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Light, Shade and Form - Influences and functions of light 

in the ancient art and its techniques. 

神 田 毎 実
KANDA Tsunemi 

The ancient sculp同re whjch two civilizations (the ancient Greece and the ancient Egypt) 
巴stablished in north and south zone of the Mediteηanean have great influences in the history of 
western sculpture. 

The former improved a bright value of the art in the direction of naturalism, the latter did 
1t1 the gradual process of maturing that needed several thousands. 

ln th is paper I a口empt to examine cross-effects in the formation of both ancient sculpture. 
That is mainly a comparative I巴search of styles in the solid expression like a relief. And as a 
subsidiary subj巴ct, it will be mentioned the “ l ives” of citizens ， “climates” of regions , and 
figures in the “light ’ ．  

全長約5,584km、 最 も 遠 い 水源 で あ る ブル ン ジ の ル
ビ ロ ン グ川 か ら は6,670krn、 ア フ リ カ 大 陸 の 東部、 赤
道直下 の ビ ク ト リ ア 湖 を主な水源 と す る 世界最長 の川
ナ イ ルは、 大小の蛇行を繰 り 返 し な が ら 、 し か し ほ ぽ
一直線 に 北 上 し 地 中 海へ と 注 ぐ。 北回帰線の 少 し 南、
現 在 の ナ セ ル湖岸 に 残 る ア ブ シ ン ベル神殿があ る あ た
り か ら 地 中 海 に い た る 約 l ,200km の ナ イ ル 川 の 流域は、
か つ て は上エ ジ プ ト ・ 下エ ジ プ ト と 呼 ばれた古代 エ ジ
プ ト 文 明 の興亡の舞台で あ っ た。

北緯約23度 か ら 同 約 30度、 そ こ は幅 8 kmか ら 25laη
の河谷地帯 と カ イ ロ 付近か ら 地 中 海岸 に い た る 広大な
デル タ 地帯 に よ っ て形作 ら れた 細 く 長 い グ リ ー ン ベル
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ト で あ る 。
エ ジ プ ト の 1 年は 5 月 か ら 9 月 ま での夏季 と 、 1 1 月 か ら 3 月 ま で の 冬 季 に 2 分 さ れ る 。 1 0 月 と 4 月

の それぞれ が、 日 本で言 う と こ ろ の秋 と 春 に 当 た る の だろ う か。

...........-

ア レキサ ン ド リ ア （海）

カ イ ロ 周辺 沙漠

歯菌量
ア ス ワ ン 砂漠 ア ス ワ ン ． 第 1 急消

ナイル川

一 一－ー ティ シサッ 卜滝・ ‘一一ー

〉 ／

F i g. 2 ナ イ ルの地形 と 風景 筆者撮影

こ の 国 の 降水量は地 中 海沿 岸で も っ と も 多 く 、 年 間約200mm程度。 そ の 量 は南 に い く に し た が っ
て少な く な る 。 例 え ば、 ク レ オパ ト ラ 7 位の 都 ア レ キ サ ン ド リ ア か ら 距離 に し て 約 1 30km、 緯度 に し
て l 度 8 分南 の 首都 カ イ ロ では年間25mm程度であ り 、 さ ら に 約880km、 7 度 5 1 分南 下 し た ア ブ シ ン
ベ ル な ど の砂漠地域で は ほ と ん ど 0 mm、 数年に l 度 し か雨がふ ら な い。 わ が 国 の 首都東京の 年 間 降

- 44 ー



光 ・ 陰影 ・ 形ー古代美術 と そ の 技法 に み る 光の 影響 と はた ら き

水量 は 1 400mm前後、 乾燥 し て い る と い わ れ る 北海道 の 札幌 が 1 1 50mm程度。 単純計算 で も 、 日 本 の
首都 に は カ イ ロ に 比 べ約54倍 も の雨が降る。 砂漠では 日 本 の季節感は通用 し な い。

ナイ ル川流域 に お け る 人類の活動 の痕跡は、 約 6 万年前頃 に ま で遡 る こ と が 出 来 る と い わ れ る 。 そ
の こ ろ は ま だ乾燥 に よ る 砂漠化はそれ ほ ど進んではお ら ず、 現在のサハ ラ 砂 漠 を 含 め 、 温暖で穏やか
な風土で あ っ た と 考 え ら れて い る 。 ア フ リ カ はその始ま り か ら 現在 の よ う な風土で あ っ た わ け で は な
い。 か つ て は緑豊で穏や か な気候 の 大地 で あ っ た。

し か し 乾燥 に よ る 砂漠化 の進行は、 ナイ ル川 に 沿 っ て地中海 ま で続 く 平地 に し か、 緑 と 収穫 を 約束
し な か っ た。 原始農耕時代 に 入 る こ ろ 、 エ ジ プ ト の風土は、 ほ ぽ現在 の 形 に な っ た。 原始農耕へ と 経
済が移行 し て行 く 原 因 が、 こ の砂漠化 に 直接の端を発す る の か ど う か はわ か ら な い が、 古代エ ジ プ ト
の文化、 文明は、 ナ イ ル川 な く し てそ の 偉大 さ を示す こ と は なか っ た で あ ろ う 。

太陽 に焼かれ、 風化 し 、 全 て の も の は いずれ砂 に な っ て い く 。 砂漠化の 進む ア フ リ カ の 大地で、 ナ
イ ル川 の水が約束す る 恵み の 上 に 人聞 が経済 の か た ち を決め、 それが、 古代エ ジ プ ト 文明 と し て長 く
存続 し た と い う 事実は、 風土 と 文 明 の 聞 に 、 直接的な強 い 関係が存在す る こ と を 示す一例で あ ろ う 。
ヘ ロ ド ト ス が伝 え る ア メ ン神の信託 に よ れば、 エ ジ プ ト と はナ イ ル の 水が う る おすすべて の 地、 エ ジ
プ ト 人 と はナ イ ル の 水 を の む全て の者で あ る と い う 1 ） 。 エ ジ プ ト と は、 赤道直下の ビ ク ト リ ア 湖 か ら
地 中 海 に い た る ナ イ ル 川 流域 の 緑地 と そ こ に住む様 々 な 人 聞 が作 る 、 南 北 に 約5,584krn に お よ ぶ長 い
物質 と 精神 の 連鎖 で あ り 、 そ の 名 称な の で あ る 。

文化的な ま と ま り を歴史的 に 長 い 間 た も ち つ づけ、 そ こ に成熟 し た社会があ る と き 、 そ の社会 の 状
態 を “文明” と い う の で あ れ ば、 王朝時代の到来すなわ ち 中 央集権化 の始 ま り と 形成 を も っ て、 古代
エ ジ プ ト 文明 の成立 と 考 え て よ い。 そ し て先王朝時代か ら ロ ー マ 時代 ま で の い わ ゆ る 王朝 時代 の 文化
的 ま と ま り を古代エ ジ プ ト 文明 と 考 え て よ い。 つ ま り そ の 期 間 の 美術 を古代エ ジ プ ト 美術 と 呼ぶ こ と
が可能 に な る 。

古代エ ジ プ ト 文明 に お け る 造形様式の特徴は、 彫刻、 浮き彫 り 、 絵画、 あ る い は 巨 大 な 記念碑や建
築 に よ く 示 さ れ て い る 。 それは形態の記号化、 象徴化 と 言わ れ る も の で、 そ の 手法 に よ っ て古代 エ ジ
プ ト 文明 の造形は他 に 類 を 見 な い ほ ど簡潔で明快な表現力 を得る こ と と な っ た。 そ の 手法は 同 文 明 の
成立か ら 終意 に 至 る 約3000年 の 問変わ る こ と な く 守 り 適 さ れて い る 。 古代ギ リ シ ア 人 に よ っ て後 に 聖
刻文字 と 呼 ばれ る こ と に な る ヒ エ ロ グ リ フ は、 そ の造形手法の特徴 を よ く 伝 え て い る 。

巨大な王朝 の 出現 は、 そ れ を 支 え る 強力 な経済的基盤がす で に 存在 し て い た こ と を 示 し て い る 。 同
様 に 、 古代エ ジ プ ト 美術 の様式が、 王朝成立後約3000年 に も わ た っ て ほ と ん ど変化 を し て い な い、 少
な く と も 我 々 に そ の 様 な 印 象 を 与 え る と い う 事実は、 古代エ ジ プ ト の 美術が、 王朝成立期 に お い てす
で に 一定以上の完成度 を 有 し て い た こ と を示す も の で あ る 。 それは こ の文 明 の 基盤 と な る も の の 形成
が、 実は砂漠化 の進行を含む緩や かな風土の変化の時期 にすで に 始 ま り 、 約4000 年 の 間続 い た 原始農
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耕時代 に 洗練、 熟成さ れ完成 さ れて い た こ と を示す も の で あ る 。 特別な場合 を 除 い て、 突 然 の 変 化 な
ど あ り は し な い の で あ る 。

文化や文明は風土 の 中 で営 ま れ る 人 間 の精神活動の所産で あ り 、 そ の精神活動 の 中 で培 わ れ た 人 間
の リ ア リ テ ィ ーすな わ ち 現実感は、 各文明 に様式 と し て表れ る と い う こ と を以前述べた。 古 代 エ ジ プ
ト の 造形様式の最大 の特徴は、 そ の 様 式 自 体が3000年 も の 問変化する こ と が な か っ た こ と で あ る と い
う な ら ば、 そ の 担 い 手た ち の精神 も ま た3000年 も の 間変化 し な か っ た と い う こ と に な る 。 政治的安定
と 不安定、 精神の柱 と し て考え ら れ る こ と の多い宗教 の突然の変化、 外 敵 に よ る 侵略、 異文化の 流入、
長期 に わ た る 地球規模で の 天変地異 に よ る 気候変動、 あ る い はそれ に よ り 引 き起 こ さ れた 様 々 な環境
の変化、 古代エ ジ プ ト は決 し て安定 し て い たわ けではない。

現 実 に 各時代の造形の 中 に は、 治世の変化 の影響や異文化 の影響で は な い か と 思わ れ る 質的変化を
示 す も の も 多 く あ る 。 例 え ば、 F i g. 3 に 示すマ イ 夫妻 と 呼ばれ る レ リ ー フ は、 今 日 我 々 が ア マ ル ナ 時
代 と 呼ぶ時代の造形の特徴 を よ く 伝 え て い る 。 宗教改革の推進者で あ っ た王 ア ク エ ン ・ ア テ ン 自 ら が
指導 し 育成 し た そ の造形は、 従来の理想化 さ れた表現に代わ っ て 自 然主義的、 写実主義的な表現 を 特
色 と し 、 個 人 の 容貌 ・ 体形 を 強調する こ と を 旨 と し た。

