
ア ン リ ・ ド ・ ト ゥ ー ル ー ズ=ロ ー ト レ ッ ク の 《サ ー カ ス の 舞 台 裏 》 に つ い て

新畑泰秀

1864年 、 南 仏 ア ル ビ の 貴 族 の 血 を引 く家 庭 に 生

ま れ た 画 家 ト ゥー ル ー ズ=ロ ー ト レ ッ ク 。 軽 快 な

筆 致 と ダ イ ナ ミ ッ ク な構 図 を 特 徴 と す る そ の 画 業
の 最 初 を 何 処 に 定 め る か は 、 幾 通 り も の 見 解 が あ

る だ ろ う が 、 少 な く と も本 人 が そ の 意 思 を 固 め た

の は 、 《サ ー カ ス の 舞 台 裏 》 （fig.1)1)が描 か れ た

1887年 頃 の こ と で は な か ろ う か 。 生 ま れ つ き 虚 弱

な 体 質 で 、 少 年 時 代 の 骨 折 が も と で 両 脚 の 成 長 が

止 ま っ た ロ ー ト レ ッ ク で あ っ た が 、 幼 少 期 か ら画

才 を 発 揮 し、 画 家 に な る こ と を 夢 見 て 「美 し き 時

代(ベ ル ・エ ポ ッ ク）」 の パ リ に 出 た の は 、1882年 。

当 初 は 母 と と も に 優 雅 な ア パ ル トマ ン に住 む も の

の 、 や が て フ ェ ル ナ ン ・コ ル モ ン の 画 塾 の あ っ た

モ ン マ ル トル に移 り住 ん で 、 ダ ン ス ・ホ ー ル や 劇

場 、 そ して サ ー カ ス な ど に 入 り浸 り、 歓 楽 の 世 界

に 生 き る 人 々 の 華 や か な 姿 や 悲 哀 を 描 き は じ め た。

個 展 を は じ め て 開 催 し、 国 際 的 な 展 覧 会 に も 出 品

し は じ め る こ の 時 期 こ そ 、 画 家 ト ゥ ー ル ー ズ=
ロ ー ト レ ッ ク の 出 発 点 だ っ た の だ 。

《サ ー カ ス の 舞 台 裏 》 に 描 か れ て い る 情 景 は 、

タ イ トル の 通 りサ ー カ ス の 舞 台 裏 。 薄 暗 い 光 景 の

中 央 に は 、 逞 しい 体 躯 の 馬 が す っ く と 立 ち 、 正 面

を見 据 え て い る 。 そ の 右 前 で 馬 の 手 綱 に手 を か け

よ う と し て い る の は 、 だ ぶ だ ぶ の 衣 装 に滑 稽 な 帽

子 を 被 っ た 道 化 師 で あ ろ う 、 彼 の 右 側 に は 舞 台 を

仕 切 る 馬 使 い の 男 が 、 そ の 様 子 を 見 守 っ て い る 。

彼 ら の左 側 に は 、 瀟 洒 な 衣 装 に 身 を包 ま れ た 女 曲

芸 師 が 静 か に 歩 み 寄 ら ん と し て い る 。 世 紀 末 パ リ

の 魅 惑 的 な 時 代 精 神 へ の 洞 察 力 が 存 分 に 発 揮 さ れ

て い る 。

華 や か な表 舞 台 と は対 照 的 な 薄 暗 い サ ー カ ス の

舞 台 裏 を 描 い て い る こ と を 意 識 して か 、 画 面 は モ
ノ トー ン で 描 か れ て い る が 、 静 寂 の 中 に 、 本 番 を

前 に し た 緊 張 感 が 、 ロ ー ト レ ッ ク独 特 の 線 描 と光

と陰 の 濃 淡 の 配 置 に よ っ て 伝 え ら れ て い る 。 素 描

家 と し て の 画 家 の ず ば 抜 け た 技 量 を 示 し て い る 一

方 で 、 色 調 の グ ラ デ ー シ ョ ン は 、 そ れ 自体 を 空 間

的 遠 近 法 の 表 現 の 問 題 へ の 探 求 へ と向 か わ せ て い

る 。 明 、 暗 、 中 間 の 灰 色 の 色 調 の コ ン トラ ス トは

構 図 に 生 き生 き と した 、 ダ イ ナ ミ ッ ク な 質 を 与 え

て い る 。こ の 頃 よ り、ロ ー ト レ ッ ク は 、ア カ デ ミ ッ

ク な 手 法 か ら 次 第 に脱 却 し、 印 象 派 的 手 法 を 随 所

に採 用 し は じめ た 。 し か しそ れ は 、 印 象 派 的 手 法

の 直 接 的 な 引 用 と い う よ り は 、 む し ろ そ れ を発 展

さ せ 、 本 作 に 見 ら れ る よ う に 、 単 色 の 明 暗 法 に お

い て そ の 筆 触 を使 用 す る こ と に よ る絵 画 表 現 の 可

能 性 が 試 み られ て い る 。

1880年 代 の 半 ば 頃 よ り、 ロ ー トレ ッ ク は 、 モ ン

マ ル トル の フ ェ ル ナ ン ド ・サ ー カ ス を題 材 と し た

作 品 の 制 作 に挑 み は じめ た 。 当 時 の モ ン マ ル トル

に は 複 数 の サ ー カ ス 小 屋 が あ り、 そ の 中 で も ロ

シ ュ シ ュ ア ー ル 大 通 り沿 い の こ の サ ー カ ス に 、
ロ ー ト レ ッ ク は 足 しげ く通 い 、 サ ー カ ス の 情 景 や
一 座 の 人 々 を 題 材 と し た 壁 画 連 作 制 作 に 着 手 し

