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This essay is an exhibition review on the Vienna collections held at the 
Me位opolitan Museum (New York, 1950) by Clement Greenberg. The exhibition 
exposed not only works of the 鳴netian painters of 16th Century such a自 由.tian, 
Tintoret加 and Veronese,  but also works of 17th Century’S Northern painters such as 
Velazquez, Rubens, Rembrandt, Van Dyck etc. . Greenberg had an insight into a 
common quality 企om the works of the Vienna show: the Venetian 加ne . This ideal of 
painterliness continued 加 many m勾or painters of the 19th Century such as Turner, 
Delacroix, the Impressionists etc .. He called thお the Venetian Line. 
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ニ ュ ー ヨ ー ク の メ ト ロ ポ リ タ ン美術館で現在開催 さ れて い る ウ ィ ー ン美術史美術館展 の絵画群は、

我 々 が 二年前 に ワ シ ン ト ンで見たベル リ ン美術館展 ほ ど大規模で興味深い展覧会 で あ る わ け で は な

い （ 1 ） 。 オース ト リ ア の美術館 当 局 は板絵を運送の危険に さ ら す こ と を 望 ま な か っ た た め 、 船積み

さ れた の は、 い く つ かの鋼板や紙に描かれた作品 を 除い て 、 カ ン ヴ ァ ス に描かれた絵画 に 限定 さ れ

る こ と に な っ た。 し か し 、 そ の 作 品 の選定は、 疑いな く ハプス ブ、ル ク 王家の ヴ ェ ネ ツ ィ ア 絵画 と ス
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ベイ ンや フ ラ ン ド、ルに お け る そ の後継者への き わだ、 っ た美的噌好のおかげで、 ヴ ァ ラ エテ ィ の 乏 し

さ を 作品の豪者 さ と 物理的 な ス ケ ールの 大 き さ で補 う こ と に な っ て い る 。 こ れに加 え て 、 さ ほ ど派

手な も の で は な いが 三 O 点 ほ ど のルネサ ン ス 期 の ブ ロ ン ズ彫刻 が 出 品 さ れて い る 。 さ ら に タ ベス ト

リ ー、 装飾工芸品 、 そ の他の 出 品物 を含 め る な ら ば、 それで も こ の展覧会は全体 と し て ま さ に ヴ エ

ネ ツ ィ ア 美術独特の も ので あ る 豊潤 で、心地 よ い効果を生み出 し て い る の で あ る 。 黄金色や銀色の 量

塊が暗褐色の深みか ら 輝 き 出 る 。 リ ュ ペ ンス 、 ヴァ ン ・ ダイ ク 、 ベ ラ ス ケ ス 、 そ し て レ ン プ ラ ン ト

は、 それぞれのや り 方で こ う し た全体的印象を 生みだ し て い る 。 カ ラ ヴ、 ア ッ ジ ョ （無造作に描かれ

た質の劣 る 絵画で さ え） やハノレス も 同 じ 描 き 方 を し て い る 。 驚 く こ と に 、 フ ェ ル メ ールの素晴 ら し

い カ ン ヴ ァ ス 画、 き わ め て 非イ タ リ ア 的 な 明 る さ をおびた 《画家の ア ト リ エ》 で さ え 、 ヴ ェ ネ ツ ィ

ア 派 の色調にす っ ぽ り 包み込 ま れて い る よ う に 思われ る のだ。 柔和な ラ イ ス デールの風景画 も ま た

し か り で あ る 。 し か し こ う し た パ ラ ド ッ ク ス は主 と し て 作品 の飾 り 付 け に よ る 錯覚 のせい な の か も

しれない。

ベ ラ ス ケ ス は全展示 品 の な かで も 最 も 見応 え が あ る 。 思 う に彼の晩年の様式は、 た と えそれが工

房 の も の で あ ろ う と 、 常 に最 も 見応 えが あ る と い え る 。 私は こ れ ま で彼の 《 ピ ン ク の服 を着た幼い

マ ルガ リ ー タ ・ テ レサ王女》 （ 図 1 ） よ り 素晴 ら し い 絵 を 見 た こ と が な い。 さ ら に 言 え ば、 彼 の 《マ

リ ア ・ テ レ サ 王女》 （ 図 2 ） は 、 ほ ぽ同 じ 時期 に 制 作 さ れた も の だ が 、 い く つ かの 点 で前 作 を凌

い で い る 。 フ ェ リ ベ 四世の小 さ な頭部は、 た っ ぷ り と し た 、 溶 け合 う よ う な筆致で描かれて い る が 、

こ れ ま た珠玉 の 作品 で あ る 。 彼の別の 三点の 肖 像画はほんのわずかだが そ れ ら よ り 質が 劣 る 。 最盛

期 の ベ ラ ス ケ ス は、 き わ め て 一 貫 した芸術的統御力 を も っ て いた の で、 絵画の 主題 の性質が彼に そ

の技巧 を発揮す る 機会 を 与 え る だ け で 、 それを個々 の作品 の長所に転 じ て い る よ う に 思 え る 。 つ ま

り 凝っ た髪形や特異な風貌 を も っ人物 の 肖 像主題は、 ふつ う の髪形や平凡な顔立 ち の 肖 像 よ り 、 い

っ そ う 豊かで、味わ い の あ る 絵を 生み出す こ と に な っ た よ う な の だ。 晩年のベ ラ ス ケ ス はた だそれに

何か を付け加 え る だ け で上質の絵に仕上げ る こ と が で き た の だ ろ う 。

四 人 の ヴ ェ ネ ツ ィ ア 派 の 巨匠一一ジ ョ ルジ ョ ーネ に帰属 さ れた ご く 魅力 的 な 肖 像画 も 数に入れ る

な らーーの う ち で は 、 テ ィ ン ト レ ッ ト が 一番 目 をひ し と い う の も 、 何点かの 肖 像画 と と も に 、 彼

の 見応 え満点 の 《ス ザ ンナ と 長老た ち》 （図 3 ） が 出 品 さ れて い る か ら だ。 こ の絵は、 不意 をつ く よ
ベ イ ン タ リ ー

