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地方の文化財 と 真長寺本 「十二天像」

東海地方 に は優れ た 文化財が数多 く 残 さ れて い る が、 残念な こ と に 一般 的 に 広 く 認識 さ れ る 機会 が
少な く 、 研究 も あ ま り 進 ん で い な い の が現状で あ る 。 名 古屋大学文学部美学美術史研究室が 1 9 9 1 ～92
年 に 調査 し た 名 古屋市 の 仏画調査＂ ） に お い て、 724点 に も の ぼる 仏画 が紹介 さ れ て い る こ と で も 明 ら
か な よ う に 、 愛知県 内 だ け で も 相 当 数の 仏画が現存 し て い る 。 し か し そ れ ら の 仏画群 が市民 に 広 く 知
ら れ て い る わ け で は な く 、 そ の 文化 的価値 も 詳 ら か に な っ て い な い。

数年前、 大学院生 の 模写調査の た め に訪れた愛知県 内 の 某寺院 に は、 画技 に 優れ た 仏画が数点遣 さ
れて い た。 それ ら の 仏画 は ど れ も 国 ・ 市町村文化財指定が無 く 研究 も さ れて お ら ず、 管理 さ れ る こ と
な く 丸 め た 掛 け軸が押 し 入れ の 奥で ほ こ り を か ぶ っ て い た。 寺院 の 諸事情 も あ る か も し れ な い が、 仏
画 の 保存状態 と し て は大変不 向 き な環境で あ る 。 し か し それ ら の 仏画 に は大学院生 に 模写 を 希求 さ せ
る だ け の筆 力 が あ り 、 そ の よ う な 魅 力 の あ る 仏画だ と い う 認識が以前か ら あ っ た な ら 、 保存方法 も 少
し は変化 し て い た か も し れな い。

本研究で取 り 上 げる 岐阜県三輪 山 真長寺蔵 「十二天像」 （全 1 2幅、 以降真長寺本 と 表記） に し て も 、
こ れ ま でそれ ほ ど注視 さ れ て こ な か っ た 仏画で あ る 。 三輪 山 真長寺 は 岐阜市 の 北東端 に 構 え る 古利 で
あ り 、 そ の 創建 は 天平時代 山 と い われ 国指定重要文化財 「釈迦知来像」 を は じ め と す る 多 く の 文化財
を伝 え て い る 。 そ の 寺宝 に 含 ま れ る 「十二天像」 は、 文化財指定 を 受 け て い な い も の の 大変優れ た 仏
画 で あ る 。 真長寺本十二天像 1 2幅 の う ち 当 初 の も の は 4 幅 し か な い が、 し か し そ の 4 幅は、 国 指定重
要文化財 の 滋賀 県 西 明 寺蔵 「十二天像」 （以降 西明 寺本 と 表記） と 図 像 的 に 近似 し て い る の で あ る 。
4 幅 の 真長寺本 は 西 明 寺本 と 比較 し で も 勝 る と も 劣 ら な い優品で あ る と 思 う の だが、 こ れ ま で仏画研
究の 組上 に載 っ て こ なか っ た。 た だ現在の 真長寺では寺宝 の保存会が発足 （真長寺文化財保存会） し 、
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そ の 周 知 だけ で な く 再研究や 資料整理 に 努め てお り 、 序々 に 仏画 の修理 も 進 ん で い る 。 こ の よ う に 仏
画が文化財 と し て認知 さ れて い く こ と に よ っ て、 そ の 保存意識 も 高 ま っ て い く よ う に 考 え ら れ る 。

こ の 真長寺本 に 以前か ら 注 目 し て い た本学 日 本画専攻講師 の岩永 て る みが 中 心 と な り 、 真長寺本 の
模写研究 を 平成 1 8年度か ら 始 め る こ と と な っ た。 真長寺本は、 は じ め 東京馨術大学大学院 の 文化財保
存学保存修復 日 本画研究室で修復 ・ 研究が進め ら れて い た が、 東京襲術大学大学院 に 助 手 と し て在籍
し て い た岩永 て る み講師が、 本学 日 本画研究室で改め て研究 に取 り 組む こ と に な っ た の で あ る 。 本研
究では、 真長寺本 の 当 初作で あ る 4 幅 の 中 か ら 日 天 ・ 風天 ・ 閤魔天 を 取 り 上 げ、 模写制作 を 行 う こ と
を 根幹 と し た。 こ の研究で模写 と い う 研究手段 を と っ た理 由 は い く つ か 上 げ ら れ る 。 ま ず、 絵描 き が
模写す る こ と に よ っ て真長寺本 の技術 を 直 に感 じ る こ と がで き 、 そ の絵画性 を 把握す る の に最 も 効果
的 だ と 考 え ら れ る か ら で あ る 。 ま た模写の 際 に収集す る 作画 の た め の 資料 を ま と め る こ と で、 類似 し
て い る 西 明寺本 と の 関係性 を は じ め と す る 真長寺本 の文化的位置 の 考察 も 副 え ら れ る 。 そ し て こ の 模
写研究 に よ っ て東海地方 に遣 さ れて い る 文化財 の周知 に貢献 し 、 同地域 の 公立芸術大学 日 本画専攻 と
し て古典絵画研究 の 発展 に つ な げる に は、 絵描 き の技量 と 日 本画 の 知識 を 必要 と す る 模写 と い う 手段
が最 も 適 し て い る と 考 え た か ら で あ る 。

ま た模写 の 制作者で あ る が、 1 8年度 の模写作画 は 当 時 日 本画専攻研修生 だっ た猪飼 一之 と 熊崎み ど
り が担 当 し 、 1 9年度か ら 20年度は本学 日 本画専攻非常勤講師 の 阪野智 啓、 本文執筆 も 阪野が担 当 し た。
ま た 20年度 の研究で は 日 本画専攻第三研究室 の 大学院生 に資料収集等 の 助 力 を 得て い る 。 そ し て それ
ら を 岩永て る み講師が総括す る 形で研究 は進め ら れた。

