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日本文人画私見
一 中国絵画史理解の ため に

-

藤 田 伸 也

要 旨: 江戸 絵画の 新興 画派 の
一

つ で あ る 文人画に お い て
､ 中国の 文化が どの よ う に意識 さ れ

､

中国的な 絵画が 造形化 さ れ て い っ た か を論 じる
｡ 祇園南海 に 始 ま り

､ 池大雅 や 与謝蕪村を 経て
､

田 能村竹 田や 岡田半 江に 至る 系譜 を追 う こ と に よ っ て
､ 文人画家 と さ れ る こ れ らの 画家の 個性を

明 らか に し
､

日本 の 文人 画全体の 特 質を把握す る｡ 日 本美術史 に お い て 文人 画の 語を用 い る際 に

は
､

そ れ が 中国の 文 人画 を 指す の か
､

そ れ と も江戸期の 画派 あ る い は芸術思 潮 と して の 文人画を

指 す の か を 念頭 に置 い て 語 らな け れ ば な ら な い が
､ 本論で は江戸期文人画家 の 中国文人 に通 じ る

文人 的性 向を明示 す る た め に文人画の 語を 用い る
｡ 中国文 人に 由来 す る特質 の う ち

､ 特 に ｢ 自娯｣

と ｢ 交遊｣ の 二 つ の 概念 が
､ 江戸 の 文人画を理 解す る鍵 と な る

｡ 自娯 と は 自ら楽 し む こ と で あ り､

中国文 人の 芸術 に お け る基本 的態度 で あ る
｡ 優れ た詩書画が 精神 の 自 由を感 じさ せ る の は

､ 自娯

の 語 に 象徴 され る他者 の 日を気に しな い 精神 の 自立 性が そ こ に あ る た め で あ る｡ そ の 創作意欲 は

気心 の 知 れ た 友を 得 る こ と に よ っ て
一

層高 まり､ 優れ た 芸術作品 を生 み 出す ｡ 日 本の 文人画家の

理 想 に は 自娯 と交遊が あ り､
そ れ は化政期 の 文人画家で あ る 竹 田､ 半江 ら に よ っ て 実現さ れ た

｡

ま た江戸時代 の 文 人画は 日 本 に お け る最 も中国的 な絵画 で あ り､
1 8 世紀を 過ぎて よう や く本格的

に 日本人 は 中国絵 画史を理 解 し始め た こ と を指摘す る｡

はじめ に

中国大陸 の 東 に 位置す る 朝鮮と 日本 は
､

政治経済文化 の 諸分野で 中国の 影響を受 け つ つ 発展

して き た｡ 文化 の 粋 と さ れ る 絵画の 歴史 に お い て は中国の 存在感は 圧倒的で あ り
､ 先進国中国

の 築 い た 絵画技法 や画題
､

作品の 形態 な どの 枠組み を受 け継ぐ と こ ろか ら
､

日朝の 絵画 は 出発

した｡ 朝鮮半島は 中国と地続 き で あ る た め､ 日本 より格段 に 中国の 影響が 強く､ 絵画 に お い て

も中国の 枠組 み か ら大 き く外れ る こ と なく展開 して い っ た｡

日 本 は 中国 と海 を 隔て て い た こ と も あ っ て
､ 中国絵画 を 基盤 に しな が ら も､ それ を あ ま り意

識 しな い 程度 に ま で 独自の 発展を遂げる こ とが で き た｡ 明治以後､ 絵画 は 日本画 と洋画 に 大別

さ れ た よう に
､ 美術 に お い て 日 本と西欧 の 二 極の み が意識 さ れ る 状況 に 至 っ た｡ しか し

､ 江戸

時代以前の 絵画 は 中国絵画 か ら 強烈 な刺激を受 けて 展開 して きた の で あ っ て ､ 中国絵画 なく し

て は 日 本の 絵画 は存在 しえ な か っ た｡ 絵画 に お い て 日本的と さ れ る 特徴の 元 を た どれ ば 中国 に

行き着く場合 は少 なく な い し
､

日本画 と い っ て も根本的な 絵画の 枠組み は中国 に 倣 っ て い る｡

つ ま り日 本の 絵画 を知 る た め に は 中国の 絵画を理解 す る必要が あ るの だ が ､ 明治大正 期 の よ

う に 江戸時代の 文化 の 継承 が 自然 に 行 われ て い た 時代 と は 異な り､ 過去の 教養が 急速 に 失 わ れ

い る現在 に お い て は容易 な こ と で は なく､ 意識 して 中国的要素を指摘 し な けれ ば な ら なく な っ

て き た｡

本稿 で は 江戸時代中後期 に 勃興 し た 日本 の 文人画 (南画) に お い て ､ 中国が どの よ う に 意識

さ れ､ 中国的な 絵画 が造形化 さ れ て い っ たか を論 じる｡ い う ま で もな く文人画 に お い て は 中国
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趣味が 前面 に 表れ
､

日 本絵画の な か で 中国の 影響が最もわ かり や す い 形で 示 され て い るか らで

ある ｡ こ こ で は 5 人の 江戸の 文人画家を代表的作品と共 に 取 り 上 げ ､ 中国絵画史研究 の 立 場か

ら日 本 と中国の 絵画の 相違点 と共通性 に 注目 して 論 じて い く｡

1 . 岡 田半江
一

文人画 エ リ ー トの 出現 -

18 世紀初 め に 紀州藩の 儒者紙園南海 ら に よ っ て 創始さ れ た 日 本 の 文人画 は､ 京都の 池大雅

と大坂 の 与謝蕪村 と い う 二 大家 の 出現に よ っ て
､

一 気 に 新画風 の 絵画 と して 大成さ れ た｡ さ ら

に 1 9 世紀 に 入 り､ 文化 ･ 文政年間に 至 っ て ､ 日本 の 文人画 は 充実期 を迎 え た ｡ 岡田米山人 ･

半江父子､ 浦上 玉 堂 ･ 春琴父子､ 青木木米､
田能村竹 田 ら の 逸材 が西 日本 に 現 れ ､ 京坂を中心

に 文人墨客 の 交遊 の 輪 が広 が り､ 文人画 は各地 に 根付 い て い っ た｡ そ して そ れ を 支え る 鑑賞者

層 が厚 み を増 し て い っ た た め に
､ 文人画 は理 論と制作 の 両面 に お い て 急速 に 深化 した ｡

文人画家 の 子 に 生 ま れ て そ の 活動 を受 け継 い だ第 二 世代 と い う べ き画家 の 筆頭が 岡田 半江

(17 8 2 - 1 8 4 6) で あ る｡ 彼 だ け で なく友人 の 浦上 春琴も同 じ第 二 世代 で あ っ た ｡ ま た漢詩人の

頼山陽は春水 の 子､ 篠崎小竹 は 三 島の 養子 とい う よ う に
､ 半江 の 周囲に は 生ま れ た と きか ら中

国の 詩書画 に 接 して き た 文化的 エ リ
ー

トが 多く集まり､
そ の 交際も互 い に 二 代以上 に わ た っ た｡

彼 ら は父 や子 の 世代を 通 じて 親 しく交 わり､ 共通の 教養を有 す る 仲間で あ っ た ｡

半江 の 父､ 米山人 (1 74 4 - 1 8 2 0) は ､ 半江の 淡雅な画風 と 異な っ た 豪放奇抜 な作品 で 知 られ

る｡ 近年 で は
､ 伊藤若沖や 曾我粛自ら と同様,

そ の 奇才 が 再認識さ れ て
､ 半江 よりも知名度 は

高い ｡ 有名 な ｢松齢鶴算図｣ ( 個人蔵､ 図 1) の よう に ､
そ の 作品 は文人画 の 知識 が な くて も

理 屈抜 き で 面白く見 られ る た め で あ ろ う｡ けれ ども戦前 ま で は ｢行筆粗策 に し て 巧 み な らず と

い え ども､
意 の ゆ くに 任せ て 奔放せ る と こ ろ

､

一

種の 気韻 あ り｡｣ ( 藤岡作太郎 『近世絵画史』

明治 36 年刊) と評 さ れ た よ う に
､ 半江が ｢ 大坂文人画 の 泰斗｣ ( 同前) と さ れ る の に 対 して

､

非正統的な 文人画家 とさ れ て
一

段低く見 られ て い た ｡

米山人の 出身地 に つ い て は大坂説､ 播磨説 な ど ある が 不明 で ､ 青年期 ま で 何を して い た の か

もは っ きり しな い ｡ 確実な の は
､

3 0 歳頃 に は大坂北野 の 寒山寺裏長池 で 抱米屋を 営ん で い た

こ と で ､ そ の 画号米山人もそれ に 由来 す る｡ やが て 米屋を営み なが ら伊勢藤堂藩の 大坂蔵屋敷

に 下役 と して 勤め る よう に なり､ 天満空心 町の 蔵屋敷内 に あ っ た居宅 に は 多くの 文人墨客が 出

入り した ｡

半江 は米山人 が 39 歳 の 時の 子で ､ 経済的 に も学問的 に も恵ま れ た環境 で 生 まれ 育 っ た｡ 幼

少 より画才を発揮 し
､

1 2
､

3 歳 こ ろ措 い た 略筆人物画 や 山水画 が 現在残 っ て い る
` 註 1)

