
ア
ル
ブ
レ
ヒ
ト
・
デ
ュ
ー
ラ
ー
の
銅
版
画
「
ヘ
ラ
ク
レ
ス
」（１
）

エ
ル
ヴ
ィ
ン
・
パ
ノ
フ
ス
キ
ー　
　

高
木
昌
史　

訳



（2）
　

プ
ロ
デ
ィ
コ
ス
物
語（
２
）の
再
生
は
│
ヘ
ラ
ク
レ
ス
像
に
関
し
て
と
い
う
よ
り
は
、
む
し
ろ
徳
と
悪
徳
と
い
う
二
つ
の
人

格
化
に
関
し
て
│
決
定
的
に
︿
人
文
主
義
的
な
﹀
出
来
事
を
意
味
す
る
。（
ペ
ー
タ
ー
・
フ
ィ
ッ
シ
ャ
ー
が
︿
徳
﹀
を

V
irtus

（「
徳
」
の
単
数
形
）
で
は
な
く
、V

irtutes

（「
徳
」
の
複
数
形
）
と
呼
ぶ
と
き
は
、
逆
に
、
中
世
的
な
言
語-

思
考

習
慣
へ
の
ち
ょ
っ
と
し
た
、
し
か
し
顕
著
な
逆
戻
り
で
あ
る
）（
一
）。
ラ
テ
ン
語
の
﹃
愚
者
の
船
﹄（
３
）の
木
版
画
で
さ
え
、
こ

の
観
点
か
ら
は
、︿
ル
ネ
サ
ン
ス
﹀
主
義
の
ド
キ
ュ
メ
ン
ト
に
数
え
ら
れ
得
る
│
そ
の
木
版
画
は
、
様
式
、
類
型
の
選
択
、

そ
し
て
精
神
的
な
理
解
に
お
い
て
、
中
世
に
取
り
つ
か
れ
た
ま
ま
で
は
あ
る
の
だ
が
。
そ
れ
だ
け
一
層
、
こ
の
木
版
画
に
ヘ

ラ
ク
レ
ス
の
決
断
の
表
現
を
対
比
し
て
み
る
の
は
示
唆
的
で
あ
る
。
そ
の
表
現
は
、
ほ
ん
の
二
、
三
年
後
に
描
か
れ
た
だ

け
な
の
だ
が
、
あ
ら
ゆ
る
点
で
木
版
画

と
対
照
的
な
の
だ
。
│
あ
ま
り
に
対
照

的
な
た
め
、
そ
れ
が
こ
の
表
現
の
圏
内

に
属
し
て
い
る
こ
と
が
今
日
に
至
る
ま

で
見
過
ご
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。
す

な
わ
ち
、
ア
ル
ブ
レ
ヒ
ト
・
デ
ュ
ー

ラ
ー
の
銅
版
画
Ｂ
七
三
が
そ
れ
で
あ
る

（
図
版
１
）。

　

こ
の
銅
版
画
の
解
釈
が
き
わ
め
て
難

し
い
と
い
う
こ
と
は
、
デ
ュ
ー
ラ
ー
の

図版 1　 アルブレヒト・デューラー「官能的
快楽と闘う徳の勇士としてのヘラク
レス」銅版画Ｂ七三
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殆
ど
す
べ
て
の
神
話
画
お
よ
び
寓
意
画
と
同
じ
で
あ
る
。「
博
士
の
夢
」、「
ア
ミ
ュ
モ
ネ
」、「
四
人
の
裸
婦
」、「
魔
女
の
騎

行
」、「
一
角
獣
の
誘
拐
」、
そ
し
て
「
絶
望
の
男
」
の
よ
う
な
銅
版
画
と
腐
食
銅
版
画
﹇
エ
ッ
チ
ン
グ
﹈（
４
）│
「
下
僕
を
連

れ
た
騎
士
」、「
男
湯
」
お
よ
び
「
ヘ
ラ
ク
レ
ス
」
の
よ
う
な
木
版
画（
５
）│
「
賢
い
女
」
や
風
変
わ
り
な
数
葉
Ｌ
一
七
四
、

Ｌ
一
九
四
、
Ｌ
一
九
五
の
よ
う
な
ス
ケ
ッ
チ
は
、
今
日
も
な
お
、
論
理
的
な
解
釈
を
待
ち
わ
び
て
い
る（
二
）。
ま
た
「
マ
ク

シ
ミ
リ
ア
ン
一
世
凱
旋
門
」（
６
）や
「
正
義
の
太
陽
神
」（
７
）そ
し
て
「
ネ
メ
シ
ス
」（
８
）の
よ
う
な
作
品
│
「
メ
ラ
ン
コ
リ
ア
」（
９
）

は
言
う
ま
で
も
な
く
│
は
余
り
に
並
は
ず
れ
た
象
徴
内
容
が
積
み
込
ま
れ
て
い
る
た
め
に
、
そ
の
解
釈
は
、
最
近
三
〇
年
間

に
よ
う
や
く
、
幸
運
な
偶
然
の
発
見
に
よ
っ
て
成
功
し
た
。

　

そ
の
よ
う
な
事
例
が
積
み
重
な
る
と
、
対
象
を
選
択
す
る
際
の
脇
道
に
は
、
一
種
の
体
系
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う

推
測
を
抱
か
せ
る
。
そ
し
て
実
際
、
そ
れ
は
デ
ュ
ー
ラ
ー
の
芸
術
観
に
深
く
根
ざ
し
て
い
る
こ
と
が
判
明
す
る
。
彼
は
、
イ

タ
リ
ア
人
よ
り
も
ず
っ
と
以
前
に
、
創
造
的
な
人
間
の
芸
術
の
才
能
を
、
神
の
全
能
の
賜
物
と
し
て
理
解
し
て
い
た
に
も
拘

わ
ら
ず
、
と
言
う
よ
り
は
、
ま
さ
し
く
そ
う
理
解
し
て
い
た
が
故
に
、
芸
術
的
な
業
績
の
最
高
の
名
誉
を
オ
リ
ジ
ナ
ル
性
に

見
て
い
た
人
物
で
あ
っ
た
。
彼
は
天
才
的
な
画
家
に
、︿
毎
日
、
人
間
や
他
の
被
造
物
の
多
く
の
新
し
い
姿
を
鋳
造
し
、
以

前
に
は
見
た
こ
と
も
な
く
、
他
者
が
考
え
た
こ
と
も
な
い
も
の
を
作
る
能
力
﹀（
三
）を
認
め
る
。
そ
し
て
プ
ラ
ト
ン
的
な
理
念

の
中
に
さ
え
、
彼
は
芸
術
作
品
の
客
観
的
な
妥
当
性
と
美
の
保
証
で
は
な
く
、︿
至
る
所
、
何
か
新
し
い
も
の
を
作
品
に
よ
っ

て
鋳
造
す
る
﹀（
四
）謎
め
い
た
能
力
の
源
を
見
た
の
で
あ
る
。︿
未
だ
存
在
し
た
こ
と
の
な
い
も
の
﹀
を
求
め
る
こ
う
し
た
努

力
が
、
宗
教
的
な
芸
術
の
分
野
で
、
伝
承
さ
れ
た
イ
メ
ー
ジ
の
素
材
を
、
新
た
な
精
神
的
な
洞
察
と
新
た
な
構
成
上
の
表
出
、

新
た
な
確
立
さ
れ
た
型
や
身
振
り
に
生
命
を
吹
き
込
む
こ
と
に
よ
っ
て
達
成
す
る
こ
と
が
出
来
た
と
す
れ
ば
、
神
話
的
で
寓
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意
的
な
世
俗
芸
術
の
分
野
で
も
、
主
題
そ
の
も
の
の
選
択
と
発
明
の
才
に
と
っ
て
そ
れ
は
決
定
的
と
な
る
に
違
い
な
か
っ

た
。
あ
か
ら
さ
ま
に
嘲
笑
し
て
、
デ
ュ
ー
ラ
ー
は
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
派
の
画
家
た
ち
の
図
像
学
的
な
発
明
の
才
の
貧
困
さ
を
皮

