
　 近 年、 藤 田 嗣 治 （1886 ‐ 1968） に 関 す る 諸 々 の 動 向 は 大 変 な 活 況 を 呈 し て お り、 画 業

に 対 す る 研 究 は 既 に 相 当 の 蓄 積 が 成 さ れ て い る。 し か し 1959 年 の 洗 礼 以 降 に 制 作 し た 宗

教 画 に つ い て は 検 討 の 余 地 が 残 さ れ て い る と 考 え る。 そ れ ら は 多 く「平 和 へ の 祈 り」や「信

仰 心 の 表 明」 と い う よ う な 漠 然 と し た 言 葉 で 捉 え ら れ、 そ れ 以 上 の 追 究 が 無 い ま ま 据 え 置

か れ て い る 感 が 否 め な い。 藤 田 の 宗 教 画 に 平 和 の 希 求 や 信 仰 告 白 が 込 め ら れ て い る こ と は

否 定 し え な い が、 画 家 の 没 後 ５ ０ 年 と い う 節 目 を 前 に、 藤 田 の 宗 教 画 の 意 義 を、 個 別 作 品

の 検 討 を 軸 に 今 一 度 問 い 直 す 必 要 が あ る と 思 わ れ る。 本 発 表 で は 洗 礼 と 同 時 期 の 宗 教 画 で

あ り な が ら 従 来 あ ま り 注 目 さ れ る こ と の な か っ た 『黙 示 録』 三 連 作 （1959 年 ‐ 1960 年、

山 梨 県 立 美 術 館 蔵） を 取 り 上 げ る。 画 面 の 分 析 と 当 人 の 日 記 の 記 述 を 手 掛 か り に、 本 連 作

は 藤 田 が 「黙 示 録」 と い う 宗 教 主 題 を 本 質 的 に 理 解 し た 結 果 で あ る と い う 可 能 性 を 示 し た

い。

　 ３ 枚 の 羊 皮 紙 に 水 彩 で 描 か れ た 本 連 作 は、 豪 華 本 『ア ポ カ リ プ ス』 の た め の 挿 絵 と し て

制 作 さ れ た も の で あ る。 こ れ は パ リ の 出 版 社 社 長 ジ ョ ゼ フ ・ フ ォ レ （1901 ‐ 1991） が 企

画 し た 限 定 １ 部 の 「ヨ ハ ネ の 黙 示 録」（以 降 「黙 示 録」） で、 藤 田 を 含 む ７ 人 の 画 家 が 本 文

に 挿 絵 を 寄 せ た。 藤 田 の 画 面 は 執 拗 な ま で の 細 密 描 写 に よ っ て 埋 め 尽 く さ れ て お り、 そ れ

ら の 図 像 は 様 々 な 引 用 源 を 有 す る こ と が 本 人 の 旧 蔵 書 等 の 調 査 か ら 明 ら か で あ る。 ３ 点 は

い ず れ も 平 穏 な 天 界 と そ の 下 方 の 混 沌 と し た 世 界 と い う 構 図 で 統 一 さ れ て い る が、 画 面 と

「黙 示 録」 本 文 と を 照 合 し た と こ ろ ３ 点 の う ち 洗 礼 前 に 描 か れ た ２ 点 に つ い て は 本 文 の 具

体 的 描 写 に 依 拠 す る 部 分 が 多 い も の の、 洗 礼 後 の １ 点 「天 国 と 地 獄」 に つ い て は そ う し た

合 致 が 殆 ど 認 め ら れ な か っ た。 こ の １ 点 に 関 し、 藤 田 の 日 記 に は 「ア ト ミ ッ ク 等 で は な く 

Paradis（天 国） を か い た ら」 と い う フ ォ レ の 指 示 が 記 さ れ て い た。 結 果、 藤 田 は 「天」 に

加 え 「地 獄」 も 描 い た が、 日 記 か ら は 藤 田 が 「黙 示 録」 と 原 爆 を 結 び つ け て い た こ と が 明

ら か で あ る。

　 キ リ ス ト 教 文 化 圏 に お い て 「 黙 示 録 」 は 常 に 現 実 の 危 機 を 反 映 し て 描 か れ て き た。

1960 年 前 後 と い う 時 代 に あ っ て そ れ が 核 の 脅 威 と 結 び つ く の は 不 自 然 で は な い。 藤 田 の

主 題 理 解 は 単 な る 物 語 的 材 料 や 挑 む べ き 西 欧 の 伝 統 と い う 域 を 脱 し、 本 質 的 で あ り 且 つ 自

己 の 時 代 に 即 し た も の で あ っ た と 考 え ら れ る。 藤 田 は 本 連 作 の の ち 自 発 的 に 同 一 構 図 の 拡

大 作 品 （1960 年、 パ リ 市 立 近 代 美 術 館 蔵、 ラ ン ス 美 術 館 寄 託） を 手 掛 け た が、 そ の 際 に

も 日 記 に 「原 爆」 の 言 葉 を 記 し た。 こ こ か ら も 藤 田 の 中 で 「黙 示 録」 と 核 の 脅 威 と が 強 く

結 び つ い て い た こ と が わ か る。 更 に、 後 者 に お い て も 「天」 に 対 し て 「地 獄」 を 配 す る 構

図 を 維 持 し て い た 点 は、 藤 田 が 同 構 図 に 黙 示 録 の 別 の 本 質、 す な わ ち 救 済 と 破 壊 の 不 可 分

性 を 託 し て い た 可 能 性 を も 示 唆 す る の で あ る。
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