
1 5 世紀 フ ラ ン ドル絵画の絵画技法 (2) 

La technique picturale de la peinture flamande du XV siecle 
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（翻訳） 森 田 義之 ・ 吉野斉志

Le text泡 que nous avons traduit a etudie le dessin sousソ�acent des Primitifs 
flamands, en consultant et， 倒 的cessaire, en critiquant les etudes de J. Taubert (1956 
et 1975) ,  J. Desneux (1958), P. Philippot (1958) ,  R. Van Schoute (1970), J. Bialostocki 
(1966), M. Sonkes (1970) etc. Les grands maitres du XV" siecle , representes par Van 
Eyck, excellent dans le dess.血 de modeJe et les dessin sous-jacent ainsi prepare nous 
permet de prevoir la phase suivante, I' execution picturale. Cette technique change a 
la 五n du xv· siecle, et les peintres commencent a utiliser le clair-obscure dans 
!'execution du dessin. Les ceuvres de H. Memling, de Van der Goes et de G. David 
illustrent cette evolution. Les petits maitres de la fin du XV" siecle et du debut du XVI" 
siecle, par exemple Colyn de Coter, montrent des caracteristiques nouvelles, qui sont 
cependant eclectiques. Il semble que de telles transformations du dessin sousゾacent

symbolisent la modification de la vision flamande face au monde extむieur.

キー ワ ー ド ： dessin sous-jacent （ア ンダー ド ロ ーイ ン グ）, dessin de modele （モデ リ ン グ
線描）， dessin de mise e n  place （構図デ、 ッ サ ン）， hachure （ハ ッ チ ン ク1
hachures de correction (Arbeitschraffure叫 （修正ハ ッ チ ン グ），
infra-rouge （赤外線， r姐ectographie dans r’infra-rouge （赤外線テ レ ビ画働

- 1 9 1 -



愛知県立芸術大学紀� No.41 (201 1 )  

II . 個 々 の画家の ア ン ダー ド ロ ーイ ン グの方式 と 1 5 世紀 に お け る そ の 変遷

1 )  フ ァ ン ・ エ イ ク 、 パウ ツ 、 メ ム リ ンク

Taubert が最初 に フ ァ ン ・ エイ ク 、 パ ウ ツ 、 メ ム リ ン ク の 主要作品 の ア ン ダー ド ロ ーイ ン グ （ dessin
sous ブacent） を 比較検討 し 、 そ の特徴を指摘 し た が 、 それは き わ め て適正な も の で彼の結論に新た
に 付 け加 え る こ と はそれほ どな し 巾！）。

そ れ ゆ え彼の結論 を 手短に繰 り 返 しつつ、 それ以降に な さ れた J. Desneux の フ ァ ン ・ エイ ク に
つ い て の研究 、 E Philippot と R Van Schoute のパ ウ ツ について の研究、 J. Bialostocki の メ ム
リ ン ク に つ い て の研究、 そ し て M. Sonkes の こ の 三人 の画家の ア ン ダー ド ロ ーイ ン グに つ い て の
研究が も た ら し た い く つかの詳細なデー タ を念頭に置いて記述す る こ と に し よ う （32）。

フ ァ ン ・ エ イ ク の場合、 ド ロ ーイ ン グは き わ め て 丹念に描き 込 ま れて お り 、 ほ と ん ど絵の最終的
な状態 を 予示 し て い る 。 構図 の細部はすべて 同 じ鋭敏 さ で表 さ れ、 それぞれの形態 の 肉 づ け は光 を
明瞭に意識 し て 粗描 さ れて い る 。

こ の き わ め て入念 に描 き 込 ま れた ド ロ ーイ ン グはそれに も かかわ ら ず一一た い て い は最初 の 不透
明 な絵具層 を塗 る 際に 変更 さ れて い る 。 こ の変更は、 お も に 手や足の位置に 関 す る も の で 、 フ
ァ ン ・ エイ ク は構図 中 に お け る 人物像 と 空間 の 関係 を修正 し 、 人物像の 姿勢が最 も 総体的 に調和 の
と れた も の と な る 瞬間 に動勢を凝結 さ せ よ う と し て い る の で あ る （ ア ル ノ ル フ ィ ー ニ の手や、 司教
座聖堂参事会員 フ ァ ン ・ デル ・ パエー レ の聖母 と 幼児 キ リ ス ト の 手、 《神秘の仔羊》 に お け る ア ダム
の 足 、 あ る い は馬 の蹄… ） 。

フ ァ ン ・ エイ ク の ヴィ ジ ョ ン の独創性のひ と つ は 、 われわれ の 考 え で は 、 こ の凝縮 さ れた動勢の
探求 に こ そ あ る 。 それは彼の構図 の不動 な性格 と 矛盾す る よ う に思われ る が 、 外的世界の完皇室で客
観的 なイ メ ー ジた ら ん と す る 絵画 と い う 文脈においては容易 に理解 さ れ る 。 フ ァ ン ・ エイ ク はつね
に よ り 完壁な形態 を 目 指 し て い た か ら で あ る 。

フ ァ ン ・ エイ ク のモデ リ ン グ線描 （ dessin de modeliθ は初期 フ ラ ン ドル派の 中 で も 最 も ニ ュ ア
ン ス に 富んだ も の で あ り 、 完成画面のイ メ ー ジ を き わめ て忠実 に 予示 し て い る 。 そ れ は本質的 に絵
画的 で あ り 、 精微な 平行ハ ッ チ ン グや 「細かい網 目 （ trame serree) J と し て現出す る ク ロ ス ・ ハ ッ
チ ン グ の戯れに よ っ て 肉 づ け さ れて い る 。 こ の 「網 目 J は軽妙で 、 き わ め て鍛密 な も の な の で、 こ
の最初 の創作段階か ら 、 暗部か ら 明部へ の段階的な移行 を感 じ取れ る も の に し て い る （図版 2a） 。

司 教座聖堂参事会員 フ ァ ン ・ デル ・ パエー レ の聖母の顔や衣襲、 ア ル ノ ル フ ィ ー ニ の顔、 宰相 ロ
ラ ン の聖母お よ び、ル ッ カ の聖母 の衣壁のモデ リ ン グ線描は、 こ う し た技法 を は っ き り 想起 さ せ る 。

パ ウ ツ の作品においては、 ア ン ダー ド ロ ーイ ン グの段階での構図 の ヴィ ジ ョ ン は フ ァ ン ・ エイ ク の
それ と は異な っ て い る 。 彼 も た え ま な い形態の修正や 「描き 直 し」 を お こ な っ て い る が 、 フ ァ ン ・ エ
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イ ク が多 く の場合、 登場人物相互のあいだの関係をい っ そ う 強固 に し て い る の に 対 し て 司教座聖
堂参事会員 フ ァ ン ・ デル ・ パエー レの聖母は赤ん坊を い っ そ う し っ か り と 抱 き 締め 、 アル ノ ルフ ィ ー
ニはし り そ う 親密に妻の手を握 っ て い る 、 等 々一一、 パ ウ ツ は反対に 、 人物像を 自 己完結 し た も の と
と ら え、 互 い に 隔て る こ と で、 人物像を孤立 さ せ よ う と し て い る 。 そ の た め に 、 彼は輪郭線 を し だい
に弱 め る こ と で量感 を収縮 さ せて い る 。 こ う したや り 方は、 彩色段階で も 継続 さ れ側、 そ こ か ら 非常
に充実・ し た形態が生ま れ る 。 それは襲の線が複雑に重な り 合 う 衣襲の表現に非常 に は っ き り と 見 ら れ、
こ の襲は直線的で、鋭い角 を な し て重な り あ う 線で表 さ れて い る 。 衣服の 起伏はア ン ダー ド ロ ーイ ン グ
の段階で入念に描き 込 ま れて お り 、 一連の大ま かで、 しなやかな 、 軽妙なハ ッ チ ン グが陰影部分を 明
示 し 、 空間 にお け る 陰影面の方向 を は っ き り と 表 し て い る （図版 lQa） 。

人体の 肉 づ け は衣襲の起伏 ほ ど入念 に は施 さ れて い な い。 リ ール美術館 の 《天国 に 昇 る 選 ばれた
人 々 》 と 《地獄へ落 ち る 人 々 》 の保体像 では、 長 く て か な り ｜目］ ｜同 の あ いた 平行ハ ッ チ ン グ が 陰影部
分 を 示 し て い る が 、 あ ま り 陰 ら し く は見 え な い。 おそ ら く 肌色 の透明度が 高 い た め に 、 あ ま り 入念
に ア ン ダー ド ロ ーイ ン グ を施す と 暗部 の 半透明 の 肉 づ け を妨 げ る こ と に な っ た か ら だ と 思われ る 。
同 じ こ と は 《皇帝オ ッ ト 一三世の裁判》 の登場人物た ち の顔 に も 指摘で き る 。

メ ム リ ン ク の ア ン ダー ド ロ ーイ ン グ に は き わめ て個性的 な特徴が あ る 。
形態の 変 更 は数多 く 、 それは主要 な登場人物 の み な ら ず構図 の多 く の細部や建築物 の細 部 に も 及

