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関根 正二 《子供 》のい ま
貝塚 健

1.は じ め に

澄 ん だ 水 色 を 背 景 に 、 鮮 や か な 朱 色 の 着 物 を 着

た5、6歳 の 少 年 が 座 っ て い る 。 筆 者 に は 、 床 に 腰

を 下 ろ し て い る の で は な く、 椅 子 に 腰 掛 け て い る

よ う に思 え る の だ が 、 下 半 身 は 描 か れ ず 断 定 は で

き な い 。 両 手 を軽 く前 に 組 み 、 少 年 は 斜 め 右 を

ま っ す ぐ に 見 つ め て い る 。 そ の 確 信 的 な 眼 差 し は 、

子 ど も な が ら に 、 未 来 を 真 摯 に 受 け 止 め る 決 意 に

満 ち て い る よ う だ 。 画 家 の 遠 藤 彰 子 は こ ん な ふ う
に語 っ て い る 。

こ の 少 年 の 姿 に は 、 少 な か らず 衝 撃 を 受 け る 。

こ の 肖像 が 、 少 年 の 属 性 を あ ま り に も備 え て い

る よ う に 見 え る か ら だ と 思 う 。 普 遍 性 を 持 ち な

が ら い た っ て 個 性 的 で あ る こ と に も驚 き だ1)。

石 橋 財 団 ブ リ ヂ ス ト ン美 術 館 が 所 蔵 す る 関 根 正
二 の 《子 供 》(fig.1)は 、 大 き さ 、 縦60.9セ ン チ 、

横45.7セ ン チ 。 画 面 左 上 に 「1919/masaji」 と い

う年 記 と 署 名 が あ り、1919年6月16日 に20歳2カ 月
で 肺 結 核 に よ り亡 く な っ た 関 根 の 、 最 晩 年 の 油 彩

作 品 で あ る こ と を 教 え て くれ る 。 前 年9月 、 《信 仰
の 悲 し み 》(fig.2)、 《姉 弟 》、 《自 画 像 》 を 第5回 二

科 美 術 展 覧 会 に 出 品 した19歳 の 関 根 は 、 有 望 新 人

に 与 え ら れ る 樗 牛 賞 を 受 賞 す る 。 そ れ か ら一 年 経

た ず 、 関 根 は 慌 た だ し く逝 っ て し ま っ た 。 貧 し く

画 材 が 十 分 に 与 え られ な か っ た た め 、 我 々 に 残 さ

fig.1
関根 正 二 《子 供 》1919年 、 油 彩 、
石 橋 財 団 ブ リヂ ス トン美 術 館
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れ た 彼 の 油 彩 画 は 少 な い 。 最 晩 年 の 関 根 の 画 業 を

知 る 上 で 、 こ の 《子 供 》 は 貴 重 な作 例 と な る だ ろ

う 。 ま た没 後 の 神 話 じ み た 熱 狂 と も 、 こ の 作 品 は

関 わ っ て い る 。 本 稿 で 、 こ の 作 品 が 持 っ て い る情

報 を整 理 し直 し、 そ の 位 置 づ け を あ ら た め て 考 え
て み た い 。

2.切 断 と再 制 作

1989年 、 こ の 作 品 を額 縁 か ら外 そ う と し た と き 、

石 橋 財 団 ブ リ ヂ ス ト ン美 術 館 の 保 存 担 当 学 芸 員

だ っ た 田 中 千 秋 に は 確 信 が あ っ た に 違 い な い 。

《子 供 》 は 、 画 面 の 下 層 に 現 在 の 図 柄 と異 な る 絵

具 層 が あ る の が 、 肉 眼 で も見 え る か ら だ 。 作 品 を

額 縁 か ら外 し た 田 中 は 、 期 待 通 りの 事 実 、 額 縁 で
隠 れ て い た カ ン ヴ ァ ス の 張 り代 部 分 に下 層 の 図 柄

の 絵 具 が 続 い て い る こ と に満 足 し た だ ろ う 。 田 中

は こ の 下 層 の 図 柄 を突 き 止 め て い く。 の ち に 田 中

は 、 関 根 に よ る 作 品 の 切 断 と再 制 作 に つ い て 、 こ

ん な ふ う に ま とめ て い る 。

現 在 ブ リ ヂ ス ト ン 美 術 館 に 所 蔵 さ れ る 《子

供 》 に つ い て は 、 肉 眼 に よ る状 態 調 査 の 段 階 で
以 下 の よ う な こ と が 判 っ て い た 。(1)右 辺 の 側 面

に ま わ っ た カ ン ヴ ァ ス の 端 の 部 分 「耳 」 に は 、

画 面 と は 無 関 係 の 絵 具 が 残 っ て お り、 そ れ は 明
ら か に 途 中 で 切 断 さ れ て い る 。(2)他 の3辺 の 側

面 に は 絵 具 の 外 側 に 鋲 の 跡 の あ る 古 い 耳 が 残 っ
て い る。(3)背 景 の 青 い 絵 具 は 、 画 面 の 端 で 切 れ

て い る が 、 一 部 は 耳 に も ま わ っ て い る 。(4)下 辺

の 耳 に は 子 供 の 着 物 の 朱 色 が 続 い て い る 。

以 上 の こ と か ら 次 の よ う な 推 察 が 可 能 と な る 。

fig.2
関 根 正 二 《信 仰 の 悲 しみ 》1918年 、 油 彩 、 大 原 美 術 館



ま ず こ の 作 品 は 、 以 前 に 制 作 さ れ た よ り大 きな

別 の 作 品 の 上 に 、 塗 り重 ね る よ う に 描 か れ た 後 、

制 作 の 途 上 で 切 断 さ れ た 。 そ して 現 在 の 木 枠 に

張 り換 え られ 、 最 後 に 背 景 等 に 手 を 加 え て 仕 上

げ られ た の で は な い か 。
で は ど ん な絵 の 上 に こ の 作 品 は 描 か れ た の で

あ ろ う か 。 背 景 の 青 色 の 下 層 に は 肉 眼 で も白 と

朱 の 色 相 を確 認 出 来 る が 、 そ の 形 や 構 図 を 読 み
と る こ と は 困 難 で あ っ た 。 そ こ で 赤 外 線 テ レ ビ

