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（ー）
ベ ラ ス ケ ス が初期の暗い生硬な リ ア リ ズムか ら 脱 し て、明 る い光 と 色彩 を め5して 余俗

の あ る 湿潤な両法 に 変 っ て ゆ く ， いわゆ る 初期か ら 中期へ と 岡法 の 一大転換 を 成 し 遂げた
主要 な 動機 を 、16 28年の ル ー ペ ン ス の 来朝 と そ の 感化， ＇H’廷コ レ ク シ ョ ン の教訓 ， 初めて
の イ タ リ ア旅行 ( 16 29～31 ) の成果 な ど と 結 び 付 け て 説明 す る の が 常 で あ る 。 初期両作 を
締め く く る 『 の ん だ く れた ち 」 (16 29） と イ タ リ ア旅行 中 の 岡作「 ウ ル カ ヌ ス の 鍛冶場」

( 1 630） と の 聞 は 差が傑ーか －年で あ る に 拘 ら ず 裸体表現、群像構成， 周 囲の 空間の把握、
光の 取 り 扱 い な ど の 点 で 格段 の進歩 が み ら れ る の に 驚か さ れ る 。 「の ん だ く れた ち 』の酔

容 を 覆い 包ん で い た怖 々 と し た風景， 窒息 し そ う な 空間 は 「 ウ ル カ ヌ ス の鍛冶場」 に おい
て は 明 る い 大気が充満す る 室内空間に変 り ， 6 人 の半裸体 の男た ち の 呼吸が伝わ っ て く る
よ う で あ る 。 ベ ラ ス ケ ス が 自 然の光を基準 と した明 る い 空闘の秩序 を 1rfii而に真に 描 き 得 る

よ うにな っ たの は ， イ タ リ ア旅行 ジ ェノ ウ ア， ミ ラ ノ， ヴェネ ツ ィ ア， フ エ ラ ー ラ ， ロ
ー マ 等 を 実地に訪ねた経験 を 抜 き に し て は 語 り 得 な い こ と は ， そ の前後 の作品 を 些細 に 比
較す れ ば 明白で あ ろ う 。

バ ロ ッ ク 初頭の ス ペ イ ン 絵両lζ疾風の と と く 浸透 し た カ ラ ヴア ジ ョ 的 自 然主義か ら の脱
却， そ れ は ベ ラ ス ケ ス に と っ て は 長年 に わ た り ア カ デ ミズム を 支配 し た形 態 中 心 の 古典的
な 造形把握か ら の 離脱 を も意味 し たが， ベ ラ ス ケ ス が 意外に 早 く こ の 束縛か ら 脱 し て ， 自
然の光 に 浴す る 自 然， ま た知 っ て い る 自 然 で は な く 眼に 見 え る 自 然 を 客観的 に 描 こ う と し
た背景 に は ， 平面芸術で あ る 絵師 に 奥行 を 与 え る もの は光や 明暗で あ り ， 光 こ そ 地上 の 生
命p:豊か な 形 と 彩 り を 与 え る 線源 で あ る こ と ， し かも そ れ を 把 え る もの は 自 己の 視覚以外
に な い こ と を 自 覚 し たか ら に他な ら な い だ ろ う 。 ベ ラ ス ケ ス が 1 7世紀 の30年代 に 光 を 基準
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と し た 絵画技法 を 逸早 く 身に つ け ， 形態 ， 色彩 を 光が浸透 し た 大気の屑の厚み の 中 に 表現
し ， 対象 を 見 ら れ る と お り の真実 さ を も っ て流麗軽妙な 筆致で 画布に 定着 し て い っ た こ と

は 糊に値す る 。 19世紀の 印象主義者 を し て “ 画家 の 中 の 画求1
.� と 言わ し め た 所 以 で あ

ろ う 。

ベ ラ ス ケ ス が 当 時 と し て は 革新 的 で あ っ た 光の技法 を 身に 付 け る 乙 と が で き た の は ，
光， 明暗， 色彩に つ い て 彼が卓越 し た 感覚の 持主 で あ っ た か ら だ け で は な い と 思 う 。 この

(2) 
点 に 関 し て わ れ わ れ は 以前 か ら 彼の風景画 に つ い て の 開眼， な い し 認識が ベ ラ ス ケ ス の光
の 技法 の体 得 と 深 い 関連 が あ る の で は なし、か と 考 え て き た 。 ハ ピエル ・ デ ・ サ ラ ス Xavier

(3) 
de Salas も 指摘 し て い る よ う に ， 光 と 陰の効果 の 研究 が 同 時代の プ ッ サ ンや ク ロ ー ド ・
ロ ー ラ ン が抱い た と 同 じ よ う な 風景岡へ の興味 を 彼 に か き 立 て た と み ら れ る か ら で あ る 。
徒弟時代 は〈 ボ デゴ ン〉な る 厨房静物画 に 出 発 し ， 長 じ て 人物画， 宮廷画家 に な っ て 肖像
耐 を 描 く こ と を 使命 と し た ベ ラ ス ケ ス が風景画 を 描い た の は 極 め て 稀で あ る 。 恐 ら く 独立
し た 風景画 と し て 認知で き る 確 実 な 作品は ， 素描風の小品「 ヴ ィ ル ラ ・ デ ィ ・ メ デ ィ チ の
庭」 の 2 点の み で あ る と 言 っ て も 過言 で は な か ろ う 。 全般 的 に み て ベ ラ ス ケ ス が本格的 に
風景i耐に 取 り 組 ん だ形跡 は な い 。 だが「の ん だ く れ た ら」 以来， し ば し ば人物 を 屋外に 配
し て 自 然 の 景観 を 大胆 に 採 り 入れ た 肖像I面， 神話画 ， 歴史画 の 類が若 干 で も 存在す る こ と
は ， ベ ラ ス ケ ス の風景表現 を 窺 う 貴重 な 手 が か り を 提供 し て く れ る も の で あ る 。 伺故な ら
ばベ ラ ス ケ ス が光の 法 則 ， 大気や 空間の 表現の 研究 に よ り 純粋に 取 り 組 み 得 た と す る な
ら ， 移 ろ い や す い 変幻 自 在な 風景ー そ れ 自 身 と し て は 最 も 主題 と な り に く い 空 や 雲， 山川

草木ーか ら 啓示 を 受 け た 点が多 々 あ っ た と 思 う か ら で あ る 。
本論は ， 上述の よ う な 主 旨 に そ っ て 寡作 で あ っ た ベ ラ ス ケ ス の風景画に つ い て 若干 の 思

