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1　 研 究 の 背景 ・ 目的

　近年我が国に農村 の 景観破壊を嘆 く風評が市井

に蔓延 して きて い る 。か っ て の 豊かで 調和 を保 っ

て い た農村風 景は近年好 ま しか らざる方向に変貌

しっ っ あ る の は 事実で ある 。

　本研 究の 動機 は 、画家 に よ っ て 作成 され た絵画

が 、現在 の 近代化を優先 した地 域開発 の 結果 とは

異な り、文化性 を含ん だ統 合的視 野 にた っ 整備 を

進め る た め の 重要 な 見方 を持っ と考えたか らで あ

る

　本研究の 資料は 風景画 を使 用 す るが 、絵画 そ の

もの の 評価 を扱 っ て い ない 。すで に
一一

流 と し て 評

価 され て い る絵画 を好ま しい 風 景 と解釈 して 使用

して い る 。 資料は、我が 国の 現在の 文化的背景を

考慮 して 、作製時期は近 代か ら現代か けて、地域

は 我が 国に 限定 し た ，J

　本研 究 の 解析が、そ の まま景観 を整備する手法

と して 直接 的な効果 を持 っ とは 考え て い な い 。景

観は視覚的意味に地域的意味を併せ て の 統
一一

体で

あ る し、地域 の 整備 には 景観整備 と関係 しな い 別

次元 の 整備 目的が存在す るか らで ある u また景観

整備 に 限 っ て み て も、単純な視 野か らの 結論は適

当で は なく、よ り広 い 視野に もとつ い た統合的見

地が必要で ある と考 え て い る 。 本研 究は 、 景観整

備 の 考え方 の
一

助にす る こ とを 目的 と して い る。

H　 本研 究 の 特徴

近 年、景観上 の 視点 か ら種 々 の 研究が な され て

きて い る。

風景画 か ら景観を解析 した既 往 の 研 究 として 、

  風景画に 描かれた 要素か ら都市景観 や地 域特性

の 把握 を試 み た も の
旧

、  風 景画 と、現在 の 都

市ま た は 別の 時代 の 都 市 の 景観要 素 と比較 し、変

化 を と らえ よ うと して い る も の
＊
一

「

，   環境心理

的観点 か ら考察 を行 っ た もの
’
− 3

、  風景画にお

け る 天 候な ど に っ い て 論 じた も の
＊ ‘

等がある。

本研 究で は   と  を 研 究手 法 の 参 考 と して い る

が、近代 ・現代風 景画 を素材 に して 、現代 の 農村

景観 を扱 っ た研 究は ない 。

　 また 、現状 の 風 景に 関す る研 究 で は評価主体 を

住民 とす る研究 は多い
＊ − E

。 景観造成の 主体者は

主 と して 住 民或い は 住民 の 意向を受 け て の 公 共 団

体が 主 で あ る か ら、重要な視点 であ る こ とは間違

い な レ 

　 しか し、住民 が身 の 回 りの 風 景に つ い て必 ず し

も敏感 でない こ と も事実で ある。 我 々 が 現地 で調

査をする と、住民が地元 の 良い 風景を見逃 して い

る状況をよ く経験す る 。 セザ ン ヌ は 多く の 「サ ン

・ヴィ ク トア
ー

ル 山」 を描い た が、彼 は 地域の 人

達に っ い て 厂住民 は環境を見 て い るが風 景を見 て

い な い 」
t　”

と言 っ て い る。 セ ザ ン ヌ 程極端で な

い にせ よ、専門家 の 観 る景観評価 の 視点が重 要で

あ る こ とは 間違 い な い
。

∬1 研究方 法

（1）研 究 の 構成お よ び 手順

本研 究 で は 景観 ・
風 景 の 語句 を次 の よ うに 統

一

す る、、

　・景観　 視覚的意味 と地域的意味 とを併せ 持っ

　　　　 総体的な空 間的 ま とま りを い う。
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・風景　 風 物光景 の 意味。景観 の 中 の 視覚的部

