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木
　
昌
　
史
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［
註
］　

本
稿
は
、
第
一
部
［
翻
訳
］
Ｅ
・
パ
ノ
フ
ス
キ
ー
の
デ
ュ
ー
ラ
ー
論
、
第
二
部
［
解
説
］「
エ
ウ
ロ
ペ
の
誘
拐
」
の
系
譜
、
以
上
二
部
か
ら

な
る
。

第
一
部 

［
翻
訳
］

ア
ル
ブ
レ
ヒ
ト
・
デ
ュ
ー
ラ
ー
「
エ
ウ
ロ
ペ
の
誘
拐
」
図［
1
］

エ
ル
ヴ
ィ
ン
・
パ
ノ
フ
ス
キ
ー
著

高
木
昌
史
訳

「
ギ
リ
シ
ア
人
や
ロ
ー
マ
人
の
許
で
は
、
こ
の
芸
術
が
い
か
に
名
誉
と
品
位
の
中
に
あ
っ
た
か
を
、
古
代
の

文
献
は
十
分
に
示
し
て
い
る
。
そ
の
後
、
こ
の
芸
術
は
完
全
に
失
わ
れ
、
一
千
年
以
上
の
間
、
姿
を
消
し
て

し
ま
っ
た
が
、
よ
う
や
く
二
百
年
前
か
ら
、
イ
タ
リ
ア
人
の
許
で
ふ
た
た
び
日
の
目
を
見
る
こ
と
に
な
っ

た
。」（
ア
ル
ブ
レ
ヒ
ト
・
デ
ュ
ー
ラ
ー
）［
2
］

　

十
五
世
紀
の
転
換
期
に
成
立
し
た
ア
ル
ブ
レ
ヒ
ト
・
デ
ュ
ー
ラ
ー
の
作
品
は
、
北
方
に
お
け
る
ル
ネ
サ
ン
ス
芸
術
の
始
ま

り
を
示
し
て
い
る
。
古
典
古
代
の
芸
術
が
前
例
の
な
い
ほ
ど
疎
遠
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
時
代
の
末
期
に
、
一
人
の
ド
イ
ツ
の

芸
術
家
が
、
自
分
自
身
と
ド
イ
ツ
民
族
の
た
め
に
、
古
典
古
代
を
発
見
す
る
。「
ギ
リ
シ
ア
人
と
ロ
ー
マ
人
の
美
術
」
の
発

見
に
、
完
全
な
疎
隔
が
先
行
し
た
の
は
、
お
そ
ら
く
必
然
的
な
こ
と
で
あ
っ
た
。
イ
タ
リ
ア
美
術
が
い
わ
ば
自
然
に
古
典
古

代
へ
回
帰
す
る
こ
と
が
出
来
た
の
に
対
し
て
、
北
方
は
そ
れ
を
―
―
そ
も
そ
も
―
―
〈
歴
史
的
〉
に
、
す
な
わ
ち
、
己
の
本
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質
と
は
〈
対
照
的
な
も
の
〉
と
し
て
、
捉
え
る
し
か
な
か
っ
た
。
そ
し
て
そ
の
た
め
に
は
、
中
世
初
期
を
相
変
わ
ら
ず
古
典

古
代
と
結
び
つ
け
て
い
た
糸
は
す
べ
て
、
一
度
は
完
全
に
断
ち
切
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

　

デ
ュ
ー
ラ
ー
は
こ
の
距
離
の
情
念
［
パ
ト
ス
］
を
感
じ
た
最
初
の
北
方
芸
術
家
な
の
で
あ
る
。
彼
が
登
場
し
た
の
は
、
古

典
古
代
の
後
継
者
あ
る
い
は
模
倣
者
と
し
て
で
は
な
く
、
そ
の
意
識
的
な
革
新
者
と
し
て
で
あ
っ
た
。
彼
に
と
っ
て
古
典
古

代
は
、
今
な
お
花
や
果
実
の
あ
る
庭
園
で
は
な
く
、
切
石
や
列
柱
を
新
た
な
建
築
に
利
用
す
る
こ
と
が
出
来
る
廃
墟
で
も
な

く
、
そ
れ
は
、
失
わ
れ
た
偉
大
な
〈
王
国
〉、
よ
く
組
織
さ
れ
た
軍
隊
の
出
征
に
よ
っ
て
取
り
戻
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も

の
で
あ
っ
た
。
そ
の
基
礎
部
分
を
原
理
的
に
さ
ら
に
革
新
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
、
北
方
芸
術
は
古
典
古
代
の
芸
術
的
価

値
を
己
の
中
に
受
容
で
き
る
と
い
う
こ
と
を
理
解
し
た
デ
ュ
ー
ラ
ー
は
、
み
ず
か
ら
こ
の
革
新
の
道
を
―
―
理
論
的
か
つ
実

践
的
に
―
―
切
り
拓
こ
う
と
決
心
し
た
の
で
あ
る
。
彼
の
理
論
的
な
作
品
に
関
し
て
言
え
ば
、
そ
れ
ら
は
―
―
失
わ
れ
た

〈
古
代
人
の
書
物
〉
の
代
わ
り
と
し
て
―
―
彼
自
身
の
明
確
な
証
言
に
よ
れ
ば
、「
絵
画
芸
術
が
時
代
と
と
も
に
ふ
た
た
び
そ

の
完
璧
さ
に
到
達
す
る
こ
と
」
を
目
指
す
べ
き
な
の
で
あ
る（
1
）。
彼
は
―
―﹃
人
体
比
例
論
﹄
が
刊
行
さ
れ
る
一
世
代
［
三
十

年
］
前
に
―
―
油
絵
や
銅
版
画
や
素
描
に
よ
っ
て
、
擬
古
的
な
人
物
像
を
擬
古
的
な
動
き
の
中
で
表
現
し
よ
う
と
し
た
が
、

そ
れ
は
、
彼
自
身
の
作
品
を
手
た
り
次
第
に
集
め
ら
れ
た
戦
利
品
に
よ
っ
て
飾
り
立
て
よ
う
と
努
め
た
の
で
は
な
く
、（
当

時
は
お
そ
ら
く
ま
だ
明
確
に
は
な
っ
て
い
な
か
っ
た
に
せ
よ
）
彼
自
身
と
ド
イ
ツ
の
美
術
仲
間
を
、
人
体
表
現
と
人
体
美
に

関
す
る
〈
古
典
的
〉
な
見
方
に
向
け
て
教
育
し
よ
う
と
い
う
意
図
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
。

　
「
完
全
に
失
わ
れ
、
一
千
年
以
上
の
間
、
埋
も
れ
て
い
た
」（
2
）が
、
今
や
甦
る
、
デ
ュ
ー
ラ
ー
風
に
言
え
ば
、「
ふ
た
た
び

成
長
す
る
」（
3
）こ
と
に
な
る
芸
術
の
黄
金
時
代
と
い
う
観
念
は
、〈
イ
タ
リ
ア
〉
に
生
ま
れ
た（
4
）。
ニ
ュ
ル
ン
ベ
ル
ク
の
巨
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匠
［
デ
ュ
ー
ラ
ー
］
が
、
知
識
と
見
解
を
汲
み
あ
げ
る
源
泉
も
イ
タ
リ
ア
の
そ
れ
で
あ
っ
た
。
そ
の
助
け
を
借
り
て
、
デ
ュ
ー

ラ
ー
は
彼
の
ル
ネ
サ
ン
ス
計
画
を
実
現
し
よ
う
と
考
え
た
の
で
あ
る
。
一
人
の
イ
タ
リ
ア
人
の
通
信
に
理
論
的
に
取
り
組
ん

だ
こ
と
が
出
発
点
と
な
っ
て
、
彼
は
、
再
三
、
イ
タ
リ
ア
人
の
研
究
業
績
に
依
拠
し
た
が（
5
）、
同
様
に
、
デ
ュ
ー
ラ
ー
は
、

彼
が
古
典
古
代
の
形
式
や
身
振
り
か
ら
受
容
す
る
こ
と
が
出
来
た
も
の
ま
で
も
、
彼
自
身
が
高
く
評
価
し
た
〈
イ
タ
リ
ア
人

た
ち
の
裸
体
像
〉（
6
）か
ら
借
用
し
た
の
だ
っ
た
。

　

イ
タ
リ
ア
美
術
の
仲
介
者
と
い
う
こ
う
し
た
役
割
を
強
調
す
る
こ
と
は
、
余
計
な
こ
と
か
も
知
れ
な
い
。
デ
ュ
ー
ラ
ー
の

〈
擬
古
的
な
様
式
〉an

tikisch
e A

rt

を
、
彼
が
ギ
リ
シ
ア
・
ロ
ー
マ
の
記
念
碑
的
彫
刻
を
直
接
的
に
知
っ
て
い
た
こ
と
か
ら

導
き
出
そ
う
と
す
る
試
み
が
、
繰
り
返
さ
れ
る
こ
と
が
な
け
れ
ば
そ
う
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
最
近
、
こ
う
し
た
見
解
が
新

た
に
、
魅
惑
的
に
主
張
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
ド
イ
ツ
の
芸
術
家
を
イ
タ
リ
ア
か
ら
解
放
し
よ
う
と
す
る
意
図
で
、

以
前
の
あ
ら
ゆ
る
試
み
よ
り
も
遥
か
に
先
を
行
く
論
文
の
中
で
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
デ
ュ
ー
ラ
ー
は
、
イ
タ
リ
ア
の
仲
介
な

し
に
、
直
接
、
古
典
古
代
の
原
作
に
よ
っ
て
イ
ン
ス
ピ
レ
ー
シ
ョ
ン
を
得
た
ば
か
り
で
は
な
く
、
―
―
ま
た
こ
の
原
作
そ
の

も
の
も
、
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
あ
る
い
は
ボ
ロ
ー
ニ
ャ
で
は
な
く
、
ア
ウ
ク
ス
ブ
ル
ク
に
求
め
ら
れ
る
の
で
あ
る（
7
）。

　

デ
ュ
ー
ラ
ー
の
［
描
く
］
ア
ダ
ム
が
、
結
局
の
と
こ
ろ
、〈
ベ
ル
ヴ
ェ
デ
ー
レ
の
ア
ポ
ロ
ン
〉
に
拠
る
イ
タ
リ
ア
の
素
描
に

由
来
す
る
の
か
、
そ
れ
と
も
古
代
ロ
ー
マ
の
曜
日
の
神
々
の
石
像
に
遡
る
の
か
、
ま
た
弓
を
射
る
彼
の
ヘ
ラ
ク
レ
ス
が
、
ポ

ラ
イ
ウ
ォ
ー
ロ［
3
］の
裸
体
像
に
依
拠
し
て
い
る
の
か
、
そ
れ
と
も
古
典
古
代
の
彫
像
に
依
拠
し
て
い
る
の
か
、
こ
う
し
た

