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“Nature and Art -

materials , impression, imagination and creation" 
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KANDA Tsunemi 

Although there are a few exceptions , a plastic art is the visual a吋. Therefore discussion about a 

plastic a同 is the effect of shad produced by the relationships with l ight and sculpture . Furthermore 

that leads to consider contrast produced by the relationships with l ight and sculpture. 

However, a few results of the relation with l ight and style of plastic art were focused on the 

relationships between l ig ht and surface. 

Most of plastic art is composed with single or multiple substances. We have been referred the 

substances as the materials. We have been thought that it is necessary for creation of plastic art. 

I n  view of the results of my studies, the present paper discusses complex relationships between 

cl imate and sculpture with material which is essential substance for sculpture .  
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多少 の例外は あ る に し て も 、 造形美術は視覚芸術で あ る 。 それ故、 造形美術に つ い て 考 え る こ と
は、 光 と 造形物 と の 関係 に お い て 生みだ さ れ る 陰影の効果につ い て 考 え る こ と 、 光 と 造形物 の 関係
に よ っ て 生み出 さ れ る コ ン ト ラ ス ト の効果につ いて考 え る こ と へ と つ な が る の で あ る 。

つ ま り 、 “ 造形美術様式” ＝ “文化 と か文明 と か言 っ た言葉で包括的 に 表現 さ れ る 人間 の生活の広
が り の 中 で造形美術に 関 し て 見受 け ら れ る 統一 的 な かた ち ” に つ い て 考 え る と い う こ と は 、 そ れ ら
の存在す る 地域に見受 け ら れ る 統一的 な 光 の環境について思考す る と い う こ と を 意味 し て い る の で
あ る 。

し か し 、 上記 の “光” と “造形美術様式” の 関係 に 関す る 小 さ な結論 は 、 光 と 面の集合体 と し て
の形 の 関係 に 焦点 を あ て た も の で、 あ っ て 、 造形美術を生み出す要素の全て に 対 し て 、 そ れ こ そ “光
を 当 て た ” も の で は な い。 思 い 出 さ れな ければな ら な い の は 、 ほ と ん ど の 造形美術作品 は先ずは物
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体で あ り 、 それは単ー も し く は複数の物質に よ っ て構成 さ れて い る と い う こ と で あ る 。
二次 元 に お い て 展 開 さ れ る 造形表現で あ ろ う と も 、 三次元 に お い て 展 開 さ れ る 造形表現で あ ろ う

と も 、 人 聞 が 自 身の手な り 、 そ の延長 に存在す る 道具な り を用 い て生み出す と い う 以上 は 、 お よ そ
何が し かの物体や物質 と 無関係ではし 、 ら れない。 我 々 は、 そ の物質の こ と を “材料” “素材” と 呼び、
造形美術作品 の創作に 不可欠 な 存在 と 考 えて き た。

本稿 では、 こ れ ま での思考 の過程に 、 造形美術作品 の創作に不可欠な存在 と し て の “物質” ＝ “素
材” を新た な要素 と し て加 え、 複雑に絡み合 う “風土” と “造形物” の 関係への思考を試み よ う と
考 え る 。

但 し 、 様 々 な 表現が展 開 す る 今 日 に お い て 、 材料 ・ 素材 と い う 言葉は極 め て 多義的 に使用 さ れて
い る た め 、 そ れ を も っ て こ の言葉を使用 す る こ と は、 悪戯に思考 を複雑化す る こ と につ な が る と 予
想 さ れ る 。 こ の研究が 、 歴史的 フ ィ ーノレ ド を 古代に限定す る 理 由 は、 原理的 な側 面 か ら 問題に ア プ
ロ ーチす る た め で あ り （それで も 十分複雑で あ る のだが） 、 文脈 を外れて 悪戯に観念論の み に 堕す る
こ と を避け る た め で あ る 。 それ ゆ え こ こ において も 、 物質的側 面 に のみ焦点 を あ て た 定義 に お い て
思考の過程に組み入れ る こ と と す る 。
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人間 の 営み、 生命の営み、 地球の営み、 宇宙の営み、 それ ら の結果 と し て 現れ る “不思議” を含
む さ ま ざま な “現象世界ヘ それは “我々 ＝ 人類” が 、 如何様に し て も 帰 り 着 く こ と が 出 来 な い で、 あ
ろ う と 思われ る 人類の歴史の始ま り に既に存在 し 、 以来、 千変万化す る そ の姿 に よ っ て我 々 を驚か
せ、 更 に は多 く の こ と を学ばせて き た。 我 々 は、 我 々 よ り も 遥か昔か ら 存在す る “宇宙 ・ 地球 と い
う 現象世界” に圧倒 さ れな が ら 、 ほ と ん どは単な る 偶然に端を発す る と 思われ る “不思議の発見 と
それに対す る 冷静な観察 を 通 し て の思考 と 、 思考に基づ く 試行” を 通 し て 、 様 々 に学び、 “様々 な も
の” を生み出 し て き た。 それは、 こ れま で、 に無かっ た 、 つ ま り 未だ名 前 さ え な い “新 し い も の” で
あ っ た り 、 そ の新 し い物 を生み出すた め に必要な “物質” で、 あ っ た り 、 或 い は 、 そ れ こ そ 、 そ の物
質 を 作 り 出すた め に編み出 さ れた精製方法に代表 さ れ る よ う な 、 初 め て 見 る 者 に と っ て は 、 ま さ に
魔術の よ う な “方法” そ の も の で あ っ た。 それは、 体験で あ り 、 それを重ねて い く こ と で様 々 な事
に対応す る こ と が 出 来 る よ う に な る と い う 意味での経験であ り 、 ま さ に科学、 科学の過程で、 あ っ た。
そ し て それ ら に よ っ て 、 様 々 な “個人 を越えた意味” ＝ “概念” や “専門 と 呼ばれ る 独 立 し た領域”
を 生活 の 中 に生み出 し 、 そ れ ら を用 いて “様々 な も の を包括す る 生活” を 区分 し意味づ け を し 、 取
り 敢 えず整理 を し よ う と 試みて き た。

し か し 、 我 々 の身体の外側、 或いは内側 に は 、 今 と な っ て も 様々 な不思議が存在 し 、 新た に 事象
が 明 ら かに さ れれば さ れ る ほ ど、 む し ろ そ の不思議は広 が っ て い る 。 そ の た め で あ ろ う か。 いつの
頃か ら かは知 ら な い が 、 少 な く と も 日 本人であ る 我 々 は、 自 身の外に広が る そ の現象世界 を “森羅
万象” と 表現す る よ う に な っ た。
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森羅万象 と い う 言葉の 出典は、 原始仏典 の 中 で最 も 重要な も の の ーっ と さ れ る 法句経典 l ） で あ る
と 言われ る か ら 、 恐 ら く は東洋の哲学 ・ 考 え方 と 深 く 結びつ い た 言葉だ と 考 え る こ と が 出 来 よ う 。

し か し 、 試 し に こ の言葉の英語訳 を探 し て み る と 、 d [the whole o白 creation ; the universe ; 
all nature ; Nature と か、 macrocosm ; cosmos ; creation ; world ; existence と し 、 う よ う な訳語
と 出会 う こ と に な る 。 勿論 こ れ を し て 、 東洋の哲学 ・ 考 え方 と 、 西洋の哲学 ・ 考 え方が共通で あ る
と 言い切 る こ と が 出 来 る か と 言 え ば、 言葉の背後 も し く は根底に潜む リ ア リ テ ィ ー に は幾 ら かの髄
酷が存在す る の で あ ろ う か ら 、 それはい さ さ か早計 に過 ぎ る と い う も の な の だ が 、 実際、 こ の様な
哲学的 な言葉 に 対 し て相互に対応す る 考 え方 を 示す言葉が洋の東西 に 存在す る と い う 大変興味深い
事実が 、 様 々 な思考 ・ 思想 ・ 生活の背後 、 或いは足下で の 、 一種の普遍性 と で も い う べ き も の に 向
か う 人類の共通感覚 の よ う な も の の活動 の存在 を我 々 に 予感 さ せ る こ と は 、 多 く の 人が認 め る と こ
ろ で あ ろ う 。

東進す る ギ リ シア ・ ロ ーマ の 文化 が 、 ア ジア の 西、 今はパ キ ス タ ン、 ア フ ガニ ス タ ン と 呼ばれ る
地域に お い て 、 仏教思想 の 中 に 存在す る 偉大な “価値のイ メ ー ジ” と 出合 い 、 そ れ を 具現化 さ せた
彫刻 を生み、 そ の イ メ ー ジは長 い旅路の う ち に徐 々 に 姿 を 変 え な が ら 極東の 島国へ と 伝播 し た。 我 々
は こ の変化 を 、 “通過す る 地域への翻意” と し て捉 え る べ き な の だ ろ う か、 或 い は “本意 を 失わぬた
め の 変身” と 捉 え る べ き な の だ ろ う か。

種の起源 を 同 じ く す る 人聞 が 、 それぞれの地の文化 を 築いて い く 。 “ それぞれの地の文化が持つ思
想 ・ 考 え方 ＝ それぞれの地の知” が 、 そ れぞれの文化 の 育 っ た様々 な環境 に 適 し た 形 ・ 様 式 を 取 っ
て い る と 仮定す る な ら ば、 逆 に 、 それぞれの環境に適 し た形 ・ 様式 を伝播の過程で採用 す る こ と に
よ っ て こ そ 、 偉大な価値が偉大 な価値 と し て の リ ア リ テ ィ ー を持 っ て伝 え ら れ る の だ と 考 え る こ と
も 可能 と な っ て く る 。

森羅万象 ＝ 存在す る すべて の物 ・ 物事 ・ 事象 ＝ everything that exists anywhere。 森羅万 象 を構
成す る 漢字の意味を調べてみれ ば、 “森羅” ＝ “樹木が限 り な く 茂 り 並ぶ意で、 た く さ ん連 な る こ と ” 、

“万象” ＝ “すべて の 形 あ る も の 、 有形 の も の” の意で あ る と い う 。
限 り 無 く 存在す る 有形物、 宇宙空間 に存在 し そ の宇宙を構成す る 一切 の も の 、 目 に 見 え 、 耳 に 聞