真長寺本 「十二天像」 の 実情

さ て本研究で取 り 上 げる 真長寺本 「十二天像」 が、 重要文化財で あ る 西 明 寺本 と 近似 し て い る に も
係わ ら ず、 なぜ仏画研究 の 上 で注視 さ れて こ な か っ た の で あ ろ う か。 そ の 理 由 と し て 、 ま ず真長寺本
「十二天像」 が不揃 い な こ と が上 げ ら れ る 。 十二天は 日 天 ・ 月 天 ・ 火天 ・ 水 天 ・ 地天 ・ 風天 ・ 毘沙門
天 ・ 賛天 ・ 帝釈天 ・ 閤魔天 ・ 伊舎那天 ・ 羅利天 の 1 2幅でー具 と す る が、 真長寺本で は現在 1 2幅すべ て
が 同 一 の方量で表装 さ れて い る も の の、 絵は 3 種類 （ 3 時代） に 分かれて い る （指図 1 ） 。 図 に見 ら れ
る 1 2幅 の う ち の 8 幅 （火天 ・ 水天 ・ 地天 ・ 楚天 ・ 帝釈天 ・ 毘沙門天 ・ 伊舎那天 ・ 羅 剃 天） は、 そ の後
の修復 の 度 に新 た な も の に 替 え ら れた よ う で あ る 。 密教絵画で あ る 十二天像 は、 修法な ど の 密教儀式

の 際 に 堂 内 に め ぐ ら し て使用 さ れ、 それぞれ の方角 を魔障か ら 守護す る 山。 し た が っ て十二 天 が揃 つ
て は じ め てー具 と な る た め、 失われた尊像 を 補 う 必要があ っ た の だろ う 。

真長寺本 の 当 初 の ま ま の 掛幅は 4 幅 （ 日 天 ・ 月 天 ・ 風天 ・ 闇 魔天） の みで、 こ れ ら は 1 4世紀頃制作
と 推定 さ れて い る 。 こ の 4 幅 の 図様が、 前述 し た滋賀県西明寺本 と の 関連性 を 想起 さ せて い る 。 ま た

そ ご
こ の 当 初 作 4 幅 の う ち 「風天」 に つ い て は修理時の組簡 に よ り 目 の位置が ゆ がんでお り 、 ま た 「閤魔
天」 に つ い て は発見が 「 日 天」 「月 天」 「風天」 に遅れた た め に 保存状態が最 も 悪 く 、 掛 け軸 の 状態で
維持で き な い ほ ど劣化 し て い た。 た だそ の よ う な損傷があ っ て も 良 品 で あ る こ と に は 間違 い な く 、 本
模写研究 で は 1 4世紀制作 で あ る 4 幅 の う ち の 「 日 天」 f風天」 「閤魔 天J の 模写 を 行 う こ と と し た。
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（ ち な み に 「 月 天」 に つ い て はす で に 東 京整術大学大学院文化財保存学 日 本画研究室で模写 が完成 し
てお り 、 現在本学が所有 し て い る 。 ）

「 日 天」 の模写 と 西 明寺本

← ［挿 図 1 J 
真長寺本 の う ち 江戸H寺代以降の制
作 と 忠、わ れ る 8 1隔。 こ れ ら も 作 厄L
の 差 に よ り 2 グ ル ー プ に 分 け る こ
と が で き る 。

平 成 1 8 年 度 は、 当 初 の 掛l幅 4 中高 の う ち 「 日 天」 「風天」 の 現状模写 を 、 先 に 述 べ た よ う に 本学模写
研究室 修 了 生 の 猪飼一之 （ 日 天） と 熊 崎み ど り （風天） がそれぞれ担 当 し た。 ま ず は猪 飼 一之 が 担 当
し た 「 日 天」 模写 と 比 べな が ら 西明寺本 と の 類似点 を 改 め て検証 し た い。

滋賀県 西 明 寺が所蔵す る 「十二天像」 は 1 4世紀頃期 作 と 推定 さ れ、 1 2幅すべてが揃い 保存状態 も 良
く 、 国指定重要文化財の指定 を 受 け て い る 。 十二天はす ・

べ て立像形式で表 さ れ、 そ の 明快な色彩 と 肥痩 の 強 い 線
描は鎌倉時代以降の 画趣 に 沿 っ て い る （刊。 真長寺本 と 西
明 寺本 を 並 べ る （挿図 2 ） と 、 そ の 図様 の 相 似 し て い る
こ と が 良 く わ か る 。 た だ し 尊像上部の種子 （ 図 像 を 表す
党字） が真長寺 本 に は 無 い。 こ れ に つ い て 同 比率に縮小
し た挿 図 2 を 見 る と 、 真長寺本の 上部が種子 の 空間分だ
け切 り 取 ら れ て い る 様 に も 見 え る 。 日 天 の 形状 に つ い て
は 、 宝 冠 の 僅 か な 違 い と 宝冠帯の 垂 下部分(IJ要 の 辺 り で
左 右 に 広 が る 白 色 の 帯）の 有 無 （挿図 3 ） 以外 に 特筆すべ
き 相 違 点 は 無 い 。 し か し 施 さ れ る 彩色 ・ 文様 に つ い て は
そ れ ぞれ に 独 自 性が あ る た め 、 模写で使われた顔料（引 も
含 め て 、 以 下 に 日 天 の 部位別 に ま と め てみた。
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← ［挿 図 3 )
真長寺本 （左） に は帯が確認出来
な い が、 西 明 寺 本 （右） では腹部
に 左 右 に 広が る 帯 の端が見 え る

( 1 )  頭光 ． 西 明 寺本では緑色の牽 し が施 さ れ て い る が、 真長寺本の現状 で は茶褐色 の 地 色 に 糧 色 の 量
し を 入 れ て い る 。 模写で は丹で彩色 し て い る 。

(2 )  火 炎 ． 西 明 寺 本 の 炎 色は赤色 で あ る が、 真長寺本では青色で所 々 に 燈 色 の 量 し を 入 れ て い る 。 朱
色 の 括 り 線は共通 す る 。 な お 火 炎 の 青色は若干褐色化 し て い る た め 、 模写では群 青 を 少 し
焼 い て用 い て い る 。