F i g. 4 ネ フ ェ ルテ ィ テ ィ 像
！＼.地Mll.MJA,

ハ ト ホル神殿 レ リ ー フ
筆者撮影

それは新 し い 表現の規範 と さ れ、 後 にF i g. 4 の ネ フ ェ ル テ ィ テ ィ 胸像 の よ う な よ り 洗練 さ れた作品
を 生み出 し た。 そ れ は プ ト レ マ イ オス 朝時代の造形 に お い て も 同様で、 明 ら か に ギ リ シ ア 文明 の影 響
と 思わ れ る も の が、 頭髪の表現 な ど に 見 い だ さ れ る 。 F i g. 5 に 示 し た レ リ ー フ や 、 今は ア ス ワ ン の ア
ギルキ ア 島 に移築 さ れた イ シ ス 神殿の レ リ ー フ を は じ め と す る 肉体の表現は、 そ の こ と を よ く 物語 っ
て い る 。 交差する 時間、 物質、 人間、 精神の 中 か ら 、 様式や文化 は 生 ま れ て く る 。 支配的であ っ た造
形様式に新 し い 様式が取 っ て代わ り 定着 し て い く 。 古代エ ジ プ ト 文明 を 、 l つ の 文化的 ま と ま り と し
て捉 え る こ と は果た し て可能なの で あ ろ う か。
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古代エ ジ プ ト 文 明 の造形は、 文 明 の成立か ら その終駕 に 至 る 約3000年の問、 そ の造形様式 を ま る で
変 え る こ と がな く 、 そ れ 自 体が ま さ に 古代 エ ジ プ ト 文明 の造形の最大の特徴であ る と さ れて い る 。 し
か し 、 我 々 は何ゆ え に そ の よ う に感 じ る の で あ ろ う か。 我 々 がエ ジ プ ト 文明 と い う 言葉 を 耳 に し た 時
に思い浮か べ る 支配的な様式 あ る い は造形手法 に 、 必ずそ の 手がか り を見 つ け る こ と が 出 来 る はずで
あ る 。

強 力 な 権 力 の も と で導 入 さ れ、 明 ら か に こ れ ま で と は 異 な っ た新鮮な成果を あ げた も の や 、 外 国 か
ら 持 ち 込 ま れた優美で洗練 さ れ た価値で さ え 囲 い込み、 同 化 し て し ま う も の、 す べ て を 飲 み込 ん で し
ま う “夜の闇” の よ う な も の、 新 た な 生命 に と っ て ま さ に “死の影” の よ う な存在、 そ れ は お そ ら く
ナ イ ル の 水 と それ を の む全 て の 者 を 取 り 囲 む風土の 中 に潜んで い る 。

2 .  
地 中 海 の 北岸、 北緯約37度か ら 同約42度、 東経約 1 8度

か ら 同約33度あ た り の 地域 を 中 心 に 古代ギ リ シ ア 文 明 は
展開 し 、 そ の 繁栄 と と も に様 々 な影響力 を 周 囲 に放 出 し
た。 半 島状 の 本土 と 島 々 、 山 間盆地、 小平野、 山地、 ギ
リ シ ア の地形はた い そ う 変 化 に 富ん で い る 。

高温半乾燥か ら 、 年間湿潤夏季高温、 年間湿潤夏季寒
冷、 夏季渇水高温、 夏季潟水寒冷 と 、 気候 も 地形 同 様 に
様 々 な 表情 を 見せ る 。 降 水 量 は 沿 岸 部 で 約 300mmか ら
450mm、 北 部 及 び 山 間 部 で 450mmか ら 約 670mm、 乾 季
は夏、 雨季は冬 で あ る 。

F i g. 6 ギ リ シ ア の地形 筆 者作成

地 中 海性疎林 と 分類 さ れて い る ギ リ シ ア に は、 か つ て は夏 の 乾
燥 に対応 し た樹木が生育 し て い た と さ れ る 。 し か し 開 墾や 伐採、
放牧な ど に よ る 表土 の 流 出 な ど で樹林が消失 し 、 現 在の 姿 に な っ
た と さ れ て い る。 現在の ト ル コ 西岸 に 栄 え た 貿 易 都 市エ フ ェ ソ ス
は、 それ に よ り 港が消滅 し た た め 都 市 と し て の機 能 を 失 い 放 棄 さ
れ た 。

F i g. 7 港湾遺跡 （円形劇場か ら ）

筆者撮影

F i g. 7 は、 そ の エ フ ェ ソ ス に 残 る 円 形劇場の遺跡最上部か ら 、 か
つ て の港湾を写 し た も の で あ る 。 画 面 中 央 の やや 上、 大通 り の終
わ る と こ ろ が港であ っ た。

紀元前 8 世紀の後半、 各 地 に ポ リ ス ＝ 都市国家が成立 し 始 め る 。 歴 史 の暗黒時代 を 抜 け 、 古代 ギ リ
シ ア 人がその姿 を現 し 始 め た丁度そ の こ ろ 、 対岸の エ ジ プ ト は徐 々 に 衰 退 へ の 道 を 歩み始め て い た。
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紀元前 8 世紀 中 ご ろ の も の と さ れ る ギ リ シ ア 文字の形は、 古代ギ リ シ ア文明がオ リ エ ン ト 世界 か ら
強 い 影 響 を 受 け て い た こ と を 教 え て く れ る 。 ギ リ シ ア 文字は、 フ ェ ニ キ ア 文字 に わず か な 改 良 を 加 え
る こ と で作 ら れて い た の だ ヘ ギ リ シ ア 文字は最初、 ペ ロ ポ ネ ソ ス 半 島や ク レ タ 島、 ロ ド ス 島で使わ
れ始め た 。 こ れ ら の 地域は、 オ リ エ ン ト 世界 と の交流が最初 に再開 さ れ た 場所で あ っ た ヘ 古代ギ リ
シ ア 文明誕生の背景 に オ リ エ ン ト 世界 と の接触が あ っ た こ と が伺わ れ る 。

ギ リ シ ア 人 と い う 名 称 は後世の ロ ー マ 人 がつ けた も の で あ り 、 当 時 は現 在 の 英語 で言 う と こ ろ の
hellenes＝ へ レ ネ ス と 呼 ばれ て い た へ こ の 言葉は、 ギ リ シ ア 本土 に 侵入 し て き た 人 び と を 意 味 す る
言葉、 つ ま り “よ そ者” を指す言葉で あ っ た のが、 次第 に “ギ リ シ ア 語 を 話す 人 び と ” を 表す言葉へ
と 変質 し た も の で あ っ た。 それは新 し い概念 を表す新 し い言葉 の誕生で あ っ た。 そ の言葉の変質は、
ギ リ シ ア 世界の変質 を 意味 し て い た。 ギ リ シ ア 語 を 話す こ と が、 信仰や神話の共有 と 並ん で ギ リ シ ア
人 で あ る た め の 、 あ る い は ギ リ シ ア 人 に な る た め の も っ と も 重要な条件 と な っ た ヘ ギ リ シ ア と は、
エー ゲ海全域 に広がる ギ リ シ ア 語 と い う “情報媒体” に よ っ て緩やか に結 びつ い た “文明 圏” ＝ “経
済圏” を 構成す る “面的連続体 （態） ” ＝ “ネ ッ ト ワ ー ク ” ではなか っ たか。

地形や地質 を含め た風土の差異よ っ て、 人間 の 生活 に 対す る 様 々 な規制や制限が発生す る 。 生活観
の差異、 つ ま り 常識 の 差異 に よ っ て都市は孤立 し 、 強大化が阻 ま れ、 個 々 の存在は個 々 の独立 を 前提
と し た も の と な る 。 エ ー ゲ海 と そ の沿岸部 に は、 経済的な 自 立 を 前提 と し た 小 さ な 生活共同体＝ 都市
が数多 く 成立す る こ と に な り 、 経済的 に 自 立 し た 小 さ な生活共 同体がつ かずはなれず緩や か に連な っ
た、 連続体 （態） が形成 さ れ る 。

複雑で変化 に富んだギ リ シ ア 本土 に住む 人 々 が海 に 目 を む けた時、 幾つ も の 島影 と と も に縦横無尽
に行 き来が可能な水の道が、 今 日 と 同 じ よ う に輝い て い た に違 い な い。 そ の む こ う に は広大な 国土 を 、
基本的 に は ひ と り の 人聞が治め る ペル シ ャ 、 エ ジ プ ト と い っ た超大国 と そ の 政治機構が存在す る 。 古
代ギ リ シ ア 人 は、 交易 に よ り 得 ら れ る 活 力 に よ っ て 自 ら の緩やかな連続体 （態） を維持 し 不 動 の も の
と す る こ と な し で は、 生 き 延びる こ と は 出来なか っ た に違 い な い。

異国 と の 接触は、 当 然の結果 と し て ギ リ シ ア 本土 に大き な文化的影響 を も た ら す こ と に な る 。 現在、
古代ギ リ シ ア と 呼ばれ る “人 と 経済の連続体 （態） ” は、 広 い 地域 に拡張 し 、 同 時 に 他 の 地域 か ら も
様 々 な文化 を 吸収 し て い っ た。 そ し て それに よ っ て地中海を取 り 込ん で い っ た。

古代エ ジ プ ト 文明 と 古代ギ リ シ ア 文明。 こ の二つ の文明の舞台 と な っ た風土 を 比べてみる と 、 古代
エ ジ プ ト 文明 は、 広 大 で過酷で単一 の砂漠 と い う 気候 の 中 、 ほ ぽ南 北 に 1 200km に わ た っ て 走 る 真水
の涜れ に 沿 っ て存在す る 細 長 い オ ア シス を風土的基盤 と し 、 古代ギ リ シ ア 文 明 は エ ー ゲ海 と い う 塩水
の広が り を 懐 に し た複雑で変化 に富んだ地形、 気候 をその風土的基盤 と し て い る こ と がわ か る 。 こ の
か た ち も 質 も 全 く 異な る 基盤 の 上 に 繰 り 広 げ ら れた様々 な活動が、 幾重 に も 積み重な り 、 あ る い は織
り 成 さ れ、 そ の 結果 と し て こ の両文明が開花す る 。
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我 々 の毎 日 は “現実” と 直面 し て い る 。 そ の多 く は、 い わ ゆ る “経済” の範曙に あ る も の で あ る が、
そ の経済 自 体 も ま たそ の 舞台 と な る “風土” と 直面 し て い る 。 な ら ば人 の 営 みの 所産は現実感 を 伴 う
も の、 あ る い はそ れ を 下敷 き と し て、 それを喚起する も の で あ る と 考 え て よ い。 そ こ に はそ の 担 い 手
た ち の リ ア リ テ ィ ーが存在 し て い る 。 人の営みの環境が、 リ ア リ テ ィ ー の 形成 に 大 き く 関わ っ て き て
い る 。