う な そ の構図や色彩和音のみ ご と な絵画的な大胆 さ に も かかわ ら ず、 やや平板で、、 く ね く ね と 湾 曲

し た裸体の シルエ ッ ト が暗い背景 に 張 り つい て い る よ う に 見 え る た め に 、 おそ ら く あ る 種 の最終的

な均衡を欠 い て い る 。 （ と は い え、 私 と し て は 、 こ の絵画に対 し て あ ま り 批判が ま し い こ と は言いた

く な い。 ） テ ィ ン ト レ ッ ト の 肖 像画は全体 と し て テ ィ ツ ィ ア ー ノ の 肖 像画 よ り も 優れて い る こ と が

わ か る 。 そ こ に は心理的洞察が あ る が 、 それは絵画の技巧 に従属 し た も の で あ り 、 ま た そ れは像主

の顔に似 て い な ければな ら な い と い う 制約 を も っ て い る 。 こ れ ら の三つ の要素が相互 に 関 わ り あ っ

て テ ィ ン ト レ ッ ト は 肖 像画 に お い て 大型の物語画以上に安定 し た成功 を お さ め て い る よ う に思 え る 。

大型の物語画 に おい て も 彼 は し ば し ば大家で あ る よ う だが 、 し か し 出 品作に は こ れ と い っ た 作品 は

な い。
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本展 に 出 品 さ れた テ ィ ツ ィ ア ー ノ の 肖 像画は作品 の質において ま っ た く 不均等で あ る が 、 お そ ら

く それ ら が彼の発展 の 異 な る 段階を表 し て い る か ら な の だ ろ う 。 それ ら の 最 良 の も の は豪奪で は あ

る が確かな客観性 を そ な えて お り 一一一彼の 《 ヨ ーハ ン ・ フ リ ー ド リ ヒ 》 （ 図 4 ） を 見 よ一一テ ィ ン ト

レ ッ ト の い っ そ う 神経質な表現 と 同 じ よ う に 印象的で あ る 。 彼の 四 点 の 大 き な物語画は どれ も 多か

れ少 な かれ成功 し て い る が 、 あ ま り に暖昧模糊 と し て お り 、 ど の 作品 も テ ィ ン ト レ ッ ト の大型の物

語画に はお よ ば な い。 おそ ら く い く つ かの作品 に は洗浄が必要で あ り 、 ま た他の作品 に は あ ま り に

多 く の加筆が施 さ れて い る 。 さ も な けれ ば こ れ ら の作品 が 、 そ の淀みない色彩 が 自 然 を参照す る こ

と な く 自 由 に 生み出 さ れた よ う に見 え る 燃 え る よ う な空や、 量感豊かに表 さ れた優雅な裸体に も か

かわ ら ず、 なぜそれ ら が達成 し て い た はずの最終的 な統ー が 見 ら れな い の か を 説明 す る こ と が と て

も 難 し く な る 。 晩年の 《ニ ン フ と 羊飼し か （図 5 ） も 洗浄 さ れて いた な ら ば こ の 統一性が 見 ら れた は

ずで あ る 。 そ の汚れた 表 面 を も っ ぱ ら テ ィ ツ ィ ア ー ノ の最晩年の視力 の表 え のせい に し て よ い と は

思 え な い。

ヴ エ ロ ネーゼは六点が 出 品 さ れて い る が 、 それ ら は一 点 を 除い てすべて物語画 で あ る 。 それ ら は

画家の巧みな技術を示す作例 と し て は ま ずま ずの も の と い え る が 、 に も かかわ ら ずそ の筆致は あ ま

り に た め ら い が ち で、 な め ら かな賦彩 と は ほ ど遠い。 ま る で グ レー ジ ン グや 中 間 ト ー ン の扱い に 関

す る ヴ エ ロ ネ ーゼ の名 人芸が 忘れ去 ら れ て し ま い 、 当 初 は も っ と 力 強 く 構想 さ れて いた画面の上に

それを希薄 に す る 皮膜 を かぶせて し ま っ た かの よ う な の だ。 と い う の も 、 《エデ ン の 園 か ら 追放 さ れ

た後 の ア ダム と エ ヴ ァ ）） （図 6 ） の よ う な 作品 を 白 黒の複製写真で見 る と 原作に は欠 け て い る 力 強 さ

をおびて い る の で 、 そ の構図 は そ の色彩 よ り も ず っ と 堅固 な も の だ っ た はずだ、か ら で あ る 。 私は ヴ

エ ロ ネ ーゼ の 作品 の何点、かは大い に称賛す る が 、 本展 に 出 品 さ れて い る 絵の う ち の 最 良 の も のーー

も っ と も 質の劣 る 作品 で は な く ーーは、 なぜ こ の画家が過去 に お い て 条件付 き で し か称賛 さ れ る こ

と が な か っ た の か を理解 さ せて く れ る の だ。

ヴ、 ア ン ・ ダイ ク は 、 全体的 に 見て 、 師匠の リ ュ ペ ン ス よ り も 上質の作品 が 出 品 さ れて い る 。 そ の

理 由 は 、 彼 の 出 品作の多 く が 肖 像画 で あ る の に対 し て 、 リ ュ ペ ン ス の 出 品 作の大多数が 工房作の類

だか ら で あ る 。 ヴ ァ ン ・ ダイ ク が 肖 像の 人物 を 無意識かつ画一 的 に 上流階級の型に は め て 描い て い

る に し て も 、 彼が 肖 像画の ジ ャ ンルにおい て偉大な画家で あ る こ と に かわ り は な い。 彼 は 特別 に 非

凡な 画家だ、 っ た わ け で、 は な い にせ よ 、 つねに卓越 した筆 さ ばき を 心得た画家で あ る 。 彼 の すば ら し

い 《上 を 向 く 女性の頭部習作》 は、 ド ラ ク ロ ワ が そ の 肖 像画において成 し 得 な か っ た こ と すべて を

成 し遂げて い る 。 こ の絵は実際、 二百年後 に ロ マ ン主義絵画に つ い て 語 ら れ る 汗情的な色彩 を 油 彩

で余す と こ ろ な く 追求 し て い る 。 そ こ に 印象派の萌芽 を感 じ と る 人 も い る だ ろ う 。 リ ュ ペ ン ス を模

倣 し た作品 《 ヴ ィ ーナス と ウ ルカ ヌ ス の炉》 （図 7 ） では、 ヴ ァ ン ・ ダイ ク は、 彼 が ほ と ん ど師匠 自

身 よ り も 効果 的 に リ ュ ペ ン ス の筆遣い を カ ン ヴ ァ ス 全体 に の びの び と 展 開 す る こ と が で き る こ と を

