
「裸婦」

写実を制作の軸としている萩原清作さん。何気

なく立っているモデルをそのまま作っているよう

ですが、右手がわずかに体から離れることで腰

のくびれの美しさが表現されています。



「U n t i t l e d  9 1 - B」

遺跡から掘り出された謎の道具のように不思議

な存在感を発揮する前田哲明さんの作品。鉄

で作られた作品は光の反射で鈍い黒から明るい

青まで様々な色の変化を見せてくれます。





　

彫
刻
を
「

　
　   

」
す
る
た
め
に

北
名
古
屋
市
内
に
あ
る
彫
刻
に
何
を
感
じ
ま
す

か
？
『
素
敵
だ
よ
ね
。』
と
い
う
方
も
い
れ
ば
、『
ど

こ
見
れ
ば
い
い
の
？
』
と
か
、『
そ
ん
な
の
あ
っ

た
っ
け
？
』
と
い
う
方
も
い
る
で
し
ょ
う
。
こ
の

本
は
そ
ん
な
す
べ
て
の
方
々
に
読
ん
で
も
ら
い
た

い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

本
の
制
作
に
あ
た
っ
て
、
わ
た
し
た
ち
は
、
ま
ず

た
く
さ
ん
の
彫
刻
家
に
『
彫
刻
の
見
方
』
を
た
ず

ね
ま
し
た
。
す
る
と
、
ほ
と
ん
ど
の
彫
刻
家
は

『
自
由
に
見
て
、
好
き
な
作
品
を
探
し
て
く
だ
さ

い
。』
と
優
し
く
言
っ
て
く
れ
た
の
で
す
。
し
か

し
「
自
由
に
見
る
」
っ
て
ど
う
い
う
こ
と
な
の
か

が
よ
く
わ
か
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
も
そ
の
は
ず
、
ど

う
や
ら
彼
ら
は
作
品
制
作
の
中
で
彫
刻
を
見
た
り

考
え
た
り
し
て
い
く
う
ち
に
、「
自
由
に
見
る
方

法
」
を
身
に
つ
け
て
い
る
よ
う
で
し
た
。
で
も
そ

れ
は
時
間
を
か
け
て
養
わ
れ
た
も
の
で
、
す
ぐ
に

ま
ね
を
で
き
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん…

。

そ
の
一
方
、
わ
た
し
た
ち
も
彫
刻
を
難
し
く
考
え

す
ぎ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
に
も
気

づ
き
ま
し
た
。
よ
く
よ
く
考
え
て
み
る
と
街
に
あ



る
彫
刻
は
『
見
て
！
』
と
か
『
わ
か
っ
て
！
』
と

訴
え
て
い
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
た
だ
じ
っ

と
街
の
中
に
立
っ
て
い
ま
す
。

そ
う
思
い
直
し
て
み
る
と
、「
ま
ず
は
彫
刻
を
楽

し
ん
で
し
ま
え
ば
い
い
の
で
は
な
い
か
」
と
い
う

考
え
が
浮
か
び
ま
し
た
。
彫
刻
を
「
鑑
賞
す
る
」

と
い
う
こ
と
よ
り
も
、
ま
ず
は
楽
し
む
こ
と
が
大

切
な
の
で
は
な
い
か
。
楽
し
む
こ
と
が
で
き
れ

ば
、
気
持
ち
が
近
づ
き
よ
り
彫
刻
に
親
し
む
、
そ

し
て
親
し
み
か
ら
彫
刻
を
愛
お
し
む
感
情
が
生
ま

れ
た
な
ら
、
そ
の
方
は
立
派
な
彫
刻
鑑
賞
者
な
の

で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

「
し
む
し
む
」
で
は
、
わ
た
し
た
ち
が
見
つ
け
た
彫

刻
を
楽
し
む
い
く
つ
か
の
方
法
を
紹
介
し
ま
す
。

こ
の
「
し
む
」
を
き
っ
か
け
に
、
皆
さ
ん
の
「
し
む
」

を
増
や
し
て
く
だ
さ
い
。

こ
の
本
が
北
名
古
屋
市
民
と
彫
刻
を
結
び
つ
け
る

架
け
橋
と
な
り
、
市
民
の
皆
さ
ん

が
彫
刻
を
「
し
む
し
む
」
す
る
こ

と
を
願
っ
て
。

2013年 3月

北名古屋市
彫刻ガイドブック制作

Hiromeyo-art



「
彫
刻
」
と
い
う
言
葉
の
そ
の
ま
ま
の
意
味
は
、
石
や
木
を
「
彫
っ

た
り
刻
ん
だ
り
」
す
る
こ
と
。
北
名
古
屋
市
内
に
展
示
さ
れ
て
い
る

石
彫
作
品
は
、
ま
さ
に
彫
刻
の
代
表
的
な
表
現
方
法
で
す
。
一
方
、

ブ
ロ
ン
ズ
（
青
銅
）
で
作
ら
れ
た
作
品
も
た
く
さ
ん
展
示
さ
れ
て
い

ま
す
ね
。
じ
つ
は
、
こ
れ
ら
の
ブ
ロ
ン
ズ
像
は
、
彫
刻
家
が
粘
土
で

作
っ
た
像
を
さ
ま
ざ
ま
な
工
程
を
経
て
、
ブ
ロ
ン
ズ
に
置
き
換
え
た

も
の
な
の
で
す
。
は
じ
め
の
像
を
粘
土
で
作
る
こ
と
を
「
彫
塑
」

と
言
い
ま
す
。

他
に
も
た
く
さ
ん
の
表
現
方
法
や
材
料
を
言
い
表
す
た
め
に
い
ろ
い

ろ
な
名
称
が
使
わ
れ
て
い
る
の
で
す
が
、
こ
の
本
で
は
素
材
や
表
現

方
法
で
細
か
く
分
類
す
る
こ
と
は
し
な
い
で
、
立
体
的
な
芸
術
表

現
を
す
べ
て
「
彫
刻
」
と
呼
ん
で
い
ま
す
。

そ も そ も

彫 刻 っ て

な ん だ ろ う？

ち
ょ
う  

こ
く

ち
ょ
う

　そ



人
の
姿
を
彫
刻
で
表
現
す
る
こ
と
は
、
古
く
は
旧
石
器
時
代
の
昔

に
さ
か
の
ぼ
り
、
ミ
ケ
ラ
ン
ジ
ェ
ロ
や
ロ
ダ
ン
と
い
っ
た
偉
大
な
彫
刻
家

を
生
み
な
が
ら
現
在
ま
で
脈
々
と
続
い
て
い
ま
す
。
一
方
、
二
〇
世

紀
の
は
じ
め
に
ブ
ラ
ン
ク
ー
シ
と
い
う
彫
刻
家
が
モ
デ
ル
の
人
体
を
模

倣
す
る
の
と
は
異
な
る
表
現
を
試
み
は
じ
め
ま
し
た
。
そ
れ
は
彫

刻
家
が
作
り
た
い
形
を
追
い
求
め
る
中
で
起
こ
っ
た
変
化
で
、
既
に

一
〇
〇
年
以
上
の
歴
史
が
あ
り
ま
す
。

北
名
古
屋
市
内
に
は
、
い
ろ
ん
な
作
品
が
展
示
さ
れ
て
い
ま
す
ね
。

と
く
に
具
象
彫
刻
の
代
表
で
あ
る
人
体
像
が
多
く
あ
り
ま
す
が
、

西
春
駅
前
を
中
心
に
抽
象
彫
刻
も
展
示
さ
れ
て
い
ま
す
。

見
た
目
の
違
い
よ
り
も
彫
刻
家
が
な
ぜ
そ
ん
な
形
を
作
っ
た
の
か
考

え
て
み
ま
せ
ん
か
？

具 象 彫 刻 と

抽 象 彫 刻 っ て ?

