
エ
ル
ヴ
ィ
ン
・
パ
ノ
フ
ス
キ
ー
「
束
縛
さ
れ
た
エ
ロ
ス
」

	

（
レ
ン
ブ
ラ
ン
ト
の「
ダ
ナ
エ
ー
」の
系
譜
学
に
寄
せ
て
）（
1
）

高
　
木
　
昌
　
史
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一

　

　

パ
ウ
サ
ニ
ア
ス（
２
）の
有
名
な
報
告
に
よ
る
と
、
エ
リ
ス
の
体
育

場
に
は
棕
櫚
の
枝
﹇
勝
利
の
栄
冠
﹈
を
求
め
て
闘
う
「
エ
ロ
ス
と
ア

ン
テ
ロ
ス
」（
３
）
を
表
現
し
た
彫
刻
が
あ
っ
た（
一
）。
そ
の
構
図
は
ナ

ポ
リ
の
あ
る
レ
リ
ー
フ
﹇
浮
彫
﹈
か
ら
推
察
で
き
る
（
図
版
１
）（
二
）。

「
愛
に
応
え
る
」
神
で
あ
る
ア
ン
テ
ロ
ス
は
、
元
々
、
神
話
の
存
在

で
は
な
い
が
、
お
そ
ら
く
そ
の
概
念
は
神
話
上
の
必
要
か
ら
生
ま
れ

た
の
で
あ
ろ
う
。
愛
す
る
者
ば
か
り
で
は
な
く
、
愛
さ
れ
る
者
を
も

神
の
力
の
下
に
お
く
必
要
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
神
の
力
は
愛
さ
れ

た
者
に
、
彼
に
示
さ
れ
た
感
情
の
応
答
を
﹇
義
務
と
し
て
﹈
課
し
た

（
三
）。
エ
リ
ス
の
群
像
の
意
味
は
、
そ
れ
故
、
愛
に
「
対
す
る
」
闘

い
で
は
な
く
、
愛
に
「
お
け
る
」
競
争
で
あ
る
。
両
守
護
神
は
、
情

（
訳
者
注
）　

本
稿
は
、
全
五
章
か
ら
な
る
Ｅ
・
パ
ノ
フ
ス
キ
ー
の
表
題
論
文
の
本
文
お
よ
び
原
注
の
翻
訳
に

訳
注
を
付
し
た
も
の
で
あ
る
。
本
文
は
全
訳
し
た
が
、
原
注
は
出
典
を
明
示
し
た
部
分
と
重
要
箇

所
を
選
抜
し
て
訳
出
し
た
。
本
論
文
に
関
す
る
「
解
説
」
は
別
稿
に
発
表
予
定
で
あ
る
。

（図版１）　「エロスとアンテロス」、ナポリ国立博物館
の古代浮彫
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熱
の
強
さ
と
純
粋
さ
に
お
い
て
、
一
方
が
他
方
に
勝
る
こ
と
に
耐
え
ら
れ
な
い
。
こ
れ
は
ア
ン
テ
ロ
ス
が
ウ
ェ
ヌ
ス
﹇
ヴ
ィ

ー
ナ
ス
﹈
か
ら
生
ま
れ
た
と
い
う
神
話
素
に
よ
っ
て
確
証
さ
れ
る
。
何
故
な
ら
、
彼
が
生
ま
れ
る
以
前
に
は
、
最
初
に
生
ま

れ
た
エ
ロ
ス
が
成
長
し
な
か
っ
た
か
ら
だ
。
あ
る
い
は
、
彼
が
ネ
メ
シ
ス
﹇
復
讐
の
女
神
﹈
の
息
子
で
あ
る
と
い
う
神
話
素

に
よ
っ
て
も
確
証
さ
れ
る
。
ネ
メ
シ
ス
も
ま
た
感
情
の
世
界
に
お
い
て
正
し
い
均
衡
を
保
と
う
と
す
る
。
そ
し
て
こ
の
意
志

が
満
た
さ
れ
な
い
場
合
、
彼
女
は
息
子
に
よ
っ
て
し
ば
し
ば
恐
ろ
し
い
復
讐
を
す
る
。（
パ
イ
ド
ラ
の
運
命
が
エ
ロ
ス
に
よ

っ
て
、
ヒ
ッ
ポ
リ
ュ
ト
ス
の
運
命
が
ア
ン
テ
ロ
ス
に
よ
っ
て
決
め
ら
れ
た
と
い
う
言
説
、
ま
た
ア
テ
ネ
の
ア
ン
テ
ロ
ス
崇
拝

は
あ
る
青
年
の
思
い
出
を
と
ど
め
て
い
る
と
い
う
伝
説
も
そ
こ
に
由
来
す
る
。
そ
の
青
年
は
も
う
一
人
の
青
年
の
愛
に
応
え

な
か
っ
た
こ
と
に
よ
っ
て
彼
を
自
殺
に
追
い
や
り
、
自
ら
死
ぬ
こ
と
で
彼
の
後
を
追
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
）。
そ
し

て
他
の
古
代
の
浮
彫
が
エ
ロ
ス
と
ア
ン
テ
ロ
ス
の
競
争
を
棕
櫚
の
枝
を
求
め
る
闘
い
の
イ
メ
ー
ジ
で
は
な
く
、
松
明
リ
レ
ー

の
イ
メ
ー
ジ
で
描
く
と
き（
四
）、
そ
れ
に
よ
っ
て
、
古
代
の
ア
ン
テ
ロ
ス
は
、
そ
の
本
来
の
意
味
に
従
え
ば
、
ダ
ン
テ
の
「
恋

人
を
愛
さ
ず
に
い
ら
れ
な
い
恋
心
」A

m
o
r ch

e a n
u
llo

 am
ato

 am
ar p

erd
o
n
a

（
４
）
以
外
の
何
も
の
で
も
な
い
こ
と
が

さ
ら
に
明
瞭
に
語
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　

ア
ン
テ
ロ
ス
像
の
こ
の
根
源
的
な
意
味
は
、
そ
れ
に
相
応
す
る
古
典
古
代
の
資
料
が
発
掘
さ
れ
て
以
来（
五
）、
ル
ネ
サ
ン

ス
と
バ
ロ
ッ
ク
の
造
型
と
表
象
へ
移
行
し
た
。
カ
ル
タ
リC

artari

の
『
古
典
古
代
の
神
々
の
イ
メ
ー
ジ
』Im

agin
i d

elli 

D
ei d

egli A
n
tich

i

と
そ
の
数
多
く
の
改
作
の
中
に
、
わ
れ
わ
れ
は
パ
ウ
サ
ニ
ア
ス
に
よ
っ
て
記
述
さ
れ
た
グ
ル
ー
プ
が

「
相
互
の
愛
」A

m
o
re recip

ro
co

の
表
現
と
し
て
説
明
さ
れ
イ
メ
ー
ジ
的
に
再
構
成
さ
れ
て
い
る
の
を
発
見
す
る（
六
）。
そ

し
て
周
知
の
よ
う
に
、
ま
さ
し
く
ア
ン
ニ
バ
ー
レ
・
カ
ラ
ッ
チ（
５
）が
、
解
釈
者
た
ち
が
全
体
的
な
構
想
の
真
の
要
と
理
解
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し
た
フ
ァ
ル
ネ
ー
ゼ
画
廊
の
あ
の
隅
板
の
一
つ

に
お
い
て
、
そ
れ
を
表
現
し
た
の
で
あ
る
（
図

版
２
）（
七
）。

　

し
か
し
同
時
に
、
古
代
の
表
象
を
そ
の
根
源

的
な
意
味
に
お
い
て
新
た
に
蘇
ら
せ
た
時
代
は
、

ア
ン
テ
ロ
ス
を
、
同
じ
努
力
を
す
る
ラ
イ
バ
ル

か
ら
、
醜
さ
に
満
ち
た
「
エ
ロ
ス
の
敵
対
者
」

へ
と
変
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
の
根
源
的
な

意
味
を
「
逆
転
」
さ
せ
た
。
す
な
わ
ち
、
本
来

は
愛
さ
れ
た
者
に
愛
の
応
答
を
義
務
付
け
た

神
、
そ
し
て
必
要
と
あ
ら
ば
、
愛
に
応
え
な
い
こ
と
に
復
讐
し
た
神
は
、
愛
の
情
熱
を
消
す
力
へ
と
意
味
変
換
さ
れ
る
の
で

あ
る
。
こ
の
重
要
な
意
味
変
換
は
そ
の
あ
る
種
の
釈
明
を
古
代
の
見
解
の
中
に
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
見
解
は
も
ち

ろ
ん
、
今
日
知
ら
れ
る
よ
う
に
、
テ
ク
ス
ト
の
損
傷
に
よ
っ
て
生
じ
た
に
過
ぎ
な
い
。
す
な
わ
ち
、
広
く
影
響
を
及
ぼ
し
た

セ
ル
ウ
ィ
ウ
ス（
６
）
の
ウ
ェ
ル
ギ
リ
ウ
ス
注
釈
の
中
で
、（
昔
の
写
字
生
の
責
任
な
の
か
、
セ
ル
ウ
ィ
ウ
ス
自
身
の
責
任
な
の

か
は
分
か
ら
な
い
が
）
ア
ン
テ
ロ
ス
の
イ
メ
ー
ジ
が
リ
ュ
セ
ロ
ス
（
愛
を
消
す
者
）
の
後
代
の
イ
メ
ー
ジ
と
混
同
さ
れ
た
結

果
、
愛
に
報
い
る
神
が
、「
愛
さ
ぬ
者
を
巻
き
込
む
こ
と
で
不
平
等
な
愛
を
気
遣
う
者
」 

と
し
て
ば
か
り
で
は
な
く
、「
愛
の

情
熱
を
消
す
エ
ロ
ス
の
敵
対
者
」
と
し
て
そ
の
姿
を
現
す
こ
と
に
な
る（
八
）。
し
か
し
、
内
的
な
矛
盾
が
本
来
は
一
瞥
し
て

（図版 2）　アンニバーレ・カラッチ「エロスとアン
テロス」、ローマ、ファルネーゼ画廊
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明
ら
か
に
な
る
は
ず
の
テ
ク
ス
ト
箇
所
に
基
づ
い
て
ア
ン
テ
ロ
ス
を
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
た
め
に
は
、
ル
ネ
サ
ン
ス
は

新
プ
ラ
ト
ン
主
義
の
観
念
の
す
べ
て
の
力
を
必
要
と
し
た
。
つ
ま
り
、
そ
れ
は
「
地
上
的
な
」
愛
に
対
す
る
「
天
上
的
な
」
愛
、

「
俗
な
官
能
的
な
愛
」A

m
o
re vo

lgare e sen
su

ale

に
対
す
る
「
真
の
至
高
な
る
理
性
的
で
神
的
な
愛
」A

m
o
re vero

, 

san
tissim

o
, razio

n
ale, d

ivin
o

を
ま
さ
し
く
意
味
し
て
い
る
。
新
プ
ラ
ト
ン
主
義
の
愛
の
学
説
の
抵
抗
し
難
い
示
唆
力

が
、
も
し
こ
れ
ほ
ど
多
く
の
絵
や
詩
や
論
文
に
よ
っ
て
繰
り
返
し
意
識
さ
れ
な
い
と
し
た
ら
、
今
日
の
読
者
に
と
っ
て
理
解

し
難
い
も
の
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
に
ち
が
い
な
い
大
胆
さ
で
、
新
プ
ラ
ト
ン
主
義
者
や
現
代
の
そ
の
解
釈
者
た
ち
が
「
天
上

の
愛
」
を
賛
美
し
語
っ
た
こ
と
は
す
べ
て
、
直
ち
に
ア
ン
テ
ロ
ス
に
転
移
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、
ア
ン
テ
ロ
ス
が
、

そ
の
本
質
に
即
し
て
、
愛
に
報
い
る
神
と
し
て
祝
福
さ
れ
る
ギ
リ
シ
ア
の
エ
ピ
グ
ラ
ム
は
、
愛
さ
れ
た
者
の
情
熱
を
返
報
と

し
て
呼
び
覚
ま
す
力
か
ら
愛
す
る
者
の
情
熱
に
対
す
る
解
毒
剤
が
生
ま
れ
る
、
と
い
う
意
味
に
解
釈
し
直
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　

こ
の
新
し
い
非
古
代
的
な
ア
ン
テ
ロ
ス
観
を
ま
さ
に
本
来
的
に
有
効
な
ら
し
め
た
の
は
、
ア
ン
ド
レ
ア
・
ア
ル
チ
ア
ー

テ
ィ（
７
）に
よ
る
評
価
で
あ
っ
た
。
彼
の
世
界
的
に
有
名
な
『
エ
ン
ブ
レ
ム
集
』E

m
b
lem

ata

一
〇
九
番
に
お
い
て
、
ア

ン
テ
ロ
ス
は
「
道
徳
の
愛
」A

m
o
r virtu

tis

と
し
て
、
武
器
も
松
明
も
な
し
に
、
四
つ
の
花
環
に
飾
ら
れ
て
そ
の
姿
を
現

す
。
そ
れ
ら
の
花
環
は
「
俗
な
キ
ュ
プ
ロ
ス
島
」C

yp
ris vu

lgaris

の
共
同
社
会
を
避
け
る
非
官
能
的
な
愛
に
四
つ
の
枢

要
な
徳
を
奉
納
す
る
（『
エ
ン
ブ
レ
ム
集
』
の
基
準
と
な
る
注
釈
、
ク
ラ
ウ
デ
ィ
ウ
ス
・
ミ
ノ
ス
の
そ
れ
は
、
そ
の
た
め
に

ア
ン
テ
ロ
ス
を
「
魂
を
肉
体
か
ら
分
か
つ
神
の
愛
」A

m
o
r d

ivin
es,an

im
as a co

rp
o
rib

u
s ab

strah
en

tem

と
名
付

け
た
プ
ロ
ク
ロ
ス
を
引
用
し
て
い
る
）（
８
）（
九
）。
ま
た
一
一
〇
番
の
エ
ン
ブ
レ
ム
（
図
版
３
）
の
中
で
は
、
新
プ
ラ
ト
ン
主
義

的
に
解
釈
を
変
え
ら
れ
た
こ
の
ア
ン
テ
ロ
ス
と
「
俗
な
愛
」
と
の
間
の
闘
い
さ
え
引
き
合
い
に
出
さ
れ
て
い
る
（
ア
ン
テ
ロ
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ス
、
他
の
欲
望
に
勝
る
道
徳
の
愛
」‹A

n
tero

s›, A
m

o
r virtu

tis, 

aliu
m

 cu
p
id

in
em

 su
p
eran

s

）。
そ
の
闘
い
の
中
で
、「
貞
淑

な
愛
」A
m

o
r p

u
d
icu

s

は
、「
肉
感
的
な
ク
ピ
ド
」C

u
p
id

o
 

ven
ereu

s

を
「
束
縛
」
し
て
打
ち
据
え
、
抵
抗
力
を
失
っ
た
者

の
武
器
を
燃
や
す
こ
と
に
成
功
す
る（
一
〇
）。
こ
れ
ら
二
つ
の
ア
ン

テ
ロ
ス
観
―
―
真
に
古
代
的
な
そ
れ
と
新
プ
ラ
ト
ン
主
義
的
に

解
釈
を
変
え
ら
れ
た
そ
れ
―
―
が
百
年
後
に
も
な
お
、
い
か
に
相

並
ん
で
流
通
し
て
い
る
か
は
、
Ｇ
・
Ｐ
・
ベ
ロ
ー
リ（
９
）の
よ
う

な
教
養
あ
る
人
物
で
さ
え
ア
ン
ニ
バ
ー
レ
・
カ
ラ
ッ
チ
の
エ
ロ
ス

ー
ア
ン
テ
ロ
ス
群
像
に
対
し
て
採
っ
た
揺
れ
る
態
度
に
き
わ
め

て
明
瞭
に
示
さ
れ
て
い
る
。
芸
術
家
伝
の
完
成
に
専
念
し
な
が
ら
、
彼
は
そ
の
群
像
を
ま
さ
に
古
代
的
な
意
味
で
の
「
相
互

の
愛
」A

m
o
r m

u
tu

o

の
ア
レ
ゴ
リ
ー
と
し
て
説
明
す
る
の
だ
が（
一
一
）、
他
方
、
伝
記
そ
の
も
の
に
は
次
の
よ
う
な
一
節

が
読
み
取
れ
ら
れ
る
。「
描
か
れ
た
ア
ン
テ
ロ
ス
は
四
つ
の
隅
に
行
き
、
エ
リ
ス
の
人
々
が
体
育
場
に
彫
像
を
配
置
す
る
よ

う
に
、
ア
モ
ル
の
た
め
に
棕
櫚
の
枝
を
取
る
。
不
平
等
な
ア
モ
ル
を
罰
し
た
と
思
っ
た
あ
の
ア
ン
テ
ロ
ス
が
。」（
一
二
）（
セ
ル

ウ
ィ
ウ
ス
の
「
不
平
等
」in

iq
u
u
s

の
明
ら
か
な
余
韻
で
あ
る
。
そ
れ
は
こ
こ
で
は
「
不
平
等
」
で
は
な
く
「
罪
深
い
」
と

し
て
理
解
さ
て
い
る
）。

　

ピ
サ
の
市
立
美
術
館
に
は
、「
聖
愛
と
俗
愛
」Am

o
re San

to
 e P

ro
fan

o
の
名
の
も
と
に
知
ら
れ
る
グ
イ
ド
・
レ
ー
ニ（
10
）

（図版 3）　アンドレア・アルチアーティに拠る
「エロスとアンテロス」、『エンブレマ
タ』、パリ、1583年
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の
一
枚
の
美
し
い
絵
が
所
蔵
さ
れ
て
い
る
（
図
版
４
、
プ
リ
ン
ス
ト
ン
の
マ
ー
サ
ー
・
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
に
一
枚
の
ス
ケ
ッ
チ

が
あ
る
、
図
版
５
）。
ア
ル
チ
ア
ー
テ
ィ
の
エ
ン
ブ
レ
ム
一
一
〇
番
の
挿
絵
か
ら
今
や
明
ら
か
に
な
る
が
、
レ
ー
ニ
の
こ
の

作
品
は
正
確
に
「
エ
ロ
ス
と
ア
ン
テ
ロ
ス
」
と
称
す
こ
と
が
で
き
る
。
こ
こ
﹇
レ
ー
ニ
﹈
で
も
前
者
﹇
ア
ル
チ
ア
ー
テ
ィ
﹈

