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「
理
想
も
宗
教
も
な
し
」
が
「
財
産
は
窃
盗
だ
」
と
握
手
す
る
。1

は
じ
め
に

画
家
ギ
ュ
ス
タ
ー
ヴ
・
ク
ー
ル
ベ
（1819-1877

）
と
言
わ
れ
て
、
読
者
に
は
何
が
思
い
浮
か
ぶ
だ
ろ
う
か
。
日
本
で

も
第
二
次
世
界
大
戦
後
、
一
九
六
〇
年
代
頃
に
は
、
中
学
や
高
校
の
美
術
の
教
科
書
に
《
石
割
り
》（
一
八
四
九
／
五
〇

年
）（
図
1
）
と
い
う
作
品
が
白
黒
で
掲
載
さ
れ
る
こ
と
も
稀
で
は
な
か
っ
た
。
継
ぎ
接
ぎ
も
裂
け
た
粗
末
な
衣
服
の
男
と

つ

は

年
端
も
ゆ
か
ぬ
少
年
が
、
道
路
舗
装
の
石
を
割
る
労
働
に
従
事
し
て
い
る
。
な
ぜ
、
こ
の
よ
う
な
作
品
が
教
科
書
に
わ

ざ
わ
ざ
取
り
上
げ
ら
れ
た
の
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
肉
体
労
働
の
悲
惨
さ
を
訴
え
る
た
め
に
選
ば
れ
た
の
だ
ろ
う
か
。
反
対

に
、
肉
体
労
働
の
尊
さ
を
教
え
る
た
め
に
登
場
し
た
の
だ
ろ
う
か
。
は
た
ま
た
そ
う
し
た
道
徳
的
教
訓
と
は
無
関
係
に
、

純
粋
に
造
形
的
な
価
値
ゆ
え
に
、
教
科
書
に
ふ
さ
わ
し
い
作
品
と
評
価
さ
れ
た
の
だ
ろ
う
か
。
ク
ー
ル
ベ
が
こ
の
作
品

を
描
い
た
意
図
は
何
だ
っ
た
の
か
。
そ
れ
を
百
年
後
に
教
科
書
に
ふ
さ
わ
し
い
図
版
と
し
て
選
ん
だ
編
者
の
判
断
は
、

画
家
の
意
図
に
忠
実
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
教
科
書
編
者
の
選
択
の
背
景
に
は
、
い
か
な
る
歴
史
的
な
経
緯
が
控
え
て

い
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
も
そ
も
な
ぜ
当
時
の
教
科
書
は
ク
ー
ル
ベ
を
必
要
と
し
た
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
よ
う
な
問
題
意

識
に
た
っ
て
、
本
論
で
は
、
ク
ー
ル
ベ
の
《
石
割
り
》
を
取
り
上
げ
た
い
。

さ
て
一
般
に
、
ひ
と
つ
の
作
品
を
考
察
す
る
場
合
に
は
、
最
低
限
、
以
下
の
よ
う
な
側
面
を
考
慮
に
入
れ
る
必
要
が

あ
ろ
う
。

ま
ず
前
提
と
し
て
、
作
品
の
物
理
的
な
組
成
（
寸
法
・
材
質
な
ど
）
の
記
述
。

同
時
代
あ
る
い
は
先

〈0〉

〈1〉

行
す
る
時
代
環
境
の
復
元
。

そ
う
し
た
時
代
状
況
へ
の
作
者
の
意
識
。

作
者
に
よ
る
制
作
の
意
図
と
制
作
の
経

〈2〉

〈3〉

緯
。

完
成
し
た
作
品
に
対
す
る
批
評
家
そ
し
て
公
衆
の
反
応
。

作
者
の
全
制
作
の
な
か
で
の
こ
の
作
品
の
位
置

〈4〉

〈5〉
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づ
け
。

作
品
が
後
世
に
及
ぼ
し
た
（
造
形
的
あ
る
い
は
思
想
的
な
）
影
響
。

さ
ら
に
は
作
品
そ
の
も
の
の
来
歴

〈6〉

〈7〉

そ
し
て
運
命
。
こ
こ
に
は
売
立
て
に
お
け
る
価
格
の
変
動
、
代
々
の
所
有
者
の
変
遷
と
、
そ
れ
ぞ
れ
の
蒐
集
の
中
で
の

位
置
付
け
、
展
覧
会
歴
、
保
存
・
修
復
の
記
録
な
ど
の
要
素
が
含
ま
れ
る
。

こ
れ
と
並
行
し
て
、
よ
り
広
く
、
作
品

〈8〉

受
容
史
。
こ
れ
は
、
時
代
環
境
の
変
遷
と
作
品
評
価
の
変
化
（
批
評
史
）
と
の
関
連
、
あ
る
い
は
作
者
の
歴
史
的
位
置

付
け
を
巡
る
動
向
を
明
る
み
に
だ
す
だ
ろ
う
。

最
後
に
、
こ
れ
ら
を
踏
ま
え
た
う
え
で
、
現
時
点
に
お
け
る
作
品
の

〈9〉

評
価
が
導
か
れ
る
こ
と
と
な
る
。
そ
し
て
今
日
に
お
け
る
な
ん
ら
か
の
評
価
が
あ
れ
ば
こ
そ
、
そ
も
そ
も
ひ
と
つ
の
芸

術
作
品
が
、
芸
術
作
品
と
し
て
以
上
の
よ
う
な
記
述
や
考
察
の
対
象
と
も
な
る
仕
組
み
で
あ
る
。

こ
こ
で
一
言
断
っ
て
お
け
ば
、
こ
れ
ら
の
要
素
は
、
必
ず
し
も
こ
の
順
番
で
き
れ
い
に
整
理
で
き
る
も
の
で
は
な
い
。

そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
こ
れ
ら
は
お
互
い
に
作
用
を
及
ぼ
し
合
う
。
例
え
ば
時
代
環
境
や
政
治
情
勢
の
激
変
が
、
作
者
や
そ

の
作
品
の
評
価
を
大
き
く
左
右
す
る
こ
と
も
あ
る
。
一
九
世
紀
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
画
家
で
も
、
ク
ー
ル
ベ
の
場
合
に
は
、

と
り
わ
け
こ
れ
ら
の
要
素
が
複
雑
に
絡
み
合
う
。
後
年
の
評
価
が
過
去
に
遡
及
し
て
、
作
品
の
歴
史
的
意
義
を
問
い
直

そ
き
ゅ
う

す
。
そ
こ
に
、
編
年
の
年
表
に
は
還
元
で
き
な
い
、「
歴
史
」
と
呼
ば
れ
る
錯
綜
し
た
空
間
の
生
態
が
現
れ
る
。

美
術
史
の
研
究
に
は
、
作
品
の
絶
対
的
な
芸
術
的
価
値
を
大
前
提
と
し
て
営
ま
れ
る
研
究
も
あ
る
。
だ
が
、
本
論
は

こ
の
立
場
を
取
ら
な
い
こ
と
を
、
最
初
に
明
言
し
て
お
き
た
い
。
む
し
ろ
以
下
の
分
析
で
は
、
作
品
が
価
値
付
け
さ
れ
、

社
会
的
に
認
知
さ
れ
、
あ
る
い
は
忘
却
さ
れ
て
ゆ
く
状
況
に
注
目
し
て
み
よ
う
。
作
品
は
、
社
会
の
価
値
観
を
浮
か
び

上
が
ら
せ
つ
つ
、
自
ら
が
そ
の
焦
点
あ
る
い
は
虚
焦
点
と
な
っ
て
ゆ
く
。
そ
う
し
た
作
品
と
い
う
存
在
の
歴
史
的
、
社

会
的
な
生
態
に
迫
り
た
い
。

稲
賀
繁
美

ク
ー
ル
ベ
《
石
割
り
》
の
軌
跡
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図1 ギュスターヴ・クールベ《石割り》
1849/50年 油彩 画布 159×259cm（1928年のパリ、プティ・パレ美術館のカタログ記載）;190×300cm（岩波 世界の美術『クールベ』

の記載）

1850-51年のサロン、ブリュッセルの展示会（1851年）、万国博覧会（1855年）、個展（1867年）に出展されたのち、ローラン・リシャールが1万
6千フランで購入。その後ビナール・コレクションに入り1904年4月20日の売立てで、M.フォン・ザイドリッツが5万フランでドレスデン美術館

のために購入。1945年2月13日のドレスデン空襲で、他の195点の絵画作品とともに破壊されたもの、と美術館側では見なしている。

図版出典：ジェームズ・ルービン『クールベ』「岩波 世界の美術」三浦篤訳、岩波書店、2004年、50頁（全体図）、58頁（部分写真）。

1
「
哀
れ
な
絵
」

一
八
四
八
年
の
二
月
革
命
に
引
き
続
く
時
期
、
ク
ー
ル
ベ
は
故
郷
の
オ
ル
ナ
ン
に
戻
り
、《
市
か
ら
帰
る
フ
ラ
ジ
ェ
の

農
民
た
ち
》（
図
2
）、《
石
割
り
》
そ
れ
に
《
オ
ル
ナ
ン
の
埋
葬
》
の
三
つ
の
大
作
を
制
作
し
て
い
る
。
ク
ー
ル
ベ
の
全

生
涯
を
通
じ
て
、
最
も
生
産
的
な
季
節
だ
っ
た
と
も
評
さ
れ
る
。
こ
れ
ら
を
含
む
九

作
品
が
一
八
五
〇
年
の
サ
ロ
ン
に
出
品
さ
れ
る
が
、
戯
画
家
の
シ
ャ
ム
は
《
石
割
り
》

を
前
に
、
こ
ん
な
親
子
の
会
話
を
描
い
て
見
せ
た
（
図
3
）
。「
ど
う
し
て
お
父
さ
ん
、

こ
の
絵
は
社
会
主
義
の
絵
だ
っ
て
い
わ
れ
る
の
」。
シ
ル
ク
ハ
ッ
ト
に
フ
ロ
ッ
ク

コ
ー
ト
の
い
で
た
ち
で
、
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
階
級
の
身
分
も
明
ら
か
な
父
親
は
、
こ
う
答

え
る
。「
も
ち
ろ
ん
そ
れ
は
、
裕
福
な
絵
じ
ゃ
な
く
て
、
哀
れ
な
絵
だ
か
ら
に
決
ま
っ

と
る
だ
ろ
う
」
。P

auvre
peinture

は
い
さ
さ
か
破
格
の
フ
ラ
ン
ス
語
だ
が
、
名
詞

2

の
後
に
置
か
れ
れ
ば
経
済
的
な
貧
困
さ
を
意
味
す
る
形
容
詞pauvre

が
、
名
詞
の
前

な
ら「
か
わ
い
そ
う
」と
の
意
味
を
も
つ
こ
と
を
巧
み
に
利
用
し
た
表
現
だ
ろ
う
。
サ

ロ
ン
に
展
示
す
る
絵
画
作
品
の
題
材
に
し
て
は
、
扱
わ
れ
た
主
題
が
あ
ま
り
に
哀
れ

な
代
物
で
あ
る
こ
と
と
、
そ
れ
を
経
済
的
な
貧
窮
と
重
ね
合
わ
せ
に
理
解
す
る
よ
う

な
価
値
観
と
が
、
そ
こ
に
は
露
呈
し
て
い
る
。
さ
ら
に
貴
重
な
の
は
、
当
時
か
ら
こ

の
作
品
が
「
社
会
主
義
」
と
結
び
付
け
ら
れ
て
い
た
様
子
が
、
子
供
の
無
邪
気
な
発

言
か
ら
判
明
す
る
こ
と
だ
ろ
う
。

「
果
た
し
て
こ
の
作
品
は
社
会
的
不
正
義
を
訴
え
る
た
め
の
抗
議
な
の
か
し
ら
。

む
し
ろ
僕
に
は
そ
こ
に
穏
や
か
な
諦
念
の
詩
情
が
見
え
て
、
二
人
の
人
物
は
哀
れ
み

稲
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図2 ギュスターヴ・クールベ《市から帰るフラジェの農民たち》
1850-55年 油彩 画布 206×275cm ブザンソン美術館

1850年のサロンに出品。馬上の人物は画家の父、レジス。右端に頭に籠を載せた、不釣合いに巨大な老婦の痕跡が見えるが、この人物は

1854年には画面中央よりに縮小して移された。フラジェはオルナンの南5キロほどに位置する村で、近辺にはレジスが少しずつ購入した葡萄

畑が点在した。オルナンとの往復は、農民から地方小ブルジョワへと脱皮しつつある一家の暮らし向きを保障する経済基盤の一環をなしてい

た。息子のギュスターヴは、農村の生活ぶりを寄せ集め、遠近法を歪めて巨大な画面に仕立てることで、牧歌的な田園風景という絵画の定

型を意図的に台無しにしている。1929年に松方コレクションに入るが、戦後の1952年、講和条約によりルーヴル美術館が獲得。1959年より

ブザンソン美術館蔵。



の
印
象
を
感
じ
さ
せ
る
の
だ
が
」。
そ
う
ア
ン
リ
・
デ
ィ
ド
ヴ
ィ
ル
伯
爵
が
問

う
た
の
に
対
し
て
、
画
家
ク
ー
ル
ベ
は
こ
う
答
え
た
、
と
い
う
。「
だ
が
そ
の

哀
れ
さ
こ
そ
、
不
公
正
の
結
果
な
の
だ
か
ら
、
そ
う
意
図
す
る
こ
と
も
な
く
、

僕
は
自
分
が
目
に
し
た
も
の
を
通
し
て
、
彼
ら
が
社
会
問
題
と
呼
ぶ
と
こ
ろ

の
も
の
を
提
起
し
た
の
だ
」
と
。
伯
爵
が
こ
の
証
言
を
公
表
し
た
の
は
、

3

ク
ー
ル
ベ
没
の
直
後
の
一
八
七
八
年
。
果
た
し
て
作
品
の
完
成
時
点
で
、

ク
ー
ル
ベ
に
ど
こ
ま
で
明
確
な
思
想
的
意
図
が
あ
っ
た
の
か
は
、
こ
の
三
〇

年
後
の
証
言
か
ら
は
す
ぐ
に
は
見
え
て
こ
な
い
。
む
し
ろ
こ
こ
に
は
、
画
家

が
政
治
亡
命
先
の
ス
イ
ス
に
没
し
た
直
後
の
段
階
で
、
い
か
な
る
証
言
が
期

待
さ
れ
、
伯
爵
が
そ
こ
に
い
か
に
棹
さ
そ
う
と
し
て
い
た
か
が
見
て
取
れ
る
、

と
い
う
べ
き
だ
ろ
う
。

2
起
源

起
源
に
遡
ろ
う
。
ク
ー
ル
ベ
の
多
く
の
作
品
で
も
《
石
割
り
》
は
、
同
時
代
の
作
者
自
身
に
よ
る
証
言
が
残
っ
て
い

る
、
き
わ
め
て
例
外
的
な
作
品
と
い
っ
て
よ
い
。
一
八
四
九
年
一
一
月
に
、
画
家
は
故
郷
の
オ
ル
ナ
ン
か
ら
同
郷
の
友

人
フ
ラ
ン
シ
ス
・
ヴ
ェ
ー
夫
妻
宛
に
書
簡
を
綴
っ
て
い
る
。
ク
ー
ル
ベ
は
風
景
を
描
こ
う
と
外
出
し
た
サ
ン
・
ド
ニ
の

城
へ
の
道
す
が
ら
、
メ
ジ
エ
ー
ル
に
程
近
い
道
端
で
、
石
割
り
作
業
に
従
事
し
て
い
る
ふ
た
り
の
男
を
目
撃
す
る
。

貧
困
の
こ
れ
ほ
ど
ま
で
に
完
璧
な
表
現
（expression

）
に
出
会
う
の
は
稀
な
こ
と
だ
。
だ
か
ら
す
ぐ
に
そ
の
場
で
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図3 シャム《クールベ〈石割り〉》
『サロン戯評』1851年初旬

図版出典：CharlesLéger,Courbetselonlescaricaturesetlesimages,Paris,Paul
Rosenberg,éditeur,1920,p.18.

