
西
洋
　
近
世

目　次

中世からルネサンスへ
 　 絵画表現の変化
  　プロト・ルネサンス

ルネサンスを考える
 　 ルネサンスとは何か？
 　 ヒューマニズムって？

初期ルネサンス
  　マサッチオの奇跡
  　国際ゴシック様式

北方ルネサンス
 　 ヤン・ファン・アイク
  　イタリアとの違い

盛期ルネサンス
 　 ルネサンス絵画の特徴

近代的美術家像の成立
  　美術家の誕生

マニエリスム
  　不安の時代の美術表現

バロック
 　 バロック美術の目的
 　 自然主義的表現

バロック絵画の多様性
  　ヨーロッパ各国のバロック絵画

ロココ絵画
 　 18 世紀のフランス絵画
 　 ゴヤ

ヨーロッパ文化の概要年表



　

　

中
世
か
ら
ル
ネ
サ
ン
ス
へ
の
文
化
は
、

長
い
時
間
を
か
け
て
徐
々
に
変
化
し
た

も
の
で
す
。

　
そ
の
間
に
絵
画
は
平
面
的
・
図
式
的

な
表
現
か
ら
、空
間
的
・
現
実
的
に
な
り
、

次
第
に
人
間
味
を
帯
び
て
き
た
と
言
え

る
で
し
ょ
う
。

　
こ
こ
で
は
ル
ネ
サ
ン
ス
絵
画
の
大
き

な
変
化
に
つ
い
て
考
え
て
み
ま
し
ょ
う
。

中世からルネサンスへ

絵
画
表
現
の
変
化

左
上
の
、
４
点
の
図
版
は
い
ず
れ
も
盛
期
ル
ネ

サ
ン
ス
以
前
の
絵
画
で
す
。
こ
れ
ら
は
左
記
の

様
式
に
属
し
、
そ
の
表
現
様
式
を
明
確
に
あ
ら

わ
し
て
い
ま
す
。

A
＝
ビ
ザ
ン
テ
ィ
ン
様
式

B
＝
ゴ
シ
ッ
ク
様
式

C
＝
プ
ロ
ト
・
ル
ネ
サ
ン
ス

D
＝
初
期
ル
ネ
サ
ン
ス

　

A
・
B
の
時
代
に
は
、
絵
画
と
い
う
も
の
は

目
に
見
え
る
よ
う
に
描
く
こ
と
で
は
な
か
っ

た
。
絵
画
の
依
頼
者
の
権
威
を
象
徴
的
に
描

い
た
り
物
語
を
描
く
も
の
だ
っ
た
。
し
た
が
っ

て
、
現
実
的
な
描
写
は
必
要
な
か
っ
た
わ
け
で

す
ね
。

　

A
＝
ビ
ザ
ン
テ
ィ
ン
様
式
は
、
も
っ
ぱ
ら
皇

帝
の
威
厳
を
伝
え
る
こ
と
が
目
的
で
し
た
。
そ

の
厳
（
お
ご
そ
）
か
な
表
現
の
た
め
に
は
、
正

面
向
き
、、
並
列
、
平
面
的
、
象
徴
的
手
法
な

ど
が
用
い
ら
れ
ま
し
た
。

　

次
に
、
B
＝
ゴ
シ
ッ
ク
様
式
の
代
表
例
を
見

て
み
ま
し
ょ
う
。
こ
れ
は
、
聖
フ
ラ
ン
チ
ェ
ス

コ
（
＊
）
を
描
い
た
も
の
で
現
存
す
る
最
古
の

絵
で
す
。
両
肩
に
聖
人
を
あ
ら
わ
す
天
使
が
描

か
れ
、
左
右
に
奇
跡
の
物
語
が
６
つ
描
か
れ
て

い
ま
す
。
腰
紐
の
３
つ
の
結
び
目
は
フ
ラ
ン

チ
ェ
ス
コ
会
の
伝
統
で
す
。
こ
の
僧
衣
は
フ
ラ

A
B

C

D

ン
チ
ェ
ス
コ
が
父
親
か
ら
裁
判
に
訴
え
ら
れ
て

財
産
を
放
棄
し
、
野
良
着
を
着
、
腰
に
は
荒
縄

を
巻
い
て
歩
く
喜
捨
生
活
に
入
っ
た
時
の
も
の

で
す
ね
。
ま
さ
に
「
乞
食
」
の
服
装
な
わ
け
で

す
　

正
面
向
き
、
厳
か
、
平
面
的
等
の
特
徴
は
ビ

ザ
ン
チ
ン
様
式
と
同
じ
で
す
が
、
し
か
し
背
景

が
違
い
ま
す
。
背
景
に
は
、
三
段
に
分
け
て

フ
ラ
ン
チ
ェ
ス
コ
の
話
が
説
明
し
て
あ
り
ま
す
。

こ
の
絵
の
目
的
は
、
フ
ラ
ン
チ
ェ
ス
コ
物
語
を

プ
ロ
ト
・
ル
ネ
サ
ン
ス

＝ビザンティン様式

伝
え
る
た
め
だ
っ
て
こ
と
が
分
か
り
ま
す
。

　

C
＝
プ
ロ
ト
・
ル
ネ
サ
ン
ス

　
「
プ
ロ
ト
」
っ
て
言
葉
は
「
前
」
と
い
う
意

味
で
す
。
一
般
的
に
ル
ネ
サ
ン
ス
は
、「
初
期
」

と
「
盛
期
」
に
大
別
さ
れ
ま
す
。
し
か
し
、
そ

れ
以
前
に
す
で
に
中
世
と
は
異
な
る
変
化
が
見

ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
そ
の
時
期
を
プ
ロ
ト
・
ル

ネ
サ
ン
ス（
ち
ょ
っ
と
早
過
ぎ
る
ル
ネ
サ
ン
ス
）

と
呼
ん
で
い
ま
す
。

　

プ
ロ
ト
・
ル
ネ
サ
ン
ス
の
最
初
の
画
家
は
、

チ
マ
ブ
エ
で
す
（
左
頁
図
）。
チ
マ
ブ
エ
の
表

現
は
ま
だ
ま
だ
平
ら
で
、
ビ
ザ
ン
チ
ン
様
式
に

近
い
。
し
か
し
ビ
ザ
ン
チ
ン
様
式
と
比
べ
る
と

少
し
奥
行
き
が
あ
り
、違
い
が
分
か
り
ま
す
ね
。

　

絵
画
に
お
い
て
立
体
感
を
表
現
す
る
た
め
に

は
明
暗
を
使
う
わ
け
で
す
。
チ
マ
ブ
エ
は
一
見

プロト・ルネサンス

B

B

B

C

D

CD

C



プ
ロ
ト
・
ル
ネ
サ
ン
ス

初
期
ル
ネ
サ
ン
ス

シ
エ
ナ
派
の
二
人

明
暗
で
立
体
感
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
よ
う
に
見

え
ま
す
が
、こ
う
し
た
表
現
は　

隈
取
（
く
ま
ど
り
）
っ

て
言
い
ま
す
。
隈
取
は
、明
暗
と
は
関
係
な
く
、

中
央
部
分
を
明
る
め
に
し
て
、
周
囲
を
暗
め
に

描
く
方
法
。
だ
か
ら
、
光
と
影
を
意
識
し
た
わ

け
じ
ゃ
な
い
か
ら
、
通
常
の
明
暗
表
現
と
は
違

天
才
ジ
オ
ッ
ト
ー

う
も
の
で
す
。

　

こ
の
時
期
の
代
表
的
画
家
が
、
チ
マ
ブ
エ
の

弟
子
の
ジ
オ
ッ
ト
で
す
。
ジ
ョ
ッ
ト
の
革
新
は
、

宗
教
的
シ
ン
ボ
ル
で
あ
っ
た
絵
画
を
、
写
実
的

に
描
く
こ
と
に
よ
り
人
間
的
な
息
吹
き
を
吹
き

込
ん
だ
っ
て
こ
と
。
絵
の
中
に
彫
刻
的
な
要
素

を
取
り
入
れ
た
こ
と
か
ら
、
形
に
重
さ
が
あ

る
。
肉
体
の
中
身
が
詰
ま
っ
て
い
る
よ
う
に
見

プ
ロ
ト
ル
ネ
サ
ン
ス
の
時
期
に
、
イ
タ
リ
ア
の

シ
エ
ナ
と
い
う
町
を
中
心
に
、
新
た
な
表
現
が

行
わ
れ
ま
し
た
。
重
要
作
家
は
ド
ウ
チ
オ
と
マ

ル
テ
ィ
ー
ニ
の
二
人
で
、
彼
ら
を
シ
エ
ナ
派
と

呼
ぶ
（
＊
＊
）。

（
＊
＊
）
シ
エ
ナ
派

シ
エ
ナ
は
イ
タ
リ
ア
中
部
の
ト
ス
カ
ナ
地
方
の
中

心
都
市
。
今
で
も
中
世
の
面
影
を
残
し
た
ま
ち
。

フ
ィ
レ
ン
ッ
エ
が
強
力
に
な
る
前
に
は
、
こ
の
シ

エ
ナ
が
も
っ
と
も
栄
え
て
い
た
街

シ
エ
ナ
の
画
家
の
中
で
最
初
に
ル
ネ
サ
ン
ス
的

な
活
動
を
始
め
た
の
が
、
ド
ウ
チ
オ
で
す
。

ド
ウ
チ
オ
は
、
幾
世
紀
に
も
わ
た
る
ビ
ザ
ン
チ

ン
様
式
の
重
々
し
く
て
威
厳
の
あ
る
様
式
を
捨

て
去
り
、
人
間
的
な
表
現
を
始
め
た
。

も
し
ジ
ョ
ッ
ト
が
絵
画
の
革
命
を
起
こ
さ
な
け

れ
ば
、
時
代
は
ま
ち
が
い
な
く
、
ド
ゥ
ッ
チ
ョ

の
も
の
で
あ
っ
た
と
言
わ
れ
ま
す
。

も
う
一
人
、
14
世
紀
シ
ェ
ナ
派
を
代
表
す
る
画

家
は
、
こ
の
シ
モ
ー
ネ
・
マ
ル
テ
ィ
ー
ニ
で
す
。

大
天
使
ガ
ブ
リ
エ
ル
と
マ
リ
ア
が
ほ
っ
そ
り
と

し
た
姿
で
表
さ
れ
た
こ
の
受
胎
告
知
は
、
数
多

い
受
胎
告
知
の
名
画
の
中
で
も
、
独
特
な
味
わ

い
を
持
っ
て
い
ま
す
。
平
面
的
な
処
理
の
仕
方

は
、
ま
さ
に
日
本
画
の
よ
う
で
す
。
日
本
人
に

と
っ
て
愛
着
を
も
つ
も
の
と
し
て
感
じ
ら
れ
る

の
は
、
お
そ
ら
く
、
浮
世
絵
に
似
て
る
か
ら
で

し
ょ
う
ね
。

（
＊
）
聖
フ
ラ
ン
チ
ェ
ス
コ

イ
タ
リ
ア
、
ウ
ン
ブ
リ
ア
地
方
の
富
裕
な
織
物
商

人
の
子
と
し
て
生
ま
れ
、
清
貧
と
キ
リ
ス
ト
の
ま

ね
び
に
献
身
し
た
人
物
。
青
春
時
代
の
放
蕩
三
昧

か
ら
、1206

年
に
神
の
啓
示
を
受
け
改
心
し
、
そ

え
る
。

　

そ
れ
か
ら
、
ジ
ョ
ッ
ト
の
絵
画
は
、
彼
以
前

の
絵
画
と
比
べ
る
と
、
そ
の
精
神
性
が
感
じ
ら

れ
る
。
も
っ
と
わ
か
り
や
す
く
言
え
ば
、
描
か

れ
て
い
る
人
物
（
神
）
の
感
情
や
気
持
ち
を
感

じ
取
る
こ
と
が
で
き
る
表
現
。
そ
れ
が
一
番
の

違
い
か
な
。

　

そ
う
し
た
点
か
ら
、
絵
画
の
歴
史
は
ジ
ョ
ッ

ト
か
ら
始
ま
る
と
か　
「
近
代
絵
画
の
祖
」
と

C D



　

ルネサンス

とは何か？

ル
ネ
サ
ン
ス
（Renaissance
、
再
生
の

意
味
）
と
は
、
ギ
リ
シ
ア
・
ロ
ー
マ
の

古
典
文
化
の
再
生
を
意
味
す
る
言
葉
で
、

文
芸
復
興
と
訳
さ
れ
て
き
た
。 

　
ル
ネ
サ
ン
ス
は
、
14
世
紀
に
イ
タ
リ

ア
で
始
ま
り
、15
世
紀
以
後
西
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
に
広
ま
っ
た
が
、
単
に
ギ
リ
シ
ア
・

ロ
ー
マ
の
古
典
文
化
の
復
興
に
と
ど
ま

ら
ず
、
人
間
精
神
の
革
新
を
求
め
る
文

化
運
動
で
あ
っ
た
。 

　
ル
ネ
サ
ン
ス
の
根
本
精
神
は
ヒ
ュ
ー

マ
ニ
ズ
ム
（hum

anism

）
で
あ
る
。

ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
原
義
は
人
間
主
義

と
訳
さ
れ
る
。 

と
こ
ろ
で
、

① 

な
ぜ
イ
タ
リ
ア
で
ル
ネ
サ
ン
ス
が
起
こ
っ

た
の
か
？

② 

ル
ネ
サ
ン
ス
の
精
神
は
、
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ

ム
だ
と
言
わ
れ
る
が
、
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム

と
ル
ネ
サ
ン
ス
と
は
ど
う
い
う
関
係
に
あ

る
の
？

　

こ
の
２
点
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。

　
ま
ず
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
、
フ
ェ
ラ
ー
ラ
、
ミ

ラ
ノ
、
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
な
ど
の
都
市
が
発
展

し
て
い
た
こ
と
。
イ
タ
リ
ア
半
島
で
は
半
島

を
統
一
す
る
よ
う
な
有
力
な
国
家
は
育
た
な

か
っ
た
ん
だ
。
主
に
商
人
達
が
つ
く
り
あ
げ

て
い
っ
た
小
さ
な
都
市
が
、
１
つ
ず
つ
共
和

国
と
し
て
発
展
し
て
い
っ
た
わ
け
で
す
。

そ
の
上
で
３
つ
の
要
因
が
あ
げ
ら
れ
る
。     

① 

古
典
文
化
遺
産
が
豊
富

② 
ビ
ザ
ン
チ
ン
帝
国
の
滅
亡
に
よ
り
、
多
数

の
学
者
が
イ
タ
リ
ア
へ
逃
げ
て
き
た
。

③ 

東
方
と
の
貿
易
に
よ
る
経
済
的
繁
栄

経
済
と
文
化
の
双
方
が
絡
み
合
い
、
こ
の
背

景
の
中
で
イ
タ
リ
ア
独
自
の
革
新
的
ア
ー
ト

が
育
ま
れ
て
い
っ
た
わ
け
だ
。

　
ル
ネ
サ
ン
ス
は
、
正
し
く
は
「
イ
タ
リ
ア

ル
ネ
サ
ン
ス
」
っ
て
言
う
。

そ
し
て
、そ
れ
以
外
の
地
域
に
お
い
て
は
、「
北

方
ル
ネ
サ
ン
ス
」
＝
ア
ル
プ
ス
以
北
を
さ
す

こ
と
が
多
い
。

　
た
だ
し
、
フ
ラ
ン
ス
の
場
合
に
は
、「
古
典

主
義
」
っ
て
呼
ぶ
か
ら
、
注
意
が
必
要
で
す

ね

ルネサンスを考える



ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
っ
て
？

　
と
こ
ろ
で
、
皆
さ
ん
は
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
っ
て

ど
う
い
う
意
味
で
理
解
し
て
る
で
し
ょ
う
か
？

　
多
く
の
人
が
「
人
間
性
を
大
切
に
す
る
」
と
か

「
人
道
主
義
」
っ
て
答
え
ま
す
ね
。

　
で
も
、
こ
の
思
想
が
最
初
に
イ
タ
リ
ア
で
発
生

し
た
時
の
意
味
は
そ
う
じ
ゃ
な
か
っ
た
。
言
葉
の

意
味
は
、
時
代
と
共
に
変
化
し
て
し
ま
う
一
つ
の

例
と
し
て
理
解
し
て
ほ
し
い
と
思
い
ま
す
。

　
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
語
源
は   

「
フ
マ
ニ
タ
ス

　

新
た
な
精
神
は
イ
タ
リ
ア
中
部
の
フ
ィ
レ

ン
テ
で
起
こ
っ
た
。
経
済
的
に
反
映
し
た
自

由
で
豊
か
な
商
人
や
職
人
た
ち
の
間
に
は
し

だ
い
に
中
世
の
騎
士
や
職
人
た
ち
と
は
異
な

る
価
値
観
が
生
ま
れ
て
い
た
。

　

ビ
ザ
ン
チ
ン
帝
国
の
滅
亡
に
伴
っ
て
多
く

の
学
者
た
ち
が
逃
げ
て
き
た
。
学
者
ら
は
、

イ
タ
リ
ア
の
地
下
に
は
か
つ
て
の
優
れ
た
文

ギ
リ
シ
ャ
・
ロ
ー
マ
文
化
研
究   

ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム

＝

化
が
埋
も
れ
て
い
る
こ
と
を
教
え
た
。

　

人
々
は
ラ
テ
ン
語
の
書
籍
を
求
め
、
ギ
リ

シ
ャ
語
も
学
び
、
は
る
か
遠
い
昔
の
ギ
リ

シ
ャ
・
ロ
ー
マ
時
代
が
こ
こ
に
「
ふ
た
た
び

生
ま
れ
た
」
と
思
っ
た
。
彼
ら
自
身
が
、
そ

の
古
い
作
品
で
生
き
返
っ
た
と
感
じ
た
。
多

く
の
人
が「
リ
ナ
ス
キ
メ
ン
ト
」あ
る
い
は「
ル

ネ
サ
ン
ス
」（
再
生
）
に
つ
い
て
語
っ
た
。
か

つ
て
は
「
異
教
徒
の
残
骸
」
と
し
て
眺
め
ら

れ
て
い
た
ロ
ー
マ
時
代
か
ら
残
る
彫
像
や
建

造
物
を
、
ふ
た
た
び
美
し
い
も
の
と
し
て
見

る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
し
て
フ
ィ
レ
ン
テ
人

は
ふ
た
た
び
円
柱
の
建
物
を
建
て
始
め
た
の

だ
っ
た
。

当
時
は
ペ
ス
ト
に
よ
っ
て
肉
体
的
に
も
精
神

的
に
も
人
び
と
は
危
機
に
陥
っ
て
い
て
、
中

世
の
来
世
肯
定
の
世
界
観
か
ら
現
世
肯
定
の

世
界
観
に
変
わ
り
つ
つ
あ
っ
た
。

　

腐
敗
し
た
教
会
、
キ
リ
ス
ト
教
で
は
も
は
や

救
わ
れ
ず
、
新
た
な
道
が
模
索
さ
れ
た
。
神

か
ら
離
れ
て
、
自
分
な
り
の
世
界
観
を
確
立

し
よ
う
と
い
う
動
き
が
起
こ
り
、
ぺ
ト
ラ
ル

カ
は
こ
う
し
た
状
況
の
な
か
で
、
古
典
の
な

か
の
叡
智
に
人
間
と
し
て
の
新
た
な
生
き
る

道
を
見
出
そ
う
と
し
た
。
自
然
科
学
の
発
達

と
相
ま
っ
て
、
現
世
を
肯
定
的
に
考
え
る
思

想
が
芽
生
え
て
き
た
。
こ
れ
が
人
間
性
を
重

視
す
る
意
味
で
の
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
と
な
っ

た
わ
け
で
す
ね
。

（: Hum
anitas

）」
で
、
こ
れ
は
古
代
ロ
ー

マ
時
代
に
あ
っ
て
は
、
ロ
ー
マ
市
民
が
学
ぶ

べ
き
教
養
と
い
う
意
味
だ
っ
た
。
中
世
で
は

リ
ベ
ラ
ル
ア
ー
ツ
＝
自
由
７
科
目
を
学
ぶ
こ

と
＝
人
文
研
究
者
の
こ
と
を
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ス

ト
と
呼
ん
だ
。

　

で
、
イ
タ
リ
ア
の
15
世
紀
に
あ
っ
て
は
、

ギ
リ
シ
ャ
・
ロ
ー
マ
文
化
研
究
す
る
こ
と
を

ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
っ
て
呼
ん
だ
ん
だ
。

　
現
在
と
は
だ
い
ぶ
意
味
が
違
い
ま
す
ね
。

　



　

、

初期ルネサンス
             と
   国際ゴシック

15 世紀
マサッチオから
初期ルネサンスが始まる
　

初
期
ル
ネ
サ
ン
ス
は
マ
サ
ッ
チ
オ
か
ら
始
ま

る
。

し
か
し
ア
ル
プ
ス
の
北
に
あ
る
、
北
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
の
低
地
帯
（
オ
ラ
ン
ダ
・
ベ
ル
ギ
ー
）

で
は
、
自
然
主
義
、
現
実
主
義
、
そ
し
て
新

た
な
絵
画
技
術
を
通
し
て
、
絵
画
の
世
界
に

変
革
が
起
こ
っ
て
い
た
。

だ
か
ら
、
マ
サ
ッ
チ
オ
に
始
ま
る
ル
ネ
サ
ン

ス
を
イ
タ
リ
ア
ル
ネ
サ
ン
ス
と
呼
び
、
オ
ラ

ン
ダ
・
ベ
ル
ギ
ー
で
始
ま
っ
て
い
た
ル
ネ
サ

ン
ス
を
、
北
方
ル
ネ
サ
ン
ス
と
よ
ぶ

27 才で夭折
フィレンツェの画家

　

ル
ネ
サ
ン
ス
の
第
二
の
春
と
も
い
え
る
、

本
格
的
な
初
期
ル
ネ
サ
ン
ス
は
、
た
っ
た
27

歳
で
夭
折
し
た
、
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
の
画
家
マ

ザ
ッ
チ
ョ
に
よ
っ
て
、
ま
る
で
奇
跡
の
よ
う

に
始
ま
っ
た
。

　
時
代
様
式
と
い
う
も
の
は
、
こ
の
時
代
以

後
は
、
あ
る
一
人
の
天
才
が
、
突
然
生
み
出

し
た
も
の
で
あ
る
。

　
今
日
的
な
表
現
に
近
い
描
き
方
の
ほ
と
ん

ど
は
、
マ
サ
ッ
チ
オ
一
人
の
手
に
よ
っ
て
纏

め
上
げ
ら
れ
た
。

　
代
表
作
は
上
図
の
『
楽
園
追
放
』（
ブ
ラ
ン

カ
ッ
チ
礼
拝
堂
内
部
の
フ
レ
ス
コ
装
飾
画
の

一
部
）。
人
物
表
現
の
巧
み
さ
に
も
目
を
引
か

れ
る
。
人
間
の
原
罪
イ
ヴ
が
泣
き
叫
ん
で
い

る
姿
が
あ
ま
り
に
も
醜
く
、
あ
ま
り
に
も
惨

め
な
の
で
、
思
わ
ず
は
っ
と
息
を
飲
む
。

マ
サ
ッ
チ
オ
の
奇
跡

マ
サ
ッ
チ
オ
は
、
最
初
に
科
学
的
に
、
遠
近
法

を
使
用
し
た
画
家
で
あ
る
。
線
遠
近
法
を
用
い

彫
刻
か
ら
の
影
響

て
、
そ
れ
ま
で
の
空
間
表
現
を
革
命
的
に
変
え

て
し
ま
っ
た
。
地
面
の
影
に
注
目
。
光
と
影
を

意
識
的
に
表
現
す
る
こ
と
で
現
実
感
を
表
す
よ

う
に
な
っ
た
。
以
後
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
絵
画
は
、

遠
近
法
を
用
い
て
、
現
実
の
世
界
に
似
せ
て
い

こ
う
と
す
る
、
写
実
性
を
追
求
し
て
い
っ
た
。

そ
れ
は
印
象
派
後
期
ま
で
続
く
わ
け
で
す
。

　
こ
う
し
た
マ
サ
ッ
チ
オ
の
自
然
主
義
的
な
表

現
に
は
、
ピ
サ
大
聖
堂
の
新
し
い
説
教
壇
を
制

作
し
た
ニ
コ
ラ
・
ピ
サ
ー
ノ
の
彫
刻
の
影
響
が

考
え
ら
れ
る

国
際
ゴ
シ
ッ
ク
は
、
ゴ
シ
ッ
ク
美
術
の

末
期
（
初
期
ル
ネ
サ
ン
ス
と
重
な
る
時

期
）
に
宮
廷
な
ど
を
中
心
に
、
幻
想
味

を
帯
び
た
細
密
な
表
現
が
、
フ
ラ
ン
ス

を
中
心
に
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
広
く
流
行

し
た
現
象
を
指
し
ま
す
。

初期ルネサンス

マサッチオ



　

以
前
に
説
明
し
た
『
シ
エ
ナ
派
』
は
、

じ
つ
は
北
方
の
ゴ
シ
ッ
ク
様
式
と
イ
タ
リ

ア
の
ジ
ョ
ッ
ト
ら
の
芸
術
を
融
合
し
て
、

繊
細
な
宗
教
画
を
描
い
た
わ
け
で
す
。

　

そ
の
後
、
シ
モ
ー
ネ
・
マ
ル
テ
ィ
ー
ニ

は1340

年
か
ら
ア
ヴ
ィ
ニ
ョ
ン
に
置
か

れ
て
い
た
教
皇
座
に
招
か
れ
て
、
新
宮
殿

建
設
の
仕
事
に
従
事
し
ま
し
た
。
そ
こ
に

は
各
国
か
ら
多
く
の
画
家
が
訪
れ
て
、
活

発
な
交
流
が
行
わ
れ
て
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
各

国
の
宮
廷
に
共
通
し
た
様
式
の
絵
画
『
国

際
ゴ
シ
ッ
ク
様
式
』
が
流
行
す
る
よ
う
に

な
っ
た
。　

つ
ま
り
、
シ
エ
ナ
派
が
北
方

各
地
に
影
響
し
て
『
国
際
ゴ
シ
ッ
ク
様
式
』

が
生
み
出
さ
れ
た
っ
て
わ
け
で
す
。

　

さ
て
、
ル
ネ
サ
ン
ス
の
絵
画
は
、
空
間

的
に
統
一
し
、
あ
る
時
点
で
の
ひ
と
つ
の

見
方
を
固
定
し
た
も
の
だ
か
ら
、
す
っ
き

り
し
て
ま
す
。

　

し
か
し
、
上
図
の
３
枚
を
御
覧
く
だ
さ

い
。
国
際
ゴ
シ
ッ
ク
の
絵
画
は
、い
ず
れ
も
、

と
て
も
ご
ち
ゃ
ご
ち
ゃ
し
た
印
象
が
あ
り

ま
す
ね
。
し
か
し
、
中
世
の
こ
ろ
と
比
べ

る
と
だ
い
ぶ
立
体
感
、
空
間
が
出
て
、
今
日

的
に
な
っ
て
き
ま
し
た
。
そ
し
て
背
景
や
衣
装

に
金
箔
が
使
わ
れ
て
お
り
、
と
て
も
装
飾
的
で

豪
華
な
感
じ
が
し
ま
す
。
こ
れ
は
、
国
際
＝
シ

エ
ナ
派
の
雰
囲
気
が
ベ
ー
ス
に
な
っ
て
い
て
、

い
ろ
ん
な
国
の
宮
廷
の
好
み
が
加
わ
っ
た
も
の

だ
か
ら
な
の
で
す
。

　
ゴ
シ
ッ
ク
の
絵
画
の
基
本
原
理
は
積
み
重
ね

で
す
。
空
間
や
明
暗
は
大
事
で
は
な
い
。
奥
行

き
の
感
じ
ら
れ
な
い
画
面
の
前
景
に
、
ぎ
ゅ
っ

と
詰
め
込
ま
れ
た
人
、
人
、
人....

