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ス ル パ ラ ン の 静 物 画

遠 藤 恒 雄

は じ め に

ベ ラ ス ケ ス 、 ム リ ー リ ョ と 並 ん で ス ペ イ ン バ ロ ッ ク の 著 名 な 画家 フ ラ ン シ ス コ ・ デ ・ ス

ル パ ラ ン Francisco de Zurbaran ( 1 598～1 664) Iζ ボ デ ゴ ン Bodegon と 呼称 さ れ る 静物

画 が 伝害 し て い る 。 66年 の 生涯 に お い て 製作 さ れ た 各派修道士 の 画 像 、 聖者像 、 宗教画 な

ど の作 品群 に 比べ れ ば 、 そ の 数 も 少 な く、 独 立 し た 静物画 と し て ス ル パ ラ ン 自 身 の 筆 に 帰

せ ら れ る も の は 七点 あ る に 過 ぎ な い 。 し か し 、 そ れ ら の う ち に は 、 そ の 真撃 な レ ア リ ズ ム

と 薗格 の 高 さ に お い て 静物 画 の 白 眉 と 称せ ら れ る ほ ど 世 に 名 高 い も の も 存在 す る 。 こ の 僅

少 な 、 し か し 殊玉 の ご と き 作品 は 、 彼 が 一 般 に 「修道士 の 画家」 と し て 喧伝 さ れ て い る 以

上 に 卓れ た 「静物画家」 と し て の側 面 も 併せ も っ て い た こ と を 示 し て い る 。 こ の小 論 は 、

こ う し た 彼 の 画家 と し て の 全 貌 に 念 頭を 置 き つ つ 彼 の 静 物 画 の 特質 を 探 ろ う と す る も の で

あ る 。 方 法 と し て 、 ス ル パ ラ ン の 真作 と し て 最 も 信 頼度 の 高 い 代 表 的 な 二 作 品 に 検 討 の 焦

点 を 絞 っ て 以 下の C と き 順序 で 論 を 運 」ぶ こ と に し た 。

I . 1633年 の 基準作 の 作 品 分折 n . 基準作の様式 的 位 置 Ill. 静 物 画 の 分 類 と 系 譜

N . プ ラ ド 美術 館 蔵 の 作 品 の 様式 的分折 v .  17世紀 ス ペ イ ン 静物 画 に お け る 位置

年記 と 署 名 の あ る フ イ レ ツ ェ の一作 と 署名 だけ あ る プ ラ ド 美 術 館 の 「 花 と 花瓶」 の 作 品

を 除 い て は 、 他 は 無 年 記 、 無署名 で 、 そ の作 品 の帰属 と 年代 に つ い て は 識者 に よ っ て 異論

が あ る 。 従 っ て こ ζ で 主 に と り あ げ た 二作品以外 の 作 品 に つ い て は E の 分類 と 系 譜 の 項 で

一応照会す る に と ど め 、 様式 的検 討 は 、 考察対象 の 二作品 と の 関 連 に つ い て だけ 述べ 詳 述

す る こ と は 差 し 控 え た こ と を お 断 り し て お く。 大 方 の 御批 判 、 御叱正 を お 願 い す る 。
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ス ル パ ラ ン の 数少 な い 静物 画 の 中 で・ 中 心 的 な位置 を 占 め る の は 、 フ イ レ ン ツ ェ の コ ン テ

ィ ニ ・ ボ ナ コ シ 伯 コ レ ク シ ョ ン 蔵の 一点 と プ ラ ド 美術館蔵の そ れ で あ る 。 前者 に は 、 画面

下 隅 lζ Fran co De Zurbaran の 署 名 と 16:i3年の 年記 が あ る の で 、 こ れ を 間 違 い な い ス

ル バ ラ ン の 真作 と す れ ば 、 無 署 名 、 無年記 の プ ラ ド 蔵 の 作 品 は 画 面 の 大 き さ や 様式 上 の 類

似点 な どか ら コ ン テ ィ ニ ・ ボ ナ コ シ コ レ ク シ ョ ン の も の と 同 一 人の 筆 に な る も の と 目 さ れ

て い る 。 因 み に 、 ス ル パ ラ ン 静物 画 の 分類 を 行 っ た ゼ ッ ケ ル は 、 コ ン テ ィ ニ ・ ボ ナ コ シ コ
（註！）

レ ク シ ョ ン の 作 品 と そ っ くり の 写 し が他 に 2 点 あ っ て 、 そ の う ち セ ン ト ・ ル イ ス 美術 館 蔵

の 作品 は 、 ボ ナ コ シ ・ コ レ ク シ ョ ン の も の と 描写上の若干 の 相 違 は あ る も の の 、 表現形式

の や 』 進 ん だ特 色 を 指摘 し て ボ ナ コ シ コ レ ク シ ョ ン の も の よ り 後 年 の 作 と 見倣 し て い る 。

し か し 、 こ の小 論 で は 、 両 者 の 比較検討 を す る 余 給 も な い の で 省 略 す る が 、 専 ら 年記 と 署

名 の あ る ボ ナ コ シ コ レ ク シ ョ ン 蔵の 作 品 を 基準作 と し て 、 先 ず、 こ の 一作 に 焦点 を 合わ せ

て そ の特 質 を 探 る こ と か ら 論 を 進 め た い 。

縦60糎、 横 107糎の 画 布 に 油 彩で描かれ た こ の作 品 は 、 単 に 「静物」 、 ま た は 「 ボ デ ゴ
Bodegon 

ン 」 、 あ る い は 「果物篭 と 花」 と い う 題 名 に よ っ て 知 ら れ 、 祭壇画 や 宗 教 画 の 大 画 面形式

に 慣 れ て い た ス ル バ ラ ン の 中 で は 比較的小 品 に 属 す る も の で あ る 。 し か し 、 小 品 と は い

え 、 大 作故 に つ き ま と う 仰 々 し さ や 、 当 人 以外 の 弟 子 の 手が加わ る 危険も な く、 正真正銘

の ス ル パ ラ ン 自 身 の 作風 が 窺 い 得 る 好個の資料 で あ る こ と も 間 違 い な い で あ ろ う 。 先 ず画

面分折 か ら 始 め る と す る 。

長方形 の 水 平 の テ ー ブ ル の 上 に 左 か ら 銅 製 の 皿 に 盛 ら れ た 四 個 の レ モ ン 、 中 央 に や h 大

き く、 手編 み の 篭 tζ 盛 ら れ た 枝 も た わ わ な 数個 の オ レ ン ジ 、 右側 に 同 じ よ う な 銅 製 の 皿 の

上 に 置 か れ た 一個 の 向 製の コ ッ プ と 一輸 の パ ラ 一一 こ の三対の 異 な る 静物 群 が 適度 な 間 隔

を お い て ー列 に 行儀 よ く配置 さ れ て い る 。 暗褐色 の背景か ら 明 る く浮 立 つ 静物群 は 、 そ れ

ぞ れ の 特性 を 発揮 し つ 〉 、 互 い に 他 を 引 き 立 て あ っ て あ た か も 、 シ ョ ウ ・ ウ イ ン ド ウ に 陳

べ ら れ た 商品見本 の よ う で あ る 。 並 列 的 で 単 純 な 構成 な が ら 、 そ の 間 ｜猿 の な い 綴密 な 構成

と 対象描写の絶妙 さ は 、 こ の 作 品 の 尽 き せ ぬ 魅力 の 根源 を な す も の で あ る 。 構 図 は 、 テ ー

ブ ル を 底辺 と し た 緩 や か な 三角 形 を 基本 と し 、 中 心 は 果物篭 と 花 や 枝葉 を つ けた オ レ ン ジ

の 一 際大 き い 量 塊 に よ っ て 左右 を シ ム メ ト リ カ ル に 二分 し て い る 。 し か し 、 そ の 双称性 は

数 個 の オ レ ン ジ の 上 に 左 右 に 拡 が る 枝葉 の屈 曲 し た リ ズ ム に よ っ て 厳粛 な 印象 を 和 ら げ ら

れ る 。 そ し て 全体 を レ モ ン の 血 の先端 か ら 、 枝葉 を 通 っ て コ ッ プ の 受 皿 に 流 れ る 緩 や か な
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カ ー ヴ で 統ー し て い る 。 シ ム メ ト リ カ ル な構 図 の 安定性 は 、 更 に 果物 篭 を 狭ん だ左 右 の 、

レ モ ン や コ ッ プ を 載 せ た 受皿の 届 平 な楕 円 形 の ほ どよ い 配 置 に よ っ て も 強調 さ れ て い る 。

画 面左 上方か ら 射 し 込 心 光 は 、 そ れ ぞ れ の対象の右背 後 に 鈍 い 影 を 落 し 、 対象 の 立体 感 や

材質！惑 を 明 瞭 に し なが ら 全体 を 一 つ の 雰囲気 に 統 ー し て い る 。 色 彩 は 、 茶褐色 の テ ー ブ ル

を 基本 と し て 、 光 の リ ズ ム に 副 っ て 明 る い レ モ ン や オ レ ン ジ の 暖色 か ら 枝葉 の緑 、 ピ ン ク

の パ ラ 、 白 い 向 製の コ ッ プ の寒色へ と なだ ら か な変 化 の 諮 調 を 奏 で て い る 。 こ こ に お い て

も ま た 、 明 る い 黄 色 の レ モ ン と 蒼 白 く光 る 色彩 の コ ッ プ が 、 真 中 の 明 る い オ レ ン ジ の 檀色

を 狭 ん で コ ン ト ラ ス ト を なし て い る の で あ る 。 光 を 浴 び て キ ラ キ ラ 反射す る 銅 製 の 皿、 新

鮮 な採 り た て の 芳香 を 伝 え る 艶 の あ る レ モ ン や オ レ ン ジ 、 水 気 を 含 ん だ一 輸 の パ ラ の 花

弁、 薄 手 の シ ャ ー プ な陶 製 の コ ッ プ 、 手編 み と 思 わ れ る 柳 製 の 篭 、 木肌 も 顕 わ な 、 し か

し 、 よ く磨 か れ た テ ー ブ ル 、 などの 硬軟 自 在 な材質 感 の 精 確 な 描写 は 、 こ れ を 眺 め る わ れ

わ れ の 眼 前 に 、 こ れ ら の 静物が実在す る か の よ う な錯覚 を さ え 覚 え し め る 。

こ の 作 品 を 製作 し た 1633年 は 、 ス ル パ ラ ン35才 の 時 で セ ビ リ ア の 一 部 画 界 の 反発 に も 拘
（ 註2)

ら ず各派修道会 の 委 託 を 受 けて 聖者伝 に 取材 し た 連作ヂ 既 に 完成 し て お り 、 更 に 、 「 聖 ト

ー マ ス ・ ア ク イ ナ ス の 栄光」 0631 年） などの大作 を 描 い て 、 セ ビ リ ア 画界 の 押 し も 押 さ れ

も せ ぬ 存在 に なり つ つ あ っ た 時 で あ る 。 ま た こ の 時代 は 、 作 風 の 上 か ら 五期 l乙 区 分 さ れ る

彼 の 画 歴 の 第 二期 ( 1630- 1636） に 属 し 、 レ ア リ ズ ム が 彼 の 天 分 と 努力 に よ っ て 益 々 深 み
｛註4)

を 加 え て い っ た 時期 に 該 当 す る 。 第 四 期 の 開 始 と なる 1640年 以降 の 作 品 が 、 多 くは 南米纏

民 地 向 けの 輸 出 品 と し て 大量生産 的 な工房製作 に よ っ て そ の 価値 を ド落 し て ゆ く一方 、 俊

才 ム リ ー リ ョ Bartolome Murillo (1617-1682） の 出 現 に よ っ て 、 そ の 感 化 の 下 に 自 己

の 主 体 的 、 個 性 的 な 様式 を 失 っ て い た 晩期 の 作品 を 顧 み る 時 、 ス ル パ ラ ン 芸術 の 真価 は 第

二期 か ら 第 三期 ( 1 637- 1 639） に 至 る 30才代 か ら 40才代 の 始 め の 壮 年期 の 作品 に お い て 、

大方、 決定 さ れ る と い っ て も 過言 で は な い 。 か か る 意 味 で 、 1633年の 年記 を 有す る こ の 静

物 画 は 彼 の 芸術 の 特 質 を 最 も よ く顕わ し た 絶頂期 の 前半 に 位置 す る 作品 と 見倣す こ と が で

き る 。

n 

果物、 篭 、 コ ッ プ 、 皿、 パ ラ などの卑近 な事物 を モ チ ー フ と し て 構成 さ れ た こ の 作 品 は

彼 の 芸術 の 様式展開 の 上 で どの よ う な位置 を 占 め て い る の で あ ろ う か 。

わ れ わ れ が 、 こ の 作 品 か ら 先 ず第 ー に 受 ける 印象 は 、 対象 の 形 態 を 真撃 に 把 え よ う と す

n，e
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る ス ル パ ラ ン の 強 靭 なま で の 造形意志で あ る 。 ひ た す ら 対象 に 没入 し 、 対 象 の 持 つ 色 、

形 、 質 感 などの 造 形 的 要 素 が 画家 の 心 に 訴 え る 感動 を 忠実 に 描写 し よ う と し た 画家 の ひ た

む き な態 度 で あ る 。 そ れ は 、 ベ ラ ス ケ ス Diego de Silva y Velazquez 0599 1660) な

どに も 通 じ る も の で あ っ て 、 詩 的 な、 ド ラ マ テ ィ ッ ク なも の を 排 除 し た 散 文体 の 絵 を 一層

清廉 に 高 め た も の で あ る 。 全体 は 、 厳 し い シ ム メ ト リ カ ル な構 図 の 原理 で ま と め ら れ 、 過

度 の 彫塑 的追求が も た ら す 不 自 然 で 、 且 つ 、 生硬 な印 象 か ら 脱 し て 、 均 斉 の と れ た 安定 し

た 画調 を 示 し て い る 。 し か も 、 そ 乙 に は 静寂 そ の も の の 静物 を 描 き なが ら 光 と 陰 が織 り な

す 無 言 の ド ラ マ を 展開 し て い る の で あ る 。

こ の 画作 に も 顕著 に み ら れ る 対象 の 形 態 の 彫塑 的追求、 簡 潔 で 厳正 な秩序 あ る 画面 の 構

築 は 、 ス ル パ ラ ン 芸術 の 基本 的造形理念 で あ っ た 。 こ の理念 は 、 15才 の 時 セ ビ リ ア 派 の 聖

像 画家 ピ リ ヤ ヌ エ パ Pedro Diaz de Villanueva k 師 事 し て 、 当 代 レ ア リ ズ ム 作家 の 基
（註5)