（図版 4）　グイド・レーニ「エロスとアンテロス」、ピサ、市立美術
館

（図版 5）　グイド・レーニ　ピサの絵のためのスケッチ、プリンスト
ン、マーサー・コレクション
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と
同
様
、
束
縛
さ
れ
た
ク
ピ
ド
の
モ
テ
ィ
ー
フ
が
武
器
の
焼
却
の
モ
テ
ィ
ー
フ
と
結
び
つ
い
て
い
る
の
が
分
か
る
。
ま
た
こ

こ
で
は
前
者
と
同
じ
く
、
刑
罰
の
執
行
人
と
し
て
、「
も
う
一
人
の
」
よ
り
大
き
な
エ
ロ
ス
が
登
場
す
る
。
純
粋
に
図
像
学

的
に
言
え
ば
、
レ
ー
ニ
の
構
図
が
そ
の
模
範
と
区
別
さ
れ
る
の
は
、
両
者
の
執
行
の
時
の
順
序
が
入
れ
替
わ
っ
て
い
る
点
だ

け
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
ア
ル
チ
ア
ー
テ
ィ
版
画
で
は
、
エ
ロ
ス
は
武
器
が
す
で
に
燃
え
て
か
ら
初
め
て
束
縛
さ
れ
、
―
―
レ

ー
ニ
に
お
い
て
、
武
器
は
―
―
音
楽
と
い
う
繊
細
な
誘
惑
手
段
に
よ
っ
て
豊
か
に
さ
れ
て
い
る（
一
三
）
―
―
「
盲
目
の
ア
モ

ル
」A

m
o
r caecu

s
（
ル
ー
ヴ
ル
に
あ
る
ミ
ケ
ラ
ン
ジ
ェ
ロ
の
反
抗
す
る
奴
隷
の
姿
勢
―
―
）
が
す
で
に
木
に
縛
り
付
け
ら

れ
て
か
ら
初
め
て
炎
に
委
ね
ら
れ
る
の
で
あ
る（
一
四
）。
今
や
ア
ン
テ
ロ
ス
に
対
す
る
エ
ロ
ス
の
闘
い
（
ア
ル
チ
ア
ー
テ
ィ
と

レ
ー
ニ
が
こ
の
闘
い
を
捉
え
た
様
式
）
と
「
地
上
の
愛
」
に
対
す
る
「
天
上
の
愛
」
の
争
い
と
の
間
の
「
概
念
的
な
」
相
違

は
確
か
に
重
要
で
は
な
い
。
し
か
し
「
表
現
の
タ
イ
プ
」
に
関
し
て
は
、
ア
ル
チ
ア
ー
テ
ィ
の
挿
絵
と
レ
ー
ニ
の
エ
ロ
ス
―

ア
ン
テ
ロ
ス
像
は
、「
天
上
の
愛
と
俗
な
る
愛
」A

m
o
re celeste e p

ro
fn

o

と
の
間
の
闘
い
と
し
て
わ
れ
わ
れ
に
公
認
さ

れ
て
い
る
表
現
と
は
特
徴
的
に
異
な
っ
て
お
り
、
実
際
、
他
の
前
提
か
ら
導
き
出
さ
れ
て
い
る
。
ジ
ョ
ヴ
ァ
ン
ニ
・
バ
リ
ョ

ー
ネ（
11
）
の
二
つ
の
浮
彫
の
よ
う
な
構
図（
一
五
）、
そ
こ
で
は
勝
利
に
満
ち
た
「
天
上
の
愛
」A

m
o
re celeste

が
殆
ど
同
じ

大
き
さ
で
表
現
さ
れ
た
「
俗
な
る
愛
」A

m
o
re p

ro
fan

o
を
大
地
に
投
げ
飛
ば
し
、
彼
に
死
の
一
撃
を
与
え
る
身
構
え
を

し
て
い
る
の
だ
が
、
そ
の
構
図
は
、
タ
イ
プ
の
歴
史
か
ら
見
る
と
、「
魂
の
闘
い
」P

sych
o
m

ach
ien

（
12
）の
最
後
の
末
裔

と
し
て
理
解
さ
れ
る
。
そ
う
し
た
構
図
に
は
、
善
と
悪
の
間
の
闘
い
の
最
も
一
般
的
な
場
合
と
し
て
、
闘
う
ミ
カ
エ
ル
の
表

現
も
数
え
ら
れ
る
。
ま
た
闘
い
が
エ
ロ
テ
ィ
ッ
ク
な
領
域
に
移
さ
れ
る
と
き
、
そ
の
構
図
は
、
貞
淑
と
不
貞
の
間
の
単
純
な

対
立
（
愛A

m
o
r

と
貞
潔C

astitas

、
ウ
ェ
ヌ
ス
と
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
、
あ
る
い
は
そ
の
種
の
も
の
）
を
す
で
に
初
期
か
ら
「
よ
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り
高
い
」
愛
と
「
よ
り
低
い
」
愛
と
の
間
の
よ
り
目
立
た
な
い
区
別
に
よ
っ
て
代
用
し
て
示
し
て
い
る
。
そ
の
対
立
は
、
例

え
ば
、「
ア
モ
ル
に
よ
る
サ
テ
ュ
ロ
ス
へ
の
懲
罰
」（
一
六
）で
表
現
さ
れ
る
。
こ
う
し
た
「
魂
の
闘
い
」
の
表
現
は
す
べ
て
敵
対

的
な
力
の
争
い
を
、
敵
対
者
の
物
理
的
な
存
在
を
、「
今
か
ら
」ex n

u
n
c

、
ま
た
い
わ
ば
根
底
に
お
い
て
威
嚇
す
る
闘
い

の
ド
ラ
マ
テ
ィ
ッ
ク
で
実
際
的
な
実
行
の
か
た
ち
で
呈
示
す
る
。
ア
ル
チ
ア
ー
テ
ィ
の
挿
絵
の
描
写
と
グ
イ
ド
・
レ
ー
ニ
の

ピ
サ
の
絵
は
、
そ
れ
に
対
し
て
、
圧
倒
的
行
為
と
い
う
よ
り
は
、
勝
利
の
象
徴
を
示
し
て
い
る
。
ま
た
実
際
、
そ
れ
ら
は
「
魂

の
闘
い
」
に
対
し
て
所
与
の
、
お
望
み
な
ら
、

「
抽
象
的
な
」
性
格
を
特
徴
と
す
る
イ
メ
ー
ジ
・

タ
イ
プ
か
ら
導
き
出
さ
れ
る
。
十
五
世
紀
の

「
貞
淑
の
ア
レ
ゴ
リ
ー
」
が
そ
れ
で
、
ペ
ト
ラ

ル
カ
の
『
凱
旋
』T

rio
n
fi

（
13
）に
ヒ
ン
ト
を
得

た
そ
れ
は
十
五
世
紀
﹇
ク
ワ
ト
ロ
チ
ェ
ン
ト
﹈

芸
術
の
最
も
普
及
し
た
対
象
に
属
し
て
い
る
。

ペ
ト
ラ
ル
カ
に
精
確
に
添
い
な
が
ら
、
束
縛
さ

れ
武
器
を
奪
わ
れ
た
ク
ピ
ド
が
貞
節C

astitas

の
勝
利
の
車
に
乗
っ
て
引
か
れ
て
行
こ
う
と

（
図
版
６
）（
一
七
）、
彼
が
数
人
の
女
性
の
「
美

徳
」
に
よ
っ
て
木
に
縛
ら
れ
て
、
多
か
れ
少

（図版 6）   ボッティチェリ派「貞潔の勝利」、トゥーリン、
美術館（部分）
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な
か
れ
激
し
く
虐
待
さ
れ
て
い
よ
う
と
、
そ
う
で
あ
る
（
図

版
７
と
８
）（
一
八
）。

　

ア
ル
チ
ア
ー
テ
ィ
の
挿
絵
と
ピ
サ
の
グ
イ
ド
・
レ
ー
ニ
の

絵
に
よ
っ
て
代
表
さ
れ
る
イ
メ
ー
ジ
・
タ
イ
プ
が
、
そ
の
時

代
に
相
変
わ
ら
ず
知
ら
れ
て
い
た（
一
九
）
貞
淑
の
ア
レ
ゴ
リ

ー
に
直
接
的
に
結
び
付
い
て
い
る
こ
と
は
何
ら
疑
い
な
い
。

ま
た
そ
れ
が
あ
り
得
た
こ
と
は
、
恐
ら
く
、
改
作
の
意
志
の

力
の
最
も
雄
弁
な
証
拠
で
あ
ろ
う
。
愛
と
愛
に
応
答
す
る
こ

と
と
の
間
の
競
争
と
い
う
本
来
の
観
念
は
、
そ
の
意
志
に
服

し
た
に
ち
が
い
な
い
。
た
だ
も
ち
ろ
ん
、「
地
上
の
愛
」
の

小
さ
な
代
表
者
に
対
し
て
判
決
を
下
す
の
が
、
ま
さ
し
く
プ

ラ
ト
ン
的
な
ア
ン
テ
ロ
ス
＝
神
の
愛
で
あ
り
、
も
は
や
キ
リ

ス
ト
教
的
な
愛
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
、
ま
た
貞
淑
が
も
は

や
宗
教
的
な
力
で
は
な
く
、
倫
理
的
―
哲
学
的
な
力
に
よ
っ

て
強
要
さ
れ
て
い
る
の
は
特
徴
的
で
は
あ
る
。

（図版 8）   W・W・ライランド、ア
ンゲリーカ・カウフマンに
拠る「束縛されたクピド」

（図版 7）   ジロラモ・ディ・ベンヴェ
ヌート「貞潔の寓意」、
ニュー・ヘイヴン、ジャー
ヴィス・コレクション
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二　

　

こ
う
し
た
考
察
に
よ
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
は
一
六
三
六
年
の
レ
ン
ブ
ラ
ン
ト
の
「
ダ
ナ
エ
ー
」（
14
）
の
問
題
に
導
か
れ
る
（
図

版
９
）（
二
〇
）。
そ
の
解
釈
は
従
来
、
主
と
し
て
、
わ
れ
わ
れ
が
前
章
で
考
察
し
た
ま
さ
し
く
あ
の
モ
テ
ィ
ー
フ
の
点
で
挫
折

し
て
い
た
。
す
な
わ
ち
、
両
手
を
縛
ら
れ
自
分
の
無

力
さ
を
嘆
く
ク
ピ
ド
、
金
箔
の
木
彫
品
と
し
て
バ
ロ

ッ
ク
風
の
装
飾
寝
台
の
頭
部
に
取
り
付
け
ら
れ
た
ク

ピ
ド
の
モ
テ
ィ
ー
フ
が
そ
れ
で
あ
る
。
レ
ン
ブ
ラ
ン

ト
の
絵
に
は
ほ
ぼ
す
べ
て
の
聖
書
と
非
聖
書
の
名
称
、

愛
を
待
ち
望
む
若
い
女
性
が
考
慮
さ
れ
て
い
る
か
に

見
え
る
名
称
が
つ
け
ら
れ
た
。
例
え
ば
、
ト
ビ
ア
ス

を
待
つ
サ
ラ
、
ヤ
コ
ブ
を
待
つ
ラ
ケ
ル
、
ア
ブ
ラ
ハ

ム
を
待
つ
ハ
ガ
ル
、
ダ
ヴ
ィ
デ
を
待
つ
バ
テ
シ
バ
、

マ
ル
ス
を
待
つ
ヴ
ィ
ー
ナ
ス
な
ど
で
あ
る
。
隠
し
よ

う
も
な
い
強
い
喜
び
の
表
現
―
―
そ
の
表
現
は
あ

ま
り
に
隠
し
よ
う
も
な
く
強
い
の
で
、
人
は
レ
ン
ブ

（図版 9）   レンブラント「ダナエー」、レニングラード（サ
ンクト・ペテルブルク）、エルミタージュ美術館、
1636年
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ラ
ン
ト
の
絵
を
、
か
な
り
高
度
な
意
味
で
、
美
術
史
が
知
っ
て
い
る
愛
の
最
も
無
垢
な
る
描
写
に
仕
立
て
上
げ
た
が
―
―
そ

れ
は
、
メ
ッ
サ
リ
ナ（
15
）を
描
い
て
い
る
と
見
誤
れ
る
ほ
ど
で
、
セ
メ
レ
ー（
16
）、
ア
ビ
ガ
イ
ル（
17
）、
ポ
テ
ィ
フ
ァ
ル
夫
人（
18
）、

美
し
き
ヘ
レ
ナ（
19
）
そ
し
て
デ
ィ
ド
―（
20
）
を
描
い
て
い
る
と
い
う
意
見
が
出
さ
れ
な
か
っ
た
の
が
殆
ど
不
思
議
な
く
ら
い
で

あ
る
。

　

適
切
と
は
思
わ
れ
な
い
解
釈
を
個
々
に
反
駁
す
る
こ
と
に
時
間
を
費
や
さ
ず
に
（
特
に
、
従
来
の
試
み
が
行
っ
て
い
る
批

判
は
、
否
定
的
な
点
で
は
い
つ
も
納
得
が
ゆ
く
の
だ
が
）、
私
は
む
し
ろ
直
ち
に
、
最
も
古
く
か
ら
の
一
般
的
な
意
識
に
と

っ
て
は
「
自
明
」
な
た
め
、
恐
ら
く
決
定
的
な
も
の
が
ま
だ
見
出
せ
て
い
な
い
例
の
解
釈
、
す
な
わ
ち
「
ダ
ナ
エ
ー
」
説
を

根
拠
づ
け
る
べ
く
、
試
み
た
い
と
思
う
。

　

資
料
上
の
伝
承
は
わ
れ
わ
れ
に
三
つ
の
報
告
を
提
供
し
て
く
れ
る
が
、
そ
れ
ら
は
レ
ニ
ン
グ
ラ
ー
ド
﹇
サ
ン
ク
ト
・
ペ
テ

ル
ブ
ル
ク
﹈
の
絵
に
関
連
し
て
い
る
も
の
で
あ
ろ
う
。（
１
）一
六
四
四
年
六
月
二
十
五
日
に
、
ア
ム
ス
テ
ル
ダ
ム
の
聖
ル
カ

組
合[

ギ
ル
ド]

の
二
人
の
理
事
に
よ
っ
て
査
定
さ
れ
た
ヤ
ン
・
ダ（
ア
）ブ
レ
イ
ン
の
遺
稿
の
中
に
あ
る
「
レ
ン
ブ
ラ
ン
ト

作
の
ヴ
ィ
ー
ナ
ス
の
大
き
な
絵
」E

en
 gro

o
te sch

ild
erij van

 V
en

u
s van

 R
em

b
ran

d
t

（
二
一
）。（
２
）一
六
五
六
年
の

レ
ン
ブ
ラ
ン
ト
の
目
録
三
四
七
番
に
見
出
さ
れ
る
「
ダ
ナ
エ
ー
の
大
き
な
作
品
」E

en
 gro

o
t stu

ck syn
d
e D

an
ae

、
作

者
の
名
前
は
挙
げ
ら
れ
て
い
な
い（
二
二
）。（
３
）一
六
六
〇
年
十
月
十
六
日
、
レ
ン
ブ
ラ
ン
ト
の
弟
子
ユ
リ
ア
ン
・
オ
フ
ェ
ン

ス
と
フ
ェ
ル
デ
ィ
ナ
ン
ト
・
ボ
ル
に
よ
っ
て
査
定
さ
れ
た
エ
デ
ュ
ア
ル
ト
・
フ
ァ
ン
・
ド
ム
セ
ラ
ー
ル
の
未
亡
人
の
遺
品

中
の
殆
ど
同
じ
表
現
で
記
載
さ
れ
た
「
レ
ン
ブ
ラ
ン
ト
・
フ
ァ
ン
・
レ
イ
ン
の
大
き
な
絵
ダ
ナ
エ
ー
」E

en
 gro

o
t Stu

ck 

Sch
ild

erij van
 R

em
b
ran

d
t syn

d
e een

 D
an

é

（
二
三
）。
こ
れ
ら
三
つ
の
報
告
は
す
べ
て
同
じ
絵
に
関
連
し
て
い
る
か
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（
一
六
四
四
年
と
一
六
五
六
年
の
間
に
、
レ
ン
ブ
ラ
ン
ト
は
そ
れ
を
恐
ら
く
取
り
返
し
た
の
か
も
知
れ
な
い
）、
三
つ
の
異
な

る
絵
に
関
連
し
て
い
る
が
、
そ
の
中
の
少
な
く
と
も
二
点
は
失
わ
れ
て
し
ま
っ
た
に
ち
が
い
な
い
。
あ
る
い
は
結
局
、
二
つ

に
関
連
し
て
い
る
か
も
知
れ
な
い
。「
ア
ブ
レ
イ
ン
の
ヴ
ィ
ー
ナ
ス
」
だ
け
が
「
目
録
の
絵
」
と
、
あ
る
い
は
「
目
録
の
絵
」

だ
け
が
「
ド
ム
セ
ラ
ー
ル
の
ダ
ナ
エ
ー
」
と
一
致
す
る
か
、
最
後
に
、「
ド
ム
セ
ラ
ー
ル
の
ダ
ナ
エ
ー
」
だ
け
が
「
ア
ブ
レ

イ
ン
の
ヴ
ィ
ー
ナ
ス
」
と
同
一
で
あ
る
と
仮
定
す
る
限
り
そ
う
で
あ
る
。
こ
の
組
み
合
わ
せ
の
検
証
に
ど
の
よ
う
な
立
場
を

と
ろ
う
と
も
、
い
ず
れ
に
せ
よ
レ
ニ
ン
グ
ラ
ー
ド
の
絵
に
関
連
し
て
い
る
か
も
知
れ
な
い
同
時
代
の
名
称
に
関
し
て
は
、（
と

い
う
の
は
、
三
つ
の
伝
承
さ
れ
た
報
告
を
す
べ
て
除
外
す
る
べ
き
理
由
は
、
レ
ン
ブ
ラ
ン
ト
作
品
に
お
け
る
対
応
作
品
の
希

少
性
に
鑑
み
て
、
何
も
な
い
か
ら
だ
）「
ヴ
ィ
ー
ナ
ス
」
と
「
ダ
ナ
エ
ー
」
の
二
つ
だ
け
を
わ
れ
わ
れ
は
有
し
て
い
る
。
し

か
し
「
ダ
ナ
エ
ー
」
と
い
う
名
称
は
レ
ン
ブ
ラ
ン
ト
の
二
人
の
直
弟
子
の
証
言
で
あ
り
、
そ
れ
に
対
し
て
「
ヴ
ィ
ー
ナ
ス
」

