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In 由is essay I shall cover five pictures of Van Go酔’s which are ‘Miners in the Snow' ,  
℃ountry Road in  Loosduinen near The Hague’ ， 'A Factory’ ， 'Fish-Drying Bum' and ‘Harvest 
Landscape', the latter of which is one of the most famous works of Van Gogh’s .  

The object of 白is essay is to confirm Van Gogh’s consciousness or intention which can be 
seen in the background of these paintings. In this essay I shall define the hidden aspects of 
these pictures in terms of the many factors which have formed them. It’s as if we are looking 
at the process of development in Van Gogh’s awareness of planes and two-dimensional 
forms. 
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はじめに

フ ァ ン ・ ゴ ッ ホ の 主要な研究対象が、 彼 の伝記的興味か ら 作品そ の も の に 向 か う よ う に な っ て久 し
い。 し か し 、 フ ァ ン ・ ゴ ッ ホ の研究 の な か で、 依然 と し て著 し く 遅れて い る の が、 造形 に つ い て の 分
野で あ る 。 それ は、 フ ァ ン ・ ゴ ッ ホ研究 に と っ て不可欠なヤ ン ・ フ ル ス カ ヤ著 『 フ ァ ン ・ ゴ ッ ホ完 全
図録』 に、 フ ァ ン ・ ゴ ッ ホ の 造形 と は程遠 い作品が相 当 数紛れ込 ん で い る こ と と 無 関 係 で は な い。 こ
の現状 を変 え る こ と がで き る の は、 作品 を 成立 さ せて い る 造形的要素 の根本的研究 を お い て他 に な い。
すなわ ち 、 構図、 ム ー ブマ ン、 描かれた 人物 の 骨格的把握、 デ フ ォ ル メ 、 単純化、 色彩 の 対比 と 響 き
合 い な ど ヴ ァ ルー ル の 問題、 平面化 に 対す る 配慮、 遠近法、 描かれ た も の と 余 白 と の 関 係な ど、 諸 々
の造形 的要素 に つ い て の 分析 と 把握で あ る 。 し か も 、 断片的 な も の で は な く 、 画家 フ ァ ン ・ ゴ ッ ホ を
突 き 動か し た衝動 （動機） に 始 ま り 、 制作 プ ロ セ ス を 経て完成 に 至 る ま で、 作 品 全体 を 包括す る 体系
だっ た研究が求 め ら れ る 。
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絵画 を 造形的視点か ら 研究す る に あ た り 、 重要な こ と は、 タ ッ チや 色使 い 、 画風な ど と い っ た表面
的特徴 に 惑わ さ れ る こ と な く 、 デ ッ サ ン カ に 着 目 す る こ と で あ る 。 デ ッ サ ン カ と は、 観念的な知識の
寄せ集 め や、 単 に 受動的、 義務的な訓練 の繰 り 返 し に よ っ て得 ら れ る も の で は な い。 画家 自 身 の 、 弛
みな い 造形上 の 努 力 や譲れな い こ だわ り の集積 に よ っ て、 は じ め て獲得 さ れ る 総合的 な造形能 力 （ 力
量） で あ る 。 ま た、 画家 の デ ッ サ ン カ に着 目 す る こ と に 加 え、 つ ね に研究 の 中 心 に 据 え な けれ ばな ら
な い の は、 画家が意図 し て い る 造形 に 関す る 諸要素 を客観的 に 分析 し よ う と す る 姿勢で あ る 。 それ ら
を 疎か に し て、 本物 と 偽作 を 見極め る こ と は難 し い し 、 当 然深 く 掘 り 下 げて絵画 （芸術） を 論 じ る こ
と も で き な い。

こ こ に 掲載す る 論文 は 『 フ ァ ン ・ ゴ ッ ホー 「合理的な も の の あ り 方」 に 対す る 関 心一』 （仮称） の
冒 頭部分、 「遠景 の 表現」 で あ る 。 『 フ ァ ン ・ ゴ、 ツ ホ 「合理的 も の の あ り 方J に 対す る 関心 』 は、
フ ァ ン ・ ゴ ッ ホ の造形が形成 さ れ る オ ラ ン ダ時代 の作品 を 中心 に、 「遠景の 表現J 「人体 の 骨格的把握」
「ム ー ブマ ン の 表現」 「農具 を 持つ 手 の構造的把握」 「光 と 空気 を 媒体 に し た 質 的表現」 「遠近法 と 平面
性 の統一」 か ら 構成 さ れ、 あ ら ゆ る 対象 に 強 い 合理的把握の 要求が あ っ た こ と を 明 ら か に す る も の で
あ る 。 最終的 に は フ ァ ン ・ ゴ ッ ホ の造形の諸特徴、 本質 を具体的 に例証す る こ と に な り 、 フ ァ ン ・ ゴ ッ
ホ と そ う で な い も の と を 説得 力 を も っ て峻別す る 、 私の 総合的研究 の 一部 と し て位置づ け ら れ る で あ
ろ う 。

