
研究報告

マ テ ィ ス の 絵 画 空 間

塩島明美

私 に会 い に ヴ ァ ンス にや っ て くる 訪 問客 に私 は よ くたず ね ます 。 「ア カ ンサ ス を見 か け

ま したか 、 道 沿 い の斜 面 に あ る ので す が 。」 それ ら を見 た とい うの は誰 もい ませ ん で した。

誰 で もコ リ ン ト式 の柱 頭 の ア カ ンサ ス の 葉 な ら見 分 け は つい たで し ょ うが 、 柱頭 の記 憶 が

邪 魔 に な って 自然 の なか の ア カ ンサ ス は見分 け られ な い の です 。 創 造 に 向か う第 一歩 は一
つ 一 つ の もの を その 真 実 の姿 で 見 る こ とで す1。

は じめ に

20世 紀 初 頭 の 前 衛 芸 術 の 動 き 「フ ォ ー ヴ ィ ス

ム 」 の リ ー ダ ー 的 存 在 で あ っ た ア ン リ ・マ テ ィス

（18691954）。 マ テ ィ ス の 作 品 は 、 き わ め て 絵 画 的
で あ る と 同 時 に現 実 的 とい わ れ るが 、 そ の独 特 の

絵 画 空 間 は どの よ う に 成 り立 っ て い る の か 。 色 彩

や 、 線 、 そ して 構 図 が つ く り だ す そ れ ら の 多 くが 、

奥 行 き と い う よ り も、 画 面 の 外 につ な が っ た も う

ひ と つ の 別 の 空 間 が あ る よ う な 印 象 を 観 者 に 与 え

る 。 そ れ は な ぜ か?画 面 か ら は み 出 る よ う に 描

か れ た 対 象 物 、連 続 す る 装 飾 的 モ テ ィ ー フ 、そ し て 、

し ば し ば 求 心 的 構 造 を もつ ピ カ ソ な どの キ ュ ビ ス

トた ち の 絵 画 と異 な り、 焦 点 は 複 数 あ る か 、 あ る
い は 存 在 しな い 。 人 物 像 の 場 合 、 閉 じ ら れ た 目 や 、

塗 りつ ぶ さ れ た 瞳 は ど こ を 見 て い る か わ か らず 、

さ らに は 、 壁 に か け ら れ た 風 景 画 な の か 窓 な の か 、

「他 の 何 処 か 」 を暗 示 す る よ う な不 思 議 な 四 角 形 。
マ テ ィ ス の 作 品 を前 に し て 、 多 くの 鑑 賞 者 は心

地 よ さ を感 じる 。 な ぜ な ら、 彼 ら は れ っ き と した

正 真 正 銘 の 「絵 」 を見 て い る こ と に喜 び を 感 じ、

ま た 描 か れ た 世 界 の 中 に彼 ら 自 身 が 参 加 して い る

よ う な 、 あ る い は絵 画 空 間 と は ま た 別 の 空 間 に 導

か れ る よ う な錯 覚 に と ら わ れ る か らで あ る 。 こ れ
は 明 る い 南 仏 を思 わ せ る 美 しい 色 彩 の お か げ だ け

で な い こ と は確 か で あ る 。 色 彩 、 線 、 そ の 他 の 要

素 が 作 りだ す 広 が りの あ る 空 間 、 こ の マ テ ィ ス に

特 有 の 開 か れ た 絵 画 構 造 は 、 観 者 に と っ て も 「開

か れ た 絵 画 」 で あ り、 そ れ は 、 ポ ロ ッ ク を は じめ
と し て 戦 後 の 抽 象 絵 画 に 連 綿 と 引 き継 が れ て い っ

た もの で は な い だ ろ うか 。

2009年 の 画 家 の 生 誕140周 年 を 機 に 筆 者 が 企 画

し た 「マ テ ィ ス の 時 代 － フ ラ ン ス の 野 性 と 洗 練 」

展 で あ る が 、 関 連 講 義 も含 め 、 そ の 準 備 と実 施 段

階 に お い て さ ま ざ ま な所 感 を得 た 。 本 稿 は 、 標 題

に あ る 「研 究 報 告 」 と い う よ り は む しろ そ れ ら所

感 を 書 き 留 め る も の で あ る 。 し ば し ば 「平 面 的 」

で あ る と評 さ れ る マ テ ィ ス 絵 画 が 創 り出 す 「空 間 」

を、 そ の 色 彩 は も と よ り、 と りわ け そ の構 成 、 線 、

筆 触 、 装 飾 等 造 形 上 の 特 徴 か ら 、 そ し て 、 そ う し
た 造 形 的 要 素 の 間 に あ る も の 、 お よ び 作 家 の 言 説

か ら再 考 す る こ とが 本 稿 の 目的 で あ る 。

最 初 に マ テ ィ ス の 絵 画 制 作 の 基 本 を あ ら か じめ

再 確 認 し て お こ う。 冒 頭 に 述 べ た 、 マ テ ィ ス の 絵

が 絵 画 的 で あ る とい う の は 、 マ テ ィ ス は 絵 を描 く

と き、 頭 に 写 っ た イ メ ー ジ を カ ン ヴ ァ ス に 写 し取

る の で は な く、 制 作 中 の 作 品 の 物 理 的 状 態 を見 な

が ら イ メ ー ジ を構 成 し て い き、 そ の 結 果 、 何 か の

再 現 で は な く、 「絵 」 と し て 独 立 した 空 間 が で き

あ が る こ と に 由 っ て い る 。 マ テ ィ ス に と っ て 、 絵

画 を含 む 芸 術 す べ て は 本 質 的 表 現 で あ る とい う点
に お い て 抽 象 的 で あ り、 描 か れ る 内 容 が 具 象 か 抽

