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は
じ
め
に
　
印
象
派
は
「
発
明
」
さ
れ
て
い
る

　印
象
は
個
性
で
あ
り
、
鑑
賞
は
表
現
で
あ
る

印
象
派
は
「
発
明
」
さ
れ
て
い
る
。

　私
た
ち
の
知
っ
て
い
る
個
性
の
表
現
と
し
て
の
絵
画
は
、
こ
の
発
明
に
よ
っ
て
生
み
出
さ
れ
た
も
の
で

あ
り
、
発
明
者
で
あ
る
モ
ネ
に
よ
れ
ば
、
画
家
の
個
性
は
画
家
の
感
じ
た
「
印
象
」
に
あ
る
と
い
う
。

で
あ
る
な
ら
ば
、
私
た
ち
が
絵
画
を
見
て
感
じ
た
「
印
象
」
も
ま
た
、
私
た
ち
の
個
性
で
あ
る
こ
と
に

な
り
、
絵
画
を
鑑
賞
す
る
こ
と
は
、
私
た
ち
の
個
性
の
表
現
に
他
な
ら
な
い
こ
と
に
な
る
。

印
象
派
の
軽
や
か
な
画
風
は
、
チ
ュ
ー
ブ
入
り
絵
の
具
の
発
明
で
絵
画
が
屋
外
で
描
か
れ
始
め
た
こ
と

か
ら
生
ま
れ
た
も
の
だ
が
、
こ
の
携
帯
画
材
で
自
分
の
「
印
象
」
を
描
い
た
モ
ネ
は
、
抽
象
絵
画
の
起
源

と
も
な
っ
た
新
し
い
絵
画
を
発
明
し
て
、
私
た
ち
と
絵
画
の
関
わ
り
方
を
変
革
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

二
〇
二
四
年
、
印
象
派
の
誕
生
一
五
〇
周
年
を
記
念
し
て
、
印
象
派
の
殿
堂
オ
ル
セ
ー
美
術
館
で
開
催

さ
れ
た
展
覧
会
は
、「
パ
リ
一
八
七
四
年

印
象
派
の
発
明
」
と
題
さ
れ
て
い
る
。

クロード・モネ『印象  日の出』1873　部分

チューブ入り絵の具。
パリ、ルフラン社の
カタログより。1886



2

　屋
外
制
作
が
モ
ネ
を
光
の
画
家
に
し
た

屋
外
で
の
制
作
は
絵
画
に
、
従
来
よ
り
は
る
か

に
鮮
や
か
な
色
彩
を
も
た
ら
す
こ
と
に
な
っ
た
。

　モ
ネ
が
、
私
た
ち
の
知
る
光
の
画
家
と
な
る
の

は
こ
の
屋
外
の
色
彩
を
得
た
後
の
こ
と
で
、
当
時

の
画
家
の
登
竜
門
と
さ
れ
た
「
サ
ロ
ン
」
と
い
う

公
募
展
に
入
選
し
た
若
き
モ
ネ
の
作
品
は
、
ま
だ

別
人
の
よ
う
に
暗
い
色
彩
で
描
か
れ
て
い
る
。

ジョン・シンガー・サージェント『森で制作するモネ』1885 頃　右は妻のカミーユ。

モネ『散歩  日傘の女』1875　部分　屋外の光と軽快なタッチが彩るヴェールのカミーユ像。

モネ『緑衣の女』1866　25 歳
のモネがカミーユを描いて念願
だったサロン入選を果した作品。
批評家にも高く評価された。
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　モ
ネ
が
印
象
派
を
代
表
す
る
画
家
と
な
る
の
は
、
セ
ー
ヌ
河
畔
の
屋
外
制
作
で
新
た
な
絵
画
の
手
法
を

発
見
し
た
後
、
画
家
仲
間
と
会
社
を
設
立
し
て
、
絵
画
の
自
主
流
通
の
た
め
の
展
覧
会
を
開
催
し
た
以
降

の
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
の
「
画
家
、
彫
刻
家
、
版
画
家
等
、
芸
術
家
株
式
会
社

第
一
回

展
覧
会
」
の

出
品
作
『
印
象

日
の
出
』
の
革
新
的
な
画
風
を
皮
肉
っ
た
「
印
象
派
の
展
覧
会
」
と
い
う
新
聞
記
事
の

お
か
げ
で
、
モ
ネ
は
印
象
派
と
い
う
新
奇
な
画
家
集
団
の
頭
目
と
見
な
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