ヘ ロ ド ト ス の描 い た世界地 図 を か ら 、 そ の こ と を読み取る こ と が 出来 る 。 エ ー ゲ海 を 中 心 に描かれ
た そ の丸 い 地 図 は、 当 時 の ギ リ シ ア 人 の 世界観 を示す も の で あ ろ う 。 そ こ に 示 さ れた世界は な ん と も
単純な も の で あ る が、 地 中 海お よ びそ の沿岸、 ナイ ル川、 紅海、 小 ア ジ ア 半 島 に 関す る 説明 は 実 に 正
確ではな いか。 こ の こ と は、 当 時の ギ リ シ ア 人、 エ ジ プ ト 人 あ る い は フ エ ニ キ ア 人 と い っ た様 々 な 民
族が、 地 中 海 に つ い て の 大変正確な情報 を 持 っ て い た こ と を 示す も の で あ り 、 同 時 に 地 中 海 に お け る
人間 の活発な活 動 を 裏付 け る も の で あ る 。 それは、 古代エ ジ プ ト 人が天体 の運行 に 対 す る 大変高度な
知識を持つ に い た っ た こ と と 同様 に 、 多 く の体験 に よ っ てか た ち づ く ら れた も の で あ ろ う 。

ヘ ロ ド ト スの世界地図 （ コ ピー）
筆者作成

近年 の研究で、 ひ と つ の重要な可能性が示 さ れ よ う と し て い る 。 それは紀元前20世紀 に広 ま っ たセ
ム語の文字は、 ヒ エ ロ グ リ フ がモ デル と な っ て い る のではな い か と い う も の だ ペ ギ リ シ ア文字が フ エ
ニ キ ア 文字か ら つ く ら れた こ と は ほ ぼ間違 い な い と さ れ る か ら 、 こ れが事実で あ れ ば、 地 中 海世界は
基本的 に は、 ひ と つ の文字体系 に よ る ネ ッ ト ワ ー ク の 上 に 構築 さ れて い た こ と に な る 。 そ の よ う に 考
え る と き 、 ヘ ロ ド ト ス に よ っ て描かれた世界地図は、 単な る 地理的条件 を 示 し た地 図 を超えて、
に よ っ て結ぼれた世界 の 概念 を 示す も の と し て思 い起 こ さ れて く る 。

言語

エ ジ プ ト 人 は、 ナイ ル の 水 を飲む全て の者で あ っ た。 同様に、 ギ リ シ ア 人 は言語 を共有す る こ と で、
ギ リ シ ア 人で あ っ た。 言語 を共有す る それ ら の共 同体は、 眼前 に広が り 、 縦横無尽 に行 き か う こ と が
可能な広大な “道” に よ っ て、 先進オ リ エ ン ト と 交流する こ と がで き た。 そ れ は 様 々 に複雑な地形 の
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た め に、 細 く 起伏 に と ん だ険 し い 陸路 よ り も は る か に 自 由 で穏や か な も の で あ っ た に違 い な い。 た だ
し 、 夏 の 終わ り と と も に始 ま る 強 い 北風の季節以外は。

3 .  

“彫 る ” 、 “自lj る ” 、 “切 る ” 、 “つ け る ” 、 “磨 く ” 、 彫刻 を 作 る た め に 用 い ら れ る 技術 は さ し て多 く は
な い 。 “素材” ＝ “材料” が ど の よ う な も の で あ れ、 お よ そ こ の 5 つ の 方法で ほ と ん ど の彫刻は作 る
こ と が 出 来 る 。 通常 こ の、 彫 る 、 削 る 、 切 る 、 つ け る 、 磨 く 、 と い っ た方法か ら 、 表現 の た め に 適 当
で あ る と思われる も の が l つ な い し 複数選ばれ る 。 選ばれた方法それぞれ に は、 さ ら に幾つ か の種類
が存在す る 。 そ し て、 それぞれ に個別 の道具が存在す る 。 それぞれ の道具は、 使用 さ れ る “素材 ＝ 材
料” に よ っ て、 こ れ も ま た幾つか に分かれ る 。 それ ら を組み合わせて い く と 、 結構な 数 の 組み合わせ
と な る か ら 、 表現 の幅は意外 と 広 い も の に な る 。 そ こ に作 り 手の “ リ ア リ テ ィ ー” ＝ “現実感” が掛
け合わ さ れ る 。 そ こ に は、 作 り 手 の リ ア リ テ ィ ー の広が り に見合 う だ け の 組み合わせが存在す る 。 そ
の 組み合わせは、 お そ ら く 数 え 切 れ な い ほ ど存在す る の だが、 そ こ に は何が し か の 共通 し た独 自 の

“ に お い” あ る い は “色” の よ う な も のが存在す る 。 それは “個性” と 呼ぶ こ と が 出 来 る も の な の か
も し れな い。

作 り 手 の リ ア リ テ ィ ー は、 基本的 に は作 り 手 の 生活が存在す る 地 の “ リ ア リ テ ィ ー” ＝ “常識” ＝
“了解事項” の 上 に あ る 。 生み 出 さ れ る も の は 当 然その地の “ リ ア リ テ ィ ー” ＝ “常識” ＝ “了解事

項” を反映 し て い る の だか ら 、 それ ら はその地の “共通言語” と 成 り 得 る こ と に な る 。 それぞれ の 土
地 に は、 それぞれの光、 陰影、 コ ン ト ラ ス ト が存在す る 。 それゆ え に 共通言語 で あ る “造形物” ＝

“彫刻” は、 そ の 地で支配的な光、 陰影 を反映 し た “形” を与え ら れて い る こ と に な る 。 そ こ に は、
その地の リ ア リ テ ィ ー を 与 え る こ と が出来る 技術や技法が存在す る こ と に な る 。 では、 “他の地域” ＝

“他の風土” の 中 で 生 ま れ た も の、 つ ま り “他 の常識” の 中 か ら 生 ま れた も の が持 ち 込 ま れ る 場合 は
ど の様 に な る の で あ ろ う か。

人類の生活が大 き く 変わ る 分岐点 に は必ず “技術” が存在 し て い る 。 それは必要 に 迫 ら れた結果、
“必然” と し て生み出 さ れる か、 あ る い は “偶然” に発見 さ れ る が、 必然、 偶然の いずれにかかわ ら ず、

人間の “欲求” を充たす こ と に奉仕す る 。 技術は欲求 を満足 さ せる こ と に奉仕す る か ら 、 そ こ で使用 さ
れ る 技術はその欲求 を 満足 さ せ る た め に駆使さ れる。 つ ま り “快” を手に入れる た め に駆使 さ れ る 。

仮 に 、 “ あ る 地 の 常識” ＝ “そ の他の地の 非常識” と 表現で き る と し よ う 。 そ の 他 の 地 に お い てそ
の “非常識” が受け入れ ら れ る と い う こ と は、 その 非常識が相 当 の 魅 力 を 持 っ て い る と い う こ と を意
味 し て い る か ら 、 そ の 非常識はそれを 受け入れよ う と す る 者 に と っ て は “未知 の快” で あ る はずであ
る 。 試行錯誤 と 挫折が繰 り 返 さ れ なが ら 、 “魅力 あ る 非常識” ニ “未知の快” は、 そ の 地 の常識の 中
に取 り 込 ま れて い く 。 し か し そ の 際 に 、 そ の “非常識な魅力’ あ る い は “喚起 力” は失われて は な ら
な い。 つ ま り “非常識 を常識 に よ っ て再現す る ため の技術 と 技法” が生み出 さ れな く て は な ら な い こ
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と に な る 。

“技術” や “技法” に は、 作 り 手 の “ リ ア リ テ ィ ー” が反映 さ れ て い る 。 し か し 、 作 り 手 た ち の ほ
と ん どはその地の示す リ ア リ テ ィ ーの上 に あ る のであ る か ら 、 そ こ に は作 り 手た ち の個別な リ ア リ テ ィ ー
を包括する “統一的な表現 の か た ち ” すなわ ち “様式” が存在 し て い る 。 様式 と は、 統一的な表現の
か た ち で あ る か ら 、 そ こ に 示 さ れ る 形は、 何が し か の共通 の “形” を 持 っ て い る 。 形はおそ ら く “言
葉” “文字” と 同 じ よ う な機 能 を も つ も の で あ ろ う か ら 、 安定的 な 時 間 の 継続 を 前提 と し て い る “様
式” と は、 “共通言語” の よ う な も の で あ る と 考 え る こ と が 出 来 る 。 つ ま り 非常識 を 取 り 込 む こ と で
生 み 出 さ れ る “新 し い表現” は “新 し い言葉” “新 し い文字” な の で あ っ て、 “新 し い 様式” は “新 し
い共通言語” の よ う な も の な の で あ る 。 それは作 り 手た ち の “個 （別） 性” を 超 え て “時代の個性”
を 示 し て い る 。

彫刻 を 作 る た め に用 い ら れ る 技術は さ し て 多 く は な い 。 “素材” ＝ “材料” が ど の よ う な も の で あ
れ、 お よ そ前述 の 5 つ の方法 に よ っ て ほ と ん ど の彫刻 は作 る こ と が 出 来 る 。 つ ま り 、 こ と “彫刻” と
い う “表現形式” を と る も の に 関 し て言 え ば、 それが ど の時代の も の で あ れ、 あ る い は ど の地域の も
の で あ れ、 と て つ も な く 特徴的な技術が存在す る と い う よ う な こ と は な い の で あ る 。

人類は、 技術革新や新 し い 素材の発見 ・ 開 発の度に、 新 し い “表現方法” ＝ “新 し い 語法” を 手 に
入れて き た。 ま た技術革新や素材の発見や開発は、 造形の 巨大化や制作 に か か る 時間 の短縮 ・ コ ス ト
の 削減、 つ ま り 様 々 な “効率化” に 奉仕 し て き た。 し か し “技術” や “技法” が単独で新 し い も の を
生 み 出す こ と は な い。 彫 る 、 削 る 、 切 る 、 つ け る 、 磨 く 、 と い う 技法 と そ の た め の 技術 を 用 い て、

“非常識な魅力” あ る い は “喚起力” を失わ な い よ う に “新 し い共通言語” を 作 る 。 こ こ で 問 わ れ る
こ と は “組み立” ＝ “構成” で あ っ て、 非常識な魅力 を ど の よ う に 再構成 ・ 再構築す る か、 と い う こ
と な の で あ る 。

