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戦争中 か ら 戦 後 に か け て ル イ ・ ア ラ ゴ ン は南 フ ラ ン ス の ニ ー ス と ヴ ァ ン ス に 滞在 し て い
た マ テ ィ ス と た び た び 会 っ て 多 く の貴重 な 証言 を 残 し て い る 。 そ う し た 会話の な か で ， 1 9
42年 3 月 18 日 に マ テ ィ ス が語 っ た と ア ラ ゴ ン が記憶 し て い る 言葉， そ れ が ， 「芸術家の重
要 度 は 彼が造形言語 の な か に 導入す る 新 し い記号（signe） の 量 に よ っ て 計 ら れ る で し ょ
う 」 と い う 一節 で あ る 。 マ テ ィ ス は 最近描 い た樹の素描 を ア ラ ゴ ン に 見せ な が ら 語 る 。 ど
ん な 風 に 樹の マ ッ ス が で き て い る か， 樹が， 枝が， 葉が ど う な っ て い る か忍耐強 く 理解 し
な い と い け な し九 こ れ は樹の模写の た め で は な い 。 樹 と い う ゆば， そ れ が 私 に 及ぼす効果
の総体 な の で す 。 単 に樹 と し て だ け で な く ， ほ かの あ ら ゆ る 種類の感情 と 関連 し て 私の 精
神 に働 き か け て く る 対象 を 私 は自の 前 に し て い る の です 。 樹 を 正確 に 描写す る と か， 慣用
語法 で 葉 を 一枚一枚素描す る こ と で は 自 分の感動 を 解放す る わ け に は ゆ か な い・H・H・－－む し
ろ 自 分 を 樹 と 一体化 さ せ て は じ め て で き る の で す 。 私 は樹 と 似 て い る 物 を 創造せね ば な ら
な い 。 樹の 記号 で す 。 そ れ は ほ かの芸術家 た ち に 見 ら れ た よ う な………た と え ば こ れ ら の
画 家 た ち は ち ょ う ど医者 が聴診の と き 数 え さ せ る み た い に ， 33. 33. 33， と 素描す る こ と
で 葉 の 描 き 万 を 習 っ た の です が ， そ ん な樹の 記号 で は な い 。 そ ん な の は ほ か の 人 た ち の 表
現 の津です 。 ほ かの 人 た ち は 自 分 た ち の 記号 を 発 明 し ま し た 。 そ れ を 再現す る の は 死 ん だ
も の を 再現す る こ と で す 。 そ れ は 彼 ら の感動の終点 で あ り ， 彼 ら の 表現 の津は 私独 自 の感
情 と 係 わ り ょ う が あ り ま せ ん 。 ク ロ ー ド ・ ロ ー ラ ン や プ ッ サ ン た ち は木の葉 を 素描 す る 彼
ら な り の 方式 を も っ て お り ， 葉 を 表現す る 彼 ら の方法 を 発 明 し ま し た 。 み ご と に 彼 ら は樹
を 葉の 一枚一枚ま で素描 し た と 人 は 言 う け れ ど も ， 実際 に は お そ ら く 2.000枚の 葉 を 50枚
で 表現 し た の です 。 し か し 葉 の 記号 を 置 く 仕方の た め に見 る 者 の 心 の な か で葉 は伺倍 に も
な っ て ， 2.000枚に 見 え る わ け です 。 彼 ら は 自 分 Tこ ち 固有の 言葉 を も っ て い た 。 そ れ が以
後 は み ん な が 学 ぶ 言葉 と な っ て し ま っ た の で す 。 私 は 自 分の創造の質 に 係 わ る よ う な 記号
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を 見 っ け な い と い け な いのです 。 も し ， 私が そ う し た 手段 を 用 い て 表現す る こ と が ほ かの
人 た ち に と っ て も 重要性 を も っ と し た ら ， そ れ ら が今度 は 共通語(le langage commun) 
の な か に は し 、 る 新 し い造形的記号 と な る で し ょ う 。 「芸術家 の 重要度 は彼が造形言語 (le

langage plastique） の な か に 導入す る 新 し い記号の量に よ っ て 計 ら れ る で し ょ う 」 と い
う 言葉 は こ う し た樹の素摘 を め ぐ る 談話の し め く く りの位置 を 占 め て い る 。

以上 マ テ ィ ス の樹の 素摘 を め ぐ る 談話の 大半 を そ の ま ま 引用 す る 形で紹介 し たが， 「 マ
テ ィ ス と シ ー ニ ュ 」 と い う 問題 を 考 え て ゆ く に 当 っ て ， 要約 で は な く ， マ テ ィ ス が選んだ
な ま の 言葉の コ ン テ キ ス ト を 示 し た 方が さ き ざ き 多 く の利点 を も っ て く る だ ろ う と 思 っ た
か ら で あ る 。 マ テ ィ ス は 学者の よ う な風貌を し て い た と い わ れ る け れ ど も ， 書 い た り ， 語
っ た り す る 言葉 は 学者風で は な い 。 シ ー ニ ュ と い う 言葉 は一般に そ れ ぞ れ の 場合 そ こ で の
コ ン テ キ ス ト の 意味の つ な が り の な か で用 い ら れ ， そ の 意味す る と こ ろ は 多 様 な現れ方 を
す る 。 マ テ ィ ス が シ ー ニ ュ と い う 言葉 を 口に す る と き ， そ れ に つ い て 学術論文の よ う な 概
念規定 を す る わ け で は な い か ら ， こ の 言葉 を 彼のな ま の コ ン テ キ ス ト の な か で把握す る 仕
方 そ の も の が重要 と な っ て く る 。

