
テ
ィ
ツ
ィ
ア
ー
ノ
の
﹁
聖
愛
と
俗
愛
﹂
の
解
釈
に
寄
せ
て（
１
）

エ
ル
ヴ
ィ
ン
・
パ
ノ
フ
ス
キ
ー　

著

高
木
昌
史　

訳



（2）

テ
ィ
ツ
ィ
ア
ー
ノ
の
﹁
聖
愛
と
俗
愛
﹂（
図
版
１
）
を
扱
っ
た
従
来
の
解
釈

の
試
み
か
ら（
一
）受
け
る
印
象
で
は
、
そ
の
場
面
を
古
典
古
代
の
神
話
や
同
時

代
の
叙
事
詩
の
特
定
の
個
別
的
事
件
に
関
連
さ
せ
る
の
は
成
功
し
な
い
で
あ
ろ

う
。
ま
た
他
方
、
十
六
世
紀
の
記
念
碑
的
絵
画
を
た
ん
な
る
ム
ー
ド
画
あ
る
い

は
風
俗
画
と
解
釈
す
る
こ
と
も
も
ち
ろ
ん
許
さ
れ
な
い
よ
う
に
見
え
る
。
そ
れ

故
、
こ
の
絵
は
﹁
寓
意
的
│
象
徴
的
﹂
表
現
と
し
て
理
解
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
も
そ
の
表
現
は
、
種
類
も
価
値
も
異
な
る
に
も
拘
わ
ら

ず
、
互
い
に
ま
っ
た
く
矛
盾
す
る
わ
け
で
は
な
い
概
念
や
理
想
を
わ
れ
わ
れ
に

呈
示
す
る
よ
う
な
、
│
い
わ
ば
様
々
な
価
値
評
価
を
も
つ
種
類
の
も
の
な
の
で

あ
る
。
こ
れ
は
一
七
〇
〇
年
頃
か
ら
伝
統
的
に
な
っ
た
呼
称（
二
）、
こ
の
絵
が

初
め
て
言
及
さ
れ
る
よ
う
に
見
え
る
名
称
、
す
な
わ
ち
、﹁
飾
り
の
な
い
美
﹂

B
eltà disaornata

と
﹁
飾
ら
れ
た
美
﹂B

eltà ornata

の
名
の
下
に
現
れ
る
。

最
古
の
解
釈
に
関
す
る
報
告（
三
）が
信
頼
の
お
け
る
も
の
だ
と
し
た
ら
、
そ

の
報
告
は
直
ち
に
わ
れ
わ
れ
を
一
歩
前
に
進
め
て
く
れ
る
で
あ
ろ
う
。
つ
ま

り
、﹁
飾
り
の
な
い
美
と
飾
ら
れ
た
美
﹂
と
い
う
呼
称
は
あ
る
特
定
の
見
方
か

ら
解
釈
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
見
方
は
、﹁
自
然
な
美
﹂φ

υσικὸν 

κάλλοѕ

と
﹁
外
来
の
美
﹂ἐπείσακτον κάλλοѕ

と
の
間
の
古
典
古
代
の
対
立

図版 1　ティツィアーノ『聖愛と俗愛』、ローマ、ボルゲーゼ美術館
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（3） ティツィアーノの「聖愛と俗愛」の解釈に寄せて

の
中
で
す
で
に
有
効
に
な
っ
て
い
た
が
、
レ
オ
ー
ネ
・
バ
ッ
テ
ィ
ス
タ
・
ア
ル
ベ
ル
テ
ィ（
２
）は
そ
れ
を
ル
ネ
サ
ン
ス
の
教

義
に
ま
で
高
め
て
い
た
。
要
す
る
に
、﹁
飾
ら
れ
た
も
の
に
対
す
る
飾
ら
れ
な
い
も
の
の
優
位
﹂、﹁
装
飾ornam

entum

に

対
す
る
生
来
の
美pulchritudo innata

の
優
位
﹂
に
関
す
る
学
説
が
そ
れ
だ
。
装
飾
に
は
、
付
加
さ
れ
た
も
の
、
貼
り
付
け

ら
れ
た
も
の
の
性
格
が
付
随
し
て
お
り
、
そ
れ
は
不
完
全
さ
を
隠
蔽
は
出
来
て
も
、
真
の
美
し
さ
を
高
め
る
こ
と
は
出
来
な

い
の
で
、
結
果
、
そ
れ
は
﹁
真
の
存
在
﹂ὄντω

ѕ ὄν

に
対
し
て
何
か
し
ら
﹁
虚
偽
的
な
も
の
﹂
と
し
て
相
対
す
る
こ
と
に

な
る
。﹁
こ
れ
ら
か
ら
私
に
は
以
下
の
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
と
思
う
﹂
と
、
間
違
い
な
く
キ
ケ
ロ
（﹃
神
々
の
本
性
に
つ
い

て
﹄D

e N
atura D

eorum
 I, 7 9

）（
３
）を
想
起
し
な
が
ら
こ
う
語
ら
れ
る
。﹁
美
と
は
あ
た
か
も
︿
自
身
の
も
の
そ
し
て
生
来

の
も
の
﹀
の
よ
う
に
、
身
体
全
体
に
満
た
さ
れ
て
い
る
（
そ
れ
故
に
美
し
い
）
が
、
装
飾
は
、
こ
れ
に
反
し
て
、
生
来
の
も

の
と
い
う
よ
り
は
︿
添
え
ら
れ
組
み
立
て
ら
れ
た
も
の
﹀
の
性
質
を
感
じ
さ
せ
る
﹂（
四
）。

こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
古
い
名
称
は
、
絵
の
寓
意
的
│
象
徴
的
性
格
を
本
当
ら
し
く
見
せ
る
ば
か
り
で
は
な
く
、
そ

れ
を
超
え
て
、
わ
れ
わ
れ
の
見
解
で
は
、
不
当
に
疑
わ
れ
た
事
実
を
確
証
し
て
も
い
る
。
そ
の
結
果
、
寓
意
的
解
釈
の
中
で
、

﹁
飾
り
の
な
い
裸
の
人
物
像
﹂
は
﹁
よ
り
高
い
﹂（
伝
統
的
な
用
語
で
言
え
ば
、﹁
天
上
的
な
﹂）
原
理
を
、
そ
れ
に
対
し
て
、﹁
豊

か
に
飾
ら
れ
衣
服
を
着
た
人
物
像
﹂
は
﹁
よ
り
低
い
（﹁
地
上
的
な
﹂）
原
理
を
代
表
す
る
に
ち
が
い
な
い
。
裸
の
女
性
が
薫

香
皿
（
天
上
の
火
の
器
）
を
持
ち
あ
げ
、
一
方
で
、
衣
服
を
着
た
女
性
が
儚
い
花
を
持
っ
た
片
方
の
手
を
膝
に
置
き
、
他
方

の
手
を
察
す
る
と
こ
ろ
地
上
の
宝
で
満
た
さ
れ
た
金
の
水
盤
で
支
え
て
い
る
の
は
、
以
上
の
理
解
に
合
致
し
て
い
る
。
前
者

﹇
裸
の
女
性
﹈
は
髪
に
白
い
リ
ボ
ン
を
刺
す
だ
け
で
、
一
方
、
後
者
﹇
着
衣
の
女
性
﹈
は
ミ
ル
テ
の
花
環
で
飾
ら
れ
て
い
る
。

（﹁
ミ
ル
テ
の
花
環
は
、
ヴ
ィ
ー
ナ
ス
に
奉
納
さ
れ
て
い
る
た
め
に
、
そ
れ
︿
喜
び
﹀
を
際
立
た
せ
る
。
ヴ
ィ
ー
ナ
ス
が
パ
リ
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（4）

ス
の
審
判
に
姿
を
現
す
と
き
、
こ
の
植
物
﹇
ミ
ル
テ
﹈
の
花
環
で
飾
ら
れ
て
い
た
と
言
わ
れ
て
い
る
﹂（
４
）。
ま
た
左
側
の
風

景
が
世
俗
の
城
と
非
常
に
目
立
つ
場
所
に
描
か
れ
た
一
対
の
兎
あ
る
い
は
家
兎
を
示
し
て
い
る
の
に
対
し
て
（
グ
ス
タ
フ
・

パ
ウ
リ
が
か
つ
て
こ
の
種
類
を
非
常
に
可
愛
ら
し
く
描
い
た
よ
う
な
﹁
ヴ
ィ
ー
ナ
ス
の
動
物
園
の
生
物
﹂）、
わ
れ
わ
れ
は
右

側
に
教
会
の
あ
る
村
と
敬
虔
な
羊
の
群
れ
を
眺
め
る
こ
と
に
な
る
。
最
後
に
、
十
六
世
紀
の
図
像
学
の
文
献
が
﹁
裸
﹂
そ
の

も
の
の
意
味
に
関
し
て
教
示
し
て
い
る
の
も
、
以
上
の
理
解
に
合
致
す
る
。
裸
は
、
た
ん
に
状
況
か
ら
結
果
と
し
て
生
じ
る

の
で
は
な
く
、
特
定
の
比
喩
言
語
的
な
内
容
の
担
い
手
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
最
初
か
ら
何
か
﹁
二
通
り
に

解
釈
さ
れ
る
も
の
﹂
と
し
て
現
れ
る
。﹁
海
か
ら
上
が
る
ヴ
ィ
ー
ナ
ス
﹂Venus A

nadyom
ene

は
裸
で
あ
る
が
、﹁
真
理
﹂

Veritas

も
そ
う
で
あ
る
。
娼
婦
は
裸
だ
が
、﹁
裸
の
哲
学
者
﹂G

ym
nosophist

と
悔
い
改
め
る
マ
グ
ダ
レ
ー
ナ
も
そ
う
だ
。

中
世
に
お
い
て
は
、
確
か
に
裸
の
積
極
的
な
意
味
は
完
全
に
忘
れ
ら
れ
て
は
い
な
か
っ
た
が
（
モ
ン
テ
カ
ヴ
ァ
ロ