カ メ ラ を 用 い た 観 察 を 行 う こ と に よ っ て 、 右 か

ら左 に 広 が る 扇 状 の 「白 い 面 」 と、 中 央 で 画 面

を左 右 に 分 け る 「境 界 線 」 が 上 部 と 下 部 に確 認

で き た(fig.3)。 先 ほ ど と 同 じ よ う に 今 度 は こ

の 赤 外 線 写 真 の 左 辺 が 下 辺 と な る よ う に90度 回

転 させ る と 、 こ れ らの 「白 い 面 」 と 「境 界 線 」

は 、 《神 の 祈 り》(fig.4)を は じめ と す る 他 の 作

品 に繰 り返 し 出 て く る 女 性 の 「衣 服 の 裾 」と 「地

平 線 」 と に対 応 し て い る 。 ま た 画 面 上 や 右 辺 の

耳 に見 ら れ る 白 と朱 の 色 面 か ら 、 元 の カ ン ヴ ァ
ス に は こ れ ら二 色 の 衣 服 を 着 た 二 人 の 女 性 像 が

描 か れ て い た と 考 え ら れ る 。

従 っ て 切 断 さ れ る 前 の 本 作 品 の 上 半 分 に は 女

性 の 上 半 身 が 描 か れ て い た筈 で あ り 、 該 当 作 と

思 わ れ る 《三 人 の 顔 》(fig.5)と の 写 真 の 合 成

が 試 み ら れ た 。 結 果 は 《子 供 》 の 右 辺 の 耳 に 残

さ れ た 色 面 と 《三 人 の 顔 》 の 下 辺 端 の 色 面 が 完

全 に 一 致 し、 二 つ の 作 品 が 繋 が っ て い た こ と が

確 実 と な っ た(fig.6)。 恐 ら く 《三 人 の 顔 》 の

方 の 子 供 か ら描 き は じめ た が(女 性 の 顔 を 塗 り
つ ぶ して し ま う の は 憚 ら れ た の か)途 中 で 止 め 、
新 た に左 に 移 っ て 《子 供 》 を 完 成 さ せ た と考 え
られ る 。 画 材 を 満 足 に 買 う こ と の 出 来 な か っ た

関 根 は 、 下 層 に 描 か れ た 女 性 の 衣 服 の 朱 色 を

《子 供 》 の 着 物 の 色 に 流 用 した の で あ ろ う 。

ま た 、 下 層 に あ っ た 元 の 二 人 の 女 性 像 は 、

ち ょ う ど 《神 の祈 り》 の 左 右 を反 転 し た 鏡 像 の
よ う で あ り、 構 図 も非 常 に よ く似 て い る 。 両 者

を 比 較 す る と、 こ の 作 品 の 画 面 向 か っ て左 の 女

性 像 は 《神 の 祈 り》 の 右 側 の 女 性 像 と同 じ く手

fig.3
《子 供 》 の 赤 外 線 写 真

fig.5
関根 正 二 《三 人 の顔 》1918年 頃 、 油 彩 、 個 人 蔵

fig.4
関 根 正 二 《神 の祈 り》1918年 、
油 彩 、 福 島県 立 美術 館

fig.6
《子 供 》 と 《三 人 の 顔 》 の 合 成 写 真
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に 捧 げ もの を 持 っ て い るが 、 頭 に 輪 光 は な い 。

《神 の 祈 り》 は 夜 の 情 景 と思 わ れ る 暗 い 背 景 で

あ る の に 対 し て 、 こ の 作 品 で は 黄 色 と朱 色 の 壁

が ん状 の 明 る い 背 景 に 踊 る 男 達 と思 わ れ る不 思

議 な 図 が 描 き込 ま れ 、 異 質 な 空 間 と な っ て い る 。

ま た 、 本 作 品 の 左 側 の 女 性 の 衣 服 の 白 い 絵 具 の

下 に は ヴ ァ ー ミ リ オ ンの 層 が 認 め られ 、 当 初 の

段 階 で は 二 人 の 衣 服 の 色 は 共 に 朱 色 だ っ た と思

わ れ る 。 こ の こ と は 、 《神 の 祈 り》 の 二 人 の 女

性 が 白 い 衣 服 で あ る の と対 照 的 で あ る 。 更 に こ
の 作 品 が 切 断 さ れ る 以 前 の 、 元 の 画 面 サ イ ズ は

91×65cm(P30号 に 相 当)と 推 定 さ れ 、 《神 の

祈 り》 を大 き く上 回 る 、 よ りモ ニ ュ メ ン タ ル な

作 品 で あ っ た こ とが 想 像 で き る2)。

《子 供 》 と 《三 人 の 顔 》 が 関 連 を 持 つ こ と は 、

村 田 真 宏 が 、 「《三 人 の 顔 》と 呼 ば れ る 作 品 の 、 《子

供 》(ブ リ ヂ ス トン 美 術 館 蔵)の エ ス キ ー ス が 描

か れ る 以 前 に 完 成 さ れ て い た 横 向 き の 二 人 の 女

性 」3）と指 摘 して い る よ う に 、 以 前 か ら 知 ら れ て い

た 。 田 中 に よ っ て 、 こ の2作 品 が 当 初 は 一 体 の カ
ン ヴ ァ ス だ っ た こ と が 発 見 され た の で あ る 。

こ う し た 関 根 の 再 制 作 に つ い て は 、 友 人 た ち が

証 言 して い る 。 た と え ば 、 三 潴 末 松 は 「油 の 方 は

経 済 上 の 関 係 も あ っ て 、 気 に 入 ら な け れ ば 片 端 か
ら塗 り潰 して は 其 上 へ 描 い て ゐ た」4)と述 べ 、 村 岡

黒 影 は 「猶 彼 は 物 質 的 に 非 常 な 圧 迫 を 感 じ な が ら

只 管 製 作 に 努 め た 。 彼 の 家 は 彼 の 製 作 に満 足 す る
だ け の 材 料 を 与 ふ る に 困 難 で あ つ た 。 け れ ど も家

人 は 良 く理 解 し絶 対 の 自 由 と 出 来 得 る 限 り の 補 助
と を与 え て ゐ た 。 そ れ で 絵 は 二 三 度 漆 りつ ぶ した

カ ン バ ス に な つ て ゐ る の が い く ら も あ る。」5)と記

して い る 。

《子 供 》 は 、 女 性 像 の 衣 服 が 描 か れ た 画 面 を 下
地 に し て 、 そ の 上 に 新 た に 描 か れ た 人 物 像 とい う
こ と に な る 。 留 意 し て お き た い の は 、 関 根 が 古 カ