1908年12月 の「 ラ ・ グ ラ ン ド ・ ル ヴ ュ 』 誌 と い う 公け の 場 に 『画家の ノ ー ト 』 と 題 し て
は じ め て 自 分の 考 え を 披涯じた と き ， マ テ ィ ス は ， 画家が作品で は な く ， 言葉 を 通 し て 自
分 の 絵の 描 き 方 を 語 る の は 多 く の危険に 身 を さ ら す こ と に な る と 書 い て い る 。 ま た ， ず

2 
っ と 後 に な っ て ， 「 使 い 古 さ れ ， 歪め ら れ た 言葉が多 す ぎ ま す 。 私 は 普 い っ さ い教 え る の
は や め ま し た 。 今 日 は 絵の こ と に つ い て お しゃべ り す る 気 は な い の です 。 め い め い がー か
八 か や っ て み る こ と で す 」 と 語 っ て い る 。 彼の指導 を 求 め る 者 た ち の た め に無報酬で マ
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テ ィ ス が “ ア カ デ ミ ー ” を 聞 い た の は 1907年の こ と であ7.>.。 彼は伝統の 意味 を 教 え こ む こ
と に 苦労 し た が， 弟 子 た ち の 多 く は 「革命的 だ と い う 評判 の 先生 が ク ー ル ベ の “私 は た だ
伝統の知識全部の な か か ら 自 分 自 身の 個性の理に か な っ た独 自 の感情 を 汲 み と りた か っ た
だ け だ” と い う 言葉 を 平気 で 彼 ら に 繰 り 返すの を 見て 失望 し た わ け です 」 と マ テ ィ ス は 回
想す る 。 彼 は 生 徒 た ち の一人一人の 考 え 方の な か ま で は い っ て 指導 し よ う と 努 め た た め に
疲れ果て る 。 生徒 の 試み が 間違 っ た方向 で な さ れ て い る と 彼が思 っ て も ， 生 徒 は 「ぼ く は
そ う 考 え る の で す 」 と 答 え る 。 生徒た ち が “ マ テ ィ ス 流” に や る の を 見 る こ と が一審彼 を
悲 し ま せ た 。 画 家 の 仕事 と 教師の仕事の ど ち ら か を 選 ば ね ば な ら ぬ と 覚 っ て ， 間 も な く 彼
は “ ア カ デ ミ ー ” を 閉鎖 し たの

彼 は 生徒 Tこ ち に 言 っ た 。 絵 を や り た け れ ば， 「何 よ り も ま ず 自 分の 舌 を 切 り 落 さ な い と
い け な い 。 自分 で、決心 し た か ら に は絵筆以外の手段で自分 を 表現す る 権利 を 失 っ て し ま っ
た の だか ら 。」 『画家の ノ ー ト 』 の 最初の方で， 画家が 自 分の や り 方に つ い て 示す こ と が
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で き る 最良 の 説明 と は 自 分の絵か ら 生 ま れ る そ れ な の だ， と 書い て 以来， マ テ ィ ス に は絵
の 問題 を 言葉で語 る 場合 い つ も こ の 種の抑制が働い て い た よ う で あ る 。

そ れ だ け に ， 書 い たり， 語 っ た り す る 場合 も ， 彼 は 絵 を 描 く と き 色彩や 線 を 選 ぶ の と 似
た 心配 り に よ っ て 自 分の 感情や 思想に 微妙に 対応す る よ う な 言葉 を 吟味 し つ つ 選ん で い た
よ う な印 象 を う け る 。

さ て ， 『画家のノー ト 』 を フ ォ ー ヴ ィ ス ム の マ ニ フ ェ ス ト と 思 っ て 読 む と ， さ き ほ ど の
マ テ ィ ス の ア カ デ ミ ー の 弟子 た ち と 同 じ よ う な失望 を 覚 え る だ ろ う 。 そ れ は ， こ こ か ら 最
も よ く 引用 さ れ る の が 次の 文章で あ る 乙 と か ら も 察せ ら れ よ う 一一 「 私 が 夢 み る の は 心配
や 気 が か り の 種の な い ， 均衡 と 純粋 さ と 静穏の芸術 で あ り ， すべて の 頭脳労働者 ， た と え
ば文筆家 に と っ て も ， ビ ジ ネ ス マ ン に と っ て も ， 鎮静剤， 精 神安定剤， つ ま り ， 肉 体 の疲
れ を い や す よ い肘掛 け 椅子 に 匹敵す る 何か で あ る よ う な 芸術で あ る 」6 

