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I am going to talk about the light that we can see in Van Gogh's drawings and paintings. 

The works of Van Gogh which I am going to refer to are mostly from his Dutch period. I also 

wish to clarify his other periods of work because Van Gogh changed his interpretation of his 

idea about reflective light which illuminates the surfaces of the objects, which we can see in his 

earlier work, to another light which expresses his inner desires for color after visiting Aries in 

the South of France. 

This time, I shall illustrate Van Gogh’s work figuratively. The aim of this paper should offer 

a new explanation of numerous other pictures as well as Van Gogh's. 

は じ め に

本論で は、 ま ず、 フ ァ ン ・ ゴ ッ ホ が オ ラ ン ダ 時代、 光 と 出 会 い、 そ れ を ど の よ う に 表現 し て い
た っ た か を 造形的視点 か ら 明 ら か に し て p く 。 さ ら に 、 外光 が 作 り 出 す 明 暗 に よ る 輝 き の表現か
ら 、 ア ルル 時代以降、 外光が作 り 出す明暗 と 縁 を 切 り 、 画面上での対比や響 き 合い に よ っ て光 り 輝
く 新 た な 色彩的表現へ と 転化 し て い く 過程 も 、 同様 に 明 ら か に し て い く 。 後 者 の 展 開 が な け れ ば
フ ァ ン ・ ゴ ッ ホ が美術史 に 名 を と ど め る こ と は な か っ た で あ ろ う 。

最終的 に 集約 さ れ る 論文、 『 フ ァ ン ・ ゴ ッ ホ一一 「合理的 も の の あ り 方J に 対す る 関心』 （仮称）
の主 旨 は、 オ ラ ン ダ時代 に 形成、 獲得 さ れた フ ァ ン ・ ゴ ッ ホ の も の の 見方、 お よ び、 造形上の諸要
素 を 核 に し て ま と め る こ と に あ る 。 そ の た め に 、 今回 は オ ラ ン ダ以 降の展開つ い て は必要最小 限に
要約 し 、 別の機会 に 譲 る こ と に す る 。

「遠景の表現」 （2008年度本学紀要掲載論文） と 今回 の 「 フ ァ ン ・ ゴ ッ ホ 、 画面の輝 き を 生 み 出
す光J は 、 そ れぞれ独立 し な が ら 大 き な研究 テ ー マ で あ る 『 フ ァ ン ・ ゴ ッ ホ一一 「合理的 も の の あ
り 方」 に対す る 関心』 （仮称） に 集約 さ れ る 。

な お、 本論では原則 的 に 「影j は、 物 が周 囲 に 落 と す シ ル エ ッ ト 、 「陰」 は 、 林檎や 顔 な ど 立体
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の 光 が 当 た ら な い 側 に 生 じ る A釦 、 部分 と し て 用 い て い る 。 「陰影J は そ れ ら が 総合 的 に 作 り 出 す 調

子の 19i�� 調 で あ り 、 「 か げJ と い う よ り フ ォ ル ム （絵に拙かれ た か た ち ） を 形づ く る 要素、 あ る い は フ オ

ル ム そ の も の と し て 使 っ て い る 。

フ ァ ン ・ ゴ ッ ホ が初 め て オ ラ ン 夕、で‘出会 っ た光

1881年早春、 二 十 八 歳 、 宣 教 師 の 道 を 断念 し た フ ァ ン ・ ゴ ッ ホ は 、 ボ リ ナ ー ジ ュ の 炭 鉱 か ら

エ ッ テ ン の 実 家 に 戻 る と 父親 の 反 対 に あ う が 、 そ れ を 押 し 切 っ て 絵 の 道 に 進 む 決意 を 固 め る 。 坑

夫 、 土 を 掘 り 起 こ す、 あ る い は 、 鈍を 振 り 上 げ薪 を 割 る 良夫の素描や、 ミ レ ー の 〈種蒔 く 人〉 の模

写、 地平線ばか り が 目 立つ 殺伐 と し た 風景、 写真 を も と に し た 近親者 の 肖 像な ど を 暗 い モ ノ ト ー ン

の 世 界で、描 い て い た 。

風景画で は 、 殺風景 な 景 色 を 選び、 寂 し さ を 強調す る か の よ う に 描 い て い る が 、 そ れ ま で数 々 の

挫折 を ｜体わ っ た 「敗北者」 と し て 、 こ れ か ら 芸術 の 道 を 歩み始め よ う と す る 者 の 不安 な 心 の 内 が 表

わ れ た も の で あ る 。 苦境や孤独に 立 た さ れで も 人 は生 き て い か な け れば な ら な い 、 最 も 初期 の こ ろ

の作品 は そ う 語 っ て い る よ う だ。

人 物 画 で は 、 主 に フ ォ ル ム の 問題、 と り わ け 顔の表情や 人体の骨格的把握 に 関心 が 集 中 し て い

た 。 農 夫 の 骨格 を 夢 中 に な っ て 追 う あ ま り 、 頭部 や 手 足 が 異常 に 大 き く な り 、 プ ロ ポ ー シ ョ ン が

狂 っ た り も し た が 、 人 体 と い う 機能的 な か

た ち の 合理的把握に 対 す る 強 い 要求 と 情熱

は 、 l度昧 な 表 現 や 表 面 的 説 明 を 許 さ な か っ

〈縫い物 を す る 婦人〉 水彩 1 881 62.5 x 47.Scm 

phu
 
ro

 

た 。

〈縫 い 物 を す る 婦 人 〉 は 、 フ ァ ン ・ ゴ ッ

ホ が 初 め て オ ラ ン ダ の 光 と 出 会 っ た こ と を

示す作品 で あ る 。 暗 い 室 内 で黙 々 と 縫 い 物

を す る 老 婦 人 の 姿、 そ し て 、 窓 か ら 差 し 込

む 弱 く 透 明 感 の あ る 光 、 光 が 作 り 出 す陰 影

が 、 フ ァ ン ・ ゴ ッ ホ を 制 作 に 駆 り 立 て た こ

と が伝 わ っ て く る 。 あ る 程度 の 枚 数 を 重 ね

た 心の 余 裕 か ら で あ ろ う か 、 そ れ ま での 素

描 に は 見 ら れ な か っ た 光 と 陰影 が 作 り 出 す

世界が あ る 。

〈縫 い 物 を す る 婦人 〉 は 、 画 家 を 決 意ー し

て 一年近 く 経 っ た と き の も の で あ る が 、 す

で に 鋭 い観察｜恨 と 的確 な デ ッ サ ン 力 が 認 め

ら れ、 画 家 フ ァ ン ・ ゴ ッ ホ の 成 長 過 程 を 理
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解す る う え で も 外せ な い 一枚で あ る 。 硬 さ は残 る も の の 、 顔や子の表現、 人物の骨格的把握 に は注
目 すべ き も の が あ る が、 こ こ で は今回 の テ ー マ で あ る 、 光、 あ る い は 陰影の表現 に つ い て絞 っ て
述べて p く 。

