
ブ
ル
ク
ハ
ル
ト
の
﹃
チ
チ
ェ
ロ
ー
ネ
﹄
と
ド
イ
ツ
教
養
層
の
イ
タ
リ
ア
旅
行

初
版
索
引
と
併
読
ハ
ン
ド
ブ
ッ
ク
を
手
が
か
り
と
し
て

森

田

猛
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⌇
⌇
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【
要
約
】

ブ
ル
ク
ハ
ル
ト
の
﹃
チ
チ
ェ
ロ
ー
ネ
﹄
︵
一
八
五
五
年
刊
︶
は
︑
体
系
的
な
イ
タ
リ
ア
美
術
史
叙
述
と
し
て
美
術
史
学
的
観
点
か
ら
研
究
さ
れ

る
こ
と
が
一
般
的
で
あ
っ
た
︒
だ
が
︑
初
版
本
に
装
備
し
た
特
殊
な
索
引
と
︑
序
文
で
推
薦
さ
れ
た
併
読
ハ
ン
ド
ブ
ッ
ク
と
い
う
二
つ
の
指
定
補
助
ツ
ー

ル
の
援
用
を
勘
案
す
る
と
︑
こ
の
書
が
旅
行
﹁
案
内
書

チ
チ
ェ
ロ
ー
ネ

﹂
と
し
て
設
計
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
︒
本
稿
は
︑
﹃
チ
チ
ェ
ロ
ー
ネ
﹄
の
こ
の
側
面
に
焦

点
を
あ
て
︑
同
書
を
通
し
て
ブ
ル
ク
ハ
ル
ト
が
同
時
代
の
社
会
︑
文
化
に
対
し
て
果
た
そ
う
と
し
た
役
割
を
歴
史
的
観
点
か
ら
究
明
す
る
も
の
で
あ
る
︒

ブ
ル
ク
ハ
ル
ト
は
︑
ド
イ
ツ
教
養
層
の
間
で
普
及
し
て
い
た
﹁
グ
ラ
ン
ド
ツ
ア
ー
﹂
的
な
イ
タ
リ
ア
旅
行
に
︑
一
九
世
紀
ド
イ
ツ
の
非
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
化
︑

非
歴
史
化
現
象
に
抗
す
る
文
化
的
抑
止
力
を
期
待
し
た
︒
﹃
チ
チ
ェ
ロ
ー
ネ
﹄
は
こ
の
営
為
に
対
す
る
支
援
の
た
め
に
著
さ
れ
た
︒
併
読
ハ
ン
ド
ブ
ッ
ク

と
の
美
術
解
釈
上
の
相
違
に
も
︑
イ
タ
リ
ア
旅
行
の
機
能
保
全
に
対
す
る
彼
の
意
思
を
看
取
す
る
こ
と
が
で
き
る
︒

史
林

一
〇
二
巻
二
号

二
〇
一
九
年
三
月

は

じ

め

に

生
前
︑
ブ
ル
ク
ハ
ル
ト
は
ド
イ
ツ
に
お
い
て
﹃
チ
チ
ェ
ロ
ー
ネ

イ
タ
リ
ア
美
術
作
品
享
受
の
手
引
き
﹄
︵
一
八
五
五
年
刊
︶
の
作
者
と
し
て
︑

知
ら
れ
て
い
た①
︒
﹃
イ
タ
リ
ア
・
ル
ネ
サ
ン
ス
の
文
化
﹄
︵
一
八
六
〇
年
刊
︶
の
よ
う
に
︑
各
国
語
に
翻
訳
さ
れ
︑
世
界
的
な
影
響
力
を
も
つ
よ

う
な
こ
と
は
な
か
っ
た
が
︑
﹃
チ
チ
ェ
ロ
ー
ネ
﹄
は
︑
繰
り
返
し
改
訂
さ
れ
な
が
ら
︑
ド
イ
ツ
文
化
に
深
く
浸
透
し
て
い
た②
︒
イ
タ
リ
ア
美
術
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作
品
の
﹁
案
内
書

チ
チ
ェ
ロ
ー
ネ

﹂
で
あ
る
同
書
を
︑
ド
イ
ツ
人
旅
行
者
は
携
帯
し
︑
イ
タ
リ
ア
各
地
の
美
術
作
品
を
訪
ね
歩
い
た③
︒
ブ
ル
ク
ハ
ル
ト
の
存
命

中
に
同
書
は
第
六
版
ま
で
改
訂
を
重
ね
た④
︒

二
〇
世
紀
の
再
評
価
に
際
し
て
︑
ブ
ル
ク
ハ
ル
ト
は
︑
時
代
判
断
者
︑
歴
史
省
察
者
と
し
て
注
目
さ
れ
た
︒
大
衆
社
会
時
代
の
到
来
を
一
九

世
紀
に
予
見
し
た
歴
史
家
と
し
て
︑
そ
の
現
代
性
が
主
張
さ
れ
た
︒
そ
の
過
程
で
歴
史
研
究
者
の
関
心
が
﹃
世
界
史
的
考
察
﹄
︵
一
九
〇
五
年
編

集
刊
行
︶
に
移
っ
て
い
っ
た
こ
と
は
︑
周
知
の
通
り
で
あ
る
︒
一
方
﹃
チ
チ
ェ
ロ
ー
ネ
﹄
は
︑
主
と
し
て
美
術
史
学
の
研
究
対
象
と
し
て
関
心

を
集
め
︑
旧
来
の
芸
術
家
列
伝
ス
タ
イ
ル
の
克
服
︑
体
系
的
美
術
史
叙
述
の
創
始
と
い
う
方
法
論
的
観
点
か
ら
︑
ド
イ
ツ
美
術
史
学
史
の
な
か

で
︑
評
価
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た⑤
︒
一
九
一
八
年
の
生
誕
百
年
祭
に
お
い
て
︑
バ
ー
ゼ
ル
大
学
美
術
史
学
教
授
リ
ン
テ
レ
ン
が
﹃
チ
チ
ェ
ロ
ー

ネ
﹄
を
﹁
ド
イ
ツ
語
に
よ
る
全
イ
タ
リ
ア
美
術
初
の
真
正
な
る
叙
述
﹂
と
称
し
た
こ
と
は
︑
同
書
の
二
〇
世
紀
的
評
価
を
象
徴
す
る
も
の
で
あ

ろ
う⑥
︒
さ
ら
に
﹃
ブ
ル
ク
ハ
ル
ト
伝
﹄
の
著
者
ケ
ー
ギ
が
︑
こ
の
見
方
を
支
持
し
︑
﹁
全
体
と
し
て
︑
こ
の
書
は
︑
旅
行
案
内
で
は
な
く
︑
美

術
史
で
あ
る⑦
﹂
と
総
合
判
断
を
下
し
た
︒
以
後
︑
﹃
チ
チ
ェ
ロ
ー
ネ
﹄
は
︑
主
と
し
て
美
術
史
書
と
し
て
研
究
さ
れ
て
き
た
︒
た
と
え
ば
イ

ェ
ー
ニ
ッ
ク
は
︑
ブ
ル
ク
ハ
ル
ト
の
美
術
史
概
念
を
説
き
明
か
す
た
め
︑
同
書
を
美
術
史
書
と
し
て
取
り
扱
っ
て
い
る⑧
︒
下
村
寅
太
郎
も
︑

﹁
課
題
に
よ
る
美
術
史
﹂
の
萌
芽
を
﹃
チ
チ
ェ
ロ
ー
ネ
﹄
に
求
め
る
︒
そ
の
一
方
で
︑
下
村
は
同
書
に
対
し
て
﹁
単
な
る
旅
行
案
内
書
で
は
な

く
美
術
史
案
内
書
の
性
格
を
備
え
て
い
る⑨
﹂
と
い
う
含
蓄
あ
る
評
価
を
示
し
て
い
る
が
︑
こ
の
﹁
美
術
史
案
内
書
﹂
の
意
味
内
容
を
明
示
し
て

い
な
い
︒

二
〇
〇
〇
年
に
始
ま
る
ブ
ル
ク
ハ
ル
ト
批
判
版
全
集
の
刊
行
は
︑
現
代
性
を
強
調
し
た
二
〇
世
紀
的
研
究
を
越
え
て
︑
ブ
ル
ク
ハ
ル
ト
の
業

績
を
本
来
の
位
置
に
お
い
て
再
評
価
し
よ
う
と
す
る
研
究
に
新
た
な
史
料
を
提
供
し
て
き
た⑩
︒
本
企
画
は
︑
未
刊
で
あ
っ
た
講
義
・
講
演
草
稿

の
大
量
収
録
︑
既
刊
著
書
の
厳
密
な
原
典
批
判
に
お
い
て
︑
従
前
の
全
集
と
立
場
を
異
に
し
て
い
る
︒
﹃
チ
チ
ェ
ロ
ー
ネ
﹄
や
﹃
ル
ネ
サ
ン
ス

の
文
化
﹄
の
よ
う
な
改
版
を
重
ね
た
著
作
を
オ
リ
ジ
ナ
ル
版
に
戻
し
て
︑
当
初
構
想
を
忠
実
に
再
現
し
よ
う
と
し
て
い
る
点
が
注
目
さ
れ
る
︒

本
稿
は
︑
そ
の
よ
う
な
研
究
状
況
の
変
化
を
踏
ま
え
︑
﹃
チ
チ
ェ
ロ
ー
ネ
﹄
本
来
の
構
想
を
精
査
し
︑
そ
の
意
味
を
広
く
歴
史
的
脈
絡
に
お
い
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て
再
検
討
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
︒
そ
の
た
め
︑
ブ
ル
ク
ハ
ル
ト
研
究
の
泰
斗
ケ
ー
ギ
が
否
定
し
た
﹁
旅
の
友

R
eisebegleiter⑪﹂
と
し
て

の
側
面
を
再
検
討
す
る
こ
と
に
な
る
︒
﹃
チ
チ
ェ
ロ
ー
ネ
﹄
執
筆
当
時
の
書
簡
︑
初
版
本
の
仕
様
︑
全
体
構
成
︑
序
文
を
精
査
し
て
い
く
と
き
︑

ケ
ー
ギ
の
主
張
と
矛
盾
す
る
事
実
が
数
多
く
散
見
す
る
か
ら
で
あ
る
︒
旅
行
記
と
都
市
史
書
を
併
読
し
た
時
代
を
経
て
︑
一
九
世
紀
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
は
︑
旅
行
ル
ー
ト
や
現
地
情
報
を
網
羅
的
に
集
積
し
た
専
門
の
旅
行
案
内
書
が
使
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
時
代
で
あ
る⑫
︒
そ
の
観
点
か
ら
︑

﹃
チ
チ
ェ
ロ
ー
ネ
﹄
を
旅
行
案
内
書
と
し
て
分
析
し
た
ヘ
ッ
カ
ー
の
研
究
は
注
目
に
値
す
る⑬
︒
だ
が
︑
ヘ
ッ
カ
ー
の
議
論
は
︑
現
行
の
旅
行
案

内
書
と
の
対
比
か
ら
︑
﹃
チ
チ
ェ
ロ
ー
ネ
﹄
の
先
駆
的
な
機
能
の
抽
出
に
集
中
し
て
お
り
︑
同
書
を
こ
の
形
態
で
世
に
送
り
出
し
た
ブ
ル
ク
ハ

ル
ト
の
意
図
を
十
分
に
解
明
し
て
い
る
と
は
い
え
な
い
︒

ブ
ル
ク
ハ
ル
ト
が
本
来
︑
こ
の
書
を
通
し
て
何
を
な
そ
う
と
し
て
い
た
の
か
︒
そ
の
問
い
を
初
版
刊
行
当
時
の
歴
史
的
状
況
の
な
か
に
位
置

付
け
て
い
く
と
き
︑
同
書
の
新
た
な
側
面
を
見
出
す
こ
と
に
つ
な
が
る
で
あ
ろ
う
︒
そ
の
た
め
﹃
チ
チ
ェ
ロ
ー
ネ
﹄
の
想
定
読
者
と
の
関
係
を

重
視
し
︑
そ
の
教
育
効
果
に
着
目
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
︒
従
来
の
美
術
史
的
研
究
は
︑
美
術
内
的
問
題
に
議
論
が
集
中
し
て
お
り
︑
同
書

に
あ
ら
わ
れ
た
ブ
ル
ク
ハ
ル
ト
個
人
の
美
術
史
的
判
断
︑
研
究
方
法
を
注
視
し
て
き
た
︒
そ
の
一
方
で
︑
こ
の
書
を
手
に
し
た
受
益
者
に
対
す

る
ブ
ル
ク
ハ
ル
ト
の
関
わ
り
方
を
重
視
し
て
こ
な
か
っ
た
︒
だ
が
︑
多
く
の
読
者
を
獲
得
し
た
書
物
は
︑
読
者
へ
の
働
き
か
け
を
通
し
て
︑
そ

の
時
代
の
社
会
に
深
く
関
わ
っ
て
い
る
の
で
あ
り
︑
そ
の
点
に
︑
一
九
世
紀
に
お
け
る
﹃
チ
チ
ェ
ロ
ー
ネ
﹄
の
顕
著
な
特
徴
が
あ
っ
た
の
で
あ

る
︒
本
稿
は
そ
の
見
地
か
ら
︑
こ
れ
ま
で
取
り
上
げ
ら
れ
る
こ
と
の
な
か
っ
た
二
つ
の
指
定
補
助
ツ
ー
ル
︑
初
版
に
装
備
し
た
索
引
と
︑
序
文

で
推
薦
さ
れ
た
併
読
本
を
手
が
か
り
と
し
て
︑
﹃
チ
チ
ェ
ロ
ー
ネ
﹄
が
同
時
代
の
社
会
に
対
し
て
果
た
そ
う
と
し
た
役
割
を
解
明
し
て
い
く
︒

①

W
erner
K
aegi,
Jacob
B
urckhardt.
E
ine
B
iographie︵
以
下

JB
.
と
略

記
す
る
︶,
B
d.
IV
,
B
asel/Stuttgart
1967,
S.181.

②

Ｗ
・
ケ
ー
ギ
著
︑
坂
井
直
芳
訳
﹃
ブ
ル
ク
ハ
ル
ト
と
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
像
﹄
︵
以
下

﹃
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
像
﹄
と
略
記
す
る
︶
み
す
ず
書
房
︑
一
九
九
〇
年
︑
三
六
頁
︒

③

若
き
リ
ル
ケ
は
︑
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
で
美
術
鑑
賞
を
し
た
際
︑
自
分
の
意
見
を
ブ

ル
ク
ハ
ル
ト
の
﹁
見
事
な
批
評
﹂
と
対
比
し
て
検
討
し
た
と
ル
ー
・
サ
ロ
メ
に
書

き
送
っ
て
い
る
︵
一
八
九
八
年
︑
五
月
一
七
日
付
︶
︵
リ
ル
ケ
著
︑
森
有
正
訳

﹃
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
だ
よ
り
﹄
︵
ち
く
ま
文
庫
︶
筑
摩
書
房
︑
二
〇
〇
三
年
︑
四
〇

頁
︶
︒

④

﹃
チ
チ
ェ
ロ
ー
ネ
﹄
の
改
訂
版
に
つ
い
て
は
︑
旧
全
集
︵
G
esam
tausgabe
︶

ブルクハルトの『チチェローネ』とドイツ教養層のイタリア旅行（森田）
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序
文
に
編
集
者
ヴ
ェ
ル
フ
リ
ン
の
詳
述
が
あ
る
︒
そ
れ
に
よ
れ
ば
︑
ブ
ル
ク
ハ
ル

ト
存
命
中
の
改
訂
版
は
︑
第
二
版
︵
一
八
六
九
年
︶
・
第
三
版
︵
一
八
七
四
年
︶

編
集
者
ツ
ァ
ー
ン
︑
第
四
版
︵
一
八
七
九
年
︶
・
第
五
版
︵
一
八
八
五
年
︶
・
第
六

版
︵
一

八

九

三

年
︶
編

集

者

ボ
ー

デ

で

あ

る
︵
Jacob
B
urckhardt,

G
esam
tausgabe︵
以
下

G
A
.
と
略
記
す
る
︶,
B
d.
III,
hrsg.
von
H
einrich

W
ölfflin,
Stuttgart,
B
erlin
und
Leipzig
1933,
S.
X
V
III-
S.
X
X
I︶
︒

⑤

V
g
l.
Irm
g
ard

S
ieb
ert,
B
u
rck
h
ard
ts
E
n
tw
ick
lu
n
g

als

K
unsthistoriker
(E
inleitung
III),
in:
Jacob
B
urckhardt,
A
esthetik
der

bildenden
K
unst.
D
er
T
ext
der
>
Zur
E
inleitung
in
die
A
esthetik
der

bildenden
K
unst<
aufgrund
der
H
andschriften
kom
m
entiert
und

hrsg.
von
Irm
gard
Siebert,
D
arm
stadt
1992,
S.23f.

⑥

K
aegi,
JB
.,
B
d.
III,
B
asel
1956,
S.522f.

⑦

E
bd.,
S.485.

⑧

D
ieter
Jähnig,
M
aß
stäbe
der
K
unst-
und
G
eschichtsbetrachtung

Jacob
B
urckhardts,
B
asel/M
ünchen
2006,
S.50,
S.70f.

⑨

下
村
寅
太
郎
﹃
ブ
ル
ク
ハ
ル
ト
の
世
界
﹄
岩
波
書
店
︑
一
九
八
三
年
︑
八
二
頁
︒

⑩

Jacob
B
urckhardt
W
erke.
K
ritische
G
esam
tsausgabe︵
以
下

JB
W
.

と
略
記
す
る
︶,
hrsg.
von
Jacob
B
urckhardt
Stiftung,
M
ünchen/B
asel

2000-.

⑪

K
aegi,
JB
.,
B
d.
III,
S.485.

⑫

河
村
英
和
﹃
イ
タ
リ
ア
旅
行

﹁
美
し
い
国
﹂
の
旅
人
た
ち
﹄
︵
中
公
新
書
︶

中
央
公
論
新
社
︑
二
〇
一
一
年
︑
七
一
頁

七
三
頁
︒

⑬

C
h
ristop
h
H
öck
er,
Jacob
B
u
rck
h
ard
ts
C
iceron
e.
D
er

K
unstreiseführer
einst
und
heute,
in:
Peter
B
etthausen
und
M
ax

K
unze
(H
g.),
Jacob
B
urckhardt
und
die
A
ntike,
M
ainz
1998.

一

﹁
旅
の
友
﹂
と
し
て
の
﹃
チ
チ
ェ
ロ
ー
ネ
﹄

ブ
ル
ク
ハ
ル
ト
の
美
術
史
的
処
女
作
は
︑
通
称
﹁
ベ
ル
ギ
ー
の
チ
チ
ェ
ロ
ー
ネ
﹂
︑
﹃
ベ
ル
ギ
ー
諸
都
市
の
美
術
作
品
﹄
︵
一
八
四
二
年
刊
︶
で

あ
る
︒
﹁
旅
行
者
に
︑
ベ
ル
ギ
ー
の
よ
り
重
要
な
美
術
作
品
の
考
察
に
必
要
な
美
術
史
的
見
地
を
︑
で
き
る
だ
け
簡
潔
に
説
明
す
る
こ
と①
﹂
を

目
的
と
し
た
同
書
は
︑
ア
ン
ト
ヴ
ェ
ル
ペ
ン
や
ブ
リ
ュ
ッ
セ
ル
な
ど
主
要
六
都
市
別
に
章
を
分
け
て
い
る
︒
見
ど
こ
ろ
と
な
る
美
術
作
品
群
を

主
と
し
て
建
築
物
単
位
で
概
括
し
︑
そ
れ
ら
に
美
術
史
的
解
説
を
加
え
た
も
の
で
あ
る
︒
あ
き
ら
か
に
﹁
旅
の
友
﹂
的
な
構
成
で
書
か
れ
た
︑

こ
の
小
冊
子
︵
本
文
一
六
四
頁
︶
と
対
比
す
る
と
︑
﹃
チ
チ
ェ
ロ
ー
ネ
﹄
は
︑
た
し
か
に
体
系
的
な
美
術
史
書
の
体
裁
を
と
っ
て
い
る
︒
建
築
篇
︑

彫
刻
篇
︑
絵
画
篇
に
分
か
れ
︑
各
篇
が
古
代
か
ら
近
代
に
い
た
る
様
式
別
に
叙
述
さ
れ
て
い
る
︒
た
と
え
ば
建
築
篇
は
︑
古
代
建
築
︑
古
代
キ

リ
ス
ト
教
建
築
︑
ロ
マ
ネ
ス
ク
建
築
︑
ゲ
ル
マ
ン
的
︵
ゴ
シ
ッ
ク
︶
建
築
︑
初
期
ル
ネ
サ
ン
ス
建
築
︑
盛
期
ル
ネ
サ
ン
ス
建
築
︑
一
五
四
〇
年
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か
ら
一
五
八
〇
年
ま
で
の
建
築
︑
バ
ロ
ッ
ク
様
式
の
建
築
と
装
飾
︑
ヴ
ィ
ラ
と
庭
園
の
九
章
か
ら
な
り
︑
各
章
︑
様
式
的
観
点
か
ら
特
徴
的
な

建
築
の
分
析
︑
叙
述
が
行
わ
れ
て
い
る
︒
ま
た
︑
都
市
地
図
の
類
も
一
切
装
備
し
て
い
な
い②
︒

し
か
し
な
が
ら
﹃
チ
チ
ェ
ロ
ー
ネ
﹄
初
版
本
は
︑
Ｂ
六
版
︵
ヨ
コ
一
二
〇
ミ
リ
×
タ
テ
一
七
二
ミ
リ
︶
の
小
型
で
分
厚
い
︵
一
一
一
二
頁
︑
四
七
ミ

リ
︶
一
巻
も
の
の
書
物
で
あ
り③
︑
﹃
ベ
ル
ギ
ー
諸
都
市
﹄
︵
一
〇
九
×
一
七
六
︶
と
同
様
︑
活
字
は
実
用
的
な
ラ
テ
ン
文
字
で
印
字
さ
れ
て
い
る
︒

Ａ
五
版
の
大
き
さ
で
︑
ド
イ
ツ
文
字
で
表
記
さ
れ
た
﹃
コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ヌ
ス
大
帝
の
時
代
﹄
︵
一
八
五
三
年
刊
︶
︵
一
四
一
×
二
二
一
︶
や
﹃
イ

タ
リ
ア
・
ル
ネ
サ
ン
ス
の
文
化
﹄
︵
一
四
一
×
二
二
八
︶
の
初
版
本
と
は
︑
そ
の
体
裁
を
著
し
く
異
に
し
て
い
る④
︒
ま
た
︑
こ
の
書
に
は
図
版
の

類
は
一
切
な
く
︑
書
斎
に
お
け
る
﹁
静
か
な
読
書⑤
﹂
︵
ケ
ー
ギ
︶
に
は
不
便
で
あ
る
︒
注
目
す
べ
き
は
︑
﹃
ベ
ル
ギ
ー
諸
都
市
﹄
や
﹃
ル
ネ
サ
ン

ス
の
文
化
﹄
に
付
属
し
て
い
な
か
っ
た
詳
細
な
索
引
の
存
在
で
あ
る
︒
初
版
本
に
装
備
し
て
い
た
こ
の
索
引
は
︑
ブ
ル
ク
ハ
ル
ト
が
み
ず
か
ら

作
成
し
た
も
の
で
あ
る
︒
こ
れ
は
次
章
で
述
べ
る
よ
う
な
特
殊
な
形
式
を
と
っ
て
お
り
︑
現
地
で
の
利
用
の
た
め
に
工
夫
が
こ
ら
し
て
あ
る
︒

こ
う
し
た
形
態
上
の
特
徴
か
ら
も
︑
﹃
チ
チ
ェ
ロ
ー
ネ
﹄
は
︑
現
地
携
帯
を
前
提
に
設
計
さ
れ
た
書
物
で
あ
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
︒

﹃
チ
チ
ェ
ロ
ー
ネ
﹄
の
本
文
内
容
を
精
査
す
る
と
︑
そ
の
こ
と
は
い
っ
そ
う
明
ら
か
に
な
る
︒
﹃
チ
チ
ェ
ロ
ー
ネ
﹄
が
取
り
扱
う
美
術
作
品

は
︑
イ
タ
リ
ア
国
内
で
見
る
こ
と
の
で
き
る
作
品
に
限
ら
れ
て
い
る
︒
ダ
・
ヴ
ィ
ン
チ
の
﹁
ジ
ョ
コ
ン
ダ
︵
モ
ナ
リ
ザ
︶
﹂
も
ル
ー
ヴ
ル
に
あ
る

た
め
︑
肖
像
画
に
効
果
的
に
風
景
を
用
い
る
彼
の
技
法
を
説
明
す
る
と
き
に
言
及
さ
れ
る
だ
け
で
あ
る⑥
︒
ま
た
︑
同
書
に
は
現
地
に
行
か
な
け

れ
ば
不
要
な
情
報
が
数
多
く
記
さ
れ
て
い
る
︒
た
と
え
ば
︑
パ
ル
マ
大
聖
堂

ド
ゥ
オ
ー
モ

に
お
け
る
コ
レ
ッ
ジ
ョ
の
天
井
画
に
つ
い
て
は
︑
﹁
最
良
の
光
は
︑

円
蓋
に
上
る
た
め
に
も
︑
正
午
頃
で
あ
る⑦
﹂
と
し
て
︑
同
所
を
訪
れ
る
の
に
最
適
な
時
刻
を
示
し
て
い
る
︒
ま
た
︑
ヴ
ァ
チ
カ
ン
に
か
ん
す
る