本論の 目 的

フ ァ ン ・ ゴ ッ ホ が画家 に な る 決意 を し た 直後、 ボ リ ナ ー ジ ュ の 炭拡夫た ち を 描 い た 『雪 の な か の抗
夫た ち 』 、 オ ラ ン ダ時代 の 3 点 の 風景画、 そ し て彼 の代表作 の 一枚 『 ア ル ル の ク ロ 一 平原 （収穫） 』 の
5 点 を 取 り 上 げ、 「遠景 の 表現」 に 着 目 し て造形的分析 を 行な い 、 そ の 背後 に あ る フ ァ ン ・ ゴ ッ ホ の

意識や こ だわ り 、 造形上 の 意 図 を 明確 にす る 。 それは 同 時 に 、 フ ァ ン ・ ゴ ッ ホ の 問 題意識が時 系 列 的
展 開 の な か で変化 し て い く 過程 を 術轍す る こ と で も あ る 。

ア カ デ ミ ッ ク な教育機関 に 身 を 置かず、 独学で制作 を 続け た 6 年 間 に わ た る オ ラ ン ダ時代 は、 独 自
の 造形的実践が行わ れ、 造形理論が築 き 上 げ ら れた貴重な時期 だっ た。 オ ラ ン ダ時代 に 培わ れ た造形
的基礎 と し て の 「連景 の 表現」 が、 フ ァ ン ・ ゴ ッ ホ独 自 の ス タ イ ル を 確立す る ア ル ル の 初夏 に 至 る ま
で彼 の作品 の 底 に 流れて い る こ と を確認 し て い く 。 し か し 、 パ リ 時代や ア ルル の 夏以降 の 作品 が、 例
外で あ っ た り 、 異な る わ け で は な い 。 遠景 に 対す る こ だわ り は、 絵画観 の 推移 に と も な っ て 消滅す る
性質 の も の で は な い か ら で あ る 。

1 6 



フ ァ ン ゴ y ホ、 遠景の表現

背景の意識

『雪の な か の 坑 夫 た ち 』 は、 画家 に な る 決意が 固 ま っ て 問 も な い こ ろ の 作 品で あ る 。 見 習 い 宣教 師
の 職 を 半 年 で 解任 さ れ た後、 再 び、 布教活動 を行な っ た 炭拡地、 ボ リ ナ ー ジ ュ に 戻 っ て き て こ の 素描
を 描 く 。 画 家 フ ァ ン ・ ゴ ッ ホ の 原点 と い え る 作 品 で あ る 。 布 教 の 対象だ、 っ た も の が、 こ こ で は 表 現 の
動機 と し て扱われ る こ と に な っ た。 想像を絶す る 貧 し さ と 、 死 と 背 中 合 わ せ の危険な労働現場で の 非
人 間 的扱 い に 甘ん じ な けれ ば、 生 き る 術 さ え な い 炭拡労働者た ち 。 宣教師時代 と 同様、 こ こ で も 彼 ら
へ の 強 い憐慨 の 情、 も し く はそ う い っ た 悲惨な現状 を た だ見つ め る こ と し か で き な い 非 力 な 自 分へ の
珂責、 無 力 感 な どが伝わ っ て く る 。

『雪のなかの坑夫た ち 』 1 880年冬 （27歳）

こ の作 品 の 興味 の 中 心 （主題） は、 雪原を魂が抜 け た よ う に 進 む 坑 夫 の 列 だが、 注 目 すべ き は、 背
景 が克 明 に 描 か れて い る こ と で あ る 。 雪 に 覆わ れ た坑道入 口 付近 の 巨 大 な 建物群が、 未 明 の 空 気 の な
か に 異様 に そ びえ て い る 。 さ ら に 、 建物 を つ な ぐ 中 空 に 架 け ら れ た 曲 が り く ね っ た 通路、 そ れ を 支 え
る 橋脚、 欄干、 そ し て、 画面右上奥の緩やか に 盛 り 上 が る 斜面 に 立 ち 並ぶ工場群、 舞 い 上が る 烏 の 群
れ 。 わずかな地面 の起伏や建物 の 位置関係、 橋脚の表現 な ど に は、 も の の 合理 的 関 係 を 大切 に す る 注
意 力 が働 い て い る 。