考 を 巡 ら す も の で あ る 。 制 作年 に 両説の あ る 「 ヴ ィ ル ラ ・ デ ィ ・ メ デ ィ チ の庭」 を 中心 と
し て ， 屋外人物 画 の 代 表作 で ベ ラ ス ケ ス 中期の傑作 で あ る 「 ブ レ ダの 開城』 （槍） ， 『王
家騎馬像 シ リ ー ズ』並 ひ さに 『狩猟服姿の王家肖像 シ リ ー ス』， 更 に後期 作 と み ら れ る 『隠
修士聖ア ン ト ニ ウ ス と 隠修士翌パ ウ ロ 」 の順に採 り あ げ て ， これ ら の 作品群 に 描か れ た 風
最［1lijの 特 徴 を 画 法 と の関連で考察 し ， ベ ラ ス ケ ス 芸術の真髄の一端 に 触れ え れ ばと思 う 。

（二）
《ヴィルラ ・ディ ・ メディチの庭〉

ロ ー マ の メ デ ィ チ 家別荘の庭闘か ら の景観 を 描い た 2枚の風景画 は ， 両家 が 直接戸外で
(4) 

写生 し た と み ら れ る 点 で ベ ラ ス ケ ス の岡作 の 中 で も 極 め て稀有 な 作例 で あ る 。 風景画制 作
の 場 合 で も ， 用 意周到な 準 備 を 経て専 ら ア ト リ エで‘制作 が行 わ れ る の が通常 で あ っ た 当 時
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の 状 況か ら 言 っ て ， こ の “直写描法 ” は 17 世紀では破格 な も ので あ っ た と 言 え る だ ろ う 。
ス ケ ッ チ 風の 描法 か ら “旅の覚 え 書 ” に 類す る も の であ っ た の だ ろ う か 。 生 々 し い 自 然の
感動が二つ の 異 っ た ス ケ ル ツ オ を 聴 く よ う に 快 よ い安 ら ぎ の 微風 を 伴 っ て わ れ わ れ に 伝 わ
っ て く る の も ， 画 家 が 自 然の 印象 を 直接絵筆に 託 し たか ら に 他 な ら な い と 思わ れ る 。 小品
と は 言 え 〈真昼〉 と 〈夕刻〉 と に 識別で き る 光 と 大気の描写， 筆触分割風の 乾い た筆致，
厚塗 り な が ら 随所 に 見 ら れ る ア ッ シ ュ ー ル （ かす り 描 き ） 技法一 そ れ は し ば し ば指摘 さ れ
る よ う に《 時刻の 画 家〉 と 称 さ れ た 19 世紀の 印象派の 画 家た ち の 技法 を 先 取 り す る も ので

(6) 
あ っ た と 言 え る 。

従来か ら こ の 作品 の 制 作 年代 に つ い て は ベ ラ ス ケ ス 最初の イ タリ ア 旅行 中 の 作 ( 1 630)
(7) 

と す る 説 と ， 2 度 目 の イ タリ ア 旅行 中 の 作 ( 1650～51) と す る 説 と 両説 あ っ て ， そ れぞれ
の 理 由 か ら い ず れ と も 決 し が た い 状 況であ る 。 だが一般的 に は 上述の よ う な 描法上の 特 徴
か ら ベ ラ ス ケ ス 芸術の 最 も 進 ん だ段階の 後期 を 画 す る 直前の時期， す な わ ち 2 度 目 の イ タ
リ ア 旅行0649～51)の 際の 制 作 と 見倣す の が 自 然であ り ， か つ 1630年作 の 根拠 と な っ て

(8) 
い る パチ ェー コ及ひをパ ロ ミー ノの ベ ラ ス ケ ス の イ タリ ア 旅行 に つ い て の 記述 が ， こ の 『 ヴ
ィ ル ラ ・ デ ィ ・ メ デ ィ チ の庭』の 2 作品 を 描い た と す る 決定 的 な 証言 を な し て い な い た
め ， 2 度 目 の ロ ー マ 滞 在 中 に描い た と も 考 え ら れ る と し て 後 者の 説 を 支持す る 向 き が 多 い
よ う に 思 わ れ る 。 い ずれに し て も 両説の聞に は20年余の 懸隔 が あ り ， こ れ を そ の う ち の ど
ち ら に編年 し 得 る か は 今後 も 検討 さ れ る べ き ベ ラ ス ケ ス 研究 の 課題 の 一 つ であ る こ と に 変

り は な い 。 今 こ こ では制作年の 問題 に 深 く 立入 る 乙 と を や め て ， こ の 2 点 の 風景画 の 画 法
の 特徴 を 探 ぐ る こ と か ら 始 め たい 。

1. 「アリアドネーの彫像のあるヴィルラ ・ディ ・ メディチの庭」 48×42c111. プラ ド

美術館蔵 （ 1図）

『糸杉の あ る ヴ イ ル ラ ・ デ ィ ・ メ デ ィ チ の庭』（ 2 図 ） が＜午店＞な い し く夕刻＞の 光景
であ る の に 対 し て ， こ ち ら は 明 ら か に ＜午前〉な い し ＜真昼＞の 光景で， 同 じ メ デ ィ チ 家
別荘の庭園 を 描い た 風景画 と し て は 構 図 も 雰囲気 も 対照的 に 奥 っ て い る の が注 目 さ れ る 。

こ ち ら は こ れ か ら 活動 を 開 始 し よ う と す る 朝の 気配 か 。 強 い 陽差 し が画面上半部 を 覆 っ
た 樹葉 を 透か し て こ も れ陽 と な り ， 樹葉が作 り だす ダ ー ク グ リ ー ン の陰影が ， あ た か も こ
の絵の額縁の よ う に 中央の 光景ぞ く っ き り と 浮 き 立 た せ る 。 全 体 の 色調 と し て は オリー ヴ
・ グ リ ー ン と シ ル バー ・ グ レ イ が溶け あ っ て ， 微風に そ よ ぐ大気 を 感 じ さ せ爽快 な午前の

庭の雰囲気 を 醸 し だ し て い る 。 前景中央部 分 に は 主役 ら し い 2 人 の 人物の 姿 が み ら れ る 。
毅然 た る 態 度で立 っ て い る 右側の人物 は こ の 別荘の 主人であ ろ う か 。 嬬子 と 絹の 混紡の 服
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装lζj支製の マ ン ト を,j'j' Uii部

lζは ゴー ラ gorra と し、 う じl L 、

ターバン状の も の をf法 っ た 堂
(9) 

