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きんぷん

そ の
-

､ 金文 の 鋳造方法に 関 す る調査報告及 び考察

三 船 温尚 ･ 清水 克朗

(平成 4 年1 1 月 2 日受理)

要 旨
せん お く は く こ か ん

我 々 は
､ 今年 ､

自鶴美術館 ( 神戸市) お よ び 泉屋博古館 ( 京都市) に お い て
､ 収蔵す る中国古

代青銅器66 点に 施 さ れ た91 箇所 の 金文 を
､

は じ め て 調査 し た ｡ 本稿で は
､

こ の 調査報告と
､ 中国

古代青銅器 の 中で も い ま だ に 解明 さ れ て い な い 鋳造技法 の 詳細を ､
.
金 文 の 鋳造方 法 に 絞 っ て 考察

す る も の で あ る
｡

キ ー

ワ
ー ド

中国古代青銅器
､ 鋳造技法 ､

金文概形 ､ 段差矩形
､

埋 け 込 み 法

1 緒 看

中国古代青銅器 は
､ 商 ( 紀元前1 6 世紀頃 か

ら紀元前1 1 世紀頃)
､

お よび 周 ( 紀 元前1 1 世

紀頃 か ら紀元前2 21 年) の時代 に さ か ん に 天

下の 公器 とし て作 られ
､

祭礼 に 用 い られ た ｡

こ れ ら の銅器 は
､

す べ て で は な い が金文 とよ

ばれ る銘文をも っ た もの が あり
､

そ の ほ とん

どが 凹ん だ陰文 で 作られて い る｡ 商代晩期 に
､

は じめ て 甲骨文があらわれ
､

記録 の そ な わ っ

た 歴史時代 へ う つ る過渡期 ､
すな わ ち中国原

史時代 の 貴重 な歴史的資料と して
､ 甲骨文と

な らん で金文 の 研究が盛ん に お こ な わ れ て き

た ｡ 金文 は 一 文字 だ け の 象形文字 か ら百文字

を越す長文 の も の ま で さ まざ ま で
､

施さ れ る

場所 は 器形に よ り
一 定の決 まりが あり

､
また

1 )

時代 に よ る傾向も で て くる ｡ 初期 に は
､

器内

底 ､ 蓋裏 ､ 器 内側面
､

圏足内壁
､

婆下 な どが

比較的多く ､ 片手がや っ と入 るよ うな器 の奥

に 凹 文字 で銘文を残すと い う方法 は
､

後世 に

お い て砥石 に よ る消去
､

ある い は 工具に よる

改善な どを防 ぐ目的があ っ た と想像され る ｡

こ れ ま で
､

中国古代青銅器 の研究 は
､ 金文

の解読な らび に 器形 ､ 紋様 の 分類 な どが主を

な し
､ 青銅器･自体 の鋳造方法 に 関する詳細 は

､

完全 に 解明され た と は言 え な い 状況に ある ｡

し か し
､ 永年 の考古学老 の研究 に より以下 の

2)

よう な鋳造方法が現在の 定説と な っ て い る ｡

ろう も ろうが た

(1) 煩模法 (頗型鋳造法) は 春秋時代 の 後期

な い し戦国時代初頭 頃より中国 で始ま っ た
｡

なか･ ご

( ロ) それ 以前 の商周時代 は 削り中子 ( 中型)
とう も こ めが た 3)

に よ る
､

陶模法 (込型鋳造法) すなわ ち
､

が い は ん

外苑分割法 で あ っ た
｡

こ こ で言う蝿型鋳造法
､

込型鋳造法と い う

呼び名は 現在 日本の 工 芸分野 で 用 い られ る金
ま ね

属工芸用 語で
､ 鋳型材料 に 真土 ( 一

度焼成し

た 耐火度の 高 い 砂) と カ オ リ ン 系の粘土 を使

い
､ 完成 し た鋳型を約900 度 ( 実質 は 湯 一

溶

け た 金属 - が流れ込む 鋳型面を
､

粘土 中の結
4)

晶水が除去 され る7 0 0 度付近 ま で昇温す る｡)

産業工 芸学科
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で焼成 し注湯す る技法 で ある｡ 蝿模法､ 陶模

法 に 類似 し た 現代 の技法名 で ある の で カ ツ
コ

2)

書きし た ｡ 考古学上 の 蟻模法と現代 の 工 芸分

野 の峻型鋳造法 は
､ 完成し た蟻原型 ( 湯の 流

せき ゆ み ち ゆ

れ込 む堰 ､ 湯の 通る湯道 ､ 湯をそ そ ぎ込 む湯
＼ り /i つ ろうく ら

口
､

脱塘 口
､

ア ガ リ
､

ツ リを原型 に蛸 で とり

着け た もの) を
､ 鋳型分割 しな い で い っ せ い

に鋳物砂 で 塗り固 め
､ 脱塘 ､

焼成し注湯する

と い う点に お い て は 基本的 に 同じ で ある ｡ で

は次 に こ の 二 技法 の 相違点 を記す｡

(j) 規模法 で は 蜜蛙 の巣 か ら採取する蜜娘 を

蝿原型材料と す る が
､ 蟻型鋳造 法 で は 蜜

もく

煉
､ 蜜規 と松脂 を煮あわ せ た蛸 ､ 古く は 木

ろう5)

娘 ( - ゼ ノ キ の果実より採取し和 ロ ウ ソ ク

の 材料と なる ｡) ､
近年 で は パ ラ フ ィ ン ワ ッ

ク ス
､

マ イ ク ロ ワ ッ ク ス (共 に石油糸 の 規)

と多種 の蟻材料を使 い
､ 各煉 どう し配合を

調整し なが ら煮あわ せ
､

延展性 の 高 い 轍､

切り 口 の シ ャ
ー プな蟻 な ど自在 に 使 い わ け

て い る｡ 更 に 油 (菜種油
､ 機械油 な ど) を

加 え加塑性 を高め る方法も あり
､ 動物性脂

肪な ども使 う ｡

(ロ) 蝿模法に は s p a c e r ま た は c h a p l e t と呼ぶ
か た も 6 ) かなかた も

型持 ち ( 金型持ち) を使用し な い が
､

煉型

鋳造法 で は 金型持 ち
､ 陶製型持 ち

､
釘 ( 完

成 し た塘原型 に打 ち込み
､ 中子 に 2 - 3

m

/m

二 う か い

入り込 ま せ る の で後述する込型鋳造 の 算に

類似するが
､ 原型 の あらゆる場所 に 打 ち込

め る点
､

型持ちと言え る で あろう ｡) ､
少し

異なるが
､

完成し た蛎原型 を中子面 が 出る

ま で 小さく ( 5
m

/m 〆と か 5
m

/m
x 5

m

/m 程度)

切り取り
､

外型 の鋳物砂 をそ の穴 に つ め中

子 を固定す る方法 ( 鋳物砂 を つ め た 穴 に針

な どを立 て て 補強する場合も ある o ) な ど

多種 に わ た っ て い る ｡ 金型持 ち は
､ 注湯 の

組成 に ほ ぼ近 い 金属片が用 い られ るが溶け
い ざか い

あう こ と は あまり無く
､ 鋳境が出来 る こ と

が多 い
｡

目立 た な い 場合 は そ の ま ま鋳造品

の中に とじ込め られ る こ ともあるが
､

全く

同 じ組成 で は な い た め 着色時 の色層 の異 な

り を嫌 う場合 は
､

一 度叩き落し た後 ､ 湯道
たがね

か ら取 っ た 同成分 の金属片 を空で 象験する｡

し た が っ て こ の他 の種類 の型持ち は 同様 の

象族を必要とする ｡ 最初 の 工 程に戻 るが
､

金型持 ち の位置を決定する場合 二 通 り の 方

法が ある｡ 完成 し た 中子表面 に 埋 め 込み
､

は じる 7)

ある い は埴汁 (粘土汁) で貼り付 け次に 煉

を塗り つ け膿原型を完成さ せ る方法と
､

蛸

原型 の 上 か ら中子 に接するよ う に 埋 め 込 む

か の い ずれ か で ある｡ 前者 は 鋳造品 の 内面

形状 を
､ 後者 は 外面形状を重視する場合 で

あり
､

両面 に重要 な紋様を施し こ れ ら を避

け る位置 に 金型持 ちをとり付ける場合 は
､

図面 に よる周到 な計画が 必要で ある｡ ま た

娘型鋳造す べ て に 型持 ちを使用すると い う
はは き8)