た2）。 こ の 計 画 は し か し 、 未 完 に 終 わ り、 そ れ ら

作 品 を 画 家 は1890年 代 に破 棄 して し ま っ た ら し い 。

た だ 、 い くつ か の 関 連 作 が 残 さ れ て い る 。 《サ ー

カ ス の 舞 台 裏 》 も実 は そ の う ち の ひ とつ と 考 え ら

れ て い る 。 ロ ー ト レ ッ ク の 初 期 の 代 表 作 と さ れ る

シ カ ゴ 美 術 館 が 所 蔵 す る 《サ ー カ ス の 曲 馬 師 》

（fig.2）3)もま た 、 そ の 一 つ で 、 疾 走 す る 馬 と そ れ

に 乗 る 女 曲 馬 師 、 調 教 師 、 観 客 を大 胆 な 構 図 で 描

か れ て い る 。 本 作 は 、 シ カ ゴ の 作 品 ほ ぼ 同 じ登 場

人 物 が 画 中 に描 き 込 ま れ た 作 品 で あ る が 、 シ カ ゴ

の 作 品 が 動 的 な 構 図 の 妙 を伝 え る な ら ば 、 本 作 は

対 照 的 な 静 的 な 構 図 の 妙 を見 る 者 に 伝 え る 。

1.ブ リュ ッ セ ル に お け る 第5回20人 会 展 へ の 招 待

1887年 の 後 半 は 、 ロ ー ト レ ッ ク が 漸 く自 ら の 絵

を売 る こ とが 出 来 る よ う に な り は じ め た 頃 で あ る 。

fig.1
ロ ー ト レ ック 《サ ー カス の 舞 台 裏 》1887

年 頃 、石 橋 財 団 ブ リヂ ス ト ン美術 館
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富 裕 な 一 族 の 出 で は あ っ た もの の 、 自 ら の 絵 を売

る こ と に ロ ー トレ ッ ク は 強 い 意 志 を 持 っ て い た 。

そ れ は 、 経 済 的 な 糧 を 得 る とい う よ りは 職 業 画 家

と し て の 自立 の 証 を 得 た い が た め で あ っ た と 目 さ

れ る 。 そ れ は さ ら に 、 展 覧 会 へ の 出 品 に よ っ て 自

ら の 存 在 を世 に知 ら し め た い 、 とい う欲 望 と も重

な りあ っ て い た 。 エ ミ ー ル ・ベ ル ナ ー ル が 伝 え る

よ う に 、1887年 の 秋 、 ク リ シ ー 大 通 りの レス ト ラ

ン で プ テ ィ ・ブ ー ル ヴ ァル の 画 家 た ち 、 す な わ ち

ベ ル ナ ー ル ら 印 象 派 に 続 く若 い 世 代 の 画 家 た ち と

作 品 を 展 示 す る 機 会 は あ っ た と い う が4）、 こ れ に

続 く1888年 に ブ リ ュ ッ セ ル で 開 催 さ れ た20人 会 の

第5回 展 は 、 ロ ー ト レ ッ ク が 参 加 し た 最 初 の 前 衛

的 な絵 画 の 展 覧 会 で あ っ た5）。

1887年 の 夏 、20人 会 の 代 表 者 で あ る ベ ル ギ ー の

芸 術 家 テ オ ・フ ァ ン ・レ イ セ ル ベ ル へ は 、 直 後 の

冬 に 開 催 す る 展 覧 会 の た め に 新 しい 才 能 を発 掘 し、

作 品 を 選 ぶ た め にパ リ を訪 れ た 。20人 会 の 秘 書 で

あ る オ ク タ ー ヴ ・マ ウ ス に 宛 て ら れ た2通 の 手 紙

に は 、 画 家 ト ゥ ー ル ー ズ=ロ ー ト レ ッ ク を 発 掘 し

た 喜 び が 記 さ れ て い る 。

… 奴 に は 才 能 が あ る ！ど う 考 え て も 、20人 会
に 必 要 な 人 間 だ 。 彼 は こ れ ま で 展 覧 会 に 出 品

した こ と が 無 い ら しい 。 ち ょ う ど面 白 い 作 品

を描 い て い る と こ ろ だ 。 フ ェ ル ナ ン ドの サ ー

カ ス 、 娼 婦 な ど だ 。 彼 は そ ち らの こ と を よ く

知 っ て い る ら し い 。 確 か に彼 は 良 い6）。

レ イ セ ル ベ ル へ は 、 ロ ー トレ ッ ク に依 頼 す る 前

に 、 プ テ ィ ・ブ ー ル ヴ ァ ル の 画 家 た ち 数 人 の 展 覧

会 へ の 出 品 承 諾 を得 て い た 。 こ の 直 前 に1886年 の

最 後 の 印 象 派 展 が ラ フ ィ ッ ト通 り に お い て 開 催 さ

れ 、 新 鋭 の 画 家 と して 名 声 を得 つ つ あ る 画 家 を ブ

リ ュ ッセ ル で 紹 介 す る こ と に成 功 した の で あ る 。

明 らか に ロ ー ト レ ッ ク は 、 す で に そ こで 展 示 した

fig.2
ロ ー ト レ ッ ク 《サ ー カ ス の 曲 馬 師 》188788年 、

シ カ ゴ 美 術 館
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新 印 象 主 義 の 画 家 た ち と 一緒 に展 示 さ れ る こ と を

望 ん で い た の で あ ろ う 。 レ イ セ ル ベ ル へ は 、 こ れ

に 続 くマ ウ ス 宛 て の 手 紙 の 中 で 、 ロ ー ト レ ッ ク が

20人 会 に 出 品 す る こ と を快 諾 し、 彼 が す で に い く

つ か の 作 品 を 選 ん で い る こ と を 伝 え て い る 。

「ト ゥ ー ル ー ズ=ロ ー ト レ ッ ク は 、 出 品 こ と を 大
い に 喜 ん で い ま す 。 と て も よ い 作 品 を送 っ て くれ