記
述
で
は
︑
当
地
で
は
一
度
に
数
多
く
の
美
術
作
品
を
見
る
こ
と
に
な
る
の
で
︑
サ
ン
ピ
エ
ト
ロ
広
場
を
通
っ
て
目
を
休
ま
せ
な
が
ら
︑
巡
っ

た
ほ
う
が
よ
い
と
い
っ
た
実
用
的
な
助
言
も
書
き
入
れ
て
い
る⑧
︒
序
文
で
は
︑
読
者
の
作
品
実
見
を
前
提
と
し
て
記
述
し
て
い
る
こ
と
が
︑
明

言
さ
れ
て
い
る⑨
︒

こ
の
序
文
に
は
︑
イ
タ
リ
ア
旅
行
者
を
本
書
の
想
定
読
者
と
し
て
い
る
こ
と
が
明
記
さ
れ
て
い
る
︒
こ
こ
で
ブ
ル
ク
ハ
ル
ト
は
︑
読
者
を
三

ブルクハルトの『チチェローネ』とドイツ教養層のイタリア旅行（森田）
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種
類
に
分
類
し
て
い
る
︒
第
一
に
短
期
間
の
旅
行
者
︑
第
二
に
長
期
間
滞
在
す
る
旅
行
者
︑
第
三
に
イ
タ
リ
ア
滞
在
経
験
者
で
あ
る⑩
︒
﹃
チ
チ

ェ
ロ
ー
ネ
﹄
は
全
体
と
し
て
よ
り
重
要
な
イ
タ
リ
ア
美
術
作
品
に
か
ん
す
る
概
要
を
与
え
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
が
︑
そ
れ
ぞ
れ
の
読
者

に
異
な
る
情
報
提
供
が
も
く
ろ
ま
れ
て
い
る
︒
第
一
の
読
者
に
は
︑
目
の
前
の
美
術
作
品
に
対
す
る
簡
便
な
案
内
︑
第
二
の
読
者
に
は
︑
必
要

と
な
る
様
式
比
較
や
そ
の
地
方
の
美
術
史
的
基
礎
知
識
︑
第
三
の
読
者
に
は
︑
﹁
快
い
追
想
﹂
を
誘
う
こ
と
で
あ
る⑪
︒
第
一
と
第
二
の
読
者
は
︑

イ
タ
リ
ア
に
お
け
る
滞
在
期
間
の
長
短
に
よ
っ
て
分
類
さ
れ
て
い
る
︒
第
三
の
読
者
に
は
︑
か
つ
て
の
第
一
︑
第
二
の
読
者
も
含
ま
れ
て
お
り
︑

す
べ
て
の
イ
タ
リ
ア
旅
行
者
が
該
当
す
る
︒
第
一
と
第
二
の
読
者
は
︑
現
地
イ
タ
リ
ア
で
﹃
チ
チ
ェ
ロ
ー
ネ
﹄
を
読
む
が
︑
第
三
の
読
者
は
︑

旅
を
終
え
て
ド
イ
ツ
で
同
書
を
手
に
し
て
い
る
︒
本
稿
は
ま
ず
︑
第
一
と
第
二
の
読
者
の
現
地
利
用
を
考
察
す
る
こ
と
か
ら
は
じ
め
た
い
︒

こ
れ
ら
の
読
者
に
ブ
ル
ク
ハ
ル
ト
は
︑
特
定
の
旅
行
案
内
書

ハ
ン
ド
ブ
ッ
ク
⑫を
指
定
し
︑
そ
れ
を
参
照
す
る
こ
と
を
薦
め
て
い
る
︒
ケ
ー
ギ
が
︑
﹃
チ
チ
ェ

ロ
ー
ネ
﹄
の
﹁
旅
の
友
﹂
と
し
て
の
側
面
を
否
定
し
た
際
︑
こ
の
書
が
ど
の
滞
在
地
へ
の
道
も
示
し
て
い
な
い⑬
︑
と
そ
の
論
拠
を
示
し
た
が
︑

こ
の
言
葉
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
︑
彼
は
同
書
の
単
独
利
用
を
暗
黙
の
前
提
と
し
て
い
る
︒
だ
が
︑
﹃
チ
チ
ェ
ロ
ー
ネ
﹄
は
︑
滞
在
地
情

報
や
旅
行
ル
ー
ト
を
詳
細
に
記
載
し
た
旅
行
案
内
書
と
相
互
参
照
す
る
こ
と
が
︑
著
者
に
よ
っ
て
薦
め
ら
れ
て
お
り⑭
︑
一
冊
で
す
べ
て
の
情
報

を
網
羅
す
る
の
で
は
な
く
︑
複
数
本
の
相
互
補
完
を
想
定
し
て
い
る
︒
こ
の
併
読
利
用
法
は
︑
近
年
に
い
た
る
ま
で
旅
行
案
内
書
の
標
準
的
な

活
用
ス
タ
イ
ル
で
あ
っ
た
こ
と
が
︑
ヘ
ッ
カ
ー
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
て
い
る⑮
︒

こ
の
よ
う
な
企
画
で
構
成
さ
れ
た
同
書
が
︑
通
常
の
意
味
で
の
美
術
史
書
と
し
て
書
か
れ
た
も
の
で
な
い
こ
と
は
明
白
で
あ
る
︒
ブ
ル
ク
ハ

ル
ト
は
︑
連
邦
工
業
専
門
学
校
教
授
候
補
者
と
し
て
︑
ス
イ
ス
教
育
省
長
官
に
提
出
し
た
個
人
調
書
︵
一
八
五
四
年
︶
の
な
か
で
︑
同
書
に
対

す
る
自
己
評
価
を
書
き
述
べ
て
い
る
︒
す
な
わ
ち
校
正
中
の
﹃
チ
チ
ェ
ロ
ー
ネ
﹄
に
つ
い
て
︑
﹁
本
書
の
用
途
に
よ
り
﹂
美
術
の
究
極
の
基
盤

に
は
触
れ
て
い
な
い
が
︑
美
術
の
全
種
類
に
む
ら
の
な
い
研
究
を
い
き
わ
た
ら
せ
︑
読
者
に
対
し
て
美
術
に
親
し
ま
せ
よ
う
と
自
分
が
努
力
し

た
こ
と
は
証
明
で
き
る⑯
︑
と
︒
こ
の
よ
う
な
著
者
自
身
の
意
図
を
反
映
さ
せ
︑
こ
の
特
殊
な
美
術
史
書
の
全
貌
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
は
︑

ド
イ
ツ
美
術
史
学
史
の
範
囲
内
で
の
研
究
だ
け
で
は
不
十
分
で
あ
る
︒
ド
イ
ツ
人
の
イ
タ
リ
ア
旅
行
︑
さ
ら
に
そ
の
背
景
と
な
っ
た
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イ
タ
リ
ア
崇
拝

イ

タ

ロ

マ

ニ

ー

と
い
っ
た
文
化
的
社
会
的
現
象
と
の
関
係
に
目
を
向
け
る
必
要
が
あ
る
︒
と
り
わ
け
イ
タ
リ
ア
旅
行
の
主
体
で
あ
っ
た
読
者
と

の
関
係
が
重
要
で
あ
る
︒

①

Jacob
B
urckhardt,
D
ie
K
unstw
erke
der
B
elgischen
Städte︵
以
下

K
B
.
と
略
記
す
る
︶,
D
üsseldorf
1842,
S.
V
.

②

本
稿
で
は
﹃
チ
チ
ェ
ロ
ー
ネ
﹄
の
形
状
︑
体
裁
︑
索
引
︑
内
容
の
調
査
に
初
版

原
本
︵
Jacob
B
urckhardt,D
er
C
icerone.
E
ine
A
nleitung
zum
G
enuss

der
K
unstw
erke
Italiens︵
以
下

C
icerone
と
略
記
す
る
︶,B
asel
1855
︶
を

使
用
し
た
︒
邦
訳
と
し
て
︑
以
下
の
も
の
を
参
照
し
た
︒
瀧
内
槇
雄
訳
﹃
チ
チ
ェ

ロ
ー
ネ
﹄
中
央
公
論
美
術
出
版
︑
二
〇
〇
四
年
﹇
建
築
篇
﹈
︑
二
〇
一
一
年
﹇
絵

画
篇
﹈
︒
高
木
昌
史
編
訳
﹃
美
の
チ
チ
ェ
ロ
ー
ネ
﹄
青
土
社
︑
二
〇
〇
五
年
︒

③

サ
イ
ズ
の
わ
り
に
分
厚
く
な
っ
た
初
版
本
に
つ
い
て
︑
ブ
ル
ク
ハ
ル
ト
は
︑

﹁
旅
の
途
上
で
﹂
読
者
が
不
便
で
あ
ろ
う
と
︑
苦
情
を
述
べ
て
い
る
︵
Jacob

B
urckhardt,
B
riefe.
V
ollständige
und
kritisch
bearbeitete
A
usgabe

hergestellt
von
M
ax
B
urckhardt︵
以
下

B
r.
と
略
記
す
る
︶,
B
d.
III,

B
asel1955,S.202,an
F
riedrich
T
heodor
V
ischer
vom
19.D
ez.1854
︶
︒

④

V
gl.
Jakob
B
urckhardt,
D
ie
Zeit
C
onstantins
des
G
roß
en
︵
以
下

ZC
.
と
略
記
す
る
︶,
B
asel
1853;
Jacob
B
urckhardt,
D
ie
C
ultur
der

R
enaissance
in
Italien.
E
in
V
ersuch
︵
以
下

C
R
.
と
略
記
す
る
︶,
B
asel

1860.

⑤

K
aegi,
JB
.,
B
d.
III,
S.485.

⑥

C
icerone,
S.861.

⑦

E
bd.,
S.951.

⑧

E
bd.,
S.810,
A
nm
.1.

⑨

E
bd.,
S.
V
.

⑩

E
bd.

⑪

E
bd.

⑫

R
eisehandbuch
は
︑
後
述
す
る
よ
う
な
学
術
的
記
述
の
豊
富
さ
な
ど
︑
現
行

の
旅
行
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
と
の
質
的
差
異
を
勘
案
し
て
︑
﹁
旅
行
案
内
書

ハ
ン
ド
ブ
ッ
ク

﹂
を
訳
語

と
し
て
採
用
し
た
︒

⑬

K
aegi,
JB
.,
B
d.
III,
S.485.

⑭

C
icerone,
S.
V
II.

⑮

H
öcker,
a.a.O
.,
S.127.

⑯

Paul
R
oth
(H
g.),
A
ktenstücke
zur
L
aufbahn
Jacob
B
urckhardts,

B
asel
1936,
S.44.

二

初
版
索
引
の
特
殊
性

イ
タ
リ
ア
旅
行
中
の
読
者
に
対
す
る
﹃
チ
チ
ェ
ロ
ー
ネ
﹄
特
有
の
役
割
は
︑
初
版
本
に
付
さ
れ
た
﹁
綿
密
な
索
引①
﹂
︵
序
文
に
あ
る
説
明
︶
の

機
能
分
析
を
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
な
る
︒
だ
が
︑
こ
の
索
引
の
特
殊
性
は
︑
長
ら
く
研
究
者
の
間
で
看
過
さ
れ
て
き
た
︒
第
二
版
以

降
の
改
訂
版
に
お
い
て
︑
索
引
が
異
な
る
も
の
に
改
訂
さ
れ
︑
初
版
原
本
を
閲
覧
し
な
け
れ
ば
︑
そ
の
特
殊
な
形
態
を
見
る
こ
と
が
で
き
な
か

ブルクハルトの『チチェローネ』とドイツ教養層のイタリア旅行（森田）
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っ
た
こ
と
が
︑
そ
の
一
因
と
し
て
考
え
ら
れ
る
︒
ケ
ー
ギ
を
は
じ
め
多
く
の
研
究
者
が
引
用
し
︑
参
照
し
て
き
た
の
は
︑
﹃
原
チ
チ
ェ
ロ
ー
ネ

U
rcicerone
﹄
と
も
呼
ば
れ
る
一
九
二
四
年
刊
行
の
ク
レ
ー
ナ
ー
版
で
あ
る②
︒
﹃
ル
ネ
サ
ン
ス
の
文
化
﹄
と
同
様
︑
ブ
ル
ク
ハ
ル
ト
は
︑
﹃
チ
チ

ェ
ロ
ー
ネ
﹄
初
版
出
版
後
︑
版
権
︑
改
訂
作
業
を
他
の
編
者
に
譲
り③
︑
そ
の
た
め
本
文
︑
序
文
︑
索
引
に
大
幅
な
改
訂
が
加
え
ら
れ
て
き
た
︒

﹃
原
チ
チ
ェ
ロ
ー
ネ
﹄
は
︑
そ
れ
を
オ
リ
ジ
ナ
ル
版
に
復
し
た
も
の
で
あ
り
︑
ブ
ル
ク
ハ
ル
ト
の
当
初
構
想
に
立
ち
返
る
企
て
で
あ
る
︒
と
こ

ろ
が
︑
唯
一
初
版
の
形
態
に
戻
ら
な
か
っ
た
部
分
が
あ
っ
た
︒
そ
れ
が
索
引
で
あ
る④
︒

ブ
ル
ク
ハ
ル
ト
が
三
週
間
の
時
間
を
か
け
て
み
ず
か
ら
作
成
し
た
索
引
は
︑
美
術
史
研
究
に
必
要
な
︑
独
立
し
た
芸
術
家
・
人
名
索
引
が
存

在
し
な
い
こ
と
に
大
き
な
特
徴
が
あ
る⑤
︒
索
引
は
︑
都
市
名
が
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
順
に
並
ぶ
地
名
索
引
を
ベ
ー
ス
に
し
て
い
る
︒
そ
の
都
市
別

に
建
築
物
が
一
定
の
分
類
に
分
け
ら
れ
︑
そ
の
分
類
内
で
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
順
に
並
ぶ
︒
そ
の
分
類
で
は
建
築
物
は
三
つ
に
大
別
さ
れ
る
︒
最

初
に
︑
市
門
︑
市
壁
︑
橋
と
い
っ
た
都
市
成
立
期
か
ら
の
公
共
建
築
物
︑
ロ
ー
マ
な
ど
の
古
代
遺
跡
が
豊
富
な
都
市
で
は
︑
こ
れ
に
凱
旋
門
や

公
共
浴
場
︑
コ
ロ
セ
ウ
ム
と
い
っ
た
古
代
の
公
共
建
築
が
加
わ
る
︒
つ
ぎ
に
教
会
関
係
建
築
が
列
挙
さ
れ
る
︒
イ
タ
リ
ア
諸
都
市
で
は
︑
こ
の

第
二
分
類
に
属
す
る
建
築
物
が
多
い
︒
第
三
に
そ
の
他
世
俗
の
公
共
建
築
と
︑
ヴ
ィ
ラ
や
ギ
ャ
ラ
リ
ー
︑
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
な
ど
私
的
な
建
築
類

等
で
あ
る
︒
そ
の
建
築
物
の
項
目
の
な
か
に
︑
建
築
物
に
付
属
す
る
装
飾
︑
彫
刻
や
絵
画
の
制
作
者
の
名
前
︵
判
明
し
て
い
る
場
合
︶
が
並
ぶ
と

い
う
特
殊
な
形
態
で
あ
る⑥
︒
い
わ
ば
︑
地
名
＝
建
築
物
索
引
の
な
か
に
人
名
索
引
が
組
み
込
ま
れ
た
形
に
な
っ
て
い
る
︒

美
術
作
品
は
︑
建
築
Ａ
︵
＝
A
rchitektur︶
︑
装
飾
Ｄ
︵
＝
D
ecoration
︶
︑
彫
刻
Ｓ
︵
＝
Sculptur︶
︑
絵
画
Ｍ
︵
＝
M
alerei︶
に
分
け
ら
れ
︑
そ

の
種
類
は
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
で
表
記
さ
れ
る⑦
︒
そ
れ
ぞ
れ
該
当
す
る
本
文
頁
が
記
載
さ
れ
て
い
る
が
︑
頁
数
に
は
小
文
字
の
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト

ａ
や
ｂ
が
つ
け
ら
れ
て
い
る⑧
︒
こ
れ
は
︑
ペ
ー
ジ
毎
に
︑
本
文
の
内
容
の
ま
と
ま
り
に
応
じ
て
︑
欄
外
に
小
文
字
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
が
ａ
︑
ｂ
︑

ｃ
⁝
⁝
と
順
番
に
つ
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
照
応
す
る
︒
こ
れ
に
よ
り
検
索
者
は
︑
索
引
か
ら
︑
す
ば
や
く
目
的
と
す
る
本
文
中
の
該
当
箇
所

に
た
ど
り
つ
く
よ
う
に
な
っ
て
い
る
︒
こ
れ
ら
索
引
の
装
備
は
︑
想
定
読
者
で
あ
る
旅
行
者
が
︑
現
地
で
美
術
作
品
を
目
の
前
に
し
な
が
ら
︑

で
き
る
だ
け
短
時
間
で
必
要
な
情
報
を
入
手
で
き
る
よ
う
に
配
慮
さ
れ
て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
よ
う
︒
美
術
史
書
と
し
て
︑
通
読
す
る
の
で

72 (316)



は
な
く
︑
旅
行
案
内
書
の
一
種
と
し
て
︑
索
引
か
ら
た
ど
っ
て
︑
必
要
箇
所
だ
け
を
拾
い
読
み
す
る
と
い
う
レ
フ
ァ
レ
ン
ス
的
な
読
み
方
が
想

定
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
︑
こ
の
索
引
か
ら
う
か
が
え
る
︒

こ
の
よ
う
な
索
引
か
ら
た
ど
っ
た
と
き
︑
﹃
チ
チ
ェ
ロ
ー
ネ
﹄
は
︑
読
者
に
ど
の
よ
う
な
知
見
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
か
︒
ミ

ケ
ラ
ン
ジ
ェ
ロ
が
シ
ス
テ
ィ
ナ
礼
拝
堂
に
描
い
た
天
井
画
﹁
最
後
の
審
判
﹂
を
と
り
あ
げ
て
み
よ
う
︒
通
読
す
る
場
合
︑
こ
の
作
品
は
︑
絵
画

篇
﹁
一
六
世
紀
の
絵
画
﹂
の
章
︑
ミ
ケ
ラ
ン
ジ
ェ
ロ
の
節⑨
に
登
場
す
る
︒
ミ
ケ
ラ
ン
ジ
ェ
ロ
は
︑
ダ
・
ヴ
ィ
ン
チ
と
そ
の
弟
子
た
ち
の
あ
と
︑

フ
ラ
・
バ
ル
ト
ロ
メ
ー
オ
と
ア
ン
ド
レ
ー
ア
・
デ
ル
・
サ
ル
ト
の
前
に
位
置
し
て
い
る
︒
ミ
ケ
ラ
ン
ジ
ェ
ロ
は
本
人
も
自
認
し
て
い
る
よ
う
に
︑

画
家
で
あ
る
よ
り
も
彫
刻
家
で
あ
っ
た
と
し
︑
そ
の
全
体
的
な
形
成
過
程
は
彫
刻
篇
を
参
照
す
る
よ
う
に
指
示
が
あ
る⑩
︒
そ
し
て
︑
ミ
ケ
ラ
ン

ジ
ェ
ロ
の
﹁
デ
モ
ー
ニ
ッ
シ
ュ
に⑪
﹂
作
用
す
る
肉
体
表
現
に
対
す
る
批
判
︑
最
高
の
芸
術
的
変
容
が
可
能
と
な
る
﹁
偉
大
な
る
存
在
の
領
域⑫
﹂

が
彼
に
は
閉
ざ
さ
れ
て
い
る
と
の
評
価
が
示
さ
れ
︑
最
盛
期
の
作
品
シ
ス
テ
ィ
ナ
礼
拝
堂
の
天
井
画
の
分
析
に
入
る
︒

索
引
の
項
目
﹁
ヴ
ァ
チ
カ
ン
宮
殿
﹂
の
な
か
の
﹁
シ
ス
テ
ィ
ナ
礼
拝
堂⑬
﹂
を
順
に
た
ど
る
場
合
︑
建
築
物
と
し
て
の
礼
拝
堂
の
説
明
︵
索
引

指
示
193,d
︶
か
ら
読
者
は
入
る
こ
と
に
な
る
︒
ま
ず
︑
こ
の
建
築
物
が
ル
ネ
サ
ン
ス
初
期
の
も
の
で
あ
る
こ
と
︑
そ
の
外
観
は
︑
意
外
な
ま
で

に
簡
素
な
つ
く
り
で
あ
り
︑
周
囲
の
既
存
建
造
物
へ
の
配
慮
が
う
か
が
え
る
と
の
ブ
ル
ク
ハ
ル
ト
の
推
論
を
読
む⑭
︒
つ
ぎ
に
読
者
は
︑
礼
拝
堂

の
内
部
に
あ
る
床
モ
ザ
イ
ク
の
装
飾
︵
索
引
指
示
228
︶
と
聖
歌
隊
席
ト
リ
ビ
ュ
ー
ン
の
大
理
石
装
飾
︵
索
引
指
示
242,
e
︶
に
つ
い
て
読
み
︑
礼

拝
堂
内
壁
に
か
つ
て
タ
ペ
ス
ト
リ
ー
が
飾
ら
れ
て
い
た
が
︑
そ
の
後
︑
壁
画
が
制
作
さ
れ
た
こ
と
を
知
る
︵
索
引
指
示
230,
a
︶
︒
一
五
世
紀
に

ボ
ッ
テ
ィ
チ
ェ
リ
︑
コ
ー
ジ
モ
・
ロ
ッ
セ
ッ
リ
︑
ピ
エ
ト
ロ
・
ペ
ル
ジ
ー
ノ
︵
索
引
指
示
833,
b
︶
ら
ト
ス
カ
ー
ナ
画
家
た
ち
が
シ
ク
ス
ト
ゥ
ス

四
世
の
指
示
で
︑
モ
ー
セ
と
イ
エ
ス
の
生
涯
を
題
材
と
し
た
十
枚
の
フ
レ
ス
コ
画
を
競
作
し
た
の
で
あ
る
︵
索
引
指
示
810,
d
︶
︒
そ
の
な
か
で

ル
ー
カ
・
シ
ニ
ョ
レ
ッ
リ
の
作
品
と
さ
れ
る
壁
画
は
︑
素
晴
ら
し
い
生
命
力
に
満
ち
て
い
る
が
︑
人
物
像
が
あ
ま
り
に
も
多
い
こ
の
世
紀
の
物

語
法
が
︑
﹁
本
質
的
事
実⑮
﹂
を
押
し
つ
ぶ
し
て
し
ま
っ
て
い
る
と
し
て
い
る
︒
そ
の
よ
う
に
一
五
世
紀
絵
画
の
限
界
を
指
示
し
た
あ
と
︑
ブ
ル

ク
ハ
ル
ト
は
語
る
︒
そ
こ
で
﹁
な
ぜ
ラ
フ
ァ
エ
ロ
や
ミ
ケ
ラ
ン
ジ
ェ
ロ
の
よ
う
な
人
物
が
や
っ
て
く
る
必
要
が
あ
っ
た
の
か⑯
﹂
に
人
々
が
気
づ
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く
︑
と
︒
読
者
が
︑
索
引
か
ら
ミ
ケ
ラ
ン
ジ
ェ
ロ
の
天
井
画
の
箇
所
を
読
む
の
は
︑
そ
の
直
後
で
あ
る
︵
索
引
指
示
872,
a;875,
a
︶
︒

原
著
六
頁
に
お
よ
ぶ
叙
述
は
︑
礼
拝
堂
特
有
の
形
状
に
由
来
す
る
制
約
条
件
の
な
か
で
︑
旧
約
聖
書
に
関
連
す
る
場
面
と
人
物
像
を
描
く
と

い
う
宗
教
的
課
題
を
︑
こ
の
巨
匠
が
い
か
に
果
た
し
た
か
を
詳
細
に
解
説
す
る
︒
と
く
に
穹
窿
部
中
央
に
位
置
す
る
創
世
記
物
語
に
お
い
て
︑

ミ
ケ
ラ
ン
ジ
ェ
ロ
が
世
界
創
造
を
言
葉
で
は
な
く
運
動
と
し
て
は
じ
め
て
と
ら
え
た
と
し⑰
︑
最
初
の
人
間
ア
ダ
ム
に
神
が
生
命
を
付
与
す
る
瞬

間
描
写
を
﹁
最
高
の
ミ
ケ
ラ
ン
ジ
ェ
ロ
の
作
品⑱
﹂
と
称
賛
す
る
︒
だ
が
︑
そ
の
よ
う
な
個
々
の
モ
テ
ィ
ー
フ
の
卓
越
さ
よ
り
も
︑
全
体
構
図
を

支
配
し
た
﹁
絵
画
的
思
考⑲
﹂
こ
そ
が
︑
決
定
的
で
あ
っ
た
と
し
て
い
る
︒
ミ
ケ
ラ
ン
ジ
ェ
ロ
に
批
判
的
で
あ
っ
た
ブ
ル
ク
ハ
ル
ト
も
﹁
絵
画
的

視
点
か
ら
﹂
こ
の
作
品
の
﹁
永
遠
の
讃
嘆
﹂
を
承
認
す
る
の
で
あ
る⑳
︒

﹃
チ
チ
ェ
ロ
ー
ネ
﹄
を
通
読
す
る
と
き
︑
﹁
最
後
の
審
判
﹂
は
︑
画
家
ミ
ケ
ラ
ン
ジ
ェ
ロ
の
個
人
史
的
最
盛
期
の
作
品
と
し
て
登
場
し
て
く

る
︒
だ
が
︑
索
引
か
ら
た
ど
っ
て
い
く
と
︑
シ
ス
テ
ィ
ナ
礼
拝
堂
の
建
築
︑
内
部
装
飾
︑
一
五
世
紀
の
壁
画
と
い
う
︑
シ
ス
テ
ィ
ナ
礼
拝
堂
で

旅
行
者
が
目
に
す
る
も
の
す
べ
て
の
な
か
に
﹁
最
後
の
審
判
﹂
が
位
置
付
け
ら
れ
︑
こ
の
作
品
が
登
場
し
て
く
る
ま
で
の
美
術
史
の
流
れ
を
た

ど
る
よ
う
な
構
成
と
な
っ
て
い
る
︒
あ
た
か
も
︑
こ
れ
ら
の
流
れ
全
部
が
︑
ミ
ケ
ラ
ン
ジ
ェ
ロ
の
作
品
を
長
い
時
間
を
か
け
て
準
備
し
て
き
た

か
の
ご
と
く
で
あ
る
︒
読
者
は
︑
そ
れ
ら
の
作
品
群
を
い
ま
ま
さ
に
目
の
前
に
し
て
い
る
︒
個
々
の
美
術
作
品
は
︑
シ
ス
テ
ィ
ナ
礼
拝
堂
と
い

う
宗
教
施
設
の
一
部
で
あ
り
︑
全
体
と
し
て
祈
り
に
ふ
さ
わ
し
い
宗
教
的
な
雰
囲
気
を
喚
起
す
る
よ
う
に
働
き
か
け
て
く
る
︒
そ
の
壮
大
さ
を

通
し
て
見
る
人
を
圧
倒
す
る
﹁
最
後
の
審
判
﹂
も
︑
舞
台
装
置
の
一
部
と
し
て
そ
こ
に
あ
る
︒
索
引
か
ら
読
む
﹃
チ
チ
ェ
ロ
ー
ネ
﹄
は
そ
の
よ

う
な
旅
行
者
の
視
点
と
体
験
に
照
応
す
る
の
で
あ
る
︒

①

C
icerone,
S.
V
II.
ま
た
︑
ス
イ
ス
教
育
省
長
官
宛
の
個
人
調
書
に
も
同
様
の

表
現
が
あ
る
︵
R
oth,
a.a.O
.,
S.44
︶
︒

②

Jacob
B
urckhardt,D
er
C
icerone.
E
ine
A
nleitung
zum
G
enuss
der

K
unstw
erke
Italiens,
N
eudruck
der
U
rausgabe,
︵
以
下

U
R
.
と
略
記
す

る
︶
Leipzig
1924.

