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絶
対
君
主
と
「
国
家
」
の
誕
生

　

衰
退
し
ゆ
く
キ
リ
ス
ト
教
社
会
に
宗
教
改
革
に
よ
る
追
撃
が
加
わ
る
な
か
で
、
そ
れ
ま
で
の
社
会
に
代
わ

る
新
た
な
秩
序
が
求
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
は
「
国
家
（
主
権
国
家
）」
の
分
立

す
る
「
国
際
社
会
（
主
権
国
家
体
制
）」
が
形
成
さ
れ
始
め
ま
す
。

　

中
世
の
「
キ
リ
ス
ト
教
社
会
」
と
い
う
の
は
、
全
て
が
宗
教
に
従
属
す
る
社
会
で
す
。
も
ち
ろ
ん
政
治
も

宗
教
に
従
属
し
て
い
ま
す
。
こ
う
言
う
と
驚
か
れ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
そ
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
、
中

世
に
は
我
々
の
考
え
る
よ
う
な
「
国
家
」
や
「
国
際
社
会
」
は
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
少
し
想
像
し

に
く
い
の
で
、
先
の
例
え
話
で
考
え
ま
し
ょ
う
。
中
世
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
は
、
い
わ
ば
カ
ト
リ
ッ
ク
フ
ァ
ン
ク
ラ

ブ
の
集
団
で
、
フ
ァ
ン
ク
ラ
ブ
を
運
営
す
る
者
た
ち
が
力
を
も
っ
て
い
ま
す
。
フ
ァ
ン
ク
ラ
ブ
の
会
長
が
教

皇
で
、
幹
部
と
し
て
有
力
な
司
教
た
ち
が
い
ま
す
。
そ
し
て
、
フ
ァ
ン
の
な
か
で
各
地
の
有
力
な
フ
ァ
ン
と

い
っ
た
程
度
の
存
在
と
し
て
王
や
諸
侯
が
い
ま
し
た
。
つ
ま
り
、
現
在
の
よ
う
に
「
イ
ギ
リ
ス
」
や
「
フ
ラ

ン
ス
」
と
い
っ
た
国
家
が
分
立
し
、
国
境
で
隔
て
ら
れ
、
国
家
を
国
王
が
動
か
し
国
家
の
も
と
に
国
民
が
い

る
、
と
い
う
状
況
で
は
な
か
っ
た
の
で
す
。

　

し
か
し
、「
キ
リ
ス
ト
教
社
会
（
カ
ト
リ
ッ
ク
フ
ァ
ン
ク
ラ
ブ
）」
が
衰
え
る
と
、
政
治
と
宗
教
の
関
係
は

逆
転
し
始
め
ま
す
。
政
治
勢
力
が
上
位
概
念
に
地
位
を
上
げ
る
の
で
す
。
各
地
の
王
は
絶
対
君
主
と
呼
ば
れ
、

キ
リ
ス
ト
教
の
頂
点
に
立
つ
教
皇
の
影
響
を
排
除
し
な
が
ら
、
自
立
し
始
め
ま
す
。
そ
し
て
地
域
を
支
配
す

る
主
体
と
な
り
（
主
権
）、
自
己
の
権
力
の
も
と
に
貴
族
を
従
属
さ
せ
て
統
治
に
利
用
し
、
そ
の
権
力
の
及

ぶ
領
域
（
国
境
）
を
明
確
に
し
て
い
く
こ
と
で
、「
国
家
」
と
い
う
枠
組
み
を
形
成
し
て
い
き
ま
し
た
（
図
14
）。

こ
れ
が
、
い
わ
ゆ
る
絶
対
王
政
で
す
（
16
～
18
世
紀
）。
絶
対
君
主
の
代
表
た
る
フ
ラ
ン
ス
の
ル
イ
14
世
は

言
い
ま
し
た
。

　
「
朕
は
国
家
な
り
」

　

こ
う
し
て
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
は
、「
キ
リ
ス
ト
教
徒
」
が
構
成
す
る
「
キ
リ
ス
ト
教
社
会
」
に
代
わ
っ
て
、

「
国
家
」
が
構
成
す
る
「
国
際
社
会
（
主
権
国
家
体
制
）」
が
形
成
さ
れ
始
め
ま
す
。
な
お
、
こ
れ
は
皆
と
同