。
少
し
息

苦
し
い
印
象
も
持
ち
ま
す
が 

画
面
に
い
っ
ぱ

い
詰
め
込
む
こ
と
。
雑
然
と
し
た
モ
チ
ー
フ
の

詰
め
込
み
状
態
。
こ
れ
ら
は
ゴ
シ
ッ
ク
後
期
の

特
徴
の
ひ
と
つ
と
言
え
る
で
し
ょ
う
。

最
初
の
遠
近
法

『Trinity

』
は
、
線
遠
近
法
を
用
い
て
描
か
れ

た
最
初
の
絵
と
言
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
壁
画
を

見
る
人
の
眼
の
位
置
は
、
左
図
の
赤
●
の
高
さ

に
あ
る
。
つ
ま
り
こ
の
絵
は
、絵
を
見
る
人
が
、

あ
る
一
点
に
立
っ
て
見
る
こ
と
を
前
提
に
し
て

い
る
わ
け
で
す
。

　
透
視
図
法
に
よ
る
絵
画
は
、
現
実
の
場
面
を

写
真
で
写
し
た
よ
う
に
描
く
。
今
で
は
当
た
り

前
な
考
え
方
だ
け
れ
ど
、
こ
の
当
時
は
、
ま
っ

た
く
新
し
い
考
え
方
だ
っ
た
。
ま
た
背
景
は
、

壁
に
く
ぼ
ん
だ
奥
行
き
空
間
を
作
り
出
す
こ
と

が
目
的
で
、『
だ
ま
し
絵
』で
も
あ
る
わ
け
で
す
。

国
際
ゴ
シ
ッ
ク
様
式

初
期
ル
ネ
サ
ン
ス
は
イ
タ
リ
ア
の
話
、
い
わ

ば
『
南
方
ル
ネ
サ
ン
ス
』
で
す
。
と
こ
ろ
で

そ
の
時
期
に
は
、
他
の
国
で
は
ど
う
だ
っ
た

か
？

ア
ル
プ
ス
の
北
の
地
域
で
は
、
イ
タ
リ
ア

と
は
表
現
傾
向
が
相
当
違
う
、国
際
ゴ
シ
ッ

様
式
と
北
方
ル
ネ
サ
ン
ス
と
が
展
開
し
て

い
ま
し
た
。

マサッチオ『Trinity』



、

　

、

北方ルネサンス
の出発点

　

イ
タ
リ
ア
で
華
々
し
く
ル
ネ
サ
ン
ス
が
開

花
し
、
絵
画
で
は
壁
画
＝
フ
レ
ス
コ
画
を
中

心
に
、
そ
の
技
法
や
理
論
は
巨
匠
達
の
手
に

よ
り
さ
ら
に
洗
練
さ
れ
て
い
き
ま
し
た
。　

　

そ
の
頃
、
フ
ラ
ン
ド
ル
を
始
め
そ
の
他
西

欧
諸
国
で
は
、
油
彩
に
よ
る
表
現
が
発
達
し

て
い
き
ま
し
た
。
北
方
ル
ネ
サ
ン
ス
の
中
の

ひ
と
つ
「
初
期
フ
ラ
ン
ド
ル
派
」
は
イ
タ
リ

ア
・
ル
ネ
サ
ン
ス
と
ほ
ぼ
同
時
期
に
始
ま
り
、

フ
ァ
ン
・
エ
イ
ク
兄
弟
が
油
絵
の
技
法
を
完

成
さ
せ
、
そ
の
高
度
な
油
彩
技
術
と
写
実
的

な
表
現
は
イ
タ
リ
ア
芸
術
に
大
き
な
影
響
を

与
え
ま
し
た
。

北
方
ル
ネ
サ
ン
ス
の
特
徴
は
、
主
と
し
て
次

の
よ
う
に
い
え
る
で
し
ょ
う
。

① 
正
確
な
観
察
と
自
然
主
義

② 

生
活
に
即
し
た
テ
ー
マ
や,

　

  

宗
教
・
哲
学
的
主
題

③ 

緻
密
で
細
密
、
徹
底
し
た
描
写

「メローデの祭壇画」（受胎告知） ロベルト・カンピン　（1425 － 30 年）

　
フ
ラ
ン
ド
ル
や
ネ
ー
デ
ル
ラ
ン
ド
と
い
っ
た

呼
称
は
、
私
た
ち
に
は
チ
ョ
ッ
ト
わ
か
り
難
い

で
す
か
ら
、
少
し
説
明
し
て
お
き
ま
す
。

　
『
フ
ラ
ン
ド
ル
』
は
オ
ラ
ン
ダ
語
で
、
フ
ラ

ン
ス
北
端
部
か
ら
ベ
ル
ギ
ー
西
部
に
か
け
て
の

地
方
を
指
す
。英
語
で
は
フ
ラ
ン
ダ
ー
ス
で
す
。

　

そ
し
て
オ
ラ
ン
ダ
の
現
在
の
正
式
名
称
は

「
ネ
ー
デ
ル
ラ
ン
ト
」
で
す
。
じ
ゃ
あ
な
ぜ
私

た
ち
が
オ
ラ
ン
ダ
っ
て
呼
ぶ
の
か
と
い
え
ば
、

16
～
18
世
紀
に
か
け
て
、
ネ
ー
デ
ル
ラ
ン
ト
連

邦
共
和
国
が
成
立
し
、
こ
れ
が
オ
ラ
ン
ダ
共
和

国
な
ど
と
も
呼
ば
れ
た
か
ら
の
よ
う
で
す
ね
。

し
た
が
っ
て
、
こ
こ
で
い
う
北
方
ル
ネ
サ
ン

ス
と
は
、
現
在
の
「
ベ
ル
ギ
ー
・
オ
ラ
ン
ダ
・

北
フ
ラ
ン
ス
」
地
域
に
当
た
り
ま
す
。

　
や
っ
ぱ
り
分
か
り
難
い
で
す
ね
。

フ
ラ
ン
ド
ル
絵
画
の
背
景

フ
ラ
ン
ド
ル
っ
て
何
処
？

　
ネ
ー
デ
ル
ラ
ン
ド
の
地
は
、
西
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
の
交
通
の
要
地
に
あ
た
る
。
ブ
ル
ー
ジ
ュ

や
ア
ン
ト
ワ
ー
プ
な
ど
の
都
市
が
栄
え
、
豊

か
な
商
工
業
地
で
あ
っ
た
。
ラ
イ
ン
川
を
下
っ

て
く
る
イ
タ
リ
ア
や
近
東
の
物
資
も
あ
つ
ま

り
、
イ
ギ
リ
ス
の
羊
毛
を
輸
入
・
加
工
す
る

大
織
物
工
業
地
で
も
あ
っ
た
。

　
都
市
は
そ
の
経
済
的
反
映
を
象
徴
し
て
14

世
紀
以
後
、
寺
院
は
も
と
よ
り
世
俗
建
築
も

豪
華
に
な
っ
て
い
っ
た
。
こ
う
し
た
商
工
業

を
背
景
に
し
て
、
人
々
は
現
実
的
な
自
然
描

写
を
好
み
、
芸
術
は
リ
ア
リ
ズ
ム
傾
向
を
推

進
さ
せ
て
い
っ
た
と
い
う
わ
け
で
す
。

し
か
し
、
古
代
ギ
リ
シ
ャ
・
ロ
ー
マ
の
伝
統

を
持
た
な
い
ネ
ー
デ
ル
ラ
ン
ド
で
は
、
中
世

の
伝
統
を
保
持
し
な
が
ら
、
身
の
回
り
の
世

界
を
新
鮮
な
目
で
観
察
し
た
表
現
が
発
達
し

た
の
で
す
。

　
意
外
に
小
品
が
多
い
の
は
、
壁
画
か
ら
出

発
し
た
イ
タ
リ
ア
に
対
し
て
、
ネ
ー
デ
ル
ラ

ン
ド
で
は
ミ
ニ
ア
チ
ュ
ー
ル
か
ら
出
発
し
た

画
家
が
多
い
こ
と
か
ら
な
の
で
す
。

北方ルネサンス



ハ ン ス・ メ ム リ ン ク　
（１４７０ごろ） 

最後の審判

ヤ
ン
・
フ
ァ
ン
・
ア
イ
ク

『
ゲ
ン
ト
の
祭
壇
画
』
は
、、343

×439cm

と
い

う
巨
大
祭
壇
画
で
、
初
期
フ
ラ
ン
ド
ル
絵
画
最
大

の
モ
ニ
ュ
メ
ン
ト
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
作
者
は

ヒ
ュ
ー
ベ
ル
ト
と
ヤ
ン
の
二
人
の
エ
イ
ク
兄
弟
で

す
。

　

こ
の
祭
壇
画
は
兄
の
ヒ
ュ
ー
ベ
ル
ト
に
よ
っ
て

制
作
が
始
め
ら
れ
、1432

年
に
弟
ヤ
ン
に

よ
っ
て
７
年
を
か
け
て
完
成
さ
れ
ま
し
た
。

ヒ
ュ
ー
ベ
ル
ト
は1426

年
に
亡
く
な
り
、
そ

の
後
を
ヤ
ン
が
引
き
継
い
だ
と
い
う
か
た
ち

な
の
で
す
。
基
本
形
は
ト
リ
プ
テ
ィ
ク=

す

な
わ
ち
三
枚
続
き
の
祭
壇
画
で
、
中
央
部
お

よ
び
左
と
右
の
二
枚
の
翼
部
か
ら
成
っ
て
い

ま
す 

▼天使たちの部分拡大
この絵の精緻な描写には驚嘆する
ばかりです合唱の天使と奏楽の天
使ではこの表情の違いは、発声し
ている音域の違いと言われる。

　

ア
イ
ク
兄
弟
は
、
油
彩
画
の
発
明
者
と
も

呼
ば
れ
、
こ
の
祭
壇
画
は
油
絵
具
に
よ
る
最

初
の
大
作
と
言
わ
れ
て
い
る
。

　

壁
画
を
描
く
フ
レ
ス
コ
や
細
密
画
を
描
く

テ
ン
ペ
ラ
な
ど
の
技
法
で
は
、
透
明
感
が
無

く
、
光
の
煌
き
を
う
み
だ
せ
な
か
っ
た
。

　

宝
石
や
金
属
，
布
の
質
感
を
描
き
出
す
こ

と
は
そ
れ
ま
で
は
不
可
能
だ
っ
た
。
二
人
が

開
発
し
た
油
彩
絵
具
に
よ
っ
て
、
初
め
て
反

射
や
映
り
込
み
、
そ
し
て
『
輝
く
よ
う
な
光
』

の
表
現
が
可
能
に
な
っ
た
。

最
初
の
油
彩
画

イ
タ
リ
ア
と
の
違
い

　

イ
タ
リ
ア
の
絵
画
で
は
、
身
体
、
輪
郭
、

人
間
が
中
心
で
、
堂
々
と
し
た
ギ
リ
シ
ャ
的

人
体
や
構
造
と
肉
付
け
へ
の
関
心
が
強
い
。

そ
し
て
テ
ン
ペ
ラ
や
フ
レ
ス
コ
は
細
部
や
質

感
表
現
に
は
不
向
き
な
こ
と
か
ら
、
皆
同
じ

よ
う
な
材
質
感
で
描
か
れ
て
い
る
。

　
そ
れ
に
対
し
て
、
初
期
フ
ラ
ン
ド
ル
派
の

表
現
で
は
、
人
体
は
、
ボ
リ
ュ
ー
ム
感
が
少

な
く
、
や
せ
て
、
ひ
ょ
ろ
り
と
し
た
体
形
で

描
か
れ
る
。

　

そ
し
て
、
何
で
で
き
て
い
る
の
か
？
、
布

な
ら
ど
ん
な
布
な
の
か
、
問
い
か
け
の
姿
勢

が
あ
る
。
材
質
の
正
確
さ
、
緻
密
さ
、
微
細

な
表
面
へ
の
こ
だ
わ
り
が
あ
る
。
こ
れ
ら
は
、

商
工
業
に
よ
る
自
治
権
を
も
つ
都
市
住
民
に

よ
る
、
物
質
的
愛
着
で
あ
ろ
う
か
。

　

と
こ
ろ
で
、
技
法
は
近
代
化
し
た
が
、
精

神
的
内
容
は
中
世
的
雰
囲
気
を
多
分
に
残
し

て
い
る
。
こ
う
し
た
点
が
イ
タ
リ
ア
と
の
相

違
で
も
あ
る
。

　

メムリンクの作品は、初期ネーデルランド伝
統画法を発展させたもの。色彩豊かで、細密
な線描を用いた写実性の高い描写に、温和な
甘美性や独特の華奢な人物構造を携える表現
です。



ルネサンス絵画
の特徴

　

、

い
よ
い
よ
盛
期
ル
ネ
サ
ン
ス
で
す

　

や
っ
と
皆
さ
ん
ご
存
知
の
三
大
巨
匠
＝
レ
オ

ナ
ル
ド
、
ミ
ケ
ラ
ン
ジ
ェ
ロ
、
ラ
フ
ァ
エ
ロ
に

た
ど
り
つ
き
ま
し
た
。

　

こ
の
３
名
を
は
じ
め
、
盛
期
ル
ネ
サ
ン
ス
の

時
期
の
作
品
図
版
や
作
家
解
説
は
と
て
も
多
く

あ
り
ま
す
。
だ
か
ら
皆
さ
ん
が
、
そ
の
気
に
な

れ
ば
、
自
分
で
資
料
を
手
に
入
れ
て
勉
強
す
る

こ
と
が
で
き
ま
す
ね
。
だ
か
ら
こ
こ
で
は
、
そ

う
し
た
作
家
や
作
品
の
紹
介
よ
り
、
も
っ
と
大

事
な
こ
と
を
扱
い
ま
す
。

　　

そ
れ
は
、
第
１
に
、
盛
期
ル
ネ
サ
ン
ス
と
い

う
時
代
様
式
の
特
徴
（
特
殊
性
）
を
知
っ
て
ほ

し
い
と
い
う
こ
と
で
す
。

　

ル
ネ
サ
ン
ス
様
式
は
古
典
主
義
的
様
式
で
す

が
、そ
の
特
質
に
つ
い
て
説
明
し
ま
す
。
ま
た
、

そ
れ
が
わ
ず
か
２
０
～
３
０
年
で
終
わ
っ
て
し

ま
っ
た
、
そ
の
は
か
な
さ
の
理
由
に
つ
い
て

で
す
。

　

第
２
に
は
、
芸
術
家
の
誕
生
に
つ
い
て
で

す
。
こ
の
時
代
か
ら
、
美
術
家
と
か
芸
術
家

と
い
う
考
え
方
が
登
場
し
た
の
で
す
。美
術
っ

て
何
な
ん
だ
、
っ
て
こ
と
を
考
え
る
た
め
に

は
、
ぜ
ひ
そ
の
部
分
を
知
っ
て
お
く
必
要
が

あ
る
と
思
う
か
ら
な
ん
で
す
ね
。　

ル
ネ
サ
ン
ス
の
形
式
的
完
成

　

盛
期
ル
ネ
サ
ン
ス
と
は
、
氷
山
に
例
え
れ

ば
、
水
面
か
ら
上
に
見
え
て
い
る
、
ほ
ん
の

僅
か
な
部
分
に
相
当
す
る
で
し
ょ
う
。
ル
ネ

サ
ン
ス
全
体
の
、５
分
の
４
は
、『
プ
ロ
ト
』や
、

『
初
期
ル
ネ
サ
ン
ス
』
の
部
分
で
す
。
頂
点
に

あ
た
る
の
が
盛
期
ル
ネ
サ
ン
ス
で
あ
る
こ
と

を
、
よ
く
理
解
し
て
く
だ
さ
い
な
。

　

つ
ま
り
、『
盛
期
ル
ネ
サ
ン
ス
』
は
、
完
成

さ
れ
た
ル
ネ
サ
ン
ス
の
形
式
（
ス
タ
イ
ル
）

な
わ
け
で
す
。
盛
期
ル
ネ
サ
ン
ス
の
特
徴
を

ま
と
め
る
と
左
の
様
で
し
ょ
う

平
静
、
客
観
性
、
安
定
、
均
衡
、

生
を
肯
定
、
自
信
に
満
ち
る
、

規
範
性

盛期ルネサンス



　

神
と
人
間
、
宗
教
と
正
義
、
信
仰
と
道
徳

盛
期
ル
ネ
サ
ン
ス
絵
画
か
ら
、
私
達
は
こ
う

い
っ
た
調
和
が
と
れ
た
安
定
感
を
感
じ
と
る

こ
と
が
で
き
ま
す
。、
そ
こ
に
は
ヒ
ュ
ー
マ
ニ

ス
ト
の
楽
観
主
義
的
秩
序
と
調
和
へ
の
信
頼

が
あ
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。

②　

特
徴
の
第
２
に
は
、『
自
然
ベ
ー
ス
の
秩

序
の
原
理
』
が
あ
げ
ら
れ
ま
す
。

　

ル
ネ
サ
ン
ス
期
の
作
家
た
ち
の
関
心
は
、

絵
画
・
彫
刻
と
い
っ
た
狭
い
範
囲
の
造
形
領

域
に
と
ど
ま
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
科
学
的
な

観
点
に
た
ち
、
自
然
解
釈
か
ら
生
じ
た
秩
序

を
尊
重
し
た
表
現
が
そ
の
基
盤
に
あ
り
ま
し

た
。

③　

第
３
に
は
合
理
主
義
的
思
考
が
挙
げ
ら

れ
ま
す
。
中
世
の
時
代
と
ル
ネ
サ
ン
ス
と
の

一
番
の
相
違
は
合
理
性
だ
と
も
い
わ
れ
ま
す
。

ル
ネ
サ
ン
ス
の
根
本
原
理
は
、『
統
一
性
の
諸

原
則
』
で
す
。
つ
ま
り
、統
一
的
な
空
間
感
情
、

比
例
の
統
一
的
な
基
準
、
た
だ
一
つ
の
テ
ー

マ
へ
の
限
定
、
ひ
と
目
で
分
か
る
構
図
の
ま

と
め
方
、
こ
れ
ら
は
す
べ
て
合
理
主
義
の
精

神
か
ら
出
た
も
の
で
す
。

　

空
間
や
相
互
関
係
に
お
け
る
矛
盾
の
排
除
、

こ
れ
ら
の
こ
と
が
『
美
』
と
感
ぜ
ら
れ
た
わ

け
で
す
。
盛
期
ル
ネ
サ
ン
ス
に
お
け
る
芸
術

的
な
質
の
基
準
の
す
べ
て
は
理
性
的
に
根
拠

づ
け
ら
れ
た
合
理
化
の
一
途
を
た
ど
っ
た
わ

け
で
す
ね
。

 ■ 盛期ルネサンス絵画の特徴
　　①美と調和の表現　＝　古典主義的

　　　　神と人間
　　　　宗教と正義
　　　　信仰と道徳

　　②自然ベースの秩序の原理
　　　　自然解釈から生じた秩序を尊重した

　　③合理主義的思考

構図の特徴

　　　シンメトリー　バランス　三角形　円

　

盛
期
ル
ネ
サ
ン
ス
の
要
素
を
最
も
代
表
す
る

人
物
は
レ
オ
ナ
ル
ド
で
し
ょ
う
ね
。
ラ
フ
ァ
エ

ロ
の
絵
は
、
ち
ょ
っ
と
そ
こ
か
ら
外
れ
て
、
不

安
感
が
あ
る
。
さ
ら
に
、ミ
ケ
ラ
ン
ジ
ェ
ロ
は
、

レ
オ
ナ
ル
ド
と
比
べ
る
と
、
だ
い
ぶ
不
安
定
さ
、

精
神
的
な
動
き
が
感
じ
ら
れ
ま
す
ね
。

　

こ
の
３
名
が
と
も
に
活
躍
し
た
時
期
は
、

1500

か
ら1520

年
、
だ
か
ら
こ
の20

年
間

を
盛
期
ル
ネ
サ
ン
ス
と
呼
ぶ
こ
と
も
多
い
わ
け

だ
。

　

盛
期
ル
ネ
サ
ン
ス
絵
画
の
特
徴
に
つ
い
て
考

え
て
み
よ
う

①　

第
一
に
、
全
体
的
な
特
徴
と
し
て
は
、
美

と
調
和
を
表
現
し
て
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
い
う

こ
と
で
す
。
つ
ま
り
、『
絶
対
的
な
美
の
規
範
』

が
あ
る
こ
と
を
信
じ
て
い
る
わ
け
で
す
よ
。

　

そ
れ
は
絵
画
構
図
の
特
徴
に
か
ら
も
明
ら
か

で
す
。
シ
ン
メ
ト
リ
ー　

バ
ラ
ン
ス　

三
角
形

　

円
と
い
っ
た
、
安
定
感
あ
る
造
形
性
が
多
く

用
い
ら
れ
ま
し
た
。
こ
う
し
た
構
図
を
用
い
て
、

平
穏
で
力
に
満
ち
、
自
信
に
あ
ふ
れ
る
精
神
性

が
表
現
さ
れ
た
わ
け
で
す
ね
。

　

ギ
リ
シ
ャ
時
代
の
ク
ラ
シ
ッ
ク
期
も
同
様
で

し
た
。
ギ
リ
シ
ャ
の
ク
ラ
シ
ッ
ク
期
は
、
西
洋

美
術
に
お
け
る
古
典
っ
て
呼
ば
れ
る
わ
け
で

す
。
だ
か
ら
、
盛
期
ル
ネ
サ
ン
ス
は
古
典
主
義

的
っ
て
い
う
こ
と
が
で
き
ま
す
ね
。

絵
画
表
現
の
特
徴

1500 年を中心にして年表を作ってみました。
イタリアの主要な画家はこの程度です。主要都市はフィレンツェとヴェネティアです。
そして、黒に白抜き文字の６人の重要作家は、年表上の位置を必ず覚えてほしい。中で
もルネサンスの三大巨匠といえば、レオナルド、ミケランジェロ、ラファエロですね



美
術
家
の
誕
生

古
典
主
義
が
長
続

き
し
な
い
理
由

安
定
し
す
ぎ
た
ら
ダ
メ
！

社
会
的
地
位
の
変
化

古
典
主
義
的
表
現
の
は
か
な
さ

　

と
こ
ろ
で
、
最
も
完
成
さ
れ
た
彼
ら
３
巨
匠

に
お
い
て
す
ら
、
す
で
に
次
の
マ
ニ
エ
リ
ス
ム

や
バ
ロ
ッ
ク
的
な
要
素
が
入
り
込
み
、
ル
ネ
サ

ン
ス
の
終
焉
が
見
え
は
じ
め
て
い
る
の
で
す
。

　

さ
て
、
盛
期
ル
ネ
サ
ン
ス
は
、
長
く
て
30
年

～
20
年
程
し
か
無
か
っ
た
と
さ
れ
ま
す
。
登
っ

た
と
思
っ
た
ら
、
も
う
下
が
り
始
め
る
山
の
頂

上
に
例
え
ら
れ
る
わ
け
で
す
ね
。

こ
れ
を
左
年
表
の
よ
う
に
、
大
き
な
ス
パ
ン
で

見
て
み
よ
う
。
盛
期
ル
ネ
サ
ン
ス
は
赤
の
細
い

帯
程
度
の
わ
ず
か
な
長
さ
に
な
る
だ
ろ
う
。

　

と
こ
ろ
で
、
イ
タ
リ
ア
ル
ネ
サ
ン
ス
の
見
本

（
手
本
）
と
な
っ
た
、
ギ
リ
シ
ャ
美
術
で
は
、
盛

期
ル
ネ
サ
ン
ス
に
あ
た
る
の
は
ク
ラ
シ
ッ
ク
期

で
す
ね
。

　

幾
何
学
と
ア
ル
カ
イ
ッ
ク

期
、
お
よ
び
ヘ
レ
ニ
ズ
ム
期
と

の
関
係
を
み
る
と
、
や
は
り
最

も
充
実
し
た
（
純
粋
的
な
）
ク

ラ
シ
ッ
ク
期
は
、
と
て
も
短
い

も
の
だ
っ
て
こ
と
が
分
か
り
ま

す
ね
。

文
明
史
研
究
家
の　

ア
ー
ノ
ル

ド
・
ハ
ウ
ザ
ー
は
、
古
典
主
義

が
続
か
な
い
理
由
は
「
人
間
の

本
性
に
反
す
る
か
ら
」
だ
と
述

べ
て
い
る
。

　

ル
ネ
サ
ン
ス
の
絵
画
と
い
う

も
の
は
、
全
体
的
に
客
観
的
な

感
じ
が
あ
る
、
安
定
し
て
バ
ラ

ン
ス
が
と
れ
て
る
わ
け
だ
け

ど
、
無
感
動
的
だ
。

　

す
ご
い
な
と
、
圧
倒
さ
れ
る
と
こ
ろ
は
あ

る
け
ど
、
な
ん
か
よ
そ
よ
そ
し
い
。
普
段
着

じ
ゃ
な
く
っ
て
ぱ
り
っ
と
し
た
ス
ー
ツ
を
着

て
装
っ
て
い
る
感
じ
し
な
い
か
。

　

ル
ネ
サ
ン
ス
絵
画
は
、
実
は
本
音
じ
ゃ
な

い
ん
だ
け
ど
、
こ
う
い
う
の
が
理
想
か
な
っ

て
い
う
感
じ
の
「
ヨ
ソ
イ
キ
」
絵
画
、
つ
ま

り
セ
レ
モ
ニ
ー
に
出
て
、
ち
ょ
っ
と
肩
が
こ
っ

た
か
ら
ど
こ
か
で
リ
ラ
ッ
ク
ス
し
た
い
な
っ

て
気
に
さ
せ
ら
れ
る
。
だ
か
ら
、
長
く
は
続

か
な
い
わ
け
だ
と
言
う
わ
け
だ
。　

　

ど
う
や
ら
芸
術
に
は
、
希
望
を
失
っ
た
り
、

絶
望
的
表
現
や
狂
気
じ
み
た
り
、
叫
ん
だ
り

と
い
っ
た
要
素
が
無
い
と
、
ど
こ
か
物
足
り

な
く
な
る
よ
う
で
す
。

　

ま
あ
、
こ
の
よ
う
な
理
由
か
ら
、
盛
期
ル

ネ
サ
ン
ス
は
短
く
燃
え
尽
き
て
し
ま
っ
た
と

い
う
わ
け
な
の
で
す
よ
。

　

美
術
家
＝
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
の
存
在
は
、
こ

の
時
代
な
始
ま
り
ま
し
た
。
そ
の
あ
た
り
を

考
え
て
み
ま
し
ょ
う
。

　

中
世
の
時
代
、西
欧
で
は
基
本
的
に
『
建
築
』

が
す
べ
て
の
中
心
だ
っ
た
と
考
え
て
く
だ
さ

い
。
教
会
を
建
て
る
こ
と
に
な
れ
ば
、
多
く

の
職
人
全
員
が
そ
こ
へ
移
動
し
て
作
業
に
当

た
り
ま
す
。
石
を
積
み
上
げ
る
石
工
も
い
れ

ば
、
金
工
師
や
い
ろ
ん
な
細
工
が
必
要
で
す

ね
。
そ
う
し
た
職
人
の
中
に
、
像
を
削
る
彫
刻

師
や
壁
画
担
当
す
る
絵
師
が
い
た
わ
け
で
す
。

　

元
々
は
『
建
築
職
人
組
合
』
と
い
う
一
つ
の

移
動
す
る
職
業
集
団
だ
っ
た
わ
け
だ
。

　

そ
れ
が
、
次
第
に
『
画
家
』
や
『
彫
刻
家
』

な
ど
の
同
業
者
集
団
組
織
（
ギ
ル
ド
）
へ
と
分

離
し
て
い
っ
た
。
そ
し
て
、
都
市
に
場
所
を
固

定
し
て
、
ひ
と
り
の
親
方
と
そ
こ
に
働
く
弟
子

た
ち
に
よ
る
制
作
事
務
所
『
工
房
』
が
誕
生
し

た
。
工
房
は
弟
子
た
ち
を
育
て
る
た
め
の
教
育

機
関
で
も
あ
っ
た
。

　

職
人
の
賃
金
と
い
う
も
の
は
、
手
間
賃
（
時

間
）・
材
料
費
・
食
費
な
ど
、
細
分
化
し
た
明

細
を
示
し
て
請
求
す
る
も
の
で
す
。
こ
れ
は

現
在
の
職
人
の
作
業
で
も
一
般
的
な
方
法
で

す
。

　

と
こ
ろ
が
、
そ
の
う
ち
に
能
力
あ
る
職
人

に
対
し
て
は
、
材
料
費
や
時
間
給
に
関
わ
ら

ず
、『
一
仕
事
い
く
ら
』
と
い
う
請
求
方
法
に

変
わ
っ
て
い
っ
た
。
つ
ま
り
、
そ
の
職
人
の

能
力
に
全
面
的
信
頼
を
置
く
よ
う
に
な
っ
た

わ
け
だ
。

　

こ
の
あ
た
り
か
ら
、『
美
術
家
』
意
識
が
芽

生
え
た
と
い
っ
て
よ
い
。

　

近代的美術家像の成立



近
代
的
美
術
家
像
の
成
立

近
代
的
美
術
家
像
の
成
立

　
『
美
術
家
＝
作
家
』
的
な
扱
い
を
受
け
る
よ

う
に
な
っ
た
人
は
、
ま
ず
第
一
に
、
経
済
的
な

自
立
と
い
う
面
が
あ
る
。

　

集
団
組
織
か
ら
離
れ
た
『
個
人
経
営
』
者
と

い
っ
て
よ
い
で
す
ね
。
16
世
紀
は
じ
め
に
彼
ら

へ
の
報
酬
が
増
大
し
、
例
え
ば
、
ミ
ケ
ラ
ン

ジ
ェ
ロ
は
大
金
持
ち
で
し
た
し
、
ラ
フ
ァ
エ
ロ

は
ひ
っ
ぱ
り
だ
こ
だ
っ
た
そ
う
で
す
。

　

は
じ
め
は
仕
事
を
与
え
て
く
だ
さ
い
っ
て
お

願
い
し
て
た
ん
だ
け
ど
、
作
家
の
人
気
が
高
い

と
、
次
第
に
仕
事
が
一
杯
入
っ
て
こ
な
し
き
れ

な
く
な
る
。

で
も
注
文
主
は
「
し
か
た
な
い
な
」
っ
て
、

待
つ
よ
う
に
な
る
。
そ
の
う
ち
に
、
注
文
を

守
ら
な
く
な
っ
た
り
（
仕
事
を
ほ
っ
た
ら
か

す
）
よ
う
に
も
な
る
。

　

そ
し
て
、
レ
オ
ナ
ル
ド
、
ミ
ケ
ラ
ン
ジ
ェ

ロ
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
頼
ま
れ
な
く
て
も
、

自
分
の
作
り
た
い
も
の
を
作
る
よ
う
に
な
っ

て
き
た
。

　

こ
こ
か
ら
で
す
ね
。
資
金
を
出
す
側
の
パ

ト
ロ
ン
が
、
だ
ん
だ
ん
と
力
の
あ
る
芸
術
家

を
、
自
分
以
上
の
も
の
と
考
え
る
よ
う
に
な

り
、
敬
意
を
払
う
よ
う
に
な
っ
た
。

　

制
作
す
る
こ
と
が
生
活
す
る
た
め
の
手
段

で
、
し
か
た
な
く
や
る
仕
事
で
は
な
く
て
、
作

家
が
自
分
自
身
の
喜
び
の
た
め
、
自
分
の
精

神
的
な
満
足
感
を
み
た
す
た
め
に
制
作
す
る

よ
う
に
な
っ
て
き
た
。

　

つ
ま
り
、
芸
術
家
と
し
て
解
放
さ
れ
る
よ

う
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
だ
。
そ
の
最
も
良

い
例
が
ミ
ケ
ラ
ン
ジ
ェ
ロ
で
す
ね
。

　

中
世
的
思
考
に
よ
れ
ば
、
芸
術
は
神
の
理

念
の
表
現
で
あ
る
と
し
て
、
そ
れ
ま
で
は
、

モ
ノ
づ
く
り
と
い
う
も
の
は
手
本
を
模
倣
す

る
と
い
う
こ
と
で
し
た
。
し
か
し
、
ル
ネ
サ

ン
ス
の
時
期
か
ら
は
、
手
本
か
ら
脱
却
し
て

新
し
い
美
術
理
論
に
も
と
づ
い
た
制
作
が
行

わ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

　

幾
何
学
・
透
視
図
法
・
解
剖
学
な
ど
を
活

用
し
、「
自
然
を
研
究
せ
よ
」「
科
学
的
方
法

の
導
入
」
と
に
よ
る
独
自
な
解
釈
や
モ
ノ
づ

く
り
の
気
風
、
つ
ま
り
独
創
性
が
そ
の
価
値

基
準
に
加
わ
り
ま
し
た
。

　

こ
の
頃
か
ら
、
圧
倒
的
な
創
造
力
を
持
っ

た
人
間
を
『
天
才
』
と
認
め
る
よ
う
に
な
り
、

美
的
快
楽
＝
精
神
的
な
価
値
を
備
え
た
＝
形

成
物
＝
作
品
に
敬
意
を
表
す
る
よ
う
な
な
っ

た
。
こ
こ
に
ま
で
き
て
や
っ
と
、
美
術
家
と

美
術
品
が
誕
生
し
た
と
い
え
る
わ
け
で
す
ね
。



マニエリスム
       への移行  

マ
ニ
エ
リ
ス
ム
っ
て
言
葉
は
知
っ
て
る
か
な

一
般
用
語
と
し
て
は
マ
ン
ネ
リ
ズ
ム
と
い
わ

れ
た
り
も
す
る

　
マ
ン
ネ
リ
ズ
ム
は
、
現
在
で
は
「
飽
き
て

き
た
」、「
単
調
で
つ
ま
ら
な
い
」
な
ど
否
定

的
な
意
味
合
い
に
と
ら
れ
ま
す
ね
。

　
で
も
、
美
術
史
で
は
「
手
法
（
マ
ニ
エ
ラ 

m
aniera

）」
の
こ
と
を
指
し
、
頂
点
を
極
め
、

完
成
さ
れ
た
高
度
の
芸
術
的
手
法
を
用
い
た

様
式
と
理
解
ス
べ
き
で
す
。

最
も
良
く
知
ら
れ
て
い
る
画
家
は
エ
ル
・
グ

レ
コ
で
し
ょ
う
か
。
細
長
く
引
き
伸
ば
さ
れ
、

ね
じ
れ
た
よ
う
な
フ
ォ
ル
ム
が
特
徴
的
で
す
。

そ
の
他
の
作
家
達
も
、
い
ず
れ
も
複
雑
な
構

図
や
デ
フ
ォ
ル
メ
さ
れ
た
形
態
な
ど
が
見
ら

れ
ま
す
。

　

