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視覚表現 に描かれた涙の造形的要素 とジ ェ ン ダ ー

矢島毅昌 （立教大 学大学院）

1．はじめに　一涙とジ ェ ン ダーの研究一

　 生理現象 の
一

つ で あ る 涙 は、我 々 の 社会 で は

単 なる生理現象 に とどまらず、文化的
・
社会的

な意味や役割を持 っ て お り、生理学／生化学／

哲学／心理学／社会学／入類 学等の 幅広 い 領域

で 研究 の 対象 とされ て い る。もち ろん 涙 は研究

の 世界 の み な らず 、 小説 や演劇 等 の 文芸や娯楽

の世界で も幾度も描かれ て きて お り、多くの 人 々

を魅 了 し続 け て きた 、

　 日常生活に お い て 涙は 、特 に 感情や性別 に 関

係 した意味付 けが なされ る こ とが 多 く、教育や

社会を考え る た め に は 重要な分析対象 とな る。

ジ ェ ン ダーに つ い て 考察する うえ で涙が 重要な

着 眼 点 に な る こ と は 、 ボ ー ヴ ォ ワ ー ル

（Beauvoir） の 『第 二 の 性 』 か らも伺 え る 。

同書 に お い て 、 男性 の 場合 は
、 子 どもの 頃 か ら

泣 かな い もの とされ て 涙 を我慢 する こ とを学 ぶ

一
方 で 、女性 の 場合 は、思春期 を迎 える と不安

や苛立 ちや怒 りの爆発が涙 とな っ て 現れ 、 そ の

後 も多くの 女性 は 涙 を流 す こ とを趣味 と して 持

ち 続 け る と指摘 され て い る （Beauvoir訳 書

2001 ，16−17 頁；33 頁 ；65 頁〉。

　涙の研究に お い て 、プ レ イ iI （FreyII）や ル ッ

ッ （Lutz）は 、男女間で は 涙の 流 し方や受け と

め られ方 が 異な っ て い る こ と や、それ らの 違 い

は 地域や時代 に よ り異なっ て い る こ と を明 らか

に した （FreyII訳書 1990 ，　 Lutz訳書 2003 ）。

こ れ らの 調査 データを集 め れ ば
、 様 々 な男女間

の 涙 の 違 い が示 され る 。 だが、涙 に男女間 の 違

い があ ると論 じる研 究は、男女 の違 い が
「
あ る」

こ と自体 に つ い て 問うもの で は な く、　 「男性 と

女性 との間に 違 い があ る 」 とい う規範的な物言

い を、涙 を通 じて再確認す る の み で あ る。

　本報告は、涙の分析を通 じて 、　 「男性 と女性

との 間に違 い が ある」 と い う議論が 見過ご して

きた、 「違い 」 の 中に見え隠れする不均衡なジ ェ

ン ダーの 関係や 、　 「違 い 」 を つ く る メ カ ニ ズ ム

を明 らか に す る こ とを 目指す もの で あ る 。

2．視覚表現に描かれた涙

　涙を流す こ と は、言語の獲得や年齢に よ っ て

頻度 に 差 が あ る もの の、誰もが 生活の 中で経験

す る こ とで あ る 。 子 どもが泣 くこ とに つ い て は

参与観察等 に よる研究 の 蓄積が進 ん で い る が、

その 他 に つ い て は詩や小説 、 ドラ マ や映画 で 描

か れた 泣 く場面 も研究の 対象 とな るだ ろう 。 涙

が 「
光 る」　 「

あふ れ る」 等の 形 容を され る こ と

を考え る な らば
、 涙 は造形 的要素の 強 い もの で

あ り、視覚表現 を研 究対象 と．す る必要 があ る。

　 視 覚表現 に 描かれた涙 の 分析 は、それが 「感

動の 物語」 や 「泣 ける物語 」 で あ る と明らか に

す る こ とが主流で あ る 。 映画や マ ン ガ等の研究

で は、涙を流す に 至 る まで の物語 を分析 し、そ

の 内容が い か に登場人物 もし くは 読み手 の感情

へ 強 く訴えか ける もの かが 論 じられ て き た 。 絵

画 の 研 究 は
一

見す る と造形 的要 素か らの分析が

中心 とな りそうで あ る が、図像学的方法 の よう

な 、 絵 画の 表層 の 下 に 隠 された意 味や物語を明

らかにす る もの も多い
。 しか し、視覚表現 に お

け る涙 は、そ の 造形的要素 も重要で あり、涙を

流 す に い た る まで の物語内容を分析す る だ けで

は不十分で あ る。

　 また、ジ ェ ン ダーの観点か らメ ディ アを分析

す る場合は 二 っ の 方法が ある。一
つ は メデ ィ ア

内容 の ジ ェ ン ダーバ イ ア ス を浮き彫 りに す る も

の で 、登場 する男女 の 量的不均衡 、年 齢や職 業

等の 属性の偏 りの違 い 、固定的な性役割や
「
ら

しさ」 の 浸透等 を明 らか に す る。 もう
一

つ は 、

男性 向け ・女性向 け に は っ き りと分か れ て い る

性 別 の ジ ャ ン ル の 内容と受 け手の 反応 を分析す

るもの で ある （木村 2003，4．4−45 頁）。 こ れ ら

の 方法 に よ っ て 、視覚表現をジ ェ ン ダーの観点

か ら分析す る優れた研究が展開されて きた もの