M
ontecavallo

﹇
山
の
馬
﹈
の
馬
の
調
教
師
た
ち
を
二
人
の
裸
の
若
い
哲
学
者
と
す
る
有
名
な
解
釈
を
参
照
せ
よ
。
彼
ら
に

と
っ
て
は
、
あ
ら
ゆ
る
も
の
が
隠
さ
れ
ず
に
た
だ
眼
前
に
横
た

わ
っ
て
い
る
。
彼
ら
は
世
の
財
産
を
無
と
見
做
し
て
い
る
か
ら

だ
）（
七
）、
裸
の
積
極
的
な
意
味
は
、
特
に
北
方
に
お
い
て
、
否

定
的
な
意
味
に
対
し
て
か
な
り
目
立
た
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
て

い
た
。
一
三
五
一
年
に
、
本
文
図
版
に
複
写
さ
れ
た
細
密
画（
八
）

が
表
現
し
て
い
る
よ
う
な
﹁
裸
の
真
理
﹂nuda Veritas

は
、

何
と
言
っ
て
も
正
に
目
立
つ
現
象
で
あ
る
。
ま
た
ラ
テ
ン
語
の

本文図版　 パラティーナ・ラ
ティナ古写本、1993、
フォリオ 26
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（5） ティツィアーノの「聖愛と俗愛」の解釈に寄せて

﹃
愚
者
の
船
﹄（
５
）の
論
争
木
版
画
や
ク
ラ
ー
ナ
ハ
の
ブ
ラ
ウ
ン
シ
ュ
ヴ
ァ
イ
ク
の
ヘ
ラ
ク
レ
ス
図
像
の
中
で
、
裸
の
女
性
が

着
衣
の
女
性
に
対
し
て
強
調
的
に
対
比
さ
れ
て
い
る
の
を
見
る
場
合
、
一
般
に
、
純
潔
と
淫
奔
の
対
比
、
あ
る
い
は
被
造
物

（
人
間
）
と
神
聖
の
対
比
が
視
覚
化
さ
れ
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。
こ
う
し
て
、
古
い
罪
深
い
エ
ヴ
ァ
は
、
聖
職
者
の
論
争
的

な
会
話
の
中
で
、﹁
新
し
い
エ
ヴ
ァ
﹂Nova Eva

（
マ
リ
ア
）
と
対
比
さ
れ
る
か
、
あ
る
い
は
進
歩
的
な
寓
意
解
釈
に
お
い
て
、

﹁
人
間
性
﹂N

ature H
um

aine

は
﹁
理
性
﹂R

aison

に
、﹁
自
然
﹂N

atura

は
一
般
に
﹁
優
美
﹂G

ratia

に
対
比
さ
れ
た
（
図

版
２
）（
九
）。
こ
の
意
味
で
、
有
名
な
イ
タ
リ
ア
・
ル
ネ
サ
ン
ス
の
よ
く
知
ら
れ
た
、
十
五
世
紀
初
頭
の
ミ
シ
ュ
レ
・
ソ
ー
ル

モ
ン
の
コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ヌ
ス
大
帝
の
メ
ダ
ル
の
裏
面（
一
〇
）は
解
釈
さ
れ
て
い
る
（
図
版
３
、
子
犬
を
裸
の
人
物
像
の
足
元

に
描
い
て
い
る
）。
テ
ィ
ツ
ィ
ア
ー
ノ
が
、
わ
れ

わ
れ
に
は
ま
っ
た
く
あ
り
得
な
く
は
な
い
よ
う
に

思
わ
れ
る
が
、
そ
の
印
象
に
影
響
さ
れ
た
の
だ
と

し
た
ら（
一
一
）、
そ
れ
は
﹁
聖
愛
と
俗
愛
﹂
が
﹁
昇

華
さ
れ
た
論
争
的
対
話
﹂
を
表
現
し
て
い
る
と
い

う
、
そ
れ
以
前
の
も
の
か
ら
判
断
し
て
理
解
し
や

す
い
捉
え
方
を
支
持
す
る
に
す
ぎ
な
い
で
あ
ろ

う
。
│
た
だ
、
宗
教
的
な
も
の
の
意
味
内
容
が

﹁
一
般
的
に
人
間
的
な
も
の
﹂（
あ
る
い
は
、
も
っ

と
上
手
く
言
え
ば
、﹁
一
般
的
に
世
界
観
的
な
も

図版 2　 「自然」と「理性」の対話、フランス
写本 379の細密画、パリ国立図書館
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（6）

の
﹂
に
装
わ
れ
、
ま
た
裸
と
着
衣
の
比
喩
言

語
的
な
意
味
が
ま
さ
し
く
﹁
転
換
﹂
を
経
験

し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
転
換
は
し
か
し
完
全

に
時
代
の
意
味
の
中
に
あ
る
。
と
い
う
の

は
、
中
世
に
お
い
て
は
例
外
で
あ
っ
た
裸
の

あ
の
積
極
的
な
評
価
は
、
実
際
、
十
六
世
紀

の
象
徴
的
意
義
に
と
っ
て
は
殆
ど
基
準
に

な
っ
て
い
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
か
ら
だ
。
わ

れ
わ
れ
の
研
究
の
中
で
し
ば
し
ば
引
用
さ
れ

る
チ
ェ
ー
ザ
レ
・
リ
ー
パ
の
﹃
イ
コ
ノ
ロ

ジ
ー
ア
﹄Iconologia

（
６
）の
中
に
、
例
え
ば
、

裸
が
殆
ど
例
外
な
く
積
極
的
で
、
決
し
て
特

別
に
官
能
的
快
楽
の
意
味
で
解
釈
さ
れ
て
い

な
い
こ
と
が
分
か
る
。﹁
放
逸
﹂Luxuria

が
﹁
裸
同
然
﹂
な
の
は
、
そ
れ
が
﹁
金
、
喜
び
、
所
有
地
、
そ
し
て
牛
馬
と
い
っ

た
幸
運
の
財
産
﹂beni di fortuna, che sono danari, gioie, possession e gium

enti

を
散
逸
さ
せ
無
に
帰
す
る
た
め
で
あ
っ

て
、
裸
そ
の
も
の
が
不
道
徳
的
で
あ
る
た
め
で
は
な
い
。
例
え
ば
、
三
人
の
優
美
の
女
神
た
ち
は
﹁
友
情
﹂A

m
icizia

の
表

現
と
し
て
裸
で
あ
る
。
何
故
な
ら
、
親
し
い
人
間
は
﹁
あ
ら
ゆ
る
裏
切
り
か
ら
自
由
で
束
縛
さ
れ
な
い
心
の
者
で
な
け
れ
ば

図版 3　 ミシュレ・ソールモン、コンスタンティヌス大帝の
メダルの裏面（「自然」と「優美」の対話）、ウィー
ン、美術史美術館
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（7） ティツィアーノの「聖愛と俗愛」の解釈に寄せて

な
ら
な
い
﹂debbono essere dʼanim

o libero e sciolto dʼogni inganno

か
ら
だ
。﹁
魂
﹂A

nim
a

は
（﹁
あ
ら
ゆ
る
肉
体
的

妨
害
に
束
縛
さ
れ
な
い
﹂sciolta da ogni im

pedim
ento corporeo

）
た
め
に
、﹁
美
﹂B

ellezza

は
（﹁
化
粧
品
の
見
せ
か
け

を
欲
し
な
い
が
故
に
﹂perche non vuol esser coperta di liscio

）、﹁
明
快
さ
﹂C

hiarezza

は
（
こ
こ
で
は
著
者
に
と
っ
て

説
明
は
自
明
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
）、﹁
機
敏
さ
﹂Prontezza

は
（﹁
動
き
に
お
け
る
あ
ら
ゆ
る
妨
害
か
ら
自
由
で
あ
る
が
故

に
﹂per essere libera dʼogni im

pedim
ento allʼoperare

）
裸
で
あ
り
、﹁
知
恵
﹂Sapienza

は
（
説
明
は
要
ら
な
い
）、﹁
真
実
﹂

Verità

は
（﹁
簡
潔
さ
が
そ
れ
に
と
っ
て
自
然
で
あ
る
が
故
に
﹂per dinotare che la sem

plicità le è natural

）、﹁
勇
敢
な
徳
﹂

V
irtù H

eroica

（﹁
富
で
は
な
く
不
死
を
求
め
る
よ
う
な
徳
、
古
代
の
大
理
石
像
の
中
で
見
ら
れ
る
よ
う
な
そ
れ
は
言
う
、︿
徳

は
裸
の
人
間
に
満
足
で
あ
る
﹀
と
﹂com
e quella, che non cerche richezze, m

a lʼim
m

ortalità 

︙com
e si è visto in un 

m
arm

o antico che dice >virtus nudo hom
ine contenta est<

）、﹁
観
照
的
な
人
生
﹂V

ita contem
plativa

は
裸
で
あ
る
。
そ

し
て
ま
さ
に
こ
の
リ
ー
パ
に
お
い
て
、
わ
れ
わ
れ
は
今
や
、﹁
裸
の
人
物
像
と
豊
か
に
着
飾
っ
た
人
物
像
の
対
比
﹂
に
出
会

う
こ
と
に
な
る
。
そ
の
人
物
像
は
確
か
に
す
べ
て
の
特
徴
で
は
な
い
に
し
て
も
本
質
的
な
特
徴
に
お
い
て
、
テ
ィ
ツ
ィ
ア
ー

ノ
の
絵
の
現
実
と
合
致
す
る
の
で
、
そ
れ
は
絵
の
解
釈
の
た
め
に
何
と
言
っ
て
も
引
用
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