マ
ニ
エ
リ
ス
ム
の
絵
画
は
、
な
ん
か
変
。

お
か
し
い
な
っ
て
首
ひ
ね
っ
て
し
ま
う
と
こ

ろ
が
あ
る
。
で
も
、
人
間
が
持
っ
て
る
い
い
か

げ
ん
な
部
分
が
ダ
イ
レ
ク
ト
に
の
ぞ
い
て
る
感

じ
が
あ
る
。

気
持
ち
の
弱
さ
と
か
頼
り
な
さ
と
か
、
ま
あ
い

い
か
っ
て
い
う
投
げ
や
り
な
と
こ
ろ
が
感
じ
ら

れ
も
す
る
ん
で
す
ね

　

盛
期
ル
ネ
サ
ン
ス
の
パ
ー
フ
ェ
ク
ト
さ
と
較

べ
る
と
、
マ
ニ
エ
リ
ス
ム
は
普
段
着
の
人
間
の

姿
が
感
じ
ら
れ
る
の
で
す
よ
。

マニエリスム

      



不
安
の
時
代
の
美
術
表
現

と
は
い
う
も
の
の
、
う
ね
う
ね
し
た
異
様
な
ポ
ー

ズ
や
、
官
能
的
・
虚
ろ
な
視
線
の
人
物
な
ど
奇
妙

で
不
気
味
な
表
現
が
、
な
ぜ
イ
タ
リ
ア
に
始
ま
っ

た
の
で
し
ょ
う
か
？　

そ
し
て
ま
た
、
こ
ん
な
不

安
に
満
ち
た
空
間
構
成
が
、
ア
ル
プ
ス
を
超
え
て

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
へ
と
、
な
ぜ
広
が
っ
て
行
っ
た

の
で
し
ょ
う
か
？
。

　

芸
術
と
い
う
も
の
は
、
当
時
の
社
会
を
背
景
と

し
、
そ
の
時
代
の
精
神
を
反
映
し
て
い
る
わ
け
で

す
。
と
い
う
こ
と
は
、
当
時
の
時
代
が
不
安
に
満

ち
た
社
会
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
推
測
さ

れ
ま
す
。

　

調
べ
て
み
る
と
、
様
々
な
政
治
的
・
社
会

的
変
化
が
あ
り
ま
し
た
。
ロ
ー
マ
の
掠
奪
と

呼
ば
れ
る
フ
ラ
ン
ス
、
ス
ペ
イ
ン
の
侵
入
に

よ
る
イ
タ
リ
ア
の
政
治
的
混
乱
と
経
済
的
優

位
の
ぐ
ら
つ
き
、
そ
し
て
破
局
的
気
分
。
宗

教
改
革
に
よ
る
教
会
の
動
揺
な
ど
。

　
ポ
ン
ト
ル
モ
を
始
め
と
す
る
マ
ニ
エ
リ
ス

ム
の
画
家
た
ち
は
、
当
初
は
ラ
フ
ァ
エ
ロ
や

レ
オ
ナ
ル
ド
の
完
璧
な
古
典
主
義
を
模
倣
し

た
。
そ
う
し
た
中
で
、
ピ
エ
ロ
デ
ィ
・
コ
ジ

モ
が
空
想
癖
を
発
揮
し
て
、
不
可
思
議
な
内

面
世
界
を
反
映
し
た
作
品
を
つ
く
り
だ
し
た
。

こ
の
ピ
エ
ロ
の
影
響
を
受
け
た
ポ
ン
ト
ル
モ

は
、
作
品
に
螺
旋
階
段
や
蛇
状
人
体
と
い
っ

た
ね
じ
れ
た
形
態
を
挿
入
し
、
落
ち
着
き
の

な
い
不
安
定
な
感
覚
を
生
み
出
し
た
。

　

ま
た
、
パ
ル
ミ
ジ
ャ
ニ
ー
ノ
は
、
遠
近
法

を
極
度
に
歪
め
た
り
誇
張
し
た
表
現
を
始
め
、

こ
の
頃
か
ら
、
美
術
は
そ
れ
ま
で
と
は
異
な

り
、
マ
ニ
エ
ラ
（
手
法
）
に
ふ
け
り
、
少
し

で
も
奇
妙
な
趣
向
を
こ
ら
す
こ
と
に
力
を
注

ぐ
よ
う
に
な
っ
た
の
で
す　

　

次
第
に
、
マ
ニ
エ
リ
ス
ム
の
作
品
は
、
高

度
に
知
的
で
、
複
雑
な
寓
意
的
内
容
や
古
典

文
学
の
背
景
を
持
ち
、
現
実
離
れ
の
し
た
優

雅
な
表
現
へ
と
到
達
し
た
。

　

一
種
の
知
的
遊
戯
と
し
て
の
こ
れ
ら
表
現

は
、
宮
廷
や
貴
族
の
グ
ル
ー
プ
に
受
け
入
れ

ら
れ
、
い
っ
そ
う
技
巧
的
で
極
端
に
装
飾
的

趣
味
に
走
る
よ
う
に
な
っ
た
。

　

そ
の
後
、
16
世
紀
末
頃
に
は
、
壮
大
な
バ

ロ
ッ
ク
芸
術
が
マ
ニ
エ
リ
ス
ム
に
と
っ
て
代

わ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

　

17
世
紀
以
降
に
な
る
と
、
マ
ニ
エ
リ
ス
ム

は
、
内
容
の
な
い
技
巧
優
先
の
芸
術
と
い
う

否
定
的
な
レ
ッ
テ
ル
を
は
ら
れ
る
よ
う
に

な
っ
た
。

　

そ
れ
が
、
当
時
の
精
神
的
聞
き
を
背
景
に
、

芸
術
家
の
独
自
性
を
ア
ピ
ー
ル
し
た
興
味
深

い
芸
術
と
し
て
ふ
た
た
び
認
知
さ
れ
る
の
は
、

よ
う
や
く
20
世
紀
に
な
っ
て
か
ら
の
こ
と
で

あ
っ
た
。



バ ロ ッ ク
美術の目的

　「
バ
ッ
ハ
」
は
バ
ロ
ッ
ク
音
楽
の
巨
匠
だ
っ

て
こ
と
は
誰
で
も
ご
存
知
で
し
ょ
う
。
音
楽

な
ら
ば
ビ
バ
ル
デ
ィ
の
四
季
を
思
い
お
こ
す

人
も
い
る
で
し
ょ
う
し
、
美
術
に
関
心
あ
る

人
な
ら
ば
、
バ
ロ
ッ
ク
と
聞
い
て
、
ル
ー
ベ

ン
ス
や
レ
ン
ブ
ラ
ン
ト
を
イ
メ
ー
ジ
す
る
で

し
ょ
う
。

　
時
に
は
文
学
も
含
め
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
芸

術
分
野
に
お
い
て
17
世
紀
の
西
欧
世
界
全
体

を
風
靡
し
た
壮
大
な
表
現
様
式
と
い
う
の
が

一
般
に
通
用
し
て
い
る
バ
ロ
ッ
ク
の
意
味
で

す
ね
。

　
し
か
し
、
こ
う
し
た
「
バ
ロ
ッ
ク
」
観
の

登
場
は
そ
ん
な
に
古
い
こ
と
で
は
な
か
っ
た
。

19
世
紀
ま
で
は
、
バ
ロ
ッ
ク
は
ほ
と
ん
ど
「
価

値
が
低
い
」「
劣
っ
た
」
と
い
う
否
定
的
ニ
ュ

ア
ン
ス
を
込
め
て
用
い
ら
れ
て
い
た
の
で
す
。

　
バ
ロ
ッ
ク
の
語
源
は
「
歪
ん
だ
真
珠
」
と

か
「
不
規
則
な
」
と
い
う
意
味
な
の
で
す
が
、

そ
れ
な
ら
ば
、
当
然
、「
歪
ん
で
い
な
い
」「
規

則
的
な
」
も
の
が
、
そ
れ
以
前
に
あ
っ
た
と

い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
バ
ロ
ッ
ク
と
対
比
的

に
、
本
来
の
完
全
な
表
現
様
式
と
し
た
考
え
ら

れ
た
の
は
、も
ち
ろ
ん
『
古
典
主
義
』
で
す
ね
。

古
典
主
義
の
枠
に
収
ま
り
き
ら
な
い
奔
放
で

多
彩
な
表
現
を
「
バ
ロ
ッ
ク
」
の
特
質
と
言
っ

て
も
良
い
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。

　
か
つ
て
あ
る
美
術
史
家
は
、
バ
ロ
ッ
ク
芸

術
を
、
大
が
か
り
な
ス
ペ
ク
タ
ク
ル
を
展
開

し
て
大
勢
の
観
客
を
魅
了
す
る
ハ
リ
ウ
ッ
ド

映
画
に
例
え
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

　
17
世
紀
の
バ
ロ
ッ
ク
の
時
代
に
も
ま
っ
た

く
同
じ
よ
う
に
、
絵
画
・
彫
刻
・
建
築
な
ど

が
広
く
大
衆
を
教
化
す
る
た
め
に
利
用
さ
れ

ま
し
た
。

　
そ
の
際
、
ハ
リ
ウ
ッ
ド
の
役
目
を
演
じ
た
の

は
イ
エ
ズ
ス
会
で
し
た
。
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト

に
よ
る
宗
教
改
革
の
嵐
に
対
し
て
、
巻
き
返

し
を
は
か
っ
た
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
側
は
、
一

方
で
弾
圧
強
化
し
つ
つ
、
他
方
で
は
広
く
信

者
の
心
を
つ
か
む
た
め
に
、
大
が
か
り
な
イ

メ
ー
ジ
戦
略
を
展
開
し
ま
し
た
。

　
宗
教
会
議
で
は
、
美
術
を
宗
教
に
奉
仕
さ

せ
る
と
い
う
明
確
な
方
針
を
打
ち
出
し
、
芸

術
家
を
使
っ
て
教
会
の
活
動
を
活
気
づ
け
よ

う
と
し
た
の
だ
っ
た
。

バロック



宗
教
目
的
と
し
て
の
バ
ロ
ッ
ク

カ
ラ
ヴ
ア
ツ
ジ
オ
の
新
し
さ

自
然
主
義
的
表
現

　

ト
レ
ン
ト
宗
教
会
議
以
後
、
制
作
さ
れ
た
多

く
の
宗
教
美
術
作
品
の
重
要
な
特
色
と
し
て
、

ル
ド
ル
フ
・
ウ
イ
ッ
ト
カ
ウ
ワ
ー
は
、
第
一
に

「
明
快
さ
、
単
純
さ
、
解
り
易
さ
」、
第
二
に
「
写

実
的
表
現
」、
第
三
に
「
情
動
へ
の
訴
え
」
の

三
点
を
指
摘
し
て
い
ま
す
。
い
ず
れ
も
多
く
の

一
般
大
衆
の
共
感
を
得
る
た
め
の
必
須
の
条
件

で
、
そ
の
ま
ま
現
在
の
コ
マ
ー
シ
ャ
ル
・
ア
ー

ト
に
も
あ
て
は
ま
る
と
言
っ
て
よ
い
で
し
ょ
う
。

　
言
う
ま
で
も
な
く
こ
の
時
代

に
は
、
作
品
の
主
題
は
芸
術
家

た
ち
が
勝
手
に
選
ぶ
も
の
で
は

な
く
、
注
文
主
に
よ
っ
て
要
請

さ
れ
る
も
の
で
し
た
。
そ
の
際
、

例
え
ば
「
三
位
一
体
」
や
「
聖

体
の
論
議
」
の
よ
う
な
難
解
な

主
題
は
敬
遠
さ
れ
、
聖
書
や
聖

者
伝
の
な
か
の
印
象
深
い
エ
ピ

ソ
ー
ド
、
あ
る
い
は
ド
ラ
マ

テ
ィ
ッ
ク
な
迫
力
に
満
ち
た
物

語
が
選
ば
れ
ま
し
た
。

　
し
か
も
そ
の
表
現
は
、
表
現

さ
れ
た
図
像
内
容
を
解
り
易
く

人
び
と
に
伝
え
る
た
め
に
、
写

実
的
で
感
情
に
強
く
訴
え
る
も

の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た

の
で
す
。
そ
れ
と
同
時
に
、
画

面
の
登
場
人
物
を
身
近
な
も
の

と
感
じ
さ
せ
、
見
る
人
の
共
感
を
得
る
た
め

に
、
観
客
の
感
情
移
入
を
容
易
な
も
の
と
す

る
た
め
に
、
大
袈
裟
な
表
情
や
激
し
い
身
振

り
が
求
め
ら
れ
た
の
で
し
た
。

こ
う
し
た
要
請
を
受
け
て
、
17
世
紀
の
始
め

に
、
バ
ロ
ッ
ク
芸
術
の
旗
手
と
し
て
、
カ
ラ

ヴ
ア
ツ
ジ
オ
が
登
場
し
、
生
々
し
い
写
実
と

ド
ラ
マ
テ
ィ
ッ
ク
な
表
現
で
人
び
と
に
強
い

衝
撃
を
与
え
た
の
だ
っ
た
。

　
「
自
然
の
研
究
」
と
そ
の
再
現
と
い
う
点
で

も
っ
と
も
徹
底
し
て
い
た
の
が
、
カ
ラ
ヴ
ア

ツ
ジ
オ
で
し
た
。
彼
は
神
聖
な
宗
教
画
に
お

い
て
も
、
何
の
遠
慮
も
な
く
、
農
民
の
よ
う

な
無
骨
な
使
徒
を
描
き
、
む
く
ん
だ
屍
体
の

よ
う
な
聖
母
像
を
描
い
て
、
し
ば
し
ば
注
文

主
と
問
題
を
起
こ
し
た
ほ
ど
で
し
た
。
例
え

ば
、
ル
ー
ヴ
ル
美
術
館
に
あ
る
「
聖
母
の
死
」

は
ロ
ー
マ
の
サ
ン
タ
・
マ
リ
ア
・
デ
ラ
・
ス

カ
ラ
聖
堂
の
た
め
の
依
頼
作
品
で
あ
っ
た
が
、

そ
の
あ
ま
り
に
な
ま
な
ま
し
い
表
現
が
祭
壇

画
に
ふ
さ
わ
し
く
な
い
と
い
う
の
で
、
受
取

り
を
拒
否
さ
れ
ま
し
た
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
カ
ラ
ヴ
ア
ツ
ジ
オ
の
写

実
主
義
は
、
そ
の
強
烈
な
明
暗
表
現
と
と
も

に
、
そ
の
後
の
ヨ
ー
ロ
ツ
パ
絵
画
に
大
き
な

影
響
を
与
え
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

　
遠
近
法
・
肉
付
法
・
明
暗
法
な
ど
の
表
現
技

法
が
確
立
し
た
の
は
ル
ネ
サ
ン
ス
時
代
で
し

た
。
そ
れ
は
三
次
元
の
現
実
世
界
を
い
か
に
も

そ
れ
ら
し
く
再
現
す
る
と
い
う
意
昧
で
「
写
実

主
義
」
と
呼
ん
で
も
よ
い
の
で
す
が
、
し
か
し

ル
ネ
サ
ン
ス
に
は
、
現
実
は
不
完
全
な
も
の
で

あ
る
か
ら
そ
れ
を
完
全
な
も
の
に
高
め
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
と
い
う
理
想
化
の
美
学
が
強
く
働

い
て
い
ま
し
た
。

　
そ
れ
に
対
し
て
、
バ
ロ
ッ
ク
の
画
家
た
ち
は

真
実
こ
そ
が
美
で
あ
る
と
い
う
強
固
な
信
念
に

基
づ
い
て
一
見
平
凡
な
、
時
に
醜
い
と
思
わ
れ

る
よ
う
な
対
象
を
も
あ
り
の
ま
ま
に
錨
き
出
す

こ
と
に
情
熱
を
傾
け
た
。
風
景
画
、
風
俗
画
、

静
物
画
な
ど
の
自
然
主
義
的
ジ
ャ
ン
ル
が
こ
の

時
期
に
確
立
さ
れ
る
の
は
そ
の
た
め
で
し
た
。

　
時
代
は
ま
さ
し
く
、
ガ
リ
レ
オ
、
ケ
プ
ラ
ー

や
デ
カ
ル
ト
な
ど
に
よ
る
自
然
の
科
学
的
探
求

が
人
々
の
世
界
観
を
大
き
く
変
え
よ
う
と
し
て

い
た
転
換
期
で
し
た
。

　
美
術
に
見
ら
れ
る
自
然
主
義
は
、
こ
の
よ
う

な
時
代
の
精
神
的
風
土
に
養
わ
れ
、
そ
の
成
果

を
見
事
に
反
映
し
た
も
の
で
も
あ
っ
た
の
で
す

ね
。

「聖母の死」部分



ヨーロッパ各国の
バロック絵画

17
世
紀
の
絵
画

17
世
紀
の
∃
１
ロ
ッ
パ
は
，
宗
教
改
革
後
の
ド

イ
ツ
・
オ
ラ
ン
ダ
が
新
教
国
と
し
て
出
発
す
る

だ
け
で
な
く
，
各
国
が
国
内
を
統
一
し
，
そ
れ

ぞ
れ
の
国
民
の
特
色
が
芸
術
に
も
あ
ら
わ
れ
て

く
る
時
代
で
あ
る
．
し
か
し
バ
ロ
ッ
ク
様
式
と

い
わ
れ
る
他
の
時
代
と
は
異
な
っ
た
特
長
が
あ

る
．
そ
れ
は
「
理
知
」「
静
止
」「
均
整
」
で
は

な
く
，
平
静
を
破
る
よ
う
な
「
動
き
」
や
「
不

規
則
」，「
情
感
の
激
し
さ
」
と
い
っ
た
と
こ
ろ

に
あ
ら
わ
れ
て
く
る･

イ
タ
リ
ア

ス
ペ
イ
ン

イ
タ
リ
ア
美
術
の
片
田
舎
に
す
ぎ
な
か
っ

た
16
世
紀
後
半
の
ス
ペ
イ
ン
に
，
エ
ル
・
グ

レ
コ
と
よ
ば
れ
る
画
家
が
き
て
，
旧
都
ト
レ

ー
ド
で
異
様
に
細
長
い
人
体
を
描
い
た
．
ビ

ザ
ン
テ
ィ
ン
と
ヴ
ェ
ネ
チ
ア
絵
画
の
と
け
合

わ
さ
っ
た
そ
の
作
品
に
は
，
深
い
精

神
的
な
苦
悩
と
喜
び
が
感
じ
ら
れ

る
．
エ
ル
・
グ
レ
コ
の
芸
術
は
カ
ラ

ヴ
ァ
ツ
ジ
ョ
の
レ
ア
リ
ス
ム
の
流
れ

に
よ
っ
て
打
ち
消
さ
れ
る
が
，
そ
の

17

世
紀
は
ス
ペ
イ
ン
芸
術
の
黄
金

時
代
で
あ
っ
た
．

バ
レ
ン
シ
ヤ
に
う
ま
れ
，
ナ
ポ

リ
に
永
住
し
た
り
ベ
ー
ラ
は
、
カ
ラ

ヴ
ァ
ッ
ジ
ョ
の
最
も
よ
い
後
継
者
で

あ
る
．
彼
の
光
と
闇
の
激
し
さ
に
は

ス
ペ
イ
ン
独
特
の
も
の
が
加
わ
っ
て

い
る
．
南
の
セ
ビ
ー
リ
ヤ
か
ら
は
２

人
の
画
家
が
で
た･

神
秘
な
静
け
さ

の
宗
教
画
家
ス
ル
バ
ラ
ン
と
庶
民
的

で
甘
美
な
マ
ド
ン
ナ
の
画
家
ム
リ
リ

ョ
と
で
あ
る
．

St. Francis Kneeling. 1635-
39. Oil on canvas. National 
Gallery, London

O u r  L a d y  o f  t h e 
Immaculate Conception. 
c.1678. Oil on canvas. 
Museo del Prado

ま
た
セ
ビ
ー
リ
ヤ
出
身
で
後
に
都
マ
ド

リ
ツ
ド
で
王
室
画
家
に
な
っ
た
ベ
ラ
ス
ケ

ス
は
、
油
絵
の
完
璧
な
技
術
を
も
っ
て
，

王
女
と
片
わ
者
と
を
同
じ
よ
う
な
冷
静
さ

で
描
い
た
．
そ
の
冷
静
さ
の
背
後
に
は
微

妙
な
人
間
感
情
が
裏
打
ち
さ
れ
て
い
る
．

彼
の
銀
灰
色
の
色
調
の
中
に
は
，
19
世
紀

の
印
象
派
の
彩
色
法
が
す
で
に
な
か
ば
実

現
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る･

ス
ペ
イ
ン
の
栄
光
が
地
に
お
ち
た
18
世

紀
末
に
，
王
室
画
家
で
あ
り
な
が
ら
お
く

れ
た
社
会
制
度
と
フ
ラ
ン
ス
革
命
に
よ
る

混
乱
を
颯
刺
し
，
人
間
の
本
性
の
暗
黒
を

絶
望
的
に
え
ぐ
り
だ
し
た
の
は
ゴ
ヤ
で
あ

る
。
彼
は
18
世
紀
絵
画
の
す
べ
て
を
吸
収

し
19
世
紀
へ
の
巨
大
な
橋
渡
し
と
な
っ
た
。

バ
ロ
ッ
ク
様
式
は
イ
タ
リ
ア
か
ら
お
こ
る 

　16
世
紀
末
に
カ
ラ
ヴ
ァ
ッ
ジ
ョ
が
、
き
れ

い
ご
と
や
約
束
ご
と
を
す
て
て
，
聖
人
を
下

層
階
級
の
い
や
し
い
姿
の
ま
ま
に
描
い
た
．

　

マ
リ
ア
の
モ
デ
ル
に
水
死
人
を
使
っ
た
と

非
難
さ
れ
る
ほ
ど
で
あ
っ
た
．
そ
れ
に
側
面

か
ら
あ
て
ら
れ
た
強
い
照
明
に
よ
る
光
と
影

の
対
立
で
，
彫
刻
の
よ
う
な
量
感
が
浮
き
あ

が
る
．
そ
の
む
き
だ
し
な
写
実
の
奥
に
は
崇

高
な
精
神
の
あ
る
の
が
感
じ
ら
れ
る
。

彼
は
殺
人
者
・
放
浪
者
と
し
て
の
短
い
生

涯
を
終
わ
っ
た
が
，
そ
の
芸
術
の
革
命
は

ロ
ー
マ
に
い
た
各
国
の
若
者
た
ち
に
よ
っ
て

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
中
に
伝
え
ら
れ
た
。

17
世
紀
と
１
８
世
紀
を
つ
な
ぐ
画
家
は
ク

レ
ス
ピ
と
マ
ニ
ャ
ス
コ
と
で
あ
る
．
ほ
か
に

風
景
画
家
に
は
カ
ナ
レ
ッ
ト
も
い
る
．
大
装

飾
画
の
伝
統
で
は
テ
ィ
エ
ポ
ロ
の
明
る
い
色

彩
の
世
界
が
ロ
コ
コ
の
特
性
を
発
揮
し
て
い

る･

銅
版
画
家
に
は
ピ
ラ
ネ
ー
ジ
が
巨
大
な

牢
獄
と
廃
墟
に
幻
想
を
描
い
た
。

バロック絵画の多様性



フ
ラ
ン
ド
ル

旧
教
の
ス
ペ
イ
ン
領
に
と
ど
ま
っ
た
フ
ラ
ン
ド

ル
の
リ
ュ
ー
ベ
ン
ス
ほ
ど
，
力
強
く
波
う
つ
生
命

力
を
た
た
え
た
画
家
は
い
な
い
で
あ
ろ
う
．

リ
ュ
ー
ベ
ン
ス
は
長
年
イ
タ
リ
ア
に
学
ん
で
，

ミ
ケ
ラ
ン
ジ
ェ
ロ
，
テ
ィ
チ
ア
ー
ノ
，
カ
ラ
ヴ
ァ

ツ
ジ
ョ
ら
を
完
全
に
彼
の
血
肉
に
と
り
い
れ
て
あ

ら
ゆ
る
種
類
の
絵
画
を
描
い
た
．
彼
は
ま
た
一
流

の
外
交
官
で
も
あ
り
，
弟
子
を
使
っ
て
驚
く
べ
き

数
の
大
作
を
う
み
だ
し
た
．

18
世
紀
フ
ラ
ン
ド
ル
の
名
の
あ
る
画
家
は
ほ
と

ん
ど
彼
の
画
室
か
ら
で
た
と
い
っ
て
も
よ
い
の
で

あ
る
．早

熟
で
，
弟
子
の
中
で
最
も
す
ぐ
れ
た
才
能

を
も
っ
て
い
た
ヴ
ァ
ン
・
ダ
イ
ク
は
，
後
に
イ
ギ

リ
ス
に
渡
り
イ
ギ
リ
ス
絵
画
の
基
礎
を
つ
く
る
が
，

と
り
わ
け
貴
族
的
肖
像
画
に
す
ぐ
れ
て
い
た
。

オ
ラ
ン
ダ

オ
ラ
ン

ダ
で
は
、
宮

廷
美
術
や
大

宗
教
画
と
絶

縁
し
て
，
芸

術
は
も
っ
ぱ

ら
中
産
階
級

の
日
常
生
活

イ
ギ
リ
ス

16
世
紀
に
は
ホ
ル
バ
イ
ン
に
教
わ
っ
た
イ

ギ
リ
ス
絵
画
は
，
１
７
世
紀
に
は
ヴ
ァ
ン
・

ダ
イ
ク
に
よ
っ
て
フ
ラ
ン
ド
ル
の
影
響
が
決

定
的
に
な
る
，
し
か
し
英
国
派
が
自
立
す
る

の
は
他
の
国
に
１
世
紀
お
く
れ
た
18
世
紀
に

な
っ
て
か
ら
で
あ
る
．
ホ
ー
ガ
ー
ス
は
風
俗

画
で
社
会
悪
を
颯
刺
し
た
ほ
か
肖
像
画
家
と

し
て
も
す
ぐ
れ
て
い
た
。
レ
イ
ノ
ル
ズ
は
、

堂
々
と
し
た
肖
像
画
を
描
き
，
理
論
家
で
も

あ
っ
た
．

ゲ
イ
ン
ズ
バ
ラ
は
、
肖
像
画
に
繊
細
で
優

雅
な
感
情
を
も
た
せ
た
．
風
景
画
で
は
や
が

て
コ
ン
ス
ク
ブ
ル
，
タ
ー
ナ
ー
を
う
む
基
盤

が
こ
の
時
代
に
固
め
ら
れ
る
．
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フ
ラ
ン
ス

17
世
紀
の
フ
ラ
ン
ス
も
、
イ
タ
リ
ア
・
バ

ロ
ッ
ク
の
影
響
が
強
い
が
，
フ
ラ
ン
ド
ル
風

の
写
実
主
義
が
混
り
合
っ
て
独
特
の
フ
ラ
ン

ス
的
な
美
し
さ
を
つ
く
り
だ
し
て
い
る
。

ジ
ョ
ル
ジ
ュ
・
ド
・
ラ
・
ト
ゥ
ー
ル
は
カ

ラ
ヴ
ァ
ッ
ジ
ョ
的
な
強
烈
な
照
明
法
を
，
シ

ヤ
ン
ペ
ー
ニ
ュ
は
肖
像
画
に
人
間
の
誠
実
さ

を
追
求
し
た
，
こ
れ
と
対
照
的
な
の
は
宮
廷
画
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を
か
ざ
る
た
め
に
つ
く
ら
れ
た
。
フ
ラ
ン
ス
・

ハ
ル
ス
は
，
は
つ
ら
つ
と
し
た
集
団
肖
像
や

風
俗
を
楽
し
い
生
活
の
し
る
し
の
よ
う
に
描

い
て
い
る
．
生
活
へ
の
自
信
と
愛
情
は
オ
ラ

ン
ダ
特
有
の
「
室
内
画
」
を
う
ん
だ
．

と
り
わ
け
デ
ル
フ
ト
市
の
フ
ェ
ル
メ
ー
ル

の
絵
に
み
る
簡
素
で
し
か
も
な
に
ひ
と
つ
欠

け
て
い
な
い
構
図
と
物
質
の
材
質
感
を
表
現

す
る
画
面
の
美
し
さ
，
明
る
い
色
彩
の
調
和

に
は
人
の
お
よ
ば
な
い
も
の
が
あ
る
．

静
物
画
は
17
世
紀
に
は
各
国
で
描
か
れ
る

よ
う
に
な
る
が
，
オ
ラ
ン
ダ
で
最
も
栄
え
，

ウ
ィ
レ
ム
・
カ
ル
フ
，
ダ
ワ
ィ
ッ
ド
．
へ
ー

ム
ら
が
い
る
，

風
景
画
家
に
は
男
性
的
な
ロ
イ
ス
ダ
ー
ル

や
ホ
ツ
ベ
マ
が
い
る
，
オ
ラ
ン
ダ
の
、
多
彩

で
豊
富
な
画
家
た
ち
の
す
べ
て
に
匹
敵
し
，

ま
た
そ
れ
以
上
の
画
家
は
レ
ン
ブ
ラ
ン
ト
で

あ
る
．
彼
は
世
間
の
評
判
よ
り
も
自
己
の
内

心
の
声
に
忠
実
に
従
う
に
つ
れ
て
，
世
の
中

か
ら
忘
れ
ら
れ
極
貧
の
中
で
死
ん
だ
．

オ
ラ
ン
ダ
美
術
界
も
世
紀
の
後
半
に
は
お

と
ろ
え
は
じ
め
，
ふ
る
わ
な
く
な
る
。

家
で
あ
る
．
17
世
紀
前
半
の
シ
モ
ン
・
ヴ
ェ
と
後

半
の
ル
イ
14
世
時
代
の
ル
ブ
ラ
ン
は
豪
華
な
大
装

飾
画
を
描
い
た
．
と
く
に
ル
ブ
ラ
ン
は
ヴ
ェ
ル
サ

イ
ユ
宮
殿
の
装
飾
を
指
導
す
る
．

17
世
紀
の
最
も
偉
大
な
フ
ラ
ン
ス
の
画
家
は

プ
ッ
サ
ン
と
ク
ロ
ー
ド
・
ロ
ラ
ン
で
あ
る
．
彼
ら

は
ほ
と
ん
ど
ロ
ー
マ
を
離
れ
な
か
っ
た
が
，
近
代

フ
ラ
ン
ス
絵
画
の
基
礎
を
形
づ
く
っ
て
い
る
。

18
世
紀
に
入
る
と
、ヴ
ァ
ト
ー
が
「
雅
び
の
宴
」

と
よ
ば
れ
る
風
俗
画
に
お
い
て
，
う
ち
ふ
る
え
る

光
の
中
に
感
傷
的
な
夢
を
た
く
し
た
．
こ
の
よ
う

な
恋
愛
風
俗
は
ブ
ー
シ
ェ
で
は
軽
薄
に
流
れ
る
．

フ
ラ
ゴ
ナ
ー
ル
は
そ
の
中
に
ロ
マ
ン
テ
ィ
ツ
ク

な
空
想
の
楽
し
さ
を
く
わ
え
て
19
世
紀
へ
の
準
備

を
す
る
の
で
あ
る
，
ヴ
ァ
ト
ー
に
始
ま
る
こ
の
よ

う
な
ロ
コ
コ
様
式
は
，
啓
蒙
思
想
と
と
も
に
や
が

て
ヨ
―
ロ
ツ
パ
中
を
支
配
し
て
ゆ
く
．

The Shepherds of Nicolas 
Poussin 　Arcadia

C
as

to
r 

an
d 

Po
llu

x 
Ab

du
ct

 th
e 

D
au

gh
te

rs
 

of
 L

eu
ky

pp
os

. c
.1

61
8.