　　　　　 分 を指す 。

　本報 の 解析内容 は、次の 通 りで ある 。

　  絵画 に 出現す る構成素材 に っ い て解析す る 。

　   本研究で の 近 景 ・中景 ・遠景 の 意味づ けを行

　　い 、特 に景観整備 に あた り、環境変化の 大 き

　　い 近景に つ い て解析する 。

　  地域整備 の 視点か らみた風景画 の 描画 の 特徴

　　を考察す る 。

　  本報 の 解析結果か ら景観整備 につ い て若干の

　　提 言を行 う。

　なお、本報は 主 と し て 構 成素材な ど物的要 素か

らの 考察を行 っ た もの で ある。 デ フ ォ ル メ、モ ン

タ ージ ・エ な ど心 的要素か らの 考察は次報で報告す

る予定で ある tt／

（2 ）研 究資料

　本報 で は、  具象性 の 高い 絵画で ある こ と、 

近代、現代 の 絵 画で ある こ と、  一流の 作家の 作

晶 で あ る こ と の 条件 に よ り、研究資料 と し て 次 の

画集 を選 定 した
「土 1

。

　・井上靖、河北倫 明監修 （1988）： 日本風 景画全

集 「美 しい 日本」 全 1  巻 ： ぎ ょ うせ い 発行
ntz

。

　 こ の 資料に 含 まれ る絵画は 625 点で ある。筆者

らを含めて の 数人 の討 議に よ り、第 1次選定 とし

て 農村 的風 景 とおぼ しき作品 を 144点選 定 し た 。

次 に 第 2 次選定 と し て 解析 の 対象 とす る作 品を

102 点 に 絞 っ た。第 2 次選定で 除外 した も の は 、

名所 旧跡 、公 園、神社 や 寺院が主 た る モ チ…フ に

な っ て い る もの 、自然 的風景が主たる モ チ
ーフ に

な っ て い る も の 、大規模 な漁港で あ る。

また 、都市 と の 比 較 の た め に都市的風景 と して

111点を選定 した 。

・社団法人 日展編集 ・発行 （1990 〜 1997）： 「日

展図録 」 第 21 回
〜第 29 回

　「美 しい H本 」 の 編集が 1988年 で あ り、 最近数

年間が 対1芯し に くい こ とか ら、具象的絵画 の 代表

と し て の 日展図録を選 ん だ。最近 9 年 間 の 作品 （目

本 「画、洋 山 の 部門） の 中か ら農村 的 風景 148点、

都市的風 景 72 点 を選定 した 。

選 定 した絵画 の 制作年 別 、地 域別 の 内訳 を表 1，
2 ｝こ ノik−91、，
（3 ）本研 究 にお け る資料 と して の 問題点

68　 農村計画論文 集 圭999年 11月

表 1　 年代別絵 画数

美しい 日本 19DO19 取o19201930 ユ940　 1950　 1％ 0　 19701980 不詳 含計

農村的風景画 2 隔 878 　　 11　　 21　　 17LO4 【02

