
　
宇
和
島
市
を
活
動
拠
点
に
、

ド
ク
メ
ン
タ
と
ヴ
ェ
ネ
チ
ア
・

ビ
エ
ン
ナ
ー
レ
の
二
大
国
際

展
を
は
じ
め
国
内
外
数
多
く

の
展
示
会
に
参
加
す
る
な
ど
、

現
代
日
本
を
代
表
す
る
ア
ー

テ
ィ
ス
ト 

大
竹 

伸
朗 

さ
ん
。

東
京
国
立
近
代
美
術
館
で
立

ち
上
が
っ
た
16
年
ぶ
り
の
大

回
顧
展
「
大
竹
伸
朗
展
」
が
、

い
よ
い
よ
地
元
・
愛
媛
県
美

術
館
で
開
催
さ
れ
ま
す
。

　
こ
れ
を
記
念
し
て
、
地
元

開
催
へ
の
思
い
や
宇
和
島
の

今
と
こ
れ
か
ら
に
つ
い
て
、

大
竹
文
庫
で
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー

を
行
い
ま
し
た
。

既
に
そ
こ
に
あ
る
も
の

「
大
竹
伸
朗
展
」
開
催
記
念
　
　
大
竹 

伸
朗  

特
別
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー

《宇和島駅》1997年 Photo：早田浩紀／愛媛県美術館、2023年
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い
よ
い
よ
地
元
で
の
開
催
と
な
る

「
大
竹
伸
朗
展
」
に
つ
い
て

　

経
歴
で
は
１
９
８
８
年
か
ら
宇
和
島

に
来
た
と
な
っ
て
い
る
け
ど
、
そ
の
前

か
ら
遊
び
に
来
た
り
し
て
い
た
か
ら
、

宇
和
島
と
の
関
係
は
か
れ
こ
れ
40
年
近

く
に
な
る
。人
生
の
半
分
以
上
で
す
ね
。

こ
れ
ま
で
、
近
く
で
今
回
の
よ
う
な
規

模
で
展
示
を
行
う
こ
と
が
無
か
っ
た
か

ら
、
特
に
宇
和
島
の
人
に
と
っ
て
は
お

披
露
目
の
機
会
に
な
る
。
東
京
で
の
開

催
と
は
違
う
思
い
が
あ
り
ま
す
。
仕
事

柄
地
元
の
人
と
関
わ
る
こ
と
も
な
い

し
、
自
分
の
や
っ
て
い
る
こ
と
が
伝
わ

ら
な
い
期
間
が
長
か
っ
た
か
ら
、
今
回

は
す
ご
く
楽
し
み
で
す
ね
。
ぜ
ひ
た
く

さ
ん
の
人
に
見
て
も
ら
い
た
い
で
す
。

宇
和
島
を
拠
点
に
し
て
い
る
の
は

は
ど
う
し
て
で
す
か
？

　

１
９
８
８
年
に
東
京
の
展
覧
会
が
決

ま
っ
て
い
て
、
宇
和
島
の
造
船
所
で
も

ら
っ
た
木
船
で
立
体
作
品
を
作
る
こ
と

を
決
め
て
い
た
ん
で
す
。
そ
れ
で
し
ば

ら
く
は
、
東
京
で
絵
を
描
い
て
宇
和
島

で
創
作
し
て
の
往
復
だ
っ
た
ん
で
す
け

ど
、
東
京
の
作
業
場
が
手
狭
に
な
っ
て

き
て
契
約
も
切
れ
る
タ
イ
ミ
ン
グ
だ
っ

た
か
ら
、
作
品
や
材
料
な
ど
を
と
り
あ

え
ず
宇
和
島
に
送
ろ
う
と
。
そ
の
と
き

は
宇
和
島
に
拠
点
を
移
そ
う
と
は
考
え

て
な
か
っ
た
で
す
。
３
年
く
ら
い
は
い

る
の
か
な
程
度
。
そ
の
う
ち
娘
が
生
ま

れ
て
、
ず
っ
と
い
る
よ
う
に
な
っ
た
。

自
分
の
仕
事
は
周
り
と
の
つ
な
が
り
が

無
い
し
、
と
り
あ
え
ず
広
い
場
所
を
と

い
う
の
が
最
も
重
要
だ
っ
た
の
で
宇
和

島
は
最
適
で
し
た
。
そ
れ
か
ら
は
、
宇

和
島
で
し
か
で
き
な
い
こ
と
を
や
ろ
う

と
切
り
替
え
て
い
っ
た
の
で
、
作
品
が

大
き
く
な
っ
て
い
っ
た
。
宇
和
島
は
家

族
が
い
て
、
創
作
す
る
場
所
で
す
ね
。

　

