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ポ ー ル ・ゴー ガ ンの 《馬 の 頭 部 の あ る静 物 》 に 関 す る ノ ー ト
新畑泰秀

奇 妙 な 組 み 合 わ せ の 静 物 が 、 色 彩 の 斜 め の 斑 点

を も っ て 画 面 に 規 則 正 し く置 か れ 、 画 面 全 体 に リ
ズ ム 感 を 与 え て い る 。 ゴ ー ガ ン と し て は 珍 し い

新 印 象 主 義 的 技 法 に よ っ て 描 か れ た 静 物 画 で あ
る(fig.1)。 ゴ ー ガ ン は後 年 新 印 象 主 義 に 辛 辣 で あ

っ た こ とが 知 ら れ て い る が 、 そ れ に 先 立 つ1885年

か ら86年 の 時 期 、 点 描 の 画 法 を展 開 しつ つ あ っ た

ス ー ラ や シ ニ ャ ッ ク の 新 しい 運 動 に 関 心 を 寄 せ た

時 期 が あ っ た よ う だ 。 こ の 作 品 は1886年6月 に ブ
ル タ ー ニ ュ に 発 つ 前 に描 か れ た も の と さ れ る 。 描

か れ て い る の は古 代 ギ リ シ ア 彫 刻 風 の 馬 の 頭 部 と、

日本 の 団 扇 、 そ し て 日 本 か 中 国 の 抱 き人 形 。 手 前

に は 書 籍 が 版 画 と 思 わ れ る イ メ ー ジ の あ る頁 が 開

か れ て 置 か れ て い る 。 そ れ は 現 実 の 静 物 の 描 写 と
い う よ りは 、 明 確 な 意 図 の も と に 構 成 され た 静 物

画 の よ う に も 見 え る 。 本 稿 は こ の 特 異 な ゴ ー ガ ン

作 品 が 内 包 す る 概 ね 重 要 な2つ の 要 素 、 す な わ ち

新 印 象 主 義 的 技 法 と 西 洋 お よ び 東 洋 的 モ チ ー フ の

対 置 に つ い て 先 行 研 究 を概 観 し、 作 品 の 研 究 状 況
を 明 らか に し よ う とす る も の で あ る。

た 。 た と え ば 前 回 の 印 象 派 展 の 会 場 確 保 に 尽 力 し

た デ ュ ラ ン ・リ ュ エ ル は 活 動 の 軸 を ニ ュ ー ヨ ー ク
へ 移 し、 印 象 派 を む し ろ 海 外 へ 広 め よ う と し て い

た 。 モ ネ とル ノ ワ ー ル は ブ リ ュ ッセ ル で 展 覧 会 を

準 備 し、 印 象 派 展 に は 参 加 し な か っ た 。 ふ た り と
ピ サ ロ と の 軋 轢 もそ の 理 由 で あ っ た よ う だ 。 前 回

ま で の 印 象 派 展 の 内 部 の 混 乱 か ら苦 汁 を な め た カ

イ ユ ボ ッ ト と シ ス レー は 、 そ れ ま で の 同 派 の 内 部

抗 争 ゆ え こ の 展 覧 会 に は 参 加 し よ う と は し な か っ
た 。

1886年 の5月 か ら6月 に か け て の1ヶ 月 間 、 ラ フ

ィ ッ ト街 の レ ス ト ラ ン ・ ドレ の 大 広 間 で 開 か れ た

第8回 印 象 派 展 に は 、 技 法 に お い て も理 論 に お い
て も古 い 印 象 派 を 乗 り越 え よ う と して い た 全 く新

しい 世 代 が 出 現 し た 。 しか も ピ サ ロ 自 身 ま で が こ
の 新 しい 技 法 と 理 論 を採 り入 れ 、 積 極 的 に 彼 ら を