示 し て い る 。 それに よ っ て彼 が 温和 で、愛すべ き 印象以上の も の に 達 し て い る わ け で は な い にせ よ 、

人び と は十分な満足 を感 じ る こ と が で き た の で あ る 。 し か し彼の別 の 二枚 の物語画が は っ き り 示 し

て い る よ う に 、 明 ら か に 、 ヴ ァ ン ・ ダイ ク が 肖 像画か ら 脱す る こ と は難 し か っ た。 た だそ れ ら は リ
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ュ ペ ンス を十分に岨唱 し て い な い が た め に 面 白 みを欠 く 結果に な っ て い る ので あ る 。

リ ュ ペ ンス は 二枚の作品だけ で見事に そ の真価 を発揮 し て い る 。 一枚は比較的数少 な い成功 し た

肖 像画 の ひ と つで あ る 晩年に描かれた半身の 自 画像、 も う 一枚はやは り 晩年の作品 で あ る 、 驚嘆す

べ き 大作 （（ ヴ ィ ーナス の饗宴》 （図 8 ） で、 風にそ よ ぐ花のカ ー テ ン の よ う に ま だ ら の光 を放 ち 、

揺 ら め い て い る 。 し か し こ こ で も 再び、 テ ィ ン ト レ ッ ト の大作の場合 と 同 じ よ う に 、 それでは傑作

と は何な のか と い う 問 い に正 し く 答 え る こ と に な っ て い な い。 ス ケ ール と い う 要素 だ け が後期ルネ

サ ン ス やバ ロ ッ ク の大家た ち の大型の物語画を傑作た ら し め て い る と い う の はかな り 無理な ので は

な か ろ う か。 初期の テ ィ ツ ィ ア ー ノ が野外の空間 におけ る 人物構図 を 、 そ れ も ご く 小 さ な画面でい

か に み ご と に解決 し て い る かを 見 る と 、 こ う 考 え ざ る を え な く な る 。 そ の好例 が 黄褐色調 の珠玉の

小品 《エ ン デ ュ ミ オ ン と 羊》 （図 9 ） で、 三月 に 開催 さ れた ク ネ ー ド ラ ー ・ ギ ャ ラ リ ー所蔵 の オール

ド ・ マ ス タ ー の小規模だ、が素晴 ら し い展覧会 に 出 品 さ れていた。 し か し そ こ で再び問題が 生 じ る 。

つ ま り 、 こ の絵は風景が大半を 占 め て い る が 、 風景 と 他の事物 が 等価 に な っ て い る こ の作 品 が 多 く

の人物 を描き こ んだ作品 よ り も 絵画において優れた構図 を な し う る の か、 と い う 問題で あ る 。 （私

は こ の特殊な テ ィ ツ ィ ア ー ノ 作品の来歴が不確かで あ る と 述べた こ と が あ る が 、 テ ィ ツ ィ ア ー ノ が

そ れ を 描い た の で は な い に し て も 、 作者 は、 少な く と も そ の時点 に おい て 彼 と 同程度 に優れた 同 時

代 の 画家で あ る 。 それは そ の前で心が お ど る よ う な絵で あ る 。 同 じ展覧会 に 出 て い た ドー ミ エ と ヤ

ン ・ プ ロ フ ォ ス ト の作品 に も 同 じ よ う な言いかた が 当 て は ま る ） 。

ウ ィ ー ン展 の 出 品 作 中 で私 を 驚かせた の は 、 パルマ ・ ヴェ ッ キ オの 《デ、 イ ア ナの水浴》 、 モール

と コ エー リ ョ の ス ペイ ン の 肖 像画、 グ ァ ルデ ィ の大き な ス ケ ッ チ風の作品 《 壊れた橋で巡礼者 を救

う ド ミ ニ コ 会 の聖者 》 、 そ してーー と り わ け思いが け な い こ と に一一十七世紀ナポ リ の画家ア ン ド

レ ア ・ デ ・ リ オーネ の 《ヤ コ ブの旅立ち》 と サル ヴ ァ ト ール ・ ロ ーザの 《羊飼い た ち に 現れ る 正義

の女神 ア ス ト ラ イ ア》 で あ る 。 こ の二人の作品 では突飛 も な く 甲 高い色調 が イ タ リ ア ・ バ ロ ッ ク 様

式の ス テ レオ タ イ プの よ う な 作 品 に 生命 を吹 き 込んでい る 。 そ の他 の 、 いずれ も 優れた傑作だが逸

品 ぞ ろ い の大家の も の と し て は さ ほ ど驚嘆す る ほ どではな い作品 と し て 、 レ ンプ ラ ン ト の晩年に属

す る 力 強い 肖 像画や最晩年に描かれた彼の息子テ ィ ト ゥ ス の 肖 像、 パ ッ サー ノ の 《マ ギの礼拝》 、

コ レ ッ ジ ョ の 《ユ ピテル と イ オ》 （ こ の作品 は、 それに劣 ら ず優れた姉妹作 （（ガニ ュ メ デス の誘惑》

と と も に 、 十 九世紀の ア カ デ ミ ッ ク な絵画 を予見 さ せ る あ ら ゆ る 要素が見 ら れ る の で 、 私 を驚かせ

歓ばせた） 、 ア ール ト ・ フ ァ ン ・ デル ・ ネ ールの 《月 明 か り の釣 り 》 、 グ ァ ルデ、 イ の （（ ヴ ェ ネ ツ ィ

ア造船所の入 口 》 、 テル ・ ボル ヒ と フ ァ ン ・ ミ ー リ ス （子） の二点の風俗画、 ブ リ ュ ーゲ、ルの 出 品

作の ほ と ん どすべて で あ っ た。 さ ら に じ っ く り 鑑賞す る に値す る 作品 と し て 、 パ リ ス ・ ボル ドーネ 、

ア ン ニーパ レ ・ カ ツ ラ ッ チ、 カ レーニ ョ ・ デ ・ ミ ラ ンダ、 セ レー ソ 、 デ、 ュ ー ラ ー （そ の 出 品作が少

な い の は なぜかわか ら な し 、） 、 デ、 ュ プ レ シス 、 デ ・ ホ ー ホ 、 マ ウ ルベルチ ュ 、 マー ソ 、 モ レ ッ ト ・

ダ ・ ブ レ シ ャ 、 モ ロ ー ニ 、 リ ゴー、 サー フ ェ リ ー、 デル ・ ピオ ン ボ 、 ソ リ メ ーナが あ る 。 本展 は絵

画だ け で も あ ま り に 見 ごた えた っ ぷ り な の で、 豪華な タ ベス ト リ ーやブ ロ ンズな ど の他の 出 品物 の

説明 は省略 し た い一一それ ら に つい て 考察す る こ と は重要だが、 私 の 関心 の対象外だか ら で あ る 。
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私 に と っ て今 回 の ウ ィ ー ン展 は 、 以前 に は あ ま り 気付いて い な か っ た こ と 、 つ ま り 十六世紀 と 十

七世紀の 巨匠た ち の芸術が た が い に積み重な り な が ら 繋が っ て い る こ と を は っ き り と 示 し て く れた。

自 分で は ま だ半信半疑 の状態 と 言わ な ければな ら な い の だが。 それはおそ ら く こ の展覧会 の作 品 の

選定が ヴ、エ ネ ツ ィ ア 派の画家た ち に大 き な 力 点 を 置いて い る こ と に よ る の だ ろ う 。 あ る い はそれは

後知恵か ら 生 ま れた錯覚 な の か も しれな い。 いずれにせ よ イ ーゼル絵画が 、 彫刻 と し 、 う 手本や本の

挿絵 と い う 慣習 か ら 脱却 し て 、 板か ら カ ン ヴ、 ア ス に 、 テ ンペ ラ か ら 油彩 に 変わ っ て 以来、 十九世紀

に き わ め て 明確なかた ち で一一必ず し も 最 も 雄大 な かた ち で は な い にせ よ 一一実現す る こ と に な る
ベ イ ン タ リ ネ ス