オ ラ ン ダ は偏西風の影響 を 強 く 被 る 北海の東側 に 位置す る 低湿地帯で あ り 、 海上の空気が そ の ま
ま 移動 し 陸地 を 覆 っ て い る 。 と く に 、 晩秋か ら 冬 に か け て は、 分厚い雲 を 通過 し た 淡 く 白 っ ぽい 光
が作 り 出 す単調で殺風景 な 光景 が広が っ て い る 。 フ ァ ン ・ ゴ ッ ホ が描 く 風景画 も 農作業 を す る 人 々
の姿 も 、 そ の よ う な 光景 と し て描 き 出 さ れて い る も の が 多 い。 〈縫い物 を す る 婦人〉 も 晩秋 に 描 か
れた も の で あ る 。 早 々 と 暗 く な り 始め る 空か ら 微光が地上に 届 く が 、 辺 り は薄暮 に包 ま れ る 。

一 時的 （1888春～ 秋） に 南仏の 明 る い太陽 と 乾燥 し た 空 気 に 出 会 い 、 次 々 と 輝 く 色彩 に よ る 傑
作 を 生み 出 し た こ と は あ っ た 。 南仏で生活す る 人 々 に と っ て は 当 た り 前の 明 る い太 陽 に 感動 し た の
も 、 厚い フ ィ ル タ ー に 覆 われた よ う な北国の 日 差 し の下で長 い 間生 き て い た こ と と は無関係 で は な
い。 だ が 、 彼 が生涯で最 も 愛 し た土地は、 故郷、 オ ラ ン ダで あ っ た 。

1889年の春、 ア ル ル に い る 時 に す で に 、 テ オ 宛 の 手紙 に 見 ら れ る よ う に 北方志向 の 感 情 が 現 わ
れ は じ め て い た 。 「別 の場所 に 移 る 前 に は よ く 考 え 直 そ う 。 北仏 な ら ば と に か く 南仏 で は も う う ま
く ゆ く 目 あ て は な い。 ど こ へ行 こ う と 似た り 寄 っ た り だ」 。 そ の後、 サ ン ＝ レ ミ で は 「褐色のパ レ ッ
ト を 捨て て」 印象派 に 帰属 し た こ と への後悔の念な ど も 語 ら れ る よ う に な る が 、 フ ァ ン ・ ゴ ッ ホ の

原点 と 伏線は オ ラ ン ダ 時代 に あ る 。 し か し 、 フ ァ ン ・ ゴ ッ ホ が そ れ ま で の 長 い 時期 に わ た る 試行錯
誤の末の 、 自 ら 獲得 し た も の の 見方や、 色使い 、 技法 な ど が 否定 さ れ る も の で は な か っ た 。

〈縫 い物 を す る 婦人〉 を 、 光 に よ る 陰影表現、 お よ び光や空気 が 関係 す る 表現 を 中 心 に 整理 し て
み る 。 表現 と は作者が感動 し た も の 、 意図 し た も の の具体的表われで あ る と す る な ら ば、 〈縫 い物
を す る 婦人〉 に 表現 さ れた も の を 列挙す る こ と は、 フ ァ ン ・ ゴ ッ ホ に お け る 一枚の作品の 出 発点 を
明 ら か に す る こ と に な る 。
1 ) 何の変哲 も な い 時間 の流れ

右上の窓か ら 望 ま れ る 景色、 淡彩で田舎の景色がぼんや り と 描 か れて い る だ け だ が 、 な ぜか リ ア
ル に 見 え る 。 わずか な 水彩の に じ み が空気感 を表わ し て い て 、 婦人 と フ ァ ン ・ ゴ ッ ホ が い る 農家 を
包み込ん で い る 。

「遠景 の表現J (2008年度本学紀要掲載論文） で取 り 上 げ た 〈工場〉 な ど の 水彩画 に も 顕著 に 見
ら れ る が、 フ ァ ン ・ ゴ ッ ホ は、 画家に な る 決意 を 固 め た 時期 か ら 、 見慣 れ た 、 と く に ど う と い う
こ と も な い 日 常の光景 を 描 い て い る 。 こ れは、 心 を 動か さ れ る 対象は必ず し も 絶景や 「絵 に な る 構
図J で あ る 必要 は な い、 む し ろ 、 ど こ に で も あ る よ う な も の の方が よ い と い う 生涯変わ ら な い 強固
な意思で も あ る 。
2 ） 農家の室内 に 差 し 込む光

窓か ら 差 し 込む光は適度 な 水蒸気 を 含 ん だ屋外の空気 を 通過 し て き た も の で あ る 。 白 く 見 え る 空
に 代表 さ れ る よ う に 、 分厚い雲 を 通過 し て 地上 に 届 く 弱L E光は オ ラ ン ダ特有の も の で あ る 。 当 然、
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色彩は モ ノ ト ー ン で沈み が ち で あ る が、 フ ァ ン ・ ゴ ッ ホ は 自 ら が描 く 世界の背景 と し て 、 あ る い は
世界 を 照 ら し 出 す も の と し て 、 そ の後、 オ ラ ン ダの光 と い う も の を 意識 し て 追究す る よ う に な る 。
暗い室内 を 浮 き 上が ら せ る 光、 フ ァ ン ・ ゴ ッ ホ は そ の光の美 し さ に 気づ き 、 描 き 表わ そ う と し て い
る 。
3 ） 明暗の コ ン ト ラ ス ト が 強い世界

光 は 、 暗 く 質素 な 農家の室内 に差 し 込み、 窓際に座 っ て縫い物 を す る 老婦人 を 照 ら し 出 す。 フ ァ
ン ・ ゴ ッ ホ は婦人の こ ち ら 側 に 座 っ て描い て い る た め 、 逆光で あ り 、 電灯の な い室内 は暗い。 室内
は 明暗の コ ン ト ラ ス ト が強 い た め 、 閉 じ た瞳孔に影は真 っ 暗に し か映 ら な い し 、 聞 い た 瞳孔 に は窓
外の光が ま ぶ し く 、 全体 を 同 時 に 見渡すの は難 し い。

作 品 は 、 ハ イ ラ イ ト 部分だ け が 明 る く 輝 き 、 大半 は暗い陰影や光の あ ま り 届 か な い暗が り で あ る
が 、 強 い 明暗の対比 そ の も の が 中心的テ ー マ で あ る 。 そ の意昧で、 逆光 を 好む ド ー ミ エ や 、 中 心的
存在 を ス ポ ッ ト ラ イ ト で照 ら し 出 す レ ン ブ ラ ン ト の世界 と 、 ど こ か でつ な が っ て い る よ う に も 見 え
る 。

そ の こ と が フ ァ ン ・ ゴ ッ ホ の脳裏 を かす め た か ど う か は別 に 、 〈縫い 物 を す る 婦人〉 で は、 あ く
ま で素朴 に 、 感 じ 、 出会 っ た も の を 描 き と め る た め に 、 明暗の対比 を 構図 的要素 と し て取 り 込 ん で、
い る 。 結果的 に は、 彼の敬愛す る 過去の大家が意識的 に表現 し た世界 と は ニ ュ ア ン ス が異 な っ て い
る 。

画面右上方向か ら の光 は 、 窓際の テ ー ブル に 反射 し 、 素朴 な 木の質感 を 際立 たせ な が ら 婦人の膝
か ら 上半 身 を 照 ら し 、 そ の ま ま 周 囲 に 拡散 し て p く 。 床 に 落 ち た 微光 が足元 の椅子 と 物影 の シ ル
エ ッ ト に よ る 虚 と 実の対比 を 作 り 出 し て い る 。 フ ァ ン ・ ゴ ッ ホ は、 逆光状態の光が生み 出 す階調の
美 し さ を描 き 出 そ う と し て い る こ と が わ か る 。
4 ） 陰影の 階調 に よ る フ オ ル ム の把握