展 覧 会 に 招 い た 。 印 象 派 の オ リ ジ ナ ル ・メ ンバ ー

た ち は 、 そ れ を 長 老 の 安 易 な 迎 合 と み る 向 き も あ

っ た 。 第8回 印 象 派 展 で 、 最 も前 衛 的 な 作 品 と し

て 美 術 界 を 驚 か せ た の は 、 ス ー ラ の 《グ ラ ン ド ・

1.最 後 の 印 象 派 展 と ゴ ー ガ ン

ゴ ー ガ ンが 株 式 取 引 所 の 仕 事 を辞 め て 、 純 粋 に

画 家 に 専 念 し た の は1883年1月 の こ と だ っ た 。 同

年12月 に 家 族 と ル ー ア ン に 移 住 し、 翌1884年11月

ま で 当 地 に 住 ん だ 。 し か し妻 メ ッ トは 長 女 ア リ ー

ヌ と 四 男 ポ ー ラ を連 れ て コ ペ ンハ ー ゲ ン の 実 家 に

去 り、11月 に は ゴ ー ガ ン 自 身 も残 り の 子 供 た ち を

連 れ て コ ペ ンハ ー ゲ ン の メ ッ トに 赴 き家 族 と共 に

住 ん だ 。 翌1885年5月 ま で 当 地 に住 む も 、6月 に は
ゴ ー ガ ン は 息 子 ク ロ ヴ ィ ス を 連 れ て パ リ に戻 っ た 。

そ し て 極 貧 の 生 活 の 中 で 創 作 活 動 を 続 け た 。 翌

1886年 に は 第8回 印 象 派 展 に 、 絵 画19点 と 木 彫 レ

リ ー フ1点 を 出 品 し た 。 同 年8月 に は し か し、 ブ ル

タ ー ニ ュ 地 方 へ と 赴 き、 ポ ン＝タ ヴ ェ ン に て エ ミ
ー ル ・ベ ル ナ ー ル と 出 会 い 、 印 象 派 を 超 え た 新 し
い 絵 画 様 式 を模 索 した１)。

こ の パ リ 時 期 、 ゴ ー ガ ン は 、4年 間 も断 絶 し て
い た 印 象 派 の 展 覧 会 を 開 く とい う企 画 を 知 っ た 。

ベ ル ト ・モ リ ゾ と そ の 夫 ウ ジ ェ ー ヌ ・マ ネ が 旧 印

象 派 の 画 家 た ち に 呼 び か け 、 新 しい 展 覧 会 を組 織

し よ う と し た の だ 。 第7回 印 象 派 展 か ら4年 を 経
て 、 こ の と き の 美 術 界 の 状 況 は 激 変 し、 前 回 まで

と 同 様 に 印 象 派 展 を 開 く こ と は 困 難 な 状 況 に あ っ

fig.1　 ポ ー ル ・ゴ ー ガ ン 《馬 の 頭 部 の あ る 静 物 》
1886年 、 石 橋 財 団 ブ リ ヂ ス ト ン 美 術 館

(Wildenstein　 2001,　 No.216)
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ジ ャ ッ ト島 の 日 曜 日 の 午 後 》(1884－86年 、 シ カ
ゴ美 術 館 、fig.2)で あ っ た 。 彼 と シ ニ ャ ッ ク を 中

心 とす る 新 印 象 主 義 の 画 家 た ち は 、1880年 代 後 半

の 美 術 界 に 大 き な衝 撃 を与 え る こ と に な っ た 。 ス
ー ラ の 作 品 は そ の 近 代 生 活 を 扱 っ た 主 題 も さ る こ

と な が ら、 そ の 技 法 に お い て 斬 新 で あ っ た 。 無 数

の 微 細 な 色 の 斑 点 に よ っ て 画 中 の イ メ ー ジ は 構 成

さ れ て い る 。 そ の 点 描 は 、 色 彩 論 あ る い は新 し く

出 現 した 光 学 理 論 の 教 え る 通 り、 基 本 原 色 を も と
に して 画 面 の 上 に 細 や か に 配 置 さ れ 、 そ れ が 一 定

の 距 離 を 置 い て 見 る と 固 有 の イ メ ー ジ を 造 り出 す 、

と い う 効 果 を 持 っ て い た 。 印 象 派 自 体 が 生 み 出 し

た 新 た な 視 覚 効 果 を科 学 で 裏 付 け 、 厳 格 さ を与 え

た 様 式 は 、 大 き い 衝 撃 を美 術 界 に 与 え た2)。
ピ サ ロ が シ ニ ャ ッ ク や ス ー ラ ら の 理 論 に 向 か っ

た の は1885年 末 の こ と で あ っ た が 、 同 年10月 初 旬

に パ リ に戻 っ た ゴ ー ガ ン を 彼 ら に 引 き合 わ せ た の

は ピ サ ロ だ っ た ら し い 。 し か し第8回 印 象 派 展 に
ゴ ー ガ ン が 《馬 の 頭 部 の あ る 静 物 》 を 出 品 す る こ