こ
と
は
比
較
的
ど
う
で
も
よ
い
こ
と
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
問
題
に
は
原
理
的
な
側
面
が
あ

る
。
す
な
わ
ち
、
わ
れ
わ
れ
は
デ
ュ
ー
ラ
ー
の
作
品
を
前
に
し
て
、
そ
れ
ら
が
古
典
古
代
の
原
作
に
由
来
す
る
の
か
ど
う
か
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を
問
う
よ
り
は
、
そ
れ
ら
が
古
典
古
代
の
原
作
に
遡
り
得
る
の
か
ど
う
か
、
美
術
史
的
な
状
況
に
鑑
み
て
、
十
五
世
紀
の
ド

イ
ツ
の
一
芸
術
家
の
場
合
、
古
典
古
代
に
よ
る
直
接
的
な
影
響
を
前
提
に
す
る
こ
と
が
そ
も
そ
も
可
能
な
の
か
ど
う
か
を
問

わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
こ
う
し
た
原
理
の
問
題
に
対
す
る
立
場
を
決
め
る
こ
と
が
出
来
る
よ
う
に
、

先
ず
は
、
も
う
一
度
、
事
実
問
題
を
注
視
し
て
み
た
い
。

一　

古
典
古
代
の
パ
ト
ス

　

人
体
表
現
と
人
体
美
―
―
こ
れ
は
ル
ネ
サ
ン
ス
が
古
典
古
代
の
作
品
の
中
に
実
現
さ
れ
て
い
る
と
見
た
二
つ
の
理
想
で

あ
っ
た
。
し
か
し
イ
タ
リ
ア
の
一
四
〇
〇
年
代
［
ク
ワ
ト
ロ
チ
ェ
ン
ト
］
が
、
古
典
古
代
の
〈
悲
劇
的
不
安
〉
を
〈
古
典
的
静

謐
〉（
8
）以
前
に
、
活
き
活
き
と
捉
え
て
い
た
よ
う
に
、
若
き
デ
ュ
ー
ラ
ー
は
、〈
ベ
ル
ヴ
ェ
デ
ー
レ
の
ア
ポ
ロ
ン
〉
の
美
が
彼

を
感
激
さ
せ
る
前
に
、
死
と
誘
拐
の
荒
々
し
い
場
面
の
パ
ト
ス
に
魅
了
さ
れ
て
い
た
。〈
オ
ル
ペ
ウ
ス
の
死
〉
と
〈
エ
ウ
ロ
ペ

の
誘
拐
〉、〈
闘
う
ヘ
ラ
ク
レ
ス
〉
と
〈
怒
り
狂
う
海
の
怪
物
た
ち
〉
―
―
こ
れ
ら
の
主
題
の
選
択
は
、
デ
ュ
ー
ラ
ー
が
、
最

初
、〈
擬
古
的
な
様
式
〉
の
下
に
理
解
し
て
い
た
も
の
を
す
で
に
示
し
て
い
る
。
ア
ポ
ロ
ン
自
身
を
さ
え
、
彼
は
元
来
、
勝

ち
誇
る
安
ら
ぎ
の
イ
メ
ー
ジ
よ
り
は
、
生
気
に
満
ち
た
力
の
緊
張
の
イ
メ
ー
ジ
の
下
に
眺
め
て
い
た
。
崇
高
な
太
陽
の
神
の

調
和
の
と
れ
た
ポ
ー
ズ
で
は
な
く
、
ヘ
ラ
ク
レ
ス
の
弓
の
弦
を
張
ろ
う
と
す
る
愛
神
［
エ
ロ
ス
］
の
骨
の
折
れ
る
動
き
の
中

に
見
て
い
た
の
で
あ
る（
9
）。

　

こ
う
し
た
描
写
の
す
べ
て
に
と
っ
て
、
イ
タ
リ
ア
の
模
範
は
、
知
ら
れ
て
は
い
な
い
に
し
て
も
、
確
か
に
前
提
と
さ
れ
て
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は
い
る
。〈
オ
ル
ペ
ウ
ス
の
死
〉（
素
描
一
五
九
）、

ヴ
ァ
ー
ル
ブ
ル
ク［
4
］
は
そ
の
情
念
［
パ
ト
ス
］

の
モ
テ
ィ
ー
フ
を
ペ
リ
ク
レ
ス
時
代
に
ま
で
遡
る

こ
と
が
出
来
た
の
だ
が（
10
）、
そ
の
素
描
の
原
本

と
し
て
、
マ
ン
テ
ー
ニ
ャ［
5
］
の
サ
ー
ク
ル
に
由

来
す
る
北
イ
タ
リ
ア
の
作
品
が
、
だ
い
ぶ
以
前
か

ら
、
指
摘
さ
れ
て
き
た（
11
）。
す
で
に
触
れ
た
〈
ア

ポ
ロ
ン
〉（
素
描
四
五
六
）
は
、
正
し
く
強
調
さ

れ
た
よ
う
に
、
様
式
化
さ
れ
た
人
体
の
姿
勢
、
指

の
位
置
の
気
取
っ
た
優
雅
さ
、
衣
装
の
翻
る
垂
れ

飾
り
や
リ
ボ
ン
の
様
式
に
よ
っ
て
、
ア
ポ
ロ
ン
が

古
典
古
代
の
原
作
で
は
な
く
、
一
四
〇
〇
年
代

の
新
編
集（
12
）に
由
来
す
る
こ
と
を
す
で
に
明
か

し
て
い
る
。
そ
し
て
同
じ
紙
面
に
描
か
れ
た
〈
エ

ウ
ロ
ペ
の
誘
拐
〉（
図
版
）
も
ま
た
、
無
条
件
に
、

イ
タ
リ
ア
の
原
作
か
ら
導
き
出
さ
れ
る
の
で
あ

る
。
最
初
に
指
摘
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、

図版　「エウロペの誘拐」E・パノフスキー『ドイツ語論文集』第 1巻所収
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デ
ュ
ー
ラ
ー
の
描
写
が
あ
ら
ゆ
る
本
質
的
特
徴
に
お
い
て
、
ポ
リ
ツ
ィ
ア
ー
ノ［
6
］
の
描
写
と
一
致
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

後
者
の
﹃
馬
上
試
合
﹄Gio

stra

［
7
］
の
中
で
は
、
ヴ
ィ
ー
ナ
ス
宮
の
門
柱
の
浮
彫
の
一
つ
が
次
の
よ
う
に
描
写
さ
れ
て
い
る
。
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―>
E
u
ro

p
a, so

n
a il lito

, E
u
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p
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i<

―

    E
’ l to

r n
o
ta,e talo

r gli b
acia i p
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（
扉
の
）
他
の
側
で
は
、
愛
ゆ
え
に
、

　
　

美
し
い
白
い
牡
牛
に
変
身
し
た
ユ
ピ
テ
ル
が
、

　
　

愛
お
し
い
豊
か
な
宝
［
乙
女
］
を
運
ん
で
い
る
。

　
　

乙
女
は
怯
え
た
様
子
で
、

　
　

遠
ざ
か
る
岸
辺
を
振
り
返
る
、

　
　

美
し
い
金
髪
が
風
で
胸
に
戯
れ
る
。

　
　

衣
装
は
波
打
ち
、
後
ろ
に
な
び
く
、

　
　

片
方
の
手
は
牛
の
背
中
を
、
も
う
一
方
は
角
を
掴
ん
で
い
る
。

　
　

彼
女
は
裸
の
足
を
強
く
引
き
寄
せ
る
、

　
　

海
が
濡
ら
さ
な
い
か
と
恐
れ
て
い
る
か
の
よ
う
に
、

　
　

恐
れ
と
苦
し
み
の
そ
の
姿
は
、

　
　

優
し
い
侍
女
た
ち
の
助
け
を
空
し
く
求
め
て
い
る
か
に
見
え
る
。

　
　

花
々
や
葉
陰
に
残
る
侍
女
た
ち
は
、

　
　

悲
嘆
に
く
れ
な
が
ら
「
エ
ウ
ロ
ペ
」、
と
皆
泣
い
て
い
る
。
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―
―
「
エ
ウ
ロ
ペ
」
と
、
岸
も
鳴
く
、「
エ
ウ
ロ
ペ
、
戻
っ
て
お
い
で
」
―
―

　
　

牡
牛
は
泳
ぎ
続
け
、
時
折
、
乙
女
の
足
に
口
づ
け
す
る（
13
）。

サ
テ
ュ
ロ
ス
や
海
獣
―
―
こ
れ
ら
は
ル
ネ
サ
ン
ス
に
と
っ
て
熟
知
の
存
在
で
、
こ
こ
で
は
〈
岸
辺
〉Lito

や
〈
海
〉M

are

の

擬
人
化
と
し
て
殆
ど
特
別
な
説
明
を
要
し
な
い
が
―
―
を
除
い
て
、
右
の
ス
タ
ン
ザ
［
定
型
八
行
詩
］
の
中
で
は
、
デ
ュ
ー

ラ
ー
の
描
写
に
と
っ
て
特
徴
的
な
も
の
が
す
べ
て
確
認
さ
れ
る
。
悲
嘆
に
く
れ
る
〈
侍
女
た
ち
〉
の
合
唱
、〈
波
打
ち
、
後
ろ

に
な
び
く
〉
衣
装
、〈
気
づ
い
て
〉
頭
を
振
り
向
け
る
牡
牛（
14
）、
と
り
わ
け
ヒ
ロ
イ
ン
の
動
き
の
モ
テ
ィ
ー
フ
な
ど
が
そ
れ

で
あ
る
。
不
安
に
満
ち
て
し
ゃ
が
み
こ
む
エ
ウ
ロ
ペ
の
姿
勢
は
、
ポ
リ
ツ
ィ
ア
ー
ノ
の
言
葉
以
上
に
あ
り
あ
り
と
描
写
す
る

こ
と
は
殆
ど
不
可
能
で
あ
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
彼
女
は
、
頭
［
こ
う
べ
］
を
岸
辺
に
向
け
な
が
ら
、
片
方
の
手
を
牡
牛
の

背
中
に
置
き
、
も
う
一
方
の
手
で
そ
の
角
を
掴
ん
で
い
る
。〈
彼
女
は
裸
の
足
を
強
く
引
き
寄
せ
る
／
海
が
濡
ら
さ
な
い
か

と
恐
れ
て
い
る
か
の
よ
う
に
〉（
15
）。

　

こ
の
よ
う
に
、
エ
ウ
ロ
パ
の
素
描
は
、
少
な
く
と
も
文
学
的
な
関
連
に
よ
っ
て
、
イ
タ
リ
ア
と
結
ば
れ
て
い
る
で
あ
ろ

う
。
た
だ
し
、
わ
れ
わ
れ
は
そ
れ
以
上
に
、
イ
タ
リ
ア
の
〈
イ
メ
ー
ジ
の
源
泉
〉
を
想
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
も
し
も