象 か とい う こ と は 重 要 で は な い 。 そ して 、 マ テ ィ
ス の 絵 画 に お い て 、 色 彩 は 描 く対 象 物 の 固 有 色 で

は な く、 も っ ぱ ら画 面 を 構 成 す る た め の 自立 し た

要 素 で あ り、 色 彩 あ る い は 色 面 の 相 互 関 係 は 、 そ

れ ぞ れ の 色 彩 の 分 量 と 規 模 に よ っ て 変 わ る 。 マ テ

ィ ス は 個 々 の 色 よ り も そ れ ら の 相 互 関 係 を一 層 重

視 して い た 。 マ テ ィス が 求 め 続 け て い た も の は 、

明 確 な 画 面 の 構 造 と論 理 で あ っ た 。

私 に と っ て 、 表 現 と は 顔 に 溢 れ る 情 熱 とか 、

激 し い 動 き に よ っ て 表 され る 情 熱 な ど の な か に

あ る の で は な い 。 そ れ は 私 の タ ブ ロ ー の 配 置 の

仕 方 全 体 の う ち に あ る － 人 体 が 占 め て い る 場

所 、そ れ ら を取 りま く余 白 の 空 間 、釣 り合 い な ど、

そ こ で は 一 切 が 役 割 を も っ て い る 。 構 図 は 画 家

が 自分 の 感 情 を 表 現 す る た め に 配 置 す る さ ま ざ

ま の 要 素 を 装 飾 的 な仕 方 で 整 え る わ ざ で あ る2。

ま た 、 マ テ ィ ス の 絵 画 が 現 実 的 で あ る と い うの

は 、 そ れ らが 現 実 の 生 活 や 空 間 と密 接 に つ な が っ

て い る こ と、 「絵 」 と し て 表 現 さ れ る す べ て の 事
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象 は 、 自然 の 観 察 と現 実 の 生 活 に も と つ い て い る
と い う こ と に よ る 。 と 同 時 に 、 師 ギ ュ ス タ ー ヴ ・

モ ロ ー が 教 え た よ う に 、 芸 術 家 に と っ て 大 切 な の

は想 像 力 で あ る とマ テ ィ ス も考 え て い た 。 出 発 点

は 自然 の 観 察 に 基 づ き、 そ れ を 「絵 」 と して 発 展

させ る の は想 像 力 な の で あ る と 。

ゆ っ く り と私 は 自 分 の 芸 術 の 秘 密 を 発 見 して

ゆ き ま した 。 そ れ は 自然 に も とづ く省 察 の な か
に 、 つ ね に 現 実 か ら 吹 き込 ま れ た 夢 の 表 現 の な

か に あ る の で す3。

絵 画 的 で あ る と 同 時 に現 実 的 で あ る マ テ ィス の

絵 画 が 、 い っ た い ど の よ う に 成 立 して い っ た の か

を 考 え る と き 、 そ こ に 「空 間 」 とい う、 マ テ ィ ス

の 不 思 議 な絵 画 世 界 の 扉 を 開 く鍵 が あ る よ う に思

う。1949年6月 、 ガ ス ト ン ・デ ィ ー ル の 質 問 「ど
の よ う に 三 次 元 を創 り出 され ます か 。」 に 対 し て 、
マ テ ィ ス は 「私 の 仕 上 が り は “次 元 ” の 番 号 付

け を 消 し去 っ て し ま う 一 つ の 総 合 で す 。」 と答 え 、
さ ら に 別 の 質 問 「空 間 は あ な た に は 制 限 され た も