る こ と で し ょ う 。 彼 は2月 に ブ リ ュ ッ セ ル を 訪 れ

る こ と に な り ます 。」7）

結 果 と して 、 こ の 展 覧 会 に は 、20人 会 会 員 と し

て 、 ア ン ソ ー ル 、 ク ノ ッ プ フ、 ロ プ ス 、 フ ァ ン ・

レ イ セ ル ベ ル へ が 出 品 して い た ほ か 、 テ オ ・フ ァ

ン ・レ イ セ ル ベ ル へ に よ り、 フ ラ ンス 絵 画 の 新 し

い 動 向 を 示 す 画 家 と し て ル イ ・ア ン ク タ ン、 ポ ー

ル ・エ レ ウ 、ア ル マ ン ・ギ ヨ マ ン、ジ ャ ン=ル イ ・

フ ォ ラ ン 、 ギ ュ ス タ ー ヴ ・カ イ ユ ボ ッ ト、 ポ ー

ル ・シ ニ ャ ッ ク 、 オ ー ギ ュ ス ト ・デ ュ ボ ワ=ピ レ、

そ し て ア ン リ ・ ド ・ ト ゥ ー ル ー ズ=ロ ー ト レ ッ ク

ら が 初 め て20人 会 に 出 品 す る こ と に な っ た 。

第8回20人 回 展 の 図 録 に は 、 出 品 者 た ち が 一 頁

を与 え ら れ 、 出 品 画 家 た ち は 、 カ タ ロ グ の 自分 の

頁 を デ ザ イ ン した 。 手 書 きで 出 品 作 を 記 し 、 時 に

素 描 を 添 え た 。 そ れ は 写 真 製 版 を 用 い て 印 刷 さ れ

た 。 ロ ー トレ ッ ク の 頁 に は 、 出 品 し た11点 の 作 品

の 手 書 き の リ ス トと 、 出 品 作 と関 連 が あ る と思 わ

れ る ア ル ル カ ン の 素 描 が 掲 載 さ れ て い る 。 主 題 か

ら判 断 され る 出 品 作 品 の 多 様 さ は 、 そ れ らが か な

りの 時 間 を か け て 制 作 さ れ た もの を 出 品 し て い る
こ と を暗 示 し て い る （fig.3）8)。

ロ ー トレ ッ ク が 展 覧 会 に 出 品 し た11点 の 絵 画 は 、

初 期 の 画 家 を 代 表 す る 作 品 群 で あ っ た は ず で あ り、

絵 画 制 作 に お け る周 囲 の 環 境 が 激 変 す る 、 す な わ

fig.3

第5回20人 会 図 録 よ り ロ ー ト レ ッ
ク の 頁 、1988年



ち 印 象 主 義 、 新 印 象 主 義 、 ドガ の 作 品 、 そ して そ

の 後 継 者 た ち が 活 躍 す る 環 境 に お い て ロ ー トレ ッ

クが 反 応 した 発 展 の 多 様 さへ の 反 応 を 示 し て い る 。

こ の 頃 ロ ー ト レ ッ ク は 、 自 ら の 様 式 を 模 索 して い

る最 中 で あ り、 そ の 多 くの 作 品 は い ま だ保 守 的 な

様 式 を 重 要 視 し て い た 。 した が っ て 、20人 会 展 に

出 品 さ れ る 作 品 の 中 に は そ の よ う な 傾 向 が 顕 著 な

肖像 画 、 た と え ば 直 近 に 描 い た 彼 の 母 親 と ガ ウ チ

の 母 親 の 肖像 が 出 品 さ れ て い る 。 一 方 で そ れ ら は

印 象 主 義 の 色 彩 、 新 印 象 主 義 の 技 法 に 対 す る 関 心

も垣 間 見 え る9）。

2.ロ ー トレ ッ ク の サ ー カ ス の 主 題 へ の 取 り 組 み

一 方 で こ れ ら出 品 作 の 中 に は 、 図 録 の 挿 絵 が 暗

示 す る よ う に 、 サ ー カ ス を扱 っ た 一 群 の 作 品 が あ

る 。 サ ー カ ス は ロ ー トレ ッ ク の 大 き な絵 画 に 主 題

を 提 供 し て い た 。 《サ ー カ ス の 舞 台 裏 》 は 、 ブ

リ ュ ッ セ ル に 出 品 さ れ た11点 の 中 に含 ま れ て い た

もの と考 え ら れ て い る 。 と い う の も、 ロ ー ト レ ッ

ク は 画 商 ポ ー ル ・デ ュ ラ ン=リ ュ エ ル の と こ ろ に

「黒 と 白 の 」 一 枚 の 絵 を 貸 し 出 し て い た が 、 返 し

て も ら う よ う1888年 の は じめ に 、 デ ュ ラ ン=リ ュ
エ ル に 急 ぎ の 手 紙 を 送 っ て い る か ら10)。す な わ ち

1月18日 付 け の 手 紙 で は 、 「ト レ ク ロ ー と署 名 し た

あ な た に 預 け て い る作 品 を展 示 した い の で 、 私 の

額 屋 のM.ク ル ー ゼ ル 宛 て に お 送 り い た だ き ま

す よ う お 願 い し ま す 。」 と 書 き 送 っ て い る 。 さ ら

に は 、 デ ュ ラ ン=リ ュ エ ル の 資 料 に 拠 る と 、1888

年1月20日 「ト レ ク ロ ー の サ ー カ ス の 女 曲 芸 師 は
ロ ー ト レ ッ ク に 返 却 さ れ た」 と あ る11)。ち な み に、

fig.4
ジ ュ ー ル ・ガ ル ニ エ 《女 曲 馬 師 》

(ル ・ロ ー 著 『サ ー カ ス の 演 目 と大

道 芸 人 の 生 活 』 の挿 絵 ）、1889年

第5回20人 会 展 の 図 録 に は 、 ロ ー ト レ ッ ク の 出 品

作 中 、 「No.10サ ー カ ス の 曲 馬 師 “Ecuyere”」 と し

て 記 さ れ て い る もの が あ り、 こ れ が 《サ ー カ ス の

舞 台 裏 》 に 該 当 す る 作 品 と 目 さ れ て い る 。

「Ecuyere」 と は す な わ ち サ ー カ ス に お け る 女 曲

馬 師 の こ と を 言 う 。 ジ ャ ー ナ リ ス トの ユ ー グ ・
ル ・ロ ー は1889年 に 『サ ー カ ス の 演 目 と大 道 芸 人

の 生 活 』 と題 した 、19世 紀 後 半 の フ ラ ン ス の サ ー

カ ス を 詳 細 に 解 説 して い る が 、 本 書 の 第 二 部 で は 、

演 目 と し て 猛 獣 使 い 、 曲 芸 師 、 道 化 な ど と と も に 、

重 要 な 出 演 者 と し て 一 章 を 割 い て 説 明 し て い る

（fig.4）12)。

第5回20人 会 展 に つ い て は 、 当 然 な が ら 展 覧 会

評 が 存 在 す る が 、 た とえ ば 同 時 代 の批 評 家 エ ミ ー
ル ・ヴ ェ ル ハ ー レ ン は 、1888年3月 の 『ル ヴ ュ ー ・