んでい る 。
フ ァ ン ・ エイ ク の場合 と は反対 に 、 メ ム リ ン ク の場合、 構 図 の 正確 な 全体像 は少 しずつ し か現れ

ず 、 創 造 的 緊 張 は絵画制 作 の 最 終段 階 ま で継続す る 。 こ の 「援／政主 j は と り わ け構 図 デ ッ サ ン
( dessin de mise en plac.θ） において際立っ てし 、 る 。 人物形態 と 細部 の大部分は大 ま かに粗描 さ れて

い る だ け で 、 し ば し ば一本の線でかすかに描かれて い る の で何の形か同定す る こ と が難 し い。 ま た
こ う し た ア ン ダー ド ロ ーイ ン グ の線の多 く は彩色段階で は放棄 さ れて い る 。 メ ム リ ン ク は し ば し ば
ア ンダー ド ロ ーイ ン グ を著 し く 変更 してお り 、 Taubert はそれを修正ハ ッ チ ン グ （Arbeitscm・'affuren ;
hachures de correction） と 呼んで い る 。 フ ァ ン ・ エイ ク やパ ウ ツ と は反対 に 、 こ う し た た え ま な い
変 更 は 筋道 どお り に行われて い る わ け で は な く 、 こ の こ と は Taubert に よ れ ば、 こ の 画家が ドイ
ツ 出身で あ る こ と を 明 かす も の な の か も 知れない。 し か し こ う し た 多 く の 変 更 は構図全体の厳密 に
秩序立て ら れ均整の と れた構成 を も た ら し て い る 。

Taubert が メ ム リ ン ク の 《聖カ タ リ ナ の神秘の結婚》、 《マルテ ィ ン ・ フ ァ ン ・ ニ ュ ー ヴェ ン ホ ー
フ ェ ン の 肖 像》、 《 フ ロ ー レイ ン祭j童画》 で初 め て 明 ら かに し た そ の ア ン ダー ド ロ ーイ ン グ の特徴の
すべて は、 Bialostocki に よ る ダ ン ツ ィ ヒ の 《最後 の審判 の祭埴画》 の調書 （Co叩us-Musees de Pologne, 
1966 で そ の詳細 な研究を 報告 し て い る ） や Van Asperen de Boer に よ る ア ン ト ウ ェ ノレベ ン 王立美術館 の
《父 な る 神 と 奏楽の天使の祭壇画》 の調査に よ っ て再確認 さ れて い る （34）。
彩色段階で は 、 こ れ ら の 作 品 の 人物 の形態は し ば し ばア ン ダー ド ロ ーイ ン グで 定 め た も の よ り 大

き く 描かれて い る 。 こ う し た傾向 はすで に Taubert に よ っ て 指摘 さ れ て い た が 、 E Philip pot が
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証明 し た よ う に 、 メ ム リ ン ク の構図 に お け る 水 平線の確定に対応 し て い る 。 Bialostocki に よ れば、
こ う し た傾向 は地獄に 堕 ち る 人 々 の群像表現に見 ら れ る よ う に 、 登場人物 の 姿勢や身振 り の過度 に
強い感情表現 を 和 ら げ る 傾 向 と 重な っ て い る 。

同様に メ ム リ ン ク の ア ン ダ ー ド ロ ーイ ン グ を も っ と も よ く 特徴づ け る の はそ の 固 く 乾い た筆致で
あ り 、 それは衣服のモデ リ ン グ線描に よ く 表れて い る 。 き っ ぱ り と し た 直線軸 に よ っ て 表 さ れた 襲
に 沿 っ て 、 規則的で力 強い線に よ る 平行ハ ッ チ ン グ、が 、 フ ァ ン ・ エイ ク やパ ウ ツ が し た よ う に 陰影
の微妙な濃淡 を 出す こ と に は ま っ た く 気遣わず に 、 確固 と し て 衣服 の 陰影部 を 表 し て い る 。 も っ と
も 強い 陰影部で は 、 こ の強いハ ッ チ ン グは三角 形 を形づ く る 二本 の 直線の 内側に施 さ れて い る 。 こ
う し た方法は、 それほ ど秩序だ、 っ たや り 方では な い が 、 15 世紀末の画家た ち の絵画に お い て発展す
る こ と に な る （図版 5a） 。

こ う し た 個 々 の画家の特徴 に 関す る 研究 を 、 調査分析 さ れた ア ン ダー ド ロ ーイ ン グの諸相 の 比較
に基づい た い く つかの個人的な考察に よ っ て補完 し た い と 思 う 。

パ ウ ツ のモデ リ ン グ、線描は フ ァ ン ・ エイ ク の それ と はエ甜チ？王が 異な る が 、 精神 に お い て は近い。
衣襲は、 「細 かい網 目 」 を使 っ た ぼか し の効いたハ ッ チ ン グ、で、は な く 、 一本一本 は っ き り し た線に

よ る ハ ッ チ ン グで描かれて お り 、 （暗部の塗 り 潰 し た線の効果で見せ る ） 表面的 な 丸み よ り も （ 明 部
に 引 し 、た線の方向 を利用 し て ） 身体の線が よ り 強調 さ れて い る 。 人物 の顔では、 フ ァ ン ・ エイ ク が
で き る 限 り 微妙 な 肉づ け を施 し て い る の に対 し 、 パ ウ ツ は簡略に 下描 き し て い る だ け で あ る 。

と はい えそ の 目 的 は類似 し て い る 。 つ ま り 、 最初 の ヴ ィ ジ ョ ンか ら 彩色段階へ と つ な が る 、 微妙
な陰影 を も っ段階的 な 肉づ け を入念 に施す こ と に よ っ て 、 形態 を 明 瞭に 定 め る こ と で あ り 、 そ の 点
でパ ウ ツ の 肉 づ け の質 と 繊細 さ は フ ァ ン ・ エイ ク のそれに匹敵す る 。

メ ム リ ン ク の ア ン ダー ド ロ ーイ ン グは 、 た え ま な い生成過程に あ り 、 そ れ 自 体の本性か ら し て 、
フ ァ ン ・ エイ ク の よ り 熟考 さ れ入念 に仕上げ ら れたそれ と は対照的で あ り 、 一方鋭利 と も い え る 冷
た い絵肌は、 パ ウ ツ の 柔 ら か く 軽妙な線描 と 好対照 を な し て い る （図版 3a お よ び 3b） 。

フ ァ ン ・ エ イ ク と パ ウ ツ の ア ン ダー ド ロ ーイ ン グ の様式は彼 ら のすべて の作品 に お い て 一 貫 し て
い る が 、 一方、 メ ム リ ン ク の そ れは非常 に多様な様相 を示 し て い る 。 ダ ン ツ ィ ヒ の 《最後 の審判》
の天使た ち の衣壌に 見 ら れ る よ う な力強 く 秩序だ、っ たモ デ、 リ ン グ線描、 《聖カ タ リ ナの神秘の結婚》
や 《G. モ レールの 三連祭壇画》 の衣襲に表 さ れた 、 ハ ッ チ ン グ、 を並べた り 、 し ば し ば交錯 さ せた
り し て 面 を 作 る た く ま し い ア ン ダー ド ロ ーイ ン グな どがそれであ る （図版 4• お よ び 4b） 。 実際、 1467

年頃に制作 さ れた 《最後 の審判》 の ア ン ダー ド ロ ーイ ン グは、 肉 づ け と ま っ た く 同様、 い ま だパ ワ
ツやおそ ら く は フ ァ ン ・ デル ・ ウ ェ イ デ ンの伝統の 内 に あ る こ と を示 し て い る が 、 よ り 後期 の作品
の ア ン ダー ド ロ ーイ ン グーーそ の大部分は黒チ ョ ー ク （pierre noire） で描かれて い る一ーは 15 世
紀後 半の画家た ち の ア ン ダー ド ロ ーイ ン グ と い く つかの類似点 を も っ て い る 。 手元 の赤外線写真 の
資料に よ れば、 メ ム リ ン ク は初期 フ ラ ン ドノレ派 と し て は最初 に 、 そ し て も っ と も 頻繁 に 黒 チ ョ ー ク
を 用 い た画家だ と 思われ る 。 ち な みに、 こ の黒チ ョ ー ク は彼の ア ン ダー ド ロ ーイ ン グに 固 有の粗描

- 194 -



15世紀 フ ラ ン ド ル絵画の絵画技法 （ 2 )  

き の特徴や神経質な描線に と り わ け適 し た 画材であ る （図版 3h） 。
顔の 肉 づ け を あ ら か じ め施す こ と も メ ム リ ン ク ではパ ウ ツ よ り も 稀で あ り 、 「滑 ら か な肌」 を も っ

た 肉 づ け は彩色段階に お い て 初 め て完壁な ま で に精搬に仕上 げ ら れ る の で あ る 倒。
フ ァ ン ・ エ イ ク と パ ウ ツ の ア ン ダ ー ド ロ ーイ ン グ は彼 ら の絵画の様式 と 一致 し て い る が 、 メ ム リ

