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教
会
装
飾
と
女
性
芸
術
家

―
―
両
大
戦
間
期
を
中
心
と
し
た
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
宗
教
、

　
　

植
民
地
主
義
、
モ
ダ
ニ
ズ
ム
と
の
関
わ
り
の
中
で

味
　
岡
　
京
　
子

本
報
告
は
、
二
〇
一
〇
年
、
お
茶
の
水
女
子
大
学
に
提
出
し
た

博
士
論
文
の
要
点
を
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。

は
じ
め
に

第
一
次
世
界
大
戦
を
経
験
し
、フ
ラ
ン
ス
国
民
の
心
情
が
い
わ
ゆ
る﹁
秩

序
へ
の
回
帰
1
﹂
へ
と
向
か
う
中
、
教
会
装
飾
に
参
加
し
た
多
く
の
女
性

芸
術
家
た
ち
が
い
た
。
教
会
装
飾
と
言
っ
て
も
、
そ
の
範
囲
は
、
壁
画
、

彫
刻
、
ス
テ
ン
ド
グ
ラ
ス
、
鉄
工
芸
と
い
っ
た
建
築
そ
の
も
の
を
装
飾
す

る
も
の
か
ら
、
調
度
品
や
典
礼
時
に
用
い
ら
れ
る
細
々
し
た
道
具
や
布
、

聖
職
者
が
身
に
つ
け
る
祭
服
ま
で
多
岐
に
わ
た
っ
て
お
り
、
そ
の
う
ち
鉄

工
芸
を
除
く
ほ
と
ん
ど
の
分
野
に
女
性
の
参
加
が
見
ら
れ
た
。
そ
の
大
多

数
が
フ
ラ
ン
ス
国
籍
、
国
立
美
術
学
校
や
そ
れ
に
準
ず
る
場
で
美
術
に
関

す
る
専
門
教
育
を
受
け
、
プ
ロ
フ
ェ
ッ
シ
ョ
ナ
ル
な
立
場
で
こ
れ
に
関
わ

っ
て
い
た
。
し
か
し
第
二
次
大
戦
後
の
教
会
装
飾
で
は
こ
う
し
た
顕
著
な

女
性
の
参
加
は
見
ら
れ
な
く
な
り
、
男
性
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
の
割
合
が
増
え

て
い
く
。
そ
こ
で
重
用
さ
れ
た
の
は
二
十
世
紀
の
モ
ダ
ニ
ズ
ム
美
術
史
に

名
を
残
す
芸
術
家
た
ち
で
あ
っ
た
。

本
稿
は
、
こ
う
し
た
流
れ
に
注
目
し
、
大
戦
間
期
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
、

教
会
装
飾
と
い
う
分
野
が
女
性
を
歓
迎
す
る
場
と
し
て
開
か
れ
て
い
た
と

し
た
ら
、
そ
こ
に
は
ど
の
よ
う
な
背
景
が
あ
っ
た
の
か
、
女
性
に
何
が
期

待
さ
れ
ど
う
応
え
た
か
、
さ
ら
に
、
な
ぜ
第
二
次
大
戦
後
の
モ
ダ
ニ
ズ
ム

の
高
ま
り
の
中
で
活
動
が
後
退
し
て
い
っ
た
の
か
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と

す
る
も
の
で
あ
る
。

も
ち
ろ
ん
、
第
二
次
大
戦
後
の
モ
ダ
ニ
ズ
ム
志
向
の
教
会
装
飾
に
お
い

て
、
女
性
が
す
べ
て
排
除
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
く
、
ま
た
、
当
然
の
こ
と

で
あ
る
が
、
女
性
だ
け
が
無
視
さ
れ
て
き
た
わ
け
で
も
な
い
。
教
会
装
飾
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に
共
に
携
わ
っ
た
大
戦
間
期
の
男
性
芸
術
家
た
ち
も
ま
た
、
今
日
そ
の
ほ

と
ん
ど
の
者
が
言
及
さ
れ
な
く
な
っ
て
い
る
。
そ
も
そ
も
古
典
に
回
帰
し

た
大
戦
間
期
、
と
り
わ
け
具
象
的
リ
ア
リ
ズ
ム
が
台
頭
し
た
三
〇
年
代
の

フ
ラ
ン
ス
美
術
は
、
そ
の
多
く
が
忘
れ
去
ら
れ
て
い
る
。
前
衛
で
は
な
い

と
い
う
理
由
だ
け
で
な
く
、
そ
れ
ら
に
顕
在
／
潜
在
す
る
政
治
的
要
素
が

そ
の
傾
向
を
助
長
し
て
き
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
十
分
考
え
ら
れ
る
こ
と
で

あ
る
。
つ
ま
り
、
そ
れ
を
直
視
す
る
こ
と
を
避
け
よ
う
と
す
る
心
情
が
働

き
、
二
重
の
意
味
で
葬
り
去
ら
れ
て
き
た
と
い
え
よ
う
。
し
か
し
そ
う
で

あ
る
な
ら
、
な
お
さ
ら
、
女
性
芸
術
家
が
そ
う
し
た
政
治
的
駆
け
引
き
が

存
在
す
る
複
雑
な
状
況
の
も
と
で
活
躍
す
る
場
を
得
て
い
た
と
い
う
事
実

に
目
を
向
け
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

こ
こ
で
取
り
上
げ
る
大
戦
間
期
に
お
け
る
教
会
装
飾
へ
の
活
発
な
関

与
と
は
、
宗
教
芸
術
の
刷
新
を
目
指
し
て
、
二
十
世
紀
前
半
に
活
発
化

し
た
芸
術
家
た
ち
に
よ
る
一
つ
の
﹁
運
動
﹂
と
も
呼
べ
る
試
み
の
一
環

で
あ
り
、
そ
れ
は
二
十
世
紀
の
﹁
聖
な
る
芸
術
︵
ア
ー
ル
・
サ
ク
レ
︶﹂

運
動
と
一
般
に
称
さ
れ
て
い
る
2
。
そ
の
﹁
聖
な
る
芸
術
﹂
運
動
全
般

に
関
す
る
研
究
は
確
認
で
き
る
も
の
の
3
、
そ
こ
に
参
加
し
た
女
性
芸

術
家
に
焦
点
を
あ
て
た
研
究
は
見
出
せ
な
い
。
そ
も
そ
も
大
戦
間
期
の
女

性
芸
術
家
に
関
す
る
研
究
は
、
ア
ヴ
ァ
ン
ギ
ャ
ル
ド
の
系
譜
に
位
置
づ
け

ら
れ
る
女
性
芸
術
家
に
関
す
る
考
察
に
限
ら
れ
て
お
り
、
前
衛
外
の
女
性

芸
術
家
た
ち
の
実
態
は
ほ
と
ん
ど
知
ら
れ
て
い
な
い
4
。
二
十
世
紀
に
入

り
、国
立
美
術
学
校
に
入
学
す
る
女
性
た
ち
は
年
々
増
加
し
て
い
っ
た
が
、

彼
女
た
ち
の
そ
の
後
の
進
路
は
い
か
な
る
も
の
で
あ
っ
た
の
か
、
そ
う
し

た
観
点
か
ら
の
研
究
も
ほ
と
ん
ど
な
さ
れ
て
い
な
い
。
本
稿
で
は
、
そ
の

一
端
を
提
示
す
る
と
同
時
に
、
第
二
次
大
戦
後
に
活
動
の
場
が
減
少
し
て

ゆ
く
そ
の
背
景
を
見
極
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
こ
と
が
含
む
意
味
、

す
な
わ
ち
、﹁
モ
ダ
ニ
ズ
ム
と
女
性
﹂
と
の
関
係
性
と
、
そ
こ
に
介
在
す

る
問
題
を
提
示
す
る
こ
と
が
目
的
で
あ
る
。

一
見
特
殊
な
時
代
の
特
殊
な
領
域
の
よ
う
で
は
あ
る
が
、
女
性
た
ち
の

活
動
を
詳
細
に
検
討
し
て
い
く
と
、
歴
史
的
に
西
欧
の
女
性
芸
術
家
が
抱

え
て
き
た
問
題
が
凝
縮
さ
れ
て
い
た
こ
と
も
見
え
て
く
る
。
キ
リ
ス
ト
教

文
化
圏
西
洋
中
産
階
級
男
性
の
価
値
観
に
よ
っ
て
成
立
し
た
西
洋
美
術
史

の
枠
組
み
が
、
モ
ダ
ニ
ズ
ム
の
価
値
観
と
共
に
い
ま
だ
機
能
し
続
け
て
い

る
と
思
え
る
中
で
、
こ
こ
に
示
さ
れ
た
女
性
芸
術
家
が
抱
え
る
問
題
が
、

け
っ
し
て
過
去
の
も
の
で
は
な
く
、
現
代
の
問
題
で
も
あ
り
続
け
て
い
る

と
い
う
点
を
再
確
認
す
る
こ
と
も
今
一
つ
の
目
的
で
あ
る
。

最
初
に
時
代
背
景
を
確
認
し
、次
に
﹁
聖
な
る
芸
術
﹂
運
動
の
推
移
を
、

画
家
モ
ー
リ
ス
・
ド
ニ
と
ジ
ョ
ル
ジ
ュ
・
デ
ヴ
ァ
リ
エ
ー
ル
に
よ
っ
て
創

設
さ
れ
た
宗
教
芸
術
工
房
﹁
ア
ト
リ
エ
・
ダ
ー
ル
・
サ
ク
レ
﹂
と
、
宗
教

芸
術
の
モ
ダ
ニ
ズ
ム
化
を
推
進
し
た
ク
チ
ュ
リ
エ
神
父
に
よ
っ
て
率
い
ら

れ
た
雑
誌
﹃
ア
ー
ル
・
サ
ク
レ
﹄
に
言
及
し
な
が
ら
振
り
返
る
。
続
い
て

三
つ
の
問
い
、︵
一
︶活
発
な
女
性
の
関
与
に
は
ど
の
よ
う
な
背
景
が
あ
っ

た
の
か
、
な
ぜ
多
く
の
女
性
が
参
加
し
た
の
か
、︵
二
︶何
が
期
待
さ
れ
、

ど
う
応
え
た
か
、︵
三
︶第
二
次
大
戦
後
の
モ
ダ
ニ
ズ
ム
の
流
れ
の
中
で
、

な
ぜ
女
性
芸
術
家
の
参
加
は
減
少
︵
後
退
︶
し
た
の
か
、
に
答
え
る
こ
と

に
よ
っ
て
冒
頭
の
問
題
提
起
へ
の
解
答
を
提
示
し
て
ゆ
く
。
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教会装飾と女性芸術家

一　

時
代
背
景
と
女
性
の
状
況

第
一
次
世
界
大
戦
は
、
カ
ト
リ
ッ
ク
国
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
愛
国
的
・

宗
教
的
心
情
の
高
ま
り
を
引
き
起
こ
し
た
。
そ
れ
は
戦
後
の
﹁
狂
乱
の
時

代
﹂
を
経
て
、
世
界
恐
慌
の
波
を
受
け
経
済
が
悪
化
す
る
中
、排
外
主
義
、

﹁
文
明
化
の
使
命
﹂
と
し
て
の
植
民
地
主
義
の
高
ま
り
と
も
相
俟
っ
て
よ

り
顕
在
化
し
て
い
っ
た
。
直
接
主
戦
場
と
な
っ
た
フ
ラ
ン
ス
で
は
、
国
土

を
再
建
す
る
こ
と
、
甚
大
な
人
的
被
害
を
補
充
す
る
こ
と
、
社
会
的
道
徳

的
秩
序
を
回
復
す
る
こ
と
が
、政
治
的
立
場
を
越
え
て
、﹁
フ
ラ
ン
ス
再
生
﹂

の
た
め
の
重
要
な
課
題
と
な
っ
て
い
た
。
と
り
わ
け
十
九
世
紀
か
ら
続
く

出
生
率
の
低
下
に
よ
る
人
口
減
少
が
問
題
と
な
っ
て
い
た
フ
ラ
ン
ス
に
と

っ
て
、
人
的
被
害
は
深
刻
だ
っ
た
。
そ
の
た
め
も
あ
り
移
民
を
積
極
的
に

受
け
い
れ
た
が
、
パ
リ
郊
外
・
パ
リ
東
部
な
ど
の
新
興
工
業
地
域
は
、
そ

う
し
た
移
民
を
含
む
労
働
者
に
よ
っ
て
人
口
が
膨
れ
上
が
り
、
劣
悪
な
環

境
で
の
生
活
に
不
満
を
抱
く
住
民
た
ち
の
間
で
、
反
キ
リ
ス
ト
教
的
左
翼

思
想
が
力
を
持
ち
始
め
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
。
カ
ト
リ
ッ
ク
側
は
こ
う

し
た
状
況
を
懸
念
し
、
伝
道
を
強
め
る
必
要
性
か
ら
、
新
し
い
教
会
の
建

設
、
荒
廃
し
た
教
会
の
修
復
に
乗
り
出
し
た
。
実
際
に
こ
の
時
期
、
経
済

危
機
が
深
刻
化
し
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
次
々
と
新
し
い
教
会
が
建

立
さ
れ
て
い
る
5
。

女
性
を
取
り
巻
く
状
況
は
と
い
え
ば
、
参
政
権
獲
得
に
向
け
て
女

性
選
挙
権
法
案
が
下
院
・
上
院
で
可
・
否
決
を
繰
り
返
す
と
い
う
中
、

一
九
二
二
年
に
発
行
さ
れ
た
小
説
﹃
ラ
・
ギ
ャ
ル
ソ
ン
ヌ
6
﹄
に
象
徴
さ

れ
る
﹁
新
し
い
女
﹂
が
出
現
す
る
一
方
で
、
戦
争
に
よ
る
深
刻
な
人
口
減

少
か
ら
家
庭
回
帰
が
呼
び
か
け
ら
れ
る
な
ど
、
大
き
く
揺
れ
動
い
た
時
代

で
あ
っ
た
7
。

女
性
の
美
術
教
育
と
い
う
側
面
か
ら
眺
め
る
と
、
両
大
戦
間
期
と
は
、

一
九
〇
〇
年
に
パ
リ
国
立
美
術
学
校
に
女
子
ア
ト
リ
エ
が
創
設
さ
れ
8
、

そ
の
最
初
期
の
ア
ト
リ
エ
で
学
ん
だ
女
子
学
生
た
ち
が
、
大
戦
を
経
て
実

際
に
活
躍
す
る
時
期
で
も
あ
っ
た
。
国
立
美
術
学
校
は
、
当
時
す
で
に
か

つ
て
の
威
光
を
失
っ
て
い
た
と
は
い
え
、
権
威
の
砦
で
あ
る
こ
と
に
は
変

わ
り
な
く
、
多
く
の
男
性
芸
術
家
た
ち
が
教
授
職
に
就
く
な
ど
そ
の
恩
恵

に
浴
し
て
い
た
こ
と
は
事
実
で
あ
る
。
し
か
し
女
性
た
ち
に
は
、
単
に
在

籍
す
る
だ
け
で
な
く
、
そ
こ
で
優
秀
な
成
績
を
修
め
学
位
を
取
得
し
た
と

し
て
も
、
そ
の
権
力
構
造
の
中
で
指
導
者
に
な
る
と
い
う
選
択
肢
は
与
え

ら
れ
て
い
な
か
っ
た
。
教
育
の
平
等
は
手
に
入
れ
て
も
、
そ
の
後
の
進
路

と
い
う
点
で
困
難
は
続
い
て
い
た
の
で
あ
る
。

二　
「
聖
な
る
芸
術
」
運
動
と
ア
ト
リ
エ
・
ダ
ー
ル
・
サ
ク
レ

こ
う
し
た
背
景
の
中
、
十
九
世
紀
末
か
ら
兆
し
て
い
た
知
的
エ
リ
ー
ト

や
芸
術
家
の
カ
ト
リ
ッ
ク
へ
の
回
心
の
傾
向
が
、
よ
り
明
確
な
実
践
と
な

っ
て
現
れ
て
く
る
。
そ
の
関
心
は
宗
教
芸
術
に
も
及
ん
だ
。
彼
ら
は
芸
術

性
を
喪
失
し
た
ま
ま
大
量
生
産
さ
れ
る
、
い
わ
ゆ
る
﹁
サ
ン
＝
シ
ュ
ル
ピ

ス
の
美
術
9
﹂
と
呼
ば
れ
る
悪
趣
味
で
粗
悪
な
も
の
へ
と
宗
教
芸
術
が
堕

落
し
て
し
ま
っ
た
こ
と
を
嘆
き
、
そ
の
﹁
デ
カ
ダ
ン
ス
10
﹂
か
ら
宗
教
芸
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術
を
救
い
出
そ
う
と
す
る
。
そ
し
て
解
決
策
を
、
中
世
を
モ
デ
ル
と
し
た

共
同
組
合
的
工
房
の
創
設
に
求
め
た
。
そ
の
設
立
案
は
、
カ
ト
リ
ッ
ク
の

聖
職
者
、
学
者
、
建
築
家
、
芸
術
家
な
ど
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
る
﹁
ラ
・

ソ
シ
エ
テ
・
ド
・
サ
ン
＝
ジ
ャ
ン
︵
聖
ヨ
ハ
ネ
協
会
︶﹂
を
介
し
て
よ
り
確

実
な
も
の
に
な
っ
て
い
っ
た
11
。
こ
の
グ
ル
ー
プ
の
メ
ン
バ
ー
で
も
あ
り
、

当
時
カ
ト
リ
ッ
ク
知
識
人
と
親
し
く
交
流
し
て
い
た
画
家
モ
ー
リ
ス
・
ド

ニ
と
ジ
ョ
ル
ジ
ュ
・
デ
ヴ
ァ
リ
エ
ー
ル
に
よ
っ
て
﹁
ア
ト
リ
エ
・
ダ
ー
ル
・

サ
ク
レ
﹂
が
創
設
さ
れ
る
な
ど
、
ほ
か
に
も
次
々
と
こ
れ
に
準
ず
る
工
房

や
団
体
が
設
立
さ
れ
た
12
。
こ
う
し
て
始
ま
っ
た
ム
ー
ヴ
メ
ン
ト
が
﹁
聖

な
る
芸
術
﹂
運
動
で
あ
る
。

共
同
体
精
神
を
旗
印
と
し
て
、
多
く
の
芸
術
家
た
ち
が
、
戦
争
で
破

壊
さ
れ
た
教
会
の
復
興
や
パ
リ
郊
外
に
次
々
と
建
立
さ
れ
た
教
会
の
装

飾
に
取
り
組
ん
だ
。
そ
れ
だ
け
で
な
く
、
両
大
戦
間
期
に
パ
リ
で
開
催

さ
れ
た
博
覧
会
︵
一
九
二
五
年
の
﹁
現
代
産
業
装
飾
芸
術
国
際
博
覧
会
﹂、

一
九
三
一
年
の
﹁
植
民
地
博
覧
会
﹂、
一
九
三
七
年
の
﹁
現
代
生
活
に
お

け
る
諸
芸
術
・
諸
技
術
国
際
博
覧
会
﹂︶
も
ま
た
、
そ
の
成
果
を
発
表
す

る
重
要
な
場
と
し
て
機
能
し
た
。
各
博
覧
会
と
も
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
パ
ヴ

