
（ 掛 井 五 郎 ） 

腕  の な い 人  物  彫  刻  

小 田 垣 雅 也  

 

 

 一 九 九 〇 年 に 出 し た わ た し の 最 初 の 神 学 的 随 筆 集 『 神 学 散 歩 』 の 表 紙 と 扉 に は 、 掛 井 五 郎 さ ん の

彫 刻 『 人 間 の 問 題  研 究 Ⅲ  四 ツ 足 』 を 使 わ せ て いた だ いた 。 人 間 、 そ れ もデ フォ ル メさ れ た 人 間 が 、 四

足 に な っ て 歩 い て い る 像 で あ る 。 こ れ は 、 こ の 本 を 編 集 し た 友 人 の 宮 島 新 也 牧 師 が 掛 井 さ ん に 頼 ん で

使 わ せ て も ら っ た の だ そ う だ が 、 元 来 、 神 学 と は 人 間 学 だ と わ た し は 思 っ て いる の で （ そ う 言 っ た フ ォ イ エ

ル バ ッ ハ と は 違 っ た 意 味 で ） 、 わ た し の 最 初 の 神 学 的 随 筆 集 の 表 紙 が 、 こ の 『 人 間 の 問 題 』 と い う 彫 刻



で あ る こ と が わ た し は 気 に 入 っ て い る 。 そ の 後 、 一 九 九 九 年 の 秋 に 、 掛 井 さ ん の 大 規 模 な 個 展 が 鶯 谷

の 朝 倉 彫 塑 館 で あ り 、 そ こ に 表 紙 の 『 四 ツ 足 』 の 実 物 が 展 示 さ れ て い た 。 実 物 は 想 像 し て い た よ り も ず

っ と 大 き く 、 ほ ぼ 人 間 の 等 身 大 の も の で あ っ た 。 等 身 大 の 人 間 が 四 ツ 足 で 歩 い て い る 。 し か し そ れ に し

ても 、 四 ツ 足 の 、 それ も 不 揃 いな 足 で 、 象 の ように のん びり 歩 いて いる 人 間 と は どう いう 人 間 理 解 なの か

と、わたしはその時 思 った。 

二 〇 〇 〇 年 の 新 制 作 展 に 、 掛 井 さ ん は 『 過 去 』 と 『 ヤ コ ブ の 夢 』 を 出 展 さ れ て い る 。 『 過 去 』 は 後 ろ に

反 っ た 姿 勢 の 女 体 だ が 、 一 見 し て 目 に つ く 特 徴 は 、 腕 が 両 腕 と も 、 肩 の と こ ろ か ら な い こ と で あ る 。 そ れ

が 『 過 去 』 と いう 題 名 で あ る の は 、 過 去 と い う も の が 人 間 に と っ て 手 も 足 も で な い 現 実 だ と いう こと な の か

な 、 と そ の 時 わ た し は 思 っ た 。 そ う 考 え る こ と は 理 屈 に 過 ぎ る が ― ― ― 。 し か し 人 間 は 手 も 足 も で な い 現

実 に 直 面 し て い る 面 が あ り 、 そ の 彫 像 は そ う い う 人 間 の 真 相 に 迫 っ て い る よ う に 思 わ れ た 。 ま た 『 ヤ コ ブ



の 夢 』 の ヤ コ ブは 、 た ぶ ん 「 主 の 兄 弟 ヤ コ ブ 」 と 呼 ば れ て いる ヤ コ ブの こと だ ろ う が 、 こ の ヤ コ ブは 、 生 前 イ

エ ス を 信 じ ら れ な か っ た （ ヨ ハ ネ に よ る 福 音 書 七 章 五 節 ） 。 し か し イ エ ス 死 後 の 使 徒 時 代 に は 、 原 始 教

団 の 有 力 な 指 導 者 に な っ て い る （ 使 徒 言 行 録 一 二 章 一 七 節 ほ か ） 。 要 す る に ヤ コ ブ は 、 イ エ ス の 生 前