こ と は なく
､ 中子の幅置が器形に 対し て 大

き い 場合 は
､

こ の部分 だ け で 固定し型持 ち

を使用し な い
｡

し か し
､

娩型鋳造 の脱娘 は

原型消失 を意味 し
､

そ の た め安全策と して

型持 ち を多め に 使用 し が ち で ある｡

こ れ ま で をまと め る と
､ 考古学 で い う蛸模

法 は 原型 に 蜜蝋を用 い
､ 金型持 ち は使用 し な

い
｡

一 方現在 の 金属 工 芸分野 で い う塊型鋳造

法 は 原型 に 蜜贈 の他
､

低融点で加工性が高 け

れ ば有機無機問わず材料 に し
､
型持ち は 多種

を多用す る｡ さ ら に
､ 鋳型砂

､
鋳型補強材 の

有無な ど相違点 は あると思われ るが
､

そ の 他

は 基本的 に 同 じ で ある｡

2 )

次 に
､

陶模法と込型鋳造法 に つ い て 比較 し

て み る ｡ 共通する点は 原型 に鋳物砂 を押 し つ

け起伏 をう つ し取り
､

原型の 形状 に よ っ て は

何個 に も型 を分割すると い う こ とと
､

型持ち

を使用 す る と い う 二 点 で あ る｡ ( 陶模 法 は 金
こ う か い

型持 ちを使用 するが
､ 込型鋳造法 で は 弄と呼

ぶ金属製 の 棒 を外型と中子 の固定 に主と し て

用 い
､

金型持 ち ､ 陶製塑持 ち は 算 で は 補 え

な い 部分に 用 い
､

全 て に 用 い る も の で は な

い ｡)

次に こ の 二 技法 の 相違点を記す｡

㈹ 陶模法 で は 原型 を粘土 で作 り
､

外型 を分



中国古 代青銅器 の 鋳 造技法 そ の
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割し う つ し取 っ た 後､ 粘土を金属が流れ込
9)

む 空隙分削り取り中子とするが ( 削り肉
､

ある い は 削り中子法と い う｡ ) ､
込型鋳造法

で は 現在
､

原型 に石膏
､ 木､

プ ラ ス チ ッ ク
､

石 な どを用 い る た め それ らを削 っ て 中子 に

転用する こ とが不可能 で
､ 新た に 外型を利

1 0) ひ

用 し た 張り中子法 で 中子を作 る ｡ ( 挽 き 中

子法もあるが
､

回転体 に 限られ
､

稀な例で

ある｡ )

(u) 陶模法 は外苑 ( 外型) を細 か く
､

多数 に

分割するが
､

込型鋳造法 で は 極めて少数で

ある｡
ア メ リ カ

､
ワ シ ン ト ン の フ リ ア美術

館蔵 ､
西周前期 の ｢ 令方舞｣ ( 高さ3 5 . 1 c m )

の 器 の方だ け (蓋は 含ま な い) に つ い て 推

察し た場合
､

陶模法 で は 周囲 を上 ･ 中 ･ 下

三段 に
､

か つ 八面に 分割 して 外苑を作り
､

2)

合計 3 × 8 - 2 4 箇 の 外苑と な る
｡ 我 々 が考

える込型鋳造法で は 一 段 で外苑 (外型) を

対角線上 に 割る 2 箇の みで ある ( 図 1 ) 0

( 中子 は 器身と圏足部 の 2 箇に 分か れ る ｡)

厚さ 1 c Ⅱ1近 い 稜飾を各角 ､ 各面中央 に合計

8 本持ち ､ 頚部 の 副文帯中央 に 親指先大 の

龍首 を合計 4 箇持 つ が ､
こ の い ずれ に も中

子を入 れず ム ク で鋳造す ると い う条件 で あ
こ よ

る｡ 2 箇で 分割する場合 ､ 小寄 せ と い う小

さ い 割り型 で
､ 稜飾 ･ 龍首 の ひ っ か か りを

抜 け 勾配 に しなく て は な らな い が
､

約4 0 -

図 1 ｢ 令方雰｣ を上 か ら見た 図｡ 込 型鋳造法 で は

⑥､ ⑧ の 2 つ の 外型 で 分割する
｡ ( 小 寄 せ 型 は

略す)

69

5 0 箇の 小寄せ型が片面 で必要 で あろう ｡ 賀

宴文 ､ 小鳥文 の ひ っ か か り に も小寄 せ をと

れ ば更 に2〔｢箇は増 える で あろ う ｡ ( 雷文 に

つ い て は 別稿 に改め る ｡)

型持 ち に つ い て こ の令方舞 の 器 を例に 推

論 を述 べ る
｡

こ れだ け 口
､

底が大きく
､

小

型 の鋳造品 で ある こ とを考えあわ せれ ば中
l い

子の 幅置を大き くとり
､

- マ リ をし っ か り

作れば型持ち無し でも充分鋳造可能 で あろ

う ｡ 安全策 とし て 底部 ( 器身と圏足 の 中子

の 隙間) に バ ラ ン ス 良く型持 ちを 4 箇置け

ば充分す ぎる強度 で あろう ｡

←う 陶模法の 鋳型 は 非常 に薄く 1 e m - 3 c m 位

である ｡ 洛陽西 周鋳鋼遺跡出土 の ｢ 方鼎｣

の 陶製外苑 ､ 高さ1 9 . 5 c m (考古1 9 8 3 年 5 期)
12)

の 写真を参考 に 目測 し た 厚さ であるが
､

こ

の 薄さ で鋳造 に耐 えう る強度
､

更に こ の 外

苑 の割れ方 な どか ら粘土分の 多 い 陶土 であ

る こ とが推察で き る｡ 込型鋳造で は 補強材

( 鉄棒) を鋳型 の 中に 埋 め こ む た め極力粘

土分の 少な い 鋳物砂を使用する こ とが で き

るが ( 粘土分が 多 い 場合様 々 な鋳造 ト ラ ブ

ル を起 こ す ｡) ､
各 工程作業 に 耐えう るよ う

に 5 - 6 c m の 鋳型 の厚さ に する｡ 鋳型が大

きく な れ ば鉄棒も太く な り更 に強度を得 る

た め 7 - 8 c m と厚く な る｡

こ れ ま で をま とめ ると
､ 考古学で い う陶模

法 は 原型を粘土で作り､ 削り肉法 で 中子を作

る
｡ 鋳型 (外苑) は 非常 に 細か く多数に分割

し
､

薄く作 る｡ 込型鋳造法 は張り中子法 で 中

子を作り
､ 鋳型 (外型) は 大き く少数 に分割

し
､ 厚め で ある ｡ 鋳型 を分割する こ とと

､
型

持ち (込型 は弄が主で あるが) を使用する こ

とが類似し て い る｡ 込型鋳造法 は 明治 か ら大
13)

正 に か け て 進歩 し た技法 で あるが
､

そ の 源泉

は中国古代 に あり
､

弥生前期初頭 に大陸 よ り

青銅器が伝来する に つ れ
､ 技術も我国内 に広

び る し
ゃ

な

が り ､ やが て 奈良東 大寺 に あ る毘 慮舎 那仏

(大仏) を分割鋳型
､ 削り肉法に よ り鋳造す

1 4 )

る に 至 る｡ そ れ が近年 の 原型材料 の 変化 に と
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も な い 張り中子法が進歩確立 された も の と考

えられ る ｡

以上が規模法と規型鋳造法､ そ し て 陶模法

と込型鋳造法 の 比較 で ある ｡
で は

､ 考古学上

の蟻模法と陶模法 の違 い を松丸道雄氏 の講演
2)