ィ
リ
オ
ン
が
設
置
さ
れ
、
そ
の
装
飾
が
各
宗
教
芸
術
工
房
︵
団
体
︶
を
通

し
て
芸
術
家
た
ち
に
依
頼
さ
れ
た
13
。

そ
し
て
こ
の
﹁
聖
な
る
芸
術
﹂
運
動
の
中
心
的
存
在
と
な
っ
た
の
が
、

ア
ト
リ
エ
・
ダ
ー
ル
・
サ
ク
レ
で
あ
っ
た
14
。
そ
こ
に
は
と
り
わ
け
多
く

の
女
性
が
集
ま
っ
て
き
た
15
。
一
九
一
九
年
に
創
設
さ
れ
た
こ
の
ア
ト
リ

エ
は
、
生
徒
︵élève

︶↓
徒
弟
︵ap

p
ren

ti

︶↓
職
人
︵co

m
p

agn
o

n

︶↓

親
方
︵m

aître

︶﹂
と
い
う
ヒ
エ
ラ
ル
キ
ー
で
構
成
さ
れ
て
お
り
、﹁
親
方
﹂

は
も
ち
ろ
ん
ド
ニ
と
デ
ヴ
ァ
リ
エ
ー
ル
で
あ
っ
た
。
生
徒
は
段
階
を
経
て

上
位
に
上
が
り
、
職
人
に
指
名
さ
れ
る
と
注
文
制
作
に
携
わ
り
報
酬
を
得

る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
シ
ス
テ
ム
で
あ
っ
た
。
工
房
は
絵
画
、
彫
刻
、

版
画
・
挿
絵
、
刺
繍
・
祭
服
、
金
銀
細
工
︵
鉄
工
芸
︶、
ス
テ
ン
ド
グ
ラ

ス
︵
遅
れ
て
一
九
二
四
年
に
創
設
︶
部
門
に
分
か
れ
て
お
り
、
職
人
に
よ

る
注
文
制
作
が
行
わ
れ
て
い
た
。

ア
ト
リ
エ
に
よ
っ
て
目
指
さ
れ
た
理
想
と
は
、
大
き
く
次
の
三
点
に
要

約
す
る
こ
と
が
で
き
る
16
。
宗
教
的
犠
牲
的
精
神
と
反
個
人
主
義
に
基
づ

く
﹁
共
同
制
作
︵
共
同
体
精
神
︶
の
実
践
﹂、
ナ
ビ
派
時
代
の
理
想
﹁
大
芸

術
と
小
芸
術
の
ヒ
エ
ラ
ル
キ
ー
の
撤
廃
﹂
を
引
き
継
ぐ
﹁
手
仕
事
を
含
む

多
様
な
装
飾
芸
術
の
実
践
﹂、
そ
し
て
芸
術
家
た
ち
自
身
に
よ
る
今
日
的

﹁
キ
リ
ス
ト
教
的
生
活
の
実
践
﹂
で
あ
る
。
最
後
の
﹁
キ
リ
ス
ト
教
的
生

活
の
実
践
﹂
と
は
、
日
常
的
な
カ
ト
リ
ッ
ク
行
事
へ
の
参
加
を
通
し
て
宗

教
的
・
家
族
的
連
帯
感
を
強
化
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
、
こ
れ
に
よ
り
必

然
的
に
﹁
家
庭
的
価
値
﹂
が
奨
励
さ
れ
る
結
果
と
な
っ
て
い
た
。

こ
れ
ら
の
理
想
は
﹁
聖
な
る
芸
術
﹂
運
動
全
体
の
理
想
と
共
通
す
る
も

の
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、
ア
ト
リ
エ
・
ダ
ー
ル
・
サ
ク
レ
が
女
性
た
ち

を
引
き
つ
け
た
要
因
は
、
な
ぜ
多
く
の
女
性
が
大
戦
間
期
の
教
会
装
飾
に

参
加
し
た
の
か
と
い
う
大
き
な
枠
組
み
で
の
問
い
へ
の
答
の
一
部
と
な
り

う
る
。
こ
こ
で
は
、
と
り
あ
え
ず
そ
う
し
た
ア
ト
リ
エ
が
存
在
し
、
多
く

の
女
性
を
引
き
付
け
た
と
い
う
事
実
を
指
摘
し
て
お
く
。
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三　

モ
ダ
ニ
ズ
ム
の
流
れ
：
第
二
次
大
戦
後
の
流
れ

次
に
、
こ
の
運
動
が
、
一
九
三
〇
年
代
後
半
か
ら
第
二
次
大
戦
を
は
さ

ん
で
ど
の
よ
う
に
変
化
し
て
い
っ
た
か
を
確
認
す
る
。

一
九
三
〇
年
代
後
半
に
な
る
と
、
雑
誌
﹃
ア
ー
ル
・
サ
ク
レ
﹄
を
通
し

て
﹁
聖
な
る
芸
術
﹂
運
動
の
モ
ダ
ニ
ズ
ム
化
が
推
し
進
め
ら
れ
る
こ
と
と

な
る
17
。
そ
の
中
心
人
物
だ
っ
た
ク
チ
ュ
リ
エ
神
父
の
構
想
の
も
と
、
宗

教
芸
術
の
モ
ダ
ニ
ズ
ム
化
に
お
け
る
最
初
の
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
と
も
さ
れ
る

ア
ッ
シ
ー
・
ノ
ー
ト
ル
＝
ダ
ム
・
ド
・
ト
ゥ
ッ
ト
・
グ
ラ
ー
ス
教
会
︵
フ

ラ
ン
ス
東
部
オ
ー
ト
＝
サ
ヴ
ォ
ワ
県
︶
が
完
成
す
る
︵
聖
別
は
一
九
五
〇

年
︶18
。
装
飾
参
加
者
の
中
に
、
フ
ェ
ル
ナ
ン
・
レ
ジ
ェ
の
よ
う
な
共
産
主

義
者
や
ア
ン
リ
・
マ
テ
ィ
ス
の
よ
う
な
無
神
論
者
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と

に
対
し
、
非
難
の
声
が
あ
が
っ
た
が
、﹁
信
仰
を
持
っ
た
天
才
た
ち
の
方

が
い
い
に
決
ま
っ
て
い
る
が
、
そ
れ
が
か
な
わ
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
才
能

の
な
い
信
徒
よ
り
信
仰
な
き
天
才
に
任
せ
る
ほ
う
が
よ
い
﹂
な
ぜ
な
ら
、

﹁
大
芸
術
家
と
い
う
も
の
は
常
に
霊
感
に
よ
っ
て
作
品
を
作
り
出
す
、
生

ま
れ
な
が
ら
に
精
神
的
直
観
力
を
備
え
て
い
る
か
ら
﹂
と
ク
チ
ュ
リ
エ
神

父
は
主
張
し
た
19
。
保
守
的
な
聖
職
者
を
相
手
に
論
争
を
勝
ち
抜
く
た
め

の
レ
ト
リ
ッ
ク
で
も
あ
り
、
け
っ
し
て
一
貫
性
の
あ
る
主
張
で
は
な
か
っ

た
が
、
こ
の
言
葉
が
二
十
世
紀
後
半
の
グ
ロ
ー
バ
ル
な
意
味
で
の
造
形
中

心
主
義
的
モ
ダ
ニ
ズ
ム
的
価
値
観
に
沿
う
も
の
と
し
て
語
り
継
が
れ
、
ク

チ
ュ
リ
エ
神
父
の
宗
教
芸
術
刷
新
の
立
役
者
と
し
て
の
位
置
づ
け
は
確
実

な
も
の
と
な
っ
て
い
っ
た
。
こ
こ
で
重
要
な
こ
と
は
、﹁
信
仰
﹂と
い
う﹁
宗

教
性
﹂
に
お
け
る
重
要
な
意
識
的
側
面
を
、そ
の
内
面
性
と
結
び
つ
く
﹁
精

神
性
﹂
に
シ
フ
ト
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、﹁
天
才
﹂
の
起
用
が
正
当
化
さ

れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
う
し
た
天
才
志
向
が
打
ち
出
さ
れ

る
中
、
女
性
た
ち
の
参
加
が
減
少
し
て
い
く
。

以
上
が
﹁
聖
な
る
芸
術
﹂
運
動
に
お
け
る
女
性
の
参
加
を
め
ぐ
る
大
き

な
流
れ
で
あ
る
。

四　
「
聖
な
る
芸
術
」
運
動
に
お
け
る
女
性
芸
術
家
た
ち

続
い
て
三
つ
の
問
い
に
順
に
答
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
冒
頭
の
問
題
提

起
へ
の
答
え
を
提
示
し
て
い
き
た
い
と
思
う
。

　
︵
一
︶　

ど
の
よ
う
な
背
景
が
あ
っ
た
の
か
、
な
ぜ
多
く
の
女
性
が
参
加

し
た
の
か
。　

　
︵
二
︶　

何
が
期
待
さ
れ
、
ど
う
応
え
た
か
。

　
︵
三
︶　

第
二
次
大
戦
後
の
モ
ダ
ニ
ズ
ム
的
価
値
観
の
中
で
、
な
ぜ
教
会

装
飾
に
お
け
る
女
性
芸
術
家
は
減
少
︵
後
退
︶
し
た
の
か
。

︵
一
︶　

ど
の
よ
う
な
背
景
が
あ
っ
た
の
か
、
な
ぜ
多
く
の
女
性
が
参
加
し

た
の
か
。

第
一
次
大
戦
を
経
て
、
宗
教
的
心
情
が
高
ま
る
中
、
あ
る
種
の
高
揚
感

と
使
命
感
か
ら
、
公
的
領
域
へ
の
参
加
を
望
む
女
性
た
ち
が
登
場
し
た
。

そ
こ
で
は
戦
争
と
い
う
も
の
が
、
女
性
た
ち
に
新
た
な
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
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ィ
を
発
見
す
る
機
会
と
し
て
機
能
し
た
。
愛
国
的
な
使
命
感
を
も
っ
て
自

己
実
現
を
果
た
す
と
い
う
、
同
時
代
の
い
わ
ゆ
る
エ
リ
ー
ト
男
性
が
持
ち

得
る
一
つ
の
理
想
を
共
有
す
る
女
性
た
ち
も
当
然
出
て
く
る
。
こ
の
よ
う

な
状
況
の
中
、﹁
信
仰
﹂
と
い
う
、
あ
る
意
味
女
性
の
専
売
特
許
と
も
さ

れ
て
き
た
領
域
が
、
知
的
エ
リ
ー
ト
の
関
心
事
と
な
っ
た
こ
と
の
意
味
は

大
き
い
。
従
来
、
教
会
と
女
性
信
者
の
関
係
は
、
奉
仕
活
動
の
延
長
と
い

う
枠
で
括
ら
れ
て
い
た
が
、
こ
こ
に
至
っ
て
、
女
性
も
﹁
知
性
﹂
を
持
っ

て
社
会
に
貢
献
で
き
る
領
域
と
し
て
提
示
さ
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
知
性
偏

重
の
傾
向
は
否
め
な
い
が
、
だ
か
ら
こ
そ
あ
る
種
の
自
負
を
持
っ
た
女
性

た
ち
、
す
な
わ
ち
、
カ
ト
リ
ッ
ク
信
者
と
し
て
あ
る
一
定
の
社
会
階
層
に

属
し
、
芸
術
と
い
う
領
域
に
関
わ
り
、
高
い
教
育
を
受
け
た
女
性
た
ち
を

引
き
つ
け
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
し
か
し
当
然
、
そ
れ
に
よ
っ
て
男
性

︵
エ
リ
ー
ト
︶
支
配
層
と
の
﹁
共
犯
性
﹂
も
生
じ
得
る
。
こ
の
点
は
、
次

項
︵
二
︶
何
が
期
待
さ
れ
、
ど
う
応
え
た
か
、
で
確
認
す
る
。

一
般
的
な
心
情
と
し
て
も
、
教
会
装
飾
の
基
本
で
も
あ
る
﹁
教
義
に
従

順
な
精
神
を
持
っ
て
教
会
を
飾
る
﹂
と
い
う
行
為
は
保
守
的
な
女
性
像
を

逸
脱
し
た
行
為
で
は
な
い
た
め
、
外
に
向
け
て
も
自
ら
に
対
し
て
も
、
正

当
化
す
る
根
拠
が
準
備
さ
れ
て
い
た
。
つ
ま
り
、
外
に
出
て
働
く
と
い
う

伝
統
的
な
女
性
観
か
ら
逸
脱
し
た
行
為
で
は
あ
る
の
だ
が
、
教
会
を
飾
る

と
い
う
、
そ
の
仕
事
の
内
容
ゆ
え
に
非
難
を
免
れ
る
こ
と
が
で
き
た
の
で

あ
る
。

実
際
的
な
要
因
と
し
て
は
、
ア
ト
リ
エ
・
ダ
ー
ル
・
サ
ク
レ
の
よ
う
な

団
体
が
存
在
し
、
そ
こ
に
お
い
て
確
実
に
仕
事
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
仕

組
み
が
提
示
さ
れ
て
い
た
こ
と
も
魅
力
的
だ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
二
十
世

紀
の
こ
の
時
期
、
国
立
美
術
学
校
の
門
戸
は
女
性
に
も
す
で
に
開
か
れ
て

い
た
が
、し
か
る
べ
き
教
育
に
よ
っ
て
﹁
技
術
﹂
を
習
得
し
た
と
し
て
も
、

そ
れ
を
生
か
す
場
は
限
ら
れ
て
い
た
。
と
り
わ
け
公
共
建
築
を
装
飾
す
る

仕
事
や
教
授
職
に
就
く
と
い
う
選
択
肢
が
、
女
性
に
は
ほ
と
ん
ど
閉
ざ
さ

れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。

そ
し
て
よ
り
根
源
的
な
要
因
の
一
つ
と
し
て
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
の

が
、
共
同
体
精
神
を
理
想
と
し
た
こ
の
運
動
に
お
い
て
、
共
同
制
作
、
反

個
人
主
義
、
犠
牲
的
精
神
が
目
指
さ
れ
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
先
述
し
た

よ
う
に
、
こ
の
点
は
ア
ト
リ
エ
・
ダ
ー
ル
・
サ
ク
レ
の
理
想
と
共
通
す
る

も
の
で
あ
る
。こ
の
精
神
の
も
と
で
は
過
度
な
独
創
性
は
要
求
さ
れ
な
い
。

き
わ
め
て
差
別
的
な
要
素
を
含
み
な
が
ら
も
こ
の
点
が
女
性
を
歓
迎
す
る

一
つ
の
重
要
な
要
因
と
な
り
得
て
い
た
こ
と
は
、
次
の
よ
う
な
批
評
的
言

説
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
。﹁
お
そ
ら
く
女
性
た
ち
は
そ
の
気
質
ゆ
え
男

性
よ
り
創
造
的
で
は
な
い
。
そ
し
て
こ
の
こ
と
は
あ
る
種
の
世
俗
の
芸
術

分
野
に
お
い
て
は
不
利
に
働
く
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、宗
教
芸
術
は
、

従
順
さ
と
霊
的
に
感
化
さ
れ
易
い
気
質
を
要
求
す
る
。
そ
れ
は
女
性
た
ち

が
生
来
有
し
て
い
る
固
有
の
財
産
で
あ
る
﹂20
。

実
は
﹁
活
発
に
男
性
を
募
集
す
る
こ
と
が
我
々
に
と
っ
て
必
要
で
あ

る
﹂
と
ド
ニ
が
あ
え
て
要
請
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
ほ
ど
、
ア
ト
リ
エ
・

ダ
ー
ル
・
サ
ク
レ
で
は
男
性
メ
ン
バ
ー
の
不
足
が
﹁
嘆
か
れ
て
﹂
い
た
21
。

こ
の
点
か
ら
共
同
制
作
、
反
個
人
主
義
、
犠
牲
的
精
神
と
い
う
要
素
が
男

性
に
反
作
用
を
及
ぼ
し
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
推
測
す
る
こ
と
は
可
能
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で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
れ
ら
の
要
素
を
単
純
に
﹁
女
性
的
価
値
﹂
と
結

び
つ
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
も
そ
も
﹁
聖
な
る
芸
術
﹂
運
動
と
は
、

行
き
過
ぎ
た
個
人
主
義
・
資
本
主
義
へ
の
抵
抗
か
ら
出
て
き
た
も
の
で
も

あ
り
、
時
代
の
潮
流
と
も
い
え
る
精
神
と
し
て
こ
れ
に
賛
同
す
る
者
が
多

数
い
た
た
め
始
ま
っ
た
運
動
で
あ
る
。
実
際
、
よ
り
共
同
体
精
神
の
強
い

職
人
的
団
体
は
男
性
で
占
め
ら
れ
て
い
た
22
。
し
か
し
こ
う
し
た
団
体
で

は
、
女
性
が
不
在
か
、︵
携
わ
る
分
野
に
お
け
る
︶
両
者
の
棲
み
分
け
が

明
確
だ
っ
た
点
は
留
意
す
べ
き
で
あ
る
。
役
割
分
担
が
明
確
な
場
で
は
意

識
さ
れ
な
い
差
異
︵
あ
る
い
は
眠
っ
て
い
る
心
理
︶
が
、
両
者
が
共
存
し

よ
う
と
す
る
場
に
お
い
て
顕
在
化
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
現
代
に
お
い
て

も
さ
ま
ざ
ま
な
場
で
証
明
さ
れ
て
い
る
。
ア
ト
リ
エ
に
こ
れ
ほ
ど
多
く
の

女
性
が
殺
到
す
る
と
は
お
そ
ら
く
予
想
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
、

そ
う
し
た
状
況
へ
の
違
和
感
が
、
あ
る
部
分
で
男
性
た
ち
を
遠
ざ
け
た
と

考
え
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
中
世
の
共
同
体
精
神
と
は
男
子

修
道
院
で
遂
行
さ
れ
る
兄
弟
愛
的
精
神
、
つ
ま
り
、
男
性
同
士
の
ホ
モ
ソ

ー
シ
ャ
ル
な
場
で
遂
行
さ
れ
る
犠
牲
的
精
神
が
想
定
さ
れ
て
お
り
、
こ
の

段
階
で
す
で
に
女
性
は
想
定
外
な
の
で
あ
る
。
十
九
世
紀
以
降
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
各
地
で
提
唱
さ
れ
た
中
世
を
理
想
と
し
た
こ
う
し
た
共
同
体
精
神
が
、

い
か
に
男
性
中
心
的
な
発
想
で
あ
っ
た
か
が
逆
に
露
呈
し
た
と
も
い
え
る

だ
ろ
う
23
。

さ
ら
に
女
性
を
引
き
つ
け
た
理
由
と
し
て
、教
会
装
飾
刷
新
の
対
象
が
、

手
仕
事
を
含
む
多
様
な
装
飾
芸
術
ま
で
射
程
と
し
て
い
た
点
も
見
逃
せ
な

い
。
た
と
え
ば
ア
ト
リ
エ
・
ダ
ー
ル
・
サ
ク
レ
で
は
、
版
画
・
挿
絵
、
タ

ピ
ス
リ
ー
、
刺
繍
・
祭
服
な
ど
、
装
飾
芸
術
の
中
で
も
と
り
わ
け
手
仕
事

に
分
類
さ
れ
る
領
域
へ
の
関
心
が
示
さ
れ
て
い
た
。
メ
ン
バ
ー
の
一
人
で

版
画
工
房
の
責
任
者
も
務
め
て
い
た
女
性
ポ
ー
ル
・
マ
ロ
に
よ
っ
て
ア
ト

リ
エ
・
ダ
ー
ル
・
サ
ク
レ
の
広
告
用
に
制
作
さ
れ
と
思
わ
れ
る
版
画
︹
図

1
︺
に
は
、
前
景
に
刺
繍
に
打
ち
込
む
女
性
た
ち
が
描
き
出
さ
れ
て
お

り
、
手
仕
事
へ
の
愛
着
を
感
じ
さ
せ
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う

