
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本作品は17世紀末から18世紀前半にかけてのヴェネツィア周辺の

ジョヴァン・アントニオ・ペッレグリー二　　　　　　　　　　　　画家の手によるものと考えられるが、当初のジョヴァン・アントニオ・

［ヴェネツィア1675－1741］に帰属　　　　　　　　　　　　　　　　ペッレグリー二への帰属は18世紀ヴェネツィア絵画研究の第一人者

《アレクサンドリアの聖カタリナ》　　　　　　　ジ。一ジ．，。クスによってはっきりと否定されている劃しかし、ノッ

畿獅アス　　　　　　　　　　クスは縦な儲・・名前を提示していないため、本作昇・の儲は不

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　明なままである。

Attributed　to　Giovanni　Antonio　Pellegrini　　　　　　　　　　　　　1675！ti・三にヴェネツィアで生まれたジョヴァン・アントニオ・ペッレグリ

1謙識淵1＿d“。　　　　　一二は・パオ・・パガー二に才能を見出され画家として磯を積ん

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　だと言われる。しかしペッレグリーこの初期作品は、むしろナポリ
Oii　OI）callvas

99x72　qn　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　派のルーカ・ジョルダーノとべッルーノ出身のセバスティアーノ・リッ
P．2005－9

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　チの影響が顕著で、明るい色彩の量かした輪郭線と大胆な筆遣い

紳ipr。venance：pu［℃hasecl　in　New　Y。rk　iI、　the　lg30’s　by　the　lather。岱lrs　Allita　　　から生まれる柔らかな質感と量感を特徴としている：．1708年には

Mulle「：Sale’S°thebN『s　New　Y°「k’　）3　Jしine　1988．1°t’97：P「ivate　c°ilecti°n．　Jal）an． 　　　　　マルコ・リッチとともにロンドンへ渡り、1713年まで滞在する1，その後

展覧会Exhibiti°n：Ne、v　Y°「k『　Met「°P°htan　Museum°f　A’t’　i972－78． 　　　　　　　　　デュッセルドルフに立ち寄ってからヴェネツィアに戻っている、彼の初

患1翻贈轍煕が舗聯膿1溜’1呂撫嚇／謬繍論1曾・96　期偏には強い嚇を見せる偏があるが、本儒・のように17仙・紀　一
” N°t　Pelleg「illi”， 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　後さ｝切ヴェネツィアのテネブロージの様式を顕著に反映した作品は
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見られない・また本作品のように主人公の顔の大部分を闇に置くこ　　　　もうひとつ注目すべきは、本作品の図像的特殊性である。ここに