背 景 に 描 か れ た も の は、 主題で あ る 坑夫 た ち の姿、 彼 ら の 心 の 内 、 さ ら に は フ ァ ン ・ ゴ ッ ホ 自 ら の
思 いや心境を リ ア ル に描 き 出す た め に な く て は な ら な い 要 素で あ る 。 そ れ ら に 加 え 、 地 面 を 這 う 幹や
枝の よ じ れ た 木 々 は、 悲惨な坑夫た ち の 姿 と 重な り 、 逃 げ場 の な い 苦痛 を 表 し て い る か の よ う で あ る 。
し か も 、 近 景 と 遠景がた だ説明 的 に 描 か れ て い る の で はな く 、 ま ど ろ ん で い る 早朝 の 空 気 に う ま く 溶

- 1 7-



愛知県立芸術大学紀要 目o.38 (2008) 

け 込 ん で い る 。 こ の よ う に 、 画 家 と し て の フ ァ ン ・ ゴ ッ ホが最初 に 残 し た 作 品 に 、 す で に 、 背景が果
たす重要な意味の意識があ っ た こ と を 見 出 す こ と がで き る 。

伝統的な美術教 育 を 受 け て お ら ず、 画 家 の 弟子 と し て の 下積み経験 も な い フ ァ ン ・ ゴ ッ ホ は 、 素 描
を 、 素描 （部分のデー 夕 、 構想） 、 エ ス キー ス （下絵） 、 そ し て 、 最後は タ ブ ロ ー （作品） で、終わ る 制
作過程 の な か の ひ と つ と し て位置づけて い な か っ た の か も し れな い。 抑 え き れ な い感 情 に 押 さ れ、 手
許 に あ っ た紙 と コ ン テ な ど の 素材で、 最初か ら 素描 に 欲求のすべて を 託 し て い た よ う に も 見 え る 。 そ
こ に は構 図 の意識が感 じ ら れ、 そ れ ま での美術史上 に 残 さ れ た ス ケ ッ チ や 素 描 の 範鴎の 域 を 出 て 、 素
朴 で は あ る が、 画 面 全 体 を 有機的 に 関連付け、 j軍身 の 作 品 に 仕 上 げ よ う と す る 意欲が伝わ っ て く る 。
オ ラ ン ダ時 代 に 残 し た 多 く の 素描 は 、 「版」 と い う 概念抜 き に は語 れ な い と し て も 、 ま さ に 黒 に 近 い
「単色で描 い た 作 品」 、 木版、 エ ッ チ ン グな ど の版画作品 の よ う で も あ る 。

2 遠方を見据 え る 視線

オ ラ ン ダ時 代 の 風景 画 の 特徴 と し て、 象徴的な地平線があ げ ら れ る 。 そ こ に は燃え る 思 い で遥 か 彼
方 を 見据 え る 青年 、 フ ィ ンセ ン ト の 実存主義的な意識 の 反 映 を 見 出 す こ と が で き る 。 強 い 意識が、 外
側 に 自 ら の 内面 を 映 せ る 対 象 を 求 め る 。 目 標、 理想、 著書な ど を 託 し て 地平線が抽l か れ 、 遠 景 に視線が
注がれ る 。

『 田 舎 の 道』 を 描 い た の は、 フ ァ ン ・ ゴ ッ ホ が画家 に な る 決意 を し て 1 ～ 2 年経 っ た こ ろ で あ る 。
ハ ー グ郊外の 荒涼 と し た 野原 に 伸 び る 一本の道は、 遠方の地平線 に 消 え て い く 。 仕事 に 向 か う の か 、

『田 舎の道』 1 882年早春 （29歳） 24. 6 × 34. 4cm 
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家路 を 急 い で い る の か 、 ひ と り 農夫が と ぼ と ぼ と 歩 い て い る 。 重 く 垂れ込 め た 北 国 の 空が よ じ れた 木