 O
il 

on
 c

an
va

s.
 A

lte
 

Pi
na

ko
th

ek
, M

un
ic

h



18 世紀の
フランス絵画

18
世
紀
に
な
る
と
フ
ラ
ン
ス
を
中

心
と
し
て
い
っ
そ
う
洗
練
さ
れ
，「
繊

細
」「
優
雅
」
で
，
男
性
的
な
バ
ロ
ッ

ク
様
式
に
く
ら
べ
る
と
女
性
的
な
傾

向
が
あ
ら
わ
れ
て
く
る
、
こ
れ
が
ロ

コ
コ
様
式
で
あ
る
．
ロ
コ
コ
は
、
バ

ロ
ッ
ク
の
よ
う
に
宮
廷
芸
術
で
は
な

く
、
貴
族
と
大
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
ジ
ー
の

芸
術
で
し
た
。

　

そ
れ
ま
で
の
芸
術
は
城
や
宮
殿
が

依
頼
先
で
あ
っ
た
。
し
か
し
こ
の
頃

か
ら
は
私
邸
の
大
邸
宅
や
し
ゃ
れ
た

別
荘
に
代
わ
っ
た
。
ロ
コ
コ
芸
術
は
、

最
高
級
の
世
俗
的
芸
術
へ
と
発
達
し

て
い
っ
た
の
で
す
。
ロ
コ
コ
は
、
高

尚
で
優
雅
、
繊
細
、
デ
リ
ケ
ー
ト
で

手
の
込
ん
だ
装
飾
芸
術
で
あ
る
。
ロ

コ
コ
は
ル
ネ
サ
ン
ス
と
と
も
に
始

ま
っ
た
一
連
の
発
展
過
程
の
総
決
算

で
あ
り
、
ル
ネ
サ
ン
ス
の
芸
術
意
欲

　

18
世
紀
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
は
比
較
的
平
和
が

保
た
れ
、
繁
栄
を
も
っ
た
時
期
で
、
貴
族
・

市
民
の
生
活
は
前
世
紀
よ
り
も
安
定
し
て
い

ま
し
た
。
ヴ
エ
ル
サ
イ
ユ
の
宮
廷
生
活
や
、

パ
リ
の
貴
族
や
富
豪
の
サ
ロ
ン
で
の
社
交
生

活
が
す
こ
ぶ
る
発
達
し
て
貴
婦
人
の
影
響
力

が
増
大
し
、
い
わ
ゆ
る
フ
ラ
ン
ス
的
と
い
っ

て
い
る
特
質
、
洗
煉
さ
れ
た
優
美
さ
、
女
性

的
な
魅
力
、
自
由
・
快
活
で
愛
す
べ
き
美
術

が
展
開
き
れ
た
の
で
し
た

17
世
紀
の
フ
ラ
ン
ス
美
術

17
世
紀
の
フ
ラ
ン
ス
美
術
は
、
ヴ
エ
ル
サ

イ
ユ
宮
殿
の
造
営
と
装
飾
を
中
心
と
し
て

「
偉
大
な
る
世
紀
」
に
ふ
さ
わ
し
い
威
厳

あ
る
古
典
主
義
の
芸
術
で
あ
り
、
主
席
画

家
ル
・
ブ
ラ
ン
（1616-90

）
は
、
太
陽

王
ル
イ
14
世
の
元
に
、
王
立
美
術
院
を
独

裁
的
に
指
導
し
て
き
た
。
そ
こ
で
の
絵
画

教
育
の
方
針
は
、
厳
正
な
デ
ッ
サ
ン
を
重

視
し
て
色
彩
お
よ
び
変
化
や
動
き
を
抑
え

て
、
ピ
ラ
ミ
ツ
ド
形
構
図
や
対
称
的
配
置

な
ど
に
よ
る
歴
史
画
を
制
作
す
る
こ
と
が

中
心
課
題
で
し
た
。

18
世
紀
の
絵
画

　

18
世
紀
の
フ
ラ
ン
ス
絵
画
も
、
17
世
紀
の

そ
れ
を
受
け
継
い
で
広
い
意
味
で
の
古
典
主

義
的
性
格
を
も
っ
て
い
ま
し
た
。
豊
麗
な
宮

廷
を
舞
台
と
し
成
熟
し
て
き
た
が
、
一
方
ま

た
庶
民
大
衆
の
生
活
に
つ
な
が
り
、
巷
の

日
常
的
光
景
を
見
ま
も
る
写
実
絵
画
が
根
を

張
っ
て
い
た
。、

　

こ
の
時
代
は
絵
画
に
対
す
る
社
会
的
要
求

が
変
化
し
て
ゆ
く
時
代
で
も
あ
っ
た
。
商
人

階
級
の
活
発
な
発
展
、
パ
リ
の
人
口
の
急
激

な
増
加
と
未
を
蓄
積
し
た
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
ジ
ー

の
台
頭
な
ど
一
般
国
民
の
社
会
的
活
動
も
め

だ
っ
て
き
た
。
従
来
、
王
侯
貴
族
ば
か
り
が

美
術
を
愛
好
し
て
い
た
が
、
次
第
に
大
衆
の

手
に
も
渡
る
よ
う
に
な
っ
た
。

公
開
展
覧
会
の
形
式
も
確
立
す
る
中
で
、

従
来
の
よ
う
な
ひ
た
す
ら
豪
華
壮
麗
な
権
威

に
奉
仕
す
る
作
品
か
ら
脱
し
て
、
小
作
品
な

が
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
の
画
家
の
嗜
好
に
よ
っ
て
、

主
題
も
表
現
も
画
家
自
身
に
よ
っ
て
選
択
さ

れ
る
機
運
を
生
じ
て
き
た
。
室
内
画
・
静
物
画
・

風
景
画
は
、
こ
う
し
て
18
世
紀
フ
ラ
ン
ス
絵

画
の
中
に
新
し
い
領
域
を
開
い
て
い
っ
た
。

18
世
紀
の
時
代
性

ロココ絵画

は
、
つ
い
に
自
己
を
完
結
す
る
こ
と
に
な
る

の
で
す
。

　

新
し
い
傾
向
は
、
す
で
に
ル
イ
十
四
世
の

晩
年
、
17
世
紀
末
に
現
れ
て
い
る
。1690

年

が
、
ヴ
エ
ル
サ
イ
ユ
様
式
の
終
末
を
告
げ
る

年
と
さ
れ
、
ヴ
ァ
ト
ー
が
「
キ
ュ
テ
ラ
島
へ

の
乗
船
」
を
発
表
し
た1711

年
を
新
し
い

様
式
の
始
ま
り
の
時
期
と
さ
れ
る
。



　

ヴ
ァ
ト
ー
（1684-1721
）
は
、
そ
の
テ
ー

マ
に
風
俗
画
で
あ
り
な
が
ら
、
そ
れ
を
詩
的

で
雅
な
、
高
次
な
段
階
に
至
ら
せ
る
「
オ
ペ

ラ
演
劇
の
絵
画
化
」お
よ
び「
現
実
の
演
劇
化
」

と
い
う
、
18
世
紀
の
独
特
な
表
現
を
達
成
し

た
。
彼
は
、
ル
ー
ベ
ン
ス
風
の
色
彩
の
重
視
、

レ
ン
ブ
ラ
ン
ト
の
明
暗
な
ど
、
周
辺
諸
国
の

絵
画
手
法
を
取
り
入
れ
、
敏
感
な
感
覚
に
よ

る
新
鮮
な
色
彩
・
タ
ッ
チ
を
生
か
し
て
表
現

し
た

　

ヴ
ァ
ト
ー
に
学
ん
だ
ヴ
ー
シ
ェ
（1703-

1770

）
は
、風
俗
画
と
神
話
画
と
を
融
合
し
て

牧
歌
的
主
題
を
描
き
舞
台
的
な
人
工
の
世
界

を
作
り
上
げ
た
。
ヴ
ー
シ
ェ
は
ル
イ
15
世
や

ポ
ン
パ
ド
ー
ル
婦
人
時
代
の
フ
ラ
ン
ス
貴
族

社
会
の
趣
味
を
代
表
す
る
作
品
を
残
し
た
。

　

フ
ラ
ゴ
ナ
ー
ル(1732-1806)

の
関
心
は

官
能
的
な
主
題
だ
っ
た
。
し
だ
い
に
恋
愛
や

愛
欲
的
場
面
、
そ
し
て
エ
ロ
チ
シ
ス
ム
の
あ

ら
わ
な
風
俗
画
的
性
格
を
つ
よ
め
た
小
作
品

を
多
く
描
い
た
。
と
き
に
は
無
節
操
と
も
評

さ
れ
た
が
、
お
そ
ら
く
彼
は
最
も
良
く
18
世

紀
の
自
由
奔
放
な
活
動
力
を
示
し
た
画
家
で

あ
る
。

　

シ
ャ
ル
ダ
ン
（1699-1779

）
は
、
従
来

な
お
ざ
り
に
さ
れ
て
い
た
静
物
画
の
領
域
に
、

色
彩
感
・
質
感
な
ど
と
い
う
絵
画
に
と
っ
て

重
要
な
要
素
を
加
え
て
深
い
芸
術
性
を
与
え

た
。
静
物
画
や
市
民
生
活
の
誠
実
な
表
現
を

う
ち
た
て
、
近
代
的
方
向
の
確
立
に
貢
献
し

た
シ
ャ
ル
ダ
ン
の
位
置
は
き
わ
め
て
重
い
も

の
で
あ
る
。

ヴ
ァ
ト
ー

ヴ
ー
シ
ェ

フ
ラ
ゴ
ナ
ー
ル

シ
ャ
ル
ダ
ン

部分



　
　
　
　
　
　
　
　
　

ゴ
ヤ
（1746-1828

）

　

ス
ペ
イ
ン
の
ゴ
ヤ
は
、
こ
の
時
代
の
最
大

の
画
家
で
あ
る
と
世
界
中
に
認
め
ら
れ
て
い

る
。　

独
創
性
・
感
情
の
豊
か
さ
・
大
胆
な

技
法
な
ど
、
彼
に
匹
敵
す
る
の
は
ベ
ー
ト
ー

ベ
ン
ぐ
ら
い
だ
と
も
言
わ
れ
る
。

　

は
じ
め
は
宗
教
画
家
と
し
て
、
次
に
は
宮

廷
画
家
に
任
命
さ
れ
、
そ
の
後
原
因
不
明
の

病
に
よ
っ
て
聴
覚
を
失
っ
た
。
こ
の
後
ゴ
ヤ

は
人
間
の
生
命
と
苦
悩
へ
の
認
識
を
つ
よ
め
、

作
品
の
テ
ー
マ
は
暗
く
不
吉
な
も
の
に
変

わ
っ
て
い
っ
た
。

　

ナ
ポ
レ
オ
ン
の
侵
略
に
よ
り
ス
ペ
イ
ン
の

平
和
が
覆
さ
れ
る
と
、
老
年
期
の
ゴ
ヤ
は
、

戦
争
と
混
乱
に
見
舞
わ
れ
た
民
衆
の
悲
惨
な

現
実
を
見
つ
め
ま
す
。
彼
の
ま
な
ざ
し
は
現

実
を
超
え
た
夢
や
幻
想
の
世
界
へ
も
向
け
ら

れ
、
近
代
絵
画
の
先
駆
と
も
言
わ
れ
る
ユ
ニ
ー

ク
な
作
品
群
を
生
み
出
し
ま
し
た
。

　

ゴ
ヤ　

　

近
代
絵
画
の
父
と
の
異
名
を
持
つ
ロ
コ
コ
・

ロ
マ
ン
主
義
時
代
の
画
家
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
・

デ
・
ゴ
ヤ
が
手
が
け
た
、
西
洋
絵
画
史
上
、

最
も
戦
慄
を
感
じ
さ
せ
る
問
題
作
『
我
が
子

を
喰
ら
う
サ
ト
ゥ
ル
ヌ
ス
（
黒
い
絵
）』。

　

黒
い
、
と
い
う
の
は
配
色
が
全
体
的
に
暗

く
、
し
か
も
描
か
れ
て
い
る
題
材
が
絶
望
的

で
、
厭
世
的
な
テ
ー
マ
に
満
ち
て
い
る
か
ら

で
あ
る
。

　

購
入
し
た
別
荘
の
壁
画
の
ひ
と
つ
と
し
て

食
堂
の
扉
に
描
か
れ
た
。
晩
年
期
に
近
づ
い

て
い
た
ゴ
ヤ
が
当
時
抱
い
て
い
た
不
安
、
憂

鬱
、
退
廃
、
老
い
、
死
、
な
ど
時
代
に
対
す

る
思
想
や
死
生
観
、
内
面
的
心
情
が
反
映
さ

れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
も
の
の
、
根

本
部
分
の
解
釈
は
諸
説
唱
え
ら
れ
て
お
り
、

現
在
も
議
論
が
続
い
て
い
る
。

　

黒
い
絵　

部分

「裸のマハ （La Maja Desude）」 1798-1800
　マハとはスペイン語で「小粋な女、小粋なマドリード娘」を意味
する。モデル（モチーフ）の女性については、ゴヤと関係のあった
アルバ公夫人マリア、または当時のスペイン首相マヌエル・デ・ゴ
ドイの愛人ペピータとする説などがある。
　西洋美術において初めて女性の陰毛を描き問題となった。厳格な
カトリック国家のスペインにおいて希少な裸婦画であり、ゴヤはこ
の「裸のマハ」を描いたことで十数年後に異端審問にかけられている

カルロス 4 世の家族　中央は王妃マリア

　宮廷画家の首席として任命されたゴヤがスペイン国王カル
ロス 4 世一家を描いた作品。王族の住むアランフェス宮殿へ
通いつめ、一人一人の肖像画を習作として描き上げたうえで
本作に臨んだという。
　中央の女性は王妃マリア・ルイサ・デ・パルマ、両脇には
二人の息子ドーニャとフランシスコが描かれている。マリア
王妃は意地悪で粗野な女性であり、夫である国王を完全に支
配していると見なされていたようだ。



ヨーロッパ文化の概要年表





西
洋
　
近
代

目　次

新古典主義
　　革命期絵画のわかり難さ
　　ルーブルＭの誕生
　　アングルの様式

ロマン主義
　　メヂュース号の筏
　　ドラクロア

アカデミズムを考える
　　ジェイン・グレイの処刑
　　アカデミーの美学

ヌードについて考える
　　ボッティチェリ
　　神話とキリスト教
　　アングルのヌード
　　マネの革新性

写実主義
　　クールベのレアリズム

マネ
　　草上の昼食研究
　　マネは何を描きたいのか

フランス風景画
　　風景画の変遷
　　バルヴィゾン派

クロード・モネ
　　日の出の価値？
　　モネの絵の変遷

セザンヌの革新
　　近代絵画と恒常性
　　セザンヌの新ルール

実験絵画の展開

後期印象派の二人

幻想絵画を楽しむ



「ソクラテスの死」　1787 ダビッド　130 × 196cm

１．ダウィッド
２．革命期絵画の
　　　　わかり難さ
３．エンペラースタイル

    

18
世
紀
の
【
ロ
コ
コ
期
】
を
代
表
す

る
画
家
に
、
ワ
ト
ー
、
ブ
ー
シ
ェ
、
フ

ラ
ゴ
ナ
ー
ル
が
い
ま
す
。
こ
れ
ら
の
画

家
の
特
徴
は
、、
装
飾
的
感
覚
で
絵
画
を

描
く
と
い
う
こ
と
で
す
。
絵
画
と
は
美

し
い
も
の
で
、
美
し
い
こ
と
が
こ
の
時

代
の
絵
画
全
体
に
通
底
す
る
唯
一
の
存

在
意
義
と
考
え
て
い
ま
し
た
。

　

そ
し
て
、
18
世
紀
末
に
、
考
古
学
上

の
発
見
に
始
ま
る
一
連
の
出
来
事
が
起

こ
り
ま
す
。
イ
タ
リ
ア
で
、
ポ
ン
ペ
イ

の
遺
跡
が
発
見
さ
れ
ギ
リ
シ
ャ
・
ロ
ー

マ
な
ど
の
古
代
文
化
へ
の
関
心
が
ブ
ー

ム
に
な
り
ま
し
た
。
ま
た
、
ド
イ
ツ
の

哲
学
者
ヴ
ィ
ン
ケ
ル
マ
ン
が
、
イ
コ
ノ

グ
ラ
フ
ィ
ー
（
図
像
学
）
つ
ま
り
、
語

ら
れ
る
主
題
の
重
要
性
を
見
直
す
こ
と

を
主
張
し
ま
し
た
。
そ
れ
ま
で
の
感
傷

的
な
主
題
で
は
な
く
道
徳
的
な
主
題
を

扱
う
べ
き
だ
と
い
う
傾
向
が
生
ま
れ
ま

す
。

　
市
民
革
命
を
目
前
に
し
た
フ
ラ
ン
ス

社
会
で
は
、
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
と
英
雄
主

義
と
が
古
代
復
興
と
一
体
化
し
て
称
揚

さ
れ
た
。
そ
う
し
た
社
会
の
期
待
に

初
め
て
み
ご
と
に
こ
た
え
た
の
が
ダ

ヴ
ィ
ッ
ド
だ
っ
た
。

　
ダ
ヴ
ィ
ッ
ド
は
、
始
め
は
装
飾
的
で

感
傷
的
な
絵
を
描
い
て
い
た
の
で
す
。

そ
れ
が
少
し
ず
つ
画
風
を
変
え
、
主
題

を
変
え
、「
歴
史
画
」
と
呼
ば
れ
る
巨
大

な
絵
画
を
制
作
す
る
に
い
た
り
ま
し
た
。

　

ロ
コ
コ
的
な
感
覚
へ
の
甘
え
を
す
て
、

テ
ー
マ
を
単
純
化
し
、
禁
欲
的
で
厳
格

な
画
面
が
人
々
を
驚
嘆
さ
せ
た
。
彼
の

弟
子
で
は
ジ
ロ
デ
と
ジ
ェ
ラ
ー
ル
と
グ

ロ
の
三
人
の
G
が
有
名
。

ダ
ヴ
ィ
ッ
ド
は
、
美
術
界
の
独
裁
者
と

し
て
活
躍
。
彼
は
、
古
典
的
主
題
で
は

な
く
現
在
進
行
形
の
革
命
を
た
た
え
美

化
す
る
新
た
な
ジ
ャ
ン
ル
を
生
み
出
し

た
の
で
す
。　

　

人
物
中
心
の
題
材
は
、
主
題
へ
集
中
す
る

よ
う
に
単
純
化
さ
れ
る
。
構
図
は
奥
行
き
を

な
く
し
、
画
面
に
平
行
に
人
物
が
置
か
れ
る
。

と
き
に
は
ピ
ラ
ミ
ッ
ド
型
を
と
る
。
ポ
ー
ズ

新古典主義

　

ダ
ヴ
ィ
ッ
ド
の
作
品
は
悲
劇
と
い
え
る
で

し
ょ
う
。
ダ
ヴ
ィ
ッ
ド
は
、
感
銘
を
受
け
た

の
は
コ
ル
ネ
イ
ユ
の
演
劇
だ
と
言
っ
て
い
ま

す
。
コ
ル
ネ
イ
ユ
の
演
劇
に
は
、
観
客
の
気

持
ち
を
揺
さ
ぶ
る
に
は
、
矛
盾
し
た
感
情
を

対
立
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
考
え

が
表
れ
て
い
ま
す
。

　

矛
盾
し
た
感
情
と
は
何
か
と
い
う
と
、
例

え
ば
、
息
子
が
戦
争
に
行
く
の
を
見
守
る
母

親
の
感
情
と
、
息
子
に
戦
争
へ
行
け
と
言
う

父
親
の
感
情
で
す
。
父
親
は
、
国
を
守
る
と

い
う
公
共
の
利
益
を
訴
え
、
母
親
は
自
分
の

血
統
を
守
る
と
い
う
家
族
の
利
益
を
訴
え
て

い
ま
す
。
ダ
ヴ
ィ
ッ
ド
の
描
く
ド
ラ
マ
は
、

こ
の
二
つ
の
面
を
組
み
合
わ
せ
る
こ
と
で
生

ま
れ
ま
す
。以
降
、彼
の
描
く
絵
画
は
す
べ
て
、

こ
の
方
法
で
読
む
こ
と
が
で
き
ま
す
。
そ
れ

は1789

年
ま
で
に
ダ
ヴ
ィ
ッ
ド
が
制
作
し

た
古
代
を
主
題
に
し
た
作
品
だ
け
で
な
く
、

革
命
期
、
同
時
代
に
主
題
を
と
っ
た
際
に
も

同
様
の
こ
と
が
い
え
ま
す
。
そ
し
て
帝
政
期

に
ナ
ポ
レ
オ
ン
を
主
題
に
し
た
作
品
で
も
同

様
で
す
。
ダ
ヴ
ィ
ッ
ド
の
作
品
を
前
に
す
る

と
、
鑑
賞
者
は
い
つ
も
、
こ
の
二
つ
の
対
立

し
た
感
情
に
と
ら
わ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　
　

ダ
ヴ
ィ
ッ
ド
の
テ
ー
マ

　
　

ダ
ヴ
ィ
ッ
ド
の
ス
タ
イ
ル

新古典主義

は
ス
ト
ッ
プ
モ
ー
シ
ョ
ン
で
動
き
の
輪
郭
は

明
瞭
。
彩
色
は
平
ら
に
塗
ら
れ
タ
ッ
チ
（
筆

跡
）
や
凹
凸
は
ま
っ
た
く
無
い
。
色
彩
は
渋

め
で
抑
え
気
味
で
す
ね
。

● 「ソクラテスの死」は、ギリシアの哲学者ソクラテ
スが、裁判により死刑宣告され死ぬ場面を表現してい
ます。ソクラテスは、アテネの若者を堕落させ異教の
神への信仰を説いた罪で有罪判決を受け、毒薬服用に
よる死刑を宣告されている。ソクラテスは、機会があっ
ても敢えて逃亡せず、自分の死を弟子に対する最後の
教授として穏やかに死に向かう。
　作品中、　真ん中で上半身裸で、右手で毒の杯を受け
取ろうとし左手を上にあげているのがソクラテスで、
周りにいるのが彼の弟子達です。彼はさまざまな年齢
層の男性に取り囲まれているが、そのほとんどは苦悩
の表情を浮かべており、冷静な老人とは対照的である。
　この絵には、当時のアテネの人々に対する彼の考え
の正当性を表すために、逃げることもできたのに、あ
えてドクニンジンを飲んで死のうとするソクラテスを
周りの者が非難している場面が描かれています



　

ナ
ポ
レ
オ
ン
は
、
国
王
を
倒
し
た
の
ち
の
、
た

な
皇
帝
で
す
。
と
い
う
こ
と
は
、
国
王
の
フ
ァ
ッ

シ
ョ
ン
を
受
け
継
ぐ
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
全
く

新
た
な
皇
帝
と
し
て
の
ニ
ュ
ー
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
を

ク
リ
エ
イ
ト
し
な
く
ち
ゃ
い
け
な
か
っ
た
。
そ
の

結
果
が
、
こ
の
ス
タ
イ
ル
。
当
時
の
フ
ラ
ン
ス
の

フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
界
の
総
力
を
あ
げ
て
考
え
出
し
た

結
果
が
こ
れ
だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
。

フランソワジェラール
「戴冠の衣装のナポレオン」1805

左
図
に
、
こ
の
時
期
の
代
表
的
な
絵
画
を
、

制
作
さ
れ
た
年
代
を
配
慮
し
て
並
べ
て
み
ま

し
た
。
し
か
し
、
は
っ
き
り
言
っ
て
、
こ
の

時
代
の
絵
画
は
ぐ
ち
ゃ
ぐ
ち
ゃ
で
す
。
恐
ら

く
誰
で
も
、
初
め
て
見
た
時
に
は
、
違
う
時

代
の
絵
画
が
寄
せ
集
め
ら
れ
て
い
る
だ
ろ
う
、

と
思
う
ん
で
す
ね
。　

　

フ
ラ
ン
ス
革
命
の
簡
単
な
歴
史
と
描
か
れ
た

絵
画
の
時
期
と
を
対
応
さ
せ
て
見
ま
し
ょ
う
。

日
本
に
は
、
市
民
革
命
が
な
か
っ
た
か
ら
、
日

本
人
に
と
っ
て
は
フ
ラ
ン
ス
革
命
が
ピ
ン
と
こ

な
い
わ
け
で
す
が
、
王
様
を
倒
し
て
市
民
が
実

権
を
握
る
ま
で
に
は
、
フ
ラ
ン
ス
で
は
50
年
以

上
か
か
っ
て
血
を
流
し
て
成
し
遂
げ
ら
れ
た
わ

け
で
す
ね
。
坂
本
竜
馬
や
西
郷
隆
盛
の
戦
い
が

50
年
続
い
た
と
思
え
ば
良
い
の
で
し
ょ
う
か

ね
。

　

歴
史
が
大
き
く
揺
れ
動
い
た
中
で
、
芸
術
や

絵
画
は
、
そ
れ
ら
と
は
別
な
動
き
を
し
て
い
た

な
ん
て
こ
と
は
あ
り
え
な
い
わ
け
で
す
。　
　

　

で
も
、
こ
れ
ら
は
、
同
じ
時
期
に
し
か
も

パ
リ
で
描
か
れ
た
絵
画
ば
か
り
で
す
。
こ
れ

は
い
っ
た
い
ど
う
い
う
こ
と
な
ん
で
し
ょ
う

か
。

　

そ
れ
は
、
フ
ラ
ン
ス
革
命
と
い
う
社
会
的

歴
史
の
観
点
と
あ
わ
せ
て
み
て
い
く
こ
と
で

理
解
で
き
る
だ
ろ
う
。

　

ル
イ
16
世
を
ギ
ロ
チ
ン
に
か
け
て
、
ナ
ポ
レ
オ

ン
が
登
場
し
て
、
失
脚
し
て
、
ま
た
ゆ
り
戻
し
が

あ
っ
て
と
、
戦
い
と
混
乱
が
え
ん
え
ん
と
続
い
た

時
代
で
す
ね
。

こ
の
時
代
の
絵
画
は
、
当
然
、
そ
の
当
時
の
混
乱

を
反
映
し
て
い
る
。
革
命
の
歴
史
抜
き
で
、
こ
の

時
代
の
絵
画
を
理
解
し
よ
う
と
し
て
も
無
理
が
あ
る
わ

け
で
す

　
　

革
命
期
絵
画
の
分
り
難
さ

政
治
と
両
立
し
た
特
殊
な
時
代

園
児
服
の
よ
う
な
ナ
ポ
レ
オ
ン



「峠越えのボナパルト」　1814 ダビッド　395 × 531cm

古典 ・古代 ・理想美

オリエント趣味

同時代の事件

ナ
ポ
レ
オ
ン

　　
　

18
世
紀
以
前
に
は
美
術
品
の
収
集
は

王
侯
貴
族
が
行
う
も
の
で
あ
り
、
集
め
ら
れ

た
作
品
は
客
人
や
芸
術
家
な
ど
の
選
ば
れ
た

人
々
の
み
が
鑑
賞
す
る
こ
と
が
で
き
た
。

　

そ
れ
に
対
し
、
中
世
以
来
の
王
宮
で
あ
っ

た
ル
ー
ブ
ル
宮
（
た
だ
し
王
家
の
人
々
は
あ

ま
り
こ
こ
に
住
ま
な
か
っ
た
）
を
公
共
美
術

館
に
す
る
と
い
う
構
想
は
、
世
紀
の
中
ご
ろ
、

啓
蒙
思
想
の
普
及
と
と
も
に
生
ま
れ
た
。

　

王
室
も
こ
の
案
に
は
協
力
的
で
あ
っ
た
が
、

実
際
に
は
計
画
は
な
か
な
か
実
現
に
い
た
ら

ず
、
革
命
時
代
に
入
っ
た1793

年
、
よ
う

や
く
ル
ー
ヴ
ル
宮
の
一
部
が
中
央
美
術
館
の

名
の
も
と
に
美
術
館
と
し
て
ス
タ
ー
ト
し
た
。

　

革
命
政
府
は
旧
体
制
の
支
配
者
で
あ
る
王

室
や
貴
族
や
聖
職
者
所
有
の
美
術
品
を
す
べ

て
国
有
化
す
る
方
針
で
あ
っ
た
の
で
、
そ
う

し
た
作
品
も
新
美
術
館
の
収
蔵
品
と
な
っ
た
。

そ
し
て
ナ
ポ
レ
オ
ン
は
早
く
も
イ
タ
リ
ア
遠

征
の
時
か
ら
、
講
和
の
条
件
と
し
て
敗
戦
国

に
美
術
品
を
差
し
出
さ
せ
る
方
針
を
と
っ
て

お
り
、
そ
う
し
た
収
奪
品
に
よ
っ
て
中
央
美

術
館
の
収
集
は
増
す
ば
か
り
で
あ
っ
た
。

　

1803

年
中
央
美
術
館
は
ナ
ポ
レ
オ
ン
美
術

館
と
名
を
変
え
、
帝
政
時
代
に
入
っ
て
か
ら

も
イ
タ
リ
ア
、
ド
イ
ツ
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
、

ス
ペ
イ
ン
か
ら
の
収
奪
美
術
品
が
次
々
に
到

着
し
、
大
規
模
な
展
覧
会
が
催
さ
れ
た
。

　

ワ
ー
テ
ル
ロ
ー
で
各
国
連
合
軍
に
敗
北
し

て
王
政
復
古
が
実
現
す
る
と
、
列
強
は
美
術

品
の
変
換
を
要
求
し
、
１
０
０
点
の
絵
画
と

８
０
０
点
の
素
描
が
残
さ
れ
た
他
は
、
数
千

点
の
美
術
品
が
も
と
の
所
有
国
に
戻
さ
れ
て

し
ま
っ
た
。

美
術
品
収
奪
と
ル
ー
ブ
ル
Ｍ
の
誕
生

　



「トルコ風呂」　1862 アングル　108 × 108cm

　

ダ
ヴ
ィ
ッ
ド
の
【
男
性
的
】
古
典
主
義

は
、
彼
特
有
の
形
式
だ
っ
た
。
そ
れ
以
外
の

画
家
た
ち
は
み
な
多
少
ロ
マ
ン
主
義
的
な
画

風
を
併
せ
持
っ
て
い
た
。
画
風
が
マ
ン
ネ
リ

化
す
る
中
で
、
新
古
典
主
義
が
生
き
延
び
て

い
っ
た
の
は
、
ア
ン
グ
ル
の
天
才
に
よ
っ
て

で
あ
っ
た
。

　