ア ン デ パ ン ダ ン 』 誌 上 で こ の 作 品 を 「近 代 的 で 、

日常 的 で 、 活 気 が あ り、 よ く観 察 さ れ 、 完 全 に 研

究 さ れ て い る 」 と 賞 賛 して い る13)。

先 に 言 及 し た 巨 大 な 壁 画 を 意 図 して 制 作 が な さ

れ て い た 事 実 は 、1890年 頃 の ロ ー ト レ ッ ク の ア ト

リエ の 写 真 か ら知 る こ とが 出 来 る （fig.5）14)。お そ

ら くは そ の 後 カ ン ヴ ァス は 巻 か れ 、 切 り取 ら れ 、

ア トリ エ に 乱 雑 に 放 置 さ れ た 末 に廃 棄 さ れ た の か

も しれ な い 。 当 時 の ロ ー ト レ ッ ク と親 密 な 関 係 に

あ っ た フ ラ ン ソ ワ ・ゴ ー チ は 画 家 が 梯 子 か ら絵 を

描 く様 に つ い て 記 述 し て い る 。 そ こ に は紙 の 貼 ら

れ た 輪 を持 つ 道 化 が 描 か れ て お り、 裸 馬 に 乗 る 曲

馬 師 が 馬 の 上 に立 ち 、 今 に も飛 び 跳 ね よ う とす る

様 子 が 描 か れ て い た と い う 。 イ メ ー ジ は 実 寸 よ り

も大 き く描 か れ て お り、 ロ ー トレ ッ ク の 画 業 に お
い て は き わ め て 挑 戦 的 な 作 品 で あ っ た に 違 い な い 。

こ の 大 き さ の カ ン ヴ ァ ス か ら す る と 、 装 飾 的 な 壁

画 が 意 図 さ れ て い た の か も し れ な い 。 も う ひ と り

の 親 しい 友 人 で あ っ た モ ー リ ス ・ジ ョ ワ イ ア ン は 、

ロ ー トレ ッ ク は 当 時 そ の よ う な 絵 画 を制 作 し た い

意 図 を 持 っ て い た こ と を 証 言 し て い る15)。こ の 時

fig5
ロ ー ト レ ッ ク の ア ト リ エ 、1890年 頃
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期 ロ ー トレ ッ ク が 、 依 頼 も な く大 き な プ ロ ジ ェ ク

ト を 行 う と は 考 え 難 い 。 ゆ え に 何 ら か の 目 的 は

あ っ た は ず で は あ る 。 こ の 大 き な 作 品 の 発 注 者 が

誰 で あ っ た の か 、 何 の 目 的 で 描 か れ た の か に つ い
て は 、 ほ と ん ど知 られ て は い な い 。 画 家 は1887年