肉
っ
た
。︿
歴
史
と
同
様
に
、
イ
タ
リ
ア
人
が
創
作
す
る
も
の
、
特
に
あ
な
た
が
喜
ん
で
研
究
す
る
も
の
に
私
は
何
も
特
別

な
も
の
は
見
出
さ
な
い
﹀、
と
彼
は
ピ
ル
ク
ハ
イ
マ
ー（
10
）宛
て
に
手
紙
を
書
い
て
い
る
。︿
そ
れ
は
常
に
同
じ
も
の
だ
。
彼

ら
が
ど
れ
を
描
く
か
を
、
あ
な
た
自
身
知
っ
て
い
る
﹀（
五
）。
世
俗
的
な
題
材
を
独
自
に
描
写
す
る
た
め
に
、
│
そ
し
て
こ
の

描
写
が
銅
版
画
あ
る
い
は
木
版
画
に
よ
っ
て
公
に
さ
れ
る
よ
う
に
決
ま
っ
た
と
き
、「
一
般
に
知
ら
れ
た
、
そ
し
て
す
で
に

以
前
か
ら
描
か
れ
た
主
題
を
出
来
る
だ
け
避
け
る
こ
と
」（
六
）を
、
彼
が
ま
さ
に
原
則
に
し
た
の
は
、
偶
然
で
も
な
け
れ
ば
た

ん
な
る
教
育
的
な
名
誉
欲
で
も
な
い
。
そ
う
い
う
わ
け
で
、
デ
ュ
ー
ラ
ー
の
世
俗
的
な
構
図
に
は
、
図
像
学
的
な
知
識
が
根

底
に
横
た
わ
っ
て
い
る
。
そ
の
知
識
は
︿
イ
タ
リ
ア
﹀

の
大
多
数
の
画
家
た
ち
の
そ
れ
﹇
知
識
﹈
よ
り
優
れ
、

彼
の
友
人
ピ
ル
ク
ハ
イ
マ
ー
の
そ
れ
に
確
か
に
匹
敵

す
る
も
の
で
あ
っ
た（
七
）。
そ
し
て
ま
さ
し
く
そ
れ

故
に
、
こ
の
知
識
の
源
泉
が
も
は
や
流
れ
て
い
な
い

現
代
の
観
察
者
に
と
っ
て
、
そ
の
構
図
を
解
読
す
る

の
は
き
わ
め
て
難
し
い
。
│
特
に
、
デ
ュ
ー
ラ
ー
が

ド
イ
ツ
の
芸
術
を
イ
タ
リ
ア
・
ル
ネ
サ
ン
ス
の
様
式

的
な
偉
業
に
習
熟
さ
せ
よ
う
と
す
る
情
熱
的
な
努
力

図版 2　 アルブレヒト・デューラー「オル
フェウスの死」、スケッチ L一五
九ハンブルク、美術館
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の
中
で
、
意
図
し
て
独
創
的
な
意
味
内
容
を
、
強
引

で
な
け
れ
ば
表
現
の
計
画
に
は
組
み
込
ま
れ
な
い
よ

う
な
伝
来
の
形
式
の
中
へ
注
ぎ
込
も
う
と
試
み
た
と

き
に
は
そ
う
で
あ
っ
た
。

　

こ
れ
は
周
知
の
よ
う
に
銅
版
画
Ｂ
七
三
に
特
に
当

て
は
ま
る
。
久
し
い
以
前
か
ら
確
認
さ
れ
て
い
る
よ

う
に
、
殴
り
か
か
る
女
性
と
逃
げ
て
行
く
子
供
の
天

使
は
、
マ
ン
テ
ー
ニ
ャ（
11
）風
の
手
本
に
遡
る
ハ
ン

ブ
ル
ク
の
オ
ル
フ
ェ
ウ
ス
画
Ｌ
一
五
九
（
図
版
２
）

か
ら
採
ら
れ
て
お
り（
九
）、
女
性
の
裸
体
と
サ
テ
ュ

ロ
ス
の
前
腕
は
、
マ
ン
テ
ー
ニ
ャ
の
銅
版
画
Ｂ
一
八

に
倣
っ
て
透
写
さ
れ
た
ア
ル
ベ
ル
テ
ィ
ー
ナ
の
絵
Ｌ

四
五
五
に
由
来
す
る
（
恐
ら
く
も
う
一
つ
、
マ
ル
ク

ア
ン
ト
ニ
オ（
12
）の
銅
版
画
Ｂ
三
一
九
か
ら
推
論
さ

れ
る
マ
ン
テ
ー
ニ
ャ
の
手
本
が
関
与
し
て
い
る
。
そ

の
手
本
は
ヘ
ラ
ク
レ
ス
画
の
女
性
の
裸
体
を
個
々
に

準
備
し
、
ま
た
そ
れ
は
ア
ミ
ュ
モ
ネ
銅
版
画
に
と
っ

図版 3　 アンドレア・マンテーニャに
拠るアルブレヒト・デュー
ラーのスケッチ部分Ｌ四五五、
ウィーン、アルベルティーナ

図版 4　 マルクアントニオ「サテュロスと
ニンフ」

　　　　銅版画Ｂ三一九
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（6）

て
意
味
に
満
ち
た
も
の
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
）（
一
〇
）。
図
版
３
、
４
参
照
。
そ
し
て
後
ろ
向
き
の
立
像
と
左
腕
は
、
ア
ン
ト

ニ
オ
・
ポ
ラ
イ
ウ
ォ
ー
ロ（
13
）に
拠
る
ボ
ナ
の
絵
Ｌ
三
四
七
か
ら
借
用
さ
れ
て
い
る（
一
一
）。︿
万
華
鏡
の
中
の
よ
う
に
、
元
来
、

異
質
な
諸
要
素
が
絵
に
混
入
し
・
・
・
、
物
語
の
透
明
性
が
少
な
く
と
も
歪
ん
で
い
る
の
か
も
知
れ
な
い
﹀（
一
二
）。

　

そ
れ
は
ど
う
で
あ
れ
、
デ
ュ
ー
ラ
ー
自
身
が
こ
の
銅
版
画
を
︿
ヘ
ラ
ク
レ
ス
﹀
と
呼
ん
だ
こ
と
を
我
々
は
知
っ
て
い

る（
一
三
）。
こ
の
名
称
が
絵
の
︿
寓
意
的
﹀
な
解
釈
│
そ
の
解
釈
は
そ
の
完
全
な
性
格
に
よ
っ
て
無
条
件
に
抱
か
れ
る
│
と
矛

盾
す
る
と
い
う
先
入
観
に
人
が
屈
服
し
な
け
れ
ば
、
ず
っ
と
以
前
か
ら
正
し
い
解
決
に
導
い
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
銅
版
画
は

一
つ
の
寓
意
を
表
現
し
て
い
る
か
、
│
そ
の
場
合
は
、︿
ヘ
ラ
ク
レ
ス
﹀
と
い
う
名
前
を
受
け
容
れ
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ

る
│
あ
る
い
は
︿
ヘ
ラ
ク
レ
ス
﹀
と
い
う
名
称
を
妥
当
と
す
る
と
、
人
は
思
っ
た
の
で
あ
る
│
そ
の
場
合
は
、
描
写
さ
れ
た

場
面
は
必
然
的
に
英
雄
の
行
為
の
中
に
求
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い（
一
四
）。
我
々
が
こ
の
先
入
観
か
ら
自
由
に
な
る
や
否

や
、
つ
ま
り
、
ヘ
ラ
ク
レ
ス
像
そ
の
も
の
を
寓
意
的
な
関
係
の
中
へ
置
い
て
考
え
る
可
能
性
を
心
に
留
め
て
お
く
や
否
や
、

銅
版
画
は
お
の
ず
か
ら
、
我
々
が
知
っ
て
い
る
よ
う
に
、
ド
イ
ツ
の
初
期
人
文
主
義
の
思
考
が
特
別
に
好
ん
で
動
き
回
っ
て

い
た
表
象
圏
に
組
み
込
ま
れ
る
こ
と
に
な
る（
一
五
）。
つ
ま
り
、
プ
ロ
デ
ィ
コ
ス
寓
話
の
表
象
圏
で
あ
る
。
ヴ
ェ
ル
フ
リ

