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-the influences and the functions of light in the ancient art and its techniques 

神 田 毎 実
KANDA Tsunemi 

I considered 恥 relationships among climate, culture (or civilization) and the forms of art 

works. 百tis is an introduction of my study on 血e influences and the functions of light in 

visual arts of ancient world. 

百ie keywords of 白is paper are the following: climate (natural features) , light, style, human 

being, etc. 

漆黒 の宇宙空間 に 、 青 く 光 り なが ら 浮かぶ太陽系第三惑星、 地球。 現時点で唯一つ、 生命の存在 を

確認 さ れ る こ の い びつ な惑星は、 約 1 年 を か け て太陽 の周 り を一周す る 。 放射性同 位体 に よ る 年代測

定法 に よ っ て、 約46億年 前 に誕生 し た と 推定 さ れ る こ の大気 と 水 に富んだ惑星の表面で、 生命は 生 ま

れ、 進化 の 道 を歩み始めた。
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太陽か ら の 平均距離約 1 億4,960万km、 水 の惑星 と 呼ばれ る 地球 に と っ て、 こ れ は絶妙の距離であ

る と い う 。 太陽の熱量 と 宇宙の温度 と の絶妙のバ ラ ン ス 。 光 と 聞 と の劇的な コ ン ト ラ ス ト 。 さ ら に は、

太陽 と 地球の質量、 組成、 地球の衛星で あ る 月 の存在。 その他、 太陽系 を構成す る 様 々 な要素 と そ の

関係、 あ る い はバ ラ ン ス 。 こ れ ら “地球 を取 り 巻 く 環境” ＝ “太 陽 系 の 風土” が、 の ち に 地球 に 生命

を 誕生 さ せ、 育み、 人類を進化へ と 導 く 大 き な基盤 に な っ て い る と いわれて い る 。

太 陽 と 地球 の 距離 に よ り 調節 さ れた適度な熱量。 地軸 に 与 え ら れた約23.4度 の 傾 き と 、 地球 自 身 の

自 転 と 楕 円 軌道上の公転 に よ っ て与え ら れ る 日 射量の変化。 宇宙 と い う 風土 の 中 で、 想像 を 超 え た 時

間 と と も に、 地球 と い う 複雑で新鮮な風土が まず生み出 さ れて い く 。 巨大な火 の 玉 か ら 水 の惑星へ と

変化 し、 自 ら の羊水 の 中 で生 ま れ た 生命を 育む地球 を、 長大な時間 を超えて眺め る こ と が出来たな ら 、

我 々 はその姿 に 宇宙の揺 り か ごを連想す る か も知れない。

人類が類人猿か ら 分岐 し た の は、 500万～800万年前。 さ ま ざ ま な 人類が登場 し 、 そ の う ち の ご く 限

ら れた も の が、 我 々 の 祖先、 つ ま り ホ モ ・ サ ピ エ ン ス に な っ た と い わ れ る 。

オル ド パイ 峡谷 （現 ： タ ンザニ ア） に代表 さ れ る ア フ リ カ 大地溝帯お よ び南 ア フ リ カ に 生 ま れ た 人

類 の 祖先は、 進化 を 伴 い な が ら 、 自 ら 先住地 と似た環境を求め る よ う に、 長 い 時 間 を か けて世界中 に

散 ら ばっ て行 っ た。

＜現時点で確認 さ れて い る 、 各大陸へ の 人類の移動時期＞川

600万年前 西 ア フ リ カ ・ 南 ア フ リ カ

1 00万年前 ユー ラ シ ア大 陸の熱帯 ・ 亜熱帯地方

50万年前 ユー ラ シ ア 大陸の温帯地方

5万年前 オース ト ラ リ ア

2万5000年前 ア メ リ カ 大 陸 （ こ の 時点で現生人類 に進化 ： 現 生 人 類 ＝Modern Man＝ 新 人 （ホモ ・

サ ピ エ ン ス ）

北 回 帰 線

赤 道

南 回 帰 線
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人類を移動 （拡散） に駆 り 立て た も の が ど の よ う な も の で あ る の か は知 ら な い が、 砂漠、 山脈、 川 、

