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「
偉
大
さ
」
と
女
性
芸
術
家
の
神
話

米
　
村
　
典
　
子

一　

は
じ
め
に

　

リ
ン
ダ
・
ノ
ッ
ク
リ
ン
の
「
な
ぜ
女
性
の
偉
大
な
芸
術
家
は
現
れ
て

こ
な
か
っ
た
の
か
」
が
発
表
さ
れ
て
、
二
〇
一
一
年
で
四
十
年
と
な
る
1
。

フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
も
し
く
は
ジ
ェ
ン
ダ
ー
と
い
う
カ
テ
ゴ
リ
ー
が
美
術
史
学

の
内
部
で
確
立
し
て
い
る
と
す
る
な
ら
、
そ
の
先
頭
の
杭
を
打
ち
込
ん
だ

の
が
こ
の
有
名
な
論
文
で
あ
ろ
う
。
ノ
ッ
ク
リ
ン
は
、
女
性
は
芸
術
教
育

を
は
じ
め
と
し
て
男
性
と
同
じ
ス
タ
ー
ト
ラ
イ
ン
に
つ
け
な
か
っ
た
の
だ

か
ら
、「
偉
大
な
女
性
芸
術
家
」
は
い
な
く
て
も
当
然
だ
と
し
た
。
こ
こ

に
至
る
論
述
は
巧
み
だ
っ
た
が
、
男
女
の
出
発
点
が
異
な
る
か
ら
な
ぜ
い

な
い
か
を
問
う
こ
と
は
意
味
が
な
い
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
ノ
ッ
ク
リ

ン
は
「
偉
大
さ
」
を
巡
る
議
論
の
結
論
を
宙
づ
り
に
し
て
降
り
た
観
が
あ

る
。
発
表
か
ら
三
十
周
年
の
二
〇
〇
一
年
に
開
催
さ
れ
た
カ
ン
フ
ァ
レ
ン

ス
の
発
表
（
出
版
は
二
〇
〇
六
年
）
で
、
当
時
を
振
り
返
っ
た
ノ
ッ
ク
リ

ン
は
、
そ
の
頃
の
目
標
は
「
伝
統
的
な
、
ほ
と
ん
ど
完
全
に
男
性
主
導
の

『
偉
大
さ
』
そ
れ
自
体
の
概
念
を
変
え
る
こ
と
、
あ
る
い
は
排
除
す
る
こ

と
だ
っ
た
」
が
、
少
な
く
と
も
近
代
以
降
は
重
要
な
の
は
「
偉
大
さ
」
か

ら
、
革
新
的
で
あ
る
こ
と
、
興
味
深
く
挑
発
的
な
作
品
を
作
る
こ
と
へ
と

変
化
し
た
と
述
べ
た
2
。
し
か
し
、
問
題
は
残
り
続
け
る
。
も
は
や
突
出

し
た
卓
越
性
を
示
す
言
葉
と
し
て
使
わ
れ
る
こ
と
は
な
く
な
っ
た
と
し
て

も
、
わ
れ
わ
れ
本
当
に
「
偉
大
さ
」
と
手
を
切
る
こ
と
が
で
き
た
の
だ
ろ

う
か
。

　

本
論
は
、「
偉
大
さ
」
を
キ
ー
ワ
ー
ド
と
し
て
、「
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
美

術
史
の
イ
コ
ン
」3
と
言
わ
れ
る
イ
タ
リ
ア
の
画
家
ア
ル
テ
ミ
ジ
ア
・
ジ

ェ
ン
テ
ィ
レ
ス
キ
（
一
五
九
三
〜
一
六
五
三
）
の
評
価
の
変
遷
を
、
伝

記
と
歴
史
研
究
の
観
点
か
ら
た
ど
る
。
ア
ル
テ
ミ
ジ
ア
に
つ
い
て
は
、
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一
九
八
〇
年
代
以
降
、
様
々
の
学
問
的
論
議
が
交
わ
さ
れ
て
き
た
が
、
本

論
の
目
的
は
そ
れ
に
参
入
す
る
の
で
は
な
く
、
十
九
世
紀
中
頃
に
は
じ
ま

る
女
性
画
家
に
つ
い
て
の
記
述
を
通
し
て
、「
偉
大
さ
」
と
い
う
言
葉
に

象
徴
さ
れ
る
美
術
史
の
規
範
と
女
性
芸
術
家
の
神
話
化
の
構
造
に
つ
い
て

検
討
す
る
こ
と
で
あ
る
。

二　

ア
ル
テ
ミ
ジ
ア
、「
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
美
術
史
の
イ
コ
ン
」
と
な
る

　

美
術
史
学
者
が
研
究
対
象
と
し
て
ア
ル
テ
ミ
ジ
ア
を
本
格
的
に
取
り

上
げ
た
の
は
、
イ
タ
リ
ア
の
碩
学
ロ
ベ
ル
ト
・
ロ
ン
ギ
が
一
九
一
六
年

に
発
表
し
た
「
ジ
ェ
ン
テ
ィ
レ
ス
キ
父
娘
」
が
最
初
と
い
わ
れ
て
い
る
4
。

二
十
世
紀
初
頭
に
始
ま
っ
た
カ
ラ
ヴ
ァ
ッ
ジ
ョ
再
評
価
の
動
き
と
連
動
し

た
こ
の
論
文
は
、
ロ
ン
ギ
の
業
績
の
中
で
も
早
い
時
期
に
属
し
て
い
る
。

そ
の
後
は
、
一
九
六
八
年
の
Ｒ
・
ウ
ォ
ー
ド
・
ビ
ッ
セ
ル
5
ま
で
ア
ル
テ

ミ
ジ
ア
に
つ
い
て
の
本
格
的
研
究
で
目
立
つ
も
の
は
な
か
っ
た
。
ち
な
み

に
、
ビ
ッ
セ
ル
は
、
父
オ
ラ
ツ
ィ
オ
（
一
五
六
三
〜
一
六
三
九
）
の
研
究

か
ら
娘
ア
ル
テ
ミ
ジ
ア
へ
と
展
開
し
た
の
で
あ
っ
て
、
時
期
的
に
は
フ
ェ

ミ
ニ
ズ
ム
美
術
史
の
萌
芽
期
に
合
致
す
る
が
、
ア
ル
テ
ミ
ジ
ア
が
女
性
で

あ
る
と
い
う
こ
と
は
取
り
上
げ
た
理
由
で
は
な
い
よ
う
で
あ
る
。

　

ア
ル
テ
ミ
ジ
ア
の
専
門
家
と
し
て
一
九
八
〇
年
代
か
ら
活
躍
し
は
じ
め

る
メ
ア
リ
・
ガ
ラ
ー
ド
は
、
こ
の
頃
の
状
況
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
書
い

て
い
る
。

　