4 .  
地域 ご と に “特有な光” が存在す る 。 そ の “特有な光” は、 そ の地域の光 と し て “常識” で あ る か

ら 、 地域 に は地域 ご と に “地域の 常識 と し て の光の状態” が存在す る 。 自 然物 に よ る も の で あ れ 人 の
手 に よ る も の で あ れ、 造形物 はそれが存在す る 地域の “光の状態” に そ の 存在感 を 依存す る か ら 、 そ
の地域固有の光の状態の数だけ “地域の個性” が存在す る 。 造形物がそ の “地域 の 常識” に よ る 束縛
を離れてた っ た 1 つ の “素顔” に 戻 る の は “夜 の 闇” の 中 に お い て で あ り 、 さ も 無 ければ我 々 が 自 ら
進んで “闇” の 中 へ入 り 込 ん だ と き 、 すなわ ち “視覚” を 放棄 し 、 “触覚” ＝ “触れ る こ と ” に よ っ
て の みそ の存在 を 確か め よ う と す る と き で あ る 。

造形美術は視覚芸術 で あ る 。 そ れ は見 え な ければ意味 を 成 さ な い 。 彫刻は視覚芸術 の 中 に あ っ て
“奥行 き の 世界” ＝ “空間” の 中 に 1 人 自 ら の 身 を 置 き 、 “光” と “ 自 身 の 形” よ っ て創 ら れ る “陰
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影” と そ こ に 生 ま れ る “ コ ン ト ラ ス ト ” に よ っ て 自 己 の 存 在 を 主張す る 。 “彫刻 を 作 る ” と い う こ と
は “空間 に 陰 影 を 創 る ” と い う こ と だ。 そ う 言い 換 え る こ と はおそ ら く 間 違 い で は な い。 な ら ば “ 非
常識な魅力” を “新 し い共通言語” と し て “再構築” す る た め に 問わ れ る “組み立” ＝ “構成” と は、
自 ら が “常’識” と す る “光の環境” に、 “非常識な魅力” をl喚起す る “陰影” “ コ ン ト ラ ス ト ” を 創 り
出 す こ と 、 そ の 為 に それ ら を創 り 出す “面” を ど の よ う に “配置” す る か、 ど の よ う な性格の 面 を ど
の よ う に “組み立て” ど の よ う に “配置” す る か と い う こ と で あ る と 考 え て差 し 支 え な い。

形、 陰影、 コ ン ト ラ ス ト 、 視覚 に よ る 認知 の た め の基本的な関係 に 何 ら 変わ り は な い 。

古代エ ジ プ ト 文明 に お け る 様 々 な造形物は、 そ の ほ と ん ど が言語や文字 と し て の機能 を 与 え ら れて
いた。 そ の 典型が ヒ エ ロ グ リ フ で あ る 。 それは、 人 の 形、 植物の形、 動 物 の 形 な ど を 象 っ た い わ ゆ る
象形文字であ り 、 レ リ ー フ ＝ 浮 き 彫 り の形式を用 いて、 建築の内外、 彫刻、 あ る い は オベ リ ス ク 等 の
記念碑の表面 を 飾 っ て い る。
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F i g. 1 1  

ア メ ン大神殿列柱室内壁
筆者撮影

F i g. 1 2  

ハ ト ホル神殿列柱室
筆者撮影

それは文字で あ る 以上、 意味や意思 を 記録 し 伝 え る 役割 を負 っ て い た。 それ ゆ えそれは、 記号化や
象徴化 に よ る “定型化” を さ れて い な ければな ら なか っ た。 我 々 が視 覚 を と お し て意味や意志 を 受 け
取 る こ と が 出 来 る よ う に 、 そ の よ う な 印象を我々 に 与え る こ と が 出 来 る よ う に な っ て い な けれ ばな ら
な か っ た。 そ し てそ の機能 を安定的 に果たすた めそれ ら は体系化 さ れ、 文字 ま た は 記号 と し て の機能
を担 う 部分の変更は、 仮 に その必要に迫 ら れた と し て も 、 最小限に と ど め ら れな けれ ばな ら なか っ た。

ヒ エ ロ グ リ フ ＝ レ リ ー フ 、 浮 き 彫 り を 作 る 技術は、 その地 に最 も 適 し た、 つ ま り も っ と も 効率的 に
陰影や コ ン ト ラ ス ト を 創 り 出 し 、 も っ と も 効率的 に 光 を 反射あ る い は屈 折 さ せ る 面 を造形 し 、 配置 し 、
組み立て る た め に、 単独 も し く は組み合わ さ れて用 い ら れ、 その造形 に 与 え ら れた本来の機能の恩恵
を被 る 人 々 に奉仕 し て い る。 ヒ エ ロ グ リ フ を刻 む た め に 用 い ら れた技術や技法、 あ る い は ヒ エ ロ グ リ
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フ の 形その も のが、 そ れ ら の機 能 を 最 大 限 に 発揮で き る こ と を 前提 と し て考案 さ れて い た と 考 え る こ
と は、 き わ め て 自 然な こ と で あ る 。

ヒ エ ロ グ リ フ は、 古 代 エ ジ プ ト が ロ ーマ 人 の支配 を 受け る こ と に な る ま で の3000 年 の 問 、 そ の 形 を
ほ と ん ど変 え る こ と な く 用 い ら れた。 し か し 紀元前 4 世紀 に 始 ま る ロ ー マ 人 に よ る 支配 の 時代、 ヒ エ
ロ グ リ フ はそ れ ま で700 ほ ど で あ っ た そ の 数 を 一 気 に 5000ほ ど ま で に 楢や し た と い う 。 お そ ら く それ
は “海” に 代表 さ れ る ネ ッ ト ワ ー ク か ら の、 急激で大量な情報 の 流 入 を 物語 る も の で は な か ろ う か。
エ ジ プ ト 最後 の 王朝 プ ト レ マ イ オ ス 朝 の首都ア レ キ サ ン ド リ ア は、 ク レ オパ ト ラ 7 世 で知 ら れ る 地 中
海 に 面 し た港湾都市で あ る 。 こ の都 市 の 図 書館 に は、 交 易 の税 と し て納 め ら れた 大 量 の “本” が収蔵
さ れ て い た と い う 。

5 .  

下 エ ジ プ ト の ナ イ ル 川 河畔 に 、 砂 の海 に 固 ま れてギザは あ る 。 年間降水量は25mm程度、 雨はわずか
に 降 る 。 そ こ はナ イ ル デル タ が始 ま り 終わ る と こ ろ で あ る 。 砂 漠 と 海が 出 会 う と こ ろ で あ る 。

太陽は北 と 南 の 回帰線の 聞 を l 年 か け て 往復 し て い る 。 太陽は北回帰線の北 と 、 南 回 帰線 の 南 に は
や っ て は こ な い か ら 、 回帰線の外の地域では太陽は我 々 の真上 に はや っ て 来 な い 。 回 帰 線 の 外の地域
では、 南 中 も 北 中 も な い。 つ ま り 太陽が作る 陰や影がな く な る こ と は な い。 回 帰線 の 外 に住む我 々 は、
影 の 無 い瞬間 を も っ 世 界 を 本 当 は知 ら な い。

我 々 は い く つ か の 資 料 を 観察する こ と で、 エ ジ プ ト と い う 名 の風土 を あ る 程度想像す る こ と が出 来
る 。 さ ら に現 地 を 訪れれば、 否応な し に思 い知 ら さ れ る 。 こ の地 に 降 り 注 ぐ光 は と て つ も な く 強 い。
それは石 を 風化 さ せ、 砂 に し て し ま う ほ ど の 強 さ を 持 ち 、 強烈な直射 と 反射 に よ っ て 全 て を 飲み込ん
で し ま う 。 それは “ 白 昼 の 闇” で あ る 。 そ こ に お い て何 か を 認識 し よ う と す る と き 、 我 々 は “陰” と
い う 名 の “闇” と 、 “影” と い う 名 の “閣の形” に 頼 ら ざる を 得 な い 。 中 間 階調 の 無 い 激 し い コ ン ト
ラ ス ト の 世界、 それは文字の機能を果たすた め に な さ れ る 定型化 と 同様な、 あ る い は そ れ を 前提 と し
た “視覚世界” の 存 在 を 我 々 に 印象付 け る 。 おそ ら く こ の 定型化が、 “古代エ ジ プ ト 美術 は、 3000年
も の 閉その基本的な態度 を 変 え て い な し E” と 我 々 に思わせて し ま う 大 き な原 因 に な っ て い る 。 そ し て
こ の よ う な地は、 おそ ら く 地球上 に ま だ存在す る 。

こ こ に例 の ーっ と し て あ げ
た 2 枚の ス フ イ ン ク ス の写真
は、 1 2 月 の終わ り に撮影 し た
も の で あ る 。 F i g. 1 3 は北か ら
南 に 向か つ て、 F i g. 1 4は南か
ら 北 に 向か つ て、 撮影は午後
であ り 、 太陽の位置はす で に
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F i g. 1 3  ス フ ィ ン ク ス 筆者撮影 F i g. 14 ス フ ィ ン ク ス 筆者撮影
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か な り 低 い。 午後 3 時 を 回 っ て い た と 記憶 し てお り 、 ほ ぽ同 じ 時間 に撮影 し た。
北か ら 南 に 向か つ て撮影 し た も の は、 ほ と ん ど の造形物が ま る で影絵 の よ う に 黒 い シ ル エ ッ ト と 化

し て写 っ て い る 。 逆 に 南 か ら 北 に 向 か つ て撮影 し た も のは、 反射が強 い た め 表面 の 調子が よ く わ か ら
な い。 平面的で立体感が失われ、 造形物の表面 を特定す る 為 に必要な “質” に 関 す る 情報が失われて
い る 。 こ の 映像 を 見 た 印 象 を 仮 に 問 う た と すれば、 返 さ れ る 答 え は おそ ら く “黒 い” と “ 白 い” “暗
い” と “肱 し い” と い う も の で あ ろ う 。 通常 こ の よ う な光の状態、 つ ま り 全光、 逆光 の場合は、 撮影
場所をず ら し た り 、 太 陽 の 移 動 を 待 っ てか ら 撮影 を行 っ た り す る 。 つ ま り 白 と 黒 を つ な ぐ 中 間 階 調 に
よ っ て、 それな り の立体感や表面の様子がわか る よ う な状態で行 う も の で あ る 。 ま た 写真撮影 に 関 し
て 少 し 知 識 の あ る 方は、 露 出 を 調 整 し て補 正 を 行た り 、 あ る い は 何 ら か の 技術 を用 い て、 “好 ま し い
状態” ＝ “写 し た い物 の状態がよ く 判 る 状態” を作 り 出すか も し れ な い。 し か し こ こ で は あ え てそれ
を 行 っ て い な い。

a 

g 

F i g. 1 5  a ～ g  ス フ イ ン ク ス 筆者撮影

F i g. 1 5 に お け る 背面 と 前面か ら の 写真では ど う だろ う 。 大 き な 曲 面で構成 さ れ て い る頭部 a と瞥部
c ,  e ,  f を 観察する と 若干 の 中 間階調 の存在が確認 さ れ る 。 緩やか に連続 し て い く 中 間階調は見 当 た
ら な い も の の 、 そ れ に よ っ てF i g. 1 3お よ び、F i g. 1 4 に 見 る 全光 と 逆光 の も の よ り は、 は る か に 豊 か な 奥
行 き の 世 界 ＝ 立体 の 世 界が広が っ て い る こ と に気づ く 。 こ の こ と は 中 間階調が立体感 の 表現 に 大 き な
役 を 担 う も の で あ る こ と を 裏付 け る も の で あ ろ う 。

