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「
プ
ラ
ド
美
術
館
所
蔵

ハ
ビ
エ
ル

・
ポ
ル
ト
ゥ
ー
ス
講
演
録

記
念
講
演
「
ベ
ラ
ス
ケ
ス
、

ス
ペ
イ
ン
黄
金
世
紀
の
静
物
画
—
|
＇
ボ
デ
ゴ
ン
の
神
秘
—
|
＇
」
展

肖
像
を
描
く
画
家
」

長
崎
県
美
術
館
で
は
開
館

一
0
周
年
を
記
念
し
て
、

二
0
一
五
年
四
月
二
三
日
よ
り
約
三
ヶ

月
間
に
わ
た
り
「
プ
ラ
ド
美
術
館
所
蔵
ス
ペ
イ
ン
黄
金
世
紀
の
静
物
画

—
|
_

ボ
デ
ゴ
ン
の
神

秘
—
|
」
展
を
開
催
し
た

。

本
稿
は

、

ス
ペ
イ
ン
国
立
プ
ラ
ド
美
術
館
の
ス
ペ
イ
ン
絵
画

（
一
七
0
0
年
以
前
）
担
当
学
芸
部
長
で
あ
り
、
展
覧
会
の
学
術
監
修
を
務
め
た
ハ
ビ
エ
ル

・

ポ
ル
ト
ゥ

ー
ス
氏
を
招
聘
し
て
開
催
し
た
そ
の
記
念
講
演
会
の
記
録
で
あ
る
。

展
覧
会
で
は
、
ス
ペ
イ
ン
黄
金
世
紀
の
絵
画
に
特
異
な
個
性
を
も
た
ら
す
ジ
ャ
ン
ル
の

一

っ
と
な
っ
た
静
物
画
の
世
界
を
八
点
の
作
品
に
よ
り
コ
ン
パ
ク
ト
に
提
示
し
た
が
、
講
演
に

お
い
て
ポ
ル
ト

ゥ
ー
ス
氏
は
ス
ペ
イ
ン
最
大
の
画
家
で
あ
る
デ
ィ
エ
ゴ

・
ベ
ラ
ス
ケ
ス

（
一
五
九
九
ー

一
六
六

0
年
）
を
取
り
上
げ
、
そ
の
肖
像
画
家
と
し
て
の
ル

ー
ツ
と
変
遷
を
時

代
背
景
と
と
も
に
論
じ
た
。
こ
の
テ
ー
マ
は
、
ベ
ラ
ス
ケ
ス
に
と
っ
て
の
肖
像
画
は
「
自
然
の

模
倣
」
と
い
う
性
格
に
お
い
て
静
物
画
と
相
通
じ
て
い
た
と
す
る
認
識
に
基
づ
く
と
同
時
に
、

同
時
代
美
術
の
心
髄
を
紹
介
す
る
こ
と
で
よ
り
深
い
展
覧
会
理
解
へ
と
聴
衆
を
導
こ
う
と
い

う
ポ
ル
ト
ゥ

ー
ス
氏
の
深
い
配
慮
に
よ
り
設
定
さ
れ
た
。

講
演
で
は
、
ま
ず
、
ベ
ラ
ス
ケ
ス
随

一
の
大
作
で
あ
る
《
ラ
ス

・
メ
ニ

ー
ナ
ス
》
（プ
ラ
ド
美

術
館
蔵
）
を
中
心
に
、
同
時
代
の
ス
ペ
イ
ン
人
画
家
が
当
時
、
高
貴
な
ジ
ャ
ン
ル
と
見
倣
さ
れ

て
い
た
宗
教
画
の
制
作
に
傾
く
な
か
、
い
か
に
ベ
ラ
ス
ケ
ス
が
例
外
的
に
肖
像
画
に
価
値
を

見
出
し
て
い
た
の
か
が
語
ら
れ
た
。
続
い
て
ポ
ル
ト
ゥ
ー
ス
氏
は
ベ
ラ
ス
ケ
ス
の
セ
ビ

ー
リ
ャ

時
代
に
お
け
る
宗
教
画
や
い
わ
ゆ
る
「
ボ
デ
ゴ
ン
」
を
採
り
上
げ
、
そ
れ
ら
の
登
場
人
物
が
す

で
に
画
家
の
身
近
な
人
物
の
「
肖
像
」
で
あ

っ
た
こ
と
を
指
摘
し
た
後
、
宮
廷
画
家
登
庸
後
の

長
崎
県
美
術
館
、
二
0
一
五
年
四
月
二
五
日

作
品
へ
と
話
を
展
開
し
た
。
そ
こ
で
は
、
政
治
状
況
の
変
化
に
応
じ
肖
像
画
の
描
き
方
を
変

え
つ
つ

、
王
侯
貴
族
の
相
貌
を
的
確
に
写
し
取
る
の
み
な
ら
ず
、
彼
ら
の
背
後
に
渦
巻
く
宮

廷
の
希
望
や
不
安
な
ど
の
情
況
も
ろ
と
も
モ
デ
ル
の
存
在
そ
の
も
の
を
画
面
に
再
現
し
、
現

代
に
至
っ
て
も
な
お
多
く
の
芸
術
家
た
ち
に
影
響
を
与
え
続
け
る
ベ
ラ
ス
ケ
ス
の
芸
術
の
在

り
方
が
浮
き
彫
り
に
さ
れ
た
。

以
上
の
講
演
を
本
稿
に
ま
と
め
る
に
あ
た

っ
て
は
、
ポ
ル
ト

ゥ
ー
ス
氏
本
人
に
よ
り
内
容

に
加
箪
修
正
が
加
え
ら
れ
た
。
邦
訳
は
講
演
の
通
訳
を
務
め
た
貰
井

一
美
氏
に
よ
る
が
、
講

演
録
と
い
う
性
格
を
踏
ま
え
口
語
表
現
を
基
本
と
し
て
い
る
。
な
お
、
本
講
演
は
公
益
財
団

法
人
鹿
島
美
術
財
団
の
賛
助
を
受
け
て
実
施
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

長
崎
県
美
術
館
と
プ
ラ
ド
美
術
館
は
、
芸
術
作
品
の
研
究
及
び
修
復
、
保
存
、
教
育
、
新

技
術
の
導
入
の
分
野
に
関
す
る
専
門
家
の
交
流
を
図
っ
て
い
く
旨
の
覚
書
を
二
0
0
四
年
に

交
わ
し
て
い
る
。
二

0
0
九
年
以
降
は
当
館
学
芸
員
を
研
究
目
的
で
定
期
的
に
プ
ラ
ド
美
術

館
へ
派
遣
し
て
い
る
他
、
二
0
1
0
年
に
は
開
館
五
周
年
を
記
念
し
同
館
が
所
蔵
す
る
エ
ル
・

グ
レ
コ

《
聖
舟
戴
冠
》
の
特
別
展
示
が
実
現
す
る
な
ど
、
須
磨
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
を
契
機
と
し
て

始
ま

っ
た
当
館
に
お
け
る
ス
ペ
イ
ン
美
術
の
収
集
及
び
調
査
研
究
活
動
に
お
い
て
、
プ
ラ
ド

美
術
館
と
の
交
流
は
必
要
不
可
欠
な
も
の
と
な
り
つ
つ
あ
る
。
こ
の
度
の
展
覧
会
及
び
講
涼

会
を
機
に
、
今
後
も
さ
ら
な
る
両
館
の
人
的
、
学
術
的
交
流
を
継
続
し
て
い
く
所
存
で
あ
る
。

7
 



ベ
ラ
ス
ケ
ス
、

fig. I デイ エゴ ・ヘラスケス（ラス ・メニー ナス）

プラド芙術館（マドリ ー ド）

肖
像
を
描
く
画
家

一
六
五
六
年
、
ベ
ラ
ス
ケ

ス
は
そ
れ
ま
で
の
作
品
の
中

で
最
も
大
き
な
サ
イ
ズ
で
あ

り
、
な
お
か
つ
物
語
的
、
構

想
的
な
作
品
、

《
ラ
ス
・
メ

ニ
ー
ナ
ス

》
(fi
g
.
1
)
 

(
マ
ド

リ
ー
ド
、
プ
ラ
ド
美
術
館
）

の
制
作
に
取
り
組
む
こ
と
に

な
り
ま
す
。
こ
れ
は
そ
の
大

き
さ
と
そ
の
構
図
の
複
雑
さ

か
ら
ベ
ラ
ス
ケ
ス
の
代
表
的

な
作
品
で
あ
り
、
後
世
に
残

る
よ
う
な
傑
作
と
な
り
ま
す
。
《
ラ
ス
・
メ
ニ

ー
ナ
ス
》
が
描
か
れ
た
の
は
画
家
が
五
七
歳
の
時

で
し
た
。
ス
ペ
イ
ン
国
王
フ
ェ
リ
ペ
四
世
に
仕
え
る
画
家
と
な
っ
て
か
ら
、
そ
し
て
ヨ

ー
ロ
ッ

パ
で
最
も
豊
か
で
重
要
な
絵
画
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
に
触
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
か
ら
三
三
年
の
歳

月
が
経
っ
て
い
ま
し
た
。

一
五
世
紀
以
来
、

美
術
の
専
門
家
た
ち
は
画
家
た
ち
が
従
事
す
る
べ
き
最
も
重
要
な
仕
事

は
「
物
語
画
」
、
有
名
で
偉
大
な
物
語
の
主
題
、
す
な
わ
ち
ギ
リ
シ
ア

・
ロ
ー
マ
神
話
、

古
代

史
の
物
語
、
ま
た
は
聖
書
の
物
語
を
テ
ー
マ
と
し
た
作
品
こ
そ
が
優
れ
た
絵
画
と
主
張
し
て

い
た
の
で
す
。
こ
の
「
物
語
画
」
と
い
う
ジ
ャ
ン
ル
は
、
画
家
た
ち
が
そ
の
教
養
や
構
図
、
遠

近
法
、
比
例
、
解
剖
、
感
情
表
現
に
関
す
る
自
分
た
ち
の
知
識
や
教
養
を
示
す
た
め
に
は
格

好
の
ジ
ャ
ン
ル
で
し
た
。
ル
ネ
サ
ン
ス
以
来
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

美
術
に
対
す
る
考
え
方
で
は
、

肖
像
画
は
一

一番
目
の
ジ
ャ
ン
ル
で
あ
り
、
物
語
画
に
比
べ
て
低
く
見
ら
れ
る
ジ
ャ
ン
ル
で
し

た
。
肖
像
画
は
基
本
的
に
は
模
倣
的
な
も
の
で
あ
り
、
創
造
的
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
の
で
す
。

し
か
し
な
が
ら
、
《
ラ
ス

・
メ
ニ

ー
ナ
ス
》
は
、
画
家
が
未
来
の
絵
画
の
あ
り
方
を
呈
示
す
る

た
め
に
構
想
し
た
作
品
で
あ
り
、
そ
れ
は
物
語
画
で
は
な
く
、
肖
像
画
だ
っ
た
の
で
す
。
こ

の
《
ラ
ス

・
メ
ニ

ー
ナ
ス
》
と
い
う
作
品
を
通
し
て
ベ
ラ
ス
ケ
ス
は
、
肖
像
画
と
い
う
も
の
が
、

神
話
画
や
宗
教
画
と
同
じ
よ
う
に
か
な
り
入
り
組
ん
だ
解
釈
を
持
つ
も
の
で
あ
り
え
る
こ
と

を
示
し
た
の
で
す
。
そ
こ
に
は
、
私
た
ち
が
経
験
し
た
こ
と
と
は
異
な
る
様
々
な
レ
ベ
ル
の

情
報
が
内
包
さ
れ
、
共
有
さ
れ
て
い
ま
す
。
肖
像
画
に
は
、
例
え
ば
王
女
と
い
う
身
分
、

宮

廷
と
い
う
組
織
を
支
え
る
儀
礼
的
な
関
係
、

貴
族
と
い
う
身
分
、
教
養
に
よ

っ
て
も
た
ら
さ

れ
る
品
格
、
ま
た
考
え
方
や
地
位
を
示
す
た
め
の
規
範
が
反
映
さ
れ
て
い
ま
す
。

三
五
0
年
後
の
今
も
な
お
、
こ
の
作
品
に
常
に
異
な

っ
た
解
釈
が
な
さ
れ
続
け
て
い
る
と

い
う
事
実
は
、
《
ラ
ス

・
メ
ニ
ー
ナ
ス
》
の
驚
く
ば
か
り
に
豊
か
な
こ
の
物
語
性
の
証
な
の
で

す
。
ベ
ラ
ス
ケ
ス
は
、
パ
ロ
ミ

ー
ノ
が

一
七
二
四
年
に
「
歴
史
化
さ
れ
た

（物
語
的
）
肖
像
画
」

と
評
し
た
作
品
を
描
く
に
至

っ
た
の
で
す
。

代
表
作
を
描
く
に
あ
た
っ
て
ベ
ラ
ス
ケ
ス
は
な
ぜ
集
団
肖
像
画
を
選
ん
だ
の
で
し
ょ
う

か
。

そ
れ
は
何
よ
り
も
ま
ず
肖
像
画
家
と
し
て
の
意
識
、
す
な
わ
ち
、
彼
が
本
来
肖
像
を
専

門
に
描
く
画
家
で
あ
り
、
と
り
わ
け
宮
廷
肖
像
を
描
く
画
家
だ

っ
た
か
ら
で
す
。
ス
ペ
イ
ン

で
は
こ
の
時
代
、
絵
画
は
卑
俗
で
、
機
械
的
に
作
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
と
言
わ
れ
て
い
ま
し
た
。

画
家
た
ち
は
、
絵
画
は
「
芸
術
的
な
」
行
い
で
あ
り
、
品
格
の
あ
る
も
の
で
あ
る
、
卑
俗
で
手

仕
事
的
な
も
の
で
は
な
い
こ
と
を
認
め
さ
せ
る
た
め
に
戦

っ
て
い
た
の
で
す
。
す
な
わ
ち
、

ハ
ビ
エ
ル

・
ポ
ル
ト
ゥ
ー
ス

・
ペ
レ
ス
（
国
立
プ
ラ
ド
美
術
館
）

，
 



絵
画
は
手
仕
事
よ
り
も
も

っ
と
知
的
な
分
野
に
属
す
る
も
の
で
あ
る
と
。
絵
画
に
関
す
る
こ

の
よ
う
な
知
的
認
識
の
探
求
は
、
画
家
た
ち
に
対
す
る
社
会
的
に
認
め
ら
れ
た
い
と
い
う
願

望
と
関
係
し
て
お
り
、
そ
し
て
ま
た
経
済
的
な
問
題
を
も
は
ら
ん
で
い
ま
し
た
。

つ
ま
り
、

画
家
遥
が
彼
ら
の
仕
事
、
す
な
わ
ち
絵
画
が
「
精
神
的
な
も
の
」
で
「
手
仕
事
」
で
は
な
い
こ
と

を
示
し
た
な
ら
、
彼
ら
は
、
「
売
上
税
」
を
免
除
さ
れ
た
の
で
す
。

絵
画
と
画
家
た
ち
へ
の
社
会
的
評
価
と
絵
画
が
知
的
な
も
の
で
あ
る
と
い
う
認
識
は
、
ス

ペ
イ
ン
の
黄
金
世
紀
に
お
い
て
は
重
要
な
問
題
で
し
た
。
こ
の
よ
う
な
状
況
の
中
で
ベ
ラ
ス

ケ
ス
は
、
国
王
フ
ェ
リ
ペ
四
世
に
仕
え
て
い
た
三
0
年
以
上
も
の
間
の
そ
の
経
験
に
よ
っ
て
、

画
家
に
与
え
ら
れ
る
名
誉
あ
る
地
位
は
、
ど
の
よ
う
な
主
題
を
描
く
か
に
よ
っ
て
決
め
ら
れ

る
の
で
は
な
く
、
権
力
者
た
ち
と
の
つ
な
が
り
や
彼
ら
と
の
関
係
に
よ

っ
て
決
め
ら
れ
る
と

い
う
こ
と
を
学
ん
で
い
ま
し
た
。
ベ
ラ
ス
ケ
ス
の
仲
間
の
ス
ペ
イ
ン
人
画
家
た
ち
の
多
く
が
、

宗
教
画
の
よ
う
に
、
高
貴
な
テ
ー
マ
と
さ
れ
た
ジ
ャ
ン
ル
を
描
く
こ
と
に
こ
だ
わ

っ
た
の
に

対
し
て
、
ベ
ラ
ス
ケ
ス
だ
け
が
他
の
す
べ
て
の
画
家
た
ち
の
中
で
傑
出
す
る
こ
と
が
で
き
た

の
で
し
た
。
し
か
し
、
そ
れ
は
神
話
や
宗
教
主
題
の
作
品
の
お
か
げ
で
は
な
く
、
国
王
と
王

家
の
人
々
の
肖
像
画
家
と
い
う
仕
事
に
よ
っ
て
だ

っ
た
の
で
す
。

《
ラ
ス
・
メ
ニ
ー
ナ
ス
》
を
描
く
数
年
前
に
ベ
ラ
ス
ケ
ス
は
、
自
ら
が
肖
像
画
家
で
あ
る
と

い
う
認
識
を
別
の
作
品
で
試
し
て
い
ま
す
。一

六
四
九
年
か
ら
一
六
五

一
年
に
か
け
て
彼
は
、

イ
タ
リ
ア
ヘ

二
度
目
の
旅
を
し
ま
す
。
一

回
目
の
イ
タ
リ
ア
訪
問
は
、
そ
れ
よ
り
も
二
0
年

前
の
こ
と
で
し
た
。
そ
の
際
に
は
、
ベ
ラ
ス
ケ
ス
は
、
い
く
つ
か
の
小
さ
な
肖
像
、
少
な
く

と
も
二
点
の
小
さ
な
風
景
画
そ
し
て
、

二
点
の
大
き
な
「
物
語
画
」
す
な
わ
ち
《
ウ
ル
カ
ヌ
ス
の

鍛
冶
場
》
（
マ
ド
リ
ー
ド
、
プ
ラ
ド
美
術
館
）
と
《
ヨ
セ
フ
の
衣
》（

エ
ル
・
エ
ス
コ
リ
ア
ル
修
道

院
）
を
制
作
し
て
い
ま
す
。
こ
れ
ら
は
‘

-―1
0
歳
の
画
家
が

（絵
画
の
故
郷
と
も
言
う
べ
き
）
ロ
ー

マ
に
お
い
て
示
し
た
興
味
の
結
実
で
あ
り
、
絵
画
の
中
で
最
も
高
貴
な
ジ
ャ
ン
ル
に
属
す
る

テ
ー
マ
を
扱

っ
た
こ
の

二
点
の
作
品
を
と
お
し
て
ベ
ラ
ス
ケ
ス
は
イ
タ
リ
ア
に
お
い
て
身
に

つ
け
た
知
識
と
画
家
と
し
て
の
可
能
性
を
示
し
て
い
ま
す
。

二
度
目
の
イ
タ
リ
ア
滞
在
の
間
、
ベ
ラ
ス
ケ
ス
は
、
物
語
画
に
お
い
て
彼
の
能
力
を
示
す

こ
と
に
は
全
く
関
心
を
示
し
ま
せ
ん
で
し
た
。
彼
の
絵
画
に
お
け
る
主
た
る
目
的
は
、
教
皇

庁
の
信
頼
を
得
る
こ
と
、
そ
し
て
ヴ

ァ
テ
イ
カ
ン
を
代
表
す
る
最
も
重
要
な
人
物
達
が
画
家

の
た
め
に
ポ
ー
ズ
を
取
る
こ
と
だ
っ
た
の
で
す
。
カ
ミ

ー
リ
ョ

・
マ
ッ
シ

ー
ミ
、
カ
ミ
ー

リ
ョ
・
ア
ス
タ
ー
リ
や
フ
ェ
ル
デ
ィ
ナ
ン
ド
・
ブ
ラ
ン
ダ
ー
ニ
の
よ
う
に
権
威
あ
る
聖
職
者

た
ち
の
肖
像
画
、
さ
ら
に
は
ロ
ー
マ
教
皇
イ
ン
ノ
ケ
ン
テ
ィ
ウ
ス
十
世
ま
で
も
が
ベ
ラ
ス
ケ

ス
の
前
で
ポ
ー
ズ
を
取
っ
た
の
で
し
た
。
こ
の
肖
像
画
は
歴
代
教
皇
の
肖
像
画
の
中
で
も
傑

作
の
一

っ
と
な
っ
て
い
ま
す
。
す
な
わ
ち
、
ベ
ラ
ス
ケ
ス
は
、
画
家
と
し
て
も
、
肖
像
画
と

い
う
ジ
ャ
ン
ル
に
お
い
て
も
す
で
に
十
分
な
確
信
を
持
つ
に
至
っ

て
い
ま
し
た
。

ヨ
ー
ロ

ッ

パ
の
画
家
た
ち
に
と

っ
て
の
根
本
的
な
芸
術
拠
点
で
あ
り
続
け
て
い
た
ロ
ー
マ
に
お
い
て
、

ベ
ラ
ス
ケ
ス
は
他
の
ジ
ャ
ン
ル
の
絵
画
を
拒
絶
し
て
、

宮
廷
肖
像
に
お
い
て
だ
け
そ
の
才
能

を
示
す
こ
と
に
関
心
が
あ
る
か
の
よ
う
に
肖
像
画
だ
け
を
制
作
し
て
い
ま
す
。

こ
の
よ
う
な
ベ
ラ
ス
ケ
ス
の
考
え
方
の
原
点
を
知
る
た
め
に
は
、
私
た
ち
は

一
六
二
三
年

に
も
ど

っ
て
探
さ
な
く
て
は
な
り
ま
せ
ん
。
そ
の
年
、
若
き
ベ
ラ
ス
ケ
ス
は
、
セ
ビ
ー
リ
ャ

か
ら
マ
ド
リ
ー
ド
に
旅
を
し
ま
し
た
。
画
家
よ
り
も
さ
ら
に
年
若
い
国
王
に
仕
え
る
こ
と
に

な

っ
た
か
ら
で
す
。
そ
の
時
か
ら

一
六
六

0
年
に
亡
く
な
る
ま
で
画
家
と
し
て

の
道
は
、
常

に
変
わ
ら
ず
画
家
の
主
た
る
パ
ト
ロ
ン
で
あ

っ
た
フ

ェ
リ
ペ
四
世
と
共
に
あ
り
ま
し
た
。
国

王
は
、
ス
ペ
イ
ン
に
お
い
て
新
し
い
芸
術
を
誰
よ
り
も
高
く
評
価
す
る
理
想
的
な
人
物
で
し

た
。
ベ
ラ
ス
ケ
ス
は
、
国
王
や
そ
の
周
囲
の
人
々
の
た
め
に
宗
教
画
や
神
話
画
を
制
作
し
て

い
ま
し
た
が
、
彼
が
描
か
な
く
て
は
な
ら
な
か
っ
た
主
な
作
品
は
肖
像
画
で
し
た
。
肖
像
画
は
、

そ
の
時
期
に
は
画
家
の
作
品
の
八

0
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
を
占
め
て
い
た
と
推
測
さ
れ
ま
す
。