本 的立 場 で あ っ た 明 暗法 と 対象の 彫塑的形態の表出 を 第 一義 と す る テ ネ ブ リ ズ ム 描法

Tenebrism を 学 ぶ こ と に よ っ て 培 わ れ た も の で あ る 。 ナ パ レ テ Juan Fernandez Na 
（ 且6) （ 詑7)

varrete, el Mudo 以来、 対象へ の 徹底 的 な帰依 と 感情 と を 盛 る に ふ さ わ し か っ た こ の テ

ネ ブ リ ズ ム 描法 は 、 自 然主義様式 の 国 際 的伝播者 カ ラ ヴ ァ ジ オ Michelangelo Merisi 通

称 Caravaggio の 手法 と 結 びつ い て 、 16世紀末か ら 17世紀初頭 に か けて 、 パ レ ン シ ア を

始 め 南部 ア ン ダ ル シ ア 地方 一帝 の 支配的傾 向 で あ っ た マ ニ エ リ ス ム 様式 に 対す る 反動 と し

て 多 くの 若 い 画家 た ち の 出 発点 を なし た の で あ る 。 テ ネ ブ リ ズ ム 描法 は 、 反宗教 改 革 の 激

動期 の 困 乱 を 精 神 的 に 克服 し つ つ あ っ た ス ペ イ ン で は 、 天 上 の 神 を 地 上 に 引 降 ろ し た 主題

の 革新 と と も に 、 変 ら ぬ 宗教的熱 情 を 最 も 効果 的 に 表 出 し 得 る 新 な手段 と 化 し て い た の で

あ る 。

初期 バ ロ ッ ク 絵 画 の 特 有 な一形式 で あ っ た テ ネ ブ リ ズ ム 描法 は 、 光 と 陰 の激烈 な対比 に

よ っ て 自 然 の 形態 を 彫塑 的 lζ 、 力 強 く 描 出 す る 代 り に 、 画面 を 単純 に 明 部 と 暗 部 に 二 分 し

て 複雑 な感情 や 、 対象 を と り 巻 く 空気 や 空 間 描写 に は 消 極 的 で 、 そ の迫 真 的 、 劇 的 な現実

感 は 、 や が て 、 穏 や か な自 然 の 論調 の 中 に 融 合発展す る 運命 を 負 っ て い た 。 そ れ は 、 光 や

陰 の 単純 なコ ン ト ラ ス ト や 、 演劇 的 舞台装置、 あ る い は 対角 線 や 斜 線 の 構 図 などに よ っ て

生 み だ さ れ た 画 面 の 秩序 に 代 っ て 、 対象相 E の 聞 に 惨透す る 空気 の 微妙 な振 動 や 、 光 か ら

陰 lと 至 る 色 彩 の 複 雑 な諮調 へ の 発 見 に よ っ て 、 明 る さ や 豊 か さ や 、 潤 い を 画面 に も た ら

し 、 従来の絵画 に 対す る 固定 的 観念 を 止揚 し て 自 己 の 視覚体験 と 個 性 に 基 づ く新 な絵 画 の

秩序 を 生 み だ し た の で あ っ た 。 か か る 初期 バ ロ ッ ク か ら 盛期 バ ロ ッ ク へ の 展開 は 、 対象 の

形態描写 を 主 目 的 と し た 彫刻的 ボ リ ュ ー ム の探求か ら 、 対象 の形態 を と り 巻 く 周 囲 の雰 囲
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気 や 諸事 象 の 探 求 、 換言すれ

ば 、 対 象 の 実 在 か ら 仮象 へ 、

線 的 機式 か ら 絵 画 的 様式 の 探

求へ と 向 わ せ た バ ロ ッ ク 絵 画

の 黄 金 時 代 を 招 来 す る 一因 に

も 伝 っ た の で あ る 。

か か る 一般的 な ノ イ ロ ッ ク 絵

画 の 様式 的 展開 は 、 丁）立 、 ス

ル パ ラ ン の 第 一 期 手 法 と 第 二

期 手法 と を 区 分す る 重要 な 要

素 と な っ て い る と 思 わ れ る 。

ベ ラ ス ケ ス ほ ど に 終始一貫、

乙 の方 向 へ の 明 l僚 な 痕跡 ぞ と

ど め な か っ た に し て も 、 －W3

と こU:Jj の fi\'i 法 の 閲 に み ら れ る

相 違 は 、 ス ル パ ラ ン も 同 じ

く 、 初期 バ ロ ッ ク 画家 が 志 向

し た 方 向 へ － II寺的 に せ よ 歩 ん

ス ル パ ラ ン の i'i'J1�?!l 1wi

No. I 盟 ボ ナ ベ ン ト ウ ラ の死 1 629 ル ー ブ ル美術館

だ こ と を 示唆 し て い る 。 形態中心の盟念 と 、 テ ネ フ リ ズ ム Wi7L と を 最期 ま で 放棄 し な か っ

た 彼 に と っ て は 、 形 態 の 力 強 さ 、 単 純 化 を 目 指 し て 、 椛 l�I 、 光、 色 彩 、 マ チ エ ー ル な ど の

綜 合的 研 究 の 過 程 で 、 必然 的 K 1l!l. が 辿 っ た 変 化の －II在比lj を 示 し て い る と も み ら れ る 。

で は 、 こ こ で 彼 の 第 則 子法か ら 第二二JW 壬法へ の 展開 の跡 を n\'f J，� K 辿 っ て み た L 、 。 そ れ

は 、 第 二期 手法 の 前半 に 位 置す る 「果物 箔 と 花」 の 儀式 的 な ｛立自 を 理解 す る に 必 要 な 前提

と も い え る か ら で あ る 。

彼 の 第 一 期 手 法 の 特 徴 は 、 セ ビ リ ア 画界へ の 登 竜門 を 成 し た 「 十字架像」 0 627、 シ カ

ゴ美術研究所） や 、 「竪 ボ ナ ベ ン ト ウ ラ の 死」 0 629、 パ リ 、 ノレ ー フソレ美術館） に 象 徴 さ れ る 。

明 暗 の 激 烈 な 対比 の 中 氏 、 こ と ！ど に 、 人 体 や 着衣の 衣 桝 や 質感 を 強調 し た レ ア リ ズ ム は 彩

色 彫 刻 を 恩 わ す よ う とf 、 鮮 烈 な 力 強 さ に 織 れ て い る 。 顔 面や 着 衣 に 集中 し た 光、 派 手 な l明

る い 色彩 と 冷 た L 、 色 彩 の コ ン ト ラ ス ト 、 大 仰 伝 身限 り 、 な ど の 特 徴 は 、 初期 的 テ ネ プ リ ズ

ム が 刻 印 し た 悲劇 的 な 印 象 に 結 びつ い て い る 。

と り わ け 、 垂 直線 や 斜線 の 構 成 に よ っ て 表 わ そ う と し た 空 間 は 、 彼 が怒 図 し た ほ と に は
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明 瞭 で は な い 。 老 エ レ ラ Francisco de Herrera, el Viejo と 協 同 製作 し た 「 ボ ナ ベ ン ト
(t!B) 

ウ ラ の連作」 に 示 さ れ る 画 面 の 前面 プ ラ ン に 折 り 重 な る よ う に 密 集 さ せ た 群像処理 は 、 相

互 の 関 連性 を 欠 い た 単 な る 量塊 の 寄 せ 集 め の よ う な 感が あ り 秩序 あ る 画面 の 構 築 か ら は 程

遠 い も の で あ る 。 し か し 、 乙 の 初期 の テ ネ ブ リ ズ ム 描法 は 1629年の 「聖 ぺ ー タ ー ・ ノ ラ ス

コ の 生涯」 （ プ ラ ド 美術館） の 連作 や 1 630年の 「 エ ル ・ ピ ッ グ の聖母子像の修 復」 （ シ ン シ ナ

テ ィ 美術館） の 諸作 に お い て 明 瞭 な 変化の 兆候 を 示す 。 「聖 ぺ ー タ ー ・ ノ ラ ス コ の 幻 想 」

は 、 幾分画面 に 明 る さ を 益 し 聖 ノ ラ ス コ と 天使 と は 向 い あ っ て 画面 の 奥行 と 均衡 を 暗示す

る 。 「 エ ル ・ ピ ッ グ の 聖 母子 像の 修復」 に お い て は 、 シ ル バ ー ポ イ ン ト の 素描 を 初 仰 さ せ

る 画 面全体 に 、 明 る さ と 透 明 さ が漂 い 、 中 央 を 狭 ん で 群像 を 二群 l乙 分 け た 構 図 は シ ム メ ト

リ へ の 稽 好 を 明 瞭 に 顕 わ し て い る 。 色彩 は 、 初期 的 な 華麗 さ と コ ン ト ラ ス ト の 強 い 調 子 か

ら 、 漸次 、 渋 味 の あ る 銀灰調 を 主体 と し 彼特有の 白 衣像 の 清 廉 な 描写が 鮮 か な 冴 え を み せ

て く る 。

こ う し て 初期 的 テ ネ ブ リ ズ ム か ら の脱却 は 、 1631年 セ ビ リ ア 大学 の た め に 製作 し た ［聖

ト ー マ ス ・ ア ク イ ナ ス の 栄光」 （ セ ビ リ ア 美術館） の大作の 中 に 集約 的 に 表わ さ れ る 。 天

界 と 地上 と を 二分 し て 聖 ト ー マ ス ・ ア ク イ ナ ス を 中心 lζ 幾多 の群像 を 左右双称的 に 配 し た

そ の複 雑 な 矯成 は 、 今迄、 同 一 平面 に 凝集 的 t ζ 表わ さ れ た 人物群 を 分離 し て 、 一種 の ス フ

マ ー ト 描法 に よ っ て 明 る い 背景 に 浮立 つ よ う に 工夫 さ れ る 。 地 上 の 背 後 l と 光 の 部 分 で 表 わ

さ れ た 建物や 人 物 の 描 写、 天 界 の ア ク イ ナ ス の 背 後 に 拡 が る 明 る い 雲 海、 更 に 、 キ リ ス ト

や 聖母 マ リ ア の縮少イじ さ れ た 表現の う ち に は 、 人物の 個性的描写 と と も に 空 間 描写 lと 対す

る 一段 の 配慮 が窺 え る の で あ る 。 乙 う し た 過程で第一期 様式 か ら 第 二期 様式 へ の 決 定 的 な

変 化 の 刻 印 を 記 し た も の は 、 セ ビ リ ア の メ ル セ ド 派修道 院 附 属 図 書館 の た め に 製作 し た 神

学 者 た ち の 一 連 の 単独 肖 像画 ( 1 630～32、 サ ン フ ェ ル ナ ン ド ・ 美術 ア カ デ ミ ィ ） で あ る 。

“ 白 衣 の 修 道士 の 画家 ” の 高名 な 名 声 を ス ル パ ラ ン に 与 え た こ れ ら の 肖 像画 は 、 3 年 の 長

き に 亘 る 聞 の 画作 と し て 、 そ の う ち に は 弟子 と の 協 同 製 作 に な っ た も の も あ る が 、 構 図 の
（註9)

単純化、 滋 味 だが 深 い 味 わ い の あ る 色 調、 重厚 な マ チ エ ー ル の 点 てー ス ル パ ラ ン 芸術 の 特性

を 如 伺 な く 発揮 し た も の で あ っ た 。 純 白 の ゆ っ た り し た 衣服 の 面、 彫刻 的 な 形態 を 浮彫 り

に す る 簡 潔 な 輪 郭線 は 、 そ の 扇 平 な 表面効果 に も 拘 ら ず、 顔面 と 手 だ け を の ぞ か せ た 修道

士 の 人 間 像 に 忘れ が た い モ ニ ュ メ ン タ リ テ ィ を 附与 し て い る 。 こ こ に お い て は 、 曾 つ て の

「十字架像」 や 「 ボ ナ ベ ン ト ウ ラ の死」 に 刻 印 さ れ た 暗 閣 の 中 か ら 浮 き で て く る 人間 像 の

悲槍 な 印象 は 、 既 に な く 、 光 は 対象 を 柔 ら か く 包合 し て 、 背 景 の 陰 の諮調 に も 、 白 衣 の 摺

線 が織 り な す リ ズ ム に も 、 光 と 色彩 の 一定 の 法則 を 身 に つ け た 画家 の 自 信 に 満 ち た 確 固 た
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ス ル パ ラ ン の 静物画

る 立場 を 看取 し え る の で あ る 。

乙 の よ う な 第 一期 手 法 か ら 第 二期手法へ の 変 化 は 、 例 え 対象 の モ チ ー フ が 過 去 幾 度 か 栄

光 の 座 l と あ っ た 人 間 的主題か ら 離れ て 、 卑近 な 無価値 な 事物 を 対象 と し た 静物画 の 措 法 の

中 に 集約 的 な 形 で 表 出 さ れ た と し て も 何 ら 矛盾 は な い 。 む し ろ 、 確 固 た る 形態 の 探求、 秩

序 あ る 画面 の 構 築 を 意 と し た 彼 の 立場 か ら す れ ば 、 台所や 食 堂 の 一 隅 で い つ で も 眺 め 手 に

す る こ と の で き る 果物 や 野菜 、 花 、 食器類 の モ チ ー フ は 、 ζ の 上 な い 都合 の よ い 研究材料

で あ っ た に 違 い な い 。 多 く の 静物画家 が 、 自 然界 の 無 言 の 秩序 や 法則 を 日 常生活 に 散在 す

る 幾 多 の 事物 を 通 し て 抽 出 し 、 画 面 そ れ 自 体 の 純 粋 な 構成 の た め に 精進 し た よ う に 、 形態

に よ っ て の み 魅せ ら れ た 修道士画家 ス ル パ ラ ン も 、 ζ の題 材 の 探求 に よ っ て 、 む し ろ 、 彼

の 造 形 的課題 を 練磨 し 、 純化 し て い っ た も の と 思 わ れ る 。

mて 、 上述 の よ う な 一瞥 の 結果 は 、 こ の 1633年35才 の 時 の 彼 の 静 物画 の 位置 を 自 づ と 明

瞭 に す る の で あ る 。 劇 的 な 、 物語的な も の を 一切排除 し た 単純 な 構成 、 安定 感 と リ ズ ム 感

と を 程 よ く 調和 せ し め た シ ム メ ト リ カ ル な 構成、 対象 の 形 態 の 明 確 な る 把 握 な ど の 特徴

は 、 彼 が 初期 的 な テ ネ プ リ ズ ム の 苛酷 な 試練 を 克服 し て 、 よ り 明 快 で 確 固 た る 形態 と 画面

の 秩序 を 探 求 し て き た 第一期手法の す べ て の 成果 を 凝縮 し て い る 。 そ の成 果 は 、 と り わ

け 、 こ こ に 示 さ れ た 光 と 陰 の描法 に 顕著 で あ る 。 一 説 に 旭 日 と い わ れ る 画 面 左 上方 か ら 指
（ 註10)

