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もり・こういち　1951年愛知県生まれ。美術評論家。東京国立近代美術
館工芸館美術品購入等選考委員会委員、滋賀県立陶芸の森・陶芸館評議
委員（2003〜11年）、都留文科大学非常勤講師などを歴任。現在公益社団
法人 日本陶磁協会常任理事、八王子市夢美術館の資料収集選定委員など。

　
バ
ス
ケ
タ
リ
ー
の
第
一
人
者
・
関
島
寿ひ
さ

子こ

の
作
品
に
私
が
強
く
魅
了
さ
れ
た
の
は
、

２
０
２
２
年
、
中
長
小
西
で
開
催
さ
れ
た

「
想
い
を
紡
ぐ
：
三
人
の
発
露
─
関
島
寿

子
・
小
川
待
子
・
留
守
玲
─
」
展
を
見
て

か
ら
の
こ
と
で
あ
る
。
関
島
の
作
品
は
２

０
１
４
年
、
菊
池
寛
実
記
念 

智
美
術
館

の
「
陶
の
空
間
・
草
木
の
空
間
　
川
崎
毅

と
関
島
寿
子
」
展
で
も
見
て
い
る
の
だ
が
、

そ
の
時
は
川
崎
の
作
品
に
気
を
取
ら
れ
て

「
面
白
い
か
ご
を
作
る
人
が
い
る
な
ぁ
」

と
い
う
程
度
に
し
か
捉
え
て
い
な
か
っ
た
。

と
こ
ろ
が
、
素
材
も
表
現
方
法
も
全
く
異

な
る
三
者
の
作
品
が
、
ギ
ャ
ラ
リ
ー
と
い

う
小
さ
な
空
間
に
展
示
さ
れ
た
こ
と
で
、

各
々
の
特
質
が
よ
り
は
っ
き
り
見
え
た
の

で
あ
る
。
普
通
に
考
え
れ
ば
、
金
属
の
留

守
や
陶
芸
の
小
川
の
作
品
の
方
が
素
材
的

に
見
て
も
存
在
感
が
あ
る
と
思
い
が
ち
だ

が
、
そ
の
両
者
の
作
品
に
関
島
の
作
品
は

負
け
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
そ
の
堂
々
と

し
た
存
在
感
は
ど
こ
か
ら
来
る
の
で
あ
ろ

う
か
。
素
材
で
な
い
と
す
れ
ば
、
作
品
を

構
築
し
て
い
る
構
造
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の

問
い
を
確
認
す
る
た
め
、
ど
う
し
て
も
関

島
に
会
い
た
く
な
っ
た
。
そ
し
て
、
昨
年

9
月
に
横
浜
の
関
島
邸
を
訪
問
し
た
。

　
関
島
は
、
28
歳
の
時
に
趣
味
と
し
て
ラ

タ
ン
編
み
を
始
め
た
。
１
９
７
５
年
か
ら

79
年
ま
で
、
夫
の
赴
任
先
で
あ
る
ニ
ュ
ー

ヨ
ー
ク
に
住
み
、
ア
メ
リ
カ
の
現
代
編
み

技
法
「
バ
ス
ケ
タ
リ
ー
」
の
最
先
端
ア
ー

テ
ィ
ス
ト
で
あ
る
エ
ド
・
ロ
ス
バ
ッ
ク
や

ジ
ョ
ン
・
マ
ッ
ク
ウ
ィ
ー
ン
と
出
会
い
、

彼
ら
が
古
来
の
編
み
方
に
学
び
な
が
ら
も
、

や
が
て
独
自
の
斬
新
な
手
法
を
見
出
し
て

い
く
「
創
作
の
在
り
方
」
に
触
れ
た
こ
と

で
、
バ
ス
ケ
タ
リ
ー
（
か
ご
）
作
家
と
し

て
生
き
る
こ
と
を
決
意
す
る
。
そ
れ
は
、

新
し
い
デ
ザ
イ
ン
や
イ
メ
ー
ジ
を
考
え
る

の
で
は
な
く
、
見
方
を
変
え
る
こ
と
で
既

存
の
領
域
で
も
ま
っ
た
く
新
し
い
表
現
へ

と
広
が
っ
て
い
く
と
い
う
「
創
作
の
在
り

方
」
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、「
領
域
や
技

法
の
再
定
義
、
素
材
の
再
評
価
、
か
ご
で

言
え
ば
、
実
用
的
な
か
ご
を
作
る
の
で
は

な
く
、
構
造
そ
の
も
の
の
美
し
さ
を
純
粋

に
見
せ
よ
う
と
す
る
形
を
作
る
。
そ
れ
を

は
っ
き
り
さ
せ
る
た
め
に
敢
え
て
用
途
を

外
す
」
こ
と
も
あ
る
そ
う
だ
。

　
か
ご
は
世
界
中
で
作
ら
れ
て
い
る
が
、

か
ご
に
は
文
化
的
な
違
い
を
超
え
た
共
通

点
が
あ
り
、
そ
れ
は
何
か
と
い
う
と
、
構

造
で
あ
り
編
む
こ
と
の
原
理
で
あ
る
と
い

う
。
関
島
は
、
こ
の
か
ご
作
り
の
定
式
を

六
種
類
に
分
類
す
る
。
す
な
わ
ち
、
Ａ. 