と
り
わ
け
自
ら
が
肖
像
画
家
で
あ
る
と
い
う
意
識
は
、
ベ
ラ
ス
ケ
ス
が
数
多
く
の
肖
像
画

を
描
い
た
と
い
う
こ
と
だ
け
に
拠
る
の
で
は
な
く
、
肖
像
画
が
ベ
ラ
ス
ケ
ス
の
美
的
な
思
想

と

一
致
し
た
こ
と
と
も
ま
た
関
係
し
て
い
ま
す
。
つ
ま
り
「
自
然
の
模
倣
」
と
い
う
認
識
で
す
。

一
七
世
紀
初
頭
を
と
お
し
て
、
カ
ラ
ヴ

ァ
ッ
ジ

ョ
に
代
表
さ
れ
る
自
然
主
義
、
す
な
わ
ち
自

然
に
直
に
触
れ
、
絵
画
の
モ
テ
ィ
ー
フ
に
接
近
す
る
と
い
う
考
え
に
基
づ
く
画
派
が
登
場
し

ま
し
た
。
そ
の
時
ま
で
、
芸
術
に
対
す
る
古
典
的
な
理
論
で
は
、
自
然
は
不
完
全
な
も
の
で

あ
り
、
芸
術
家
の
使
命
は
、
芸
術
の
規
範
に
則

っ
て
そ
れ
ら
を
完
璧
な
も
の
に
す
る
こ
と
だ
っ

た
の
で
す
。
「
あ
り
の
ま
ま
の
自
然
」
に
倣
っ
た
絵
画
の
あ
り
方
を
取
り
戻
し
た
主
要
な
画
家
達

の
中
で
ベ
ラ
ス
ケ
ス
の
存
在
は
際
立
っ

て
い
ま
す
。
彼
の
肖
像
画
に
対
す
る
価
値
観
は
、
こ

の
よ
う
な
考
え
方
に
直
接
的
に
関
連
し
て
い
ま
す
。
「
肖
像
画
を
描
く
」
と
い
う
こ
と
は
、
描
く

モ
テ
ィ
ー
フ
に
対
し
て
仲
介
す
る
も
の
な
く
、
直
接
的
に
近
づ
く
こ
と
を
意
味
し
ま
す
。
古

典
主
義
者
た
ち
が
何
度
か
ベ
ラ
ス
ケ
ス
に
対
し
て
「
頭
部
を
描
く
こ
と
し
か
知
ら
な
い
」
と
非

難
し
た
と
い
う
逸
話
は
こ
の
よ
う
な
対
立
関
係
に
お
い
て
考
え
な
く
て
は
な
り
ま
せ
ん
。

自
然
主
義
と
肖
像
画
の
関
係
は
、
画
家
の
初
期
の
作
品
に
す
で
に
認
め
ら
れ
ま
す
。
そ
れ

は
ベ
ラ
ス
ケ
ス
が
セ
ビ
ー
リ
ャ
時
代
に
描
い
た
宗
教
画
や
ボ
デ
ゴ
ン

（厨
房
風
俗
画
）
に
お
い

て
で
す
。
そ
の
主
題
性
、
色
の
ト
ー
ン
、
光
の
扱
い
と
い
う
観
点
か
ら
見
る
と
、
こ
れ
ら
は
ヨ
ー

10 



ロ
ッ
パ
の
自
然
主
義
の
画
家
た
ち
の
抱
い
て
い
た
関
心
と
直
接
関
係
し
て
い
ま
す
。
こ
れ
ら

の
作
品
で
は
描
く
対
象
を
正
確
に
抽
写
す
る
こ
と
に
最
大
の
関
心
が
払
わ
れ
て
い
る
の
で
す
。

そ
し
て
身
近
な
存
在
で
あ
る
人
物
像
が
描
か
れ
て
い
ま
す
。
彼
ら
は
、
し
ば
し
ば
そ
の
肖
像

を
基
に
し
て
描
か
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
よ
う
な
日
常
的
な
要
素
は
ベ
ラ
ス
ケ
ス
の
初
期
作
品

で
は
よ
く
見
ら
れ
ま
す
。
例
え
ば
、
《
卵
を
料
理
す
る
老
婆
》（

エ
ジ
ン
バ
ラ
、
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン

ド
・
ナ
シ
ョ
ナ
ル

・
ギ
ャ
ラ
リ
ー
）
や
《
セ
ビ
ー
リ
ャ
の
水
売
り
》（

ロ
ン
ド
ン
、
ウ
ェ
リ
ン
ト

ン
美
術
館
）
の
よ
う
な
、
ス
ペ
イ
ン
語
で
ボ
デ
ゴ
ン
と
呼
ば
れ
る
厨
房
風
俗
画
に
お
い
て
、
そ

こ
に
描
か
れ
た
人
物
達
は
、
ベ
ラ
ス
ケ
ス
の

H
常
か
ら
取
り
出
さ
れ
た
も
の
な
の
で
す
。
こ

れ
ら
の
人
物
た
ち
の

一
人
は
、
お
そ
ら
く
は
「村
人
」
で
す
。
ベ
ラ
ス
ケ
ス
の
義
理
の
父
で
あ
り
、

著
述
家
パ
チ

ェ
コ
に
よ
れ
ば
、
彼
自
身
も
圃
家
の
モ
デ
ル
と
な
っ
て
い
ま
し
た
。
私
た
ち
は
、

そ
の
パ
チ
ェ
コ
の
顔
を
ベ
ラ
ス
ケ
ス
の
初
期
作
品
を
通
し
て
見
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

し
か
し
、
こ
の
時
期
に
ベ
ラ
ス
ケ
ス
は
ボ
デ
ゴ
ン
を
制
作
す
る
た
め
だ
け
に
肖
像
を
用
い

た
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
宗
教
画
に
お
い
て
も
そ
れ
ら
の
肖
像
を
用
い
た
の
で
し
た
。

例
え
ば
《
福
音
書
記
者
聖

ヨ
ハ
ネ
》（

ロ
ン
ド
ン
、
ナ
シ
ョ
ナ
ル

・
ギ
ャ
ラ
リ
ー
）
に
似
た
顔
は

も

っ
と
様
々
な
作
品
に
見
い
だ
せ
ま
す
。
そ
の
中
で
、
《
東
方
三
樽
士
の
礼
拝
》（

マ
ド
リ
ー
ド、

プ
ラ
ド
美
術
館
）（
fig.
2
)

は
家
族
の
「
肖
像
」
と
見
な
さ
れ
て
い
ま
す
。

つ
ま
り
こ
の
作
品
は

様
々
な
肖
像
に
よ

っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
の
で
す
。
画
面
奥
に
は
私
た
ち
が
先
に
見
て
来
た

の
と
同
じ
「
村
人
」
を
見
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
私
た
ち
が
現
在
プ
ラ
ド
美
術
館
に
あ
る
ベ
ラ

ス
ケ
ス
に
よ
る
パ
チ

ェ
コ
の
肖
像
を
購
入
す
る
に
あ
た
っ
て
そ
れ
に
気
づ
い
た
よ
う
に
髭
を

蓄
え
た
王
、
そ
の
横
顔
は
フ
ラ
ン
シ
ス
コ

・
パ
チ

ェ
コ
が
モ
デ
ル
に
な

っ
て
い
ま
す
。
あ
る

い
は
、
フ
ラ
ン
ス
、
カ
ス

ト
ル
市
の
美
術
館
に
あ
る
《
最
後
の
審
判
》
に
描
か
れ
た
パ
チ
ェ
コ

自
身
に
よ
る
自
画
像

か
ら
も
こ
の
人
物
が

パ
チ

ェ
コ
で
あ
る
こ

と
は
明
ら
か
で
す
。

聖
ヨ
セ
フ
と
同
様、

画
面
前
景
に
描
か
れ

た
脆
く
王
の
顔
立
ち

は
福
音
書
記
者
聖
ヨ

ハ
ネ
を
描
い
た
作
品

の
人
物
の
相
貌
と
似

fig.2 デイエゴ ・ベラスケス〈東方三Ii見士の礼j}〉

プラド美術館

通
っ
て
い
ま
す
。
ま
た
、

聖
母
子
は
画
家
の
妻
と
生

ま
れ
て
間
も
な
い
娘
で
あ

る
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

複
雑
な
構
図
の
作
品
に
肖

像
を
描
き
込
ん
で
い
た
の

と
同
じ
時
期
に
ベ
ラ
ス
ケ

ス
は
、
単
独
の
肖
像
も
描

い
て
い
ま
す
。
す
で
に
述

べ
た
パ
チ

ェ
コ
を
描
い
た

肖
像
画
（
マ

ド
リ
ー
ド
、

プ
ラ
ド
美
術
館
）（
fig.
3
)
 

や
《
修
道
女
ヘ
ロ
ニ
マ
・
デ

・
ラ
・
フ
エ
ン
テ
》
（
マ
ド
リ
ー
ド
、
プ
ラ
ド
美
術
館
）
の
二
作
品

は
、
そ
の
高
い
表
現
力
に
よ
っ
て
特
に
優
れ
た
作
品
と
言
え
る
で
し
ょ
う
。

ひ
と
た
び
、
宮
廷
に
職
を
得
て
の
ち
、
画
家
が
従
事
す
る
こ
と
に
な

っ
た
主
な
仕
事
は、

国
王
と
そ
の
家
族
の
肖
像
を
制
作
す
る
こ
と
で
し
た
。
ベ
ラ
ス
ケ
ス
の
そ
れ
ら
の
作
品
を
通

し
て
ス
ペ
イ
ン
の
君
主
の
模
範
を
示
す
こ
と
が
で
き
た
の
で
す
。
そ
し
て
ま
た
フ
ェ
リ
ペ
四

世
の
治
世
を
通
じ
て
作
ら
れ
て
い
く
こ
と
に
な
る
政
治
的
特
徴
の
変
化
を
示
す
こ
と
に
な
っ

た
の
で
す
。
ベ
ラ
ス
ケ
ス
の
作
品
に
は
彼
以
前
の
肖
像
画
の
伝
統
、

宮
廷
儀
礼
、
政
治
的
変
動
、

画
家
本
人
の
野
心
の
よ
う
に
、
異
な
る
様
々
な
要
素
が
ま
と
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
宮
廷
肖
像

画
家
と
し
て
の
仕
事
を
通
し
て
私
た
ち
は
そ
の
よ
う
な
要
素
を
具
体
的
に
見
て
い
く
こ
と
に

し
ま
し
ょ
う
。

フ
ェ
リ
ペ
四
世
は
、

一
六
ニ

―
年
三
月
三

一
日
に
一

五
歳
で
即
位
し
ま
し
た
。
バ
ル
タ
サ
ー

ル

・
ス
ニ
ガ
と
オ
リ
バ
ー
レ
ス
公
伯
爵
、
彼
は
こ
の
後
二
0
年
の
間
、
そ
の
右
腕
と
な
る
人

物
と
な
り
ま
す
が
、
国
を
治
め
る
に
あ
た
っ
て
国
王
は
彼
ら
を
支
え
と
し
て
い
ま
し
た
。
こ

の
新
し
い
政
府
は
そ
れ
以
前
の
政
治
家
た
ち
を
批
判
し
、
断
固
と
し
た
改
革
の
意
志
を
表
明

す
る
こ
と
が
そ
の
特
徴
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
即
位
に
続
く
数
ヶ
月
間
、
非
常
に
早
い
速
度
で
、

次
々
と
前
行
政
の
重
要
な
職
務
に
着

い
て
い
た
人
々
を
罷
免
し
、
新
し
い
閣
僚
や
高
位
官
僚

の
任
命
を
行
い
、
国
家
の
行
政
や
、
経
済
関
係
を
良
く
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
法
律
を
発

令
し
ま
し
た
。
フ
ェ
リ
ペ

三
世
の
治
世
に
最
も
権
力
を
握

っ
て
い
た
人
々
の
何
人
か
に
対
し

て
は
非
常
に
厳
し
い
処
置
を
取
り
ま
し
た
。
彼
ら
は
国
家
を
窮
地
に
追
い
込
み
衰
退
さ
せ
た

fig. 3 

デイエゴ ・ベラスケス〈フランシスコ ・パチェコの 自像〉

プラド美術館
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fig. 4 デイエゴ ・ベラスケス（フェリペ四世像〉

1623-28年 プラド美術館

と
し
て
弾
劾
さ
れ
ま
し
た
。

フ
ェ
リ
ペ

三
世
の
寵
臣
だ
っ
た
ウ
セ
ダ
公
爵
は
追
放
さ
れ
、
オ

ス
ー
ナ
公
爵
は
禁
固
刑
、
ま
た
ロ
ド
リ
ー
ゴ

・
カ
ル
デ
ロ
ン
は
処
刑
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま

し
た
。
こ
れ
ら
す
べ
て
は
国
家
の
思
い
切

っ
た
改
造
の
結
果
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
そ

し
て
行
政
の
旧
エ
リ
ー
ト
た
ち
と
専
門
的
知
識
を
持
っ
た
高
位
に
あ
る
新
し
い
官
僚
た
ち
と

の
交
代
劇
の
結
末
で
も
あ
り
ま
し
た
。

同
時
に
新
政
府
は
重
要
な
政
治
的
方
針
を
示
す
措
置
を
取
り
ま
し
た
。
閣
僚
た
ち
に
役
職

や
地
位
に
応
じ
た
財
産
の
申
告
を
義
務
づ
け
、
改
革
評
議
会
を
設
立
し
ま
し
た
。
ま
た
、
衣

服
が
贅
沢
に
な
る
こ
と
を
制
限
す
る
た
め
の
法
を
成
立
さ
せ
ま
し
た
。
例
え
ば
フ
リ
ル
の
つ

い
た
高
価
な
襟
を
禁
止
さ
れ
、
そ
れ
は
も
っ
と
ず
っ
と
簡
素
で
安
い
布
製
の
も
の
に
代
わ
り

ま
し
た
。
こ
れ
ら
の
奢
修
を
禁
じ
る
法
は
、
ス
ペ
イ
ン
の
歴
史
が
私
た
ち
に
示
し
た
重
要
な

規
範
の
ひ
と
つ
を
決
定
づ
け
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
す
な
わ
ち
、
政
治
的
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー

を
ど
の
よ
う
に
し
て
服
装
に
表
現
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
、
そ
し
て
肖
像
画
は
ど
の
よ
う

に
し
て
政
治
的
理
想
を
服
装
を
通
し
て
示
す
こ
と
が
で
き
る
の
か
と
い
う
手
本
と
な
っ
た
の

で
す
。
新
し
い
政
府
は
質
素
倹
約
、

責
任
と
改
革
の
旗
を
掲
げ
ま
し
た
。
そ
れ
ら
は
、
自
分

た
ち
は
正
当
で
あ
り
、
腐
敗
を
告
発
さ
れ
た
以
前
の
エ
リ
ー
ト
政
治
家
た
ち
と
は

一
線
を
画

す
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
示
し
て
い
た
の
で
す
。
肖
像
画
家
と
し
て
の
ベ
ラ
ス
ケ
ス
の

主
な
仕
事
は
、
新
し
い
国
王
の
イ
メ
ー
ジ
に
そ
れ
ら
の
理
想
を
重
ね
る
こ
と
に
あ
り
ま
し
た
。

そ
の
よ
う
な
新
政
府
の
雰
囲
気
を
よ
く
示
し
た
作
品
が
プ
ラ
ド
美
術
館
に
あ
る
《
フ
ェ
リ
ペ

四
世
像
》（
忌
g
.
4
)

で
す
。
国
王
は
、
地
味
な
黒
い
服
装
で
書
斎
机
を
脇
に
立
っ
て
い
ま
す
。
そ

の
表
情
や
国
王
と

一
緒
に
そ
こ
に
描
か
れ
た
モ
テ
ィ
ー
フ
は
そ
の
責
任
と
義
務
を
私
た
ち
に

fig. 5 ロドリーゴ ・ピリャンドランド

（フェリペ四世と小人ソプリーリョ ）

プラド美術館

示
し
て
い
る
の
で
す
。
机
の
上
に
置
か
れ
た
帽
子
、
そ
の
左
手
を
の
せ
た
サ
ー
ベ
ル
は
軍
事

的
そ
し
て
司
法
行
政
に
お
け
る
国
王
が
背
負
っ

た
責
任
と
関
連
し
て
い
ま
す
。
そ
の
胸
に
か

け
ら
れ
た
金
羊
毛
騎
士
団
の
印
は
そ
の
血
統
の
純
粋
さ
、
そ
の
顔
を
縁
取
る
簡
素
な
襟
飾
り

は
、
質
素
倹
約
を
掲
げ
た
そ
の
治
世
の
明
ら
か
な
象
徴
な
の
で
す
。
さ
ら
に
、
右
手
に
持
つ

小
さ
な
紙
片
は
、
行
政
の
長
と
し
て
の
義
務
を
果
た
す
国
王
と
し
て
の
手
本
を
表
し
て
い
ま
す
。

こ
の
肖
像
画
が
示
す
決
定
的
な
意
味
は
、
こ
の
作
品
を
次
の

二
つ
の
状
況
と
比
較
し
て
み

る
と
明
ら
か
に
な
る
の
で
す
。
す
な
わ
ち
従
来
の
伝
統
的
な
宮
廷
肖
像
画
と
そ
し
て
そ
の
治

世
の
初
め
に
公
に
表
さ
れ
た
フ
ェ
リ
ペ
四
世
の
肖
像
画
で
す
。
従
来
の
伝
統
的
な
宮
廷
肖
像

画
に
つ
い
て
は
、
フ
ェ
リ
ペ

三
世
の
治
世
に
は
も

っ
と
棗
華
な
衣
装
や
様
式
が
主
流
で
し
た
。

そ
れ
ら
は
、
パ
ン
ト
ー
ハ
・
デ

・
ラ

・
ク
ル
ス
、
ペ
ド
ロ
・
ビ
ダ
ル
や
ロ
ド
リ
ー
ゴ
・
デ

・

ビ
リ
ャ
ン
ド
ラ
ン
ド
の
作
品
に
見
ら
れ
ま
す
。
た
と
え
温
和
な
君
主
だ

っ
た
と
し
て
も
か
な

り
な
数
の
肖
像
画
が
鎧
や
武
具
を
身
に
つ
け
て
い
た
り
、
ま
た
は
そ
の
権
力
を
示
す
多
く
の

徴
で
飾
ら
れ
た
高
価
な
衣
装
を
ま
と

っ
て
描
か
れ
て
い
ま
す
。
そ
れ
ら
の
肖
像
画
の
ど
れ
も

君
主
の
責
務
す
な
わ
ち
「
日
常
の
仕
事
」
を
表
現
し
て
は
い
ま
せ
ん
。

フ
ェ
リ
ペ
四
世
の
初
期

の
肖
像
画
に
お
い
て
は
そ
の
よ
う
な
伝
統
的
な
様
式
の
肖
像
画
が
見
ら
れ
ま
す
。
そ
れ
は
ロ

エ
ナ
ー
ノ

ド
リ
ー
ゴ

・
デ

・
ビ
リ
ャ
ン
ド
ラ
ン
ド
が

一
六
二
0
年
頃
に
描
い
た
も
の
で
、
小
人
の
ソ
プ

リ
ー
リ
ョ
と

一
緒
に
描
か
れ
て
い
る
作
品
で
す
（
マ
ド
リ
ー
ド
、
プ
ラ
ド
美
術
館
）（
fig
.
5
)

。

国
王
は
非
常
に
精
巧
に
作
ら
れ
た
衣
装
を
ま
と
っ
て
描
か
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
服
装
は
、
フ

ェ

リ
ペ
四
世
の
治
世
の
初
期
に
規
制
さ
れ
る
よ
り
も
以
前
の
衣
装
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
手
の
込
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ん
だ
豪
華
さ
を
示
す
よ
う
に
描
か
れ
て
い
ま
す
。
ベ
ラ
ス
ケ
ス
の
描
い
た
肖
像
画
と
こ
の
肖

像
画
を
比
較
す
る
と
、
フ
ェ
リ
ペ
四
惟
の
治
世
の
到
来
を
意
味
す
る
も
の
を
視
覚
化
す
る
た

め
に
こ
れ
ほ
ど
相
応
し
い
表
現
は
ほ
か
に
は
見
ら
れ
ま
せ
ん
。

そ
の
治
世
の
初
期
に
お
け
る
フ
ェ
リ
ペ
四
世
に
関
し
て
の
記
述
は
非
常
に
多
く
残
さ
れ
て

い
ま
す
。
そ
れ
ら
を
通
し
て
私
た
ち
は
、
国
王
肖
像
の
タ
イ
プ
は
宮
廷
に
お
け
る
国
王
の
イ

メ
ー
ジ
と
同
じ
よ
う
に
複
数
あ
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
ど
の
よ
う
な
こ
と
を
示
し
た
い
か

に
よ
っ
て
簡
素
で
あ
っ
た
り
壮
麗
で
あ
っ
た
り
す
る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
こ
の
時
期
の
フ
ェ

リ
ペ
四
世
を
描
い
て
い
る
肖
像
画
で
は
そ
の
多
く
に
お
い
て
、
国
王
の
衣
装
の
豪
華
さ
が
注

目
さ
れ
ま
す
が
、

王
自
身
の
地
味
な
顔
立
ち
に
は
興
味
を
引
か
れ
ま
せ
ん
。
そ
れ
は
公
の
行

事
に
み
ら
れ
る
記
述
が
そ
の
原
因
と
な
っ
て
い
ま
す
。
そ
れ
に
よ
れ
ば

一
六
二
三
年
、
聖
ヒ

ェ
ロ

ニ
ム
ス
聖
堂
と
王
宮
の
間
で
公
式
行
列
が
行
わ
れ
た
と
き
に
国
王
は
、
「
ほ
と
ん
ど
す
べ

て
の
部
分
に
大
変
す
ば
ら
し
い
金
糸
の
刺
繍
が
施
さ
れ
た
褐
色
の
衣
装
」
を
ま
と
っ
て
い
ま
し

こ
。

t
 フ

ェ
リ
ペ
四
世
の
肖
像
画
の
多
く
は
、
先
に
述
べ
た
よ
う
な
記
述
と
同
じ
よ
う
な
衣
装
を

着
た
姿
で
抽
か
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
よ
う
な
肖
像
画
の

一
っ
（

マ
ド
リ
ー
ド
、
個
人
蔵
）
で
は
、

国
王
は
、
胸
前
に
重
そ
う
な
金
鎖
を
か
け
た
豪
華
な
ダ
イ
ア
モ
ン
ド
の
ボ
タ
ン
の
つ
い
た
盛

装
で
描
か
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
国
王
の
別
の
肖
像
画
で
も
そ
の
衣
装
の
豪
華
さ
が
強
調
さ