ア
ル
テ
ミ
ジ
ア
は
、
男
性
至
上
主
義
的
偏
見
に
影
響
さ
れ
た
筆
者

達
に
無
視
さ
れ
て
き
た
と
し
て
も
、
フ
ェ
ミ
ニ
ス
ト
の
感
性
に
元
気

づ
け
ら
れ
た
人
々
に
暖
か
く
迎
え
ら
れ
て
き
た
。
彼
女
は
一
九
七
〇

年
代
初
期
に
現
れ
は
じ
め
た
女
性
芸
術
家
達
に
関
す
る
本
に
お
い
て
、

と
く
に
ア
ン
・
ハ
リ
ス
と
リ
ン
ダ
・
ノ
ッ
ク
リ
ン
、
エ
リ
ナ
ー
・
タ

フ
ツ
、
エ
ル
サ
・
フ
ァ
イ
ン
、
ジ
ャ
ー
マ
イ
ン
・
グ
リ
ア
の
著
作
に

お
い
て
、
一
貫
し
て
中
心
を
占
め
て
い
た
。
ジ
ェ
ン
テ
ィ
レ
ス
キ
が

「
大
い
な
る
例
外
」
で
あ
る
と
述
べ
た
グ
リ
ア
は
、
十
九
世
紀
後
期

以
前
に
活
動
し
て
い
た
す
べ
て
の
女
性
芸
術
家
の
中
で
彼
女
が
最
も

傑
出
し
た
巨
人
な
の
だ
と
い
う
、
フ
ェ
ミ
ニ
ス
ト
に
共
通
す
る
知
識

を
示
し
た
6
。

こ
の
よ
う
な
認
識
が
形
成
さ
れ
て
い
っ
た
と
し
て
も
、「
な
ぜ
女
性
の
偉

大
な
芸
術
家
は
現
れ
て
こ
な
か
っ
た
の
か
」
で
は
、
筆
者
の
ノ
ッ
ク
リ
ン

の
専
門
が
近
代
美
術
だ
と
い
う
こ
と
も
あ
っ
て
か
、
ア
ル
テ
ミ
ジ
ア
は
特

権
的
な
扱
い
は
さ
れ
て
い
な
い
。
こ
の
論
文
は
い
く
つ
か
の
ヴ
ァ
ー
ジ
ョ

ン
が
あ
る
が
、
本
論
の
観
点
か
ら
興
味
深
い
の
は
図
版
の
扱
い
で
あ
る
。

学
術
書
に
収
録
さ
れ
た
も
の
に
は
図
版
が
な
か
っ
た
7

が
、
最
初
に
発
表

さ
れ
た
雑
誌
『
ア
ー
ト
・
ニ
ュ
ー
ス
』
の
女
性
解
放
運
動
と
女
性
芸
術
家

と
美
術
史
の
特
集
号
で
は
、
ウ
フ
ィ
ッ
ツ
ィ
美
術
館
所
蔵
の
《
ホ
ロ
フ
ェ

ル
ネ
ス
の
首
を
切
る
ユ
デ
ィ
ッ
ト
》（
図
１
）
の
白
黒
図
版
が
、
巻
頭
記

事
の
見
開
き
片
側
全
面
に
掲
載
さ
れ
た
8
。
添
え
ら
れ
た
キ
ャ
プ
シ
ョ
ン
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で
は
、
こ
の
作
品
は
「
ウ
ー
マ
ン
リ
ブ
の
旗
印
と
い
っ
て
い
い
作
品
」
と

紹
介
さ
れ
て
い
る
。 

　

一
九
七
〇
年
代
に
は
、
ノ
ッ
ク
リ
ン
の
論
文
に
続
い
て
、
女
性
芸
術
家

を
扱
っ
た
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
美
術
史
家
に
よ
る
著
作
が
現
れ
は
じ
め
た
。
エ

レ
ノ
ア
・
タ
フ
ツ
の
『
わ
れ
わ
れ
の
隠
さ
れ
た
遺
産
：
女
性
芸
術
家
の
五

世
紀
』9（
一
九
七
四
）
は
、
ア
ル
テ
ミ
ジ
ア
を
含
む
二
十
二
人
の
女
性
芸

術
家
を
、
一
人
一
章
と
い
う
体
裁
で
取
り
上
げ
て
い
る
。
各
章
の
分
量

に
は
あ
ま
り
差
が
な
い
が
、
ア
ル
テ
ミ
ジ
ア
の
章
の
締
め
く
く
り
で
は
、 

十
七
世
紀
の
主
要
芸
術
家
な
の
に
一
冊
の
本
も
書
か
れ
て
い
な
い
と
い
う

不
満
が
も
ら
さ
れ
、「
多
く
の
者
に
イ
タ
リ
ア
の
女
性
芸
術
家
の
中
で
も

っ
と
も
偉
大
で
あ
る
と
見
な
さ
れ
て
い
る
」10
ア
ル
テ
ミ
ジ
ア
の
重
要
性

が
強
調
さ
れ
て
い
る
。
だ
が
そ
の
一
方
で
、
美
術
史
家
た
ち
の
意
見
に
よ

る
と
カ
ラ
ヴ
ァ
ッ
ジ
ョ
に
次
い
で
「
ナ
ポ
リ
派
」
絵
画
に
重
要
な
影
響
を

与
え
た
と
地
域
の
限
定
を
し
て
い
る
。
註
で
の
言
及
か
ら
、
参
考
に
さ
れ

た
の
は
主
と
し
て
ビ
ッ
セ
ル
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
エ
ル
サ
・
フ
ァ
イ
ン
も
、

『
女
性
と
芸
術
：
ル
ネ
サ
ン
ス
か
ら
二
十
世
紀
に
い
た
る
女
性
画
家
と
彫

刻
家
の
歴
史
』
で
ビ
ッ
セ
ル
を
参
照
し
て
い
る
11
。

　

タ
フ
ツ
も
フ
ァ
イ
ン
も
、
専
門
家
の
ビ
ッ
セ
ル
を
参
照
し
な
が
ら
、
ナ

ポ
リ
派
と
い
う
限
定
の
中
で
、
ア
ル
テ
ミ
ジ
ア
を
カ
ラ
ヴ
ァ
ッ
ジ
ョ
に
次

ぐ
者
と
し
て
高
く
位
置
づ
け
て
い
る
。
さ
ら
に
、
ビ
ッ
セ
ル
自
身
も
、
ト

ス
カ
ナ
の
カ
ラ
ヴ
ァ
ッ
ジ
ョ
様
式
の
発
展
に
対
す
る
ア
ル
テ
ミ
ジ
ア
の
貢

献
を
も
っ
と
強
調
し
て
も
よ
い
と
述
べ
た
後
、「
カ
ウ
ザ
教
授
の
意
見
で

は
、
ナ
ポ
リ
派
に
と
っ
て
の
ア
ル
テ
ミ
ジ
ア
の
重
要
性
は
、
カ
ラ
ヴ
ァ
ッ

ジ
ョ
自
身
の
与
え
た
衝
撃
に
次
ぐ
も
の
で
あ
る
」
と
、
他
の
研
究
者
の
名

を
借
り
て
意
見
を
述
べ
て
い
る
12
。
だ
が
、
こ
う
し
た
留
保
や
た
め
ら
い

は
、
や
が
て
一
般
的
概
説
書
か
ら
は
欠
落
し
て
い
く
。
た
と
え
ば
、
ヒ
ュ

ー
ゴ
ー
・
ミ
ュ
ン
ス
タ
ー
バ
ー
グ
は
一
九
七
五
年
の
『
女
性
芸
術
家
の
歴

史
』
で
、「
ア
ル
テ
ミ
ジ
ア
・
ジ
ェ
ン
テ
ィ
レ
ス
キ
は
、
一
六
一
〇
年
に

没
し
た
カ
ラ
ヴ
ァ
ッ
ジ
ョ
に
次
い
で
イ
タ
リ
ア
の
カ
ラ
ヴ
ァ
ッ
ジ
ョ
様
式

で
描
く
画
家
の
中
で
優
れ
て
お
り
、
当
時
の
最
も
偉
大
な
芸
術
家
の
一
人

だ
っ
た
」13
と
書
い
て
い
る
。

図1　
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ミ
ュ
ン
ス
タ
ー
バ
ー
グ
も
、
ビ
ッ
セ
ル
を
参
考
に
し
て
い
る
こ
と
を
文

中
で
明
ら
か
に
し
て
い
る
が
、
こ
こ
で
は
ビ
ッ
セ
ル
に
あ
っ
た
「
ナ
ポ
リ

派
に
と
っ
て
は
」
と
い
う
限
定
が
抜
け
落
ち
て
い
る
。
ミ
ュ
ン
ス
タ
ー
バ

ー
グ
は
、
序
文
で
は
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
美
術
史
の
金
切
り
声
と
は
一
線
を
画

し
た
客
観
性
を
保
つ
と
う
た
っ
て
い
る
が
、
ア
ル
テ
ミ
ジ
ア
に
関
し
て
は
、

む
し
ろ
ビ
ッ
セ
ル
の
意
図
以
上
に
神
話
化
す
る
結
果
と
な
っ
て
い
る
。
こ

こ
に
い
た
る
言
わ
ば
評
価
の
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
は
、
気
づ
か
れ
て
い
な

か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
一
九
七
六
年
に
開
催
さ
れ
た
女
性
画
家
の
重
要

な
展
覧
会
の
カ
タ
ロ
グ
で
、
後
年
ア
ル
テ
ミ
ジ
ア
に
つ
い
て
の
論
文
も
発

表
す
る
ア
ン
・
ハ
リ
ス
は
、
ビ
ッ
セ
ル
に
比
較
的
忠
実
と
思
わ
れ
る
タ
フ

ツ
の
記
述
に
つ
い
て
さ
え
、
ア
ル
テ
ミ
ジ
ア
の
「
影
響
は
カ
ラ
ヴ
ァ
ッ
ジ

ョ
に
次
ぐ
と
述
べ
た
と
き
誇
張
し
て
い
る
」
と
批
判
し
て
い
る
14
。 

　