と
い
う
名
称
は
芸
術
家
か
ら
は
遠
い
殆
ど
判
断
能
力
の
な
い
同
業
組
合
の
二
人
の
親
方
の
証
言
に
す
ぎ
な
い
の
で
―
―
そ

こ
か
ら
少
な
く
と
も
生
ま
れ
る
帰
結
は
、
実
際
の
と
こ
ろ
、
レ
ン
ブ
ラ
ン
ト
の
一
点
の
ダ
ナ
エ
ー
、
し
か
も
大
型
の
そ
れ
が

存
在
し
た
に
ち
が
い
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
―
―
、
ま
た
さ
ら
に
、
ド
ム
セ
ラ
ー
ル
の
絵
を
ア
ブ
レ
イ
ン
の
そ
れ
と
同
一

視
し
よ
う
と
す
る
と
き
、
ダ
ナ
エ
ー
を
ヴ
ィ
ー
ナ
ス
と
間
違
っ
て
解
釈
す
る
方
が
、
逆
の
場
合
よ
り
も
あ
り
得
る
の
で
（
コ

レ
ッ
ジ
ョ
の
ダ
ナ
エ
ー
は
ヴ
ァ
ザ
ー
リ
に
よ
っ
て
ヴ
ィ
ー
ナ
ス
と
し
て
記
録
さ
れ
さ
え
し
た
）（
二
四
）、「
ダ
ナ
エ
ー
」
は
、
資

料
に
即
し
て
最
も
よ
く
根
拠
づ
け
ら
れ
た
名
称
で
あ
る
。
事
実
、
そ
の
名
称
は
、
絵
が
ふ
た
た
び
日
の
目
を
見
て
以
来
、
分

か
ち
難
く
そ
れ
に
付
随
し
て
い
る
。

　

で
は
、
そ
も
そ
も
古
く
か
ら
伝
承
さ
れ
て
き
た
こ
の
解
釈
に
対
す
る
疑
問
は
何
に
由
来
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
？　

第
一
に
、
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黄
金
の
雨
が
な
い
こ
と
。
第
二
に
、
最
初
に
触
れ
た
束
縛
さ
れ
た
ク
ピ
ド
の
モ
テ
ィ
ー
フ
。
そ
れ
は
実
際
、
ダ
ナ
エ
ー
解
釈

を
主
張
す
る
人
々
に
よ
っ
て
、
他
の
解
釈
の
代
表
者
た
ち
と
同
様
に
、
納
得
で
き
な
い
と
説
明
さ
れ
た（
二
五
）。
第
三
に
、
垂

直
よ
り
は
水
平
に
向
け
ら
れ
て
い
る
と
推
定
さ
れ
る
横
た
わ
る
女
性
の
視
線
で
あ
る
。

　

第
三
の
反
論
は
最
も
容
易
に
覆
さ
れ
る
。
と
い
う
の
は
、「
頭
部
」
は
さ
ほ
ど
強
く
持
ち
上
げ
ら
れ
て
い
な
い
が
（
少
な

く
と
も
ア
ン
ニ
バ
ー
レ
・
カ
ラ
ッ
チ
や
テ
ィ
ツ
ィ
ア
ー
ノ
の
ダ
ナ
エ
ー
描
写
に
お
け
る
ほ
ど
本
質
的
に
弱
く
は
な
く
、
ダ

ナ
エ
ー
の
眼
差
し
を
、
夢
に
捉
わ
れ
た
か
の
よ
う
に
、
下
に
向
か
せ
る
コ
レ
ッ
ジ
ョ
は
さ
て
お
き
、「
眼
差
し
」
は
明
ら
か

に
「
上
に
」
向
け
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
眼
差
し
に
、
跳
ね
退
け
ら
れ
た
カ
ー
テ
ン
を
通
し
て
射
し
込
む
光
の
輝
き
が
出
会

う
。
眼
は
上
げ
た
手
を
追
う
。
手
は
輝
き
に
挨
拶
を
送
る
と
同
時
に
、
そ
の
眼
も
く
ら
む
明
る
さ
を
避
け
て
い
る
。
こ
の
光

の
輝
き
は
今
や
―
―
そ
れ
に
よ
っ
て
わ
れ
わ
れ
は
第
二
の
異
論
に
触
れ
る
こ
と
に
な
る
が
、
他
方
、
第
三
の
異
論
、
ク
ピ

ド
の
い
わ
ゆ
る
説
明
困
難
さ
は
、
こ
の
論
文
の
最
終
章
で
は
じ
め
て
話
題
と
な
る
―
―
確
か
に
本
来
の
黄
金
の
雨
で
は
な
い

と
し
て
も
、
そ
の
輝
き
は
神
そ
の
も
の
の
出
現
を
告
げ
て
い
る
。
人
は
こ
う
言
っ
て
よ
い
、
そ
の
輝
き
は
―
―
レ
ン
ブ
ラ
ン

ト
の
一
連
の
エ
マ
オ
の
絵
画（
21
）
の
中
の
キ
リ
ス
ト
の
姿
に
由
来
す
る
魔
法
の
よ
う
な
輝
き
に
比
せ
ら
れ
る
―
―
、
流
れ
ゆ

く
、
あ
る
い
は
鳴
り
響
く
現
実
の
中
で
よ
り
も
、
も
っ
と
不
思
議
な
や
り
方
で
現
前
化
す
る
奇
跡
で
あ
る
、
と
。
コ
レ
ッ
ジ

ョ
も
や
は
り
黄
金
の
雨
よ
り
は
、
柔
ら
か
い
粘
土
質
の
雲
を
描
い
て
お
り
、
そ
の
雲
の
縁
に
蜂
蜜
色
の
雫
が
最
初
に
集
ま
り
、

や
が
て
滴
り
落
ち
始
め
る
、
―
―
出
来
事
と
い
う
よ
り
は
奇
跡
の
「
期
待
」
で
あ
る
。
レ
ン
ブ
ラ
ン
ト
が
準
備
と
実
現
の
間

の
緊
張
を
さ
ら
に
引
き
延
ば
し
な
が
ら
、
そ
れ
に
よ
っ
て
期
待
の
瞬
間
を
一
層
強
く
満
た
し
て
、
も
は
や
雲
で
は
な
く
、
雲

か
ら
発
す
る
超
地
上
的
な
輝
き
だ
け
を
呈
示
す
る
と
き
、彼
は
ま
さ
し
く
彫
刻
的
に
捉
え
得
る
神
の
質
量
化
を
純
粋
に
―「
幻
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視
的
な
も
の
」
の
領
域
に
ま
で
高
め
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
そ
れ
に
よ
っ
て
、
ル
ネ
サ
ン
ス
的
な
異
教
主
義
を
超
え
て
、

絵
画
の
思
想
に
ま
で
遡
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
思
想
は
―
―
非
常
に
逸
脱
し
た
か
た
ち
で
は
あ
れ
―
―
す
で
に
中
世
の

い
く
つ
か
の
ダ
ナ
エ
ー
描
写
に
お
い
て
実
現
化
さ
れ
て
お
り
、
ま
た
次
第
に
革
新
さ
れ
た
も
の
が
十
六
世
紀
末
に
は
す
で
に

見
出
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
―
―
以
上
を
確
認
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
は
今
や
、
ダ
ナ
エ
ー
神
話
の
「
タ
イ
プ
の
歴

史
」
と
呼
ん
で
も
よ
い
も
の
の
只
中
に
い
る
こ
と
に
な
る
。

　
　
　
　
　

三

　

異
教
神
話
の
他
の
多
く
の
主
要
人
物
と
は
対
照
的
に
、
ダ
ナ
エ
ー
は
人
名
目
録
の
か
た
ち
で
後
世
に
伝
わ
っ
た
の
で
は
な

く
、
ま
た
彼
女
の
名
に
軽
く
触
れ
た
だ
け
の
オ
ウ
ィ
デ
ィ
ウ
ス（
22
）に
よ
っ
て
詳
し
く
扱
わ
れ
た
わ
け
で
も
な
い（
二
六
）。
他

の
古
典
古
代
の
詩
人
た
ち
の
散
発
的
な
言
及
を
除
く
と
（
そ
の
中
、
テ
レ
ン
テ
ィ
ウ
ス
の
『
宦
官
』E

u
n
u
ch

u
s

（
23
）の
ダ

ナ
エ
ー
は
、
中
世
に
お
い
て
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
引
用
に
よ
っ
て
特
に
生
命
を
保
っ
た
）（
二
七
）、
ま
た
有
名
な
神
話
便
覧

に
お
け
る
短
い
報
告
（
ヒ
ュ
ギ
ー
ヌ
ス
、
ア
ポ
ロ
ド
ー
ロ
ス
、
フ
ル
ゲ
ン
テ
ィ
ウ
ス
、
二
篇
の
か
な
り
古
い
ラ
テ
ン
語
神

話
）（
24
）（
25
）（
26
）
を
度
外
視
す
る
と
、
最
も
詳
細
な
叙
述
は
ホ
ラ
テ
ィ
ウ
ス
（『
歌
章
』C

arm
in

a

三
―
十
六
）（
27
）
に
、
ま
た

さ
ら
に
詳
細
に
は
、ロ
ド
ス
の
ア
ポ
ロ
ニ
オ
ス
の
『
ア
ル
ゴ
ー
船
物
語
』A

rgo
n
au

tica

（
28
）へ
の
古
注
釈
（
四
、一
〇
九
一
行
）

に
見
出
さ
れ
る
。
ダ
ナ
エ
ー
は
ア
ル
ゴ
ス
王
ア
ク
リ
シ
オ
ス
の
娘
で
、
王
に
は
予
言
で
、
彼
の
娘
の
息
子
が
彼
を
殺
す
で
あ
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ろ
う
と
神
託
が
下
さ
れ
た
。
娘
を
あ
ら
ゆ
る
男
か
ら
隔
離
す
る
た
め
に
、
王
は
彼
女
を
堅
固
な
地
下
牢
（
ホ
ラ
テ
ィ
ウ
ス
以

後
は
「
青
銅
の
塔
」
が
一
般
的
で
あ
る
）
に
閉
じ
込
め
、
そ
れ
は
犬
と
監
視
人
に
よ
っ
て
警
備
さ
れ
た
が
、
彼
女
に
は
、
ア

ポ
ロ
ニ
オ
ス
の
古
注
釈
に
従
え
ば
、
姥
（tro

p
h
o
s

）
が
お
伴
と
お
世
話
の
た
め
に
付
け
ら
れ
た
。
ユ
ピ
テ
ル
が
、
そ
れ
に

も
拘
わ
ら
ず
、
そ
の
後
、
彼
女
に
近
づ
く
こ
と
に
成
功
し
た
経
緯
は
周
知
の
通
り
で
あ
る
。
以
後
の
様
々
な
成
り
行
き
、
ペ

ル
セ
ウ
ス
の
誕
生
と
密
か
な
養
育
、
遺
棄
お
よ
び
母
と
子
の
奇
跡
的
な
救
出
に
つ
い
て
は
こ
こ
で
は
措
く
。

　

古
代
の
絵
画
（
彫
刻
は
、
も
し
そ
の
よ
う
な
も
の
が
存
在
し
た
と
し
て
も
、
い
ず
れ
に
せ
よ
保
存
さ
れ
な
か
っ
た
よ
う
だ
）

に
お
い
て
は
、
決
定
的
な
事
件
は
次
の
よ
う
に
表
現

さ
れ
た
。
す
な
わ
ち
、
黄
金
の
雨
は
（
神
話
に
最
も

即
し
て
い
る
）
屋
根
の
梁
を
通
っ
て
、
あ
る
い
は
雲

か
ら
、
ま
た
空
飛
ぶ
ク
ピ
ド
の
豊
饒
の
角
か
ら
、
あ

る
と
き
は
立
ち
姿
あ
る
と
き
は
坐
し
た
姿
で
描
か
れ

る
ダ
ナ
エ
ー
の
膝
に
降
り
注
ぐ
が
、
そ
の
際
、
時
に

王
笏
を
持
つ
こ
と
も
あ
る
ユ
ピ
テ
ル
は
、
可
笑
し
な

く
ら
い
無
関
心
に
、
傍
の
玉
座
に
附
い
て
い
る
。
ベ

ル
リ
ン
の
皇
帝
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
美
術
館
（
図
版
10
）

の
恐
ら
く
紀
元
後
四
世
紀
に
製
作
さ
れ
た
注
目
す
べ

き
掻
き
絵
板
は
、
古
典
古
代
を
引
き
継
ぐ
と
同
時
に

（図版10）  「ダナエー」、パロムビーノの掻き絵、
紀元後 4世紀頃、ベルリン、皇帝フ
リードリヒ美術館
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（
そ
の
作
品
は
後
の
世
紀
に
は
殆
ど
知
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
）、
中
世
の
先
触
れ
と
見
做
さ
れ
て
よ
い
。
と
い
う
の
も
、
そ

れ
は
雲
を
光
背
の
あ
る
神
の
頭
部
に
よ
っ
て
置
き
換
え
て
い
る
か
ら
だ
。
そ
の
頭
部
は
、
も
し
か
し
た
ら
、
す
で
に
キ
リ
ス

ト
教
神
学
の
解
釈
を
示
唆
し
て
い
る
の
か
も
知
れ
な
い
。
そ
れ
に
関
し
て
は
直
ぐ
に
触
れ
る
こ
と
に
す
る（
二
八
）。

　

通
常
は
最
も
豊
か
な
伝
承
の
分
野
と
な
っ
て
い
る
オ
ウ
ィ
デ
ィ
ウ
ス
作
品
の
た
め
の
挿
絵
が
、
こ
の
場
合
、
成
果
を
あ
げ

て
い
な
い
の
で
、
中
世
に
は
主
に
「
三
つ
の
」
表
現
圏
が
存
在
し
た
。
そ
の
中
で
わ
れ
わ
れ
は
十
五
世
紀
直
前
に
ダ
ナ
エ

ー
神
話
の
図
像
化
に
出
会
う
こ
と
に
な
る
。
し
か
も
そ
れ
ら
は
「
短
編
小
説
的
」、「
道
徳
的
」、
そ
し
て
「
神
学
―
象
徴
的
」

ダ
ナ
エ
ー
神
話
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
第
一
に
、
十
五
世
紀
の
終
わ
り
頃
、
ラ
ウ
ル
・
ル
フ
ェ
ー
ヴ
ル
に
よ
っ
て
制
作
さ
れ

た
中
世
の
ト
ロ
ヤ
叙
事
詩
の
新
編
は
『
ト
ロ
ヤ
物
語
選
集
』R

ecu
eij d

es H
isto

ires d
e T

ro
ye

の
名
の
下
に
知
ら
れ
る

が
、
そ
の
中
に
編
者
は
ボ
ッ
カ
ッ
チ
ョ
の
『
神
々
の
系
譜
』G

en
ealo

gia D
o
ru

m

（
29
）
の
か
な
り
の
部
分
を
挿
入
し
て
い

る（
二
九
）。
第
二
に
、
十
四
世
紀
に
起
草
さ
れ
た
ヨ
ハ
ン
・
リ
デ
ヴ
ァ
ル
の
『
フ
ル
ゲ
ン
テ
ィ
ウ
ス
の
隠
喩
法
』、Fu

lgen
tiu

s 

M
etafo

ralis

、
こ
れ
は
こ
の
世
紀
に
成
立
し
た
数
多
く
の
神
話
の
道
徳
化
の
一
つ
で
あ
る（
三
〇
）。
第
三
に
、
ほ
ぼ
同
じ
頃
成

立
の
フ
ラ
ン
チ
ス
ク
ス
・
デ
・
レ
ッ
ツ
ア
の
『
犯
し
難
き
処
女
性
の
保
護
』D

efen
so

riu
m

 in
vio

latae virgin
itatis

（
三
一
）。

　
「
選
集
」
の
挿
絵
は
、
伝
説
の
神
話
的
な
本
義
に
は
遥
か
に
遠
い
異
質
な
も
の
で
あ
る
。
黄
金
の
雨
の
モ
テ
ィ
ー
フ
は
金

と
装
身
具
の
抵
抗
し
難
い
魅
力
を
象
徴
し
て
い
る
と
す
る
古
代
の
思
想
を
機
知
豊
か
に
素
朴
に
さ
ら
に
進
め
て
、
宝
石
商

に
変
装
し
た
「
高
貴
な
王
ユ
ピ
テ
ル
」Le n

o
b
le R

o
y Ju

p
iter

が
現
れ
る
。「
い
く
つ
も
の
装
身
具
と
指
環
を
運
ぶ
者
」

m
essagier ap

p
o
rtan

t p
lu

sieu
rs jo

yau
x et b

agh
es

と
し
て
（
彼
は
父
親
サ
ト
ゥ
ル
ヌ
ス
の
宮
廷
請
負
業
者
の
許
で

そ
れ
ら
を
注
文
し
た
）、
ユ
ピ
テ
ル
は
、
ア
ウ
ト
リ
ュ
ク
ス
が
ペ
ル
デ
ィ
タ
の
小
屋
に
近
づ
い
た
よ
う
に（
30
）、
囲
壁
と
濠
で
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防
御
さ
れ
た
あ
の
「
青
銅
の
塔
」、
哀
れ
な
王
女
「
ダ
ネ
ー
」

D
an

ée

が
激
し
く
抵
抗
し
た
に
も
拘
わ
ら
ず
閉
じ
込
め
ら
れ

た
そ
の
塔
に
近
づ
く
（
図
版
11
）。
そ
し
て
彼
女
の
侍
女
た
ち

と
上
手
く
交
渉
し
た
あ
と
（
何
故
な
ら
、
す
で
に
初
期
か
ら
、

ア
ポ
ロ
ニ
オ
ス
古
注
釈
の
姥
は
身
分
の
低
い
女
性
の
廷
臣
に

な
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
）（
三
二
）、
彼
は
二
度
目
の
訪
問
の

際
、
塔
の
中
に
入
っ
て
、
第
一
の
宮
廷
夫
人
に
ま
で
昇
進
し

た
姥
の
援
助
で
、
ダ
ナ
エ
ー
の
寝
室
へ
の
入
室
許
可
を
得
る

こ
と
に
成
功
す
る
。
そ
こ
で
彼
は
今
や
髭
と
芳
し
い
巻
き
毛

を
輝
か
せ
な
が
ら
、
神
々
と
人
間
の
父
と
し
て
の
正
体
を
現

す
（
図
版
12
）（
三
三
）。

　
『
フ
ル
ゲ
ン
テ
ィ
ウ
ス
の
隠
喩
法
』
の
挿
絵
（
図
版
13
）
は

次
の
よ
う
な
テ
ク
ス
ト
に
従
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、「
多
く