当
時
、
絵
画
は
筆
の
跡
を
残
さ
な
い
よ
う
に
丹
念
に
仕
上
げ
な
い
限
り
は
完
成
作
品
と
見
な
さ
れ
ず
、

屋
外
で
即
興
的
に
描
か
れ
た
絵
画
は
、
未
完
成
品
と
し
か
映
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

そ
ん
な
作
品
を
公
開
す
る
な
ど
言
語
道
断
と
し
て
、
こ
の
展
覧
会
を
「
絵
画
の
革
命
、
恐
怖
の
開
幕
」

と
評
し
た
戯
画
が
新
聞
に
掲
載
さ
れ
る
ほ
ど
で
あ
っ
た
。
フ
ラ
ン
ス
革
命
の
流
血
の
歴
史
も
ま
だ
記
憶
に

新
し
か
っ
た
時
代
に
「
革
命
」
と
例
え
ら
れ
た
こ
と
か
ら
も
、
印
象
派
が
人
々
に
与
え
た
衝
撃
の
大
き
さ

が
推
察
さ
れ
る
。
当
時
は
で
た
ら
め
と
し
か
思
わ
れ
な
か
っ
た
印
象
派
の
画
風
は
、
以
降
、
猿
の
描
く
絵

や
猫
が
ピ
ア
ノ
の
鍵
盤
を
踏
む
音
楽
な
ど
に
例
え
ら
れ
続
け
る
こ
と
に
な
る
。

ダ
ー
ウ
ィ
ン
の
『
種
の
起
源
』
を
む
さ
ぼ
る
よ
う
に
読
ん
だ
自
然
主
義
文
学
の
巨
匠
エ
ミ
ー
ル
・
ゾ
ラ

は
、
印
象
派
を
「
絵
画
の
進
化
」
と
称
賛
し
た
が
、
こ
う
し
た
わ
ず
か
な
理
解
者
を
除
く
大
半
の
人
々
に

と
っ
て
、
印
象
派
は
正
気
す
ら
疑
わ
し
い
謎
の
画
家
集
団
と
し
か
映
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
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革
命
の
恐
怖
と
脅
え
ら
れ

絵
画
の
進
化
と
称
え
ら
れ

第 1回印象派展の作品に驚いて逃げ出そうとする来場者の姿を描いた戯画。「絵画の
革命、恐怖の開幕」と書かれている。当時人気の諷刺新聞「シャリヴァリ」に掲載
された。戯画の作者は、同紙に 4万点を超える作品を寄稿したシャム。1874

進
化
論
を
嘲
笑
し
て
、
ダ
ー
ウ
ィ
ン
を
猿
に
見
立
て
た

戯
画
。
イ
ギ
リ
ス
の
諷
刺
雑
誌
「
ザ
・
ホ
ー
ネ
ッ
ト
」

に
掲
載
さ
れ
た
。
ダ
ー
ウ
ィ
ン
を
熱
読
し
て
い
た
ゾ
ラ

は
、
猿
の
描
い
た
絵
と
嘲
笑
さ
れ
た
印
象
派
の
作
品
を

「
絵
画
の
進
化
」
と
評
し
て
称
賛
し
て
い
る
。1871
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印
象
派
の
筆
致
の
中
で
も
、
保
守
的
な
人
々

の
神
経
を
逆
な
で
し
た
と
思
わ
れ
る
の
が
、
新

開
発
の
金
属
の
口
金
を
用
い
た
平
筆
の
塗
り
跡

で
、
ペ
ン
キ
の
刷
毛
に
よ
る
「
塗
装
」
を
思
わ

せ
る
こ
の
タ
ッ
チ
ほ
ど
、「
古
き
良
き
絵
画
」

に
不
似
合
い
な
も
の
は
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。

『
印
象

日
の
出
』
を
酷
評
し
た
新
聞
評
は
、

描
き
か
け
の
壁
紙
以
下
と
決
め
つ
け
て
い
る
。

ヴィンセント・ヴァン・ゴッホ『自画像』1889　部分　絵の具がうねるようなゴッホのタッチ。

右：ポール・セザンヌ『ガスケの肖像』1896  部分  ラフな筆致で色面を貼り合わせ
るように描くのがセザンヌの特徴。髪の描写に平筆特有の方形の筆跡が見えている。
左：レオナルド・ダ・ヴィンチ『モナ・リザ』1503  部分  筆の跡を残さぬ写実描写
の極致とされる「神秘の微笑」は、セザンヌの目指した表現の対極に位置している。