ン ヴ ァ ス の 下 地 の マ チ エ ー ル や 色 彩 を再 制 作 で 生

か して い た こ とで あ る 。 そ れ が 、 重 厚 で あ り な が

ら同 時 に 新 鮮 さ を 失 わ な い 味 わ い を 醸 し出 し 、 再

制 作 作 品 の 魅 力 の 一 つ に な っ て い る 。

3.モ デ ル

こ の 人 物 画 に 描 か れ た 少 年 が だ れ な の か と い う

問 題 に つ い て 、 な が ら く 「近 所 の 小 児 」 と考 え ら

れ て き た 。 関 根 の小 学 校 以 来 の 友 人 で 、 最 晩 年 の

関 根 と も親 し く交 わ っ た 太 田 靄 三 郎 が 、 関 根 が 亡

くな っ て2カ 月 後 、 す な わ ち 《子 供 》 が 描 か れ て
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間 も な い 時 期 に 、 次 の よ う に語 っ て い る か らで あ

る 。

最後 の作は二十五号の 自画像 と二科へ 出品の五
十号 『慰め られつゝ悩む』 と十二号の赤い着物
を着た小児 とです。小児 のは実 に短時間で成 さ
れた物で家人が外 出 して私 と留守居 してゐる間
に近所の小児 を呼んで画いた ものです。その時
の有様 は今 で もはつ きりと眼前 に浮んで来 ま
す6)。

以 来 、 そ う信 じ ら れ て き た の だ が 、 関 根 研 究 に

多 大 な 貢 献 を残 した 土 方 定 一 が 、 モ デ ル は 関 根 の

末 弟 ・武 男 だ と い う新 説 を発 表 す る 。 土 方 は 、 関

根 の 足 跡 を 訪 ね 網 羅 的 に 関 係 者 か ら聞 き取 り調 査

を行 っ た 。 制 作 か ら54年 後 の1973年 に 、 以 下 の よ

う に 書 い て い る 。

関 根 正 二 の い ち ば ん 末 の 弟 さ ん[武 男]が お

ら れ る こ と な ど は 予 想 も し な か っ た と ぼ く は書
い た が 、 ぼ くの 研 究 が 関 根 正 二 の 故 郷 、 福 島 県

白 河 市 搦 目か ら 出 発 し 、 そ こ の 戸 籍 抄 本 か ら 出

発 し た た め に 、 関 根 の 父 、 政 吉 が 搦 目 に い た と

き の 政 吉 の 家 系 は で て い る が 、 東 京 に で て きて
か ら生 ま れ た 新 しい 家 系 を 知 る の を怠 っ た た め

で あ る 。 調 査 と い う も の の 面 白 さ も こ ん な と こ

ろ に あ る の か も知 れ な い 。 そ れ よ り、 現 在 、 ブ

リ ヂ ス ト ン美 術 館 に 飾 ら れ て い る 例 の 「子 供 」

像 、 背 景 を濃 い 青 の 空 色 と し 朱 の 着 物 を 着 、 両

手 を前 に あ わ せ 、 こ ち ら を 見 て い る子 供 の 確 信

的 な 像 は 、 「私 の 子 供 の と き の 肖 像 で す 」 と い

わ れ た と き に は 、 ぼ くは 「ほ ん と う で す か 」 と

あ や う く驚 きの 質 問 を 発 しそ う に な っ て い た 。

とい う の は 、 こ の 「子 供 」 は 、 偶 然 、 遊 び に き

て い た 子 供 を 関 根 が 二 、 三 時 間 で 描 い た と い わ

れ て お り、 ぼ く も そ う 思 っ て い た か ら で あ る 。

そ う い わ れ て 、 そ の 方 の 顔 を 見 る と、 そ こ に 、

な ん と な く幼 い と き の 風 貌 が 背 後 の 映 像 の よ う

に 浮 か ん で くる か ら不 思 議 で あ る 、 こ うい う経

験 は 、 誰 で も 同 窓 会 な ど に 出 席 し て 、 そ こ に 出

会 う 級 友 た ち の 年 齢 の 変 化 の 背 後 に 、 い つ の 間

に か 浮 ん で くる 若 き 日 の 映 像 の 経 験 と 似 て い

る7）。

関 根 武 男 は 、1913年1月14日 生 ま れ で あ る8)。だ

か ら 《子 供 》 が 描 か れ た と き 、 満6歳 に な っ た ば

か り とい う こ と に な る 。 描 か れ た 少 年 の 年 格 好 に

ふ さ わ しい と い え る だ ろ う。



因 み に 、 武 男 は 兄 ・正 二 の 日 記 に 二 度 登 場 し て

く る 。 例 え ば 、1917年9月3日 の 条 に は 、 「弟 武 男

を つ れ て 、 上 野 山[清 貢]の 所 へ 行 く。 十 二 時 迄

遊 ぶ 。 伊 東[深 水]に 逢 つ て 帰 る」9)とあ る 。14歳

違 い の 末 弟 を 、 関根 は 可 愛 が っ て い た よ う だ 。

で は 、 「近 所 の 小 児 」 と何 な の だ ろ う か 。 目撃

者 だ と い う 親 友 の 証 言 を 一 方 的 に 否 定 は し に くい 。
お そ ら く、 太 田 は 武 男 を 知 ら な か っ た の で は な い