の
武
器
を
持
っ
た
者
た
ち
に
よ
っ
て
空
し
く
防
御
さ
れ
た
塔

の
高
み
に
、
ダ
ナ
エ
ー
は
立
ち
あ
る
い
は
座
っ
て
い
る
、
一
方
、

黄
金
の
雨
は
次
か
ら
次
に
雫
と
な
っ
て
彼
女
の
上
に
降
り
注

ぐ
」（
31
）。
絵
の
意
味
（
そ
の
伝
統
は
ホ
サ
ー
ル
トG

o
ssaert

（図版11）  ユピテルがダナエーの青銅の塔
への入場を求める、パリ、国立
図書館、1495年

（図版12）  ダナエーの許のユピテル、パ
リ、国立図書館、1495年
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の
有
名
な
一
五
二
七
年
作
の
ミ
ュ
ン
ヘ
ン
の
絵
の
中
で
感
じ
取
ら
れ
る
、
図
版
14
）（
32
）は
、
こ
こ
で
は
短
編
小
説
的
な
物
語

で
は
な
く
、
ア
レ
ゴ
リ
カ
ル
な
道
徳
教
育
で
あ
る
。
そ
し
て
ユ
ー
ノ
を
記
憶
、
パ
リ
ス
を
「
正
義
」
と
し
た
解
釈
の
精
神
に

対
応
し
て
、
ダ
ナ
エ
ー
の
物
語
は
「
貞
淑
」P

u
d
icitia

の
寓
意
と
し
て
理
解
さ
れ
る
。
表
現
の
タ
イ
プ
は
そ
れ
故
、
殆
ど

文
字
通
り
、
ア
ッ
シ
ジ
の
下
堂
の
「
ジ
ョ
ッ
ト
風
の
貞
潔
の
寓
意
」（
33
）の
そ
れ
に
相
応
す
る（
三
四
）。

　
『
ト
ロ
ヤ
物
語
選
集
』
が
ダ
ナ
エ
ー
伝
説
を
騎
士
道
的
な
王
侯
貴
族
の
優
雅
な
冒
険
へ
変
え
、「
フ
ル
ゲ
ン
テ
ィ
ウ
ス
の

隠
喩
法
」
の
解
釈
が
そ
の
神
話
的
な
核
心
よ
り
は
道
徳
的
な
概
念
内
容
を
目
標
に
し
て
い
る
と
す
れ
ば
、
作
者
に
と
っ

て
、
そ
し
て
『
犯
し
難
き
処
女
性
の
保
護
』
の
挿
絵
に
と
っ
て
重
要
だ
っ
た
の
は
、
生
殖
の
経
過
そ
の
も
の
の
奇
跡
な
の

（図版13）  「貞淑」Pudicitiaの寓意としてのダ
ナエー、ローマ、ヴァティカン図
書館、パラティナ・ラティナ写本
1066

（図版14）  ヤン・ホサールト「ダナエー」、
ミュンヘン、アルテピナコテーク、
1527年
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で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
古
代
の
伝
説
と
自
然
の
全
領
域
か

ら
、
処
女
の
懐
胎
の
可
能
性
の
た
め
の
証
拠
を
勝
ち
取
る
こ

と
が
問
題
な
の
で
、
ダ
ナ
エ
ー
は
「
マ
リ
ア
の
前
―
形
象
」

P
raefi gu

ratio
n
 d

er M
aria

の
一
つ
と
な
っ
て
い
る
。
と

い
う
の
は
、
付
随
す
る
テ
ク
ス
ト
に
お
い
て
「
ダ
ナ
エ
ー
が

ユ
ピ
テ
ル
の
金
の
雨
を
孕
ん
で
光
る
と
す
れ
ば
、
何
故
に
処

女
が
聖
霊
を
孕
ん
で
産
ま
な
い
こ
と
が
あ
ろ
う
か
？
」（
三
五
）

と
言
わ
れ
て
い
る
か
ら
だ
。
そ
れ
故
、
こ
の
場
合
、「
奇
跡

の
物
語
そ
の
も
の
」
を
見
る
人
に
理
解
さ
せ
る
こ
と
が
挿
絵

画
家
の
関
心
事
な
の
で
あ
る
。
伝
承
に
反
し
て
、
ダ
ナ
エ
ー

が
屋
外
風
景
の
中
で
寝
台
に
休
も
う
と
（
図
版
15
）、
彼
女

が
聖
カ
タ
リ
ナ（
34
）
あ
る
い
は
聖
バ
ル
バ
ラ（
35
）
の
よ
う
に

格
子
の
つ
い
た
牢
獄
に
座
っ
て
い
よ
う
と
（
図
版
16
）
そ
う

で
あ
る
。
こ
こ
で
も
や
は
り
、
一
人
の
処
女
が
神
々
し
い
理

解
し
難
い
や
り
方
で
妊
娠
す
る
こ
と
以
上
に
印
象
的
な
こ
と

は
な
い
。
そ
し
て
こ
の
奇
跡
を
最
も
明
瞭
に
示
す
よ
う
に
思

わ
れ
た
手
段
は
、
二
世
紀
後
に
レ
ン
ブ
ラ
ン
ト
が
採
る
こ
と

（図版15）  処女マリアの前形象としての
ダナエー、15世紀の板絵部
分、シュライスハイム、絵画
館

（図版16）  ヨハン・アイセンフートの
レーゲンスブルク印刷所の木
版、1471年
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に
な
る
手
段
に
他
な
ら
な
い
。「
金
属
的
な
雨
を
光
の
輝
き
で
代
用
す
る
こ
と
」、
た
だ
、
そ
の
光
の
輝
き
は
、
こ
の
原
始
的

な
表
現
に
お
い
て
は
、
幻
想
的
な
輝
き
と
し
て
体
験
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
天
の
星
に
由
来
す
る
の
で
は
あ
る
が
。

　
　
　
　
　
　

四

　

イ
タ
リ
ア
・
ル
ネ
サ
ン
ス
―
―
そ
れ
は
、
一
方
で
、
全
体
的
な
構
図
か
ら
し
て
前
述
し
た
よ
う
な
描
写
に
結
び
付
く
こ

と
は
あ
り
得
な
か
っ
た
し
、
他
方
で
、
古
代
の
ダ
ナ
エ
ー
神
話
の
人
物
像
も
知
ら
な
か
っ
た
―
―
に
お
い
て
、
確
固
と
し

た
イ
メ
ー
ジ
の
伝
統
は
か
な
り
後
に
な
っ
て
よ
う
や
く
形
成
さ
れ
た（
三
六
）。
そ
し
て
発
展
の
可
能
性
が
あ
る
唯
一
の
道
は
、

自
由
な
「
新
創
造
」
と
「
類
似
物
の
造
型
」
で
あ
っ
た
。

　

コ
レ
ッ
ジ
ョ
の
ボ
ル
ゲ
ー
ゼ
の
絵（
36
）
は
一
つ
の
「
優
し
い
奇
跡
」
で
あ
り
、
そ
れ
は
（
ク
ピ
ド
の
姿
に
お
い
て
の
み
効

果
を
発
揮
す
る
ク
マ
エ
ア
の
右
手
の
イ
グ
ヌ
ド
の
漠
然
と
し
た
記
憶
に
至
る
ま
で
）
そ
れ
に
先
行
す
る
も
の
に
よ
っ
て
は

説
明
さ
れ
ず
、
ま
た
わ
れ
わ
れ
の
見
る
限
り
、
そ
れ
を
本
来
的
に
継
承
す
る
も
の
も
見
出
さ
れ
な
か
っ
た
―
―
も
っ
と
も
、

ボ
ナ
ソ
ネ
の
粗
野
な
春
画
﹇
ポ
ル
ノ
グ
ラ
フ
ィ
ー
﹈（
銅
版
画
Ｂ
一
五
三
）、
そ
れ
は
ク
ピ
ド
の
動
き
の
モ
テ
ィ
ー
フ
と
他
の

幾
つ
か
の
細
目
か
ら
判
断
し
て
、
コ
レ
ッ
ジ
ョ
を
知
っ
て
い
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
い
る
が
、
そ
の
春
画
あ
る
い
は
後
の
数

点
の
フ
ラ
ン
ス
の
模
倣
を
ボ
ル
ゲ
ー
ゼ
の
絵
の
正
統
な
子
孫
と
見
做
す
の
な
ら
別
で
あ
る（
三
七
）。

　

し
か
し
そ
れ
以
外
に
、
イ
タ
リ
ア
盛
期
ル
ネ
サ
ン
ス
の
ダ
ナ
エ
ー
像
は
、
今
述
べ
た
ボ
ナ
ソ
ネ
の
銅
版
画
あ
る
い
は
ヴ
ェ
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ロ
ネ
ー
ゼ
風
の
も
の
、
モ
テ
ィ
ー
フ
的
に
は
ウ
ィ
ー
ン
の
テ
ィ
ツ
ィ
ア
ー
ノ
作
『
ニ
ン
フ
と
羊
飼
い
』
と
似
た
ト
ゥ
ー
リ
ン

の
構
図
を
除
く
と（
三
八
）、
お
お
よ
そ
二
つ
の
グ
ル
ー
プ
に
分
け
ら
れ
る
が
、
そ
れ
ら
は
作
品
の
成
立
後
、
直
ぐ
に
互
い
に
多

様
に
混
交
す
る
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
、
レ
ダ
・
タ
イ
プ
と
ヴ
ィ
ー
ナ
ス
・
タ
イ
プ
で
あ
る
。
ヴ
ィ
ー
ナ
ス
・
タ
イ
プ
は
テ

ィ
ン
ト
レ
ッ
ト
の
も
の
と
さ
れ
る
リ
ヨ
ン
の
絵
と
イ
タ
リ
ア
の
個
人
所
有
に
見
ら
れ
る
ス
キ
ア
ヴ
ォ
ー
ネ（
37
）
の
絵
に
よ
っ

て
お
そ
ら
く
最
も
純
粋
に
代
表
さ
れ
る
。
こ
れ
ら
二
つ
の
絵
は
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
に
広
ま
っ
た
眠
る
ヴ
ィ
ー
ナ
ス
の
形
式
を
ほ

ん
の
少
し
変
え
た
も
の
を
示
し
て
い
る
。
そ
の
際
、
ス
キ
ア

ヴ
ォ
ー
ネ
の
描
写
は
黄
金
の
雨
の
モ
テ
ィ
ー
フ
さ
え
放
棄
し

て
、
む
し
ろ
が
っ
し
り
と
し
た
壺
か
ら
金
貨
を
ば
ら
ま
く
プ

ッ
ト
ー
（
子
供
の
天
使
）
の
み
を
示
し
て
い
る（
三
九
）。
レ
ダ
・

タ
イ
プ
は
―
―
フ
ラ
ン
ス
で
は
フ
ォ
ン
テ
ー
ヌ
ブ
ロ
ー
の

「
新
教
美
術
館
」G

alerie d
es R

éfo
rm

és

の
プ
リ
マ
テ
ィ

ッ
チ
ョ（
38
）の
フ
レ
ス
コ
画
に
実
現
化
さ
れ
て
い
る
が
、
そ

れ
は
わ
れ
わ
れ
に
ウ
ィ
ー
ン
の
タ
ピ
ス
ト
リ
ー
（
図
版
17
）

と
サ
リ
ー
の
銅
版
画
（
Ｂ
四
〇
）
に
よ
っ
て
伝
え
ら
れ
て
い

る（
四
〇
）
―
―
そ
の
世
界
史
的
な
表
現
を
テ
ィ
ツ
ィ
ア
ー
ノ

の
絵
に
よ
っ
て
経
験
す
る
。
彼
は
そ
の
絵
を
一
五
四
五
年
に

ロ
ー
マ
で
枢
機
卿
オ
ッ
タ
ヴ
ィ
ア
ー
ノ
・
フ
ァ
ル
ネ
ー
ゼ
の

（図版17）  「ダナエー」、プリマティッチョに拠るタピスト
リ―、ウィーン、ゴブラン織りコレクション
（部分）
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た
め
に
制
作
し
、
今
で
は
ナ
ポ
リ
国
立
博
物
館
に
そ
れ
は
収
蔵
さ
れ
て
い
る
（
図
版
18
）。
い
わ
ば
ミ
ケ
ラ
ン
ジ
ェ
ロ
の
目

の
前
で
生
ま
れ
、
彼
に
よ
っ
て
こ
の
上
な
く
驚
嘆
さ
れ
た
と
も
言
わ
れ
る
が（
四
一
）、
し
ば
し
ば
模
写
さ
れ
、
そ
れ
以
上
に
頻

繁
に
改
変
さ
れ
た
こ
の
絵
は
、
エ
ロ
ス
・
キ
ア
ラ
モ
ン
テ
ィ

か
ら
導
き
出
さ
れ
た
ク
ピ
ド
を
ダ
ナ
エ
ー
と
一
つ
に
し
て

い
る
。
ダ
ナ
エ
ー
は
―
―
プ
リ
マ
テ
ィ
ッ
チ
ョ
の
そ
れ
に

似
て
―
―
疑
い
も
な
く
ミ
ケ
ラ
ン
ジ
ェ
ロ
の
『
レ
ダ
』（
そ

し
て
彼
女
と
同
類
の
ノ
ッ
テN

o
tte

）（
39
）
か
ら
発
展
し
た

も
の
で
、
夢
か
ら
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
か
の
よ
う
な
そ

の
眼
差
し
の
中
に
、
わ
れ
わ
れ
は
ミ
ケ
ラ
ン
ジ
ェ
ロ
の
ア

ダ
ム（
40
）
の
表
情
の
よ
う
な
も
の
を
何
か
感
じ
取
る
よ
う

に
思
わ
れ
る
。
テ
ィ
ツ
ィ
ア
ー
ノ
で
さ
え
こ
こ
で
は
他
者

の
創
造
に
、
た
と
え
そ
れ
が
プ
ラ
ク
シ
テ
レ
ス（
41
）
や
ミ
ケ

ラ
ン
ジ
ェ
ロ
で
あ
っ
て
も
、
き
わ
め
て
強
い
恩
義
を
感
じ

な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
は
、
ダ
ナ
エ
ー
の

主
題
の
初
期
の
無
伝
統
性
を
お
そ
ら
く
特
に
明
瞭
に
示
し

て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
ま
っ
た
く
新
し
く
、
テ
ィ
ツ

ィ
ア
ー
ノ
風
に
個
性
的
な
の
は
、
金
属
的
な
雨
が
降
り
注

（図版18）  ティツィアーノ、「ダナエー」、ナポリ、国立博物館、1545年
頃



(24) 117

ぐ
雲
の
扱
い
で
あ
る
。
そ
の
雲
は
黄
金
の
雫
が
集
ま
る
静
か
な
器
で
は
も
は
や
な
く
、「
閃
く
炎
の
現
象
」
と
な
っ
て
い
る
。

今
や
テ
ィ
ツ
ィ
ア
ー
ノ
に
と
っ
て
「
光
的
な
も
の
」d

as Lu
m

in
aristisch

e

へ
の
転
向
に
よ
っ
て
神
話
的
―

具
体
的
な
出

来
事
を
「
脱
素
材
化
」
し
よ
う
と
す
る
こ
と
ほ
ど
縁
遠
い
こ
と
は
な
か
っ
た
に
せ
よ
（
そ
の
た
め
に
は
現
象
は
あ
ま
り
に
ド

ラ
マ
テ
ィ
ッ
ク
で
、
最
近
発
見
さ
れ
た
後
の
工
房
の
模
写
は
、
爆
発
的
な
放
電
の
只
中
で
、
ユ
ピ
テ
ル
の
顔
を
示
し
て
い
る
）、

こ
の
モ
テ
ィ
ー
フ
の
「
光
の
効
果
」
の
領
域
へ
の
移
行
が
一
つ
の
発
展
を
導
き
出
す
可
能
性
を
わ
れ
わ
れ
は
予
見
す
る
こ
と

が
で
き
る
。
そ
れ
は
最
終
的
に
本
来
の
雲
を
完
全
に
排
除
す
る
方

向
へ
導
く
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。

　

九
年
後
、
テ
ィ
ツ
ィ
ア
ー
ノ
は
、
最
初
の
構
図
を
周
知
の
よ
う

に
幾
つ
か
の
ヴ
ァ
リ
ア
ン
ト
で
繰
り
返
し
た
。
そ
し
て
こ
れ
ら

後
の
模
写
に
お
い
て
（
と
い
う
の
は
、
中
心
人
物
に
お
い
て
変
化

は
比
較
的
重
要
で
は
な
い
か
ら
だ
が
）、
今
や
ク
ピ
ド
は
―
―
プ

リ
マ
テ
ィ
ッ
チ
ョ
に
も
現
れ
る
―
―
年
取
っ
た
乳
母
の
通
俗
的

な
姿
に
よ
っ
て
取
っ
て
代
わ
ら
れ
る
（
図
版
19
）。
そ
の
乳
母
は
、

繰
り
返
し
強
調
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
芸
術
家
の
風
俗

的
―

風
刺
的
な
気
分
に
そ
の
存
在
を
負
っ
て
い
る
と
い
う
よ
り
は

む
し
ろ
、
よ
う
や
く
今
の
時
代
意
識
に
ふ
た
た
び
近
づ
く
（
そ
し

て
、
正
し
け
れ
ば
、
場
面
の
「
世
俗
的
」
な
解
釈
に
は
る
か
に
添

（図版19）  ティツィアーノ「ダナエー」、マドリッド、プラ
ド美術館、1554年
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う
）
ア
ポ
ロ
ニ
オ
ス
古
注
解
の
報
告
に
よ
っ
て
明
確
に
要
求
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
彼
女
は
そ
れ
故
、
そ
れ
以
後
、
ダ
ナ
エ
ー

の
殆
ど
不
可
欠
の
同
伴
者
に
な
る
。
わ
れ
わ
れ
は
、
レ
ン
ブ
ラ
ン
ト
の
レ
ニ
ン
グ
ラ
ー
ド
の
絵
に
関
し
て
、
次
の
こ
と
を
知

る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
―
―
少
な
く
と
も
レ
ニ
ン
グ
ラ
ー
ド
と
マ
ド
リ
ッ
ド
の
見
本
に
お
い
て
は
―
―

そ
の
老
女
の
「
執
事
的
な
仕
事
」
を
「
財
布
と
鍵
」
に
よ
っ
て
認

定
す
る
の
は
、ま
さ
に
テ
ィ
ツ
ィ
ア
ー
ノ
の
後
の
構
図
で
あ
る
、と
。

　