海な ど の存在が、 人類の移動 に 大 き く 立 ち は だか っ た こ と は想像 に 難 く な い。 それ ら は、 当 然相 当 の

時間、 あ る い は 年 月 の 消 費 を 人類 に 強 い た はずであ り 、 同 時 に 人類は、 自 然 を含む様々 な環境への対

応、 い わ ゆ る 適応 を 迫 ら れた はずで あ る 。

人類の移動が ど の よ う な ス ピ ー ド で あ っ た の か。 ど こ で、 ど れ ほ ど の 時間が費や さ れ た の か。 こ れ

ら の 質 問 に対す る 回答は、 考古学的な物的証拠の積み上 げに頼 ら ざ る を 得 な い 。 し か し 、 そ の 詳 し い

デー タ の知何に関わ ら ず、 人類はその異な る 環境 ご と に対応 を 迫 ら れた はずで あ る 。 た と え ば、 地質

が異なれば、 鍛 （や じ り ） の材料 と な る 鉱物が異な る 。 鉱物が異なれ ば、 強度が異な る 。 強度が異な

れば、 作 り 方が異な る 。 地質 と 鍛 の 関 係 を 考 え た だけ で も 、 こ れ だ け の 違 い が発 生す る 。 それ を 生活

のすべて の局面 に お い て 展 開 し 、 体験的 に情報 を 蓄積 し 、 さ ら に 経験 と し て織 り 成す こ と を 、 人類は

こ の長 い移動 の過程で余儀な く さ れた。 いや、 か ろ う じ て彼 ら を 人類た ら し め て い る 小 さ な脳 が、 そ

の複雑な仕事 を余儀な く さ れた。 結果的 に はそ の こ と が人類の脳の容量 を 増大 さ せ、 進化 の ス ピ ー ド

を加速 さ せた。 やがて人類は い か な る 環境 に で も適応で き る 能 力 を 身 に 付 け る こ と と な る 。

南 半球西 ア フ リ カ 、 南 ア フ リ カ か ら 北へ赤道 を越え、 ユー ラ シ ア 大陸 の 熱帯 ・ 亜熱帯地方、 さ ら に

は 同 大 陸 の温帯地域へ、 そ し て 北 ア メ リ カ 大 陸 を 南 に 向 か い 、 赤道 を 越 え て 南 ア メ リ カ 大 陸へ。 600

万 年 前 に始 ま っ た 人類の移動 の 軌跡 を 術撤す る と き 、 そ の 旅路は 自 身 の 生 ま れた環境へ の 旅 に も 見 え

る 。 数 1 00万 年 に 及ぶ定住 と 移 動 の 中 で、 様 々 な環境 に適応す る 術や、 お そ ら く 身体的機能 を 持つ に

至 っ た 人類が、 何ゆ え に 更な る 旅 を 続 け た の か。 人類 と し て の 生活環境 を 考 え れ ば、 そ の 途 中 に 温暖

で豊か な風土は い く ら で も 存在 し た はずで あ る 。 人類が最後 に 到達 し た 南 ア メ リ カ 大 陸。 南回帰線 を

は さ むその地域 に 何が存在 し て い た のか。 人類を移動へ と 導 い た も の は、 生 ま れ育 っ た環境へ の憧れ

か、 そ れ に 向 け て の 強 い 衝動か、 あ る い は地球 レベルで の 大 き な変動か、 単な る 偶然か。 現時点 に お

いて、 は っ き り と し た理 由 は判 明 し て い な い。 し か し 人類の移動 に は、 そ の よ う な性格が鮮明 に 表れ

て い る 。

2 . 