の と し て 映 る の で す か 、 そ れ と も 無 制 限 な も の と

し て で す か 。」 に 対 し て 、 マ テ ィ ス は 次 の よ う に

答 え た 。

空 間 は 私 の 想 像 力 だ け の 広 が り を も っ て い ま

す4。

I.空 間 － 線 と筆 触 、 画 面 か ら は み 出 る よ う に 描 か

れ た 対 象 物

マ テ ィス は 線 描 の 魅 力 を 最 大 限 引 き 出 した 作 家

で あ る。 マ テ ィ ス の 長 女 、20歳 の マ ル グ リ ッ ト を

描 い た 《縞 ジ ャ ケ ッ ト、1914年 》 （fig.1） を 見 て

み よ う。 紺 色 縞 の ジ ャ ケ ッ ト と ミ ン トグ リ ー ン の

ブ ラ ウ ス と い っ た 涼 しげ で ス ポ ー テ ィ ー な 装 い で 、

花 飾 りの つ い た 麦 藁 で あ ろ う か 格 子 模 様 の 帽 子 を

か ぶ っ た マ ル グ リ ッ ト。 彼 女 は 気 管 支 の 切 開 手

術 の 跡 を か くす た め に 、 ほ と ん ど い つ も 首 に 黒 い

リ ボ ン を つ け て い る 。 モ デ ル の 着 て い る ジ ャ ケ ッ

トの 縞 模 様 の 紺 色 の 線 は 、 あ た か も絵 具 の チ ュ ー

ブ の 口 で 直 接 描 い た よ う に も見 え る 筆 触 だ 。 そ れ

ら は 、 ス ピ ー ド感 と勢 い が あ る が 、 線 と線 は 距 離

を 保 ち 余 白 を 残 し て い る 。 ま た 、 モ デ ル の 両 の 瞳

を よ く見 る と、 あ た か も墨 で 書 か れ た 書 の 文 字 の

点 の よ う で 、 画 家 は 絵 筆 を そ れ ぞ れ1回 す ば や く
カ ン ヴ ァ ス 上 に 置 き、 離 し、 ま た 首 元 の 黒 い リ ボ

ン も一 筆 描 きで 、 み る 者 に 制 作 時 の 画 家 の 躍 動 と

遊 び 心 が 伝 わ っ て くる 。 線 の 接 触 点 付 近 の 余 白 は

「光 」 の 通 り 道 と も な っ て い る 。 ま た 、 形 の ま わ

りに 絵 具 を 塗 ら な い 小 さ な 余 白 を残 す の は 、 そ れ

ぞ れ の 輪 郭 線 、 色 面 、 形 お よ び カ ン ヴ ァス の 白 い

素 材 感 の 美 し さ を 生 か す た め で あ ろ う か 。 あ た か
も そ れ ら の 造 形 要 素 自体 と 、 描 か れ た 対 象 が 心 地

よ く息 を す る こ とが で き る よ う な 「空 気 」 の 通 り

道 とな っ て い る よ う に もみ え る 。

fig.1
ア ン リ ・マ テ ィ ス 《縞 ジ ャ ケ ッ ト》1914年

こ の 「肖像 画 」 の サ イ ズ は 、 縦123.6セ ンチ 、 横

68.4セ ンチ で あ る が 、1914年 当 時 、 人 物 画 で こ の

大 き さ は か な り画 期 的 な こ とで あ っ た 。 何 よ り も、

人 物 が 画 面 か ら は み 出 る よ う に 描 か れ て い る こ と
は 、 空 間 の 広 が りを 感 じ させ る。 例 え ば 、 マ テ ィ

ス の 《モ ク レ ンの あ る静 物 、1941年 、 ポ ン ピ ド ゥ ・

セ ン タ ー 、 国 立 近 代 美 術 館 蔵 》 の 構 図 は 、 銅 の 大

鍋 の 一 部 が 画 面 の 枠 の 外 に は み 出 し、 オ ブ ジ ェ が

そ れ ぞ れ 微 妙 に接 し合 っ て 孤 立 す る で も な く交 差

す る で も な い とい う オ ー プ ン な 構 図 で あ る が 、 ピ
カ ソ と十 数 年 生 活 を と も に し た ア ー テ イ ス トの フ

ラ ン ソ ワ ー ズ ・ジ ロ ー に よ る と、 キ ュ ビ ス ム の 大

家 で あ る ピ カ ソ に と っ て 、 友 人 で あ り ラ イ バ ル で

もあ る マ テ ィス の こ の 構 図 は が ま ん な ら な い 、 落

ち 着 か な い も の で あ っ た ら しい5。 ピ カ ソ や ブ ラ ッ

ク を は じめ とす る キ ュ ビス トた ち の 表 現 は 、 対 象

を 複 数 の 近 い視 点 か ら見 て 頭 脳 で 分 析 し再 構 成 す

る こ と で あ り、マ テ ィ ス の 、対 象 か ら受 け る 「感 情 」

を基 準 に 表 現 し、 空 間 の 広 が り を感 じ させ る作 品

群 と比 較 す る と興 味 深 い 。
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II.　 空 間 － 装 飾 と オ リ エ ン ト

1917年 頃 か ら1929年 に か け て 、 マ テ ィ ス は ニ ー

ス を制 作 活 動 の 本 拠 地 と し た 。 ピ カ ソが 古 典 主 義

に傾 倒 し、 ドラ ン も伝 統 的 絵 画 に 戻 っ て い っ た こ

の 時 期 、 マ テ ィ ス も そ れ まで の 数 多 く の 実 験 か ら

得 た もの の 統 合 と調 和 を め ざす 。 風 景 画 、 静 物 画 、

裸 婦 な ど の 伝 統 的 主 題 を よ り写 実 的 に描 き、 そ の

画 風 は よ り豊 か で あ た た か い もの に な る 。 《オ ダ

リ ス ク 、1926年 》 （fig.2） に み ら れ る よ う に 、 ニ ー
ス か らほ ど近 い 北 ア フ リ カ を は じ め とす る オ リエ