さ
ら
な
る
展
開
は
、
大
局
的
に
見
て
、
次
の
よ
う
に
進
行
す
る
。

す
な
わ
ち
、
テ
ィ
ツ
ィ
ア
ー
ノ
の
こ
の
二
つ
の
構
図
は
（
し
か
も

あ
る
時
は
一
方
が
、
あ
る
時
は
他
方
が
、
そ
し
て
あ
る
場
合
は
両

方
が
同
時
に
）
個
々
の
特
徴
に
お
い
て
取
り
上
げ
ら
れ
、
主
要
モ

テ
ィ
ー
フ
の
ミ
ケ
ラ
ン
ジ
ェ
ロ
風
の
大
胆
さ
は
も
は
や
維
持
さ
れ

ず
、
そ
の
結
果
、
ダ
ナ
エ
ー
自
身
の
造
形
化
は
ふ
た
た
び
「
ヴ
ィ

ー
ナ
ス
・
タ
イ
プ
」
に
逆
戻
り
す
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
も
、
こ

れ
は
一
般
的
に
、
多
か
れ
少
な
か
れ
、
テ
ィ
ツ
ィ
ア
ー
ノ
自
身
が

し
ば
し
ば
反
復
さ
れ
る
彼
の
「
眠
る
ヴ
ィ
ー
ナ
ス
」
の
中
で
創
造

し
た
偉
大
な
模
範
（
図
版
20
）
に
従
っ
て
起
こ
る
の
で
あ
る
。

　

そ
う
い
う
わ
け
で
、
ブ
ル
ー
マ
ー
ル
ト
（
図
版
21
）（
42
）、
ホ
ル

ツ
ィ
ー
ユ
ス
（
図
版
22
）（
43
）
そ
し
て
ウ
テ
ヴ
ァ
ー
ル（
44
）は
、
こ

（図版20）  ティツィアーノ「眠るヴィーナス」、マドリッド、プラド
美術館
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の
「
眠
る
ヴ
ィ
ー
ナ
ス
」
を
、
多
か
れ
少
な
か
れ
、「
マ
ニ
エ
リ

ス
ム
風
」
な
も
の
へ
徹
底
的
に
様
式
変
化
さ
せ
て
―
―
部
分
的

に
は
、
北
方
の
芸
術
に
元
来
適
し
て
い
た
よ
う
に
、
風
俗
的
―
室

内
的
な
性
格
の
表
現
の
も
と
に
―
―
、
後
の
テ
ィ
ツ
ィ
ア
ー
ノ
の

構
図
の
年
取
っ
た
乳
母
と
結
び
つ
け
た
の
で
あ
る
（
受
胎
告
知
の

絵
に
お
け
る
よ
う
に
雲
か
ら
見
下
ろ
す
ユ
ピ
テ
ル
の
頭
部
の
モ
テ

ィ
ー
フ
は
前
述
し
た
工
房
の
模
写
に
負
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ

る
）（
四
三
）。
そ
し
て
最
後
に
ア
ン
ニ
バ
ー
レ
・
カ
ラ
ッ
チ
が
―
―

こ
こ
で
も
、
し
ば
し
ば
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
、
バ
ロ
ッ
ク
芸
術
の

典
型
を
安
定
さ
せ
な
が
ら
―
―
こ
の
同
じ
「
眠
る
ヴ
ィ
ー
ナ
ス
」

を
一
人
の
ダ
ナ
エ
ー
へ
と
改
造
し
た
の
だ
っ
た
。
そ
の
結
果
、
彼

は
ダ
ナ
エ
ー
を
、
支
え
ら
れ
た
左
腕
の
モ
テ
ィ
ー
フ
、
リ
ン
ネ
ル

を
掴
む
手
と
共
に
、
頭
部
の
姿
勢
、
臥
所
の
造
型
に
関
し
て
、
ナ

ポ
リ
の
テ
ィ
ツ
ィ
ア
ー
ノ
風
ダ
ナ
エ
ー
の
姿
に
合
わ
せ
た
の
で
あ

る（
ブ
リ
ッ
ジ
ウ
ォ
ー
タ
ー
・
ハ
ウ
ス
の
絵
、
図
版
23
）。
テ
ィ
ツ

ィ
ア
ー
ノ
に
お
い
て
は
、
本
来
、
手
で
ベ
ッ
ド
の
カ
ー
テ
ン
を
開

く
他
方
の
腕
の
大
き
く
伸
ば
さ
れ
た
身
振
り
だ
け
が
前
も
っ
て

（図版21）  ブルーマールトに拠るＪ・マ
タン「ダナエー」、銅版画Ｂ
七七、1610年

（図版22）  Ｈ・ホルツィーユス「ダナ
エー」、パリ、ルーヴル美術
館、シュリヒティング・コレ
クション、1603年
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造
型
さ
れ
て
い
た
の
で
は
な
く
、
他
方
、
全
体
の
構
図
は
―
―
特
に
横
長
の
サ
イ
ズ
の
維
持
、
そ
れ
ど
こ
ろ
か
誇
張
、
そ

し
て
乳
母
の
否
採
用
、
精
確
に
一
致
す
る
窓
部
分
の
釣
り
合
い
に
よ
っ
て
―
―
風
景
の
眺
め
を
伴
う
「
眠
る
ヴ
ィ
ー
ナ
ス
」

の
構
図
に
非
常
に
よ
く
似
た
ま
ま
な
の
で
、
グ
イ
ド
・
レ
ー
ニ
は
こ
の
「
ダ
ナ
エ
ー
」
を
比
較
的
僅
か
な
変
更
に
よ
っ
て
、

一
人
の
「
ヴ
ィ
ー
ナ
ス
」
へ
変
身
さ
せ
戻
す
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
（
ド
レ
ス
デ
ン
絵
画
館
、
図
版
24
）（
四
四
）。

（図版23）  アンニバーレ・カラッチ「ダナエー」、ロンドン、
ブリッジウォーター・ハウス、エール・オブ・エ
ルズミア著作権

（図版24）  グイド・レーニ「ヴィーナス」、ドレスデン、絵
画館
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五

　

ア
ン
ニ
バ
ー
レ
の
こ
の
大
い
に
称
賛
さ
れ
た
作
品
は
、
今
や
、
レ
ン
ブ
ラ
ン
ト
の
「
本
来
の
模
範
」
と
見
做
さ
れ
て
よ
い
。

わ
れ
わ
れ
も
知
る
よ
う
に
、
レ
ン
ブ
ラ
ン
ト
は
ボ
ル
ゲ
ー
ゼ
の
巨
匠
の
銅
版
画
の
み
な
ら
ず
、
そ
の
絵
に
拠
る
絵
具
で
の
模

写
を
も
所
有
し
て
い
た（
四
五
）。
確
か
に
、
人
物
の
厳
密
な
正
面
性
と
風
景
の
眺
望
に
対
す
る
釣
り
合
い
の
取
れ
た
関
係
の
中

で
開
示
さ
れ
る
カ
ラ
ッ
チ
の
古
典
主
義
、
対
角
線
の
モ
テ
ィ
ー
フ
、
衣
擦
れ
の
音
を
立
て
る
カ
ー
テ
ン
、
そ
し
て
非
合
理
的

な
光
の
屈
折
の
中
で
膨
ら
ん
で
ゆ
く
初
期
レ
ン
ブ
ラ
ン
ト
の
バ
ロ
ッ
ク
ー
主
観
主
義
、
両
者
の
間
に
は
深
淵
が
横
た
わ
っ
て

い
る
―
―
確
か
に
、
延
ば
さ
れ
た
腕
の
身
振
り
、
そ
れ
は
カ
ラ
ッ
チ
に
お
い
て
は
た
だ
カ
ー
テ
ン
を
後
ろ
に
押
し
や
っ
て

い
る
だ
け
で
あ
り
、
レ
ン
ブ
ラ
ン
ト
に
お
い
て
は
嬉
し
い
驚
き
と
同
時
に
防
御
の
表
現
に
相
応
し
い
意
味
を
持
っ
て
い
る

―
―
確
か
に
、
人
物
の
精
神
性
の
み
な
ら
ず
、
肉
体
性
は
、
模
範
か
ら
自
由
に
な
っ
た
「
原
体
験
」
か
ら
ふ
た
た
び
生
ま

れ
た
も
の
で
は
あ
る
。
し
か
し
、
主
題
の
他
の
す
べ
て
の
造
型
化
を
ひ
っ
く
る
め
て
見
て
も
、
カ
ラ
ッ
チ
と
レ
ン
ブ
ラ
ン
ト

の
構
図
は
互
い
に
あ
ま
り
に
近
い
の
で
、
そ
の
関
係
は
疑
い
よ
う
が
な
い（
四
六
）。
そ
し
て
、
レ
ン
ブ
ラ
ン
ト
の
表
現
意
志
が
、

ア
ン
ニ
バ
ー
レ
の
情
熱
の
な
い
古
典
主
義
に
よ
っ
て
む
し
ろ
火
を
つ
け
ら
れ
養
成
さ
れ
た
の
で
あ
っ
て
、
一
見
似
て
は
い
る

が
、
真
実
の
と
こ
ろ
は
深
い
異
質
性
の
た
め
に
感
じ
取
る
こ
と
が
で
き
な
い
ミ
ケ
ラ
ン
ジ
ェ
ロ
風
の
情
念
﹇
パ
ト
ス
﹈
に
満

た
さ
れ
た
テ
ィ
ツ
ィ
ア
ー
ノ
の
絵
の
刺
激
に
よ
っ
て
点
火
さ
れ
た
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
教
訓
に
満
ち
て
い
る
。
つ

ま
り
、
レ
ン
ブ
ラ
ン
ト
は
無
知
ゆ
え
で
は
な
く
、
テ
ィ
ツ
ィ
ア
ー
ノ
の
「
レ
ダ
・
モ
テ
ィ
ー
フ
」
を
拒
絶
す
る
が
ゆ
え
に
カ

ラ
ッ
チ
に
結
び
付
い
た
の
は
、
彼
が
カ
ラ
ッ
チ
に
は
な
い
乳
母
を
ふ
た
た
び
導
入
し
た
だ
け
で
は
な
く
（
オ
ラ
ン
ダ
の
先
駆
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者
を
通
し
て
レ
ン
ブ
ラ
ン
ト
は
そ
の
気
に
な
っ
た
の
か
も
知
れ
な
い
）、
財
布
や
鍵
と
い
っ
た
属
性
を
与
え
て
い
る
こ
と
に

も
起
因
し
て
い
る
か
も
知
れ
な
い
。
そ
う
し
た
属
性
を
用
い
た
の
は
、
わ
れ
わ
れ
の
見
る
限
り
、
レ
ン
ブ
ラ
ン
ト
が
テ
ィ
ツ

ィ
ア
ー
ノ
の
第
二
の
ダ
ナ
エ
ー
を
直
接
知
っ
て
い
た
た
め
に
過
ぎ
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
後
の
テ
ィ
ツ
ィ
ア
ー
ノ
の
絵
の
風

俗
的
な
副
人
物
、
ま
た
、
あ
ら
ゆ
る
ジ
プ
シ
ー
的
な
欲

望
や
粗
野
さ
を
取
り
去
っ
た
ダ
ナ
エ
ー
は
、
レ
ン
ブ
ラ

ン
ト
の
新
し
い
創
造
に
お
い
て
は
、
ア
ン
ニ
バ
ー
レ
・

カ
ラ
ッ
チ
の
古
典
主
義
が
彼
女
を
取
り
除
か
な
け
れ
ば

な
ら
な
か
っ
た
ま
さ
し
く
そ
の
理
由
か
ら
登
場
し
た
の

か
も
知
れ
な
い
。

　

カ
ラ
ッ
チ
と
テ
ィ
ツ
ィ
ア
ー
ノ
の
「
雄
大
な
構
図
」

と
並
ん
で
、
レ
ン
ブ
ラ
ン
ト
は
さ
ら
に
第
三
の
、
重
要

性
は
少
し
劣
る
描
写
を
知
っ
て
い
た
。
す
な
わ
ち
、
ヒ

エ
ロ
ニ
ム
ス
・
ヴ
ィ
ー
リ
ッ
ク
ス
の
そ
れ
で
あ
る
（
図

版
25
）。
と
い
う
の
は
、
こ
の
銅
版
画
（
ア
ル
ヴ
ィ
ン

一
四
二
五
）
は
、
一
方
で
は
、
当
時
の
多
く
の
北
方
的

な
描
写
と
同
様
、
写
実
的
―
室
内
的
な
も
の
を
強
調
し

て
、
乳
母
と
い
う
人
物
像
を
付
け
加
え
、
他
方
で
は
、

（図版25）  ヒエロニムス・ヴィーリックス「ダナエー」、銅版画、アル
ヴィン、1425年
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ダ
ナ
エ
ー
像
を
マ
ニ
エ
リ
ス
ム
の
意
味
で
、
あ
ま
り
に
様
式
化
に
戻
し
た
た
め
に
、
そ
の
結
果
、
ダ
ナ
エ
ー
は
―
―
注
目

す
べ
き
こ
と
に
―
―
そ
の
全
体
的
な
現
れ
方
に
お
い
て
、
レ
ー
ニ
の
ヴ
ィ
ー
ナ
ス
に
似
る
こ
と
に
な
る（
四
七
）。
レ
ー
ニ
は
、

わ
れ
わ
れ
が
他
の
描
写
で
は
出
会
う
こ
と
が
な
い
よ
う
な
二
つ
の
特
徴
に
よ
っ
て
、
レ
ン
ブ
ラ
ン
ト
の
絵
を
準
備
し
た
。
す

な
わ
ち
、
一
方
で
、
カ
ー
テ
ン
を
後
ろ
に
跳
ね
退
け
る
の
は
、
乳
母
で
あ
っ
て
、
も
は
や
ダ
ナ
エ
ー
自
身
で
は
な
い
こ
と
に

よ
っ
て
―
―
他
方
、
ユ
ピ
テ
ル
の
頭
部
が
現
れ
出
る
光
の
輝
き
は
、
殆
ど
デ
ュ
ー
ラ
ー
を
想
わ
せ
る
「
光
の
栄
光
」
と
し

て
造
型
さ
れ
て
現
れ
、
あ
ま
り
に
強
く
そ
れ
が
輝
く
た
め
に
、
ダ
ナ
エ
ー
の
頭
部
が
枕
の
上
に
「
投
影
」
さ
れ
る
こ
と
に
よ

っ
て
。
最
初
の
モ
テ
ィ
ー
フ
の
受
容
と
さ
ら
な
る
造
型
は
、
レ
ン
ブ
ラ
ン
ト
に
、
た
ん
に
カ
ー
テ
ン
を
後
ろ
に
跳
ね
退
け
る

目
的
で
伸
ば
さ
れ
た
カ
ラ
ッ
チ
の
人
物
像
の
腕
を
、
純
粋
な
表
現
の
動
き
の
担
い
手
に
す
る
可
能
性
を
与
え
、
第
二
の
モ
テ

ィ
ー
フ
の
受
容
と
さ
ら
な
る
造
型
は
、
奇
跡
の
出
来
事
を
さ
ら
に
「
発
光
化
」
さ
せ
る
道
を
準
備
し
た
の
で
あ
る
。
彼
に
と

っ
て
、
も
ち
ろ
ん
彼
だ
け
に
と
っ
て
、
持
ち
上
げ
ら
れ
た
腕
の
現
実
的
な
行
為
か
ら
解
放
さ
れ
た
動
き
を
（
そ
れ
は
ヴ
ィ
ー

リ
ッ
ク
ス
の
銅
版
画
に
お
い
て
、
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
多
す
ぎ
る
と
同
時
に
少
な
す
ぎ
る
目
配
せ
﹇
ウ
ィ
ン
ク
﹈
の
身
振
り

と
し
て
表
現
さ
れ
て
い
る
）、
喜
び
と
恐
怖
と
防
御
の
あ
の
素
晴
ら
し
い
複
合
的
な
表
情
で
満
た
す
こ
と
、
己
の
寵
児
の
幸

せ
を
助
長
し
た
い
年
取
っ
た
乳
母
の
人
の
よ
い
奉
仕
へ
の
情
熱
を
物
静
か
で
母
親
的
な
共
感
へ
と
深
め
る
こ
と
、
す
で
に
光

の
出
現
に
向
け
て
形
を
変
え
て
い
た
奇
跡
の
雲
の
代
わ
り
に
、
そ
の
魔
術
的
な
光
明
を
目
に
見
え
る
も
の
に
す
る
こ
と
、
そ

こ
ま
で
に
は
ほ
ん
の
一
歩
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。
レ
ン
ブ
ラ
ン
ト
に
お
い
て
は
、
黄
金
の
雨
の
な
い
ダ
ナ
エ
ー
は
、
天
使
の
い

な
い
「
墓
場
の
女
性
の
到
着
」、
杯
の
な
い
ゲ
ッ
セ
マ
ネ（
45
）、
そ
し
て
ド
ラ
ゴ
ン
や
ペ
ル
セ
ウ
ス
の
い
な
い
岩
場
に
繋
が
れ

た
ア
ン
ド
ロ
メ
ダ
以
上
に
、
理
解
不
可
能
な
も
の
で
は
な
い
の
で
あ
る（
四
八
）。
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そ
う
い
う
わ
け
で
、
レ
ニ
ン
グ
ラ
ー
ド
の
絵
の
系
譜
学
は
、
そ
の
絵
が
、
そ
の
独
自
性
に
も
拘
わ
ら
ず
、
テ
ィ
ツ
ィ
ア
ー

ノ
以
来
持
続
的
に
追
跡
可
能
な
「
絵
の
伝
統
」
の
中
に
あ
る
こ
と
を
教
え
て
く
れ
る
。

　

三
つ
の
ダ
ナ
エ
ー
描
写
の
個
々
の
特
徴
を
自
ら
の
中
で
統
一
す
る
絵
画
が
、
特
に
北
方
に
お
い
て
、
年
取
っ
た
乳
母
の
よ

う
な
典
型
的
な
モ
テ
ィ
ー
フ
を
含
み（
四
九
）、
そ
の
モ
テ
ィ
ー
フ
自
体
が
、
彼
の
大
胆
な
革
新
に
関
連
し
て
―
―
黄
金
の
雨
を

た
ん
な
る
光
の
輝
き
に
置
き
換
え
―
―
、
先
行
の
類
例
な
し
に
存
在
す
る
こ
と
、
そ
の
よ
う
な
絵
画
が
同
じ
く
一
人
の
ダ
ナ