ン ク が そ の多 く の ア ン ダー ド ロ ーイ ン グ において発揮 し て い る 自 由 さ や活気か ら は彼の絵画 を特徴
づ け る 繊細で豊かな 肉 づ け を予想す る こ と はで き な い。 こ う し た違い は フ ァ ン ・ デル ・ フ ー ス やへ
ラ ル ト ・ ダ フ ィ ッ ト の作品 に つ い て も 再び触れ る こ と に な る だ ろ う 。

2) フ レマ ールの画家、 ロ ヒ ール ・ フ ァ ン ・ デル ・ ウ ェ イ デ ン、 ペ ト ルス ・ ク リ ス ト ゥ ス

次に、 その作品が フ ァ ン ・ エイ ク の伝統を直接引 く 三人の画家、 フ レマールの画家、 ロ ヒ ール ・ フ ァ
ン ・ デル ・ ウ ェ イ デ、ン、 ベ ト ルス ・ ク リ ス ト ゥ ス のア ンダー ド ロ ーイ ン グを検討する こ と に し よ う 。

フ レマ ールの画家 と ロ ヒ ール ・ フ ァ ン ・ デル ・ ウ ェ イ デ ン の ア ン ダー ド ロ ーイ ン グに 関す る 研究
は、 M. Sonkes が詳細な発表 を し て以来それほ ど進んで い な い刷。

こ の研究者 に よ れば、 こ の 二人 の画家 の比較検討か ら は類似 し た ア ン ダー ド ロ ーイ ン グが 明 ら か
に な っ て い る 。 つ ま り そ れ ら は純粋に線的で、 ハ ッ チ ン グ も 他 の あ ら か じ め 量感 を 予示す る 描線 も
含ん で い な い。 こ う し た観察か ら M. Sonkes は、 大多数の批評家に よ っ て フ レマ ールの画家に帰
属 さ れて き た作品 （デ ィ ジ ョ ン の 《 キ リ ス ト の 降誕》、 ロ ン ド ン の 《暖炉衝立の前の聖母 （授乳 の 聖
母） 》 、 フ ラ ン ク フル ト の 三つ の 板絵 （《悔い改めた盗賊》、 《聖母子》、 そ し て 《聖女 ヴ エ ロ ニ カ 》 と
そ の裏面に グ リ ザイ ユ で描かれた 《三位一体》） が若 き 日 の ロ ヒ ール ・ フ ァ ン ・ デル ・ ウ ェ イ デ ン に
よ っ て描かれた と 確信 を も っ て 主張 し て い る 。

われわれが M. Sonkes の使っ た の と 同 じ 「赤外線J 写真資料を再検討 し た と こ ろ 、 説得力 の よ
わ い 同 氏 の説 と は矛盾す る 本質的 な様式的違い が浮かび上が っ た。 フ ァ ン ・ デル ・ ウ ェ イ デ ン が彩
色段階で ア ン ダー ド ロ ーイ ン グの輪郭 を 量感が縮小す る よ う に修正 し て い る と すれば、 フ レマール
の画家は反対に ア ン ダー ド ロ ーイ ン グの 輪郭 を はみ出 し て い る 。 形態を縮小す る 傾 向 が フ ァ ン ・ デ
ル ・ ウ ェ イ デ ン の優雅な様式 に 対応 し て い る と し た ら 、 形態の拡張は フ レマ ールの画家の彫塑的 な
様式に 固 有 の 量感 を 強調 し よ う と い う 欲求 に 呼応 し て い る 。

フ ァ ン ・ デル ・ ウ ェ イ デ、 ン の 作品 の ア ン ダー ド ロ ーイ ン グに 関す る 最新の分析は 《ボーヌ の祭壇画》
に対 し て な さ れた N. Veronee-Verhaegen のそれで あ る 刷。 科学研究室の新た な 分析記録のおかげ
でア ンダー ド ロ ーイ ン グ と 彩色段階の様式の質的な違いが 明 ら かに な っ た が 、 こ の著者はそれを工房
の共同作業 に よ る も の と 説明 し て い る 。 フ ァ ン ・ デノレ ・ ウ ェ イ デ ンは独立 し た複数の小型 の 下 図 の形
で構図全体を構築 し 、 主要な人物 の ア ン ダー ド ロ ーイ ン グは 自 ら 描い た が 、 そ の一方で長い平行ハ ッ
チ ン グに よ る 肉 づ け を示すア ン ダー ド ロ ーイ ン グは、 構図 のい く つかの部分の小型の下図 と 同様、 助
手に任 さ れた の で あ ろ う 。 た と え ば、 力強し 、線に よ る モデ リ ン グ線描 を示す受難の楽器 を 持つ天使た
ち の 白廷は工房の手に な る も の で あ ろ う 。 N. Vero胸 に よ れば、 こ のア ン ダー ド ロ ーイ ン グは メ ム
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リ ン ク の それの神経質 さ を想起 さ せ る と い う が 、 き わめて妥当 な指摘 と 思われ る 。 実際、 ゆ っ た り と
した力強い線に よ る 襲の配置 と 、 屈 曲す る 生地の面を肉づけす る 一連 の短いハ ッ チ ン グは、 ダ ン ツ イ
ヒ の 《最後 の審判》 の天使た ち の外衣のア ン ダー ド ロ ーイ ン グ を想い 出 さ せ る （図版 5a お よ び 5h） 。

こ れに 対 し て 描 き 方がやや粗い場合、 形を決めた り 、 強いハ ッ チ ン グ を効 かせて 陰影部分 を 作 り
出 し た り す る ア ン ダー ド ロ ーイ ン グの 考 え方は、 メ ム リ ン ク の様式に非常 に 特徴的 な も の で 、 《聖女
カ タ リ ナ の神秘の結婚》 の ア ン ダー ド ロ ーイ ン グ を想い起 こ さ せ る 。

ボーヌ と ダ ン ツ ィ ヒ の 《最後 の 審判》 の祭壇画にお け る こ う し た ア ン ダー ド ロ ーイ ン グ の比較 を
拡大すれば、 メ ム リ ン ク が修業 し て い た ロ ヒ ール ・ フ ァ ン ・ デル ・ ウ ェ イ デ ン の 工房が 《 ダ ン ツ ィ
ヒ 祭壇画》 の制作に参加 し た か ど う か、 と い う 問題 を解決す る た め の新た な論拠が集 ま る か も し れ
ない。 そ の場合、 メ ム リ ン ク は ロ ヒ ーノレの死を受 け て こ の作品 を完成 さ せた の だ ろ う 倒。

《ボーヌ 祭壇画》 の主要人物 の ア ンダー ド ロ ーイ ン グに は 、 ハ ッ チ ン グ、はほんのわずか し か見 ら れ
な い。 N. ＇＼ゐronee に よ れば、 肉 づ け が 見 ら れ る と き は、 それ ら は助手の介在 に よ る も のだ と い う 。
分業 を認め る と して も 、 も っ と も複雑なモデ リ ン グ線描は親方に任せた と 考 え る のが妥当 で あ る ので、
こ の仮説に は信憲性が あ る と は思 えない倒。 し か し N. 羽ronee は 《ブ ラ ッ ク 三連祭壇画》 《 コ ルン
バ祭壇画》 と い っ た 、 確実に ロ ヒ ール ・ フ ァ ン ・ デル ・ ウ ェ イ デ ンに帰属 さ れ る 他 の作品 の赤外線写
真 に基づいて 、 M. Sank.es が指摘 した厳密 に線的なア ンダー ド ロ ーイ ン グ と い う 説 を支持 し て い る 。
し か し な が ら こ う し た 分析記録の読み取 り は決定的 な結論 を 引 き 出 す の に 十分 に 明 陳で あ る と は思
え な い。 同様に 、 ロ ヒ ールの線的 な ア ン ダー ド ロ ーイ ン グ と い う 説 も 、 そ の立証が プ ラ ド美術館の 《十
字架降下》 一一科学分析で得 ら れた こ の作品 の調査記録は未公刊 〔訳註／ 1980 年代末に公刊 された］ ーーの
よ う な代表作ではな く 帰属作品 に基づいて い る かぎ り 、 信濃性が あ る と は思 え な い。

さ ら に言 え ば、 線的 な ア ン ダー ド ロ ーイ ン グ と い う 説は、 グ ラ ナ ダ の カ ピー リ ャ ・ レ ア ル （王室
礼拝堂） の 《聖母マ リ ア の 三連祭壇画》 や ロ ン ド ン の ナ シ ョ ナル ・ ギ ャ ラ リ ーの 《 ピエ タ 》 と い っ
た 、 フ ァ ン ・ デル ・ ウ ェ イ デ ン に 帰属 さ せ ら れ る 多 く の 作品 の赤外線写真 に よ っ て 明 ら かに さ れた
モデ リ ン グ線描 と も 矛盾 し て い る こ と が指摘で き る だ ろ う 。