と は な か っ た 。 ゴ ー ガ ン は 、 新 印 象 主 義 の 手 法 な
い し は 彼 ら が 主 役 と な っ た 第8回 印 象 派 展 を 具 体

的 に ど の よ う に 捉 え て い た の で あ ろ うか 。 新 た な

美 術 思 潮 や 表 現 に敏 感 で あ っ た ゴ ー ガ ン は 、 自分
よ り も十 歳 以 上 年 の 離 れ た ス ー ラ や シ ニ ャ ッ ク の

作 品 に か な りの 興 味 を 示 し た ら しい 。 こ の 頃 印 象

派 展 に積 極 的 に 参 加 す る も、 そ の 手 法 に 疑 念 を抱

き は じめ て い た 画 家 に と っ て は も っ と も な こ と だ 。

本 質 的 に 最 先 端 で あ る こ と に 重 き を お い て い た 彼
は 、1880年 代 後 半 に 流 行 に な りつ つ あ っ た 点 描 主

義 な い し は 新 印 象 主 義 に つ い て 理 解 と興 味 を示 し、
こ の 作 品 に 端 的 に あ らわ れ て い る よ う に 試 行 的 な

作 品 を さ え 数 点 残 して い る 。 ゴ ー ガ ン は 新 印 象 主

義 の 目指 す と こ ろ が 自 分 の もの に 似 て い る と さ え
思ったのではないか3)。

しか し新印象主義の繊細 さと形態の厳格 な調和
感覚は、次第にゴーガ ンが後 に確立する総合主義
の画理論や技法 とは乖離 してい くことを画家は悟
り始める。やがてゴーガンは点描主義の技法中心
の風潮に敵対 までするようになるのだ。

2.馬 の頭部のある静物―― 点描による絵画様式

《馬 の 頭 部 の あ る 静 物 》 は 、 一 風 変 わ っ た 静 物
画 で 点 描 の 手 法 を 用 い て 描 か れ た 作 品 で あ る。 馬

の 頭 部 は ギ リ シ ア の 彫 刻 で 大 英 博 物 館 の エ ル ギ
ン ・マ ー ブ ル ズ の 一 つ と さ れ る(fig.3)。 中 国 の

唐 朝 の も の とす る 説 も あ る よ う だ が4)、描 か れ た

彫 像 と エ ル ギ ン ・マ ー ブ ル ズ を 見 比 べ る と、 こ れ
を模 した よ う に 見 え る 。 一 方 で 、 全 体 と して 東 洋

fig.2
ジ ョ ル ジ ュ ・ス ー ラ 《グ ラ ン ド ・ジ ャ ッ ト 島 の 日 曜 日 の 午 後 》、

188486年 、 ア ー ト ・ イ ン ス テ ィ テ ュ ー ト ・オ ヴ ・ シ カ ゴ

fig.3
《月 神 セ レ ネ ー の馬 の頭 部 》(パ ル テ ノ ン神 殿 東 破 風 装 飾 の 一
部)、 紀 元 前438432年 、 大 英 博 物 館

fig.4

ポ ー ル ・シ ニ ャ ッ ク 《婦 人 帽 子 屋 》、
188586年 、 ビ ュ ー レ ー 財 団
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へ の 関 心 を強 く表 して お り、 紅 葉 や 小 鳥 、 草 花 を

描 い た 団 扇 と東 洋 風 の 人 形 な どが 集 め ら れ て い る 。

た だ し こ れ らの 対 象 が どの よ う な 意 図 で 描 か れ た

か は 明 らか で は な い 。

色 彩 の 斑 点 が 斜 め に よ ぎ り、 画 面 全 体 を活 気 づ

け て い る 。 こ こ に 見 ら れ る の は 、 新 印 象 主 義 的 技

法 の 試 み と 見 て 間 違 い な い だ ろ う。 点 描 の 微 細
さ は 印 象 派 の オ リ ジ ナ ル ・メ ン バ ー ら の そ れ と