エ
ー
を
描
写
す
る
こ
と
に
な
る
、
と
い
う
こ
と
は
殆
ど
考
え
ら
れ
な
い
。

　

と
こ
ろ
で
、
束
縛
さ
れ
た
ク
ピ
ド
の
意
味
は
何
だ
ろ
う
か
。
彼
を
意
味
の
な
い
飾
り
と
捉
え
る
こ
と
は
、
彼
が
目
立
つ
こ

と
ば
か
り
で
は
な
く
、
多
く
の
類
似
の
例
に
よ
っ
て
証
明
さ
れ
る
時
代
の
慣
習
を
考
慮
し
て
も
不
可
能
で
あ
る
。
そ
こ
で
わ

れ
わ
れ
は
コ
ペ
ン
ハ
ー
ゲ
ン
の
カ
ル
ロ
・
チ

ニ
ャ
ー
ニ（
46
）
の
絵
の
中
に
、
ポ
テ
ィ
フ
ァ

ル
の
妻
が
ヨ
セ
フ
を
誘
惑
し
よ
う
と
し
た
、

そ
し
て
「
松
明
を
振
り
か
ざ
す
ク
ピ
ド
」
に

よ
っ
て
罪
の
場
所
と
し
て
記
さ
れ
た
ベ
ッ
ド

を
発
見
す
る
（
図
版
26
）。
そ
し
て
類
似
の

こ
と
を
わ
れ
わ
れ
に
語
る
の
は
―
―
こ
れ

は
特
に
啓
示
に
満
ち
た
例
で
あ
る
が
―
―

「
フ
ァ
ウ
ヌ
ス
と
ニ
ン
フ
」
と
し
て
設
置
さ

（図版26）  カルロ・チニャーニ「ヨセフとポ
ティファルの妻」、コペンハーゲ
ン、スタテン絵画コレクション
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れ
た
ベ
ッ
ド
の
脚
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
ヨ
セ
フ
の
中
傷
が
描
か
れ
た
レ
ン
ブ
ラ
ン
ト
自
身
の
工
房
に
由
来
す
る
ス
ケ
ッ
チ
の

中
に
あ
る
（
図
版
27
）（
五
〇
）。
こ
の
類
似
性
は
、
ダ
ナ
エ
ー
の
場
面
の
た
め
に
、
あ
た
か
も
自
由
な
エ
ロ
ス
を
要
求
し
、
束

縛
さ
れ
た
エ
ロ
ス
は
要
求
し
な
い
か
の
よ
う

に
見
え
る
。
た
だ
、
以
前
の
オ
ル
デ
ン
ブ
ル

ク
の
ス
ケ
ッ
チ
は
わ
れ
わ
れ
に
次
の
こ
と
を

教
え
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
ま
さ
し
く
レ
ン

ブ
ラ
ン
ト
に
お
い
て
、
そ
の
よ
う
な
「
装

飾
」
の
象
徴
的
意
味
は
、
必
然
的
に
「
瞬
間

の
場
面
的
な
内
容
」
に
集
中
す
る
必
要
は
な

く
、「
行
動
す
る
人
物
の
本
質
と
運
命
全
体
」

に
光
を
当
て
る
こ
と
も
あ
り
、
従
っ
て
、
そ

れ
は
目
下
の
意
味
と
い
う
よ
り
は
、
描
写
さ

れ
る
出
来
事
の
心
理
学
的
な
背
景
を
照
ら
し

出
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
フ
ァ
ウ
ヌ
ス
と
ニ

ン
フ
と
し
て
造
型
さ
れ
た
ス
ケ
ッ
チ
の
ベ
ッ

ド
の
脚
が
ポ
テ
ィ
フ
ァ
ル
の
妻
に
関
連
し
て

い
る
の
は
、
彼
女
が
そ
の
瞬
間
、
情
事
を

（図版27）  レンブラント工房「ポティファルの妻がヨセフを訴える」、元オ
ルデンブルク、大公博物館
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し
て
い
る
限
り
で
は
な
く
（
と
い
う
の
は
、
そ
れ
は
起
こ
ら
な
か
っ
た
か
ら
だ
）、
彼
女
が
そ
の
本
質
と
運
命
か
ら
し
て
一

人
の
情
婦
で
あ
る
限
り
な
の
で
あ
る
。
も
っ
と
簡
単
に
言
え
ば
、
ベ
ッ
ド
の
彫
刻
は
、
ベ
ッ
ド
が
そ
の
瞬
間
、
利
用
さ
れ

る
目
的
で
は
な
く
、
ベ
ッ
ド
が
元
来
指
定
さ
れ
る
目
的
を
物
語
っ
て
い
る
。
レ
ニ
ン
グ
ラ
ー
ド
の
絵
の
束
縛
さ
れ
た
エ
ロ

ス
も
や
は
り
、
そ
の
よ
う
に
―
―
フ
ェ
ル
デ
ィ
ナ
ン
ト
・
ボ
ル（
47
）
が
ラ
ケ
ル
の
結
婚
の
構
図
を
改
変
し
た
と
き
、
エ
ロ
ス

を
キ
リ
ス
ト
の
ケ
ル
ビ
ム
に
よ
っ
て
置
き
換
え
た
の
は
特
徴
的
で
あ
る（
五
一
）
―
―
起
こ
る
、
あ
る
い
は
よ
り
精
確
に
言
え

ば
、
告
げ
ら
れ
る
神
話
的
な
奇
跡
と
い
う
よ
り
は
、
む
し
ろ
こ
の
神
話
的
な
奇
跡
に
「
先
行
す
る
」
状
態
、
す
な
わ
ち
、
ダ

ナ
エ
ー
の
「
強
い
ら
れ
た
貞
節
」
を
特
徴
づ
け
て
い
る
の
で
あ
る
。
彼
女
は
、
父
親
、「
隠
さ
れ
た
乙
女
の
臆
病
な
見
張
人
」

cu
sto

s p
avid

u
s virgin

is ab
d
itae 

に
よ
っ
て
、
永
遠
に
夫
の
い
な
い
状
態
を
運
命
づ
け
ら
れ
た
の
だ
が
、
彼
女
は
、
わ

れ
わ
れ
が
見
た
よ
う
に
、
中
世
に
は
「
貞
淑
」P

u
d
icitia

の
一
つ
の
寓
意
と
し
て
、
そ
う
、
処
女
マ
リ
ア
の
比
喩
と
見
做

さ
れ
た
。
そ
し
て
彼
女
に
関
し
て
は
こ
う
言
わ
れ
る
、「
貞
潔
の
た
め
に
銅
製
の
塔
に
閉
じ
込
め
ら
れ
た
女
﹇
ひ
と
﹈」A

d
 

castitatem
 tu

en
d
am

 aerea tu
rre in

clu
sa

と
。
彼
女
の
処
女
の
臥
所
は
一
つ
の
シ
ン
ボ
ル
に
よ
る
以
上
に
適
切
に
特

徴
づ
け
ら
れ
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
そ
の
シ
ン
ボ
ル
に
つ
い
て
、
わ
れ
わ
れ
は
次
の
こ
と
を
証
明
し
た
。
す
な
わ
ち
、

そ
れ
は
昔
か
ら
処
女
性
の
シ
ン
ボ
ル
、
し
か
も
「
衝
動
の
束
縛
」
に
よ
っ
て
の
み
購
わ
れ
る
も
の
で
、
殆
ど
こ
う
言
っ
て
も

よ
い
が
、
自
然
に
反
す
る
処
女
性
の
シ
ン
ボ
ル
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
十
七
世
紀
に
も
や
は
り
、
そ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
親

し
ま
れ
て
い
た
。
ア
ン
ニ
バ
ー
レ
・
カ
ラ
ッ
チ
も
ま
た
―
―
こ
れ
は
、
レ
ン
ブ
ラ
ン
ト
に
「
寓
意
的
」
な
絵
の
思
想
の
自

発
的
な
発
明
を
認
め
た
く
な
い
人
々
に
と
っ
て
は
満
足
か
も
知
れ
な
い
が
―
―
彼
の
ダ
ナ
エ
ー
の
絵
の
中
で
処
女
性
の
思

想
を
、
煙
を
立
て
る
大
き
な
奉
納
壺
の
上
に
（
お
そ
ら
く
テ
ィ
ツ
ィ
ア
ー
ノ
の
『
天
上
の
愛
と
地
上
の
愛
』
に
お
け
る
有
名
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な
モ
テ
ィ
ー
フ
を
想
起
さ
せ
る
意
図
が
な
く
は
な
い
）
前
述
の
「
大
地
に
投
げ
出
さ
れ
た
サ
テ
ュ
ロ
ス
」
の
群
れ
を
描
写
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
表
現
し
た
の
で
あ
る
。
レ
ン
ブ
ラ
ン
ト
は
一
段
階
だ
け
よ
り
明
瞭
―
―
か
つ
人
間
的
で
あ
る
。
彼
の
束

縛
さ
れ
た
ク
ピ
ド
が
具
体
的
に
示
し
て
い
る
の
は
、
あ
る
存
在
の
い
わ
ゆ
る
不
可
避
の
運
命
で
あ
る
。
そ
の
存
在
は
利
己
的

な
至
上
命
令
に
よ
っ
て
そ
の
使
命
を
奪
わ
れ
て
し
ま
っ
た
が
、
あ
る
神
の
介
入
に
よ
っ
て
そ
れ
を
取
り
戻
す
こ
と
が
で
き
た
。

縛
ら
れ
泣
き
な
が
ら
意
に
反
し
て
耐
え
た
孤
独
さ
の
シ
ン
ボ
ル
と
し
て
、
彼
﹇
ク
ピ
ド
﹈
は
、
過
去
の
影
と
し
て
、
解
放
す

る
現
在
の
上
に
立
っ
て
い
る
。
現
在
は
ま
さ
し
く
、
過
去
と
の
対
照
か
ら
、
そ
の
正
当
性
と
光
り
輝
く
奉
納
を
受
け
取
る
の

で
あ
る
。

注　
「
原
注
」
は
出
典
明
示
の
部
分
を
主
に
訳
出
し
、
他
は
で
き
る
だ
け
簡
略
化
あ
る
い
は
省
略
し
た
。

原
注

（
一
） 　

パ
ウ
サ
ニ
ア
ス『
ギ
リ
シ
ア
案
内
記
』第
四
巻
二
三
節
三
と
五
。
こ
の
書
お
よ
び
以
下
の
ア
ン
テ
ロ
ス
と
エ
ロ
ス
の
項
目
に
つ
い
て
は
、

次
を
参
照
。Roscher, M

ythologische Lexikon. Pauly-W
issow

a, R
eal-Enzyklop

ädie der klassischen A
ltertum

skunde.

（
二
） 　

S. R
ein

ach
, R

ép
. d

e R
eliefs G

recs et R
o
m

ain
s, 1912, III, S. 73.

（
三
）  

こ
れ
に
関
し
て
はL.C

.G
yrald

u
s (Syn

tagm
ata,X

III,in
 d

er Leyd
en

er A
u
sgab

e vo
n
 1696,S.410ff.)

の
注
目
す
べ
き

学
問
的
な
集
成
を
参
照
。
こ
れ
は V

in
cen

zo
 C

artaris Im
agin

i d
elli D

ei d
egl

’ A
n
tich

i (V
en

ezia, 1674, S. 242ff.) 

と

C
lau

d
iu

s M
in

o
s

のA
lciat-K

o
m

m
en

tar (Leyd
en

, 394ff.)

に
お
い
て
頻
繁
に
利
用
さ
れ
た
。
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（
四
）  

R
ein

ach
, a. a. O

., S. 219.

古
典
古
代
に
お
い
て
は
、
ア
ン
テ
ロ
ス
と
エ
ロ
ス
を
持
ち
あ
げ
ら
れ
た
翼
に
よ
っ
て
区
別
す
る
の
が
普

通
で
あ
っ
た
。

（
五
）  

パ
ウ
サ
ニ
ア
ス
の
版
と
翻
訳
に
関
し
て
は
（
そ
の
種
の
も
の
は
、
す
で
に
一
四
九
八
年
に
開
始
さ
れ
た
。
原
テ
ク
ス
ト
の
初
版
は
ヴ

ェ
ネ
ツ
ィ
ア
、
一
五
一
六
年
）C

. B
. Stark, System

atik u
n
d
 G

esch
ich

te d
er A

rch
äo

lo
gie d

er K
u
n
st, 1880, S. 93.

を
参

照
（
私
の
同
僚E

. v. M
ercklin

教
授
の
御
指
摘
）。

（
六
）  

C
artari, a. a. O

., S. 242.

（
七
）  

H
. T

ietze in
 Jah

rb
u
ch

 d
er K

u
n
stsam

m
lu

n
gen

, X
X
V
I, 1906, S. 98.

参
照
。

（
八
）  

原
文 cu

i cu
rae est in

iq
u
u
s am

o
r, scilicet u

t im
p
licet n

o
n
 am

an
tem

. Servii ... C
o
m

m
en

tarii, ed
. T

h
ilo

 u
n
d
 

H
agen

, 1881, 1, S. 559

お
よ
び
特
に
序
文S. X

IIff.

（
九
）  

A
lciati, E

m
b
lem

ata, a. a. O
., S. 395.

（
一
〇
）  

A
lciati, a. a. O

., 397ff.

（
一
一
）  

C
. C

. M
alvasia, Felsin

a P
ittrice, 1678, 1, S. 437f.

（
一
二
）  

原
文　

N
el q

u
arto

 an
go

lo
 vien

e d
escritto

 A
n
tero

s,ch
e to

glie il ram
o
 d

ella p
alm

a ad
 A

m
o
re,n

el m
o
d
o
 

ch
e li E

lei co
llo

caro
n
o
 le statu

e n
el G

in
n
asio

 ; il q
u
ale A

n
tero

s cred
evasi ch

e p
u
n
isse l’A

m
o
re in

giu
sto

.　

G
. P. B

ello
ri, V

ite ... 1672

、
ピ
サ
新
版
、1821, S. 53.

（
一
三
）  

楽
器
とLib
ro

 d
i m

u
sica ap

erto

の
象
徴
性
に
つ
い
て
は
次
を
参
照
。C

esare R
ip

a, Ico
n
o
lo

gia,s.v.Scan
d
o
lo

.

（
一
四
）  

そ
の
ス
ケ
ッ
チ
は
、
構
図
が
元
来
、
二
人
の
人
物
を
も
っ
と
近
づ
け
、
そ
れ
に
よ
っ
て
ア
チ
ア
ー
テ
ィ
木
版
画
に
さ
ら
に
近
づ
く
。

ア
チ
ア
ー
テ
ィ
木
版
画
と
レ
ー
ニ
の
草
稿
と
の
間
にG

. P
ro

caccin
i

の
構
図
が
位
置
す
る
。
そ
れ
は
テ
ク
ス
ト
で
触
れ
た
役
割
交

換
を
す
で
に
実
現
し
た
も
の
と
し
て
示
し
て
い
る
。

（
一
五
）  

H
. V

o
ss, Jah

rb
u
ch

 d
er P

reu
ssisch

en
 K

u
n
stsam

m
lu

n
gen

, X
LIV

, 1923, S. 92ff.

参
照
。M

alvasia, a. a. O
., S. 499.

同
じ
内
容
の
ア
ゴ
ス
テ
ィ
ノ
・
カ
ラ
ッ
チ
の
絵
に
触
れ
て
い
る
。

（
一
六
）  

他
の
す
べ
て
の
例
の
代
わ
り
に
、
コ
レ
ッ
ジ
ョ
の
も
の
と
さ
れ
る
ス
ケ
ッ
チ
を
参
照
。W

in
d
so

r, A
b
b
. A

. V
en

tu
ri, 

C
o
rreggio

, d
tsch

., 1926, T
af. 175.
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（
一
七
）  

描
写
の
数
は
多
数
。Sch

u
b
rin

g

のC
asso

n
i

作
品
だ
け
で
も
約
二
十
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
（
本
論
、
図
版
六
）。
そ
れ
と
並
ん
で
、

も
ち
ろ
んA

m
o
r

とC
astitas

の
間
の
魂
の
闘
い
も
存
在
し
た
。
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
ギ
ャ
ラ
リ
ー
の
有
名
な
絵
と
イ
サ
ベ
ラ
・
デ
ス
テ

の
た
め
の
ペ
ル
ジ
ー
ノ
の
絵
に
そ
れ
が
あ
る
。

（
一
八
）  

例
え
ば
、Sch

u
b
rin

g, N
r. 482

参
照
（
本
論
、
図
版
七
）。

（
一
九
）  
例
え
ば
、C

esare R
ip

a, Ico
n
o
lo

gia, s. v. C
astitã

とC
arro

（
こ
こ
で
は
ペ
ト
ラ
ル
カ
の
『
凱
旋
』
参
照
）。.

（
二
〇
）  
文
献
と
し
て
次
の
み
を
挙
げ
る
。W

. N
iem

eyer, R
ep

. fü
r K

u
n
stw

issen
sch

aft, LII, 1931, S. 58ff.

（
二
一
）  

A
. B

red
iu

s in
 O

u
d
 H

o
llan

d
 X

X
V
II, 1910, S. 9

参
照
。
特
にW

eisb
ach

に
よ
っ
て
強
調
さ
れ
た
。
同
書
。

（
二
二
）  

H
o
fsted

e d
e G

ro
o
t, D

ie U
rku

n
d
en

 ü
b
er R

em
b
ran

d
t, 1906, N

r. 169.

参
照
。

（
二
三
）  

A
. B

red
iu

s in
 O

u
d
 H

o
llan

d
 X

X
V
II, 1908, S. 222

お
よ
びC

. N
eu

m
an

n
, R

em
b
ran

d
t,. 3. A

u
fl
., 1922, S. 444

参
照
。

（
二
四
）  

V
asari, ed

. M
ilan

esi, IV
, S. 115.

（
二
五
）  

エ
ル
ミ
タ
ー
ジ
ュ
「
カ
タ
ロ
グ
」
八
〇
二
番
のSo

m
o
ff

に
拠
る
。
彼
は
束
縛
さ
れ
た
ア
モ
ル
を
「
金
で
買
え
る
愛
の
象
徴
」

Sym
b
o
le d

e l’am
o
u
r vén

al
と
説
明
す
る
。

（
二
六
）  

R
o
sch

er

お
よ
びP

au
ly-W

isso
w

a, a. a. O
., s. v. D

an
ae

参
照
。

（
二
七
）  

ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
『
神
の
国
』
第
二
巻
七
。

（
二
八
）  

古
典
古
代
の
壁
画
に
つ
い
て
は
次
を
参
照
。S. R

ein
ach

, R
ep

. d
e P

ein
tu

res G
recq

u
es et R

o
m

ain
es, 1922, S, 1ff.