れ
て
い
ま
す
。
バ
ン

・
デ
ル

・
ア
メ
ン
作
と
さ
れ
て
い
る
作
品
（
マ
ド
リ
ー
ド
、
ド
ン

・
フ
ァ

ン
・
バ
レ
ン
シ
ア
研
究
所
）
で
は
、
左
手
を
書
斎
机
の
上
に
置
き
、
右
手
に
は
紙
片
を
も
っ
て

い
る
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
盛
装
の
国
王
は
為
政
者
と
し
て
の
責
務
を
行
う
者
と

し
て
の
イ
メ
ー
ジ
で
描
か
れ
て
い
ま
す
。

従
来
の
国
王
肖
像
に
見
ら
れ
る
表
現
は
、
フ
ェ
リ
ペ
四
世
が
実
際
に
公
の
場
に
現
れ
た
時

の
姿
と

一
致
し
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
そ
れ
と
同
じ
時
期
に
ベ
ラ
ス
ケ
ス
が
描
い
た
国
王
の

肖
像
画
は
従
来
の
肖
像
画
と
は
反
対
の
も
の
と
な
っ
て
い

ま
す
。
そ
の
作
品
で
は
、
服
飾
的

な
誇
示
は
避
け
ら
れ
、
わ
ず
か
な
色
彩
の
ト
ー
ン
と
非
常
に
微
妙
な
熟
達
し
た
光
の
使
い
方

に
よ
っ
て
華
美
さ
や
富
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
よ
り
も
自
ら
の
統
治
、
職
務
と
責
任
を
全
う
す
る

国
王
と
し
て
の
イ
メ
ー
ジ
を
伝
え
よ
う
と
し
た
の
で
す
。
そ
の
黒
っ
ぽ
い
衣
装
と
書
斎
机
を

脇
に
し
た
姿
は
、
謁
見
を
す
る
と
き
と
同
じ
よ
う
な
ポ
ー
ズ
で
す
が
、
謁
見
は
フ
ァ
ン
・
パ

プ
ロ
・
マ
ル
テ
ィ
ー
ル
・
リ
ソ
の
よ
う
な
政
治
学
者
に
よ
れ
ば
、
為
政
者
が
し
な
く
て
は
な

ら
な
い
重
要
な
政
務
の
―
つ
で
し
た
。

一
六
二

三
年
に
出
版
さ
れ
た
ヒ
ル

・
ゴ
ン
サ
レ
ス
・

ダ
ビ
ラ
の
著
作
に
よ
っ
て
国
王
は
「
金
羊
毛
騎
士
団
章
を
つ
け
、

書
斎
机
の
傍
ら
に
立
っ
て
初

fig.6 デイエゴ ・ペラスケス《フェリペ四世像）

メトロポリタン美術館（ニューヨーク ）

め
て
大
使
た
ち
を
迎
え
た
」
こ
と
が
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

プ
ラ
ド
美
術
館
所
蔵
の
こ
の
フ
ェ
リ
ペ
四
世
の
肖
像
で
は
、
私
た
ち
は
、
王
家
の
肖
像
画

家
と
し
て
の
ベ
ラ
ス
ケ
ス
の
仕
事
と
密
接
に
関
わ
る
様
々
な
課
題
に
直
面
し
ま
す
。
そ
れ
ら

は
国
王
の
イ
メ
ー
ジ
を
創
り
上
げ
、
操
作
す
る
仕
組
み
と
関
係
し
て
い
ま
す
。
そ
の
当
時
の

状
況
に
お
い
て
、
国
王
の
肖
像
画
は

二
つ
の
段
階
を
経
た
成
果
で
す
。
最
初
の
肖
像
画
は
、

一
六
二

三
年
の
作
品
で
国
王
は
少
し
足
を
開
い
て
お
り
、
そ
の
マ
ン
ト
は
か
な
り
広
が
っ
て

い
ま
す
。
そ
の
四
、
五
年
後
に
は
こ
の
よ
う
な
構
図
は
明
ら
か
に
修
正
さ
れ
て
い
ま
す
。
国
王

の
顔
は
よ
り
細
長
く
、
年
齢
に
相
応
し
い
相
貌
で
す
。
も
は
や
ほ
と
ん
ど
髭
の
生
え
て
い
な

い
よ
う
な
、
せ
い
ぜ
い

一
八
歳
く
ら
い
の
君
主
で
は
な
く
、

二
ニ
、
二
三
歳
の
国
王
の
姿
が
描

か
れ
て
い
ま
す
。
ベ

ラ
ス
ケ
ス
の
作
品
に
共
通
す
る
修
正
が
な
さ
れ
て
い
る
の
で
す
。
そ
し

て
実
用
的
な
肖
像
画
の
あ
り
方
を
私
た
ち
に
示
し
て
い
ま
す
。

エ
ッ
ク

ス
線
を
通
し
て
、
そ

し
て
多
く
の
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
作
品
の
お
か
げ
で
、
私
た
ち
は
そ
の
最
初
の
段
階
の
国
王
の

顔
を
見
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
中
で
も
特
に
質
の
高
い
の
は
、
メ
ト
ロ
ポ
リ
タ
ン
美
術
館
収

蔵
の
、
オ
リ
ジ
ナ
ル
を
模
写
し
た
工
房
作
で
す
（日
g
.6
)
。

こ
の
こ
と
は
、
私
た
ち
に
基
本
的
な
問
題
を
提
起
し
ま
す
。
す
な
わ
ち
ベ
ラ
ス
ケ
ス
が
、

国
王
肖
像
の
制
作
を
操
作
し
よ
う
と
し
て
お
り
、
国
王
の
肖
像
画
制
作
の
独
占
を
確
か
な
も

の
に
し
よ
う
と
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
一
六
二
八
年
か
ら
二
九
年
に
か
け
て
マ
ド
リ
ー

ド
を
訪
れ
た
ル

ー
ベ
ン
ス
を
唯
一
の
例
外
と
し
て
、
ベ
ラ
ス
ケ
ス
は
そ
れ
を
手
に
入
れ
た
の

で
す
。
し
か
し
、
国
王
が
、
ベ
ラ
ス
ケ
ス
以
外
、
誰
の
前
で
も
モ
デ
ル
に
な
ら
な
い
と
決
め

た
時
、
画
家
は
、
ス
ペ
イ
ン
宮
廷
や
外
国
に
お
け
る
新
国
王
と
そ
の
周
囲
、
そ
し
て
貴
族
や
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宮
廷
役
人
た
ち
の

一
族
た
ち
の
注
文
に
よ
る
途
方
も
な
い
数
の
肖
像
画
制
作
に
答
え
な
く
て

は
な
ら
な
か

っ
た
の
で
す
。
そ
れ
ら
の
制
作
依
頼
に
応
じ
る
た
め
に
は
、
ベ
ラ
ス
ケ
ス
が
そ

の
生
涯
最
後
の
時
ま
で
維
持
す
る
こ
と
に
な
る
工
房
を
作
る
こ
と
で
し
た
。

フ
ェ
リ
ペ
四
世
の
衣
装
や
身
体
、

空
間
の
簡
素
な
表
現
は
、
表
情
に
乏
し
い
そ
の
顔
と
補

い
合
っ

て
い
ま
す
。
そ
し
て
人
間
的
な
感
情
表
現
を
行
わ
な
い
と
い
う
王
家
の
人
々
の
肖
像

画
の
長

い
伝
統
に
則

っ
て
い
る
の
で
す
。
こ
の
現
実
と
の
隔
た
り
と
時
間
が
超
越
さ
れ
た
か

の
よ
う
な
空
気
は
、
ベ
ラ
ス
ケ
ス
が
描
い
た
晩
年
の
フ

ェ
リ
ペ
四
世
の
肖
像
画
に
も
見
る
こ

と
が
で
き
ま
す
。
そ
し
て
ス
ペ
イ
ン

国
王
す
な
わ
ち
半
ば
神
聖
な
空
気
を
ま
と

っ
た
人
物
へ

の
期
待
や
希
望
と
関
係
し
て
い
ま
す
。

一
六

二
二
年
に
行
わ
れ
た
宗
教
行
列
に
参
列
し
た
国

王
の
姿
を
見
た

一
人
は
、

国
王

の
「無
償
の
尊
敬
と
崇
拝
す
べ
き
愛
情
に
起
因
す
る
高
質
な
厳

し
さ
と
優
し
い
存
在
感
」
と
述
べ
て
い
ま
す
が
、
同
じ
よ
う
な
記
述
は
た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
。

そ
れ
ら
は
国
王
自
身
を
た
た
え
る
た
め
で
あ
る
の
と
同
じ
く
、
肖
像
画
を
た
た
え
る
た
め
の

言
葉
で
も
あ
り
ま
す
。
「
非
常
に
不
思
議
な
動
き
と
威
厳
の
あ
る
表
現
で
、
そ
の
高
貴
な
相
貌

に
よ

っ
て
、
私
は
激
し
い
尊
敬
の
念
に
か
ら
れ
、
目
を
伏
せ
て
、
膝
ま
ず
い
た
。
」
サ
ア
ベ
ド
ラ
・

フ
ァ
ハ
ル
ド
は
、
ベ
ラ
ス
ケ
ス
作
フ

ェ
リ
ペ
四
世
の
肖
像
画
に
つ
い
て
こ
の
よ
う
に
述
べ
て

い
ま
す
。

国
王
の
そ
の
最
初
の
肖
像
画
は
、
そ
れ
以
降
に
ベ
ラ
ス
ケ
ス
が
描
く
こ
と
に
な
る
王
の
家

族
や
側
近
達
の
肖
像
画
の
規
範
と
な
り
ま
し
た
。
そ
れ
ら
の
肖
像
画
で
は
単
純
な
構
図
、
色

彩
の
愉
素
さ
が
特
徴
的
で
す
が
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
は
責
任
と
義
務
へ
の
倫
理
観
を
表
し
て
い

ま
す
。
し
か
し
、
画
家
は
そ
の
内
面
の
表
現
を
そ
れ
ぞ
れ
の
モ
デ
ル
に
よ

っ
て
見
事
に
変
え

て
い
き
ま
し
た
。
こ
の
肖
像
画
を
国
王
の
弟
の
ド
ン

・
カ
ル
ロ
ス
親
王
の
肖
像
画
や
オ
リ
バ

ー

レ
ス
公
伯
爵
、
そ
し
て
宮
廷
役
人
た
ち
の
肖
像
画
と
比
べ
る
と
、
こ
れ
ら
の
人
物
そ
れ
ぞ
れ

が
負
っ

て
い
た
役
割
を
描
き
分
け
る
こ
と
の
で
き
た
ベ
ラ
ス
ケ
ス
の
才
能
が
よ
く
わ
か
り
ま

す
。公

的
に
は
国
王
の
弟
は
、
「王
位
継
承
者
」
で
は
な
く
、
「親
王
」
で
あ
り
、

宗
教
行
列
で
は
フ

ェ

リ
ペ
四
世
の

一
歩
「前
を
」ゆ
く
露
払
い
的
な
位
置
に
あ
り
、
そ
れ
は
家
来
や
従
者
の
立
場
に

あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
ま
し
た
。
カ
ル
ロ
ス
親
王
の
肖
像
画
（
マ
ド
リ
ー
ド
、
プ
ラ
ド
美
術
館
）

に
お
い
て
、
ベ
ラ
ス
ケ
ス
は
「
前
を
」
行
く
も
の
と
し
て
の
親
王
の
姿
を
描
い
て
い
ま
す
(f
i
g
.

7
)

。

一
六
二

0
年
代
に
流
行
し
た
装
飾
品
で
あ
る
太
い
金
鎖
の
つ
い
た
金
羊
毛
騎
士
団
章
と

十
字
架
に
よ

っ
て
そ
の
身
分
が
示
さ
れ
て
い
ま
す
。
し
か
し
そ
の
職
務
や
責
任
を
表
す
象
徴

は
描
か
れ
て
い
ま
せ
ん
。
そ
れ
ら
は
、
優
美
な
細
部
の
表
現
に
入
れ
替
わ
っ
て
い
ま
す
。
す

な
わ
ち
、

書
斎
机
は
な
く
、

手
に
持

っ
た
帽
子
は
服
飾
的
な
飾
り
に
す
ぎ
ず
、
さ
ら
に
司
法

や
行
政
を
示
す
よ
う
な
も
の
は
な
く
、
そ
の
右
手
に
は
紙
片
も
覚
え
書
き
の
紙
も
描
か
れ
て

お
ら
ず
、

手
袋
を
優
雅
な
し
ぐ
さ
で
手
に
し
て
い
ま
す
。

ま
た
別
の
例
で
は
、
そ
れ
ぞ
れ
サ
ン
パ
ウ
ロ
と
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
に
あ
る
、
オ
リ
バ
ー
レ
ス

公
伯
爵
を
描
い
た

二
点
が
あ
り
ま
す
（サ
ン
パ
ウ
ロ
美
術
館
と
ニ

ュ
ー
ヨ
ー
ク
、
ヒ
ス
パ
ニ
ッ

ク
・
ソ
サ
ィ
エ
テ
ィ）
。
そ
れ
ら
を
見
る
と
私
た
ち
は
権
力
を
行
使
す
る
こ
と
に
慣
れ
て
い

る

人
物
の
前
に
い
る
こ
と
が
す
ぐ
に
わ
か
り
ま
す
。
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
の
ヒ
ス
パ
ニ
ッ
ク
・
ソ
サ
イ

エ
テ
ィ
の
作
品

（日
g
.
8
)

で
は
、
オ
リ
バ
ー
レ
ス
公
伯
爵
は
や
は
り
金
の
大
き
な
鎖
を
交
差
す

る
よ
う
に
か
け
て
い
ま
す
が
、
そ
の
胸
に
は
カ
ラ
ト
ラ
バ
騎
士
団
の
十
字
章
が
見
ら
れ
ま
す
。

腰
の
ベ
ル
ト
に
は
金
色
の
鍵
が
の
ぞ
い
て
い
ま
す
。
ま
た
右
手
で
細
長

い
鞭
を
支
え
て
い
ま

す
が
、
こ
れ
は
馬
丁
頭
と
し
て
の
地
位
を
示
し
て
い
ま
す
。
馬
丁
頭
と
い
う
地
位
は
、

宮
廷

の
ヒ
エ
ラ
ル
キ
ー

（階
級
）
の
中
で
も
最
も
重
要
な
地
位
で
し
た
。
脇
の
机
の
上
に
は
帽
子
と

将
軍
の
指
揮
棒
が
置
か
れ
、

左
手
を
サ
ー
ベ
ル
の
柄
頭
に
置
い
て
い
ま
す
。
こ
の
作
品
は
、

お
そ
ら
く
は

一
六
二
五
年
に
制
作
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
ま
す
が
、
こ
の
年
は
ス

ペ
イ
ン

の
戦
争
の
歴
史
に
お
い
て
極
め
て
璽
要
な
年
で
も
あ
り
ま
し
た
。
オ
リ
バ

ー
レ
ス
公
伯
爵
は
、

そ
の
戦
い
に
お
い
て
頑
健
な
る
男
性
と
し
て
自
ら
の
立
場
を
確
固
た
る
も
の
と
し
た
の

で
す
。

こ
の
作
品
で
は
、
彼
が
手
に
入
れ
た
権
力
、
強
さ
、
そ
し
て
決
断
力
が
明
確
に
表
現
さ
れ
て

い
ま
す
。
そ
れ
ら
は
、
モ
テ
ィ
ー
フ
に
よ

っ
て
だ
け
で
は
な
く
、
そ
の
表
情
や
振
る
舞
い
に
よ

っ
fig. 7 ディエゴ ・ペラスケス（ドン ・カルロス親Tのl'if象》
プラド美術餅i

14 



て
も
明
ら
か
で
す
。
サ
ー
ベ
ル
を
持
つ
手
は
、
画
面
の
前
景
に
非
常
に
力
強
く
飛
び
出
す
か

の
よ
う
に
描
か
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
そ
の
振
る
舞
い
は
彼
の
顔
つ
き
や
鞭
を
毅
然
と
し
た

様
子
で
支
え
て
い
る
右
手
と
調
和
し
て
い
ま
す
。
無
表
情
で
観
念
的
な
フ
ェ
リ
ペ
四
世
の
肖

像
に
対
し
て
公
伯
爵
の
肖
像
は
、
堂
々
と
し
て
現
実
の
世
界
観
に
満
ち
て
い
て
誰
が
政
府
の

手
網
を
握
っ
て
い
る
の
か
を
疑
う
余
地
が
あ
り
ま
せ
ん
。

一
六
二

九
年
夏
、
ベ
ラ
ス
ケ
ス
は
、
イ
タ
リ
ア
ヘ
向
け
て
旅
立
ち
、
翌
年
の
末
ま
で
滞
在

す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
こ
の
時
期
に
バ
ル
タ
サ
ル

・
カ
ル
ロ
ス
皇
太
子
が
生
ま
れ
、
マ
ド

リ
ー
ド
の
宮
廷
生
活
に
お
け
る
ベ
ラ
ス
ケ
ス
肖
像
画
の
新
た
な

一
章
が
始
ま
り
ま
し
た
。
こ

の
時
期
、
国
王
と
オ
リ
バ
ー
レ
ス
公
伯
爵
は
、
政
治
的
に
も
も
っ
と
も
ゆ
っ
た
り
と
し
た
状

況
で
、
即
位
し
て
間
も
な
い
頃
の
よ
う
な
政
治
改
革
は
す
で
に
過
去
の
も
の
と
な
っ
て
い
た

時
期
で
し
た
。
そ
し
て
豊
か
さ
と
消
費
の
時
代
は
突
然
や
っ
て
き
ま
し
た
。一

六
一―1
0
年
代
は
、

ス
ペ
イ
ン
宮
廷
文
化
の
歴
史
に
お
け
る
黄
金
時
代
で
あ
り
、
ブ
エ
ン
・
レ
テ
ィ

ー
ロ
宮
殿
の

よ
う
に
王
家
の
新
し
い
宮
殿
が
造
営
さ
れ
、
ま
た
ト
ー
レ

・
デ
・
ラ

・
パ
ラ
ー
ダ
（
狩
猟
休
憩

館
）
の
改
築
が
行
わ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
こ
れ
ら
の
場
所
は
、
祝
祭
行
事
や
学
芸
の
催

し
の
舞
台
と
な

っ
た
の
で
す
。
こ
の
時
期
の
宮
廷
を
特
徴
付
け
る
気
晴
ら
し
と
自
身
の
楽
し

み
、
楽
観
主
義
は
王
室
の
肖
像
画
家
と
し
て
の
ベ
ラ
ス
ケ
ス
の
作
品
に
も
反
映
さ
れ
て
い
ま
す
。

宮
廷
肖
像
画
と
い
う
視
点
か
ら
見
る
と
、
こ
の
時
代
は
、
描
く
人
物
た
ち
の
タ
イ
プ
、
階

層
や
地
位
も
様
々
で
あ
る
と
い
う
点
で
、
以
前
の
肖
像
画
と
は
大
き
く
異
な
っ
て

い
ま
す
。

fig 8 ディエゴ ・ペラスケス（オリ バー レス公伯爵の肖1象〉

ヒスパニソク ・ソサイ エティ ・オプ・アメリカ （ニューヨーク ）

飾
り
の
つ
い
た
短
刀

を
付
け
、
黒
い
帽
子

に
貝
細
工
の
羽
飾
り

を
つ
け
て
お
ら
れ
ま

し
た
。
そ
し
て
両
親

王
殿
下
は
皇
太
子
を

我
ら
が
国
王
陛
下
の

す
ぐ
傍
に
お
連
れ
に

な
り
ま
し
た
。
」

こ
の
作
品
は
、
以

前
の
作
品
と
は
大
き

fig 9 ディエゴ ・ベラスケス〈パルタサル ・カルロスと小人〉

ボストン美術館

サ
ー
ベ

そ
し
て
服
装
、
構
図
や
色
彩
の
ト
ー
ン
や
、

箪
遣
い
の
点
で
も
か
な
り
な
変
化
が
見
ら
れ
ま
す
。

ま
た
、
画
家
が
い
つ
も
肖
像
を
描

い
て
い
る

モ
デ
ル
の
数
も
増
え
ま
し
た
。
す
な
わ
ち
、
そ

の
時
期
に
は
、

皇
太
子
や
道
化
た
ち
を
加
え
な
く
て
は
な
ら
な
い
で
し
ょ
う
。
ベ
ラ
ス
ケ
ス
は
、

基
本
的
に
は
相
変
わ
ら
ず
男
性
の
肖
像
を
描
い
て
い
ま
し
た
が
、
こ
の
頃
に
は
王
妃
や
貴
婦

人
た
ち
の
肖
像
画
も
制
作
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
う
し
た
変
化
の
大
き
さ
を
理
解
す
る
た
め
に

は
、
こ
の
時
期
に
宮
廷
生
活
に
迎
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
重
要
な
人
物
の
肖
像
画
が
そ
の

一
助
と
な
り
ま
す
。
そ
の
人
物
と
は
、
バ
ル
タ
サ
ル
・
カ
ル
ロ
ス
、
す
な
わ
ち
皇
太
子
そ
の

人
で
す
。

彼
を
描
い
た
肖
像
画
の
う
ち
、
最
も
初
期
の
も
の
は
ボ
ス
ト
ン
美
術
館
の
作
品
（曰
g
.
9
)

で

す
。
皇
太
子
は
、
幼
児
服
を
着
た
か
な
り
幼
い
姿
で
描
か
れ
て
お
り
、
そ
の
将
来
の
軍
事
的

な
責
務
を
暗
示
す
る
要
素
、
す
な
わ
ち
上
半
身
に
は
胴
鎧
を
つ

け
、
そ
の
胸
に
は
飾
り
帯
、

小
さ
な
右
手
に
は
指
揮
棒
を
持
ち
、
ま
た
左
手
は
サ
ー
ベ
ル
の
柄
の
上
に
あ
り
ま
す
。
ク
ッ

シ
ョ
ン
の
上
に
は
羽
飾
り
の
つ
い
た
帽
子
が
置
か
れ
、
こ
の
子
供
が
ど
の
よ
う
な
立
場
に
あ

る
の
か
を
特
徴
付
け
て
い
ま
す
。
皇
太
子
と

一
緒
に
、
右
手
に
ガ
ラ
ガ
ラ
、
左
手
に
リ
ン
ゴ

エ
ナ
ー
ノ

を
持
っ
た
小
人
が
描
か
れ
て
い
ま
す
が
、
ガ
ラ
ガ
ラ
と
リ
ン
ゴ
は
、
錫
杖
と
地
球
と
い
う
逆

説
的
で
重
要
な
暗
示
と
な

っ
て
い
ま
す
。
こ
の
肖
像
は
、

一
六
三

二
年
三
月
の
カ
ス
テ
ィ
ー

リ
ャ
議
会
（
国
会
）
で
行
わ
れ
た
忠
誠
の
誓
い
と
関
係
し
て
い
ま
す
。
こ
の
時
代
の
記
録
は
皇

太
子
の
登
場
を
次
の
よ
う
に
記
述
し
て
い
ま
す
。
「
次
に
カ
ル
ロ
ス
、
フ
ェ
ル
ナ
ン
ド
両
親
王

が
皇
太
子
を
間
に
し
て
お
出
ま
し
に
な
り
ま
し
た
。
皇
太
子
は
丈
の
長
い
幼
児
服
、

ル
と
金
と
ダ
イ
ヤ
の
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く
異
な
っ
て
お
り
、
ベ
ラ
ス
ケ
ス
肖
像
画
の
次
の
段
階
へ
の
出
発
点
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
皇