私が望 む の は ， 安 ら ぎ と 静穏 を 与 え る 精神安定剤で あ る ま う な 芸術 だ と い う 彼の 思想 は
生 涯 に わ た っ て さ ま ざ ま とE ヴ ァ リ エ ー シ ョ ン を 伴 っ て 語 ら れ て い る 。 静穏， 安 ら か さ （tr
anquillite, serenite）， 落着 き （calme）， 安 ら ぎ（paix）， 休息（repos）， 休止（treve)
均衡（句uilibre）， 純粋 さ （purete）， 気 を 軽 く さ せ る こ と （allegement） ， 精 神 の 高揚

(elevation d’esprit） な ど の 語集が 一つ の網状組織 を 作 っ て 乙 の 思想 を 支 え て い る 。 激
し く ゆ さ ぶ ら れ る 精神状態 に ま き こ ま れ， 静穏 と 安 ら か さ を 求 め とE が ら ， 同 じ よ う に ひ と
び と に慰め を 与 え る 絵 を 描 き た い と 手紙 に 書い た の は フ ァ ン ・ ゴ ッ ホ だ っ た 。 晩年の ゴ ッ
ホ の手紙の な か に は安 ら か さ （serenite） と い う 言葉が と り わ け 印 象深 く 現れ て く る 。

有名 な ゴ ッ ホ の絵 に 「 ゆ り か ご を ゆ す る 女』 と い う の が あ る 。 こ れ は郵便配達夫Jレ ー ラ
ン の妻 を モ デル に し た も の で， こ の 主題の絵 を 彼は5枚描 い て い る 。 1889年l月末， 彼 は
病院か ら テ オ あ て の手紙で こ の絵の制作の動機 を 告 白 し て い る 。 前年の 10月， ア ルル で共
同 生活 を 始 め た ゴ ー ガ ン か ら 本人が か つ て 本物の水夫 だ っ た 乙 と を 聞 い て ゴ ッ ホ は 感動す
る 。 彼の脳観で は 水夫 ゴ ー ガ ン はピ エ ー ル ・ ロ テ ィ の 『 ア イ ス ラ ンドの漁夫』 と つ な が っ
て く る 。 二人 が 暗 い 荒 れ た 海の 上 で あ ら ゆ る 危険に さ ら さ れ る 船乗りに つ い て 語 り 合 っ
た あ と で， ゴ ッ ホ は ゆ れ る 船室の奥で そ の絵 を 見れ ば船乗 り た ち が幼い 日 ゆりか ご に ゆ ら
れ て 聞 い た 子守歌 を 思い 出 す そ ん な 絵 を 描 く 気 に な っ た と 書 い て い る 。 不安 と 孤独 を 慰 め
る 母親の イ メ －：.：－， そ し て 幼年時代の子守歌の響 き の色。 上衣の緑 と 背景下半分の赤は平
塗 り で あ り ， 上半分は壁紙の ダ リ ア の花模様 と な っ て い る 。 マ テ ィ ス の ア ラ ベ ス ク に匹敵
す る 作品で あ る が， ゴ ッ ホ は こ の 絵 を 安売 り の 着色石版画 と 比べて い る よ う に ， ま た漁夫
の 心の慰め と な る 絵 を 描 き た い と 言 っ て い る よ う に ， 素 朴 な 民衆 に 焦点 を す え た 表現手法
を 意図 し て い る 。
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後年， シ ャ ルボ ニ エ と 対談 し た マ テ ィ ス は 「レ ン プ ラ ン ト や フ ラ ・ ア ン ジ ェ リ コ の絵，
す ぐ れ た 芸術家の絵 は い つ も そ う し た類い の 脱 出 の 感情， 精 神 の 高揚 を 引 き 起 こ し ま す」

セレ＝テ 8 
と 語 る 。 静穏の 絵 を め ざ し ， 人 に 不安な気持 を 与 え た く な い と い う マ テ ィ ス が， 必ず し も
静穏 を 表現 し て い な いレ ン ブ ラ ン ト や し ば し ば不安の 感情 を 伝 え る グレ コ を 引 き 合 い に 出
し た こ と に驚 く シ ャ ルボ ニ エ に 対 し て ， マ テ ィ ス は ， レ ン プ ラ ン ト の 絵 は北万の絵， フ ラ
ン ドルの絵 で あ っ て ， フ ラ ン ス の ， あ る い は 地中海の雰囲気 と は 違 う も の を も っ て い る
が ， あ き ら か に 深 み の あ る 絵r， ま た ， グレ コ は不安の人て ら 苦悩 を 絵 に 表わ し て い る け
れ ど も ， 彼 は そ の 不安 と 苦悩 に打 ち 勝 っ て ， ベ ー ト ー ヴ ェ ン が最後の シ ン フ ォ ニ ー で や っ
た よ う に そ れ を 歌 っ た の だ， と 答 え て い る 。