絡
み
編
み
、
Ｂ. 

絡
み
結
び
編
み
、
Ｃ. 

組

み
編
み
、
Ｄ. 

巻
き
上
げ
編
み
、
Ｅ. 

平
織

り
編
み
、
Ｆ. 

も
じ
り
編
み
で
あ
る
。
そ

の
基
本
要
素
を
組
み
合
わ
せ
た
時
に
、
一

連
の
思
考
の
プ
ロ
セ
ス
の
結
果
と
し
て
か

ご
の
形
が
生
ま
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
素
材

─
組
織
法
─
形
態
の
関
連
に
見
ら
れ
る
定

式
化
し
た
様
態
を
「
バ
ス
ケ
タ
リ
ー
の
定

式
」
と
呼
ぶ
。
こ
の
定
式
の
組
み
合
わ
せ

で
新
し
い
も
の
が
生
ま
れ
る
ば
か
り
で
な

く
、
し
ば
し
ば
別
の
脈
絡
か
ら
刺
激
を
受

け
た
時
に
、
こ
れ
ま
で
と
は
異
な
る
視
点

か
ら
定
式
を
要
素
に
解
体
す
る
新
し
い
冒

険
が
可
能
と
な
り
、
結
果
的
に
新
し
い
表

現
に
な
る
こ
と
が
多
い
。

　
２
０
０
７
年
制
作
の
「
な
わ
の
記
録

Ⅲ
」
は
、
人
類
が
繊
維
に
撚よ

り
を
掛
け
て

糸
や
ひ
も
縄
を
作
り
始
め
た
時
期
の
か
ご

作
り
の
素
型
を
意
識
し
た
作
品
で
あ
る
。

２
０
０
９
年
制
作
の
「
構
造
を
持
つ
量

Ⅱ
」
は
、
オ
カ
メ
ザ
サ
と
ク
ル
ミ
樹
皮
の

2
種
の
素
材
を
使
っ
た
作
品
で
、
中
が
空

洞
で
は
な
く
詰
ま
っ
た
塊
に
見
え
る
よ
う

に
襞
の
間
の
小
空
間
が
無
数
の
か
ご
の
集

合
状
態
に
仕
上
げ
て
い
る
。
２
０
１
８
年

制
作
の
「
組
・
織
の
間
、
虚
Ⅰ
・
Ⅱ
」
は
、

帯
状
の
材
が
辺
に
対
し
て
平
行
か
90
度
に

配
さ
れ
て
「
織
り
」

の
構
造
で
で
き
て
い

る
が
、
中
央
部
に
あ

け
た
空
洞
に
目
を
向

け
る
と
、
そ
れ
を
囲

む
辺
で
は
45
度
を
成

し
て
い
て
「
組
み
」

の
構
造
が
見
え
て
く

る
。
見
所
は
そ
の
比

較
で
あ
る
。
２
０
２

１
年
制
作
の
「
容
と
線
Ⅷ
」
は
、
自
然
の

不
揃
い
の
材
料
か
ら
切
り
出
し
た
テ
ー
プ

に
は
柔
ら
か
さ
や
幅
に
若
干
の
差
が
あ
る

の
で
線
が
動
く
角
度
が
微
妙
に
違
っ
て
、

程
よ
い
自
由
さ
と
秩
序
感
が
生
ま
れ
る
。

直
方
体
を
3
個
並
べ
る
こ
と
で
相
互
の
関

係
の
変
化
を
見
せ
て
い
る
。

　
関
島
は
、
か
ご
作
り
は
面
の
構
成
に
留

ま
ら
ず
、
空
間
を
抱
え
込
む
の
で
建
築
と

同
じ
だ
と
い
う
。「
造
形
作
家
は
誰
も
が

立
体
を
作
る
。
そ
し
て
立
体
を
作
る
こ
と

が
と
り
わ
け
挑
戦
で
も
あ
る
よ
う
に
思
い

込
ん
で
い
る
。
そ
れ
な
の
に
、
立
体
性
を

帯
び
る
こ
と
そ
の
も
の
の
不
思
議
さ
に
は

誰
で
も
が
気
付
い
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

『
面
に
角
を
つ
け
れ
ば
立
体
に
な
る
』

─
文
字
で
書
け
ば
こ
ん
な
当
た
り
前
の

こ
