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水木喜美男の世界
終

この作品は、手漉き和紙 と写真を特殊技術によつて融合 した、現代

フォ トアー トの新 しい姿である。

「和紙グラフ」という名称は、世界に誇る手漉き和紙の素材力、温かさ

そ して美 しさを生か した浮世絵に代表される江戸時代の木版画と、欧州

の石版画であつた リトグラフの味わいを兼ね備えていることによつて命

名 した。 被写体は洋の東西を問わず、格調高 く保存性の良いものを求

めながらオ リジナルクラシツクフオルムを現代に再現させている。

使用 している禾口紙は最近のインクジェツ ト対応で販売 しているもので

はありません。漉いた和紙そのままにプリン トを しています。
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オオムラサ キの森嵐 山渓 谷

冠 水橋

濃

い
森
に
囲
ま
れ
た

比
企
郡
嵐
山
町
に
あ
る
嵐
山
渓
谷
へ
は
東
武

東
上
線
武
蔵
嵐
山
駅
か
ら

一
時
間
ほ
ど
歩
く
。

こ
の
地
が
「
武
蔵
嵐
山
」
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に

な

っ
た

の
は
、
昭
和

３
年
に
本
多
静
六
林
学

博
士
が
訪
れ
、
渓
谷
の
景
観
が
京
都
の
コ
風
山

（
あ
ら
し
や
ま
と

に
よ
く
似
て
い
る
こ
と
か
ら

「
武
蔵
国
の
嵐
山
」
と

い
う
意
味
で
名
付
け
ら

れ
た
こ
と
に
よ
る
そ
う
だ
。

水
木
さ
ん
が
今
回
の
和
紙
グ
ラ
フ
作
品
の
題

材
と
し
て
嵐
山
渓
谷
を
選
ん
だ
の
は
、
こ
の
地

は
木
曾
義
仲
の
生
ま
れ
た
と
こ
ろ
、
与
謝
野
晶

子
が
巡

っ
た
地
、
歌
碑
が
あ
る
な
ど
興
味
の
つ

き
な
い
と

こ
ろ
だ
か
ら
、
と
言
う
。
「
そ
れ
に

嵐
山
町
に
は
我
が
家
の
墓
が
あ
り
、
そ
の
関
係

で
何
十
回
と
訪
れ
て
い
ま
す
。
」
し
か
し
何
十

回
と
来
て
い
て
も
、
改
め
て
考
え
て
み
る
と
和

紙
グ
ラ
フ
の
作
品
の
題
材
に
ふ
さ
わ
し
い
場
所

が
あ
る
の
か
分
か
ら
な

い
。
気

に
な
り

つ
つ

も
、
と
も
か
く
嵐
山
渓
谷
に
向
け
て
歩
き
始
め

た
水
木
さ
ん
。

駅
か
ら
嵐
山
渓
谷
ま
で
の
道
に
は
要
所
ご
と

に
道
案
内
と
な
る
標
識
が
設
置
さ
れ
て
い
る
。

水
木
さ
ん
は
ま
ず
オ
オ
ム
ラ
サ
キ
の
森
、
蝶
の

里
公
園
を
回
り
、
槻
川
沿
い
を
歩
い
て
嵐
山
渓

谷
に
向
か

っ
た
。

嵐
山
渓
谷
は
森
が
濃
く
槻
川
の
水
は
澄
ん
で

い
て
、
白
旨
が
舞

い
、
雰
囲
気
が
よ
か

っ
た
、

と
水
木
さ
ん
は
言
う
。
「
渓
谷
と
い
っ
て
も
大

ス
ケ
ー
ル
の
感
じ
で
は
な
い
な
と
感
じ

つ
つ
、

い
い
雰
囲
気
だ
と
思
い
ま
し
た
。
冠
水
橋
ま
で



冠 水 橋

く
る
と
橋
が

い
い
感
じ
で
絵
に
な
り
そ
う
と
思

い
、
狙

い
場
所
を
探
し
シ
ャ
ッ
タ
ー
を
押
し
ま

し
た
ね
。
」
森

の
中

は
さ
す
が

に
空
気

が
澄

み

き

っ
て
い
た

の
が
印
象
的
だ

っ
た
と
言
う
。
岩

畳
と
槻
川
の
清
流
が
見
事
な
渓
谷
の
景
観
を
作

品
に
す
る
た
め
に
、
水
木
さ
ん
が
気
を
遣

っ
た

こ
と
は
ど

ん
な

こ
と
だ

ろ