｡ そ れ ら

の 絵 は 子 どもの 作品 ら し い 幼 さ が見ら れ る け れ ども
､ 筆法や 構図は 正統的画法 に 則 っ て い る ｡

英才教育を 受 けた 半江 は少年時 に お い て 絵画 の 基本を習得 し て お り､ 画家 と して 早熟 で あ っ た

こ と 示 して い る ｡

文化 7 年 (18 1 0) ､ 播磨剣坂村 (現､ 兵庫県加西市西剣坂) の 庄屋安積家 の た め に ､
6 7 歳の

米山人 は 2 9 歳 の 半江 と 共 に 襖絵を制作 した ｡ 襖 の 表四 面 に 父が ｢ 幽亭閑居図｣ を
､

そ の 裏 に

｢ 四君子図｣ ( 個人蔵､ 図 2) を 半江が 描い た 作品が現存す る ｡ 米山人 の 濃密重厚な 水墨山水 の

力作に 対抗す る よう に
､ 半江 は 梅竹蘭菊と 奇石 を謹厳精細 な筆 で 描 き 出す ｡ 墨

一

色 で は なく菊

や 蘭の 花 に は代赫 に よ っ て 淡彩 が施さ れ ､ 四 君子 の 配置 に も半江の 細や か な神経 が行 き届 い て

お り､ 後年の 山水画風 に 通 じる 淡雅 で 理 知的な画風 が表 れ て い る ｡
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しか し
､ 絵 に お い て 意 を重 ん じる米山人は､ こ う した半江の 画風を あ ま り気 に入 っ て い な か っ

た よ う で あ る｡ 米山人は 文化 4 年､ 半江と 同世代の 田能村竹 田 (1 77 7 - 1 8 3 5) に ｢ 送竹 田翁詩

画図｣ ( 個人蔵､ 図 3) を 贈 っ た ｡ そ の と き竹 田 を激賞 し て
､
｢ 自分 の 衣鉢を 継ぐ者 は お前だ｣

と述 べ た こ と を竹 田が 記 して お り
( 註 2'

､ 竹 田 の 実直 な人柄 か ら考 え て 事実 で あ る と 考え られ て

い る｡ 半江 の 師は 父の 米山人で あ っ た け れ ど も､ 家に 出入 りす る多く の 画人 や 明清絵画か ら学

ぶ と こ ろ の 方 が 大き く､ 半江 は父の 模倣 で 終 わ る こ と に 満足 で き なか っ た｡

最高傑作 ｢ 春諾起鶴図｣ ( 遠山記念館蔵､ 重要文化財､ 図 4) は
､ 天保 1 2 年 (1 7 4 1) ､ 半江 6 0

歳 の と き に 描 か れ て い る が
､ 老画家に よ る作品と は思 え な い ほ ど生気 に 満 ち て 瑞 々 しく

､
色鮮

や か で あ る｡ 山は 上 へ 上 - と畳 重なり､ 滝 が落 ちる 深い 谷 に は霧が 立 ち こ め る｡ 谷間の 静 け さ

を破 る よ う に 璃 の 群 が 飛び 交 い
､ 視線 を手前 へ と誘う｡ 山麓の 樹林越 し に 寺院の 堂塔 が姿を見

せ
､ 傍 らを 流れ る 川 に は橋 が架 かり水閣も備 わる ｡ 手前 に は 一

隻の 舟が 浮か び船頭 は樟 を操 る｡

明代後半 の 呉派以後に よく用 い られ る縦長 の 長条幅に 景物 は整然 と配置 さ れ､ 構図に は無理 が

な い ｡ 淡 い 代赫 や藍 を 刷い て 下地を 作り､ 墨 と藍 で米点を 打 っ て 丁寧 に 山容 を 成す｡ 色彩 が面

的に 使用 さ れ る だ け で な く､ 描線 に も用い ら れ る こ と に よ っ て
､ 絵 は微妙 な艶 や か さ を増 して

い る｡ 画題 と な っ て い る 春の 暁を 表現 す る た め に
､ 谷間の 煙霞 はか す か に 茜色 が入 れ ら れ て い

る｡

こ こ で 措 か れ て い る 景色 は実景で は なく､ 文人 に と っ て の 理 想境 で あ る｡ 日 本で は なく中国

の 山水を写 して い る の だ が
､ 日本人が 親 しみ を覚 える よう な 柔和 な世界 が描 き 出さ れ て い る｡

日本 の 風土 に 合 う よ う に 画風 は改め ら れ て おり､ 中国絵画特有 の 勃直 さ は こ こ に は な い ｡

絵 の 上 部 に 書か れ た 半江の 題賛 に よる と､ 北宋時代の 米昔 は山水画 に お ける 天下の 師で あり､

そ れ に 倣 っ て 措 い た と董其呂が 記 した ｢暁蔑起璃図｣ を元 に こ の 絵 を 描 い た と い う
(吉も3)

｡ つ ま

り､
こ の 絵 が 生 ま れ た背景 に は董其昌と米育 と い う 中国の 文人画家 の 作品が あ っ た こ と を記 し

､

自分 の 画系 は 中国の 正 統的文人画 に 繋が る こ と を半江 は誇示す る｡ こ う した 過去の 名画家 へ の

讃辞 の 呈 し方 は い か に も中国文人画を 学ぶ 画家 ら し い し､ ま た い う ま で もな く明清時代の 文人

の 常套手段 で もあ っ た ｡ な お 米苦
･

米友仁父子 が大米
･ 小米 と称 さ れ た故事 に 倣 っ て ､ 米山人

の 子 で あ る半江 は小米 と呼ば れ て お り､ 半江は常 に 中国の 二 米 を意識 す る 境遇 に あ っ た ｡

半江 の 場合､ 父 か ら子 へ 中国の 詩書画の 知識 や実技 は家学 と して 受 け 継が れ た が ､ 半江の 画

風 は父米山人 と は大 き く異な っ て い っ た｡ 窓意的で 自由奔放 な制作態度が そ の ま ま 絵 とな っ て

表れ た米山人 に 対 し､ 半江 は常 に 中国絵画を意識 し
､

同時代 の 中国絵画の 中 に 置 い て も遜色 の

な い 知的 で 節度 あ る 文人画を 描 い た ｡ 半江 は い わ ば秀才型 の 本格派 で ､
こ う した エ リ ー トが 文

人画の 始 ま り か ら百年で 出現 して 来る ほ ど急速 に 日本の 文人画 は発展 して い っ た ｡

2 . 田能村竹田
一

舟行する画家
一

田能村竹 田 (1 7 7 7 - 1 8 3 5) は､ 岡田 半江より 5 歳早く生 ま れ た九州大分の 人 で
､

その 画号竹

田 は出身地 の 竹 田村 に 因ん で 付 け られ た ｡ 岡藩医の 家 に 生 ま れ た竹 田 は 少年時 よ り医学 と儒学

の 両方 を学 ん だ 俊才 で ､ 藩命 に よ り儒者 と な っ た｡ 竹 田 の 最初 の 長旅 は ､ 2 5 歳 の 享和元年

(1 80 1) か ら翌年 に か け て の 江戸 へ の 所用だ っ た｡ 幕府 の 命 に よ り 岡藩 が 作 っ た 『豊後国志』

の 編纂 に 従事 して い た 竹田 は､ 完成 した 本を幕府 へ 納 め る た め 江戸 へ 向か っ た｡ 途中､ 大坂 に

木村兼蔑堂 を訪 ね､ 江戸で は谷文晃 に 会 っ た が
､ 文晃 に は魅力を感 じな か っ た｡ 文晃 は 当時の
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江戸画壇 に 君臨す る 成功者 だ っ たが､ 教養豊 か な文人墨客と い う タ イ プ で は なく
､

