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不
思
議
な
四
角
柱
と
書
の
う
ね
り

―
―
円
を
四
分
割
し
そ
れ
を
反
転
す
る
と
正
方
形
に
な
る
。
こ

ん
な
小
学
生
で
も
知
っ
て
い
る
こ
と
に
気
が
つ
い
た
の
は
、

三
十
年
以
上
前
の
こ
と
だ
っ
た
。

　

そ
の
こ
と
を
、
枝
や
丸
太
の
断
面
に
適
用
し
て
四
分
割
し
、

そ
れ
ぞ
れ
の
向
き
を
反
転
し
て
木
串
で
組
み
立
て
、
頂
点
を
結

ぶ
と
断
面
が
正
方
形
な
四
角
柱
が
出
来
上
が
る
。

　

そ
し
て「
四
分
割
」に
因
み
、「
裂
」の
字
を
書
い
た
。
―
―（「
え

ん
ち
ゅ
う
の
し
ぶ
ん
の
い
ち
の
し
か
く
ち
ゅ
う　

２
０
０
４
―

２
０
２
１
」
に
寄
せ
て
）

　

味
岡
伸
太
郎
氏
と
い
え
ば
、「
あ
い
ち
ト
リ
エ
ン
ナ
ー
レ
２
０ 

１
６
」
で
、
採
取
し
た
土
に
木
工
用
ボ
ン
ド
を
混
ぜ
綿
布
に
定

着
さ
せ
て
「
絵
画
」
と
し
て
発
表
し
た
作
品
が
大
き
な
注
目
を

Repo r t

自然の摂理を追って

愛
知
県
豊
橋
市
を
拠
点
に
、
多
様
な
作
品
を
発
表
し
続
け
る
現
代
作
家
の
味
岡
伸
太
郎
氏
。

荒
々
し
い
肌
理
を
む
き
出
し
に
す
る
木
の
立
方
体
作
品
と
書
を
組
み
合
わ
せ
た
今
展
は
、
と

も
す
れ
ば
意
表
を
つ
い
た
も
の
に
思
わ
れ
る
が
、
そ
こ
に
は
確
か
な
親
和
性
が
宿
る
。「
自
然

の
摂
理
」
が
身
近
に
感
じ
ら
れ
る
味
岡
氏
の
作
品
世
界
に
足
を
踏
み
入
れ
た
。

「えんちゅうのしぶんのいちのしかくちゅう　2004 ─ 2021」
味岡伸太郎展

2004年に制作された第1作。
まずこの四角柱の立体が完成し、
そこからさまざまな木を使った
制作に広げていったという

円
柱
の
木
を
４
分
割
し
、
そ
れ
を
反
転
さ
せ

て
木
串
で
組
み
立
て
る
と
正
方
形
に
な
る
。

そ
の
プ
ラ
ン
を
端
的
に
表
し
た
立
体

繊
維
の
生
々
し
さ
や
力
強
さ
が
伝

わ
っ
て
く
る

会期：2021年９月11日～10月９日
会場：RED AND BLUE GALLERY

味岡伸太郎　あじおか・しんたろう　　1949年、 愛知県豊橋市生まれ
「美術に係わることでデザインが大衆に迎合しない。デザインに係わることで美術が社会との接点を見失わず
にすむ。美術とデザインが造る山の稜線上を歩け。どちらへ足をとられても谷に落ちる」画家・山口長男から
なげかけられた言葉が活動の基準になっている。現在は精神的にも、物質的にも自然を主題にした美術と、
タイプフェイス・タイポグラフィを主にしたグラフィックデザイン。建築のデザイン等を並行して続けている。

展示ギャラリーのエントランス。存在感のある立体群と書が会場内へと誘う
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101

向
（
上
か
ら
下
へ
、
あ
る
い
は
右
手
で
横
線
を
引
く
際
は
左
か

ら
右
へ
な
ど
）
が
生
じ
る
。
書
く
動
き
の
ベ
ク
ト
ル
は
あ
ら
か

じ
め
用
意
さ
れ
て
お
り
、
次
の
動
き
を
意
識
し
た
り
作
り
出
し

た
り
す
る
必
要
は
な
い
。
そ
し
て
「
書
き
順
」
に
従
っ
て
書
く

こ
と
で
線
は
文
字
と
な
る
。
こ
れ
は
西
洋
絵
画
の
コ
ン
ポ
ジ
シ
ョ

ン
（
構
図
）
の
考
え
方
と
決
定
的
に
異
な
る
点
だ
。
文
字
に
は

書
き
順
が
あ
る
の
み
で
、
だ
か
ら
味
岡
氏
に
と
っ
て
腕
の
自
然

な
動
き
と
は
「
自
然
の
摂
理
」
な
の
だ
。
書
い
て
い
る
最
中
は

う
ま
く
書
こ
う
と
い
う
意
識
も
な
い
の
だ
と
い
う
。

　

自
然
を
否
定
せ
ず
、
道
理
に
束
縛
も
さ
れ
ず
、
そ
の
結
果
で

行
為
を
確
認
し
続
け
る
作
家
の
姿
は
、
全
て
が
コ
ン
ト
ロ
ー
ル

可
能
な
状
態
を
安
易
に
求
め
て
し
ま
う
わ
れ
わ
れ
現
代
人
に

と
っ
て
、「
謙
虚
で
あ
る
こ
と
ほ
ど
創
造
に
近
づ
く
」
と
い
う
こ

と
を
黙
示
し
て
い
る
よ
う
で
も
あ
る
。

　