発表 の文献 か ら引用すると以下 の通り で ある
｡

(前後略す｡)
か. なかた も

｢ こ れ (金型持 ち) が
､

陶模法 の 場合 に は
､

こ の よう な製法を とるた め に
､

成品中 に埋 め

込 まれ た よう な形 に な っ て お り ます ｡
こ れ

( 金型持 ち) 無し に は 陶模法 で青銅容器を作

る こ と は で き ません ｡ ま た 外苑 は 多数 に分割

され
､ 焼成され た 上 で

､
ま た ア ッ ∴セ ン ブ ル さ

れ ますか ら
､

そ の 合わ せ 目 に は 微妙 な ズ レ が

生じ ますし
､

ま た こ こ か ら湯が少 々 は み出し

た りします｡ ( こ れ を バ リ
､

ま た は 鋳 バ リ と

い い ます ｡) こ れ ら は い ずれ も
､

煉模 法 に よ

る青銅器 に 見 られ な い もの で す｡ 殴( 商)
､

周

青銅器 の ニ セ モ ノ が
､

近年 た い へ ん た くさん

作 られ て い ますけ れ ども
､

み な塘模法 で や っ

て い ますか ら
､

こ れ ら の 点を注意すれ ば
､

ほ

とん ど確実 に 真贋 を区別する こ とが で き ます

- ｡ ｣

すな わ ち金型持 ちと鋳 バ リ が鋳造品 に 認め

られ る場合 は 陶模法､
そ う で な い 場合 は 蟻模

法 で ある ｡ 器 形
､

ある い は金文 の形式 か ら推

定する製作時代が
､

商代 か 周代 で ある に もか

か わ らず､
金型持 ちと鋳 バ リ が全く認め られ

な ければ後世 の贋作 で あると い う内容 で ある ｡

で は
､

現在 の 蟻型鋳造法と込型鋳造法 に関し

て
､

こ の 二 点 を比較すれ ば以下の 通り で ある ｡

(j) 金型持ち の有無 で は 二 技法を識別する こ

と は で き な い
｡ 器 の 形状に よ っ て は

､ 共 に

金型持 ち を全く使用し な く て も鋳造可能 な

場合も あるが
､

外型 に対 し て 中子を し っ か

りと固定し な け れ ば なら な い 形状 で あれば
､

共に 多数 の 金型持 ち ( 込型 は 弄が主 で ある

が
､

金型持 ち の み で固定する こ と も可能)

を使用 し な く て は な ら な い
｡

(t =) 従来 の蟻型鋳造法 ( 鋳型 を分割 し な い 方

法) の 中で は
､ 特殊 な 方法 で あるが

､
原型

を虫削ごけ で 作り鋳型を分割する方法がある .

まず塘原型を塘 の ム ク で作り そ れ を分割型

で大きく割 る｡
こ の時

､
中子を入れ る必要

の な い 小さ い ひ っ か か り部分 は 分割型 の 中

に 埋もれ た 状態と な る｡ 少し加熱 し煉をゆ

るく し型を割るが
､

そ の 後､ 型を開けた状

態で炭火を用 い 完全 に脱増す る ｡ ( 一 般 的

に は鋳物砂 で膿原型を密封した状態で脱岨
ろう Eこ 1 5)

するが
､

開放脱蝿 は 蟻煮 えと い う重大な ト

ラ ブ ル が起 らな い と い う利点 が あ る
｡ ) 脱

蝿 ､ 鋳型乾燥完了の段階 で
､

込型鋳造法 の
お も カi た

小寄せ を主型 に 埴汁 で接着し乾燥させ た 状

態と同じ に な り ､ 小 さ い ひ っ か か り部分 の

穴に 砂や綿を つ め て張り中子法で 中子を入
16)

れ る と い う方法 で
､

蝿原型 でありなが ら ､

鋳 バ リ が発生する方法 で ある ｡
こ の 他に

､

原型 の 一 部に規を用 い て ､ 型を分割 し開放

脱煉 の 後
､

鋳型 をあわ せ て 鋳造す ると い う
､

現在 で も利用 頻度の 高 い 銘板 の鋳造方法も

ある｡ すなわ ち膿原型 の 場合 で も型あわ せ

に よる鋳 バ リ が発生す るもの もあり
､

こ れ

を も っ て 膿原型 か 否か を判定する こ と は で

き な い
｡

以上 が
､ 現在 の考古学研究に よる中国古代

青銅器 の 鋳造方法 の 概要 と
､

中国古代 に 確立

し
､

我国 に伝播 し発展 し た 現在 の鋳造技法と

の比較概要 で ある｡ 我 々 が こ れ か ら進め よう

とする研究 の ポ ジ シ ョ ン を明確 に する た め
､

` `

考古学
"

の 定義を以下 に 引用す る｡

｢ 人類が残 し た物質的資料 ､
つ まり遺跡 ､

遺物の 解釈 を通 し て
､

人頬 の過去 の 生活な
17)

い し文化 の 変遷 を明ら か に する科学｣

すな わ ち現在
､

中国古代青銅器 の鋳造技法

解明の物質的資料 は
､

青銅器 そ の も の と大量
2 )

に 出土 し て い る陶土製 の鋳型 で ある｡ 松丸道

雄氏が指摘 し て い ると お り
､

氏自身 の 金文鋳

造 に ナ メ シ 皮を用 い た と い う説 を裏づ け る 実

験を ほ ぼ 成功 さ せ て い る に も か か わ ら ず ､

｢ こ う い っ た
"

実験考古学
'
'

で は 不 充分 で
､



中国古 代青銅器 の 鋳造技法 そ の
-

出土遺跡 そ の もの に
､ 証拠を求 め る も の で な

く て は ならな い
｡ 究極的 に は

､
皮型 そ の も の

の 出土例 の発見
､

青銅器上 に
､

皮型 を用 い た

痕跡 の発見と い っ た事実 で証 明され な ければ
18 )

な らな い
｡ ｣ と い う指針 に沿わ な け れ ば な ら

な い だ ろう｡ そ し て
､ 出土鋳型を手 に とり調

査する こ とも重要であるが
､

まずは 比較的身

近 な もう ひ と つ の 重要 な 遺物 で ある青銅器そ

の もの に 残され た痕跡 を調査 し
､

そ の 共通性､

典型 か ら我 々 鋳金を研究技法とする老独自 の

考察及び鋳造実験を試みよ うとするも の で あ

る ｡ 最終的 に は
､ 青銅器 本体 ､ 紋様 ､ 脚 ､ 柱

な どす べ て の 銅器
､ 部分 の 鋳造方法 に つ い て

研究するが
､

本稿 で は
､

そ の
一

歩と し て 金文

の鋳造 に 絞 っ て 研究する こ ととする ｡

こ の金文 の鋳造技法 は今も っ て全容が解明

され て い な い が
､

昭和3 7 年
､
富山大学 で 開催

され た 日本鋳物協会 の 学会で特別 に講演し た
､

1 9)