6月 に 母 親 に 「サ ー カ ス を 描 い た 大 き な パ ネ ル を

描 い て お り忙 し い 」 と 手 紙 を書 き送 っ て い る が 、

そ れ は 彼 が こ の 記 念 碑 的 絵 画 を フ ェ ル ナ ン ド ・

サ ー カ ス の 背 景 幕 と し て 使 う こ と を 意 図 して い た

こ と を 、 暗 に 示 し て い る16)。

こ う し た 事 実 よ り、 フ ェ ル ナ ン ド ・サ ー カ ス の

大 き な 習 作 群 、 そ の 道 化 た ち 、 曲 芸 師 た ち 、 女 曲

馬 師 た ち を 描 い た 作 品 は1887年 頃 に 年 代 づ け ら れ

る 。 そ の 多 くは 現 場 で ス ケ ッ チ さ れ た もの で 、 そ

れ ら が 絵 画 作 品 へ と仕 上 げ ら れ て 行 っ た と想 像 さ

れ る 。 《サ ー カ ス の 舞 台 裏 》 に も 関 連 す る 素 描 が

少 な く と も2点 存 在 す る 。 う ち1点 は 馬 使 い の 男 を

除 く ほ ぼ 同 じ構 図 の 準 備 素 描 （fig.6）、 も う1点 は 、

道 化 の モ チ ー フの 元 と な っ た と 考 え られ る 、 男 の

後 ろ 姿 （fig.7）で あ る17)。

そ れ ら は 特 に ドガ の パ ス テ ル を想 起 させ る 。 こ

れ は 、 ドガ の 追 随 者 と して も知 ら れ る イ タ リ ア 人

フ ェ デ リ コ ・ザ ン ドメ ネ ギ の 特 徴 で もあ り、 ゴ ー

ツ ィ に よ れ ば 、 ロ ー トレ ッ ク は 、 そ の 影 響 下 に こ

れ を サ ー カ ス に 用 い る よ う に な っ た と い う18)。

サ ー カ ス の 絵 画 の 連 作 は 、 後 に ロ ー ト レ ッ ク の 傑

作 《サ ー カ ス に て 、 女 曲 馬 師 》 は 、 ロ ー トレ ッ ク

の 近 代 的 な 主 題 を多 人 数 の 物 語 的 主 題 へ と ま と め

あ げ よ う と す る 試 み で あ っ た 。

絵 画 の 主 題 と し て の サ ー カ ス は 、 写 実 主 義 者 の 、

そ し て 自 然 主 義 者 の 芸 術 そ して 文 学 に お い て は 完

成 さ れ た もの で あ っ た 。 ドガ 、 ル ノ ワ ー ル 、 テ ィ

ソ な どが こ の 主 題 を描 き 、 文 学 に お い て は 、 た と

え ば エ ドモ ン ・ ド ・ゴ ン ク ー ル は 空 中 ブ ラ ン コ乗

りの 兄 弟 の 物 語 『ゼ ン ガ ノ 兄 弟 』 を1879年 に著 し
て い る 。 しか し1880年 代 に フ ェ ル ナ ン ド ・サ ー カ

ス に足 繁 く通 っ た ロ ー ト レ ッ ク を含 む モ ン マ ル ト

ル の 芸 術 家 た ち に と っ て 、 サ ー カ ス の 騒 々 しい 雰

囲 気 、 い ま だ 洗 練 さ れ て い な い 、 猥 雑 な 雰 囲 気 を

捉 え て お り、 名 の 知 れ た 文 化 の 魅 惑 的 な 部 分 と不

快 な 部 分 の 双 方 を 明 示 し て い る19)。
一 方 で ロ ー トレ ッ ク の サ ー カ ス の 描 写 は 新 聞 や

チ ラ シ 、 ポ ス タ ー な ど の 印 刷 物 との 類 似 を 見 せ て

い る 。 女 曲 馬 師 が サ ー カ ス の 主 要 な ア トラ ク シ ョ

ン と な っ て 以 来 、 そ れ は 、 しば しば 取 り上 げ られ

る よ う に な っ た 。 た と え ば 、 ゲ イ リ ー ・B・ ム ー

レ イ が 指 摘 す る よ う に 、 シ カ ゴの 《サ ー カ ス の 曲

馬 師 》は1886年12月12日 に 発 行 さ れ た 『ク ー リエ ・
フ ラ ン セ 』 紙 に 掲 載 さ れ たJ・ フ ァ ヴ ロ の 《フ ェ

ル ナ ン ド ・サ ー カ ス に て 》 と の 関 連 を 思 わ せ る

（fig.8）20)。こ の よ う な イ メ ー ジ は 挿 絵 入 り新 聞 な
ど の 普 及 に よ り、 わ れ わ れ が 思 っ て い る 以 上 に巷

間 に 溢 れ る よ う に な っ て い た の で あ ろ う 。 女 曲馬

師 が ジ ャ ン プ し て く ぐ り抜 け る 紙 の 貼 ら れ た 輪 は 、

サ ー カ ス の イ ラ ス トに お い て も う ひ とつ の 共 通 す

る イ メ ー ジ で あ っ た 。 ロ ー ト レ ッ ク は 、1888年 の

20人 会 の 図 録 に こ れ を 採 用 して お り （fig.3）、 作 品

リス トの 一 覧 は 、 実 は 道 化 の 手 に持 た せ た く ぐ る

た め の 輪 に貼 ら れ た 紙 の 上 に 記 さ れ て い た の で あ

る 。 ロ ー ト レ ッ ク も 、 無 論 通 い つ め た事 実 に 鑑 み

る と 、 自 ら の ス ケ ッ チ が 第 一 に あ っ た と考 え ら れ

る が 、 こ う い っ た 一 般 的 イ メ ー ジ とそ れ ら を 合 わ

せ つ つ あ ら た な イ メ ー ジ 創 造 に 結 び つ

け た 、 と考 え る べ き で あ ろ う。
　　　　　　ロ ー ト レ ッ クが 、 パ リの 近 代 生 活 を

表 象 す る 主 題 を 巨 大 な イ メ ー ジ で 描 く

fig.6
ロ ー ト レ ッ ク 《サ ー カ ス の 舞 台 裏 》、
パ リ 、 個 人 蔵 （D.3.056）

fig.7
ロ ー ト レ ッ ク 《シ ャ ツ と ズ ボ ン 、

ス リ ッ パ を は い た 男 》、 ア ル ビ

美 術 館 （D.3.044）

fig.8
J.フ ァ ヴ ロ 原 画 《フ ェ ル ナ ン ド ・サ ー カ ス

に て 》 （『ク ー リ エ ・フ ラ ン セ 』1886年12月12

日 、3頁 ）
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こ と を 望 ん で い た こ と は 、 そ の 芸 術 の 在 り方 と し

て 、 ゴ ン ク ー ル や ゾ ラ が 小 説 で 試 み た こ と と比 肩

し う る 、世 紀 末 パ リ の 社 会 を直 視 し た 、「現 代 の 」

作 品 を 創 造 し よ う と し た 試 み で あ っ た の か も しれ

な い 。20人 会 と そ の機 関 紙 「ア ー ル ・モ デ ル ヌ 」

が 新 印 象 派 の 技 法 と と も に 、 そ の左 派 的 な性 格 に

注 目 し て い た 事 実 に 鑑 み る と、 ロ ー ト レ ッ ク の

サ ー カ ス を主 題 と し た作 品 に 注 目 して い た 、 と し

て も お か し く は な い 。

3.ロ ー ト レ ッ ク と 世 紀 末 パ リ の サ ー カ ス

フ ラ ン ス の サ ー カ ス は 、18世 紀 末 に イ タ リ ア の
コ メ デ ィ ア ・デ ラ ル テ の 影 響 か ら生 ま れ た も の と

され る 。 イ ギ リス や ア メ リ カ で も 同 時 多 発 的 に 発

展 し、 大 都 市 で 次 第 に 大 き く な り、 一 大 エ ン タ ー

テ イ メ ン トと し て 成 立 して い っ た 。 驚 異 的 な 身 体

能 力 、 従 順 な 猛 獣 、 滑 稽 な 道 化 等 混 沌 と し た現 実

離 れ し た 世 界 が 大 都 市 の 大 公 演 で あ れ 、 地 方 を巡

業 す る小 公 演 で あ れ 、 興 奮 し た 観 衆 を魅 了 した 。
こ う して1880年 代 か ら90年 代 に か け て 、 サ ー カ ス

は 、 創 造 的 媒 体 と し て 幅 広 い 賞 賛 を 得 る こ と と

な っ た21)。保 守 的 な劇 批 評 家 の ジ ュ ー ル ・ル メ ッ

トル は 、 そ の 果 敢 な特 質 と現 実 生 活 の 破 壊 を 楽 し

ん だ 。 彼 は オ ペ ラ 、 あ る い は メ ロ ドラ マ よ りサ ー

カ ス を好 ん だ の だ 。 イ デ オ ロ ギ ー 的 な 立 場 か ら 、

ア ナ ー キ ス トの フ ェ リ ッ ク ス ・フ ェ ネ オ ン も同 様

な見 方 を示 し、1888年 に 劇 場 に つ い て 、 サ ー カ ス

が パ リ の 最 上 の パ フ ォ ー マ ン ス だ と論 じ て い る22)。
パ リ の サ ー カ ス は や が て は 恒 久 的 な 施 設 を 獲 得