だ ろ う か 。 太 田 と 二 人 で 自宅 に い た 関 根 が 、 外 で

遊 ん で い る 武 男 を モ デ ル に す る た め 呼 び 入 れ た と

き、 わ ざ わ ざ太 田 に紹 介 し な か っ た の だ ろ う。 関

根 が 武 男 像 を描 い て い る の を 、 そ の 弟 と知 らず に 、

太 田 は 固 唾 を の ん で 見 守 っ て い た の だ と考 え て み

た い 。
こ の モ デ ル の 問 題 を 、 画 面 の 署 名 と絡 め て 考 え

て み よ う 。 《子 供 》 は 、 め ず ら し く 「masaji」 と

署 名 さ れ て い る 。 こ の 署 名 に つ い て 、 伊 藤 匡 は 、
こ ん な ふ う に 述 べ て い る 。

こ の う ち 、 子 供 を 描 い た作 品 群 で 注 目 し た い

の は サ イ ン で あ る 。 前 述 の 《子 供 》 の サ イ ン は

masaji〈 ま さ じ 〉 と な っ て い る 。 こ の た び 初 め

て 公 開 さ れ る作 品 群 の 中 に も男 児 を描 い た もの

が4点 あ り、 そ の う ち3点 に や は りmasajiの サ イ

ン が あ る 。 同 じ サ イ ン の 入 っ た作 品 は も う一 点

《少 女 の 顔 》(fig.7)と い う 題 の つ け ら れ て い

るペ ン 素 描 が あ る が 、 こ れ も描 か れ て い る の は

少 女 と い う よ り幼 児 で あ る 。1918年 か ら19年 に

か け て 、 関 根 は 集 中 的 に 子 供 、 特 に 男 児 を 描 い

て い る こ と に な る 。 しか も 、masajiサ イ ン は す
べ て 男 児 ま た は 幼 児 の 像 で あ る 。 《死 を 思 う

日》 にShoji　 Sekineと い う サ イ ン を 入 れ て 以 来 、
つ ね に 〈し ょ う じ 〉 を 示 すS.SEKINEと い う

fig.7
関 根 正 二 《少 女 の顔 》1918年 、 イ ン ク 、
個 人 蔵

サ イ ン を入 れ て い た 関 根 が 、 子 供 を 描 い た 絵 に

限 っ て 〈ま さ じ 〉 サ イ ン を入 れ て い る こ と に は 、

彼 な りの 意 図 を み て も よ い だ ろ う 。 そ れ は 一 種
の 自画 像 で あ り 、 幼 い 頃 の 自画 像 とで も い うべ

き もの で は な い か 。 そ して そ こ に は 、 純 真 、 無

垢 な 自 己 とい う も は や 現 実 に は か な え ら れ な い

夢 想 を託 して い る よ う に 思 わ れ る10)。

伊 藤 が 、 こ の 署 名 を 「純 真 、 無 垢 な 自 己 とい う

も は や 現 実 に は か な え ら れ な い 夢 想 を 託 し て い

る」 と見 て い る の は と て も興 味 深 い 。 関 根 は 、 画

家 と して 「し ょ う じ」 で 通 し た が 、 本 名 は 「ま さ

じ」 で あ り、 家 族 か ら は 「ま ー ち ゃ ん 」 と呼 ば れ

て い た 。 「masaji」 署 名 の 作 品 群 を て い ね い に 見

極 め て い く必 要 が あ る の だ が 、 こ の 署 名 は 、 端 的
に 、 お そ ら く家 庭 内 の 出 来 事 を 意 味 して い る の で

は な い だ ろ う か 。 《子 供 》 が 末 弟 ・武 男 を 描 い た

も の で あ る と す る な ら ば 、 ま さ し く そ う呼 び 合 っ

た 兄 弟 ど う しの 協 働 作 業 と い う こ とが で き る 。 こ

の 署 名 は 、 「武 男 説 」 を補 強 す る も の と考 え た い 。

同 じ く 「masaji」署 名 が あ る 素 描 《少 女 の 顔 》

(1918年)は 、 《子 供 》 と 同 じ 武 男 を 描 い た も の
で は な い だ ろ う か 。

4.来 歴

次 に 、 《子 供 》 の 来 歴 に つ い て 整 理 し て み よ う 。

ブ リヂ ス ト ン美 術 館 は 、 こ の 作 品 を1956年9月 、

東 京 画 廊 か ら15万 円 で 購 入 した 。 そ の と き の 経 緯
を、 後 年 、 同 画 廊 の 山 本 孝 が 大 原 美 術 館 長 ・藤 田

慎 一 郎 に 、 以 下 の よ う に語 っ て い る 。

藤 田 こ の 作 品[関 根 正 二 《信 仰 の 悲 しみ 》]

も、 大 原[總 一 郎]さ ん は こ と の ほ か 気 に入 っ
て 「関 根 の 数 少 な い絵 の 中 で も傑 作 だ か ら、 大

切 に して 他 所 へ は 貸 し 出 しす る な」 と僕 に 言 っ
て い た 。

と こ ろ で 、 こ の 作 品 が 大 原 美 術 館 に 入 っ て 、

石 橋[正 二 郎]さ ん が 残 念 が られ た と聞 い て い
る が 。

山 本 そ の 通 りで す 。
この 作 品 が 大 原 に入 っ た 後 に 出 て きた の が 、

今 、 ブ リ ヂ ス ト ン美 術 館 に あ る 同 じ関 根 の 「少

年 像 」だ っ た 。 僕 の 家 内 の 親 戚 で 大 塚[銀 次 郎]
と い う の が 、 戦 前 、 神 戸 画 廊 と い うの を経 営 し

て い て 、 元 町 画 廊 の 顧 問 の よ う な仕 事 を して い

た 。 そ こ に 「少 年 像 」 が 出 て き て 「い い 絵 だ か

ら買 っ て お け」 とい う連 絡 が 入 っ た の で 、 翌 日、
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神 戸 に行 っ て 引 き取 っ て き た 。
そ こへ 、 ど こ か ら噂 を 聞 きつ け て き た の か 分

か ら な い が 、 ブ リ ヂ ス ト ン美 術 館 の 岩 佐 新 さ ん

(当 時 、 ブ リ ヂ ス ト ン美 術 館 美 術 部 長)が 汗 を

拭 き な が ら 飛 び 込 ん で 来 た 。 ま さ か そ の 時 は 関

根 を 見 に 来 た と は 思 わ な か っ た 。 そ の 前 に 「信

仰 の 悲 し み 」 が 大 原 に 入 っ た 時 、 岩 佐 さ ん が 悔

し が っ た と い う 話 は 聞 い て い た け れ ど も ね 。

入 っ て くる な り 「何 か 見 せ ろ 」 と言 う 。 出 した
の が 気 に入 ら な くて 「も っ と あ る だ ろ う」 と 言

う ん で 「少 年 像 」 を 見 せ た ら も う 駄 目。 「石 橋

が 駄 目 と言 っ て も、 何 と して で も く ど くか ら 、

値 段 は い く ら で も よ い か ら こ っ ちへ よ こせ 。 大

原 に は も う 『信 仰 の 悲 しみ 』 が 入 っ た ん だ か ら、

東 京 に も 一 点 置 い て お け 。 倉 敷 ま で 見 に行 くの

は大 変 だ か ら 」 と言 わ れ て 、 そ れ で は と い う こ

と に な っ た 。 石 橋 さ ん は と て も喜 ば れ た 。

美 術 商 に と っ て は 、 銭 金 じ ゃ な い こ う し た 喜

び は 格 別 だ ね 。 画 商 の 務 め は 格 の あ る 所 へ 絵 を

納 め る こ と で 、 い く ら 「少 年 像 」 が 高 く売 れ る
か ら と い っ て も 、 そ の 作 品 に見 合 わ な い お 客 さ

ん は避 け る べ き だ と思 う。 前 に も触 れ た け ど、

か つ て は 反 町 さ ん に 光 琳 の 「紅 白 梅 図 屏 風 」 を

お 勧 め し た 時 、 「い や 、 こ れ は 私 が 買 う もの で
は な い 。 格 が 違 う」 と 言 わ れ た こ と が あ る 。 コ

レ ク タ ー は こ れ く ら い の 気 位 を持 っ て 絵 を 集 め

て ほ し い で す ね 。

藤 田 そ の 通 りだ と思 う11)。

1950年 代 の 、 ブ リ ヂ ス ト ン美 術 館 と大 原 美 術 館

が 繰 り広 げ た作 品 収 集 の つ ば ぜ り合 い が 活 写 さ れ

て い る 。 ブ リ ヂ ス ト ン 美 術 館 主 事(の ち 事 業 部

長)・ 岩 佐 新 の 、 関 根 作 品 収 集 に か け る 強 い 情 熱
を伝 え る エ ピ ソ ー ドで あ る 。 《子 供 》 が 東 京 画 廊