に
、
従
来
家
庭
的
手
仕
事
と
さ
れ
て
い
た
刺
繍
や
布
に
関
す
る
分
野
が
、

家
庭
と
い
う
枠
を
越
え
て
芸
術
的
営
み
と
し
て
提
示
さ
れ
た
こ
と
が
、
あ

ら
た
め
て
女
性
た
ち
を
引
き
寄
せ
た
一
因
と
な
っ
た
こ
と
は
確
か
で
あ
ろ

う
。
刺
繍
と
い
う
領
域
は
、
ゲ
ッ
ト
ー
化
さ
れ
た
領
域
で
あ
っ
た
と
は
い図 1
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え
、
二
十
世
紀
初
頭
の
美
術
界
に
お
い
て
は
、﹁
女
性
の
芸
術
﹂
と
し
て

不
動
の
地
位
を
得
て
い
た
24
。
し
か
し
ヒ
エ
ラ
ル
キ
ー
の
撤
廃
と
い
う
理

想
の
も
と
、
そ
こ
に
デ
ザ
イ
ン
を
提
供
す
る
男
性
画
家
が
登
場
し
、
デ
ザ

イ
ン
す
る
男
性
と
作
る
女
性
職
人
と
い
う
因
習
的
構
造
が
再
浮
上
す
る
。

た
と
え
ば
︹
図
2
︺
は
そ
う
し
た
作
例
の
一
つ
で
、
ド
ニ
の
デ
ザ
イ
ン
を

も
と
に
刺
繍
家
サ
ビ

ー
ヌ
・
デ
ヴ
ァ
リ
エ

ー
ル
が
制
作
し
た
も

の
で
あ
る
。
し
か
し

ま
た
そ
の
こ
と
、
つ

ま
り
ド
ニ
の
よ
う
な

す
で
に
地
位
の
確
立

し
た
男
性
画
家
が
介

入
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
、﹁
女
性
の
芸
術
﹂

は
確
実
に
﹁
芸
術
﹂

へ
と
引
き
上
げ
ら

れ
、そ
し
て
そ
の﹁
芸

術
﹂
と
い
う
ス
テ
イ

タ
ス
ゆ
え
、
よ
り
多

く
の
女
性
を
引
き
つ

け
る
と
い
う
ね
じ
れ

た
構
造
を
呈
す
る
こ

と
に
な
っ
た
と
も
い
え
る
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
重
要
な
要
因
と
し
て
、
宗
教
芸
術
お
よ
び
宗
教
的
行
事
が
含
む

あ
る
種
の
﹁
女
性
性
﹂
と
家
庭
的
価
値
観
が
根
拠
と
な
り
、
従
来
相
い
れ

な
い
も
の
と
し
て
捕
ら
え
ら
れ
て
き
た
芸
術
的
環
境
と
家
庭
的
な
る
も
の

が
両
立
す
る
も
の
と
し
て
提
示
さ
れ
た
点
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ

の
こ
と
は
﹁
家
庭
的
で
親
密
な
環
境
﹂
と
い
う
価
値
を
一
つ
の
特
色
と
し

て
い
た
ア
ト
リ
エ
・
ダ
ー
ル
・
サ
ク
レ
に
女
性
が
多
く
参
加
し
て
い
た
こ

と
に
も
示
さ
れ
て
い
る
。
次
の
よ
う
な
、
ア
ト
リ
エ
の
元
メ
ン
バ
ー
た
ち

の
証
言
が
そ
れ
を
裏
付
け
て
い
る
。﹁
ド
ニ
は
メ
ン
バ
ー
を
ル
・
プ
リ
ウ

レ
の
庭
で
行
な
わ
れ
る
行
事
に
招
待
し
た
。
そ
れ
は
子
ど
も
た
ち
が
花
輪

を
か
ぶ
り
行
列
を
行
う
と
い
っ
た
も
の
で
、
非
常
に
家
庭
的
な
も
の
で
あ

っ
た
﹂25
。
も
ち
ろ
ん
、
決
し
て
女
性
が
本
質
的
に
家
庭
的
つ
な
が
り
を

求
め
る
性
質
を
有
し
て
い
た
な
ど
と
言
い
た
い
の
で
は
な
い
。
家
庭
と
い

う
私
的
ス
ペ
ー
ス
こ
そ
女
性
の
領
域
だ
と
す
る
考
え
は
、
本
質
的
な
も
の

で
は
な
く
、
そ
れ
が
資
本
主
義
社
会
の
成
熟
に
向
け
て
の
要
だ
っ
た
が
ゆ

え
に
、
歴
史
的
社
会
的
に
あ
ら
ゆ
る
場
面
を
通
し
て
、
あ
た
か
も
自
然
で

あ
る
か
の
ご
と
く
女
性
た
ち
に
内
面
化
さ
れ
て
い
っ
た
と
い
う
、
そ
の
背

景
と
メ
カ
ニ
ズ
ム
は
す
で
に
多
く
の
文
献
で
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
こ
こ
で

思
い
出
す
べ
き
こ
と
は
、
家
庭
と
い
う
私
的
ス
ペ
ー
ス
こ
そ
女
性
の
領
域

だ
と
す
る
考
え
方
が
、
芸
術
活
動
、
と
り
わ
け
ハ
イ
ア
ー
ト
の
領
域
か
ら

女
性
を
排
除
す
る
口
実
の
一
つ
と
し
て
、
強
力
に
機
能
し
続
け
て
き
た
と

い
う
事
実
で
あ
る
。
芸
術
的
環
境
と
家
庭
的
な
る
も
の
が
両
立
す
る
も
の

と
し
て
提
示
さ
れ
た
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
芸
術
に
お
け
る
一
つ
の
価
値
の

図 2
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転
換
で
も
あ
っ
た
。
こ
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
に
お
い
て
女
性
を
排
除
す
る
口

実
が
生
じ
得
ず
、
よ
り
女
性
が
参
加
し
や
す
い
環
境
と
な
っ
て
い
っ
た
こ

と
は
間
違
い
な
い
と
思
え
る
。

さ
ら
に
、
フ
ラ
ン
ス
美
術
の
伝
統
と
い
う
文
脈
で
女
性
に
何
が
求
め
ら

れ
て
き
た
か
と
い
う
点
に
着
目
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
も
、
女
性
の
参
加
が

歓
迎
さ
れ
た
理
由
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。

ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
が
高
ま
る
大
戦
間
期
の
宗
教
芸
術
に
お
い
て
は
フ
ラ

ン
ス
の
伝
統
が
強
く
意
識
さ
れ
た
。﹁
聖
な
る
芸
術
﹂
運
動
は
そ
の
宗
教

芸
術
を
﹁
デ
カ
ダ
ン
ス
﹂
か
ら
救
い
出
そ
う
と
し
て
始
ま
っ
た
運
動
で
も

あ
っ
た
た
め
、
と
り
わ

け
古
典
的
﹁
秩
序
﹂
に

結
び
つ
く
フ
ラ
ン
ス

の
﹁
良
き
趣
味
﹂
と
い

う
価
値
が
重
要
視
さ
れ

た
。
本
来
フ
ラ
ン
ス
美

術
が
誇
る
伝
統
と
は
、

何
よ
り
も
﹁
知
力
、
明

晰
、
秩
序
﹂
と
い
っ
た

言
葉
に
代
表
さ
れ
る
、

い
わ
ゆ
る
知
的
芸
術
の

マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
だ
が
、

ア
ヴ
ァ
ン
ギ
ャ
ル
ド
と

い
う
﹁
デ
カ
ダ
ン
ス
﹂

に
対
抗
す
る
も
の
と
し
て
語
ら
れ
る
時
、
古
典
的
価
値
に
は
道
徳
と
い
う

観
念
が
含
ま
れ
る
。
従
来
女
性
は
道
徳
を
体
現
す
る
も
の
と
し
て
位
置
づ

け
ら
れ
て
き
た
。
こ
の
文
脈
に
お
い
て
、
古
典
的
秩
序
を
よ
り
ど
こ
ろ
と

す
る
フ
ラ
ン
ス
の
﹁
良
き
趣
味
﹂
を
、
道
徳
を
体
現
す
る
も
の
と
し
て
作

り
出
す
こ
と
は
、
女
性
に
ふ
さ
わ
し
い
行
為
と
み
な
さ
れ
た
。
こ
の
点
は

と
り
わ
け
、
国
立
美
術
学
校
で
ア
カ
デ
ミ
ッ
ク
な
教
育
を
受
け
た
女
性

た
ち
に
有
利
に
働
く
点
で
あ
っ
た
26
。
た
と
え
ば
、︹
図
3
︺
の
よ
う
な
、

ア
カ
デ
ミ
ズ
ム
の
画
家
マ
ル
ト
・
フ
ラ
ン
ド
ラ
ン
に
よ
っ
て
制
作
さ
れ
た

道
徳
的
価
値
を
表
す
テ
ー
マ
を
古
典
主
義
的
様
式
で
描
き
出
し
た
事
例
が

当
て
は
ま
る
27
。

そ
し
て
最
後
に
指
摘
し
て
お
く
べ
き
こ
と
は
、
大
戦
間
期
を
象
徴
す
る

﹁
新
し
い
女
﹂
の
文
脈
で
あ
る
。
戦
時
に
社
会
に
出
る
経
験
を
経
た
こ
と

に
よ
っ
て
、
自
身
の
欲
求
の
た
め
に
働
き
、
自
立
を
望
む
女
性
た
ち
が
登

場
し
て
い
た
。
な
か
で
も
男
性
不
足
か
ら
従
来
男
性
の
領
域
だ
っ
た
仕
事

に
借
り
出
さ
れ
、
多
く
の
女
性
が
そ
れ
を
や
り
遂
げ
た
と
い
う
事
実
を
目

に
し
た
こ
と
は
、
女
性
の
意
識
を
大
き
く
変
え
た
と
想
像
で
き
る
。
実
際

に
建
築
中
の
工
事
現
場
に
足
場
を
か
け
、
埃
に
ま
み
れ
な
が
ら
の
作
業
を

伴
う
ス
テ
ン
ド
グ
ラ
ス
や
壁
画
と
い
っ
た
分
野
へ
の
進
出
は
、
明
ら
か
に

伝
統
を
逸
脱
し
た
行
為
だ
っ
た
が
、
と
り
わ
け
そ
う
し
た
分
野
で
の
女
性

の
活
躍
と
は
、
こ
の
よ
う
な
﹁
新
し
い
女
﹂
の
登
場
に
よ
っ
て
土
壌
が
育

ま
れ
て
い
た
こ
と
は
確
か
で
あ
ろ
う
。
次
に
挙
げ
た
ス
テ
ン
ド
グ
ラ
ス
職

人
マ
ル
グ
リ
ッ
ト
・
ユ
レ
の
言
葉
は
﹁
新
し
い
女
﹂
の
一
つ
の
意
識
を
よ

く
表
し
て
い
る
。﹁
戦
争
を
体
験
し
、
女
性
は
自
然
が
女
性
に
与
え
た
す

図 3
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べ
て
の
能
力
に
気
づ
い
た
の
で
す
。
ま
た
ス
ポ
ー
ツ
が
女
性
を
大
胆
に
し

ま
し
た
。
人
々
は
、
女
性
が
、
企
業
家
と
話
を
し
た
り
、
資
材
に
精
通
し

た
り
、
従
業
員
を
指
揮
し
て
工
事
を
監
督
し
た
り
す
る
こ
と
に
、
何
の
疑

問
も
持
た
な
く
な
っ
て
い
ま
す
﹂28
。

以
上
が
女
性
の
参
加
と
い
う
現
象
を
説
明
し
得
る
お
お
よ
そ
の
背
景

と
要
因
で
あ
る
。
重
要
な
こ
と
は
、
女
性
の
参
加
を
う
な
が
し
た
こ
れ
ら

の
要
素
、
す
な
わ
ち
共
同
制
作
、
反
個
人
主
義
、
犠
牲
的
精
神
、
手
仕
事

を
含
む
装
飾
芸
術
、
家
庭
的
価
値
観
、
道
徳
を
体
現
す
る
も
の
と
し
て
の

フ
ラ
ン
ス
の﹁
良
き
趣
味
﹂と
い
っ
た
要
素
が
、実
は
す
べ
て︵﹁
新
し
い
女
﹂

を
除
く
が
︶、
社
会
に
共
有
さ
れ
る
暗
黙
の
前
提
、
つ
ま
り
女
性
な
ら
誰

も
が
持
ち
得
る
で
あ
ろ
う
と
さ
れ
る
特
質
と
密
接
に
結
び
つ
い
て
い
た
点

で
あ
る
。

︵
二
︶　

何
が
期
待
さ
れ
、
ど
う
応
え
た
か
？

で
は
次
に
、
何
が
期
待
さ
れ
、
ど
う
応
え
た
か
と
い
う
問
い
に
答
え
て

い
き
た
い
と
思
う
。

大
戦
間
期
と
は
、
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
と
政
治
︵
第
三
共
和
政
︶
が
、
戦

死
者
の
追
悼
の
儀
に
始
ま
り
、
植
民
地
主
義
政
策
、
出
産
奨
励
主
義
、
労

働
︵
者
︶
問
題
等
を
介
し
て
共
犯
関
係
を
結
び
得
た
時
代
で
あ
っ
た
。
そ

こ
に
は
政
治
的
駆
け
引
き
が
存
在
し
、
女
性
芸
術
家
た
ち
も
そ
の
駆
け
引

き
に
参
加
し
た
。
で
は
、
こ
う
し
た
状
況
の
中
で
、
女
性
た
ち
は
、
ど
の

よ
う
な
作
品
を
作
り
出
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

第
一
次
大
戦
が
終
結
し
、
兵
士
の
死
を
意
味
あ
る
も
の
と
し
て
正
当
化

す
る
必
要
性
か
ら
、
そ
れ
を
悼
む
図
像
が
﹁
教
会
﹂
に
お
い
て
も
求
め
ら

れ
た
。
こ
れ
に
応
え
、
た
と
え
ば
ヴ
ァ
ラ
ン
テ
ィ
ヌ
・
レ
ー
ル
は
、﹁
十

字
架
の
道
行
﹂
や
﹁
ピ
エ
タ
﹂
の
図
像
で
悲
し
む
女
性
を
数
多
く
描
き
出

し
た
。
そ
れ
ら
は
と
き
に
、︹
図
4
︺
の
よ
う
に
、
明
確
に
兵
士
の
死
を

関
連
づ
け
る
や
り
方

で
提
示
さ
れ
、
愛
国

的
心
情
の
発
露
に
貢

献
す
る
も
の
と
な
っ

て
い
た
。
痛
み
や
死

を
悲
し
む
役
割
は
伝

統
的
に
女
性
の
役
割

で
も
あ
っ
た
た
め

29
、
死
者
を
悼
む
と

い
う
モ
ニ
ュ
メ
ン
ト

の
装
飾
に
女
性
が
参

加
す
る
こ
と
は
歓
迎

さ
れ
る
べ
き
こ
と
で

も
あ
っ
た
。

ヴ
ァ
ラ
ン
テ
ィ

ヌ
・
レ
ー
ル
と
は
、

大
戦
間
期
の
教
会
装

図 4
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飾
に
お
け
る
女
性
の
先
駆
者
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
女
性
で
、
お

も
に
壁
画
制
作
と
ス
テ
ン
ド
グ
ラ
ス
の
構
成
を
手
掛
け
た
画
家
で
あ
る

30
。
戦
争
を
機
に
愛
国
的
精
神
に
目
覚
め
、
強
い
使
命
感
に
突
き
動
か
さ

れ
て
宗
教
芸
術
に
生
き
る
こ
と
を
選
ん
だ
と
い
う
、
動
機
が
明
確
に
示
さ

れ
た
画
家
で
も
あ
っ
た
が
、
彼
女
が
描
き
出
し
た
多
く
の
女
性
た
ち
の
悲

し
み
の
表
現
は
、
戦
時
に
実
際
に
目
に
し
た
、
家
族
が
息
子
を
送
り
だ
す

光
景
か
ら
生
み
出
さ
れ
た
も
の
で
も
あ
っ
た
こ
と
が
、
自
身
の
発
言
か
ら

も
明
ら
か
で
あ
っ
た
た
め
、
よ
り
説
得
力
を
持
つ
も
の
と
な
っ
て
い
た

31
。ま

た
、
た
と
え
ば
先
に
引
用
し
た
﹁
宗
教
芸
術
は
、
従
順
さ
と
霊
的
に

感
化
さ
れ
易
い
気
質
を
要
求
す
る
。
そ
れ
は
女
性
た
ち
が
生
来
有
し
て
い

る
固
有
の
財
産
で
あ
る
﹂
と
い
っ
た
批
評
が
示
し
て
い
る
よ
う
に
32
、
女

性
に
は
と
り
わ
け
教
義
に
﹁
従
順
﹂
で
あ
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
た
。
教
義

に
厳
格
に
従
う
と
い
う
こ
と
は
、
と
き
に
家
父
長
制
や
絶
対
的
な
父
性
の

観
念
と
い
っ
た
、
教
皇
庁
と
い
う
一
つ
の
権
威
を
補
強
す
る
女
性
差
別
的

な
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
発
信
す
る
こ
と
に
も
な
り
得
る
。

ヴ
ァ
ラ
ン
テ
ィ
ヌ
・
レ
ー
ル
に
よ
る
植
民
地
博
覧
会
﹁
伝
道
パ
ヴ
ィ
リ

オ
ン
﹂
で
の
装
飾
︽
全
世
界
教
会
の
守
護
者
聖
ヨ
セ
フ
︾︹
図
5
︺
は
そ

の
最
も
顕
著
な
作
例
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
聖
ヨ
セ
フ
が
幼
子
イ
エ
ス
を
抱

き
、﹁
肌
の
色
﹂
で
描
き
分
け
ら
れ
た
三
大
陸
の
﹁
有
色
人
種
﹂
を
﹁
白
人
﹂

で
あ
る
当
自
即
位
中
の
ピ
ウ
ス
十
一
世
が
両
手
を
広
げ
包
み
込
み
、
そ

れ
ら
す
べ
て
を
聖
ヨ
セ
フ
の
マ
ン
ト
が
保
護
し
て
い
る
33
。
聖
書
上
矛
盾

し
た
存
在
だ
っ
た
こ
と
も
あ
り
、
聖
ヨ
セ
フ
に
は
多
様
な
イ
メ
ー
ジ
込
め

ら
れ
て
き
た
が
、
す
く
な
く
と
も
当
時
の
教
会
が
重
要
視
し
た
の
は
、
ヨ

セ
フ
の
﹁
権
威
あ
る
父
﹂
と
し
て
の
側
面
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
十
九
世
紀

末
の
教
皇
レ
オ
十
三
世
︵
在
位
一
八
七
八
―
一
九
〇
三
︶
に
よ
る
﹁
ヨ
セ

フ
が
父
親
の
権
威
を
も
っ
て
治
め
た
神
聖
な
家
は
、
生
ま
れ
来
る

教
会
の
萌
芽
を
内
包
し
て
い
た
﹂
と
い
う
言
葉
に
明
ら
か
で
あ
る

34
。
レ
オ
十
三
世
が
言
う
よ
う
に
、
キ
リ
ス
ト
の
家
族
に
教
会
の

モ
デ
ル
が
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
全
世
界
の
教
会
も
父
親
の
権
威
を