こ れ ら の作品 の ア ン ダー ド ロ ーイ ン グは 、 15 世紀末の ブ リ ュ ッ セ ルの画家た ち一一聖女パルパ ラ
伝の画家、 聖女カ タ リ ナ伝の画家、 コ レイ ン ・ デ ・ コ テ／レーーの そ れ と の類似 を 示 し て い る 。 衣服
の襲は大 き な 直線で力 強 く 描かれ、 線の端は丸 く 止 め て い る 。 主軸に対 し斜め方向 に 、 素速 く 引 い
た粗いハ ッ チ ン グで陰影 面 を形づ く っ て い る 。 人体の肌の部分は長 め の線 を密 に 用 いたハ ッ チ ン グ
で表現 し て い る 。 こ れ と よ く 似た ア ン ダー ド ロ ーイ ン グがやは り ロ ヒ ール ・ フ ァ ン ・ デル ・ ウ ェ イ
デ ン の絵画の伝統 を 引 く コ レイ ン ・ デ ・ コ テルの作品 の衣装に も 見出 さ れ る 。

フ ァ ン ・ デル ・ ウ ェ イ デ ン の ア ン ダー ド ロ ーイ ン グについて現在知 ら れて い る こ と か ら 、 われわ
れは二つの仮説 を 主張 し て みた い。 一つは、 彼 の ア ン ダー ド ロ ーイ ン グが従来述べ ら れて き た よ り
も 入念 な も の で あ る と し た ら一一われわれはそ う 考 え る が一一、 それは最初か ら 肉 づ け を含んだ も
の で あ り 、 彩色段階 と 同様、 フ ァ ン ・ デル ・ ウ ェ イ デ、 ン の ラ イ ヴ ァ ルた ち に影響を 与 え た 可能性が
あ る と い う こ と 。 こ の場合 15 世紀末のプ リ ュ ッ セルの諸作品 の ア ン ダー ド ロ ーイ ン グは こ の 巨匠
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の ア ン ダー ド ロ ーイ ン グの影響で あ る 可能性が あ る が 、 《十字架降下》 の科学研究室 での調査だ け が
こ の仮説の可否を判断す る こ と が で き る だ ろ う 。 も う 一つは、 反対に、 ア ン ダー ド ロ ーイ ン グが も
っ ぱ ら 線 の み に よ る も の で あれ ば一一われわれに はそれはほ と ん ど あ り え な い と 思 われ る が一一、
フ ァ ン ・ デル ・ ウ ェ イ デ ン に 帰せ ら れ る い く つかの作品 に お い て指摘 さ れた 肉 づ、 け の ハ ッ チ ン グ‘は 、
場合に よ っ て は別人 の手の介在 を示す も の で あ り 、 何 よ り 作者認定の誤 り を 示 し て い る と い う こ と
に な る 。 こ の こ と は 《聖母マ リ ア の 三連祭壇画》 と 《 ピエ タ 》 に つ い て 何人 かの美術史家が 主張 し
て き た説 を確証す る こ と に な る だ ろ う 刷。

一般に フ レマ ールの画家に帰属 さ れて い る 作品 に つ いて公表 さ れた 「赤外線」 調査資料 も 、 同 じ
よ う に さ ほ ど重要な こ と を 明 ら かに し て はい な い。 唯一の例外は J. Taubert が調査 し たルー ヴ ァ
ン の 《三位一体》 に 関 す る も の で、 こ の 作品では、 筆 を 用 い て 事物 の 形 を 描 き 、 衣服 の襲 も 大 き な
し っ か り し た線で表現 し て い る （4 1)。

ア ン ダー ド ロ ーイ ン グで は数多 く の変更 に よ っ て形が拡大 さ れて い る 。 ま た そ こ ではハ ッ チ ン グ
は元の輪郭 と 新た な 輪郭 を分かつ 面 を埋 め る の に使われてお り 、 フ ァ ン ・ エイ ク の場合の よ う に 、
肉 づ け を最初 か ら 施す の に用 い ら れて い る の で は な い。 実際それは後 に メ ム リ ン ク が用 い る の と 同
タ イ プの修正ハ ッ チ ン グ、で あ る 。

Taubert は 《三位一体》 を フ レ マールの画家に よ る 原作の模写 と 見 な し 、 Phi且.ppot と Sonkes は、
反対 に 、 こ の 作品 を フ レマ ールの画家の オ リ ジナル作品 と 認め た が 、 いずれの場合 も 、 ア ン ダー ド
ロ ーイ ン グが画家固有の様式 を 読み取 る 決め 手 を提供す る はずで あ る 仙。

こ の画家の基準作の一つであ る フ ラ ン ク フ ル ト の 《聖母子》 の 赤外線テ レ ビ画像 （reflectographie
dans ]'infra -rouge） に よ る 最新の調査 が 、 ルー ヴ、 ア ン の 《三位一体》 と は著 し く 異 な る ア ン ダー ド
ロ ーイ ン グ を 明 ら かに し た の で 、 こ の作品 の原作説は見直 さ れな ければな ら な い。

聖母の着衣 （特に外衣の裾） には、 襲の配置を示すゆ っ た り し た線を含む非常に力強いア ン ダー ド ロ
ーイ ン グが見出 さ れた が 、 それは 《三位一体》 のア ンダー ド ロ ーイ ン グ よ り も ずっ と し なやかな線で描
かれ、 数多 く の平行ハ ッ チ ン グの面が濃淡 さ ま ざま に変化する こ と で布地の面の方向 を はっ き り 示 して
い る。 も っ と も 暗い部分は、 かな り 規則的な斜線のハ ッ チ ン グ、で、すっ か り 覆われて い る 刷。 こ の タ イ プ
の、 ハ ッ チ ン グが形態の堅固な彫塑的肉づけを形づ く っ て い る ア ンダー ド ロ ーイ ン グは、 〔訳註／赤外線フ
ィ ルムの感度は 720-740nm ま で しかないため〕 通常の 「赤外線」 写真に は表れない も ので あ り 、 M. Sonkes が
こ の閉 じ絵画について記述 し 、 やは り 《三位一体》 に も観察 さ れて い る 純粋に線的な ア ンダー ド ロ ーイ
ン グ よ り も 、 フ レマールの画家のモニ ュ メ ン タ ルな様式に よ り し 、 っ そ う 一致 して い る 。

ベ ト ルス ・ ク リ ス ト ゥ ス の ア ン ダー ド ロ ーイ ン グの研究 も やは り 不確かな根拠に基づ く も ので、 公
表 さ れた科学研究室の調査記録 も わずかな数 し かない。 しか し な が ら 《 キ リ ス ト の 死への哀悼》 （ ブ
リ ュ ッ セル） と 《男 の 肖 像》 （ ロ ン ド ン） の赤外線写真 を検言すすれば、 こ の画家の ア ンダー ド ロ ーイ
ン グ‘の特徴 を は っ き り つ かむ こ と がで き る 。 Sonkes (1970, p.201） に よ っ て公表 さ れた 《男 の 肖 像》 の
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ア ンダー ド ロ ーイ ン グを検討す る と 、 人体 と 衣服のモデ リ ン グ、線描が フ ァ ン ・ エイ ク に よ る それ と 類
似 して い る こ と に驚か さ れ る。 顔の暗 く な る 部分は フ ァ ン ・ エイ ク の場合 と 同様 、 細 く て短いハ ッ チ
ン グで繊細 に 肉 づ け さ れて い る 。 こ のハ ッ チ ン グ、は も っ と も 暗い部分では互い に絡み合 う よ う に交差
し て い る 。 他方、 明部 と の 中 間 では こ れ ら のハ ッ チ ン グ‘の間隔は広が り 、 よ り 細 く な っ て グ ラ デー シ
ヨ ン をつ く っ て い る 。 閉 じ タ イ プの き わめて細 く て力強 さ を欠 く ハ ッ チ ン グ、が衣服の陰影部分に何箇
所か見受 け ら れ る 。 こ のハ ッ チ ン グ、の面は形の方向 に沿っ て施 さ れ、 よ り 簡略化 さ れて はい る が 、 フ
ァ ン ・ エイ ク 特有の轍密で抑揚の あ る 網 目 状のそれを想い出 さ せ る 。 襲の方向 は直線に よ っ て 示 さ れ
る が 、 多 く の場所で粗い線を短 く 使っ たハ ッ チ ン グを帯状に重ねて い る （図版 6） 。

ベ ト ルス ・ ク リ ス ト ゥ ス と フ ァ ン ・ エイ ク のア ンダー ド ロ ーイ ン グを さ ら に敷桁 して比較検討すれば、
おそ ら く 前者が後者の工房で修業 し た と い う 説を確証する こ と に な る だろ う 。 Schabacker は、 ペ ト ル
ス ・ ク リ ス ト ウ ス に関する 近著で、 残念なが ら こ の画家のア ンダー ド ロ ーイ ン グについては何 も 示唆 し
ていないが、 彼の作品 目 録を再検討 し 、 フ ァ ン ・ エイ ク の影響 と い う 問題に触れてい る ω。 いずれにせ
よ 、 二つの作品 の調査に よ っ て明 ら かに な っ たベ ト ノレス ・ ク リ ス ト ゥ ス のア ン ダー ド ロ ーイ ン グは、 手
法 と 精神において、 フ ァ ン ・ エイ ク のア ンダー ド ロ ーイ ン グに近い も の と 恩われる 倒。