とも、また肌の影を黒ずんだ色彩で付けることもない。　　　　　　　　　描かれている聖カタリナは画面右方を向き、．天に瞳を据えて胸に神

　本作品の状態は、全体として比較的良好である。表板を含め、明　　　　秘の光を受けている．－t右手にシュロの渠を持ちながら、胸ドで奇跡

らかに近年修復が行なわれている．ヒ部両隅、下辺部右側、カタリ　　　　の印でアトリビュートでもある鈎のついた車輪を抱えているlrこの場

ナの右肘、ブレスレット、そして衣装の胸元に紫外線による無蛍光反　　　　面はよく描かれてきた「神秘の結婚」ではなく、「黄金伝説』「カタリナ

応が見られる、しかし頭那の主．要部分、右肩の衣装などには大きな　　　　伝」に記述されている、処刑の直前の祈りの場面、すなわち天から

欠損は認められない．おそらく表面の洗浄も行なわれたと思われ、　　　声を受ける場面を念頭に置いていることがわかる一こうした場面を

1由i面は比較的’女定している　　　　　　　　　　　　　　　　　　　神秘的な光で表現をする手法、あるいは神秘主義的表現は必ずし

　本作品は、明らかに17世紀後半のヴェネツィア派テネブロージの　　　　もこのll寺期のヴェネツィアでは一・般的とは言い難く、むしろ17世紀Hl∫

様式をそのまま引き継いでいる，同時に画面左下のカタリナの衣服　　　　半のボローニャ派の画家たちやその後のローマ派の画家たちを想

の描写に見られる、はっきりとした荒い筆遣いは非常に特徴的であ　　　　起させる、

る　カタリナは右向きのほぼプロフィールで描かれ、眼は大きく視線　　　　　こうして、おおむね1670年以降1710年頃までのヴェネツィアで活

をヒに向け、体を四分の三li三面観で見せながら右手で殉教の象徴　　　躍した、ルーかジョルダーノをはじめとするヴェネツィア内外の画家

であるシュロの葉を握っている、これらの描写には明らかにジョルダ　　　　たちの様式に非常に敏感かつ熟知していた画家として、まず挙げら

ニズムとセバスティアーノ・リッチの影響を認めることができる．特徴　　　　れるのはリベリの弟．f一で、ペッレグリー二の師でもあるロンバルディア

的なのはlf　iの．Lで翻る縁の鋭い．衣紋の表現である　衣紋の折り目　　　の画家パオロ・パガー二（1660－1716）、そしてニコロ・バンビー二

の先端の鋭さと同時に荒い筆遣いによるハイライトに、パルマ・イル・　　　　（1652－1736＞である．このうちニコロ・バンビー二についてはエルミ

ジョヴァネ以来の伝統を引くこの画家の個性が認められる　こうし　　　　タージュ美術館ヴェネツィア絵画室長イリーナ・アルテミエーワ氏よ

た衣紋の表現には、一・方では、ヴェネツィアのサンタ・マリア・デッラ・　　　り示1唆していただいたものである。

サルーテ聖堂にある彫刻家ジュスト・ル・クール（Giusto　Le　Cour　　　　残念ながら現段階では、本作品の正確な作者名を特定することは

1627－1679）が1670年代初めに制作した主祭壇彫刻群像右の「ペス　　　できないが、少なくとも17世紀後半の複雑なヴェネツィアの絵画事情

ト」擬人像の．表現に類似する、1“12．ロッシはル・クールの彫刻とピエト　　　を如叉に示す作例として、美術史研究L重要な作品と言える。。今

ロ・リベリ（1605－1687）が1652年に制作した《聖アントニウス祭壇　　　　後の継続的な調査を必要とする。　　　　　　　　　（高梨光正）

画〔ヴェネツィア、サンタ・マリア・デッラ・サルーテ聖堂）との図像的

関連を指摘している、本作品との関連では、むしろ、リベリからル・ク　　　　託

一
ルへの影響というH寺1昔」的経緯に対し・ル・クールカ・ら本作・hilへの　1）象舗幽llρ1°Pe／tegt’ini　J675曹1741’°xf°「d’　19’　95’　p．249『1コ゜’P’319’　as

作者へという時間的配列がより適切であると考えられることから、本　　　21　Pa・【a　R・ssi，“11　ruolo　della　scu］tura　ne］　Seicento　e　la　sua　interrelazione

偏は少なくとも167・軌條に制作されたと糸lli論づ・ナるのが幽で　1曾聯iil警1翻1瑠陥轡距〃e’α”∫θ’㈲，　a　cu「a　di　Mau「°

あろう　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3）（⊃reste　Ferrari＆Giuseppe　Scavazzi，　LucαGi（，tdano’ノ’oρera　comρ1eta，

ここに描かれているカタリナのポーズは、サ・タ・マリア・デ。ラ・　浮詳1晃1鼎編鵬　翻，8諜脳翻繰1拠廼：tll溜i脇

サルーテ聖堂にあるルーカ・ジョルダーノが制作した《聖母マリアの　　　　Du「げ『PP26－27’

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4）Knox，　oρ．cit．，　PP．202－205，251（P．324）；Jeffery　Daniels，　PP．124－125（no．438）；
誕生・q672－74）に描かれている聖アンナを左右転回した姿となって　　　　　Annalig．　a　Scd’　rpa，　Sei）astiano　Ric（ri，　Milano，　2006，　p．13　1〔〕，　no．476．

