
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本作品は，トレント公会議後のカトリック国における絵画制作の重
カルロ・ドルチ［1616－1686］

《悲しみの聖母》　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　要な一側面をなす・高い情緒的喚起力を有した個人用祈念像の

鷹鵯ヴ。ス　　　　　　　　　　ー例である・深い闇をバックに・鮮やかな青衣をまとった聖母の

勤纏籔漿囎　　　　　　　　　姿を描いたもので・頭上には実際に金泥で描かれた神秘的な光
C。，1。D。1、i　rF1。，ence　1616．Fl。，ence　1686］　　　　　が広力sっている・作品のタイプとしては・伝統白勺な「マーテル’ド

Mαter　Dolorosa　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ロローサ（悲しみの聖母，嘆きの聖母）」の図像，すなわちわが子
c．エ6o「s

Oil。n　canvas　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　キリストの受難をめぐって悲しみにくれる聖母マリアを表わした単
82．5×67cm（ova1）

Inscribed・n　the　reverse：REGINA　MARTIR（」M　ORA　PRO　NOBLSi　　　　　　独像の形をとっている。チャールズ・マッコークォデイルが指摘して
P．1998－2

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　いるように，イタリアにおける図像上の代表的先例としては，ティ

ド黙㍊II器1ikesi、ed。val　Mad。nna　f，。m　the　C。】。nna　C。Ilecti。。，　palazz。　　　ツィアーノによる《悲しみの聖母》を挙げることができる。マッコー

Colonna，　Rome；sold　in　London　by　W．　Young　Ottley，24　January　1801，　lot　12：
C・・1・1）・lci・Mad・n…D・1・・at・0・・1－2・ft．8・ins．　high　by　2　ft．2ins．　wide；D・k・　　　クォデイルはティツィアーノがカール5世のために制作した現在マド

of　Buckingham　and　Chandos　until　l848；Lord　r）udiey　and　Ward　1848－1892；

Christie’s・　L・nd・n，8Decembe・1892，　1・t・60，・bt・by・Mr・・Dunth・rne　　　　　　リード，プラド美術館所蔵の労一ジョンに言及しているが，より形

烈贈1㈱磁！翫励ゴ1紘D。bli。，1853，。。．g5（fr。1n　L。，d　W、，d）；1，i，h　In，titu。　　　態上近い先例として，ティツィアーノ自身の原作は失われたがべ

i鶴lhll昏1854・n°・96（f「°m　L°「d　wa「d）；乃卿γ6α厩照L°nd°n・　ルテッリの版画（1564／fig．・）によって言己録されている構図を挙げる

鵠騰P蹄，s、。r，．The　St。w、．C。、。1。。ue，、。nd。n，．18、8，1。，4。4、　G．　Waag。。，　ことができよう・註’）

謙野能§（船濃霊ゾ％艦綴望甑ジ゜掃諺3警論論器野8諾麹焦黙鶴　　　　　本作品の構図には多くのヴァージョンが存在し，近年刊行され

讐灘躍擶lam・v°Ll，　18（）’－5，’988・P’237；F’Baldassa「i，　Ca「’°　D°’c’・　たド・レチのカタ・グ・レゾネの著者フランチェスカ・バルダッサーリ
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fig．1ベルテッリ（ティツィアーノの原画に基づく）《悲しみの聖母》エング　　fig．2ドルチに基づくコピー《親指の聖母》（”ff，要文化財）東京lK泣博物館

　　レーヴィング版画　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Copy　after　Dolci，　n・aadθ〃〃‘！‘！f〃lc　77itt〃nb，　Tokyo　National　Museum

　　Bertelli（after　Titia［1），ルVlat‘・r　Dθ1θi”osa，　engraving

は，明白に本作品のヴァージョンとみなし得る数点の作品（クリー　　　ひとつである。この貴重な歴史遺品は，江戸幕府のキリシタン禁

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　パ　テ　レン
ヴランド美術館寄託，註2）ブダペスト美術館，at3）サンクト・ペテル　　　止令の下，最後の潜入伴天連として1708年に屋久島に上陸した

