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1 ，「見え る」と「わ か る」

　古代ギ リ シ ア の高名 な画家，ゼ ウク シス とパ ラ シオ

ス に まつ わる伝 説があ る，あ る時 二 人はそ の 技を競 う

こ とにな り，そ れぞれ の 作品を持ち寄 っ た．ゼ ウ ク シ

ス の 絵は 葡 萄の 絵で，写 実的 に 巧 み に描 か れ て い た の

で，小 鳥がそれ を つ い ばみ に来た とい う，つ ぎに ゼ ウ

ク シ ス が パ ラ シ オ ス の作 品を み よ うと して 画面を覆う

布 を取 り去 ろ うとした ら，実 はそ の 布自体が描かれた

もの だっ た とい う．ゼ ウ ク シス は 鳥の 眼を欺 い た に過

ぎな い が ，パ ラ シ オ ス は画家の眼 を欺 くほ どだ っ た と

い う こ とで ，パ ラ シ オ ス の ノiが す ぐれ て い る とい う

こ と に なっ た，こ の パ ラ シ オ ス の 布を描 い た絵が ，だ

ま し絵 の もっ と も古 い 例 と言われ て い る．だ ま し絵，

trompe 　l「oeil，すな わ ち眼 を だ ます絵 で あ る．騙す た

め に は ，精妙な技術が駆使 さる必要がある ．こ の パ ラ

シ オ ス の 描い た とされ る布の絵 は奥行 きがそれ ほ どな

か っ た と思われ るか ら，遠近法 的な技術 は必 要なか っ

た か も知れ ない が
， 描写は きわ め て 巧み で あ っ た の で

はな い だ ろ うか ．そ して，こ の伝説の ように ，写実的

な描写技術 の 巧み さに よ っ て絵画 作品の 価値が定ま っ

て い た 時代が 長 く続い た ，

　本物 の よ うに見 える世界を描 き出す絵画は，「見え

た」世 界 の 再現，つ ま りイ リ ュ
ー

ジ ョ ン を うみ だす よ

うな リア リテ ィ を目指 した，しか し絵画は，現実 の 「見

えた」世 界 を描 き出す リ ァ リ テ ィ だ け を 目指 して い た

の で は ない の で は ない か．
’‘
see

”
は 「見る」と同時に「わ

か る」こ と で もあ る．眼前 の 世界が わか る こ とは，必

ず しも見 えた まま の も の で は な くt ど の よ うに 理 解，

認識 で きる か と い うこ と で もある．西欧 の 中世 の 表現

また は東洋の 表現 の 多 くは，そ の もの の 理解 の 上 に，

つ ま りも の の 形 の 認識に し た が っ た 「わ か る 」表現 で

あ っ た．そ の 後，15世紀イ タリ ア ル ネサ ン ス で，線遠

近法が 発見 され ，画家 は 見 た よ うな奥行 き の あ る 空 間

を描 きだせ る よ うに な っ た．そ の よ うな絵画表現 の 中

で ．「見える 」と 「わ か る 」の リア リテ ィ とは どんな こ と

な の だ ろ うか ，

　本論で は，18［吐紀中頃 に 日本で 制作され た 「浮絵」と

呼ばれ る奇妙な作 品群に注 目した い ．それ らの 作品は

伝統的な日本の絵画表現 と比較すれ ば，自然の視覚に

近 い 絵画 空間 を描 きだ して い る．浮絵は西洋 の 空間表

現 で ある線遠近法の技法 を巧み に取 り入れ て ，奥行 き

の ある 空 間をあ らわ して い る が，けして整然 とした描

写 で はな い もの が 多い ．しか しそれ らの 表現 に は，完

成 され た西洋の 表現 と は 異な っ た，ある種の リ ア リ

テ ィ を感 じさ せ る．こ こ で は，そ れ らの作品群の 中か

ら，奥村政信に よる《芝居狂言浮絵根元》の 表現に つ い

て，図学的な視点を通 し て考察す る．《芝居狂 言浮絵

根元》に は，当時の 歌舞伎の 芝居小屋で 繰 り広げられ

た庶民 の 生活の
一こ まが描かれ て お り，活気ある情景