う
か
。
「
私

の
風
景

作
品
は
冬

の
枯
れ
た
木
や
、
薄

（ス
ス
キ
）
や
岩

肌
な
ど
が
好
き
で
、
そ
れ
ら
は
デ
ー
タ
加

工
を

す
る
の
に
も
適
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、
水

の
流

れ
や
映
り
込
み
な
ど
も
。
そ
れ

で
、

こ
の
小
渓

谷
を
ど

の
ア
ン
グ
ル
で
狙

っ
た
ら

ス
ケ
ー
ル
感

が
出
る
か
な
ど
を
考
え
て
作
品
作
り
を
し
ま
し

た
。
」

嵐

山

渓

谷

の
周

辺

に

は
杉

林

が

広

が

る
。

「
感
覚
的

に
は
杉
林

は
非
常

に
好
き
な
世
界

で

す
ね
。
渓
谷
に
入
る
前
辺
り
の
道
す
が
ら
で
す

が
、
か
な
り
深

い
杉
林

で
傾
斜
も
急
で
、
絵
に

な
り
そ
う
と
感
じ
な
が
ら
狙

い
ま
し
た
。

こ
こ

は
結
構
木
の
伐
採
を
し
て
い
て
、
切
り
株
や
倒

れ
て
い
る
も

の
が
あ

っ
た
り
し
ま
し
た
。
」

渓
谷

を
さ

ら

に
進

む
と
、

昭
和

の
代
表
歌

人
、
与
謝
野
晶
子
の
歌
碑
が
あ
る
。
与
謝
野
晶

子
は
昭
和
１４
年
６
月
、

６‐
歳

の
時
に
娘

の
藤
子

さ
ん
と
共
に
渓
谷
周
辺
の
旅
館
を
訪
れ
、
渓
谷

の
自
然

な
ど

を

テ
ー

マ
に
「
比
企

の
渓
谷
」
２９
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首
を
歌

い
上
げ
た
。
歌
碑

の
表
面
に
は
比
企

の

渓

２６
首

目
の
歌
と
し
て
「
槻

の
川
　
赤
柄

の
傘

を
さ
す
松

の
　
工立
ち
地
び
た
る
　
山

の
し
の
の

め
」
と

い
う
歌
が
彫
ら
れ
て
い
る
。

冠
水
橋
か
ら
上
流
に
向
か

っ
て
右
手
斜

面
の

林

の
中
を
歩

い
て
い
く
と
キ

ャ
ン
プ
場
が
あ

っ

た
が
、
水
木
さ
ん
は
そ

こ
で
道
が
分
か
ら
な
く

な

っ
て
し
ま

っ
た
。
「
そ

の
ま
ま
登
り
進
む
と

民
家
に
出
た
の
で
、
民
家

の
ご
婦
人
に
道
を
尋

ね
た
と

こ
ろ
、
親
切
に
教
え
て
い
た
だ
き
ま
し

た
。

こ
の
時
は
ほ

っ
と
し
ま
し
た
ね
。
た
だ
そ

こ
か
ら
武
蔵
嵐
山
駅
に
戻
る
ま

で
４
キ

回
メ
ー

ト
ル
あ
る
よ
、
と
言
わ
れ
た
時
は
ぞ

っ
と
し
ま

し
た
が
。
」

道

を
教

え

て
も

ら

い
小
道

を
歩

い
て
行

く

と
、
県
道
１
７
３
号
線
に
出
た
。
そ
の
ま
ま
行

く
と
武
蔵
嵐
山
駅
に
着
く
が
、
そ
の
途
中

に
嵐

山
渓
谷
バ
ー
ベ
キ

ュ
ー
場
が
あ
る
。
槻
川
に
架

か
る
槻
川
橋

の
上
か
ら
川
辺
を
見
渡
す
景
観
は

見
事
だ
。
「
武
蔵

嵐

山
」
と
名

付
け
た
本
多
博

士
は
、

こ
の
橋

の
上
か
ら
渓
谷
と
周
囲
の
赤
松

林

の
美
し
い
景
観
を
眺
め
て
感
動
し
た
と
言
わ

れ
て
い
る
。
そ
し
て
水
木
さ
ん
も
や
は
り
、

こ

こ
で
い
い
感
じ
の
シ
ー

ン
に
出
会
う

こ
と
が
出

来
た
。
デ
歩
」
で
は
橋

の
上
か
ら
狙

い
ま
し
た

が
、
歩
き
な
が
ら
見
て
い
る
と
親
子
と
思
わ
れ

る
三
人
が
遊
ん
で
い
ま
し
た