の 生 え る 大地 を 包み込 み、 分厚 い 静寂が支配 し 、 烏 の点景が厳 し い 自 然 の 空気 を 強調す る 。
注 目 すべ き は遠景へ の視線で あ る 。 フ ァ ン ・ ゴ ッ ホ の 眼は遥 か彼方 の 低 い 山 々 の ふ も と ま で及 び、

地形 の わ ずか な起伏 を見逃 さ な い。 そ こ に は、 い い 加減な処理 を 許 さ な い 合理的精神 を 垣 間見 る こ と
がで き る 。 鑑賞者は地平線上 に 広 が る 山 々 か ら そ の 手前 の 黒 々 と し た 森 の 聞 に も 開 け た 空 間 が あ る こ
と に気づか さ れ る 。 明 ら か に、 フ ァ ン ・ ゴ ッ ホ はそ こ を見て い る 。 フ ァ ン ・ ア イ ク や レ オナル ド ・ ダ ・
ヴ イ ン チ な ど に も 通 じ る 、 一見 さ り げな い 遠景表現 に 尋常で は な い 興味 と 注意 力 が隠 さ れて い る の が
わ か る 。 至近距離 同様、 遠方 を 見据 え る 確か な 眼差 し に優れた画家の 条件が潜ん で い る 。

『雪 の な か の 坑夫 た ち 』 に 認 め ら れ た 情景 を 包み込 む よ う な遠景 は、 『 田 舎 の 道』 で は 、 一方 で、
地平線 に規定 さ れ な が ら 無限大 の 彼方 に 突 き 抜 け、 他方では、 画面 に描 き 出 さ れ た 景色全体 を 、 地 平
線か ら 近景 ま で の 景色 を 規定す る 要素 と し て意識さ れて い る 。 フ ァ ン ・ ゴ ッ ホ は、 遠景 の 的確か つ デ
リ ケ ー ト な表現 こ そ、 作品全体 を 引 き 締め る も の で あ る と 気づ い て い る 。

オ ラ ン ダで こ の 風景画 を 描 い て い た こ ろ 、 パ リ で は第 7 回 印象派展 ( 1 882年） が 聞 かれ て い た。 印
象派 の好 む空気遠近法的表現で は 明瞭 に 目 に 映 る の は近景で あ り 、 遠景は 空 気 （水蒸気） と 散乱す る
光 に 阻 ま れ て 暖昧 も し く は数少な い タ ッ チ で大 ま か に表現 さ れ、 遠景 の 意識は あ っ て も それ 自 体概 し
て主た る 興味 の 対象外で あ っ た。

フ ァ ン ・ ゴ ッ ホ は時代 の 風潮 に 染 ま る こ と な く 、 低湿地や泥炭地が果て し な く 広 が る オ ラ ン ダ の ど
こ に で も 見か け る 風景 を 、 厳 し い タ ッ チ で描 き あ げて い っ た。 パ り か ら 遠 い 辺境 の 地で、 当 時 オ ラ ン
ダ画壇で 中 心的存在で あ っ た ハ ー グ派 （マ ウ フ ェ を は じ め 彼 ら はパル ビ ゾ ン 派 の よ う な 世界 を 追求 し
て文 明 と 自 然 と の 境界 を 紡復 っ て い た ） に も 交わ る こ と な く 、 一定 の距離 を 置 い て い た。

3 地平線の シルエ ッ ト

フ ァ ン ・ ゴ ッ ホ の 描 く 風景 は、 追 い 詰 め ら れ る 自 然の な か に 身 を 置 き 、 昔は よ か っ た、 自 然は 美 し
い と 述懐す る パル ピ ゾ ン 派や ハ ー グ派 の 世界、 桃源郷 を 連想 さ せ る 澄明 で幽玄な コ ロ ー の 世 界、 即物
的で硬質 な ク ー ル ベ の 風景 と も 異な っ て い る 。 あ る い は、 水蒸気 と 光 の 織 り 成す暖昧模糊 と し た 幻想
的な タ ー ナ ー の 風景 と も 異な り 、 小 ブル的で都会的セ ン ス の 軽妙な 印象派 の 田 園風景 と も 異な る 。 当
時の フ ァ ン ・ ゴ ッ ホ の 心 を 捉 え て い た も の は、 厳 し い 自 然や社会 の 底辺 で貧 困 に 耐 え て 生 き な けれ ば
な ら な い 人 々 の 姿 で あ っ た。 それ を フ ァ ン ・ ゴ ッ ホ は 自 ら が納得 の い く 方法で描 き 出 し て い た。