し 込 む 光 は 、 全対象 を 柔 ら か く 包 合 し て そ れ ぞ れ の 固有 の 価 値 を 強調 す る ば か り で な く ハ

イ ラ イ ト か ら 陰 に 至 る 明 暗 の 変 化 に よ っ て 、 対象相E を 関 連せ し め 清 廉 な 画 調 の 統 一 的 雰

囲 気 の 形成 に 役 立 っ て い る の で あ る 。 勿 論 、 モ チ ー フ の 並列 的 な 配置 、 左 手 の テ ー ブ ル の

僅 か な 斜線 に よ っ て し か 暗示 さ れ な い 奥行、 中 央 の 果物篭 の 大 き さ が 、 レ モ ン や コ ッ プ な

ど の 大 き さ と 比例 し て 媛小 化 さ れ た 表現、 暗褐色 の 背 景 の 墜 と も 空 間 と も つ か ぬ 不 明 瞭 な

描 写 な ど 、 こ の 画作が露呈 し て い る 幾 つ か の 消 極 的 側 面 は 、 他 の 画 家 の 作 品 と 比較 し て 始

め て 言及 し え る も の で あ る 。

彼 が 、 こ こ で 達成 し た 絵 画 の 至高の 単純 化 は 、 対象 に 無 心 に 帰依 し た 画家 が 現実生活 の

一 隅 の 中 で 見 出 し た 自 然 の 普遍的 な 一 つ の 秩序 な の で あ る 。 「 画布 は 僧 院 の雰 囲 気 を 呼 吸

し 、 木 製 の テ ー プ、 ル 、 む き だ し の 壁 は 僧 院 の 簡 素 さ の 反 映 で あ る 。 柳 細 工 の 篭 、 銅 製 の

皿、 陶 製 の コ ッ プ は 、 恐 ら く 、 つ つ ま し や か な 、 敬 け ん な 手 に よ っ て 自 製 さ れ た も の で あ

ろ う 。 果物 や 花 は 、 あ た か も 、 神 の 創 造 の 第 三 日 自 に 造 ら れ た も う た 主 の み こ こ ろ を 示 す

よ う に 暗 閣 に 光輝 い て い る 」 と 言っ た ゼ ッ ケ ル の 言葉 は 、 こ の 作 品 が 包 蔵 し て い る 現 実 的
（ 註 1 1 )

性 格 と 神秘的性格 を 、 い み じ く も 言 い 当 て た 至言 と い う べ き で あ ろ う 。 ス ル パ ラ ン は 、 こ

の 作 品 を 描 い た 翌年 1634年 、 フ ェ リ ペ 四 位 の ブ エ ン ・ レ テ ィ ロ 離 宮 装 飾 の た め マ ド リ ー ド
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に 招 聴 さ れ て 、 12の 戦争場面 の 2 つ （ そ の う ち 「 カ デ ィ ス の 護 り 」 プ ラ ド 美術館） と 「 へ
（ 荘12)

ラ ク レ ス の業績」 に 関 す る 12点 の 連作 （ そ の う ち 10点は プ ラ ド 美術館に 伝わ る ） を 完成 し 、 「 国

王 の 画家 」 の称号 を 得 る 。 そ し て 、 こ の 前後l乙 、 カ ル ト 派修道 僧 の 食 堂の 情 景 を 描 い た 「

聖 ウ ー ゴ ー の奇蹟」 ( 1 633頃、 セ ビ リ ア 美術館） 、 「 洞 窟 の 聖母」 ( 1 635、 セ ピ リ ア 美術館） 、

「 エ ル ・ ソ テ ィ リ ョ の 戦 い 」 ( 1 636頃、 ニ ュ ー ヨ ー ク ・ メ ト ロ ポ リ タ ン 美術館） な ど の 壮麗 な 大

作 を 次 々 に 完成 し て 、 彼 の絶頂期 の終局 （第 3 期 1637～ 1 639） へ と 向 う の で あ る 。

而皿

ス ル パ ラ ン の 画 作 の 中 で 、 極 め て 少数 で は あ る が 重要 な 存在 と な っ て い る 「静物画」 の

題 材 に つ い て 若干 の 考察 を し て み た い 。 彼 の宗教的主題 の 作 品 の 中 lと 多 数見 出 さ れ る 静物

的 モ チ ー フ の 重要性 は 、 彼 の絵 画 K 現実性 と 象徴性 と を 附与 し て い る ば か り で な く 、 そ の

秀逸 な 表現 と 相倹 っ て 画面構成 上 の 必 要 な 一 要素 と な っ て い る 点 を 考 え る な ら ば 、 こ れ ら

の 独立 し た 静物 画 の 存在 は 、 聖像画家 ス Jレ パ ラ ン の イ メ ー ジ に い ま 一 つ の イ メ ー ジ を 附加

し た い 誘 惑 に か ら れ る の で あ る 。 彼 の 静物画の 性格、 そ の 系議、 モ チ ー フ の 暗－好 な ど の 一

瞥 は 、 年代不明 の 諸 作 品 の 相 五 関 係 を 明 ら か に し 、 そ の 展開 の過程 を 察知せ し め る 。 そ れ

は 年代 不明 の い ま 一 つ の 代 表作 （ プ ラ ド 蔵） の 明 瞭 な る 輪郭 を 知 る 上 で も 必 要 な 手続 き で あ

ろ う 。

食糧品 や 飲物 、 そ れ ら を 入れ る 容器類 や器具類で構成 さ れ た 絵画 を ス ペ イ ン で は ボ デ ゴ

ン Bodegon、 ま た は ボ デ ゴ ネ ス Bodegones と 称 し て 一般的意味 の 静物 画 （Still Life, 

nature morte, naturaleza muerta) と は 区 別 し て 理解 さ れ て い る こ と は 、 以 前 に 「 ベ ラ ス

ケ ス の 初期 作 品 の 一考察」 な る 小 論 に お い て 紹介 し た と お り で あ る 。 ス ル パ ラ ン が 描 い た
（ 註13)

静物 画 も 、 果 物 や 皿、 篭 、 コ ッ プ 、 盤、 瓶、 花 な ど 主 と し て 厨房場 面 に み か け る 静物 的 モ

チ ー フ に よ っ て 構成 さ れ て い る 点 で典型 的 な ボ デ ゴ ン で あ る ζ と は い う ま で も な い 。 し か

し 彼 の 場 合 は 、 ベ ラ ス ケ ス の よ う に 詳 わ し い 伝記 や ボ デ ゴ ン な る 静物 画 的 主題 の 画作 を 年

を 追 っ て 辿 り え る 資 料 が 皆 無 に 近 い 以 上 、 彼 が果 し て ボ デ ゴ ン 画家 で あ っ た か ど う か 早 急

に 結論す る こ と は で き な い 。

17 ・ 18世紀の ス ペ イ ン の 修 道 院 や 貴族 、 上 流 市民 の 食 堂や 居 聞 を 飾 っ た ボ デ ゴ ン は 、 と

り わ け 、 17世紀初頭の セ ピ リ ア や ト レ ド で持 て 帰 さ れ た 画題 で あ っ た と い わ れ る 。 16世紀

後半 の フ ラ ン ド ル や イ タ リ ア の マ ニ エ リ ス ム の影響下に あ っ た セ ピ リ ア 画界 が 、 植民地貿

易 に よ る 経 済 的 繁栄 と 地理的好条件 を 基盤 に 、 15世紀以来 の ス ぺ イ ン 的 レ ア リ ズ ム に 一早
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く 目 覚 め 南 部 イ タ リ ア 派 の 新 な レ ア リ ズ ム を 吸収 し て 、 カ タ ロ ニ ア 、 パ レ ン シ ア に 代 っ て

中 央 部 の マ ド リ ー ド と 並 ぶ 芸術 の ー大中心地 と 化 し て い た こ と は 、 ス ペ イ ン バ ロ ッ ク の 黄

金時代が大平 、 南 部 ア ン ダ ル シ ア 出 身 の 画 家 た ち に よ っ て 築 か れ た こ と を み て も 明 ら か で

あ る 。 こ う し た 状 況 は 、 既 に 、 フ ラ ン ド ル の 画 家 た ち に よ っ て そ の 手本 を 提供 さ れ 、 カ ラ

ヴ ァ ジ オ の レ ア リ ズ ム の 手 法 に よ っ て 形式化への契機 を 与 え ら れ た 新 し い 絵 画 の ー ジ ャ ン
（ 託15)

Jレ ー静物画的主題 は 、 人 聞 が周 囲 の 自 然 に 目 覚 め た 一 つ の 具 体 的 な 謹 か し と し て 画 家 の 触

覚知 を 刺戟 し 、 神 聖 な る 精 神 的 価値 と と も に 物質 的 価 値 の 探求 に 新 な る 創造 の 基盤 を 見 出

そ う と し た の も 、 当 時 の 一般的趨勢か ら 充分納 得 で き る の で あ る 。 極 め て 、 即 物 的 な 卑俗

な 庶民 的題 材 で あ る ボ デ ゴ ン の探求が “ 自 然 の 真 の模倣” を 標梯 し た 当 時 の セ ピ リ ア の レ

ア リ ズ ム 作家 の 出 発点 で あ っ た と す れ ば 、 徒弟修業期 か ら そ の 生涯 の 大 半 を セ ビ リ ア の 地

で 過 し た ス ル バ ラ ン が こ の 種 の 画 題 に 無 関 心 で、 あ り え た 筈 は な い 。 ま し て 、 少年時代 か ら

生 涯 を 通 じ て 彼 と 交流 が あ っ た と 信 じ ら れ る 一才 年下 の ベ ラ ス ケ ス が 10代 の 末期 に 、 既

に 、 新 進 の ボ デ ゴ ネ ス の 画家 と し て 令名 を 馳 せ つ つ あ っ た 事実 か ら も 、 彼 が 塑像画家、 宗
（ 註 16)

教 画家 の 修業 を 積 ん で い た と し て も 、 自 然 の 真姿 を 写 し と る 絵 画 の造 形 的 基礎 の 訓練 を そ

の 内 に 含 ん だ ボ デ ゴ ン は 、 当 時 の 圧倒 的 な 自 然主義の テ ネ ブ リ ズ ム 描法 の 影響 を 受 け た 画

家 な ら ば 必 ら ず と い っ て よ い ほ ど i慣れ親 し ん だ画題 で あ っ た と 想像 し で も 間 違 い な い よ う

に 思 わ れ る 。

こ う し た 怨像 は 、 明 確 な る 資料 を 欠 い て い る 今 日 、 わ れ わ れ が 僅少 な が ら 寄 在 す る 彼 の

卓れ た 静物 画 の 成 立過程 を 理解す る 手助 け と な る の で あ る 。

ス ル パ ラ ン の 静物 画 の 分類 に つ い て は 、 既 に 、 ゼ ッ ケ ル が 1633年の基準作 を 中 心 に 年代

不 明 の 作 品 の う ち で 、 ス ル パ ラ ン 自 身 に 帰せ ら れ る も の 7 点 、 ス ル パ ラ ン の 息 子 の フ ァ ン

Juan de Zurbaran (1620～1649） に 帰せ ら れ る も の 3 点 、 工房作 と 見倣 さ れ る も の 5 点

等 に 分類 し て 、 そ の 描 か れ た 静物 的 モ チ ー フ と 宗教的主題 の 作 品 の 中 に 描 か れ た 静物 的

モ チ ー フ と の 比較検 討 を 通 じ て 大方 の整理 が な さ れ た 。 し か し 、 彼 の 研 究 か ら 25年経 た 今

日 、 若 干 の 異動が あ る こ と も 事実 で あ る 。 一応、 ゼ ッ ケ ル の 分類 に 準拠 し つ つ 近年、 明 ら

か に な っ た 年記 と 署 名 の あ る ボ デ ゴ ン 的 性格 を 顕 著 に 示 し て い る 宗教的主題 の 作 品 を 加 え
（ 註 18)

て 、 ス ル バ ラ ン の 1633年 の 基準作 を 中 心 に 静物画 を 整理 し て み る と 次 の と お り で あ る 。

基準作の部分的制作、 ま た は 予備作 と 考 え ら れ る も の を A群、 基準作 の 完 全 な 翻案作、

及 び、 独 立 し た 着 想 の 静物 画 と 考 え ら れ る も の を B 群、 基準｛乍 に み ら れ る よ う な 静 物 的 モ

チ ー フ を 画 面 の 主 要 な 構成部分 と し て 描 い た 宗教的主題 の 作品 を C 群 と す る 。 A fと 属 す る

も の に ① 「皿 の 上 の コ ッ プ と パ ラ 」 （ ロ ン ド ン 、 ケ ネ ス ・ ク ラ ー ク 卿） 、 ② 「果物篭」 （ マ ド
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リ ー ド 、 側 人） 、 ＠ 「 花 と 花瓶」 （ マ ド リ ー