こ え 、 鼻でかぎ、 手で触れ得 る すべて の も の 、 それ ら を含んだ数 え き れな い ほ ど の 沢 山 の も の が 、
樹海 の よ う に果て し な く 広が っ て い る 。 森羅万象のイ メ ー ジ を言葉で も っ て表現 し よ う と すれば、
そ の様な こ と に な る の では な か ろ う か。

“樹海” を構成す る それぞれの “ も の” の 内 部 に は、 恐 ら く “ そ れぞれに 独 自 の世界 ＝ 小宇宙”
が 、 それぞれに独 自 の合理性 を も っ て存在す る と 思われ る 。

“ それぞれに独 自 の宇宙” ＝ “そ れぞれに独 自 の合理世界”。 それぞれ独 自 の合理性 を も っ た部分
が 寄 り 集ま っ て合理的 で独 自 な全体を生み出 し て い く 。 それゆ え そ こ は、 そ の 内 部 に 、 巧妙で、 絶

弓tnt

 



愛知県立芸術大学紀要 No.41 (2011 )  

妙なバ ラ ン ス を 隠 し持 っ た 、 し か し一見、 極 め て 多 く の矛盾 、 或 い は 、 不 可解 さ 、 不 自 然 さ 、 不思
議 さ に満 ち た 世界の よ う に感 じ ら れ る 、 何 と も 掴み ど こ ろ の な い 、 ま る で単細胞生物 の よ う な動 き
を も っ 、 恐 ら く 我 々 の身体 も 含 め た “宇宙そ の も の の姿” と 符合す る 一種 の “混沌 ＝ カ オス ” と し
て 受 け 取 ら れ る よ う な “状態” な の で あ る 。

視覚 に お い て認識 で き る も の で あ ろ う と も 、 触覚 において確認 さ れ る も の で あ ろ う と も 、 嘆覚 に
お い て 知覚 さ れ る も の で あ ろ う と も 、 単な る 偶然、 単な る 欲望、 或いは、 明確な意思に よ っ て 生み
出 さ れ る も の で あ ろ う と も 、 “ も の” ＝ “現象” は至 る 所に存在 し 、 我 々 を 取 り 囲 ん で い る 。 そ し て 、

“ も の” に 固 ま れて 生活す る 我 々 は、 生活の様々 な局面におい て 、 し ば し ば極 め て 多 く の矛盾 ・ 不
可解 さ ・ 不 自 然 さ ・ 不思議 さ に 出会い、 極 め て広い意味で、 幾通 り も の驚き に 出 会 う 。 そ の驚 き を 、
果た し て感動 と 呼んで 良 い の か は解 ら な い が 、 我 々 はそれに よ っ て 自 身の心が動か さ れ る こ と を確
か に 体験 し 、 そ し て 自 覚す る 。

“存在” について 、 哲学の 世界で言 う と こ ろ の 現象論では、 「 われわれの認識 し う る の は現象だけ
で あ り 、 自 我 に よ っ て と ら え ら れた現象だ け が 実在で あ る 。 J 2 ） と す る ら し い。 も し こ の 考 え方に
対す る 私 の解釈が 間違いで な い の だ と すれば、 「我々 を 取 り 囲む数 え き れな い現象 に 対 し て 我 々 が感
応 し た 瞬間 に 、 “現象” が 、 “存在” ＝ “象の実在状態” に な る 。 」 と い う こ と に な る 。 な ら ば、 現象
論 の 示す世界 で は 、 我 々 の心が動か さ れ る と い う こ と 、 す な わ ち感動 す る と い う こ と が 、 “存在” と
い う 現象 に と っ て 大 き な意味 を 持 っ て い る と い う こ と に な る 。
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我 々 は驚 く 、 或いは、 驚か さ れ る 。 “驚き に対す る 定義” について は 、 例 え ばそれが哲学的 な意味
に お いて どの よ う に な さ れて い る か と い っ た こ と に 関 し て 、 私 自 身何 も 知 ら な い の だが 、 取 り 敢え
ず、 “個 に と っ て尋常な ら ざ る 何か” ＝ “個 に と っ て の非 日 常” “個に と っ て の未知” と の遭遇 に よ
っ て 引 き 起 こ さ れ る 一つ の “現象” と し て 考 え る こ と は可能で あ る よ う に思われ る か ら 、 “驚き ” は
“個 に と っ て の何 ら かの新 し い 体験” ＝ “個 に と っ て の新鮮な体験” と 関 わ っ て い る こ と に は な り

そ う だ。 な ら ば、 “驚 き ” と は、 “未知” “未知 を 喚起す る も の” “未知 を 喚起す る こ と ” と 深 く 関係
し て い る の で あ ろ う 。

我 々 が驚 く と き 、 我 々 は 、 我 々 に と っ て の “未知 な る も の” “未知 な る こ と ” と 出 会 っ て い る 。
驚き と は 、 “知 る こ と ” “知 と の遭遇” と 関係 し て い る と 表現で き る の か も しれな い。 な ら ば、 未

知 と は、 “我々 が 出会 っ た こ と の な い知 ” と し て 予定 さ れ る こ と に な る 。 し か し 、 “驚き ” と は “知”
と 同 時並行 し て 、 或い は重な っ て存在す る の で あ ろ う か。 我 々 が 驚 く と き 、 同 時 に そ こ に “知” が
存在す る の で あ ろ う か。 “知” と い う も の の存在 を予定 し た と し て 、 “知” と 、 “知 る ” と い う こ と は
ど の よ う な 関係 に あ る の で あ ろ う か。 “知 る ” “知 っ て い る ” と い う こ と は どの よ う な こ と で あ ろ う
力、
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未だ知 ら ぬ こ と を “未知” と 言い 、 既に 知 っ て い る こ と を” 既知” と 言 う 。 未知 と 既知 の いずれ
に し て も 、 そ れ を 一 つ の 状態 と す る な ら ば、 かつ て 実存主義者 と し て 活躍 し た 一 人 の 思想家 3 ） が 、
自 身 の 著作の 中 で示 し た “旅 の在 り 処” 4 ） に 関す る 考 え と ま さ に 同 じ よ う に 、 未だ知 ら ぬ状態か ら 、
既に知 っ て い る 状態へ の移行の 聞 に こ そ 、 “知 る ” と い う こ と が存在す る こ と に な り は し な い か。 或
い は 、 そ の過程そ の も の が “知 る ” と い う こ と で あ り は し な い か。

“知 る と い う こ と が 一 つ の過程であ る な ら ば、 そ の課程に は何 ら かの驚き が含 ま れて い る 。 ”

“知 る ” と い う こ と が過程で あ る と し て 、 そ し て “過程で あ る が ゆ え に 、 行方が未だ定ま ら ぬ一
種の不安定 さ 、 そ れ ゆ え の ダイ ナ ミ ズム を内包する 思考 を含む精神 の初偉” で あ る と し て 、 も う 一
方の “ 知 っ て い る ” と い う こ と は、 過程を経た一つ の “結果” と し て の 、 “取 り 敢 え ず行方 の 定 ま っ
た安定 し た落着き を持つ状態” と 考 え る こ と が 出 来 る で あ ろ う 。 な ら ば、 “驚 き ” と は、 お そ ら く は
そ の “初偉の過程” の ま さ に始 ま り の一点に生 ま れ る の では な い か、 そ れは瞬時に我 々 の身体 を 、
ま る で何かの爆発 が 起 こ っ た 時の よ う な勢いで揺 さ ぶ り 、 満た し 、 そ れ を し て否応 な し に 、 我 々 に
“知 る べ き も の と の対面” を警告す る 。

“既知” を “静的 ＝ ス タ テ ィ ッ ク ” な状態、 そ の状態へ と 向 か う “動” “運動” と い う “時間的”
性格 を持つ “動的 ＝ ダイ ナ ミ ッ ク ” な状態 を 、 “知 る ” と い う “知的活動の過程” で あ る と 考 え る 時、

“驚 き ” と は、 “新た な知” “新た な既知 ” へ と 向 か う た め の “知 る ” と い う 運動の過程を 生み出す
エネルギー を 、 瞬時に し て我 々 の 中 に生み出す、 或いは、 供給す る も の と 考 え る こ と はで き な い か。

“未だ、出会 っ た こ と の な い知 ＝ 自 身に と っ て の新た な知” と の 出 会 い に よ り 瞬間 的 に 生 じ る “驚
き ” と い う 一種の爆発状態 に よ り 生 ま れ る 衝撃波 ＝ イ ンパルス は 、 我 々 の “既知 に よ っ て 安定 を保
たれて い た精神” に 襲来 し そ れ を揺 り 動かす。 人間 の精神 の状態 を 、 “心の状態” と 言い換 え 、 そ の
心の状態 が 、 何かに よ っ て揺 り 動か さ れ る こ と を “感動” と 表現す る な ら ば、 “驚 き ” と は 、 “ 自 身
に と っ て の新た な知 と の遭遇 に よ っ て 引 き 起 こ さ れ る 感動” と 表現す る こ と が 可能 と な る 。

4 

地球 と い う 風土が生みだ さ れて い く 過程を想像 し て み る と 、 そ こ に は、 “新た な 知 と の 出 会 い” “ そ
の地 を 生み出す未知 な る 知 の体系 と の出会い ＝ 新た な価値の形 と の 出 会 い ” に よ る 、 “驚き ＝ 感動”
が満 ち て い る こ と に気付か さ れ る 。 そ し て 、 そ の一方で 、 そ こ に は驚 き の 基 と な る 何かの存在が 予
定 さ れて い な ければな ら な い こ と に も 気付か さ れ る 。

し か し 、 “全 く の未知 な る も の” が そ う 易 々 と 我 々 の前に 姿 を 現す も の だ ろ う か。 そ も そ も 未知 な
る も の が 存在す る と し て 、 そ の も の に対す る 何の知識、 予想、 予感 も 無 く し て 、 果 た し て 驚 き と い
う も の が起 こ り 得 る の で あ ろ う か。 “全 く の未知 な る も の ” が 、 そ の “圧倒 的 な 存在感” を 持 っ て 我 々
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を驚か し め る こ と が あ る と し て も 、 多 く の場合、 “驚き ” と は相対的な も ので あ っ て 、 “未知 の程度
＝ 知 ら な さ の加減” と で も い う よ う な も の の測定 と それに よ る 比較に よ っ て 起 こ る の で は な い だ ろ
う か。 仮 に そ う で あ る な ら ば、 我 々 はそれを測定す る た め の “物差 し ＝価値の基準” を 持 っ て い る
こ と に な る 。