文明や文化 と い う 言葉の定義や解釈につ いては、 時代、 あ る い はその こ と を考え る 人 々 の 立場 に よ っ

て様々 に変化 し て来た。 文明 と 文化が区別 さ れなか っ た時代 も あ っ た。 文化 を あ く ま で も 精神的な活

動の所産 と 考 え る 時代 も あ っ た。 あ る い はそ れ と 時代 を 同 じ く し な が ら 、 文化 の 範 囲 を 人 間 の行動様

式 に ま で広 げて考 え る 立場 も あ っ た。 そ し て、 それぞれにつねに新 し い学問が生み出 さ れ、 それに よ っ

て、 我 々 はその都度新鮮な視点 を 与 え ら れて き た。

た と え ば、 今、 特定の文明や文化 に つ いて考え よ う と し た 時、 土地や地域 の 地形、 地質、 気候、 水

質 と い っ た （ 自 然） 環境、 い わ ゆ る 風土 一 the natural features (of a region) ; climate ー が、 そ の

- 1 03 -



愛知県立芸術大学紀要 ltl.32 (2002)

文明や文化 の性格、 特徴、 様式 を 決定づけ る 大 き な要素、 基盤 と し て存在 し 、 様 々 な影響を 与 え て い

る で あ ろ う こ と は、 お そ ら く 多 く の 人が予感 し 、 認め る と こ ろ で あ る と 思 う 。 し か し 、 要素、 基盤 と