ド 、 プ ラ ド 美術館） が あ り 、 B K 属 す る も の

に① 「果物篭 と 花」 （ セ ン ト ル イ ス 美術館〕 、

② 「金属探 と ｜勾器 の 前f物」 （ マ ド リ ー ド 、 プ

ラ ド 美術館） 、 ③ 「1滋 撚 製 の 鉢 の 梨 と 花」

（ ニ ュ ー ヨ ー ク 、 ジ ョ セ フ ・ フ ル ン マ ー ）

が あ げ ら れ る 。 C K 属 す る も の に 1626年の

年 記 と 署名 の あ る ① 「少 女 姿 の 聖 母」 ( 1 966

A I Hllの上の コ ッ プ と パ ラ ロ ン ド ン
ケ オ、 ス ・ ク ラ ー ク 摘l

年、 D. Juan A. Maragall lと よ っ て バ ル セ ロ ナ

の Sala Pares で展覧） 、 （2） 「 両 親 と 聖母」

（ フ ィ レ ン ツ ェ 、 コ ン テ ィ ニ ・ ボ ナ コ シ 伯）

③ 「祈 り の若 き 製自」 （ ニ ュ ー ヨ ー ク 、

メ ト ロ ポ リ タ ン 美術館） が あ げ ら れ る 。

A①は 大 き さ 30 . 5 × 25 . 5糎 、 画 布 l乙

油彩、 そ の構成 と モ チ ー フ は 基準 作 の

右 ｛JlU frfl分 と 全 く 同 じ で あ る 。 基準作 と

違 う と 乙 ろ は 、 コ フ プ の 直 径 が 高 さ に

A 2  果物館 マ ド リ ー ド 個 人i依

対 し て や 〉 長 く 、 パ ラ の 花弁 も 上 向 き

の 点 で あ る 。 A② は 大 き さ 45 × 54糎、

画 布 l ζ 油 彩 、 モ チ ー フ 的 に は 基準 作 の

A :l ;ff， と 花瓶 プ ラ ド 美術館

1= 1� 火 部分の篭 と 果物 に よ る 構成 の 応用 で あ る が 、 果 物 が

桃 （ ま た は 林1禽） に な っ て い る 点、 l二1�央 の 果 物 篭 を 狭 ん で

左 右 に 一 位1 ず つ 桃が ン ム メ ト リ カ ル に 配 さ れ て い る 点 、

テ ー フ〉レ と も 窓枠 と も 判 別 し え な い背 景 な ど 、 繊細 な 色

調 と と も に 基準作 と は 別 な 構 想 の も の で あ る 。 A③は 大

き さ 44 × 34糎、 匝1 :(fi K 油 彩、 白 百合 と 赤 い カ ー ネ ー シ ョ

ン 、 一本 の 赤 い パ ラ 、 l性1 M！ の 紋様 を 配 し た 白 士山 の 陶 製 の 花

瓶 を モ チ ー フ と し た 点 て句基準作 と は 全 く 別 な 構桂！ を 思 わ

せ る 。 し か し 、 こ こ に 拙か れ た モ チ ー フ は 、 基準作 と 同

じ 篭 を 仙 き こ ん で い る C ① と C ③の 下！こl k も 見 出 せ る と 乙

ろ か ら A③ も 遠廻 わ り 伝 が ら 基 準作 と 何 ら か の 関 連 が あ
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参勾区l 果物76'. と ，／G サ ン デ イ エ ゴx 術館

る こ と を 示 し て い る 。 l山1 1f1i Iごん 1 ζ ス ル パ ラ ノ の ＇.［！ 名 が ゐ る が 、 全 件、 的 l ζ 判然 と し な い プ リ

ミ チ フ ts JRi写 に は 工 UJ fr と 比 ［欣 す ｜句 き も ゐ る 。 」二記 τ点、 は 、 い ず れ も 、 そ の テ ネ ブ リ ズ ム
( . lE19) 

の 厳 し さ と 、 や h 単純 す ぎ る 情j戊 のm�m： さ に お い て 基準 ドl ー よ り も 前 の 1 628-Li二 か ら 1 633年 頃

ま で の 年 代 を 位！店 主 せ る 。 B Qは 、 大 き さ 6 l × In羽11！ 、 l面 （／ i K i1i1 ;;f；； 、 基準 作 よ り や h 級長 で

め る が 地位！ と い い 、 モ チ ー フ と い い完 全 な 基準 作 の j ljJ且で ゐ る 。 い ま 一 つ サ ン ・ デ ィ エ コ

美 術 館 lζ 伝 え ら れ る 無 料 名 の 献案作品 は 、 基 準 作 や B ① と 比r！安す る と 質 的 に ID〔 い と 乙 ろ か

ら 息子 の フ ァ ノ の 作 か 、 当 代 の模 写 作 と し て 彼 の 作 品 の 分 類 か ら 封｜除 さ れ て い る 。 ゼ ッ ケ

ル の指摘 に よ れ ば 、 C U） は �M町｜ よ り も 、 テ ー ブ ル 下万 の紙 と 画 1i1i の 仲 と の 聞 の 距 離 が縮

少 化 し て い る こ と 、 テ ー フ ル の 似 の j早 さ が 、 よ り JE;I め に な っ て 卓 上 の 光 の 反 射 よ り も よ り

明 る く な っ て い る こ と 、 1 1こ l ；火 篭 の 部分 が テ ー フ ル 中 央 よ り も や ＇＞ I日 商 に 配 さ れ る こ と に よ

っ て 三詳 の 一 直線 ヒ の 汲列 的 伝 配 1t/ K 変化 を も た せ て い る ζ と 、 三群 の 対 象 の プ ロ ポ ー シ

ョ ン が総 じ て 尚 さ を 強I泊 さ れ て い る 乙 と タ ど の特徴 を あ げ て 、 基 準 作 の 質朴 な 印象 よ り も

優 羽（� さ の 印 象 を た た え て い る 点 で、 可成ill; ん だ技何 の 作品 と 見 倣 し て い る。 い ず れ に せ よ 、

無 署 名 、 おu; 1 jc記 の こ の 作品 は 、 基準 作 と プ ラ ド 美術館l伎 の 作 品 と の 比r！疫 を 通 じ て 、 少し そ の

位 置 が 組、定 き れ る 以外 徹 子 た る 決 め 手 が な い と い え よ う 。 B ② は モ チ ー フ 的 に は左右両側

の 銅 製 の 受 JJll を 基 準 作 に 見 出 す 以 外 全 く 新 な 組 み 合 わ せ に よ る も の で あ る 。 し か し 、 全 体

の 画 調 は 基 準 作 K i1!1 じ 、 基 準 作 で 追求 し た 燦 々 な 結果 を よ り 効果 的 に 綜合 し た も の と み ら

れ る 。 （ 乙 の fl:ニ に つ い て は 次f;'.i：で，（（：述す る ） B ③は 大 き さ 33 × 43 イ ン チ 、 画 干fl fと 油 彩 、 総 成 の
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B I 果物箔 と 花 セ ン ト ノレ イ ス 美術館

基本 に お い て は A ② の果物館、 基 準 作 の 中 央部分の オ レ ン ジ を 盛 っ た 箔 に 似 て い る が薄

手 の 精 巧 な 磁撚 製 の 鉢 、 マ ル メ ロ の 実 を つ け た 枝��、 洋 梨 な ど Al¥Hζ は み ら れ たf い 新 し い

モ チ フ の組 み 合わ せ で あ る 。 鉢 を テ ー フ〉レ の 上 の 水 平 む 台 に 載 ゼ fこ 梢成 や 、 対象 の 細 部

Iと わ た る 繊細 な 抑i 写 、 左 右 の �Y..祢 性 よ り も 全体 が 輸 に 広が る リ ズ ム ！惑 の 強 制 な ど は 、 む し

ろ フ ラ ス ・ デ ・ レ デ ス マ Blas de Ledesma や ホ ア ン ・ フ ァ ン ・ デ ル ・ ハ ー メ ン Juan

va n  d巴r Ha men の 画調 に 近 し 、 。 ζ れ を ス ル パ ラ ン の 英作 と す る とf ら ば 、 一 連 の j'{'ft物 図 的

主題の品閣 に 位 置せ し め る の が 適 当 で あ ろ う 。 C ①②＠は い ずれ も お針 り 子 盗 の 可 憐 な 聖

GJ:像 を l← j 1 心 R f/i'i � 、 た ／ i i] － 主 題 の 展 開 で め る 。 宗教 的主 題 の 回 f'I:二 で あ る が 、 回！こ1=1 1c 拙 き 乙 ま

れ た 静物 的 モ チ ー フ へ の 関 心 の 強 志 は 後 年 の こ の 植 の 岡 作 よ り も －Ji�i顕著 で あ る 。 C ① C

②の 匝｜ 仁｜二I Iと み ら れ る 花瓶 と 花 々 は 前述 し た A③ と （；！. ':>' I i d ー モ チ ー フ で ゐ り 、 正l L 、 行i を 入 れ

た 能 は 、 基準作 や A② B ①

の 能 と Ii i］ ー で ゐ る 。 た 下、 C

② K お い て は 花 や 花瓶 は な

く 、 基準作 や A① B ①lと み

ら れ る 銅製 の 受 皿 と 向 擦 の

コ ッ プ 、 種類 は 遺 う が 母 が

差 し 出 し て い る Uilの 上 の 一

個 の 林槍 と 千 ぶ ど う が み ら

れ る 。 C ①は 1626年 の 年 記

と 署名 が あ る 点 で 、 1 633年

B 3  1滋総製の鉢の梨 と 花 ニ ュ ー ヨ ー ク ・ ジ ョ セ フ ・ フ ル ン マ ー の 基 準 作 よ り 前 R 迎 り え る
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B 2  金属jlfi と 陶擦の静物 プ ラ ド 美術館

作 品 の 年代推定 の 一 つ の 手が か り を 提 供 す る 。

上述の よ う な 分類 の 結果 は 、 A 群 、 B 討 の 年 代 不IY� の 諸作 品 も モ チ ー フ 的 に 、 あ る い

は 、 画面構成 上 で 1633年 の 基準作 に 何 ら か の 闘 連性 を も っ て い る こ と を 知 ら し め る 。 そ れ

故 、 明 確 な 年 代 が 判 明 し て い る 宗教 的 主題 の C ①の 作品 を モ チ ー フ 的 K 迦 り え る 上 限 の 作

と し 、 B ③の 作 品 を そ の 下限 と 考 え れ ば 下表の よ う な 関 係 が 図 示 さ れ え る 。

図 表1 . スルパラ ン の静物画の展開過程
1626 1633 1640 

今 日 、 認 知 さ れ え る 彼 の 静 物 画 の 主 要 な 系 譜 は 1 633年 の 基 準 作 を 真中 に 狭 ん で そ の 前後

8 年 間 、 即 ち 、 1626年 か ら 1640年 の 聞 に 位鐙 づ け る ζ と が 出来 る 。 乙 の 展 開 の 過 程 は 、 彼

の 静物 画 的画 作 が彼 の 生渡 の 前半 、 第一期 、 第 二期 の II与代 lζ 集中 し て い た こ と を 示 し て い
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C l 少女波の盟国 1 626 C 3  祈 り の若 き lf,Q ／ヨ ニ ュ ー ヨ ー ク
メ ト ロ ポ リ タ ン x 術館

る 。 そ し て 、 上 述 の 諸 作 I！話1 K J'i'i'i l:I：＼ さ れ た l弥物 的 モ チ ー フ の種類 に お い て も 1 633年 以 前 の 作

品 の 方 が 、 そ れ 以 後 の 作 品 tと み ら れ る よ り も 総体的 K 多 彩 で め っ て 、 Ii i］ じ モ チ ー フ が 版 々

繰 り 返 し 使 用 主 れ て い る 様子 を 溺 う こ と が で き る 。 （ 炉〈｜ 表 2 参H日）

図 表2 静物 モ チ ー フ の分類と使用頻度数

の
モ

種
チ

類
ー フ l

｜ 作 品 の 符 号ー

1't c 1 i c 2 i c 3 !A 2 ！剰B 1 i 
果 物 C i IA 2 ！制B 1 I B 3 1 I 

花 C I IA 1 ! c  3 IA 3 1制B l I B  3 
illl C! IA 1 12��［＼I B 1 I B 2 I I 

（コ陶ッ製プ） 戸u ι。 IA 1 1 f法1制2 l 口u 1 I I I 
d性） B 2 I I 

け
｜

｜ 
瓶 C 1 ! c  3 JA 3 J [ 

同く差点 c 1 J c 3 i B 2 I I 
呼鉢F B 3 J I I I I I c 2 flltl 籾 と 塁［J /:j:

フ ィ レ ン ツ エ コ ン テ ィ ニ ポ ナ コ シ ri'1
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ス ル バ ラ ン の静物画

こ れ ら の 事実 は 、 ス ル バ ラ ン が可成初期 の 段 階 か ら 静物 画 的 モ チ ー フ の 画 作 に 対 し で も

輿 味 を 集 中 し て い た こ と を 想像せ し め る 。 そ れ は 、 能 や 果 物 、 水差 し 、 皿 、 花 、 花瓶 な ど

比較 的 早 い 時期 の 作 品 に 見 出 さ れ る 日 常卑 近 な 事物へ の 晴 好 は 、 彼 が徒弟修業期 か ら 一 人

前 の 画 家 に な る 過程 で ボ デ ゴ ン な る 絵 画 に 対 し で も ま た 、 宗 教画 や 型像 画 i と 対 す る と 同 じ

よ う に 真撃 な 探 求 の 日 々 を 送 っ た で あ ろ う こ と を 思 わ せ る の で あ る 。 か か る 感怨 は 、 1626

年 の 「少女姿 の 聖 母 」 の稚拙な描写か ら 1632年 頃 の 「祈 り の 若 き 聖 母」 へ の 清 ほ で 美 麗 な

画 作 へ の 展 調 を 勘 合す る と き 、 そ の ボ デ ゴ ン へ の 普 段 の 技術 と 精 神 の 練磨 こ そ 1633年 の 基

準 作 や プ ラ ド 美術館 蔵 の 秀逸 な 静物 爾 を 創造 し え た 大 き な 理 由 で あ っ た よ う に 思 わ れ る 。

N 

1633年 の 基準作 に 匹 敵 し え る プ ラ ド 美術館蔵の ボ デ ゴ ン は 、 1940年 Don Francisco 

de A. Cambo 氏 か ら プ ラ ド 美術館 に 寄贈 さ れ た も の で あ る 。 無署 名 で 製作年代 も 不明 な

こ の 作 品 は 整然 と し た シ ム メ ト リ カ ル な 構成 と 向 器 や 金 属 器 の 迫 真 的 な 描 写 の 素 晴 ら し さ

に お い て 、 も は や 疑念 の な い ス ル パ ラ ン の絶頂期 の 作品 と 目 さ れ て い る 。

縦46糎、 横84糎、 画布 lζ 油 彩 の こ の 作品 は 、 1633年 の 作 品 よ り ほ Y ー ま わ り 小 さ く 、 縦

横 の 比例 で は 基準作 よ り 横面 の 長 さ が縦面 よ り 9 糎 ほ ど 長 い 。 水 平 の テ ー フ” ル の 上 lζ 並 列

的 l乙 四 個 の 器 物 一左 か ら 受皿の上の銅製の杯、 素焼の水差 し 、 陶 器 の 水差 し 、 受皿 の 上 の

素 焼 の 壷ー を 配 し た そ の構成 は 、 基準作の対象 を 替 え た 新 な 展 開 と み る こ と が で き ょ う 。

し か し 、 些細 に 画面 を 観 察す れ ば 基 準作 と は 幾つ か の 点 で 対 照 的 な 特 徴 を 見 出 す 乙 と が

で き る 。 一 つ は モ チ ー フ の 配置の仕方で あ る 。 基準作 で は レ モ ン 、 オ レ ン ジ 、 コ ッ プ 、 パ ラ

な ど が受皿や 箆 と と も に そ れ ぞ れ復合的 な 三群 の 形態 を な し て 配列 さ れ て い た の に 対 し 、

こ こ で は 、 全 く の 四 個 の独 立 し た 器物 の 個 別 的 な 配列 で あ る 。 そ れ ぞ れ の 異 っ た 形 と 質 感

と の 展開 で あ る 。 し か も 、 基準作 に お い て は オ レ ン ジ の枝葉 が 画 而 の 上 部 を 満 た し て い た

の に 対 し 、 こ こ で は 全 く の 空 隙 で あ る 。 二 つ は 、 画 面 の 構 成 が わ れ わ れ に 与 え る 比 重 の 相 違