都市的風景画 o6lL13LO 　　 23　　 2L　 　 lo16 且 lLl

日展 1乍品集 監9881989 塵ggo199 取 1992 　 1993 　 1994 　 19951996L997 合計

農村的風景画 1319221417 　　 L6　　 1，　 　 1， 8 け 回 B

都市的風量画 376iZ7 　　　 9　　　」　　　 661 且 72

表 2 　地域別絵画 数

〔御

臨塩 部 平野鵯 山闇舘 會 計

農　 吋 3737 28lo2
美　し　い　日　本

都　 市 2巳 80 3 111

農　樗 32 34 82 且48
日　展 1乍 品 箪

都　 市 艮4 55 3 72

（tt）

　 風景画 を景観 評価の 資料 として扱 う場合、かな

りの 解析上 の 問題が 生 じる 。 問題点を列挙す る と

次 の よ うに なる、，

　 （D風景画α）取材は地 域 の 中 の 特定の し か も眺望

の き く場 所が多 く、それは必 ず し も農村 の
一

般 的

風景を代表 して い ない 。 しか し、取材 した場所 は

画家が風 景 と し て の 興 味を ひ い た場所 で あるか

ら、農村 の 好 ま しい 風景 と受け取 る こ とも出来 る 。

　   風 景画 は視覚 に 入 る風 景 の 全 体 を捉 えたも の

で は なく、絵の フ レ
ー

ム に よ っ て限 られ た もの に

な っ て い る 。 フ レ ・．ム の 問題 に つ い て は 、資料 と

して限 界が ある と考え て い る。ただ、フ レ
ー

ム の

制限は あ っ て も描写す る対象 の 範囲の 取捨選択 は

画家 の 意志に よ り自由 で ある。

　   制作の 過程で デフ ォ ル メや モ ン タ
ー

ジ ュ は 多

か れ少 なかれ 生 じ る。 こ れ は画 家の風 景に対す る

願 望 と本研 究で は捉 えて い る。 しか し原景を全 く

留 めな い よ うな大きなデ フ ォ ル メやモ ン タージ ュ

を した 絵画は 、資料 と して適当で はない の で 解析

か ら除 く方法を とっ た。

　  絵 画で は色彩が極 め て 重要 な情報で あ る 。 本

研究で は色彩 は重要 で ある と認 識 しつ っ も解析 の

主 な情報 として扱 っ て い ない 。そ の 理 由は 資料が

絵画 の 複 写 で あ り原画の 色彩が正確に判 らない こ

と、もし原 画 を用 意出来 て も色彩 は微妙で あ り、

解析 の 方法を見 い だす こ とが 大変難 しい こ とで あ

る ，今後 の 課題 と した い 。ただ 、 大 まか な色彩は

判 る の で 、副次的な判断 に つ い て は解析 に用 い て

い る 。

IV　絵 画 にお け る風 景 の 構成素材
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（1 ）農村 と都市の 比 較