す る よ う に な っ た 。1848年 、 シ ャ ンゼ リ ゼ に シ ル

ジ ュ ー ル ・レ オ タ ー ル が 空 中 ブ ラ ン コ を取 り入 れ

た 。 シ ル ク ・デ テ と シ ル ク ・デ ィ ヴ ェ ー ル は と も

に著 名 な 建 築 家 イ ニ ャ ス ・イ ッ トル フ に よ り設 計

さ れ た 大 規 模 な サ ー カ ス で あ っ た が 、 一 方 で 小 規

模 の もの と して は 、 シ ル ク ・コ ル ヴ ィ の よ う な 巡

業 サ ー カ ス もあ っ た 。 ス ー ラ が1887年 か ら1888年

に 描 い た 《サ ー カ ス の パ レ ー ド》 （ニ ュ ー ヨ ー ク 、

メ ト ロ ポ リ タ ン 美 術 館 ）は こ れ を 描 い た も の で あ

る23)。
ロ ー ト レ ッ ク は 、 フ ェ ル ナ ン ドと し て 知 ら れ る

裸 馬 乗 りの フ ェ ル ナ ン ド ・ブ リ ー トに よ り19世 紀

半 ば に 創 立 され た フ ェ ル ナ ン ド ・サ ー カ ス が お 好
み で あ っ た が 、 こ れ は 中 規 模 の サ ー カ ス で あ っ た

よ う だ （fig.10）。　そ れ は ア リ ス テ ィ ド ・ブ リ ュ ア

ンの ミ ル リ ト ンか ら さ ほ ど遠 くな い 、 マ ル テ ィ ル

通 り と ロ シ ュ シ ュ ア ー ル 大 通 りの 角 に テ ン ト を

張 っ て い た が 、 や が て 恒 久 性 を獲 得 して い っ た 。

最 初 は 大 き な 天 井 を 囲 む よ う に 木 の 壁 が つ く ら れ 、

1787年 に は 恒 久 的 建 築 を も っ て 再 オ ー プ ン し た 。

こ の サ ー カ ス は 芸 術 家 た ち の お 気 に 入 り と な り、

ロ ー ト レ ッ ク 以 前 に は 、1879年 に ル ノ ワ ー ル が

《フ ェ ル ナ ン ド ・サ ー カ ス の 曲 芸 師 た ち － ふ た り
の サ ー カ ス の 少 女 》 （fig.11）に お い て は 、 ド ガ と

と も に頻 繁 に訪 れ て い た フ ェ ル ナ ン ド ・サ ー カ ス

に お い て 、 オ ー ナ ー 、 フ ェ ル ナ ン ド ・ワ ル テ ン ベ

ル ク の ふ た りの 娘 フ ラ ン チ ェ ス カ と ア ン ジ ェ リ ー

ナ の 姿 が 描 か れ て い る 。 こ れ は 第7回 印 象 派 展 に

出 品 さ れ た 。
ロ ー ト レ ッ ク が 見 た で あ ろ う、 演 技 者 の 中 に は

1912年 に サ ー カ ス を 引 き 継 い だ ジ ェ ロ ー ム ・メ ド

ラ ー ノ （道 化 師 メ ド ラ ー ノ ）が い る 。 フ ェ ル ナ ン

ク ・デ テ が つ く ら れ 、4年 の 後 に ボ ー

マ ル シ ェ大 通 りに シ ル ク ・デ ィ ヴ ェ ー

ル （fig.9)が つ く ら れ た 。 新 しい ア トラ

ク シ ョ ン も次 々 に 生 ま れ た 。 た と え ば

シ ル ク ・デ ィ ヴ ェ ー ル は1859年 に

fig.9

ト リ シ ョ ン 《シ ル ク ・デ ィ ヴ ェ ー ル 》、1860

年 頃

fig.10
F.ア ペ ル 《フ ェ ル ナ ン ド ・サ ー

カ ス 》、1875年

fi9.11
ル ノ ワ ー ル 《フ ェ ル ナ ン ド ・サ ー

カ ス の 曲 芸 師 た ち 》、1879年 、 シ
カ ゴ 美 術 館
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ド ・サ ー カ ス は1897年 に 一 時 休 業 し た 後 、 メ ド

ラ ー ノ に よ っ て 引 き継 が れ た 。 メ ドラ ノ は彼 の 名

前 を つ け 、 そ の 家 族 は1943年 ま で 営 業 を 続 け た

（fig.12）24)。そ の 後 、 サ ー カ ス は シ ル ク ・ ド ・モ
ン マ ル トル の 名 で 続 け ら れ た が1972年 に廃 業 して

い る 。 フ ェ ル ナ ン ド ・サ ー カ ス は 一 般 的 な サ ー カ

ス の レ パ ー トリ ー(道 化 、 曲 芸 、 曲 馬 ）を 見 せ る と

と も に 、 た と え ば1889年 に 彼 は レ ビ ュ ー を 演 台 に

か け て お り、 そ れ ら か ら判 断 す る と 、 現 代 に お い

て 我 々 が 想 像 す る よ う に 「家 族 で 楽 し む エ ン タ ー

テ イ メ ン ト」 と い っ た よ りは 、 む し ろ 猥 雑 な 「大

人 の エ ン タ ー テ イ メ ン ト」 で あ っ た と考 え られ る 。

シ カ ゴ作 品 に見 ら れ る よ う に 、 厚 化 粧 を し た 裸 馬

に 乗 る 女 の 乗 馬 師 は 、 鞍 の 上 に 座 り、 彼 女 の ス

カ ー トは 臀 部 ま で 巻 き あ が り、 そ の 両 足 を 露 わ に

し て い る 描 写 が そ れ を 暗 示 して い る25)。
ロ ー ト レ ッ ク が サ ー カ ス を描 い た の は 、2つ の

時 期 に わ か れ て お り 、 そ の 間 に は 、 断 続 的 に描 か

れ て い る に す ぎ な い 。 最 初 は1886年 か ら1888年 と
い う比 較 的 短 い 時 期 に な さ れ た も の で あ っ た 。 ダ