し か し 、 そ れ も 乙 こ ではそれほ ど効果を発揮 し て い な い。 太陽が低い位置 に あ っ て、 光 の 照射 さ れ
る 方 向がかな り 限定 さ れて い る に も かかわ ら ず面 の 効果が発揮 さ れ て い な い。 つ ま り 全方向か ら 降 り
注 ぐ強 い光が、 全 て を 覆 い 隠そ う と し て い る 。 一連の写真 の 中 で、 は っ き り と 自 身の 形 を 主張する こ
と が 出来て い る の は “明” と “H音” の激 し い コ ン ト ラ ス ト を 示 し て い る 部分 で あ る 。 そ こ で は 自 身 を
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構成す る 面が ほ ぼ90度 に交差する。 こ の よ う な光の状態 の 中 で立体の性格 を 示 すた め に は、 面 と 面 の
関 係 に 強 い 角 付 け が要求さ れ る と い う こ と で あ る 。

ギザの大地か ら 南 を望む と 、 そ こ に古い ピ ラ ミ ッ ド 群 を見る こ と が出来る。 F i g .  1 6はその様子を撮っ
た も の で撮影条件はやや逆光、 F i g .  1 7はそのF i g .  1 6 の点線で 阻 ま れ た 部 分 を 拡 大 し た も の で あ る 。

ギザか ら ダハ シ ユ ー ル ま で、は直線で、約20km、 ア ブ シ ール ま で は l Okmの 距 離 が あ る 。 砂 漠 の か な た
20km先 に あ る 屈 折 ピ ラ ミ ッ ド は 、 降 り 住 ぐ強 烈 な光 の 中 で、 自 ら に 宿 す “ 明 ” と “暗” 、 “光” と

“陰” の コ ン ト ラ ス ト に よ り 、 自 身の 存 在 を 主張 し て い る 。

F i g. 1 6  ピ ラ ミ ッ ド 群 筆者撮影

、．

F i g. 1 8 列 柱 筆者撮影 F i g. 1 9 列 柱 筆者撮影

F i g. 17 ピ ラ ミ ッ ド 群 （拡大） 筆者撮影

地 中 海 岸 ナ イ ル 河 口 か ら 距 離 に し て 約
670km、 緯度 に し て 約 6 度 、 ギザの大地か
ら は約540km南 下 し た 上 エ ジ プ ト の 中 心地
ル ク ソ ー ル に 、 ル ク ソ ー ル 神 殿 は あ る 。
F i g. 1 9か ら F i g. 23は、 そ の神殿の列柱 を 写
し た も の で あ り 、 そ の う ち F i g. 1 8 と F i g .  1 9  
は、 中庭か ら 列柱室の天井 を 支 え て い た 列
柱 を 、 ス フ イ ン ク ス の撮影 と 同 じ よ う に 、
逆光 と 全光 の 状態で、撮 っ た も の で あ る 。

F i g. 1 9 は ほ ぼ全 光 で 撮 影 さ れ て い る 。
“奥行き” ＝ “空 間 の 深 さ ” は、 柱の重な り に よ っ て示 さ れ て い る が、 柱 l 本 1 本は平面化 し て い る 。

最前列 の 柱 の みが、 わずか に 出 来 る 陰 を頼 り に 、 か ろ う じ て 自 身が 円 柱 で あ る こ と を 主 張 出 来て い る
よ う に 見 え る が、 他はそれ さ え 出来て い な い。 逆光のF i g. 1 8 に い た っ ては、 シ ル エ ッ ト と な っ て黒 く
つぶれて し ま っ て い る 。 し か し 次 に あ げる 写真F i g. 20は、 ひ と つ の可能性 を 示 し て い る 。

F i g. 20 も 他の も の と 同 じ く 、 ル ク ソ ール神殿内部の列柱を撮影 し た も の で あ る が柱 の 形状 が異 な る 。
ヨ ー ロ ッ パ 中 世 の ゴ シ ッ ク 教 会 内 を 支 え る 柱 と 原理的 に は 同 じ 造 形 を 示 す こ の 柱 は 、 幾 つ か の 細
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F i g. 20 列 柱 筆者撮影

い 柱 を 束ね た よ う な形 を 与 え ら れて い る 。 実 際 に は ひ と つ の石 で 作 ら
れ て い る の だが、 細 い柱 と 表現 し た部分の表面 ご と に光が宿 り 、 同 時
に 陰影が作 ら れて い る 。 ギ リ シ ア の神殿の柱 に 見 ら れ る フ ルー テ ィ ン
グ と は、 ち ょ う ど凹凸が反転 し た 関係 に あ る が、 それ に よ り 光が 生 む
陰影の効果、 あ る い は機能は基本的 に 同 じ も の で あ る 。 そ の 効果 は 写
真 で も わ か る 。 細 い柱状の部分がそれぞれ に 光 を 宿す こ と で、 日 陰 に
お い て さ え 柱全体に複数の光 と 陰影の コ ン ト ラ ス ト を 生 み 出 し 、 さ ら
に 全体 の 中 で 中 間階調を構成 し て い る 。 柱はそれ に よ っ て堂 々 と し た
肉感的なボ リ ュ ーム を示す こ と に成功 し て い る 。 写真奥の 日 向 に並ぶ、
強 い光 に よ っ て 中 間階調 を つ ぶ さ れ て し ま っ て い る 列柱 も 、 細 い柱状
の部分同士の境 目 に宿 る 陰 に よ っ て、 柱全体の 造形 内 に複数の コ ン ト

ラ ス ト を 与 え ら れて い る 。 F i g, 20 に 見 る 列柱は、 少な く と も F i g, 1 8、 F i g. 1 9の 柱 よ り は積極的 に 自 身
の 存 在 を 示そ う と し て い る よ う に 見 え る 。

F i g. 2 1  列 柱 筆者撮影

F i g. 21 と F i g. 22は、 ル
ク ソ ール神殿の 中 庭 を 2
重 に 取 り 囲 む 列 柱 群 で あ
り 、 い わ ばF i g. 20の 巨 大
版で あ る 。 こ こ に は、 そ
れが直射 を 受 けた 状態、

F i g. 22 列 柱 筆者撮影 自 ら の影 の 中 に 沈 んで い
る 状態 な ど の 、 日 の光 の

下 で示 さ れ る 幾 つ か の 光 と 陰影 の コ ン ト ラ ス ト の状態を見 る こ と が出 来 る 。
柱 は い ずれ も 、 そ の 造形 に よ り 縦方向に 生み出 さ れ る 線、 あ る い は 陰 に よ っ て、 そ の光 の 環境 下 に

お い て積極的 に 自 身 の 存 在 を 示そ う と し て い る こ と が見て と れ る 。 それ ら は空間 に コ ン ト ラ ス ト と リ
ズム を 生 み 出 し 、 こ の 空 間 を 豊か で潤 い の あ る 生命感を感 じ さ せ る も の に し て い る 。 た だ し 、 こ れ ら
の写真は いずれ も 、 1 2 月 か ら l 月 に か けて撮影 し た も の で あ る 。 日 中 の 陽気は 日 本の 5 月 を 思 え ば よ
い が、 季節は冬、 太 陽が一番遠い と こ ろ に い る 状態で あ る 。

5 月 か ら 9 月 、 現地の夏は こ の よ う に は い か な い。 強い光が こ の効果の何割か を 飲み込ん で し ま う
で あ ろ う 。 し か し 限界 は あ る も の の、 ピ ラ ミ ッ ド な ど に代表 さ れ る 直交す る 面の構成 に よ る 効果が生
み 出 す 明 暗の コ ン ト ラ ス ト や、 深 く 刻み 込 ま れ る よ う な造形 に よ っ て 生 み 出 さ れ る 陰影 の 効果が、 エ
ジ プ ト の光 の環境下 に お い て 自 ら が立体で あ る こ と を主張す る た め の有効な手段であ る こ と は間 違 い
な さ そ う で あ る 。 な ら ば こ れが、 少な く と も 屋外の光の 中 に お いて立体表現 に 向 か う 態度 の も っ と も
基本的な “構え” ＝ “常識” で あ る と 考 え る こ と が出来よ う 。 おそ ら く こ れが、 日 の 出 か ら 日 没 ま で
続 く “ 白 昼 の 闇” に 対 し て の わずか に 残 さ れた抵抗手段 で あ り 、 造 形 の “常識” ＝ “ 了 解事項” ＝
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“約束事” な の で あ ろ う 。 そ こ に はそれに見合 っ た “技術” や “技法” が用 い ら れ て い る はずで あ る。

6 .  
地 中 海 を 囲む地域 に お い て、 エ ジ プ ト ほ ど彫刻の材料 と し て使用 で き る 素材 を 多 く 産 出す る 地域 は

な か っ た。 金、 銅、 花閥岩、 石灰岩、 大理石、 ア ラ パス タ ー、 そ の 他た く さ ん の鉱物資源を エ ジ プ ト
は産出する。 彫 刻 の 材料 と し て輸入 に依存 し な ければな ら なか っ た の は、 レ バ ノ ン杉 く ら い の も の で
あ ろ う か。 古代エ ジ プ ト は、 自 身の 造 形 を 他 国 の 資源 に 頼 る こ と な し に行 う こ と が出 来 る 数少 な い 国
家であ っ た。

彫 刻 を 行 う 、 あ る い は 施そ う と す る と き に、 我 々 が行 う こ と が出 来 る 基本的な 行 為 は 多 く はな い。
し か し 素材の豊富 さ は、 そ の 多 く はな い 基本的な行為に バ リ エー シ ョ ン を 与 え る 。 “行為” と “素材”
の 関 係 か ら 初歩的な技術が 生 ま れ、 やがて行為の結果生 ま れ る 表面 に 対 す る 、 “柔 ら か く ” と か “鋭
く ” と い っ た “質” に 対す る 注文 に 答 え る た め の 、 巧みな技術が 生 ま れ る 。 そ こ に はそ の行為 を 行 う
た め の 、 あ る い は行為 を 素材 に 伝 え る た め の “媒体” と し て、 “道具” が 生 ま れ る 。