実際、 多 く の場合、 我 々 が覚 え る 驚き の大 ・ 小、 或いは、 多 ・ 少 は、 つ ま り 感動 の 程度 は 、 我 々
が新た に 出会 っ た未知 な る も の に対す る 、 硬 さ ・ 大 き さ ・ 輝き ・ 肌触 り そ の他様々 な 、 我 々 が既に
持つ “常識 ＝ 価値の基準 ＝ 価値の物差 し ” を用いた全 く 一瞬の う ち に行われ る 様 々 な計測 と 演算 の
結果 よ っ て 導 かれ る よ う に思われ る 。

ゆ え に 、 多 く の驚き ・ 感動 は絶対的な も のでは な く 、 相対的な も の で あ る 。 相対的で あ る と い う
こ と は 、 比較で き る と い う こ と で あ る 。 比較で き る と い う こ と は 、 比較の対象 と な る 双方 が 、 双方
を構成す る 様 々 な要素 と そ の 関係 も 含 め て 、 比較の対象 と な り う る構造を有 し て い る と い う こ と を
意味す る で あ ろ う 。

な ら ば、 我 々 が そ の 無知 さ ゆ え に “新た な知” “新た な価値” と 感 じ る も の の 内 部 、 或 い は 、 “新
た な様式” と 感 じ る も の の 内 部 に は 、 我 々 に と っ て の 、 “既知 ＝新たな価値に対す る と こ ろ の通常の
価値’＼ 或 い は 、 “既知 な る 様式” が持つ構造 と 同 じ構造が存在 し 、 そ の構造が生み出 さ れ る た め に
必要 な 、 “人間 の精神 も 含 め た風土” も し く は、 “風土の類似” “風土の連続” が併せて予定 さ れて い
る と い う こ と に な り は し な い か。

原初的 な も の 、 或 い は 、 何か加 工が施 さ れた も の。 物理的 な作用 に よ る も の 、 或 い は 、 そ う でな
い も の。 我 々 の生活は 、 様 々 な “形” に よ っ て埋め尽 く さ れて い る 。 それ ら の多 く は 、 そ れぞれに
名 前 を持 ち 、 そ し て 多 く の場合、 それ ら は文字に よ っ て 表記 さ れ る 。 形 が 生 ま れ、 それが 多 く の人
間 の 共通 の価値 ＝ 共通の形 と し て位置づ け ら れ、 そ の形が “音 と い う かた ち” を 伴 っ て “ 文字 と い
う 形” が 生 ま れ る 。 そ の誕生の過程 を 眺 めれば、 文字が思考の最後 に生み出 さ れ る “形” の典型で
あ る こ と が理解で き る 。 “知の形の典型” と し て文字は存在 し 、 おそ ら く 言葉 も それに倣 う の で あ る 。
それは “単な る 記号” と し て の存在 を 越 え た新た な価値の価値で あ る 。

で は 、 現在の 文字の原点に は何が存在 し た の で あ ろ う か。 文字 と い う 価値の形の始ま り に既 に あ
っ た形、 多 く の 文字は、 自 身 の母体を “モ ノ の形そ の も の” と し て い た の で は な か っ た か。 それは、
様 々 な も の を そ の 内 部 に詰め込 ま れた “絵” で、 あ っ て 、 そ の 内部 に詰 め 込 ま れた様々 な も の の総体
を表出す る “美 の形” で は な か っ た か。 漢字、 アルフ ァ ベ ッ ト 、 ア ラ ベス ク ・ ・ ・ ・ ・ ・ 。 地球上
に存在す る 様 々 な文字 と 言語が、 自 ら の個性に潜む美 を 、 形 と 音 に よ っ て 主張 し て い る 。 そ の意味
に お い て “美” は表面に現れた価値で あ る と 考 え る こ と が 出 来 よ う 。 で は 、 そ の美 の存在 の根底に
あ っ て 、 絶 えずそ の表面に現れた と こ ろ の美 に影響を与 え る 存在 は何か。 仮 に 、 美 が 本質 に 向 か っ
た様々 な 変化や変形の 果て に 、 そ の意味では、 典型的な価値へ 向 か っ た洗練 を経て最終的 に 姿 を 現
す も の で あ る と すれば、 全 く そ の洗練の過程を経て い な い 、 或い はそれ以前に そ も そ も 存在 し て い
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る も の は何か。 それは ま だ “名 前す ら 1！！�1, 、 も の と し て の も の” “物体” “物質” で は な い か。
洗練 の果て に 生み出 さ れた統一的な知 の形 と し て の文字。 し か し 文字は 、 自 ら の 内 に 宿す美 に よ

っ て 、 単な る 機能 を 越 え て 我 々 拘束す る 。 そ の背景 に は 、 極 め て 単純 な 、 そ れ ゆ え に我 々 に 抗 う こ
と を許 さ な い極 め て 強 固 な存在が潜んでい る 。

我 々 人類は 、 多 く の “ も の” や “ こ と ” を 自 ら 生み出 し 、 必要 と なればそ れ ら を様 々 に変形 さ せ
て き た。 それは ま た 、 一つの洗練の過程で も あ っ た。 し か し 、 そ の洗練 を 為 し て き た 人類で さ え未
だ抗 う こ と が 出 来 な い も の を “美” が そ の 内 部 に宿 し て い る と すれば、 そ れ は ま さ に “人知 を 超 え
た も の” と し て 、 我 々 が 畏怖の念 を 込 め た上で “ 自 然” と 呼ぶ存在 で あ ろ う 。 そ し て そ の “ 自 然 と
呼ぶ存在 の構造” こ そ が我 々 を 常に拘束す る 。

5 
フ ェ ニ キ ア 人 に よ っ て 生み出 さ れた と い う アル フ ァ ベ ッ ト 、 或 い は 、 ア ル フ ァ ベ ッ ト の原型 と い

う 表現の方が正 し い の か も しれないそれは、 経済 の 円 滑な流れの た め に 、 ヒ エ ロ グ リ フ と 模形文字
を結びつ け る こ と を 目 論んで生み出 さ れ、 やが て そ の数 を僅かに増や し な が ら 、 現在の形へ辿 り 着
いた と し 、 う 。 大 き く 異 な る 営み の 中 間へ、 そ の 双方 と も 異な り な が ら 双方 に親 し い形 と し て入 り 込
み、 自 身 も 含 め て それぞ、れの差異 を親和 さ せ、 結果 と し て 、 それぞれの差異 を維持 も し く は含みな
が ら 、 新た な 広が り を 作 り 出 し て し 、 く 。 フ ェ ニ キ ア人の営みの性格が 、 ア ル フ ァ ベ ッ ト の誕生 と 成
長 に 如 実に現れて い る 。

親和 と は、 異 な る 幾つ かの も の が 、 親 し み、 和す る こ と で あ ろ う 。 そ の た め に は 、 そ の境界面を
溶かす、 或いは、 結びつ け る 存在が必要に な ろ う 。 A と B の 聞 に 存在 し双方 を結びつ け る C と い う
存在が必要 に な ろ う 。 し か し 、 A と B の 中 間 に C が位置 し 、 それぞれ の境界面が接着 さ れた と し て
も 、 果た し て それだ け で 、 “親和” は成 り 立つ の で あ ろ う か。 C の存在 に よ り 、 A と B が 交 わ り 親
し む こ と が 可能 と な ら な ければ、 それは成立の歩を始め る こ と は 出来な い の で、 は な か っ た か。 A の
用 い る 言語 と B の用 い る 言語 を C が 翻訳す る 。 例 え ばそ の よ う に 考 え る と き 、 そ こ に は 、 何か共通
の “基準 ＝ 価値” の存在 が 明 ら かに な っ て く る 。 人 と 人 と の共通の基準、 共通の価値 と は 、 “生活 ＝
生 ＝ 命” と い う も の で あ ろ う と 考 え ら れ る 。

肌の色 も 、 体格 も 異な る 人聞 を 無数に集 め た と す る 。 集 め ら れた の は人 間 だ か ら 、 身体的 な 際 の
ほ か に 、 個性の差異が そ こ に は加 わ る 。 そ の彼 ら が 口 々 に何か言葉 を発 し て い る 様 を想像す る 。 そ
れは一種の混沌 ＝ カ オス の状態 と し て想像 さ れ る だ ろ う 。 し か し 、 個 々 の 人聞 を構成す る 最 も 基本
的な構造 と し て の身体は、 人種 ご と の身体の大 き さ や、 質に かかわ る 多少 の差異 こ そ あれ 、 皆 同 じ

“モ ノ ” で構成 さ れて い る 。 骨 は骨 と し て 、 皮膚は皮膚 と し て 、 み な 同 じ物質に よ る 同 じ構成 と し
て 、 同 じ構造 を 有 し て い る 。

未知 と の 出 会 い に よ り 多 く の 驚 き が生み出 さ れ る 。 し か し驚き の対象の 内 部 に は 、 それぞれに必
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然 と し て の構造が存在 し 、 そ の構造についてそ の原理 を探 っ て い こ う と すれば、 多 く の場合は極め
て 高 い類似 と 出会 う 。 そ の構造が何 ゆ え に 高い類似 を示すのか。 それは、 全て の価値 が 、 恐 ら く 、

“生 ＝ 生活 ＝ 命” へ と つ が え ら れて い る か ら に他な る ま い。

人 間 の 生み出す様 々 な 生活の形は、 精神 の活動 の形であ ろ う 。 そ れ ゆ え そ の様 々 な 生活の形の存
在 は 、 精神活動 の差異 の存在 を裏付 け る も ので あ ろ う 。 では、 そ の差異の背景に は何が存在 し て い
た か。 それは、 “風土 ＝ natural feature ＝ 自 然 の姿 ・ 形” そ の も の と 、 そ れに よ っ て 生 み 出 さ れ る
リ ア リ テ ィ ー の差異で、 は な か っ た か。

人間 の文化の差異 を生み出す も の は、 直接的 に は人間の生活お よ びそ の生活に よ っ て 生み出 さ れ
る と こ ろ の精神 の営みで あ ろ う 。 し か し 、 如何な る 洗練 を経 よ う と も 、 “風土” は 常 に 我 々 の 生 を拘
束 し続け る 。 我 々 は今、 自 身の背後、 或いは足下に在 る 、 大地 ・ 地質 ・ 地勢 を構成す る “物体” “物
質” が 、 い か に 巨大な 引 力 を も っ て我 々 を呪縛 し て離 さ な い か と い う こ と に否応 な く 気付か さ れ る 。