に 入 っ た と い う情 報 を 、 岩 佐 が ど の よ う に 入 手 し

た の か 、 興 味 が そ そ ら れ る 。

東 京 画 廊 は 、 大 塚 銀 次 郎 を仲 介 し て 、 神 戸 の 元
町 画 廊 か ら 《子 供 》 を 入 手 し て い る 。 大 塚 は 元 毎

日 新 聞 記 者 で 、1930年 、神 戸 の 下 鯉 川 筋 に 「画 廊 」

を 開 い た 人 物 で あ る 。 こ の 草 分 け 的 な ギ ャ ラ リ ー

は 、 の ち 他 と区 別 す る た め 通 称 「神 戸 画 廊 」 あ る
い は 「鯉 川 筋 画 廊 」 と 呼 ば れ た 。1943年 に 閉 鎖 さ

れ る ま で40回 以 上 の 展 覧 会 を 開 催 し 、1932年 よ り
パ ン フ レ ッ ト 『ユ ー モ ラ ス ・コ ウ ベ 』(の ち 『ユ ー

モ ラ ス ・ガ ロ ー 』)を 毎 月 発 行 、 関 西 の 美 術 家 た

ち が 出 入 りす る 憩 い の 場 所 、 拠 っ て 立 つ 重 要 拠 点
と な っ た 。

大 塚 の 作 品 入 手 先 、 元 町 画 廊 の 佐 藤 廉 は 、 こ ん
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な 思 い 出 を記 して い る 。

詩 人 ・竹 中郁 先 生 と い え ば 小 磯 良 平 先 生 と神

戸 二 中 の 同 級 生 で 、 一 生 を 大 の 親 友 と して 貫 い
た 方 で あ る 。 渡 欧 も一 緒 、 そ の 時 の パ リ で の 背

広 も写 真 で 見 る と 同 じ で あ る。 小 磯 良 平 作 品 集

に も 「竹 中 郁 像 」 が 再 々 出 て 来 て い る 。 そ の 竹

中 先 生 が 須 磨 の 東 、 月 見 山(須 磨 離 宮 の あ る

所)に 住 ん で お ら れ 、 私 が 須 磨 寺 の 本 店 か ら支

店 を元 町 に 出 した 当 時 、 山 陽 電 車 で 竹 中 先 生 と

よ くお 逢 い し て い た 。

私 の 母 が 、 竹 中 先 生 の 義 母 と小 唄 仲 間 で あ っ

た 関 係 で 、 大 変 親 し く し て い た だ い て い た 。 先

生 は さす が に 美 術 の 造 詣 が 深 く、 こ ん な 思 い 出

が あ る。

元 町 画 廊 の 店 頭 に 前 田 寛 治 作 「婦 人 像 」 二 十

号 を 陳 列 して い た が 、 誰 も知 ら な い 。 ま た 関 根
正 二 作 「弟 」 二 十 号(現 在 ブ リ ジ ス ト ン美 術 館

所 蔵 で 絵 ハ ガ キ に な っ て い る 名 品 、NHK日 曜

美 術 館 で 紹 介 され る)等 、 当 時 は 数 十 万 円 台 の

売 価 で あ っ た が 、 世 間 的 に余 り知 られ て い な い

た め に 売 れ な い 。 関 根 正 二 は 二 十 歳 の 若 さ で 他

界 し た 天 才 作 家 で 、 よ ほ ど美 術 通 で な い と当 時
は 一般 に知 ら れ て い な か っ た が 、 そ の 作 品 を ほ

め て い た だ い た 。 私 自 身 も 関 根 正 二 を も う 一 度

認 識 し直 した ほ どで あ る12)。

《子 供 》 は 第 二 次 世 界 大 戦 後 、 し ば ら くの あ い
だ 元 町 画 廊 の 店 頭 を 飾 っ て い た ら しい 。 ま た 、 同

じ く元 町 画 廊 に 務 め て い た 岡 田 弘 は 、 筆 者 に 次 の

よ う に 語 っ て い る 。

昭 和30年 頃 、 関 根 正 二 作 品 を 画 廊 に飾 っ て い

た 。 そ の 頃 は 全 く だ れ も 目 も くれ な か っ た 。 そ
の 頃 、 大 塚 銀 次 郎 さ ん と親 し く して い て 、 学 ば

せ て も ら っ て い た 。 大 塚 さ ん に 「ち ょ っ と貸 し

て くれ 」 と い わ れ て 、11万 円 で 渡 し た 。 元 値 は

10万 円 だ っ た が 、1万 円 引 い て 、2万 円 乗 せ た 。

2カ 月 し て 、 『芸 術 新 潮 』 に ブ リヂ ス トン 美 術 館

所 蔵 と して カ ラ ー 図 版 で 紹 介 さ れ て い て び っ く

り した 。 東 京 に行 っ た と き に は 、 今 で も よ く ブ

リヂ ス トン美 術 館 に 立 ち 寄 っ て い る 。 関 根 作 品
は 、 画 商 を始 め た こ ろ に手 が け た 作 品 で 、 自分

の 精 神 的 な拠 り所 に な っ て い る 。 こ の 作 品 は 、

京 都 の 藤 井 弘 文 堂 と い う 表 具 屋 さ ん か ら入 手 し

た もの だ13)。

元町画廊 は、第二次世界大戦後、藤井弘文堂か



ら 《子 供 》 を 入 手 して い る 。 筆 者 が 藤 井 弘 文 堂 に

問 い 合 わ せ た と こ ろ 、 そ の 入 手 先 は 、 今 は も う分

か ら な い とい う。 注 目 して お き た い の は 、1941年

10月 に大 礼 記 念 京 都 美 術 館(現 ・京 都 市 美 術 館)

で 開 催 さ れ た 「現 代 美 術 十 月 陳 列 」 の 出 品 目録 に 、

十 五　 関 根 正 二　 小 供　 内 貴 清 兵 衛 氏 蔵
と記 さ れ て い る こ と で あ る 。 写 真 資 料 が な く、 こ

の 《小 供 》 が ブ リ ヂ ス ト ン美 術 館 の 《子 供 》 か ど

う か 、 決 め 手 は な い 。 しか し京 都 に 住 ん だ稀 代 の
コ レ ク タ ー ・内 貴 清 兵 衛 が 持 っ て い た もの と一 致