4

4

4

じ4

「
キ
リ
ス
ト
教
徒
」
の
時
代
（
普
遍
）
か
ら
、
他
と
違
う

4

4

4

4

「
国
家
」
が
分
立
す
る
時
代
（
特
殊
）
へ
の
転

換
と
も
言
え
る
で
し
ょ
う
（
西
洋
絵
画
の
見
方
１
）。

第2幕

バ
ロ
ッ
ク
・
ロ
コ
コ

権
力
者
た
ち
の

芸
術
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国
際
社
会
と
国
際
戦
争
・
宗
教
戦
争

　

我
々
の
考
え
る
「
国
家
」
は
特
に
主
権
国
家
と
呼
ば
れ

る
も
の
で
、
成
り
立
ち
に
は
条
件
が
二
つ
あ
り
ま
し
た
。

一
つ
は
国
家
を
動
か
す
力
と
し
て
の
主
権
が
存
在
す
る
こ

と
、
も
う
一
つ
は
主
権
の
及
ぶ
範
囲
と
し
て
の
国
境
が
明

確
で
あ
る
こ
と
で
す
。
要
す
る
に
主
権
国
家
と
は
、
主
体

と
領
域
が
明
確
な
、
ま
と
ま
り
の
あ
る
国
家
の
こ
と
を
言

い
ま
す
。
そ
の
初
期
段
階
で
は
、
絶
対
君
主
が
絶
対
王
政

の
も
と
で
主
権
国
家
を
形
成
し
ま
し
た
。

　

た
だ
し
、
こ
の
主
権
国
家
の
初
期
段
階
（
社
団
国
家
）

で
は
、
ま
と
ま
り
具
合
に
お
い
て
不
十
分
だ
っ
た
と
言
え

ま
す
。
と
い
う
の
は
、
ま
だ
身
分
制
度
が
残
っ
て
い
た
か

ら
で
す
。
国
王
は
主
権
を
握
っ
て
人
民
を
支
配
し
て
い
ま

し
た
が
、
人
民
は
身
分
ご
と
に
支
配
さ
れ
、
グ
ル
ー
プ
が

束
ね
ら
れ
る
こ
と
で
国
家
と
し
て
ま
と
ま
っ
て
い
ま
し

た
。
ま
と
ま
り
と
し
て
の
「
キ
メ
が
粗
い
」
の
で
す
。
現

在
の
我
々
が
考
え
る
主
権
国
家
は
、
そ
の
発
展
段
階
（
国
民
国
家
・
民
族
国
家
）
に
あ
た
り
ま
す
。
そ
こ
で

は
、
身
分
制
度
が
解
体
さ
れ
、
自
由
で
平
等
な
個
人
が
国
家
と
し
て
ま
と
ま
っ
て
い
ま
す
。
ま
と
ま
り
と
し

て
の
「
キ
メ
が
細
か
い
」
の
で
す
。

　

と
こ
ろ
で
、
新
た
に
生
ま
れ
た
「
国
家
（
主
権
国
家
）」
や
「
国
際
社
会
（
主
権
国
家
体
制
）」
に
は
問
題

が
あ
り
ま
し
た
。
そ
れ
は
宗
派
争
い
に
よ
る
宗
教
戦
争
、
あ
る
い
は
国
境
争
い
に
よ
る
国
際
戦
争
が
勃
発
し

て
し
ま
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
新
教
と
旧
教
の
対
立
は
国
内
で
も
、
そ
し
て
国
家
と
国
家
の
間
で
も
戦
争

が
生
じ
た
の
で
す
。
最
も
大
き
な
も
の
は
、
17
世
紀
の
神
聖
ロ
ー
マ
帝
国
（
現
在
の
ド
イ
ツ
）
で
、
新
教
勢

力
と
旧
教
勢
力
が
相
争
っ
た
三
十
年
戦
争
で
し
ょ
う
。
こ
の
戦
争
で
は
、
新
教
と
旧
教
を
め
ぐ
る
宗
教
内
乱

か
ら
、
外
国
を
巻
き
込
む
国
際
戦
争
へ
と
発
展
し
ま
す
。
絶
対
主
義
時
代
は
、
宗
派
争
い
と
国
境
争
い
が
入

り
交
じ
る
戦
争
の
時
代
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。

 
 

  　