一
九
七
九
年
に
は
、
一
九
七
〇
年
代
の
流
れ
を
締
め
く
く
る
よ
う
に
、

通
史
的
研
究
の
集
大
成
の
よ
う
な
ジ
ャ
ー
メ
イ
ン
・
グ
リ
ア
の
『
障
害
物

競
走
』
が
発
表
さ
れ
る
15
。
こ
の
分
厚
い
著
作
は
、
扱
う
時
代
は
西
洋
の

中
世
か
ら
十
九
世
紀
末
ま
で
と
し
て
い
る
。
タ
フ
ツ
、
フ
ァ
イ
ン
、
ミ
ュ

ン
ス
タ
ー
バ
ー
グ
ら
が
同
時
代
芸
術
ま
で
を
対
象
と
し
て
紹
介
し
て
い
る

の
に
対
し
、
グ
リ
ア
は
十
九
世
紀
で
終
わ
る
こ
と
に
よ
り
記
述
対
象
と
時

間
的
距
離
を
と
り
、
同
書
が
本
格
的
「
歴
史
」
研
究
で
あ
る
と
い
う
印
象

を
強
め
て
い
る
。
前
半
で
は
「
障
害
物
」
と
い
う
く
く
り
の
元
「
家
族
」、

「
愛
」
と
い
っ
た
タ
イ
ト
ル
の
章
が
続
き
、
後
半
は
「
彼
女
た
ち
が
ど
の

よ
う
に
走
っ
た
か
」
と
題
し
て
「
修
道
院
」、「
ル
ネ
サ
ン
ス
」
の
よ
う
に

個
人
名
は
出
さ
な
い
が
時
代
順
の
タ
イ
ト
ル
と
「
静
物
と
花
の
絵
」、「
肖

像
画
」、「
ア
マ
チ
ュ
ア
」
と
い
っ
た
主
題
そ
の
他
に
よ
る
分
類
が
混
在
し

て
い
る
。
こ
の
中
で
、
グ
リ
ア
は
「
大
い
な
る
例
外
」
と
い
う
見
出
し
で

一
つ
の
章
全
体
を
ア
ル
テ
ミ
ジ
ア
に
捧
げ
る
と
い
う
、
こ
れ
ま
で
の
文
献

に
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
破
格
の
扱
い
を
し
た
う
え
に
、「
今
日
の
女
性
に

と
り
、
ア
ル
テ
ミ
ジ
ア
は
昔
日
の
巨
匠
に
相
当
す
る
女
性
を
代
表
し
て
い

る
」16
と
述
べ
て
い
る
。

　

グ
リ
ア
に
い
た
っ
て
、
ア
ル
テ
ミ
ジ
ア
は
何
の
た
め
ら
い
も
な
く
「
昔

日
の
巨
匠
」
に
対
抗
で
き
る
唯
一
の
女
性
と
し
て
、「
大
い
な
る
例
外
」

の
地
位
を
名
実
と
も
に
与
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
グ
リ
ア
が
ア
ル

テ
ミ
ジ
ア
を
神
話
化
す
る
こ
と
に
何
の
た
め
ら
い
も
見
せ
な
い
の
は
、

一
九
七
〇
年
代
を
通
し
て
ア
ル
テ
ミ
ジ
ア
が
「
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
美
術
史
の

イ
コ
ン
」
と
し
て
認
知
さ
れ
た
こ
と
を
裏
付
け
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
待

望
さ
れ
て
い
た
ア
ル
テ
ミ
ジ
ア
単
独
の
研
究
書
は
、
一
九
八
〇
年
代
の
ガ

ラ
ー
ド
ま
で
待
た
ね
ば
な
ら
な
い
17
。

三　

十
九
世
紀
の
ア
ル
テ
ミ
ジ
ア

　

ア
ル
テ
ミ
ジ
ア
が
「
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
美
術
史
の
イ
コ
ン
」
と
な
っ
て
い

く
の
は
一
九
七
〇
年
代
で
あ
る
が
、
先
に
触
れ
た
二
十
世
紀
初
頭
の
ロ
ン

ギ
以
前
に
は
ど
の
よ
う
な
評
価
を
受
け
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
十
九
世
紀

の
文
献
を
見
る
と
、
こ
の
頃
現
れ
は
じ
め
た
女
性
芸
術
家
伝
に
お
け
る
短

い
言
及
が
多
い
が
、
ア
ル
テ
ミ
ジ
ア
に
関
す
る
記
述
に
は
以
下
の
よ
う
な
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三
つ
の
定
型
が
見
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
①
ア
ル
テ
ミ
ジ
ア
は
肖
像
画
で

評
価
さ
れ
る
こ
と
、
②
ア
ル
テ
ミ
ジ
ア
は
歴
史
画
も
描
く
が
、
こ
の
重
要

な
ジ
ャ
ン
ル
で
は
父
よ
り
評
価
が
低
め
で
あ
る
こ
と
、
③
私
生
活
で
は
、

容
姿
や
恋
愛
遍
歴
が
注
目
さ
れ
る
こ
と
、
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
記
述
は
、

女
性
芸
術
家
伝
に
限
る
も
の
で
は
な
く
、
十
九
世
紀
以
前
か
ら
あ
っ
た
も

の
で
、
た
と
え
ば
十
八
世
紀
の
初
め
の
リ
チ
ャ
ー
ド
・
グ
ラ
ハ
ム
の
短
い

文
章
に
凝
縮
さ
れ
た
形
で
現
れ
て
い
る
。

ア
ル
テ
ミ
ジ
ア
・
ジ
ェ
ン
テ
ィ
レ
ス
キ
：
彼
﹇
訳
注
：
オ
ラ
ツ
ィ
オ
﹈

の
娘
で
、
肖
像
画
で
は
父
を
し
の
ぎ
、
歴
史
画
に
お
い
て
も
彼
に
ほ

と
ん
ど
劣
ら
な
い
ほ
ど
だ
っ
た
。
生
涯
の
大
半
を
ナ
ポ
リ
で
華
麗
に

暮
ら
し
た
。
そ
し
て
、
絵
画
に
お
け
る
才
能
だ
け
で
は
な
く
、
優
雅

さ
と
恋
愛
沙
汰
に
よ
っ
て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
中
で
有
名
だ
っ
た
。18

グ
ラ
ハ
ム
に
よ
る
記
述
は
こ
れ
だ
け
し
か
な
く
、
父
オ
ラ
ツ
ィ
オ
の
三

分
の
一
程
の
長
さ
で
あ
る
。
だ
が
、
そ
れ
は
、
一
七
六
二
〜
七
一
年
に

初
版
の
出
た
ホ
ー
レ
ス
・
ウ
ォ
ル
ポ
ー
ル
の
『
英
国
絵
画
逸
話
』
19

を
へ

て
、
一
七
九
二
〜
九
六
年
の
イ
タ
リ
ア
の
美
術
史
家
、
考
古
学
者
で
聖
職

者
の
ル
イ
ジ
・
ラ
ン
ツ
ィ
（
一
七
三
二
〜
一
八
一
〇
）
が
出
し
た
『
イ
タ

リ
ア
絵
画
史
』（
英
訳
一
八
四
七
年
出
版
）20
へ
と
、
数
珠
つ
な
ぎ
に
参
照

を
繰
り
返
す
。
十
九
世
紀
の
英
語
圏
の
文
献
の
多
く
が
参
照
し
て
い
る
の

は
、
こ
の
ラ
ン
ツ
ィ
と
、
女
性
芸
術
家
を
扱
っ
た
最
も
早
い
例
と
さ
れ
る

一
八
五
八
年
の
エ
ル
ン
ス
ト
・
フ
ォ
ン
・
グ
ー
ル
に
よ
る
小
冊
子
『
美
術

史
に
お
け
る
女
性
』21
お
よ
び
そ
の
書
評
の
体
裁
を
と
り
な
が
ら
ド
イ
ツ

語
原
典
の
内
容
を
英
語
で
要
約
し
て
い
る
と
さ
れ
る
『
ウ
エ
ス
ト
ミ
ン
ス

タ
ー
評
論
』
一
八
五
八
年
七
月
号
の
無
署
名
の
「
女
性
芸
術
家
」
と
題
さ

れ
た
記
事
22

で
あ
る
。

ア
ル
テ
ミ
ジ
ア
が
肖
像
画
を
得
意
と
す
る
と
い
う
①
の
定
型
は
、『
ウ

エ
ス
ト
ミ
ン
ス
タ
ー
評
論
』
や
、
女
性
芸
術
家
の
み
を
対
象
と
し
た
英
語

圏
で
最
初
の
書
物
と
さ
れ
る
一
八
五
九
年
の
エ
リ
ザ
ベ
ス
・
エ
レ
ッ
ト
の

『
あ
ら
ゆ
る
地
域
と
時
代
の
女
性
芸
術
家
た
ち
』
に
、
典
型
的
に
見
ら
れ

る
。

…
…
彼
女
の
偉
大
な
評
判
は
多
く
の
肖
像
画
に
よ
っ
て
得
ら
れ
た
の

で
あ
り
、
こ
の
種
の
絵
画
に
お
け
る
彼
女
の
技
術
は
、
父
に
伴
わ
れ

て
訪
れ
た
イ
ギ
リ
ス
の
宮
廷
へ
の
招
待
の
栄
誉
を
も
た
ら
し
た
。
…

（
略
）…
貴
族
た
ち
だ
け
で
は
な
く
、
何
人
か
の
王
族
は
彼
女
に
肖

像
画
を
描
か
せ
た
。
彼
女
自
身
の
肖
像
は
ハ
ン
プ
ト
ン
・
コ
ー
ト
に

あ
っ
て
、
力
強
く
生
き
生
き
と
し
た
ミ
ケ
ラ
ン
ジ
ェ
ロ
の
ス
タ
イ
ル

で
描
か
れ
て
い
る
。
ヴ
ァ
ー
ゲ
ン
は
、
彼
女
は
肖
像
画
で
は
父
を
し

の
い
で
い
る
と
述
べ
て
い
る
。23

　