自
分
に
と
っ
て
、
場
所
は
あ
ま
り
関

係
な
い
ん
で
す
。
そ
の
場
所
を
面
白
が

る
か
ど
う
か
な
ん
で
、
宇
和
島
の
面
白

宇
和
島
の
人
に
と
っ
て
お
披
露
目
の
機
会

い
と
こ
ろ
を
探
し
て
い
く
し
か
な
い
。

他
の
人
に
と
っ
て
は
た
だ
の
ゴ
ミ
で
も

自
分
に
と
っ
て
は
画
材
に
な
り
得
る
。

都
会
に
し
か
な
い
も
の
が
無
い
と
ダ
メ

な
人
も
い
る
だ
ろ
う
け
ど
、
自
分
に

と
っ
て
は
そ
う
い
う
こ
と
は
最
重
要
で

は
な
い
。
も
の
を
作
っ
て
な
ん
ぼ
な
ん

で
、
作
品
を
作
れ
る
と
こ
ろ
が
一
番
重

要
な
ん
で
す
。
作
品
が
作
れ
れ
ば
ど
こ

で
も
い
い
。

会
場
の
屋
根
に
取
り
付
け
ら
れ
た

「
宇
和
島
駅
」
に
つ
い
て

　

90
年
代
に
宇
和
島
駅
が
改
築
に
な
る

と
き
に
、
保
管
さ
れ
る
も
の
だ
と
思
っ

て
た
ら
捨
て
ち
ゃ
う
っ
て
い
う
ん
で
、

譲
っ
て
も
ら
っ
た
ん
で
す
。
屋
根
に

上
っ
て
自
分
で
一
文
字
ず
つ
外
し
て
。

地
名
っ
て
想
像
以
上
に
人
に
影
響
を
与

え
て
い
る
と
思
う
か
ら
、
こ
の
サ
イ

ン
は
絶
対
に
捨
て
ち
ゃ
ダ
メ
だ
っ
て
思

い
ま
し
た
。
普
段
は
当
た
り
前
の
も
の

だ
け
ど
、
無
く
な
っ
て
初
め
て
大
事
さ

に
気
づ
く
っ
て
い
う
か
、
身
の
回
り
に

あ
る
う
ち
は
分
か
ら
な
い
。
そ
れ
は
誰

で
も
そ
う
だ
と
思
う
。
そ
れ
で
自
分
で

ネ
オ
ン
管
を
入
れ
て
、
作
品
と
し
て
新

潟
、
大
阪
、
水
戸
、
広
島
、
福
岡
、
丸

亀
と
い
ろ
い
ろ
な
場
所
で
展
示
し
て
き

ま
し
た
。
近
美
（
東
京
国
立
近
代
美
術

館
）
に
も
設
置
し
た
ん
で
す
け
ど
、
近

美
は
１
９
６
９
年
に
建
て
ら
れ
た
昭
和

建
築
の
代
表
作
の
よ
う
な
も
の
で
、
そ

の
昭
和
の
建
築
と
宇
和
島
駅
が
こ
れ
ま

で
の
中
で
ベ
ス
ト
マ
ッ
チ
だ
と
感
じ
た

ん
で
す
。
今
回
近
美
に
こ
れ
を
取
り
付

け
る
た
め
に
今
ま
で
宇
和
島
で
過
ご
し

て
来
た
の
か
な
と
思
え
る
く
ら
い
に
。

宇
和
島
駅
が
自
分
の
家
族
の
よ
う
に
見

え
た
。
冗
談
だ
け
ど
、
美
術
館
の
中
が

空
っ
ぽ
で
も
い
い
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
思

う
く
ら
い
、
今
回
の
展
覧
会
で
自
分
が

や
り
た
い
こ
と
の
す
べ
て
を
言
い
得
て

い
る
な
と
、は
っ
き
り
意
識
し
ま
し
た
。

あ
れ
こ
そ「
既
に
そ
こ
に
あ
る
も
の
」っ

て
い
う
か
。

《宇和島駅》1997年 Photo：岡野圭
（※写真は東京国立近代美術館開催時）

5 　広報うわじま May.2023



宇
和
島
の
良
さ
、
面
白
さ
と
は

　