比 較 し て 、 は る か に 小 さ い 。 し か し 《馬 の 頭 部

の あ る 静 物 》 を 新 印 主 義 の 画 家 た ち の 作 品 、 た

と え ば シ ニ ャ ッ ク の 《婦 人 帽 子 屋 》(ピ ュ ー レ ー

財 団 、 チ ュ ー リ ッ ヒ)(fig.4)と 比 べ て 見 る な ら
ば 、 後 者 の ほ う が よ り微 細 か つ 厳 格 な 点 描 が 描 か

れ て い る 。 ゴ ー ガ ンの 同 時 代 に 描 か れ た 新 印 象 主

義 的 作 品 は しか し、 多 くは な か っ た よ う だ 。 レ ゾ

ネ を 確 認 す る か ぎ り、 明 確 に 新 印 象 主 義 的 試 み と

言 え る の は 、1886年 に 描 か れ た 《水 の ほ と り の 赤
い 屋 根 》(1885年 、 ル ドル フ ・ス テ シ ェ ラ ン財 団 、

fig.5)、 《ク ロ ヴ ィス 》(188586年 、 ニ ュ ー ア ー ク

美 術 館 、fig.6)、 《セ ー ブ ル に て 》(188586年 、 個 人

蔵 、fig.7)が あ る く ら い だ 。 ゴ ー ガ ン は 後 年 、 新

印 象 主 義 の 画 家 に対 して は 極 め て 敵 対 的 で あ っ た
が 、1885年 か ら86年 の 冬 の 時 期 、 点 描 の 画 法 を 展

開 しつ つ あ っ た ス ー ラ や シ ニ ャ ッ ク と は 緊 密 な 関

係 に あ っ た ら し い 。 そ れ ゆ え に こ の 作 品 は1886年
6月 に ブ ル タ ー ニ ュ に 発 つ 前 に 描 か れ た も の で あ

ろ う と類 推 さ れ る 。

3.西 洋 的 な も の と東 洋 的 な もの の 対 置

画 面 の 中 央 下 部 の 馬 の 頭 部 の 彫 刻 に つ い て は 、

先 述 の とお り大 英 博 物 館 の 古 代 ギ リ シ ア 彫 刻 、 い

わ ゆ る エ ル ギ ン ・マ ー ブ ル ズ の 一 つ 、 《月 神 セ レ

ネ ー の 馬 の 頭 部 》(パ ル テ ノ ン神 殿 東 破 風 装 飾 の 一

部)を 模 した 像 で あ る 、 と見 る研 究 者 が 多 い 。 こ

れ に つ い て 、1966年 に ウ ィ リ ア ム ・ケ イ ン は 、 ゴ
ー ガ ン は1885年9月 か ら10月 に ロ ン ド ン に 滞 在 し

て お り、 こ の 期 に 画 家 が 大 英 博 物 館 の エ ル ギ ン ・
マ ー ブ ル ズ を み た の で は な い か 、 と記 して い る5)。
一 方 、2001年 に シ ル ヴ ィ ・ク ル サ ー ドは カ タ ロ グ ・

レ ゾ ネ の 作 品 解 説 の 中 で 、 こ の 馬 の 彫 像 は 、 作 品

そ の も の と 言 う よ り は 、 む しろ 複 製 に 拠 る もの で 、
1874年 に刊 行 さ れ た 大 英 博 物 館 の 資 料 に 基 づ く も

の と 想 定 し て い る6)。 一 方 で2005年 に リ チ ャ ー ド ・

fig.6
ポ ー ル ・ゴ ー ガ ン 《ク ロ ヴ ィ ス 》、

188586年 、 ニ ュ ー ア ー ク 美 術 館
(Wildenstein　 2001,No.208)

fig5
ポ ー ル ・ゴ ー ガ ン 《水 の ほ と りの 赤 い 屋 根 》、

1885年 、 ル ド ル フ ・ス テ シ ェ ラ ン 財 団)

(Wildenstein　 2001,No.193)

fig.7
ポ ー ル ・ゴ ー ガ ン 《セ ー ブ ル に て 》、

188586年 、 個 人 蔵

(Wildenstein　 2001,No.2　 14)
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R・ ブ レ ッ テ ル は 、 ゴ ー ガ ン は 後 年 タ ヒ チ とマ ル