具象【ぐしょう】
①目に見える形のあること。姿や形をもっていること。具体。  抽象 「 －画」②形でわかりやすく表すこと。 「言語は思想を－する」

抽象【ちゅうしょう】

事物や表象を，ある性質・共通性・本質に着目し，それを抽（ひ）き出して把握すること。その際，他の不要な性質を排除す
る作用（=捨象）をも伴うので，抽象と捨象とは同一作用の二側面を形づくる。  具象（ぐしよう） 



北名古屋市の小学校の同級生。
自由研究のテーマに通学路にある彫刻を選び
「彫刻た ん け ん隊」を結成。好奇心の ま ま に
彫刻を調査中。

彫
刻
を
「 

 
 

 
 

 
 

 

」
す
る
た
め
に

そ
も
そ
も
彫
刻
っ
て
な
ん
だ
ろ
う
？

具
象
彫
刻
と
抽
象
彫
刻
っ
て
？ 

ま
ち
と
彫
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「風」

遠く空を眺める表情が印象的な三枝優さん

の作品。風を受けてふわふわと漂うことを

楽しんでいるかのようです。軽やかな表情と

L字に曲げられた姿勢との関係は絶妙です。

しむしむくん
彫刻の国の住人。
見える人には見えるらしい。



まちと彫 刻



「踏」

小振りながら躍動感のあるポーズが印象的

な吉田鎮雄さんの作品。この女性は何かを

踏んでいるでしょうか。あるいはステップを

踏んでいるのでしょうか。見つめる足元に

は何があるのでしょうか。不思議に感情が

動かされる作品です。



「現在と過去の交点」

離れてみると四角い石にしか見えない櫻井

壽人さんの作品ですが、白い花崗岩は光に

よって表情が変化し、夜には石の結晶が街

灯の光を反射しています。近づいてみると

下部の無数の穴の奥にはツタが茂り、上部

には小さな階段があります。この階段は真

北を指しているので夜には北極星を見るこ

とができます。



「三」

大きな御影石を三つ積み上げた喜多光さん

の作品。単純なようですが上から見ると三

角形になっており、どの向きから見ても形

が違っています。石の表情もそれぞれ違う

ため、雨の日には濡れて艶を持つ２色の御

影石のコントラストが美しい作品です。南

から名鉄電車に乗ってやってくるとまず目に

するこの 作 品 は、北 名 古 屋 市 の 入り口を

守っているかのようです。



「凛」

すっくと両 足で 立 つ 岩 本 亜 希 子さん の 作

品。北名古屋市には珍しい男性像です。何

気ないポーズのようですが、多くの作家が

作るのが難しいという両足に重心を均等に

おく姿勢。離れるとそのポーズの美しさが

よりよく見える作品です。



「つばさ」

遠くに見えるのが橋本恵吏さんの石彫です。

赤い御影石で作られた作品が木々の緑とと

もに水面に映っています。単純な形のよう

ですが、見る角度での形の違いが周りの風

景と相まって大きく印象を変える作品です。



問題
北名古屋市が展示している彫刻は

何点あるか。総数を答えよ。

（2 0 1 3 年現在、公共施設内のものも含む）

点



魚

大口 明一
御影石
1992年
A-2

踏

吉田 鎮雄
ブロンズ
1992年
A-2

遊-Ⅲ

岩井  義尚
ブロンズ
1991年
A-2

AUTANA

ヒメナ エルゲダ
陶器
1998年
D-3

語らい

石田 武至
ブロンズ
1991年
A-2

風

三枝  優
ブロンズ
1991年
A-2

春夢

神戸  峰男
ブロンズ
1989年
A-3

雄叫び

石田 清
ブロンズ
1992年
A-2

裸婦

萩原  清作
ブロンズ
1991年
A-2

実り

神戸  峰男
ブロンズ
1990年
B-4

野

神戸  峰男
ブロンズ
1990年
B-4



ちえ

早川 高師
ブロンズ
1992年
A-2

BALLERINA

石田 武至
ブロンズ
1992年
B-2

踊り子

加納  秀美
ブロンズ
1992年
A-2

浮島の幻想

市之瀬  廣太
ブロンズ
1994年
A-2

三

喜多  光
御影石
1994年
D-3

豊穣

三枝  優
FRP

1996年
C-3

天地無用

中野渡  俊幸
御影石
1995年
A-2

静流

鈴木  琢磨
ブロンズ
1995年
B-2

手・にぎる

渡辺  聡典
御影石
1994年
C-3

COUPLING

川合  教文
御影石
1996年
A-2

妹

大谷  あや子
ブロンズ
1996年
A-2

EXPERIENCE

橋本  恵吏
御影石
1992年
A-3

モーメント

今溝  訓
FRP

1992年
A-2

寛ぎ

吉田 鎮雄
ブロンズ
1992年
B-2



豊  -fragrant

百﨑  典絵
ブロンズ
1997年
D-3

Metamorphosis

橋本  恵吏
御影石
1997年
D-3

立つ人

杉山 詩乃
ブロンズ
1998年
C-3

二人

鈴木  留美子
ブロンズ
1998年
C-3

畝童

上杉  真由
ブロンズ
1998年
D-3

春光

井上  明
ブロンズ
1999年
C-3

懐襟

石田 達郎
ブロンズ
1998年
B-3

黒いチューリップの香り

張  家銘
御影石
1999年
B-3

菩提樹

石田 清
ブロンズ
1999年
B-2

目を閉じる・・

柴田 恭宏
ブロンズ
2000年
B-3

凛

岩本  亜希子
ブロンズ
2000年
A-3

トルソ

張  家銘
御影石
2000年
C-3

秋桜

長谷  和幸
ブロンズ
2001年
B-3

響美

大脇  正祥
石膏
2000年
A-5