ア
ン
グ
ル
は
長
い
イ
タ
リ
ア
滞
在
（1806

～24

）
を
経
て
、
ギ
リ
シ
ャ
人
と
ラ
フ
ァ

エ
ロ
を
通
し
て
一
種
独
特
な
様
式
を
作
り
上

げ
た
。
優
美
な
輪
郭
線
と
平
面
的
な
彩
色
方

法
（
遠
近
法
・
明
暗
法
を
軽
減
）
そ
し
て
美

「
新
・
古
典
主
義
」
が
あ
る
な
ら
ば
、

「
古
典
主
義
」
と
い
う
様
式
が
あ
っ
た
は
ず

だ
ろ
う
。
し
か
し
、「
古
典
主
義
」
と
い
う

用
語
は
美
術
史
で
は
あ
ま
り
聞
き
な
れ
な

い
。
そ
の
理
由
は
？
？

　

イ
タ
リ
ア
ル
ネ
サ
ン
ス
に
続
い
て
「
バ

ロ
ッ
ク
」
と
い
う
、
ド
派
手
な
様
式
が
流

行
し
た
の
は
ご
存
知
で
す
ね
。
し
か
し
中

庸
を
好
む
フ
ラ
ン
ス
人
は
、
そ
の
時
期
は

バ
ロ
ッ
ク
に
は
染
ま
ら
ず
に
「
古
典
主
義
」

と
呼
ば
れ
る
ス
タ
イ
ル
を
生
み
出
し
た
。

　

こ
れ
は
フ
ラ
ン
ス
に
の
み
生
じ
た
ロ
ー

カ
ル
な
ス
タ
イ
ル
な
の
で
、
美
術
史
の
一

般
解
説
に
は
登
場
し
な
い
こ
と
が
が
多
い

　
「
オ
ダ
リ
ス
ク
」
と
は
オ
ス
マ
ン
帝
国
ス

ル
タ
ン
の
愛
妾
ま
た
は
女
奴
隷
の
こ
と
で
あ

る
。
こ
の
画
は
「
グ
ラ
ン
ド・オ
ダ
リ
ス
ク
」

と
も
呼
ば
れ
る
が
、
そ
れ
に
し
て
も
こ
の
女

性
は
何
と
い
う
無
理
な
ポ
ー
ズ
で
わ
れ
わ
れ

を
誘
惑
し
て
い
る
こ
と
か
。
顔
は
ほ
と
ん
ど

四
分
の
三
正
面
向
き
で
観
者
の
ほ
う
を
振
り

向
い
て
い
る
の
に
、
全
裸
の
背
中
は
ま
っ
た

く
と
い
え
る
ほ
ど
、
観
者
か
ら
は
正
面
向
き

に
描
か
れ
て
い
る
。
い
わ
ば
こ
の
女
は
背
中

で
わ
れ
わ
れ
を
誘
惑
し
て
い
る
。
し
た
賦
彩

効
果
で
あ
ろ
う
。
形
を
歪
め
、
部
分
と
細
部

や
、
色
彩
の
転
調
を
誇
示
す
る
ア
ン
グ
ル
の

画
法
は
、
一
種
の
マ
ニ
エ
リ
ス
ム
の
復
活
を

意
図
し
た
も
の
と
も
い
え
る
。　
　
　
　
　

し
い
デ
ッ
サ
ン
と
特
殊
な
デ
フ
ォ
ル
メ
な
ど

の
手
法
に
よ
り
、
写
実
的
再
現
よ
り
理
想
的

な
美
を
め
ざ
し
た
。

　

と
い
う
わ
け
で
、
新
古
典
主
義
は
、
民
衆

の
た
め
、
革
命
の
た
め
の
ギ
リ
シ
ャ
・
ロ
ー

マ
の
理
想
主
義
か
ら
ス
タ
ー
ト
し
て
、
皇
帝

と
な
っ
た
ナ
ポ
レ
オ
ン
を
賛
美
す
る
記
録
性

へ
と
変
貌
し
た
。
し
か
し
、
さ
ら
に
も
う
ひ

と
つ
の
ち
ょ
っ
と
お
か
し
な
要
素
が
加
わ
っ

て
し
ま
っ
た
。
そ
れ
が
、
女
性
の
裸
へ
の
異

常
な
執
着
を
も
っ
た
ア
ン
グ
ル
に
よ
っ
て
も

た
ら
さ
れ
た
ヌ
ー
ド
・
フ
ェ
チ
だ
っ
た
。

「グランド ・ オダリスク」　1787 アングル　130 × 196cm

　
　

ア
ン
グ
ル
の
様
式



古
代
ギ
リ
シ
ャ
の
理
想
美
の
世
界
を

手
本
と
す
る
【
古
典
主
義
】
は
、
形
式
的

な
模
倣
が
唯
一
の
正
し
い
芸
術
の
訓
練
で

あ
る
と
す
る
ア
カ
デ
ミ
ズ
ム
へ
と
向
か
っ

た
。

　

ナ
ポ
レ
オ
ン
は
戦
い
に
敗
れ
、
お
抱
え

画
家
の
ダ
ヴ
ィ
ッ
ド
は
ブ
リ
ュ
ッ
セ
ル
へ

亡
命
し
た
。
ナ
ポ
レ
オ
ン
失
脚
後
、
一
度

は
市
民
の
も
の
に
な
っ
た
自
由
平
等
の
理

念
は
、
ふ
た
た
び
反
動
勢
力
に
よ
り
覆
さ

れ
た
。
王
政
復
古
、
専
制
君
主
の
復
活
に

よ
っ
て
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
は
再
び
陰
湿
で

沈
滞
し
た
空
気
が
漂
っ
た
。

そ
う
し
た
中
で
、1819

年
頃
か
ら

ユ
ー
ゴ
ら
新
し
い
世
代
の
詩
人
た
ち
に
鼓

舞
さ
れ
た
【
ロ
マ
ン
派
】
の
画
家
た
ち
が

古
典
派
ア
カ
デ
ミ
ズ
ム
に
対
抗
し
は
じ
め

た
。

　

{

ロ
マ
ン
テ
ィ
シ
ズ
ム
は
要
す
る
に

芸
術
に
お
け
る
自
由
主
義
で
あ
る
。
こ

の
自
由
主
義
は
政
治
に
お
け
る
自
由
主

義
と
同
様
に
、今
後
ま
す
ま
す
ひ
ろ
ま
っ

て
い
く
に
違
い
な
い
（
ユ
ー
ゴ1830

）」

　

ド
ラ
ク
ロ
ア
は1857

年
「
美
の

多
様
性
に
つ
い
て
」
と
題
す
る
論
文
を

発
表
し
て
、
美
と
は
決
し
て
唯
一
絶
対

の
も
の
で
は
な
く
、
ま
し
て
古
典
古
代

の
み
が
最
高
で
あ
る
の
で
も
な
く
、
そ

れ
ぞ
れ
の
時
代
や
民
族
や
気
質
に
応
じ

た
多
様
な
美
が
あ
り
う
る
こ
と
を
説
い

た
。ロ

マ
ン
主
義
の
こ
の
美
の
多
様
性
の

理
論
は
、
多
く
の
新
し
い
主
題
を
導
入

し
た
。
そ
こ
に
は
異
国
の
美
も
あ
れ
ば

世
間
に
背
を
む
け
た
夢
の
世
界
や
過
去

の
伝
説
な
ど
、
現
実
逃
避
の
芸
術
も
生

み
出
す
こ
と
に
な
っ
た
。　

フ
ラ
ン
ス

ロ
マ
ン
派
の
２
大
画
家
と
い
え
ば
、
ジ
ェ

リ
コ
ー
と
ド
ラ
ク
ロ
ア
で
あ
る
。

　

ジ
ェ
リ
コ
ー
は
、
わ
ず
か
33
歳
で
没

し
た
が
、
古
典
派
に
反
旗
を
ひ
る
が
え

し
新
理
念
を
燃
や
し
尽
く
し
た
画
家
で

あ
っ
た
。1819

年
に
サ
ロ
ン
に
出
品
し

た
《
メ
ヂ
ュ
ー
ス
号
の
筏
》
に
よ
り
、

ロ
マ
ン
派
の
口
火
が
切
ら
れ
た
。
彼
の

試
み
は
同
じ
世
代
の
ド
ラ
ク
ロ
ア
に
引
き

継
が
れ
た

１、メヂュース号の筏
２、自由の女神

ロマン主義

「メヂュース号の筏」　ジェリコ 1819　491*716

        

メ
デ
ュ
ー
ズ
号
の
い
か
だ

　

現
実
に
起
こ
っ
た
社
会
的
な
事
件
に
、

芸
術
家
が
ア
ク
テ
ィ
ヴ
な
関
心
を
示
し
た

作
例
で
、
ロ
マ
ン
派
の
開
花
を
告
げ
る
ジ
ェ

リ
コ
ー
の
代
表
作
で
あ
る
。

　

フ
ラ
ン
ス
の
快
速
帆
船
（
巡
洋
艦
の
前

身
）
メ
デ
ュ
ー
ズ
号
は
、一
八
一
六
年
六
月
、

セ
ネ
ガ
ル
に
向
か
っ
て
航
海
中
、
暗
礁
に

の
り
上
げ
て
難
破
し
、
救
助
艇
に
乗
り
き

れ
な
か
っ
た
乗
組
員
が
、
い
か
だ
を
作
っ

て
12
日
間
、
絶
望
的
な
漂
流
生
活
を
送
っ

た
と
い
う
セ
ン
セ
ー
シ
ョ
ナ
ル
な
事
件
で

あ
る
。
救
わ
れ
た
と
き
、
生
存
者
は
わ
ず

か
15
名
で
あ
っ
た
と
伝
え
ら
れ
る
。

　

制
作
に
あ
た
っ
て
ジ
ェ
リ
コ
ー
は
生
存

者
に
当
時
の
も
よ
う
を
聞
き
た
だ
し
、
わ

ざ
わ
ざ
い
か
だ
を
作
っ
て
、
可
能
な
限
り

リ
ア
ル
な
再
現
を
試
み
た
。
息
を
ひ
き
と
っ
た

乗
員
の
表
情
を
写
す
際
に
、
死
体
収
容
所
に
か

よ
っ
た
と
は
、
有
名
な
エ
ピ
ソ
ー
ド
で
あ
る
。

ロマン主義

● 兵士はすべて犠牲になった。自分たちだ
けが助かろうとして、ロープを切ったり、殺
し合いをして人肉を食って、上官たちだけが
生き残ったわけです。

　はじめは、政府は、この事実をひたかくし
にした。しかし、生存者の２人が事件の顛末
を出版して大騒動になった。

　この事件は、裁判の結果、生存者たちは、

とても軽い処分しかなされなかった。ジェリ
コは、その裁判の結果に批判的だったと思う。
まだ、写真が無い時代の、報道写真としての
役割、フォーカスやフライディに近い、記録
性を持った絵画であったといえる。



「ダンテの小船」　ドラクロア 1822　188*241　

◆「キオス島の虐殺」　
1823　417*354　

「民衆を率いる自由」　1827　395*495　

　

1820
年
代
以
降
、
ロ
マ
ン
派
の
中
心
と

な
っ
た
ド
ラ
ク
ロ
ア
は
、
想
像
力
を
駆
使
し
て

神
話
・
宗
教
・
歴
史
・
文
学
か
ら
異
国
趣
味
ま

で
幅
広
い
主
題
を
こ
な
し
た
。
彼
は
伝
統
的
な

歴
史
画
の
最
後
の
画
家
と
も
い
え
る
。

　

幼
い
頃
か
ら
音
楽
に
も
非
凡
な
才
能
を
示

し
、
青
年
時
代
に
は
文
学
に
親
し
み
詩
人
を
志

し
た
。
音
楽
・
文
学
そ
し
て
ミ
ケ
ラ
ン
ジ
ェ
ロ

の
愛
好
が
、彼
の
芸
術
を
理
解
す
る
鍵
で
あ
る
。

鮮
や
か
な
色
彩
・
配
色
、
全
体
を
包
み
込
む
情

熱
的
で
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
力
動
感
は
、
古
典
派

の
絵
画
に
な
に
よ
り
乏
し
い
要
素
だ
っ
た
。

1822

年
に
、
ま
ず
「
ダ
ン
テ
の
小
船
」、
つ

い
で
24
年
に
「
キ
オ
ス
島
の
虐
殺
」、
さ
ら
に

27
年
に
「
サ
ル
ダ
ナ
パ
ー
ル
の
最
後
」
と
大
作

が
相
次
い
で
サ
ロ
ン
で
発
表
さ
れ
た
。
こ
れ

ら
の
作
品
は
大
胆
な
構
図
と
奔
放
な
色
彩

で
、
い
ず
れ
も
激
し
い
ス
キ
ャ
ン
ダ
ル
を
巻

き
起
こ
し
た
。

◆1822

年
．
約
１
万
の
ト
ル
コ
軍
が
ギ
リ

シ
ャ
の
キ
オ
ス
島
に
上
陸
し
、
十
万
の
住
民
に

殺
戮
を
行
っ
た
。
生
残
っ
た
者
は
わ
ず
か
千
人

と
報
じ
ら
れ
た
。
テ
ー
マ
の
斬
新
さ
と
激
し
い

色
彩
や
タ
ッ
チ
が
当
時
の
穏
や
か
な
古
典
主
義

画
壇
に
シ
ョ
ッ
ク
を
与
え
た
。

　
こ
の
作
品
は
、
一
般
に
は
「
民
衆
を
率
い

る
自
由
の
女
神
」
と
い
う
題
名
で
知
ら
れ
て

い
る
。「
自
由
の
女
神
」
と
い
う
呼
び
方
は
分

か
り
や
す
く
て
良
い
の
だ
が
、
こ
の
女
性
と

し
て
表
現
さ
れ
た
「
自
由
」
は
、
本
来
は
自

由
と
い
う
観
念
の
擬
人
像
で
あ
り
、
そ
の
像

を
中
心
に
し
て
構
成
さ
れ
た
図
像
な
り
絵
画

は
、
寓
意
な
い
し
寓
意
画
と
も
呼
ば
れ
る
べ

き
で
あ
る
。

　

七
月
革
命
は
、
七
月
二
七
日
共
和
主
義

者
に
扇
動
さ
れ
た
り
、
自
由
主
義
者
の
一
無

用
者
に
有
給
で
組
織
さ
れ
た
り
し
た
労
働
者

に
よ
っ
て
運
動
は
大
規
模
化
し
、
パ
リ
で
は

労
働
者
と
学
生
が
武
装
蜂
起
を
訴
え
て
バ
リ

ゲ
ー
ド
を
築
い
た
。
二
八
日
、
軍
隊
相
手
に

市
街
戦
を
く
り
ひ
ろ
げ
る
民
衆
は
、
つ
い
に

は
ル
ー
ヴ
ル
宮
殿
を
包
囲
す
る
に
至
っ
た
。

こ
の
と
き
市
庁
舎
や
ノ
ー
ト
ル
ダ
ム
大
聖
堂

に
は
赤
、
青
、
白
の
三
色
旗
が
ひ
る
が
え
っ

た
と
い
う
。

こ
の
作
品
は
、
若
い
ド
ラ
ク
ロ
ア
の
政
治

的
心
情
の
表
明
と
解
釈
す
る
べ
き
で
あ
ろ

う
。
完
成
し
た
作
品
は
、
一
八
三
一
年
の
サ

ロ
ン
に
、「
七
月
二
十
八
日
、
民
衆
を
率
い

る
「
自
由
」」
の
題
名
で
出
品
さ
れ
た
。　

　　
七
月
革
命
と
い
う
生
々
し
い
歴
史
的
事

件
を
数
ヵ
月
も
た
た
ぬ
内
に
描
い
た
こ
の
絵

の
中
央
を
占
め
て
い
る
の
は
、逆
説
的
に「
自

由
」
の
擬
人
像
と
い
う
非
現
実
の
存
在
で
あ

る
。「
自
由
」
は
、
豊
か
な
胸
か
ら
上
を
諸

肌
脱
ぎ
に
し
て
い
る
た
く
ま
し
い
女
性
で
あ

る
。
彼
女
の
か
ぶ
っ
て
い
る
帽
子
は
、
フ
リ

ギ
ア
帽
と
呼
ば
れ
る
布
製
の
三
角
帽
で
、
古

代
ロ
ー
マ
の
解
放
奴
隷
が
同
型
の
も
の
を

着
用
し
た
た
め
、
自
由
の
象
徴
と
な
っ
た
。

十
七
、八
世
紀
の
図
像
表
現
の
伝
統
に
お
い

て
は
、「
自
由
」
は
こ
の
帽
子
を
頭
や
手
に

持
っ
た
槍
に
の
せ
た
。　

　
サ
ロ
ン
出
品
後
は
、
王
と
し
て
推
戴
さ

れ
た
オ
ル
レ
ア
ン
公
ル
イ
・
フ
ィ
リ
ッ
プ
の

新
政
府
に
よ
っ
て
買
い
上
げ
ら
れ
、
リ
ュ
ク

ク
サ
ン
ブ
ー
ル
美
術
館
に
展
示
さ
れ
た

ドラクロアとアングルの風刺画
ドラクロア＝線は色だ！
アングル：色はユートピアだ。線、万歳！

　

民
衆
を
率
い
る
「
自
由
」
と
七
月
革
命

ロ
マ
ン
派
の
旗
手
ド
ラ
ク
ロ
ア



　
白
い
清
ら
か
な
腕
が
痛
々
し
い
。
お
付
き

の
女
性
た
ち
も
刑
吏
た
ち
も
、
悲
し
み
と
い

た
ま
し
さ
に
沈
ん
で
い
ま
す
。
こ
れ
は
ジ
ェ

イ
ン
・
グ
レ
イ
の
処
刑
場
面
で
す
。

　
ジ
ェ
イ
ン
・
グ
レ
イ
は
「
９
日
女
王
」
の

名
で
知
ら
れ
、
政
争
の
犠
牲
と
な
っ
て
、

1554

年
２
月
12
日
、
わ
ず
か
17
歳
で
断
頭

台
の
露
と
消
え
た
悲
劇
の
女
性
で
し
た
。
彼

女
は
ノ
ー
サ
ン
バ
ー
ラ
ン
ド
公
の
陰
謀
に

よ
っ
て
イ
ギ
リ
ス
女
王
に
ま
つ
り
上
げ
ら

れ
、
９
日
間
王
位
に
あ
り
ま
し
た
が
、
再
度

女
王
の
座
に
返
り
咲
い
た
メ
ア
リ
ー
１
世
に

よ
っ
て
そ
の
座
を
追
わ
れ
、
処
刑
さ
れ
た
の

で
す
。

　
こ
の
作
品
は
、
16
世
紀
イ
ギ
リ
ス
の
史
実

に
基
づ
き
、
歴
史
画
の
枠
組
み
に
の
っ
と
っ

」　

て
描
か
れ
た
も
の
で
す
。
そ
れ
に
し
て
も
、

こ
の
、
ち
ょ
っ
と
し
た
小
道
具
に
至
る
ま
で

の
細
密
な
描
写
の
み
ご
と
さ
、
舞
台
劇
を
見

る
よ
う
な
ド
ラ
マ
テ
ィ
ッ
ク
な
光
景
に
は
目

を
見
張
ら
さ
れ
ま
す
。
ク
ー
ル
ベ
や
マ
ネ
や

印
象
派
の
画
家
た
ち
が
活
躍
し
た
19
世
紀
フ

ラ
ン
ス
で
、
社
会
的
に
最
も
認
め
ら
れ
て
い

た
の
は
、
実
は
ア
カ
デ
ミ
ス
ム
の
画
家
た
ち

で
し
た
。

　
ド
ラ
ロ
ー
シ
ュ
は
、
そ
ん
な
官
展
派
の
代

表
的
な
画
家
の
一
人
で
し
た
。
そ
し
て
歴
史

画
、
と
く
に
英
国
史
に
取
材
し
た
作
品
を
得

意
と
し
て
人
気
を
集
め
ま
し
た
。
画
面
に
は

筆
跡
を
残
さ
な
い
よ
う
に
、
滑
ら
か
に
仕
上

げ
が
施
さ
れ
た
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

ジェローム「・・」1861

ドラローシュ「ジェイン・グレイの処刑」1861

「
ア
カ
デ
ミ
ッ
ク
」
と
い
う
言
葉
を
、
私

た
ち
は
二
つ
の
意
味
で
用
い
て
い
る
。

（
１
）
権
威
に
裏
付
け
ら
れ
た
価
値
あ
る

も
の
（
例
え
ば
映
画
の
ア
カ
デ

ミ
ー
賞
）。

（
２
）
伝
統
的
で
保
守
的
。
古
臭
く
型
ど

お
り
で
、
よ
い
意
味
で
は
用
い
な

い
。

　

19
世
紀
の
フ
ラ
ン
ス
絵
画
に
お
い
て

は
、
当
時
の
主
流
は
ク
ー
ル
ベ
、
マ
ネ
、

印
象
派
と
い
っ
た
私
た
ち
が
良
く
知
る
画

家
た
ち
で
は
な
か
っ
た
。
絵
画
史
に
革
新

を
も
た
ら
し
た
彼
ら
「
前
衛
的
」
な
画
家

た
ち
は
、
当
初
は
無
視
さ
れ
、
そ
し
て
批

判
を
あ
び
た
存
在
だ
っ
た
。
そ
の
当
時
、

国
家
が
主
催
す
る
展
覧
会
で
高
い
評
価
を

受
け
、
正
統
派
の
画
家
と
し
て
社
会
的
承

認
を
得
て
い
た
の
は
古
典
主
義
的
で
保

守
的
な
画
家
た
ち
で
あ
っ
た
。

　
こ
う
し
た
画
家
た
ち
を
ア
カ
デ
ミ
ズ

ム
画
家
と
呼
ぶ
。
彼
ら
は
抜
群
の
描
写

技
術
を
持
ち
、
一
般
の
大
衆
に
好
ま
れ

る
題
材
を
選
び
、
分
り
や
す
い
絵
画
を

描
い
た
。
し
た
が
っ
て
、
ア
カ
デ
ミ
ズ

ム
画
家
た
ち
は
生
き
て
い
る
間
に
富
と

名
声
を
獲
得
し
た
。

　
時
代
に
先
駆
け
て
新
た
な
表
現
を
開

拓
し
た
、
前
衛
的
な
画
家
た
ち
に
と
っ

て
は
、
こ
う
し
た
ア
カ
デ
ミ
ズ
ム
画
家

た
ち
は
、
変
化
を
拒
む
権
威
そ
の
も
の

で
あ
り
、
若
き
意
欲
的
な
画
家
の
活
動

を
阻
害
す
る
存
在
で
あ
っ
た
ろ
う
。

  

「
保
守
的
」VS

「
前
衛
」
の
対
立
は

い
つ
の
時
代
に
も
存
在
し
た
。
こ
こ
で

は
、
19
世
紀
半
ば
か
ら
後
半
の
ア
カ
デ

ミ
ズ
ム
の
作
家
を
採
り
上
げ
る
。

１、アカデミズムを考える
２、キッチュ（kitsch） 
３、日展アカデミズム

アカデミズム絵画

ジ
ェ
イ
ン
・
グ
レ
イ
の
処
刑

アカデミズムを考える



ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ア
ド
ル
フ
・
ブ
ー
グ
ロ

（W
illiam

 A
dolphe Bouguereau

） 1825

年

-1905

年

ブ
ー
グ
ロ
「
ビ
ー
ナ
ス
の
誕
生
」

生
涯
に
わ
た
る
一
貫
し
た
美
へ
の
追
究

「
絵
画
に
お
い
て
私
は
理
想
主
義
者
で
あ

る
。
私
は
芸
術
に
美
し
か
見
な
い
。
芸

術
は
美
だ
。
な
ぜ
自
然
の
中
の
醜
い
も

の
を
再
現
す
る
の
だ
ろ
う
。
私
は
そ
の

必
要
性
を
全
く
み
と
め
な
い
」 

   

独
創
性
（
オ
リ
ジ
ナ
リ
テ
ィ
）
と
い
う
概

念
は
、
19
世
紀
は
じ
め
以
前
に
は
ほ
と
ん
ど

存
在
し
て
い
な
か
っ
た
。
か
つ
て
中
世
の
画

家
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
目
的
は
、
師
匠
と
同

じ
よ
う
に
あ
る
い
は
そ
れ
以
上
に
「
上
手
に
」

描
く
こ
と
に
あ
っ
て
、
と
に
か
く
他
の
目
的

は
無
か
っ
た
。「
職
人
的
」
に
見
え
る
こ
う
し

た
考
え
方
が
、
19
世
紀
中
旬
以
降
の
ア
カ
デ

ミ
ズ
ム
の
画
家
に
も
あ
っ
た
。
ア
カ
デ
ミ
ズ

ム
が
軽
蔑
さ
れ
る
理
由
の
第
一
が
そ
こ
に
あ

る
。　

し
か
し
、
職
人
で
あ
る
こ
と
を
止
め

た
（
独
創
性
・
個
性
の
優
位
を
主
張
す
る
こ

と
に
な
っ
た
）
芸
術
家
た
ち
は
、
自
分
が
他

と
異
な
る
こ
と
を
要
求
さ
れ
た
。
彼
ら
は
お

互
い
に
牽
制
し
非
難
し
あ
い
互
い
に
愛
す
る

こ
と
を
し
な
く
な
っ
た
。

　

ル
・
ブ
ラ
ン
（1619

～1690

）
が
ア

カ
デ
ミ
ー
の
芸
術
理
論
を
確
立
し
た
。
彼
は
、

絵
画
を
何
よ
り
も
ま
ず
理
性
に
語
り
か
け
る

も
の
と
考
え
た
。
イ
タ
リ
ア
絵
画
は
、
あ
ま

り
に
感
覚
的
す
ぎ
る
（
見
る
も
の
の
感
情
に

訴
え
か
け
て
い
く
視
覚
効
果
を
重
視
し
す
ぎ

る
）
フ
ラ
ン
ド
ル
絵
画
は
、
あ
ま
り
に
自
然

主
義
的
す
ぎ
る
と
考
え
た
。

　
ル
・
ブ
ラ
ン
は
次
の
よ
う
に
言
う
。

　
「
美
」
を
表
現
す
る
た
め
に
、
理
性
に
訴
え

か
け
る
と
は
、
感
覚
的
で
は
な
く
合
理
的
基

準
に
従
わ
せ
る
こ
と
。
規
則
や
基
準
を
学
ぶ

た
め
の
手
段
と
し
て
何
を
参
考
に
す
る
こ
と

が
可
能
か
？

そ
れ
は
古
代
（
ギ
リ
シ
ャ
・
ロ
ー
マ
）、
ル
ネ

サ
ン
ス
（
特
に
ラ
フ
ァ
エ
ロ
）
に
倣
う
こ
と

で
あ
る
。
画
家
は
、
何
例
を
学
ぶ
（
模
写
）

こ
と
で
正
し
い
基
準
を
養
う
こ
と
が
で
き
る
。

　
現
実
の
姿
は
不
完
全
で
あ
り
、
正
し
く
な

い
。
ま
ず
優
れ
た
先
例
を
学
ん
で
、
正
し
い

基
準
に
の
っ
と
り
、
自
然
を
修
正
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
「
真
の
理
想
」
が
達
成
さ
れ
る
。

模
倣
は
基
本
で
あ
る

ブ
ー
グ
ロ
「
地
獄
の
ダ
ン
テ
と
ヴ
ェ
ル
ギ
リ
ウ
ス

1850 

年
　281 x 225 cm

　
ア
カ
デ
ミ
ー
の
ロ
ー
マ
賞
を
受
け
、
イ
タ
リ

ア
に
遊
学
、
ラ
フ
ァ
エ
ロ
な
ど
の
古
典
を
学
ん

だ
後
、
サ
ロ
ン
で
活
躍
し
、
国
立
美
術
学
校
の

教
授
、
さ
ら
に1884

年
フ
ラ
ン
ス
美
術
ア

カ
デ
ミ
ー
会
長
に
な
る
。

　
官
能
で
甘
美
な
裸
婦
画
、
天
使
や
聖
母
像
、

肖
像
画
を
得
意
と
す
る
。
こ
の
頃
、
後
に
印
象

派
と
呼
ば
れ
る
画
家
達
が
サ
ロ
ン
に
出
品
す
る

の
だ
が
、
こ
と
ご
と
く
落
選
さ
せ
て
い
た
の
が

こ
の
ブ
ー
グ
ロ
。

   

ブ
ー
グ
ロ
は
、
没
後
百
年
を
経
過
し
て
い

る
わ
け
だ
が
、
彼
が
頑
な
に
拒
ん
だ
印
象
派

の
台
頭
と
と
も
に
美
術
史
か
ら
忘
れ
ら
れ
て

い
た
。
再
び
注
目
さ
れ
て
き
た
の
は
近
年
の

こ
と
。

ア
カ
デ
ミ
ー
の
美
学

ア
カ
デ
ミ
ズ
ム
と
独
創
性

代
表
的
ア
カ
デ
ミ
ズ
ム
画
家



１. ビーナスとは
２. ボッティチェリ
３. 神話とキリスト教 
４. アングルのヌード
５. マネのヌード

　
「
美
術
館
に
は
、な
ぜ
裸
の
絵
が
い
っ

ぱ
い
あ
る
の
？
」
っ
て
子
供
に
尋
ね
ら

れ
た
ら
、
ど
う
答
え
た
ら
よ
い
の
で

し
ょ
う
。
ち
ょ
っ
と
、
そ
の
へ
ん
を
考

え
て
み
ま
し
ょ
。

　
裸
っ
て
の
は
＝
裸
体
の
こ
と
で
し
ょ

う
が
そ
こ
に
は
２
種
類
の
意
味
が
あ
る
。

   

①naked  body

　
む
き
出
し
の
裸
（
欲
情
を
催
さ
せ
る
）

  

②  N
ude

　
美
術
作
品
と
し
て
の
裸
体
像

　
　

      

ケ
ネ
ス
・
ク
ラ
ー
ク
「
ザ
ヌ
ー
ド
」
よ
り

　
だ
か
ら
、
男
性
週
刊
誌
の
裸
の
女
性

の
写
真
は
、 naked  body

＝
剥
き
出

し
の
裸
＝
ポ
ル
ノ
で
、
絵
画
や
彫
刻
に

な
っ
た
裸
の
絵
＝ N

ude

っ
て
言
う
こ

と
で
、
こ
の
２
つ
は
違
う
も
の
だ
と
区

別
で
き
る
。

　
こ
こ
で
は
、「
裸
」
の
扱
い
に
つ
い
て

美
術
史
を
辿
っ
て
み
ま
し
ょ
う
。

実は、1000年ぶりの裸の女性だった

　

ビ
ー
ナ
ス
の
も
と
に
な
っ
た
タ
イ
プ
は
い

く
つ
か
あ
る
。
そ
れ
ら
が
次
第
に
合
体
し
て

一
つ
の
ビ
ー
ナ
ス
の
イ
メ
ー
ジ
に
な
っ
た
。

　

ひ
と
つ
は
セ
ム
系
の
女
神
ア
ス
タ
ル
テ
に

起
源
持
つ
。
ス
パ
ル
タ
で
は
航
海
の
安
全
の

女
神
、
ギ
リ
シ
ア
神
話
で
は
女
神
ア
フ
ロ
デ
ィ

テ
、
ロ
ー
マ
で
は
菜
園
を
守
る
小
女
神
。
こ

れ
ら
が
合
体
し
て
，
ウ
ェ
ヌ
スVenus(

英
語

読
み
で
ビ
ー
ナ
ス)