の 描写に リア リテ ィを感 じさせ る．

2 ．浮絵につ い て

　日本 へ 西洋の 絵画が もた らされ た の は，ポ ル トガ ル

や ス ペ イ ン か ら南蛮文化 と と もに 16世紀 中頃 で あ っ

た．そ の 後鎖国の ため に途絶えたが，キ リス ト教関係

以外 の 書 物の 輸入緩利 （1739年）以 降に，再 び オ ラ ン

ダを中心 に西洋の 文物 の 輸入も盛んにな っ た．また蘇

州版画の よ うな中国製の 西洋風の 絵画な ども輸入 され

た
1）．こ の とき作品 とともにt 西 洋風 の 描 写方法で あ

る 遠近法や 陰影法の技法書 も伝えら れ て い る 2）．

　 H本 の 絵 画 の 伝統的描写様式で は，対象 を俯瞰的に

描 い て い た ．それ ら の 空間表現 は ， 軸測投象や斜投象

車由沮1」主殳象
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図 2　奥村政信《芝居狂言浮絵根元》

　　 大判紅絵 32 ．4cm 　×　45 ．9cm ，寛保 3 年（1743 ），

　　 ベ ルリン東洋美術館蔵

的であ る （図 1 ）．こ の 図法に よる と，平行な線の 関

係は 平行に，遠 くの対象が 小 さ く表現 さ れ る こ ともな

い ．すなわち実際 の 対 象の 認識 に
一

致 して 詳細 も描 き

込 め て ，対象 を説 明す るには都合が よい ．しか し，室

内を描 こ うとすれ ば，軸測投象や斜投象で は 内側が 見

えない か ら，「吹抜屋台」の 手法が 用 い られ る ．それ は，

建物 の 屋根 や 天井 に あた る 上面 と壁 面 を取 り除 くこ と

によ り，内部の 様子 を描 きだす．ただ，こ の 方法で は，

俯瞰視覚で ある た め に 入が 普段見て い る よ うな視線に

は な らない ．一方，西洋風 の 方法 は，床も天井 も描き

なが ら深 い 空間を表現する こ とがで きる．西洋画 と言

われた西洋 の影響 を受 けた 絵画 は ，線遠近法す な わ ち

透視投象に よ っ て ．画面の 奥行 きや距離感を表わす 手

法を持 ち込 ん だ．そ し て こ の 図法 に よ っ て，自然の 視

覚に 近い 情景を描 くこ とが可能になっ た，

　西洋風の手法で 描か れ た 絵画は，奥深 い 空間に前景

の 事物が「浮 い て 」見える こ とか ら「浮絵」と言われ，「の

ぞ きか ら くり」の た め の 眼鏡絵 に も採用 され た ．つ ま

り「浮絵」は西洋 の 線遠近法に よ っ て 画面構成され た絵

画 で あ る． 浮絵 に よる作晶 は，幾何学的要素を もつ

建築物 を構図 の 主 体 に し，一点透視図的な構 図が特徴

で ある．た だ し，陰影の 表現が弱 く，線画の み に頼る

遠 近 長現 で あ り，西 洋画 の 理論 を
．
卜分 に理解 した とは

言 い 難い ．と りわ け初期の 浮絵 に，蘇州版画を真似た

と思 われ る 作 品
3）
が あ る． こ れ は室内 の 空間 は

一
見す

ると描け て い そ うだが，窓か ら見えて い る外 の 風景が

俯瞰的な視線で ある．し か し，当時の 人 々 に とっ て，

見 える ように描かれ た街並み や 室内の 情景 は，新鮮 な

視覚の 発見で あっ た と思 われ る ．

3 ，《芝居狂言浮絵根元》の表現

3 ，1，絵画空問の描写 につ いて

　《芝居狂言浮絵根元》釈 図 2）は，浮絵に よる歌舞伎

の 芝居 絵と して も っ と も古 い 浮世絵
5冫
で あ る，政信 は，

絵 の 枠外 に．わざわざ「根元」と記 し，浮絵 の 元祖 と言 っ
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図 3　室内観客席 の 分析図
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L篁些 ：浮塗の表現における リア リ重｛
「