ン（
14
）が
銅
版
画
Ｂ
七
三
を
︿
淫
乱
に
対
す
る
純
潔
の
戦
い
﹀
と
解
釈
し
た
と
き
、
彼
は
ま
っ
た
く
正
し
い
道
を
歩
ん
で
い

た
の
で
あ
る（
一
六
）。
も
し
彼
が
こ
の
道
を
完
全
に
終
り
ま
で
歩
か
な
か
っ
た
と
し
た
ら
、
│
彼
は
ヘ
ラ
ク
レ
ス
の
姿
を
そ
れ

自
体
完
全
に
正
し
い
彼
の
解
釈
の
中
へ
引
き
入
れ
る
こ
と
が
見
込
み
の
な
い
こ
と
だ
と
感
じ
て
、「
嫉
妬
」
と
い
う
古
い
名

称
を
堅
く
守
っ
て
い
る
の
だ
が
│
、
そ
の
理
由
は
、
彼
も
ま
た
あ
の
人
を
欺
く
二
者
択
一
、︿
寓
意
的
な
裏
の
意
味
の
な
い

ヘ
ラ
ク
レ
ス
の
行
為
│
あ
る
い
は
ヘ
ラ
ク
レ
ス
が
関
与
し
な
い
寓
意
的
な
場
面
﹀
に
束
縛
さ
れ
て
い
る
自
分
を
感
じ
て
い
た
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こ
と
に
あ
る
。「
徳
」
と
「
悪
徳
」
と
の
闘
い
が
ま
さ
し
く
ヘ
ラ
ク
レ
ス
の
眼
前
で
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
、
ま
た
彼
が
そ
の

際
に
徹
頭
徹
尾
、
中
立
の
傍
観
者
お
よ
び
審
判
者
の
役
割
に
必
ず
し
も
満
足
し
て
は
い
な
い
と
い
う
こ
と
、
む
し
ろ
、
│
ま

さ
し
く
ド
イ
ツ
人
文
主
義
者
に
お
い
て
│
「
徳
」V

irtus

の
決
定
的
な
党
派
人
か
つ
武
力
仲
間
と
し
て
登
場
す
る
こ
と
も
あ

り
得
た
こ
と（
一
七
）を
、
我
々
が
知
っ
た
後
で
は
、
謎
の
解
決
は
も
は
や
困
難
で
は
な
い
。
攻
撃
す
る
女
は
「
徳
」
で
あ
り
、

敵
対
者
と
力
を
込
め
て
闘
う
た
め
に
、
彼
女
は
徳
の
城
（
左
上
）
か
ら
駆
け
下
る
。
裸
の
女
は
そ
れ
故
に
「
肉
欲
」

Voluptas

で
あ
り
、
彼
女
は
サ
テ
ュ
ロ
ス
の
腕
の
中
で
安
ら
い
な
が
ら（
一
八
）、
ま
さ
に
︿
薫
り
の
中
﹀
で
、「
徳
」
に
襲
わ

れ
る
。（
徳
に
は
、
も
ち
ろ
ん
、
他
の
場
合
と
同
様
、
驚
い
て
逃
げ
去
る
子
供
の
天
使
も
属
し
て
い
る
）。
結
局
、
立
っ
て
い

る
人
物
は
ヘ
ラ
ク
レ
ス
で
あ
る
。
彼
は
彼
で
│
こ
こ
で
は
ま
だ
ラ
イ
オ
ン
の
毛
皮
は
身
に
つ
け
て
お
ら
ず
、
若
々
し
い
伸
び

切
ら
な
い
髭
を
生
や
し
て
│
淫
ら
な
カ
ッ
プ
ル
に
、
高
貴
な
憤
り
に
満
ち
て
、︿
反
対
の
態
度
を
取
っ
て
い
る
﹀。
人
は
彼
を

い
わ
ば
「
徳
」
の
「
勇
士
」
と
呼
ぶ
こ
と
が
出
来
る
。
彼
は
確
か
に
、
エ
ネ
ル
ギ
ッ
シ
ュ
で
有
望
な
行
動
を
眼
の
前
に
し
て
、

見
守
る
態
度
に
満
足
し
て
も
い
い
の
だ
が
、
い
ず
れ
に
せ
よ
、
徳
を
援
護
す
る
覚
悟
は
で
き
て
い
る
。
そ
し
て
ケ
リ
ド
ニ
ウ

スC
helidonius

（
15
）に
お
け
る
よ
う
に
│
彼
は
、
こ
の
機
会
に
想
起
し
た
い
が
、
二
つ
の
﹃
受
難
伝
﹄
木
版
画（
16
）と
﹃
マ
リ

ア
の
生
涯
﹄（
17
）の
た
め
に
ラ
テ
ン
語
の
詩
を
書
い
て
い
る
│
「
徳
」
は
こ
こ
で
も
や
は
り
彼
に
つ
い
て
こ
う
語
る
か
も
知
れ

な
い
。

　
　
　
　
　

至
る
所
、
わ
が
証
人
ヘ
ラ
ク
レ
ス
は
立
つ
、

　
　
　
　
　

徳
の
力
強
き
英
雄
は
、

　
　
　
　
　

彼
は
わ
が
行
為
を
こ
の
場
所
で
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言
葉
で
は
な
く
、
所
業
で
証
明
す
る
は
ず
だ
。（
一
九
）

　

彼
の
大
い
に
議
論
さ
れ
た
動
き
の
モ
テ
ィ
ー
フ
│
そ
れ
は
攻
撃
で
も
防
御
で
も
な
い
。
何
故
な
ら
、
ヘ
ラ
ク
レ
ス
は
、
彼

の
振
り
上
げ
た
節
の
多
い
杖
が
「
徳
」
の
棍
棒
の
打
撃
を
受
け
止
め
る
こ
と
が
出
来
る
た
め
に
は
、
余
り
に
前
景
に
立
っ
て

い
る
│
そ
の
モ
テ
ィ
ー
フ
は
、
ポ
ラ
イ
ウ
ォ
ー
ロ
の
人
物
の
主
要
モ
テ
ィ
ー
フ
か
ら
展
開
さ
れ
た
準
備
の
身
振
り
に
他
な
ら

な
い
。そ
の
身
振
り
は
「
ア
ル
ヴ
ィ
ア
ヌ
ス
の
」
ヘ
ラ
ク
レ
ス
劇
の
一
節
と
ま
さ
に
一
致
す
る
。「
彼
は
武
器
を
身
に
付
け
た
、

兜
を
被
り
、
右
手
に
棍
棒
を
持
ち
、
徳
を
追
究
し
た
」（
二
〇
）。

　

こ
う
し
て
デ
ュ
ー
ラ
ー
は
異
質
な
要
素
を
、
プ
ロ
デ
ィ
コ
ス
の
ヘ
ラ
ク
レ
ス
寓
話
の
最
高
に
独
創
的
な
表
現
に
結
合
す
る

術
﹇
す
べ
﹈
を
理
解
し
た
。
も
し
解
釈
が
さ
ら
な
る
支
え
を
必
要
と
す
る
の
な
ら
ば
、
そ
の
支
え
は
、
い
つ
も
の
イ
タ
リ
ア

の
模
範
と
の
厳
密
な
結
び
つ
き
に
も
拘
わ
ら
ず
、
決
定
的
な
点
で
そ
れ
か
ら
離
れ
た
。
す
な
わ
ち
、︿
二
人
の
女
性
の
人
物

像
に
お
い
て
は
、
髪
型
が
変
化
し
て
﹀
お
り
、
し
か
も
オ
ル
フ
ェ
ウ
ス
の
絵
の
攻
撃
す
る
マ
イ
ナ
ス
（
狂
乱
の
女
）
は
、
質

素
な
分
け
目
と
フ
リ
ウ
ー
リ
地
方
の
農
婦
た
ち
の
本
来
結
び
目
の
あ
る
ス
カ
ー
フ
を
身
に
付
け
て
い
る
の
で
あ
る（
二
一
）。
一

方
、
マ
ン
テ
ー
ニ
ャ
透
写
（
お
よ
び
マ
ル
ク
ア
ン
ト
ニ
オ
銅
版
画
）
の
休
ん
で
い
る
ニ
ン
フ
は
、
風
に
な
び
く
巻
き
毛
の
代