ンス ・ホ ー ル や ア リ ス テ ィ ッ ド ・ブ リ ュ ア ン を描

い て い た の と ほ ぼ 同 時 期 に 、 サ ー カ ス を描 き 、 同

時 代 の 近 代 的 主 題 と して 成 り立 た せ 、 画 家 と し て

の 地 位 を確 立 さ せ よ う と し て い た の で あ る 。《サ ー

カ ス の 舞 台 裏 》 は 、 中 で も最 初 期 に 描 か れ た もの

と 目 され て い る 。 道 化 が 馬 を軽 く た た き、 一 方 で

女 性 の 出 演 者 と 哀 愁 を 漂 わ せ た 男 が そ れ を 見 下 ろ

して い る 。 こ れ は 彼 の 最 初 の 決 意 を示 し た作 品 と

も 言 わ れ る 。 グ リザ イ ユ で 描 か れ て お り、 そ れ は
ロ ー トレ ッ ク が 、 コ ル モ ンの ア トリ エ で 学 ん だ 伝

統 的 な 仕 上 げ か ら、1880年 代 の 終 わ り に発 展 さ せ

る 、 現 代 的 で 、 躍 動 感 が あ り、 そ し て 自 由 な 様 式
へ の 移 行 を 示 し て い る 。 そ れ 自体 の 永 遠 の 動 き、
粗 い 色 彩 、 そ し て 悪 戯 な 感 覚 を 画 家 が 望 ん だ サ ー

カ ス が 、 画 家 の 成 熟 した 作 品 の 特 質 で あ る非 常 に

動 的 で 生 き生 き と した 筆 致 を形 作 る の に 役 に た っ

た の か も し れ な い 。

1890年 代 に な る と 、 ロ ー ト レ ッ ク は 、 サ ー カ ス

は散 発 的 に しか 描 か な か っ た 。90年 代 の 半 ば 頃 、

た と え ば 女 性 の 道 化 シ ャ=ユ=カ オ は 初 期 の そ れ

と は 全 く別 の コ ン テ ク ス トで 描 か れ て お り、 しか

し彼 女 が 実 際 に演 じて い る 様 子 が 描 か れ た こ と は
一 度 も な か っ た 。

ロ ー ト レ ッ クが サ ー カ ス を再 度 集 中 して 描 くの

は 、 そ の 晩 年1899年 の こ と で あ っ た 。 飲 酒 癖 が 悪

化 し、 ア ル コ ー ル 中 毒 に よ り健 康 が 蝕 ま れ 精 神 も

崩 壊 して い っ た 時 代 の こ と で あ る 。 彼 は 意 思 に 反

す る も の の 、 パ リ の 西 に あ る 上 流 の 郊 外 で あ る
ニ ュ イ イ ー の マ ドリ ッ ド通 り に あ る ゼ メ レ ー ニ ュ

博 士 の 病 院 に収 容 さ れ た 。 自 らの 回 復 を示 す 必 要

が あ っ た た め に 、 こ こ で ロ ー トレ ッ ク は サ ー カ ス

を 主 題 と した 相 当 数 の ク レ ヨ ンで 描 い た 連 作 を生

み 出 し た 。 こ の 病 院 は 、 家 族 の 財 力 に よ りモ ン マ

ル トル で な く郊 外 の 優 雅 な 施 設 で あ っ た が 、 そ れ

に も か か わ らず 、 こ こ で 描 か れ た ロ ー ト レ ッ ク の

作 品 は 、 か つ て 魅 了 さ れ た フ ェ ル ナ ン ド ・サ ー カ
ス で あ り、12年 前 に な さ れ た 作 品 を 髣 髴 と させ る

も の と な っ て い る （fig.13・14）。 病 院 で は モ デ ル

が お らず 、 記 憶 に頼 ら な く て は な ら な か っ た故 で

もあ ろ う が 、 こ れ ら の 作 品 は 懐 古 的 雰 囲 気 を持 た

ず 、 よ り緊 張 感 に満 ち た も の と な っ て い る 。 サ ー
カ ス は 、 ロ ー トレ ッ ク の 心 の 中 で 行 き続 け て い た

の で あ る 。 そ れ ら サ ー カ ス の 素 描 の シ リ ー ズ で は 、

記 憶 と空 想 が 混 在 し て い る 。 多 く は 同 じ大 き さの

紙 を使 い 、 画 家 は 、 脆 弱 な 精 神 状 態 を考 慮 し な が

ら 、 ク レ ヨ ン を巧 み に 使 っ て イ メ ー ジ を 創 造 して

い る 。 光 と影 の 強 い 対 比 を 用 い 、 伝 統 的 な 素 描 を

思 わ せ な が ら も、 空

間 が 自 由 に 構 成 さ れ
て い る26)。

fi9.12
メ ド ラ ノ ・サ ー カ ス

fig.13
ロ ー ト レ ッ ク 《サ ー カ ス に て―― リ ン グ の

中 で の 演 技 》、1899年 、 シ カ ゴ 美 術 館

fig.14
ロ ー ト レ ッ ク 《サ ー カ ス に

て―― リ ン グ の 中 へ の 入 場 》、

1899年 、 シ カ ゴ 美 術 館
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4.作 品 の 来 歴