々 Tこ る ｛本格の人 物 は ， 五五の

Ii＇，立 と し て は ややふ さ わ し く

な い服装で ゐ る 。一万，シャツ

姿で半 ス 、ボン，�m1111 iの左（J!IJの

人物 は 図丁であ ろ う か 。J IT 
K俸！I犬のよ う な も の を 持 っ て

ま人の万 に歩み均’ ろ う と し て

い る 。 ！こ！こ1景中央部氏 は パビ リ

ヨ ン のアー ケ ー ド のll物が符

え ， l二｜コ央アーチ の半陰影のlこ｜二1
(IO) 

lと樹｜以す る ア リ アドネーの像，

そ の左端 に は長い マ ントを羽

織 っ た 後 ろ 向 き の児の像が，

光 を 浴び た ！〕自景の2人の 人物 と は 対照的RN/iかれ る 。 アー ケ ー ド を 透か し た そ の背後 に は

図1 アリアドネーのあるヴイノレラ ・ディ ・ メディチの路

(11) 
近辺の森やl二！壁の家が明 る い空 を のぞか し て遠望 さ れ る 。

前民の木立， 中 景 の 建物， 3人の 人物， ア リ ア ド ネーの彫像ー そ れ ら の主 た る モ ティー
(12〕

フ は すべて偶然の組み合わ せであり な が ら ， そ の実阿日1i は 極 め て椛成的であ る の に胞 か さ

れ る 。 こ 乙 では 絵の主役 は 人物で も ， 主�物で も ， ア リ ア ド ネーの彫像で も な い。 すべて は

ζ こ での庭の午前の雰囲気 を ｜吹 し だす材料 に泊ぎ ない。 だが， そ れ ら は 各 々 が巡在泊所を

占 めていて一 つで も 欠け た ら こ の情景のバラ ン ス が失われ る 。 乙の 絵で｜悦ー構成的要オミ と

し て指摘で き る の は ， 半円アー チ や柱や監の直線 に よ っ て1�fi景 と 後景 と を 明確 に区分 し て

い る 凱肱門j訴の建物であ ろ う 。 そ れ は 乙の絵の偶然性 を 普通性 た ら し めてい る ほ と んどllH.
(13) 

ーの要素であ り ， 一見素描風であり！£が ら 絵i固 と し て充足 さ れ る 堅固な構成的枠組をわれ

わ れ K印象づ け る 結果 に な っ てい る 。 対話す る 前五：；2人の 人物 は 岡市に動勢 を 伝 え ， 1 j1宗

の 後 ろ 向 き 人物 と 結んて‘三角形の空l1"d を形成 し ， 視線 を 自然 に アー ケ ー ド の背後の風景 に

導 く 役if；リ を 果 た し てい る 。 強いてζの絵 の主役 を 見つ けよ う と す る な ら ば， そ れ は こ の 庭

のー｜廊の光 景 に生 き 生 き し た 彩り と JI� を 与 え てい る 光 そのものであ り ， 移 ろ いゆ く 時の流
れであ る と 言 え る であ ろ う 。
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乙乙で!f!fK注目し た い の

は， ペラスケス独得の光と｜絵

践の話調Kよる見事な�gJi"dの

ぷ現である。 それは彼が『フ

レダの開城』（始）(1634～35) 

(3図），『女官fこら』(1656)

(4図）， 『織女たらJ (1657 

～59) ( 5図） のノ＜Yi＂で， ほ

とんど常套的にみせた協党的

伝雰囲気空間をとl三みにす宅気

遠近法が乙の｜火｜にも駆使主れ
(14) 

ている乙とである。 アーチを

t#J凶の�1こ1心』ζ紹えているJi\で

は『織女fこちJ K最も近い。

以llら， 上司述の大作に見られる

とおり光， 陰， 光という明II者

ベラスケスのl瓜U�l11lii I 

図2 糸杉のあるグィノレラ ・デイ . ；；＜ディチの庭

の調子の変化によって｜〕右京， 111累， 後景という｜’！然のままの視覚的空li"dが本｜ヌIKも見事に

表8れ， それはベラスケス独｜守の， 人気の通う自然らしさの基礎をとfすJilli法である。 修行

と繁った｜倍緑色の樹必とfilij {J!IJの植え込みt!,j＼分が先ずJ�）j�としての前景をつくり，｜引委ーしが

その間を空制のように透過し， 建物や人物lと反射してIYJるい巾景部分を形成するつ そして

アリアドネーの彫像や後ろli'TIき人物が位置する建物の内部はこ｜主陰影が支配し， J」2にその背

後に広がる森や建物， 幣はIYJるい光の反映する後民部分として聞かれた｜｜｜糾を形成するの

でゐる。 その手法は『フレダの開城』のlこ｜ザ、l）�j＼分のスヒ ノラとナッサウITlii将軍のli"dk笠恥l
のように形成される光のJll:W， また『女’1".'t.こち』のJ·人公の背後にレンスの焦点のように

(15) 
IJ日け放たれた扉1-1のIYJるい光京， 吏Kは「織女たら』のアーチの奥に展開する灼i々とした

光の舞台を1Jj初｜；させるとe:i'ってよし、。 とりわけアーチ椛造を回而のFj二l心K＃，•：えて， l〕iHRと

後景を全く興ったJll:Wとして附きながら， 光をJ,HWとした笠気遠近法によって11lii者を緊衝

に結び付け， ；u�志と制尖との1、＇I�！関関係を見事tζ衣した『織女ーたち』の梢｜ズ｜との裂しさが指

摘できる。 fこだ「織女たら」の和Ji話的主題を現尖の文、H&K i泣き換えたベラスケスのより妙伝

トリックが， 乙の自然のままの風景阿ではほとんど封付かれないままに終っているに過ぎ

ない。 しかも明｜｜者と色調， ：！，J...qζは筆59!1！までも1JIJ長から111畏， 後景へと退くにつれて漸次調
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図3 ブレダの闘JJJJi, rnn 

子を和らげて表現する視覚的遠近法が駆使3れている。 それは前景部分の両国を覆う樹�

の主JU＆でタイナミ ックな緑の筆触が， 後景のかすんだ森の表現においてはウルトラマリン

のi'J'ftかで玉判明な�TJ:触にとってイにっているように。

この絵が『糸杉のあるヴィノレラ ・ ディ ・ メディチの庭』と比＇I安して少くとも＜午前＞か

＜真昼＞の光景であることは， 光と陰のコントラスト， 育l月三を幣びfこ光と陰， 羽ばたくよ

うに躍動する樹葉， 人物の所作， 背くかすtr遠景としての風景などの諸特徴から惟測でき
(16) 

る。 一説には青l味を帯びた光の陥法から， 夏の日の早朝の光景と見j，放すことも可能であろ

う。 いずれにしてもペラスケスの鋭敏な視覚は， 最も平凡な現実に対して限りない愛をl喚

起する彼の絵画の姿勢を立証するかのようK, 「ヴィノレラ ・ ディ ・ メディチの庭」のー｜院

の光景に近代風景回i家たちが表現したのと同じ視点と個性を付与することができたのであ

る。

2. 『糸杉のあるヴィルラ ・ ディ ・ メディチの庭』 ( 2図） 48×42Clll. プラド美術館蔵
傍若と繁る糸杉の木立とパラティオ風の四壁に包まれたこの庭の景観は， 「ア リ アド ネ