と
を
、
本
当
に
知
る
の
に
私
は
ず
い
ぶ

ん
か
か
っ
た
。
折
り
紙
は
面
を
折
っ
て
作

る
造
形
だ
。
日
本
人
は
皆
そ
ん
な
こ
と
は

知
っ
て
い
る
と
人
は
言
う
だ
ろ
う
。
だ
が

折
り
紙
で
は
、
出
来
上
が
る
形
に
ば
か
り

目
が
行
っ
て
、
も
っ
と
手
前
の
（
あ
る
い

は
奥
の
）
原
理
の
す
ご
さ
に
気
付
か
な
い
。

多
分
作
る
人
が
形
に
夢
中
な
の
だ
ろ
う
。

そ
れ
に
対
し
て
、
ロ
ス
バ
ッ
ク
は
そ
の
原

理
に
感
動
し
た
に
違
い
な
い
。
こ
の
違
い

は
日
本
の
伝
統
工
芸
と
ア
メ
リ
カ
の
現
代

工
芸
の
技
術
観
の
差
に
似
て
い
る
」
と
い

う
。
日
本
の
陶
芸
を
見
て
い
て
思
う
こ
と

は
、
陶
（
技
術
と
造
形
）
は
論
じ
ら
れ
て

も
、
芸
（
本
質
）
が
論
じ
ら
れ
る
こ
と
は

少
な
い
。
そ
れ
は
他
の
工
芸
の
場
合
も
同

じ
だ
。
な
ぜ
本
質
が
論
じ
ら
れ
な
い
の
か

疑
問
に
思
っ
て
い
た
が
、
関
島
の
文
章
を

読
ん
で
な
ん
と
な
く
解
る
よ
う
な
気
が
し

た
。

　
か
ご
作
り
に
複
雑
な
道
具
は
い
ら
な
い
。

材
料
を
加
工
す
る
刃
物
が
い
る
ぐ
ら
い

だ
。
編
む
こ
と
自
体
は
手
だ
け
で
で
き

る
。
6
種
類
の
定
式
さ
え
マ
ス
タ
ー
す

れ
ば
、
後
は
そ
の
組
み
合
わ
せ
方
で
い
ろ

ん
な
形
を
創
作
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

し
か
し
、
時
に
は
定
式
を
破
る
こ
と
も
必

要
だ
そ
う
だ
。
要
は
、
素
材
の
性
質
を
再

発
見
し
、
そ
の
構
造
の
美
し
さ
を
純
粋
に

見
せ
ら
れ
る
よ
う
な
形
を
作
る
こ
と
で

あ
る
。
手
で
な
け
れ
ば
で
き
な
い
小
さ

な
建
造
物
の
創
造
、
そ
れ
が
バ
ス
ケ
タ
リ

ー
ア
ー
ト
の
醍
醐
味
な
の
か
も
知
れ
な

い
。

思
考
の
経
路

森 

孝
一

関
島
寿
子
の
バ
ス
ケ
タ
リ
ー
に
み
る
構
造
の
美
し
さ

第30回

せきじま・ひさこ　1944年台湾生まれ。66年津田塾大学英文学科卒業。75年ニューヨークに移り住み創作
を始める（〜79）。91年「第2回バスケタリー展」（Sybaris Gallery、ロイヤルオーク）出品（〜97年）。2007
年「開館30周年記念展Ⅰ 工芸館30年のあゆみ」（東京国立近代美術館）、12年「現代の座標─工芸をめぐ
る11の思考─」（東京国立近代美術館）参加。主なパブリックコレクションにヴィクトリア＆アルバート美術館（イ
ギリス）、ヒューストン美術館（アメリカ）、ロイド・コッツェン・コレクション（アメリカ）、東京国立近代美術館、
和歌山県立近代美術館、横浜美術館、菊池寛実記念 智美術館など。

「
容
と
線
Ⅷ
」
２
０
２
１
年　

ク
ル
ミ
樹
皮　

各
31
×
11
×
14
㎝
（
３
個
組
）

「構造を持つ量Ⅱ」2009年　オカメザサ、クルミ樹皮
撮影：桜井ただひさ

「なわの記憶Ⅲ」2007年　クルミ　28×18×39cm

右：「組・織の間、虚Ⅰ」2018年　クルミ　25.0×29.0×26.5cm
左：「組・織の間、虚Ⅱ」2018年　クルミ　25×33×11cm　国立近代美術館蔵