3) フ ァ ン ・ デル ・ フース 、 （ハンス ・ メ ム リ ンク ） 、 ヘ ラ ル ト ・ ダ フ ィ ッ ト

引 き 続い て フ ァ ン ・ デノレ ・ フ ー ス と へ ラ ル ト ・ ダ フ ィ ッ ト の ア ン ダー ド ロ ーイ ン グ を メ ム リ ン ク
の そ れ と 比較 し な が ら 検討 し て み よ う 。 実際、 15 世紀後 半の こ の三人 の画家の作品 の研究 は一体の
も の と して行われ る 必要が あ る 。 と い う の も そ れ ら の作品は 15 世紀末の絵画技法の 変遺 を 明 ら かに
す る と 同 時 に 、 様 々 な 程度 で 16 世紀初頭の技法に特徴的な諸原理 を 予告 し て い る か ら で あ る 刷。

フ ァ ン ・ デル ・ フ ー ス の ア ン ダー ド ロ ーイ ン グは き わめ て特殊な 関 心 を 示 し て い る 。 と い う の も
それは初期 フ ラ ン ドル派 の 巨匠 に典型的 な ア ン ダー ド ロ ーイ ン グ と 1 5世紀末の群小画家に 典型的な
それ と の移行段 階 を なす よ う に思われ る か ら で あ る 。

フ ァ ン ・ デル ・ フ ース が ア ン ダー ド ロ ーイ ン グに し めす新 し い性格は彼の外的 世界 に つい て 抱 く
ヴ ィ ジ ョ ン に よ っ て説 明 す る こ と が で き る 。 それは先行す る 画家た ち のそ れや、 ま た メ ム リ ン ク や
へ ラ ル ト ・ ダ フ ィ ッ ト の そ れ と も 対照的 で あ る 。 フ ァ ン ・ デル ・ フ ー ス は完壁で不動 な イ メ ー ジ に
よ っ て 世界 を 客観化す る こ と を放棄 し 、 明暗の対比を用 い た 肉 づ け技法に よ っ て 人物 の行為 が 強調
さ れ る よ う な劇的な構図 を創造 し て い る の で あ る 。 こ う し た も の の 見方に お い て は 、 ア ン ダー ド ロ
ーイ ン グ は あ る 重要 な役割 、 つま り 画家が望む明暗 （clair-obsc凶 の効果を準備す る と い う 役割 を
果たす こ と に な る 。

フ ァ ン ・ デル ・ ブ ー ス は陰影部分 を 平行ハ ッ チ ン グ‘で覆 っ て い る 。 ハ ッ チ ン グ、の長 さ と 強 さ は さ
ま ざ ま で、 大部分はた だ平面的 に斜線で描かれて い る が 、 時 と し て描 く 面次第で異 な る 方向 の線 を
使 う こ と も あ り 、 も っ と も 暗し 、部分では交差線 を重ね る こ と も あ る 。 し か し こ の ア ン ダー ド ロ ーイ
ン グ の様相 は作品 に よ っ て も 、 ま た 同 ー の画面の 中 で も 変化す る 。 そ の描線は 《マ ギの礼拝》 （ベル
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リ ン） （図版 7a） に お け る よ う に 奔放で神経質で あ る こ と も 、 反対 に 《聖母の 死》 （ ブ リ ユ ツ へ） に
お け る よ う に穏やかで規則正 し い こ と も あ る 。 それゆ え そ こ に 「完成作品 の劇的な 性格 と 下描 き の
穏 当 で熟考 さ れた様相 の あ い だ の き わた、 っ た対照」 ( 1970, p .2 12） を 見 る M. Sonkes の指摘 は 、 いず
れに し て も フ ァ ン ・ デル ・ フ ー ス の作品全体に は 当 て は め る こ と はで き な い。 ま た こ の指摘は 、 形
態 を正確に決定す る 前 に 明 暗表現を施す こ と でそ の構図 の劇的な性格 を 予 告す る 、 こ の画家の ア ン
ダー ド ロ ーイ ン グの精神 と も 一致 し な い。

衣服の 襲は連続す る 線で描かれ る こ と が 多か っ た が （《マ ギ の礼拝》） 、 そ の 大部分は彩色段階で
無視 さ れて お り （《ポルテ ィ ナー リ 祭壇画》） 、 それは フ ァ ン ・ デル ・ フ ー ス や メ ム リ ン ク の場合 と 同
じ よ う に形態の探究が完成直前 ま で続 く こ と を 示 し て い る 。 輪郭 を変更 し た り 、 袖 を拡大 し た り 、
襲 の 向 き を変 えた り と い っ た こ と よ っ て 生 じ た 面 をハ ッ チ ン グで修正す る の は メ ム リ ン ク と 同様で
あ る が 、 こ の修正ハ ッ チ ン グが 描 き 直 し た形 に 重な り 、 陰 と な る 部分 を 作 っ て い る （ 羊飼い の袖） 。
絵具の塗 り が ご く 薄い部分では 、 陰影が 中途での形の変更 を覆い隠す の に役 立 っ て い る ら し い。

時 に は 、 衣服の 陰影 は交差ハ ッ チ ン グで示 さ れ る こ と も あ る が 、 それは フ ァ ン ・ エイ ク の軽快で
抑揚の あ る 線 に よ る 網 目 と は は っ き り と 異な る 、 大 ま かで強 く 押 しつ け る よ う な線 に よ る 網 目 を な
し て い る （図版 Sa お よ び 8b） 。 規則正 し い斜線のハ ッ チ ン グ、が形態 を 考慮す る こ と な く 人物 の顔の
陰影 を示 し て お り 、 ま た 《聖母の 死》 で は使徒の 口 を 、 《三位一体》 で は登場人物 の顔 を横切 っ て い
る 。 フ ァ ン ・ デル ・ フ ー ス 特有 の こ う し たや り 方は、 彼の主た る 関心事が 陰影 の 強弱 を 示す こ と よ
り も 陰影の位置 を 定め る こ と で あ る こ と を は っ き り と 示 し て い る 。

フ ァ ン ・ デル ・ フ ース は こ の よ う に 、 コ レイ ン ・ デ ・ コ テルや 1 5 世紀末の画家た ち が発展 さ せ
る 傾 向 を予告 し て い る が 、 し か し そ の ア ン ダー ド ロ ーイ ン グの厳密 な描法や入念な 絵画技法は彼 を
こ れ ら の 1 5 世紀末の画家た ち か ら 区別 し て い る 。 ち な みに後者 も 同 じ よ う に 動勢や明暗 の効果を
追求 し て い る が 、 よ り 簡素化 さ れた技法 に よ っ て そ う し た効果 を 得て い る の で あ る 。

《聖三位一体》 （ エデ ィ ンパ ラ ） で は 、 キ リ ス ト の 上半身の モ デ リ ン グ線描 は 、 初期 フ ラ ン ドル
画家の轍密 な 様式 と コ レイ ン ・ デ ・ コ テルの よ り 自 由 な様式の 中 間 に位置づ け ら れ る 。 人体の量感
を表 し て い る の は大 き な 面 を なす斜線のハ ッ チ ン グで、 こ の大 き な 面 を 上半身全体に 自 由 に ち り ば
め ら れた小 さ なハ ッ チ ン グ、群が 取 り 囲んでい る 。

ヘ ラ ル ト ・ ダ フ ィ ッ ト の ア ン ダー ド ロ ーイ ン グは二つのかな り 異 な る 外見 を 示 し て い る 。
M. Sonkes は、 《 キ リ ス ト の洗礼》 （ ブ リ ュ ツ ヘ） と 《セ ダー ノ 三連祭壇画》 （パ リ ） で主 と し て

線的 な ア ン ダー ド ロ ーイ ン グが認め ら れ、 立体感は平行ハ ッ チ ン グ、 に よ っ て お お ま か に 示 さ れて い
る だ け と 述べ て い る 問。

ヘ ラ ル ト ・ ダ フ ィ ッ ト への帰属が一般に認め ら れて い る 他の絵画作品 の 「赤外線写真」 の記録を
検討すれば、 補足的 な詳細が得 ら れ る だ ろ う 。