縫い物 を す る 婦人 シ リ ー ズ を 含 め て こ の 時点 ま で、 フ ァ ン ・ ゴ ッ ホ は人体の骨格や顔の表情 に の
み集 中 し て い た 。 〈縫い物 を す る 婦人〉 に お い て も そ の傾向 は 見 ら れ る が 、 婦人の顔や手や上衣、
繕われて い る シ ャ ツ な ど 人体 を 覆 う 要素 に も フ ァ ン ・ ゴ ッ ホ の興味が 向 け ら れて い る 。

し か し 、 そ れ ま で と 異 な る こ と は、 人体お よ び コ ス チ ュ ー ム が光の作 り 出 す陰影 を 生 か し な が ら
表現 さ れて い る こ と で あ る 。 そ の結果、 幅広 い調子が豊か で 自 然 な 感 じ を 出 し て い る 。 ほ か の何枚
か の縫い物 を す る 婦人の シ リ ー ズ に も そ の兆 し は見 ら れ る が、 陰影の調子で統一 さ れて い る の は こ
の作 品 が初 め て で あ る 。

線的要素 に頼 り 、 力 み が ち に フ ォ ル ム を把握 し よ う と し て い た フ ァ ン ・ ゴ ッ ホ が 、 陰影 を 用 い 、
現実の空間 内 に 存在す る も の と し て対象 に 肉薄 し よ う と し て い る の が わ か る 。 量感、 質感 を 無理 な
く 表わす陰影 は表現の幅 を 広 げ た 。

基本 的 に 、 濃淡 に よ る 表現 を 本質 と す る 素描 と 、 色彩の有す る 多様性が複雑 に 絡み合い な が ら 成
立 し て い る 油彩画 を 同一 に 論 じ る こ と はで き な い。 素描 に は線描 だ け の表現 も あ る が 、 濃淡の一元
的要素に表現のすべ て を 託 さ な け ればな ら な い。 歴史 的 に み た 場合、 素描の 役割が生 ま れ、 タ ブ
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ロ ー の 前段階 に 位置づ け ら れ る こ と が 多 い。
フ ァ ン ・ ゴ ッ ホ の 人物素描 も 例外 で は な く 、 骨格的把握 と い う 最大 の 目 的 を 別 に すれ ば、 明 暗

や 、 陰 影 に 基づ く 濃淡の表現が、 質感や量感、 あ る い は空気感 の よ う な も の を 描 き 出 し て い る 。
フ ァ ン ・ ゴ ッ ホ は、 画家に な る 決意 を 固 め た段階で、 光、 あ る い は 、 画面の 輝 き に 関 し て 、 素描 と
油彩画で は最初か ら 位置づ け が異 な っ て い た が、 こ の件 に つ い て は 、 後 ほ ど 、 も う す こ し 具体的 に
記述す る 。

陰影の 階調 そ の も の が フ ォ ル ム で あ る と い う こ と に 戻 そ う 。 ま ず、 婦人の 顔 の 調子。 陰 の た め
に 、 本来、 暗い はずの婦人の顔は、 反射鏡 を 当 て た か の よ う に 明 る く 、 淡 L E 調子で描かれて い る 。
そ の た め 、 深い搬 に 刻 ま れ た 老婦人の肌に は生命感が あ る 。 暗 さ を 抑 え た表現は、 ほ か に 、 朱色の
上衣や ス カ ー ト に も 見 出せ る 。

そ れ と は 反対 に 、 頭 巾 の 陰 の部分は均一 に 濃 く 塗 ら れ、 本来暗い はずの顔の 白 さ と 対比 さ れ、 肌
の 明 る さ と 透明感が強調 さ れて い る 。 陰の 中 に収 ま っ た一部の調子や色彩 を 実際 よ り 一、 二段階明
る く 、 あ る い は、 鮮や か に描 き 、 そ し て 、 そ の周囲 に 暗 く 濃い 陰影 を 対比 さ せ る と 、 明 る く 輝 く 色
と 沈む色の両方 が 際立 ち 、 生 か し 合 い 、 新鮮 に 見 え る 。

陰の調子 を機械的 に写すの で は な く 、 す こ し 明度 と 彩度 を 高 め て 、 丁寧 に フ ォ ル ム を 見つ け 出 す
こ と 、 そ れ は 、 同 時 に 反射光や空気 中 に 散乱す る 光 を 描 く こ と で も あ る 。 素描、 油 彩画 に 関係 な
く 、 色彩 を 輝 かす た め の 必須の技法の よ う な も の だ が、 〈縫い 物 を す る 婦人〉 に そ の意識の萌芽 を
見 る こ と が で き る 。

次 に 、 陰影 に 見 る 注 目 すべ き 表現。 こ の 作 品 で フ ァ ン ・ ゴ ッ ホ が と く に 意 図 的 に 行 っ て い る の
は 、 婦人が 構 っ て い る 白 い シ ャ ツ の表現で あ る 。 そ れは構図上重要で、 あ り 、 逆光 に よ る 強 い 明暗対
比が主題 で あ る な ら 、 そ れに 呼応す る 副主題 と も い え る も の で、 白 い シ ャ ツ を さ り げな く L E か に美
し く 見せ る か、 と い う 画家の工夫が見 ら れ る 。

大 き く 把握 さ れた形状は、 太 く 濃い勢い の あ る 線描 に任せ、 布地全体は濃淡の差 を ほ と ん ど つ け
ず に 明 る い 白 で描い て い る 。 暗い背景の 中 で逆光 に 映 え る シ ャ ツ の 白色 と 、 シ ャ ツ が 吸収 し 、 包み
込 ん で、 い る 光 を表 わ す こ と に成功 し て い る 。 着古 し た 粗末な シ ャ ツ も 画家の感性で と ら え 直せ ば、
表情 を 一新 し 、 質素で あ る が ゆ え に 美 し い 、 清 く 貧 し き 世界 が 出現す る 。 そ れ こ そ 、 フ ァ ン ・ ゴ ッ
ホ が常 に 理想 と し て き た も の で あ る 。

こ の作 品 の タ イ ト ル〈縫い物 を す る 婦人〉 は、 ヤ ン ・ フ ル ス カ ヤ が つ け た も の で あ る が 、 フ ァ ン ・
ゴ ッ ホ の作 品 タ イ ト ル の ほ と ん ど すべて は研究者が便宜上つ け た も の で あ る 。 ヤ ン ・ プ ル ス カ ヤ の
前の全集編集者の ド ・ ラ フ ァ イ ユ に よ れば 〈縫い物 を す る 老農婦 ： 逆光〉 で あ る が、 研究者 に よ っ
て 命名 さ れた も の は 「 タ イ ト ルj と し て鑑賞者や後進の研究者 に 重要 な先入観 を 与 え る 。

〈嵐の ス ヘ ー フ ェ ニ ン へ ン 海岸〉 〈鳥の群れ飛ぶ麦畑〉 な ど で も そ う だ が 、 作 品 に 描 か れて い る も
の 、 作者の動機や造形 的魅力 と タ イ ト ル と の 関係 は必ず し も 一致す る も の で は な い。 鑑賞者の感性
の相違や鑑賞能力 に 関わ る と こ ろ も あ り 難 し い が、 こ の作品 を 見 る と き に 、 人 は 、 縫い物 を す る 婦
人で あ る こ と を確認す る と 、 フ ァ ン ・ ゴ ッ ホ が本 当 に伝 え た か っ た 造形的意図 は 見過 ご さ れた ま ま
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素通 り し て し ま う か も し れ な い。