﹁
永
遠
の
幸
せ
﹂FELIC

ITA
 ETER

N
A

﹇
原
文
イ
タ
リ
ア
語
﹈﹁
金
髪
の
編
み
毛
の
﹂、
月
桂
樹
の
冠
を
戴
い
た
若
い
﹁
裸

の
﹂
女
性
は
﹁
美
し
く
輝
く
ば
か
り
で
﹂、
星
空
の
上
に
坐
し
て
、
左
手
に
は
棕
櫚
、
右
手
に
は
﹁
火
の
炎
﹂
を
持
ち
、

高
み
へ
眼
を
上
げ
、
歓
喜
の
し
る
し
を
見
せ
て
い
る
。
若
い
女
性
と
し
て
描
か
れ
る
の
は
、
永
遠
の
幸
せ
が
、
永
遠
の
歓

喜
、
真
の
健
康
、
青
春
を
追
求
す
る
特
別
な
優
雅
さ
以
外
に
何
も
持
た
な
い
か
ら
で
あ
る
。
︙
裸
な
の
は
、﹁
地
上
の
短

320



（8）

命
な
事
物
で
覆
わ
れ
る
必
要
が
な
い
か
ら
だ
﹂
︙
金
髪
は
永
遠
の
平
和
と
安
定
し
た
調
和
の
甘
美
な
思
い
で
あ
る
。
︙
星

空
の
上
に
座
る
こ
と
が
出
来
る
の
は
、
空
だ
け
を
喜
ぶ
真
の
幸
せ
が
、
星
の
素
早
い
流
れ
に
は
左
右
さ
れ
な
い
こ
と
を
示

し
て
い
る
た
め
で
あ
る
。
︙
﹁
燃
え
さ
か
る
炎
は
神
の
愛
を
示
し
﹂、
高
貴
な
眺
め
は
神
の
観
想
を
示
し
て
い
る
。
何
故

な
ら
、
こ
の
二
つ
の
部
分
に
深
い
幸
福
と
完
全
な
幸
せ
が
存
す
る
か
ら
で
あ
る
。

﹁
儚
い
幸
せ
﹂FELIC

ITA
 B

R
EV

E

﹇
原
文
イ
タ
リ
ア
語
﹈
頭
上
に
金
の
冠
を
戴
く
﹁
白
と
黄
色
の
衣
装
の
﹂
貴
婦
人
は
、

﹁
様
々
な
宝
石
に
囲
ま
れ
﹂、
右
手
に
は
笏
を
持
ち
、
高
く
上
げ
た
腕
に
は
小
枝
と
足
元
近
く
の
大
地
に
生
え
る
南
瓜
が
巻

き
付
き
、﹁
左
手
﹂
は
硬
貨
と
宝
石
に
満
た
さ
れ
た
﹁
金
盥
﹇
た
ら
い
﹈
を
持
っ
て
い
る
﹂。
│
白
と
黄
色
の
﹁
衣
装
は
満

足
﹂
の
、
冠
と
笏
は
支
配
の
し
る
し
で
あ
る
。
そ
し
て
﹁
儚
く
空
虚
な
幸
せ
が
入
っ
て
い
る
大
い
な
る
富
の
金
盥
﹂
は
南

瓜
に
同
化
し
、
ご
く
短
期
間
に
最
高
と
な
っ
て
、
瞬
く
間
に
活
力
を
失
い
、
大
地
に
沈
む
。
︙

今
や
確
か
に
、
細
部
ま
で
描
き
込
ま
れ
た
絵
画
に
関
す
る
こ
の
記
述
を
根
拠
に
、
テ
ィ
ツ
ィ
ア
ー
ノ
の
女
性
像
の
意
味
を

﹁
永
遠
の
幸
せ
﹂Felicità Eterna

と
﹁
儚
い
幸
せ
﹂Felicità B

reve

の
概
念
に
決
定
し
限
定
し
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
い
ず
れ

に
せ
よ
、
そ
の
記
述
は
わ
れ
わ
れ
の
解
釈
が
正
し
い
道
を
歩
ん
で
い
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。﹁
永
遠
の
幸
せ
﹂
と
﹁
儚

い
幸
せ
﹂、﹁
飾
り
の
な
い
美
﹂B

eltà disornata

と
﹁
飾
ら
れ
た
美
﹂B

eltà ornata

、
そ
し
て
最
後
に
﹁
天
上
の
愛
と
世
俗

の
愛
﹂A

m
or celeste e m

ondano

。
こ
れ
ら
の
名
称
の
す
べ
て
に
は
、
対
立
の
観
念
が
根
底
に
横
た
わ
っ
て
い
る
。
そ
の
対

立
は
│
第
一
の
場
合
は
モ
ラ
ル
的
に
、
第
二
の
場
合
は
美
学
的
に
、
第
三
の
場
合
は
エ
ロ
テ
ッ
ク
に
捉
え
ら
れ
│
い
ず
れ
に

し
て
も
、﹁
プ
ラ
ト
ン
的
に
理
想
化
さ
れ
た
人
生
観
・
世
界
観
﹂
と
﹁
エ
ピ
ク
ロ
ス
風
に
快
楽
主
義
的
な
人
生
観
・
世
界
観
﹂
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（9） ティツィアーノの「聖愛と俗愛」の解釈に寄せて

と
の
間
の
競
走
に
帰
着
す
る
の
だ
が
、
そ
の
積
極
的
﹇
ポ
ジ
テ
ィ
ヴ
﹈
な
側
面
は
、
す
べ
て
の
場
合
に
お
い
て
、
裸
す
な
わ

ち
純
潔
と
真
理
と
非
物
質
性
の
原
理
を
示
す
人
物
像
に
よ
っ
て
象
徴
化
さ
れ
る
の
で
あ
る（
一
二
）。

テ
ィ
ツ
ィ
ア
ー
ノ
の
﹁
聖
（
天
上
の
）
愛
と
俗
（
地
上
の
）
愛
﹂
も
ま
た
、
す
で
に
﹁
論
争
﹂D

isceptatio

と
し
て
の
﹁
中

間
休
止
﹂M

ittelzäsur

に
よ
っ
て
特
徴
づ
け
ら
れ
て
お
り
、
従
っ
て
、﹁
比
較
﹇
複
合
﹈
│
描
写
﹂Synkrisis-D

arstellung

の
伝
統
か
ら
の
み
理
解
さ
れ
る
の
だ
が
、
そ
の
描
写
の
圏
内
で
は
、
そ
の
絵
は
、
形
式
的
か
つ
内
容
的
に
考
え
る
と
、
あ
る

種
の
自
明
性
に
よ
っ
て
秩
序
づ
け
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
人
は
そ
の
絵
を
ま
さ
し
く
﹁
道
徳
﹂V

irtus

と
﹁
快
楽
﹂Voluptas

の
間
の
古
き
論
争
の
意
味
で
│
た
だ
し
ヘ
ラ
ク
レ
ス
は
不
在
で
│
解
釈
し
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
も
し
何
か
し
ら
原
始
的
な
対

立
が
、
繊
細
化
さ
れ
る
と
同
時
に
豊
か
に
さ
れ
て
、
遥
か
に
自
由
で
人
文
主
義
的
と
い
う
よ
り
は
深
く
人
間
的
な
見
方
の
中

で
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ
れ
て
現
れ
て
い
な
け
れ
ば
の
話
で
は
あ
る
が
。
高
貴
な
原
理
の
代
表
者
と
し
て
の
裸
の
人
物
像
、
│

そ
の
描
写
に
相
応
し
く
、
身
体
を
直
立
さ
せ
て
漂
う
姿
勢
と
、
頭
を
垂
れ
視
線
を
下
げ
た
姿
に
一
目
瞭
然
に
表
現
さ
れ
て
い

る
内
的
な
優
越
性
が
あ
ま
り
に
大
き
い
た
め
に
、
両
者
は
通
俗
的
な
意
味
で
﹁
争
う
﹂
必
要
は
な
い
で
あ
ろ
う
。﹁
永
遠
の

幸
せ
﹂
は
、
ソ
ー
ル
モ
ン
の
メ
ダ
ル
の
よ
う
に
、
黙
し
閉
ざ
し
て
身
を
守
る
敵
対
者
を
征
服
す
る
と
い
う
よ
り
は
改
心
さ
せ

よ
う
と
し
て
い
る
。
彼
女
の
眼
差
し
と
身
振
り
の
中
に
何
か
し
ら
﹁
説
得
的
な
も
の
﹂
を
感
じ
取
っ
た
と
し
た
ら
、
そ
の
限

り
で
人
は
ま
っ
た
く
正
し
か
っ
た
の
で
あ
る
。
た
だ
こ
の
誘
う
よ
う
な
﹁
お
お
、
あ
な
た
が
御
存
知
な
ら
︙
﹂（
フ
ィ
ッ
シ
ェ

ル
）
の
内
容
は
、
愛
へ
の
警
告
で
は
な
く
、
逆
に
、
よ
り
真
実
で
永
遠
な
幸
せ
の
約
束
と
同
一
視
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
こ

の
説
得
術
を
心
得
た
女
性
は
、
よ
り
柔
軟
な
感
情
を
持
つ
脆
い
死
す
べ
き
女
性
で
は
な
く
、
無
情
な
も
の
、
装
飾
や
花
々
に

い
ま
だ
心
惹
か
れ
る
生
の
理
想
の
擬
人
化
で
あ
っ
て
、
彼
女
は
そ
の
高
貴
な
姉
妹
に
よ
っ
て
、
こ
う
言
っ
て
よ
け
れ
ば
、﹁
彼
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（10）

女
の
よ
り
良
き
自
我
﹂
に
よ
っ
て
、
己
が
純
化
さ
れ
自
省
す
る
よ
う
に
呼
び
か
け
ら
れ
て
い
る
の
を
知
る
の
で
あ
る
。

そ
れ
と
共
に
、
わ
れ
わ
れ
は
お
の
ず
か
ら
あ
る
哲
学
の
思
想
圏
に
導
か
れ
て
い
く
の
だ
が
、
そ
の
哲
学
に
と
っ
て
特
徴
的