愛
と
美
を
つ
か
さ
ど
る
女

神
の
総
称
と
な
っ
た
。

■
《
ミ
ロ
の
ビ
ー
ナ
ス
》　

　

ビ
ー
ナ
ス
っ
て
聞
い
て
一
番
思
い
出
す
の
は

ミ
ロ
の
ビ
ー
ナ
ス
で
し
ょ
。「
ミ
ロ
の
ビ
ー
ナ
ス
」

は
、1820

年
に
メ
ロ
ス
島
で
発
見
さ
れ
た
。
ア

フ
ロ
デ
ィ
テ
像
と
も
呼
ぶ
。

1490
年
頃
の
作
。ル
ネ
サ
ン
ス
が
盛
ん
に
な
っ

て
き
た
こ
ろ
、
ギ
リ
シ
ア
神
話
で
の
女
神
ア
フ

ロ
デ
ィ
テ
の
誕
生
現
場
を
描
い
た
の
が
ボ
ッ

テ
ィ
チ
ェ
リ
《
ビ
ー
ナ
ス
の
誕
生
》

ビ
ー
ナ
ス
の
誕
生

　

ビ
ー
ナ
ス
は
生
ま
れ
た
ま
ま
の
姿
で
恥
じ

ら
い
を
含
ん
で
い
る
が
、
実
は
こ
の
絵
は
西

洋
絵
画
に
お
い
て
は
、
ほ
ん
と
に
久
し
ぶ
り

の
女
性
の
裸
だ
っ
た
。
そ
れ
ま
で
約
一
千
年

の
間
、
女
性
の
裸
の
絵
は
描
か
れ
て
い
な

か
っ
た
。

　

ル
ネ
サ
ン
ス
っ
て
の
は
、
ギ
リ
シ
ャ
ロ
ー

マ
の
古
代
文
化
を
参
考
に
、
人
間
の
理
性
へ

の
信
頼
を
基
調
と
し
て
る
か
ら
、
ふ
た
た
び

人
間
の
肉
体
へ
の
関
心
が
高
ま
っ
て
き
た
。

彫
刻
で
裸
の
肉
体
を
復
活
さ
せ
た
の
は
ミ
ケ

ラ
ン
ジ
ェ
ロ
、
絵
画
で
女
性
の
裸
を
復
活
さ

せ
た
の
は
、
こ
の
ボ
ッ
テ
ィ
チ
ェ
リ
ー
だ
っ

た
。

ル
ネ
サ
ン
ス
美
術
は
、
古
代
文
化
の
賛
美
が

あ
る
か
ら
、
随
所
に
古
代
ギ
リ
シ
ャ
ロ
ー
マ

以
来
の
伝
統
的
な
ポ
ー
ズ
や
ス
タ
イ
ル
を
引

用
し
て
い
る
。

　

ボ
ッ
テ
ィ
チ
ェ
リ
ー
の
中
央
の
ビ
ー
ナ
ス

は
、
メ
ヂ
ィ
チ
の
恥
じ
ら
い
の
ビ
ー
ナ
ス
の

ポ
ー
ズ
か
ら
取
ら
れ
て
い
る
。
右
の
女
神

ホ
ー
ラ
の
ポ
ー
ズ
（
裸
じ
ゃ
だ
め
よ
さ
あ
こ

れ
を
着
て
っ
て
い
う
ポ
ー
ズ
）
は
、
洗
礼
者

ヨ
ハ
ネ
の
ポ
ー
ズ
そ
の
ま
ま
。
ヨ
ハ
ネ
が
予

言
ど
お
り
に
現
れ
た
キ
リ
ス
ト
に
洗
礼
を
施

す
場
面
の
伝
統
的
な
構
図
。
キ
リ
ス
ト
の
洗

礼
は
、
イ
エ
ス
の
地
上
で
の
勤
め
の
開
始
を

象
徴
す
る
重
要
な
場
面
。
ボ
ッ
テ
ィ
チ
ェ

リ
ー
の
ビ
ー
ナ
ス
の
誕
生
の
場
面
は
、
こ
の

キ
リ
ス
ト
の
場
面
と
オ
ー
バ
ー
ラ
ッ
プ
さ
せ

て
る
っ
て
言
わ
れ
て
る

　

ヌードについて考える

ビ
ー
ナ
ス
の
意
味
の
変
遷



　

芸
術
の
中
で
神
話
が
盛
ん
に
扱
わ
れ
た

の
は
３
回
あ
る
。
１
度
目
が
ギ
リ
シ
ャ
。

２
度
目
が
ル
ネ
サ
ン
ス
の
初
期
。
ボ
ッ

テ
ィ
チ
ェ
リ
ー
は
第
２
黄
金
期
で
３
度
目

は
ロ
コ
コ
の
時
代
で
す
。
神
話
の
題
材
は

西
欧
そ
の
も
の
で
は
な
い
。
ギ
リ
シ
ャ
。

中
近
東
の
物
語
が
多
い
。
キ
リ
ス
ト
教
に

対
し
て
は
も
と
も
と
は
異
教
だ
っ
た
。
だ

か
ら
、
キ
リ
ス
ト
教
の
聖
書
の
内
容
は
み

ん
な
知
っ
て
る
が
。
神
話
は
そ
の
背
景
を

知
り
得
な
い
の
で
、
何
か
謎
っ
ぽ
い
と
こ

ろ
が
あ
る
。
意
味
が
不
明
確
な
の
も
そ
う

い
う
こ
と
が
理
由
。

ティントレット「スザンナの水浴」
1550 年代

ヴェロネーゼ
「マルスとビーと竜」1580

　
神
話
の
題
材
は
ギ
リ
シ
ャ
の
話
だ
か
ら
、

西
欧
そ
の
も
の
で
は
な
い
。
中
近
東
の
物
語

が
多
い
（
キ
リ
ス
ト
教
自
体
が
も
と
も
と
は

異
教
だ
っ
た
）。
と
り
あ
え
ず
、
キ
リ
ス
ト

教
の
聖
書
の
内
容
は
み
ん
な
知
っ
て
る
が
、

神
話
は
そ
の
背
景
を
知
り
得
な
い
の
で
、
何

か
謎
っ
ぽ
い
と
こ
ろ
が
あ
る
わ
け
だ
ね
。
意

味
が
不
明
確
な
の
も
そ
う
い
う
こ
と
が
理

由
。

　
「
ス
ザ
ン
ナ
と
長
老
た
ち
」
ス
ザ
ン
ナ
が

水
浴
び
し
て
る
と
こ
ろ
を
長
老
２
人
が
生
垣

か
ら
覗
き
込
ん
で
、
襲
い
か
か
ろ
う
と
し
て

る
と
こ
ろ
。
こ
の
場
面
は
、
旧
約
聖
書
の
外

伝
の
ダ
ニ
エ
ル
書
に
書
か
れ
て
る
場
面
。
だ

か
ら
、
こ
れ
は
キ
リ
ス
ト
教
の
話
で
す
。
話

を
知
ら
な
い
と
、
こ
れ
が
神
話
な
の
か
キ
リ

ス
ト
教
の
聖
書
の
場
面
か
は
分
か
り
に
く
い

で
す
ね
。

　
「
マ
ル
ス
と
ビ
ー
ナ
ス
」
ビ
ー
ナ
ス
が
戦

い
の
神
マ
ル
ス
と
恋
に
落
ち
た
と
い
う
設
定

の
画
面
。
こ
れ
は
、
ビ
ー
ナ
ス
が
出
て
く

る
か
ら
当
然
神
話
だ
っ
て
こ
と
が
わ
か
る
。

け
っ
こ
う
区
別
す
る
の
は
難
し
い
で
す
。

　
　
「
水
浴
の
デ
ィ
ア
ナ
」
デ
ィ
ア
ナ
は
、

ギ
リ
シ
ャ
神
話
に
も
い
る
け
ど
、
実
は
イ
タ

リ
ア
の
狩
と
豊
ぎ
ょ
う
（
豊
か
な
実
り
）
の

女
神
の
こ
と
。
月
の
女
神
ル
ナ
と
も
重
複
し

て
る
。
だ
か
ら
、
女
神
の
額
に
三
日
月
を
つ

け
て
る
。。
じ
つ
は
こ
の
絵
は
女
性
の
裸
を

描
く
口
実
と
し
て
神
話
を
題
材
に
し
て
る
ロ

コ
コ
期
の
作
家
で
覚
え
と
く
べ
き
人
は
、
こ

の
ブ
ー
シ
ェ
ぐ
ら
い
な
も
ん
で
す
ね
。

。  
ブーシェ「水浴のディアナ」1742

中
世
は
、
キ
リ
ス
ト
教
の
神
を

中
枢
に
お
い
た
信
仰
と
従
順
を

特
質
と
す
る
。
そ
こ
で
は
、
肉

体
は
卑
し
い
も
の
恥
ず
べ
き
も

の
と
し
て
、
厚
い
服
装
の
な
か

に
覆
い
隠
さ
れ
て
。
そ
れ
が
中

世
の
時
代
だ
っ
た
。

● 神話が扱われた時代
　①ギリシャ
　　　　ＢＣ４世紀～１世紀

　②ルネサンスの初期
　　　　15世紀末～ 16世紀半ば

　③ロココ（第三黄金期）
　　　　18世紀

神
話
と
キ
リ
ス
ト
教
の
ヌ
ー
ド



ティティアーノ 「ウルビノのビーナス」

マネ 「オランピア」 1863 年　130 × 190cm

1538 年 119 × 165cm

ジョルジョーネの「田園のビーナス」女性を眠
らせていることから、「のぞき穴から覗き見る
ような意識を持たせる絵画」といわれる。

目覚めさせて視線を正面に向けることから、後
のピンナップ写真のルーツともいえる。　

ア
ン
グ
ル
の
ヌ
ー
ド

　

ブ
ー
シ
ェ
か
ら
１
２
０
年
。
こ
れ
は
マ
ネ

の
オ
ラ
ン
ピ
ア
で
す
。
こ
れ
は
何
を
描
い
た

も
の
で
し
ょ
う
？

　

裸
の
若
い
女
性
が
正
面
を
向
い
て
横
た

わ
っ
て
る
。
黒
人
の
メ
イ
ド
み
た
い
な
人
が

花
束
を
持
っ
て
る
。
何
で
も
な
い
絵
に
見
え

る
で
し
ょ
。
で
も
、
こ
の
絵
が
発
表
さ
れ
た

と
き
、
す
ご
く
大
き
な
騒
ぎ
を
引
き
起
こ
し

た
。
こ
ん
な
に
騒
が
れ
た
絵
は
、
西
洋
美
術

史
上
例
が
な
い
っ
て
言
わ
れ
て
る

　
ヌ
ー
ド
だ
っ
た
ら
ル
ー
ブ
ル
に
い
く
ら
で

も
展
示
し
て
あ
っ
た
。
ポ
ー
ズ
が
大
胆
っ
て

わ
け
じ
ゃ
な
い
。
ゴ
ヤ
の
裸
体
の
マ
ハ
の
方

が
大
胆
。

　
マ
ネ
の
場
合
は
ビ
ー
ナ
ス
っ
て
言
わ
な
い

で
「
オ
ラ
ン
ピ
ア
」
っ
て
タ
イ
ト
ル
を
つ
け

た
け
れ
ど
、
オ
ラ
ン
ピ
ア
っ
て
意
味
は
中
近

東
で
い
う
と
こ
ろ
の
ビ
ー
ナ
ス
っ
て
意
味
。

と
こ
ろ
で
、
マ
ネ
の
ヌ
ー
ド
の
「
オ
ラ
ン
ピ

ア
」
の
ポ
ー
ズ
は
マ
ネ
が
考
え
出
し
た
も
の

じ
ゃ
な
い
。
下
敷
き
に
な
っ
た
絵
は
２
点
あ

る
と
さ
れ
る
。

　
１
点
目
は
ジ
ョ
ル
ジ
ョ
ー
ネ（1511

年
）

の
「
田
園
の
ビ
ー
ナ
ス
」
で
す
。
ま
だ
盛
期

ル
ネ
サ
ン
ス
の
頃
だ
け
ど
、
こ
の
絵
は
、
女

性
の
裸
の
鑑
賞
目
的
の
ヌ
ー
ド
の
最
初
で
あ

る
と
い
わ
れ
て
い
る
。

　

マ
ネ
が
下
敷
き
に
し
た
作
品
の
２
点
目

は
、
こ
の
チ
チ
ア
ー
ノ
の
「
ウ
ル
ビ
ノ
の

ビ
ー
ナ
ス
」（1538

年
向
か
っ
て
左
手
に

持
っ
て
る
の
は
、
赤
い
バ
ラ
。
こ
れ
は
ビ
ー

ナ
ス
の
花
（
こ
う
い
う
役
割
を
持
つ
物
体
を

ア
ト
リ
ビ
ュ
ー
ト
っ
て
い
う
）
だ
か
ら
、
こ

の
裸
の
女
性
は
ビ
ー
ナ
ス
だ
っ
て
こ
と
が
わ

か
る
。
画
面
右
手
奥
で
、
二
人
の
侍
女
が
な

ん
か
ご
そ
ご
そ
や
っ
て
る
感
じ
で
し
ょ
。
こ

れ
は
何
し
て
る
の
か
っ
て
い
え
ば
、
裸
の
女

神
に
着
せ
る
た
め
の
衣
装
の
準
備
し
て
る
。

　
そ
れ
で
、こ
う
や
っ
て
見
比
べ
て
み
る
と
、

マ
ネ
の
オ
ラ
ン
ピ
ア
は
、
は
っ
き
り
と
こ
の

２
作
の
ポ
ー
ズ
を
引
用
し
て
る
こ
と
が
わ
か

る
で
し
ょ
。
マ
ネ
は
構
図
を
そ
の
ま
ま
借
り

て
き
て
い
る
の
は
明
ら
か
。

で
も
、
テ
ィ
チ
ア
ー
ノ
の
作
品
は
恥
知
ら
ず

と
か
、
卑
し
い
と
か
非
難
さ
れ
た
こ
と
は
な

か
っ
た
。
マ
ネ
の
こ
の
絵
は
な
ん
で
そ
ん
な

に
非
難
さ
れ
た
ん
で
し
ょ
う
。

　
マ
ネ
の
こ
の
女
性
は
、
ビ
ー
ナ
ス
を
象
徴

マ
ネ
の
ヌ
ー
ド

　
オ
ダ
リ
ス
ク
は
、
ト
ル
コ
の
後
宮
の
女
た

ち
の
総
称
、
美
し
い
裸
婦
の
表
現
と
東
洋
趣

味
を
同
時
に
満
足
さ
せ
る
主
題
と
し
て
好
ま

れ
た
。

　

ア
ン
グ
ル
は
、1813

年
に
ナ
ポ
リ
王
国

の
皇
女
か
ら
注
文
さ
れ
た
も
の
。
こ
の
絵
の

別
名
は
、爬
虫
類
。イ
グ
ア
ナ
み
た
い
で
し
ょ
。　
　

そ
れ
に
し
て
も
こ
の
女
性
は
な
ん
と
い
う
無

理
な
ポ
ー
ズ
で
あ
る
こ
と
か
。
頸
椎
が
３
本

ほ
ど
余
計
な
あ
る
よ
う
だ
と
の
非
難
も
あ
る
。

わ
き
の
下
か
ら
の
ぞ
く
不
自
然
な
乳
房
、
臀

部
が
強
調
さ
れ
た
下
半
身
な
ど
、
個
々
の
部

分
や
細
部
は
不
自
然
で
あ
る
。

　
ア
ン
グ
ル
が
追
及
し
た
も
の
は
、
尽
き
る

こ
と
無
い
女
性
へ
の
肉
体
賛
美
と
官
能
の
追

及
、
そ
し
て
理
想
的
プ
ロ
ポ
ー
シ
ョ
ン
を
備

え
た
「
完
璧
な
ヌ
ー
ド
」
な
の
だ
っ
た
。



マ
ネ
の
革
新
性

    

も
う
一
つ
マ
ネ
が
果
た
し
た
役
割
が
あ
り

ま
す
。
そ
れ
は
、ク
ー
ル
ベ
か
ら
の
非
難・・「
ト

ラ
ン
プ
の
模
様
み
た
い
だ
」・
・

　
ク
ー
ル
ベ
は
マ
ネ
画
面
の
奥
行
き
の
欠
如
を

指
摘
し
た
。
つ
ま
り
体
に
影
が
無
い
。
明
暗
方

や
遠
近
法
を
無
視
し
て
る
っ
て
こ
と
で
す
。
西

洋
の
表
現
は　

絵
画
と
い
う
二
次
元
の
平
面

に
、
何
と
か
し
て
三
次
元
を
映
し
出
そ
う
と
し

た
。だ
か
ら
、明
暗
方
や
遠
近
法
を
無
視
す
る
っ

て
こ
と
は
伝
統
的
技
法
の
否
定
っ
て
こ
と
に
な

る
。
現
実
を
テ
ー
マ
に
し
た
ク
ー
ル
ベ
だ
っ
て

そ
ん
な
こ
と
は
考
え
な
か
っ
た
ん
で
す
か
ら

ね
。

　
笛
吹
き
の
少
年
の
絵
は
、
今
で
は
結
構
有
名

で
す
が
、1866

年
の
サ
ロ
ン
に
は
落
選
し
た
。

そ
の
と
き
の
新
聞
批
評
は
、空
間
も
、空
気
も
、

遠
近
法
も
な
い
。
少
年
が
か
わ
い
そ
う
に
、
想

像
の
壁
に
釘
付
け
に
さ
れ
て
い
る
。

　
お
そ
ら
く
マ
ネ
は
日
本
の
浮
世
絵
か
ら
学
ん

だ
ん
だ
ろ
う
っ
て
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

す
る
ア
ト
リ
ビ
ュ
ー
ト
は
何
も
持
っ
て
な
い
。

し
か
も
、
首
は
太
い
し
顔
つ
き
も
そ
ん
な
に

美
人
じ
ゃ
な
い
。
ウ
エ
ス
ト
だ
っ
て
細
く
な

い
し
、
美
化
さ
れ
て
る
わ
け
じ
ゃ
な
い
。
こ

の
モ
デ
ル
は
、
マ
ネ
が
パ
リ
の
カ
ル
チ
ェ
ラ

タ
ン
で
目
に
留
め
て
モ
デ
ル
に
頼
ん
だ
、
お

気
に
入
り
の
モ
デ
ル
。
そ
れ
で
、
こ
の
モ
デ

ル
を
知
っ
て
る
ぞ
、
っ
て
い
う
人
が
一
杯
出

て
き
た
。

   

つ
ま
り
、
こ
の
場
面
は
、
若
い
売
春
婦
が

な
じ
み
の
客
か
ら
贈
ら
れ
た
花
束
を
届
け
ら

れ
て
い
る
と
こ
ろ
を
描
い
た
も
の
だ
か
ら
、

な
お
さ
ら
非
難
が
強
か
っ
た
。

　
マ
ネ
は
そ
の
モ
デ
ル
を
美
化
し
た
り
理
想

化
し
な
く
て
そ
の
ま
ま
描
い
た
。つ
ま
り
ヌ
ー

ド
を
描
く
た
め
の
口
実
、
神
話
と
い
う
ベ
ー

ル
無
し
に
現
実
の
ヌ
ー
ド
を
描
い
て
し
ま
っ

た
。

　
マ
ネ
が
絵
画
史
上
に
名
を
残
し
て
い
る
の

は
、
２
つ
の
意
味
が
あ
る
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

一
つ
は
、
こ
う
し
て
ヌ
ー
ド
解
禁
を
や
っ
た

か
ら
な
ん
で
す
。
そ
れ
ま
で
は
必
ず
、
神
話

と
い
う
フ
ィ
ル
タ
ー
を
か
け
る
こ
と
が
ル
ー

ル
だ
っ
た
の
に
、
フ
ィ
ル
タ
ー
な
し
の
剥
き

出
し
の
現
実
の
同
時
代
に
生
き
て
い
る
女
性

を
そ
の
ま
ま
描
い
て
し
ま
っ
た
か
ら
、
破
廉

恥
き
わ
ま
る
っ
て
非
難
さ
れ
た
。 

・
・
い
わ

ば
裸
の
王
様
み
た
い
に
、
そ
れ
ま
で
は
ビ
ー

ナ
ス
は
女
神
だ
っ
て
い
っ
て
た
も
の
を
、ビ
ー

ナ
ス
は
裸
の
女
性
だ
っ
て
叫
ん
じ
ゃ
っ
た
も

ん
だ
か
ら
、
バ
カ
モ
ノ
っ
て
、
袋
叩
き
に
あ
っ

ち
ゃ
っ
た
。

　
マ
ネ
に
よ
る
ヌ
ー
ド
解
禁
を
受
け
て
、
そ

の
十
数
年
後
に
は
ル
ノ
ア
ー
ル
な
ど
に
よ
る

今
で
い
う
一
般
的
な
ヌ
ー
ド
つ
ま
り
女
性
の

裸
の
美
し
さ
を
描
く
こ
と
が
普
通
に
な
っ
て

き
た
。
い
わ
ば
、
西
洋
絵
画
に
は
さ
ま
ざ
ま

な
ル
ー
ル
が
あ
り
そ
の
範
囲
の
中
で
画
家
は

表
現
し
て
き
た
。
し
か
し
、
あ
る
時
期
に
至

る
と
、
そ
の
ル
ー
ル
を
破
る
も
の
が
登
場
し

て
き
た
。
始
め
は
周
囲
は
皆
そ
れ
に
反
発
し

た
。
し
か
し
、
だ
ん
だ
ん
そ
れ
に
見
な
れ
て

く
る
と
絵
画
と
し
て
の
違
和
感
も
薄
れ
て
く

る
。

　
ル
ノ
ア
ー
ル
が
一
般
大
衆
に
人
気
が
あ
る

の
は
、
ヌ
ー
ド
な
ん
だ
け
ど
、
健
全
な
ヌ
ー

ド
だ
っ
て
こ
と
で
す
ね
。
じ
つ
は
ス
タ
イ
ル

も
ボ
ッ
テ
リ
し
て
て
お
か
し
い
い
ん
で
す

よ
。
で
も
、
そ
の
変
な
プ
ロ
ポ
ー
シ
ョ
ン
だ

か
ら
、
リ
ア
ル
な
剥
き
出
し
の
裸
体
と
は

違
う
、
つ
ま
りnaked　
じ
ゃ
な
く
っ
て
、

芸
術
化
さ
れ
た
裸
体
と
し
て
のnud

で
あ

る
こ
と
に
安
心
で
き
る
。
そ
れ
が
ル
ノ
ア
ー

ル
の
ヌ
ー
ド
の
女
性
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。 

　



写実主義

１. クールベの
        レアリズムの意味

ブーグロの「ビーナス誕生」　
　　神話をのフィルタをかけたヌードクールベ「泉」　ナマ裸

クールベ
意味不明なポーズのヌード

　

ク
ー
ル
ベ
と
い
う
作
家
は
、
ち
ょ
っ
と

と
っ
つ
き
難
い
作
家
だ
と
思
う
。
絵
画
と

し
て
も
「
面
白
み
」
が
少
な
い
。「
描
き

方
」
古
臭
い
し
、
風
景
や
集
団
的
な
人
物

画
が
多
い
の
だ
が
、
何
を
し
た
か
っ
た
の

か
が
分
か
り
難
い
作
家
だ
と
思
う
。
絵
画

＝
理
性
に
語
り
か
け
る
も
の　

理
性
と
は

＝
合
理
的
基
準
に
従
わ
せ
る
こ
と
、
そ
れ

が
ア
カ
デ
ミ
ー
の
基
本
だ
っ
た
の
だ
が
、

ク
ー
ル
ベ
は
そ
う
し
た
こ
と
が
出
来
な
い

人
だ
っ
た
。

　

ク
ー
ル
ベ
得
意
と
し
た
こ
と
は
、
モ

チ
ー
フ
を
理
想
化
し
な
い
で
リ
ア
ル
に
描

く
こ
と
、
そ
れ
か
ら
、
自
然
を
キ
ッ
チ
リ

描
き
あ
げ
る
こ
と
が
う
ま
い
。

　

そ
れ
ま
で
は
、女
性
の
裸
体
に
し
て
も
、

女
神
を
描
く
と
か
、
象
徴
的
理
想
的
に
描

く
と
い
う
こ
と
は
許
さ
れ
て
い
て
も
、
実

際
に
い
そ
う
な
女
性
を
描
い
た
り
す
る
こ

と
は
避
け
ら
れ
て
い
た
わ
け
で
す
。
そ
れ

が
社
会
の
ル
ー
ル
、常
識
だ
っ
た
ん
だ
ね
。

　

と
こ
ろ
が
ク
ー
ル
ベ
は
《
水
浴
び
す
る

女
た
ち1853

年
》 

で
、
神
話
を
モ
チ
ー

フ
に
用
い
ず
に
、
ま
っ
た
く
理
想
化
さ
れ

な
い
女
性
の
ヌ
ー
ド
を
描
い
て
し
ま
っ

た
。
そ
れ
に
よ
り
ス
キ
ャ
ン
ダ
ル
と
な
っ

た
。

　

さ
ら
に
、
身
近
な
人
や
風
景
を
ス
ケ
ッ

チ
し
た
り
小
さ
な
サ
イ
ズ
の
画
面
に
描
く

こ
と
は
あ
っ
て
も
、
そ
れ
ら
を
主
題
に
歴

史
画
同
様
の
巨
大
サ
イ
ズ
に
描
く
こ
と
は

普
通
は
な
か
っ
た
。

　

こ
こ
に
至
り
、
ク
ー
ル
ベ
は
社
会
的
に

は
悪
名
高
き
画
家
と
し
て
著
名
と
な
っ
た

の
で
す
。

　

あ
え
て
、
ス
キ
ャ
ン
ダ
ル
を
巻
き
起
こ

す
こ
と
に
よ
っ
て
、
画
壇
を
こ
じ
開
け
よ

う
と
し
た
。
力
任
せ
な
方
法
だ
っ
た
。

　
右
の
２
枚
は
、
は
ほ
ぼ
同
じ
時
代
に
描
か
れ

た
も
の
で
す
。
右
の
ト
マ
ク
チ
ュ
ー
ル
の
内
容

は
ロ
ー
マ
時
代
の
お
話
（
過
去
を
テ
ー
マ
に
し

た
歴
史
画
）
で
す
。

　
左
の
ク
ー
ル
ベ
の
「
石
割
」
は
、
当
時
の
労

働
者
の
姿
を
描
い
た
も
の
で
す
。
こ
れ
は
、ク
ー

が
道
で
見
か
け
た
労
働
者
を
ア
ト
リ
エ
に
呼
ん

で
ポ
ー
ズ
を
と
ら
せ
、
ほ
ぼ
等
身
大
に
描
い
た
。

い
わ
ば
こ
の
内
容
は
、
社
会
主
義
的
な
政
治
的

メ
ッ
セ
ー
ジ
が
込
め
ら
れ
て
い
る
。
若
い
頃
の

ク
ー
ル
ベ
の
作
品
は
、
た
ぶ
ん
に
攻
撃
的
、
挑

発
的
、
批
判
的
な
も
の
で
し
た
。

物語への決別



と
こ
ろ
で
、ク
ー
ル
ベ
は
「
レ
ア
リ
ズ
ム
宣
言
」

を
し
た
。
自
分
の
絵
に
つ
い
て
、
作
者
自
身
が

そ
の
意
味
と
方
法
を
主
張
し
た
わ
け
で
す
ね
。

こ
れ
は
初
め
て
の
こ
と
だ
っ
た
。

　

し
か
し
、「
レ
ア
リ
ズ
ム
」
っ
て
用
語
は
、

昔
か
ら
一
般
的
に
使
わ
れ
て
い
る
言
葉
で
、
そ

の
意
味
は
、
写
実
的
に
描
く
こ
と
で
す
か
ら
、

と
り
た
て
て
宣
言
す
る
よ
う
な
内
容
じ
ゃ
な
い

は
ず
だ
ね
。

　
で
も
、
ク
ー
ル
ベ
は
、
も
っ
と
違
う
意
味
で

レ
ア
リ
ズ
ム
を
主
張
し
た
。
彼
は
、
自
分
の
目

に
見
え
て
い
る
「
現
実
」
を
描
く
こ
と
を
レ
ア

リ
ズ
ム
っ
て
言
っ
て
い
る
。

　

こ
れ
は19

世
紀
中
ご
ろ
に
誕
生
し
た
、
新

し
い
レ
ア
リ
ズ
ム
の
意
味
な
ん
だ
。
狭
い
意
味

の
レ
ア
リ
ズ
ム
っ
て
呼
ん
で
い
る
。

　
ち
ょ
っ
と
分
か
り
難
い
け
れ
ど
、
つ
ま
り
レ

ア
リ
ズ
ム
に
は
写
実
的
と
現
実
的
と
の
二
通
り

の
意
味
が
あ
る
。
日
本
語
で
は
そ
れ
を
区
別
し

て
い
な
い
か
ら
、
わ
か
り
に
く
く
な
っ
て
し

ま
っ
た
。

　
日
本
語
に
翻
訳
す
る
際
に
「
現
実
主
義
」
っ

て
訳
し
て
お
け
ば
良
か
っ
た
ん
だ
け
れ
ど
ね
。

　
つ
ま
り
、
そ
れ
ま
で
の
よ
う
に
物
語
や
過
去

の
内
容
を
テ
ー
マ
に
す
る
ん
じ
ゃ
な
く
て
、
自

分
が
生
き
て
い
る
社
会
や
現
実
生
活
に
テ
ー

マ
を
見
つ
け
て
描
く
べ
き
だ
っ
て
主
張
し
た
。

ク
ー
ル
ベ
は
主
題
の
制
約
に
対
し
て
異
議
申
立

て
を
し
た
改
革
者
だ
っ
た
ん
だ
。
で
も
絵
の

描
き
方
は
従
来
ど
お
り
だ
っ
た
。　
ク
ー
ル

ベ
に
よ
っ
て
、
現
実
を
描
く
こ
と
が
オ
ー
プ

ン
に
な
っ
て
、
そ
の
後
絵
の
描
き
方
を
根
本

的
に
変
化
さ
せ
た
の
は
、
次
の
世
代
の
マ

ネ
っ
て
作
家
な
ん
で
す
よ
。

と
こ
ろ
で
、「
リ
ア
リ
ズ
ム
」と
い
う
言
葉
は
、

19
世
紀
な
か
ご
ろ
ま
で
は
、
低
級
で
下
品
で

あ
る
と
さ
れ
て
い
た
っ
て
こ
と
を
し
っ
て
お

い
た
ほ
う
が
良
い
で
す
ね
。
理
想
的
に
描
く

こ
と
を
基
準
に
し
て
い
た
、
ア
カ
デ
ミ
ー
の

理
論
と
対
立
す
る
考
え
方
で
す
か
ら
ね
。

ク
ー
ル
ベ
の
リ
ア
リ
ズ
ム



」

ジョルジョーネ　「田園の合奏」
　1510 ごろ

ライモンデ作「パリスの審判」　1520 年ごろ

マネ「草上の昼食」1863、208 × 265 ㎝

　