も
っ
て
治
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
レ
ー
ル
に
よ
る
聖
ヨ
セ

フ
の
マ
ン
ト
に
よ
っ
て
全
人
種
が
保
護
さ
れ
る
図
像
は
、
ま
さ
に

そ
の
こ
と
を
示
し
て
お
り
、
パ
タ
ー
ナ
リ
ズ
ム
に
よ
る
植
民
地
主

義
肯
定
の
図
と
な
っ
て
い
る
。
マ
ン
ト
で
保
護
す
る
図
像
は
、
ま

ず
は
﹁
慈
悲
の
聖
母
﹂
を
想
起
さ
せ
る
も
の
だ
が
、
ヤ
シ
の
木
が

ヨ
セ
フ
の
身
体
を
貫
通
す
る
か
の
よ
う
に
描
か
れ
て
い
る
点
な
ど

図 5
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は
、
父
系
継
承
の
理
想
が
込

め
ら
れ
て
い
る
と
さ
れ
る
図

像
﹁
ア
ブ
ラ
ハ
ム
の
懐
﹂︹
図

6
︺
と
も
関
連
づ
け
る
こ
と

が
で
き
る
も
の
で
、
そ
れ
に

よ
っ
て
こ
こ
で
は
絶
対
的
な

父
性
の
観
念
と
い
う
も
の
が

さ
ら
に
強
力
な

も
の
と
し
て
呈
示
さ
れ
て
い
る
35
。

女
性
た
ち
は
ま
た
、
帝
国
主
義
的
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
﹁
使

者
﹂
と
し
て
の
役
割
に
も
加
担
し
た
。
文
明
化
の
使
命
を
正

当
化
す
る
図
像
を
博
覧
会
や
本
国
の
教
会
に
描
き
出
す
だ
け

で
な
く
、
本
国
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
備
え
た
﹁
使
者
﹂
た
ち

の
一
団
と
し
て
、
植
民
地
に
す
す
ん
で
出
か
け
て
い
く
女
性

た
ち
が
い
た
。
そ
れ
は
と
り
わ
け
、
ア
カ
デ
ミ
ッ
ク
な
教
育

を
全
う
し
た
者
た
ち
で
あ
っ
た
。
彼
女
た
ち
は
そ
こ
に
お
い

て
教
会
や
公
共
建
築
の
装
飾
に
参
加
す
る
だ
け
で
な
く
、
植

民
地
主
義
を
正
当
化
す
る
コ
ロ
ニ
ア
リ
ズ
ム
絵
画
︵
彫
刻
︶

を
数
多
く
制
作
し
た
。
こ
こ
で
は
、
奨
学
旅
行
制
度
が
美
術
エ
リ
ー
ト
の

女
性
た
ち
を
体
制
側
に
巧
み
に
導
く
制
度
と
し
て
機
能
し
て
い
た
点
も
指

摘
し
て
お
く
べ
き
で
あ
ろ
う
36
。

た
と
え
ば
、
国
立
美
術
学
校
を
優
秀
な
成
績
で
卒
業
し
て
す
ぐ
に
、
フ

レ
ス
コ
画
を
描
く
こ
と
で
そ
の
キ
ャ
リ
ア
を
歩
み
始
め
た
マ
ル
ト
・
フ
ラ

ン
ド
ラ
ン
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
彼
女
は
い
わ
ゆ
る
フ
ラ
ン
ス
の

﹁
良
き
趣
味
﹂
を
生
涯
体
現
し
続
け
た
画
家
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
フ
ラ
ン

ド
ラ
ン
が
カ
ー
サ
・
ヴ
ェ
ラ
ス
ケ

ス
37
の
奨
学
旅
行
を
獲
得
し
出
か

け
た
モ
ロ
ッ
コ
で
制
作
し
た
、
人

物
を
ご
く
小
さ
く
描
き
こ
む
こ
と

に
よ
っ
て
領
土
の
広
が
り
を
意
識

さ
せ
る
よ
う
に
表
現
し
た
モ
ロ
ッ

コ
風
景
画
や
、
植
民
地
の
女
性
を

回
心
前
と
回
心
後
︹
図
7
︺
と
し

て
読
み
取
れ
る
裸
体
と
着
衣
の
姿

で
描
き
だ
し
た
︽
二
人
の
姉
妹
︾

︹
図
8
︺
は
、
帝
国
主
義
的
イ
デ

オ
ロ
ギ
ー
の
使
者
と
し
て
の
役
割

に
当
て
は
ま
る
作
品
と
い
え
る
だ

ろ
う
。

こ
こ
に
は
、
同
時
代
の
白
人
男

性
画
家
た
ち
が﹁
プ
リ
ミ
テ
ィ
ヴ
﹂

図 6

図 8

図 7
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な
も
の
と
し
て
表
象
し
て
き
た
﹁
他
者
﹂
を
、
女
性
が
描
く
主
体
と
な
っ

た
と
き
ど
う
眼
差
し
た
か
と
い
う
問
題
も
提
示
さ
れ
て
い
る
。
支
配
者
側

の
眼
差
し
が
共
有
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
否
め
な
い
。
当
時
オ
リ
エ
ン
タ
リ

ス
ト
の
画
家
た
ち
は
、
絵
画
を
構
成
す
る
た
め
に
、
た
と
え
ば
︹
図
9
︺

の
よ
う
な
、
十
九
世
紀
以
来
常
套
化
し
て
き
た
オ
リ
エ
ン
タ
リ
ズ
ム
表
象

の
典
型
と
も
い
う
べ
き
写
真
を
用
い
る
こ
と
も
あ

っ
た
と
い
う
が
、
こ
の
種
の
写
真
の
モ
デ
ル
に
向

け
ら
れ
た
眼
差
し
と
そ
う
遠
い
も
の
で
は
な
い
こ

と
が
、
並
べ
て
み
る
と
よ
く
分
か
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
大
戦
間
期
の
女
性
に
最
も
期

待
さ
れ
た
こ
と
は
、
お
そ
ら
く
母
性
礼
賛
、
よ
り

厳
密
に
は
多
子
礼
賛
に
貢
献
す
る
こ
と
だ
っ
た
の

で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
大
戦
間
期
と
は
、
次

な
る
大
戦
を
控
え
、
国
家
を
あ
げ
て
の
出
産
奨
励
運
動
が
異
常
な
高
ま
り

を
見
た
時
期
で
あ
り
38
、
こ
の
こ
と
は
、
美
術
に
関
わ
る
女
性
に
と
っ
て

も
決
し
て
無
縁
で
は
な
か
っ
た
39
。
母
性
礼
賛
へ
の
加
担
は
、
そ
れ
が
子

を
持
つ
母
と
し
て
の
女
性
芸
術
家
か
ら
発
信
さ
れ
た
も
の
で
あ
れ
ば
よ
り

有
効
で
あ
っ
た
た
め
、
な
に
よ
り
も
女
性
に
期
待
さ
れ
た
役
割
で
あ
っ
た

と
い
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
。
と
り
わ
け
多
子
礼
賛
的
図
像

を
、
伝
統
的
な
キ
リ
ス
ト
教
的
主

題
を
用
い
て
巧
み
に
描
き
出
し
た

ポ
ー
リ
ー
ヌ
・
プ
ニ
エ
に
よ
る
一

連
の
作
品
に
、
そ
の
最
た
る
例
証

を
見
る
こ
と
が
で
き
る
40
。

た
と
え
ば
プ
ニ
エ
は
、︽
我
ら

が
喜
び
の
源
︾︹
図
10
︺
と
い
う

主
題
で
油
彩
を
含
む
何
点
も
の
タ

ピ
ス
リ
ー
下
絵
を
制
作
し
て
い

る
。
そ
れ
ら
に
は
、﹁
閉
ざ
さ
れ

庭
＝
処
女
性
﹂、﹁
聖
母
マ
リ
ア
の

誕
生
﹂、﹁
聖
女
カ
タ
リ
ナ
の
神
秘

の
結
婚
﹂
の
図
像
が
混
在
し
て
お

り
、
結
婚
と
出
産
に
ま
つ
わ
る
メ

ッ
セ
ー
ジ
が
巧
み
に
鏤
め
ら
れ
た

作
品
と
な
っ
て
い
た
。
伝
統
的
な

図 10

図 9
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図
像
︹
図
11
︺
に
お
い
て
は
聖
人
聖
女
や
天
使
が
描
か

れ
る
と
こ
ろ
を
、
大
勢
の
愛
ら
し
い
子
供
た
ち
に
代
え

て
表
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
天
使
の
よ
う
な
子
供
た
ち
が

︵
一
人
や
二
人
で
は
な
く
︶﹁
大
勢
﹂
い
る
光
景
が
、
ま

さ
に
喜
ば
し
い
も
の
と
し
て
提
示
さ
れ
て
い
る
。
第
二

次
大
戦
直
前
の
一
九
三
七
年
﹁
現
代
生
活
に
お
け
る
諸

芸
術
・
諸
技
術
国
際
博
覧
会
﹂
に
設
置
さ
れ
た
教
皇
パ

ヴ
ィ
リ
オ
ン
に
お
い
て
、
プ
ニ
エ
は
﹁
幼
年
時
代
の
セ
ク
シ
ョ
ン
﹂
の
責

任
者
と
し
て
、﹁
聖
母
の
誕
生
﹂
を
下
敷
き
と
し
た
︽
母
性
︾︹
図
12
︺
を

制
作
し
た
。
こ
こ
で
は
﹁
母
性
﹂
と
い
う
テ
ー
マ
の
も
と
出
産
が
前
面
に

押
し
出
さ
れ
て
い
る
。

ポ
ー
リ
ー
ヌ
・
プ
ニ
エ
と
は
、
子
ど
も
の
図
像
を
数
多
く
モ
チ
ー
フ
に

用
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
家
庭
的
な
宗
教
的
イ
メ
ー
ジ
を
創
り
出
し
人
気
を

博
し
た
画
家
で
あ
り
、
モ
ダ
ニ
ズ
ム
化
を
推

し
進
め
る
﹃
ア
ー
ル
・
サ
ク
レ
﹄
誌
に
よ
っ

て
﹁
女
性
ら
し
さ
﹂
が
傑
出
し
た
画
家
と
し

て
擁
護
さ
れ
て
い
た
女
性
で
も
あ
る
。
こ
の

雑
誌
が
彼
女
を
擁
護
す
る
こ
と
が
で
き
た
の

は
、
女
性
の
直
観
は
﹁
女
性
ら
し
さ
﹂
と
し

て
現
れ
る
と
す
る
直
観
重
視
の
モ
ダ
ニ
ズ
ム

的
価
値
観
を
根
拠
と
し
た
も
の
で
あ
っ
た

41
。
も
ち
ろ
ん
彼
女
の
そ
れ
は
、
女
性
の
直

観
な
ど
で
は
な
く
巧
み
に
仕
組
ま
れ
た
も
の

だ
っ
た
と
い
え
る
の
だ
が
、
当
時
の
批
評
家

た
ち
に
よ
っ
て
、
彼
女
が
実
際
に
﹁
四
人
の

子
供
た
ち
の
母
﹂
で
あ
っ
た
と
い
う
私
的
な

事
情
が
強
調
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
彼
女

に
よ
っ
て
体
現
さ
れ
た
﹁
女
性
ら
し
さ
﹂
は

よ
り
本
質
的
な
も
の
と
し
て
提
示
さ
れ
て
い

っ
た
。
た
と
え
ば
次
の
よ
う
な
プ
ニ
エ
に
対

し
て
な
さ
れ
た
批
評
は
そ
の
典
型
と
い
え
る
も
の
で
あ
る
。﹁
そ
の
画
業

の
最
初
か
ら
プ
ニ
エ
夫
人
は
純
真
な
魂
に
適
う
も
の
を
描
い
て
き
た
。
そ

れ
は
つ
ま
り
子
供
た
ち
で
あ
る
―
彼
女
の
家
庭
に
お
い
て
も
子
供
た
ち
は

す
く
す
く
と
育
っ
て
い
る
。︵
省
略
︶。
大
勢
の
子
ど
も
た
ち
が
プ
ニ
エ
夫

人
の
絵
画
の
中
に
遊
ん
で
い
る
。
ヴ
ェ
ル
ニ
サ
ー
ジ
ュ
で
我
々
は
そ
の
シ

ー
ン
を
生
で
見
る
こ
と
が
で
き
た
。
そ
れ
は
マ
マ
ン
の
タ
ブ
ロ
ー
か
ら
逃

図 11

図 12
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げ
出
し
て
き
た
よ
う
な
光
景
で
あ
っ
た
。
五
歳
で
す
で
に
、
最
も
年
少
の

ナ
ニ
ー
は
、
母
親
を
真
似
て
、
と
て
も
正
確
で
と
て
も
チ
ャ
ー
ミ
ン
グ
な

色
の
斑
点
を
そ
こ
に
置
い
て
い
た
。︵
省
略
︶。
最
も
年
長
の
十
三
歳
の
ア

ド
リ
ー
ヌ
は
母
親
の
求
め
に
応
じ
て
マ
ケ
ッ
ト
を
制
作
し
て
い
た
﹂42
。

し
か
し
な
が
ら
、
も
ち
ろ
ん
、
女
性
た
ち
は
こ
う
し
た
体
制
に
順
応
し

た
作
品
だ
け
を
制
作
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。
既
存
の
価
値
へ
の
反
抗

を
示
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
己
を
表
現
す
る
作
品
を
作
り
出
し
て
い
た
。

た
だ
し
こ
の
点
を
見
極
め
る
の
は
容
易
で
は
な
い
。
宗
教
芸
術
と
い
う
多

く
の
制
約
が
課
せ
ら
れ
る
中
、
と
り
わ
け
保
守
的
な
聖
職
者
た
ち
を
依
頼

主
と
す
る
教
会
装
飾
に
お
い
て
、
伝
統
を
逸
脱
し
た
図
像
や
、
教
会
や
社

会
一
般
の
期
待
に
沿
わ
な
い
要
素
を
組
み
込
む
と
し
た
ら
、
そ
れ
は
当
然

一
目
で
分
か
る
も
の
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

た
と
え
ば
、
マ
ル
ト
・
フ
ラ
ン
ド
ラ
ン
が
描
い
た
サ
ン
＝
テ
ス
プ
リ
教

会
の
︽
シ
エ
ナ
の
聖
カ
タ
リ
ナ
︾︹
図
13
︺
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
こ
に
描
か
れ
た
聖
カ
タ
リ
ナ
は
こ
れ
ま
で
の
聖
女
像
を
﹁
逸
脱
﹂
し
た

主
体
的
に
行
動
す
る
女
性
像
と
し
て
表
象
さ
れ
て
い
る
。
カ
タ
リ
ナ
が
威

風
堂
々
と
描
か
れ
て
い
る
ば
か
り
で
な
く
、
女
性
が
﹁
説
教
﹂
を
す
る
と

い
う
、
従
来
の
伝
統
的
な
聖
女
の
図
像
に
は
ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
な
い
シ
ー

ン
︹
図
14
︺
が
描
き
こ
ま
れ
て
い
る
。
し
か
し
も
ち
ろ
ん
そ
れ
は
、
目
立

た
な
い
場
所
に
描
か
れ
て
い
た
。
教
会
に
描
か
れ
て
き
た
女
性
像
は
、
そ

の
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
が
男
性
の
手
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
。︵
タ
ブ
ロ
ー

画
に
お
い
て
も
、
女
性
の
手
に
よ
る
作
品
も
見
ら
れ
る
が
、
歴
史
的
に
見

て
そ
の
大
半
は
男
性
画
家
に
よ
る
も
の
で
あ
る
︶。
二
十
世
紀
の
こ
の
時

期
、
よ
う
や
く
そ
こ
に

参
加
す
る
よ
う
に
な
っ

た
女
性
芸
術
家
た
ち

は
、
描
く
主
体
と
な
っ

て
、
こ
れ
ま
で
当
た
り

前
の
よ
う
に
描
か
れ
て

き
た
聖
書
上
の
女
性
像

を
ど
う
描
く
か
と
い
う

課
題
に
直
面
し
熟
考
し

た
で
あ
ろ
う
。
彼
女
た

ち
の
作
品
に
見
ら
れ
る

過
去
の
例
証
と
の
違
い

は
、
た
と
え
そ
れ
が
見

図 13

図 14
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逃
し
て
し
ま
い
そ
う
な
わ
ず
か
な
差
異
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
意
味
あ
る

こ
と
と
考
え
る
べ
き
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
教
会
装
飾
に
女
性
が
参
加
す

る
こ
と
の
意
義
に
も
通
じ
る
。

一
方
、
男
性
﹁
巨
匠
﹂
や
﹁
ア
カ
デ
ミ
ズ
ム
﹂
と
い
う
権
威
が
存
在

し
な
い
装
飾
芸
術
に
お
い
て
は
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
に
よ
る
棲
み
分
け
が
明
確

に
示
さ
れ
て
は
い
た
も
の
の
、
既
存
の
価
値
へ
の
反
抗
と
い
う
点
に
お
い

て
、
よ
り
大
胆
な
試
み
が
示
さ
れ
て
い
た
。

た
と
え
ば
マ
ル
グ
リ
ッ
ト
・
ユ
レ
は
43
、
従
来
男
性
の
領
域
と
さ
れ
て

き
た
ス
テ
ン
ド
グ
ラ
ス
職
人
と
い
う
立
場
で
、
伝
統
を
逸
脱
し
た
手
法
を

用
い
て
新
し
い
造
形
を
提
案
し
た
。
碁
盤
目
の
演
出
が
際
立
つ
彼
女
の
最

初
期
の
代
表
作
ル
・
ラ
ン
シ
ー
教
会
︵
オ
ー
ギ
ュ
ス
ト
・
ペ
レ
設
計
︶
の

ス
テ
ン
ド
グ
ラ
ス
︹
図
15
︺
は
、
モ
ー
リ
ス
・
ド
ニ
に
よ
る
十
枚
の
下
絵

を
実
現
し
た
も
の
だ
が
、
十
セ
ン
チ
四
方
の
規
格
化
さ
れ
た
ガ
ラ
ス
を
用

い
る
と
い
う
彼
女
の
ア
イ
デ
ア
に
よ
っ
て
、
画
期
的
に
モ
ダ
ン
な
デ
ザ
イ

ン
が
達
成
さ
れ
た
と
し
て
、
当
時
に
お
い
て
も
注
目
を
集
め
た
44
。
行
程

を
単
純
化
し
経
費
を
節
約
す
る
と
い
う
実
際
的
な
要
求
に
応
え
る
目
的
で

生
み
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
が
、
彼
女
は
こ
う
し
て
出
来
上
が
っ
た
直

線
に
よ
る
細
分
化
こ
そ
が
近
代
的
価
値
で
あ
る
と
主
張
し
た
45
。
格
子
が図 15
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反
復
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
画
面
は
均
質
化
さ
れ
、
主
題
性
は
希
薄
と
な

り
、
周
囲
の
空
間
と
一
体
化
し
た
、
よ
り
造
形
︵
視
覚
︶
的
な
効
果
に
よ

っ
て
見
る
者
に
訴
え
よ
う
と
す
る
も
の
に
変
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
革
新

性
は
、
当
時
、
戦
死
者
の
追
悼
と
い
う
同
様
の
目
的
で
制
作
さ
れ
た
よ
り

物
語
的
要
素
の
強
い
ス
テ
ン
ド
グ
ラ
ス
と
比
較
す
る
と
、
よ
り
明
確
で
あ

る
︹
図
16
―
1, 2
︺。

ユ
レ
の
考
え
出
し
た
手
法
は
明
ら
か
に
邪
道
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
を

た
め
ら
わ
ず
に
実
行
に
移
す
こ
と
が
で
き
た
の
は
、
工
房
に
属
さ
ず
、
伝

統
的
な
束
縛
か
ら
あ
る
程
度
自
由
で
い
ら
れ
た
た
め
で
も
あ
り
、
そ
れ
は

裏
を
返
せ
ば
、
女
性
が
そ
う
し
た
環
境
に
入
る
こ
と
が
困
難
で
あ
っ
た
こ

と
を
意
味
し
て
い
る
46
。

彼
女
は
、
こ
の
領
域
が
い
か
に
男
性
の
領
域
で
あ
っ
た
か
、
そ
し
て

そ
れ
ゆ
え
に
い
か
に

男
性
だ
け
で
な
く
女

性
か
ら
の
非
難
の
目

に
も
対
抗
せ
ね
ば
な

ら
な
か
っ
た
か
を
雑

誌
で
告
発
し
て
い
る

が
47
、
そ
れ
に
対
し
、

シ
ョ
ー
ト
カ
ッ
ト
に

マ
ス
キ
ュ
ラ
ン
な
サ

ロ
ペ
ッ
ト
姿
で
パ
イ

プ
を
吸
う
と
い
う﹁
新

し
い
女
﹂
の
イ
メ
ー

ジ︹
図
17
︺で﹁
武
装
﹂

し
た
こ
と
も
、
彼
女

の
既
存
の
価
値
へ
の

図 16–1図 16–2

図 17
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抵
抗
で
あ
っ
た
と
い
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

