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文字 を展示す る

松 村一徳

　篆刻美術館設立当時の 事業内容 は 、篆刻家の 育成、現代

篆刻作家紹介 と作 品収集、物故篆刻作家紹介で 、間 も な く

篆刻関係図書収集 も加 え、篆刻 図書 閲覧 の で き る 実技学習

室 を設 置 した。筆者 は篆刻美術 館事業 の 基 本 方針 を漢字の

正 しい 理 解 と振 興 に 求 め た。現 在使用 して い る漢 字の 元 と

な る文 字は、篆刻 で 用 い る篆書 で あ る こ とか ら、漢 字の 正

しい 理 解 と興 味 の 指向 を、篆刻 を通 じて行 うもの と した。

　篆刻普及 の 目的 は 篆書 の 正 しい 理 解 で あ り、篆書 に よ る

語句の 美 しい 運 用 に 向け て 、小 中学生 か らの 篆書 学習 に始

まる生 涯 学 習 プ ロ グ ラム を設 け た。

　篆刻 の 鑑 賞 対 象は 刻 印 と印影 で あ る が、刻 印の 材 で あ る

印材 は 文字を刻す素材 で あ る が、文字の 有無 に 関 係 な く石

と して み れ ば鉱物資料で あ り、動 物 や 風 景 が 飾 りと して 刻

まれ て い れ ば工 芸品 に なる もの で あ る。だが、文字 に注 目

す れ ば 芸術 作 品 で あ り、最 終的 に は 印泥 をつ け てそ れ を紙

に捺 した 「印影」 を鑑賞の 中心 とすれば、こ れ は 書道資料

で あ り漢 文 資 料 で もあ る。篆刻 の 包括 す る 範 囲 は広 く区 分

は 難 しい 。篆刻 は 書 道 芸 術 の
一部 と して 取 り扱 われ るが、

文字 とい う内容か らは 国 語 ・漢文 ・文字学 か らの 説 明 が 不

可欠で、図書や文書 か らの ア プ ロ
ー

チ も必要 となる 。

　当館で 扱う文字は、墨書され た書作品を除く大半が、プ

リ ン トされ た 資料 とい う特殊性 が ある 。 刻印自体の 文字は

左右反転 した左文字で 刻され た もの で 、印影 と なっ て 通常

の 字形で 読 む こ とが で きる 。 また戦国秦漢時代の 資料で あ

る 陶文や 封泥は そ の ま まの 状態で は 文字 の 判読が 難 し く、

拓本 に よ っ て 可 視化 され る 必要が ある。立体物で あ る
一

次

資料 を用 い 、平 面 の 二 次資料 を制作 する訳 で あ る。当 初 か

ら印譜に な っ て い る もの を除き、展 示 に は こ う した基礎作

業 が必要で ある。そ れ を元 に釈文を作成 し、二 種類の 資料

を元 に作品の 命名 に始まるデータが 出来上 が る。

　二 次資料 で あ る 印影 は、紙質と印泥 と捺 し方 に よ っ て 微

妙 に 形状 に 差異が生 じる 。 それ らを最近の デ ジ タ ル 処理に

よ る認 証 方法 で判断す れ ば、同
一

と は判断 され ない か も し

れ ない 。 それ で は 困る こ と か ら、許容範囲 を もうけて 同
一

か否 か の 判 断を しな け れ ば、印章制 度の 根本が 覆っ て し ま

う。 許容範囲 とい う点 に 関 して い えば、瞹昧性 を含む 人間

に頼 る判断が 優位 に働 くが 、逆 に偽物 を本物 と判断す る可

能性 も高 くな る。プ リ ン トとい う共通点を有する 篆刻 と版

画 を比較す る 。 印章 ・篆刻 は、作者の 手 を離れ た 後に 、何

百や 何 千 回 も捺 され る と い う前 提で 制 作 され る点が、数 十

回の 使用で 廃棄 され る 版画 と大い に 異なる 。

　篆刻 は 篆書 とい う文字 を用い て 約七百年の 歴史が あり、

漢字圏で は共通の 芸術 と して 認知 され て い る こ とか ら、作

品交流が さか ん で あ る 。 だが 日本人の 中国好き故 に 、困っ

た 問題 が あ る。日本 人 は 江 ff時 代 の 書 画 篆刻 を低 く評 価

し、同時代の 中国作品 を高 く評価 して い る 。 それ が作品価

格 に も影響 し、中国 作品 に 高値 がつ き日本作品 は 二束 三文