フ ァ ン ・ ゴ ッ ホ は 生涯、 名 所、 旧 跡、 立派な建築物、 絶景な ど の 「絵 に な る 場所」 を 避 け た が る 傾
向が あ っ た。 ア ルル で は多 く の 風景画 を 描 い た が、 街 中 に あ る 数多 く の ロ ー マ遺跡は描 い て い な い。
フ ァ ン ・ ゴ ッ ホ は、 た だ風景 を 淡 々 と 描 い て い る の で は な く 、 見慣れ た 外界か ら 心 に 触れ る も の を 拾
い 上 げ、 彼 の 伝 え た い 世 界や メ ッ セ ー ジ を 作品 の な か で表現 し て い る 。 オ ラ ン ダ時代 は も と よ り 、 こ
の 傾向 は 一貫 し て変わ る こ と は な か っ た。

画商 を 営 む コ ル叔父 は 、 甥が画家 に な っ た こ と を 知 り 、 自 ら の 店 で売 る た め に 1 2枚 の 風景画 を 注文

- 1 9 ー



愛知県立芸術大学紀袋 ぬ38 (2008) 

し た。 『工場』 と 、 そ の 次 の 『魚干 し 場』 は そ の う ち の 2 枚で あ る 。 こ の と き 描 い た ど の 作 品 を と っ
てみて も 、 フ ァ ン ・ ゴ ッ ホ は 「絵 に な る 構図」 を選ぶ こ と はせず、 逆 に 何 の 変哲 も な い 街の 一 角 や 空
き 地 の あ る 景色 な ど を 、 飾 り 気 の な い ＃豊造作な タ ッ チでJi'li い て い る 。

、． 

,( 

『工場』 1 882年早春 （29歳） 26 X 37. 5cm水彩

フ ァ ン ・ ゴ ッ ホ は 何 を ど の よ う に 描 き た か っ た か 、 『工場』 に は そ れ が単純明快 に 表 さ れ て い る 。
工場が地平線上 に 立 ち 並 ん で い て、 手前の空 き 地 に は廃材 ら し き も の が あ る が、 他 に は こ れ と い っ て
目 立 っ た も の は な い。 描 か れ て い る の は工場 と 空 き地だけで、 そ こ に 、 ぽつ ん と 人 と 犬 が い る 。 人工
的な鉱物質 の 表情 を 有 し た屋根や煙突は、 白 亜の よ う な 空 に突 き 出て い る 。 当 時の 孤独な フ ァ ン ・ ゴ ツ
ホ の 心境が重な り 、 寂塞感が漂っ て い る 。

こ こ に 描 か れ た 遠 景 は 、 前 掲 の 『 田 舎の道』 の地平線ではな く 、 比較的近 く に あ る 工場 が視 界 を さ
え ぎ る 人 工 的 な 「地平線」 、 あ る い は空 と の 境 界線で あ る 。 画面左手 に 見 え る 建物群、 右 手 に 見 え る
大 き な盛 り 土、 そ し て 、 画 面 中 央奥 に広 が る 工場群 な ど の位置関係、 そ こ に は絶妙な デ ッ サ ン カ と デ
リ ケ ー ト な 神経 を 見 出 す こ と が で き る 。

4 平面 的な奥行感

『魚干 し 場』 の 遠景 に 目 を や る と 画家が こ の 景色 を選 ん だ必然性が伝わ っ て く る 。 フ ァ ン ・ ゴ ッ ホ
の 興味は遠景、 も し く は 近 景 と 遠景 の 対比 に あ る 。 画面 を 大 き く 占 め て い る 手前 の 倉庫 の 重 量感 に 対
し 、 遠方の街並みの存在は希薄で、 記憶 の 底 に 微か に 残 る 夢の よ う で も あ る 。
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『魚干 し場』 1 882年 7 月 （29歳） 35.  5 × 52cm水彩

フ ァ ン ・ ゴ ッ ホ に と っ て遠景は、 ま さ に 現実 と か け離れ た 遠 い 景 色 で あ り 、 夢 を 託す こ と がで き 、
想像力 を 掻 き 立 てて く れ る も の で あ る。 遠 い 高 台 の カ ト リ ッ ク 教会 ま で続 く 家並み、 そ の壁面や屋根、
あ る い は、 そ れ ら 家 々 の 聞 を 走 る 街路、 フ ァ ン ・ ゴ ッ ホ は そ れ ら に 思 い を馳せ、 丹 念 に 、 適 度 な 単純
化や デ フ ォ ル メ を し な が ら 描 き 進 め て い く 。