(3 )  宝冠 ． と も に 金 箔 の 使用 が確 認で き る 。 裏箔 （絹の裏 に 金 箔 を 貼 る ） と 推 測 さ れ る 。
(4 ) 肉 身 ・ 淡紅色で共通 し 、 部分的 に ｜壊取 り を 入 れ て い る 。 線描 も と も に 朱 色で あ る 。
(5 )  頭髪 ・ 現 状 で は黒 に 近 い 青色 を し てお り 、 真長寺本の髪際 に はわずか に 緑色 に よ る 量 し が 入 る 。

模写で は 群 青 を 焼 い て黒色化 さ せて い る 。
(6 )  飾 ． 酋明 寺 本 は 金色が残る が、 真長寺本では確認で き な い。
(7 )  日 輪 ・ と も に 朱色で、 輪郭 に は 故金 を お く 。 模写で は 金泥 を 用 い

て い る 。
(8) 蓮華茎 ． 花弁 に は 白 地 に 朱色 の金 し を 入れ て い る 。
(9 )  条 南 ・ 西 明 寺 本 で は褐 色だが、 真長寺本は赤色で墨線 を 覆 う よ う

に彩色 し て い る 。 条 南 の褒は水色で塗 ら れ、 さ ら に 畳 し も
入 る 。 模写では赤色は朱、 水 色 は 白 群 を 用 い る 。

(10） 天 衣 緑色で共通 し て い る 。 模写では緑青 を 少 し 焼 い て 用 い る 。
(11) 股衣 ． と も に 茶褐色で あ る 。

［挿図 4 )
背景地の絹 目 を よ く 見る と 、
絹 自 の 間 に灰青色 の泥絵具
の様な塊が確認で き る

(12) 裳 ・ 西 明寺本では朱色地に 文様がtihliか れ て い る 。 真長寺本では燈色で、 墨 線 を 覆 う よ う に彩色
さ れ て い る が文様は見 え な い。 ま た 真長寺本 の 裾 に は黄色 地 に 淡緑色で唐草文 の よ う な文
様が確認で き る 。 模写では燈色は丹、 淡緑色は 白 緑 を 用 い て い る 。

(13） 蓮弁 ： 西明寺本では右足が朱色、 左 足が淡緑色で 白 色 の量 し があ る が、 真長寺本で は 右足 が 白 色、
左 足 が赤色で盈 し は無 い 。 模写で は 白 色は 貝殻胡粉 を 用 い て い る 。

(14) 背 景 ： 西 明 寺本 は 褐 色 だが、 真長寺本はやや黄土色が強い。 ま た灰 青 色 の 塊 （伊図 4 ） が絹 目 の
所 々 に 詰 ま っ て い る 。

以 上 、 主な描写の特徴 を 挙 げたが、 こ の他 に も 真長寺本 「 日 天」 模写では裏彩色 （絹の裏 か ら の彩
色） を 施 し 、 ま た基底材 で あ る 絹 を ヤ シ ャ ブ シ で染め て砧打ち し 、 よ り 原本 の 質 感 に 迫 っ て い る （追
補⑤） 。
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長谷川等伯 の 描 く 十二天

ま た 西 明寺本以外 に も 図像 の 近 い 十二 天像が見つ か っ た。 そ れ が、 石川 県正覚院の持つ 「十二天像」
で あ る 。 正覚院本 「 日 天」 「 月 天」 に は能登時代 の 長 谷 川 等 伯 の 雅 号 「信春」 の 落 款 が確 認 さ れ 、 制
作年代 も 永禄七年 ( 1 564） と は っ き り し て い る 山。 真長寺本 ・ 酋明 寺本 ・ 正 覚 院 本 を 三 つ 並 べ る （伸
図 5 ） と 、 正覚院本は制作年代が下 る に も 関わ ら ず、 そ の 図様が非常 に 良 く 似て い る こ と が明 確 に な
る 。 彩色 ・ 文 様 は三者三様 で あ る が、 形状の相違点は僅か し か な い。 例 え ば 日 天 で 見 ら れ る 形状 の 違
い は二箇所だけ で あ り 、 一つ は真長寺本 ・ 西 明 寺本が共 に 踏筈Jj蓮華座 に 立 っ て い る の に 対 し 、 正覚院
本では駐能座 に 立 つ 。 ま た 西 明 寺 本 に あ る 宝冠 の 垂下帯は、 真長寺本 ・ 正覚院本 に は無 い。

乙 こ ま で主 に 日 天 で の 比較 に よ っ て 西明寺本 ・ 正覚院本 と 真長 寺 本 の 類似性 を 述 べた が、 後述する
風 天 ・ 閤魔天や、 紙面の都合上取 り 上 げな か っ た 月 天 に つ い て も 相違 点 は 僅か で あ る 。 少 な く と も 現
存 す る 真 長 寺 本 「 日 天」 「 月 天 」 「風天」 「 閤 脆 天J に 関 し て は 西 明 寺本 ・ 正 覚 院 本 と 形状が酷似 し て
お り 、 こ れ ら 三 例 は 同 系統 の 作 例 と し て考 え て も 良 い と 判 断 し 、 正覚院本 も 今後 の 図 像比 較 の対 象 と
し た。

［真長寺本］ ［西 明寺本］

「風天」 の部分復元

［正覚院本］

［挿図 5 ]
日 天 の 図像比較。 左 か ら 真長寺本、
凶明寺本、 正党院本で あ る が、 形状
の違 い は ご く わずか で あ る こ と が分
る 。 ま た ftjlj作年代が下 る 正覚院本に
も 種字 は 無 い。

「 日 天J で は 現状 を そ の ま ま 写す模写で あ っ た が、 熊崎み ど り 担 当 の 「風天」 で は部 分 的 に 復 元 作
業 を 取 り 入 れ て い る 。 そ れ に は真長寺本風 天 の特殊な事情が絡ん で、 い た。

