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マ

ン

ガ

以
前
の

日

本
絵
画
の

時
間
と
空

間
表
現

ー
マ

ン

ガ

の

コ

マ

と

の

対
比
に

お

い

て

ー

　

そ

こ

で

本
論
で

は

美
術
史
の

立

場
か

ら、

マ

ン

ガ

の

特
質
の
一

つ

と

さ

れ

る

コ

マ

の

前

史
を

取
り

上

げ、

近
代
マ

ン

ガ

以

前
の

日

本

美

術
に

お

け
る

時
空
問
の

表
現

と

「

コ

マ

」

と

の

関

係
を

見、

江
戸

時
代
の

浮
世

絵
や

版
本
に

お

い

て
コ

マ

が

使
わ

れ

な

か

っ

た

理

由

を

考
察
し

て

見

た

い
。
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陽

子

　
　
　
　

　
　
　
　
　

　
　
　
　
　

　
　
　
　
　

　〔
1）

　
二

卜
世
紀
後
半
の

爆
発
的
な

発
展
に

よ
っ

て、

マ

ン

ガ

は

日

本
文
化
史
の

上

に

も

確
固
た

る

地

位
を

占
め、

美
術
の

教
科
書
に

も

取
り

上

げ

ら

れ

る

よ

う
に

な
っ

た
。

そ
こ

で

し

ば

し

ば

問
題
と

な

る

の

が
、

日

本
に

お

け

る

マ

ン

ガ

の

始
点
を

い

つ

と

見

　
　
　
（
2）

る

か

で

あ

る
。

　
口

本
の

戯
画
1
鳥
獣
戯
画
の

よ

う

な

絵
巻
物
か

ら

黄

表
紙
や

浮
世
絵
の

戯
画

の

延

　
　
　
　

　
　
　
〔
3）

長
線
上

に

置
く

考
え

方
に

対
し

て、

明

治

期
に

輸
入

さ

れ

た

外
国
の

マ

ン

ガ

に

よ

っ

　
　
　
　

　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
（
4〕

て

触
発

さ

れ

た

新
た

な

も

の

と

す

る

見
方

が

提
示

さ

れ

て、

マ

ン

ガ

研
究
家
の

問
で

も

説
は

分

か

れ

て

い

る
。

　
け

れ

ど

も

そ

こ

に、

マ

ン

ガ

研
究
家
以

外
の

視

点
が

投
入

さ

れ

る

こ

と

は

少
な
い
。

現
在、

マ

ン

ガ

が

日

本
文

化
史
の

上

で

も

無
視
で

き

な
い

ほ

ど

の

巨
大

な

存
在
と

な

っ

て

い

る

以

土

は
、

絵
画

史
や

明
治
美
術
史、

東
西
文
化
史
の

側
か

ら

も、

そ

れ

ま

で

の

文

化
と

の

関
連

性
の

有
無、

西
洋
文
化
の

影

響
の

大

き

さ

な

ど

を

含
め

て
、

あ

ら

た

め

て

論
ず
る

こ

と

が

必

要
で

は

な
い

だ

ろ

う

か
。

　
マ

ン

ガ

を

特
徴
づ

け

る

要
素
が

コ

マ

で

あ

る
。

夏

目

房
之

介
は、

コ

マ

を

「

ペ

ー

ジ

に

展

開
す

る

マ

ン

ガ

の

時
間
と

空

間
を

表
現

す

る

根
底
の

形
式
」

と

定
義
し、

　
　

　

　
　
　
　

　

　
　
　
　

　

　
　
　
　

　

　
　
　
　

　

　
　
（
5）

「

物
語
マ

ン

ガ

は
コ

マ

割
り
さ

れ

て

は

じ

め

て

マ

ン

ガ

に

な

る
。

」

と
い

う。

さ

ら

に

夏
目

は
マ

ン

ガ

作
者
の

立

場
か

ら

も、

最
初
の

メ

モ

段
階
で

は

ヒ

ン

ト

と

な

る

言
葉

や

イ

メ

ー

ジ

の

羅
列
で

あ
っ

た

も

の

が
、

コ

マ

が

51
え

ら

れ

る

こ

と

に

よ

っ

て

「

ア

イ

デ

ア

や

イ

メ

ー

ジ

は

時
間
・

空

間
的

な

輪
郭
を

得
て、

途
端
に

マ

ン

ガ

ら

し

く

見

え

て

く

る
」

と

裏
付
け、
「．
描
く

も

の

の

実
感
と

し
て

も、

表
現
の

段

階
と

し

て

も、

コ

マ

に

よ
っ

て

マ

ン

ガ

と

い

う

表
現
が

は

じ

め

て

成
り

立

つ
」

と

す

る
。

　
そ

こ

で

夏
目

は、

日

本
に

お

け

る

マ

ン

ガ

の

始
点
を

「

日

本

に

マ

ン

ガ

の

コ

マ

と

い

う

も

の

が

入
っ

て

く

る
」

明
治

時
代
に

置
く

。

「

新
聞
の

一
コ

マ

漫
画

や、

欧
米

人
の

つ

く
っ

た

マ

ン

ガ

雑
誌
の

数
コ

マ

物
と

い

う

形
で

入
っ

て
」 、
「

さ

ら

に

連
続
コ

マ

物
は

大

雑
把
に

は

大

正、

昭

和
に

や

は

り

欧
米
マ

ン

ガ

の

模
倣
の

よ

う
な

形

で

定

　
　

　

　
　
　
　

　

　
　
　
　

　

　
（
6）

着
し

て

い

っ

た
」

と

考
え

る

ゆ

え

で

あ

る
。

　
欧

米
で
ゴ

マ

マ

ン

ガ

が

創
作
さ

れ

た

の

は

十
九

世
紀
前
半、

ス

イ

ス

人

の

ロ

ド

ル

　
　

　

　
　
　
　

　（
7
×
8〕

フ

・

ト

プ

フ

ァ

ー

と

さ

れ

る

く

図

版
lV
。

「

新
し

い

表
現

方
法

を

開
拓
し

て

い

る
」

こ

と

を

意
識
し

た

（

註
8
参
照
）

ト

プ

フ

ァ

ー

は、
　一

九
三

七

年、
「

（

文
と

絵
と

の
）

全

体
が
一

緒
に

な
っ

て
一

種
の

小

説
を、

目

に

直
接
語
り

か

け

る

こ

と

に

よ
っ

て
、

物
語
に

よ

ら

ず

絵
画

表
現
に

よ
っ

て

説
明
さ

れ

る

書
物
を

構

成
す

る
」

も

の

で

マ

ン

ガ

以
前
の

日

本

絵
画

の

時

間
と

空

間
表
現

山
本

陽
子

＊

　一
般

教
育
　
助
教
授
　
美
学
美
術
史
（
円

本
・
東
洋
）
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明
星

大
学
研
究
紀
要

【

區

本
文

化

学
部
・
言
語
文
化
学
科
】

第
」

1

二

弓

　
二

〇

〇

四

年

114

驫慶
盤曙鍛拶器羅貯驚 霧鼕露懇瓢

　　　 1　ロ ドル フ ・トプ ワ ァ
ー「ジ ャ ボ氏」

よ
っ

て

「

イ
ス

ト

ワ

ー

ル

・

ア

ン

　
　
　
　
（
8）

と

名
付
け

ら

た
。

あ

る

と

告
知
（

註
7
参
照
）

す
る
。

こ

の

よ

う

に

連
続
し

た

場
面

を

表
す

絵
の

各
コ

マ

を

横
並

べ

し

て

物
語
に

仕
立

て

た

書
物
は、

彼
自
身
に

・
エ

ス

タ

ン

プ

〔

複
数
の

版
画
に

よ

る

物
語
）

L

　
　
　
　

　

　
　
　
　

　

　
　
　
　

　

　
　
　
　

　

　
　
　
　

　