の 扱 い で 、さらに 悪い こ とに 日本作品 は粗末 に扱 わ れ作家

研究 が あ ま り行 われ て い ない 。篆刻 に 関 して い えば、中国

篆刻作品の コ レ ク タ
ー

は 多数い る もの の 、日本篆刻作 品 の

収蔵者は本当に少 ない
。 篆刻 とい う性格上、作品で ある刻

印 は 依頼者の 手許 にあ るの で 、い きお い 収蔵者の 大半は ご

く
一

般 の個 人 で あ る。そ れ も個 々 に数点 とい う状 況 で これ

らは表 に で る こ との ない もの で ある 。

一
方 コ レ ク タ

ーとい

う人 で も価値 の 高い 中国 篆刻 ば か り集め 、実際 に捺 して楽

しん で い て も、手放す 時は コ レク ター
間で の 移動が ある の

み で 、め っ た に公的機関へ の 寄贈 もなく、その た め に 日本

に お い て は公 的機 関 の 篆刻収蔵 が ほ とん ど無 い とい う状 況

で ある 。

　研 究 方面 で は、人 気作家を除 き全 く研究 が 進ん で い な

い
。 そ の なか で も近代篆刻家 の 研究 は 日 中い ずれ も欠落

し、それ 以外 の 時期 にお け る中国篆刻家 の 研究 は進ん で い

る に も関 わ らず、日本篆刻作家研究が極端 に 遅れて い る 。

作家 の 生 没年が わか らない ど ころ か、雅号が わか っ て い て

も本名や本籍が不明 とい う状況で 、あまりに も情報が 欠落

して い るの で、全国 か らの 問 い 合 わ せ に筆者もお 手上 げ の

状 態 で あ る。中国 にお い て、日本篆刻研究者 や コ レ ク ター

は皆無 と い っ て よい 状況で あっ た もの が、よ うや く日 本篆

刻 が 紹介 さ れ 始 め、最近 は 中 国 人が 来 日 し 日本書道 ・篆刻

を勉 強 す る と い うかつ て 無い 状況 に あ り、日本 篆刻 を ア ジ

ア に 広 く紹 介 で きる土 壌 が 育 ち つ つ あ る。と はい っ て も東

ア ジ ア とい う漢字 圏 に お け る 篆刻情報交流 は、中国 篆刻家

に 限定 されて しま うで あ ろ う。そ の 為 に も三 百 数 十 年の 日

本篆刻研究 を推進す る 必要 に 迫 ら れ て い る 。 と りわ け 日本

篆刻 の 資料 保 存 に 関 して 危機感 を感 じ、日本 篆刻 を研 究 ・

調査 ・紹介する 事が 篆刻美術 館 の 役割と し、企 画 を実施 し

て きた 。

　企 画展準備 で 困 る事は
、 他の 博物館美術館 な どの 機関で

の 篆刻資料収蔵例が 極め て 少な い 事 か ら、個人 コ レ ク タ
ー

の 収蔵す る作 品 を探 し出 し、データ を と り集積す る作 業 で

あ る。そ の た め、あ る作家 の 収蔵者 を探す に は、篆刻 書 法

愛好者 との 日々 の 情報交換が不 可 欠 で ある。当館展 示品 の

内容 は、篆書 とい う文 字を含 む事が 基 本で あ るが、ど うい

う わ け か 篆刻 関 連作 品 に は 通 常使 用 しな い 文字 が 多く、

「今昔文字鏡」の お 世 話 に な る こ とが多い 。以 前 は 中 国語

を埋 め 込 ん で 目録 ・キ ャ プ シ ョ ン を製作 して い た 事を 考え

れ ば、格段 に 楽 に なっ た 。 しか しそ れ で も春秋 戦 国 時代 の

文字 に は 、外字作成 の 文字 が多数存在 し、苦痛 の 種で あ

る 。

　他方刻印の 展示法は 難物 で ある 。 本来 は印影が 鑑賞対象

で あ る に も関 わ らず、来館者は 刻印の 展示 を求め る 。 刻印

を鑑賞す る機会は 当館 以外 で は非常 に少 ない か らで あ る。

そ し て 文字 を刻 した 印 面 が、展示の 中心 とな る が、側 款 が

ある と頭 を痛め る。印面 を正 面で 展 示 す る と、側款 は 見難

くな るか 、見 えな い 。加 え て 、篆刻 の 中 心 は 印面 で あ る の
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に、印 面 の 反対側 に ある 鈕 （獅子 な どを刻 した つ まみ ）の