遠 景 に 立 ち 並ぶ家 々 は、 街並み全体の広が り を 表 し 、 か た ま り を 形成 し な が ら 平面 的 に 処理 さ れ て
い る 。 画 面 右 の 近 景 か ら 中 景、 さ ら に は遠景 と 広 が る 部分は、 家 々 の 輪郭線 が 引 か れ、 そ こ に ほ と ん
ど 平 ら に 色 が塗 り こ ま れ て い る だけ で あ り 、 奥行の あ る 位界 が い と も 簡単 に 表現 さ れて い る 。 鑑賞者
の 目 は教 会 の さ ら に遠 く 地平線の 辺 り に描かれ て い る 建築物 の よ う な も の に行 き 着 き 、 あ れ は何 だ ろ
う と い う 不思議な思 い で終わ る 。

遠景が捕か れ て い る 面積 は 小 さ く 、 手前の建物の屋根 ほ ど の と こ ろ に 、 街 の 中 心が す っ ぽ り 収 ま っ
て い る 。 柔 ら か な午後 の 光 を 受 け た 街並 み の 単純明快な表現は、 こ の 作 品 か ら 遠景 を 取 り 去 っ た ら ほ
と ん ど 何 も 残 ら な い の で は な い か と 思われ る ほ ど、 効果的 で あ る 。 遠 景 の 建物 の 壁や 屋根 を 構成 す る
無 数 の 面が空間 を 小気味よ く 切 り 刻み、 そ の ま ま リ ズム を 作 っ て 近 景 の 空 間 に つ な が っ て く る 。

自 然 の厳 し さ と 大地 の 密度 を ス ト レ ー ト に 表そ う と し て い る 『 田 舎 の 道』 に 比 べ 、 『魚干 し 場』 の
画 面 は 、 人 工 的 な 垂直 方 向 の 面 が 織 り 成す空 間 の 動 き に 興味が注がれ て い る 。 『魚干 し 場』 で は 、 殺
風景な 『工場』 と は異 な り 、 庶民的な 生活臭が漂 い 、 タ ッ チ も 軽 く 、 カ み の な い や り 方 で 広 大 な 世 界
を 描 こ う と し て い る よ う だ。 こ の遠 景 の 処理は、 絵画が平面で あ る こ と を 知 り 抜 い て い る 余裕 と 、 そ
の 上 に 立 っ た 計画性か ら き て い る 。

絵 画 が 平 面 で あ る こ と を 感 得 し た と き 、 画 家は 自 由 に な れ 、 平 面 は 独 自 の 空 間 を 獲 得 し て い く 。
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1 88 6 年 早春、 フ ァ ン ・ ゴ ッ ホ は ア ン ト ワ ー プで浮位絵 と 出 会 っ た と き 、 見 た こ と も な い 新鮮な絵画に
心 を 打 た れな が ら も 、 ど こ かで妙な郷愁 を 覚 え た だ ろ う 。 西洋画 に は な い 平面 的 世 界、 浮世絵 と の 出
会 い も ご く 自 然 に 許容 で き た に 違 い な い。

フ ァ ン ・ ゴ ッ ホ は 、 オ ラ ン ダ時代、 多 く の風景画 を 描 い た 。 そ こ に は無 数 の 遠景が存在す る 。 そ れ
ら は描写の程度、 描 き 方 に お い て異な る が、 遠 景 を 十分意識 し 、 大切 に 扱 っ て い る 点 に お い て は共通
し て い る 。 パ リ に 出 て 、 や が て 印 象派 を 受 け 入れ る よ う に な り 、 パ リ の風 景 画 を 数 多 く 描 く 。 空気の
層 を意識 し な が ら 淡 い タ ッ チ で遠景を し っ か り 描 い て い る 。