ど
こ
で
も
そ
う
だ
け
ど
、
地
元
の
人

は
当
た
り
前
過
ぎ
て
気
付
か
な
い
ん
で

す
よ
ね
。
よ
そ
者
が
入
っ
て
き
て
何
か

見
つ
け
て
動
き
出
し
て
、
そ
れ
を
地
元

の
人
が
面
白
が
っ
た
り
す
る
と
展
開
し

て
い
く
っ
て
い
う
こ
と
が
多
い
ん
じ
ゃ

な
い
か
な
。
特
に
若
い
子
な
ん
か
が
そ

う
い
う
の
に
気
づ
い
て
可
能
性
を
感
じ

て
始
ま
っ
て
い
く
っ
て
い
う
か
。
自
分

が
来
た
こ
ろ
は
そ
う
い
う
状
況
で
は
な

か
っ
た
。
娘
の
世
代
が
Ｕ
タ
ー
ン
や
Ｉ

タ
ー
ン
で
戻
っ
て
き
て
面
白
い
こ
と
を

始
め
出
し
て
る
。
結
局
そ
こ
に
い
る
人

が
面
白
く
な
ら
な
い
と
面
白
く
な
ら
な

い
ん
で
す
よ
。
ど
こ
で
も
ゆ
る
キ
ャ
ラ

や
Ｂ
級
グ
ル
メ
と
か
に
い
き
が
ち
だ
け

ど
、
あ
あ
い
う
の
は
ダ
メ
な
ん
じ
ゃ
な

い
か
な
。
人
が
集
ま
る
っ
て
い
う
こ
と

は
、
面
白
い
人
の
気
配
を
感
じ
た
い
ん

だ
と
思
う
ん
で
す
。
そ
う
い
う
価
値
観

を
作
る
の
は
時
間
が
か
か
り
ま
す
よ

ね
。
す
ぐ
結
果
を
出
そ
う
と
し
て
安

直
な
ア
イ
デ
ア
を
繰
り
返
す
の
は
悪
循

環
。
と
り
あ
え
ず
10
年
は
文
句
を
言
わ

な
い
っ
て
い
う
体
制
が
必
要
だ
と
思
い

ま
す
。
何
人
来
て
い
る
と
か
ば
か
り
気

に
し
て
い
る
と
続
か
な
い
。

宇
和
島
も
人
口
が
ど
ん
ど
ん
減
っ

て
い
ま
す
。

　

や
ば
い
で
す
よ
ね
。
こ
の
数
年
で

ガ
ラ
ガ
ラ
重
要
な
場
所
が
無
く
な
っ

ち
ゃ
っ
て
る
。
モ
ダ
ン
な
シ
ョ
ッ
ピ
ン

グ
モ
ー
ル
が
で
き
れ
ば
い
い
っ
て
も
ん

じ
ゃ
な
い
ん
で
す
よ
。
宇
和
島
駅
の
サ

イ
ン
じ
ゃ
な
い
け
ど
、
何
が
大
事
な
の

か
を
見
極
め
る
人
が
い
な
い
と
難
し
い

で
す
よ
ね
。
新
し
く
す
る
部
分
と
、
古

い
部
分
の
こ
こ
は
無
く
し
ち
ゃ
い
け
な

い
っ
て
い
う
の
を
見
極
め
て
開
発
し
て

い
か
な
い
と
、
せ
っ
か
く
無
意
識
に
積

み
上
が
っ
て
き
た
い
い
も
の
も
、
感
知

し
な
い
人
が
判
断
す
る
と
み
ん
な
消
え

ち
ゃ
う
。
宇
和
島
に
来
た
時
に
い
い
建

物
だ
な
と
思
っ
た
も
の
を
、
バ
シ
バ
シ

壊
し
ち
ゃ
う
も
ん
ね
。
せ
っ
か
く
宝
が

あ
る
の
に
捨
て
ち
ゃ
う
、
そ
う
い
う
の

は
地
方
都
市
の
残
念
な
と
こ
ろ
だ
と
思

い
ま
す
。
し
か
も
加
速
し
て
い
っ
て
い

る
。
そ
こ
に
い
る
人
た
ち
が
気
づ
か
な

い
限
り
止
め
よ
う
が
な
い
で
す
よ
ね
。

自
分
な
ん
か
が
言
っ
て
も
何
の
力
も
な

い
し
、
ま
だ
宇
和
島
に
残
っ
て
い
る
い

い
部
分
を
生
か
し
て
い
く
っ
て
い
う
動

き
を
し
な
い
と
。
難
し
い
の
は
、
ア
ー

ト
っ
て
い
う
の
は
あ
ま
り
必
要
と
思
わ

宇
和
島
の
い
い
部
分
を
見
極
め
て
ほ
し
い
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れ
な
い
も
の
だ
か
ら
、
ど
う
し
て
も
ほ