「風天」 は 「 日 天」 に 比 べ る と 痛 み の 度 合 い が強 く 、 原本の絹 目 と は異 な っ た 絹 で補絹 さ れて い る
部分が 目 立 っ て い る 。 特 に 違 和 感 を覚 え る の は老相 を し た顔面部分で、 一 見 し て絹 の痛 み に よ っ て顔
が 中 央 に 寄 り 固 ま っ てみ え る 。 さ ら に 容 貌 を 近距rt.litで拡大鋭等 を 利 用 し て 観察す る と 、 目 と 思われ る
描写が四つ確認でき る （伸図 6 ） 。 こ れ は実際 に 目 が四 つ あ る わ け で は な く 、 い ずれ か の 時代 の修理時
に 目 の部分の絹がずれ た か 、 あ る い は ひ っ く り 返 っ た状態で裏打ち さ れて し ま っ た も の と 推測 さ れ る 。
そ こ で こ の 風 天 の 模写 に あ た っ て は、 真長寺本 「風天」 の 当 初 の 印 象 を 取 り 戻 す 為 に 、 目 の位 置 を 元
に 戻す復元画 を 試み る こ と に な っ た。

復元作業は、 修理時 に絵絹が ど の よ う に ずれ た の か検討す る こ と か ら 進 め ら れ た。 一 見す る と 、 目
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の 周 囲 の絹がそ の ま ま 鼻 の 位置 ま でずれ落 ち た よ う な 印
象 で あ る 。 し か し 、 実 際 の絵絹は複雑 に よ じ れて 、 様 々
な 方 向 に ず れ て い る 。 ま た 目 以外 に も 、 眉 、 鼻、 口 、 ひ
げ等の 線 の 痕 跡( 7 J が確認で き る 。 さ ら に 四つ あ る 目 の う
ち の 上 部 二 つ は 、 下部二つ に 比 べ て 薄 く 剥落後の痕跡の
よ う に 見 え る 。 こ う し た こ と か ら 、 顔 の バ ラ ン ス と 類似
作 例 （西明寺本、 正覚 院本） と の 比較 も 考慮 し た の ち 、
薄 く 見 え る 方が 元 の 目 の位置だ と 判 断 し た。 次 に 、 F部
二 つ の 目 は 上 部 の 自 の位置の みがずれ た だ け な の か を検証 し た。

［指図 6 ］ 四 つ 自 に 見 え る 風天

パ ソ コ ン 作 業 上 で下 部 の 目 を 切 り 取 り 、 上部の 自 に 重ね る 検 証 を し た と こ ろ 、 上部右 目 部分 は そ の
剥落箇所に 下部の 目 を あ て は め る こ と がで き た。 し か し 左 目 部分 は 、 下部の 目 を そ の ま ま 上部 の 位 置
に 重 ね よ う と す る と ずれが生 じ る 。 下部の絹そ の も のがひずんで し ま い 、 上 部 の 目 の痕跡 と 合わ な く
な っ て い る 。 そ こ で熊 崎み ど り の復元案では、 右 目 は下部の 目 の 形 を 生か し 、 左 目 は 上部の痕跡 を 重
視 し て描 く こ と に な っ た。 本研究 の 復元作業では、 さ ら に 以下の こ と に留意 し て復元作業 を 進 め た。
ま ず類似作例 で あ る 西明 寺 本 ・ 正覚院本 と の顔の容貌 を 比較 し た と き 、 表 情 に 微妙な 違 い が あ る こ と
が わ か る （挿図 7 ) 。 「風天」 の 他 に も 、 真長寺本 「 日 天J と の 比較図 を 併せ て 掲載 し た が、 そ れぞれ
に特徴があ り ま っ た く 同 じ も の で は な い 。 挿図 7 で分か る よ う に、 同 じ 図 様 を描 く に し て も 描 き 手 が
変 わ れ ばそ れ ぞ れ の 癖 が 自 然 と で る も の で あ り 、 復元作業では こ の よ う な 描 き 手 の 自 然 に 現 れ る 差異
を 感 じ 取 り 、 さ ら に 表 現 に 結 びつ け る こ と が最 も 難 し い。 今 回 の 風天復元模写では、 制作年代 と 筆様
の 近 い 西 明 寺 本 と の 差異 を 表現す る こ と に 重 点 を 置 い た も の と な っ て い る （追補⑤） 。
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← ［挿 図 7 ]
上段左 か ら 真 長寺本、 西明 寺 本 、
正党院本の 風天容貌。 下段 も 同様
に 、 El 天 の 容 貌 を 並 べ る 。



兵 長 寺 本十二天 像 の模写研究

右 を 向 く 風天

真長寺本や 西 明 寺 本 の 風 天 の 形状 に は、 他 で は あ ま り 見 る 事 の 出 来 な い 特徴 を 備 え て い る 。 そ れ は
風 天 が 向か つ て左 を 向 い て （つ ま り 風 天 本 人 は右 を 見 て ） 立 っ て い る こ と で あ る 。 そ の 他 の 立像十二
天 を み る と 、 東 寺本 （ 削 を は じ め と す る 多 く の風天は概 し て 向か つ て右 （風天 本 人は左） を 向 い て い る 。
こ れ に つ い て 十二天像 の 図 像 を 定め る 『 白 賀 口 抄』 十二天法下風天事 に は 「其幡端 白 右瓢瓢。 左拳叉
腰向左盗視。 」 と あ り 、 ま た 『阿裟縛抄』 図像九七風天の項 に 「其幡向左瓢髄。 左拳叉腰向左造視云」
と あ る た め 、 右 を 見 て い る 真長寺本や西明寺本は こ れ ら の 図像集（ 引 に 反 し て い る 。

ま た こ の よ う な特徴 を持つ風天図像は愛知県 に も 存在す る 。 『名古屋市 内 寺 院 の 仏画 （予備調査編） 』
（名古屋市教育委員会編 I 998） の 図版 に 載 っ て い る 、 愛知県宝珠院蔵の も の （帰図 8 ） が そ れ で あ る。
ま た福 井県永平寺 に も こ の 特徴 を 備 え た風天図像（10） （持図 9 ） が あ っ た。 こ れ ら の 図 像 は い ず れ も 風天
が右 を 向 き 、 右 手 に 持 つ 幡 は 右 上方 に た な び き 、 あ お ら れ て 背 中 で輪状 に ふ く ら ん だ天 衣 の 端 が そ の
輸 を く くJ っ て い る 点で共通 し て い る 。 岐阜県の真長寺、 滋賀県 の 西 明 寺 、 石 川 県 の 正覚院、 愛 知 県 の
宝珠院、 そ し て福 井 県 の 永 平 寺 と い う 中 部 圏 に こ れ ら の 図像が集中 し て い る と い う こ と に 何 か 理 由 が
あ る の か 、 今後検討の 余地が あ る と こ ろ で あ る 。