　絵画を農村的風景、都市的風景に 分けて 絵 画を

構成す る主な素材
’± 3

の 出現頻度を比較 した （表は

略）。農村的風最で の 特微 は 、山、森 ・林、草地

・草原、田
・畑 の 出現率が 都市的風景に比 べ て 2

倍以 Eの倍率 にな っ て い る 。 逆 に農村的風 景で 出

現率の 低い もの は、自動車 ・バ ス 、電車等の 人工

的な移 動物や公 園 ・広場、街路樹 ・並木 等 の 人 手

の は い っ た 自然 的風 景素材で あ り都市的風 景 の

1／2 以下 の 値 を示 し て い る。

　 （2 ）農村におけ る地域 別の 比 較

　農村的風景を絵画 で判別 で き る地域と して 、 山

間部、平地部、臨海部 の 3 地域に 大別 し、比 較 し

た （表 は略 ）。 当然 の こ と と して 山、森 ・林 は 山

間部、平地部、臨海部の 順で ある。田
・畑、庭木

・
屋敷林は 山間部、平地部 の 出現率が同程度で高

く、臨海部で は低 くな る。臨海部に っ い て特徴的

な こ とは、人問、集落 ・街並み
・住居、 ビ ル ・洋

僅築等人工 的な素材が 多 くな る こ とで あ る。

V 　近景の 解析

〔1 ）近 景、中景、遠景の 区分 とそ の 方法

　本研 究では近景 、 中景、遠景を景観整備 に よる

影響圏 の 立場か ら次の よ うに設 定 した 。 区分 の
・

例を図 ／ に示す
幽

。

　近景…身近 に 存在 し 、景観造成に当た り比 較的

容 易 に造 り替 える こ とが 可能 な範 囲。近 くの 道や

田畑 、家、屋敷周 りの 植樹 等が こ れ に相 当す る 。

　中景…土地利用 で 説明で き る範囲。住宅地 、耕

地 、樹 園地 、荒地 等で ある 。 海 、 池等 に っ い て は

やや曖昧にな るが、そ の 場所が 地上 で あ っ た場合

に 士：地利 用で 対応で きる範囲は 中景 と して扱 う。

　遠景…
山、海 、 野原 な ど風景 の 自然的条件 を説

明 して い る部分で ある、、景観造成 に当た り整備事

業等で は 対応 し に くい 範囲 で ある 。

　ただ し、絵 画 に よ っ て は 透視 図的描写 の よ うに

そ の 区分が難 しい もの も発生す る 。 遠 中近景 の 解

析 に っ い て は、「美 し い 日本」 llO 点 の 中か ら、

解析対象 にす る 絵画 と し て 90 点に絞 っ た 。

　なお 、視覚心 理学 の 「地」 と 「図」 の 関係は遠

景 、 中景が 「地 」、近景が 「地」 と考 えて い る。

高畠達四 良匹　　「當嶽」　：1947 よ りf乍成

図 1　遠畏 ・中景 ・近 景 の 区分

中景は絵画に よ っ て は 「図」 と見る方がよ い 揚合

もあ るが 、大 勢 とし て は 「地」 とみ る方が 妥当性

が ある場合 が 多い ．，

　 （2 ）近景 の 特徴

　近最は地 域整備 の 影 響が 強 い 範で あ る と の 見地

か ら、近景 の 描 画 の 特 徴に つ い て 解析 した。風景

幽 にお け る近 景 の 役 割 と して 、絵画全 体の 中で の

近 景の 強 さ （重要性 ） と動 き （躍動感）が考 え ら

れる
ttl．／tt
、計量で き る指標 と して 、強 さ に は 近景の

曲積、動きには近景 と中景 の 境界 線の 長 さで 代表

させ 、大 狂か な傾向 を探っ た 。

　近景 の 面積 は、近 景が絵画全 面積に 占め る 割合

で 計測 した （近 景面積率 と名付 け る）。 また 、近

景 と中景の 境 界線 の 長 さは、そ の 境界線の 長 さの

絵画周 囲長 さに対す る割合で 計測 した （近景 ライ

ン 長 さ率 と名付け る）。

　近景面積率 を横軸 に辺 景ライ ン 長 さ率を縦軸 に

と り資料 の 絵画 の 数値に よ っ て プ ロ ッ トした もの

が 図 2 で あ る 。

　面積率の 頻度を地 域別 に分析す る と、山間部 と

’
吋也部 で は分布の 形が類似 してお り、60 〜 70 ％

の 範囲 で 頻度が 多い c 臨海部は 30 〜 40 ％ と 60
〜 70 ％ の 二 つ の 層 に分かれ て頻 度が 多 くな っ て

い る．風景画 の 画面 を空、遠景、中景 、 近 景 と単

純 に 4 等分す る とそ れぞれ 25 ％ となるか ら、資

料か ら得 られた 近景面積 率 の 数値は これよ り相 当

高 くな っ て い る．これは 風景 の 専門家で ある画家

が 結果 と して近景 を重視 して い る と考え られ る 。
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　近 景 ライ ン 長 さ率 の 頻度 を地域別 に分析す る