ン トの 万 物 の 色 彩 や 生 命 力 と、 そ の 陶 芸 品 や 織 物

を マ テ ィ ス は 好 み 、 自分 の 住 ま い や ア トリ エ に も

飾 り、 そ れ ら は多 くの作 品 に 描 か れ て い る 。

し ば し ば 、 マ テ ィ ス は 「オ ダ リス ク の 画 家 」 と

呼 ば れ 、 そ の 画 業 の 装 飾 的 で 享 楽 的 傾 向 だ け が 強

調 され る こ と が あ る 。 しか し、 実 際 、 マ テ ィス に

と っ て 、 オ ダ リ ス ク の テ ー マ は 、 オ リエ ン ト独 特

の 豪 奢 や 放 埓 さ、 あ る い は そ の 社 会 ・歴 史 的 背 景

云 々 で な く、 単 純 に 「裸 婦 」 の ヴ ァ リエ ー シ ョ ン

を 制 作 す る た め の 口 実 で あ り、 同 時 に 、 東 方 風 の

装 飾 文 様 で 彩 ら れ た 、 色 面 で 構 成 さ れ た 平 面 的 な

空 間 に 、 裸 婦 の 肉 体 の 立 体 的 な ヴ ォ リ ュ ー ム を 調

和 させ る とい う 目的 を 達 成 す る 手 段 で もあ っ た 。
マ テ ィ ス は 、 オ ダ リ ス ク を描 く こ と に よ っ て 、 絵

画 的 に は 、 色 と文 様 の 組 み 合 わ せ 、 さ ま ざ ま な 色

彩 か ら な る 色 面 の 組 み 合 わ せ な どか ら空 間 構 成 を

実 験 した とい え る 。 そ して 、 エ キ ゾ テ ィ ッ ク な 織

物 と人 物 を 描 く こ と は 、 画 家 と モ デ ル の い る 空 間
と は 異 な る も う一 つ の 空 間 、 す な わ ち オ リ エ ン ト

を思 わ せ る 空 間 を 創 造 し、 ま た 鑑 賞 者 に も 、 現 実
の 空 間 か ら脱 け 出 し て マ テ ィス の い る空 間 、 さ ら

に は 、 も う ひ とつ の 別 の 空 間 へ 移 動 す る こ と を 想

起 さ せ た 。

色 と り ど り の 織 物 を ま と っ た モ デ ル の の び や か

な 肢 体 と ポ ー ズ も 、 空 間 の 広 が り を感 じ させ る の

に 役 立 っ て い る 。 ま た 、 オ リ エ ン トの さ ま ざ ま な

装 飾 に み ら れ る 連 続 的 モ テ ィ ー フ も、 カ ン ヴ ァ
ス の 外 に 続 く別 の 空 間 が あ る こ と を 暗 示 す る 。 こ

う して マ テ ィ ス は 、 豊 麗 な 内 容 の 平 面 的 な 「絵 」、
と 同 時 に 異 空 間 を 感 じ させ る絵 画 を創 り上 げ た の

で あ る 。

III.　 空 間 － 窓 と 視 線

《横 た わ る 裸 婦 、1919年 》 （fig.3） を見 て み よ う。

緑 色 の 絨 毯 を敷 い た 、 ニ ー ス の 海 岸 通 りに 面 した

オ テ ル ・メ デ ィ テ ラ ネ の 一 室 。 ル イ15世 様 式 の 金
の 装 飾 を ほ ど こ した コ ン ソ ー ル 、 花 瓶 を の せ た小

台 、 そ して 透 け た 白 い 衣 類 を の せ た 椅 子 が み え る 。

長 椅 子 に 焦 げ 茶 色 の 長 い 髪 の 女 性 が 目 を 閉 じて 全

裸 で 横 た わ っ て い る 。 画 面 右 奥 に あ る 長 方 形 の 物

体 は 奇 妙 に 見 え る が 、 バ ル コ ニ ー か ら見 た 外 の 風

景 を 描 い た絵 で あ ろ う か 。 こ れ が 画 中 画 で あ る か
ど う か は 定 か で な い 。 比 較 的 伝 統 的 な 遠 近 法 で 表

現 さ れ た 室 内 空 間 に お い て 、 絵 と して 見 て も、 窓
と して 見 て も不 自然 な 大 き さ と位 置 で あ り、 お そ

ら くマ テ ィ ス に と っ て 、 そ れ が 窓 な の か 絵 な の か

は 取 る に足 ら な い 問 題 で あ っ た に ちが い な い 。《赤

の ハ ー モ ニ ー 、190809年 エ ル ミ タ ー ジ ュ 美 術 館

蔵 》 に描 か れ た よ う な 、 窓 か ら見 え る 風 景 な の か 、

壁 に か け ら れ た 絵 な の か わ か ら な い 曖 昧 な 四 角 形
と 同 様 、 こ の 作 品 で も マ テ ィ ス は 意 図 的 に 現 実 的

な 空 間 構 成 に 混 乱 を 与 え 、 「絵 」 を 創 造 し て い る

よ う に み え る 。 こ う した 矩 形 は 、 現 実 世 界 を な が

fig.3
ア ン リ ・マ テ ィ ス 《横 た わ る 裸 婦 》1919年

fig.2
ア ン リ ・マ テ ィ ス 《オ ダ リ ス ク 》1926年
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め る 「窓 」 と 、 創 造 さ れ る 非 現 実 的 な 絵 画 空 間 す