［宝珠院本］ ［永平寺本］

「閤魔天」 の現状 と 想定模写

← ［掃図 8 ] ［挿図 9 ］ 宝珠院 本 と 永平寺本 「風天」
左の宝珠院は真言宗 智 山 派 の 寺院で、 十二天全て
が揃 っ て い る 。 『 名 古屋 市 の 仏画 調査記録』 に よ
る 制作年代は室lllT時 代 と さ れ る 。
右 は 曹洞宗 大 本 山 永 平 寺 に 伝わ る 「風天」 だが、
卜二天は揃 っ て お ら ず、 現在は 「羅 章lJ 天」 と の 対

幅 と な っ て い る 。

真 長 寺 に は 1 4 世 紀 の 作 と さ れ る 十二天像が 4 幅 あ る こ と を 前述 し た が、 こ の う ち 「 月 天」 「 日 天」
「風天」 の 三幅 は 近 年 に 修理 が 施 さ れ椅麗 に 車1!1装 さ れ て い る 。 し か し 残 る 閤 魔天 は 未修理の 状態が長
く 続 い た よ う で、 現 状 で は蘭面 の 至 る 所で絹が浮 き 上が り 、 裂 け て し ま っ て い る 箇所 （挿図 J O） も 多
く あ る 。 さ ら に 画 面 の 所 々 に 施 さ れ た折れ伏せ （短冊状 の補修紙） に よ っ て茶色 い 筋 が浮 き 上が り 、
ま た そ れ と は別 の 当 て紙が顔 と 左手 に持つ 人頭幡の部分 に あ る 為、 そ こ だけ が不 自 然 に 目 立 っ て い る 。
そ れ ら の 要 素 が 合わ さ っ て、 「閣魔天J の 図像 の 全体像が著 し く 損 な わ れ て い る の で あ る 。 し か し 、
当 て紙 の お か げで は っ き り 見 え る 顔 の描写は大変繍酒で あ り 、 類似作例 の 西 明 寺 本や 正 覚 寺 本 と 比較
し て も 独特 の 相 貌 （挿図 l I ) を し て い る 。 絹 の痛みや補修 に よ っ て 、 図 像 本来の 様子が損な わ れ て い
る こ と が大 変惜 し ま れ て な ら な い。 そ こ で 平 成 I g 年 度 に 行 わ れ た 「閤魔天」 の 模 写 で は 、 本 来 の 姿 を
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垣間見 る た め に 、 絹 の 浮 き や 裂 け の よ う な基底材の痛みを 目 立た な い よ う に作画す る 模 写 を 試 み る こ
と と し た。 絹 地 の 乱 れ を 描l画上抑 え る だけ で も 、 尊像が際立 つ て 見 え る はず で あ る 。 平 成 1 9 年 度 の 段
階では ま だ原本修理 の 目 途が立 っ て お ら ず、 こ の よ う な模写 は真長寺本 「閤魔天」 の 図像 を 把握 す る
為 の有効な研究 に 成 り 得 る と 判 断 し た。 こ の模写では絵画部 分 を 復 元す る わ け で は な く 、 基 底 材 で あ
る 絹 の 痛 み を 軽減 さ せ た 状 態 に 想定す る も の な の で、 小稿で、 は仮 に 「想定模写」 と 呼ぶ こ と に す る 。
ま た 間 魔 天 の 模写作画 は筆者が務 め た 。

見 え づ ら い色調

← ［挿 図 1 0]
絹が浮 き 、 あ ら ぬ方
向 に 折れ て い る 。 料
絹 の 隙 間か ら 、 黒色
の肌築紙 も 見 え る 。

こ の 想定模写 の 目 的は、 基底材の痛み に よ り 損なわれた真長寺本 「閤魔天」 の絵画性 を 把握す る こ
と に あ る 。 そ の た め 図像 を 見 え に く く し て い る 大 き な要 素 で あ る 、 絹 地 の浮 き 上 が り や 破 れ を抑えた
状態 に 想定 す る こ と を 目 標 と し た。 し か し抑える と い っ て も 、 全 く 痛み の 無 い 状 態 に 描 く わ け で は な
い 。 本研究では絹地 の 浮 き 上 が り や破れ以外は原本の現状 に 則 し て模写 を す る の で、 閤l箆天尊像の顔
料部分 の 剥 落 や 欠 損 は そ の ま ま 描 く 。 尊像 に剥落が あ る の に 、 背景地があ ま り に 平 滑 で は 図像全体の
調和が取れ な い た め 、 背 景地 に も 尊 像 に 倣 っ た 剥落描写 を 入れ る こ と に よ っ て 全 体 を馴 染 ま せ る 必要
が あ る 。 そ れ ら の 剥落描写は、 絹 の 浮 き 上が り や破れが見 ら れ る 位置 に の み施す こ と を 原則 と し た。

背 景地 の 色調 は、 原本では全体的 に 焦 げ茶色 を し て い る が、 そ れ に は疑 問 を 呈 し た。 画 面 上 の 至 る
所 に 施 さ れ た 折れ 伏 せ と 、 そ れ が 無 い部分 と の色の差が激 し い の で あ る 。 そ こ で背景 を よ く 見 る と 、
絹 の 破 れ た 隙 聞 か ら 見 え る 肌 裏 （絹 を補強す る 為 の裏打ち紙） が、 黒色な の が 分か る 。 折 れ 伏 せ の 無
い 部分 は こ の黒色が透 け て 、 よ り 褐色がか つ て見え て い る の で あ ろ う 。 こ の影響は背景地 の みな ら ず、
閤魔天尊像 に も 及 ぼ し てお り 、 例 え ば胸部の折れ伏せ の あ る と こ ろ と 無 い と こ ろ では そ の 色味 に 差 異
が あ る の が は っ き り 見 ら れ、 顔 の 当 て紙部分 と 比べ る と よ り 顕著で あ る (t市図 1 2） 。 こ の よ う に 本来 の
状態が確認 し づ ら い 本研究では、 尊像 を 含 め た 色 調 を 、 「閤魔天」 原本か ら 読 み込 ん だ情報 を 基 に 、
先 行 し た 「 日 天」 「風天」 模 写 の 色調 に 合わ せ る こ と と し た。 比較的原本 の 状 態 の 良 い 「 日 天」 が 図
像 全 体 に 黄 土味 を 帯 びて い た た め 、 「閤魔天」 模写の色調 も 原本 よ り 多 少黄土色 に 寄 せ て い る （追補
⑤） 。 し か し 翌平成20年 に 行 わ れ た 「閤魔天」 原本修理 の現場 に て、 背景地に意外な絵 の 具 が見 つ か っ
た 。
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「閤魔天J の真実