③

V
gl.B
r.,B
d.IV
,B
asel
1961,S.246,an
H
ugo
R
ichter,Inhaber
des

V
erlages
Schw
eighauser
vom
20.A
pril
1867;E
bd.,S.252,an
A
lbert

von
Zahn
vom
24.M
ai
1867;B
r.,B
d.V
,B
asel/Stuttgart
1963,S.34f.,

an
A
lbert
von
Zahn
vom
22.
O
ct.
1868;
E
bd.,
S.
211f.,
an
E
rnst

A
rthur
Seem
ann
vom
14.
O
ct.1873.
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④

初
版
索
引
は
︑
地
名
索
引
に
人
名
索
引
が
組
み
込
ま
れ
た
特
殊
形
式
の
索
引
で

あ
っ
た
が
︑
第
二
版
︵
三
分
冊
︑
一
八
六
九
年
刊
︶
で
︑
初
版
索
引
の
方
式
を
引

き
継
い
だ
地
名
索
引

O
rts-R
egister
の
前
に
︑
芸
術
家
名
索
引

R
egister
der

K
ünstlernam
en
が
︑
新
た
に
付
け
加
え
ら
れ
た
︵
Jacob
B
urckhardt,
D
er

C
irerone.
E
ine
A
nleitung
zum

G
enuss
der
K
unstw
erke
Italiens,

zw
eite
A
uflage,
unter
M
itw
irkung
von
m
ehreren
F
achgenossen

bearbeitet
vom
A
.von
Zahn
︵
以
下

ZA
.
と
略
記
す
る
︶,B
d.III,
Leipzig

1869,
S.1081-S.1154
︶
︒
ク
レ
ー
ナ
ー
版
﹃
原
チ
チ
ェ
ロ
ー
ネ
﹄
︵
一
冊
本
︑

一
九
二
四
年
刊
︶
は
︑
地
名
索
引

O
rtsregister
の
あ
と
に
芸
術
家
・
作
者
未

詳
美
術
作
品
索
引

R
egister
der
K
ünstler
und
anonym
en
K
unstw
erke

が
続
く
︵
U
R
.,
S.1009-S.1044
︶
︒
本
文
は
初
版
に
復
し
た
が
︑
索
引
は
第
二

版
の
改
良
を
採
用
し
た
の
で
あ
る
︒
こ
の
よ
う
な
地
名
と
人
名
の
二
種
の
索
引
構

成
は
︑
旧
全
集
︵
二
分
冊
︑
一
九
三
三
年
刊
︶
と
新
全
集

G
esam
m
elte

W
erke
︵
二
分
冊
︑
一
九
五
八
・
五
九
年
刊
︶
に
引
き
継
が
れ
る
︒
近
年
の
批
判

版
全
集
︵
二
分
冊
︑
二
〇
〇
一
年
刊
︶
に
お
い
て
︑
よ
う
や
く
﹁
初
版
の
索
引

R
egister
der
E
rstausgabe
﹂
︵
JB
W
.,
B
d.3,
M
ünchen/B
asel
2001,
S.

267-S.315
︶
が
採
録
さ
れ
た
︒
こ
れ
は
人
名
索
引
︑
地
名
索
引
︑
事
項
索
引
か

ら
な
る
批
判
版
独
自
の
総
合
索
引
︵
G
esam
tregister︶
と
は
別
に
収
録
さ
れ
た

も
の
で
あ
る
︒

⑤

独
立
し
た
人
名
索
引
が
な
い
こ
と
に
つ
い
て
は
︑
献
本
相
手
の
ひ
と
り
美
学
者

フ
ィ
ッ
シ
ャ
ー
か
ら
の
批
判
が
あ
り
︑
人
名
索
引
の
作
成
を
ブ
ル
ク
ハ
ル
ト
は
提

案
さ
れ
て
い
る
︵
B
r.,
B
d.
III,
S.385,
A
nm
.︶
︒
そ
れ
に
対
し
て
︑
ブ
ル
ク
ハ

ル
ト
は
三
週
間
に
わ
た
る
索
引
づ
く
り
の
作
業
が
大
変
な
労
苦
で
あ
っ
た
と
弁
明

し
て
い
る
︵
ebd.,
S.207,
an
F
riedrich
T
heodor
V
ischer
vom
16.
Jan.

1855
︶
︒
だ
が
︑
こ
れ
は
言
葉
通
り
に
受
け
取
っ
て
は
な
ら
な
い
︒
地
名
＝
建
築

物
索
引
に
人
名
索
引
を
組
み
込
む
と
い
う
複
雑
な
作
業
は
︑
通
常
の
人
名
索
引
︑

地
名
索
引
の
作
成
よ
り
も
手
間
の
か
か
る
も
の
で
あ
り
︑
﹃
チ
チ
ェ
ロ
ー
ネ
﹄
の

使
用
法
に
対
す
る
ブ
ル
ク
ハ
ル
ト
の
熟
慮
が
込
め
ら
れ
て
い
る
︒
同
書
序
文
に
あ

る
﹁
綿
密
な
索
引
﹂
︵
C
icerone,
S.
V
II︶
と
い
う
表
現
は
︑
彼
の
自
負
を
う
か

が
わ
せ
る
︒

⑥

C
icerone,
S.1057-S.1112.

⑦

E
bd.,
S.1057.

⑧

E
bd.
第
二
版
の
地
名
索
引
は
︑
こ
の
方
式
を
引
き
継
い
で
い
る
が
︑
芸
術
家

名
索
引
で
は
︑
建
築
家
が
Ａ
︵
＝
A
rchitekt︶
︑
彫
刻
家
︑
金
細
工
師
︑
鋳
造
師

が
Ｂ
︵
＝
B
ildhauer︶
︑
象
眼
細
工
師
な
ど
の
装
飾
家
は
︑
Ｄ
︵
＝
D
ecorator︶
︑

画
家
は
Ｍ
︵
＝
M
aler︶
の
記
号
表
記
が
つ
く
︵
ZA
.,
B
d.
III,
S.1081
︶

︒

﹃
原
チ
チ
ェ
ロ
ー
ネ
﹄
の
芸
術
家
・
作
者
未
詳
美
術
作
品
索
引
は
︑
こ
の
第
二

版
・
芸
術
家
名
索
引
の
表
示
方
法
を
継
承
し
て
い
る
︵
U
R
.,
S.1028
︶
が
︑
地

名
索
引
か
ら
は
︑
Ａ
︑
Ｄ
︑
Ｓ
︑
Ｍ
の
表
記
は
消
え
︑
単
に
該
当
頁
だ
け
が
表
示

さ
れ
て
い
る
︵
U
R
.,
S.1009-S.1027
︶
︒
ヴ
ェ
ル
フ
リ
ン
が
編
集
し
た
旧
全
集

の

索

引

は
︑
地

名

索

引
︵
O
rtsv
erzeich
n
is︶
と

芸

術

家

索

引

︵
K
ünstlerverzeichnis︶
か
ら
な
る
︵
G
A
.,
B
d.
IV
,
Stuttgart,
B
erlin

und
Leipzig
1933,
S.427-S.480
︶
︒
地
名
索
引
は
︑
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
順
の

都
市
名
に
教
会
︵
K
irchen
︶
と
世
俗
建
築
︵
P
rofanbauten
︶
︑
都
市
に
よ
っ

て
は
さ
ら
に
古
代
建
築
︵
A
ntike
B
auten
︶
に
分
類
さ
れ
た
建
築
物
が
ア
ル
フ

ァ
ベ
ッ
ト
順
に
列
挙
さ
れ
る
︒
建
築
物
に
付
属
す
る
芸
術
作
品
が
︑
建
築

︵
A
rch.︶
装
飾
︵
D
ek.︶
彫
刻
︵
Skulpt.︶
︑
絵
画
︵
M
al.︶
等
別
に
頁
指
示
が

並
ぶ
︒
芸
術
家
索
引
は
人
名
が
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
順
に
な
ら
ぶ
が
︑
ジ
ャ
ン
ル
を

表
示
す
る
記
号
は
つ
か
な
い
︒
な
お
︑
旧
全
集
本
文
に
は
︑
欄
外
の
小
文
字
ア
ル

フ
ァ
ベ
ッ
ト
の
表
記
は
つ
か
ず
︑
索
引
で
表
記
さ
れ
る
頁
数
も
数
字
の
み
で
あ
る
︒

新
全
集
は
︑
地
名
索
引
と
芸
術
家
・
作
者
未
詳
芸
術
作
品
索
引
か
ら
な
り
︑
﹃
原

チ
チ
ェ
ロ
ー
ネ
﹄
と
同
形
式
の
索
引
構
成
で
あ
る
︵
Jacob
B
urckhardt,

G
esam
m
elte
W
erke,B
d.X
,B
asel
1959,S.391-S.425
︶
︒
批
判
版
全
集
は

﹁
初
版
の
索
引
﹂
を
収
録
し
て
お
り
︑
本
文
の
欄
外
に
は
︑
初
版
に
お
け
る
対
応
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頁
が
︑
批
判
版
全
集
の
頁
と
と
も
に
併
記
さ
れ
て
い
る
︒
た
だ
し
︑
欄
外
の
ア
ル

フ
ァ
ベ
ッ
ト
表
記
は
︑
五
行
毎
に
機
械
的
に
つ
け
ら
れ
た
ア
ラ
ビ
ア
数
字
に
変
更

さ
れ
て
い
る
︒
そ
の
た
め
索
引
の
指
示
箇
所
を
す
ば
や
く
発
見
で
き
る
初
版
索
引

本
来
の
機
能
は
失
わ
れ
て
い
る
︒

⑨

C
icerone,
S.870-S.880.

⑩

E
bd.,
S.870;
vgl.
E
bd.,
S.664f.

⑪

E
bd.,
S.871.

⑫

E
bd.

⑬

E
bd.,
S.1097f.;
vgl.
JB
W
.,
B
d.3,
S.302.

⑭

C
icerone,
S.193.

⑮

E
bd.,
S.810.

⑯

E
bd.,
S.810f.

⑰

E
bd.,
S.873.

⑱

E
bd.,
S.873f.

⑲

E
bd.,
S.876f.

⑳

E
bd.,
S.877.

三

エ
ル
ン
ス
ト
・
フ
ェ
ル
ス
タ
ー
﹃
イ
タ
リ
ア
旅
行
者
の
た
め
の
ハ
ン
ド
ブ
ッ
ク
﹄
と
イ
タ
リ
ア
旅
行

チ
チ
ェ
ロ
ー
ネ
初
版
序
文
に
お
い
て
︑
特
定
の
旅
行
案
内
書
を
参
照
す
る
よ
う
に
指
定
さ
れ
て
い
る
が
︑
そ
れ
が
同
時
代
の
画
家
︑
美
術
史

家
で
あ
っ
た
エ
ル
ン
ス
ト
・
フ
ェ
ル
ス
タ
ー

E
rnst
F
örster︵
一
八
〇
〇
年

一
八
八
五
年
︶
が
著
し
た
﹃
イ
タ
リ
ア
旅
行
者
の
た
め
の
ハ
ン

ド
ブ
ッ
ク

H
andbuch
für
R
eisende
in
Italien
︵
初
版
一
八
四
〇
年
︑
以
下
Ｈ
Ｒ
Ｉ
と
略
記
す
る
︶
で
あ
る①
︒
ブ
ル
ク
ハ
ル
ト
は
︑
同
書
を
旅
行

案
内
書
の
﹁
最
良
の
も
の
﹂
で
あ
り
︑
い
ろ
い
ろ
な
箇
所
で
︑
著
者
自
身
に
も
﹁
大
い
に
有
益
﹂
で
あ
っ
た
と
し
て
推
奨
し
て
い
る②
︒
﹃
チ
チ

ェ
ロ
ー
ネ
﹄
執
筆
時
の
書
簡
で
は
︑
こ
の
執
筆
が
旅
行
案
内
書
類
を
美
術
的
に
補
完
す
る
よ
う
な
類
の
仕
事
で
あ
る
と
し
て
い
る③
︒
ま
た
同
書

本
文
に
は
︑
案
内
書
に
記
載
さ
れ
て
い
る
内
容
を
避
け
て
説
明
し
て
い
る
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る④
︒
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
︑
﹃
チ
チ
ェ
ロ
ー

ネ
﹄
は
︑
Ｈ
Ｒ
Ｉ
と
相
互
補
完
の
関
係
に
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
︒
従
来
の
研
究
に
お
い
て
︑
こ
の
ハ
ン
ド
ブ
ッ
ク
は
︑
そ
の
存
在
に

つ
い
て
言
及
さ
れ
る
こ
と
は
あ
っ
て
も
︑
記
述
内
容
が
分
析
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
︒
旅
行
案
内
書
と
し
て
﹃
チ
チ
ェ
ロ
ー
ネ
﹄
を
分
析
し

た
ヘ
ッ
カ
ー
も
︑
ベ
ー
デ
カ
ー

B
aedeker
を
比
較
対
象
と
し
て
お
り
︑
Ｈ
Ｒ
Ｉ
に
つ
い
て
は
︑
併
読
本
と
し
て
言
及
し
て
い
る
だ
け
で
あ
る⑤
︒

だ
が
︑
﹁
旅
の
友
﹂
と
し
て
の
チ
チ
ェ
ロ
ー
ネ
の
機
能
は
︑
こ
の
併
読
本
と
の
関
係
に
お
い
て
は
じ
め
て
明
瞭
と
な
る
の
で
あ
る
︒

補
完
関
係
に
あ
る
両
書
は
︑
想
定
読
者
を
ほ
ぼ
同
じ
く
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る⑥
︒
Ｈ
Ｒ
Ｉ
の
記
述
内
容
か
ら
︑
﹃
チ
チ
ェ
ロ
ー
ネ
﹄
の
想
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定
読
者
層
の
実
像
︑
イ
タ
リ
ア
旅
行
の
実
態
を
探
る
こ
と
が
可
能
で
あ
ろ
う
︒
こ
こ
で
は
ま
ず
︑
そ
の
観
点
か
ら
Ｈ
Ｒ
Ｉ
の
内
容
を
概
括
し
て

み
よ
う
︒
﹃
チ
チ
ェ
ロ
ー
ネ
﹄
と
ほ
ぼ
同
じ
形
状
︵
Ｂ
六
版
﹇
初
版
：
一
二
二
×
一
八
七
﹈
︑
ラ
テ
ン
文
字
表
記
︶
を
も
つ
Ｈ
Ｒ
Ｉ
の
本
文
記
述
は
二

部
構
成
で
︑
一
般
的
記
述
と
都
市
別
記
述
と
か
ら
な
る⑦
︒
一
般
的
記
述
は
︑
さ
ら
に
二
つ
に
分
か
れ
︑
旅
券
︑
貨
幣
︑
交
通
手
段
︑
郵
便
︑
現

地
の
人
々
と
の
交
際
方
法
︑
旅
行
ル
ー
ト
と
い
っ
た
イ
タ
リ
ア
旅
行
の
実
際
に
役
に
立
つ
﹁
雑
多
な
情
報
﹂
︑
イ
タ
リ
ア
の
地
理
や
歴
史
に
か

ん
す
る
﹁
学
術
的
情
報
﹂
と
に
分
か
れ
る⑧
︒
都
市
別
記
述
は
︑
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
順
に
都
市
を
並
べ
︑
そ
れ
ぞ
れ
の
都
市
に
お
け
る
医
者
︑
薬

局
︑
旅
館
︑
レ
ス
ト
ラ
ン
︑
特
産
物
等
生
活
情
報
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
︒
つ
ぎ
に
そ
の
都
市
の
現
在
の
特
徴
︑
政
治
・
経
済
︑
歴
史
︑
美
術
史

の
概
観
が
示
さ
れ
︑
最
後
に
そ
の
都
市
の
見
ど
こ
ろ
が
紹
介
さ
れ
る
︒
見
ど
こ
ろ
は
︑
美
術
作
品
リ
ス
ト
の
よ
う
な
構
成
で
︑
建
築
物
単
位
で

記
述
が
あ
る
︒
建
築
物
は
三
種
に
分
類
整
理
さ
れ
て
い
る
︒
最
初
に
古
代
遺
跡
︑
市
壁
︑
市
門
︑
つ
ぎ
に
教
会
関
係
︑
最
後
に
宮
殿
︑
ヴ
ィ
ラ
︑

そ
の
他
で
あ
る
︒
そ
の
分
類
内
で
︑
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
順
に
配
列
さ
れ
︑
建
築
物
単
位
に
そ
れ
に
付
随
す
る
彫
刻
︑
絵
画
な
ど
が
︑
そ
の
制
作

者
や
制
作
年
等
の
情
報
と
と
も
に
列
挙
さ
れ
て
い
る
︒
重
要
な
建
築
物
に
は
�
印
な
ど
の
記
号
が
付
さ
れ
る
な
ど
︑
旅
行
者
の
利
便
が
図
ら
れ

て
い
る⑨
︒
ロ
ー
マ
な
ど
の
主
要
都
市
に
は
︑
必
ず
都
市
地
図
が
付
さ
れ
︑
見
ど
こ
ろ
の
建
築
物
と
対
応
す
る
番
号
が
表
示
さ
れ
て
い
る
︒
そ
れ

を
頼
り
に
地
図
上
で
該
当
の
場
所
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
︒
巻
末
に
は
︑
人
名
索
引
︵
建
築
家
︑
彫
刻
家
︑
画
家
︶
が
あ
る⑩
︒
第
八
版
ま
で

改
訂
版
が
出
た
Ｈ
Ｒ
Ｉ
は
︑
微
細
な
事
項
の
更
新
︑
都
市
地
図
の
増
補
を
重
ね
つ
つ
も
︑
基
本
的
に
初
版
の
内
容
を
ベ
ー
ス
と
し
て
い
る
︒
構

成
が
変
わ
っ
た
の
は
︑
第
四
版
︵
一
八
四
八
年
刊
︶
の
改
訂
増
補
版
で
あ
り
︑
こ
こ
で
﹁
気
候
的
観
点
か
ら
み
た
イ
タ
リ
ア⑪
﹂
と
題
す
る
︑
ゲ

ッ
テ
ィ
ン
ゲ
ン
大
学
医
学
部
教
授
ワ
ー
グ
ナ
ー
寄
稿
の
転
地
保
養
者
の
た
め
の
論
文
が
第
一
部
の
﹁
雑
多
な
情
報
﹂
の
あ
と
に
挿
入
さ
れ
て
い

る
︒
こ
れ
に
﹁
地
理
・
統
計
情
報
﹂
と
﹁
歴
史
情
報
﹂
が
続
く
が
︑
こ
れ
ら
を
総
括
し
た
﹁
学
術
的
情
報
﹂
の
分
類
名
は
な
く
な
っ
て
い
る
︒

都
市
別
記
述
が
第
二
部
︑
ま
た
︑
都
市
別
記
述
か
ら
ロ
ー
マ
の
項
目
が
独
立
し
て
第
三
部
と
な
り
︑
こ
れ
ま
で
第
一
部
に
入
っ
て
い
た
旅
行

ル
ー
ト
は
︑
郵
便
・
鉄
道
・
通
貨
表
と
共
に
第
四
部
と
し
て
独
立
し
︑
大
幅
に
増
補
さ
れ
て
い
る
︒
第
五
版
で
は
こ
れ
ら
を
整
理
し
て
三
部
構

成
と
な
り
︑
第
一
部
が
一
般
的
記
述
︑
第
二
部
が
旅
行
ル
ー
ト
︑
第
三
部
が
都
市
別
記
述
と
な
っ
た⑫
︒
巻
末
索
引
は
︑
第
四
版
で
は
︑
人
名
索
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引
と
地
名
索
引
︑
第
五
版
で
は
︑
人
名
索
引
と
地
名
・
事
項
索
引
の
そ
れ
ぞ
れ
二
部
構
成
と
な
っ
た⑬
︒

美
術
史
概
観
は
︑
﹁
学
術
的
情
報
﹂
の
総
論
と
︑
都
市
別
記
述
の
双
方
に
登
場
す
る
が
︑
こ
れ
は
美
術
史
家
と
し
て
の
フ
ェ
ル
ス
タ
ー
の
知

見
が
生
か
さ
れ
た
特
徴
的
部
分
で
あ
る
︒
こ
の
よ
う
な
﹁
学
術
的
情
報
﹂
を
ハ
ン
ド
ブ
ッ
ク
の
な
か
に
配
置
し
︑
こ
れ
に
多
く
の
頁
を
費
や
し

て
い
る⑭
︒
﹁
雑
多
な
情
報
﹂
の
﹁
交
際
﹂
欄
で
は
︑
図
書
館
︑
博
物
館
な
ど
の
施
設
の
利
用
が
有
利
に
な
る
た
め
︑
当
地
の
聖
職
者
と
知
り
合

い
に
な
る
こ
と
を
薦
め
て
い
る⑮
︒
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
︑
こ
の
書
の
想
定
読
者
は
︑
イ
タ
リ
ア
美
術
に
関
心
を
も
つ
ド
イ
ツ
教
養
層⑯
で
あ
っ
た

こ
と
が
推
定
さ
れ
る
︒
都
市
別
の
見
ど
こ
ろ
リ
ス
ト
も
︑
教
養
層
の
ニ
ー
ズ
に
応
え
た
も
の
で
︑
美
術
史
的
価
値
の
高
い
歴
史
的
建
造
物
が
大

半
で
あ
る⑰
︒
そ
の
観
点
か
ら
︑
﹁
雑
多
な
情
報
﹂
の
な
か
に
︑
イ
タ
リ
ア
旅
行
の
モ
デ
ル
・
プ
ラ
ン
が
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
︑
注
目
に
値
す

る
︒モ

デ
ル
・
プ
ラ
ン
は
︑
三
か
月
プ
ラ
ン
と
六
か
月
プ
ラ
ン
で
あ
る
︒
三
か
月
プ
ラ
ン
の
内
訳
は
︑
主
要
一
四
都
市
周
遊
旅
行
で
あ
る
︒
ト
リ

ノ
一
日
︑
ジ
ェ
ノ
ヴ
ァ
二
日
︑
ミ
ラ
ノ
四
日
︑
ヴ
ェ
ロ
ー
ナ
一
日
︑
パ
ド
ヴ
ァ
一
日
︑
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
六
日
︑
パ
ル
マ
一
日
︑
ボ
ロ
ー
ニ
ャ
二

日
︑
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
六
日
︑
ピ
サ
一
日
︑
シ
エ
ー
ナ
一
日
︑
ペ
ル
ー
ジ
ャ
一
日
︑
ロ
ー
マ
三
〇
日
︑
ナ
ポ
リ
一
四
日
︑
都
市
間
の
移
動
に
二
〇

日
を
費
や
す⑱
︒
六
か
月
プ
ラ
ン
で
は
︑
そ
れ
ぞ
れ
の
都
市
へ
の
滞
在
期
間
が
約
二
倍
に
な
る
が
︑
ナ
ポ
リ
は
︑
シ
チ
リ
ア
島
旅
行
︑
ペ
ル
ー
ジ

ャ
に
は
ア
ッ
シ
ジ
行
き
が
入
る
の
で
︑
さ
ら
に
増
え
て
い
る
︒
古
代
遺
跡
や
美
術
工
芸
品
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
が
豊
富
な
ロ
ー
マ
は
︑
全
行
程
の
三

分
の
一
を
占
め
て
い
る
︒
こ
れ
に
ポ
ン
ペ
イ
遺
跡
に
近
く
︑
ブ
ル
ボ
ン
王
立
博
物
館

R
eal
M
useo
B
orbonico︵
現
在
の
国
立
考
古
学
博
物
館
︶

が
あ
る
ナ
ポ
リ
が
加
わ
る
と
︑
移
動
日
を
除
い
た
旅
行
日
程
の
半
分
以
上
を
占
め
︑
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
︑
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
と
い
う
ル
ネ
サ
ン
ス
期

の
美
術
都
市
が
こ
れ
に
続
い
て
い
る⑲
︒
Ｈ
Ｒ
Ｉ
が
第
四
版
で
﹁
雑
多
な
情
報
﹂
第
一
節
に
新
た
に
挿
入
し
た
﹁
旅
の
目
的
﹂
は
︑
﹁
イ
タ
リ
ア

は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
庭
園
で
あ
り
美
し
い
芸
術
の
故
郷
で
あ
る⑳
﹂
と
い
う
文
言
で
起
筆
し
て
い
る
︒
こ
こ
で
示
さ
れ
て
い
る
イ
タ
リ
ア
旅
行
は
︑

各
地
の
イ
タ
リ
ア
美
術
作
品
を
訪
ね
な
が
ら
巡
礼
し
て
い
く
﹁
グ
ラ
ン
ド
ツ
ア
ー
﹂
的
な
教
養
旅
行
で
あ
る
︒
そ
の
た
め
︑
フ
ェ
ル
ス
タ
ー
は

二
か
月
と
い
う
短
い
期
間
で
︑
北
イ
タ
リ
ア
か
ら
南
イ
タ
リ
ア
ま
で
め
ぐ
る
こ
と
は
︑
お
薦
め
で
き
な
い
と
し
て
い
る
︒
そ
の
場
合
︑
ロ
ー
マ
︑
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ナ
ポ
リ
へ
の
旅
行
を
割
愛
し
︑
ド
イ
ツ
か
ら
よ
り
近
距
離
の
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
を
代
替
滞
在
先
と
し
て
選
択
す
る
こ
と
を
助
言
し
て
い
る㉑
︒
Ｈ
Ｒ

Ｉ
の
中
心
的
な
想
定
読
者
層
は
︑
少
な
く
と
も
三
か
月
以
上
の
期
間
を
イ
タ
リ
ア
旅
行
の
た
め
に
割
く
こ
と
が
で
き
る
階
層
で
あ
る
と
い
う
こ

と
に
な
る
だ
ろ
う
︒
資
産
と
時
間
に
比
較
的
余
裕
の
あ
る
ド
イ
ツ
教
養
層
の
イ
タ
リ
ア
教
養
旅
行
︒
こ
れ
が
︑
Ｈ
Ｒ
Ｉ
か
ら
浮
か
び
上
が
る

﹃
チ
チ
ェ
ロ
ー
ネ
﹄
読
者
の
旅
で
あ
る
︒

①

E
rnst
F
örster,
H
andbuch
für
R
eisende
in
Italien
︵
以
下

H
R
I.
と
略

記
す
る
︶
M
ünchen
1840.