「絵画的な る も の」 の理念 の た め に 、 定め ら れた 目 的地 に 向 か っ て 否応 な し に 引 っ 張 ら れて い っ た

よ う に思われ る 。 テ ィ ン ト レ ッ ト や リ ュ ペ ン ス 、 ベ ラ ス ケ ス の 明滅 し 、 ゆ ら め く 筆触、 晩年の レ ン

プ ラ ン ト の重厚に盛 り 上げ ら れた筆致、 ヴ ァ ト ー の震え る 色彩、 フ ェ ル メ ールの滑 ら かな 光沢 を は

なつ画面 さ え も一一そ し て ブ リ ュ ー ゲルの多 く の作品 も ま た一一あ ら ゆ る も の が 十九世紀の も っ と

も 偉大な絵画作品 に よ る 結論へ と 導かれて ゆ く のだ。 カ ン ヴ ァ ス の油彩画の生命力 は タ ーナ一 、 コ

ンス タ ブル、 ジ ェ リ コ ー 、 ド ラ ク ロ ワ 、 コ ロ 一 、 ク ールベ、 ドー ミ エ 、 印象派やポ ス ト 印象派の画

家た ち に よ っ て頂点に達す る 。 こ れが ヴ、 ェ ネ ツ ィ ア絵画 の 系譜 な の で あ る 。 も し 十 九 世紀 に お い て

例外が あ る と すれば、 それはア ン グルの 肖 像画で あ ろ う 。 し か し 、 真実 を 言 え ば、 私 は ア ン グルの

肖 像画に も 、 フ ィ レ ン ツ ェ に近い も の だ け で な く ヴェ ネ ツ ィ ア に 近い も の を 見出 し て い る 。

油 彩 の カ ン ヴ、 ア ス 作 品 は 、 「 閉 ざ さ れた」 形態 よ り も 「 聞 かれた」 形態 を 、 き っ ち り し た 輪郭 よ り

も ほ ど け た 輪郭 を 、 滑 ら かで均一 な色彩 よ り も 凹 凸 に と んだ色彩 を 、 不透明 な 表面 よ り も 透明 で震

動す る 表面 を 連想 さ せ る 。 画家が あ ら か じ め描かれた ア ウ ト ラ イ ン に 彩色 し 、 色 で満たすかわ り に 、

絵具 を た っ ぷ り 含んだ筆で描 く と き 、 油絵具はそれ 自 体でカ ン ヴ、 ア ス を満たす こ と に な る 。 そ の と

き 画家は鉛筆 で は な く 、 そ の絵筆でかた ち を創 り 出 し 、 そ し て あ ら ゆ る も の を 明 瞭 な 分割 と い う よ

り 推移に よ っ て 見 る の だ。 ヴ ェ ネ ツ ィ ア は一一 ゴ シ ッ ク 、 つ い で、 フ ィ レ ン ツ ェ と は一一異質の絵画

の概念か ら 出発 し な が ら も 、 最後 に は こ の終着点 を め ざ した。 リ ュ ペ ン ス や レ ンプ ラ ン ト と と も に

こ の志 向 は い っ そ う 自 覚的 な も の に な る 。 エル ・ グ レ コ はそれを ス ペイ ン に伝 え た 。 ベ ラ ス ケ ス は

すで にすべて を言い表 し て い る 。 われわれはルネ サ ンス の 油 彩画 の伝統 を継承 し よ う と し た一一そ

し て そ の帰結 を先取 り さ え した一一マ ネ が 、 なぜ彼の様式の原点 を 求 め てベ ラ ス ケ ス に行 き つ い た

の か を理解す る こ と が で き る 。 《幼いマルガ リ ー タ ・ テ レサ王女 の 肖 像》 の な かの王女の左側 に描か

れた花び ら は 、 円 熟期 の こ の フ ラ ン ス の画家の手に よ っ て も 描かれ る こ と に な る だ ろ う し 、 それは

ま た保守的 な 時期 の マ テ ィ ス に よ っ て も 描かれ る こ と に な る だ ろ う 。 つ ま り そ れ は マ ネ が 意 図 的 か

っ 強調 し て 語 る こ と に な る あ ら ゆ る も の を語 っ て い る の だ。 す な わ ち 、 色 彩 を かた ど り 、 色彩 に

よ っ て かた ど る こ と が 可能で あ り 、 あ ら ゆ る 絵画は絵筆でかた ど る 行為 で あ り う る と い う こ と を。

印象派の画家た ち は言 う ま で も な く 、 ヴ ァ ン ・ ゴ ッ ホ と セ ザ ンヌ が （個々 の ブ ラ ッ シ ュ ・ ス ト ロ ー