新開発の金属製の口金を用いた
平筆（右）と従来の紐で巻いた
丸筆（左）を掲載した当時の
画材カタログ。年代不詳
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職
人
仕
事
の
手
描
き
の
壁
紙
よ
り
雑
な
仕
事
と
見
な
さ
れ
た
わ
け
で
、
同
様
に
、
平
筆
の
跡
も
露
わ
に

立
体
感
を
描
い
た
セ
ザ
ン
ヌ
や
、
う
ね
る
よ
う
な
筆
致
で
内
面
を
表
し
た
ゴ
ッ
ホ
も
、
ま
っ
と
う
な
画
家

と
は
見
な
さ
れ
ず
、
新
聞
に
は
印
象
派
の
作
品
を
武
器
に
戦
う
兵
士
の
戯
画
ま
で
掲
載
さ
れ
て
い
る
。

い
み
じ
く
も
、
最
前
線
の
兵
士
を
指
す
「
前
衛
」
す
な
わ
ち
ア
ヴ
ァ
ン
ギ
ャ
ル
ド
と
い
う
軍
事
用
語
が

芸
術
用
語
と
し
て
一
般
化
し
た
の
が
こ
の
頃
の
こ
と
で
、
絵
画
に
、
旧
来
の
写
実
描
写
を
超
え
る
前
衛
的

な
表
現
を
確
立
す
る
こ
と
が
迫
ら
れ
て
い
た
の
も
事
実
で
あ
っ
た
。

　写
真
を
軽
蔑
し
た
ゴ
ッ
ホ
と
脅
え
た
ピ
カ
ソ

そ
の
最
前
衛
た
る
ゴ
ッ
ホ
は
、
筆
の
跡
も
残
さ
ぬ
ア
カ
デ
ミ
ッ
ク
な
写
実
絵
画
を
「
写
真
ま
が
い
」
と

軽
蔑
し
て
い
た
が
、
一
世
代
後
の
前
衛
画
家
ピ
カ
ソ
は
、
写
真
の
発
明
を
絵
画
の
死
亡
宣
告
と
見
な
し
て

い
た
。
近
代
人
の
心
象
風
景
を
描
い
た
『
叫
び
』（1893

）
で
知
ら
れ
る
ム
ン
ク
に
よ
れ
ば
、
ピ
カ
ソ
は

写
真
が
絵
画
に
取
っ
て
代
わ
る
こ
と
を
本
気
で
心
配
し
て
い
た
と
い
う
。

　実
際
に
、
写
真
を
目
の
当
た
り
に
し
て
「
絵
画
は
死
ん
だ
」
と
叫
ん
だ
ア
カ
デ
ミ
ー
の
画
家
も
お
り
、

写
真
の
普
及
で
失
業
し
た
り
写
真
家
に
な
っ
た
り
す
る
画
家
も
続
出
し
た
が
、
ゴ
ッ
ホ
に
傾
倒
し
て
い
た

ム
ン
ク
は
、
天
国
や
地
獄
を
撮
影
で
き
な
い
限
り
写
真
は
恐
る
に
足
ら
な
い
と
一
笑
に
付
し
て
い
る
。
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前
線
の
兵
士
が
印
象
派
の
絵
を
武
器
に
す
る
場
面
を
描
い
た
シ
ャ
ム
の
戯
画
。

第
3
回
印
象
派
展
が
開
催
さ
れ
た1877

年
に
「
シ
ャ
リ
ヴ
ァ
リ
」
紙
に
掲
載
。

絵
画
が
写
真
に
屈
服
す
る
姿
を
描
い
た
戯
画
。
う
な
だ
れ
た
横
顔
の
パ

レ
ッ
ト
が
、
得
意
満
面
の
カ
メ
ラ
に
対
し
て
美
術
展
に
参
加
す
る
よ
う

申
し
出
て
い
る
。
戯
画
の
作
者
は
、
芸
術
家
や
著
名
人
の
肖
像
写
真
を

多
く
撮
影
し
た
こ
と
で
知
ら
れ
る
写
真
家
の
ナ
ダ
ー
ル
。1859

写
真
に
脅
え
た
絵
画
の

ア
ヴ
ァ
ン
ギ
ャ
ル
ド
（
前
衛
）
化
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　器
の
絵
付
け
職
人
か
ら
画
家
へ