わ
り
に
、
技
巧
的
に
編
ま
れ
た
髪
を
し
て
い
た
の
で
あ
る
（
図
版
参
照
）。
こ
の
二
重
の
、
確
か
に
偶
然
で
は
な
い
変
化
は
、

我
々
が
「
徳
」
と
「
悪
徳
」
と
の
争
い
の
あ
ら
ゆ
る
表
現
に
、
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
す
で
に
一
三
七
六
年
の
ハ
ー
グ
の
ア
リ
ス

ト
テ
レ
ス
手
稿
の
決
定
的
な
絵
に
図
解
さ
れ
て
い
る
の
を
見
出
し
た
あ
の
対
立
を
明
確
に
す
る
こ
と
を
ま
さ
し
く
目
的
に
し

て
い
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
つ
ま
り
、「
徳
」
の
質
素
で
ス
カ
ー
フ
に
よ
っ
て
被
わ
れ
た
髪
と
、「
肉
欲
」
の
︿
技
巧

的
に
輪
型
に
さ
れ
た
髪
﹀capelli con artificio inannellati

と
の
対
立
が
そ
れ
で
あ
る
。
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こ
れ
を
確
認
す
る
こ
と
で
、
容
易
に
は
分
か
ら
な
い
銅
版
画
の
説
明
以
上
の
も
の
が
獲
得
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
以
上
の

確
認
は
ド
イ
ツ
・
ル
ネ
サ
ン
ス
に
お
け
る
デ
ュ
ー
ラ
ー
の
特
別
な
位
置
に
明
る
い
光
を
投
げ
か
け
る
の
で
あ
る
。

　

我
々
の
テ
ー
マ
の
他
の
す
べ
て
の
絵
は
、
テ
ク
ス
ト
に
関
連
し
て
、「
徳
」
と
「
悪
徳
」
と
の
「
競
争
」Synkrisis

﹇syn
＝m

it
共
に
＋krisis

＝W
ettstreit

競
争
﹈（
18
）を
、
極
端
な
場
合
に
は
、
ヘ
ラ
ク
レ
ス
に
対
す
る
一
種
の
暴
力
行
為
に
ま
で

先
鋭
化
さ
れ
る
よ
う
な
た
ん
な
る
口
論
と
し
て
造
型
し
て
い
る
。
デ
ュ
ー
ラ
ー
は
そ
れ
に
対
し
て
、
そ
の
場
面
を
「
悪
徳
」

に
対
す
る
「
徳
」
の
直
接
的
な
闘
い
、
真
の
「
魂
の
闘
い
」Psychom

achie

（
19
）と
し
て
捉
え
る
。
彼
が
そ
れ
に
よ
っ
て
獲

得
し
た
も
の
は
明
ら
か
で
あ
る
。
彼
は
、
一
方
で
は
、
魂
の
闘
い
の
中
世
的
な
イ
メ
ー
ジ
思
想
に
遡
り
、
他
方
で
は
、
個
々

の
モ
テ
ィ
ー
フ
の
た
め
に
、
イ
タ
リ
ア
的
・
擬
古
的
な
模
範
を
求
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
ル
ネ
サ
ン
ス
に
即
し
た
肉
体
感
覚

の
自
然
な
力
学
を
ド
ラ
マ
テ
ィ
ッ
ク
な
交
戦
に
導
入
す
る
こ
と
に
成
功
し
た
の
だ
が
、
例
の
遡
及
に
よ
っ
て
彼
は
そ
れ
を
表

現
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。
英
雄
主
義
に
呼
び
か
け
る
、
あ
る
い
は
貞
節
な
行
状
の
み
を
警
告
す
る
「
徳
」
の
代
わ

り
に
、
彼
は
闘
う
女
を
描
く
の
だ
が
、
彼
女
は
自
身
を
打
ち
、
彼
女
の
怒
り
は
│
淑
女
ら
し
く
憤
慨
し
た
顔
の
表
情
に
も
拘

わ
ら
ず
│
相
変
わ
ら
ず
何
か
ギ
リ
シ
ア
的
・
マ
イ
ナ
ス
﹇
狂
女
﹈
的
な
も
の
を
持
っ
て
い
る
。
快
楽
へ
と
誘
う
「
肉
欲
」
の

代
わ
り
に
、
彼
は
「
罪
の
女
」
を
描
く
。
彼
女
は
自
身
に
猥
褻
な
行
為
を
し
│
半
獣
と
と
も
に
快
楽
を
楽
し
み
な
が
ら
、
死

ぬ
ほ
ど
驚
い
た
獣
の
よ
う
に
、
追
跡
す
る
女
に
追
い
立
て
ら
れ
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、「
徳
」
と
「
悪
徳
」
の
論
争
は
、
意

識
的
な
、
そ
れ
ど
こ
ろ
か
外
見
上
、
頭
を
ひ
ね
っ
て
考
え
出
さ
れ
た
構
図
に
も
拘
わ
ら
ず
、
こ
う
言
っ
て
よ
け
れ
ば
、
バ
ロ
ッ

ク
で
さ
え
達
成
出
来
な
か
っ
た
動
物
的
な
直
截
性
を
獲
得
し
て
い
る
。
デ
ュ
ー
ラ
ー
は
論
争
す
る
概
念
の
人
格
化
を
闘
う
自

然
存
在
に
変
身
さ
せ
る（
二
二
）。
こ
の
変
身
を
遂
行
す
る
た
め
に
、
彼
が
中
世
的
な
、
そ
し
て
プ
ロ
デ
ィ
コ
ス
物
語
に
と
っ
て
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は
先
験
的
に
異
質
な
イ
メ
ー
ジ
観
に
遡
る
と
き
、
そ
れ
は
見
か
け
の
上
で
逆
説
的
で
あ
る
に
過
ぎ
な
い
。
デ
ュ
ー
ラ
ー
は
、

そ
し
て
彼
だ
け
が
、「
競
争
」
は
確
か
に
古
典
古
代
の
形
式
で
は
あ
る
が
、
文
学
的
な
形
式
で
あ
る
こ
と
、
│
そ
れ
に
対
し
て
、

「
魂
の
闘
い
」
に
は
、
中
世
に
由
来
す
る
に
も
拘
わ
ら
ず
、
活
き
活
き
し
た
諸
力
の
葛
藤
の
彫
刻
的
・
具
象
的
な
表
象
が
根

底
に
あ
る
こ
と
、
そ
の
葛
藤
は
、
銅
版
画
が
我
々
に
示
し
て
い
る
も
の
に
な
る
た
め
に
は
、
新
し
い
具
象
化
を
必
要
と
し
て

い
る
に
過
ぎ
な
い
、
と
い
う
感
情
を
抱
い
て
い
た
の
で
あ
る
。﹃
愚
者
の
船
﹄
の
挿
絵
画
家
た
ち
と
彼
ら
の
心
情
的
仲
間
た

ち
の
文
学
的
な
人
文
主
義
は
、
真
に
古
典
古
代
的
な
「
競
争
」
か
ら
中
世
的
な
道
徳
性
を
作
り
出
す
│
デ
ュ
ー
ラ
ー
の
具
体

的
な
人
文
主
義
は
、
中
世
的
な
「
魂
の
闘
い
」
か
ら
古
典
古
代
的
な
「
競
争
」﹇
＝
競
技
／
試
合
﹈A

gon

を
創
造
し
て
い
る
。

原
註

　

＊
「
原
註
」
は
出
典
明
示
の
箇
所
を
主
に
訳
出
し
、
他
は
簡
略
化
あ
る
い
は
省
略
し
た
。

（
一
）	　

ロ
レ
ン
ツ
ォ
・
ヴ
ァ
ッ
ラ
や
ア
レ
ク
サ
ン
ダ
ー
・
ヘ
ギ
ウ
ス
の
よ
う
な
人
文
主
義
者
は
徳
の
︿
多
数
性
﹀
を
信
奉
し
て
い
る
こ
と
を

明
白
に
表
明
し
て
い
る
。
そ
れ
は
（
当
然
の
こ
と
な
が
ら
前
提
さ
れ
る
）
悪
徳
の
多
数
性
に
対
応
し
て
い
る
。