さ
ら
に
、
装
飾
芸
術
に
お
い
て
今
一
つ
の
注
目
す
べ
き
点
は
、
自
己
表

現
や
既
存
の
価
値
へ
の
反
抗
と
い
っ
た
要
素
か
ら
一
見
最
も
遠
い
領
域
の

よ
う
に
見
な
さ
れ
て
き
た
刺
繍
と
祭
服
に
お
い
て
、
き
わ
め
て
革
新
的
な

試
み
が
示
さ
れ
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
領
域
で
重
要
な
役
割
を
果
た

し
た
の
は
、
ア
ト
リ
エ
・
ダ
ー
ル
・
サ
ク
レ
に
お
い
て
刺
繍
・
祭
服
工
房

の
責
任
者
と
し
て
活
動
し
た
刺
繍
家
サ
ビ
ー
ヌ
・
デ
ヴ
ァ
リ
エ
ー
ル
で
あ

る
48
。
彼
女
は
、
当
時
形
骸
化
の
一
途
を
た
ど
っ
て
い
た
祭
服
の
刷
新
に

取
り
組
ん
だ
。
と
り
わ
け
刷
新
の
対
象
と
な
っ
た
の
は
祭
服
の
う
ち
で
も

カ
ズ
ラ
と
呼
ば
れ
る
上
祭
服
で

あ
る
。︹
図
18
︺
は
、
二
十
世
紀
の
絵
画
に
描
か
れ
た
祭
服
で
、
中
央
が

カ
ズ
ラ
で
あ
る
。︹
図
19
︺
は
サ
ビ
ー
ヌ
・
デ
ヴ
ァ
リ
エ
ー
ル
に
よ
っ
て

デ
ザ
イ
ン
さ
れ
製
作
さ
れ
た
カ
ズ
ラ
で
あ
る
。
彼
女
の
カ
ズ
ラ
の
新
し
さ

を
簡
単
に
要
約
す
る
と
、
模
様
に
お
い
て
は
、
自
然
か
ら
直
接
着
想
を
得

た
モ
チ
ー
フ
を
用
い
な
が
ら
、
象
徴
的
意
味
合
い
を
失
う
こ
と
な
く
、
説

明
的
す
ぎ
る
図
柄
か
ら
の
解
放
を
目
指
し
た
こ
と
。
フ
ォ
ル
ム
に
お
い
て

は
、
た
っ
ぷ
り
と
し
た
ゆ
と
り
あ
る
美
し
い
フ
ォ
ル
ム
を
、
入
念
な
考
案

に
よ
る
型
紙
と
適
切
な
生
地
の
選
択
に
よ
っ
て
作
り
出
し
た
こ
と
で
あ
っ

た
。
自
然
観
察
に
も
と
づ
く
形
態
の
単
純
化
に
よ
る
装
飾
は
十
九
世
紀
末

か
ら
二
十
世
紀
初
頭
に
か
け
て
流
行
し
た
も
の
で
、
こ
れ
を
家
庭
的
な
刺

繍
作
品
に
応
用
す
る
こ
と
は
珍
し
い
こ
と
で
は
な
か
っ
た

が
、
こ
れ
を
ほ
と
ん
ど
最
初
に
﹁
祭
服
﹂
に
適
用
し
よ
う
と

し
た
の
が
彼
女
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
が
当
時
高
く
評
価
さ
れ

て
い
た
49
。
ド
ニ
に
よ
っ
て
デ
ザ
イ
ン
さ
れ
た
説
明
的
な
模

様
の
カ
ズ
ラ
︹
図
2
︺
と
比
較
す
る
と
彼
女
の
新
し
さ
が
よ

く
分
か
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
祭
服
を
飾
る
刺
繍
は
、
第
二
次

大
戦
後
、﹁
精
神
性
﹂
を
重
視
す
る
モ
ダ
ニ
ズ
ム
の
価
値
観

の
中
で
﹁
深
遠
さ
を
害
す
る
﹂
も
の
と
し
て
否
定
さ
れ
、
結

果
、
刺
繍
の
施
さ
れ
な
い
極
め
て
シ
ン
プ
ル
な
祭
服
が
理
想

と
さ
れ
て
ゆ
き
、
再
び
芸
術
の
枠
か
ら
外
れ
て
行
く
こ
と
に

な
る
50
。
こ
の
点
は
モ
ダ
ニ
ズ
ム
と
女
性
の
関
係
を
考
え
る

う
え
で
、
重
要
な
ポ
イ
ン
ト
と
な
る
点
で
あ
る
。

図 18

図 19
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こ
う
し
て
女
性
た
ち
は
、
と
き
に
体
制
に
順
応
す
る
作
品
を
提
供
し
、

と
き
に
反
発
す
る
作
品
を
作
り
出
し
な
が
ら
、
宗
教
芸
術
の
刷
新
と
い
う

理
想
に
大
き
く
寄
与
し
て
い
く
。
社
会
も
教
会
も
女
性
た
ち
に
期
待
し
、

女
性
た
ち
も
そ
れ
を
利
用
し
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
第
二
次
大

戦
を
は
さ
ん
で
状
況
は
大
き
く
変
わ
っ
て
い
く
。

︵
三
︶　

第
二
次
大
戦
後
の
モ
ダ
ニ
ズ
ム
の
流
れ
の
中
で
、
な
ぜ
女
性
芸
術

家
の
参
加
は
後
退
し
た
の
か

第
二
次
大
戦
直
前
の
﹃
ア
ー
ル
・
サ
ク
レ
﹄
誌
は
、
ア
カ
デ
ミ
ズ
ム
を

徹
底
的
に
否
定
す
る
一
方
で
、︹
図
20
︺
の
よ
う
な
図
版
が
冒
頭
目
次
の

挿
絵
に
使
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
示
し
て
い
る
よ
う
に
﹁
女
性
ら
し
さ
﹂

を
許
容
︵
と
き
に
称
揚
︶
し
て
い
た
51
。
も
ち
ろ
ん
そ
れ
は
、
先
述
し
た

と
お
り
、
女
性
の
直
観
は
﹁
女
性
ら
し
さ
﹂
と
し
て
現
れ
る
と
い
う
、
直

観
重
視
の
モ
ダ
ニ
ズ
ム
的
価
値
観
を
根
拠
と
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
で
は

な
ぜ
、
第
二
次
大
戦
後
の
モ
ダ
ニ
ズ
ム
の
流
れ
の
中
で
は
、
直
観
力
あ
る

女
性
の
モ
ダ
ニ
ス
ト
が
体
現
す
る
価
値
と
し
て
生
き
残
る
こ
と
が
で
き
な

か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

﹁
宗
教
的
﹂
で
あ
る
こ
と
に
は
、
時
代
に
よ
っ
て
さ
ま
ざ
ま
な
意
味
が

込
め
ら
れ
た
。
た
と
え
ば
、
十
九
世
紀
に
は
、
信
仰
の
世
界
は
、
狂
信
や

迷
信
と
い
っ
た
理
性
に
反
す
る
と
も
の
と
し
て
負
の
性
質
が
込
め
ら
れ
る

こ
と
も
あ
っ
た
。
一
方
、
宗
教

的
心
情
が
高
ま
っ
た
世
紀
末
か

ら
大
戦
間
期
に
は
、
宗
教
的
価

値
に
含
ま
れ
る
﹁
幻
想
性
﹂
や

﹁
甘
さ
・
ポ
エ
ジ
ー
﹂
と
い
う

性
質
が
肯
定
的
に
と
ら
え
ら

れ
、
た
と
え
ば
モ
ー
リ
ス
・
ド

ニ
の
作
品
︹
図
21
︺
に
見
ら
れ

る
よ
う
に
、
男
性
が
作
り
出
す

美
術
作
品
に
も
そ
れ
が
反
映
さ

れ
て
い
た
。
し
か
し
戦
後
の
宗

教
芸
術
に
お
い
て
は
、﹁
信
仰

な
き
天
才
﹂
の
起
用
や
﹁
抽
象
﹂

図 20

図 21
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を
正
当
化
す
る
こ
と
を
根
拠
に
、
そ
の
﹁
宗
教
性
﹂
が
﹁
精
神
性
﹂
に
シ

フ
ト
さ
れ
、
こ
れ
に
よ
っ
て
個
人
主
義
が
復
権
を
果
た
し
、﹁
宗
教
性
﹂

と
歴
史
的
に
結
び
つ
い
て
き
た
﹁
女
性
的
﹂
な
る
も
の
の
価
値
が
再
び
後

退
し
て
い
く
。
伝
統
的
に
女
性
に
結
び
つ
け
ら
れ
て
き
た
刺
繍
が
祭
服
か

ら
消
え
て
い
く
そ
の
過
程
に
お
い
て
さ
え
、﹁
精
神
性
︵
内
面
性
︶﹂
が
強

調
さ
れ
て
い
た
と
い
う
事
実
は
、き
わ
め
て
象
徴
的
だ
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

︹
図
22
︺
は
ク
チ
ュ
リ
エ
神
父
の
デ
ザ
イ
ン
に
よ
る
ほ
と
ん
ど
装
飾
の
な

い
祭
服
で
あ
る
。

こ
こ
で
確
認
し
て
お
く
べ
き
こ
と
は
、﹁
精
神
性
﹂が
重
視
さ
れ
る
と﹁
女

性
性
﹂
が
否
定
さ
れ
る
と
い
う
傾
向
は
︵
西
洋
︶
美
術
全
体
に
共
通
す
る

点
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
は
、芸
術
に
お
け
る
﹁
精
神
性
﹂
と
い
う
価
値
が
、

ル
ネ
サ
ン
ス
人
文
主
義
を
引
き
継
ぐ
伝
統
の
中
で
培
わ
れ
て
き
た
も
の
で

あ
る
こ
と
、
そ
こ
に
お
い
て
﹁
精
神
性
﹂
が
、
単
な
る
﹁
職
人
的
仕
事
﹂

か
ら
絵
画
・
彫
刻
と
い
う
造
形
活
動
を
﹁
精
神
的
﹂
で
高
貴
な
営
み
と
し

て
切
り
離
す
ポ
イ
ン
ト
と
な
っ
た
こ
と
52
、
そ
し
て
そ
こ
に
お
け
る
﹁
ヒ

ュ
ー
マ
ン
﹂
と
い
う
観
念
が
、
基
本
的
に
白
人
中
産
階
級
男
性
の
も
の
で

あ
っ
た
こ
と
に
起
因
す
る
。﹁
精
神
性
﹂
を
重
視
す
る
二
十
世
紀
の
モ
ダ

ニ
ズ
ム
は
、
こ
れ
を
引
き
継
い
だ
も
の
で
あ
り
、
ク
チ
ュ
リ
エ
神
父
の
モ

ダ
ニ
ズ
ム
的
価
値
観
も
当
然
こ
れ
に
準
ず
る
も
の
で
あ
っ
た
。

そ
こ
で
提
唱
さ
れ
た
﹁
精
神
性
﹂﹁
個
人
主
義
﹂
と
い
う
概
念
と
、
共

同
制
作
、
反
個
人
主
義
、
犠
牲
的
精
神
、
手
仕
事
を
含
む
装
飾
芸
術
、
家

庭
的
価
値
観
、
フ
ラ
ン
ス
の
﹁
良
き
趣
味
﹂
と
﹁
女
性
ら
し
さ
の
価
値
﹂

と
い
っ
た
、
大
戦
間
期
に
女
性
の
参
加
を
う
な
が
し
た
要
素
は
相
い
れ
な

い
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
す
べ
て
が
否
定
的
要
素
と
な
っ
て
い
っ
た
。

先
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
そ
れ
ら
の
要
素
が
、﹁
本
質
的
﹂
に
女
性
が
持

ち
得
る
と
い
う
前
提
の
上
に
成
り
立
っ
て
い
た
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
女
性

が
期
待
さ
れ
な
く
な
る
の
は
必
然
の
結
果
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
女
性
た
ち
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
矛
盾
を
呈
し
な
が
ら
も
、

教
会
装
飾
と
い
う
多
く
の
制
約
が
課
せ
ら
れ
る
中
、
因
習
的
な
ジ
ェ
ン
ダ

ー
観
の
み
に
け
っ
し
て
還
元
し
き
れ
な
い
作
品
も
数
多
く
作
り
出
し
た
。

本
稿
で
は
そ
の
一
部
し
か
取
り
上
げ
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
が
、
す
く

な
く
と
も
こ
こ
に
挙
げ
た
女
性
た
ち
は
、
ま
ち
が
い
な
く
、
二
十
世
紀
の

宗
教
芸
術
の
刷
新
に
寄
与
し
た
女
性
た
ち
で
あ
っ
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

図 22
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註
1　

 
﹁
秩
序
へ
の
回
帰
﹂
と
は
、
第
一
次
大
戦
後
の
、
と
り
わ
け
フ
ラ
ン

ス
美
術
を
語
る
際
の
一
つ
の
﹁
決
ま
り
文
句
﹂
と
も
な
っ
て
い
る
。
敗

戦
国
ド
イ
ツ
で
は
ベ
ル
リ
ン
・
ダ
ダ
の
よ
う
な
尖
鋭
的
な
運
動
が
起

こ
っ
た
が
、
直
接
戦
場
と
な
り
甚
大
な
被
害
を
被
っ
た
フ
ラ
ン
ス
で
は

そ
の
ト
ラ
ウ
マ
が
一
つ
の
要
因
と
も
な
り
古
典
的
・
伝
統
的
な
も
の
へ

の
回
帰
が
顕
著
な
潮
流
と
な
っ
た
。
ア
ヴ
ァ
ン
ギ
ャ
ル
ド
の
芸
術
家
た
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も
古
典
に
範
を
求
め
て
伝
統
的
・
具
象
的
作
品
を
制
作
す
る
よ
う
に

な
っ
て
い
っ
た
。
近
代
美
術
史
に
お
け
る
﹁
秩
序
へ
の
回
帰
﹂
と
い
う

視
点
か
ら
の
ア
プ
ロ
ー
チ
は
、
次
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
に
よ
っ
て
示
さ
れ

た
。U

n
iversité d

e Sa
in

t-É
tien

n
e, C

IE
R

E
C

, « Tra
va

u
x V

III 
», Le reto

u
r à

 l'o
rd

re : d
a

n
s les a

rts p
la

stiq
u

es et l'a
rch

i-
tectu

re, 1
9

1
9

-1
9

2
5

,  actes d
u

 seco
n

d
 C

o
llo

q
u

e d
’h

isto
ire 

d
e l’art co

n
tem

p
o

rain
 ten

u
 au

 M
u

sée d
’art et d

’in
d

u
strie 

d
e Sain

t-É
tien

n
e les 1

5
, 1

6
 et 1

7
 février 1

9
7

4
, C

en
tre in

-
terd

iscip
lin

aire d
’étu

d
es et d

e rech
erch

e su
r l’ex

p
ressio

n
 

co
n

tem
p

o
rain

e, c. 1975.　

2　

公
に
宣
言
し
て
始
ま
っ
た
運
動
で
は
な
い
た
め
固
有
の
名
称
は
存

在
し
な
い
が
、
フ
ラ
ン
ス
の
複
数
の
文
献
に
よ
っ
て
こ
の
運
動
を
め

ぐ
る
活
動
全
般
が
﹁
聖
な
る
芸
術
運
動le m

o
u

vem
en

t d
’a

rt 
sa

cré

﹂︵
た
だ
し
小
文
字
︶
と
し
て
括
ら
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、

Jacq
u

es B
o

n
y (et al.), L’a

rt sa
cré a

u
 X

X
e siècle en

 Fra
n

ce, 
T

h
o

n
o

n
-les-b

ain
s, l’A

lb
aro

n
 ; B

o
u

lo
gn

e-B
illan

co
u

rt, M
u

sée 
m

u
n

icip
al, C

en
tre cu

ltu
rel, 1

9
9

3
, p

. 1
8

 ; Jo
sep

h
 P

ich
ard

, 
L’a

rt sa
cré m

o
d
ern

e, Paris, B
. A

rth
au

d
, 1953, p

. 81 

な
ど
。
本

稿
で
は
こ
れ
に
準
じ
、
大
戦
間
期
を
中
心
と
し
た
﹁
聖
な
る
芸
術
﹂

に
関
わ
る
試
み
の
一
環
を
広
義
の
運
動
と
し
て
﹁
聖
な
る
芸
術
﹂
運

動
と
称
す
る
。
ま
た
、
モ
ー
リ
ス
・
ド
ニ
と
ジ
ョ
ル
ジ
ュ
・
デ
ヴ
ァ
リ

エ
ー
ル
に
よ
っ
て
創
設
さ
れ
た
工
房
の
フ
ラ
ン
ス
語
名
称les A

teliers 
d
’a

rt sa
cré

を
和
訳
す
る
と
﹁
聖
な
る
芸
術
の
諸
工
房
︵
複
数
︶﹂
と

な
る
が
、
本
稿
で
は
、
運
動
・
現
象
と
し
て
の
﹁
聖
な
る
芸
術
﹂
と
の

混
同
を
避
け
る
た
め
に
カ
タ
カ
ナ
で
﹁
ア
ト
リ
エ
・
ダ
ー
ル
・
サ
ク
レ
﹂

と
表
記
す
る
。
こ
の
表
記
に
お
い
て
は
複
数
の
工
房
の
集
合
体
で
あ
る

こ
と
が
示
さ
れ
な
い
が
、
こ
の
点
は
あ
ら
か
じ
め
断
っ
て
お
く
。

3　

二
十
世
紀
の
﹁
聖
な
る
芸
術
﹂
に
つ
い
て
は
、
た
と
え
ばB

o
n

y 
(Jacq

u
es) (et al.), o

p
. cit.; Fran

ço
is Len

ell, Le p
ein

tre H
en

ri 
d

e M
a

istre et so
n

 rô
le d

a
n

s les a
teliers d

’A
rt Sa

cré d
e 

M
a

u
rice D

en
is et G

eo
rges D

esva
llières, th

èse d
e d

o
cto

rat, 
U

n
iversité Paris IV, 1993.

4　

二
十
世
紀
初
頭
パ
リ
で
活
躍
し
た
前
衛
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
女
性

画
家
に
関
す
る
研
究
と
し
て
は
、
た
と
え
ば
、G

ill Perry, W
o
m

en
 

A
rtists a

n
d

 th
e Pa

risia
n

 A
va

n
t-G

a
rd

e : m
o
d

ern
ism

 a
n

d
 

‘fem
in

in
e’ a

rt, 1
9

0
0

 to
 th

e la
te 1

9
2

0
s, M

an
ch

ester, N
ew

 
Y

o
rk, M

an
ch

ester U
n

iversity P
ress, 1995.  