方が 見た い と求め られ る と対 応 の し よ うが な い 。鏡 を用 い

る 方法もあ る が 、印の 数は 多い の で 鏡 だ らけ に な り鬱陶 し

くな る し、展示ス ペ ース も多く求め られ る の で 、現実 は 不

可 能で あ る 。

　篆刻美術館へ の 問い 合わ せ の 大半 は 、印章 ・篆刻 に 用 い

られ る篆書 とい う文字の 現代文字へ の 釈読 で ある 。 年度末

に 特 に 多くな る が 、各地の 教 育委員会が市史 や町 史編纂の

最 終段 階で 、古文書 に 捺 され た 印を読 ん で 欲 しい とい う類

で あ る 。 そ こ で 、現在通常使用 す る 事 の な い 文字 を用い た

印章や 篆刻 に 出 会 っ た 時に ど う対処 す る か だが、篆書 の 基

礎 知 識 が ない 場 合 は お 手 上 げ で あ る。だが 唯一
の 方法は、

『篆楷字典亅　（丘 襄二 、1983 、マ ール 社 ） で あ る。篆書 を

構成する 部 品 の 形 状 を頼 りに楷 書 を探 し出す 事 が 出 来 る。

　 こ れ は 日 本 語 で あ る が 中 国語 で 同種 の もの に 『篆真字

典」　 （洪鈞陶主編、1996 、文物 出版 社）が あ る。筆者 か ら

み て も どち ら もか な りマ ニ ア ッ ク な本 だが、役 に 立 つ 内容

で あ る。時間 に 余裕 が ある 場 合 は、　 『説 文解 字』　 （許慎）

か ら勉 強 す る の が 善 い が、専門に 研究す る の で 無 い 限 り

は 、挫折 する 。で は ど うする の か。と にか く篆書 の 部 首だ

け で も覚え る 事 で あ る 。 も し覚 え られ な くて も、検字の 時

間は 大幅に 短縮 で きる 。　『五 家書 説 文部 首字 彙』　（黄 嘗 銘

編著 、1993 、眞微 書 屋 ） は、著 名 な書家 5 人が 部 首 を篆書

で 書い た もの で 、書 を味 わ い つ つ 理 屈ぬ きで 篆書 部首 を覚

え る の に適 して い る。

　ある程度部 首が わ か っ て くれば、使用 で きる 字書字典 は激

増 す る 。 検字 を し な が ら 文字の 意味 を詳 し く調 べ た い な

ら、　 『漢語大字典』　 （漢語大字典編輯委員会編、1986 〜

1990 、四川 辞書 出版社 ）があ る。さ らに 篆書の な か で も小

篆以 前の 文字 は古文字 と称す る が、基礎的なもの で 『中国

古文字学通論』　（高 明著、1987 、文物 出版社）、　『文字学

概説』　 （裘錫圭著、1988 、商務印書館〉、　『戦国文字通論

（訂補）亅　 （何琳儀著、2003 、江蘇教育出版社〉等が よ

い 。ち なみ に 中 日の 印章篆刻を通 観す る に は、　『篆刻 全

集亅　 （全10巻、2001 −−2002、二 玄社）が ある。

　文字を含め て 、中国出土資料 の 研究 に は 大きな問題 が あ

る。論文 を書 くに は 図 書 資料 が不 可 欠 だが、そ れ は 二 次
・

三 次資料で ある 。

一
次資料は 中国の 出土品で あり、それ は

発見当初 に
一

部資料と概 要 が発 表 さ れ る もの の 、発 掘が 終

了 し数年
〜

数十年後に 、中国研究者が 研究 を した 成果 と し

て 出 版 され る。間 もな く中 国 内部 の 研 究者が そ れ を入手す

る が、中国外 の 研究者が研究に 入れ る の は、更 にその 後で

ある 。 図書 目録に よ りあ る程度 の 出版 情報が わか る が、予

定通 りに 出版 され る 事は 少ない 上 に、中 国国 内流 通と日本

へ の 輸入 と い う二 重 三 重の 遅延 要素 が 加 わ っ て、中 日研 究

者の 研究温 度差は 極め て 大きい もの とな る 。 自国 に ない 資

料 を研 究 す る 者 の 宿 命で 、情 報 は 中 国 か ら 日本 へ の
一

方 的

流 入 とい う状 況 で あ る。中 国 側 の 迅 速 な情報公 開を希 望 し