．一

て い る．こ の種 の 線遠近法を用 い た絵画が，政信以外

にもこ の 時期に相次い で 出版され始め て い た と思われ

る，ま た 政信が 元祖を誇示する の は，それ 以前に 浮絵

が なか っ た こ とに もな る
6），そ の 意味で ，政信 に よ る《芝

居狂言浮絵根元》は，浮絵の記念碑的作品 と言 え る．

　《芝居狂言浮絵根元》の 画面 には，芝居小屋 の 室内に

観客席 と舞台が描か れ て い る．画面に描かれ た内部空

間は，今に もはち きれそ うな濃密 な空気が 閉 じ込め ら

れ た よ うに感 じ られ る，そ し て 舞台 一ヒの 役者は，遠 い

にも関わ らず，見えを切 っ て い る様子が見て 取れ る．

　図法的な分析は，幾何学的構成 を持 つ 構 築物，た と

えば柱 や梁な どを手が か りに，奥行 き方向を示す線 を

延長 し て行う．そ の 結果 を次 に記す．

【観客席】（図 3）
・室内 の 天井及 び左右の 桟敷を含む側面を形成す る線

　 は
一

点 に 収斂 し な い ．

・観客席は．本舞台手前の 下が り壁の 位置か ら手前 に

　広が っ て い る．

・天井か らの 下 が り壁 の 両側 の 柱 と桟敷 の 柱 は続 い て

　 い る よ うに見える．

・右桟敷の 後ろ に は通路の ような空間が で きる ．左桟

　敷の 後ろは小屋 の 壁 面に接 して い る，

・桟敷 の 柱 の 線 と床 の 線 とを交差 させ る と，左桟敷 と

　橋掛 りの 問に 隙間が で きる．

・右桟 敷と付 舞台の 間 には隙間が あ る ようだ が不 明確

　 で あ る ．

・左右 の 桟敷 の 問 目の 幅 はほぼ同 じで ある．

・左右 の 桟敷の 開かれ た問Llに対 して，左右 の 桟敷で

　奥行 きは異な る．

・左右 の 二 層の桟敷の 高さが異なる．

E

　　　　 図 4　 舞台の分析図

【舞台】（図4）
・舞台上 に描かれ た板 口は

，

一点に収斂 しな い ．

・板 目は付 け舞台 の 巾程に 中心線を ひけばほ ぼ対称で

　ある，

・舞台が斜 投象 的描 写 と す れば，奥行 き方向の線は傾

　角 を示す．舞台奥の 奥行 き方向の 線 の 角度 は，左側

　が右 上が りで 27．5u，右側 が左 ヒが りで 20．5　

°
で ある ，

・右側 の 桟敷 に隠れ た 舞台 ソ デ の状況 は不明で ある

　が ，桟敷 との 関係 か ら考え て 創作が可能で あ る．

　図 3か ら，室内の観客席は
一点透視図と考えら れ る，

しか し客席の 十間の 広さ に対 し て ，観客が画面か ら遠

い 舞台 Eで もほ ぼ 同 じ大 きさに 描 かれ て い て い る の は

不 合理 で あ る．図 4か ら，舞台は 透視 図的で は なく左

右合成の 斜投象 と考え られ る．つ ま り，
一

つ の 画襾に

2 つ の 図法が混在 して い る，

　 図5の A 図は 元の 図，B 図は A 図を補正 して ノ イズ

を除い た図，C 図は室 内と舞台が同
一

空 問に あ る と し

て
一

点透視 図 で 作 図 した， C 図 で は奥へ 窪ん で い く様

子が滑 らかにな っ た，しか し視距離が短 い た め に形の

歪 み が大 きく，誇張された空間に なっ て い る．B 図で

は，手前 と奥の 役者 の 大 きさが変わ らず，舞台上 の 役

者は大 きすぎる． C 図で は，舞台の 役者 の 大 きさが距

離に 比例 して 縮小 され て い る か ら，より自然 な視覚に

な っ た．しか し役者 の 割 に舞台が広 くな り，役者 の 細

部 も見え に くくな っ て．迫力が減少 し た よ うに も思 う，

3 ，2 ．表現と意味につ いて

　《芝居狂言浮絵根元 》を 図法的 に み る と，以 下 の よ う

な特徴がある，第
一

に，
一．一一

つ の 画面上 に，透視図法的

な表現 の 部分 と．左右合 成 した斜投 象的な表現が混在

し て い る．第二 に．透視図法的な空間表現 は不正確で

あ る．第三 に ，視 距離が短い か ら，視野の範囲 も小さ く，

形の歪み が大きい ．第囚 に．人物の 表現 は，距離 に し

たが っ た大きさの 差が見 られ ない ．とくに舞h 上 の 役

者は大 き く描かれ て い る ．こ れ らは，透視 図法 に つ い

て の 理論 に不理解なた め に，単に 表現 が 稚拙 にな っ て

し ま っ た 結果 と も言 えるが，こ れ らの 表現 こ そが特徴

で もあ る．と くに 左右合 成 の 斜投象的描写 は，日本の

中世 の曼陀羅な どの建物描写 に も見 ら れる伝 統 を受け

継 い で い る 7）．そ こ で 二 つ の 図法が混 在する 表現技法

か らこ の 作品につ い て 考 え て み る，

　こ の 作品 は，観客を含め た室内の 描写 と役者を描い

た舞台に，そ れ ぞ れ の 意図 が 読 み と れ る．まず室 内 の

L 一 ：：コ 327 ［＝ ＝＝ ＝二 ＝一 ronl で Library 　
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A