ほ
か
に
こ
の
時
代

の
パ
リ
に
お
け
る
女
性
芸
術
家
の
活
動
に
関
し
て
比
較
的
偏
り
な
く
論

じ
た
も
の
と
し
て
、C

ath
erin

e G
o

n
n

ard
 et Elisab

eth
 Leb

o
vici, 

Fem
m

es a
rtistes, a

rtistes fem
m

es : Pa
ris, d

e 1
8

8
0

 à
 n

o
s 

jo
u

rs, Paris, H
azan

, 2
0

0
7

 ( “L’en
tre-d

eu
x

-gu
erres”, p

p
. 9

7
-

233)

。

5　

開
発
途
中
の
地
域
へ
の
新
し
い
教
会
の
導
入
と
経
済
危
機
に
よ
る
失

業
者
の
救
済
を
目
的
と
し
て
、
当
時
の
パ
リ
大
司
教
だ
っ
た
ヴ
ェ
ル

デ
ィ
エ
枢
機
卿
︵
一
八
六
四
―
一
九
四
〇
︶
に
よ
っ
て
﹁
郊
外
に
教
会

を
立
て
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
労
働
者
階
級
に
福
音
を
説
か
な
く
て

は
な
ら
な
い
﹂
と
し
て
、﹁
枢
機
卿
の
建
築
プ
ロ
ジ
ェ
ク
トL’O

eu
vre 
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d
es C

h
an

tiers d
u

 C
ard

in
al

﹂
が
一
九
三
一
年
に
発
布
さ
れ
た
。
そ

れ
に
よ
り
、
ヴ
ェ
ル
デ
ィ
エ
枢
機
卿
が
没
す
る
一
九
四
〇
年
ま
で
に
約

百
軒
の
教
会
が
パ
リ
お
よ
び
パ
リ
郊
外
に
建
立
さ
れ
た
。Fran

ck Eb
ié 

et P
ierre V

éro
t, U

rb
a

n
ism

e et A
rt Sa

cré, u
n

e a
ven

tu
re d

u
 

X
X

e siècle, Paris, C
ritério

n
, 1991, p

p
. 43-49.

6　

V
icto

r M
argu

eritte,  L
a

 G
a

rço
n

n
e,  P

aris, Flam
m

ario
n

, 
1922.

7　

大
戦
間
期
の
フ
ラ
ン
ス
女
性
の
社
会
的
位
置
づ
け
等
に
関
し
て
は
、

Jam
es F. M

cM
illan

, H
o
u

sew
ife o

r h
a

rlo
t : th

e p
la

ce o
f w

o
-

m
en

 in
 Fren

ch
 so

ciety, 1
8

7
0

-1
9

4
0

, N
ew

 Y
o

rk, St. M
artin

’s 
P

ress, 1
9

8
1

; W
h

itn
ey C

h
ad

w
ick an

d
 T

irza Latim
er (ed

s.),  

T
h

e M
o
d
ern

 W
o
m

a
n

 R
evisited

 : Pa
ris B

etw
een

 th
e W

a
rs, 

N
ew

 B
ru

n
sw

ick, N
.J. , R

u
tgers U

n
iversity P

ress, 2003 ; Tag 
G

ro
n

b
erg, D

esign
s o

n
 m

o
d

ern
ity : E

x
h

ib
itin

g th
e city 

1
9

2
0

s Pa
ris,  M

an
ch

ester an
d

 N
ew

 Y
o

rk, 1998

な
ど
。

8　

女
性
た
ち
に
よ
る
国
立
美
術
学
校
入
学
の
た
め
の
キ
ャ
ン
ペ
ー

ン
の
経
過
は
以
下
の
文
献
に
詳
し
い
。Tam

ar G
arb

, Sisters o
f 

th
e b

ru
sh

 : w
o
m

en
’s a

rtistic cu
ltu

re in
 la

te n
in

eteen
th

-
cen

tu
ry Pa

ris, N
ew

 H
aven

, Y
ale U

n
iversity P

ress, 1994.

︵
邦

訳
は
、
タ
マ
ー
ル
・
ガ
ー
ブ
﹃
絵
筆
の
姉
妹
た
ち
：
十
九
世
紀
末
パ
リ
、

女
性
た
ち
の
芸
術
環
境
﹄
味
岡
京
子
訳
、
ブ
リ
ュ
ッ
ケ
、
二
〇
〇
六
年
︶。

9　

当
時
パ
リ
の
サ
ン
＝
シ
ュ
ル
ピ
ス
教
会
付
近
で
は
、
土
産
物
屋
で
扱

う
よ
う
な
大
量
生
産
に
よ
る
俗
悪
な
宗
教
的
オ
ブ
ジ
ェ
が
売
ら
れ
て

い
た
。
そ
こ
か
ら
派
生
し
て
、
低
俗
な
宗
教
美
術
を
揶
揄
し
て
﹁
サ

ン
＝
シ
ュ
ル
ピ
ス
の
美
術
﹂
と
呼
ぶ
よ
う
に
な
っ
て
い
た
。
た
と
え

ば
、A

lex
an

d
re C

in
gria, La

 D
éca

d
en

ce d
e l’a

rt sa
cré, La

u
-

sa
n

n
e, 1917, p

p
. 98-100

な
ど
。

10　

 

宗
教
芸
術
の
デ
カ
ダ
ン
ス
と
い
う
考
え
は
Ｊ
・
Ｋ
・
ユ
イ
ス
マ
ン
ス
に

よ
っ
て
早
く
か
ら
提
示
さ
れ
て
お
り
、
一
九
一
七
年
に
ス
イ
ス
人
芸
術

家
ア
レ
ク
サ
ン
ド
ル
・
サ
ン
グ
リ
ア
が
﹃
聖
な
る
芸
術
の
デ
カ
ダ
ン
ス
﹄

︵A
lex

an
d

re C
in

gria, La
 D

éca
d
en

ce d
e l’a

rt sa
cré, o

p
. cit., p

. 
33

︶
で
そ
の
原
因
を
著
し
、
詩
人
ポ
ー
ル･

ク
ロ
ー
デ
ル
や
カ
ト
リ
ッ

ク
哲
学
者
ジ
ャ
ッ
ク
・
マ
リ
タ
ン
な
ど
が
こ
れ
を
裏
書
し
た
。
彼
ら
の

宗
教
芸
術
に
関
す
る
考
え
は
ト
マ
ス
哲
学
の
原
理
か
ら
影
響
を
受
け
て

お
り
、
芸
術
へ
の
ト
マ
ス
哲
学
の
適
用
に
よ
っ
て
神
学
に
基
礎
を
置
く

美
学
の
シ
ス
テ
ム
を
確
立
し
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
こ
の
考
え

を
体
系
化
し
た
ジ
ャ
ッ
ク
・
マ
リ
タ
ン
が
﹁
芸
術
と
は
何
よ
り
も
ま
ず

知
的
次
元
に
属
す
る
も
の
で
あ
る
﹂
と
断
言
し
た
著
書
﹃
芸
術
と
ス
コ

ラ
哲
学
﹄︵Jacq

u
es M

aritain
,  A

rt et sco
la

stiq
u

e, Paris, 1920

︶

は
、
同
時
代
の
芸
術
家
た
ち
に
多
大
な
影
響
を
与
え
た
。

11　

ソ
シ
エ
テ
・
ド
・
サ
ン
＝
ジ
ャ
ン
と
は
普
仏
戦
争
で
の
敗
北
が
誘
引

と
な
り
教
会
と
宗
教
芸
術
の
復
興
を
目
的
と
し
て
一
八
七
二
年
に
設
立

さ
れ
た
団
体
で
、
宗
教
芸
術
の
重
要
な
展
覧
会
を
組
織
す
る
な
ど
し
て

イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ヴ
を
取
る
と
同
時
に
、
大
戦
間
期
に
創
設
さ
れ
た
複
数

の
宗
教
芸
術
団
体
を
統
括
す
る
役
割
を
果
た
し
た
。
ド
ニ
は
一
九
〇
九

年
か
ら
こ
の
団
体
の
副
会
長
を
務
め
て
い
る
。
名
誉
会
員
に
は
比
較
的

多
数
の
女
性
の
名
が
見
ら
れ
る
が
、
正
会
員
に
は
若
干
の
女
性
音
楽
家
・

画
家
が
確
認
で
き
る
程
度
で
あ
る
。
一
九
二
三
年
か
ら
は
美
術
批
評
家

で
ル
ー
ヴ
ル
美
術
館
キ
ュ
レ
ー
タ
ー
を
務
め
る
ポ
ー
ル
・
ジ
ャ
モ
が
著

述
家
で
政
治
家
の
ア
ン
リ
・
コ
シ
ャ
ン
か
ら
会
長
を
引
き
継
い
で
い
る
。

12　

こ
の
時
期
に
創
設
さ
れ
た
宗
教
芸
術
団
体
に
つ
い
て
は
、B

o
n

y 
(Jacq

u
es) (et al.), o

p
. cit.,  p

p
. 1

5
-2

5
 ; P

ich
a

rd
 (Jo

sep
h

),  o
p
. 

cit., p
p

. 44-57
 ; 

ほ
か
に
同
時
代
資
料
の
う
ちM

au
rice B

rillan
t, 

L’A
rt ch

rétien
 en

 Fra
n

ce a
u

 X
X

e siècle, ses ten
d

a
n

ces 
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教会装飾と女性芸術家

n
o
u

velles,  Paris, B
lo

u
d

 et G
ay, c. 1928, p

p
. 65-88

な
ど
を
参
照
。

13　

一
九
二
五
年
﹁
現
代
産
業
装
飾
芸
術
国
際
博
覧
会
﹂
の
ヴ
ィ
ラ
ー

ジ
ュ
・
フ
ラ
ン
セ
教
会
︵
解
体
︶、
一
九
三
一
年
﹁
植
民
地
博
覧
会
﹂
の

カ
ト
リ
ッ
ク
伝
道
パ
ヴ
ィ
リ
オ
ン
︵
エ
ピ
ネ
ー
＝
シ
ュ
ル
＝
セ
ー
ヌ
に

移
築
︶、
一
九
三
七
年
﹁
現
代
生
活
に
お
け
る
諸
芸
術
・
諸
技
術
国
際

博
覧
会
﹂
の
教
皇
パ
ヴ
ィ
リ
オ
ン
︵
一
部
移
築
︶
が
そ
れ
に
あ
た
る
。

14　

 

事
業
家
で
美
術
収
集
家
ガ
ブ
リ
エ
ル
・
ト
マ
の
後
援
、
パ
リ
・
カ
ト

リ
ッ
ク
学
院
の
援
助
の
も
と
二
二
名
の
株
主
か
ら
な
る
株
式
会
社
と
し

て
創
設
さ
れ
た
。
株
主
二
二
名
中
七
名
は
ア
ト
リ
エ
に
参
加
し
た
芸
術

家
た
ち
で
あ
り
、
ほ
か
に
ソ
シ
エ
テ
・
ド
・
サ
ン
＝
ジ
ャ
ン
会
長
の
ア

ン
リ
・
コ
シ
ャ
ン
や
ポ
ー
ル
・
ジ
ャ
モ
な
ど
が
い
た
。
ア
ト
リ
エ
・
ダ
ー

ル
・
サ
ク
レ
に
関
し
て
は
以
下
の
文
献
を
参
照
。Len

ell (Fran
ço

is), 
o
p
. cit. ; H

en
ri d

e M
a

istre (1
8

9
1

-1
9

5
3

) et les A
teliers d

’a
rt 

sa
cré,  T

o
m

e 1
, La p

ein
tu

re religieu
se, cat. ex

p
., M

u
sée d

e 
B

ern
ay, 1991; K

ath
ryn

 Po
rter A

ich
ele,  M

a
u

rice D
en

is a
n

d
 

G
eo

rges D
esva

llières : fro
m

 sym
b
o
lism

 to
 sa

cred
 a

rt, T
h

e-
sis, P

h
.D

., B
ryn

 M
aw

r C
o

llege, 1975; D
ario

 G
am

b
o

n
i, “‘T

h
e 

B
ap

tism
 o

f M
o

d
ern

 A
rt’ ? M

au
rice D

en
is an

d
 R

eligio
u

s A
rt”, 

in
 M

a
u

rice D
en

is 1
8

7
0

-1
9

4
3

,  cat. ex
p

., Lyo
n

, M
u

sée d
es 

B
eau

x
-A

rts, G
h

en
t, Sn

o
eck-D

u
caju

 &
 Z

o
o

n
, c. 1994. p

p
.  74--

93.

15　

フ
ラ
ン
ソ
ワ
・
ル
ネ
ル
の
論
文
に
よ
っ
て
確
認
で
き
る
範
囲
に
お

い
て
の
ア
ト
リ
エ
創
設
当
初
の
参
加
者
名
︵
た
だ
し
生
徒
は
除
く
︶
と

し
て
男
性
一
八
名
、
女
性
二
二
名
の
名
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。Len

ell 
(Fran

ço
is),  o

p
. cit., p

p
. 60-61. 

そ
こ
に
挙
げ
ら
れ
て
い
る
二
二
名

の
女
性
参
加
者
の
う
ち
経
歴
が
確
認
で
き
る
者
は
一
〇
名
、
そ
の
う
ち

イ
ヴ
ォ
ン
ヌ
・
ス
ー
ト
ラ
と
サ
ビ
ー
ヌ
・
デ
ヴ
ァ
リ
エ
ー
ル
を
除
く
八

名
は
国
立
美
術
学
校
、
国
立
装
飾
芸
術
学
校
、
グ
ラ
ン
ド
・
シ
ョ
ー
ミ

エ
ー
ル
、
ア
カ
デ
ミ
ー
・
ラ
ン
ソ
ン
の
出
身
者
で
あ
る
。
ア
ト
リ
エ
に

登
録
さ
れ
た
者
た
ち
の
正
確
な
数
は
一
次
資
料
が
発
見
さ
れ
て
い
な
い

た
め
把
握
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
が
、﹁
職
人
﹂
と
し
て
活
動
し
て
い

た
者
の
数
は
当
時
の
展
覧
会
カ
タ
ロ
グ
か
ら
推
測
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

た
と
え
ば
、E

xp
o
sitio

n
 d

’A
rt ch

rétien
 m

o
d
ern

e,  (catalo
-

gu
e), o

rgan
isée p

ar la So
ciété d

e Sain
t-Jean

, U
n

io
n

 C
en

trale 
d

es A
rts D

éco
ratifs Pavillo

n
 d

e M
arsan

, Paris, d
écem

b
re 

1920-Jan
vier 1921; E

xp
o
sitio

n
 d

e l’a
rt et d

u
 m

o
b
ilier re-

ligeu
x m

o
d
ern

es,  (catalo
gu

e), o
rgan

isée p
ar la So

ciété d
e 

Sain
t-Jean

, Paris, M
u

sée G
allierra, o

cto
b

re-n
o

vem
b

re 1929.  

こ
れ
に
よ
る
と
一
九
三
〇
年
代
に
向
け
て
次
第
に
女
性
出
品
者
の
割
合

が
増
加
し
て
い
く
傾
向
に
あ
る
。

16　

 

ド
ニ
の
著
書
﹃
新
理
論
集
﹄
に
﹁
ア
ト
リ
エ
﹂
に
関
す
る
構
想

が
示
さ
れ
て
お
り
そ
の
理
想
が
謳
わ
れ
て
い
る
。M

au
rice D

en
is, 

N
o

u
velles th

éo
ries su

r l’a
rt m

o
d

ern
e, su

r l’a
rt sa

cré 
1

9
1

4
-1

9
2

1
, Paris, L. R

o
u

art et J. W
atelin

, 1922, p
p

. 239-140

お
よ
び
最
終
章
。

17　

 

﹃
ア
ー
ル
・
サ
ク
レ
﹄
誌
と
は
、
美
術
を
通
し
て
信
仰
を
復
興
さ
せ

る
目
的
で
美
術
批
評
家
ジ
ョ
ゼ
フ
・
ピ
シ
ャ
ー
ル
に
よ
っ
て
一
九
三
五

年
に
創
刊
さ
れ
た
雑
誌
だ
が
、
一
九
三
七
年
に
ク
チ
ュ
リ
エ
神
父
︵M

a-
rie-A

lain
 C

o
u

tu
rier 1897-1954

︶と
レ
ガ
メ
イ
神
父︵P

ie-R
aym

o
n

d
 

R
égam

ey 1900-1996

︶
に
編
集
が
委
ね
ら
れ
、
以
後
二
人
の
指
揮
の

も
と
二
十
世
紀
の
フ
ラ
ン
ス
宗
教
芸
術
を
理
論
面
で
牽
引
し
多
大
な
影

響
を
及
ぼ
す
こ
と
と
な
る
。
一
八
九
七
年
に
フ
ラ
ン
ス
の
モ
ン
ブ
リ
ゾ

ン
で
生
ま
れ
た
ク
チ
ュ
リ
エ
神
父
は
ア
ト
リ
エ
・
ダ
ー
ル
・
サ
ク
レ
に

所
属
す
る
画
家
で
あ
っ
た
が
、
一
九
二
五
年
に
ド
ミ
ニ
コ
会
修
練
所
に
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入
る
た
め
脱
退
し
た
。

18　



ク
チ
ュ
リ
エ
神
父
は
、ロ
ン
シ
ャ
ン
・
ノ
ー
ト
ル
＝
ダ
ム
・
デ
ュ
・
オ
ー

礼
拝
堂
の
設
計
を
ル
・
コ
ル
ビ
ュ
ジ
エ
に
依
頼
し
た
人
物
と
し
て
も
知

ら
れ
て
い
る
が
、
モ
ダ
ニ
ズ
ム
の
価
値
観
に
お
い
て
は
、
宗
教
芸
術
刷

新
の
流
れ
は
、
こ
の
ア
ッ
シ
ー
教
会
の
実
現
を
重
要
な
転
換
期
と
し
て

ロ
ン
シ
ャ
ン
礼
拝
堂
︵
一
九
九
五
年
完
成
︶
に
至
る
ま
で
の
流
れ
と
し

て
と
ら
え
ら
れ
て
い
る
。
ク
チ
ュ
リ
エ
神
父
お
よ
び
ア
ッ
シ
ー
・
ノ
ー

ト
ル
＝
ダ
ム
教
会
に
関
し
て
は
、M

a
rie-A

la
in

 C
o
u

tu
rier (1

8
9

7
-

1
9

5
4

), u
n

 co
m

b
a

t p
o
u

r l'a
rt sa

cré,  actes d
u

 co
llo

q
u

e d
e 

N
ice, 3

-5
 d

écem
b

re 2
0

0
4

, éd
ités p

ar A
n

to
in

e Lio
n

, N
ice, 

Serre, 2005 ; W
illiam

 S. R
u

b
in

,  M
o
d
ern

 sa
cred

 a
rt a

n
d
 th

e 
ch

u
rch

 o
f A

ssy,  N
ew

 Y
o

rk an
d

 Lo
n

d
o

n
, 1

9
6

1
 ; Jo

an
n

a M
. 

W
eb

er, M
a

rie-A
la

in
 C

o
u

tu
rier, O

.P. o
n

 A
rt a

n
d
 th

e C
h

u
rch

 
in

 th
e 2

0
th

 C
en

tu
ry,  th

esis, N
ew

 H
aven

, Y
ale U

n
iversity, 

1989 ; R
o

b
ert Sch

w
artzw

ald
, “Fath

er M
arie-A

lain
 C

o
u

tu
rier, 

O
.P., an

d
 th

e R
efu

tatio
n

 o
f A

n
ti-Sem

itism
 in

 V
ich

y Fran
ce”, 

p
u

b
lish

ed
 electro

n
ically in

 Tex
tu

res an
d

 M
ean

in
g : T

h
irty 

Y
ears o

f Ju
d

aic Stu
d

ies at th
e U

n
iversity o

f M
assach

u
-

setts A
m

h
erst, ed

. L. E
h

rlich
, S. B

o
lo

zky, R
. R

o
th

stein
, M

. 
Sch

w
artz, J. B

erko
vitz, J. Y

o
u

n
g, D

ep
artm

en
t o

f Ju
d

aic an
d

 
N

ear Eastern
 Stu

d
ies, U

n
iversity o

f M
assach

u
setts A

m
h

erst, 
2

0
0

4
 ; Lai-k

en
t C

h
ew

 O
ren

d
u

ff, T
h

e Tra
n

sfo
rm

a
tio

n
 o

f 
C

a
th

o
lic R

eligio
u

s A
rt in

 th
e Tw

en
tieth

 C
en

tu
ry : Fa

th
er 

M
a

rie-A
la

in
 C

o
u

tu
rier a

n
d

 th
e C

h
u

rch
 a

t A
ssy, Fra

n
ce, 

N
ew

 Y
o

rk an
d

 O
n

tario
, T

h
e Ed

w
in

 M
ellen

 P
r, 2008.