て や ま な い 。

　　　　　　（まつ む ら　か ずの り　篆刻美術館館長 〉職

糀鱒
July　25

，
2004

「釈文」小考

現代書に関する本 を編集 して

大野 久美

　「東ア ジ ア に お け る 美 術
・
文化財 情報 の ネ ッ トワ

ー
ク 化

を 考える 」 と い う シ ン ポ ジ ウ ム に 際 し、書 道 （現代書）

の 分 野 か ら
一
考 を試 み た い 。

書 の 歴 史 は、中国 で 文字 が 生まれ た と同 時に始 ま り、漢

字 と して 日本 に もた ら され た。以 来、文字を美 し く書 く

とい うこ とは 教養 で あ り、文化 と して 認識 され、東 ア ジ

ア に お ける 固有の 芸術 と して 中国、韓国、日本 で 花開い

て き た
。 日本 の 書 の 歴 史 を ひ も と く と、奈良時代 の 写

経 、平安時代 の 古筆 、 鎌倉時代 の 墨蹟、江戸時代 の 書幅

な ど、古 い 時代 の 優 れ た 書 は 、尊 重 され 愛 好 され て 現代

へ と伝 わ り、い ま は 全 国 各 地 の 美 術 館 で 誰 もが 気軽 に 鑑

賞す る こ とが で きる。

さて 美術 館 に 収蔵され て い る こ れ らの 書 は、時代区分 で

い うとほ と ん どが 近 世 まで の もの で 、近 代 の 書 も少 しは

あ る が、現 代 の 書 と な る と まず な い 。同時代 の 書 を美術

館 で見 る こ と は叶わ な い の だ。数少な い 書 道 専 門の 館 で

さ え現 代 の 書 を取 り上 げ る こ と は 稀 なの だ か ら、他 は推

して 知 る べ しで あ る。そ の 理 由を考えて み る と、まず第
一

に 、美術館 に 収蔵 さ れ て い る 現代 の 書 作 品 が 圧 倒 的 に

少 な い こ と に ある 。 そ れ は 、書 を専 門 とす る 学芸員が 極

め て 少 な い こ と、現代書 を美術作品 と して 鑑賞す る習慣

が
一

般 に定着 して い な い こ と、書 は 難 しい と い う共通認

識 が あ る こ と、な どで あ ろ うか 。

書が 難 しい とい わ れ る要因 は、一
に も二 に も 「読 め ない

か ら」 で ある。実際 に は、た とえ読め な くて も鑑賞を楽

しむ こ と は可能で ある し、作家 も必ず し も読まれ る こ と

を期待 して は い な い
。 多くの 作家は、線 を、造形 を、墨

色 を、筆触 （タ ッ チ） を、リズ ム を見 て、そ こ か ら総 合

的 な イ ン プ レ ッ シ ョ ン を感 じて ほ しい と考 え て い る 。 読

み 解 こ うと す る の で は なく、眼で 心で 感 じて ほ し い の で

ある 。 しか し、書 か れ て い る 内 容 を読 む こ とに よ っ て 理

解 が 進 む こ と は 間違 い な く、ま して や 単 な る 鑑 賞者 で は

な い 我 々 専 門 家が 書 か れ て い る 文字 を正確 に 読み 解 くこ

とは 必 定 で あ る 。 そ の た め に は 書作品 の 「釈文 （し ゃ く

もん ）」 とい うこ とが 問題に な っ て くる 。

釈文 と は耳慣れ ない 言葉 か もしれ な い が、こ の 場合は 辞

書 で い う 「仏教の 経論 を解釈 した文句」　（広辞苑）で は

なく、書作品 に 書 か れて い る文字の こ とで あ る。展覧会

場 で は作 品 の 脇 に キ ャ プ シ ョ ン と して 掲 げ られ る こ とが

多く、図録 や 作品 集 で は作 品脇 か 巻末 に まとめ て 附 され

る 。 釈文 の 存在意 義 は、書作品の 多 くが一
般 の 人 に は 解

読不能なこ と に よ る 。 筆文字 が 日常性 を失 い 、多くの 書

家 が 芸術 性 を求め て 可 読 性 を跳 び 越 えて し ま っ た現 代 に
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