
ン
プ
ル

削
ぎ
落
と
し

本
質
的

「抽象」の意味を理解する



用語の意味（広辞苑）

人の顔の抽象

い
た
こ
と
が
無
い
」
と
、
ピ
カ
ソ
自
身
は
語
っ

て
い
ま
す
。
そ
し
て
ピ
カ
ソ
の
作
品
は
、
通
常

は「
半
具
象
」作
品
と
呼
ば
れ
ま
す
。
セ
ザ
ン
ヌ
も
マ
テ
ィ

ス
も
同
様
に
抽
象
作
家
に
は
含
ま
れ
ま
せ
ん
。
し
か
し
、「
抽

象
」
作
用
の
意
味
か
ら
い
え
ば
、
実
は
彼
ら
こ
そ

が
抽
象
作
家
な
の
で
す
。

　

例
え
ば
、
下
の
２
枚
の
モ
ン
ド
リ
ア
ン
の
作
品

で
は
、
上
図
は
「
、
リ
ン
ゴ
の
樹
を
単
純
化
＝
抽

象
化
」
し
た
作
品
で
す
。

　

下
図
は
、
水
平
垂
直
三
原
色
の
造
形
要
素
の
み

に
よ
り
組
み
立
て
ら
れ
た
作
品
で
す
。
こ
こ
に
は

発
想
の
元
と
な
っ
た
具
体
物
は
存
在
し
て
い
ま
せ

ん
。
し
た
が
っ
て
、
こ
う
し
た
作
品
を
非
対
象
絵

画
と
よ
び
ま
す
。

　これはじつは　

＜非対象絵画＞

「新しい種類の実体」
neoplasticism

モンドリアン

対象の写実的再現ではなく、事物の本質
や心象を点・線・色などで表現しようと
する絵画。

【抽象】(abstraction) 

事物または表象の或る側面・性質を抽き離

して把握する心的作用。その際おのずから

他の側面・性質を排除する作用が伴うが、

これを捨象という。一般概念は多数の事物・

表象間の共通の側面・性質を抽象して構成

される。〈哲学字彙〉⇔具体。

【抽象概念】 (abstract concept)

①具体的な個物ではなく、その個物に属し

はするが、それから分離して考えられう

る性質や関係を指す概念（例えば人間性）
②直接に知覚できないものの概念（例えば

正義）
③全体から切り離して一面的にとらえた物

や性質の概念（例えば青）
④意識が構成した概念（例えば義務）

【抽象的】

①抽象して事物の一般性をとらえるさま

②現実から離れて具体性を欠いているさま

「―な議論」⇔具体的

【抽象芸術】

自然や現実の再現を離れ純粋な線・形・色
によって造形された芸術の総称。原始以来

の芸術の基本傾向の一つで、20 世紀でも

幾何学的抽象・有機的抽象・抽象表現主義

など多様な傾向を含む

【抽象画】

　
「
抽
象
絵
画
」
と
「
非
対
象
絵
画
」
と
の
違
い
を

区
別
し
て
、
正
確
に
呼
び
あ
ら
わ
す
こ
と
が
理
解

の
出
発
点
で
し
ょ
う
。

＜抽象化絵画＞これはじつは



抽
象
絵
画
の
目
的
は

　

感
覚
の
表
現
へ
向
か
っ
た

　

さ
て
、
写
真
の
発
明
に
よ
り
具
体
物
の
記
録

と
い
う
役
割
か
ら
開
放
さ
れ
た
絵
画
は
、
同
時

に
最
大
の
目
的
を
失
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。

　「
私
た
ち
は
何
を
描
く
べ
き
か
？
」　

　
19

世
紀
後
半
の
印
象
派
か
ら
セ
ザ
ン
ヌ
へ
の

展
開
は
、
そ
う
し
た
絵
画
の
表
現
目
的
の
再
発

見
の
た
め
の
模
索
だ
っ
た
と
い
え
ま
す
。

　

そ
こ
で
手
本
と
な
っ
た
の
が
音
楽
で
し
た
。

ク
ラ
シ
ッ
ク
音
楽
は
、「
音
」
と
い
う
見
え
な
い
・

非
物
質
的
な
素
材
を
用
い
て
、
感
情
や
思
想
を

人
々
の
「
心
の
中
に
ダ
イ
レ
ク
ト
に
伝
え
る
」

こ
と
が
可
能
で
す
。

そ
こ
で
、
絵
画
表
現
で
も
、
具
体
物
を
描
か
ず

に
「
色
彩
と
形
と
絵
具
」
な
ど
、
造
形
の
要
素

だ
け
で
画
家
が
感
じ
た
感
情
や
思
い
を
表
現
す

る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
、
と
の
発
想
が
起
き

た
わ
け
で
す
。

　

そ
れ
ま
で
は
「
意
味
」
を
伝
達
す
る
こ
と
が
絵

画
の
主
な
目
的
で
し
た
。
そ
れ
に
対
し
て
抽
象
画
家
た
ち

は
、
彼
が
感
じ
た
「
感
情
」
や
「
雰
囲
気
」
を
伝
達
す
る

こ
と
を
目
的
と
す
る
よ
う
に
な
っ
た
わ
け
で
す
。

　

音
楽
が
、「
聴
覚
」
と
い
う
人
間
の
器
官
を
用

い
る
こ
と
に
対
し
て
、
絵
画
で
は
「
色
・
形
・

材
質
感
」
な
ど
の
素
材
を
用
い
て
、「
視
覚
」
を

通
じ
て
感
情
を
表
現
し
よ
う
と
し
た
わ
け
で
す
。

　

す
な
わ
ち
、「
意
味
伝
達
（
具
象
絵
画
）」
だ

け
で
あ
っ
た
絵
画
表
現
に
「
感
情
伝
達
（
抽
象

絵
画
）」
と
い
う
、
異
な
る
目
的
の
表
現
ジ
ャ
ン

ル
が
加
わ
っ
た
と
い
う
こ
と
な
の
で
す
。

難
し
さ
の
理
由

　

こ
こ
ま
で
の
と
こ
ろ
で
お
分
か
り
の
よ
う

に
、、「
抽
象
」
は
、
絵
画
の
様
式
を
表
す
言
葉

で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
た
と
え
ば
「
ル
ネ
サ
ン
ス
」

な
ら
、
多
く
の
画
家
の
手
に
よ
る
似
通
っ
た
作

品
に
共
通
す
る
点
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
ま

す
。
と
こ
ろ
が
、
抽
象
は
様
式
で
は
な
く

「
作
家
の
姿
勢
」
を
示
し
て
い
る
に
す
ぎ
ま
せ
ん
。

で
す
か
ら
、作
家
一
人
ひ
と
り
に
そ
れ
ぞ
れ
違
っ

た
か
た
ち
の
抽
象
が
あ
っ
た
と
し
て
も
不
思
議
で

は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

抽
象
絵
画
が
難
し
い
気
が
す
る
第
一
の
理
由
は
、
表
現

の
多
様
性
に
あ
る
よ
う
で
す
。

　

絵
画
へ
の
こ
の
よ
う
な
定
義
と
イ
メ
ー
ジ
が

多
く
の
人
々
の
頭
の
中
に
、
根
強
く
あ
り
ま
す
。

　

し
か
し
、
モ
ン
ド
リ
ア
ン
が
自
ら
の
作
品
を

neoplasticism

＝
「
新
し
い
種
類
の
実

体
」
と
呼
ん
だ
よ
う
に
、
非
対
象
絵
画
は
、
も

は
や
「
従
来
の
絵
画
」
と
は
似
て
非
な
る
表
現

と
し
て
理
解
す
べ
き
な
の
で
す
。

抽
象
化
の
方
法

有
機
的
な
抽
象
化

　

最
初
期
の
も
の
は'

用
い
る
形
に
し
て
も
画
面

の
構
成
法
に
し
て
も
，
自
然
を
お
手
本
に
、
単

純
化
・
省
略
化
し
て
い
ま
し
た.

カ
ン
デ
ィ
ン
ス

キ
ー
が1914

年
以
前
に
制
作
し
た
絵
画
に
は
，

現
実
の
風
景
や
人
物
を
も
と
に
記
号
や
シ
ン
ポ

ル
化
し
た
表
現
が
単
純
化
さ
れ
た
過
程
が
は
っ

き
り
と
表
わ
れ
て
い
ま
す
。

　

自
然
と
の
関
わ
り
を
残
し
，
成
長
や
変
容
を
ほ

幾
何
学
的
な
構
成

　

O

△
口
な
ど
の
基
本
的
な
形
に
も
と
づ
い
た
絵

を
、
ふ
つ
う
幾
何
学
的
抽
象
と
よ
ん
で
い
ま
す
。

円
や
三
角
形
、
正
方
形(

四
角
形) 

な
ど
は
、
幾

何
学(

ユ
ー
グ
リ
ッ
ド
幾
何
学) 

の
基
本
と
な
る

形
で
あ
る
た
め
に
、
そ
う
よ
ば
れ
る
の
で
し
ょ
う
。

幾
何
学
的
な
抽
象
画
は
，
か
な
ら
ず
し
も
規
則
的

な
形
に
は
か
ぎ
り
ま
せ
ん
が
，
と
に
か
く
幾
何
学

的
な
形
か
ら
画
面
が
構
成
さ
れ
ま
す
。

　

ち
ょ
っ
と
ま
わ
り
を
み
ま
わ
し
て
み
て
く
だ
さ

い
。
目
に
み
え
る
世
界
の
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
の
も
の

は
、
こ
う
し
た
幾
何
学
的
形
態
に
あ
て
は
め
る
こ
と
が
で
き

の
め
か
す
形
や
性
質
を
も
っ
た
要
素
を
用
い
た
抽
象
画
は
、

一
般
に
は
有
機
的
な
抽
象
と
呼
ば
れ
て
い
ま
す.

　

絵
画
と
い
う
も
の
は
、
誰
に
で
も
な
に
が
描
い
て
あ
る
の

か
見
分
け
の
つ
く
よ
う
に
、
世
の
中
に
あ
る
物
を
忠
実
に
描

き
写
す
こ
と
を
ま
ず
優
先
さ
せ
る
べ
き
で
は
な
い
の
か

いろんな抽象絵画がある



る
の
に
気
づ
き
ま
す
。

　

こ
の
幾
何
学
的
抽
象
の
中
に
共
通
す
る
の
は

精
確
さ
と
秩
序
性
で
す.

有
機
的
な
抽
象
は
情
緒

的
で
「
ホ
ッ
ト
」
な
の
に
対
し
て
，
幾
何
学
的

な
抽
象
は
思
索
的
で
「
ク
ー
ルJ

な
感
じ
が
し
ま

す.

幾
何
学
的
な
抽
象
は
ま
ず
な
に
よ
り
知
性
に

訴
え
か
け
る
も
の
な
の
で
す
。

　

幾
何
学
的
な
抽
象
は
ど
れ
を
と
っ
て
も
，
多

か
れ
少
な
か
れ
，
み
な
キ
ュ
ビ
ス
ム
に
み
な
も

と
が
あ
り
ま
す.

キ
ュ
ビ
ス
ム
は
、
静
物
画
や
肖

像
画
に
幾
何
学
的
な
体
系
を
も
ち
こ
み
，
描
写

す
る
対
象
が
本
来
そ
な
え
て
い
る
曲
線
や
不
規

則
な
形
を
，
互
い
に
交
差
し
あ
う
水
平
線
と
垂

直
線
，
そ
し
て
対
角
線
に
置
き
換
え
ま
し
た
。

　

有
機
的
な
抽
象
と
幾
何
学
的
な
抽
象
の
２
種

類
は
、
抽
象
絵
画
創
設
の
当
初
か
ら
、
２
つ
の

大
き
な
流
れ
と
し
て
存
在
し
ま
し
た
。

身
振
り
に
よ
る
絵
画

　

皆
さ
ん
は
ジ
ャ
ク
ソ
ン
・
ポ
ロ
ッ
ク
と
い
う

画
家
を
ご
存
知
で
し
ょ
う
。
彼
の
作
品
は
身
振

り
に
よ
る
も
の
と
呼
べ
ま
す
し
，
ポ
ロ
ッ
ク
と

周
じ
時
代
に
ア
メ
リ
力
で
活
躍
し
た
画
家
た
ち

の
多
く
は
当
然
な
が
ら
中
国
や
日
本
の
害
に
関

心
を
も
ち
，
ま
た
そ
こ
か
ら
の
影
響
も
受
け
て

い
ま
す

　

ま
た
、
身
振
り
に
よ
る
絵
画
・
筆
使
い
か
ら

く
る
効
果
を
活
か
そ
う
と
し
た
画
家
た
ち
は
ア

メ
リ
カ
人
ば
か
り
で
は
な
く
，
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に

も
自
然
発
生
的
な
動
き
が
あ
り
，
か
れ
ら
は
「
ア

ン
フ
ォ
ル
メ
ル
」
ゃ
「
タ
シ
ス
卜
」
な
ど
と
呼

ば
れ
ま
し
た
。

　

彼
ら
の
制
作
の
ベ
ー
ス
に
は
、
絵
の
具
や
筆

な
ど
、
材
料
・
用
具
の
特
質
を
生
か
し
た
絵
画

表
現
を
特
徴
と
し
て
い
ま
す
。.

抽
象
表
現
主
義
（
１
）

カ
ラ
ー
フ
ィ
ー
ル
ドP

抽
象
表
現
主
義
（
２
）

　

画
面
上
の
広
い
範
囲
に
色
を
塗
り
こ
め
る

と
こ
ろ
か
ら
，
カ
ラ
ー
フ
ィ
ル
ド
・
ベ
イ
ン

テ
イ
ン
グ
と
呼
ば
れ
る
表
現
が
あ
り
ま
す
。

　

純
粋
な
色
彩
に
は
ひ
と
の
情
感
に
強
く
訴

え
る
力
が
あ
る
と
考
え
，
巨
大
な
キ
ャ
ン
ヴ
ァ

ス
を
濃
密
な
色
で
ぬ
り
こ
め
る
よ
う
な
作
品

を
創
造
し
よ
う
と
し
ま
し
た
。
こ
こ
で
は
「
色

彩
の
快
さ
」
に
加
え
て
「
か
た
ち
の
暖
昧
さ
」

も
表
現
の
特
質
で
す
。
自
分
が
採
用
し
た
主

要
な
色
，
ま
た
は
複
数
の
色
の
本
質
を
ひ
き

だ
す
た
め
の
新
し
い
手
法
を
編
み
だ
そ
う
と

試
み
ま
し
た
。
カ
ラ
ー
・
フ
ィ 

ー
ル
ド
・
ぺ

イ
ン
テ
イ
ン
ク
の
中
に
は
、
作
家
の
個
性
の

痕
跡
は
画
面
上
か
ら
ほ
と
ん
ど
排
除
さ
れ
て

い
る
作
品
も
あ
り
ま
す
。

　

　

抽
象
画
と
一
言
で
い
っ
て
も
じ
つ
は
本
当
に

幅
の
広
い
も
の
で
あ
る
こ
と
は
，
あ
る
て
い
ど

ま
で
お
わ
か
り
い
た
だ
け
た
と
患
い
ま
す.

　

見
慣
れ
た
も
の
を
単
純
化
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
生
命
力
を
得
る
形
や
記
号
。
ま
た
現
実
界
と

の
関
わ
り
を
少
し
も
感
じ
さ
せ
な
い
形
態
の
創

造
，
極
端
な
ま
で
の
単
純
さ
か
ら
複
雑
を
き
わ

め
た
も
の
ま
で
，
そ
の
中
身
は
さ
ま
ざ
ま
な
の

で
す
。

　

抽
象
画
は
む
ず
か
し
い
と
か
， 

わ
か
ら
な
い

と
い
う
活
を
よ
く
聞
き
ま
す
。
そ
れ
は
、「
じ

つ
は
説
明
の
大
半
が
抽
象
的
だ
っ
た
た
め
で
は

な
い
か
と
思
い
ま
す.

抽
象
絵
画
を
抽
象
的
に

説
明
し
た
の
で
は
，
ど
う
し
て
も
雲
を
つ
か
む

よ
う
な
話
に
な
っ
て
し
ま
う
で
し
ょ
う
（
＊
）」

　

作
者
が
、
ど
の
よ
う
な
抽
象
化
の
方
法
を
用

い
て
い
る
の
か
？
制
作
の
目
的
は
？
、
材
料
技

法
は
？
な
ど
、
ひ
と
つ
一
つ
の
作
品
を
少
し
づ

つ
読
み
解
き
な
が
ら
、
作
品
を
分
類
・
整
理
し

て
い
く
こ
と
が
抽
象
表
現
理
解
の
王
道
で
あ
る

と
思
い
ま
す
。

抽
象
表
現
の
多
様
性

（
＊
）「
抽
象
美
術
入
門
」
ウ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ド
美
術
出
版
ｐ143



　

  

キ
ュ
ビ
ス
ム=

直
訳
す
る
と
立
方

体
主
義
で
し
ょ
う
か
。
一
説
に
よ
れ

ば
、1908

年
、
ピ
カ
ソ
の
ア
ト
リ
エ

で
ブ
ラ
ッ
ク
の
風
景
画
を
眼
に
し
た

マ
テ
ィ
ス
が
、
幾
何
学
的
な
線
と
面

に
よ
っ
て
表
現
さ
れ
た
画
中
の
家
を

「
え
ら
く
小
さ
な
キ
ュ
ー
ブ
（
立
方
体
）

を
並
べ
た
絵
だ
な
」
と
評
し
た
の
が
、

こ
の
名
称
の
起
こ
り
と
さ
れ
て
い
ま

す
。

    「
リ
ア
リ
テ
ィ
は
、
多
数
の
視
点
か

ら
対
象
を
分
析
し
（
解
体
）、
そ
れ
を

一
枚
の
画
布
上
で
概
念
的
に
再
構
成

（
総
合
）
し
て
い
く
こ
と
に
よ
っ
て
こ

そ
、
十
全
に
表
現
さ
れ
る
」

　
と
い
う
考
え
に
よ
る
、
キ
ュ
ビ
ス

ム
の
「
新
た
な
視
点
」
の
発
明
は
、

同
時
期
に
ア
イ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
に

よ
っ
て
提
唱
さ
れ
た
相
対
性
理
論
に

も
比
さ
れ
る
べ
き
、20

世
紀
美
術
最

大
の
革
新
と
み
な
さ
れ
て
い
ま
す
。

    

ピ
カ
ソ
と
ブ
ラ
ッ
ク
が1910

年

前
後
の
わ
ず
か
な
期
間
に
生
み
出
し

た
キ
ュ
ビ
ス
ム
は
、
理
屈
っ
ぽ
い
考

え
に
基
づ
く
き
わ
め
て
頭
で
っ
か
ち

な
造
形
実
験
だ
っ
た
と
い
え
ま
す
。
　
　

　
当
時
彼
ら
の
作
品
を
直
接
見
る
こ

と
が
で
き
た
の
は
限
ら
れ
た
人
だ
け

で
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
様
式

に
お
い
て
も
、
芸
術
観
に
お
い
て
も
、

そ
の
後
の
美
術
の
展
開
に
地
域
を
越

え
た
広
範
な
影
響
を
及
ぼ
し
て
き
ま

し
た
。

　
キ
ュ
ビ
ス
ム
は
、
具
体
物
の
「
抽

象
化
」
と
い
う
面
で
、
は
っ
き
り
そ

の
方
向
性
を
示
し
ま
し
た
。
し
か
し

開
発
者
の
ピ
カ
ソ
と
ブ
ラ
ッ
ク
は
、

あ
る
時
期
に
至
る
と
、
そ
の
抽
象
化

の
開
発
を
中
止
し
、
そ
れ
ま
で
の
絵

画
の
世
界
に
と
ど
ま
ろ
う
と
し
ま
し

た
。
現
実
に
モ
テ
ィ
ー
フ
を
求
め
な

い
、
完
全
抽
象
（
＝
非
対
象
絵
画
）

の
実
現
に
は
、
そ
の
後
別
の
作
家
の

手
に
委
ね
ら
れ
ま
し
た
。

　

な
ぜ
ピ
カ
ソ
は
、
こ
ん
な
絵
を
描
き
は
じ

め
て
し
ま
っ
た
の
だ
ろ
う
。
最
初
に
こ
の
こ

と
を
を
考
え
ま
し
ょ
う
。　

キ
ュ
ビ
ス
ム
が

展
開
さ
れ
た
時
期
は1907

～1914

年
で
す
。

印
象
派
や
ゴ
ッ
ホ
や
ロ
ダ
ン
が
生
き
た
時
代

か
ら
、
ま
だ
あ
ま
り
経
過
し
て
い
な
い
頃
で

し
た
。

　

19

世
紀
後
半
か
ら20

世
紀
に
か
け
て
、
科

学
の
分
野
を
覗
い
て
み
る
と
、
当
時
の
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
社
会
全
般
が
、
大
き
く
変
化
し
よ
う

と
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。　

　

映
画
を
は
じ
め
電
気
関
連
の
新
た
な
発
明

や
物
理
学
上
の
発
見
。
自
動
車
・
飛
行
機
に

よ
る
移
動
手
段
の
変
化
な
ど
に
よ
り
生
活
が

次
第
に
変
わ
り
つ
つ
あ
っ
た
わ
け
で
す
。　

　
「
絵
画
は
、
こ
れ
ま
で
ど
お
り
、
静
止
し

た
　
物
体
を
描
く
だ
け
で
よ
い
の
か
　
？
」　　

　

キ
ュ
ビ
ス
ム
を
生
み
出
す
に
至
っ
た
ピ
カ

ソ
や
ブ
ラ
ッ
ク
の
背
景
に
は
、
科
学
・
機
械

時
代
が
幕
を
開
け
、
人
々
の
生
活
が
動
的
に

な
っ
て
い
く
、
当
時
の
現
実
社
会
の
、
ダ
イ

ナ
ミ
ッ
ク
な
変
化
が
あ
っ
た
。

　

芸
術
家
た
ち
は
社
会
の
大
き
な
動
き
の

中
で
自
分
達
は
一
体
何
を
す
る
べ
き
か
と
戸

惑
い
を
感
じ
て
い
た
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
そ

れ
に
挑
戦
し
た
最
初
の
人
達
が
キ
ュ
ビ
ス
ト

で
あ
る
。
こ
れ
が
背
景
と
い
う
こ
と
に
な
り

ま
す
。

　
　
ニ
グ
ロ
彫
刻
の
影
響

　

大
雑
把
に
キ
ュ
ビ
ズ
ム
の
流
れ
を
紹
介

し
た
い
と
思
い
ま
す
。
ブ
ラ
ッ
ク
、
ピ
カ

ソ
が
最
初
に
関
心
を
持
っ
た
の
が
二
グ
ロ

彫
刻
だ
っ
た
。

　

当
時
、
ア
フ
リ
カ
彫
刻
や
二
グ
ロ
彫
刻

と
い
ろ
ん
な
呼
ば
れ
方
が
あ
り
ま
し
た
け

れ
ど
も
。
素
朴
な
表
現
の
仮
面
な
ど
が
、

お
土
産
品
と
し
て
入
荷
さ
れ
て
い
た
。

　

ピ
カ
ソ
は
こ
れ
ら
を
見
て
、
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
人
に
は
な
い
、
全
く
違
う
生
命
の
エ
ネ