いる’・・　tこの聖ア・ナの姿は・1也のヴェネツ・アの作家も転用してお　5）細鼎騨離溜ll㌘野照際鵬灘諸｛態

り、たとえばセバスティアーノ・リッチの《偶像を崇拝するソロモン》　　　　Giuseppe　Scavazzi，　oρ．cit．，　vol．1，　pp．16，　50，　56－58，　298－299，　A286．

q724　・・トリ／・サバウ残ll・1館）やぺ・レグリーこの《「アカデミー」　6）醜1識，纏詔鰍茸1穐、讐雛lllld～eρ’”　d伽”δd’

に「絵画」を紹介する「謙遜」》（1733、ルーヴル美術館）中の「アカデ

ミー」の擬人像などを想起させる．／．　・i　liしかし本作品の色彩や筆致は

リッチやベッレグリー二と異なり、むしろいまだリベーラの影響を色濃

く残す陰影の強い1660年代から70年代のジョルダーノの様式を反

映しているものといえる．「ジョルダーノ自身は1655年以前、1664年、　　　This　work　is　thought　to　be　by　a　Venetian　painter　working　at　the　end　of

そして1674年にヴェネツィアに立ち寄っていることが知られ、さらには　　　　the　17th　centuly　and　fi「st　half　of　the　I8th　centu「y・While　it　was　fi「st

1・682　－fl：一　1・はベルガモのサンタ・マリア・マ・ジ・一麟に向1ナ輸送　錦鼎1霜i瀦ん醜1麟搬1器論。臨1謝

途．ヒのtt紅海を渡るモーゼ》がヴェネツィアの商人シモン・　　　attribution．D　However，　because　Knox　has　not　suggested　a　different

ジョガーリ宅に・1時的に置かれていた際にも、多くの人々がこの作　　　　a「tist『s　name・　the　identity　of　the　painte「of　this　wo「k「emains　unknown・

品をHにしたという・・ナポリ出身のルーカ・ジ・ルダーノがヴエネ　、、1黙麟艦ll器灘留鵠、1器瓢誌韻

ツィアの1由i家たちに与えた色彩や筆遣いの影響は、すでに18世紀に　　　　by　paolo　Pagani，　However，　pellegrini’s　early　works　reveal　that　he　was

は認められるところとなっている，・・i61本作品の色調も、ナポリ派の伝　　　　heavily　influenced　by　the　NeaPolitan　Painte「Luca　Gio「dano　and　the

統を想起させる強い陰影と柔らかな輪郭線とふくよかな人物の肉体　≧灘。瓢：灘1購糊i臨認kl，留；1灘、b9、g

表現などの点で、パドヴァ出身の画家ピエトロ・リベリやピエトロ・　　　bold　brush　strokes，　ln　l708　pellegrini　traveled　to　London　with　Marco

デッラ・ヴェッキアq602／03－1676＞などに近い、　　　　　　　　　　　　Ricci　and　lived　the「e　u「ltil　l713・Pelle9「ini　then　t「aveled　to　Dtlsseldo「f
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before returnmg to Venice His edily works reveal d stiong sense of hght heaxen ds divine 1ight shines on her bredst She holds the palm branch

and dark contrast, and there dre no works, such dg the NMWA pdinting, m het iight hand. and also the svmbol of her miracle and attnbute, the

which revedl a strikmg use of the Tenebrosi style of Vemce ]n the ldttei hooked wheel This scene ig not the oft-depicted Mystic Mairiage, but

hdlf of the 17th centm'iv Simildtlvy there are no woiks ftom that earlv tathei is hom the Legend of Cdtherme in the Golden Legend This is the

penod that rexeal chdiacteiist]cs geen in the NMVv'A wo)k- the malorit.x scene tn "hich she is ptavng immediatelv befoie he mdrt.N rdoi'n and