1 ） ～ 4 ） で 見 て き た よ う に 、 〈縫 い物 を す る 婦人〉 で は 、 フ ァ ン ・ ゴ ッ ホ は 、 単 に 働 く 人 々 や

年 老 い た 農婦の姿 に 引 き つ け ら れ た だ け で描 い た の で は な く 、 逆 光の 中 で縫 い物 を す る 農婦の姿に

心 を 打 た れ た と こ ろ に あ る 。 光 そ の も の と 、 光 が作 り 出 す微妙な 陰影の 階調、 そ し て 、 そ こ に 生 ま

れ る 空気感 に 魅せ ら れて い た 。 こ の 索引lの 動機 、 そ れ は 、 逆 光 、 老農婦、 着古 し の 白 い シ ャ ツ で あ

る 。

乙 の と き の光 、 と く に 逆光 に お け る 光 の美 し さ に 出 会 っ た こ と が フ ァ ン ・ ゴ ッ ホ に と っ て 衝撃的

で あ っ た こ と は 、 そ の 後 の 〈機織 り 職人〉 （油彩画、 素描） の シ リ ー ズや 、 1 885年、 オ ラ ン ダ を 去

る 直 前 ま で描 い た 一連の民帰i シ リ ー ズ に お い て 、 繰 り 返 し 逆光の窓際に 人物 を 置い て 描 い て い る こ

と か ら も わ か る 。

2 髪の毛や肌の質感を リ アルに見せて く れ る 光

1883年春、 〈縫 い 物 を す る 婦人〉 を 描 い て

一年半 が 経 っ た こ ろ 、 虚 ろ な 目 で母親 を 見つ

め る 娘 と 、 心 配 そ う に 娘 を 見 ド ろ す母親の素

描、 ｛II茶 に 少 女 を 載せ る 婦人 〉 が 描 か れ た 。

拙 か れ た 母 T北 は 、 当 H寺 岡 4妻 I二｜二1 の シ ー ン で あ

る 。

そ の 聞 の 、 現存す る 二百数十枚の素描 を 見

る と 、 大 半 は 人物で あ り 、 フ ァ ン ・ ゴ ッ ホ の

興昧の �1=1 心 が 一貫 し て 、 農作業 を す る 者、 貧

し い者 や 身寄 り の な い 老 人 な ど 社会の底辺 に

L 、 る 者 に 向 い て い る こ と が わ か る 。 し か も 、

興昧の視線は 、 彼 ら の顔の表情 と 人物の骨格

的把握 に 注が れ て い る 。 本 論 は テ ー マ を 光 に

絞 っ て 分析す る 視点か ら 記述 し て い る が 、 こ

の こ と は フ ァ ン ・ ゴ ッ ホ の絵画 を 理解す る う

え で注 目 すべ き 点 で あ る 。

し か し 、 だ か ら と い っ て 光 、 あ る い は 陰影

に 対す る 鷲 き が消 え て し ま っ た り 、 軽 い も の

《膝に 少女を載せ る 婦人》 素描 1 882 53 × 35cm 
で あ る と い う こ と で は な い。 こ の 作品で、 は 、

光 は少 女特有の 豊 か で や わ ら か な ブ ロ ン ド の

髪 の 質 感 を 鮮明 に 浮 き 上が ら せ て い る と 同 時 に 、 母親の潤いの な い黒髪 も 浮 き 彫 り に す る が 、 両者

の質感の対比、 差異 は フ ァ ン ・ ゴ ッ ホ の：：�� き で も あ る 。
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フ ァ ン ・ ゴ y ホ 、 函而の郷 き を 生み1'1:'1す光

陰 に 包 ま れ て 本 来 な ら も っ と 暗 く な る は ず の 娘 の 顔 は 、 柔 ら か な 反 射 光 を 浴 びて 白 く 透 明 で あ

る 。 こ こ で も 対照的 に 生 活 に 疲 れ た 母親の顔の 険 し い表情、 疲れ た 肌の質 感が克明 に 捕 き 出 さ れ て

L ミ る が 、 二 人 を 見つ め る フ ァ ン ・ ゴ ッ ホ の槌かな 視線が感 じ ら れ る 。

{JI余 に 少 女 を 載せ る 婦人〉 に お い て は、 母子像 を演出す る の は 光 で あ り 、 光 は や わ ら か い ト ー ン で

物質 を 浮 き 上が ら せ、 ミ ケ ラ ン ジ エ ロ の ヒ。エ タ の像を連想 さ せ る 気高 さ が あ る 。 そ し て 、 光 は 不幸な

星の も と に生 ま れた 二人 の 女性 を 優 し く 包み込んでい る 。 フ ァ ン ・ ゴ ッ ホ は、 家族や親戚の強L E 反 対

を 押 し 退 け 、 娼婦 と そ の娘 と 共に 生 き る こ と を宿命 と し て 受 け 止め て い た 。 二人 を 包む空気が、 織れ

な く 神聖 に映 る の は そ のせ い で あ ろ う か。 悲惨 な炭鉱で働 く 人 々 を 置 き 去 り に し て 、 途半ばで放棄せ

ざ る を 得 な か っ た フ ァ ン － ゴ ッ ホ の思 い が 、 芸術的表 現 と な っ て 結実 し て い る 。

3 空気中 に散乱す る 光

〈縫い 物 を す る 婦人〉 と 〈膝 に 少 女 を 載せ る 婦人〉 と の 中 間 の 1 882年春 に 捕 か れ た 素描 〈 木の 習作〉

が あ る 。 順序 は 入 れ替 わ っ た が 、 人物 を 照射 し 、 人物の フ ォ ル ム を 描 き 出 す光 と 異 な る 光 に つ い て

も 触れ て お か な け れ ば な ら な い。

タ イ ト ル は 〈木の習作〉 と な っ て い る が 、 11±1絵の下描 き と し て 木 を 描 く 練習 を し た も の で は な い。

フ ァ ン ・ ゴ ッ ホ は 白 い空気 と 黒 々 と し た 幹や 枝 が 作 り 出 す光景 の 妙に 目 が と ま っ た 。 画家は 、 も ち

ろ ん 、 こ の枝振 り の よ い 老 木 に 興味 を 抱 い た ご と は硲か だ が 、 単 に 木 を 描 く と い う よ り 、 画 面 上 に

描 き 出 さ れ る 世 界 全 体 に 関心が あ っ て 描 き 進 め て い る 。

〈木の習作｝ 素描 1 882 50 × 69cm 

可EA巧／
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そ れ ま での慣例や常識か ら い え ば、 素描 は あ く ま で タ ブ ロ ー を 生 み 出 す た め の 習作 と し て位置づ