長 ら く 修理 で き な か っ た真長寺本 「閤魔天」 で あ っ たが、 平成20年
度 に 原本 の 修理が実行 さ れ る こ と と な っ た。 同 年 1 0 月 下旬、 真長寺の
三輪隆詮住職 と 岩永 て る み講師が修理工房 を 訪れ る こ と に な り 、 筆 者
も 同行 さ せて 頂 い た 。 修理 を 請 け負 っ て い る の は国宝修理装演師連盟
に 加盟 し て い る 半 田 九清堂で、 東 京国 立博物館 の工房に て修理は行わ
れ て い る 。 そ の修理現場で、 九清堂代表取締 役 の 半 田 昌規氏 （国宝修
理 装演師連盟常務理事） の ご厚意 に よ り 修理途 中 の 「閤魔天」 を 見せ
て 頂 け る こ と と な っ た の で あ る 。 現在閤魔天は表具を解体 し 、 本紙は
全 て の裏打ち 紙 を 剥 が し て表張 り さ れ た 状態で裏 向 き に置か れ て い て 、
裏 か ら の彩色 を 直 に 見 る 事 が 出 来 た。

「閤魔天」 に 限 ら ず、 絹 に 描か れ た 絵 に は裏 か ら 彩色 を 施す こ と が
多 く 、 こ れ を 裏彩色 と 呼 んで い る 。 絹 は織 り の 密度 に よ っ て組密 ｛ J l ） が

真長寺本十二天像の模写研究

［挿図 1 2］ 真 長 寺 本 の現状

あ り 、 裏 か ら 彩色 を 施す と あ る 程度 表 か ら も 透 け て 見 え る 。 絹絵は そ の 裏 彩 色 の 効 果 を 活 か し て描 か
れ る の で あ る 。 ただ裏彩色はそ の絵が完成 し て 表具 さ れ る と 、 当 然な が ら 隠れ て し ま い 普段 は 見 る 事
が出来な い。 裏彩色は今回 の よ う な修理途上で し か確認する こ と は 難 し く 、 大変貴重な機会 で あ っ た。

さ てそ の 裏彩色 を つ ぶ さ に 観察 す る と 、 表 か ら の観察では分 り 得な か っ た 「閤 魔 天」 の 実情 が 見 え
て き た。 ま ず顔 の 部分 の 当 て紙 で あ る が、 新た に宛がわれた も の では な く 古 い 肌裏紙が残 っ て い る も
の だ と 半 田 昌 規 氏 に ご、指摘 を 受 け た 付帯図 1 3） 。 半 田 氏 の 説 明 に よ る と 、 以 前 の 修理 の 際 に 、 肌裏紙を
剥 が し た ら 裏彩色が取れて し ま っ た 為 、 顔の部分だけ で も 裏彩色が残 る よ う に そ の 部 分 だ け 剥 が す の
を 断念 し た の で は な い か と 推測 さ れ て い た。 肌裏紙は絵の 裏 に 直 に 貼 ら れ る た め 、 下 手 に 剥 がす と 裏
彩色の絵具が紙に ひ っ つ い て取 れ て し ま う こ と が あ る 。 こ の 「閤魔天」 の 様子 だ と 、 以 前 の 修 理 時 に
顔やそ の他一 部 を 除 い て 、 大部分の 裏彩色が取れ て し ま っ た よ う で あ る （挿図 1 4） 。 以下は、 肉 眼観 察

［挿 図 1 3]
四 角 く 切 り 取 っ た様 に 見 え る 頭
部周辺が、 当 初 の裏彩色の よ く
残 っ て い る 部分。 絵 の 具 層 は 比
較的厚 め で あ る 。

Ll7 

［挿 図 1 4]
赤色部分以 外 の 裏 彩色 は ほ と ん
ど磁認で き な い。 ま た 朱 と 思わ
れ る 赤色は、 表か ら 彩色 さ れ て
い る 顔料 と 同ーの も の に見え る。
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に よ る 閤魔天 の 裏彩 色 の 雑感で あ る 。
顔 の裏彩色 に は、 表 か ら 見 え る 肌 色 に 近 い 混色顔料が し っ か り 塗 ら れて お り 、 頭 髪 に は濃紺色の 彩

色 も 施 さ れて い る 。 ま た冠や飾 り 金物 に は金箔、 飾 り 花 に は赤色顔料が確認で き た。 頭光裏 の 丹 色 も
鮮烈で、 丁寧な量 し も 見 え る 。 こ の顔か ら 頭光の部分は古 い 裏 打 ち 紙が残 っ て い た 部分で、 当 初 の 裏
彩色が最 も よ く 残 っ て い る 。 ま た こ の 当 初部分 に は全て に 裏彩色が施 さ れ て い た。 当 初 の 裏打 ち 紙 が
無 か っ た 部 分で は ほ と ん と、裏彩色は残 っ て い な い が、 例 外 と し て 朱 と 思わ れ る 赤色顔料がよ く 残 っ て
い る 。 ま た 表か ら う っ す ら と 緑色が見 え る 衣の 裏 に 、 わ ずか に 白 緑の よ う な薄緑色が確認 で き た。 裏
彩色が残っ て い な い 部 分 は総 じ て絹 目 が透 けて 見 え る ほ どで、 表 か ら の彩色は薄か っ た よ う で あ る 。

