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Le texte que nous avons traduit a etudie la technique de l’execution picturale des Primitifs 

flamands. Bi巴n qu巴 Van Eyck ait developpe le mod巴le et la structure stratifiee des glacis 

transparentes, la t巴chnique des peintres flamands a change a la seconde moitie du xve si色cle.

Le clair-obscur s’est substitue a la volume-lumiere pour presenter ! 'expression dramatique, 

la structure picturale s’est simpli自白 et Jes hautes lumi色res exterieurement empat白s sont 

devenues frequemment employees. La facture est devenue de plus en plus soulignee en raison 

de l'interet pour l'effet de surface. Les peintres ont renonce a l'o句ectivation du monde exterieur 

par la representation picturale et ant suivi la sensibilit邑 巴sthetique nouvelle. 

キー ワ ー ド ： modeJe （モデ リ ン グ） • structure stratifiee （絵具の層構造） ，

glacis （ グ レーズ） • transparence （透明性） . empatement （イ ンパス ト

／厚塗 り ） . blanc de plomb （鉛白） . radiographie (X 線写真） ， clair-

obscure （明暗） ， hautes Jumieres / rehauts （ハイ ラ イ ト ） ， facture（画肌）

III. 1 5 世紀における個々 の画家の彩色方法 と その展開

様々 な初期フ ラ ン ド ル画家 に お け る ア ン ダー ド ロ ーイ ン グの分析か ら モデ リ ン グ （肉づけ） の特徴

と そ の展開を読み取れ る こ と は す で に 述べた。

わ れ わ れ は そ れを細部 に お い て 観察 し な が ら 、 彼 ら の絵画 自 体が示 し て い る 美的動機に よ っ て そ

の特徴を説明 し て み た い （55）。
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フ ァ ン ・ エイ ク に 始 ま る 初期 フ ラ ン ド ル派の偉大な技法的革新は 、 1 4 世紀の油性展色剤の使用 の

一般化 と 絵具の層構造 （structure stratifiee） の完成 に あ っ た こ と を思い起 こ そ う 。 こ の絵具の層構

造の完成に よ っ て、 透明な絵具層 と 濃密な絵具層 の交互の重ね合わせや、 半透明 な グ レー ズ の い ち

じ る し く 精妙な用法が も た ら さ れた。

1 ） ブルー デル ラ ム と フ レマールの画家

フ ァ ン ・ エイ ク よ り 以前 に 、 ブルーデル ラ ム は絵具を層状に重ね る 原理を適用 し て い たが、 そ の

モ デ リ ン グは 、 後 に 比類な い洗練さ れた技法を も っ て登場す る 巨 匠 フ ァ ン ・ エ イ ク と は と て も 比較

で き る よ う な も の で は な か っ た。 Kockaert は、 こ の違いは、 乾性油で は な く 蛋白系エマル シ ョ ンを

ベー ス と し た展色剤を主に用 い て い た結果だ と い う （56) （図版 1 3a お よ び l 3b） 。

実際、 《 シ ャ ンモル修道院の祭壇画》 を調べてみ る と 、 フ ァ ン ・ エイ ク の作品 よ り ず、 っ と 厚 く 絵具

が塗 ら れて お り 、 ま た透明色に よ る よ り む し ろ 白を加え た不透明色や絵具の厚塗 り （empatement)

に よ っ て 明部が描かれて い る のがわ か る 。 《キ リ ス ト の降誕》 の聖母マ リ ア の顔のモデ リ ン グは い ま

だ に 1 4 世紀の モ デ リ ン グ と き わ め て よ く 似て い る 。 フ ァ ン ・ エ イ ク の モ デ リ ン グの 滑 ら か でエマ

イ ユの よ う な性格 と は反対 に 、 異 な る 色を対比的に並べる 色面構成を用 い て い る 。 立体感の表現は、

明部で は ブ ラ ッ シ ュ ・ ス ト ロ ー ク を利用 し 、 特にハイ ラ イ ト (hautes lumieres） は 全体 に 溶け込 ま

ず 凹 凸の あ る 細 かい筆触で描かれ て い る 。 暗部は ど ち ら か と い う と 不透明 であ る （図版 1 4a お よ び

1 3•） 。

こ の技法は フ レマールの画家の初期作品のひ と つ、 《キ リ ス ト の降誕》 （ デ ィ ジ ョ ン） に も 反響 し

て い る 。 こ の作 品 で は 、 天使た ち の顔のモデ リ ン グは、 ブルー デル ラ ム の描 く 人物の そ れ と 顕著な

類似を示 し て い る 。 す な わ ち 、 重厚な絵具づかい、 同 じ よ う な暗部の不透明性、 そ し て 同 じ よ う な

中 間の調子の部分への 白 の混合であ り 、 その結果モ デ リ ン グに は奥行き感が乏 し く な っ て い る 。

こ の種のモデ リ ン グは 《暖炉の聖母》 （ レニ ン グラー ド） （図版 1 4b） の顔や 《授乳の聖母》 （ ロ ン ド ン）

の衣襲で も 特徴的で あ る 。 フ レマールの画家の後期の作品、 た と え ばフ ラ ン ク フ ル ト の三枚の板絵

の よ う な作品に お い て は 、 技法は変化 し、 フ ァ ン ・ デル ・ ウ ェ イ デンの初期作品 （プラ ド 美術館の 《十

字架降下》） に 見 ら れ る よ う な、 い っ そ う 微妙な譜調 と 透明感の あ る モデ リ ン グを生みだ し て い る 。

それに も かかわ ら ず、 《聖母子》 と 《聖ア ンナ》 の板絵の X 線写真か ら は、 フ レマールの画家がなお

も モ デ リ ン グに 多量 の 鉛 白 （blanc de plomb） を用い、 それを明部の な か で も ひ と き わ 目 だつ広 い

面に利用 し て い る の がわ か る 。

そ れゆ え 、 フ レマールの画家 に お け る 人体表現の絵具層 の厚み は 、 フ ァ ン ・ エ イ ク お よ び特 に バ

ウ ツ の場合 と の 関係においてかな り 重要に な っ て く る 。
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2） フ ァ ン ・ エ イ ク と バ ウ ツ