②

C
icerone,
S.
V
II.

③

﹁
旅
行
案
内
書
類
を
美
術
的
に
補
完
す
る
よ
う
な
類
の
包
括
的
な
美
術
史
的
仕

事
﹂
︵
B
r.,
B
d.
III,
S.180,
an
A
ndreas
H
eusler-R
yhiner
vom
31.
O
ct.

1853
︶
︒
序
文
で
紹
介
さ
れ
た
Ｈ
Ｒ
Ｉ
は
︑
こ
の
案
内
書
の
代
表
で
あ
る
︒

④

C
icerone,
S.911.

⑤

H
öcker,
a.a.O
.,
S.127,
A
nm
.42.
ケ
ー
ギ
は
︑
か
つ
て
の
論
争
相
手
フ
ェ

ル
ス
タ
ー
の
著
書
を
ブ
ル
ク
ハ
ル
ト
が
﹃
チ
チ
ェ
ロ
ー
ネ
﹄
序
文
で
敬
意
を
込
め

て
紹
介
し
た
と
︑
好
意
的
な
一
瞥
を
与
え
る
の
み
で
あ
る
︵
K
aegi,JB
.,B
d.III,

S.485
︶
︒
加
藤
哲
弘
は
︑
旅
行
の
概
要
把
握
の
た
め
に
﹃
チ
チ
ェ
ロ
ー
ネ
﹄
に

お
い
て
推
奨
さ
れ
た
書
籍
と
し
て
言
及
し
て
い
る
︵
加
藤
哲
弘
﹁
ブ
ル
ク
ハ
ル
ト

の
美
術
史
研
究
と
そ
の
反
時
代
性
﹂
﹃
美
学
論
究
﹄
第
三
一
編
︵
二
〇
一
六
年
︶
︑

八
頁
︶
︒

⑥

Ｈ
Ｒ
Ｉ
第
四
版
で
は
﹁
数
千
人
の
ド
イ
ツ
人
﹂
が
毎
年
︑
イ
タ
リ
ア
を
訪
れ
て

い
る
と
記
さ
れ
て
い
る
︵
E
rnst
F
örster,
H
andbuch
für
R
eisende
in

Italien,
V
ierte
verbesserte
und
verm
ehrte
A
uflage︵
以
下

H
R
I.(IV
)
と

略
記
す
る
︶,
M
ünchen
1848,
S.25
︶
︒
そ
の
一
部
と
推
測
さ
れ
る
Ｈ
Ｒ
Ｉ
と

﹃
チ
チ
ェ
ロ
ー
ネ
﹄
の
読
者
の
数
も
︑
つ
ね
に
一
定
数
が
見
込
ま
れ
る
で
あ
ろ
う
︒

⑦

V
gl.
H
R
I.,
S.
IX
f.

⑧

﹁
地
理
・
統
計
情
報
﹂
は
︑
当
時
小
国
分
立
状
態
に
あ
っ
た
イ
タ
リ
ア
を
十
一

の
エ
リ
ア
に
分
け
て
解
説
し
て
い
る
︒
﹁
歴
史
情
報
﹂
は
︑
イ
タ
リ
ア
史
︑
教
会

史
︑
文
学
史
︑
音
楽
史
の
そ
れ
ぞ
れ
の
年
表
と
︑
美
術
史
概
観
か
ら
な
る
︵
ebd.,

S.64-S.147
︶
︒

⑨

表
記
方
法
は
版
に
よ
っ
て
異
な
る
︒
初
版
で
は
重
要
建
築
物
を
ゴ
シ
ッ
ク
表
記
︑

そ
の
な
か
で
最
重
要
な
も
の
に
は
︑
�
印
が
つ
く
︒
第
四
版
で
は
︑
最
重
要
建
築

物
に
は
00
印
︑
つ
ぎ
に
重
要
な
も
の
に
�
印
表
記
と
な
る
︒
第
五
版
︵
E
rnst

F
örster,
H
andbuch
für
R
eisende
in
Italien,
Fünfte
verbesserte
und

verm
ehrte
A
uflage︵
以
下

H
R
I.(V
)
と
略
記
す
る
︶,M
ünchen
1853
︶
で
は
︑

�
印
が
★
印
表
記
に
変
更
さ
れ
た
︒

⑩

H
R
I.,
S.786-S.808.

⑪

H
R
I.
(IV
),
S.23-S.65.

⑫

初
版
で
三
八
頁
を
費
や
し
た
旅
行
ル
ー
ト
関
連
頁
︵
H
R
I.,S.26-S.63
︶
は
︑

第
四
版
で
は
四
七
頁
と
な
り
︵
H
R
I.
(IV
),
S.603-S.649
︶
︑
第
五
版
で
は
八

九
頁
に
達
し
て
い
る
︵
H
R
I.
(V
),
S.157-S.245
︶
︒

⑬

H
R
I.
(IV
),
S.
S.650ff.;
H
R
I.
(V
),
S.684ff.

⑭

初
版
第
一
部
の
﹁
雑
多
な
情
報
﹂
は
︑
総
計
六
三
頁
︒
そ
れ
に
対
し
て
﹁
学
術

的
情
報
﹂
は
︑
八
四
頁
に
及
ぶ
︒

⑮

H
R
I.,
S.24f.

⑯

ブ
ル
ク
ハ
ル
ト
が
考
え
る
教
養
層

G
ebildete
に
つ
い
て
は
︑
拙
著
﹃
ブ
ル
ク

ハ
ル
ト
の
文
化
史
学

市
民
教
育
か
ら
読
み
解
く

﹄
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
︑
二
〇

一
四
年
︑
一
九
頁

二
〇
頁
を
参
照
の
こ
と
︒
文
化
史
学
で
は
︑
こ
の
階
層
は
古

ブルクハルトの『チチェローネ』とドイツ教養層のイタリア旅行（森田）
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典
語
教
育
を
受
け
た
階
層
で
あ
る
が
︑
美
術
史
学
に
お
い
て
は
︑
古
典
語
能
力
を

必
須
要
件
と
せ
ず
︑
対
象
範
囲
は
比
較
的
広
く
な
る
︒

⑰

た
と
え
ば
︑
パ
ル
マ
に
お
い
て
︑
最
重
要
の
見
ど
こ
ろ
と
さ
れ
た
の
は
︑
大
聖

堂

な

ど

の

宗

教

建

築

四

件
︵
die
K
athedrale,
das
B
aptisterium
,
S.

G
iovanni
E
vang.,K
loster
S.Paulo.︶
と
絵
画
館
︵
A
cadem
ia
delle
belle

arti︶
一
件
で
あ
る
︵
H
R
I.,
S.471-S.476
︶
︒

⑱

E
bd.,S.9f.
文
面
か
ら
︑
出
発
地
は
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
︑
帰
着
地
は
ミ
ュ
ン
ヘ
ン
を

想
定
し
て
︑
移
動
日
数
を
計
算
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
︒

⑲

E
bd.,
S.10.
モ
デ
ル
・
プ
ラ
ン
と
し
て
選
ば
れ
た
一
四
都
市
は
︑
ト
リ
ノ
を

除
い
て
︑
美
術
史
概
観
︵
総
論
︶
絵
画
篇
に
登
場
す
る
一
六
都
市
︵
ebd.,
S.

122
︶
に
含
ま
れ
る
︒

⑳

H
R
I.
(IV
),
S.3.

㉑

H
R
I.,
S.10.

四

﹃
チ
チ
ェ
ロ
ー
ネ
﹄
と
フ
ェ
ル
ス
タ
ー
・
ハ
ン
ド
ブ
ッ
ク

こ
の
Ｈ
Ｒ
Ｉ
を
ブ
ル
ク
ハ
ル
ト
は
︑
イ
タ
リ
ア
滞
在
中
の
一
八
四
六
年
に
︑
ケ
ル
ン
新
聞
の
通
信
記
事
に
お
い
て
取
り
上
げ
て
い
る①
︒
同
紙

に
掲
載
し
た
イ
タ
リ
ア
の
物
乞
い
に
つ
い
て
の
記
事
で
︑
Ｈ
Ｒ
Ｉ
の
な
か
で
示
さ
れ
た
対
処
法
が
紹
介
さ
れ
て
い
る②
︒
改
訂
に
よ
り
完
全
な
も

の
と
な
り
︑
い
ま
や
﹁
模
範
的③
﹂
と
評
価
さ
れ
︑
多
く
の
人
々
が
所
持
し
て
い
る
と
し
て
い
る
︒
さ
ら
に
彼
は
︑
Ｈ
Ｒ
Ｉ
の
旅
行
案
内
書
と
し

て
優
れ
た
点
を
三
点
あ
げ
て
い
る
が
︑
こ
こ
に
︑
﹃
チ
チ
ェ
ロ
ー
ネ
﹄
の
併
読
本
と
し
て
同
書
を
選
定
し
た
理
由
が
示
さ
れ
て
い
る
︒
第
一
に
︑

旅
行
の
原
則
的
な
助
言
と
な
ら
ん
で
︑
歴
史
や
美
術
史
に
対
す
る
配
慮
が
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
︒
と
く
に
簡
潔
な
美
術
史
概
観
は
︑
マ
ー
レ
ー

M
urray
社
な
ど
従
来
の
ハ
ン
ド
ブ
ッ
ク
記
述
の
﹁
干
か
ら
び
た
一
面
性④
﹂
を
大
き
く
凌
駕
し
て
い
る
と
評
価
し
て
い
る
︒
第
二
に
︑
見
ど
こ

ろ
と
な
る
教
会
︑
ギ
ャ
ラ
リ
ー
な
ど
を
巧
み
に
精
選
し
て
い
る
こ
と
︒
こ
の
点
に
お
い
て
︑
不
要
な
も
の
ま
で
掲
載
し
︑
分
厚
く
膨
れ
上
が
っ

た
従
来
書
と
一
線
を
画
し
て
い
る
と
し
て
い
る⑤
︒
第
三
に
︑
現
地
の
お
店
情
報
︑
グ
ル
メ
関
係
に
豊
富
な
情
報
を
掲
載
し
て
い
る
こ
と⑥
︑
以
上

で
あ
る
︒
﹃
チ
チ
ェ
ロ
ー
ネ
﹄
と
の
相
互
補
完
関
係
に
お
い
て
重
要
な
も
の
は
︑
最
初
の
二
点
︑
生
き
生
き
と
し
た
美
術
史
概
観
と
見
ど
こ
ろ

の
厳
選
で
あ
る
︒
こ
の
部
分
に
お
い
て
︑
﹃
チ
チ
ェ
ロ
ー
ネ
﹄
は
ま
さ
に
Ｈ
Ｒ
Ｉ
と
の
併
読
を
容
易
に
す
る
べ
く
︑
同
一
構
成
で
記
述
さ
れ
て

い
る
︒

Ｈ
Ｒ
Ｉ
﹁
学
術
的
情
報
﹂
の
美
術
史
概
観
︑
お
よ
び
都
市
別
記
述
に
お
け
る
当
地
の
美
術
史
概
観
は
︑
す
べ
て
︑
建
築
︑
彫
刻
︑
絵
画
の
順
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に
並
ん
で
い
る
︒
﹃
チ
チ
ェ
ロ
ー
ネ
﹄
の
建
築
篇
︑
彫
刻
篇
︑
絵
画
篇
の
三
部
構
成
は
こ
れ
に
符
合
し
て
い
る
︒
Ｈ
Ｒ
Ｉ
の
都
市
別
見
ど
こ
ろ

リ
ス
ト
は
︑
﹁
古
代
遺
跡
︑
市
壁
︑
市
門
﹂
︑
﹁
教
会
関
係
﹂
︑
﹁
宮
殿
︑
ヴ
ィ
ラ
︑
そ
の
他
﹂
の
三
分
類
順
に
並
ん
で
い
た
が
︑
こ
れ
も
﹃
チ
チ

ェ
ロ
ー
ネ
﹄
の
索
引
配
列
と
ほ
ぼ
一
致
す
る
︒
Ｈ
Ｒ
Ｉ
の
都
市
別
見
ど
こ
ろ
リ
ス
ト
は
︑
同
書
の
都
市
地
図
と
対
応
関
係
に
あ
っ
た
︒
し
た
が

っ
て
︑
Ｈ
Ｒ
Ｉ
の
都
市
地
図
と
﹃
チ
チ
ェ
ロ
ー
ネ
﹄
の
索
引
も
間
接
的
に
対
応
し
て
い
る
の
で
あ
る
︒
ブ
ル
ク
ハ
ル
ト
が
索
引
作
成
時
に
Ｈ
Ｒ

Ｉ
を
意
識
し
て
い
た
こ
と
は
︑
そ
の
当
時
の
書
簡
か
ら
も
裏
付
け
る
こ
と
が
で
き
る⑦
︒
注
目
す
べ
き
は
︑
古
い
Ｈ
Ｒ
Ｉ
を
都
市
別
記
述
毎
に
分

割
し
て
用
い
る
こ
と
を
彼
が
友
人
の
ひ
と
り
に
助
言
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る⑧
︒
た
と
え
ば
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
に
滞
在
す
る
と
き
︑
Ｈ
Ｒ
Ｉ
の
フ
ィ

レ
ン
ツ
ェ
の
都
市
別
記
述
部
分
と
﹃
チ
チ
ェ
ロ
ー
ネ
﹄
を
携
え
て
︑
見
ど
こ
ろ
と
な
る
聖
堂
や
公
共
建
築
物
を
訪
ね
る
こ
と
に
な
る
︒
Ｈ
Ｒ
Ｉ

の
都
市
地
図
に
付
さ
れ
た
番
号
と
ほ
ぼ
同
じ
順
番
で
﹃
チ
チ
ェ
ロ
ー
ネ
﹄
の
索
引
も
並
ん
で
お
り
︑
旅
行
者
は
そ
れ
を
頼
り
に
市
内
を
め
ぐ
る

こ
と
が
で
き
る
わ
け
で
あ
る
︒
索
引
は
﹃
チ
チ
ェ
ロ
ー
ネ
﹄
と
Ｈ
Ｒ
Ｉ
を
つ
な
ぐ
役
割
を
果
た
し
て
い
る
︒
﹃
チ
チ
ェ
ロ
ー
ネ
﹄
は
Ｈ
Ｒ
Ｉ
と

セ
ッ
ト
に
な
る
と
き
︑
﹁
旅
の
友
﹂
と
し
て
の
機
能
を
発
揮
す
る⑨
︒

こ
の
よ
う
な
﹃
チ
チ
ェ
ロ
ー
ネ
﹄
の
仕
様
を
勘
案
し
た
と
き
︑
ブ
ル
ク
ハ
ル
ト
の
想
定
読
者
に
対
す
る
関
わ
り
方
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に

は
︑
従
来
の
研
究
が
想
定
し
て
き
た
単
独
通
読
と
は
別
の
利
用
法
︑
異
な
る
想
定
読
書
法
を
措
定
し
︑
同
書
を
再
解
釈
す
る
必
要
が
あ
る⑩
︒
そ

の
場
合
︑
想
定
読
書
法
は
﹃
チ
チ
ェ
ロ
ー
ネ
﹄
の
三
種
の
想
定
読
者
そ
れ
ぞ
れ
に
対
応
し
て
︑
大
別
で
き
よ
う
︒
短
期
滞
在
の
第
一
読
者
は
︑

目
の
前
に
し
て
い
る
美
術
作
品
に
対
す
る
簡
便
な
案
内
を
求
め
て
い
る
︒
し
た
が
っ
て
Ｈ
Ｒ
Ｉ
の
都
市
別
記
述
と
﹃
チ
チ
ェ
ロ
ー
ネ
﹄
の
索
引

を
頼
り
に
︑
美
術
作
品
を
み
な
が
ら
必
要
箇
所
を
拾
い
読
み
す
る
こ
と
が
想
定
さ
れ
る
︒
長
期
滞
在
の
第
二
読
者
は
︑
第
一
読
者
の
レ
フ
ァ
レ

ン
ス
的
な
利
用
法
に
加
え
て
︑
Ｈ
Ｒ
Ｉ
﹁
学
術
的
情
報
﹂
の
総
論
と
し
て
の
美
術
史
概
観
︑
当
該
美
術
作
品
が
分
類
さ
れ
る
様
式
を
中
心
に

﹃
チ
チ
ェ
ロ
ー
ネ
﹄
を
部
分
的
に
通
読
す
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
︒
そ
れ
に
よ
っ
て
︑
﹁
様
式
比
較
や
そ
の
地
方
の
美
術
史
的
基
礎
知
識⑪
﹂
の

獲
得
が
可
能
と
な
る
か
ら
で
あ
る
︒
各
時
代
の
様
式
や
美
術
史
に
か
ん
す
る
知
見
を
深
め
た
の
ち
︑
再
度
︑
同
じ
美
術
作
品
を
訪
ね
る
こ
と
も

可
能
で
あ
る
︒
再
訪
し
て
み
る
作
品
は
︑
理
解
の
深
ま
り
か
ら
︑
前
回
と
は
異
な
る
容
貌
を
み
せ
る
で
あ
ろ
う
︒
思
索
と
享
受
を
繰
り
返
す
長

ブルクハルトの『チチェローネ』とドイツ教養層のイタリア旅行（森田）
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期
滞
在
は
︑
ブ
ル
ク
ハ
ル
ト
が
考
え
る
イ
タ
リ
ア
旅
行
の
理
想
的
形
態
で
あ
り⑫
︑
第
二
読
者
は
少
数
で
あ
っ
た
と
し
て
も
︑
﹃
チ
チ
ェ
ロ
ー
ネ
﹄

の
中
心
的
な
想
定
読
者
層
と
考
え
ら
れ
る
︒
同
書
の
本
文
構
成
が
﹃
ベ
ル
ギ
ー
諸
都
市
﹄
と
は
異
な
り
︑
体
系
的
な
美
術
史
叙
述
の
形
を
と
っ

た
こ
と
の
理
由
の
ひ
と
つ
を
こ
こ
に
見
出
す
こ
と
が
で
き
よ
う⑬
︒
旅
か
ら
帰
っ
た
第
三
読
者
に
お
い
て
︑
﹃
チ
チ
ェ
ロ
ー
ネ
﹄
は
よ
う
や
く
全

体
が
通
読
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
︒
た
だ
し
︑
そ
の
場
合
で
も
︑
Ｈ
Ｒ
Ｉ
の
全
体
︑
都
市
別
記
述
と
の
併
読
が
︑
旅
の
記
憶
喚
起
を
い
っ
そ
う
促

す
で
あ
ろ
う
︒
先
述
し
た
シ
ス
テ
ィ
ナ
礼
拝
堂
を
訪
ね
る
第
一
の
読
者
は
︑
Ｈ
Ｒ
Ｉ
の
ロ
ー
マ
都
市
記
述
︑
と
く
に
そ
の
美
術
史
概
観
で
ミ
ケ

ラ
ン
ジ
ェ
ロ
の
美
術
史
的
位
置
づ
け⑭
を
知
り
︑
見
ど
こ
ろ
リ
ス
ト
で
︑
シ
ス
テ
ィ
ナ
礼
拝
堂
で
み
る
こ
と
の
で
き
る
美
術
作
品
と
そ
の
作
品
群

を
確
認
す
る⑮
︒
そ
の
う
え
で
︑
索
引
か
ら
ブ
ル
ク
ハ
ル
ト
の
解
説
を
た
ど
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
︒

と
こ
ろ
で
︑
﹃
チ
チ
ェ
ロ
ー
ネ
﹄
は
︑
レ
ー
ム
に
よ
っ
て
﹁
激
し
い
書

ein
leidenschaftliches
und
heftiges
B
uch⑯
﹂
と
評
せ
ら
れ
た
よ

う
に
︑
そ
の
記
述
内
容
は
︑
題
名
の
控
え
め
さ
と
は
対
照
的
に
︑
強
い
主
観
性
を
打
ち
出
し
た
も
の
で
あ
る
︒
﹁
つ
ま
ら
な
い
﹂
﹁
鑑
賞
に
堪
え

な
い
﹂
作
品⑰
と
し
て
切
り
捨
て
ら
れ
る
も
の
が
あ
る
一
方
で
︑
ラ
フ
ァ
エ
ロ
な
ど
に
対
し
て
は
︑
最
大
級
の
賛
辞
を
惜
し
ま
な
い⑱
︒
力
強
い
一

流
の
も
の
に
導
い
て
学
修
の
道
を
短
縮
す
る
こ
と
を
︑
美
術
史
教
育
の
﹁
義
務⑲
﹂
と
し
た
の
ち
の
ブ
ル
ク
ハ
ル
ト
の
立
場
︵
一
八
七
四
年
︶
は
︑

す
で
に
こ
の
書
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
︒
と
す
れ
ば
︑
生
き
生
き
と
し
た
美
術
史
概
観
︑
作
品
の
厳
選
を
長
所
と
し
て
評
価
し
た
Ｈ
Ｒ
Ｉ
を
︑
あ

え
て
﹁
美
術
的
に
補
完
﹂
す
る
と
い
う
﹃
チ
チ
ェ
ロ
ー
ネ
﹄
の
目
的
は
︑
微
妙
な
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
含
ん
で
い
る
と
い
え
よ
う
︒
﹁
補
完
﹂
が
成

立
す
る
た
め
に
は
︑
﹁
不
足
﹂
が
存
在
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
︒

実
際
︑
ブ
ル
ク
ハ
ル
ト
は
︑
著
者
フ
ェ
ル
ス
タ
ー
に
対
し
て
︑
必
ず
し
も
中
立
的
な
立
場
に
あ
っ
た
と
は
い
え
な
い
︒
﹃
チ
チ
ェ
ロ
ー
ネ
﹄

執
筆
の
十
二
年
前
︑
ブ
ル
ク
ハ
ル
ト
は
美
術
史
の
専
門
誌
﹃
美
術
雑
誌

ク
ン
ス
ト
ブ
ラ
ッ
ト

﹄
に
お
い
て
︑
フ
ェ
ル
ス
タ
ー
と
の
論
争
を
経
験
し
て
い
た
の
で
あ
る
︒

ケ
ー
ギ
は
フ
ェ
ル
ス
タ
ー
を
ブ
ル
ク
ハ
ル
ト
の
﹁
か
つ
て
の
敵⑳
﹂
と
呼
ん
で
い
た
︒
そ
の
ケ
ー
ギ
に
よ
れ
ば
︑
こ
の
論
争
は
︑
恩
師
ク
ー
グ