竹 田 の 目に

は画技 の み優 れ た 画工 的 な画人 と映 っ た の だ ろう ｡

豊後竹 田 は 九州で も山間 の 町 で あり､ 都会 か ら は遠く離れ て い る｡ し か し 田能村竹 田 の 活躍

した化政期 に は､ 経済や 交通 が発達 して 人 や物 の 往来が 盛ん に な り､ 地方 に お い て も進取 の 気

象 に 富 ん で い れ ば
､ 高水準 の 文化的活動 を営 む こ とが で き る よう に な っ て い た｡ そ の 恩恵 に あ

ず か っ て
､

田能村竹 田 は生涯竹 田村 に 本居 を置き なが ら､ 頻繁 に 京都 ･ 大坂 を遊歴 し文人墨客

と存分 に 交 わ る こ と が で き た｡ とくに 水運 が整備さ れ た こ と は大 きく､ 竹 田村 か ら大分方面 へ

は大野川 を舟 で 下 り ､
さ ら に 大坂 へ は瀬戸内海を渡る の が 竹 田の 上京 ル

ー

トと な っ て い た｡ 途

中､ 尾道 で パ ト ロ ン の 注文 を受 けて 書画 を作 り､ 福山鞠の 浦 で は対潮楼 に 上 が っ て 友 と遊 び
､

内陸に 入 っ て 神辺 で は菅茶山を廉塾 に 訪 ね て 教 え を請 う こ と もあ っ た｡ 3 7 歳 で 薄 か ら隠居 の

許可を受 け て ､ 竹 田 は詩画 に 専心 で き る 自由 の 身 とな っ た ｡ 彼 は子 ど もの 頃よ り 目と耳 に 持病

が あ り体 の 弱 か っ た の だ が ､ 上 方 に何度も長期滞在 し､ 大坂京都の 儒者
･

詩人 ･

書画家ら と の

親交 を深 め て い っ た｡

東上 の 旅 は竹 田 に と っ て 期待と刺激 に 満 ち た楽 し い 旅で あ っ た こ と は
､

｢ 船窓小戯帖｣ ( 重要

文化財､ 個人蔵) と い う 作品 に も表れ て い る｡
こ の 6 図か ら成る 小画冊 は

､
文政 1 2 年 (18 2 9)

竹 田 52 歳 の 4 月 に 佐賀関か ら兵庫 へ 舟行 した 際の 写生をま と め た もの で ､ 同行 した 子 の 太
一

に 与え て い る｡ 旅 の 途中の ス ケ ッ チ に 基 づ い て 措か れ た 図 は い ず れ も軽妙 な筆致 と 明澄 な淡彩

に よ っ て おり
､

竹 田 自身 の 自識 の書 と相 ま っ て
､ 竹 田ら し い 淡雅 な画風 を示す ｡ とく に ｢ 売章

魚図｣ ( 図 5) の -

図は
､ 船旅 の 面白さ を生 き 生 き と伝え

､ 蛸売 り の 舟 が 浮 か ぶ 葦 の 茂 っ た浅

瀬の 景色 は情趣 に 富 む｡

舟 は山水画 の 点景 と して 欠 か す こ と の で き な い モ チ ー

フ で あ り､
とり わ け文人画 に お い て は

舟 に 乗 る人が 画家自身 の 場合も ある の で 大 き な意味を 持 っ て い る こ と が多 い ｡ 竹 田 は他 に も舟

行の 傑作を何点か 残 して お り､ 舟行 と い う画題 に 人
一

倍愛着を 示 し た画家 で あ る｡

｢ 稲川舟遊図｣ ( 重要文化財､ 個人蔵､ 図 6) は､ 上 述の ｢ 船窓小戯帖｣ が 措 か れ た 年､ 大

坂滞在中 に 篠崎小竹 ･ 坂上 桐陰ら の 友人 と稲川 (猪名川) に 舟を 浮か べ て 遊 ん だ体験 を措 い て

い る｡ 川 に は釣り人を乗せ た舟 が二 膿 と船頭の 漕ぐ舟が あ り
､

竹田 た ちは釣りを楽 しん で い る｡

画中に 険 し い 山が な い こ と もあ っ て
､ 和気轟 々 と した雰囲気 に 満 ち た景色 が色鮮 や か に 写 し出

さ れ る ｡
こ れ は紛れ もな い 日本 の 情景 で あ り

､ 画中の 人物も日 本人 な の だ が､ 絵 の 大枠 は 中国

の 明清絵画 に 準 じ て い る た め
､ 和漢が 融合 した 竹 田独特 の 新画風が 出来上 が っ た｡ こ の 絵 は 注

文に 応 じて 作 られ た売画作品で はなく､ 自分 と友人の た め に 措か れ た ｢ 自娯｣ の 画 で あり､ 勝

事 を 措く喜 びや 出来上 が っ た絵 を仲間 と共 に 観る こ と へ の 期待が 絵か ら伝 わ っ て くる｡ こ れ ほ

どま で に 自 らの 心 情 を素直 に 表現し た絵が 日 本 に あ っ た で あ ろう か ｡ こ の と き の 感興 は
-

図で

終わ ら ず ､ ｢ 目撃佳趣書画冊｣ ( 出光美術館蔵) と い う書画合壁の 佳品も作 ら れ て い る｡

そ して 日 本文人画を代表す る 傑作
､
｢ 亦復

-

楽帖｣ (寧楽美術館蔵､ 重要文化財) に も優れ た

舟行図が 含ま れ て い る｡ こ の 画帖に は竹 田 と頼山陽の 深 い 交友を物語 る有名 な逸話が あ る｡ も

と もと こ の 作品 は､ 竹 田 と 山陽の 共通の 友人で ある大坂 の 医者､ 松本酔古 の た め に 措 か れ た｡

稲川舟遊 の 翌年の 1 2 月 ､ 竹 田 は上 京の 途中で 大坂 に 滞在 し､ 山水 7 図 ･ 人物 3 図 の 計 1 0 図を

措き､ 京都 へ 上 っ て 山陽を訪 ね
､

こ の 画帖 へ の 政文を依頼 した ｡ 山陽は求 め に 応 じて 蚊を書い

た が ､ 手元 に 置 い て 眺 め て い るう ち に 手放す の が 惜 しく な っ て ､ ｢ 其 の 愛 す 可き を覚 え
､ 遂 に

奪 い て 我 が 有 と為す｣
( 註 4)

と書 き 加えて 竹 田 に 返そ う と しな か っ た｡
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仕方 なく竹 田 は こ の 画帖を山陽に 与 え
､ 年が 明 けて す ぐに ｢ 山水十景冊｣ を 別 に 措い て 酔古

へ の 償 い と した ｡ そ して 再 び山陽 に 践 を乞う と､ 山陽 は､ ｢ こ の 画帖の 方が 出来が よ い
｡ 竹 田

は酔古 と自分 の 二 人 の た め に ､ 両方 の 画帖 をもう
一

つ ず つ 作 れ ば よ い｣ と い う意味の こ と を書

い た ｡ こ の 言葉 だ け を取 れ ば ､ 何と も不遜 な態度だが ､ 三 人 の 関係 が そ れ ほ ど親 しか っ た証 で

あ り､ 竹 田 と酔古 は苦笑 して 許 す しか なか っ た
｡

さ ら に 山陽 は こ の 画帖 に 花鳥の 図が な い こ と を残念 に 思 い
､ 同じ天保 2 年 (1 8 3 1) に 竹 田 が

山陽の 居宅 に 滞在 し て い た とき に 願 っ て ､ 三 図を 書き加え て もら っ た 0 ｢ 傭倣無礼｣
( 註 5)