太
子
が
こ
れ
ほ
ど
き
ら
び
や
か
に
着
飾
っ
て
い
て
も
、
こ
れ
以
前
の
作
品
に
見
ら
れ
る
よ
う

な
簡
素
な
空
間
を
創
る
代
わ
り
に
、
絨
毯
、
カ

ー
テ

ン
、
ク

ッ
シ
ョ
ン
な
ど
、
衣
装
部
屋
に

あ
る
よ
う
な
、
様
々
な
色
で
織
ら
れ
た
織
物
に
囲
ま
れ
た
様
な
派
手
な
空
間
が
描
か
れ
て
い

ま
す
。
こ
の
よ
う
な
空
間
を
描
く
こ
と
に
な

っ
た
の
は
、

華
や
か
さ
を
演
出
す
る
と
い
う
点

で
必
要
だ
っ
た
か
ら
で
す
。
そ
の
た
め
、
ベ
ラ
ス
ケ
ス
は
軽
快
で
素
早
い
、
非
常
に
「
絵
画
的
な
」

筆
遣
い
を
試
さ
ざ
る
を
得
な
く
な
り
ま
す
が
、
そ
の
筆
触
は
ベ
ラ
ス
ケ
ス
の
特
徴
の
一
っ
と

な
っ
て
い
く
の
で
す
。

フ
ェ
リ
ペ
四
世
と
そ
の
宮
廷
の
、
初
期
肖
像
画
に
そ
の
政
治
的
意
気
込
み
、
権
力
者
の
役

目
や
宮
廷
儀
礼
が
巧
妙
に
反
映
さ
れ
て
い
た
の
と
同
じ
よ
う
に
バ
ル
タ
サ
ル
・
カ
ル
ロ
ス
の

肖
像
画
も
そ
の
よ
う
な
ヒ
ン
ト
に
基
づ
い
て
解
釈
で
き
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
複
雑
な
遠
近

法
、
見
事
な
色
彩
、
力
強
い
筆
遣
い
の
調
和
は
、
質
素
と
抑
制
を
装
わ
な
く
て
は
な
ら
な
い

と
い
う
強
迫
の
念
に
か
ら
れ
て
い
た
時
期
が
過
ぎ
去
っ
た
、
よ
り
開
か
れ
た
宮
廷
の
姿
を
映

し
だ
し
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
同
時
に
新
た
な
肖
像
が
、
儀
礼
と
儀
式
と
い
う
世
界
と
肖
像

画
は
切
り
離
せ
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
を
教
え
て
く
れ
ま
す
。
こ
の
作
品
で
は
ベ
ラ
ス
ケ
ス

は、

皇
太
子
と
小
人
と
の
明
ら
か
な
対
比
を
創
り
だ
し
て
い
ま
す
。
皇
太
子
が
静
止
し
、
平

然
と
し
て
い
る
姿
な
の
に
対
し
て
小
人
は
、
じ

っ
と
し
て
い
る
こ
と
が
で
き
ず
に
傍
ら
で
後

方
に
目
を
向
け
た
姿
で
描
か
れ
て
い
ま
す
。
バ
ル
タ
サ
ル
・
カ
ル
ロ
ス
の
持
ち
物
は
、

王
権

の
象
徴
で
あ
り
、
小
人
が
持

っ
て
い
る
の
は
玩
具
で
あ
り
、
す
べ
て
の
も
の
は
、
歪
ん
だ
鏡

の
よ
う
な
も
の
に
変
え
ら
れ
て
い
る
の
で
す
。
身
分
の
違
い
を
さ
ら
に
明
確
に
す
る
た
め
に

ベ
ラ
ス
ケ
ス
は
、

皇
太
子
を
画
面
の
か
な
り
高
い
位
置
に
描
い
て
い
ま
す
。

一
六
二
三
年
八
月
に
マ
ド
リ
ー
ド

で
は
イ
ギ
リ
ス
の
ウ
ェ
ー
ル
ズ
皇
太
子
を
歓
迎
す
る
た

め
の
騎
馬
試
合
が
行
わ
れ
ま
し
た
。
そ
こ
に
登
場
し
た
フ
ェ
リ
ペ
四
世
の
姿
は
次
の
よ
う
に

語
ら
れ
て
い
ま
す
。
「
す
べ
て
の
者
達
の
目
と
心
を
奪
い
去
り
、
そ
れ
ほ
ど
に
国
王
の
存
在
は

美
し
く
、
そ
の
振
る
舞
い
は
勇
ま
し
く
、
思
い
や
り
が
あ
り
、
す
べ
て
が
偉
大
な
る
配
慮
の

賜
物
の
よ
う
に
思
わ
れ
た
。
た
と
え
、
大
い
な
る
無
思
慮
が
行
わ
れ
た
と
し
て
も
。

一
組
の

男
女
が
オ
リ
バ
ー
レ
ス
公
伯
爵
と
共
に
参
加
し
た
の
だ
。
」
こ
の
よ
う
な
公
式
の
「
無
思
慮
」
と

い
う
表
現
に
は
、
そ
の
奥
に

「偉
大
な
る
配
慮
」
が
ひ
そ
ん
で
い
て
；
s
pr
e
z
z
a
t
u
r
a
❖

(故
意
の

無
頓
着
）
と
い
う
概
念
に
関
係
し
て
い
ま
す
。
そ
れ
は
こ
の
時
代
の
宮
廷
文
化
を
理
解
す
る
上

で
基
本
的
な
も
の
で
す
。
あ
た
か
も
何
の
努
力
も
な
し
に
物
事
を
行
う
か
の
よ
う
に
見
せ
る

と
い
う
考
え
方
で
、

手
仕
事
を
見
下
し
て
い
た
貴
族
社
会
は
こ
の
よ
う
な
考
え
方
に
縛
ら
れ

て
い
ま
し
た
。

そ
れ
は
ス
ペ
イ
ン
宮
廷
だ
け
で
は
な
く
、

一
六
一―
10
年
代
の
ペ
ラ
ス
ケ
ス
の
絵
画
を
理
解

す
る
た
め
に
基
本
的
な
概
念
で
す
。
こ
の
時
期
、
画
家
の
絵
箪
は
完
全
に
自
在
に
な
り
、
当

時
「
距
離
に
よ
る
染
み
」

（色
班
）
と
呼
ば
れ
て
い
る
箪
遣
い
が
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

つ
ま
り
、
距
離
に
よ

っ
て
だ
け
形
を
認
識
で
き
る
描
き
方
で
、
ま
ず
初
め
は
驚
く
よ
う
な
博

い
色
彩
で
描
く
と
い
う
も
の
で
し
た
。
こ
の
よ
う
な
表
現
と
ベ
ラ
ス
ケ
ス
を
つ
な
ぐ
可
能
性

は
、
同
時
代
人
の
証
言
に
よ
っ
て
裏
付
け
ら
れ
ま
す
。

一
六
四
六
年
に
彫
刻
家
フ
ァ
ン
・
フ

ラ
ン
シ
ス
コ
・
ア
ン
ド
レ
ス
・
デ
・
ウ
ス
タ
ロ
ス
は
、
ベ
ラ
ス
ケ
ス
の
こ
の
よ
う
な
作
品
に

つ
い
て
次
の
よ
う
に
明
ら
か
に
し
て
い
ま
す
。
「
見
事
な
作
品
は
わ
ず
か
な
筆
と
多
く
制
作
す

る
こ
と
で
で
き
て
い
る
。
わ
ず
か
な
筆
致
ゆ
え
に
労
力
を
有
し
な
い
の
で
は
な
い
。
惜
し
ま

ず
に
制
作
し
た
か
ら
で
あ
り
、
そ
の
研
鑽
は
偶
然
の
様
に
見
え
る
が
、
見
せ
か
け
で
は
な
い
。

こ
の
よ
う
な
確
実
な
や
り
方
が
デ
ィ
エ
ゴ
・
ベ
ラ
ス
ケ
ス
を
有
名
に
し
た
。
（中
略
）
精
緻
で
見

事
な
技
量
と
、
わ
ず
か
な
箪
遣
い
で
そ
れ
は
芸
術
に
な
り
、
自
由
な
空
間
に
な
り
、
そ
し
て

素
早
い
仕
事
と
な
っ
た
。
」

ベ
ラ
ス
ケ
ス
の
肖
像
画
や
そ
の
他
の
作
品
が
そ
の
よ
う
な
成
果
を
見
せ
る
の
は
三
0
年
代

以
降
の
こ
と
で
す
。
そ
の
と
き
ま
で
は
、
セ
ビ
ー
リ
ャ
時
代
も
マ
ド
リ
ー
ド
で
も
彼
の
絵
画

は
最
も
美
し
い
仕
上
げ
に
よ
っ
て
抜
き
ん
出
て
い
ま
し
た
。
デ
ッ
サ
ン
は
色
彩
に
よ

っ
て
支

配
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
彼
の
肖
像
画
の
モ
デ
ル
た
ち
と
画
家
の
箪
遣

い
と
の
関
連
性
に
は
興

味
が
そ
そ
ら
れ
ま
す
。
二

0
年
代
に
は
フ
ェ
リ
ペ
四
世
と
そ
の
周
囲
の
人
々
の
肖
像
は
、
新

し
い
宮
廷
の
職
務
、

責
任
、
義
務
の
理
想
を
表
現
し
て
い
ま
し
た
。
色
彩
の
ト
ー
ン
を
少
な

く
す
る
と
い
う
絵
画
の
ス
タ
イ
ル
以
外
に
相
応
し
い
も
の
は
あ
り
ま
せ
ん
。
画
家
は
、
技
術

的
な
も
の
を
誇
示
す
る
の
で
は
な
く
、
肖
像
画
に
も
っ
と
必
要
な
方
法
を
手
に
人
れ
た
の
で

す
。
そ
の
よ
う
な
理
由
か
ら
意
味
、
様
式
、
構
図
さ
ら
に
図
像
は
眼
中
に
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

こ
の
こ
と
は
、
そ
の
時
期
を
特
徴
づ
け
る
事
柄
の

―
つ
で
す
。
次
の

一
0
年
は
、

宮
廷
に
お

け
る
修
辞
的
な
表
現
が
変
わ

っ
た
こ
と
に
よ

っ
て
国
王
や
そ
の
周
り
の
人
々
の
肖
像
画
の
形

式
、
そ
し
て
ベ
ラ
ス
ケ
ス
本
来
の
絵
画
の
ス
タ
イ
ル
も
変
わ

っ
た
の
で
す
。
そ
れ
は

一
時
的

な
も
の
で
は
な
く
、
定
着
し
て
い
た
宮
廷
の
価
値
観
に
応
え
る
た
め
の
も
の
で
し
た
。

三
0
年
代
に
は
美
し
さ
を
求
め
る
傾
向
が
強
く
な
り
、
そ
れ
に
よ

っ
て
王
家
の
肖
像
の
ス

タ
イ
ル
も
増
え
ま
す
。

つ
ま
り
フ
ェ
リ
ペ
四
世
の
執
務
や
責
任
を
反
映
す
る
肖
像
画
は
こ
の

よ
う
な
変
化
に
比
例
し
て
減
っ
て
い
き
ま
し
た
。
そ
れ
ら
は
国
王
の
地
位
や
権
力
を
示
す
肖

像
に
取

っ
て
代
わ
ら
れ
ま
し
た
。
一

八
世
紀
初
頭
の
祝
祭
と
の
関
係
に
応
じ
て
、

一
般
的
な
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表
現
で
は
「
宮
廷
服
姿
、
軍
服
姿
、
狩
猟
服
姿
」
と
し
て
分
類
さ
れ
て
い
た
肖
像
画
で
す
。

「宮
廷
衣
装
」
の
フ
ェ
リ
ペ
四
世
の
見
事
な
作
品
は
、
ロ
ン
ド
ン
、
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
ギ
ャ
ラ

リ
ー
の
「褐
色
と
銀
の
衣
装
」
の
肖
像
画
（忌
g
.
10
)で
す
。

一
六
三
二
年
頃
の
制
作
と
さ
れ
て
お

り
、
プ
ラ
ド
美
術
館
に
あ
る
灰
色
の
衣
装
の
も
の
に
比
べ
る
と
表
現
力
に
富
ん
で
い
る
と
は

言
え
ま
せ
ん
。
国
王
は
机
の
上
に
帽
子
を
置
き
、
右
手
に
は
覚
え
書
き
の
紙
を
持
っ
て
い
ま
す
。

し
か
し
帽
子
は
も
は
や
司
法
行
政
の
象
徴
で
は
な
く
、
ま
た
す
べ
て
に
豪
華
な
刺
繍
が
施

さ
れ
た
衣
装
を
着
て
い
ま
す
。
そ
れ
は
「
執
務
」
を
行
う
服
装
で
は
な
く
、
公
的
な
祝
祭
に
参

加
す
る
よ
う
な
衣
装
で
す
。
つ
ま
り
、
「
宮
廷
人
」
で
あ
る
国
王
の
姿
で
は
あ
り
ま
す
が
、
そ
の

国
王
は、

宮
廷
が
、
も
は
や
執
務
を
行
い
、

責
務
を
果
た
す
場
所
で
は
な
く
、
権
力
を
示
す

た
め
の
場
所
で
あ
る
こ
と
を
理
解
し
て
い
ま
す
。
加
え
て
画
中
の
空
間
は
よ
り
複
雑
に
な
っ

て
い
ま
す
。
す
な
わ
ち
、
色
は
さ
ら
に
多
彩
に
な
っ
て
、

箪
遣
い
は
、
す
で
に
前
に
述
べ
た

よ
う
に
「距
離
に
よ
る
染
み
」
（
距
離
を
置
い
て
み
な
い
と
形
が
認
識
で
き
ず
染
み
の
よ
う
に
見

え
る
箪
触
）
が
画
家
の
作
品
に
現
れ
始
め
た
時
期
の
作
例
の

一
っ
と
な
っ
て
い
ま
す
。
唯

一
変

わ
ら
な
い
も
の
は
国
王
の
顔
の
写
実
性
と
平
静
さ
で
あ
り
、
そ
れ
は
お
そ
ら
く
ベ
ラ
ス
ケ
ス

が
描
い
た
す
べ
て
の
国
王
の
肖
像
に
変
わ
る
こ
と
な
く
認
め
ら
れ
る
も
の
な
の
で
す
。

こ
の
時
期
に
制
作
さ
れ
た
「
軍
服
姿
」
の
国
王
の
肖
像
に
関
し
て
は
、
最
も
重
要
な
も
の
は
、

ブ
エ
ン
・
レ
テ
ィ
ー
ロ
宮
殿
諸
王
国
の
間
の
た
め
に
、

一
六
三
四
ー
三
五
年
に
制
作
さ
れ
た

騎
馬
肖
像
（
マ
ド
リ
ー
ド
、
プ
ラ
ド
美
術
館
）
で
す
。
こ
の
作
品
が
持
つ
意
味
は
、
同
じ
ベ
ラ

ス
ケ
ス
に
よ
る
、
こ
れ
と
よ
く
似
た
、
別
の
騎
馬
像
、
プ
ラ
ド
美
術
館
所
蔵
の
オ
リ
バ

ー
レ

fig.10 ディエゴ ・ベラスケス

（（褐色と）銀の衣装のフェ リペ1/lj世〉

ナショ ナル ・ギャラリー （ロンドン）

美
術
館
）
と
の
比
較
に

よ
っ
て
明
ら
か
で
す
。

物
語
的
な
雰
囲
気
と

の
隔
た
り
は
ベ
ラ
ス

ケ
ス
が
そ
の
初
期
に

描
い
た
こ
の

二
人
の

肖
像
に
見
ら
れ
た
距

離
感
と
似
て
い
ま
す
。

公
伯
爵
は
気
性
も
激

し
く
、
情
熱
的
な
人

物
で
、
彼
が
乗
っ
た

馬
が
極
端
な
短
縮
法
で
描
か
れ
て
い
る
の
は
、
彼
の
性
格
を
表
現
す
る
た
め
で
す
。
そ
れ
に

対
し
て
フ
ェ
リ
ペ
四
世
は
、
横
向
き
の
馬
上
姿
で
、
平
然
と
し
た
様
子
で
描
か
れ
て
い
ま
す
。

落
ち
着
き
と
平
静
と
い
う
概
念
と
威
厳
の
イ
メ
ー
ジ
を
画
家
は
結
び
つ
け
よ
う
と
し
て
い
る

か
の
よ
う
で
す
。
そ
の
た
め
に
ベ
ラ
ス
ケ
ス
は
、
プ
ラ
ド
美
術
館
に
収
蔵
さ
れ
て
い
る
、
テ
ィ

ツ
ィ
ア
ー
ノ
に
よ
る
カ

ー
ル
五
世
騎
馬
像
（
マ
ド
リ
ー
ド
、
プ
ラ
ド
美
術
館
）
を
前
例
に
し
て

い
ま
す
。

諸
王
国
の
間
で
は
フ

ェ
リ
ペ
四
世
騎
馬
像
は
、
バ
ル
タ
サ
ル
・
カ
ル
ロ
ス
騎
馬
像
（
マ
ド

リ
ー
ド
、
プ
ラ
ド
美
術
館
）

（fig
.
11
)と
共
に
壁
を
飾
っ
て
い
ま
し
た
。
若
き
乗
り
手
は
、
空

気
と
光
に
包
ま
れ
て
、
そ
の
未
来
を
予
兆
さ
せ
る
か
の
よ
う
に
、
力
強
く
現
れ
ま
す
。
こ
の

作
品
に
は
、
そ
の
特
別
な
配
置
と
と
も
に
、

一
六
三
0
年
代
の
宮
廷
肖
像
画
家
と
し
て
の
ベ

ラ
ス
ケ
ス
を
特
徴
付
け
る
独
自
性
が
示
さ
れ
て
い
ま
す
。
す
な
わ
ち
、
風
景
に
特
別
な
意
味

を
与
え
た
の
で
す
。
そ
れ
は
常
に
画
家
本
人
の
現
実
の
経
験
に
着
想
を
得
て
い
て
、
こ
の
時

代
の
あ
ら
ゆ
る
肖
像
画
家
た
ち
と
は
異
な
る
独
自
性
を
ベ
ラ
ス
ケ
ス
に
与
え
て
い
ま
す
。
こ

の
場
合
に
は
、
私
た
ち
が
見
て
い
る
こ
の
奥
の
風
景
は
マ
ド
リ
ー
ド
郊
外
に
あ
る
グ
ア
ダ
ラ

マ
山
脈
で
す
。

三
番
目
の
様
式
は
す
で
に
以
前
に
触
れ
た
の
で
す
が
、

「狩
場
の
服
装
（
狩
猟
服
姿
）
」
と
呼
ば

れ
る
も
の
で
、
ベ
ラ
ス
ケ
ス
が

一
六
三
0
年
代
に
創
り
上
げ
た
ス
タ
イ
ル
で
す
。
こ
の
ジ
ャ

ン
ル
の
グ
ル
ー
プ
は
、
フ
ェ
リ
ペ
四
世
、
そ
の
息
子
バ
ル
タ
サ
ル
・
カ
ル
ロ
ス
と
王
弟
ド
ン
・

ス
公
伯
爵
騎
馬
像
（
マ

ド
リ
ー
ド
、
プ
ラ
ド

fig.11 デイエゴ ・ベラスケス（ハルタサル ・カルロス騎馬像〉

プラド美術館
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フ
ェ
ル
ナ
ン
ド
の
肖
像
（日
g
.
1
2
)

で
す
。
こ
れ
ら
は
、
マ
ド
リ
ー
ド
近
郊
に
あ
る
狩
猟
の
た
め

の
餡
、
ト
ー
レ

・
デ

・
ラ

・
パ
ラ
ー
ダ
（狩
猟
休
憩
館
）
を
装
飾
し
て
い
た
も
の
で
す
（
三
作
品

と
も
に
マ
ド
リ
ー
ド
、
プ
ラ
ド
美
術
館
）
。
こ
れ
ら
の
肖
像
画
に
は
単
に
ス
ポ
ー
ツ
を
す
る
国

王
や
そ
の
家
族
の
姿
を
表
現
し
た
と
い
う
に
と
ど
ま
ら
ず
、
そ
れ
を
超
え
た
意
味
が
あ
り
ま

す
。
す
な
わ
ち
、
狩
猟
は
直
接
的
に
戦
争
や
国
王
の
軍
事
的
資
務
と
関
連
し
て
い
ま
す
。
ベ

ラ
ス
ケ
ス
が
描
い
た
宮
廷
肖
像
の
す
べ
て
の
形
式
の
中
で
「
狩
猟
服
姿
」
は
、
最
も
想
像
力
に

富
ん
だ
生
き
生
き
と
し
た
肖
像
画
の

一
っ
で
し
た
。
そ
し
て
こ
こ
に
ス
ペ
イ
ン
に
お
け
る
伝

統
的
な
肖
像
画
の
新
た
な
ス
タ
イ
ル
が
始
ま
り
ま
し
た
。
そ
し
て
そ
の
伝
統
は
、
メ
ン
グ
ス

や
ゴ
ヤ
が
国
王
や
皇
太
子
達
の
肖
像
を
描
い
た

一
八
世
紀
末
ま
で
受
け
継
が
れ
て
い
っ
た
の

で
す
。

一六一
―10
年
代
に
は
、
宮
廷
の
使
用
人
た
ち
ゃ
貴
族
達
、
ま
た
フ
ェ
リ
ペ
四
批
の
肖
像
を

制
作
中
の
彫
刻
家
マ
ル
テ
ィ
ネ
ス

・
モ
ン
タ
ニ
ェ
ス
(f
i
g
.
1
3
)
 