絵
が
浮
か
ん
だ
。［
中
略
］
あ
ち
ら
に
は
、
仕
事
で
腰
も
曲
が
っ
た
七
〇
歳
を
越
え
た
老
人
が
鶴
嘴
を
振
り
上
げ
て
い

つ
る
は
し

て
、
肌
は
日
に
焼
け
、
顔
は
麦
藁
帽
で
影
に
な
っ
て
い
る
。
粗
末
な
素
材
の
ズ
ボ
ン
は
接
ぎ
だ
ら
け
で
、
ひ
び
割

れ
た
靴
に
は
、
か
つ
て
は
青
か
っ
た
靴
下
か
ら
両
の
踵
が
覗
い
て
い
る
。
こ
ち
ら
に
は
埃
ま
み
れ
の
頭
に
浅
黒
い

肌
の
少
年
が
い
て
、
汚
れ
て
ぼ
ろ
ぼ
ろ
の
シ
ャ
ツ
の
穴
か
ら
わ
き
腹
と
腕
が
見
え
る
。
革
の
ズ
ボ
ン
吊
り
が
ズ
ボ

ン
の
切
れ
端
を
支
え
て
い
て
、
泥
ま
み
れ
の
革
靴
は
あ
ち
こ
ち
で
悲
し
げ
に
口
を
開
け
て
い
る
。
老
人
は

跪

き
、

ひ
ざ
ま
ず

若
者
は
背
後
に
立
っ
て
、
割
れ
た
石
の
バ
ス
ケ
ッ
ト
を
よ
い
し
ょ
と
持
ち
上
げ
て
い
る
。
や
ん
ぬ
る
か
な
。
こ
の

状
態
で
、
人
は
こ
の
よ
う
に
始
め
、
こ
の
よ
う
に
終
わ
る
の
だ（H
élas,
dans

cet
état
c’est
ainsi

qu’on
com
m
ence,

c’est
ainsi

qu’on
finit!

）。
あ
ち
こ
ち
に
彼
ら
の
道
具
が
散
ら
ば
っ
て
い
る
。
籠
に
、
担
ぎ
棒
に
、
鍬
に
食
事
の
鍋

な
ど
な
ど
。
す
べ
て
が
強
烈
な
太
陽
の
下
、
田
舎
の
ま
っ
た
だ
な
か
の
道
ば
た
の
溝
で
展
開
さ
れ
て
い
る
。
こ
の

風
景
で
画
布
は
い
っ
ぱ
い
だ
。4

こ
こ
に
は
、「
社
会
主
義
絵
画
」
を
実
現
し
よ
う
と
し
た
、
な
ど
と
い
う
教
条
的
な
発
言
は
見
ら
れ
な
い
。
そ
も
そ
も

「
社
会
主
義
的
絵
画
」
な
ど
と
い
う
範
疇
は
、
こ
の
段
階
に
は
ま
だ
世
の
中
に
存
在
し
て
い
な
い
。
と
は
い
え
ク
ー
ル
ベ

が
こ
の
情
景
を
絵
画
に
仕
立
て
よ
う
と
し
た
の
が
、
一
八
四
八
年
の
パ
リ
で
二
月
革
命
を
体
験
し
た
直
後
の
、
オ
ル
ナ

ン
へ
の
帰
郷
の
時
期
で
あ
っ
た
こ
と
は
無
視
で
き
ま
い
。
歴
史
的
な
大
事
件
が
そ
れ
に
ふ
さ
わ
し
い
芸
術
作
品
を
生
む

と
は
限
ら
な
い
。
だ
が
歴
史
に
名
を
残
す
ほ
ど
の
芸
術
作
品
は
、
し
ば
し
ば
歴
史
的
事
件
と
作
者
の
生
涯
と
の
偶
然
の

出
会
い
の
結
果
と
し
て
生
れ
落
ち
る
。
例
え
ば
パ
リ
暮
ら
し
の
ピ
カ
ソ
は
パ
リ
国
際
芸
術
技
術
博
覧
会
ス
ペ
イ
ン
「
共

和
国
」
館
へ
の
壁
画
制
作
依
頼
を
受
け
た
が
、
そ
の
直
後
に
バ
ス
ク
の
町
が
空
襲
（
一
九
三
七
年
四
月
二
六
日
）
で
瓦

礫
と
化
す
事
件
が
発
生
し
な
か
っ
た
な
ら
《
ゲ
ル
ニ
カ
》
は
決
し
て
制
作
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
は
ず
だ
。
こ
の
よ

う
に
芸
術
作
品
の
成
立
条
件
を
仔
細
に
再
構
成
し
て
分
析
し
直
し
て
み
る
と
、
ち
ょ
っ
と
し
た
偶
然
が
、
事
後
的
に
回

顧
す
る
と
、
歴
史
的
作
品
成
立
に
不
可
欠
な
条
件
と
な
っ
て
い
た
こ
と
が
判
明
す
る
。
と
も
す
れ
ば
歴
史
に
「
も
し
」
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は
禁
句
だ
、
と
さ
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
所
与
の
条
件
の
ひ
と
つ
で
も
欠
け
て
い
た
な
ら
ば
、
同
一
の
作
品
が
誕
生

す
る
こ
と
は
あ
り
え
な
か
っ
た
、
と
い
う
程
度
の
状
況
復
元
は
、
そ
の
労
に
値
す
る
し
、
ま
た
教
訓
に
も
富
む
だ
ろ
う
。

3
革
命

さ
て
、
そ
れ
な
ら
ば
二
月
革
命
下
の
パ
リ
で
、
ク
ー
ル
ベ
は
積
極
的
に
革
命
運
動
に
関
わ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
ク
ー

ル
ベ
自
身
は
、
一
七
八
九
年
の
大
革
命
当
時
の
ジ
ャ
コ
バ
ン
党
や
山
岳
派
と
は
無
関
係
で
「
無
性
格
な
社
会
主
義
者
の

ク
ラ
ブ
を
開
い
た
」
と
証
言
し
、
会
場
と
な
っ
た
ア
ン
ド
レ
ー
ル
酒
場
を
描
い
た
素
描
が
ひ
と
つ
知
ら
れ
る
。
ま
た
駆

け
出
し
の
詩
人
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
か
ら
『
公
共
福
祉
』
と
い
う
短
命
に
終
わ
っ
た
新
聞
の
第
二
号
の

た
め
に
扉
の
口
絵
を
頼
ま
れ
て
い
る
（
図
4
）
。
銃
を
掲
げ
て
バ
リ
ケ
ー
ド
を
乗
り
越
え
る
市
民
た

ち
の
挿
絵
だ
が
、
こ
れ
一
点
を
除
け
ば
、
ク
ー
ル
ベ
の
革
命
へ
の
加
担
を
示
す
証
拠
物
件
は
な
に

ひ
と
つ
出
て
こ
な
い
。
両
親
宛
に
も
、
安
心
さ
せ
る
目
的
も
あ
っ
て
か
「
い
つ
も
の
と
お
り
、
政

治
ご
と
に
は
ほ
と
ん
ど
首
を
突
っ
込
ん
で
い
な
い
。
こ
れ
以
上
に
空
虚
な
こ
と
は
な
い
と
思
う
」。

自
分
は
画
家
な
の
だ
か
ら
、
専
ら
絵
画
に
か
ま
け
る
、
と
宣
言
し
、
サ
ロ
ン
出
品
の
成
功
を
報
告

し
て
い
る

。
ア
ン
ド
レ
ー
ル
酒
場
の
一
件
も
、
二
〇
年
以
上
後
の
一
八
七
一
年
四
月
に
パ
リ
・
コ

5

ミ
ュ
ー
ン
下
で
ク
ー
ル
ベ
自
ら
が
パ
リ
「
市
民
」（C

itoyens

）
宛
に
公
表
し
た
政
治
的
態
度
表
明

か
ら
知
ら
れ
る
だ
け
だ
。
時
局
下
の
選
挙
運
動
の
た
め
、「
革
命
的
な
社
会
主
義
者
」
と
し
て
の
履

歴
を
誇
ら
し
げ
に
語
り
、
プ
ル
ー
ド
ン
と
の
連
帯
を
表
明
す
る
弁
論
に
は
、
過
去
の
遡
及
的
合
理

化
が
否
定
で
き
ま
い

。『
公
共
福
祉
』
に
見
ら
れ
る
挿
絵
も
、
ド
ラ
ク
ロ
ワ
が
一
八
三
〇
年
の
七

6

月
革
命
を
背
景
に
制
作
し
た
《
民
衆
を
率
い
る
自
由
の
女
神
》（
図
5
）
の
、
明
ら
か
な
焼
き
直
し
。
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図4 ギュスターヴ・クールベ《『公共福祉』第二号表紙のための口絵》
図版出典:LouisAragon,L’ExempledeCourbet,ÉditionsCercled’art,1952,p.23.

お
よ
そ
自
ら
革
命
の
最
前
線
に
立
っ
た
と
の
「
証
言
」
を
証
拠
立
て
る
よ
う
な
物
件
で
は
な
い
。

と
は
い
え
、
革
命
が
な
け
れ
ば
、
お
そ
ら
く
《
石
割
り
》
と
呼
ば
れ
る
作
品
が
制
作
さ
れ
る
条
件
も
整
わ
な
か
っ
た

し
、
そ
れ
が
そ
の
後
、
歴
史
の
中
で
こ
れ
ほ
ど
ま
で
に
大
き
な
役
割
を
担
わ
さ
れ
る
こ
と
に
も
な
ら
な
か
っ
た
だ
ろ
う
。

実
際
、
政
治
的
混
乱
の
た
め
、
一
八
五
〇
年
夏
の
官
立
展
覧
会
サ
ロ
ン
は
開
催
延
期
と
な
り
、
そ
の
た
め
に
た
っ
ぷ
り

と
し
た
制
作
の
余
裕
を
得
た
ク
ー
ル
ベ
は
、
満
を
侍
し
て
、
大
量
の
新
作
を
携
え
、
首
都
へ
と
凱
旋
す
る
。
行
軍
の
途

中
、
画
家
は
ブ
ザ
ン
ソ
ン
や
デ
ィ
ジ
ョ
ン
で
も
作
品
を
展
示
し
て
、
前
宣
伝
に
こ

れ
努
め
た
。『
民
衆
の
イ
メ
ー
ジ
』
で
Ｔ
・
Ｊ
・
ク
ラ
ー
ク
は
、
画
家
の
友
人
、

マ
ッ
ク
ス
・
ビ
ュ
シ
ョ
ン
が
、
デ
ィ
ジ
ョ
ン
で
の
作
品
公
開
を
前
に
『
民
衆
―

社

会
革
命
新
聞
』
紙
、
一
八
五
〇
年
六
月
七
日
に
公
表
し
た
宣
伝
文
を
発
掘
・
紹
介

し
て
い
る
。
そ
の
ク
ー
ル
ベ
宣
伝
文
で
は
、
ま
っ
先
に
《
石
割
り
》
が
取
り
上
げ

ら
れ
る
。
そ
こ
で
ビ
ュ
シ
ョ
ン
は
、
諦
念
を
込
め
て
苦
力
の
労
働
に
勤
し
む
老
人

に
つ
い
て
、
こ
ん
な
文
句
を
綴
っ
て
い
た
。

だ
が
こ
の
男
と
て
も
、
ま
だ
人
間
の
悲
惨
さ
の
最
期
の
一
句
で
は
な
い
。
こ

の
哀
れ
な
厄
介
者
が
少
し
で
も
「
赤
」
に
化
け
よ
う
な
ど
と
い
う
気
で
も
起

こ
し
た
な
ら
、
か
れ
は
妬
ま
れ
、
告
訴
さ
れ
、
追
放
さ
れ
、
権
利
を
剥
奪
さ

れ
る
こ
と
だ
ろ
う
。
嘘
だ
と
お
思
い
な
ら
、
ほ
か
な
ら
ぬ
県
知
事
に
お
尋
ね

あ
れ
。7

ビ
ュ
シ
ョ
ン
が
こ
の
宣
伝
を
書
い
た
の
は『
フ
ラ
ン
シ
ュ
＝
コ
ン
テ
の
民
主
派
』

と
銘
う
つ
政
治
新
聞
の
た
め
だ
っ
た
。
四
八
年
五
月
に
共
和
派
側
が
大
勢
を
握
っ
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図5 ウージェーヌ・ドラクロワ《民衆を率いる自由の女神》
1830年 油彩 画布 260×325cm パリ、ルーヴル美術館



た
サ
ラ
ン
の
町
で
、
町
長
第
一
助
役
に
選
出
さ
れ
た
ビ
ュ
シ
ョ
ン
本
人
も
、
一
八
四
九
年
六
月
に
は
、
暴
力
を
扇
動
す

る
政
治
記
事
の
過
激
な
内
容
や
、
折
か
ら
の
パ
リ
で
の
擾
乱
と
連
動
し
た
蜂
起
を
地
元
で
企
て
た
と
い
う
嫌
疑
で
逮

捕
・
収
監
さ
れ
、
一
二
月
末
に
無
罪
判
決
に
よ
っ
て
放
免
さ
れ
た
ば
か
り
で
あ
っ
た
。
五
〇
年
五
月
に
大
統
領
ナ
ポ
レ

オ
ン
は
ブ
ザ
ン
ソ
ン
を
公
式
訪
問
す
る
が
、
そ
の
際
に
も
、
歓
迎
す
る
大
統
領
派
と
、
敵
対
す
る
共
和
派
と
の
間
で
白

昼
・
街
頭
で
鍔
迫
り
合
い
が
発
生
し
て
い
た
。
こ
う
し
た
状
況
下
、
ほ
か
な
ら
ぬ
こ
の
新
聞
は
、
体
制
側
の
県
知
事
か
ら
、

札
付
き
の
危
険
分
子
と
し
て
目
を
付
け
ら
れ
、
大
統
領
到
着
直
前
に
は
差
し
押
さ
え
を
食
い
、
罰
金
を
科
せ
ら
れ
、
つ

い
に
は
廃
刊
に
追
い
込
ま
れ
て
い
た
。
だ
が
そ
の
間
際
に
は
、
事
実
上
、
地
域
の
反
体
制
派
社
会
主
義
者
た
ち
の
拠
点

に
な
っ
て
い
た
と
い
う

。
8

先
の
引
用
文
中
で
は
大
文
字
で
綴
っ
て
あ
る
「
赤
」
と
は
、
も
ち
ろ
ん
政
治
的
左
翼
を
意
味
し
て
い
る
。
直
接
の
街

頭
行
動
に
訴
え
る
の
が
、
あ
ま
り
に
危
険
に
な
っ
て
き
た
た
め
、
ビ
ュ
シ
ョ
ン
は
こ
れ
以
降
、
ク
ー
ル
ベ
の
芸
術
を
賞

賛
し
、
自
ら
は
田
園
生
活
の
詩
情
を
謳
う
こ
と
へ
と
、
方
向
転
換
す
る
。
と
は
い
え
ビ
ュ
シ
ョ
ン
の
文
章
は
、
そ
の
最

後
に
こ
の
地
方
出
身
の
「
思
想
界
お
よ
び
文
学
界
の
粗
野
な
る
暴
徒
」
と
し
て
「
フ
ー
リ
エ
、
プ
ル
ー
ド
ン
、
そ
し
て

ヴ
ィ
ク
ト
ル
・
ユ
ゴ
ー
」
の
名
前
を
挙
げ
、
ク
ー
ル
ベ
の
芸
術
上
の
壮
挙
を
、
同
じ
系
列
の
上
に
位
置
付
け
よ
う
と
し