た と え ば、 《聖母マ リ ア に別れを告げ る キ リ ス ト 》 （ ダプ リ ン） の赤外線テ レ ビ画像 は 、 メ ム リ ン
ク の 《聖女カ タ リ ナの神秘の結婚》 に類似 し た 、 力 の こ も っ た 、 素速 く かな り し っ か り し た描 き 方
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の ア ン ダー ド ロ ーイ ン グ を 明 ら かに し て い る 。 キ リ ス ト の青い外衣で は 、 モデ リ ン グ線描 は ス ケ ッ
チ と 言 っ て も い い ほ どすばや く 描かれた細いハ ッ チ ン グか ら な っ て い る 。 特に暗い陰影部 で は 、 こ
れ ら のハ ッ チ ン グ、はい っ そ う 力 が こ も り 、 やや フ ァ ン ・ デノレ ・ フ ー ス に似て 、 形態 を 平坦 に斜 め に
横切 っ て い る （図版 9" お よ び 9b） 。 衣服のい く つかの箇所では、 向 き の異な る 新た なハ ッ チ ン グ、が
最初 のハ ッ チ ン グ、に重ね ら れて い る 。 襲の く ぼみは太 く て濃い線でおお ま かに示 さ れて い る 。 通常
は彩色段階で塗 り 潰 し て し ま う 事物 の輪郭線、 と り わ け キ リ ス ト の手 と 足 な どは ご く 細い筆の線で
描かれて い る 。 そ こ で は厳密 な描線に よ る 短い平行ハ ッ チ ン グが 陰影部の位置 を 示 し て い る が 、 そ
の一方、 掌 に は荒々 し い性格の ア ン ダー ド ロ ーイ ン グが 見 出 さ れ る 。 そ れ ゆ え こ の 作品 に は 二種類
の ア ン ダー ド ロ ーイ ン グが 共存 し て い る わ け だ が 、 明 ら かに ス ケ ッ チ風の線描 （ dessin esquisse) 

が支配的で、 こ れが そ の 自 由 さ に よ っ て 16 世紀初頭の ア ンダー ド ロ ーイ ン グの新 し い 方 向 を 告 げ
て い る の で あ る 。 反対に 、 《 キ リ ス ト の洗礼》 に お い て は 、 ス ケ ッ チ風の線描が聖 ヨ ハネ の顔や首、
そ し て 手 を 肉 づ け し て い る に し て も 、 い ま だ に 15 世紀初頭の初期 フ ラ ン ドル画家の伝統 を 引 く 厳
密 な ア ン ダー ド ロ ーイ ン グが ス ケ ッ チ風の描法 に対 して優位 を 占 め て い る （48)0

《聖母マ リ ア に別れを告げ る キ リ ス ト 》 の 「 ス ケ ッ チ風の」 ア ン ダー ド ロ ーイ ン グ と い う 特性は
《カ ン ピ ュ セ ス の裁判》 や 《シザム ネ ス の裁判》 に も 見 出 さ れ る 。 さ ら に カ ン ピ ュ セ ス の外衣に は

伝統的 な 直線やハ ッ チ ン グ、 と は異な る線的描法が観察 さ れ る 。 つ ま り 手 を 離 さ な い で描かれた波状
の連続線で あ る 。 こ れは、 16 世紀初頭に 、 と り わ け コ レイ ン ・ デ ・ コ テノレに お い て 著 し く 広 ま る 線
的描法の拡大 の最初 の例 の ひ と つで あ る 。

ヘ ラ ル ト ・ ダ フ ィ ッ ト が描 く 顔 の ア ン ダー ド ロ ーイ ン グ は 、 顔の形 を 正確に描かずに非常にすば
や く 顔立 ち を 定 め 、 肉 づ け を施す こ と な く 幅広 の わずかなハ ッ チ ン グで陰影 を 示す に と ど ま っ て い
る 。 こ う し た傾向 は コ レイ ン ・ デ ・ コ テルに も 見出 さ れ る だ ろ う 。

こ の よ う に 、 ア ン ダー ド ロ ーイ ン グ と 彩色段階の様式の相違が 、 メ ム リ ン ク の場合 と 同様 に フ ァ
ン ・ デル ・ ブ ース と へ ラ ル ト ・ ダ フ ィ ッ ト の作品 を も 特徴づ け て い る ので あ る 。

ア ンダー ド ロ ーイ ン グは彩色の下に隠されているが、 こ れ ら の画家た ち は、 「理想的礼拝図像」 と い う
建前に縛 られて完成作品では仏燃 と 表現でき ないいっ そ う 自 由 な様式を採用 し よ う と していたのだろ う か。

メ ム リ ン ク と へラ ル ト ・ ダフ ィ ッ ト の作品では、 二つのア ンダー ド ロ ーイ ン グの方式の あいだのため
ら いがそれ ら の併存に示 さ れて い る 。 た しかに、 へラ ル ト ・ ダフ ィ ッ ト の構図 よ り も メ ム リ ン ク の完聾
に均整の と れた構図 においては、 ス ケ ッ チ風のア ンダー ド ロ ーイ ン グ と の対照はい っ そ う 強い印象を与
え る 。 同様に ア ンダー ド ロ ーイ ン グの段階で力強し 、肉づけを施す こ と は、 すでに見た よ う に、 メ ム リ ン
ク の絵の柔 ら か く 滑 ら かな肉づけでは予想でき ない こ と であ る が 、 一方、 へ ラ ル ト ・ ダフ ィ ッ ト の発展
さ せた明暗の対比 を用 いた 肉づけには対応 してい る。 反対に、 フ ァ ン ・ デル ・ フース の構図の劇的な外
観は彼の絵画に特有の明暗効果の下地 と な る ア ンダー ド ロ ーイ ン グの存在を予想 させる。

1 5 世紀の三人 の画家 に 見 出 さ れ る こ う し た違いは、 われわれ の 考 え で は 、 外界 に つ いて の フ ラ ン
ドル的 ヴ ィ ジ ョ ン の漸進的変化 に よ っ て説明 す る こ と が で き る 。 Taubert は、 メ ム リ ン ク に の み こ
う し た傾向 を 指摘 し 、 それを画家が ドイ ツ 出 身で あ る こ と に よ っ て説明 し て い る 。
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ホ ア ン ・ デ ・ フ ラ ンデス （ ジ ャ ン ・ ド ・ フ ラ ン ド、ル） の ア ン ダー ド ロ ーイ ン グは、 I Vandevivere 
に よ っ て行われた 《パ レ ン シア 大聖堂の祭壇画》 と セルベ ラ ・ デ ・ ピ ス エルガの聖母マ リ ア 聖堂の
《マ ギの礼拝》 の調査 に よ っ て 明 ら かに さ れて い る が 、 それは初期 フ ラ ン ドル派 の 巨匠の ア ン ダー
ド ロ ーイ ン グの様式 と は部分的 に 断絶 し て い る （49）。

そ の ア ン ダー ド ロ ーイ ン グは太 い筆で描かれ、 かな り 素速 く 構図 の 主要 な 要素 を配置 し 、 陰影部
分の位置 を 定 め て い る 。 先行す る 画家た ち の よ り 厳密 に組み立て ら れた ア ン ダー ド ロ ーイ ン グ と は
反対に 、 衣服 の 襲 を示す線は め っ た に 見 ら れな いが 、 垂直の短い線の連続 的 な 帯が い く つ かの 輪郭
を 強調 し 、 それが陰影の縁 を な し て い る （図版 7h） 。

非常に数多 く の 陰影部が様 々 な方向 に配置 さ れたハ ッ チ ン グの 面 に よ っ て 示 さ れて お り 、 多 く の
場合交差 し た線は大 き な 「編み 目 」 を作っ て い る 刷。 他の フ ラ ン ド、ル画家で は 、 フ ァ ン ・ エイ ク を
除 く と 、 顔 に お け る ア ン ダー ド ロ ーイ ン グは ご く 限 ら れてい る が 、 ホ ア ン ・ デ ・ フ ラ ンデ ス はすべ
て の 陰影部分 をハ ッ チ ン グの網 目 に よ っ て描いて い る 。 《受胎告知》 の聖母マ リ ア の顔 で は 、 よ り 強
い一連の線が最初 の 平行ハ ッ チ ン グ に 重ね ら れ 、 Vandevivere が述べて い る よ う に 、 「 そ の網 目 が
陰影 に応 じ て 収縮す る 格子模様j ( 1967, p. 7） を生み出 し て い る （図版 2h） 。 われわれの 考 え で は 、 ホ
ア ン ・ デ ・ フ ラ ンデス の ア ン ダー ド ロ ーイ ン グ を先行者 のそれに結びつ け 、 1 5 世紀末の群小画家の
それか ら 区別 し て い る の は 、 形態の非常 に確固 と し た把握 と 結び付い て 、 陰影の強度 を 強調 し よ う
と す る 関心で あ る 。 実際、 こ れ ら の群小画家た ち も 同様に 大 き な 面 で、ハ ッ チ ン グ を施 し て は い る が 、
それは も はや細部や陰影 の 強度 を 考慮す る こ と な く すべて の形態 を包括 し て い る 。

そ れ ま での初期 フ ラ ン ドル派の も の よ り も すばや く 、 ず っ と 大雑把な描 き 方の ホ ア ン ・ デ ・ フ ラ
ンデス の ア ン ダー ド ロ ーイ ン グ は、 い っ そ う 簡略化 さ れた そ の彩色段階 と 対応 し て お り 、 1 5 世紀末
の絵画の変選 の 系 列 に 直接組み込 ま れて い る の で あ る 。

も っ と も H齢 、 陰影部分 で は 、 ハ ッ チ ン グが透 け て 見 え 、 そ の い く つかは短 い描線に よ っ て 表 面で
手直 し さ れ仕上げの効果 を生んでい る が 、 それは彼を 15 世紀末 と 16 世紀初頭 と 傾向 に結びつ け て
い る も う 一つ の特徴で あ る 。