ロ ー ト レ ッ ク が 個 展 を は じ め て 開 催 し た の は 、

1896年 、 フ ォ レス ト通 りの ブ ソ ッ ド&ヴ ァ ラ ド ン

画 廊 を 改 装 した 、 マ ン チ ・ジ ョ ワ イ ア ン社 と呼 ば

れ る 会 場 で あ っ た 。 展 覧 会 は 、1月12日 に は じ ま

り、2つ の パ ー トか ら成 り立 っ て い た 。 彼 の 個 展

が 続 い て い た 頃 、ロ ー ト レ ッ ク は 、カ モ ン ド（Count

Isaac de Camondo） が セ ル ビ ア 王 で あ っ た ミ ラ ン1

世 と会 う と こ ろ に 招 待 され た 。 彼 は そ れ ま で に 女

道 化 師 シ ャ＝ ユ＝ カ オ と、 も う ひ と つ サ ー カ ス を

描 い た作 品 を 購 入 して い た と い う 。 ロ ー ト レ ッ ク

は 泥 酔 して や っ て 来 て 、 外 套 、 帽 子 、 ス カ ー フ を

取 る こ と を拒 否 し 、 国 外 へ と 追 放 さ れ た 統 治 者 を

侮 辱 して い る よ う で も あ っ た と い う 。 ジ ョワ イ ア

ン は 、 そ の 場 の 後 に ロ ー トレ ッ ク は 「要 す る に 豚

飼 い の 一 家 の よ う な も の だ ！あ い つ ら は 、 一 昨 日

は ズ ボ ン な ど は か ず 、 フ ァ ス タ ネ ラ(男 性 用 の ス

カ ー ト）で 走 り ま わ っ て い た ん だ 」 と 愚 弄 し た と

い う、 エ ピ ソ ー ドが 残 っ て い る27)。

《サ ー カ ス の 舞 台 裏 》 は 、 こ の ミ ラ ン1世 に よ っ

て 買 わ れ た もの ら しい28)。1888年 に パ リ を 訪 れ た

セ ル ビ ア 王 ミ ラ ン1世 こ と 、ミ ラ ン ・オ ブ レ ノ ヴ ィ

チ は 、1854年 に カ ラ ジ ョ ル ジ ェ ヴ ィ チ 家 の セ ル ビ

ア 公 ア レ ク サ ン ダ ル ・カ ラ ジ ョル ジ ェ ヴ ィ チ 時 代

に オ ブ レ ノ ヴ ィ ッ チ 家 が 亡 命 し て い た ワ ラ キ ア で

生 ま れ た 。 早 く に両 親 を失 い 、 伯 父 に あ た る セ ル
ビ ア 公 ミ ハ イ ロ ・オ ブ レ ノ ヴ ィ チ3世 の も と で

育 っ た 。1861年 に ミハ イ ロ が セ ル ビ ア 公 に な っ た

頃 、 ミ ラ ン は パ リ の リ セ ・ル イ=ル=グ ラ ン で 学
ん で い る 。1868年 に ミハ イ ロ が 暗 殺 さ れ た 後 、14

歳 で セ ル ビ ア公 に 即 位 。 親 オ ー ス トリ ア派 と新 ロ

シ ア 派 の 間 を う ま く し の ぎ 、 露 土 戦 争 後 の ベ ル リ

ン条 約 で オ ス マ ン 帝 国 か ら1882年 に独 立 す る こ と

が 出 来 、 こ の 時 ミ ラ ン は 、 セ ル ビ ア 王 を 宣 言 し た

（fig.15）。 し か し1885年 に は 東 ル メ リ 自 治 州 の 併
合 問 題 を め ぐっ て ブ ル ガ リ ア に 敗 れ て ブ カ レス ト

条 約 を 結 び 、1903年 に は 殺 害 さ れ て し ま っ た29)。

ミ ラ ンが パ リ に滞 在 し、 《サ ー カ ス の 舞 台 裏 》 を

購 入 した の は 、1888年 。 そ の 後 、20世 紀 半 ば に 、

貴 金 属 業 で 財 を 成 し た ニ ュ ー ・ジ ャ ー ジ ー 、

フ ァ ー ・ヒ ル ズ の チ ャ ー ル ズ ・W・ エ ン ゲ ル ハ ー

ドJr.夫 妻 の 所 蔵 を 経 て 、1964年 に 、ニ ュ ー ジ ャ ー

ジ ー の ニ ュ ー ア ー ク博 物 館 に寄 贈 さ れ て い る 。 同

博 物 館 は 、1988年 に本 作 品 を 売 却 して い る30)。

《サ ー カ ス の 舞 台 裏 》 の 画 家 の サ イ ン は 、 右 下

部 に 見 え る が 、 そ れ は 判 読 しづ らい 。 そ れ は ど う

や ら二 重 に 記 さ れ て い る 。 完 成 当 時 、 ロ ー トレ ッ

ク は 自 ら の 父 親 の 指 示 に よ り、 本 名 を 名 乗 る こ と

を 禁 じ ら れ て お り、 制 作 当 初 は 、 名 前 を 逆 さ に し

て 「ト レ ク ロ ー “Treclau”」 と記 し て い た 。 本 作

の 署 名 も こ れ に従 っ た と考 え ら れ る が 、 後 に 「HT

ロ ー トレ ッ ク “HTLautrec”」 と上 書 き し た ら しい

（fig.16）。 ロ ー ト レ ッ ク が 自 ら の 名 を 公 言 で き る
よ う に な っ た こ こ か ら 、 画 家 の 本 格 的 な 画 業 が ス

タ ー トす る の で あ る 。 時 代 は 印 象 派 が ひ と まず の

成 果 を あ げ 、 新 印 象 派 が 狼 煙 を上 げ て 新 し い 絵 画
の 時 代 の 扉 が 開 い た 時 の こ と だ 。 こ の 新 しい 時 代

に あ っ て 自 己 の 可 能 性 を最 大 限 に 発 揮 し よ う と模

索 し 、 大 志 を 抱 く若 き 画 家 た ち の 中 に ロ ー ト レ ッ

ク は い た 。 《サ ー カ ス の 舞 台 裏 》に は 、 ロ ー ト レ ッ

ク の こ れ か ら展 開 す る 可 能 性 が 存 分 に 内 包 さ れ て

い る 。

fig.15
ミ ラ ン ・オ ヴ レ ノ ヴ ィ チ

fig.16

《サ ー カ ス の 舞 台 裏 》 の 署 名
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作品基本情報

ア ン リ ・ ド ・ ト ゥ ー ル ー ズ=ロ ー ト レ ッ ク （18641901）

サ ー カ ス の 舞 台 裏

1887年 頃

油 彩 ・カ ン ヴ ァ ス

67.0x60cm

右 下 に 署 名:“Treclau"と 記 し た 後 に"HTLautrec” と 上

書 き

Henri de ToulouseLautrec（18641901）

Painted ca.1887

Au Cirque:daps les coulisses（In the Wings at the Circus）

Oil on canvas:67x60cm.

Signed twice lower right:“Treclau and HTLautrec”

（superimposed）
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