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景
観
に
溶
け
込
む 

美
術
館 

皆
さ
ん
は
「
小
川
原
脩
記
念
美
術
館
」
を
知
っ
て
い
ま

す
か
？ 

小
川
原
脩
記
念
美
術
館
は
、倶
知
安
町
出
身
の
画
家
・

小
川
原
脩(1

9
1

1

～2
0

0
2

)

の
初
期
か
ら
晩
年
に
い
た

る
ま
で
の
油
彩
画
約
７
０
０
点
を
所
蔵
・展
示
す
る
美
術

館
で
す
。
ま
た
、
地
域
の
作
家
を
紹
介
す
る
美
術
館
で
も

あ
り
ま
す
。
そ
ん
な
小
川
原
脩
記
念
美
術
館
の
特
色
は
、

「
景
観
に
溶
け
込
む
美
術
館
」
で
す
。
ロ
ビ
ー
の
大
き
な
ガ

ラ
ス
窓
か
ら
は
、
雄
大
な
羊
蹄
山
を
見
渡
す
こ
と
が
で
き

ま
す
。
平
屋
建
て
の
シ
ン
プ
ル
な
つ
く
り
で
、
ゆ
っ
た
り
し

た
時
間
が
流
れ
る
素
敵
な
場
所
に
な
っ
て
い
ま
す
。 

 
 

沼
田
さ
ん
っ
て
ど
ん
な
人
？ 

そ
ん
な
小
川
原
脩
記
念
美
術
館
で2

0
1

2

年
か
ら
学

芸
員
と
し
て
働
く
の
は
、
沼
田
絵
美
さ
ん
。
沼
田
さ
ん
は

札
幌
市
出
身
で
、結
婚
を
機
に
倶
知
安
町
へ
移
住
し
て
き

ま
し
た
。
移
住
か
ら
数
年
後
、
オ
フ
ァ
ー
が
あ
り
、
沼
田
さ

ん
は
美
術
の
世
界
へ
飛
び
込
む
こ
と
に
な
り
ま
す
。
沼
田

さ
ん
は
当
時
の
心
境
を
「
自
分
に
で
き
る
か
不
安
は
あ
っ

た
が
、嬉
し
か
っ
た
」
と
語
り
ま
す
。 

な
ぜ
不
安
を
抱
え
て
い
た
の
か
。
そ
れ
は
沼
田
さ
ん
の

学
問
的
背
景
に
理
由
が
あ
り
ま
し
た
。
沼
田
さ
ん
の
専
門

は
、
美
術
で
は
な
く
気
候
な
ど
を
研
究
す
る
地
理
学
だ
っ

た
の
で
す
。
た
だ
、
子
ど
も
の
頃
か
ら
博
物
館
や
美
術
館

が
好
き
だ
っ
た
と
い
う
沼
田
さ
ん
。大
学
院
生
時
代
に
は
、

札
幌
市
博
物
館
セ
ン
タ
ー
で
解
説
員
と
し
て
働
い
て
い
ま

し
た
。
倶
知
安
町
に
移
住
す
る
際
も
、
す
ぐ
に
は
仕
事
で

関
わ
れ
な
く
て
も
、
美
術
館
と
博
物
館
と
繋
が
っ
て
い
ら

れ
る
こ
と
に
安
心
し
た
そ
う
で
す
。
「(

私
を)

見
つ
け
て
く

れ
て
嬉
し
か
っ
た
」
と
い
う
言
葉
か
ら
も
、
自
分
の
好
き
な

場
所
と
関
わ
り
を
持
ち
た
い
と
い
う
気
持
ち
を
ず
っ
と
抱

き
続
け
て
い
た
こ
と
が
分
か
り
ま
す
。 

 