け ら れ る が 、 表現 し た い世 界 を 描 き 切 ろ う と し て い る 点 に 着 目 すれ ば こ の作品 は 習作 で は な い。 む

し ろ 、 そ こ に 最終的 に 表現 し よ う と し て い る 世界が揃かれて い る 点 に お い て は 、 油彩画な ど と 同様

に表現作品で、 あ る 。

こ の よ う に 、 オ ラ ン ダ H寺代 の フ ァ ン ・ ゴ ッ ホ の素描 に は 、 そ れ ま での素描の枠では と ら え ら れ な

い も の が 多 い。 こ の こ と は 、 素描 に お い て も 表現は 卜分可能であ る こ と を 示 す も の で あ り 、 単 色 、

濃淡の表現で あ る 版画や モ ノ ク ロ 写真 に よ る 芸術的表現に も 通 じ る 。 ど こ で一線 を 引 く か は難 し い

に し て も 、 表現内容 に お い て オ ラ ン ダ 時代の油彩画 と 差異が な い も の か ら 、 明 ら か に ラ フ デ ッ サ

ン 、 メ モ 的 な ス ケ ッ チ と い っ た も の ま で あ る 。

こ の作 品 の 主 役 は 木 で、 あ り 、 交錯す る 幹や枝であ る が 、 隠 れ た 魅力 は 白 っ ぽい空気 に あ る 。 こ の

作 品 が オ ラ ン ダ H寺代の 素描の 中 で も と く に 人の心 を 奪 う の は 、 地表 に 漂 う 、 水分 を た っ ぷ り 含ん だ

空気の静か さ に あ る 。 霧状の空気の 層 を 通過 し て き た 早春の光 は水蒸気 に 1吸収 さ れ、 反射 さ れ、 や

わ ら かで心地 よ い空間 を 作 り 出 し て い る 。 外 界 を 照 ら し I�けー光 は、 地面 や 木 々 な ど の 固体 （ モ チ ー

フ ） 、 液体や気体 （ モ チ ー フ を包み込む も の） を も 照 ら し 出す。

4 素描 と 油彩画 に お け る 光、 輝 き の と ら え方の遣い

〈森の中 の二人の婦人〉 油彩 1 882 31 × 24.Scm 

ηL
 
ヴt

〈森の 中 の 二 人 の 婦 人 〉 は 、 こ の こ

ろ 短 期 間 に 何 枚 も 連 続 し て 描 い た 油

彩 画 の 小 品 の 中 の 一 点 で あ る 。 フ ァ

ン ・ ゴ ッ ホ の生涯に は 四 、 五 回 、 短期

間 に 質的転換 を 遂 げ る こ と が あ る が 、

1882年 夏 の 時 期 の 作 品 の 多 く は 内 的

輝 き を 見せ、 自 信 が み な きε っ て い る 。

と く に 、 油 彩 画 に お い て 瑞 々 し い表現

が誕生す る が 、 こ の 時期 に 油彩画家、

フ ィ ン セ ン ト ・ フ ァ ン ・ ゴ ッ ホ が 誕生

し た と い え る 。 画家の友人、 ラ ッ ノ Tル

ト と の頻繁 な 手紙の や り 取 り が続 き 、

ラ ッ パ ル 卜 と の 良 好 な 関 係 が 刺 激 に

な っ た こ と は言 う ま で も な い が 、 一年

半続い た シ ー ン と の 同棲生活が 与 え た

精神的高揚や 充実感 は 無視 し え な い。

〈森の 中 の二人の婦人〉 は 、 〈木の習

作〉 の す こ し 後 に拙か れ た も の で 、 現



フ ァ ン ・ ゴ ッ ホ 、 画面の輝 き を生み出す光

存す る 油彩画の作品 の順番か ら い っ て も 十枚 目 く ら い の も の で あ る 。 親 と 同居 し て い た エ ッ テ ン 時
代、 従姉妹 の 夫、 オ ラ ン ダ の パル ピ ゾ ン 派 と も い わ れ る ハ ー グ派の 中 心的存在で あ っ た 画家 マ ウ
フ ェ か ら 油彩画の手ほ ど き を 受 け た こ と が あ る と は い え 、 ほ と ん ど 初心者 に 等 し い。 し か も 指導 し
て も ら っ た油彩画 は 明 暗 に よ る 古典的描法で描 い た 数枚であ り 、 平面的処理の仕方 な ど に 大器 の 片
鱗 を 漂わせて は い る も の の 、 〈森の 中 の二人の婦人｝ と は ま る で世界が違 っ て い る 。

〈森の 中 の二人の婦人〉 で は、 マ ウ フ ェ か ら 伝授 さ れ た はずの描法、 も の の 見方 が 消 え て し ま っ
て い る 。 そ こ に は光が作 り 出 す明暗の秩序 に 基づ く 陰影表現は ほ と ん ど な く 、 色同士が作 り 出 す独
自 の 明度や彩度、 色相 に よ る 対比 に よ っ て画面が輝 い て い る 。 色彩 に お け る ハ ー フ ト ー ン と も い う
べ き 一様 に 落 と し た 彩度 （ 中 間色） 、 補色 を 含む さ ま ざ ま な 色相の 響 き 合 い 、 多 種 多 様 な 色 の濃淡
が画面 を 構成 す る こ と に よ っ て 色彩は輝 き 、 色彩 そ の も の が 存在や 質感 に 肉薄 し た 表現へ と 推移
し 、 興味の あ り ど こ ろ が変化 し て い る 。

こ の よ う に 、 同 時期 に 描 カ通 れ た 素描 と 油彩画 に お い て 光 に 関す る 解釈が 異 な っ て い る が 、 素描 と
油彩画 を 同一基準で比較す る こ と は で き な い。 油彩画の場合、 色の さ ま ざ ま な 要素 に よ っ て 多種 多
様 な 表現が可能 だ 。 そ の た め 、 外光 に よ る 明暗の秩序 を利用せず に 、 色彩の組み合わせ に よ る 効果
で画面 を 輝かせ る こ と が で き る 。 白 黒 （単色） の濃淡のみで描 く 素描 で は 、 と く に そ れが 写生 と い
う 形態 を と っ た場合、 外光 に よ る 明暗の秩序 を採用す る 傾向 が 出 て し ま う 。

《森の 中 の二人の婦人〉 の 、 色彩の性質 を 生 か し た構成 は、 明 度 で は 、 地面の 白 を 多 く 含 ん だ 明
る い色調 と そ れ以外の暗い色調に よ る 対比が あ り 、 色相面では、 赤み を 帯 び た 褐色 と 補色 に 近い 緑
系 の 対比が あ る 。 そ し て 、 全体的 に 彩度 が抑 え ら れて い る た め に 、 明暗 と 補色対比が 際立 ち 、 画面
に は深みの あ る 輝 き が生 ま れて い る 。 物質 に 反射 し た光が輝 く よ う に 、 画面 に 反射 し た 光が色彩効
果 を 生 ん で響 き 合い 、 外界は別次元の輝 き に 置 き 換 え ら れ る 。

油絵具 に は色 を 表現す る 性質 の ほ か に 、 着色の み を 目 的 と す る 染料 と 異 な り 、 絵具 を 構成 し て い
る 顔料、 体質顔料、 溶油 の量感や質感 な ど が あ る 。 同 じ 顔料同 士 で あ っ て も 、 そ れ ぞれ、 鉛、 亜
鉛、 チ タ ン を 原料に し て生成 し た 白 は質感が違 う 。 鉛 を 原料 と す る シ ル バ ー ホ ワ イ ト に は ほ か の 白
に な い重量感 と 粘性 が あ る 。 フ ァ ン ・ ゴ ッ ホ の場合、 常 に シ ルバ ー と ジ ン ク を 併用 し 、 使 い 分 け て
い た 。