デ
ュ
ー
ラ
ー
が
文
学
的
な
原
型
を
一
つ
だ
け
示
さ
れ
た
の
だ
と
し
た
ら
、
そ
の
結
果
は
い
か
に
完
璧
に
北
方
的
な
も
の
と
し

て
造
型
さ
れ
る
か
を
、
何
と
い
っ
て
も
〈
大
運
命
女
神
〉
が
教
え
て
い
る
。
そ
の
作
品
は
、
題
材
の
上
で
は
、
同
じ
く
ポ
リ

ツ
ィ
ア
ー
ノ
の
文
学
に
由
来
す
る
も
の
の（
16
）、
形
の
上
で
は
、
い
か
な
る
意
味
で
も
イ
タ
リ
ア
的
な
印
象
を
与
え
な
い
の

で
あ
る
。
し
か
し
エ
ウ
ロ
ペ
の
素
描
に
お
い
て
は
、
視
覚
的
な
点
に
お
い
て
も
、
イ
タ
リ
ア
一
四
〇
〇
年
代
美
術
の
影
響
が
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至
る
所
で
示
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
長
い
角
笛
を
吹
き
鳴
ら
す
プ
ッ
テ
ィ
［
子
供
の
天
使
］（
17
）、
小
さ
い
丸
い
頭
の
ア

モ
レ
ッ
テ
ィ
［
翼
の
あ
る
小
キ
ュ
ー
ピ
ッ
ト
］（
18
）、
悲
歎
に
く
れ
る
演
奏
仲
間
の
侍
女
た
ち
、
彼
女
た
ち
は
髪
を
か
き
む
し

り
、
大
き
な
叫
び
声
を
あ
げ
て
両
腕
を
上
に
伸
ば
し
て
い
る（
19
）。
こ
れ
ら
す
べ
て
は
典
型
的
に
イ
タ
リ
ア
的
な
モ
テ
ィ
ー

フ
群
で
あ
る
。
ま
た
背
景
の
小
さ
な
人
物
た
ち
は
（
ち
な
み
に
、
彼
ら
は
大
袈
裟
な
恐
怖
の
身
振
り
で
、
部
分
的
に
は
銅
版

画
〈
ア
ミ
ュ
モ
ネ
〉
に
ふ
た
た
び
現
れ
る
）（
20
）、
間
違
い
な
く
、
あ
の
軽
や
か
な
衣
装
の
俊
敏
な
〈
ニ
ン
フ
〉
を
模
倣
し
て
い

る
。
彼
女
た
ち
は
初
期
ル
ネ
サ
ン
ス
の
擬
古
典
主
義
的
な
描
写
に
お
い
て
は
、
ま
さ
に
不
可
欠
な
存
在
で
あ
っ
た（
21
）。
古

典
古
代
は
そ
れ
ゆ
え
、「
エ
ウ
ロ
ペ
の
誘
拐
」
に
お
い
て
は
、「
オ
ル
ペ
ウ
ス
の
死
」
の
場
合
と
同
様
、
二
重
の
回
り
道
を
経

て
、
デ
ュ
ー
ラ
ー
の
創
作
に
受
容
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
一
人
の
イ
タ
リ
ア
詩
人
が
オ
ウ
ィ
デ
ィ
ウ
ス［
8
］
を
己
の
時

代
の
母
国
語
に
翻
訳
し
、
一
人
の
イ
タ
リ
ア
画
家
が
そ
れ
に
倣
っ
て
、
擬
古
典
主
義
的
な
一
四
〇
〇
年
代
の
美
術
趣
向
の

舞
台
で（
22
）、
サ
テ
ュ
ロ
ス
、
ネ
レ
イ
デ
ス
、
ク
ピ
ド
［
キ
ュ
ー
ピ
ッ
ド
］、
逃
げ
る
ニ
ン
フ
た
ち
、
翻
る
衣
装
、
な
び
く
髪

（
23
）
と
い
っ
た
装
置
を
総
動
員
し
な
が
ら
、
そ
の
場
面
を
造
型
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
―
―
こ
う
し
た
改
造
に
よ
っ
て
初
め

て
、
デ
ュ
ー
ラ
ー
は
こ
の
題
材
を
己
の
も
の
と
す
る
の
だ
が
、
も
ち
ろ
ん
本
質
的
な
制
限
の
下
で
は
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、
風

景
的
な
要
素
は
、
オ
ル
ペ
ウ
ス
素
描
に
お
け
る
と
同
様
、
完
全
に
非
イ
タ
リ
ア
的
に
感
じ
ら
れ
、
前
方
か
ら
後
方
に
至
る
そ

の
風
景
空
間
す
べ
て
が
〈
賑
や
か
な
小
間
物
〉
で
満
た
さ
れ
る
様
式
は
、
―
―
個
々
の
モ
テ
ィ
ー
フ
の
擬
古
典
主
義
的
な
様

式
に
も
か
か
わ
ら
ず
―
―
徹
頭
徹
尾
、
北
方
的
な
芸
術
感
情
に
一
致
し
て
い
る
の
で
あ
る（
24
）。
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原
註 

（
注　

訳
出
は
、
出
典
が
明
示
さ
れ
た
部
分
、
お
よ
び
説
明
的
な
註
の
場
合
は
、
冒
頭
の
主
要
部
分
に
限
定
し
た
。）

（
１
） 　

ラ
ン
ゲ-

フ
ー
ゼ
﹃
デ
ュ
ー
ラ
ー
の
遺
稿
﹄、
一
八
九
三
年
、
二
〇
七
頁
。

（
２
）　

ラ
ン
ゲ-

フ
ー
ゼ
、
一
八
一
頁
。

（
３
）　

例
え
ば
、
ラ
ン
ゲ-

フ
ー
ゼ
、
三
四
四
頁
。

（
４
）　

Ｊ
・
Ｖ
・
シ
ュ
ロ
ッ
サ
ー
﹃
美
術
史
中
央
論
評
年
鑑
﹄、
一
九
一
〇
年
、
一
頁
。
同
﹃
美
術
史
出
典
資
料
﹄、
一
九
一
四
年
以
降
、
二
、

六
〇
頁
以
下
参
照
。

（
５
）　	

Ｅ
・
パ
ノ
フ
ス
キ
ー
﹃
デ
ュ
ー
ラ
ー
の
芸
術
理
論
﹄、
一
九
一
五
年
、
各
所
。
同
﹃
芸
術
学
月
刊
誌
﹄、
一
九
二
一
年
、
二
一
六
頁

参
照
。

（
６
）　

 

ラ
ン
ゲ-

フ
ー
ゼ
、
二
五
四
頁
。

（
７
）　

 

マ
ッ
ク
ス
・
ハ
ウ
ト
マ
ン
﹃
プ
ロ
イ
セ
ン
美
術
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
年
鑑
﹄、X

LIII

、
一
九
二
一
年
、
三
四
頁
以
下
。

（
８
）　

 

Ａ
・
ヴ
ァ
ー
ル
ブ
ル
ク
、
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
美
術
史
研
究
所
に
お
け
る
講
演
、
一
九
一
四
年
四
月
（﹃
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
美
術
年
代
記
﹄

報
告
、X

X
V

、
四
九
一
頁
）。

（
９
）　

 

Ｆ
・
ヴ
ィ
ッ
ク
ホ
フ
﹃
オ
ー
ス
ト
リ
ア
歴
史
研
究
所
通
信
﹄
一
、四
一
三
頁
以
下
。

（
10
）　

 

Ａ
・
ヴ
ァ
ー
ル
ブ
ル
ク
「
デ
ュ
ー
ラ
ー
と
イ
タ
リ
ア
古
典
古
代
」（﹃
ド
イ
ツ
文
献
学
者
と
教
育
者
の
四
八
の
試
論
弁
論
﹄、

一
九
〇
六
年
、
五
五
頁
以
下
。

（
11
） 　

タ
ウ
ジ
ン
グ
﹃
ア
ル
ブ
レ
ヒ
ト
・
デ
ュ
ー
ラ
ー
﹄
第
二
版
、
一
八
八
四
年
、
二
二
六
頁
か
ら
の
引
用
。

（
12
） 　

Ｗ
・
ヴ
ァ
イ
ス
バ
ッ
ハ
﹃
若
き
デ
ュ
ー
ラ
ー
﹄、
一
九
〇
六
年
、
四
七
頁
以
下
。

（
13
） 　
﹃
馬
上
試
合
﹄
一
、一
〇
五
、一
〇
六.

ア
ン
ジ
ェ
ロ
・
ア
ン
ブ
ロ
ジ
ー
ニ
・
ポ
リ
ツ
ィ
ア
ー
ノ
の
八
行
定
型
詩
﹃
オ
ル
ペ
ウ
ス
と
詩

集
﹄、
ジ
ョ
ス
エ
・
カ
ル
ド
ゥ
ッ
チ
編
、
一
八
六
三
年
、
五
九
頁
以
下
。

（
14
） 　

こ
の
場
面
の
他
の
描
写
に
お
い
て
は
、
牡
牛
の
頭
部
は
ま
っ
す
ぐ
を
向
い
て
お
り
、
エ
ウ
ロ
ペ
の
姿
勢
も
ま
っ
た
く
異
な
っ
て
い
る
。

（
15
）　

 

ポ
リ
ツ
ィ
ア
ー
ノ
の
描
写
は
、
周
知
の
よ
う
に
、
オ
ウ
ィ
デ
ィ
ウ
ス
に
遡
る
（
カ
ル
ド
ゥ
ッ
チ
版
の
注
釈
お
よ
び
Ａ
・
ヴ
ァ
ー
ル
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ブ
ル
ク
﹃
ボ
ッ
テ
ィ
チ
ェ
リ
の
「
ヴ
ィ
ー
ナ
ス
の
誕
生
」
と
「
春
」﹄、
一
八
九
三
年
、
八
頁
参
照
）。
と
り
わ
け
、
す
で
に
ヴ
ィ
ッ
ク

ホ
フ
が
エ
ウ
ロ
ペ
図
の
説
明
の
た
め
に
引
用
し
た
（
四
一
八
頁
以
下
）﹃
転
身
物
語
﹄
二
、八
七
〇
以
下
の
中
心
部
分
に
遡
る
。

（
16
）　

 

Ｋ
・
ギ
ー
ロ
フ
﹃
複
製
芸
術
の
歴
史
﹄、
一
九
〇
二
年
、
二
五
頁
以
下
の
報
告
。

（
17
）　

 

例
え
ば
、
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
、
ア
カ
デ
ミ
ア
の
ベ
ッ
リ
ー
ニ
の
い
わ
ゆ
る
「
予
見
」（
摂
理
）
の
寓
意
を
参
照
。

（
18
）　

 
ヴ
ェ
ル
フ
リ
ー
ン
﹃
ア
ル
ブ
レ
ヒ
ト
・
デ
ュ
ー
ラ
ー
の
芸
術
﹄、
第
二
版
、
一
九
〇
八
年
、
一
七
〇
頁
参
照
。