で あ る 。 基準作 に お い て は 量塊 の 一 際 、 大 き い 中 央 の 果物 能の オ レ ン ジ か ら レ モ ン へ と 画

面左側 に 比 重が 片寄 っ て い た の に 対 し 、 こ の 作品 で は 、 中 央 の胴 長 の 二 つ の 水 差 し か ら ど

っ し り し た 胴脹 ら み の 右側 の 壷へ と 全体 的 に 画面 の 右部分へ と 比 重 が 片寄 っ て い る 。 三 つ

は 対象描写の コ ン ト ラ ス ト に つ い て で あ る 。 基準作 に お い て は 左 側 の レ モ ン と 右側 の パ ラ

や コ ッ プ が 中 央 箆 の オ レ ン ジ を 狭 ん で 形態 的 に も 色彩 的 に も コ ン ト ラ ス ト を な し て い た 。

し か し 、 こ こ で は 、 形 態 の ボ リ ュ ー ム 、 色 彩 な ど が 一対 ず つ 三度 繰 り 返 し の コ ン ト ラ ス ト を
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形成 し て い る 。 左側 の 一番小 さ な 金属 性 の 聖 杯 と 中央左手 の 大 き な 把 手 の つ い た 瓢箪型 水

差 し 、 ま た 、 中央右側 の 赤 い 頚長 の や h 小 さ め の水差 し と 右側 の 胴脹 ら み の ボ リ ュ ー ム あ

る 壷 と は 、 そ れ ぞ れ形 の 上 で の 大 小 の コ ン ト ラ ス ト を な し て い る 。 色 彩 の 点 で も 、 聖杯 の

黄金 調 と 素 焼 の 白 、 陶 器 の 赤 と 素焼の 白 の 一対 づ つ の対照 的 仕 組 合 わ せ で、 あ る 。 更 に 、 四

個 の 器物 の 把手 も 中 央 二個 の 水差 し と 左 右 の 聖杯 と 壷 と が そ れ ぞ れ 逆 の 向 き を な し て い

る 。 パ ー ス ペ ク チ ブ の 点、 で は 、 殆 ん ど 無 に 等 し く み え る こ の 画 面 に も 基準作 と 比較す る と

四 個 の 器物 は 厳密 に は 一直線上 に な く 、 中央左側の水差 し は 左側 の 聖 杯 の 受皿 よ り も や 』

前面 に 出 て 、 そ の 右 隣 り の 小 さ な 水差 し は 奥へ退 く 形 で 暗示 さ れ て い る 。 左 上 方 か ら 照射

し て い る 光 は 、 背 景 の 閣 に 対 し て 、 テ ー ブ ル の 表面 と 四個 の 器物 を 明 る く 照 ら し だ し 水平

の テ ー ブ ル が劃す る 唯 一 の 空 聞 を 神秘 的 な 画調 で 統ー し て い る 。 素 焼 の 水 差 や し 壷 は ハ イ

ラ イ ト に よ っ て 益 々 そ の 蒼 白 き を 強調 し 、 聖杯や陶器の水差 し は や h 中 間 調 の 光 に よ っ て

冷 た い 光 の 反射 を 抑制 さ れ て い る 。 そ れ ぞ れ の器物が テ ー ブ ル 上 に 落す 楕 円 形 の 陰 は 、 あ

た か も 、 事 物 の 実 在 を 謹 明 す る か の よ う に テ ー ブ ル 前 面 の 陰 と 背 景 の 関 と に 照応 し て い る 。

こ の よ う な 幾 つ か の持徴 は 、 単 lζ 、 単 純 な 基準作 の モ チ ー フ を 替 え た 翻案 と は 考 え ら れ

な い 。 豊 な 色彩 や 快良 い 芳香 を 伝 え る 果物 や 花 な ど の モ チ ー フ と 異 っ て 、 生硬 で 、 堅 固 な

材質感 の 陶 器 や 金 属 器一所調、 純 粋 な 意 味 で の静物 （nature morte） 的 モ チ ー フ だ け に よ

っ て 構成 さ れ た こ の 作 品 は 、 新 な造形 lと対す る 彼 の探求の集約 的 な 成果 を 示 し て い る と 考

え ら れ る 。

こ の作 品 の 製作年 に つ い て ゼ ッ ケ ル は 、 1634年 か ら 1640年 の 聞 を 想定 し て い る 。 モ チ ー
（ 註21)

フ 的 に は 、 画 中 l乙 描 か れ た 大 き な 形 の 陶器類 や 聖杯の如 き 金属 器 は 1634年 か ら 1640年代 の

宗 教 的 画 作 の 中 に 多 く 見 出 さ れ る こ と 、 様式的 に は 、 こ の 作品 に 様 る 力 強 い モ ニ ュ メ ン タ

ル な 様式、 モ デ リ ン グ の 精 妙 さ 、 単純 さ と 優雅 さ の結合 な ど の特徴 を 見 出 し て 年代推定 の

根拠 と し て い る 。 そ し て 前章 の 図 表 1 1と お い て も 示 し た 通 り 、 セ ン ト ル イ ス 美 術 館 の 「果

物篭 と 花」 と ニ ュ ー ヨ ー ク の ジ ョ セ フ ・ ブ ル ン マ ー 氏蔵 の 「磁器製 の 鉢 の 篭 と 花」 の 中 聞

に 位 置 せ し め て い る 。

確 か に 、 ゼ ッ ケ ル が指 摘 し て い る よ う に 、 こ の 静物画 に は ス ル パ ラ ン の 目 指 し て き た 精

神 や 技術 の 至 高 の 姿 が凝縮 さ れ て い る 。 彼の絵闘 に い つ も 一貫 し て 流 れ て い た 対 象 の 形 態

把握へ の 努力 は 絶頂 に 達 し て い る 。 そ れ ぞ れ の特別 伝 価値 の な い 物体 が 独 自 の 個 性 を 獲得

し て そ の レ ア リ ズ ム は 神秘 的 な 輝 き ま で 帯 び て い る 。 物 自 体 の描写一対象 の フ ォ ル ム 、 色

彩 、 ボ リ ュ ー ム 、 質感、 重量感な ど の 謂 わ ば 、 純然 た る 造形的要素 の 追求 に よ っ て 自 然 の

一 つ の普遍的 な 世界 を 構 築す る 純粋絵 画 の 境地で あ る 。 画面全体 に 揺 る 彫塑 的 な 緊張感
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は 、 形 態 相互 の シ ム メ ト リ カ ル な 構成 と 水 平

線 K 対 す る 垂 直 線 の 強 調 に よ っ て 1 633年 の 基

準作 を 凌 到 し て い る 。

乙 う し た 特 徴 は 、 1 63:3年 か ら 1 639年 に か け

て キ リ ス ト の 誕 生 を 主題 に 製作 さ れ た 、 量 感

と モ ニ ュ メ ン タ リ テ ィ を 追 求 し た 諸 作 の 画 調

l ζ 近 L 、 。 し か も 、 注 目 すべ き は 第一 期 か ら 第
('122) 

ス ル パ ラ ン の 11fi1物画

二期へ か け て 形 態 の彫塑的追求 と と も に み せ

た 明 瞭 な る 空 間 へ の 意 識 を 放棄 し て い る 。 ド

ラ マ テ ィ ッ ク 伝 主 題 に も 動 勢 や 感情 の 高 ま り

を 抑制 し た 乙 れ ら の 画 作 は 、 本 質 的 に f命 的 で 、

ひ し ろ 後期 ゴ シ ッ ク 画家 の 精 神 K 立 ら 帰 っ た

と い わ れ る 。 そ れ は 、 第 二期 手法の 代表作 と

も 目 さ れ る 「1同胞 の 型母」 ( 1 633年頃） 、 「聖

フ ゥ ゴ ー の 奇蹟」 C I G34年頃） 、 ま た 1 634年 マ

ド リ ー ド で 画作 し た 「 カ デ ィ ス の 謹 り 」 の 諸

情 景 の 明 る さ と 壮麗 さ の 気 分 溢 れ る 画中 に 、 群 像 を モ テ リ ン グ し 、 空 間 の 奥行 を 求 め た fUi

牧人の ドLJC! 1 638 39 クソレ ノ ー ブ Jレぷ術館

写形式 と は 異 っ た も の で ゐ る 。 鮮 烈 で 不完 全 な 椛 成 の 初 期 画 作 の 印象 と も 呉 っ た 、 む し ろ

第 一 期 か ら 二期へ と 明 快 な 形 と 色 彩 の 調和 を 単純化の う ち に 志向 し て き た ス ル パ ラ ン が 彼

の絶頂期 の 終 り に 辿 り つ い た 第 三 の 手 法 で あ る 。 1 630年 代 前半 の細 部tl11i写的 、 銀箪 素十i\'.i 的

fd, 透 明 さ か ら 、 よ り 簡潔 な 、 よ り 重厚 な 油 彩のimpasto （厚塗 り ） の 方 式 へ と 展開 し た 彼 の

第三期 は 、 グ ァ ダ ル ウ ぺ 修道 院 の た め の 「型 ヒ エ ロ ニ ム ス の 生 弘EJ ( 1 637～39〕 の 迎作 や 「

サ ラ マ ン カ の フ ラ イ ・ ぺ ド ロ の幻惣」 （ 1638～39） な と の 神 秘 的主題 の 作品 lζ 結集す る 。 強

烈 な 明 II音法、 確 固 fこ る 形 態 の 素tli'i 力 の 点 で 、 陰静 さ と ブJ 強 さ と が 支配す る カ ラ グ 7 ジ オ や

リ ベ ラ Jusepe de Ribera の レ ア リ ズ ム K lill 帰 し て い る の で あ る 。 プ ラ ド 蔵 の 「金属 器

と 向器 の 静物」 lζ わ れ わ れ が 感 じ る も の も 、 上述 の グ ァ タ♂ ル ウ へ の 一 連 の 神 秘 的 主題 の 画

作 K 展開 さ れ た 超 自 然 的 な ビ ジ ョ ン が可視的tll:Jff- の 現実 的 ビ ジ ョ ン と ぴ っ た り 合致 し た と

き 、 始 め て 感 じ え る 一種 の 緊 張 感 と 悦惚感tζ 他 な ら な い 。

か か る 検 討 の 結 果 は 、 プ ラ ド 臓 の 「 静物画」 は 、 lま V 、 ス Jレ パ ラ ン の 第 三期 、 1 636年 か

ら 1639年 に 至 る 聞 の 画作 と 見倣 し て 差 し 支 え な い よ う K l心 わ れ る 。 そ の 透 徹 し た frif し さ と

優 雅 さ が 奇 妙 に 融合す る 岡 市 の背 後 民 一種 の 討中 し さ と 緊張 感 を た た え た 乙 の 作 品 は 、 修 道
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院 生活 の 閉 さ れ た 内 的 世 界 の 反 映 を 示 し て い る ば か り で な く 、 彼 の 上 に や が て 訪 れ る 運命

の 苛酷 な 試練 を 予告 し て い る よ う で あ る 。
（註23)

v 

ス ル パ ラ ン 芸術の絶頂期 の 二期 三 期 の 時代 に 位置 す る 彼 の 静物画 は 17世紀の ス ペ イ ン 静

物 画 の 中 で ど の よ う に 位置 づ け ら れ る で あ ろ う か 。 ス ペ イ ン の 17世紀 が稀 に み る 静物 画 の

隆盛時 代 で あ っ た 事実 か ら 彼 の 作品 も 、 当 然 、 ス ペ イ ン ボ デ ゴ ネ ス の 系譜 の 中 で 把 え ら れ
（ 注24)

る べ き で あ ろ う 。 最 後 に こ の 問題 に 触れ て 本論 の 結末 と し た い 。

ス ル バ ラ ン の静物画 を 論ず る 場合、 必ず引 合 い に 出 さ れ る の が フ ラ イ ・ サ ン チ ェ ス ・ コ

ー タ ン Fray Juan Sanchez Cotan ( 1561～1627） の静物闘 で あ る 。 ス ル パ ラ ン よ り も 半世

紀 ほ ど 前、 セ ゴ ピ ア や グ ラ ナ ダ で活躍 し た カ ル ト 派 の 画 僧 が 、 野菜 や 果 物 な ど を 題 材 と し

て 描 い た 飾 り 気 の な い 、 本卜前 な 静物画 は ス ペ イ ン ボ デ ゴ ネ ス の先駆 と 称せ ら れ て い る 。 マ

ル テ ィ ン ・ エ ス ・ ソ リ ァ Martin S. Soria は 、 サ ン チ ェ ス ・ コ ー タ ン の 静物画 に つ い て 「

あ た か も 祈 り を 捧 げ る 如 く 、 恭！順 な宗教的献身 の 精 神 と 愛 の 抱擁 と を も っ て 描 か れ た 」 と

最 上 の 賛 辞 を 呈 し 、 そ の 根底 lと み ら れ る 禁 欲 的 な 理想主義 と 神秘 的 な 精 神 性 の 点 で ス ル パ

ラ ン の 静 物 画 に 30年 も 先 ん じ た と 指摘 し て い る 。
（ 脱25)

確 か に 、 台 所 の 野 菜 や 果 物 を 四 角 い 窓枠の 中 lζ 幾伺学的 な 構成 で 描 い た コ ー タ ン の そ れ

は 、 修道院生活 の 現実 的 体 験 を 宗教 的 な 内 的 ビ ジ ョ ン と 結 び つ け て 具象化 し た 点 で ス ル バ

ラ ン の 静物画 に 共通 し た も の を も っ て い る 。 全体 を 支配す る 静謹 な 印象、 細 部 ま で見 逃 さ

な い対象把握 の 正確 さ 、 一 定 の 光 源 か ら 照射 さ れ て 浮彫 り Iと さ れ る 明 快 な 形 、 人 聞 を 配 さ

ず 、 一切 の ド ラ マ テ ィ ッ ク な 、 装飾的要素 を 排 し た コ ー タ ン の ボ デ ゴ ン の特徴 は ス ル バ ラ

ン の静物画 に も 当 て は ま る 。

こ の よ う な 共通性か ら 、 ス ル パ ラ ン が コ ー タ ン の影響 を 受 け た 謹拠 と 見倣す 向 き も あ
（ 註26)