背景に見え る 青色

「閤魔天」 の 裏彩色で最 も 想定外だ‘ っ た の は背景の部分であ る 。 肌裏紙が除去 さ れ 裏 返 さ れて い る
閤 魔 天 の 全体 像 を 見 た と き 、 背景 の絹地が薄灰 色 に 感 じ ら れ た。 表 か ら 見 る と 背景 は 茶色 に 見 え て い
た し 、 他の真長寺本 日 天 ・ 月 天 ・ 風天では茶色 と 黄土色が 目 立 っ て い る の で、 明 ら か に 異質 で あ る 。
除去 さ れ た古 い 裏打 ち 紙 の 破片 を 見 る と 濃 い 焦 げ茶色 に 染色 さ れ て お り 、 こ の 色が 表 に 透 け 、 あ る い
は絹 に 染 め 付 い て い た こ と が影響 し て背景が茶色 に 見 え る の だ ろ う 。

宝冠か ら 腰 の 左横 に 垂 れ 下 が っ て い る 白 い 帯 の 裏彩色は、 浅葱色 （ 薄 い 青色） に 塗 ら れて い る 。 こ
の 浅葱 色 は 他 に 頭光 の 火炎 裏 と 右手 人差 し 指裏、 人頭l幡 の 周 辺 に も 見 ら れ る （挿図 1 5） 。 こ れ ら は表 の
彩 色 と 無 関 係 に 塗 ら れ て お り 、 例 え ば帯の表色は 白 で あ る し 、 火 炎 の 表 色 は赤や様で あ る 。 ま た 残 り
は 少な い も の の 、 背景地 に も 帯状 に 浅葱色が散見 で き る 。 こ の こ と か ら 、 岩永講師 と 「浅葱色は背景
色 の 裏彩色 な の で は な い か」 と の推論で一致 し た。

背景色が浅葱色 を し て い る 十二 天像 と し て は 、 江戸時代の作例 な が ら 京都府醍醐寺（！
の に あ る 。 た だ真長寺本十二 天 の 場 合 、 現存す る 日 天 ・ 月 天 ・ 風 天 の 背 景 地 の 色 が茶色 ・ 黄土色系統
な こ と と 、 額似本で あ る 西明 寺本や正覚院本の地色 も ま た 茶系 の 色で あ り 、 と て も 浅葱 色 に は 見 え な

部4指L"i!!白遜安定、a

［挿図 1 5］ 左 か ら 帯 の裏、 指の襲、 火 炎 の 裏 の 画像。 部分的 に 残 る 浅葱色 の顔料は 目 視 の 限 り では群青
に は見 え な い。 白 色顔料に監 の よ う な 有機顔料 を 混 色 し た も の で あ ろ う か。
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い 。 十二天像は普通、 背 景 の 色 は 1 2幅で統ー し て描 か れ る た め、 「間！魔天J の み が 青 い 背 景 だ と は考
え 難 い。 し か し な が ら 真長寺本 「 日 天J 「 月 天J 「風天」 の背景地に、 か つ て 青色系統だ‘ っ た の で は な
い か と 思わせ る 痕跡 も 残 っ て い る 。 日 天 の項で も 記述 し た が、 背景や尊像 際 の 隙 聞 か ら 、 灰 青 色 の 粒
が至 る 所で 目 視 で き る の で あ る 。 平 成 1 8年 の 「 日 天」 「 月 天」 「風天」 の原本調査 に 参加 し た岩永講師
や猪朗、 熊崎、 筆 者 も 含 め た 全員が、 「 日 天」 「 月 天j 「風天」 の 背 景 地 の 絹 目 に 詰 ま っ て い る 灰 青 色
が い っ た い 何 者 で あ る の か疑問 を 持 っ て い た。 ま た補絹の 隙聞 か ら 見 え る 肌裏 紙 の 色 が黄土色 に 見 え
て お り 、 こ の肌裏紙 の 色 が表 の 黄土調 の 色 相 に 影響 し て い る の か も し れ な い。 推 測 の 域 は 出 な い が、
絹 目 に 詰 ま る 灰青色が真長寺本背景色の裏彩色だ、っ た の で はな い の か と 考 え る 余地 は あ る と 思わ れ る 。
だが こ こ で述べた推論は、 真長寺本 の 印 象 を 大 き く 変 え る も の で あ り 、 よ り 慎重 な 調 査 を 続 け て い く
必 要が あ る 。

今後の研究課題

こ こ ま で真長寺本十二天像の 「 日 天」 「風天J 「閣魔天J の 模写 に 際 し た 問題点 を 中 心 に 述 べ て き た
が、 こ こ で は 取 り 上 げる 事 の で き な か っ た 月 天 も 合わせて完成 し た 模写 を 見 る と 、 改 め て 真 長 寺 本の
筆 力 の 高 さ が確 認で き る 。 特 に 画 面 の 荒れ て い た 「風天J 「閤魔天」
で は 図 像が よ り 見やす く な り 、 原本の絵画性の 回 復 に 一 助 で き た の で
は な い だ ろ う か。 た だ前項の 「閤施天J 裏彩色で取 り 上 げた よ う に 、
真長寺本背景地の 色調 に 関 し て は 問 題 を 残 し て お り 、 今後 「間際天」
の修理完成 を 待 っ て再考す べ き 課題 で あ る 。 ま た 日 天 に お い て 西 明 寺
本 と の 類似 性 を 検証 し た が、 儀 軌 に 反 す る 風天や、 蓮華上 に 月 輸 を 載
せ た 茎 を 両 手 で捧げ持つ異相 の 「 月 天J ( 1 :1) （押図 1 6） の 図様 も 含 め て 、
類似本で あ る 西明 寺 本 と の 関連性が興味深 い と こ ろ で あ る 。 模 写 を 通
じ て 明 ら か に な っ た 真 長 寺 本 の 顔 の 筆様、 文様、 賦彩な ど か ら 、 台密
系 の貴重な作例川 と さ れ る 西 明 寺 本 の 制作時期 に 下 ら な い 可能性 も あ
る の で は な い だろ う か。

平成20年度以降の研究 と し て は、 失われ た 真長寺本の 白 描復元 に 取
り 組ん で い る 。 実験的な取 り 組み では あ る が、 西 明寺本や正覚院本 と
の 筆 様 の差異や文様 の 時代性な ど、 摘 き 手か ら の視点で研究 を 続 け て
い く 事 に よ っ て、 真長寺本や西明寺本の絵画性やそ の関連性の手掛か
り が得 ら れ る よ う 迫 っ て い き た い。