な
の
は
、
そ
れ
が
﹁
本
当
に
真
実
な
理
念
世
界
が
感
覚
的
・
物
質
的
な
も
の
の
寓
意
的
・
虚
偽
的
な
世
界
に
対
し
て
無
条
件

の
至
上
権
﹂
を
持
つ
と
い
う
信
仰
を
、
此
岸
か
ら
彼
岸
へ
の
上
昇
を
可
能
に
す
る
﹁
段
階
的
連
続
﹂
の
思
想
と
結
び
つ
け
て

い
る
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
愛
が
美
学
的
で
あ
る
と
同
時
に
道
徳
的
で
認
識
論
的
な
原
理
と
な
っ
て
い
た
新
プ
ラ
ト
ン

主
義
の
思
想
圏
へ
わ
れ
わ
れ
は
導
か
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
の
概
念
が
テ
ィ
ツ
ィ
ア
ー
ノ
の
絵
画
の
解
釈
に
際
し
て
も
無
視
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
を
、
ク
ピ
ド
の
姿
が

証
明
し
て
い
る
。
ク
ピ
ド
が
、
本
来
の
ヘ
ラ
ク
レ
ス
の
寓
話
の
多
く
の
描
写
に
お
い
て
の
よ
う
に
、
形
式
的
に
は
遥
か
に
密

接
に
結
び
つ
い
て
い
る
﹁
儚
い
幸
せ
﹂
の
た
ん
な
る
同
伴
者
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
べ
き
な
の
か
、
そ
れ
と
も
テ
ィ
ツ
ィ
ア
ー

ノ
の
構
図
の
内
部
で
、
ソ
ー
ル
モ
ン
・
メ
ダ
ル
の
中
の
十
字
架
と
似
た
よ
う
な
役
割
を
演
じ
る
上
位
の
全
体
的
シ
ン
ボ
ル
の

意
味
が
相
応
し
い
の
か
は
迷
う
と
こ
ろ
だ
。
両
方
の
場
合
、
ク
ピ
ド
は
明
ら
か
に
、
ま
さ
し
く
愛
が
論
争
の
主
題
を
形
成
し

て
い
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。
わ
れ
わ
れ
が
ク
ピ
ド
を
│
メ
ダ
ル
と
の
形
式
的
な
関
係
を
考
慮
す
る
と
、
よ
り
本
当
ら
し

く
見
え
る
が
│
第
二
の
よ
り
包
括
的
な
可
能
性
の
意
味
で
解
釈
す
る
場
合
、
ク
ピ
ド
は
真
に
新
プ
ラ
ト
ン
主
義
的
な
闘
争
の

解
決
を
予
め
指
示
し
て
さ
え
い
る
。
メ
ダ
ル
の
裏
側
の
十
字
架
が
、
罪
深
い
﹁
自
然
﹂N

atura

も
そ
れ
が
救
世
主
の
犠
牲
を

恭
し
く
受
け
取
っ
て
己
を
慈
悲
に
委
ね
る
時
に
は
（﹁
我
ら
の
主
の
十
字
架
以
外
に
は
、
私
が
誇
り
に
す
る
こ
と
は
な
か
ら

ん
こ
と
を
﹂M

ihi absit gloriari nisi in cruce dom
ini nostri JH

V. X
PI.

）、
救
わ
れ
得
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
よ
う
に
、

水
晶
の
よ
う
に
透
明
な
水
の
中
で
サ
ラ
サ
ラ
流
れ
る
テ
ィ
ツ
ィ
ア
ー
ノ
の
絵
の
ア
モ
ル
は
、
感
覚
的
な
原
理
も
精
神
的
な
原
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（11） ティツィアーノの「聖愛と俗愛」の解釈に寄せて

理
へ
高
ま
り
純
化
さ
れ
得
る
こ
と
を
意
味
す
る
で
あ
ろ
う
。
そ
の
場
合
、
絵
画
は
あ
の
プ
ラ
ト
ン
主
義
的
な
﹁
ア
モ
ル
の
対

話
﹂D

ialoghi di A
m

ore

と
の
精
確
な
イ
メ
ー
ジ
類
似
物
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
│
常
に
多
か
れ
少
な
か
れ
、
マ
ル
シ

リ
オ
・
フ
ィ
チ
ー
ノ
の
プ
ロ
テ
ィ
ヌ
ス
│
プ
ラ
ト
ン
注
解（
７
）と
結
び
つ
き
、
十
六
世
紀
に
す
べ
て
の
文
学
ジ
ャ
ン
ル
を
形

づ
く
り
な
が
ら
│
﹁
感
覚
的
な
愛
﹂
と
﹁
神
的
な
愛
﹂
の
対
立
問
題
を
め
ぐ
る
こ
と
に
な
る
。
す
で
に
一
五
〇
五
年
に
印
刷

さ
れ
た
ピ
エ
ト
ロ
・
ベ
ン
ボ
の
﹃
ア
ゾ
ラ
ー
ニ
﹄A

sorani

（
８
）の
第
三
の
対
話
（
そ
の
中
で
わ
れ
わ
れ
は
テ
ィ
ツ
ィ
ア
ー
ノ

の
絵
の
イ
ン
ス
ピ
レ
ー
シ
ョ
ン
の
源
を
ぜ
ひ
見
た
い
と
こ
ろ
で
あ
る
）、
レ
オ
ー
ネ
・
エ
ブ
レ
オ
の
﹃
愛
の
対
話
﹄D

ialoghi 

di A
m

ore

（
一
三
）、
特
に
﹃
廷
臣
論
﹄（
９
）第
四
書
の
有
名
な
最
後
の
数
章
、
そ
の
中
で
、
│
一
部
は
ま
っ
た
く
文
字
通
り
フ
ィ

チ
ー
ノ
の
﹃
饗
宴
﹄
注
解（
10
）に
従
っ
て
│
﹁
真
の
至
聖
の
精
神
的
・
神
的
な
愛
﹂（am

ore vero, santissim
o, razionale, 

divino

）
を
説
く
の
は
ま
た
し
て
も
ベ
ン
ボ
な
の
だ
が
、
一
方
、
世
俗
的
な
人
物
で
あ
る
モ
レ
ッ
ト
・
ダ
・
オ
ル
タ
ー
ナ
は

﹁
普
通
の
感
覚
的
な
愛
﹂（am

ore volgare, sensuale

）
│
そ
の
享
受
を
前
者
は
間
違
っ
た
偽
り
の
も
の
と
記
し
て
い
る
│
を

弁
護
す
る（
一
四
）。
そ
も
そ
も
物
質
的
な
装
飾
と
理
想
的
な
裸
、
地
上
的
な
束
縛
と
超
地
上
的
な
自
由
に
よ
っ
て
区
別
さ
れ
な

が
ら
も
互
い
に
﹁
双
子
の
よ
う
に
似
て
い
る
﹂
テ
ィ
ツ
ィ
ア
ー
ノ
の
二
人
の
女
性
像
に
対
し
て
特
定
の
名
称
を
提
案
し
よ
う

と
す
る
な
ら
、
そ
の
女
性
像
を
、﹁
聖
愛
と
俗
愛
﹂（
一
五
）の
具
体
化
で
は
な
い
と
し
て
も
、
新
プ
ラ
ト
ン
主
義
が
よ
く
対
比
し

た
あ
の
﹁
二
重
の
ヴ
ィ
ー
ナ
ス
﹂G

em
inae Veneres

の
具
体
化
と
見
做
す
こ
と
が
、
│
特
別
に
エ
ロ
テ
ッ
ク
な
意
味
だ
け

で
は
な
く
、
一
般
的
に
形
而
上
学
的
な
種
類
の
区
別
と
高
い
段
階
の
意
味
に
お
い
て
│
恐
ら
く
﹁
最
も
時
代
に
適
し
て
﹂
い

る
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
一
方
は
、
母
親
な
し
で
（
つ
ま
り
、
物
質
の
協
力
な
し
で
）
天
か
ら
生
み
出
さ
れ
た
も
の
、
マ
ル

シ
リ
オ
・
フ
ィ
チ
ー
ノ
に
従
え
ば
、﹁
認
識
の
生
命
﹂A

nim
a intellectualis

、﹁
育
成
す
る
存
在
﹂Existentia propagans

、
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（12）

そ
れ
故
、﹁
美
の
純
粋
な
観
照
﹂Ipsa visio pulchri

を
示
し
、
他
方
は
﹁
ゼ
ウ
ス
と
デ
ィ
オ
ネ
の
娘
﹂、﹁
大
地
に
浸
み
込
ん

だ
生
命
﹂V

ita m
undo infusa

、﹁
育
成
さ
れ
た
存
在
﹂、
そ
れ
故
、﹁
美
の
享
楽
﹂Voluptas circa pulchrum

と
し
て
解
釈
さ

れ
る
の
で
あ
る（
一
六
）。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
絵
の
伝
統
的
な
名
称
に
対
し
て
│
そ
れ
は
、
現
代
的
・
情
念
的
形
式
化
を
度
外
視

す
れ
ば
、
幾
人
か
の
解
釈
者
が
表
現
し
て
い
る
よ
う
に
、
そ
れ
ほ
ど
間
違
っ
て
は
い
な
い
が
│
よ
り
精
確
で
あ
る
と
同
時
に

よ
り
包
括
的
な
内
容
が
与
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
そ
の
内
容
は
プ
ラ
ト
ン
主
義
化
す
る
﹁
愛
の
対
話
﹂D

ialogo dʼA
m

ore

の
文
学
的
な
タ
イ
プ
に
も
、
ま
た
﹁
道
徳
と
享
楽
の
論
争
﹂Voluptatis cum

 V
irtute D

isceptatio

の
絵
の
タ
イ
プ
に
も
合

致
す
る
で
あ
ろ
う
。

原
註

（
注　

訳
出
は
、
主
に
出
典
が
明
示
さ
れ
た
部
分
に
限
定
し
た
。）

（
一
）	　

Ｏ
・
ｖ
・
ゲ
ル
ス
ト
フ
ェ
ル
トG

erstfeld
編
﹃
芸
術
学
月
刊
誌
﹄M

onatschr. f. K
unstw

iss.