宣
伝
に
利
用
さ
れ
る
バ
ロ
ッ
ク

　

さ
て
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
旧
教
勢
力
は
、
宗
教
改
革
で
の
新
教
勢
力
の
攻
勢
に
対
し
て
、
巻
き
返
し
運
動
を

展
開
し
ま
し
た
。
対
抗
宗
教
改
革
で
す
。
カ
ト
リ
ッ
ク
勢
力
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
外
で
の
優
位
を
目
指
し
、
海

外
伝
道
の
強
化
に
着
手
し
ま
す
。
有
名
な
イ
エ
ズ
ス
会
が
設
立
さ
れ
、
大
航
海
時
代
に
切
り
開
か
れ
た
航
路

を
利
用
し
て
海
外
伝
道
に
乗
り
出
し
て
い
き
ま
す
。
日
本
に
も
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
・
ザ
ビ
エ
ル
が
や
っ
て
き
て

カ
ト
リ
ッ
ク
を
伝
え
ま
し
た
。

図14 ⃝ 宗教と国家

キリスト教社会（普遍）

中世

王 王 王

教皇

国際社会（特殊）

近代

王 王 王

教皇
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一
方
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
内
で
は
、
教
皇
の
権
威
の
確
認
、
宗
教
裁
判
の
強
化
と
禁
書
目
録
の
制
定
な
ど
を
推

進
し
て
、
旧
教
勢
力
の
結
束
に
努
め
ま
し
た
。
旧
教
の
代
表
は
、
国
家
で
言
え
ば
ス
ペ
イ
ン
や
フ
ラ
ン
ス
な

ど
で
す
。
ス
ペ
イ
ン
の
絶
対
君
主
で
あ
る
フ
ェ
リ
ペ
２
世
は
言
い
ま
す
。

　
「
異
端
者
に
君
臨
す
る
く
ら
い
な
ら
、
１
０
０
度
死
ぬ
ほ
う
が
ま
し
だ
」

　

カ
ト
リ
ッ
ク
勢
力
の
巻
き
返
し
運
動
で
は
絵
画
が
大
い
に
利
用
さ
れ
ま
し
た
。
権
力
と
結
び
つ
き
、
宣
伝

に
利
用
さ
れ
て
い
っ
た
の
が
バ
ロ
ッ
ク
で
す
。
こ
れ
は
一
種
の
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
で
す
か
ら
、
カ
ト
リ
ッ
ク
の

世
界
に
引
き
込
む
た
め
に
、
人
を
惹
き
つ
け
る
様
々
な
技
術
が
駆
使
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

 
 

  　

聖
書
の
場
面
を
劇
的
に
！

　

次
の
作
品
は
、
バ
ロ
ッ
ク
の
扉
を
開
い
た
、
イ
タ
リ
ア
の
カ
ラ
ヴ
ァ
ッ
ジ
ョ
の
作
品
『
聖
マ
タ
イ
の
召
命
』

で
す
（
図
15
）。

　

イ
エ
ス
は
、
マ
タ
イ
と
い
う
人
が
収
税
所
に
座
っ
て
い
る
の
を
見
て
『
私
に
従
っ
て
き
な
さ
い
』
と

言
わ
れ
た
。
す
る
と
彼
は
立
ち
上
が
っ
て
、
イ
エ
ス
に
従
っ
た
。（
マ
タ
イ
福
音
書
９
：
９
）

　

イ
エ
ス
が
マ
タ
イ
を
一
言
で
弟
子
に
し
て
し
ま
う
ド
ラ
マ
チ
ッ
ク
な
場
面
で
す
。
画
面
右
側
の
イ
エ
ス
は

画
面
左
側
に
向
け
て
右
手
を
伸
ば
し
、
マ
タ
イ
に
指
を
向
け
、
そ
れ
を
強
調
す
る
べ
く
右
奥
か
ら
ス
ポ
ッ
ト