（
二
）	　
「
ヘ
ラ
ク
レ
ス
」
︲
木
版
画
Ｂ
一
二
七
の
解
釈
は
、
余
論
二
で
試
み
ら
れ
る
。

（
三
）	　
﹇
ラ
ン
ゲ
︲
フ
ー
ゼ
﹃
デ
ュ
ー
ラ
ー
の
著
作
遺
稿
、
ハ
レ
、
一
九
〇
三
年
﹈
Ｌ
・
Ｆ
・
二
一
八
、
一
六
／
三
五
六
・
一
四
。

（
四
）	　

Ｌ
・
Ｆ
・
二
九
五
、
八
／
二
九
七
、
二
七
。

（
五
）	　

Ｌ
・
Ｆ
・
三
二
、
二
四
。
一
五
〇
六
年
八
月
一
八
日
の
書
簡
。

（
六
）	　

銅
版
画
Ｂ
六
八
（
ア
ポ
ロ
ン
と
デ
ィ
ア
ナ
）
の
よ
う
な
構
図
で
さ
え
、
そ
の
特
別
な
理
解
に
お
い
て
風
変
わ
り
で
あ
る
。
オ
ル
フ
ェ

ウ
ス
の
死
と
エ
ウ
ロ
ペ
の
誘
拐
の
よ
う
な
題
材
を
、
デ
ュ
ー
ラ
ー
は
確
か
に
素
描
で
は
扱
っ
た
が
、︿
印
刷
は
さ
せ
な
か
っ
た
﹀。

（
七
）	　

先
に
引
用
し
た
書
簡
の
箇
所
が
、
第
一
に
、︿
イ
タ
リ
ア
人
﹀
に
対
す
る
彼
の
図
像
学
的
な
優
越
感
を
表
現
し
て
い
る
と
し
た
ら
、
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そ
れ
は
他
方
で
は
、
彼
が
ピ
ル
ク
ハ
イ
マ
ー
の
知
識
に
関
し
て
、
十
分
に
分
か
っ
て
い
た
こ
と
を
証
言
し
て
も
い
る
。

（
八
）	　

こ
の
点
と
以
下
の
叙
述
に
関
し
て
は
、
方
向
性
を
示
し
て
く
れ
る
ヴ
ァ
ー
ル
ブ
ル
ク
の
論
文
「
デ
ュ
ー
ラ
ー
と
イ
タ
リ
ア
古
典
古
代
」

（
第
四
十
八
回
文
献
学
者
と
教
育
者
会
議
の
論
文
、
一
九
〇
六
年
、
五
五
頁
以
下
）
を
参
照
。

（
九
）	　

オ
ル
フ
ェ
ウ
ス
の
モ
テ
ィ
ー
フ
に
つ
い
て
は
、
著
者
の
主
張
（「
古
典
古
代
に
対
す
る
デ
ユ
ー
ラ
ー
の
位
置
」﹃
美
術
史
年
鑑
﹄
一
、

一
九
二
一
／
二
二
、「
抜
刷
」
七
七
頁
、
三
五
頁
）
を
補
足
し
、
あ
る
方
法
で
修
正
す
る
注
釈
を
許
し
て
い
た
だ
き
た
い
。（
以
下
略
）

（
一
〇
）	 
一
五
〇
六
年
の
日
付
の
あ
る
こ
の
銅
版
画
と
そ
の
デ
ュ
ー
ラ
ー
と
の
関
係
の
指
摘
に
関
し
て
は
、
マ
ル
テ
ン
ス
博
士
に
感
謝
す

る
。

（
一
一
）	 

こ
れ
と
並
ん
で
、
Ｈ
／
Ｅ
・
テ
ィ
ー
ツ
ェ
に
よ
る
と
（﹃
若
き
デ
ュ
ー
ラ
ー
﹄
三
二
頁
）、
ヘ
ラ
ク
レ
ス
の
踏
ん
張
る
両
足
に
は
、

さ
ら
に
模
写
か
ら
推
測
さ
れ
る
ポ
ラ
イ
ウ
ォ
ー
ロ
の
ス
ケ
ッ
チ
が
利
用
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
す
で
に
、
銅
版
画
Ｂ
八
八
の
横
柄

な
傭
兵
の
模
範
に
な
っ
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
テ
ィ
ー
ツ
ェ
の
ヘ
ラ
ク
レ
ス
銅
版
画
の
日
付
、
一
四
九
六
年
は
、
我
々
に
は
少
し
早
す
ぎ

る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

（
一
二
）	 

Ｈ
・
ヴ
ェ
ル
フ
リ
ー
ン
﹃
ア
ル
ブ
レ
ヒ
ト
・
デ
ュ
ー
ラ
ー
の
芸
術
﹄、
第
五
版
、
一
九
二
五
年
、
一
二
八
頁
。

（
一
三
）	 

Ｌ
・
Ｆ
・
一
二
一
／
七
。
そ
の
メ
モ
は
Ｂ
七
三
に
の
み
関
連
し
て
い
る
か
も
知
れ
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
最
近
で
は
オ
ス
カ
ル
・

レ
ン
ツ
に
よ
っ
て
（
同
書
、
九
八
頁
以
下
）
徹
底
し
て
根
拠
づ
け
ら
れ
た
の
で
、
そ
れ
以
上
の
言
葉
は
余
計
で
あ
る
。

（
一
四
）	 

こ
の
方
向
で
の
説
明
の
試
み
は
す
べ
て
挫
折
し
た
。
ヘ
ラ
ク
レ
ス
と
デ
イ
ア
ニ
ラ
へ
の
指
摘
は
、
ヴ
ェ
ル
フ
リ
ー
ン
に
よ
っ
て
誤

り
が
十
分
に
証
明
さ
れ
た
。

（
一
五
）	 

前
記
八
四
頁
以
下
﹇
第
五
章
の
論
文
「
人
文
主
義
の
舞
台
劇
と
し
て
の
ヘ
ラ
ク
レ
ス
の
決
断
と
ド
イ
ツ
・
ル
ネ
サ
ン
ス
芸
術
に
お

け
る
そ
の
表
現
」﹈
参
照
。

（
一
六
）	 

ヴ
ェ
ル
フ
リ
ー
ン
、
同
書
。「
私
が
確
信
す
る
に
、
こ
の
絵
の
意
味
は
不
貞
に
対
す
る
貞
節
の
闘
い
に
他
な
ら
な
い
。
サ
テ
ュ
ロ

ス
の
足
の
間
の
裸
の
女
性
は
十
分
明
ら
か
に
そ
の
主
題
を
描
い
て
い
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
デ
ィ
ア
ナ
と
解
釈
さ
れ
る
に
違
い
な
い
着

衣
の
女
性
は
、
古
典
的
な
対
立
を
示
し
て
い
る
。

（
一
七
）	 

前
記
八
五
頁
﹇
註
（
一
五
）﹈
参
照
。

（
一
八
）	 

悪
徳
の
擬
人
化
と
し
て
の
サ
テ
ュ
ロ
ス
に
つ
い
て
は
、
一
八
七
頁
以
下
に
印
刷
さ
れ
た
フ
ィ
ア
レ
テ
の
寓
意
お
よ
び
（
我
々
と
の
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関
連
で
特
に
示
唆
的
な
）
コ
ル
ト
ナ
の
ス
ケ
ッ
チ
、
図
版
七
三
（「
肉
欲
」
の
頁
の
右
側
後
方
の
サ
テ
ュ
ロ
ス
と
ニ
ン
フ
）
を
参
照
。

（
一
九
）	 

ハ
ン
ス
・
ザ
ッ
ク
ス
の
翻
訳
、
第
三
巻
、
一
六
頁
。
原
典
は
次
の
通
り
。

　
　
　
　
　
　
　
　

A
lcides	m

ihi	testis	adest	fortissim
us	H

eros,
　
　
　
　
　
　
　
　

Ille	m
eam
	factis	causam

,non	uoce,probato.
（
二
〇
）	 
前
記
九
〇
頁
﹇
註
（
一
五
）﹈。

（
二
一
）	 
ス
ケ
ッ
チ
、
Ｌ
四
五
八
、
我
々
の
人
物
像
と
の
関
係
は
、
Ｊ
・
メ
ー
ダ
ー
に
よ
っ
て
確
認
さ
れ
た
。﹃
美
術
史
年
鑑
﹄
第
三
一
巻
、