ル
ギ
ー
あ
る
い
は
簡
略
化
し
て
余
分
な
も

の
を
そ
ぎ
落
と
し
て
要
素
だ
け
を
残
し
た

よ
う
な
表
現
を
見
て
、
こ
れ
は
面
白
い
と

感
じ
、
自
分
の
表
現
に
取
り
入
れ
て
み
よ

な
ぜ
、
こ
ん
な
絵
を
…
？

キュビスムを理解する

キュビスムという実験



う
と
し
た
。
そ
れ
が
最
初
だ
っ
た
ん
で
す

ね
。
こ
の
時
期
は
、
ピ
カ
ソ
の
二
グ
ロ
期

と
呼
ば
れ
ま
す

　

二
グ
ロ
彫
刻
は
人
物
を
扱
っ
た
小
さ
な

彫
刻
が
多
か
っ
た
ん
で
す
ね
、
そ
こ
か
ら

出
て
き
た
ん
だ
と
思
い
ま
す
け
ど
、
ヌ
ー

ド
を
描
い
て
る
場
合
が
多
い
ん
で
す
ね
。

ヌ
ー
ド
モ
デ
ル
描
く
よ
う
な
感
じ
で
の
、

習
作
的
・
練
習
の
よ
う
な
感
じ
で
こ
れ
ら

を
描
い
た
も
の
だ
と
思
い
ま
す
。
こ
れ
ら

を
経
て
こ
う
い
う
表
現
に
至
っ
た
そ
う
で

す
。
彼
ら
は
ど
う
や
っ
て
ボ
リ
ュ
ー
ム
感

を
表
す
か
、
に
関
心
を
持
っ
て
い
た
と
言

え
る
と
思
い
ま
す
。
色
彩
は
ほ
と
ん
ど
茶

系
統
で
す
ね
。

　
　
セ
ザ
ン
ヌ
の
影
響

　

も
う
ひ
と
つ
の
源
流
・
キ
ュ
ビ
ズ
ム
の
根
っ

こ
に
あ
っ
た
も
の
は
セ
ザ
ン
ヌ
の
油
絵
で
す
。

　

セ
ザ
ン
ヌ
の
表
現
も
、
最
初
は
ボ
リ
ュ
ー

ム
感
が
強
か
っ
た
の
で
す
が
、
そ
れ
が
平
面

化
さ
れ
、
次
第
に
平
筆
で
さ
く
さ
く
と
描
く

部
分
を
残
し
た
り
す
る
よ
う
に
な
り
、
ぐ
っ

と
圧
縮
さ
れ
て
奥
行
き
感
も
な
く
な
っ
て
、

色
の
ム
ラ
を
残
し
て
埋
め
て
い
く
、
そ
ん
な

画
面
に
な
っ
て
い
っ
た
の
で
す
。
こ
う
し
た

セ
ザ
ン
ヌ
の
平
面
化
と
さ
く
さ
く
タ
ッ
チ
が

も
う
一
つ
の
原
理
だ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

セザンヌ



　
　
ア
フ
リ
カ
彫
刻
の
影
響

　「
マ
ン
ド
リ
ン
を
弾
く
若
い
む
す
め
」
が
、キ
ュ

ビ
ズ
ム
的
な
最
初
の
作
品
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

最
初
に
こ
ん
な
感
じ
の
作
品
を
彼
ら
は
作
り
だ

し
た
、
と
い
う
こ
と
な
ん
で
す
ね
。

　

ア
フ
リ
カ
彫
刻
の
持
つ
ス
タ
イ
ル
と
セ
ザ
ン

ヌ
が
考
え
て
い
た
方
法
、
そ
の
両
者
の
表
現
を

合
体
し
た
形
で
作
ら
れ
た
も
の
で
す
ね
。

「マンドリンを弾く若いむすめ」1910、1911 年

①マルシャン
《サン = ポール》

1921 年
②セザンヌ「ガルダンヌ 」
1885 － 86 

④レスタック風景（現場写真） ⑤ブラック ⑥ピカソ

③ブラック＜参考＞

●セザンヌ的キュビスムの時期

　
　
研
究
開
発

　

キ
ュ
ビ
ズ
ム
が
ス
タ
ー
ト
し
た1908

年
の
こ

の
時
期
の
作
風
は
、
ブ
ラ
ッ
ク
と
ピ
カ
ソ
と
が

ほ
と
ん
ど
区
別
が
つ
か
な
い
よ
う
な
よ
く
似
た

作
品
を
制
作
し
て
い
ま
し
た
。
お
互
い
一
緒
に

制
作
し
た
り
相
談
を
し
た
り
、
そ
ん
な
ふ
う
に

交
流
し
て
い
た
わ
け
で
す
。　

　

最
初
は
セ
ザ
ン
ヌ
的
キ
ュ
ビ
ズ
ム
の
時
代
と

い
わ
れ
ま
す
。
セ
ザ
ン
ヌ
は
風
景
を
な
ぜ
あ
の

よ
う
に
描
い
た
だ
ろ
う
か
？
、
二
人
は
セ
ザ
ン

ヌ
が
提
起
し
て
い
た
解
決
不
能
な
問
い
か
け
を
、

セ
ザ
ン
ヌ
が
描
い
た
現
場
ま
で
出
向
い
て
追
体

験
し
て
い
ま
す
（
下
図
参
照
）。

　

セ
ザ
ン
ヌ
が
一
番
関
心
あ
っ
た
の
は
、
私
達

の
世
界
の
三
次
元
の
膨
ら
み
、
い
わ
ゆ
る
立
体

感
・
ボ
リ
ュ
ー
ム
感
を
ど
う
し
た
ら
二
次
元
の

絵
画
に
表
現
で
き
る
か
と
い
う
こ
と
で
し
た
。

　

ブ
ラ
ッ
ク
と
ピ
カ
ソ
は
こ
れ
は
面
白
い
問
題

だ
と
気
づ
い
た
わ
け
で
す
。
セ
ザ
ン
ヌ
研
究
を

通
じ
て
、
新
し
い
機
械
の
時
代
が
始
ま
っ
た
際

に
、
自
分
達
が
新
し
い
美
術
・
芸
術
を
作
ろ
う

と
模
索
し
て
い
っ
た
の
で
す
。

　

こ
の
時
期
の
研
究
に
は
二
グ
ロ
彫
刻
の
影
響

も
含
ま
れ
ま
す
。
二
グ
ロ
彫
刻
や
ア
フ
リ
カ
彫

刻
の
影
響
を
含
ん
で
し
ま
っ
て
い
い
か
も
し
れ

な
い
で
す
ね
。　

　

そ
の
次
に
く
る
の
が
分
析
的
な
キ
ュ
ビ
ズ
ム

と
呼
ば
れ
る
時
期
で
す
。

キ
ュ
ビ
ス
ム
は
、
そ
の
時
期
を
大
き
く
分
け
る

と
「
①
セ
ザ
ン
ヌ
的
な
時
期
」、
そ
の
次
が
「
②

分
析
的
時
期
」、
そ
し
て
三
番
目
が
「
③
総
合
的

キ
ュ
ビ
ズ
ム
期
」
と
い
う
、
三
つ
に
分
け
る
考

え
方
と
、
そ
し
て
分
析
的
キ
ュ
ビ
ズ
ム
と
総
合

的
キ
ュ
ビ
ズ
ム
の
間
に
「
コ
ラ
ー
ジ
ュ
の
時
期
」

を
入
れ
て
四
つ
に
分
け
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

初期のキュビスム



　

二
グ
ロ
彫
刻
の
ボ
リ
ュ
ー
ム
感
、
そ
れ
と

セ
ザ
ン
ヌ
の
さ
く
さ
く
タ
ッ
チ
、
そ
れ
ら
の

作
業
の
中
か
ら
、
形
の
単
純
化
と
幾
何
学
性

の
導
入
、
結
果
的
に
多
視
点
的
な
視
覚
と
い

う
も
の
が
入
っ
て
き
た
と
い
う
こ
と
に
な
り

ま
す
。
さ
て
そ
れ
が
進
ん
で
、
パ
ー
ツ
を
面
的
に

分
解
し
、
も
う
一
回
組
み
立
て
な
お
し
ち
ゃ
う
と

い
う
こ
と
を
は
じ
め
た
。

　

重
ね
合
わ
せ
る
と
少
し
透
明
感
が
出
て
き
た
り

し
ま
す
ね
、
そ
れ
か
ら
面
の
片
っ
ぽ
だ
け
を
影
に

し
て
、
す
う
っ
と
グ
ラ
デ
ー
シ
ョ
ン
的
に
塗
ら
な

い
で
い
く
、
片
ぼ
か
し
で
す
ね
。
そ
れ
か
ら
、
輪

郭
線
の
放
棄
と
背
景
の
一
体
化
。
輪
郭
線
と
い
う

も
の
は
背
景
と
モ
チ
ー
フ
の
区
別
を
表
現
す
る
も

の
で
す
。
一
度
そ
の
輪
郭
線
を
と
っ
て
し
ま
う
と
、

ど
れ
が
図
形
で
ど
れ
が
地
で
あ
る
か
、
背
景
と
図

が
不
明
確
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
そ
の
こ
と
に

よ
っ
て
画
面
が
非
常
に
フ
ラ
ッ
ト
に
に
な
っ
て
く

る
。
そ
れ
が
分
析
的
な
キ
ュ
ビ
ズ
ム
の
特
徴
で
す
。

● セザンヌ的キュビスムの時期
　◆   二グロ彫刻のシンプルな
　　　　　　ボリューム表現
　◆  セザンヌの方法の再検討　
　◆   形の単純化と幾何学性
　◆  多視点的視覚

● 分析的キュビスムの時期　
　◆   解体した面の自由な連結　
　◆   面の透明性と片ぼかし・平面化
　◆   輪郭線の放棄と背景との一体化

　
　
分
析
的
キ
ュ
ビ
ズ
ム

　
　
パ
ピ
エ
・
コ
レ

ピ
カ

ソ
「

ヌ
ー

ド
の

女
性

」
19

10

レ
ン

ト
ゲ

ン
写

真
19

07

⑩　　　　　　⑪
面の透明性の導入は、レントゲン写真がヒントに
なったとの解釈もある。

①　　　　　　　　　　　　　　　　　②　　　　　　　　　　　
分析的キュビスムの時期には、二人の関心はもっぱら形態にあった。
そのために色彩には無関心で、単色のみで描かれた。

●分析的キュビスムの時期　

 　

上
図
の
①
・
②
を
ご
ら
ん
く
だ
さ
い
。
こ

れ
は
一
体
何
を
か
い
た
も
の
で
し
ょ
う
か
。

分
析
的
キ
ュ
ビ
ズ
ム
で
作
品
を
つ
く
り
出
し

て
い
く
内
に
ど
ん
ど
ん
細
分
化
を
続
け
て

い
っ
た
ん
で
す
よ
。こ
れ
ら
の
作
品
は
ブ
ラ
ッ

ク
の1911

年
の
も
の
で
す
。
お
な
じ
よ
う
な

形
が
重
な
っ
て
い
て
、
な
ん
だ
か
よ
く
わ
か

ら
な
い
作
品
で
す
が
、
面
の
透
明
性
が
あ
り
、

直
線
、
再
構
成
な
ど
、
色
ん
な
要
素
が
あ
り

ま
す
。
三
年
ほ
ど
の
間
に
、
断
片
の
細
分
化

が
進
み
過
ぎ
て
、
い
っ
た
い
何
を
モ
チ
ー
フ

に
し
た
の
か
実
在
物
が
不
明
確
に
な
り
す
ぎ

た
。
分
析
的
方
法
が
ど
ん
ど
ん
進
み
、
あ
ま

り
に
も
何
を
描
い
た
の
か
、
わ
か
ら
く
な
っ

て
し
ま
い
ま
し
た
。
　

　

さ
て
困
っ
た
、
お
れ
た
ち
少
し
や
り
す
ぎ

て
し
ま
っ
た
よ
う
だ
、
も
う
少
し
分
か
り
や

す
い
新
商
品
を
開
発
し
な
い
と
ま
ず
い
ぞ
と

い
う
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
何
か
い
い
手
は

な
い
か
一
般
の
人
々
に
受
け
る
方
法
は
な
い

か
。
そ
こ
で
新
た
な
武
器
と
し
て
発
明
し
た

の
が
コ
ラ
ー
ジ
ュ
で
し
た
。

　

コ
ラ
ー
ジ
ュ
と
い
う
方
法
は
、
写
実
的
な

要
素
を
も
う
一
度
再
導
入
す
る
方
法
と
し

て
、
開
発
さ
れ
た
方
法
で
す
。
こ
れ
は
最
初

は
パ
ピ
エ
・
コ
レ
っ
て
い
う
呼
び
方
で
し
た
。

の
り
と
紙
と
い
う
意
味
だ
っ
た
ん
で
す
が
、

そ
れ
が
発
展
し
て
コ
ラ
ー
ジ
ュ
に
な
っ
て
い

き
ま
し
た
。



      ▼キュビスム風の
                  典型スタイルとなる

      ●ブラックのスタイル●ピカソのスタイル

▼新古典主義へ転向

●総合的キュビスム

   途中まではピカソもブラックもよく似た作品をつくって

いました。ところがやっぱりお互いの持ち味が違うんです

ね。スペイン人のピカソは包丁で強く切ったような力強さ

を持った作家です。それに対してブラックは、フランスの

パリの人です。ブラックの方が叙情的＝リリックなところ

があり、どこか甘いんですね。ブラックは色の使い方、線

の形もどこかデリケートに組むことができるんですね。

　「総合的な時代」になると二人の持ち味がだいぶ違う感じ

になりました。ブラックは一つのことしかできない人です。

彼はその後もずっとキュビズムを

追求していきました。

　しかし、ピカソはもうキュビス

ムここまででいいと中断して ,「新

古典主義」と呼ばれる具象画のス

タイルに戻ってしまいました。

　

　そのため、その後のキュビズム

はブラックの雰囲気・スタイルが

主流になって世界中に広がりまし

た。その後もブラックの作風がキュ

ビズムの一般的なものとして日本

にも伝わりました。多くの人が制

作をしているキュビズム風絵画と

は、ブラックが生み出したスタイ

ルだともいえるのでしょう。　

キュビスムスタイルの展開

ピカソの転身　　ブラック風キュビスム



　
キ
ュ
ビ
ズ
ム
が
破
壊
し
た
も
の
は
、
古
い

絵
画
を
構
成
し
て
い
た
世
界
観
と
そ
の
方
法

で
あ
っ
た
と
い
え
る
で
し
ょ
う
。

　

自
然
の
模
倣
か
ら
自
由
に
な
っ
て
、
絵
画

が
そ
れ
自
身
の
自
律
性
に
従
っ
て
自
身(

絵

画)

を
組
織
す
る
こ
と 

＝ 

形
態
の
自
律
性
の

発
見
、
こ
れ
が
キ
ュ
ビ
ズ
ム
で
あ
っ
た
と
い

え
る
で
し
ょ
う
。
こ
の
面
か
ら
キ
ュ
ビ
ズ
ム

は
、
た
し
か
に
二
十
世
紀
の
芸
術
を
変
え
た

わ
け
で
す
。

　

キ
ュ
ビ
ス
ム
の
絵
画
は
、
事
物
を
分
解
し
、

平
面
に
置
き
並
べ
、
そ
れ
を
造
形
的
に
構
成

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
あ
た
ら
し
い
認
識
の

地
平
を
拓
き
、
新
し
い
美
学
を
創
造
し
、
絵

画
と
彫
刻
に
お
け
る
大
幅
な
自
由
を
獲
得
し

た
。
そ
れ
は
言
っ
て
み
れ
ば
、
二
十
世
紀
に

お
け
る
人
間
と
事
物
と
の
新
た
な
基
礎
文
法

と
な
る
も
の
で
あ
っ
た
。

　

ピ
カ
ソ
は
、
ロ
ー
ズ
の
時
代
と
呼
ば
れ
る

20
才
に
な
っ
た
ば
か
り
の
頃
か
ら
ず
っ
と
旅

の
道
化
師
＝
ア
ル
ル
カ
ン
を
テ
ー
マ
に
描
い

て
い
ま
す
。

　

総
合
的
キ
ュ
ビ
ス
ム
の
頃
の
作
品
「
ア
ル

ル
カ
ン
」
は
、
平
面
の
秩
序
の
発
見
と
い
う

キ
ュ
ビ
ス
ム
の
目
的
の
終
着
点
を
明
確
に
示

し
て
い
ま
す
。
こ
の
作
品
に
お
い
て
平
面
化

が
完
壁
に
達
成
さ
れ
、
人
間
は
単
純
な
方
形

と
幾
つ
か
の
色
彩
の
組
み
合
わ
せ
に
還
元
さ

れ
て
し
ま
っ
て
い
ま
す
。

　

こ
の
「
ア
ル
ル
カ
ン
」
は
、
第
一
次
大
戦

が
始
ま
っ
た
年
の
翌
年
、
パ
リ
で
描
か
れ
ま

　

描
か
れ
た
人
物
は
、
人
物
と
い
う
に
は
あ

ま
り
に
簡
略
で
、
人
体
と
い
う
に
は
あ
ま
り

に
薄
っ
ぺ
ら
な
一
枚
の
紙
の
よ
う
に
表
出
さ

れ
て
お
り
、
こ
れ
は
も
は
や
人
物
で
も
人
体

で
も
な
い
ひ
と
つ
の
符
牒
（
記
号
）
の
よ
う

な
も
の
で
し
ょ
う
。
ヒ
カ
ソ
の
描
く
「
人
物
」

は
、
つ
い
に
紙
よ
り
も
薄
い
存
在
物
と
な
り
、

半
ば
幽
霊
の
よ
う
な
透
明
人
間
で
は
な
い
で

し
ょ
う
か
。

　

こ
の
作
品
は
、
キ
ュ
ビ
ス
ム
を
探
求
し
、

か
ず
か
ず
の
新
し
い
発
見
を
為
し
遂
げ
て
き

た
ピ
カ
ソ
が
た
ど
り
着
い
た
造
形
的
・
美
学

的
結
論
な
の
で
も
あ
る
で
し
ょ
う
。

　

そ
の
後
の
「
新
古
典
主
義
」
の
作
風
で
は
、

キ
ュ
ビ
ス
ム
を
脱
出
し
た
後
の
、
具
象
絵
画

へ
の
新
鮮
な
ま
な
ざ
し
が
伺
え
ま
す
。
ピ
カ

ソ
は
つ
ね
に
脱
皮
を
繰
り
返
し
て
92
歳
ま
で

制
作
を
続
け
ま
し
た
。　

　

　
　
形
態
の
自
律
性
の
発
見

　
　
深
さ
か
ら
平
面
へ

し
た
。
ベ
ニ
ヤ
板
１
枚
サ
イ
ズ
の
こ
の
作
品

で
、
ピ
カ
ソ
は
ア
ル
ル
カ
ン
の
服
装
を
し
た

人
物
を
切
り
紙
を
貼
り
付
け
た
よ
う
な
形
式

で
、
三
つ
の
部
分
に
分
解
し
、
そ
れ
ら
を
一

体
の
も
の
に
構
成
し
た
。

　

一
番
手
前
に
居
る
の
は
、
例
の
、
ア
ル
ル

カ
ン
の
市
松
模
機
の
服
を
き
た
人
物
で
、
模

様
の
色
は
「
緑
」
と
「
赤
」、
人
物
の
首
と
頭

は
「
褐
色
」
に
塗
ら
れ
、
頭
部
に
は
ま
る
い

限
だ
け
が
描
き
こ
ま
れ
て
い
ま
す
。
唇(

歯)

は
長
い
首
の
と
こ
ろ
に
ま
る
で
蝶
ネ
ク
タ
イ

の
よ
う
に
描
き
こ
ま
れ
て
い
ま
す
。
人
物
の

背
後
に
は
、
こ
の
人
物
の
「
影
」
と
も
解
釈

で
き
る
灰
色
の
方
形
が
斜
に
阪
め
こ
ま
れ
て

い
ま
す
。

　

こ
の
絵
で
重
要
な
の
は
、
こ
の
絵
が
「
ア

ル
ル
カ
ン
」
を
描
い
て
い
る
と
い
う
事
に
あ

る
の
で
は
な
く
、
ピ
カ
ソ
が
人
間(

人
物)

を

全
く
一
枚
の
紙
切
れ
の
よ
う
に
物
質
化(

あ
る

い
は
非
物
質
化)

し
て
描
い
た
と
い
う
事
実
に

在
り
ま
す
。

ローズの時代の頃

初期キュビスムの頃

総合的キュビスムの頃

新古典主義の頃

　
　
ア
ル
ル
カ
ン
に
見
る

　
　
　
　
　
ピ
カ
ソ
絵
画
の
変
化

ピ
カ
ソ
は
、
若
い
頃
か
ら
幾
度
も
ア
ル

ル
カ
ン
を
描
い
て
い
る
。
そ
の
ス
タ
イ

ル
の
変
化
を
見
て
み
よ
う



キュビスム　その後の展開

■モンドリアンの幾何世界

■
シ
ュ
プ
レ
マ
テ
ィ
ズ
ム
　
　
構
成
主
義

Paris

Moscow

Rome

Leiden

11

⑱

■ Piet Mondrian　

カンディンスキーと並び、本格的な抽象絵画を描いた最
初期の画家とされる。1911 年キュビスムの作品に接し
て深い感銘を受けて事物の平面的・幾何学的な形態への
還元に取り組む。「リンゴの樹」の連作を見ると、樹木
の形態が単純化され、完全な抽象へと向かう過程が読み
取れる。1917 年にはドースブルフと共に芸術雑誌『デ・

■ Suprematism 
絶対主義　
ロシアにおいて 1915
年にマレーヴィチが
主張。抽象性を徹底
し た 絵 画 の 一 形 態。
抽象絵画の 1 つの到
達点ともいえる。キュ
ビスムと未来派の影
響を受けたその内容
は「絶対象」という
意味で、禁欲的で完
全なる抽象絵画であ
る。

■ロシア構成主義 Constructivism

キュビスムやシュプレマティスムの影響
を受け、1910 年代半ばにはじまった、
ソ連における芸術運動。絵画、彫刻、建
築、写真等、多岐にわたる。1917 年の
ロシア革命のもと、新しい社会主義国家
の建設への動きと連動して大きく展開し
た。その特徴は、幾何学的形態による抽
象性で、平面作品にとどまらず立体的な
作品が多いことも特徴。構成主義という
言葉は、ナウム・ガボが、最初に使った



③ピカビア
「ウドニー」1943

④ヂュシャン
「階段を降りる裸婦」

■未来派

　⑤ドローネ
　「エッフェル塔」

■オルフィズム

■オルフィズム
キュビスムにおける抽象化をよ
り押し進め（一部には、純粋抽
象に至った）、失われた色彩を
自由に使った華麗な作品が多
い。オルフィスムという言葉の
由来は、 ギリシャ神話 の琴の名
手であるオルフェウスから。ロ
ベール・ドローネー（Delaunay; 
1885 年 -1941 年 ） ク プ カ

（Kupka; 1871 年 -1957 年 ） 
ピ カ ビ ア（Picabia; 1878 年
-1953 年） マルセル・デュシャ
ン（Marcel Duchamp; 1887
年 -1968 年） レジェ（Fernand 
Léger; 1881 年 -1955 年） 