鋳金家 二 代目須賀松園氏が金文 の 鋳造法を蝿
し ＼

を使 っ た 埋 け込み 法で ある と い う
一 説 で発表

し て い る
｡ 近年

､
三 代目須賀松園氏よ り そ の

講演原稿 ｢ 舌銅器 の 話し｣ を お借りし複写 し

た が
､

そ の 文言 は残念 な が ら無く質疑応答 で

原稿外 に で て き た よ う で ある
｡

い ずれ に して

も ､ 我 々 鋳金家が金文鋳造再現を成功 さ せ て

も ､ あく ま で
､

実験考古学 の 域 を出ず
､

再現

イ コ ー ル 解明 で は な い こ と を深く認識 しな け

れ ば な ら な い
｡ 先入観 に捕われ な い 調査 に努

め
､ 中国古代 の言送で ある青銅器 の鋳造技法解

明を試み よ うとするもの で ある｡

2 調査内容

調査 は 以下の と お りお こ な っ た
｡

2 . 1 調査日お よび場所

(1) 平成 4 年 8 月1 1 日

(2) ′′ 8 月1 2 日

(3) ′′ 8 月1 3 日

(4) ′ ′ 8 月1 4 日

自鶴美術館

泉屋博古館

′′

′′

71

2 . 2 調査対象と した青銅器

(1) 金文 をも つ も の で 亀裂が な く
､ 調査中､

破損の 恐れ の少 な い も の
｡

(2) 鉦の 中央 ､ 鼓の 下帯 な ど外面 に金文をも

つ 鐘 な どは 対象外 と し た
｡

(3) 外面 で は あるが窓下 に 金文をも つ 爵な ど

は調査 の対象とし最後 に まわ した
｡

(4) 例外とし て
､

器内に 図
､

模様 をも つ 亀文

尊 ､ 蛙蛇文盤も調査し た
｡

2 . 3 調査方法

対象と なる全て の 青銅器を展示 ケ
ー

ス 外に

出し
､ 薄手 の 白手袋 の うえ か ら金文面 の 凹 凸

を指先 で 直接判読 し
､

面の 形状
､

凹凸面 の寸

法計測
､

さ ら に 文字 の 特徴 な ど金文製作 に 関

連あると思われ るあらゆ る諸現象を調査し た
｡

3 調査結果

調査結果 は表 1 の と お りで ある ｡ な お
､

N n

1 - 恥1 5 ま で は 自鶴美術館 ､
N u 1 6 - N o .6 6 は 泉

屋博古館 の 収蔵古銅器 で ある
o 製作時代

､
器

聖±塗の項 目 は 各館 の 図 軌 こ よる ｡
た だ し0

印の 寸法 は 精密計測 器 を用 い ず
､ 今回我 々 で

測定 し た た め 多少の誤差があると思われ る
｡

金文 の 位置 の項 目以降 に あ る上 ､ 中､ 下
､

左
､

右
､ 縦､ 横 な ど の各方 向は

､
金文 に 正 対し た

時の も の で あり ､ 金文 の位置 の項 目 の
､

蓋内

壁中央
､
蓋内壁下部 ( 方桑は 蓋内壁下面 ､

さ

ら に そ の 面 の 中央 か右 か を記す｡ ) ､
器 内底中

央 ､
器 内底下部 ､ 器 内側壁中央

､
器内側壁上

部な ど の表記 は 図 2 の と お り で ある ｡ 金文面

の 凹 凸状態 の 項 目 の
､

器 内凹曲面よ り凹
､

器

≡≡
= -

- ≡
蓋 内壁

､
器 内底の 平 面 図 器 内側壁 の 断 面図

図 2 金文 の位置



7 2 三 船 温尚 ･ 清水 克朗

器 内凹 曲面 よ り凹 器 内凹 曲面 よ り 凸

器 外凸 曲面 よ り凸 器 内平面 よ り 凸

図 3 金文面 の凹凸状態

内凹曲面より凸
､
誓下 の 器外凸曲面 より凸

､

器内平面より凸 な どの表記 は 図 3 の と お りで
､

一

部凹凸が計測 で きるも の は 測定し
､

不可能

なもの は そ の 強弱を
､

わず か に
､ 激しく な ど

の 文言 で表 し た ｡ 段差 の状態 の項 目 の
､ 下部

大きく上部小さ い
､ 縦辺段差大き い

､
右上 角

差激 し い な どの表記 は
､

や は り金文 に 正対し

た 時の 矩形 の位置と
､

そ の 強弱を表し て い る ｡

研磨状態 の 項目 の研磨面と い う表記 は
､ 鋳造

後
､

金文面を砥石な どの研磨材 で磨 い て い る

と い う内容 で ある｡
し か し調査時 の状態 は

､

曇 っ た 灰 色の もの か ら､ 錆､
土 の付着が激 し

い もの まで様 々 で ある｡ 鋳肌面と い う表記 は
､

ほ とん ど研磨し て お らず鋳造直後 の 鋳肌が ほ

ぼ そ の まま の 状態 で残 っ て い ると い う内容 で

ある ｡ 凹ある い は 凸面 の 形の 項目 は
､

指先 で

判読 で き る形を記 し た
｡ 凹ある い は 凸面 の形

の大き さ の 項目 は ど ニ ー

ル 製 で帯状 の メ ジ ャ

- を器面に 沿わ せ て そ の寸法を計測し た
｡ 金

文に 関連 し た 特徴 な ど そ の 他の項 目 で は
､

全

て で は な い が
､

文字 と段差 と の 間隔 を最も狭

い 位置 で計測し た
｡ 文字深さ の 数値 は

､
計測

器 を用 い ず目測 に よ るも の で ある｡ 文字奥 の

角 ( 帯状の文字 の 底面と縦面 と の 角) を直角
､

毛 彫 聖

丸 で表記 し た も の
､

文字奥広が りと表記 し た

も の は著 し い 場合 に 限 っ て い る ｡

一

部 に文字

の 状態を
､

甘 い
､

シ ャ
ー プ

､
鋭 い な ど で表 し

た が
､

こ れ は文字奥 の面の 鋳上が り具合 であ

る ｡
こ の 他 ､ 鋳造後､

金文面 を激しく研磨 し

た た め に 一 文字 一 文字 の 面が凹に な っ た状態

や
､

さ ら に こ の凹が隣の 凹と つ なが っ て
､

凹

の 溝 (逆 に 凹帯と凹帯の 清の 間の 凸帯) が で

き た状態 な どを記し た ｡

4 考 察
/二 が ね

4 . 1 金文 の 聖彫りに つ い て
20 )

鋳造後
､

聖を金槌で打ち なが ら金文を彫る

方法が考え られ るが
､

こ の 可能性を探 っ て み
け :まり

る
｡ 現在 ､ 金工 で 用 い る線彫り聖に は

､
毛彫

まる け ほり せんぞ う か /
i

聖
､

丸毛彫聖
､
線象族聖 の 三 種頬があり､ 各

彫り線の断面形は図 4 の 通りで ある｡ 刀先の

幅 ､ 角度を変化さ せ る こ と に より
､

様 々 な線

を彫る こ とが可能で ある｡ ま た 刀先 の形 か ら

毛彫聖
､

丸毛彫聖は曲線を彫り進む こ と は容

易であるが
､

線象萩聖は 直進性が強く
､

急な

曲線を美しく彫る こ とは な か な か 困難である ｡

聖は 金槌で ひ と打ちず つ 喝≠り進む た め
､

そ の

ひ と打 ち ひ と打 ち の形が線に 残る ｡ 線彫り後 ､

な め くり そば よせ

線の 奥を整 える滑制空 ､ 側面を整 える側寄窒

な どがあるが
､

い ずれも線 の 清の形 ､ 線の 急

な 曲がりに 適応し た聖を作り
､

金槌 で 叩き な
21 )

が ら細か く整え て 行く ｡ し た が っ て どの よ う

な聖を使 っ た場合で も､ 線の 奥を細 い 砥石な

どで研磨し な い 限り
､

叩き跡の 形が線奥 に 残
よ う ほり

る｡ 例外として
､

ビ ュ ラ ン ( 洋彫窒) と呼ば

れ る
､

金槌で 打た な い 聖がある ｡
こ れ は ヨ ー

ロ
ッ

パ な どで 使われ
､

金槌で 打 つ 部分 に 木製

の ピ ン ポ ン 玉大の 球状 の 握りが つ い て お り
､

丸 毛 彫 聖

図 4 線彫空 で の 彫り線の 各断面図

線 象 験 聖
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中国古 代青銅器 の 鋳造技 法 その
-

こ れを片手 に 握りし め て
一

気に 押し切 る｡ 線

の断面 は 毛彫聖 に 似た V 字形 で ある ｡ 手押 し

の た め 切り進む ス ピ ー ドが速く
､ 線は 全体 に

浅 い
｡ し た が っ て 金槌で打 っ た形 は線に 残ら

な い が
､ 金､ 銀

､
鋼な ど の柔ら か い 金属 に は

有効で
､

ブ ロ ン ズの 硬 い 表面 に
､

ビ ュ ラ ン で

金文 の よ う に 深く
､ 自由自在 に 彫る こ と は 不

可能 で ある
｡

そ し て今回 の 調査 で
､ 金文 に 錆

､

土 の 付着が無く文字奥観察可能 なもの で
､ 研

磨跡 と叩き跡が発見され たもの は 2 点を除 い

て他 に無 か っ た ｡

次 に
､

N o .1 1 鳥形由 (写真 1 ) は
､

金文を蓋

裏 ( 写真 2 ) と鳥の 首部前面内側壁 (写真 3 )

に 同銘で も っ て い るが
､

本体 の金文 は 図 5 の

通り ､
口 か ら金文 ま で 最大 で 約1 0 cl□離れ て お

り
､

ま た 図6 の通 り 口 が非常 に小さ い
｡ そ し

て 金文が器 内面 に 対 し て 直角 に彫り込まれ て

い る こ と な ど か ら
､

器外 か ら長 い 窒 を い か に

使 っ て も物理的 に 不可能 であ る｡ N u 1 4 褒鳳直

文筒形由 (写真 4 ) は 口 径1 2 . 9 c m
､

器 内底 の

金文ま で 約1 6 c m
､

そ の 器 内底 は ほ ぼ 半球 に 近

い 急な 曲面 で あ る｡ こ の他 ､ 尊の 器 内底
､

紙

の 圏足内側壁 な ど
､ 金文 は い ずれ も施され た

面 に 直角 に彫り込 まれ て い る｡
こ の 二 点か ら

結論すれ ば
､ 聖 に よ る金文製作 は 無 い と言え

る ｡

金文 に 叩き跡 をも つ 青銅器 は
､

N o .2 4 鳳柱守
､

N o .6 6 愛龍文盤 (写真 5 ) の 2 点で ある ｡ 鳳柱

畢 は 大き め の 口 径 (約2 3 c m ) で
､

外側 に そ り

図 5 鳥形由の 上部側断面図

79

1

返 っ た そ の 口縁内面上部に 半周づ つ 横書き で

施され て い る｡ 文字断面 は 毛彫聖 の 形で
､ 付

着 し た 錆の 聞か ら打 っ た 跡が確認 で き た
｡ 襲

龍文盤 は 器 の 形式が春秋中後期 で あるが
､

金

文形式が西 周初中期 と い う
､

金文後刻銅器 で

ある｡ 文字断面形 は 線象萩聖 に 類似 し
､ 帝奥

に 小さく叩 い た痕跡が認め られ た
｡ 鳳柱守

､

褒龍文盤 とも に聖作業 の 容易 な 器形と金文 の

器面で ある
｡

金文 は そ の青銅器 を作 ら せ た
一

族の 標識や
､

人物 の名 を
-

､
二 文字 で記 し た も の や

､

｢ 某

が誰 々 の宝障舜 を作る｣ と い っ た 短文の も の
､

ある い は
､ 日付 を記 し

､
次 に褒賞 を受 け た次

第を の べ
､ 終わり に 月と王 の 何年 と書く長文

2 2)