裂
け
た
木
材
か
ら
発
せ
ら
れ
る
匂
い
は
、
何
は
な
く
と
も
コ

ロ
ナ
禍
で
倦
み
疲
れ
た
精
神
を
清
浄
に
戻
し
て
く
れ
る
よ
う
な

清
涼
感
を
も
っ
て
い
た
。「
あ
あ
、
自
然
」
と
、
自
然
に
口
を
つ

い
て
出
た
こ
と
を
嬉
し
く
感
じ
る
。

浴
び
た
。
そ
の
他
に
も
絵
画
・
書
・
陶
芸
・
立
体
造
形
・
生
花

…
…
と
、
平
面
か
ら
立
体
ま
で
、
手
が
け
る
ア
ー
ト
が
多
岐

に
わ
た
る
稀
有
な
作
家
で
あ
り
、
活
動
の
全
て
を
言
い
表
す
の

は
難
し
い
。
今
展
は
昭
和
の
残
り
香
が
漂
う
東
京
・
新
富
町
の

RED
 A

N
D

 BLU
E GA

LLERY

に
て
、
木
を
用
い
た
立
体
と
、

二
十
代
の
頃
か
ら
取
り
組
ん
で
き
た
書
を
組
み
合
わ
せ
た
イ
ン

ス
タ
レ
ー
シ
ョ
ン
が
披
露
さ
れ
た
。
木
の
繊
維
の
う
ね
り
や
た

わ
み
と
、
掛
軸
の
筆
跡
に
残
る
墨
の
う
ね
り
。
双
方
が
視
覚
に

飛
び
込
ん
で
く
る
。
こ
れ
は
床
の
間
の
掛
け
軸
と
生
花
の
関
係

を
想
起
さ
せ
る
。
割
り
裂
か
れ
た
木
材
と
紙
に
擦
り
付
け
ら
れ

た
墨
の
分
子
が
、
今
に
も
動
き
出
し
そ
う
な
ぎ
り
ぎ
り
の
と
こ

ろ
で
留
ま
り
続
け
て
い
る
よ
う
な
奇
妙
な
緊
張
感
。

　

展
覧
会
初
日
に
は
、「O

uterm
ostN

A
GO

Y
A

」
主
宰
で
ラ

イ
タ
ー
の
井
上
昇
治
氏
と
味
岡
氏
の
ト
ー
ク
シ
ョ
ー
が
行
わ
れ
、

そ
こ
で
味
岡
氏
の
創
作
の
源
が
次
々
と
語
ら
れ
た
。
味
岡
氏
の

語
っ
た
と
こ
ろ
で
は
、
木
を
四
分
割
し
、
反
転
さ
せ
て
木
串
で

組
み
立
て
直
す
四
角
柱
の
制
作
は
、
三
十
年
ほ
ど
前
に
始
め
、

以
来
断
続
的
に
続
け
て
き
た
と
い
う
。
ど
の
枝
を
選
び
、
ど
の

角
度
で
四
分
割
す
る
の
か
、
繫
ぎ
合
わ
せ
る
形
状
・
本
数
・
位
置
、

締
め
具
合
な
ど
、
そ
の
瞬
間
ご
と
に
自
ず
と
決
断
を
迫
ら
れ
る
。

予
測
は
し
て
も
、
ど
の
よ
う
に
割
れ
る
か
は
木
が
持
つ
目
次
第
。

組
み
立
て
終
わ
る
ま
で
結
果
の
形
象
は
分
か
ら
ず
、
人
間
が
完

璧
に
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
で
き
る
も
の
で
も
な
い
。「
面
白
い
枝
を
探

す
」と
い
う
作
為
は
排
除
さ
れ
る
。
味
岡
氏
の
創
作
に
と
っ
て
は
、

そ
れ
こ
そ
が
最
も
重
要
な
の
だ
と
い
う
。
味
岡
氏
は
創
作
に
自

我
や
作
為
が
入
り
込
む
こ
と
を
忌
避
し
、
偶
然
に
よ
る
形
の
生

成
を
求
め
て
い
る
。

自
然
の
も
た
ら
す
無
作
為

　

故
・
井
上
有
一
に
師
事
し
た
二
十
代
で
の
書
の
経
験
が
、
味

岡
氏
の
あ
ら
ゆ
る
創
作
の
原
点
と
な
っ
て
い
る
。
文
字
を
書
く

と
い
う
こ
と
は
必
ず
身
体
上
の
制
約
を
受
け
、
書
き
や
す
い
方

木のオブジェ群と、もうひとつの手の仕事である書「裂」が鎮座する。
荒々しく静かな空間をかたち作っている

初日のトークショウの様子。ゲストの井上昇治氏が味岡氏に率直な質
問を投げかける。テーマは味岡氏の美術史観や制作観に及んだ

「OutermostNAGOYA」主宰の井上昇治氏（左）と
作家の味岡伸太郎氏（右）

新刊
作品集＆対談集

味岡伸太郎氏のこれまでの創作活動をまとめた一冊。対話形式
で創作の根源に迫る。過去の作品・展覧会についての詳細も写
真付きで紹介。

Ａ5並製・128頁　本体 1,500円＋税
春夏秋冬叢書　℡ 0532─33─0086
sou@h-n-a-f.com
http://www.h-n-a-f.com/new.html

自我と無作為と
インスピレーションと
美術と自然と
人間の旅と継続

村田眞宏（全豊田市美術館館長）
櫻井 拓（編集者）
湊 千尋

（あいちトリエンナーレ2016芸術監督）
拝戸雅彦（愛知県美術館館長）

味岡伸太郎×

100-101味岡展.indd   101100-101味岡展.indd   101 2021/09/30   17:552021/09/30   17:55