4) 1 5 世紀末 と 1 6 世紀初頭の ブ ラ パ ン トの群小画家

15 世紀の末に 、 フ ラ ン ドルの群小画家た ち の ア ン ダー ド ロ ーイ ン グの特徴 は変化す る 。
一般に 、 ア ン ダー ド ロ ーイ ン グは彩色段階 と 同様 に い っ そ う 簡素 に な り 、 単純化 さ れた 肉 づ け は

も はや明暗の微妙な指示を必要 と し な く な る （図版 10• お よ び 10h） 。 そ の た め ア ン ダー ド ロ ーイ ン
グの描法は画家の主た る 関心事に応 じ て 変化す る こ と に な る が 、 こ の こ と は 1480 年代以降の絵画
の粗悪 さ と 著 し く 折衷 的 な性格 を 明 ら かに し て い る 。

「刺繍の葉の画家」 （《聖母子》、 リ ール美術館） や 「聖女 ウ ルス ラ伝の画家」 （《聖母戴冠》、 シ ェ ル
ブール） （図版 1Qb） と い っ た ロ ヒ ール ・ フ ァ ン ・ デル ・ ウ ェ イ デ、 ンの伝統 を 引 く 群小画家の場合、 ア
ン ダー ド ロ ーイ ン グの描線は依然 と して厳格で、 は っ き り と した角 をつ く っ て折れ曲 が る 直線に よ っ
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て襲の方向 を指示 し、 細 く 長い平行ハ ッ チ ン グ、の面に よ っ て陰影部 を示 し て い る 。 こ の 平行ハ ッ チ ン

グは、 すべて の 陰影面を ほぼ平坦に覆っ て い る が 、 形の方向 に沿っ た り 陰影の強度 を示 し た り は し て

い な い （図版 ua お よ び llh） 。 こ の種のア ン ダー ド ロ ーイ ン グに よ る こ と 細かな指示 は 、 き わめて入

念な描法に も 同様に見 ら れ る 新 し い描き 方 を 明 ら かに し て い る 。 こ れ ら の画家た ち は先行す る 画家た

ち と 競合で き る よ う な細部の表現に注意 を集中 し よ う と して い る よ う に思われ る 。 「聖ギ ュ デ、 ユ ル大

聖堂風景の画家」 は 、 そ の表現力 の強 さ に よ っ て独特の絵画を描 く 画家であ る が 、 彼のア ン ダー ド ロ
ーイ ン グは こ の類の も の で あ る 。 た と えば、 《司祭の説教》 （パ リ 、 ルー ヴル美術館） と 《男 の 肖 像》

（ ロ ン ド ン 、 ナ シ ョ ナル ・ ギ ャ ラ リ ー） の人体 と 衣服は、 上に述べた特徴のすべて を示 し て い る 。
「聖女カ タ リ ナ伝の画家J と 「聖女パルパ ラ 伝 の画家J （《 ヨ ブの祭壇画》、 ケ ル ン） の場合 に は 、

ア ン ダー ド ロ ーイ ン グ の入念 さ は減 じ て い る 。 平坦に形 を横切 っ て い る 、 ハ ッ チ ン グ面の配分 は 、
も はや秩序立 っ た も の で は な い。 描法 も ま た変化 を示 し 、 線は大 ま かで、強 く な っ て い る 。 さ ら に い
く つ かの衣服では、 襲 の く ぼみが短い線のすばやい連な り に よ っ て示 さ れて い る 。

1480 年 か ら 1510 年 の 聞 に制作 さ れた多 く の逸名 画家の 作品 に お い て は 、 肉 づ け は さ ら に い っ そ
う 簡素なや り 方で施 さ れて い る 。 大 ま かな 面で配置 さ れた粗っ ぽいハ ッ チ ン グが こ こ で は 陰 の 中 に
置かれたすべ て の 形 を 一様 に覆 っ て お り 、 時 と し て 二番 目 の網 目 が最初 の網 目 の う え に ぞん ざ い に
重ね ら れて い る 。 「 フ レ マ ー／レの 画家j の模作で あ る 逸名 画家の 《聖三位一体》 （ ブ リ ュ ッ セ ル） （図
版 128） やブ ラ パ ン ト の逸名 画家の祭壇画の翼部は こ う した描き 方の好例 を提供 し て い る 。

物語画 に お い て はモデ リ ン グ線描は一般に非常に減少 し て お り 、 時 と し て は 「聖ゲオルギ ウ ス 組
合の画家」 の場合の よ う に 肉 づ け が施 さ れな い こ と さ え あ る が 、 そ の一方で、 構図 の 主要 な要素 を
示すア ン ダー ド ロ ーイ ン グは発展 し て い る 。 それは し ば し ば粗描 き さ れて い る だ け で あ り 、 た め ら
い が ち で、 描 き 直 し も 多い。 彩色段階では多 く の線が放棄 さ れた り 位置 を 変 え ら れた り し て お り 、
画家は物語表現に役立つ要素かイ メ ー ジ を美 し く す る 要素だけ を採用 し て い る （51）。

最後 に 、 記念碑的 な作品 を描いた画家、 コ レイ ン ・ デ ・ コ テルの場合、 ア ン ダー ド ロ ーイ ン グは
い っ そ う 強い個性 と い っ そ う 明確に革新的な性格を示 し て い る （52）。 そ の役割 は、 形態 を で き る か ぎ
り 完壁 に す る た め 引 き 締め る こ と に あ る の で も 、 細かいハ ッ チ ン グの網 目 に よ っ て段階的 な 肉 づ け
を施す こ と に あ る の で も な く 、 む し ろすばやい線描に よ っ て全体的な構図 をつ く り だ し 、 明 暗 を 用
いて 人物形象 の彫塑的立体感 を 強調す る 肉 づ け を施す こ と で あ る 。

力 強 い ア ン ダー ド ロ ーイ ン グ の 輪郭は彩色段階では何度 も 修正 さ れ、 た えず拡大 さ れて お り 、 モ
デ リ ン グ線描は奔放な筆線で引 かれた 、 間隔の広い一連 の大 ま かなハ ッ チ ン グに よ っ て施 さ れて い
る （図版 12h） 。 描法に変化をつ け よ う と す る こ の画家特有の意志 が 、 小 さ な V 字型 の タ ッ チ、 波 う
つ線、 途切れの な い ジ グザ グの線な どの新 し い線描表現に表れて い る 。 同様の線描的表現は と り わ
け 、 ヤ ン ・ ユー ス ト の 《カ ルカ ール祭壇画》 （闘や、 デ ィ ル ク ・ パ ウ ツ 周 辺 の画家の作品 《洗礼者 ヨ
ハネ の 首》 （ ワ ル シ ャ ワ ） に も 見出 さ れ る （46）。 あ る 場所では、 ハ ッ チ ン グは形の方向 に おお ま かに
沿 っ て い る が 、 別 の場所では 、 それは彫刻 の よ う に角 ば っ て 面の な かに 収 ま っ て い る 。 き わめ て 頻
繁 に 、 い っ そ う 勢い の あ る 二番 目 のハ ッ チ ン グの網 目 が最初のハ ッ チ ン グ の う え に 重ね ら れ、 肉 づ
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け を 著 し く 強調 し て い る 。 こ の よ う に最 も 暗い 陰影部分に さ ら に 手 を加 え 、 ア ン ダー ド ロ ーイ ン グ
の形態 を拡大 し よ う と す る 傾 向 は フ ァ ン ・ デル ・ フ ー ス やへ ラ ル 卜 ・ ダ フ ィ ッ ト の作品 に も 芽生 え
て い た が 、 そ こ では ま だ抑制 が き い て い た。 それ と は反対 に 、 コ レイ ン ・ デ ・ コ レル に お い て は 、
こ の傾向 は公然 と 展開 さ れ、 描 き 方は 自 由 に な り 、 し ば し ば荒々 し く な っ て い る が 、 そ れ は 16 世
紀初頭の ア ン ダー ド ロ ーイ ン グの二つの主要な傾向 を告げて い る 。

15 世紀末 に な る と 、 以前の宗教画 を模倣 し た り 、 評判 の高い宗教画主題 の構図 を 踏襲 し た り す る
傾向 が 現れ る 。

当 時 の フ ラ ン ドル絵画で、 は 、 転写紙やス ポル ヴ、 エ ロ （穿孔転写法） (ponci を 用 い た 下絵の複写
技術は、 こ れ ま で考 え ら れて き た よ り も ずっ と 重要な発展 を見た の で あ る 。 こ れは 工房制作が盛ん
に な っ たお陰で、 既存の構図 を 再利用 し て 時間 の かか る 下絵制作の手聞 を省 く こ と や、 親方 と 弟子
達で、 の分業 が 可能 に な っ た 、 と い う こ と で あ る 。

