
私

に
と

っ
て

の
西
洋

美
術

史
学
ー

反
省
を
こ
め
て

篠

塚

;

二
男

私
の
専
門
は
西
洋
美
術
史

(
イ
タ
リ
ア

・
ル
ネ
サ
ン
ス
美
術
史

)

で
あ
る
。

日
本
に
い
て
西
洋
美
術
史
を
研
究
す
る
に
は
さ
ま
ざ
ま
な

困
難
が
あ

る
。
西
洋
と
日
本
と

の
文
化
的
な
相
違
、
語
学

の
習
得
と

い
う

や
っ
か

い
な

ハ
ン
デ
ィ
ー
、
文
献

の
そ
ろ

っ
た
施
設
の
欠
如
、

そ
し
て
何
よ
り
も
研
究
対
象
で
あ
る
美
術
作
品
が
身
近
に
な
い
と
い

う
美
術
史
に
と

っ
て
致
命
的
と
も

い
え

る
現
場

の
環
境
。

ど
ん
な
分
野
に
も
そ
れ
特
有
の
困
難
が
あ
る
こ
と
は
承
知
し
て
い

る
。
そ
れ
に
し
て
も
日
本
に
い
て
、
あ
る
い
は
日
本
の
文
化
の
中
で

育

っ
た
人
間
が
、
西
洋
美
術
史
を
研
究
す
る
と
は
ど
う

い
う
こ
と
な

の
か
、
ど

ん
な
研
究
が
あ
り
得
る
の
だ
ろ
う
か
。

飛
行
機

な
ど
の
交
通
手
段
や
パ
ソ
コ
ン
な
ど
の
情
報
機
器
の
発
達

に
よ
り
、
西
洋
美
術
も
ひ
と
昔
と
は
比
べ
も

の
に
な
ら
ぬ
程
身
近
に

な

っ
た
と

い
え
よ
う
。
し
か
し
そ
れ
に
比
例
し
て
優
れ
た
研
究
が
な

さ
れ
て
い
る
わ
け
で
も
な
さ
そ
う

で
あ
る
。
啓
蒙
書
や
豪
華
本
は
多

`

い
が
、
世
界
に
通
用
す
る
論
文
や
研
究
書
が
は
た
し
て
ど
れ
だ
け
日

本
で
生
ま
れ
た
だ
ろ
う
か
。

こ
こ
で
述
べ
る
こ
と
は
自
分
の
専
門
分
野
に
限

っ
た
き
わ
め
て
狭

い
知
見
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
こ
と
、
ま
た
怠
惰
な
自
分
を
棚
に
上

げ
て
の
話
で
あ
る
こ
と
を
許
さ
れ
た

い
。
も
う

一
度
問
う
。
周
り
を

見
渡
し
て
、
世
界
で
高
く
評
価
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
研
究
が
ひ
と

つ

で
も
あ
る
だ
ろ
う
か
。
日
本
の
研
究
者
が
欧
文
で
書

い
た
小
さ
な
論

文
な
ら
あ
る
程
度

の
評
価
を
得
て
い
る
も

の
が
い
く

つ
か
あ
る
だ
ろ

う
。
し
か
し
世
界
が
嘱
目
す
る
よ
う
な
単
行

本
が
ひ
と

つ
で
も
あ
る

だ
ろ
う
か
。
こ
れ
は
ゆ
ゆ
し
き
状
況
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。

異
文
化
の
研
究
に
あ
ま
り
性
急
な
成
果
を
求
め
て
は
な
ら
な
い
だ

ろ
う
。
自
然
科
学
に
比
べ
、
人
文
科
学
で
成

果
を
上
げ
る
に
は

(分
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野
に
も
よ
る
で
あ
ろ
う
が
)
長

い
準
備
期
間
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
研

究
者

の
す
そ
野
が
広
が
る
こ
と
。
啓
蒙
書
や
原
典
の
翻
訳
な
ど
で
の

知
識
の
蓄
積
。
周
辺
の
分
野
の
充
実
。
こ
う
し
た
さ
ま
ざ
ま
な
こ
と

が
前
提
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
個
人
レ
ベ
ル
で
も
、
社
会
レ
ベ
ル
で
も