の も の な ど
､

形式と内容 は時代とと も に 変化

するが
､

こ れ ら金文 の 内容 か ら
､

青銅器 が鋳

造され る
､

そ の 時の 事象が
､
銅器鋳造 ( 完成)

と同時 に刻まれ て い る こ とが重要 で あ っ た と

想像され る ｡ 青銅器 の 中 に ｢ 宝時弊 を つ くる｣

と い う
､ 作者名 の な い 錨文をも っ た も の が あ

る ｡
こ れ は イ ー ジ ー オ ー ダー の 製品で

､ 買主

が つ い た 時 ､ 作器 老 ( 注文老) の 名 を 後で

(
､空で) 刻み に つ け る と い う説があり ､

西 周
23 )

初中期 の由 ( 義) や 由 に 限られ て い るよ う で

ある ｡
N o .2 8 の 鳳文 白も ｢ 作宝葬｣ の 銘 を蓋内

壁 と器内底 に も つ ひ と つ で あるが
､

口 が小さ

く (1 2 . 8 c nl X I O . O c m )
､

共 に 金文面 ま で 深 く

(蓋内 の金文ま で6 . 8 c m)
､ 前記の 通り聖後刻

は 困 難で ある｡ ま た こ の 三 文字をあら か じめ

図 6 鳥形由 の 蓋寸法
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下方 へ ずら し
､ 上 に - ･

二 文字刻む ス ペ ー ス

を残 し て い ると い う こ ともなく
､

こ の 三 文字

で蓋内
､

器内の 中央 に 位置 して い る ｡
こ の鳳

文由は 錆の状態 か ら判断し て
､ 銅 を多く含ん

だ 青銅 で鋳造 され て い るが
､ 由の 中に は 銀白

色 で
､
見る か ら に 錫を多く 含ん だも の がある ｡

こ う い っ た青銅 は 不用 意に 空で 叩けば簡単に

そ こ か ら割れ
､

も し銀白色 の ｢ 作宝葬｣ をも

っ た青銅器 が存在すれば
､

イ - ジ ー オ ー ダ ー

説 は完全 に否定され るであろ う｡

そ し て もう
一 点

､ 今回 の調査 の 中に
､

器 の

形式年代が商末周初 で あ るが
､ 金文 ( 八行百

余字) の 形式年代が西 周中後期と い う ､
N d 2 6

饗宴文円鼎がある o 口径が 大き く ( 2 8 c m )
､

器 内側面 の聖彫り作業 は 可能 であるが
､

こ の

調査 で は 文字奥 に 打ち跡 を発見 で き な か っ た ｡

我 々 に は
､

鋳上 がりは甘め だ が
､ 鋳造 に よる

鋳 出 し文字 に 見て 取れ た
｡

こ の 百余手 の 内容

が し っ か りし て い るも の ならば
､

西 周中後期

に 昔 ( 周初) の鼎 を模し て 作 っ た と は考 えら

れ な い の で あろう か ｡ 前記 の 襲龍文盤と は
､

器 形､ 金文 の 年代が逆だ が
､

そ の 内容 は 異な

っ て い る ｡

こ れ ま でを結論すれ ば
､

金文を空 で彫 る こ

と は物理的 に 不可 能で あり
､

そ の 痕跡も今回

の 調査 で 発見 で き な か っ た ｡ 金文 を聖で 刻む

場合 は
､

盗掘ある い は な ん ら か の か た ち で 土

中か ら出て き た 銅器 の
､

窒作業が可 能な 器面

に
､

後世 の老が金文本来 と は 違う目的で 彫る

場合 に 限られ
､

一

部 の文字を鋳造後
､

彫 り た

すと い う イ
ー ジ ー

オ
ー

ダ
ー 説も我 々 に は認 め

られ な い ｡ 金文 は そ の 内容 か らも
､ 鋳造 と同

時に タ イ ム リ ー に そ の時 の事象を鋳 出 し
､

そ

の 後
､

永遠 に 消去
､

改善され な い 凹文字 で 器

内奥 に 残すと い う こ とが重要 で
､

こ の こ と は

古代支配者 に と っ て 魅惑的 な
､

己 の 生 き た証

の 伝言 で あ っ た と想像され る ｡

4 . 2 金文と段差矩形に つ い て

鳳柱 野 ､ 襲龍文盤 ､ 空室文 円鼎
､

金文 の部

分だ け を後鋳 し たN n 2 3 突牌 ( 後鋳方法 は別稿

に 改め る)
､

全面 に紋様 を施 し た N n 6 5 蛙蛇文

盤の 5 点を除く
､
6 1 点の青銅器 に施され た8 5

箇所 ( う ち 1 箇所 は 図文) の
､ 金文 の鋳造 に

よ る鋳出 し方法を考察する ｡

まず
､

こ の8 5 箇所 の 金文面が 器内ある い は

器外面 か ら
､

どの よう な状態 に あ っ た か を表

2 に 内訳数で表す｡

表 2 金文面 の状態 ( 内訳数)

凸 凹
- 一 部 凸 認め られ ない 錆. 土など亡こより

一部凹 憤差がはとんどない) 判読不可能. 不明

4 3 1 5 3 7 17

こ れ は
､ 判読不 可能 ､ 不 明の1 7 箇所 を除く ､

残り6 8 箇所 の 各割合が
､

凸6 3 %
､

凹2 2 %
､

一

部凹
一

部凸 4 %
､ 認 め られ な い (段差が ほ と

ん ど無 い) 1 0 % と なる
｡ 次に

､ 凸､
凹

､

一

部

凹
一 部凸 の6 1 箇所 の

､
そ の 形の 内訳数 は表 3

で ある ｡

表 3 段差 の形 ( 内訳数)

矩 形

六 角形

あるい は

七 角形

横辺不明 縦辺不明
錆.

土のた

め形不明
段 差弱 く

形 不 明

50 1 4 1 1 4

矩形5 0 の う ち 1 つ の み 正方形 に 近 い 矩形 で
､

残り4 9 は 全 て 縦長 の 矩形 で あ っ た
｡

六 角あ る

い は 七角形は N o .
2 1 亀文尊 で

､
こ C

'

) 亀文図が 六

角形 の概形 な た め で ある ｡ 縦の 二 辺 は 矩形 の

一

部と確認 で き るが
､ 横 の 二 辺 の段差が 不 明

な も の が 4
､

そ の道 に横辺確認 で き るが縦辺

不 明な も の が 1
､

こ れ ら の金文概形 か ら想像

で き る矩形も縦長形 で あり
､

こ の 5 箇所 を加

え た合計5 5 箇所 に つ い て 検討すれ ば
､

金文面

に 段差が認め られ
､

そ の 形が判読可能な も の

は 全て が 矩形 で あり
､ 今回 の調査 で は

､
ほ と

ん どが縦長形 で あ っ た
｡

こ れま で をまと め ると以下の 通りと な る ｡

(I() 錆
､

土 の 付着 ､ 亀裂 の修理 の無 い 判読可

能な6 8 箇所 の う ち の9 0 % が
､

な ん ら か の 段

差 をも っ て い る ｡
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写真 3 鳥形由､ 首部

前面内側壁

( 自鶴美術館蔵)

写真 2 鳥形由､ 蓋裏

( 自鶴美術館蔵)

8 1

写真 4 褒鳳直文筒形由

(白鶴美術館蔵)

写真 5 襲 龍 文 盤 ( 泉屋 博古館蔵)
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写真 6 父 戊 尊 ( 東屋博古館蔵) 写真 7 父戊尊器 内底金文 (泉屋博古館蔵)

写真 8 父 戊尊金 文択本 ( 泉屋博古館蔵)

写真 9 見由蓋内金文 ( 泉屋博古館蔵)
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一 断面線

④の 位置で 最 も段 差 が 大 き く約1 . 5
m

/m の 差

図 7 父戊尊金文断面図

(t =) 金文に 限れ ば
､ 形の 判読可能な 段差形 は

全て 矩形 で
､

こ の 調査で は98 % が縦長 で あ

っ た
｡

今回 の調査 で も っ とも激し い 段差 の あ っ た

7b 3 9 父戊 尊 ( 写真 6 )
､

そ の 器 内底 の 金文

( 写真 7 )
､ 段差 の 現れ た 択本 ( 写真 8 ) を

写真 で 示 し
､

さ ら に 段 差 の詳細を図 7 で 示 し

た
｡ ま た

､
錫の 含有率が高く

､
光の 反射 に よ

っ て 肉眼 で も面 の ズ レ と矩形が確認 で き るN o .