か
の
部
分
に
目
が
行
っ
て
し
ま
う
。
そ

れ
も
分
か
る
ん
だ
け
ど
、
そ
れ
プ
ラ
ス

そ
う
い
っ
た
ア
ー
ト
的
な
も
の
が
な
い

と
悪
循
環
で
す
よ
ね
。
10
年
後
は
ど
う

な
っ
て
ん
の
か
な
と
思
い
ま
す
。
加
速

度
が
心
配
。

最
近
で
面
白
か
っ
た
エ
ピ
ソ
ー
ド

は
あ
り
ま
す
か
？

　

最
近
、
長
崎
県
雲
仙
市
に
ト
ー
ク
で

呼
ば
れ
た
ん
で
す
け
ど
、
主
催
者
は
農

家
と
組
ん
で
直
売
所
を
や
っ
て
い
る
よ

う
な
人
で
、
何
で
自
分
が
呼
ば
れ
る
ん

だ
ろ
う
と
思
っ
た
け
ど
、
雲
仙
は
好
き

だ
か
ら
興
味
本
位
で
行
っ
た
ん
で
す
。

そ
の
主
催
者
は
50
歳
く
ら
い
で
東
京
出

身
な
ん
で
す
け
ど
、
家
族
で
移
住
し
て

て
、
地
元
の
若
い
人
た
ち
と
い
ろ
ん
な

こ
と
や
っ
て
る
ん
で
す
よ
。
最
初
は
そ

れ
を
面
白
い
と
思
わ
な
い
人
も
い
た
み

た
い
だ
け
ど
、
一
軒
一
軒
会
い
に
行
っ

て
自
分
た
ち
が
や
り
た
い
こ
と
を
一
生

懸
命
話
す
と
興
味
持
っ
て
く
れ
て
、
少

し
ず
つ
一
緒
に
や
っ
て
く
れ
て
る
。
新

し
い
こ
と
や
っ
て
ま
す
っ
て
グ
ル
ー
プ

で
独
立
す
る
ん
じ
ゃ
な
く
て
、
地
元
と

つ
な
が
る
っ
て
い
う
方
向
性
を
探
っ
て

い
る
の
が
す
ご
い
。
気
持
ち
が
あ
る
っ

て
い
う
か
、一
生
懸
命
な
ん
で
す
よ
ね
。

い
い
感
じ
に
地
域
を
ひ
っ
か
き
回
し
て

て
、
そ
こ
に
興
味
を
持
っ
た
人
が
い
ろ

ん
な
と
こ
ろ
か
ら
集
ま
っ
て
る
。
呼
ば

れ
た
ト
ー
ク
も
絵
と
か
農
業
の
こ
と

じ
ゃ
な
く
て
生
き
方
み
た
い
な
も
の
に

興
味
を
持
っ
て
話
す
感
じ
で
、
美
術
館

で
美
術
の
話
を
す
る
よ
り
面
白
か
っ
た

ん
で
す
よ
。
心
が
通
い
合
う
っ
て
い
う

か
、
絆
が
で
き
た
よ
う
な
、
ま
た
行
っ

て
み
た
い
な
っ
て
思
え
た
。
若
い
子
た

ち
が
い
っ
ぱ
い
い
て
、
こ
こ
が
い
か
に

い
い
と
こ
ろ
か
っ
て
い
う
の
を
案
内
し

て
く
れ
て
、
野
菜
が
有
名
だ
か
ら
振
る

舞
っ
て
く
れ
た
り
、
い
わ
ゆ
る
も
て
な

し
っ
て
い
う
の
が
心
に
染
み
ま
し
た

ね
。
夜
も
み
ん
な
帰
ん
な
く
て
、
畳
の

上
で
車
座
で
語
り
合
う
み
た
い
な
。
自

分
は
そ
う
い
う
の
苦
手
な
ん
だ
け
ど
、

い
つ
ま
で
も
帰
ら
な
い
ん
で
す
よ
。
質

問
い
い
で
す
か
と
か
っ
て
。
あ
あ
い
う

熱
っ
て
い
う
か
、
面
白
い
人
が
集
ま
る

場
所
に
自
然
と
な
ら
な
い
と
、
な
か
な

か
活
性
化
は
難
し
い
ん
だ
と
思
い
ま

す
。
あ
る
意
味
自
然
発
生
的
な
も
の

じ
ゃ
な
い
と
。

こ
れ
か
ら
の
宇
和
島
に
つ
い
て

　