な わ ち 「絵 」 の 両 方 を想 起 させ る も の だ 。 い ず れ

に せ よ、 こ の 作 品 に 描 か れ た 、 閉 ざ さ れ た 、 し か

し贅 沢 で 怠 惰 な 空 間 か ら外 の 異 空 間 へ の 抜 け 口 が

暗 示 され 、 そ れ は 外 に 向 か うエ ネ ル ギ ー を も象 徴

して い る と い え る 。

室 内 と 屋 外 を つ な ぐ 「窓 」 の 主 題 は 、 マ テ ィ ス

の 制 作 活 動 に お い て 大 き な 関 心 の 的 で あ っ た 。 マ

テ ィ ス は80点 以 上 の 窓 の 絵 を描 い て い る が 、 そ れ

らの ほ と ん どが 、 部 屋 の 内 部 か ら 見 た 窓 で あ り、

そ れ は マ テ ィ ス の 絵 画 空 間 の 明 る い 解 放 的 な 特 徴

と な っ て い る 。 た とえ ば エ ド ゥ ア ー ル ・マ ネ が 描

い た 《バ ル コ ニ ー 、1868年 オ ル セ ー 美 術 館 蔵 》

に 見 られ る よ う な 、 外 か ら 窓 を 見 る 構 図 は マ テ ィ

ス に お い て希 少 で あ る 。

私 の 感 情 に と っ て 空 間 は 、 水 平 線 か ら私 の 部

屋 の 内 部 ま で ひ とつ に な っ て い ます 。 過 ぎゆ く

舟 は 私 の 周 囲 の な じ み の 品 々 と 同 じ空 間 に 生 き

て い る の で す 。 窓 の ま わ りの 壁 は 、 二 つ の 異 な
っ た 世 界 を生 み 出 し て い ま せ ん6。

こ の コ メ ン トか ら察 せ られ る の は 、 マ テ ィス が 関

心 を持 っ て い た の は 、 内 部 と外 部 の 空 間 両 方 で 、

さ ら に は 「窓 」 で つ な が れ て い る そ れ らの 「相 互

関 係 」 だ っ た よ う に 思 わ れ る。 マ テ ィ ス は 次 の よ

う に も述 べ て い る 。

私 が 絵 の な か で 外 部 の も の 、 た と え ば 海 と室

内 を 結 び つ け る こ と が で き た と す れ ば 、 そ れ は

風 景 の 雰 囲 気 と私 の 部 屋 の そ れ とが 一 つ を な し
て い る と い う こ と で す 。 （中 略 ） 私 は そ れ ぞ れ

の 位 置 を描 き分 け た り、 自分 の 精 神 の な か で 一

体 を 成 して い る モ チ ー フ の さ ま ざ ま な 要 素 を

別 々 に分 け た り し な い で 、 ア ト リエ の な か の 身

近 に あ る 安 楽 椅 子 を空 の 雲 や 海 辺 の 椰 子 の ざ わ

め きに 結 び つ け る こ と が で き ま す7。

実 の 空 間 以 上 の 何 か を 探 し求 め て い る と、1930年

頃 テ リ ア ー ド に 話 して い る8。 マ テ ィ ス が 絵 画 を

とお して 私 た ち に 提 案 し た の は 、 マ テ ィ ス 自 身 が 、

乾 由 明 氏 が い う と こ ろ の 「内 外 空 間 の 同 一 視 」9を

す る だ け で な く、 鑑 賞 者 も そ う した 空 間 の イ リ ュ
ー ジ ョ ン に 参 加 し、 さ ら に は も う ひ とつ の 描 か れ

て い な い 別 の 空 間 を マ テ ィ ス と鑑 賞 者 と で 共 有 す

る と い う こ と だ っ た の で は な い だ ろ う か 。

IV.　 空 間－ 「絵 」 の 中 の 主 題 と現 実

フ ォ ー ヴ の 特 徴 で あ る 純 粋 色 の 並 置 は 、 《青 い

胴 着 の 女 、1935年 》 （fig.4） に端 的 に 表 され て い る
とい っ て よ い 。 黄 色 に 塗 られ た 色 面 を 背 景 に 、 青

い 目 の 女 性 は 、縞 模 様 の 青 い 胴 着 、赤 い ペ ン ダ ン ト、

赤 い タ イ ツ を 身 に つ け 、 赤 い 肘 掛 け 椅 子 に 座 っ て
い る。 毛 先 を 巻 い た 髪 型 で 、 足 を 組 み 、 少 し首 を

か し げ て コ ケ ッ トな か ん じが 表 さ れ て い る 。 胸 部
と臀 部 が 豊 満 に 描 か れ 、 そ の ウエ ス トは 、 ま る で

絞 っ た 雑 巾 の よ う に 驚 く ほ ど細 い 。 腕 は 異 常 に 長

く、 指 は 描 か れ て い な い 。 モ デ ル は1934年 か ら39

年 に か け て マ テ ィ ス の 助 手 を務 め た リデ ィ ア ・デ
レ ク トル ス カ ヤ 。 フ ラ ン ソ ワ ー ズ ・ジ ロ ー は 、 こ