て
い
た
。
フ
ー
リ
エ
は
サ
ン
＝
シ
モ
ン
と
と
も
に
、
の
ち
に
マ
ル
ク
ス
が
空
想
社
会
主
義
者
と
揶
揄
し
た
思
想
家
、
プ

ル
ー
ド
ン
は
、『
哲
学
の
貧
困
』（
一
八
四
七
年
）
で
同
じ
マ
ル
ク
ス
が
槍
玉
に
挙
げ
た
論
敵
で
あ
り
、
文
豪
ユ
ゴ
ー
は

そ
の
共
和
主
義
思
想
の
た
め
、
第
二
帝
政
の
成
立
と
と
も
に
、
英
仏
海
峡
の
ジ
ャ
ー
ジ
ー
島
へ
と
政
治
亡
命
を
遂
げ
る

こ
と
と
な
る
人
物
。
こ
う
し
た
「
札
付
き
」
同
郷
人
を
列
挙
す
る
ビ
ュ
シ
ョ
ン
の
扇
動
文
書
か
ら
も
明
ら
か
な
と
お
り
、

ク
ー
ル
ベ
の
油
彩
作
品
の
デ
ィ
ジ
ョ
ン
入
り
を
前
に
し
て
、
政
治
的
な
お
膳
立
て
が
整
っ
て
ゆ
く
。

こ
こ
で
同
時
代
の
政
治
状
況
を
必
要
最
低
限
、
確
認
し
て
お
こ
う
。
一
八
四
八
年
の
一
二
月
に
選
挙
で
大
統
領
に
選

ば
れ
た
ル
イ
＝
ナ
ポ
レ
オ
ン
は
、
五
〇
年
の
夏
、
遊
説
の
途
上
ブ
ザ
ン
ソ
ン
に
も
立
ち
寄
っ
た
。
そ
れ
に
先
立
つ
三
月

の
予
備
選
挙
で
は
左
翼
陣
営
が
勝
利
を
収
め
た
が
、
五
月
末
の
法
律
「
改
正
」
で
普
通
選
挙
権
が
停
止
さ
れ
、
三
百
万
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人
に
及
ぶ
左
翼
同
調
者
や
労
働
者
が
選
挙
資
格
を
失
っ
て
い
る
。
そ
し
て
翌
年
の
五
一
年
一
二
月
二
日
に
は
ナ
ポ
レ
オ

ン
に
よ
る
ク
ー
デ
タ
が
発
生
し
、
年
末
の
信
任
投
票
の
成
立
と
と
も
に
、
共
和
派
反
対
勢
力
の
粛
清
が
始
ま
っ
て
ゆ
く
。

ク
ー
ル
ベ
が
《
石
割
り
》
制
作
の
様
子
を
細
か
く
報
告
し
た
相
手
の
フ
ラ
ン
シ
ス
・
ヴ
ェ
ー
は
、
一
八
五
〇
年
一
月

か
ら
『
ビ
エ
ズ
・
ド
・
セ
リ
ー
ヌ
』
と
題
す
る
小
説
を
『
ナ
シ
ョ
ナ
ル
』
紙
に
掲
載
し
始
め
て
い
た
。
こ
こ
で
は
ほ
か

な
ら
ぬ
《
石
割
り
》
の
親
子
ふ
た
り
が
登
場
人
物
と
な
っ
て
い
る
。
父
ト
マ
は
、
息
子
ジ
ャ
ン
・
グ
ル
ッ
ス
が
（
ビ
ュ

シ
ョ
ン
同
様
に
）
服
役
し
、
も
う
ひ
と
り
の
息
子
も
兵
役
に
つ
い
て
い
る
間
に
、
自
ら
も
病
気
に
倒
れ
、
値
上
げ
さ
れ

た
地
代
の
支
払
い
が
で
き
ず
、
石
割
り
人
夫
に
転
落
し
た
、
と
い
う
想
定
だ
っ
た
。
た
し
か
に
そ
こ
に
は
、
直
接
に
革

命
を
促
す
政
治
宣
言
は
な
い
。
だ
が
間
接
税
の
導
入
や
兵
役
な
ど
に
よ
る
農
村
の
疲
弊
の
描
写
は
現
実
問
題
で
あ
り
、

そ
の
結
果
と
し
て
、
農
民
と
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
と
の
双
方
に
と
っ
て
不
毛
な
葛
藤
が
生
ま
れ
て
い
た

。
ほ
か
な
ら
ぬ
ナ
ポ

9

レ
オ
ン
・
ボ
ナ
パ
ル
ト
は
こ
の
状
況
を
巧
み
に
利
用
し
て
権
力
を
掌
握
し
た
。
一
八
五
一
年
の
「
サ
ロ
ン
」
評
で
テ
オ

フ
ィ
ー
ル
・
ゴ
ー
テ
ィ
エ
は
こ
の
ヴ
ェ
ー
の
小
説
に
触
れ
「
バ
ル
ザ
ッ
ク
以
来
最
良
の
農
民
研
究
」
と
評
し
て
い
る
。

4
公
開

一
八
五
〇
年
の
パ
リ
の
サ
ロ
ン
開
幕
は
一
二
月
三
〇
日
に
ず
れ
込
み
、
一
般
開
放
は
翌
年
一
月
三
日
か
ら
と
な
っ
た
。

ク
ー
ル
ベ
が
提
出
し
た
九
点
の
作
品
は
す
べ
て
受
け
入
れ
ら
れ
た
。
そ
の
背
景
に
は
、
四
九
年
の
サ
ロ
ン
出
品
の
《
オ

ル
ナ
ン
の
食
休
み
》
が
受
賞
し
て
リ
ー
ル
美
術
館
買
い
上
げ
と
な
り
、
規
定
に
従
っ
て
ク
ー
ル
ベ
が
無
鑑
査
の
特
典
を

得
て
い
た
事
実
が
あ
る
。
さ
も
な
け
れ
ば
、
お
そ
ら
く
《
オ
ル
ナ
ン
の
埋
葬
》
は
落
選
し
た
だ
ろ
う
、
と
推
測
し
た
同

時
代
の
批
評
家
も
あ
っ
た
。
逆
に
だ
か
ら
こ
そ
ク
ー
ル
ベ
側
に
と
っ
て
は
、
こ
の
年
の
サ
ロ
ン
は
、
無
鑑
査
を
楯
に

と
っ
て
野
心
的
な
提
案
を
実
行
に
移
す
好
機
で
も
あ
っ
た
。
実
際
、
作
品
陳
列
委
員
会
で
は
意
見
が
割
れ
た
こ
と
が
知
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ら
れ
、《
埋
葬
》（
正
式
に
は
《
オ
ル
ナ
ン
に
お
け
る
或
る
埋
葬
の
歴
史
画
》
と
称
す
る
）（
図
6
）
は
か
ろ
う
じ
て
サ
ロ

ン
の
方
形
の
間
の
上
部
に
吊
る
さ
れ
た
が
、
そ
れ
以
外
の
作
品
は
め
だ
た
な
い
上
階
に
別
展
示
さ
れ
た

。
10

こ
の
美
術
界
最
大
の
年
中
行
事
に
は
、
当
時
、
四
〇
に
の
ぼ
る
新
聞
紙
上
に
批
評
や
戯
画
評
が
連
載
さ
れ
て
い
た
（
図

7
）
。
こ
れ
ら
の
サ
ロ
ン
評
を
総
覧
し
た
ク
ラ
ー
ク
の
研
究
に
よ
れ
ば
、
ク
ー
ル
ベ
は
「
絵
画
の
プ
ル
ー
ド
ン
」
で
あ
り

「
ク
ー
ル
ベ
氏
と
社
会
主
義
芸
術
」
と
い
っ
た
評
価
や
「
ク
ー
ル
ベ
の
絵
画
は
革
命
の
発
動
機
」
に
し
て
「
民
衆
の
持

分
」
を
記
す
と
い
っ
た
論
調
が
、
体
制
派
か
ら
中
道
、
反
体
制
派
に
ま
で
広
く
分
布
し
て
い
る
。
そ
の
多
く
が
な
か
ば

し
る

軽
蔑
、
な
か
ば
警
戒
の
色
合
い
だ
っ
た
な
か
で
、
ク
ー
ル
ベ
を
政
治
的
に
弁
明
し
た
批
評
は
三
つ
数
え
ら
れ
る
。『
和
平

民
主
主
義
』
紙
の
サ
バ
チ
エ
＝
ウ
ン
ゲ
ー
ル
は
画
家
を
「
民
主
主
義
者
」
に
し
て
「
民
衆
」
の
芸
術
家
と
呼
び
、
ク
ー

ル
ベ
の
画
布
か
ら
は
「
無
産
者
階
級
が
栄
誉
を
受
け
る
」
と
宣
告
す
る
。『
週
報
』
の
レ
オ
ン
・
ノ
エ
ル
は
芸
術
が
「
平

民
」
の
も
の
と
な
る
時
代
の
到
来
を
訴
え
、
Ｐ
・
ペ
ト
ロ
は
社
会
主
義
者
の
新
聞
『
普
遍
投
票
』
紙
で
ク
ー
ル
ベ
の

「
顕
著
に
正
し
く
革
命
的
な
考
え
」
を
歓
迎
し
て
み
せ
る
。
と
は
い
え
、
あ
と
の
ふ
た
り
は
こ
の
政
治
的
前
振
り
に
つ
づ

い
て
、
ク
ー
ル
ベ
の
装
っ
た
無
垢
さ
、
主
題
の
低
俗
さ
、
構
図
の
ぞ
ん
ざ
い
な
様
を
批
判
す
る
こ
と
に
批
評
の
主
目
的

を
傾
け
る
。

ク
ー
ル
ベ
を
こ
と
さ
ら
「
社
会
主
義
」
と
結
び
付
け
る
発
想
が
ど
こ
か
ら
登
場
し
た
の
か
。
そ
れ
は
、
同
時
代
の
四

〇
点
に
及
ぶ
美
術
批
評
か
ら
で
は
、
に
わ
か
に
見
定
め
難
い
。
そ
う
し
た
中
で
、
当
時
の
政
治
的
な
雰
囲
気
を
伝
え
る

貴
重
な
回
想
を
残
し
た
の
が
、
社
会
主
義
者
の
ジ
ュ
ー
ル
・
ヴ
ァ
レ
ス
だ
っ
た
。
展
覧
会
の
廊
下
を
歩
い
て
い
た
、
当

時
二
〇
歳
に
も
な
ら
ぬ
若
者
た
ち
は
、《
石
割
り
》
と
題
さ
れ
た
画
布
の
前
で
思
わ
ず
立
ち
止
ま
っ
た
と
い
う
。

絵
に
は
赤
でG

.C
O
U
R
B
E
T

と
署
名
が
あ
っ
た
。
我
々
の
感
動
は
深
か
っ
た
。
皆
熱
狂
的
だ
っ
た
。
頭
が
沸
騰
し

て
い
た
時
代
だ
っ
た
の
だ
。
苦
し
み
、
打
ち
の
め
さ
れ
た
人
々
に
対
し
て
、
心
の
奥
底
か
ら
敬
意
を
払
っ
て
い
た
。

新
た
な
芸
術
も
ま
た
、
正
義
と
真
実
の
勝
利
の
た
め
に
貢
献
す
る
こ
と
を
、
我
々
は
要
求
し
て
い
た
の
だ
。11
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「
画
家
の
不
器
用
さ
、
あ
る
い
は
才
能
」
は
、
貧
し
く
硬
直
し
た
人
物
の
姿
を
見
事
に
捉
え
「
恩
知
ら
ず
な
空
の
下
で

苦
力
に
従
事
す
る
人
種
」
が
「
致
命
的
な
固
着
（im

m
obilité

fatale

）」
へ
と
宣
告
さ
れ
、
つ
ま
り
脱
出
不
能
な
ジ
リ
貧

の
窮
乏
状
態
に
落
ち
込
ん
で
、
に
っ
ち
も
さ
っ
ち
も
ゆ
か
ぬ
様
を
指
し
示
し
て
い
た
、
と
ヴ
ァ
レ
ス
は
言
う
。

《
石
割
り
》
は
、
も
は
や
ミ
レ
ー
の
よ
う
に
田
園
の
生
活
を
詩
的
に
理
想
化
し
て
描
き
は
し
な
い
。
ま
た
社
会
的
な
悲

惨
を
劇
的
な
舞
台
装
置
に
設
え
て
お
涙
頂
戴
式
に
上
演
す
る
こ
と
も
し
な
い
。
悲
惨
さ
の
物
理
的
な
現
実
が
、
芸
術

し
つ
ら

に
あ
る
べ
き
品
位
な
ど
無
視
し
て
、
ま
さ
に
そ
の
ま
ま
物
理
的
に
サ
ロ
ン
の
会
場
に
侵
入
す
る
。
自
由
主
義
的
な
古
典

趣
味
人
と
い
っ
て
よ
い
ゴ
ー
テ
ィ
エ
は
ク
ー
ル
ベ
に
「
醜
悪
な
る
も
の
の
マ
ニ
エ
リ
ス
ト
」
を
見
て
取
っ
た
（『
ラ
・
プ

レ
ス
』
紙
一
八
五
一
年
二
月
一
五
日
）。「
Ｎ
」
と
い
う
匿
名
の
批
評
家
は
「
ク
ー
ル
ベ
は
一
撃
に
し
て
芸
術
を
破
壊
し
、

そ
れ
に
取
っ
て
替
わ
っ
た
。
芸
術
の
否
定
が
芸
術
そ
の
も
の
に
替
わ
っ
た
以
上
、
そ
こ
に
芸
術
は
な
い
。［
中
略
］
わ
が
眼

は
平
等
主
義
の
絵
画
を
見
た
の
だ
」
と
論
評
し
た
（『
ベ
ル
ギ
ー
独
立
』
紙
、
一
八
五
一
年
一
月
二
二
日
）。

こ
れ
は
直
接
に
は
《
オ
ル
ナ
ン
の
埋
葬
》
に
対
す
る
見
解
だ
が
、《
石
割
り
》
の
闖
入
も
、
そ
れ
を
歓
迎
す
る
か
拒
絶

す
る
か
は
と
に
か
く
、《
埋
葬
》
に
劣
ら
ぬ
秩
序
破
壊
行
為
と
認
識
さ
れ
た
。
そ
れ
も
、
絵
画
世
界
に
既
存
の
秩
序
を
破

壊
す
る
だ
け
で
は
な
く
、
絵
画
鑑
賞
が
暗
黙
の
前
提
と
し
て
い
た
社
会
秩
序
そ
の
も
の
に
対
す
る
侵
食
が
、
こ
の
絵
を

出
発
点
に
現
実
世
界
に
波
及
し
て
ゆ
く
。
当
時
の
首
都
パ
リ
は
、
産
業
革
命
の
進
行
に
と
も
な
う
田
舎
か
ら
の
無
産
者

階
級
の
流
入
と
と
も
に
、
出
身
地
別
の
伝
統
的
な
棲
み
分
け
が
崩
壊
し
、
富
裕
層
と
貧
困
層
と
の
地
区
別
の
対
立
が
激

化
し
て
、
混
沌
と
し
た
状
況
を
呈
し
つ
つ
あ
っ
た
。
ク
ー
ル
ベ
の
絵
画
作
品
は
、
観
衆
に
そ
う
し
た
社
会
的
脅
威
の
現

実
を
過
た
ず
突
き
つ
け
る
だ
け
の
衝
撃
力
を
発
揮
し
た
。
そ
れ
は
人
々
が
「
社
会
主
義
」
へ
の
期
待
や
脅
威
を
読
み
込

あ
や
ま

む
の
に
最
適
な
器
と
な
っ
た
。

一
八
五
一
年
の
暮
、
政
治
結
社
へ
の
違
法
参
加
を
誣
告
さ
れ
た
ク
ー
ル
ベ
は
、
嫌
疑
を
否
定
し
な
が
ら
も
、
こ
れ
を

逆
手
に
と
り
、
自
分
を
「
社
会
主
義
の
画
家
」
呼
ば
わ
り
す
る
な
ら
、
そ
れ
も
結
構
、「
自
分
は
社
会
主
義
者
で
あ
る
の

み
な
ら
ず
、
民
主
主
義
者
に
し
て
共
和
主
義
者
、
要
す
る
に
一
言
で
い
え
ば
あ
り
と
あ
る
革
命
の
賛
同
者
、
そ
し
て
な
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図6 ギュスターヴ・クールベ《オルナンにおける或る埋葬の歴史画》
1849-50年 油彩 画布 315×668cm パリ、オルセー美術館

1850年のサロンに出品。1855年の万国博覧会で展示を拒絶され、クールベによる個展「レアリズムの殿堂」にて展覧。画家の家族の手元に保

存され、ジュリエット・クールベにより1882年にルーヴル美術館に寄贈。その後百年以上を経た1986年、オルセー美術館開館に伴い、オルセー

美術館に移送。写真は、オルセー美術館、クールベの展示コーナーにおける、展示状況。左端の人物(筆者)と比較すると、画面の巨大さが納

得されよう。筆者が指さしているあたりに、元来はより巨大な署名が赤の絵の具でなされていた（図7参照）。その痕跡は、現在でも瀝青の黒地の

下に盛り上がって、かすかに透けて見える（2007年3月14日撮影）。

図7 シャム《画匠クールベによる《オルナンの埋葬》》
『ル・シャリヴァリ』誌1851年4月7日付け掲載の戯画

キャプションにはこう記されている。「サロンで一番目立つ画布。それも当然。埋葬は普通悲しいもの。クールベ氏は虫の食った伝統は恬として受

け入れず、出来合いの道は歩かず、ご覧のようにかれの埋葬を組み立てたので、眺めると熱狂の喜びに捕われる。」1850年のサロン展示の段

階では、この戯画にあるように巨大な赤で署名がされており、これも「社会主義」との連想を掻きたてたという。

図版出典：CharlesLéger,Courbetselonlescaricaturesetlesimages,Paris,PaulRosenberg,éditeur,1920,p.15.