る 。 グ ラ ナ ダで 晩年 を 過 し て い た コ ー タ ン に ス ル バ ラ ン が直接会 っ た と い う 確謹 は な い 。

あ り 得 る と す れ ば 、 オ ロ ス コ ・ デ ィ ア ス Orozco Diaz が指摘す る よ う に 、 コ ー タ ン の 死

後、 グ ラ ナ ダ の カ ル ト 派修道院 に あ っ た こ の 著名 な ボ デ ゴ ン 画家 の 作 品 を み た こ と で あ ろ
（ 註27)

う 。 他 の ボ デ ゴ ン 画家 lと み ら れ な い 顕著な 両者の共通性 は 、 技法的 な も の よ り も 、 む し

ろ 、 精 神 的 な も の に あ っ た よ う に 思 わ れ る 。 イ グ ナ チ ウ ス ・ ロ ヨ ラ Ignatuis Loyola や 、
（ 註28)

サ ン タ ・ テ レ サ Santa Teresa の 神秘 的 な 教 え に よ っ て 現実生活の 身 近 な 周 辺 、 例 え ば
（ 註29)

台所 や 食 堂 な ど に も 神 の 存在 を 感得 し た 当 時 の 敬虐 な 人 々 は 、 野菜 や 果 物 、 鍋、 碗、 壷 な
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ど 今迄 無 価 値 f,t も の と 考 え ら れ て い

た 日 常的 な 事 物 に 対 し で も �iii的 な 意

味 を 見 出 し て い た の で ゐ っ た 。 修 道

僧 の コ ー タ ン と 各派 修 道 会 と 密接 な

関 係 に ゐ っ た ス ル バ ラ ン が精 神 的 世

界 の 対飯 を な す 物 質 的 世界 を 伺 の た

め ら い も な く 描写す る こ と が で き た

の は 、 ス ペ イ ン 思 惣界 を 広 く 支配 し

て い た 上述 の 如 き 神秘主義忠 惣 の 結

果 で あ る こ と は 疑 い な い 乙 と で あ

ス ル パ ラ ン の，＇（！1 物 車Ii

サ ン チ ェ ス ・ コ ー タ ン ホ‘ デ ゴ ン 1 602頃
サ ン デ ィ エ ゴ美術館

る 。 そ ζ に 、 物 質 的 世 界 を 枕l き な が ら そ の背 後 花 、 神 秘 的 、 説 的 な Iii： 界 を 陥示 す る 両 者 共

Jill の 精 神 的立 場 が あ っ た と い え よ う 。 か か る 感位！ は 、 コ ー タ ン と ス ル パ ラ ン の 芸術 表 現 の

基 本 的 な 相 遂 に 思 い 至 る な ら ば 自 づ と 納得 さ れ る の で ゐ る 。

コ ー タ ン の 宙 吊 り に さ れ た 果物 や 野菜 、 窓 枠 か ら ずれ 落 ら そ う な キ ュ ー リ 一一 地物線が

描 く 非現実 的 で 、 理 詰 め な そ の 構成 は 、 ス ル パ ラ ン の 自 然 な 、 視覚 的 な 安定 性 を 第 ー と し

た 構成 と は 、 全 く 別趣 な も の で あ る 。 ま た 、 精鰭写生的 で 、 遂条 的 な 物 体配列 tと み ら れ る

コ ー タ ン の 説 明 的 な 叙述主義 は 、 ス ル バ ラ ン の精選 さ れ た モ チ ー フ 、 主 題 の 要約 的 表現、

構 成 の 単純 化 と 綜合 化 を 意 と し た Hli写形式 と も 明 ｜僚 に 異 な る の で あ る 。 こ う し た 相違 は 、

紛れ も な く 両 者 が属 し た H寺 代 の 相違 と も い う べ き も の で あ ろ う 。 そ れ は 、 精 神 的 な 連情’ を

越 え た 彼方 で 、 芸 術家 を 支配す る 時 代 の 趣 味 や 観念 の 相 違 l ζ 基 づ く も の で あ る 。 哲 学 的 な

｜俣惣 を 誘 う コ ー タ ン の理 知 的 Iii： 界 は 「現実 的 な JI�像が怒意的 l と 構 成 さ れ た 非合 理 的 空 間 の

！こ！こl で運動 し 、 自 然主義的 な 個 々 の物体 が 幻怨 的 伝 枠の 1=1� で統合 す る 」 主 知主義 的 、 神 秘主

義 的 な マ ニ エ リ ス ム の心情 を 反映 し て い る 。 ζ れ に 対 し て 、 ス Jレ バ ラ ン の 世界 は 、 水 平 線

や霊直線、 シ ム メ ト リ カ ル 伝 情 図 を 基調 と し て 現実 世 界 で 感得 し え る 視覚的効果の最 も 安

定 し た 世界 を 探求 し て 、 そ こ に は 、 い さ さ か の 不 安 や 動揺 も とf い 。 怒 意 的 、 説明 的 な 要素

を 一 切排 し た ス ル バ ラ ン の 世界 は 、 自 然 の法則 に 従 っ て 、 自 己 の 感覚 が 許容す る 最大 限 の

表現力 を も っ て 物 象 そ れ 自 体 、 ま た は 、 物 象 を 取 り 巻 く 世 界 の 価 他 や 秘 密 を 探求 し た パ ロ

y ク の 画家 た ち の 心 情 に 速 な る の で ゐ る 。

し か し 、 ス ル パ ラ ン の 表現の 独 自 性 は 、 単 l ζ 彼 を コ ー タ ン か ら 区 別 し た ば か り で は な

い 。 そ の 簡 潔 で 力 強 い 造 形 性 は 、 彼 と 同時 代 の ポ デ ゴ ネ ス の 回 家 た ち か ら 彼 を 区 別 し た 重

要 な 一要 素 で あ っ た こ と に も 変 り が な L 、 。 ブ ラ ス ・ デ ・ レ デ ス マ 、 ホ ア ン ・ フ ァ ン ・ デ ル
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ホ ア ン ・ フ ァ ン ・ テ‘ Jレ ・ ハ ー メ ン ボ デ コ ン
1 622 プ ラ ド 美術館

・ ハ ー メ ン 0596～ 1631 )
ぺ ド ロ ・ デ ・ ク ア ン プ ロ

ビ ン Pedro de Campr 

obin 0605～ 1674以後） 、

ア ロ ン ソ ・ ヴ ァ ス ケ ス

Alonso Vazquez ( 1564 

～ 1608） 、 ア レ フ ァ ン ド

ロ ・ ロ ア Jレ テ Alejandro

Loa rte、 フ ァ ン ・ テ‘ ・ ア

レ リ ヤ ノ Juan de Arel 

la  no、 （若 き セ ビ リ ア ｜時代の） ベ ラ ス ケ ス な ど の 画 家 た ち は 、 サ ン チ ェ ス ・ コ ー タ ン の 後 、

そ の 衣鉢 を 継 い で マ ド リ ー ド 、 ト レ ド 、 セ ビ リ ア な ど で 活躍 し た 彼 と 同 世代 の ボ デ ゴ ネ ス

の 画 家 た ら で あ っ た 。 ス ル パ ラ ン と こ れ ら の 画 家 た ち と の比 較 は 、 コ ー タ ン と の 精 神 的 近

似 性 と は 、 ま さ に 逆 の志＇＊ で 技 法 的 な 近似性、 趣 向 の類似性 を 通 し て ス ル パ ラ ン の 明 瞭 な

る 特質 を 浮彫 り に し て く れ る の で あ る 。 今 、 乙 ζ で、 ス ノレ バ ラ ン と そ れ ぞ れ の 画家 に つ い

て 一 つ ー つ 比 較 検 討す る 余 裕 も な い の で 、 代表的画家 二人 に 絞 っ て ス ル パ ラ ン と 比 較 す る

と す れ ば 、 当 時 、 最 も 著名 な ホ、 デ ゴ ネ ス 画家 で あ っ た ホ ア ン ・ フ ァ ン ・ デ ル ・ ハ ー メ ン

と 、 彼 と は あ ら ゆ る 意 味 で 好 敵 手 で あ っ た ベ ラ ス ケ ス に 要約 さ れ る で あ ろ う 。

果 物 や 花 、 信 や 1施 、 グ ラ ス 伝 ど の 食 器 類 、 た ま に は 人物 fJ: ど も 描 き こ ん で ボ、 デ コ ネ ス 画

家 と し て 令名 高 っ た ハ ー メ ン は 、 ス ル パ ラ ン のj'fjf物 固 に 実 質 的 な 影響 を 与 え た 一人 と い わ

れ る 。 マ ド リ ー ド で 活躍 し た フ ラ ン ド ル 系 の こ の 画 家 が 般的 、 た j'fjf物 商 は 、 画lこ｜二l R. ti\!i か れ た
（丘町）

篭 、 果 物 、 m 、 陶 器 の 匹 、 水差 し な ど モ チ ー フ （：！J Iと も 、 ま た 、 水 平 の テ ー ブ ノレ や 台 上 代 、

市 チ ー フ を シ ム メ ト リ カ ル に 配置 し た 梢 図 の 基調 に お い て 、 ス ノレ バ ラ ン と 技法 的 に 多 く の

近似 し た 要 素 を も っ て い る 。 1 622年 の年 記 と 署 名 の あ る プ ラ ド 放の 作 品 に み ら れ る よ う に

水 平 の 台 l二 K 並 列 的 に 配 さ れ た グ ラ ス の 盃 や 瓶 、 花型の平皿、 横 ひ だ の 入 っ た 務付 の 壷、 果

物 、 貝 殻 な ど 、 こ こ に は ス ル パ ラ ン の 静物画 の モ チ ー フ と 一致す る も の は 見 出 せ な い が 、

繊細 な 光 が物体 ぞ 包 ん で い る 機子 、 並 列 的 伝物体配列、 グ ラ ス の 盃 や 瓶 、 ＇；i'ff な ど が平 た い

二 つ の 受 Jlfl を 狭ん で シ ム メ ト ＇） カ Jレ な 構成 に な っ て い る 点 な ど ス ル パ ラ ン の趣 向 と 基本的

に は 大差 は な い 。 し か し 、 フ ラ ン ド ル 人特有の倣密 で精妙 な対象描写、 繊細l で 甘美 な 画 調

に も 拘 ら ず 、 テ ー フ ル を Jli! め尽す総花式 な 物体配列 の 印象 は 、 よ り 多 く 説 明 的 、 装飾的要

素 が 立 ち 優 っ て い て 、 ス ル バ ラ ン の 簡 素 な 椛 成 美 が も た ら す 、 迫 力 あ る 清阪 な 園調 か ら は
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程 遠 い 感が あ る の を 免れ

な い 。

画 面 の 構成 や 統 ー に 意

を 用 い る よ り も 、 総 花式

l ζ 賑 や か に 種 々 雑 多 な 静

物 群 を Wi く 傾 向 は 、 物質

的 富 の 繁栄 を 背 景 K 高 ま

り ゆ く 市 民 生 活 の 現実

的 、 享 楽 的 側 面 を 反映 し

た 当 時 の オ ラ ン 夕、 や フ ラ

ス ル パ ラ ン の 静物画

ベ ラ ス ケ ス マ ル タ と マ リ ア の 家の キ リ ス ト

1 6 1 8 頃 ロ ン ド ン ナ シ ョ ナ Jレ ギ ャ ラ リ ー

ン ド ル の 風 俗 画 や 静物 固 に よ く み ら れ る と こ ろ で あ る 。 ハ ー メ ン を 始 め 、 レ デ ス マ 、 カ ン

プ ロ ビ ン 、 ヴ ァ ス ケ ス 、 ロ ア ル テ 、 そ し て 、 ベ ラ ス ケ ス の若干 の ホ、 デ コ ネ ス も 、 乙 の種 の

範障 に ！置 す る も の で あ っ た 。 ス ル ハ ラ ン の 視点 は 、 こ う し た 総 花式 な 、 現生的 な 享 楽 の 対

象 か ら は 無縁 で あ っ た 。 彼 の 立 場 は 、 存在す る も の 、 限 lζ 見 え る も の す べ て を 、 尤 も ら し

く 描 く 技 巧 家 の 立 場 と は 異 っ て 、 対 象 を 己 れ の 主 rru で 選侭 し 、 対 象 そ れ 自 体 の 相 互 関 係 に

よ っ て 函 商 を 構 築 し 、 そ の背 後 に 自 然 の 、 宇宙・の普遍的 な 秩序 を 見 出 そ う と す る 構 成 家 の

立場 で ゐ る 。 11艮 も ｜区 む よ う な 金銀細 工 、 l戒厳 と 1当大 さ を 象 徴す る よ う な 高 �Iii な 対 象 lζ 対 し

て 殆 ん ど 無 関 心 で あ っ た 彼 は 、 そ の 簡 素 さ と 朴前 さ に お い て 、 「繊細 さ よ り も 粗野 伝 力 強

さ を 愛 し た 」 ベ ラ ス ケ ス の 人 生観 と 一致す る の で ゐ る 。 で は 、 ス jレ パ ラ ン の \'ifft物 画 と ベ ラ

ス ケ ス の ボ デ ゴ ネ ス と の 関 係 は ど う で あ ろ う か。 両 者 の ボ デ コ ン な る 画作 の 直接 的 な 影 響

関 係 を 指摘 す る こ と は 困 難 で あ る が 、 両 者 が 天 分 や 気 質 の差 を 認 め つ つ 相 互 に 深 く そ れ ぞ

れ の 立場 を 理解 し 合 っ て い た で ゐ ろ う 乙 と は 、 生証u乙 2 度 、 ベ ラ ス ケ ス の 口 添 え で ス ル パ

ラ ン が マ ド リ ー ド の 宮 廷へ 伺 候 し た 例 か ら も 察せ ら れ る 。 確 固 た る 形態 の 探求 を 通 じ て 構

成 の 単純 化 、 綜 合 化 を 目 指 し た ス ル バ ラ ン と 、 形 態 を と り ま く 雰囲 気 、 空 間 、 現 象 的 世 界

の視覚的定着 化 K 殆 ん ど �I三症 を 跨 げ た ベ ラ ス ケ ス と の 聞 に は 、 1 7 1±1:紀絵 画 の 主観 主 義 と 客

観主義 の 両 極 面 の 差 を み る 思 い で あ る が 、 画家 と し て の 出 発点 に お い て 多 く の 共 通 す る 要

素 を 持 ら な が ら 、 両 者 の 行手 を 分 け 距 て た 決定 的 な も の が 、 同 じ 卑近 む 現実 的 感 興 の 中 か

ら 題 材 を と っ た ζ の ポ デ ゴ ン 的主 題 の l二1� i乙露呈 し て い る よ う に 思 わ れ る の で あ る 。

初 期 画 作 の 系 譜 が 辿 れ る べ ラ ス ケ ス の ポ デ コネ ス は 、 そ の特質 も 顕著 で あ る 。 自 己 の 眼

が把 え る 自 然 に の み魂 を 触発 さ れ た 彼 は 、 一切 の空 想 的 な も の 、 逸 話 的 な も の を 排 し た 即

物 的 、 客観的立場 を ζ れ ら の ボ デ コ ネ ス 絵画 の ι1� iと告示す る 。 こ の 間 作 の 過程 は 、 カ ラ ヴ
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ア ジ オ の 自 然主義手法 lと 立脚 し た 強烈 な テ ネ ブ リ ズ ム 描 法 か ら 、 徐 々 に 明 る い 自 然 の 光 を