の 、必 ず しもそ の造形的要素を重視 し た研究で

は な か っ た 。

　涙 に は 男女間 の 違 い が あ るとす る考 え方 は 根

強い。そうで あれば、視覚表現に描か れ た涙は、
「違 い 」 の中に見え隠れ す る不均衡な ジ ェ ン ダー

の 関係 や、男女間の 「違 い 」 を つ くる メ カ ニ ズ

ム を も描 い て い るの で は な い だ ろうか 。 もっ と

も、涙 が 視覚表現 に お い て 重要な意味 を持ち、

効果 的に使用 され る もの で あ．ると して も、基本

的 に は涙それ自体が ジ ェ ン ダー
を表現 す るわ け
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で はな い 。、しか し、涙に男女間の 違 い が ある と

す る考え 方 の 背景に は、涙 と ジ ェ ン ダーと を密

接 に結びつ けた 視覚表現 が存在するの で は な い

か。っ ま り、涙は ジ ェ ン ダーを と りま く諸問題

を 可視化す る 造形的要素と して 捉え る こ と も可

能 で あ る と考 え られ る 。

3 ．絵本に描か れた涙の造形的要素

　 本報告で は、造形的要素と物語的要素 とが 複

雑 に絡み 合 っ た視覚表現に焦点を当て る た め、

涙を描 い た絵本を 分析 の 対象と す る。

　 従来の絵本 は 、一定に 評価の 定 まっ た童話や

昔噺等 に 絵を つ け た もの が多 く、その た め に 教

訓 的な内容や しつ け の た め の 内容をも っ たもの、

文字や言葉や知 識をおぼえさせ る た め の もの が

大部分 を しめ て い た 。 現在 で は絵本の芸術的側

面が
一

部で 強 く意識され るようになっ て い るが、

多 くの絵本論で は、児童文学の流れ で押さえ ら

れ る と こ ろ は し っ か り歴史化さ れ書か れ て い る

一
方で 、デザイ ン や ア

ー
トの 流れ の 部分が所 々

で 抜け落ちて い る。また デザイ ン や アー
トの 要

素力強 い 絵本は、絵画的なわ か りや す さ やス トー

リ
ー性が 乏 しい もの と見做 され、批判 の 対象 と

なる こ と もある （松本 1982，中川 ・今井 ・笹

本 2001 ）。 絵本 の 研究 は 、教育的 ・教訓的な

内容を持 っ た物語的要素に偏 っ て 分析 さ れ て い

るの が現状で あ る とい え よう。

　絵画 と比べ て教育や教訓を含む物語的要素が

よ り前面 に 出て い る絵本 を分析 す る際 に は 、
「視覚体験 を大 き く犠牲に して きた 」　（Alpers

訳書 1993
，
16 頁）図 像学的 な分析以上 に 、視

覚体験力犠 牲に され て きた こ とが想像で きよう。

　 こ の よ うな問題 を踏 まえて 、絵本 に 描か れ た

涙 を以下 の 造形的要素を中心 に 考察す る 。

（1）涙に い た る絵本画面の構成

　絵本はペ ー
ジをめ くる こ とに よ っ て次々 とシ ー

ン が展開 され る。それ は、単に物語を時間的に

進行 させ る だけ の もの で は な い 。画面 の 構図 の

連続性 に リズ ム や流れを生 じさ せ る こ と に よっ

て 、ど こ で 何 を強調 して 描き込む の か を コ ン ト

ロ ール す る。ペ ージをめ くっ て い く に つ れ て 、

描 く対象 の 大 き さ／数の 多さ／描 き込み の細か

さ／色 の 濃 さ等 の要素に 強弱差 が表現さ れ る こ

とに よっ て 、強調 さ れ る べ き 主題が決定さ れ る

こ とに な る 。

（2）涙の 雫の 形 ・色 ・肌理

　 涙 を絵 に す る最 も
一

般的な方法は 、涙の雫を

描 い て 面 を形成す る こ とで ある。そ して面 の 塗

りに よ っ て、涙の絵 の フ ォ ル ム の性格が決 ま る。

実際 の 涙 の 色 は 無色透明で あるが 、絵で 涙 を描

く場合 は 無色透明 で あ る とは限らな い
。 主 に使

用 さ れ る色 は、白や水色 で あ る 。 白で 描かれた

涙 は 、紙 の 地 の 色 と同 じで あ る場合 も多 く、絵

の余白部分に溶け込 む こ ともあ り、色 の 選択 に

よ っ て画面中で の涙の 性格が 異な っ て くる。さ

らに輪郭線 の 無 い 単
一

色で 塗 られ た 涙 は、線 に

よ っ て描か れ た涙と比べ て、面と して は ア クテ ィ

ヴな もの となる （Klee訳書 1973，168−172 頁）

た め、ま た画面中 で の 性格 が異 な っ て くる。

　涙が 強調 された画面の 特徴を、ジ ェ ン ダーに

着 目して 分析す る こ とに よ っ て、涙とジ ェ ン ダー

との 関係 を従来 の 研究 とは異な る視点で考察で

きる。 涙の造形的要素を分析す る こ と を通じて 、

ジ ェ ン ダ ーを可視化 して い く視覚表現 の 技法 を

研究 す る た め の端緒 と した い 。

（具体 的な事例の 分析は、当 日に報告予定 。 ）
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