記憶の声

愛知県立芸術大学
アートプロジェクトチーム
ガラス・鉄・ステンレス他
2010年
C-3

集合体

宮﨑  祐衣
御影石 各種
2007年
C-3

未来

近藤  真一
ブロンズ
2005年
D-3

夢のかなたに

新谷  一郎
花崗岩
2010年
C-3

無題

佐光  佳子
大理石
2004年
B-1

Mermaid

山本  友子
ブロンズ
2006年
B-3

遠音

伊東  禎子
ブロンズ
2008年
C-3

ペーパー・ムーン

飯塚  一朗
ステンレス
2010年
C-3

Stone-Capsules
-集う- 
鈴木  典生
黒御影石
2010年
C-3

西の国より

神戸  峰男
ブロンズ
2005年
C-3

ふたり

木下  泉
御影石
2001年
A-2

a mark

中田 絵美
御影石/トラバーチン
2003年
B-2

馬

玉井  克憲
御影石
2002年
B-1

馬

玉井  克憲
御影石
2002年
B-1

聴

森本  紗月
大理石
2009年
C-3

ふたり

木下  泉
御影石
2001年
A-2



現在と過去の交点

櫻井  壽人
花崗岩（黒・白）
2010年
C-3

自立の表現

山岡 昇
ステンレス
2010年
C-3

明日へ

長谷部  尚子
ブロンズ
2011年
C-3

Untitled 91-B

前田 哲明
鉄
2010年
C-3

回転翼／はばたき

生形  貴春
ステンレス
2010年
C-3

若い女

石田 清
ブロンズ
-

C-3

双一波

湯村  光
黒御影石
2010年
C-3

つばさ

橋本  恵吏
赤御影石
2012年
A-5

絶望と希望

松田 和也
黒御影石 /白御影石
2012年
※本作品は学生作品の
展示スペースへの設置
であり、変更される場
合があります。

C-3

和

石田 武至
ブロンズ
-

B-4

椅子と女

石田 武至
ブロンズ
-

C-3

―

川岸  要吉
ブロンズ
1983年
B-4

―

-
ブロンズ
-

B-4

オウシ・ゾウケイ
空間のメビウス’09
牛尾  啓三
黒御影石
2010年
C-3







近 づ く た め に 仲 良 く な ろ う

仲 良 く な る た め に 一 緒 に 遊 ぼ う

彫刻を「鑑賞する」ということは絵画より少し難しいことなんです。

なぜなら彫刻は一度で全体を見ることが出来ません。

また光の具合や見る角度によっても表情を変えてしまいますし、

彫刻家が大切にする表面の様子も触らないと分かりません。

つまり鑑賞するためにはたくさんの要素が必要なんですね。

でも難しいからといって、その方法を学ぶ前に、まず近づいてみましょう。

「鑑賞」する相手ではなく、「遊ぶ」相手として気持ちを近づけてみましょう。

彫刻と

遊
ん
で



「

凛
」　

岩 本  亜

希
子

「 浮 島

の
幻
想
」
　
市
之
瀬

 廣
太

「
語

ら い
」　 石 田

 武
至

「 黒 い チ ュ ー
リ

ッ
プ
の
香
り
」
　
張

 家

銘

「 風 」　 三
枝

 優

「
踊
り
子
」
　
加

納  秀 美

「
雄

叫
び 」　 石 田  清

「 踏 」　 吉 田
 鎮
雄

「

立 つ
人 」　 杉

山
 詩
乃

「 菩

提
樹
」
　
石
田

 清

「
M

e r m a i d 」　 山 本
 友

子

「 響 美 」　
大
脇

 正
洋

「 裸 婦 」　 萩 原  清 作

「
秋

桜
」　
長
谷

 和
幸

「
豊

 
-

f r a g r a n t 」　
百

﨑
 
典
絵

「
絶

望
と
希
望
」
　
松
田

 和
也

比 
べ 

て 

み 

る 

と

「

「

立 つ
人 」 杉

山
詩
乃

樹
」

石
田

清

本

友
子

「 響 美 」

大
脇

正
洋

」
松
田

和
也

ず
ら
り
と
街
中
に
並
ぶ
裸
婦

似
て
る
け
ど
何
か
違
う

比
べ
て
み
ま
し
ょ
う

歩
い
て
い
る
と
出
会
う
た
く
さ
ん
の
彫
刻
。
さ
っ

き
の
彫
刻
と
何
が
ち
が
う
ん
だ
ろ
う
。
た
く
さ
ん

の
も
の
が
並
ん
で
い
る
と
、
ざ
っ
く
り
と
ひ
と
ま

と
め
に
し
て
分
か
っ
た
つ
も
り
に
な
っ
て
る
こ

と
っ
て
あ
り
ま
せ
ん
か
？

そ
ん
な
と
き
の
い
い
方
法
が
「
部
分
見
」
で
す
。

彫
刻
を
部
分
に
し
ぼ
っ
て
た
く
さ
ん
見
比
べ
て
み

る
の
で
す
。
同
じ
よ
う
に
見
え
た
も
の
も
部
分
で

比
べ
て
み
る
と
、
い
ろ
い
ろ
な
こ
と
に
気
が
つ
き

ま
す
よ
。
大
き
さ
、
素
材
、
色
、
形
。
触
っ
て
み

る
と
も
っ
と
違
い
が
分
か
り
ま
す
。
隣
の
彫
刻
と

も
比
べ
て
み
た
り
自
分
と
も
比
べ
て
み
た
り
。
特

に
人
体
像
は
わ
た
し
た
ち
と
同
じ
人
間
を
モ
デ
ル

に
し
て
い
ま
す
か
ら
、
そ
の
違
い
も
分
か
り
や
す

い
で
す
ね
。

ぶ
　ぶ
ん  

み

や
ま  

だ   

こ
う

んで彫刻と 遊



「 畝 童
」　

上
杉

 
真
由

「 明
日

へ
」
　
長
谷
部

 
尚
子

「
春
夢
」
　
神
戸
　
峰
男

「

凛
」　

岩 本  亜

希
子

「