19　

Fath
er M

. A
. C

o
u

tu
rier, O

.P., “R
eligio

u
s A

rt an
d

 M
o

d
ern

 
A

rtist”, M
a

ga
zin

e o
f A

rt,  X
LIV, N

o
. 7

 (N
o

vem
b

er 1
9

5
1

), 

p
. 270.

第
二
次
世
界
大
戦
勃
発
に
よ
り
﹃
ア
ー
ル
・
サ
ク
レ
﹄
誌
が

休
刊
と
な
っ
た
た
め
ク
チ
ュ
リ
エ
神
父
は
ア
メ
リ
カ
に
渡
り
お
も
に

ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
と
カ
ナ
ダ
の
ケ
ベ
ッ
ク
に
滞
在
し
た
。
そ
の
間
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
か
ら
の
亡
命
者
た
ち
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
と
深
く
関
わ
り
次
第

に
反
ヴ
ィ
シ
ー
政
権
の
立
場
を
明
確
に
表
明
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
く
。

一
九
四
五
年
に
い
っ
た
ん
帰
仏
す
る
が
、
一
九
五
〇
年
ま
で
は
講
演
活

動
の
た
め
米
仏
間
を
往
復
。
ク
チ
ュ
リ
エ
神
父
の
﹁
才
能
な
き
信
者
よ

り
信
仰
な
き
天
才
を
﹂
と
い
う
ポ
ジ
シ
ョ
ン
が
最
初
に
明
確
に
表
明
さ

れ
た
の
は
こ
の
頃
ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
で
あ
る
。

20　

H
en

ri H
erau

t, « Les Fem
m

es et l’A
rt R

eligieu
x

 », L’A
rt 

Sa
cré, n

° 9, m
ars 1936, p

. 90.

女
性
芸
術
家
に
対
す
る
こ
う
し
た

語
り
は
当
時
の
宗
教
芸
術
関
連
の
批
評
に
よ
く
見
ら
れ
る
。

21　

一
九
二
六
年
、
ア
ン
リ
・
ド
・
メ
ス
ト
ル
に
運
営
を
託
す
際
、
ド
ニ

は
何
よ
り
も
優
先
す
べ
き
使
命
と
し
て
、﹁
あ
ら
ゆ
る
観
点
か
ら
見
て

も
っ
と
活
発
に
男
性
を
募
集
す
る
こ
と
が
我
々
に
と
っ
て
必
要
で
あ
る
。

そ
れ
は
明
ら
か
に
現
時
点
で
の
重
大
な
欠
落
で
あ
る
﹂
と
し
て
、
男
子

の
新
入
会
員
を
増
や
す
こ
と
を
挙
げ
て
い
る
。D

en
is Lavalle, H

en
ri 

d
e M

a
istre, u

n
 p

ein
tre d

e la
 sen

sib
ilité o

rd
o
n

n
ée 1

8
9

1
-

1
9
5
3
 ,  Tro

yes, Fates &
 C

erf, 2003, p
. 135 ; H

en
ri d

e M
a

istre 
(1

8
9

1
-1

9
5

3
) et les A

teliers d
’a

rt sa
cré, cat. ex

p
.,  o

p
. cit., p

. 
86. 

22　

た
と
え
ば
、P

ierre Lad
o

u
é, « L’art religieu

x
 co

m
tem

p
o

-
rain

 », L’A
rt viva

n
t,  n

o
 5, 1

er m
ars 1925, p

. 6

に
は
、
女
性
の
加

入
を
禁
じ
て
い
た
グ
ル
ー
プ
に
関
す
る
記
述
が
あ
る
。
ま
た
モ
ー
リ
ス
・

ド
ニ
が
中
世
の
職
人
養
成
の
シ
ス
テ
ム
や
個
性
を
犠
牲
に
し
た
集
団
的

制
作
に
惹
か
れ
て
い
く
に
あ
た
っ
て
、
ボ
イ
ロ
ン
︵
ド
イ
ツ
︶
の
ベ
ネ

デ
ィ
ク
ト
会
大
修
道
院
で
レ
ン
ツ
神
父
に
よ
っ
て
開
か
れ
て
い
た
工
房
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教会装飾と女性芸術家

が
具
体
的
事
例
と
し
て
刺
激
に
な
っ
た
こ
と
も
確
か
で
あ
る
が
、
そ
う

し
た
男
子
修
道
院
併
設
の
工
房
は
当
然
男
子
の
み
で
運
営
さ
れ
て
い
た
。

23　


例
え
ば
英
国
の
ア
ー
ツ
・
ア
ン
ド
・
ク
ラ
フ
ツ
運
動
の
よ
う
な
ラ

ジ
カ
ル
な
社
会
的
目
的
を
持
つ
運
動
が
、
同
時
代
社
会
を
支
配
す
る
伝

統
的
な
父
権
的
権
力
構
造
の
補
強
と
な
っ
て
い
た
と
い
う
点
は
ア
ン
セ

ア
・
カ
レ
ン
に
よ
っ
て
す
で
に
指
摘
さ
れ
て
き
た
こ
と
で
あ
る
。A
n

-
th

ea C
allen

, W
o
m

en
 A

rtists o
f th

e A
rts &

 C
ra

fts M
ovem

en
t 

1
8

7
0

-1
9

1
4

, N
ew

 Y
o

rk, Pan
th

eo
n

 B
o

o
ks, 1979.

24　

た
と
え
ば
一
九
二
五
年
に
創
刊
さ
れ
た﹃
ラ
ー
ル
・
ヴ
ィ
ヴ
ァ
ンL’A

rt 
viva

n
t 

﹄
誌
は
副
題
の
一
つ
に
﹁
女
性
の
諸
芸
術
﹂
を
掲
げ
て
お
り
、

創
刊
当
初
は
ほ
ぼ
毎
号
﹁
女
性
の
芸
術
﹂
と
し
て
、
ク
ッ
シ
ョ
ン
、
人

形
、
織
物
、
ラ
ン
プ
シ
ェ
ー
ド
、
シ
ョ
ー
ル
＆
首
飾
り
、
レ
ー
ス
、
化
粧
、

ビ
ジ
ュ
ー
、
籠
製
品
、
刺
繍
の
い
ず
れ
か
が
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
た
。

25　

H
en

ri d
e M

a
istre (1

8
9

1
-1

9
5

3
) et les A

teliers d
’a

rt sa
-

cré, cat. ex
p

.,  o
p
. cit.,  p

. 31.

26　

十
九
世
紀
末
に
は
こ
の
点
を
根
拠
と
し
て
女
性
た
ち
に
よ
る
国
立
美

術
学
校
入
学
の
た
め
の
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
が
繰
り
広
げ
ら
れ
た
。
し
た

が
っ
て
と
り
わ
け
ア
カ
デ
ミ
ズ
ム
の
範
疇
で
は
こ
の
限
り
に
お
い
て
女

性
は
容
認
さ
れ
る
存
在
で
あ
っ
た
。
女
性
た
ち
に
よ
る
国
立
美
術
学

校
入
学
の
た
め
の
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
の
経
過
は
以
下
の
文
献
に
詳
し
い
。

G
arb

 (Tam
ar),  o

p
. cit.

27　

マ
ル
ト
・
フ
ラ
ン
ド
ラ
ン
︵M

arth
e Flan

d
rin

 1904-1987

︶：
画

家
イ
ッ
ポ
リ
ッ
ト
・
フ
ラ
ン
ド
ラ
ン
を
大
叔
父
と
す
る
芸
術
家
一
家
に

生
ま
れ
る
。
パ
リ
国
立
美
術
学
校
を
優
秀
な
成
績
で
卒
業
し
、
宗
教

建
築
を
装
飾
す
る
フ
レ
ス
コ
画
家
と
し
て
キ
ャ
リ
ア
を
歩
み
始
め
る
。

ロ
ー
マ
賞
こ
そ
逃
し
て
い
る
が
数
々
の
コ
ン
ク
ー
ル
を
勝
ち
と
り
奨
学

旅
行
を
手
に
し
て
お
り
、
ア
カ
デ
ミ
ズ
ム
の
制
度
に
最
も
近
い
場
で
古

典
主
義
的
様
式
に
モ
ダ
ン
な
テ
イ
ス
ト
を
巧
み
に
取
り
入
れ
た
、
い
わ

ゆ
る
フ
ラ
ン
ス
の
﹁
良
き
趣
味
﹂
を
生
涯
体
現
し
続
け
た
画
家
で
あ
っ

た
。
彼
女
の
事
例
は
国
立
美
術
学
校
出
身
者
と
し
て
の
女
性
芸
術
家
が

体
現
し
得
た
サ
ヴ
ァ
イ
ヴ
ァ
ル
の
一
つ
の
典
型
と
い
え
る
も
の
で
あ
る
。

28　

M
argu

erite H
u

ré, « Les E
n

q
u

êtes d
u

 M
aître d

’Œ
u

vre 
‘Fem

m
es A

rch
itectes’ », Le M

a
ître d

’œ
u

vre, b
u

lletin
 d

’a
r-

ch
itectu

re et d
e d

o
cu

m
en

ta
tio

n
 p

ro
fessio

n
n

elle,  2
0

 ju
in

 
1928, p

. 14. 

29　

た
と
え
ば
﹁
⋮
⋮
政
治
は
戦
争
だ
っ
た
。
⋮
⋮
自
律
的
共
和
国
の
伝

統
で
は
、
そ
う
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
支
配
的
な
物
語
に
お

い
て
女
性
が
演
ず
る
役
割
は
、
ス
パ
ル
タ
の
母
親
、
そ
し
て
市
民
の
チ

ア
・
リ
ー
ダ
ー
の
役
割
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
男
性
を
男
性
ら
し
く
ふ
る

ま
う
よ
う
促
し
、
英
雄
を
賞
賛
し
、
卑
怯
者
を
糾
弾
す
る
。
女
性
は
公

0

0

0

0

的
に
悲
し
む
役
割
も
帯
び

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、
戦
争
に
よ
る
破
壊
を
嘆
く
。
だ
が
、
夫
や

息
子
な
ど
の
個
人
の
死
を
嘆
く
の
で
は
な
く
、
都
市
の
敗
北
を
嘆
く

方
が
多
い
﹂(

傍
点
筆
者)

。
ジ
ー
ン
・
ベ
ス
キ
ー
・
エ
ル
シ
ュ
テ
イ

ン
﹃
女
性
と
戦
争
﹄
小
林
史
子
・
廣
川
紀
子
訳
、
法
政
大
学
出
版
局
、

一
九
九
四
年
、
一
九
四
頁
。

30　

ヴ
ァ
ラ
ン
テ
ィ
ヌ
・
レ
ー
ル
︵V

alen
tin

e R
eyre 1889-1943

︶：

パ
リ
の
画
塾
グ
ラ
ン
ド
・
シ
ョ
ー
ミ
エ
ー
ル
で
ジ
ョ
ル
ジ
ュ
・
デ
ヴ
ァ

リ
エ
ー
ル
と
リ
ュ
シ
ア
ン
・
シ
モ
ン
に
学
ぶ
。
ア
ト
リ
エ
・
ダ
ー
ル
・

サ
ク
レ
に
先
立
つ
一
九
一
七
年
、
宗
教
団
体
ラ
ル
シ
ュ
を
建
築
家
モ
ー

リ
ス
・
ス
ト
レ
と
共
に
立
ち
上
げ
た
。

31　

レ
ー
ル
は
第
一
次
大
戦
勃
発
時
か
ら
数
年
間
そ
の
心
境
を
綴
っ
た

ノ
ー
ト
を
残
し
て
お
り
、
戦
争
体
験
が
宗
教
芸
術
へ
の
関
与
に
大
き
く

影
響
し
て
い
た
こ
と
が
読
み
取
れ
る
。V

alen
tin

e R
eyre, N

o
tes V

a
l.

R
eyre, D

o
ssier V

alen
tin

e R
eyre, C

en
tre d

e d
o

cu
m

en
tatio

n
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d
u

 M
u

sée M
u

n
icip

al d
e B

o
u

lo
gn

e-B
illan

co
u

rt. 

レ
ー
ル
に
よ

る
ノ
ー
ト
は
、G

en
eviève et H

en
ri Taillefert, V

a
len

tin
e R

eyre 
(1

8
8

9
-1

9
4

3
), n

˚ h
o

rs-série d
es C

a
h

iers d
u

 Ta
u

, To
m

e 1
, 

Paris, 1991

に
も
転
載
さ
れ
て
い
る
。

32　

H
era

u
t  (H

en
ri), o

p
. cit.,  p

. 90.

33　

こ
こ
に
描
か
れ
て
い
る
の
は
ペ
ル
ー
の
守
護
聖
人
で
新
大
陸
最
初
の

聖
女
リ
マ
の
聖
ロ
ー
サ
、
エ
チ
オ
ピ
ア
人
殉
教
者
の
ラ
ザ
リ
ス
ト
会
士

ゲ
ブ
レ
・
ミ
カ
エ
ル
、
ア
ン
ナ
ン
人
の
殉
教
者
ポ
ー
ル
・
ル
＝
バ
オ
＝

テ
ィ
ン
で
あ
り
、
ペ
ル
ー
や
エ
チ
オ
ピ
ア
と
い
っ
た
当
時
植
民
地
化
さ

れ
て
い
な
い
国
の
聖
人
や
殉
教
者
も
取
り
上
げ
て
お
り
、
一
概
に
植
民

地
政
策
と
一
致
し
て
い
る
と
は
言
え
な
い
。
し
か
し
こ
の
時
期
の
フ
ラ

ン
ス
植
民
地
主
義
に
関
し
て
は
次
の
よ
う
な
指
摘
も
あ
る
。﹁
大
戦
を

契
機
に
、
フ
ラ
ン
ス
は
、
自
ら
の
優
越
性
を
根
拠
に
︿
文
明
化
﹀
を
唱

え
る
だ
け
で
は
す
ま
な
い
立
場
に
追
い
込
ま
れ
て
い
た
わ
け
だ
。︵
省

略
︶。
言
葉
を
換
え
れ
ば
、
第
一
次
大
戦
ま
で
は
肌
の
色
を
も
と
に
、

白
人
を
頂
点
と
し
て
人
種
が
重
層
的
に
序
列
化
さ
れ
る
場
合
が
多
か
っ

た
の
に
対
し
、
戦
間
期
に
な
る
と
、
白
人
対
非
白
人
と
い
う
二
項
対
立

の
図
式
が
大
き
く
全
面
に
出
て
き
た
と
も
整
理
で
き
よ
う
﹂。
平
野
千

果
子
﹃
フ
ラ
ン
ス
植
民
地
主
義
の
歴
史
﹄
人
文
書
院
、
二
〇
〇
五
年

︵
二
〇
〇
二
年
初
版
︶、
二
一
七
頁
。

34　

竹
下
節
子
﹃﹁
弱
い
父
﹂
ヨ
セ
フ
：
キ
リ
ス
ト
教
に
お
け
る
父
権
と

父
性
﹄
講
談
社
、
二
〇
〇
七
年
、
一
二
頁
。
た
だ
し
聖
ヨ
セ
フ
が
公
に

﹁
教
会
の
守
護
者
﹂
と
し
て
の
位
置
づ
け
を
得
た
の
は
、
こ
れ
よ
り
前

一
八
七
〇
年
十
二
月
八
日
に
教
皇
ピ
ウ
ス
九
世
に
よ
っ
て
﹁
全
教
会
の

普
遍
的
守
護
聖
人
で
あ
る
﹂
と
宣
言
さ
れ
て
か
ら
で
あ
る
。

35　

た
と
え
ば
岡
田
温
司
は
、﹁
こ
の
表
現(

ア
ブ
ラ
ハ
ム
の
懐
に
お
け
る

ヤ
シ
の
木)

は
ア
ブ
ラ
ハ
ム
か
ら
イ
エ
ス
ま
で
の
家
系
を
樹
木
で
表
す

︿
エ
ッ
サ
イ
の
樹
﹀
を
連
想
さ
せ
る
﹂
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
が
示
す
こ

と
と
は
、﹁
ま
さ
に
父
系
継
承
の
理
想
と
み
な
さ
れ
る
﹂
も
の
で
あ
る

と
﹃
処
女
懐
胎
―
描
か
れ
た
﹁
奇
跡
﹂
と
﹁
聖
家
族
﹂﹄
中
央
公
論
新
社
、

二
〇
〇
七
年
、
一
七
〇
頁
で
指
摘
し
て
い
る
。

36　



植
民
地
に
赴
い
た
女
性
芸
術
家
に
関
す
る
論
考
は
以
下
を
参
照
。

M
ich

èle Lefran
ço

is, « A
rt et aven

tu
re au

 fém
in

in
 », in

 C
o
lo

-
n

ia
les 1

9
2

0
-1

9
4

0
, cat. ex

p
., B

o
u

lo
gn

e-B
illan

co
u

rt, M
u

sée 
m

u
n

icip
al d

e B
o

u
lo

gn
e-B

illan
co

u
rt, 1989, p

p
. 53-65.

37　

カ
ー
サ
・
ヴ
ェ
ラ
ス
ケ
ス
と
は
ロ
ー
マ
の
ヴ
ィ
ラ
・
メ
デ
ィ
チ
同
様

フ
ラ
ン
ス
の
若
い
芸
術
家
の
研
修
を
目
的
と
し
て
ス
ペ
イ
ン
の
マ
ド

リ
ッ
ド
に
創
設
さ
れ
た
奨
学
生
の
た
め
の
寄
宿
施
設
で
、
一
九
二
八
年

に
第
一
回
目
の
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
た
ち
を
迎
え
入
れ
て
い
る
。
こ
の
時
期

ス
ペ
イ
ン
内
戦
の
た
め
研
修
先
が
モ
ロ
ッ
コ
の
フ
ェ
ス
に
一
時
移
転
し

て
い
た
。
ほ
か
に
も
さ
ま
ざ
ま
な
賞
が
創
設
さ
れ
、
芸
術
家
た
ち
が
植

民
地
へ
旅
立
つ
と
い
う
現
象
が
起
こ
っ
て
い
た
。
こ
の
点
は
次
の
文

献
に
詳
し
い
。Em

m
an

u
el B

réo
n

, « Les p
ein

tu
res d

e la p
lu

s 
gran

d
e Fran

ce », in
 C

o
lo

n
ia

les 1
9

2
0

-1
9

4
0

, cat. ex
p

., B
o

u
lo

-
gn

e-B
illan

co
u

rt, M
u

sée m
u

n
icip

al d
e B

o
u

lo
gn

e-B
illan

co
u

rt, 
1989, p

p
. 13-27.