ク を構図 の構成単位 と す る こ と に よ っ て ） それ を決定的 に推 しすす め た。 マ テ ィ ス と 、 そ し て ま っ

た く 異質では あ る が い っ そ う 目 立 っ たや り かた でス ーテ イ ン は 、 我 々 の時代 に お い て色彩が し 、 かに

形 を 生み出 し う る か を 示 し て い る 。 マ テ ィ ス は 、 ほ う き の よ う な筆 を使 っ て 、 ほ と ん ど 下図 を描 く
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こ と な し に 平 ら な 面で構図 を と る こ と に よ っ て 制 作手順 を 逆転 さ せた。 モ ン ド リ ア ン は分析的 キ ュ

ビス ム の 方法 を 用 い て最終的な結論を打 ち 出 し 、 そ し て あ る 意味におい て はノレネ サ ン ス が は じ め た

地点へ と 立 ち 戻 っ た の で あ る 。

モ ン ド・ リ ア ン の 究極的な手法 の 対極に あ る オール ド ・ マ ス タ ー は誰か と 尋ね ら れ た な ら 、 相、は 、

レ ン プ ラ ン ト よ り も む し ろ 、 ベ ラ ス ケ ス の作品 を選ぶ こ と だ ろ う 。 そ し て ま たモ ン ド リ ア ン に よ っ

て終若点を迎 え る そ の道程はベ ラ ス ケ ス と と も に始ま る のだ。 あ ら ゆ る 事物が 不 可避的 に 対立物 に

転化す る 弁証法の原理は 自 然 に お い て は作用 し な い の か も しれな い が 、 芸術におい て は確 か に は た

ら い て い る よ う に思われ る の だ。

『パーテ ィ ザ ン ・ レ ピ、 ュ ー』、 1 9 5 O f!三 4 月

( 1 )  以下の展評を参！！君。 ク レ メ ン 卜 ・ グ リ ー ン パ ー グ 「オーノレ ド ・ マ ス タ ー の必要性 （The Necess i t y  

of t h e  O l d  Masters) J 『パーテ ィ ザ ン ・ レ ビ ュ ー』 1 9 4 8 年 7 月

〔 図 版 〕

( i;;{I 1 ） ベ ラ ス ケ ス 《 ピ ン ク のJI院 を着た （ ｜豆1 2 ） ベ ラ ス ケ ス 《 マ リ ア ・ テ レ サ

多IJ し 、 マノレガ リ ー タ ・ テ レサ王女》 王女》
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（図 3 ） テ ィ ン ト レ ッ ト 《ス ザ ン ナ と 長 老 た ち 》

ウ’ エ 平 ヅ イ n±;nliiの 系 刊

（図 4 ） テ ィ ツ ィ ア ー ノ

《 ヨ ーハ ン ・ フ リ ー ド リ ヒ 》

（区1 5 ） テ ィ ツ ィ ア ー ノ （（ニ ン フ と 羊飼 い》 （｜豆1 6 ） ヴエ ロ ネ ーゼ 《エ デ ン の 固 か ら 追欣

さ れた 後 の ア ダム と エ ヴ‘ ァ 》

戸KU06
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（区1 7 ) ヴ ァ ン ・ ダイ ク （（ ヴ ィ ーナス と ウ ノレ カ ヌ ス の炉》

（図 8 ） リ ュ ペ ン ス 《 ヴ ィ ーナス の饗宴》

（図 9 ） テ ィ ツ ィ ア ー ノ 《エ ンデュ ミ オ ン と 羊》
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【解 題】

筒井宏樹

本稿 は、 以 下の全訳 で あ る 。 Clement Greenberg， “The Venetian Line” Partisan Review, 1 7 : 4 
( Apr i 1 1 950 )  . pp. 360-365. 以 下 に 再 録。 Cl ement Greenberg, The 白llec ted Essays and 

Cri ticism: Affirma tions and Refusals 1950-1956. vol ume 3, ed. John O '  Bri an, The Un ivers i ty 
of Ch icago Press ,  1 993.  pp. 29-34. 

