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圄
W.メ ッツ ィヒ著,中 村敬治訳 美術 出版 社

「西 洋 の 紋 章 」

‐heraldryforthedesigner‐

西 洋 の 古 い 文献 や文化 財 あ るい は馬 車 な ど に,ふ と紋 章 がっ け られて い る こ とに気 づ く

こ とが あ る。 又,現 代 で も,洋 酒 の ビ ンや 外 車 の標 章 さ ら にはパ ッケ ー ジや 包装 紙 に装飾

と して 使 わ れ た紋 章 を 目にす るこ とが あ る。 私達 日本 入 に とっ て,そ れ は なん とな く西洋

の古 い文化 の雰 囲 気 を感 じさせ て くれ る もの で あ る。 しか しそ こ には紋 章 学 とい う学 問 が

あ り,種 々 の規則 が 定 め られ て い ると い う こ とを知 って い る人 は少 ないの で は な いか と思

う。 特 に西 洋 の紋 章 には,日 本 の家 紋 以 上 に精 密 な体 系 的規 則 が定 め られ て い る とい うこ

とで あ る。 た と え ば正 式 の紋 章 にお い て は,12世 紀 当時 の 封建 騎 士 の戦 闘 時 の服 装 か ら き

た,「 かぶ ど飾 り」,「渦 形」,「バ ッジ」,「ヘ ル メ ッ ト」,「 盾 」,「マ ン ト」,「盾 持 ち」,「巻

物 と銘 句」 な どの構 成 要 素 が定 め られ て い た り,紋 章 の記 述 法 や そ の手順 な ど に関 して も

種 々 の規則 が定 め られて い る。一 っ の紋 章 の 背 後 には,単 に それ が誰 々 の紋 章 で あ る と い

うだ けで な く,私 達 が考 え も しな い よ うな世 界 が形 成 されて い るの で あ る。

この 著 書 に お いて は,こ の よ うな種 々 の規則 が理 解 しや す く説明 され て お り,そ の 他紋

章 の発 生 の理 由 あ るい は長 い歴 史 の 中で どの よ うな紋 がつ く られた か とい う図例 が か な り

豊 富 に と りあ げ られ て い る。 さ らに著 者 自身 が実 際 に会 社 や友 入 の た め に工 夫 した紋 章 も

載 せ られ て お り,そ の際 の 考 え方 な ど が興味 深 く説 明 され て い る。 しか し紋 章学 とい った

堅 苦 し さは な く,誰 で も が興 味 深 く読 め るよ うに工 夫 され た本 で あ る。 それ は 西洋 の 文化

の一 っ を知 る上 で も貴 重 なも ので あ り,こ の点 今 まで この よ うな本 が 日本 に紹 介 され て い

な かっ た だ け に有 意義 な もの で ある。

とこ ろで,こ の著 者 は,「 私 は この 本 に よ って デ ザ イ ナ ー た ちに紋 章 デ ザ イ ンへ の 手 が

か りを用 意 した い と思 った」,又,「 原則 的 に,私 は紋 章 デザ イ ンの厳 密 な 『規 則』 は,こ

うい うデ ザ イ ンを効 果 的 な もの にす る には必 要 で あ る と思 うの で,重 視 した」 と述 べ て お

り,彼 は種 々 の体 系 的 な規 則 が創 造 の障 害 と な るの で は な く,む しろ いっ そ う自由 な創 造

力 を発 揮 させ る も ので あ る と考 えてい る。 つ ま り彼 の意 図 は,単 に応 用 し うる過去 の紋 章

の紹 介 で は な く,そ の背 後 にあ る規則 の もつ意 味 の解 明 で あ った と思 われ る。 しか し日本

にお いて 紋 章 をデザ イ ン しよ う.とす る場 合 多少 問題 が あ る。 なぜ な ら,一 般 に規 則 とい う
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もの は,よ く知 られ て い る必要 が あ り,さ らに それ を支 え る社 会 的 背景 を必 要 とす る。 そ