作
品 名

不 明 」　

川
岸

 要
吉

「
立 つ 人 」　 杉

山
 詩

乃

「

秋
桜 」　 長 谷  和

幸

「 和 」　
石
田

 武
至

「

裸
婦
」
　
萩
原

 
清
作

「

踏
」　 吉 田  鎮

雄

「 手 ・ に ぎ る
」　

渡
辺

 聡
典

「 B A L L E R I N
A

」　
石
田

 武
至

「
M

e
r

m

a i d 」　 山 本
 友

子

「
踊
り

子
」　 加 納  秀 美

「 菩 提 樹 」　 石 田
 清

「
未

来
」　 近 藤  真

一



「
浮
島
の 幻 想 」　 市 之 瀬  廣 太

「Merm
a

i
d
」
　
山
本

 友 子

「 風
」　

三

枝
 
優

「

裸
婦 」　 萩 原

 清
作

「
秋
桜 」　 長 谷  和

幸

「立

つ
人
」
　
杉
山

 詩
乃

「

雄
叫 び

」　 石 田
 清

「
語

ら
い 」　 石 田  武

至

「 ち え 」　
早
川

 高
師

「
B A L L E R I N A 」

　
石

田
 
武
至

「 踏 」　
吉
田

 鎮
雄

「 凛 」　 岩

本
 亜
希
子

「
畝
童
」
　

上
杉  真 由

「
菩
提 樹 」　 石 田  清

「 夢
の か な た に 」　 新 谷

 一

朗

「
西
の
国
よ
り
」　

神
戸 　

峰 男

彫刻と 遊んで



ま 

ね 

し 

て 

み 

る 

と



彫
刻
家
が
体
を
使
っ
て
作
っ
た
作
品
を

体
を
使
っ
て
鑑
賞
し
て
み
よ
う

一
見
す
る
と
妙
に
見
え
る
か
も
れ
ま
せ
ん
が
、
彫

刻
の
ポ
ー
ズ
を
ま
ね
る
と
い
う
の
は
、
か
ら
だ
で

彫
刻
を
感
じ
る
こ
と
。
ま
ね
て
み
る
と
、
ど
ん
な

ポ
ー
ズ
か
が
よ
く
分
か
り
ま
す
。

手
は
ど
れ
く
ら
い
上
げ
て
る
の
か
な
。
つ
ま
先
立

ち
か
な
、
両
足
つ
い
て
る
の
か
な
。
体
を
ど
れ
く

ら
い
ひ
ね
っ
て
る
の
か
な
。

も
し
か
し
た
ら
、
彫
刻
家
が
そ
の
ポ
ー
ズ
に
込
め

た
気
持
ち
ま
で
感
じ
る
こ
と
が
で
き
る
か
も
し
れ

ま
せ
ん
。
何
よ
り
楽
し
い
気
分
に
な
り
ま
す
よ
。

〈上〉西庁舎にある「椅子と女」のポーズをまねしてみた。ポーズをまねして
分かったことは、市役所ではよくあるポーズだということ。
〈下〉同じポーズで横に並んでみた。まるでどこかのロックバンドのCDジャ
ケットのようだ。このポーズは若い人の独特な気分を表しているのだろう。

〈右〉「踏」をまねしてみると、手の位置、足の位置などのバランスが難しく、
静止したポーズでは無く動的なポーズであることがよく分かる。この瞬間、
この女性は何を踏んだのだろうか。

んで彫刻と 遊



置 

い 

て 

み 

る 

と



作
品
と
何
か
が
出
会
っ
た
と
き
、

ど
ん
な
こ
と
が
お
こ
る
の
か
な

こ
れ
は
「
い
た
ず
ら
」
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

彫
刻
に
あ
な
た
の
大
切
な
も
の
を
そ
っ
と
置
い
て

み
る
と
い
う
「
こ
こ
ろ
み
」
で
す
。
大
切
な
も
の

を
置
く
の
だ
か
ら
慎
重
に
。
そ
し
て
ひ
と
つ
し
か

な
い
彫
刻
に
も
優
し
く
。

ま
ず
、
ど
こ
に
置
こ
う
か
考
え
て
み
ま
し
ょ
う
。

そ
れ
は
つ
る
ん
と
し
た
表
面
で
す
か
？ 

で
こ
ぼ

こ
し
た
表
面
で
す
か
？ 

何
色
で
す
か
？ 

ま
わ
り

は
ど
ん
な
景
色
で
す
か
？ 

置
こ
う
と
思
っ
た
彫

刻
を
い
つ
も
よ
り
じ
っ
く
り
を
見
た
り
、
触
っ
た

り
し
て
、
確
か
め
ま
し
ょ
う
。

大
切
な
も
の
が
置
け
た
ら
、
一
歩
離
れ
て
彫
刻
を

見
て
み
ま
し
ょ
う
。
な
に
か
い
つ
も
と
違
っ
て
見

え
ま
せ
ん
か
？ 

置
い
た
も
の
と
作
品
が
一
緒
に

な
っ
て
ス
ト
ー
リ
ー
が
生
ま
れ
て
き
ま
せ
ん
か
？

も
し
、
違
っ
て
見
え
た
り
、
ス
ト
ー
リ
ー
が
生
ま

れ
た
ら
、
そ
れ
は
あ
な
た
だ
け
の
も
の
。
他
に
も

た
め
し
て
み
ま
し
ょ
う
。

こ
ん
な
こ
と
が
た
め
せ
る
の
も
、
彫
刻
の
あ
る
街

の
特
権
な
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
ね
。

〈上〉「Stone-Capsules」の特徴的な凹凸には苔や草が生え、
雨の日には水がたまる。ここに動物たちが立つと、まるで
荒々しい原野をブレーメンに向かって旅しているようだ。
〈右〉仲睦まじくほほえむ「ふたり」の一方になぜか、ロバと
イヌ。そしてもう一方にはネコとニワトリがいる。ふたりの
微笑みは孫たちが騒いでいるのを穏やかに聴いているよう。
〈左〉「自立の表現」の鏡のように磨かれたステンレスを覗き込
む動物たち。彼らのように自分の姿を写したとき、私たちは
何を思うのだろう。