し て の 風土が存在す る だけ で は、 文明や文化が生 まれ得る はずはな い。 そ こ に は、 そ の 担 い 手 と し て

の 人聞が存在 し な ければな ら な い。 そ し て、 その担い手で あ る 人間 の 具体的な 生活や営み の イ メ ー ジ

が伴 っ て初めて、 それ ら は色彩 を帯び、 輝き だす。 では、 風土 と 共 に あ っ て、 文明や文化 を 生み 出 し 、

彩 り を 与え る 人間 の営み、 生活 と は い か な る も の で あ ろ う か。 そ の こ と を少 し考 え な ければな ら な い。

誤解 を 恐れず に述べれば、 生活 と はそ の規模の大小、 多少 に関わ ら ず “経済” と 見なす こ と が出来

る 。 す なわ ち 、 物 質 の連続、 連鎖で あ るヘ 人 聞が生き る 為 に必要な物 と 物 と の連鎖、 流通 の 連続体

（態） で あ る 。 し か し 、 物質だけで人 の営みが生 ま れ得 る か、 あ る い は説 明 で き る か と い う と 、 単 に

生物 と し て の 生命 を維持す る こ と の み を 目 的 と す る 場合 を 除 い て は、 一般的 にそれは考え ら れな い。

そ こ に は必然的 に 精神活動 を 予定 し な ければな ら な い。 喜怒哀楽 に 始 ま る 感情、 未知 な る 物 に 遭遇 し

た と き に覚 え る 驚 き 、 あ る い は 生存に対す る 欲求や欲望。 その他あ ら ゆ る 精神の活動が、 そ こ に は 内

在 し て い る と 言 う べ き で あ ろ う 。

人類は、 発 生 当 初 か ら そ の よ う な精神活動 を、 別 の 言 い 方 をすれば、 脳の活動 を連続的 に行 い、 そ

れ を 記憶 に 留め続け、 自 ら の行動や活動 を拡大 し続けて き た。 それは新天地へ の 長 い 旅路 の 聞 に も 絶

え 間 な く 続 き 、 人 類 を 新 た な風土へ の適応 に 導 い た。 一代で終わ る はず も な い そ の 旅路 に お いて、 絶

え 間な く 繰 り 広 げ ら れ る 脳の活動 に よ り 、 我々 の祖先は適応能力 を 高 め、 自 ら の 手で 自 ら の 生活環境

を 整え る 力 を持つ に 至 っ た。 そ の成果 と し て 最 も 典型的な も の が、 家屋で あ り 、 農耕で あ り 、 治水濯

識で あ ろ う 。 も っ と も 、 こ れ は ま だ随分 と 先の こ と な の で あ ろ う が。

我 々 の遠い 祖先が、 自 身 の 手 に よ り 、 自 身 の 生活 の 為 に 、 よ り 安定 し 、 よ り 快適で、 よ り リ ス ク の

少な い 、 結果的 に は、 精神活動 に よ り 大 き な比重 を 置 い た 自 身の環境を、 “風土” と い う （ 自 然） 環

境の 中 に構築 し よ う と し た と き、 それに必要な資材は、 自 身の行動範囲 の 中 か ら 調達する ほかはなか っ

た。 繰 り 返 さ れ る 試行錯誤、 そ こ に は 自 ず と 彼 ら の生活の舞台 と な る （ 自 然） 環境、 すなわ ち 風土 を

反 映 し 、 そ れ に 適合 し た、 独 自 な “か た ち ” が生み出 さ れ る 。 生活 と は、 物質 と 精神の連鎖 に よ っ て

織 り 成 さ れた色彩豊かな一枚の布 の よ う な物で あ ろ う 。

生活 を物質 の連鎖 と 精神の連鎖 に よ る 一枚の布 に た と え る な ら ば、 こ れ ま で生活 の集積 と 述べて き

た文化や文明 と 呼ばれ る も の は、 その布 に よ っ て作 ら れた衣服 に例 え る こ と が出 来 る よ う に思 う 。 祭

礼用 の も の、 外 出用 の も の 、 農作業用 の簡素な も の、 衣服 に は様 々 な も の が存在す る 。 それ ら は、 そ

の 地 の 生活 を 反 映 さ せた “か た ち を与え ら れてお り 、 その “か た ち ” は、 そ の 用 途 に よ っ て あ る 程

度規定 さ れ て い る 。 そ し て そ の 向 こ う に は、 それ を着て何 ら か の営みを す る 人 聞 が存在 し 、 そ の 人間

は基本的 に そ の地の風土 の 上 に 立 っ て い る 。 な ら ば、 風土 と そ の “か た ち ” の 聞 に、 何 ら か の必然性

を 持 っ た合理的な関係が見 え て は来な い か。 こ こ に 初 め て、 具体的な、 し か も 統一 的 な “かた ち ” 、
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生活の集合体 （態） と し て の社会 を 反 映 し た “ス タ イ ル” ＝ “様式” が登場す る 。

3 . 