長
い
時
間

が
必
要
で
あ
る
。

た
と
え
ば
ジ
ョ
ッ
ト
で
も

マ
ザ

ッ
チ
オ
で
も
よ

い
、
日
本
人
の
書

い
た
モ
ノ
グ
ラ
フ
が
世
界
に
評
価
さ
れ
る
日
は

い
つ
く
る
の
で
あ
ろ

う
。
そ
も

そ
も
、
そ
う
し
た
も
の
を
生
み
出
し
て
ゆ
こ
う
と

い
う
精

神
風
土
が
日
本
に
は
存
在
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

一
冊
の
モ
ノ
グ
ラ
フ
を
書
く
と
し
て
、
ど
の
よ
う
な
基
本
作
業
が

あ
る
の
か
、
ま
た
日
本
人
が
研
究
す
る
場
合
ど
ん
な
困
難
が
伴
う
の

か
、
思
い

つ
く
ま
ま

に
あ
げ
て
み
ょ
う
。

〔
a
作
品
〕
美
術
史
の
特
色

の
ひ
と

つ
は
、
「作
品
」
そ
の
も
の
に
依

拠
し
て
い
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
何
よ
り
も

「見
え
る
」
形
と
な

っ
た

具
体
的
な

ひ
と
つ
ひ
と

つ
の
作
品
を
基
礎
に
組
み
立
て
て
ゆ
く
学
問

で
あ
る
こ
と
。
そ
れ
が
こ
の
学
問
の
楽
し
み
で
も
あ
り
、
同
時
に
難

し
さ
で
も

あ
る
。
写
真
が
発
明
さ
れ
現
物
を
実
見
し
な
く
と
も
、
あ

る
程
度
推

測
で
研
究
を
進
め
る
こ
と
も
可
能
に
な

っ
た
が
、
美
術
史

の
基
本
は
見
て
、
触

っ
て
、
と

い
う
と
こ
ろ
に
あ
る
で
あ
ろ
う
。

そ
し
て
作
品
の
作
家
や
時
代
を
決
め
る
ア
ト
リ
ビ

ュ
ー
シ
ョ
ン
は

美
術
史

の
基
本
中
の
基
本
で
あ
ろ
う
。
イ
タ
リ
ア

.
ル
ネ
サ
ン
ス
美

術
に
つ
い
て
い
う
な
ら
ば
、
ジ

ョ
ル
ジ
ォ
ー
ネ
の
よ
う
な
永
遠
に
揺

れ
動
き

そ
う
な
画
家
も

い
る
が
、
メ
ジ

ャ
ー
な
作
家

の
ア
ト
リ

ビ

ュ
ー
シ
ョ
ン
で
我

々
が
確
信
を
も

っ
て
口
を
出
せ
そ
う
な
も

の
を

見

つ
け
る
こ
と
は
至
難
で
あ
る
。
た
だ
し
マ
イ
ナ
ー
な
作
家

の
作
品

総
目
録
は
ま
だ
ま
だ
残
さ
れ
て
い
る
だ
ろ
う

か
ら
、
そ
う
し
た

マ
イ

ナ
ー
な
作
家
の
作
品
を
論
じ
な
が
ら
、
メ
ジ

ャ
ー
な
作
家
に
新
た
な

光
を
投
げ
か
け
る
こ
と
は
可
能
で
あ
ろ
う
。
視
覚
的
な
民
族
で
あ
る

日
本
人
の
な
か
か
ら
優
れ
た
目
利
き
が
生
ま
れ
る
可
能
性
は
残
さ
れ

て
い
る
と
思
う
が
、
今

の
状
況
で
は
難
し
い
で
あ
ろ
う
。
ま
た
世
界

に
散
ら
ば

っ
て
い
る
作
品
を
踏
査
す
る
こ
と

の
困
難
さ
も
考
え
ざ
る

を
得
な

い
。

〔
b
史
料
〕
原
典
史
料

(古
文
書
記
録
)
の
発
掘
で

ニ
ュ
ー
ス
に
な

る
よ
う
な
も
の
の
発
見
は
、
よ
ほ
ど
の
強
運

の
持
ち
主
で
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
原
典
史
料
を
新
し
い
方
法
で
解
釈
し
て
ゆ
く
こ
と
は
こ