＊今回、彫刻の上に置いてみたのはグリム童話の『ブレーメンの
音楽隊』の動物たち。ドイツのブレーメンの市庁舎前にはこの彫
刻像があります。

んで彫刻と 遊



撮 

っ 

て 

み 

る 

と

写
真
を
撮
っ
て

自
分
だ
け
の

ベ
ス
ト
ア
ン
グ
ル
を
探
そ
う

レ
ン
ズ
越
し
に
見
た
と
き
、
彫
刻
は
ど
ん
な
表

情
を
見
せ
て
く
れ
る
の
で
し
ょ
う
か
？

写
真
家
の
山
田
亘
さ
ん
に
携
帯
カ
メ
ラ
で
撮
る

「
彫
刻
写
真
」
の
コ
ツ
を
教
え
て
い
た
だ
き
ま

し
た
。
彫
刻
だ
け
で
な
く
人
物
写
真
に
も
役
立

つ
方
法
で
す
。
写
真
を
撮
る
瞬
間
、
そ
の
と
き

の
気
持
ち
や
感
じ
た
こ
と
を
写
真
の
題
名
に
し

て
み
ま
し
ょ
う
。

あ
な
た
だ
け
が
目
に
し
た
瞬
間
を
カ
メ
ラ
で
と

ら
え
、
あ
な
た
の
気
持
ち
を
言
葉
に
し
て
特
別

な
「
彫
刻
写
真
」
に
し
ま
し
ょ
う
。

や
ま  

だ   

こ
う



写
真
家 

山
田
亘
さ
ん

　イ
ン
タ
ビ
ュ
ー

き
れ
い
な
光
を
探
そ
う

写
真
は
「
光
が
き
れ
い
な
場
所
や
時
」
を
見
つ
け

れ
た
ら
ど
ん
な
カ
メ
ラ
で
も
い
い
写
真
が
と
れ
る

ん
で
す
よ
。
だ
か
ら
カ
メ
ラ
の
使
い
方
よ
り
も
い

か
に
い
い
光
を
探
す
か
な
ん
だ
。
ま
ず
は
彫
刻
が

き
れ
い
に
見
え
る
天
気
や
時
間
帯
は
い
つ
な
の
か

を
観
察
し
て
一
番
光
の
き
れ
い
な
時
に
撮
る
。
そ

れ
が
一
番
の
コ
ツ
。

背
景
を
ぼ
か
そ
う

背
景
の
ピ
ン
ト
が
ぼ
け
る
と
主
役
が
引
き
立
ち
ま

す
。
一
眼
レ
フ
な
ら
絞
り
な
ん
か
で
ボ
ケ
を
作
れ

る
ん
だ
け
ど
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
の
カ
メ
ラ
の
場
合

は
そ
れ
が
難
し
い
。
だ
か
ら
背
景
が
よ
り
遠
く
に

離
れ
て
い
る
場
所
や
角
度
を
探
す
と
、
な
ん
と
か

い
い
感
じ
に
ボ
ケ
て
く
れ
る
。
人
物
写
真
を
撮
る

と
き
で
も
壁
に
ぴ
っ
た
り
く
っ
つ
か
ず
出
来
る
だ

け
前
に
出
て
も
ら
っ
て
撮
る
と
い
い
ん
だ
よ
。

んで彫刻と 遊



タ
ッ
プ
す
る
位
置
で
明
る
さ
を
調
整
し
よ
う

ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
の
場
合
、
タ
ッ
プ（
タ
ッ
チ
）し

た
と
こ
ろ
に
ピ
ン
ト
や
露
出
を
あ
わ
せ
て
く
れ
る
よ

う
に
な
っ
て
る
ん
だ
け
ど
、
顔
の
表
情
を
明
る
く
撮

ろ
う
と
思
っ
て
そ
こ
を
タ
ッ
プ
す
る
と
、
顔
が
影
の

よ
う
に
黒
い
シ
ル
エ
ッ
ト
の
よ
う
に
な
っ
ち
ゃ
う
こ

と
が
多
い
。
こ
れ
は
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
の
画
面
に
映

る
顔
っ
て
タ
ッ
プ
す
る
に
は
小
さ
い
か
ら
。
カ
メ
ラ

が
顔
の
周
り
の
明
る
い
空
の
方
に
露
出
を
あ
わ
せ
て

し
ま
っ
た
っ
て
こ
と
な
ん
だ
。
だ
か
ら
胴
体
や
足
元

と
か
顔
と
同
じ
明
る
さ
で
も
っ
と
面
積
の
広
い
と
こ

ろ
を
タ
ッ
プ
す
る
。
そ
う
す
る
と
顔
の
表
情
や
デ
ィ

テ
ィ
ー
ル
も
明
る
く
写
す
こ
と
が
で
き
る
ん
だ
。

ア
ン
グ
ル
に
こ
だ
わ
ろ
う

ア
ン
グ
ル
に
関
し
て
は
携
帯
カ
メ
ラ
の
ほ
う
が
、

一
眼
レ
フ
よ
り
い
い
写
真
を
撮
り
や
す
い
こ
と
が

あ
る
。
軽
い
の
で
自
由
度
が
高
い
の
と
、
四
角
い

画
面
の
す
み
ず
み
ま
で
見
て
ア
ン
グ
ル
が
決
め
ら

れ
る
か
ら
。
ピ
ン
ト
は
合
う
よ
う
に
出
来
て
る
ん

だ
か
ら
、
大
胆
に
画
面
を
い
っ
ぱ
い
に
使
っ
た
写

真
を
撮
っ
て
ほ
し
い
よ
ね
。



味 

わ 

っ 

て 

み 

る 

と

彫
刻
を
「
味
わ
っ
て
」
み
る

料
理
の
盛
り
つ
け
の
極
意
を
知
っ
て
ま
す
か
？

そ
れ
は
、
立
体
的
に
盛
る
こ
と
。
そ
う
す
る
と
見

え
方
が
変
化
し
驚
き
と
感
動
が
生
ま
れ
ま
す
。
さ

ら
に
素
材
の
切
り
方
や
並
べ
方
を
工
夫
し
た
り
、

料
理
に
合
っ
た
お
皿
を
選
ぶ
こ
と
も
大
切
で
す

ね
。
実
は
彫
刻
も
驚
き
や
感
動
を
感
じ
て
も
ら
え

る
よ
う
、
似
た
よ
う
な
工
夫
が
さ
れ
て
い
ま
す
。

場
所
に
合
わ
せ
て
素
材
や
形
を
考
え
た
り
、
彫
刻

に
合
う
台
座
を
選
ん
で
い
ま
す
。

彫
刻
家
の
よ
う
に
お
皿
に
料
理
を
盛
り
つ
け
て
み

ま
し
ょ
う
。
素
材
を
ど
う
並
べ
ま
す
か
。
そ
れ
は

ど
ん
な
味
が
し
ま
す
か
。「
料
理
は
彫
刻
」。
そ
う

考
え
る
と
他
に
も
庭
園
や
茶
会
、
ヘ
ア
ス
タ
イ
ル

や
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
に
も
共
通
の
工
夫
や
見
方
、
楽

し
み
方
が
あ
る
よ
う
で
す
。

一
方
、
彫
刻
家
た
ち
は
何
を
楽
し
ん
で
い
る
の
で

し
ょ
う
。
彼
ら
が
読
ん
だ
本
や
彫
刻
家
が
出
て
く

る
物
語
、
お
す
す
め
の
音
楽
を
集
め
て
み
ま
し
た
。

彫
刻
家
と
し
て
刺
激
を
受
け
た
本
。
制
作
中
に
聴

く
音
楽
、
制
作
後
に
聴
く
音
楽
。
ほ
ん
の
一
部
で

す
が
彫
刻
家
た
ち
の
好
み
を
知
る
と
、
彫
刻
を
違

う
角
度
か
ら
よ
り
深
く
味
わ
え
そ
う
で
す
ね
。

彫刻と 遊んで



『イサム・ノグチ

 ―宿命の越境者（上・下）』

ドウス  昌代

講談社

2 0 0 3 年

イサム・ノグチは父が日本人

で母がアメリカ人の彫刻家。

時代背景もあって、その出

生ゆえにどちらの国からも受

け入れられない人だった。

そのために彼は芸術家に

なった。芸術家であること

で、人種を超えた人間でい

られると彼は考えた。芸術

の力を信じていたんだよ。

『純粋彫刻論（復刻版）』

橋本平八

伊勢文化舎

2 0 1 2 年

（原本は 1942 年に出版）

橋本平八は三重の人で、

38 歳で亡くなってしまっ

たんだけど、本当にいい仕

事を残したんだ。有名なの

は『花園に遊ぶ天女』。円

空を再評価した人でもある

んですよ。この本も復刻版

なんだけどすごくこだわっ

て出版されてるんですよ。

『彫刻家の娘』

トーベ・ヤンソン／

富原眞弓  訳

講談社

1 9 8 0 年

『ムーミン』の原作者のトー

ベ・ヤンソンの幼い頃を

綴った自伝的小説。トーベ

のパパはフィンランドでも

有名な彫刻家だったんだけ

ど、そのパパの作品やアト

リエ、とりまく出来事を尊

敬と愛情を持って眺める眼

差しが素敵。

『柔侠伝』

バロン吉元

双葉社

1 9 8 3 年

彫刻って完成するまでにと

ても長い時間がかかる。「柔

道」に、というよりもひと

つのことに打ち込み続ける

人生にどうしても感情移入

してしまうんだよね。

“S c u l p u t u r e ”