ラ
ー
が
フ
ェ
ル
ス
タ
ー
と
共
同
編
集
す
る
同
誌
に
︑
ブ
ル
ク
ハ
ル
ト
が
ベ
ル
リ
ン
で
行
わ
れ
た
絵
画
展
︵
一
八
四
二
年
晩
秋
︶
の
批
評
を
掲
載
し

た
こ
と
︵
一
八
四
三
年
一
月
︶
に
端
を
発
し
て
い
る㉑
︒
ブ
ル
ク
ハ
ル
ト
は
こ
こ
で
︑
同
展
覧
会
に
巡
回
出
展
し
た
二
人
の
ベ
ル
ギ
ー
の
画
家
ガ
レ
︑

82 (326)



ビ
エ
ー
ヴ
と
対
比
し
な
が
ら
︑
現
代
ド
イ
ツ
の
歴
史
画
を
批
判
し
た
︒
歴
史
画
に
必
要
な
動
き
︑
ド
ラ
マ
性
︑
生
き
生
き
と
し
た
生
︑
色
彩
が
︑

こ
れ
ら
に
は
欠
如
し
て
い
る
と
論
じ
た
の
で
あ
る㉒
︒
そ
の
批
評
の
対
象
に
は
︑
ナ
ザ
レ
派
の
リ
ー
ダ
ー
︑
オ
ー
ヴ
ァ
ー
ベ
ッ
ク
の
作
品
も
含
ま

れ
て
い
た
︒
同
派
は
︑
ロ
ー
マ
に
拠
点
を
お
き
︑
初
期
ル
ネ
サ
ン
ス
へ
の
復
帰
︑
宗
教
的
歴
史
画
の
革
新
を
め
ざ
し
た
︒
そ
の
主
要
メ
ン
バ
ー
︑

コ
ル
ネ
リ
ウ
ス
の
個
人
的
影
響
を
受
け㉓
︑
﹁
ミ
ュ
ン
ヘ
ン
の
ラ
フ
ァ
エ
ル
前
派㉔
﹂
の
精
神
的
指
導
者
で
あ
っ
た
フ
ェ
ル
ス
タ
ー
は
︑
ブ
ル
ク
ハ

ル
ト
の
批
評
を
自
分
た
ち
グ
ル
ー
プ
へ
の
攻
撃
と
受
け
取
り
︑
激
し
く
反
論
し
た
︒
批
判
の
矛
先
は
︑
ブ
ル
ク
ハ
ル
ト
の
﹃
ベ
ル
ギ
ー
諸
都

市
﹄
に
ま
で
及
ん
だ㉕
︒
ク
ー
グ
ラ
ー
の
擁
護
で
収
束
し
た
が
︑
こ
の
論
争
は
︑
両
者
の
間
に
あ
っ
た
立
場
の
相
違
を
色
濃
く
映
し
出
し
た
も
の

で
あ
っ
た
︒

美
術
の
案
内
書
は
︑
作
品
と
鑑
賞
者
の
間
に
あ
る
中
間
地
帯
に
お
い
て
︑
見
る
べ
き
も
の
を
選
び
︑
目
の
付
け
所
を
指
示
す
る
仲
介
者
的
な

役
割
を
果
た
す
︒
そ
れ
は
︑
美
術
に
か
ん
す
る
知
識
の
み
な
ら
ず
︑
一
定
の
規
準
︑
視
点
を
読
者
に
付
与
す
る
も
の
で
も
あ
ろ
う
︒
美
術
史
家

フ
ェ
ル
ス
タ
ー
が
書
い
た
案
内
書
を
︑
美
術
的
に
﹁
補
完
﹂
す
る
と
い
う
こ
と
︒
そ
こ
に
は
イ
タ
リ
ア
旅
行
に
対
す
る
ブ
ル
ク
ハ
ル
ト
の
姿
勢

が
表
明
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
︒
彼
に
と
っ
て
Ｈ
Ｒ
Ｉ
の
不
足
は
︑
質
的
な
も
の
で
あ
っ
た
︒
ブ
ル
ク
ハ
ル
ト
が
具
体
的
に
ど
の
よ
う
に

Ｈ
Ｒ
Ｉ
を
﹁
補
完
﹂
し
よ
う
と
し
た
の
か
︑
そ
の
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
︑
彼
の
立
場
は
い
っ
そ
う
明
瞭
に
な
る
だ
ろ
う
︒

①

Josef
O
sw
ald
(H
g.),
U
nbekannte
A
ufsätze
Jakob
B
urckhardts
aus

P
aris,
R
om
und
M
ailand,
B
asel
1922,
S.147-S.149.

②

E
bd.,
S.147.

③

E
bd.,
S.148.

④

E
bd.

⑤

E
bd.

⑥

E
bd.,
S.148f.

⑦

﹃
チ
チ
ェ
ロ
ー
ネ
﹄
に
人
名
索
引
が
な
い
こ
と
へ
の
批
判
に
対
し
て
︑
ブ
ル
ク

ハ
ル
ト
は
こ
れ
を
装
備
し
た
﹁
フ
ェ
ル
ス
タ
ー
﹂
を
誰
も
が
携
帯
し
て
い
る
こ
と

に
希
望
を
つ
な
い
で
い
る
︑
と
の
弁
明
を
行
っ
て
い
る
︵
B
r.,
B
d.
III,
S.207,

an
F
riedrich
T
heodor
V
ischer
vom
16.
Jan.1855
︶
︒
Ｈ
Ｒ
Ｉ
と
の
併
読

を
前
提
と
し
て
い
る
こ
と
の
証
拠
で
あ
る
︒

⑧

B
r.,B
d.IV
,S.118,an
F
riedrich
Salom
on
V
ögelin
vom
3.M
ai1862.

⑨

﹃
ベ
ル
ギ
ー
諸
都
市
﹄
は
目
次
に
お
い
て
︑
ア
ス
テ
リ
ス
ク
を
付
け
る
こ
と
に

よ
っ
て
重
要
美
術
作
品
を
表
示
し
て
い
る
︵
K
B
.,
S.166-S.168
︶
︒
﹃
チ
チ
ェ

ロ
ー
ネ
﹄
は
こ
れ
を
併
読
本
の
Ｈ
Ｒ
Ｉ
に
委
ね
て
い
る
︒

⑩

本
稿
は
︑
﹃
チ
チ
ェ
ロ
ー
ネ
﹄
の
仕
様
か
ら
浮
か
び
上
が
る
︑
想
定
読
者
に
対

す
る
ブ
ル
ク
ハ
ル
ト
の
関
わ
り
方
を
論
じ
る
た
め
︑
実
際
の
読
者
が
そ
の
よ
う
な

ブルクハルトの『チチェローネ』とドイツ教養層のイタリア旅行（森田）
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読
書
法
を
し
た
か
と
い
う
問
題
に
は
立
ち
入
ら
な
い
︒

⑪

C
icerone,
S.
V
.

⑫

V
gl.B
r.,B
d.IX
,B
asel/Stuttgart
1980,S.266,an
W
ilhelm
Schäfer

vom
17.
Sep.1890.

⑬

ブ
ル
ク
ハ
ル
ト
は
﹃
チ
チ
ェ
ロ
ー
ネ
﹄
本
文
の
配
列
に
つ
い
て
﹁
文
化
財
を
そ

の
芸
術
的
内
実
と
条
件
に
従
っ
て
扱
う
と
い
う
主
目
的
﹂
︵
C
icerone,
S.
V
II︶

を
限
ら
れ
た
ス
ペ
ー
ス
で
可
能
に
す
る
も
の
と
し
て
い
る
︒
こ
の
主
目
的
こ
そ
︑

彼
が
ド
イ
ツ
教
養
層
に
不
可
欠
の
も
の
と
考
え
た
も
の
で
あ
り
︑
イ
タ
リ
ア
に
長

期
滞
在
し
︑
深
く
美
術
作
品
を
鑑
賞
す
る
第
二
読
者
に
も
っ
と
も
適
合
す
る
も
の

で
あ
ろ
う
︒

⑭

H
R
I.
(IV
),
S.425;
H
R
I.
(V
),
S.498.
な
お
︑
併
読
本
と
し
て
の
Ｈ
Ｒ
Ｉ
は
︑

﹃
チ
チ
ェ
ロ
ー
ネ
﹄
執
筆
の
た
め
の
調
査
旅
行
﹁
チ
チ
ェ
ロ
ー
ネ
の
旅
﹂
出
発
時

︵
一
八
五
三
年
三
月
︶
に
す
で
に
出
版
さ
れ
て
い
た
第
四
版
︵
一
八
四
八
年
刊
︶

を
主
た
る
比
較
対
象
と
し
て
用
い
︑
﹃
チ
チ
ェ
ロ
ー
ネ
﹄
刊
行
時
に
読
者
が
入
手

で
き
た
第
五
版
︵
一
八
五
三
年
刊
︶
を
参
照
し
た
︒

⑮

H
R
I.
(IV
),
S.464f.;
H
R
I.
(V
),
S.539.

⑯

W
alther
R
ehm
,Jacob
B
urckhardt,F
rauenfeld/Leipzig
1930,S.103.

⑰

V
gl.
C
icerone,
S.814,
S.831.

⑱

V
gl.
E
bd.,
S.930.

⑲

G
A
.,
B
d.
X
III,
Stuttgart,
B
erlin
und
Leipzig
1934,
S.25.

⑳

K
aegi,
JB
.,
B
d.
III,
S.485.

㉑

K
aegi,
JB
.,
B
d.
II,
B
asel
1950.
S.230.

㉒

E
bd.,
S.234;
JB
W
.,
B
d.7,
M
ünchen
/B
asel
2017,
S.242f.

㉓

A
llgem
eine
D
eutsche
B
iographie,
B
d.48,
Leipzig
1904,
S.655.

㉔

K
aegi,
JB
.,
B
d.
III,
S.485,
A
nm
.201;
vgl.
W
ilhelm
Schlink,
Jacob

B
urckhardt
und
die
K
unsterw
artung
im
V
orm
ärz,
W
iesbaden
1982,

S.16,
A
nm
.36.
ナ
ザ
レ
派
に
つ
い
て
は
︑
ヘ
ル
バ
ー
ト
・
フ
ォ
ン
・
ア
イ
ネ
ム

著
︑
神
林
恒
道
・
武
藤
三
千
夫
訳
﹃
ド
イ
ツ
近
代
絵
画
史

古
典
主
義
か
ら
ロ
マ

ン
主
義
へ

﹄
岩
崎
美
術
社
︑
一
九
八
五
年
︑
一
八
五
頁
以
下
を
参
照
の
こ
と
︒

㉕

K
aegi,
JB
.,
B
d.
II,
S.240.

五

ハ
ン
ド
ブ
ッ
ク
﹁
補
完
﹂
計
画

ボ
ロ
ー
ニ
ャ
︑
パ
ル
マ
の
場
合

ブ
ル
ク
ハ
ル
ト
が
試
み
た
﹁
補
完
﹂
は
︑
全
体
と
し
て
み
た
と
き
︑
二
つ
の
類
型
に
大
別
さ
れ
る
︒
一
つ
は
︑
Ｈ
Ｒ
Ｉ
で
重
視
さ
れ
な
か
っ

た
作
品
︑
芸
術
家
を
と
り
あ
げ
︑
こ
れ
に
読
者
の
注
意
を
向
け
さ
せ
る
︑
作
品
選
別
に
対
す
る
補
完
の
タ
イ
プ
︒
第
二
に
︑
Ｈ
Ｒ
Ｉ
で
の
解
説

と
は
異
な
る
見
解
を
示
し
て
︑
解
釈
そ
の
も
の
を
﹁
補
完
﹂
す
る
タ
イ
プ
で
あ
る
︒
こ
の
二
つ
を
典
型
的
に
示
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
箇
所
を

検
討
し
て
い
こ
う
︒
フ
ェ
ル
ス
タ
ー
は
美
術
史
家
で
あ
る
と
同
時
に
︑
歴
史
画
家
で
も
あ
っ
た
︒
両
者
の
見
解
の
相
違
が
も
っ
と
も
鮮
明
に
あ

ら
わ
れ
る
造
形
芸
術
は
︑
絵
画
で
あ
る
︒
全
体
把
握
を
容
易
に
す
る
た
め
に
︑
考
察
対
象
を
中
小
都
市
に
お
け
る
そ
れ
に
限
定
す
る
︒
第
一
・

第
二
読
者
双
方
の
利
用
を
勘
案
し
て
︑
Ｈ
Ｒ
Ｉ
の
﹁
学
術
的
情
報
﹂
と
都
市
別
記
述
の
二
つ
の
美
術
史
概
観
に
お
け
る
扱
い
︑
見
ど
こ
ろ
リ
ス
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ト
で
の
取
り
扱
い
と
︑
索
引
か
ら
た
ど
る
﹃
チ
チ
ェ
ロ
ー
ネ
﹄
本
文
の
記
述
内
容
を
対
比
す
る
こ
と
に
し
た
い
︒

第
一
の
タ
イ
プ
は
︑
ボ
ロ
ー
ニ
ャ
の
絵
画
に
お
い
て
端
的
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
︒
Ｈ
Ｒ
Ｉ
で
は
︑
ボ
ロ
ー
ニ
ャ
絵
画
は
︑
い
わ
ゆ
る
新
ボ

ロ
ー
ニ
ャ
派
と
呼
ば
れ
る
一
六
世
紀
の
折
衷
主
義
的
な
絵
画
に
ア
ク
セ
ン
ト
が
お
か
れ
て
い
る
︒
と
り
わ
け
︑
そ
の
中
心
に
立
つ
の
は
︑
カ
ラ

ッ
チ
一
族
で
あ
る①
︒
ル
ド
ヴ
ィ
ー
コ
・
カ
ラ
ッ
チ
は
︑
ラ
フ
ァ
エ
ロ
か
ら
線
描
写
︑
テ
ィ
ツ
ィ
ア
ー
ノ
か
ら
色
彩
︑
コ
レ
ッ
ジ
ョ
か
ら
明
暗
法

と
い
っ
た
各
派
の
優
れ
た
技
法
を
学
び
︑
自
分
の
制
作
に
生
か
す
の
み
な
ら
ず
︑
自
分
の
弟
子
︑
親
戚
ア
ゴ
ス
テ
ィ
ー
ノ
︑
ア
ン
ニ
ー
バ
レ
に

伝
え
た
と
し
て
い
る②
︒
そ
の
重
要
な
弟
子
と
し
て
︑
グ
イ
ド
・
レ
ー
ニ
︑
ア
ル
バ
ー
ニ
︑
ド
メ
ニ
キ
ー
ノ
ら
の
名
前
を
あ
げ
︑
グ
ェ
ル
チ
ー
ノ

も
修
行
は
別
系
統
で
あ
る
が
︑
こ
の
流
派
に
入
る
と
し
て
い
る③
︒
彼
ら
の
作
品
を
大
量
に
所
蔵
す
る
ボ
ロ
ー
ニ
ャ
絵
画
館

P
inacoteca
は
︑

Ｈ
Ｒ
Ｉ
第
四
版
で
は
00
印
が
付
き④
︑
旅
行
者
に
と
っ
て
必
須
の
訪
問
先
に
指
定
さ
れ
て
い
る
︒

﹃
チ
チ
ェ
ロ
ー
ネ
﹄
索
引
に
お
け
る
ボ
ロ
ー
ニ
ャ
絵
画
館⑤
は
︑
Ｈ
Ｒ
Ｉ
都
市
別
記
述
で
カ
ラ
ッ
チ
に
影
響
を
与
え
た
画
家
と
し
て
の
み
登
場

す
る
ラ
フ
ァ
エ
ロ
の
作
品
を
取
り
上
げ
て
い
る
︵
索
引
指
示
904,
b
︶
︒
本
文
の
該
当
箇
所
は
﹁
聖
チ
ェ
チ
ー
リ
ア
﹂
で
あ
り
︑
二
頁
に
わ
た
る

解
説
が
あ
る⑥
︒
﹃
チ
チ
ェ
ロ
ー
ネ
﹄
が
強
調
す
る
の
は
︑
中
世
以
来
の
教
会
芸
術
の
伝
統
を
︑
ラ
フ
ァ
エ
ロ
が
高
い
次
元
で
実
現
し
た
点
で
あ

る
︒
そ
の
際
︑
ブ
ル
ク
ハ
ル
ト
は
こ
の
作
品
の
二
層
構
造
に
着
目
し
︑
天
上
の
合
唱
と
地
上
の
楽
器
の
対
比
︑
絵
画
に
描
く
こ
と
の
で
き
な
い

天
上
の
音
の
勝
利
を
﹁
讃
嘆
す
べ
き
象
徴⑦
﹂
を
用
い
て
表
現
し
て
い
る
こ
と
に
︑
読
者
の
目
を
向
け
さ
せ
よ
う
と
し
て
い
る
︒
半
ば
壊
れ
て
地

上
に
打
ち
捨
て
ら
れ
た
こ
の
世
の
楽
器
は
聖
人
た
ち
の
足
元
に
点
在
し
︑
神
聖
な
パ
イ
プ
オ
ル
ガ
ン
も
︑
聖
女
の
手
か
ら
ず
り
落
ち
て
い
る
︒

中
央
に
位
置
す
る
チ
ェ
チ
ー
リ
ア
は
︑
知
恵
と
豊
か
な
感
覚
を
も
っ
た
力
強
い
姿
で
描
か
れ
︑
王
侯
貴
族
の
よ
う
な
衣
装
を
身
に
ま
と
っ
て
恍

惚
と
し
て
天
上
を
見
つ
め
て
い
る
︒
パ
ウ
ロ
は
︑
内
心
深
く
動
揺
し
て
剣
で
身
を
支
え
て
い
る
が
︑
彼
が
手
に
す
る
折
り
た
た
ん
だ
紙
片
は
︑

天
上
の
調
和
の
前
に
成
就
さ
れ
て
沈
黙
す
る
︑
書
か
れ
た
啓
示
を
象
徴
し
て
い
る⑧
︒
ヨ
ハ
ネ
と
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
は
異
な
る
感
動
を
覚
え
な

が
ら
︑
小
声
で
語
り
合
っ
て
い
る
︒
こ
れ
ら
四
人
の
聖
人
の
様
子
の
な
か
に
天
上
な
る
も
の
の
形
姿
が
反
映
さ
れ
て
い
る
と
し
て
い
る
︒
彼
ら

の
表
情
の
か
す
か
な
違
い
を
鑑
賞
者
に
知
ら
せ
る
の
は
︑
こ
の
出
来
事
に
無
関
係
な
様
子
で
た
た
ず
む
マ
グ
ダ
ラ
の
マ
リ
ア
で
あ
る⑨
︒
こ
の
よ

ブルクハルトの『チチェローネ』とドイツ教養層のイタリア旅行（森田）
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う
な
超
自
然
的
な
も
の
を
映
し
出
す
象
徴
的
表
現
の
組
み
合
わ
せ
に
︑
ブ
ル
ク
ハ
ル
ト
は
読
者
の
注
意
を
促
す
︒

注
目
す
べ
き
は
︑
﹃
チ
チ
ェ
ロ
ー
ネ
﹄
が
カ
ラ
ッ
チ
一
族
よ
り
も
︑
そ
の
弟
子
グ
イ
ド
・
レ
ー
ニ
を
数
多
く
取
り
上
げ
て
い
る
こ
と
で
あ
る⑩
︒

ル
ド
ヴ
ィ
ー
コ
・
カ
ラ
ッ
チ
は
︑
Ｈ
Ｒ
Ｉ
総
論
の
美
術
史
概
観
で
は
一
族
と
し
て
登
場
す
る
だ
け
だ
が
︑
都
市
別
記
述
に
は
個
人
の
説
明⑪
が
あ

り
︑
見
ど
こ
ろ
リ
ス
ト
の
絵
画
館
に
お
い
て
︑
実
に
十
作
品
が
列
挙
さ
れ
て
い
る⑫
︒
と
こ
ろ
が
﹃
チ
チ
ェ
ロ
ー
ネ
﹄
で
は
︑
﹁
キ
リ
ス
ト
の
変

容
﹂
︵
索
引
指
示
1024,e
︶
や
﹁
ヨ
ハ
ネ
の
誕
生
﹂
︵
索
引
指
示
1027,f︶
な
ど
に
言
及
し
た
四
か
所
が
︑
索
引
で
指
示
さ
れ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い⑬
︒

一
方
︑
グ
イ
ド
・
レ
ー
ニ
は
︑
Ｈ
Ｒ
Ｉ
総
論
で
は
名
前
が
あ
が
ら
ず
︑
都
市
別
記
述
で
も
カ
ラ
ッ
チ
の
弟
子
と
し
て
登
場
す
る
だ
け
だ
が⑭
︑

﹃
チ
チ
ェ
ロ
ー
ネ
﹄
で
は
︑
索
引
項
目
が
﹁
十
字
架
に
架
け
ら
れ
た
キ
リ
ス
ト
﹂
︵
索
引
指
示
1024,
a
︶
︑
﹁
ベ
ツ
レ
ヘ
ム
の
幼
児
虐
殺
﹂
︵
索
引
指

示
1031,
a
︶
な
ど
の
作
品
を
指
示
し
た
八
か
所
に
及
び
︑
本
文
中
で
は
ル
ド
ヴ
ィ
ー
コ
・
カ
ラ
ッ
チ
よ
り
も
数
多
く
登
場
す
る
︒
と
く
に
﹁
ピ

エ
タ
の
聖
母
﹂
︵
索
引
指
示
1024,a;1029,h;1038,e;1039,a
︶
は
四
か
所
で
触
れ
ら
れ
︑
見
ど
こ
ろ
リ
ス
ト
に
あ
が
ら
な
か
っ
た
﹁
カ
リ
タ
ス
﹂

︵
索
引
指
示
1024,
d
︶
と
い
う
佳
作
も
紹
介
さ
れ
て
い
る⑮
︒
グ
イ
ド
・
レ
ー
ニ
は
︑
一
五
八
〇
年
代
以
降
の
近
代
絵
画
の
な
か
で
︑
ブ
ル
ク
ハ

ル
ト
が
と
く
に
高
く
評
価
す
る
芸
術
家
の
ひ
と
り
で
あ
る
︒
彼
は
近
代
画
家
の
な
か
で
︑
も
っ
と
も
﹁
高
貴
で
自
由
な
美⑯
﹂
に
近
づ
い
た
﹁
最

高
に
才
能
に
恵
ま
れ
た⑰
﹂
巨
匠
と
し
て
﹃
チ
チ
ェ
ロ
ー
ネ
﹄
に
登
場
す
る
︒
近
代
絵
画
が
︑
写
実
性
︑
直
接
性
を
重
視
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
喪

失
し
た
建
築
的
構
成
を
︑
彼
の
美
的
感
覚
が
救
済
し
た
と
称
賛
さ
れ
て
い
る⑱
︒
ラ
フ
ァ
エ
ロ
の
﹁
聖
チ
ェ
チ
ー
リ
ア
﹂
と
同
様
︑
グ
イ
ド
に
お

い
て
注
目
さ
れ
る
の
は
︑
﹁
ピ
エ
タ
の
聖
母
﹂
に
み
る
こ
と
が
で
き
る
絵
画
の
二
層
構
造
で
あ
り
︑
上
下
集
団
の
均
整
の
取
れ
た
構
図
で
あ
る⑲
︒

こ
れ
ら
は
︑
目
に
見
え
な
い
至
高
の
も
の
を
構
成
的
に
描
写
す
る
と
い
う
宗
教
的
歴
史
画
の
理
想
的
課
題
に
応
え
た
も
の
で
あ
り
︑
自
然
主
義

的
な
近
代
絵
画
の
﹁
直
接
的⑳
﹂
描
写
と
は
対
照
的
で
あ
る
と
し
て
い
る
︒

第
二
の
タ
イ
プ
︑
解
釈
の
﹁
補
完
﹂
は
︑
パ
ル
マ
の
絵
画
に
顕
著
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
︒
Ｈ
Ｒ
Ｉ
都
市
別
美
術
史
概
観
は
︑
﹁
近
代
美
術
史

に
お
い
て
︑
パ
ル
マ
は
一
六
世
紀
初
め
に
よ
う
や
く
真
の
重
要
性
を
獲
得
し
た㉑
﹂
と
い
う
記
述
で
は
じ
め
︑
ほ
ぼ
ひ
と
り
の
画
家
の
詳
述
で
概

観
を
終
え
て
い
る
︒
そ
の
画
家
と
は
︑
ア
ン
ト
ー
ニ
オ
・
ア
ッ
レ
グ
リ
・
ダ
・
コ
レ
ッ
ジ
ョ
で
あ
る
︒
彼
は
総
論
と
し
て
の
美
術
史
概
観
に
も
︑
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一
六
世
紀
の
五
大
画
家
の
ひ
と
り
と
し
て
登
場
す
る㉒
︒
パ
ル
マ
の
見
ど
こ
ろ
リ
ス
ト
で
は
︑
サ
ン
・
ジ
ョ
バ
ン
ニ
・
エ
ヴ
ァ
ン
ジ
ェ
リ
ス
タ
聖