れ
か
ら
も
あ
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
イ
タ
リ
ア

・
ル
ネ
サ
ン
ス
美
術

史
に
つ
い
て
い
う
な
ら
ば
、
異
国
の
古
文
書

を
自
由
に
読
み
解
く
だ

け
の
才
能
を
持

っ
た
日
本
人
が
こ
れ
か
ら
ど
れ
だ
け
現
れ
る
だ
ろ
う

か
。〔

c
文
献
〕
最
近
で
こ
そ
西
洋
美
術
の
文
献
は
、
身
近
な
と
こ
ろ
に

か
な
り
備
わ

っ
て
き
た
が

(個
人
で
も

一
通
り
の
蔵
書
が
そ
ろ

っ
て

き
た
が
)
、
す
こ
し
前
ま

で
は
書
物
が
な

い
こ
と
で
ど
れ
だ
け
泣
か

さ
れ
た
こ
と
か
。
し
か
し
欧
米
の
研
究
所

に
行
く
と
、
今
度
は

一
転
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し
て
そ
の
膨
大
さ
に
泣
か
さ
れ
る
羽
目
に
な
る
。
並
ん
で
い
る
書
物

の
山
に
、
最
初
は
感
嘆
し
、
夢
中
で
渉
猟
し
て
も
、
や
が
て
そ
の
消

化
し
き
れ
な

い
膨
大
さ
に
辟
易
し
、
溜
息
ば
か
り
が
出
て
く
る
よ
う

に
な
る
。
そ
し
て
自
信
喪
失
と
自
暴
自
棄
。

〔
d
解
釈

〕
美
術
は
見
え

る
も
の
で
あ
る
が
ゆ
え

に
、
文
学
な
ど
よ

り
は
瞬
時

に
作
品
を
理
解
で
き
る
部
分
が
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
と
同

時
に
文
字

で
表
現
さ
れ
て
い
な

い
た
め
の
誤
解
も
多

い
。
深

い
意
味

が
隠
さ
れ
て
い
る
と
き
に
は
、
多
く

の
困
難
が
と
も
な
う
。
図
像
解

釈
は
今
後
も
重
要
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
パ
ノ
フ
ス
キ
ー
を
め
ざ
さ
ず

と
も
、
欧
米
で
通
用
す
る
だ
け
の
語
学
力
と
洞
察
力
を
も

っ
た
イ
コ

イ
ロ
ジ
ス
ト
が
日
本
か
ら
で
て
く
る
で
あ
ろ
う
か
。

作
家
の
モ
ノ
グ
ラ
フ
の
よ
う
な

「基
礎
研
究
」
が
重
要
で
あ
る
こ

と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
し
か
し
こ
う
し
た
分
野
で
最
初
か
ら