対
照
的
に
、
写
真
技
術
の
発
達
の
お
か
げ
で
画
家

に
な
っ
た
の
が
ル
ノ
ワ
ー
ル
で
あ
っ
た
。

　少
年
の
頃
か
ら
食
器
や
壺
に
絵
付
け
を
す
る
修
業

を
し
て
い
た
彼
は
、
写
真
を
応
用
し
た
機
械
技
術
に

よ
る
量
産
品
に
仕
事
を
奪
わ
れ
、
画
家
に
転
身
し
た

か
ら
で
あ
る
。
ル
ノ
ワ
ー
ル
の
作
品
に
描
か
れ
た
壺

や
カ
ッ
プ
の
絵
柄
に
は
、
そ
の
修
業
を
物
語
る
流
麗

な
タ
ッ
チ
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

磁
器
で
知
ら
れ
る
リ
モ
ー
ジ
ュ
で
生
れ
、
パ
リ
で

修
業
し
た
職
人
の
仕
事
を
十
七
歳
で
失
っ
た
彼
は
、

扇
子
絵
や
カ
フ
ェ
の
内
装
等
で
食
い
つ
な
ぎ
な
が
ら

通
い
始
め
た
絵
の
塾
で
、
共
に
印
象
派
を
代
表
す
る

巨
匠
と
な
る
モ
ネ
と
知
り
合
っ
て
い
る
。

右：ピエール=オーギュスト・ルノワール『食後』1879　カップの絵柄が他の部分
より繊細なタッチで描かれ（左図）、少年時より積んだ修業の成果を物語っている。
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ルノワール『春の花』1866　印象派のタッチを確立する以前の写実的な作品。壺の絵付けが見事。
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こ
の
二
人
に
、
先
輩
画
家
の
ド
ガ
が
加
わ
り
、
印
象
派
と
呼
ば
れ
る
グ
ル
ー
プ
が
形
成
さ
れ
る
こ
と
に

な
る
の
だ
が
、
今
日
と
違
っ
て
当
時
の
画
家
が
作
品
を
発
表
で
き
る
機
会
は
極
め
て
限
ら
れ
て
い
た
。

画
家
の
登
竜
門
は
、
ア
カ
デ
ミ
ー
主
催
の
公
募
展
で
あ
る
サ
ロ
ン
し
か
存
在
せ
ず
、
美
術
業
界
に
影
響

力
を
誇
る
批
評
家
の
目
に
留
ま
る
に
は
そ
の
入
選
が
必
須
で
あ
っ
た
。
落
選
者
の
中
か
ら
自
殺
者
が
出
る

と
ま
で
い
わ
れ
た
サ
ロ
ン
の
独
占
体
制
に
対
抗
す
る
試
み
が
、
モ
ネ
達
の
開
い
た
自
主
流
通
展
だ
っ
た
の

だ
が
、
印
象
派
と
い
う
悪
名
以
外
は
さ
し
た
る
成
果
は
得
ら
れ
ず
に
終
っ
て
い
る
。

　最
下
級
の
風
俗
画
と
見
な
さ
れ
た
印
象
派

印
象
派
が
ア
カ
デ
ミ
ー
や
サ
ロ
ン
で
不
評
だ
っ
た
の
は
、
斬
新
な
手
法
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
彼
ら
が

描
い
た
パ
リ
市
内
や
セ
ー
ヌ
河
畔
の
同
時
代
風
俗
と
い
う
題
材
に
も
原
因
が
あ
っ
た
。

　当
時
の
ア
カ
デ
ミ
ー
で
王
道
と
さ
れ
た
の
は
、
聖
書
や
神
話
を
題
材
と
し
た
「
歴
史
画
」
と
呼
ば
れ
る

絵
画
で
あ
り
、
印
象
派
の
画
家
達
が
描
い
た
近
代
パ
リ
の
都
市
風
俗
や
セ
ー
ヌ
河
畔
の
リ
ゾ
ー
ト
風
景
は

「
風
俗
画
」
と
呼
ば
れ
る
最
下
級
の
絵
画
の
題
材
と
見
な
さ
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。