B

　 C

　　　　　　　　図 5　比較図

（A 元の 図 B 修正 した図 C 一
点透視図法に よる 図）

透視図的 な空間表現 に よ っ て，絵師は芝居小 屋 を見た

こ と の ない 人 に 。江戸 の 大 きな芝居小 屋の 内側を理解

させ た か っ た の で は ない だ ろ うか ．また見物人 の 楽 し

そ うな表情 を丹 念 に 描 き込 ん で い る の は，芝居 見物 と

い う風俗 を伝えたか っ た の で はない か．芝居 小屋 とそ

こ で 繰 り広げられ る歌舞伎芝居は，中世以前 に は ハ レ

の 日 だ け に行 わ れ た芸 能 の 性 格 を受け つ い で い る か

ら，見物人 は知性的に冷め た 鑑賞者 と は ちが い ，演技

者 と 共 同 し て 創 り出す空 間 の 演 出者 で もあ っ た S 〕．芝

居 見物 は ，非 囗常 の 喜 び の 時 間 で あ り， こ の 画面 は そ

ん な情景 を よ く表現 して い る．そ の ため に は，自然 の

視 覚に 近 く臨場 感 が 現 せ る 透視 図 法 が 有 効 で あ っ た ．

そ して もう　・
つ の 図法で 描か れ た 舞台は，こ の 芝居の

演 目が しっ か りと解 る こ とを意図 した の で は な い か．

そ の た め ，舞台 の 柱に 演題が つ け られ，見せ場 の 場面

で大見得を切る役者は大 きく描写 され て い る．こ こ で

は，遠 くの対象が 小 さく見えて は 意味が ない の であ る，

そ の た め には斜投象的 な表現は効果的で ある．斜投象

で 表現す る こ とは ，奥行きの 距離に よ っ て か たち の 変

形や大 きさの 変化が ない か らで ある，

　こ の 画 面は 二 つ の 図法を混在 させ て い る か ら，空間

の ぎ くし ゃ くした 印象は 当然で あ る．しか し動 きの あ

る人物描写 と相 まっ て，芝居小屋 に空気が 閉じ こ め ら

れて い る ような緊張感を感 じさせ る．緊張感の あ る描

写 は．画面 ヒの 絵画空間 に 漂 う空気 と時 間 の 表現 に 関

わ っ て い る の で はな い か と考える．こ れは 日本独特な

概念で ある 「間」と い う概 念 に結 び つ くか も しれな い ．

「間」は，空間と時間とを合わ せ 持っ た 曖昧な語である
9・／．

4 ．空間と時間

　絵両表現は．一．｛次元の 空間を二 次元 の平面に変換す

る こ とで 成立 す る が，そ の 画面 に ，もう
一

つ の 時 間と

い う次元 をも封じ込め よ うとして は こ なか っ ただろ う

か，そ うで ある とすれ ば，そ の 画面 ヒに は 四次元 を表

現 す る こ と にな る ．しか し西洋的感覚の 時間と 日本的

なそれ とは，異なっ て い る よ うに思われ る．

　 ル ネサ ン ス 後の 西洋 の 絵画空間は，整然 と描かれお

り．空気が 流れ て い る よ うで あ る，そ して そ こ に込 め

られ た時間は，坦 々 と直線的に進むよ うに 感 じる．西

洋的合理性 の もとで は、＝

三次元 の 空 間に時間 の 次元 を

加算 して絵画は描かれ．均質な空間表現を求めて きた，

例 えば，フ ェ ル メ
ー

ル の 絵の 中の 空 気 は，窓 の 外に も

また壁 の 向こ う側 に も続 い て広 が っ て い るよ うだ．そ

して 坦 々 と流 れ る 時聞が瞬時に 凍 りつ い て し まっ た よ

うな印象 を受け る，

　 し か し伝統的大和絵の時間は，画面、Eに停滞 し て い

る ようで あ る．大和絵で は，俯瞰 して 全体を説 明す る

遠望 的視 点と 個 々 の 状況 を説明す る 近 接的視 点が 同 時

に存在す る．観賞者 自身の 視 線が，画面 を移動 しなが

ら時間を意識 し感 じ とる の で ある
1ω．建 築家磯 崎新

は．「西洋 で は空間は 三次元で あり，そ れ に 時間の 要

素 を付加す る こ とが 四次元 の 世 界 で あ る，と こ ろ が 日

本で は ，空 閲は 二 つ の 平面的次元 で構成 され る．奥行

きは ．二 次元 の 組合 せ に よ りな る ，時間 は そ れ ら面 の

問 の 空 間にあ る．換言す れ ば，日本 の 四次元 空間は ，

二 つ の 二 次元
’
ド面 と二 つ の 時間 の 動 きの 組合 せ で視覚

化され る．『問』とい う言葉 の 基本的概 念は，空間 と時

間 の 表現 で あ っ て ，平面 と時間の相互作用に よ っ て つ
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図 6　奥村政信《中村座芝居図屏風》