絵具の透明性、 モ デ リ ン グの明 る さ 、 微細な部分に ま で及ぶ並はずれて精轍な表現が フ ァ ン ・ エ

イ ク の作品を特徴づけ て い る が、 それは形態 と 密接に結びつ い た 技法の変化の結果 で あ り 、 技法の

変化そ れ 自 体 も 新た な美意識の誕生 に よ っ て促 さ れた も の と わ れわれは考 え る 。

フ ァ ン ・ エイ ク が描いた顔の前では 肉体が実在 し て い る と い う 特別な感覚が感 じ ら れ る が、 こ う

し た感覚は 、 あ る 部分 は モデ リ ン グに 内在す る 肉体の 明 る さ に 、 ま た あ る 部分 は 、 包み込 む よ う な

光に よ っ て完壁 に モデ リ ン グ と 統合 さ れた細部の鋭敏な描写に よ っ てい る 。

そ の こ と を よ く 示す作例が、 司教座聖堂参事会員 フ ァ ン ・ デル ・ パエー レ と 《神秘の仔羊》 の 寄

進者で あ る ヨ ド ク ス ・ フ ェ イ ト の顔であ る 。 こ れ ら の作品の X 線写真は 、 モ デ リ ン グの精織 さ が半

透明な グ レーズ (glacis） と 鉛 自 の う っ す ら と ぽかすよ う な使い方の見事な組み合わせか ら 生 ま れて

い る こ と を示 し て い る 。 明 る さ は も っ ぱ ら 白色下地に よ る 光の反射を利用 し て お り 、 ご く わ ず かな

厚みを も っ 白色 の イ ンバス ト は ハイ ラ イ ト 部分に し か認め る こ と がで き な い。 フ ァ ン ・ エイ ク に お

い て 陰影 は か な り 濃 く 描かれ る が、 そ の奥行 き 感を生み 出す彩色法 は 完全な ま で に 滑 ら かで、 モ デ

リ ン グに も 透明感を与 え て い る 。

フ ァ ン ・ エ イ ク の す べ て の 作品 に お い て は細部が最 も 重要 な 役 割を 演 じ て い る 。 と い う の も R

Philippot が指摘す る よ う に 、 細部が構造を担 っ て い る 、 つ ま り 細部が空聞を生みだ し て い る か ら で

あ る 。 完壁に 表現 さ れ た そ れぞれの細部は、 それ ら を包む同 じ 光に よ っ て く っ き り と 示 さ れた他の

細部へ視線を導 く 。 た と え ば 《宰相 ロ ラ ンの聖母》 に おいて天使が手 に 持つ宝冠の真珠を思い浮か

べて ほ し い。

そ の透明感の表現の完壁 さ と い う 点で フ ァ ン ・ エイ ク のモ デ リ ン グに も っ と も 近い の は 、 ベ ト ルス ・

ク リ ス ト ウ ス と パ ウ ツ で あ る 。

と り わ け パ ウ ツ の場合、 《生命の泉》 （ リ ール） の裸体群が好例 で あ る が、 絵具の 薄 さ と 繊細 な 使

い方に特徴があ る 。 度膚 は特別に 明 る い輝 き を も ち 、 そ の 白 を 多用 し た半透明 の肌の下に は 明 る い

地塗 り 層 と 、 さ ら に は ア ン ダー ド ロ ー イ ン グさ え も が透 け て 見 え る 。 そ の一方で薄い グ レー ズが陰

影 に 深 さ を 与 え て い る 。 暗部か ら 明部への グ ラ デー シ ョ ン は き わ め て微妙で、 と も す る と 感知 で き

な い ほ ど で あ る 。

突出 し た量感を も っ 白 い衣を ま と う 人物の、 顔のハイ ラ イ ト を示す た め に やや不透明 な 鉛 白 層 を

用 い る 場合で も 、 そ れ は ご く 薄いイ ンパス ト と し て で あ り 、 エマイ ユの よ う に 滑 ら か な表面の連続

性を こ わす こ と は な い。 こ の厚塗 り は測光写真 （《火の試練》 の皇后の顔） で し か は っ き り 見 る こ と

は で き ず、 さ ら に X 線写真 （《生命の泉》 の登場人物） では 白色の滑 ら かな処理 と 絵具の厚みの均質

さ がは っ き り 見て と れ る 。 《 リ ールの祭壇画》 は非常に保存状態が良 く 、 X 線写真を 見 る と 、 ど の 人

物の外形 も すべて こ く の あ る 白 を き わ め て厳格な筆遣いで薄 く 重ね て シ ス テ マ テ ィ ッ ク に描かれて

い る こ と が分か る （図版 1 5） 。 こ の よ う に絵具を た だ塗 り 広げる の で な く は っ き り 輪郭 ど る や り 方は 、
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引 き 締 ま っ た 量感を好むパ ウ ツ特有の考 え 方に対応 し て い る よ う に 思 わ れ る が、 そ れは ア ン ダー ド

ロ ーイ ン グの段階で も 見 ら れた。 こ の X 線の映像か ら は、 風景で も 、 ブ ロ ケー ド や顔で も 、 同 じ鋭

敏さ を も っ て細部を丹念に描 く 、 パ ウ ツ の堅固で精確かつ神経質な描法 も は っ き り と 読み取れ る 。

総 じ て 、 パ ウ ツ の作品の絵具層 は 、 フ ァ ン ・ エイ ク のそれよ り も 薄い。 モデ リ ン グの明 る さ はい っ

そ う 強 く 、 絵具の透明性は い っ そ う 大 き い。 パ ウ ツ の作品で は肌の色調 も ま た よ り 白 く 、 よ り エマ

イ ユ状の様相を示 し て い る が、 こ れは 《 リ ールの祭壇画》 で観察 さ れた 「油性展色剤 （］iant gras） 」

を用 い た た め で あ ろ う 。 フ ァ ン ・ エイ ク の絵画に お い て は 、 光 は 逆説的 に も 細部を全体へ と 統合 し

な が ら 形態の分析的な表現 に 寄与 し て い る の に 対 し 、 パ ウ ツ で は 、 光 は エマ イ ユの よ う な表面の完

壁 さ を強調 し 、 やや硬い形態に 非物質的な表情を与 え てい る （図版 1 5• お よ び 1 6b） 。

3） フ ァ ン ・ デル ・ ウ ェ イ デン

フ ァ ン ・ デル ・ ウ ェ イ デ、 ンの後期作品一一 《ボー ヌ の祭壇画》、 《ブ ラ ッ ク 家 の三連祭壇画》、 《 コ

ル ンバ教会の三連祭壇画》 な ど一ーの絵画技法は 、 深さ と 明 る さ を と も な う モデ リ ン グ と い う 点で

パ ウ ツ の技法に似て い る 。 し か し こ れ ら の祭壇画の X 線写真は 、 そ の肌のモデ リ ン グ技法が フ ァ ン ・

エ イ ク と フ レマールの画家 の 中 聞 に 位置す る こ と 、 鉛 白 は か な り う っ す ら と 施 さ れ、 パ ウ ツ の場合

ほ ど構造化さ れ洗練さ れ て は い な い こ と を示 し て い る （57）。 それに対 し フ ァ ン ・ デル ・ ウ ェ イ デ、ンの

初期作品 に お い て は 、 絵具は ま だ フ レマールの画家のそれに よ く 似て お り 、 パ ウ ツ の そ れ よ り も 明

ら か に厚塗 り で あ る 。

彩色方法の類似が も っ と も よ く わ か る の は衣服の扱い で あ る 。 フ ァ ン ・ デル ・ ウ ェ イ デ ン と パ ウ

ツ の作品で は ブ ロ ケ ー ド や布地の色彩 と 触感に 同 じ よ う な豊か な表現が見 ら れ る 。 加 え て 、 深みの
モ テ ィ ー フ

あ る 鮮やか な色、 絵具の厚塗 り を利用 し た装飾模様 と 金糸の精織な彩色、 そ し て 暗色調へ と な だ ら

か に 移行す る 背景の処理 も 、 両者のモデ リ ン グに共通す る 特徴で あ る 。

フ ァ ン ・ デル ・ ウ ェ イ デ ン は 、 と り わ け布地の模様を ゆ っ た り と し た平塗 り で 描 い て し ま う が、

他方パ ウ ツ は 、 い っ た ん形を定め た う え で、 き っ ち り と し た小 さ な筆致で細い金糸を描いて布地を

覆 う の であ る 。

4） メ ム リ ン ク 、 フ ァ ン ・ デル ・ フ ー ス、 ヘラ ル ト ・ 夕、フ ィ ッ 卜 、 ホ ア ン ・ デ ・ フ ラ ン デス

メ ム リ ン ク の作品の主題 と 様式 は総 じ て フ ァ ン ・ デル ・ ウ ェ イ デ ン の そ れ に 近いが、 絵画技法の

明 白 な類似 に つ い て の研究 は ず っ と な お ざ り に さ れて き た。 そ の技法的な類似が も っ と も 明 白 に 現

れ て い る の は 《最後の審判》 （ ダ ン ツ ィ ヒ 、 1 467） で あ る 。 こ の祭壇画は フ ァ ン ・ デル ・ ウ ェ イ デ

ンの伝統に則 っ て制作 さ れて お り 、 厳密で秩序立て ら れた ア ン ダー ド ロ ー イ ン グ と 、 奥行 き が あ っ

て 明 る いエマイ ユの よ う なモデ リ ン グを用 い て い る 。 メ ム リ ン ク は、 調和の と れた 構図 と フ ラ ン ド
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ルの伝統的 ヴ、 ィ ジ、 ヨ ン に 特有な宗教図像の客観性を保持 し な が ら 、 彩色の方法をかすか に 変 え て い