三
、
一
九
一
〇
年
、
三
六
五
頁
以
下
、

お
よ
び
Ｅ
・
シ
ュ
タ
イ
ン
マ
ンSteinm

ann/

Ｏ
・
ｖ
・
ゲ
ル
ス
ト
フ
ェ
ル
ト
﹃
イ
タ
リ
ア
巡
礼
﹄Pilgerfahrten in Italien

、
一
九
一
二

年
、
二
五
五
頁
以
下
。
他
、Sal. R

einach, R
evue archéol.. II,1912; G

. B
atteli, C

icerone IV, 1912; J. Poppelreuter, R
ep. f. 

K
unstw

iss. X
X

X
V

I, 1913; R
. Schrey, K

unstchronik N
. F. X

X
V

I, 1915; R
. Förster, N

eue Jahrb. f. d. K
lass. A

ltert., X
V

III, 1, 

1915; L. H
ourticq, G

az. des B
eaux-A

rts, LIX
, 1917; W

. H
abich, A

rchiv f. M
edaillen-und Plakettenkunde, III, 1921/22.

（
二
）	　
﹁
天
上
の
愛
と
地
上
の
愛
﹂A

m
or celeste e m

ondano

と
い
う
呼
称
は
、
見
受
け
る
と
こ
ろ
、
Ｄ
・
モ
ン
テ
ラ
テ
ィ
チ
﹃
ボ
ル
ゲ
ー

ゼ
邸
﹄M

ontelatici, V
illa B

orghese

、
一
七
〇
〇
年
、
二
八
八
頁
が
初
め
て
で
あ
る
（
リ
オ
ネ
ロ
・
ヴ
ェ
ン
ト
ゥ
ー
リLionello 

Venturi

﹃
美
術
﹄A

rte X
II

、
一
九
〇
九
年
、
三
七
頁
）。

（
三
）	　

Ｓ
・
フ
ラ
ン
ク
ッ
チ
﹃
令
名
高
き
ス
キ
ピ
オ
ー
ネ
・
ボ
ル
ゲ
ー
ゼ
枢
機
卿
美
術
館
﹄S. Francucci, La G

alleria dellʼ Illustrissim
o
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（13） ティツィアーノの「聖愛と俗愛」の解釈に寄せて

︙Sig. Scipione C
ardinal B

orghese （1613

）, A
rch. Vat., Fondo B

orghese S. V
I. T.102.

こ
の
個
所
は
ヴ
ェ
ン
ト
ゥ
ー
リ
に
よ
っ
て

強
調
さ
れ
た
。﹃
ボ
ル
ゲ
ー
ゼ
博
物
館
・
美
術
館
﹄A

. Venturi, Il m
useo e la galleria B

orghese, 1893, S.103.

（
四
）	　

Ｌ
・
Ｂ
・
ア
ル
ベ
ル
テ
ィ
﹃
建
築
十
書
﹄L. B

. A
lberti, D

e re aedificatoria, V
I.2

、
パ
ノ
フ
ス
キ
ー
﹃
イ
デ
ア
﹄、
九
二
頁
参
照
。

原
文pulchritudinem

 quasi suum
 atque innatum

 toto esse perfusum
 corpore, quod pulchrum

 sit ornam
entum

 autem
 afficti et 

com
pacti naturam

 sapere m
agis quam

 innati.

（
五
）	　

リ
ー
パR

ipa

﹁
喜
び
﹂Piacere

参
照
。

（
六
）	　

ヴ
ァ
ー
ル
ブ
ル
ク
文
庫
講
演
集
、
一
九
二
一
／
二
二
年
、
五
八
頁
。

（
七
）	　
﹃
首
都
ロ
ー
マ
の
不
思
議
﹄M

irabilia U
rbis R

om
ae

、
ア
ド
ル
フ
・
ゴ
ル
ト
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
﹁
中
世
に
お
け
る
古
典
古
代
﹂
に
関
す

る
講
演
、
ヴ
ァ
ー
ル
ブ
ル
ク
文
庫
講
演
集
、
一
九
二
一
／
二
二
年
、
四
三
頁
。

（
八
）	　
﹃
パ
ラ
テ
ィ
ー
ナ
・
ラ
テ
ィ
ナ
古
写
本
﹄C

od. Pal. lat.

一
九
九
三
、
フ
ォ
リ
オ
二
六
。

（
九
）	　

Ｅ
・
ピ
コ
﹃
絵
画
作
品
へ
の
自
筆
複
写
に
関
す
る
フ
ラ
ン
ス
協
会
の
学
術
報
告
﹄E. Picot, B

ull de la Soc. française de réprod. de 

m
anuscrits à peintures

、
一
九
一
三
年
、
六
四
頁
。

（
一
〇
）	 

Ｅ
・
ｖ
・
ボ
ー
デ
、﹃
メ
ダ
ル
学
と
記
念
碑
学
の
公
文
書
﹄E. v. B

ode, A
rch. f. M

edaillen-und Plakettenkunde 

三
、
一
九
二
一

／
二
二
年
、
一
頁
以
下
。

（
一
一
）	 

関
係
は
Ｇ
・ｖ
・
ベ
ツ
ォ
ル
トB

ezold
に
よ
っ
て
認
識
さ
れ
（﹃
ゲ
ル
マ
ン
国
立
博
物
館
公
告
﹄、
一
九
〇
三
年
、
一
七
四
頁
以
下
）、

さ
ら
に
フ
ォ
ル
ス
タ
ーForster

と
ハ
ビ
ヒH

abich
に
よ
っ
て
前
掲
書
で
根
拠
づ
け
ら
れ
た
。

（
一
二
）	 

こ
の
関
連
で
は
、
す
で
に
新
プ
ラ
ト
ン
主
義
の
ダ
ン
テ
注
解
者
た
ち
が
﹁
煉
獄
篇
﹂
十
九
歌
七
行
の
幻
視
の
﹁
世
俗
夫
人
﹂Frau 

W
elt

を
﹁
偽
り
の
幸
せ
﹂Felicità falsa

、
彼
女
の
喜
び
を
﹁
世
俗
の
喜
び
﹂piacer terreni

と
特
徴
づ
け
た
一
六
三
頁
で
述
べ
た
事
実

は
特
に
興
味
深
い
。

（
一
三
）	 

一
五
〇
二
年
に
執
筆
さ
れ
、
一
五
三
五
年
に
よ
う
や
く
印
刷
さ
れ
た
。

（
一
四
）	 

バ
ル
ダ
ッ
サ
ー
レ
・
カ
ス
テ
ィ
リ
ョ
ー
ネ
﹃
廷
臣
論
﹄B

aldassare C
astiglione, Il C

ortigiano

一
五
二
八
年
以
来
し
ば
し
ば
印
刷

さ
れ
た
そ
の
第
四
書
五
二
章
以
下
。

（
一
五
）	 

こ
の
定
義
は
﹁
ア
モ
ル
﹂A

m
ore

が
男
性
（
名
詞
）
で
あ
る
こ
と
に
対
応
し
て
、
十
六
世
紀
と
十
七
世
紀
初
頭
に
、
│
大
抵
は
ピ
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（14）

シ
ュ
コ
マ
キ
ア
の
姿
で
│
ジ
ェ
ン
テ
ィ
レ
ス
キ
と
バ
リ
ョ
ー
ネ
の
有
名
な
絵
の
よ
う
に
、
二
人
の
男
性
の
守
護
霊
の
対
立
を
象
徴
化
し

た
表
現
に
の
み
用
い
ら
れ
た
よ
う
だ
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
こ
う
し
た
絵
画
の
存
在
と
名
称
は
、
新
プ
ラ
ト
ン
主
義
の
愛
の
学
説
の
大
い

な
る
人
気
を
示
し
て
い
る
。

（
一
六
）	 

マ
ル
シ
リ
オ
・
フ
ィ
チ
ー
ノ
﹃
愛
に
関
す
る
プ
ロ
テ
ィ
ノ
ス
の
書
注
解
﹄M

arsilio Ficino, C
om

m
. in Plotini Librum

 de 

A
m

ore

、
第
三
章
と
第
四
章
（
全
集
、
バ
ー
ゼ
ル
、
一
五
七
六
年
、
第
二
巻
、
一
七
一
四
頁
）。﹁
育
成
す
る
存
在
﹂existentia 

propagans

と
﹁
育
成
さ
れ
た
存
在
﹂existentia propagata

の
対
比
は
、
も
ち
ろ
ん
、﹁
生
成
す
る
自
然
﹂natura naturans

と
﹁
生
成

さ
れ
た
自
然
﹂natura naturata

の
有
名
な
区
別
に
帰
す
る
。ipsa visio pulchri

と
い
う
言
い
回
し
は
﹁
美
の
純
粋
な
観
照
﹂、
一
方
、

voluptas circa pulchrum

は
﹁
美
の
享
楽
﹂
に
ほ
ぼ
翻
訳
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

訳
注

（
１
）	　

本
論
文
は
、Erw

in Panofsky, H
ER

C
U

LES A
M

 SC
H

EID
EW

EG
E und andere antike B

ildstoffe in der neueren K
unst, G

ebr. 

M
ann Verlag, B

erlin, 1997.