6 
我 々 は、 極 め て 多 く の “物” に 固 ま れて生 き て い る 。 岩石 ・ 金属 ・ 樹木 ・ 樹脂 ・ 水 ・ 紙 ・ ． ．

吏 に は、 それ ら を組み合せた り 、 それ ら か ら抽出 さ れた物 を原材料 と し て 人 工的 に 生み出 さ れた物、
厳密 に 言 え ば、 我 々 の 目 に は 見 え な い が 、 それ ら の様々 な “物” と “我 々 ” と の 聞 に 隙聞 と し て 存
在す る 空間 を埋め尽 く し て い る 我 々 が 空気 と 呼ぶ と こ ろ の様々 な “気体” や、 いつ 頃か ら そ の存在
が さ さ やかれて い る “暗黒物質” ＝ “ ダー ク ・ マ タ ー” と 呼ばれ る も の さ え も そ こ に含 ま れ る 。 我 々
の 世界 に は 、 お よ そ物質で な い も の は存在 し な いのだ。

物体 を 作 る 物質 こ そ が 素材で、 あ っ た時代は去 り 、 事、 事象が素材化 し て い く 。 多様化 ・ 細分化 ・
擾雑化の過程を経な が ら 個 々 の境界線は無限に接近す る 。 そ の結果、 も はや 自 他 の 明瞭な 区別 が つ
か な い或 る 種の “混沌化” が進行 し 、 同時にそ の こ と に よ り 、 既定の価値への一種の再編が進行す る 。

（新聞記事な ど の ） copy ; （執筆素材 と し て の ） writing material ; （建築材料 と し て の） building 
materials ; （原料 と い う 意味での） raw materials ； （ベ ンや紙な ど の筆記用 具） writing materials、
素材 と し 、 う 言葉 を英単語に 置 き 換え て み よ う と す る と 、 様々 な も の が 現れて く る 。 こ れは 、 単純で
あ っ た社会、 或 い は文化が 、 人 間 の飽 く な き 営み と と も に複雑化 し 、 細分化 し 、 或 い は ま た融合 し
て し 、 く 過程に お い て 、 それ と 同調す る よ う に起 こ さ れて い く 意味の変化に よ っ て起 こ さ れた言葉に
対す る 概念 の 変化 に よ る 用 法の 変化 ・ 拡張の結果で あ ろ う と 考 え ら れ る 。

我 々 は物質に よ っ て満 た さ れた 世界 に 、 自 ら も ま た物資 に よ っ て構成 さ れた 人間 と い う も の と し
て 共 に存在 し て い る 。 我 々 の体の表面は、 空気、 或い は暗黒物質 と 接 し 、 そ の 空気 ま た は暗黒物質
も ま た 、 我 々 人聞 を は じ め と す る 生物や鉱物 そ の他の “物” “物質” が所有す る と こ ろ の表 面 と 隙間
な く 接 し て い る 。 それは、 地域 ご と の 自 然や精神 を含 め た風土が 、 仮 に 設 定 し た 中 心 か ら 徐 々 に
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離れ た 、 し ば し ば辺境 と 表現 さ れ る そ の外延部において 他の風土 と 交 わ り 、 そ れぞれの 中 心か ら 見

れば相 当 に 異 な っ た 、 考 え よ う に よ っ て は全 く 別 の 、 “精-f.rj1 も 含 め た 風 土” が 生みだ さ れな が ら 切れ

目 な く つ な が っ て地球を覆っ て い る 様 と よ く 似 て い る 5 ) 0 

気候や気象の 世界で は 、 そ の境 問 を 、 厳密 に 面 を も っ て 分 け 隔 て る こ と は で き な い。 鉱物や植物

な ど の “物質の世界” に お い て も 、 山脈や半島 と い っ た 、 人 間 の ス ケールか ら 考 えれば と て つ も な

く 大 き な地質 ・ 地勢の連続の 中 で も 、 やは り 、 こ こ か ら こ こ ま でが A で こ こ か ら こ こ ま で が B で あ

る と い う よ う な厳密 に 切 り 分 け は 、 なかなか簡 単に は 出 来は し な い の だ。

F i g. 1 は 、 砂 に よ る 地勢が 、 徐 々 に岩 に よ る 地勢へ と 変化 し て い く 様子 を 、 航空機 の 窓越 し に撮

影 し た も の だ。 大地 を覆 う 砂が 大 き な う ね り を 作っ て い て 、 それが一 定の 方向 に ゆ っ た り と し た縞

模様 を 作 っ て い る 。 ｜鉾は 、 そ の縞岐様が地 平線 ま で続い て い る 様 子 を掘影 し た も の で 、 砂の広が り

が相 当 な も の で あ る こ と が わか る だ ろ う 。 更 に 下段右端は 、 そ の 砂 の地域が終わ り を迎 え 、 岩 山 の

よ う な ゴツ ゴ ツ し た地勢へ と 移 り 変 わ る 丁度 そ の境 目 を撮影 し た も の で あ る 。 一 見Jj!J的な変化が起

こ っ て い る よ う に 見 え る が 、 そ の左｜燐 と さ ら に左隣の写真を よ く 観察す る と 、 岩 山 の様な ご、つ ご、つ

し た 隆起の 聞 に 存在す る 窪 み に は 、 未だに砂が そ の風紋 を も っ て 、 自 身の 存在 を 主 張 し て い る 様子

を 見 て 取 る こ と が 出 来 る 。

－－－－惨 －－－－’ 

4トー ‘一ー

F i g. 1 地勢の移行 （ 中 国大陸南部）

岩 か ら 砂へ。 ゴツ ゴ ツ か ら サ ラ サ ラ へ。 風化 の メ カ ニ ズム に 従 い 、 大 き さ と 質が 変化 し て い く 。

砂 と 岩に よ る サ ラ サ ラ と ゴ ツ ゴ ツ の広 が り は哲 く 続 き 、 やが て 月lj の地勢へ と 変化 し て し 、 く 。 ゆ っ

た り と 、 し か し ジ グ ソ ーパ ズノレの よ う に 入 り 組みなが ら 、 大地は繋が っ て い る よ う だ。
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更 に こ の 写真は別の こ と に も 気付かせて く れ る 。 それぞれの大 き な う ね り は、 小 さ な 沢 山 の砂 の
う ね り で出来上が っ て い る 。 全体 と 部分。 大 き さ と 質。 それぞれが そ れぞれの特徴 を も ち な が ら 、

集合 し て 、 遥 か彼方 ま で広が っ て い る 。
Microcosms と Macrocosms。 小 さ な世界が大 き な世界 を形成 し て い く 。 均一 な組成、 同 じ構造、

同 じ形。 砂粒 と 風の流れに よ っ て 、 地域の宇宙が生み出 さ れて い く 。 そ し て 更 に 、 そ こ に 隣接す る
ゴ ツ ゴ ツ し た 岩 山 の地域へ と 目 を移せば、 そ の ゴツ ゴツ した連続は、 砂 の う ね り と 同 じ よ う に幾筋
も の連 な り の繰 り 返 し と な っ て 地平線へ と 押 し 寄せて い く 。 そ し て 、 そ れ ら の鉱物 の風景 は 、 海の
姿 を 初梯 と さ せ る 。 水 と い う 、 砂 よ り も は る かに小 さ な “分子” に よ る 深 さ と 広が り 。 地球を形作
る 物 質 と 地球に働 き か け る 地球 自 身の力 ＝風景生成の メ カ ニ ズム が 、 気が付 け ば、 地球表面に極め
て類似 し た形 を生み出 し て い る 。

“特定の名 称や固 有名 調、 も し く は学名 を も っ て 区別す る と こ ろ に 代表 さ れ る 物質の世界” で は 、
そ の ほ と ん ど の場合、 極 め て 明 瞭に個々 の特徴 を も っ て 自 他の 区別 を 明 ら かにす る 。 つ ま り 、 物質
は 、 個 々 に異 な っ た構造に よ っ て 、 ま た 、 そ の構造を構成す る と こ ろ の諸要素の様 々 な性質に よ っ
て 、 自 他の性質 ・ 特徴 ・ 性格を表明す る の で あ る 。 すな わ ち 、 或 い は裏 を 返せば、 個 々 の物質は、
個 々 に特徴の あ る 構造、 も し く は 、 そ の構造を構成す る 諸要素 に お い て 、 ま さ に そ の物質で あ る こ
と を 表 明 可能 な の で あ る 。

個 々 の物質は “明 ら かに他の物 で は あ り え ない” と 我 々 に確信 さ せ る と こ ろ の特徴 を 、 外見 ・ 肌
触 り ・ 味 ・ 臭 い ・ 音な ど に よ っ て 、 つ ま り 、 視覚 ・ 触覚 ・ 味覚 ・ 嘆覚 ・ 聴覚等の知覚刺激 に よ っ て
我 々 を含 め た 周 囲 に 対 して発 し て い る 。

そ し て そ の性格 を 際立たせ よ う と す る な ら ば、 一般的 に は よ り 純化 さ せ る こ と が 有効で、 あ り 、 金
属 の “精錬” と 呼ぶ工程はま さ に そ の典型で あ る 。 こ の過程を経 る こ と で 、 不純物 が 取 り 除かれ、
よ り 純粋な構造へ と 物質が 再構成 さ れ る 。 それに よ り 、 精錬の前 に含 ま れて い た産地 ご と の地質を
反映 し た組成 の差異 と し て の “地域性” は取 り 除かれ、 均一 な も の 、 洗練 さ れた も の と し て 、 そ の
本質だけ が ク ロ ーズア ッ プ さ れて く る 。 も っ と も 、 金属 の よ う に 極 め て厳密 に それ が 可能 な物質は
多 く は な い か ら 、 ほ と ん どの場合は、 そ の物質の産す る 土地の特徴 ＝ 地域性が 、 物質の特徴 と し て
強 く 反映 さ れ る こ と に な る 。 特に石材や木材な どは、 一部の例 を 除いて は未だに人間 の手で組成 を
再構成す る こ と はで き な し 、か ら 、 恐 ら く 最後 ま で “地域性” か ら 逃れ る こ と の で き な い 素材 と い う
こ と に な る の で あ ろ う 。