と評 さ

れ た 山陽も こ の 追加制作時 に は襟 を正 した｡ 画帖に 付さ れ た竹 田 の 政文 に よ る と､ 朝寝坊 の 山

陽が早起 き して 部屋 を清 め､ 花 を挿 し､ 香を焚 き､ 自 ら鴨川 の 水 を汲 み､ 端渓 の 硯 で 程君房 の

墨 を磨り､ 最高の 文房具を用意 し て ､ 自分の た め に 措 い て くれ と請 う た の で
､ 白描 の 蘭竹 と没

骨 の 牡丹､ 草筆の 水仙梅花 を作 っ た と い う｡

い さ さ か 芝居が か っ た 山陽 の 真面目な応接 に 応 えて ､ 技法の 異 な る三 図を易 々 と措 い て みせ

た竹 田 の 画技 は 中国の 文人 に 遜色 な い
｡

こ の 希代の 文人墨客 二 人 の や り と り は微笑 ま しくもあ

り､ そ の 本格的な 中国趣味 に は賛嘆の 声をあ げる しか な い ｡

画冊中､ 第 2 図 ｢ 水天空潤図｣ ( 図 7) と 第 5 図 ｢ 秋晩樹老図｣ は舟 に 乗 る人物を主題 とす

る 図で あ る が ､ ｢ 稲川 舟遊図｣ と は違 っ て 自分の 体験をそ の ま ま措 い た 実景的な 絵で は な い ｡

そ れ だ け に 竹 田 の 胸中に あ る 舟行の イ メ
ー ジ が純化さ れ造形化さ れ て い る｡ 水面 に 映 る月 に 誘

われ て 舟を漕 ぎ 出 し
一

人筒を 奏で る さ ま を清 らか に澄 ん だ 藍色で 彩 っ た 第 2 図 は､ 池大雅 に よ

る浦湘八 景扇面画集 ｢東山清音帖｣ ( 個人蔵) 中の ｢ 洞庭秋月図｣ ( 図 8) に 描か れ る 湖上 の 孤

舟 で 吹笛 す る 人物を継ぐもの だ ろう ｡ 大雅 の 扇面 は略筆 に よ る 草 々 の 作 で ､ ｢ 洞庭秋月｣ と い

う 画中の 題字 と共 に 親逸 な 味わ い の あ る佳品だ が ､ 大雅 と い う 才人 に よる 中国画題の 自由奔放

な 翻案 と い う性格 が 強 い ｡ 喰え て 言 う な ら､ 森川許六 が 『和訓三 体詩』 (1 71 4 自序) で 漢詩の

絶句を翻案 して 俳文を作 っ て 見 せ た の と同様の 受容法 で
､ 漢詩が ひ らが な 交 じりの 和文 に 変化

した よ う な 和風化が 大雅 に は 指摘 で き る｡

一

方 ､ 竹 田 の 図に は大雅の よう な 中国絵画の 変容 は

なく､ 謹厳 に 中国 の 詩文 と絵画を学ん で
､ 呉派文人画 の 日本分派 と も呼ぶ べ き 正 統的な 文人画

に 到達 した ｡ 大雅や 蕪村 の 世代 に は到達で きな か っ た 中国文化全体 に 対す る 理 解が 化政期の 文

人 に は共通 の 基盤 と して あ り､ そ の 文化的蓄積の 上 に 竹 田 や半江 ら の 本格的文人画が 生ま れ た

の で あ る｡

3 . 池大雅と与謝蕪村 一 自由な表現を求めた 二 つ の個性 一

池大雅 (1 72 3 - 7 6) と与謝蕪村 (17 1 6 - 8 4) は 同時期 に 活躍 した 同年代 の 画人だ が ､
二 人の

間 に は水魚 の 交 わ り とい う よ う な親交さ は な か っ た｡ 大雅 と蕪村 に よ っ て 日 本の 文人画は 大成

さ れ た と さ れ る が
､ 彼 らの 時代 に は化政期の よ う な 二 代三 代 に わ た る交際も 珍 しくな い 親密な

文人墨客 グ ル ー プ は 形成さ れ て お らず ､ 大雅 と蕪村 と い う 別個 の 才能 と努力 に よ っ て 新 し い 絵

画が 創成さ れ た の で あ る ｡

二 人 は違 っ た タ イ プ の 画家で
､ 大雅は神童 と い われ た 早熟 の 天才 だ っ た が､ 蕪村が 画家 と し

て 大成す る の は遅 か っ た｡ ま た 大雅が 比較的裕福 な家庭 で 育 っ た京都人 で
､ 幼い こ ろよ り師 に

つ い て 漢学や 書を学 ん で い る の に 対 し､ 蕪村 は大坂の 田舎育 ち で 生 活環境 は大雅 ほ ど恵ま れ て

い な か っ た た め に ､ 二 人 の 間に は 仲間意識 は なく､ 同時期 に 京都 で 活躍 した に もか か わ らず 疎
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遠 で あ っ た
( 註 6)

｡

文人画の 後継者 に し て 優 れ た論画家で もあ っ た 田能村竹 田 は､ 大雅 と蕪村 を 比較 し
､

大雅 は
け つ

｢ 正｣ ､ 蕪村 は ｢講｣ と評価 し た
(註7)

｡ こ れ は 『論語』 憲間篇 に 基づ い た論 で
､ 中国 の 兵法用語

の 正 と講 を用 い て 二 者 の 違 い を述 べ た とさ れ る｡ 大雅 の 画道 は正 攻法 で 堂 々 と して い る が ､ そ

れ に 対 して 講 (偽 り) と さ れ た蕪村 は､ 奇 ( 機) 変百出 だ と い う｡ 文人画 の 王 道を行き
､ 平淡

天真 な画風 を全 う し た 大雅 と ､ 様々 な画風 に 興味を持 っ て 次 々 と習得 して い っ た 蕪村 と い う 違

い だ ろう か｡

漢籍 の 素養 が あり､ 書 を善く し
､ 文人画 ら しい 温順 な画風 の 絵を描 い た 大雅 は､ 中国の 文人

画 の 精神を素朴に 受け継 ぎ 日本 に 根付かせ た ｡ ま た中国の 文人 が名山を訪 ね る の と 同じ よう に
､

富士 山をは じめ と す る霊山 に 登山す る こ と を好み
､
思想的に も彼は 中国文人の 世界 に 憧れ 続 け

た｡

(1) 蕪村

蕪村 は 絵画 に 対 して 多角的 な ア プ ロ
ー チ を試 み､ 様 々 な画風の 作品を 残 して い る｡ ｢ 野馬図

厨風｣ ( 京都国立 博物館蔵) の よ うな 沈南東風の 硬い 絵 は､ 南宗画 で あ る文人画の 対極 に あ る

北宗画 の 系譜 に 属す る た め本来退 けら れ な けれ ばな らな い が
､ 蕪村 は南北 二 宗論 に は お構 い な

く南蛮画風の 写実的表現 に 興味を示 し積極的に 模倣 した ｡

画家 で あ り俳人だ っ た 蕪村 の 真骨頂は俳画 に 発揮さ れ た ｡ か れ は俳画 を ｢俳語物 の 草画｣ と

呼び
､ 自分 ほ どの 名手 は い な い と弟子 - の 手紙 に 書 い て い る

` 註 8)

｡ 俳 画 と は､
そ の 内容 を 略筆

の 草画 に よ っ て 表現 した 絵 と俳句が
一

体 と な っ た作品で ､ 風流を旨と して 機知 や即興性 に あ ふ

れ た 自由聞達さ が 特長の 絵画 で あ っ て
､ 書画 が

一

体 とな っ て 画面 を構成す る 点は 文人画 に 通 じ

る｡ た だ 往 々 に して 絵 は挿絵 と して 機能す る に 止 まり､ 絵画 の 自立 性 が弱 い 側面が 見受 け られ

る｡ そ の 傾向は
､ 蕪村 の 俳画の 代表作 ｢ 奥の 細道図解風｣ ( 山形美術館蔵､ 重要文化財､ 図 9)

に も 表れ て い る ｡

こ の 扉風絵 の 細字 の 書は 遠目 に は織物 の よ う に も見 え て 画面装飾 の 役目を 果 た し て い る ｡ そ

の 書 は
一

律 で はな く大小 や粗密濃淡の 変化が あ っ て
､

ま る で 印刷物 の 文字 レ イ ア ウ トの よう で

あ る ｡ 文字を読 ま な い で 図形 と して 眺め て い る だ けで も リ ズ ム が 感 じ ら れ､ ｢ 奥 の 細道｣ を書

写 しな が ら芭蕉 と と もに 感激 す る蕪村の 心 の 躍動感 が伝 わ っ て く る｡ 最後の 4 行 と俳句 そ し て

款識が ひ と きわ 大 きく ゆ っ たり と濃墨 に よ っ て 記 さ れ て い る の は､ 大作 を完成 し た作者 の 達成

感 と安堵感の 表れ と見 え る｡ 綿密な計算が あ っ て こ の よ う な画面構成が 生 ま れ た の だ ろ う が
､

作為 と感 じ させ な い と こ ろ が平凡で なく､ 蕪村は稀 な造形感覚 の 持 ち主 と い え る｡ こ の 書 と画

の 関係 に つ い て の 鋭 い 感覚､
す な わ ち文字 ある い は文字 の 群 を モ チ ー

フ と し て 絵画作品の 構成

要素 と して 扱 う能力 は 日本 の 画家で は比類が な い｡ ま た そ の た め に は絵 に 相応 しい 書体 で な け

れ ば な らな い が
､ 蕪村 の 書 は リ ズミ カ ル で 自由聞達な と こ ろが 絵 と性格 を 同 じく して い る｡

｢ 詩書画三 絶｣ と い う言葉が 示す よ う に
､ 古くか ら 中国の 文人 た ち は詩 と書 と画 に 優れ る こ

と､ あ る い は優 れ た 詩書画 が
一

つ の 作品 に 結実す る こ と を理 想 と し て き た
(註 9)