（
19
）　

 
例
え
ば
、
マ
ン
テ
ー
ニ
ャ
の
銅
版
画
「
キ
リ
ス
ト
の
埋
葬
」
三
、
左
か
ら
二
番
目
の
人
物
参
照
。

（
20
） 　

Ｅ
・
テ
ィ
ー
ツ
ェ-

コ
ン
ラ
ー
ト
（
同
、
二
六
三
頁
以
下
）
に
よ
っ
て
提
示
さ
れ
た
こ
の
銅
版
画
の
「
ア
ケ
ロ
ウ
ス
と
ペ
リ
メ
レ
」

（
オ
ウ
ィ
デ
ィ
ウ
ス
﹃
転
身
物
語
﹄
八
、五
九
二
以
下
）
へ
の
指
摘
は
恐
ら
く
、
岸
辺
に
見
え
る
父
親
に
は
辱
め
ら
れ
た
娘
を
無
慈
悲
に

も
死
に
委
ね
る
あ
の
「
父
の
粗
暴
」feritas p
atern

a

は
な
い
と
い
う
事
実
に
反
し
て
い
る
。
彼
は
む
し
ろ
ま
さ
し
く
逆
に
、
全
力
で

走
り
な
が
ら
、
誘
拐
さ
れ
た
娘
を
助
け
る
た
め
に
、
こ
ち
ら
へ
急
い
で
い
る
か
、
少
な
く
と
も
、
来
る
の
が
遅
す
ぎ
た
た
め
に
、
彼
女

の
こ
と
を
歎
い
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

（
21
） 　

ヴ
ァ
ー
ル
ブ
ル
ク
﹃
ボ
ッ
テ
ィ
チ
ェ
リ
⋮
﹄
各
所
。
特
に
、
一
六
頁
以
下
と
四
五
頁
以
下
。

（
22
） 　

古
典
古
代
の
神
話
的
な
題
材
が
、
芸
術
家
た
ち
に
は
殆
ど
い
つ
も
、
同
時
代
の
母
国
語
で
執
筆
す
る
詩
人
た
ち
に
よ
っ
て
伝
え
ら
れ

た
と
い
う
こ
と
は
、
当
然
の
こ
と
に
す
ぎ
な
い
。
ま
た
、
ま
さ
し
く
ポ
リ
ツ
ィ
ア
ー
ノ
の
影
響
が
こ
の
点
で
特
に
大
き
か
っ
た
こ
と
は
、

例
え
ば
、
彼
の
﹃
馬
上
試
合
﹄
と
ボ
ッ
テ
ィ
チ
ェ
リ
の
「
ヴ
ィ
ー
ナ
ス
の
誕
生
」
お
よ
び
ラ
フ
ァ
エ
ロ
の
「
ガ
ラ
テ
ア
」、
彼
の
﹃
オ

ル
ペ
ウ
ス
﹄
と
十
五
世
紀
の
末
頃
に
登
場
す
る
オ
ル
ペ
ウ
ス
画
と
の
直
接
的
な
関
係
が
教
え
て
い
る
（
ヴ
ァ
ー
ル
ブ
ル
ク
﹃
ボ
ッ
テ
ィ

チ
ェ
リ
⋮
﹄
お
よ
び
﹃
デ
ュ
ー
ラ
ー
と
イ
タ
リ
ア
の
古
典
古
代
﹄
参
照
）。

（
23
） 　

こ
れ
に
関
し
て
は
、
ヴ
ァ
ー
ル
ブ
ル
ク
﹃
ボ
ッ
テ
ィ
チ
ェ
リ
⋮
﹄
各
所
参
照
。

（
24
）　

 

メ
ー
ダ
ー
も
同
意
見
で
あ
る
、
同
書
、
二
一
五
頁
お
よ
び
ヴ
ァ
イ
ス
バ
ッ
ハ
、
同
書
、
三
六
頁
と
六
三
頁
以
下
。　
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訳
注

［
１
］ 　

本
稿
は
、
エ
ル
ヴ
ィ
ン
・
パ
ノ
フ
ス
キ
ー
﹃
ド
イ
ツ
語
論
文
集
﹄、
カ
レ
ン
・
ミ
ッ
ヒ
ェ
ル
ス
／
マ
ル
テ
ィ
ン
・
ヴ
ァ
ル
ン
ケ
編
、
ア
カ

デ
ミ
ー
出
版
、
ベ
ル
リ
ン
、
一
九
九
八
年 E

rw
in

 P
an

o
fsky

:D
eu

tsch
sp

rach
ige A

u
fsätze, H

erau
sgegeb

en
 vo

n
 K

aren
 

M
ich

els u
n
d
 M

artin
 W

arn
ke, A

kad
em

ie V
erlag, B

erlin
, 1998

、
第
一
巻
二
「
デ
ュ
ー
ラ
ー
と
ミ
ケ
ラ
ン
ジ
ェ
ロ
」D

ü
rer 

u
n
d
 M

ich
elan

gelo

一
「
古
典
古
代
に
対
す
る
デ
ュ
ー
ラ
ー
の
位
置
」D

ü
rers Stellu

n
g zu

r A
n
tike (1921/22)

第
一
章
「
古

典
古
代
の
パ
ト
ス
」D

as an
tike P

ath
o
s

前
半
「
エ
ウ
ロ
ペ
の
誘
拐
」
を
訳
出
し
た
も
の
で
あ
る
。
因
み
に
、
同
後
半
は
「
ヘ
ラ

ク
レ
ス
」、
第
二
章
「
古
典
古
代
の
美
」D

ie an
tike Sch

ö
n
h
eit

、
第
三
章
「
古
典
古
代
と
中
世
」A

n
tike u

n
d
 M

ittelalter

、
第

四
章
「
根
本
的
な
問
題
」、「
補
遺
」1/2

と
続
く
。
パ
ノ
フ
ス
キ
ー
の
本
論
文
は
、
一
九
五
五
年
、
ア
メ
リ
カ
でM

ean
in

g in
 th

e 

V
isu

al A
rts

の
題
で
、
部
分
的
に
改
稿
さ
れ
て
収
録
さ
れ
た
（
第
六
章
）（
邦
訳
、
ア
ー
ウ
ィ
ン
・
パ
ノ
フ
ス
キ
ー
著 

﹃
視
覚
芸
術
の

意
味
﹄、
中
森
義
宗
・
他
訳
、
岩
崎
美
術
社
、
一
九
七
一
年
）。
本
稿
の
翻
訳
に
際
し
て
は
、
こ
の
邦
訳
を
参
照
さ
せ
て
い
た
だ
い
た

他
、
独
訳
版E

rw
in

 P
an

o
fsky, Sin

n
 u

n
d
 D

eu
tu

n
g in

 d
er b

ild
en

d
en

 K
u
n
st, D

u
M

o
n
t Literatu

r u
n
d
 K

u
n
st V

erlag, 

K
ö
ln

, 2002

を
参
照
し
た
。

［
２
］ 　

ア
ル
ブ
レ
ヒ
ト
・
デ
ュ
ー
ラ
ーA

lb
rech

t D
ü
rer

、
一
四
七
一
―
一
五
二
八
年
。
ニ
ュ
ル
ン
ベ
ル
ク
出
身
の
ド
イ
ツ
の
画
家
、
版

画
家
、
彫
刻
家
。
一
四
九
四
／
九
五
年
と
一
五
〇
五
／
〇
七
年
の
二
回
に
わ
た
っ
て
イ
タ
リ
ア
に
滞
在
し
、
同
地
の
芸
術
家
と
活
動
し

た
。
他
に
、
ル
タ
ー
、
エ
ラ
ス
ム
ス
、
メ
ラ
ン
ヒ
ト
ン
等
、
当
時
を
代
表
す
る
知
識
人
と
交
友
し
た
。

［
３
］ 　

ポ
ラ
イ
ウ
ォ
ー
ロP

o
llaiu

o
lo

、
ア
ン
ト
ニ
オ
・
デ
ルA

n
to

n
io

 d
el

、
一
四
三
一（
二
）―
一
四
九
八
年
、
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
出
身
の

イ
タ
リ
ア
の
画
家
、
彫
刻
家
、
金
工
家
、
版
画
家
。
メ
デ
ィ
チ
家
の
保
護
を
受
け
て
創
作
活
動
を
し
た
。
後
に
ロ
ー
マ
に
招
か
れ
、
イ

ン
ノ
ケ
ン
テ
ィ
ウ
ス
八
世
、
シ
ク
ス
ト
ゥ
ス
四
世
の
墓
を
制
作
し
、
同
地
に
没
し
た
。
レ
オ
ナ
ル
ド
・
ダ
・
ヴ
ィ
ン
チ
や
ミ
ケ
ラ
ン

ジ
ェ
ロ
、
そ
し
て
デ
ュ
ー
ラ
ー
に
も
影
響
を
与
え
た
と
言
わ
れ
る
。

［
４
］　

ヴ
ァ
ー
ル
ブ
ル
クW

arb
u
rg

、
ア
ビA

b
y

、
一
八
六
六
―
一
九
二
九
年
、
ド
イ
ツ
の
美
術
史
家
、
文
化
史
家
。
ハ
ン
ブ
ル
ク
の
ユ

ダ
ヤ
系
の
家
に
生
ま
れ
、
大
学
で
美
術
史
を
学
ん
だ
後
、
イ
タ
リ
ア
初
期
ル
ネ
サ
ン
ス
美
術
と
古
代
神
話
と
の
関
係
を
主
な
研
究
テ
ー

マ
と
し
た
。
ハ
ン
ブ
ル
ク
の
自
宅
に
収
蔵
さ
れ
た
豊
か
な
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
は
、
一
九
三
三
年
、
ロ
ン
ド
ン
大
学
に
移
管
さ
れ
、
ヴ
ァ
ー

ル
ブ
ル
ク
研
究
所
の
基
礎
を
築
い
た
。



(14) 167

［
５
］　

マ
ン
テ
ー
ニ
ャM

an
tegn

a

、
ア
ン
ド
レ
アA

n
d
rea

、
一
四
三
一
―
一
五
〇
六
年
、
パ
ド
ヴ
ァ
派
を
代
表
す
る
イ
タ
リ
ア
の
画
家
。

一
時
、
イ
ン
ノ
ケ
ン
テ
ィ
ウ
ス
八
世
に
招
か
れ
て
ロ
ー
マ
に
赴
き
、
ヴ
ァ
テ
ィ
カ
ン
宮
殿
礼
拝
堂
の
装
飾
に
従
事
し
た
。
デ
ュ
ー
ラ
ー