す る 可 能 性 は 高 い の で は な い か 。 そ の 類 い 希 な る

審 美 眼 は 、 関 根 の 代 表 作 を所 有 す る にふ さ わ しい

もの だ 。

今 度 は 逆 に 、 こ の 《子 供 》 が 制 作 さ れ た 時 期 か

ら た ど っ て み よ う 。
こ の 作 品 は 、 完 成 後 ま も な く、1919年6月2日 か

ら25日 ま で 東 京 ・神 田 裏 神 保 町 の 兜 屋 画 堂 で 開 催

さ れ た 「第 一 回 新 進 作 家 油 絵 展 覧 会 」 で 発 表 さ れ

た 。 目録 に は 、

1　 男 兒 の 習 作　 1919　 P.12　 80yen

と あ る 。 兜 屋 画 堂 は5月3日 に 開 設 さ れ た ば か り

だ っ た 。 こ の 出 品 を 生 前 の 関 根 が 喜 ん で い た こ と

を 、 斎 藤 与 里 が こ ん な ふ う に語 っ て い る 。

其 の 内 兜 屋 画 堂 開 店 の 話 が あ つ て 、 関 根 君 に

も 出 品 し て 貰 ふ 事 に も な つ て 居 た し、 又 関 根 君
の 方 で も、 画 堂 の 出 来 た事 、 同 時 に 君 自 身 も 自

由 に 出 品 す る 事 に な つ た の で 、 何 で も大 層 嬉 ば

れ た さ うで す 。 之 れ は 関 根 君 の お 母 さ ん や 、 君

の 友 人 な ど の 話 しだ が 、 何 で も初 め て 君 が 兜 屋

に 『子 供 』 を 出 し た 時 、 『俺 れ の 絵 も兜 屋 に 陳

ん だ か ら是 れ で 死 ん で も好 い 』 と云 つ て 嬉 ん で

居 ら れ た さ う で す 。 其 の 頃 は 体 の 方 も悪 か つ た
の で し た ら うが 、 其 の 後 急 に死 く な ら れ た の で

した14)。

こ の と き 、 売 価80円 だ っ た が 作 品 は 売 れ な か っ

た 。

次 に こ の 作 品 が 公 開 さ れ る の は 、 同 年9月3日 か

ら25日 ま で 同 じ兜 屋 画 堂 で 開 催 さ れ た 「信 仰 の 悲

しみ － 関 根 正 二 遺 作 展 覧 会 」 で あ る 。 目録 に は 、

30　 子 供　 八 〇 、 ○ ○

とあ る 。 や は り売 価80円 だ っ た 。 関 根 の 死 そ の も

の が 付 加 価 値 を つ け た の か 、 こ の と き は 買 い 手 が
つ く。 村 岡 黒 影 は 、 以 下 の よ う に 振 り返 っ て い る 。

人 と し て は こ ん な こ とで 誤 解 さ れ 、 芸 術 と し

て 又 非 ア カ デ ミ ツ ク と して 所 謂 社 会 的 冷 遇 を 受

け な が ら 、 九 月 兜 屋 に 開 催 の 遺 作 展 覧 会 は 予 想

外 の 好 結 果 を 来 した 、 出 品 の 絵 は全 部 買 約 に な
つ た 。 そ して 買 つ て く れ た 人 々 は 総 て 彼 を 理 解

し彼 の 芸 術 を好 む 人 で あ つ た こ と を 知 つ た 僕 等
は 衷 心 感 謝 と喜 悦 と を 持 つ もの で あ る15)。

《子 供 》 の 新 し い 所 蔵 者 は 、 奥 田 駒 蔵 で あ る 。
『美 術 写 真 画 報 』1巻8号(1920年9月)に 載 っ た

川 路 柳 虹 の 「夭 折 した る 二 人 の 画 家― 関 根 正 二 と

村 山 槐 多 の 作 品 に つ い て 」 と い う記 事 の 挿 図 と し

て 、 《子 供 》 が 掲 載 され 、

小 兒 像　 関 根 正 二　 鴻 之 巣 主 人 蔵

と い う キ ャ プ シ ョ ン が 付 さ れ て い る 。 奥 田 は 、 京

橋 区 南 伝 馬 町 二 丁 目(現 ・中 央 区 京 橋2丁 目)に

あ っ た西 洋 レ ス トラ ン 「メ イ ゾ ン鴻 之 巣 」 の シ ェ
フ ・経 営 者 で 、 与 謝 野 晶 子 と親 し く交 流 し、 鴻 巣

山 人 と号 して 三 越 で 日本 画 の 個 展 も開 く才 人 だ っ
た 。 奥 田 が 《子 供 》 を 入 手 し た の は 、 お そ ら く遺

作 展 の と きだ ろ う 。 奥 田 は 、 関 根 作 品 を熱 心 に 収

集 し、そ の 画 集 刊 行 計 画 に 加 わ る こ と に な る 。『み
づ ゑ 』1921年6月 号 の 情 報 欄 に 、 「故 関 根 正 二 氏 、

遺 作 遺 稿 の 出 版 を協 議 す 可 く知 友 は 五 月 十 五 日午

後 二 時 か ら メ ー ゾ ン鴻 の 巣 に 集 会 」 と あ る 。 ま た 、
1921年8月 の 新 聞 記 事 に は 、 次 の よ う な 興 味 深 い

事 実 が 記 さ れ て い る 。

一昨年六月、廿一で夭折 した天才的洋画家関
根正二君を追慕 し、その遺 された芸術 を熱愛す
る人たちによつて、遺作画集の編纂が着手され
た。主 として骨を折つてゐるのは鴻 の巣の主人
なる鴻巣山人 と、洋画家瀬津伊之助氏等で、右
画集には遺作油絵三十点、素描八十点、並 びに
遺稿 を網羅 し、一千部に限 り一部価廿円で頒か
つ計画なさうだ。それに就て も思ひ出されるの
は関根君が第五 回目の二科展で樗牛賞 を得た出
世作 「信仰の悲 しみ」 だが、この原画は今兜町
辺の村上濱吉 といふ人の手許 にあつて、当時八
十円とかで買取 られたものだと云ふ。 さる呉服
屋 さんの若旦那で余 り絵画蒐集に凝 るので禁治
産の宣告 を受けかゝつてゐるといふ変 り者が、
最近買ひ入れた二枚折 り 「楽器を持てる女」 は、
千百五十 円といふ関根君の作 としては記録破 り
であつた。で、此等 の二点が今度の画集 に収め
られるのは勿論、瀬津氏所蔵の 「死のおど り」
外数点、鴻巣 山人所蔵の油絵十一点、小説家久
米正雄氏所蔵 の数点 など、準備は大分整 ひかけ
てゐるので、 目下はその出版費用一万五千円の
調達に奔走中だとの話16)。
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1920年 代 初 頭 、 関 根 を め ぐ る 熱 い 思 い が 東 京 を