堂
︑
大
聖
堂
に
00
印
︵
第
四
版
︶
が
つ
い
て
お
り
︑
そ
れ
ぞ
れ
に
コ
レ
ッ
ジ
ョ
が
天
井
画
を
描
い
た
こ
と
が
特
筆
さ
れ
て
い
る㉓
︒
ほ
か
に
ア
カ

デ
ミ
ア
絵
画
館
︵
00
印
︶
に
展
示
し
て
あ
る
﹁
エ
ジ
プ
ト
へ
の
逃
避
途
上
の
休
息
﹂
等
︑
六
点
が
あ
が
っ
て
い
る㉔
︒
フ
ェ
ル
ス
タ
ー
に
よ
れ
ば
︑

コ
レ
ッ
ジ
ョ
は
︑
明
暗
法
や
分
割
︑
短
縮
法
と
い
っ
た
新
し
い
技
法
を
用
い
て
︑
教
会
画
の
因
習
的
な
フ
ォ
ル
ム
を
打
ち
破
り
︑
祭
壇
礼
拝
が

課
し
た
重
い
義
務
か
ら
聖
人
た
ち
を
解
き
放
ち
︑
魂
を
吹
き
込
ん
だ
︒
そ
の
新
技
法
は
最
高
度
の
完
成
に
高
め
ら
れ
た
が
︑
そ
れ
が
あ
ま
り
に

も
や
す
や
す
と
行
わ
れ
た
の
で
︑
コ
レ
ッ
ジ
ョ
が
あ
た
か
も
技
術
的
困
難
の
一
切
を
克
服
す
る
よ
う
に
生
ま
れ
つ
い
て
い
た
か
の
よ
う
で
あ
る㉕
︑

と
評
価
し
て
い
る
︒
弟
子
た
ち
の
堕
落㉖
を
除
い
て
︑
フ
ェ
ル
ス
タ
ー
は
︑
コ
レ
ッ
ジ
ョ
を
絶
賛
し
て
い
る
︒

﹃
チ
チ
ェ
ロ
ー
ネ
﹄
に
お
い
て
も
︑
コ
レ
ッ
ジ
ョ
は
︑
一
六
世
紀
絵
画
の
な
か
に
独
立
し
た
一
節
を
設
け
ら
れ
︑
重
要
な
扱
い
を
受
け
て
い

る㉗
︒
パ
ル
マ
の
索
引
に
お
い
て
も
︑
大
聖
堂
︵
索
引
指
示
957,
c︶
や
︑
サ
ン
・
ジ
ョ
バ
ン
ニ
・
エ
ヴ
ァ
ン
ジ
ェ
リ
ス
タ
聖
堂
の
天
井
画
︵
索
引

指
示
956,
a
︶
︑
絵
画
館
展
示
の
絵
画
︵
索
引
指
示
953,
d;954,
b-d;955,
a
u.
b
︶
な
ど
︑
十
一
ケ
所
に
登
場
す
る㉘
︒
ブ
ル
ク
ハ
ル
ト
も
︑
コ
レ
ッ

ジ
ョ
が
﹁
巨
大
な
才
能
に
恵
ま
れ
た㉙
﹂
こ
と
を
認
識
し
て
い
る
点
︑
パ
ル
ミ
ジ
ャ
ニ
ー
ノ
ら
弟
子
た
ち
が
そ
の
後
に
退
廃
し
た
こ
と
の
指
摘㉚
な

ど
で
︑
フ
ェ
ル
ス
タ
ー
と
見
解
を
同
じ
く
し
て
い
る
︒
だ
が
︑
全
体
と
し
て
の
評
価
は
︑
明
確
に
対
立
す
る
︒
ブ
ル
ク
ハ
ル
ト
も
ま
た
︑
コ
レ

ッ
ジ
ョ
が
教
会
芸
術
の
前
提
か
ら
自
由
で
あ
っ
た
こ
と
に
注
目
す
る
が㉛
︑
そ
の
結
果
と
し
て
生
み
出
さ
れ
た
リ
ア
ル
さ
を
現
出
す
る
新
技
法
に
︑

つ
ぎ
の
よ
う
な
批
判
的
視
線
を
投
げ
か
け
る
︒
﹁
現
実
化

W
irklichm
achung
に
奉
仕
す
る
あ
ら
ゆ
る
技
法
の
創
始
者
で
あ
り
発
見
者
で
あ

る㉜
﹂
コ
レ
ッ
ジ
ョ
の
作
品
は
︑
高
度
の
リ
ア
リ
テ
ィ
を
獲
得
し
て
い
る
︒
﹁
現
実
的
な
る
も
の

das
W
irkliche
﹂
は
芸
術
に
お
い
て
暴
力
的
な

魔
力

ツ
ア
ウ
バ
ー

を
も
つ
︒
そ
の
魔
力
は
︑
些
末
な
も
の
︑
偶
然
的
な
も
の
︑
卑
俗
な
も
の
さ
え
も
︑
感
覚
的
に
魅
力
的
な
も
の
と
し
て
し
ま
う㉝
︒
倫
理

性
を
要
請
し
た
は
ず
の
宗
教
的
歴
史
画
に
お
い
て
︑
彼
は
ま
さ
に
そ
の
力
を
発
揮
し
た
︒
コ
レ
ッ
ジ
ョ
の
作
品
は
﹁
君
は
芸
術
家
と
し
て
こ
れ

ら
一
切
を
も
っ
と
高
貴
に
と
ら
え
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
の
か
﹂
と
い
う
自
問
を
﹁
人
び
と
に
﹂
引
き
起
こ
さ
せ
る㉞
︑
と
︒

ブ
ル
ク
ハ
ル
ト
の
反
感
は
︑
コ
レ
ッ
ジ
ョ
の
巧
み
な
技
法
に
よ
る
神
聖
な
対
象
の
卑
俗
化
に
向
け
ら
れ
て
い
る
︒
パ
ル
マ
定
住
期
の
代
表
作

ブルクハルトの『チチェローネ』とドイツ教養層のイタリア旅行（森田）
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で
あ
る
天
井
画
は
︑
ま
さ
に
そ
の
典
型
で
あ
る
︒
サ
ン
・
ジ
ョ
バ
ン
ニ
・
エ
ヴ
ァ
ン
ジ
ェ
リ
ス
タ
聖
堂
天
井
画
﹁
福
音
記
者
聖
ヨ
ハ
ネ
の
幻

視
﹂
に
つ
い
て
は
︑
キ
リ
ス
ト
が
﹁
ま
っ
た
く
蛙
の
よ
う
に
短
縮
さ
れ
て㉟
﹂
い
る
こ
と
を
指
摘
し
︑
大
聖
堂
の
円
蓋
天
井
画
﹁
聖
母
被
昇
天
﹂

に
つ
い
て
は
︑
﹁
こ
こ
で
は
神
的
な
も
の
と
き
わ
め
て
地
上
的
な
も
の
が
乱
雑
に
混
合
し
て
い
る
と
思
う㊱
﹂
と
私
見
を
提
示
し
て
い
る
︒
天
井

画
が
表
現
す
べ
き
天
の
栄
光
︑
﹁
こ
の
よ
う
な
対
象
に
ふ
さ
わ
し
い
感
情
を
呼
び
起
こ
す
こ
と
が
で
き
る
の
は
︑
た
だ
理
想
的
な
建
築
的
構
図

で
あ
る㊲
﹂
が
︑
そ
れ
を
忘
れ
た
コ
レ
ッ
ジ
ョ
は
︑
﹁
す
べ
て
を
外
面
化
し
︑
神
聖
さ
の
一
切
を
は
く
奪
し
た㊳
﹂
︒
ブ
ル
ク
ハ
ル
ト
が
コ
レ
ッ
ジ
ョ

解
説
を
締
め
く
く
っ
た
文
言
は
︑
﹁
対
象
は
単
な
る
芸
術
的
思
考
の
た
め
の
お
気
に
入
り
の
覆
い
で
は
な
い㊴
﹂
と
い
う
描
写
対
象
と
表
現
方
法

の
乖
離
に
対
す
る
指
弾
で
あ
る㊵
︒
ま
さ
に
フ
ェ
ル
ス
タ
ー
が
称
賛
し
た
革
新
的
技
法
に
︑
ブ
ル
ク
ハ
ル
ト
は
批
判
の
眼
を
向
け
て
い
る
︒
Ｈ
Ｒ

Ｉ
の
肯
定
的
解
釈
と
は
対
照
的
に
︑
否
定
的
な
見
方
が
こ
こ
で
は
対
置
さ
れ
て
い
る
︒
こ
れ
は
も
は
や
解
釈
の
﹁
補
完
﹂
と
い
う
よ
り
も
︑

﹁
補
正
﹂
な
い
し
は
論
争
的
な
補
完
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
︒
両
書
を
併
読
す
る
と
き
︑
読
者
は
賛
否
両
論
を
知
り
︑
複
眼
的
な
視
点
か
ら
美

術
作
品
を
み
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
︒

①

H
R
I.
(IV
),
S.170;
H
R
I.
(V
),
S.259.

②

H
R
I.
(IV
),
S.170;
H
R
I.
(V
),
S.259.

③

H
R
I.
(IV
),
S.170;
H
R
I.
(V
),
S.259.

④

H
R
I.
(IV
),
S.175.

⑤

C
icerone,
S.1060;
vgl.
JB
W
.,
B
d.3,
S.269f.

⑥

﹁
チ
チ
ェ
ロ
ー
ネ
の
旅
﹂
を
分
析
し
た
ケ
ー
ギ
は
︑
一
八
五
四
年
三
月
の
﹁
聖

チ
ェ
チ
ー
リ
ア
﹂
と
の
出
会
い
を
︑
ブ
ル
ク
ハ
ル
ト
の
ボ
ロ
ー
ニ
ャ
絵
画
館
に
お

け
る
﹁
体
験
の
頂
点
﹂
と
し
て
い
る
︵
K
aegi,
JB
.,
B
d.
III,
S.478f.︶
︒

⑦

C
icerone,
S.904.

⑧

E
bd.

⑨

E
bd.,
S.904f.

⑩

V
gl.
E
bd.,
S.1060;
JB
W
.,
B
d.3,
S.270.

⑪

H
R
I.
(IV
),
S.170;
H
R
I.
(V
),
S.259.

⑫

H
R
I.
(IV
),
S.175;
H
R
I.
(V
),
S.264.

⑬

C
icerone,S.1060;vgl.JB
W
.,B
d.3,S.270.
批
判
版
全
集
で
は
︑
頁
数
の

小
文
字
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
表
記
を
省
い
て
い
る
た
め
︑
三
か
所
の
索
引
指
示
と
な

る
︒

⑭

八
点
の
作
品
が
見
ど
こ
ろ
リ
ス
ト
・
絵
画
館
の
項
目
に
あ
が
っ
て
い
る

︵
H
R
I.
(IV
),
S.175;
H
R
I.
(V
),
S.264f.︶
︒

⑮

C
icerone,
S.1060;
JB
W
.,
B
d.3,
S.270.
批
判
版
全
集
で
は
︑
七
か
所
︒

⑯

C
icerone,
S.1012.

⑰

E
bd.,
S.1005.

⑱

E
bd.,
S.1024.

⑲

E
bd.,
S.1029f.
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⑳

E
bd.,
S.1024.

㉑

H
R
I.
(IV
),
S.369;
H
R
I.
(V
),
S.445.

㉒

H
R
I.
(IV
),
S.126;
H
R
I.
(V
),
S.131.

㉓

H
R
I.
(IV
),
S.370;
H
R
I.
(V
),
S.446.

㉔

H
R
I.
(IV
),
S.371;
H
R
I.
(V
),
S.447.

㉕

H
R
I.
(IV
),
S.369:
H
R
I.
(V
),
S.445.

㉖

H
R
I.
(IV
),
S.369;
H
R
I.
(V
),
S.445.

㉗

C
icerone,
S.950-S.958.

㉘

E
bd.,
S.1083f.;
JB
W
.,
B
d.3,
S.289f.
批
判
版
全
集
で
は
︑
八
か
所
︒

㉙

C
icerone,
S.951.

㉚

E
bd.,
S.958f.

㉛

E
bd.,
S.951.

㉜

E
bd.

㉝

E
bd.

㉞

E
bd.

㉟

E
bd.,
S.956.

㊱

E
bd.,
S.957.

㊲

E
bd.,
S.956.

㊳

E
bd.,
S.957.

㊴

E
bd.,
S.958.

㊵

ブ
ル
ク
ハ
ル
ト
に
と
っ
て
︑
対
象
と
表
現
法
が
共
に
成
長
し
た
か
の
よ
う
な
両

者
の
一
致
は
︑
か
つ
て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
美
術
固
有
の
性
格
で
あ
っ
た
︵
JB
W
.,
B
d.

13,
M
ünchen/B
asel
2003,
S.393
︶
︒

六

イ
タ
リ
ア
追
想

Ｈ
Ｒ
Ｉ
と
の
論
争
的
補
完
を
通
し
て
︑
ブ
ル
ク
ハ
ル
ト
は
︑
ド
イ
ツ
教
養
層
の
イ
タ
リ
ア
旅
行
と
い
う
文
化
的
実
践
に
関
わ
ろ
う
と
し
た
︒

彼
に
と
っ
て
︑
ド
イ
ツ
教
養
層
の
イ
タ
リ
ア
旅
行
は
ど
の
よ
う
な
意
味
を
も
っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
︒
ま
た
︑
ブ
ル
ク
ハ
ル
ト
は
な
ぜ
Ｈ
Ｒ

Ｉ
を
補
完
対
象
に
選
ん
だ
の
で
あ
ろ
う
か
︒
こ
の
問
題
に
答
え
る
た
め
に
︑
ま
ず
ブ
ル
ク
ハ
ル
ト
の
イ
タ
リ
ア
旅
行
観
を
明
ら
か
に
し
︑
つ
ぎ

に
こ
の
文
化
的
実
践
が
同
時
代
に
対
し
て
も
つ
歴
史
的
意
味
を
彼
の
時
代
判
断
を
も
と
に
分
析
す
る
︒
そ
の
成
果
と
関
係
づ
け
て
︑
補
完
の
役

割
に
つ
い
て
考
察
し
て
い
く
︒

ブ
ル
ク
ハ
ル
ト
は
︑
青
年
期
よ
り
数
多
く
イ
タ
リ
ア
旅
行
を
行
い①
︑
ま
た
友
人
た
ち
に
︑
イ
タ
リ
ア
へ
行
く
こ
と
を
熱
心
に
薦
め
て
い
る②
︒

く
わ
え
て
︑
イ
タ
リ
ア
滞
在
経
験
の
有
無
を
北
方
の
芸
術
家
に
対
す
る
評
価
の
際
に
︑
重
要
な
要
素
と
し
て
い
た③
︒
そ
の
よ
う
な
イ
タ
リ
ア
旅

行
を
︑
ブ
ル
ク
ハ
ル
ト
は
︑
自
分
個
人
の
本
質
に
と
っ
て
﹁
不
可
欠
な
補
遺

ein
nöthiges
Supplem
ent④﹂
と
み
な
し
て
い
た
︒
や
が
て
︑

ブルクハルトの『チチェローネ』とドイツ教養層のイタリア旅行（森田）
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そ
れ
は
ド
イ
ツ
教
養
層
全
体
に
と
っ
て
必
須
の
要
素
と
目
さ
れ
︑
イ
タ
リ
ア
が
ド
イ
ツ
人
の
本
質
に
と
っ
て
︑
﹁
精
神
的
補
完

eine
geistige

E
rgänzung⑤
﹂
で
あ
る
と
い
う
見
方
を
指
し
示
す
︒
ド
イ
ツ
人
に
と
っ
て
不
可
欠
な
何
か
が
︑
イ
タ
リ
ア
に
の
み
存
在
し
︑
そ
の
補
充
に
イ
タ

リ
ア
旅
行
が
必
要
と
み
な
し
て
い
た
の
で
あ
る
︒

そ
れ
で
は
︑
そ
の
イ
タ
リ
ア
特
有
の
も
の
と
は
い
っ
た
い
何
で
あ
ろ
う
か
︒
こ
の
ド
イ
ツ
と
は
異
な
る
自
然
的
・
文
化
的
風
土
に
対
し
て
︑

ゲ
ー
テ
と
同
様
︑
ブ
ル
ク
ハ
ル
ト
も
多
面
的
で
深
い
洞
察
を
も
っ
て
い
た
︒
だ
が
︑
﹃
チ
チ
ェ
ロ
ー
ネ
﹄
を
携
え
た
イ
タ
リ
ア
旅
行
は
︑
当
地

の
美
術
作
品
を
訪
ね
歩
く
教
養
旅
行
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
︑
イ
タ
リ
ア
美
術
の
特
性
に
関
わ
る
も
の
に
限
定
し
て
論
じ
る
こ
と
と
し
た
い
︒

﹃
チ
チ
ェ
ロ
ー
ネ
﹄
を
通
読
す
る
と
︑
イ
タ
リ
ア
で
は
︑
古
代
か
ら
近
代
に
い
た
る
ま
で
の
美
術
史
の
流
れ
に
そ
っ
た
代
表
的
な
作
品
が
切
れ

目
な
く
存
在
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
︒
現
地
に
お
い
て
は
︑
そ
れ
ら
が
長
い
時
間
を
か
け
て
増
改
築
を
繰
り
返
し
た
建
築
物
の
中
で
混
然
一

体
と
な
っ
て
い
る
︒
そ
の
よ
う
な
過
去
の
伝
統
と
の
関
係
の
な
か
か
ら
︑
美
し
く
力
強
い
も
の
が
新
た
に
立
ち
現
れ
て
く
る
︒
ブ
ル
ク
ハ
ル
ト

が
イ
タ
リ
ア
に
注
目
す
る
も
の
は
︑
真
正
な
意
味
に
お
け
る
﹁
ル
ネ
サ
ン
ス⑥
﹂
の
存
在
で
あ
る
︒
彼
は
す
で
に
︑
﹃
ベ
ル
ギ
ー
諸
都
市
﹄
に
お

い
て
︑
イ
タ
リ
ア
建
築
固
有
の
現
象
と
し
て
ル
ネ
サ
ン
ス
を
と
ら
え
て
い
た
︒
ゴ
シ
ッ
ク
様
式
の
強
い
影
響
下
に
あ
っ
た
北
方
と
は
異
な
り
︑

﹁
古
典
古
代
の
復
興⑦
﹂
が
存
在
し
た
点
で
︑
こ
の
語
が
本
質
的
に
適
合
す
る
と
い
う
︒
﹁
私
た
ち
の
下
に
は
な
か
っ
た⑧
﹂
古
代
復
興
の
存
在
こ

そ
が
︑
イ
タ
リ
ア
を
訪
ね
る
大
き
な
要
因
と
し
て
あ
っ
た
︒

﹃
チ
チ
ェ
ロ
ー
ネ
﹄
初
版
原
著
の
四
七
九
頁
︑
全
体
の
四
五
％
は
︑
こ
の
﹁
ル
ネ
サ
ン
ス
期
﹂
の
建
築
︑
彫
刻
︑
絵
画
の
記
述
に
割
か
れ
て

い
る⑨
︒
ケ
ー
ギ
は
﹃
チ
チ
ェ
ロ
ー
ネ
﹄
の
﹁

核

心

部

ケ
ル
ン
シ
ュ
ト
ゥ
ッ
ク

﹂
を
︑
こ
の
時
代
最
大
の
人
物
ラ
フ
ァ
エ
ロ
の
節
に
み
て
い
る⑩
︒
さ
ら
に
︑
古
代
か

ら
近
代
に
い
た
る
各
時
代
の
様
式
比
較
が
可
能
で
あ
る
﹃
チ
チ
ェ
ロ
ー
ネ
﹄
の
本
文
配
列
は
︑
﹁
ル
ネ
サ
ン
ス
期
﹂
イ
タ
リ
ア
美
術
の
特
性
を

明
瞭
に
認
識
さ
せ
る
︒
建
築
に
お
け
る
ゴ
シ
ッ
ク
や
バ
ロ
ッ
ク
と
の
対
比
は
︑
ル
ネ
サ
ン
ス
様
式
の
特
徴
を
際
立
た
せ
る
こ
と
に
有
効
で
あ
ろ

う
︒
そ
の
建
築
物
に
付
属
し
た
彫
刻
と
絵
画
は
︑
一
五
世
紀
の
写
実
主
義

リ
ア
リ
ズ
ム

⑪を
経
由
し
て
︑
一
六
世
紀
の
理
想
美
︑
不
可
視
の
崇
高
な
生
の
表
現

に
向
け
て
そ
れ
ぞ
れ
の
方
法
で
発
展
し
た⑫
︒
イ
タ
リ
ア
で
は
︑
そ
れ
ら
の
作
品
は
︑
古
代
遺
跡
と
並
ん
で
中
世
建
築
の
す
ぐ
間
近
に
置
か
れ
て
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い
る
︒
旅
行
者
は
︑
ル
ネ
サ
ン
ス
期
の
芸
術
家
た
ち
が
学
ん
だ
模
範
︑
対
決
し
た
対
象
を
も
目
の
当
た
り
に
し
︑
作
品
が
生
ま
れ
出
た
創
造
の

現
場
を
訪
ね
歩
く
︒
そ
の
よ
う
な
﹁
ル
ネ
サ
ン
ス
体
験
﹂
を
携
え
て
︑
ア
ル
プ
ス
の
北
へ
と
帰
っ
て
い
く
の
で
あ
る
︒

﹁
旅
の
友
﹂
と
し
て
の
﹃
チ
チ
ェ
ロ
ー
ネ
﹄
の
特
徴
は
︑
こ
の
よ
う
な
ド
イ
ツ
教
養
層
の
旅
行
者
に
対
し
て
︑
イ
タ
リ
ア
滞
在
中
の
み
な
ら

ず
︑
帰
国
後
に
か
ん
し
て
も
配
慮
し
て
い
る
点
に
あ
る
︒
す
な
わ
ち
︑
す
べ
て
の
イ
タ
リ
ア
滞
在
経
験
者
が
当
て
は
ま
る
第
三
の
読
者
へ
の
働

き
か
け
で
あ
る
︒
こ
の
読
者
に
︑
﹃
チ
チ
ェ
ロ
ー
ネ
﹄
は
︑
﹁
快
い
追
想

eine
angenehm
e
E
rinnnerung⑬
﹂
を
与
え
る
こ
と
を
そ
の
役
割
と

し
て
い
た
︒
こ
の
こ
と
の
重
要
性
を
看
過
し
て
は
な
ら
な
い
︒
ブ
ル
ク
ハ
ル
ト
が
考
え
る
イ
タ
リ
ア
旅
行
は
︑
帰
国
後
︑
ド
イ
ツ
の
日
常
の
な

か
で
回
想
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
︑
一
定
の
役
割
を
果
た
す
の
で
あ
る
︒
イ
タ
リ
ア
の
美
術
作
品
や
風
景
は
︑
も
は
や
目
の
前
に
は
な
い
︒
だ

が
︑
た
と
え
ば
グ
イ
ド
の
﹁
ピ
エ
タ
の
聖
母
﹂
は
︑
ボ
ロ
ー
ニ
ャ
の
街
並
み
︑
絵
画
館
の
た
た
ず
ま
い
と
と
も
に
︑
記
憶
の
な
か
に
あ
る
だ
ろ

う
︒
﹃
チ
チ
ェ
ロ
ー
ネ
﹄
を
繙
く
と
き
︑
読
者
は
そ
れ
ら
を
ひ
と
つ
ひ
と
つ
呼
び
起
こ
し
︑
ひ
と
つ
の
形
象
へ
と
つ
な
げ
て
い
く
︒
ブ
ル
ク
ハ

ル
ト
は
︑
こ
の
﹁

追

想

エ
ア
イ
ン
ネ
ル
ン
ク

﹂
と
い
う
行
為
を
重
視
し
︑
青
年
期
よ
り
こ
の
言
葉
を
多
用
し
て
い
る⑭
︒
そ
れ
は
外
的
経
験
を
内
的
な
体
験
に
変

容
さ
せ
︑
内
面
化
を
通
し
て
︑
過
去
の
事
象
を
現
在
化
す
る
歴
史
的
思
考
で
あ
る
︒
内
面
化
さ
れ
た
形
象
は
︑
認
識
主
体
に
力
を
与
え
作
用
を

も
た
ら
す
︒
ブ
ル
ク
ハ
ル
ト
は
﹃
チ
チ
ェ
ロ
ー
ネ
﹄
序
文
で
︑
読
者
へ
の
配
慮
の
た
め
に
︑
考
古
学
的
な
も
の
を
意
図
的
に
排
除
し
た
と
述
べ

て
い
る⑮
︒
こ
の
知
的
作
業
が
全
体
的
な
印
象
に
関
わ
る
か
ら
で
あ
る
︒
そ
の
追
想
に
︑
快
い
と
い
う
形
容
詞
が
つ
け
ら
れ
て
い
る
の
は
︑
何
か

し
ら
の
喜
び
︑
個
人
的
な
関
与
の
想
起
を
伴
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
ろ
う
︒
す
な
わ
ち
︑
そ
れ
は
特
定
の
美
術
作
品
と
の
出
会
い
︑
旅
の
日
の
個

人
的
な
記
憶
を
︑
ま
ざ
ま
ざ
と
思
い
出
さ
せ
る
か
ら
﹁
快
い
﹂
の
で
あ
る⑯
︒

こ
の
個
人
的
追
想
が
︑
美
術
作
品
と
い
う
文
化
財
を
媒
介
と
し
て
普
遍
的
な
記
憶
に
つ
な
が
る
こ
と
は
︑
注
目
に
値
す
る
︒
ブ
ル
ク
ハ
ル
ト