Futurismo（伊）

1909 年にイタリアの詩人マリネッティ (Marinetti; 1876-1944) によって起草された
「未来主義創立宣言」がその発端。過去の芸術の徹底破壊と、機械化によって実現された
近代社会の速さを称え、しかもあらゆる破壊的な行動を讚美する非常に過激なものだっ
た。この運動は文学、美術、建築、音楽と広範な分野で展開されたが、1920 年代からは、
好戦的で戦争や破壊を新しい美とする部分の認識で共通していたファシズムの政治運動
と結びついていく。未来派の芸術運動は、ロシアでも起こり、その後のロシア構成主義
芸術や、ダダイズムの画家達、現代音楽や演劇・バレエなどに伝播し、様々なジャンル
の前衛芸術家達に影響を及ぼした。

■ピュリスム

ピュリスム（純粋主義）は 1918 年から 25
年の間フランスで展開された絵画運動。ジャ
ンヌレとオザンファンの二人は『キュビスム
以後』というマニフェストを表わし、主観主
義に陥ってしまったキュビスムを批判し、そ
の名の通りより機能性が純化された絵画の必
要性を説いた。精密で明快な画面と、幾何学
的な空間性を特徴とする作風である。
多様性も発展性もなく、面白みに欠けるとい



」　

表現主義的抽象の祖

「最初の抽象水彩画」1910 年②

　
　
画
家
に
な
る
き
っ
か
け

　

彼
は
学
者
で
し
た
。
30
歳
ま
で
モ
ス
ク
ワ

大
学
で
法
律
と
政
治
経
済
を
学
ん
で
い
て
、

そ
こ
の
助
手
を
や
っ
て
い
て
ど
っ
か
の
大
学

に
務
め
る
こ
と
が
決
ま
っ
て
い
た
ら
し
い
ん

で
す
よ
。。
大
学
に
務
め
て
い
た
人
が
な
ん
で

絵
描
き
な
ん
て
ヤ
ク
ザ
な
商
売
を
目
指
そ
う

と
し
た
の
か
。
そ
れ
に
は
い
く
つ
か
の
き
っ

か
け
が
あ
っ
た
と
カ
ン
デ
ン
ス
キ
ー
は
記
録

に
残
し
て
い
ま
す
。　

　

彼
を
画
家
の
道
に
進
ま
せ
た
き
っ
か
け
は

大
き
く
４
つ
ほ
ど
あ
り
ま
す
。
そ
の
代
表
的

な
も
の
の
一
つ
は
、
モ
ネ
の
積
み
わ
ら
体
験

と
い
う
も
の
で
す
。

　

当
時
モ
ス
ク
ワ
で
、
印
象
派
の
モ
ネ
の
展

覧
会
が
行
わ
れ
て
い
た
ん
で
す
ね
。
そ
の
時

に
何
点
か
展
示
さ
れ
て
い
た
「
積
み
わ
ら
」

の
作
品
を
見
た
カ
ン
デ
ン
ス
キ
ー
は
、
そ
れ

ま
で
絵
に
関
心
が
あ
っ
た
わ
け
じ
ゃ
な
か
っ

た
が
、「
こ
れ
は
素
晴
ら
し
い
」
と
衝
撃
を
う

け
た
そ
う
で
す
。

　
　
積
み
わ
ら
体
験

ど
こ
が
素
晴
ら
し
い
と
い
う
か
と
い
う
と
、

カ
ン
デ
ン
ス
キ
ー
に
言
わ
せ
れ
ば
、
な
ん
か

は
っ
き
り
し
な
い
ん
だ
け
ど
自
分
の
心
の
中

に
素
晴
ら
し
い
衝
撃
が
走
っ
た
と
い
う
の
で

す
。

　

こ
の
シ
ョ
ッ
ク
は
、
例
を
挙
げ
る
と
、
落

日
体
験
に
非
常
に
似
て
い
る
よ
う
で
す
。
落

日
体
験
と
は
な
に
か
と
い
う
と
、
例
え
ば
、

海
沿
い
で
お
日
さ
ま
が
沈
ん
で
い
く
光
景
を

見
た
こ
と
は
な
い
で
す
か
？
。
空
が
真
赤
く

染
ま
っ
て
い
く
光
景
を
目
に
し
て
、
自
然
は

す
ご
い
な
あ
と
奇
麗
だ
な
と
呆
然
と
し
て
し

ま
う
経
験
は
な
い
で
す
か
。
そ
れ
な
ん
で
す
。

　

カ
ン
デ
ン
ス
キ
ー
の
場
合
も
こ
れ
が
モ
ス

ク
ワ
の
例
え
ば
赤
の
広
場
の
モ
ス
ク
な
ん
か

が
赤
く
染
ま
る
よ
う
な
夕
日
の
景
色
だ
っ
た

そ
う
で
す
。
そ
れ
を
見
る
際
に
、
モ
ネ
の
絵

を
見
た
時
の
「
積
み
わ
ら
体
験
」
と
重
な
っ

て
こ
う
い
う
瞬
間
、
世
界
が
赤
く
染
ま
る
よ

う
な
、
そ
れ
を
見
た
人
間
の
気
持
ち
が
素
晴

ら
し
い
と
思
う
感
覚
・
感
動
を
、
こ
の
瞬
間

を
描
く
こ
と
こ
そ
、
画
家
の
最
大
の
困
難
で

あ
る
と
考
え
た
わ
け
で
す
。

　

そ
う
し
た
感
動
は
、
普
通
の
人
は
夕
日
を

描
く
わ
け
で
す
よ
。
奇
麗
だ
な
、
夕
日
す
ご

い
な
、
じ
ゃ
あ
こ
の
絵
を
描
き
ま
し
ょ
う
と

す
る
の
で
す
。
と
こ
ろ
が
カ
ン
デ
ン
ス
キ
ー

は
そ
う
じ
ゃ
な
い
。
こ
の
感
動
は
自
分
の
心

の
中
に
巻
き
起
こ
っ
て
い
る
も
の
な
の
だ
か

ら
、
巻
き
起
こ
っ
て
い
る
何
か
ぼ
わ
っ
と
し

た
も
の
を
描
き
た
い
。
そ
れ
は
こ
の
風
景
じ
ゃ

な
い
ん
だ
よ
。
な
ん
と
な
く
わ
か
り
ま
せ
ん

か
。
そ
う
い
う
こ
と
な
の
で
す
。

　

カ
ン
デ
ン
ス
キ
ー
は
モ
ン
ド
リ
ア
ン

と
と
も
に
抽
象
絵
画
の
先
駆
者
と
し
て

位
置
づ
け
ら
れ
て
い
ま
す
。
彼
は
多
く

の
著
作
を
残
し
て
お
り
、
美
術
理
論
家

と
し
て
も
評
価
さ
れ
て
い
ま
す
。
抽
象

絵
画
の
歴
史
を
辿
る
上
で
は
、
最
初
に

し
て
最
大
の
人
物
だ
と
い
え
ま
す
。

　
こ
こ
で
は
カ
ン
デ
ン
ス
キ
ー
に
お
け

る
抽
象
化
と
は
な
に
か
を
紹
介
し
た
い

と
思
い
ま
す
。

　
彼
の
抽
象
絵
画
を
語
る
際
に
、
一
番

有
名
な
作
品
が
こ
れ
で
す
。水
彩
で
ち
ょ

こ
ち
ょ
こ
描
い
た
も
の
で
す
ね
。
た
だ

の
殴
り
書
き
じ
ゃ
な
い
か
と
も
思
え
る

で
し
ょ
う
ね
。

　
こ
の
よ
う
な
作
品
を
前
に
し
て
、
多

く
の
人
は
戸
惑
い
を
隠
せ
ま
せ
ん
。

・
こ
こ
に
は
何
が
描
か
れ
て
い
る
の
？

・
こ
れ
は
ど
の
よ
う
に
見
た
ら
良
い
の
？

・
こ
れ
で
も
絵
な
の

　
お
そ
ら
く
現
在
で
も
一
般
の
人
々
は
、

驚
き
や
疑
問
そ
し
て
怒
り
を
表
明
す
る

で
し
ょ
う
。
し
か
し
こ
れ
は
今
か
ら
百

年
以
上
前
に
描
か
れ
た
作
品
で
す
。

　
キ
ュ
ビ
ス
ム
誕
生
時
と
ほ
ぼ
同
じ
頃

で
す
。
当
時
の
革
新
的
な
画
家
た
ち
で

も
、　
こ
の
作
品
を
理
解
で
き
た
人
は
少

な
か
っ
た
こ
と
で
し
ょ
う
。
カ
ン
デ
ン

ス
キ
ー
は
い
っ
た
い
何
を
考
え
て
い
た

の
で
し
ょ
う
か
、
そ
れ
を
検
討
し
て
み

ま
し
ょ
う
。

　
　

カンディンスキーによる抽象



■経歴

　●『カンディンスキー著作集 全 4 巻』
　　　　　　　　　　　　美術出版社 2000
　1 巻：抽象芸術論 : 芸術における精神的なもの
　2 巻：点・線・面 : 抽象芸術の基礎
　3 巻：芸術と芸術家 : ある抽象画家の思索と記録
　4 巻：カンディンスキーの回想 

■モンドリアンと
ともに彼は抽象
絵画の先駆者とし
て位置づけられて
いる。また、多く
の著作を残してお
り、美術理論家
としても著名であ
る。

モスクワ生、子供時代をオデッサで過
ごす。1886 年～1892 年モスクワ大
学で法律と政治経済を学ぶ。彼が芸術
に目覚めるのは、モネの絵とワーグナー
の音楽に接したことにあった。時に 30
歳のこと

1896 年にミュンヘンで絵の勉強を始
め象徴主義の大家フランツ・フォン・シュ
トゥックに師事する。
1902 年、ベルリンの分離派展に出品。
1904 年からはパリのサロン・ドートン
ヌにも出品している。
1909 年には新ミュンヘン美術家協会
会長となるが、1911年にはフランツ・
マルクとともに脱退して「青騎士」（デ
ア・ブラウエ・ライター）を結成した。
その間の1910 年に最初の抽象画を手
掛け、絵画表現の歴史の新たな一歩を
記している。代表作の 『コンポジション』 
シリーズはこの最初のドイツ滞在期に
制作された。

革命後、1918 年にモスクワに戻った。
当時のソ連では前衛芸術はウラジミー
ル・レーニンによって「革命的」として
認められており、カンディンスキーは政
治委員などを務めた。しかし、ヨシフ・
スターリンが台頭するにつれ前衛芸術
が軽視されるようになり、スターリン
が共産党書記長に就く直前の1921 年
に再びモスクワを離れてドイツへと向
かった。

1922 年からはバウハウスで教官を務
め、1933 年にナチス・ドイツによって

1866 ー 1944

内容は、ロシアの民族的物語

　

カ
ン
デ
ン
ス
キ
ー
を
画
家
に
向
か
わ
せ
た
体

験
に
も
う
一
つ
重
要
な
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
。

　

彼
が
ス
ケ
ッ
チ
か
ら
帰
っ
て
く
る
と
、
素
晴

ら
し
く
奇
麗
な
も
の
が
あ
る
。
な
ん
だ
こ
れ
は

と
思
っ
て
近
寄
っ
て
み
た
ら
、
自
分
の
絵
が
さ

か
さ
ま
に
置
い
て
あ
っ
た
。

　

み
な
さ
ん
も
経
験
あ
る
で
し
ょ
う
。
な
に
が

描
か
れ
て
い
る
か
わ
か
ら
な
い
状
態
な
の
に
形

が
き
れ
い
に
見
え
ち
ゃ
っ
た
よ
と
い
う
こ
と
。

　

カ
ン
デ
ン
ス
キ
ー
は
思
っ
た
ん
で
す
。
こ
れ

は
中
身
の
問
題
で
は
な
く
、
見
え
方
の
問
題
だ

と
。
色
と
か
形
と
か
だ
け
に
よ
っ
て
も
、
訴
え

か
け
て
く
る
も
の
が
あ
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
考

え
た
。
じ
ゃ
あ
研
究
し
て
み
よ
う
！
。
も
と
も

と
研
究
者
で
す
か
ら
。

　

カ
ン
デ
ン
ス
キ
ー
作
品
の
展
開
・
発
展
は
、

大
き
く
三
段
階
に
区
分
で
き
る
で
し
ょ
う
。

　

は
じ
め
は
修
業
時
代
。
内
容
は
ロ
シ
ア
の

民
族
的
な
物
語
を
テ
ー
マ
に
し
て
、
そ
れ
を

フ
ォ
ー
ビ
ズ
ム
的
に
強
烈
な
色
味
で
描
く
こ

と
が
特
徴
的
で
す
。

　

フ
ォ
ー
ビ
ズ
ム
の
考
え
方
は
、
感
覚
を
と

て
も
重
視
す
る
こ
と
で
す
。
と
り
わ
け
、
色

彩
は
芸
術
家
の
主
観
的
な
感
覚
を
表
現
す
る

た
め
の
道
具
で
あ
り
、
自
由
に
使
わ
れ
る
べ

き
、
心
で
奏
で
る
色
彩
を
表
現
し
た
い
と
い

う
こ
と
で
す
。　

実
際
に
人
に
見
え
て
い
る

色
彩
が
赤
く
感
じ
ら
れ
た
ら
、
お
も
い
っ
き

り
赤
に
し
ち
ゃ
お
う
。
色
彩
に
お
け
る
強
調

で
す
。
描
か
れ
て
い
る
の
は
具
体
的
な
風
景

な
ど
で
す
ね
。

　

　
　
逆
さ
絵
体
験

　
　
フ
ォ
ー
ビ
ス
ム
か
ら
出
発

カンデンスキー



　

初
期
の
代
表
作
を
見
て
い
き
た
い
と
お
も

い
ま
す
。
幅
2.3
メ
ー
ト
ル
も
あ
る
ち
ょ
っ
と

横
長
の
大
作
で
す
が
４
日
で
描
き
上
げ
た
作

品
で
す
。

　

従
来
の
ア
カ
デ
ミ
ズ
ム
の
画
家
は
一
枚
の

作
品
を
仕
上
げ
る
の
に
は
一
年
が
か
り
あ
る

い
は
二
年
間
も
か
け
て
か
き
ま
し
た
。
そ
れ

に
比
べ
て
抽
象
画
と
い
う
も
の
は
早
い
で
す
。

で
も
４
日
は
早
い
よ
ね
。
こ
れ
を
み
て
、
私

た
ち
は
な
に
を
考
え
る
か
。
ど
う
み
る
か
な

ん
で
す
が
、
大
き
く
分
け
て
二
種
類
の
観
点

が
あ
り
ま
す
。

　

ま
ず
造
形
性
と
い
う
部
分
。
眼
に
見
え
る

　
　
初
期
の
代
表
作

要
素
、
見
え
て
る
要
素
。
そ
れ
と
中
身
は
な

ん
な
の
と
い
う
内
容
を
解
釈
し
て
い
く
と
い

う
。
こ
の
二
種
類
な
ん
で
す
。
こ
れ
ら
は

ち
ょ
っ
と
違
い
ま
す
よ
ね
。　

り
し
な
い
で
す
ね
。

　

こ
う
し
て
み
る
と
彼
の
造
形
方
法
は
、
従

来
の
絵
画
の
ル
ー
ル
と
は
全
く
異
な
る
手
法

に
よ
っ
て
組
み
立
て
ら
れ
て
い
る
と
言
わ
ざ

る
を
え
な
い
で
す
ね
。

　

カ
ン
デ
ン
ス
キ
ー
の
絵
を
考
え
る
に
あ
た
っ

て
、
ま
ず
造
形
の
方
法
に
つ
い
て
考
え
て
み
ま

し
ょ
う
。

　

造
形
性
を
分
析
す
る
と
、
形
、
明
暗
、
色
彩

の
３
つ
の
要
素
に
区
別
で
き
ま
す
。
で
は
ま
ず
、

こ
の
絵
で
形
は
ど
う
な
の
と
考
え
て
み
ま
し
ょ

う
。

　

第
一
に
、
は
っ
き
り
し
た
輪
郭
線
が
な
い
こ

と
に
気
付
く
で
し
ょ
う
。
短
か
い
線
や
色
面
は

あ
る
け
れ
ど
、
形
が
あ
い
ま
い
で
明
確
で
な
い

で
す
ね
。
だ
か
ら
何
が
描
か
れ
て
い
る
の
か
、

と
て
も
分
か
り
に
く
い
で
す
。
そ
し
て
、
絵
画

で
は
、
バ
ッ
ク
が
あ
っ
て
形
が
乗
っ
か
っ
て
い
る

こ
と
で
な
に
が
描
か
れ
て
い
る
の
か
が
わ
か
る

ん
で
す
。
し
か
し
、
こ
れ
は
ど
こ
が
地
で
ど
こ

が
図
か
が
わ
か
ら
な
い
。

　

で
は
明
暗
は
ど
う
で
し
ょ
う
。
明
暗
は
、
通

常
な
ら
ば
、
立
体
物
の
ボ
リ
ュ
ー
ム
を
出
す
た

め
に
使
い
ま
す
。
し
か
し
こ
の
作
品
で
は
明
暗

が
ほ
と
ん
ど
意
識
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
。

　

色
彩
に
関
し
て
は
は
ど
う
で
し
ょ
う
。
あ
ら

ゆ
る
色
が
混
然
と
散
り
ば
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

し
か
し
、
い
わ
ゆ
る
色
彩
の
ル
ー
ル
が
は
っ
き

　

フ
ォ
ー
ビ
ズ
ム
的
表
現
の
中
か
ら
、
し
だ

い
に
形
が
簡
略
化
し
て
い
き
ま
す
。
こ
の
時

期
は
抽
象
化
が
次
第
に
進
ん
で
い
く
段
階
で
、

ド
ラ
マ
チ
ッ
ク
な
時
代
と
呼
ば
れ
ま
す
。　

も
と
も
と
は
、
何
を
描
こ
う
と
し
て
い
る
か
、

具
体
物
が
あ
る
ん
で
す
が
、
そ
れ
を
単
純
化
、

簡
略
化
、
省
略
化
す
る
方
法
に
よ
っ
て
ど
ん

ど
ん
崩
し
て
い
く
わ
け
で
す
。
特
徴
的
な
こ

と
は
、
色
の
あ
い
だ
に
隙
間
が
で
き
て
く
る

ん
で
す
。

　

西
洋
人
の
絵
画
と
い
う
も
の
は
白
い
キ
ャ

ン
バ
ス
を
残
す
こ
と
は
あ
ま
り
な
い
ん
で
す
。

塗
り
こ
め
て
し
ま
わ
な
い
と
気
が
済
ま
な
い

ん
で
す
ネ
。
し
か
し
カ
ン
デ
ィ
ン
ス
キ
ー
の

作
品
に
は
白
い
部
分
が
ど
ん
ど
ん
入
り
込
ん

で
き
ま
し
た
。　
　

　
ド
ラ
マ
チ
ッ
ク
な
時
代

音
楽
と
の
類
比

　

カ
ン
デ
ィ
ン
ス
キ
ー
作
品
の
造
形
方
法
を

考
え
る
際
に
忘
れ
て
な
ら
な
い
こ
と
は
、
彼

が
音
楽
に
と
て
も
関
心
を
持
っ
て
い
た
と
い

う
こ
と
で
す
。

　

1911

年
以
降
、
カ
ン
デ
ィ
ン
ス
キ
ー
は

自
ら
の
一
連
の
作
品
に
、「
コ
ン
ポ
ジ
シ
ョ

ン
」
と
い
う
タ
イ
ト
ル
を
つ
け
て
い
ま
す
。

コ
ン
ポ
ジ
シ
ョ
ン
と
は
も
と
も
と
が
音
楽
用

語
で
「
作
曲
」
の
意
味
で
す
ね
。

　

カ
ン
デ
ィ
ン
ス
キ
ー
に
よ
る
初
期
の
抽
象

化
の
背
景
に
は
、
音
楽
の
影
響
が
強
く
あ
る

と
い
わ
れ
ま
す
。

　
「
ワ
ー
グ
ナ
ー
の
音
楽
を
聴
い
た
時
、
ロ
ー

エ
ン
グ
リ
ン
の
中
で
、
ぼ
く
は
あ
ら
ゆ
る
色

彩
を
見
た
」

　

と
追
体
験
し
て
い
ま
す
し
、
シ
ェ
ー
ン
ベ

ル
ク
こ
そ
自
分
た
ち
が
目
指
し
て
い
る
も
の

と
共
通
の
も
の
を
音
楽
の
面
で
推
進
し
て
い

る
人
間
だ
と
し
て
、
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い

ま
す
。

「コンポジション７」1913 年①

　
　
造
形
の
方
法

カンディンスキーの抽象手法



　
　
抽
象
化
の
方
法

　
　
大
総
合
時
代

　

彼
は
死
ぬ
前
の
十
年
間
、、
そ
れ
ま
で
と
は

大
分
異
な
る
作
品
を
描
き
ま
し
た
。
大
総
合

時
代
と
呼
ば
れ
て
い
ま
す
。
形
が
ず
い
ぶ
ん

は
っ
き
り
し
て
き
ま
し
た
ね
。

　

四
角
形
あ
る
い
は
長
方
形
や
直
線
な
ど
の

幾
何
学
的
な
要
素
、
図
形
的
な
要
素
が
非
常

に
強
く
な
っ
て
い
ま
す
。
し
か
し
や
は
り
、

も
と
も
と
な
に
か
ネ
タ
が
あ
っ
て
そ
れ
を
図

形
的
に
し
て
い
っ
た
り
、
筆
の
タ
ッ
チ
に
置

き
換
え
て
い
っ
た
こ
と
が
伺
え
ま
す
。

　

か
れ
は
人
生
の
後
半
に
、
何
を
し
よ
う
と

し
た
か
っ
た
の
か
。
宇
宙
を
扱
い
た
か
っ
た

の
か
な
と
思
っ
て
し
ま
う
作
品
が
多
く
あ
り

ま
す
。
ま
た
、
ミ
ジ
ン
コ
あ
る
い
は
細
胞
の

中
の
ミ
ト
コ
ン
ド
リ
や
の
よ
う
な
、
ミ
ク
ロ

　
「
シ
ェ
ー
ン
ベ
ル
ク
の
音
楽
は
、
わ
れ
わ

れ
を
、
音
楽
的
体
験
が
耳
の
聴
感
覚
で
は
な

く
て
純
粋
に
魂
の
体
験
で
あ
る
よ
う
な
、
新

し
い
世
界
に
導
く
」

　

シ
ェ
ー
ン
ベ
ル
グ
が
実
践
し
て
い
た
新
し

い
音
楽
は
ポ
リ
フ
ォ
ニ
ー
と
い
う
表
現
で
し

た
。
こ
れ
は
、
音
楽
の
要
素
で
あ
る
音
階
、

旋
律
、
ハ
ー
モ
ニ
ー
と
い
っ
た
も
の
を
一
度

解
体
し
て
、
そ
れ
ら
を
重
層
的
に
再
構
成
し

よ
う
と
す
る
試
み
だ
っ
た
わ
け
で
す
。
カ
ン

デ
ィ
ン
ス
キ
ー
は
絵
画
の
要
素
で
あ
る
形

態
、
色
彩
、
色
調
と
い
っ
た
も
の
に
つ
い
て
、

同
じ
よ
う
な
試
み
を
行
っ
た
と
考
え
る
と
、

彼
の
抽
象
化
の
表
現
方
法
が
理
解
で
き
る
気

が
し
ま
せ
ん
か
？　

③ ④

　