実際 に 、 花 闘岩 を は じ め と す る 石材 に は 、 そ の石材が採取 さ れ る 土地の名 前が付け ら れた も の が
少 な く な い。 例 え ば御影石 と 呼ばれ る 花 闘岩は、 兵庫県神戸市の御影地 区 か ら 産す る 白 い花闘岩 を
指すの で あ り 、 それ以外の花嗣岩に “御影石” は存在 し な い。 そ の意味に お い て は 、 大地 の活動 の
結果生み出 さ れた石材は 、 そ の 土地か ら 最後 ま で切 り 離 さ れ る こ と はな い の だ。

で は 、 石材に対す る 洗練手段が な い の か と 言 え ば、 地域性の残存 を 特徴の前提 と し て 、 幾つかの
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方法が 存在す る 。 そ れ は 、 “shape 司 up” と し づ 言葉が示

す通 り 、 iriiJ ぎ落 と し 、 磨 き 上 げ る 行為 と し て の 、 “研磨”

す る と い う 手法 で あ る 。 金属 に 対す る �'iii·if JI： と は 異 な り 、

こ の場合は 、 素材 ・ 材料が持 っ て い る “地域性 を磨 き 上

げ、 洗練 さ せ る ” と い う 手法 と な る 。 勿 論 こ の方法は、

石材に対 し て のみに有効な方法ではない。 金属 、 木その

他 ほ と ん どの物質に対 し て こ の方法は有効であ り 、 研磨

の結果、 そ の 表 面 は見違 え る よ う な 姿 を 現す。

右 の 、 F i g. 2 と F i g. 3 は そ の例 で あ る 。 F i g. 2 は、 エ ジ

プ 卜 の ア ス ワ ン に あ る 採石場で 、 強い ｜二i 差 し に よ っ て風

化 し た赤い花岡岩の肌 を撮影 し た も の で、 F i g. 3 は同 じ

種類の花開岩の表面を:/iJF磨 し た も の を撮影 し た も の で あ

る 。 写真 は グ レ ー ト ー ン に 変換 さ れ て は い る け れ ど 、

F i g. 3 に お い て は 、 岩石を構成す る それぞれの成分が 、

それぞれ どの よ う に組み合わ さ っ て い る か と い う こ と も

含 め て は っ き り と 見 て 取 る こ と が 出 来 る で あ ろ う 。

r Jml土 と .iilJf� 素材 ・ ！:Y\!FJJ . �J_l.f生 ・ （）iJ:iilJ

F i g 2 花商岩表面 筆者撮影

F i g  3 花崩岩表面 （ つ や ） 筆者猿影

イりFl替 の過程で 、 材料の表 面か ら 傷やnn山 が取 り 除かれ、 代 わ り に 平滑で蛇やかな ［fi i が 与 え ら れ る 。

そ の結果、 例 え ば、 成分で あ る 石英な ど の結晶の透明度 と 反射率 は向 上 し 、 組成独 自 の師 き が増 し

て く る 。 そ れ は 、 そ の 素材に し か宿 る こ と の な い独 自 の 美 し さ ＝ 自 己 主 張 で あ り 、 一度 そ の 自 己 主

張 を 知 っ た者 は 、 そ の 表 面 を 見 る こ と で 、 そ の も のの正体を言い 当 て る こ と が 可能 と な る 。

磨 き 出 さ れた 表 面 に は 、 そ の岩 石 が 、 自 身の 故郷で、 あ る と こ ろ の岩 山 の 一 部 と し て 我 々 に 示 し て

いた 剥 き 出 し の荒々 し さ に よ る 感動 と は別 の感動が生み出 さ れて い る 。 そ れ は 、 既知 の 姿 と は異な

っ た 、 人 間 の 手 に よ っ て 生み出 さ れた未知の姿が放つ新たな 存長｜：感で、 あ り 、 それに触れる こ と に よ

り 、 我 々 は驚き に襲われ、 次 に 、 新たな価値 を 手に入れ る 機会 を 得た こ と に気が付 く の で あ る 。

磨 き 上 げ ら れた表面に対す る 映 り 込みや透明度 の 向 上に よ る 光の反射効果 の 変 化 が 生み 出 す錯覚

に よ り 、 我 々 は重量感や形態の 緊張感のi目減等 か ら 生 ま れ る 新た な 喚起 力 を発見 さ せ ら れ る 。

新た な価値は我 々 に 驚き を も っ て迎 え ら れ る 。 つ ま り 我 々 は 、 感動 と と も に新 た な 価値 を 受 け 入

れ る の で あ る 。 恐 ら く そ こ に は 、 様 々 な価値を含んだ “美” へ と 向 か う 幾つ も の言 葉 ・ 要素が準備

さ れ る と 思われ る 。 “JVL触 り ” “色彩” “陰影” 、 ご く 稀 に 、 l聴覚 に 対 し て 訴 え る “ 音 ” も 恐 ら く そ こ

に含 ま れて い る の で あ る 。

素材 ・ 材料 と し て の物 質 に 対す る 人間 の 単純な行為 が 生み出す新 た な 喚起力 ＝ 新た な価値が 、 先

ず行為 を行 う 自 分 自 身 を驚き へ と 導 き 、 やが て 、 そ の驚 き を用 い た 人 間 に よ っ て 、 新た な 驚 き が提

示 さ れ、 更 に そ の地 の 、 或 い は 、 地域の精神活動 の集積 と し て 存｛:1二す る 文化 と 結びつ い て 、 i差に�j·
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た な 地域の価値 を生み出 し て し 、 く 。

物 質 を 前提 と し た価値は、 基本的に物質の限界 と と も に在 る 。 正雌に は 、 物質の組成 と と も に あ

る 。 それが破壊 さ れた と き は 、 そ のイill i値は失われる。 も ち ろ んそ こ に 新 た なイ｜｜日値 を 見 出せば、 つ ま

り 、 そ こ に現れ る 現象 に新たな価値を見出せば、 言い換えれば、 そ こ に現れ る 現象 を 、 l�I 我 に よ っ

て 新 た な価値 と し て感知 も し く は認知す る の であれば、 そ こ に は新た な価値が ま た 誕生す る こ と に

な る の だ。

例 え ば、 フ ラ ン ス 共和国パ リ 市 の ノレー

ヴ〉レ美術館 に 収蔵 さ れ る 、 大理石で作 ら

れた 古代 ギ リ シ ア 古典期 の彫刻 の一つで

あ る F i g. 5 及 び F i g. 6 に 示 し た 、 通称 ミ

ロ の ヴ ィ ーナ ス こ と ミ ロ 島 の ア フ ロ デ ィ

ー テ は 、 そ の）胞の欠落 に よ り む し ろ イ メ

ー ジ の拡張効 果 を 生む こ と と な っ て い る

し 、 バ チ カ ン 市国 の バ チ カ ン美術館に収

蔵 さ れ る 、 恐 ら く は 、 ロ ーマ 時代 に 制 作

さ れた と 思われ る F i g. 7 の 、 通称ベノレベ

デー レ の ト ノレ ソ ー と 呼ばれ る 大理石の彫

刻 は 、 両腕 ・ 首、 正 面 に 向 か つ て左足の

腔か ら 下、 右足の膝か ら 下が失われてお

り 、 それが発 見 さ れた時代に は た だの残

骸 も し く は醜し 、塊 と し て受 け取 ら れて い

た で あ ろ う に 、 ／レネ サ ン ス 期 を 代表する

芸術家で あ る 彼の ミ ケ ラ ン ジ エ ロ ＝ ブォ

ナ ロ ー テ は 、 ｛裂が受 け た 喪失が結果的 に

生み出 し た塊 と し て の 強 し 、存在感に感化

さ れ 、 し ば ら く はそ の影轡下か ら 抜 け 出

す こ と が 出 来な か っ た と い われ て い る 。

F i g. 4  ミ ロ の ヴ ィ ーナ ス F i g  5 ミ ロ の ヴ ィ ーナ ス
筆者撮影 筆者嫁影

F i g  6 ベ ル ベ デー レ の ト ル ソ 筆者撮影

も ち ろ ん、 上に挙げた事例 の よ う な新たなイdl i値は、 そ の彫刻 が生み出 さ れて か ら 遥か後 に 生 ま れ

た 人 聞 が 、 様 々 な価値の拡張の歴史 の上で、見出 し た も の で あ る の で あ り 、 当 時の 制 作者 が そ の様な

こ と を 予 定 し て い た な ど と い う こ と は実際 あ り は し な いのだが 、 時代 ご と の価値の広が り に は差が

あ る と し て も 、 我 々 を 取 り 囲む森縦万象が、 様 々 な驚き ・ 感動 と と も に新た に価値づ け ら れ 、 そ の

都度 、 生 ま れ 変 わ る と い う こ と を示す事例 のーっ と し て 、 それな り に有効 な も の で あ ろ う と 考 え て

い る 。
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彫刻 に 限 ら ず、 造形物 に は必ず制作者が存在す る 。 それが一人 の 手に な る も の な の か、 複数の 手
に な る も の な の かの如何に 関 わ ら ず、 必ず制作者 と 呼ばれ る 技術者が存在す る 。 彼 ら は、 自 ら も 含
め た 依頼者 の 内側 に 存在す る 不可視なイ メ ー ジ を 可視なイ メ ー ジへ と 変換 し 、 そ の 喚起力 も 含 め て 、
見 る 者の 眼前 に 提示す る こ と が 出来 る 様 々 な知識 と 技術、 恐 ら く 、 有名 無名 に 限 ら ずそ の技量に釣
り 合 う だ け の知性 を併せ持 っ た者で、 あ っ た に違い な い。

ま た 多 く の場合、 特に建築 か ら それぞれの物が独立 し始め る 時代 が 来 る ま で は 、 そ れぞれの 造形
物 に は予 め “完成” の形が定め ら れて い た はずで あ る 。 つ ま り 、 造形物 に は “終わ り ” が 定め ら れ
て い た はずで あ り 、 現在発見 さ れて い る 多 く の 造形物 は 、 そ の 造形の終わ り を 、 制 作者 に よ っ て迎
え さ せ ら れて いた と 考 え る こ と が妥 当 で あ る と 思われ る 。 であれば、 そ の “完成” の 姿に 向 か っ て
全て の こ と が 準備 さ れ、 造形が進 め ら れ 、 完成 した形において 、 制 作者 と 制 作 を依頼 し た者 の意思 ・
価値が 表明 さ れ る こ と が 目 指 さ れた の で あ り 、 腕の折れた姿や足 が失われた 姿な ど が そ も そ も 予定
さ れて い た はず はな い の で あ る 。