　
　
　
　
うロ

　
そ

の

コ

マ

マ

ン

ガ

が

日

本
で

描
か

れ

る

の

は
、

約
半
世

紀
後
に

な

る
。

清
水

勲
は

「

コ

マ

漫
画
・

ス

ト

ー

リ

ー

漫
画

の

歴
史
」

に

お

い

て

「

日

本
人

で

近
代
漫
画

と

し

て

の

コ

マ

漫
画

を

最
初
に

描
い

た
」

の

が

本

多
錦
吉
郎
で

あ

る

と

推
測

す
ゐ
。

『

団
々

珍
聞
』

を

創
刊
し

た

野
村
文
雄
は

幕
末
に

イ

ギ

リ

ス

に

脱
走
し、

現
地
で

イ

ギ

リ

ス

ジ

ャ

ー

ナ

リ

ズ

ム

に

関
心

を

示
し、

漫
画
資
料
な

ど

も

持

ち
帰
り、
「

そ

の

時・

ヨ

占
ッ

パ

の

二
漫
画
も

目

に

し

て

い

た

で

あ

ろ

う。
」

と

い

い
、

そ

の

野

村
が

「

明
治
十
年、
「

団
々

珍
聞
」

を

創
刊
す
る

に

あ

た

り、

そ

れ

ら

の

資
料
を

同

県
人
の

洋
画
家
本
多
に

見
せ

漫
画
の

執
筆
を

依
頼
し

た
L

こ

と

が

始
ま
り

と

な

る
。

そ

の

本
多
に

よ

っ

て

明
治
十

四

年、

団
々

社
の

『

驥
尾

団
子
』

に

掲
載
さ

れ

た

「

藪

を
つ

つ

い

て

大
蛇
を

出
せ

し

図
」

〈

図

版

2
＞

は、
「

一

応
コ

マ

漫
画
の

ス

タ

イ

ル

を

形
成
し

て

い

る

お

そ

ら

く

口

本
で

最
初
の

漫
画
L

と

考
え

ら

れ

て

い

る
。

ニ

　
マ

ン

ガ

以

前
の

コ

マ

の

未
発
達
に

つ

い

て

　
夏
目

は

「

コ

マ

が

い

く
つ

か

並

ん

で

事
柄
の

推
移
を

語

る

形

式

が

輸
入

さ

れ

て、

は

じ

め
て

連

続
コ

マ

・

マ

ン

ガ

と
い

う

存
在
を

日

本

人

は

知
っ

た
」

の

で
、

「

そ

れ

以

前
は

近
代
マ

ン

ガ

の

コ

マ

と

い

う

形
式
は

日

本
に

存
在
し

な

か

っ

た
」

と

す
る

（

註
4
参
照
） 。

そ

の

上

で
、

同

じ

く

絵
と

文

字
を

交
互

に

読
み

な

が

ら

話

の

時
間
を

た

ど

っ

て

ゆ

く

絵
巻

物
と

比

較
し、

絵
巻
物
の

展
開
が

巻
物
を

繰
り

広
げ

る

と

い

う

手
の

動
作
と

速
度
に

左
右

さ

れ

る

こ

と

を

挙
げ、

そ
こ

に

時
間
分
節
の

機
能
が

な

い

か、

或
い

は

曖
昧
で

あ

る

こ

と

を

指
摘
す
る
。

　
一

方
コ

マ

に

よ

っ

て

「

長
い

話
を

語
る

と

い

う、

絵
巻
物
と

同
じ

機
能
を

も

っ

た
」

マ

ン

ガ

は、

絵
物
語
の

文
章
中
の

時
間
的
要
素
を

1
例
え

ば

「

走
る
」

と
い

う

言
葉
を

動
線
に

置

き

換
え

る

よ

う
に

−
絵
に

よ
っ

て

表
現
す

る

よ

う

に

な

っ

た

と

考

え

る
。

や

が

て

説
明
の

文
章
が

消
え、
「

こ

の

と

き

コ

マ

の

中
の

絵
は、

文
章
か

ら

受
け

継
い

だ

時
間
を
、

セ

リ

フ
、

ナ

レ

ー

シ

ョ

ン

を

は

じ

め、

音
喩、

形

喩
な

ど

さ

ま

ざ

ま

な

マ

ン

ガ

的
要
素
に

転
化
し

お

わ
っ

た
」

と

考
え

る
。

そ

の

上

で

夏
目

は、

目

本
の

絵
巻

物
や

黄
表
紙
な

ど
の

伝
統
か

ら、

そ

の

ま

ま

何
の

断
絶
も

な

く

明

治
〜
昭

和

期
の

マ

ン

ガ

が

語
ら

れ

る

こ

と

が

多
い

が
、

表
現

論

と

し

て

み

れ

ば

奇
妙
な

話
で

あ

る
。

連

続
コ

マ

・
マ

ン

ガ

と

絵
巻
物
や

黄
表
紙
物
の

表
現
形
式

の

違
い

は、

無
視
で

き

る

ほ

ど

小
さ

い

も
の

で

は

な

い

か

ら

だ
。

む
し

ろ

日

本

の

伝
統
的
な

表
現

は

明

治
期
に
一

度
断

絶
し、

欧
米
近
代
マ

ン

ガ

と
い

う
異
質

N 工工
一Eleotronio 　Library 　
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な

表
現

と

衝
突
し

て

吸

収
さ

れ

た

と

考
え

た

方
が

わ

か

り

や

す
い

気
が

す

る
。

や

が

て

欧

米
新
聞
マ

ン

ガ

な

ど

の

連
続
す
る
コ

マ

（

い

い

か

え

れ

ば

時
間
の

継

起
単
位
ご

と
の

分
節
機
能
）

と
い

う
モ

ダ

ン

な

形
式

が

輸
人

さ

れ

る

に

至
っ

て、

そ

の

中
に

絵
巻
物
的
な

伝
統
が

ま
ワ

た

く

違
う
形
で

蘇
生

し

た

の

か

も

し

れ

な

い
。

と
、

「

絵
巻
物
や

黄
表

紙
な

ど

の

伝
統
」

と、

近
代
マ

ン

ガ

と
の

問
に

断
絶
を

見

る
。

　
た

し

か

に

夏
目
の

い

う、

コ

マ

の

受
容
に

よ

っ

て

説
明
的
文
章
が

さ

ま

ざ

ま

の

マ

ン

ガ

的
要
素
に

転
化
す

る

過

程
は

納
得
で

き

る
。

け
れ

ど

も

私
が

不

思

議
に

思

う
の

は、

こ

れ

ら

の

マ

ン

ガ

的

な

要
素
が、

絵
巻
物
の

発
達
の

過
程
で

も
、

一

旦

は

ほ

と

ん

ど

出
揃

っ

て

い

る

こ

と

で

あ

る
。

夏
目

も

紹
介
す

る

よ

う

に

『

石

山

寺
縁
起
絵

巻
』

の

男

が

振
り

回

す

槍
に

見
ら

れ

る

よ

う

な

動
線、
『

鳥
獣
戯
画
』

の

猿
僧
正

の

　
　

　

　
　
　
　
（
10）
　
　
　
　

　
　
　
　
　

　
　
　
　
　

　
　
　
　
　

　
　
　
　
　

　
　
　
　
　

　
　（
11）

口

か

ら

出
る

「

声
の

線
」

、

ナ

レ

ー

シ

ョ

ン

と

し

て

の

絵
に

書
き

込

ま

れ

た

画
中

詞

や

セ

リ

フ

と

し

て

の

画
中
詞、

果

て

は

『

福
富
草
紙
』

の

よ

う

に

解
説
が

な

く

全
巻

が

各
登
場
人

物
の

セ

リ

フ

の

み

に

よ
っ

て

進
行
す

る

絵
巻
物
な

ど、

コ

マ

が

な

い

こ

と

を

除
け

ば、

そ
の

表
現

は

ほ

と

ん

ど

マ

ン

ガ

に

近
い
。

　
絵
巻
物
は
こ

こ

ま

で

マ

ン

ガ

に

近
づ

き

な

が

ら、

な

ぜ

マ

ン

ガ

へ

と

展
開
し

な
か

っ

た

の

だ

ろ

う
か

。

例
え

ば

『

伴
大
納＝．
目

絵
詞
』

は
、

画

面

を
コ

マ

に

切

り

取
っ

て

　
　

　

　
　
　
　

　

　
　
　
　

　

　
　
　
　

　

　
　
　
　

　
（
12）

並
べ

る

こ

と

に

よ
っ

て、

劇
画
と

し

て

成
立

し

得
る

ほ

ど

で

あ

る

〈

図

版
3

＞

。

マ

ン

ガ

以

前
の

目

本
美
術
は、

他
の

さ

ま

ざ

ま

な

要
素
を

案
出
し

な

が

ら、

な

ぜ

コ

マ

と
い

う

技
法
だ

け

を

発
明
す
る

こ

と
が

な

か

っ

た

の

か。

　
夏
目

は

日

本
の

絵
巻
物
や

黄
表
紙
の

言
葉
と

絵、

時
間
の

分

割
が
、

マ

ン

ガ

よ

り

も

は

る

か

に

曖
昧
な
こ

と

を

指
摘
し

て

い

た

（

註
4
参
照
）

。

そ

の

要
因
を、

現
在

の

日

本
の

少
女
マ

ン

ガ

の

コ

マ

構
成
が
、

特
記
さ

れ

る

ほ

ど

に

複
雑
で

重
層
的
で

あ

る

こ

と

も

含
め

て、

漢
字
に

音
と

訓
を

持
つ

日

本
語

の

「
音
と

絵
の

交
差

す
る

性
格、

マ
ン

ガ

以亠
刷
の

目

本
絵
両
の

時
間
と

空
間
表
現

山

本
陽

子

時
間
と

空
間
を

す

ぐ

に

交
換
で

き

る

性
格
一

に

よ

っ

て

解
釈
を

試
み

る
。

前
者
に

お

い

て

は

コ

マ

の

獲
得

に

不

利
と

見

ら

れ

た
こ

の

性
格
は、

後
者
で

は
コ

マ

を

白
在
に

扱
う
た

め

に

有
利
に

働
い

た

と

い

う
こ

と

に

な
る

。

し
か

し

絵
巻
物
の

時
間

表
現
に

は、

動
線
や、

多
重

露
出
の

よ

う

な

「

異

時
同

図
法
」

な

ど
、

コ

マ

以

外
で

は
一

絵

巻
の

時
間
表
現
の

可

能
性
の

す
べ

て

を

出

し

尽
く

し

た
」

ほ

ど

多
様
な

手
段
が

用
い

ら

れ

（

後
出
註
15
参
照
）

、

決
し

て

曖
昧
と

片
付
け

ら

れ

る

も
の

で

も

な

い
。

　
夏
目

は

ま

た

コ

マ

の

効
果
と

し

て、

石

ノ

森
章
太

郎
の

マ

ン

ガ

に

見

る

よ

う

な

大

小
の

コ

マ

の

配
置

に

よ

る

読
者
の

心

理

を

誘
導
す
る

効
果
く

図

版

4V

（

註
5
参
照）

　
　
　

　
　
　
　
　

　
　
　
　
　

　
　
　
　
　

　
　
　
　
　

　
　
　
　
　

　
（
13）

や
、

手
塚
治
虫
の

よ

う

に

コ

マ

の

問
の

「

問
白
」

を

遊
び

な

ど

の

効
果
に

使
う

例

〈

図

版
5
＞ 、

最
近
の

少
女
マ

ン

ガ

の

よ

う
に

コ

マ

を

複
雑
に

重

層
的
に

用
い

て

登
場

　
　
　

　
　
　
　
　

　
　
（
14）

人
物
の

心

理

描
写

に

用
い

る

例
A

図

版

6
＞

な

ど

を

挙

げ
て

い

た
。

こ

の

よ

う
な

日

本
に

お

け

る

コ

マ

に

よ

る

表
現

方
法
は
、

そ
の

源
流
と

さ

れ

る

欧

米
の

マ

ン

ガ

に

比

べ

て

も

は

る

か

に

豊
か

で

巧
み

で

あ

り、

目

本
の

マ

ン

ガ

の

特
色

の
一

つ

と

な

る

も

の

で

あ

ろ

う
。

　一

旦

獲
得
し

た

後
は、

こ

れ

ほ

ど

自
在
に

コ

マ

を

使
い

こ

な

す
こ

と

の

で

き

る

日

本
人

が、

欧

米
の

マ

ン

ガ

に

出
会
う
ま

で

は、

な

ぜ

コ

マ

と

い

う
表
現

に

到
達
す

る

こ

と

が

な

か
っ

た
の

だ

ろ

う
か

。

三

　
絵
巻
に

お
け

る

時
間
と

空
間
の

表
現

　
マ

ン

ガ

も

含
め

て、

絵
に

よ

っ

て

物
語
を

説
く

説
話
画
で

は、

絵
の

中
に

物
語
に

し

た

が

っ

て

進
行
す

る

時
間
と、

場
所
が

変
わ

る

場
合

は

移
動
す

る

空

間

と

を

描
き

込

ま
な

け

れ

ば

な

ら

な
い

。

夏
目
が

マ

ン

ガ

と

の

比
較
に

お
い

て

取

り

上

げ

た

絵
巻

物
は、

横
長
の

料
紙
に

詞
と

絵
が

交
互

に

描
か

れ
、

絵
巻
物
を

繰
り

広
げ

る

事
に

よ

っ

て

物
語

の

時
間
が

進

む、

と

い

う

方
式
の

も

の

で

あ
っ

た
。

た

だ

し

絵
巻
物
に

限

っ

て

も、
『

信
貴
山

縁
起
絵
巻
」

の

よ

う
に

詞
と

絵
が

交
互

で

は

な

く
、

時
に

は

数115
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、ガ　．

黙 畷 靄
tt，…

『  ご ：
t

／
・、∴ 1；∴ 1

囁
∵ ・：

こ
∵∵ ；

；
、：
；・惑 ご

ミ

3　劇画と して再構成された r伴大納言絵詞』（註 12参照）
コ マ で 遊ぶ例 （手塚治虫 『冒険狂時代」）5

誓
　
　

嚢汁

龝
●

　