カ
ン
デ
ィ
ン
ス
キ
ー
が
、
具
体
的
な
イ
メ
ー

ジ
を
ど
の
よ
う
に
抽
象
化
し
た
の
か
を
見
て
み

ま
し
ょ
う
。
下
の
２
枚
の
作
品
は
、
そ
の
手
順

例
に
良
く
使
わ
れ
る
作
品
で
す
。

　

は
じ
め
に
右
作
品
が
描
か
れ
て
、
次
に
左

作
品
が
描
か
れ
ま
し
た
。
右
下
を
良
く
見
て

下
さ
い
。、
何
か
円
的
な
も
の
と
筒
の
よ
う

な
も
の
が
あ
り
ま
す
ね
。
こ
の
絵
の
タ
イ
ト

ル
は
「
大
砲
」
と
あ
る
ん
で
す
。
わ
か
り
ま

す
ね
、
車
輪
付
き
の
大
砲
が
二
台
あ
り
ま
す
。

　

球
を
ド
ー
ン
と
打
っ
た
よ
、
火
花
散
っ
て

る
よ
と
。
山
の
上
に
は
家
が
あ
り
、人
も
い
っ

ぱ
い
い
る
ん
で
す
よ
。
具
体
物
を
単
純
化
し
て

描
い
た
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
ね
。

　

左
の
作
品
は
、
右
の
絵
の
後
に
作
ら
れ
ま
し

た
。「
黒
い
弧
の
あ
る
風
景
」
と
タ
イ
ト
ル
が

つ
け
ら
れ
て
い
ま
す
が
、
じ
つ
は
こ
の
絵
は
右

作
品
を
下
敷
き
に
し
て
さ
ら
に
抽
象
化
を
進
め

て
描
い
た
と
言
わ
れ
て
い
る
ん
で
す
ね
。
も
う

こ
の
作
品
か
ら
は
具
体
物
を
連
想
さ
せ
る
箇
所

は
ほ
と
ん
ど
あ
り
ま
せ
ん
。
抽
象
化
が
相
当
進

ん
だ
と
い
え
ま
す
。

　

多
く
の
人
に
と
っ
て
、
な
ん
で
も
い
い
か

ら
描
い
て
ご
ら
ん
っ
て
言
わ
れ
て
も
な
か
な

か
描
け
な
い
も
の
な
ん
で
す
。

　

カ
ン
デ
ン
ス
キ
ー
も
同
様
に
、
風
景
や
人

物
な
ど
、
も
と
も
と
あ
る
ネ
タ
＝
具
体
的
事

物
の
形
態
、
を
ど
ん
ど
ん
壊
し
て
い
き
、
そ

し
て
再
度
組
み
合
わ
せ
、
色
と
形
の
バ
ラ
ン

ス
を
取
り
な
が
ら
、
抽
象
作
品
を
作
ろ
う
と

し
ま
し
た
。
カ
ン
デ
ン
ス
キ
ー
の
抽
象
化
の

方
法
の
基
本
は
。
あ
く
ま
で
も
と
も
と
な
に

か
「
元
ネ
タ
」
が
あ
っ
た
ん
で
す
ね
。

の
世
界
を
感
じ
る
作
品
も
あ
り
ま
す
。
ミ
ク

ロ
か
ら
マ
ク
ロ
世
界
ま
で
行
く
よ
う
な
そ
う

い
う
物
質
の
動
き
、
存
在
み
た
い
な
も
の
を

扱
っ
て
い
た
ん
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
ま

す
。　



　
　
内
容
の
問
題

カ
ン
デ
ン
ス
キ
ー
は
結
局
何
を
描
き
た
か
っ

た
の
か
、
ま
と
め
て
み
ま
し
ょ
う
。

　

も
う
い
ち
ど
夕
日
の
例
を
確
認
し
て
み
ま

す
。
夕
日
が
ド
ー
ン
と
沈
ん
で
い
く
そ
れ
を

見
た
人
の
心
の
中
に
は
精
神
的
な
感
動
が
沸

き
起
こ
る
。
そ
れ
は
人
の
魂
を
振
動
さ

せ
高
め
る
力
で
あ
り
、
画
家
は
そ
れ
を
描

く
べ
き
で
、
そ
れ
が
表
現
の
価
値
な
ん
だ
と

い
う
こ
と
で
す

シャガール（リトグラ サム・フランシ
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⑪
⑫

　

彼
は
自
然
界
に
あ
る
、
見
え
て
い
る
も
の

を
描
こ
う
と
し
た
わ
け
じ
ゃ
な
く
て
、
作
者

の
内
部
に
あ
る
精
神
的
な
も
の
を
表
現
し
た

い
と
考
え
た
。

　

画
面
を
構
成
す
る
の
は
あ
く
ま
で
内
面
的

で
必
然
性
の
あ
る
働
き
だ
と
彼
は
考
え
ま
し

た
。
彼
は
そ
の
こ
と
を
「
内
的
必
然
性
の
原

理
」
と
呼
び
ま
し
た
。
こ
れ
に
基
づ
い
て
抽

象
的
な
要
素
を
組
み
合
わ
せ
て
作
品
を
作
る

べ
き
で
あ
る
と
い
う
ふ
う
に
言
っ
て
い
る
ん

　

カ
ン
デ
ン
ス
キ
ー
が
追
求
し
た
抽
象
化
の

方
向
は
、
そ
の
後
「
表
現
主
義
的
抽
象
」
と

し
て
展
開
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

最
も
分
か
り
や
す
い
例
と
し
て
は
サ
ム
・

フ
ラ
ン
シ
ス
が
あ
げ
ら
れ
る
で
し
ょ
う
。
彼

は
水
性
系
の
絵
の
具
を
用
い
て
、
白
地
を
背

景
に
し
て
と
て
も
色
彩
感
覚
あ
ふ
れ
る
画
面

を
つ
く
り
あ
げ
ま
し
た
。

　

ま
た
、
み
な
さ
ん
ご
存
知
の
シ
ャ
ガ
ー
ル

は
、
抽
象
画
家
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
や
は

り
、
白
地
を
生
か
し
た
色
彩
を
輝
か
せ
た
作

品
で
す
ね
。
彼
ら
の
制
作
方
法
に
は
明
ら
か

に
カ
ン
デ
ィ
ン
ス
キ
ー
が
築
き
あ
げ
よ
う
と

し
た
、
絵
の
具
と
色
彩
に
よ
る
、
感
覚
的
絵

画
世
界
の
影
響
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
で

し
ょ
う
。

で
す
。
と
こ
ろ
が
問
題
な

の
は
、
カ
ン
デ
ン
ス
キ
ー

の
い
う
内
的
必
然
性
の
原

理
と
は
何
か
が
と
て
も
理

解
し
難
い
と
い
う
こ
と
で

す
。

　

こ
れ
は
「
精
神
と
か
魂

と
か
生
命
、
そ
う
い
う
よ

う
な
も
の
で
し
ょ
っ
」
て

い
う
人
も
い
ま
す
。
ま
た
、

視
覚
心
理
学
的
な
要
素
か

ら
生
じ
る
心
の
動
き
で
あ

る
と
考
え
る
人
も
い
る
。

　

そ
れ
は
、
例
え
ば
水
平

線
と
い
う
も
の
か
ら
は
安

定
感
を
与
え
ら
れ
る
。
垂

直
線
は
上
昇
す
る
感
覚
を

得
ら
れ
る
な
ど
、
誰
に
と
っ

て
も
同
じ
よ
う
に
感
じ
る

＝
共
有
感
覚
そ
れ
を
内
的

必
然
性
と
い
う
人
も
い
る

訳
で
す
。

　

こ
の
あ
た
り
が
、
あ
ま
り
は
っ
き
り
し
な

い
と
い
う
点
が
、
カ
ン
デ
ン
ス
キ
ー
を
研
究

し
た
り
考
え
て
い
く
中
で
難
し
い
と
こ
ろ
な

ん
で
す
ね
。

　

た
だ
し
、
自
分
が
感
じ
た
精
神
や
魂
を
、

感
覚
を
通
じ
て
人
々
に
響
か
せ
よ
う
と
し
た

画
家
は
、
カ
ン
デ
ン
ス
キ
ー
以
前
に
も
い
ま

し
た
。
十
九
世
紀
末
の
神
秘
的
、
ロ
マ
ン
的
、

象
徴
的
な
ど
と
呼
ば
れ
た
一
群
の
作
家
達
で

す
。
彼
ら
は
具
象
画
を
通
じ
て
描
き
ま
し
た
。

カ
ン
デ
ン
ス
キ
ー
は
、
音
楽
の
よ
う
な
抽
象

性
を
も
っ
て
ダ
イ
レ
ク
ト
に
魂
を
響
か
せ
よ

う
と
し
た
点
が
彼
ら
と
は
異
な
り
ま
す
。
ま

た
、
同
時
代
の
キ
ュ
ビ
ス
ム
と
は
抽
象
化
の

点
で
は
類
似
し
て
ま
す
が
、
キ
ュ
ビ
ズ
ム

は
造
形
性
の
み
で
こ
の
よ
う
な
精
神
的
メ
ッ

セ
ー
ジ
は
あ
り
ま
せ
ん
か
ら
、
そ
こ
が
大
き

く
違
う
訳
で
す
。

　
　
影
響



カ
ン
デ
ィ
ン
ス
キ
ー                  

ピ
カ
ソ1881

マ
テ
ィ
ス1869

ロ
ー
ト
レ
ッ
ク1864

ム
ン
ク1863

ス
ー
ラ1859

歴
史
的
に
み
て
み
よ
う
実
は
カ
ン
デ
ン
ス
キ
ー
は
１
８
６
６
年
に

生
ま
れ
て
い
ま
す
。
ピ
カ
ソ
は
１
８
８
１
年
な
ん
で
す
。
と
い
う

こ
と
は
、
い
い
で
す
か
。
カ
ン
デ
ン
ス
キ
ー
と
ピ
カ
ソ
は
１
５
歳

違
う
ん
で
す
。
ピ
カ
ソ
の
方
が
１
５
歳
遅
く
生
ま
れ
て
い
る
ん
で

す
。
一
世
代
、
ひ
と
世
代
違
い
ま
す
親
子
み
た
い
な
も
ん
で
す
。

マ
テ
ィ
ス
は
６
９
年
で
し
ょ
。
カ
ン
デ
ン
ス
キ
ー
は
マ
テ
ィ
ス
よ

り
か
、
ピ
カ
ソ
と
マ
テ
ィ
ス
は
そ
ん
な
違
う
訳
で
し
ょ
。
年
代
が

違
う
ん
で
す
よ
。
マ
テ
ィ
ス
は
遅
咲
き
で
し
た
。
カ
ン
デ
ン
ス
キ
ー

こ
れ
ね
、
い
つ
の
人
か
と
い
う
と
、
ロ
ー
ト
レ
ッ
ク
が
６
４
年
に

生
ま
れ
て
ま
す
か
ら
、
そ
の
二
年
後
に
カ
ン
デ
ン
ス
キ
ー
が
生
ま

れ
て
る
ん
で
す
よ
。
ウ
ー
ル
ッ
ク
が
そ
の
前
で
し
ょ
。
た
だ
。
ウ
ー

ル
ッ
ク
と
か
ロ
ー
ト
レ
ッ
ク
と
か
カ
ン
デ
ン
ス
キ
ー
は
同
じ
同
じ

こ
ろ
に
生
ま
れ
た
人
た
ち
。
そ
れ
か
ら
１
５
年
た
っ
て
ピ
カ
ソ
が

生
ま
れ
て
、
キ
ュ
ビ
ズ
ム
を
展
開
し
た
と
。
だ
か
ら
、
美
術
史
的

な
表
現
を
作
っ
て
し
ま
い
ま
す
と
、
ピ
カ
ソ
の
キ
ュ
ビ
ズ
ム
と
カ

ン
デ
ン
ス
キ
ー
の
フ
ォ
ー
ビ
ズ
ム
の
あ
と
、
こ
れ
が
同
じ
時
期
に

な
っ
ち
ゃ
う
か
ら
、
カ
ン
デ
ン
ス
キ
ー
も
同
じ
世
代
の
人
か
な
と

思
っ
ち
ゃ
う
か
も
し
れ
な
い
で
す
が
、
実
は
違
う
ん
で
す
。
カ
ン

デ
ン
ス
キ
ー
は
も
う
ひ
と
世
代
前
の
印
象
派
後
期
、
印
象
派
の
頃

の
人
っ
て
言
っ
て
も
い
い
か
も
し
れ
な
い
。
出
発
点
が
遅
か
っ
た
の

で
そ
ん
な
風
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
そ
し
て
ロ
シ
ア
系
な
ん
で
す
ね
。
こ
れ
が
展

開
し
て
こ
ち
ら
側
の
ア
メ
リ
カ
ン
ア
ー
ト
に
繋
が
っ
て
い
く
と
い
う
。
そ
う
い
う

よ
う
な
経
過
を
た
ど
っ
て
い
く
。
そ
の
最
初
の
位
置
に
い
る
ん
で
す
よ
。
そ
う
い

う
こ
と
。
ん
に
工
夫
を
し
て
ほ
し
い
な
と
思
っ
て
い
ま
す
。



カ
ン
デ
ィ
ン
ス
キ
ー
「
黒
い
四
角
の
中
に
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
丸
は
太
陽
？
黄
色
は
レ
モ
ン
忰
＝