J e a n - p h i l i p p e  C h a b o t

Moonlight Publishing

1 9 9 6 年

児童書にしておくにはもっ

たいないくらいレベルが高

い！どうして日本語版が無

いのかな。芸大生も見るべ

き本ですね。制作のプロセ

スがビジュアルでわかりや

すく紹介されてて、作り手

からすると知ってほしいと

ころでもあるからいろんな

人に見てほしいな。

H
iro

m
e

y
o

-a
rt  

の

オ
ス
ス
メ

大
学
院
生 

志
満
津
華
子 

の

オ
ス
ス
メ

彫
刻
家 

萩
原
清
作 

の

オ
ス
ス
メ

彫
刻
家 

岩
井
義
尚 

の

オ
ス
ス
メ

彫
刻
家 

庄
司
達 
の

オ
ス
ス
メ 彫

刻
を
読
ん
で
味
わ
う



“ h e l e n  m e r r i l l ”

H e l e n  M e r r i l l

Po l yg ram Reco rds

1 9 8 9 年

（オリジナルは 1955 年）

制作中は削ったりする音が

すごいから音楽は聴かない

んだけど、制作の後なんか

はウィスキーを飲みながら

このアルバムを聴いてると

ゆったり出来るんだ。

“ C h i l l : B r a z i l  4 ”

Va r i o u s  A r t i s t s

Wa r n e r

2 0 0 6 年

このアルバムのさまざまな

音楽に身をゆだねている

と、ブラジルで制作してい

た 3 年間の日々がよみが

えります。それは赤い大地、

植物の緑、青い空、アマゾ

ン河、珈琲農園や海であり、

あらゆるものが混ざり合

い、受け入れる寛大さです。

“ T I M E  O U T ”

Th e  D a v e  B r u b e c k  Q u a r t e t

C O L U M B I A

1 9 9 7 年

（オリジナルは 1959 年）

バロック音楽やモーツァ

ルト、他にもいろいろ聴

くんだけど、ジャズは学

生の頃、吉祥寺のジャズ

喫茶で聴いてたことを思

い出すんだよね。このア

ルバムではやっぱり "Take 

five" が好きだな。

" M a d e  i n  H e a v e n "

Q u e e n

H o l l y w o o d  R e c o r d s

1 9 9 5 年

いろいろ聴くんだけど、

こ の ア ル バ ム の " I was 

born to love to you " は、

やっぱり気持ちが上がる。

歌いながら制作する時もあ

りますよ。突然歌い出すか

ら同じアトリエで制作して

いる人はびっくりしてるみ

たい。

" J u s t  P u s h  P l a y "

A e r o s m i t h

S o n y  R e c o r d s

2 0 0 1 年

石彫場で一人で制作する

時ってけっこう寂しいんで

すけど、そんな時はお気に

入りの “Sunshine” を聴い

て気持ちを上げて制作して

ます。

彫
刻
家 

櫻
井
壽
人 

の 

オ
ス
ス
メ

大学生
 鈴木

夏妃  の  オス
スメ

彫刻家  絹谷幸太  の  オススメ

大学院生  木藤淳成  の  オススメ

彫刻家  三枝優  の  オススメ

んで彫刻と 遊



彫 刻 を よ く 知 る た め に は 、

つ くっ て み る こ と が 一 番 。

そ こ で 、 身 近 に あ る ア ル ミ ホ イ ル を 使 っ て 、

彫 刻 を つ くる ワ ー ク シ ョ ッ プ を 開 催 し ま し た 。

つ 

く 

っ 

て 

み 

よ 

う
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彫 刻 が 生 ま れ る 現 場 を 見 て み よ う
彫 刻 の 秘 密 に 触 れ て み よ う

北名古屋市には名古屋芸術大学があります。

名芸（メイゲイ）という愛称で親しまれ、学生たちが日々彫刻の制作に取り組んでいます。

市内に展示されている作品の多くもここで生まれているのです。

今日は特別授業に参加してみましょう。

授業の内容は、「彫刻技法演習Ⅰ・Ⅱ」「彫刻心理学」「彫刻歴史特論」「彫刻素材論」。

彫刻家たちは「自分だけの形」を最終的に作品として作り上げるまでに構想を練り

デッサンをし、素材を選び、制作する技術の習得に長い時間を費やしています。

そこには彫刻家それぞれの考えや経験、ストーリーがこもっているのです。

いつもわたしたちが目にするのは完成した作品ですが、それまでに彫刻家たちがどのような方法で、

何を考えているのでしょうか。さらに彫刻の歴史や素材の秘密にも触れてみましょう。

このような彫刻家たちの「秘密」を知ることは、作品鑑賞の大きなヒントとなることでしょう。

彫刻を

学
ん
で

彫刻を 学んで





0 限目  授業の前にQ&A

見て分からないことは聞いてみる。

大学で教鞭をとる彫刻家たちに、ふだん

聞けない質問を率直にぶつけてみました。

な ぜ 裸 を
作 る の で し ょ う か ?