や
っ
ぱ
り
若
い
世
代
に
か
か
っ
て

る
。
娘
た
ち
も
面
白
い
こ
と
や
っ
て
る

若
い
子
た
ち
と
つ
な
が
っ
て
て
、
宇
和

島
も
変
わ
っ
た
な
っ
て
娘
を
通
し
て
感

じ
ま
し
た
ね
。
や
っ
ぱ
り
面
白
い
こ
と

や
り
た
い
子
っ
て
い
る
ん
で
す
よ
。
そ

う
い
う
中
で
つ
な
が
っ
て
何
か
や
っ
た

り
し
て
る
し
、
あ
あ
い
う
の
が
ち
ょ
っ

と
ず
つ
で
も
広
が
る
と
い
い
で
す
よ

ね
。
商
店
街
も
空
い
て
る
と
こ
が
い
っ

ぱ
い
あ
る
じ
ゃ
な
い
で
す
か
。
な
ん

で
あ
あ
い
う
と
こ
ろ
で
回
転
し
て
い
か

な
い
の
か
な
っ
て
思
い
ま
す
よ
ね
。
若

い
子
た
ち
が
宇
和
島
で
何
か
す
る
と
し

た
ら
、
あ
ん
な
に
立
派
な
商
店
街
が
あ

る
ん
だ
か
ら
、
あ
そ
こ
を
利
用
す
る
し

か
な
い
ん
じ
ゃ
な
い
か
な
。
や
っ
ぱ
り

宇
和
島
は
商
店
街
が
カ
ギ
な
ん
だ
と
思

い
ま
す
。
全
国
的
に
見
て
も
あ
ん
な
に

大
き
い
商
店
街
は
な
か
な
か
無
い
。
ま

ず
は
１
軒
と
か
か
ら
始
め
て
、
広
く
公

募
し
た
り
す
る
と
や
る
べ
き
こ
と
が
薄

ま
っ
ち
ゃ
う
か
ら
タ
ー
ゲ
ッ
ト
を
絞
り

込
ん
で
や
っ
て
み
る
と
か
。

　

直
島
（
香
川
県
直
島
町
）
の
家
プ
ロ

ジ
ェ
ク
ト
（
空
き
家
な
ど
を
改
修
し
作

品
化
す
る
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
。
大
竹
さ
ん

の
作
品
「
は
い
し
ゃ
」
が
あ
る
）
な
ん

か
は
20
数
年
前
か
ら
始
ま
っ
た
ん
だ
け

ど
、
最
初
は
す
ご
く
馬
鹿
に
さ
れ
て
い

た
ん
で
す
よ
。
あ
ん
な
の
人
来
な
い
で

し
ょ
と
か
、
地
元
か
ら
の
冷
や
や
か
な

目
も
あ
っ
た
。
今
で
こ
そ
ア
ー
ト
の
島

と
な
っ
て
い
る
け
ど
、
火
が
付
く
ま
で

は
す
ご
く
大
変
で
時
間
が
か
か
っ
て
い

ま
す
。
空
き
家
問
題
は
全
国
的
に
も
多

く
て
、
安
直
な
発
想
で
空
き
家
を
ア
ー

ト
に
み
た
い
な
依
頼
が
た
く
さ
ん
あ
っ

た
り
も
す
る
け
ど
、
簡
単
に
考
え
す
ぎ

て
る
。か
け
る
と
こ
ろ
は
か
け
な
い
と
、

や
っ
ぱ
り
ア
ー
ト
の
専
門
家
が
入
ら
な

い
と
難
し
い
と
思
い
ま
す
ね
。
あ
と
は

作
る
の
も
大
変
だ
け
ど
、
作
っ
て
か
ら

も
大
変
。
そ
こ
ま
で
視
野
に
入
れ
て
考

え
る
必
要
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。

や
っ
ぱ
り
若
い
世
代
に
か
か
っ
て
い
る
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い
よ
い
よ
開
催
「
大
竹
伸
朗
展
」