図15 ⃝ カラヴァッジョ《聖マタイの召命》1599-1600年、カンヴァスに油彩、322cm×
340cm、ローマ、サン・ルイジ・デイ・フランチェージ教会

ラ
イ
ト
の
よ
う
に
マ
タ
イ
に
光
が
向
け

ら
れ
て
い
ま
す
。
イ
エ
ス
の
右
手
と
差

し
込
む
光
が
マ
タ
イ
に
向
け
ら
れ
る
こ

と
で
、
劇
的
な
演
出
に
成
功
し
て
い
ま

す
。
諸
説
あ
り
ま
す
が
、
当
の
マ
タ
イ

は
一
番
左
側
の
硬
貨
を
見
つ
め
て
い
る

男
性
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
イ
エ
ス
に

指
を
さ
さ
れ
た
次
の
瞬
間
、
マ
タ
イ
は

何
か
に
憑
か
れ
た
よ
う
に
立
ち
上
が

り
、
イ
エ
ス
に
従
う
の
で
し
ょ
う
。
ま

た
、
指
を
さ
し
て
い
る
イ
エ
ス
本
人
は

か
な
り
の
美
男
に
描
か
れ
て
い
ま
す
。

見
る
者
を
惹
き
つ
け
る
べ
く
、
明
暗
を

強
調
し
て
劇
的
に
、
そ
し
て
イ
エ
ス
を

魅
力
あ
る
人
物
と
し
て
描
い
て
い
る
の

で
す
。

　

あ
る
い
は
、
ス
ペ
イ
ン
領
ネ
ー
デ
ル
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ラ
ン
ト
（
現
在
の
ベ
ル
ギ
ー
）
で
は
、
ル
ー
ベ
ン
ス
に
よ
る
『
キ
リ
ス
ト
昇
架
』（
図
16
）
と
『
キ
リ
ス
ト
降

架
』（
図
17
）
が
描
か
れ
ま
す
。
カ
ラ
ヴ
ァ
ッ
ジ
ョ
と
同
様
に
、
や
は
り
明
暗
を
強
調
し
て
磔
刑
の
前
後
を
劇

的
に
表
現
し
て
い
ま
す
。
こ
う
し
た
明
暗
の
強
調
に
よ
る
演
出
を
テ
ネ
ブ
リ
ズ
ム
と
言
い
ま
す
。

 
 

  　

権
力
と
結
び
つ
く

　

バ
ロ
ッ
ク
は
旧
教
勢
力
の
権
力
と
結
び
つ
い
た
た
め
、
聖
書
の
場
面
だ
け
で
な
く
、
宮
廷
の
王
侯
貴
族
を

描
く
こ
と
も
あ
り
ま
し
た
。

　

最
も
有
名
な
の
は
、
ス
ペ

イ
ン
の
ベ
ラ
ス
ケ
ス
の
代
表

作
『
ラ
ス
・
メ
ニ
ー
ナ
ス
（
女

官
た
ち
）』
で
し
ょ
う
（
図

18
）。
こ
こ
に
は
、
ス
ペ
イ

ン
の
絶
対
君
主
た
る
フ
ェ
リ

ペ
５
世
の
娘
マ
ル
ガ
リ
ー
タ

を
中
心
に
、
王
侯
貴
族
と
召

使
い
た
ち
が
描
か
れ
て
い
ま

す
。
よ
く
見
る
と
、
ほ
と
ん

ど
の
人
々
は
我
々
に
、
つ
ま

り
こ
の
絵
を
見
る
私
た
ち
に

視
線
を
向
け
て
い
る
の
が
わ

か
り
ま
す
。
そ
し
て
、
注
目

に
値
す
る
の
は
娘
マ
ル
ガ

リ
ー
タ
の
左
後
方
に
あ
る

図16 ⃝ ルーベンス《キリスト昇架》1610-11年、
板に油彩、460cm×340cm、アントウェルペン、
ノートルダム大聖堂

図17 ⃝ ルーベンス《キリスト降架》1611-14年、
板に油彩、421cm×311 cm、アントウェルペン、
ノートルダム大聖堂

図18 ⃝ ベラスケス《ラス・メニーナス》1656年、カンヴァスに油彩、318cm×276cm、
マドリード、プラド美術館
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鏡
。
そ
こ
に
は
娘
を
見
る
フ
ェ
リ
ペ
５
世
と
妃
が
描
か
れ
て
い
ま
す
。
つ
ま
り
、
彼
ら
は
、
こ
の
絵
を
見
る

私
た
ち
と
同
じ
場
所
に
立
っ
て
い
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
す
る
と
、
我
々
が
ま
る
で
絵
の
中
の
空
間
に
入
り