こ
う
し
た
評
判
は
十
九
世
紀
に
は
じ
ま
っ
た
こ
と
で
は
な
く
、
前
出
の

グ
ラ
ハ
ム
や
ウ
ォ
ル
ポ
ー
ル
の
よ
う
な
イ
ギ
リ
ス
人
に
よ
る
言
及
以
前
に

も
、
十
七
世
紀
末
か
ら
十
八
世
紀
中
頃
の
二
つ
の
イ
タ
リ
ア
語
文
献
に
同

様
の
記
述
が
あ
る
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
24
。
し
か
し
、
ア
ル
テ
ミ
ジ
ア
が
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非
常
に
多
数
制
作
し
た
は
ず
の
肖
像
画
は
、
自
画
像
を
除
け
ば
確
実
な
真

作
は
お
そ
ら
く
一
点
で
（
図
２
）、
真
筆
か
否
か
専
門
の
研
究
者
た
ち
の

意
見
が
食
い
違
う
も
の
を
含
め
て
も
実
際
に
は
現
在
ほ
と
ん
ど
残
っ
て
い

な
い
と
い
う
。
さ
ら
に
は
、
ア
ル
テ
ミ
ジ
ア
が
肖
像
画
家
と
呼
べ
る
ほ
ど

の
数
を
制
作
し
て
い
た
か
に
つ
い
て
も
、
意
見
の
一
致
を
見
て
い
な
い
よ

う
で
あ
る
25
。

　

二
十
世
紀
初
め
の
ロ
ン
ギ
で
さ
え
作
品
の
同
定
に
は
問
題
が
多
か
っ
た

と
さ
れ
る
た
め
、
十
九
世
紀
に
は
ア
ル
テ
ミ
ジ
ア
の
作
品
は
あ
ま
り
知
ら

れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
は
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
こ
う
し
た
言

及
の
あ
る
文
章
で
実
際
に
タ
イ
ト
ル
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
作
品
は
非
常
に

限
ら
れ
て
お
り
、
ハ
ン
プ
ト
ン
・
コ
ー
ト
の
自
画
像
（
図
３
）、
ピ
ッ
テ

ィ
宮
（
ウ
フ
ィ
ツ
ィ
美
術
館
）
の
《
ユ
デ
ィ
ッ
ト
》（
図
１
）、《
ス
ザ
ン
ナ

と
長
老
た
ち
》
な
ど
（
図
４
）
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
筆
者
た

ち
は
、
肖
像
画
に
お
い
て
評
価
さ
れ
て
い
る
と
述
べ
な
が
ら
、
代
表
作
と

し
て
歴
史
画
し
か
列
挙
し
て
い
な
い
の
で
あ
る
が
、
そ
の
矛
盾
は
意
識
さ

れ
て
い
な
い
。 

　

こ
の
問
題
は
、
②
の
定
型
に
つ
な
が
る
。
肖
像
画
家
と
さ
れ
た
ア
ル
テ

ミ
ジ
ア
は
、
歴
史
画
を
得
意
と
す
る
父
オ
ラ
ツ
ィ
オ
と
比
較
さ
れ
、
才
能

が
劣
る
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
歴
史
画
は
ジ
ャ
ン
ル
の
ヒ
エ
ラ
ル
キ
ー
の

頂
点
に
位
置
し
て
お
り
、
下
位
に
位
置
す
る
肖
像
画
は
女
性
芸
術
家
の
得

意
ジ
ャ
ン
ル
と
見
な
さ
れ
て
き
た
26
。
た
と
え
ば
、『
ウ
エ
ス
ト
ミ
ン
ス

タ
ー
評
論
』
の
筆
者
に
と
っ
て
の
「
偉
大
な
芸
術
家
」
の
典
型
は
ラ
フ
ァ

エ
ロ
や
ミ
ケ
ラ
ン
ジ
ェ
ロ
で
、
女
性
芸
術
家
は
「
あ
る
程
度
優
れ
た
域
ま

で
行
け
る
可
能
性
が
あ
る
」
だ
け
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
少
な
く
と
も

あ
る
程
度
優
れ
た
域
ま
で
い
け
る
可
能
性
が
あ
る
こ
と
を
証
明
し
て
い

る
と
し
て
、
ラ
ヴ
ィ
ー
ニ
ャ
・
フ
ォ
ン
タ
ナ
（
一
五
五
二
〜
一
六
一
四
）、

マ
リ
エ
ッ
タ
・
ロ
ブ
ス
テ
ィ
（
一
五
六
〇
〜
一
五
九
〇
）、
エ
リ
ザ
ベ
ッ

タ
・
シ
ラ
ー
ニ
（
一
六
三
八
〜
一
六
六
五
）、
ア
ン
ゲ
リ
カ
・
カ
ウ
フ

マ
ン
（
一
七
四
一
〜
一
八
〇
七
）、
ロ
ー
ザ
・
ボ
ヌ
ー
ル
（
一
八
二
二
〜

一
八
九
〇
）
と
い
っ
た
多
彩
な
時
代
と
地
域
の
芸
術
家
た
ち
の
名
前
を

挙
げ
て
い
る
が
、
ア
ル
テ
ミ
ジ
ア
は
含
ま
れ
て
い
な
い
27
。
エ
レ
ッ
ト
も
、

ソ
フ
ォ
ニ
ス
バ
・
ア
ン
ギ
ッ
ソ
ラ
（
一
五
三
二
／
三
五
〜
一
六
二
五
）
六

ペ
ー
ジ
、
シ
ラ
ー
ニ
と
フ
ォ
ン
タ
ナ
が
各
四
ペ
ー
ジ
、
イ
ギ
リ
ス
に
縁
の

深
い
カ
ウ
フ
マ
ン
に
至
っ
て
は
十
八
ペ
ー
ジ
も
割
い
て
い
る
の
に
対
し
て
、

図 2　
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ア
ル
テ
ミ
ジ
ア
に
つ
い
て
は
た
っ
た
の
二
ペ
ー
ジ
で
あ
る
。

　

ア
ル
テ
ミ
ジ
ア
は
、
十
九
世
紀
の
中
頃
以
降
に
現
れ
て
く
る
女
性
芸
術

家
に
関
す
る
著
述
に
お
い
て
、
名
前
を
あ
げ
ら
れ
る
こ
と
さ
え
な
い
場
合

も
あ
り
、「
偉
大
な
芸
術
家
」
に
な
り
え
た
か
も
し
れ
な
い
女
性
芸
術
家

の
リ
ス
ト
に
加
え
ら
れ
る
こ
と
も
な
く
、
他
の
画
家
の
陰
に
隠
れ
が
ち
で
、

神
話
化
さ
れ
る
以
前
の
状
態
だ
っ
た
。
し
か
し
、
別
の
見
方
を
す
る
者
も

い
た
。
女
性
美
術
史
家
の
草
分
け
で
あ
り
文
芸
評
論
で
も
知
ら
れ
て
い
る

ア
ン
ナ
・
ジ
ェ
イ
ム
ソ
ン
（
一
七
九
四
〜
一
八
六
〇
）
で
あ
る
。

…
…
ジ
ェ
ン
テ
ィ
レ
ス
キ
は
非
常
に
力
が
あ
る
。
彼
女
は
、
才
能
は

あ
る
が
品
行
の
悪
い
女
性
だ
っ
た
。
こ
れ
ま
で
言
及
し
た
女
性
た
ち

は
み
な
、
疑
い
な
い
才
能
を
も
っ
て
い
た
。
と
い
う
の
も
、
彼
女
た

ち
は
そ
れ
ぞ
れ
に
特
有
で
自
分
個
人
の
性
格
を
も
つ
ス
タ
イ
ル
を

持
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
ジ
ェ
ン
テ
ィ
レ
ス
キ
を
除
く

と
み
な
「
女
性
的
な
」
画
家
で
、
歴
史
を
描
く
と
き
に
は
、
そ
の
性

別
の
領
域
内
に
収
ま
る
主
題
の
時
の
み
賞
賛
に
値
す
る
。
そ
の
境
界

を
越
え
る
と
、
彼
女
た
ち
は
「
消
え
て
」
し
ま
う
か
、
無
味
乾
燥
に

な
る
か
、
誇
張
さ
れ
る
か
だ
っ
た
。28

「
絵
画
で
名
声
を
築
い
た
女
性
の
ほ
と
ん
ど
が
肖
像
画
に
秀
で
て
い
た
こ

と
は
注
目
に
値
す
る
」29
と
述
べ
る
ジ
ェ
イ
ム
ソ
ン
は
、
ロ
ザ
ル
バ
、
カ

ウ
フ
マ
ン
、
フ
ォ
ン
タ
ナ
の
名
前
を
挙
げ
、
み
な
「
本
物
の
才
能
」
を
持

つ
「
女
性
的
な
」
画
家
だ
と
評
価
し
て
い
る
。
例
外
は
ア
ル
テ
ミ
ジ
ア
で

図 4　 図 3　
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あ
る
。
何
度
も
イ
タ
リ
ア
を
訪
れ
、
イ
タ
リ
ア
絵
画
の
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
を