に
よ
り
も
ま
ず
レ
ア
リ
ス
ト
」
と
公
言
す
る
に
至
る
。
そ
れ
は
仇
敵
と
な
る
ナ
ポ
レ
オ
ン
三
世
が
国
家
を
簒
奪
す
る

さ
ん
だ
つ

12

直
前
に
当
た
る
時
期
の
こ
と
だ
っ
た
。

5
思
想

秩
序
破
壊
者
と
し
て
の
社
会
主
義
者
の
イ
メ
ー
ジ
は
、
同
時
代
の
プ
ル
ー
ド
ン
の
戯
画
と
も
共
通
す
る
。「
財
産
と

は
窃
盗
で
あ
る
」
と
『
財
産
と
は
な
に
か
』（
一
八
四
〇
年
）
で
喝
破
し
た
社
会
主
義
者
は
、
一
八
四
八
年
の
あ
る
石
版

画
に
は
、
鶴
嘴
を
も
っ
て
私
有
財
産
を
破
壊
す
る
巨
人
さ
な
が
ら
の
姿
（
？
）
で
描
か
れ
て
い
る
（
図
8
）
。
鶴
嘴
は
《
石

割
り
》
で
老
人
が
振
り
上
げ
る
道
具
、
や
が
て
将
来
、
肉
体
労
働
者
を
象
徴
す
る
、
社
会
主
義
リ
ア
リ
ズ
ム
定
型
の
寓

意
と
な
る
持

物
だ
が
、
そ
れ
は
一
八
七
一
年
に
は
、
ヴ
ァ
ン
ド
ー
ム
広
場
の
円
柱
を
倒
す
ク
ー
ル
ベ
自
身
の
戯
画
に

ア
ト
リ
ビ
ュ
ー
ト

も
、
再
登
場
す
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
プ
ル
ー
ド
ン
は
『
貧
困
の
哲
学
』（
一
八
四
六
年
）
で
、
労
働
を
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー

ト
の
所
有
に
帰
す
べ
き
資
本
と
考
え
、
社
会
の
発
展
と
と
も
に
、
労
働
は
美
的
な
性
格

を
帯
び
、
労
働
生
産
物
も
人
類
の
美
徳
を
表
現
し
う
る
よ
う
な
芸
術
へ
と
進
化
す
る
、

と
説
い
て
い
た
。
ク
ー
ル
ベ
は
数
年
後
の
《
画
家
の
ア
ト
リ
エ
》（
一
八
五
五
年
）
の
右

側
に
自
分
の
支
持
者
た
ち
を
配
列
し
た
際
に
、「
詩
人
」
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
や
、「
批
評
家
」

シ
ャ
ン
フ
ル
ー
リ
な
ど
と
と
も
に
、
刑
務
所
か
ら
出
所
し
た
ば
か
り
の
プ
ル
ー
ド
ン
を

「
思
想
」
の
「
現
実
的
寓
意
」
と
し
て
描
き
、「
芸
術
に
よ
る
人
類
の
救
済
」
と
い
う
思

想
を
プ
ル
ー
ド
ン
と
分
か
ち
合
う
こ
と
と
な
る
だ
ろ
う
（
図
9
）
。

そ
の
プ
ル
ー
ド
ン
の
遺
著
と
な
る
『
芸
術
の
原
理
と
そ
の
社
会
的
使
命
』（
一
八
六
五

年
）
は
、
ほ
か
な
ら
ぬ
ク
ー
ル
ベ
の
作
品
、《
法
話
の
帰
り
道
》（
図

）
に
魅
了
さ
れ
た

10
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図8 著者不明《財産を破壊するピエール=ジョゼフ・プルードン》
1848年 石版画

キャプションには、「財産を破壊する唯一の方法：友よ、汝（toi）がかくのごとく続けるならば、屋根

（toit）なき共和国となることだろう」との駄洒落が読まれる。

図版出典：ジェームズ・ルービン『クールベ』「岩波 世界の美術」三浦篤訳、岩波書店、2004年、62頁



思
想
家
が
、
作
品
弁
明
の
た
め
に
綴
っ
た
評
論
を
核
と
し
て
発
展
し
、

成
立
し
た
著
作
だ
っ
た
。《
市
か
ら
帰
る
フ
ラ
ジ
ェ
の
農
民
た
ち
》よ
り

さ
ら
に
一
回
り
巨
大
な
《
法
話
の
帰
り
道
》
に
は
、
昼
間
か
ら
天
下
の

公
道
で
泥
酔
す
る
カ
ト
リ
ッ
ク
の
坊
様
た
ち
の
醜
態
が
滑
稽
に
描
か
れ
、

そ
の
堕
落
ぶ
り
が
揶
揄
さ
れ
て
い
た
。
プ
ル
ー
ド
ン
は
、
こ
の
絵
画
は

宗
教
的
戒
律
の
無
力
さ
を
示
し
て
い
る
も
の
だ
と
指
摘
し
、
罪
を
犯
す

聖
職
者
は
職
業
の
犠
牲
で
こ
そ
あ
れ
、
偽
善
者
で
も
背
教
者
で
も
な
い
、

と
主
張
し
て
い
る
。
こ
の
著
作
で
プ
ル
ー
ド
ン
は
「
ク
ー
ル
ベ
以
前
に

も
社
会
主
義
絵
画
を
試
み
た
者
は
あ
っ
た
が
、
そ
れ
は
失
敗
に
終
わ
っ

た
｣
と
宣
告
す
る
。
ク
ー
ル
ベ
が
理
想
を
殺
し
た
、
と
す
る
定
説
を
裏

返
し
、
プ
ル
ー
ド
ン
は
ク
ー
ル
ベ
こ
そ
が
《
石
割
り
》
と
《
セ
ー
ヌ
河

畔
の
お
嬢
さ
ん
た
ち
》
で
前
例
を
見
な
い
ほ
ど
強
く
理
想
を
高
め
た
の

だ
、
と
議
論
を
転
倒
さ
せ
る
。《
石
割
り
》
は
今
日
の
工
業
文
明
に
対
す

る
皮
肉
で
あ
り
、
人
間
が
機
械
の
奴
隷
と
化
し
て
い
る
逆
説
の
寓
意
だ

と
い
う
。
搾
取
に
対
す
る
治
療
薬
の
必
要
を
美
学
が
説
い
て
い
る
。
な

ぜ
な
ら
「
都
会
の
住
人
で
あ
れ
農
民
で
あ
れ
、
労
働
者
で
あ
れ
無
産
者

階
級
で
あ
れ
、
フ
ラ
ン
ス
の
六
百
万
の
魂
が
、
運
命
次
第
で
は
石
割
人

夫
の
境
涯
に
い
つ
陥
る
と
も
限
ら
な
い
」
の
だ
か
ら
。
農
民
た
ち
は
、

こ
の
絵
を
、
ほ
か
な
ら
ぬ
自
分
た
ち
の
教
会
の
祭
壇
に
据
え
る
こ
と
だ

ろ
う
。《
石
割
り
》
は
聖
書
の
譬

話
に
値
す
る
の
だ
か
ら
。
そ
れ
は

た
と
え
ば
な
し

「
行
動
す
る
道
徳
（la

m
oral
en
action

）」
な
の
だ
。
こ
れ
と
対
比
さ
れ
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《画家のアトリエ》（部分、画面右側）《画家のアトリエ》（部分、画面中央）
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図9 ギュスターヴ・クールベ《画家のアトリエ》あるいは

《我が芸術的・精神的人生の7年間の相を決定する、我がアトリエの内部：現実的寓意》
1855年 油彩 画布 359×596cm オルセー美術館

1855年の万国博覧会出品を拒絶され、クールベの個展「レアリスムの殿堂」に展示。1881年にクールベのアトリエ売立てで競売に付された

のち、複数の所有者の手を経て、募金によりルーヴル友の会により取得されて1920年、ルーヴル美術館蔵。1986年、オルセー美術館に移

送。

画面右には、右端に読書中の詩人ボードレール、座っている横顔の批評家シャンフルーリ、その背後にマックス・ビュション、眼鏡をかけた

プルードン、その左に個展開設を資金援助したブリュイヤース、左端にアルフォンス・プロメイエなど、クールベの仲間たち。1978年にエ

レーヌ・トゥッサンが新たな提案をし、ビュションの背後の人物を、友人のユルバン・キュエノーと同定したほか、手前の二人連れはフーリエ

主義者のフランソワ・サバティエとその妻で歌手のキャロリーヌだろうと推定した。さらにトゥッサンは、従来不明とされてきた左手の人物たちに

関して、腰かける「密猟者」はナポレオン三世に他ならず、左端の「ユダヤ人」は財務大臣に任命されたアシル・フールド、山高帽の「司

祭」はカトリック右派の論客ルイ・ヴュイヨなど、皇帝の取り巻きにして画家の敵たちからなることを具体的に指摘した。画面中央には、伝統

的には無垢、真実などの寓意を司る裸婦、子供や犬が、世界に光明をもたらす画家に賛美のまなざしを送る。

《画家のアトリエ》（部分、画面左側）
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図10 ギュスターヴ・クールベ《法話の帰り道》
1862-63年 油彩 画布 229×330cm 現存せず

図11 ギュスターヴ・クールベ《セーヌ河畔のお嬢さんたち》
1856-57年 油彩 画布 174×200cm プティ・パレ美術館

友人のエティエンヌ・ボードリーが1875年所有したのち、1901年にジュリエット・クールベに託し、後者が1902年にパリのプティ・パレ

美術館に寄贈した。

る
の
が
《
セ
ー
ヌ
河
畔
の
お
嬢
さ
ん
た
ち
》（
図

）
。
い
ま
は
麗
し
く
優
雅
な
彼
女
た
ち
を
や
が
て
待
ち
受
け
る
の
は
「
傲

11

慢
と
姦
淫
と
離
婚
と
自
殺
」
と
い
う
将
来
で
あ
り
、
そ
の
「
道
徳
的
悲
惨
と
お
そ
る
べ
き
身
持
ち
の
悪
さ
」
に
比
べ
る

な
ら
ば
、《
石
割
り
》
は
「
彼
ら
の
ボ
ロ
着
に
よ
っ
て
、
芸
術
と
社
会
へ
の
復
讐
を
叫
ん
で
い
る
が
、
実
際
に
は
彼
ら
は

無
害
で
あ
り
、
彼
ら
の
精
神
は
健
全
な
の
だ
」
と
プ
ル
ー
ド
ン
は
結
論
付
け
る

。
13

こ
う
し
て
自
分
の
作
品
に
思
想
史
的
な
次
元
を
授
け
、
道
徳
的
な
「
理
解
」
を
示
し
て
く
れ
る
思
想
家
の
出
現
に
、

ク
ー
ル
ベ
自
身
も
ま
ん
ざ
ら
で
は
な
か
っ
た
様
子
だ
。
一
八
六
五
年
に
プ
ル
ー
ド
ン
が
亡
く
な
る
や
、
ク
ー
ル
ベ
は

「
一
九
世
紀
は
そ
の
水
先
案
内
人
に
し
て
そ
の
製
作
者
を
失
い
」、
羅
針
盤
と
権
威
を
失
っ
た
「
人
類
と
大
革
命
は
漂
流

し
、
再
び
戦
士
と
野
蛮
と
の
手
に
落
ち
る
だ
ろ
う
」
な
ど
と
友
人
の
社
会
主
義
者
、
ギ
ュ
ス
タ
ー
ヴ
・
シ
ョ
ー
デ
宛
の

手
紙
に
綴
っ
て
い
た
。
こ
れ
を
ク
ー
ル
ベ
一
流
の
誇
張
と
見
る
解
釈
も
あ
る
が
、
ど
う
だ
ろ
う

。
オ
ル
ナ
ン
で
思
想

14

家
の
死
の
報
に
接
す
る
や
何
通
も
の
手
紙
を
友
人
た
ち
に
送
り
、
た
だ
ち
に
《
プ
ル
ー
ド
ン
の
肖
像
》
に
取
り
か
か
っ

た
経
緯
か
ら
見
れ
ば
、
む
し
ろ
そ
こ
に
は
画
家
の
切
実
な
実
感
を
読
み
取
る
べ
き
だ
ろ
う
。
大
思
想
家
に
匹
敵
す
る
大

画
家
を
自
認
す
る
ク
ー
ル
ベ
の
傲
慢
さ
を
「
誇
大
妄
想
」
と
呼
ぶ
の
も
容
易
だ
ろ
う
。
だ
が
実
際
に
極
東
の
島
国
の
学

校
教
科
書
に
も
作
品
が
掲
載
さ
れ
る
だ
け
の
、
世
界
史
的
次
元
を
ク
ー
ル
ベ
は
獲
得
し
て
し
ま
う
。
思
想
や
芸
術
が
世

界
を
変
え
る
と
信
じ
え
た
ク
ー
ル
ベ
の
「
誇
大
妄
想
」
は
、
い
た
っ
て
「
現
実
的
な
寓
意
」
あ
る
い
は
夢
と
し
て
、
そ

の
後
の
歴
史
に
よ
っ
て
実
現
さ
れ
て
し
ま
っ
た
わ
け
だ
。
も
っ
と
も
、
そ
の
実
現
に
は
、
な
お
様
々
な
紆
余
曲
折
が
待

ち
受
け
て
い
た
。

6
醜
聞

一
八
五
〇
年
末
の
ク
ー
デ
タ
に
よ
っ
て
成
立
し
た
第
二
帝
政
の
時
代
、
ク
ー
ル
ベ
は
、
共
和
制
を
転
覆
さ
せ
て
皇
帝

稲
賀
繁
美

ク
ー
ル
ベ
《
石
割
り
》
の
軌
跡
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を
僭
称
し
た
ナ
ポ
レ
オ
ン
三
世
と
、
執
拗
な
ま
で
に
対
立
姿