　

　

糞
き、
二

　

　

　

　
算

 

｝
灑

確

馨
4　効果 的 に コ マ を使 う例 （石 ノ 森章太郎 『ボ ンボ ン 亅）

少女 マ ン ガの 重層的な コ マ の 例

（太刀 掛秀子 『雨の 降 る 日 はそばに いて』）

6

メ

ー

ト

ル

に

及

ぶ
一

続
き

の

画

面

に

複

数
の

場
面

が

描
か

れ

る

連
続
式

絵
巻
の

場
合、

詞
書
以

外
に

も

時
間
や

場
所
の

転
換
の

た

め

の

様
々

な
工

夫
が

試
み

ら

れ

て

い

た
。

　
若

杉
準
治
は

『

信
貴
山
縁
起
絵
巻
』

を

例
に

と

　
　

　

　

　

　
　

　
　

　
　

　

　

　

（
15）

っ

て、

以

F
の

よ

う

な

技
法
を

指
摘
す
る

。

人
物

が

移
動
す
る

場
合
は

背
景
の

変
化
で

時
間

の

推
移

を

表
し

た

り、

マ

ン

ガ

の

コ

マ

の

ご

と

く

「

部
屋

を

区
切

る
」

〈

図

版
7

＞

、

写

真
の

多
重
露
出
の

よ

う
に、

一

つ

の

背
景
に

同
じ

人

物
を

幾
度
も

描
い

て

時
間
の

経
過、

物
語
の

展

開
を

示

す

「

異
時
同

図
」

〈

図

版
8

＞

。

こ

の

他

に

も

『

伴
大

納
言

絵

詞
』

の

画

面

の

奥
に

向

か
っ

て

走

る

人
々

を

繰
り

返

し

描
く

こ

と

に

よ

ρ

て

自
ら

も

走
っ

て

い

る

か

の

よ

う

な

時
間

経
過
を

感
じ
さ

せ

る

も

の
、

『

絵

因
果
経
』

の

よ

う

に

樹
木
や

山
塊
を

配
し

て

区

切

る

原
始
的
な

も
の

く

図

版
9V
、

『

粉
河

寺
縁
起
』

の

よ

う

に

同

じ

背
景
の

画

面

を

繰
り

返

し

登
場
さ

せ

て

時

間
経
過

を

表
す
も

の
、

区

切

り
の

手

段
と

し

て

霞
を

使
う
も
の

な

ど

が

挙
げ

ら

れ

て

い

る
。

　

特
に

霞
は、

異
な

る

時
間
や

空
間
を

接
続
し

た

り、

区
切

っ

た

り

す
る

た

め
の

機
能
に

特
化
し

て、

室

内
の

場
面
に

お

い

て

す
ら

描
か

れ

る

と

い

う
点

で
、

マ

ン

ガ

の

コ

マ

と
コ

マ

を

区

切

る

「

問
白
」

に

近

く

な
っ

て

い

る
。

若

杉
は

『

信
貴
山

縁
起
絵

N 工工
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7 『信貴 LL縁起絵巻 』「部屋 で 区切 る」9　『絵 因果経』「樹木や山塊 で 区切

8　『信貴 山縁 起絵 巻 』 厂異 時同 図 」10　『真如堂縁起』「霞 で区 切 る」

マ

ン

ガ

以

前
の

日

本
絵
画
の

時
間

と

空

間
表
現

山

本
陽
子

巻
』

で

場

面

転
換
の

途
中、

霞
の

前
に

歩
き

続
け
る

尼

公
の

み

を

描
く

表
現
に、

舞

台
幕
間

に

幕
の

前
で

次
の

場
面
へ

の

つ

な

ぎ
の

演
技
を

す

る

効
果

を

見

る
。

ま

た

近

　
　

　
　

　

　

（
16）

藤
真
子

が

指
摘
す
る

『

真
如
堂

縁
起
』

の
一

場
面
〈

図
版
10
＞

の

よ

う
に
、

離
れ

た

時
空
間
の

出
来
事
を

霞
に

よ

る

狭
い

間
隔
で

次
々

と

提
示

す

る

表
現

も

コ

マ

へ

の

接

近

を

思

わ

せ

る
。

時
代
が

「

る

と

と

も

に

霞
の

使
い

方
は

形
式
的
に

な

り、
「

特
に

目

的

が

感
じ

ら

れ

ず
」

に

画

面

の

上

下

に

描
か

れ

さ

え

す

る

（

註
15
参
照
）

。

し

か

し

絵
巻

に

と

っ

て

は

堕

落
と

い

う
べ

き

形
式

化
さ

れ

た

霞
は、

マ

ン

ガ

か

ら

見
れ

ば

コ

マ

が

発
生

す
る

寸

前
の

段
階
で

も

あ
っ

た
。

　
や

が

て

絵
巻

物
の
一

部
は、

よ

り

多
く
の

民

衆
の

前
で

の

絵
解
き

の

た

め
に
、

掛

幅
形

式
の

祖
師
絵
伝
や

寺
社

縁
起
絵
な

ど
の

大

画

面

説

話
画
く

図
版
HV

へ

と

発

展

す

る
。

そ

れ

ら

は

横
長
画

面

の

絵
巻
を

掛
軸
の

幅
で

切
っ

て

上

か

ら

段
々

に

張
り

付

け

た

よ

う

な

形
式

で、
（

向
か
っ

て
）

左
側
へ

、

下
の

段
へ

、
（
向
か

っ

て
）

左

側
へ

、

下

の

段
へ

と

稲
妻
状
に

物
語
が

進

行
す

る
。

一

つ

の

画

面
に

横
に

数
場

面、

そ

れ

が

縦
に

幾
段
か

重
な
っ

た、

こ

の

形

状
の

時

間
の

流
れ

は
マ

ン

ガ

の

コ

マ

割
り

と

ほ

と

ん

ど

等
し

い
。

こ

こ

で

各
場
面
を

区

切

る

も

の

が

霞
で

あ

る。
「

画
面
を

直
線
的
に

区
切

る

こ

と

の

で

き

る

霞
は

（

中
略
）

縦
に

重

な
っ

た

異
空
間
を

隔
て

る

手
法
と

し

て

は

有
効
で

多
く
の

作
品

に

用

い

ら

れ
」

（

証
15
参
照
）

る

こ

と

に

な

る
。

各
場
面

の

上

ド

左

右

を

機
械
的
に

区

切

る

霞
は、

さ

ら

に

コ

マ

を

区

切
る

マ

ン

ガ

の

「

間

自
」

に

近
づ一
い

て

い

る
。

　

時
間

と

空
間
を

分
節
し

た

画

面
と

し

て

は

ほ

と

ん

ど

等
し
い

こ

れ

ら

の

掛
幅
画

は、

マ

ン

ガ

と

ど
こ

が

異

な

る

の

か
。

寸

法
の

問

題
、

宗
教
性、

風

刺
の

有
無、

し

か

し

そ

の

最
大

の

相
違
点
は、

大

画

面

説
話
画
が

絵
解
き

の

対
象
と

な

る

こ

と

を

前
提
と

し

て

作
ら

れ

て

い

る

こ

と

に

あ

る
。

マ

ン

ガ

が

個
人

が

対

象
と

し、

本
人

が

絵
と

と

も

に

画

中
の

文

や

吹
き

出
し

の

セ

リ

フ

を

読
む
こ

と

で

進

行
す

る

の

に

対
し、

こ

れ

ら
の

掛
幅
画

は

多
く
の

参
詣
者
を

対
象
と

し

て
、

絵
解
き

法
師
が

指
し

示
す
部
分
の117
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118

　

　

　

　
　

　

　

　

　
　

　

　

　

　
　

　

　

　

　
　

　

　

　

　
（
17）

絵
と

と

も

に、

口

頭
で

語
ら

れ

る

言
葉
に

よ

っ

て

物
語
が

進
め

ら

れ

る。

マ

ン

ガ

の

鑑
賞
時
間
が

読
み

手
に

委
ね

ら

れ

て

い

る

の

に

反

し
、

絵
解
き

を

前

提
と

し

た

掛
幅

画

は、

説
教
師
の

語
り

凵

が
、

視
聴
時
間
を

左

右
す

る
。

　

同

様
に

聖
書
の

物
語
や

聖
人

の

生

涯

な

ど

が

升

日

や

円

形
内
に

時
間
を

追
っ

て

並

べ

ら

れ

る

形
式

は
、

西
洋
に

も

な

か

っ

た

わ

け
で

は

な

い
。

ジ
ェ

ラ

ー

ル

・

ブ

ラ

ン

シ

ャ

ー

ル

は

『

劇
画

の

歴

史
』

の

中
で

マ

ン

ガ

の

前
史
と

し

て、

中
世

に

お

け

る

聖

書
の

挿
絵
装
飾
や、

教
会
の

ス

テ

ン

ド

グ

ラ

ス
、

携
帯
用
の

聖

画、

巡

回

布
教
師
の

　

　

　

　
　

　

　

　

　
　

　

〔
旧）

彩
色
木

版
画
な

ど

を

挙
げ

て

い

る

〈

図
版
12
＞

。

そ

こ

に

は
コ

マ

状
の

時
間
区

分

だ

け

で

は

な

く、

登

場
人

物
の

セ

リ

フ

ま

で

が
、

マ

ン

ガ

の

吹

き

出
し

よ

ろ

し

く

フ

ィ

ラ

ク

テ

ー

ル

と

呼
ば

れ

る

巻
紙
状
の

空
間

に

記
さ

れ、

そ

れ

ぞ

れ

の

人
物
に

寄
り

添

う
。

し

か

し、

フ

ィ

ラ

ク

テ

ー

ル

に

記
さ

れ

た

文

字
は

「

聖
書
か

ら

の

引
用
句
で

あ

り
、

そ

れ

を

誦
ん

じ、

自
分

の

好

き

な

よ

う
に

補
足

で

き

る

解
説
係
り

の

た

め

の

備

亡

心

録
」

に

過
ぎ

な

か
っ

た

と

い

い
、

ブ

ラ

ン

シ

ャ

ー

ル

は

「

わ

れ

わ

れ

は

こ

れ

を

現

代
の

劇
画

と

比

較
対
照

し、

内

容
全

体
が

冂

頭
で

説
明
さ

れ

る

と
い

う

相
違
を

明

示

す
る

こ

と

が

で

き

る
」

と

い

う
。

　