の 作 品 の 制 作 後11年 た っ た1946年 に 、 ピ カ ソ と 共

に ヴ ァ ン ス の ヴ ィ ラ ・ル ・レ ー ヴ に マ テ ィ ス を 訪

ね た と き に 出 会 っ た リ デ ィ ア を次 の よ う に 描 写 し
て い る 。

澄 み 切 っ た ブ ル ー の ア ー モ ン ド型 の 目 は 、 雪

と こ ろ で 、 マ テ ィ ス の 作 品 に 登 場 す る 人 物 像 の 、

仮 面 を 思 わ せ る よ う な 単 純 化 さ れ た 顔 の 表 現 と 、

黒 く塗 りつ ぶ さ れ た 目に 、 神 秘 的 な 、 あ る い は不

気 味 な 印 象 を もつ 鑑 賞 者 もい る で あ ろ う 。 人 物 は
い っ た い ど こ を 見 て い る の か わ か ら な い 。 こ の 作

品 で は 、 絵 の 中 の モ デ ル は 目 を 閉 じ て い る。 こ う

した 不 明 瞭 な 視 線 の 方 向 や 、 夢 見 が ち な ま な ざ し

は 、 そ れ が 現 実 的 な 空 間 で あ れ 、 夢 の 中 の 空 間 で

あ れ 、 画 面 に 描 か れ て い な い も う ひ とつ の 別 の 空

間 を想 起 さ せ る 。 マ テ ィ ス は 、 長 い 間 い つ も 自 分
は 「も う ひ とつ の 別 の 空 間 」 を 意 識 し て い て 、 現

fig.4
ア ン リ ・マ テ ィ ス 《青 い 胴 着 の 女 》1935年
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景 色 を 想 わ せ る 顔 の 中 に あ っ て 、 ま る で 山 の 湖
の よ う だ っ た － な ん と い う コ ン トラ ス トだ ろ

う!10

単 純 化 さ れ デ フ ォ ル メ さ れ た 形 と 、 三 原 色 を使

っ た 彩 色 。 巻 髪 や 肘 掛 け 椅 子 の 装 飾 の 曲 線 の リ ズ
ム 、 そ して モ デ ル の 身 体 を ふ ち ど る 黒 く太 い 曲線

の リズ ム 。 一 見 す る と 簡 単 に 描 か れ た よ う な 作 品

で あ る が 、 実 は 何 度 か の 試 行 錯 誤 の あ と 完 成 した

も の で あ る 。 リデ ィ ア は 、 制 作 の 諸 段 階 に撮 影 さ

れ た 写 真 の プ リ ン トを ア ル バ ム に 貼 り、 日付 と と

も に マ テ ィ ス が 即 興 的 に つ け た 「題 名 」 を書 き 込
ん で い た 。この ア ル バ ム の 中 に 「青 い 胴 着 の 諸 段 階 」

と記 さ れ た 頁 が 残 っ て お り、 マ テ ィ ス は 、 比 較 的

自然 主 義 的 な 描 き 方 か ら始 め 、3回 の 修 正 を し た
の が わ か っ て い る 。 こ の 作 品 の よ う に 、 マ テ ィ ス

の 作 品 の 制 作 過 程 は 、 写 真 に よ っ て わ か る もの が

数 多 くあ る が 、 そ れ ぞ れ の 段 階 は 完 成 作 品 に 到 達

す る た め の 経 過 で は な く、 そ の 時 々 で 、 マ テ ィ ス

が 対 象 か ら 受 け と る もの は 違 う の で 、 マ テ ィ ス に

と っ て 、 そ れ らは そ れ ぞ れ 別 個 に 完 結 して い る も

の で あ る ら しい 。
マ テ ィ ス は1935年 の6月 初 め に こ の 作 品 に 着 手

し、6月25日 に 完 成 させ た が 、 そ の 直 前 の5月 、 マ

テ ィ ス は　『The　Studio』 誌 上 で の 近 代 主 義 と伝 統

に つ い て の 所 感 の な か で 次 の よ うに 語 っ た 。

私 に と っ て 、 絵 の 主 題 と そ の 絵 の 背 景 と は 同
じ価 値 を持 っ て い る 。(中 略 ） 絵 は さ ま ざ ま な

彩 色 を ほ ど こ さ れ た 画 面 の 組 み 合 わ せ 、 結 果 と
して 表 現 の 創 造 と な る 組 み 合 わ せ に よ っ て で き