勢
を
誇
示
し
、
機
会
を
捉
え
て
は
帝
政
を
罵
倒
し
て
憚
ら
な

い
。
数
あ
る
逸
話
か
ら
三
つ
に
限
り
紹
介
し
て
お
こ
う
。
た

と
え
ば
、《
水
浴
の
女
た
ち
》（
図

）
は
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
女
性
の

12

肥
満
し
た
醜
悪
な
る
中
年
裸
体
を
忠
実
に
描
き
、
一
八
五
三

年
の
サ
ロ
ン
で
「
顰
蹙
の
成
功
」
を
勝
ち
得
た
こ
と
で
知
ら

れ
る
。
こ
の
サ
ロ
ン
を
訪
れ
た
皇
帝
ナ
ポ
レ
オ
ン
三
世
は
、

理
想
の
女
体
か
ら
は
ほ
ど
遠
く
、「
犀
」
よ
ろ
し
く
締
ま
り
の

な
い
脂
肪
の
塊
に
、
思
わ
ず
乗
馬
用
の
鞭
を
呉
れ
て
や
っ
た

と
言
わ
れ
る
。
そ
の
噂
を
耳
に
し
た
画
家
は
、
も
っ
と
薄
い

画
布
を
使
っ
て
お
け
ば
、
皇
帝
を
器
物
損
壊
の
罪
状
で
告
訴

で
き
た
の
に
、
せ
っ
か
く
の
機
会
を
逃
し
た
と
悔
や
ん
で
見

せ
た
と
い
う
。

ま
た
《
フ
ラ
ジ
ェ
の
樫
の
木
》（
図

）
は
、
一
見
な
ん
の
変
哲
も
な
い
風
景
、
一
本
の
樹
木
の
肖
像
だ
が
、
こ
こ
に

13

も
画
家
ク
ー
ル
ベ
の
、
皇
帝
に
対
す
る
法
外
な
対
抗
心
が
秘
め
ら
れ
て
い
た
。
樫
は
自
由
の
象
徴
だ
が
、
そ
れ
は
皇
帝

の
意
思
に
対
す
る
画
家
の
「
自
由
」
の
主
張
を
も
担
っ
て
い
た
。
そ
の
背
景
に
は
、
こ
ん
な
事
情
が
あ
る
。
紀
元
前
五

二
年
に
、
ロ
ー
マ
帝
国
軍
の
侵
攻
に
対
峙
し
て
、
フ
ラ
ン
ス
の
祖
先
た
る
ガ
リ
ア
は
、
果
敢
な
る
会
戦
を
挑
む
。
そ
の

折
の
ガ
リ
ア
の
英
雄
に
因
ん
で
、
こ
の
作
品
は
《
ヴ
ェ
ル
サ
ン
ジ
ェ
ト
リ
ッ
ク
ス
の
樫
の
木
》
と
も
呼
ば
れ
た
。
当
時
、

皇
帝
ナ
ポ
レ
オ
ン
三
世
は
、
コ
ー
ト
・
ド
ー
ル
地
方
に
発
見
さ
れ
た
別
の
樫
の
木
を
、
こ
れ
こ
そ
古
戦
場
の
故
事
に
謳

わ
れ
た
樫
な
り
、
と
公
認
し
て
い
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
ク
ー
ル
ベ
は
、
自
分
の
故
郷
、
フ
ラ
ジ
ェ
に
現
存
す
る
樫
の

大
木
こ
そ
が
、
本
物
の
《
ヴ
ェ
ル
サ
ン
ジ
ェ
ト
リ
ッ
ク
ス
の
樫
の
木
》
で
あ
る
と
主
張
し
て
、
皇
帝
に
よ
る
お
墨
付
き

C
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図12 ギュスターヴ・クールベ《水浴の女たち》
1853年 油彩 画布 227×193cm

1853年のサロンで「顰蹙の成功」を勝ち得た作品。ゴーティエは「ホッテントットの

ヴィーナス」と（今日では許されぬ）評を下し、シャムは戯評で「45歳にして初めて

入浴した女性」と揶揄した。ドラクロワも4月15日の日記に、筆の力強さと肉付けの

確かさは賞賛しつつも、「形態の野卑さはとにかく、思想の野卑なことには唾棄を催

す」と書き付けた。ふたりの女性の意味不明な腕の姿勢には、長時間の露光を要し

た当時の写真撮影の影響も指摘されている。プルードンによれば、これはブルジョ

ワの大食いと貪欲さと寄生状態という悪徳を批判する道義的鉄槌だった。

の
向
こ
う
を
張
り
、
ま
っ
こ
う
か
ら
公
的
権
力
に
挑
ん
で
見
せ
た
。

さ
ら
に
、
先
に
触
れ
た
《
法
話
の
帰
り
道
》（
図

）
は
、
も
と
よ
り
サ
ロ
ン
展
示
を
拒
絶
さ
れ
る
こ
と
を
計
算
に
入

10

れ
た
、
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
罵
倒
の
主
題
だ
っ
た
。
こ
の
一
八
六
三
年
の
サ
ロ
ン
は
、
審
査
が
と
り
わ
け
峻
厳
を
極
め
、

多
数
の
作
品
が
拒
絶
さ
れ
た
。
落
選
者
た
ち
の
嘆
願
を
聞
き
入
れ
た
皇
帝
の
命
に
よ
っ
て
、
急
遽
「
落
選
者
展
」
が
催

サ
ロ
ン
・
デ
・
ル
フ
ュ
ゼ

さ
れ
、
歴
史
的
事
件
と
し
て
記
憶
さ
れ
て
い
る
が
、
ク
ー
ル
ベ
の
こ
の
作
品
は
、
落
選
者
展
か
ら
も
排
除
さ
れ
た
、
と

多
く
の
伝
記
作
家
は
述
べ
て
い
る
。
詳
細
は
不
明
な
も
の
の
、
敢
え
て
搬
入
し
た
に
し
て
も
、
公
序
良
俗
に
悖
る
と
し

も
と

て
、
条
例
違
反
で
忌
避
さ
れ
た
可
能
性
が
高
い
。
だ
が
、
残
さ
れ
た
書
簡
か
ら
判
断
す
る
限
り
、
皇
帝
の
ご
威
光
な
ど

端
か
ら
軽
蔑
し
て
い
る
ク
ー
ル
ベ
は
、
も
と
よ
り
皇
帝
に
よ
る
温
情
的
救
済
措
置
な
ど
歯
牙
に
も
か
け
な
か
っ
た
様
子

だ
。「
落
選
者
展
」（Le

Salon
des
refusés

）
と
は
字
義
通
り
に
は
、「
拒
絶
さ
れ
た
る
者
た
ち
の

サ
ロ
ン
」
の
意
味
だ
が
、「
拒
絶
者
展
」
な
ど
、
自
ら
拒
絶
し
て
憚
ら
ぬ
の
が
、
ク
ー
ル
ベ
た
る

も
の
の
矜
持
だ
っ
た
と
思
し
い
。
い
う
ま
で
も
な
く
、
こ
の
作
品
は
聖
職
者
を
笑
い
も
の
に
す

る
こ
と
で
、
信
心
篤
い
ウ
ー
ジ
ェ
ニ
ー
皇
后
を
卒
倒
さ
せ
、
そ
の
取
り
巻
き
の
聖
職
者
た
ち
を

立
腹
さ
せ
よ
う
と
狙
っ
た
作
品
だ
っ
た
。
画
家
自
身
が
私
信
に
自
ら
の
下
心
を
、
そ
う
打
ち
明

け
て
い
る
。

こ
う
し
た
ク
ー
ル
ベ
の
片
意
地
と
も
無
邪
気
な
冗
談
と
も
つ
か
ぬ
、
皇
帝
に
対
す
る
敵
愾
心

は
、
第
二
帝
政
の
文
化
的
年
中
行
事
た
る
サ
ロ
ン
を
、
毎
年
の
よ
う
に
彩
っ
た
。
そ
れ
は
、
な

く
て
は
な
ら
な
い
新
聞
種
を
提
供
し
、
義
憤
や
喝
采
に
迎
え
ら
れ
る
と
と
も
に
、
公
衆
の
哄
笑

や
嘲
笑
を
招
い
て
い
た
。
そ
う
し
た
な
か
、
一
八
七
〇
年
の
普
仏
戦
争
で
、
準
備
も
な
い
ま
ま

に
宣
戦
布
告
し
た
ナ
ポ
レ
オ
ン
三
世
は
、
ス
ダ
ン
で
捕
虜
と
な
り
、
フ
ラ
ン
ス
第
二
帝
政
は
瓦

解
し
、
第
三
共
和
制
が
成
立
す
る
。
引
き
続
く
プ
ロ
シ
ア
軍
の
進
軍
と
パ
リ
包
囲
に
伴
い
、
市

民
や
労
働
者
に
よ
る
自
治
政
府
、
パ
リ
・
コ
ミ
ュ
ー
ン
が
成
立
す
る
。
コ
ミ
ュ
ー
ン
に
理
想
の

稲
賀
繁
美

ク
ー
ル
ベ
《
石
割
り
》
の
軌
跡
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図13 ギュスターヴ・クールベ《フラジェの樫の木》
1864年 油彩 画布 89×110cm 東京、村内画廊



社
会
を
見
出
し
た
ク
ー
ル
ベ
は
、
こ
れ
に
積
極
的
に
参
加
し
、

芸
術
家
連
盟
議
長
を
務
め
る
に
至
る
。

だ
が
、
こ
う
し
た
政
治
へ
の
関
与
が
ク
ー
ル
ベ
の
晩
年
に

暗
い
影
を
落
と
す
こ
と
と
な
る
。
そ
の
象
徴
と
な
る
の
が
、

ヴ
ァ
ン
ド
ー
ム
広
場
の
円
柱
を
崩
壊
さ
せ
た
事
件
で
あ
る
。

こ
の
円
柱
は
、
ナ
ポ
レ
オ
ン
一
世
が
オ
ー
ス
テ
ル
リ
ッ
ツ
の

戦
い
で
捕
獲
し
た
大
砲
を
鋳
溶
か
し
て
作
ら
れ
た
も
の
だ
っ

た
。
そ
の
た
め
、
憎
む
べ
き
ボ
ナ
パ
ル
ト
派
の
象
徴
と
さ
れ
、

そ
の
解
体
が
、
共
和
国
成
立
の
初
期
か
ら
日
程
表
に
あ
が
っ

て
お
り
、
コ
ミ
ュ
ー
ン
末
期
の
一
八
七
一
年
五
月
一
六
日
に

実
行
に
移
さ
れ
た
（
図

）
。
コ
ミ
ュ
ー
ン
の
崩
壊
後
、
こ
の
一
件
が
裁
判
沙
汰
に

14

な
っ
て
以
来
、
ク
ー
ル
ベ
は
、
記
念
柱
引
き
倒
し
へ
の
関
与
を
一
貫
し
て
否
認
し
た

も
の
の
、「
解
体
」
を
訴
え
た
意
見
書
を
具
申
し
て
い
た
事
実
を
根
拠
に
、
記
念
柱
損

壊
の
全
責
任
を
一
身
に
背
負
わ
さ
れ
、
賠
償
支
払
い
の
た
め
、
全
財
産
差
し
押
さ
え

の
危
機
に
直
面
す
る
。
一
八
七
三
年
に
は
、
訴
追
を
逃
れ
る
た
め
に
、
ク
ー
ル
ベ
は

故
郷
か
ら
山
中
の
道
を
辿
っ
て
、
ス
イ
ス
へ
の
亡
命
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
。

事
件
直
後
の
一
八
七
一
年
の
戯
画
に
、
石
割
り
人
夫
に
扮
し
た
ク
ー
ル
ベ
が
、
表

面
に
青
銅
浅
浮
彫
を
貼
り
付
け
た
ヴ
ァ
ン
ド
ー
ム
の
石
柱
を
叩
き
割
っ
て
い
る
図
像

が
あ
る
（
図

）
。
レ
オ
ン
ス
・
シ
ェ
レ
ー
ル
に
よ
る
こ
の
戯
画
に
は
、
こ
う
文
句
が

15

付
さ
れ
て
い
る
。「
や
が
て
円
柱
を
倒
壊
さ
せ
る
こ
と
に
な
る
こ
の
男
は
、
石
割
人

夫
と
し
て
そ
の
履
歴
を
始
め
た
の
で
あ
っ
た
」。
あ
た
か
も
、《
石
割
り
》
の
画
家
は
、

C
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図15 レオンス・シェレール
《やがて円柱を倒壊させることになるこの男は、
石割人夫としてその履歴を始めたのであった》
『コミューンの思い出』1871年8月4日。

図版出典：CharlesLéger,Courbetselonlescaricatureset
lesimages,Paris,PaulRosenberg,éditeur,1920,p.101.

図14 ダニエル・ヴィエルジェの素描、メオールの版画

《円柱の倒壊》（1871年5月16日）
『ル・モンド・イリュストレ』1871年

続く5月28日には市民戦争は終結し、コミューンは崩壊を遂げる。

潜伏していたクールベは6月7日に捕らえられ、9月2日には

ヴェルサイユの軍法会議で有罪を宣告される。

図版出典：CharlesLéger,Courbetselonlescaricaturesetlesimages,
Paris,PaulRosenberg,éditeur,1920,p.94.

そ
の
生
涯
の
総
決
算
と
し
て
、
ヴ
ァ
ン
ド
ー
ム
の
円
柱
の
石
材
を
砕
く
こ
と
を
運
命
づ
け
ら
れ
て
い
た
か
の
よ
う
だ
。

そ
し
て
こ
う
し
た
戯
画
の
流
通
は
、
無
産
者
階
級
の
仕
事
を
描
い
た
ク
ー
ル
ベ
と
、
そ
の
盟
友
で
あ
り
、
私
的
財
産
の

廃
止
を
訴
え
た
プ
ル
ー
ド
ン
の
姿
、
さ
ら
に
は
ヴ
ァ
ン
ド
ー
ム
の
円
柱
を
破
壊
し
た
下
手
人
た
る
ク
ー
ル
ベ
と
を
結
び

付
け
る
観
念
連
合
に
貢
献
し
、
そ
の
さ
ら
な
る
増
強
に
加
担
し
た
。
コ
ミ
ュ
ー
ン
の
崩
壊
後
、
社
会
主
義
者
た
ち
は「
暴

力
革
命
家
」
の
烙
印
を
押
さ
れ
る
。
生
き
残
っ
た
コ
ミ
ュ
ナ
ー
ル
た
ち
は
、
第
三
共
和
制
初
期
の
軍
事
法
廷
に
よ
っ
て

訴
追
さ
れ
、
重
罪
犯
た
ち
は
、
太
平
洋
の
ニ
ュ
ー
・
カ
レ
ド
ニ
ア
や
南
米
ギ
ア
ナ
の
「
地
獄
島
」
ほ
か
の
流
刑
地
へ
と

送
ら
れ
て
い
っ
た
。

7
復
権

ク
ー
ル
ベ
は
亡
命
先
の
ラ
・
ト
ゥ
ー
ル
・
ド
・
ペ
レ
ス
で
一
八
七
七
年
一
二
月
末
日
に
死
去
す
る
。
一
八
八
〇
年
七

月
一
四
日
に
は
恩
赦
が
発
表
さ
れ
、
国
外
追
放
と
な
っ
て
い
た
コ
ミ
ュ
ー
ン
派
の
帰
国
が
許
可
さ
れ
、
罰
金
支
払
い
の

義
務
も
帳
消
し
と
さ
れ
た
。
そ
う
し
た
状
況
の
中
で
、
年
来
の
友
人
で
あ
り
、
自
然
主
義
の
擁
護
者
と
し
て
有
名
な
美

術
評
論
家
、
ジ
ュ
ー
ル
・
カ
ス
タ
ニ
ャ
リ
ー
が
、
ク
ー
ル
ベ
の
死
後
の
復
権
に
尽
力
す
る
。
レ
オ
ン
・
ガ
ン
ベ
ッ
タ
に