こ

の

相
違
は、

そ

の

ま

ま

日

本
の

大
画
面

説
話
画

に

も

当

て

は

ま

る
。

こ

れ

ら

の

掛
幅
画

の

時
間
・

空

間
表
現
は

マ

ン

ガ

と

近

似
し

な

が

ら

も、

そ

れ

ら

が

当
初、

音

声
に

よ

る

絵
解
き

を

前
提
と

し

て

い

た

点

で
、

マ

ン

ガ

に

は

な

り

得
な

か

っ

た

の

で

あ

る
。

四

　
マ

ン

ガ

以

前
の
コ

マ

の

使
用

　
夏
目

は

「

そ

れ

（
明
治
）

以
前
は

近
代
マ

ン

ガ

の

コ

マ

と

い

う
形

式

は

日

本
に

存

在
し

な

か

っ

た
。

」

（

註
4
参
照）

と

い

う
。

た

だ

し、

口

本
人

が

コ

マ

と

い

う
手
段

を

全

く

知
ら

な

か
っ

た

わ

け
で

は

な
い

。

隣
り

合
う

四

角
の

中
に

絵
を

並
べ

て

描
き、

N 工工
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13 貞享本 当麻曼荼羅図

　 （部 分 ）

物
語
の

時
間

や

状
態

の

変
化
を

表
す

と

い

う
コ

マ

表
現
自
体
は、

中
国

や

日

本
に

お

い

て

も、

古
く

か

ら

様
々

に

用
い

ら

れ

て

い

る
。

　

例
え

ば、

奈
良
時
代

に

日

本
に

も

た

ら

さ

れ

た

感
無
量
寿
経
変
相
図

（

当

麻
曼
荼
羅）

の

図

柄
は

、

西

方
極
楽
浄
土

を

囲
む

三

方

の

縁
が

コ

マ

仕
立

て

の

絵
と

な
っ

て

い

る
。

こ

と

に

左

縁
は

韋
提
希
夫
人
の

物
語
で、

息
子
の

阿

闍
世

に

夫
モ

を

幽
閉

さ

れ
、

夫
を

救
お

う

と

し

た

白
身
も

息
子

に

殺
さ

れ

か

か

る

と

い

う

阿
弥
陀
仏
へ

の

帰
依
の

経
緯
が、

下

か

ら

上
へ

十
 

の

コ

マ

に

時
間

の

経
過

と

共
に

描
か

れ、

絵
の

縁
に

は

内
容
を

要

約
し

た

各
場
面
の

題
名
が

付
さ

れ

る

く

図

版
13V

。

コ

マ

の

展
開
の

方
向
こ

そ

逆
と

は
い

え、

関
連

す

る

場
面

を

描
い

た

も
の

を

並
べ

て
一

つ

の

物
語
を

形

成
す

る

と

こ

ろ

は、

さ

き
の

霞
で

区

切
ら

れ

た

大
画

面
説
話
と

等
し

く、

画

面
を

無
機
的

な

四

角
形
の

コ

マ

に

区

切
っ

た

点
で

は、

よ

り
マ

ン

ガ

に

近
い
。

　
こ

の

よ

う

な
コ

マ

表
現

は、

釈
迦
の

生

涯
を

表
し

た

仏
伝
図
や、

涅

槃

図
の

周
囲

に

そ

の

死
に

ま

つ

わ

る

物
語

を

描
い

た

八

相
涅
槃
図、

祖
師
絵
伝
な

ど
の

大
画

面
壁

マ
ン

ガ

以

前
の

日

本

絵

画

の

時

間
と

空
間
表
現

山

本

陽
了

画

や

掛
幅
画
に

も

見
る

こ

と
が

で

き

る
。

順

序
も

四
コ

マ

マ

ン

ガ

の

よ

う

に

上

か

ら

ド
へ

進

む

も
の
、

右
か

ら

左
へ

、

下
の

段
へ

、

右
か

ら

左

へ

、

下
の

段
へ

と

現
在

の

マ

ン

ガ

と

同
じ

進
み

方
の

も
の

も

登

場
す

る
。

さ

ら

に

当

麻
曼
荼
羅
図
や

弘
法
大

師

行
状
絵
な

ど

は、

縮
小
版
が

木
版
で

複
製
さ

れ、

頒
布
さ

え

さ

れ

る

〈

図
版
14
＞

。

作
品

が

複
製
芸

術
と

し

て

直
に

大
衆
の

個
々

の

手

に

渡
っ

て

い

る

点
で

も、

さ

ら

に

近

代
マ

ン

ガ

に

近
い
。

　

し

か

し
、

こ

れ

ら

も
先
の

絵
巻
か

ら

発

展
し
た

大

画
面

説
話
画

と

同

じ

く、

説

教

僧
に

よ

ワ

て

絵
解
き

さ

れ

る

こ

と

を

前
提
と

し

た

も

の

で

あ

る

ゆ

え

に
、

コ

マ

は

使

わ

れ

て

い

て

も

マ

ン

ガ

と

は

言

え

な

い
。

題
字
ま

で

が

複
製
さ

れ

た

頒
布
用
の

縮
小

版
画

に

し

て

も
、

画

面
の

文

字
は

各
場
面

に

つ

け

ら

れ

た

題
名
に

過
ぎ

ず、

絵
解
き

さ

れ

た．
ゴ

ロ

葉
を

想
起

す

る

こ

と

な

し

に
、

絵
の

み

に

よ

っ

て

物

語

の

進

展
を

理

解
で

き

る

も
の

で

は

な
い

点
で、

大

画

面
の

コ

マ

絵
と

同

様、

マ

ン

ガ

に

は

な

り

得
な

い
。

　
一

方
、

時
間
と

空

間
を

区
切

る

も
の

と

し

て

の
、

よ

り

小

規

模
で

身
近
な
コ

マ

と

　

　

　

　

　
　

　
〔
19）

し

て、

絵
双
六

が

あ

る。

当

初
は、

自
ら

の

往

生

先
を

競
い

合
う

仏

教
起
源
の

遊
戯

と

し

て
、

す
で

に

室
町

時
代
に

は

絵
入

り

の

浄
上

双

六

が

用

い

ら

れ

て

い

た

と

い

い
、

そ

の

各
升

目
に

は、

天

や

地

獄
な

ど
の

諸
世

界
や

、

修
行
の

段
階
が

描
か

れ

て

い

る
。

江

戸
時
代

に

は

仏
教
的

主

題
か

ら

離
れ

て
、

現

世

に

お

け

る

社
会
的

地

位
の

向
上

を

競
う

出
世
双

六

〈

図

版
15
＞

や、

東
海
道
な

ど

旅
の

過
程
を

描
い

た

道
中
双
六

な

ど

と

応
用

さ

れ

て

木
版
画

に

刷
っ

た

も
の

が

市
販

さ

れ、

大
い

に

流
行
し

た。

　

こ

れ

ら

の

各

升
目

も、

出
世
に

伴
う

人

生

の

時
間
の

経
過

や、

街
道
の

宿
場
と
い

う

空
間
を、

一

つ
一

つ

描
き

込
ん

だ

も
の

で

あ

る

こ

と

に

は

違
い

な

い
。

使
用
者

は

升
目

の

絵
か

ら

絵
へ

と

移
動

す
る

こ

と

に

よ

っ

て、

仮
想
の

人

生

の

各
段
階
や、

旅

の

道
程
を

疑
似
体
験
で

き

る
。

そ

の

意
味
で

双

六

の

升
目
は

マ

ン

ガ

の

コ

マ

に

近

い
。

し

か

し

そ

の

進
行

を

支
配

す
る

の

は

双

六

の

賽
で

あ

っ

て、

作
者
で

も

使
用
者
で

も

な

い
。

こ

の

絵
双

六
の

時
間
の

流
れ

は、

鑑
賞
者

自
ら

が

並

ん

だ
コ

マ

の

絵
と

文
字119

N 工工
一Eleotronio 　Library 　



Meisei University

NII-Electronic Library Service

Meisei 　university

明
星
大
学
研
究
紀

要
【

日

本

文

化
学
部

二．
面

語
文
化
学
科
】

第
十
二

号

　
二

〇

〇

四

年

15 歌 川国輝 『寿出世 双六 』

を

見
る
こ

と

に

よ
っ

て、

作
者
の

提
示
し

た

物

語
を

享

受
す

る

マ

ン

ガ

と

は

異
な

る
。

五

　
江

戸
時
代
の

版
画
と

コ

マ

　
江
戸
時
代
は

、

大
衆
が

手
に

入

れ

る
こ

と

が

で

き
る

安
価
な

版
本
を

出
版
す
る

こ

と

が

可
能
に

な
っ

た

こ

と

と、

そ

れ

ら

を

通
じ

て

遊
戯
性、

風

刺
性
の亠口
同

い

絵
入

り

の

版
本
や、

絵
画

性
に

富
ん

だ
一

枚
刷

り

の

錦
絵
が

盛

ん

に

作
ら

れ

た

こ

と

か

ら、

　
　

　
　
　
　
　

　
　
　
　
　

　
　
　
（
20
×
21）

漫
画
の

始
ま

り

と

し

て

位
置

付
け
る

見

解
も

あ

る
。

し

か

し

そ

二

で
コ

マ

表
現
が

活

か

さ

れ

る

こ

と

は、

ほ

と

ん

ど

な
か

っ

た
。

　
清
水

勲
は

『

江

戸
の

ま

ん

が
』

に

お

い

て、

大

衆
が

個
人
で

所
有
で

き

る

最
初
の

「

小

説

物
語

の

木
版
刷
り

絵
入

り

本
」

と

し

て
、

慶
長
十
三

年
（

一

六

〇
八
）

の

『

嵯
峨
本
伊
勢
物
語
』

を

挙
げ

る
。

こ

う
し

た

冊

子

形
式
の

絵
入

り

版

本
に、

絵
巻

120

16　山東京 伝 『御存 商売物』

に

お

い

て

育
ま

れ

た

擬
人
化
表

現
や、

動
的
表
現

、

生

き

生

き

と

し

た

人
物
表
現
な

ど

が

継
承

さ

れ
、

そ
の

L
に

簡
略
表
現、

表
情
の

複
雑

化
な

ど

が

加
わ

り、

よ

り

洗
練
さ

れ

て

ゆ

く

と

説
く

（

註
20
参
照
）

。

し

か

し
こ

れ

ら

版
本
の

物
語

で

は、

一

頁
に
一

図、

或
い

は

見

開
き

頁
に
一

図

が

描
か

れ

る

の

み

で、

頁

が

コ

マ

に

分
割
さ

れ

る

こ

と

は

な

い
。

　