さ ら に ま た ， ク ル テ イオ ン が マ テ ィ ス の 絵 は ベ ラ ス ケ ス を 思わ せ る と 言 っ た の に 対 し て
「 マ ド リ ッ ドで彼の絵 を 見 た と き ， 私の自に は そ れ は氷の よ う で し た 。 ベ ラ ス ケ ス は 私 の

画 家で は な い 。 そ れ は む し ろ ゴ ヤ か グレ コ で す 」 と のべて い る 。

同 じ よ う に ， 「 グレ コ と ベ ラ ス ケ ス を 比べて み な さ い 。 ベ ラ ス ケ ス の場合 ， 感動 は も っ
ヲイジVタ

ば ら 身体 的 な も の です 。 そ れ以上の 深 み に 到達 し な い 。 官能の楽 し み を 除 け ば む ろ ん何 も
フイジヴク

な い」 ， そ し て 感覚次元の秩序づ け に 満足 し な か っ た の が フ ォー ヴ ィ ス ム で あ る と 証言 し
て い る 。

分割主義の 圧制 ， そ れ を 振 り 払 っ た の が フ ォー ヴ ィ ス ム だ と マ テ ィ ス は 言 う 。 1904年の
夏， 彼 は 南仏の海岸 サ ン ＝ ト ロ ペに別荘を も っ シ ニ ャ ッ ク に 誘 わ れ て 夏の 聞 を こ の 海 辺で
過 ご し ， 点描手法の 制作 を 続 け る シ ニ ャ ッ ク や ク ロ ス の か た わ ら で絵 を 描い た 。 そ の 成果
の 一 つ が 『豪著， 静穏， 逸楽』 0 904年 カ シ ャ ン ＝ シ ニ ャ ッ ク 夫人蔵 ） で あ り ， 1905年
の ア ン デパ ン ダ ン 展 に 出 品 さ れ ， こ の絵が気 に 入 っ たシニ ャ ッ ク の購入 す る と こ ろ と な
っ た 。

モ ー リ ス ・ ド ニ はこの作品 を 点描派の “ 理論の図解” と 評 し た が， マ テ ィ ス 自 身 こ の手
法 を 窮屈 と 感 じ て い た 。 サ ン 二 ト ロ ペで描かれ た こ の作品 の習作 （ ニ ュ ー ヨ ー ク 近代 美 術
館蔵） は 点描 を 用 い な が ら も ， も っ と 自 由 な 自 発性 を 帯び た タ ッ チ で制 作 さ れ て い る 。 ま
た シ ニ ャ ッ ク の 別荘 を 描 い た「サ ン ＝ ト ロ ペの テ ラ ス 』 は 点描 で は な く ， 平塗 り で 描か
れ ， シ ニ ャ ッ ク か ら そ の タ ッ チ を 批判 さ れ た 。

乙 の こ ろ の 点 描表現 に つ い て ， マ テ ィ ス は 「反応 を 生 み 出 す よ う な 影響力 を も っ 区 闘 を
築 き な が ら ， ま た 次 々 に ぼか し で処理 し て ゆ く よ う に し な が ら 描 こ う と 努 め ま し た 。 そ れ
が 私 に は ま る で う ま く ゆ か な か っ た 。 一度主調色 を 置 く と ， 私 は 同 じ く ら い 激 し い 反 対色
を 置 か ずに は い ら れ な か っ た の で す 。 色斑で小 さ な 風景 を 描い て い る 最中 の 乙 と ， き め ら
れ た 規則 に 従 っ て 色鮮や か な 調和 を 生 み 出 す こ と が な か な か で き ず…. . .・H・－－私の 空 し い努
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マティスとンーニュ（ I ) 

攻守、、h
事

図 1 『豪奮 静穏 逸楽』 1904 力シャン＝シニャック蔵

力を見ていた クロスは私が絵のなかへついに主調色と同じくらい強いコントラストを入れ

ζんだのを見て， きみは長いこと新印象主義に留まっていられないだろうと言っていまし

た」と回想する。

『豪者， 前t程l， 逸楽Jが マティス自身満足できぬものであったことは1905年7月にシニ

ャ ックlとあてて暫し、fこ手紙の文而で明らかである一一「私の『水浴の女たら』 （同一｛ノf=11ii'1
のこと）の絵のなかに， あなたはデッサンの特性と彩色の特性との間の完全な調和を見出