は
﹃
チ
チ
ェ
ロ
ー
ネ
﹄
の
な
か
で
︑
﹁
私
た
ち
が
高
次
の
絵
画
に
近
づ
い
て
い
く
の
は
︑
私
た
ち
の
内
に
あ
る
最
上
の
も
の
を
想
起
す
る
た
め

で
あ
る⑰
﹂
と
述
べ
て
い
る
︒
高
次
の
絵
画
と
は
︑
一
八
世
紀
ま
で
肖
像
画
や
風
景
画
よ
り
も
い
っ
そ
う
高
い
ジ
ャ
ン
ル
と
考
え
ら
れ
た
宗
教
的

歴
史
画
を
指
し
て
い
る⑱
︒
こ
の
ジ
ャ
ン
ル
は
︑
聖
母
子
像
や
キ
リ
ス
ト
磔
刑
と
い
う
聖
書
記
述
に
基
づ
く
古
典
的
モ
テ
ィ
ー
フ
を
繰
り
返
し
描
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い
て
き
た
︒
歴
代
の
巨
匠
は
︑
不
可
視
の
神
的
な
い
し
聖
な
る
も
の
を
画
像
化
す
る
と
い
う
︑
教
会
が
与
え
た
課
題
と
格
闘
し
た
︒
そ
の
成
果

は
高
貴
な
様
式
で
あ
り
︑
多
様
な
フ
ォ
ル
ム
を
調
和
あ
る
﹁
建
築
的
構
図⑲
﹂
の
な
か
に
優
美
に
布
置
す
る
絵
画
技
法
は
︑
そ
の
よ
う
に
し
て
獲

得
さ
れ
た
︒
﹁
私
た
ち
の
内
に
あ
る
最
上
の
も
の
﹂
と
は
︑
こ
の
よ
う
な
過
去
の
創
造
的
受
容
の
所
産
か
ら
看
取
で
き
る
も
の
︑
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

世
界
の
精
神
的
連
続
性
に
ほ
か
な
ら
な
い
︒
高
次
の
絵
画
は
そ
れ
を
﹁
生
き
生
き
と
し
た
形
態
﹂
に
表
現
し
︑
接
す
る
者
を
﹁
倫
理
的
に
高
め

る⑳
﹂
︒
ブ
ル
ク
ハ
ル
ト
は
こ
こ
に
︑
外
的
な
﹁
現
実
的
な
る
も
の
﹂
と
は
異
な
る
﹁
真
実
な
る
も
の

das
W
ahre㉑
﹂
を
み
る
︒
ル
ネ
サ
ン
ス
期

美
術
を
代
表
す
る
ラ
フ
ァ
エ
ロ
は
︑
ペ
ル
ジ
ー
ノ
ら
先
達
の
健
康
的
な
側
面
を
継
承
し
な
が
ら
︑
超
自
然
的
な
る
も
の
の
表
現
を
求
め
て
︑
終

始
一
貫
︑
芸
術
家
と
し
て
自
己
形
成
に
努
め㉒
︑
そ
の
時
代
の
理
想
的
な
る
も
の
を
救
済
し
た
︒
こ
の
よ
う
な
過
去
の
芸
術
家
た
ち
に
向
け
て
の

追
想
は
︑
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
的
な
地
平
を
も
っ
た
精
神
的
普
遍
的
な
記
憶
と
の
一
体
感
を
喚
起
す
る㉓
︒
そ
の
こ
と
は
︑
ド
イ
ツ
教
養
層
に
︑
よ
り
広

範
な
共
同
体
へ
の
帰
属
意
識
︑
全
欧
的
な
文
化
的
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
も
た
ら
す
で
あ
ろ
う㉔
︒

そ
れ
で
は
な
ぜ
︑
ブ
ル
ク
ハ
ル
ト
は
こ
の
よ
う
な
イ
タ
リ
ア
追
想
を
注
視
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
︒
追
想
は
い
か
な
る
意
義
を
も
っ
て
い
た
の

で
あ
ろ
う
か
︒
そ
れ
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
は
︑
ブ
ル
ク
ハ
ル
ト
の
時
代
判
断
と
教
養
層
観
を
瞥
見
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
︒
彼
は
一
八
五

一
年
に
︑
﹁
歴
史
の
研
究
に
つ
い
て
︵
﹃
世
界
史
的
考
察
﹄
︶
﹂
︵
一
八
六
八
年
開
講
︶
の
萌
芽
的
講
義
を
行
っ
て
お
り㉕
︑
﹃
ル
ネ
サ
ン
ス
の
文
化
﹄
の

基
本
的
構
想
も
︑
す
で
に
一
八
四
〇
年
代
に
書
簡
に
表
明
し
て
い
る㉖
︒
﹃
チ
チ
ェ
ロ
ー
ネ
﹄
発
刊
の
四
年
後
に
は
現
代
史
講
義
﹁
革
命
時
代
史
﹂

︵
一
八
五
九
年
︶
を
開
講
す
る
︒
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
︑
一
八
七
〇
年
代
に
表
明
さ
れ
る
ブ
ル
ク
ハ
ル
ト
の
時
代
判
断
は
︑
﹃
チ
チ
ェ
ロ
ー
ネ
﹄

執
筆
当
時
す
で
に
存
在
し
て
い
た
と
考
え
て
差
し
支
え
な
い
︒
そ
の
内
容
は
︑
以
下
の
通
り
で
あ
る
︒
一
九
世
紀
が
フ
ラ
ン
ス
革
命
以
降
の

﹁
革
命
時
代

R
evolutionszeitalter㉗﹂
で
あ
り
︑
絶
え
ざ
る
現
状
改
訂
の
た
め
に
︑
過
去
と
の
断
絶
を
時
代
的
特
徴
と
し
て
い
る
こ
と
︑
﹁
近

代
史
の
主
要
産
物
﹂
で
あ
る
﹁
大
国
家㉘
﹂
の
構
築
と
︑
交
通
と
運
輸
の
振
興
に
よ
っ
て
︑
過
去
に
類
例
の
な
い
物
質
的
繁
栄
が
達
成
さ
れ
る
一

方
︑
歴
史
的
連
続
性
の
も
と
に
構
成
さ
れ
て
き
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
世
界
が
︑
非
歴
史
化
︑
す
な
わ
ち
新
た
な
野
蛮
化
の
危
機㉙
に
さ
ら
さ
れ
て
い
る

こ
と
で
あ
る
︒
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こ
れ
ら
革
命
時
代
の
諸
相
は
︑
今
日
的
な
視
点
か
ら
み
る
と
︑
ド
イ
ツ
国
民
国
家
建
設
へ
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
運
動
と
産
業
化
を
指
し
て
い

る
︒
一
八
四
八
年
の
三
月
革
命
を
経
て
︑
ド
イ
ツ
諸
邦
は
︑
小
ド
イ
ツ
主
義
的
統
一
に
向
け
て
動
き
始
め
て
い
た
︒
そ
の
中
心
プ
ロ
イ
セ
ン
が

推
進
す
る
ド
イ
ツ
関
税
同
盟
は
︑
小
ド
イ
ツ
の
経
済
的
統
一
を
達
成
し
て
い
た
︒
関
税
同
盟
圏
の
下
︑
産
業
化
は
急
速
に
進
行
し
︑
ド
イ
ツ
の

社
会
的
総
生
産
は
︑
一
八
五
〇
年
か
ら
の
二
〇
年
間
で
二
倍
︑
対
外
貿
易
高
も
三
倍
に
増
え
た㉚
︒
こ
の
状
況
下
に
政
治
的
統
一
を
求
め
る
ナ
シ

ョ
ナ
リ
ズ
ム
運
動
に
は
︑
ド
イ
ツ
国
民
を
表
象
す
る
記
念
碑
の
建
造
と
そ
れ
ら
の
巡
礼
︑
歴
史
学
な
ど
国
民
意
識
を
醸
成
す
る
諸
学
の
振
興
︑

歴
史
博
物
館
の
建
設㉛
︑
さ
ら
に
歴
史
画
の
制
作
と
い
っ
た
﹁
創
ら
れ
た
伝
統
﹂
の
叢
生
を
含
ん
で
い
る
︒
産
業
化
の
進
展
は
︑
現
在
か
ら
未
来

に
向
け
て
の
経
済
的
発
展
を
期
待
さ
せ
︑
啓
蒙
主
義
以
来
の
進
歩
史
観
を
物
質
的
側
面
か
ら
補
強
し
た
︒
進
歩
史
観
は
︑
過
去
を
現
在
の
前
段

階
と
し
て
理
解
す
る
︒
非
歴
史
化
は
︑
こ
の
よ
う
な
過
去
の
蔑
視
︑
忘
却
だ
け
を
意
味
し
て
い
る
の
で
は
な
い
︒
現
在
の
政
治
的
立
場
か
ら
過

去
を
恣
意
的
に
再
構
成
す
る
こ
と
も
含
ま
れ
る
︒
解
放
戦
争
以
来
︑
フ
ラ
ン
ス
と
の
対
抗
の
な
か
で
国
民
意
識
を
醸
成
し
て
き
た
ド
イ
ツ
で
は
︑

ナ
ポ
レ
オ
ン
帝
国
を
連
想
さ
せ
る
ロ
ー
マ
帝
国
を
避
け
︑
源
流
と
し
て
の
古
代
ギ
リ
シ
ア
︑
あ
る
い
は
北
欧
神
話
と
の
接
合
に
歴
史
的
ア
イ
デ

ン
テ
ィ
テ
ィ
が
求
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た㉜
︒
そ
の
た
め
古
代
ロ
ー
マ
と
カ
ト
リ
シ
ズ
ム
の
南
欧
イ
タ
リ
ア
を
排
除
し
た
独
特
の
国
民
神
話
が

形
成
さ
れ
て
い
く
こ
と
に
な
る
︒

ブ
ル
ク
ハ
ル
ト
は
︑
こ
う
し
た
国
民
統
合
の
果
て
に
︑
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
小
国
家
的
伝
統
に
息
づ
い
た
﹁
現
実
の
事
実
上
の
自
由㉝
﹂
の
喪
失
︑

巨
大
化
し
た
国
家
権
力
へ
の
人
び
と
の
隷
属
を
予
想
し
た
︒
彼
に
と
っ
て
教
養
層
と
は
︑
過
去
の
文
献
・
画
像
史
料
を
解
読
す
る
能
力
を
も
ち
︑

社
会
の
精
神
的
連
続
性
の
保
持
に
﹁
特
別
な
義
務㉞
﹂
を
お
く
階
層
で
あ
っ
た
︒
彼
ら
の
イ
タ
リ
ア
追
想
は
︑
以
上
の
よ
う
な
趨
勢
に
あ
る
ド
イ

ツ
社
会
の
た
だ
中
に
︑
別
種
の
領
域
を
つ
く
り
だ
す
こ
と
が
で
き
る
︒
追
想
が
導
く
普
遍
的
な
記
憶
は
︑
全
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
を
貫
い
た
過
去
の
精

神
と
の
架
橋
を
も
た
ら
し
︑
歴
史
的
断
絶
の
時
代
に
精
神
的
連
続
性
の
確
保
を
可
能
に
す
る
︒
そ
れ
が
結
果
す
る
全
欧
的
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ

の
存
在
は
︑
創
生
さ
れ
つ
つ
あ
る
ド
イ
ツ
国
民
的
な
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
正
統
性
に
対
す
る
生
き
た
反
証
と
な
る
だ
ろ
う
︒
美
術
は
︑
﹁
真

実
な
る
も
の
﹂
を
通
し
て
︑
精
神
的
連
続
体
の
存
在
を
実
感
さ
せ
︑
物
質
的
繁
栄
と
は
異
な
る
豊
か
さ
の
存
在
を
示
唆
す
る
︒
新
時
代
の
物
質

ブルクハルトの『チチェローネ』とドイツ教養層のイタリア旅行（森田）

93 (337)



力
は
圧
倒
的
で
あ
り
︑
全
般
的
な
野
蛮
の
到
来
は
不
可
避
で
あ
る
と
ブ
ル
ク
ハ
ル
ト
は
考
え
る
︒
だ
が
︑
そ
の
野
蛮
化
に
抵
抗
し
︑
歴
史
の
な

か
に
育
ま
れ
た
精
神
的
自
由
を
擁
護
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
は
な
い
︒
ブ
ル
ク
ハ
ル
ト
は
︑
ま
さ
に
そ
の
役
割
を
ド
イ
ツ
教
養
層
の
イ
タ
リ
ア

旅
行
に
求
め
た
︒
革
命
時
代
に
お
い
て
︑
そ
の
よ
う
な
文
化
的
対
抗
力
を
社
会
に
担
保
す
る
こ
と
︑
そ
こ
に
彼
が
洞
察
し
た
イ
タ
リ
ア
旅
行
の

歴
史
的
社
会
的
意
味
が
あ
る
︒

﹃
チ
チ
ェ
ロ
ー
ネ
﹄
記
述
の
中
心
︑
ル
ネ
サ
ン
ス
期
の
美
術
は
二
重
の
意
味
に
お
い
て
︑
こ
の
文
化
的
実
践
に
有
利
な
条
件
を
も
っ
て
い
た
︒

す
な
わ
ち
︑
そ
の
模
範
性
と
恒
常
性
で
あ
る
︒
﹃
ル
ネ
サ
ン
ス
の
文
化
﹄
末
尾
で
示
し
た
よ
う
に
︑
ブ
ル
ク
ハ
ル
ト
は
革
命
時
代
に
対
す
る
ル

ネ
サ
ン
ス
の
知
の
模
範
性㉟
を
確
信
し
て
い
た
︒
彼
は
同
時
代
の
優
位
性
を
創
造
力
で
は
な
く
受
容
力
に
み
る
︒
過
去
の
文
物
を
偏
見
な
く
受
容

し
︑
広
く
そ
れ
ら
を
精
神
的
に
同
化
す
る
力
に
お
い
て
︑
一
九
世
紀
は
か
つ
て
な
い
優
位
を
示
し
て
お
り
︑
そ
の
文
化
は
世
界
文
化
と
し
て
の

特
徴
を
有
し
て
い
る㊱
︒
ル
ネ
サ
ン
ス
は
︑
過
去
の
創
造
的
受
容
を
通
し
て
何
が
達
成
し
う
る
か
を
︑
実
例
を
も
っ
て
示
す
︒
調
和
的
美
の
内
実

的
模
範
と
創
造
活
動
へ
の
接
続
と
い
う
古
代
受
容
姿
勢
の
模
範
︑
こ
の
両
者
を
通
し
て
ル
ネ
サ
ン
ス
は
古
代
ロ
ー
マ
と
の
再
結
合
を
近
代
ド
イ

ツ
人
に
促
す
︒
そ
れ
は
ド
イ
ツ
文
化
の
進
む
べ
き
︑
も
う
ひ
と
つ
の
方
向
を
示
唆
し
て
い
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
︒
つ
ぎ
に
︑
美
術
が
追
求
す
る

美
は
︑
真
・
善
よ
り
も
相
対
的
に
恒
常
性
を
も
つ
も
の
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
て
い
る㊲
︒
そ
の
た
め
︑
ル
ネ
サ
ン
ス
が
一
九
世
紀
に
対
し
て
も
つ

教
育
的
価
値
は
︑
美
術
に
お
い
て
も
っ
と
も
確
実
に
担
保
さ
れ
て
い
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
︒
美
術
は
︑
偉
大
な
個
人
の
制
作
に
依
拠
す
る
︒
そ

の
歴
史
は
進
歩
史
観
が
も
っ
と
も
適
用
し
が
た
い
領
域
で
あ
り
︑
過
去
に
対
す
る
学
び
の
姿
勢
を
保
持
す
る
こ
と
が
比
較
的
容
易
で
あ
る
︒
訪

ね
歩
い
た
イ
タ
リ
ア
美
術
を
追
想
す
る
こ
と
は
︑
精
神
的
連
続
性
の
保
持
に
対
し
て
︑
も
っ
と
も
有
効
な
材
料
を
提
供
す
る
︒

こ
の
よ
う
な
文
化
的
機
能
を
も
つ
イ
タ
リ
ア
旅
行
を
支
援
し
よ
う
と
す
る
と
き
︑
広
範
な
読
者
層
へ
の
働
き
か
け
を
意
識
し
て㊳
︑
ブ
ル
ク
ハ

ル
ト
は
既
存
案
内
書
を
補
完
す
る
と
い
う
手
段
を
と
っ
た
︒
そ
の
際
︑
主
要
補
完
対
象
と
し
て
Ｈ
Ｒ
Ｉ
を
選
択
し
た
の
は
︑
同
書
が
多
く
の
読

者
を
獲
得
し
て
お
り
︑
か
つ
美
術
史
に
か
ん
す
る
優
れ
た
記
述
内
容
を
も
っ
て
い
た
こ
と
に
あ
っ
た
︒
が
︑
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
︒
文
化
的
実

践
と
し
て
の
イ
タ
リ
ア
旅
行
を
阻
害
す
る
も
の
が
︑
美
術
に
対
す
る
見
方
そ
の
も
の
の
な
か
に
潜
ん
で
お
り
︑
Ｈ
Ｒ
Ｉ
が
そ
れ
と
不
可
分
の
関
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係
に
あ
っ
た
こ
と
が
い
っ
そ
う
重
要
な
要
因
と
し
て
あ
る
︒
す
な
わ
ち
一
九
世
紀
の
美
術
を
め
ぐ
る
思
潮
の
変
化
で
あ
る㊴
︒
ロ
マ
ン
主
義
︑
写

実
主
義
の
台
頭
に
よ
っ
て
︑
理
想
美
よ
り
も
個
々
の
生
々
し
い
現
実
が
絵
画
に
お
い
て
追
求
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
︒
過
去
の
美
術
に
対
す
る

見
方
︑
評
価
も
変
容
し
た
︒
こ
れ
ま
で
ア
カ
デ
ミ
ー
が
カ
ノ
ン
と
し
て
き
た
ラ
フ
ァ
エ
ロ
の
評
価
は
下
落
し
︑
ラ
フ
ァ
エ
ロ
以
前
の
芸
術
へ
の

回
帰
が
要
求
さ
れ
た
︒
ル
ネ
サ
ン
ス
を
美
術
史
の
不
幸
と
し
︑
ラ
フ
ァ
エ
ロ
時
代
以
降
の
美
術
に
堕
落
を
み
る
オ
ー
ヴ
ァ
ー
ベ
ッ
ク
ら
ナ
ザ
レ

派㊵
は
︑
そ
の
一
典
型
で
あ
る
︒
こ
の
思
潮
の
下
︑
コ
レ
ッ
ジ
ョ
の
﹁
魔
力㊶
﹂
を
も
つ
よ
う
な
現
実
化
︑
カ
ラ
ヴ
ァ
ッ
ジ
ョ
の
﹁
自
然
主
義㊷
﹂
が
︑

ラ
フ
ァ
エ
ロ
や
グ
イ
ド
の
理
想
的
な
調
和
と
優
美
と
に
代
わ
っ
て
高
い
評
価
を
受
け
る
よ
う
に
な
る
︒
そ
の
よ
う
な
新
潮
流
の
な
か
に
︑
フ
ェ

ル
ス
タ
ー
が
立
っ
て
い
た
の
で
あ
る
︒
ナ
ザ
レ
派
の
流
れ
を
汲
む
彼
は
︑
ラ
フ
ァ
エ
ロ
的
な
美
か
ら
離
反
し
よ
う
と
す
る
新
思
潮
の
立
場
か
ら

イ
タ
リ
ア
美
術
史
を
解
釈
し
︑
旅
行
者
を
案
内
し
た
︒
Ｈ
Ｒ
Ｉ
の
優
れ
た
記
述
内
容
は
︑
ま
さ
に
新
時
代
の
美
術
史
解
釈
を
代
表
す
る
も
の
で

あ
っ
た
︒

ブ
ル
ク
ハ
ル
ト
の
Ｈ
Ｒ
Ｉ
に
対
す
る
論
争
的
な
補
完
は
︑
そ
の
よ
う
な
解
釈
に
対
す
る
対
決
を
意
図
し
て
い
る
︒
な
ぜ
な
ら
︑
ド
イ
ツ
教
養

層
の
イ
タ
リ
ア
旅
行
本
来
の
機
能
が
︑
リ
ア
リ
ズ
ム
的
な
見
方
に
よ
っ
て
︑
そ
の
最
深
の
部
分
で
毀
損
さ
れ
る
お
そ
れ
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
︒

﹁
現
実
的
な
る
も
の
﹂
へ
の
注
目
は
︑
﹁
真
実
な
る
も
の
﹂
の
受
容
を
妨
げ
る
︒
﹁
わ
た
し
た
ち
の
内
な
る
最
上
の
も
の
の
想
起
﹂
と
い
う
表
現

は
︑
ま
さ
に
︑
﹁
そ
れ
を
さ
せ
な
い㊸
﹂
コ
レ
ッ
ジ
ョ
に
対
す
る
第
一
の
批
判
と
し
て
書
か
れ
た
文
言
に
登
場
す
る
︒
宗
教
的
歴
史
画
の
伝
統
を

否
定
し
︑
斬
新
な
手
法
で
高
貴
な
も
の
を
卑
俗
化
す
る
コ
レ
ッ
ジ
ョ
の
芸
術
は
︑
精
神
的
連
続
性
の
断
絶
部
を
な
し
て
い
る
︒
ブ
ル
ク
ハ
ル
ト

の
コ
レ
ッ
ジ
ョ
に
対
す
る
批
判
は
︑
彼
を
称
賛
し
た
フ
ェ
ル
ス
タ
ー
の
見
方
へ
の
批
判
を
も
意
味
す
る
︒
一
八
四
三
年
の
論
争
は
︑
歴
史
画
を

め
ぐ
る
両
者
の
立
場
の
相
違
を
浮
き
彫
り
に
し
た
︒
一
九
世
紀
の
世
俗
的
歴
史
画
は
︑
文
献
調
査
に
基
づ
く
緻
密
な
写
実
的
描
写
と
心
理
学
的

表
現
に
よ
っ
て
史
実
に
迫
ろ
う
と
し
た㊹
︒
フ
ェ
ル
ス
タ
ー
は
こ
の
写
実
的
な
歴
史
画
を
擁
護
し
た
が
︑
ブ
ル
ク
ハ
ル
ト
は
︑
内
的
真
実
を
重
視

す
る
見
地
か
ら
こ
れ
を
批
判
し
た
︒
こ
の
立
場
の
相
違
は
︑
ル
ネ
サ
ン
ス
期
の
絵
画
に
対
す
る
見
方
の
違
い
を
結
果
す
る
︒
フ
ェ
ル
ス
タ
ー
は

こ
の
時
期
の
絵
画
の
な
か
で
も
革
新
性
と
現
代
絵
画
へ
の
影
響
力
を
強
調
し
︑
コ
レ
ッ
ジ
ョ
ら
の
古
い
形
式
か
ら
の
解
放
を
評
価
し
た㊺
︒
そ
れ
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に
対
し
ブ
ル
ク
ハ
ル
ト
は
︑
過
去
と
の
創
造
的
連
続
性
に
価
値
を
お
き
︑
教
会
芸
術
が
課
し
た
普
遍
的
課
題
の
な
か
で
追
求
さ
れ
た
理
想
的
な

る
も
の
を
評
価
す
る
︒
ナ
ザ
レ
派
が
批
判
し
た
後
期
ラ
フ
ァ
エ
ロ
は
ま
さ
に
そ
の
大
成
者
で
あ
る
︒
﹃
チ
チ
ェ
ロ
ー
ネ
﹄
の
Ｈ
Ｒ
Ｉ
と
の
論
争

的
補
完
関
係
は
︑
一
八
四
三
年
論
争
の
間
接
的
な
継
続
と
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
︒
コ
レ
ッ
ジ
ョ
ら
の
リ
ア
リ
ズ
ム
に
あ
え
て
否
定

的
な
見
解
を
つ
き
つ
け
る
こ
と
︑
ラ
フ
ァ
エ
ロ
や
グ
イ
ド
の
﹁
建
築
的
構
図
﹂
に
い
ま
一
度
教
養
層
の
目
を
向
け
さ
せ
る
こ
と
︑
そ
れ
ら
は
︑

す
べ
て
写
実
主
義
に
傾
斜
し
た
一
九
世
紀
の
美
術
史
的
視
点
に
対
峙
し
つ
つ
︑
ド
イ
ツ
教
養
層
の
た
め
に
︑
﹁
こ
の
時
代
を
見
る
べ
き
示
唆
的

な
視
点
を
確
立
す
る㊻
﹂
た
め
に
と
ら
れ
た
措
置
で
あ
る
︒
そ
れ
ゆ
え
﹃
チ
チ
ェ
ロ
ー
ネ
﹄
の
記
述
は
︑
ケ
ー
ギ
が
指
摘
し
た
よ
う
な
︑
盛
期
ル

ネ
サ
ン
ス
に
美
の
規
準
を
お
く
﹁
古
典
主
義
的
な㊼
﹂
立
場
に
立
た
ざ
る
を
得
な
い
︒
だ
が
︑
こ
れ
は
単
な
る
美
術
史
学
上
の
立
場
に
と
ど
ま
る

も
の
で
は
な
い
︒
イ
タ
リ
ア
旅
行
の
機
能
保
全
の
た
め
に
と
っ
た
文
化
的
措
置
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
︒

①

ブ
ル
ク
ハ
ル
ト
は
︑
一
八
三
八
年
の
北
イ
タ
リ
ア
︑
ト
ス
カ
ー
ナ
地
方
へ
の
夏

旅
行
か
ら
︑
一
八
八
三
年
の
最
後
の
ロ
ー
マ
旅
行
に
い
た
る
ま
で
︑
約
十
一
回
の

イ
タ
リ
ア
旅
行
を
行
っ
て
い
る
︵
vgl.
D
avid
M
arc
H
offm
ann,
Jacob

B
urckhardt
1818-1897.
G
eschichte・
K
unst・
K
ultur,
B
asel
1997,
S.