た

だ、

植

松

有
希
が

紹
介

　〔
22）

す
る

よ

う

に
、

元

禄
期
の

京
都

の

八

文

字
屋

本

浮
世

草
紙
の

横

長
の
一

頁
を、

歌
舞
伎
の

回

り

舞
台
の

装
置
の

よ

う
に

吹
抜
屋

台
の

障
子

や

壁

を

用
い

て

数
場
面

に

区
切

り、

そ

れ

ぞ

れ

の

内
に

物
語

の

展
開
の

各

段
階
を

描
い

た

試

み

は、

マ

・

ガ

の

・

マ

に

近
い

。

た

だ

し
。

の

表
現
は

、

鞭
に

版

形
が

縦
長
に

な

る

に

従
っ

て

失

わ

れ

た

と

い

う
。

ま

た、

田

中
優
于

が

挙
げ

る

江

戸

の

黄
表
紙
の

吹

抜
屋
台

く

図

版

16V

に

も、

同
様
の

コ

マ

の

役
割
が

見
い

だ

さ

れ

る
。

　
清
水

は
一−
漫
画
L

を

遊
戯
性
や

風

刺
性
を

持
つ

絵
画
と

定
義
づ

け、

遊
戯
性
を

持

つ

版
本
の

始

ま

り

と

し

て

十
七

世

紀
初
頭、

動
的

な

人
物
表
現

と、

滑
稽
な

内
容
を

持
つ

「

鳥
羽
絵
」

の

版
行
に

注
目

す
る
。

簡
略
化
さ

れ

た

顔
で

手

足

が

異
常
に

長
い、

と
い

う

剽
軽
な

人

物
表
現
を

特
徴
と

す

る

こ

の

様
式
は、

浮
世

絵
版
画

の
一

分

野
と

し

て

内
容
の

遊
戯
性
と

共
に

定
着
し

、

幕
末
の

葛
飾
北

斎
や、

歌
川

広
重
に

至

る

ま
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で

受
け

継
が

れ

た

と

い

う
（
註
20
参
照
）

。

し

か

し

「

鳥
羽
絵
一

で

は

「

て

ん

ぐ
の

た

ま
ご

ス
図
版
17
＞

の

よ

う
に、

頁
を

見
開
き

い

っ

ぱ
い

に

用
い

て、

木
を

切

る

人
物
と

枝
か

ら

落
ち

て

割
れ

た

卵
か

ら

天

狗
の

子
が

生

ま

れ

る

ま

で

を

異
時
同
図

的

に

描
い

て

も
、

［

頁
の

内
の

数
場
面

を
コ

マ

に

よ

っ

て

分
割
す
る

こ

と

は

な

い
。

　
一

方、

一

枚
刷
り
の

版
画

で

は、

例
え

ば

歌
川

国
芳
に

よ

り
、

様
々

な

戯
画

が

試

　

　
　

　
　

　

　

　

　

　

　
　
（

24）

み

ら

れ

た

こ

と

が

知
ら

れ

て

い

る

〔

註

20
参
照
）

。

役
者

絵
の

禁
止

に

抗
し

て
、

芝

居
す

る

役
者
の

似
顔
を

猫
や

魚
や

亀
と

し

て

表
し

た

も
の
、

狸
や

猫
や

金
魚、

果
て

は

酸
漿
や

独
楽
な

ど

あ

り

え

ぬ

も

の

ま

で

を

擬
人

化
し

て

も
っ

と

も

ら

し

い

場
面
設

定
の

下

に

描
い

た

も

の、

「

金
魚
と

ひ

ご

い

っ

子
」

と

「

陰
嚢
で

猟
師
を

押
し

潰
す

狸
」

の

よ

う

に

影
絵
と

影
の

元
に

な

る

実
態
と

の

落
差
を

面
白
が

る

趣
向、

人
々

の

様
々

な

表
情
の

誇
張
し

た

描
写
に

よ
っ

て

笑
わ

せ

る

百

面

相、

多
く
の

人

物
を

組
み

合
わ

せ

て

作
り

上

げ

た

顔
に、

し

か

つ

め

ら

し
い

言
葉
を

語
ら

せ

る

寄
せ

絵
な

ど

で

あ

る
。

こ

れ

ら

の

絵
も

趣
向
も、

内
容
は

そ

の

ま

ま
マ

ン

ガ

と

し

て

今
に

通

用

し

得

る

が、

そ
こ

に

コ

マ

表
現
は

見
ら

れ

な
い

。

　

遊

戯
の

意
識
は

現
代
と

近

く

て

も
、

現
在
に

比
べ

れ

ば

紙
価
は

遥
か

に

高
か

っ

た

17　竹原春潮斎 『鳥羽 絵欠 び止 』

　「て ん ぐの た まご」

は

ず
の

江

戸
の

出
版
文

化
の

中
で
、

現
在
の

マ

ン

ガ

に

見
る

よ

う

な、

コ

マ

割
り

と
い

う

手
段
が

ほ

と

ん

ど

行
わ

れ

な

か
っ

た

の

は

な

ぜ

な

の

か
。

刷

り
が

木
版
で

あ

っ

た

乙

と

は、

ほ

と

ん

ど

理

由
に

な

ら

な

い
。

当

時
の

技
術
は、

振
り

仮
名
の

小
さ

な

文

宇
や、

女
性
の

ま

つ

げ
や

後
れ

毛
の

一

本
ず

つ

ま

で

も

明
快
に

彫
る

こ

と

が

で

き

る

ほ

ど

高
い

。

現

に

子

供
の

玩

具
の

絵
双

六

や、

当
麻
曼
荼
羅

図

中
の

小
さ

な
コ

マ

の

図

様
も

明

確
に

彫

ら

れ

て

い

る

の

で

あ

る
。

紙
の

節
約
の

た

め

か
、

た

と

え
一

マ

ン

ガ

以

前
の

日

本
絵

画
の

時

間

と

空

間
表

現

山
本
陽
チ

枚
の

紙
を

多
く

の

升［
口

に

分

割
し

て

「

百
面

相
」

を

描
い

た

り、
「

ほ

う
づ

き
づ

く

し
」

の

よ

う
に

一

枚
の

紙
に

二

つ

の

趣

向
を

描
く
こ

と

は

あ
っ

て

も、

同

じ

紙
に

隣

り

合
っ

た

そ

れ

ら
の

絵
の

内
容
が

関

わ

り

あ

う
こ

と

は

な

い
。

　

し

か

し
、

浮
世
絵
師
た

ち

が
コ

マ

表
現
と

い

う

手

段
を

知
ら

な
か

っ

た

わ

け
で

は

な

い
。

当
時
は

す
で

に、

コ

マ

割
り

さ

れ

た

様
々

の

大
画

面

説
話
画

が

知

ら

れ

て

い

た
。

そ

れ

ら
の

中
で

も

新
た

な

試
み

は

行

わ

れ、

例
え

ば

満
盛
院
本
『

天

満
宮
縁
起

絵
』

〈

図

版
18
＞

で

は
、

コ

マ

の

大

き

さ

を

自

在
に

変
え

て
、

劇
的
な

場
面

を

演
出

　

　

〔
25）

し

て

い

る
。

ま

た
、

玩
具
の

絵
双

六

も

絵
草
紙
屋

で

浮
世
絵
と

所
を

同

じ

く

し

て

売

ら

れ
、

現
に

絵
師
の

幾
人
か

は

そ
の

原
画

を

引
き

受
け
て

い

た
。

　

そ

れ

ど
こ

ろ

か

浮
世
絵
に

は、

一

枚
の

紙
の

中
を

コ

マ

に

分
け

る

こ

と

の

面

白

さ

を

用
い

た

作
例
が

あ

る
。

歌
川

広
重
が

貼
交
屏
風
か

ら

考
案
し

た

と

い

う
「

貼
交

18　満盛院本 『天満宮祿起絵』
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明

星

大

学
研

究
紀
要
【
日

本
文
化
学
部
・
言

語
文

化
学
科
】

第
十
二

号

　
二

〇
〇
四

年

19　歌川広重 「貼交絵」

絵
L

〈

図
版
19
＞

は、
「

一

枚
の

紙
面

を

大

小

異
な

る

形
で

区
切

り、

各
々

に

別
の

絵
を

描
い

て

　

　
　

　

　（
26）

組
み

合
わ

せ

た
」

版
画

で、

そ

れ

ぞ

れ

の

コ

マ

の

中
に

は、

あ

た

か

も

違
棚
に

微
妙
に

趣
の

異

な

る

茶
道
具

を

飾
ワ

て

楽
し

む

よ

う

に、

形
も

作
風

も

変
化
に

　

　

富
ん

だ

浮
世
絵
が

取
り

合

　

　

わ

せ

て

描
か

れ

て

い

る。

　

　
　

さ

ら

に

広
重
は、

コ

マ

」20　歌川広重 　保永堂 版 『東海道 五 十 三 次 亅 「原

か

ら
絵
を

は

み

出
さ

せ

る

こ

と

の

効
果
も

知
っ

て

い

た
。

そ

の

出

世

作
と

な

る

保
永
堂

版
『

東
海
道

五

十

三

次
』

の

「

原
」

〈

図

版

20
＞

で

は、
「

富
士

山
の

高

さ

を

表
現
す
る

た

め、

輪
郭
線
を

突
き

破
っ

て

山

　

　

　

　
　

　

（
27）

頂
を

描
い
」

て

い

る
。

本

作
の

す
ぐ

前
に

は、

葛
飾

北

斎
が

『

富

嶽
三

十

六

景
』

で

評

判
を

取
っ

て

い

る

の

で、

広

重．
は

こ

の

「

最
も
富
士

が

身
近
に

眺

122

21　玉 蘭斉貞秀 「異人之小児遊

　楽 之図」 （二 つ の 見開 き 頁 で

　連続 した 出来事 を描い た例）

の

高
く

上

が

っ

た

凧

や、

　
　

の

立

札
な

ど

に

用

い

て

い

る
。

　

　

　
（

28）

『

富
嶽
百

景
』

に

お

い

て
、

　

　
　

「

孝
霊

五

年

不
二

峯
出
現
」

枠
か

ら

は

み

出
さ

せ

て

描
い

て

い

る

の

も、

恐
ら

く

こ

の

影
響
で

は

な
い

か
。

六
　
江

戸
末
期
の

コ

マ

絵

め

ら

れ

る

地

点
L

の

富

士

を、

北

斎
に

見
劣
り

し

な
い

新
た

な

趣
向

で

描
こ

う
と

し

た

の

で

あ

ろ

う。

広
重

は

こ

の

効

果
を

気
に

入
9

た

と

見

え、
『

五

十
三

次
』

で

も

さ

ら

に、
「

掛
川
」

　

　

北
斎
が

直
後
の

　

　
で

富
士

の

山

頂
を

　