駆 け 巡 っ て い た 。 だ が 結 局 、 画 集 刊 行 は 計 画 倒 れ
に 終 わ る 。 売 価20円 と い う 高 価 な 画 集 が 出 版 さ れ

て い た な ら ば 、 現 在 所 在 不 明 の 作 品 を含 め 、 我 々

に 貴 重 な 情 報 を も た ら し て くれ た こ と だ ろ う。

こ の 新 聞 記 事 は 、 奥 田 駒 蔵 が 関 根 の 油 彩 作 品 を

11点 も所 有 し て い た こ と を 伝 え て い る 。 当 時 確 認

で き た 油 彩30点 の う ち の3分 の1を 持 っ て い た こ と

に な り、 歴 史 上 、 最 も重 要 な 関 根 正 二 コ レ ク タ ー

だ っ た と い っ て よ い 。 奥 田 は 、1925年10月1日 、43

歳 で 亡 く な っ た 。 そ の 死 は 、 永 井 荷 風 の 『断 腸 亭

日乗 』 に も記 され て い る 。 お そ ら くそ の 時 点 ま で 、

関 根 作 品 コ レ ク シ ョ ン は 奥 田 家 に あ っ た の だ と思
わ れ る 。

さ て 《子 供 》 は 、 どの よ う に し て 東 京 か ら京 都

に移 動 し て い っ た の だ ろ う か 。 気 に な る の は 、 奥

田 が 北 大 路 魯 山 人 と親 しか っ た こ とで あ る 。 魯 山

人 が 京 橋 区 南 鞘 町(現 ・中 央 区 京 橋2丁 目)に 開

業 し た 大 雅 堂 美 術 店 と美 食 倶 楽 部 は 、 メ イ ゾ ン鴻

之 巣 と 目 と鼻 の 先 だ っ た 。 魯 山 人 は こ の 西 洋 レ ス

トラ ン を好 ん で 毎 晩 の よ う に 訪 れ て い た ら しい 。

店 が は ね た 後 、 同 じ歳 の 奥 田 と魯 山 人 は 連 れ だ っ
て 飲 み 歩 い た と い う 。 メ イ ゾ ン 鴻 之 巣 の 看 板 は 魯

山 人 が 彫 っ た も の だ っ た し、 魯 山 人 の 発 案 で 奥 田

は ス ッポ ン料 理 店 「丸 屋 」 も出 店 して い る17)。1923

年9月1日 の 関 東 大 震 災 に よ っ て 、 メ イ ゾ ン 鴻 之 巣

と美 食 倶 楽 部 は 焼 け 落 ち た 。 奥 田 は 同 じ場 所 に レ
ス ト ラ ン を 再 建 し、 魯 山 人 は1925年3月 、 永 田 町

に星 岡 茶 寮 を 開 業 す る 。 奥 田 が 亡 く な っ た の は そ

ん な 時 期 だ っ た 。 そ の 遺 品 整 理 に魯 山 人 が 関 わ り、

そ れ が き っ か け で 魯 山 人 と縁 の 深 い 京 都 の 内 貴 清

兵 衛 の も と に 《子 供 》 が 移 っ て い っ た と想 像 し て
み た く な る の だ が 、 い か が だ ろ う か 。

来 歴 を 整 理 す る と、 以 下 の よ う に な る 。

本 の 美 術 界 に足 跡 を残 した 人 物 、 機 関 が 関 わ っ た 。

由 緒 あ る 歴 史 とい っ て よ い だ ろ う。

5.最 後 の ス タ イ ル

最 後 に 、 《子 供 》 の 表 現 を 考 え て み よ う 。

関 根 の 最 後 の 油 彩 作 品 、 《慰 め ら れ つゝ 悩 む 》

は 、1919年9月 の 第6回 二 科 展 に 出 品 さ れ た 後 、 関

根 家 に あ っ た が 、 関 東 大 震 災 の と き に 一 時 避 難 の
た め に 持 ち 出 さ れ て 以 来 、 所 在 不 明 と な っ て い る 。

50号 と も60号 と も い わ れ る こ の 作 品 は 、 い ま 、 二

科 展 に あ た っ て 作 製 さ れ た絵 ハ ガ キ(fig.8)に よ っ
て し か そ の 図 様 と色 彩 を 知 る こ と が で き な い 。 空

を 思 わ せ る 青 を背 景 に し て 、 ア ザ ミが 咲 く野 原 に

立 つ3人 の 女 性 と 一 人 の 少 年 を組 み 合 わ せ た 作 品

で あ る 。 《慰 め ら れ つゝ 悩 む 》 と 《子 供 》 は 、 色

fig.8
関 根 正 二 《慰 め られ つゝ 悩 む》 の
絵 ハ ガ キ

関 根 家
1920年9月 以 前 、 奥 田 駒 蔵 、 東 京

(?)内 貴 清 兵 衛 、 京 都

藤 井 好 文 堂 、 京 都

元 町 画 廊 、 神 戸

大 塚 銀 次 郎 、 神 戸

東 京 画 廊
1956年9月 、 石 橋 財 団(ブ リヂ ス トン 美 術 館)

メ イ ゾ ン鴻 之 巣 か ら ブ リヂ ス トン美 術 館 へ 、 京

都 と 神 戸 を 回 っ て 、 《子 供 》 は 再 び 東 京 ・京 橋 の
地 に戻 っ て き た こ と に な る 。 そ の 間 、20世 紀 の 日

fig.9
関 根 正 二 《三星 》1919年 、 油 彩 、
東 京 国立 近 代 美 術 館
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彩 と描 法 に お い て そ れ ま で の 作 品 と一 線 を画 し て
い る 。

も う 一 つ 、1919年 の 年 記 を 持 つ 油 彩 画 に 、 《三

星 》(fig.9)が あ る 。 恐 ら く こ の 年 の 早 い 時 期 に

描 か れ た も の に 違 い な い 。 自 画 像 を姉 と恋 人 が は

さ む 人 物 画 と考 え られ て い る こ の 作 品 は 、 背 景 が

暗 く、 《信 仰 の 悲 しみ 》 か ら 繋 が る 情 念 の 世 界 を

浮 か び 上 が らせ て い る 。 筆 致 も荒 々 し い 。 闇 の 世

界 と い っ て も よ い もの で あ る 。16歳 の と き の 二 科

展 初 入 選 作 、 《死 を 思 う 日 》 か ら 《三 星 》 に い た
る ま で 、 依 頼 さ れ た 肖 像 画 を の ぞ い て 、 関 根 は 一