テ ィニ ッ ク で エ ル ギ ン ・マ ー ブ ル ズ を馬 の 姿 勢 を

描 くた め 写 真 を 見 て 扱 う よ う に な る が 、 《馬 の 頭

部 の あ る 静 物 》 は こ れ に ゴ ー ガ ンが 関 心 を 持 っ て

描 い た 最 初 の 作 品 で あ る 、 と指 摘 して い る 。 ブ レ

ッ テ ル は さ らに 、ゴ ー ガ ンが 《馬 の 頭 部 の あ る静 物 》

を 描 い た 、 パ リ の カ イ ユ 通 り に 住 ん で い た 頃 は 極

貧 の 状 態 に あ り、 家 に は 最 低 限 の 家 具 しか な か っ

た こ と か ら 、1885年 秋 の ロ ン ドン滞 在 時 の 記 憶 に

拠 る と推 察 し、 あ る い は 恐 ら く は 複 製 画 を購 入 し
た 、 あ る い は シ ュ フ ネ ッ ケ ル と い っ た 裕 福 な 画 家

友 達 か ら こ れ を 借 りた の で は な い か 、 と指 摘 して
い る7)。画 中 の 馬 の 彫 像 は 、 中 央 に 鎮 座 し て い る

もの の 、 机 の 上 に 置 か れ て い る に し て は 不 自 然 な

描 か れ 方 を し て い る よ う に 見 え る 。 とす る と、 こ

れ は 複 製 画 を 見 て 描 か れ た 、 と も想 像 し う る だ ろ う。
レ オ ポ ル ド ・ラ イ デ マ ス タ ー は1965年 に 、 《馬

の 頭 部 の あ る静 物 》 に お い て 、 ギ リ シ ア 的 な も の

と 日 本 的 な も の を併 置 す る こ の 発 想 を、 ジ ェ ー ム
ス ・マ ク ニ ー ル ・ホ イ ッ ス ラ ー の 耽 美 的 な 芸 術 思

潮―― 芸 術 の 意 味 よ り形 式 の 自律 的 価 値 を提 唱 し
た 「十 時 の 講 演 」 と結 び 付 け て い る 。 す な わ ち 「美

の 物 語 は す で に 完 結 して い る 。 パ ル テ ノ ン の 大 理

石 に 刻 ま れ 、 そ して 富 士 山 の ふ も と、 北 斎 の 荻 の
上 に 鳥 と供 に刺 繍 さ れ て… …」 と述 べ て 古 代 彫 刻

と 、 北 斎 の 浮 世 絵 を と もに 美 の 完 成 の 例 と し て 挙

げ て い る箇 所 に ゴ ー ガ ンが 示 唆 を受 け 、 絵 画 化 し
た の で は な い か との 推 察 で あ る8)。 ゴ ー ガ ン が こ

の 後 の ブ ル タ ー ニ ュ 時 代 に 象 徴 主 義 的 傾 向 を深 め

て 行 く こ と を 考 え る と、 確 か に 《馬 の 頭 部 の あ る

静 物 》 が 、 価 値 あ る 芸 術 を画 面 に 挿 入 し た 象 徴 的

静 物 画 と見 る こ と も 出 来 る だ ろ う。

千 足 伸 行 氏 は 、1989年 に こ れ と は 少 し違 っ た 見

方 を示 して い る 。 自 ら を 「野 蛮 人 」 と称 し、 ブ ル

タ ー ニ ュ の あ る い は 南 太 平 洋 の プ リ ミテ ィ ヴ な 世

界 に活 路 を求 め た ゴ ー ガ ンが 「プ リ ミテ ィ ヴ 」 と

言 うべ き幼 年 時 代 の 重 要 性 を 十 二 分 に 意 識 し、 ア
カ デ ミス ム の 画 家 メ ッ ソ ニ エ の 完 璧 に描 か れ た 馬