実
は

、

こ

の

広
重
の

時
代
か

ら

幕
末
に

か

け
て、

コ

マ

を

用
い

た

物
語

的
な

版
画

が

散
発
的
に

見
い

だ

さ

れ

る
。

夏
目

も

明
治
以
前
に

描
か

れ

た

例
外

的
な

作
例
と

し

て

「

異
人
之

小

児

遊

楽
之
圖
」

〈

図

版
21
＞

を

挙
げ

る

（

註
4
参
照
）

。

見
開
き
の

頁

で

綱
渡
り

な

ど

で

遊

ぶ

異

入
の

小

児
た

ち

が、

次
の

見

開
き

で

は

綱
か

ら

落
ち

た

こ

と

を

発
端
に

し

た

騒
ぎ

と

な
っ

て

い

る

趣
向
は、
「

あ

る

事
件
の

瞬
間
的
な

連
続
を

ペ

ー

ジ

の

め

く

り

と

い

う

形
で

分
節
し

て

い

る

わ

け
で
、

（

中

略
）

感
覚
と

し

て

は

今
の

マ

ン

ガ

の

コ

マ

に

近

い
」

（

註
6
参
照）

が、
「．
見
開
き
一

つ

が

現
在
で

い

う
一

コ

マ

に

あ

た

る
」

の

で

「

現

在
の

コ

マ

と

は

か

な

り

違
う。

」

と
い

う
（

註
4
参
照
）

。

　
一

方、

清
水

は

ペ

ー

ジ

を
コ

マ

に

分
け

た

も

の

と

し

て
、

こ

れ

よ

り

溯
る

天

保

五

年
（

一

八

三

四
）

の

『

一

休
骸
骨
』

〈

図
版
22
＞

を

紹
介
す

る

（

註
20
巻
末
年
表
）

。

一

頁

を

上

下
二

段、

見
開
き

の

四
コ

マ

で、

骸
骨

の

出
家
か

ら

隠

遁、

葬
式、

火
葬

N 工工
一Eleotronio 　Library 　
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爨
1雛
　 　 22

講

蠹霾
「
」騙 1　　　　

’　

　　逡 一
　 　 f・一　　

“丶礦

　 　 　 戯

『一休骸骨』 天保五 年

戀
｛

25　歌 川 芳 機 『鼠 ノ よ め 入 』

を

描
い

た

も

の

で

あ

り、

各
コ

マ

問
に

流
れ

る

時
の

長

さ

を

問
わ

な

け

れ

ば

四

コ

マ

マ

ン

ガ

と

も

言
い

得
る

も

の

で

あ

る
。

た

だ

し

強
い

て

言
え

ば、

こ

れ

ら

は

「

異
人

の

小
児
」

を

主
題

と

す

る

こ

と、

西

洋
の

解
剖
学
を

思

わ

せ

る

骸
骨

を

主

入

公
と

す

る

点
で

は、

西

洋
か

ら

の

輸
入

本
の

影
響
を

受
け

た

可

能
性
も

な
い

と

は

い

え

な
い

24 歌川国郷 『新板桃太 郎一代噺し』

か

も

知
れ

な
い

。

　

ま

た

浮
世
絵
の

側
か

ら

湯

浅
淑
子

も、

セ

リ

フ

が

入
っ

た

戯
画
や

、

画
面
が

コ

マ

に

分

け

ら

れ

た

浮
世
絵
の

存
在
〈

図

版
23
＞

を

挙
げ、

「

こ

う
い

っ

た
ス

タ

イ
ル

は、

ふ

き

出
し

や
コ

マ

割
り
の

あ

る

今

の

マ

ン

ガ

に

近

い
一

こ

と

を

指
摘
し

た

上

で、

そ

　

　

　

　

　
　

　

　

　

　
　

　

　

　

　
　

　

　

　

　
　

　

　

〔
29）

れ

ら

に

ス

ト

ー

リ

ー

が

な
い

こ

と

を

現
代
マ

ン

ガ

と

の

違
い

と

見
る
。

　

と
こ

ろ

が、

洋
書
の

影
響
が

想

定
で

き

な

い
、

子

供
向
け
の

一

枚
刷
り
の

物
語
の

筋
を

追
っ

た

「

お

も

ち
ゃ

絵
」

に

も
、

一

枚
の

紙
を

コ

マ

に

分
割
し

て

完
結
し

た

絵

　

　

　

　

　
　

　
〔
30）

物
語
が

見
い

だ

さ

れ

る
。

歌
川

国
郷
の

『

新
板
桃
太
郎
一

代
噺
し

』

〈

図

版
24
＞

は、

画

面
を

縦
横
各
八

つ

の

マ

ス

目

に

分
け、

横
の

マ

ス

目

を

随
意
の

個
数
つ

な

げ

て

コ

マ

と

し、

右
上

か

ら

左、

下

の

段
の

右
か

ら

左
へ

と、

物
語
が

進
む

。

発

端
の

爺
婆

が

出
掛
け

る

場
面

は
一

マ

ス

ず
つ
、

次
第
に

マ

ス

目

を

多
く

取
っ

て、

最

後
の

鬼

が

島
か

ら
の

帰
還

で

は
一

段
八

マ

ス

を

使
っ

て

凱
旋
の

行
列
を

描
く
。

た

だ

し
こ

れ

に

は

百

葉
が

全
く

書
か

れ

な

い

の

で、

大
人
が

子

供
に

絵
解
き

を

す

る

た

め

と

し

て

設

定
さ

れ

た

も
の

の

可

能
性
は

あ

る
。

　

同

じ

く

安
政
五

年
（

］

八

署

八
）
、

歌
川

芳
幾
の

『

鼠
ノ

よ

め

入
』

〈

図

版
25
＞

も、

上

下

を

四

段
に、

一

段
を

三

つ

ほ

ど

の

大
小
の

コ

マ

に

分
け

た

と
こ

ろ

へ

、

右
上

か

マ

ン

ガ

以亠
削

の

口

本

絵
画
の蒔
時

間
と
尢
工

間嶋
表

現

山

本

陽
子

123
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明

星

大

学
研

究
紀
要
【
日

本
文
化
学
部

二
言

語
文

化

学
科
】

第
十
二

号

　
二

〇
〇
四

年

ら
左
側
へ

、

下
の

段
の

右
か

ら

左

と

い

う
よ

う
に
、

擬
人

化
さ

れ

た

鼠
の

見
合
い

か

ら

結
婚、

出
産、

子
孫
長

久
ま

で

を

描
き、

各
コ

マ

に

は

吹
き

出
し

こ

そ

な
い

も
の

の
、

そ

れ

ぞ

れ

の

鼠
の

セ

リ

フ

が

記
さ

れ

る
。

隣
り

合

う
コ

マ

同
士

の

連
携
に

よ

っ

て

動
き

が

表
さ

れ

た

り、

物
語
が

急
速
に

展
開
し

た

り

す
る

こ

と

は

な

く
、

物
語
を

説

明
す

る

挿
絵
の

域
を

出
な
い

と

は
い

え、

コ

マ

を

意
識
し

内
容
に

よ
っ

て

各
コ

マ

の

大

き

さ

を

変
え

て

い

る

点
で

は、

ほ

と

ん

ど

マ

ン

ガ

の

コ

マ

と

な

り

得

て

い

る
。

　
し
か

し
こ

う
し

た
コ

マ

絵
に

よ

る

物
語

は、

ト

プ

フ

ァ

ー

の

コ

マ

マ

ン

ガ

の

よ

う

な

評
価
は

受
け

た

り、

流
行
し

た

り

す

る

こ

と

は

な

く、

子

供
の

た

め

の

「

お

も

ち

ゃ

絵一

の

う
ち

に

埋

没

し

て

し

ま

う
。

こ

と

に

後
者
の

作
者、

落
合
芳
幾
は
［

明
治

に

入
っ

て

か

ら

「

芳
年、

国
周

と

共

に

明
治
浮
世

絵
界
の

三

傑
と

呼
ば
れ

る

ほ

ど
の

大

き

な

人
気
を

博
し

」

た

絵
師
で

あ

り、
「

「

新
聞

錦
絵
」

と

呼
ば

れ

る

新
し

い

様
式

の

報
道

絵
を

案

覧
L

て

い

・
・

し

か

し

薪
聞
錦
絵
L

は、

事
件
の

内
容
を

劇
的

な
一

画
面
に

凝
縮
し

て

描
く
こ

と

を

特
色

と

し

た

も

の

で
、

芳
幾
が

こ

の

よ

う

な
コ

マ

表
現

を

再
び

用
い

る

こ

と

は

な

か

っ

た
。

七

　
　
江一
尸

の

版
本
と

浮
世
絵
に

お
け

る
コ

マ

の

不
活
発

の

理
由

　
こ

の

よ

う
に

日

本
に

お

け

る

物
語
の

絵
画

表
現
を

通

見

す
る

と、

必

ず
し

も

夏
目

の

言
う
よ

う
に

明

治
以

前
は

「
近

代
マ

ン

ガ

の

コ

マ

と

い

う

形
式
は

日

本
に

存
在
し

な

か

っ

た
」

（

註
4

参
照
）

と

は

言
い

切

れ

な

い
。

従
来
か

ら
マ

ン

ガ

の

源
流
に

挙

げ

ら

れ

る

（

註
3
参
照
）

鳥
獣
戯
画

か

ら

版
本
の

黄
表
紙
へ

と

至
る

よ

う

な、

風

刺

的
で

は

あ

る

が

コ

マ

を

使
わ

な

い

絵
画
の

流
れ

が

確
立

し

て

い

る
一

方
で、

コ

マ

に

よ

る

表
現

形

式
も

奈
良
時
代
に

中
国
か

ら

伝
来
し

て

大

画

面
説
話
画
と

し

て

存
在
し

続
け、

子

供
向
け

の

「

お

も

ち
ゃ

絵
」

に

用

い

ら

れ

る

ほ

ど

に

口

常
的
で

あ
っ

た

こ

と

が

わ

か

る
。

そ

れ

で

は

な

ぜ

江

戸

時
代
の

大

衆
的

な

出
版
文
化
の

中
で

、

浮
世

絵

124

師
た

ち
は
コ

マ

と
い

う

技
法
も

そ

の

面
白

さ

も

充
分
に

知

り

な

が

ら、

風
刺
画

や

物

語
絵
の

中

で

積
極
的
に

用

い

よ

う
と

し

な
か

っ

た

の

だ

ろ

う

か
。

　

ま

ず

考
え

ら

れ

る

こ

と

は、

コ

マ

を

用
い

た

大

画

面

説
話
画
に

ま
つ

わ

る

宗
教
性

の

強
さ

で

あ

る
。

当
麻
曼
荼
羅

や

寺
社
の

縁
起
絵、

祖
師
の

絵
伝
な

ど

は

全

て

布
教

の

媒
体
と

し

て

作
ら

れ、

絵
解
き

に

用
い

ら

れ

た
。

そ

の

日
的
は

教
化
に

あ
っ

て、

そ

こ

に

遊
戯
性
や

風

刺
の

入

り

込

む

余
地

は

な
か

っ

た
。

こ

の

よ

う

な

出
自
を

持
つ

物
語
絵
の

コ

マ

表
現
は、

個
人

向
け
の

版
本
や

版
画
に

お

い

て

も、

江

戸
時
代
の

檀

家
制
度
の

下
で

は

「

強
制
的
な

宗
教
性
」

と

「

説
教
臭
」

の

印
象
か

ら

逃
れ

得
ず、

戯
画
の

手

段
と

し

て

は

敬
遠
さ

れ

た
の

で

は

な

い

か
。

　