　
　
　
　
　
　
　
　
　
連
想
ゲ
ー
ム
で
楽
し
む
抽
象
絵
画

●
抽
象
画
の
題
名
っ
て
、
な
ん
で
こ
ん
な
に
そ
っ
け

な
い
の
か
し
ら
。『
黒
い
四
角
の
中
に
』な
ん
て
、

見
れ
ば
わ
か
る
の
に
。

▼
こ
れ
な
ん
か
マ
シ
な
方
だ
よ
。
カ
ン
デ
ィ
ン
ス

キ
ー
は
黒
い
四
角
い
窓
枠
の
な
か
を
見
て
く
だ

さ
い
っ
て
、
わ
ざ
わ
ざ
注
意
を
う
な
が
し
て
く

れ
て
い
る
ん
だ
か
ら
。

●
こ
れ
は
窓
枠
な
の
？

▼
も
し
、
黒
じ
ゃ
な
く
て
他
の
色
だ
っ
た
ら
、
単
純

に
窓
だ
と
は
言
え
な
い
け
ど
ね
。
色
彩
に
意
味

が
と
も
な
っ
て
し
ま
う
か
ら
ね
。
し
か
し
、
黒

と
い
う
非
感
情
的
な
色
を
使
っ
て
い
る
以
上
、

こ
れ
は
、
画
面
、
す
な
わ
ち
、
四
角
形
の
空
間

の
な
か
に
、
見
る
人
の
視
線
を
引
き
こ
む
た
め

の
装
置
だ
と
思
え
ば
い
い
ん
じ
ゃ
な
い
か
な
。

●
じ
ゃ
あ
、
こ
の
窓
枠
が
、
な
ん
で
斜
め
に
ゆ
が
ん

で
い
る
の
か
し
ら
？

▼
な
ん
で
だ
と
思
う
？

●
そ
う
ね
え
・
・
・
・
・
・
。
た
ぶ
ん
、
躍
動
感
を

出
す
た
め
じ
ゃ
な
い
か
し
ら
。
画
面
の
右
か
ら
左

に
向
か
っ
て
、
丸
や
三
角
が
、
エ
イ
ア
ー
っ
て
、

勢
い
よ
く
飛
ん
で
い
る
み
た
い
に
見
え
る
じ
ゃ
な

い
！

▼
そ
う
、
そ
う
。
そ
う
い
う
ふ
う
に
、
素
直
に
見
た

ま
ま
の
感
情
を
つ
み
か
さ
ね
て
い
け
ば
い
い
ん

だ
。
そ
れ
が
抽
象
絵
画
を
見
る
コ
ツ
だ
よ
。

●
で
も
、
問
題
は
な
に
が
描
か
れ
て
い
る
か
で
し
よ

う
？

▼
そ
れ
は
、
見
る
人
が
自
由
に
想
像
す
れ
ば
い
い
ん

だ
。

●
そ
れ
が
疲
れ
る
の
よ
ね
え
。
い
く
ら
自
由
に
っ
て

い
っ
て
も
、
兄
当
ち
が
い
っ
て
こ
と
も
あ
る
じ
ゃ

な
い
！　
な
ん
だ
か
、
目
的
地
の
わ
か
ら
な
い
船

に
乗
せ
ら
れ
た
み
た
い
で
不
安
に
な
っ
ち
ゃ
う
わ

よ
。

▼
で
も
、
反
対
に
具
象
絵
画
の
場
合
は
、
描
か
れ
て

い
る
対
象
が
わ
か
り
や
す
い
ぶ
ん
．、
見
る
人
の

感
覚
を
限
定
し
て
し
ま
う
だ
ろ
う
。

　
た
と
え
ば
、
こ
こ
に
、
聖
な
る
騎
士
が
龍
を
退
治

し
て
い
る
絵
が
あ
る
と
す
る
と
、
そ
の
絵
を
見

る
人
は
、
当
然
一
目
で
絵
の
主
題
が
わ
か
る
だ

ろ
う
。
次
に
、
こ
の
絵
が
ど
の
よ
う
に
描
か
れ

て
い
る
か
に
興
味
が
移
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
な
。

絵
の
な
か
に
画
家
の
個
性
や
美
意
識
を
発
見
し

よ
う
と
す
る
だ
ろ
う
し
、
ま
た
、
も
う
少
し
専

門
的
に
見
よ
う
と
す
る
人
は
、
絵
の
主
題
を
、

画
家
が
ど
の
よ
う
に
解
釈
し
て
い
る
か
に
心
を

く
だ
く
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
い
ず
れ
に
し
て

も
、龍
退
治
の
絵
は
龍
退
治
の
絵
に
し
か
見
え
な
い
。

た
い
が
い
の
人
は
、
そ
れ
で
安
心
し
て
し
ま
う
。
カ

ン
デ
ィ
ン
ス
キ
ー
は
、
そ
れ
が
い
や
だ
っ
た
ん
だ
。

描
か
れ
て
い
る
対
象
が
一
目
で
わ
か
る
絵
な
ん
て
つ

ま
ら
な
い
。
た
ん
に
画
家
が
見
た
り
考
え
た
り
し
た

こ
と
を
伝
え
る
だ
け
の
絵
な
ん
て
面
臼
く
な
い
し
、

そ
れ
に
、
な
に
が
描
か
れ
て
い
る
か
が
わ
か
ら
な
い

方
が
、
純
粋
で
、
は
る
か
に
美
し
い
と
考
え
た
ん
だ
。

●
な
ん
で
そ
ん
な
ふ
う
に
考
え
た
の
か
し
ら
？

▼
一
九
〇
八
年
の
こ
と
な
ん
だ
け
ど
、
あ
る
日
、
ス
ケ
ッ

チ
か
ら
戻
っ
て
来
た
カ
ン
デ
ィ
ン
ス
キ
ー
が
ア
ト
リ

エ
の
扉
を
あ
け
る
と
、
異
様
に
美
し
い
一
枚
の
絵
が
、

目
に
と
び
こ
ん
で
き
た
。
彼
は
び
っ
く
り
し
て
見
つ

め
た
。
ま
っ
た
く
な
に
が
描
い
て
あ
る
の
か
わ
か
ら

な
い
絵
だ
っ
た
。
明
る
く
輝
く
色
彩
の
斑
点
だ
け
が

判
別
で
き
た
く
ら
い
で
ね
。
そ
れ
か
ら
、近
く
に
行
っ

て
よ
く
見
る
と
、
な
ん
と
、
そ
れ
は
横
倒
し
に
置
い

て
あ
っ
た
自
分
の
絵
だ
っ
た
ん
だ
。

●
な
～
ん
だ
！

▼
し
か
し
、
カ
ン
デ
ィ
ン
ス
キ
ー
は
芸
術
的
啓
示
だ
と

思
っ
た
。
彼
は
、
十
年
前
に
も
似
た
よ
う
な
経
験
を

し
て
い
る
ん
だ
。
モ
ネ
の
『
積
み
藁
』
と
い
う
絵
を

見
て
、
な
ん
の
絵
か
わ
か
ら
ず
に
シ
ョ
ッ
ク
を
受
け

た
り
ね
。

●
そ
れ
で
丸
や
三
角
を
描
く
よ
う
に
な
る
の
？

▼
い
や
、
は
じ
め
は
主
題
か
ら
受
け
た
印
象
だ
け
を
画

面
に
ぶ
つ
け
た
よ
う
な
絵
を
描
い
て
い
た
ん
だ
。
こ

の
絵
の
よ
う
に
、
幾
何
学
的
な
形
態
が
出
て
く
る
の

は
か
な
り
あ
と
だ
よ
。
た
と
え
ば
、
緑
の
草
原
を
疾

走
す
る
馬
を
描
く
場
合
、
緑
色
の
斜
面
の
上
に
、
茶

色
い
絵
具
の
か
た
ま
り
を
サ
ア
ー
ツ
と
引
い
て
、
ス

ピ
ー
ド
感
を
出
し
た
り
し
て
。
そ
う
い
う
ふ
う
に
、

と
も
か
く
画
面
か
ら
具
体
的
な
対
象
を
除
い
て
、
純

粋
に
色
と
線
だ
け
で
描
き
た
い
と
思
っ
た
ん
だ
。
そ

の
方
が
よ
り
深
い
感
動
を
伝
え
ら
れ
る
は
ず
だ
っ
て

ね
。

　
し
か
し
、
色
や
線
を
ど
う
使
っ
た
ら
、
ど
う
い
う
感
情

①



効
果
を
出
せ
る
か
と
い
う
こ
と
を
知
ら
な
い
と
、

抽
象
絵
画
な
ん
て
壁
の
シ
ミ
か
宇
宙
人
の
ラ
ク
ガ

キ
と
同
じ
だ
ろ
う
。

●
そ
う
よ
。
わ
け
が
わ
か
ら
な
い
わ
よ
。

▼
音
楽
は
純
粋
に
音
だ
け
で
構
戊
さ
れ
て
い
る
じ
ゃ

な
い
か
。
具
体
的
な
対
象
を
説
明
し
て
い
る
わ
け

じ
ゃ
な
い
の
に
、
聴
衆
は
静
か
な
田
園
を
散
策
し

て
い
る
よ
う
な
気
持
ち
に
な
っ
た
り
、
嵐
の
な
か

に
連
れ
込
ま
れ
た
り
、
も
ち
ろ
ん
、
ど
う
感
じ
る

か
は
聴
く
人
の
自
由
な
ん
だ
け
ど
、
魂
を
ゆ
す
ぶ

る
よ
う
な
深
い
感
動
を
呼
び
お
こ
す
こ
と
だ
っ
て

で
き
る
。
と
し
た
ら
、
絵
山
だ
っ
て
不
可
能
じ
ゃ

な
い
は
ず
だ
っ
て
、
そ
れ
で
カ
ン
デ
ィ
ン
ス
キ
ー

は
、
色
や
線
の
性
質
を
研
究
し
は
じ
め
る
ん
だ
、

同
じ
旋
律
で
も
、
楽
器
に
よ
っ
て
音
色
が
ぜ
ん
ぜ

ん
ち
が
う
よ
う
に
、
同
じ
色
だ
っ
て
、
使
い
方
や

組
合
せ
で
見
る
人
の
心
理
に
及
ぼ
す
効
果
は
ま
る

で
ち
が
う
だ
ろ
う
。

●
黄
色
い
色
を
見
た
ら
交
通
信
号
を
思
い
出
す
人
も

い
る
し
、
レ
モ
ン
の
味
を
連
想
す
る
人
も
い
る

か
も
し
れ
な
い
わ
ね
。
入
間
っ
て
色
や
形
を
見

る
と
ど
う
し
て
も
な
に
か
を
連
想
し
ち
ゃ
う
ん

じ
ゃ
な
い
か
し
ら
。
丸
い
形
だ
っ
た
ら
、
月
や

太
陽
や
お
皿
や
宇
宙
船
な
ん
か
。
そ
れ
に
、
三

角
だ
っ
た
ら
、
屋
根
と
か
森
と
か
ピ
ラ
ミ
ッ
ド

な
ん
か
・
・
・
・
・
・
。

▼
じ
ゃ
あ
、
こ
の
絵
は
ど
う
な
ん
だ
ろ
う
？　
よ
く

見
て
ご
ら
ん
。

●
そ
う
ね
え
・
・
・
・
・
・
。
右
上
の
丸
は
、
太
陽

か
な
あ
・
・
・
・
・
・
。
そ
れ
に　
真
ん
中
の
大

き
な
丸
は
、
車
の
輪
み
た
い
に
見
え
る
し
、
そ
の

上
に
乗
っ
て
い
る
三
角
は
、
人
の
か
た
ち
じ
ゃ
な

い
か
し
ら
・
・
・
・
・
・
。
そ
う
言
え
ば
、
人
が

長
い
槍
を
持
っ
て
い
る
よ
う
な
感
じ
ね
え
。

▼
驚
い
た
な
あ
！　
だ
い
た
い
当
た
っ
て
い
る
よ
。

●
龍
を
退
治
す
る
騎
士
の
絵
で
し
よ
う
。
さ
っ
き
の

話
で
ビ
ン
と
き
た
わ
よ
（
笑
）。

▼
正
確
に
言
う
と
、
馬
に
乗
っ
て
槍
を
持
っ
た
騎
士

が
、
歯
を
む
き
だ
し
た
龍
に
向
か
っ
て
突
進
し
て

い
る
と
こ
ろ
で
、
龍
は
仰
向
け
に
ひ
っ
く
り
返
っ
て

い
る
。
左
手
に
見
え
る
三
角
形
の
と
ん
が
っ
た
山
に

は
虹
が
か
か
つ
て
い
る
だ
ろ
う
。
あ
れ
は
輝
け
る
未

来
を
表
わ
し
て
い
る
ら
し
い
。
こ
れ
は
、
カ
ン
デ
イ

ン
ス
キ
ー
が
、
若
い
頃
か
ら
幾
度
と
な
く
取
り
組
ん

で
き
た
主
題
な
ん
だ
。
古
い
世
界
に
対
す
る
挑
戦
と

勝
利
へ
の
憧
れ
っ
て
と
こ
ろ
か
な
。

●
な
ん
だ
か
、
説
明
さ
れ
る
と
つ
ま
ら
な
い
わ
。
想
像
力

が
し
ぼ
ん
じ
ゃ
う
み
た
い
で
。
や
っ
ぱ
り
、
ど
こ
に

行
く
の
か
わ
か
ら
な
い
船
に
乗
る
の
も
た
の
し
い
わ
ね

え
。

▼
カ
ン
デ
ィ
ン
ス
キ
ー
も
言
っ
て
る
よ
。
プ
ロ
グ
ラ
ム
を

も
っ
た
芸
術
に
は
、
く
れ
ぐ
れ
も
注
意
し
ろ
っ
て
ね

（
笑
）。

＊
抽
象
絵
画
は
一
般
に
、
具
体
的
な
事
物
の
描
写
を
目
的

と
し
な
い
絵
画
を
指
す
が
、
カ
ン
デ
イ
ン
ス
キ
ー
は
自

ら
の
絵
を
「
非
具
象
」
と
呼
び
、モ
ン
ド
リ
ア
ン
は
「
新

造
形
主
義
」
と
呼
ぶ
な
ど
、画
家
に
よ
っ
て
さ
ま
ざ
ま
。

ま
た
、
そ
の
手
法
や
ス
タ
イ
ル
か
ら
、
カ
ン
デ
イ
ン
ス

キ
ー
の
絵
は
「
有
機
的
抽
象
」、
モ
ン
ド
リ
ア
ン
の
絵

は
「
幾
何
学
的
抽
象
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
，

聖ゲオルグの竜退治 ( ラファエロ作 )

第二次大戦以前の抽象絵画の状況   抽象絵画は、同時代におこったキュビスムと比べて、この運動が各地

に分散していたという不利な点があった。抽象芸術はパリからは離れ

たところで行われていたというのがその大きな理由である。

   また、ロシア革命の後に前衛芸術はロシアから追い出されてしまっ

た。ドイツはロシアの後を受けて抽象芸術探求の中心地となり、1920-

30 年の十余年の間、バウハウスを中心に抽象絵画は二度目の華々しい

開花を迎えた。しかし、ナチの勝利とともに、ロシアから追放された

前衛芸術家たちは、ふたたびドイツからも追放されてしまった。

  1931-37 年の間、やっとパリで「抽象創造（アブストラクション・

クレアション）」の会が活動した。この会には 400 人ほどのは会員が

つどい、新しい世代の作家が育っていった。だが、1939 ～ 44 年にかけ、

この芸術運動の活動は、新しい圧迫により三度めの中断をせまられた。

こうした経緯によって、フランスの公衆にとっては、抽象芸術は第二

次大戦以後の発見であったようにように写っているようだ。

   1950 年の時点で、評論家ベントリーは「今日、抽象絵画といえば立体
派およびその後継者たちを意味する」と言っている。最初の抽象絵画の発

明が 1910 年頃であったのに、なぜ、高名な評論家ですら、そのように

誤解していたのだろうか？

   世界の芸術運動の中心地と、自他ともに許していたパリは、ロシアやド

イツやオランダに起こった芸術運動に対しては、十分な注意を払わなかっ

た。また、1910 年頃に抽象芸術を発明したのがロシア人の画家たちだっ

たことにもよる。カンディンスキーの活動と同時期の 1913 年、ロシア

のマレービッチは白地に黒の正方形を描き、同じ年にオランダのモンドリ

アンは抽象表現を開始した。では、このような芸術運動が、ほとんど半世

紀ものあいだ、公衆には知られずにいたのは、いったいどうしたことか？

②



」　

マティスとモンドリアン

　
　
画
家
に
な
る
き
っ
か
け

　
マ
テ
ィ
ス
が
画
家
を
め
ざ
し
た
き
っ
か
け
は
、

盲
腸
手
術
の
た
め
の
入
院
で
し
た
。
弁
護
士
事

務
所
で
書
記
の
仕
事
を
し
て
い
た
彼
は
、19

歳

の
時
に
、
手
術
の
回
復
が
長
引
い
た
こ
と
か
ら
、

母
が
絵
の
具
を
買
っ
て
く
れ
た
こ
と
で
興
味
を

持
ち
、
ア
カ
デ
ミ
ッ
ク
な
絵
画
教
育
を
受
け
て

み
よ
う
と
考
え
ま
し
た
。
そ
の
後
、
学
生
の
才

能
を
伸
ば
せ
る
た
め
の
自
由
な
教
育
を
行
な
っ

て
い
た
モ
ロ
ー
の
元
で
学
ぶ
こ
と
で
、
才
能
を

開
花
さ
せ
て
い
き
ま
し
た
。

　
　
フ
ォ
ー
ブ
の
活
動

　
彼
が
一
躍
時
の
人
と
な
っ
た
の
は
、1905

年

の
展
覧
会
、
サ
ロ
ン
・
ド
ー
ト
ン
ヌ
展
へ
の
出

品
作
「
帽
子
を
か
ぶ
っ
た
女
」
に
よ
る
も
の
で

し
た
。
そ
の
作
品
が
、「
ヒ
ド
イ
絵
」
と
い
う
こ

と
で
注
目
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
す
。
彼

は
、
問
題
作
を
通
じ
て
有
名
に
な
っ
た
作
家
の

ひ
と
り
で
す
ね
。

　
「
フ
ォ
ー
ブ
」
と
は
、「
野
獣
」
と
い
う
意
味

で
す
が
、
マ
テ
ィ
ス
ら
の
グ
ル
ー
プ
の
奔
放
な

作
品
に
対
す
る
、
評
論
家
の
記
事
の
中
の
用
語

が
彼
ら
の
グ
ル
ー
プ
の
呼
び
名
と
な
り
ま
し
た
。

　
原
色
を
多
用
し
た
強
烈
な
色
彩
と
、
激
し
い

タ
ッ
チ
を
見
た
批
評
家
ル
イ
・
ボ
ー
ク
セ
ル
（
が

「
あ
た
か
も
野
獣
の
檻
（
フ
ォ
ー
ヴ
、fauverie

）

の
中
に
い
る
よ
う
だ
」
と
評
し
た
こ
と
か
ら
命

名
さ
れ
た
わ
け
で
す
。 

お
そ
ら
く
現
在
に
お
い

て
も
、
許
し
が
た
い
と
腹
を
立
て
る
人
が
い
て

も
お
か
し
く
な
い
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。

　
初
期
の
マ
テ
ィ
ス
絵
画
は
極
め
て
大
胆
で
奔

放
で
し
た
。
そ
の
大
胆
さ
の
出
所
を
探
っ
て
い

く
と
、
フ
ラ
ン
ス
ロ
マ
ン
主
義
絵
画
の
代
表
者

ド
ラ
ク
ラ
ア
に
行
き
着
き
ま
す
。

　
当
時
の
詩
人
・
批
評
家
の
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
は
、

ド
ラ
ク
ロ
ア
の
絵
画
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に

語
っ
て
い
ま
す
。

「
ド
ラ
ク
ロ
ア
の
絵
は
、
テ
ー
マ
な
し
で
も
鑑

賞
に
堪
え
う
る
。
遠
く
か
ら
見
て
も
、
ひ
っ

く
り
返
し
て
も
素
晴
ら
し
い
、
何
が
描
か
れ

て
い
る
か
と
い
う
こ
と
は
、
ド
ラ
ク
ロ
ア
の

絵
画
に
と
っ
て
本
質
的
な
こ
と
で
は
な
く
、

む
し
ろ
フ
ォ
ル
ム
が
優
越
し
て
い
る
。
そ
れ

は
、
具
体
的
な
対
象
よ
り
も
そ
れ
を
如
何
に

表
わ
す
か
？
が
重
要
…
」

　
ド
ラ
ク
ロ
ワ
が
発
展
さ
せ
た
ロ
マ
ン
派
は
、

古
典
主
義
の
安
定
し
た
構
図
で
は
な
く
、
動
的

で
、
擬
音
的
、
曲
線
的
で
、
感
性
の
波
動
を
伝

え
よ
う
と
試
み
、
色
彩
を
も
っ
て
表
現
し
よ
う

と
す
る
も
の
で
し
た

　
　
ド
ラ
ク
ロ
ア
が
出
発
点

 20

世
紀
初
頭
、
絵
画
界
を
リ
ー
ド
し
た

重
要
人
物
・
新
た
な
表
現
の
開
拓
者
と

い
え
ば
、ピ
カ
ソ
・
カ
ン
デ
ィ
ン
ス
キ
ー
・

マ
テ
ィ
ス
・
モ
ン
ド
リ
ア
ン
の
４
名
で

し
ょ
う
。  

　  

中
で
も
マ
テ
ィ
ス
は
「
絵
画
の
平
面

化
」「
単
純
か
つ
大
胆
な
フ
ォ
ル
ム
」「
色

彩
の
魔
術
師
（
色
彩
の
純
化
）」
と
い
う

点
で
重
要
な
変
革
を
な
し
と
げ
ま
し
た
。

    

モ
ン
ド
リ
ア
ン
は
「
完
全
抽
象
（
非

対
称
的
）
の
最
初
の
確
立
者
」「
幾
何
学

的
抽
象
絵
画
の
パ
イ
オ
ニ
ア
」
と
い
う

点
で
特
筆
さ
れ
る
で
し
ょ
う
。

    

MatisseMondrian

絵画の革新者たち



　　色彩画家ドラクロア 

ボードレール 1855

何が描かれているかということは、ドラクロアの絵画にとって本質的なことではなく、むしろフォルムが優越している。

帽子をかぶった女 1905（35 歳）

そ
の
ド
ラ
ク
ロ
ア
の
後
に
、
印
象
派
、
後
期
印

象
派
を
へ
て
、主
題
（
テ
ー
マ
）
の
放
棄
そ
し
て
、

感
情
や
色
彩
の
重
視
が
、
ゴ
ー
ギ
ャ
ン
や
ゴ
ッ

ホ
に
お
い
て
次
第
に
強
ま
っ
た
。

　
興
味
深
い
こ
と
は
、
す
で
に
こ
の
時
代
か
ら

彼
ら
の
記
録
の
中
に
「
抽
象
」
と
い
う
用
語
が

現
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
友
人
に
あ
て
た
手

紙
に
ゴ
ー
ギ
ャ
ン
は
こ
う
書
い
た

「
要
点
は
、
自
然
を
あ
ま
り
素
直
に
描
き
す

ぎ
て
は
い
け
な
い
と
い
う
こ
と
だ
。
芸
術

は
抽
象
な
の
だ
！　
自
然
を
研
究
し
、
そ

れ
に
血
を
通
わ
せ
る
の
だ
」

ま
た
、
ゴ
ッ
ホ
は
、

　
　
マ
テ
ィ
ス
に
よ
る
平
面
化　  マティス

「
そ
の
頃
ぼ
く
も
抽
象
を
や
っ
て
み
た
。
そ

の
時
は
抽
象
が
魅
力
的
な
方
向
に
思
え
た

の
だ
。
だ
が
き
み
、
そ
れ
は
魔
法
に
か
け

ら
れ
た
場
所
な
の
だ
。
す
ぐ
に
壁
に
つ
き

あ
た
っ
て
し
ま
う
」

　
マ
テ
ィ
ス
の
画
面
は
、1907

年
頃
か
ら
奔
放

な
フ
ォ
ー
ブ
の
ス
タ
イ
ル
か
ら
離
れ
て
平
面
化

し
て
い
っ
た
。
平
面
的
な
単
純
化
と
い
う
面
か

ら
み
れ
ば
、
マ
テ
ィ
ス
は
カ
ン
デ
ィ
ン
ス
キ
ー

以
上
に
優
れ
た
抽
象
的
傾
向
の
画
家
と
い
う
こ

と
が
で
き
る
。
確
か
に
マ
テ
ィ
ス
は
、
最
後
ま

で
具
体
的
な
モ
テ
ィ
ー
フ
か
ら
離
れ
な
か
っ
た
。

そ
の
意
味
で
は
純
然
た
る
抽
象
画
家
で
は
な

い
。
し
か
し
彼
は
「
具
体
物
の
抽
象
化
」
の

可
能
性
を
生
涯
に
わ
た
っ
て
求
め
続
け
、
そ

し
て
そ
れ
を
晩
年
の
「
切
り
紙
絵
」
で
実
現

し
た
ス
ケ
ー
ル
の
大
き
い
偉
大
な
画
家
で

あ
っ
た
と
い
え
る
。

　
マ
テ
ィ
ス
は
、1905

年
頃
を
回
想
し
て
こ

う
書
い
て
い
る
。

「
私
は
、
そ
れ
ま
で
の
新
印
象
派
の
色
彩
分

割
的
描
法
を
や
め
、
平
塗
り
（
ア
プ
ラ
）

を
や
っ
て
、
あ
ら
ゆ
る
平
ら
な
色
面
を
通

し
て
絵
の
特
質
を
得
よ
う
と
し
た
の
で
す
。

…
フ
ォ
ー
ブ
は
色
彩
分
割
法
の
圧
制
を
振

り
払
っ
た
の
で
す
。
…
そ
こ
で
精
神
を
窒

息
さ
せ
な
い
よ
う
な
も
っ
と
単
純
な
方
法

を
み
つ
け
る
た
め
に
、
ジ
ャ
ン
グ
ル
の
中

に
飛
び
込
ん
だ
の
で
す
。
そ
の
頃
は
ゴ
ー

ガ
ン
と
ゴ
ッ
ホ
の
影
響
も
あ
り
ま
し
た
。

当
時
の
考
え
方
は
こ
う
で
す
。
つ
ま
り
彩
色

さ
れ
た
画
面
に
よ
る
構
成
で
す
。
素
材
は
ど

う
で
も
よ
い
。
色
彩
の
強
度
を
探
求
す
る
こ

と
で
す
。」

（
マ
テ
ィ
ス
「
画
家
の
ノ
ー
ト
」
み
す
ず
書
房
）

　　
マ
テ
ィ
ス
は
、
ゴ
ー
ギ
ャ
ン
の
平
塗
り
を
「
感

情
の
表
現
」
だ
と
述
べ
、
自
分
の
平
塗
り
は
「
空

間
の
構
成
」
だ
と
述
べ
て
い
る
。

ボードレール

 ゴーギャン  ゴッホ

ダンス

ゴ
ッ
ホ
は
結
局
ゴ
ー
ギ
ャ
ン
流
の
抽
象
的
式
色
面

を
離
れ
て
、
色
彩
線
描
に
よ
っ
て
力
動
的
に
描
い

て
い
っ
た
。

　
す
な
わ
ち
、
こ
の
時
期
に
お
け
る
「
抽
象
」
と

い
う
用
語
は
、
色
彩
や
フ
ォ
ル
ム
の
素
朴
な

平
面
的
な
単
純
化
と
い
う
意
味
に
用
い
ら
れ
て
い

た
わ
け
だ
。



極
端
な
色
使
い
。
強
引
な
筆
さ
ば
き
。

白
黒
に
し
て
み
る
と
、
影
の
部
分
に
色

彩
を
は
め
込
ん
だ
と
見
る
こ
と
も
で
き

る
。

　

最
初
に
影
の
部
分
に
色
を
は
め
込
ん

だ
の
は
ド
ラ
ク
ロ
ア
だ
っ
た
。
彼
は
そ

れ
ま
で
グ
レ
ー
や
黒
、
茶
系
統
で
描
か

れ
て
い
た
影
の
部
分
に
、
紫
系
統
の
色

彩
を
用
い
た
。
フ
ォ
ー
ブ
に
至
っ
て
は
、

影
の
中
に
い
ろ
ん
な
色
味
を
用
い
て
「
時

に
は
赤
で
、
時
に
は
緑
色
で
描
い
た
だ

け
で
あ
る
…
」
そ
し
て
、「
色
」
は
、
画

家
の
感
情
を
表
す
も
の
と
し
て
、
そ
の

時
の
気
持
ち
の
赴
く
ま
ま
に
色
味
を
選
択
し
て

描
い
て
い
る
と
も
言
わ
れ
る
。
フ
ォ
ー
ブ
の
色

彩
の
表
現
上
の
特
徴
は
そ
う
い
う
点
に
あ
る
わ

け
で
す
ね
。

　

色
彩
の
平
面
化
と
形
の
単
純
化
＝
抽
象
化
が

マ
テ
ィ
ス
の
一
番
の
特
徴
で
し
ょ
う
。
で
は
、

彼
は
ど
の
よ
う
な
こ
と
か
ら
こ
う
し
た
抽
象
化

の
表
現
に
向
か
う
こ
と
に
な
っ
た
の
か
を
考
え

て
み
ま
し
ょ
う
。

　

も
の
の
見
方
に
は
二
通
り
あ
り
ま
す
。
対
象

を
遠
く
か
ら
離
れ
て
見
る
場
合
と
、
う
ん
と
接

近
し
て
見
る
場
合
、
す
な
わ
ち
遠
視
眼
と
近
視

眼
の
違
い
で
す
。
伝
統
的
絵
画
に
は
、
遠
視
眼

＝
遠
像
的
視
覚
の
絵
画
が
多
い
。そ
の
画
面
は
、

遠
景
・
中
景
・
近
景
に
よ
っ
て
成
り
立
っ
て
い

る
。
も
ち
ろ
ん
室
内
画
の
場
合
に
は
近
景
だ
け
し
か
存

在
し
な
い
。

　

そ
れ
に
対
し
て
、
マ
テ
ィ
ス
は
近
像
し
か
描

い
て
い
な
い
の
で
す
。
遠
像
の
場
合
、
遠
景
に

あ
る
モ
ノ
の
形
や
色
彩
は
空
気
を
通
し
て
朦
朧

と
な
る
。
と
こ
ろ
が
近
像
は
対
象
の
全
部
が

は
っ
き
り
と
き
わ
め
て
鮮
や
か
に
印
象
づ
け
ら

れ
る
（
ハ
ー
ド
エ
ッ
ジ
）。
こ
こ
か
ら
マ
テ
ィ

ス
の
表
現
の
特
徴
で
あ
る
、「
対
象
が
平
面
的
」

で
、
し
か
も
す
べ
て
「
同
じ
濃
度
の
、
同
じ
強

さ
の
色
彩
」
で
秩
序
づ
け
ら
れ
た
画
面
が
生
ま

れ
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

そ
れ
ま
で
の
絵
画
は
、「
絵
＝
窓
」
を
つ
く

る
こ
と
だ
っ
た
。
額
縁
を
ひ
と
つ
の
窓
と
し
て

そ
こ
を
覗
き
込
む
も
の
が
絵
画
だ
っ
た
。
マ

テ
ィ
ス
は
絵
画
を
フ
ラ
ッ
ト
な
平
面
に
し
て
し

ま
っ
た
と
い
え
る
で
し
ょ
う
。

　