意 識 す る 方 向 へ 、 個 々 に 独立 し た 形態 は 次 第 に 光 と 陰 の 一定 の 諮調 の 中 に 統 ー さ れ る 方 向

へ と 展開 す る 。 そ れ は 、 ま た 静物描写 と 人物描写 の 不均 衡 な 形像 関 係 を 次 第 に 調和 さ せ 、

や が て は 静物描写 を 人物描 写 の 主体 的 な 関 連 の 下 に 従属 さ せ る 、 言問 わ ば 、 静物的 モ チ ー フ

か ら 人物 的 モ チ ー フ へ と 彼 の対象へ の 関 心 と 技法 の 一切 が 明 瞭 な 変化 の 軌跡 を 辿 る 乙 と を

知 ら し め る 。

か か る 特徴 を も っ ベ ラ ス ケ ス の ボ デ ゴ ネ ス が ス ル バ ラ ン の そ れ と 大 き く 異 る の は 、 一見

風俗画 と も み ら れ る 人物 を 入れ た そ の 描写形式 で あ る 。 縦 ん ば 、 ベ ラ ス ケ ス の そ れ が 、 殆

ん ど 第一期 の 若年期 に 属 す る も の で あ る に せ よ 、 静物 的 モ チ ー フ を 画面 の 唯 一 の 主役 と は

し な い 、 そ の描 写形式 は 、 明 ら か に ス ル パ ラ ン の絵画的意 図 と は 奥 っ て い る 。 ベ ラ ス ケ ス

に お い て は 、 種 々 難 多 な 台所用 の 静物 は 、 そ こ に 登場す る 人物 と の対 比的 な 関 係 で把握 さ

れ る 。

彼 が 描 く 静物 的 モ チ ー フ は 、 そ れ 自 体 で独 自 の 意味 を も っ て い る も の で は な く 、 人 間 生

活 の 一場面、 台所 や 食 堂、 酒場 な ど の 一定 の状況下に お け る 人 間 と の 深 い 係 り 合 い に お い

て 意 味 を 有す る も の で あ っ た 。 そ れ は 、 下層 市民 の 現実生活 を 描写す る 風俗画 と は 異 っ た

純粋 な 構成 画 の 意 味 を も っ た も の で あ っ た と し て も 、 ベ ラ ス ケ ス の ボ デ ゴ ネ ス は 片時 な り

と も 人 閣 の 存 在 や 行為 を 離れ て は 成 立 し な か っ た の で あ る 。 題材 や 構 図 の ヒ ン ト を フ ラ ン

ド ル の マ ニ エ リ ス ト 画 家 の 版 画 に 負 っ て い る 作品 に お い で す ら セ ビ リ ア の 庶民 的 な 生活 感
｛証32)

情 を 盛 る こ と を 怠 ら な か っ た 。 ベ ラ ス ケ ス の こ の 人 間 嘆 さ 、 し か も 上流 階級で は な い 下層

階級 の 老 幼 男 女 を 登場 さ せ た 彼 の ボ デ ゴ ネ ス は 、 そ の 穴蔵風 の 暗 い 室 内 や 台所、 食 堂 の 一

隅 で の 飲食行為 や料理行為 を 描写 し て 、 一層 、 深遠 な 世界 や 精 神 性 か ら 遠去 か る の で あ

る 。

こ れ に 対 し て 、 ス ル バ ラ ン の 静物 画 に お い て は 一切 の 人 間 的諮状 況 の 描 写 を 拒否 す る 。

彼 に と っ て は 、 果 物 や 篭 、 水 差 し な ど の 静物 は そ れ 自 体 で 彼が必要 と す る 造 形 的 、 精 神 的

要求 を 満 fこ し た の で あ る 。 従 っ て 、 彼 の 画 中 に は 、 ベ ラ ス ケ ス が 屡 々 描 い た テ ー ブ ル ク

ロ ス 、 フ ォ ー ク 、 ナ イ フ 、 ス プ ー ン 、 椅子、 包丁、 鍋 な ど 飲食行為 や 料理行為 を 暗示 す る

一 切 の も の を 描 い て い な い 。 ス ル パ ラ ン は 自 己 の 心 を 触発 す る モ チ ー フ の み を 選 ん で 、 人

間 生活 の 諸状 況 と は 隔 絶 さ れ た 世界 の 中 で 物体 そ れ 自 体 が も っ 本 質 的 な 意義 を 追求 し た の

で あ っ た 。 こ う し た 彼 の 態度 は 、 修道院 の 閉 さ れ た 自 己完結的 な 世 界 に 身 を 処 し た 彼 の 当

然 の 心 情 の 反映 と み る 乙 と が 出 来 、 一方 、 ベ ラ ス ケ ス に お い て は 、 現実 世界 の 通俗 的 な 諸

価値 lと よ り 多 く 心 を 奪 わ れ た 画家 の 偽 ら 芯 る 心情の反映 と み る こ と が で き る で あ ろ う 。 こ
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の 事実 は 、 必然 的 lζ 、 両 者 の 芸術 表現 の 基 本 的 な 立

場 の 相 � を 招 来す る 結果 に な っ た も の と 思 わ れ る 。

両 者 の 芸術表現の到達点 と も な っ た ベ ラ ス ケ ス の 自

然 の 光 に 基っ く 印象主義的斑点描法、 ス ル パ ラ ン の

一 定 の 光 源 IC 基 づ く JI�態綜合 主 義 は 、 上述 の よ う な

ボ デ コ ン 絵 画 の 表現形式 の 相 違 の う ち に 、 両 者 の 対

照 的 な 機式 発 展 の 因 子 を 認 め よ う と す る の は 独 断 K

過 ぎ る で あ ろ う か。

こ の よ う に 、 コ ー タ ン 、 ハ ー メ ン 、 ベ ラ ス ケ ス な

と ス ペ イ ン ボ デ ゴ ネ ス の 代 表 的 な 画家 と の 比 較 は 、

ス ル バ ラ ン 静物 画 の 位 置 を 自 づ と 明 ら か に す る の で

め る 。 多 く の 批 評家 を し て 讃｜嘆せ し め た 構 図 の 単純

性、 モ チ ー フ の 数 や 配置 の 簡 素 さ に 象 徴 さ れ る 敬虐

な宗教的精神等 々 な ど に つ い て 、 も う 乙 れ 以 上 多 言

を 費 す必要 は とf い で あ ろ う 。 卑近t,t 、 通俗的 な 素 材

のti\!i写 を 通 じ て 、 単 な る 物質 的 世 界 の 領域 を 越 え て

深 い 精 神 的 Iii： 界 の 表 出 促 成功 し た ス ル パ ラ ン の絵画

は 、 「通俗的主題 を も っ て 宗教的 主砲 を 表現 し た 作 品」 religious pictures rendered 

mundane の典型例 と い わ れ る 。 彼 の 静物画 は 、 そ の 意 味 に お い て 、 宗 教 的 主題 に 名 を 借
（よ£33)

り て 、 ア ン ダ ル シ ア 女 性 の 宮能美、 衣裳美 を 追求 し た 「聖女 カ シ ル ダ」 ( 1 638～42、 プ ラ ド

美術館） な ど の 一 連 の 聖女 像 の 因 調 と 一致す る の で あ る 。 彼 が 、 白 衣 の 修辺士［象 や 聖 者 像、

聖 女 像 な と で示 し た 彩色 木 彫 像 を 思 わ せ る ホ、 リ ュ ー ム め る 形態十Ui写 、 着 衣 の 摺曲 l ζ 対 す る

執W1 な 追求 、 構 成 的 な 迫 力 な ど の 諸特徴 は 、 そ の ま 入 「果物屯 と 花」 や 「金 属 器 と 陶器

」 の静 物画 の 中 R 見 出 さ れ る も の と 帰 を 一 つ に し て い る と い う ζ と が 出 来 る 。

こ の よ う な 彼 の 芸術形成 を 可能 な ら し め た 根本要因 は 、 彼 が 、 公 式 的 lと は 聖 像画家 Im

age painter で あ っ た 事実 K 由 来す る で あ ろ う 。 幾 つ か あ る 画 家 の 職種 の 中 で 、 彩 色 木 彫

像 l と 対 す る 知識 、 画 布 、 色 彩 、 素描、 解剖学 、 顔面、 毛 髪 、 衣 伴？ な ど 素材 や マ チ エ ー ル に

対 す る 職人 的 な 技術 と 知 識 が 要求 さ れ た 乙 の 職種 は 、 fi(ii固 た る Jl� f/j の実 現 を 求 め て 、 彼 を

現象す る 世 界 の 主 題 か ら 速去 け た 大 き な 要素 で あ る よ う に 思 わ れ る 。 し か し 、 そ の 初期 か

ら 、 ど の よ う な 劇 的 な 、 複雑 な 構 図 の も と で も 一貫 し て 堅持 し た 平 静 さ と 安定へ の 志 向

は 、 故郷、 エ ス ト レ マ ド ウ ラ Extremadura の 風土 に よ っ て 育 く ま れ た 彼 の 内 攻 的 で 、
（位35)
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控 え 目 な 性格 を 抜 tと し て は 考 え ら れ な い 。 母性愛への 渇 仰 を 伝 え る 年上妻 と の 三度 の 結

婚、 時 流 に と り 残 さ れ た 失意 の 晩年 一 幸 福 な 時代 は 、 C く 僅 か な期 間 で し か な か っ た 彼 の

個人 的人 生 は 、 複 雑 で 、 断 続 的 な 展 開 過程 を 示 し た 彼 の 芸術 的人生 と 照応 し て い る の で あ

る 。 そ こ に は 、 少 年 時 代 の ビ リ ヤ ヌ エ パ 以外、 特定の 師 を も た ず 、 そ の 時 々 の 必 要 に 応 じ

て 幾 多 の 画 家 や 彫刻家 か ら 感化 を 受 け た 彼 の 姿勢 と と も に 、 本 質 的 に 、 静 的 で 、 節 生 と 謙
（ 紅36)

遜、 や 』 陰湿 的 と も 思 わ れ る ス ル パ ラ ン の 人 間 的 個 性 を 感 じ な い 訳 に は ゆ か な い 。 彼 は 、

こ の性格故 に こ そ 、 今、 な お 、 反宗教改革運動の熱気 さ め や ら ぬ セ ビ リ ア に お い て 、 抑制

的 な 、 節度 あ る 自 己 の 立 場 を 堅持 し 得 た の で あ っ た 。

か く し て 、 ス ル パ ラ ン は 、 多 く の バ ロ ッ ク の 画家 た ち が 自 己 の 視覚体験 に 基づ い て 現象

的 世界 の 変幻 自 在 な 姿 を 追 い 求 め た の に 対 し て 、 自 己 の 主観 に 基 づ い て 確 固 た る 普遍 的 世

界 の映像 を 追 い 求 め た 点 に お い て 独 自 の存在 と な る の で あ る 。 彼が到達 し た 一定 光線 に よ

る 単色 調 の 平 面描 法 、 強 靭 な 線 の モ デ リ ン グ に よ る 形態 の綜合主義 は 、 形態独 自 の 意義 を

否定 し て ゆ く バ ロ ッ ク の 一 般的趨勢 に 逆行す る も の で あ っ た が 、 そ の 深 い 精 神 性 に お い て

は 後期 ゴ シ ッ ク の 画家 や コ ー タ ン の 精神 に 回 帰 し 、 そ の 平静 さ と 安定 と を 希求す る 基本 的

立 場 に お い て は 盛期 バ ロ ッ ク の 古典的精神 に 接近 し て い る の で あ る 。 こ の 二 重 の 性格 こ

そ 、 彼 の 静物画が担 っ た 特 質 で あ っ て 、 そ の 独 自 な 意義 も 、 レ ア リ ズ ム と 神秘 主 義 が 不思

議 な 混 橋 を な し た ス ペ イ ン バ ロ ッ ク の 本 質 的 な 側 面 を 代表 し て い る こ と に 帰 せ ら れ る の で

あ る 。
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de la P intura 2da. Edici6n, 1970 の XXVI I I , La P intura barroca en Andalucia, P P243 
-244. 及 び Soria， 前掲論文 P 36-38参照。

7. Juan Fernandez Navarrete （ ？ 一1 579） 通称 「回の ナ パ レ テ 」 と し て 著名 。 イ タ リ ア に 留学 し
チ チ ア ー ノ の も と で働 い た こ と の あ る 彼は ベ ネ チ ア 派の 色彩に ス ペ イ ン 的 レ ア リ ズ ム を 加味 し た 写
実主義で、 反宗教改革運動の推進者で あ っ た フ エ リ ペ E 世の庇護を 受 け る 。 強烈 な 明 暗法 と 劇的 な
構成 は カ ラ ヴ ア ジ オ の 自 然主義 を 既に予告 し 、 ス ペ イ ン テ ネ ブ リ ズ ム の 草分 け と な る 。 Gonzalez
: Historia de Ia Pintura の La P intura espaiiola durante el Renacimiento P. 193。 Jae

ques Lassigne : La Peinture espagnol Il .  1952, Skira. P. 24 参照。

8 .  F rancisco d e  Herrera e l  Viejo. ( ?  -1656） セ ビ リ ア の マ ニ エ リ ス ト の一人 で あ る が 後年、 テ
ネ ブ リ ズ ム の 自 然主義様式 lζ立 ち 帰 っ て 激 し い筆触で強烈な感情 を 盛 っ た 作品 を 拙 く 。 ス ル パ ラ ン
は 、 「 ボ ナ ベ ン ト ウ ラ の 伝記」 の 委託を 彼 と 半 々 に分担 し て 製作 し た と 云われ、 相互の影響関係が
指摘 さ れて い る 。 Soria， 前掲書 P. 38. ま た、 Jacques Lassaigne は 、 こ の 協同製作を 通 し て 、
エ レ ラ の動勢への熱狂的 な 調子、 組 々 し い不敵 さ と 比較 し て 若 き 協力者で あ っ た ス ル バ ラ ン の 自 制
的 で謙譲な 性格 を 対照 さ せ て い る 。 Jacques Lassaigne 前掲書 P . 31 .  