(
マ
ド
リ
ー
ド
、
プ
ラ
ド
美
術

館
）
の
肖
像
が
描
か
れ
る
な
ど
、
肖
像
画
の
様
式
も
広
が
っ
て
ゆ
き
ま
す
。
し
か
し
、
そ
の
中

エ
ナ
ー
ノ

で
最
も
主
要
な
肖
像
画
は
、

「
小
人
や
道
化
師
達
」
を
主
役
に
し
て
描
い
た
作
品
で
し
た
。
ス
ペ

イ
ン
宮
廷
の
日
常
生
活
に
お
い
て
、

「慰
め
の
人
々
」
と
呼
ば
れ
る
人
々
は
重
要
性
を
与
え
ら
れ

て
い
ま
し
た
。
宮
廷
肖
像
画
が
描
か
れ
始
め
た
当
初
か
ら
彼
ら
の
肖
像
画
は
特
別
不
思
議
な

も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
彼
ら
は
、
単
独
の
時
も
あ
れ
ば
、
王
家
の
人
々
と

一
緒
に

描
か
れ
る
こ
と
も
あ
り
ま
し
た
。
こ
の
よ
う
な
人
々
は
、
肖
像
画
の
モ
デ
ル
と

一
緒
に
描
か

れ
る
こ
と
で
そ
の
高
貴
な
身
分
を
際
立
た
せ
る
た
め
に
役
立
っ

て
い
た
の
で
す
。
ベ
ラ
ス
ケ

fig. 12 デイエゴ ・ペラスケス

（狩りiUlli姿のフェルナンド枢機卿栽上〉

プラ ド芙術館

ラ
ス
ケ
ス
の
手
に
よ

ス
は
、
そ
の
よ
う
な

伝
統
を
受
け
継
ぎ
、

さ
ら
に
展
開
し
て
い

き
ま
し
た
。
《
ラ
ス
・

メ
ニ

ー
ナ
ス

》
も
含

め
て
少
な
く
と
も
ベ

る
と
考
え
ら
れ
る

1
0
点
の
作
品
が
残

さ
れ
て
お
り
、
画
家

の
作
品
の
中
で
も
最

も
魅
力
的
な
そ
し
て

も
っ
と
も
様
々
な
解
釈
を
か
き
立
て
る

一
章
を
構
成
し
て
い
ま
す
。

工
ナ
ー
ノ

宮
廷
の
道
化
た
ち
の
役
割
が
よ
く
わ
か
っ
て
く
る
に
連
れ
て
、
ベ
ラ
ス
ケ
ス
の
小
人
や
道

化
た
ち
の
肖
像
画
が
、
か
れ
ら
の
持
つ
役
割
へ
の
答
え
と
し
て
生
ま
れ
た
こ
と
が
よ
り
、
明

ら
か
に
な
っ
て
き
ま
す
。
し
か
し
、
同
時
に
こ
れ
ら
の
作
品
よ
り
も
前
に
制
作
さ
れ
た
作
品
（例

え
ば
ア
ン
ト
ニ
オ
・
モ
ル
、
サ
ン
チ

ェ
ス

・
コ
エ
ー
リ
ヨ
、
バ
ン

・
デ
ル

・
ア
メ
ン
）
と
比
較

エ
ナ
ー
ノ

す
る
と
、
小
人
や
道
化
の
肖
像
画
に
よ

っ
て

ベ
ラ
ス
ケ
ス
は
、
他
の
画
家
た
ち
の
作
品
に
は

な
い
、
並
外
れ
た
ス
タ
イ
ル
を
用
い
て
自
由
な
制
作
の
機
会
を
得
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
に

な
り
ま
す
。
そ
の
よ
う
な
気
楽
さ
を
得
る
た
め
に
は
モ
デ
ル
逹
の
社
会
的
立
場
を
知
ら
な
く

て
は
な
り
ま
せ
ん
。
ベ
ラ
ス
ケ
ス
は
国
王
や
そ
の
家
族
、
あ
る
い
は
肖
像
画
を
依
頼
さ
れ
た

宮
廷
人
な
ら
誰
で
も
、
描
く
時
に
は
ま
ず
は
モ
デ
ル
の
意
向
を
考
慮
に
入
れ
な
け
れ
ば
な
り

ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
れ
に
は
理
由
が
あ
り
、
ス
ペ
イ
ン
で
は
肖
像
画
の
ジ
ャ
ン
ル
を
頻
繁
に

表
現
す
る
言
葉
は
、
「
満
足
さ
せ
る
」
と
い
う
単
語
で
し
た
。
道
化
た
ち
の
肖
像
に
は
、
モ
デ
ル

達
か
ら
の
注
文
は
介
在
し
ま
せ
ん
。
さ
ら
に
彼
ら
は
い
つ
も
宮
廷
の
規
範
か
ら
は
疎
外
さ
れ

た
人
々
の
行
動
や
表
現
や
体
格
を
伴
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
こ
と
で
ベ
ラ
ス
ケ
ス
は
肖
像
画
に

お
け
る
豊
か
な
表
現
力
の
幅
を
確
実
に
広
げ
ま
し
た
。
そ
し
て
肖
像
画
に
描
か
れ
た
彼
ら
以

外
の
人
物
の
誰
に
も
受
け
入
れ
ら
れ
な
い
で
あ
ろ
う
梢
固
を
試
す
こ
と
が
で
き
た
の
で
す
。

考
え
て
み
て
く
だ
さ
い
。
例
え
ば
《
バ
リ

ェ
ー
カ
ス
の
少
年
》（

マ
ド
リ
ー
ド
、
プ
ラ
ド
美
術
館
）

と
呼
ば
れ
る
作
品
で
は
、

小
人
は
、
好
き
な
よ
う
に
座
り
挑
戦
者
を
、
す
な
わ
ち
鑑
賞
者
を

見
て
い
ま
す
。
ま
た
、
《
道
化
カ
ラ
バ
サ
ス
》（

マ
ド
リ
ー
ド、

プ
ラ
ド
美
術
館
）
は
、
追
い
や
ら

fig.13 デイエゴ ・ベラスケス

〈ファン ・マルティネス ・モンタ ニェスの 肖像）

プラド美術館
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れ
た
よ
う
に
片
隅
に
い
ま
す
。
洗
練
さ
れ
た
形
式
の
王
家
の
肖
像
と
は
か
け
離
れ
た
肖
像
画

で
す
(fig
.1
4
)

。

こ
れ
ら
の
作
品
は
ま
た
国
王
や
そ
の
周
り
の
肖
像
画
と
は
技
術
的
に
も
異
な

っ
て
い
ま
す
。

カ
ラ
バ
サ
ス
の
ぽ
や
け
た
よ
う
な
顔
や
ほ
と
ん
ど
描
線
の
な
い
手
を
《
狩
猟
服
姿
の
フ
ェ
リ
ペ

四
世
》（

マ
ド
リ
ー
ド
、
プ
ラ
ド
美
術
館
）
と
比
べ
て
見
な
く
て
は
な
り
ま
せ
ん
。
例
え
ば
、
ベ

ラ
ス
ケ
ス
が
そ
の
自
由
さ
を
利
用
し
た
こ
と
を
よ
く
理
解
す
る
た
め
に
で
す
。
そ
れ
は
何
も

要
求
し
な
い
モ
デ
ル
た
ち
が
画
家
に
提
供
し
て
く
れ
た
状
況
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
自
由

さ
で
あ
り
、
宮
廷
で
の
彼
ら
の
役
目
が
「
い
な
が
ら
」
に
し
て
「
い
な
い
も
の
」
だ
っ
た
か
ら
で

す
。
肖
像
画
の

モ
デ
ル
を
そ
の
意
向
を
気
に
せ
ず
に
比
較
的
自
由
に
描
け
た
と
い
う
点
に
お

エ
ナ
ー

ノ

い
て
、
ベ
ラ
ス
ケ
ス
が
描
い
た
一
連
の
小
人
や
道
化
た
ち
の
肖
像
に
対
比
で
き
る
も
の
は
、

こ
の
時
代
レ
ン
ブ
ラ
ン
ト
の
自
画
像
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
の
ほ
か
に
は
あ
り
ま
せ
ん
。

三

0
年
代
の
終
わ
り
に
、
ス
ペ
イ
ン
王
家
は
突
然
、
危
機
に
見
舞
わ
れ
ま
し
た
。
重
要
な

事
件
と
し
て
は

一
六
四
0
年
の
ポ
ル
ト
ガ
ル
と
カ
タ
ル
ー
ニ
ャ
の
反
乱
、

一
六
四
四
年
に
は

オ
リ
バ
ー
レ
ス
公
伯
爵
の
罷
免
と
イ
サ
ベ
ル
王
妃
の
逝
去
、
四
六
年
に
は
、
唯

一
の
王
位
継

承
者
で
あ
っ
た
皇
太
子
バ
ル
タ
サ
ル

・
カ
ル
ロ
ス
が
亡
く
な
り
ま
し
た
。
ス
ペ
イ
ン
に
敵
対

す
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
戦
争
を
背
景
に
起
こ
っ
た
こ
れ
ら
す
べ
て
の
不
幸
な
出
来
事
は
、
ス
ペ

イ
ン
が
大
陸
に
お
け
る
覇
権
を
失
う
時
期
を
早
め
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

こ
の
よ
う
な
宮
廷
の
不
幸
な
状
況
は
、
ベ
ラ
ス
ケ
ス
の
肖
像
画
に
も
大
い
に
影
聾
を
与
え

ま
し
た
。
そ
れ
は
、
静
寂
で
す
。
こ
の
時
期
に
制
作
さ
れ
た
唯

一
の
国
王
肖
像
は
、
《
フ
ラ
ガ

の
フ
ェ
リ
ペ
四
世
》（

ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
、
フ
リ

ッ
ク

・
コ
レ
ク
シ
ョ
ン

）（
f
i
g
.
1

5
)

で
す
。

一
六
四
四
年
、
ア
ラ
ゴ
ン
の
町
、
フ
ラ
ガ
で
描
か
れ
ま
し
た
。
国
王
は
、
カ
タ
ル
ー
ニ
ャ
の

反
乱
の
た
め
に
遠
征
し
て
い
ま
し
た
。
こ
の
肖
像
画
に
は
、
画
面
か
ら
離
れ
て
見
た
時
の
視

覚
的
効
果
で
あ
る
「
距
離
に
よ
る
染
み
」
と
い
う
、
画
家
が
最
後
に
到
達
し
た
驚
く
べ
き
箪
遣

い
が
見
ら
れ
ま
す
。
国
王
は
軍
人
と
し
て
表
さ
れ
て
お
り
、
ベ
ラ
ス
ケ
ス
が
以
前
に
は
決
し

て
描
か
な
か
っ
た
豪
華
な
衣
装
を
ま
と
っ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
国
王
が
画
家
の
前
で
再
び

ポ
ー
ズ
を
と
る
ま
で
に

一
0
年
も
経
ち
ま
せ
ん
で
し
た
。

四
0
年
代
に
な
る
と
、
ベ
ラ
ス
ケ
ス
は
、
宮
廷
と
い
う
組
織
の
中
で
自
ら
の
経
歴
を
ど
の

よ
う
に
積
ん
で
き
た
か
を
確
か
め
る
こ
と
は
で
き
ま
し
た
が
、

王
室
肖
像
画
家
と
し
て
の
そ

の
才
能
を
発
揮
す
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
で
き
な
か
っ
た
の
も
確
か
で
す
。
そ
の
こ
と
は
画
家

を
失
望
さ
せ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
宮
廷
の
役
人
と
い
う
、
ベ
ラ
ス
ケ
ス
の
宮
廷
で
の
も

ぅ
―
つ
の
仕
事
が

一
六
四
九
年
、
画
家
を
イ
タ
リ
ア
ヘ
赴
か
せ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
改
築

に
伴
う
王
宮
の
装
飾

に
関
わ
る
仕
事
を
す

る
た
め
で
し
た
。
ひ

と
た
び
、
そ
の
仕
事

を
終
え
る
と
ベ
ラ
ス

ケ
ス
は
、
ス
ペ
イ
ン

に
戻
る
か
わ
り
に
義

務
で
あ
る
か
の
よ
う

に
教
皇
庁
の
肖
像
画

家
と
し
て
の
道
を
開

く
こ
と
を
望
ん
だ
の

で
し
た
。
そ
し
て
教

皇
イ
ン
ノ
ケ
ン
テ
ィ

ウ
ス
十
世
が
彼
の
前

で
ポ
ー
ズ
を
取
る
機

会

を

得

た

の

で

し

た
。
せ
い
ぜ
い

一
年

と
い
う
期
間
に
画
家

は
、
一
ダ
ー
ス
に
近

い
肖
像
画
を
制
作
し

て
い
ま
す
。
モ
デ
ル

が
誰
か
わ
か
っ
て
い

る
の
は
、
そ
の
う
ち

の
半
分
で
す
。
そ
れ
ら
は
、
ベ
ラ
ス
ケ
ス
の
画
家
と
し
て
の
才
能
を
私
た
ち
に
伝
え
て
く
れ

ま
す
が
、
同
様
に
ロ
ー
マ
に
お
け
る
肖
像
画
家
と
し
て
の
名
声
を
得
て
い
く
こ
と
へ
の
画
家

の
不
安
を
も
物
語
っ
て
い
ま
す
。

こ
の
時
期
の
作
品
は
、
人
々
の
様
々
な
期
待
を
理
解
す
る
た
め
の
画
家
の
能
力
と
、
そ
し

て
そ
れ
に
応
え
ら
れ
る
画
家
の
オ
能
を
確
固
た
る
も
の
に
し
ま
し
た
。
こ
の
よ
う
に
、
教
皇

庁
が
マ
ド
リ
ー
ド
宮
廷
と
は
か
な
り
異
な
っ
て
い
た
よ
う
に
ロ
ー
マ
に
お
け
る
肖
像
画
も
ま

た
異
な
っ
て
い
た
の
で
す
。
基
本
的
な
違
い
は
、
表
現
に
富
ん
だ
表
情
に
あ
り
ま
す
。
マ
ド
リ
ー

ド
宮
廷
で
は
ほ
ん
の
わ
ず
か
な
顔
の
表
情
し
か
好
ま
れ
ま
せ
ん
で
し
た
。
個
人
の
個
性
に
対

fig.15 ディエゴ ・ベラスケス〈フラガのフ ェリペ四世）

フリック ・コレクシ ョン（ニューヨーク ）

fig. 14 デイエゴ ・ベラスケス〈道化カラパサス）

プラド美術館
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fig.16 デイエゴ ・ベラスケス

（教且インノケンティウス十世の肖 像）

ガレリア ・ドーリア ・パンフィ ーリ（ローマ）

し
て
、
社
会
的
地
位
や
立
場
を
表
す
よ
う
な
顔
立
ち
を
優
先
す
る
こ
と
を
好
ん
だ
の
で
す
が
、

ロ
ー
マ
で
は
そ
の
個
性
こ
そ
が
立
派
な
主
役
だ
っ
た
の
で
す
。《
教
皇
イ
ン
ノ
ケ
ン
テ
ィ
ウ
ス

十
世
の
肖
像
》
（
ロ
ー
マ
、
ガ
レ
リ
ア
・
ド
ー
リ
ア
・

パ
ン
フ
ィ
ー
リ
）（
忌
g
.
1

6
)

と
《
フ
ラ
ガ
の

フ
ェ
リ
ペ
四
世
》
を
比
べ
る
だ
け
で
そ
れ
は
明
ら
か
で
す
。
教
皇
は
、
世
俗
的
で
好
戦
的
で
用

心
深
さ
と
「
激
し
さ
」
に
あ
ふ
れ
て
い
ま
す
。
そ
れ
に
対
し
て
国
王
は
よ
そ
よ
そ
し
く
（冷
や
や

か
）
、
超
越
的
で
回
避
的
に
描
か
れ
て
い
ま
す
。

ロ
ー
マ
の
人
々
の
期
待
の
お
か
げ
で
、
ベ
ラ

ス
ケ
ス
は
個
人
の
心
理
的
な
性
格
を
観
察
し
、
描
き
出
す
こ
と
が
で
き
た
の
で
す
。
こ
の
時

期
に
描
か
れ
た
肖
像
画
は
、
非
常
に
多
様
で
、
す
ば
ら
し
い
肖
像
画
の
ギ
ャ
ラ
リ
ー
を
形
作

っ

て
い
ま
す
。
す
な
わ
ち
、
狡
猾
で
媚
び
る
よ
う
な
ア
ス
タ
ー
リ
か
ら
、
強
欲
そ
う
な
フ
ェ
ル
デ
ィ

ナ
ン
ド

・
ブ
ラ
ン
デ
ィ
ー
ニ
ま
で
、
そ
し
て
思
慮
深
く
上
品
な
マ

ッ
シ

ミ
ー
ニ
を
通

っ
て、

激
し
く
頑
固
な
イ
ン
ノ
ケ
ン
テ
ィ
ウ
ス
十
世
と
い
う
頂
点
に
達
す
る
の
で
す
。

表
情
豊
か
な
肖
像
画
を
描
く
機
会
に
加
え
て
、
ベ
ラ
ス
ケ
ス
は
ロ
ー
マ
で
マ
ド
リ
ー
ド
と

は
異
な
る
社
会
に
出
会
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

マ
ド
リ
ー
ド
で
は
絵
画
や
画
家
た
ち
に
対
す

る
評
価
は
高
く
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

ロ
ー
マ
で
は
そ
れ
と
は
反
対
に
偉
大
な
芸
術
家
た

ち
は
脈
敬
さ
れ
、
栄
誉
が
与
え
ら
れ
て
い
た
の
で
す
。
実
際
に
教
皇
の
肖
像
画
は
、
教
皇
が

ス
ペ
イ
ン
に
お
け
る
爵
位
の
授
与
と
い
う
画
家
の
強
い
望
み
を
支
援
す
る
た
め
の
助
け
と
な

り
ま
し
た
。

ロ
ー
マ
の
社
会
は
、
絵
を
描
く
こ
と
を
生
業
と
す
る
こ
と
が
、
サ
ン
テ
ィ
ア
ゴ

騎
士
団
の
高
貴
な
衣
を
手
に
入
れ
る
可
能
性
を
妨
た
げ
る
よ
う
な
ス
ペ
イ
ン
に
お
い
て
起

こ
っ
た
こ
と
と
は
か
け
離
れ
て
い
ま
し
た
。

ベ
ラ
ス
ケ
ス
が
ロ

ー
マ

に
滞
在
し
て
い
る
間
に

フ
ェ
リ
ペ
四
世
は
、

三
〇

歳
も
歳
の
離
れ
た
姪
の
マ

リ
ア
ナ
と
結
婚
し
ま
し

た
。
彼
女
に
は
ハ
プ
ス
プ

ル
ク
王
朝
の
存
続
を
確
か

な
も
の
に
し
て
く
れ
る
男

子
の
誕
生
が
待
ち
の
ぞ
ま

れ
て
い
ま
し
た
。
肖
像
画

の
と
て
つ
も
な
い
数
の
需

要
を
生
み
出
し
て
い
た
こ

の
二
つ
の
状
況
、
す
な
わ
ち
新
し
い

王
妃
の
到
着
と
王
位
継
承
者
が
で
き
る
か
も
し
れ
な
い

と
い
う
望
み
に
よ

っ
て
こ
の
時
期
の
マ
ド
リ
ー
ド
宮
廷
生
活
に
お
い
て
肖
像
画
家
の
存
在
が

必
要
な
状
況
で
あ

っ
た
な
ら
ス
ペ
イ
ン
ヘ

帰
国
す
る
に
あ
た

っ
て
ベ
ラ
ス
ケ

ス
が
見
せ
た
抵

抗
は
、
非
常
に
矛
盾
す
る
こ
と

の
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。

一
六
五
一

年
ベ
ラ
ス
ケ
ス
が
婦
国
す
る
と
王
妃
は
出
産
間
近
で
、
マ
ド
リ
ー
ド

の
宮
廷
は

今
か
今
か
と
出
産
を
待
ち
望
ん
で
い
ま
し
た
。
そ
し
て
そ
の
世
継
ぎ
を
待
ち
望
む
空
気
は、

そ
れ
か
ら
数
年
続
く
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
と
い
う
の
も

一
六
五
七
年
の
末
ま
で
ス

ペ
イ
ン

王
国
の
未
来
に
つ
い
て
の
、
誰
も
が
抱
い
て
い
た
不
安
を
和
ら
げ
る
皇
太
子
は
誕
生
し
な
か

っ

た
の
で
す
。
こ
の
時
期
に
は
す
べ
て
は
、
男
子
誕
生
の
可
能
性
に
関
し
て
の
、
そ
し
て
男
子

が

一
人
も
生
ま
れ
な
か

っ
た
場
合
に
起
こ
る
様
々
な
憶
測
だ

っ
た
の
で
す
。
す
べ
て
が
経
済
、

政
治
そ
し
て
領
土
問
題
に
関
す
る
深
刻
な
危
機
的
状
況
に
あ
り
ま
し
た
。

そ
の
数
年
で
ベ
ラ
ス
ケ
ス
の
、

宮
廷
肖
像
画
家
と
し
て
の
作
品
は
、
構
図
や
王
家
の
意
向

に
お
い
て
生
じ
た
急
激
な
変
化
と
並
ん
で
様
々
な
観
点
か
ら
激
変
し
た
の
で
す
。
新
し
い
段

階
を
理
解
す
る
た
め
の
鍵
の

一
っ
は
、
国
王
と
修
道
女
ル
イ
サ
・
マ
グ
ダ
レ
ナ

・
デ
・
ヘ
ス

ス
、
パ
レ
デ
ス
・
デ
バ
の
伯
爵
婦
人
と
の
間
で
交
わ
さ
れ
た
よ
く
知
ら
れ
た
書
簡
が
与
え
て

く
れ
ま
す
。
こ
の
修
道
女
は
、
そ
の
多
く
の
手
紙
で
国
王
と
そ
の
家
族
の
肖
像
を
送
る
よ
う

に
求
め
て
い
ま
す
が
、
そ
れ
ら
が
彼
女
の
手
元
に
届
く
に
は
か
な
り
な
時
が
か
か
り
ま
し
た
。

国
王
の
言
葉
を
借
り
る
な
ら
、
な
ぜ
な
ら
「
ベ
ラ
ス
ケ
ス
は
何
度
も
何
度
も
私
を
だ
ま
し
ま
し

た
。
」
一
六
五
三
年
の
夏
の
初
め
に
つ
い
に
国
王
は
妻
と
子
供
達
の
肖
像
画
を
送
る
こ
と
が
で

き
ま
し
た
。
し
か
し
、
国
王
自
身
の
肖
像
画
は

一
点
も
送

っ
て
は
い
ま
せ
ん
。
言

い
訳
を
し

て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
ま
す
。
「
こ
の
九
年
間
と
い
う
も
の
、
彼
は

（私
の
肖
像
を
）
ま

っ
た

く
描
い
て
お
り
ま
せ
ん
。
ベ
ラ
ス
ケ
ス
の
粘
液
質
に
我
慢
で
き
な
い
か
ら
で
す
。
私
は
そ
の

お
か
げ
で
自
分
が
老
い
て
い
く
の
を
見
ず
に
済
む
か
ら
で
す
。
」一

年
ほ
ど
後
に
フ
ェ
リ

ペ
四

世
は
ベ
ラ
ス
ケ
ス
の
前
で
ポ
ー
ズ
を
取
り
ま
し
た

（
マ
ド
リ
ー
ド
、

プ
ラ
ド
美
術
館
）（
fig
.