本稿 は、 一九五O年に 『パーテ ィ ザ ン ・ レ ビ ュ － Partisan Review� 誌 に 掲載 さ れた論文で あ る 。
著者 ク レ メ ン ト ・ グ リ ー ンパー グは一九三九年 に こ の雑誌で批評家 と し て デ、 ビ ュ ー を飾 っ て い る 。

フ ィ リ ッ プ ・ ラ ー ヴ と ウ ィ リ ア ム ・ フ ィ リ ッ プス に よ っ て創刊 さ れた 『パー テ ィ ザ ン ・ レ ビ ュ ー』
は、 ダニエノレ ・ ベル、 ド ワ イ ト ・ マ ク ドナル ド 、 ラ イ オネル ・ ト リ リ ン グ、 メ イ ヤ ー ・ シ ャ ヒ。 ロ 等
を は じ め 、 ハ ンナ ・ ア ー レ ン ト と い っ た 亡命知識人 も 加 えて 、 四 0年代 に は 「ニ ュ ー ヨ ー ク 知識人」
と 呼ばれ る 知識人サ ー ク ル の 中 心舞 台 と な っ た。 グ リ ー ン パー グ は 、 ハ ロ ル ド ・ ロ ーゼ ンパ ー グ
に誘われた こ と を き っ か け に こ の雑誌 に 関 わ り は じ め 、 そ の後 「 ア ヴ‘ ァ ン ギ ャ ル ド と キ ッ チ ュ 」

「 よ り 新 し い ラ オ コ ー ン に 向 け て J と い っ た初期 の代表論文 を 同誌 に発表 し た。 彼 は 四 O 年 に 同 誌
の編集委員 も 務 め る よ う に な り 、 四 一年か ら 「美術時評」 の担 当 と な っ た。 し か し 一九 四 二年三月
に 『ネ ー シ ョ ン The 地 tion 』 誌の誘 い を受 け て以降、 彼は 『パー テ ィ ザ ン ・ レ ビ ュ ー』 に は数本
の文芸批評 を発表す る に と ど ま っ て い た。 そ の後 、 四 三年 に ジ ャ ク ソ ン ・ ポ ロ ッ ク の初個展 が 開 催
さ れ る な ど 、 「今世紀の美術」 画廊 を 中 心 に抽象表現主義 の 作家た ち が 台頭 し 、 彼 ら に 随伴す る か
た ち で旺盛 に 批評活動 を展開 し た グ リ ー ンパー グは、 四 0年代 半ばに は 「今世紀の 美術」 画廊主 の
ベ ギー ・ グ、 ッ ゲ ンハイ ム 、 批評家ハ ロ ル ド ・ ロ ーゼ ンパー グ、 ニ ュ ー ヨ ー ク 近代美体法官デ ィ レ ク タ
ー の ジ ェ ー ム ス ・ ソ ピー 、 コ ロ ン ピア 大 学教授 メ イ ヤ ー ・ シ ャ ヒ。 ロ 、 ニ ュ ー ヨ ー ク 大学教授 ロ パー
ト ・ ゴール ド ウ ォ ー タ ー と 並 ん で ア メ リ カ の美術界 に お け る 中心人物 の ひ と り と な っ た。 そ し て 、

四 八年 に 再 び 『パーテ ィ ザ ン ・ レ ビ ュ ー』 の 「美術時評」 の担 当 と な り 、 「 キ ュ ピス ム の 衰退」 （一
九 四 八年） 、 「イ ーゼル絵画 の危機J （ 一 九 四 八年） 、 「新 し い彫刻 」 （一 九 四 九年） と し 、 っ た 重要 な 論
文 を含 め て 、 二箇月 に 一本のベース で論文 を発表 し て い っ た。 本稿 は 、 「美術時評」 の ひ と つ と し
て 、 こ の よ う に グ リ ー ンパ ー グ、が美術批評家 と し て の地位 を確立 し は じ め た 時期 に発表 さ れた論文
で あ る 。

本稿 は展覧会評 で あ り な が ら 「経由自在 る も ら J と い う グ‘ リ ー ンパー グの美術批評 に と っ て の鍵
概念 が提出 さ れて い る 点が読み ど こ ろ と 言 え る だ ろ う 。 こ の用 語 はス イ ス の美術史家ハイ ン リ ヒ ・
ヴ ェ ル フ リ ン が ルネ サ ン ス 芸 術 と は異 な る バ ロ ッ ク 芸術の形式上 の 特質 と し て 「 マ レ ー リ ッ シ ュ

ベ イ ン タ リ ネ ス
Mal eri sche J と 呼んだ ドイ ツ 語に 由 来す る 。 グ リ ー ンパー グは 「線的 な る も の 」 と 「絵画 的 な る も の」
が循環的 に 交代す る 弁証法的歴史観を彼 と 同 時代 に ま で適用 さ せ 、 ゴー キ ーや ポ ロ ッ ク と い っ た そ

ベ イ ン タ リ ネ ス
れぞれ異質な 個性 を も っ作家た ち に共通す る 特徴 と し て 「絵画的 な る も の」 を 挙 げて い る 。 彼 は ポ
ロ ッ ク 等の新 し い抽象芸術に対 し て ロ パー ト ・ コ ー ツ に よ っ て名 付 け ら れ た 「抽象表現主義」 よ り
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も 、 「絵由自去 る も ら 」 と い う 西洋の絵画史に通底す る 特徴 を よ り 明確に反映す る 用語 と し て 「絵画

的抽象 pa interly abstract ionJ と し づ 言葉 を 与 え て い る 。 こ の こ と は、 六0年代 の論文 「抽象表

現主義以後J （一九六二年） 、 「抽象芸術の 『危機』J （一九六四年） 、 「 ポス ト ・ 絵画的抽象J （一九六

四年） で繰 り 返 し言及 さ れて い る が 、 本稿 にお け る 「絵画的 な る も の」 が 、 グ リ ー ンパー グが こ の

用 語 を使用 し た も っ と も 早い 時期 の も の で あ る と い え よ う （ 1 ） 。

グ リ ー ンパ ー グは、 四 六年の 『ネー シ ョ ン』 誌 に発表 し た時評で、 ド イ ツ の美術史家ハイ ン リ ヒ ・

ヴ、エ ル プ リ ン に つ い て は じ め て 言及 し て い る （ 2 ） 。 ヴ ェ ル プ リ ン は 四 五年 に 死去 し て お り 、 おそ ら