2 9 見由の 蓋内も示し た ( 写真 9 )
｡

逆 に
､ 段 差が認め られ な か っ た 7 箇所 の

､

N o . 2 望蛋文方葬 の 蓋内1 字
､

器内 1 字 ｡
N cL 7

象文尊 の 器 内5 0 字 ｡
N n l l 鳥形由 の蓋内 3 字 ｡

N o .1 3 襲鳳文由の 蓋内 6 字 ｡
N o .

2 2 宰椀角 の 窒下

2 字｡ N o .4 1 鼎父己尊の 圏足内 2 字に
､ 特別な

共通性 は 認め られ な い
｡

ま た 金文概形 の 大き さと.段差矩形 の 大きさ

に は
､
今回 の 調査結果 か ら特別 の 法則 は見出

せ な か っ た が
､

金文が段差矩形 に 非常 に 近 い

もの ( 2
m

/m
- 5

m

/m) は
､

4 箇所と少な く
､

そ

の他多数 は 8
m

/m 以上2 0
m

/rn 以 下 で
､

1 3
m

/m 程度離

れ た も の が も っ とも多か っ た ｡ そ し て
､ 金文

か ら矩形 ま で の 上
､ 下､ ある い は 左､ 右の寸

法も同 じ で は な い
｡ 言 い 替 えれ ば

､ 金文 は お

お む ね矩形 の 真ん中に配 され て い るが
､ 少し

ず つ 左右 ､
上下 へ ずれ て 鋳出され て い る場合

が ほ とん どで ある ｡

次に 金文概形と矩形 の 縦横 の比率 に つ い て

整理し て み る
｡ 金文 は読み方 (読み の 区切り

方) に も関連するが
､

4 - 5 字まで であれば

1 行に 収め
､

4 - 5 字以上 で 2 行 ｡ 9
､

l o 亭

と増せ ば 3 行と行数も増 える ｡ 今回 の 青銅器

の 中で は 8 行51 字が最大 で あ っ た ( も ちろん
､

南 な どは こ れ に該当しな い) ｡ ま た
､

各行 に

よ っ て文字数が極端 に異 なる場合もある｡ 例

えば 2 行 8 字を 5 字
-

3 字 ､
4 行4 4 字 を1 1 字

- 1 1 字 - 9 字
-

13 字 ､
8 行5 1 字 を 7 字 - 7 字

- 7 字 - 7 字 - 7 字 - 7 字 - 7 字 - 2 字と配

し て い る ｡ も ちろん ､ 文字 サ イ ズ
､
文字間隔

は 不均 一 で ある
｡

そ し て 2 行 5 字 -

3 字の 概

形 は
､

3 字を大きく
､

さ ら に文字間を広く と

り
､

お お むね 縦長 の 矩形と な っ て い る ｡
4 行

4 4 字の概形 は
､ 文字間 に 極端 な 差は な い が

､

各行最後 の文字下 を横 に 揃 え
､

こ れも お お む

ね 縦長 の 矩形と な っ て い る｡ 8 行5 1 字 の 内容

は
､

最初 の 4 行で横長矩形 を作り
､

その左上

部 に 2 字 を配 し た 六 角形 と な っ て い る (図8 ) ｡

2 4)

( こ の段差形は 判読 で きな か っ た ｡ ) し た が

っ て 今回 の 調査 で段差判読可能な も の の 金文

概形 は
､

ほ とん どが縦長 の 矩形 で あ っ た
｡

で

は こ の 矩形 の横辺 1 に 対する縦辺 の 比率 を 1

行 3 -

5 字 で み ると
､

3 . 0 3 . 5 3 . 6 4 . 5
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図 8 金文8 行5 1 字の配置と六角形の金文概形

5 . 0 5 . 6 な どで
､

同 じく 2 行 5 - 7 字 の比率

は
､

1 . 7 2 . 0 2 . 5 2 . 7 な どと な る ｡ 行数が

増せ ば比 率は 1 に よ り近づき 5 行あ た り で
､

正方形 に 近 い 金文概形と な り
､ 更に横長矩形

へ と移行する ｡ 逆に 比率が最も大 ( 縦に細長

い) は
､

1 行 5 字の 文字間を広く と っ た 場合

で ある
｡ 次に

､
2 字以 上 の行数字数

､
段差矩

形 の 実寸
､
段差矩形 の横縦辺 の比率 を表 4 に

示 し た ｡

表 4

r b 行数一字数
器 形 . 金文

の 位 置

段差研きの実寸

(
.縦×横c m) 宗m L[ 率

1 1 - 2 鼎 .

器 内壁 10 . 0 × 5 . 0 2 . 0

3 3 1 - 2 由 .

器 内底 6 . 0 × 2 . 5 2 . 4

3 9 1 - 2 尊 . 器 内底 7 . 8 × 3 . 6 2 . 2

4 2 1 - 2 尊 . 圏足 内 6 . 0 × 6 . 0 1 ー 0

6 0 1 - 2 盈 . 器 内底 9 . 0 × 4 . 0 2 . 3

1 9 1 - 3 尊 .

器 内圧 10 . 0 × 5 . 5 1 . 8

2 8 1 - 3 由 . 蓋内壁 8 . 0 × 3 . 5 2 . 3

′′ ′′ ･ ′
.

器 内底 8 . 0 × 3 . 5 2 . 3

3 0 1 - 3 盃
. 婆 下 5 . 0 × 2 . 3 2 . 2

′ ′
′
′

･ ′ . 蓋内壁 4 . 0 × 2 . 0 2 . 0

4 7 1 - 3 曽 . 器 内壁 8 . O x 4 . 0 2 . 0

5 0 1 - 3 蓋 . 器 内底 9 . 0 × 5 . 0 1 . 8

3 5 1 - 4 甚 .

器 内底 8 . 0 × 3 . 0 2 . 7

4 3
■

1 - 4 尊 . 器 内圧 ll . O x 4 . 0 2 . 8

5 1 1 - 4 塞 . 器 内底 8 . 0 × 4 . 5 1 . 8

5 6 i - 4 辛 . 器 内圧 ll . 0 × 4 . 0 2 . 8

6 2 1 - 5 由 . 蓋 内壁 ll . 0 × 5 . 0 2 . 2

3 2 2 - 4 自
.

蓋 内壁 4 . 5 × 3 . 3 1 . 4

5 9 2 - 4 壷 一 蓋 内壁 7 . 5 × 4 . 0 1 . 9

′′ ′ ′
･ ′ . 器 内壁 6 . 0 × 2 . 6 2 . 3

29 2 - 5 由 . 蓋 内壁 7 . 8 × 5 . 3 1 ー 5

3 1 2 - 5 敬 .

器 内壁 6 . 5 × 4 . 7 1 .
4

3 4 2 - 5 蕊
. 蓋内壁 6 . 3 × 3 . 0 2 . 1

4 8 2 - 5 盈
.

器 内庭 8 . 5 × 5 . 0 1 . 7

1 3 2 - 6 由 . 器 内底 l l . 0 × 4 . 5 2 . 4

5 8 2 - 6 由 . 蓋 内壁 5 . 5 × 3 . 0 1 . 8

′ ′ ′ ′ 由 .

器 内庭 7 . 3 × 3 . 0 2 . 4

4 4 2 - 7 尊 . 器 内底 7 . 0 × 3 . 5 2 . 0

4 5 2 - 7 方舞 . 器内壁 7 . 0 × 3 . 5 2 . 0

4 9 2 - 7 基 .

器 内底 7 . 5 × 4 . 0 1 . 9

5 5 2 - 7 由 . 蓋 内壁 7 . 0 × 4 . 0 1 . 8

′ ′
′ ′ 由 . 器 内底 7 . 5 x 4 . 0 1 . 9

4 6 2 - 8 [
J

U

L 紙
. 器内底 8 . 5 × 4 . 5 1 . 9

5 2 3 - 9 甑 .

器 内壁 9 . 5 × 6 . 0 1 . 6

3 8 3 - 1 3 鼎 . 器 内壁 ll . 4 × 6 . 3 1 . 8

2 7 3 - 1 7 由 . 蓋 内壁 ll . 0 × 5 . 0 2 . 2

2 2 5 - 3 0 角
.