1

7
)

。
こ
の
胸
像
（胸
か
ら
上
を
描
い
た
肖
像
）
は
二
0
点
以
上
の
小
さ
な
作
品
に
繰
り
返
し
描

か
れ
て
い
ま
す
。
ベ
ラ
ス
ケ
ス
は
、
国
王
の
肖
像
の
代
わ
り
と
な
る
、
こ
れ
と
は
別
の
い
か

な
る
タ
イ
プ
の
肖
像
画
も
制
作
す
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

ポ
ー
ズ
を
取
り
た
く
な
い
国
王
や
王
妃
や
二
人
の
王
女
を
描
い
た
王
家
の
肖
像
を
見
て
み

ま
し
ょ
う
。
一

人
は
マ
リ
ア
・
テ
レ
サ
で

一
六
三
八
年
に
生
ま
れ
た
若
い
王
女
で
、
も
う

一

人
は
ま
だ
子
供
の
マ
ル
ガ
リ
ー
タ
で
、

一
六
五
一
年
に
生
ま
れ
て
い
ま
す
。
二
人
共
に
ヨ

ー

ロ
ッ
パ

の
政
治
と
い
う
チ
ェ
ス
盤
の
上
の
駒
の
よ
う
で
あ
り
、
彼
女
達
の
周
り
に
は
政
略
結
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婚
へ
の
期
待
が
か
か
り
、

重
要
で
様
々
な
候
補
者
の

名
が

あ
が

っ
て
い
ま
し

た
。
こ
の
よ
う
な
状
況
の

中
、
彼
女
達
の
肖
像
画
を

広
く
知
ら
し
め
る
こ
と
は

不
可
欠
な
こ
と
だ

っ
た
の

で
す
。
王
妃
マ

リ
ア
ナ
が

皇
帝
フ
ェ
ル
ナ
ン
ド
の
娘

で
あ
り
、

ベ
ラ
ス
ケ

そ
の
娘
で
あ
る

マ
ル
ガ
リ
ー
タ
は
孫
に
あ

た
り
、
そ
の
家
族
関
係
か

ら
、
同
じ
よ
う
に
肖
像
画

が
必
要
と
な

っ
て
い
ま
し

た
。
こ
の
こ
と
は
、
ウ
ィ
ー

ン
の
美
術
史
美
術
館
の
素

晴
ら
し
い
コ
レ
ク
シ
ョ
ン

の
由
来
を
物
語
っ
て
い
ま

す
。新

し
い
状
況
が
ベ
ラ
ス

ケ
ス
の
宮
廷
肖
像
画
に
本

質
的
な
変
化
を
も
た
ら
し

ま
し
た
。
そ
の
と
き
ま
で
画
家
は
男
性
、
基
本
的
に
は
成
人
の
肖
像
を
多
く
描
い
て
い
ま
し

た
が
、
こ
の
と
き
以
来
、
彼
の
主
た
る
モ
デ
ル
た
ち
は
、
女
性
あ
る
い
は
多
く
の
場
合
、
女

の
子
に
な

っ
て
い
き
ま
す
。
モ
デ
ル
の
性
別
が
変
わ
っ
た
こ
と
は
、
色
調
や
絵
画
表
現
に
も

非
常
に
重
要
な
も
の
と
な
っ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
衣
装
の
面
で
驚
く
ほ
ど
に
変
化

を
も
た
ら
し
て
い
ま
す
。
例
え
ば
《
バ
ラ
色
の
衣
装
の
マ
ル
ガ
リ
ー
タ
王
女
》（
ウ
ィ

ー
ン
、
美

術
史
美
術
館
）
（
日
g
.1
8
)

で
す
。
こ
の
作
品
で
は
背
景
の
一
部
と
顔
、
手
、
花
瓶
を
の
ぞ
い
て
は
、

画
面
は
布
で
あ
ふ
れ
て
い
ま
す
。
す
な
わ
ち
、
幼
い
王
女
の
豪
華
な
ド
レ
ス
、
机
の
上
の
テ
ー

ブ
ル
セ
ン
タ
ー
、
背
景
の
カ
ー
テ
ン
、
床
の
絨
毯
な
ど
で
す
。
驚
く
ほ
ど
に
様
々
で
混
じ
り
合
っ

た
色
彩
の
織
物
が
描
き
出
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
時
期
の
一
連
の
女
性
肖
像
は
、

fig. 18 ディエゴ ・ベラスケス

〈パラ色の衣装のマルガリ ータ王女》

美術史美術館（ウィーン）

fig. 17 デイエゴ ・ベラスケス

（フェリペ四世（象》

プラド美術館

そ
れ
ら
は
お
そ
ら
く
画
面

ス
作
品
の
中
で
色
彩
的
に
最
も
き
ら
び
や
か
な
グ
ル
ー
プ
を
作
っ
て
い
ま
す
。
さ
ら
に
こ
れ

ら
の
肖
像
画
で
は
画
家
は
、
「
簡
単
に
思
え
る
こ
と
を
行
う
こ
と
は
、
困
難
な
こ
と
で
あ
る
」
と

い
う
そ
の
言
薬
に
あ
る
よ
う
に
自
ら
が
ど
の
レ
ベ
ル
に
ま
で
行
き
着
け
る
か
を
立
証
し
て
い

る
の
で
す
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
先
に
述
べ
ま
し
た
。

こ
れ
に
関
し
て
明
ら
か
な
作
例
が
、
《
青

い
衣
装
の
マ
ル
ガ
リ
ー
タ
》（
ウ
ィ
ー
ン
、

美
術
史

美
術
館
）
で
す
。
一

六
六

0
年
の
画
家
の
死
の

一
年
前
に
制
作
さ
れ
ま
し
た
。
ベ
ラ
ス
ケ
ス
の

作
品
の
レ
ベ
ル
の
高
さ
を
考
え
れ
ば
、
お
そ
ら
く
王
女
の
衣
装
を
描
く
の
に
、
く

つ
き
り
と

し
た
駿
や
影
を
用
い
る
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
の
素
晴
ら
し
い
青
色
の
強
さ
と
明

る
さ
の
多
様
性
と
そ
し
て
、

青
色
と
金
色
の
部
分
と
が
相
互
に
相
ま
っ
て
王
女
の
衣
装
の
驚

異
的
な
量
感
を
効
果
的
に
伝
え
て
い
ま
す
。
そ
の

一
方
で
袖
の
箪
触
は
、
形
を
持
た
な
い
か

の
よ
う
で
、

三
0
年
代
に
始
ま
っ
て
い
た
「
距
離
に
よ
る
染
み
」
の
探
求
し
て
き
た
そ
の
道
の

り
の
頂
点
に
達
し
て
、
そ
の
自
在
な
箪
遣
い
が
際
立
っ

て
い
ま
す
。

こ
の
王
女
の
肖
像
と
一
緒
に
ウ
ィ
ー
ン
の
宮
廷
に
は
、
《
皇
太
子
フ
ェ
リ
ペ
・
プ
ロ
ス
ペ
ロ

の
肖
像
》（
ウ
ィ
ー
ン
、
美
術
史
美
術
館
）

（fig
.
1

9
)

が
届
け
ら
れ
ま
し
た
。
彼
の
肖
像
で
は
、

新
た
に
象
徴
の
網
が
張
り
巡
ら
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
こ
に
は
こ
の
幼
児
に
も
た
ら
さ
れ
た
希

望
や
不
安
が
明
確
に
描
か
れ
て
い
ま
す
。
彼
は
、
バ
ル
タ
サ
ル
・
カ
ル
ロ
ス
の
死
か
ら
一

―

年
後
に
生
ま
れ
ま
し
た
。
そ
の
時
父
で
あ
る
国
王
は
五
0
歳
を
超
え
て
い
ま
し
た
。
異
母
兄

弟
の
早
い
時
期
の
肖
像
と
異
な
る
の
は
、
す
で
に
先
に
述
べ
た
よ
う
に
皇
太
子
の
保
護
を
暗

示
す
る
こ
と
で
表
現
し
て
い
る
点
で
す
。
と
い
う
の
は
国
家
の
平
穏
と
未
来
は
皇
太
子
の
健

康
に
拠
っ
て
い
る
か
ら
で
す
。
こ
の
頃
の
幼
児
期
に
ふ
り
か
か
る
病
の

一
っ
は
、

「
邪
眼
」
と
呼

ば
れ
る
も
の
で
、
直
接
幼

児
の
眼
を
見
る
こ
と
に

よ
っ
て
感
染
す
る
と
言
わ

れ
て
い
ま
し
た
。
そ
の
よ

う
な
迷
信
的
な
信
心
は
、

正
当
な
カ
ト
リ
ッ
ク
の
信

仰
と
は
相
容
れ
な
い
も
の

で
し
た
。
そ
の
た
め
、

教

皇
は
皇
太
子
に
彼
を
守
護

す
る
も
の
を
送
り
ま
し
た
。

fig.19 デイエゴ ・ペラスケス

《見太子フェ リペ ・プロスペロの月像｝

美術史美術館（ウィ ーン）
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fig. 20 デイ エゴ ・ベラ スケス

《マリアナ・デ ・アウス トリアの町役〉

プラド美術館

の
中
で
光

っ
て
い
る
も
の
で
す
。
握
り
こ
ぶ
し
の
形
の
お
守
り
、
穴
熊
の
手
、
銀
の
栗
、
小

さ
な
鐘
と
鈴
な
ど
で
す
。
こ
れ
ら
が
持
つ
役
割
は
、
そ
の
音
に
よ
っ
て
子
供
を
じ
っ
と
見
る

も
の
誰
も
が
眼
を
逸
ら
す
よ
う
に
仕
向
け
る
こ
と
で
し
た
。
画
面
に
描
か
れ
た
子
犬
も
同
じ

よ
う
な
役
割
を
持
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
犬
は
「
ベ
ラ
ス
ケ
ス
が
好
ん
で
い
た
」
実
際
に
存
在
し

た
犬
な
の
で
す
。
犬
の
持
つ
力
強
さ
と
生
き
生
き
と
し
た
目
も
ま
た
目
の
邪
悪
さ
か
ら
守
っ

て
く
れ
て
い
る
の
で
す
。
そ
れ
ら
す
べ
て
が
ベ
ラ
ス
ケ
ス
の
創
り
だ
し
た
最
も
複
雑
な
肖
像

画
の
舞
台
装
置
の

―
つ
に
お
い
て
、
そ
し
て
画
面
全
体
を
赤
系
の
色
調
が
支
配
す
る
中
で
、

皇
太
子
の
青
白
い
顔
と
真
珠
を
ち
り
ば
め
た
前
掛
け
、
敏
捷
そ
う
な
犬
が
、
画
面
の
中
で
際

立

っ
て
い
ま
す
。

初
期
の
肖
像
画
に
お
い
て
ベ
ラ
ス
ケ
ス
は
、
ま
だ
未
成
熟
な
宮
廷
、
職
務
と
管
理
の
意
味

を
訴
え
な
が
ら
以
前
の
政
府
と
の
違
い
を
示
す
こ
と
に
よ
っ
て
不
安
な
イ
メ
ー
ジ
を
伝
え
る

こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
そ
れ
と
同
じ
よ
う
に
国
王
の
人
生
の
最
後
の
肖
像
画
に
お
い
て
画
家

は
、
こ
の
国
の
存
続
に
か
か

っ
て
い
る
傷
つ
き
や
す
く
、
繊
細
な
そ
の
皇
太
子
の
成
長
、
宮

廷
で
広
が

っ
て
い
た
希
望
、
不
安
と
恐
れ
と
い
う
空
気
を
、
国
王
の
子
供
や
妻
を
通
し
て
広

め
る
こ
と
に
成
功
し
て
い
ま
す
。

そ
れ
ら
の
肖
像
画
に
よ

っ
て
ベ
ラ
ス
ケ
ス
は
、
フ
ェ
リ
ペ
四
世
の
宮
廷
の
様
相
を
私
た
ち

に
伝
え
た
だ
け
で
は
な
く
、
ス
ペ
イ
ン
絵
画
の
歴
史
を
つ
な
げ
て
い
く
た
め
に
、
基
本
的
に

ほ
か
の
画
家
達
が
参
考
と
す
る
存
在
と
な
っ
て
い
き
ま
し
た
。
歴
史
の
中
で
ス
ペ
イ
ン
人
の

多
く
の
画
家
た
ち
が
、
ベ
ラ
ス
ケ
ス
の
肖
像
画
と
対
峙
し
て
い
ま
し
た
。
例
え
ば
マ
リ
ア
ナ
・

デ
・
ア
ウ
ス
ト
リ

ア
王
妃
の
肖
像
画
（
マ
ド
リ
ー
ド
、
プ
ラ
ド
美
術
館
）

（fig.
2
0
)

を
通
し
て
こ

リ
ア
、

の
肖
像
画
が
そ
の
伝
統
を

ど
の
よ
う
に
受
け
継
い
で

い
っ
た
か
を
辿
る
こ
と
が

で
き
ま
す
。
こ
の
作
品
か

ら

二

0
年
後
に
カ
レ

ー

ニ
ョ

・
デ
・
ミ
ラ
ン
ダ

は、

《
寡
婦
マ
リ
ア

ナ
・

デ
・
ア
ウ
ス

ト
リ

ア
》

（
ロ
ー
ラ
ウ
、

オ
ー
ス
ト

ハ
ラ
ッ
ハ
・
コ
レ

ク
シ
ョ
ン
）
の
肖
像
を
描

く
た
め
に
こ
れ
を
基
本
に
し
て
い
ま
す
。
そ
れ
は
確
実
に
ベ
ラ
ス
ケ
ス
作
品
と
同
じ
で
、
グ

レ
ー
に
「
訳
し
た
」
だ
け
で
す
。
同
じ
モ
デ
ル
、
同
じ
ポ
ー
ズ
、
奥
に
時
計
が
置
か
れ
た
書
斎
机
、

似
た
よ
う
な
椅
子
、
両
者
共
に
ハ
ン
カ
チ
を
た
ら
し
て
い
ま
す
。
違
う
の
は
色
の
ト
ー
ン
と
、

王
妃
が
未
亡
人
に
な

っ
た
と
い
う
状
況
に
あ
っ
た
衣
装
だ
け
な
の
で
す
。
一

八
世
紀
末
に
ゴ

ヤ
は
、
マ
リ
ア
・
ル
イ
サ
・
デ
・

パ
ル
マ

（
マ
ド
リ
ー
ド
、
プ
ラ
ド
美
術
館
）
を
描
く
た
め
に

同
じ
肖
像
画
に
拠
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
流
れ
は
、
パ
ブ
ロ

・
ピ
カ
ソ
の
《
青
衣
の
女
》

（一

九

0
一
年
、
マ
ド
リ
ー
ド
、
ソ
フ
ィ
ア
王
妃
芸
術
セ
ン
タ
ー
）
（曰
g.
2

1
)

を
通
し
て
―
10
世

紀
初
頭
に
引
き
継
が
れ
て
い
ま
す
。
モ
デ
ル
は
幅
の
広
い
ス
カ
ー
ト
を
履
き
、
大
き
な
ハ
ン

カ
チ
ー
フ
を
見
せ
、
ど
ち
ら
か
片
方
の
腕
を
水
平
に
な
る
よ
う
に
広
げ
て
い
ま
す
。
そ
し
て

ま
た
そ
の
奥
に
驚
く
べ
き
二
色
の
色
面
が
配
さ
れ
て
い
ま
す
。

こ
れ
ら
ス
ペ
イ
ン
人
の
芸
術
家
達
に
加
え
て
多
く
の
外
国
人
芸
術
家
た
ち
も
ま
た
ベ
ラ
ス

ケ
ス
の
肖
像
画
か
ら
着
想
を
得
て
い
ま
す
。

一
九
世
紀
の
優
れ
た
画
家
た
ち
の
多
く
が
ベ
ラ

ス
ケ
ス
を
そ
の
作
品
の
出
所
と
し
て
い
ま
す
が
、
そ
の
中
に
マ
ネ
の
《
笛
吹
く
少
年
》
や
《
乞
食

と
貝
殻
（
哲
学
者
）
》
が
あ
り
ま
す
。
そ
し
て

二
0
世
紀
の
最
後
、

一
九
九

0
年
代
に
は
、
《
教
皇

イ
ン
ノ
ケ
ン
テ
ィ
ウ
ス
十
枇
の
肖
像
》
を
基
に
し
た
ベ
ー
コ
ン
の
非
常
に
良
く
知
ら
れ
て
い
る

作
品
が
挙
げ
ら
れ
ま
す
。
こ
れ
ら
す
べ
て
の
作
品
が
美
術
館
と
い
う
空
間
的
枠
組
み
を
超
え

て
ベ
ラ
ス
ケ
ス
の
肖
像
画
に
着
想
を
得
て
い
ま
す
。
そ
し
て
ベ
ラ
ス
ケ
ス
の
実
際
の
影
評
が

ど
こ
ま
で
及
ん
で
い
る
の
か
、
そ
し
て
そ
れ
が
実
に
様
々
な
時
代
や
状
況
に
あ
る
芸
術
家
た

ち
に
と
っ
て
イ
ン
ス
ピ
レ
ー
シ
ョ
ン
の
泉
と
な

っ
て
い
る
か
を
立
証
し
て
く
れ
る
の
で
す
。

（翻

訳

盃
翌
井

一
美）

fig. 21 バプロ ・ピカソ（行衣の女〉

ソフィア上妃芸術センター（マ ドリード）
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Velazquez, pintor de retratos 

Javier Portus Perez, Museo Nacional del Prado 

En 1656 Velazquez se enfrento a una de las pinturas de mayor tamaflo que habia realizado hasta entonces, y la 

叫 scompleja desde el punto de vista narrativo y compositivo: Las meninas (fig. 1) (Madrid, Museo del Prado). Esas 

dimensiones y esa complejidad sugieren que el artista la concibio como "obra maestra"; es decir, como una de las 

pinturas a traves de las cuales en el futuro mejor se le recordaria. Por entonces tenia 57 aflos, y habia pasado los 33 

ultimos aflos de su carrera al servicio del rey de Espana, Felipe IV, y en contacto con la coleccion de pintura mas 

importante que habia en Europa. 

Los tratadistas sobre arte habian estado insistiendo desde el siglo XV que la labor mas importante a la que podia 

dedicarse un pintor era la Hamada pintura de "historia"; es decir las grandes narraciones cuyos temas procedian de 

repertorios narrativos prestigiosos, como la mitologia greco-romana, la historia antigua o la Biblia. Era el genero, 

decian, que permitia al artista demostrar su erudicion y sus conocimientos acerca de la composicion, la perspectiva, las 

proporciones, la anatomia o la expresion de los sentimientos. Para la teoria del arte europeo a partir del Renacimiento, 

el retrato era un genero pictorico secundario, situado a un nivel menor respecto de la pintura "de historia" debido a que 

tenia un caracter primordialmente imitativo, y no creativo. 

Sin embargo, Las meninas, una obra que su autor concibio como una carta de presentacion ante el futuro, no es 

una "pintura de historia" sino un "retrato". A traves de esa obra, Velazquez estaba demostrando que un retrato podia ser 

tan complejo como la mas compleja pintura mitologica o religiosa. De su contenido participan datos que pertenecen a 

niveles diferentes de nuestra experiencia: hay una reflexion sobre la identidad de la infanta; sobre los lazos 

protocolarios que sustentan el sistema cortesano; sobre la nobleza y dignidad de las artes; o sobre las leyes de la vision 

y de la representacion. De la extraordinaria riqueza narrativa de Las meninas es prueba el hecho de que 350 aflos 

despuもssigue siendo un cuadro sujeto a constantes reinterpretaciones. El pintor consiguio realizar lo que Palomino 

llamo, en 1724, un "retrato historiado". 

c:Que es lo que llevo a Velazquez a elegir un retrato colectivo para realizar su obra maestra? Ante todo, su 

conciencia de retratista; es decir, de que el era fundamentalmente un pintor que se dedicaba al retrato, especificamente 

al retrato cortesano. En Espana en esa epoca, los pintores luchaban por el reconocimiento de que la pintura era una 

actividad "artistica" y ennoblecedora; y no servil o mecanica, como se las llamaba entonces. Es decir, que pertenecia 

mas al terreno de lo intelectual que al del trabajo manual. Esa busqueda del reconocimiento intelectual para la pintura 

se relacionaba con el deseo de un reconocimiento social equivalente para los pintores, e incluso con cuestiones 

economicas; pues si los pintores demostraban que su trabajo era ・・mental" y no "manual" podian librarse del pago del 

impuesto de "alcabalas". 

El tema del reconocimiento social e intelectual a la pintura y los pintores era fundamental en la Espana del Siglo 

de Oro. Dentro de ese contexto, Velazquez habia aprendido durante los mas de treinta aflos que habia servido a Felipe 

IV, que aquello que en la practica proporcionaba honores al pintor no era el hecho de que se dedicase a un determinado 

tipo de temas, sino el contacto con los poderosos. La mayor parte de sus colegas espafloles se dedicaban a un genero 

3
 



tan prestigioso como la pintura religiosa; sin embargo, solo el habia podido sobresalir entre todos, pero no gracias a sus 

cuadros mitologicos o religiosos, sino mediante su labor como retratista del rey y su familia. 

Unos afios antes de hacer Las meninas, Velazquez dio otra prueba de su conciencia como retratista. Entre 1649 

y 1651 viaj6 por segunda vez a Italia. El primer viaje se habia producido 20 afios antes, y enも1Velazquez realiz6 algun 

retrato, al menos dos pequefios paisajes y, sobre todo, dos grandes cuadros de "historia": Lafragua de Vulcano(Madrid, 

Museo del Prado) y La tunica de Jose (Monasterio de El Escorial). Esas obras son el resultado del interes de un artista 

de 30 afios por aprender y tambien por demostrar en Roma (que era la patria de la pintura) sus capacidades pict6ricas, 

a traves de dos cuadros que pertenedan al genero mas prestigioso. 

Durante su segundo viaje, Velazquez no mostr6 ningun interes por demostrar sus habilidades en el genero 

hist6rico. Su objetivo principal desde el punto de vista pict6rico fue ganarse la confianza de la corte papal, y conseguir 

que posasen para el sus principales representantes. Se conocen retratos de eclesiasticos influyentes, como Camillo 

Massimi, Camillo Astalli o Ferdinando Brandani; e incluso el propio papa Inocencio X pos6 para el, en una obra que 

constituye una de las piezas maestras de la historia del retrato papal. Es decir; Velazquez habia alcanzado ya la 

suficiente seguridad en si mismo y en el genera del retrato, como para que en la ciudad que seguia siendo punto de 

referenda fundamental para los pintores europeos, solo le interesara mostrar su habilidad en el retrato aulico, 

descartando otros generos. 