。

こ
の
大
パ
ノ
ラ

マ
的
な
雰
囲
気

の
と

こ
ろ
に
三
人
し
か
い
な
く

て
、

こ
ん
な
シ
ー

ン
は
な
か
な
か
無

い
な
と
思

い
撮
り
ま
し
た
。
」

水

木

さ

ん

は

現
在

川
越

に
住

ん

で

い
る
。

「
川
越
駅
か
ら
嵐
山
駅
ま

で
は
電
車

で
は
そ
れ

な
り
に
近

い
距
離
に
あ
り
、
嵐
山
駅
か
ら
歩
く

と
お
手
頃
な
渓
谷
感
を
味
わ
え
る
場
所
だ
と
感

じ
ま
し
た
。
旅
慣
れ
な

い
私
に
は

こ
の
辺
が

い

い
と

こ
ろ
か
。
渓
谷
ま
で
は
全

て
歩
き
な
の
で

相
当
キ
ツ
イ
撮
影
で
し
た
。
た
だ
渓
谷
の
周
り

は
森
が

そ
れ
な

り

に
濃

く
、
水

の
音
、

鳥

の

声
、
澄
ん
だ
空
気
は
別
世
界
の
感
が
あ
り
、

ハ

イ
キ

ン
グ

コ
ー
ス
と
し
て
も
な
か
な
か
い
い
と

こ
ろ
だ
と
思

い
ま
し
た
。
そ
し
て
与
謝
野
晶
子

も
同
じ
道
を
歩

い
た

の
か
と
思
う
と
と
て
も
心

地
よ

い
気
持
ち
に
な
り
、
な
ん
と
か
歌
碑
ま
で

た
ど
り
着

こ
う
と
思
い
歩

い
て
い
ま
し
た
ね
。
」

今
回
の
和
紙
グ

ラ
フ
作
品
を
制
作
す
る
に
あ

た

っ
て
、
水
木
さ
ん
は
嵐
山
渓
谷
に
絞

っ
て
表

現
し
た
。
デ
こ
の
渓
谷
を
ど
う
表
現
し
よ
う
か
、

同
じ
場
所
を
全
く
違
う
よ
う
に
見
せ
る
に
は
ど

与訪J野 晶子 歌 碑 道 じるベ

嵐 山渓 谷 バーベ キュー場



う
し
た
ら
い
い
か
。
撮

っ
て
き
た
写
真

の
種
類

で
ど
う
表
現
出
来
る
か
を
考
え
ま
し
た
。
」

今

回

の
作

品

に
限
ら
ず
、

和
福
グ

ラ

フ
は

ベ
ー

ス
が
和
紙
あ
り
き
な

の
だ
と
言
う
。
「
純

粋
な
和
紙
に
イ
ン
ク
表
現
を
し
た
と
き
に
、
そ

の
滲
み
具
合
や
ど
ん
な
色
に
変
化
す
る
の
か
な

ど
を
考
え
、
そ
の
和
紙

の
素
材

の
特
徴
を
ど
う

生

か
す

か
を
追

求

し

て

い
ま
す
。
」
だ

か
ら

イ

ン
ク
ジ

エ
ツ
ト
対
応

の
表
面
加

工
を
し
た
も
の

は
い

っ
さ

い
使

用
し
な

い
事
に
し
て
い
る
そ
う

だ
。

「
和
紙
を
漉
く
人

の
と

こ
ろ

へ
取
材

に
行

き
、
そ

こ
で
漉
か
れ
た
和
紙
を
使

い
、
作
品
作

り
を
し
て
い
ま
す
。
」

ま
た
、

い
い
ビ
ジ

ュ
ア
ル
を
見

つ
け
る
の
も

本
当

に
大
変
な
事
と
感

じ
て

い
る
。
「
和
紙
を

生
か
す
に
は
、
ま
た
ビ
ジ

ュ
ア
ル
を
生
か
す
に

は
と
両
方
を
考
え
て
い
ま
す
。
両
方
を
生
か
せ

て

一
体
に
な

っ
た
時
に
和
紙
グ

ラ

フ
が
完
成
す

る
と

思
う

か
ら

で
す

ね
。
」
水
木

さ

ん

に
和
紙

の
魅
力

に

つ
い
て
聞

い
て
み
た
。
「
心
休
ま
る

ぬ
く
も
り
が
あ
り
、
手
触
り
感
、
優
し
さ
を
感

じ
ま
す
。
」

※
和
紙
グ
ラ
フ
作
品
を
誌
上
販
売
し
ま
す
。

Ｐ
５５
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。
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