　こ
れ
に
抗
し
て
、
同
時
代
の
女
性
を
神
話
の
女
神
に
見
立
て
て
描
い
た
の
が
、
印
象
派
の
先
輩
画
家
の

マ
ネ
だ
っ
た
が
、
そ
の
意
欲
作
は
不
謹
慎
の
極
み
と
し
て
罵
倒
と
嘲
笑
の
嵐
に
さ
ら
さ
れ
て
い
る
。
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「
ク
リ
テ
ィ
ッ
ク
・
イ
ン
フ
ル
ア
ン
ト
」
す
な
わ
ち
イ
ン
フ
ル
エ
ン
サ
ー
の

大
物
批
評
家
の
サ
ロ
ン
会
場
で
の
「
プ
ロ
ム
ナ
ー
ド
」
つ
ま
り
練
り
歩
き

を
描
く
ド
ー
ミ
エ
の
戯
画
。
行
き
交
う
画
家
達
が
帽
子
を
と
っ
て
挨
拶
を

し
て
も
無
視
し
た
ま
ま
、
作
品
批
評
の
メ
モ
に
余
念
が
な
い
。1865

サ
ロ
ン
落
選
に
絶
望
す
る
画
家
達
を
描
い
た
戯
画
。
画
家

の
背
後
に
立
て
か
け
ら
れ
た
作
品
の
キ
ャ
ン
バ
ス
の
裏
に

「REFU
SÉ

（
落
選
）」
と
書
か
れ
て
い
る
。
作
者
は
当
時

を
代
表
す
る
戯
画
作
家
オ
ノ
レ
・
ド
ー
ミ
エ
。1855

頃

練り歩くインフルエンサー批評家と
画家達の狭き門
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女
神
で
な
く
人
間
の
ヌ
ー
ド
を
描
い
た

お
か
げ
で
下
品
で
不
道
徳
と
さ
れ
た
マ
ネ

の
変
革
に
学
び
、
同
時
代
の
風
俗
や
風
景

を
題
材
と
し
た
上
に
、
筆
の
跡
を
残
さ
ぬ

写
実
絵
画
に
対
抗
し
、
タ
ッ
チ
も
露
わ
な

絵
画
を
描
い
た
の
が
、
モ
ネ
で
あ
っ
た
。

　ア
カ
デ
ミ
ー
や
批
評
家
に
、
嘲
笑
さ
れ

非
難
さ
れ
る
の
は
当
然
で
あ
っ
た
。

ド
ミ
ニ
ク
・
ア
ン
グ
ル
『
泉
』1856

　ア
カ
デ
ミ
ー
の
巨
匠

が
36
年
を
費
や
し
た
、
筆
の
跡
を
残
さ
ぬ
写
実
絵
画
の
極
致
。

ティツィアーノ『田園の奏楽』1510 頃　若者に音楽の霊感を与える詩の女神ミュー
ズを描くルネサンス名画。若者達にはミューズの姿は見えない設定になっている。



15　はじめに　印象派は「発明」されている

上：エドゥアール・マネ『草上の昼食』1863　名画『田園の奏楽』  の趣向を借りて
当時の女性を裸で描き、轟々の非難を浴びた作品。下：アレクサンドル・カバネル

『ヴィーナスの誕生』1863　『草上の昼食』が落選した年のサロンに入選、時の皇帝
ナポレオン三世の買い上げとなったほど、当時は「芸術的」と絶賛された作品。
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　　絵
画
芸
術
の
「
発
明
」
と
「
独
立
」