貫 して 重 々 し い 闇 の 感 情 を油 彩 画 で 描 い て き た 。

《慰 め られ つゝ 悩 む 》 と 《子 供 》 の み が 、 明 る く

澄 ん だ 色 彩 に被 わ れ て い る の で あ る 。 夜 か ら昼 の

世 界 に飛 び 出 し て き た か の よ う で あ る 。

ま た 、 描 法 も異 な っ て い る 。 田 中 千 秋 は 、 《子

供 》 の 筆 致 に つ い て 以 下 の よ う に詳 述 し て い る 。

顔 、 頸 の 肌 身 部 は 他 の 部 分 よ り念 入 り に 描 か

れ て い る 。 筆 致 は ス トロ ー ク を使 わ ず 細 か く筆

先 を 押 し付 け て 絵 具 を 置 く手 法 を と っ て お り、

絵 具 層 の 厚 み は か な り薄 い が 粘 稠 度 は 高 く、 筆
の 離 れ た 跡 が 鋭 く立 ち 上 が っ て い る 。 ま た 、 陰

影 部 の 黒 や 褐 色 の 混 入 は 少 な く、 代 わ り に 青 や

朱 な ど を使 っ て い る 。 こ れ ら は 関 根 の 他 の 作 品
に は あ ま り見 ら れ な い 描 き方 で あ る 。

衣 服 の 朱 は 薄 塗 りで 、 胸 と下 腹 部 の 間 で は 下

層 の 朱 を そ の ま ま 使 用 して い る 。 ま た 、 背 景 の

青 は 粘 稠 度 が 低 く、 人 物 が 描 か れ た 後 一 気 に 塗

ら れ て お り、 顔 の 輪 郭 は こ の 青 で 決 定 さ れ て い

る18）。

眉 、 ま ぶ た 、 鼻 梁 、 唇 、 頬 、 顎 は 、 鋭 い 描 線 で

形 づ く られ て い る 。 ペ ン に よ る素 描 と共 通 す る 硬

質 な 線 で 、 そ の 硬 さ が 作 品 全 体 の 印 象 を シ ャ ー プ

な もの に して い る 。 しか し そ れ で い て 、 画 面 に は
よ そ よ そ し さ が な い 。 色 彩 とマ チ エ ー ル の 力 に よ

る も の だ ろ う 。 こ れ ら の 特 徴 は 、 《三 星 》 と そ れ

以 前 に は 見 ら れ な か っ た も の で あ る 。
こ う し た 変 化 は 、 関 根 が 最 期 を意 識 し た か ら の

集 大 成 と い う よ り も 、 新 しい ス タ イ ル へ の 転 換 の

萌 芽 だ っ た の で は な い だ ろ う か 。 関 根 に 時 間 が 与

え ら れ た な らば 、 こ の 新 しい ス タ イ ル は 深 化 を遂

げ て い っ た に 違 い な い 。 今 さ ら な が ら、 そ の 早 世

が 悔 や ま れ て な ら な い 。

ま た 、 田 中 は 、《三 星 》、《子 供 》、《慰 め ら れ つゝ

悩 む 》 の 関 連 に つ い て 、 《三 星 》 の 赤 外 線 写 真 の

所 見 か ら 、 次 の よ う に 述 べ て い る 。

[《三 星 》 の]赤 外 線 写 真 で は 、 中 央 の 人 物 の

頭 の 後 に 輪 光 が 、 ま た 、 胸 に は 乳 房 と思 わ れ る

線 が 確 認 で き る 。 友 人 の 証 言 に よ っ て 、 関 根 の

自 画 像 と さ れ る こ の 中央 の 人 物 は 、 少 な く と も

下 描 き段 階 で は 女 性 像 と して 描 か れ て い た と考

え られ る 。 そ し て 、 《三 星 》 の 構 想 が 当 初 三 人

の 女 性 像 で あ っ た と す れ ば 《慰 め ら れ つゝ 悩

む 》 の 三 人 の 女 性(中 央 の 女 性 は や は り輪 光 を

頂 く)と の 関 連 を 再 検 討 す べ き で あ ろ う。 今 の
と こ ろ 人 物 の 容 貌 の 類 似 性 とい っ た 漠 然 と し た

印 象 で しか な い が 、 《三 星 》 の 三 人 と次 に と り

あ げ る 《子 供 》 の 肖像 が 、 絶 筆 と な っ た 《慰 め
ら れ つゝ 悩 む 》 の 画 面 に 展 開 、 昇 華 して 行 っ た

と の 推 測 も成 り立 つ19）。

1919年 前 半 の6カ 月 間 に 、 関 根 は 新 し い 展 開 を

着 実 に 遂 げ て い た の で あ る 。そ の 軌 跡 を 、《子 供 》

は 鮮 や か に 印 して い る 。

6.お わ り に

《子 供 》 は 、 現 在 、 存 在 が 確 認 さ れ て い る 関 根
正 二 の 油 彩 画 約30点 の う ち で 、 最 後 の 作 品 で あ る 。

短 い 画 業 に お い て も鮮 烈 な 展 開 を示 し た 関 根 の 、

最 晩 年 の 様 式 を 雄 弁 に 語 る 。 ま た こ の 作 品 は 、 没

後3カ 月 で 開 か れ た 遺 作 展 以 来 、関 根 を 愛 す る 人 々
に順 々 に 手 渡 さ れ て き た 来 歴 を 持 っ て い る 。 画 集

刊 行 計 画 な ど 、 熱 い 思 い の 中 心 に位 置 し て い る 。

残 さ れ て い る 課 題 は 、 最 後 の 様 式 が ど の よ う に

し て 生 ま れ て き た の か 、 ど の よ う な き っ か け が

あ っ た の か 、 最 後 の 数 カ 月 に 関 根 は どの よ う に制

作 に 立 ち 向 か っ た の か 、 を描 き出 す こ と だ ろ う 。
こ の 作 品 と 関 連 が 深 い 《慰 め られ つゝ 悩 む 》 が 、

ふ た た び現 れ る こ と を願 わ ず に は い られ な い 。 行

方 が 分 か ら な くな っ て か ら90年 に な る の だ が 、 希

望 は 捨 て ず に い た い と 思 う 。

本 稿 を 、 故 ・田 中 千 秋 氏 の 思 い 出 に 捧 げ る 。
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