ーのある庭の風景』と比較すると全く別種な閑寂たる雰四気が支配している。 ベージュ色

ハUun／】



IL痕fi く 壁， 洞窟入口部分 を 囲

っ た赤褐色の板壁， 墜自のニ

オペ ッ ト （ニオ ベ の 子）の彫｛象

のシルエ ッ ト ， 臨んな 生 命力

を 伝 え る 出緑色の 糸杉， 雲が

た ち こ め た茜色のさg, I度色調

の和 ら か な 光 は ク ー Jレ な青l床

を椛’び た午前の光と逃 っ て夕

刻の光景を｜暗示してい る と言

えよ う か。 「 J'J;昼の 光景」とは

逆にアー ケ ー ド を 透かして見

ら れ る 速 く の風景 は， こ こ で

は 朽 ち か け た 木材lとよ っ て｜！者

く｜羽 さ れ， －－frMili峨とイ七 し fこ

この別荘の か つての脱時を似

ばせ る よす がとな っ てい る 。 図4 女 官 た ら

ベラスケスの底.Ut�illii 1 

この 絵 も 偶然 に 把 え た庭の ー｜瞬の光景 であ ろ う 。 下｜コ景部分lζ阿而の焦点 を 台わ せ てハ ラ

デ ィ オ風建築の ア ー チ を 梢図の＂＇こ1心 に 据 え てf晶 、fこ点で は， 「真昼の 光景」 と同 じ 趣向で

ゐ る 。 だ が こ の 「 夕刻の 光景」 に は ， 「員昼の光景」 iζ見 ら れ る よ う な天上 を ID う 樹業の

広が り やアー ケ ー ド の 背後 K展開 す る 風景が見 ら れ ない。 空間 を 水平 に広が る ハピリ ヨン

と笠K符 え る 糸杉の木立 によ っ て一切外部か ら 遮断した本図 は ， 一日の 終 り を 告げ る 庭の

光景と し て は誠 にふ さ わ し い構図であ る 。 乙 の 図に も 3人 の 人物が見受 け ら れ る 。『 ア リ ア

ド ネ ー の あ る 風景」よ り も 遠 く 小 さ め に拙か れ た 人物 が 何 をしてい る の か は定かでな い。
(18) 

ma nga s boba s とい う ネiii無 し 」二着 に 半ズボン ， つば付l帽子の コ ス チ ュー ム でfi'li か れ た 地

上の2人 の 人物 は ， 一 人 が 右横向 き ， い ま 一人 は左斜 め 後 ろ 向 き の ポ ー ズで， 横向 き 人物
(19) 

は 後 ろ 向 き 人物 の作業 を 見守 っ てい る よ う な恰好であ る 。 両者同 じ 服装か ら 建築家か造国

家で も あ る の か。 後 ろ 向 き 人物の手にした 綱のよ う な も の か ら パビリ ヨンの柱頭部分の測

定で も してい る 隊子が 窺 わ れ る 。 更 に 第3番 目 の 人物と し て， 建物 件l 央制干 の 上 か ら 身 を
(20) 

乗 り 山 し て｜よい、取のよ う な も の を 畳 た ん でい る 様子の人物が限に つ く 。 乙の〆＼物 は背後の

糸診の強烈 な緑』と同化 し てほとんど見分け に く し、。 ζの 人物と地上の 後 ろ 向 き 人 物と は ，

そ の成してい る 動作か ら 五L、 に意気通 じ て い る 桜子が想像で き る 。 柄拘干の上の 人物 は日暮

2 1  
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図5 織 女 た ち

れが迫ったので

幕を片付けるJ=lj

意でもしている

のか。しかし，そ

の判じ翼民し、行為

は別として， 乙

の欄干の上のl土｜

い布切れは， そ

れによって観者

のfl艮会何気なく

回1r1iのl二j:1心へ誘

引する構図の要

の役割を果して

いるのである。

総じてこの「夕刻の光景」においても人物は主役ではない。 後ろ向き人物のすぐ右）協に

シルエッ卜のように陰に浮かぶへJレメスの像や， 岡市l右！協の盛和に幻影のように立つニオ

ぺッ卜の像と大なり小なり似た役割を果しているに過き、ない。 人物も彫像も， 建物や植物

同様， うもと陰が織りなす自然のドラマのキャス卜役を務めているに過ぎないのである。 し

かし， 主題としては把えどζろのないようなζの光景のうちにも， 自然のフォルムは照る

ぎない秩序をもってわれわれの脳裏に焼付けられる。

この絵が「異昼の光景」同様， 偶然的， 怒意的風景でありながら極めて計画的， 構成的

な特徴を印象づけるのは， パビリヨンの水平線と糸杉の霊直線によって画される幾何学的

な空間の秩序の故でゐり， 壁や柱， 欄干， アーチなど大小様々に見え隠れする直線やl曲線

のリズムが快よい均り合いを示しているからである。 それは卜ラピエTrapierが「異昼の
(21) 

光景」よりもより構成的である構図の特徴を「夕刻の光景JR指摘する所以であろう。 廃

材によって閉鎖したアーケードの入口を回而の員正而に据えた構図は， あちζら剥げ落ち
(22) 

た壁や柱の古色を平野びfこ什まいとともに， この絵のメランコリックな情感を湧出する要因

となっているが， しかしそうした感情的要素を越えて厳然と横たわる建築物の量感は， 時

間的変化を超越しに普遍のシンホ、Jレでゐる。 それは古来から風景の中lζ欠かさず持ち込ま

れた古典美の象徴である。 糸杉の緑l乙｜映えて一段と明るく見えるパビリヨンの壁而の肌色

の輝きは無類の美しさを示していて， それによって建築のマッスとしての量感は少しも減

内ノ－qノ」



ベラ ス ケ ス の風鼠IW/ I 

じ て い な い 。 そ れ は 松緑色の糸杉の 燃 え る よ う な 樹楽の マ ッ ス と 均 り 合 い ぞ な し て ， 糾 っ た

形態の 美 を 相互 に 引 き 立 て 合 う の で あ る 。 ベ ラ ス ケ ス の 色彩 の 調 和 を コ ロ ー の そ れ に l除 え
ヮー ア ／V - JL' 

た ウ ジ ェ ー ヌ ・ ダ ピ E. Dabit は 「彼 は 光線 を 色彩 で は 去 さ ず ， I�J ら 色仰 を 以 っ て 表.Q,J
(23) 

し て い る 」 と 言 っ た が ， Jl1'\ ;(p な 数の 色調 を も っ て 色彩の 調 不j ］ を 最大限発揮す る ベ ラ ス ケ ス

は ， 対 象 を 一個の:JJJ象 と し て 把 え な が ら 終始 対 象 の 存在 自 体 を i&U か K は し な し 、 。 形 態 は 光 の