込
ん
で
い
る
か
の
よ
う
に
感
じ
ら
れ
ま
す
。こ
う
い
っ
た
絵
に
引
き
込
む
た
め
の
錯
覚
の
効
果
は
、イ
リ
ュ
ー

ジ
ョ
ニ
ズ
ム
と
呼
ば
れ
ま
す
。

　

バ
ロ
ッ
ク
は
建
築
の
分
野
に
も
及
び
ま
し
た
。
フ
ラ
ン
ス
の
絶
対
君
主
ル
イ
14
世
は
、
バ
ロ
ッ
ク
様
式
の

ヴ
ェ
ル
サ
イ
ユ
宮
殿
を
造
営
し
ま
す
。
同
じ
よ
う
に
、
権
威
を
象
徴
す
る
よ
う
な
豪
壮
華
麗
な
宮
殿
と
な
っ

て
い
ま
す
。

 
 

  　

逸
脱
と
し
て
の
バ
ロ
ッ
ク
と
ロ
コ
コ

　

先
述
の
よ
う
に
、ル
ネ
サ
ン
ス
以
降
、古
典
主
義
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
主
流
の
概
念
と
し
て
定
着
し
ま
す
（
西

洋
絵
画
の
見
方
４
）。
し
か
し
、バ
ロ
ッ
ク
は
、こ
の
古
典
主
義
に
忠
実
に
則
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

　

そ
も
そ
も
「
バ
ロ
ッ
ク
」
と
は
「
歪
ん
だ
真
珠
」
と
い
う
意
味
で
、本
来
の
も
の
か
ら
の
逸
脱
と
い
う
ニ
ュ

ア
ン
ス
を
も
つ
言
葉
で
す
。
そ
の
本
来
の
も
の
が
古
典
主
義
で
あ
り
、
そ
こ
か
ら
の
逸
脱
が
バ
ロ
ッ
ク
と
見

な
さ
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
古
典
主
義
は
「
安
定
」
と
「
静
謐
」
を
特
徴
と
し
ま
す
。
し
か
し
な
が

ら
、
バ
ロ
ッ
ク
の
「
劇
的
」
で
「
動
的
」
な
表
現
は
そ
う
い
っ
た
傾
向
か
ら
明
ら
か
に
外
れ
て
い
ま
す
。

　

こ
の
時
期
、
バ
ロ
ッ
ク
の
落
と
し
子
と
し
て
、
同
じ
よ
う
に
逸
脱
す
る
潮
流
が
他
に
も
あ
り
ま
し
た
。「
逸

脱
」
を
よ
り
洗
練
し
て
優
雅
で
軽
快
な
も
の
に
し
た
、
ロ
コ
コ
で
す
。
18
世
紀
の
フ
ラ
ン
ス
宮
廷
、
特
に
ル

イ
15
世
の
時
代
に
発
展
し
た
様
式
で
す
。

 
 

  　

宮
廷
女
子
た
ち
の
趣
味

　

バ
ロ
ッ
ク
の
延
長
と
し
て
ロ
コ
コ
が
生
ま
れ
て
き
た
わ
け
で
す
が
、
一
方
で
、
バ
ロ
ッ
ク
の
反
動
と
し
て

生
ま
れ
て
き
た
と
見
る
こ
と
も
で
き
ま
す
。
バ
ロ
ッ
ク
は
権
力
と
結
び
つ
い
た
宣
伝
の
た
め
の
絵
画
で
す
。

ゆ
え
に
、
誤
解
を
恐
れ
ず
に
言
え
ば
、
バ
ロ
ッ
ク
に
は
男
く
さ
く
、
豪
華
絢
爛
、
そ
し
て
押
し
つ
け
が
ま
し

く
て
少
し
う
る
さ
い
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
す
。
し
か
し
、
や
は
り
誤
解
を
恐
れ
ず
に
言
え
ば
で
す
が
、
ロ
コ
コ

は
女
ら
し
く
、
軽
快
で
繊
細
、
優
雅
な
様
式
と
し
て
登
場
し
て
き
ま
す
。
実
際
、
ロ
コ
コ
の
中
心
に
な
っ
た

の
は
、
フ
ラ
ン
ス
の
ル
イ
15
世
の
公
妾
で
あ
っ
た
ポ
ン
パ
ド
ゥ
ー
ル
で
す
。
彼
女
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
女
性
た