ブルク，エルミタージュ美術館，i・1．4）フィレンツェ，コルシー二・コレク　　　イタリア人宣教師ジョヴァンニ・バッティスタ・シドッティ（1668－1714）

ション，註5）ローマ，ボルゲーゼ美術館註6））と，きわめて近い形態　　　の所持品と推定される。註ll）東京国立博物館の作品は，衣服の

を示す《告知を受ける聖母マリア》（パリ，ルーヴル美術館）註7）を　　　あいだから親指だけをのぞかせた構図をとっており，これまでボル

挙げている。このうちクリーヴランド寄託の作品は構図的に本作　　　ゲーゼ美術館のヴァージョンとの比較が指摘されてきたが，むしろ

品とほとんど同一一（ただし長方形画面）であり，他はよりクローズ　　　もっとも近い作例はコルシー二・コレクションのヴァージョンである。

アソプされた構図形式を取っている。バルダッサーリは，質的判断　　　質的な観点からは，ドルチの真作というよりも，工房による模写と考

から，本作品をオリジナルと認定し，それまで真筆とされていたク　　　えるのが妥当であろう。　　　　　　　　　　　　（越川倫明）

リーヴランド寄託作品，ブダペスト作，エルミタージュ作などを，す

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　註
べて「ドルチに基づくコピー」のカテゴリーに分類した。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1）C．McCorquodale，　ill　Il　Seicento　fiorentino．、4吻aFirenze　da
　バルダッサーリは本作品の年代を1655年頃と推定している。本　　　　　Fe　rdinand・IaC・siln・111（exh．　cat．），　Firenze，　1986，　1，　p．446，　n・．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1．251参照。ティツィアーノの《悲しみの聖母》にっいては，H．E．　Wethey，
作品に見られる組み合わせた手の表現は，現在大英博物館が所　　　　　The　paintings　of　Titian，　L　The．Religi。πs砺η加8s，　L。nd。n，1g6g，

蔵する組み師せた手の黒チ・一ク素描にきわめて近く・この素　脇｛f「ad°ve「si°n）・n°’78（Tenie「stype）・pL’29（P「intby　Be「te1’

描には1653年の年記が書き込まれている。註8）この素描は，ロンド　　　2）75×62cm，　Baldassari　lgg5，　cited　in・Bibli。graphy・ab。ve，　p．126，

）／eトラファ・レガー画廊所有の《聖フランチェスコの祈り》註・・のため　、）糠鼎、、、d．，P．126，，、騒38w郷

の準備習作として制作され，さらに上記のルーヴル美術館所蔵　　　4）55×43cm，　Ibid．，　p．126，　fig．3gw参照。

《告知を受ける聖母マリア》，本作品，およびクリーヴランド美術館　　　5）Ibid・・　P・126・　fig・42w参照・

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　6）Ibid．，　p．127，　fig．43w参照。
寄託の《悲しみの聖母》にも利用されたと考えられる。また・マツコ　　　7）52×40cm，　lbid．，　P．125，　no．98参照。

一
クォデイルは《悲しみの聖母》の諸ヴァージョンの容貌と，1656年　　　8）Inv．1859－8－6－65；129×130mm，1bid．，　PP．122－123，　fig．96a参照。

に制作されたモンテヴァ，レキ，サンタンドレア・ア・チェンナーノ聖　9）lbid・，　PP・122“”123・n°・96参照・

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　10）McCorquodale，　cit．，　under　no．1．251参照。寸断された祭壇画について
堂の祭壇画《聖ドミニクスの肖像をドメニコ会修道士に授ける聖母　　　　　はBaldassari，・P．cit．，　PP．130－132，　n・．103参照。

マリア》（1957－6・年頃に寸断さn・現在断片のみ知られる）の聖　1’糠謹麦詣：5藁景懸1騰塗鼎毅鷺蔑嬬窪訂

母像との緊密な類似を指摘している。註lo）1650年代なかばという　　　　　には，新井白石自筆によるr長崎注進羅馬人事』写本（尾鷲市，新井清氏

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　蔵）の第1葉として，シドッティが所持した聖母像の見取図と注記が掲載さ
推定年代は，こうした根拠に基づくものである。　　　　　　　　　　　　れている。同文献を御教示くださった坂本満先生に感謝いたしま曳な

ちなみに現在鯨国立渤館が臓する南蛮蘇品の《親指　纏襲膿餐羅歓頭諮灘甥騰艦叢
の聖母》（fig．2）は，本作品を含む一連の聖母像のヴァージョンの　　　　　京／鹿児島／岡崎／長崎・1999・under　n・・173参照）・

13



                                                             5) loid.,p.126, fig.42w.
                                                             6) loid., p.127, fig.43w.
:P.i3.P,a.',"ti?.9iS,.a,,ty.P.i.C,a',e,X.a.M,,g.'e?At?,e.hiS,h,',Y-,e,V:C,.a.tiVe,i.M,,a.gP,g iii,:2/.×i,g,8,8i2P-,6'/iidg';:2gg2,×5,'ig8igllhibid,ppi22.i23,f,gg6.