予定 さ れ準備 さ れた素材は、 全て制作者のイ メ ー ジ の 表 出 の為 に奉仕す る た め に 存在す る 。 な ら
ば、 そ の材料 ・ 素材は 、 そ の イ メ ー ジ を再現す る た め に必要 な 可能性 を 作者 に よ っ て そ の物 質 の 内
に 見 出 さ れて い た はずで あ る 。

今、 作者の 目 の前 に は 、 材料 と し て の石材の塊が あ る 。 それはま だ何の形 も 与 え ら れて お ら ず、
ゆ え に形 に よ る 喚起力 は皆無で あ る 。 逆 に そ こ で際立つ の は 、 純粋に物質 と し て の 素材の美 し さ の
一端のみで あ る 。 制 作者 は 、 イ メ ー ジの再現の限界 に挑 も う と す る 。 勿論そ の た め に 払 われ る 努力
と そ の結果 と し て 予定 さ れ る イ メ ー ジ に 相応 し い材料が選ばれて い る だ ろ う 。 作者 は 、 自 身が扱 え
な い 素材は準備は し な い。 自 身の 力 に対す る 認識力 も 含 め て 、 素材は制作者 と つ り 合 っ て い る 。 素
材の 限界は 、 仕事の限界 と 密接 に 関係 し て い る 。 すな わ ち 、 素材の 限界 は 、 表現の 限界に密接に 関
係 し 、 表現は作者 の 限界 と 密接 に 関係 し て い る 。

F i g. 4 か ら F i g. 6 に示す二つの彫刻 は 、 自 然主義的 な態度で作 ら れた具象彫刻 で あ る 。 こ こ で、
敢 え て “ 自 然主義” で は な く ” 自 然主義的” と 記 し た の は 、 様々 な と こ ろ に表現の誇張が観 ら れ る
か ら で は あ る が 、 そ れ ら の こ と も 含 め 、 こ の 二体には人間 の身体に対す る 執劫な “ 写実主義的制作
態度” が満 ち 溢れて い る 。 こ れ ら の彫刻 は、 幾つ かの 区分 を 持つ ギ リ シ ア 彫刻 の特徴 を基準 に し た
時代 区分に あ っ て 、 明 ら かに 古典期 と 呼ばれ る 時代以降の特徴 を 示 し て い る か ら 、 ギ リ シ ア彫刻 が
そ の頂点、 を極 め 、 ほ ぼそ の様式 を完成 さ せた 、 つ ま り 、 そ の典型 と し て 自 他 と も に認め る 様式 を 示
し て い る と 考 えて 差 し 支 え な い。

“典型 と し て認 め る 様式 を 示す” と は どの よ う な こ と を意味 し た か。 そ れ は “ ピー ク ＝ 頂点” を
示 し た と い う こ と で、 あ っ て 、 それ以上の根本的 な変化 を 示す こ と が無 く な っ た と い う こ と 示す の で
は な か っ た か。

美術史 を 、 特に彫刻 の歴史 に 対す る 鳥轍 を試み る と き 時、 彫刻 が 再度大 き な歴史的転換期 を 迎 え
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る の は 、 実にそれか ら 2000 年以上の時を経て 後 の 事で あ る 。 時代を経て 生み出 さ れた造形物 に よ

っ て 、 それま で の彫刻 の概念は大 き く 変化を し た。 それ ら の造形物 は 、 彫刻 そ の も の を 、 そ の 概念

ご と 、 庇、史の振 り 出 し へ と 押 し 戻 し た。 いや、 そ の 造形物が果た し て彫刻 で あ る の か も 、 実は未だ

定かでは な い。

な ら ば、 2000 年以 上の時を経て登場 し た 、 物 ・ 物質 と い う 意味の名 前 、 “ オブ ジ ェ ” と し て H乎ば

れ る それ ら の 造形物 は 、 造形美術そ の も の を 、 その概念 ご と 、 歴 史 の振 り 出 し へ と 押 し 戻 し た こ と

に な る 。

F i g. 7 ク ー ロ ス 筆者嫁影

一一一惨

F i g. 8  ク ー ロ ス 筆者撮影 F i g 9 ク ー ロ ス 筆者縁影

暗黒H寺代 を経て 、 地 中海に再びギ リ シ ア 文 明 が姿を現 し始めた こ ろ の彫刻 の 姿 を 考 え て み よ う 。

F i g. 7 か ら F i g. 9 は 、 ア ノレカ イ ッ ク 保式 と 呼ばれ る 新た な ギ リ シ ア彫刻 が 産声 を 上 げた頃の物で、 あ

り 、 ク ー ロ ス と 呼ばれ親 し ま れ て い る 彫刻 で あ る 。 片 足 を 半歩踏み出 し 、 体は足 を踏み出 し た 方 向

に正対す る 姿 は 、 明 ら かに古代 エ ジ プ ト 彫刻の影響を示 し て い る 。 F i g. 7 を観察すればわ か る よ う

に 、 初期 に お い て は 、 形態は角 張 り 、 一般に ギ リ シア彫刻 と い う 言葉か ら 連想 さ れ る よ う な優美 さ

や、 自 由 さ 、 そ れ を象徴す る よ う な到j き な どは全 く 見受 け ら れ な い。 そ れで も 時 と と も に 、 体の い

た る 所に 目 立 っ た 、 言 わ ば “ 四 角 い” 印象は薄ま っ て い き 、 ア ルカ イ ッ ク ！リl 後期 （BC500 年代頃か）

に も なれば、 足やJJ宛の 筋 肉 、 l�I 鼻 立 ち ゃ 口 元な どの表現は、 ずいぶん と 自 然で、 柔 ら か く 、 解剖学

的 に も 整合性 の と れた も の と な っ て く る 。 も っ と も 、 そ の 後 に 来 る 古典矧｜ の表現 と 比べれ ば、 作 り

手の思考 ・ 解釈 と し て の “表現” では な く 、 “何かの伝承が巧みに行 う こ と が 出 来 る よ う に な っ た程

度” に 留 ま る 。 と 言 っ て し ま っ て は厳 し 過 ぎ る で あ ろ う か。

ク ー ロ ス や コ レ ー と い っ た 男 女 の姿を模 し た彫刻 は、 硯質なエ ジプ ト 彫刻 の影響か ら の完全な る

自 立 を果た し て は い な い。 作者の周 囲 に 存在す る と こ ろ の 人 間 を 対象 と し た 、 或 い は 、 そ れ を価値

と し た と い う 意味での写実 ・ 自 然主義に は未だ到達 し て い な い の で あ ろ う 。 と は言 え 、 F i g. 1 1 に 見

る 頭部全体 と そ の部分各所の造形 と 、 F i g. 1 2 の そ れ と を比べて み る と 、 F i g. 1 2 の造形は随分 と 人間

ら し い 豊か さ を 帯びだ し て い る こ と に気付か さ れ る 。

- 8 8  -



『胤 lょ と 造形 素 材 ・ ！�!I!由 . :!!.! f生 . (JIJjtiJ 

F i g. 1 1 の彫像に 見 る 風化の度合 い は 、 F i g. 1 2 のそれ と 比べて 、 材料の大理石の結品 の 一位一粒が

確認で き る ほ ど大 き い。 も っ と も それ

を差 し 号 ｜ し 、た と し て も こ の 二体の造形

の差が綴 る こ と はな い だ ろ う け れ ど、

こ の 二体の彫刻 の像造年代 は そ れ ほ ど

離れ て はい な い と 思われる か ら 、 それ

ま で徐 々 に進行 し て き た 、 “彫刻 を行 う

に あ た っ て 必 要 と さ れ る 様 々 な技術や

人間 の体に対す る 理解 と 立体に刻す る

理解” が 、 短期間の う ち に急激 に熟成

さ れ た の で は な し 、 か と 思われ る 。 F i g  1 1  ク ー ロ ス 筆者撮影 F i g 1 2  ク ー ロ ス 筆者撮影

F i g. 9 と F i g. 1 0 の造形 の も っ と も 異 な っ た部分は、 実 は 、 形 の持ーつ 、 或 い は形の 内 部 に潜む様 々

な質の表出 に 関 わ る こ と で あ っ て 、 言い換えれば、 作 り 手の能力 の差に よ る も の な の で あ る 。 そ れ

は、 大埋石 と い う 素材 ・ 材料を ど の よ う に用 いれば、 対象の持つ リ ア リ テ ィ ー を再現で き る の か、

或いは表出 で き る の か と い う こ と に 関 す る 保 々 な理解 と 、 表現に奉仕す る ノ ウ ハ ウ の質 と 盆の差な

の で あ る 。 F i g. 1 0 の彫像 は 、 過 去 の ii輪郭を追い求めた結果 と し て の 姿 を 現 し て い る の で は な く 、 明

ら かに 、 人間 の体の内 音llfil't造を迫い求 め た結果 と し て の表面に よ っ て 、 豊かな広が り を感 じ さ せ る

輝 き を放つ に 至 っ て い る。

も っ と も 、 こ の アノレカ イ ッ ク ：！�！ の終わ り か ら 、 ア レ ク サ ン ダ一大 王の東方遠征 に始ま る と さ れ る

へ レ 二 ス テ ィ ッ ク 期 の 始 ま り ま での い わ ゆ る 古典期 の ギ リ シア彫刻 は 、 人 間 の 姿 と い う よ り も 、 そ