エ
ル
ヴ
ィ
ン
・
パ
ノ
フ
ス
キ
ー
﹃
岐
路
に
立
つ
ヘ
ラ
ク
レ
ス
お
よ
び
近
代
美
術
に
お
け
る
他
の
古
代
的

絵
画
題
材
﹄﹁
余
論
Ⅰ
﹂
の
邦
訳
で
あ
る
。

（
２
）	　

レ
オ
ー
ネ
・
バ
ッ
テ
ィ
ス
タ
・
ア
ル
ベ
ル
テ
ィLeone B

attista A
lberti

、
一
四
〇
四
│
一
四
七
二
年
、
ジ
ェ
ノ
ヴ
ァ
生
ま
れ
の
イ
タ

リ
ア
前
期
ル
ネ
サ
ン
ス
の
建
築
家
、
画
家
、
彫
刻
家
、
音
楽
家
、
音
楽
理
論
家
、
詩
人
、
哲
学
者
。
諸
国
を
旅
し
た
あ
と
、
ロ
ー
マ
教

皇
庁
に
仕
え
た
。
ヴ
ィ
ト
ル
ヴ
ィ
ウ
ス
の
同
名
の
書
に
倣
っ
て
、﹃
建
築
十
書
﹄D

e re aedificatoria libri X
, 1485

を
著
し
た
。
な
お
、

ア
ル
ベ
ル
テ
ィ
に
関
し
て
は
、
邦
訳
Ｅ
・
パ
ノ
フ
ス
キ
ー
﹃
イ
デ
ア
﹄
伊
藤
博
明
・
富
松
保
文
訳
、
平
凡
社
、
二
〇
〇
四
年
、
第
三
章

﹁
ル
ネ
サ
ン
ス
﹂
の
該
当
箇
所
（
八
七
│
九
〇
頁
）
参
照
。

（
３
）	　

キ
ケ
ロ
、
マ
ル
ク
ス
・
ト
ゥ
ル
リ
ウ
スC

icero, M
arcus Tullius

、
紀
元
前
一
〇
六
│
四
三
年
、
ロ
ー
マ
の
政
治
家
、
雄
弁
家
、
道

徳
哲
学
者
。
ロ
ー
マ
司
法
界
の
第
一
人
者
と
な
っ
た
。﹃
神
々
の
本
性
に
つ
い
て
﹄De N

atura D
eorum

に
関
し
て
は
、
邦
訳
﹃
イ
デ
ア
﹄

第
三
章
﹁
ル
ネ
サ
ン
ス
﹂
の
註
三
二
（
二
八
九
頁
）
参
照
。

（
４
）	　

原
文La corona di m

irto nota, Iʼistesso <scil. il piacere> per essere dedicato a Venere e si dice che quando ella sʼespose al 
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（15） ティツィアーノの「聖愛と俗愛」の解釈に寄せて
G

iuditio di Paride, era coronate di questa pianta

（
５
）	　
﹃
愚
者
の
船
﹄D

as N
arrenschiff

、
一
四
九
四
年
刊
。
ド
イ
ツ
人
文
主
義
の
法
学
者
・
作
家
ゼ
バ
ス
テ
ィ
ア
ン
・
ブ
ラ
ン
ト

Sebastian B
rant

（
一
四
五
八
│
一
五
二
一
年
）
の
寓
意
詩
。
木
版
画
付
き
の
作
品
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
語
に
翻
訳
さ
れ
、
大
き
な
成

功
を
収
め
た
。

（
６
）	　

チ
ェ
ー
ザ
レ
・
リ
ー
パC

esare R
ipa

、﹃
イ
コ
ノ
ロ
ジ
ー
ア
﹄Iconologia

、
一
六
〇
三
年
刊
を
著
し
た
。
な
お
、
邦
訳
﹃
イ
デ
ア
﹄

第
四
章
﹁
マ
ニ
エ
リ
ス
ム
﹂、
註
五
四
（
三
四
八
頁
）
参
照
。

（
７
）	　

マ
ル
シ
リ
オ
・
フ
ィ
チ
ー
ノM

arsilio Ficino

、
一
四
三
三
│
一
四
九
九
年
、
イ
タ
リ
ア
の
人
文
学
者
、
哲
学
者
。
メ
デ
ィ
チ
家
の

コ
ジ
モ
の
庇
護
の
下
、
プ
ラ
ト
ン
、
プ
ロ
テ
ィ
ノ
ス
等
の
著
作
を
ラ
テ
ン
語
に
翻
訳
し
た
。
な
お
、
フ
ィ
チ
ー
ノ
に
関
し
て
は
、
邦
訳

﹃
イ
デ
ア
﹄
第
三
章
﹁
ル
ネ
サ
ン
ス
﹂
の
該
当
箇
所
（
八
五
│
八
七
頁
）
参
照
。

（
８
）	　

ピ
エ
ト
ロ
・
ベ
ン
ボPietro B

em
bo

、
一
四
七
〇
│
一
五
四
七
年
、
イ
タ
リ
ア
の
詩
人
、
人
文
学
者
、
聖
職
者
。
教
皇
レ
オ
十
世
の

秘
書
、
枢
機
卿
等
を
務
め
た
。﹁
天
上
の
愛
と
地
上
の
愛
﹂
に
関
す
る
対
話
篇
﹃
ア
ゾ
ラ
ー
ニ
﹄A

solani

、
一
五
〇
五
年
、
は
後
世
に

大
き
な
影
響
を
及
ぼ
し
た
。

（
９
）	　
﹃
廷
臣
論
﹄Il C

ortigiano

、
一
五
二
八
年
刊
、
イ
タ
リ
ア
の
文
学
者
、
政
治
家
バ
ル
ダ
サ
ー
レ
・
カ
ス
テ
ィ
リ
ョ
ー
ネB

aldassare 

C
astiglione

、
一
四
七
八
│
一
五
二
九
年
、
の
代
表
作
。
彼
は
ミ
ラ
ノ
の
ロ
ド
ヴ
ィ
コ
・
ス
フ
ォ
ル
ツ
ァ
お
よ
び
ウ
ル
ビ
ー
ノ
宮
廷
に

仕
え
た
。

（
10
）	　

フ
ィ
チ
ー
ノ
の
﹃
饗
宴
﹄
注
解
に
関
し
て
詳
し
く
は
、
邦
訳
﹃
イ
デ
ア
﹄﹁
付
録
﹂
一
の
本
文
（
一
八
〇
│
一
八
九
頁
）
と
註
（
三

八
〇
│
三
八
一
頁
）
参
照
。

「
解
題
」

本
稿
は
、
一
九
三
〇
年
に
刊
行
さ
れ
た
エ
ル
ヴ
ィ
ン
・
パ
ノ
フ
ス
キ
ー
の
著
書
﹃
岐
路
に
立
つ
ヘ
ラ
ク
レ
ス
お
よ
び
近
代
美
術
に
お
け
る
他

の
古
代
的
絵
画
題
材
﹄Erw

in Panofsky: H
ercules am

 Scheidew
ege und andere antike B

ildstoffe in der neueren K
unst, G

ebr. M
ann 

Verlag, B
erlin, 1997

（3 0

）
に
収
録
さ
れ
た
﹁
余
論
﹂
１
﹁
テ
ィ
ツ
ィ
ア
ー
ノ
の
︿
聖
愛
と
俗
愛
﹀
の
解
釈
に
寄
せ
て
﹂Zur D

eutung von 
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（16）
Tizians >H

im
m

lischer und Irdischer Liebe< （
同
書
一
七
三
│
一
八
〇
頁
）
の
翻
訳
で
あ
る
。

同
書
﹁
本
論
﹂
は
第
一
部
﹁
三
頭
像
﹂Signum

 Triciput

、
副
題
﹁
ル
ネ
サ
ン
ス
美
術
の
あ
る
ヘ
レ
ニ
ズ
ム
的
崇
拝
シ
ン
ボ
ル
﹂Ein 

hellenistisches K
ultsym

bol in der K
unst der R

enaissance

（
論
文
五
篇
）、
第
二
部
﹁
プ
ロ
デ
ィ
コ
ス
の
ヘ
ラ
ク
レ
ス
﹂H

ercules Prodicius

、

副
題
﹁
ド
イ
ツ
と
イ
タ
リ
ア
の
人
文
主
義
に
お
け
る
ギ
リ
シ
ア
的
道
徳
物
語
の
復
活
﹂D

ie W
iedergeburt einer griechischen M

oralerzählung 

im
 deutschen und italienischen H

um
anism

us

（
論
文
一
〇
篇
）
か
ら
成
り
、﹁
余
論
﹂
は
全
三
篇
収
め
ら
れ
て
い
る
。
本
稿
﹁
余
論
﹂
１
は

特
に
、
イ
タ
リ
ア
・
ル
ネ
サ
ン
ス
の
名
作
の
一
つ
、
テ
ィ
ツ
ィ
ア
ー
ノ
の
﹁
聖
愛
と
俗
愛
﹂
を
扱
っ
た
貴
重
な
論
文
で
あ
る
。

テ
ィ
ツ
ィ
ア
ー
ノ
・
ヴ
ェ
チ
ェ
リ
オTiziano Vecellio

（
一
四
七
六
﹇
八
八
？
﹈
│
一
五
七
六
）
年
）
の
﹁
聖
愛
と
俗
愛
﹂LʼA

m
or sacro e 

lʼA
m

or profano

は
、
現
在
、
ロ
ー
マ
の
ボ
ル
ゲ
ー
ゼ
美
術
館G

alleria B
orghese

に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
縦
一
一
八
×
横
二
七
九
㎝
の
横
長
の
作

品
で
、
一
五
一
五
年
頃
に
描
か
れ
た
初
期
の
代
表
作
で
あ
る
。
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
派
が
生
ん
だ
﹁
最
も
美
し
い
寓
意
画
の
一
つ
﹂
と
さ
れ
る
（﹃
世

界
美
術
大
全
集
﹄
第
一
三
巻
﹁
イ
タ
リ
ア
・
ル
ネ
サ
ン
ス
﹂
３
、
小
学
館
、
二
〇
〇
〇
（
一
九
九
二
）
年
、﹁
解
説
﹂
森
田
義
之
）。

画
面
中
央
に
水
槽
（
ヴ
ィ
ー
ナ
ス
﹇
ウ
ェ
ヌ
ス
﹈
の
泉
）、
向
か
っ
て
右
側
に
裸
体
の
、
左
側
に
豪
華
な
着
衣
の
美
し
い
女
性
が
描
か
れ
て