幻影の 中 lζ 没 し 去 る の で は な く ， 光 を 反映す る ゴー 体 と し て 生 々 し た 生 命 と 倒性 と を 与 え ら

れ て 画I仰と 蘇 え る の で あ る 。 ベ ラ ス ケ ス が メ デ ィ テ 家の 庭 で 魅 せ ら れ た の は ， そ の 機 王む を 幾

1 1 1:代lと も わ た っ て 受 け 継 が れ た 石 の 主t造物 と 糸杉の フ ォ Jレ ム が 光 K l映 え る 美 し き で ゐ っ た

だ ろ う 。 静 的 で 直線 的 な フ ォ Jレ ム の 建造物 に 対 し て 動 的 で J li l 線 的 な フ ォ Jレ ム の 糸杉 の組 み

合 わ せ は 乙 の絵 の 二 大 モ メ ン ト で あ る 。 そ し て 中 央 の ア ー チ ：J 1rlij 者 を 視覚的 に 結 び 付 け る

ア ク セ ン ト で あ る 。不 動 で 永遠 的 な 建造物 K 対 し て ， 人地 を 圧 し て 鈴 え る 糸杉 は 生 命 の 象 徴

で あ ろ う か 。 力 強 く 繁茂 を 続 け る 糸杉 は 内色の 空 を .illli る よ う に ダ イ ナ ミ ッ ク で闘 争 的 で あ

る 。 朽 ち か け て は い る が 不滅の 行 の 建造物 に 対 し て ， ＇！：： 命ゴJ tζ 陥 れ て は い る が 朽 ち る こ と を

運命 づ け ら れ て い る 植物 の運 命 的 な 山 会 い が こ の絵 の 見 え さず る 核心 と で も 言 う べ き か 。 活5

意 的 と は 言 え ， 一方の 「民民の 光 畏J K 対 し て 敢 え て 「夕 刻lの H与 刻」 を 選 ん で絵筆 を ＇（）＼ っ た ベ

ラ ス ケ ス の 心情の 背 後 に は ， j'.-j 然 と 人li"rl と の 係 り イ？ l 、 を 冷 静 に 見 つ め て き た Ji l li 家 の 凶 ら ぬ

人生観の一端が

疹 み 出 て い る よ

う に 思わ れ る 。

『 ア リ ア ド ネ

ー の あ る 風景 J

K 比 較 す れ ば 青

味の ク ー ル な 色

調 は 減 じ て ， 赤

み が か っ た 淡 い
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のコ ン ト ラ ス ト ， キ ャ ン パ ス の 地肌 を 剥 き 出 し に し た 空の描写， 光が大気 に 浸透 し 和 ら か
く 周 囲 に 反射す る 様子－1 9世紀のコロ ー や ピサ ロ に お い て 日 常茶飯事 と な っ た 自 然描写の

リ ア リ ズムが ， 1 7世紀 に お い て こ れ ほ ど 難な く 実現 さ れ た こ と は驚嘆に 伯 し よ う 。
17世紀 で は ベ ラ ス ケ ス の こ の風景闘 に 匹敵す る 風景画 を描い た画家 の 名 を 挙 げ る と す れ

ば ， フ ェル メ ー ル ・ フ ァ ン ・ デ ル フ ト Vermeer van Delft 0632-75） で あ る 。 市民生
活 の 一端 を 冷静な 詩情溢れ る 雰囲気で描し 、 た こ の ［商家の 自 然 の光に対す る 新鮮 な 感覚， 色
の ヴ ァ ル ー ル に 対 す る 精 確 な 理解 ， 明 l断 な 空間 の 秩序， 高貴 さ と 静誰 さ な ど の 特徴 は と も
に ベ ラ ス ケ ス と 声価 を 分 ち 合 う 一人 で あ る こ と は 周 知 の と お り で あ る 。 こ の 北方両家 も 風

(24) (25) 
景画l は 寡作 で あ っ た が， ケ ネ ス ・ ク ラ ー ク Kenneth Clarkが 「 最 も カ ラ ー 写真に 近 い 」
と そ の 精 確 な色調 の 感覚 を 讃 え た 「 テツレ フ ト 眺望」 ( 6 閃 ） は ， 午后の 陽光が運河 を 距 て
た 街並 の 様子 を 手 に と る よ う に 写 し ／：L\ し て い る 点 ， ま る で写真の ス ナ ッ フ の よ う に 特定場
所 の ， あ る 一定時刻 に 関 心 を 集 中 し て風景 を 描い た 点 で ベ ラ ス ケ ス と 立場 を 同 じ く す る と
言 え る 。 だ が フ ェル メ ー ル の 風景画 は ， そ の ｜隅 々 に ま で平等 に 行届 い た パノ ラ マ テ ィッ ク な

全体眺望 と し て の 視点 ， カ メ ラ ・ オブス ク ー ラ （暗fiH カ メ ラ ） を 利用 し た 限定 的空間 と 透
α6) 

視 図 法， 最大限 に 対象 の 物質 性 を 尊重す る 態度な ど の 点 で 印象主義的 な ベ ラ ス ケ ス の風景
両 と は 区 別 さ れ る 。 そ の 相 違 は フ ェル メ ー ル が 自 然 の 動 かざ る 時の 一瞬 を 鏡 の よ う に岡/fli
tこ投影 し た の に 対 し て ， ベ ラ ス ケ ス は 自 然が動 い て い る 時の一瞬 を 幻影の よ う に 繭 i 仰 と 焼
付 け た の だ と 言 え よ う か 。 細部 は ベ ラ ス ケ ス に と っ て は ほ と ん ど 関 心 の 外 に あ り ， 対象の
物質性 は 必要 な だ け に と どめて 後 は す べ て 光が演出す る 視覚 的 な 網膜上の作用 に 身 を 委 ね
た の で あ る 。

こ の「糸杉の あ る ヴィル ラ ・ ディ ・ メ ディチ の庭』 と 類似す る 構 図 を ベ ラ ス ケ ス の 他 の
作品 に 見 付 け 出す こ と は 至 難 で あ る 。 ア ー チ や糸杉のモ テ ィー フ に 対す る 偏愛 は 『 ア リ ア
ドネー の あ る ヴィル ラ ・ ディ ・ メ デ ィ チ の庭」 同 様 仙 の 作例 に も 指摘 で き る が ， こ の絵の

構 図 の 独 自 性 は そ の 表現 の 近 代性 と 相倹 っ て こ の 小 さ な風景画 の 存在価値 を 高め る も の で
あ る 。 見 る か ら に 痛 ま し い 廃櫨 と 化 し た 建物の一角 を 構 図 の 中心 に 樹 え た ベ ラ ス ケ ス の 視
点 は ， 17位紀の美学的見地 か ら は ほ と ん ど 受 け 容れ ら れ な い ユニー ク な も の ， そ し て ベ ラ

ス ケ ス が 常 日 頃 自 己 の 信条 と し て い た と い う 「繊細 さ に お い て 二位 に 甘 ん ず る よ り も 粗 野
(27) 