されたのでしょうか。 私の自には， それらが相互に全く別々になっているように， いえ，

全く矛盾し合っているように見えるのです。 一方のデッサンは線的な， あるいは彫刻的な

造形に依存し， 他方の彩色は彩りの造形lζ依存しています。」

乙の文章は分割主義からの飾別宣言であり， 間もなく秋のサロン ・ド一トンヌでは “フ

ォーヴ” （野獣派）のセンセーシ ョンがまき起こることとなる。 乙の文章は彼の生涯にわ

たる表現の難問となった “デッサンと色彩の永遠の葛藤” を最初lζ告白したものとして貝l

味深い。

シニャ ックが分割主義の理論について『ラ ・Jレヴェ ・ ブランシュ』誌上K連載した論文

『ドラクロワからすf印象主義まで」をマティスは1898年から1899年にかけて読んだと言わ

- 7 一



一 見 史 郎

れている。 そして1899年にトウールーズで拙かれた『サイドボードと食卓」は その理論を

適用したような点ti'li手法の作1砧である。 ζれはきちんと色の点々を置いたスーラやシニャ

フクに近い表現であるが， 前年のコルシカ島で描かれた風景作品は太く長めの タyチで自

由奔放に拙かれており， ときには強い原色とはげしい筆の運びが ゴッホlと近い感じを抱か

せる。さらK印象派風の表現をさかのぼれば， 1895年から1897年代かけての ブJレターニュ

とベリールの海岸の作品に行きつく ζととなる。1896年にはベリールでゴッホの友人だっ

たジ ョン・ ラッセルからコッホのデッサンを二枚もらっている。翌年には， リュクサンフ

ール美術館のカユボジト追贈品展で、印象派の作品に接している。

デッサンと彩色の葛藤の問題については， エコール ・デ ・ ボザール｜！寺代K彼の絵を(\iii匠

のモローが見て， 「あなたは絵を単純化しようとしている」， 「 そこまで単純化してはい

けない……もう絵でなくなってしまう」と言い， �れ、戻ってきて前言を取消したというマ

ティスの証言が悩示を含んでいるように思われる。

もう一つ修業時代のマティスとモローとのやり取りで注目すべき発言がある。ポン・ デ

ザーJレのJ高の上．で1会をあi'liいているマティスに「いったいねらいは何なのか」と問う。 「私

たちの自の前Kゐるもの（ノトノレ・ タームを背景にしたあの木々を含めたポン ・ ヌーフ の

府の， ネq1秘な胤IIfiK包まれたこの

全体）， 巨匠たちが表現しなかっ

たこの美しさです。」 一一 「彼ら

図 2 ノートル・ ダム 1900 テー卜・ギャラリー

- 8 -

が その美しさを見なかったとどう

してわかる？」一一一「 それなら，

それらを表現しようとする気が彼

らにはなかったと い う こ とです

か。」

乙のやりとりがいつ行われたの

かはっきりしないが， 推定すると

すれば1895 1897年 乙ろと思われ

る。 それまでの数年， モローのす

すめもあってマティスはノレーヴル

の巨匠たちを作品の模写を通して

勉強していた。1895年から1897年

まで夏の問 ブJレターニ ュの海岸へ

旅行するが， そこではエミール ・



マティスとシーニュ（ I ) 