当
時
は
、
専
門
で
は
な
い
美
術
の
世
界
に
少
し
不
安
を

抱
い
て
い
た
沼
田
さ
ん
。
し
か
し
、
芸
術
の
面
白
さ
に
つ
い

て
「
絵
で
も
彫
刻
で
も
見
て
も
ら
う
時
は
、作
っ
た
人
の
手

を
離
れ
、
見
る
人
の
も
の
に
な
っ
て
い
る
。
そ
の
作
品
を
み

て
人
そ
れ
ぞ
れ
違
う
考
え
や
印
象
を
受
け
る
の
が
面
白
い
。

人
の
手
が
つ
く
り
だ
し
て
い
る
の
に
不
思
議
だ
な
と
思
う
。」

と
語
る
様
子
を
見
て
い
る
と
、
す
っ
か
り
美
術
の
世
界
の

楽
し
さ
に
引
き
込
ま
れ
て
い
る
の
だ
な
と
感
じ
ま
し
た
。 

そ
し
て
沼
田
さ
ん
は
、学
芸
員
と
し
て
小
川
原
脩
作
品
の

魅
力
を
伝
え
る
だ
け
で
な
く
、
美
術
館
を
魅
力
的
な
美

術
館
に
し
よ
う
と
尽
力
し
て
い
ま
す
。
例
え
ば
、
コ
ン
サ
ー

ト
を
開
い
て
、
美
術
館
を
音
楽
と
触
れ
あ
う
場
所
に
し
て

み
た
り
、
工
作
な
ど
の
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
を
開
催
し
て
、
自

分
で
作
る
体
験
の
機
会
を
作
っ
て
み
た
り
。
そ
れ
は
、
沼

田
さ
ん
が
魅
力
的
な
美
術
館
を
「
ど
ん
な
人
が
い
つ
来
て

 

町の応接間を目指して 

-学芸員：沼田絵美さんの取り組み- 

「美術館」それはあなたにとってどんな存在でしょうか？ 

今回は、倶知安町の「小川原脩記念美術館」で学芸員として働く沼田絵美さん(43)が 

取り組む魅力的な美術館づくりから、美術館の役割について考えてみましょう。 

（有塚桃菜/北海道大学教育学院 修士課程 2 年） 
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コラム「沼田さんと小川原脩」 

美術館で働くようになってから「小川原脩」という画家を知った沼田さん。 

今では、「小川原脩」の魅力にどっぷりハマっているようです。 

ここでは、沼田さんから見た小川原脩について少し掘り下げてみましょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

沼田さんが語る熱量からも、小川原脩への愛情が伝わってきます。 

では、沼田さんは、小川原脩のどんな作品が好きなのでしょうか？ 

 

 

 

 

 

 

 

沼田さんお気に入りの年代の作品は、美術館で 30点以上所蔵しているそう。 

タイミングが合えば１，２点は展示されているようです。ぜひ、沼田さんに解説してもらいたいですね！ 

年代によって様々な顔を見せる小川原脩作品。 

あなたの心に刺さる作品もきっと見つかるでしょう！ 

 

【
小
川
原
脩
（1

9
1

1
～2

0
0

2

）
】 

 

倶
知
安
町
（
旧
倶
知
安
村
）
生
ま
れ
。 

東
京
美
術
学
校
（
現
東
京
藝
術
大
学
）
卒
業
後
、

前
衛
画
家
と
し
て
の
道
を
歩
み
は
じ
め
る
が
、

戦
時
体
制
の
強
化
に
伴
い
表
現
活
動
へ
の
規
制

が
厳
し
く
な
り
断
念
。 

戦
後
、
郷
里
倶
知
安
に

戻
り
以
後
６
０
数
年
間
こ
の
土
地
を
離
れ
る
こ

と
な
く
創
作
活
動
に
専
念
。 

６
０
歳
を
超
え
て

か
ら
訪
れ
た
中
国
、
チ
ベ
ッ
ト
、
イ
ン
ド
で
創
作

へ
の
新
し
い
境
地
を
開
く
。 
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Q．小川原脩の魅力とは？ 

 

Q．沼田さんのお気に入りは何年代ですか？ 

 

A.「描く絵が上品、品あるという作品そのものの魅力がまず一つ。そして辿ってきた人生が朝ドラに

なりそうなくらいドラマティックな生涯なところ。いろいろ作品は残っていますが、まだ彼の辿ってきた

人生で解き明かされていないことも多く、そこを追い求めていく楽しさがある作家です。」 

 