今
日
で
は
マ
ネ
は
近
代
絵
画
の
父
と
さ
れ
て
い
る
。
理
想
化
さ
れ
た
ヌ
ー
ド
を
聖
書
や
神
話
を
題
材
に

描
い
た
絵
空
事
で
は
な
く
、
近
代
女
性
の
「
現
実
」
の
裸
身
を
描
い
た
か
ら
で
、
二
十
世
紀
フ
ラ
ン
ス
を

代
表
す
る
哲
学
者
ミ
シ
ェ
ル
・
フ
ー
コ
ー
は
、
マ
ネ
を
絵
画
芸
術
の
発
明
者
と
し
て
い
る
。
が
、
当
時
の

人
々
は
そ
ん
な
マ
ネ
を
不
道
徳
と
怒
り
、
理
解
者
で
あ
っ
た
ゾ
ラ
も
、
マ
ネ
の
作
品
の
ル
ー
ヴ
ル
入
り
を

予
言
す
る
際
に
は
、
わ
ざ
わ
ざ
「
ノ
ス
ト
ラ
ダ
ム
ス
の
向
こ
う
を
張
る
気
は
な
い
が
」
と
断
っ
て
い
る
。

　今
と
な
っ
て
は
、
そ
の
頃
「
高
尚
」
と
さ
れ
た
ヴ
ィ
ー
ナ
ス
の
方
が
、
写
実
の
妙
技
も
手
伝
い
扇
情
的

に
映
る
の
だ
が
、
女
神
で
あ
れ
ば
裸
も
不
道
徳
で
は
な
い
と
い
う
の
が
当
時
の
建
前
で
あ
っ
た
。

そ
う
し
た
古
色
蒼
然
と
し
た
絵
画
を
刷
新
し
て
、
目
の
前
の
風
景
や
風
俗
か
ら
個
々
の
画
家
が
感
じ
た

「
印
象
」
を
描
い
た
の
が
モ
ネ
を
筆
頭
と
す
る
印
象
派
で
あ
り
、
こ
の
マ
ネ
の
現
実
主
義
と
モ
ネ
の
印
象

主
義
に
よ
っ
て
、
近
代
絵
画
の
歴
史
は
開
幕
す
る
こ
と
に
な
る
。

デ
ッ
キ
ブ
ラ
シ
で
描
く
と
ま
で
嘲
笑
さ
れ
た
印
象
派
は
「
ア
ン
デ
パ
ン
ダ
ン
」
す
な
わ
ち
「
独
立
派
」

と
も
称
さ
れ
、
後
に
開
催
さ
れ
る
無
審
査
の
「
ア
ン
デ
パ
ン
ダ
ン
展
」
の
創
設
の
契
機
と
な
り
、
今
日
の

イ
ン
デ
ィ
ペ
ン
デ
ン
ト
・
レ
ー
ベ
ル
い
わ
ゆ
る
「
イ
ン
デ
ィ
ー
ズ
」
の
先
駆
と
も
な
っ
て
い
る
。



17　はじめに　印象派は「発明」されている

印
象
派
の
奔
放
な
筆
致
を
諷
刺
し
て
、
デ
ッ
キ
ブ
ラ
シ
で
キ
ャ
ン
バ

ス
に
絵
の
具
を
塗
装
中
の
「
ア
ン
デ
パ
ン
ダ
ン
」
す
な
わ
ち
イ
ン
デ
ィ

ペ
ン
デ
ン
ト
（
独
立
系
）
の
画
家
を
描
く
シ
ャ
ム
の
戯
画
。
平
筆
の

跡
を
残
す
印
象
派
の
画
風
に
あ
き
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。1879

平
身
低
頭
す
る
従
者
の
担
ぐ
パ
レ
ッ
ト
上
の
「
印
象
派
の
王
」
マ
ネ
を
描
く
戯
画
。

平
身
低
頭
を
意
味
す
るcourbette

と
、
反
ア
カ
デ
ミ
ー
の
画
家
で
「
見
た
こ
と

の
な
い
天
使
は
描
か
な
い
」
と
宣
言
し
た
ク
ー
ル
ベcourbet

を
か
け
て
い
る
。

当
時
の
マ
ネ
は
、
印
象
派
に
限
ら
ず
あ
ら
ゆ
る
革
新
的
な
画
派
の
頭
目
と
見
な
さ

れ
て
い
た
。「
レ
・
コ
ン
タ
ン
プ
ラ
ン
」
紙
掲
載
の
プ
テ
ィ
作
の
戯
画
。1881

ノ
ス
ト
ラ
ダ
ム
ス
ば
り
に
予
言
さ
れ
た
マ
ネ

イ
ン
デ
ィ
ー
ズ
の
先
駆
と
な
っ
た
モ
ネ
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　新
時
代
の
色
彩
を
求
め
て