14-S.21
︶
︒

②

若
い
芸
術
家
に
イ
タ
リ
ア
長
期
滞
在
を
勧
め
て
い
る
点
が
特
徴
的
で
あ
る
︒

バ
ー
ゼ
ル
出
身
の
画
家
ア
ル
ノ
ル
ト
・
ベ
ッ
ク
リ
ン
は
︑
ブ
ル
ク
ハ
ル
ト
の
助
言

に
従
っ
て
一
八
五
〇
年
以
降
︑
イ
タ
リ
ア
に
滞
在
し
て
い
る
︵
フ
ラ
ン
ツ
・
ツ
ェ

ル
ガ
ー
著
︑
高
阪
一
治
訳
﹃
ベ
ッ
ク
リ
ー
ン
︽
死
の
島
︾
﹄
三
元
社
︑
二
〇
〇
八

年
︑
三
〇

三
三
頁
︑
一
一
五
頁
参
照
︶
︒
ま
た
︑
甥
の
画
家
シ
ュ
ト
ゥ
ケ
ル
ベ

ル
ク
も
ま
た
︑
ブ
ル
ク
ハ
ル
ト
の
勧
め
で
︑
数
年
間
イ
タ
リ
ア
で
過
ご
し
て
い
る

︵
B
r.,
B
d.
III,
S.445
︶
︒

③

ケ
ー
ギ
﹃
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
像
﹄
五
四
頁
︒

④

B
r.,B
d.I,B
asel1949,S.82,an
Johannes
R
iggenbach
vom
26.A
ug.

1838.

⑤

B
r.,
B
d.
IX
,
S.266,
an
W
ilhelm
Schäfer
vom
17.
Sep.1890.

⑥

﹁
ル
ネ
サ
ン
ス
﹂
は
︑
﹃
ベ
ル
ギ
ー
諸
都
市
﹄
︑
﹃
チ
チ
ェ
ロ
ー
ネ
﹄
執
筆
時
に
お

い
て
は
︑
建
築
史
上
の
一
様
式
を
表
す
用
語
に
す
ぎ
な
か
っ
た
︒
し
か
る
に
彫

刻
・
絵
画
は
建
築
内
部
を
装
飾
す
る
形
で
付
属
し
て
お
り
︑
ミ
ケ
ラ
ン
ジ
ェ
ロ
の

よ
う
に
︑
三
つ
の
造
形
芸
術
す
べ
て
に
関
わ
る
芸
術
家
も
存
在
す
る
︒
そ
の
た
め

本
稿
で
は
︑
彫
刻
・
絵
画
に
お
け
る
一
五
世
紀
・
一
六
世
紀
を
も
﹁
ル
ネ
サ
ン
ス

期
﹂
と
し
て
︑
建
築
と
関
連
づ
け
て
扱
う
こ
と
と
す
る
︒

⑦

K
B
.,
S.8.

⑧

E
bd.

⑨

建
築
篇
︑
初
期
ル
ネ
サ
ン
ス
建
築
と
盛
期
ル
ネ
サ
ン
ス
建
築
の
一
七
二
頁
︑
彫

刻
篇
︑
一
五
世
紀
の
彫
刻
と
一
六
世
紀
の
彫
刻
の
一
〇
五
頁
︑
絵
画
篇
︑
一
五
世

紀
の
絵
画
と
一
六
世
紀
の
絵
画
の
二
〇
二
頁
︑
本
文
一
〇
五
六
頁
中
︑
ル
ネ
サ
ン

ス
記
述
は
総
計
四
七
九
頁
で
あ
る
︒

⑩

K
aegi,
JB
.,
B
d.
III,
S.513.

⑪

C
icerone,
S.585,
S.793.
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⑫

E
bd.,
S.664ff.,
S.858f.

⑬

E
bd.,
S.
V
.

⑭

V
gl.B
r.,B
d.II,B
asel
1952,S.16f.,an
W
illibald
B
eyschlag
vom
19.

Juny
1843;B
r.,B
d.III,S.16,an
K
arl
F
resenius
vom
21.A
pril
1846.

⑮

C
icerone,
S.
V
.

⑯

ブ
ル
ク
ハ
ル
ト
は
︑
特
定
の
美
術
作
品
と
鑑
賞
者
の
﹁
個
人
的
関
係
﹂
を
︑
鑑

賞
者
の
意
思
に
左
右
さ
れ
な
い
﹁
神
の
賜
物
﹂
と
み
な
し
た
︵
G
A
.,
B
d.
X
III,

S.26
︶
︒
追
想
は
︑
賜
物
と
の
出
会
い
を
想
起
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
︒

⑰

C
icerone,S.951.

⑱

V
gl.
JB
W
.,
B
d.13,
S.448.

⑲

C
icerone.
S.952.

⑳

E
bd.,
S.951.

㉑

E
bd.

㉒

E
bd.,
S.907;
vgl.
ebd.,
S.935.

㉓
﹁
芸
術
は
︑
人
び
と
と
世
紀
を
相
互
に
ひ
と
つ
の
共
同
体

G
em
eine
に
結
び
つ

け
る
こ
と
が
で
き
る
︑
す
ば
ら
し
い
き
ず
な
で
あ
る
﹂
︵
JB
W
.,B
d.13,S.451
︶
︒

㉔

ナ
ポ
レ
オ
ン
戦
争
期
︑
フ
ラ
ン
ス
に
よ
る
イ
タ
リ
ア
文
化
財
収
奪
に
対
し
て
︑

ド
イ
ツ
教
養
層
が
す
ぐ
さ
ま
反
発
し
て
い
る
︒
服
部
春
彦
﹃
文
化
財
の
併
合

フ

ラ
ン
ス
革
命
と
ナ
ポ
レ
オ
ン
﹄
知
泉
書
館
︑
二
〇
一
五
年
︑
一
〇
六
頁
を
参
照
の

こ
と
︒

㉕

Jacob
B
urckhardt,
Ű
ber
das
Studium
der
G
eschichte.
D
er
T
ext

der
>
W
eltgeschichtlichen
B
etrachtungen<
auf
G
rund
der

V
orarbeiten
von
E
rnst
Ziegler
nach
den
H
andschriften
hrsg.
von

Peter
G
anz
︵
以
下

SG
.
と
略
記
す
る
︶,
M
ünchen
1982,
S.16f.

㉖

B
r.,B
d.III,S.94,an
A
ndreas
H
eusler-R
yhiner
vom
19.Jan.1848;

vgl.
K
aegi,
JB
.,
B
d.
III,
S.647ff.

㉗

JB
W
.,
B
d.28,
M
ünchen/B
asel
2009,
S.3ff.

㉘

Jacob
B
urckhardt,
H
istorische
Fragm
ente,
hrsg.
von
E
m
ill
D
ürr,

Stuttgart
1957,
S.77.

㉙

B
r.,
B
d.
II,
S.210,
an
H
erm
ann
Schauenburg
vom
M
ärz.1846.

㉚

成
瀬
治
ほ
か
編
﹃
世
界
歴
史
大
系

ド
イ
ツ
史
Á
﹄
山
川
出
版
社
︑
一
九
九
六

年
︑
三
五
一
頁

三
五
二
頁
︒

㉛

松
本
彰
﹃
記
念
碑
に
刻
ま
れ
た
ド
イ
ツ

戦
争
・
革
命
・
統
一
﹄
東
京
大
学
出

版
会
︑
二
〇
一
二
年
︑
一
五

一
六
頁
︑
五
九
頁
参
照
︒
ブ
ル
ク
ハ
ル
ト
は
︑
ニ

ュ
ル
ン
ベ
ル
ク
の
﹁
ゲ
ル
マ
ン
国
民
博
物
館
﹂
か
ら
学
識
者
委
員
会
の
メ
ン
バ
ー

に
指
名
さ
れ
て
い
る
︒
彼
は
他
の
候
補
者
を
紹
介
し
︑
今
後
の
協
力
を
謝
絶
し
て

い
る
︵
B
r.,
B
d.
III,
S.235f.,
an
das
G
erm
anishe
M
useum
N
ürnberg

vom
6.
Jan.1856
︶
︒

㉜

松
本
前
掲
書
︑
七
三

七
四
頁
参
照
︒

㉝

SG
.,
S.259,
A
nm
.24.

㉞

Jakob
B
urckhardt,
G
riechische
K
ulturgeschichte,
B
d.
I,
hrsg.
von

Jakob
O
eri,
B
erlin
und
Stuttgart
1898,
S.11.

㉟

C
R
.,
S.561.
ル
ネ
サ
ン
ス
の
模
範
性
に
つ
い
て
は
︑
拙
著
﹃
ブ
ル
ク
ハ
ル
ト

の
文
化
史
学
﹄
二
六
五
頁
以
下
を
参
照
の
こ
と
︒

㊱

SG
.,
S.284;
G
A
.,
B
d.
X
III,
S.23.

㊲
﹁
ホ
メ
ロ
ス
と
フ
ェ
イ
デ
ィ
ア
ス
は
い
ま
な
お
美
し
い
﹂
︵
SG
.,
S.230,
A
nm
.

24
︶
︒

㊳

ブ
ル
ク
ハ
ル
ト
は
著
作
に
お
い
て
︑
つ
ね
に
広
範
な
読
者
層
﹁
す
べ
て
の
階
層

の
考
え
る
読
者
﹂
︵
ZC
.,
S.
V
I︶
を
念
頭
に
お
き
︑
読
み
や
す
い
文
体
の
工
夫

︵
B
r.,B
d.I,S.197,an
G
ottfried
K
inkel
vom
21.M
ärz.1842
︶
や
︑
分

量
︵
B
r.,B
d.IV
,S.53,an
H
einrich
Schreiber
vom
1.A
ug.1860
︶
等
に

も
配
慮
し
て
い
た
︒

㊴

高
階
秀
爾
・
三
浦
篤
編
﹃
西
洋
美
術
史
ハ
ン
ド
ブ
ッ
ク
﹄
新
書
館
︑
一
九
九
七

年
︑
一
二
八
頁

一
三
一
頁
︒
ア
イ
ネ
ム
前
掲
書
︑
一
一
七
頁
以
下
参
照
︒
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㊵

K
aegi,
JB
.,
B
d.
II,
S.228.

㊶

C
icerone,
S.951.

㊷

E
bd.,
S.1009.

㊸

E
bd.,
S.951.

㊹

JB
W
.,
B
d.7,
S.242f.;
JB
W
.,
B
d.13,
S.448ff.

㊺

H
R
I.(IV
),
S.369;
H
R
I.
(V
),
S.445.

㊻

C
icerone,
S.1004.

㊼

K
aegi,
JB
.,
B
d.
III,
S.509.
ケ
ー
ギ
は
﹁
チ
チ
ェ
ロ
ー
ネ
の
旅
﹂
に
お
い

て
ブ
ル
ク
ハ
ル
ト
の
な
か
に
古
典
主
義
理
念
が
高
ま
っ
た
と
し
︑
そ
の
原
因
を
同

時
代
の
﹁
美
術
的
リ
ア
リ
ズ
ム
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
﹂
に
対
す
る
敵
対
心
に
求
め
て
い

る
︵
ebd.︶
︒

お

わ

り

に

一
八
六
九
年
に
刊
行
さ
れ
た
﹃
チ
チ
ェ
ロ
ー
ネ
﹄
第
二
版
は
︑
編
集
を
担
当
し
た
ツ
ア
ー
ン
に
よ
っ
て
大
胆
な
改
訂
を
施
さ
れ
て
い
る
︒
ブ

ル
ク
ハ
ル
ト
が
作
成
し
た
索
引
は
︑
﹁
地
名
索
引
﹂
と
な
り
︑
﹁
芸
術
家
名
索
引
﹂
が
付
け
加
え
ら
れ
た
︒
ヘ
ッ
カ
ー
は
︑
﹃
チ
チ
ェ
ロ
ー
ネ
﹄

が
六
回
の
改
訂
を
通
し
て
︑
ブ
ル
ク
ハ
ル
ト
の
存
命
中
に
︑
旅
行
案
内
書
か
ら
普
遍
的
な
美
術
史
書
へ
と
そ
の
役
割
を
変
貌
さ
せ
た
と
指
摘
し

て
い
る①
が
︑
こ
の
独
立
し
た
人
名
索
引
の
付
加
は
︑
そ
の
方
向
へ
の
第
一
歩
を
意
味
し
て
い
る
︒
改
訂
は
そ
れ
だ
け
に
と
ど
ま
ら
な
い
︒
第
二

版
に
収
録
さ
れ
た
ブ
ル
ク
ハ
ル
ト
の
初
版
序
言
の
本
文
か
ら
︑
フ
ェ
ル
ス
タ
ー
の
名
が
消
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
︒

﹁
手
軽
な
情
報
提
供
は
旅
行
案
内
書
類
が
用
意
し
て
く
れ
る
﹂
と
い
う
文
面
は
両
版
共
通
で
あ
る
が
︑
そ
れ
に
続
く
Ｈ
Ｒ
Ｉ
推
薦
文
が
︑
第

二
版
で
は
削
除
さ
れ
て
い
る②
︒
代
わ
っ
て
脚
注
が
新
た
に
つ
け
ら
れ
︑
六
〇
年
代
に
改
訂
版
を
出
し
た
マ
ー
レ
ー
社
や
ベ
ー
デ
カ
ー
社
の
最
新

版
が
紹
介
さ
れ
る
一
方
︑
﹁
エ
ル
ン
ス
ト
・
フ
ェ
ル
ス
タ
ー
の
ハ
ン
ド
ブ
ッ
ク
最
新
版
を
編
者
は
知
ら
な
い③
﹂
と
書
き
添
え
ら
れ
て
い
る
︒
旅

行
案
内
書
を
専
門
と
す
る
ベ
ー
デ
カ
ー
社
は
︑
一
八
六
一
年
に
イ
タ
リ
ア
旅
行
シ
リ
ー
ズ
刊
行
を
開
始
し
︑
情
報
量
の
多
さ
︑
地
図
の
見
や
す

さ
︑
実
用
情
報
の
更
新
速
度
に
よ
っ
て
︑
他
社
を
圧
倒
し
て
い
っ
た④
︒
Ｈ
Ｒ
Ｉ
も
第
八
版
︵
一
八
六
六
年
刊
︶
を
最
後
に
︑
改
訂
版
を
出
し
て

い
な
い
︒
案
内
書
作
成
に
組
織
的
に
取
り
組
む
専
門
企
業
の
台
頭
を
前
に
︑
個
人
主
導
の
Ｈ
Ｒ
Ｉ
は
市
場
か
ら
退
場
し
つ
つ
あ
っ
た
の
で
あ
る
︒

﹃
チ
チ
ェ
ロ
ー
ネ
﹄
は
︑
当
初
Ｈ
Ｒ
Ｉ
へ
の
論
争
的
な
補
完
を
意
図
し
た
も
の
で
あ
っ
た
が
︑
Ｈ
Ｒ
Ｉ
の
�
落
に
よ
っ
て
し
だ
い
に
そ
の
意
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味
を
失
い
︑
第
二
版
に
お
い
て
﹁
補
完
﹂
関
係
は
解
消
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
︒
だ
が
﹃
チ
チ
ェ
ロ
ー
ネ
﹄
は
そ
の
後
も
版
を
重
ね
た
︒
そ
こ

に
は
︑
鉄
道
敷
設⑤
な
ど
交
通
手
段
の
利
便
化
に
よ
る
イ
タ
リ
ア
旅
行
の
さ
ら
な
る
普
及
︑
大
衆
化⑥
が
横
た
わ
り
︑
こ
の
新
し
い
状
況
に
適
合
し

た
企
業
型
旅
行
案
内
書
と
の
共
存
関
係
の
成
立
が
指
摘
さ
れ
よ
う
︒
広
い
社
会
層
を
読
者
層
と
す
る
ベ
ー
デ
カ
ー
は
︑
実
用
的
な
情
報
提
供
に

特
化
し
︑
Ｈ
Ｒ
Ｉ
の
よ
う
な
独
立
し
た
美
術
史
概
観
や
美
術
に
対
す
る
独
自
の
見
解
を
も
た
な
い⑦
︒
一
方
﹃
チ
チ
ェ
ロ
ー
ネ
﹄
は
︑
改
訂
に
よ

っ
て
美
術
史
学
の
新
成
果
を
追
補
さ
れ
︑
美
術
史
書
と
し
て
の
意
味
合
い
を
深
め
て
い
っ
た
︒
こ
れ
ら
異
な
る
方
向
へ
の
発
展
が
︑
両
者
の
フ

ラ
ッ
ト
な
補
完
関
係
︑
共
存
を
可
能
に
す
る
︒
こ
の
よ
う
な
旅
行
案
内
書
と
守
備
範
囲
を
異
に
す
る
旅
行
者
仕
様
の
美
術
史
書
こ
そ
が
︑
下
村

が
主
張
し
た
﹁
美
術
史
案
内
書
﹂
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
で
は
な
か
っ
た
だ
ろ
う
か
︒
こ
の
案
内
書
に
対
す
る
ニ
ー
ズ
が
︑
イ
タ
リ
ア
旅
行
普
及

の
な
か
で
つ
ね
に
高
位
に
保
た
れ
た
︒
ド
イ
ツ
の
ナ
シ
ョ
ナ
ル
化
に
拮
抗
す
る
イ
タ
リ
ア
旅
行
の
隆
盛
は
︑
産
業
化
に
促
進
さ
れ
た
も
の
で
あ

り
︑
ブ
ル
ク
ハ
ル
ト
が
看
取
し
た
革
命
時
代
の
諸
相
と
不
可
分
で
あ
る⑧
︒
と
す
れ
ば
︑
こ
れ
を
支
援
す
る
﹃
チ
チ
ェ
ロ
ー
ネ
﹄
は
︑
初
版
か
ら

そ
の
後
の
改
訂
版
に
い
た
る
ま
で
︑
こ
の
時
代
を
独
特
な
形
で
映
し
出
す
﹁
証
言
者
﹂
で
あ
っ
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
︒
﹃
チ
チ
ェ
ロ
ー
ネ
﹄
は

一
九
世
紀
ド
イ
ツ
の
文
化
と
社
会
に
深
く
根
ざ
し
た
﹁
旅
の
友
﹂
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
︒

①

H
öcker,
a.a.O
.,
S.119.
ブ
ル
ク
ハ
ル
ト
は
晩
年
︑
度
重
な
る
改
訂
の
た
め
に
︑

﹃
チ
チ
ェ
ロ
ー
ネ
﹄
が
自
分
に
帰
属
す
る
の
は
半
分
く
ら
い
だ
と
書
簡
で
述
べ
て

い
る
︵
B
r.,
B
d.
X
,
B
asel/Stuttgart
1986,
S.322,
an
O
tto
M
arkw
art

vom
17.
Juny
1897
︶
︒

②

ZA
.,
B
d.
III,
S.
IV
.

③

E
bd.,
S.
IV
f.,
A
nm
.1.

④

河
村
前
掲
書
︑
七
三
頁

七
四
頁
︒

⑤

同
書
︑
九
九
頁
︒

⑥

ブ
ル
ク
ハ
ル
ト
は
一
八
九
〇
年
に
︑
五
〇
年
前
よ
り
も
百
倍
も
の
ド
イ
ツ
人
が

イ
タ
リ
ア
を
訪
れ
て
い
る
が
︑
短
い
休
暇
期
間
に
急
行
列
車
で
訪
れ
︑
す
ぐ
に
も

消
え
そ
う
な
印
象
を
詰
め
込
ん
で
い
る
だ
け
だ
と
︑
旅
行
の
変
質
を
指
摘
し
て
い

る
︵
B
r.,
B
d.
IX
,
S.266,
an
W
ilhelm
Schäfer
vom
17.
Sep.1890
︶
︒

⑦

ベ
ー
デ
カ
ー
に
は
︑
パ
ル
マ
大
聖
堂
訪
問
の
最
適
時
間
帯
な
ど
﹃
チ
チ
ェ
ロ
ー

ネ
﹄
を
参
照
し
た
と
思
わ
れ
る
記
述
箇
所
も
存
在
す
る
︵
vgl.
K
arl
B
aedeker,

Italien.
H
andbuch
für
R
eisende,
E
rster
T
heil:
O
ber-
Italien
bis

L
ivorno,
Florenz
und
A
ncona,
C
oblenz
1865,
S.290
︶
︒

⑧

V
gl.
SG
.,
S.247,
S.284.︵
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society

Jacob Burckhardtʼs Cicerone as a Guidebook

by

MORITA Takeshi

In the 19
th
century, Jacob Burckhardtʼs best-known work in Germany was

not die Kultur der Renaissance in Italien (The Civilization of the Renaissance

in Italy) (1860), but Der Cicerone. Eine Anleitung zum Genuss der

Kunstwerke Italien (The Cicerone: or, Art-guide to painting in Italy, for the

use of travellers) (1855). It was a popular guide to architecture, sculpture and

painting in Italy for German travellers, and had a wide readership in

Germany. In the 20
th
century this book have been studied by historians of

art as a work of art history. They have argued that it was an early form of a

systematic history of art that went beyond a mere history of artists.

According to Werner Kaegi, the author of Jacob Burckhardt. Eine Biographie,

this book on the whole was an art history not a guidebook. Certainly, the

structure of this book is that of a history of art, whose chapters correspond

to the styles of art from Antiquity to the 18
th
century, including Gothic,

Renaissance and Baroque. However, two supplementary items that the first

edition of this book provided could help a traveller as a guidebook. They are

the special index which Burckhardt himself made and a handbook that was

recommended in the preface to the first edition. A German traveller could

browse through Cicerone with the index and obtain with the handbook

several pieces of practical information on touring, traveling expenses, model

itineraries and so on. Burckhardt wrote this book for the use of German

intellectuals as a guide to art in their lengthy travels around Italy, which

could be termed the German Grand Tour. In this paper, I try to clarify the

important role that Burckhardt would play with his Cicerone in German

society and culture in this age, and thus I treat this book as a guidebook for

travellers.

In the first section, I consider the features of the first-edition of Cicerone

to clarify that it was for the use of travellers in Italy, not for scholars in

their studies. In the second section, I analyse the feature of the Ciceroneʼs
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index and explain what information could be obtained by browsing Cicerone

with it. In the third section, I make a summary of Ernst Försterʼs Handbuch

für Reisende in Italien (Handbook for the travellers in Italy) (1
st
edition,

1840), which was recommended in the preface of Cicerone. In the fourth

section, I clarify the close relation between Cicerone and Försterʼs handbook.

In the fifth section, I compare the interpretation of fine arts in Cicerone with

that in Försterʼs, focusing on paintings in Bologna and Parma, and make

clear the complementary relationship between the two books. In the sixth

section, I analyse what Cicerone provided to travellers with the complete

version of the handbook, and consider the cultural and social roles that

Burckhardt expected the German Grand Tour to play.

What Burckhardt expected of the art travellers in Italy was maintenance

of the continuity of the European spirit through their appreciation of Italian

art. The German nationalist movement also developed at this time. People

hoped for the establishment of a German national state and the centralization

of power. After the revolution of 1848, German nationalism aimed for a

“little-German” unification. Burckhardt found non-Europanizing and non-

historizing phenomena in the rapid political and social changes taking place

in Germany. He took non-historizing as barbarizing. Burckhardt considered

the continuity of the European spirit a cultural deterrent against German

nationalism and the barbarizing of German society. He thought that people

could appreciate the European spirit through the fine arts of Italy, especially

the harmonized beauty, which Raphael and Guido Reni had attained.

However, the concept of the fine arts greatly changed in the 19
th
century.

The artists and historians of art following the new trend of realism in art

criticized classical beauty and praised realistic portrayals highly. In

criticizing classic beauty, they preferred Caravaggio to Raphael. One of the

reasons that Burckhardt had recommended Försterʼs handbook to Ciceroneʼs

readers was that Förster was a leader of the Pre-Raphael group in Munich

and was representative of the new view of art in Germany. As a painter of

historic subjects and an art historian, Förster provided a general view of art

history in Italy in his book and advised his readers where to visit.

Burckhardt intended to correct Försterʼs realistic interpretations via

Cicerone.

Both these historians of art had a dispute over German historic paintings

in the academic journal Kunstblatt in 1843. At that time German painters

tended to paint historic pictures based on research in source materials. They

sought reality in realistic and psychological drawing. Attaching importance
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to the inner truth in painting, Burckhardt criticized the realism in art that

Förster defended. Different views regarding the paintings of the 16
th
century

were derived from this difference of opinion between the two historians.

Förster had a high opinion of Correggioʼs revolutionary technique, but

Burckhardt criticized it. Meanwhile Burckhardt esteemed the harmonized

beauty of Raphael that Förster depreciated. In a sense, the corrections of

Försterʼs handbook through Cicerone implied a continuation of the dispute in

1843.

Burckhardtʼs Cicerone was a guidebook designed to preserve the cultural

function of the German Grand Tour against the influence of realism in art

that been exerted on German intellectuals in the 19
th
century.

Key Words ; guidebook, art history, grand tour, realism, Cicerone
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