の 肉 体の理想化 を通 し た人知 を 超 え た存在二 と し て の “神” の 姿 を 追 う も の で あ り 、 あ く ま で も 生身

の 人 間 の 人体 を そ の 手 が か り と し た 、 さ ら な る “普遍的な価値” ＝ “美” を 目 指 し た も の で あ っ た

と さ れ る か ら 、 “ 自 我” “意識 （或い は無意識） ” と い っ た 、 悦党 ・ 触党 ・ そ の他の感覚器に よ っ て も

恐 ら く は感知 で き な い 、 言わば心 の 中 に のみ存在す る 不 可，出イ メ ー ジ を 可視化す る こ と に 努 め て い

た の で あ っ て 、 そ の意味では古典却l の彫刻 を 自 然主義 と い う 言葉で表現す る の は妥 当 で は な い の か

も し れない。

ア ノレカ イ ッ ク 期 の彫刻 の始ま り に は、 エ ジ プ ト の彫刻 が 存ゐこ し て い る 。 足 を前 に踏み出 し 、 強い

正面性を持 ち 、 特に太JI退や膝頭周辺 の説明的表現に は 、 ア ノレ カ イ ッ ク JUJ のl彫刻 ク ー ロ ス と 極め て 強

い頒似性が 見受 け ら れ る 。 そ の椛 子 は 、 F i g. 1 3 お よ び F i g. 1 4 に お い て 、 よ く 見 る こ と が 出 来 る 。

も っ と も 、 彫刻 と し て の造形性 と し て は ど う で あ ろ う 。 エ ジ プ 卜 mi；刻 が 既 に そ の様式の完成 を 見 て

い て 、 何か確固 と し た 不動 の 充 実感 を そ の造形の絢｜｜ 部の完成度 に お い て も 見せて い る の に 対 し て 、

F i g. 8 に 見 る ク ー ロ ス は 、 未だそ の造形の 目 指す行方の定ま ら ぬ 、 単な る 形式のみが存在 し て い る

よ う に 見受 け ら れ る 。
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事実、 ク ー ロ ス に 始 ま る ギ リ シ ア 彫

刻 の 造形は継続的 な 変化 を 見せ 、 古典

期前期、 古典期後 期 に お い て 、 つい に

そ の極致に到達す る 。 そ の 変化は、 か

つて の姿か ら は想像 も で き な い劇的な

も の で 、 筋 肉 の柔 ら か さ 、 硬 さ 、 エ ジ

プ ト 彫刻 で は つ い に起 こ り 得な か っ た

自 由 な身体の捻 り や躍動J惑 を 、 ま こ と

に巧みに、 自 由 自 在に表現をす る こ と

が 出 来 る よ う に な っ て い た。 果た し て

こ の 差異 は 、 ど こ か ら 生 ま れ出 た の で F i g  1 3  筆者撮影 F i g. 1 4 筆者撮影

あ ろ う か。 完成 し たお手本が 、 手の届 く と こ ろ に存在 し て い た に も かかわ ら ず、 ギ リ シ ア 彫刻 は大

き く 異な っ た 世界へ と 向 か っ て い っ た。 エ ジフ。 ト 彫刻 の示す1'Eli し 、造形性 と 技術 を も っ て し て も 越 え

る こ と が 出 来な か っ た壁、 ギ リ シ ア 彫刻 にそ の 大 き な変化 を 与 え る こ と を 可能 と し た も の。 そ れ は

如何な る も の な の か。

F i g. 1 3 お よ び F i g. 1 4 のエ ジ プ 卜 彫刻 と 、 F i g. 1 0 の ク ー ロ ス 像を比較 し て み る 。 エ ジプ ト の彫刻

は 、 J)(![に遠い昔か ら 一 定以 上の完成度 を持 っ て お り 、 F i g. 1 0 ク ー ロ ス 像が 、 そ の質におい て よ う や

く 肩 を 並べ る に いた っ たJ惑が あ る 。 問者－は互いに正面性が強 く 、 ポ ー ズ も 極 め て 近い。 異な る の は 、

ク ー ロ ス の方 が 、 伸 びやかで柔 ら かな 印 象 を 与 え て い る こ と で あ ろ う 。 勿 論 、 エ ジプ ト の 造形が こ

れ に 劣 っ て い る と い う こ と で はな く 、 恒 め て類似 し た形 を 示 し な が ら 、 質的な差異 が 生 ま れて い る

と い う こ と で あ る 。 こ の ク ー ロ ス の特徴は 、 F i g. 9 の彫像におい て も 、 %＇・ に太 も も の表現な どに強

く 感 じ ら れ る 。 造形表現に関わ る 要素 の う ち 、 こ の比較 に お い て 決定的な違いは、 用 い ら れ て い る

材料の相違で あ る 。

エ ジプ 卜 の 造形物 は 、 基本的 に 文字 と し 、 う 機能 を併せ持 っ て い る 。 そ し て 、 使用 さ れ る 石材 は 多

種にわた る の だが 、 恒久性 を得 る た めか、 多 く は花1詰i岩 を 用 い て 生み出 さ れて い る 。

文字 と い う 機能 と 要求 さ れ る 耐久性 と い う 関係か ら みれば、 極 め て 必然的 な組み合わせ な の で あ

る が 、 実は こ こ に こ そ エ ジプ ト の造形が 、 ギ リ シア彫刻 の 要素 を 後 に輸入 し 、 そ の 全体や紺｜ 部 に 明

ら かに そ の影響を色濃 く 示 し な が ら も 、 最後 ま でそ の基本形であ る 強 い 正 面性を捨て 去 る こ と が な

か っ た 、 或 い は捨て去 る こ と が 出 来なか っ た 大 き な理由 の一つが存在 し て い る 。 自 由 自 在 に 形 を 変

え ら れた果て に判読が不 可能 と な っ た物 は 、 既に文字 と し て の意味を も ち え な い の だ。 エ ジプ 卜 彫

刻 に あ っ て そ の輪郭 を 変 え る こ と は 、 恐 ら く 文字 と し て の 機 能 を 放 棄 す る こ と を 意 味 し て い た の

だ。
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も っ と も 、 エ ジプ ト 彫刻 に 、 柔 ら かな

身体表現が存在 し な い わ け では な い。 確

かに 、 F i g. 1 7 や F i g. 1 8 に 見 る よ う な 、

体 を ひね り 、 或い は 1JJ1 げ、 と い っ た よ う

な ダイ ナ ミ ッ ク な動 き を示 し た彫刻はエ

ジプ ト に は お よ そ存在 し な い の だ が 、 そ

れで も そ の特徴で あ る 正 面｜生 と し 、 う 態度

を守 り な が ら も 、 実 に 豊かな身体の表現

を 行 っ て い る 彫刻 は数 多 く 存在 し て い る 。

特 に 、 屋 内 に 置かれて い た で あ ろ う と 想

像 さ れ る 丸彫 り 彫刻や レ リ ー フ な ど に F i g  1 5  

は 、 屋外に 置かれて い る 造形物 と は全

く 異 な っ た造形態度 を 示す も の が 実 に

豊富に存在 し て い る 。

F i g. 1 5 と F i g. 1 6 は そ の 事例 の 一つ

で あ り 、 そ の 様式か ら いわ ゆ る ア マル

ナ時代 と H手ばれ る イ ク ナ一 ト ン 6 ） の治

世一下 に生み出 さ れた も の で あ る と 思わ

れ る 。 そ の造形に は 、 そ の時代 のl純一徴

で あ る “ 柔 ら か さ ” “温か さ ” が 見事に

示 さ れて い る で は な い か。 使用 さ れて

い る 素材の名 称は定かではな い が 、 制 F i g  1 7  

『j瓜土 と j;'i ｝彰 一 ヨミ材 ・ 感動 ・ 笠lf主 f:!Jj;'ij 

筆者撮影 F i g 1 6  筆者爆影

筆者慢影 F i g 1 8  筆者撮影

度 は 大理石 よ り は 高 く 、 し か し な が ら 花 岡岩 よ り 大理石 に近い均ーな結晶 を持つ も の で あ る と 推測

さ れ る 。 紛｜か く 均一な組成で、 それぞれの結晶が強固 に結びつい たイゴ材 に お いて 起 こ る破断面がそ

れを物語っ て い る 。

F i g. 1 9 は 、 風化 し た岩石で あ る 。 日 差 し と 風の強い

ギ リ シ ア の海岸で し ば し ば見受 け ら れ る 、 さ し て珍 し い

も の で は な い。 前 出 の F i g. 2 やそれに続 く F i g. 3 の よ う

な 花 闘岩 で は 、 こ の よ う な こ と は起 こ ら な い。 ま る で羽Ill

I/IIの 死骸の よ う で も あ り 、 そ の意味では あ る 種の有機性

が感 じ ら れ る よ う で も あ る が 、 恐 ら く それは組成が溶け

だ し た かの よ う に 見 え る そ の表 面 に よ っ て印象付け ら れ

る も の な の だ ろ う 。 F i g. 1 9  石灰岩 （風化） 筆者撮影

表面が溶 け る 。 それ は こ の素材の重要な%＇・質 を表わ し て い る 。 イと l材 と し て は大 変 に 柔 ら かい の で
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あ る 。 そ れは脆 さ と い う 側 而 と 加 工の しやす さ と い う 側 而 を持つ こ と を示 し て い る 。 長年 の問 に こ

の よ う な無残 な 姿 に な り 果て る と し て も 、 適度な強度 と 適度な柔 ら か さ と 癖 の な さ を こ の素材が持

ち 合わせて い た と すれば、 制 作者に と っ て は こ の 上な い材料で あ る と い う こ と に な る 。 風 土 の 一 部

と し て 、 或 い は風土の ひな形 と し て 多 く の地域で背負 わ さ れて し ま う 一極 の 土着性に よ る l児縛 を断

れて 、 制 作者 は 、 自 身 のイ メ ー ジの再現にのみ専念す る こ と が 出 来 る の だ。

過渡期 と し て存在す る ア ルカ イ ッ ク

WI を 経 て 、 地 中海地域の造形は極めた

ダイ ナ ミ ッ ク で豊かな も のへ と 変化 し

て し て 。 多 く の彫刻や神殿は 、 こ の地

域か ら 、 多 く 産出 さ れ る 大理石 を使用

し て 作 り 出 さ れて い る 。

大理石 は石灰岩の一つ で あ る か ら 、

簡 単 に い え ば石灰 の小 さ な粒が均一 に

容 り 集 ま っ て で き て い る よ う な石材だ。

そ の様子は 、 奇 し く も 風化 し た ク ー ロ

ス の 部分 を映 し た 、 F i g. 1 1 を よ く 観察

す る こ と で分 る と 思 う 。
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レ リ ー フ 筆者撮影

F i g. 5 か ら F i g. 1 2 、 F i g. 1 7 か ら F i g. 21 の大盟石 をm いた造形は、 そ れ が な にや ら 不 自 然に 角 ば