　　 紙本著色，六曲一隻，54 ．O × 166 ．Ocm ，

　　 享保 16 年（1731 ），出光美術館蔵

くられ る 要素 として 空 間が理解 され る 」 ll）と述べ て い

る．例 えばこ こ で取 り上 げた作品 と同じ奥村政信に よ

る《中村座 芝居図屏風》（図 6）や 《洛中洛外図》は，斜投

象的に描かれ て お り，画面 上 に は 空気が感 じ ら れ な い ．

そ れ ぞれ の情況が 細部 に わた っ て均
一

に描かれ て い る

が，画面はあ くま で も平面的で ある．二 次元で あ るか

ら そ の 両面そ の もの に は 時間 は な い ．確 か に，目本人

の 奥 へ 向か っ て い く深 さの 感覚は稀薄で あるか もしれ

ない ．しか し観 る者が視 線を動かす こ とで画面 Lに奥

行 きと時間を感 じと る か ら，時問 は 画面上 に層 を成し

て 漂 うよ うに あ る ．

　〈芝居狂言浮絵根元》に見る時 間 は IEま っ て い る．し

か し，突然 に時計が動 き出すか の よ うな緊張 を感じ る．

また こ の 場 の 空気は， こ の 芝居小屋 の 中だけに圧 縮 さ

れ，今に もは ちきれそうで ある ，こ の 画面は，西洋の

透視投象 と 口本の斜投象を混在 させ て 描 かれた もの で

あ る か ら，大和 絵 と は違 っ た「間」を もっ て い る はずで

あ る．それは ち ょ うどロ本の 伝統音楽の 間の よ うで あ

る．一
般 的な リズ ム は規則的 に刻ん で い くが，日本の

リ ズ ム は伸 び 縮 み す る．西洋音 楽は 音が 限 りな く繋

が っ て い くこ とで，緊張感も繋が る が，邦楽はそ うで

はな い ．問 を とっ て音 を切 っ て い くこ とに よっ て緊張

感を盛 り上げる，同じ こ とが 連続 し て い た ら，む しろ

退屈 にな っ て しまう，不連続で あ る こ とが，次 へ の 驚

き と期待の 緊張感を盛 り上 げて い く．つ まり連続 しな

い で ，切 っ た瞬間に緊張感を凝縮 して い くこ とで は な

い か
12：：，西洋音楽 の 均質な実線的な感覚 と違 い ，日本

の 音 は 不規則 な破線 の よ うで もある．まさ に そ んな緊

張感 を もっ た時間の感覚が ，こ の 芝居絵 に込め られ て

い て ．画面 の 空間に活気を感 じさせ て い る よ うで あ る．

5 ．絵画表現 と リアリテ ィ

　《芝居狂言浮絵根元》の 以降に も，同 じ形式 の 多 くの

「芝居 絵」が制作 され た．た とえ ば．北 斎 の 《浮絵 元祖

東都歌舞伎大芝居之図》（図 7）などが あ げ られ る．そ れ

［ − 329