執
筆
し
て
い
る
ジ
ェ
イ
ム
ソ
ン
は
、
先
に
見
た
十
九
世
紀
の
筆
者
た
ち
と

は
異
な
り
、
ア
ル
テ
ミ
ジ
ア
を
肖
像
よ
り
も
歴
史
を
描
く
画
家
と
認
識
し

て
い
る
。
ジ
ェ
イ
ム
ソ
ン
の
著
作
は
、
こ
こ
で
取
り
上
げ
た
女
性
芸
術
家

伝
よ
り
も
前
に
出
版
さ
れ
て
い
る
が
、
ジ
ェ
イ
ム
ソ
ン
の
名
前
が
挙
げ
ら

れ
る
こ
と
は
あ
っ
て
も
、
そ
の
ア
ル
テ
ミ
ジ
ア
評
を
踏
襲
し
て
い
る
よ
う

な
例
は
見
い
だ
せ
な
か
っ
た
。
た
だ
し
、
才
能
は
認
め
て
い
る
と
い
い
つ

つ
、「
品
行
が
悪
い
」
と
い
っ
た
コ
メ
ン
ト
を
挟
む
な
ど
、
ジ
ェ
イ
ム
ソ

ン
も
全
体
と
し
て
は
肯
定
的
評
価
で
は
な
い
。
女
性
に
も
芸
術
的
才
能
が

あ
る
こ
と
を
認
め
る
が
、「
才
能
に
は
性
別
が
な
い
」
と
い
う
考
え
方
に

反
対
で
本
質
主
義
的
立
場
を
と
る
点
で
は
、
ジ
ェ
イ
ム
ソ
ン
も
十
九
世

紀
の
執
筆
者
と
し
て
他
と
変
わ
り
な
い
。
男
性
の
芸
術
と
の
差
異
を
認

め
、
女
性
は
女
性
的
芸
術
の
領
域
に
と
ど
ま
る
べ
き
だ
と
い
う
の
で
あ
り
、

「
ル
ー
ベ
ン
ス
や
ミ
ケ
ラ
ン
ジ
ェ
ロ
の
よ
う
な
人
を
生
み
出
す
に
は
、
ま

ず
女
性
と
い
う
一
族
の
身
体
組
織
を
変
え
ね
ば
な
ら
な
い
」
と
ま
で
述
べ

て
い
る
。
ジ
ェ
イ
ム
ソ
ン
は
「
女
性
的
」
で
な
い
画
家
ア
ル
テ
ミ
ジ
ア
の

才
能
を
見
抜
い
た
が
、
ま
さ
に
そ
れ
故
に
、
ア
ル
テ
ミ
ジ
ア
は
「
偉
大

な
」
女
性
芸
術
家
が
い
る
こ
と
を
証
明
す
る
神
話
的
存
在
で
は
な
く
、
女

性
の
本
分
を
踏
み
外
し
て
い
る
と
い
う
意
味
で
の
例
外
で
し
か
な
か
っ
た

の
で
あ
る
。

四　

ア
ル
テ
ミ
ジ
ア
、
映
画
と
な
る

十
九
世
紀
の
筆
者
た
ち
は
、
そ
も
そ
も
、
女
性
に
は
「
偉
大
な
芸
術
」

を
生
み
出
す
能
力
を
持
つ
者
は
い
な
い
と
考
え
て
い
た
。
ジ
ェ
イ
ム
ソ
ン

は
女
性
に
は
女
性
の
領
域
が
あ
る
と
主
張
し
、『
ウ
エ
ス
ト
ミ
ン
ス
タ
ー

評
論
』
の
筆
者
は
教
育
訓
練
に
お
い
て
同
等
の
位
置
に
立
て
な
い
こ
と
を

指
摘
し
た
が
、
い
ず
れ
の
立
場
を
取
る
に
せ
よ
、
女
性
の
芸
術
は
伝
統
的

な
大
芸
術
の
規
範
に
は
到
達
し
得
な
い
こ
と
を
前
提
と
し
て
い
る
の
で
あ

る
。
し
か
し
な
が
ら
、
女
性
芸
術
家
は
、
芸
術
で
は
な
く
、
そ
の
実
生
活

に
よ
っ
て
神
話
化
さ
れ
る
可
能
性
が
残
っ
て
い
る
30
。
ア
ル
テ
ミ
ジ
ア
も
、

神
話
化
さ
れ
る
よ
う
な
切
り
札
は
持
っ
て
い
た
。
ア
ル
テ
ミ
ジ
ア
を
め
ぐ

る
十
九
世
紀
の
記
述
の
定
型
③
「
私
生
活
で
は
、
容
姿
や
恋
愛
遍
歴
が
注

目
さ
れ
る
」
と
い
う
項
目
で
あ
る
。
し
か
し
、
十
九
世
紀
に
は
、
こ
の
切

り
札
が
ぼ
ん
や
り
と
し
た
ほ
の
め
か
し
以
上
に
使
わ
れ
る
こ
と
は
あ
り
え

な
か
っ
た
。
ヴ
ィ
ク
ト
リ
ア
朝
的
な
道
徳
観
が
支
配
す
る
時
代
に
は
、
有

名
な
ア
ゴ
ス
テ
ィ
ー
ノ
・
タ
ッ
シ
に
よ
る
強
姦
と
そ
れ
に
続
く
裁
判
沙
汰

は
、
女
性
向
け
の
書
物
で
は
触
れ
る
こ
と
の
で
き
な
い
タ
ブ
ー
だ
っ
た
で

あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
ま
さ
に
二
十
世
紀
の
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
美
術
史
の
時
期

に
お
い
て
は
、
こ
の
部
分
が
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ
れ
て
い
く
。
強
姦
事
件

の
記
録
や
そ
の
時
代
背
景
は
、
美
術
史
学
者
だ
け
で
は
な
く
小
説
家
や
歴

史
学
者
ま
で
参
加
し
て
、
発
掘
さ
れ
、
調
査
さ
れ
、
分
析
さ
れ
る
よ
う
に

な
っ
た
。
ア
ル
テ
ミ
ジ
ア
を
主
人
公
と
し
た
小
説
は
、
美
術
史
家
で
小
説

家
で
あ
り
、
ロ
ン
ギ
の
妻
で
も
あ
る
ア
ン
ナ
・
バ
ン
テ
ィ
が
一
九
四
七
年
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に
発
表
し
た
も
の
を
皮
切
り
に
い
く
つ
も
出
版
さ
れ
31
、
ア
ル
テ
ミ
ジ
ア

が
何
度
も
取
り
上
げ
た
主
題
で
あ
る
、
水
浴
中
を
の
ぞ
き
見
さ
れ
る
ス
ザ

ン
ナ
（
図
４
）
に
自
画
像
を
、
斬
首
さ
れ
る
ホ
ロ
フ
ェ
ル
ネ
ス
の
首
（
図

１
）
に
強
姦
者
タ
ッ
シ
の
顔
を
重
ね
あ
わ
せ
て
い
る
と
い
う
解
釈
も
生
ま

れ
た
。
さ
ら
に
は
、
彼
女
を
主
人
公
と
し
た
『
ア
ル
テ
ミ
シ
ア
』
と
い
う

タ
イ
ト
ル
の
映
画
が
制
作
さ
れ
る
ま
で
に
な
る
。

　