文明や文化 と 言わ れ る も の は、 我 々 や先人 の所産であ る。 それは、 “風土” と い う 基盤 の 上 に 展 開

さ れた 人 間 の 生活の集積で あ り 、 そ の “か た ち ” で あ る 。 な ら ば、 そ の遺産で あ る 建築や石碑、 彫刻

や絵画、 生活 の道具 と い っ た文物 は、 そ の “姿” や “か た ち ”、 “様式” に、 人 の 生活 と 風土 の 間 に 存

在す る 具体的な合理性、 必然 を 映 し て い る と 考 え て よ い。

（ 自 然） 環境 と は複雑な も の で あ る 。 土地や地域 の地形、 地質、 気候、 水質そ の 他 の 様 々 な風土の

要素が複雑 に絡み合 っ てそれ ら は形作 ら れて い る 。 複雑 に絡み合 っ て形作 ら れた （ 自 然） 環境は、 個 々

に特徴 を持 っ てお り 、 それ ら の特色は、 我 々 の 日 常 に あ ふれで い る 。 し か し 、 我 々 はそ の こ と を、 普

段あ ま り 意識 し な い。 そ の 理 由 の 一 つ は、 日 常生活 に お け る 我 々 の行動範 囲 で あ る 。 我 々 は 日 常生活

に お いて、 ご く 限 ら れた 範 囲 の 中 で し か行動 し て い な い。 地球 レ ベルでそれ を 覗 い た と き 、 緯度 に お

い て も 、 経度 に お い て も 、 我 々 の行動範 囲 は ほん のわずかな、 狭 い も の に し か過 ぎな い。 我 々 がそれ

を あ ら た め て実感 し 、 自 身 と 自 身の 立つ環境を確認す る の は、 一般生活 に お い て は季節 の 変化 を 目 に

し た と き で あ り 、 別 の気候帯 に移動 し た と き で あ る 。

例 え ば今、 性格の 異 な る 二つ の環境 を イ メ ー ジ し た と し よ う 。 一つ は砂漠 に 代表 さ れ る 、 “暑 く 乾

い た” 環境。 一つ は、 海洋性の “湿潤で穏やかな” 環境。 そ し て、 そ の 環境が隣接 し て い る と し よ う 。

そ し て、 我 々 はその “暑 く 乾い た” 環境の真 っ 只 中 に 生活 し て い る と し よ う 。 そ の 我 々 が今、 我 々 の

生活の基盤で あ る 、 “暑 く 乾 い た” 環境か ら 、 隣 の “湿調 で穏や かな” 環境 の 真 っ 只 中 に あ る 目 的地

に 向か つ て移動 し な けれ ばな ら な く な っ た。 その移動 の 中 で我 々 は気がつ く はずで あ る 。 二 つ の 環境

がそ の外辺域で相互 に混 じ り 合 い 、 極端な言 い方を すれば、 ど ち ら で も な い環境が誕生 し て い る こ と

に。 そ こ に は、 砂漠で も な い、 海洋で も な い、 あ る い は 逆 に 、 砂漠で も あ り 得、 海洋で も あ り 得 る 中

間的な環境 に 成 り 立つ 生活が存在 し て い る 。

緩やか に、 し か し 密接 に 関係 し、 連な り なが ら 、 よ り 大 き な環境、 風土が形成 さ れ、 さ ら に 大 き な、

地球 と い う 環境、 風土が形成さ れ て い く 。 完全に独立 し た環境、 風土な ど実は存在 し な い の だ。 地球

は風土 の連続体 （態） で あ る 。 人類の生活 も 同様で あ ろ う 。 緩やか に、 し か し 密接 に 関係 し 、 連な り

なが ら 、 よ り 大 き な生活圏、 文化圏、 文明圏が形成 さ れ、 最後 にすべて を含む “地球” ＝ “マ ク ロ の

風土” が形成 さ れて い く 。

風土は変化 し 続 けて い く 。 人類は、 風土 と 呼ばれ る 環境 の 中 で、 自 ら の 文化的、 あ る い は精神的環

境 を 創 り 出す。 それは “新 し い 風土” の誕生であ り 、 その誕生 に よ り 連鎖 の構造は変わ る 。 それは連

鎖の質的変化 を意味 し 、 同時 に様式の変化 を 意味す る 。 人類の営みは、 確実に地球のすべての環境 を
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変 え て い く 。 完全 に独立 し た 生活や文化、 文明な ど実は存在 し な い の だ。 すべて の 生命活動、 物 質 を

含む風土。 人類はそれ ら の 連鎖 の 上 に立 っ て い る 。 人間は、 つ ね に 風土 と 共 に あ っ た。 そ こ に は様 々

な精神の営みがあ っ た。 そ し て、 人間の営み に よ っ て、 新た な風土が創 り 出 さ れ る と き 、 あ る い は、

未知 の環境下で新たな営みが起 き る と き 、 そ こ に は新 し い “精神” の営みが生 ま れて く る 。

4. 

人間 の営みは絶えず精神活動 と 共 に あ る 。 そ の 目 的が ど の方向 を 向い て い よ う と も 、 必ず精神活動

を 伴 っ て い る 。 そ し て、 そ の営みの 中 か ら 生み 出 さ れて く る 、 経済、 文字、 音楽、 美術、 政治な ど の

集積 を、 文化や文明 と し て 開 花 さ せ て い る 。 な ら ば、 文化や文明 の要素で あ る 、 経済、 文字、 音楽、

美術、 政治 と い っ た 人 間 の 営 み の 所産は、 そ の “担 い 手 の精神

“時代の精神” を 映 し 出 て い る と 考 え て よ い。 ゆ え に、 文化や文明は、 そ の 担 い 手で あ る “人間の精

神” 、 それ ら の集積 と し て の “時代の精神” を映 し 出 し て い る 。

人 間 の営みは、 風土の 上 に 繰 り 広 げ ら れ る 経済活動 と みなす こ と がで き る 。 経済活動は、 物質の連

鎖、 連続体同 （態） で あ り 、 同 時 に精神の活動 を 内包す る 。 すなわ ち 、 人 間 の 営み ＝ 生活 は、 “風土”