人間をつくるということは、人間のかた

ちをつくるというだけではなくて、「人

間性をつくる」ということだと思うんで

す。人間性をつくることにおいては、服

を着ている方が人間性というものを表し

やすい場合もありますが、人間が元々

もっている根本的なものを表すために

は、裸婦の方がより表しやすい、とい

うこともあると思うんです。

自分が勉強してきた時代はそれがすべて

だったんですよ。美術教育を受ける中で

ミロのヴィーナスなどたくさんの石膏像

が美のお手本だったんですよ。そういっ

たものを自然に受け入れていった。なか

にはそういうことに疑問を持っていた作

家もいたけれど、私はむしろそういった

ことに感動していた。

A.1：

A.2：

一番の理由は、彫刻的なものを学んだ

り表現するのに、裸が最も「自然の中

の真実」を表現するのに非常に良いん

です。彫刻として表現するのは、別に

人体の裸じゃなくても、犬でも、服を

着た人でも良いんだけども、覆うとその

中の真実の美しさみたいなものが見え

ない。

彫刻を勉強する 基本だから。なぜな

ら、コスチューム（着衣した人体）は

難しいんだよね。コスチュームの場合、

着衣の下の肉体を表現しなくてはいけ

ないからね。その点、ヌードは直接見

ることができる。そういう意味で、勉

強のためにヌードをつくると僕は思って

ます。あとは、動物と違い、人間は言

うことを聞いてくれる、ということもあ

るよね。

裸婦だから「特別なもの」ではなくて、

風景画を描く人が山や木を眺めるよう

に、生き物の一番「素な姿」として見

ている。そこに「自然の形」「自然美」

を見ている。作家それぞれの思いや感

情などがそこに乗せられて表現されて

いる。裸体の何に感動するかといえば、

自然な強さ、女性の内面的な魅力に感

動する。やはり男性の強さと女性の強

さは違うから。しなやかであるのにど

しっとして、安定している内面的な芯の

強さ。生き物としても女性の方が強い

し、その強さに対する魅力を女性の姿

を使って表現している。

A.3：

A.4：

A.5：

彫刻を 学んで



真理とか真実とか、見えないけど隠れ

ている内部の問題。でも日頃は外から

学ぶ。夕日が良いなあとか、あの海の

岩山との間の穴の空いたところが壮快

だなぁとか、新幹線がビュアーっと走っ

てるあの川を渡っているスピード感はい

いなあとか、日頃はそういうものに関心

をもつ。ちっちゃな花が咲いてても、も

のすごく大きな田んぼの中にひびが割れ

てそこにちっちゃな草が生えていても

「わぁ！すごい生命力だなぁ」と感心し

たりとか。そういうふうに自分の中にど

んどん蓄積や吸収されたものがあって、

それが自分の中で撹拌（かくはん）さ

れて、そしてその中に自分のイメージ、

あるいは問題意識が生まれてくる。そ

れが抽象作家の基本的な形になる。

僕がつくっているのは「環境」。（駅前

の作品を例にしてみると）これがあるこ

とによって起きる、置いた場所の環境

をデザインするっていうのかな。最近は

そういう仕事をしてます。言い換えれ

ば、「必然性のある彫刻」かな。その

場にあるというね。

浅はかなつたない思いで素材をねじ伏

せて、押し付けて作品を造るのでなく、

素材が自分の心の中を彫刻してくれるよ

うなかたちとして作品が生まれてくる。

A.1：

A.2：

A.3：

端的に言えば、フィギュアとか人形とい

うのは人に似せるのが目的としています

よね、ところが彫刻っていうのはある意

味では内的真実というか、自然の中か

らそういう真実だとか美だとかそういう

ものを発見して表現しようというところ

があるのでそこが大きな違いなんじゃ

ないかね。

自然という観点が違う。フィギュアは、

精神的な形態ではなく欲望、願望のカ

タチ。誇張された異性への願望をライ

トにしたものだと思う。

フィギュアのことはあまり知らないんで

すが、僕のイメージでは求められてい

るものが違う。我々作家は具象抽象問

わず、美というものを追求している。

自分なりの美という物はこういうもんな

んだと追求している。フィギュアという

のはデザインに近いのかな。

私は同じだと思う。使われ方だったり、

出口が違うだけでね。あと、海外では

フィギュアっていうのは綿々と受け継が

れてきた伝統がある。練り物でつくら

れたものとか、彫られたものとかね。

小さいのにすごく精巧にできてるし、

ちゃんとフィギュアというのは歴史があ

るよ。

A.1：

A.2：

A.3：

A.4：

抽 象 彫 刻 は 何 を
表 現 し て る ん で す か ?

人 体 彫 刻 と フ ィ ギ ュ ア
の 違 い は 何 で す か ?



まずは手。それが基本。それから鉄ベ

ラと木ベラ。木ベラは、その辺のきれっ

ぱしで自分で作る。

最近よく使っている鉄ベラは、粘土槽

のなかで発見したもの。可哀想なんで

手入れして使っていくうちに、だんだん

良いヘラになってきた。

チェンソーとノミだね。チェンソーがな

かったらできないだろうね。チェンソー

は電気式でドイツ製。トルクがあって、

削り粉の排出がスムーズなのが良い。

鉄よりも硬い超合金のタンガロイのノミ

や、人工ダイヤモンドの工具などを使っ

て削ったり彫ったりする。ノミの焼きを

強くしたりして、ノミが石に吸い付くよ

うな感覚になるよう、自分で道具を調

節する。

A.1：

A.2：

A.3：

A.4：

ど ん な 道 具 で
作 っ て い ま す か ?

漆を使うものだと1日でできる作業が限

られているから、小さなものでも1ヶ月

以上かかかるし、大きい作品だと3ヶ

月か4ヶ月かかる。

発表する機会がなければ、ずっと作り

続けています。3年間くらい作り続けて

いる作品もあります。

モニュメントの場合、設置する半年前

くらいに話が来て、実際に制作する期

間は3ヶ月くらいですね。

人体塑像は、粘土の仕事で２ヶ月か３ヶ

月かけるかな。それから型取りして。

４ヶ月くらい必要かな。

A.1：

A.2：

A.3：

A.4：

作品1点を作るのに
どれくらい
時間がかかりますか?

ポ ー ズ に は ど ん な 意 味
が あ る の で し ょ う か ?