で は イ エ ス を 信 じ ら れ ず 、 イ エ ス の 死 後 に な っ て イ エ ス を 信 じ ら れ る よ う な 、 信 仰 と 不 信 仰 の 間 の 、 中 途

半 端 な 状 態 に あ る 。 そ の ヤ コ ブ が 、 直 立 し た 梯 子 の 途 中 ま で 昇 り な が ら 、 そ こ で 進 退 極 ま っ て 困 惑 し て

い る 。 半 泣 き で 上 を 睨 ん で い る 腕 白 少 年 の よ う な ヤ コ ブ の 顔 が ユ ー モ ラ ス で あ る 。 し か し 人 間 の 信 仰 と

はこういうものではないか、とわたしはその時 思 った。ヤコブは両 腕 を広 げて いるが、その腕 は、腕 には違

い な いが 、 形 状 か ら 見 て 、 腕 と いう と い う よ り も 十 字 架 の 横 木 で あ る 。 先 日 も 『 掛 井 五 郎 展 』 （ 二 〇 〇 三

年 ） が 横 浜 高 島 屋 の 画 廊 で 開 か れ 、 そ れ を 観 て き た が 、 そ こ に は 『 四 ツ 足 』 も 『 ヤ コ ブ の 夢 』 も 展 示 さ れ

ており、わたしはそれらに再 会 することができた。 



掛 井 さ ん の 人 物 像 の 著 し い 特 徴 は 、 腕 の な い 像 が 多 い こ と で は あ る ま い か 。 わ た し は 掛 井 さ ん の 彫

刻 の ア ル バ ム は 一 冊 し か 持 っ て い な い が （ 『 北 に 東 に ― ― 掛 井 五 郎 展 』 、 朝 倉 彫 塑 館 、 一 九 九 九 年 ） 、

そ れを いま 見 直 し て み ても 、 腕 の な い人 物 像 が 多 い。 た とえ ば 『 広 場 』 (1 99 4 ) と いう 五 体 か ら なる 彫 像 の

う ち 、 四 体 に は 腕 が な い。 そ の 代 わ り 、 足 が 四 本 あ る 。 ま た 『 影 』 (1 994 ) と いう 同 じ く 五 体 か ら な る 像 に は

ど れ も 腕 が な い 。 『 命 の 木 』 (1 99 6 ) と い う 題 の 、 直 立 し た 母 親 の 頭 の 上 に 子 供 が 立 っ て い る 親 子 の 、 つ

ま り 人 間 の 、 切 実 さ を ユ ー モ ラ ス に 漂 わ せ た 像 で も 、 母 子 と も 腕 が な い 。 ま た 『 一 時 天 に 静 け さ が あ っ

た 』 と い う 大 き な 男 性 像 に は 両 腕 が あ る が 、 そ れ は 伸 ば し た 両 腕 を 体 に 密 着 さ せ て い る も の で 、 腕 と し て

の 動 き が な い 。 ま た は 動 き が な い こ と が 、 そ の 腕 の 動 き で あ る よ う な 像 だ 。 今 回 の 横 浜 高 島 屋 で の 展 覧

会 の いわ ば 主 要 作 品 で あ る 『 受 胎 告 知 』 は 左 腕 が な く 、 右 腕 は 肘 で 畳 ま れ て 、 自 分 の 右 肩 を 抱 いて い

る。 



掛 井 さ ん は 、 ジ ャ コ メ ッ テ ィ の 影 響 を 受 け て い る と わ た し は 思 い 、 掛 井 さ ん に そ う 言 っ た こ と が あ る が 、

これ ら の 人 物 像 な どに は 特 に ジ ャ コメッ テ ィ の 影 響 が 見 え る 。 し か し ジ ャ コメッ テ ィ の 針 金 の よ うな 人 物 像