と “物質” と “精神” と 共 に あ る 。

人 聞 は、 風土 と 呼 ばれ る 環境の 中 で、 自 ら の文化的、 あ る い は精神的環境 を 創 り 出す。 そ の環境は

風土 に よ っ て個別 に 異な り 、 織 り 成 さ れ る 人 の営みは、 個別 の漠然 と し た方向性 を 帯 び る 。 そ し て、

個 人、 集 団 の 別 に か か わ ら ず、 そ の 行動、 あ る い は営 み の 背後 に 、 明瞭な “意思” や “意図” 、 “意

識” の存在が認め ら れた と き、 それは “主観” を基盤 と し た方向性であ る “志 向性” へ と そ の 質 を 変

え る 。 そ こ に は、 “個性” 、 “正体” 、 “独 自 性” ＝ “アイ デ ン テ ィ テ ィ ー” が は っ き り と 顕れて い る 。

人 聞 は、 新 し い 環境 を 創 り 出 し て き た。 自 身 の 手 に よ り 、 自 身 の 生 活 の 為 に 、 よ り 安定 し 、 よ り 快

適で、 よ り リ ス ク の 少な い、 結果的 に は、 よ り 精神活動 に 大 き な比重 を 置 い た 自 身 の 環境 を 創 り 出 し

て き た。 それは、 自 身 に と っ て、 よ り 好ま し く 、 よ り 大 き な価値があ り 、 よ り 理想的であ る と 感 じ ら

れ る 方向への志向 に よ っ て創 り 出 さ れて き た “新たな風土” で あ る 。

新た な風土は、 人 聞 の 志 向 に よ っ て創 り 出 さ れた。 そ こ に は 人 間 の志 向 の 特徴が現れて い る 。 それ

は、 現代 に 生 き る 我 々 に と っ て、 “良 い” 、 “立派” 、 あ る い は “麗 し い ” な ど と 感 じ ら れ る も の へ の

志 向 で あ り 、 “美” 、 “美的” と 認識 さ れる も のへの志向であ る と 言 う こ と がで き よ う 。

も っ と も 、 “美” の概念の把握へ と 道がひ ら か れた の は近代 に お い て で あ る か ら 、 こ の概念 自 体が

古代 に お い て ど の よ う に存在 し て い た の か は定か で は な い。 お そ ら く そ れ は、 “感覚” や “感性

“精神” と い つ た も の を刺激す る 、 も っ と広い意味を持つ も の と し て捉 え ら れて い た の で は な い か と

想像 さ れ る 。
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光 と 形ー古代美術 と そ の技法 に み る 光 の 影響 と はた ら き

人 間 の 営みは精神の括動 と 共 に あ る 。 そ し て、 個 々 の、 あ る い は集団 の 志 向 は、 そ の精神 の 示す方

向 と 同一の方向 を指 し 示す。 ゆ え に、 それぞれの文化や文明、 時代が示す独 自 の “かた ち ” ＝ “様式”

は、 そ の 文化や文明、 時代が 目 指 し た価値や価値観、 さ ま ざ ま な理想 を 内包 し 、 映 し 出 し て い る 。

人間はその存在の基盤 と す る （ 自 然） 環境 ＝ 風土 の 中 に、 自 身 の営み に よ り 、 新 た な 環境 を 創 り 出

し て き た。 それは、 自 身の 目 的、 その志向性 に よ っ て創 り 出 さ れた精神活動 を 内包す る “新た な風土”