器 内壁 8 . 5 × 5 . 5 1 . 5

6 1 5 - 3 2 蓋 . 蓋内壁 1 0 . 5 × 7 . 0 1 . 5

′ ′ ′ ′
･ ′ .

器 内底 1 0 . 5 x 7 . 0 1 . 5

5 3 7 - 3 9 敬 .

器 内壁 1 0 . 0 × 9 . 0 1 . 1

前述 の
､ 金文概形 と段差矩形 の 間隔が狭 い

も の は
､

N o .1 3 褒鳳文由 ( 器 内底)
､

矩形縦 辺

と 3 - 5
m

/m ｡
N o .2 5 鴎鵠由 (蓋内壁)

､
同縦 辺

と4 . O
m

/m ､
同横辺 と4 . 5

m

/m ｡
N o .4 4 雷文尊 ( 器内

底)
､

調査 ノ ー ト に ギ リ ギ リ と の み 記 し 未計

測 ｡
N o .5 5 由 ( 器 内底)

､
2 % 程 度 ｡ そ し て こ

れ ら は 順に
､

2 行 6 字 ､
1 字 ､

2 行 7 字
､

2

行 7 字 で あ っ た
｡ 鶴鵠由の 1 字は 段差矩形が

3 . 0 ×2 . 0 と小さ い が
､

他は 順に1 1 . 0 × 4 . 5
､

7 . 0 × 3 . 5
､

7 . 5 × 4 . 0 ( c m ) である ｡ 鴎鵠由を

除 い て
､

金文ギ リ ギ リ に 段差が あ るも の が
､

2 行 6
- 7 字 に 集中すると

､
こ の 三例で は結

論 づ け られ な い だ ろ うが
､ 少な く とも 2 行 6

- 7 字 の よう に 極端 に細長く な い 金文概形の

もの に は
､

金文 ギ リ ギ リ に 段 差が現れ る製作

方法をと る こ とが可能 で あ っ た と は
､

言え る

であ ろう｡

金文概形が最も縦 に 細長く な る 1 行 4 - 5

字 の 段差矩形 は 実寸 で8 . 0 × 3 . 0
､

l l . 0 × 4 . 0
､

8 . 0 × 4 . 5
､

l l . 0 × 4 . 0
､

l l . 0 × 5 . 0 ( c m) で あ

る ｡
こ の 横に対する縦 の 比率は 順に

､
2 ･ 7

､

2 . 8
､

1 . 8
､

2 . 8
､

2 . 2 と統 一 性は な い が
､

や は

り
､

2 . 7
､

2 . 8 は 他に み られ な い 大き な 比率と

な っ て い る｡ し か し 2 行の 横辺実寸と比 べ る

と
､

1 行で あり な が ら 2 行と同程度 の 横辺 実

寸で あり
､

他 の 1 行金文 をみ て も ､ 極端 に 細

長 い 段 差矩形 は な い と 言 え る ｡
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4 . 3 段差発生 の 原因に つ い て

段 差矩形発生で 第
一

に 考え ら れ る 原因 は
､

鋳型が最後 に ア ッ
セ ン ブ ル (型あわ せ) され

る時点 で
､ 中子 の 金文面が すで に矩形状 に 段

差 を生じ て い た の で は な い か と い う こ と で あ

る｡ 段差 な く整え られ た 中子表面 に
､

金文 の

反転凸 の形状 を施 し鋳造 し た 場合
､

当然
､
段

差 の な い 金文面と なり
､

せ い ぜ い 砥石研磨 に

よ る部分凹が残る の み で あろ う｡ し た が っ て

段差発生 に は 次の 2 つ の 要因が考え られ る ｡

(j) 段差発生率 (9 0 % ) か ら
､

金文鋳造 に 不

可欠な作業 工程で
､
段差 が生 じる ｡

( ロ) 最終鋳型 ア ッ セ ン ブ ル ま で
､

こ の 段差を

修正する必要が な か っ た ( ある い は 修正 で

き な か っ た ｡) ｡

そ し て
､ 前述 の 段差凸63 %

､ 凹2 2 %
､

一 部

凹 一 部凸 4 %
､

ほ とん ど段差 な い1 0 % か ら は

作業上 の 特別 な意図 は認め られ な い
｡

ま た
､

段差 の 形状が矩形で ある理由 に
､ 次

の 二 点が考え られ る ｡

(j) もと もと金文概形が矩形 で あ る の で
､

お

の ずと段差 も矩形 と な っ た
｡

( ロ) 作業性 の うえ か ら矩形 と な っ た
｡

例 えば
､ 前述 の 2 行 5 字 - 3 字 を

､ 古代中国

に は 銘文概形 を な に が な ん で も矩形 に 整える

と い う慣わ し が あ っ た とみ る な らば
､ (j ) で あ

ろ う し
､

そ う で な け れ ば技法的理由 に よ る矩

形が先に あり ､
そ れ に 合わ せ て 金文概形も矩

形 に な っ て 行 っ た と見る べ き で あろう ｡
そ し

て
､ 今後 の調査 で

､
金文 一 行 一 行の文の 長さ

が著 し く違う場合 で も
､

段差形が矩形 で ある

こ とが多く認め られれ ば(ロ) と断言 し て も構わ

な い で あろう ｡ 前者 は歴史研究者か ら の ご 教

示 を待 つ と こ ろ で ある｡

さ て
､

こ れ らを勘案す れば
､ 実際 に 鋳金 に

携わ らな い 老で も
､

こ の 段差は 中子 に 金文 の

矩形 の パ ー ツ 型 を
､

埋 め 込 む時の も の で ある

と推論 で き る で あろ う｡ すな わ ち
､ 中子面と

な る形が矩形 で
､

そ の 面 に 金文 の 反転凸形を

すで に 施 し た パ ー

ツ を
､

中子本体 に 穴 を掘り

85

埋 め 込む ｡ そ の 時 ､
そ の パ ー

ツ が中子本体 か

ら
､ 少 し と び出すか

､ 引 っ 込 む か は
､

重要 で

は な く
､ 半数以上 は 少し 引 っ 込 ん だ 状態 に な

っ て し ま うと い う こ と で ある｡ 換言すれば
､

金文反転 凸形 は中子本体 に 直接 ､ 施す方法 で

は な く ( ほ とん ど段差 な い1 0 % を無視する こ

と は で き な い が ､ 埋 め 込んだ状態が様 々 に な

っ て し ま うう ち の1 0 % と見る こ と は で き な い

だ ろう か
｡) ､

パ ー

ツ 型を別 に 作 り
､

そ れ を

埋 め 込 む方法 で な け れば な らな か っ た と見る

べ き であ ろう
｡

こ の よう に
､
主 な鋳型 に

､
別作りの 部分鋳

し ＼

型 を埋 め 込 む技法を
､

鋳金用 語で ｢ 埋 け込み
2 5 )

法｣ と呼ん で い る ｡
こ れ は

､
紋様や文字 ､

あ

る い は 焚鐘 の 竜頭や乳な ど に現在 で も用 い る

技法 で
､ 主型 ､

埋 け込み型とも に充分乾燥し

た 後 に
､ 主型 を掘り ､ 水 ､ 埴汁､ 鋳物砂 で隙

間 な く埋 け 込 む
｡ 竜頭や乳な ど

､
大きく

､
奥
26 )

深 い 埋 け込み型は焼成ま で済ま せ て 埋 け込む ｡

金文 に お け る埋 け込み技法を推論すれば次

の通り で ある｡

(1) 埋 け 込み型 を充分乾燥する ｡

(2) 中子本体 の 穴 へ 何度も出し 入れ で き る よ

う
､

埋 け込み型 に 勾配を つ け る ( 図 9 ) ｡

( あら か じ め 勾配を つ け て
､ 乾燥する方法

も ある｡ )

(3) 充分乾燥 し た 中子 本体 に
､

埋 け込み位置

の 印を つ け
､

埋 け 込 み型の勾配 に対応する

勾配 で 本体中子を掘る (図1 0) ｡

(4) 途中
､

何度も埋 け 込み型を穴 に 入れ
､

確

認 し
､

中子 と埋 け込み型 に 段差 が な い よ う

穴を整 える｡ ( 掘り過 ぎ た 場 合 は
､ 奥 に 砂

を つ め 込 む ｡)