い
る
。
そ
の
真
ん
中
で
キ
ュ
ー
ピ
ッ
ド
﹇
ク
ピ
ド
﹈
が
水
遊
び
を
し
て
い
る
。
二
人
の
女
性
が
愛
と
美
の
女
神
ヴ
ィ
ー
ナ
ス
で
あ
る
こ
と
は
大

方
の
意
見
の
一
致
す
る
と
こ
ろ
の
よ
う
だ
。
裸
体
の
ヴ
ィ
ー
ナ
ス
は
深
紅
の
マ
ン
ト
を
翻
し
、
左
手
で
器
（
愛
の
炎
）
を
高
く
掲
げ
、
着
衣
の

ヴ
ィ
ー
ナ
ス
は
白
い
衣
装
に
身
を
包
み
、
ミ
ル
テ
（
永
遠
の
愛
の
シ
ン
ボ
ル
）
の
花
冠
を
つ
け
、
手
袋
を
は
め
た
手
で
愛
の
花
＝
薔
薇
を
持
っ

て
い
る
。
彼
女
の
背
景
の
丘
の
上
に
は
要
塞
と
城
、
中
景
に
兎
（
多
産
の
象
徴
）
が
二
羽
描
か
れ
て
い
る
。
一
方
、
画
面
右
に
は
牧
歌
的
な
風

景
が
広
が
る
。
狩
り
を
す
る
人
々
、
羊
飼
い
、
草
原
に
横
た
わ
る
恋
人
た
ち
。
彼
ら
は
教
会
や
湖
や
森
を
背
景
に
至
福
の
時
を
過
ご
し
て
い
る
。

あ
ら
ゆ
る
意
味
で
画
面
の
左
右
が
対
照
的
に
描
き
分
け
ら
れ
た
こ
の
作
品
を
、
パ
ノ
フ
ス
キ
ー
は
ア
ル
ベ
ル
テ
ィ
、
チ
ェ
ー
ザ
レ
・
リ
ー
パ
、

フ
ィ
チ
ー
ノ
等
、
様
々
な
文
献
を
駆
使
し
な
が
ら
、
図
像
学
的
に
分
析
す
る
。
詳
細
は
論
文
そ
の
も
の
に
譲
る
が
、
要
す
る
に
、
彼
の
見
解
に

よ
れ
ば
、
こ
こ
に
描
か
れ
た
二
人
の
女
性
は
、
天
上
の
ヴ
ィ
ー
ナ
ス
（
裸
体
）
と
地
上
の
ヴ
ィ
ー
ナ
ス
（
着
衣
）、﹁
生
来
の
美
﹂
と
﹁
装
飾
の

美
﹂、﹁
快
楽
﹂
と
﹁
貞
淑
﹂、﹁
永
遠
の
幸
せ
﹂
と
﹁
儚
い
幸
せ
﹂
等
々
の
対
比
と
そ
の
調
和
を
寓
意
的
に
呈
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

右
の
﹁
天
上
の
ヴ
ィ
ー
ナ
ス
﹂
と
﹁
地
上
の
ヴ
ィ
ー
ナ
ス
﹂
の
対
概
念
は
、
古
代
ギ
リ
シ
ア
の
哲
学
者
プ
ラ
ト
ン
に
由
来
す
る
。
対
話
篇
﹃
饗

宴
﹄Sym

posion

に
は
こ
う
記
さ
れ
て
い
る
（
一
八
〇
節
）。
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（17） ティツィアーノの「聖愛と俗愛」の解釈に寄せて
 ﹁

あ
の
女
神
﹇
ア
フ
ロ
デ
ィ
テ
＝
ウ
ェ
ヌ
ス
﹈
に
は
二
種
あ
る
の
だ
か
ら
、
必
然
に
ま
た
二
種
の
エ
ロ
ス
が
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
︙
一
方
は
、

思
う
に
、
年
長
で
、
母
の
無
い
、
ウ
ラ
ノ
ス
神
（
天
）
の
娘
で
、
わ
れ
わ
れ
は
こ
れ
を
天
の
娘
﹇
ウ
ラ
ニ
ヤ
﹈
と
も
呼
ん
で
い
る
、
も
う
一

種
の
年
下
の
方
は
、
ゼ
ウ
ス
と
デ
ィ
オ
ネ
と
の
間
の
娘
で
、
わ
れ
わ
れ
は
こ
れ
を
万
人
向
き
の
も
の
﹇
パ
ン
デ
モ
ス
﹈
と
名
づ
け
て
い
る
﹂

（﹃
饗
宴
﹄
プ
ラ
ト
ン
著
、
久
保　

勉
訳
、
岩
波
文
庫
、
二
〇
一
二
（
一
九
五
二
）
年
、
六
四
│
六
五
頁
）。

ア
フ
ロ
デ
ィ
テ
（
ウ
ェ
ヌ
ス
）
は
、
周
知
の
よ
う
に
、
ギ
リ
シ
ア
神
話
の
愛
と
美
と
豊
饒
の
女
神
だ
が
、
ホ
メ
ー
ロ
ス
は
こ
の
女
神
を
ゼ
ウ

ス
と
デ
ィ
オ
ネ
の
娘
と
し
（﹃
イ
ー
リ
ア
ス
﹄
第
五
巻
三
一
二
、
三
七
〇
行
以
下
）、
ヘ
シ
オ
ド
ス
は
彼
女
を
ク
ロ
ノ
ス
に
切
断
さ
れ
た
ウ
ラ
ノ

ス
の
男
根
の
泡
（
ア
フ
ロ
ス
）
か
ら
直
接
生
ま
れ
た
と
す
る
（﹃
神
統
記
﹄
一
八
八
│
二
〇
〇
）。
プ
ラ
ト
ン
は
後
者
を
﹁
ウ
ラ
ニ
ヤ
﹂

Ο
ύρανία

、
前
者
を
﹁
パ
ン
デ
モ
ス
﹂Π

άνδημοѕ

（R
eclam

, Sym
posion, S.30

）
と
呼
び
、
そ
れ
ら
を
二
種
類
の
エ
ロ
ス
の
起
源
と
し
て
説

明
す
る
。
永
遠
で
神
聖
な
﹁
天
上
の
ウ
ェ
ヌ
ス
﹂Venus C

oelestis

と
物
質
界
の
﹁
現
世
の
ウ
ェ
ヌ
ス
﹂Venus V

ulgaris

で
あ
る
。
大
方
の
研

究
者
と
同
様
、
パ
ノ
フ
ス
キ
ー
も
テ
ィ
ツ
ィ
ア
ー
ノ
の
﹁
聖
愛
と
俗
愛
﹂
は
こ
の
二
人
の
ウ
ェ
ヌ
ス
を
描
く
作
品
で
あ
る
と
し
て
、
本
論
文
以

後
も
、
何
度
か
﹁
聖
愛
と
俗
愛
﹂
に
つ
い
て
言
及
し
て
い
る
。

エ
ル
ヴ
ィ
ン
・
パ
ノ
フ
ス
キ
ー
（
一
八
九
二
│
一
九
六
八
年
）
の
著
作
活
動
は
、
大
き
く
、
祖
国
ド
イ
ツ
で
の
前
半
と
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
に

移
住
後
の
後
半
に
分
け
ら
れ
る
。
ハ
ノ
ー
フ
ァ
ー
で
ユ
ダ
ヤ
人
の
家
系
に
生
ま
れ
た
彼
は
、
ナ
チ
ス
の
台
頭
と
と
も
に
、
国
外
へ
の
亡
命
を
余

儀
な
く
さ
れ
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
に
新
天
地
を
求
め
た
が
、
ド
イ
ツ
在
住
時
代
（
一
八
九
二
│
一
九
三
三
年
）
に
ド
イ
ツ
語
で
発
表
し
た
論
文

を
、
ア
メ
リ
カ
へ
の
亡
命
以
後
（
一
九
三
四
│
一
九
六
八
年
）
の
英
語
に
よ
る
著
作
の
中
で
、
彼
は
時
折
、
改
稿
し
活
用
し
て
い
る
。
本
論
文
も
、

そ
の
例
に
漏
れ
ず
、﹃
イ
コ
ノ
ロ
ジ
ー
研
究
﹄Studies in Iconology

（
一
九
三
九
年
）
と
﹃
ル
ネ
サ
ン
ス
の
春
﹄﹇
原
題
﹈R

enaissance and 

R
enascences in W

estern A
rt

（
一
九
六
〇
年
）
に
そ
の
﹁
続
き
﹂
が
記
さ
れ
て
い
る
。

前
者
﹃
イ
コ
ノ
ロ
ジ
ー
研
究
﹄
５
﹁
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
と
北
イ
タ
リ
ア
に
お
け
る
新
プ
ラ
ト
ン
主
義
運
動
﹂（
浅
野
・
阿
天
坊
・
塚
田
・
永
澤
・

福
部
訳
、
ち
く
ま
学
芸
文
庫
、
二
〇
〇
二
年
）（
下
巻
）
の
中
で
、
パ
ノ
フ
ス
キ
ー
は
、﹁
天
上
の
ウ
ェ
ヌ
ス
﹂
と
﹁
地
上
の
ウ
ェ
ヌ
ス
﹂
の
テ
ー

マ
に
関
連
し
て
、﹃
聖
愛
と
俗
愛
﹄
は
﹁
テ
ィ
ツ
ィ
ア
ー
ノ
が
新
プ
ラ
ト
ン
主
義
の
哲
学
に
対
し
て
自
ら
進
ん
で
讃
辞
を
呈
し
た
唯
一
の
作
品

で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
﹂
と
語
る
（
同
、
五
四
頁
）。

ま
た
後
者
﹃
ル
ネ
サ
ン
ス
の
春
﹄（
中
森
義
宗
・
清
水
忠
訳
、
思
索
社
、
昭
和
六
三
（
四
八
）
年
）
に
お
い
て
彼
は
、
ボ
ッ
テ
ィ
チ
ェ
リ
の
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（18）