を 冷 や や か に 見 な が ら 「私 は と言 え ば 、 パ ル テ ノ

ン の 馬 よ り も も っ と遠 く、 わ が 幼 年 時 代 の お 馬 、

あ の す て き な 木 馬 に ま で 帰 っ た 」、 とい う 言 葉 を

引 用 し、 《馬 の 頭 部 の あ る 静 物 》 は あ た か も こ の

言 葉 を踏 ま え て 描 か れ た か の よ うで あ る 、 と記 し

て い る9)。
一 方 で 、 西 洋 的 な る古 代 の 馬 の 彫 像 と対 置 さ れ

て い る 日本 の 団 扇 と人 形 に つ い て は 、 未 だ 不 明 な

点 が 多 い 。2006年 に 、 宮 崎 克 己 氏 は 画 中 の 人 形 を、

19世 紀 後 半 の 三 つ 折 れ 人 形 で あ る 、 と指 摘 し、 た

だ し髪 型 は 日本 の も の と し て は不 自 然 で あ り、 人

形 の 所 有 者 か 、 画 家 が 変 更 して 描 い た の で は な い
か 、 と 推 察 し て い る10)。今 井 陽 子 氏 に 拠 れ ば 、 確

か に こ れ は 三 つ 折 れ 人 形 と同 種 の 構 造 を 持 っ て い

る よ う に 見 え る と い う 。 しか し三 つ 折 れ 人 形 が 日

本 の 子 供 の 身 形 を し て い る の に対 し、 描 か れ た 人

形 の 衣 装 や 髪 型 は 中 国 を 示 し て い る11)。こ れ が 日

本 の も の な の か 、 あ る い は 中 国 の もの な の か の 議

論 に つ い て は 更 な る調 査 が 必 要 で あ る 。
ゴ ー ガ ンが 日本 に多 大 な 関 心 を寄 せ て い た こ と

は よ く知 られ て い る 。 そ れ は 、 印 象 派 の 先 輩 た ち

の 作 例 に喚 起 さ れ た の か も し れ な い 。 た と え ば 、

fig.8

ピ エ ー ル ＝オ ー ギ ュ ス ト ・ル ノ ワ ー ル 《ブ ー

ケ の あ る 静 物 》、1871年 、ヒ ュ ー ス ト ン 美 術 館)

fig.9

フ ァ ン タ ン＝ ラ ト ゥ ー ル 《ト ル ソ と花 の

あ る 静 物 》、1874年 、 ゲ テ ボ ル グ 美 術 館 、
ス ウ ェ ー デ ン
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ピ エ ー ル ＝オ ー ギ ュ ス ト ・ ル ノ ワ ー ル は1871年 に

《ブ ー ケ の あ る 静 物 》(ヒ ュ ー ス ト ン 美 術 館 、fig.8)

を 、 フ ァ ン タ ン＝ラ ト ゥ ー ル は1874年 に 《 ト ル ソ

と 花 の あ る 静 物 》(ゲ テ ボ ル グ 美 術 館 、 ス ウ ェ ー デ

ン 、fig.9)に お い て 日 本 的 な モ チ ー フ と 西 洋 的 な

モ チ ー フ を並 置 さ せ て い る12)。

《馬 の 頭 部 の あ る 静 物 》 を描 い て か ら2年 後 の1888

年 に は 《日本 の 版 画 の あ る 静 物 》(個 人 蔵)(fig.10)、

翌 年 に は 《玉 葱 と 日本 の 版 画 の あ る 静 物 》(ニ イ ・
カ ー ル ス ベ ル グ ・グ リ プ トテ ク美 術 館 、 コ ペ ンハ
ー ゲ ン、fig.11)、1889年 に は 《浮 世 絵 の あ る 静 物 》

(テ ヘ ラ ン現 代 美 術 館 、fig.12)を 描 い て い る 。 こ
の 頃 の 画 家 は 、 総 合 主 義 の 画 風 を つ く りあ げ て い

た 時 期 に あ た る 。 テ ー ブ ル 上 の 果 物 や 陶 器 を セ ザ

ン ヌ 的 な 手 法 で 、 か つ ク ロ ワ ゾ ニ ス ム を 使 っ て 描

い て い る 。 そ の 上 右 上 に は 浮 世 絵 の 断 片 が 見 え る。
ゴ ー ガ ンの 日本 美 術 へ の 関 心 が 一 過 性 の も の で は

な か っ た こ と を 明 示 し て い る。 た だ し上 記 の3点
の よ う に 単 純 に 浮 世 絵 版 画 を直 接 描 き込 む 作 品 の

数 が 多 い わ け で は な い13)。

池 上 忠 治 氏 は1967年 に 、 『美 術 史 』(第65号)に

発 表 した 「ポ ー ル ・ゴ ー ガ ン と 日 本 絵 画―― ゴ ー
ガ ン の 所 有 せ る ジ ャ ポ ネ ズ リ ー 数 種 の 紹 介 に 関 連