一
九
一
一
／
一
二
年
、
二
〇
八
／
九
頁
。

（
二
二
）	 

ア
ル
ト
ド
ル
フ
ァ
ー
が
彼
の
有
名
な
ベ
ル
リ
ン
の
絵
と
ア
ル
ベ
ル
テ
ィ
ー
ナ
・
ス
ケ
ッ
チ
の
中
で
、
デ
ュ
ー
ラ
ー
の
描
写
か
ら
、

純
粋
な
太
古
の
森
に
相
応
し
い
愛
と
死
の
衝
撃
の
場
面
の
た
め
の
刺
激
を
受
け
た
と
し
た
ら
、
そ
れ
は
理
解
で
き
る
。（
Ｈ
・
テ
ィ
ー

ツ
ェ
、
Ａ
・
ア
ル
ト
ド
ル
フ
ァ
ー
、
一
九
二
三
年
、
五
一
頁
以
下
。
そ
の
絵
に
関
し
て
は
、
Ｍ
・
Ｉ
・
フ
リ
ー
ト
レ
ン
ダ
ー
、
Ａ
・
ア

ル
ト
ド
ル
フ
ァ
ー
、
一
九
二
三
年
、
二
一
頁
を
参
照
）

訳
註

（
１
）	　

本
論
文
は
、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 

（1930

）　

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
﹄、
一
九
九
七
（
一
九
三
〇
）
年
、
第
二
部
「
プ
ロ
デ
ィ
コ
ス
の
ヘ
ラ
ク
レ
ス
」
第
一
〇
章
「
ア
ル
ブ
レ
ヒ
ト
・
デ
ュ
ー
ラ
ー

の
︿
ヘ
ラ
ク
レ
ス
﹀
銅
版
画
」、
一
六
六
│
一
七
三
頁
の
翻
訳
で
あ
る
（
原
書
に
関
し
て
詳
し
く
は
「
解
題
」
参
照
）。

（
２
）	　

プ
ロ
デ
ィ
コ
ス
、
ケ
オ
ス
島
生
ま
れ
の
ソ
フ
ィ
ス
ト
、
紀
元
前
四
三
〇
年
頃
（
ソ
ク
ラ
テ
ス
時
代
）（
詳
し
く
は
「
解
題
」
参
照
）。

（
３
）	　
「
愚
者
の
船
」D

as N
arrenschiff

、
ゼ
バ
ス
テ
ィ
ア
ン
・
ブ
ラ
ン
トSebastian B

rant

（
一
四
五
八
│
一
五
二
一
）
が
一
四
九
四
年
に

バ
ー
ゼ
ル
で
発
表
し
た
作
品
。
後
代
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
。
一
四
九
七
年
、
ブ
ラ
ン
ト
自
身
の
監
修
、
ヤ
ー
コ
プ
・
ロ
ッ
ヒ
ャ
ー

に
よ
る
ラ
テ
ン
語
訳
﹃
愚
者
の
船
﹄Stultifera N

avis

が
刊
行
さ
れ
た
。
木
版
画
の
挿
絵
に
デ
ュ
ー
ラ
ー
が
ど
の
程
度
関
与
し
た
か
に
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つ
い
て
は
諸
説
が
あ
る
。（
レ
ク
ラ
ム
版
「
あ
と
が
き
」
／
「
解
題
」
参
照
）。

（
４
）	　
「
博
士
の
夢
」（
＝
「
な
ま
け
者
の
誘
惑
」）
一
四
九
七
／
九
八
年
頃
、
銅
版
画
、「
ア
ミ
ュ
モ
ネ
」（
不
詳
）、「
四
人
の
女
﹇
魔
女
﹈」

一
四
九
七
年
、
銅
版
画
、「
魔
女
（
の
騎
行
」
一
五
〇
〇
年
頃
、
銅
版
画
、「
一
角
獣
の
誘
拐
」（
＝
「
プ
ロ
セ
ル
ピ
ナ
の
誘
拐
」）
一
五

一
六
年
、
エ
ッ
チ
ン
グ
、「
絶
望
の
男
」
一
五
一
四
年
、
エ
ッ
チ
ン
グ

（
５
）	　
「
騎
士
と
傭
兵
」
一
四
九
六
／
九
七
年
頃
、「
男
湯
」
一
四
九
六
年
頃
、「
ヘ
ラ
ク
レ
ス
」
一
四
九
六
年
頃

（
６
）	　
「
マ
ク
シ
ミ
リ
ア
ン
一
世
凱
旋
門
」
一
五
一
五
年
、
木
版
画

（
７
）	　
「
正
義
の
太
陽
神
」
一
四
九
八
／
九
九
年
、
銅
版
画

（
８
）	　
「
ネ
メ
シ
ス
」（
＝
「
大
運
命
女
神
」）
一
五
〇
一
／
〇
二
年
、
銅
版
画

（
９
）	　
「
メ
ラ
ン
コ
リ
ア
Ｉ
」
一
五
一
四
年
、
銅
版
画

（
10
）	　

ピ
ル
ク
ハ
イ
マ
ー
、
ヴ
ィ
リ
バ
ル
トPirkheim

er,W
illibald

（
一
四
七
〇
│
一
五
三
二
）、
人
文
主
義
者
、
イ
タ
リ
ア
で
学
ん
だ
あ
と
、

ニ
ュ
ル
ン
ベ
ル
ク
の
顧
問
を
務
め
た
。
デ
ュ
ー
ラ
ー
の
友
人
で
パ
ト
ロ
ン
。

（
11
）	　

マ
ン
テ
ー
ニ
ャ
、
ア
ン
ド
レ
アM

antegna, A
ndrea

（
一
四
三
一
│
一
五
〇
六
）、
イ
タ
リ
ア
の
画
家
、
パ
ド
ヴ
ァ
派
の
巨
匠
。

（
12
）	　

マ
ル
ク
・
ア
ン
ト
ン
（
＝
マ
ル
ク
ア
ン
ト
ニ
オ
）M

arcantonio

、
ラ
イ
モ
ン
デ
ィR

aim
ondi

（
一
四
七
五
│
一
五
三
四
年
）、
イ
タ

リ
ア
の
銅
版
画
家
、
デ
ュ
ー
ラ
ー
が
一
五
〇
五
年
に
イ
タ
リ
ア
に
滞
在
し
た
と
き
直
接
影
響
を
受
け
、
デ
ュ
ー
ラ
ー
作
品
七
四
葉
の
コ

ピ
ー
を
作
成
し
た
。

（
13
）	　

ポ
ラ
イ
ウ
ォ
ー
ロ
、
ア
ン
ト
ニ
オPollajuolo, A

ntonio

（
一
四
三
二
﹇
三
三
﹈
│
一
四
九
八
）
イ
タ
リ
ア
の
画
家
、
彫
刻
家
、
版
画

家
。

（
14
）	　

ヴ
ェ
ル
フ
リ
ー
ン
、
ハ
イ
ン
リ
ヒW

ölfflin, H
einrich

（
一
八
六
四
│
一
九
四
五
）、
ス
イ
ス
の
美
術
史
家
、
師
ヤ
ー
コ
プ
・
ブ
ル
ク

ハ
ル
ト
の
後
任
と
し
て
バ
ー
ゼ
ル
大
学
教
授
を
務
め
た
あ
と
、
ベ
ル
リ
ン
、
ミ
ュ
ン
ヘ
ン
、
チ
ュ
ー
リ
ヒ
大
学
で
教
鞭
を
と
っ
た
。﹃
美

術
史
の
基
礎
概
念
﹄（
一
九
一
五
）
の
他
、﹃
ル
ネ
サ
ン
ス
と
バ
ロ
ッ
ク
﹄（
一
八
八
八
）、﹃
ア
ル
ブ
レ
ヒ
ト
・
デ
ュ
ー
ラ
ー
の
芸
術
﹄（
一