る 。 こ う し た変化は す で に 《 ド ン ヌ の三連祭壇画》 （ 1 479-80 頃） に 見 ら れ、 《聖 カ タ リ ナ の神秘の

結婚》 （ 1 479 頃） と 《モ レール家の三連祭壇画》 （ 1 484 頃） に は っ き り と 現れ て い る （図版 1 7＂ お

よ び 1 7b)

絵具の層構造は単純化 さ れ、 絵具層の数が減少す る と 同時 に 、 モ デ リ ン グの外観 も 変化 し て い る 。

肌の色に は そ れ ほ ど 深い変化がつ け ら れて お ら ず、 よ り 均質 に 赤が混ぜ ら れて い る が、 白 を 加 え る

こ と で明 る さ を作 り 、 ま た画肌 (facture） の効果に よ っ て生気を与 え ら れて い る よ う に 見 え る 。 画

肌の効果は 、 ま だ薄いが力強い短い細線で き わ だ たせ ら れて い る 陰影部分 に お い て 顕著 で あ る 。 メ

ム リ ン ク は、 衣服で も 同 じ 技法 に 訴 え て お り 、 ビ ロ ー ド の表現は特に画肌の効果 に 適 し て い る （《マ

ルテ ィ ン ・ フ ァ ン ・ ニ ュ ー ヴ、 エ ン ホ ー フ ェ ンの 肖 像》） 。

画肌を強調す る こ の新 し いや り 方一一反対に フ ァ ン ・ エイ ク は、 表現す る 事物の純粋な現前を 主

張す る た め に こ れを消 し 去 っ て い たーーは、 メ ム リ ン ク に お け る モ デ リ ン グ概念の変化を示 し て い

る 。 つ ま り 、 メ ム リ ン ク は モ デ リ ン グ表現に 当 た っ て 、 絵具の塗 り 重ね の み な ら ず表層 を も 活用 し

て い る 。 そ の た め事物 と そ れ を柔 ら か く 包む周 囲の光 と の あ い だ に 相互浸透が生 ま れ、 手で触れ ら

れ る よ う な人体や布地の表現が生み だ さ れ て い る の であ る （図版 1 8＂ お よ び 1 8b） 。

G. モ レールの た いへん美 し い 肖 像画 （ブ リ ュ ッ セ ル） は こ う し た 「表層 の」 モ デ リ ン グの も う 一

つの例を提供 し て い る 。 こ こ で は 画肌は 消 え 、 重 さ を感 じ さ せな い 陰影 と 肌の色を震わせ る よ う な
エ ク リ チ ュ ル

半透明 の明部がみ え る 。 真 っ 向 か ら 対立す る よ う に 思 え る こ の二つの傾向一一筆 法 を示す傾向 と

消す傾向一ーは新 し い共通項を も っ て い る 。 つ ま り 表面効果の探求であ る 。 こ れ ら の傾 向 は 、 《 フ ロ ー

レイ ン三連祭壇画》 （パ リ ） に お け る 人物の肌の処理の多様性が示す よ う に 、 し ば し ば共存 し て い る 。

衣服、 と り わ け赤い服 （《 ド ン ヌ の三連祭壇画》 中の聖 ヨ ハ ネ 、 《聖 カ タ リ ナ の 神秘の結婚ぬ で は 、

布地の 明 る い部分 に 薄い グ レー ズの 下 に 薄 く 平塗 り し た鉛白層があ り 、 モ デ リ ン グに 表面的な奥行

き を与 え て い る が、 こ れは伝統的な透明性の効果に代わ る も の であ る 。

X 線写真はモデ リ ン グの こ う し た変化を は っ き り 示 し て い る 。 X 線の透過率がほ ぼ均一な こ と か ら 、

薄い鉛 白 層 の 使用 が ほ と ん ど一般化 し て い る こ と が、 と り わ け顔 と 衣襲 に 見て と れ る 。 こ の 鉛 白 層

の筆遣い は 明部 に お い て も き わ め て 一様で、 あ り 、 それは特に衣服 に お いて よ く 分か る （ 1 9 図版 a お

よ び 1 9b） 。 白色は形態の方向 に 沿 っ て塗 ら れて お り 、 ヘ ラ ル ト ・ ダフ ィ ッ ト の絵画 （《カ ナの婚礼》）

に お け る よ う に 、 盛 り 上が り の あ る 線的な筆致を使 つ て は い ない。 こ の X 線写真を実際の画面 と 照

合 し て み る と 、 メ ム リ ン ク は薄い鉛 白 層 を 中 間調 と し て使用 し 、 明部ではやや厚塗 り に し な が ら も

滑 ら かな外観を保ち 、 そ し て 暗部 に お い て は ほ んの少 し 濃い色の薄い グ レー ズを重ねて い る こ と が

わ か る 。

《聖カ タ リ ナ の神秘の結婚》 の X 線画像は ま た ア ン ダー ド ロ ーイ ン グの輪郭線 と 彩色 さ れ た形態の

輪郭の あ い だ に細い線があ る こ と を明 ら か に し て い る （ 「塗 り 残 し の輪郭 （contour n噌·atif ) 」 ） 。 初

期 フ ラ ン ド ル派 に 広 ま っ た こ の手法は 、 こ の作品やヘ ラ ル ト ・ ダフ ィ ッ ト の 《最後の審判》 に は っ

き り と 見 ら れる 。
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フ ァ ン ・ デル ・ フ ー ス の絵画 に お い て も 、 衣服の絵具の層構造 に は メ ム リ ン ク の場合 と 同 じ傾

向 の 変化が見 ら れ る 。 中 間調 と ハイ ラ イ ト に 白 を加え る こ と は、 ま だ一般化 し て は い な い も の の メ

ム リ ン ク の場合よ り も 頻繁に行われて お り 、 薄いがかな り 不透明 な 乳 白 色の ヴ、 エ ー ルの よ う な外観

を呈 し て い る 。 こ う し た方法は、 《聖母の死》 の使徒た ち の 纏 う 青やマ ダー レーキの外衣 に 非常 に よ

く 示 さ れて い る が、 と こ ろ ど こ ろ でモ デ リ ン グの構築原理を逆転 さ せ、 明 る さ の源 と し て 地塗 り 層

よ り も 重要 に な っ て い る 。 こ れ と は反対に 、 陰影部に お い て は 、 グ レー ズ層 の 塗 り 重ね に よ っ て 深

い色調が生み だ さ れ て い る 。

こ れ ら の観察か ら は、 1 5 世紀に お け る モ デ リ ン グの展開の方向 に つ い て 聞 い直す必要が生 じ る 。

Wolters が重要視す る よ う な、 モ デ リ ン グに お け る 鉛 白 の 「量的配分」 の研究 は 、 検討す べ き 唯一

の基準であ る と は思 え な い （58）。

鉛 白 が絵具層 の 中 の ど の層 に あ る のか、 そ の も っ と も 重要な役割 は 何 な の か、 と い う こ と を明確

に す る 余地 も あ る だ ろ う 。 フ ァ ン ・ エイ ク や フ レマールの画家、 フ ァ ン ・ デル ・ ウ ェ イ デ、ンやパ ウ

ツ に お け る よ う に 、 白 は 、 わずかな量を絵具に加え ら れ る こ と で、 主 と し て モ デ リ ン グに 微妙な変

化を与え る の に役立 つ て い る のか、 あ る い は フ ァ ン ・ デル ・ フ ー ス や メ ム リ ン ク 、 ヘ ラ ル ト ・ ダフ ィ ッ