つくりたい作品イメージにあったモデル

さんにポーズをとってもらって、自分の

作品イメージと合わせる。

僕の場合は意味は持たせない。ポーズ 

をつくるのではなくて、もっと彫刻的な

ものをつくりたい。

ポーズやタイトルには、作品のテーマが

反映されています。そうすることでより

良く伝わると私は考えます。

A.1：

A.2：

A.3：

塑 像 で 使 う道 具石 彫 で 使 う道 具

彫刻を 学んで



8Q（ページ数）

1 限目  彫刻技法演習Ⅰ・Ⅱ

粘土で 作られ た塑 像 は 保 存 が出来 ないため 、

ブ ロンズ など安 定した素 材 に置き換える。

その 過 程 は 型 取りの 繰り返しを経て

ブ ロンズ 鋳 造 にいたる。



8Q（ページ数）

自然 素 材である石 彫 は

石 探しとその 特 徴をつ か むことが 大きなウェイトをしめる。

ミケランジェロも、 イサム・ノグ チも石との出会い が

作 品 に大きな 影 響を与えた。

彫刻を 学んで



モ デ ル を 見 て 、「 美 し い も の 」 を 発 見 す る 。

全 体 の 関 係 の 中 か ら 空 間 の 中 に 形 を 決 め る 。

見 て 作 る こ と か ら 彫 刻 の 本 質 を つ か む 。

萩 原  清 作 （ 彫 刻 家 　 名 古 屋 芸 術 大 学 准 教 授 ）

2 限目  彫刻心理学
彫刻作品は彫刻家の考えや想いが

物質をともなって形になったものである。

その考えや想いには作品のスタイルは違っていても

多くの共通点を見つけることができる。



自 分 の 思 考 や 心 の 中 の 思 い か ら

イ メ ー ジ を 見 つ け 、 形 や 空 間 を 与 え る 。

内 側 か ら 外 側 へ 向 け て の 造 形 を す る 。

庄 司  達 （ 彫 刻 家 　 名 古 屋 芸 術 大 学 名 誉 教 授 ）

彫刻を 学んで



彫刻歴史特論3 限目  彫刻歴史特論
彫刻の様式の変化をたどると1 9世紀末のロダンの

登場以降大きく変化した。その後ロダンに影響を受けた

ブランクーシの抽象表現が大きな流れを作り、

さらなる新しい表現を生み出した。

芸 術 と は 、 古 来 か ら 一 貫 し て 、「 見 た も の を

表 現 す る の で は な く 、 見 え な い も の を 見 え る

よ う に す る こ と 」（ パ ウ ル ク レ ー ）で あ り ま し た 。

栗 田 秀 法 （ 名 古 屋 芸 術 大 学  准 教 授 ）



彫 刻 の 幸 せ と は 、 移 り 変 わ る 風 景 や 人 間 の

時 間 を 孕 ん で 、 街 に 息 づ い て い く こ と 。

街 の 魅力 と は、オ リ ジ ナ ル な も の が 発 す る 力 で す。

高 橋 綾 子 （ 名 古 屋 芸 術 大 学  准 教 授 ）

彫刻を 学んで



青銅【せいどう・ブロンズ  ／  b r o n z e】

鉄よりも古くから使われてきた銅とやわらかく融点が低い錫との合金。紀元前3000年頃、初期

のメソポタミア文明であるシュメール文明で発明された。色は銅と錫との割合によって、赤銅色、

黄金色、白銀色に変化する。青銅色とは、大気中の炭酸ガスと銅が長期間反応し酸化するとで

きる緑青の色である。ブロンズ像の場合、多くはアンモニア塗布などの方法で酸化皮膜を形成し

て青銅色から褐色、黒などに着色される事が多いが、ブランクーシのように磨き上げて黄金色の

金属光沢の仕上げをする彫刻家もいる。

ステンレス【s t a i n l e s s  s t e e l】

「さびない、さびにくい鉄」という意味である。鉄鋼でありながらさびにくく光沢を保つのは、含ま

れるクロムが空気中の酸素と結合して薄く強い保護皮膜を形成するからで、たとえ傷ついてもすぐに

再生しさびを防ぐ。一般的に多く使われているステンレスは、クロム18％＋ニッケル8％＋鉄74％と

鉄の割合が少ないため磁石にはつかない。1912年頃にさびない鉄を求め、さまざまな合金を試作

するなかでドイツ、イギリス、アメリカでほぼ同じ時期に発明されたが、イギリスのブレリアンがい

ち早くその特徴を見抜き、食卓用のナイフを試作し“Stainless Steel”の愛称をつけ特許を取った。

大理石【だいりせき  ／  ma r b l e】

石灰岩の石材としての一般的な呼び名である。古代より建築に使われ、古代ギリシアのパルテノ

ン神殿、ローマのコロッセオ、インドのタージ・マハルなどが有名である。現在でも建築の内装

に多く使用されている。「大理石」という名称は、かつての大理国（現在の中華人民共和国雲南

省大理府）で産出されたことに由来し、「マーブル模様」とは大理石の特徴的な模様や色ムラに

由来する。彫刻ではミケランジェロが大理石の産地のカラーラを何度も訪れ多くの作品を残した。

カラーラでの大理石の採掘は2000年の歴史を有し、ルネッサンスの芸術の発展を支えてきた。

花崗岩【かこうがん  ／  g r a n i t e】

石材としての御影石という呼び名は、神戸市の六甲山の花崗岩が御影浜から日本各地に出荷されて

いたことに由来するが、現在は各地の花崗岩をはじめ閃緑岩、斑れい岩なども御影石と呼ぶ。固く

緻密なので表面を研磨して光沢を出すことが可能である一方、石段や敷石などの場合は、研磨せず

ごつごつした表面とするものもある。高い強度と滑りやすさを要求されるカーリングの公式競技用ス

トーンも花崗岩だが、すべてアルサクレッグ島（スコットランド）産である。地球上ではごくありふれ

ているが、形成の過程で水の関与が必要なため太陽系の他の天体にはほとんど見出されない。

4 限目  彫刻素材論
多くの 彫 刻 は 彫 刻 家 が 手で 触 れ な がら

制 作 をするた め 、 彫 刻 家 の 素 材 へ のこだ わりは

強くなり、 素 材と彫 刻 家 の関 係 は 密 接となる。
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さ あ 、 街 に 出 て 彫 刻 を 見 て み ま しょう

彫刻は彫刻家の「考えや感動」の結晶です。

あなたも彫刻を見て自分だけの考えを作ってみてください。

そしてそれを彫刻家の結晶と交換してみましょう。

美術鑑賞とは、作家とあなたとが「考えや感動」を交換すること。受け取ったもののすぐに理

解出来ないこともありますが、そんなときは心のどこかにそっとしまっておいて欲しいので

す。なぜなら、あなたが何かに感動したときに、それが突然鮮やかに浮かび上がってくるから

です。あなたの感動がずっと前に交換した彫刻家の感動とつながりより鮮やかになるならば、

その彫刻が日常の生活に彩りを与えてくれたということなのではないでしょうか。

彫刻を

見
て

彫刻を 見て





















彫刻を 見て









彫
刻 

と

さ あ、街 に 出 て 彫 刻 を 見 て み ま し ょ う

扉を開けて、右へ左へ前へと伸びる道。

今日は彫刻に向かって歩いてみませんか？

そしてもうひとつふたつと見てみませんか？

しかし、一度に全部の彫刻を見てしまわないでください。目的が

彫刻を見て歩くだけにならないでほしいのです。

彫刻を巡りながら、彫刻と彫刻の間にも楽しみを見つけましょう。

「彫刻を見る目」を持ったあなたには、

あの木や建築、田畑や空もいつもとは違って見えるはずですよ。

彫刻と 





彫刻と 



あ　と　が　き

2012年９月の初めに結成したHiromeyo-artは「美術が好き」という点で共通点があった

ものの、彫刻に関しての専門的知識は乏しいものでした。まず彫刻とは何なのかを知るた

めに、自転車で市内の全彫刻を見て回り、名古屋芸術大学の彫刻担当の教員にインタビュー

をすることから始めました。いろいろと資料を探す中で明らかになってきたのは、日本に

は「彫刻のみかた」をやさしく解説した本は少ないということ。ならば我々が、もっと彫刻

に親しむためにこの北名古屋市の彫刻群を素材としてそんな本を作ってしまおう、と思い

立ったのが「しむしむ」のスタートでした。

その点で北名古屋市の彫刻群は、彫刻を学ぶためには格好の素材だと思います。彫刻の歴

史で長く作られてきた写実的人体像、彫刻を学ぶ学生たちの手探りながらも真摯な作品、

そして現代の表現を代表する抽象的表現の作品がバランスよく展示され、彫刻の流れとと

もに彫刻家の成長の過程も知ることが出来ます。大きすぎないスケールも彫刻への親しみ

を強めてくれるのではないでしょうか。彫刻に限らずすべての芸術表現は、見る人がいる

からこそ存在に意味が出てきます。この本をヒントに市民の皆さんがそれぞれの方法で彫

刻を「しむしむ（親しむ／楽しむ／愛おしむ）」して頂けたらいいな、と思っています。

「しむしむ」を制作する間には多くの市民、名古屋芸術大学のスタッフ、学生の皆さまにご

協力を頂きました。ありがとうございました。
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