同
調
す
る
急
進
的
共
和
派
の
仲
間
た
ち
は
、
一
八
八
二
年
五
月
、
パ
リ
美
術
学
校
大
広
間
で
の
ク
ー
ル
ベ
大
回
顧
展
の

開
催
に
漕
ぎ
着
け
る
。
そ
の
序
文
で
カ
ス
タ
ニ
ャ
リ
ー
は
、
ク
ー
ル
ベ
と
コ
ミ
ュ
ー
ン
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
場
所

を
改
め
て
詳
細
を
公
表
し
た
い
、
と
断
る
。
そ
れ
に
答
え
る
の
が
、
法
律
家
と
し
て
の
資
質
を
発
揮
し
た『
ギ
ュ
ス
タ
ー

ヴ
・
ク
ー
ル
ベ
と
ヴ
ァ
ン
ド
ー
ム
の
円
柱：

死
ん
だ
友
の
た
め
の
弁
明
』（
一
八
八
三
年
）
の
発
刊
だ
っ
た

。
訴
状
の

15

細
部
に
わ
た
っ
て
ク
ー
ル
ベ
の
罪
状
を
否
定
す
る
訴
訟
文
書
の
ご
と
き
体
裁
を
と
る
こ
の
小
冊
子
は
、
そ
れ
に
よ
っ
て

ク
ー
ル
ベ
の
「
政
治
」
問
題
に
決
着
を
つ
け
よ
う
と
す
る
。
カ
ス
タ
ニ
ャ
リ
ー
の
眼
目
は
、
ク
ー
ル
ベ
に
対
す
る
訴
追
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が
論
理
的
に
破
綻
し
て
い
た
こ
と
を
歴
史
家
と
し
て
立
証
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
将
来
に
む
け
て
、
ク
ー
ル
ベ
の
「
画
家
」
と
し
て
の
復
権
を
目
指
す
こ

と
に
あ
っ
た
（
図

）
。
16

美
術
学
校
で
の
回
顧
展
と
時
期
を
同
じ
く
し
て
、
一
八
八
二
年
に
は
《
埋

葬
》
は
画
家
の
妹
の
ジ
ュ
リ
エ
ッ
ト
よ
り
、
ル
ー
ヴ
ル
美
術
館
へ
寄
贈
さ
れ

る
。
こ
れ
へ
の
見
返
り
と
し
て
、
国
家
と
パ
リ
市
は
（
当
時
の
国
家
購
入
年

額
予
算
の
三
割
を
越
え
る
）
一
五
万
フ
ラ
ン
を
計
上
し
、
こ
の
先
《
セ
ー
ヌ

河
畔
の
お
嬢
さ
ん
た
ち
》、《
プ
ル
ー
ド
ン
の
肖
像
》
な
ど
ク
ー
ル
ベ
の
主
要

な
作
品
五
点
を
購
入
し
て
ゆ
く
こ
と
に
な
る
。
一
八
八
九
年
の
パ
リ
万
国
博

覧
会
は
、
フ
ラ
ン
ス
大
革
命
百
周
年
を
祝
う
催
し
だ
っ
た
が
、
そ
こ
で
の
「
フ

ラ
ン
ス
美
術
百
年
展
」
は
、
マ
ネ
の
友
人
だ
っ
た
ア
ン
ト
ナ
ン
・
プ
ル
ー
ス

ト
を
責
任
者
と
し
て
組
織
さ
れ
、
ア
ン
グ
ル
七
点
、
ド
ラ
ク
ロ
ワ
二
十
数
点

に
続
き
、
ク
ー
ル
ベ
の
作
品
は
《
石
割
り
》
ほ
か
一
一
点
が
展
示
さ
れ
た
。
ロ

ジ
ェ
・
マ
ル
ク
ス
も
序
文
で
宣
言
す
る
よ
う
に
、
フ
ラ
ン
ス
絵
画
百
年
の
「
健

全
な
進
化
」
の
中
に
（
し
た
が
っ
て
「
革
命
」
と
は
無
縁
な
文
脈
の
中
に
）、

ク
ー
ル
ベ
も
し
か
る
べ
く
位
置
づ
け
ら
れ
た
。

8
脱
政
治
化

ク
ー
ル
ベ
の
没
後
ま
も
な
く
刊
行
さ
れ
た
主
要
な
書
物
や
研
究
は
、
画
家
の
生
涯
を
極
力
政
治
か
ら
は
切
り
離
し
て

C
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図16 ギュスターヴ・クールベ《嵐のあとのエトルタの断崖》

1869年 油彩 画布 133×162cm パリ、オルセー美術館

1870年のサロン出品。嵐の翌日「下流の港」と呼ばれる側から描いた断崖の姿は、「上流の港」と呼ば

れる反対側から描いた嵐の中の海景と対をなす。批評家のカスタニャリーは「描き方には真実があり、芸

術作品の痕跡が消し去られて自然だけが見える」と絶賛した。ここには批評家にとってあるべき「自然主

義者」クールベの姿が投影されている。印象派のモネが同じエトルタの断崖を集中的に描くのは、この16
年後のこととなる。

扱
お
う
と
す
る
志
向
を
示
す
。
本
論
の
冒
頭
で
も
ふ
れ
た
デ
ィ
ド
ヴ
ィ
ル
伯
爵
は
、
一
八
七
八
年
に
『
ギ
ュ
ス
タ
ー
ヴ
・

ク
ー
ル
ベ：

そ
の
生
涯
と
作
品
に
つ
い
て
の
注
釈
と
文
献
』
で
、
ク
ー
ル
ベ
の
動
物
画
や
狩
猟
画
を
絶
賛
す
る
一
方
、

ク
ー
ル
ベ
は
「
哲
学
者
、
道
徳
家
そ
し
て
政
治
屋
と
し
て
は
単
に
愚
鈍
だ
っ
た
」
と
評
し
、
政
治
は
画
家
に
「
悪
し
き

影
響
」
を
及
ぼ
し
た
と
断
じ
る
と
と
も
に
、「
芸
術
は
政
治
と
は
無
関
係
な
も
の
だ
」
と
の
託
宣
を
添
え
て
見
せ
る
。
カ

ミ
ー
ユ
・
ル
モ
ニ
エ
も
、
一
八
七
八
年
に
公
刊
し
た
『
ク
ー
ル
ベ
と
そ
の
作
品
』
で
「
ク
ー
ル
ベ
は
脳
髄
よ
り
も
む
し

ろ
本
能
だ
」
と
評
価
し
、
画
家
の
本
能
に
こ
そ
天
才
の
片
鱗
を
見
た
。
ま
た
ポ
ー
ル
・
マ
ン
ツ
は
有
力
な
美
術
雑
誌

『
ガ
ゼ
ッ
ト
・
デ
・
ボ
ザ
ー
ル
』
へ
の
連
載
で
、
ク
ー
ル
ベ
の
自
惚
れ
が
そ
の
晩
年
の
失
墜
に
繋
が
っ
た
と
断
じ
る
。
故

郷
の
山
岳
や
海
景
を
描
く
作
品
に
な
か
ば
無
意
識
に
現
れ
る
詩
情
を
評
価
す
る
マ
ン
ツ
は
、
こ
れ
と
は
対
照
的
に
、

ク
ー
ル
ベ
の
意
図
的
な
理
論
や
宣
言
は
真
面
目
に
は
受
け
取
れ
な
い
、
と
い
う
距
離
を
取
っ
た
態
度
を
示
す
。
あ
た
か

も
政
治
上
の
出
来
事
に
つ
い
て
触
れ
る
の
は
、
美
術
批
評
に
は
場
違
い
と
い
っ
た
暗
黙
の
「
良
識
」
が
、
マ
ン
ツ
の
批

評
に
は
見
え
る
。

こ
う
し
た
「
ク
ー
ル
ベ
の
脱
政
治
化
」
が
フ
ラ
ン
ス
第
三
共
和
制
初
期
に
顕
著
に
見
ら
れ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
リ
ン

ダ
・
ノ
ッ
ク
リ
ン
は
、
そ
の
典
型
と
し
て
カ
ス
タ
ニ
ャ
リ
ー
が
企
て
た
が
未
完
に
終
わ
っ
た
遺
著
の
断
片
を
指
摘
す
る

。
16

そ
れ
ら
の
断
片
が
公
表
さ
れ
た
の
は
一
九
一
一
年
の
こ
と
だ
が
、
そ
こ
で
著
者
は
こ
う
宣
言
す
る
。「
死
と
と
も
に
憎

し
み
と
敵
対
は
封
印
さ
れ
、
沈
黙
し
て
い
た
真
実
が
浮
上
し
て
反
論
の
余
地
な
き
判
断
を
形
づ
く
る
」
と

。
コ
ミ
ュ
ー

17

ン
関
与
者
と
し
て
の
ク
ー
ル
ベ
は
忘
れ
ら
れ
、
画
家
と
し
て
の
ク
ー
ル
ベ
が
罪
を
贖
わ
れ
る
。
そ
し
て
一
九
一
八
年

あ
が
な

に
は
、
ク
ー
ル
ベ
の
生
誕
百
周
年
が
故
郷
の
オ
ル
ナ
ン
で
祝
賀
さ
れ
、
画
家
の
遺
骨
が
よ
う
や
く
郷
里
に
埋
葬
さ
れ
る
。

こ
の
一
九
一
八
年
に
は
、
カ
ス
タ
ニ
ャ
リ
ー
と
同
郷
の
サ
ン
ト
出
身
の
美
術
批
評
家
に
し
て
、
マ
ネ
や
印
象
派
の
擁
護

者
で
あ
る
と
と
も
に
、
共
和
派
の
歴
史
家
と
し
て
も
知
ら
れ
て
い
た
テ
オ
ド
ー
ル
・
デ
ュ
レ
が
『
ク
ー
ル
ベ
』
を
公
刊

す
る
。「
ク
ー
ル
ベ
の
最
後
の
生
き
証
人
」
を
自
認
す
る
著
者
は
、
画
家
が
プ
ル
ー
ド
ン
と
結
ん
だ
関
係
は
芸
術
上
、
有

害
無
益
だ
っ
た
と
断
言
し
、
そ
の
結
論
で
、
こ
う
同
郷
の
先
輩
美
術
批
評
家
を
復
唱
す
る
。「
今
日
、
一
九
一
八
年
に
、
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時
は
そ
の
仕
事
を
な
し
た
こ
と
を
感
じ
さ
せ
る
。
政
治
家
と
し
て
の
ク
ー
ル
ベ
は
我
々
の
注
目
か
ら
消
え
去
り
、
同
時

代
人
た
ち
が
彼
の
作
品
に
下
し
た
そ
の
場
限
り
の
判
断
は
一
掃
さ
れ
た
。
作
品
だ
け
が
そ
の
も
て
る
全
て
の
力
を
も
っ

て
残
る
」
。
カ
ス
タ
ニ
ャ
リ
ー
が
ク
ー
ル
ベ
を
コ
ミ
ュ
ー
ン
の
記
憶
か
ら
救
っ
た
と
す
れ
ば
、
デ
ュ
レ
は
ク
ー
ル
ベ
か

18

ら
政
治
一
般
の
痕
跡
を
消
す
こ
と
で
、
ク
ー
ル
ベ
の
画
家
と
し
て
の
復
権
と
列
神
式
を
完
遂
す
る
こ
と
と
な
る
。

9
社
会
主
義

だ
が
、
ク
ー
ル
ベ
の
「
脱
政
治
化
」
は
《
石
割
り
》
の
解
釈
を
巡
っ
て
、
や
が
て
大
き
な
揺
り
返
し
に
直
面
す
る
。

次
に
そ
の
経
緯
を
見
て
お
こ
う
。
ク
ー
ル
ベ
の
死
後
十
年
を
経
た
一
八
八
七
年
に
公
表
し
た
回
想
で
、
ア
レ
ク
サ
ン
ド

ル
・
シ
ャ
ン
ヌ
は
、
ク
ー
ル
ベ
と
プ
ル
ー
ド
ン
が
一
八
五
〇
年
代
に
交
し
た
空
想
上
の
会
話
を
、
戯
画
調
に
描
い
て
み

せ
て
い
た
。
な
ぜ
《
石
割
り
》
を
描
い
た
の
か
、
と
「
市
民
た
る
哲
学
者
」
に
た
ず
ね
ら
れ
た
「
市
民
に
し
て
巨
匠
た

る
画
家
」
は
、「
ま
あ
、
画
趣
に
富
ん
で
自
分
に
ぴ
っ
た
り
の
モ
テ
ィ
ー
フ
を
見
つ
け
た
の
で
」
と
答
え
る
。
こ
れ
に
驚

愕
し
た
思
想
家
は
、
こ
の
よ
う
な
主
題
が
、
あ
ら
か
じ
め
何
ら
の
着
想
も
抱
く
こ
と
な
し
に
描
か
れ
る
な
ど
と
い
う
こ

と
は
受
け
入
れ
難
い
、
あ
な
た
は
報
い
も
な
く
ひ
ど
い
労
苦
に
苛
ま
れ
る
肉
体
労
働
者
や
人
民
の
苦
し
み
を
考
え
た
こ

と
が
な
い
の
か
、
と
難
詰
す
る
。
よ
う
や
く
自
分
が
そ
う
し
た
主
題
を
「
考
え
て
い
た
に
違
い
な
い
」
こ
と
に
気
付
い

た
画
家
は
、
そ
れ
以
来
、
よ
く
こ
う
述
べ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
だ
と
い
う
。「
人
は
私
が
描
く
喜
び
の
た
め
に
描
い
て
い

て
、
絵
の
主
題
に
つ
い
て
思
考
を
め
ぐ
ら
す
こ
と
な
ど
な
い
と
考
え
て
い
る
よ
う
だ
。
し
か
し
友
よ
、
そ
れ
は
間
違
っ

て
い
る
。
私
の
絵
に
は
常
に
人
類
に
関
す
る
哲
学
的
な
考
え
が
あ
る
。
だ
が
、
そ
れ
は
し
ば
し
ば
隠
さ
れ
て
い
る
。
そ

れ
を
見
つ
け
出
せ
る
か
ど
う
か
は
、
あ
な
た
し
だ
い
だ
」
と
。

19

政
治
や
思
想
に
は
不
向
き
な
ク
ー
ル
ベ
が
、
芸
術
な
ど
か
ら
き
し
分
か
り
も
し
な
い
プ
ル
ー
ド
ン
の
言
葉
を
お
ろ
か
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に
も
真
に
受
け
た

―
こ
れ
は
初
期
に
ク
ー
ル
ベ
を
擁
護
し
た
批
評
家
シ
ャ
ン
フ
ル
ー
リ
が
一
八
七
〇
年
に
漏
ら
し
た

慨
嘆
だ
っ
た

。
シ
ャ
ン
ヌ
の
戯
画
は
、
こ
の
政
治
遊
び
が
ク
ー
ル
ベ
の
晩
年
に
招
い
た
悲
惨
な
結
末
を
見
定
め
た
う

20

え
で
、
ふ
た
り
の
「
偉
人
」
の
交
流
を
滑
稽
に
揶
揄
し
て
描
い
て
み
せ
た
。

だ
が
、《
石
割
り
》
制
作
か
ら
ほ
ぼ
一
世
紀
を
経
た
時
点
で
、
こ
う
し
た
非
政
治
的
な
ク
ー
ル
ベ
解
釈
の
論
調
に
断
固

と
し
た
反
対
を
表
明
し
た
の
が
、
ル
イ
・
ア
ラ
ゴ
ン
だ
っ
た
。
冒
頭
に
《
石
割
り
》
の
複
製
を
据
え
た
豪
華
本
『
ク
ー

ル
ベ
と
い
う
模
範
』（
一
九
五
二
年
）
で
、
当
時
ス
タ
ー
リ
ン
主
義
の
科
学
社
会
主
義
を
信
望
し
て
い
た
詩
人
は
、
政
治