〈森の 中 の二人の婦人〉 で は 、 色彩上の問題 と は別 に 、 盛 り 上 が っ た 絵具の タ ッ チ が 作 り 出 す物
質感 が そ の ま ま 地面で あ っ た り 、 抱 き か か え る 花で あ っ た り す る が 、 明 暗 を 用 い て も の の丸みや表
面の表情 を 描 き 出 す こ と はせず、 シ ル バ ー ホ ワ イ ト 中心 に 油絵具固有の物質的表情 に 表現 さ せて い
る 。 油絵具 は そ の二つの属性、 す な わ ち 、 色彩に よ る 構成 と 同時 に 、 物質的特徴 を 生 か し て独特 の
光 を 放 っ て い る 。
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5 印象源の光 と フ ァ ン ・ ゴ ッ ホ

1886年、 パ リ に 出 た 後、 印象派 （外光派） の よ う に外光に よ る 秩序 を 描 く か 、 従 来 ど お り 、 色
彩 そ の も の が生み 出 す表現 を と る の か迷い、 悩み な が ら も 、 か た く な に 自 己主張 を 通 し続 け る 。 明
る く 高彩度の色彩が氾濫す る 印象派の作品 に 固 ま れ、 花瓶 に 入 っ た 色鮮や か な花の絵 を 、 四 十 枚 ほ
ど 、 片端か ら 描 く が、 派手 な色の割 に は存在感が希薄な 花 を 選 ん だ こ と も あ っ て 、 な か な か思 う よ
う に は L 功3ず、 焦燥感の 中 で試行錯誤 と 葛藤が続 く 。 半年後、 印象派 を 受 け 入 れ る こ と に な る が 、
フ ァ ン ・ ゴ ッ ホ が採用 し た の は、 印象派の 陰影表現で は な く 、 明 る く 軽 く 、 そ し て鮮や か な 画面 と
点描で あ っ た 。

印象派風の作 品 に 移行後 も 、 色彩は、 表面 を 説明す る も の で は な く 、 も の の本質 に 肉薄す る 要素
で あ る と い う 信念は変わ ら な か っ た 。 キ ャ ン ヴ ァ ス 地が随所 に あ り な が ら 、 ピサ ロ 、 ス ー ラ 風の点
描が覆い尽 く す画面 は 、 軽妙で、 あ り な が ら 強固な フ ォ ル ム を維持 し て い た 。

明 る い 印象派に 出会い 、 開 眼 し た と い う よ う な 楽観的 な 分析 も 、 そ の反対 に 、 印象派に屈服 し た
と い う よ う な否定 的 な 表現 も 当 て は ま ら な い。 印象派の先 に あ る 絵画 に 進 む に は印象派 を修得 し な
け ればな ら な か っ た 。 フ ァ ン ・ ゴ ッ ホ 独 自 の作風が生 ま れた が、 オ ラ ン ダ 時代、 独学で築 き 上 げ た
確固た る 信念 に 裏づ け ら れ た 造形理論が あ っ て は じ め て花開 い た 都会的世界で あ っ た 。

厳 し い 自 然 に生 き る 貧 し い人 々 を 描い た オ ラ ン ダ時代、 そ し て 、 パ リ の賑 わ い を 謡歌す る 豊か な
人 々 の世界 を 描 く 印 象派、 そ の末端 に位置す る こ と に な っ た い ま 、 フ ァ ン ・ ゴ ッ ホ は 「二人の 自
分」 の 矛盾の狭間 で端い でい る 。 本来、 両立 し 得 な い はず だ が 、 い ざ実行す る 段 に な る と 、 あ ま り
に 上手 に成 し 遂 げ ら れて し ま っ た 。 後 日 、 そ の と き の変わ り 身の 「見事 さ 」 を 批判 的 に振 り 返 り 、
自 分の 目 指す絵画の原点 と は何で あ る の か 、 繰 り 返 し 問 い か け る こ と に も な る 。

し か し 、 印象派の 「一員J で あ る 時期は長続 き せず、 ア ルル到着後、 真 っ 青 な 空 か ら 降 り 注 ぐ太
陽の、 絶対的光量の大 き さ に圧倒 さ れた。 眼前 に繰 り 広 げ ら れ る 鮮烈 な 光景 を 前 に 、 夏 ま で に 、 印
象派風 の 点 描 は 、 ぺ ン に よ る 素描 に そ の 影響 を残す も の の 、 油彩画 に お い て は完全 に 姿 を 消 し て
い っ fこ 。

変わ っ て 、 鮮や か な 色彩が満 ち 溢れ、 浮世絵の単純化 と 平面的処理 を 取 り 入れた画期 的 な 画面 が
誕生す る 。 パ リ で獲得 し た 明 る い色彩の大胆な展開 と と ら え れば、 印象派的色彩の獲得 は無視 し え
な い。

6 補色対比が生み 出 す 「輝 き j

ア ル ル 時代、 夏 か ら 秋 （1888） に か け て 、 造形上の 大 き な 展開 が あ っ た 。 絵画 は平面で あ り 、
平面 に は平面独 自 の空間性 が確立 さ れな け ればな ら ず、 三次元的空間 や 自 然光が生み 出 す明暗の前
提か ら 自 由 で な け ればな ら な い。 そ こ に は、 必然的 に 、 色彩 と い う 要素が大 き く 関 わ っ て く る が 、
問題は、 画面上でい か に色彩が世界 を 作 り 出す か で あ る 。 フ ァ ン ・ ゴ ッ ホ は そ う い っ た こ と に 気づ
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フ ァ ン ゴ ソ ホ 、 函而の問i き を 生み出す光

き 、 新 た な 画面 に 立 ち 向 か つ て L 、 く 。

フ ォ ー ヴ ィ ス ム 、 キ ュ ビ ス ム 、 ロ シ ア 構成主義、 ア ン フ ォ ル メ ル や抽 象表現主義、 さ ら に は ポ ッ

プ ア ー ト に 至 る ま で、 二 十 世紀 の 諸 々 の絵画の展開が こ う い っ た 平 而 に 対す る 規定 、 あ る い は 前提

の う え に 開 花 し て い っ た と と ら え る な ら ば、 そ の 源流 と も い え る 1 888年、 夏、 フ ァ ン ・ ゴ ッ ホ が

た ど り 着 い た 地平の 意 味 は 大 き い。

フ ァ ン ・ ゴ ッ ホ の場合、 サ ン ＝ レ ミ 、 オ ー ヴ、 エ ル での 最晩年の 作 品 の特徴的 な 内容 か ら 、 画家の

感情面 の誇張的表現 と い う 一面 的 と ら え か た が な さ れ、 い ち 早 く 表 現主義の 先駆者的存在 に 祭 り 上

げ ら れて し ま っ た た め に 、 指定席の 如 く そ こ に 収 ま っ て し ま っ た 感 が あ る 。 し か し 、 注意深 く 見 て

い く な ら ば、 ア ル ル 時代 の 秋 ま で は 、 む し ろ 、 純粋に 造形上の領域 での 新 た な 可能性の 追 求 に 意欲

的 で あ っ た こ と が わ か る 。

〈夜の カ フ ェ 〉 は 1 888年9 月 初旬 に 捕かれ た も の で あ る 。 こ の作 品 は 〈収穫〉 以降、 向 日 葵の シ リ ー

ズ を 含 め 、 何枚 も の意欲的作品 を :fj','i � E た 後の 一つ の到達点であ っ た 。 所 々 こ だ わ り は 残 る も の の 、