ト の場合の よ う に 、 表面に近い と こ ろ に 、 薄 く て均質な鉛白層 と し て 施 さ れ る こ と で、 モ デ リ ン グ

に 明 る さ を補 う こ と を保証 し て い る のか、 それ と も コ レイ ン ・ デ ・ コ テル や そ の 同時代の画家の場

合の よ う に 、 モ デ リ ン グの外側 に ペー ス ト 状の絵具を加 え る こ と で、 下地か ら 発せ ら れ る 明 る さ の

代わ り を し てい る のか （59） 。

顔 と 手の肌の色の処理は、 フ ァ ン ・ デル ・ フース独特の明暗への新た な 関心を示 し て お り 、 そ の

こ と は す で に ア ン ダー ド ロ ー イ ン グに も 示 さ れていた。 こ の明暗処理は ま だモ デ リ ン グを補完す る

も の と し て あ る が、 鉛 白 層 と 同様、 し だい に 表面で も 感知 で き る よ う に な っ て い る 。 筋 肉 の色味は

か な り き わ だ っ た灰色や褐色を帯びて い る が、 絵具層の薄さ の お か げで、透明性を保 っ て い る 。 髪の

毛 と 髭の き わ め て線的な表現は人物の力強い動 き に参与 し て い る （図版 20•） 。 衣服 に おい て は 、 暗

部か ら 明部への移行がい く つかの短いハ ッ チ ン グに よ っ て示 さ れて い る が、 こ れは 1 5 世紀末の群小

画家が発展 さ せ る こ と に な る 方法であ る 。

フ ァ ン ・ デル ・ フ ー ス は こ の よ う に 、 1 5 世紀末の群小画家の大半の絵画を特徴づけ る こ と に な る

技法 と 美意識の方向性をつ く っ た が、 他方そ の き わ め て洗練 さ れた技法 に よ っ て、 つ ま り そ の手法

の確か さ と 入念 さ に よ っ て初期 フ ラ ン ド ル派の 巨匠たち と も し っ か り 結びつい て い る の で あ る 。

ヘ ラ ル ト ・ ダフ ィ ッ ト の作 品 に お い て も 、 フ ァ ン ・ デル ・ フ ー ス や メ ム リ ン ク に よ っ て も た ら さ

れた彩色技法の変化が新 し い特徴 と 結びついて い る の が見 ら れ る が、 全体 と し て は、 メ ム リ ン ク と

同様、 伝統的な タ イ プの構図の う ち に留 ま っ て い る 。

人物の肌は ほ と ん どすべて明暗法に よ っ て モデリ ン グさ れて い る が、 フ ァ ン ・ デル ・ フ ース と 同様、

色彩の コ ン ト ラ ス ト は初期 フ ラ ン ド ル派独特の 「色の明 る さ と 量感の対応 （volume-lumiere） 」 の効
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果を損な っ て は い な い。 た と え ば、 《カ ン ピ ュ セ ス の裁判》 の登場人物 た ち の顔は、 驚 く べ き 奥行 き

を保ち な が ら も 、 パ ウ ツ の描 く 象牙色の一様に 明 る い顔か ら は ほ ど遠 く 、 そ れ は と り わ け濃淡 さ ま

ざま な褐色 と 後か ら 描 き 込 ま れた光のア ク セ ン ト に よ っ て い る （図版 20b お よ び 2 1 ＂） 。 画肌は メ ム

リ ン ク よ り も ず っ と は っ き り 強調 さ れて い る 。 それは暗部 で は す ばや い小 さ な濃い色の筆触 に よ っ

て 、 明部ではやや厚みの あ る 細線に よ っ て描かれて い る 。 加 え て 、 「 グ レー ズ層 を無視す る 」 傾向が

シサ ム ネ ス の顔 に は見て と れ る 。 処刑 さ れて い る 男 の表情は 、 コ レイ ン ・ デ ・ コ テ ルの描 く 《聖 ア

ルパ ンの祭壇画》 に お け る 罪人 た ち の そ れ に 似て い る が、 し か し も っ と 濃密 な盛 り 上が り の あ る 塗

り の力 強い筆捌 き に よ っ て描かれて い る 。 こ こ では、 先行す る 画家 た ち の滑 ら か で純粋に 内 的 な モ

デ リ ン グは 、 エマイ ユの よ う な表面の下か ら 見え て く る モデ リ ン グに取 っ て代え ら れて い る 。

《 カ ナ の婚礼》 （ルー ヴル） に おい て は 、 ヘ ラ ル ト ・ ダフ ィ ッ ト が用 い て い た様 々 な タ イ プの モ デ

リ ン グが 同 じ 画 面 に 共存 し て い る の が わ か る 。 つ ま り 、 い ま だ伝統的で は あ る が明暗対比の い っ そ

う 強い滑 ら か な モデ リ ン グ、 明部がグ レー ズに入 り 込む よ う に な り 始め て い る モ デ リ ン グ、 そ し て

ペース ト 状の絵具で強い ア ク セ ン ト を施す こ と で明部が描かれて い る モ デ リ ン グで あ る 。

X 線写真で は こ う し た技法的変化が非常 に よ く わ か る 。 《 カ ン ピ ュ セ ス の 裁判》 （ ブ リ ュ ッ ヘ） の

技法的変化は 《 カ ナ の婚礼》 の そ れ と 同 じ傾向を示 し て い る 。 鉛 白 を 多用 し た モ デ リ ン グ、 神経質

な筆遣い で材質感を描い て い る 襲の折返 し部分に お け る 系統的な画肌の効果、 ブ ロ ケ ー ド の描写 に

お け る 均等 な 濃さ で た っ ぷ り と 描かれた金糸、 そ し て大き な 明 色 の ア ク セ ン ト や簡潔な線状の盛 り

上げで顔を き わ だた せ る や り 方な どがそれであ る （図版 2 1 b） 。

装飾的な過剰 さ の み な ら ずモ デ リ ン グの 図式化 も 群小画家を予告 し て い る 。 同 様 に 風景 の扱 い も

単純化 し て い る 。 フ ァ ン ・ エイ ク や フ ァ ン ・ デル ・ ウ ェ イ デ、ン、 パ ウ ツ の よ う な 並 は ずれた細部表

現の世界 は 消 え 、 そ れ ま での奥行き の各段階に 内在す る 微妙な抑揚に と っ て か わ っ て 、 青が し だい

に 弱 ま っ て ゆ く 型 ど お り の グラ デー シ ョ ン （《キ リ ス ト の洗礼》） が一般化す る の で あ る 。

こ の よ う に フ ァ ン ・ デル ・ フ ー ス 、 メ ム リ ン ク 、 ヘ ラ ル ト ・ ダフ ィ ッ ト の作品の彩色方法の比較

検討か ら 、 われわれは ア ン ダー ド ロ ーイ ン グについて と 同様、 1 5 世紀前半の絵画伝統 と い ま だ に 深

く 結びつい て い る こ の三人の画家 に 、 こ の世紀の末に フ ラ ン ド ル絵画が と る 新た な 方向性老見て と

る こ と がで き る ので あ る 。

ホ ア ン ・ デ ・ フ ラ ンデス は 、 反対に 、 伝統に従 う よ り も 革新的な技法を採用 し て い る 。

I. Vandevivere に よ る 《パ レ ン シ ア大祭壇画》 の詳細な調査は、 ホ ア ン ・ デ ・ フ ラ ン デス が ア ン ダー

ド ロ ーイ ン グで も すで に 見 ら れた制作を迫速化 し よ う と す る 意志を も っ て い た こ と を 明 ら か に し て

い る が、 それは先行す る 画家 た ち の技法的遺産を し っ か り と 継承す る こ と を妨げて は い な い。

こ の意志は絵具層 の単純化や早描 き の筆遣いか ら 確かめ ら れ る も の で、 乙 の筆遣い は 激 し い筆触

を用い、 非常に 顕著な表面効果を作 り 出 し て い る （図版 22· と 22b） 。 こ の表面効果に は 、 す で に フ ァ

ン ・ デル ・ フ ー ス 、 メ ム リ ン ク 、 そ し て と り わ けヘラ ル ト ・ ダフ ィ ッ ト に 観察 さ れた傾向が増幅 し

て い る のが認め ら れる 。
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こ れに 対 し て 、 人物の姿が よ り 激 し い表現力 を も っ て描かれ、 絵具層 の構造が単純化 し た か わ り