名
作
﹁
ヴ
ィ
ー
ナ
ス
の
誕
生
﹂
と
﹁
プ
リ
マ
ヴ
ェ
ー
ラ
﹂（
春
）
に
描
か
れ
た
﹁
裸
﹂
の
女
神
と
﹁
着
飾
っ
た
﹂
女
神
、﹁
無
装
飾
の
美
神
﹂
と
﹁
装

飾
の
美
神
﹂
が
、
テ
ィ
ツ
ィ
ア
ー
ノ
の
﹁
聖
愛
と
俗
愛
﹂
の
中
に
表
現
さ
れ
て
い
る
と
指
摘
し
た
フ
ラ
ン
ク
ッ
チ
の
説
を
紹
介
し
な
が
ら
、

﹁
ヴ
ィ
ー
ナ
ス
の
誕
生
﹂
は
﹁
天
上
の
ヴ
ィ
ー
ナ
ス
の
降
誕
﹂、﹁
プ
リ
マ
ヴ
ェ
ー
ラ
﹂
は
﹁
自
然
の
ヴ
ィ
ー
ナ
ス
の
領
土
﹂
と
題
す
る
こ
と
が

出
来
る
と
言
う
（
同
書
、
二
二
九
│
二
三
一
頁
）。
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
の
巨
匠
（
ボ
ッ
テ
ィ
チ
ェ
リ
）
が
別
々
の
作
品
に
描
い
た
二
人
の
ヴ
ィ
ー

ナ
ス
は
、
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
の
巨
匠
（
テ
ィ
ツ
ィ
ア
ー
ノ
）
の
名
作
の
中
で
、
一
画
面
の
中
で
対
照
的
に
描
き
分
け
ら
れ
た
わ
け
で
あ
る
。

以
上
、
パ
ノ
フ
ス
キ
ー
の
﹁
聖
愛
と
俗
愛
﹂
論
に
お
い
て
特
筆
す
べ
き
は
、
前
述
、
プ
ラ
ト
ン
の
エ
ロ
ス
論
（﹃
饗
宴
﹄）
を
継
承
し
た
イ
タ

リ
ア
・
ル
ネ
サ
ン
ス
期
の
哲
学
者
Ｍ
・
フ
ィ
チ
ー
ノFicino

（
一
四
三
三
│
一
四
九
九
年
）
の
新
プ
ラ
ト
ン
主
義
思
想
の
援
用
で
あ
る
。フ
ィ
チ
ー

ノ
は
﹁
神
聖
な
愛
﹂
は
﹁
自
然
な
愛
﹂
に
優
る
と
し
た
が
、
但
し
、﹁
よ
り
低
い
領
域
﹂
で
あ
る
﹁
自
然
の
愛
﹂
に
よ
っ
て
﹁
わ
れ
わ
れ
の
想

像
と
感
覚
の
機
能
が
、
物
質
的
・
知
覚
的
世
界
の
美
を
知
覚
し
創
造
す
る
こ
と
が
で
き
る
﹂
た
め
、﹁
二
つ
の
愛
は
同
じ
く
ら
い
尊
敬
す
べ
き

も
の
﹂
で
あ
る
と
し
た
。
換
言
す
れ
ば
、
二
人
の
ヴ
ィ
ー
ナ
ス
は
﹁
わ
れ
わ
れ
を
促
し
て
美
を
作
り
出
さ
せ
る
が
、
そ
の
や
り
方
は
そ
れ
ぞ
れ

独
自
の
も
の
﹂（
フ
ィ
チ
ー
ノ
﹃
饗
宴
注
釈
﹄
Ⅳ
・
４
）
な
の
で
あ
る
。
パ
ノ
フ
ス
キ
ー
は
フ
ィ
チ
ー
ノ
の
こ
の
言
葉
を
高
く
評
価
し
、
そ
れ

を
彼
の
﹁
聖
愛
と
俗
愛
﹂
解
釈
の
重
要
な
典
拠
に
し
て
い
る
（
前
掲
﹃
ル
ネ
サ
ン
ス
の
春
﹄
同
頁
。
な
お
、﹃
恋
の
形
而
上
学
﹄
マ
ル
シ
リ
オ
・

フ
ィ
チ
ー
ノ
著
／
左
近
司
祥
子
訳
、
国
文
社
、
一
九
八
五
年
、
五
一
│
五
三
頁
参
照
）。

本
稿
で
訳
出
し
た
論
文
は
、
こ
の
よ
う
に
、﹃
イ
コ
ノ
ロ
ジ
ー
研
究
﹄
お
よ
び
﹃
ル
ネ
サ
ン
ス
の
春
﹄
に
繋
が
っ
て
ゆ
く
内
容
を
含
ん
で
い

る
ば
か
り
で
は
な
く
、
チ
ェ
ー
ザ
レ
・
リ
ー
パ
の
﹃
イ
コ
ノ
ロ
ジ
ー
ア
﹄
等
、
後
の
著
作
で
は
カ
ッ
ト
さ
れ
て
い
る
貴
重
な
典
拠
を
本
文
中
に

収
録
し
て
い
る
点
で
も
、
貴
重
な
一
篇
と
な
っ
て
い
る
。

最
後
に
あ
ら
た
め
て
確
認
し
て
お
き
た
い
の
は
、
テ
ィ
ツ
ィ
ア
ー
ノ
の
﹁
聖
愛
と
俗
愛
﹂
が
、
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
共
和
国
の
十
人
会
議
書
記
官

ニ
ッ
コ
ロ
・
ア
ウ
レ
リ
オ
と
パ
ド
ヴ
ァ
の
貴
族
ラ
ウ
ラ
・
バ
ガ
ロ
ッ
ト
の
結
婚
を
記
念
し
て
委
嘱
さ
れ
た
作
品
で
あ
る
と
い
う
事
実
だ
（
画
面

中
央
の
水
槽
の
浮
彫
に
ニ
ッ
コ
ロ
の
紋
章
が
描
か
れ
て
い
る
）。
画
面
左
の
丘
で
遊
ぶ
兎
は
妻
の
多
産
を
、
紋
章
近
く
水
を
放
出
す
る
蛇
口
は

夫
の
繁
殖
力
を
暗
示
す
る
と
言
わ
れ
る
（
石
鍋
真
澄
監
修
﹃
ル
ネ
サ
ン
ス
美
術
館
﹄、
小
学
館
、
二
〇
〇
八
年
、﹁
聖
愛
と
俗
愛
﹂﹁
解
説
﹂
森

雅
彦
）。
同
じ
く
祝
婚
画
で
あ
る
ボ
ッ
テ
ィ
チ
ェ
リ
の
﹁
プ
リ
マ
ヴ
ェ
ー
ラ
﹂
が
﹁
新
婚
夫
婦
の
部
屋
を
飾
る
、
愛
と
女
性
の
美
徳
の
賞
賛
﹂（
石

鍋
真
澄
﹃
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
の
世
紀
﹄
ル
ネ
サ
ン
ス
美
術
と
パ
ト
ロ
ン
の
物
語
、
平
凡
社
、
二
〇
一
三
年
）
を
描
い
て
い
る
よ
う
に
、
テ
ィ
ツ
ィ

ア
ー
ノ
の
﹁
聖
愛
と
俗
愛
﹂
も
、
愛
の
諸
相
を
二
人
の
女
性
（
ヴ
ィ
ー
ナ
ス
）
に
よ
っ
て
寓
意
的
か
つ
対
照
的
に
表
現
し
て
お
り
、
ま
さ
し
く
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（19） ティツィアーノの「聖愛と俗愛」の解釈に寄せて

結
婚
記
念
画
な
の
で
あ
る
。

時
に
複
雑
で
難
解
な
ヴ
ァ
ー
ル
ブ
ル
ク
学
派
の
思
想
的
・
理
論
的
な
考
察
と
は
別
に
、
こ
う
し
た
歴
史
的
・
社
会
的
な
成
立
背
景
を
理
解
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
芸
術
作
品
は
そ
の
位
置
が
明
確
に
な
る
と
同
時
に
、
一
層
そ
の
意
味
も
深
み
を
増
し
て
く
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

さ
て
、﹁
聖
愛
と
俗
愛
﹂
を
見
る
と
、
画
面
中
央
に
、
神
秘
的
な
表
情
を
湛
え
る
二
人
の
女
性
に
挟
ま
れ
て
、
水
槽
で
遊
ぶ
キ
ュ
ー
ピ
ッ
ド
（
ク

ピ
ド
）
が
描
か
れ
て
い
る
。
水
を
か
き
混
ぜ
る
そ
の
姿
に
は
、﹁
天
上
﹂
と
﹁
地
上
﹂
二
つ
の
愛
を
融
合
し
調
和
し
よ
う
と
す
る
寓
意
が
色
濃

く
反
映
し
て
い
る
よ
う
だ
（
前
述
﹃
ル
ネ
サ
ン
ス
美
術
館
﹄﹁
解
説
﹂
他
）。
パ
ノ
フ
ス
キ
ー
の
複
雑
な
図
像
学
的
解
釈
も
、
こ
の
ク
ピ
ド
を
端

緒
に
す
る
と
、
そ
し
て
右
の
よ
う
な
成
立
背
景
を
再
考
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
さ
ら
な
る
展
開
が
可
能
に
な
る
の
か
も
知
れ
な
い
。

　

＊ 

パ
ノ
フ
ス
キ
ー
論
文
の
翻
訳
に
際
し
て
、
ラ
テ
ン
語
は
本
学
文
芸
学
部
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
文
化
学
科
の
戸
部
順
一
教
授
、
イ
タ
リ
ア
語
は
芸

術
学
科
の
石
鍋
真
澄
教
授
に
種
々
ご
教
示
い
た
だ
い
た
。
お
二
人
に
心
か
ら
感
謝
い
た
し
ま
す
。
文
責
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
、
す
べ

て
筆
者
（
高
木
）
に
あ
る
。

　

＊
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
。
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