� 唱
、．、w、’‘、．

， ''·,(, .. 、

J凶，

図 3 食 卓 1897 スタヴロス ・ ニアルコス蔵

唄．陵

ヴェ リやジ ョン ・ ラァセJレを通して知った明るい 色彩の印象派の手法で風景を描いてい

る。 そして同じ 乙の時期には丹念に1!:1�J�的な手法でtiliき込んだH郎、色調の室内作品が共存

している。

「私が そ 乙ぞ出発して “フ ォーヴ” の絵へと進んだ起点、はJレーヴルです」とマティスは

言う。 巨匠たちの彩色と構成を学びながら， その抑制 された模写の仕事の裏では， 彼の内

側の抑圧に逆らう自発性が それらの勉強の蓄柏を上回帽した効果として発散すべく待ち構え

ていたに違いない。

ポン ・デザ－）レの橋の上でモローに答えたマティスの言葉は「古い描写法との意識的な

断絶の始まり」だった。 「私はいつまでも， レンフラン卜からコローへ， ヴエ ロネーゼか

らダグィッツ ・デ ・ へームへ， そしてシャ ルダンへと移りゆく蝶々ディレ ッタン卜にとど

まっているのでなくて， 自分の足を信頼し， 行路の先行きを信ずる渡り職人のように， 自

分が独立心と率直 さだけを支えとして， その価値を信ずる慌しい勤勉家なのだという自党

をもったのです。」

1898年， 7ティスはピサロのすすめでロンドンを訪れてターナーを研究する。続いて南

方へ向い， コルシカ， トゥーJレースとぺJレピニ ャ ン周辺などに滞在して制作し， 一年間パ

リを留守』とする。 この南方 滞在中の作品は古典調の雰囲気を吹き払ったものとなる。明る

- 9 -



｜｜同の広い厚塗りのタフ

ときにはあり余る活力のほ

とばしる奔放な力強い筆勢一一

と言ってよい作両日�）＇て‘ゐる。

1888年にゴッホがアルノレへii忌

地してfti万の光を浴びたとき，

見逃えるような町風の飛躍を引

き山したのと似た経験がコル シ

“フォーヴ” はここに始まる，

い原色，

チ

自I)山人一一見

カを言fjれたマティスを結ってい

「向i万に対する大へんな驚l民

た。?· 

J 、W
E一一／ ／ ごミ

をl泳ったのはアジャクシオ（コ

下十円円U

t’td

n叫U

－》

口円U

《u
lu

－－

す

（

で井」の在、3ノカ、
νレノ

）の太陽の光線は太い矢のよう

「コJレシカの日没」

』ζ拐しし、よく発出する。 このf'(J方rH rove. t"IJ.1,·))._ 

の光の強烈な魅惑は1916年以降
マティス美術館1905年日傘の女図4

乙のコルシカの光にふれたときの驚｜撲は， 上自の彼のニース滞在を習慣づける乙ととなる。

球の向うfi!IJの未知の半球の光を7、｜｜りたいと闘っていたマティスが1930年にタヒチの環俄で

受けた南太平洋の光線の啓示と匹敵するものであったろう。 長年のWd地中海の光を自分の

ニースで回惣した印象は肉体とカンヴァスのなかに惨み乙ませてきた後年のマティスが，

あそこでは全く金色次のようとf言葉となっている。一一一「われわれの方では銀色なのに，

です。」コルシカで制作された作品も「あそ乙では全くく1%色です」と諮っているような印象

を受ける。

1899�＝1二K彼はヴォラーノレからセザンヌの『三人の水浴の女たら』を買い求める。 この作

「私の芸術家としてid1は1936年にプチ ・ パレ美術館tζ布贈するまで彼の手もとにあって，

そ乙から私は自分のの日険の危機の｜隣11,rJKはゐの絵が精神的な支えとなってくれました。

信念と忍耐力を汲みとりました」と均．贈の｜祭館長のエスコリエに述懐するほど重要な意味

をもっ絵だった。 彼はセザンヌの（ノ1=:'IT1iのなかの「力， 色彩と結びついたアラベスクの歌，

とくに乙の絵は 「何枚かの習作で大いに研究した椛図

きわめて完壁な笑硯」だとして愛着の感情をlti：保している。

- 10 
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の密度の高い，



ヴォラールから民ったのはセ

ザンヌだけではない。 ロタンの

石’iJ像， ゴァホの索引i'i一枚（ラ

ッセノレから贈られたものを介わ

せると三枚になる）， コーガン

の絵（『少年の頭部』 ）が乙れ

』ζ力JIわっている。 これらの作i'1111

の入手は当日寺のマティスの経済

的困窮を考えれば， 乙れらの作

家に対する彼の｜主l心がJ波大抵の

ものでなかったζとをがしてい

る。

そして乙の勾三はシニャ ックの

論文『ウーツ ェ ヌ ・ ドラクロワ

から新印象主義へ」を通して吸

収した新印象主義の理論をカン

ヴ7スの上で訊した,i�ti\'iの作J

マティスとシーニュC I ) 

図5 開かれた窓， コリウール 1905年

を彼は手がけている。 乙うして11iJ.11�的修業から向立してゆく過程のなかで， 印象ゴ義から

セザンヌ， コッホ， ゴーガン， 新印象主義K 3-�る近代芸術の問題意識はすべて彼の制作の

試行錯誤のタイナミックスに組み乙まれた乙ととなる。

ピサロKすすめられたターナーについて， 「私はとくにターナーの絵を見るために旅行

しました」とマティスはロンドン旅行の事情を諮っている。 マティスは観光のためにJj�fi

したことはない， l怖くはいつも “絵の刀の理由” からだったというフルカドの説明はさ1をf�J

ていると思われるが， コルシカやトゥーJレース。などのr'l'JJJ滞在はやはり “絵の万の理JI I” 

からだったのだろうか。 コルシカでは生活賀が安くつくということはあっただろうが， と

くに南方を選んだのはやはりピサロからの助言で強まったセザンヌへの関心が作用したの

であろうか。 あるいはまた， ゴッホのアルル行きと同じように南方の光と色彩への期待が

強まったのだろうか。

ロンドン行きの結果については， 「ターナーは私には伝統的なものと印象主義との柿波

しでめるに違いないと思えたのです。 実際， ターナーとクロード ・ モネの絵とのh＇りには色

彩による構成について たいへん親密な関係があることがわかりました」と証言している。

コルシカでの作品が「色彩による構成」への強い傾斜のなかで指lかれている乙とは あきら

I l 一



二 見 史 郎

か で あ る 。
タ ー ナ ー に つ い て は 後年の 次の よ う な談話 が あ る 。 「 タ ー ナ ー は コ ン ト ラ ス ト を な し た

色合 い だ け で 制作 し て い ま す…… なぜ ま る ご と タ ー ナ ー を 見捨て て し ま う の で し ょ う 。
ど う し て 彼の手法 か ら 得 た 成果 を 保存 し な い の で し ょ う …… レ ン ブ ラ ン ト は ダ ヴイ ン チ
の 『 ジ ョ コ ン ダ』 の な か の深 さ を ， 彼の と は別 だが真実 な 人聞の意味 を 私が 見 出 す こ と の
妨げ に は な ら な い の です 。 単純化 を め ぎ し て い る 私 は 自 分 に 先立 つ も の すべて を 捨て 去 ろ

う と し て い る の だ ろ う か 。 」18 
セ ザ ン ヌ を マ テ ィ ス に 推奨 し た ピ サ ロ は 「印象派 と は な ん で す か」 と 尋ねた マ テ ィ ス に