おそ ら く 沢山 の種類の素材を産す る 地域 ほ ど道具の種類 も 多 い。 な ら ば古代エ ジ プ ト は、 産 出 す る
沢山 の種類 の 素 材 に 見 合 う だ、 け の 技術 を 持 っ て い た と 考 え て よ い。 エ ジ プ ト に 比べ る と 、 ギ リ シ ア の
鉱物資源は極 め て 乏 し い。 こ と 石材 の 加工 に 関 し て言 え ば、 おそ ら く エ ジ プ ト で修 行 を 積む方が役に
立つ と い う こ と に な る 。

F i g. 23 比較 ・ 古代エ ジ プ 卜 の技法 と 古代ギ リ シ ア の技法 筆者撮影

F i g. 23の 上段は、 古代エ ジ プ ト の遺 物 を 写 し た も の で、 下の段は、 古代ギ リ シ ア の遺物 を 写 し た も
の で あ る 。 古代エ ジ プ ト の遺物は花筒岩、 古代ギ リ シ ア の遺物は大理石で作 ら れ た も の で あ り 、 こ れ
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を 観 察す る と 、 ど の よ う な技術が ど の よ う な 目 的の た め 使用 さ れて い る か を 、 そ こ に 残 る 聖跡か ら 知
る こ と が出来る。 そ し て両文明 の造形に使用 さ れて い る 基本的な技術が同 じ も ので あ り 、 古代エ ジ プ ト
の造形に使用 さ れた技術が、 古代ギ リ シ ア の造形物 に も そ の ま ま使用 出来る も ので あ る こ と がわ か る 。

両文明 は こ の基本的な技術 を駆使 し 、 それぞれ に 独 自 の繊細で優美な造形 を 創 り 出 し 続け、 後 世 の
造形美術 に 大 き な影 響 を 及 ぼ し た。 そ し て こ の技術は、 両文明が終駕 を 迎 え て後2000年以上 の 歳 月 が
流れて も 基本 的 に 変わ っ て い な い。 大 き な変化があ っ た と すれば、 それは道具 に お い てで あ ろ う 。 20
世紀の電化 に よ る 電動工具の 出現、 それは金属の道具の 出現以来 の、 画期 的 な 出来事で あ っ た に違 い
な い。

道具の歴史は長い、 石器か ら 金属器へ の移行は画期的な も ので あ っ た。 そ れ に よ っ てお そ ら く 石材
を “切 る ” こ と が出来る よ う に な っ た。 切 る と い っ て も 、 包丁か何か で 肉 を 切 る よ う なイ メ ー ジで は
な い。 比較的 自 由 に 整形が出来る よ う に な っ た と 表現すべ き な の か も し れ な い。 し か し それは大変な
こ と で、 そ れ ま で の 石 同 士 の 衝突 に よ る 、 かな り の部分を偶然性 に依存 し た造形か ら 、 明確な意思表
示が速や か に な さ れ る も の へ の移行で あ っ た。 それはス ピー ド 時代 の 始 ま り で も あ っ た。

ま た、 鉄器が用 い ら れ る ま で主役で あ っ た と さ れ る 青銅器は、 実は不純物 の含有 に よ り 鉄製 の 物 に
近 い 強度 が 出 て い た と さ れ る 。 おそ ら く 青銅器 を 手 に し た時点か ら 、 人 類 は相 当 に徽密 な 造 形 を 思 い
通 り に 行 う こ と が可 能 に な っ て い た と 考 え て差 し 支 え な い 。 古代エ ジ プ ト に お い て 青銅器が用 い ら れ
る よ う に な っ た の は紀元前20世紀。 鉄器の使用 が始 ま っ た のは紀元前l 6世紀。 古代世 界 は か な り の 昔
に 、 造 形 に 関 す る 完成 し た環境 を 手 に 入れ て い た こ と に な る 。 そ れ を 示す繊細 で卓越 し た造形の技術
は、 大 小 様 々 な 王 の 彫 刻 の 衣服表現や 人物の頭髪の表現 に 用 い ら れ た線、 レ リ ー フ に お け る 人体 の 表
現、 あ る い は、 人体が う っ す ら と 透 けて見え る か の よ う に感 じ ら れ る 衣服 の 表現 な ど、 い た る と こ ろ
に発見する こ と が 出 来 る 。

F i g. 24 ラムセス 2 世像 筆者療影 F i g. 25 ラ ム セ ス 2 世像 筆者撮影 F i g. 26 王の首 筆者撮影

F i g. 24は、 カ ル ナ ッ ク に あ る ア モ ン大神殿の 中 に 建つ ラ ム セ ス 2 世の 巨大な石像で、 紀元前 1 300年
ご ろ 、 今か ら 約3300年前 に 作 ら れた。 F i g. 25はF i g. 24の点線 で 固 ま れた11裂の部分の拡大で あ る が、 た
と え ば線 に よ る 表現 に 対す る 観察を行な う と 、 王の腰 に巻かれた布の表現 に 用 い ら れた 線彫 り は繊細
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で、 少 し も 乱れる こ と な く 刻 み き ら れてお り 、 さ ら にそ の流れは、 解剖学的 な 筋 肉 の流れ と 質感 に 沿
いなが ら 造形全体に参加 を し て い る 。 加 え て 、 腰に巻かれた布 と 下腹部の 聞 に 生 ま れ る 緊張感や ふ く
よ か な 肉体表現か ら は、 表現 の 様式化の 下 に 存在す る 自 然主義が は っ き り と 顔 を の ぞかせ、 人体表現
へ の積極的な意識が十分 に 読み取れ る 。

F i g. 26は、 時 代 を 少 し さ か の ぼっ た 第 1 8王朝時代、 紀元前1 500年 ごろ に 作 ら れた と さ れ る 王 の首で
あ る 。 こ こ に お け る 頭髪の表現 も 、 それ を構成す る 線 l 本 l 本が実 に精鰍に造形 さ れ、 さ ら に そ の 頭
髪を表現 し て い る 部分 の 面は ウ ェ ー ブ し て い る 。 そ こ には、 質 に 関す る 様 々 な情報が載せ ら れて い る 。
我 々 は こ の 像 の モ デル と さ れた 人 物 の ヘ ア ー ス タ イ ル を お そ ら く 美容院で再現 出 来 る で あ ろ う 。

“ナイ ル の水が う る おす地の、 ナイ ルの水 を の む者が持つ技術の高 さ ” を 示す事例 を さ ら に も う l
つ 示 し て お こ う 。

F i g. 27 神宮の像
筆者撮影

F i g. 28 足元 ・ 神 宮の像
筆者撮影

F i g. 29 穴 ・ 神 宮 の像
筆者撮影

F i g. 27か ら F i g. 29は、 ア モ ン 大神殿の 中 に あ る 彫 刻 を 写 し た も の で あ る 。 こ の彫刻 の も っ と も 注 目
さ れ な ければな ら な い 部分は、 F i g. 28 と F i g. 29の 白 線の 中 に見 え る 白 い点 で あ る 。 それは穴で あ る 。
彫 刻 に 穴 が聞 い て い る の で あ る 。 こ の写真ではわか り に く い が、 穴 の 聞 い て い る 部分 の 周 辺 の厚 さ は
せ い ぜ い 5 mm～ ！ Omrn程度 で あ る 。 石 材 を 用 い た彫 刻 の 大 半 は、 金 属 の 撃 と ハ ン マ ー を そ の 主な 制
作 の 道具 と し 、 ハ ン マ ー と 撃 の 衝 突 に よ り 発 生 す る 衝 撃 を 利用 し て彫 り 進 め ら れ る 。 使用 さ れ る 石材
の質がま っ た く 無関 係 で あ る と は言 い がた い が、 石材の 面 に 対 し て垂直 に こ の 衝撃 が伝わ っ た と すれ
ば、 穴 は こ の程度 の も の で はす ま な いはずで あ る 。 つ ま り こ れ は、 あ る 程度の深 さ ま で は面 に 対 し て
垂 直 に 掘 り 下 げ ら れ、 以後は撃 を寝かせて彫 り なが ら 表面 を 整え 、 最終的 に は何 ら か の方法で研磨 を
施 し た も の と 考 え ら れ る 。 像 の 太股、 脹腔、 瞳か ら 始 ま る 広 い 面積 を 、 こ の 薄 さ に 仕 上 げ る こ と が 出
来た こ と 自 体が、 そ も そ も 驚異的な こ と で あ る 。 こ の事例は単な る偶然ではない、 同 じ 事例はル ク ソ ー
ル に お い て ま だ他 に も 見つ け る こ と が出 来 る 。
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古代エ ジ プ ト に お い て、 自 身 の 生活 を造 形 に かかわ る こ と で 成 り 立たせて い た者は、 造 形 の “質”
“量” いずれ に 対 し て も 、 相 当 な 自 由 度 を 持 っ て対処 で き る 高 い思考 力 と 技術 を 身 に つ け て い た。 そ

れ は体験の積み重ね に よ り 編み 出 さ れた経験に よ る “独 自 の方法” と “新 し く 届 け ら れ る 情報” と の
“融合” に よ っ て も た ら さ れた に 違 い な い。

古代エ ジ プ ト の造形 あ る い は そ の様式は特徴的であ る 。 それは “そ の発生か ら 終駕 に 至 る 3000 年 も
の 間 ほ と ん ど変 化 を し なか っ た” と 、 異 口 同 音 に 評価 を さ せて し ま う ほ ど個性的で あ る 。 そ の 真偽は
別 と し て、 エ ジ プ ト の造 形 の態度は間違い な く 、 ヒ エ ロ グ リ フ 、 レ リ ー フ 、 彫刻、 に よ っ て 象徴 さ れ
て い る 。

ヒ エ ロ グ リ フ は文字であ る か ら 、 読 め な く てはな ら な い。 造形美術が基本 的 に 視覚 に 頼 っ て い る の
と 同 じ で あ る 。 だか ら 見 え な く ては意味 を成 さ な い。 ゆ え にその造形 に は “見 え る ” ＝ “読 め る ” こ
と “見 さ せ る ” ニ “読 ま せ る ” こ と に 奉仕する 技術が用 い ら れて い る と 考え て よ い。 た だ し 、 彫 る 行
為 に はそれ ほ ど 多 く の種類があ る わ け で は な い。 と い う よ り 、 彫 る と い う 行為 はた っ た の 1 つ し か な
い。 問 われ る の は、 ど の よ う に彫 る の か と い う “思考 の方向” と 、 用 い ら れ る “技術 の 質 の高 低” で
あ る 。