に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
こ
と
で
も
知
ら
れ
る
。

［
６
］　

ポ
リ
ツ
ィ
ア
ー
ノP

o
lizian

o

、
ア
ン
ジ
ェ
ロ
・
ア
ン
ム
ロ
ジ
ー
ニA

n
gelo

 A
m

b
ro

gin
i

、
一
四
五
四
―
一
四
九
四
年
。
イ
タ
リ

ア
の
文
学
者
、
メ
デ
ィ
チ
家
の
家
庭
教
師
を
務
め
た
他
、
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
大
学
で
ギ
リ
シ
ア
・
ラ
テ
ン
文
学
を
講
じ
た
（
一
四
八
〇
―

九
三
年
）。 

［
７
］　
﹃
馬
上
試
合
﹄Stan

ze p
er la gio

stra

（﹃
馬
上
試
合
の
た
め
の
定
型
八
行
詩
﹄）、
一
四
七
五
年
作
。
同
詩
集
は
ラ
フ
ァ
エ
ロ
、
ボ
ッ

テ
ィ
チ
ェ
リ
等
に
画
材
を
提
供
し
た
こ
と
で
も
知
ら
れ
る
。

［
８
］　

オ
ウ
ィ
デ
ィ
ウ
スO

vid
iu

s,

紀
元
前
四
三
―
―
紀
元
後
一
七
年
、
ロ
ー
マ
の
詩
人
。
ギ
リ
シ
ア
と
小
ア
ジ
ア
に
遊
学
、﹃
愛
の
技
法
﹄

A
rs am

ato
ria

に
よ
っ
て
一
躍
有
名
に
な
っ
た
が
、
皇
帝
ア
ウ
グ
ス
ト
ゥ
ス
に
よ
っ
て
ロ
ー
マ
を
追
放
さ
れ
て
、
黒
海
沿
岸
に
赴
き
、

同
地
で
客
死
し
た
。﹃
転
身
物
語
﹄M
etam

o
rp

h
o
ses

十
五
巻
、﹃
行
事
暦
﹄Fasti

、﹃
黒
海
書
簡
﹄E

p
istu

lae ex P
o
n
to

等
の
作

品
が
あ
る
。
特
に
﹃
転
身
物
語
﹄
は
多
く
の
芸
術
家
に
豊
か
な
着
想
を
与
え
た
。

第
二
部
［
解
説
］

「
エ
ウ
ロ
ペ
の
誘
拐
」
の
系
譜

序
　

海
辺
で
侍
女
た
ち
と
戯
れ
て
い
た
王
女
が
、
白
い
牡
牛
に
変
身
し
た
ゼ
ウ
ス
に
攫
わ
れ
る
ギ
リ
シ
ア
神
話
「
エ
ウ
ロ
ペ



（15）「エウロペの誘拐」166

の
誘
拐
」
は
、
古
代
か
ら
脈
々
と
描
き
続
け
ら
れ
て

き
た
テ
ー
マ
で
あ
る（
１
）。
シ
チ
リ
ア
島
セ
リ
ヌ
ン

テ
の
神
殿
メ
ト
ー
プ
［
方
形
レ
リ
ー
フ
壁
］（
紀
元
前

五
六
〇
年
頃
）
や
黒
像
式
ヒ
ュ
ド
リ
ア
の
壺
絵
（
紀
元

前
五
三
〇
年
頃
、
ロ
ー
マ
・
ヴ
ィ
ラ
・
ジ
ュ
リ
ア
美
術

館
）、
ま
た
ポ
ン
ペ
イ
の
壁
画
（
紀
元
後
一
世
紀
）（
図

版
1
）
な
ど
が
知
ら
れ
る
が
、
近
代
以
降
の
作
品
で

も
、
テ
ィ
ツ
ィ
ア
ー
ノ
（
一
五
五
九
―
六
二
年
）（
図

版
2
）、
ヴ
ェ
ロ
ネ
ー
ゼ
（
一
五
七
三
年
）、
Ｇ
・
レ
ー

ニ
（
一
六
〇
九
年
頃
）、
ル
ー
ベ
ン
ス
（
一
六
三
〇

年
）、
レ
ン
ブ
ラ
ン
ト
（
一
六
三
二
年
）、
プ
ッ
サ
ン

（
一
六
四
九
―
五
〇
年
）、
ブ
ー
シ
ェ
（
一
七
三
四
年
）

等
の
他
、
十
九
世
紀
後
半
に
は
Ｇ
・
モ
ロ
ー
が
こ
の
題

材
を
扱
っ
て
い
る
（
一
八
六
九
年
）。
西
洋
絵
画
を
代

表
す
る
こ
れ
ら
の
画
家
た
ち
に
、
北
方
ル
ネ
サ
ン
ス
の

巨
匠
ア
ル
ブ
レ
ヒ
ト
・
デ
ュ
ー
ラ
ー
が
加
わ
る
。
ペ
ン

画
に
よ
る
「
エ
ウ
ロ
ペ
の
誘
拐
」（
一
四
九
五
年
）
が
そ

図版 1　ポンペイ壁画「エウロペの
誘拐」、紀元後 1世紀、ナポリ国立
考古学博物館

図版 2　ティツィアーノ「エウロペの略奪」、
1559–62年、イザベラ・スチュアート・ガード
ナー美術館、ボストン
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れ
で
あ
る
（
パ
ノ
フ
ス
キ
ー
論
文
「
図
版
」）。
以
下
、
こ
の
系
譜
の
背
景
を
探
っ
て
み
た
い
。

神
話
と
文
学

　

古
来
、
こ
れ
ほ
ど
多
く
の
画
家
た
ち
を
魅
了
し
て
き
た
物
語
を
、
紀
元
前
二
世
紀
の
ギ
リ
シ
ア
の
著
作
家
ア
ポ
ロ
ド
ー
ロ

スA
pollodōros

は
次
の
よ
う
に
伝
え
て
い
る
。

　

「
ア
ゲ
ー
ノ
ー
ル
の
ほ
う
は
フ
ェ
ニ
キ
ア
に
赴
き
、
テ
ー
レ
パ
ッ
サ
を
娶
っ
て
一
女
エ
ウ
ロ
ー
ペ
ー
お
よ
び
男
子
カ
ド

モ
ス
、
ポ
イ
ニ
ク
ス
、
キ
リ
ク
ス
を
生
ん
だ
。
一
説
に
よ
れ
ば
エ
ウ
ロ
ー
ペ
ー
は
ア
ゲ
ー
ノ
ー
ル
の
で
は
な
く
し
て
、

ポ
イ
ニ
ク
ス
の
娘
で
あ
る
と
い
う
。
彼
女
を
ゼ
ウ
ス
が
恋
し
て
、
馴
れ
た
お
と
な
し
い
牡
牛
に
身
を
変
じ
、
彼
女
を
背

に
海
を
渡
っ
て
ク
レ
ー
タ
に
連
れ
て
行
っ
た
。
そ
こ
で
ゼ
ウ
ス
は
彼
女
と
床
を
と
も
に
し
、
女
は
ミ
ー
ノ
ー
ス
、
サ
ル

ペ
ー
ド
ー
ン
、
ラ
ダ
マ
ン
テ
ュ
ス
を
生
ん
だ
。［
⋮
⋮
］
エ
ウ
ロ
ー
ペ
ー
を
ば
ク
レ
ー
タ
人
の
支
配
者
ア
ス
テ
リ
オ
ス

が
娶
っ
て
、
彼
女
の
息
子
ら
を
育
て
た
」（﹃
ギ
リ
シ
ア
神
話
﹄
高
津
春
繁
訳
）（
２
）。

　

簡
潔
な
こ
の
物
語
を
、
古
代
ロ
ー
マ
の
詩
人
オ
ウ
ィ
デ
ィ
ウ
スO

vid
iu

s

（
紀
元
前
四
三
―
紀
元
後
一
七
年
）
は
﹃
変
身

物
語
﹄M

etam
o
rp

h
o
ses

の
中
で
こ
う
詳
述
し
て
い
る
。
牡
牛
に
姿
を
変
え
た
ユ
ピ
テ
ル
（=

ゼ
ウ
ス
）
の
頸
は
「
筋
肉

隆
々
と
」
盛
り
上
が
り
、「
額
は
、
す
こ
し
も
い
か
め
し
い
と
こ
ろ
が
な
く
、
眼
は
お
だ
や
か
で
、
顔
じ
ゅ
う
に
平
和
な
表
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情
が
み
な
ぎ
っ
て
い
た
。
ア
ゲ
ノ
ル
の
娘
［
エ
ウ
ロ
パ=

エ
ウ
ロ
ペ
］
は
、
こ
の
牛
が
と
て
も
美
し
く
、
す
こ
し
も
兇
暴
な

と
こ
ろ
が
な
い
の
を
見
て
、
た
い
そ
う
驚
嘆
し
た
が
、
い
か
に
柔
和
な
牛
で
あ
っ
て
も
、
初
め
の
う
ち
は
手
を
ふ
れ
る
の
を

こ
わ
が
っ
た
」（
オ
ウ
ィ
デ
ィ
ウ
ス
﹃
転
身
物
語
﹄
田
中
秀
央
／
前
田
敬
作
訳
）（
３
）。
や
が
て
王
女
は
牛
に
近
づ
き
、
し
だ
い

に
こ
の
動
物
に
馴
れ
親
し
ん
で
ゆ
く
。
そ
し
て
、

　
「
い
つ
し
か
乙
女
の
恐
怖
心
が
消
え
て
い
く
と
、
か
れ
は
、
手
で
か
る
く
叩
い
て
も
ら
う
た
め
に
胸
を
む
け
た
り
、

摘
み
た
て
の
花
環
を
か
け
て
も
ら
う
た
め
に
角
を
さ
し
だ
し
た
り
し
た
。
娘
の
方
で
も
、
こ
の
牡
牛
が
だ
れ
で
あ
る
と

も
知
ら
ず
に
、
と
う
と
う
そ
の
背
に
ま
た
が
っ
た
。
す
る
と
、
神
は
、
し
だ
い
に
岸
辺
の
か
わ
い
た
地
面
か
ら
は
な
れ

て
、
そ
の
い
つ
わ
り
の
足
を
波
に
ひ
た
し
た
。
そ
し
て
、
そ
の
ま
ま
ず
ん
ず
ん
先
へ
す
す
ん
で
、
と
う
と
う
は
る
か
沖

ま
で
つ
れ
去
っ
た
。
乙
女
は
、
す
っ
か
り
仰
天
し
て
、
あ
と
に
し
て
き
た
海
岸
の
方
を
ふ
り
か
え
り
、
左
手
を
牛
の
背

に
あ
て
が
い
、
右
手
で
角
を
し
っ
か
り
と
に
ぎ
り
し
め
て
い
た
。
か
の
女
の
衣
服
は
、
風
に
ふ
く
ら
ん
で
は
た
め
い

た
」（
４
）。

　

ア
ポ
ロ
ド
ー
ロ
ス
に
比
べ
て
、
人
物
の
内
面
（
恐
怖
心
が
消
え
⋮
⋮
）
や
情
景
（
海
岸
の
方
を
ふ
り
か
え
り
⋮
⋮
）
を
細
や