と、山間部 、平地 部は 20 〜 70 ％ と広 範囲 にわ た

っ て い るが 臨海部 は 30 〜 50 ％ の 範囲で多 く分布

し て い る。

　分布 の 状況 を視覚的 に把握するた め に、地域別

に 近景面積率 と近 景 ライ ン 長 さ率 の 平均値 と標準

偏差 を径 に して楕 円を 描い た もの を図 中に示 し

た ． 図中の 楕 円の 形は 山間部 と平地部で は多少 の

差は あ っ て もそれ 程変 わ らな い が 、臨海部 で は 山

間部 と平 地 部 に比 ぺ 横 に長い 楕 円に なる。これ

は 殆 どの 臨海部 の 絵画 で は水 平 に横 の 長い 海が描

かれ て お り、近景 も横 へ の 広 が りを意識 して 近 景

ライ ン を短 く し 、 近景 の 動きを押さえ て い るた め

と解釈 で き る e

　 　 　 　 　 近景 の 面積 率

　 凡 傍　 ▲ 山地部　■ 臨海 部　● 平地 部

図 2 　近 景 の 面積 率 ・ラ イ ン 長 さ率

V1 絵 画 の 描 画方法 の 特徴

　（1 ）素材 の 農村的特 徴

　農村風景 の 特徴 と考 えられ る素材 の 扱い 方 に 関

する項 目を討議に よ り作成 し、そ の 出現頻度を 山

間部、平地部、臨海部 に っ い て比 較 した もの が表
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3 で あ る。こ の 表 の 結果 と個 々 の 絵画 の 観察か ら

お よ そ 次 の よ うに ま とめ る こ とがで き る
E6

。

　   耕 地 …現状で は殆 どの 水 田が基盤整備 を終

わ っ て い るが 、 絵画で は水 田、畑地 を碁盤 目の よ

うに 基盤整備 され た風景 を描い た 絵画は少 ない 。

資料 と して使 用 した絵画が基盤整備最盛期以 前の

f乍品が多い こ とを考慮 して 最近の 絵 に つ い て検討

し て み たが同様 の 結果 にな っ た 。

　  道…道は 曲が っ て い る絵 が 多い 。特 に歩く

道は 曲が っ て い て舗装され て い ない 。直線的な道

を描 い た絵 もな い で もない が、道 は途 中で 曲が っ

た り或 い は道の 先に ア イ ポイ ン トがあ る絵に な っ

て い る 。 今 口の 道路整備 に よ く出現 す る直線的で

そ の ま ま風 景 の 中 へ 抜けて い る道 は殆 ど描かれ て

い な い
。

　  水 辺 …小川、水路、池、湖 な ど水 や水辺 を

と りい れた 風景が多い 。水辺や水路の 法面は 自然

6 、土 、草な ど自然 の 材料で造成された 絵が 描か

れて い る。ただ、臨海部 の 波止 場や岸壁 は 、コ ン

ク リ
ー

ト造 がそ の ま ま露 出 して い る絵が 多 く見 ら

れ る tt

　 ま た
、 水 田が レ フ レ ク シ ョ ン ポ ン ドの 役 目をは

た し、集落、樹木、山な どを優雅に 映 し出 し て い

る も の が散 見され た 。

　  　家屋
…集落内 の 屋根 の 構 成は 、地 形や 家並

み の 影響を受 けて 、全体 と して 規則性 が幾分あ り、

そ の 中に個 々 の 屋根 の 変化 が入 る とい う特徴が あ

る ． 家屋の 屋根材料や形状は集落内で統
一

され て

い る場合が多い 。瓦 、草屋 根 な ど勾 配 の あ る屋根

が 多 く、 コ ン ク リー ト造に み られ る フ ラ ッ トな屋

根は 、そ の 出現度 が小 さい
。 勾配屋 根で も現在多

くみ られる草屋根 に亜鉛 鍍鉄板をか ぶせ た屋根 は

描かれ て い ない 。

　外壁は
一

色で 塗 られて い る絵が多 く、材料は絵

画か らは判 明 し に くい が、現在多用 され て い る新

建材等 の 軽薄な外壁材 料は見 出せ ない 。屋根 の 方

が 外壁 に比 べ て 風景画 を構成する力が大きい こ と

が感 じ られ る 。

　  家屋 の 周 辺 …集落 内 の 建 物は 高い 建 物 の な

い 風 景 の 方が圧 倒的に 多 い
。 高 い 建物 の 混 じ る 風

景は 臨海部 に少 し現 れ る 。 屋 敷林や 敷地 内外 の 大

樹が絵 面 の 重要な ポ イ ン トにな っ て い る例が相 当
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．二 重下線は描繭手法軍 が 50 ％以上を示 し、．（ ・》け描