(5) 中子と埋 け 込み型 の隙間を ヘ ラ で 少し削

り広 げ
､

水 で 両型を湿 ら せ (埴汁がす ぐ に

乾き
､

接着が 弱く な る こ と を防 ぐ) ､ 埴汁

を つ け
､

手早く鋳物砂 を へ ラ な どで奥深く

か ら つ め 込 む ｡ ( 浅 い 修正 で は 湯が 隙間 に

入り込み ト ラ ブ ル と な る ｡ 隙間を ヘ ラ で少

し削り広 げ る の は
､

奥深く か ら つ め 込 み 易
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図 9 例と し て( 上) の 字の 反転

凸形をも つ 埋 け込 み型
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図1 0 埋 け込 み型が 入 るよ

う に中子本体 を掘る

くす る た め
｡
) ( 図1 1)

(6) つ め込 み作業 は 必ず
一

面ず つ 進 め る ｡ 水

分 は 周り の 乾燥型が吸 い
､ す ぐ に生乾き の

状態 と な る ｡
二 面め は 向 い の面で 作業 を進

め た 方が
､

よ り安全 で あ ろう｡

(7) 最後 に表面 を整え
､

乾燥 さ せ るが
､

こ の

時､
必 ず つ な ぎ部に 収縮 に よる亀裂が生じ

る の で
､

鋳物砂を再度 つ め 修正する ｡

こ う い っ た 工 程の 中で
､ 段差 が 凸､

凹 な ど

に な っ て し ま う こ と は 充分考え られ る
｡

ま た
､

金文 の 深さが 1 - 1 . 5 ㌔位 の も の も あ り ( 中

に は 2 % 近 い も の もあ っ た)
､

3 T /
m の 厚 さ の

鋳造品で は
､

こ の分 を差 し引 い た 2 - 1 . 5 TV
m

の 部分的薄さ と な る ｡
こ の 金文 の 部分 で 湯流

れ 不 良を起さ な い よ う
､

埋 け 込 み型 を
一

段 ひ

くく埋 け 込 む こ と も可能 で あるが
､ 前述 の 通

り 凸6 3 % で は 結論づ け る こ と は で き な い
｡

む

し ろ ､ 段差 の な い1 0 % に 近づ け よ うと努力 し

た と推論 で き な い だ ろう か ｡ そ し て
､ 努力及

ばず生じ た 段差 を何故修正 し な か っ た の か と

い う疑問 が次 に 起 る｡

埋 け 込 み型が 凸に な っ て し ま っ た 場合 ､
全

体 を削れ ば段差 は な く な る が
､

重要 な 金文反

転凸形が ある た め 完全 に は整 えられ な い
｡ 凹

に な っ て し ま っ た 場合は
､ 逆 に 鋳物砂 を水と

埴汁 で付 け て 行く が
､

同様 に 完全 に は 整えら

れ な い
｡ 部分的 に 段差を修正する こ と も可能

で あ る に も か か わ らず､ 鋳出 さ れ た 段差 は
､

は っ きり と し た 矩形 で あ る ｡ と な れ ば
､

中国

古代人 に は
､

埋 け 込み で 生 じ た 段差 を修正す

鋳物砂 を つ め 込 む

図1 1 一 面ず つ 鋳物砂 を つ

め込み隙間を埋 め る

る意識が は じ め か ら な か っ た ｡ すな わ ち
､

そ

う い っ た 感性 で あ っ た と の結論づ け は 短絡 で

あろう か ｡

そ し て 前述 の
､

2 行 6 字
､

2 行 7 字の 三 例

の金文 ギ リ ギ リ 埋 け 込 み は
､

推論 し た エ 程(4)

と関連する の で は な い か ｡ すな わち
､

こ れ ら

の金文概形比 か ら
､ 金文 ギ リ ギ リ に 埋 け 込み

型を作 っ た と し て も
､

そ れ が極端 に 細長 い 型

に は な ら な い
｡ 1 行 5 字で あれ ば細長 い 型 に

な り(4) で折れ る可能性が高 い
｡ 現在 で は

､

パ

ー ツ 型 に 針金 の 補強材を複数本人 れ るが こ こ

で は 考慮 し な い ｡ 以上 の よ う に金文ギ リ ギ リ

埋 け 込 み型は(4) の作業 に耐 えうる形状 に 限 ら

れ ると推察 で き る ｡

ま た
､

N cL3 3 筒形自 (器 内底) ､
N o 3 0 父乙 盃

( 蓋内壁)
､

N o .5 9 素文壷 (器 内壁) の 段 差 矩

形実寸 は
､

6 . 0 × 2 . 5
､

4 . 0 × 2 . 0
､

6 . 0 × 2 . 6 と

特 に 横辺が他 より狭 い
｡

こ の共通 は
､

比較的

金文面が急 な 曲面で あり
､

こ う い っ た 場合 に

は
､

な る べ く段 差が生じ な い よ う埋 け 込 み型

を小さく し た の で は な い か
｡ 前述 の 鴎魂 由

(蓋内壁)
､

3 . 0 × 2 . 0 は 正方形 に 近 い 形 で(4)

に は強度を充分備 え た 形状 の た め
､

ギ リ ギ リ

で
､

横辺2 . 0 が可 能で あ っ た の で あ ろ う ｡

全く別 の 方法 で
､

段差矩形が生 じ る も の に

｢鋳 ぐ る み法｣ が あり考察 し て み る ｡
こ れ は

､

あら か じ め 金文 を中子曲面 にあわ せ て
､ 矩形

状 に 鋳造 し ､
こ れ を中子 に 埋 め 込み ( 固定用

/
1 /J )

の 角を複数 つ け て お く)
､

ア ッ セ ン ブ ル し 注

湯す る方法 で あ る ｡ し か し こ の 場合
､

注湯 と



中国古 代青銅 器 の 鋳造技法 そ の -

埋 め 込ん だ金属 パ ー ツ が溶け あ っ て 接合する

こ と は な く
､ 鋳境が で き る｡ こ の調査 で 金文

周辺 に鋳境が発見され た も の は なく
､

金文中

に 金型持ちが残存する こ とな ど か らも
､

金文

の 鋳造 に こ の 方法を用 い た と は 言え な い
｡

5 ま と め

今回 の調査結果 か ら
､

中国古代 (商 ､ 周)

青銅器 に施され た 金文 は
､

現在 の 埋 け 込み法

に頬似 し た 方法を用 い
､ 鋳造 に よ る鋳出し で

ある こ とが確定 し た ｡ こ の 埋 け込み型は
､

ほ

どん どが矩形 で
､

埋 け 込み作業 に 耐え うる強

度を備え た 形状が配慮 され て い る ｡

6 今後 の課題と展望

松丸氏 の ｢ 蜜蝿を用 い れば簡単 に説 明づ け

る こ と は で き るが
､ 我 々 は そ れ以外 の 方法を

推論 し実証 し な け れば な らな い
｡ ｣ と い う 言

葉に 従う べ き で あ る が
､ 今後

､
埋 け 込 み 型

( パ ー

ツ 型) 製作方法 の研究 を継続する に あ

た り
､

こ の調査 で発見し た
､

文字奥広が り の
i . ち

件 ､ 文字縁返り の 件､ 文字 の 一 部が他 より深

8 7

い 件
､
文字奥

一 部に 指紋状 の跡が残 る件
､
文

字奥角が丸や直角 である件な ど に 関し て
､

我

々 鋳金家独自 の推論を試み る考え で ある｡ 併

せ て
､

諸実験 を展開 し
､ 青銅器上 に 残され た

痕跡と の比較 を通 して
､

より実証 に 近づ け る

方法も考え て い る ｡ ま た
､

埋 け 込み型製作法

の解明が
､ 次の課題 で あるが

､
こ れ に付随 し

て 再度､ 金文面 の 段差発生原因 を考察する必

要を感じ て い る
｡
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､ 落款 を鋳造 す る方法 を紹介 し て い る

o

ま た
､ 煉型鋳造法 で 別 に 鋳造 し た 落款を

､
金 属本体 に 象験す る方法も紹介 し て い る が

､ 中国古代青

銅 器 に お い て は 本稿4 . 1 で 考察 の 通り 不 可能 で あ る ｡

そ う /

J

J
l / 二

26 ) 惣型鋳造法 と 呼 ば れ る焚鐘 な ど の 鋳型 は
､

湯 の 流 れ る鋳型面 を 炭火 な ど で 内側 か ら焼成 し
､

型 あ

わ せ 注湯す る が
､ 竜頭 ､ 乳 の 奥 が 焼成 し づ ら い た め

､
あ ら か じ め 焼成 し た も の を 埋 け 込 む

｡
こ れ に

対 し て
､ 込型鋳造法 は 鋳型 を型 あ わ せ し

､
外側 か ら焼成 し 注湯す る｡
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