か
に
描
き
出
し
て
ゆ
く
オ
ウ
ィ
デ
ィ
ウ
ス
の
﹃
転
身
物
語
﹄
は
、
そ
の
後
の
文
学
や
美
術
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た（
５
）。
パ

ノ
フ
ス
キ
ー
が
引
用
し
た
ル
ネ
サ
ン
ス
期
イ
タ
リ
ア
の
文
学
者
ポ
リ
ツ
ィ
ア
ー
ノ
も
そ
の
一
人
で
、
彼
の
﹃
馬
上
試
合
﹄
の

エ
ウ
ロ
ペ
誘
拐
の
場
面
は
、
明
ら
か
に
オ
ウ
ィ
デ
ィ
ウ
ス
の
叙
述
を
下
敷
き
に
し
て
い
る
。
古
代
詩
人
の
典
雅
な
細
部
描
写
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は
、
メ
デ
ィ
チ
家
の
宮
廷
に
仕
え
た
文
学
者
に
と
っ
て
、
確
か
な
模
範
に
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る（
６
）。
た
だ
、
優
雅
な
装

い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
物
語
は
乙
女
の
略
奪
と
い
う
、
あ
る
種
野
蛮
で
残
酷
な
内
容
の
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
、
恋
の
情

念
の
激
し
さ
が
根
底
に
渦
巻
い
て
い
る
。「
エ
ウ
ロ
ペ
の
誘
拐
」
の
テ
ー
マ
が
、
西
洋
絵
画
の
歴
史
の
中
で
連
綿
と
続
い
て

き
た
理
由
は
お
そ
ら
く
そ
こ
に
あ
る
。

名
称
の
由
来

と
こ
ろ
で
、
エ
ウ
ロ
ペE

u
rōpē

の
名
が
現
れ
る
最
古
の
テ
ク
ス
ト
は
、
古
代
ギ
リ
シ
ア
の
叙
事
詩
人
ヘ
シ
オ
ド
ス

H
ēsio

d
o
s

（
紀
元
前
八
世
紀
末
）
の
﹃
神
統
記
﹄T

h
eo

go
n
ia

の
よ
う
だ（
７
）。
同
書
に
は
、
テ
テ
ュ
ス
［
天
と
大
地
の
娘
］

が
オ
ケ
ア
ノ
ス
［
大
洋
］
と
と
も
に
生
ん
だ
「
大
洋
の
乙
女
」［
ク
ウ
レ
］
と
し
て
、「
エ
ウ
ロ
ペ
／
メ
テ
ィ
ス　

エ
ウ
リ
ュ
ノ

メ　

淡
紫
色
の
衣
つ
け
た
テ
レ
ス
ト
／
ク
リ
ュ
セ
イ
ス　

ア
シ
ア　

艶
や
か
な
カ
リ
ュ
プ
ソ
」（
ヘ
シ
オ
ド
ス
﹃
神
統
記
﹄
廣

川
洋
一
訳
）
等
々
の
名
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
（
三
五
七
―
三
五
九
行
）。〈
エ
ウ
ロ
ペ
〉Eu

rōpē

と
〈
ア
シ
ア
〉A

siè

は
、
こ

こ
で
は
ニ
ン
フ
姉
妹
と
な
っ
て
い
る
が
、
事
典
の
解
説
に
よ
れ
ば
、
す
で
に
古
典
古
代
か
ら
〈
エ
ウ
ロ
ペ
〉
は
地
名
〈
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
〉
と
同
一
視
さ
れ
て
い
た
ら
し
い（
８
）。
ま
た
ア
テ
ー
ナ
イ
の
北
西
に
位
置
す
る
ボ
イ
オ
テ
ィ
ア
地
方
で
は
、
エ
ウ
ロ

ペ
は
大
地
女
神
の
名
で
あ
っ
た
。
し
か
も
、
古
来
、
彼
女
は
ク
レ
タ
島
、
ミ
ノ
ス
王
の
母
親
の
名
と
結
び
つ
い
て
い
た
の
で

あ
る
。
一
説
に
よ
る
と
、
こ
の
伝
説
は
、
女
性
も
参
加
し
た
ミ
ノ
ア
文
化
圏
の
牡
牛
の
犠
牲
あ
る
い
は
牡
牛
競
技
と
密
接
な

関
係
が
あ
っ
た（
９
）。
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一
方
、
古
代
ギ
リ
シ
ア
の
歴
史
家
ヘ
ロ
ド
ト
スH

ēro
d
o
to

s

（
紀
元
前
四
八
四
頃
―
四
二
五
年
頃
）
は
﹃
歴
史
﹄Histo

riai

の
中
で
、
当
時
の
世
界
地
理
、
す
な
わ
ち
、
リ
ビ
ア
、
ア
ジ
ア
お
よ
び
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
関
し
て
こ
う
語
る
。「
長
さ
（
東
西
）

か
ら
い
え
ば
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
は
他
の
二
者
を
合
せ
た
長
さ
に
わ
た
っ
て
延
び
て
お
り
、
幅
（
南
北
）
に
つ
い
て
は
比
較
に
も

な
ら
ぬ
ほ
ど
（
の
大
き
さ
）
で
あ
る
と
私
に
は
考
え
ら
れ
る
」（
ヘ
ロ
ド
ト
ス
﹃
歴
史
﹄
松
平
千
秋
訳
）（
10
）。
要
す
る
に
、
北

に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
、
そ
の
南
に
ア
ジ
ア
と
リ
ビ
ア
［
ア
フ
リ
カ
］
が
東
西
に
延
び
、
し
か
も
ア
ジ
ア
北
部
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
含

ま
れ
る
と
イ
メ
ー
ジ
し
て
い
た
の
で
あ
る（
11
）。
ヘ
ロ
ド
ト
ス
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
を
計
り
知
れ
な
い
ほ
ど
広
大
な
空
間
と
想
像

し
て
い
た
わ
け
で
あ
る
。
さ
ら
に
〈
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
〉
と
い
う
呼
称
に
つ
い
て
、
彼
は
次
の
よ
う
に
語
る
。「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
（
エ

ウ
ロ
ペ
）
が
周
囲
を
河
海
で
め
ぐ
ら
さ
れ
て
い
る
か
ど
う
か
は
何
人
も
知
ら
ず
、
そ
の
名
称
を
ど
こ
か
ら
得
た
の
か
、
そ
の

命
名
者
が
た
れ
で
あ
る
か
も
明
ら
か
で
な
い
。
わ
れ
わ
れ
と
し
て
は
僅
か
に
こ
の
地
方
が
そ
の
名
を
テ
ュ
ロ
ス
［
現
在
レ
バ

ノ
ン
］
の
女
エ
ウ
ロ
ペ
か
ら
得
た
こ
と
を
い
い
得
る
の
み
で
あ
る
。
さ
れ
ば
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
も
他
の
二
大
陸
と
同
様
、
以
前
は

無
名
で
あ
っ
た
に
相
違
な
い
。
と
も
か
く
エ
ウ
ロ
ペ
な
る
女
が
ア
ジ
ア
出
身
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
、
こ
の
女
が
今
日
ギ

リ
シ
ア
人
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
称
し
て
い
る
土
地
へ
き
た
こ
と
は
な
く
、
せ
い
ぜ
い
フ
ェ
ニ
キ
ア
か
ら
ク
レ
タ
、
ク
レ
タ
か
ら

リ
ュ
キ
ア
［
小
ア
ジ
ア
南
部
］
ま
で
し
か
い
っ
て
い
な
い
こ
と
も
明
白
で
あ
る
」（
12
）。

地
理
上
の
エ
ウ
ロ
パ
（=

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
）
の
名
称
の
由
来
は
不
明
な
が
ら
、
そ
れ
が
ギ
リ
シ
ア
神
話
に
登
場
す
る
王
女
の

名
と
関
係
が
あ
る
こ
と
、
こ
の
王
女
ゆ
か
り
の
地
が
フ
ェ
ニ
キ
ア
と
ク
レ
タ
で
あ
る
こ
と
を
、
歴
史
家
は
突
き
止
め
た
の
で

あ
る
。　
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ク
レ
タ
島

フ
ェ
ニ
キ
ア
と
ク
レ
タ
島
を
結
ぶ
東
西
の
線
、
ク
レ
タ

島
と
前
述
ギ
リ
シ
ア
本
土
の
ボ
イ
オ
テ
ィ
ア
を
結
ぶ
南
北

の
線
が
、
以
上
か
ら
、
エ
ウ
ロ
ペ
を
め
ぐ
る
神
話
圏
と
し

て
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
。
ユ
ー
ラ
シ
ア
大
陸
西
端
の

半
島=

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
い
う
今
日
の
観
念
か
ら
す
る
と
、

古
代
の
エ
ウ
ロ
ペ=

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
重
点
は
、
予
想
外
に
、

東
寄
り
に
位
置
し
て
い
る
。
興
味
深
い
の
は
、
エ
ウ
ロ
ペ

の
伝
承
が
、
横
軸
（
東
西
）
と
縦
軸
（
南
北
）、
い
ず
れ
に

し
て
も
、
地
中
海
東
側
の
中
央
に
浮
か
ぶ
ク
レ
タ
島
を
拠

点
に
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

商
業
・
貿
易
・
植
民
活
動
に
よ
っ
て
発
展
し
た
海
洋
国

家
フ
ェ
ニ
キ
ア
は
、
ク
レ
タ
島
が
勢
力
を
失
っ
た
紀
元
前

一
二
〇
〇
年
頃
以
後
、
地
中
海
の
覇
権
を
獲
得
し
た（
13
）

（
図
版
３
）。
エ
ウ
ロ
ペ
伝
説
の
都
市
テ
ュ
ロ
ス
（
ソ
ル
）

は
、
シ
ド
ン
（
サ
イ
ダ
）
と
と
も
に
、
こ
の
フ
ェ
ニ
キ
ア

図版 3　歴史地図「フェニキアの植民」　dtv-Atlas zur Weltgeschichte, Deutscher 
Taschenbuch Verlag, München, 1982, Bd.1.
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が
キ
プ
ロ
ス
、
シ
チ
リ
ア
、
南
ス
ペ
イ
ン
、
そ
し
て
北
ア
フ
リ
カ
（
カ
ル
タ
ゴ
）
へ
進
出
す
る
た
め
の
港
町
で
あ
っ
た
。
こ

の
テ
ュ
ロ
ス
の
海
岸
か
ら
、
ゼ
ウ
ス
は
同
地
の
王
女
エ
ウ
ロ
パ
を
誘
拐
し
、
ク
レ
タ
島
へ
運
ん
だ
の
で
あ
る
。
古
代
文
明
発