ち
の
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
リ
ー
ダ
ー
の
よ
う
な
存
在
で
、
サ
ロ
ン
を
開
い
て
芸
術
家
や
文
筆
家
を
集
め
、
ロ
コ
コ

が
隆
盛
す
る
場
を
つ
く
り
ま
し
た
。

西
洋
絵
画
の
見
方

直
線
と
曲
線

5

　

こ
こ
で
、
男
性
と
女
性
に
つ
い
て
考
え
る
と
と
も
に
、
そ
れ
ら
が
美
術
に
ど
の
よ
う
に
反
映
さ
れ
る
の
か

を
見
て
み
ま
し
ょ
う
。
美
術
に
お
い
て
は
、
一
般
に
直
線
は
男
性
的
な
印
象
を
与
え
、
曲
線
は
女
性
的
な
印

象
を
与
え
る
と
さ
れ
ま
す
。
こ
れ
は
男
女
の
体
の
ラ
イ
ン
を
想
像
す
れ
ば
納
得
で
き
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
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う
か
。
現
在
で
も
ロ
コ
コ
調
の
家
具
と
言
え
ば
、
た
い
て
い
曲
線
が
強
調
さ
れ
た
も
の
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　
・
直
線 

―
―
一
般
に
男
性
的
な
印
象
を
与
え
る
　

　
・
曲
線 

―
―
一
般
に
女
性
的
な
印
象
を
与
え
る
　

　

そ
も
そ
も
、
ロ
コ
コ
と
い
う
言
葉
は
、
装
飾
品
と
し
て
用
い
ら
れ
た
貝
殻
状
の
人
造
石
で
あ
る
「
ロ
カ
イ

ユ
」
に
由
来
し
て
い
ま
す
。
女
性
が
好
み
そ
う
な
、
ち
っ
ち
ゃ
く
て
キ
ラ
キ
ラ
し
た
貝
殻
で
す
。
や
は
り
ロ

コ
コ
様
式
の
家
具
と
言
え
ば
、
ロ
カ
イ
ユ
に
装
飾
さ
れ
た
も
の
が
多
い
で
し
ょ
う
。
ま
た
、
ロ
コ
コ
で
多
用

さ
れ
た
色
は
ピ
ン
ク
で
す
。
そ
れ
も
、
特
に
ポ
ン
パ
ド
ゥ
ー
ル
が
好
ん
だ
ポ
ン
パ
ド
ゥ
ー
ル
ピ
ン
ク
は
、
白

を
少
し
混
ぜ
た
柔
ら
か
い
ピ
ン
ク
で
す
。
そ
し
て
、
ロ
コ
コ
で
主
題
と
さ
れ
た
の
は
女
性
た
ち
の
話
題
で
し

た
。
こ
れ
は
い
つ
の
時
代
も
変
わ
ら
な
い
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
そ
れ
は
「
恋
話バ
ナ

」
で
す
。

　

そ
れ
で
は
、
宮
廷
女
子
た
ち
の
芸
術
を
見
て
い
き
ま
し
ょ
う
。
ロ
コ
コ
の
画
家
は
３
人
し
か
い
ま
せ
ん
の

で
覚
え
て
お
く
と
よ
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
ヴ
ァ
ト
ー
、
ブ
ー
シ
ェ
、
そ
し
て
フ
ラ
ゴ
ナ
ー
ル
で
す
。

 
 

  　

ヴ
ァ
ト
ー
と
ブ
ー
シ
ェ

　

ロ
コ
コ
を
代
表
す
る
作
品
に
、
ヴ
ァ
ト
ー
の
『
シ
テ
ー
ル
島
の
巡
礼
』
が
あ
り
ま
す
（
図
19
）。
諸
説
あ
り

ま
す
が
、
こ
れ
は
男
女
八
組
の
恋
人
が
、
い
わ
ば
「
合
コ
ン
」
の
後
に
、
縁
結
び
の
聖
地
で
あ
る
シ
テ
ー
ル

図19 ⃝ ヴァトー《シテール島の巡礼》1717年、カンヴァスに油彩、129cm×194cm、
パリ、ルーヴル美術館

図20 ⃝ ブーシェ《エウロペの略奪》1732-34年、カンヴァスに油彩、230.8cm×
273.5cm、ロンドン、ウォレス・コレクション