「第

一
級
」

の
研
究
を
期
待
す
る
こ
と
は
、
夢
見
る
こ
と
に
等
し
い
で
あ

ろ
う
。
学
問
の
多
く
は

「積
み
重
ね
」

で
あ
る
。
し
た
が

っ
て
コ
ツ

コ
ツ
と
研
究
を
重
ね
て
行
け
ば
や
が
て
実
り
豊
か
な
も
の
が
も
た
ら

さ
れ
る
こ
と
も
確
か
で
あ
る
。
し
か
し
、
世
界
に
注
目
さ
れ
る
よ
う

な
研
究
書
を
こ
う
し
た
や
り
方
で
は
た
し
て
こ
れ
か
ら
ひ
と

つ
で
も

提
示
で
き

る
だ
ろ
う
か
。
異
文
化
を
研
究
す
る
者
は
永
遠
に

「第

一

人
者
」
に
は
な
れ
な
い
、
と

い
う
宿
命
を
負
わ
さ
れ
て
い
る
の
か
。

重
要
な

こ
と
は
、
お
そ
ら
く
こ
う
し
た

「基
礎
研
究
」
を
押
し
進

め
る

一
方
で
、
美
術
史
研
究

の

「方
法
」
を
各
自
が

つ
く
り
だ
し
て

ゆ
く
こ
と
で
は
な
か
ろ
う
か
。

一
九
、
二
〇
世
紀

の
ド
イ

ツ
系

の
学
者
は

イ
タ
リ
ア

・
ル
ネ
サ
ン

ス
美
術
に
お
い
て
す
ぐ
れ
た
研
究
を
残
し
て

い
る
が
、
そ
れ
は
作
家

の
個
別
研
究
の
分
野
だ
け
で
な
く
、
「様
式
」
や

「純
粋
視
覚
」
「図

像
解
釈
」
と
い
っ
た
今
日
の
美
術
史
研
究
の
基
本
的
方
法
を
生
み
出

し
て
い
る
。
そ
れ
は
文
化
的
に
も
地
理
的
に
も
程
良

い
距
離
が
客
観

的

・
大
局
的
に
見
る
こ
と
を
可
能
に
し
、
よ

い
成
果
を
生
み
出
し
た

の
か
も
し
れ
な
い
。
(専
門
外
な
の
で
明
言
で
き
な

い
が
)
日
本
人
が

中
国
な
ど
の
東
洋
学
に
お

い
て
第

一
級
の
研
究
を
し
て
い
る
の
と
同

じ
で
あ
ろ
う
。

西
洋
を
研
究
し
て
い
た
優
れ
た
日
本
人
の
多
く
が

「
日
本

(東
洋
)

回
帰
」
し
て
し
ま
う

の
は
な
ぜ
か
。
や
は
り

西
洋
は
あ
ま
り
に
遠
い

の
か
。
日
本
人
が
西
洋
の
も
の
を
研
究
し
、

そ
こ
か
ら
得
ら
れ
る
知

見
や
方
法
を
他
の
分
野
、
た
と
え
ば
日
本
美
術
に
活
用
す
る
、
そ
れ

は
お
お

い
に
可
能
性
が
あ
ろ
う
し
、
す

で
に
そ
れ
を
実
践
、
成
果
を

収
め
て
い
る
人
も
多
々
い
る
し
、
高
く
評
価
さ
れ
る
べ
き
こ
と
だ
と

思
う
。
し
か
し
、
こ
こ
で
問
題
に
し
た

い
の
は
日
本
人
に
よ
る
西
洋

美
術
プ
ロ
パ
ー
の
研
究
で
あ
る
。

日
本
に
も
美
術
史
の
方
法
は
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
「精
神
史
」
「図

像
解
釈
」
「社
会
史
」
「
ニ
ュ
ー

・
ア
ー
ト

・
ヒ
ス
ト
リ
ー
」
等

々
。

し
か
し
こ
れ
ら
は
あ
く
ま
で
借
り
物
に
す
ぎ

な
い
。
こ
う
し
た
分
野
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で
は
日
本

は
い
ま
だ
に
輸
入
超
過
と

い
う
か
輸
入
ば
か
り
し
て
い
る

国
で
あ
る
。
西
洋
の
借
り
物
で
は
な
い
自
分
た
ち
独
自
の
方
法
を
生

み
出
し
て
行
か
ね
ば
な
る
ま
い
。

学
問
に
限
ら
ず
、
さ
ま
ざ
ま
な
こ
と
は

「発
見
」
「完
成
」
「普
及
」

と

い
う
三
段
階
を
経

て
広
が
り
残
さ
れ
て
行
く
よ
う
に
思
え
る
。
三

段
階
の
ど
れ
も
が
重
要
で
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
段
階
に
そ
れ
に
ふ
さ

わ
し
い
人
物
が
出
て
歴
史
に
残

っ
て
行
く

の
で
あ
ろ
う
。
普
及
と

い

う
啓
蒙
活

動
は
日
本
に
お

い
て
ず

い
ぶ
ん
進
ん
だ
よ
う
に
思
え
る
。

原
典
の
翻
訳
と

い
う
こ
と
ま
で
を
こ
の
段
階
に
含
め
る
の
な
ら
ば
ま

だ
ま
だ
不
十
分
か
も
し
れ
な
い
が
、

一
般
向
け
の
啓
蒙
書
に
つ
い
て

は
す
で
に
多
す
ぎ
る
く
ら
い
で
あ
ろ
う
。

日
本
人
に
よ
る
日
本
人
の
た
め

の

「啓
蒙
」
の
時
代
は
す
で
に
終

わ
ろ
う
と

し
て
い
る
。
そ
の
前
の

「発
見
」
と

「完
成
」
に
力
を
入

れ
る
べ
き
時

に
さ
し
か
か

っ
て
い
る
の
で
は
な

い
の
か
。
と
く

に

「発
見
」

が
な
け
れ
ば
す
べ
て
は
始
ま
ら
な

い
。
最
も
困
難
な
も
の

が
こ
の
発
見
11
創
造
で
あ
ろ
う
。
創
造
的
な
本
格
的
な
研
究
が
育

つ

よ
う
な
土
壌
を

つ
く

っ
て
行
く
こ
と
、
こ
れ
が
こ
れ
か
ら
の
西
洋
美

術
史
学
に
は
必
要
な
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

*
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