A.「1959～1962 あたりのアンフォルメル（激しい抽象）、赤と黒だけの抽象画です。絵の具の

厚みもありパワフル。何を書いてるか一見わからないけれど、命のうごめきみたいなものを感じま

す。熱くだぎっているものを感じて好き。」 

 

も
楽
し
く
ゆ
っ
く
り
過
ご
せ
る
場
所
」
と
考
え
て
い
る
こ

と
が
大
き
く
影
響
し
て
い
る
よ
う
で
す
。 
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鑑
賞
授
業
で
繋
が
る
学
校
と
美
術
館 

 

他
に
も
沼
田
さ
ん
が
力
を
い
れ
て
取
り
組
ん
で
い
る
こ

と
に
鑑
賞
授
業
が
あ
り
ま
す
。こ
れ
は
、
中
学
一
年
生
を

対
象
と
し
た
、美
術
館
で
対
話
型
の
鑑
賞
を
行
う
と
い
う

授
業
で
す
。
中
学
生
は
、
人
に
見
た
も
の
を
伝
え
る
力
が

で
き
て
き
て
い
る
の
も
あ
り
、
ス
ト
ー
リ
ー
に
し
よ
う
と

す
る
傾
向
が
あ
る
そ
う
で
す
。
「
一
人
で
考
え
て
い
る
と
、

そ
の
ス
ト
ー
リ
ー
が
暴
走
す
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
が
、何
人

か
で
一
緒
に
考
え
、他
の
人
の
見
方
が
入
っ
て
く
る
こ
と
で
、

絵
の
中
に
根
拠
を
持
て
る
よ
う
に
な
り
、
だ
ん
だ
ん
解
釈

が
良
い
形
に
な
っ
て
い
き
ま
す
。
」
と
沼
田
さ
ん
が
語
る
よ

う
に
、
こ
の
鑑
賞
授
業
で
は
、
他
者
と
共
に
考
え
る
こ
と

を
大
切
に
し
て
い
ま
す
。
こ
の
授
業
を
通
し
て
、
生
徒
た

ち
は
、
自
分
の
考
え
も
相
手
の
考
え
も
尊
重
す
る
力
を

身
に
つ
け
て
い
る
の
で
す
。 

 

現
在
、
こ
の
授
業
は
、
中
学
校
と
の
間
で
定
着
し
て
い
る

よ
う
で
、
た
と
え
担
当
の
先
生
が
変
わ
っ
て
も
継
続
し
て

い
ま
す
。
し
か
し
沼
田
さ
ん
は
、
「
本
当
は
小
学
五
年
生
で

全
員
に
一
回
は
美
術
館
で
の
体
験
を
し
て
ほ
し
い
。
中
学

生
く
ら
い
に
な
っ
て
も
活
発
な
言
語
活
動
は
で
き
る
け
ど
、

小
学
校
高
学
年
の
タ
イ
ミ
ン
グ
で
一
度
、
み
ん
な
と
視
点

を
共
有
す
る
と
い
う
体
験
を
し
て
み
て
ほ
し
い
。
」
と
語
り

ま
す
。
今
後
、
鑑
賞
授
業
が
よ
り
幅
広
い
年
齢
を
対
象
に

行
わ
れ
、授
業
を
通
し
て
「
自
分
を
認
め
て
も
ら
え
る
、
他

人
を
認
め
る
」
こ
と
を
経
験
す
る
生
徒
が
増
え
て
い
っ
て

ほ
し
い
と
思
い
ま
す
。 

 