印
象
派
は
、
絵
画
の
色
彩
の
輝
き
を
探
求

し
た
こ
と
で
も
知
ら
れ
て
い
る
。

　そ
の
基
盤
と
な
っ
た
の
が
、
ニ
ュ
ー
ト
ン

の
光
学
や
ゲ
ー
テ
の
色
彩
論
を
踏
ま
え
て
、

当
時
の
科
学
者
ヘ
ル
ム
ホ
ル
ツ
や
ゴ
ブ
ラ
ン

織
の
研
究
者
シ
ュ
ヴ
ル
ー
ル
が
体
系
化
し
た

最
新
の
色
彩
理
論
で
あ
っ
た
。

ジョルジュ・スーラ『グランド・ジャット島の日曜の午後』1886　この画家を参加
させるか否かをめぐって印象派は二分され、印象派展はこの年を最後に幕を閉じる。

当時の画家達に決定的な影響
を与えた王立ゴブラン研究所
所長シュヴルールの色彩理論
に基づく 1440 色の輪。今日
の美術の教科書でおなじみの
12 色環の原型となっている。

ゴッホ『星月夜と糸杉のある道』1890　部分　小刻みな色彩の線描にスーラの影響が見られる。



19　はじめに　印象派は「発明」されている
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画
面
に
色
彩
を
斑
点
の
よ
う
に
塗
り
、
見
る
者
の
視
覚
の
中
で
混
色
す
る
印
象
派
の
手
法
は
、
こ
れ
ら

最
新
の
色
彩
理
論
を
踏
ま
え
て
編
み
出
さ
れ
て
い
る
。
絵
の
具
は
、
筆
で
混
ぜ
れ
ば
混
ぜ
る
ほ
ど
色
彩
の

鮮
や
か
さ
や
明
る
さ
を
失
う
た
め
に
、
そ
う
し
た
彩
度
や
明
度
の
低
下
を
防
ぎ
、
観
者
の
視
覚
で
い
わ
ば

光
学
的
に
混
色
す
る
こ
と
に
よ
り
画
面
に
鮮
烈
な
色
彩
を
実
現
し
た
の
が
こ
の
手
法
で
あ
っ
た
。
今
日
の

印
刷
に
お
け
る
Ｃ
Ｍ
Ｙ
Ｋ
（
青
・
赤
・
黄
・
黒
）
に
よ
る
ア
ミ
分
解
や
、
パ
ソ
コ
ン
や
携
帯
電
話
の
デ
ィ

ス
プ
レ
イ
に
お
け
る
Ｒ
Ｇ
Ｂ
（
赤
・
緑
・
青
）
の
信
号
分
解
の
基
盤
と
な
っ
た
色
彩
処
理
で
あ
る
。

　か
く
し
て
近
代
絵
画
か
ら
今
日
の
メ
デ
ィ
ア
技
術
の
礎
ま
で
築
い
た
印
象
派
で
あ
っ
た
が
、
当
初
そ
の

真
価
は
理
解
さ
れ
ず
、
そ
の
市
場
価
値
に
至
っ
て
は

ほ
と
ん
ど
皆
無
に
等
し
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　市
場
の
創
成
と
印
象
派
ブ
ラ
ン
ド
の
確
立

生
前
に
絵
が
一
枚
し
か
売
れ
な
か
っ
た
ゴ
ッ
ホ
を

経
済
的
に
支
え
た
の
は
弟
で
画
商
の
テ
オ
で
あ
り
、

彼
に
先
立
ち
印
象
派
の
市
場
戦
略
を
創
案
し
た
天
才

的
な
画
商
が
デ
ュ
ラ
ン
＝
リ
ュ
エ
ル
で
あ
っ
た
。

『テオ・ヴァン・ゴッホ／画商、収集家、
ヴィンセントの弟』展カタログ　アムス
テルダム、ゴッホ美術館　1999



21　はじめに　印象派は「発明」されている

デュラン＝リュエルの自邸サロン。宮廷趣味のインテリアに印象派の絵画を展示、
新時代のステータス・シンボルとして訴求して成功を収めた。左の壁面のいちばん
目立つ位置にルノワールの『都会のダンス』（→ 23p.）が飾ってあるのがわかる。

画廊のデュラン＝リュエル。印象派やバルビゾン派といった
当時最先端の前衛絵画を、前時代的なルイ王朝様式の金ピカ
額縁に入れて展示している。1910 頃撮影

ゴ
ッ
ホ
の
献
身
的
な
弟
と

印
象
派
の
父
と
さ
れ
た
画
商