of the m(un figures face is in shddouss dnd daikened pigments hdNe she hedis the xoice of the dngel The method of usmg a dixine 1ight to

been used foi shad()"son skm expiess suchascene ot indeed the use of such m〉stic exptession in
  Oxeidll th]s woik ]s in good condition The "oik hds cled)IN been slJene}d] wds b〉 no means common (lurmg this period in Vemce Rather

iestoied in iecent yeais, includmg the bdck panel Vvhen e〉,dmmed these effects recall those cieated t).y the Bolognese painters of the fnst

undei ultrauolet 1ight thete is no )eflection in the two uppei cornerg hdlf of tho 17th centui'sv or the Roman school painters NNiho followed

lo"ei iight edge, Catherinesiight elbow biacelet oi chest diea of hei Thus this woik can be consideied to hdNe been pdinted by d mature

gcuments Howexer the mdin aied of the hedd and the didpeties on the pdintei d(t]Ne m Venice who was exttemel〉 mterested in the st.yles of

HgJht shouldei do not show dn.x mdJor damdge In othei vNoids the noi)-Venetidn pdinteis The fnst NNrho comes to mind is Liberi's student

pdinting suiface has piobdl)lx been cleaned and the p,unting suifdce is and the tedchei ot Pelleguni Pdolo Pdgani (1660-1716) who wag boin

toda〉 in ielatixely stable condition in Lon)bdidN Anothei possibilitv ]s Nicolb Bainbini (1652-1736)
  This painting cledilx tex edls the hand ot dn dttist "ho hds fullx Bdmbini wdE, suggested to the duthoi b.v Irina ArtemieNa, chief curatoi of

mheiited the Veronege st〉 le of the Venetidn schoo] of the lattei hdlt of Venetidn pdintmgs dt the HemMtage

the 17th centur-v At the sdme time the depiction of Cathei]ne s Unfottundtel〉 dt this stage d specihc attribution cannot be made for

gcn ments in the lowet left dred ot the composMon is distinctiNel〉 the NMWA pdmting At the vei〉t ledst it should be considered important

ioughl〉 brushed Cdthenne is shown tuined to the iight in dlinost full in the studs of dit histoiy given its ewdence of the cornplex stdte of

piofile with her e〉e depicted laige dnd gazmg up"did Het bod〉 is pdintLnsg in Venicemthe ldttet hdlfof the 17th centui'y Fuithertesedich

sho"n in thiee-qLiartei fiontdl xiew "'hile hei nght hand ts shown is essentidl on this fasanating xvotk cDvlttsumdsd Tdkdndshi)

(ldsping the paln] brdnch thdt is the sx mbol of n]ditxidoin These

depictixe elements cledtlx indicdte Giordanigm and the influence of
                                                               Notes
Sebdstidno Ricci Of pditicular note is the fluttenng boidei chape}IF seen .-.- r. .
                                                               1)G Knox Antonio I]le11egiuu 16t)-li71 Oyford 199b p249 no P319 as
on the figuies mght shouldei The slnidipness of the PoLiit Of the fOld iii it Not pellegnni

combmed NNrith the roughlx btushe(1 hLs)hltghtS ieNeEil thiS Pdir)tei S 2) pdola Rossi `Ihuolo delld scultuia nel Seicento e )a sua inteirelazione

indivdudlitx based on d tiddition begun b〉 Palmd il GioNane The con la ptttuid m La pittuia tiet L!t]neto i/ Setcento, a cuta di Mduro
eXI)tesf,ion of the gdtment motif, on the one hdnd icis(.imbles, the Lucco Mtlano,2001 vol II p626

expiession of the dllegoi!cal figuie of the Plague seen on the nght ot the S) Oreste Fetid}i & Giugeppe ScdNd77] Lu(a Giotdano l op(pta (onipleta,
sculpturd] gioup of fLguies m the lLndln altaipiece begun in the l()7os bx ,N,,dJ)iiil'.E:,e.C,5ad/?l9.00p,)t?I.I,l;.,ili,Z' .,A,L2('i,j,fil,,:i,g, 219647' IP"Iail8,(i,,B,C.'`i i)iBl,k,e,

the sculptoi Giusto Le Coui (l{)L) t-l679) located in the chiesd di Santa Duio pp 2b-27