に お い て 第一人者 で あ り た い 」 と い う 立場 を こ れ ほ ど 鮮 明 に 示 し て い る も の も な い よ う に
思われ る の で あ る 。

（ 三 ）
ベ ラ ス ケ ス は 1 630年 5 月 末 か ら 2 ヶ 月 余 り ロ ー マ の ト リ ニ タ ・ ディ ・ モ ン テ の メ ディ チ
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家 別荘 に 滞在 し

た 。 一年余 を 過

し た ロ ー マ で 当

初 は ヴ プ テ ィ カ

ン 宮殿 の 一 室 に

効向 し ， そ の後

古代彫像 の 研究

が 目 的 で ロ ー マ

駐在 ト ス カ ナ 公

1吏 モ ン テ ィ レ ｛1�1

ベラ スケスの風呆函 1 

の 世 話 で こ の 別

荘 の 客 と な っ た 図 7 JfrLK 染 っ た ヨ ゼ フ の 衣 を 受 取 る ヤ コ ブ

が 途 中 病 い K か か っ て 避 暑 を 兼 ね な が ら 乙 乙 で i路主主 し ， そ の 後 し ば ら く し て か ら ロ ー 7 を

発 っ て ナ ポ リ へ向 っ た と 言 う 。 次 い で20年後， / IJ ）立 イ タ リ ア を 訪 ね ロ ー マ に は 一年半近 く

も 滞在 し て い る が， 彼 が か つ て 病 い を 怒 し た 住！ � 、 山 の 乙 の 別荘 を 再 び訪 ね た か と う か は ，

そ れ を 伝 え る 記録 が な い の で 明 ら か で は な い 。 フ ェ リ ー ぺ 4 tJ:t か ら の 公 的 使 命 を ，出・ び fこ 2

！立 自 の イ タ リ ア 旅行 が ， ｜士I LJ の 岡法 の 研 鎖 を 主 fこ る 目 的 と し た 最初の旅行 と は ， 内 容面 ，

形式而 で も 大 し 、 な る 相逃 が ゐ っ た で あ ろ う 乙 と は 容 易 に 想 像 で き る 。

「 ヴ ィ Jレ ラ ・ デ ィ ・ メ デ ィ チ の 庭』 の 2 点の風景 回 は こ の 2 1亘l の イ タ リ ア 旅行の い ず れ

に 描 か れ た も の で あ ろ う か 。 乙 れ を 確認す る 資 料が ：－！：＼ な い 限 り は 専 ら 匝l 法上 ， 様式＿tの見

地か ら 乙 れ ら を 位 世 づ け る 以外 に とf い で あ ろ う 。

ホ セ ・ ロ ペ ス ・ レ イ Jose Lopez-Rey は 「 こ の 2 点の 風景画 lζ顕著 に み ら れ る 形態 を

光 で 強調 し た 厚塗 り 手法 ， 軽快な 筆 さ ば き は ベ ラ ス ケ ス の最初の イ タ リ ア 旅行 1=1ニ1の 他 の 作

例 に 全 く み ら れ な い 訳 で は な い 。 例 え ば 「 Ifil R: 染 っ た ヨ ゼ フ の 衣 を 受 取 る ヤ コ ブ』 ( 1630 

年 ， エ ノレ ・ エ ス コ リ ア ル 修道院j践） C 7 ／�I ） に お け る 風景 ， ま た 人物の 透 明 な 筆 さ ば き で
(28) 

は 『 フ レ タ の 開城』 （ 1634～35年 ， プ ラ ド 美術館ft% ） 等 々 の 作品 に み ら れ る と お り で あ る 」

と 述べ て 技法 上 か ら も 1 630i�三説 を と っ て も お か し く な い 乙 と を ク ー ル 卜 ・ ゲ ノレ ス テ ン ベ Jレ

ク Kurt Gerstenbergの 例 lffE を 引 用 し な が ら 古川珂 し て い る 。 ホ セ ・ カ モ ン ・ ア ス ナ ル Jose

Camon Aznar も こ の 2 点の 風景画 に ベ ラ ス ケ ス 後JWの 画 法 の 特 徴 で あ る 軽妙 な 筆 使 い や
(29) 

抑 揚 の 調 子 が 可成認め ら れ る と し な が ら も ， 疑 い 往 く 鍛初の ロ ー 7 滞在 作 と 見倣 し て い る 。

fこ が 大 気 lζ 震 え る よ う な 光の 律動， オ リ ー ヴ ・ ク リ ー ノ や シ ル バ ー ク レ イ 或 は ベ ー ジ ュ

にdnノハ】
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色が一つ に 溶 け 合 う 色彩の ハ ー モ ニ イ ， 至 る と こ ろ に 見 出 さ れ る ア ツ シ ュ ー ル hachure
技 法 や ポ ア ン テ イ エ Pointille 技法 ， 明 暗の譜調 と 色価 に よ る 遠近 の 表現等 の 特徴 を 存分
に 発揮 し た 『 ヴ ィ ル ラ ・ デ ィ ・ メ デ ィ チ の庭』が ， 1635年以降 の 画作 で あ る 『 ブ レ ダの 開

城』 （槍） や 「王家騎馬肖像 シ リ ー ズJ. 『王家狩猟服姿の 肖像 シ リ ー ズJ. 或 は 「 パ リ ェ
カ ス の 少年』や 『 隠修士聖 ア ン ト ニ ウ ス と 隠修士聖ノf ウ ロ 」 な ど の 見事 な 風景 を 伴っ た 作

(30) 
品群に 5 年 も 1 0年 も 先 ん ず る 位置 に あ る も の と は と て も 思 え な い 。 ア ス ナ ル が指摘す る よ
う に そ の ス ケ ッ チ風の軽快 な 描写が ， 旅の 覚 え 書 を 記す よ う な 極 め て 単純な 動機 か ら 発す
る も の で あ っ た と し て も ， ベ ラ ス ケ ス 絵画の規則正 し い 様式的展開 を 支持す る 者 に と っ て
は そ う し た 動 機 に よ る 1630年説 は承服 し が た い で あ ろ う 。 前章 で み た と お り 絵画 と し て の
密度 の 高 さ ， 親密 さ と 憂愁 さ と を 秘 め た 精 神 的情感の 濃 や か さ の 点 で到底 ス ケ ッ チ の比 で
は な い と 思 わ れ る 。 『 ヴ ィ ル ラ ・ デ ィ ・ メ デ ィ チ の庭」 の 2 点の風景岡の 正 し い 年代 的 位