に 表 面の抑揚が増 し て い る の は 、 1 6 世紀初頭の群小画家、 特 に コ レイ ン ・ デ ・ コ テル に よ っ て 導

入 さ れ る 典型的な変化を予告 し て い る 。 し か し、 こ う し た表面の抑揚を 出 す た め に 用 い ら れて い る

技法は ホ ア ン ・ デ ・ フ ラ ンデス特有の も の で あ る 。 そ こ に は 「生乾 き の彩色の上に 筆の柄を使 っ て

描 い た 線描。 タ ン ポ ン と 指を 用 い て 施 さ れた グ レー ズやイ ンパス ト に よ る 細か い 凹 凸 の あ る 表面」

(Vandevivere, 1 964, p.56） が認め ら れる 。

5） コ レイ ン ・ デ ・ コ テル と ブラ パン ト の群小画家

コ レイ ン ・ デ ・ コ テルの作品 は ま ち がいな く 1 5 世紀末の フ ラ ン ド ル絵画に 起 こ っ た技法的変化の

も っ と も 代表的な例で あ る 。 実際、 こ の古風な作風の画家は 、 フ ァ ン ・ デル ・ ウ ェ イ デ、ン と 1 5 世紀

末の ブ リ ュ ッ セル派、 フ レマールの画家、 パ ウ ツ 、 さ ら に はマ セ イ ス の影響を受け て 制作 し な が ら 、

初期 フ ラ ン ド ル派の 巨 匠の作品の技法 と 精神を 自 ら の も の と し 、 絵画の 新 た な 要請 に 完壁 に 同化 し

て い る 。 彼の作品を特徴づ け る 技法的な特徴は、 多少の相違は あ る も の の 同 時代の ブ リ ュ ッ セ ル派

の群小画家の 多 く 、 た と え ば 「ア フ リ ゲム大修道院の画家」 、 「マ グダラ の マ リ ア伝の画家」 、 「聖女

パルパラ 伝の画家」 、 「聖女カ タ リ ナ伝の画家」 の他、 「聖女ルチア の画家」 の よ う な ブ リ ュ ッ ヘ派の

画家た ち 、 さ ら に は ア ン ト ウ ェ ルペ ン派の画家たち の作品に も 見出 さ れ る 。

フ ァ ン ・ デル ・ フ ー ス が伝統的な宗教主題の作品に 「演劇的な登場人物 （personnages-acteurs) J 

を導入す る こ と で成 し と げよ う と し た イ コ ン的図像の変革は、 物語的性格の絵画 に お い て そ の発展

の頂点を示 し て い る 。 こ れ ら の作品では、 絵画表現の意味そ の も のが変化す る と 同時 に 、 き わ め て

根本的な技法上の変容が起 こ っ て い る 。 画家た ち は、 自 然観察 に 基づい て外界を不動の象徴 と し て

捉 え る 世界観か ら 生 ま れた 、 フ ァ ン ・ エイ ク の統一的な空聞を放棄 し た。 そ の かわ り に 、 彼 ら は並

置 さ れ た人物像の結合に 基づい た 、 ま っ た く 新 し い 考 え 方 に よ る ダイ ナ ミ ッ ク な 空 聞 を創造す る 。

そ れ ら の人物像を結びつ け る 唯一の も の は 語 ら れた物語の展開 で あ る 。 こ の タ イ プの物語画の も っ
レ ア リ ス ム

と も 大 き な 関心事は 、 人物の場面配置や動 き 、 表情の写実的表現に よ っ て観者の心を う つ こ と であ り 、

観者に理想的な人物像を示す こ と で、 は な か っ たので、 技法はず、 っ と 簡略化 し て い る （60）。 同様 に 、 伝

統的な宗教主題 に お い て も 、 画家 は も はやモデ リ ン グの深さ と 明 る さ に よ っ て物質をの り 超え よ う

と も 、 各細部を正確 に 描 こ う と も せず、 絵画構造の単純化に よ っ て得 ら れ た 直接的な効果を 目 指す

よ う に な る 。

コ レイ ン ・ デ ・ コ テル と 1 5 世紀の最末期の ブラ パ ン ト の群小画家 に お い て 、 そ れ ま での初期フ ラ

ン ド ル画家の奥行 き あ る 、 明 る さ に み ち 、 滑 ら かでエマイ ユ の よ う な モ デ リ ン グ、に 取 っ て代わ っ た

の は 、 表面効果の た め に そ の透明性 も 滑 ら か さ も捨て て単純化 さ れ た モデ リ ン グで あ る （図版 23"

お よ び 23b） 。 基調色は い っ そ う 不透明な厚塗 り に な り 、 明部は 、 精織に モデ リ ン グを施すかわ り に 、

鉛 白 を一様 に 混ぜて い る こ と が X 線写真で は っ き り と 見 ら れ る （図版 24＂ お よ び 24b） 。 つ ま り 、 モ

デ リ ン グの明部は、 グ レー ズ層 を透 し て 見え る 地塗 り 層 の 明 る さ に よ っ て で は な く 、 基調色 に 多量
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の 鉛 白 を加 え た り 、 ま た後か ら 絵具で描 き 起 こ し た り す る こ と に よ っ て 生み だ さ れて い る 。 暗部は

不透明で、 明部は盛 り 上げを利用 し て い る が、 何よ り も 明度の異な る 色彩を乱暴に 塗 り 分 け て お り 、

互 い に 混 じ り 合 う こ と は な い。 こ う し た技法が彫塑的な明暗効果を生み だ し て い る が、 そ れは フ ァ

ン ・ デル ・ フ ー ス の 場合 と 違 っ て も は や明 る さ を利用 し た量感 と 一体に は な ら ず、 こ の 時代の絵画

の特徴で も あ る 後か ら 施 さ れた強いア ク セ ン ト に よ っ て形づ く ら れて い る 。 と り わ け コ レイ ン ・ デ ・

コ テルは ア ン ダー ド ロ ー イ ン グの段階か ら こ う し た明暗表現を用 い て い る 。

こ う し た モ デ リ ン グで は 、 多 く の場合、 非常 に 沈んだ不透明色の 陰影部分 と 明部 の 中 間 で は 濃色

の細かい線が よ く 使われて い る 。 《聖ア ルパ ンの祭壇画》 に お け る 《罪人 た ち 》 の 肉体の色は、 こ の

技法を よ く 示 し て い る 。

画肌は 、 1 5 世紀前半の初期 フ ラ ン ド ル画家の場合の よ う に 隠 さ れ る の で も 、 フ ァ ン ・ デル ・ フ ー

ス や メ ム リ ン ク 、 ヘ ラ ル ト ・ ダフ ィ ッ ト の よ う に 「表層的 な も の」 で も な く 、 モ デ リ ン グの 内 的 な