に は 腕 が あ る 。 む し ろ そ れ が ジ ャ コ メ ッ テ ィ の 像 に 動 き を 与 え て い る よ う な 趣 き が あ る 。 ジ ャ コ メ ッ テ ィ に つ

い て 、 サ ル ト ル は 「 ジ ャ コ メ ッ テ ィ の 問 題 は 、 ど う し て 人 間 を 石 で 、 化 石 す る こ と な し に 作 る か と い う こ と だ 」

と 言 っ て い る が 、 こ の 言 い 方 の 中 に 、 ジ ャ コメ ッ テ ィ ー の 人 物 像 が な ぜ 針 金 細 工 の よ う に 細 い も の も の に

な る の か の 秘 密 が あ る よ う だ 。 生 き て い る 人 間 の リ ア リ テ ィ ー は 、 石 の よ う に 一 定 の 空 間 を 占 め た 対 象

物 件 で は ない。 それ ならば そ の 生 きて いる リアリ ティ ー を 再 現 しよ うとす る ジ ャコメッテ ィ ーの 人 間 像 が 、 そ

の 制 作 の 過 程 で そ の リ ア リ テ ィ ー に 迫 れ ば 迫 る ほ ど 、 対 象 物 件 性 を 失 っ て 、 細 く 細 く な っ て い く こ と は 大

い に 理 解 で き る 。 む し ろ 人 間 の リ ア リ テ ィ ー と い う も の が 一 定 の 空 間 的 場 所 を 占 め た も の で は な い 以 上 、

そ の 再 現 は 、 そ れ が 成 功 し た と き は 消 え 去 る べ き は ず の も の で あ ろ う 。 実 際 ジ ャ コメ ッ テ ィ ー 自 身 が 自 分



の 彫 刻 に つ いて 、 「 自 分 の 成 功 は 、 常 に 同 じ 程 度 の 失 敗 に よ っ て 裏 打 ち さ れ て い る 」 と 言 っ て いる 。 し か

し こ の こ と は 、 人 間 が 人 間 と し て 、 た と え 「 な ん じ 」 と し て で あ っ て も 、 独 立 し た 個 と し て の み
．．

理 解 さ れ て い

る と こ ろ で は 、 避 け ら れ な い 事 態 で は あ る ま い か 。 そ の 場 合 、 個 と し て の み
．．

理 解 さ れ た 人 間 は 、 消 滅 す る

か 、 ま た は 妥 協 し て 、 対 象 的 形 態 性 を 残 し た リ ア リ テ ィ ー と い う 根 本 的 な 矛 盾 を 含 ん だ も の に な る ほ か

は な い 。 そ れ は ジ ャ コ メ ッ テ ィ ー が 「 自 分 の 成 功 は 、 常 に 同 じ 程 度 の 失 敗 に よ っ て 裏 打 ち さ れ て い る 」 と

言 っているとおりである。 

掛 井 さ ん の 人 間 理 解 は ジ ャ コ メ ッ テ ィ の そ れ と は 違 う よ う だ 。 少 な く と も ジ ャ コ メ ッ テ ィ ー 的 「 な ん じ 」 と し

て の 、 個 と し て の 人 間 理 解 の み で は な い 。 掛 井 さ ん の 人 間 理 解 は 、 個 と し て の 人 間 の 確 認 と い う よ り も 、

個 と し て の み
．．

人 間 を 理 解 す る こ と へ の 批 判 、 と く に そ の 典 型 で あ る 近 代 自 我 と し て の 人 間 理 解 へ の 批

判 が あ る 。 そ の 意 味 で は 、 「 野 生 の 思 考 」 に 近 い。 そ れ が 腕 の 必 然 性 が な く な る こと に 連 な っ て いる の か



も し れ な い 。 人 間 は 四 本 足 か ら 立 ち 上 が り 、 二 本 の 足 で 歩 く よ う に な り 、 両 手 が 自 由 に な っ て 、 道 具 を