フ
ラ
ン
ス
の
ア
ニ
エ
ス
・
メ
ル
レ
が
監
督
し
た
フ
ラ
ン
ス
・
イ
タ
リ
ア

の
合
作
映
画
『
ア
ル
テ
ミ
シ
ア
』（
図
５
）
は
、
一
九
九
七
年
に
完
成
し
、

翌
年
に
は
ア
メ
リ
カ
や
日
本
で
も
公
開
さ
れ
た
32
。
こ
の
映
画
は
公
開
時

の
フ
ラ
ン
ス
で
は
あ
ま
り
反
応
が
な
く
、
短
い
映
画
評
で
は
お
お
む
ね
凡

庸
な
映
画
だ
と
い
う
評
価
を
受
け
て
い
る
33
。
し
か
し
な
が
ら
、
英
語
圏

で
一
九
九
八
年
四
月
に
上
映
が
開
始
さ
れ
る
と
、
ガ
ラ
ー
ド
は
フ
ェ
ミ
ニ

ズ
ム
の
活
動
家
で
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
の
グ
ロ
リ
ア
・
ス
タ
イ
ネ
ム
と
の
連

名
で
こ
の
映
画
を
批
判
す
る
チ
ラ
シ
を
作
成
し
、
上
映
先
で
配
布
す
る
よ

う
に
呼
び
か
け
た
34
。
さ
ら
に
ガ
ラ
ー
ド
は
、
同
年
十
月
に
は
雑
誌
『
ア

ー
ト
・
イ
ン
・
ア
メ
リ
カ
』
に
批
判
記
事
を
発
表
し
た
35
。
こ
の
映
画
は
、

女
性
芸
術
家
を
神
話
化
す
る
文
化
産
業
と
、「
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
美
術
史
の

イ
コ
ン
」
の
研
究
者
と
が
ぶ
つ
か
り
合
う
場
と
な
っ
た
36
。

　

ガ
ラ
ー
ド
は
、
映
画
の
内
容
に
関
し
て
、「
歴
史
的
事
実
」
つ
ま
り
伝

記
的
側
面
の
歪
曲
や
捏
造
と
、
ア
ル
テ
ミ
ジ
ア
の
芸
術
の
矮
小
化
と
の
二

つ
の
方
向
か
ら
批
判
を
展
開
し
て
い
る
。
制
作
配
給
側
の
「
歴
史
的
事

実
」
に
関
す
る
認
識
の
浅
さ
は
、
映
画
公
開
に
当
た
っ
て
「
歴
史
上
最
初

の
女
性
画
家
」
と
い
う
キ
ャ
ッ
チ
フ
レ
ー
ズ
が
付
け
ら
れ
た
こ
と
に
よ
く

図 5　





155

「偉大さ」と女性芸術家の神話

現
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
批
判
を
受
け
て
ア
メ
リ
カ
で
は
変
更

さ
れ
た
37
。
ガ
ラ
ー
ド
を
は
じ
め
と
す
る
研
究
者
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
て

い
る
歴
史
考
証
上
の
問
題
点
は
、
有
名
な
強
姦
事
件
を
巡
る
裁
判
の
状
況
、

ア
ル
テ
ミ
ジ
ア
と
強
姦
者
で
あ
る
画
家
タ
ッ
シ
と
の
関
係
、
作
品
の
制
作

年
代
の
錯
綜
な
ど
で
あ
る
。 

　

ガ
ラ
ー
ド
は
、「
事
実
」
の
歪
曲
以
上
に
、
ア
ル
テ
ミ
ジ
ア
の
芸
術
が

正
当
に
扱
わ
れ
て
い
な
い
こ
と
を
重
大
な
問
題
で
あ
る
と
し
た
。
映
画

は
、
ア
ル
テ
ミ
ジ
ア
が
十
七
歳
の
一
六
一
一
年
に
起
こ
っ
た
強
姦
事
件
の

前
後
に
焦
点
を
絞
っ
て
描
い
て
い
る
た
め
、
映
画
の
中
の
若
い
ア
ル
テ
ミ

ジ
ア
が
描
く
《
絵
画
の
寓
意
と
し
て
の
自
画
像
》
は
実
際
の
制
作
年
代
よ

り
は
約
二
十
年
早
く
描
か
れ
た
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
（
図
５
）。
し

か
も
、
そ
の
作
品
の
サ
イ
ズ
自
体
が
ま
さ
に
四
分
の
一
に
矮
小
化
さ
れ
て

い
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
画
家
の
芸
術
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
か

が
明
確
に
伝
わ
ら
な
い
う
え
に
、
現
実
に
は
彼
女
と
ジ
ャ
ン
ル
違
い
の
二

流
以
下
の
海
景
画
家
で
し
か
な
か
っ
た
タ
ッ
シ
に
芸
術
的
影
響
を
受
け
た

よ
う
に
と
れ
る
筋
書
き
を
、
ガ
ラ
ー
ド
は
批
判
し
て
い
る
。
タ
ッ
シ
は
父

親
の
知
り
合
い
で
あ
り
、
ア
ル
テ
ミ
ジ
ア
は
彼
に
遠
近
法
を
学
ん
だ
と
さ

れ
る
。
し
か
し
、
ア
ル
テ
ミ
ジ
ア
は
風
景
や
遠
近
法
の
技
術
を
使
っ
た
建

築
物
な
ど
は
自
分
で
描
い
て
い
な
い
可
能
性
が
高
い
と
、
ガ
ラ
ー
ド
は
考

え
て
い
る
38
。
つ
ま
り
、
タ
ッ
シ
は
ア
ル
テ
ミ
ジ
ア
の
師
で
あ
る
と
は
言

え
な
い
の
に
、「
偉
大
で
は
な
い
」
彼
の
影
響
下
に
お
か
れ
る
物
語
に
な

っ
て
い
る
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
映
画
で
は
、
ア
ル
テ
ミ
ジ
ア
は
タ
ッ
シ

に
教
え
を
受
け
る
。
し
か
も
、
彼
女
は
実
は
タ
ッ
シ
を
愛
し
て
お
り
、
彼

の
元
で
芸
術
的
に
も
性
的
に
も
開
花
し
て
い
く
よ
う
に
描
写
さ
れ
て
い
る
。

こ
れ
は
は
た
し
か
に
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
や
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
美
術
史
が
戦
っ
て

き
た
構
造
の
繰
り
返
し
で
あ
ろ
う
。
だ
た
、
そ
の
一
方
で
、
ア
ル
テ
ミ
ジ

ア
を
「
偉
大
で
あ
る
」
と
語
る
際
の
ガ
ラ
ー
ド
は
、
別
の
意
味
で
ま
た
ナ

イ
ー
ヴ
に
も
思
え
る
。

　

メ
ル
レ
の
ア
ル
テ
ミ
ジ
ア
は
、
真
実
に
対
す
る
芸
術
の
責
任
に
つ

い
て
や
っ
か
い
な
問
題
を
提
起
し
て
い
る
。
と
い
う
の
も
、
多
く
の

ア
メ
リ
カ
人
が
歴
史
的
知
識
を
テ
レ
ビ
や
映
画
や
小
説
か
ら
獲
得
す

る
と
い
う
ド
キ
ュ
メ
ン
タ
リ
ー
・
ド
ラ
マ
や
伝
記
映
画
の
時
代
に
お

い
て
、
歴
史
を
脚
色
さ
れ
た
解
説
で
見
せ
る
こ
と
は
、
少
な
か
ら
ぬ

文
化
的
役
割
を
担
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
結
局
、ア
ル
テ
ミ
ジ
ア
・

ジ
ェ
ン
テ
ィ
レ
ス
キ
に
つ
い
て
こ
の
よ
う
に
誤
っ
た
提
示
を
し
、
こ

の
よ
う
に
名
誉
を
汚
す
こ
と
は
、
彼
女
が
女
性
に
と
っ
て
、
と
り
わ

け
芸
術
家
に
と
っ
て
重
要
な
文
化
的
モ
デ
ル
で
あ
っ
て
き
た
が
ゆ
え

に
、
た
い
へ
ん
な
問
題
と
な
る
。
男
性
に
は
多
く
の
役
割
モ
デ
ル
が

い
る
が
、
女
性
に
は
非
常
に
数
が
す
く
な
い
。
ミ
ケ
ラ
ン
ジ
ェ
ロ
や

カ
ラ
ヴ
ァ
ッ
ジ
ョ
や
ヴ
ァ
ン
・
ゴ
ッ
ホ
が
評
判
を
落
と
し
て
も
（
こ

れ
ら
の
芸
術
家
た
ち
を
扱
っ
た
映
画
が
彼
ら
を
芸
術
家
と
し
て
英
雄

化
し
て
い
る
と
い
う
事
実
は
ひ
と
ま
ず
さ
し
お
い
て
）、
ま
だ
レ
オ

ナ
ル
ド
や
レ
ン
ブ
ラ
ン
ト
や
ゴ
ー
ギ
ャ
ン
が
い
る
。
そ
し
て
、
さ
ら

に
何
百
人
も
い
る
の
だ
。
し
か
し
、
唯
一
ア
ル
テ
ミ
ジ
ア
・
ジ
ェ
ン

テ
ィ
レ
ス
キ
し
か
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
│
│
二
十
世
紀
以
前
の
女