図 7　勝春朗（葛飾北斎）《浮絵元祖東都歌舞伎大芝居之図》

　　 横大判錦絵 25．5x38 、3Gm ，天明 7 年 （1787 ），

　　 大田記念美術館蔵

らは ，

一点透視図法に よ る室内の 歪み は減少 し，よ り

大 き な 空間を描 い て 自然 の 視覚に 近 くな っ て い く，し

か し舞台の表現 は斜投象の 合成 の ままであ る，また見

物人 の 描写 は，奥 へ 行 くに した が っ て小 さ く描かれ る

よ うに なる が，舞台上 の 役者は そ れ に した が っ た大 き

さで はな い ．北斎 の 表現 は，政信 よ り図法 的 に は洗練

され て きたが，政信の 歪み を伴 っ た画面の 方が よ りリ

ア リ テ ィ を感 じて しまう， こ の リ ア リテ ィ の ある 空間

は，二 次元上 の 平面に表現 された にす ぎな い が．こ こ

に描か れた歪 み は静寂感 よ りざわ ざわ とした雰囲気 を

醸 しだ して い る の で はない だ ろ うか．

　浮絵 の 流行は 一
時的 な もの で あ っ た が，後 の 浮世絵

の構図に大 きな影響を づ・え た 13〕．そ し て こ の 西洋風 の

表現に影響を受けた浮世絵が，ヨ
ー

ロ ッ パ に逆輸入 さ

れ て ジ ャ ポ ニ ス ム の 風潮 を 生み出す刺激 と な っ た こ と

はよ く知 られ て い る．

　ア ル ベ ル テ ィ が「視覚 の ピ ラ ミ ッ ドの 断裁 面」や 「開

かれ た 窓」と 喩 えた 遠近 法は ，三 次元 の 形 や空 間 を二

次元 の 平面、Eに イ リ ュ
ー

ジ ョ ン と し て描 い て きた ，し

か しこ の 遠近 法によ る無限 で 連続す る均質 な空間を描

く表現は ，固定 され た視点か らの 幾何学的作図による

もの で あ っ た．

　ル ネ サ ン ス期 に成立 した 一点透視図法，つ ま り幾何

学的遠近法 は ， 客観的 な空間表現で はな く，
一

つ の 「も

の の 見 方」にす ぎな か っ た，パ ノ フ ス キ ーは，遠 近法

が 「象徴形式」で あ る と い い ，個 々 の 芸術上 それが時代

や 地域 に と っ て 本 質的な重要性 を持つ と述 べ た 14）．絵

画 は単 に 三次元 の もの や 空 間を描 きだす の み な らず，

多次元 の 表現 を可能にす る．そ こ に は．時間や音 も描

き だ す こ と が で き る．そ れ に よ っ て，リ ア リ テ ィ を感
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岡泰正 「眼鏡絵か ら広重 の 風景版画 まで 一浮世 絵