マ
ネ
は
も
っ
ぱ
ら
、
近
代
化
し
た

都
市
の
、
市
民
の
い
ろ
ん
な
暮
ら
し

を
テ
ー
マ
に
描
い
た
。
だ
か
ら
マ
ネ

の
絵
は
、「
近
代
的
生
活
を
描
い
た

風
俗
画
」
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。 

　
ク
ー
ル
ベ
は
、「
現
在
＝
現
実
」
を
テ
ー

マ
に
し
た
も
の
の
、
レ
ア
リ
ズ
ム
の
表
現

技
法
は
伝
統
的
・
オ
ー
ソ
ド
ッ
ク
ス
だ
っ

た
。
そ
れ
に
対
し
て
、
マ
ネ
は
「
絵
画
の

表
現
ス
タ
イ
ル
」を
大
き
く
変
化
さ
せ
た
。

　

現
代
絵
画
を
生
み
出
す
、
出
発
点
と

な
っ
た
と
さ
れ
る
マ
ネ
の
革
新
と
は
、
い

か
な
る
も
の
で
あ
っ
た
の
か
。

　

こ
の
絵
は
、
大
画
面
で
あ
り
な
が
ら
、
歴

史
画
で
も
神
話
画
で
も
宗
教
画
で
も
な
く
、

日
常
街
で
目
に
ふ
れ
る
服
装
を
し
た
男
た
ち

の
な
か
に
、
な
ん
と
全
裸
の
女
性
を
配
す
る

と
い
う
当
時
の
常
識
で
は
考
え
ら
れ
な
い
型

破
り
の
新
し
さ
を
も
っ
て
い
た
。

　
「
草
上
の
昼
食
」
っ
て
言
葉
は
、
お
か
し

な
日
本
語
で
す
ね
。
じ
つ
は「
ピ
ク
ニ
ッ
ク
」

の
翻
訳
な
ん
で
す
ね
。

　
当
時
、
パ
リ
で
は
森
の
中
で
ピ
ク
ニ
ッ
ク

を
や
る
と
い
う
風
俗
が
あ
っ
た
。
そ
し
て
、

そ
う
い
う
と
こ
ろ
へ
娼
婦
を
連
れ
て
行
っ

て
、
遊
ぶ
な
ん
て
こ
と
が
あ
っ
た
。
当
時
の

① 
何
を
し
て
い
る
場
面
な
の
か
？

人
々
は
そ
れ
を
知
っ
て
い
る
わ
け
。
だ
か
ら

淫
ら
な
遊
び
っ
て
感
じ
を
受
け
た
わ
け
な
ん

だ
。

　

1863

年
に
サ
ロ
ン
へ
出
品
し
た
際
に
、

こ
の
絵
は
、
あ
ま
り
に
常
軌
を
逸
し
た
内
容

の
た
め
落
選
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
そ
の
年
の

サ
ロ
ン
は
、
審
査
問
題
の
ゴ
タ
ゴ
タ
か
ら
特

別
処
置
と
し
て
落
選
作
品
を
展
示
す
る
「
落

選
展
」
が
開
か
れ
た
こ
と
に
よ
り
、
こ
の
作

品
が
世
に
出
る
こ
と
と
な
っ
た
。

　
ヌ
ー
ド
女
性
の
扱
い
の
珍
奇
さ
に
加
え
、

技
法
上
に
も
問
題
が
あ
っ
た
。
当
時
、
伝

統
的
な
茶
褐
色
の
暗
い
絵
が
多
い
な
か
で
、

木
々
の
葉
の
緑
色
は
明
る
く
描
か
れ
、
し
か

も
従
来
の
明
暗
法
に
よ
ら
な
い
平
板
な
ト
ー

ン
に
よ
る
彩
色
な
ど
、
サ
ロ
ン
の
審
査
員
か

ら
一
般
人
ま
で
、
あ
ら
ゆ
る
階
層
の
保
守
的

な
人
々
を
激
怒
さ
せ
る
に
十
分
な
材
料
が
、

こ
の
絵
に
は
そ
ろ
っ
て
い
た
の
だ
っ
た

　

マ
ネ
に
し
て
み
れ
ば
、
全
て
独
創
と
い
う
わ

け
で
は
な
か
っ
た
。
構
図
と
し
て
は
三
人
の
人

物
の
配
置
は
ラ
フ
ァ
エ
ロ
原
画
の
「
パ
リ
ス
の

審
判
」
か
ら
、
そ
し
て
、
着
衣
人
物
と
ヌ
ー
ド

女
性
と
の
組
み
合
わ
せ
は
ジ
ョ
ル
ジ
ョ
ー
ネ
の

「
田
園
の
合
奏
」
か
ら
借
り
て
い
る
。

　

前
景
に
は
雑
然
と
散
ら
か
さ
れ
た
パ
ン
や

籠
、
脱
ぎ
捨
て
ら
れ
た
衣
服
、
中
央
遠
景
に
は

う
ず
く
ま
る
女
性
な
ど
、
こ
の
絵
は
不
自
然
に

組
み
立
て
ら
れ
て
い
る
。
マ
ネ
自
身
が
付
け
た

タ
イ
ト
ル
は
「
水
浴
」
だ
っ
た
。
た
ぶ
ん
マ
ネ

は
絵
画
の
物
語
性
を
離
れ
て
、
純
粋
に
造
形
的

な
実
験
を
や
っ
て
み
よ
う
と
と
の
意
図
が
あ
っ

た
の
に
違
い
な
い
。

　
さ
ら
に
、「
ヌ
ー
ド
は
絵
画
の
代
名
詞
」
で

あ
る
。
全
裸
の
女
性
が
描
か
れ
て
い
る
ほ
う
が

「
絵
と
し
て
面
白
い
」。
単
純
に
そ
う
考
え
て
も

良
い
だ
ろ
う
。

② 

な
ぜ
女
性
は
裸
な
の
か
？

　
　
　

絵
と
し
て
の
面
白
さ

マネ
草上の昼食研究

①何をしている場面か？
②なぜ女性は裸なのか？
③女性の視線が？

草
上
の
昼
食
？

マネ



マネ Finding of Moses
1858 35x46cm

③ 
女
性
の
視
線
が
？

　

私
た
ち
が
カ
メ
ラ
で
人
物
を
撮
影
す
る
場
面

と
仮
定
し
て
、
三
人
の
視
線
を
見
て
み
よ
う
。

一
番
右
の
人
物
は
横
向
き
で
カ
メ
ラ
の
存
在
に

気
づ
い
て
い
な
い
。
中
央
の
男
性
は
「
お
や
、

写
す
の
か
い
」
っ
て
感
じ
、
女
性
は
「
キ
レ
イ

に
撮
っ
て
ネ
」
っ
て
ポ
ー
ズ
ま
で
と
っ
て
カ
メ

ラ
を
見
つ
め
て
い
る
。
マ
ネ
の
絵
の
登
場
人
物

の
多
く
は
カ
メ
ラ
目
線
で
す
。

　

マ
ネ
は
も
は
や
物
語
を
描
く
こ
と
に
無
関

心
。
そ
れ
よ
り
も
純
粋
に
造
形
的
な
色
面
の
配

置
と
効
果
に
興
味
を
も
っ
た
。
視
覚
性
を
重
視

し
た
マ
ネ
は
、
興
味
あ
る
・
面
白
い
光
景
を
ス

ナ
ッ
プ
シ
ョ
ッ
ト
の
よ
う
に
切
り
取
り
、
そ
し

て
そ
れ
ら
を
組
み
合
わ
せ
て
い
っ
た
。

　

マ
ネ
は
、
新
し
い
試
み
に
よ
る
革
新
者
で
あ

る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
面
白
い
こ
と
に
「
サ
ロ

ン
」
と
い
う
、
国
家
が
主
催
す
る
大
展
覧
会
に

こ
だ
わ
り
ま
す
。
い
つ
も
そ
こ
に
出
し
て
、
し

ば
し
ば
落
と
さ
れ
る
。
だ
が
、
そ
こ
に
出
す
こ

と
を
や
め
て
印
象
派
の
グ
ル
ー
プ
と
一
緒
に
展

覧
会
を
開
く
こ
と
は
し
な
い
の
で
す
。

　
ず
っ
と
サ
ロ
ン
と
い
う
場
に
こ
だ
わ
り
伝
統

的
表
現
で
サ
ロ
ン
で
の
出
世
を
目
指
し
た
。
で

も
、
ク
ー
ル
ベ
の
後
継
者
の
よ
う
に
見
な
さ
れ

て
、
画
壇
に
は
反
逆
者
と
い
う
形
で
知
ら
れ
る

よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

　
マ
ネ
に
つ
い
て
語
る
と
き
に
研
究
者
の
間

で
も
「
よ
く
分
か
ら
な
い
」
と
い
う
こ
と
を

言
い
ま
す
。
実
際
論
文
と
か
本
で
マ
ネ
を

扱
っ
て
い
る
も
の
を
見
て
も
、「
不
可
解
」、

「
難
解
」、「
理
解
不
能
」
と
い
う
よ
う
な
戸

惑
い
の
言
葉
が
書
か
れ
て
い
る
こ
と
が
多
い

の
で
す
ね
。

　
そ
れ
は
な
ぜ
か
と
い
う
と
、
マ
ネ
の
中
に

色
々
矛
盾
す
る
要
素
が
あ
る
か
ら
で
す
。
こ

れ
は
、
ル
ノ
ア
ー
ル
だ
と
か
モ
ネ
だ
と
か
と

い
う
画
家
を
語
る
と
き
に
は
、
ほ
と
ん
ど
感

じ
ら
れ
な
い
こ
と
な
の
で
す
。
実
は
マ
ネ
に

つ
い
て
は､

当
時
か
ら
既
に
そ
う
い
う
見
方

が
あ
っ
た
よ
う
で
す｡

　
「
彼
は
下
手
く
そ
だ
」
と
か､

「
い
い
加
減

に
絵
を
描
い
て
い
る
」
と
い
う
評
価
が
あ
る

一
方
で
、
素
晴
ら
し
い
筆
さ
ば
き
で
、「
こ

ん
な
ふ
う
に
筆
を
使
っ
て
よ
く
も
の
が
描
け

る
な
」
と
思
わ
れ
る
ほ
ど
う
ま
さ
を
感
じ
る

こ
と
も
あ
る
の
で
す
。
こ
れ
が
ま
た
矛
盾
し

て
い
る
要
素
で
す
。
そ
れ
は
、
筆
先
だ
け
の

軽
い
タ
ッ
チ
で
描
く
っ
て
い
う
こ
と
に
も
関

係
し
て
い
る
の
だ
と
思
う
。

　
マ
ネ
は
『
現
代
生
活
を
描
く
画
家
』
っ
て

言
え
る
の
か
な
。「
こ
こ
で
こ
う
い
う
コ
ン

サ
ー
ト
が
あ
り
ま
し
た
」「
こ
こ
で
こ
う
い
う

催
物
が
あ
り
ま
し
た
」「
パ
リ
で
は
い
ま
こ
う

い
う
も
の
が
流
行
っ
て
い
ま
す
」
と
い
う
風

俗
の
一
種
の
通
信
的
な
。
つ
ま
り
現
代
を
と

ら
え
る
視
点
が
あ
る
画
家
。
ス
ナ
ッ
プ
シ
ョ
ッ

ト
的
な
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
存
在
。

　

マ
ネ
は
、
あ
る
意
味
で
は
、
そ
れ
を
油
絵

の
世
界
に
持
ち
込
ん
だ
と
言
え
る
わ
け
で
す
。

こ
れ
が
ク
ー
ル
ベ
と
大
き
く
違
う
点
で
す
。

　

　

マ
ネ
の
絵
は
カ
メ
ラ
目
線

　
マ
ネ
は
何
を
描
き
た
い
の
か

　
流
行
通
信
を
描
く
目
だ
け
の
絵



」　

た
。
彼
の
明
る
い
風
景
画
は
、
自
国
イ
ギ
リ
ス

よ
り
も
フ
ラ
ン
ス
で
評
判
に
な
り
バ
ル
ヴ
ィ
ゾ

ン
派
誕
生
の
き
っ
か
け
と
な
っ
た

風景画
１. 風景画の変遷
     mini 解説

２. バルヴィゾン派

■
ハ
イ
・
ロ
ー
２
種
の
ア
ー
ト

■
１
、
風
景
画
の
変
遷

風
景
画
は
、
東
洋
で
は
８
世
紀
ご
ろ
か
ら

山
や
川
や
自
然
を
テ
ー
マ
に
描
い
て
い
た
。

だ
か
ら
私
た
ち
日
本
人
に
と
っ
て
は
ふ
し
ぎ

な
感
じ
が
す
る
の
だ
が
、
西
洋
に
お
い
て
風

景
画
が
絵
画
の
ジ
ャ
ン
ル
と
し
て
確
立
し
た

時
期
は
比
較
的
新
し
い
も
の
で
あ
る　

最
初
の
風
景
画
は
、
17
世
紀
に
ク
ロ
ー

ド
・
ロ
ラ
ン
に
よ
り
イ
タ
リ
ア
で
確
立
し
、

そ
の
後
オ
ラ
ン
ダ
→
イ
ギ
リ
ス
→
フ
ラ
ン
ス

と
続
い
た
。

こ
こ
で
は
、
17
～
19
世
紀
前
半
ま
で
の

２
５
０
年
に
も
わ
た
る
。
西
洋
風
景
画
の
展

開
に
関
し
て
地
域
と
時
代
を
示
し
た

イ
タ
リ
ア
で
の
最
初
の
風
景
画
家
は
、
ク

ロ
ー
ド
ロ
ラ
ン
だ
と
さ
れ
て
い
る
。（
実
は
フ

ラ
ン
ス
人
））
で
も
、
ロ
ラ
ン
の
作
品
は
、
イ

タ
リ
ア
の
風
景
の
特
徴
的
な
と
こ
ろ
を
寄
せ
集

め
て
物
語
り
の
一
部
分
と
し
た
も
の
で
、「
理

想
的
風
景
画
」と
か「
構
成
さ
れ
た
風
景
画
」っ

て
呼
ば
れ
て
い
ま
す
。

17
世
紀
の
オ
ラ
ン
ダ
の
ロ
イ
ス
ダ
ー
ル
は
、

自
然
に
ド
ラ
マ
を
演
じ
さ
せ
る
よ
う
に
風
景
を

描
い
た
。
ま
だ
画
面
は
伝
統
的
な
ヤ
ニ
っ
ぽ
い

黄
褐
色
が
か
け
ら
れ
て
い
た
が
、
微
妙
な
明
暗

の
色
調
に
よ
る
落
ち
着
い
た
風
景
を
描
い
た
。。

18
世
紀
に
は
、
イ
ギ
リ
ス
で
の
コ
ン
ス
タ

ブ
ル
が
ご
く
あ
り
ふ
れ
た
田
園
風
景
を
描
い

芸
術
と
い
う
も
の
は
、
も
と
も
と
は
王
様

や
貴
族
な
ど
の
楽
し
み
・
道
楽
だ
っ
た
。
貴

金
属
を
所
有
す
る
の
と
似
た
感
覚
で
、
美
術

を
宝
物
と
し
て
所
有
し
た
。
そ
の
後
、
大
画

面
の
歴
史
画
な
ど
の
愛
好
が
始
ま
っ
た
の
だ

が
、
そ
う
し
た
美
術
を
ハ
イ
・
ア
ー
ト
と
呼

ぶ
。商

人
や
金
儲
け
し
た
一
般
人
が
自
宅
に

飾
る
た
め
の
絵
画
と
し
て
は
、
花
の
絵
や
風

景
画
、
当
時
を
描
い
た
風
俗
画
な
ど
が
好
ま

れ
た
。
こ
う
し
た
大
衆
向
け
の
小
さ
な
サ
イ

ズ
の
絵
画
は
ロ
ー
・
ア
ー
ト
と
呼
ば
れ
た
。

19
世
紀
は
自
然
主
義
の
時
代
だ
と
い
わ
れ

る
。
経
済
的
な
発
展
に
と
も
な
っ
て
人
々
の

目
が
、
社
会
や
自
然
の
光
景
に
向
く
よ
う
に

な
っ
た
と
言
っ
て
も
良
い
。

フランス風景画





　

バ
ル
ビ
ゾ
ン
派
は
、
19
世
紀
半
ば
フ
ラ
ン

ス
の
風
景
画
家
グ
ル
ー
プ
。

　

コ
ロ
ー
を
筆
頭
に
し
て
ミ
レ
ー
や
ル
ソ
ー

な
ど
の
7
名
が
代
表
的
な
バ
ル
ヴ
ィ
ゾ
ン
派

の
画
家
た
ち
。
バ
ル
ビ
ゾ
ン
村
が
パ
リ
に
近

く
、
画
家
が
宿
泊
す
る
宿
屋
が
あ
っ
た
り
、

行
き
や
す
か
っ
た
こ
と
に
も
よ
る
。

彼
ら
の
自
然
に
対
す
る
関
わ
り
か
た
は
，
基

本
的
に
は
オ
ラ
ン
ダ
風
景
画
と
同
じ
く
強
い

自
然
崇
拝
に
裏
づ
け
ら
れ
て
い
た
が
，
一
方

で
都
市
生
活
の
荒
廃
と
堕
落
か
ら
抜
け
出
て

自
然
に
救
い
を
求
め
よ
う
と
す
る
，
19
世
紀

半
ば
ご
ろ
の
社
会
的
状
況
に
も
関
係
し
て
い

た
。

バ
ル
は
あ
る
共
通
し
た
主
義
主
張
に
よ
る
グ

ル
ー
プ
で
は
な
い
か
ら
、
各
個
人
が
違
う
。

こ
こ
で
は
、
代
表
し
て
３
名
の
作
家
を
あ
つ

か
っ
て
み
た
い

バ
ル
ビ
ゾ
ン
派

バルビゾン派



ミ
レ
ー
は
、
ク
ー
ル
ベ
よ
り
少
し
年
上
。

克
明
な
リ
ア
ル
な
表
現
を
追
及
し
て
い
た
。
当

時
の
ミ
レ
ー
は
、
裸
体
画
の
大
家
と
か
、
裸
以

外
に
描
く
才
能
が
な
い
画
家
な
ど
と
う
わ
さ
さ

れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
ミ
レ
ー
は
そ
う
し
た
屈

辱
に
た
え
き
れ
ず
、「
も
う
あ
ん
な
絵
は
描
か

な
い
。
私
は
や
は
り
農
民
の
中
に
生
活
し
な
が

ら
芸
術
を
生
み
出
す
ん
だ
」

パ
リ
で
は
革
命
が
勃
発
し
経
済
不
況
で
、

家
族
で
バ
ル
ビ
ゾ
ン
へ
移
住
し
た
。【
種
ま
く

人
】
は
、バ
ル
ビ
ゾ
ン
移
住
後
の
最
初
の
油
絵
。

【
落
穂
拾
い
】
は　

貧
し
さ
の
ど
ん
底
に
あ
っ

た
頃
描
か
れ
た
も
の
。

19
世
紀
に
な
る
と
、
市
民
階
級
が
主
導
的

地
位
を
も
つ
よ
う
に
な
り
、
彼
ら
は
自
宅
に
、

神
話
が
な
ん
か
よ
り
も
、
風
景
画
や
静
物
画
を

飾
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
れ
か
ら
、
農
民
の
生

活
を
描
く
こ
と
も
好
ま
れ
た
。

ミ
レ
ー
は
、
一
時
期
、
自
殺
も
考
え
た

ほ
ど
貧
し
か
っ
た
が
、
１
８
６
０
年
代
に
な
る

と
多
く
の
コ
レ
ク
タ
ー
が
ミ
レ
ー
の
作
品
を
買

い
上
げ
る
よ
う
に
な
る
。
ミ
レ
ー
の
評
価
は
フ

ラ
ン
ス
よ
り
も
ア
メ
リ
カ
で
高
ま
っ
て
い
き
、

国
外
で
評
価
さ
れ
た
こ
と
か
ら
、
政
府
が
後
追

い
で
１
８
６
８
年
に
レ
ジ
オ
ン
・
ド
・
ヌ
ー
ル

勲
章
を
授
け
た
。
結
局
ミ
レ
ー
は
、
60
歳
す
ぎ

に
は
、
名
声
を
獲
得
し
て
ゆ
る
ぎ
な
い
地
位
を

獲
得
し
た
ん
だ
。

ミ
レ
ー
の
落
穂
ひ
ろ
い
や
晩
鐘
が
す
ご
く

ミ
レ
ー

有
名
で
、
複
製
画
と
な
っ
て
、
い
ろ
ん
な
場
所

に
飾
っ
て
あ
る
。
な
ぜ
、
そ
ん
な
に
人
気
が
あ

る
の
か
。
こ
こ
に
は
農
民
の
労
働
や
宗
教
的
な

祈
り
、
日
々
の
つ
ら
い
労
働
に
耐
え
て
、
そ
し

て
一
種
の
あ
き
ら
め
の
中
で
、
祈
る
と
い
う
行

為
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
。
一
般
大
衆
の
労
働
の

姿
に
共
感
す
る
っ
て
こ
と
が
あ
る
ん
だ
ろ
う

ね
。

い
ず
れ
に
せ
よ
、
貧
し
く
も
自
分
の
目
指

す
表
現
を
追
求
し
た
っ
て
い
う
、
そ
の
後
の
絵

描
き
の
ス
タ
イ
ル
を
最
初
に
示
し
た
人
だ
っ
て

こ
と
。
ミ
レ
ー
は
農
民
画
家
と
は
呼
べ
る
だ
ろ

う

ル
ソ
ー

テ
オ
ド
ー
ル
・
ル
ソ
ー
は
、
気
象
や
鉱
物
に

至
る
ま
で
、
自
然
の
す
べ
て
に
わ
た
り
徹
底
的

に
凝
視
す
る
観
察
眼
を
持
っ
て
い
た
。
彼
の
言

葉
、「
私
は
木
々
の
声
を
聞
い
た
。
樹
木
の
突

然
な
動
き
や
そ
の
さ
ま
ざ
ま
の
形
、
光
を
求
め

る
不
思
議
な
身
振
り
が
、
森
の
言
葉
を
不
意
に

啓
示
し
た
。」

当
時
の
、
自
然
を
穏
や
か
に
描
く
他
の
風
景

画
家
と
は
異
な
り
、
ル
ソ
ー
の
観
察
眼
は
あ
ま

り
に
厳
し
す
ぎ
た
。
彼
は
純
粋
で
、
そ
の
シ
ビ

ア
ー
な
リ
ア
リ
ズ
ム
の
せ
い
で
、
革
新
的
す
ぎ

て
サ
ロ
ン
に
落
選
し
た
。
見
え
る
ま
ま
、
感
じ

る
ま
ま
に
描
く
こ
と
の
生
々
し
さ
を
下
品
で
あ

る
と
さ
れ
た
か
ら
で
あ
っ
た
。

■  
コ
ロ
ー

　

コ
ロ
ー
の
風
景
画
は
、
ス
ナ
ッ
プ
写
真
の
よ

う
な
気
軽
な
感
じ
が
す
る
。
彼
は
富
も
名
誉
も

求
め
ず
ひ
た
す
ら
ス
ケ
ッ
チ
の
た
め
の
旅
行
を

続
け
、
自
然
を
描
い
た
。

　

今
日
の
私
た
ち
に
と
っ
て
の
い
わ
ゆ
る
普
通

の
風
景
画
は
、
自
然
の
景
色
を
見
る
こ
と
の
視

覚
的
な
喜
び
、
空
気
を
は
ら
ん
だ
遠
近
の
関
係

と
か
、
光
の
調
子
と
か
、
瞬
間
的
な
印
象
と
か
、

こ
う
い
う
絵
を
さ
す
わ
け
だ
が
、
こ
れ
が
、
西

洋
に
は
コ
ロ
ー
以
前
は
無
か
っ
た
こ
と
に
注
意

す
る
必
要
が
あ
る
。

　

コ
ロ
ー
の
作
品
に
は
純
粋
な
風
景
画
の
一
方

に
、
森
の
中
の
妖
精
を
描
い
た
よ
う
な
感
じ
の

ロ
マ
ン
テ
ィ
ッ
ク
な
テ
ー
マ
を
扱
っ
た
タ
イ
プ

が
あ
る
。
こ
れ
ら
は
幻
想
的
な
風
景
画
の
系
列

と
も
い
え
る
。
コ
ロ
ー
は
若
い
こ
ろ
か
ら
、
大

の
オ
ペ
ラ
好
き
で
、
モ
ー
ツ
ア
ル
ト
や
ハ
イ
ド

ン
の
音
楽
を
熱
愛
し
た
。
こ
れ
ら
の
叙
情
的
な

作
品
は
、
オ
ペ
ラ
に
対
す
る
情
熱
か
ら
生
ま
れ

た
と
さ
れ
る
。

　

独
立
の
人
物
像
は
晩
年
に
な
っ
て
か
ら
の
も

の
で
、
痛
風
で
ス
ケ
ッ
チ
が
困
難
に
な
っ
た
た

め
で
あ
る
。
放
心
状
態
で
物
思
い
に
ふ
け
る
動

き
の
な
い
静
か
な
ポ
ー
ズ
が
多
い
。

1835

年
の【
ジ
ュ
ラ
山
脈
の
牛
の
山
下
り
】

が
き
っ
か
け
で
、
そ
の
後
は
審
査
員
に
嫌
わ
れ

て
、
以
後
48
年
の
二
月
革
命
ま
で
入
選
で
き
な

か
っ
た
。
彼
に
は
「
落
選
の
大
画
家
」
と
の
あ

だ
な
が
つ
け
ら
れ
た
。

生
存
中
は
数
々
の
誤
解
や
非
難
を
受
け
続
け

た
ル
ソ
ー
は
、
１
８
４
８
年
に
な
っ
て
、
旧
体

制
の
犠
牲
者
に
な
っ
て
い
た
と
さ
れ
、
革
命
政

府
の
手
に
よ
り
名
誉
回
復
が
な
さ
れ
た
の
だ
っ

た
。



」　
【
印
象
：
日
の
出
】
と
い
う
タ
イ
ト
ル

の
絵
は
す
ご
く
有
名
。
多
く
の
人
が
見

た
こ
と
が
あ
る
だ
ろ
う
。
印
象
派
の
絵

画
の
出
発
点
に
位
置
す
る
極
め
て
重
要

な
作
品
と
し
て
、
す
ご
く
重
要
な
作
品

だ
と
さ
れ
て
い
る
。
で
も
、
一
般
の
人

が
、
初
め
て
こ
の
絵
を
見
た
時
に
発
す

る
、
素
直
な
感
想
は
、

▼
何
が
描
い
て
あ
る
の
？

▼
な
ぜ
、
こ
ん
な
絵
を
描
い
た
の
？

▼
こ
の
絵
の
ど
こ
が
良
い
の
？

「
こ
ん
な
ん
だ
っ
た
ら
、
自
分
だ
っ
て

描
け
る
よ
。
へ
ん
な
の
」

っ
て
思
う
だ
け
で
し
ょ
う
ね
。
だ
っ

て
疑
問
だ
ら
け
で
す
も
の
。
こ
の
絵
は
、

い
っ
た
い
何
な
ん
だ
っ
て
い
う
、
疑
問

を
一
つ
一
つ
解
き
ほ
ぐ
し
て
い
き
ま

し
ょ
う
。

日
の
出
の
価
値
？

「
日
の
出
」
の
絵
に
関
し
て
、
モ
ネ
の

記
録
に
は
次
の
よ
う
な
記
録
が
残
っ
て
い

る
。「

ル
・
ア
ー
ブ
ル
の
家
の
窓
か
ら
制
作

し
た
。
も
や
の
中
に
太
陽
が
の
ぼ
り
、
手

前
に
船
が
浮
か
ん
で
い
る
絵
」

ル
・
ア
ー
ブ
ル
は
モ
ネ
が
少
年
時
代

を
過
ご
し
た
ノ
ル
マ
ン
デ
ィ
の
港
町
。

1872

年
（
モ
32
歳
）
作
の
こ
の
絵
は

1874

年
の
第
一
回
印
象
派
展
に
展
示
さ

れ
た
。

第
一
回
印
派
展
と
呼
ば
れ
た
、
こ
の
展

覧
会
は
モ
ネ
が
奔
走
し
て
開
催
に
こ
ぎ
つ

け
た
も
の
だ
っ
た
。
１
６
５
点
の
作
品
出

品
者
は
、
若
い
無
名
画
家
ば
か
り
だ
っ
た
。

モ
ネ
は
９
点
出
し
、
そ
の
う
ち
４
点
は
題

名
な
し
。
５
点
の
タ
イ
ト
ル
は
村
の
入
り

口
、
村
の
出
口
、
村
の
朝
、
と
か
単
調
な

も
の
だ
っ
た
か
ら
、
カ
タ
ロ
グ
担
当
の
も

の
が
文
句
を
言
っ
た
。
モ
ネ
は
、「
じ
ゃ
ー
、

こ
の
日
の
出
っ
て
絵
に
は
印
象
っ
て
語
を

付
け
た
ま
え
」
っ
て
言
っ
た
。「
後
に
モ
ネ

が
語
る
と
こ
ろ
で
は
、「
カ
タ
ロ
グ
に
の
せ

る
題
名
を
尋
ね
ら
れ
て
ね
。
こ
の
絵
は
ル

ア
ー
ブ
ル
の
実
景
と
は
と
て
も
言
え
な
い

か
ら
、
印
象
を
つ
け
た
ま
え
と
答
え
た
の

さ
」
こ
う
し
て
「
印
象
：
日
の
出
」
が
命

名
さ
れ
た
。

 