ベ

ル
リ
ン
の
掻
き
絵
に
関
し
て
は
、Marc R

o
sen

b
erg, V

o
n
 P

aris vo
n
 Tro

ja b
is zu

m
 K
ōn

ig vo
n
 M

ercia, 1930, S. 59f.

参
照
。

（
二
九
）  

P. M
eyer, R

o
m

an
ia X

IV
, 1885, S. 1ff.

お
よ
び
特
にH

. O
. So

m
m

er, T
h
e R

ecu
eyll o

f th
e H

isto
ryes o

f T
ro

ye, 

1984

参
照
。

（
三
〇
）  

H
. Lieb

esch
ü
tz, Fu

lgen
tiu

s M
etafo

ralis, Stu
d
. d

. B
ib

l. W
arb

u
rg IV

, 1926, S. 56, 116

参
照
。
図
版
８
。　

（
三
一
）  

J. v. Sch
lo

sser, in
 Jah

rb
. d

. A
llerh

. K
aiserh

. X
X
III, 1902, S. 311

お
よ
び
図
版V

II, X
X
II

さ
ら
にM

arc R
o
sen

b
erg, 

a. a. O
.

参
照
。

（
三
二
）  

例
え
ば
、M

yth
o
lo

grap
h
u
s II, N

r.  110 A
d
h
ib

en
s p

aellas cu
sto

d
ies.

（
三
三
）  

P
aris, B

ib
l. N

at., in
s. fr. 22552, fo

l. 43, 45, 49.
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（
三
四
）  

出
典
は
明
ら
か
に
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
『
神
の
国
』
第
十
八
巻
十
三
．
ヤ
ン
・
ホ
サ
ー
ル
ト
が
フ
ル
ゲ
ン
テ
ィ
ウ
ス
の
『
隠
喩
法
』

の
表
象
様
式
に
負
っ
て
い
る
こ
と
は
議
論
の
余
地
が
な
い
。
彼
に
お
い
て
は
黄
金
の
雨
が
、
次
々
と
雫
と
な
っ
て
、
垂
直
に
流
れ
落

ち
な
が
ら
、
ま
さ
に
地
味
な
服
装
で
座
っ
て
い
る
ダ
ナ
エ
ー
に
注
ぐ
。
彼
女
の
上
で
結
ば
れ
た
半
円
状
の
居
間
は
窓
の
眺
め
の
特
徴

に
よ
っ
て
、
相
変
わ
ら
ず
古
い
テ
ク
ス
ト
のSitu

 su
b
lim

ata

の
記
憶
を
前
提
に
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

（
三
五
）  
（
原
文
）　

Si D
an

ae au
ri lp

u
via p

raegn
an

s a Jo
ve claret, C

u
r sp

iritu
 san

cto
 gravid

a V
irgo

 n
o
n
 gen

eraret ? 
こ
れ
に
関
す
る
出
典
は
、「
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
『
神
の
国
』
第
二
十
章
七
（
第
二
章
七
の
間
違
い
。
注
二
十
七
参
照
）、
テ
レ
ン
テ

ィ
ウ
ス
『
宦
官
』E

u
n
u
ch

u
s

お
よ
び
オ
ウ
ィ
デ
ィ
ウ
ス
『
変
身
物
語
』 M

etam
o
rp

h
o
ses

」。

（
三
六
）  

シ
ュ
ー
プ
リ
ン
グ
の
カ
ッ
ソ
ー
ニ
作
品
の
中
で
は
、
唯
一
、
見
た
所
ま
さ
に
疑
わ
し
い
例
が
引
用
さ
れ
て
い
る
が
（
五
〇
二
／

五
〇
三
番
）、そ
れ
に
関
し
て
は
よ
り
詳
細
な
記
述
も
写
真
も
入
手
不
可
能
で
あ
っ
た
。フ
ァ
ル
ネ
シ
ナ
別
荘
の
小
さ
な
フ
リ
ー
ズ
（
装

飾
帯
）
の
中
の
バ
ル
ダ
サ
ー
レ
・
ペ
ル
ッ
チ
の
ダ
ナ
エ
ー
描
写
は
、
本
質
的
に
、
わ
れ
わ
れ
の
図
版
一
五
に
よ
っ
て
代
表
さ
れ
る
よ

う
に
、
中
世
タ
イ
プ
の
ル
ネ
サ
ン
ス
向
き
改
造
に
す
ぎ
な
い
。

（
三
七
）  

ル
イ
・
ド
・
ブ
ー
ロ
ー
ニ
ュLo

u
is d

e B
o
u
lo

gn
e

の
絵
（『
芸
術
』Les A

rts

の
挿
絵
、
一
九
〇
五
年
、
四
三
お
よ
び
四
五
番
。

ジ
ッ
タ
ー
・
ヤ
ン
セ
ン
夫
人
の
ご
指
摘
に
拠
る
）
とP. C

azes, L. D
esp

laces

の
版
画
を
参
照
。
周
知
の
よ
う
に
、
コ
レ
ッ
ジ
ョ
の

ダ
ナ
エ
ー
は
君
主
フ
ィ
リ
プ
・
フ
ォ
ン
・
オ
ル
レ
ア
ン
の
所
有
で
あ
る
。

（
三
八
）  

S. R
ein

ach

、R
ép

erto
ire d

u
 M

o
yen

-A
ge et d

e la R
en

aissan
ce, 1923, V

I, S. 200

参
照
。

（
三
九
）  

R
ein

ach
, S. 202, Frö

h
lich

-B
u
m

, D
ed

alo
 X

, 1929 / 30, S. 369

参
照
。

（
四
〇
）  

B
u
rl.M

ag. X
X
X
V
II, 1920, S. 131

参
照
。

（
四
一
）  

C
arlo

 R
id

o
lfi

, Le M
araviglie d

ell’A
rte (ed

. D
. v. H

ad
eln

 1914), I, S. 178f

参
照
。

（
四
二
）  

す
で
にC

ro
w

e

お
よ
びC

avalcaselle

が
そ
う
で
あ
る
。T

izian
 (D

tsch
. A

u
s. vo

n
 Jo

rd
an

 1877, S. 470)

。

（
四
三
）  

工
房
コ
ピ
ー
（
そ
れ
は
ナ
ポ
リ
の
構
図
を
後
の
幾
つ
か
の
特
徴
と
混
交
し
た
も
の
を
示
し
て
い
る
）
はD

. v. H
ad

eln
 in

 

B
u
rlin

gto
n
 M

ag. X
LV

III, 1926, S. 78ff.

に
よ
っ
て
本
物
と
し
て
公
刊
さ
れ
た
。

（
四
四
）  

D
resd

en
, K

atal. -N
r. 324.

と
こ
ろ
で
、
テ
ィ
ツ
ィ
ア
ー
ノ
の
ナ
ポ
リ
の
ダ
ナ
エ
ー
も
や
は
り
、
何
度
も
ヴ
ェ
ヌ
ス
と
し
て
複

写
さ
れ
た
。D

resd
en

, K
atal. -N

r. 288

の
匿
名
者
お
よ
び
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
・
ア
カ
デ
ミ
ー
のC

o
n
tarin

i

が
そ
れ
で
あ
る
。
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（
四
五
）  

一
六
五
六
年
の
明
細
目
録
が
そ
う
で
あ
る
。
同
、
八
一
、八
三
、二
〇
九
、二
三
二
番
。

（
四
六
）  

後
に
私
は
次
の
事
が
分
か
っ
た
。
す
で
に
Ｗ
・
ド
ロ
ス
トD

ro
st

は
芸
術
学
便
覧
、「
ゲ
ル
マ
ン
の
国
々
に
お
け
る
バ
ロ
ッ
ク
絵
画
」

一
五
九
頁
に
お
い
て
、
ア
ン
ニ
バ
ー
レ
・
カ
ラ
ッ
チ
の
ダ
ナ
エ
ー
に
関
し
て
印
象
的
な
指
摘
を
し
て
い
る
。

（
四
七
）  

人
は
こ
う
主
張
し
て
よ
い
、
す
な
わ
ち
、
レ
ー
ニ
は
、
マ
ニ
エ
リ
ス
ム
の
積
極
的
な
偉
業
を
バ
ロ
ッ
ク
の
中
へ
救
い
出
す
こ
と
が

で
き
た
唯
一
の
偉
大
な
イ
タ
リ
ア
の
バ
ロ
ッ
ク
画
家
で
あ
る
、
と
。
そ
れ
は
美
し
い
印
象
を
も
つ
エ
ロ
ス
と
ア
ン
テ
ロ
ス
の
絵
ば
か

り
で
は
な
く
、
ま
さ
し
く
カ
ラ
ッ
チ
の
模
範
と
の
比
較
を
促
す
ヴ
ェ
ヌ
ス
に
も
現
れ
て
い
る
。
ヴ
ェ
ヌ
ス
の
緊
張
し
た
ス
マ
ー
ト
さ
、

リ
ズ
ミ
カ
ル
に
張
り
つ
め
た
輪
郭
、
殆
ど
ゴ
シ
ッ
ク
化
し
た
脚
の
交
差
、
そ
し
て
本
来
的
に
は
対
向
す
る
腕
の
動
き
は
、
お
そ
ら
く

ブ
ロ
ン
ズ
ィ
ー
ノ
あ
る
い
は
ウ
テ
ヴ
ァ
ー
ル
を
想
起
さ
せ
る
。

（
四
八
）  

ゲ
ッ
セ
マ
ネ
の
腐
食
銅
版
画
Ｂ
七
五
に
お
け
る
台
付
き
杯
の
排
除
に
つ
い
て
は
、F. Sch

m
id

t-D
egen

er

の
『
レ
ン
ブ
ラ
ン
ト
と

オ
ラ
ン
ダ
・
バ
ロ
ッ
ク
』
の
輝
か
し
い
分
析
を
参
照
、Stu

d
. d

. B
ib

l. W
arb

u
rg IX

, 1928, S. 18f.

（
四
九
）  

私
が
こ
の
瞬
間
目
の
前
に
し
て
い
る
「
テ
ィ
ツ
ィ
ア
ー
ノ
風
」
由
来
の
ダ
ナ
エ
ー
描
写
の
中
、
乳
母
を
放
棄
し
て
い
る
の
は
、
ア

ン
ニ
バ
ー
レ
・
カ
ラ
ッ
チ
の
三
点
の
み
で
あ
る
。
彼
は
明
ら
か
に
、
そ
し
て
分
か
り
や
す
い
理
由
か
ら
、
あ
ま
り
に
「
風
俗
的
」
な

モ
テ
ィ
ー
フ
を
ふ
た
た
び
排
除
す
る
端
緒
を
つ
く
っ
た
。

（
五
〇
）  

E
. W

ald
m

an
n

に
よ
っ
て
公
刊
さ
れ
た
。M

o
n
atsh

efte f. K
u
n
stw

iss. I, 1908, S. 436ff.

（
五
一
）  

ブ
ラ
ウ
ン
シ
ュ
ヴ
ァ
イ
グ
の
絵
、Sh

. R
o
sen

th
al

の
挿
絵
、
同
書
、
挿
絵
四
．

（
五
二
）  

M
yth

o
grap

h
u
s III (ed

. B
o
d
e, a. a. O

.), cap
. 3, 5

が
そ
う
で
あ
る
。

訳
注

（
１
）  

原
題
はD

er gefesselte E
ro

s (Z
u
r G

en
ealo

gie vo
n
 R

em
b
ran

d
ts D

an
ae)

。E
rw

in
 P

an
o
fsky, D

eu
tsch

sp
rach

ige 

A
u
fsätze, II, h

rsg. vo
n
 K

aren
 M

ich
els u

n
d
 M

artin
 W

arn
ke, A

kad
em

ie V
erlag, B

erlin
, 1998, S. 944-970.

「
古
き

オ
ラ
ン
ダ
」O

u
d
-H

o
llan

d

五
〇
（
一
九
三
三
年
、
一
九
三
―
二
一
七
頁
）
に
発
表
さ
れ
た
。
ヴ
ァ
ル
タ
ー
・
フ
リ
ー
ト
レ
ン
ダ
ー
生

誕
六
五
年
（
一
九
三
二
年
）
の
た
め
の
印
刷
さ
れ
な
か
っ
た
記
念
論
文
（
四
八
三
―
五
二
六
頁
）
初
出
。
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（
２
）  

パ
ウ
サ
ニ
ア
スP

au
san

ias

（
リ
ュ
デ
ィ
アLyd

ia

の
）。
紀
元
後
二
世
紀
の
ギ
リ
シ
ア
の
歴
史
家
、
旅
行
家
。
ギ
リ
シ
ア
、
ロ
ー
マ
、

イ
タ
リ
ア
、
パ
レ
ス
テ
ィ
ナ
な
ど
を
旅
し
て
、『
ギ
リ
シ
ア
案
内
記
』P

eriegesis tes H
ellad

o
s

十
巻
を
著
し
た
。
邦
訳
、『
ギ
リ
シ

ア
案
内
記
』
馬
場
恵
二
訳
、
岩
波
文
庫
、
上
、
一
九
九
一
年
、
下
、
一
九
九
二
年
。
但
し
第
一
・
二
・
十
巻
の
み
。

（
３
）  
「
エ
ロ
ス
と
ア
ン
テ
ロ
ス
」、
出
典
は
前
掲
パ
ウ
サ
ニ
ア
ス
『
ギ
リ
シ
ア
案
内
記
』
第
六
巻
。

（
４
）  
パ
ノ
フ
ス
キ
ー
の
論
文
に
は
出
典
箇
所
が
明
記
さ
れ
て
い
な
い
が
、
ダ
ン
テ
『
神
曲
』「
地
獄
篇
」
第
五
歌
、
一
〇
三
行
。
独
語
訳

で
はLieb

e, d
er kein

 G
elieb

tes en
tgeh

en

と
な
っ
て
い
る
。
有
名
な
「
パ
オ
ロ
と
フ
ラ
ン
チ
ェ
ス
カ
」
物
語
の
一
節
。

（
５
）  

カ
ラ
ッ
チC

arracci

、
ア
ン
ニ
バ
ー
レA

n
n
ib

ale

、
一
五
六
〇
―
一
六
〇
九
年
、
イ
タ
リ
ア
の
画
家
、
版
画
家
。
フ
ァ
ル
ネ
ー
ゼ

宮
殿
の
壁
画
は
代
表
作
の
一
つ
。

（
６
）  

セ
ル
ウ
ィ
ウ
スServiu

s

、
マ
ウ
ル
ス
・
ホ
ノ
ラ
ト
ゥ
スM

au
ru

s H
o
n
o
ratu

s

、
四
世
紀
の
ロ
ー
マ
の
文
法
家
。
ウ
ェ
ル
ギ
リ
ウ

ス
作
品
の
注
釈
を
著
し
た
。　

（
７
）  

ア
ル
チ
ア
ー
テ
ィA

lciati
、
ア
ン
ド
レ
アA

n
d
rea

一
四
九
二
―
一
五
五
〇
年
、
イ
タ
リ
ア
の
コ
モ
近
郊
の
出
身
。
ラ
テ
ン
語
名

A
n
d
reas A

lciatu
s

。『
エ
ン
ブ
レ
ム
集
』E

m
b
lem

ata

、
初
版
一
五
三
一
年
を
刊
行
し
た
。

（
８
）  

プ
ロ
ク
ロ
スP

ro
klo

s

、
四
一
〇
（
一
一
）
―
四
八
五
年
、
ギ
リ
シ
ア
の
哲
学
者
。
コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ノ
ー
プ
ル
出
身
。
新
プ
ラ
ト

ン
主
義
の
最
期
の
代
表
者
。

（
９
）  

ベ
ロ
ー
リB

ello
ri

、
ジ
ョ
ヴ
ァ
ン
ニ
・
ピ
エ
ト
ロG

io
van

n
i P

ietro

、
一
六
一
三
―
一
六
九
六
年
。
イ
タ
リ
ア
の
美
術
史
家
、
同

時
代
の
芸
術
家
の
伝
記
『
画
家
、
彫
刻
家
、
建
築
家
の
伝
記
』Le vite d

e’p
itto

ri, scu
lp

to
ri ed

 arch
itetti m

o
d
ern

i, 1672

を

著
し
た
。

（
10
）  

レ
ー
ニR

en
i

、
グ
イ
ドG

u
id

o

、
一
五
七
五
―
一
六
四
二
年
、
イ
タ
リ
ア
の
画
家
、
版
画
家
。
ボ
ロ
ー
ニ
ャ
派
の
巨
匠
、
新
古
典

主
義
の
代
表
者
。

（
11
）  

バ
リ
ョ
ー
ネ B

aglio
n
e

、
ジ
ョ
ヴ
ァ
ン
ニG

io
van

n
i

一
五
七
三
―
一
六
四
四
年
、
イ
タ
リ
ア
の
画
家
、
美
術
家
。

（
12
）  

魂
の
闘
い
、徳
と
悪
徳
の
葛
藤
。
古
代
ロ
ー
マ
の
詩
人
プ
ル
デ
ン
テ
ィ
ウ
スP

ru
d
en

tiu
s

（
三
四
八
―
四
一
〇
年
頃
）は
彼
の
作
品『
霊

魂
を
め
ぐ
る
戦
い
』Psych

o
m

ach
ia

の
中
で
、キ
リ
ス
ト
教
の
徳
と
異
教
の
悪
徳
と
の
死
闘
を
、〈
純
潔
〉
と
〈
情
欲
〉、〈
謙
遜
〉
と
〈
傲

慢
〉
等
の
戦
い
と
し
て
、
文
学
的
・
劇
的
に
表
現
し
た
。Lexiko

n
 d

er K
u
n
st, B

d
.7, S. 443-445, T

u
gen

d
en

.
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（
13
）  

ペ
ト
ラ
ル
カP

etrarca

、
フ
ラ
ン
チ
ェ
ス
コFran

cesco

、
一
三
〇
四
―
一
三
七
四
年
、
イ
タ
リ
ア
人
文
主
義
の
代
表
的
詩
人
。
彼

の
詩
集
『
カ
ン
ツ
ォ
ニ
エ
ー
レ
』Can

zo
n
iere

は
そ
の
後
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
恋
愛
抒
情
詩
の
範
と
な
っ
た
。『
凱
旋
』T

rio
n
fi

は
愛
の
神

﹇
ク
ピ
ド
﹈、
徳
、
死
等
の
勝
利
を
謳
う
未
完
作
品
。

（
14
）  

レ
ン
ブ
ラ
ン
トR

em
b
ran

d
t

、
フ
ァ
ン
・
レ
イ
ン van

 R
ijn

、
一
六
〇
六
―
一
六
六
九
年
、
オ
ラ
ン
ダ
の
画
家
、
銅
版
画
家
。『
ダ

ナ
エ
ー
』（
一
六
三
六
年
）
は
サ
ン
ク
ト
・
ペ
テ
ル
ブ
ル
ク
の
エ
ル
ミ
タ
ー
ジ
ュ
美
術
館
蔵
。

（
15
）  
メ
ッ
サ
リ
ナM

essalin
a

、
ヴ
ァ
レ
リ
アV

aleria

、
二
五
年
頃
―
四
八
年
没
、
ロ
ー
マ
皇
帝
ク
ラ
ウ
デ
ィ
ウ
ス
の
最
初
の
妃
。
娘
オ

ク
タ
ヴ
ィ
ア
、
息
子
ブ
リ
タ
ニ
ク
ス
を
生
む
。
愛
人
と
の
陰
謀
を
発
見
さ
れ
、
死
罪
に
処
せ
ら
れ
た
。

（
16
）  

セ
メ
レ
ーSem

ele

、
カ
ド
モ
ス
と
ハ
ル
モ
ニ
ア
の
娘
、
ゼ
ウ
ス
に
愛
さ
れ
て
子
を
孕
ん
だ
が
、
へ
ー
ラ
ー
に
欺
か
れ
、
ゼ
ウ
ス
の