El origen de ese fen6meno hay que buscarlo en 1623. Ese afio el joven Velazquez viaj6 desde Sevilla a Madrid, 

logr6 entrar al servicio del todavia mas joven rey, y desde entonces hasta su muerte en 1660, la carrera del pin tor estuvo 

indisolublemente unida a la de Felipe IV, que fue su principal patrono, y la persona id6nea en Espana para valorar mejor 

las novedades de su arte. Aunque para el rey y su entorno realiz6 alguna obra religiosa y mitol6gica, el principal tipo de 

cuadros que tuvo que pin tar fueron retratos, que suponen mas del ochenta por ciento de sus pinturas en esos afios. 

La conciencia de ser sobre todo un retratista no solo procede en Velazquez de los muchos retratos que hizo; 

pues esta relacionada tambiもncon una de las sefias de identidad de su ideologia estetica: la "imitaci6n del natural". 

Durante los primeros afios del siglo XVII surgi6 una corriente -encabezada por Caravaggio-que defendia una 

aproximaci6n directa a la naturaleza y al motivo pict6rico. Hasta entonces, la teoria clasicista del arte sostenia que la 

naturaleza era imperfecta, y que la misi6n del artista era perfeccionarla mediante las reglas del arte. Entre los 

principales artistas que reivindicaron el "natural" como fuente pict6rica principal figuran Velazquez; y su interes por el 

retrato esta directamente relacionado con esta idea. "Retratar" implicaba una aproximaci6n directa, sin intermediarios, 

al motivo pict6rico. En el contexto de esa pugna hay que ver la acusaci6n de que "solo sabia pintar cabezas" que alguna 

vez le hicieron los clasicistas. 

La relaci6n entre naturalismo y retrato aparece desde las primeras obras del pintor. Son cuadros religiosos o 

bodegones que realiz6 durante su etapa sevillana. Desde el punto de vista de sus temas, su gama cromatica y su 

iluminaci6n, se relacionan directamente con los intereses de los pintores naturalistas europeos. En esas obras hay un 

gran interもspor la precision descriptiva de objetos y escenarios; y se hace uso de personajes con apariencias cotidianas, 

que frecuentemente se obtienen a traves del retrato. Esa cotidianeidad es general, por ejemplo, en los bodegones, como 

La vieja friendo huevos (Edimburgo, National Gallery of Scotland) o El aguador de Sevilla (Londres, Wellington 

Museum), cuyos personajes estan extraidos de la experiencia cotidiana. Uno de ellos es probablemente el "aldeanillo", 

que segun el tratadista Pacheco -suegro de Velazquez-servia de modelo al pintor. Podemos asistir a la evoluci6n de sus 

rostro a traves de los cuadros tempranos del artista. 

Pero en esos afios, Velazquez no solo utilizaba retratos para sus "bodegones". Tambien los incluia en sus 

pinturas religiosas. Por ejemplo, un rostro similar al de San Juan Evangelista (Landres, National Gallery of England) 
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aparece en varios cuadros mas. Entre ellos La adoraci6n de los Magos (Madrid, Museo del Prado) (fig. 2), que ha sido 

calificado como un "retrato・・ de familia, pues esta compuesto por varios retratos. Al fondo reconocemos al mismo 

aldeanillo que veiamos antes; y el rey barbado y de perfil es Francisco Pacheco, como se advierte cuando lo 

comparamos con su retrato por Velazquez en el Museo del Prado o con su autorretrato en el]uicio Final del museo de 

Castres. Igualmente, tan to san Jose como el rey mago arrodillado en primer termino presenta rasgos semejantes a los 

de細anJuan Evangelista, y de la Virgen y el Nino se han dicho que son la mujer y la hija recien nacida del pintor. 

Simultaneamente a la inclusion de retratos en escenas mas complejas, Velazquez realiz6 en Sevilla algunos retratos 

independientes, como el de Pacheco (Madrid, Museo del Prado) (fig. 3) o Sor ]er6nima de la Fuente (Madrid, Museo 

del Prado), notables ambos por su elevada expresividad. 

Una vez establecido en la Corte, la principal tarea a la que se dedic6 fue retratar al rey y su familia, ya traves de 

esas obras supo reflejar los ideales de la monarquia espaflola, y los cambios de caracter politico que iban produciendo 

durante el reinado de Felipe IV. En sus cuadros confluyen factores diversos, como la tradici6n retratista anterior, los 

usos protocolarios de la corte, los vaivenes politicos y las inquietudes personales del artista. Con todos esos factores 

nos iremos encontrando en nuestro recorrido por su labor como retratista cortesano. 

Felipe IV ascendi6 al trono el 31 de marzo de 1621, con 15 aflos de edad. Para gobernar se apoy6 en Baltasar de 

Zuniga y el conde duque de Olivares, que seria su mano derecha durante veinte aflos. El nuevo gobierno se caracteriz6 

por su vision critica respecto de los gobernantes anteriores, y por una decidida voluntad reformista. En los meses 

siguientes se sucedieron a gran velocidad las destituciones de cargos importantes de la administraci6n anterior, el 

nombramientos de nuevos ministros y altos funcionarios, y la promulgaci6n de leyes tendentes a mejorar la 

administraci6n del estado y las relaciones econ6micas. Se tomaron medidas muy duras contra algunos de los 

personajes mas destacados del reinado de Felipe III, a los que sc acusaba de la decadencia en que estaba sumido el 

pais. Entre esas medidas figuran el destierro del duque de Uceda, que habia sido favorito del rey, la prisi6n del duque 

de Osuna o la ejecuci6n de Rodrigo Calderon. Todo ello dio como resultado una drastica renovaci6n del estado, y la 

sustituci6n de las antiguas elites administrativas por otras nuevas con alto grado de profesionalizaci6n. 

Paralelamente, se tomaron medidas de gran alcance politico, como la obligaci6n de que los ministros declarasen 

su patrimonio al acceder al cargo, la creaci6n de una Junta de Reformaci6n, o una serie de leyes encaminadas a limitar 

el lujo en el vestido, como la que prohibia los costosos cuellos de lechuguilla, y los sustituia por un tipo de prenda 

mucho mas sencilla y barata. Esas leyes antisuntuarias constituyen uno de los principales ejemplos que nos ha dado la 

historia de Espana de c6mo el ideario politico puede reflejarse en los usos indumentarios, y c6mo ambos condicionan el 

retrato cortesano. El nuevo gobierno enarbolaba la bandera de la austeridad, la responsabilidad y la reforma, que 

constituian ideales que permitian legitimarse y distanciarse respecto a las elites politicas anteriores, acusadas de 

corrupci6n. La principal labor de Velazquez como retratista cortesano consisti6 en adaptar esos ideales a la imagen del 

nuevo rey. 

La imagen que mejor ejemplifica ese clima es el Felipe IV del Museo del Prado (fig. 4): aparece de pie, con un 

sobrio vestido negro y arrimado a un bufete. Sus gestos y los objetos que tiene junto a si nos hablan de compromiso y 

deber: el sombrero sobre el bufete y la espada sobre la que apoya la mano derecha aluden a sus responsabilidades 

relacionadas con la milicia y la administraci6n de justicia; el tois6n que cuelga sobre su pecho remite a su linaje; el 

sencillo cuello que enmarca su rostro era simbolo inequivoco en esa epoca de austeridad; y el papel que sostiene en su 

mano derecha describe al modelo como un rey que atiende sus obligaciones administrativas. 

El significado ultimo de este retrato se pone de manifiesto cuando lo ponemos en relaci6n con un doble 

contexto: el de la tradici6n retratistica anterior, y el de las formas como se presentaba Felipe IV en publico al principio 
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de su reinado. En cuanto a la primera, durante el reinado de Felipe III predominaron tipologias mucho mas ricas, como 

muestran las obras de Pantoja de la Cruz, Pedro Vidal o Rodrigo de Villandrando. Aunque fue un monarca pacifico, 

abundan los retratos que lo representan con armaduras, o aquellos en los que viste costosos vestidos, abundantes en 

insignias de su pod er. Ninguno de sus retratos alude a sus responsabilidades ・・1aborales". Algo parecido ocurre en los 

primeros retratos de Felipe IV. En el que le hizo Rodrigo Villandrando hacia 1620 (Museo del Prado) (fig. 5), posa con 

el enano Soplillo y viste un elaboradisimo traje que muestra el nivel de complicaci6n al que habia llegado la 

indumentaria antes de las normas restrictivas de principios de su reinado. No hay mejor forma de visualizar lo que 

signific6 la llegada al poder de este rey que comparar este retrato con el de Velazquez. 

Las fuentes de la epoca son muy abundantes en descripciones de Felipe IV en los primeros afios de su reinado. 

A traves de ellas sabemos que la imagen del rey era multiple, al igual que la imagen de la corte. Dependiendo del 

contexto, podia ser austera o esplもndida.En la mayor parte de las ocasiones en las que se describe a Felipe IV en esos 

afios, se llama la atenci6n sobre la riqueza de su vestimenta, y no sobre los rasgos de austeridad de la misma. Eso se 

debe a que son descripciones de fiestas publicas. Asi, cuando, en 1623, hizo un paseo publico con el Principe de Gales 

entre San Jeronimo y Palacio, llevaba "un vestido pardo, todo cuajado de bordaduras de oro, tan rico, cuanto llano". 

Varios retratos de Felipe IV lo representan con una indumentaria similar a la que se cita en las descripciones 

anteriores. Uno de ellos (Madrid, colecci6n particular) muestra al rey de gala, con una riquisima botonadura de 

diamantes, y una pesada cadena de oro que le atraviesa el pecho. Tambien se hace hincapie en la riqueza indumentaria 

en otro retrato de Felipe IV, del que se ha sugerido una atribuci6n a Van der Hamen (Madrid, Instituto Valencia de Don 

Juan), yen el cual se combina la imagen del rey de gala, con la imagen del rey que atiende a sus responsabilidades de 

gobernante, como atestigua el bufete sobre el que apoya la mano izquierda y el papel que sostiene en la derecha. 

Las representaciones anteriores concuerdan con la imagen que ofrecia Felipe IV en sus apariciones publicas. 

Sin embargo, resultan opuestas a los retratos que hizo Velazquez del rey durante esos afios. En su representaci6n se 

huye de los signos de ostentaci6n indumentaria, y mediante una gama cromatica limitada y extraordinariamente sutil, y 

un uso maestro de la iluminaci6n, se intenta transmitir una imagen de autodominio, trabajo y responsabilidad, mas que 

de fasto y riqueza. Su indumentaria oscura y su posici6n cercana a un bufete coincide con la forma como se presentaba 

para dar audiencia, que era una de las principales tareas que debian atender los gobernantes, segun te6ricos politicos 

como Juan Pablo Martir Rizo. Sabemos por Gil Gonzalez Davila, que public6 su obra en 1623, que el rey ・・recibe por 

primera vez en pie, con el collar del Tois6n, arrimado a un bufete, a los embajadores ordinarios. 

Esta efigie de Felipe IV del Prado nos enfrenta a varios temas intimamente relacionados con la actividad de 

Velazquez como retratista real, como son los que se refieren a los mecanismos de producci6n y control de esa imagen. 

En su estado actual, el cuadro es fruto de dos fases: la primera data de 1623, y de ella surgi6 una obra en la que el rey 

tenia las piernas mas abiertas y la capa estaba mucho mas extendida. Cuatro o cinco afios despues modific6 

notablemente esa composici6n, creando un perfil mas estilizado y adaptando el rostro del rey a su nueva edad: ya no 

era el monarca casi imberbe de apenas 18 afios, sino un soberano de 22 o 23. Se trata de un tipo de operaciones comun 

en Velazquez, y que nos habla de una concepci6n utilitaria del retrato. Conocemos el aspecto de ese primer estadio a 

traves de radiografias y mediante varias versiones. La de mayor calidad es la que guarda el Metropolitan Museum, que 

fue ejecutada mediante calco (fig. 6). 

Esto nos enfrente a un asunto fundamental: Velazquez trat6 de controlar la producci6n de retratos del rey, y de 

asegurarse el monopolio de su imagen, lo que consigui6 con la unica salvedad de la estancia de Rubens en Madrid en 

1628-1629. Pero, al tiempo que se aseguraba que el rey no posaria para nadie mas, tenia que atender la extraordinaria 

demanda de retratos que generaba el nuevo monarca y su entorno en la corte espafiola, en el extranjero y entre familias 
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de nobles y funcionarios. La soluci6n pasaba por el establecimiento de un taller, que mantuvo hasta el final de su 

carrera. 

La sobriedad de la ret6rica indumentaria, corporal y espacial de Felipe IV se complementaba con una variedad 

de expresiones faciales muy corta, y que responde a una larga tradici6n de representaciones de las personas reales en 

las que se excluia cualquier sentimiento terrenal. Esa distancia e intemporalidad se mantendra hasta los ultimos 

retratos del monarca, y se relaciona con el tipo de expectativas que generaba la presencia del rey de Espana, un 

personaje revestido de atributos semidivinos. Uno de los que lo vieron asistir a una procesi6n en 1622 escribi6 que su 

"severidad imperiosa y presencia amable causaban reverencia voluntaria, y amor rendido"; y descripciones similares 

son abundantes tanto para referirse a la presencia fisica del rey como para alabar sus retratos. Asi, Saavedra Fajardo 

coment6 de un retrato de Felipe IV por Velazquez que estaba ・・con tan curioso movimiento y tal expresi6n de lo 

majestuoso y augusto de su rostro, queen mi se turbo el respeto, y le incline la rodilla y los ojos". 

Ese primer retrato del rey dio las pautas para los que haria Velazquez de los miembros de su familia y de su 

entorno en los afios siguientes. En todos ellos domina la sencillez compositiva y la austeridad cromatica, y la mayoria 

transmiten una etica del compromiso y el deber. Sin embargo, el pintor supo variar magistralmente el contenido en 

funci6n de sus modelos. Asi, comparando este retrato con los de su hermano don Carlos, el conde duque de Olivares o 

algunos funcionarios de la corte, entendemos bien la capacidad del pintor para describir el papel que estaba rese1-vado a 

cada uno de esos personajes. 

Oficialmente su hermano Carlos no era ・'principe heredero" sino "infante", yen las procesiones a las que asistia 

se situaba un paso "por delante" de Felipe, lo que indica una posici6n subordinada. En su retrato (Museo del Prado), 

Velazquez lo situa ese paso "por delante" (fig. 7). Alu de a su rango mediante el tois6n y cruza sobre su pecho una 

gruesa cadena de oro, un tipo de adorno en boga durante los afios veinte. Pero han desaparecido los simbolos de 

trabajo y responsabilidad, que han sido sustituidos por detalles elegantes: no hay bufete; el sombrero que lleva en la 

mano es un adorno indumentario y no alude a la administraci6n de justicia, y en la mano derecha no muestra ningun 

papel o memorial, sino que sujeta de manera elegante un guante. 

En el otro extremo se situan los dos retratos del conde duque relacionados con este momento(Museo de Sao 

昨 uloy N ueva York, Hispanic Society), a traves de los cuales percibimos inmediatamente que estamos ante un hombre 

acostumbrado a ejercer el poder. En el de la Hispanic Society (fig. 8) de nuevo una gran cadena de oro cruza su pecho, 

sobre el que vemos la cruz de Calatrava. En el cinto asoma una llave dorada, lo que junto con la vara que sostiene en la 

derecha alude a su rango como caballerizo mayor, el puesto mas importante dentro de la jerarquia palaciega. Sobre la 

mesa descansan un sombrero y una bengala de general, mientras mantiene la mano izquierda en el pomo de una 

espada. La obra data muy probablemente de 1625, un afio crucial en la historia belica espafiola y en la que Olivares 

afirm6 definitivamente su estatus como hombre fuerte del estado. El poder que alcanz6, su fortaleza y determinaci6n se 

expresan claramente en esta obra, no solo a traves de los objetos, sino por su expresivo lenguaje gestual. Asi, la mano 

que se aferra a la espada irrumpe extraordinariamente poderosa en un primer plano, y su gesto se combina con el del 

rostro, y con la mano derecha que sujeta con firmeza la vara. Frente al retrato de Felipe IV, impasible y abstracto, el del 

conde duque es imponente y terrenal, y no deja dudas sobre quien llevaba las riendas del gobierno. 

En el verano de 1629 Velazquez embarc6 rumbo a Italia, donde permaneci6 hasta finales del afio siguiente. En 

ese tiempo naci6 el principe Baltasar Carlos, y se inici6 un nuevo capitulo de la vida de la corte y del retrato velazquefio. 

Para entonces el rey y Olivares se encontraban en una situaci6n politicamente mas relajada, se abandon6 la politica de 

reformas del principio del reinado, y sobrevino una epoca de extraordinario esplendor y gasto. Los afios treinta 

constituyen una edad dorada de la historia de la cultura cortesana espafiola, lo que se tradujo en la construcci6n de 
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nuevas residencias reales, como el palacio del Buen Retiro, y la redecoraci6n de otras, como la Torre de la Parada. Esos 

lugares fueron escenarios de una gran actividad festiva y literaria. La relajaci6n, la autocomplacencia y el optimismo 

que caracterizaron el momento tuvieron su reflejo en la producci6n de Velazquez como retratista real. 

Desde el punto de vista de sus retratos cortesanos, esa epoca se distingue poderosamente de la anterior por el 

hecho de que se multiplican las tipologias, y se produce un cambio notable que afecta a la indumentaria, la composici6n, 

la gama cromatica y la escritura pict6rica. Se ampli6 tambien la n6mina de los modelos habituales del pintor: hay que 

sumar en ese momento al principe heredero ya los bufones; y aunque el mundo que retrata Velazquez sigue siendo 

primordialmente masculino, surgen entonces algunos retratos de reinas y senoras de la nobleza. Para conocer las 

magnitudes de ese cambio nos pueden servir de guia las representaciones del principal personaje que se incorpor6 a la 

vida de la corte en esos afios: Baltasar Carlos, el principe heredero. 

De ellos, el mas temprano es el del museo de Boston (fig. 9). Se lo representa muy nifio, alternando ropas 

infantiles con elementos que hacen alusi6n a sus futuras responsabilidades militares: la parte superior de una coraza, la 

banda que le cruza el pecho, la bengala de mando que tiene en la manita derecha o la espada sobre la que apoya la 

izquierda. Sobre un cojin, un sombrero con plumas insiste en esa caracterizaci6n. Junto al nifio, aparece un enano que 

lleva un sonajero en su mano derecha y una manzana en la izquierda, alusi6n en clave parad6jica al cetro y a la bola del 

mundo. El retrato ha sido relacionado con el juramento de fidelidad que hicieron las cortes castellanas en marzo de 

1632. Una cr6nica contemporanea describe asi la aparici6n del nifio: "luego los infantes Carlos y Fernando llevaron en 

medio al Principe por las mangas del vaquero, cefiida espada y daga con guarnici6n de oro y diamantes, sombrero 

negro y plumas de nacar, inmediatos al rey nuestro senor". 

Esta obra supone una ruptura importante con la obra anterior de Velazquez, y un punto de partida para el 

desarrollo posterior. Para ubicar a un nifio tan vistosamente vestido, en vez de crear un espacio austero como en sus 

retratos anteriores, crea un marco textil llamativamente denso y abigarrado, formado por la alfombra, la cortina, el cojin 

y los elementos de vestuario. La necesidad de describir ese marco textil tuvo consecuencias importantes desde el punto 

de vista estilistico, pues oblig6 a Velazquez a ensayar con una tecnica suelta y muy "pict6rica", que sera una de sus 

sefias de identidad. 

Al igual que los primeros retratos de Felipe IV y su corte reflejaban sutilmente aspiraciones politicas, roles de 

poder y protocolos palaciegos, las imagenes de Baltasar Carlos pueden ser leidas tambien a partir de algunas de esas 

claves. La combinaci6n de complejidad escenografica, esplendor cromatico y valentia tecnica refleja una corte mas 

expansiva, que habia dejado de estar obsesionada por aparentar austeridad y control. Pero, al mismo tiempo, las nuevas 

imagenes nos ensefian lo inseparables que son los retratos respecto del mundo protocolario y ceremonial. En este 

retrato Velazquez crea un contraste evidente entre el principe y el enano para definir a aquel: frente a su estatismo e 

impasibilidad, el enano no se esta quieto, y mira hacia un lado; y lo que en Baltasar Carlos son atributos reales de 

poder, en su compafiero son juguetes, todo lo cual lo convierten en una especie de espejo deformante. Para hacer mas 

explicito el juego de jerarquias, Velazquez ha representado al principe a una altura sensiblemente mayor. 

En agosto de 1623 se celebr6 en Madrid un especはculocaballeresco para agasajar al principe de gales. En el, 

particip6 Felipe IV "llevandose los ojos y corazones de todos, tan hermoso en la presencia, tan bizarro y atento en las 

acciones, que todas parecieron hijas de gran cuidado, aunque ejercitadas con gran descuido. Corrio la pareja con el 

conde de Olivares". Esa alusi6n al "descuido" formal que en el fondo esconde un ・'gran cuidado" se relaciona con el 

concepto de sprezzatura, que es fundamental para en tender la cultura cortesana de laもpoca.Se trata de la reivindicaci6n 

de una manera de hacer las cosas de forma que su ejecuci6n parezca realizarse sin esfuerzo; lo que esta intimamente 

ligado a una sociedad aristocratica, que despreciaba el trabajo manual. 
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Es un concepto basico para entender no solo la corte espafiola, sino tambien la pintura de Velazquez a partir de 

mediados de los afios 30, cuando su pincelada se libero definitivamente y aparecio la tecnica de lo que entonces se 

llamaban "manchas distantes"; es decir, formas que solo se reconocen con la distancia, pues el primer termino es una 

trama cromatica extraordinariamente sutil. La posibilidad de relacionar a Velazquez con ese concepto esta apoyada por 

testimonios contemporaneos. En 1646 el escritor Juan Francisco Andres de Ustarroz definia de esta manera la obra del 

pintor: "el primor consiste en pocas pinceladas obrar mucho, no porque las pocas no cuesten, sino que se ejecuten con 

liberalidad, que el estudio parezca acaso y no afectacion. Este modo galantisimo hace hoy famoso Diego Velazquez(…） 

pues con sutil destreza en pocos golpes muestra cuanto puede el arte, el desahogo y la ejecucion pronta". 