｡ しか し､ 書 を

画 と
一

体の もの と して 積極的 に 絵と結 び つ け るの は意外 に 遅く､ 清時代 は じめ の 道民画家八 大

山人 (1 62 6 - Ⅰ7 0 5) に そ う した 傾向が 現れ ､ 蕪村 と 同時代 の 1 8 世紀後半 に 活躍 し た揚州八 怪

に 至 っ て よ う やく盛 ん に な っ た ｡

例え ば八 大山人 の ｢安晩帖｣ ( 泉屋博古館蔵､ 重要文化財､ 図 10) の 魚図は ､ 魚 と書 と印が
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対角線 上 に 配 さ れ た こ と に よ っ て 緊張感が 生 じ
､ 魚は 題賛 を上 目遣 い に 悦ん で い る

(J 川 '

｡ こ の

書 と画 の 調和 は 完成さ れ て おり､ 中国文人 の 造形感覚の 鋭さ を 証明す る作品 と な っ て い る｡

蕪村 は
､

八 大山人や 揚州八 怪の 書画を知 らず
､ 清代絵画の 動向 と は ば とん ど無関係 に

､ 詩書

画 が 一

体 と な っ た 酒落た 絵画 を生 み 出し た｡ ｢ 蕪村｣ と い う号 は 陶淵明 の ｢帰去来辞｣ に 由来

す る と さ れ る よう に
､ 漢詩 に も通 じて い た蕪村 は

､ 芭蕉 と同 じく漢詩の 格調 を尊 び卑俗 に 流 れ

る こ と を嫌 っ た 俳潜師だ っ た｡ か れ は日本的な美 を文学 と絵の 両面か ら追 い 求 め て 独創的な世

界 を生 み 出す こ と に 成功 し た｡ 中国の 絵画 や文学を学 びな が ら も寄りか か らず
､ 自分 の 感性 に

従 い
､ 書画 の 技量 を 伸ば し た蕪村の 独行 す る強 さ ば特筆す べ き で あ る｡

(2) 大雅

元禄 2 年 (16 8 9) 夏､ 松島に た どり着 い た芭蕉 (1 64 4 - 9 4) は
､

｢ そ もそ も､
こ と ふ り に た

れ ど
､ 松島 は扶桑第

一

の 好風 に し て
､ お よ そ 洞庭 ･ 西湖 を は ぢず ｡ ｣ と そ の 感興を 書 き起 こ し

た｡ 日本独特 の 文学形式 で ある 俳讃を芸術 の 域 に 高め た 芭蕉だ が
､ 感激す る と漢詩文 の 引用 が

増 えて
､ 松島で も杜甫や 蘇東披の 詩句を踏 ま え て 文章を 練 っ た ｡ 江戸 を発 ち 2 月 を要 して

､
よ

う やく陸奥 の 歌枕松島を 目 に した 芭蕉の 心 に 浮か ん だ の は､ 和歌や 日本 の 紀行文 で は なく､ 中

国の 詩人 た ち の 名句で あ っ た｡ ま た 眼前 に 展開す る静か な 海を 賛美す る の に 引き合 い に 出 した

の は､ 諸 に 聞い て 知 っ て は い る が ､ 実際に は見 た こ との な い 中国の 風光明姫 な湖 だ っ た｡ 洞庭

湖 や西湖 の 図は 室町時代 に は措か れ て い た が､ 豊か なイ メ ー ジ を観 る者 に 喚起す る よ う な 優れ

た作品 は あ ま り作 ら れ な か っ た｡ お そ らく芭蕉 の 心 中 に 存在 した 中国景勝地 の イ メ ー ジは , 絵

で は な く漢詩文 に よ る方 が 大 き か っ た で あ ろ う｡ 近世漢文学 は 文人画 よ り も早く ､ 17 世紀 に

は上 方 と江戸 で 盛 ん に な っ て 来て い た
｡

絵画 の 方 は文学 よりも遅 れ て 中国趣味 の 波 が起 き､
18 世紀中葉 の 画家池大雅 は ､ 洞庭湖 が

ま る で 日本 の 歌枕 で あ る か の よ う に ､ 臆 す る と こ ろ なく堂 々 と措 い て 見せ た ｡ ｢ 楼閣山水図解

風｣ ( 東京国立 博物館蔵､ 国宝､ 図1 1) 六 曲
一

双 の う ち の
､ 洞庭湖を 臨む 岳陽楼 を大 きく措 い

た右隻の ｢ 岳陽楼図｣ が そ れ で ある｡ 蒲湘地方 の 風物詩 と され る帆掛 け舟 を浮 か べ た 洞庭湖が

大きく広が り､ 高楼 に は 士 人が 集 い 眺望を楽 し む｡

芭蕉 よ りも 80 年 ほ ど後 に 生ま れ た 大雅も
､

芭蕉 と同 じく中国 に は行 っ た こ と が な い け れ ど

も､ 岳陽楼 の 絵 は見 て い る ｡
こ の 尿風は 当時日本 に あ っ た 明清画冊中の 岳陽楼 と酔翁亭の 2 図

を参考 して い る こ と が知 られ て い て
､ 大雅 は元 に した 絵 よ り も建物 と人物 を大 き く して こ の 愉

快 な廃風絵 を作 っ た ｡ 描 か れ て い る 人も景色 も 中国な の だが ､ 中国に は こ ん な 楽 し げ に 文雅 の

集 い を 描 い た絵 は存在 せ ず
､

こ の 廃風は江戸時代 の 日 本人 の 中国 へ の 憧 れ を絵 に した もの だ｡

日 本人が 理 想化 した 中国の 土 地と 人を
､

日本人 の た め に 措 い た もの で
､ 中国絵画 と はま っ たく

異な っ た 絵画世界 が そ こ に は ある ｡

唐 ･ 開元 4 年 (7 1 6) ､ 岳州刺史 に左遷 さ れ た張説 は つ ね に 才子 と と もに 岳陽楼 に 登楼 し て 請

を賦 し､ 百余篇 の 詩 を楼壁 に 書き 連ね た｡ こ の 故事を踏襲 し て
､ 文人 た ち は競 う よう に 岳陽楼

に 登り､ 洞庭湖を眺め て ､ 詩作 に 耽 っ た｡ な か で も､
｢ 岳陽楼 は天下 の 壮観 に し て

､
孟 ･ 杜 の

二 詩 こ れ を 尽くせ り｣ ( 元時代 の 方回の 語) と絶賛さ れ た 孟 浩然 と杜甫 の 詩 は とり わ け 有名で
､

孟 浩然 の ｢ 洞庭湖を望 み て 張丞相 に 贈 る (別題岳陽楼)｣ 詩 に 詠 まれ る景観は
､ 大雅 の ｢ 岳陽

楼図｣ と彼が 参考 に した 中国の 絵 に 似通 っ て い る｡

長江 に つ なが る洞庭湖 は夏秋の 増水期に 水位 が 10 メ ー

ト ル 余り上 が っ て
､ ｢ 八 百里 の 洞庭｣
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と称 され る 中国第
一