し て 」 に お い て 、 ゴ ー ガ ン が 実 際 に 日 本 美 術 に

関 心 を 持 ち 、 作 品 も 持 っ て い た こ と を 指 摘 して
い る14)。ゴ ー ガ ンは 極 東 の 事 物 に対 す る 関 心 か ら、

作 品 の 西 洋 に は な い 表 現 様 式 へ と敷 衍 し て 発 展 さ
せ た 。 浮世 絵 版 画 の ゴ ー ガ ンへ の 影 響 は 、 む し ろ

ジ ャ ポ ニ ス ム 、 す な わ ち 浮 世 絵 の 持 つ 造 形 的 特 質

や 原 理 を 自 分 の 作 品 に 採 り入 れ る こ と で あ っ た こ
と も留 意 し な く て は な ら な い15)。

表 現 様 式 と して ゴ ー ガ ンの 作 品 に 日本 美 術 の 影

響 が 現 れ る の は1887年 の こ と と言 わ れ る 。 山 田 智

三 郎 氏 は 、1973年 に 、 ゴ ー ガ ンの マ ル テ ィ ニ ッ ク

で 描 か れ た作 品 に お け る構 図 の 取 り方 や 、 装 飾 的

な 効 果 を 狙 っ た 題 材 の 取 り扱 い 方 に 、 北 斎 や 広 重

の 影 響 を指 摘 して い る16)。池 上 忠 治 氏 は 上 記 論 考

に お い て 、 ル ー ヴ ル 美 術 館 に 保 管 さ れ て い る 「ノ

ア ノ ア の ア ル バ ム 」 中 の 「雑 録 」 の 中 で 、 ゴ ー ガ

ンが そ こ に 切 り貼 り して あ る 北 斎 の 版 画 賛 辞 を 連

ね て い る こ と を 記 し て い る 。 日本 の 版 画 か ら習 い 、
しか も 自分 自 身 の 芸 術 に 実 現 す べ く、 彼 は い ろ い

ろ な 手 法 を徐 々 に 日本 版 画 か ら習 っ た こ と を指 摘

して い る 。

4.作 品 帰 属 に つ い て

fig.10

ポ ー ル ・ ゴ ー ガ ン 《日 本 の 版 画 の あ る 静 物 》、1888年 、

個 人 蔵(Wildenstein　 2001,No.260)

最 後 に 本 作 の 帰 属 の 問 題 に 触 れ て お きた い 。 こ
の 作 品 は 、 ウ ィ ル デ ン ス タ イ ン に よ る 最 初 の カ タ
ロ グ ・レ ゾ ネ(1964年)に も カ タ ロ グ ・レ ゾ ネ 第

2版(2002年)に も 掲 載 さ れ て い る 。 第2版 に お

い て こ の 作 品 は 、 ゴ ー ガ ンの 様 式 か ら外 れ た 点 描 、

fig.11
ポ ー ル ・ゴ ー ガ ン 《玉 葱 と 日 本 の 版 画 の あ る 静 物 》、 ニ イ ・

カ ー ル ス ベ ル グ ・グ リ プ ト テ ク 美 術 館 、 コ ペ ン ハ ー ゲ ン

fig.12
ポ ー ル ・ゴ ー ガ ン 《浮 世 絵 の あ る 静 物 》、
テヘ ラ ン現 代 美 術 館
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規 則 正 し い 賦 彩 に よ り、 ゴ ー ガ ンが 新 印 象 主 義 に

近 づ い た 時 期 、 す な わ ち1886年 の 中 頃 に 制 作 さ れ

た こ と を示 唆 す る 、 と書 か れ て い る 。

しか し作 品 の 帰 属 に つ い て は 、 少 な か らず 議 論

が あ っ た の も事 実 だ 。 ゴ ー ガ ンが 採 用 した 様 式 と

し て は類 例 の ほ と ん ど な い 、 希 少 な作 例 ゆ え 無 理

も な い こ と だ が 、 リチ ャー ド ・R・ ブ レ ッ テ ル は 、

2005年 か ら2006年 に オ ー ドロ ッ プ ゴ ー 美 術 館 と キ
ン ベ ル美 術 館 で 開 催 され た 『ゴ ー ガ ン と 印 象 主 義 』