く グ リ ー ンバ ー グ、はそれを契機 に ヴ ェ ル フ リ ンの著作 『美術史 の基礎概念』 を再読 し た ら し い。 そ

の論文 の 中 で彼は、 ヴ ェ ル フ リ ン の 「バ ロ ッ ク BaroqueJ の特徴で あ る 「 聞 かれた形態J を 「 巨大

で複雑化 し た 形式的 リ ズム と 同様に感情の暴力性や多様性へ と 聞 かれた も の で あ る j と 読解 し て い

る 。 そ し て 彼 は 同 時代 の彫刻家デイ ヴ ィ ッ ド ・ ス ミ ス を こ う し た 「バ ロ ッ ク 」 的特質 と 結 びつ け て

語 っ て い る 。 さ ら に 同 じ年に発表 さ れた別の論文で、 グ リ ー ン ・ パ ー グ は ゴー キーやポ ロ ッ ク ら の

こ と を 「 ゴシ ッ ク 」 的 あ る い は 「バ ロ ッ ク J 的特質へ と 向 か う も の で あ る と 述べ、 ポ ロ ッ ク を は じ

め と す る 抽象表現主義 の 作家た ち に共通す る 特徴 と し て 「バ ロ ッ ク 」 を 挙 げて い る （ 3 ） 。 四 八年 に

ポ ロ ッ ク のオール ・ オー ヴ ァ ー な ボー ド絵画が発表 さ れ る と 、 彼はそ の な かの一枚で あ る 《カ テ ド

ラ ル Cathedra l 》 ( 1947 年） に対 し て 「 アル ミ ニ ウ ム に よ る 巨大 なバ ロ ッ ク 的殴 り 書 き J ( 4 ） と 評 し

て い る 。

本稿では グ リ ー ンパ ー グが 十 六世紀のルネ サ ンス美術 と 十七世紀のバ ロ ッ ク 美術 を 一 堂 に展示 し

た ウ ィ ー ン美術史美術館展の諸作品に共通す る 特徴 と し て 「絵画 的 な る も の 」 を 見 出 し て い る が 、

こ れ は ヴ、 エ ル フ リ ン的 眼差 し と い う だ け で はな く 、 同 時代の ポ ロ ッ ク た ち の典型 的 な 作品 を 目 の 当

た り に し た こ と で獲得 さ れた審美眼だ と 言 え る だ ろ う 。 つま り 、 ヴ ェ ル フ リ ンや リ オネ ッ ロ ・ ヴェ

ン ト ゥ ー リ 、 ジ ョ ン ・ ラ ス キ ン 、 ベネデ ッ ト ・ ク ロ ーチ ェ 等の書物 を主な基盤 と し た彼 の 眼差 し は 、

オール ド ・ マ ス タ ー を 見 る う え で決 し て 十分 と は い え な い理論的 な武装に も かかわ ら ず、 ポ ロ ッ ク

を通過 し た 眼差 し か ら テ ィ ン ト レ ッ ト の作品 を 見 る こ と でそれ を補 う よ う な興味深い分析 が 可能 と

な っ た ので は な い だ ろ う か。 こ こ に批評家 と し て の グ リ ー ンパー グの真骨 頂 を 見 る こ と が で き る だ

ろ う 。 そ し て先述の よ う に 、 彼 は六0年代に は ヴェ ネ ツ ィ ア絵画か ら 見出 し た 「絵画 的 な る も のJ

と い う こ の 「バ ロ ッ ク 」 的特質 を 、 今度 は ポ ロ ッ ク た ち抽象表現主義の作家た ち に も 見 出 し て い く

の で あ る 。

本稿 はオール ド ・ マ ス タ ーた ち に つ い て 具体的に分析 し た グ リ ー ンパー グに と っ て数少 な い論文

の ひ と つ と い え る が 、 次 に彼が オール ド ・ マ ス タ ーた ち を語 る 意義につい て彼の美術批評 の展 開 を

踏ま えて指摘 し て い き た い。 歴史 の連続性 を 主張 し た彼の代表論文 「モ ダニ ズム の絵画J （一九六O 、

一 九 六五年） を ま ず見 て い く （ 5 ） 。

「モ ダニズム の絵画」 は、 後 半、 一 見奇妙 と も 思 え る 議論の展開 をす る 。 彼は こ の論文に お い て 、

お よ そ 百年間 に わ た る モ ダニ ズム の絵画の傾向 をひ と つ の観点か ら 総括す る 。 それは、 マ ネ 以 降 は
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じ ま っ た と さ れ る 「 自 己一批判 se l f cri t i c i smJ 的傾向 に よ っ て 、 絵画はそ の 「 ミ デ ィ ア ム med i um」

の本質 を突 き 詰め て い く 過程で、 あ っ た 、 と す る 観点であ る 。 し か し な が ら 、 こ の絵画の 「 自 己一批判」

に よ っ て ミ デ ィ ア ム の本質 を 突 き 詰め た結果、 絵画は物理的 な 平面 と な る の で はな く 、 そ の一歩手

前の 「視覚的イ リ ュ ー ジ ョ ン opt i cal i l l us i onJ の段階で留 ま る と 彼 は主張す る 。 「絵画平面の強

い感受性 The he i ghtened sens i t i  v i  ty  of the  p i c ture p lane」 は 、 「視覚的イ リ ュ ー ジ ョ ンj を許