れ故 日本 と西洋 とはそ の社 会 的背 景 を異 に して お り,西 洋 の 紋 章 の 規則 が直接 的 に意 味 を

もっ とは い え ないの で あ る。 さ らに 日本 にお いて も家紋 と い うもの が あ る か らで あ る。

とは い え,西 洋 の紋 章 に は,日 本 の家 紋 には見 られ な い特 徴 が あ る。 それ は,単 に規 則

が定 め られて い るとい うだ けで な く,そ れ が構 成 要 素 と して紋 章 の 中 に表 示 されて い る と

い うこ とで あ る。 この特 徴 の 意味 す る こと は,あ る図 象 が,そ の置 かれ た場 所 や それ を見

る人 によ って 紋章 で あ ると判 断 され るだ けで な く,図 象 自体 が紋 章 で ある こ とを表示 して

い る とい うこ とで あ る。 こ の こ とが紋章 のデ ザ イ ン に影響 す る こ と は,西 洋 と 日本 の紋 章

を比 較 す れ ば明 らか と な るで あ ろ う。 日本 の 家紋 に おい て は,一 定 の 構成 要 素 を もた な い

ので,そ れ が家紋 と して判 別 さ れ るため に は,家 紋 自体 の よ り形 象 的 な統 一 感 が必 要 とさ

れ る。 それ故 一般 に その 図形 の具象 的 意味 が希薄 に な り,抽 象化 の傾 向 が強 い。 それ に対

し西 洋 の紋 章 で は,わ く組 が定 め られて い るの で,図 形 は か な り自 由 に描 か れ,そ の 具象

的意 味 もよ り明 白で あ る。っ ま り図形 がそ の具 象的 意 味 を語 る こ とが可能 とな って い るの

で あ る。 さ らに この 「語 る」 とい うこ と に関 して,重 要 な こ とが あ る。一 般 に なに か を語

る場 合,そ の主 語 が 明 らか に されね ば な らな い。西 洋 の 紋 章 にお い て は,か の構成 要 素 が

封建 騎 士 の姿 を形 どる と こ ろに,種 々 の図形 が語 る 搾 き対 象 が 明示 されて い るの で あ る。

言 い換 れば,そ こ にお いて は,種 々 の図 形 の意 味 の理 解 の 方 向 が 明確 に視 覚化 されて い る

とい え るの で あ る。一 般 に,言 語 で あ ろ うと,視 覚 的 な記 号 で あ ろ うと,そ の意味 が的確

に伝 達 され るこ と を期 待 す る場 合,意 味 の理 解 の 方 向 を記 号 自身 が もつ こ とは,一 っ の重

要 な条 件 で あ ると言 える。

とこ ろで 西洋 の紋 章 に見 られ る種 々 の紋 の意 味 は,そ の 純 粋 な造形 的 意 味 とい うよ りは,

一般 に定 着 した経験 的 あ る いは い わ ゆ る文 学 的意味 で あ る と い え る。 そ れ に対 し現代 特 に

20世 紀 以 後 抽 象美術 が現 わ れて か らは,問 われ るの は,純 粋 な造形 的意 味 す なわ ち造 形 性

その もので あ る とい われ る。 しか しこの こ とは,理 解 の方 向 性 の 表示 とい うこと を否 定 す

る もの で は ない 。図形 の意 味 が純 粋 で あれ ば ある程,逆 に こ の よーうな契機 が必要 と され る

ので あ る。 デザ イ ナー の 目的 は,単 な る自己 表現 で は な く,よ り積 極 的 な社 会的 意昧 の伝

達 で あ る。 そ れ故表 現 され た もの が,積 極 的 に伝 達 され,了 解 さ れ るよ うに意 図 しなけ れ

ば な ら ない。 現 代 の よ う に複 雑 化 し,多 元 化 した時 代 にお い て は,意 味 の明 解 な伝達 は非

常 に困難 で あ る と言 え る。 そ れだ か らこそ,逆 にそ れに対 して積 極 的 に働 きか ける必 要 が

あ るの で あ る。

以 上 私 が 西洋 の紋 章 か ら学 んだ こ とで ある が,こ の他,単 に取 り上 げ られ た図形 の応 用

を考 え るだ けで な く,さ ら に深 く学 ぶべ きこ とが あ るで あ ろ う。

京都工芸繊維大学大学院 渡 辺 真
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