．
面手
．
応率 の差が 2fE以上 ．〈

・
〉 は擶 画手法準 の ffht2倍 未藺 を示す

．多く存在 した．．．屋敷 周 りの 植栽は 、 自然的な植栽

が 多い が 、地域に よ っ て は植栽 の 人 ．1二的な剪定が

風
．
景
．
の 特徴 を造 っ て い る．絵画 もあ っ た 。 こ の 場合

で も、環境 を賤 しめ る よ うな人工 的 な形態は とっ

て い な い 。

　   そ の 他 の 施設
…描写 に 特 1敷の あ る 施設 を列

挙す る．、

　橋が よく描かれ る。橋は風 景 の 中に変化 を与 え

る．．．しか し、、農村 に描 かれ る橋 は現 代的構 法をそ

の まま露出 し た よ うな橋は少 なく 、 単純 な構 造 を

もつ 橋が多い 、，

　　商店 は 有 る程 度 の 賑 わ い を も っ て 描 かれ て い

る、．人物が 同時に配置 されて い る例は多い が自動

車を描 い た もの は極 め て少 ない
。 看板 も過剰に な

らない 程度 に描 かれて い る。過剰な装飾 の ある遊i

技場や必 要以 一ヒにあ くどい 看板な どは絵画 では描

かれ て い ない ．−t また、小都市 の 中心街 で よ くみ か

け る直線的で 無味乾燥 な商店 が 立ち並ぶ風景 も描

力ii
し
．・1（レ、孟くレ丶／．．

　洒落た役場や ホ テ ル が気 の 利い た風 景づ く りに

効果的に 用い られて い る 例 もあ る。 し か し、風景

の 中に ．突出 し た ．よ うな扱い で は描か れて い ない 。

　船 が多 く描か れて い る 。
一

席 の 船が風 景に溶け

込 む もの 、数隻の 漁船 が漁村 の 生 活を映 し出 し．て

い る もの 等が あ る 。 巨大 な観光船や漁船 が描か れ

る｛列1ま少 オs
’
　v 、、

　  農作業…農作業 をする 人は 描かれて い て も農

業生 産施 設は殆 ど境れ な帆 ，例外 と し て 畜産施設

で 牛 舎、サイ ロ は描 か れ て い る 。 家畜は 描かれ る

が トラ ク タ ー
は描か れ て い な い 。

W 　景観造成 に対す る若干の 視点

本 研究 で得 られ た景 観造 成に 関する視 点は 、そ
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の ま ま最観整備の 目標 にな る とは考 えて い ない
。

景観整備は広範囲 な視 点か ら決定 され る必 要があ

る か らで ある 。 本研 究 の 結果 と して 、現在 、

一
般

的に 多く叫ばれて い る項 目 （空気 が きれい で ある、

自然的な風 景が残 っ て い る 、 四季 の 変化が美 しい

等）は省略 して 、特徴的な視点 を挙げて み る と次

の よ うになる〔1

・　 耕地 の 基盤整備は なる べ く 自然的要素 を残

　　す，．

・
　 歩 く道は 曲 げ て 造 る 。

・
　 水 田、溜め池等 の レ フ レ ク シ ョ ン 効果は重要

　　で ある ，、
・
　 濠や水路の 法面 は 自然 の 素材で造る。
・
　 樹 木は 景観 の 要素 と して大事に扱う。

・
　 コ ン ク リ・ トの 平 らな屋根は なる べ く集落 を

　　 さけ、揚所を考えて 造る。
・　 農村に も全 体 の 雰 囲気を壊 さない 程度の 洒落

　　た施設を少数 だけ造 る 。

た 。

・大久 保悦子、鈴木倫子、御園理恵、本間喜子 、

山 田恭子 、山本将史の 各氏 に は 修士 ・卒業論文 の

テ ー
マ と して 研 究 に協力戴い た。こ こ に厚 く謝意

を表 す る も の で あ る ，，

・　 装飾過 剰 な建 物 や看板 は 造 らない 。

　　場所に よ っ て は環 境を い じらな い こ とも重要

　　で ある 。
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注 1 ） 近 代 ・現代の 風 景画 と し て の 資料 は 膨 大 な数 に 上