156

性
芸
術
家
の
な
か
で
は
、
こ
れ
ほ
ど
偉
大
な
芸
術
家
の
一
人
に
近
い

と
見
な
さ
れ
る
者
は
い
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
、
あ
き
ら
か
に
撃
ち
落

と
す
に
値
す
る
地
位
で
あ
る
。
だ
が
、
擁
護
す
る
に
も
値
す
る
地
位

で
も
あ
る
。39

　

ガ
ラ
ー
ド
は
、
ア
ル
テ
ミ
ジ
ア
を
「
重
要
な
文
化
的
モ
デ
ル
」
で
「
偉

大
な
芸
術
家
」
に
最
も
近
い
存
在
で
あ
る
と
し
て
神
話
化
し
て
し
ま
っ
て

い
る
。「
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
美
術
史
の
イ
コ
ン
」
は
、
男
性
芸
術
家
に
よ
っ

て
形
成
さ
れ
て
き
た
「
偉
大
な
」
芸
術
の
規
範
に
よ
っ
て
価
値
判
断
さ
れ
、

そ
の
規
範
に
近
け
れ
ば
近
い
ほ
ど
高
い
台
座
の
上
に
祭
り
上
げ
ら
れ
る
こ

と
に
な
り
か
ね
な
い
。
カ
ラ
ー
ド
は
、
ジ
ェ
ン
テ
ィ
レ
ス
キ
を
「
偉
大

な
」
女
性
画
家
と
し
て
英
雄
化
し
よ
う
と
す
る
。 

　

だ
が
、
ど
れ
ほ
ど
ア
ル
テ
ミ
ジ
ア
は
「
偉
大
で
あ
る
」
と
主
張
し
よ
う

と
、
そ
の
判
断
が
共
有
さ
れ
な
け
れ
ば
こ
の
画
家
は
「
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
美

術
史
の
イ
コ
ン
」
と
い
う
形
で
し
か
、
す
な
わ
ち
あ
る
囲
わ
れ
た
領
域

で
し
か
、
評
価
さ
れ
な
い
こ
と
に
な
る
。
十
九
世
紀
の
著
作
で
は
、
ア

ル
テ
ミ
ジ
ア
は
父
オ
ラ
ツ
ィ
オ
に
及
ば
な
い
と
さ
れ
る
の
が
通
例
だ
っ

た
。
一
九
七
〇
年
代
以
降
、
ア
ル
テ
ミ
ジ
ア
は
女
性
芸
術
家
の
中
で
最
も

「
偉
大
な
」
芸
術
家
の
一
人
と
な
っ
た
。
評
価
は
逆
転
し
た
か
に
見
え
る

が
、
こ
れ
に
対
す
る
異
論
は
と
う
ぜ
ん
存
在
す
る
。
二
〇
〇
一
年
に
メ
ト

ロ
ポ
リ
タ
ン
美
術
館
で
開
催
さ
れ
た
ジ
ェ
ン
テ
ィ
レ
ス
キ
父
娘
の
展
覧
会

を
巡
る
論
議
は
、
こ
の
状
況
を
反
映
し
て
い
る
。『
ア
ル
テ
ミ
ジ
ア
・
フ

ァ
イ
ル
ズ
』
で
ミ
ー
ケ
・
バ
ル
が
検
討
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
こ

の
展
覧
会
は
父
娘
の
作
品
が
並
ん
だ
こ
と
か
ら
、
両
者
の
芸
術
的
評
価
が

問
題
と
な
っ
た
40
。
ガ
ラ
ー
ド
た
ち
は
ア
ル
テ
ミ
ジ
ア
が
忘
れ
ら
れ
た
画

家
で
あ
り
、
過
小
評
価
さ
れ
て
き
た
と
す
る
。
そ
れ
に
対
し
、
こ
の
展
覧

会
で
オ
ラ
ツ
ィ
オ
部
分
を
担
当
し
た
キ
ー
ス･

ク
リ
ス
チ
ャ
ン
セ
ン
は
、

そ
れ
は
過
大
評
価
で
あ
り
、
父
の
方
が
よ
り
「
偉
大
だ
」
と
主
張
し
て
い

る
。
こ
の
問
題
に
つ
い
て
判
断
を
下
す
こ
と
は
、
十
九
世
紀
を
専
門
家
と

す
る
筆
者
の
能
力
を
超
え
て
い
る
が
、
ジ
ェ
ン
テ
ィ
レ
ス
キ
評
価
の
変
遷

は
、「
偉
大
さ
」
が
象
徴
す
る
規
範
の
シ
ス
テ
ム
が
ど
れ
ほ
ど
根
強
い
か

を
証
す
と
同
時
に
、
そ
れ
が
流
動
的
で
あ
る
こ
と
も
示
し
て
い
る
。
そ
れ

は
ま
た
、
わ
れ
わ
れ
が
何
ら
か
の
規
範
無
し
に
美
術
史
研
究
を
実
践
で
き

る
の
か
と
い
う
根
本
的
問
題
を
突
き
つ
け
る
。 

五　
「
偉
大
さ
」
を
め
ぐ
っ
て

　

十
九
世
紀
に
女
性
芸
術
家
伝
が
書
か
れ
た
頃
、
美
術
史
と
い
う
学
問
は

確
立
し
た
。
同
時
代
芸
術
は
美
術
批
評
が
扱
う
対
象
と
な
り
、
昔
日
の
巨

匠
を
扱
う
美
術
史
と
の
間
に
境
界
が
引
か
れ
る
。
そ
の
一
方
で
、
美
術
に

関
わ
る
文
章
は
、
民
族
や
国
家
、
時
代
や
流
派
を
意
識
し
た
学
問
的
歴
史

研
究
と
通
俗
的
で
大
衆
向
け
の
伝
記
的
読
み
物
と
に
分
か
れ
て
い
く
が
、

三
章
で
検
討
し
た
女
性
芸
術
家
だ
け
を
対
象
と
す
る
通
史
や
伝
記
集
は
ほ

と
ん
ど
が
後
者
の
よ
う
な
読
み
物
で
あ
る
。 

　

芸
術
家
の
伝
記
を
集
め
て
一
冊
の
本
を
編
む
と
い
う
体
裁
自
体
は
、
ジ
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ョ
ル
ジ
ョ
・
ヴ
ァ
ザ
ー
リ
が
一
五
五
〇
年
に
初
版
を
出
し
た
通
称
『
芸
術

家
列
伝
』
以
来
の
伝
統
が
あ
る
41
。
キ
ャ
サ
リ
ン
・
Ｍ
・
ス
ー
ス
ロ
フ
に

よ
れ
ば
、
十
八
世
紀
後
半
に
伝
記
の
標
準
的
タ
イ
ト
ル
がLife/V

ita

か

らB
io

grap
h

y

に
変
わ
り
、
伝
記
は
発
見
さ
れ
た
「
事
実
」
に
つ
い
て

の
実
証
主
義
的
な
記
述
と
小
説
的
虚
構
と
が
混
ざ
り
合
っ
た
近
代
的
な
形

式
と
な
っ
た
。
そ
し
て
、
物
語
を
通
し
て
歴
史
を
語
る
こ
と
に
学
問
的
客

観
性
が
備
わ
っ
て
い
る
と
見
な
す
矛
盾
は
意
識
さ
れ
な
い
ま
ま
、
伝
記
は

十
九
世
紀
に
芽
生
え
た
美
術
史
と
い
う
学
問
の
方
法
論
的
基
本
の
一
つ
と

な
っ
た
。
そ
う
し
た
伝
記
に
お
い
て
、「
天
才
」
に
恵
ま
れ
た
芸
術
家
は
、

い
か
な
る
特
定
の
歴
史
的
環
境
を
も
超
越
し
た
自
立
し
た
個
人
で
あ
る
と

い
う
意
味
で
「
絶
対
的
芸
術
家
」
で
あ
り
、
こ
こ
に
芸
術
家
の
近
代
的
神

話
が
誕
生
し
た
と
さ
れ
る
42
。　
　

　