雷
光
に
撃
た
れ
て
死
ん
だ
。
神
は
胎
児
を
火
中
か
ら
救
っ
た
。
こ
れ
が
デ
ィ
オ
ニ
ュ
ソ
ス
で
あ
る
。

（
17
）  

ア
ビ
ガ
イ
ルA

b
igail

、
農
夫
ナ
バ
ル
の
賢
く
美
し
い
妻
、
夫
の
死
後
、
ダ
ヴ
ィ
デ
王
の
妃
の
一
人
と
な
っ
た
（『
サ
ム
エ
ル
記
』
一
、

二
五
）。

（
18
）  

ポ
テ
ィ
フ
ァ
ルP

o
tip

h
ar

、
エ
ジ
プ
ト
王
の
侍
従
長
、
ヨ
セ
フ
を
ミ
デ
ア
ン
の
隊
商
か
ら
奴
隷
と
し
て
買
い
取
っ
た
。
彼
の
妻
は
ヨ

セ
フ
を
誘
惑
し
失
敗
、
逆
恨
み
で
ヨ
セ
フ
を
獄
に
入
れ
た
。

（
19
）  

ヘ
レ
ナ
（
ヘ
レ
ネ
ー
）H

elen
e

、
ゼ
ウ
ス
と
レ
ー
ダ
ー
の
娘
、
絶
世
の
美
人
と
な
っ
た
。
ス
パ
ル
タ
王
メ
ネ
ラ
ー
オ
ス
の
妻
と
な

っ
た
が
、
ト
ロ
イ
ア
の
王
子
パ
リ
ス
に
誘
拐
さ
れ
、
ト
ロ
イ
ア
戦
争
が
起
き
た
。

（
20
）  

デ
ィ
ド
―D
id

o

、
ウ
ェ
ル
ギ
リ
ウ
ス
の
叙
事
詩
『
ア
エ
ネ
ー
イ
ス
』A

en
eis

に
登
場
す
る
カ
ル
タ
ゴ
の
女
王
。
ト
ロ
イ
ア
の
英
雄

ア
イ
ネ
イ
ア
ー
ス
と
結
ば
れ
る
が
、
ユ
ピ
テ
ル
の
命
令
で
英
雄
が
ロ
ー
マ
へ
去
っ
た
あ
と
、
火
葬
壇
で
自
殺
し
た
。

（
21
）  

レ
ン
ブ
ラ
ン
ト
の
エ
マ
オ
絵
画
、『
エ
マ
オ
の
晩
餐
』（『
エ
マ
オ
の
キ
リ
ス
ト
』）
は
一
六
四
八
年
作
。
ル
ー
ヴ
ル
美
術
館
蔵
。
エ
マ

オ
は
復
活
の
日
に
キ
リ
ス
ト
が
二
人
の
弟
子
と
夕
食
を
共
に
し
た
エ
ル
サ
レ
ム
近
郊
の
村
（「
マ
ル
コ
に
よ
る
福
音
書
」
一
六
章
／
「
ル

カ
に
よ
る
福
音
書
」
二
四
章
）。

（
22
）  

オ
ウ
ィ
デ
ィ
ウ
スO

vid
iu

s

・
ナ
ソN

aso

、
プ
ー
ブ
リ
ウ
スP

u
b
liu

s
紀
元
前
四
三
―
紀
元
後
一
七
年
、
ロ
ー
マ
の
詩
人
、『
変
身

物
語
』M

etam
o
rp

h
o
ses

（
一
五
巻
）
は
ギ
リ
シ
ア
神
話
の
集
大
成
、
後
世
に
豊
か
な
題
材
を
提
供
し
た
。　

（
23
）  

テ
レ
ン
テ
ィ
ウ
スT

eren
tiu

s

・
ア
ー
フ
ェ
ルA

fer

、
プ
ー
ブ
リ
ウ
スP

u
b
liu

s
、
紀
元
前
一
九
五
頃
―
五
九
年
、
ロ
ー
マ
の
喜
劇
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詩
人
。
カ
ル
タ
ゴ
生
ま
れ
、『
宦
官
』E

u
n
u
ch

u
s

は
紀
元
前
一
六
一
年
作
。

（
24
）  

ヒ
ュ
ギ
ー
ヌ
スH

ygin
u
s

、
ガ
イ
ウ
ス
・
ユ
ー
リ
ウ
スG

aiu
s Ju

liu
s

、
紀
元
前
六
四
頃
―
紀
元
後
一
七
年
、
ス
ペ
イ
ン
人
、
ロ
ー

マ
の
学
者
・
著
述
家
。
ア
ウ
グ
ス
ト
ゥ
ス
帝
の
解
放
奴
隷
で
、
オ
ウ
ィ
デ
ィ
ウ
ス
の
師
。『
ギ
リ
シ
ア
神
話
集
』Fab

u
lae

松
田
治
・

青
山
照
男
訳
、
講
談
社
学
術
文
庫
、
二
〇
一
〇
（
二
〇
〇
五
年
）。

（
25
）  
ア
ポ
ロ
ド
ー
ロ
スA

p
o
llo

d
o
ro

s

、
紀
元
前
一
世
紀
の
ギ
リ
シ
ア
の
文
法
家
、『
ギ
リ
シ
ア
神
話
』B

ib
lio

th
eke

高
津
春
繁
訳
、
岩

波
文
庫
、
二
〇
〇
九
（
一
九
五
三
）
年
。

（
26
）  

フ
ル
ゲ
ン
テ
ィ
ウ
スFu

lgen
tiu

s

、
フ
ァ
ビ
ウ
ス
・
プ
ラ
ン
キ
ア
デ
スFab

iu
s P

lan
ciad

es

五
世
紀
末
、
ス
ペ
イ
ン
の
神
話
作
者
、

ウ
ェ
ル
ギ
リ
ウ
ス
の
寓
意
的
解
釈
で
知
ら
れ
る
。

（
27
）  

ホ
ラ
テ
ィ
ウ
スH

o
ratiu

s

・
フ
ラ
ッ
ク
スFlaccu

s

、ク
ウ
ィ
ン
ト
スQ

u
in

tu
s

紀
元
前
六
五
―
紀
元
前
八
年
、ロ
ー
マ
の
詩
人
、『
歌

章
』C

arm
in

a

全
四
巻
は
紀
元
前
二
三
年
作
。

（
28
）  

ロ
ド
ス
の
ア
ポ
ロ
ニ
オ
スA

p
o
llo

n
io

s vo
n
 R

h
o
d
o
s

、
紀
元
前
二
九
五
頃
―
二
一
五
年
頃
、
ギ
リ
シ
ア
の
叙
事
詩
人
。
ア
レ
ク

サ
ン
ド
レ
イ
ア
出
身
、
代
表
作
は
『
ア
ル
ゴ
ー
船
物
語
』A

rgo
n
au

tica

四
巻
。

（
29
）  

ボ
ッ
カ
ッ
チ
ョB

o
ccaccio

、
ジ
ョ
ヴ
ァ
ン
ニG

io
van

n
i

、
一
三
一
三
―
一
三
七
五
年
、
イ
タ
リ
ア
の
作
家
、『
デ
カ
メ
ロ
ン
』

D
ecam

ero
n

（
一
三
四
八
―
五
三
年
）
他
、『
神
々
の
系
譜
』G

en
ealo

gia D
eo

ru
m

（
一
三
五
〇
―
七
五
年
）
等
の
ラ
テ
ン
語
作
品

が
あ
る
。

（
30
）  

ア
ウ
ト
リ
ュ
ク
スA

u
to

lycu
s

、
ヘ
ル
メ
ス
と
キ
オ
ネ
の
子
、
盗
み
と
詐
欺
の
名
人
。
ア
ル
ゴ
ー
遠
征
に
参
加
し
た
。
前
述
ア
ポ
ロ

ド
ー
ロ
ス
『
ギ
リ
シ
ア
神
話
』
等
参
照
。

（
31
）  

原
文　

Situ
 su

b
lim

ata, m
o
en

ib
u
s vallata, egestate sata, agm

in
e stip

ata, p
ro

le fecu
n
d
ate, au

ro
 vio

late.

（
32
）  

ホ
サ
ー
ル
トG

o
ssaert

、
ヤ
ンJan

、
一
四
七
八
―
一
五
三
二
年
、
オ
ラ
ン
ダ
の
画
家
。
一
五
〇
八
年
に
ロ
ー
マ
へ
行
き
、
帰
国
後
、

イ
タ
リ
ア
を
模
範
と
し
た
オ
ラ
ン
ダ
絵
画
のR

o
m

an
ism

u
s

の
創
始
者
と
な
っ
た
。『
ダ
ナ
エ
ー
』
は
一
五
二
七
年
作
、
ミ
ュ
ン
ヘ
ン
、

ア
ル
テ
・
ピ
ナ
コ
テ
ー
ク
蔵
。

（
33
）  

ア
ッ
シ
ジA

ssisi

の
サ
ン
・
フ
ラ
ン
チ
ェ
ス
コSan

 Fran
cesco

聖
堂
の
上
堂
に
は
ジ
ョ
ッ
トG

io
tto

・
デ
ィ
・
ボ
ン
ド
ー
ネd

i 

B
o
n
d
o
n
e

（
一
二
六
六
﹇
七
六
﹈
―
一
三
三
七
年
）
の
「
聖
フ
ラ
ン
チ
ェ
ス
コ
伝
」、
下
堂
に
「
貞
淑
の
寓
意
」
等
が
描
か
れ
た
。
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（
34
）  

聖
カ
タ
リ
ナ
、
ア
レ
ク
サ
ン
ド
リ
ア
のK

ath
arin

a vo
n
 A

lexan
d
rien

、
キ
プ
ロ
ス
王
の
娘
で
、
マ
ク
シ
ミ
ヌ
ス
帝
の
治
下
、

三
〇
七
年
に
ア
レ
ク
サ
ン
ド
リ
ア
で
拷
問
を
受
け
斬
首
さ
れ
た
。

（
35
）  

聖
バ
ル
バ
ラ
、
ニ
コ
メ
デ
ィ
ア
の
、B

arb
ara vo

n
 N

iko
m

ed
ien

、
三
世
紀
頃
の
ニ
コ
メ
デ
ィ
ア
（
コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ノ
ー
プ
ル

の
東
）
の
異
教
徒
デ
ィ
オ
ス
ク
ロ
ス
の
娘
で
、
キ
リ
ス
ト
教
に
改
宗
し
た
た
め
、
父
親
に
よ
っ
て
塔
に
閉
じ
込
め
ら
れ
、
拷
問
を
受
け
、

斬
首
さ
れ
た
。

（
36
）  
コ
レ
ッ
ジ
ョ
の
ボ
ル
ゲ
ー
ゼ
の
絵
（
＝
「
ダ
ナ
エ
ー
」）　

マ
ン
ト
ヴ
ァ
公
フ
ェ
デ
リ
コ
・
ゴ
ン
ザ
ー
ガ
二
世
か
ら
皇
帝
カ
ー
ル
五
世

に
贈
呈
さ
れ
た
作
品
の
一
つ
。
後
述
「
レ
ダ
」
と
対
を
成
す
。
様
々
な
変
遷
の
あ
と
、
一
八
二
七
年
頃
、
イ
ギ
リ
ス
の
蒐
集
家
を
経
て
、

パ
リ
で
カ
ミ
ッ
ロ
・
ボ
ル
ゲ
ー
ゼ
に
買
い
取
ら
れ
た
（「
世
界
美
術
大
全
集
」
第
十
三
巻
「
イ
タ
リ
ア
・
ル
ネ
サ
ン
ス
」
３
、
小
学
館
、

二
〇
〇
〇
（
一
九
九
二
）
年
、
四
四
八
―
四
四
九
頁
（
森
田
義
之
「
解
説
」
参
照
）。

（
37
）  

ス
キ
ァ
ヴ
ォ
ー
ネ
、
グ
レ
ゴ
リ
オSch

iavo
n
e, G

rego
rio

、
一
四
三
四
―
一
五
〇
四
年
、
イ
タ
リ
ア
の
画
家
、
Ｆ
・
ス
ク
ア
ル
チ

オ
ー
ネSq

u
arcio

n
e

の
弟
子
。
パ
ド
ヴ
ァ
と
ダ
ル
マ
チ
ア
で
活
躍
し
た
。

（
38
）  

プ
リ
マ
テ
ィ
ッ
チ
ョ
、
フ
ラ
ン
チ
ェ
ス
コP

rim
aticcio

,Fran
cesco

、
一
五
〇
四
―
一
五
七
〇
年
、
イ
タ
リ
ア
の
画
家
、
建
築
家
、

彫
刻
家
、
フ
ラ
ン
ス
の
フ
ラ
ン
ソ
ア
一
世
に
招
か
れ
て
、
パ
リ
郊
外
の
フ
ォ
ン
テ
ー
ヌ
ブ
ロ
ー
で
王
宮
の
装
飾
等
の
仕
事
を
し
た
。

（
39
）  

ノ
ッ
テN

o
tte

（
伊
語
「
夜
」）、
コ
レ
ッ
ジ
ョ
の
『
羊
飼
い
の
礼
拝
』
の
別
名
「
ラ
・
ノ
ッ
テ
」La N

o
tte

、
一
五
二
九
―
三
〇
年

頃
の
作
品
。

（
40
）  

ミ
ケ
ラ
ン
ジ
ェ
ロ
の
ア
ダ
ム
、
シ
ス
テ
ィ
ー
ナ
礼
拝
堂
の
天
井
画
（
一
五
〇
八
―
一
五
一
二
年
）
の
一
つ
「
ア
ダ
ム
の
創
造
」。

（
41
）  

プ
ラ
ク
シ
テ
レ
スP

raxiteles

、
紀
元
前
四
世
紀
中
頃
の
ギ
リ
シ
ア
の
彫
刻
家
、
主
に
ア
テ
ナ
イ
で
制
作
し
た
。『
ク
ニ
ド
ス
の
ア
フ

ロ
デ
ィ
テ
』
等
の
作
品
が
あ
る
。

（
42
）  

ブ
ル
ー
マ
ー
ル
ト
、
ア
ブ
ラ
ハ
ムB

lo
em

art, A
b
rah

am
、
一
五
六
四
―
一
六
五
一
年
、
オ
ラ
ン
ダ
の
画
家
、
主
に
ユ
ト
レ
ヒ
ト

で
宗
教
画
や
神
話
画
を
制
作
し
た
。

（
43
）  

ホ
ル
ツ
ィ
ー
ユ
ス
、
ヘ
ン
ド
リ
ッ
クG

o
ltziu

s, H
en

d
rick

、
一
五
五
八
―
一
六
二
七
年
、
オ
ラ
ン
ダ
の
画
家
、
銅
版
画
家
、

一
五
九
〇
／
九
一
年
に
イ
タ
リ
ア
に
滞
在
し
て
、
古
代
や
ミ
ケ
ラ
ン
ジ
ェ
ロ
等
の
作
品
を
模
写
し
た
。

（
44
）  

ウ
テ
ヴ
ァ
ー
ル
、
ヨ
ア
ヒ
ムW

tew
ael, Jo

ach
im

、
一
五
六
六
―
一
六
三
八
年
、
オ
ラ
ン
ダ
の
画
家
、
一
五
八
六
―
九
一
年
、
パ
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ド
ヴ
ァ
と
フ
ラ
ン
ス
に
滞
在
し
、
後
期
マ
ニ
エ
リ
ス
ム
様
式
で
、
神
話
画
や
寓
意
画
を
制
作
し
た
。

（
45
）  

ゲ
ッ
セ
マ
ネG

eth
sem

an
e

エ
ル
サ
レ
ム
東
方
の
オ
リ
ー
ヴ
山
の
麓
の
園
、
キ
リ
ス
ト
が
捉
え
ら
れ
る
前
に
最
後
の
祈
り
を
捧
げ
た
。

「
マ
ル
コ
に
よ
る
福
音
書
」
第
十
四
章
他
）。「
杯
」
の
叙
述
が
あ
る
。

（
46
）  

チ
ニ
ャ
―
ニ
、
カ
ル
ロC

ign
an

i, C
arlo

、
一
六
二
八
―
一
七
一
九
年
、
イ
タ
リ
ア
の
画
家
、
レ
ー
ニ
の
影
響
を
受
け
た
。
ボ
ロ
ー

ニ
ャ
派
の
最
後
の
巨
匠
。

（
47
）  
ボ
ル
、
フ
ェ
ル
デ
ィ
ナ
ン
ドB

o
l, Ferd

in
an

d

、
一
六
一
六
―
一
六
八
〇
年
、
オ
ラ
ン
ダ
の
画
家
、
銅
版
画
家
、
レ
ン
ブ
ラ
ン
ト
に

師
事
し
た
。

付
記

＊
本
稿
は
、
本
学
「
グ
ロ
ー
カ
ル
研
究
」
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
研
究
成
果
の
一
つ
と
し
て
発
表
す
る
も
の
で
あ
る
。