』 1 9

［挿図 1 6） 真長寺本 「 月 天」
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追補 ： 模写制作工程

① 上 げ写 し ： ド ーサ 引 き （水 1 (2 ： 三千本IJ参 l 5g ： 明饗 4 g) し た 薄美濃紙 を 、 原 寸 大 カ ラ ー 写 真 の 上
に 当 てて 上 げ写 し す る 。

旧 天 上 げ写 し ｜
剥落跡を岱持者 （赤褐色）
に て拙 き 写 す

｜風天 上 げ写 し ｜
剥I i答跡は別紙に シ ャ ー プ
ペ ン シ ル （0. 3mm） で 写
す

川
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｜悶l語� 王げー写会－Cl
来lj落跡はダイ ヤマ ッ ト ス ー
パ ー （ ト レ ー ス 紙） に 揃
き 写 し て い る

②料 絹 ： 原本の織 り に 近 い 手織 り 絹 を ヤ シ ャ ブ シ で 染 め て 乾か し 、 次 に 炭酸 カ リ ウ ム で媒染 し 、
流水 に 晒 し て 洗 い 乾 燥 さ せた後、 約 8 時間砧打 ち を す る 。

絹 を 染め る 際、 染色液のii'ilt度やH寺
聞 に よ っ て色の泌 さ が変 わ る 。

③枠 張 り ． 絹 を 木枠 に 張 り 込み、

鰹木の俸に し っ か り 絹 を巻 き つ け
る。 緩 い と 叩 い た 時 に鍛が入 る 。

叩 き ム ラ の で な い よ う に 、 回 し な
が ら 位置 を 微妙 に ず ら し て打 つ 。

ド ーサ （水 1 12 ： 三千本腰 1 5g ： 明書禁2.5g) を 表裏両面 に 引 く

絹 を 粋 に 張 り 込 ん だ、状態。 手織 り 絹は縦糸の掛か り が き っ く な い の で 、 ド，，
に 張 り 込 む 際 に は か な り 引 き 込 ん で 貼 る 。
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④線 描 き ： 絹 の 裏 に 上 げ写 し た 美濃紙を 当 てて 、 線描や剥
落 跡 を 写 し t�i く 。

⑤彩 色 ・ 裏彩色、 表 彩 色 を 施す。

日 天 （模写） 風天 （模写）

5 1 

真長寺本ー｜ー二天［量の校勾B研究

風天 （顔復元）

閤魔天 （模写）
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注記 ・ 引用 ・ 参考文献

( I ) 宮治 昭 『名古屋市の仏薗調査記録 （上） （下） 』 名古屋大学古川総合研究資料報告1993 （上九 1 994 （下）

(2） 『真長寺古文書読解書 第一巻』 三輪山真長寺文化財保存会 平成1 6年 1 1 月

※創建時期は他に仁寿元年 （85 1 ) と も 、 天喜三年 ( 1 055） 長実法印によって閉山された と も伝える．

(3） 有賀祥隆 『密教 4 』 （第1 0章 密教美術の世界） 春秋社 平成1 2年 5 月

(4） 演回 隆 『 日本の美術206 鎌倉絵画』 至文堂 昭和58年 7 月 1 5 日

(4） 有賀祥隆 『仏画の鑑賞基礎知識』 至文堂 平成 8 年

(5） 猪飼一之の模写報告書よ り 平成19年

(6） 宮島新一 『長谷川等伯』 ミ ネルヴァ書房 平成15年I I 月 1 0 日

※ 当時芸術学専攻 3 年だった石田維か ら正覚院本の存在の示唆を受けた

(7） 熊崎みど り の模写報告書よ り 平成19年

(8） 『東寺の五大尊十二天』 東寺宝物館 平成 9 年

※立像十二天の代表作である宅磨勝賀筆の東寺本十二天扉風は、 筆勢が強く 色彩は鮮明で、 文様がほとんど見られない。

(9） 『大正図像』 七 （ー） （自費ロ抄巻第百三十六） 『大正図像』 九 （四） （阿裟縛抄巻第百五十八）

※ 『大正新修大蔵経』 、 『阿裟縛抄』 等の図像集については、 熊田由美子芸術学専攻教授か ら ご教授を頂いた．

( I O） 『名利歳時記 永平寺物語』 世界文化社

※ この永平寺本や宝珠院本はいずれも猪飼一之の収集資料である．

( 1 1 ) 『 日 本画用語辞典』 東京馨術大学大学院文化財保存日本画研究室編 東京美術 平成19年 5 月 30 日
( 1 2） 『醍醐寺展 秀吉醍醐の花見400年』 日本経済新聞社 平成10年 5 月 1 2 日

※ この十二天像は、 東寺本宅磨勝賀筆十二天扉風の図像にほぼ沿っている．

( 1 3） 中野玄三 『続日本仏教美術史研究』 恩文閣 平成1 8年 2 月 28 日

※東寺本系の月天は、 左真横を向き両手で兎を載せた半月 を捧げている．

( 1 4） 『フ エ ノ ロサ ・ 天心の見た近江』 滋賀県立琵琶湖文化館

※西明寺は天台宗であるが、 真長寺、 正覚院はと もに現在高野山真言宗である。

（表－ 1 ） 法量比較

真長寺本 ｜ 縦 77.7 ×横 36.2
西明寺本 ｜ 縦 87.0 ×横 39.4
正覚院本 ｜ 縦 80.3 ×横 36.9
（宝珠院本） ｜ 縦 1 1 2. 0 X横 38.8

（表ー 2 ） 模写で使用 した主な顔料

赤色 朱、 古代朱、 辰砂
青色 群育、 白群、 藍、 焼白緑 （古色）
緑色 緑青、 白緑、 草汁 （鎌黄と藍）
燈色 丹、 辰砂 ・ 朱の上澄みの具
茶色 丹 ・ 朱 ・ 黄土 ・ 白色 ・ 墨等の混色
白色 鉛白、 白土、 胡粉、 黄土 （古色）
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