古代エ ジ プ 卜 の レ リ ー フ をそ の彫 ら れ方 に よ っ て分類 し てみ る と 、 基本的 に は次 の 2 つ の 種類で あ
る こ と に気がつ く 。 l つ は見せた い も の の輪郭を掘 り 下げる、 沈み浮 き 彫 り 。 も う 1 つ は見せた い も
の の 周 囲 を取 り 払 う こ と で見せた い も の を強調す る 、 高浮彫 り と で あ る 。

｛ 「

戸 『

F『四
戸 v 『

・・a・・a

．岨．幽．

F i g. 30は、 沈 み浮 き 彫 り と 高 浮 き 彫 り の 断面 を
示 し てみた も の で、 それぞれの 浮 き 彫 り の特徴が見
て取れる。 右 の グルー プが沈み浮き彫 り 、 左の グルー
プが高浮き彫 り 、 バ リ エー シ ョ ン と し て は単純で、
それほ ど複雑な も の は な い。

浮 き彫 り ＝ レ リ ー フ は、 立体 を 平面 の 中 に押 し 込
ん だ も の と 考 え て よ い。 それだか ら 、 浮 き彫 り 自 体
が壁面よ り 飛び出 し て い る と か、 飛び出 し て い な い
と か い う こ と は意 味 を 持 た な い 。 問 われ る の は、 そ
れが立体 と し て整合性 を も っ て表現で き て い る か と
い う こ と であ り 、 そ こ に造形 さ れた 人体、 風景、 花、
そ の他の造形物が、 いわ ゆ る 自 然 に違和感無 く 見え

F i g. 30 浮き 彫 り の種類 筆者作成 る か ど う か で あ る 。

レ リ ー フ を作 る と い う こ と は、 上 に 述べた “ レ リ ー フ と し て の 条 件” を満足 さ せ る よ う な光 の 反 射
を壁の厚み方向 に 、 あ る いは空間の方向に、 如何に作 り 出すか と い う こ と な の で あ る 。 そ し てそれは、
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壁 の厚み方向、 あ る い は空 間 の 方向 に “面” を作る と い う 行為 に よ っ て な さ れ る の で あ る 。

レ リ ー フ は限 ら れた厚み の 中 に、 “ 自 然光” “ 人工光” に よ っ て 生 み 出 さ れ る “光” “陰影” そ れ ら
に よ る “ コ ン ト ラ ス ド’ に よ っ て視認 さ れ る 3 次元の世界を表現 し な けれ ばな ら な い。 そ こ に そ の 場
所の、 あ る い はそ の 地 の “ 日 常的な光” の リ ア リ テ ィ ー が反映 さ れ て い な い はずがな い。 そ の 地 に 生
活す る 人間 の リ ア リ テ ィ ー と の合致があ っ て、 それ ら は初めて “ 自 然” と い う “感覚” で 受 け 止 め ら
れ、 説得力 を持つ の で あ る 。

F i g. 3 1 か ら F i g. 36 に 、 あ ら か じ め 設定 さ れた条件の 中 に今 も 残 り 、 そ の効果 を よ く 示 し て い る と 思
わ れ る レ リ ー フ の幾つ か を 示 し た。

F i g. 32 沈み浮き 彫 り

筆者撮影

F i g. 35 高浮き彫 り 筆者縁影

F i g. 33 列柱室 F i g. 34 神殿内部 ・ 高浮き彫 り

室長者撮影 筆者撮影

F i g. 36 高浮き 彫 り 筆者撮影

沈み浮き 彫 り は “輪郭” が は っ き り と 出 る た め に、 太陽光があ た る 屋外 と 、 特別 に 際立 た せ る 必要
の あ る も の に 多 く 使わ れ、 高 浮 き 彫 り は “弱 い光” や “乱反射” に よ っ て像 が “立体的” に 見 え る 効
果 を 考 え て、 神殿や墓な ど の室 内 の壁面な ど に 多 く 用 い ら れ て い る 7)。 浮 き 彫 り は “光” と “和解”
し な が ら 、 あ る い は “戦 い” な が ら 、 存在 し て い る 。 浮き彫 り を 作 る 行為は、 別の見方をすれば “光”
を手なずけ る 行為 な の で あ ろ う 。 し か し そ れ に は必ず限界が付 き ま と う 。 荒れ狂 う 光 の洪水 に 、 浮 き
彫 り は し ば し ば飲み込 ま れ る 。
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F i g. 37か ら F i g. 40は、 そ の 本来設定 さ れた光の条件の外に 置かれて い る レ リ ー フ の 写真 で あ る 。

話謡三ぶA
F i g. 37 高浮 き 彫 り F i g. 38 沈み浮き 彫 り 筆者撮影 F i g. 39 沈み浮き 彫 り

筆者撮影 筆者撮影

F i g. 40 高浮き 彫 り

筆者撮影

F i g. 37は、 本来屋内 で の ラ ン プや 松 明 の 明 か り を 想定 さ れて い た も の が、 遺跡の破壊で外光 の も と
に さ ら け 出 さ れて い る 例 で あ る 。 日 陰の部分はな ん と か 形態が把握でき る が、 太 陽 の 直 射 を 受 けて い
る 部分はか ろ う じ て 輪郭が作 る 線が見 え る 程度であ る 。 F i g. 38 と F i g. 39は、 屋 内 の 壁 に 設 け ら れた沈
み浮き彫 り で あ る 。 天井の崩落 に よ り 、 外光の も と に さ ら さ れ て い る が、 周 囲 を 壁 に 固 ま れ て い る た
め に 柔 ら か い 光 に よ る 全光状態で、 深 い 輪郭 に よ る 本来 の 強 い コ ン ト ラ ス ト の 効果が発揮 さ れて い な
い。 た だ し 柔 ら か い光 の お か げで、 太股や足な どの微妙な起伏がか な り の繊細 さ を伴っ て確認で き る 。
F i g. 40は一応屋内 に あ る が、 天井の崩 落 に よ り そ の効果が発揮で き て い な い。 こ れ ら は、 あ ら か じ め
想定さ れた環境 に お い て 、 それぞれの レ リ ー フ が発揮す る 視覚効果 と は比 べ よ う も な い。

古代エ ジ プ ト の 造形 に お いて、 特 に レ リ ー フ は、 自 ら が置かれ る 光の環境 に た い し て可能な限 り の
デ リ ケ ー ト さ でそ の 面 の 決定がな さ れて い る 。 そ こ に用 い ら れて い る “技術” あ る い は “技法” は、

“文字” で あ り “記号” で あ り 、 ま さ に古代エ ジ プ ト の “精神” で あ る “聖刻文字” ＝ “ ヒ エ ロ グ リ
フ ” が “ こ の 地 の光 の 中 で 生 存 す る こ と ” を 目 的 に 生 み出 さ れた も の で あ る 。 “ こ の地 の光 の 中 で生
存 す る こ と ’＼ おそ ら く そ の “視点” が、 古代エ ジ プ ト 文 明 の造形様 式 の 形 成 に 決定 的 な 役 割 を 果 た
し て い る 。 少 な く と も そ の 視点 を 除 い ては、 こ の地の造形美術 を考察す る こ と は不可能であ ろ う 。 古
代エ ジ プ ト 美術 が我 々 に 与 え る 強烈なイ ン パ ク ト 、 それはかの地の光 の 中 で 生 き る た め に必要な “強
烈 な エ ネ ル ギ ー の 形” に よ る も の な の か も し れ な い。

紀 元 前 1 0世紀 に お い て、 外 敵 の 進入や内乱な ど様々 な 問題がl噴出 し た古代エ ジ プ ト 文明 は、 急激 に
国 力 を 衰 え さ せ、 紀元前 1 000年 を 前 に 事実上そ の 幕 を 下 ろ す。 エ ジ プ ト 文明 だ け で は な い 、 オ リ エ ン
ト と 呼 ばれた 世 界 を 形成 し て い た 多 く の文明 も 歴史の舞台か ら 去 っ て行 っ た。

紀元前776年、 初 め て の オ リ ン ピ ア 祭 に よ っ て “歴史 の 閤” か ら 抜 け 出 し た地 中 海世界が、 再 び光
を 放 ち 始 め る 。 歴史の舞台は南 か ら 北へ。 砂漠の光 の 中 で ナ イ ル と と も に 生 き 続 け て き た古代エ ジ プ
ト 文明 は、 は る か に広 が る 海洋 の 肱 い 光 の 中 に飲み込 ま れて い っ た。
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7 .  

古代エ ジ プ ト 文明 の 浮 き彫 り が、 限 ら れた奥行 き 、 限 ら れた厚みの 中 に お け る 造形 に と ど ま り 続け
た事実 に 比べて、 古代ギ リ シ ア の造形はその様 式 を 次 々 と 変化 さ せ て い っ た。 そ の 変 化 は “薄” か ら

“厚” へ、 “静” か ら “動” ヘ、 “硬” か ら “柔” へ と 向か う も の で あ り 、 “壁の拘 束” を 振 り 切 っ て
“空間” へ躍 り 出 ょ う と す る よ う に 見え る も の で あ っ た。 ア ル カ イ ッ ク 期 か ら 古典期 を へて古典期後

期、 ヘ レ ニ ス テ ィ ッ ク 期 へ、 古代ギ リ シ ア の造形は時代 と と も に事実そ の よ う に 変化 を し て い っ た。
そ れ は ま た “ 人 間” か ら “神” へ、 そ し て “神” か ら “人間” へ の “理想” の “変化” で あ っ た。

“薄” か ら “厚” 、 “静” か ら ‘宙j” 、 “硬” か ら “柔” 、 それは “ 肉体的” “触覚的 な 価値” へ の何度 目
か の “回帰” で あ っ た。 それは “多様な環境” ＝ “多様な リ ア リ テ ィ ー” へ の 反 応 で はな か っ たか。

F i g. 4 1  ク 一 口 ス

筆者撮影

F i g. 45 レ リ ー フ ・ メ ト ー プ

筆者撮影

F i g. 42 ク 一 口 ス F i g. 43 レ リ ー フ ・ メ 卜 ー プ F i g. 44 レ リ ー フ ・ 破風
筆者撮影 筆者撮影 筆者撮影

F i g. 46 レ リ ー フ ・ 破風

筆者撮影
F i g. 47 レ リ ー フ ・ 劇場

筆者撮影

ア レ キサ ン ド リ ア か ら 北西へ約950km、 緯度差 に し て約 6 度、 地 中 海 を挟 ん だ対 岸 に 、 古代ギ リ シ
ア 文 明 の 中 心 地 ア テ ネ が あ る 。 エ ジ プ ト よ り も 柔 ら かな光が降 り 注 ぐギ リ シ ア の地は、 エ ジ プ ト よ り
も は る か に 複雑な地形 を持つ。 それ は は る か に複雑な光の環境 の 存 在 を 意 味す る 。

ギ リ シ ア語 を 共有する 者がギ リ シ ア 人で あ っ た の で あ れば、 古代ギ リ シ ア の造形は ギ リ シ ア 諮 を 媒
体 と し て結 ぼれた 様 々 な 民族、 人種の “固有 の リ ア リ テ ィ ー の縞線” で あ り 、 同 時 に そ れ ら の幅鞍の
結果 と し て 示 さ れた い ま だ人類が見た こ と の な い “ ま っ た く 新 し い 人 間 観 の 誕 生 の 証” で あ っ た。
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古代ギ リ シ ア で 生 み 出 さ れた新たな造形様式はやがて ロ ー マへ と 受け継がれ、 “不完全な 人 間個 人”
の “感情” を 表 出 す る “ 肖 像彫刻” を生み出 し て い く 。 後 に 我々 が ヨ ー ロ ッ パ と 呼ぶ こ と に な る 地 中
海の北で、 人聞 の立つ地平へ と 表現は舞い降 り て い っ た。 そ し てその舞台 の 中 心 も 、 さ ら に北へ と 移 っ
て い っ た。

8 .  