こ
の
展
覧
会
の
記
事
を
乗
せ
た
の
が

シ
ャ
リ
バ
リ
っ
て
い
う
新
聞
だ
っ
た
。
い

つ
も
辛
辣
で
皮
肉
な
記
事
を
書
く
こ
と
で

知
ら
れ
て
い
た
ル
イ
・
ル
ロ
ア
っ
て
記
者

が
、
モ
ネ
の
絵
の
題
名
を
使
っ
て
「
印
象

主
義
者
た
ち
の
展
覧
会
」
っ
て
い
う
タ
イ

ト
ル
で
ひ
や
か
し
記
事
を
書
い
た
。
こ
の

こ
と
に
よ
っ
て
、
印
象
主
義
と
い
う
言
葉

が
急
速
に
広
が
っ
た
。

っ
て
こ
と
は
、
こ
の
絵
は
そ
の
後
の

印
象
派
の
絵
の
特
徴
を
示
し
て
い
る
わ
け

じ
ゃ
な
い
し
、
も
ち
ろ
ん
印
象
派
を
代
表

す
る
よ
う
な
絵
じ
ゃ
な
い
っ
て
こ
と
で
す
。

で
も
、
印
象
派
っ
て
い
う
名
称
を
決
定
づ
け
る

こ
と
い
な
っ
た
わ
け
だ
か
ら
、
そ
う
い
う
意
味

で
、
美
術
史
か
ら
い
え
ば
極
め
て
重
要
な
作
品

だ
っ
た
と
い
え
る
わ
け
で
す
。

と
こ
ろ
で
、こ
う
い
っ
た
感
じ
の
書
き
殴
っ

た
よ
う
な
絵
は
、
モ
ネ
以
前
に
も
い
っ
ぱ
い
多

く
の
画
家
が
描
い
て
る
。
つ
ま
り
、
こ
れ
は

ス
ケ
ッ
チ
な
ん
で
す
。

こ
の
作
品
は
50
×
65cm

の
油
絵
で
す
。

そ
れ
ま
で
の
画
家
は
、
こ
う
し
た
下
描
き
的
な

油
彩
ス
ケ
ッ
チ
は
展
覧
会
に
は
出
さ
な
い
も
の

だ
っ
た
け
ど
ね
。

と
こ
ろ
で
、印
象
派
に
は
主
義
主
張
が
あ
っ

た
わ
け
で
は
な
い
。
印
象
主
義
の
事
実
上
の
頭

目
で
あ
っ
た
モ
ネ
に
し
て
も
、
主
義
を
解
説
す

る
よ
う
な
発
言
は
ほ
と
ん
ど
な
い
。
こ
の
グ

ル
ー
プ
の
誰
一
人
彼
ら
の
立
場
を
美
学
的
に
説

明
し
よ
う
と
し
者
は
い
な
い
。
彼
ら
は
た
だ
作

品
を
制
作
す
る
こ
と
を
通
じ
て
の
み
考
え
を
試

し
え
た
の
だ
っ
た
。

印
象
主
義
は
、「
つ
か
の
間
の
印
象
を
定
着

す
る
」
と
考
え
る
こ
と
、
そ
し
て
技
法
的
に
見

た
際
に
は
、
色
彩
分
割
、
タ
ッ
チ
の
効
果
、
補

色
の
使
用
な
ど
が
、
そ
の
特
徴
と
し
て
あ
げ
ら

れ
る
。

        モネ

１、謎の絵画
２、日の出の意味
３、睡蓮

クロード・モネ



モ
ネ
の
絵
の
変
遷

モ
ネ
は
そ
の
長
い
生
涯
を
通
じ
て
、
同
時

代
の
生
活
の
場
面
を
描
き
、
そ
れ
も
戸
外
で
制

作
し
た
。
モ
ネ
の
作
品
の
斬
新
さ
は
、
創
意
に

と
ん
だ
技
術
を
駆
使
し
て
移
ろ
い
ゆ
く
光
の
印

象
を
捉
え
た
と
こ
ろ
に
あ
っ
た
。

初
期
の
作
品
は
客
観
主
義
に
も
と
づ
い

て
人
物
を
配
し
た
風
景
画
で
あ
っ
た
が
、
次
第

に
自
然
そ
の
も
の
を
描
く
こ
と
に
夢
中
に
な

り
、
さ
ら
に
そ
れ
が
推
移
す
る
光
の
瞬
間
の
状

況
を
捉
え
る
こ
と
へ
と
関
心
が
移
っ
て
い
っ

た
。　
　

1889

年
の
プ
テ
ィ
画
廊
で
の
個
展

は
大
成
功
を
お
さ
め
。
翌
年
に
は
そ
れ
ま
で
借

家
だ
っ
た
ジ
ベ
ル
ニ
ー
の
家
を
買
い
と
っ
て
、

自
分
の
好
み
の
ま
ま
に
手
直
し
し
造
園
を
始
め

た
。晩

年
に
な
る
と
自
分
で
作
っ
た
睡
蓮
の
池

と
い
う
た
だ
ひ
と
つ
の
主
題
を
描
く
こ
と
に
没

頭
し
た
。
そ
し
て
い
つ
の
間
に
か
対
象
か
ら
の

離
脱
、
心
理
的
な
主
観
主
義
に
す
り
か
え
ら
れ

画
面
が
抽
象
化
し
て
い
っ
た
。

1908

年
以
降
は
眼
を
わ
ず
ら
い
、
22

年
に
は
両
眼
と
も
白
内
障
に
か
か
り23

年
大

手
術
に
よ
っ
て
若
干
視
力
を
回
復
し
た
。
家
族

に
も
先
立
た
れ
孤
独
で
厳
し
い
人
生
を
ひ
し
ひ

し
と
感
じ
な
が
ら
、
失
明
を
あ
き
ら
め
き
れ
ず

描
く
こ
と
に
執
着
し
た
そ
の
す
さ
ま
じ
さ
に
驚

か
ざ
る
を
え
な
い
。

1914　日本の池 1916 日本の池 1901



」　

芸
術
は
分
か
り
に
く
い
、
難
し
い
と
い

う
イ
メ
ー
ジ
を
植
え
付
け
て
し
ま
っ
た

の
は
、
実
は
ピ
ン
ク
の
「
専
門
化
＝
造

形
実
験
」部
分
だ
と
思
う
。
キ
ュ
ビ
ス
ム
・

フ
ォ
ー
ビ
ス
ム
・
抽
象
絵
画
・
・
・
・
な
ど
、

聞
い
た
こ
と
が
あ
る
言
葉
だ
ろ
う
が
、
こ

う
し
た
活
動
は
、
20
世
紀
当
初
に
始
ま
っ

て
し
ま
っ
た
。

そ
れ
ら
は
、
大
衆
化
路
線
と
は
全
く
異

な
る
、
新
た
な
表
現
方
法
を
開
拓
す
る
、

芸
術
の
た
め
の
芸
術
と
い
う
ア
ー
ト
の

専
門
路
線
が
登
場
し
て
し
ま
っ
た
。
そ
れ

ら
は
実
験
的
要
素
が
つ
よ
い
か
ら
、
絵

画
や
彫
刻
と
呼
ぶ
よ
り
も
、
む
し
ろ
造

形
実
験
と
呼
ぶ
ほ
う
が
良
い
と
、
私
は

思
い
ま
す
。

セ
ザ
ン
ヌ
は
、
今
で
こ
そ
世
界
中
に
名
前

を
知
ら
れ
る
近
代
絵
画
の
生
み
の
親
、
近

代
絵
画
の
父
と
呼
ば
れ
る
人
。
美
術
の
分

野
に
ノ
ー
ベ
ル
賞
が
あ
れ
ば
、
ノ
ー
ベ
ル

美
術
賞
の
第
１
号
に
ふ
さ
わ
し
い
作
家
だ

と
思
い
ま
す
。

で
も
、
一
般
の
人
が
、
セ
ザ
ン
ヌ
の
絵
画

を
見
て
も
、
ど
こ
が
良
い
の
か
良
く
分
か

ら
な
い
と
思
い
ま
す
。
全
然
、
上
手
じ
ゃ

な
い
し
、
い
い
か
げ
ん
に
塗
っ
て
あ
る
し

中
途
半
端
で
完
成
し
て
い
な
い
。
こ
ん
な

の
ど
こ
が
良
い
の
？
っ
て
疑
問
に
感
じ
る

人
の
方
が
多
い
と
思
う
ん
だ
ね
。

　
近
代
絵
画
の
父
セ
ザ
ン
ヌ
の
絵
画
の
革

新
性
は「
事
物
の
存
在
感
」の
表
現
だ
ろ
う
。

　
カ
メ
ラ
で
撮
っ
た
映
像
は
、
人
間
の
実
際

　
の
視
覚
と
は
違
う
よ
ナ
！

っ
て
こ
と
は
誰
で
も
感
じ
る
こ
と
が
あ
る
で

し
ょ
う
。

　
セ
ザ
ン
ヌ
さ
ん
は
、
人
間
の
知
覚
と
カ
メ

ラ
と
は
違
う
だ
ろ
！
！
っ
て
考
え
た
。
そ
し

て
同
様
に
、
そ
れ
ま
で
の
絵
画
表
現
に
お
け

る
遠
近
法
す
な
わ
ち
透
視
図
法
っ
て
の
も
、

人
間
的
じ
ゃ
な
い
っ
て
考
え
た
ん
だ
ね
。

　
そ
れ
で
、従
来
の
方
法
と
は
違
う
表
現
が
、

も
っ
と
あ
る
は
ず
だ
っ
て
い
う
こ
と
で
い
ろ

い
ろ
研
究
し
た
。

　
そ
う
い
う
研
究
の
結
果
発
見
し
た
の
が
、

視
覚
の
恒
常
性
と
い
う
、
人
間
が
本
来
持
っ

て
い
る
見
る
こ
と
の
原
則
だ
っ
た
。

　
遠
近
法
や
明
暗
法
に
よ
る
絵
画
は
カ
メ
ラ

の
レ
ン
ズ
に
任
せ
て
、
人
間
は
も
っ
と
違
う

表
現
に
取
り
組
ん
だ
ら
ど
う
な
ん
だ
っ
て
考

え
た
。そ
れ
が
セ
ザ
ン
ヌ
の
出
発
点
だ
っ
た
。

１
９
世
紀
後
半
に
、

　
　
美
術
の
メ
イ
ン
は

　
　
　
　
大
衆
化
路
線
へ
！

 

と
思
い
き
や
、
な
ん
と
、
セ
ザ
ン
ヌ
さ
ん

が
と
ん
で
も
な
い
実
験
を
始
め
ち
ま
っ
た
。

お
か
げ
で
、
ハ
イ
・
ア
ー
ト
以
上
に
、
庶

民
と
は
無
縁
の
、
難
解
ア
ー
ト
が
登
場
す

る
こ
と
に
な
っ
た
。

  

セ
ザ
ン
ヌ
は
「
知
覚
の
恒
常
性
」
を
ベ
ー

ス
に
し
た
、
新
た
な
土
俵
を
つ
く
り
だ
し

た
。
そ
れ
ま
で
、
相
撲
し
か
見
た
こ
と
が

な
い
人
々
に
、
Ｋ
１
の
殴
り
合
い
を
見
せ

る
よ
う
な
も
の
。

20
世
紀
に
入
っ
て
か
ら
の
絵
画
は
、
芸
術

の
た
め
の
芸
術
、
実
験
ア
ー
ト
の
世
界
と

な
っ
た
。
つ
ま
り
、、
そ
れ
ま
で
の
絵
画

と
は
違
う
ジ
ャ
ン
ル
が
ス
タ
ー
ト
し
て
し

ま
っ
た
。

造形性と心理

セザンヌ

セザンヌの革新



対象は、いつも同じ性質（大きさ／形／色）を持った

　　　　　同じモノとして知覚すること。

　　１、大きさ

　　２、形

　　３、明るさ・色

　　　　恒常度１００％＝子ども

　　　　 恒常度０％＝カメラ：本物そっくり

 　西洋絵画：４００年間の基準（1500 ～ 1900）

　セザンヌ＝モノの存在感を出したい

セザンヌ「ｻﾝﾄﾋﾞｸﾄﾜｰﾙ山」

実景写真

セ
ザ
ン
ヌ
の
絵
画
の
ジ
ャ
ン
ル
は
、
風
景
画

と
静
物
画
、
そ
し
て
人
物
画
の
３
種
類
、
と

り
わ
け
静
物
画
に
は
り
ん
ご
が
描
か
れ
る
こ

と
が
多
い
。
テ
ー
ブ
ル
の
上
に
は
緑
色
の
花

瓶
と
、し
わ
が
よ
っ
た
白
い
布
が
あ
る
だ
け
。

モ
チ
ー
フ
自
体
は
す
ご
く
つ
ま
ら
な
い
で
す

ね
。

　
さ
て
、
彼
の
作
品
の
お
か
し
な
所
に
つ
い

て
検
討
し
て
み
ま
し
ょ
う
。

　
「
図
①
」
左
の
通
常
の
視
点
に
修
正
し
た

さ
く
ら
ん
ぼ
の
皿
は
テ
ー
ブ
ル
の
上
に
置
か

れ
て
い
る
け
ど
、「
図
②
」
右
の
元
絵
の
皿

は
手
前
に
、立
ち
上
が
っ
て
見
え
る
で
し
ょ
。

こ
れ
で
は
さ
く
ら
ん
ぼ
が
全
部
手
前
に
、
ポ

ロ
ポ
ロ
落
ち
て
き
て
し
ま
う
ね
。

　
そ
れ
か
ら
、
真
中
の
緑
色
の
、
つ
ぼ
の
楕

円
の
見
え
方
が
お
か
し
い
ぞ
っ
て
こ
と
ね
。

テ
ー
ブ
ル
面
の
向
き
と
合
理
性
が
無
い
っ
て

こ
と
で
す
ね
。
こ
れ
ら
の
可
笑
し
な
点
は
、

画
家
が
制
作
す
る
と
き
の
、
見
る
と
き
の
視

点
の
位
置
が
そ
れ
ぞ
れ
違
っ
て
る
。
つ
ま
り

目
の
高
さ
が
違
っ
て
る
よ
っ
て
こ
と
が
指
摘

さ
れ
て
い
ま
す
。

「
赤
い
チ
ョ
ッ
キ
」
な
ん
か
人
物
の
バ
ラ
ン

ス
が
メ
チ
ャ
ク
チ
ャ
で
す
ね
。
そ
こ
で
修
正

し
て
み
た
と
こ
ろ
、
少
し
も
面
白
く
な
い
画

面
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。そ
う
し
て
み
る
と
、

や
っ
ぱ
り
絵
と
し
て
の
面
白
さ
っ
て
の
は
、

カ
メ
ラ
的
な
視
覚
で
は
な
い
っ
て
こ
と
が
わ

か
り
ま
す
ね
。

近
代
絵
画
と
恒
常
性

①　通常の視点に修正 ②　セザンヌ　（元絵）「さくらんぼとり

おかしな箇所を修正すると、つまらない
絵になってしまいます。

美術予備校へ行ったら、こんな風に直されて
しまうでしょう。



セ
ザ
ン
ヌ
さ
ん
は
、
人
間
の
知
覚
が
感
じ

て
い
る
実
在
感
＝
モ
テ
ィ
ー
フ
の
「
リ
ア
リ

テ
ィ
」
を
描
き
た
か
っ
た
と
思
う
ん
だ
ね
。 

そ
こ
で
彼
が
考
え
た
方
法
は
、
部
分
的
強
調
や

省
略
＝
自
分
の
感
覚
に
お
け
る
重
要
性
の
表
明

だ
っ
た
。
そ
し
て
、
透
視
図
法
の
一
貫
し
た

ル
ー
ル
を
く
ず
し
始
め
た
ん
だ
。
そ
し
て
結
果

的
に
、
セ
ザ
ン
ヌ
の
画
面
は
立
体
的
な
角
張
っ

た
ボ
リ
ュ
ー
ム
感
が
強
く
な
っ
た
。
セ
ザ
ン
ヌ

は
、
遠
近
法
と
明
暗
法
に
拘
束
さ
れ
な
く
な
っ

た
。じ

ゃ
、
そ
の
変
わ
り
に
、
セ
ザ
ン
ヌ
は
、
何

を
新
た
な
ル
ー
ル
に
し
た
の
か
？
。
セ
ザ
ン
ヌ

が
考
え
出
し
た
新
た
な
ル
ー
ル
は
、
い
ろ
ん
な

言
い
方
が
で
き
る
け
ど
、
す
ご
く
簡
単
に
説
明

す
る
と
「
基
本
は
プ
ラ
ン
」、「
方
法
は
音
楽
」。

ま
す
ま
す
分
か
ら
ん
じ
ゃ
な
い
か
だ
っ

て
！「

プ
ラ
ン
」
は
「
面
」
っ
て
い
う
意
味
。

お
お
き
な
筆
跡
、
つ
ま
り
平
筆
に
よ
る
タ
ッ

チ
だ
と
考
え
れ
ば
よ
ろ
し
い
。
タ
ッ
チ
＝
面

の
組
み
合
わ
せ
で
画
面
を
埋
め
て
い
く
方
法

を
と
っ
た
わ
け
。

さ
ら
に
、
音
楽
の
方
法
を
参
考
に
し
た
っ

て
こ
と
で
す
。
セ
ザ
ン
ヌ
が
盛
ん
に
音
楽
用

語
を
用
い
た
こ
と
は
、良
く
知
ら
れ
て
い
る
。

印
象
派
以
後
、
音
楽
は
、
絵
画
に
強
く
影

響
し
始
め
て
、
ゴ
ッ
ホ
も
色
彩
の
オ
ー
ケ
ス

ト
レ
ー
シ
ョ
ン
（
編
成
）
と
か
画
家
は
色
を

塗
る
の
で
は
な
い
、
ト
ー
ン
を
編
成
す
る
の

だ
、
と
か
手
紙
で
よ
く
使
っ
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
音
楽
用
語
は
、
現
在
で
は
、
美

術
用
語
と
し
て
使
わ
れ
て
い
る
。

こ
こ
で
は
、
モ
テ
ィ
ー
フ
と
コ
ン
ポ
ジ
シ
ョ

ン
と
い
う
用
語
に
着
目
し
た
い
。

リ
ン
ゴ
や
水
差
し
や
布
や
テ
ー
ブ
ル
な
ど
、

静
物
画
に
描
か
れ
た
い
ろ
ん
な
物
体
を
、
現
在

で
は
す
べ
て
モ
チ
ー
フ
と
呼
ぶ
。
モ
チ
ー
フ
と

い
う
言
葉
を
絵
画
で
使
う
よ
う
に
な
っ
た
き
っ

か
け
は
、
セ
ザ
ン
ヌ
が
盛
ん
に
使
用
し
た
か
ら

な
ん
だ
ね
。
で
も
、
セ
ザ
ン
ヌ
は
そ
う
い
う
意

味
で
は
な
く
て
、
動
機
と
い
う
意
味
で
使
っ
て

い
た
と
い
う
ん
だ
ね
。
し
か
も
、
モ
チ
ー
フ
を

使
っ
て
、
コ
ン
ポ
ジ
シ
ョ
ン
す
る
っ
て
い
う
、

こ
と
ば
の
使
い
方
を
し
た
。
そ
の
場
合
の
コ
ン

ポ
ジ
シ
ョ
ン
は
、
作
曲
と
い
う
よ
う
な
意
味
が

強
か
っ
た
よ
う
だ
。

と
、
い
う
こ
と
は
、
セ
ザ
ン
ヌ
は
、「
い
ろ

ん
な
物
体
を
動
機
づ
け
に
し
て
、
作
曲
す
る
よ

う
に
描
い
た
」

と
い
う
こ
と
は
、
こ
の
絵
を
描
い
た
と
き

の
、
セ
ザ
ン
ヌ
の
目
的
は
、
り
ん
ご
や
布
を

描
き
た
か
っ
た
の
で
は
な
い
。
そ
れ
ら
は
セ

ザ
ン
ヌ
が
作
曲
す
る
た
め
の
材
料
だ
っ
た
。

セ
ザ
ン
ヌ
の
絵
画
研
究
は
、
20
世
紀
に

入
っ
て
か
ら
、
大
き
く
発
展
し
て
い
き
ま
し

た
。し

か
し
、
そ
の
う
ち
に
、
あ
れ
、
考
え
て

見
れ
ば
、別
に
、モ
チ
ー
フ
な
ん
か
無
く
た
っ

て
描
け
る
じ
ゃ
な
い
か
っ
て
こ
と
に
気
が
つ

い
た
。
こ
う
し
て
、
モ
テ
ィ
ー
フ
な
し
の
純

粋
に
、
絵
の
具
と
色
彩
だ
け
で
描
く
抽
象
絵

画
が
誕
生
し
た
。
そ
の
き
っ
か
け
を
作
っ
た

セ
ザ
ン
ヌ
の
新
ル
ー
ル



ピカソ ブラック

」　

実験絵画の展開

１、なぜ？　ピカソの変貌
２、セザンヌからキュビスムへ
３、キュビスムスタイルの定着

　
ピ
カ
ソ
と
ブ
ラ
ッ
ク
に
よ
り
生
み
出
さ
れ
た

キ
ュ
ビ
ス
ム
は
、
セ
ザ
ン
ヌ
研
究
と
黒
人
彫
刻

研
究
か
ら
始
ま
っ
た
。
そ
こ
か
ら
新
た
な
平
面

化
の
方
法
が
生
ま
れ
た
。

　
そ
れ
は
、
人
体
や
静
物
を
切
子
面
で
解
析

し
、
立
方
体
的
に
切
断
し
、
さ
ら
に
そ
れ
を

結
合
し
て
い
く
。

　
形
の
操
作
に
集
中
す
る
た
め
に
色
彩
に
は

無
関
心
だ
っ
た
。
は
じ
め
の
頃
は
、
ま
だ
影

の
効
果
が
立
体
を
感
じ
さ
せ
る
。
次
第
に
、

短
い
直
線
だ
け
で
分
解
し
、
背
景
と
人
物
の

一
体
化
、
平
面
を
埋
め
尽
く
す
画
面
に
な
っ

た
。

分
析
的
キ
ュ
ビ
ス
ム
と
呼
ば
れ
る
時
期
に
、

２
年
ほ
ど
か
け
て
さ
ま
ざ
ま
な
分
解
作
品
を

作
り
終
え
た
。
だ
が
、
基
に
し
た
モ
テ
ィ
ー

フ
が
わ
か
ら
な
く
な
る
ま
で
分
解
が
進
む

と
、
行
き
詰
っ
て
し
ま
っ
た
。

　
絵
画
作
品
は
商
品
で
も
あ
る
。
描
か
れ
て

い
る
内
容
が
、
観
客
に
全
く
理
解
で
き
な
い

の
で
は
商
品
に
な
ら
な
い
。
二
人
は
新
た
な

手
法
を
考
え
付
い
た
。
そ
れ
が
コ
ラ
ー
ジ
ュ

の
手
法
だ
っ
た
。

キ
ュ
ビ
ス
ム
の
ス
タ
イ
ル
は
、
１
次
大
戦
後

は
、
世
界
中
に
広
ま
っ
た
。

ス
タ
イ
ル
が
ひ
ろ
ま
っ
て
、
公
認
さ
れ
て
し

ま
う
と
、
キ
ュ
ビ
ス
ム
の
実
験
絵
画
的
な
理

解
の
さ
れ
方
が
薄
く
な
っ
た
。
キ
ュ
ビ
ス
ム

風
（
ス
タ
イ
ル
）
の
作
品
が
次
々
世
界
中
で

生
み
出
さ
れ
て
い
っ
た
。

そ
の
後
の
キ
ュ
ビ
ス
ム
の
影
響
は
、
多
彩
な

造
詣
表
現
の
探
求
へ
と
、
さ
ら
に
つ
な
が
っ

た
。
そ
こ
で
は
「
何
を
表
現
す
る
か
で
は
な

く「
い
か
に
」表
現
す
る
か
と
い
う
こ
と
だ
っ

た
。
２
０
世
紀
の
絵
画
は
社
会
的
・
倫
理
的

な
ど
目
的
か
ら
開
放
さ
れ
て
、
純
粋
に
「
造

形
表
現
」
と
し
て
の
自
己
を
追
及
す
る
よ
う

に
な
っ
た
。
人
間
の
精
神
世
界
を
離
れ
、
表

現
様
式
の
み
に
関
心
を
向
け
る
こ
と
、
こ
れ

は
現
代
に
お
け
る
芸
術
の
あ
り
方
に
対
し
て

根
本
的
な
問
題
を
提
起
す
る
こ
と
に
も
な
っ

た
。

実験絵画の展開



」　

」　

ムンク

「叫び」ってどんな叫び？

ある夕方、道を歩いていた。
・・・
太陽が沈んだ
雲が赤くなった
血のように

自然をつらぬく
叫びのようなものを感じた。
叫びを聞いた
雲を本物の血のように描いた
色彩が叫び声をあげた。

ゴッホ

ゴッホの絵は、
なぜうねっているの？

　
こ
れ
は
ム
ン
ク
の
叫
び
。
皆
さ
ん
良
く
ご

存
知
の
作
品
で
し
ょ
。

　
さ
て
、
問
題
で
す
。

タ
イ
ト
ル
の
「
叫
び
」
っ
て
ど
ん
な
叫
び
？

　
う
ね
る
風
景
の
中
で
、
人
物
は
な
に
か
か

ら
耳
を
塞
ぎ
、
不
安
と
驚
き
の
あ
ま
り
思
わ

ず
口
を
空
け
て
い
る
。
叫
ん
で
い
る
の
は
何

か
？
中
央
の
人
物
じ
ゃ
な
い
ン
で
す
ね
。

　
ム
ン
ク
の
こ
の
独
特
の
表
現
は
、
そ
の
後
、

不
安
と
狂
喜
の
イ
メ
ー
ジ
を
視
覚
化
し
た
作

品
と
し
て
よ
く
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

　
ム
ン
ク
が
精
神
異
常
だ
っ
た
時
期
は1904

年
（
40
歳
）
以
後
神
経
の
悩
み
を
訴
え
る
よ

う
に
な
っ
て
る
し
、
友
人
関
係
で
事
件
を
起

こ
す
よ
う
に
な
っ
た
。1908

年
（
45
歳
）

の
時
精
神
病
院
に
入
院
。
そ
の
後
、
精
神
病

も
回
復
し
た
が
、
自
宅
に
閉
じ
こ
も
る
よ
う

に
な
っ
て
80
歳
ま
で
生
き
た
。

　
分
裂
病
の
場
合
は
、
こ
う
し
た
幻
聴
が
聞

こ
え
て
し
ま
う
症
状
が
お
お
い
よ
う
で
す
ね
。

ム
ン
ク
の
叫
び
の
絵
は
、
自
分
を
取
り
巻
い

て
い
る
自
然
や
環
境
の
中
か
ら
、
何
か
破
局

的
な
音
が
猛
烈
に
自
分
に
向
か
っ
て
く
る
こ

と
を
描
い
て
い
る
。
だ
か
ら
日
常
的
現
実
の

中
に
と
ど
ま
り
た
い
と
願
っ
て
い
る
に
も
か

か
わ
ら
ず
、
迫
り
来
る
幻
覚
意
識
へ
の
恐
怖

を
描
い
て
い
る
作
品
だ
と
い
う
こ
と
が
で
き

る
。

こ
の
時
期
を
ゴ
ッ
ホ
の
サ
ン
レ
ミ
時
代
と
呼

ぶ
の
で
す
が
、
そ
の
時
の
代
表
作
と
い
わ
れ

る
の
が
こ
の
絵
で
す
。「
タ
イ
ト
ル
は
「
星
月

夜
」
73
セ
ン
チ
の
92
セ
ン
チ
の
油
絵
で
す
。

空
の
中
心
に
は
大
き
な
雲
の
う
ね
り
が
漂
っ

て
い
る
。
画
面
の
ほ
と
ん
ど
の
も
の
が
大
き

な
う
ね
り
の
中
に
あ
る
。

【
問
題
で
す
】
画
面
の
中
で
揺
れ
動
か
な
い
も

の
は
何
か
、
そ
れ
は
な
ぜ
か
？

こ
う
し
た
う
ね
る
よ
う
な
表
現
は
、
ゴ
ッ
ホ

が
意
識
的
に
作
り
出
し
た
造
形
的
な
表
現
方

法
な
ん
て
い
う
も
の
じ
ゃ
な
く
っ
て
、
精
神

病
者
特
有
の
「
サ
イ
プ
レ
ス
」
と
い
う
現
象

だ
っ
て
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
ゴ
ッ
ホ
は
テ
ン

カ
ン
性
精
神
病
だ
っ
た
っ
て
い
う
の
が
一
般

的
な
ん
で
す
が
、
テ
ン
カ
ン
性
の
も
う
ろ
う

状
態
に
陥
る
と
、
視
覚
的
に
異
常
状
態
に
な

る
と
い
う
こ
と
な
ん
で
す
ね
。

光
が
ま
ぶ
し
く
て
め
が
開
け
ら
れ
な
い
と
か
、

そ
う
い
う
現
象
が
、
病
的
に
発
生
し
て
い
た
。

こ
の
絵
は
そ
う
し
た
、
ゴ
ッ
ホ
の
サ
イ
プ
レ

ス
症
状
を
描
い
た
も
の
だ
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

ゴ
ッ
ホ
に
と
っ
て
教
会
が
揺
れ
て
い
な
い
の

は
、
唯
一
教
会
こ
そ
が
彼
の
生
き
て
い
る
現

実
の
救
い
じ
ゃ
な
か
っ
た
の
か
と
考
え
ら
れ

ま
す

後期印象派の二人



」　

幻想絵画を楽しむ

20 世紀の幻想絵画は、
それ以前とは
どこが違うのでしょう

　
幻
想
的
な
絵
画
と
い
う
も
の
は
、
絵
画
が

描
か
れ
て
き
た
長
い
歴
史
に
お
い
て
、
実
は

常
に
描
か
れ
て
き
た
も
の
な
ん
で
す
。
？　

　
し
か
し
ち
ょ
っ
と
イ
メ
ー
ジ
が
暗
か
っ
た

り
、
不
気
味
だ
っ
た
り
っ
て
こ
と
で
、
影
に

隠
れ
が
ち
だ
っ
た
ん
で
す
ね
。

　

で
も
、
20
世
紀
に
な
っ
て
か
ら
は
、
精
神

分
析
の
研
究
や
、
シ
ュ
ル
レ
ア
リ
ズ
ム
っ
て

い
う
芸
術
活
動
が
あ
っ
た
り
し
て
、
ち
ょ
っ

と
、
変
わ
っ
て
る
け
ど
、
な
か
な
か
面
白
い

じ
ゃ
な
い
の
、
っ
て
こ
と
で
注
目
さ
れ
る
よ

う
に
な
っ
て
き
た
も
の
な
ん
で
す
。

    

19
世
紀
ま
で
は
、
神
話
・
宗
教
の
も
と
で

幻
想
的
だ
っ
た
、
と
い
わ
れ
る
。
20
世
紀
の

幻
想
絵
画
は
、
個
人
的
イ
メ
ー
ジ
あ
る
い
は

普
遍
的
無
意
識
に
基
づ
い
て
描
か
れ
て
お
り
、

新
し
い
タ
イ
プ
の
幻
想
絵
画
だ
っ
て
言
わ
れ

る
わ
け
で
す
。

　
史
上
最
高
の
幻
想
画
家
と
言
わ
れ
る
の
は

16
世
紀
は
じ
め
に
フ
ラ
ン
ド
ル
（
ベ
ル
ギ
ー
）

で
活
躍
し
た
ボ
ス
で
す
ね
。
そ
し
て
、
20
世

紀
の
幻
想
絵
画
の
代
表
と
い
え
ば
、
こ
こ
に

あ
げ
た
キ
リ
コ
、
マ
グ
リ
ッ
ド
、
ダ
リ
、
ア

ン
リ
・
ル
ソ
ー
で
し
ょ
う
か
。
彼
ら
は
い
ず

れ
も
特
殊
な
表
現
内
容
と
表
現
方
法
を
確
立

し
た
人
た
ち
で
す
。

そ
れ
ぞ
れ
の
代
表
作
を
追
い
か
け
て
み
ま

し
ょ
う
。

　
と
こ
ろ
で
、
映
画
や
、
TV
ド
ラ
マ
を
見
る

と
き
に
、
何
か
を
学
ぶ
よ
う
な
意
識
で
見
る

人
は
ほ
と
ん
ど
い
な
い
で
し
ょ
。
見
て
、
楽

し
み
た
い
、
楽
し
む
こ
と
で
リ
ラ
ッ
ク
ス
し

た
い
。
喜
び
た
い
。
そ
う
い
う
目
的
で
、
映

画
や
、
TV
ド
ラ
マ
を
見
る
で
し
ょ
。

　
こ
れ
か
ら
お
見
せ
す
る
幻
想
絵
画
は
、
基

本
的
に
は
従
来
の
絵
画
の
内
容
の
よ
う
な
シ

リ
ア
ス
な
内
容
で
は
な
い
と
思
っ
て
よ
い
。

む
し
ろ
「
見
て
楽
し
む
」
こ
と
が
、
こ
れ
ら

の
絵
画
の
最
大
の
目
的
だ
っ
て
思
っ
て
見
て

ほ
し
い
で
す
ね

20 世紀の幻想絵画