使 え る よ う に な っ た 。 そ し て そ の 道 具 を 使 っ て 自 分 の 周 り に 自 分 用 の 世 界 を 作 り 、 そ の 世 界 を 支 配 し 、

そ の 中 心 に な っ た 。 し か し そ の 世 界 は 、 人 間 が 自 我 中 心 的 視 点 に よ っ て 、 本 当 の 自 然 、 自 分 自 身 が

す で に そ の 中 に い る 自 然 か ら 切 り 取 っ た 、 仮 構 の 世 界 な の で あ る 。 人 間 は 自 然 の 中 心 で は な い の だ 。

そ の よ う な 自 我 は 、 本 当 の 自 然 を 見 失 っ て い る ば か り か 、 そ れ に と も な っ て 自 然 の 一 部 と し て の 自 分 自

身 をも見 失 っている。 

掛 井 さ ん の 腕 の な い 人 物 像 と か 、 四 ツ 足 の 「 人 間 の 研 究 」 は 、 芸 術 家 一 流 の 勘 で 、 つ ま り こ の 文 章

の よ う な 理 屈 に よ っ て で は な く 、 そ の よ う な 近 代 批 判 を 表 現 し て い る の で は な い か 。 人 間 は 自 然 の 中 心

で は な く 、 自 然 の 中 で の み 人 間 な の だ と いう こ と を 、 で あ る 。 自 我 成 立 の た め に 必 要 な 腕 な ど は な いほ う

が 、 は る か に 人 間 的 な の だ 。 こ れ は 人 間 の 自 然 へ の 帰 還 と い う こ と で あ り 、 天 然 自 然 な 人 間 の 模 索 で



ある。四 ツ 足 の 人 間 が漂 わせて いるおおら かさや、腕 のない人 物 像 に 感 ずる必 然 性 ないし 自 然 さは、 そ

の こ と な の で あ ろ う 。 腕 の な い 人 間 の 方 が 自 然 に 見 え て く る 。 つ いで に 言 え ば 、 ミ ロ の ヴ ィ ー ナ ス に も し 腕

が あ っ た ら 、 と 思 う と 、 わ た し は ぞ っ と す る 。 失 わ れ て い る 腕 を 再 現 し よ う と す る 試 み は 何 回 も あ っ た が 、

余 計 なこと だ。それはかのヴィ―ナスの威 厳 を壊 して しまうだろう。 

言 い 方 は おか し いが 、 掛 井 さ ん の 彫 刻 は 未 完 成 だ と 思 う 。 と いう よ り も 完 成 の 途 上 に あ る こ と が 完 成

で あ る よ う な と ころ が あ る 。 実 際 、 掛 井 さ ん は 以 前 、 本 当 の 芸 術 家 は 一 流 と 三 流 の 間 、 つ ま り 二 流 な の

だ 、 と い う こ と を 言 っ て い た こ と が あ る （ 拙 著 「 青 春 は 美 し 」 『 そ れ は 極 め て 良 か っ た 』 〈 二 〇 〇 〇 年 〉 に そ

の こ と を 書 い た こ と が あ る ） 。 こ れ は 、 三 流 は も ち ろ ん 駄 目 だ が 、 し か し 一 流 品 と し て 「 完 成 」 し て し ま っ て

も 駄 目 で 、 本 当 の 芸 術 は 未 完 の 途 上 性 なの だと いうこと を 言 っているの だろう 、と わ たし はそ の とき 勝 手

に 解 釈 し た 。 『 ヤ コ ブ の 夢 』 の よ う に 、 で あ る 。 ま た は 腕 の な い 人 物 像 の よ う に 、 で あ る 。 腕 の な い 人 物 像



は 未 完 で あ る 。 し か し 完 成 と は 結 局 、 自 分 の 視 点 に よ る 完 成 で あ る 。 完 成 と は も と も と そ う い う も の だ 。