展 図 録 の 中 で 帰 属 の 議 論 の 経 過 に つ い て 簡 潔 に ま

と め て い る 。 す な わ ち 、 ブ レ ッ テ ル は 、 《馬 の 頭

部 の あ る 静 物 》 に つ い て 、 フ ラ ン ソ ワ ー ズ ・カ シ

ャ ン と の 会 話 の 中 で こ の 作 品 の ゴ ー ガ ンへ の 帰

属 に つ い て 否 定 的 な 見 解 を 聞 い た 、 と述 べ て い
る。 そ の 理 由 と して 、画 面 の 署 名 は 、引 き延 ば され 、

あ る い は 絵 画 の 完 成 後 に 書 き加 え られ て い る こ と 。

そ の 様 式 と構 図 は 、 ゴ ー ガ ン作 品 と さ れ る も の と

あ ま り似 て い な い こ と 。 資 料 、 手 紙 が な く、 画 商
の ア ー カ イ ヴ に 批 評 も な く、1903年 に ゴ ー ガ ンが

没 して 後 、 展 覧 会 に も 出 品 さ れ て い な い こ と な ど
で あ っ た 。 一 方 で 《馬 の 頭 部 の あ る 静 物 》 の 展 覧

会 へ の 出 品 歴 を 見 る と 、 ロ バ ー ト ・L・ ハ ー バ ー

トは1968年 の 「新 印 象 主 義 展 」 に 出 品 し、1979年

か ら80年 に 開 催 さ れ た 「ポ ス ト印 象 派 展 」 に も 出

品 した 、 と い う事 実 が あ る 。 一 方 で 、 フ ラ ン ソ ワ
ー ズ ・カ シ ャ ン らに よ り開 催 さ れ た1988年 か ら89

年 に か け て 開 催 さ れ た ゴ ー ガ ン の 回顧 展 で は こ れ
は 含 ま れ て い な い 。 ダ ニ エ ル ・ウ ィ ル デ ン ス タ イ

ン と シ ル ヴ ィ ー ・ク ル サ ー ドは こ の 絵 画 に 対 す る

意 見 の 相 違 に つ い て 当 然 理 解 し て い た 、 と思 わ れ

る が 、 カ タ ロ グ ・レ ゾ ネ の 第2版 に は こ れ を含 め
た の で あ ろ う。 ブ レ ッ テ ル 自 身 は 、 こ の 作 品 を ゴ
ー ガ ン の 一 瞬 の 新 印 象 主 義 と の 出 会 い の 例 と して

認 め 「ゴ ー ガ ン と 印 象 主 義 展 」 へ の 出 品 を 決 め た 、

と述 べ て い る 。 そ し て 本 作 は 現 況 に お い て は 、 画

家 の 特 異 な作 品 と して 認 知 され て い る の で あ る 。

ポ ー ル ・ ゴ ー ガ ン は 、 《馬 の 頭 部 の あ る 静 物 》

を 描 き、 最 後 の 印 象 派 展 に 出 品 した 後 ブ ル タ ー ニ
ュ へ と 向 か う。 印 象 派 展 へ 出 品 の 後 、 印 象 主 義 の

筆 触 分 割 に 異 議 を 唱 え 、 そ れ へ の 反 発 と して エ ミ
ー ル ・ベ ル ナ ー ル と と も に 提 唱 し た 描 写 理 論 ク ロ

ワ ゾ ニ ス ム 、 す な わ ち 対 象 の 質 感 、 立 体 感 、 固 有

色 な ど を否 定 し、 輪 郭 線 で 囲 ん だ 平 坦 な 色 面 に よ

っ て 対 象 を描 写 す る 方 法 と、 「総 合 主 義 」、 す な わ

ち イ メ ー ジ を象 徴 と して 捉 え 、 絵 画 上 で の 平 面 的

な 単 純 化 を 目指 す 表 現 主 義 に よ っ て 新 た な 様 式 を

確 立 す る こ と に な る 。 様 式 的 な 差 異 は あ る も の の 、

《馬 の 頭 部 の あ る 静 物 》 は 、 ゴ ー ガ ン の ジ ャ ポ ニ
ス ム 傾 倒 の 端 緒 を 開 い た の は 、 間 違 い の 無 い 事 実

で あ る よ う に思 わ れ る。
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