古代エ ジ プ ト 文明 に お い て、 ヒ エ ロ グ リ フ は文字そ の も の で あ っ た。 それは象形文字 と 呼ばれ、 物
の 形 を 象 っ た も の で あ っ た。 それは後 の ア ル フ ァ ベ ッ ト の起源 に な る も の で あ っ た と 言われ る が、 そ
の象徴性は、 ア ル フ ァ ベ ッ ト よ り も は る か に 高 い も の で あ っ た。

ヒ エ ロ グ リ フ は “音” で あ り “意味” であ っ た。 それを担 う “かた ち ” で あ っ た。 そ の表面 に は様 々
な光が遊び、 陰影が宿 る 。 そ れは光 の強 さ 、 つ ま り そ の地の気候や天候、 天気に よ っ て様 々 に変わ る

“視覚刺激” で あ っ て、 人聞は生まれなが ら に し てそれ に反応す る 。 それは人聞の “認知 メ カ ニズム”
で あ り 、 やがて “眼差 し ” を 生 み 出す も の で も あ ろ う 。 そ の メ カ ニズム は、 お そ ら く 彫刻 と 呼ばれ る
も の に お い て も 同 じ よ う に発生する も の で あ ろ う 。

古代エ ジ プ ト の レ リ ー フ は、 それ 自 体の厚みは き わ め て薄 い 。 それは基本 的 に 、 そ れの造形が施 さ
れた壁面の表面を 飛び出す こ と は無 い 。 高浮き彫 り の技法 に よ っ て作 ら れた も の で あ っ て も 、 それが
ほ ど こ さ れた壁面の縁 に ま で視線 を移 し た と き、 そ こ にその壁面 を 取 り 巻 く 額縁 の よ う な、 も と の厚
み を 示す造形 を確認す る こ と が 出来 る で あ ろ う 。

沈み浮 き 彫 り は、 像の外周 に 幅広 の 黒 い輪郭 を 生み出す。 そ の コ ン ト ラ ス ト は極 め て 強 い 視覚刺激
と な っ て 我 々 の注意 を 引 く 。 日 中 の激 し い光 の洪水の 中 に お い て 白 く 潰 さ れて し ま う 浮き 彫 り の繊細
な表面 を 囲む輪郭は、 そ れ に よ っ て 示 さ れ る 形 に よ っ て文字本来の機能を果た さ せ る 。 日 差 し が和 ら
げば、 弱 ま る 輪郭 の コ ン ト ラ ス ト を檎 う よ う に、 表面の繊細な像が陰影 を 伴 っ て浮か び上 が る 。

古代エ ジ プ ト の彫刻は基本的 に 四角 い。 正確 に は、 四角 い塊 と い う 印象が強 い。 それはその造形が、
そ れぞれ に直交す る 面 に 固 ま れて い る か の よ う に な さ れて い る か ら で あ る 。 平た く 言 え ば、 元 の 材料
の 形、 つ ま り 6 面体 を感 じ る よ う な構成 に な っ て い る か ら で あ る 。 そ の よ う な 印 象 を 強 く 受 け る 造形
物 に は、 互 い に 直交す る 面が何 ら か の形で残 さ れて い る 。 そ し てそ こ に は、 ヒ エ ロ グ リ フ が刻 ま れて
い る 。

その よ う な彫刻は、 沈み浮き彫 り と 同様に強い コ ン ト ラ ス ト を空間に作 り 出す。 仮 に あ の ミ ロ のヴィ ー
ナ ス を エ ジ プ ト の砂漠 に 置 い た ら ど の よ う に見 え る の だろ う 。 あ の ゆ っ た り と 連続す る お お ら か な 面
と そ の 面 を 覆 う 豊かで繊細な “光” と “陰，’ 、
ほ と ん ど を飲み込ん で し ま う のではな いか。 モス ク の ド ー ム、 遺跡の柱、 緩や か な 曲面 は全て平面 に
戻 さ れて し ま う 。 朝 と 夕 方 の わずかな時間 の 中 に のみ、 その形は戻 っ て く る 。
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“古代エ ジ プ ト の造形は、 そ の 誕生以来 ほ と ん どそ の様式ニ ス タ イ ル を 変 え て い な し h ” 、 そ う 感 じ
る の はそれ ら の造形物が “文字” で あ る か ら で あ り 、 それ ら を “光の 中 で 生存 さ せ る た め ” に 作 り 出
さ れて い る 強 い “ コ ン ト ラ ス ト に我々 が 目 を奪われ る か ら で あ る 。

レ リ ー フ も 彫刻 も 変 化 を 繰 り 返 し て い る 。 時代や地域 ご と に注意深 く 見て い く と そ れ ら は変化 を 繰
り 返 し て い る 。 輪郭線の 内側、 そ こ に 現 さ れた人体の表現 に、 顔の表現 に、 手 の 表現 に 、 足 の 表現 に、
様 々 な部分 の 表現 に 変化が現れて い る 。 ア マ ルナ様式の誕生は、 そ の も っ と も 極端な例で あ ろ う 。 そ
し て ひ と た び変化 を 受 け入れた後、 人 聞 はそ の変化 を忘れ る こ と は無 い。 それは造形美術が精神活動
の所産であ り 、 感情の表現 の 手段で あ る か ら で あ る 。 そ こ に現れた変化は “精神の変化” で あ り 、 そ
の変化 に は、 我 々 が “美” と 呼ぶ も の が介在 し て い る と 考 え ら れ る か ら で あ る 。 それはおそ ら く 全て
の も の を含む、 あ る い は揺 さ ぶ る “快” で あ ろ う 。

夕、 ン ダー ラ の ハ ト ホル神殿 に 残 る ク レ オパ ト ラ 7 世 と カ エサルの子カ エサ リ オ ン の レ リ ー フ は、 そ
の豊かな腰や胸、 頭髪の表現 に 明 ら か に古代ギ リ シ ア の造形犠式の影響 を 見せ る 。 プ ト レ マ イ オ ス 朝
の最後 を 飾 っ た ク レ オパ ト ラ 7 世は、 金色の髪を持つ ギ リ シ ア 人で あ っ た と い う 。

造形の様式は “そ の 地 の光” と と も に あ る 。 “新た な る 美” を 受 け入れ よ う と も 、 や は り “そ の 地
の光” と と も に あ る 。 か の 地 の 美 を こ の 地 に お いて求め よ う と す る な ら ば、 こ の地 の 光 の も と でそ れ
を 再現 し な けれ ばな ら な い。 そ の た め に は、 か の 地 の 美 を 示す “形” に対する 変形が試み ら れな けれ
ばな ら な い。 そ し てそ れ を 試み る 者が、 仮 に か の地に住む者で あ ろ う と も 、 も ち ろ ん こ の地 の 者で あ
ろ う と も 、 そ こ に 生 み 出 さ れ る “新た な か た ち ” が、 こ の地の新 し い 風土 と し て の “様式” へ と か た
ち づ く ら れ る ま では、 おそ ら く し ば ら く の時聞が必要 と さ れ る で あ ろ う 。 そ の 事例 と 思 わ れ る 造形物
を、 我 々 は見つ け 出す こ と が 出 来 る はずで あ る 。

地球上 に は様 々 な光の 状態が存在 し 、 我々 はそれぞれ に そ れ を 日 常 と し て い る 。 そ の 日 常 を 、 おそ
ら く 人間は乗 り 越 え て い く こ と が 出 来 る 。 し か し 、 個人 に と っ て も っ と も 最初 に あ っ た で あ ろ う “驚
き” ＝ “感動” ＝ “衝撃” は、 輝 き と と も に あ る種の “憧慢” と な っ て 人 間 の脳裏 に 焼 き っ き 、 お そ
ら く 消 し 去 ら れ る こ と は無 い 。

人類の 生活は緩や か に 連続 し て い る 。 それは様 々 に輯接 し 、 そ れ に よ っ て 生 み 出 さ れ る 様 々 な 可能
性が、 我 々 の 前 に “新 し い 風土” を 創 り 出す。 やがてそれ ら は “ さ ら に 大 き な新 し い 風土” と し て結
び合 い、 つ い に は “地球” と い う “マ ク ロ の風土” を作 り 出す。 我 々 は、 地球 の 半分 を 覆 う “光” に
よ っ て緩や か に 結 びつ い て い る 。 そ し ておそ ら く 、 も う 半分 を 覆 う “闇” ＝ “陰” に よ っ て も 結 ばれ
て い る 。

地球上 に は “様 々 な光の状態” が存在す る 。 それは地域 に よ っ て様々 で、 一様で は な い 。 我 々 はそ
の光の下で様 々 な精神の活動 を 行 い 、 様 々 な生活のか た ち を 創 り 出す。 し か し 、 そ れ は 我 々 の精神の
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活動の半分で し か な い。 残 り の半分は、 おそ ら く ほ と ん ど の人聞に 同様に訪れる “陰” ＝ “闇” に よ っ
て創 り 出 さ れ る 。 そ の “闇” を我々 は “夜” と 呼び、 そ こ で も う 半分の時を刻む。 夜 は 闇 と し て、 我 々
と と も に 回 り 続け る 地球を取 り 囲ん で い る 。 我々 は地球に降 り 注 ぐ “光” と 、 それを取 り 囲む “闇” ＝
“夜” に よ っ て強 く 結び付け ら れて い る 。

（ 「光 と 形一古代美術 とその技法 に み る 光 の影響 と はた ら き一 （ 3 ） 」 ）
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