に浸透 した西洋の画法一」，pp84
〜85

岡泰正 （『めが ね絵新考』56p 〜 57p）は，ラ イ レ ッ

セ 1大 画法書』（1707年）が， こ の 時代 の 浮世絵 師達

に も影響を 与えた の で は ない か とい う．佐竹曙 幽

は 『大画法書』を元に して ，「画法綱領』をあ らわ し

た ，ま た 中国 で ． ア ン ドレ ーア ・ポ ッ ツ ォ 著 『画

家と建築家 の ため の 遠近法（Perspectiva　Pictorurn

et　Archtectorum）』を，年希堯が 1735年「視学 1と

して翻訳刊行 して お り，こ れ も曙 山は参 考に した，

岡泰止 は ，奥村政 信《無題 （唐人館之 図〉》（横大判

紅絵 　寛 保 3 年 （1743），ボ ス トン 美術館 蔵）が蘇

州版画《池亭遊戯図 （無題）》（王舎城美術 寶物館蔵）

と構図が似て い る と指摘 し て い る．た だ し蘇州版

画 は室 内 の 消失 点はほ ぼ
一

点 に収斂す るが t 《庸

人館之 図》の 部屋 の 消失点は曖 眛 で あ る．構 図 は

模倣 した が ，空間描写の 図法や理論 は 理解 して い

なか っ た と思 わ れる．

多 くの 作品は ，芝居の 演 日が舞台の柱 に記 され て

い る こ とか ら，制作年代 劇場名などを特定で き

る．こ の 場面 は，中村座 の 顔見世狂 言「艤貢太平記 」

番 目大詰「篠塚五 関破」の 様子 を描 い て い る．

浮世絵は ，江戸時代の 庶民階層を基盤に発達 し た

風俗両で ある．遊里 と芝居町すなわち「浮世」を主

題に し て ，美入，遊女，役者な ど を中心に ，時代

風俗 をい きい き と描 い て い る．木版画よ っ て 量 産

された もの は，街 中 で 簡単に 手 に い れ る こ とが で

きたか ら，庶民に も気軽 に美術錯賞の 楽 しみ を与

え る こ とが で きた．また ニ ュ
ース性 を加味 した時

事的 な情 報を伝達 するメ デ ィ ア として の 役割も果

た し た と思 わ れ る ．

岡泰正 「め がね絵新考』p60

浄土曼荼羅で は，浄⊥空 間の 建物が
一

点透視 図法

で 描か れ た 図と似 て い る が ，左 右 の 合成に よ る斜

投象的描法 で 整 然 と描 かれ て い る．こ の よ うな様

式化 し た表現法が 舞台表現 に 用 い ら れ た と考 え る ，

服部幸雄「江戸の 芝 届小屋 」．pll

岩波古語 辞典 （1982）に よ る と「間」と は ，「連続 し

て 存 在 す る 物 と 物 と の 間 に 当然存在す る 感覚 の

意．転 じ て ，物 と物 との 巾間の 空 隙 ・す きま．後

には，柱 や屏風な ど に か こ まれ て い る 空 間の 意 か

　　ら，部屋．時間に用 い れ ば，雨 マ ・風 マ な ど，連

　　続 し て 生起す る 現象 に 当然存在す る 休 止 の 時 間 ・

　　間隔．また，現象 ・行為の持続する時間の 意．」

10）飯野 正 仁 「東 ・酉 の 遠 近表現⊥ p260

U ）Arata　IsezakL“Space −Time 　in　Japan−MA
”
，　MA ，

　　Space ／ Time 　in　Japan　 at 　the 　Cooper −Hewit 亡

　　M “seum ，　the　 Smithsonian　Institutionls　National

　　Museum 　of　Design，（1979）

12）栗 田勇 「〈問〉とい うこ と」．pp75 〜 77

13）よ く知 られて い る広重 の 『富嶽汽 十六景』な ど，距

　　離感を出すた め に，画面下 方 に大き く対象物を配

　　置 した大胆 な構図 は，浮絵 の 影響 と考え られる．

　　こ れ ら は作図に よ っ て構成 され た もの で はな く，

　　遠近感だすため に浮絵で 試み られ て い た表現 を参

　　考に して ，経験的に 描 か れ て きた．

14） E．パ ノ フ ス キ ー 『〈象徴形式〉と して の 遠近法｝，

　 　 P27
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