そ れ ま で の 質 感 を 有 す る 物質 の具体的表情 に 対す る 執着 が 消 え 、 世界 は 可能 な 限 り ぎ り ぎ り の と こ

ろ ま で色彩の抽象的要素に 委ね ら れ る こ と に な っ た。 そ の 意味で〈夜の カ フ ェ 〉 は実験的性格 を も っ

た 作 品 で あ る が 、 そ の 後 の 展 開 を 見 る と 、 フ ァ ン ・ ゴ ッ ホ 自 身 、 そ の 方向性 に一定の歯止 め を か け

た と 思 われ る 。

薄暗い カ フ ェ に は 四燈の ラ ン プが灯 り 、 そ こ に 一 日 の労働に疲れ た 人 が 強 L 、 酒 に 酔L E泊れて テ ー

ブ ル に う つ 伏 せ に な っ て い る 。 本 来 な ら 、 こ こ に 描 き 出 さ れ る 光景 は そ う い っ た も の に な る だ ろ

う 。 と こ ろ が 、 フ ァ ン ・ ゴ ッ ホ は そ う 捕 かず、 逆 に 、 明 る い 光 に 燦 々 と 照 ら し 出 さ れ た 白 昼 の よ う

な 空 間 の 中 に 、 カ フ ェ や ビ リ ヤ ー ド 台、 ビ リ ヤ ー ド 台 が 落 と す影や赤い壁や緑の天井 な ど を 描 い て

� E る 。

｛夜のカ フ ェ〉 油彩 1 888 70 × 89cm 
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緑の ビ リ ヤ ー ド 台 が大 き な 影 を 黄色 い床 に 落 と す が 、 こ の空 間 に は そ れ以外に は 目 立 つ た 陰影 は
な く 、 一切が 高彩度の色彩の対比 に よ っ て描 き 出 さ れて い る 。 光源で あ る ラ ン プか ら 発せ ら れ る 光
そ の も の も 黄色い色彩に よ っ て表 わ さ れ る 対象 と 化 し て い る が 、 こ の作品 を 照 ら し 出 すすべ て の 光
源 は フ ァ ン ・ ゴ ッ ホ の 内部 に あ る 。

「ぼ く は 〈夜の カ フ ェ 〉 で、 カ フ ェ と は人が 身 を 持 ち 崩 し 、 気狂い に な り 、 罪 を 犯す と こ ろ だ と
い う こ と を 表現 し よ う と 努 め た 」 。 9 月 10 日 頃の手紙で テ オ に そ う 書 い た が 、 こ の 文面 か ら は色彩
に 託す フ ァ ン ・ ゴ ッ ホ の意図、 思 い入れが読み取れ る 。 すでに フ ァ ン ・ ゴ ッ ホ が絵画 に 求め て い る
も の が 、 見掛け上の カ フ ェ の 説明で は な く 、 そ の情景 を 通 じ て伝 え た い 内容 に あ る こ と が わ か る 。

フ ァ ン ・ ゴ ッ ホ は二組の補色対比 を 用 い て 、 伝 え た い 内容の表現 を 試み た と 書い て い る が 、 一組
目 は、 赤い壁 と 緑の壁か ら 天井、 そ し て 、 緑の ビ リ ヤ ー ド 台。 そ し て 、 も う 一組は、 床、 ラ ン プの
明 か り な ど の黄色 と 床 に 落 ち た影の淡L E紫の対比で あ る 。 黄色 と 紫は補色関係 に あ る た め 、 塗 り 込
め ら れた紫は黄色 に 弱め ら れ、 む し ろ 黄色 に近い グ レ ー 系 の 色 に 映 っ て い る 。 ま た 、 ラ ベ ン ダ ー か
ら 水色が か っ た テ ー ブル な ど の色が、 補色であ る 黄色 と 響 き 合 っ て い る 。

そ れ ら が 、 果 た し て フ ァ ン ・ ゴ ッ ホ の意図 し た世界 を表現 し き れて い る か ど う か は 関係 な く 、 こ
こ で、行 っ た 試み こ そ 、 や や 時代 が 下 っ た と こ ろ での ム ン ク の表現や 、 さ ら に そ の後 の ド イ ツ 表現主
義の画家た ち に大 き な 影響 を 与 え る こ と に な る 。

7 アルル時代を締め く く る 作品

純粋 な 色彩の対比や響 き 合い が表現す る 世界 は確か に あ る が、 物質や具体的形状 を 離れ過 ぎ、 色
彩の可能性の み を 追究 し て い く と ど う 展開 す る のか、 フ ァ ン ・ ゴ ッ ホ な り に 予測 し 、 そ こ で ブ レ ー
キ を か け た 。 〈夜の カ フ ェ 〉 の大胆 な 色彩の対比 に よ る 表現 は、 耳 を 切 り 取 っ た直後 の 自 画像で一
時的 に 復活す る が、 そ れ以降、 後退す る 。

1 0 月 下旬 に は ゴ ー ギ ャ ン が ア ル ル に や っ て く る 。 彼か ら は学 ぶべ き も の が あ る の で、 そ の 前 に
自 分 自 身の 課題 を終わ り に し て お か な け ればな ら な い、 テ オ に そ の よ う に 書 く 。

ゴ ー ギ ャ ン 到着直前 に完成 さ せた （描いて い た） ア ル ル に お け る 集大成の よ う な 作 品 が 〈寝室〉
で あ る 。 そ こ で は 、 〈夜の カ フ ェ 〉 の抽象性の強い色面 に よ る 構成 は一歩後退 し 、 色彩は色面 で あ
り な が ら 、 同 時 に 対象の も っ て い る 物質感 を維持 し て い る 。 具象絵画で は色彩は色彩 と し て 独 自 の
表現を し な が ら 、 そ れ 自 体 フ ォ ル ム で あ る 。 パ リ で画家た ち と 議論 し た こ と が訪御 と し て く る が 、
色彩は具象的形象だ け残 し て物質性 を 捨て去 る こ と は で き な い と い う こ と を こ こ で確認 し て い る 。
そ の意識は、 さ ら に そ の一年余 り 後、 フ ァ ン ・ ゴ ッ ホ の原点 と も い う べ き オ ラ ン ダ時代の リ ア リ ズ
ム に根差す絵画 を 志向 さ せ る こ と に な る 。

自 然光 に よ っ て で き る 明暗か ら 決別 し て久 し い が、 画面 に責任 を も つ の は画家 自 身で あ り 、 そ こ
で は 自 然 （神） に代わ っ て 画家が秩序 あ る 世界 を 作 り 出 さ な け ればな ら な い。 休息や安眠の イ メ ー
ジ を 託 し て画面 に 向 か お う と す る な ら ば、 画家は対象の有す る 偶然 的 な 色 に 頼 ら ず、 自 ら が意図 し

- 76 -



フ ァ ン ゴ ッ ホ 、 画面の輝 き を 生 み 出 す 光

た納得で き る 色彩 に よ る 構成 を 行 わ な け れ ば な ら な い。

本論の 1 で取 り 上 げ た 〈縫い物 を す る 婦 人〉 も 同様 に 逆光の絵で、 あ っ た が 、 七 年 後 の 同 じ 10 月 、

南仏の一室で進化 し た も の の 見 方 を し て い る フ ァ ン ・ ゴ ッ ホ が い る 。 南南東向 き の窓か ら の採光の

み の フ ァ ン － ゴ ッ ホ の 寝室 は 、 昼 で も 薄暗 く 、 晴 れ た 日 に は一 層 陰 影 の コ ン ト ラ ス ト が 強 く な っ