て い る 。 音 楽 の ハ ー モ ニ ー の な か で 各 音 が 全 体

の 部 分 を な して い る の と同 じ仕 方 で 、 私 は そ れ

ぞ れ の 色 が 全 体 に 寄 与 す る 価 値 を もつ こ と を望
ん だ 。 一 枚 の 絵 は統 御 さ れ た リ ズ ム の 配 置 で あ

る。

(中 略 ） そ の 後 、 私 は 似 せ よ う と い う心 遣 い
をす べ て 捨 て る こ と に き め た 。 対 象 を写 す こ と

は 私 の 興 味 を ひ か な か っ た 。(中 略 ） 重 要 な の

は 対 象 の 芸 術 家 に対 す る 、 つ ま り彼 の 個 性 に 対

す る 関 係 で あ り、 ま た 、 彼 の 感 覚 と 感 動 を組 織

す る力 で あ る11。

V.空 間 － 光

1947年 に テ リ ア ー ドが 出 版 した 『ジ ャズ 』 は 、

そ の ほ と ん どの ペ ー ジ に マ テ ィ ス 自 身 の 流 麗 な 手

書 き文 字 で 、 作 家 の 頭 に 浮 か ぶ 想 い の あ れ こ れ が

記 さ れ て い る 。 挿 絵 は 、 鮮 や か な 原 色 で 、 民 話 や 、

旅 の 思 い 出 や 、 サ ー カ ス の ざ わ め き 、 そ し て 抽 象

的 な フ ォル ム が 、 切 り紙 絵 を も と に ス テ ン シ ル で

制 作 さ れ た 。 こ れ ら は 単 純 化 さ れ た 、 しか し、 作

家 の 試 行 錯 誤 と 経 験 の 統 合 さ れ た イ メ ー ジ で あ る 。

あ ら か じめ グ ワ ッ シ ュ を塗 っ た 紙 を 、 下 書 きの 輪

郭 線 を描 く こ と な し に 、 あ た か も ジ ャ ズ の リズ ム

に 身体 を ま か せ る よ う に 、 は さみ で 即 興 的 に 切 り

込 ん で い く。 マ テ ィス に と っ て 、 切 り紙 絵 は 色 と

線 を 同 時 に 創 造 で き、 す な わ ち 、 「色 彩 の な か で
デ ッサ ンす る こ とが で き12」、マ テ ィス に お け る 「デ

ッサ ン と色 彩 の 永 遠 の 葛 藤 」 を解 決 し、 こ れ ら 二
つ の 要 素 が よ う や く融 合 し た も の で あ っ た 。 そ

して 、 こ れ ま で の マ テ ィス の 作 品 に お け る 線 描 や 、

装 飾 文 様 、 あ る い は 人 体 の 曲 線 か ら成 る ア ラ ベ ス

ク は 、 こ こ で よ り 明確 な 色 と形 を も ち 、 音 楽 的 な

リズ ム で 表 さ れ て い る 。
こ の 『ジ ャ ズ』 の な か の 《フ ォ ル ム 》 （fig.5） は 、

両 腕 を頭 の 後 ろ で 組 ん だ 裸 婦 の シ ル エ ッ トの よ う

に 見 え る 。 マ テ ィ ス は こ の 形 体 を 使 っ て 、 白 と

青 の トル ソ に ほ ぼ 同 じ視 覚 的 重 量 を与 え る た め に 、

青 の トル ソ の 上 の 部 分 を 重 くす る と い う よ う な 色

量 の バ ラ ン ス の 研 究 を し て い る 。 こ の 人 体 の 抽 象

的 な 形 は 、1952年 の 青 い 切 り紙 絵 《ブ ル ー ヌ ー ド》

《ス イ ミ ン グ プ ー ル 》 につ な が る もの で あ る 。
描 か れ た 対 象 物 の 形 と画 面 の バ ラ ンス を マ テ ィ

ス は 追 求 し、 ま た 油 彩 画 と 同 様 に 、 支 持 体 の 白 を

生 か し、 純 粋 色 の 並 置 を お こ な っ た 。 しか し、 こ

の 切 り紙 絵 に お い て マ テ ィ ス が さ ら に 発 展 さ せ た

の は 「光 」 で あ る 。 光 は 、 マ テ ィ ス が1940年 代 初

頭 か ら意 識 し て い た もの だ 。1941年 、 マ テ ィ ス は
ピ エ ー ル ・ク ル テ ィ オ ン に 、 自 分 の 主 目標 は 光 の

明 る さ を 達 成 す る こ と だ と述 べ て い る13。後 年 ピ
カ ソ との 会 話 に お い て も、 マ テ ィ ス は 次 の よ う に

話 して い る 。

fig.5
ア ン リ ・マ テ ィ ス 《『ジ ャ ズ 』IXフ ォ ル ム 》1947年
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私 が 求 め て い る の は 、 自 分 の 感 情 を 伝 え る 色

彩 の 相 互 作 用 だ 。 （中 略 ） 色 彩 の 相 互 作 用 に よ
っ て あ る 結 合 を つ く りあ げ 、 光 を 放 つ よ う に す

る こ とだ け が 究 極 の 望 み な の だ14。

切 り紙 絵 は 、 マ テ ィ ス の 、 絵 画 に よ る 「光 」 の

放 出 が 実 現 さ れ た も の で あ る と い え る 。 そ し て 、

切 り紙 絵 は 、 ニ ー ス 近 郊 の ヴ ァ ンス の ロ ザ リ オ 礼

拝 堂 の ス テ ン ドグ ラ ス を は じめ とす る 装 飾 の モ テ
ィ ー フ と な っ た 。 こ の 礼 拝 堂 は ま さ に 「光 」 を 総

合 芸 術 で 表 現 し た も の で あ る 。 マ テ ィ ス に お い て 、

切 り紙 絵 の よ う に 、 従 来 「芸 術 」 と は み な さ れ な
か っ た 手 工 芸 の 域 に あ っ た もの と、 い わ ゆ る 伝 統