祥
の
地
ク
レ
タ
島
は
、
紀
元
前
二
〇
〇
〇
年
か
ら
同
一
四
〇
〇
年
頃
に
栄
え
た
と
さ
れ
る
が
、
ゼ
ウ
ス
と
エ
ウ
ロ
ペ
の
子
ミ

ノ
ス
は
、
同
島
の
伝
説
的
な
王
で
、
立
法
者
と
し
て
名
高
い
。
彼
は
太
陽
神
ヘ
リ
オ
ス
と
ペ
ル
セ
イ
ス
の
娘
パ
ー
シ
パ
エ
ー

を
娶
り
、
二
人
の
間
に
は
ア
リ
ア
ド
ネ
ー
や
パ
イ
ド
ラ
等
が
生
ま
れ
た（
14
）。
し
か
し
ミ
ノ
ス
王
は
海
神
ポ
セ
イ
ド
ン
と
の

（
犠
牲
の
）
約
束
を
破
っ
た
た
め
に
、
神
の
怒
り
を
買
い
、
そ
の
結
果
、
海
神
が
送
っ
た
牡
牛
に
妃
パ
ー
シ
パ
エ
ー
が
恋
し

て
交
わ
り
、
牛
頭
人
身
の
怪
物
ミ
ノ
タ
ウ
ロ
ス
（
＝
「
ミ
ノ
ス
」
の
「
牡
牛
」
の
意
）
が
生
ま
れ
た
。
ミ
ノ
ス
王
は
工
人
ダ
イ

ダ
ロ
ス
が
造
っ
た
迷
宮
［
ラ
ブ
ュ
リ
ン
ト
ス
］
に
ミ
ノ
タ
ウ
ロ
ス
を
閉
じ
込
め
た
（
ア
ポ
ロ
ド
ー
ロ
ス
﹃
ギ
リ
シ
ア
神
話
﹄
第

三
巻
一
）（
15
）。
怪
物
に
は
ア
テ
ナ
イ
か
ら
犠
牲
と
し
て
少
年
少
女
が
送
ら
れ
た
が
、
英
雄
テ
セ
ウ
ス
が
ア
リ
ア
ド
ネ
ー
の

（
糸
の
）
導
き
で
迷
宮
に
侵
入
し
、
ミ
ノ
タ
ウ
ロ
ス
を
退
治
し
た
。
以
上
、
有
名
な
ミ
ノ
タ
ウ
ロ
ス
伝
説
に
は
、
先
史
時
代

の
ク
レ
タ
島
に
お
け
る
牡
牛
崇
拝
の
記
憶
が
留
め
ら
れ
て
い
る
と
も
言
う（
16
）。
ゼ
ウ
ス
が
牡
牛
に
変
身
し
て
エ
ウ
ロ
ペ
を

誘
拐
し
た
島
、
ミ
ノ
ス
王
妃
が
ポ
セ
イ
ド
ン
の
牡
牛
と
交
わ
っ
て
怪
物
ミ
ノ
タ
ウ
ロ
ス
を
生
ん
だ
島
、
い
ず
れ
も
舞
台
は
地

中
海
の
ク
レ
タ
で
、
こ
の
島
と
牡
牛
は
切
っ
て
も
切
れ
な
い
縁
が
あ
る
。

デ
ュ
ー
ラ
ー
の
「
エ
ウ
ロ
ペ
の
誘
拐
」
図

　

イ
タ
リ
ア
・
ル
ネ
サ
ン
ス
の
詩
人
ポ
リ
ツ
ィ
ア
ー
ノ
は
、
オ
ウ
ィ
デ
ィ
ウ
ス
の
﹃
転
身
物
語
﹄
か
ら
題
材
を
採
っ
て
、「
エ
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ウ
ロ
ペ
誘
拐
」
の
詩
（﹃
馬
上
試
合
﹄）
を
書
い
た
が
、
恐
ら
く
こ
の
詩
か
ら
示
唆
を
得
て
、
ド
イ
ツ
・
ル
ネ
サ
ン
ス
の
画
家

デ
ュ
ー
ラ
ー
は
﹃
エ
ウ
ロ
ペ
誘
拐
﹄
図
を
描
い
た
。
こ
の
点
に
着
目
し
て
執
筆
さ
れ
た
の
が
、
本
稿
第
一
部
の
美
術
史
家
パ

ノ
フ
ス
キ
ー
の
論
文
で
あ
る
。
こ
の
素
描
に
関
し
て
、
彼
は
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
た
。

　
「
人
体
表
現
と
人
体
美
―
こ
れ
は
ル
ネ
サ
ン
ス
が
古
典
古
代
の
作
品
の
中
に
実
現
さ
れ
て
い
る
と
見
た
二
つ
の
理
想

で
あ
っ
た
。
し
か
し
イ
タ
リ
ア
の
一
四
〇
〇
年
代
［
ク
ワ
ト
ロ
チ
ェ
ン
ト
］
が
、
古
典
古
代
の
〈
悲
劇
的
な
不
安
〉
を

〈
古
典
的
静
謐
〉
以
前
に
、
活
き
活
き
と
捉
え
て
い
た
よ
う
に
、
若
き
デ
ュ
ー
ラ
ー
は
、〈
ベ
ル
ヴ
ェ
デ
ー
レ
の
ア
ポ
ロ

ン
〉
の
美
が
彼
を
感
激
さ
せ
る
前
に
、
死
と
誘
拐
の
荒
々
し
い
場
面
の
パ
ト
ス
に
魅
了
さ
れ
て
い
た
。〈
オ
ル
ペ
ウ
ス

の
死
〉
と
〈
エ
ウ
ロ
ペ
の
誘
拐
〉、〈
闘
う
ヘ
ラ
ク
レ
ス
〉
と
〈
怒
り
狂
う
海
の
怪
物
た
ち
〉
―
―
こ
れ
ら
の
主
題
の
選
択

は
、
デ
ュ
ー
ラ
ー
が
、
最
初
、〈
擬
古
典
的
な
様
式
〉
の
下
に
理
解
し
て
い
た
も
の
を
す
で
に
示
し
て
い
る
」（
本
稿
五

頁
）。

　
「
エ
ウ
ロ
ペ
誘
拐
」
が
描
か
れ
た
の
は
一
四
九
五
年
、
す
な
わ
ち
デ
ュ
ー
ラ
ー
が
一
回
目
の
イ
タ
リ
ア
滞
在
か
ら
帰
国
し

た
翌
年
、
二
四
歳
の
折
で
あ
る
。
パ
ノ
フ
ス
キ
ー
は
デ
ュ
ー
ラ
ー
が
〈
古
典
的
静
謐
〉
以
前
に
〈
悲
劇
的
な
不
安
〉、
換
言
す

れ
ば
、〈
ベ
ル
ヴ
ェ
デ
ー
レ
の
ア
ポ
ロ
ン
〉
に
熱
中
す
る
前
に
、「
誘
拐
の
場
面
の
パ
ト
ス
」
に
「
魅
了
さ
れ
て
い
た
」
こ
と

に
注
目
す
る
。〈
古
典
的
静
謐
〉
は
、
ち
な
み
に
、
デ
ュ
ー
ラ
ー
か
ら
二
五
〇
年
以
上
も
後
、
一
七
五
五
年
に
ヴ
ィ
ン
ケ
ル

マ
ンJ.  J. W

in
ckelm

an
n

が
名
著
﹃
絵
画
と
彫
刻
に
お
け
る
ギ
リ
シ
ア
美
術
作
品
の
模
倣
に
関
す
る
論
考
﹄G

ed
an

ken
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の
中
で
、
特
に
ラ

オ
コ
ー
ン
群
像
を
分
析
す
る
際
に
用
い
た
評
言
で
あ
る
。「
ギ
リ
シ
ア
の
傑
作
の
一
般
的
に
卓
越
し
た
特
徴
は
、
結
局
、
そ

の
姿
勢
お
よ
び
表
現
に
お
け
る
高
貴
な
単
純
さ
と
静
謐
な
偉
大
さ
に
あ
る
」（
17
）。「
高
貴
な
単
純
さ
」ein

e ed
le E

in
falt

と

「
静
謐
な
偉
大
さ
」ein

e stille G
rö

ß
e

は
そ
の
後
、
古
典
主
義
美
学
の
合
言
葉
と
な
っ
た
の
だ
が（
18
）、
こ
う
し
た
「
崇
高

美
」
と
は
別
の
、
激
し
い
「
情
念
［
パ
ト
ス
］
美
」
を
若
き
デ
ュ
ー
ラ
ー
は
素
描
の
中
で
追
求
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
彼
の
芸

術
の
根
底
に
あ
る
も
の
を
考
え
る
上
に
、
こ
の
指
摘
は
看
過
で
き
な
い
。

　
図
像
の
系
譜

　

疾
走
す
る
牡
牛
、
振
り
返
る
エ
ウ
ロ
ペ
、
風
に
翻
る
着
衣
、
露
わ
な
肉
体
、
な
び
く
髪
、
海
岸
で
は
侍
女
た
ち
が
う
ろ
た

え
て
い
る
。
デ
ュ
ー
ラ
ー
が
描
く
こ
れ
ら
の
情
景
は
、
パ
ノ
フ
ス
キ
ー
が
解
説
す
る
よ
う
に
、
ポ
リ
ツ
ィ
ア
ー
ノ
の
詩
篇
に

着
想
を
得
て
い
る
に
ち
が
い
な
い
が
、「
エ
ウ
ロ
ペ
の
誘
拐
」
は
、
西
洋
絵
画
の
中
で
、〈
情
念
の
パ
ト
ス
〉
を
激
し
く
鮮
明

に
浮
き
彫
り
に
す
る
一
種
の
ト
ポ
ス
と
も
な
っ
て
い
た
。
最
も
古
く
は
、
シ
チ
リ
ア
島
セ
リ
ヌ
ン
テ
の
神
殿
メ
ト
ー
プ
の
浮

彫
（
紀
元
前
六
世
紀
）（
図
版
４
）
に
牡
牛
に
乗
っ
た
乙
女
の
姿
が
刻
ま
れ
、
ま
た
同
じ
頃
の
黒
像
式
ヒ
ュ
ド
リ
ア
（
陶
器
）

（
図
版
５
）
で
は
、
鳥
や
魚
や
海
豚
に
案
内
さ
れ
て
、
王
女
を
背
に
牡
牛
が
疾
走
す
る
様
子
が
見
ら
れ
る
。
い
ず
れ
も
逞
し

い
牡
牛
と
可
憐
な
乙
女
の
対
比
が
印
象
的
で
あ
る
。
ポ
ン
ペ
イ
の
壁
画
（
図
版
１
）
で
は
、
岩
や
樹
木
を
背
景
に
、
王
女
が

牛
の
背
で
寛
ぎ
、
侍
女
た
ち
も
共
に
戯
れ
る
牧
歌
的
な
風
景
が
描
か
れ
て
い
る
。
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古
代
の
復
活
を
謳
っ
た
イ
タ
リ
ア
・
ル
ネ
サ
ン
ス
の
絵