抑揚の欠如を覆い隠す た め 、 ま た表現上の配慮に よ っ て、 意図的に強調 さ れ る よ う に な っ た。 同様に 、

ホ ア ン ・ デ ・ フ ラ ンデ ス を 除 く と 以前の画家に は あ ま り 見 ら れな か っ た 線状 の 描 き 起 こ し が、 顔の

表現で、顕著 に な っ て く る 。 と り わ け 「サ ン ト ・ ギ ュ デ、ュ ル大聖堂風景の画家」 の描 く 顔の表現が好

例であ る 。

さ ら に 、 も っ と も 装飾的な部分だけ が画面効果や美の源 と し て 活用 さ れ、 そ れ以外の部分は 軽視

さ れ る よ う に な る が、 こ れはすべて の も のが完壁 な一つの全体に 属 し て い る ゆ え に いか な る 部分 も

同等の厳格 さ で制作 し て い た以前の フ ラ ン ド ル画家で は考 え ら れ な い態度であ る 。 ブ ロ ケー ド の 描

写 に装飾的効果への好み が は っ き り 見 ら れ る メ ム リ ン ク やヘ ラ ル ト ・ ダフ ィ ッ ト の作品 に お い て さ

え 、 装飾モ テ ィ ー フ はすべて、 かな り 単純化 さ れなが ら も 、 非常に 入念に描かれて い る 。

何が初期 フ ラ ン ド ル派の 巨 匠の彩色方法を コ レイ ン ・ デ ・ コ テ ルやそ の 同 時代の画家 た ち の彩色

過程か ら 区別 し て い る かを よ く 把握す る た め に 、 《聖アルパ ンの祭壇画》 翼部の 《罪人た ち 》 の肌の

モ デ リ ン グ と 、 先 に 検討 し た パ ウ ツ の 《地獄に落ち る 罪人た ち 》 の そ れを比較 し て み よ う 。

パ ウ ツ の描 く 深味があ り 明 る い肌のモデ リ ン グは、 褐色味の強い 肉体に お い て も ご く 微妙な語調

を し め し て お り 、 明部や暗部が ど ん な に強め ら れで も 、 連続性 と エマ イ ユの よ う な 輝 き を台な し に

す る こ と は ない。 と い う の も 、 純粋に 形態の 内 に あ る 抑揚はすべて、 Philippot が一つの 同 じ 「明 る

い色彩のマ ッ ス」 と 呼んだ も のの 内 に統一さ れてい る か ら であ る 。 コ レイ ン ・ デ ・ コ テル は 、 反対に 、

主題の ド ラ マテ ィ ッ ク な面を強調す る た め に 、 《罪人 た ち 》 の肌を色彩の コ ン ト ラ ス ト を強調 し て描

い て お り 、 濃い暗色の平塗 り に 濃色の細線を重ねた面 と 明色の厚塗 り を並置 し て、 主 と し て後か ら

塗 り 重ねた形で表現力 に と んだ明暗効果をつ く り だ し て い る 。 そ の結果、 モ デ リ ン グは そ の透明性

を失っ て い る が、 表現力 は 増 し て い る 。

同様に、 フ ァ ン ・ デル ・ ウ ェ イ デンやパ ウ ツ が、 ブ ロ ケー ド の テ ク ス チ ュ ア を基調色か ら 明部 に

向か う 段階的なモデ リ ン グ と 盛 り 上げを使っ た金糸の効果に よ っ て描いて い る の に 対 し 、 コ レイ ン ・

デ ・ コ テル は 、 こ う し た洗練 さ れたモ デ リ ン グを 図式化 し、 い っ そ う 簡略な線描 シ ス テ ム に お き か

え て い る 。 こ の画家は も はやモ デ リ ン グの施さ れ て い な い不透明 な 中 間調の上 に 平塗 り で模様を描
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い て し ま う こ と が多 く 、 濃色や明色の平塗 り 面の移 り 変わ り が も っ ぱ ら 装飾的効果を果た し て い る

が、 他方、 明部を表す細い線は どの平塗 り 面で も 同 じ濃さ で あ る （図版 25＂ お よ び 25b） 。

ま た明部か ら 暗部 に か け て 、 装飾模様 と 糸の描線では二つの異な る 色調一一ハ イ ラ イ ト で は 黄色、

中 間部では赤ーーを 用 い て グ ラ デー シ ョ ンが表 さ れて い る が、 一方、 陰の 中 に 置かれた部分 は か な

り 手抜き し て描かれて い る 。

1 5 世紀末の群小画家の作品 に お け る 初期フ ラ ン ドル派の 「伝統的J 技法の こ う し た簡略化 は 、 た

んに絵画に お け る 精神の変化の結果なのでは ない。 それは ま た、 一部が輸出 に 向 け ら れた工房作 品 （ ブ

ラ パ ン ト の祭壇画の翼部） の大量生産の発展に よ っ て生 じ た も ので も あ る 。

週速な生産の欲求 に 応 え る た め、 技法は次第に ブロ ケー ド の描写 に 見 ら れ る よ う な シ ス テ ム に 頼

る よ う に な る 。 そ の た め作者帰属の基準を確立す る こ と は し だい に 困難に な り 、 違 い は も は や制作

の質に よ っ て し か分か ら な く な る の であ る 。

結論

1 4 世紀末か ら 1 6 世紀初頭 に か け て のモデ リ ン グの展開を検討す る と 、 1 5 世紀の最末期の絵画を

特徴づけ る 技法的変容の う ち に は、 フ ァ ン ・ エイ ク 以前の作品 に 用 い ら れて い た単純なや り 方でモ

デ リ ン グを施 し 、 同 時 に 、 絵具に よ り 多量の鉛 自 宅E加え る や り 方への 回 帰が見て と れ る 。 実際、 1 4

世紀の作品やフ レマールの画家の初期作品 に おけ る 塗 り 重ね回数の少ないモデ リ ン グ表現の方法を、

フ ァ ン ・ エイ ク は 塗 り 重ねの 回数を増やす と と も に 、 重ね方や透明な グ レー ズの効果を併用 し 、 非

常 に 洗練 さ れ た も の に 発展 さ せ た わ け だが、 こ の構造は 1 5 世紀末か ら 1 6 世紀初頭 に か け て の群小

画家の絵画 で は 、 多 く の場合、 単純な彩色構造 に戻 っ て し ま う の で あ る 。 こ の構造は 、 図式的に 見

る と 、 不透明な色調や暗部 と 明部を 「後か ら 」描き加え る と い う 点で 1 4 世紀の絵画 と よ く 似て い る が、

初期フ ラ ン ド ル派 の 巨 匠 の技法的伝統を 引 き継いでい る 点でそれ と は 区別 さ れ る 。 彩色構造の単純

化は、 時代の要求 に 応 え る た め絵画制作を簡易化す る こ と が 目 的だ っ た が、 し か し そ う し た変化が

あ り なが ら も 、 外見上は そ れ ま での巨匠た ち のや り 方を模倣 し て い る の で あ る 。

絵具の塗 り 重ね 回数を減 ら し た り 、 薄い グ レーズを置 く 部分の下に 明色を平塗 り し た り す る 方法

は メ ム リ ン ク に 始 ま る 。 明暗を強調す る 方法は フ ァ ン ・ デル ・ フ ー ス に 、 画肌 と 装飾的な加筆の効

果を用 い る 方法 は ヘ ラ ル ト ・ ダ フ ィ ッ ト に始 ま る が、 こ れ ら の様々 な傾向 は 1 495 年以前 に は公然

と 現わ れ る こ と は な か っ た。 こ れ ら の傾向は ま ずホ ア ン ・ デ ・ フ ラ ンデス の作 品 に 、 ついで物語画 に 、

さ ら に は コ レイ ン ・ デ ・ コ テルの作品に見い だ さ れ る 。

それゆ え 、 1 5 世紀 フ ラ ン ド ル絵画の彩色方法のいち じ る し い複雑さ は ご く 限 ら れた 時期の現象に

と ど ま っ て い る 。 実際、 厳密に 言 え ば、 外界を可能な 限 り 完壁 に 客観 的 に 再現す る と い う フ ァ ン ・

エイ ク の原理か ら 生 ま れた絵画表現の完成度の高さ や繊細 さ は、 1 5 世紀前半 に 生 ま れた画家の作品

群に し か 当 て は ま ら ない。 すなわ ち フ ァ ン ・ エイ ク の作品、 フ レマールの画家の何点かの作品、 フ ァ
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ン ・ デル ・ ウ ェ イ デン の 「厳正で」 「持情的な」 作品、 そ し てパ ウ ツ と ペ ト ルス ・ ク リ ス ト ウ ス の作

品な どがそれに 当 た る 。 それに 対 し て、 フ ァ ン ・ デル ・ フ ー ス 、 メ ム リ ン ク 、 ヘ ラ ル ト ・ ダフ ィ ッ ト 、

ホ ア ン ・ デ ・ フ ラ ンデス と い っ た 世紀後半 に 生 ま れた大画家 た ち は 、 そ れ ぞれの独 自 の美意識を追

求 し な が ら 、 モデ リ ン グの構築の基本的な原理を変化さ せ始めて い た の で あ る 。

初期 フ ラ ン ド ル派の絵画技法 に 関 す る あ ら ゆ る デー タ を総括す る こ と は、 本論の枠内 で実現す る

に は あ ま り に 大 き す ぎ る 目 標 で あ る 。 それゆ え こ こ で は独 自 の ア プロ ー チ を と る 必要 が あ っ た。 つ