芸
術
を
忌
避
す
る
シ
ャ
ン
ヌ
流
の
ク
ー
ル
ベ
像
を
、「
間
違
っ
」
た
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
的
曲
解
と
し
て
修
正
す
る
。

絵
画
に
お
け
る
ク
ー
ル
ベ
現
象
の
出
現
は
、
そ
の
世
紀
に
お
け
る
労
働
者
と
い
う
巨
人
の
目
覚
め
と
時
を
同
じ
く

し
て
い
る
。
ク
ー
ル
ベ
に
よ
る
破
壊
す
な
わ
ち
、
そ
の
物
質
主
義
者
と
し
て
の
態
度
は
、
か
れ
の
先
行
者
に
負
う

も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
労
働
者
と
い
う
こ
の
〈
佇
立
す
る
巨
人
〉
に
負
っ
て
い
る
。
そ
の
理
念
や
哲
学
は
ま
だ

定
式
化
さ
れ
ず
、
な
お
定
式
化
の
途
上
だ
っ
た
も
の
の
、
そ
れ
ら
は
そ
の
［
科
学
的
社
会
主
義
以
前
の
］
空
想
的
な
最
初

の
反
映
を
、
ひ
と
え
に
こ
の
画
家
の
う
ち
に
見
出
し
、
か
く
し
て
歴
史
と
芸
術
と
へ
の
登
場
を
果
た
し
た
の
だ
。21

一
九
世
紀
中
葉
以
前
の
当
時
に
は
ま
だ
「
科
学
的
社
会
主
義
」
が
存
在
し
な
か
っ
た
以
上
、
フ
ィ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
も

ル
ソ
ー
も
、
無
産
者
階
級
を
発
明
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
そ
し
て
こ
れ
ら
の
物
質
主
義
者
た
ち
は
、
己
が
怒
り

や
気
性
、
高
潔
さ
を
養
お
う
に
も
、
観
念
的
社
会
主
義
し
か
手
持
ち
が
な
か
っ
た
。
だ
が
ク
ー
ル
ベ
が
《
水
浴
の
女
た

ち
》
を
描
い
て
か
ら
一
世
紀
が
経
過
し
、
現
代
は
オ
ル
ナ
ン
の
巨
匠
に
、
よ
う
や
く
そ
の
本
来
の
重
要
さ
と
偉
大
さ
を

授
け
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
の
だ
、
と
ア
ラ
ゴ
ン
は
宣
言
す
る
。「
ク
ー
ル
ベ
の
重
要
さ
は
、
か
れ
が
何
を
い

か
に
描
い
た
か
で
は
な
く
、
誰
を
描
い
た
か
に
存
す
る
。
そ
し
て
ガ
リ
バ
ー
の
尺
度
に
立
っ
た
風
景
に
あ
っ
て
は
、
小

人
の
リ
リ
パ
ッ
ト
は
崩
れ
去
っ
て
、
す
べ
て
は
絵
画
に
お
け
る
ク
ー
ル
ベ
に
沿
っ
て
秩
序
づ
け
ら
れ
る
の
で
あ
り
、
か
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く
し
て
美
術
の
歴
史
そ
の
も
の
を
〝
壱
〟
か
ら
考
え
直
す
必
要
が
あ
る
の
だ
」。

消
滅
と
再
生

10
ク
ー
ル
ベ
研
究
史
を
要
領
よ
く
回
顧
し
た
、
ピ
エ
ー
ル
・
ジ
ョ
ル
ジ
ェ
ル
に
よ
れ
ば
、
こ
の
ア
ラ
ゴ
ン
に
よ
る
政
治

的
再
解
釈
は
、
英
米
の
マ
ル
ク
ス
主
義
系
の
学
者
た
ち
に
よ
っ
て
、
た
し
か
な
裏
付
け
を
得
て
き
た

。
ま
ず
メ
イ

22

ヤ
ー
・
シ
ャ
ピ
ロ
の
「
ク
ー
ル
ベ
と
民
衆
図
像
」（
一
九
四
〇
～
四
一
年
）
は
、
ア
ラ
ゴ
ン
の
著
作
に
先
行
す
る
が
、

《
埋
葬
》（
一
八
五
三
年
）
の
下
敷
き
と
し
て
「
人
生
の
階
梯
」
と
い
う
教
訓
的
な
エ
ピ
ナ
ル
民
衆
版
画
が
利
用
さ
れ
て

い
る
こ
と
を
解
明
し
た
論
文
と
し
て
有
名
だ
。
一
八
四
〇
年
代
の
革
命
勢
力
が
希
望
を
託
し
た
「
民
衆
」
は
、
二
月
革

命
前
後
の
時
期
に
は
、
土
地
や
資
産
に
執
着
す
る
農
民
と
、
そ
れ
を
資
本
と
し
て
都
会
へ
の
進
出
を
企
て
る
地
方
小
資

産
家
、
さ
ら
に
職
人
や
工
場
労
働
者
な
ど
、
利
害
を
異
に
す
る
階
層
に
分
化
し
つ
つ
あ
っ
た
。
そ
の
な
か
で
、
勝
利
の

可
能
性
は
ほ
ど
な
く
潰
え
去
っ
た
と
は
い
え
、
労
働
者
階
級
が
歴
史
上
初
め
て
革
命
勢
力
と
し
て
姿
を
現
す
そ
の
瞬
間

を
、
ク
ー
ル
ベ
は
《
石
割
り
》
に
描
い
て
い
た
。
さ
ら
に
革
命
を
忌
避
す
る
農
村
の
富
裕
層
と
、
そ
の
子
弟
と
し
て
都

会
生
活
を
営
む
世
代
の
価
値
観
の
断
絶
も
、
ク
ー
ル
ベ
の
絵
画
が
パ
リ
で
社
会
主
義
と
結
び
付
け
ら
れ
た
背
景
に
は
見

え
て
く
る
。
一
八
六
〇
年
代
の
ク
ー
ル
ベ
は
、
意
識
的
に
社
会
主
義
絵
画
を
実
現
す
る
と
言
い
張
っ
た
が
、
そ
れ
が
も

は
や
適
わ
ぬ
夢
に
過
ぎ
な
か
っ
た
こ
と
も
、
シ
ャ
ピ
ロ
は
冷
徹
に
見
定
め
て
い
た

。
23

そ
の
シ
ャ
ピ
ロ
の
弟
子
筋
に
あ
た
る
リ
ン
ダ
・
ノ
ッ
ク
リ
ン
は
『
レ
ア
リ
ズ
ム
』（
一
九
七
一
年
）
で
《
石
割
り
》
を

取
り
上
げ
る
。
無
償
に
し
て
無
意
味
、
社
会
の
最
下
層
に
位
置
付
け
ら
れ
る
こ
の
肉
体
労
働
、
い
わ
ば
人
間
性
の
零
度

の
地
点
は
、
従
来
の
美
術
に
許
さ
れ
た
人
体
表
象
に
は
想
像
も
つ
か
な
い
対
象
だ
っ
た
。
美
化
も
一
般
化
も
拒
絶
す
る

画
家
の
真
剣
で
経
験
主
義
的
な
描
写
ゆ
え
に
、
対
象
の
こ
わ
ば
り
や
、
不
器
用
で
醜
く
、
陰
気
な
様
ま
で
が
、
物
質
的

C
O
U
R
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な
等
価
性
を
も
っ
た
直
截
さ
で
、
キ
ャ
ン
ヴ
ァ
ス
の
上
に
転
写
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
に
言
葉
の
真
正
な
意
味
で
の
レ
ア

リ
ズ
ム
の
具
体
的
達
成
を
見
る
の
が
、
ノ
ッ
ク
リ
ン
の
読
解
だ
っ
た

。
24

そ
う
し
た
《
石
割
り
》
ほ
か
一
連
の
作
品
の
読
み
直
し
の
到
達
点
を
示
す
の
が
Ｔ
・
Ｊ
・
ク
ラ
ー
ク
の
『
民
衆
の
イ

メ
ー
ジ：

ギ
ュ
ス
タ
ー
ヴ
・
ク
ー
ル
ベ
と
一
八
四
八
年
の
革
命
』（
一
九
七
三
年
）
だ
っ
た
。
ク
ラ
ー
ク
の
画
期
的
な
著

作
は
、
政
治
的
解
釈
と
神
話
の
堆
積
の
底
か
ら
、
当
時
の
歴
史
史
料
を
再
発
掘
し
、
ク
ー
ル
ベ
を
一
八
四
八
年
現
在
の

文
脈
に

蘇

ら
せ
、
そ
の
「
革
命
性
」
を
再
認
識
さ
せ
た
。
本
稿
で
は
そ
の
成
果
に
も
立
脚
し
つ
つ
、《
石
割
り
》
の

よ
み
が
え

辿
っ
た
解
釈
の
変
転
を
、
戯
画
の
影
響
も
考
慮
に
入
れ
て
概
観
し
て
み
た
。

―
―

《
石
割
り
》
と
い
う
た
っ
た
ひ
と
つ
の
油
絵
作
品
を
め
ぐ
っ
て
、
矛
盾
し
対
立
す
る
多
く
の
解
釈
が
立
て
ら
れ
た
。
政

治
的
な
解
釈
は
ク
ー
ル
ベ
自
身
を
巻
き
込
み
、
そ
の
運
命
に
働
き
か
け
、
ま
た
そ
の
死
後
も
歴
史
に
よ
る
作
品
の
意
味

づ
け
を
左
右
し
て
き
た
。
だ
が
《
石
割
り
》
そ
の
も
の
は
、
一
九
四
五
年
二
月
一
三
日
の
ド
レ
ス
デ
ン
空
襲
で
消
滅
し

た
。
そ
れ
で
は
、
敗
戦
後
の
日
本
で
、
す
で
に
物
理
的
に
は
不
在
と
な
っ
た
《
石
割
り
》
は
、
な
ぜ
中
学
・
高
校
の
美

術
の
教
科
書
に
図
版
掲
載
さ
れ
、
い
か
に
解
釈
さ
れ
た
の
か
。
そ
の
経
緯
と
そ
こ
に
働
い
た
力
学
の
解
明
と
は
、
読
者

へ
の
課
題
と
し
て
残
し
て
お
き
た
い
。
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註

批
評
家
シ
ャ
ン
フ
ル
ー
リ
の
こ
と
ば
。「
理
想
も
宗
教
も
な
い
」
と
は
画
家
ク
ー

1

ル
ベ
の
格
言
。「
財
産
は
窃
盗
」
と
は
思
想
家
プ
ル
ー
ド
ン
が
掲
げ
た
定
義
だ
っ

た
。出
典
は

C
ham
pfleurie,

Souvenirs
et
portraits

de
jeunesse,

P
aris,

E
.

D
entu,

1872;
C
ourthion,

C
ourbet

raconté
par
lui-m
êm
e
et
par
ses
am
is,

G
enève,P

ierre
C
ailler,1953

:vol.I
:179.

な
お
「
財
産
」propriété

は
理

論
的
見
地
か
ら
「
所
有
」
と
訳
さ
れ
る
場
合
も
あ
る
。

T.J.C
lark,Im

age
of
the
P
eople,G

ustave
C
ourbet

and
the
1848

R
evolution,

2

London,T
ham
es
and
H
udson,1973;1983,p.144.

H
.
D
.
Idville,

G
ustave

C
ourbet,

N
otes
et
docum

ents
sur
sa
vie
et
son
œuvre,

3

P
aris,

1878;
C
harles

Léger,
C
ourbet,

P
aris,

É
ditions

N
ilsson,

1925,

p.43;P
ierre
C
ourthion

(éd.),
C
ourbetracontépar

lui-m
êm
eetpar

sesam
is,

G
enève,P

ierre
C
ailler,1948,Tom

e
I,p.214.

P
etra-Ten-D

oesschate
C
hu
(éd.),

C
orrespondance

de
C
ourbet,

P
aris,

4

Flam
m
arion,1992,pp.81-2.

ク
ー
ル
ベ
は
翌
年
二
月
に
は
シ
ャ
ン
フ
ル
ー

リ
あ
て
に
文
面
を
書
き
直
し
、「
僕
は
何
ら
創
意
発
明
な
ど
し
て
い
な
い
」
と
証

言
す
る
手
紙
を
送
っ
て
い
る
。
そ
の
日
本
語
訳
は：

ジ
ェ
ー
ム
ズ
・
ル
ー
ビ
ン

『
ク
ー
ル
ベ
』
三
浦
篤
訳
、
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
四
年
、
六
〇
頁
に
読
ま
れ
る
。

C
hu
(éd.),C

orrespondance
de
C
ourbet,p.73

(P
aris,m

ars
1848).

5

コ
ミ
ュ
ー
ン
下
の
パ
リ
で
一
八
七
一
年
四
月
一
五
日
に
『
喚
起
＝
復
帰
命
令
』

ラ
ペ
ル

6

R
appel

紙
に
発
表
。C

ourthion
(éd.),C

ourbetracontépar
lui-m
êm
eetpar

ses

am
is,
1950,

Tom
e
II,
pp.47-48;

T.
J.
C
lark,

T
he
Im
age
of
the
P
eople,

1973;1982,p.47.

C
lark,Ibid.(1983),p.163

に
フ
ラ
ン
ス
語
全
文
の
翻
刻
が
み
ら
れ
る
。

7

C
lark,Ibid.(1983),pp.109-113.

8

C
lark,Ibid.(1983),pp.116-117.

9

C
lark,Ibid.(1983),p.134.

10

Jules
V
allès,«C

ourbet»,
L
e
C
ourrier

de
l’Intérieur,11

m
ars
1866;Jules

11

V
allès,L

eC
ridu
people,P

aris,Les
éditeurs

français
réunis,1953,p.411;

C
lark,Ibid.(1983),p.163.

一
八
五
一
年
一
一
月
一
九
日
付
け
、オ
ル
ナ
ン
に
て
。C

hu
(éd.),

Ibid.,
1996,

12

pp.96-97.

P.
J.
P
roudhon,

D
u
P
rincipe

de
l’art
et
de
sa
destination

sociale,
P
aris,

13

G
arnier

frères,1865,pp.236-248.

な
お
河
野
健
二
編
『
プ
ル
ー
ド
ン
研
究
』

岩
波
書
店
、
一
九
七
四
年
に
は
松
本
勤
「
プ
ル
ー
ド
ン
の
芸
術
論
」
二
六
二
～

二
八
三
頁
が
収
め
ら
れ
て
い
る
。

む
し
ろ
、
こ
の
よ
う
に
プ
ル
ー
ド
ン
と
ク
ー
ル
ベ
と
の
関
係
を
ひ
た
す
ら
希
薄

14

な
も
の
、
あ
る
い
は
無
意
味
な
も
の
と
し
て
過
小
評
価
し
た
が
る
解
釈
こ
そ
が
、

ク
ー
ル
ベ
の
死
後
、
第
三
共
和
制
下
で
要
請
さ
れ
た
こ
と
は
、
以
下
の
本
論
で
、

や
や
追
っ
て
詳
し
く
み
た
い
。

Jules
C
astagnary,

L
e
catalogue

de
l’E
xposition

des
œuvres

de
G
.
C
ourbet

à

15

l’É
cole
des
B
eaux-A

rts,
P
aris,
Im
prim
erie
É
m
ile
M
artinet,

m
ai
1882.

Jules
C
astagnary,

G
ustave

C
ourbet

et
la
C
olonne

Vendôm
e,
P
laidoyer

pour

un
am
i
m
ort,
P
aris,

D
entu,

1883;
édition

présentée
et
annotée

par

B
ertrand

T
illier,Tusson,D

u
Lérot,2000.

Linda
N
ochlin,

“T
he
D
e-P
oliticization

of
G
ustave

C
ourbet:

16
T
ransform

ation
and
R
ehabilitation

under
the
T
hird
R
epublic,”

O
ctober,

V
ol.22

(A
utum

n,
1982),

pp.64-78.