であ っ た。 ゆ え に、 文化や文明 と 呼ばれ る も の、 あ る い はそれ を 形成す る 要素 が我 々 に 示す統一的な

“か た ち ” 、 生活 の集合体 （態） と し て の 社会 を 反映 さ せ た “ス タ イ ル” ＝ “様 式” に は、 風土 と 人

の 営 み の 聞 に存在す る ‘ 必然的な合理性” と “時代の精神

の 目 指 し た “価値” や “価値観

れて い る と 考 え て よ い 。 そ し てそれは、 我 々 が言 う と こ ろ の “美” 、 ま た は “美意識” で あ り 、 “美

の様式” で あ る に違 い な い。

人間はその発生以来、 つ ね に 風土 と 共 に あ っ た。 そ し て、 自 身 の精神活動 と 共 に 様 々 な も の を 生み

出 し 、 それ ら の 集積 を 、 文化や文明 と し て 開 化 さ せて き た。 経済、 文字、 音楽、 美術、 政治 と い っ た

人 間 の 所産 は、 文化や文明、 時代 と い われる も の が持つ独 自 の “か た ち ” を 映 し だ し て い る 。 それは

同 時 に 、 人間 自 身 の 志 向 を 映 し 出 し て い る 。

人間は、 絶えず風土 と 共 に あ っ た。 そ し てそ の 上で、 絶え ず精神の活動 を 続 け て き た。 そ の活動 に

よ っ て、 新た な風土 を 創 り 出 し て き た。 し か し 、 ど の よ う な時代 に お い て も 、 人 間 の 営 み ＝ 生活は、

“物質” と “精神” と “風土” と 共 に あ っ た。 な ら ば、 精神活動 を 表 出す る も っ と も 典型 的 な も の と

し て認識 さ れて い る 造形美術は、 文化や文明、 時代 ご と に 独 自 な そ の “様式” ＝ “か た ち ” に 、 自 ら

の存立 と 共 に 存在す る 、 “独 自 の （ 自 然） 環境” ＝ “風土” の影響 を 示 し て い る と 考 え て よ い。

造形美術は視覚芸術で あ る 。 平面、 立体の 知何を 問わず、 基本的 に そ の 存在 の 主 張 を 、 “視覚” に

頼 っ て い る 。 すなわ ち 、 見 え な ければそ の 用 を成さ な い。 逆 に 言 え ば、 少な く と も 様式 と し て認め ら

れた も の、 個別 の様式名 を 与 え ら れて い る も の は、 それ ら が生 ま れ、 存在 し た地域や地形、 建築等 の

特定の場所 に お い て、 つ ま り はそ の 空 間 の光 に よ っ て、 そ の 文化や文明、 あ る い は時代が志 向 し た、

“価値” 、 “価値観” 、 さ ま ざ ま な “理想” を、 すな わ ち 我 々 が言 う と こ ろ の “美ぺ “美意識” ま た は

“美の様式” を 、 必ず “視覚” を 通 し て明瞭に知覚で き る こ と を 前提 と し て、 形、 フ ォ ルム 、 表面 を

与 え ら れて い た と 考 え て よ い。

風土 を構成す る 様 々 な要素。 そ の 中 で直接的 に造形美術 に 影 響 を 与 え る 要素。 造形美術が視覚芸術

で あ る こ と を 考 え る と き 、 その存在を根底か ら 支え る “光 の 存在が、 無視で き な い も の と し て浮か

び上が っ て く る 。
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註
( 1) Microsoftエ ン カ ル タ 2002 『人類の進化J か ら 引用 。

(2） ス タ ー ・ ト レ ッ ク デ ィ ー プス ペー ス ナイ ン 第 1 56話 「予期せぬ亡命者J (Treachery, Faith and th e  Great River） か ら 引用 。

フ エ レ ンギ人初 の宇宙艦隊仕官 ノ ー グは、 物質連続体 に つ いて以下 の よ う に説明 し て い る 。

「それは実在 し ま す。 … こ の宇宙 に は、 数え切れ な い ほ ど の世界が存在 し て い ま す。 それぞれで、 あ る 物が余っ てて、 あ る

物 は不足 し て い ま す。 物質連続体は全て の 世界を ・ ・川 の よ う に流れ、 必要な と こ ろ を満た し て い く ん です。 そ し て 自 分 た ち の

船 を 上 手 に操 り 、 川 を進 め ば…船は望む物全てで満た さ れ る よ う になっ て い る んです。 J

(3） 古代ギ リ シ ャ の哲学者ア リ ス ト テ レ ス の物質論 （http:/1202 . 17.30.90／.～matuzawa/.history） か ら 引用 。
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