画
、
と
り
わ
け
テ
ィ
ツ
ィ
ア
ー
ノ
の
「
エ
ウ
ロ
ペ
略
奪
」

（
図
版
２
）
で
は
、
白
い
牡
牛
が
肌
も
露
わ
な
王
女
を
背

に
波
を
掻
き
分
け
、
子
供
［
プ
ッ
テ
ィ
］
が
海
豚
に
乗
っ

て
そ
れ
を
追
い
か
け
て
い
る
。
海
岸
で
は
侍
女
た
ち
が
両

手
を
挙
げ
て
慌
て
ふ
た
め
い
て
い
る
。
全
体
は
、
鮮
や
か

な
色
彩
と
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
動
き
に
満
ち
た
愛
の
情
念
の

光
景
で
あ
る
。
こ
れ
に
比
べ
る
と
、
同
じ
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア

派
の
ヴ
ェ
ロ
ネ
ー
ゼ
の
「
エ
ウ
ロ
ペ
略
奪
」（
図
版
６
）
は
、
王
女
が

侍
女
た
ち
と
一
緒
に
、
大
自
然
の
中
で
、
牡
牛
と
戯
れ
る
、
誘
拐
前

の
（
ポ
ン
ペ
イ
の
壁
画
に
も
似
て
）
優
雅
な
風
景
で
、
テ
ィ
ツ
ィ
ア
ー

ノ
と
は
対
照
的
で
あ
る
。

　

テ
ィ
ツ
ィ
ア
ー
ノ
の
作
品
は
一
五
五
九
―
六
二
年
、
す
な
わ
ち
、

画
家
七
十
歳
の
頃
の
も
の
で
、
デ
ュ
ー
ラ
ー
の
素
描
か
ら
半
世
紀
以

上
後
の
も
の
で
あ
る
が
、
画
面
右
に
大
き
く
牡
牛
と
乙
女
、
彼
ら
を

追
う
海
豚
に
乗
っ
た
子
供
、
画
面
左
の
遠
景
に
海
岸
の
侍
女
た
ち
を

配
し
た
構
図
は
、
二
人
の
巨
匠
に
共
通
し
て
い
る
。
乙
女
や
牛
の
表

図版 4　セリヌンテの神殿メトー
プ「エウロペ」、紀元前 550–540年、
パレルモ国立美術館、シチリア

図版 5　黒像式ヒュドリア「エウロペ」、紀元前
530年頃、ヴィラ・ジュリア美術館、ローマ
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情
等
、
細
部
は
別
に
し
て
、
ア
ル
プ
ス
の
北
の
巨
匠
と
南
の
巨
匠
が

類
似
の
空
間
を
構
想
し
て
い
た
事
実
は
興
味
深
い（
19
）。

　

世
紀
末
の
画
家
Ｇ
・
モ
ロ
ー
の
「
エ
ウ
ロ
ペ
の
略
奪
」（
図
版
７
）

で
は
、
場
面
は
海
か
ら
上
が
っ
た
直
後
の
様
子
を
描
い
て
い
る
よ
う

で
、
牡
牛
の
顔
は
す
で
に
ゼ
ウ
ス
に
変
容
し
、
王
女
の
表
情
に
は
困

惑
と
不
安
が
入
り
混
じ
っ
て
い
る
。
ど
こ
か
冷
静
で
も
あ
る
。
二
人

の
姿
に
は
、
ギ
リ
シ
ア
神
話
と
い
う
よ
り
は
、
古
代
オ
リ
エ
ン
ト
風

の
性
格
が
感
じ
ら
れ
る
。
当
時
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
東
洋
趣
味
を
反
映

し
て
い
る
の
か
も
知
れ
な
い
（
サ
ロ
メ
、
ス
フ
ィ
ン

ク
ス
等
）。

　

同
じ
「
エ
ウ
ロ
ペ
の
誘
拐
」
を
テ
ー
マ
に
し
て
も
、

作
品
に
よ
っ
て
、
以
上
見
る
よ
う
に
、
情
景
は
ま
る

で
異
な
る
印
象
を
与
え
る
が
、
古
代
の
図
像
に
は
、

誘
拐
さ
れ
る
乙
女
の
〈
悲
劇
的
な
不
安
〉
よ
り
は
、
愛

の
儀
式
へ
向
か
う
い
わ
ば
神
聖
な
祝
祭
性
の
よ
う
な

も
の
が
感
じ
取
ら
れ
る
。
そ
れ
は
意
外
に
も
、
時
空

を
超
え
て
、
世
紀
末
の
画
家
モ
ロ
ー
の
絵
画
の
中
で
、

図版 6　パオロ・ヴェロネーゼ「エウロペの
略奪」、ドゥカーレ宮殿、ヴェネツィア

図版 7　モロー「エウロペの略奪」、
1868年、ギュスターヴ・モロー美術
館、パリ　　
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東
洋
風
の
神
秘
的
刻
印
を
帯
び
て
、
甦
っ
て
い
る
か
の
よ
う
で

あ
る
。
ル
ネ
サ
ン
ス
期
の
画
家
、
デ
ュ
ー
ラ
ー
と
テ
ィ
ツ
ィ

ア
ー
ノ
に
お
い
て
は
一
変
し
て
、
図
像
は
、
明
ら
か
に
、
愛
の

〈
情
念
の
パ
ト
ス
〉
を
演
出
す
る
べ
く
、
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
動
き

の
中
で
、
新
た
な
生
の
局
面
へ
向
か
っ
て
、
岸
辺
を
離
れ
つ
つ

あ
る
牡
牛
の
背
の
乙
女
を
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
す
る
。
両
画
家
に

は
、
国
柄
を
超
え
て
、
相
通
じ
合
う
部
分
が
あ
る
よ
う
だ
。
構

図
の
一
致
に
は
、
詳
し
く
は
措
く
が
、
偶
然
以
上
の
何
か
が
あ

る
よ
う
に
思
わ
れ
て
な
ら
な
い
。

　

結
語

　

モ
ロ
ー
か
ら
半
世
紀
以
上
の
ち
、
ピ
カ
ソ
は
ギ
リ
シ
ア
神
話

に
取
材
し
て
、「
洞
窟
の
前
に
い
る
ミ
ノ
タ
ウ
ロ
ス
と
馬
」（
図

版
８
）
を
描
い
て
い
る
。
一
九
三
六
年
作
の
こ
の
絵
で
は
、
画

面
中
央
で
、
怪
物
ミ
ノ
タ
ウ
ロ
ス
が
白
馬
を
抱
き
、
左
の
洞

窟
の
奥
か
ら
は
誰
か
の
両
手
が
出
て
い
る
。
そ
し
て
右
側
で

図版 8　ピカソ「洞窟
の前にいるミノタウロ
スと馬」、1936年、ピ
カソ美術館、パリ
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は
、
乙
女
が
ヴ
ェ
ー
ル
越
し
に
怪
物
た
ち
を
覗
く
。
画
集
の
解
説
に
よ
れ
ば
、
ミ
ノ
タ
ウ
ロ
ス=

ピ
カ
ソ
、
白
馬=

愛
人

マ
リ
ー
・
テ
レ
ー
ズ
、
洞
窟
の
両
手=

妻
オ
ル
ガ
、
乙
女=

マ
リ
ー
の
別
の
側
面
、
と
い
っ
た
等
式
が
作
品
の
背
景
に
な
っ

て
い
る
よ
う
だ
。
ギ
リ
シ
ア
神
話
と
画
家
の
闘
牛
熱
が
結
び
付
い
て
、
ピ
カ
ソ
は
こ
の
時
期
、
一
連
の
ミ
ノ
タ
ウ
ロ
ス
の
戦

い
の
図
、〈
ミ
ノ
タ
ウ
ロ
マ
キ
ア
〉
を
創
作
し
た
の
だ
が（
20
）、
こ
こ
に
は
愛
欲
の
激
し
い
情
念
が
燃
え
盛
っ
て
い
る
。
紀
元

前
六
世
紀
か
ら
描
か
れ
続
け
た
「
エ
ウ
ロ
ペ
誘
拐
」
の
牡
牛
が
、
現
代
の
抽
象
画
の
風
土
に
鮮
烈
に
甦
っ
て
き
た
か
の
感
が

あ
る
。

　

人
間
の
愛
欲
の
情
念
の
激
し
さ
を
、
若
き
デ
ユ
ー
ラ
ー
は
、
ピ
カ
ソ
同
様
、
牡
牛
と
い
う
存
在
に
視
覚
化
し
た
。
牡
牛
は

ラ
ス
コ
ー
の
壁
画
等
、
太
古
か
ら
、
男
性
的
な
生
命
力
の
シ
ン
ボ
ル
と
し
て
描
か
れ
た（
21
）。
そ
の
野
生
は
時
と
し
て
破
壊

的
で
兇
暴
な
性
格
を
あ
ら
わ
に
す
る
。
今
日
な
お
、
南
西
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
催
さ
れ
て
い
る
闘
牛
は
、
地
中
海
沿
岸
で
盛
ん
で

あ
っ
た
牡
牛
を
め
ぐ
る
古
代
の
儀
式
に
そ
の
起
源
が
あ
る
と
も
言
わ
れ
る（
22
）。
エ
ウ
ロ
ペ
伝
説
に
も
そ
の
遥
か
な
記
憶
が

内
在
し
て
い
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
牡
牛
に
化
け
た
ゼ
ウ
ス
が
王
女
を
誘
拐
す
る
こ
の
物
語
は
、
地
中
海
の
東
岸
、
フ
ェ

ニ
キ
ア
の
テ
ュ
ロ
ス
を
発
祥
の
地
と
し
て
、
古
代
文
明
の
地
、
ク
レ
タ
島
の
ミ
ノ
ス
王
伝
説
と
結
び
つ
き
、
さ
ら
に
西
、
シ

チ
リ
ア
島
の
神
殿
浮
彫
に
も
そ
の
姿
を
留
め
た
。
こ
う
し
て
地
中
海
は
生
命
力
の
シ
ン
ボ
ル
と
し
て
の
牡
牛
を
媒
介
に
、
広

大
な
文
化
圏
を
形
成
す
る
。
イ
タ
リ
ア
へ
二
度
滞
在
し
た
北
方
人
ア
ル
ブ
レ
ヒ
ト
・
デ
ュ
ー
ラ
ー
は
、
牡
牛
に
ま
つ
わ
る
神

話
・
伝
承
を
活
き
活
き
と
一
枚
の
紙
に
素
描
し
た
。
彼
の
激
し
い
情
念
は
、
イ
タ
リ
ア
の
テ
ィ
ツ
ィ
ア
ー
ノ
と
も
、
ス
ペ
イ

ン
の
ピ
カ
ソ
と
も
、
ど
こ
か
で
繋
が
っ
て
い
る
に
ち
が
い
な
い
。
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