答 え て ， 「 け っ し て 同 じ 絵 を 描か な い画家の こ と だ。 彼の 絵 は み ん な違 う 。 た と え ば ， シ
ス レ ー だ。 セ ザ ン ヌ は印 象派で は な L 、 。 こ れ は古典派fご。 な ぜ か と い う と ， 水浴の 女 た ら
と か ， サ ン ト ・ ヴ ィ ク ト ワ ー ル 山 と か そ れ に 似 た も の な ど 一生の 間 ず っ と 彼 は 同 じ 絵 を 描
い て い る 。 セ ザ ン ヌ は け っ し て 陽の光 を 描か な か っ た 」 と 定義づ け た 。

こ の と き の 会話 を 思 い 出 し て ， 1950年 に ア ル フ レ ッ ド ・ H ・ パ ー に 向 っ て マ テ ィ ス は
「 シ ス レ ー の絵が 自 然の瞬間 で あ る の に 対 し て セ ザ ン ヌ の は芸術家の瞬間 で す 」 と 注釈 し

て い る 。
ス ー ラ や シ ニ ャ ッ ク の分割主義 は そ の そ の 出 発点に お い てピ サ ロ と の協力 関 係 を も っ て

い る 。 当 時す で に 点描風の手法 に 傾 い て い た ピ サ ロ は印 象主義の “ 自 然の瞬間” の不確定
な あ り 方か ら の脱却 を 意識 し た に違い な い 。 ス ー ラ の 『 グ ラ ンドニ ジ ャ ッ ト の 日 曜 日 の午
後」 (1886） 以後， ピ サ ロ は一時期分割主義の丹念な 点描手法 に よ る 制作 に 近 づ い た 。 し
か し ， ス ー ラ た ち の科学理論 を 援用 し た 色彩構成の 体系化 に困惑 し ， 「 こ の 技法 は 感覚の
自 発性 に よ っ て 制 作す る 乙 と を 妨げ る 」 と し て そ 乙 か ら 離れ て い っ た 。

ピ サ ロ は 印 象派運動 の 移 り ゆ き と 印象主義が も っ 矛盾 を よ く わ き ま え て い た だ け に ， シ
ス レ ー と セザ ン ヌ に つ い て の彼の 明確な区別 は マ テ ィ ス の模索に 対 し て 大 き な 示唆 を 与 え
る こ と と な っ た 。

1900年か ら 1904年の サ ン ＝ ト ロ ペ作品に 至 る ま での 間 ， コ ル シ カ の 明 る い色彩の 発散か
ら 一転 し て 出ん だ色調 が優勢 を 占 め る よ う に な る 。 そ し て 彫刻の 制 作 を 始 め た 。 「私 は習
作 の 補完 と し て 彫刻 を や り ま し た 。 絵 を 描 い て 疲れ た と き に は彫刻 を や っ た の です 。 手段
の転換の た め です 。 」 「私が彫刻 を や っ た と い う の は ， 絵の仕事 に お け る 私の 関心 が 自 分
の 頭の な か を 秩序立て る と い う こ と だ っ た か ら です … … 自 分の感覚 を 秩序 づ け ， 完全 に
自 分 に ぴ っ た り合 う 方法 を 探す た め だ っ た の です 。 」

こ の 時期の 絵画作品は ま さ し く 「感覚の秩序づ け 」 と 「頭の 制御」に重心が傾 い て い る 。
「男の モ デル』 (1 900年） は ブ ロ ン ズの彫刻作品「奴 隷』 ( 1900 1903年） と 表裏一体 を
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マテ ィ スとシーニュ ( 1 )

な し て い る 。 乙 乙 に は セ ザ ン ヌ と ロ ダ ン へ の 関心 を 背景 に し て ， フ ォ Jレ ム の 構造 的 な 秩序
づ け を 確保 し よ う と 努 め た 意図 が は っ き り 示 さ れ て い る 。

そ し て モ ロ ー 教室の 級友 マ ルケ と 同 じ よ う に セ ー ヌ の河岸 を 描い た風景画 ， こ と に サ ン
＝ ミ シ ェ ル河岸 19番 地の マ テ ィ ス の ア ト リ エ か ら 眺 め た ノ ー ト ル ・ ダ ー ムの 風景の シ リ ー
ズ は こ の こ ろ か ら 印 象派風の色斑で は な く ， 幅の広い タ ッ チ を 秩序立 っ た 構成 で築 き 上げ
て ゆ く 筆使い の 画風へ と 変 っ て い る 。