の 巨大 な淡水湖 とな り ､
｢ 波 は掘がす 岳陽城｣ ( 前述 の 詩) と い う よ う に ､

湖水 は波音 を た て て 岳陽楼 に 迫 っ た と い う ｡ 大雅 の 厨風絵 の 季節 は
､ 柳 を は じめ と す る 木 々 が

青 々 と茂 っ て い る こ と か ら夏 か ら秋で
､ う ね る よ う な波 が岳陽楼 め ざ して 風 とと もに 押 し寄せ

て い る｡

幼年 よ り書画 の 才 に よ っ て 頭角 を現 した 大雅は漢籍 に も親 しみ､ 中国の 絵画 と詩文の 世界 に

惹か れ て い っ た｡ 富士 山や立 山に 登 り､ 陸奥の 松島を訪 ね た大雅 は､ で き る こ とな ら 中国に 渡

り名所 旧跡 を巡 り た か っ た に ち が い な い ｡ しか し現実 に は 限ら れ た絵画資料や 文学を元に 夢を

ふ く ら ませ る こ と し か で き な か っ た｡ 大雅は そ の 限界 の 中で ､ 芭蕉 と 同様 に ､ 夢想を純化 して

絵 に 描 き出 し､ 見 た こ と の な い 中国 を理 想化 して い っ た｡

4 . 祇園南海
一

中国文人 へ の憧れ
一

日 本文人画 の 祖 と さ れ るi耽園南海 (16 7 6 - 1 7 5 1) は
､ 詩人 と して 江戸の 武家社会で 頭角を 現

した 知識人 で あ る｡ 徳川紀州藩 に 仕え る 医者の 家に 生 ま れ た南海 は ､ 父 紙園順庵が 江戸語の と

き に生 ま れ
､ 幼少期 も ほ とん ど江戸 で 暮 ら した｡ わず か 14 歳の 若さ で ､ 詩人と して も名の あ っ

た 朱子学老木下順庵 に 入 門を許 され た俊英だ っ た｡ 木下順庵 は幕府儒官を 勤 め
､ 寛容な 学風 に

よ っ て
､ 新井白石 や雨森芳洲 ら の す ぐれ た 弟子を育 て て い る｡ 南海 は 年少な が ら もそ れ らの 傑

物 と対等 に 交 わり､ 学問や詩作 に 励ん だ ｡ 彼の 詩は入門当初 か ら評判を呼 び､ や が て 白石や 芳

洲 と とも に 木門五 先生 に 数 え ら れ る よう に な る｡ 江戸 で の 青年時代は 学問的 に も人間的も互 い

に 尊敬で き る仲間 と と もに 学 び遊ぶ 充実 した 日 々 で あ っ た｡ そ れ は ､ 友人 と共 に 詩や 音楽 に 耽

る 中国文人 に 類似 し た知的生活 だ っ た ｡

しか し､ そ の 生 き る喜 び に 満 ちた､ 人生最良の 時期は 終 わり を 迎え た｡ 南海 20 歳 の 年､ 父

祇園順庵が 病死 し､ 南海 は部屋住み の 気楽な 境遇 か ら
一

家 を背負う 立 場 に 変わ っ た｡ 跡目を 相

続 し､ 儒者 と して 紀州藩 に 仕 え る こ と に な っ た 南海 は､ 江戸 に 別れ を告 げて 和歌山 へ 移 っ た ｡

学者 と して の 才能を認 め ら れ､ 儒官 とな っ た 南海 だ っ た が
､ 和歌山で の 暮 ら し は心 地 よ い もの

で は な か っ た ｡ 父 祖 の 故郷もか れ に と っ て は 馴染み の な い ｢ 客舎｣
( 註 山

に 過 ぎず
､
｢ 遠客｣ ( 同

前) と して 空 しく退屈 な 日 々 を送 る ばか りで あ っ た｡

華 や か な 江戸の 文化 に 浸 っ て い た 南海 に は ､ 地方都市 の 刺激 の な い 生活や 友人 の 不在､
そ し

て 制約 の 多 い 藩儒 と い う公務 は耐え難 い もの だ っ た｡ 赴任 して 4 年後 の 25 歳 の 年､ ｢ 放蕩無頼｣

( 『紙園系譜』) ｢ 不行跡｣ ( 『家譜』) に よ っ て
､ 南海は 知行 二 百石 を 召 し上げら れ ､ 城下か ら

追放 さ れ た ｡ ま た 南海 と 同 じく､ 文人画 の 先導者の
一

人 で あ る柳沢洪園 (1 70 4 - 5 8) も､
2 5

歳 の と き不行跡 を理 由 に 大和郡山薄か ら詰責処分を受 け て い る ｡ 武士 の 世界 で 自由 に 生 き る こ

と は容易で はな か っ た｡

他国 へ 行く こ とも禁 じ ら れ
､ 和歌山の 東方数里 の 長原村 (那賀郡貴志川町) に 諭居を命 じ ら

れ た南海 の 生活 は貧困を窮 め た｡ 村人 に 習字を 教え て 自活 した が
､ 灯明 の 油を買 う こ と も出来

な い た め､ 夜 に で き た詩文 は書 き付 ける こ とが で き ず 暗記 した と い う｡ 彼 の 心 を 苦 しめ た の は

貧 しさ よ りも､ 周囲 と隔絶 さ れ た自分の 存在意義で あ っ た｡ た だ 生 き る だ け の 毎 日 で は学識 や

名声 は何 の 役 に も立 たず
､ 自 らを世の 中か ら棄て ら れ た無用者 と規定 し た｡ そ う した南海 に 残

さ れ た もの は詩の み で ､ 詩作 に よ っ て か れ は破滅か ら救 わ れ た ｡

死 ぬ ま で 続く か と思 われ た 絶望的な 諦居生活 は 1 0 年 で 終 わり､ 赦免 さ れ た 南海 は朝鮮通信
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便 と の 応接 と い う 大任 を 果 た し た｡ そ の 功績 に より知行 は再 び 二 百石 に 戻 り､
こ の の ち 76 歳

で 没す る ま で の 3 0 年間 は平穏無事 な人生 だ っ た が､ 青年時の 江戸 で の 燈 め く よ う な 日 々 が再

び南海 に 訪 れ る こ と は な か っ た｡

南海 は詩 と と もに 書 の 才能に も恵 ま れ､ 当代有数 の 書家 と し て も名 が あ っ た｡ 彼は流行 の 書

風を 追う の で は なく､ 王 義之の 古法 を受 け継 い だ元時代 の 文人､ 趨孟 噸 の 書風 を学 ん だ｡ 若 い

とき か ら書 と と もに 中国の 絵に も関心 を持 ち､ 目に し た作品を熱心 に 記録 した南海 だ が
､ 本格

的 に 絵を描 き始 め る の は遅く晩年期 に 入 っ て か ら で ､ 5 0 歳前後か ら の 作品が 残る ｡

｢ 山水図｣ ( 東京国立 博物館蔵､ 図1 2) は 60 歳 ご ろ の 作 と推測 さ れ ､ 文徴明 らの 明代文人

画の 長条幅 に 倣 っ て
､

上 へ 上 へ と景物を単純 に 積み上 げた構図が
､

い か に も南画 の 草創期 の 作

品ら し い 素朴 さ を示 す｡ 筆 は ゆ っ くり と動き
､

細部 に い た る ま で 入念 に 線 が 引か れ 点が打 た れ

る ｡ 池大雅や 与謝蕪村 ら の 南画隆盛期 の 作 に はな い 静 け さ が こ の 絵 に は満 ち て い る｡ 南海 の 境

遇を掛酌す れ ば
､

こ の 落 ち着 い た雰囲気 は画家の 心 境が 絵 に 映 じ て 生 ま れ た も の と評 す る こ と

もで き
､ 中国の 文人画 が備 え る大人 びた 優雅さ す ら作品 に は漂 う｡

大雅 は 画家 に な る た め に 生 ま れ て き た 天才だ が､ 彼 に 南画 を指導 し た南海 の 本質 は漢学者 で

あ り詩人 だ っ た ｡ 中国の 古典思想 を学 び
､ 書を習得 し

､ 詩 の 世界 に 遊 ん だ の ち に ､ 南海 は絵画

の 道に 入 っ て い っ た ｡ そ の と き絵を措く手引き に した の が ､ 『芥子園画伝』 や 『八 種画譜』 と

い っ た版本だ っ た ｡ それ ら の 明末清初 に 出版さ れ た絵手本 は､ 初学者 に 利用 し易い た め 中国で

も大人気を博 し
､

日 本 に 伝 わ り新 し い 絵画の 波をお こ す 大 き な原動力 と な っ た こ と は よく知 ら

れ て い る｡

南海 の 作画の 範囲 は他 の 日本 の 文人画家と比 べ て も狭く､ 山水 と梅竹蘭菊 と い う 四君子 を 水

墨 で 措く こ と に 満足 して い た｡ か れ に と っ て 絵 を描く こ と ば
､ 詩 を詠 む こ と と 同 じく､ 自己 の

心境 を表現 す る こ と だ っ た｡ そ の 意味 に お い て
､

かれ ほ ど 中国文人画 の 精神を深く学 ん だ文人

画家 は お ら ず
､ 南海の 絵 は彼 の 精神の 反映と い え る｡

5 . 日本の ｢文人画｣
一 中国絵画史の学習者 一

紙園南海 に 始 ま り､ 池大雅や 与謝蕪村を経 て ､ 田能村竹 田や 岡田半江 に 至 る絵画の 系譜 は ､

中国の 景色 や歴史的人物の 逸話を題材と し､ 明清時代の 絵画作品や画論を参照 す る こ と に よ っ

て 成立 し た た め､ 文人画 と呼 ばれ る ｡ しか し
､ 文人画 と は本来､ 中国に お い て 文人 ( 士 大夫)