か
つ
て
、
女
性
芸
術
家
は
、
そ
う
し
た
神
話
化
と
は
無
縁
だ
っ
た
。
第

三
章
で
検
討
し
た
女
性
芸
術
家
関
連
の
十
九
世
紀
の
文
献
は
、
ほ
と
ん
ど

が
美
術
史
を
専
門
と
し
て
い
な
い
執
筆
者
に
よ
る
読
み
物
で
、
女
性
に
は

「
偉
大
な
」
芸
術
家
は
い
な
い
と
い
う
前
提
が
共
有
さ
れ
て
い
る
。
他
方
、

第
二
章
で
取
り
上
げ
た
一
九
七
〇
年
代
の
著
作
の
執
筆
者
た
ち
は
、
何
ら

か
の
形
で
美
術
史
を
学
ん
で
い
て
、「
偉
大
な
」
女
性
芸
術
家
が
存
在
し

た
こ
と
を
示
そ
う
と
し
た
。
女
性
芸
術
家
の
「
偉
大
さ
」
を
巡
る
姿
勢
は

正
反
対
で
は
あ
る
が
、 

十
九
世
紀
の
著
作
も
二
十
世
紀
の
著
作
も
伝
記
中

心
の
記
述
の
集
合
体
と
い
う
点
で
構
造
的
に
は
共
通
性
が
あ
り
、
女
性
芸

術
家
の
歴
史
を
広
く
浅
く
網
羅
し
て
い
る
た
め
に
概
説
書
や
入
門
書
に
は

な
り
得
て
も
、「
絶
対
的
芸
術
家
」
を
立
ち
上
げ
る
力
は
不
足
し
て
い
た
。

　

一
九
七
〇
年
代
の
時
点
で
待
望
さ
れ
て
い
た
の
が
、
タ
フ
ツ
も
述
べ
て

い
た
よ
う
に
、「
偉
大
さ
」
に
最
も
近
い
と
さ
れ
た
「
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
の

イ
コ
ン
」
ア
ル
テ
ミ
ジ
ア
単
独
の
研
究
書
で
あ
る
。
そ
れ
を
実
現
し
た
の

が
ガ
ラ
ー
ド
で
あ
っ
た
。
そ
の
功
績
を
否
定
す
る
者
は
い
な
い
で
あ
ろ
う

が
、
ガ
ラ
ー
ド
は
、
ア
ル
テ
ミ
ジ
ア
を
「
偉
大
な
」
男
性
芸
術
家
と
同
等

の
「
偉
大
な
」
女
性
の
英
雄
に
し
よ
う
と
し
て
い
て
、
そ
れ
が
何
を
引
き

起
こ
す
か
に
無
自
覚
で
あ
る
こ
と
を
し
ば
し
ば
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
ガ
ラ

ー
ド
は
、
ア
ル
テ
ミ
ジ
ア
を
女
性
芸
術
家
の
月
並
み
な
「
神
話
」
で
包
ん

で
商
業
的
に
ア
ピ
ー
ル
し
よ
う
と
す
る
映
画
『
ア
ル
テ
ミ
シ
ア
』
に
反
対

し
て
、
ア
ル
テ
ミ
ジ
ア
の
「
真
実
の
偉
大
さ
」
を
強
調
し
た
。
し
か
し
、

自
分
こ
そ
客
観
的
真
実
を
知
っ
て
い
る
か
の
よ
う
に
強
調
す
る
こ
と
で
、

ガ
ラ
ー
ド
自
身
も
罠
に
落
ち
、
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
美
術
史
の
側
も
ま
た
ア
ル

テ
ミ
ジ
ア
を
「
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
美
術
史
の
イ
コ
ン
」
と
す
る
こ
と
で
神
話

化
し
、
神
話
に
神
話
で
対
抗
し
て
い
る
の
だ
と
い
う
こ
と
が
露
わ
に
な
る
。

ア
ル
テ
ミ
ジ
ア
が
本
格
的
学
問
研
究
の
対
象
と
な
っ
た
と
き
、
ガ
ラ
ー
ド

は
「
偉
大
さ
」
の
神
話
の
中
に
自
ら
飛
び
込
ん
で
い
く
結
果
と
な
っ
た
。

　

ミ
ケ
ラ
ン
ジ
ェ
ロ
に
も
レ
ン
ブ
ラ
ン
ト
に
も
、
は
た
ま
た
ア
ル
テ
ミ
ジ

ア
に
も
適
用
さ
れ
る
「
偉
大
な
」
芸
術
家
と
い
う
言
葉
は
、
規
範
と
言
う

に
は
あ
ま
り
に
も
漠
然
と
し
て
い
て
、
い
っ
た
い
ど
の
よ
う
な
特
質
を

指
す
の
か
曖
昧
で
あ
る
。「
偉
大
さ
」
は
自
然
に
生
じ
る
も
の
で
は
な
く
、

テ
キ
ス
ト
を
通
し
て
作
ら
れ
た
芸
術
家
像
に
貼
り
付
け
ら
れ
る
。
そ
れ
は
、

美
術
史
と
い
う
学
問
の
成
り
立
ち
や
構
造
と
深
い
部
分
で
絡
み
合
っ
て
い

る
の
で
あ
る
が
、
同
時
に
正
体
の
つ
か
め
な
い
亡
霊
の
よ
う
な
も
の
で
も
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あ
る
。
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
美
術
史
も
そ
の
一
部
に
含
ま
れ
る
と
さ
れ
る
ニ
ュ

ー
・
ア
ー
ト
・
ヒ
ス
ト
リ
ー
の
潮
流
が
押
し
寄
せ
た
後
、「
偉
大
さ
」
は

ノ
ッ
ク
リ
ン
の
考
え
る
よ
う
に
規
範
の
一
つ
と
し
て
相
対
化
さ
れ
た
か
も

し
れ
な
い
が
、
我
々
は
そ
こ
か
ら
完
全
に
自
由
に
な
っ
て
は
い
な
い
だ
ろ

う
。
そ
し
て
、
そ
れ
が
あ
る
限
り
、
こ
の
亡
霊
を
見
つ
め
る
こ
と
を
や
め

て
は
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
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版
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初
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文
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術
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に
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下
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「偉大さ」と女性芸術家の神話
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す
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あ
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あ
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The year 2011 marks the fortieth anniversary of Linda Nochlin’s essay 

“Why Have There Been No Great Women Artists?” If feminism and gender 

have been staked out within the field of art history, this seminal essay was 

the first stake. Nochlin believed that, in art education, as in other fields, 

women did not begin from the same start line as men, and so it is natural 

that no “great women artists” exist. The essay is an elegant dissertation, but 

the notion that it is fruitless to question the nonexistence of great women 

artists because men and women had different starting points seems to 

beg the question, what is “greatness”? In her speech at the conference 

commemorating the thirtieth anniversary of her essay in 2001, Nochlin 

said that in post-modern art, “greatness” is not so important. However, the 

“greatness” problem persists. Even if the word “greatness” is no longer used 

to indicate outstanding excellence, in pre-modern western art, the word is 

probably still an effective standard of judgment. Have we successfully ended 

our obsession with “greatness”?

After Nochlin, in the 1970s, unknown women artists were discovered, 

and many exhibitions, dissertations, and books focused primarily on making 

their existence known and increasing their visibility. One artist who received 

considerable attention through the process was the seventeenth century 

Italian painter Artemisia Gentileschi. Through her painter father, Orazio, 

she was connected to Caravaggio. Gentileschi, who was involved in history 

painting, is most likely to be considered a “great artist” within the canon of 

traditional art. By studying the change in the evaluation of Gentileschi, this 

paper aims to examine the mythologizing of women artists and the canon of 

art history, which is characterized by “greatness.”

“Greatness” and the Myth of the Woman Artist

YONEMURA, Noriko
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Considering “great” artists and their influence in the discussion on art 

history has become the norm after Vasari’s Lives. Raffaello and Michelangelo 

are revered as geniuses, and their work as the canon of art. Art history is 

the legacy of a few men who belong to this canon, and in the process of 

gleaning from their lives the secrets of becoming an artist, these artists are 

mythologized. In this context, “greatness” symbolizes the “genius” myth of 

men artists. 

Works in the Vasari biographical style that considered only women 

artists started to appear in the mid-nineteenth century. In these works, 

“greatness” is mentioned intermittently, but at that time, it was unattainable. 

The documentation of this type of literature has been increasing since the 

1970s, but scholarly research on Gentileschi rarely considered it. This was 

because, in the nineteenth century, which was when art history began to 

be pursued academically, this literature was primarily meant for the general 

public. Gentileschi’s value was gleaned from these texts after feminist art 

history began to gain momentum, and Mary Garrard was a major contributor 

to the studies on Artemisia Gentileschi studies. However, Garrard lionized 

Gentileschi as a “great” female painter, as she sought to fight myth with myth. 

We are made aware of the dilemma, which is evident in Garrard’s 

research on Gentileschi, to a great or small degree every time we discuss 

women artists. After the emergence of New Art History, which includes some 

aspects of feminist art history, “greatness” as a canon has been relativized, 

but we are still not completely free from the concept. The transition of 

Gentileschi’s value shows just how deeply rooted the canonical system, 

which is symbolized by “greatness,” is and at the same time throws into 

stark relief a fundamental question: can we conduct art history research 

without some sort of canon? Possibly, the best we can do is to refrain from 

mythologizing those who we attribute with “greatness.”


	29Yonemura.pdf
	29Yonumura_Resume.pdf