九
〇
五
）
等
の
著
作
が
あ
る
。

（
15
）	　

ケ
リ
ド
ニ
ウ
スC

helidonius

、
一
五
二
一
年
、
ウ
ィ
ー
ン
に
て
没
、
ベ
ネ
デ
ィ
ク
ト
派
の
人
文
主
義
者
、
デ
ュ
ー
ラ
ー
と
交
流
、
木

版
画
シ
リ
ー
ズ
﹃
大
受
難
伝
﹄（
一
五
一
〇
）、﹃
小
受
難
伝
﹄（
一
五
一
一
）、﹃
マ
リ
ア
の
生
涯
﹄（
一
五
一
一
）
の
た
め
の
テ
ク
ス
ト
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を
執
筆
し
た
。

（
16
）	　
﹃
大
受
難
伝
﹄
一
四
九
六
／
九
七
│
一
五
一
一
年
、﹃
小
受
難
伝
﹄
一
五
〇
八
／
〇
九
│
一
五
一
一
年
、
木
版
画

（
17
）	　
﹃
マ
リ
ア
の
生
涯
﹄
一
五
〇
二
│
一
五
一
一
年
、
木
版
画

（
18
）	　
「
競
争
」Synkrisis

、
ギ
リ
シ
ア
語syn

（m
it

共
に
）
とkrisis

（W
ettstreit

競
争
／
決
定
／
審
判
）
の
複
合
語
。

（
19
）	　
「
霊
魂
を
め
ぐ
る
闘
い
」Psychom

achie

、
古
代
ロ
ー
マ
の
詩
人
プ
ル
デ
ン
テ
ィ
ウ
ス
（
三
四
八
│
四
〇
五
以
降
）
の
叙
事
詩
﹃
霊

魂
を
め
ぐ
る
闘
い
﹄﹇
プ
シ
ュ
コ
マ
キ
ア
﹈。
詳
し
く
は
「
解
題
」
参
照
。

「
解
題
」

本
論
文
は
エ
ル
ヴ
ィ
ン
・
パ
ノ
フ
ス
キ
ー
著
﹃
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

（1930

）
収

録
の
論
文
の
翻
訳
で
あ
る
。
同
書
は
、
第
一
部
「
三
頭
像
」、
副
題
「
ル
ネ
サ
ン
ス
美
術
の
あ
る
ヘ
レ
ニ
ズ
ム
的
崇
拝
シ
ン
ボ
ル
」（
論
文
五
篇
）、

第
二
部
「
プ
ロ
デ
ィ
コ
ス
の
ヘ
ラ
ク
レ
ス
」、
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
」（
論
文
一

〇
篇
）
お
よ
び
「
余
論
」
三
篇
か
ら
成
り
、
本
論
文
は
第
二
部
の
第
一
〇
（
最
終
）
論
文
で
あ
る
。

「
十
二
の
功
業
」
等
、
ギ
リ
シ
ア
神
話
の
英
雄
ヘ
ラ
ク
レ
ス
に
関
し
て
は
多
く
の
美
術
作
品
が
存
在
す
る
。
そ
の
中
で
、「
岐
路
に
立
つ
ヘ
ラ

ク
レ
ス
」
の
テ
ー
マ
は
、
古
代
に
図
像
化
さ
れ
た
形
跡
は
な
い
と
さ
れ
る
も
の
の
、
ル
ネ
サ
ン
ス
お
よ
び
バ
ロ
ッ
ク
の
時
代
に
は
、
教
訓
的
寓

話
と
し
て
人
気
が
あ
っ
た
（﹃
ジ
ェ
イ
ム
ズ
・
ホ
ー
ル
﹃
西
洋
美
術
解
読
事
典
﹄）。

ア
ル
ブ
レ
ヒ
ト
・
デ
ュ
ー
ラ
ー
（
一
四
七
一
│
一
五
二
八
）
は
、
一
四
九
八
年
頃
、
銅
版
画
「
岐
路
に
立
つ
ヘ
ラ
ク
レ
ス
」（
別
称
「
嫉
妬
」

／
「
偉
大
な
サ
テ
ュ
ロ
ス
」）（
縦
三
二
・
八
×
横
二
二
・
九
セ
ン
チ
）
を
制
作
し
て
い
る
。
テ
ー
マ
の
典
拠
は
、
古
代
ギ
リ
シ
ア
の
軍
人
・
歴

史
家
の
ク
セ
ノ
フ
ォ
ー
ン
（
紀
元
前
四
三
〇
頃
│
三
五
四
）
に
遡
る
よ
う
だ
。﹃
ソ
ー
ク
ラ
テ
ー
ス
の
思
い
出
﹄
の
中
で
、
彼
は
賢
者
プ
ロ
デ
ィ

コ
ス
の
語
る
次
の
よ
う
な
物
語
を
紹
介
し
て
い
る
（
以
下
は
、
佐
々
木
理
訳
、
岩
波
文
庫
に
拠
る
）。

199



（15） アルブレヒト・デューラーの銅版画「ヘラクレス」

子
供
か
ら
青
年
に
な
り
つ
つ
あ
っ
た
ヘ
ラ
ク
レ
ス
は
、
あ
る
時
、
静
か
な
場
所
へ
出
掛
け
、
美
徳
の
道
と
悪
徳
の
道
、
ど
ち
ら
を
歩
も
う

か
と
迷
っ
て
い
る
。
す
る
と
彼
に
向
っ
て
背
の
高
い
二
人
の
女
性
が
歩
い
て
来
る
。
一
方
は
容
姿
端
麗
で
高
貴
な
雰
囲
気
の
、
純
白
の
衣
装

を
ま
と
っ
た
女
性
、
他
方
は
ふ
っ
く
ら
と
し
た
肉
付
き
の
、
化
粧
を
凝
ら
し
若
さ
を
引
き
立
て
る
衣
装
の
女
性
で
、
彼
女
は
絶
え
ず
周
囲
を

気
に
し
て
い
る
。
後
者
は
ヘ
ラ
ク
レ
ス
に
走
り
寄
り
、
彼
女
を
友
に
す
れ
ば
愉
楽
を
味
わ
う
道
に
案
内
す
る
と
約
束
す
る
。
自
分
は
「
幸
福
」

と
も
「
悪
徳
」
と
も
呼
ば
れ
て
い
る
と
、
彼
女
は
語
る
。
も
う
一
人
が
到
着
し
、
ヘ
ラ
ク
レ
ス
に
言
う
。
も
し
彼
が
彼
女
の
道
を
歩
む
な
ら
、

人
に
尊
敬
さ
れ
高
邁
な
功
績
を
残
す
人
物
に
な
る
だ
ろ
う
。
た
だ
し
、
神
々
は
善
に
し
て
美
な
る
も
の
を
（
人
間
の
）
努
力
な
し
に
は
お
与

え
に
は
な
ら
な
い
、
と
。「
悪
徳
」
が
口
を
挟
む
が
、「
美
徳
」
は
さ
ら
に
、
真
の
幸
福
は
彼
女
を
離
れ
て
は
あ
り
得
な
い
こ
と
を
青
年
に
語

る
（
同
書
、
七
二
│
七
七
頁
の
要
約
）。

ケ
オ
ス
島
出
身
の
ソ
フ
ィ
ス
ト
で
あ
っ
た
プ
ロ
デ
ィ
コ
ス
（
紀
元
前
五
世
紀
後
半
）
は
、
ア
テ
ナ
イ
で
多
く
の
信
奉
者
を
見
出
し
た
と
言
わ

れ
、
弟
子
に
は
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
、
エ
ウ
リ
ピ
デ
ス
、
そ
し
て
イ
ソ
ク
ラ
テ
ス
が
い
た
。
右
の
「
岐
路
に
立
つ
ヘ
ラ
ク
レ
ス
」
は
、
モ
ラ
ル
を
扱
っ

た
彼
の
教
本
に
収
録
さ
れ
た
物
語
で
、
古
代
ロ
ー
マ
の
時
代
に
は
、
キ
ケ
ロ
ー
も
﹃
義
務
に
つ
い
て
﹄
の
中
で
そ
れ
に
触
れ
て
い
る
（
泉
井
久