と い う 社会的地位 の 人 々 が 描 い た絵画を 漠然 と指す 言葉 に 過 ぎず ､ 画派 を 指す概念で は な い ｡

江 戸時代 だ け で な く 日 本 に 中国 と同様の ｢文人｣ が存在 し た こ と ば なく､ 中国 と同 じ意味内容

で ｢文人画｣ と い う語 を 使う こ と はで き な い ｡ よ っ て 本稿 で 論考 の 対象 と して き た 江戸絵画の

一

派を正 しく規定す る に は
､
｢ 日 本文人画｣ あ る い は ｢ 日本 の 文人画｣ と い う よ う に ､ 常 に

｢ 日本 の｣ とい う 修飾語を冠 す る必要が あ る｡ だ が ､ そ の 呼称 は冗 長 で い さ さ か不自然 な の で ､

こ こ で は文人画 の 語を使 っ て 述 べ て き た｡ そ れ故､ 日 本 に 請来 さ れ た南宋院体画 と禅余通釈画

等を指 し て ｢宋元画｣ と言 い 習わ して き た の と 同じ よう に ､ 日本美術史の 用語 と して 意識 し た

上 で ､ ｢ 文人画｣ を使 う の が適当だ ろうと考え る ｡

また ､ 董其昌の 南北 二 宗論 と
一

体と な っ た文人画論が 江戸 の 文人画 に どの よう に 影響を与 え

たか ､ そ し て 江戸 の 文人画家 た ちが そ の 理論を正 確 に 理 解 し て い た か否 か を検証 して も あ まり

稔り の あ る 行為と は 思え な い
｡ なぜ な ら､ 江戸 の 文人画家 は董其昌の 文人画理論 に 感銘を 受 け､
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そ れ を実践 す る た め に絵 を 描い た わ け で は な い ｡ 新 しい 絵画 を 求め て 室町以来再 び中国絵画 に

強 い 関心 が 向き
､

日 本人が 初め て 体系的に 中国絵画史 を学 ん だ結果生 ま れ た の が 日本の 文人画

だ と考 え る｡ そ の テ キ ス ト に な っ た の が明末清初 に 出版 さ れ た 『芥子園画伝』 や 董其昌の 画論

な どの 限られ た 文献 で あ り
､

そ の フ ィ ル タ ー を通 し て 中国絵画の 歴史 と理 論 を修得 して い っ た｡

そ の た め 日本 の 文人画家も南北 二宗論 や文人画論 に言及 し､ あ た か もそ の 論議 が 日本の 文人画

家に と っ て 最重要の 課題で あ っ たか の よ う に み え る の だ が､ 江戸時代絵画 に お け る文人画 の 意

味を考 え る 上 で は重大事で はな い｡ 肝心 な こ と は江戸時代 の 文人画が 他の 画派 と芸術的 に ど う

違 う の か
､

あ る い は室町時代以来の 水墨画を どの よう に超克 した の か と い う 問題 で あ る｡

中国文人 の 条件 と して 挙げられ る特質､
す な わ ち文芸主義､ 多芸性､ 反俗性､ 隠逸性 な ど が

日本 の 江戸期の 文人画家 に も認 めら れ
､ 中国に も売画生 活を した 文人画家 は い る の だ か ら､ 江

戸 の 画家を文人画家 と呼ぶ こ と は問題 が な い と い う 論法 に は賛成 で き な い ｡ 中国と 日本 で は根

本的に 社会構造が 違 っ て お り､ 現象面の 共通性 だ けを捉え て 文人画 あ る い は文人 の 概念 ま で 共

通 さ せ る こ と は早計で あ ろう ｡ 日本美術史 に お い て 文人画の 語を用 い る と き は
､

そ れ が 中国の

文人画 を 指す の か
､

そ れ とも江戸期の 画派 あ る い は芸術思潮 と し て の 文人画 を 指す の か を念頭

に 置い て 語 らな けれ ばな ら な い ｡ 日 中の 文人画 を明確 に 区別す る た め
､ 以前 か ら あ る よ う に 日

本文人画 を ｢南画｣ や ｢ 明清画派｣ と 呼ん で
一

線 を画す の も
-

案 だ が
､ ま た そ れ ぞ れ の 語 に は

微妙 な ニ
ュ ア ン ス の 違 い が あ っ て

､ ま っ たく問題 の な い 最適 な用語 と い う もの は 未だ定 ま っ て

い な い
( 孟 12'

｡

本論 で は､ 江戸期の 文人画家 の 中国文人 に 通 じ る文人的性向を明示 す る た め に 文人画の 語 を

用 い て お り
､ 特 に ｢ 自娯｣ と ｢ 交遊｣ に 注目 して 述 べ て き た｡

｢ 自娯｣ と い う 語の 意味 は
､ 自ら楽 しむ こ と で ｢ 白楽｣ と もい う) ｡ 中国 で は絵画 よ りも先

行 して 音楽､
と くに 琴を文人 が楽 しむ 場合 に 使 わ れ て い る

( i-

-
1 3)

｡ 音楽 は 本来､ そ の 場 に い る 者

す べ て が 耳 に す る もの で あ り
､ 他者 に 聞か せ る た め に 演奏 さ れ る もの で あ る ｡ しか し

､
演奏者

が 自分 の 心 情を 音 に 託 して 自 己表現を 目的と して 自発的 に 弾 い た場合 ､ 弾き 手 に と っ て 聞き手

が存在 す る か 否か ば重要 で な い ｡ 自 らが そ の 昔を聞け ば満足 な の で あ り､ 突き 詰め て い けば 東

晋 の 隠士 陶淵明の 無弦琴 に な る｡ 弦が 無く て 奏す る こ とが で き な い 琴 を 前 に して も心 中 に 音が

響 け ば そ れ で 事 は足り､ 自 ら を楽 しま せ た こ と に な る と淵明は無弦琴 を 携え る こ とで 示 した ｡

こ う した 自娯 は琴だ け で なく､ 中国文人の 芸術 に お け る基本的態度で あ る｡ 優れ た 詩書画が

精神 の 自由 を感 じさ せ る の は､ ｢ 白娯｣ の 語 に 象徴 さ れ る 他者の 目を 気 に し な い 精神 の 自立 性

に あ る｡ そ して そ の 創作意欲 は気心 の 知れ た 友を得 る こ と に よ っ て
一

層高ま り､ 活動 は盛ん に

な っ て 名作を 生み 出す ｡

元時代初 め の 趨孟 噴 (12 5 4 - 1 3 2 2) の ｢ 鵠華秋色図巻｣ ( 台北 ･ 国立 故宮博物院蔵､ 図 13)

は 中国文人画の そ う し た側面 を実証す る 理想的な作品で あ る｡ 趨 孟噸 は書 に お い て は王 義之の

再評価を実践 し､ 画 に お い て は元四 大家そ して 明代文人画 の 隆盛 へ と つ な が る文人画 の 基盤を

築 い た芸術家 で あり､ 南宋 の 宗重出身で あ りな が ら元朝 に 仕 え る 政府高官 で もあ っ た｡ 元貞元

年 (129 5) ､ 久 し ぶ り に 呉興 へ 帰 っ た趨孟 噴 は､ 親友 の 周密の た め に こ の ｢ 鵠華秋色図巻｣ を

描 い た｡ こ の 絵 は周密が ま だ 訪れ た こ とが な い 祖先の 出身地済南 (山東省) の 景色を長さ 1 メ ー

トル 足 らず の 小巻 に 描写 し て い る｡ 箱庭の よう に こ ぢ ん まり と した 景観 の 中心 に は鵠山 と華不

注山の 二 山が 銭座 し､
そ の 間の 雑木林や 畳原 に は 家屋 や舟 ､

そ して 人や 家畜 が細 かく措 き込 ま

れ る｡ 超 孟噸 は前代 の 南宋絵画 を受 け継ぐこ とを 善と せ ず ､ 唐代以前 の 古画 を元 に新 た な絵画
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の 創出を 目指 した ｡ 彼 は写実第
一