そ

れ

ゆ
え
、

大
人

を

対
象
と

し

た

版
画

の

中
で

唯
一
、

コ

マ

の

面
白
さ

が

活
か

さ

れ

た

の

は、

貼
交
絵
や

風

景

版
画
の

よ

う

な

宗
教
性
か

ら

最
も
か

け

離
れ

た

分
野
で

あ
っ

た
。

コ

マ

絵
の

二

休
骸
骨
』

も、

あ

え

て

そ

の

「

抹
香
臭
さ
」

を

逆
手

に

取

っ

た

説
話
画
の

も

じ

り

と

し

て

解
す
こ

と

が

で

き

る
。

明
治
時
代
に

コ

マ

マ

ン

ガ

が

輸
入
さ

れ

る

に

至
っ

て、

は

じ

め

て

大

人
の

た

め

の

風
刺
マ

ン

ガ

に

コ

マ

が

使
わ

れ

る

よ

う

に

な
っ

た

の

も、

欧

米

と

い

う
フ

ィ

ル

タ

ー

を

通
す
こ

と

に

よ

っ

て、

コ

マ

絵
の

持
っ

て

い

た

宗
教
的
な

印
象
が

軽
減
さ

れ

た
こ

と

が
一

因

で

あ

ろ

う
。

　

い

ま

ひ

と
つ

の

理

由
は、

コ

マ

表
現
が

無
学
の

者
や

小

児
の

た

め

の

も

の

と

し

て
、

一

段
低
い

も

の

に

見
ら

れ

て

い

た

こ

と

に

あ

る
。

大

画

面
説
話
画
の

ロ

マ

は、

無
学

の

者
に

縁
起
や

祖
師
の

物
語
絵
を

順
序
だ

て

て

理

解
さ

せ

る

た

め
の

手
段
と

し

て

生

ま

れ
、

発
展
し

た
。

こ

れ

ら

に

お

け

る

コ

マ

は、

一

図
に

完
結
し

た

絵
画

か

ら

で

は、

そ

の

内
に

表
現

さ

れ

た

時
間
の

流
れ

を

読
み

取
る

こ

と

が

で

き

な
い

者
の

た

め

の

補

助
手

段
に

過

ぎ

な

か
っ

た
。

ま

た、

コ

マ

を

用
い

た

絵
双

六

も、

一

枚
刷
り
の

物
語

の

「
お

も

ち
ゃ

絵
」

も
、

子

供
を

対
象
と

し

た

も

の

で

あ
っ

た
。

　

見

巧

者

に

よ

っ

て

支
え

ら
れ
、

表
現

が

洗
練
さ

れ

て

い

っ

た

江
戸
の

出
版
文

化
と

浮
世
絵
界
に

お

い

て、

幕
府
の

出
版
統
制
の

下

で

ひ

ね

り

を

利
か

せ
、

隠
喩
や

暗
喩
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を

潜

め

た

紙
面

か

ら

作
者
の

意
図

を

い

か

に

解
読
で

き

る

か

が

醍
醐
味
と

な
っ

て

い

る

中
で

、

戯
画
の

軽
妙
な

場
面

展

開
を

理

解
し

て

も

ら

う

た

め
の

説
明

と

し

て
コ

マ

表
現
を

使
う

な

ど

と
い

う
の

は、

ど

う
見

て

も

粋
で

は

な
い

。

　

例
え

ば、

擬
人
化
さ

れ

た

金
魚
が

猫
に

覗
き

込
ま

れ

て

慌
て

ふ

た

め

く

国

芳
の

「

百

物
語
」

〈

図

版
26
＞

の

よ

う

に、

現

在
な

ら

ば

静
寂
か

ら

驚
愕
へ

の

各
段
階
を

数

コ

マ

に

分
け

て

楽
し

む
と

こ

ろ

も、

あ

え

て
「

図

の

内
に

収
め

切
っ

て

し

ま
い
、

題

名
と

少

し

掛
け

離
れ

た

金

魚
に

と

っ

て

の

恐
怖
と
い

う

内
容
と
の

繋
が

り

の

発

見
を
、

読
者
自
身
に

委
ね

る。

そ

の

よ

う

な

高
度
な

鑑
賞
法

が

求
め

ら

れ

る

時
点
で、

説

明

的
な

コ

マ

表
現

は

野
暮
と

見
な

さ

れ

て、

避
け

ら

れ

る

こ

と

に

な
っ

た

と

考
え

ら

れ

る
。

　

コ

マ

と

い

う
表
現

は、

冂

木
絵
画

の

中
に

た

し
か

に

存
在
し

な

が

ら

も、

江

戸
の

挿
絵
本
や

戯
画
の

中
で

は

あ

え

て

用

い

ら

れ

な

か

っ

た
。

こ

の

こ

と

を

ど

の

よ

う
に

26　歌川国芳 「金 魚 づ く し　百 物語」

マ

ン

ガ

以
前
の

日

本

絵
画
の

時
間
と

空
問
表
現

山
本
陽
子

解
釈
す

る

か

が
、

マ

ン

ガ

の

始
点

を

何
時
と

見

る

か

に

関
わ

る

こ

と

に

な

る。

コ

マ

と

い

う

技
法
を

知
り

な

が

ら

も

意
図
的
に

使
わ

な
い

と
い

う
点
で、

江

戸

の

戯
画

が

　
　

　

　
　

　

　

　
　

　

　
　

　

　

　
　

　〔
32）

一

コ

マ

マ

ン

ガ

と

同

質
で

あ

る

と

考
え

れ

ば、

清
水

が

書
く

よ

う

に

（

註
20
参
照
）

マ

ン

ガ

の

始
ま

り

は

江

尸

時
代
か

そ

れ

以
前
に

湖
る

こ

と

に

な

る
。

し

か

し

江
戸

期

以

来
の

あ・
乱

て

コ

マ

を

使
わ

な
い

戯
画
の

状
況

が、

西

洋
マ

ン

ガ

の

輸
入
に

よ
っ

て

打
破

さ

れ

た

と

し、

そ

こ

に

文
化

の

断
絶
を

見
れ

ば
、

夏
目
の

言

う

よ

う
に

（

註
4

参
照
）

日

本

の

マ

ン

ガ

は

明
治
が

始
点
と

い

う
こ

と

に

な

ろ

う。

　

問
題
は

両

説
の

い

ず

れ

が

正

し

い

か

と

決
着
を
つ

け
る

こ

と

に

は

な
い

。

マ

ン

ガ

の

起
源
を

ど

こ

に

置
く

か

は、

日

本
文

化
の

中
で

マ

ン

ガ

と

は

何
か
、

マ

ン

ガ

に

と

．

翫
．

マ

と

は

禦
を

い

か

に

定
義
す

る

か

に

よ

．

て

変
わ

．

て

く

る

も

の

で

あ

ろ

う
。

そ
こ

で

あ

ら

た

め

て
、

マ

ン

ガ

研
究
家
と、

そ

れ

以

前
の

文
化

史
や

そ

れ

以

外
の

分
野
の

視
点
を

も

加
え

て、

論
議
を

重

ね
て

ゆ

く
こ

と

が
、

ま

ず
必

要
な

の

で

あ
る
。

註
（
1）

　
現
在

「

マ

ン

ガ

；
漫
画
」

両
者
の

表

記
が

行
わ

れ

て

い

る

が、

本
論
で

は

『

北
斎
漫
画
』

等

に

　

用
い

ら

れ

冶

意
に

微
妙
な

違
い

の

あ

る

江

戸
期
の

「

漫
画」
と

の

混
同
を

避
け
る

た

め

に、

片
仮
名

　

　
の

「
マ

ン

ガ
一
表
記

に

拠
る。

（
2）

　
ジ

ャ

ク

リ
ー

ヌ

・
ベ

ル

ン

ト

「

漫
画
で

表
す

ー
ま
ん

が

に

ふ

さ

わ

し

い

美
学
の

反

面

教
師
と

し

て

　

　
の

中
学
校
新
美
術
科」
「

マ

ン

ガ

研
究一
第
一
号

　
平
成
十

四

年

（
3）

　

例
え

ば

石

子

順
「

日

本
漫
画

史
』

（
大

月
書

店
　

昭
和

五

十
四

年
） 、

清

水

勲
『

漫
画

の

歴

史
」

　

（

岩
波
書
店

　
平
成
一
年
）

な

ど。

鳥
獣
戯
画

を

日

本
の

マ

ン

ガ

の

起
源
と

す

る

発
想
は、

明
治

期

　

　
に

マ

ン

ガ

の

代
名
詞
と

な
っ

て

い

た

ト
バ

ヱ
と

い

う
凵
葉
の

も
と
と

な

る、

郭
戸

初

期
か

ら

描
か

れ

　

続
け

た

剽
軽
な
画

風
の

絵
入

り

冊
予

『

鳥
羽

絵
一
の

語

源

が、

鳥
獣
戯
画
の

作
者
と

さ

れ

た

鳥
羽

僧

　

正

の

名

に

基
づ

く
こ

と

に

よ

る

〔
清
水
勲
「

は

し
が

き一
『

凌
画

の

歴

史
甲）
と

い

わ
れ

る。
一
畦

は

　

排
除

さ

れ

て

い

た

江一
尸

時
代
の

黄
表
紙
や

戯
画

と
い

っ
た

作

例
が、

清
水
ら

に

よ

ッ
て

再
び

マ

ン

ガ

　

史
に

加、
尺

ら

れ
る・．浩
う

に

な
っ

た

の

も、

比

較
的
近
年
の

二

と
で

あ

る。

（
4）

　
夏
目

房

之

介
「

仮
説
・
コ
マ

の

発
達

史
　
マ

ン

ガ

は
い

つ

か

ら
マ

ン

ガ

に

な

っ
た
の

か
」

「
別
冊

　

宝

島
EX

」

一
マ

ン

ガ

の

読
み

方
L

第
四

章
「
マ

ン

ガ

を
マ

ン

ガ

に

し

て

い

る

の

は

「

コ
マ

」

で

あ125
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明

星

大

学
研
究

紀
要
【

日

本
文
化
学
部
・
言

語
文
化
学

科
】

第
十
二

号
　
二

〇
〇
四

年

　