Taubert と Arndt は、 ス ポル ヴ エ ロ で制作 さ れた ア ン ダー ド ロ ーイ ン グの例 を 主 にへ ラ ル ト ・
ダ フ ィ ッ ト と イ ーゼ ン プ ラ ン ト に 帰 さ れ る 作品群に指摘 し て お り 、 われわれは 1 5 世紀 と 16 世紀初
頭の他のい く つ かの絵画に も そ の例 を見 出 し て い る （54）。
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(48） メムリンクの場合ほど鋭い描線ではないが、 黒チョークですばやく描かれた別のアンダードローイングが（（聖ニコラウス伝》 （エデ、インパラ） の板

絵 に見られる。
(49) Vandevivere I . ,  Corpus-Pal.日1cia, 1967, pp .7-10. 
(50） こう した一連の 平行ハッチングと混った大きな 「編み 目 」 からなるアンダードロ ーイング、と、 リ ュカス ・ ファン ・ レイデンのような北部ネーテソレラン

トの画家のドロ ーイングの類似が指摘されている （たとえ ば、 Filedt Kok, op.cit., p .51 に掲載された《マグダラのマリ アと寄進者の いる聖母

子）） （ミュンヘン、 アルテ・ ピナコテーク） のマグダラのマリアの顔を参照） 。
(5 1) Perier -D’Ieteren C. ， 《 Deux panneaux de la Legende de Saint Rombaut conserves ii Dublin ＞＞， ゐarboek van het Knninklijke 

Museum voor Schone Kunsten, Antwerpen, 1976, pp.83-108; くく Le Maitre de la Gilde de Saint- Georges－・ catalogue critique de 

cinq pannea山 de la legende de Saint Rombaut 冷 同 Bulletin, 1975, pp. 153-201 .  
(52) A•必iemar H . ,  Corpus -1シOU町e, 1962, pp.73-74; Taubert J. , op.cit., 1959, pp.20-33; Perier- D’Iet:eren C.， 《 Note s田 les retables 

de Striingniis I-II-III 冷 Strangnas domkyrka, II, ( 1978), 2, pp . 147- 148 (Sveriges Kyrkor-Siider皿出tland)

(53) Willemsen Ernst， 《 Die Wiederherstellung der Alta姐iigel des Jan Joest vom Hochaltar in St- Nikolai zu Kalkar >>, Jahrbuch 

der Rheinおchen Denkmalpfiege, XXVII, 0967), pp . 1 05-211 .  Bialos加cki J. ,  Corpus-Pologne, 1966, pp.21 25, PL LIII .  
(54) Taubert J. ， 《 Pauspunkte in Tafelbildern des 15目 und 16. Jahrhunderts >>, Bull. de 11RPA, XV, (1975) , pp.387-40 1; 

P品rier-D’leteren C.， 《 Un triptyque mani品riste anversois conserve ii Diest. Contribution ii 1’etude du pontif et probl品me des 

volets �ミ 同 Bulletin, XVI, (1976-77), pp .97-113.  （注（47）も参照）
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1 5世紀 フ ラ ン ド ル絵[ihjの絵l闘技法 （ 2 )  

（上左） 図 2• ヤ ン ・ フ ァ ン ・ ヱ イ ク 《司教座聖堂参

事会員 フ ァ ン ・ デル ・ パヱー レの聖母》 部分、 赤 外

線 写 真 ブ リ ュッへ、 フルーニンへ美制強自

（上右） 図 zb ホア ン ・ デ ・ フ ラ ンデス 《主祭壇画 （受

胎告知） 》 部分 （聖母の顔） 、 赤外線写真

パ レンシア大聖堂

（ 中 左） 図 3• デ ィ ルク ・ パ ウ ツ 《聖餐の祭壇画 （ マ

ナ の拾集） 》 部分、 赤外線写工Z Jレー グ ァ ン大 聖 堂

（ 中右） 図 3 b ハ ンス ・ メ ム リ ン ク 《モ レール三連

祭壇函》 部分 （寄進者の外衣） 、 赤外線写I'£

ブ リ ュ ッへ、 フノレーニンへ美術館

（左） 図 4 a ハ ン ス ・ メ ム リ ン ク 《最後の審判》 部

分 （型ペテ ロ ） 、 赤 外線写真 ダン ツ ィ ヒ 、 ポ メ ラ

ニ アン美術館

（右） 図 4 b ハ ンス ・ メ ム リ ン ク 《聖カ タ リ ナの神

秘の結婚》 部分 （福音 書記者聖 ヨ ハ ネ ） 、 赤 外線写

真 ブ リ ュ ッへ、 聖 ヨ ハネ施療｜涜
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l ノ
レ

（左） 図 5• ハ ンス ・ メ ム

リ ン ク 《最後の審判》

部分 （天使の外衣） 、 赤

外線写真 グ ン ツ ィ ヒ 、 。

ポ メ ラニ アン美術館

（右） 図 5b ロ ヒ ール ・ フ

ァ ン ・ デル ・ ウ ェ イ デ ン

《最後の審判》

部分、 赤外線写真

ボーヌ 施療｜涜

（ 中 ） 図 fi•, fib ペ ト ルス ・ ク リ ス ト ウ

ス 《キ リ ス ト の死への哀悼》

部分 （聖母 と 型 ヨ ハネ の マ ン ト ） 、 赤

外線写真 ブ リ ュ ッ セル、 王立美 術

館
（左） 図 7• ヒ ュ ーホ ・ フ ァ ン ・ デル ・

フ ー ス 《マ ギの礼拝》 部分 （袈 ヨ セ

フ の 外衣） 、 赤外線写真 ベノレ リ ン 、

グー レ ム
（右） 図 Jb ホア ン ・ デ ・ フ ラ ンデス

《主祭壇画 （降誕） 》 部分、 赤 外線写

:CT パ レンシア 大聖堂
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（上左） 図 a• ヤ ン ・ フ ァ ン ・ エ イ ク 《宰相 ロ ラ ンの聖母》 部

分 、 赤外線写真 パ リ 、 ／レー ウソレ美術館

（上 中） 図 Sb ヒ ュ ーホ ・ フ ァ ン ・ デル ・ フ ース 《マ ギの礼拝》

部 分 （聖母のマ ン ト ） 、 赤外線写真 ベル リ ン 、 ダー レ ム

（上右） 図 g• ヘ ラ ル ト ・ ダ フ ィ ッ ト 《聖母マ リ ア に別れを告

げ る キ リ ス ト 》 部分、 赤 外線写真

夕、プ リ ン 、 ナ シ ョ ナノレ ・ ギ ャ ラ リ ー

（ 中 ） 図 gb フ ァ ン ・ デル ・ フ ー ス 《 マ ギの礼拝》

部分 （聖 ヨ セ フ の外衣） 、 赤外線写真 ベル リ ン 、 グー レ ム

1 5世紀フ ラ ン ド ル絵111Jj の絵画技法 （ 2 )  

（下左） 図 1 0＇ デ ィ ル ク ・ パ ウ ツ 《火の試練》

部 分 （皇妃の外衣） 、 赤外線写真

（ 下右） 図 1 Qb 聖女 ウ ルス ラ 伝の画家 《荘厳の聖母》

部分 （着衣） 、 赤 外線写真

ブ リ ュ ッ セ ノレ、 王 立美術館 シ ェ ル ブーノレ、 ト ーマ ス ＝へ ン リ 一 美術館
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（上左） 図 1 l 8 刺繍の葉の画家 《聖母子》 部分、 赤外線写真 リ ーノレ美術館

（上中） 図 1 1 b 聖 ギ ュ デ ユ ル大聖堂風景の画家 《司 祭の説教》 部分 、 赤外線写

真 パ リ 、 ／レー ヴノレ美術館

（上右） 図 1 2＇ 作者不詳 《聖三位一体》 部分 （活衣） 、 赤外線写真

ブ リ ユ ジ セ ノレ 、 王立美術館

（右） 図 1 2b コ レ イ ン ・ デ ・ コ テ ル 《三位一体》

部分 （着衣） 、 赤外線写真 ノ ξ リ 、 ノレー グノレ美術館

〔訳者後記〕
本稿 は、 1979 年 9 月 10 日 －9 月 18 日 に 、 ボ ロ ーニ ヤ で開かれた第 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 la peinture flamande du xve Sl色cle, in La 

pittura nel XIVθ XV seco]o : Contributo dell'analisi teα·11ca alla storia dell�むか， a cura di Henk 

W. van Os e J.R.J. van Asperen de Boer, (Atti del XXIV CongT.θ·sso Internazionale di Storia 

dθ•ll'Arte, Comite International d'Histoire de YA.rt), Editrice C.L.U.E.B. ,  Bologna, 1983, pp. 7-71 .  

今回の訳稿 も 、 前回同様、 芸術学専攻 4 :i:j三次の吉野斉志君に第一稿 を作成 し て も ら い 、 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J'l'J語に関 し て 、 本学客員教授で絵画技法史 ・

保存科学の第一入者で、 あ る 森 田 恒之先生に厳緒な校聞 をお店頭し 、 し 、 最終的に完成 し た。 今回 の掲載分

(2） は 、 上掲論文の pp. 1 6-28 の翻訳であ る が 、 残 る 部分は本紀要の次 号以 下に掲載す る 予定で あ る 。
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