の 南宋絵画 か ら遠 ざか ろう と努力 し､ 意図的に 古拙な画 を措

こ う と し た｡ そ の た め
､ ｢ 鵠華秋色図巻｣ は稚拙 な感 じ がす る の で あ っ て ､ 趨孟噸 は 山の 高 さ

や大地 の 広 が り が 措 けな い の で は なく､ わ ざと措 い て い な い の で あ る｡

ま た
､ 黄河下流域の 山東省済南近郊を措 い た絵 で あ る に もか か わ らず

､ 長江下流域を写 す 江

南山水画 に 似て い るの も奇異と い え る｡ 趨孟 頓 は地方官 と して 済南 に 2 年間赴任 して い た た め､

こ の 地 の 景色 に は慣 れ 親 しん で い た ｡ しか し敢 えて
､ 自分が 見て き た済南 の 景観を写実的に 描

かず ､ 江南 に 生 ま れ 育 っ た 周密の 心 中 に あ る故郷 の 景色を想像 して こ の 絵を制作 した と解釈 で

き る｡ 絵 は水墨画と して は彩色が 多用さ れ
､ 鵠華 二 山 は青く塗 られ て い る こ と もあ っ て と り わ

け現実感 に 乏 しい ｡ 水墨技法が 絵画の 主流 と な っ た宋代以後 に お い て は
､ 着色山水画は非現実

的な神仙世界 や物語 の 中の 理 想郷を 措くと き に
､

しば しば 用い られ る よ う に な っ た｡ 現実 に 照

ら し合 わせ て み る と ､ 色の ある 世界 こ そ 眼前 に 広が る 実際の 景色 な の だ が
､ 絵画 の 中で は逆転

し､ 水墨 を基調 と した 山水画が 写実的表現 と し て 定着 して い っ た ｡ 技法面 か ら見 て も
､

こ の 作

品は現実 の 世界 で は な く
､ 非現実の 世界､

こ の 場合は 元朝征服以前 の 過去 の 美 しい 世界を描 い

て い る の で あ る｡ 趨 孟噸 は周密と い う友 の た め に こ の 絵を 措い た が
､ 画中の 景観 は 周密 の 心 中

の 景 で あ る と 同時に 趨 孟噸自身が 思い 描く理 想郷で もあ り
､

二 人 は こ の 絵 に よ っ て そ の 世界 を

共有 し て い る｡

知識や 関心 を共 に す る 文雅の 友と語 ら っ て 詩書画に 遊ぶ こ とが 中国文人 に と っ て の 最大 の 喜

び で あ っ た｡ そ の 交友 の 中で 生ま れ た芸術 の
一 つ が 文人画で あ り､

そ の
一

典型 と して ｢ 鵠華秋

色図巻｣ を位置 づ け る こ と が で き る｡ 江戸 の 文人画家た ちは こ の 作品 を見 る こ と は なく､
ま た

一

級の 中国文人画 を 目に す る 機会は な か っ た｡ ただ ､ 中国の 文人画の あ り方 や 文人 た ちに 対す

る知識 は増大 し
､ 絵画 に 対す る 見方や 自分 た ちの 生き 方は 大き な 影響 を受 け た｡ 江戸の 文人画

の 最大の 功績 は､ 絵画 を 芸術と認識 し
､ 自由 な精神の 所産と 考え る よ う に な っ て い っ た 点 に あ

る と い え る｡ 江戸時代 の 文人画家の 出自は様 々 で ある が
､ 商人 ･ 町人 ･ 武士 と い う 身分を 越え

て 共有す る 中国起源 の 儒教 と 漢文学と い う教養 を媒介と して
､ 等 しく交 わ る こ とが で き た｡ そ

の 交遊か ら自発的 に 生 ま れ て き た 自娯 の 絵画が 江戸時代の 文人画 で
､

こ こ に 至 っ て よう や く日

本人は 中国絵画 の 本質を理解 し始 め た と い え よ う｡

註

1 星野鈴 ｢ 大坂 の 南画家 岡田半 江｣ 国華 10 4 8 号 ､
1 9 8 2 年 参照

｡

2 田能 村竹田 『山 中人鏡舌』｡

3 題賛の う ち ｢ 嚢 陽米夫子天下 山水/ 師 試筆岩垂轡 千金難/ 易之｣ ま で が 元 の 董其 呂作 品に 措か れ

て い た 文字｡ 続 け て ､ ｢ 戯学童 宗伯 (董其 呂) 暁誘/ 起鶴図 亦録其題/ 請 (以下 略) ｣ と記す｡

4 ｢亦 復 - 楽帖｣ 頼山陽 の 第 2 践｡

5 ｢亦 復 - 楽帖｣ 竹 田践文 中の 語
｡

6 蕪村 と大雅 の 合作 と して ｢ 十便十宜 帖｣ ( 川端康成記念館蔵､ 国宝) が知 られ る が
､

こ の 画 帖は 好事

家が十 便 と十宜 の そ れ ぞ れ を ､
二 人 に別 々 に依頼 して 描か せ た もの で

､ 蕪 村 と大雅が
一 堂に 会 して 仲良

く腕 を競 っ て 合作 し た の で は な い
｡

7 田 能村竹 田 『山中人鏡舌』 に ｢ 大雅 は正 に して
､ 講 な らず

｡ 春星 ( 蕪村) は諸 に して
､

正 な らず
｡ ｣

(原文 は漢文) とあ る
｡

8 安 永 5 年 ( 17 7 6) 8 月 1 1 日付 け 高井凡 董宛て の 書簡に
､

｢ は い か い 物之草画､ 凡 海 内に 並 ぶ者 覚無之
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候｡ ｣ とあ る ｡

9 藤田 伸也 ｢ 南宋院体画 の 詩書画 一三 絶の 視点か ら- ｣ 人文論叢第 2 5 号､
2 0 03 年 参照｡

せ

10 八 大山人の 題賛 は､ ｢ 左右此何水､ 名之臼 曲阿､ 更求淵注処､ 料 得晩霞多｡ 八 大 山人画 井題｣ で
､

『世
せ つ し ん こ

説新語』 に 載 る謝 万の ｢ 曲阿｣ の 故事を 踏ま え て い る ｡
こ の 絵 の テ ー

マ は賛 に 善 か れ て お り ､
そ れ を 魚

は 視線 で 示 して い る
｡

1 1 七言律詩 ｢ 詠懐七 旨そ の 六｣ 中の 語｡

1 2 河野元 昭 ｢ 日 本文人画試論｣ 国華 1 2 0 7 号 ､
1 9 9 6 年 参照｡ ま た 日本 の 文人画 を 中国絵画 と 比較し な

が ら総合 的 に 考察 した 早期 の 文献 と して
､ 米沢 嘉 圃 ･ 吉沢忠 『日 本の 美術 2 3 文人 画』 平凡社､

1 9 6 6

年 が 挙 げ られ る
｡

1 3 例え ば
､ 『荘子』 譲主 に ｢ 鼓 琴足以自娯｣ の 語が あ る

｡
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図1 岡田 米山人

｢ 松齢鶴算図｣

個人 蔵

囲3 岡田 米山人

｢送竹 田翁詩画図｣

個人蔵

園 4 岡田半 江

｢ 春蚕起鶴図｣

遠山記念美術館蔵

園 2 岡田半江 ｢ 四 君子国禎｣
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I

: J -

個人 蔵
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図 6 田 熊村竹田

｢帯引rl 舟遊園｣

個人 蔵

図 7 田 能村竹田

｢ 亦復
一

業帖 水天 空潤図｣

草葉美術館蔵



藤 田伸 也 E) 本文人両 私 見 一中国 絵画 史理 解の た め に

園 8 池大雅 ｢ 東山清音帖 洞庭秋月園｣ 個人蔵

園 10 八 大LLl 人

｢ 安晩帖 魚園｣

泉屋 博吉舘哉

園 9 与謝蕪村

｢奥 の 細道図扉風｣ (部分)

山形美術館蔵
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人文論叢 ( 二 重大学) 第2 ヰ号 2 0 0 7

園1 1 池大雅 ｢楼閣山水国男風 岳陽楼図｣ 東京国立博物館義

鳳 13 地孟 煩 ｢ 鶴季秋色図巷｣ 台北 ･

国立故宮博物院蔵

園 1 2 示氏圏南i毎

｢ 山水園｣

東京国立博物館蔵

- 12 6 -