ま り 、 ま ず油彩画の発展 に お い て フ ァ ン ・ エイ ク が 占め る 位置を明確化す る こ と を試み、 次 に い ま

だ議論の多い初期 フ ラ ン ド ル派の展色剤の同定に 関す る 諸説を要約 し た 後 に 、 1 5 世紀の様 々 な画家

に お け る モ デ リ ン グの研究を お こ な う こ と で あ る 。 制作の二つの主要な段階一一ア ン ダー ド ロ ー イ

ン グ と 厳密な意味での彩色過程一ーを総括す る と の研究に は 、 Taubert と Wolters に よ っ て 始め ら

れた光学的方法 に よ る 比較研究が生かさ れた。 こ う し た方法に よ っ て 1 5 世紀に お け る モデ リ ン グの

展開の概略を提示す る こ と がで き た の で あ る 。

対象 と す る 画家の選択 に は 三つ の点が基準 と な っ た。 個 々 の画家の様式 と 技法の独創性、 利 用 す

る こ と ので き た諸研究機関の調査記録の数 と その質、 そ し て先行研究の存在であ る 。

参照の鍵 と し て は三つの画家の グルー プを提示 し た。 1 5 世紀前半のモデ リ ン グの傾向を も っ と も

よ く 示す フ ァ ン ・ エイ ク と パ ウ ツ の グルー プ、 1 5 世紀後半のモ デ リ ン グの傾向を よ く 示 し、 様 々 な

度合いで世紀末の群小画家の技法の方向性を予告す る フ ァ ン ・ デル ・ フ ー ス 、 メ ム リ ン ク と ヘ ラ ル ト ・

ダフ ィ ッ ト の グルー プ、 そ し て最後に 、 ブ ラ パ ン ト の群小画家 と と り わ け コ レイ ン ・ デ ・ コ テル の

グルー プで あ る 。 調査記録がないため、 ペ ト ルス ・ ク リ ス ト ウ ス、 フ レマールの画家、 そ し て フ ァ ン ・

デル ・ ウ ェ イ デ、 ン の 作品 に つ い て は 、 ご く 部分的に触れた だ け で あ る 。 ヨ ー ス ・ フ ァ ン ・ ヘ ン ト の

作 品 は ま っ た く 検討 さ れ て お ら ず、 ま た ヒ エ ロ ニ ム ス ・ ボ ス の作品の研究は著 し く 異 な る 問題系 に

繋が っ て い る ため、 あ え て避 けて い る 。

本論で提示さ れた方法を念頭 に 置 き つつ、 1 5 世紀末の フ ラ ン ド ル画家の技法に つ い て の認識を深

化 さ せ る た め に は、 次の二つの点で努力 が な さ れ る 必要があ る だ ろ う 。 す な わ ち 、 い ま だ に あ ま り

に も 断片的で説得力 に 乏 し い技法調査資料を補完 し て ゆ く こ と 一一 と り わ け、 ク ロ ス ・ セ ク シ ョ ン

と 赤外線テ レ ビ画像の不足を強調 し て お き た い （61 ) 一一、 そ し て そ れ ら の デー タ を技法的知識を様

式的観察 に 結 びつ け る 発展的で通時的なパースペ ク テ ィ ヴの も と に 新 た な解釈 に 委 ね る こ と で あ る
(62) 。
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(55> Wolters Ch., Die Bedeutung der Gemaldedurchleutung mit Rontgens佃hlen fur die Kunstgeschichte. Frankfurt. Prestel Verlag. 1 938. 

こ の著作において、 著者は絵画における鉛白の使用に関する 明確で詳細な分析をは じめて行い、 美術史 と 、 と り わ けモデ リ ン
グの研究における X 線検査の重要性を明 らかに した。

(56） 《シャ ンモル修道院の祭壇画》 の翼部の研究は、 ディ ジ ョ ン美術館の所蔵作品集成公刊の一環 と してな さ れた。 展色剤につい

てのデー タ は L Kockaert 氏に閲覧させていただいた。 また、 M. Comblen Sonkes 氏のおかげで赤外線写真を調査する こ と がで

き た。 お二人に は心か ら 感謝 し 申 しあげたい。 こ れ ら の翼部の赤外線写真か ら は初期フ ラ ン ドル派のそれを予告す る ア ン ダー

ド ロ ーイ ン グ、の存夜が明 ら か にな っ ている。 こ のア ンダー ド ローイ ングには、 ヴ ァ ル クールの 《受胎告知》 と 《聖母マ リ アの

エ リ サベツ訪問》 やナ ミ ュ ールのフ ァ ン・エイ ク以前の聖遺物匝のよ う な、 陰刻さ れた素摘だけでな く 、 筆に よ る線も 見 ら れ る。
筆で拙かれてい る のは 主 と し て構図デ、ッ サ ンで、 国際ゴシ ッ ク趣味のつよい様式ーーと り わけ衣服の袋におけるーーに よ る し

なやかな線描を示 している。 ただモデ リ ン グの緊密で長いハ ッ チン グが、 人物の外衣のい く つかの部分 と 風景では陰影を示 し

ている。

(57) こ の観察は、 フ ァ ン ・ デル ・ ウ ェ イデンの絵画はフ ァ ン ・ エイ ク経験を通 したフ レマールの画家の絵画の湾省察である と す る 、
E. Panofsky の説を支持 している。 （Panofsky E .. Early Netherlandish Painting, I .  Icon Editions. 1 9 7 1 〔アー ウ ィ ン ・パノ ア スキー『初

期ネーデルラ ン ト 絵画ーその起源と 性格』 （勝国興 ・ 姥川順子訳、 中央公論美術出版、 200 1 ) 〕 ）
(58） 注 （55） を参照。
(59） こ れ ら様々 な仮説は、 ク ロ ス ・ セ ク シ ョ ンの研究に よ っ て検証する こ と ができ る はずだが、 残念な が ら ク ロ ス ・ セ ク シ ヨ ン

は希少で入手 し に く い。 ク ロ ス ・ セ ク シ ョ ンの研究は さ ら に、 モデリ ン グ、の個人的な方式に応 じ て鉛白層 と グ レーズの厚みが

どの よ う に変化 したかを追跡する こ と を可能 と して く れるだろ う 。

(60) 1 5 世紀末のフ ラ ン ドル画家が初期 フ ラ ン ドル派の巨匠たち の絵画技法に も た ら し た変化の研究は、 1 980 年に ブ リ ュ ッ セル
自 由大学 （P. Philippot 科長） に提出 さ れた私の博士論文 『コ レイ ン ・ デ ・ コ テルと 1 5 世紀末およ び 1 6 世紀初頭のブラバン
ト の絵画工房 （Colyn de Coter e t  Jes ateliers brabani;:ons de peinture de la fin du XV siecle et du debut du XVf）』 の重要な一章をな し

ている。

(5 i >  Van Asperen de Boer J.R.J.. Infrared Reflectography. A contribution to the examination of  earlier European P剖ntings. Amsterdam, 

1 970. アムステルダム大学に提出 さ れた学位論文。
(62） 所蔵する 科学的調査記録を参照する許可をいただいた諸研究所に感謝 したい。 特に、 ベルギー王立文化財研究所 （ ブ リ ュ ツ

セル） の科学研究室の フ ァ イ ル、 国立初期フ ラ ン ドル派研究セ ンター 〔ブ リ ュ ッ セル） の技法写真コ レ ク シ ョ ン、 フ ラ ンス美

術館総局科学研究所 （パ リ ） に よ っ て撮影されたバウ ツの 《罪人たち》 と 《生命の泉》 の X 線写真、 ヘラル ト ・ ダフ ィ ッ ト の
《カナの婚礼》 の X 線写真、 そ して最後に Eich 氏に閲覧させていただいたフ レマールの画家の 《聖母子》 と 《聖ヴ、エ ロニカ》 （フ