置 づ け は ， こ れ ら の 作品 と 2 1立の イ タ リ ア 滞 在 中 に 制作 さ れ た 他の 画作 と の 様 式 的 な 比
較 ， 更 に は 前述 し た 「 ブ レ ダ の 開城」 （槍） 以下 ， 風景 を 背景 と し て 採 り 入れ た 主要 な 作
品群 と の 比較検討 に よ っ て 或程 度 の 解 明 が与 え ら れ る も の と 思わ れ る が ， そ れ は 次 回 の 課
題 に譲 っ て ， 最後 に こ の 絵 の 題材両か ら み た ベ ラ ス ケ ス 絵画iの特性 に つ い て 触 れ て 今 回 の
小論の 一応の 締 め く く り と し た い 。

「 ヴ ィ ル ラ ・ デ ィ ・ メ デ ィ チ の庭』は風景画 と い う ジ ャ ン ル に お い て は ， ブ ッ サ ン や ク
ロ ー ド ・ ロ ー ラ ン が描い た 理極 的風景画の タ イ プ と は 正反対の現実 的風景画 と 呼 ぶべ き タ

イ プ に 属 す る 。 ケ ネ ス ・ ク ラ ー ク が そ の 「風景画論」 の 中 で分類 し た “ 事実 の 風景 ” に 該
当 し ょ う が ， 17世紀の オ ラ ン ダ の風景画 に 匹敵す る こ の 『 ヴ ィ ル ラ ・ デ ィ ・ メ デ ィ チ の庭』
を 何 故 か ケ ネ ス ・ ク ラ ー ク が採 り あ げ な か っ た の か惜 し ま れ る ｛｛1： てー あ る 。

題材面か ら み て モ テ ィ ー フ は 極 め て 単純で ， 庭園 と 建築 一両｜師 の 中央 に 建造物 を 配 し て
植物 ， 空 ， 大地 ， 3 人の 人物 ， 出 か な が ら の彫像を も っ て 機成 さ れ た を 描 く こ と が主眼
で あ る 。 換言 す れ ば ， ベ ラ ス ケ ス が そ の と き 実見 し た ロ ー マ の メ デ ィ チ 家別荘の庭園の態
様 を 写真の ス ナ ップの よ う に写 し た と い う こ と で あ り ， “風景画 ” －即 “庭園の 地誌 的 な 記
録” と い う 性格 を 有 し て い る と み ら れ る こ と で あ る 。 こ の 事実 は ， 単 に ベ ラ ス ケ ス が 'i;f 寓
し て い た メ デ ィ チ 家別荘の庭 を 偶然的 ， 怒意 的 I乙描い た の で は な く ， む し ろ 意 図 的 ， 計画

的 に 摘し、た の で は なし、か と い う こ と を 組定 さ せ る 。 技法上か ら み れ ば一見全 く 怒 意 的 で 即
発 的 な 要素 を 多 分 に 持 っ て い る と み ら れ る も の が ， 実 は そ の 逆 で あ る と す る 考 え が拾頭 し
て く る 背景 に は ， モ テ ィ ー フ は 全 く 同 じ な が ら 2 種の 異 っ た 構成 と 雰 囲気 と を 持 っ た 『 ヴ
ィ ル ラ ・ デ ィ ・ メ デ ィ チ の庭』が 誕生 し て い る こ と に 起因 し て い る の で あ る 。
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乙 の点に関して， ア ン 卜 ニオ ・ ボ、

ネ ット ・ コ リ ェ ア M. Antonio Bo-
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を示した 2 点の 「ヴィ Jレラ ・ ディ ・

メディチの庭』 が抑1か れ た そ も そも

のwJJ1mは， ベ ラスケスの イ タ リ ア 旅

行の 目 的の ー つに 「庭悶 liJ I先」 当

時の ヨ ー ロ ッ パ庭 闘のミl 流を なして

い た マ ニ エ リ ス ム 機式と ノ て ロ ック機

式とをm せ 持 って い た イ タ リ ア 式庭

｜羽 を 学ん で ， そ れ を ス ヘ イ ン K 持 ら

帰って造闘の指針とする こ と が あ

っ た か ら で あ る と し て ， 彼 が 絵日1i の

1(1 j ば か り で な く ， 主u � ゃ 造 国 の 前l で

も フ ェ リ ー へ 4 1 1 1の山廷に貢献した

と述べてい る。 庭悶 史の立場から1 7

IU：紀 tとおけ る庭問の概況 ， 庭園と絵

1il1 iとの関 係 ， 更に 「ヴィ Jレラ ・ デ ィ

． メディチの庭』 の 2 作 品の校法 卜

の特質 や モ テ ィー フ の分析 ， 特 i ζ 人

物のコスチュー ム や 建 築の｛様式 ｜ーの

特徴 ， 制 干 の お； に 至 る ま で詳細I K 刷l

ベ ラ ス ケ ス のJml -:; 1 111t1

図 B パ オ ロ ・ ヴ ェ ロ ネ ー ゼ
ヴ ィ ノレ ラ ・ パ ル パ ロ の フ レ ス コ

れ た コ リ ェ ア の論 文は ， わ け で も 『ヴィ ノレ ラ ・ デ ィ ・ メ デ ィ チの庭』 の ハ ヒ リ ヨ ン 辿 築と

庭 園との組 台 わ せによるt11'i l火｜ を ， ヴ ェ ネ Y ィ ア 派との関 連 ， 特 lζ ハオ ロ ・ ヴ エ ロ ネ ー ゼ

( 1 528-88） の ヴ ェ ネ ツ ィ ア ・ マ セ ノレ山の 『ヴ イ ノレ ラ ・ ハ ノレ パ ロ の フ レ ス コ �lii J C 8 I刈 ）

との密接 な 関 連を指摘して ， ベ ラスケスの 2 作 11IT11の制 作 年W� WJの 手がか り とな るかも j、｜ ｜ れ

な いと述べて いるのが佐 i三I � れ る。 勿論 ， 彼も 『 ヴ イ ノレ ラ ・ ディ ・ メデ ィ チの！窪 』 の 2 f'J二
f�，が 2 伎の イ タ リ ア 旅行のいず れ のIIを JVJ f <:. fMiかれ た かに つ い てはlリJli'{ri な立場を小していな

い 。 た だ彼は庭問 を題材としてtli'iき 乙 ん Tご早い先例として テ ィ ツ ィ ア ー ノ な と のヴ ェ ネ ツ

円fa。，，“
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ィ ア 派 を 挙 げ ， 17世紀 で は ル ー ペ ン ス ， ヴ ァ ン ・ ダ イ ク ， コル ネ リ ウ ス ・ ヴ ォ ス ， 子 の テ
ニ エ ル ス な ど の フ ラ ン ド ル派の貢献 を 挙 げ ， ス ペ イ ン 絵画 で は 建築物 を 背景 と し て 描 き こ
ん だ作例 は 1 7世紀 の 第 2 半期 ま で は 極 め て稀で あ る こ と ， ま し て庭園 を 題材 と し た 絵画 や
庭園 を 背景 と し て 描 き 乙 ん だ絵画 は 皆 無 に 近い こ と を 指摘 し て ， 『 ヴ ィ ル ラ ・ デ ィ ・ メ デ
ィ チ の庭」 は ス ペ イ ン で は到底生 ま れ得べ く も な く ， イ タ リ ア ， そ れ も 多 く の 古典 的 な 風
景 画家 た ち が去来 し て い た ロ ー マ の 地 だ か ら こ そ 生 ま れ得 た の だ と い う こ と を 力説 し て い
る の で あ る 。