地
域
の
な
か
の
美
術
館 

倶
知
安
町
の
教
育
の
場
と
し
て
も
大
き
な
役
割
を
果

た
し
て
い
る
小
川
原
脩
記
念
美
術
館
。
し
か
し
、
美
術
館

の
存
在
は
、
倶
知
安
町
に
住
む
子
ど
も
だ
け
で
は
な
く
、

大
人
に
と
っ
て
も
重
要
な
意
味
を
も
ち
ま
す
。
沼
田
さ
ん

は
、
地
域
に
と
っ
て
ど
ん
な
存
在
に
な
り
た
い
か
と
い
う
質

問
に
対
し
、
次
の
よ
う
に
答
え
て
く
れ
ま
し
た
。
「
美
術
館

は
、美
術
に
対
し
て
親
し
み
を
も
つ
子
ど
も
を
育
て
る
こ
と

が
で
き
る
と
い
う
点
で
大
事
で
す
が
、大
人
に
と
っ
て
も
受

け
止
め
方
が
寛
容
に
な
る
と
い
っ
た
効
能
の
あ
る
場
所
と

し
て
認
識
さ
れ
て
い
っ
た
ら
い
い
な
と
思
い
ま
す
。
最
近
で

は
、
芸
術
と
の
関
わ
り
合
い
が
で
き
る
場
に
は
な
っ
て
き
て

る
と
思
い
ま
す
が
、美
術
館
の
あ
る
町
と
し
て
、人
を
受
け

止
め
ら
れ
る
よ
う
な
効
能
を
よ
り
広
め
て
い
け
た
ら
な

と
。
」
沼
田
さ
ん
は
、
年
齢
関
係
な
く
美
術
館
で
の
経
験

を
通
し
て
、
「
多
様
性
へ
の
寛
容
さ
」
を
育
み
た
い
と
考
え

て
い
る
の
で
す
。 

さ
て
、
実
際
に
そ
の
よ
う
な
経
験
を
し
て
も
ら
う
に
は
、

人
々
が
美
術
館
を
訪
れ
る
こ
と
が
重
要
に
な
っ
て
き
ま
す
。

そ
の
た
め
に
も
、
「
気
軽
に
来
ら
れ
る
」
を
大
切
に
し
た
い

と
沼
田
さ
ん
は
言
い
ま
す
。
「
例
え
ば
友
達
と
、自
分
の
家

で
は
な
く
美
術
館
で
会
お
う
と
い
う
よ
う
に
。
応
接
間
み

た
い
な
感
じ
で
す
ね
。
建
っ
た
頃
と
比
べ
る
と
、
そ
の
よ
う

な
イ
メ
ー
ジ
が
少
し
薄
ら
い
で
き
て
い
る
の
で
、
改
め
て
そ

う
い
う
気
持
ち
で
接
し
て
も
ら
え
た
ら
な
と
思
い
ま
す
。」 

と
り
あ
え
ず
美
術
館
に
行
っ
て
み
よ
う
か
。
そ
ん
な
イ

メ
ー
ジ
を
持
っ
て
も
ら
う
こ
と
を
目
指
し
、
色
々
な
仕
掛

け
を
作
っ
て
い
き
た
い
と
意
欲
を
見
せ
る
沼
田
さ
ん
。 

気
軽
に
立
ち
寄
れ
る
美
術
館
を
目
指
し
て
、
沼
田
さ

ん
の
挑
戦
は
こ
れ
か
ら
も
続
き
ま
す
。 

【
編
集
後
記
】 

 

私
は
、
今
回
の
取
材
で
初
め
て
小
川
原
脩
を

知
り
ま
し
た
。
小
川
原
の
絵
は
、
時
代
背
景
な

ど
の
影
響
を
大
き
く
受
け
て
い
る
よ
う
で
、
各

時
代
で
か
な
り
印
象
が
変
わ
る
そ
う
で
す
。
そ

の
違
い
を
実
際
に
見
て
み
た
か
っ
た
の
で
す

が
、
コ
ロ
ナ
禍
と
い
う
こ
と
で
現
地
を
訪
ね
る

こ
と
は
叶
い
ま
せ
ん
で
し
た
。
い
つ
か
状
況
が

落
ち
着
い
た
ら
、
実
際
に
訪
れ
て
小
川
原
脩
記

念
美
術
館
を
堪
能
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
最
後

に
、
取
材
に
協
力
し
て
く
だ
さ
っ
た
沼
田
さ

ん
。
本
当
に
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。 