容 し な ければな ら な い 、 と 彼は言 う 。 こ の後の議論の展 開 に おい て 、 グ リ ー ンパー グはオール ド ・

マ ス タ ーた ち も ま た モ ダニ ズム に よ っ て そ の価値を庇め ら れ る の で は な く 、 彼 ら が モ ダニ ズム の価

値観において も 変わ ら ず価値の あ る 存在で あ る と 主張す る の で あ る 。 ミ デ ィ ア ム の本質 を 突 き 詰 め

る 「 自 己ー批判J 的傾 向 と い う 彼のモ ダニ ズム観は、 形式的 な 条件 を提示 し 、 マネ 以 降 の 百年間の絵

画の歴史的展 開 を見事に言い 当 て て い る と い え る か も しれな い が 、 そ の価値判断に お い て は不明瞭

で あ る と い え る 。

グ リ ー ンパ ー グは ど う や っ て絵画の価値 を判断 し て い る の か ？ なぜ初期論文 「 ア ヴ ァ ン ギ ャ ル

ド と キ ッ チ ュ 」 以来、 「 ア ヴ ァ ン ギ ャ ル ド」 の救出 を唱 え て き た彼が 、 オール ド ・ マ ス タ ー に 言及 し 、

過去 と の連続性 を 主張せ ざ る を得な か っ た の か ？ ( 6 )  「モ ダニ ズ ム の絵阿」 で か ろ う じ て 提示

し て い る 「視覚的イ リ ュ ー ジ ョ ンJ こ そ が 、 彼の価値判断に 関 わ る 用 語 と し て 読み取れ る と 考 え ら

れ る 。 こ の 「視覚的 opt i ca l 」 と い う 用 語は、 「絵画的 p i ctor i a l 」 と も 言い換 え ら れて お り 、 美術

史家ハイ ン リ ヒ ・ ヴエ ノレ プ リ ン の用 語規定を想起 さ せ る 。 事実彼 は 、 先述 の よ う に そ の 二年後 に発

表 さ れ た 「 抽 象 表 現 主 義 以 後 」 （ 一 九 六 二 年 ） で 「 絵 画 的 pa inter l y J や 「 絵 画 的 な る も の

pa i nterl iness j に つ い て 論 じ 、 そ れ は ヴ ェ ル プ リ ン が バ ロ ッ ク 美 術 か ら 抜 き 取 っ た 「 絵 画 的

Mal e r i sche」 と し づ 概念 に よ っ て規定 さ れた 「質」 で あ る と 述べて い る 。 ゴー キーやポ ロ ッ ク に 当

て は め ら れた 「抽象表現主義J と い う 名 称に意味が あ る と すれば、 それは 「絵画的 な る も の」 と い

う 意味であ る 、 と も 彼 は述べて い る 。
へ イ J タ リ ネ

先述の よ う に 、 「絵画的 な る も の」 は、 「 モ ダ ニ ズム の絵画J や 「抽象表現主義以後」 よ り も 十年

早 く 執筆 さ れた本稿ですで に登場 した用語であ る 。 本稿 では ヴ ェ ル フ リ ン に は触れ ら れて い な い も

の の 、 「『閉 ざ さ れた』 形態 よ り も 『聞 かれた』 形態 を 」 と い う よ う に 明 ら か に ヴェ ル フ リ ン の 用 語

規定を用 い て 議論 が展 開 さ れて い る 。 さ ら に本稿 に は 、 こ の 「絵画的な る も の」 を め ぐ っ て グ リ ー

ンパ ー グ独 自 の考察が 見 ら れ る 。 彼はそれを 「 あ ら ゆ る も の を 明 瞭な分割 と い う よ り 推移 に よ っ て

見 る 」 こ と で あ る と 読解 し 、 そ れは ヴェ ネ ツ ィ ア派の画家た ち か ら は じ ま っ て 、 リ ュ ペ ン ス やベ ラ

ス ケ ス 、 さ ら に は一 九 世紀の画家た ち一一 タ ー ナ一、 コ ン ス タ ン ブル、 ド ラ ク ロ ワ か ら 印象派、 ポ

ス ト 印象派の画家た ち ま でーーに ま で連綿 と つ な が る 特徴で あ る と し て い る の だ。 つ ま り 、 絵画の

ミ デ ィ ア ム の 「 自 己一批判 」 を展開 し た と き に形式の極限で立 ち 現れ る 「視覚 的 イ リ ュ ー ジ ョ ン J と

い う 彼が後 に提出す る こ と に な る 概念 の 内 実が 、 本稿ですで に 具体的 に述べ ら れて い る と 言 え る の

で あ る 。 し か も こ う し た価値判断に 関 わ る 「質J を 、 展覧会評で見出 し て い る と こ ろ に グ リ ー ンパ

ー グが批評家た る 所以 で あ る と い え る だ ろ う 。

な お 、 本稿 と 関連 し た 内 容の論文 と し て 、 本稿 の注記で言及 さ れて い る 「オール ド ・ マ ス タ ー の
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必要性 （The Necess i ty o f  the  O ld  Mast巴rs） 」 （一九四 八年） ( 7 ) と 、 本稿 の後 に発表 さ れた 「二
つ の 再考察 （Two Recons iderat i ons )J  （一 九五O年） ( 8 ） が挙げ ら れ る 。 そ れぞれ 『パー テ ィ ザ ン ・
レ ビ ュ ー』 の 「美術時評J に お い て発表 さ れた論文であ る 。 特に後者 は 、 四 月 号に発表 さ れた 「 ヴ
ェ ネ ツ ィ ア絵画の系譜」 に続い て 『パーテ ィ ザ ン ・ レ ビ ュ ー』 の五月 ／六月 合併号で発表 さ れた論
文で あ り 、 本稿 と 連続 し た 内容 と な っ て い る 。 ウ ィ ー ン美術史美術館展 を 三度 、 四度 と 訪れた結果、
グ リ ー ンパー グは展覧会 の 当 初 の印象 を修正す る た め に記述 し て い る 。 特 に 重要 な 点 は 、 「 ヴェ ネ ツ
イ ア 絵画の系譜」 で は あ ま り 評価 し て い な か っ た テ ィ ツ ィ ア ー ノ に つ い て 全面的 に 評価 し 直 し て い
る こ と で あ ろ う 。 こ こ に も ま た 、 ま ず作品 あ り き 、 と い う グ リ ー ンパー グの 姿勢が表れて い る の で
あ る 。
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