　　　る。そ の 選 定 に は絵 画 の 評 価 を伴 うが、本 研 究 は

　　　絵 画 の 作 品 と して の 評 価 を行 っ て い な い
。 従 っ て 、

　　　す で に 専門 家 に よ っ て 良質な作 品 と して評価 され

　　　て い る もの を 取 り 上 げ た。

注 2 ） こ の 画 集 は 権威 あ る 選 者 に よ っ て 選定され た、我

　　　が 国 で 唯
一

の 近代 ・現 代の 風 景 画 の 画 集で あ る。
注 3 ） 解析 し た 主 な 構成素材 は 次 の 通 りで あ る。
　　　 自然 的 素 材

…緑 系 （山 、森 ・林、樹 木 、草 地 ・
革

　　　原 、街路樹 ・並 木、庭 木 ・屋 敷 林
・

田 畑 ）　 水 系

　　　 （海 、河 川、湖、池、水 路 ）　 土 系 （沿岸
・
岸 ・

　　　岬 、 島 ）　 生 物 系 （人 間、動物 〉　 雪 系 （積 雪 ）

　　　人 工 系素材…施設 系 （集 落 ・街 並 ・住 居 、ビ ル ・

　　　洋建 築、教会 ・社寺 、 蔵 ・倉庫、工 場、駅舎、公

　　　園
・広 場、道路 ・道、橋、港、そ の 他 の 建 築物）

　　　移 動 物 系 （自動 車 ・バ ス 、電 車 、 船 舶、そ の 他 の

　　　移動 物 ）

注 4 ）樹木や農作 物 が 近 景 と して 描 か れ て い る場 合、葉

　　　 の ま と ま り や 密集 し た 細 い 枝 の ま とま りを、ひ と

　　　 っ の 単 位 と し て 捉 え、面積 に 含 め て い る。境 界 線

　　　 は 、そ れ らの 外周 線 と して い る。
注 5 ） 近 景の 描 写 の 状況 は、土 地 の 利 用 状 況、家屋やそ

　　　 の 他 の 工 作物、樹木な どの 形状、色 及 び 混 合 の さ

　　　れ 方 な ど、複 雑 な 内 容 が か らむ。本研 究 で は そ れ

　　　らの 総体 と して 、 近 景 の 強 さ、画面 上 の 動 きに 注

　　　 目 し た。ま た 、近 景 の 強 さに は 近 景 の 面 積 率 、動

　　　きに は境界線 の 長 さで 代表 させ た が 、解析上 の 限

　　　界 は あ る。
注 6 ） 描画 の 特 徴 は 事 例 が 多 い こ と も重 要 で あ る が 、事

　　　例 が 少なくて も重 要 な 事項 を 発 見 で きる 揚合 が 多

　　　い 。ま た 、絵画 の 特 徴 は 絵 画 の 個 々 の 事 例 を 上 げ

　　　な が ら 説 明 す る こ と が 説得性 が あ る が、紙 面 の 都

　　　合．Ll、概要 的な 記 述 に 留め た。
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The　p しlrpose 　 of 　this　 study 　is　to　make 　 clear 　the　excetlent 　 rural 量andscape 　by　 using 　Japanese　 modern −eentemporary 　 Iandscape

painting．　 In　this　papcr　we 　analyzed 　nexl 　two 　points．　 Onc　is　about 　th¢ clcments 　and 　the　characteristic 　ef 　expression 、　the　other

is　about 　the　close 　range 　view 　in　the　landscape　painting．　 As　a　result，　we 　found　thc　f｛）】lowing　characteristic ，1）NatUral　elements

is　pointed　more 　comparcd 　with 　man ・made 　elements ．2）Thc　close 　range 　view 　is　emphasized 　in　the　frame　of 　the　painting
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