る
L

宝
島
社
　

平

成
七

年

（
図
版
22
は

本
書
よ

り

転
載）

（
5）
　
夏
目

房
之

介

；
マ

の

基

本
原
理

を

読
み

解
く」
『

別
冊

宝

島
EX

』

「
マ

ン

ガ

の

読
み

方
」

第
四

　
　
章
「

マ

ン

ガ

を
マ

ン

ガ

に

し

て

い

る

の

は

「

コ

マ

」
で

あ

る
L

宝

島
社

　
平
成
七

年
（

図
版

4
，

　
　
5
・
6
は

本

書

よ

り

転

載）

（
6

）

　
夏
目
房
之

介

「

日

本
マ

ン

ガ

の

特
徴
」

『

マ

ン

ガ

は
な

ぜ

面

白
い

の

か
』

N
日
K
人

間
大
学
テ

キ

　
　
ス

ト

　
日

本
放
送
出
版
協
会

　
平

成
八

年

（

7）
　
ジ

ェ

ラ
ー

ル

・
ブ

ラ

ン

シ

ャ

ー

ル

「
テ

プ

フ

評
ー

ル

が

近
代
漫
画

を

発
明

す

る
」

『

劇

画

の

歴
史
』

　
　
河
出
書
房

新
社

　
昭

和
四

十
九
年
（
図
版
1
は

本
書
よ

り

転
載）

（
8）

貴
田

奈
津
子

「

バ

・

ド
・
デ

シ

ネ

ー

そ

の

誕
生

と

変
遷
」

『

フ

ラ

ン

ス

ヨ、、
。

ク
．
ア

ー

ト

展
』

　
　
川

崎

市
民

ミ

ス

ー

ジ

ア

ム

　
平
成
十
五

年
．

（
9）
．

清

加

勲
「

コ

マ

漫

画
・
ス

ト
ー

り

ー

漫
画
の

歴

史
」

『

明
治
ま

ん

が

遊
覧
船
』

文

藝
春
秋

　
冊

和

　
　
五

十
五

年
（
図
版
2
は

本
書
よ

り

転
載）

（
10＞
　
星

山
晋
也

「

吠
え

か

か

る

犬
ー

コ

遍
聖

絵
」

中
の

二

つ

の

点
景
か

ら

IL
『

美
術

史
研
究
』

十

　
　

九
号

　

昭

和
五

十
七

年、

山
本

陽
子
「

僧
の

声
を

聴
く

1
絵
巻
の

中
の

上

尸

の

表
現
に

つ

い

て

ー
」

　
　
『

明
星

大

学

研
究

紀

要
』

【

日

本
文
化
学
部
・
生

活
芸
術
学

科
】

第
四

号
　
平
成
八

年

（
11
）

梅

津
次
郎
「

絵
と

絵
詞
」

『

文
学』
四

士
∵

三
・
万

昭
和
四

＋

九
年、

秋
山

美

津
子

颪
中
詞

　
　
の

出
現
と

絵

巻
物
の

展
開

1
『

道

成
寺
縁
起

成
立

ま

で

ー」
「

美

学
・
藝

術
学」

第
卜
一
号

　
平

成

　
　

七

年、

山
本

陽
子
「「
〜
と
こ

ろ」
と

い

う
言
葉
L

『

明
星
大

学
研

究
紀
要
』

【

日

本

文
化
学
部
，
生

　
　

活
芸
術
学
科
】

第
五

号

　
平
成

九

年

（
12）
　
宮
次

男

監

修
「

劇

画
　

伴
大

納
言

絵
巻
」

『

ア

ー

ト

ジ

ャ

パ

ネ
ス

ク

　

ロ

本
の

美
と

文

化
』

7

　
　
「

絵
巻
と

物
語

「

中

世
ド

ラ

マ

の

舞
台
」

講
談
社

　
昭

和
五

卜

七

年
（
図
版
3
は

本
書
よ

り

転
載〕

（
13
）

　

夏
目

房
之

介
「「
間

白
」

と

い

う

主

張
す
る

無
L
『

別

冊
宝
島
EX

』

「
マ

ン

ガ

の

読
み

方
」

宝
島

　
　

社

　
平
成
七

年

〔
14）
　
註
5
第
九

節、

夏
目

房
之

介
「

少

女
マ

ン

ガ
の

ロ

マ

構
成」
『

マ

ン

ガ

は

な

ぜ

面

白
い

の

か』
N

　
　

HK

人
間
大

学
テ

キ
ス

ト

　
目

本

放
送
出
版
協
会

　
平
成
八

年
な

ど。

（
西

若
杉
準

喧
絵
巻
の

時

間
表
現
ー
ス

ト

ー

リ
ー

展
開
の

た

め
の

⊥

夫
L

羅
巻
物
の

鑑

賞
基
礎
知

　
　

識
』

至

文

堂

　
平

成
七

年

（

16）
　

近

藤
真

子

「

真
如
堂

縁
起
絵
巻
に

お

け

る

空

間

表

現
の

特
異
性
」

早
稲
田

大

学
文
学
研

究

科
修
士

　
　

論

文

　
平

成

十
年

〔
17）
　
画
中
の

色
紙
型
な

ど

に

場

面

名
や

短

い

文
章
が

書
き

込
ま
れ

る

場
合
も

あ

る

が、

後

出
の

ヨ

ー

ロ

　
　

ッ

パ

の

場
合
と

同

様、

内

容

の

伝
達

は

絵
解
き
を

卞

と

し、

文
字
は

そ
の

折

の

目
印
に

過

ぎ
な
い。

（
18）
　
ジ

ェ
ラ

ー

ル

・
ブ

ラ

ン

シ

ャ

ー

ル

］

ゴ

シ

ッ

ク

の

企
画
」

「
比

喩
的
に

表

現
さ

れ

た

「

言

葉
」

」

　
　
「
携

帯

用
聖
画
」

「

巡
回

布
教
師
の

小

型
映
画
」

『

劇
画

の

歴

史
』

河
出
書

房
新
社

　
昭

和

四

十
九

年

　
　
（
図
版
11
は

本
書
よ

り

転
載）、

な
お

布
施

英
利
も

「
マ

ン

ガ

は

「
脳
そ

の

も

の

」
ー
コ
マ

割
り

を

め

126

　
　
ぐ
っ

て
L

（「
漫
画
解

剖

室
」

『
論
座
』

八

十冂
万

　
二

〇

〇
二

年
）

で、

ジ

オ

ッ

ト

の

キ

リ
ス

ト

の

生

　
　
涯
の

連

作
壁
画

を

「

マ

ン

ガ

の

原
型
」

と

見

て

い

る。

（
19
）

　

岩

城
紀
子
「
双

六

の

歴
史
」

『

絵
す
ご

ろ

く

展
−
遊
び

の

中
の

あ
二

が

れ

ー
』

江

戸
東

京
博
物

館

　
　
平
成

十
年
（
図
版
15
は

本
書
よ

り

転

載）

（
20）
　

清
水

勲
『

江
戸
の

ま

ん
が
』
講
談

社
学

術
文

庫

工
ハ

Q一．一

平
成
十
五

年
（
図

版

17
。
23
は

本
書

　
　
よ

り

転
載）

〔
21）
　
湯
本

豪
一
編
『
江

戸

漫
画

本
の

世
界
」

目

外
ア

ソ

シ

エ

ー

ツ

（
22
）

　
植

松
有
希
「

「

八

文

字
屋
木
」

に

お

け

る

吹
抜
屋

台
の

再
発
兄

ー

出
版
文
化
の

中

で

起
こ

っ
た

物

　
　
語

絵

画

の

新
手
法

ー
L

第
五

十
六

回

美
術
史
学

会

全

国

大

会

発
表
レ

ジ

｝
メ

　
平
成
十
五

年

（
23）
　
田

中
優
子
［
黄
表

紙
と

漫
画
」

『

口

本
の

美
学
』

．
二

十
号

　
平

成

十
二

年
〔
図
版
16
は

本
書
よ

り

　
　

転
載）

〔
24）
　
稲
垣
進
一
・
悳
俊
彦

編
著
『
国
芳
の

狂
画
』

東
京
書
籍

　
平
成
三

年

〔
25）
　
田

天

神
さ

ま
の

美

術
』

東
京
国
立

博
物
館
・
福
岡
市
博
物
館
・
大

阪

市

立

美
術
館
　
平
成

−

「

三

年

（
26）
　

稲
垣

進
一
編
「

浮
世

絵
い

ろ
い

ろ」
『

図

説
浮
世

絵

入

門
」

河

出
書
房

新
社
　
平

成
二

年
（
図
版

　
　

19
は

本

書
よ

り
転
載）

〔
27）
　
『

広
重

画

東
海
道

五

十
三

次
」

解
説

　
便
利

堂

（
図
版
20
は

本
書
よ

り

転
載
）

（

28）
　
『

葛
飾
北
斎

　
富
嶽
百

景
』

岩
崎
美
術
社

　
昭
和
六
十
一
年

〔
29）
　
湯
浅
淑
予
「
江一
尸

の

漫

画

と

今
の

マ

ン

ガ、

全

く

違
う

も
の

？
」

『

こ

ん

な

に

楽
し

い

江

戸
の

浮

　
　

世

絵
」

東
京

美

術
　
平

成
卜
一
年
（
図

版
23
は

本

書

よ

り

転

載）

（
30）
　
『

浮
世
絵

の

子
ど

も

た

ち
』

東
武
美
術
館

　
平

成

六

年

（

図

版

24
．
25
は

本
書
よ

り

転
載）

（
31
）

　

高
橋
克
彦
「
芳
幾
」

「

浮
世
絵
鑑
賞
事

典
』

藷叩
談
社
文
庵「
　

昭
和
六

」

1
二

年

〔
32）
　一
コ

マ

マ

ン

ガ

を
マ

ン

ガ

の

範
疇
に

入

れ

る

か

否
か

の

定
義
も

人
に

よ

っ
て

異

な．
る

で

あ

ろ

う．

（

33）
　
清
水
は

始
点
を
木
版

印

刷

が

で

き

大
衆
の

手
に

入

る

江
戸
時
代
と

設

定
し

た

が、

平

安
時
代
の

戯

　
　

画
が

車
輪
の

動

く

表
現

を

描
い

た

と

い

う

花
山
人

皇
か

ら

下

級
貴

族、
工

人

に

い

た

る

ま

で

が

自
ら

　
　

の

手

で

描
い

て

交
流
の

手
段
と

し

た

（

辻

惟
雄
「

「

を
こ

絵
の

世
界」
1
日

本
絵
画
の

遊

戯
性
に

関

　
　

す

る
一
考
察
　
L

『

比

較
芸
術
学

研

究
』

二）
こ

と

と、

現

代
の

素
人
マ

ン

ガ

の

裾
野

の

広
さ

と

を

　
　

結

び

付
け

れ

ば、

起
源
は

さ

ら

に

溯
る
こ

と

に

な

る。
ま

た

現
代
と

言
う
意
味
で

は

人
人
の

鑑

賞
の

　
　

対
象
と

な

り

得
る

マ

ン

ガ

の

始

点
を、

第
二

次
世
界

大
戦
後、

手
塚
以

降、
　一
九

七

〇

年

代

以

降
に

　
　

置
く

考
え

方
も

あ

り

え

よ

う。
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