て 、 閉 じ た 瞳孔 に は影 が 真 っ 暗 に 映 る 。 こ の室 内 の奥 に 座 り 、 逆光 で室内 を 描 く の は結構厄介で、 あ

る 。

こ の作 品 に 光 源 は な く 、 当 然、 陰 影 も な い。 画面全体は濁 り 感の な い 中 間 色 で あ り 、 ど の 色 も 、

一 部 を 除 き 、 白 を 含 ん で い る が 、 明 暗の秩序 を 説明 す る 自 の 19i��調 と は異 な り 、 粉 っ ぽ さ は な く 、

し っ と り と 中 間 色 に よ る 「ハ ー フ ト ー ン 」 を 作 っ て い る 。 素描の ハ ー フ ト ー ン は 、 色彩 で は 彩度 の

同一性 （類似性） と い う こ と に な る 。 本論の 3 で取 り 上 げ た 〈森の 中 の 二人 の 婦人〉 に お い て 、 す

で に そ の こ と を 知 っ て い た フ ァ ン ・ ゴ ッ ホ は、 そ の 後 も 経験 を 積 み 重 ね 、 ロ ン ド ン ・ ナ シ ョ ナ ル

ギ ャ ラ リ ー の 〈 ひ ま わ り 〉 に 見 る よ う に 、 画面全体が輝 く 、 色 彩豊 か な 油 彩 画 の 傑作 を 数 多 く 残 し

た 。

パ リ 時代 、 印 象派風の作 品 に 移行 し た と き 、 大 き な 戸惑い も な く フ ァ ン ・ ゴ ッ ホ が順応で き た の

は 、 彩度 を 落 と し て 色彩 の ハ ー フ ト ー ン を 作 る と い う 油 彩 画 に お け る 技法 、 フ ァ ン － ゴ ッ ホ 「秘

伝j の マ ニ ュ ア ル が あ っ た か ら だ。

〈寝室〉 の 中 心的 イ メ ー ジ で あ る 「休息」 も 「安眠」 も 、 張 り 詰め た 落 ち 着 き の あ る 中 間 色 に よ

る 色の 基盤 の よ う な も の が あ る 。

〈寝室〉 油彩 1 888 72 × 90cm 
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ジ ョ ン プ リ ア ン の床、 黄色いベ ッ ド 、 水色の壁、 こ う い っ た 画面の大半 を 占 め る ほぼ同ーの彩度
と 明度 を も っ た色の 中 に 、 窓枠の緑、 テ ー プルの ラ イ ト レ ッ ド 、 ベ ッ ド ク ロ ス の朱色が あ り 、 白 を
多 く 含 ん だ 中 央 の 額縁 の 絵 の 空、 鏡の 反射、 枕、 そ し て 、 窓 ガ ラ ス の 中 の 充 ち 溢れ る 光 で あ る 。
「ハ ー フ ト ー ン j の 中 間色 に 、 バ ラ ン ス よ く 鮮明 な 色や 白 が構成、 配置 さ れ、 画面 に は ゆ っ た り と
し た空気が漂 っ て い る 。

作品 に 接近 し た り 離れ た り す る と 、 透視図法の効果に よ っ て ご く あ り ふれた色が広い空間 を 表 わ
す。 三、 四 メ ー ト ル離れ る と 、 突如画面が明 る く 輝 き 始め る の が感 じ ら れ る 。 一点透視図法の威力
だ が 、 そ の と き に 眼前 に 広 が る 色彩の温か さ は フ ァ ン ・ ゴ ッ ホ の感性 が作 り 出 し た 、 自 然界 に は な
い 別 の 、 人工的 な輝 き で あ る 。 目 は外界 を 見つ め な が ら 、 内側の状態 を も 画面上 に 描 き 出 す。

ま と め

フ ァ ン ・ ゴ ッ ホ が、 光 と 出会い、 光や画面の輝 き を ど の よ う に表現 し て い た っ た か、 六点の作品
を 取 り 上 げ、 造形的視点か ら 明 ら か に し て き た。

オ ラ ン ダ 時代 の 素描、 〈縫 い物 を す る 婦人｝ 〈膝 に 少 女 を 載せ る 婦人〉 〈木の習作〉 で は 、 興味の
中 心が、 光が作 り 出 す陰影に潜む 「美j の 発見、 お よ び、 そ の表現に あ る 乙 と 、 陰影表現そ の も の
が 同 時に フ ォ ル ム で も あ る こ と が わ か っ た 。 素描に お け る フ ァ ン ・ ゴ ッ ホ の 関 心 は も っ ぱ ら 人物の
骨格的把握や人間の表情 に あ る の は周知の こ と で あ る が、 やや も す る と 忘れ ら れが ち な光 と い う 外
的要素が そ れ ら 力 強 い素描 に温か さ を 添 え て い る 。

油彩画 は三点扱 っ た が 、 注 目 すべ き 点 は 、 オ ラ ン ダ初期の段階か ら 、 外光が描 き 出 す明暗の世界
で あ る 自 然 を そ の ま ま 追求せず、 外光が外界 を輝かす よ う に 、 画面上の色彩の響 き 合い に よ っ て 画
面 を 輝かす独 自 の 画面 （世界） を創 出す る こ と に意 を注いでい た こ と で あ る 。

最 も 初期 の 〈森の 中 の二人の婦人〉 と そ の六年後の ア ルル 時代 の 〈夜の カ フ ェ 〉 〈寝室》 と 比較
し た と き 、 印象派 を 経た後の 明 る く 鮮や か な画面、 浮世絵 と の融合か ら 生 ま れた 単純化 さ れた 色面
な ど と い う 点で い え ば、 歩 ん だ行程の 隔 た り は あ る が、 色彩の輝 き が作 り 出す調和 と し て の画面 に
関 し て は、 す で に 〈森の 中 の二人の婦人〉 に フ ァ ン ・ ゴ ッ ホ の将来 を 予感 さ せ る も の が あ っ た と い
え る 。

本論で、 単色の濃淡のみ の表現手段で描か れ る 素描 と 、 色彩 と い う 多様性の あ る 豊富 な表現力 を
有す る 油彩画 な ど を 単純 に比較す る こ と が で き な い こ と も 明 ら か に し た 。 双方の 関連性 と 独 自 性 を
踏 ま え た う え で、 さ ら に 時代別 に 多 く の素描、 油彩画 に つ い て 具体的 に 分析 を 加 え れば、 フ ァ ン ・
ゴ ッ ホ の造形上の関心が ど こ に あ る か、 興味の在 り 所の推移な ど 、 細 か な 展開 が わ か る だ ろ う 。 内
面 的 な 要素が大 き く 作 品 に 反映す る タ イ プの フ ァ ン ・ ゴ ッ ホ の場合、 彼の 内面の展開、 精神や魂に
ま で迫れる か も し れ な い。 機 を 改 め て そ れ ら を 可能 な 限 り 多 く 取 り 上 げ、 丁寧に検証 し 、 今 回 の 論
文 を補充す る も の と し た い。
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