9 . ス ル パ ラ ン は 、 リ エ ネ ナ 時代 か ら 大作や連作 の 遂行に 当 っ て 屡 々 期子 と 協 同 製作 し て い る 。 こ れ
が、 彼の作品を 複雑に し て い る 理由の一つ で あ る が、 こ の メ ル セ ド 派修道院図 書館の た め K t/Iiかれ
た 修道士像の 中 に は 彼の 弟子の Francisco Reina の筆 に な る も の が あ る と い わ れ る 。 F . J. Sa
nchez Canton and Alexandre Circi-Pellicer : Treasures of Spain from Charles V to 
Goya 1965. Skira P. 130. 

1 0 . ゼ ッ ケ ル は 、 レ モ ン の青味を 帯 びた黄、 オ レ ン ジ の黄みの赤、 花 を つ け た 枝葉の暗緑色 と 白 、 柳細
工の篭の褐色がか っ た 赤、 短い校ぶ り の パ ラ の 白 み の ピ ン ク 、 平扇 なl皿の 銀色調、 陶製の コ ッ プの
白 長調の 自 な ど 、 全体の色調lこ通 じ る 冷やか な 印象 は 朝の光 に よ る も の と し て い る 。 Sechel， 前掲

論文 P. 283. 

1 1 . Sechel； 前掲論文 P . 299. 
1 2 . ス ル パ ラ ン が首都 マ ド リ ー ド に滞在 し た 最初の公式記録て‘ ゐ る 。 友人ベ ラ ス ケ ス の 口 添 え で セ ビ リ

ア で令名 を馳せつつ あ っ た 彼が 抜擢 さ れ た と 言われ る 。 滞在期 間 は 、 1 634年 か ら 35年 ( 1 636年 に
は 、 ヘ レ ス の カ ル ト 派修道院の た め に 聖者や修道士像、 セ ピ リ ァ 大聖堂の た め 聖 ペ ー タ ー 祭的爾の
製作に 着手 し て い る ） の 聞 と 推定 さ れ る 。 Sechel， 前掲論文 P . 47-48. 
Jose Gudiol : Zurbaran Encycropedia of world Arts, XIV. 1967. P. 971. 

1 3 . ボ デ コー ン の定義や意味につ い て は 、 「 ベ ラ ス ケ ス の初期作品の一考察ー ボ デ ゴ ネ ス 絵画の 意義一」
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美学82号 1 970 の拙論参照。
1 4 .  Lafuente Ferrari, Enrique : La Peinture de bodegones en Espagne. (Gazette des Be-

aux-Arts. XIV, 1935. P .  169-183.) 

1 5 . 美学82号、 前掲拙論 4 ～ 6 章、 P 27～35参照。

1 6 . 美学82号、 前掲拙論 p . 25註 （9） 参照。

1 7 . 最近の イ ン グ フ ア ル ・ ペ ル グ ス ト ロ イ ム 氏の 「 1 7世紀 ス ペ イ ン の ボ デ ゴ ネ ス と 花の 画家J の著書の

中 に 収 め ら れ た ス ル パ ラ ン の 作 品の 中 に は 、 ゼ ッ ケ ルの 時代の カ タ ロ グ に 一致す る も の で 、 所蔵や
寸法が変 っ て い る も の が あ る 。 ベ ル グ ス ト ロ イ ム の研究は 、 ス ル パ ラ ン の静物画 を 必 ら ず し も 網羅
し た も の で は な い が 、 所蔵 や寸法 な どの記載は最近の他の 諸文献 に一致 し て い る の で 、 本論 に お い
て は 、 ベ ル グ ス ト ロ イ ム の 記実 に 従 っ た 。 Ingvar Bergstrom : Maestros espaii.oles d e  Bode
gones y Floreros del Siglo XW. “ Insula” Madrid, 1970, Capitulo )ll . F rancisco de Zurb
aran, P39-43. 

1 8 .  Bergstr・om 前燭書 P . 42. 「La Virgen Ni量a firmado y fechado en 1626」

1 9 .  Bergstrom 前掲書 P . 42. 

20 . Seckel 前掲論文 P . 284～285. 

2 1 .  Seckel 前掲論文 P . 291～295. 

22 . へ レ ス Jerez で描い た キ リ ス ト の誕生 を 主題 と し た 4 部作。 「受胎告知」 「牧人の礼拝j 「三王
礼拝」 「割礼」 （ グ ル ノ ー ブ ル美術館） ソ リ ア は 、 乙 れ ら の作品に 弟子の手が加わ っ て い る こ と を
指摘 し な が ら 、 絵の プ ラ ン に平行に展開す る 行為の描写 に 、 ス ル パ ラ ン の 物語的才能の典型例 を
見 、 余 り 目 立た な い が、 垂直線や対角線に よ っ て 強調 さ れ た 量感や モ ニ ュ メ ン タ リ テ イ の表出 に 、
彼独 自 の 個性的特徴 を 見出 し て 、 後期 ゴ シ ッ ク 画家の精神に共通 し た 一面 を 指摘 し て い る 。 尚 、 乙
れ ら の 作品 は 、 J. Hernandez Diaz が ス ル パ ラ ン 派の作品 に帰す る ま で は 、 ル エ ラ ス Ruelas 作
と 見倣 さ れて い た と い う 。 Soria 前掲論文 P . 1 56-1 58 .  

2 3 .  1 639年 に 、 ス ル パ ラ ン は 16年間 も 連添 っ て き た 二度 目 の衰の死 を 経験 し て い る 。 こ れが原因 か 、 1 6
30年代の落着 き と 謹厳 さ と 力強 さ に溢れた 彼の画風は 、 次第 に 重 々 し く 、 壮重！� 、 悲劇的 な感情に
支配 さ れ る 画風へ と 変 っ て ゆ く 。 そ し て 、 甘美な ラ フ ァ エ ロ 様式 を ス ペ イ ン 化 し た ム リ リ ヨ が セ ピ
リ ア 画界 K 持 て 嫌 き れ る に及ん で 、 ア ン ダ ル シ ア 地 区の彼への注文が減少 し て 失意の時代が続 く 。
所調、 ム リ リ ヨ 様式の感化の も と に 、 メ キ シ コ 、 リ マ 、 プ エ ブ ラ 、 グ ス コ 、 グ ア テ マ ラ な どの南米
殖民地向 け の工房製作 に 追わ れ る 1 640年代 （第 4 期 1640～ 1649） が開始 さ れ る 。 1649年 に は 、 疫
病の 流行 と 息子の ホ ア ン Juan Zurbaran の死に よ っ て 決定的打撃 を 受 け 、 1 658年 に は 、 ペ ラ ス
ケ ス を 頼 っ て マ ド リ ー ド に 移住、 1664年貧窮の う ち に死去す る 悲運 な 結末で終 っ て い る 。 （第 5 期

1 650～ 1 664） 。
Soria 前掲論文 P . 1 63-1 74 .  Jose Gudiol : Zurbaran. Encyclopedia of the world Arts 
p .  947 

24 . Bergstrom 前掲書 P- 7～84。 17世紀の30年、 40年代は ボ デ ゴ ン の 多作時代で あ る と い わ れ る 。
Lafuente Ferrari 前掲論文 P. 1 72～ i 8 1 参照。

25 . Seckel 前掲論文 P . 298 M. Soria: Sanchez Cotan’s Quince, Cabbage , Melon and Cucu
mber, in： “Tbe Art Quarterly”， 1945, P P. 225-230. reproduction 

26 . Alexandre Cirici-P ellicer は 、 静物画の 物体配列 IL類似 し た 人像の配列の仕方 は 、 ス ラ パ ラ ン
が グ ラ ナ ダで見た コ ー タ ン の作品の実際的 な影響で あ る と 指摘 し て い る 。 Alexandre C irici-Pel・
lie er 前掲書 P . 1 27 .  

27 . Bergstrom 前掲書 P . 39 . 
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Orozco Diaz, Emilio : Cotan y Zurbaran, influjo y afinidad entre un fraile pintor Y 
un pintor de frailes. (Goya, numeros 64 5, enero-abril 1965, P . 224-31.) 

28.  Loyola, Ignatius ( 1 4 9 1 ～ 1 556） ス ペ イ ン 北部の ロ ヨ ラ 城の 貴族の 出 。 1 52 1年、 ス ペ イ ン 、 フ ラ

ン ス と の 戦い で重傷 を 負い加療中 回心。 幾多 の修業の後、 神 協 を 実見 し 、 「心霊修業j の 著 を あ ら
わ し て カ ト リ ッ ク 教会の復興にぱす。 同 志 と と も に 創設 し た 「 イ エ ズ ス 会J の総長 を 終生 ま で務 め

fこ 。

29 . Santa Teresa de Jesus ( 15 1 5～ 1582) ア ヒ ラ の名 門 の 出 。 カ ル メ ル 派の修道女 と し て 一生 を

俸 げ聖女lと 列せ ら れ る 。 霊魂 と 神 と の神 配 的結合に 至福の愛 を 説い た 「告 白 的 自 伝」 ( 1 57 1 ) 、 修
道女生活の 範 を 垂れ た 「 完成の道」 ( 1 565） は 、 神 秘主義文学の 傑作 と し て 著名。 ベ ル ニ ー ニ の 「
サ ン タ ・ テ レ ー サ の悦惚」 他、 ス ペ イ ン ・ バ ロ ッ ク の 画家、 彫刻家に よ る 彼女の 画像が 多数伝わ っ
て い る 。 1 9 70～71 年 、 生誕地 ア ピ ラ を 始め 、 マ ド リ ー ド な ど で 彼女の事蹟を 記念す る 展覧会、 「
Exposicion Santa Teresa y su Tiempoj が盛大に 催 さ れ た 。

30 . ア ー ノ ル ド ・ ハ ウ ザ ー 務 、 高橋義孝訳、 芸術の 歴史第 2 巻 p . 430 

3 1 .  Bergstrom 前掲書 p . 4 1  
32 . ベ ラ ス ケ ス の ボ デ ゴ ネ ス の 宗教的主題の 2 作品、 「女中 ま た は エ マ オ の 基管J ( 1 6 1 6年頃、 「 マ ル

タ と マ リ ア の家の 基督」 ( 1 6 1 7～ 1 62 1 頃） の爾作の ヒ ン ト が 、 1 6世紀 フ ラ ン ド ル ・ マ ニ エ リ ス ト の
ベ ー タ ー ・ エ ル ツ エ ン P ieter Aertsen (1508～75） や 、 ボ イ ッ ケ レ ル Joachim Beuckelaer 

(1535～1574） な ど の 同機主題の 版画l己 負 う て い る こ と が A. L .  Mayer 以来多 く の識者に よ っ
て 立証 さ れて い る 。 美学82号、 前掲制論五章 p . 30～32参照。

33 . “religious pictures rendered mundane ，， な る 言 葉 を 最初 に使 っ た 人 は E Orosco で 、 ソ リ
ア の意見で は ［真l乙聖な る 敬 け ん さ を 示 し 」 「着衣は精神的 とよ 意味 を 呼吸 し て い る 」 ス ル バ ラ ン の
型女像 （ 素 晴 ら し い顔面を し た 仮装の 婦人像） に適用 さ れ た と し て い る 。 Seekel 前掲論文 P . 29 
8～299 . 

34 . ス ル パ ラ ン は 、 1 626年の San Pahlo 教会、 及 び1 63 1 年の San Toma’s 教会 と の契約 の 中 で 、 自
ら を “ P intor de Imageneria” と 称 し て い た と い う 。 当 時の セ ビ リ ア 画家組合の組織で は 4 種l乙
職業が 区分 さ れて い た 。 鍍金工 gilders、 画家 painters、 聖像画家 image painter、 着衣装飾画
家 painters of decorative wall cloth. 
Soria 前掲論文 P . 36 . Hernandez Diaz, U niversidad de Sevilla, Labaratorio de Arte, 
Documentos para Ia historia de arte in Andulucia, Seville, 1928, II .  P P. 182 183. 

35 . ス ル パ ラ ン は 、 l fi98年 l l 月 7 日 、 ス ペ イ ン 西南部の エ ス ト レ マ ド ウ ラ 地 区の パ ダ ホ ス Badajos の
フ エ ン テ ス ・ デ ・ カ ン ト ス F uentes de Cantos の寒村に生れ た 。 ポ ル ト ガ ル 国境 に面 し た こ の
地方は 、 貧 し い ス テ ッ プ や草原地情が続 き 、 南部 ア ン ダ ル シ ア の 肥沃な 、 海 l と 面 し た 豊か な土地 と
は 異 っ た辺境地帯で あ っ た 。 彼の 内 気で 、 禁欲的 な 気質は 、 こ の地方の 貧 し く 、 静 か な 、 感傷的 な
土地の風土 と 無縁 で は な い と 云わ れ る 。 因 み に 、 こ の地区か ら は 、 新興 ス ペ イ ン の た め に尽 し た
Cortes や P izano, Orellana の如 き 勇猛芯将軍た ち を 出 し た が 、 芸術家で は 、 ス ル パ ラ ン よ り も
l 世紀前に 活躍 し た 聖 な る 画家ル イ ス ・ デ ・ モ ラ レ ス Luis de Morales ( 1509～ 1586） を 出 し た
だけ で あ っ た 。 Soria 前掲書 P . 34～旬、 Jose Gudiol : The Arts of Spain Thames and 
Hudson, London. 1964, P . 270-27 1 . 

36 . ス ル パ ラ ン の 画作 に題材や手法の 点 て、影響 を 与 え た と 恩わ れ る 作家の数は 限 り とE い が主 fご っ た 人 を
挙 げれば次の と お り で あ る 。 ル イ ス ・ デ ・ モ ラ レ ス 、 ポ ル ト ガ ル の画家 ヌ ー ノ ・ ゴ ン サ ル ベ ス
Nuno Gon�alves， ビ リ ヤ ヌ エ パ、 ロ エ ラ ス 、 老 エ レ ラ 、 パ チ エ コ 、 カ ラ ヴ ァ ジ オ 、 リ ベ ラ 、 リ パ
ル タ F rancisco de Ribalta， コ ー タ ン 、 ハ ー メ ン 、 ベ ド ロ ・ カ ン パ ニ ヤ P edro Campana， ア レ
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ホ ・ ヘ ル ナ ン デ ス Alejo Fernandez， ム リ リ ヨ 、 ベ ラ ス ケ ス 、 彫刻家の マ ル テ イ ニ ス ・ モ ン タ ー

ニ エ ス Martinez Montanez， な ど多彩で あ る 。

Soria， 前掲論文 P . 33～48、 153-1 74 . Jose Gudiol 前掲事典 P . 970～974 
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