ス ー ラ た ち の 分割主義の理論 と そ の 手法 に 当初 か ら 激 し く 反発 し た の は エ ミ ー Jレ ・ ベル
ナ ー ルや ゴ ー ガ ン ら の ポ ン ＝ タ ヴ ァ ン派の ク ツレ ー プで あ っ た 。 彼 ら は 点描 を 拒否 し ， 平塗
り の色面に よ る 画面構成 と フ ォ ル ム の単純化に よ っ て 象徴的効果 を 高 め よ う と し た 。 そ れ
は 視覚の網膜次元で の 生理学的理論や色彩感覚の心理的効果に つ い て の科学的知見 を 自 分
た ち の理論の な か に と り こ み ， そ れ ら を 絵画技法 の 体系化に 利用 し た 分割主義への 不 信か
ら 出 た こ と で あ る 。 ポ ン ＝ タ ヴ ァ ン派は 視覚の感覚次元で の そ う し た 分析で は な く ， 精 神
の 総体 的 な 表現 を 可能に す る よ う な色彩や フ ォ ル ム の 象徴的表現 を め ざ し て ， エ ジ プ ト や
プ リ ミ テ ィ ヴ な 宗教芸術， 日 本版画 な どに刺激 を 求 め た 。

マ テ ィ ス の こ の 時期の平 ら な 幅の広い色面構成 は 乙 う し た ゴ ー ガ ン ら の 選択の 方 向 に 近
い 。 そ れ だ け で は な く ， こ の 時期 の 作品 は 対象 を マ ッ スの 構築 と し て ， フ ォ Jレ ム の 構造 的
な 骨 組 み を 軸 と し て 追求 し て ゆ く 意志が強 く 働 い て い る 。 乙 れ が セ ザ ン ヌ の 教訓 を 消化 し
よ う と し た 営 み で あ る 乙 と は い う ま で も な い 。

こ こ で の 探究 は 1910年代 中 こ ろ の ， 幾何学的構成の効果 を 徹底 し て 究 め よ う と し た 作品
群， つ ま り キ ュ ピ ス ム の 成果の な か か ら 自 分の絵画空聞に 生 かせ る も の を 吸収 し よ う と し
た 仕事へ と つ な が る 内 容 を 含 ん で い る 。

こ う し て み る と ， 1904年の サ ン ＝ ト ロ ペの 点描作品に 至 る ま で 、 す で に マ テ ィ ス は Jレ ー
ヴ ル の巨匠 た ち か ら 始 ま っ て 印 象主義， そ し て 当 の 点描の 新印 象主義， セ ザ ン ヌ ， ゴ ッ
ホ ， ゴ ー ガ ン な ど 主要 な 近代芸術の 刺 激 を と り 乙 み な が ら な 複 雑 な 表現方法 の 作用 と 反作
用 の ダ イ ナ ミ ッ ク ス を 経験 し て き た こ と が わ か る 。

サ ン ＝ ト ロ ぺ で ク ロ ス が マ テ ィ ス の 新印 象主義か ら の 離反 を 予知 し て 「 あ な た は 乙 う し
た と こ ろ に 長 く 留 ま っ て い る 乙 と は な い だ ろ う 」 と 言 っ た と い う の は む し ろ 予知 と い う よ
り 自 然 な 観察だ っ た と い う べ き だ ろ う 。

マ テ ィ ス は 「分割主義の圧制 を 振 り 払 っ た 」 ， そ れ が フ ォ ー ヴ ィ ス ム だ と 語 っ た が ， ク
ロ ス 自 身 は 分割主義 に つ い て ， 「創造行為に あ っ て は本能 と 並ん で 意志 が大 き な 役割 を 果
し て い る 。 意志 は 正確な基礎に し か依拠で き な い 。 正確 さ こ そ 私の 関心事 だ … … 私 の 感
覚 は自分の芸術的資質の結果 と し て 文法， 修辞， 論理 を 必要 と す る 」 と のべて い る 。
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分割主義で は こ の “ 正確 さ ” は理論の体系に 準拠 し て 判断 さ れ る 傾向 が 強 か っ た 。 パ リ
時代の ゴ ッ ホ は ス ー ラ や シ ニ ャ ッ ク と い っ し ょに な っ て 点描手法の 作品 を 描 い て い た が ，
1888年 ア ルル に 移 っ て か ら ， 「 ス ー ラ の理論 を た び た び考 え 直 し て み た が， や は り 全然 つ
い て ゆ け な い 」 と テ オ に 書 き 送 っ て い る 。 また ア ルル に 着 い て 間 も な く ベル ナ ー ルに あ て
Tこ 手紙で は 「 う ま く 表現 さ れ て い よ う と いまい と ， と も か く 感 じ と ら れ た 空聞 を 同 じ く 単
純化 さ れ た色調 で塗 り つ ぶ す 」 「ぼ く の 筆触に は き ま っ た 型な ど な ど 全然 な い 。 目 茶苦茶
に カ ン ヴ ァ ス へ叩 き 塗 っ て ， そ れ っ 放 し だ」 と 書 い て い る 。

「 分割主義の 圧制」 一一 そ れ に 対す る マ テ ィ ス の 反応 も 同 じ よ う な追 を 選 ぶ 。 一一「 あ
ま り に も き ち ん と し す ぎ た 家庭， 田舎の お ば さ ん の 家庭 で は 暮 し に く い も の で す 。 そ こ
で ， 精 神 を 窒息 さ せ な い よ う な も っ と 単純な方法 を 見つ け る た め に ジ ャ ン グル の な か へ と
飛ひq±＼ し て 行 っ て し ま う の です 。 」

注
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