Los retratos y otras obras de Velazquez solo responden a esa definicion a partir de los afios treinta. Hasta 

entonces, tanto en Sevilla como en Madrid, su pintura se distingue por una factura mas precisa, en la que el dibujo 

sigue controlando al color. Y resulta muy tentador relacionar su tもcnicacon los contenidos de sus retratos. Durante los 

afios 20, en los que sus efigies de Felipe IV y su entorno transmitian los ideales de trabajo, responsabilidad y deber de 

la nueva corte, nada habia mas adecuado que un estilo pictorico que restringia las gamas cromaticas y con el que el 

pintor no buscaba alardes tecnicos, sino construir de la manera mas precisa su retrato. En ese sentido, estilo, 

composicion e iconografia iban de la mano, y esa es una de las cosas que singularizan tanto esa etapa. En la decada 

siguiente, con el cambio de la retorica general de la corte cambiaron tambien las formas de representacion del rey y su 

entorno, y el propio estilo pictorico de Velazquez, que respondia a ideales cortesanos mas arraigados y menos 

circunstanciales. 

En los afios 30 se multiplicaron las tipologias de los retratos reales, en una direccion extraordinariamente 

precisa: disminuyen proporcionalmente las imagenes que relacionan a Felipe IV con el trabajo y las responsabilidades 

administrativas, y son sustituidas por retratos que aluden al estatus y al poder del rey, y que en terminos generales 

responden a lo que una relacion de fiestas de principios del siglo XVIII clasificaba como "en el traje cortesano, en el 

military en el de campo". 

Esplendido ejemplo de Felipe IV en "traje cortesano" es el retrato "en pardo y plata" de la National Gallery de 

Landres (fig. 10), que data de hacia 1632 y cuya comparacion con el del Prado en gris no puede ser mas elocuente: el 

rey tambien mantiene un sombrero sobre la mesa y tiene en su mano derecha un memorial; pero el sombrero ya no es 

simbolo de administracion de justicia, pues esta tan ricamente decorado como el resto del traje, que no es un atuendo 

de "trabajo" sino uno propio de participacion en fiestas publicas. Es decir, es el rey "cortesano" pero entendiendo la 

corte no tanto como lugar de trabajos y responsabilidades, sino como escenario para la demostracion del poder. Por lo 

demas, el espacio del cuadro se ha hecho mas complejo; la gama cromatica es mucho mas amplia; y la escritura 

pictorica constituye uno de los primeros ejemplos de esas "manchas distantes" que mencionamos mas arriba. Lo unico 

que permanece inalterado es la precision con que esta descrito el rostro del rey y la impasibilidad que transmite, algo 

que sera constante en todas las imagenes velazquefias del rey. 

En cuanto a la modalidad de retrato del rey "con traje militar" en esos afios, el mas importante es el retrato 

ecuestre que pinto Velazquez en 1634-1635 para el Salon de Reinos del palacio del Buen Retiro (Museo del Prado). El 

contenido de este retrato se descubre mediante la comparacion con otras obras similares del mismo pintor, como el 

Retrato ecuestre del conde duque de Olivares (Madrid, Museo de! Prado). La distancia de clima narrativo es similar a la 

que veiamos entre los primeros retratos de ambos por Velazquez: el conde duque es temperamental e impetuoso, a lo 

que contribuye el que su caballo se represente en un violento escorzo, mientras que Felipe IV y su montura posan de 

perfil, muy serenos, como si el pintor quisiera asociar la idea de majestad con el concepto de tranquilidad y sosiego. 

Para ello, Velazquez disponia como precedente el retrato ecuestre de Carlos V porTiziano (Madrid, Museo del Prado). 

，
 



En el salon de reinos, Felipe IV estaba acompafiado por Baltasar Carlos a caballo (Madrid, Museo de! Prado) 

(fig. 11), cuyo joven jinete, envuelto en aire y luz, emerge poderosamente como una promesa de futuro. Esta obra, con 

su excepcional emplazamiento, nos introduce en otra de las sefias de identidad de Velazquez como retratista cortesano 

en los afios treinta: la extraordinaria importancia que concede al paisaje, que siempre esta inspirado en una experiencia 

real del mismo, y que singulariza a Velazquez de cualquier otro retratista de su tiempo. 

La tercera modalidad citada mas arriba, el llamado "traje de cam po", fue una invenci6n de Velazquez en estos 

afios treinta. Se trata de los "retratos de cazadores". El punto de partida de! genero son las efigies de Felipe IV, su hijo 

Baltasar Carlos y su hermano don Fernando (fig. 12), que decoraron la Torre de la Parada, un pabel16n de caza en las 

afueras de Madrid (Las tres en Madrid, Museo de! Prado). Estamos mas alla de la mera representaci6n de! rey y su 

familia en un acto deportivo, pues a la caza estaban asociados contenidos directamente relacionados con la guerra y con 

las responsabilidades militares del rey. De entre todas las tipologias de retratos cortesanos de Velazquez, esta de 

"cazadores" fue una de las que tuvieron una vida mas fecunda, pues inauguraron una tradici6n en Espana que se 

prolong6 hasta finales de! siglo XVIII con los retratos de reyes y principes cazadores que realizaron Mengs y Goya. 

En la decada de 1630 tambien se amplia la tipologia de retratos de servidores de la corte, con la incorporaci6n 

de algunos caballeros o de! escultor Juan Martinez Monta屈smodelando la efigie de Felipe (fig. 13) (Museo de! Prado). 

Pero, el capitulo mas importante es el que tiene como protagonistas a los "bufones". Dada la importancia queen la vida 

cotidiana de la corte espafiola tenian los llamados "hombres de placer", no es de extrafiar su pre~encia desde los 

origenes del retrato cortesano, tanto en forma de efigies aisladas como acompafiando a personas de estirpe real, pues 

este tipo de personajes servian para definir el alto rango de las personas junto a las que se retrataban. Velazquez 

recogi6 esa tradici6n y la ampli6, pues aparecen en al menos diez de sus obras seguras, entre ellas Las meninas. Se 

trata de uno de los capitulos mas fascinantes de su pintura, y el que ha suscitado interpretaciones mas variadas. 

A medida que se conoce mejor el papel que jugaban los bufones en la corte resulta mas evidente que los retratos 

de Velazquez nacieron como respuesta a ese papel. Pero, al mismo tiempo, cuando comparamos estas obras con sus 

precedentes (Moro, Sanchez Coello, Van der Hamen, etc.) se hace tambien claro que su representaci6n proporcion6 al 

pin tor un margen de libertad que supo aprovechar de manera extraordinaria. Esa libertad tiene que ver con la condici6n 

social de sus modelos. Cuando Velazquez representaba al rey o a su familia, o a cualquier cortesano que le encargaba 

un retrato, tenia que tener presente, en primer lugar, las expectativas de! modelo. No en vano, la palabra queen Espana 

se asociaba con mas frecuencia a este genero era "lisonjero". En los retratos de bufones no mediaba un encargo por 

parte del modelo, a quien, ademas, se asociaba siempre con acciones, expresiones, constituci6n fisica o rasgos de 

personalidad al margen de! canon cortesano. Eso permiti6 a Velazquez ampliar decisivamente los registros expresivos 

de sus retratos, y ensayar con composiciones que serian inadmisibles para cualquier otro retratado. Piensese, por 

ejemplo, en el llamado Nino de Vallecas (Madrid, Museo de! Prado), que esta sentado de cualquier manera y mira 

retador al espectador; o en El buf6n Calabazas (Madrid, Museo del Prado), que esta como arrumbado en un rinc6n. 

Nada mas lejos de la formalizaci6n de los retratos reales (fig. 14). 

Estas obras tambien difieren tecnicamente de los retratos del rey y su entorno. Solo hay que comparar el rostro 

desenfocado de Calabazas o sus manos apenas esbozadas con el retrato de Felipe IV cazador (Madrid, Museo del 

Prado), por ejemplo, para darnos cuenta de lo mucho que aprovech6 Velazquez la libertad que le ofrecia la condici6n de 

los modelos que nada reclamarian y cuya funci6n en la corte era representar lo irrepresentable. En lo que tiene de 

indagaci6n relativamente libre sobre sus modelos, el conjunto de bufones de Velazquez solo admite comparaci6n en su 

tiempo con la colecci6n de autorretratos de Rembrandt. 

A finales de los afios treinta se desencaden6 una crisis generalizada en la monarquia espafiola, que tuvo como 
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hitos fundamentales la sublevacion de Portugal y de Catalufla (en 1640), la destitucion del Conde duque de Olivares, y 

las muertes de la reina Isabel (1644) y del principe Baltasar Carlos (1646), el unico heredero varon al trono. Todo ello 

en medio de un contexto belico europeo adverso para Espana, que precipito su perdida de hegemonia en el continente. 

Las situacion calamitosa de la corte tuvo su reflejo adecuado en la produccion retratistica de Velazquez: el 

silencio. El unico retrato real que nos queda de ese tiempo es el llamado Felipe IV en Fraga (Nueva York, Frick 

Collection) (fig. 15), realizado en 1644 en esa ciudad aragonesa, adonde el rey acudio para participar en la campafla 

militar de Catalufla. La obra es un prodigio tecnico, donde el pintor lleva a sus ultimas consecuencias la tecnica de 

"manchas distantes. El rey esta representado como militar, vistiendo el traje mas vistoso con que lo pinto nunca 

Velazquez. Transcurririan, sin embargo, al menos diez aflos antes de que volviera a posar para su pintor. 

Aunque en los aflos cuarenta Velazquez pudo comprobar como avanzaba su carrera dentro de la estructura 

cortesana, lo cierto es que apenas pudo ejercer sus dotes como retratista de la familia real, lo que hubo de resultarle 

frustrante. Esa carrera paralela en la corte le condujo en 1649 a Italia, adonde llego para ocuparse de asuntos 

relacionados con la redecoracion de los palacios reales. Una vez cumplidos sus compromisos, en vez de regresar a 

Espana, como era su obligacion, quiso abrirse camino como retratista en la corte papal, y consigui6 que el propio 

Inocencio X posara paraも1.En el plazo de apenas un aflo realizo cerca de una docena de retratos, de los que han sido 

identificados la mitad, lo que nos habla tanto de la capacidad de trabajo de su autor, como de su ansiedad por labrarse 

fama como retratista en Roma. 

La produccion de este momento confirma la capacidad del pintor para percibir las diferentes expectativas del 

publico y su habilidad para adaptarse a ellas. De este modo, como la corte papal era muy distinta a la de Madrid, sus 

retratos tambien lo fueron. El cambio fundamental se produjo en los registros expresivos. Mientras que en Madrid se 

preferia una gama de expresiones faciales limitada, en la que primaban los rasgos relacionados con el estatus y la 

posicion frente a los asociados a la personalidad individual, en Roma estos tenian un gran protagonismo. No hay mas 

que comparar el retrato del Papa (Roma, Galleria Doria Pamphilij) (fig. 16) con el de Felipe IV en Fraga: aquel es 

terrenal, invasivo y rebosa desconfianza y "'furor", mientras que este es distante, intemporal y evasivo. Las expectativas 

del publico romano permitieron a Velazquez avanzar en la investigacion y la descripcion de los rasgos psicologicos 

individuales, y sus retratos de ese momento forman una galeria de extraordinaria variedad: desde el astuto y coqueto 

Astalli hasta el avido Ferdinando Brandani, pasando por el reflexivo y refinado Massimi y culminando en el impetuoso y 

voluntarioso Inocencio X. 

Ademas de una oportunidad para ensanchar los registros expresivos, en Roma encontro Velazquez un medio 

que no ponia al retrato y la pintura en general bajo sospecha social (como ocurria en Madrid), sino que, por el contrario, 

apreciaba y honraba a los grandes artistas. De hecho, el retrato del papa sirvio para que el pontifice apoyara las 

pretensiones del pintor de recibir el ennoblecimiento en Espana. Nada mas lejos de lo que ocurria en este pais, donde 

el ejercicio profesional de la pintura restringia sus posibilidades de obtener el habito nobiliario de Santiago. 

Mientras Velazquez estaba en Roma, Felipe IV se caso con su sobrina, Mariana, de la que le separaban treinta 

aflos, y con la que esperaba tener hijos varones que aseguraran la sucesion dinastica. En ese contexto, la resistencia 

que mostro Velazquez para volver a Espana se hace mas paradojica, pues si habia un momento en la vida de la corte en 

el que era necesaria la presencia de un retratista era con la llegada de una nueva reina y la esperanza de que tuviera 

descendencia, circunstancias ambas que generaban una enorme demanda de retratos. 

A su vuelta, el pintor se encontro con una corte expectante, pues la reina daria a luz en pocas semanas. Y 

expectante siguio siendo la situacion de la corte durante los aflos siguientes, pues hasta finales de 1657 no nacio un 

principe varon que aliviara la ansiedad generalizada sobre el futuro de la monarquia espaflola. En ese tiempo todo 
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fueron cabalas acerca de las posibilidades del nacimiento de un hijo varon, y sobre las distintas alternativas que se 

ofrecian en caso de que ese niflo no llegara nunca. Y todo ello, en el contexto de una profunda crisis economica, politica 

y territorial. 

La produccion de Velazquez como retratista cortesano cambio radicalmente en esos aflos desde varios puntos 

de vista, en paralelo a la transforrnacion radical que se dio en la composicion y las expectativas de la familia real. Una de 

las claves para entender la nueva etapa la proporciona la conocida correspondencia entre el rey y Sor Luisa Magdalena 

de Jesus, condesa de paredes de Nava. En varias de sus cartas la monja solicito retratos del monarca y su familia, que 

tardaban en llegar porque, en palabras del rey "Velazquez me ha engaflado mil veces". Por fin, a principios del verano 

de 1653 pudo enviar retratos de su mujer y sus hijas, pero no mando ninguno suyo, de lo que se excusaba afirmando: 

"ha nueve aflos que no se ha hecho ninguno, y no me inclino a pasar por la flema de Velazquez, asi por ella como por no 

verme ir envejeciendo". Alrededor de un aflo despues Felipe IV poso para Velazquez (Madrid, Museo del Prado) (fig. 

17), y ese modelo de retrato de busto fue repetido con pequeflas variantes en mas de veinte ocasiones, sin que 

Velazquez creara ninguna otra tipologia alternativa de efigies del rey. 

Nos encontramos, pues, con un rey que no quiere posar y con una familia real compuesta por la reina y dos 

infantas, una de las cuales (Maria Teresa) era una joven nacida en 1638 y la otra (Margarita) una nifla que llego al 

mundo en 1651. Arnbas eran, ademas, peones dentro del tablero de ajedrez de la politica europea, y en torno a ellas se 

genero una gran diversidad de expectativas matrimoniales. En ese contexto, era imprescindible difundir sus retratos. El 

hecho de que la reina Mariana fuera hija del emperador Fernando, y su hija Margarita su nieta, genero asimismo una 

demanda de retratos por razones familiares, una de las causas que explican la esplendida coleccion del museo de Viena. 

La nueva situacion produjo un cambio sustancial en los retratos cortesanos de Velazquez. Si hasta entonces 

habia sido un retratista mayoritariamente de hombres, en general adultos, a partir de ahora la mayor parte de sus 

modelos serian mujeres, en muchos casos niflas. El cambio de genero tuvo consecuencias muy importantes desde el 

punto de vista de la gama cromatica y la escritura pictorica, lo que a su vez se relaciona con la extraordinaria invasion 

del mundo textil. Se aprecia, por ejemplo, en La infanta Margarita en rosa(Viena, Kunsthistorisches Museum) (fig. 

18), un cuadro que, excepto una porcion del fondo, el rostro, las manos y el florero, esta invadido por telas: las del 

vistoso traje de la nifla, el tapete sobre la mesa, la cortina del fondo o la alfombra del suelo. Entre todo ello se crea una 

trama cromatica extraordinariamente variada y abigarrada. El conjunto de retratos femeninos de estos aflos forma el 

capitulo de la obra de Velazquez mas suntuoso desde el punto de vista cromatico, yen el que el pintor demuestra hasta 

que limites podia llegar en ese "hacer que parezcan faciles las cosas complejas", al que nos referiamos mas arriba. 

Ejemplo claro es la Infanta Margarita en traje azul(Viena, Kunsthistorisches Museum), que realizo un aflo 

antes de su muerte en 1660. A esas alturas de su carrera, no necesitaba crear un sistema de pliegues y de sombras 

marcadas para describir verosimilmente el traje de la infanta. Las variaciones de intensidad y luminosidad del 

esplもndidoazul, y la forma como este interactua con las zonas doradas consiguen transmitir eficazmente una prodigiosa 

sensacion de volumen; mientras que la forma como estan resueltas las mangas suponen una culminacion de ese camino 

en busca de las "manchas distantes" que habia iniciado en los aflos treinta. 

Junto con este retrato de la infanta, a la corte de Viena llego otro de Felipe Prospero(Viena, Kunsthistorisches 

Museum) (fig. 19). De nuevo, en su retrato se cruza una red de significados que describen de manera precisa las 

expectativas y ansiedades que generaba ese niflo. N acio once aflos despues de la muerte de Baltasar Carlos, cuando su 

padre habia sobrepasado los cincuenta aflos de edad. Eso hizo que, a diferencia del retrato mas temprano de su 

hermanastro, que hemos comentado mas arriba, las alusiones a su condicion de principe heredero dejaran paso a una 

retorica de proteccion, pues de la salud del niflo dependia la tranquilidad y el futuro del estado. Uno de los principales 
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males que acechaban por entonces a la infancia era el llamado ""mal de ojo", que se transmitia mirando directamente al 

nifio a los ojos. Esa creencia supersticiosa no era incompatible con la ortodoxia cat6lica, y de hecho el papa envi6 al 

principe unos objetos protectores que son muy probablemente los que luce en el cuadro: una higa, una mano de tej6n, 

una castafia de plata, una campanilla y un cascabel. La misi6n de estos tiltimos era distraer con su ruido a quien quisiera 

mirar fijamente al nifio. Esa misma misi6n tenia la perrilla que aparece en el cuadro, que es retrato de una verdadera 

"que estimaba mucho Velazquez", y que con su dinamismo y su mirada vivaz tambien protegia del mal de ojo. Y todo 

ello, en uno de los escenarios de retrato mas complejos que construy6 Velazquez, y en un entorno cromatico con un 

predomino de los tonos encarnados, en el que destacan la cara palida del principe, su delantal nacarado o agil 

cuerpecillo del animal. 

Al igual que en sus primeros retratos cortesanos Velazquez supo transmitir la imagen de una corte joven, 

ansiosa por distinguirse de la anterior apelando a valores como el trabajo y el control, en este retrato del final de su 

vida, el pintor acert6 magistralmente a difundir -a traves del nifio y su compafiero-el clima de esperanza, ansiedad y 

temor que generaba en la corte el crecimiento de ese principe vulnerable y delicado del que dependia la supervivencia 

de la monarquia. 

Con sus retratos, Velazquez no solo nos leg6 el aspecto de la corte de Felipe IV, sino que se convirti6 en punto 

de referencia fundamental para articular una historia de la pintura espafiola. Fueron muchos los pintores espafioles que 

a lo largo de la historia han dialogado con las efigies velazquefias. A traves, por ejemplo, de su retrato de Mariana de 

Austria (Madrid, Museo del Prado), es posible asistir a c6mo se fue hilvanando esa tradici6n (fig. 20). Veinte afios 

despuもsde pintado, Carreno de Miranda se bas6 en el para su retrato de Mariana de Austria, viuda (Rohrau -Austria-, 

Col. Harrach): es exactamente igual que el de Velazquez, solo que'"traducido" al gris: la misma modelo, la misma pose, 

el mismo bufete con el reloj al fondo, una silla similar, y am bas dejando caer un pafiuelo. Solo cambia la gama cromatica 

y la indumentaria, condicionadas por el hecho de que la reina habia enviudado. A finales del siglo XVIII Goya tom6 ese 

mismo punto de partida para su Maria Luisa de Parma con tontillo (Madrid, Museo del Prado), como se puede apreciar 

comparando las dos obras. La historia tiene su continuaci6n a principios del siglo XX a traves de La mujer en azul de 

Pablo Picasso (1901) (Madrid, Museo nacional Centro de Arte Reina Sofia) (fig. 21): La modelo usa un ancha falda, 

muestra un gran pafiuelo, extiende horizontalmente uno de sus brazos, y el fondo se organiza tambien como dos 

prodigiosos planos de color. 

A los artistas espafioles habria que sumar numerosos extranjeros. Muchos de los mejores pintores del siglo XIX 

lo tuvieron como punto de referencia, y ahi estan El Pifano o el Mendigo de Manet para demostrarlo; y de las ultimas 

decadas del siglo XX son muy conocidas las imagenes de Bacon basadas en Inocencio X. Todas estas obras sittian los 

retratos de Velazquez en un lugar mas alla del museo; pues demuestran hasta que punto han sido una influencia viva, y 

una fuente de inspiraci6n para artistas de muy variada epoca y condici6n. 

Ilustraciones (pp. 7-20) 

fig. 1: Diego Velazquez, Las meninas, Madrid, Museo del Prado 

fig.2: Diego Velazquez, La adoraci6n de las Magos, Madrid, Museo del Prado 

fig. 3: Diego Velazquez, Francisco Pacheco, Madrid, Museo del Prado 

fig. 4: Diego Velazquez, Felipe IV, 1623-1628, Madrid, Museo del Prado (Pll82) 

fig. 5: Rodrigo Villandrando, Felipe IV con el enano Sop/il/o, Madrid, Museo del Prado 

fig. 6: Diego Velazquez, Felipe IV, Nueva York, The MetJ・opolitan Museum 

fig. 7: Diego Velazquez, El in/ante don Carlos, Madrid, Museo del Prado 
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fig. 8: Diego Velazquez, El conde duque de Olivares, Nue1-va York. The Hispanic Society of知 1enca

fig. 9: Diego Velazquez, Baltasar Carlos con un enano, Boston. Museum of Fine知 s

fig. 10: Diego Velazquez, Felipe JV, en pardo y Plata. Londres, The National Galle1y 

fig. 11: Diego Velazquez, Baltasar Carlos a cabal/o, Madrid, Museo del Prado 

fig. 12: Diego Velazquez, El Cardenal-Infante. cazador, Madrid, Museo clel Prado 

fig. 13: Diego Velazquez.Juan Martinez Monta屈s,Madrid, Museo clel Prado 

fig. 14: Diego Velazquez. El buf6n Calabazas, Madrid, Museo clel Prado 

fig. 15: Diego Velazquez. Felipe IV, en Fraga, Nueva York. Frick Collection 

fig. 16: Diego Velazquez, Inocencio X. Roma, Galleria Doria-Pamphilij 

fig. 17: Diego Velazquez. Felipe IV. Madrid, Museo del Prado (Pl 185) 

fig. 18: Diego Velazquez. La infanta Margarita en traje rosa, Viena, Kunsthistorisches Museum 

fig. 19: Diego Velazquez. El Principe Felipe Prospero, Viena. Kunsthistorisches Museum 

fig. 20: Diego Velazquez, Mariana de Austria, Madrid, Museo del Prado 

fig. 21: Pablo Picasso. La mujer en azul, Madrid. Museo Nacional Centro de虹teReina Sofia 
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