5 浮世絵の平面化 と 線遠近法 に よ る 遠景表現

南 仏 ア ル ル に 移 っ て か ら 、 試行錯誤の末、 印象派を越え る き っ か け に な っ た一枚が 生 ま れた。 ク レ ー
ラ ー ・ ミ ュ ー ラ 一美術館所蔵の 『 ア ル ル の跳ね橋』 で あ る 。 フ ァ ン ・ ゴ ッ ホ は、 色彩そ の も のが、 水、
草、 人物な ど対象そ の も の を 表 現 す る 新 た な試みを 行な っ た。 外光が生み出す光 と 影 の 色 彩 の 世 界 を
追従、 1且嶋す る の で はな く 、 そ れ ら か ら 自 由 に な り 、 内面的要求か ら 生 ま れ る フ ァ ン ・ ゴ ッ ホ独 自 の
色 彩 の 世 界で あ る 。 画面上で、 色彩は、 自 然光が作 り 出 す色彩の輝 き に 決別 し 、 画家 自 ら が作 り 出す
色 同 士 が響 き 合 う の で あ る 。 と こ ろ が、 そ の後 し ば ら く 印象派を 引 き ず、 っ た写生風の陰影表現が現れ、
理論 と 感覚的実感の 間で模索が続 い た。

し か し 、 6 月 、 明 る い 陽光 が照射す る 麦秋 の 時期、 『 ア ル ル の 跳ね橋』 の 二 ヶ 月 あ ま り 後 、 突 如 、
近 景 も 遠景 も 一 枚 の 平 面上 の フ ォ ル ム と し て 同質化 し 、 す っ き り と 整理 さ れ た 『 ア ル ル の ク ロ 一 平原

『ア ルルの ク 口 一平原 （収穫） 』 1 888年 6 月 （35歳） 73 × 92cm 
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（収穫） 』 が生 ま れ た。 遥 か彼方 ま で の 眺望 と い う 点で、 こ の作品 は、 歌川 広重 の 、 天竜川 を 術敵 し て
描 い た 東海道五十三次 『見付』 に も 通 じ る も の が あ る 。 『見付』 で は、 彼方 の 天竜川 の 向 こ う 岸 に は
淡 い 鼠色 の河原が画面一杯 に 広が り 、 さ ら に そ の 向 こ う に は松 の 木が立 ち 並ぶ緑色 の 土手が あ り 、 奥
に は的確 な輪郭線 で描かれ た 山 々 が連な っ て い る 。

当 時 フ ァ ン ・ ゴ ッ ホ の 頭 を 占 め て い た 「色彩 の輝 き」 と 、 浮世絵 の よ う に 「明 暗がな く 、 輪郭線 に
よ っ て描 き 出 さ れ た 単純化 さ れ た 平面」 の誕生 に と っ て、 明 る く 輝 く 陽光 は不可 欠 の も の だ っ た。 湿
潤な気候風土 を 感 じ さ せ る 広重 の 世界 に は な い 、 乾燥 し た 空気 に 映 え る 、 眼 に ま ぶ し い 鮮や か な 色彩

の 対比がそ こ に は あ っ た。
『ア ルル の ク ロ 一 平原 （収穫） 』 で は、 画面左遥か彼方 に は モ ン マ ジ ュ ー ル の 丘が見 え る 。 フ ァ ン ・

ゴ ッ ホ は度 々 そ こ の修道院跡 を 訪れて ス ケ ッ チや 素描な ど を 行な っ て い る た め 、 地形や 建物 の 様子が
手 に 取 る よ う に わ か る 。 それ ら を 少な い タ ッ チ で的確 に描 き 出 し て い る 。 山 々 の ア ウ ト ラ イ ン は単純
化 さ れ た 太 い 濃淡 の線で描 き 出 さ れ、 ふ も と に 広がる 黄色 い 麦畑 も 近景 の 畑 と 同 様、 明陳 に 描か れて
い る 。

『 ア ルル の ク ロ 一 平原 （収穫） 』 は、 手法的 に は レ オナル ド ・ ダ ・ ヴ イ ン チ 以来 の ヨ ー ロ ッ パ の 伝
統的遠近法で あ る 線遠近法 と 、 浮世絵 の 単純な色面 の 合成 に よ っ て 成 り 立 っ て い る 。 そ こ に フ ァ ン ・
ゴ ッ ホ独 自 の 造形的表現 が加わ り 、 線 と 面 に よ る 構成、 そ の た め現実的な も の の 存在感、 物質感が薄
ら ぎ、 具象で あ り な が ら 抽象的 で あ り 、 現実空間 が描 き 出 さ れて い る の に 心理的 な広が り が あ り 、 世
界は新鮮か つ 澄明 で、 す べてが軽 く 肱 い。 画面構成上 の 濃淡は あ る が、 も の の丸 みや立体感 を 表すた
め の 陰影 （明 暗） は な い。 近景 の 表現 は輪郭線 を 使わず、 反対 に、 遠 く に 行 く に つ れ て輪郭線で ま と
め る 手法が 目 立つ。