デ
フ
ォ
ル
メ
と
は
デ
フ
ォ
ル
マ
シ
オ
ン
の
略

で
、
対
象
を
変
形
し
た
り
歪
曲
し
て
表
現
す
る

こ
と
。
マ
テ
ィ
ス
は
画
面
の
空
間
的
構
成
を
重

視
し
た
か
ら
、
モ
デ
ル
を
用
い
た
作
品
制
作
の

場
合
で
も
、
形
を
大
胆
に
変
形
さ
せ
て
い
る
。

一
見
す
る
と
マ
テ
ィ
ス
は
易
々
と
デ
フ
ォ
ル
メ

し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
し
か
し
、
制
作
記

録
写
真
を
見
る
と
、
落
ち
着
い
た
フ
ォ
ル
ム
に

た
ど
り
着
く
ま
で
に
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
試
行
錯

誤
を
経
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

フ
ォ
ー
ブ
期
の
マ
チ
ス
の
色
彩

平
面
化
と
単
純
化

デ
フ
ォ
ル
メ

マティス



マ
テ
ィ
ス
『
赤
の
調
和
』

赤
い
平
面
に
、
と
ん
だ
り
、
は
ね
た
り
、
踊
っ
た
り
！

　
　
　
　
作
曲
家
が
和
音
を
置
く
よ
う
に
描
い
た
絵

▼　

ピ
カ
ソ
も
そ
う
だ
け
ど
、
マ
テ
ィ

ス
の
絵
も
、
一
見
、
子
ど
も
が
拙
い
た

よ
う
に
見
え
る
じ
ゃ
な
い
。
こ
う
い
う

絵
っ
て
、
当
時
の
人
は
、
ど
う
思
っ
た

の
か
し
ら
、
理
解
で
き
た
の
か
し
ら
？

■　

い
や
あ
、
ま
だ
ま
だ
一
般
の
人
が

理
解
す
る
に
は
早
か
っ
た
み
た
い
だ

ね
。
マ
テ
ィ
ス
の
熱
烈
な
支
持
者
や
コ

レ
ク
タ
ー
も
い
た
ん
だ
け
ど
、
ほ
と
ん

ど
が
外
国
人
、
ア
メ
リ
カ
人
や
ド
イ
ツ

人
や
ロ
シ
ア
人
だ
っ
た
ん
だ
。

▼　

な
ぜ
外
国
人
だ
っ
た
の
か
し
ら
？

■　

た
ぶ
ん
、
伝
統
的
美
意
識
に
し
ば

ら
れ
て
い
た
フ
ラ
ン
ス
人
に
は
、
新
し

い
絵
画
を
受

け
入
れ
る
勇
気
が
な
か
っ
た
ん
じ
ゃ
な

い
か
な
。
そ
の
せ
い
で
、
ピ
カ
ソ
に
し

ろ
、
マ
テ
ィ

ス
に
し
ろ
、
初
期
の
重
要
な
作
品
の
多

く
が
国
外
に
流
出
し
て
し
ま
っ
た
。

こ
の
絵
を
注
文
し
た
の
は
、
ロ
シ
ア
の

大
金
持
ち
の
セ
ル
ゲ
イ
・
シ
チ
ュ
ー
キ

ン
と
い
う
人
な
ん
だ
け
ど
、
当
時
、
マ

テ
ィ
ス
の
作
品
を
片
っ
ぱ
し
か
ら
買
い

集
め
て
い
た
も
ん
だ
か
ら
、
フ
ラ
ン
ス

人
か
ら
は
「
気
違
い
ロ
シ
ア
人
」
て
、

馬
鹿
に
さ
れ
て
い
た
ら
し
い
よ
。

▼　

で
も
、
ち
ょ
っ
と
へ
ン
じ
ゃ
な

い
？

壁
紙
も
テ
ー
ブ
ル
ク
ロ
ス
も
真
っ
赤
で

し
ょ
う
。
そ
れ
に
、
花
柄
の
模
様
が
、

い
や
に
大
き
く
拙
か
れ
て
い
る
の
も
。

　
■　

い
や
、
気
に
な
る
と
い
う
こ
と

は
、
画
家
の
も
っ
と
も
強
調
し
た
い
部

分
が
、
そ
こ
に
あ
る
と
い
う
こ
と
だ
か

ら
、
そ
う
い
う
と
こ
ろ
は
、
い
く
ら
気

に
し
た
っ
て
か
ま
わ
な
い
ん
だ
よ
。

そ
れ
が
、
見
る
人
に
与
え
ら
れ
た
「
最

初
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
」で
あ
り
、作
品
理
解
の
キ
ー

ポ
イ
ン
ト
な
ん
だ
か
ら
ね
。

　

ち
な
み
に
、こ
の
装
飾
膜
織
だ
け
ど
、

こ
の
花
経
を
主
体
に
し
た
模
様
は
「
卜

ワ
イ
ユ
・

ド
・
ジ
ュ
イ
」
と
い
っ
て
、
フ
ラ
ン
ス

の
伝
統
的
な
模
様
な
ん
だ
。
だ
か
ら
、

こ
の
模
様
そ
の
も
の
が
特
別
な
意
味
を

も
っ
て
い
る
わ
け
じ
ゃ
な
い
ん
だ
。
む

し
ろ
、
こ
の
絵
が
、
あ
り
ふ
れ
た
中
産

附
級
の
家
庭
の
食
後
の
ひ
と
と
き
を
描

い
た
も
の
だ
と
い
う
こ
と
を
示
し
て
い

る▼　

じ
ゃ
あ
、
こ
の
花
模
様
を
、
な
ん

で
こ
ん
な
に
大
き
く
描
い
た
の
か
し

ら
？

■　

こ
れ
は
、
記
号
か
音
符
だ
と
思
え

ば
い
い
。

▼　

音
符
？

■　

そ
う
。
大
き
な
、
赤
い
テ
ー
ブ
ル

ク
ロ
ス
の
上
で
、立H

符
が
と
ん
だ
り
、

は
ね
た
り
、

踊
っ
た
り
し
て
い
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
な

あ
っ
て(

笑)

。

　

マ
テ
ィ
ス
白
身
、こ
の
絵
に
つ
い
て
、

こ
ん
な
ふ
う
に
語
っ
て
い
る
ん
だ
。

「
私
が
試
み
た
か
っ
た
の
は
、
平
た
い

色
面
の
上
に
、
作
曲
家
が
和
音
を
置
く

よ
う
に
絵
画
を
構
成
す
る
こ
と
だ
」
っ

て
。

　

つ
ま
り
、
マ
テ
ィ
ス
は
食
後
の
ひ
と

と
き
の
安
ら
か
な
雰
囲
気
を
、
色
彩
で
音
楽
を

奏
で
る
よ
う
に
描
い
た
ん
だ
。
赤
い
色

彩
は
主
調
低
音
で
、
と
ん
だ
り
、
は
ね

た
り
し
て
い
る
花
模
様
は
主
旋
律
。
そ

れ
に
、
ワ
イ
ン
の
ぴ
ん
と
か
果
物
と
か

も
、
こ
の
花
模
様
に
対
応
す
る
よ
う
に

捕
か
れ
て
い
る
だ
ろ
う
。
ほ
ら
、
色
だ

け
じ
ゃ
な
く
て
、
こ
の
曲
線
的
な
フ
ォ

ル
ム
を
ご
ら
ん
よ
。
木
の
か
た
ち
だ
っ

て
、
人
物
の
髪
型
だ
っ
て
、
す
べ
て
が

テ
ー
ブ
ル
や
壁
紙
の
模
様
と
対
応
し

て
、
大
き
く
、
小
さ
く
、
ま
た
は
、
右

や
左
に
揺
れ
な
が
ら
、
実
に
心
地
よ
い

リ
ズ
ム
を
つ
く
り
だ
し
て
い
る
じ
ゃ
な

い
か
。
そ
れ
に
、
一
見
子
ど
も
っ
ぽ
く

描
い
た
方
が
誰
も
が
親
し
め
る
し
、
安

ら
か
な
雰
囲
気
が
伝
わ
っ
て
く
る
だ
ろ

う
。

▼　

そ
う
言
わ
れ
れ
ば
、
そ
う
だ
け

ど:::

。

■　

だ
か
ら
、
こ
の
絵
の
な
か
の
色
と

か
た
ち
は
メ
ロ
デ
ィ
で
あ
り
、
リ
ズ
ム

で
あ
り
、
そ
の
色
と
か
た
ち
の
バ
ラ
ン

ス
で
す
ば
ら
し
い
ハ
ー
モ
ニ
ー
を
生
み

出
し
て
い
る
ん
だ
け
ど
、
こ
の
「
バ
ラ

▼
さ
ん
（
初
心
者
）
と
■
さ
ん
（
物
知
り
）

と
の
対
話
形
式
で
す
。

銀
四
郎
「
名
画
の
謎
解
き
」
ア
ー
ト
ダ

イ
ジ
ェ
ス
ト
よ
り



モ
ン
ド
リ
ア
ン

　

モ
ン
ド
リ
ア
ン
は
、
オ
ラ
ン
ダ
の
信
心
深
い
カ

ル
ヴ
ィ
ニ
ス
ト
の
家
庭
に
生
ま
れ
た
。
父
親
は
厳

格
な
神
学
者
で
、
モ
ン
ド
リ
ア
ン
は
長
い
こ
と
権

威
主
義
的
な
父
の
影
響
下
に
あ
っ
た
。

父
は
息
子
が
絵
画
を
志
す
こ
と
に
も
反
対
し
た

が
、
そ
れ
を
押
し
き
っ
て
、
モ
ン
ド
リ
ア
ン
は1892

年
に

ア
ム
ス
テ
ル
ダ
ム
の
美
術
学
校
へ
進
学
す
る
。
家
か
ら
の

援
助
を
期
待
で
き
な
い
彼
は
、
絵
画
の
模
写
を
し

て
、
学
費
を
工
面
し
た
。

　

初
期
の
モ
ン
ド
リ
ア
ン
は
、
地
味
な
作

風
で
、
戸
外
制
作
に
よ
る
風
景
画
を
描

い
て
い
た
。
や
が
て
、1908

年
こ
ろ
か
ら
、
不

動
の
も
の
、
絶
対
的
な
も
の
の
表
現
を
め
ざ
す
よ

う
に
な
り
、
教
会
の
正
面
や
風
車
な
ど
の

超
自
然
性
を
強
調
し
た
連
作
、
ま
た
大
ま

か
な
点
描
に
よ
る
砂
丘
の
描
写
に
没
頭
す

る
。

　

抽
象
画
家
と
し
て
の
モ
ン
ド
リ
ア
ン
の

転
機
は
、1911

年
に
ア
ム
ス
テ
ル
ダ
ム

で
開
催
さ
れ
た
展
覧
会
で
キ
ュ
ピ
ス
ム
の

作
品
に
触
れ
た
こ
と
に
始
ま
る
。
そ
の
衝

撃
の
あ
ま
り
彼
は
パ
リ
へ
出
る
こ
と
を
決
意
。

こ
の
あ
た
り
か
ら
、
モ
ン
ド
リ
ア
ン
は
キ
ユ
ピ

ス
ム
時
代
に
入
る
。

　

木
は
モ
ン
ド
リ
ア
ン
が
好
ん
だ
テ
ー
マ
で
あ

り
、
た
く
さ
ん
の
作
品
を
残
し
て
い
る
。
抑
え

た
色
彩
や
曲
線
が
中
心
に
向
か
っ
て
い
く
よ
う

な
感
じ
に
キ
ュ
ビ
ス
ム
か
ら
の
影
響
が
見
ら
れ
る
。

　

1918

年
に
至
っ
て
、
モ
ン
ド
リ
ア
ン
は
垂
直
線
と

水
平
線
の
み
を
用
い
た
、
広
い
意
味
で
格
子
状
の
構
図

に
赤
、
青
、
黄
な
ど
の
基
本
的
な
色
彩
を
平
坦

に
用
い
た
だ
け
の
い
わ
ゆ
る
「
コ
ン
ポ
ジ
シ
ョ

ン
」
に
よ
り
前
人
未
踏
の
独
自
の
ス
タ
イ
ル
に

到
達
。1920

年
に
は
パ
リ
で
自
分
の
理
論
を

ま
と
め
た
『
新
造
形
主
義
』
も
出
版
し
た
。

　

1920

年
代
の
後
半
は
、
著
し
い
単
純
化
が

け
の
《2

本
の
直
線
に
よ
る
コ
ン
ポ
ジ
シ
ョ

ン
》
で
、
こ
の
ス
タ
イ
ル
の
極
限
に
達
す

る
。
実
は
、
こ
れ
は
ひ
と
つ
の
ス
タ
イ
ル
の

完
成
で
あ
る
と
共
に
、
限
界
で
も
あ
っ
た
。

モ
ン
ド
リ
ア
ン
は
、
新
た
な
展
開
を
模
索
す

る
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
、
彼
が
選
択
し
た

の
は
、
再
び
カ
ン
ヴ
ア
ス
に
色
彩
を
取
り
戻

す
と
い
う
方
法
だ
っ
た
。
少
し
ず
つ
色
彩
が
隅
の
ほ

う
に
導
入
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
直
線
の
数
も
増
え
、

画
面
に
新
た
な
リ
ズ
ム
が
生
ま
れ
る
こ
と
に

な
る
。1940

年
に
は
戦
火
を
避
け
て
ニ
ュ
ー

ヨ
ー
ク
へ
移
住
。
最
晩
年
の
作
品
に
は
、
強

烈
に
主
張
す
る
黒
い
線
は
な
く
な
り
、
大
都

推
し
進
め
ら
れ
つ
い
に
は2

本
の
黒
い
棋
だ

　
　
　
抽
象
へ
の
道
の
り

　
　
　
極
限
か
ら
の
U
タ
ー
ン

モンドリアン



ア ル バ ー

ブルーノ・タウトが「泣きたくなるほど美しい」と絶賛

◆厳格なプロテスタント

◆神智学
ブラバツキー婦人（ロシア
人）

宇宙の法則を感じることで神との合一を

カルバン派＝感覚を抑え

神智学者
「世界の新しいイメージ」

周囲の作家

ホ フ マ ン バザルリ

　

モ
ン
ド
リ
ア
ン
の
造
形
性
に
は
、
彼
が
傾
倒

し
た
「
神
智
学
」
が
深
く
関
係
し
て
い
る
。
神

智
学
は
、
仏
教
と
ヒ
ン
ズ
ー
教
を
取
り
込
ん
だ

神
秘
的
な
キ
リ
ス
ト
教
の
一
派
で
、
物
質
に
対

す
る
精
神
の
優
位
を
説
い
た
世
界
観
を
も
っ
て
い
る
。

こ
の
精
神
性
は
、
具
象
的
な
も
の
を
超
え
て
抽

象
に
向
か
っ
て
い
く
彼
の
芸
術
に
深
く
影
響
を

与
え
て
い
る
。

「
宇
宙
全
体
を
支
配
す
る
構
成
原
理
」
と
「
普

遍
的
で
最
も
基
本
的
な
世
界
の
原
理
」
を
表
現

し
よ
う
と
し
て
、
表
現
の
要
素
を
最
小

の
単
位
と
限
界
に
ま
で
切
り
詰
め
て

い
っ
た
。
結
果
的
に
、
垂
直
線
と

水
平
線
の
み
を
用
い
た
構
図
に
辿

り
つ
い
た
わ
け
で
あ
る
が
、
こ
の

考
案
に
は
、
友
人
の
数
学
者
ス
ヘ
ン
マ
ケ
ル

ス
や
フ
ァ
ン
デ
ル
レ
ッ
ク
な
ど
、
彼
の
周
囲

に
い
た
人
物
の
科
学
的
思
考
な
ど
が
関
係
し

て
い
る
。
彼
の
造
形
性
は
彼
独
自
の
オ
リ
ジ

ナ
ル
な
発
想
で
は
な
く
、
当
時
の
社
会
の
思

想
を
反
映
し
た
も
の
だ
と
い
え
よ
う
。

モ
ン
ド
リ
ア
ン
の
探
求
に
よ
っ
て
、
○
△
□
な

ど
直
線
や
円
、
図
形
に
よ
っ
て
、
純
粋
な
造
形

を
表
現
し
よ
う
と
す
る
抽
象
の
傾
向
を
「
幾
何

学
的
抽
象
」
と
呼
ぶ
。
主
知
的
で
無
機
的
な
特

徴
か
ら
「
冷
た
い
抽
象
」
と
呼
ば
れ
ま
す
。
モ

ン
ド
リ
ア
ン
が
創
出
し
た
幾
何
学
的
抽
象
表
現

は
、
デ
ザ
イ
ン
の
世
界
に
も
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
し
ま

し
た

な
ぜ
水
平
・
垂
直
・
三
原
色
？

市
の
活
気
に
即
し
た
か
の
よ
う
な
鮮
や
か
な
色

彩
の
モ
ザ
イ
ク
模
様
を
展
開
さ
せ
た
。

幾
何
学
的
抽
象
画
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ア
ン
フ
ォ
ル
メ
ル
と
は
、1940

年
代
半

ば
～1950

年
代
、
フ
ラ
ン
ス
を
中
心
に

激
し
い
抽
象
絵
画
に
よ
る
美
術
の
動
向
を

さ
す
。

同
時
期
の
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
に
お
け
る
ア

ク
シ
ョ
ン
・
ペ
イ
ン
テ
ィ
ン
グ
な
ど
抽
象

表
現
主
義
の
運
動
に
相
当
す
る
も
の
。

第
二
次
世
界
大
戦
の
傷
跡
が
癒
え
な
い
、

1945

年
前
後
の
パ
リ
の
ド
ル
ー
ア
ン
・

ギ
ャ
ラ
リ
ー
で
、
デ
ュ
ビ
ュ
ッ
フ
ェ
、

フ
ォ
ー
ト
リ
エ
、
マ
チ
ュ
ー
、
ヴ
ォ
ル
ス

が
、絵
具
を
激
し
く
盛
り
上
げ
、形
を
失
っ

た
人
体
像
な
ど
を
描
い
た
。

人
間
自
体
に
対
す
る
否
定
を
含
む
激
し
い

絵
画
。
素
材
感
や
マ
チ
エ
ー
ル
（
絵
の
表

面
の
肌
合
い
）
を
重
視
し
、
形
態
が
失
わ

れ
る
ほ
ど
の
抽
象
化
を
進
め
た
。
フ
ォ
ー

ビ
ス
ム
的
な
内
的
感
情
表
現
に
も
つ
な
が

る
独
特
な
表
現
は
、
当
時
の
戦
後
世
相
を

反
映
し
、
広
く
世
界
中
に
影
響
し
、
日
本

人
に
も
多
く
の
類
似
傾
向
の
作
家
が
誕
生

し
た
。

フ
ォ
ー
ト
リ
エ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

押
し
つ
ぶ
さ
れ
た
魂

フ
ォ
ー
ト
リ
エ
は
、
見
る
か
ら
に
翳
り
を
も
っ

た
お
じ
さ
ん
で
す
ね
。
彼
は
戦
争
で
毒
ガ
ス
中

毒
に
な
り
、
体
を
壊
し
て
し
ま
っ
た
経
験
を

持
っ
て
い
る
。
彼
が
第
二
次
大
戦
後
、
注
目
さ

れ
た
の
が
こ
う
い
う
小
さ
な
作
品
で
す
。

　

な
ん
だ
こ
り
ゃ
、
こ
れ
は
絵
か
？

と
思
う
で
し
ょ
。
壁
の
汚
れ
み
た
い
な
に
見
え

る
わ
け
で
す
ね
。
一
体
何
を
描
い
た
の
か
わ
か

り
づ
ら
い
で
す
。

　

ど
う
し
て
こ
ん
な
も
の
が
評
価
さ
れ
て
い
る

の
か
美
術
史
に
残
る
ほ
ど
評
価
さ
れ
て
い
る
の

か
、
不
思
議
に
思
っ
て
し
ま
う
ん
で
す
ね
。

　

こ
れ
ら
の
作
品
は
、
パ
ネ
ル
に
石
膏
を
ぼ
そ
ぼ
そ
の

　
「
非
定
形
」
を
意
味
す
る
「
ア
ン
フ
ォ
ル
メ
ル
」

と
い
う
名
称
が
実
際
に
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ

た
の
は
、1952

年
に
フ
ラ
ン
ス
の
批
評
家
ミ
ッ
シ
ェ

ル
・
タ
ピ
エ
が
「
ア
ン
フ
ォ
ル
メ
ル
の
意
味
す
る

も
の
」
と
い
う
タ
イ
ト
ル
の
グ
ル
ー
プ
展
を
催
し

て
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
表

現
を
も
っ
た
新
し
い
抽
象
画
家
た
ち
が
紹
介
さ
れ

た
。

    

ア
ン
フ
ォ
ル
メ
ル
の
先
駆
者
の
一
人
、
デ
ビ
ュ
ッ

フ
ェ
は
「
自
分
は
、
絵
画
が
も
は
や
絵
画
で
な
く

な
る
ぎ
り
ぎ
り
の
限
界
に
あ
る
こ
と
を
望
む
」
と

語
っ
て
い
る
が
、
こ
う
し
た
絵
画
そ
の
も
の
へ
の

全
面
的
な
疑
問
符
は
、
か
つ
て
の
カ
ン
デ
ィ
ン
ス

キ
ー
や
モ
ン
ド
リ
ア
ン
に
は
決
し
て
見
ら
れ
な
い

と
こ
ろ
だ
っ
た
。

　

第
二
次
大
戦
後
の
美
術
は
、
絵
画
や
彫
刻
と
い
っ

た
各
ジ
ャ
ン
ル
に
対
す
る
意
識
的
な
反
発
を
原
動

力
と
し
て
い
る
。
ジ
ャ
ン
ル
の
区
別
を
破
り
無
視

す
る
と
こ
ろ
に
ひ
と
つ
の
特
徴
が
あ
っ
た
。

    

そ
の
こ
と
は
、
戦
後
に
お
い
て
あ
ら
た
め
て
表

現
素
材
に
対
す
る
探
求
が
熱
心
に
推
し
進
め
ら
れ

た
こ
と
。
そ
し
て
そ
の
結
果
、
絵
画
と
も
彫
刻
と

も
区
別
し
か
ね
る
よ
う
な
作
品
が
う
ま
れ
て
き
た
。

ア
ン
フ
ォ
ル
メ
ル
の
運
動
は
、
別
名
を
「
も
う
ひ
と

つ
の
」美
学
と
も
言
う
。
彼
ら
は
今
ま
で
の
も
の
と
絶
縁
し
た
、

全
く
新
し
い
芸
術
を
産
み
出
そ
う
と
し
た
。

　

フ
ォ
ー
ト
リ
エ
と
デ
ビ
ュ
ッ
フ
ェ
の
作
品
か
ら
受
け
る
感

動
は
極
め
て
特
異
で
あ
る
。
こ
の
作
品
の
強
烈
な
迫
力
は
そ

こ
に
描
か
れ
た
イ
メ
ー
ジ
で
は
な
く
、
む
し
ろ
イ

メ
ー
ジ
を
定
着
す
る
マ
テ
ィ
エ
ー
ル
そ
の
も
の
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。
か
れ
ら
は
イ
メ
ー
ジ
に
依
存

せ
ず
に
材
料
の
質
感
で
あ
る
「
マ
テ
ィ
エ
ー
ル
」

お
よ
び
そ
こ
で
の
「
し
み
（
タ
ー
シ
ュ
）」
に
よ
っ

て
ひ
と
つ
の
「
像
」
を
表
現
し
よ
う
と
し
た
。
そ

れ
ら
は
彼
ら
の
体
験
か
ら
き
き
た
現
実
不
信
に
よ

る
は
反
現
実
的
態
度
に
も
と
づ
く
も
の
と
も
言

え
る
。

第二次大戦後のパリ



状
態
で
塗
り
、
そ
こ
に
水
性
系
の
絵
具
で
描
い

て
い
く
。昔
の
画
家
で
い
う
と
フ
レ
ス
コ
で
す
。

　

な
ぜ
こ
れ
ら
が
評
価
さ
れ
て
い
る
か
っ
て
い
う
の
は
、

ち
ょ
っ
と
わ
か
り
辛
い
と
こ
ろ
も
あ
る
ん
で
す
け
ど
、

当
時
の
時
代
が
フ
ォ
ー
ト
リ
エ
の
作
品
を
評
価

し
た
ん
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
ね
、

　