《ダブ平＆ニューシャネル》 1999年
公益財団法人 福武財団

1955年東京都生まれ。愛媛県宇和島
市在住 。主な個展に熊本市現代美術
館／水戸芸術館現代美術ギャラリー 
(2019）、パラソルユニット現代美術
財 団(2014） 、 高 松 市 美 術 館(2013）、
丸亀市猪熊弦一郎現代美術館(2013）、
ア ー ト ソ ン ジ ェ セ ン タ ー (2012）、
広 島 市 現 代 美 術 館 ／ 福 岡 市 美 術 館
(2007）、東京都現代美術館(2006)など。
また国立国際美術館(2018）、ニュー・
ミュージアム・オブ・コンテンポラ
リー・アート(2016）、バービカン・
センター (2016)などの企画展に出展。
ハワイ・トリエンナーレ(2022）、ア
ジア・パシフィック・トリエンナーレ
(2018）、横浜トリエンナーレ(2014）、
ヴ ェ ネ チ ア・ ビ エ ン ナ ー レ(2013）、
ドクメンタ(2012）、光州ビエンナー
レ(2010）、瀬戸内国際芸術祭(2010、
13、16、19、22)など多数の国際展に
参加。また「アゲインスト・ネイチャー」
(1989）、「キャビネット・オブ・サイ
ンズ」(1991)など歴史的に重要な展覧
会にも多く参加している。

©︎Shinro Ohtake, photo by Shoko

【作家プロフィール】
大竹伸朗   Shinro Ohtake

《残景 0》 2022年 Photo：岡野圭

　本展は、高度成長期の東京に生まれ育ち、1988年以降は愛媛県宇和
島市を拠点に制作する大竹伸朗の軌跡を7つのテーマ──「自／他」「記
憶」「時間」「移行」「夢／網膜」「層」「音」──に基づいて読み解く回
顧展です。
　大竹伸朗（1955－）は、分野を限定することなく多彩に活動を展開
し、二大国際展であるドクメンタ（2012年）とヴェネチア・ビエンナー
レ（2013年）に参加するなど、現代日本を代表するアーティストとし
て海外でも高く評価されています。消費され、忘却されてゆくような
あらゆる「もの」に着目し、半世紀近くにわたり独創性に溢れる作品
を手掛けてきました。その膨大な数の作品の中には《ニューシャネル》
や《宇和島駅》を始め、宇和島ゆかりの作品も数多くみられます。
　今回、ライフワークである70冊を超える《スクラップブック》や記
念碑的な立体大型作品を含む、選び抜かれたおよそ500点にも及ぶ作
品を、敢えて時系列から切り離しその作品世界に没入できるよう再構
築してご紹介します。大竹伸朗が、その半生をかけて見つめてきた情
景を、作品を通して追体験していただければ幸いです。
　開館25周年を迎える愛媛県美術館を会場に、初の地元開催となる本
展では、宇和島市、そして道後温泉本館（松山市）と連携した特別展
示も実施します。

５
月
３
日
㈬
㈷
～
７
月
２
日
㈰ 

＠
愛
媛
県
美
術
館

《モンシェリー：スクラップ小屋としての自画像》
2012年 Commissioned by dOCUMENTA（13）
Photo：山本真人

《憶景 14》 2018年
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《熱景／ NETSU-KEI》 （道後温泉本館素屋根テント膜作品） 2021年
© Shinro Ohtake / dogo2021

《のぞき岩》 （「パフィオうわじま」ホール緞帳作品） 2019年

《ニューシャネル》 1998年

《ミスター・ピーナッツ》
1978-81年 個人蔵

《ひねもす叫び 新宿／新潟／熊本》 1999年

《Wallpaper》 1978–79年

《芥子／音影Ⅱ》 2008年
愛媛県美術館

《時憶／フィードバック》 
2015年

《4つのチャンス》 1984年

《スクラップブック #71／宇和島》 
2018–21年 Photo：岡野圭大竹伸朗が手掛けた「パフィオうわじま」ホール緞帳と、

道後温泉本館保存修理後期工事の素屋根テント膜作品の原画を特別展示します。

初公開

大竹文庫で配布
しているブック
リ ス ト(期 間 中
限定スタンプ入
り)を 持 参 す る
と、入場料が割
引になります。

2020年８月に
パフィオうわじ
ま内にオープン
した、大竹さん
の寄託蔵書を閲
覧・貸出できる
コーナーです。

大竹文庫

表紙絵が変わりました

テント膜作品の設置期間は2023年10月31日㈫（予定）までに変更となりました。詳細は未来へつなぐ道後まちづくり実行
委員会事務局（松山市道後温泉事務所内）☎089-921-6464までお問い合わせください。
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