Europe. The deep, shadowy background and the figure of the IO) McCorquodale, cit., under no.1.251. Regarding the fragmented altar-

Madonna draped in vivid blue robes is set off by the mystical light piece, see Baldassari, op. cit., pp.130-132, no.103.
I;1.h,'f,2,SP.'2a,,2S,9RO,".e.h.e:?S,a,d,l,'.C,kfiSO.gt,kn,aP,Kh"8,i,¥Obd.?8,ig,t.T.h6? 'i'Zii?,/S:hhC,W.2SeSa.Illft,5,e:dgs2,£K:i.Mn.fhii･iSaki,ie7/ii,gCzh,lsat,,ag,lllgorN,i,lhUMt"i,S･ga

grieving Madonna, an image of the Virgin Mary as a single figure, p.164 of the same book reproduces the first page of Arai Hakuseki's

grieving for the tragic fate of her son Jesus Christ. As Charles autograph manuscript copy of the IVagasaki chushin romqt'in no koto

,M,CC,O,,I.gX.2d.a,'
9,l.a.S,Sgg.gf,Sgeg.'lil2.e,2f,i2g,ICiei282r,ZP.h.iE.iO,"iliC.e.S,I.I],2Y, (tOi,Yokk.f',:.oO.ii,sat',o.R･,i?/,O.wrt,gsZe2fr6ZTIi/li,ghi,ag'Vgdiaao:n,fE.E,in.",,ttg,rggi'ill'fi,fetliuisO?,"is,CE,g'ts(:,loSjf

theversionpainted by theVenetian masterforEmperorCarl V, nOW identical with the TNM work. The author would ]ike to express his

in the Prado, Madrid, but an even closer type can be found in the gratitude to Professor Mitsuru Sakamoto for his information on this
P･g･Z)2g･It,]i'tgl:,C,OY,78,11.tig".}r,iC,g'8.9.1,ie.:,grjg//'b'8,:.g,Z"I".i.l,IZ6:,' i'lill:,2.l',&,e',iii/il{i,lfO,//1,"JnS.k/iiilt`s,gi,Il,i.foR,Zi,.eO,1":S.,,'.o.,,EOkwi.Itihj.,6h,es.Y,Hm,S12.:"io,';.,1,g,i'X.fiX(gsies",$11

Francesca Baldassari has listed the works in the following locations

in her recent catalogue raisonn6 on Dolci: Cleveland Museum of

Art (on loan),2) the Museum of Fine Arts, Budapest,3) Hermitage

Museum, St. Petersburg,4) the Corsini Gallery, Florence,5) and the

Borghese Gallery, Rome.6) Further, she notes the close formal re-

semblance of the Virgin Annunciate (Mus6e du Louvre, Paris) to

the Mater Dolorosa composition.7) Compositionally, the Cleveland

work is almost identical to the NMWA work (albeit, the Cleveland

work is presented in a rectangular format), while the others all

represent a more close-up view. Baldassari considers that the

NMWA painting is the authentic version, while classifYing the other

versions, which were previously given autograph stature, in the

category of copies based on Dolci.

   Baldassari suggests a date of ca. 1655 for the NMWA work. The

clasped hands seen in this painting are extremely close to the same

motif in a black chalk drawing now in the British Museum which

bears a date of 1653.8} The bondon drawing seems to have origi-

nally been drawn as a preparatory study for the ST. thancis at
Devotion (Ttafalgar Galleries, London),9) and then it was also used

in the execution of the NMWA and Cleveland versions and the

Louvre V7rgin Annunciate. Further, McCorquodale has indicated

the close resemblance between the Virgin Mary's features in various

Mater Dolorosa versions and those in the Madonna Giving St.

Dominicls ETtigy to the Dominican Fitars altarpiece painted by

Dolci in 1656 for the Del Nobolo Chape], Sant'Andrea a Cennano,

Montevarchi (cut into panels ca. 1957-60, only fragments known at

present).iO} In view of these comparisons, the suggested date in the

mid-1650s for the NMWA Mater Dolorosa seems fully founded.

   Another version of this Madonna image exists in Japan: the so-

called Madonna of the 7;humb now in the lbkyo National Museum
(fig. 2). This historically important work is plausibly thought to have

been one of the possessions of the Italian missionary Giovanni

Battista Sidotti (1668-1714) who arrived in Japan, on Yakushima

island in 1708, during the Edo shogunate's strict abolishment of

Christianity.ii) The name of the TNM work derives from the fact

that only the Madonna's thumb can be seen peeping from amidst

her robes. The TNM version has been previously compared to the

version in the Borghese Gallery, but closer comparison can be
made with the version in the Corsini Gallery. In terms of the quality

of execution, the TNM version should be regarded as a studio copy

rather than an autograph work by Dolci. (Michiaki Koshikawa)

Notes

1) See C. McCorquodale, in ll Seicento fiorentino. Arte a F7renze (ia

  R?rdinando Ia CbsimoM(exh.cat.), F}orence, 1986, 1, p.446, no.1.251.

  Regarding the Titian MdterDolorosa, see H.E. Wethey, 7;he Paintings of
   77tian, L 77ie Religious Raintings, London, 1969, no.76 (Prado version),

  no.78 (feniers type), pl.129 (engraving by Bertelli).

2) 75×62cm. Baldassari 1995, cited in "Bibliography" above, p.126,
  fig.37w.
3) 47.5×37.5cm. Ibid., p.126, fig.38w.

4) 55×43cm.Ibid,p.126,fig.39w.
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