当
時
は
第
二
次
大
戦
が
終
わ
っ
た
頃
で
す
。ヨ
ー
ロ
ッ

パ
は
大
戦
に
よ
り
、
都
市
は
崩
壊
さ
れ
多
く
の
人
が
死

ん
で
し
ま
っ
た
。
や
っ
と
新
し
い
生
活
が
復
活

デ
ュ
ピ
ュ
ッ
フ
ェ

　
　
　
　
素
材
の
冒
険

　

デ
ュ
ビ
ュ
ッ
フ
ェ
は
色
ん
な
方
法
で
制
作
し

て
ま
す
が
、
最
初
は
こ
の
よ
う
な
材
質
感
あ
る

表
現
を
や
っ
て
い
ま
し
た
。
こ
れ
も
ま
た
石
膏

で
地
を
つ
く
っ
て
ひ
っ
か
い
て
る
ん
で
す
。
通
常
使
う
よ

う
な
道
具
や
材
料
の
使
い
方
を
し
て
い
な
い
わ
け

で
す
ね
。
女
性
の
身
体
を
極
端
な
ま
で
に
強
調
し

て
頭
を
小
さ
く
し
て
ず
ー
ん
と
足
が
太
い
感
じ
で
描
い
た

し
て
く
る
と
い
う
そ
う
い
う
時
で
す
。
だ
か

ら
、
人
間
不
信
・
科
学
不
信
と
い
う
か
そ
ん
な

風
潮
が
あ
っ
た
と
言
わ
れ
て
ま
す
。
フ
ォ
ー
ト

リ
エ
が
描
い
た
、
押
し
つ
ぶ
さ
れ
た
物
体
の
よ

う
な
画
面
は
、
当
時
の
人
の
精
神
状
態
と
い
う

か
、
あ
る
い
は
当
時
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
風
土
の

状
況
・
時
代
性
を
象
徴
し
て
い
る
と
捉
え
る
こ

と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
。
そ
れ
が
評
価
の

理
由
で
は
な
い
の
か
。

　

悲
し
い
苦
し
い
ぎ
ゅ
っ
と
圧
迫

さ
れ
た
辛
さ
み
た
い
な
も
の
が
伝

わ
っ
て
き
ま
す
よ
ね
。
何
が
描
か

れ
て
い
る
の
か
よ
り
、
カ
ン
デ
ィ
ン
ス

キ
ー
が
内
面
性
を
重
視
す
る
と
い
う
こ

と
を
言
っ
て
い
た
わ
け
で
す
。
そ
こ
に

共
通
す
る
部
分
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。

精
神
的
に
ぎ
ゅ
う
っ
と
伝
わ
っ
て
く
る
、

そ
れ
が
フ
ォ
ー
ト
リ
エ
の
独
特
の
マ
チ

エ
ー
ル
で
す
ね
。

り
、
グ
ロ
テ
ス
ク
な
雰
囲
気
そ
し
て
ユ
ー
モ
ア
す
ら
感
じ

ま
す
。

　

デ
ュ
ビ
ュ
ッ
フ
ェ
は
、
壁
の
汚
れ
と
か
道
路

の
塗
装
、
子
供
の
絵
画
、
精
神
異
常
の
人
の
作

品
に
も
関
心
を
持
っ
て
い
た
人
な
ん
で
す
ね
。

　

こ
の
時
期
の
彼
の
絵
画
の
素
材
に
対
す
る
考

え
方
は
、
新
し
い
材
料
や
新
し
い
技
法
に
よ
る

も
の
で
は
な
か
っ
た
。
す
で
に
以
前
か
ら
日
常

生
活
に
中
に
存
在
し
て
い
な
が
ら
、
お
よ
そ
絵

画
や
彫
刻
と
は
無
縁
と
考
え
ら

れ
て
い
た
よ
う
な
素
材
を
あ
ら

た
め
て
利
用
し
た
こ
と
だ
っ
た
。

　

彼
は
、
こ
う
い
う
作
品
か
ら

次
第
に
モ
ダ
ン
で
デ
ザ
イ
ン
的
な
作
品

に
移
っ
て
る
ん
で
す
。

こ
の
時
期
に
な
る
と
も
は
や
マ
チ
エ
ー

ル
へ
の
関
心
は
薄
れ
て
、
模
様
を
組
み

立
て
た
パ
ズ
ル
の
よ
う
な
表
現
に
入
っ

て
い
っ
た
わ
け
で
す
。
と
っ
て
も
お

し
ゃ
れ
で
き
れ
い
で
す
ね
。
ユ
ー
モ
ラ

ス
な
穏
や
か
な
形
で
き
れ
い
な
色
彩
、

そ
れ
が
並
べ
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
作
品

を
つ
く
っ
て
い
ま
す
。

　



ア
ル
ツ
ン
グ

描
法
へ
の
関
心

　

何
を
描
く
の
か
、
テ
ー
マ
へ
の
関
心
を
失
っ

た
彼
ら
の
手
元
に
残
さ
れ
た
も
の
は
、
絵
の
具

と
筆
だ
っ
た
。
従
来
の
絵
画
材
料
以
外
の
素
材

に
目
を
向
け
た
、
フ
ォ
ー
ト
リ
エ
と
デ
ビ
ュ
ッ

フ
ェ
と
は
違
い
、
ア
ル
ツ
ン
グ
、
ス
ー
ラ
ー
ジ
ュ
、

マ
チ
ュ
ー
の
３
名
は
、
絵
の
具
と
筆
の
世
界
に
再

び
立
ち
戻
っ
た
。
そ
し
て
「
描
く
」
と
い
う
行
為

そ
の
も
の
を
原
点
か
ら
見
つ
め
直
す
こ
と
か
ら
再

出
発
し
よ
う
と
試
み
た
。　

彼
ら
が
描
く
た
め
の

手
が
か
り
と
し
た
も
の
は
、
第
一
に
＝
筆
跡
＝

タ
ッ
チ
で
あ
っ
た
。

　

ア
ル
ト
ゥ
ン
グ
は
、1950

年
代
に
は
世
界
中
で
最

紹
介
し
ま
す
。

　

ピ
エ
ー
ル
・
ス
ー
ラ
ー
ジ
ュ
は
、
黒
の
画
家

と
称
さ
れ
る
。
彼
は
大
き
な
刷
毛
を
用
い
て
縦

横
に
塗
ら
れ
た
太
い
線
を
描
く
。

　

そ
の
画
面
構
成
は
、
面
と
し
て
の
圧
迫
感
を

持
ち
そ
の
圧
力
に
よ
っ
て
押
し
つ
ぶ
す
よ
う
な

力
を
持
っ
て
い
る
。
ス
ー
ラ
ー
ジ
ュ
は
、
自
分

の
イ
メ
ー
ジ
の
源
泉
に
は
、
ロ
マ
ネ
ス
ク
様
式

の
教
会
が
あ
る
と
い
う
。
ロ
マ
ネ
ス
ク
建
築
は
一
般
に

ス
ー
ラ
ー
ジ
ュ

も
有
名
な
画
家
の
ひ
と
り
だ
っ
た
が
、
そ
の
後

は
一
時
忘
れ
さ
ら
れ
た
存
在
と
な
っ
た
。
ア
ル

ト
ゥ
ン
グ
が
制
作
を
行
っ
て
い
た
ア
ト
リ
エ

は
、
白
い
壁
に
は
激
し
く
飛
び
散
っ
た
絵
具
の

し
ぶ
き
で
覆
わ
れ
、
そ
の
頃
の
ま
ま
に
保
存
さ

れ
て
い
る
。
イ
ー
ゼ
ル
や
絵
筆
な
ど
ご
く
普
通

の
画
材
に
ま
じ
っ
て
、
ス
プ
レ
ー
の
ボ
ン
ベ
、

ロ
ー
ラ
ー
、
ほ
う
き
、
く
ま
で
、
葉
の
つ
い
た

木
の
枝
な
ど
、
実
に
さ
ま
ざ
ま
な
道
具
が
並
ん

で
い
る
。
ア
ル
ト
ゥ
ン
グ
は
そ
れ
ら
の
道
具
を

駆
使
し
て
、
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
体
の
動
き
の
跡

を
キ
ャ
ン
ヴ
ァ
ス
に
記
し
て
い
た
。

　
彼
の
描
き
方
に
関
し
て
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
を
し

○
「
あ
な
た
の
絵
は
日
本
の
書
道
に
似
て
い
ま
す

よ
」

▼「
そ
う
か
。
確
か
に
私
の
絵
は
カ
リ
グ
ラ
フ
ィ
ッ

ク
な
要
素
が
あ
る
が
、
わ
た
し
は
線
で
抽
象

的
な
も
の
の
存
在
感
を
描
こ
う
と
し
た
の
だ
」

▼
「「
わ
た
し
の
抽
象
絵
画
の
出
発
点
は
事
物
を
再

現
す
る
よ
り
も
意
味
の
な
い
線
な
ど
の
方
が

い
っ
そ
う
強
い
表
現
力
を
持
っ
て
い
る
こ
と

を
発
見
し
た
こ
と
な
の
だ
」

▼
「
私
は
抽
象
画
家
だ
け
ど
結
構
古
典
主
義
的
な

面
を
持
っ
て
い
る
ん
だ
よ
。
私
は
レ
ン
ブ
ラ

ン
ト
の
デ
ッ
サ
ン
か
ら
直
接
学
ん
だ
か
ら
ね
」

▼
「
最
近
、
日
本
で
は
落
書
き
で
私
の
絵
に
似
た

も
の
が
多
い
そ
う
じ
ゃ
な
い
か
」

○
「
そ
う
な
ん
で
す
よ
。
き
っ
と
暴
走
族
の
誰
か

が
あ
な
た
の
絵
を
見
て
ヒ
ン
ト
を
得
た
ん
で

す
よ
。
あ
ち
こ
ち
文
字
の
よ
う
な
わ
け
の
わ

か
ら
な
い
落
書
き
が
多
い
の
で
す
よ
、・
・
・

重
厚
な
石
壁
と
薄
暗
い
内
部
空
間
を
特
徴
と
し

て
い
る
。
分
厚
い
黒
い
線
は
ま
さ
に
こ
の
よ
う

な
特
徴
を
そ
な
え
て
い
る
。

　

彼
の
作
品
に
お
け
る
縦
と
横
の
線
は
筆
致
の

効
果
に
よ
っ
て
空
間
を
発
生
さ
せ
、
そ
の
背
後

に
輝
く
光
を
感
じ
さ
せ
る
。　
「
絵
画
を
構
成

す
る
の
は
黒
い
色
で
は
な
く
、
光
だ
」　

黒
絵

の
具
の
重
厚
な
「
タ
ッ
チ
」
と
そ
こ
か
ら
生
じ

る
「
光
」
に
よ
る
構
成
が
ス
ー
ラ
ー
ジ
ュ
の
世

界
で
あ
る
。

マ
チ
ュ
ー

　

マ
チ
ュ
ー
が
、
異
装
を
ま
と
い
、
長
い

絵
筆
を
も
つ
て
独
得
の
情
熱
的
な
ジ
ェ
ス

チ
ュ
ァ
を
ま
じ
え
て
、
好
ん
で
公
開
の
制
作

を
お
こ
な
う
の
は
、
有
名
で
あ
る
。

　

彼
は
あ
ら
ゆ
る
意
図
・
計
画
を
排
除
し

て
、
イ
ン
ス
ピ
レ
ー
シ
ョ
ン
の
お
も
む
く
ま

ま
に
描
く
こ
と
に
没
入
し
て
い
く
。
彼
の
絵

は
こ
う
し
た
陶
酔
的
な
行
為
に
よ
る
所
産
で

あ
る
。

　

マ
チ
ュ
ー
の
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
的
な
公
開

制
作
は
、
美
術
界
に
お
い
て
は
軽
薄
で
中
身

が
無
い
と
、
高
く
評
価
さ
れ
な
い
場
合
が
多

い
。



■ジョルジュ・マチュー

マチューは 1921 年うまれ。彼の絵は幾
何学的な方法にたいして非合理的な創造の
可能性をみちびきだした。彼はまた速筆を
垂んずる。反省や熟考は芸術を萎縮させる
だけだと思うからである。
一瞬の速筆に仝生命をたくしてこそ、絵画
が精神のまがうことなき所産となるのだと
主張する。
アンドレ・マルローはマチューを賞讃して、

「われわれは遂にヨーロッパ的な書道家を
はじめて持つことができた」といっている。
東洋の書は意識的に彼の手法のなかにとり
入れられている。（坂崎乙郎）

■ピエール・スーラージュ
1919 年生のフラシスの画家。
彼の作品は、多くの場合明るい地色の上に、
黒く力強く引いた筆蹟からなり、明暗のダ
イナミックな効果をつくりだしている。簡
潔で節度あるフォルムと、褐色から黒にい
たる寡黙な色彩は、彼が画面にいわば惜し
みつつ使う赤、黄、責などの色彩によって、
さらに強力な律動感を感じさせる。彼は明
暗の問題を遠近の関係ではなく、力の問題
―あるいは静と動との関係に還元し、画面
にまれにみる動的なコンストラクションと
エネルギーとをうみだしているのである。

（坂崎乙郎）

■ハンス・アルトゥング
1904 年ドイツのライプツィッヒ生。
彼は早熟の天才で、抽象的なデッサンや水
彩をはじめて発表したのは 1922 年、18
歳のときである。その後三年ほどして彼
はカンディンスキーを知り、その感化をう
けた。1935 年、ナチスによってドイツを
追われた彼は、第二次大戦の勃発とともに
フランスの外人部隊に身を投じた。そして
1943 年、アフリカ戦線に従軍して右足切
断の重傷を負った。

彼の表現ほきわめて簡潔である。竹の葉を
思わせるような三・四の黒のタッチでそれ
は完成されたように見える。しかし彼は作
品の完成に４～５週間を費すのが普通であ
るという。ともあれ、東洋の書を思わせる
ような彼のグラフィックな図式は、東西美
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⑧



」　

アクション・ペインティング

①

②

　
「
抽
象
表
現
主
義
」
は,1940

年
代
後

半
～1950

年
代
の
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
で

全
盛
を
迎
え
た
絵
画
運
動
。

　
「
抽
象
」
と
い
う
言
葉
は
バ
ウ
ハ
ウ
ス
、

未
来
派
、
キ
ュ
ビ
ズ
ム
、
そ
の
他1930

年
代
の
抽
象
絵
画
な
ど
の
非
具
象
の
美
学

を
引
き
継
い
だ
こ
と
を
あ
ら
わ
し
、「
表

現
主
義
」
と
い
う
言
葉
は
ド
イ
ツ
表
現
主

義
な
ど
の
自
己
表
現
、
激
し
い
感
情
の
表

現
を
引
き
継
い
だ
こ
と
を
あ
ら
わ
し
て
い

る
。
第
二
次
大
戦
後
か
ら50

年
代
に
か

け
て
Ｎ
Ｙ
を
中
心
に
隆
盛
し
た
多
様
な
抽

象
絵
画
を
さ
す
総
称
と
な
っ
た
。
ロ
ー
ゼ

ン
バ
ー
グ
は
「
ア
ク
シ
ョ
ン
・
Ｐ
」
と
呼

ん
だ
。

　

①
非
常
に
巨
大
な
キ
ャ
ン
バ
ス
を
使
い
、

観
る
者
を
圧
倒
す
る 

。

②
画
面
に
焦
点
と
な
る
点
が
な
く
、
地
も
柄

も
な
く
、
ど
こ
ま
で
も
均
質
な
色
や
線

の
広
が
り
が
描
か
れ
て
い
る
、「
オ
ー
ル

オ
ー
バ
ー
」（
全
体
を
一
面
に
覆
っ
て
い

る
）

③
絵
画
の
キ
ャ
ン
バ
ス
は
現
実
の
風
景
や
姿

形
等
を
再
現
す
る
場
所
で
は
な
く
、
作

家
の
描
画
行
為
の
場
（
フ
ィ
ー
ル
ド
）

で
あ
る
と
考
え
る 

。

　

は
じ
め
て
ア
メ
リ
カ
発
で
世
界
に
影
響
を

及
ぼ
し
た
美
術
運
動
で
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
を

パ
リ
に
代
わ
る
世
界
の
芸
術
の
中
心
地
と
す

る
き
っ
か
け
に
な
っ
た
。　

「
絵
画
は
画
家
の
思
想
を
描
い
た
も
の
」
と

い
う
捉
え
方
を
打
破
し
、
絵
画
と
は
「
美
術

家
が
体
を
動
か
し
て
「
描
く
」
と
い
う
行
為

を
行
っ
た
痕
跡
」
と
し
て
そ
の
ま
ま
呈
示
し

た
。

　
「
抽
象
表
現
主
義
」
を
前
期
・
後
期
に
分

け
て
、
ポ
ロ
ッ
ク
、
デ
・
ク
ー
ニ
ン
グ
ら
の

激
し
い
筆
致
も
全
身
を
使
っ
た
画
家
の
激
し

い
動
き
に
よ
っ
て
描
か
れ
た
ア
ク
シ
ョ
ン
ペ

イ
ン
テ
ィ
ン
グ
の
前
期
、
ニ
ュ
ー
マ
ン
、
ロ

ス
コ
を
後
期
と
し
て
カ
ラ
ー
フ
ィ
ー
ル
ド
ペ

Jackson Pollock,
　　　　　　　　　　　　　1912 ～
1956 年

抽象表現主義意
　
味

特
　
徴

アメリカンアートにおける抽象



　

第
二
次
大
戦
に
大
勝
し
た
ア
メ
リ
カ

は
産
業
、
政
治
面
で
世
界
を
リ
ー
ド
す

る
地
位
に
立
っ
た
。
そ
の
強
大
な
国
力

は
す
ぐ
に
芸
術
面
に
お
い
て
も
反
映

し
、
移
入
し
て
き
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
近
代

芸
術
家
た
ち
の
存
在
に
よ
っ
て
ニ
ュ
ー

ヨ
ー
ク
が
芸
術
世
界
の
中
心
地
と
な
っ

た
。
だ
が
文
化
面
で
遅
れ
を
と
る
ア
メ

リ
カ
が
す
ぐ
さ
ま
独
自
の
芸
術
を
も
つ

と
い
う
わ
け
に
は
い
か
な
か
っ
た
。　

　
　
　

ア
メ
リ
カ
の
画
家
た
ち
は
、
ま

だ
ア
ン
ド
レ
・
ブ
ル
ト
ン
ら
の
シ
ュ
ル

リ
ア
リ
ス
ト
た
ち
を
は
じ
め
と
す
る
移

入
し
て
き
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
芸
術
家
た

ち
に
追
随
す
る
段
階
に
甘
ん
じ
て
い

た
。
ま
た
、
近
代
芸
術
の
限
界
は
（
一
人
早
々

に
そ
れ
を
超
え
た
デ
ュ
シ
ャ
ン
は
別
格
に
置
く

と
し
て
）、
多
く
の
移
入
芸
術
家
た
ち
を
も
っ

て
し
て
も
容
易
に
突
破
で
き
な
い
厚

い
壁
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

　

1940

年
代
の
後
半
、
ポ
ロ
ッ
ク

の
絵
画
の
誕
生
に
よ
っ
て
、
ア
メ
リ

カ
は
よ
う
や
く
独
自
の
芸
術
表
現
を
持
つ
に

至
っ
た
。
近
代
絵
画
の
分
厚
い
壁
は

意
外
な
と
こ
ろ
か
ら
突
破
さ
れ
た
。

　

突
破
し
た
の
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の

芸
術
家
た
ち
の
洗
練
と
は
ほ
ど
遠
い

無
骨
な
一
匹
狼
ポ
ロ
ッ
ク
で
あ
っ

た
。

　

ジ
ャ
ク
ソ
ン
・
ポ
ロ
ッ
ク
は
、
ア
メ
リ
カ

に
亡
命
し
て
い
た
シ
ュ
ル
レ
ア
リ
ス
ム
の
画

家
達
と
の
交
流
や
、
ピ
カ
ソ
や
ミ
ロ
の
影
響

を
通
じ
、
無
意
識
か
ら
湧
き
上
が
る
イ
メ
ー
ジ
を
重

視
し
た
抽
象
的
な
ス
タ
イ
ル
を
確
立
さ
せ
て
い
っ
た
。

　

1943

年
頃
か
ら
、
キ
ャ
ン
バ
ス
を
床
に
平

ら
に
置
き
、
缶
に
入
っ
た
絵
具
や
ペ
ン
キ
を
直

接
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
ど
で
し
た
た
ら
せ
る
「
ド

リ
ッ
ピ
ン
グ
」
と
い
う
技
法
で
制
作
。
こ
の
手

法
に
は
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
の
砂
絵
な
ど
、
先
住
民

の
描
き
方
が
影
響
を
与
え
た
。「
地
」
と
「
図
」

の
差
の
な
い
均
質
な
そ
の
絵
画
は
「
オ
ー
ル
・

オ
ー
ヴ
ァ
ー
」
と
呼
ば
れ
る
。

彼
の
仕
事
場
は
、
ス
タ
ジ
オ
と
は
名
ば

か
り
の
み
す
ぼ
ら
し
い
漁
師
小
屋
を
自

力
で
改
造
し
た
も
の
だ
っ
た
。
彼
の
激

し
く
情
念
的
な
表
現
は
他
の
追
随
者
た

ち
の
表
現
と
と
も
に「
抽
象
表
現
主
義
」

の
絵
画
と
呼
ば
れ
た
。

　

1950

年
代
に
は
い
る
と
、
飲
酒
癖
の
再
発
や
、
絵
画

の
手
法
へ
の
更
な
る
疑
問
か
ら
、次
第
に
低
迷
期
に
入
っ

た
。1956

年
自
動
車
事
故
に
て44

歳
で
死
亡
。

　

ポ
ロ
ッ
ク
と
並
び
抽
象
表
現
主
義
絵
画
の
双

璧
と
み
ら
れ
る
の
が
デ
・
ク
ー
ニ
ン
グ
で
あ
る
。

オ
ラ
ン
ダ
に
生
ま
れ
、
２
２
歳
の
時
に
密
航
者

と
し
て
ア
メ
リ
カ
に
渡
る
。
以
後
ニ
ュ
ー
ヨ
ー

ク
を
拠
点
と
し
て
活
動
し
、
抽
象
表
現
主
義
を

代
表
す
る
作
家
と
な
る
。
ポ
ロ
ッ
ク
の
表
現
の

重
要
性
、
あ
ら
た
な
舞
台
の
創
出
に
気
づ
い
た

の
は
こ
の
デ
・
ク
ー
ニ
ン
グ
だ
っ
た
。
デ
・
ク
ー

ニ
ン
グ
の
絵
画
も
ポ
ロ
ッ
ク
に
負
け
ず
劣
ら
ず

暴
力
的
な
激
し
い
タ
ッ
チ
が
画
面
を
覆
う
荒
々

し
い
表
現
で
あ
る
。

　