っ た ク ー ロ ス の も の で さ え 、 ど こ と な く 穏やかで、 ゆ っ た り し た 印 象 を我 々 に 与 え て は来 な い だ ろ う

か。 磨 き 上げ ら れた も の で あ っ て も 、 そ れが風化 し た も のであればなお さ ら な の だ が 、 そ れ ら の造

形 は 、 そ の様 な 印象 を 持 っ て 存在 し て い る 。

大理石 を 用 いた造形 が 引 き 起 こ す 、 穏やか と 感 じ ら れ る 現象 は 、 微キ111 で均一で 、 光 に 対す る 多少

の透過性 を持つ石灰岩の粒の見が 起 こ す光の乱反射に よ っ て 引 き 起 こ さ れ る 。 そ の複雑な乱反射は、

様 々 な カ ー ブ を 与 え ら れた幾Til'\類 も の 而 に よ っ て 、 更 に複雑な光の現象 を 我 々 に見せつ け る 。 し か

し 、 そ れは大理石 を 用 し 、た造形 に お い て の み起 き る こ と では な い。 例 え ば花開岩 を 用 し 、 た 造形にお

いて も そ れに 類似 し た 現象 は起 こ す こ と は可能な の で あ る 。 ま た そ の組み合わせに よ っ て は 、 例 え

ば研磨 さ れた 大理石の造形物 と 、 風化 し た 、 或 い は撃 を m し 、た造形手法で仕上 げ ら れた 花 開岩の造

形物 と の組み合わせに お い て は 、 恐 ら く の「磨 さ れた大山石の造形物 の方が 、 視覚的 に は よ り 3齢 、硬

質J惑 を我 々 に 示すの で あ る 。 ：／iJF磨 さ れた 大理石の表面は、 F i g. 3 の研磨 さ れた花開岩の表 面 と 同 じ

状態 と な っ て い る 。 阿者の問で異な る の は 、 組成物であ る結晶の 大 き さ が 大理石はキIllか く 均一で、

花開岩大 き く はば ら ば ら で あ る と い う 点で あ る 。 物質の組成が、 決定的な 存在感の差異 を生むので

あ る 。

全 て は表面で発生す る 。 光の透過 と い う 要素 を考慮す る のであれば、 “全ては表面 と そ の 表面か ら

ワ臼ハ同一ν



『｝乱土 と 造形 ー 素材 ・ 感動 ・ 想像 ・ 創 造』

わずか に 内 側 で発生す る ” と の表現に な る の で あ ろ う 。 素材の組成 と 表面 の状態、 或 い は素材の持
つ色 と 光の 強 さ 、 そ し て 質が組み合わ さ れ、 様 々 な現象が引 き 起 こ さ れ る 。

物質の表面で、 そ の表面の状態に よ る 様々 な影響を受 け な が ら 、 光 は物質の持つ特徴 を 映 し 出す。
それは、 例 え ば “硬い” 或 い は “柔 ら かい” と い っ た質 に 関 わ る 印象を我 々 の 内 部 に 出現 さ せ、 瞬
時に様々 な感動 を 喚起す る 。 素材 ・ 感動 ・ 想像そ し て創造。 様々 な感動 が 生 み 出 さ れ る 。 様 々 な感
動は様々 な想像へ と 結びつ き 、 やが て “何が し かのイ メ ー ジの生成” ＝ “何が し かの価値の創造”
へ と 連鎖 し て い く 。

人類以前か ら 風土の底に あ り 、 人類の営みに絶 えず影響を及 ぼす物質。 そ れ は ま る で心理学でい
う と こ ろ の “意識” に対す る “無意識” に符合 し 、 生み出 さ れ続 け る “地域の形” ＝ “地域の価値”
に絶 えず影響 を 及 ぼす。 風土 と 人 間 の接触に よ っ て初 め に小 さ な驚き が 見 つ け 出 さ れ、 次 に さ さ や
かな美が生み出 さ れ る 。 それはやが て 大 き な集合 と な っ て 、 いつ し か地域に独 自 の “美 の ス タ イ ル
＝様式＝価値 の形” を生み出 し て い く 。

生み出 さ れ る 美 の前提に は様 々 な風土が存在す る 。 そ こ に は風 土 を構成す る 地勢や気候、 気象が
存在す る 。 そ れ ら は複雑に絡み合い 、 一見無数の組み合わせが存在す る かの よ う な豊かな表情 を 我 々
に見せつ け る 。 し か し 、 それ ら はそれぞれの風土 を構成す る 要素 で あ る が ゆ え に 、 自 ず と そ の地域、
或 い は 土地に縛 り 付 け ら れて い る 。 無数に存在す る か と 思われ る 組み合わせ に よ る 豊かな表情は、
実は一定の幅、 一定の狭 さ の 中 に あ る 。 それは そ の狭 さ ゆ え に特徴的で あ り 、 ま さ に そ れ こ そ が そ
の地域、 或 い は そ の 土地 で あ り 、 豊 さ で あ る 。

そ の様な地域に縛 り 付 け ら れて い る 豊か さ を担 う 要素 に あ っ て 、 物質 こ そ が 、 唯一人 の 手 に よ っ
て他の地域へ と 移 り 住 んでい く 可能性 を 持 っ て い る 。 人の手に よ る 豊か さ の移動 も し く は移植。 地
域の美 を担 う 物質が新たな地域 と 出合 う 時、 そ こ に は新た な驚き が 生み 出 さ れ る 。 それは新た な地
域の想像力 の 喚起 を 呼び、 新た なイ メ ー ジの生成 を 呼ぶ。 新た な イ メ ー ジ は時 と と も に醸成 さ れ、
そ の イ メ ー ジ に よ る ダイ ナ ミ ズム が生み出 さ れ る 。 それは新た な イ メ ー ジ に よ る 、 固 定化 さ れた イ
メ ー ジの撹枠で あ る 。

人類以前 か ら風土の底に あ り 、 自身の生い立 ち に 関わ る 5齢 、記憶 を 自 ら に刻 みつ け る 物質。 物 言
わ ぬ物質、 素材が 、 新た な 美 ＝ 新た な価値 を 生み出 し 、 遠い異国 に 新た な風 土 を 生み 出 し て い く 。

主要参考文献

『M i crosoft Encarta 総合百科事典 2007』 M i crosoft Co. 

『M i crosoft bookshe l f  ver s i on3 目 O』 M i crosoft Co. 

『新 グ ロ ーバル英和辞典』

神 田 毎実 『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』 愛知県立芸術大学紀要第 32 号 愛知 愛知県

立芸術大学付属図書館， 2002,
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注釈
1 ） 原始仏典の 中 で 最 も 重要 な も のの 一 つ で あ り 、 パー リ 語の原題 『 ダ ン マ パ ダJ と し て も 知 ら れて い る 。

2） 我 々 の認識で き る現象そ の も のが実在で 、 そ の ほかに本体は存在 し な い と す る 説。

3） 三木清 （ 1 897～ 1 945) I 哲学者 ・ 思想家 ／ ハイ デ ッ ガーに師事。 太平洋戦争中 治安維持法違反の疑 いで投獄 さ れ、

終戦後獄 中 死 し た 。 ／ 『人生論 ノ ー ト』 『唯物史観 と 現代の意識』 他

4） 三木清 『人生論ノ ー ト 』 東京 ： 新潮社＇ pp1 32 -

5） 神 田 毎実 『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』 愛知県立芸術大学紀要第 32 号愛知 ： 愛知 県

立芸術大学付属図書館， 2002,

6） ア メ ン ホテ プ 4 世 （Amenhotep IV） 。 古代 エ ジ プ ト 第 1 8 王朝の王 （ フ ァ ラ オ） 。 生年紀元前 1 362 年？～ 没年紀元

前 1 333 年？。 在位期聞 は紀元前 1 353 年？～紀元前 1 336 年？頃。 父 はア メ ン ホテ プ 3 世、 母 は正妃テ ィ イ と いわれ

る 。 後 に 改名 し ア ク エ ン ア テ ン （Akhenaten. イ ク ナ一 ト ン と も ） と 名 乗 る 。 多神教で あ っ た従来の エ ジ プ ト の宗

教 を 廃 し 、 唯一神 ア テ ンのみを祭る一神教を始めた。

図版キ ャ プシ ョ ン

F i g. 1 地勢の移行 （ 中 国大陸／航空写真） ， 筆者撮影

F i g. 2 花街岩表面， 筆者撮影

F i g. 3 花嵐岩表面 （鏡面仕上 げ） ， 筆者撮影

F i g. 4  ルー ブル美術館， パ リ ／ フ ラ ンス共和国， 筆者撮影

F i g. 5 ルー ブル美術館， パ リ ／ フ ラ ンス共和国， 筆者保影

F i g. 6  ヴ ァ チ カ ン美術館． ヴ ァ チ カ ン／ヴ ァ チ カ ン 四 国 ， 筆者札絵

F i g. 7 ア テ ネ 国立博物館， ア テ ネ／ギ リ シ ア 共和国， 筆者録影

F i g. 8  ア テ ネ国立博物館， ア テ ネ／ギ リ シ ア共和国． 筆者縁影

F i g. 9  ア テ ネ国立博物館， ア テ ネ／ギ リ シア共和国， 筆者撮影

F i g. 1 0 ア テ ネ 国立博物館， ア テ ネ／ギ リ シア共和国． 筆者撮影

F i g. 1 1 ア テ ネ 国立博物館， ア テ ネ／ギ リ シ ア共和国， 筆者撮影

F i g. 1 2 ア テ ネ国 立博物館． ア テ ネ／ギ リ シア共和国． 筆者撮影

F i g. 1 3 ル ク ソ ール美術館， ル ク ソ ール／エ ジ プ ト ・ ア ラ ブ共和 国， 筆者撮影

F i g. 1 4  ア ス ワ ン博物， ア ス ワ ン／エ ジ プ ト ・ ア ラ ブ共和 国， 筆者撮影

F i g. 1 5 ア メ ン面大神殿． ル ク ソ ール／エ ジ プ ト ・ ア ラ ブ共和 国， 筆者録影

F i g. 1 6  ア メ ン面大神殿． ル ク ソ ール／エ ジ プ ト ・ ア ラ ブ共和 国， 筆者栂影

F i g. 1 7  ア レキサ ン ド リ ア博物館． イ ス カ ン ダル／ エ ジ プ ト ・ ア ラ ブ 共和国 ． 作者録影
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