あ る 特 定 の 視 点 が な け れ ば 、 そ も そ も 完 成 と い う 概 念 が 生 ま れ な い 。 だ か ら 完 成 体 と は 自 我 の 主 張 の

他 ならないのである。しかし完 成 体 では、作 家 の 自 我 のみが前 面 にでてき て、人 間 そ のものへの同 意 は

なくなる だ ろう。 人 間 への 同 意 がないも の は、 芸 術 と は 言 えま い。 自 然 には 完 成 などは ない。だ か ら自 然

には一 流 も 三 流 もない。 

人 間 は 根 源 的 に 関 係 存 在 で あ る 。 そ の 意 味 で 中 途 半 端 で 未 完 で あ る 。 そ し て い つ も 未 完 の 、 中 途

半 端 で あ り な が ら 、 そ れ こ そ が 人 間 の 本 来 的 で 自 然 な あ り 方 な の だ と い う 状 況 は ユ ー モ ラ ス だ 。 未 完 が

完 結 な の だ と い う 事 態 は 可 笑 し い 。 そ れ は 完 成 体 の よ う な 明 快 さ 、 率 直 さ で は な い 。 し か し そ れ が 人 間

の 本 性 な の だ と わ た し は 思 う 。 掛 井 さ ん の 彫 刻 を 一 口 で 表 現 す れ ば 、 ユ ー モ ア で あ ろ う 。 埴 輪 の よ う な

大 ら か な 、 ま た は 未 開 の 野 生 の 思 考 （ 野 性 で は な い ― ― 念 の た め 。 未 開 な ど と い う 言 葉 も 使 い た く な い



が） 、 ア フリ カ の 彫 刻 に 見 ら れ る よ うな ユ ー モ ア 、 命 へ の 美 醜 、 善 悪 を 超 え た 同 意 に 通 じ て いる よ うな と こ

ろ が 掛 井 彫 刻 に は あ る 。 『 お か し な 三 人 』 (19 90 ) 『 嘲 笑 』 (199 5 ) 『 で っ ぱ 』 (199 5 ) 『 テ ー ブ ル 』 (1 9 98 ) そ の

他 々 々を 見 て いる と 、 人 間 そ の ものへの 同 意 は ユー モ アを 生 むと 、わたし は つくづく 思 う 。そして そ れに対

し て 、 心 の 深 い ど こ か で 、 親 愛 の 情 を 感 じ て い る 。 自 分 は 基 本 的 な と こ ろ で 何 か 疲 れ て い る 、 そ れ を 掛

井 彫 刻 は 癒 す、と 思 う。これは完 成 体 とし ての人 間 には望 めないことだ。 

 

若 い こ ろ の 掛 井 さ ん は 、 活 力 に 満 ち た 、 う っ か り す る と 噛 み つ か れ そ う な 顔 を し て い た 。 わ た し も 青 山

学 院 に 勤 め て おり 、 時 々 構 内 で 出 会 っ た の で あ る 。 し か し そ の 後 二 〇 年 以 上 た っ て 再 び 会 っ た と き 、 若

い 頃 の 精 悍 さ は 後 退 し て 、 あ る 種 の 安 心 感 が あ っ た 。 そ し て 人 柄 全 体 に ユ ー モ ア が 漂 っ て い た 。 人 か ら

聞 い た と こ ろ に よ る と 、 掛 井 さ ん は そ の 間 、 目 を 患 わ れ て い た よ し 。 彫 刻 家 が 目 を 患 う と いう の は 深 刻 だ



が 、 し か し ユ ー モ ア と い う の は 、 元 来 そ の よ う な 事 態 を 乗 り こ え た と こ ろ に の み 、 あ り う る 事 態 だ と 思 う 。 深

刻 さとか悲 劇 的 とかを通 過 することが、ユーモアを生 む。そしてそのことを、人 間 はできるはずだ。 

腕 のない人 物 像 は、 そのことを告 げているようにも見 えてくる。(0410 1 )  