的 絵 画 の 属 す る 大 芸 術 と の の 境 界 線 は な く、 こ れ

ま で の す べ て の 思 索 と経 験 の 統 合 さ れ た 形 が 、 こ
の プ ロ ジ ェ ク トで あ っ た 。

「光 」 の 絵 画 を 実 現 した 切 り紙 絵 『ジ ャ ズ 』 の

な か で 、 マ テ ィス は 飛 行 機 に 乗 っ た こ と に よ っ て 、

自分 の 想 像 力 を超 え る ほ ど の 開 眼 を した と し て 、

驚 き と感 動 を 述 べ て い る。

こ と、 ま た ク レ メ ン ト ・グ リ ー ン バ ー グ を は じめ

とす る美 術 評 論 家 た ち の マ テ ィ ス 論 な ど に よ る と

こ ろ が 大 きい 。 『カ イ エ ・ダ ー ル 』 や 『ヴ ェ ル ヴ』

の マ テ ィ ス 特 集 に 掲 載 さ れ た 図 版 や 、 『ジ ャ ズ 』

を は じめ と す る 挿 絵 本 の 普 及 の お か げ で も あ る 。

ミ ル ト ン ・エ ヴ リ ー や ハ ンス ・ホ フ マ ンが 、 ポ ロ

ッ ク 等 ア メ リ カ の 若 手 作 家 に 、 マ テ ィ ス の 「空 気

が 通 わ され た 」 表 面 や 「開 か れ た 」 遠 心 的 な 構 造

を教 え 伝 え た18が、 と り わ け 、 マ テ ィ ス の 制 作 に

お け る 「遊 び 心 」 は 若 者 た ち を 惹 き つ け た と思 わ

れ る 。 バ ー ネ ッ ト ・ニ ュ ー マ ン や 、 リ チ ャ ー ド ・

セ ラ は エ ヴ リ ー か らマ テ ィス を伝 授 さ れ た 生 徒 た

ち で あ る 。 ハ ン ス ・ホ フマ ン は マ テ ィス 自 身 よ り
マ テ ィ ス を よ く理 解 し、 ア メ リ カ に マ テ ィ ス を紹

介 し、 そ の 手 法 を伝 え 、 そ して ホ フ マ ン の 美 術 教

育 の お か げ で 、 同 時 期 に フ ラ ン ス の 若 手 芸 術 家 た

ち に ほ と ん ど興 味 を持 た れ て い な か っ た マ テ ィ ス
と い う作 家 と そ の 画 業 、 マ テ ィ ス な し に ア メ リ カ

絵 画 の 発 展 は な か っ た と い う事 実 が 広 く知 れ わ た
っ た と、 グ リ ー ンバ ー グ は言 っ て い る19。

歩 行 者 と して 適 度 の 条 件 に舞 い 戻 る と き、 わ

れ わ れ に の しか か る 灰 色 の 空 の 重 み は も は や 感

じ ら れ な くな る だ ろ う 。 とい うの は 、 た や す く

突 き抜 け ら れ る こ の 壁 の 向 こ う に は 太 陽 の き ら

め く光 が 、 さ ら に は ま た わ れ わ れ が あ ん な に 自

由 な 瞬 間 を感 ず る こ と が で き た 限 りな い 空 間 の

知 覚 が 存 在 して い る の だ とい う こ と を 思 い 出 す
だ ろ うか らで あ る15。

お わ りに

マ テ ィ ス の 作 品 は 、 実 際 本 国 フ ラ ン ス よ り もず

っ と先 行 して ア メ リ カ に お い て 知 ら れ る よ う に な

っ た 。 フ ラ ン ス で は 、 ピ エ ー ル ・シ ュ ネ デ ー ル が

監 修 し た1970年 の グ ラ ン ・パ レで の 生 誕100年 展 ま

で 、 マ テ ィ ス の 知 名 度 は 低 か っ た16。1926年 に ポ
ー ル ・ギ ヨー ム が マ テ ィ ス の1910年 代 の 作 品 を紹

介 し、マ テ ィス の 娘 婿 で 美 術 評 論 家 の ジ ョル ジ ュ ・
デ ュ テ ュ イ が 講 座 を 開 い た が 、 あ ま り多 くの 人 々

の 目 に 止 ま ら な か っ た の が 実 情 で あ る とい う17。

ア メ リ カ に お け る 盛 況 は 、1929年 に 開 館 し た ニ ュ
ー ヨー ク近 代 美 術 館 で 、1931年 初 代 館 長 ア ル フ レ

ッ ド ・バ ー ル が 館 と し て 初 め て の 個 展 、 「マ テ ィ

ス 展 」 を 開 き 、 「前 衛 絵 画 」 と し て マ テ ィ ス の 作

品 を 展 示 した こ と 、 ニ ュ ー ヨ ー ク の 、 息 子 の ピ エ
ー ル ・マ テ ィ ス 、 あ る い は ポ ー ル ・ロ ー ゼ ンバ ー

グ の 画 廊 で 、 マ テ ィ ス の 作 品 を継 続 的 に 紹 介 した

マ テ ィ ス は、 そ の 絵 画 空 間 の 実 現 に お い て 、 造

形 的 に も、 内 容 的 に も 、 「相 互 関 係 」 と 「越 境 」

の 概 念 を 心 に 留 め 、 表 現 して き た 。 そ う し た 概 念

は 時 空 を 越 え て 、 と きに は 個 々 の 時 代 、 文 化 背 景

あ る い は 芸 術 家 固 有 の 特 徴 と 融 合 さ れ な が ら、 マ

テ ィ ス 以 後 の 美 術 に 確 か に浸 透 して い る。
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