38　

フ
ラ
ン
ス
大
戦
間
期
に
お
け
る
出
産
奨
励
主
義
に
関
し
て
は
、
た

と
え
ばK

aren
 O

ffen
, “B

o
dy p

o
litics : w

o
m

en
, w

o
rk an

d
 th

e 
p

o
litics o

f m
o

th
erh

o
o

d
 in

 Fran
ce, 1

9
2

0
-1

9
5

0
”, in

 G
isela 

B
o

ck an
d

 Pat T
h

an
e (ed

s.),  M
a

tern
ity a

n
d
 gen

d
er p

o
licies 

: w
o

m
en

 a
n

d
 th

e rise o
f th

e E
u

ro
p

ea
n

 w
elfa

re sta
tes, 

1
8

8
0

s-1
9

5
0

s, Lo
n

d
o

n
 an

d
 N

ew
 Y

o
rk, c. 1991, p

p
. 138-159

;

イ
ヴ
ォ
ン
ヌ
・
ク
ニ
ビ
レ
ー
ル
／
カ
ト
リ
ー
ヌ
・
フ
ー
ケ
﹃
母
親
の

社
会
史
：
中
世
か
ら
現
代
ま
で
﹄
中
嶋
公
子
・
宮
本
由
美
ほ
か
訳
、
筑
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摩
書
房
、
一
九
九
四
年
、
第
三
章
﹁
疑
問
の
時
代
﹂︵
原
著 Y

vo
n

n
e 

K
n

ib
ieh

ler, L’h
isto

ire d
es m

ères d
u

 m
o

yen
-â

ge à
 n

o
s 

jo
u

rs, Paris, M
o

n
talb

a, c. 1980

︶
な
ど
。

39　

出
産
奨
励
主
義
の
女
性
画
家
へ
の
影
響
を
論
じ
た
も
の
と
し
て
、
た

と
え
ばPau

la J. B
irn

b
au

m
, “C

o
n

stru
ctin

g a m
atrilin

eal h
is-

to
ry o

f w
o

m
en

 artists in
 in

terw
ar Fran

ce”, P
u

b
licatio

n
, 

A
u

ro
ra,  T

h
e Jo

u
rn

a
l o

f th
e H

isto
ry o

f A
rt,  Jan

u
ary 1 2003.

40　

ポ
ー
リ
ー
ヌ
・
プ
ニ
エ
︵Pau

lin
e Peu

gn
iez 1890-1987

︶：
ア

ミ
ア
ン
の
美
術
学
校
で
学
ん
だ
の
ち
パ
リ
国
立
美
術
学
校
に
入
り
画
家

フ
ェ
ル
デ
ィ
ナ
ン
・
ア
ン
ベ
ー
ル
に
学
ん
だ
。
絵
画
だ
け
で
な
く
タ
ピ

ス
リ
ー
や
ス
テ
ン
ド
グ
ラ
ス
の
下
絵
を
制
作
し
て
活
躍
し
た
。

41　

Pau
le E

scu
d

ier-C
o

u
rb

e, «  T
ro

is Fem
m

es Pein
tres », L’A

rt 
Sa

cré,  n
° 9, m

ars 1936, p
p

. 91- 92.

42　

R
égam

ey, O
.P. (Le R

.P.), « C
in

q
 artistes fran

çais au
 service 

d
u

 san
ctu

aire », L’a
rtisa

n
 et les a

rts litu
rgiq

u
es, 1948 (n

˚ 
1), p

p
. 193-198.

43　

マ
ル
グ
リ
ッ
ト
・
ユ
レ
︵M

argu
erite H

u
ré 1896-1967

︶：
ア
カ

デ
ミ
ー
・
ジ
ュ
リ
ア
ン
で
絵
画
を
学
ん
だ
後
、
パ
リ
国
立
美
術
学
校
で

ロ
ー
ラ
ン
＝
オ
ノ
レ
・
マ
ル
ケ
ス
ト
に
彫
刻
を
学
ん
だ
。
国
立
美
術
学

校
時
代
に
ガ
ラ
ス
職
人
エ
ミ
ー
ル
・
ア
デ
ル
の
も
と
に
通
い
ス
テ
ン
ド

グ
ラ
ス
の
技
術
を
習
得
し
た
。

44

ル
・
ラ
ン
シ
ー
教
会
の
ス
テ
ン
ド
グ
ラ
ス
の
制
作
経
緯
に
つ
い
て

は
以
下
に
詳
し
い
。V

éro
n

iq
u

e D
avid

, « D
e l'esp

o
ir retro

u
vé 

et d
es vitrau

x
 d

u
 R

ain
cy », in

 U
n

 p
a

trim
o
in

e d
e lu

m
ière 

1
8

3
0

-2
0

0
0

 : verrières d
es H

a
u

ts-d
e-Sein

e, Sein
e-Sa

in
t-

D
en

is, V
a

l-d
e-M

a
rn

e, so
u

s la d
irectio

n
 d

e Lau
ren

ce d
e 

Fin
an

ce, Paris, M
o

n
u

m
, éd

itio
n

s d
u

 p
atrim

o
in

e, c. 2003, p
p

. 

275-285

。

45　

M
argu

erite H
u

ré, « Le vitrail m
o

d
ern

e », G
la

ces et V
erres, 

février 1928, n
° 2, p

. 9. 

ユ
レ
は
当
時
の
取
材
で
繰
り
返
し
同
様
の

こ
と
を
述
べ
て
い
る
。

46　

彼
女
は
こ
の
後
、
ペ
レ
の
弟
子
ピ
エ
ー
ル
・
プ
ラ
デ
ィ
エ
＝
デ
ュ
テ

イ
ユ
設
計
に
よ
る
グ
ル
ノ
ー
ブ
ル
・
ヴ
ォ
レ
ッ
プ
小
神
学
校
礼
拝
堂
の

た
め
の
装
飾
に
お
い
て
、﹁
現
代
宗
教
芸
術
に
お
け
る
シ
ン
ボ
リ
ッ
ク
な

非
具
象
導
入
の
最
初
の
作
例
﹂︵G

eo
rges M

ercier, L’a
rt a

b
stra

it 
d

a
n

s l’a
rt sa

cré : la
 ten

d
a

n
ce n

o
n

 fi
gu

ra
tive d

a
n

s l’a
rt 

sa
cré ch

rétien
 co

n
tem

p
o
ra

in
, Paris, D

e B
o

ccard
, 1964, p

. 
136 et 139

︶
と
評
さ
れ
る
オ
リ
ジ
ナ
ル
作
品
︵
一
九
三
三
年
︶
を
制
作

す
る
。
一
九
五
三
年
に
は
ペ
レ
設
計
に
よ
る
ル･

ア
ー
ヴ
ル
・
サ
ン
＝

ジ
ョ
ゼ
フ
教
会
の
抽
象
的
ス
テ
ン
ド
グ
ラ
ス
を
手
掛
け
て
お
り
、
こ
れ

ら
を
ル
・
ラ
ン
シ
ー
に
始
ま
る
一
連
の
事
績
と
み
な
す
こ
と
に
よ
っ
て

モ
ダ
ニ
ズ
ム
的
観
点
か
ら
の
再
評
価
が
な
さ
れ
て
い
る
。

47　

H
u

ré (M
argu

erite), « Les E
n

q
u

êtes d
u

 M
aître d

’Œ
u

vre 
‘Fem

m
es A

rch
itectes’ », o

p
. cit.,  p

. 14.

48　



サ
ビ
ー
ヌ
・
デ
ヴ
ァ
リ
エ
ー
ル
︵Sab

in
e D

esvallières 1891-
1935

︶：
画
家
ジ
ョ
ル
ジ
ュ
・
デ
ヴ
ァ
リ
エ
ー
ル
の
長
女
と
し
て
生
ま
れ

る
。
早
い
時
期
か
ら
デ
ッ
サ
ン
の
素
養
を
示
し
た
と
さ
れ
て
い
る
が
美

術
学
校
に
通
っ
た
形
跡
は
な
く
、
刺
繍
に
お
け
る
当
時
の
第
一
人
者
で

あ
っ
た
オ
リ
ー
＝
ロ
ビ
ン
夫
人
の
生
徒
と
な
っ
て
い
る
。
十
六
歳
で
サ

ロ
ン
・
ド
ー
ト
ン
ヌ
の
装
飾
芸
術
部
門
に
刺
繍
作
品
を
初
出
品
し
て
以

後
同
展
覧
会
に
定
期
的
に
出
品
を
続
け
て
い
る
。
三
五
歳
で
マ
ザ
メ
聖

ク
ラ
ラ
修
道
院
に
入
り
表
舞
台
か
ら
姿
を
消
す
が
、
そ
の
後
も
同
修
道

会
刺
繍
工
房
で
祭
服
制
作
に
生
涯
取
り
組
ん
だ
。
サ
ビ
ー
ヌ
・
デ
ヴ
ァ

リ
エ
ー
ル
の
ア
ト
リ
エ
・
ダ
ー
ル
・
サ
ク
レ
で
の
仕
事
に
関
す
る
同
時
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代
の
報
告
と
し
て
、H

en
riette T

h
iéb

au
t, « La B

ro
d

erie religieu
-

se au
x

 A
teliers d

’A
rt Sacré », L’o

u
vro

ir litu
rgiq

u
e, To

m
e 2, 

N
˚ 6, su

p
p

lém
en

t au
 n

˚ 53 de L’A
rtisa

n
 Litu

rgiq
u

e, 1939, p
. 

44.
49　


た
と
え
ば
、M

au
rice B

rillan
t, L’A

rt ch
rétien

 en
 Fra

n
ce a

u
 

X
X

e siècle, ses ten
d
a

n
ces n

o
u

velles,  Paris, B
lo

u
d

 et G
ay, c. 

1
9

2
8

, p
. 1

9
4

 ; M
au

rice D
en

is, H
isto

ire d
e l’a

rt religieu
x, 

Paris, Flam
m

ario
n

, 1939, p
. 307

な
ど
。

50　

 Fr. A
.-M

. C
. , « L’ex

em
p

le d
e Stan

s », L’A
rt Sa

cré, Le vête-
m

en
t sa

cré,  5-6, jan
vier-février 1955, p

. 20.

51　



挿
絵
はL’A

rt Sa
cré, o

cto
b

re 1938, p
. 276.

52　



レ
オ
ン
・
バ
ッ
テ
ィ
ス
タ
・
ア
ル
ベ
ル
テ
ィ
﹃
絵
画
論
﹄
三
輪
福
松

訳
、
中
央
公
論
美
術
出
版
、
一
九
九
二
年
。

図
版
リ
ス
ト

図
1　

ポ
ー
ル
・
マ
ロ
︽
ア
ト
リ
エ
・
ダ
ー
ル
・
サ
ク
レ
︾
制
作
年
不
明
、

木
版
、
ブ
ー
ロ
ー
ニ
ュ
＝
ビ
ヤ
ン
ク
ー
ル
市
立
30
年
代
美
術
館
資
料

図
2　

モ
ー
リ
ス
・
ド
ニ
︵
考
案
︶、
サ
ビ
ー
ヌ
・
デ
ヴ
ァ
リ
エ
ー
ル
︵
刺

繍
・
製
作
︶︽
緑
の
カ
ズ
ラ
︾
一
九
二
〇
年
頃
、
絹
と
ビ
ロ
ー
ド
に
刺
繍
、

116×
153cm

、
サ
ン
＝
ジ
ェ
ル
マ
ン
＝
ア
ン
＝
レ
ー
、
ル
・
プ
リ
ウ
レ

礼
拝
堂

図
3　

マ
ル
ト
・
フ
ラ
ン
ド
ラ
ン
︽
賢
い
乙
女
と
愚
か
な
乙
女
︾

一
九
三
五
年
頃
、
紙
に
グ
ワ
ッ
シ
ュ
と
石
墨
で
描
い
た
も
の
を
板
に
貼

付
、145×

188cm

、
ナ
ン
テ
ー
ル
、
サ
ン
ト
＝
ジ
ュ
ヌ
ヴ
ィ
エ
ー
ヴ
聖

堂
内
陣
周
歩
廊
装
飾
の
た
め
の
マ
ケ
ッ
ト
、
ブ
ー
ロ
ー
ニ
ュ
＝
ビ
ヤ
ン

ク
ー
ル
市
立
30
年
代
美
術
館

図
4　

ヴ
ァ
ラ
ン
テ
ィ
ヌ
・
レ
ー
ル
︽
聖
母
に
出
会
う
イ
エ
ス
：
十
字
架

の
道
行
︾
一
九
二
一
年
、油
彩
・
カ
ン
ヴ
ァ
ス
を
壁
に
貼
付
、ヴ
ェ
ル
ヌ
ー

ユ
＝
シ
ュ
ル
＝
ア
ー
ヴ
ル
、
エ
コ
ー
ル
・
デ
・
ロ
ッ
シ
ュ
礼
拝
堂
装
飾

図
5　

ヴ
ァ
ラ
ン
テ
ィ
ヌ
・
レ
ー
ル
︵
下
絵
︶、
マ
ル
グ
リ
ッ
ト
・
ユ

レ
︵
ス
テ
ン
ド
グ
ラ
ス
制
作
︶︽
全
世
界
教
会
の
守
護
者
聖
ヨ
セ
フ
︾、

一
九
三
一
年
、
ス
テ
ン
ド
グ
ラ
ス
、
エ
ピ
ネ
ー
＝
シ
ュ
ル
＝
セ
ー
ヌ
、

ノ
ー
ト
ル
＝
ダ
ム
＝
デ
＝
ミ
ッ
シ
ョ
ン
教
会
︵
も
と
植
民
地
博
覧
会
カ

ト
リ
ッ
ク
伝
道
パ
ヴ
ィ
リ
オ
ン
︶
内
陣
南
窓
装
飾

図
6　
︽
選
ば
れ
し
者
と
ア
ブ
ラ
ハ
ム
の
懐
︾
十
三
世
紀
前
半
、﹃
ア
レ
ン

ベ
ル
ク
の
詩
篇
集
﹄
ワ
シ
ン
ト
ン
、
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
ギ
ャ
ラ
リ
ー

図
7　
﹁A

van
t et A

p
rès

︵
前
と
後
︶﹂、﹃
ア
・
ラ
・
パ
ー
ジ
ュ
﹄
紙

︵
一
九
三
一
年
六
月
一
八
日
木
曜
日
︶
掲
載
写
真

図
8　

マ
ル
ト
・
フ
ラ
ン
ド
ラ
ン
︽
二
人
の
姉
妹
︾
一
九
四
三
―
四
四
年
、

油
彩
・
石
綿
セ
メ
ン
ト
・
漆
喰
、99.5×

149.5cm

、
パ
リ
、
国
立
近
代

美
術
館
ポ
ン
ピ
ド
ゥ
ー
・
セ
ン
タ
ー

図
9　

レ
ー
ネ
ル
ト
＆
ラ
ン
ド
ロ
ッ
ク
︽
少
女
の
ト
ル
ソ
、
チ
ュ
ニ
ス
︾

一
九
二
〇
年
代
、
ゴ
ム
印
画
、45.5×

33.6cm

︵﹃
オ
リ
エ
ン
タ
リ
ズ

ム
の
絵
画
と
写
真
﹄
展
図
録
、
ツ
ァ
イ
ト
・
フ
ォ
ト
編
、
一
九
九
〇
年
、

一
四
八
頁
︶

図
10　

ポ
ー
リ
ー
ヌ
・
プ
ニ
エ
︵
下
絵
︶︽
我
ら
が
喜
び
の
源
︾
一
九
二
五

年
、
タ
ピ
ス
リ
ー
、
一
九
二
五
年
ア
ー
ル
・
デ
コ
博
グ
ラ
ン
・
パ
レ
に

て
展
示

図
11　

ハ
ン
ス
・
メ
ム
リ
ン
ク
︽
ア
レ
ク
サ
ン
ド
リ
ア
の
聖
カ
タ
リ

ナ
と
キ
リ
ス
ト
の
神
秘
の
結
婚
︾
一
四
七
五
年
頃
、
油
彩
・
板
、

25.3×
16cm

、ジ
ャ
ン
・
デ
ュ
・
セ
リ
エ
の
二
連
祭
壇
画
左
翼
、パ
リ
、ル
ー

ヴ
ル
美
術
館

図
12　

ポ
ー
リ
ー
ヌ
・
プ
ニ
エ
︽
母
性
：
マ
テ
ル
ニ
テ
︾
一
九
三
七
年
、
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フ
レ
ス
コ
、
一
九
三
七
年
﹁
現
代
生
活
に
お
け
る
諸
芸
術
・
諸
技
術
国

際
博
覧
会
﹂
教
皇
パ
ヴ
ィ
リ
オ
ン
の
た
め
の
装
飾
︵
写
真
︶

図
13　

マ
ル
ト
・
フ
ラ
ン
ド
ラ
ン
︽
シ
エ
ナ
の
聖
カ
タ
リ
ナ
の
生
涯
︾

一
九
三
三
年
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After enduring World War I, the French followed the “Return to Order” 

movement. Many women artists got involved in religious art and decorated 

churches. Almost all of them were French nationals who had received high 

standards of art education and worked as professionals. However, after 

World War II, the number of these women artists decreased while that of 

male artists increased overwhelmingly. Artists whose names are associated 

with modernist art history in the twentieth century acquired important 

positions. Considering these facts, this report analyzes the participation of 

women artists in religious art between the Wars, regarding it as a special 

phenomenon.

In this period, it was not normal for women to be involved in 

monumental work. Assuming that the world of religious art, specifically, 

church decoration, was indeed open to women and that their activities were 

welcome, this report examines the following: the conditions in France at 

that time, the process concerning the participation of women artists, their 

productive activities, the expectations of society, the women’s reactions to 

their environment, and reasons for the discontinuation of their activities after 

World War II.

First, this report overviews the rise and fall of the sacred art movement 

that was active between the Wars and explains the women artists’ 

involvement in the movement. We discuss the Ateliers d’art sacré (Sacred Art 

Workshops) that were founded by the painters Maurice Denis and Georges 

Desvallières and the magazine, L’Art Sacré, in which the “modernization” of 

the sacred art movement was promoted. 

Next, reviewing the achievements of women artists who actively took 
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between the World Wars
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part in the realization of the concept of “decorating churches,” we inquire 

how these Catholic French middle-class women artists, faced political 

issues such as “war,” “nationalism,” and “colonial policy” and women-related 

occurrences such as the conception of  “The New Woman” ideal (during the 

interwar years) and “the decrease in population and birthrates.”  We examine 

how the women artists engaged themselves.

Here, we refer to five women who were all French middle-class Catholics, 

but who made different choices in terms of survival as well expression.

Valentine Reyre was a painter who produced wall paintings and 

stained glass paintings with a firm sense of mission that is attributable 

to her experiences in the war. She is regarded as the female front-runner 

in her field as she was at nearly the same position as men in the field. 

Marguerite Huré was a stained glass artisan who introduced, for the first 

time, nonrepresentational work to religious architecture. In those days, 

she was considered the one who realized “the New Woman” ideal. Sabine 

Desvallières was an embroidery artist who contributed to the renovation 

of chasubles, or liturgical vestments, by using needles and thread that had 

been traditionally associated with “femininity.” Marthe Flandrin was a painter 

from a famous artistic family. She graduated from École des Beaux-Arts de 

Paris with excellent grades and started her career as a fresco painter. She 

continued working within the academic system. Pauline Peugniez was a 

painter who was enthusiastically supported by the critics of the time as her 

works included intimate and domestic religious images.

While inspecting the achievements of women artists in a wider 

contemporary context, the study sometimes critically explores the 

background and factors of the active involvement of women in the sacred 

art movement and the “retreat” of the movement after World War II.

The women artists found their means of survival in religious art that 

valued “femininity,” especially in the period between the Wars. However, they 

lost this means of survival when the focus shifted to “spirituality” that was 

based on the modernist value. If “spirituality” is emphasized, “femininity” is 

disregarded. This tendency is common in Western fine arts and is the central 

problem with regard to the relationship between “modernism and women.” 

The main goal of this study is to examine this problem.
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