ま
た

Jean
P
ierre

Sanchez,
“La

C
ritique

de
C
ourbet

et
la
critique

du
réalism

e
entre

1880-1890”,

H
istoireetcritiquedesarts,m

ai1978,pp.78-79.Linda
N
ochlin

が
こ
の
論

文
で
一
般
論
と
し
て
提
示
し
て
い
る
状
況
は
、
当
事
者
た
ち
に
と
っ
て
は
精
神

的
に
必
要
と
さ
れ
た
昇
華
過
程
で
あ
り
、
個
人
史
的
な
次
元
に
お
い
て
必
然
性

を
も
っ
た
選
択
で
あ
っ
た
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
稲
賀
繁
美
「
ク
ー
ル
ベ
の

変
貌1862-1918

」『
外
国
語
研
究
紀
要
フ
ラ
ン
ス
語
教
室
論
文
集
』
東
京
大
学

ク
ー
ル
ベ
研
究
の
た
め
の
参
考
文
献
リ
ス
ト

１
．
カ
タ
ロ
グ
・
レ
ゾ
ネ

―R
obert

Fernier,L
a
Vie
et
l’œuvre

de
G
ustave

C
ourbet,Lausanne,La

B
ibliothèque

des
arts,2

vol.1977.

研
究
の
た
め
の
基
本
的
文
献
だ
が
、
図
版
は
白
黒
が
中
心
で
、
技
術
的
に
古
く
な
っ
た
の
は
致
し
方
な
い
。

一
般
向
き
に
は
、
次
の
編
著
が
簡
便
だ
が
、
現
在
と
も
に
入
手
は
古
書
店
経
由
と
な
る
。

―P
ierre
C
ourthion,Tout

l’œuvre
peint
de
C
ourbet,P

aris,Flam
m
arion,1987.

２
．
資
料
集
成

―C
harles

Léger,C
ourbet

selon
les
caricatures

et
les
im
ages,P

aris,P
aul
R
osenberg,1920.

ク
ー
ル
ベ
に
関
連
し
た
戯
画
や
新
聞
挿
絵
を
集
成
し
た
書
物
。
本
稿
の
執
筆
で
も
活
用
し
た
が
、
日
本
の
公
共

図
書
館
に
は
所
蔵
さ
れ
て
い
な
い
様
子
。

―P
ierre
C
ourthion

(éd.),C
ourbetracontépar

lui-m
êm
eetpar

sesam
is,G
enève,P

ierre
C
aillier,1948,Tom

e
I,
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教
養
学
部
、
一
九
八
九
年
、
五
九
～
七
五
頁
。

Jules
C
astagnary,

“Fragm
ents

d’un
livre

sur
C
ourbet,”

G
azette

des

17

B
eaux-A

rts,
1911,

prem
ière
partie,

janvier,
pp.5-20;

seconde
partie,

décem
bre,pp.488-497;troisièm

e
partie,1912,décem

bre,pp.19-30.

T
héodore

D
uret,C

ourbet,P
aris,B

ernheim
-jeune,1918.

18

A
lexandre

Schanne,Souvenir
de
Schaunard,P

aris,1886.

19

C
ham
pfleurie,

Souvenirs
et
portraits

de
jeunesse,

P
aris,
E
.
D
entu,

1872,

20

p.179
sq.

Louis
A
ragon,L

’E
xem
ple
de
C
ourbet,P

aris,É
ditions

C
ercle

d’art,1952,

21

pp.15-16.

P
ierre

G
eorgel,

C
ourbet,

L
e
poèm
e
de
la
nature,

P
aris,

G
allim
ard,

22

R
éunions

des
M
usées

nationaux,1995,p.162.

M
eyer

Schapiro,
“C
ourbet

and
P
opular

Im
agery,”

Journal
of
the

23

W
arburg

and
C
ourtauld

Institutes,
1940-41;

M
eyer

Schapiro,
M
odern

A
rt,
N
ineteenth

and
Tw
entieth

C
enturies:

Selected
P
apers,

N
ew
Y
ork:
G
.

B
raziller,1978.

Linda
N
ochlin,

R
ealism

,
H
arm
ondsw

orth,
P
enguin

B
ooks,

1971,

24

pp.117-120.



1950,Tom
e
II.

ク
ー
ル
ベ
の
言
葉
や
批
評
家
た
ち
の
言
葉
を
集
成
し
た
編
纂
物
。
上
巻
は
編
年
的
な
伝
記
の
体
裁
を
取
り
、
基

本
史
料
に
当
た
り
を
付
け
る
の
に
便
利
、
下
巻
に
は
批
評
を
中
心
に
収
め
利
用
価
値
は
大
。

―P
etra
Ten-D

oesschate
C
hu
(ed.),C

ourbet
in
P
erspective,E

nglew
ood,P

rentice-H
all,1977.

や
や
古
く
な
っ
た
が
、
こ
の
時
点
で
標
準
的
と
さ
れ
た
著
作
や
研
究
の
抜
粋
を
集
成
し
た
、
目
配
り
の
良
く
簡

便
な
、
大
学
院
水
準
の
研
究
入
門
参
考
書
。
同
氏
の
近
著
に
は
、
研
究
書
と
し
て
以
下
が
あ
る
。

―P
etra-Ten-D

oesschate
C
hu
(éd.),C

orrespondance
de
C
ourbet,P

aris,Flam
m
arion,1992.

ク
ー
ル
ベ
自
身
の
書
簡
。
六
三
五
頁
。
厳
密
か
つ
良
心
的
な
編
集
で
信
頼
が
お
け
る
。
英
語
版
（
簡
訳
）
は

L
ettersofC

ourbet,C
hicago

and
London

:T
he
U
niversity

ofC
hicago

P
ress,1992.

原
文
の
ニ
ュ
ア
ン
ス

を
知
る
に
は
フ
ラ
ン
ス
語
版
が
不
可
欠
だ
が
、
英
語
訳
が
解
釈
の
手
助
け
と
な
る
場
合
も
少
な
く
な
い
。

―P
etra
Ten-D

oesschate
C
hu,T

heM
ostA
rrogantM

an
in
F
rance,G

ustaveC
ourbetand

theN
ineteehth-C

entury

M
edia
C
ulture,P

rinceton
&
O
xford,P

rinceton
U
niversity

P
ress,2007.

３
．
伝
記
・
評
伝―G

eorges
R
iat,G

ustave
C
ourbet,peintre,P

aris,B
ernheim

-jeune,1906.

一
次
資
料
を
駆
使
し
た
伝
記
で
、
資
料
的
に
は
今
日
な
お
凌
駕
し
え
な
い
代
替
不
可
能
な
書
。

―Jack
Lindsay,G

ustave
C
ourbet,H

is
L
ife
and
A
rt,Som

erset,A
dam
s
and
D
art,1973.

英
語
圏
で
は
文
献
資
料
出
典
明
記
の
点
で
、
最
も
詳
し
い
伝
記
。
社
会
主
義
史
観
。

―
坂
崎
担
『
ク
ー
ル
ベ
』
岩
波
新
書
、
一
九
七
六
年
。

著
者
八
九
歳
の
著
作
。
史
料
の
誤
訳
な
ど
散
見
す
る
が
、
日
本
に
お
け
る
ク
ー
ル
ベ
研
究
の
草
分
け
時
代
を
偲

ば
せ
る
労
作
。

４
．
研
究
書

―Linda
N
ochlin,R

ealism
,H
arm
ondsw

orth,P
enguin

B
ooks,1971,pp.117-120.

写
実
主
義
全
般
に
関
す
る
、
い
ま
や
古
典
的
な
概
説
書
。
ノ
ッ
ク
リ
ン
自
身
の
学
問
的
出
世
作
と
も
い
え
る
歴
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史
的
名
著
。

―T.J.C
lark,Im

ageoftheP
eople,G

ustaveC
ourbetand

the1848
R
evolution,

London,T
ham
es
and
H
udson,

1973;1983.

社
会
史
的
な
方
法
に
よ
り
、
歴
史
的
環
境
を
再
構
築
し
、
そ
こ
に
二
月
革
命
前
後
の
ク
ー
ル
ベ
を
位
置
づ
け
た

画
期
的
業
績
。
姉
妹
編
と
し
て
ミ
レ
ー
、
ド
ー
ミ
エ
、
ド
ラ
ク
ロ
ワ
を
扱
っ
たT.J.C

larks,T
he
A
bsolute

B
ourgeois,A

rtistsand
P
oliticsin

F
rance1848-1851,London,T

ham
es
and
H
udson,1973.

ほ
か
ク
ラ
ー

ク
の
主
要
著
作
に
は
、
ま
だ
一
冊
も
邦
訳
が
な
い
。

―
阿
部
良
雄
『
群
集
の
な
か
の
芸
術
家
―
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
と
十
九
世
紀
フ
ラ
ン
ス
絵
画
―
』
中
央
公
論
社
、
一
九
七
八

年；

ち
く
ま
学
芸
文
庫
、
一
九
九
九
年
。

―
同
『
絵
画
が
偉
大
で
あ
っ
た
時
代
』
小
沢
書
店
、
一
九
八
〇
年
。

ボ
ー
ド
レ
ー
ル
研
究
で
国
際
的
評
価
も
高
い
著
者
壮
年
期
の
、
日
本
語
に
よ
る
高
密
度
の
労
作
。
前
者
は
読
み
物

的
性
格
を
残
す
の
に
対
し
、
後
者
は
フ
ラ
ン
ス
語
論
文
和
訳
を
含
む
。
美
術
批
評
研
究
に
画
期
を
も
た
ら
し
た
。

―M
ichael

Fried,C
ourbet’s

R
ealism

,C
hicago,T

he
U
niversity

of
C
hicago

P
ress,1990.

先
立
つ
『
没
入
と
演
劇
性
』
と
そ
の
後
の
『
マ
ネ
の
モ
ダ
ニ
ズ
ム
』
よ
り
な
る
三
部
作
の
第
二
巻
。
画
家
が
自

我
を
い
か
に
絵
画
制
作
に
投
入
さ
せ
る
か
、
ま
た
マ
ル
ク
ス
主
義
や
精
神
分
析
を
い
か
に
美
術
批
評
と
交
差
さ

せ
る
か
に
、
著
者
独
自
の
見
地
が
見
え
る
。
Ｔ
・
Ｊ
・
ク
ラ
ー
ク
と
の
切
磋
琢
磨
の
競
い
合
い
も
興
味
深
い
。

―P
ierre
G
eorgel,C

ourbet,L
epoèm

edela
nature,P

aris,G
allim

ard,R
éunions

des
M
usées

nationaux,1995.

ポ
ケ
ッ
ト
版
原
色
図
版
の
手
軽
な
装
丁
だ
が
、
史
料
の
取
捨
選
択
、
解
釈
が
秀
逸
。

―Jam
es
H
.R
ubin,C

ourbet,P
haidon

R
ress,1997.

［
ジ
ェ
ー
ム
ズ
・
ル
ー
ビ
ン
、
三
浦
篤
訳
『
ク
ー
ル
ベ
』
岩

波
書
店
、
二
〇
〇
四
年
］

刊
行
時
ま
で
の
主
要
業
績
を
巧
み
に
汲
み
上
げ
た
、
読
み
や
す
く
高
度
な
好
著
。

５
．
展
覧
会
カ
タ
ロ
グ

―G
ustave

C
ourbet,G

rand
P
alais,30

sep.1977-2
jan.1978,É

ditions
des
m
usées

nationaux.

M
arie-T

hérèse
de
Forges

に
よ
る
詳
細
な
年
譜
が
有
用
。
作
品
の
来
歴
も
詳
し
い
。
ま
た
巻
末
に
収
め
ら
れ

稲
賀
繁
美

ク
ー
ル
ベ
《
石
割
り
》
の
軌
跡
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たH
élène

Toussaint

に
よ
る
《
画
家
の
ア
ト
リ
エ
》
登
場
人
物
に
関
す
る
新
し
い
仮
説
が
話
題
を
呼
ん
だ
。

―

C
ourbet

und
D
eutschland,

H
am
burger

K
unsthalle,

19.
O
kt.-17.

D
ez.1978;

Städtische
G
alerie

im

Städelschen
K
unstinstitut

Frankfurt
am
M
ain,17.Jan.-18

M
är.1979.

W
erner

H
ofm
ann

指
揮
に
よ
る
写
真
資
料
、
関
連
資
料
満
載
の
目
録
。
そ
こ
へ
のK

laus
H
erding

の
貢
献

は
、
後
に
別
の
論
考
と
と
も
に
英
訳
が
出
版
さ
れ
て
い
る
。C

ourbet:To
Venture

Independence,N
ew
H
aven

and
London:Y

ale
U
niversity

P
ress,1991.

―C
ourbet

R
econsidered,T

he
B
rooklyn

M
useum

,1989.

Sarah
Faunce

とLinda
N
ochlin

を
中
心
と
し
て
企
画
さ
れ
た
展
覧
会
。
原
色
図
版
の
質
が
高
い
。

Fem
inist
reading

の
可
能
性
が
議
論
を
呼
ん
だ
。

―
『
ギ
ュ
ス
タ
ー
ヴ
・
ク
ー
ル
ベ
』
ブ
リ
ヂ
ス
ト
ン
美
術
館
、
一
九
八
九
年
。『
ク
ー
ル
ベ

自
然
と
女
性
』
栃
木
県
立

美
術
館
、
二
〇
〇
二
年
、『
ク
ー
ル
ベ

狩
人
と
し
て
の
画
家
』
村
内
美
術
館
、
二
〇
〇
三
年
。

い
ず
れ
も
企
画
者
そ
れ
ぞ
れ
の
意
図
と
個
性
が
発
揮
さ
れ
た
、
日
本
に
お
け
る
近
年
の
主
要
な
ク
ー
ル
ベ
に
関

す
る
展
覧
会
。

―

G
abriel

P.
W
eisberg

(ed.),
T
he
R
ealist

tradition:
F
rench

P
aintings

and
D
raw
ing,
1830-1900,

T
he

C
leveland

M
useum

of
A
rt,1981.

ク
ー
ル
ベ
に
限
ら
ず
、
レ
ア
リ
ズ
ム
絵
画
全
体
を
鳥
瞰
し
た
百
科
事
典
的
な
大
展
覧
会
。
伝
記
的
資
料
が
充
実
。

６
．
文
化
史
・
思
想
史
へ
の
展
開

―
河
野
健
二
編
『
プ
ル
ー
ド
ン
研
究
』
京
都
大
学
人
文
科
学
研
究
所
共
同
研
究
会
報
告
書
、
岩
波
書
店
、
一
九
七
四
年
。

こ
の
当
時
の
日
本
に
お
け
る
学
術
的
思
想
史
研
究
の
姿
勢
と
水
準
を
示
す
歴
史
的
記
念
碑
。

―
蓮
實
重
彦
『
凡
庸
な
る
芸
術
家
の
肖
像
―
マ
ク
シ
ム
・
デ
ュ
カ
ン
論
―
』
青
土
社
、
一
九
八
八
年；

ち
く
ま
学
芸
文

庫
、
一
九
九
五
年
。

ク
ー
ル
ベ
と
同
時
代
の
パ
リ
を
中
心
と
す
る
知
性
史
の
一
面
を
暴
く
斬
新
か
つ
暗
喩
に
富
む
読
解
。

―
鹿
島
茂
『
怪
帝
ナ
ポ
レ
オ
ン
Ⅲ
世
―
第
二
帝
政
全
史
―
』
講
談
社
、
二
〇
〇
四
年
。

抜
群
の
語
り
口
の
う
ち
に
、
従
来
の
凡
庸
な
る
皇
帝
像
か
ら
の
脱
却
を
計
る
野
心
的
読
物
。

C
O
U
R
B
E
T

56