風景画 は ま ず遠景 に 目 が い く こ と が多 い が、 『 アルルの ク ロ 一 平原 （収穫） 』 の 前 に 立 つ と 、 画面 の
左四 分 のー あ た り の 奥 ま っ た 空 間 に 引 き 込 ま れ る 。 視線が、 行 っ た り 来 た り し な が ら 、 ま た も と の 位
置 に 戻 っ て く る 。 透視 図 法以外 の 奥行表現 （空気遠近法や タ ッ チ の 手加減、 近景 は克 明 に 描 き 、 遠景
は大 づか み に 描 く ） は抑 え ら れ、 浮世絵 の よ う に 単純明快な平面的世界がそ こ に あ る 。

色彩が端的 に も の の 存在 を 表 し 、 単純 な色面が限 り な い広が り を 生み 出 す。 そ れ を 陰で支 え て い る
の が、 も の の 合理的 あ り 方 に 対す る 探究心で あ り 、 そ の 具体的現れ が 「遠景 の 表現」 で あ る 。 習性 の
よ う な、 オ ラ ン ダ時代以来 の 「遠景 の 表現J へ の こ だわ り が、 近代美術史上、 重要な位置 を 占 め る ス
テー ジ 上で結実 し た。 『 ア ルル の ク ロ 一 平原 （収穫） 』 は一朝一夕 に 生 ま れ た も の で は な く 、 オ ラ ン ダ
時代 の 数多 く の 風景画 の 集積 の な か か ら 誕生 し た も の で あ る 。

結 び

遠景 の 表現 は、 画家が外界 を ど の 程度見て い る か一 目 瞭然 に 判 断で き る 。 感得、 も し く は意識 し て
い な い も の は、 普通、 表現で き な い。 フ ァ ン ・ ゴ ッ ホ の描 い た風景画 に は何通 り か あ る が、 と く に遠
景 を 望む風景画 に お い て彼 を 最 も 魅 了 し た の は、 遠景そ の も の で あ る 。 視線 は遥 か彼方 を 見据 え、 遠
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景 を ど の よ う に 表現す る か に 意が注がれて い る 。 そ し て、 た だそれ を 詳細 に描写す る の で は な く 、 見
た も の 、 描 こ う と し て い る も の （意図 し た も の） を 的確 に表現 し よ う と し て い る 。 こ れ は表現そ の も
の を 規定す る 本質的 で端的な仕組みで あ る が、 フ ァ ン ・ ゴ ッ ホ の作品 か ら は こ の 関 係が明瞭 に伝わ っ
て く る 。

今 回 は 、 膨大 な作 品 か ら 5 点 を 選 び出 し 、 「遠景 の 表現」 に 見 る フ ァ ン ・ ゴ ッ ホ の 造形 の 特徴 に 注
目 し て みた。 それぞれ の 「遠景 の表現」 に 注 目 す る こ と で、 フ ァ ン ・ ゴ ッ ホ に 筆 を と ら せた 動機 と 造
形的意 図 が理解で き た。 純粋な関心や興味か ら 描 い た オ ラ ン ダ時代 の 素描や水彩画 と 、 自 覚 さ れ た絵
画観 に 基づ い て表現 さ れた 『 ア ルル の ク ロ 一 平原 （収穫） 』 の 聞 に は 明 ら か な 隔た り は あ る が、 遠 景
に対す る 確か な視線 と 、 表現 に対す る 飽 く な き情熱 と い う 点で は共通 し て い る 。 そ こ で は遠景が疎か
に さ れ た り 、 い い 加減 に 片 づけ ら れ る こ と はなか っ た。 こ の認識 を も っ て遠景 を 描 い た他 の フ ァ ン ・
ゴ ッ ホ の作品 に 臨む と 、 フ ァ ン ・ ゴ ッ ホ の見つ め て い る も の、 意図 し て い る も の が一層 明快 に わ か る
だ ろ う 。 意識が貫徹 さ れた 「遠景 の 表現」 は、 フ ァ ン ・ ゴ ッ ホ の造形 に 固有 の性質、 属性 と も い え る
も の で あ る 。
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