V,nid de]Ia Sdlute in Vem(e2 It hds been mdicdted thdt theie iS dii b Knox op(it pp 2o2-205 251(P 321) Jeffen' Ddniels pp 121-12D-(no

Lconogstdphic 1ink bet"reen Paola Rossi pointed out that thc) sculptuie bx l g8) Annahsa Scarpa Sebastiano Ri(a Pvl]lano 2006, p 310 no 176

IJ,e Coui and the St AnthonN AItatpie(e exeLuted b.N Pietio Ltben (160t')- 5) Robeito Rodassao A'7(o/b Banibuu pittoteptonto spedito ed tuut)etsale',

1687) in 1652 also in the sdn)e chutch In tein]s of d conn(.:ctLon with Saig!lt e nteinone di stotia dell atte 22 1998 pp 134, Oreste Fenan &
thCi NMVLiA ivN'oik, this woik could be congldered to ddte m the time G]USePPe SCdXdZZi, OP CIt,VOI I pp 16, r)O 56-58, 298-299, A286

                                                               ()) Anton Mdtid Zanetti Descii:iotie di tutte te pubbhche pttttue (leUa (itt(i) cli
ficune of Liber] to Le Coui and in tenns of tiining it seen)s ds if this cutist
                                                                 l'ene:ia etso/e ("(ont in(me Vene7id 17`33 p 56
"ouki be closei in date to Le Com s peMod ot act]utx That being sdid it

seenis appropnate to consi(iet thdt at the xery ledst this "oik ddtes to

1b70 ot later

  St Cdtheiine's pose in this "oik is d nght-Iett teNeisdl ot the pose of

gt Anne ]n Luca Giordanos Bnth efthe tngtn 〈1672-1671) foi the chiesa

Sdnta ry4aria della Salute ' The figuie of St ,iXnne "ds dlso te-used bN

othet VenetJan pamters foi exarnple in Sebdstidno Riccis Solomon

H'oishipping ldoZs (l724, Galletid Sdbaudd TLmn) dnd it )esembles the

dllegoncal figure of Academx ]n Pellegiini s 11odesti Inhodu(u?g

Painting to the Academv (1733 Louue)i Ho"eNei the palette and

bHishNvoik seen in the NMwu'A xvo)k diffei ftoni thdt of RLcci dnd

Pellegtini and rathet reflect the gtronglx shado"ed Gioiddno stN]e of

the 1660s through 1770s thdt retdins consideidble influence from Ribera

Giordano hirnself is knoNN'n to haNe xisited iv'enice son)etiTne before

165r), and then again in 1661 dnd 1671 Latet in 168L) Gior(ldno is

kr]own to haLe tempoianlv depogited his Voges Ptnting the Red Sea

painttng at the home of the Venetidn meichant Simon G]ogdn en ioute

to itc) destination in the chiesa di Santa PLIaiia rVlaggiote in Berganio It ig

kno"n that this pamting was geen bs a consideidble numbet of peop]e

ciuring its time in the Giogdti home ' The influence of the pdlette dnd

btushxs oik of the Nedpohtdn Luca Gioidano on Venetian paLnteig was

noted ds earlN as the 18th centui〉 '' In terms of its palette the NMWA

pcunting also reNedls the strong shdding reminiscent of the Nedpohtan

trddition and the iounded fleghly foring of the figuies with then soft

outlines These elements are dose to those of the Padudn Pietio Libeii

dnd Pietio Della Vecchia (1602103-1670

  Of fu}thelr note ate the iLonographic peculianties of this "oik This

pdinting ghows St Cathenne facmg to the iight xrvith hei exres raised to

sg