わ れ わ れ は ， 乙 乙 で ハ ピ エ ル ・ デ ・ サ ラ ス Xavier de Salas が建築 に 深 い 造詣 を 有 し
て い た ベ ラ ス ケ ス に わ れ わ れ の 注意 を 換起 し て い る こ と を 思 い 起 す の で あ る 。 「 ベ ラ ス ケ
ス は 単 に 画家 で あ っ た の み な ら ず ， 自 ら も 画家 で あ る と 判 ぜ ら れ る 乙 と を 欲 し な か っ た 。
彼 は 建 築 に 対す る 知識 と 強烈 な 装飾 に 対 す る 感覚 と が必要 で あ っ た ア ル カ サ ー ルの 重 要 な
改 築 の 仕事 を 請負 っ た が， 同時代の 人 々 か ら は 建築家 と 見倣 さ れ て い た か ら で あ る 。 近年
の 研究 の 結果 は ， 1631 年 以 降 の こ の 分野に お け る 彼の活動 を 確認 さ せ る に 至 っ た 。 彼の蔵

書 は彼が如 何 に 建 築 に つ い て 深 く 興 味 を 抱い て い た か を 立誼 し て い る 。 」

わ れ わ れ に は ベ ラ ス ケ ス が建築家 と し て ど の 程度の 力 量が あ っ た か ， こ れ を 確 か め る 手
だ て は 極 め て 僅か し か な い 。 1643年 に王宮 内 に 可成 な 反対が あ っ た に 拘 ら ず「王室建造物工
事監督J Ii:: 選任 さ れ た 事実 と そ れ を 裏付 け る 若干 の 仕 事 （王の 寝室工事1 645， ア ル カ サ ー
ル宮 内 「八角 堂」 建設 1647な ど し 及 び彼の死後編纂 さ れ た 財産 目 録 と し て の 蔵 書 の 中 IL '
カ ス テ ィ ー リ ヤ 語訳 さ れ た ヴ ィ ト ル ヴ ィ ウ ス 著 「建 築論」 (10巻） や ス ペ イ ン 語訳 さ れ た レ

オ ン ・ パ ッ テ ィ ス タ ・ ア Jレ ベル テ ィ 著 「建築論」 （全 3 巻 ） な ど 多 数 の 建築書 が あ っ た こ
と 伎 で あ る 。 勿論 ， 庭園 に 関 し て は ペ ラ ス ケ ス の そ れ に 対す る 興 味 の 程 を 窺い 得 る 資料 は
ほ と ん ど 無 い と 言 っ て 差 し 支 え な い 。 だが ， 乙 乙 で 問題 な の は ベ ラ ス ケ ス が 実 際 に 建築家

と し て ど の 程度の 業績 を 成 し た か と い う こ と で は な く ， そ う し た 建築家 ， 或 は 工事監督 と
し て の 実務経験 や 幅広い 建築学的知識や素養 が ， 彼の絵画 と ど の よ う に 係 り 合 い を 持 っ て
い る か が 問 題 な の だ と 言 え る 。 サ ラ ス の 指摘 も 恐 ら く そ う し た 立 場 に 立 っ た 発言で あ る と
み ら れ よ う 。 単純で均斉の と れ た 構図 ， 計算 し つ く さ れ た よ う な 合理 的 な 空 間 の 秩序 ． 明
噺 な 形 の 保 持 ーベ ラ ス ケ ス の 代表 的作品の ほ と ん ど に 見出 さ れ る こ う し た 特 徴 は ， 彼 が 画
家 で あ り な が ら 同 時 に 構成家 ， 建築家 で あ っ た 側面 を 如 実 に 露呈 し て い る と 言 え な い だ ろ
う か 。 宮廷の ア ト リ エ で の 偶 然 の 出来事 を 描い た よ う とZ「女官 た ち 』が ， 極 め て 正確 な 空
気遠近法 と 透視 図 法 に よ っ て 描かれ て い る 事実 も 決 し て 偶然 で は な い 。 た だ彼が画家 と し
て 完成 さ れ た 印 象主義者 で あ れ ば あ る ほ ど 構成家， 合理主義者 と し て の 相反す る 側面 が わ
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れ わ れ に 意 識 さ れ て 戸惑い を 感 じ る の だ と 言え よ う 。 デ イ エ ス ・ デル ・ コ ラ ー Jレ Diez del 
(3めCoral が ペ ラ ス ケ ス の風景画 と ガ リ レ オや デカル ト の 哲学 と の 聞 に 一致点 を 見 出 し て い る

の も ， 上述 の 理 由 か ら 領 け る の で あ る 。
今 翻 っ て 再 び 「 ヴ ィ ル ラ ・ デ ィ ・ メ デ ィ チ の庭』 を 見 る と す れ ば ， 建築物 を 画面 の 中央

に 据 え て 天 と 地 で 画面 を 水平 に 2 分す る 形式 ， 植物や 人物 ， 彫像は そ の 建物 を 基点 に し て

光が 自 然 の 舞台 で 演ず る ド ラ マ の キ ャ ス ト と な る ーそ の驚 く べ き 印象主義 的 表現 の 背後 に

厳然 と 存在す る 構成 的要素 は ， 上述の よ う な 画家 で あ る と 同 時 に 建築家 で も あ っ た ベ ラ ス

ケ ス の 人間 と し て の 2 面性 を 強 く 感 じ さ せ て や ま な い の で あ る 。 パル デ ィ が 指摘 し て い る
よ う に 「 ス ペ イ ン で は 見慣れ な い 壁柱 に イ オニ ア 風の柱頭 を も っ た マ ニエ リ ズム様式 の 建

築 に ベ ラ ス ケ ス が魅 せ ら れ た か ら てe ぁ 0(35 。 」 と そ の 主 た る 制 作 動機 を 建築 的 な 興 味 に 結
び 付 け る と す れ ば ， 「 ヴ ィ ル ラ ・ デ ィ ・ メ デ ィ チ の庭』の 2 点 の 風景 画 は ま さ に “事 実 の
風景 ” を 描 き とEが ら ペ ラ ス ケ ス の 古典への 深 い 思慕 を 端的 に 表 し た も の と み る こ と が で き
る で あ ろ う 。 そ し て そ れ は ， 庭園術 や 建築 を も 学ぶ 目 的 が あ っ た イ タ リ ア 旅行の成果 と 想
い 出 を 結晶 し た こ よ な き 記念碑 と な っ て い る の で あ る 。
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