之
助
訳
、
岩
波
文
庫
、
六
六
頁
）。

デ
ュ
ー
ラ
ー
の
銅
版
画
「
岐
路
に
立
つ
ヘ
ラ
ク
レ
ス
」
を
見
る
と
、
田
園
風
景
の
中
、
幾
人
か
の
人
物
が
た
だ
な
ら
ぬ
雰
囲
気
で
対
峙
し
合
っ

て
い
る
。
画
面
中
央
、
木
立
の
前
で
、
着
衣
の
女
性
が
棒
き
れ
を
振
り
上
げ
る
。
彼
女
は
画
面
左
下
の
、
角
を
生
や
し
動
物
の
足
を
し
た
男
性

（
サ
テ
ュ
ロ
ス
）
と
戯
れ
る
豊
満
な
裸
婦
に
今
ま
さ
に
殴
り
か
か
ろ
う
と
し
て
い
る
。
画
面
右
手
前
に
、
棍
棒
を
水
平
に
構
え
た
も
う
一
人
の

男
性
（
ヘ
ラ
ク
レ
ス
）
が
後
ろ
向
き
に
立
っ
て
い
る
。
彼
の
右
で
は
、
鳥
を
片
手
に
子
供
（
天
使
／
プ
ッ
ト
ー
）
が
逃
げ
出
そ
う
と
す
る
。
画

面
右
側
の
遠
景
に
は
丘
陵
地
帯
、
左
側
の
中
景
に
は
丘
の
上
の
城
が
描
か
れ
て
い
る
。

以
上
、
着
衣
の
女
性
が
「
徳
」V

irtus

の
、
ま
た
裸
婦
が
「
悪
徳
」（「
肉
欲
」Voluptas

）
の
寓
意
で
あ
る
こ
と
は
容
易
に
察
知
さ
れ
る
。
パ

ノ
フ
ス
キ
ー
は
二
人
の
女
性
の
髪
型
に
そ
の
端
的
な
指
標
を
見
出
し
て
い
る
。
た
だ
、
ヘ
ラ
ク
レ
ス
の
立
ち
位
置
は
ど
こ
か
中
途
半
端
で
あ
る
。

棒
を
振
り
上
げ
る
女
性
を
制
止
す
る
た
め
に
は
距
離
が
あ
り
過
ぎ
、
逆
に
、
彼
女
を
攻
撃
し
よ
う
と
し
て
い
る
と
も
思
わ
れ
な
い
。
英
雄
の
姿

勢
の
中
途
半
端
さ
は
ど
う
解
釈
さ
れ
る
べ
き
か
？　

パ
ノ
フ
ス
キ
ー
は
こ
こ
で
「
魂
の
闘
い
」Psychom

achie

と
い
う
キ
ー
ワ
ー
ド
を
用
い
る
。

「
魂
の
闘
い
」
と
い
う
言
葉
は
、
古
代
ロ
ー
マ
の
詩
人
プ
ル
デ
ン
テ
ィ
ウ
ス
（
三
四
八
│
四
〇
五
）
の
長
篇
寓
意
詩
﹃
魂
の
闘
い
﹄
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（16）
Psychom

achia

に
由
来
す
る
。
古
典
古
代
か
ら
、
宗
教
的
・
哲
学
的
・
倫
理
学
的
態
度
の
尺
度
で
あ
っ
た
「
徳
」
に
は
、「
中
庸
」

Tem
perantia

、「
賢
明
」Prudentia

、「
勇
敢
」Fortitudo

そ
し
て
「
正
義
」Justitia

が
数
え
ら
れ
、
キ
リ
ス
ト
教
に
お
い
て
は
、
ア
ン
ブ
ロ
シ

ウ
ス
以
来
、
こ
れ
ら
は
四
つ
の
主
要
な
（
枢
要
）
徳
と
さ
れ
た
。
大
グ
レ
ゴ
リ
ウ
ス
は
さ
ら
に
「
信
仰
」Fides

と
「
希
望
」Spes

と
「
愛
」

C
aritas

を
そ
れ
に
加
え
、
中
世
の
ス
コ
ラ
哲
学
で
は
、
四
つ
の
枢
要
徳
と
三
つ
の
キ
リ
ス
ト
教
的
な
徳
、
合
計
七
つ
の
美
徳
が
、
七
つ
の
悪
徳

（
傲
慢
、
怒
り
、
嫉
妬
、
吝
嗇
、
猥
褻
、
暴
飲
暴
食
、
怠
惰
）
に
対
比
さ
れ
た
（Lexikon der K

unst

）。

前
述
プ
ル
デ
ン
テ
ィ
ウ
ス
は
﹃
魂
を
め
ぐ
る
闘
い
﹄﹇
プ
シ
ュ
コ
マ
キ
ア
﹈
の
中
で
、
こ
う
し
た
美
徳
と
悪
徳
と
の
葛
藤
を
、「
魂
の
闘
い
」

と
し
て
、
文
学
的
・
劇
的
に
表
現
し
た
の
だ
が
、
そ
の
影
響
は
十
三
世
紀
に
至
る
ま
で
、
キ
リ
ス
ト
教
美
術
に
認
め
ら
れ
る
と
言
う
（
ホ
ー
ル
、

前
掲
書
）。
そ
し
て
ル
ネ
サ
ン
ス
期
に
入
る
と
、
道
徳
的
・
寓
意
的
表
象
の
世
俗
化
が
進
み
、
ド
イ
ツ
に
お
け
る
人
文
主
義
は
、
中
世
的
な
「
魂

の
闘
い
」
か
ら
古
典
古
代
的
な
「
競
争
」Synkrisis

（A
gon

）
を
創
造
し
た
、
と
パ
ノ
フ
ス
キ
ー
は
結
論
す
る
。

デ
ュ
ー
ラ
ー
の
「
岐
路
に
立
つ
ヘ
ラ
ク
レ
ス
」
に
お
け
る
英
雄
ヘ
ラ
ク
レ
ス
の
姿
勢
の
ぎ
こ
ち
な
さ
は
、
パ
ノ
フ
ス
キ
ー
に
よ
れ
ば
、「
攻
撃
」

で
も
「
防
御
」
で
も
な
く
、「
準
備
の
身
振
り
」
に
起
因
す
る
。
武
器
を
身
に
付
け
、
兜
を
被
り
、
棍
棒
を
持
っ
て
、「
徳
」
を
擁
護
し
よ
う
と

す
る
瞬
間
を
捉
え
て
い
る
、
と
。

た
だ
、
そ
の
瞬
間
に
至
る
ま
で
に
、
英
雄
は
、
そ
し
て
恐
ら
く
、
こ
の
画
面
を
描
い
た
デ
ュ
ー
ラ
ー
自
身
の
心
は
、
異
教
的
な
世
界
の
魅
惑

と
そ
れ
を
拒
否
す
る
（
キ
リ
ス
ト
教
的
な
）
徳
と
の
は
ざ
ま
で
、
二
律
背
反
的
な
意
識
の
分
裂
に
苛
ま
れ
て
い
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
背
を

向
け
た
人
物
像
（
ヘ
ラ
ク
レ
ス
）
の
緊
張
を
孕
ん
だ
（
＝
ぎ
こ
ち
な
い
）
ポ
ー
ズ
は
、
そ
れ
を
無
言
の
中
に
語
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
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（17） アルブレヒト・デューラーの銅版画「ヘラクレス」

・
ジ
ェ
イ
ム
ズ
・
ホ
ー
ル
﹃
西
洋
美
術
解
読
事
典
﹄、
監
修　

高
階
秀
爾
、
河
出
書
房
新
社
、
一
九
九
七
（
八
八
）
年

・
ク
セ
ノ
フ
ォ
ー
ン
﹃
ソ
ー
ク
ラ
テ
ー
ス
の
思
い
出
﹄
佐
々
木
理
訳
、
岩
波
文
庫
、
一
九
九
二
（
五
三
）
年

・
キ
ケ
ロ
ー
﹃
義
務
に
つ
い
て
﹄
泉
井
久
之
助
訳
、
岩
波
文
庫
、
一
九
八
三
（
六
一
）
年

・﹃
ラ
テ
ン
文
学
を
学
ぶ
人
の
た
め
に
﹄
松
本
仁
助
／
岡
道
男
／
中
務
哲
郎
編
、
世
界
思
想
社
、
一
九
九
二
年

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
。
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