た
だ
そ
の
違
い
は
、
ポ
ロ
ッ
ク
の
捨
て
去
っ

た
「
女
」
や
「
風
景
」
の
イ
メ
ー
ジ
を
描
く
こ

と
で
あ
る
。
ま
る
で
イ
メ
ー
ジ
「
女
」
を
切
り

刻
む
か
の
よ
う
に
、
強
烈
な
タ
ッ
チ
で
激
し
く

責
め
上
げ
、
イ
メ
ー
ジ
が
解
体
寸
前
に
ま
で
追

い
込
む
、
追
い
込
ん
だ
と
こ
ろ
で
彼
の
制
作
は

一
応
終
了
す
る
の
で
あ
る
。

Jackson Pollock,
　　　　　　　　　　　　　1912 ～
1956 年

デ
・
ク
ー
ニ
ン
グ

ア
メ
リ
カ
ン
ア
ー
ト
の
壁

ポ
ロ
ッ
ク
が
氷
を
割
っ
た



行為を重視

色彩を重視

」　

カラー・フィールド・ペインティング

フランケンサーラ　サムフランシス　ルイス

カ
ラ
ー
・
フ
ィ
ー
ル
ド
・
ベ
イ
ン
テ
ィ

ン

グ(Color Field painting)
は
、　

美
術
評
論
家
の
グ
リ
ン
バ
ー
グ
が

1955

年
に
命
名
し
た
。

　
「
色
彩
の
場
の
絵
画
」
を
意
味

す
る
ア
ク
シ
ョ
ン
Ｐ
の
身
振
り
に

対
し
て
。
均
一
な
色
面
を
画
面
全

体
に
拡
げ
て
鑑
賞
者
を
包
み
込
む

よ
う
な
色
彩
の
「
場
」
を
も
つ
作

品
を
指
す
。　

　

色
彩
を
重
視
し
、
鑑
賞
者
の
視
界
一
杯

に
拡
が
る
よ
う
な
大
き
な
ス
ケ
ー
ル
で
描

か
れ
る
こ
と
が
多
い
。 

　

へ
レ
ン
・
フ
ラ
ン
ケ
ン
サ
ー
ラ
ー
に
代

表
さ
れ
る
こ
の
種
の
絵
画
を
描
く
画
家
た

ち
が
課
題
と
し
た
の
は
キ
ャ
ン
ヴ
ァ
ス
の
平
面
性

で
あ
り
、
絵
の
具
と
キ
ャ
ン
ヴ
ァ
ス
の
一
体
化
を

め
ざ
し
た
試
み
で
あ
っ
た
。

　

彼
ら
は
、
絵
画
は
絵
の
具
を
乗
せ

た
単
な
る
平
面
だ
と
認
識
し
、
平
面

自
体
が
主
役
と
な
る
よ
う
に
作
品
を

作
っ
た
。

　

◆
色
面
が
大
き
く
、

　

◆
中
心
や
焦
点
が
な
く
、

　

◆
「
地
」
と
「
図
」
の
区
別
も
な
く
、

　

◆
厚
み
も
な
く
平
面
的
で
均
質

画
面
を
越
え
色
面
が
ど
こ
ま
で
も
続
く
よ
う

見
え
る
、「
オ
ー
ル
オ
ー
バ
ー
」
と
い

わ
れ
る
画
面
作
り
が
さ
れ
て
い
る
。
ア

ク
シ
ョ
ン
・
ペ
イ
ン
テ
ィ
ン
グ
よ
り
静

か
な
印
象
を
与
え
る
。



■サム・フランシス Sam Francis, 
　　　　　　　　　1923 ～ 1994 年

カルフォルニア大学バークレイ校で医学と心理学、植物学を学ぶ。

第二次大戦中、（1943 年）アメリカ空軍の飛行訓練中の墜落事故

により２年間、瀕死の重傷を負い入院した。この時にはじめて絵

を描きはじめた。サムの白は「シーツの白」だとも言われる。

サム・フランシスは、ポロック、スティル、ロスコらが創始した

アメリカ製の沈黙－うめきの苦悩が終わった後の世代と言ってよ

い。透明で明朗な色彩の結晶、大きな泡のように浮遊した色彩の

痕跡が、画面いっぱいにあふれかえる。1957 年の日本滞在が彼

の画面に余白としての新しい白を恢復させた。サム・フランシス

ほど、純粋な感覚・純粋な色彩に徹した画家は少ない。



■モーリス・ルイス
               Moris  Louis（1912 ～ 62）

 ルイスの作品は、振幅自在な純粋色の表現によって独特の発言をし
ている。彼は、画面の一端で束ねた数少ない色彩の帯で画面を構成
している。それらの色彩の帯は、画面を流れる小川のように、平行
にしかもリズミカルに調和して交互に、またあい共に画面に広がっ
ていく。へレン・フランケンサーラーの作品に触発されたことが画
家としての転機となる。しかし、ルイスの色帯は、油性系ペイント
の使用によりフランケンサーラの画面のように画面上では混ざらな
い。前に流された色帯の上に異なる色帯が覆いかぶさり、複雑な色
の重なりを見せている。

カラー・フィールド・ペインティング



クラージュ（流し込み）混ざる滲み効果

フランケンサーラーはの作品は , 色の選択と微妙な変化、優先でのび
のびとした広がりの中でくりひろげられる色彩同士関係のあり方から
生まれます。フランケンサーラーは一風変わった均衡を直感に頼って
つくりあげる。
わたしたちの目は微かに重なったキャンヴァスの表面をさまよいなが
ら、色彩の強さのさまざまな変化を追ってゆくことになるのです。
フランケンサーラーは「下塗り」、あるいは布地を固める処理をほど
こしていない吸い込みの良いキャンヴアスを使います。下塗りをせず
に繊維の孔をそのままに残してあるので、絵の具が下地にニジみ、染
みとなって残るのです。 この技法は多くのアーテイストを魅了する効
果を生みました。
それはつまり絵画とは、具体物が描かれた錯覚を覗くための窓ではな
く、絵の具＝媒体とわかちがたく結ばれた地 ( キャンヴァス ) だとい

うことを集約的に示すものだったからです。

■ヘレン・フランケンサーラ
　　　　　Helen　Frankenthaler（1928 ～ 2010）

フランケンサーラの制作は、ポロックの手法から強く影響された。彼女はポ
ロックのダイナミックなジェスト（動き）を、緩めに薄めたペイントを緩や
かに流し込む方法へと変えた。地塗りを施さないキャンバスに塗料を染み込
ませてイメージを描き出すステイニングという手法を編み出し、現代のアメ
リカを代表する作家の一人となった。色彩は、直感的なアクション・ペインティ
ング的な可能性をもとに、女性的な柔らかな感覚とその調性によって、ニュ
アンスに富む感性的な直感をよびおこしている。水性系ペイントの使用によ
り、色彩は画面の上でおだやかに混ざり合い、色彩の叙情的な表現力を示し



イメージの源

スティルの作品は、フランス絵画が持っているような優雅な感覚とは逆の
強烈な視覚的緊張感を生じさせています。ぶつかり合う色、亀裂と皴によっ
て画面を引き裂かれた断片など、パレットナイフで描かれたこれらの作品
からは、非社交的で孤独な作家の精神から生み出された絶望と不安を感じ
させるものがあります。
　彼の作品の基本には垂直の方向性がある。そして完全に非形象的である
ように見えながら、アメリカ的乾燥した広大な大地の広がりや、ロッキー
山脈の雪解けや大瀑布の飛散する流れのイメージも感じられます。
　1950 年代初頭にスティルは商業ギャラリーと断絶し、1961 年には芸

術界から自分自身を切り離す形
でメリーランド州に移住しまし
た。1980 年の彼の死後も、その
間に制作された 2400 点の作品
は、スティルの遺言により封印さ
れ、人の目に触れることはありま
せんでした。スティルはその遺言
で彼の作品を永久コレクションと
して展示する美術館を設立するア
メリカの都市に、その全財産を寄
付すると指定しました。2011 年
11 月にそれらすべてを収蔵した

「Clyfford Still Museum」 が や っ
とオープンしました。

　2011 年 12 月、ニューヨーク
でサザビーズが開いたオークショ
ンでスティルの作品「1949-A-NO. 
1」（左下図）が 6170 万ドル（約
47 億 9000 万円）で落札されま

した。これはスティルの作品では
最高 額で、これまでの最高額の、
ほぼ 3 倍の値が付いたことになり
ます。それは、スティルの作品は
コレクターが欲しても手に入らな
い状況だったからなのでしょう。

■クリフォード・スティル　
                        Clyfford Still（1904 ～ 80）

カラー・フィールド・ペインティング



▲ロスコ・チャペル 彼の抽象の内容は、いかにして「神的存在」を表
現するかにあるといわれる。

■作品の構成要素
  ・具体物を連想させる内

容は一切ない
　・地色
　・数個の矩形の単一色面
　・水平的な積み上げ
　・輪郭線ナシ
　・筆塗りによるぼかされ

た 輪 郭 ( 幾 何 学 的 抽
象絵画と異なる）　

■ロ ス コ の 色 彩は、次第に
暗色化し、晩年にはほと
んど黒に近くなり、ミニ
マルアート的な雰囲気に
至った。

　ロシア（ラトビア）のドヴィンスクにユダヤ教徒を両親に
生まれる。一家は 1913 年に早くからアメリカ合衆国オレゴ
ン州ポートランドに移住した。1923 年にはニューヨークに
移住し、1925 年からアート・スチューデンツ・リーグで学ぶ。
ユダヤ教や北方的ロマン主義の流れを受けた精神性をもつ 1933
年初の個展。この頃はシュルレアリスムの影響の濃いもので
あった。
　大画面をいくつかの矩形に区切った、独特のスタイルの抽
象画を描くのは 1940 年代の末頃からである。微妙な色彩、
色面と色面を区切る茫洋とした線を特色とするその画面は、
他の抽象画家とは一線を画したロスコ独特のもので、人生に
おける安息や絶望を表現しているとされており、不思議な詩
情と崇高さを湛えている。晩年にはヒューストンの「ロスコ・
チャペル」のための連作を手掛けた。
ロスコは 1970 年に謎の自殺を遂げた。

■マーク・ロスコ　Mark Rothko, 
　　本名 Markus Rotkovich　903 ～ 1970 年



■　ニューマンはロシア系ユダヤ移民の子としてニューヨークに生まれた。哲
学を学んだ後、1930 年代から絵を描き始めた。1940 年代には最初シュルレ
アリスムを試したが、やがて独自のスタイルを築きあげた。

　　彼の画面は、巨大な色面が細い縦線（ジップ）で区切られるのが特徴である。
生涯を通じて、ジップは彼の作品の主役であった。やがて色面は単色で平坦
なものになった。ニューマンは、作品に題名を与えたが、それらが示唆する
ものは、しばしばユダヤ的な主題や聖書の登場人物などである（「アダムと
イヴ」「アブラハム」）

■　ニューマンは 1950 年代のニューヨークでの活動において、他の美術家と
共に、ヨーロッパ絵画の様式に拠らない独自の抽象表現を築き上げたことで、
一般的には抽象表現主義の美術家として認識されている。しかし、クリフォー
ド・スティルやマーク・ロスコら他の抽象表現主義の美術家が用いたような
表現主義的な筆触を拒絶し、はっきりした輪郭と平坦な色面を用いたことか
らすると、ニューマンの作品はポスト・ペインタリー・アブストラクション
やミニマリズムの嚆矢と見ることができる

つ
ま
り
ニ
ュ
ー
マ
ン
の
絵
画
は
い
が
な
る
形
に
せ
よ
、
画
面
内
に
分
節
化
さ
れ
た
時

間
を
内
在
さ
せ
な
い
か
ら
で
あ
る
。

絵
画
に
お
け
る
時
間
の
第
一
の
類
型
、「
絵
画
が
言
及
す
る
時
間
」
が
成
立
す
る
た

め
に
は
、
画
面
が
な
ん
ら
か
の
形
で
分
節
さ
れ
、
視
線
の
走
行
の
順
路
が
秩
序
づ
け

ら
れ
る
こ
と
が
必
要
と
さ
れ
た
。

従
来
の
絵
画
は
こ
の
よ
う
な
形
で
時
間
を
絵
画
の
中
に
取
り
込
み
、
抽
象
絵
画
に
お

い
て
も
カ
ン
デ
ィ
ン
ス
キ
ー
は
画
面
内
の
象
徴
的
な
形
態
に
よ
っ
て
、
モ
ン
ド
リ
ア

ン
は
画
面
に
音
楽
的
な
リ
ズ
ム
を
刻
む
グ
リ
ッ
ド
の
構
成
に
よ
っ
て
、
い
ず
れ
も
画

面
を
一
定
の
秩
序
に
従
っ
て
分
節
化
し
た
。
従
来
の
絵
画
が
依
拠
す
る
こ
の
よ
う
な

時
間
を
決
定
的
に
否
定
す
る
画
面
構
造
が
オ
ー
ル
オ
ー
バ
ー
構
造
で
あ
る
。

ニ
ュ
ー
マ
ン
の
大
画
面
は
ま
ず
分
節
を
拒
み
、
さ
ら
に
い
が
な
る
視
線
の
走
行
に
も

根
拠
を
与
え
な
い
。
つ
ま
り
ニ
ュ
ー
マ
ン
の
画
面
は
い
か
な
る
時
間
へ
も
送
り
返
さ

れ
る
こ
と
が
な
い
。

こ
の
よ
う
な
瞬
間
の
体
験
こ
そ
が
、
ニ
ュ
ー
マ
ン
が
崇
高
と
呼
ん
だ
絵
画
の
新
し
い

主
題
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
つ
ま
り
ニ
ュ
ー
マ
ン
の
圧
倒
的
な
色
面
に
近
接
し
た
距

離
か
ら
直
面
す
る
際
に
私
た
ち
を
満
た
す
い
か
な
る
図
像
学
的
な
認
識
を
も
超
え
た

圧
倒
的
な
存
在
感
、
い
か
な
る
物
語
に
も
置
き
換
え
ら
れ
る
こ
と
な
い
時
間
こ
そ
が

自
己
実
現
さ
れ
た
崇
高
の
姿
な
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
崇
高
と
い
う
主
題
と
瞬
間
と
い
う
時
間
性
の
問
題
と
の
密
接
な
関
係
こ

そ
が
、
ニ
ュ
ー
マ
ン
が
「
私
の
絵
画
は
空
間
や
イ
メ
ー
ジ
の
操
作
で
は
な
く
、
時
間

の
感
覚
に
結
び
つ
い
て
い
る
」
と
語
る
ゆ
え
ん
で
あ
ろ
う
。

■
形
式
と
し
て
実
現
さ
れ
る
崇
高

オ
シ
リ
ス
の
虐
殺　

ニューマンは当初、シンボリック
なタイトルとともに生命感を喚起
する独特の抽象形態を用いて、死
を再生という神話的な主題を象徴
的に表現してきた。これに対して
後半の絵画は、新たなスタイルと
ともに表現構造を一新した。

■
英
雄
的
に
し
て
崇
高
な
る
人

■バーネット・ニューマン
　　　Barnett Newman; 

カラー・フィールド・ペインティング



■
ス
ケ
ッ
チ
用
透
明
水
彩
絵
具
の
発
明

■
ノ
ラ
ム
城
、
日
の
出

（N
orham

 Castle, Sunrise

）

1835-40

年
頃78

×122cm

テ
ー
ト
・
ギ
ャ
ラ
リ
ー
（
ロ
ン
ド
ン
） 
元
祖
　
タ
ー
ナ
ー
　

地誌的水彩画＝記録　風景を描く水彩専門画家

光と色。ノアの大洪水のあとの朝雨、蒸気、速度－グレート・ウェスタン鉄道

Joseph Mallord William Turner　1775 ー 1851

英
国
最
大
の
風
景
画
家
の
ひ
と

り
。
27
歳
の
時
、
最
年
少
で
ロ
イ

ヤ
ル
・
ア
カ
デ
ミ
ー
会
員
と
な
る
。

特
定
の
パ
ト
ロ
ン
の
庇
護
を
受
け

る
の
で
は
な
く
、
大
衆
向
け
の

美
術
市
場
を
通
じ
て
高
い
収
入
を

得
る
に
い
た
っ
た
最
初
の
画
家
。

タ
ー
ナ
ー
は
自
分
の
絵
を
陳
列
す

る
た
め
の
ア
ト
リ
エ
を
ロ
ン
ド
ン

市
内
に
設
け
、
裁
き
き
れ
な
い
ほ

ど
多
く
の
注
文
を
受
け
た
。
と
り

わ
け
水
彩
画
の
分
野
に
お
い
て
卓

抜
し
た
業
績
を
残
し
た
。

44
歳
の
時
の
ベ
ニ
ス
旅
行
以
来
、

特
徴
的
だ
っ
た
色
彩
は
さ
ら
に
鮮

や
か
さ
を
増
す
。
そ
の
後
、
よ
り

抽
象
的
な
作
風
へ
と
変
貌
し
て

い
っ
た
。
特
に
後
年
の
水
彩
技
法

を
も
駆
使
し
た
独
自
的
な
大
気
感

を
感
じ
さ
せ
る
独
特
な
風
景
表
現

は
ク
ロ
ー
ド
・
モ
ネ
な
ど
印
象
派

の
画
家
や
そ
の
様
式
の
形
成
に
多

大
な
影
響
を
与
え
た
。

透
明
水
彩
は
「
画
面
か
ら
下
地
を
透

か
し
て
見
せ
る
透
明
画
技
法
」
に
用

い
ら
れ
る
。
当
初
は
練
り
固
め
た
も

の
を
、
画
家
が
水
を
加
え
て
絵
具
に

し
て
使
用
し
た
。
産
業
革
命
の
時
代

に
金
属
チ
ュ
ー
ブ
が
発
明
さ
れ
る
や
、

ア
ラ
ビ
ア･

ゴ
ム
と
グ
リ
セ
リ
ン
を

た
っ
ぷ
り
用
い
た「
最
初
か
ら
濡
れ
た
」

絵
具
が
市
場
に
登
場
し
た
。
こ
れ
が
透

明
水
彩
で
あ
る
。
タ
ー
ナ
ー
や
コ
ン
ス

タ
ー
ブ
ル
が
水
彩
画
の
権
威
と
し
て
名

を
残
し
た
の
も
、
産
業
革
命
の
舞
台
が

イ
ギ
リ
ス
だ
っ
た
事
と
関
連
す
る
。

北
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
ト
ゥ
イ
ー
ド
河
畔
近
く

に
あ
る
「
ノ
ラ
ム
城
」
を
描
い
た
作
品
。
ノ

ラ
ム
城
は
、
登
る
朝
陽
に
よ
っ
て
逆
光
の
陰

影
で
描
か
れ
、
ま
た
そ
の
右
斜
め
上
に
は
黄

色
味
の
朝
陽
、
そ
の
光
は
一
頭
の
牛
が
配
さ

れ
る
画
面
下
部
の
水
面
へ
広
が
る
よ
う
に
反

射
し
て
い
る
。
茶
色
味
、
青
味
、
黄
色
味
が

自
然
と
溶
け
合
う
よ
う
に
描
写
さ
れ
、
そ
の

調
和
的
な
色
彩
の
一
体
感
は
、
タ
ー
ナ
ー
が

高
い
興
味
を
示
し
て
い
た
光
を
波
長
順
に
分

解
し
た
ス
ペ
ク
ト
ル
的
な
理
論
に
基
づ
い
て

い
る
。

抽象の源流



本
家
　
モ
ネ

印
象
派
の
中
で
最
も
名
が
知
ら
れ
た

同
派
を
代
表
す
る
巨
匠
。

1840

年
パ
リ
生
ま
れ
。
度
々
サ
ロ

ン
に
作
品
を
出
品
し
サ
ロ
ン
か
ら
賞

賛
と
拒
否
の
評
価
を
繰
り
返
す
も
、

依
然
と
し
て
経
済
的
困
窮
が
続
く
。

1870

年
に
普
仏
戦
争
が
勃
発
し
た

た
め
に
ロ
ン
ド
ン
へ
と
亡
命
、
同
地

で
タ
ー
ナ
ー
や
ジ
ョ
ン
・
コ
ン
ス
タ

ブ
ル
ら
の
作
品
か
ら
空
気
遠
近
法
や

色
彩
の
表
現
技
法
を
研
究
し
、
翌
年

オ
ラ
ン
ダ
を
経
て
帰
国
。1874

年

に
開
か
れ
た
第
一
回
印
象
派
展
に

『
印
象 -

日
の
出-

』を
出
品
し
た（
印

象
派
の
名
称
は
こ
こ
に
由
来
す
る
）。

1910

年
代
初
頭
に
白
内
障
を
患

い
、
一
時
的
に
作
品
制
作
の
意
欲
が

著
し
く
衰
え
る
も
手
術
で
回
復
、
最

晩
年
に
は
最
後
の
大
作
『
睡
蓮
』
の

大
壁
画
を
手
が
け
た
。

Claude Monet　1840-1926

ターナ作 モネ作

モネ作

モ
ネ
は1890

年
に
パ
リ
の
郊

外
、
ジ
ベ
ル
ニ
ー
に
家
を
買
い
日

本
庭
園
を
つ
く
っ
た
。
庭
に
は
池

を
つ
く
り
日
本
風
の
太
鼓
橋
を

か
け
、
日
本
の
睡
蓮
を
植
え
た
。

「
睡
蓮
」
の
作
品
は20

世
紀
に

描
か
れ
た
も
の
。
興
味
深
い
こ
と

は
、
こ
れ
ら
の
睡
蓮
の
絵
は
長
い

間
、
評
価
さ
れ
な
か
っ
た
こ
と
で

す
。
筆
跡
が
く
っ
き
り
残
り
、
あ

た
か
も
塗
り
残
し
た
ま
ま
未
完
成

の
よ
う
な
画
面
は
、
当
時
万
人
が

理
解
す
る
と
こ
ろ
で
は
あ
り
ま
せ

ん
で
し
た
。
状
況
が
変
わ
っ
た
の

は1950

年
代
半
ば
以
降
の
こ
と

で
す
。
ア
メ
リ
カ
で
巨
大
な
サ
イ

ズ
の
キ
ャ
ン
バ
ス
に
抽
象
画
を
描

く
「
抽
象
表
現
主
義
」
と
い
わ
れ

る
絵
画
の
ム
ー
ブ
メ
ン
ト
が
起
こ

り
ま
し
た
。
同
時
に
、
モ
ネ
の
晩

年
の
作
品
は
再
評
価
さ
れ
は
じ
め

ま
し
た
。
睡
蓮
を
描
き
な
が
ら
ほ

と
ん
ど
抽
象
に
も
見
え
る
モ
ネ
の

作
品
は
抽
象
表
現
主
義
を
先
取
り

し
て
い
た
絵
と
解
釈
さ
れ
た
の
で

す
。

クロード・モネ　『睡蓮』　1897-98 年

ジヴェルニー モネの庭

ポロック

抽象の源流



踊る絵描き　 ジョナス・ジェラード　1941 ー

エピソード

1928 年　ニース生 , 両親はユダヤ系の画家

1946 年　18 歳で薔薇十字団に入り神秘思想

1952 年　日本へ柔道の修行で 1 年間滞在 ,

                 四段（講道館）を取得帰国後、

                 ヨーロッパ柔道連盟は彼の黒帯四段を認めず、

                 柔道家としての道を閉ざされる。

1955 年　モノクローム絵画による初個展。 

1957 年　IKB の特許を取得。 

1960 年    『人体測定』公開制作。

1962 年　1 月 21 日に結婚するも、

                 同 6 月 6 日に心臓発作のために没した

奇人　イブ・クライン 1928 - 1962

Jonas Gerard

Yves Klein,

「インターナショナル・クライン・ブルー」（International Klein Blue, IKB）