ラ ン ク フル ト ） の技法調査記録について は特別に感謝申 しあげたい。 ま た、 ルーヴル美術館 （パ リ ） の保存修復担当者、 と り
わけ主要な 1 5 世紀フ ラ ン ドル絵画の技法調査を実現させていただいた E. Male と S. Bergeon の両女史に も心か ら の感謝の意

を表 し たい。
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00

 

1 5 世紀フ ラ ン ド ル絵画の絵画技法 (3) 

（左） 図版 1 3a

メ ル キ オ ー ル ・ ブ ル ー デ ル ラ ム

《 シ ャ ン モ ル修 道 院 の 祭 壇 画 神

殿奉献》 部分 （幼児キ リ ス ト の顔）

デ ィ ジ ョ ン美術館

（右） 図版 1 3b

ヤ ン ・ フ ァ ン ・ 工 イ ク 《宰相 口 ラ

ンの聖母》 部分 （幼児キ リ ス ト の顔）

パ リ 、 ルー ヴル美術館

（左） 図版 1 4•

メ ル キ オ ー ル ・ ブ ル ー デ ル ラ ム

《 シ ャ ン モ ル修 道 院 の 祭 壇 画 （ キ

リ ス ト の 降誕） 》 部分 （聖母の顔）

デ、 ィ ジ ョ ン美術館

（右） 図版 1 4b

フ レ マ ー ル の 画 家 《 暖 炉 の 聖母》

部分 （聖母の顔）

レニ ン グラ ー ド 、 エ ル ミ タ ー ジ ュ 美

術館

図版 1 5

テ、ィ ル ク ・ バ ウ ツ 《生命の泉》 部分、

X 線写真 リ ール美術館
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（左） 図版 1 6a

ヤ ン ・ フ ァ ン ・ 工 イ ク 《赤い タ ー

バンの男》 拡大写真

ロ ン ド ン、 ナ シ ョ ナル ・ ギャ ラ リ ー

（右） 図版 1 6b

デ ィ ル ク ・ パ ウ ツ 《男 の 肖 像 》 拡

大写真 ロ ン ド ン、 ナ シ ョ ナル ・ ギャ
ラ リ ー

（左） 図版 1 7"

ハ ン ス ・ メ ム リ ン ク 《最後の審判》

拡大写真 （ 選 ば れ た 者 の 顔 ） ダ ン
ツ ィ ヒ 、 ポ メ ラ ニ ア ン美術館

（右） 図版 1 7b

ハ ン ス ・ メ ム リ ン ク 《 モ レ ー ル 家

の 三 連祭壇画》 拡大写真 （寄進者

の顔） ロ ン ド ン、 ナ シ ョ ナル ・ ギャ
ラ リ ー

（左） 図版 1 s· 

ヤ ン ・ フ ァ ン ・ 工 イ ク 《 ア ル ノ ル

フ ィ 一 二夫妻の 肖像》 拡大写真 （妻

の顔） ロ ン ド ン、 ナ シ ョ ナル ・ ギ、ヤ
ラ リ ー

（右） 図版 1 8b

ハ ン ス ・ メ ム リ ン ク 《 モ レ ル 家

の 三 連祭壇画》 拡大写真 （寄進者

の 妻 の 顔） ブ リ ュ ッ へ、 フ ルー ニ

ンヘ美術館



（ ド左） 図版 2 1 a 

l 5 世紀フ ラ ン ド ル絵画の絵画技法 (3) 

（左） 図版 l 9a 

ハ ン ス ・ メ ム リ ン ク 《聖 カ タ リ ナ の

神秘の結婚》 中央パネル、 部分 （天使） 、

通常光写真

ブ リ ュ ッ ヘ、 聖 ヨ ハ ネ 施療院

（右） 図版 l 9b 

問、 X 線写真

（左） 図版 20·

ヒ ユ ー ホ ・ フ ァ ン ・ デル ・ フ ー ス 《聖

母の死》 部分 （使徒の顔）

ブ リ ュ ッ へ、 フ ルー ニ ンヘ美術館

（右） 図版 20b

へ ラ ル 卜 ・ ダ フ ィ ッ 卜 《 力 ン ビ、 ユ セ

スの裁判》 部分 （判事の顔）

ブ リ ュ ッ へ、 フ ルー ニ ンへ美術館

ヘラ ル 卜 ・ 夕、フ ィ ッ 卜 《力 ン ビ、 ユ セ スの裁判》 部分 （顔） 、 通常光写真

ブ リ ュ ッ へ、 フ ルーニ ンへ美術館

（下右） 図版 2 l b 問、 X 線写真

- 89 -



愛知県立芸術大学紀袈 No.42 (20 1 2) 

ホ ア ン ・ デ ・ フ ラ ン デ ス 《主祭壇画 （オ リ ー ヴ園

のキ リ ス ト ） 》 部分 （キ リ ス ト の頭部） 、 通常光写真

パ レ ン シ ア 大聖堂

（上右） 図版 22b 問、 X 線写真

(1=1�） 図版 23•

フ レマールの画家 《悔い改めた盗賊》 の断片、 部分

フ ラ ン ク フ ル 卜 、 シ ュ テー デル研究所

90 

（下） 図版 23b

コ レ イ ン ・ デ ・ コ テ ル工房 《悪魔葱き

を払 う 聖 口 ンポ一》 部分 （顔）

メ ヘ レ ン、 聖 ロ ン ボ一大聖堂



1 5 世紀フ ラ ン ド ル絵画の絵画技法 (3) 

（左） 図版 24•

ブ リ ユ ツ セ ル 派の工房 《 聖 ヱ テ ィ

工 ン ヌ の祭壇画》 1 5 1 0 年頃、 翼部、
部分 （聖 ア ガタ の顔） 、 通常光写真

（右） 図版 24b 問、 X 線写真

（左） 図版 2s·

デ ィ ル ク ・ バ ウ ツ 《火の試練》

部分 （ ブ ロ ケ ー ド ）
ブ リ ュ ッ セル 、 王立美術館

（右） 図 版 25b ブ リ ユ ツ セ ル派

の 工 房 《 キ リ ス ト の 受 難 の 祭

壇 画 》 1 5 1 0 1 5 1 5 年 頃、 翼部、
部分 （ ブ ロ ケ ー ド ）
ヴ、 エ ツ ク ホル ム 教会

〔訳者後記〕

本稿は、 1 979 年 9 月 1 0 日 9 月 1 8 日 に 、 ボ ロ ー ニ ャ で 聞 か れ た 第 24 回 国 際美 術 史学会大会

の 第 3 分科会 「 1 4- 1 5 世紀の絵画 ： 技法分析の美術史への寄与」 に お い て 口頭発表 さ れ た 報 告 で 、

次の学会報告論集に 収め ら れて い る 。

Cathline Perier D’Ieteren, La technique picturale de l a  peinture flamande d u  XV" siecle, i n  La pittura 
nel XIV e XV secolo: Contributo dell 'ana/isi tecnica alla storia dell ’arte, a cura di Henk W. van Os e JR.J 

van Asperen de Bo巴r ( Atti del XXIV Congr巴550 Jntemazionale di Storia dell ’Arte, Comite International d’ 

His to ire de !'Art ) ,  Edi trice C . L. U . E. B . ,  Bologna, 1 983, pp. 7 7 1  

l
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今回の訳稿 も 、 前回 と 同様、 芸術学専攻卒業生の吉野斉志君が第一稿を作成 し私が訂正、 推敵 し て

一応の完成を見た。 さ ら に訳文全体 と 絵画技法用語に 関 し て、 本学客員教授で絵画技法史 ・ 保存科学

の第一人者であ る 森 田恒之先生に校聞をお願い し、 最終的に完成 し た。 今回の掲載分 （3） は、 前掲

論文の原註お よ び図版ペー ジをのぞいた pp. 28-38 の翻訳であ る 。
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